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論
文
要
旨 

（【　

】
内
は
キ
ー
ワ
ー
ド
）

僧
侶
と
隠
逸
表
現

│
受
容
と
再
構
築

│

田　

云
明　

　

日
中
文
化
交
流
に
お
い
て
、
仏
教
者
に
よ
る
文
化
導
入
の
重
要
性
が
日
本
の
特
性
と
し

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
渡
唐
し
た
留
学
僧
は
、
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
知
的
エ
リ
ー
ト
と
し

て
、
仏
教
経
典
を
研
鑚
す
る
の
み
な
ら
ず
、
作
詩
を
含
む
文
化
活
動
に
も
参
加
し
た
。
彼

ら
の
文
壇
で
の
活
躍
ぶ
り
は
、
す
で
に
『
懐
風
藻
』
な
ど
の
漢
詩
集
に
現
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
僧
侶
に
よ
る
詩
作
に
隠
逸
志
向
を
表
わ
す
表
現
が
少
な
か
ら

ず
見
出
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
修
行
の
僧
侶
が
隠
逸
表
現
を
詩
作
に
詠
み
込
む

こ
と
は
、当
時
の
僧
侶
が
隠
者
と
い
う
観
念
上
の
存
在
と
同
一
視
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
。

本
稿
は
、公
的
文
化
伝
播
者
・
布
教
者
と
い
う
特
殊
な
立
場
に
置
か
れ
た
僧
侶
に
注
目
し
、

彼
ら
の
詩
作
、
彼
ら
に
纏
わ
る
僧
伝
に
現
わ
れ
た
隠
逸
表
現
、
及
び
同
じ
く
文
壇
で
活
躍

す
る
宮
廷
人
の
詩
作
に
見
ら
れ
る
僧
侶
観
に
つ
い
て
考
察
し
、
文
学
表
現
に
お
け
る
僧
侶

と
隠
者
の
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
日
本
に
お
け
る
隠
逸
表
現
の
受
容
と
再
構
築
に
お
け
る
僧

侶
の
役
割
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
ま
ず
、『
懐
風
藻
』
僧
伝
、
と
り
わ
け
留
学
僧
の
卒
伝
と
詩
作
に
見
ら

れ
る
脱
俗
性
・
反
俗
性
に
着
目
し
、
隠
者
を
彷
彿
と
さ
せ
る
僧
侶
像
、
及
び
詩
作
が
帯
び

る
隠
逸
志
向
を
考
察
す
る
。
と
く
に
「
竹
林
」「
佯
狂
」「
方
外
士
」「
養
性
」
な
ど
隠
者

と
文
学
的
つ
な
が
り
を
持
つ
表
現
に
よ
っ
て
、
文
学
に
お
け
る
僧
侶
と
隠
者
の
境
界
が
い

か
に
曖
昧
に
な
っ
た
の
か
を
分
析
す
る
。
次
に
、
主
に
嵯
峨
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
宮
廷

人
が
詠
ん
だ
『
文
華
秀
麗
集
』『
経
国
集
』
の
梵
門
詩
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
と
く
に
、

僧
侶
と
宮
廷
人
が
〈
仏
〉〈
俗
〉
の
対
立
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、〈
隠
〉
を
も
っ
て
両
者
を

同
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
宮
廷
人
の
作
詩
傾
向
に
重
点
を
お
い
て
考
察
す
る
。
以
上
の
考
察

を
通
し
て
、
日
本
に
お
け
る
隠
逸
表
現
の
受
容
と
再
構
築
に
お
け
る
僧
侶
の
役
割
を
明
ら

か
に
す
る
。

【
僧
侶
、
仏
教
、
文
化
交
流
、
隠
者
、
隠
逸
表
現
、『
懐
風
藻
』、
つ
な
が
り
、
宮
廷
人
、
受
容
、

再
構
築
】

林
羅
山
に
よ
る
か
み
4

4

の
名
物

│
『
多
識
編
』
を
も
と
に

│

木
場
貴
俊　

　

本
論
は
、
林
羅
山
の
『
多
識
編
』
と
い
う
本
草
学
の
書
物
に
見
ら
れ
る
か
み
4

4

の
和
名
か

ら
、
彼
の
思
想
的
営
為
と
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
物
で
用

い
ら
れ
て
い
る
か
み
4

4

は
、
従
来
林
羅
山
の
神
道
思
想
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
理
当

心
地
神
道
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
、「
怪
異
」
に
関
す
る
名
物
で
あ
る
。

　

羅
山
は
「
怪
異
」
を
世
俗
の
領
域
に
あ
る
、
仏
教
と
関
わ
り
が
あ
る
も
の
と
し
、
教
化

の
対
象
と
し
た
。
そ
こ
に
は
慶
長
年
間
、
徳
川
幕
府
に
仕
え
た
羅
山
が
思
想
的
挫
折
を
経

験
し
、「
従
俗
の
論
理
」を
得
た
こ
と
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り『
多
識
編
』の「
怪

異
」
の
名
物
を
考
え
る
こ
と
は
、
神
道
思
想
や
本
草
学
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
儒
学
を
含
む

羅
山
の
思
想
的
営
為
全
体
を
考
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
『
多
識
編
』
は
、
慶
長
期
の
草
稿
本
と
寛
永
期
の
刊
本
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
、

特
に
慶
長
期
に
付
け
ら
れ
た
か
み
4

4

の
和
名
が
寛
永
期
で
は
ほ
と
ん
ど
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
こ
の
変
化
か
ら
、
羅
山
の
従
俗
教
化
の
特
徴
と
変
遷
を
読
み
取
ろ
う
と
し
た
。

　

慶
長
期
の
草
稿
本
に
お
け
る
か
み
4

4

の
和
名
は
、『
和
名
類
聚
抄
』
と
い
う
伝
統
的
知
識

と
朱
子
鬼
神
論
を
複
合
さ
せ
て
名
物
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
社
会
の
怪

異
認
識
と
外
見
上
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
内
実
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
が
寛
永
期
の
刊
本
で
か
み
4

4

の
和
名
が
ほ
と
ん
ど
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た

の
は
、
同
時
期
に
体
系
化
さ
れ
た
理
当
心
地
神
道
の
影
響
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
清
浄

か
つ
正
常
を
求
め
る
理
当
心
地
神
道
に
は
不
正
の
鬼
神
で
あ
る
「
怪
異
」
が
入
る
余
地
は

な
く
、
理
当
心
地
神
道
の
「
神
」
と
「
怪
異
」
に
名
付
け
ら
れ
た
か
み
4

4

が
同
一
視
さ
れ
る

こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
従
俗
教
化
の
内
容
に
大
き
な

差
異
が
見
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
『
多
識
編
』
の
か
み
4

4

を
め
ぐ
る
問
題
か
ら
判
明
し
た
の
は
、
羅
山
的
儒
学
に
よ
る
日
本

の
知
識
体
系
の
独
自
解
釈
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
従
俗
の
論
理
」
が
あ
っ
た
。

【
林
羅
山
、
本
草
学
、『
多
識
編
』、
名
物
、
怪
異
、
従
俗
の
論
理
、
従
俗
教
化
、
朱
子
鬼
神
論
、

理
当
心
地
神
道
、『
和
名
類
聚
抄
』】
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　論文要旨

『
國
華
』
に
み
る
古
渡
の
中
国
絵
画

│
近
代
日
本
に
お
け
る
「
宋
元
画
」
と
文
人
画
評
価
の
成
立

│
久
世
夏
奈
子　

　

本
論
で
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
古
渡
の
中
国
絵
画
に
対
す
る
評
価
の
成
立
過
程
を
論

じ
る
。
そ
の
対
象
は
創
刊
か
ら
戦
中
ま
で
の
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
古
渡
の
中
国
絵
画

作
品
で
あ
り
、
そ
の
掲
載
の
背
景
、
所
蔵
者
、
来
歴
、
内
容
の
分
析
を
行
う
。
結
論
と
し

て
、
当
時
の
近
代
茶
道
と
近
代
美
術
史
学
の
成
立
を
背
景
に
、
特
に
民
間
所
蔵
品
の
処
遇

を
め
ぐ
っ
て
近
代
数
奇
者
と
近
代
研
究
者
と
が
攻
防
し
、
最
終
的
に
は
主
と
し
て
前
者
が

「
宋
元
画
」、
後
者
が
文
人
画
の
評
価
を
そ
れ
ぞ
れ
確
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

一
八
九
〇
年
代
に
は
中
国
絵
画
の
掲
載
点
数
は
ま
だ
少
な
く
、
そ
の
所
蔵
者
及
び
内
容

は
限
定
さ
れ
た
。
一
九
〇
一
年
に
瀧
精
一
が
『
國
華
』
主
幹
に
就
任
し
て
以
来
、『
國
華
』

で
は
専
ら
近
代
研
究
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
民
間
所
蔵
品
公
開
の
推
進
と
数
奇
者
批
判
を

積
極
的
に
行
っ
た
。
そ
の
結
果
一
九
〇
〇
年
代
に
は
中
国
絵
画
の
掲
載
は
質
量
共
に
向
上

し
て
掲
載
点
数
上
第
一
の
ピ
ー
ク
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
従
来
の
茶
の
湯
の
名
物
が
新

た
に
制
作
史
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、「
宋
元
画
」
に
対
す
る
評
価
が
成
立
し
た
。

　

一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
は
古
渡
の
中
国
絵
画
の
掲
載
点
数
上
第
二
・
第
三
の

ピ
ー
ク
で
あ
る
。
一
方
で
民
間
所
蔵
品
の
公
開
と
入
札
が
最
も
流
行
し
、
近
代
数
奇
者
と

近
代
研
究
者
と
の
攻
防
が
最
も
顕
著
に
み
ら
れ
た
。
他
方
で
一
九
一
〇
年
代
以
降
新
来
の

中
国
絵
画
が
掲
載
さ
れ
、
特
に
文
人
画
評
価
の
契
機
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
一
九
二
〇
年

代
ま
で
に
は
古
渡
の
文
人
画
も
再
評
価
さ
れ
る
に
至
り
、
特
に
禅
画
は
文
人
画
の
先
駆
と

み
な
さ
れ
た
。

　

一
九
三
〇
年
代
以
降
、
古
渡
の
中
国
絵
画
の
掲
載
は
終
息
に
向
か
う
が
、
保
存
法
の
成

立
と
個
人
美
術
館
の
設
立
に
よ
り
、
民
間
所
蔵
品
の
処
遇
は
ほ
ぼ
定
ま
っ
た
。

　

近
代
数
寄
者
は
道
具
を
重
視
し
て
そ
の
公
開
、
入
札
、
及
び
記
録
を
積
極
的
に
行
い
、

最
終
的
に
「
宋
元
画
」
を
含
む
「
近
代
名
物
」
を
確
立
し
た
。
同
時
に
、
近
代
研
究
者
は

従
来
の
文
人
と
は
異
な
り
西
洋
美
学
及
び
美
術
史
の
基
盤
に
よ
っ
た
が
、
文
人
画
評
価
を

ふ
ま
え
て
東
洋
絵
画
の
特
質
を
追
求
し
、
特
に
「
書
画
一
致
」
を
重
視
す
る
に
至
っ
た
。

い
ず
れ
も
前
代
ま
で
の
価
値
観
の
単
な
る
継
承
で
は
な
く
、
近
代
と
い
う
新
し
い
状
況
の

中
で
、
新
し
い
集
団
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
、
新
し
い
価
値
観
で
あ
っ
た
。

【
近
代
日
本
、
中
国
絵
画
、
古
渡
、『
國
華
』、
宋
元
画
、
文
人
画
】

大
鹿
卓
の
『
野
蛮
人
』

│
植
民
地
時
代
に
お
け
る
二
元
対
立
論
へ
の
挑
戦

│

簡　

中
昊　

　

日
本
人
作
家
大
鹿
卓
は
、
そ
の
出
世
作
で
あ
る
短
篇
小
説
『
野
蛮
人
』
に
お
い
て
、
植

民
地
時
代
の
台
湾
原
住
民
を
題
材
に
、
い
わ
ゆ
る
「
野
蛮
性
」
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
独
自
の
原
住
民
像
を
作
り
、
そ
れ
に
憧
れ
る
主
人
公
を
描
い
た
。
具
体
的
に
は
原
住
民

女
性
の
言
動
と
旧
習
と
し
て
の
「
馘
首
」
の
背
後
に
あ
る
社
会
の
仕
組
み
を
取
り
上
げ
、

原
住
民
の
「
野
蛮
」
の
精
神
を
知
ら
せ
た
。「
野
蛮
」
を
賛
美
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日

本
を
優
位
に
置
き
台
湾
を
劣
位
に
据
え
る
と
い
う
当
時
の
社
会
通
念
な
い
し
「
野
蛮
／
文

明
」
の
二
元
対
立
の
図
式
を
反
転
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
小
論
は
テ
キ
ス
ト
分
析
を
通
し

て
「
野
蛮
」
の
意
味
を
分
析
し
、
植
民
地
期
の
台
湾
文
学
に
お
け
る
原
住
民
と
漢
族
の
女

性
像
を
比
較
し
て
、
大
鹿
の
創
作
意
図
を
検
討
す
る
。
大
鹿
の
「
蕃
婦
」
像
は
、「
野
蛮

／
文
明
」
と
い
う
二
元
対
立
論
と
は
異
な
り
、
福
沢
諭
吉
の
文
明
論
や
一
九
三
〇
年
代
に

流
行
し
た
ド
イ
ツ
の
文
化
論
の
影
響
も
見
ら
れ
な
い
。
作
中
で
は
、「
野
蛮
」
の
相
対
概

念
と
し
て
の
「
文
明
」「
文
化
」
に
は
言
及
さ
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
大
鹿
は
最
初
か
ら
二

元
対
立
的
な
構
造
に
陥
る
こ
と
を
避
け
、
植
民
地
統
治
の
現
場
の
深
層
を
探
求
す
る
た
め

に
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
大
鹿
の
創
作
の
主
眼
は
、
近
代
日
本
が
植
民

地
台
湾
で
作
っ
た
優
劣
順
位
を
覆
す
こ
と
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
台
湾
原
住
民
の
旧
習
で

あ
っ
た
馘
首
な
ど
が
既
に
帝
国
の
視
野
に
入
っ
て
い
た
た
め
、
当
時
、
彼
の
意
図
は
結
局

理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
試
み
は
当
時
の
植
民
地
文
学
に
お
い
て
は
先
鋭
的

な
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
小
論
は
、
大
鹿
の
作
品
の
歴
史
的
意
味
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

【
大
鹿
卓
、
植
民
地
、
野
蛮
人
、
野
蛮
性
、
蕃
婦
、
文
明
、
漢
民
族
女
性
、
二
元
対
立
、

近
代
日
本
】
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宗
教
文
化
は
誰
の
も
の
か

│
『
大
本
七
十
年
史
』
編
纂
事
業
を
め
ぐ
っ
て

│

永
岡　

崇　

　

本
稿
は
、
異
な
る
立
場
の
人
び
と
が
「
知
の
協
働
制
作
者
」（Johannes Fabian

）
と

し
て
直
接
的
に
接
触
・
交
渉
し
あ
い
な
が
ら
宗
教
の
歴
史
を
描
い
て
い
く
営
み
を
協
働
表

象
と
名
づ
け
、
具
体
的
な
事
例
を
検
討
し
な
が
ら
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
事
例
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
『
大
本
七
十
年
史
』
編
纂
事

業
で
あ
る
。
近
代
日
本
の
代
表
的
な
新
宗
教
と
し
て
知
ら
れ
る
大
本
が
、
歴
史
学
者
・
宗

教
学
者
ら
と
と
も
に
作
り
あ
げ
た
『
七
十
年
史
』
は
、
協
働
表
象
の
困
難
さ
と
可
能
性
を

際
立
っ
た
形
で
提
示
し
て
い
る
。

　

大
本
と
い
う
宗
教
団
体
の
七
〇
年
に
わ
た
る
歴
史
を
描
く
と
い
う
こ
の
事
業
は
、
大
本

に
集
っ
た
人
び
と
の
過
去
だ
け
で
な
く
、
現
在
と
未
来
の
あ
り
よ
う
に
密
接
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
新
宗
教
の
矛
盾
や
葛
藤
に
満
ち
た
歴
史
の
な
か
に
研
究
者
が
介
入
し
、

多
様
な
信
仰
、
多
様
な
経
験
に
秩
序
を
与
え
、
そ
の
ざ
わ
め
き
を
鎮
め
て
い
く
こ
と
は
、

来
る
べ
き
信
仰
や
実
践
の
あ
り
よ
う
に
規
範
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。
大
本
内

部
で
平
和
運
動
を
推
進
す
る
出
口
栄
二
や
事
業
に
参
加
し
た
歴
史
学
者
は
、
近
代
日
本
の

支
配
体
制
に
対
抗
す
る
異
端
と
し
て
、
ま
た
一
貫
し
た
平
和
主
義
的
宗
教
と
し
て
の
大
本

の
「
本
質
」
を
創
造
し
て
い
た
。

　

彼
ら
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
「
本
質
」
は
、
そ
こ
に
回
収
さ
れ
き
ら
な
い
多
様
な
歴
史

的
経
験
を
排
除
す
る
か
、
副
次
的
な
も
の
と
し
て
劣
位
に
置
く
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
古

参
の
信
徒
が
抱
え
る
そ
う
し
た
歴
史
的
経
験
や
、
史
料
の
読
解
よ
り
も
「
本
質
」
を
優
先

さ
せ
る
物
語
の
過
剰
に
た
い
す
る
若
手
研
究
者
の
反
発
は
、
首
尾
一
貫
し
た
滑
ら
か
な
歴

史
が
内
包
す
る
暴
力
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

協
働
表
象
の
意
義
は
、
お
そ
ら
く
成
果
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
歴
史
叙
述
そ
の
も
の
の

な
か
に
で
は
な
く
、
そ
の
過
程
で
生
起
す
る
自
己
変
容
の
経
験
、
越
え
が
た
い
差
異
の
経

験
、
そ
し
て
他
者
を
前
に
し
て
自
分
の
行
使
す
る
暴
力
に
気
付
か
さ
れ
る
経
験
の
な
か
に

こ
そ
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
経
験
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
は
う
ま
く
分
節
化
で
き
な

い
こ
と
も
あ
る
。
協
働
の
場
に
介
入
す
る
分
析
者
の
役
割
は
、
そ
こ
に
沈
殿
し
た
経
験
の

意
味
を
開
示
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
公
共
的
議
論
へ
と
接
続
す
る
こ
と
な
の
だ
。

【
協
働
表
象
、
民
衆
宗
教
、『
大
本
七
十
年
史
』、
信
仰
者
と
非
信
仰
者
、
歴
史
学
】

日
本
発
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
巡
っ
て
交
錯
す
る
／
せ
め
ぎ
あ
う
境
界

│
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
「
日
本
マ
ニ
ア
の
幾
つ
か
の
肖
像
」
へ
の
コ
メ
ン
ト
分
析

│
山
本
冴
里　

　

日
本
発
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
（
以
下
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
）
に
対
す
る
評
価
や
位
置
づ
け
は
、
親

子
間
か
ら
国
家
レ
ベ
ル
ま
で
様
々
な
次
元
で
の
争
点
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

議
論
に
は
頻
繁
に
Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
誰
の
も
の
か
／
誰
の
も
の
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
線
引
き
の

要
素
が
入
っ
て
い
た
。
本
研
究
が
目
指
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
境
界
の
一
端
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
日
本
政
府
が
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
記
述
し
た
。
そ
こ
で
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
日
本
文
化
と
い
う
上
位
概
念
に
内
包
さ

れ
る
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
人
気
は
「「
日
本
」
の
理
解
者
と
フ
ァ
ン

を
増
や
す
た
め
」
に
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

次
に
、
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
番
組
に
お
い
て
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
が
ど
の
よ
う
な

枠
組
み
に
結
び
付
け
ら
れ
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
巡
っ
て
ど
の
よ
う
な
線
引
き
が
あ
っ
た
の
か
を
描

き
出
し
た
。
そ
こ
で
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
と
日
本
と
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

た
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
は
、
日
本
が
政
府
レ
ベ
ル
で
主
張
す
る
よ
う
な
、
圧
倒
的
に
好
意

的
な
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
と
い
う
概
念
が
、
日
本
を
内
包

す
る
も
の
と
し
て
、
頻
繁
に
提
出
さ
れ
て
い
た
。

　

最
後
に
、
そ
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
寄
せ
ら
れ
た
、
匿
名
か
つ
大
量
の
（
一
〇
〇
〇
を

超
え
る
）コ
メ
ン
ト
を
分
析
し
た
。こ
の
匿
名
コ
メ
ン
ト
群
は
、第
二
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
・

レ
ベ
ル
で
敷
か
れ
た
境
界
設
定
を
変
形
し
た
り
、
強
化
し
た
り
、
逆
転
さ
せ
た
り
し
て
い

た
。
た
と
え
ば
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
帰
属
を
巡
っ
て
、
日
本
と
Ｊ
Ｐ
Ｃ
と
を
引
き
離
す
も
の
、
あ
る

い
は
日
本
と
ア
ジ
ア
や
日
本
と
ア
ジ
ア
内
他
国
を
対
立
さ
せ
る
よ
う
な
境
界
設
定
が
見
ら

れ
た
。

　

な
お
、
分
析
対
象
と
し
た
コ
メ
ン
ト
の
特
徴
は
、
そ
の
多
言
語
性
（
あ
わ
せ
て
六
言
語

が
使
用
さ
れ
て
い
た
）
で
あ
る
。
分
析
で
は
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
炎
上
」
が
発
生
し
て
い

た
際
の
使
用
言
語
に
注
目
し
、
媒
介
語
と
し
て
英
語
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
連
続
的
な
相

互
否
定
の
コ
メ
ン
ト
が
大
量
生
産
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
推
定
し
た
。
ま
た
、
英
語

コ
メ
ン
ト
の
中
に
、
否
定
し
あ
う
双
方
の
い
ず
れ
で
も
な
い
第
三
者
へ
向
け
ら
れ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
最
後
に
、
現
在
の
「
使
え
る
よ
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う
に
な
る
」「
言
い
た
い
こ
と
を
言
え
る
よ
う
に
な
る
」
こ
と
ば
か
り
を
重
視
し
た
言
語

学
習
／
教
育
の
問
題
点
と
課
題
を
述
べ
た
。

【
日
本
発
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
、境
界
、多
言
語
、炎
上
、日
本
文
化
、理
解
と
好
感
、日
本
、

フ
ラ
ン
ス
、
ア
ジ
ア
】

〈
研
究
資
料
〉

植
民
地
朝
鮮
の
女
学
校
・
高
等
女
学
校
と
い
け
花
・
茶
の
湯
・
礼
儀
作
法

│
植
民
地
台
湾
と
の
相
互
参
照
を
加
え
て

│

小
林
善
帆　

　

本
稿
は
、
植
民
地
朝
鮮
の
女
学
校
・
高
等
女
学
校
と
、
そ
こ
に
お
け
る
い
け
花
（「
花
」）、

茶
の
湯
（「
茶
」）、
礼
儀
作
法
（「
作
法
」）
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
伝
統
的
文
化
の
受

容
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
植
民
地
台
湾
と
の
相
互
参
照
を
加
え
、
植
民
地
間
の
共

通
点
、
相
違
点
を
認
識
し
た
上
で
、
そ
の
あ
り
よ
う
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
植
民
地
朝
鮮

の
存
在
を
考
え
た
。

　

女
学
校
・
高
等
女
学
校
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
を
主
に
し
た
学
校
、
朝
鮮
人
を
対
象
と

し
た
学
校
（
キ
リ
ス
ト
教
主
義
・
私
立
を
含
む
）、「
内
鮮
」
共
学
の
学
校
に
分
け
た
。

　

元
来
、
高
等
女
学
校
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
し
て
、「
作
法
」
は
厳
し
く
、「
花
」「
茶
」

は
ほ
ん
の
一
通
り
を
習
う
と
い
う
の
が
本
来
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
植
民
地
朝
鮮

に
お
い
て
、
朝
鮮
人
を
対
象
と
し
た
高
等
女
学
校
や
「
内
鮮
」
共
学
で
あ
っ
た
高
等
女
学

校
で
は
、
特
に
「
花
」「
茶
」
は
日
本
人
と
し
て
あ
る
た
め
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
植
民
地
台
湾
の
台
湾
人
を
主
と
し
た
高
等
女
学
校
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

し
か
し
朝
鮮
と
台
湾
の
相
違
点
も
あ
る
。
台
湾
で
は
、
作
法
室
を
一
軒
家
と
し
て
つ
く

り
、
日
本
家
屋
を
再
現
し
た
上
で
「
作
法
」
を
教
え
、
和
服
を
着
せ
「
作
法
」
を
教
え
た
。

い
っ
ぽ
う
朝
鮮
で
は
、作
法
室
に
も
和
服
に
も
特
に
こ
だ
わ
り
は
な
か
っ
た
。
朝
鮮
で
は
、

家
事
と
「
作
法
」「
花
」「
茶
」
を
一
連
の
も
の
と
す
る
捉
え
方
を
し
て
お
り
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
は
む
し
ろ
「
作
法
」
で
は
な
く
家
政
の
在
り
方
に
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

【
植
民
地
朝
鮮
、
植
民
地
台
湾
、
い
け
花
、
茶
の
湯
、
礼
儀
作
法
、
高
等
女
学
校
、
修
養
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
日
本
の
伝
統
的
文
化
、
相
互
参
照
】

〈
研
究
資
料
〉

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
静
坐
社
資
料

│
解
説
と
目
録

│

栗
田
英
彦　

　

大
正
期
に
一
世
を
風
靡
し
た
心
身
修
養
法
に
岡
田
式
静
坐
法
が
あ
る
。
創
始
者
の
名
は

岡
田
虎
二
郎
（
一
八
七
二
│
一
九
二
〇
）
と
い
う
。
彼
は
、
静
坐
実
践
を
通
じ
て
内
的
霊

性
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
、
日
本
の
伝
統
も
明
治
以
降
の
西
洋
文
明
輸
入

政
策
も
否
定
し
つ
つ
、
個
人
の
霊
性
か
ら
ま
っ
た
く
新
た
な
文
化
や
教
育
を
生
み
出
そ
う

と
し
た
。
こ
う
し
た
主
張
が
、
近
代
化
の
矛
盾
と
伝
統
の
桎
梏
の
な
か
で
も
が
い
て
い
た

知
識
人
や
学
生
を
含
む
多
く
の
人
々
を
惹
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
、
岡
田
の
急
逝
を
き
っ
か
け
に
、
こ
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
は
急
速
に
消
え
て
い
っ
た
よ

う
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
そ
の
後
も
い
く
つ
か

静
坐
会
は
存
続
し
お
り
、
そ
の
中
の
一
つ
に
京
都
の
静
坐
社
が
あ
っ
た
。
静
坐
社
は
、
岡

田
式
静
坐
法
を
治
療
に
応
用
し
た
医
師
・
小
林
参
三
郎
（
一
八
六
三
│
一
九
二
六
）
の
死

後
に
、
妻
の
信
子
（
一
八
八
六
│
一
九
七
三
）
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。
雑
誌
『
静
坐
』

の
刊
行
を
主
な
活
動
と
し
て
、
全
国
の
静
坐
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
繋
ぐ
セ
ン
タ
ー
的
な
役

割
を
果
た
し
て
い
た
。

　

今
回
、
静
坐
社
の
蔵
書
の
一
部
が
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
そ
の
資
料
目
録
と
と
も
に
、
静
坐
社
の
活
動
や
人
脈
に
つ

い
て
紹
介
す
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
仏
教
系
知
識
人
や
文
学
者
を
中
心
と
し
た
一
種
の
サ
ロ

ン
と
し
て
の
静
坐
社
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
だ
ろ
う
。
そ
の
人
脈
は
海
外
に
も
広
が
っ
て

お
り
、
そ
の
中
に
は
海
外
へ
禅
や
身
体
技
法
（
呼
吸
法
や
坐
法
）
を
紹
介
し
た
外
国
人
も

含
ま
れ
る
。
既
成
の
宗
教
や
国
境
を
超
え
て
宗
教
的
探
究
を
進
め
る
人
々
と
交
流
す
る
一

方
、
静
坐
社
は
岡
田
虎
二
郎
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
形
式
を
墨
守
し
、
十
五
年
戦
争
が
佳

境
に
向
か
う
中
で
は
静
坐
を
国
家
主
義
と
結
び
付
け
て
い
く
こ
と
に
も
な
っ
た
。
静
坐
社

の
資
料
は
、
昭
和
期
初
期
の
日
本
に
お
け
る
国
際
的
な
潮
流
と
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
の
交
渉

に
つ
い
て
興
味
深
い
事
例
を
提
供
し
て
い
る
。

【
岡
田
式
静
坐
法
、民
間
精
神
療
法
、浄
土
真
宗
、禅
、鈴
木
大
拙
、修
養
主
義
、国
家
主
義
、

ト
ラ
ン
ス
ロ
カ
テ
ィ
ブ
な
歴
史
記
述
】
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僧
侶
と
隠
逸
表
現

│
受
容
と
再
構
築

│

田 　

 

云 

明

  

は
じ
め
に

　

日
中
文
化
交
流
に
お
い
て
、
仏
教
者
に
よ
る
文
化
導
入
の
重
要
性
が
日
本
の

特
性
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（

１
）。

渡
唐
し
た
留
学
僧
は
、
留
学
生
と
と
も
に
国

か
ら
派
遣
さ
れ
た
知
的
エ
リ
ー
ト
と
し
て
、
仏
教
経
典
を
研
鑚
す
る
の
み
な
ら

ず
、
内
典
・
外
典
を
含
む
中
国
典
籍
を
日
本
に
も
た
ら
し
、
中
国
本
土
の
文
学

作
品
や
宗
教
思
想
を
い
ち
早
く
渉
覧
す
る
機
会
も
与
え
ら
れ
た
。
彼
ら
の
文
壇

で
の
活
躍
ぶ
り
は
、
す
で
に
『
懐
風
藻
』
な
ど
の
漢
詩
集
に
現
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
僧
侶
に
よ
る
詩
作
に
隠
逸
志
向
を
表
わ
す
字
句
が

少
な
か
ら
ず
見
出
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
隠
逸
と
は
出
仕
と
対
極
に
あ
る

概
念
で
、「
政
治
か
ら
逃
避
し
て
自
己
の
安
全
を
求
め
る
思
想
が
根
本
で
あ（

２
）

」

る
が
、
そ
の
意
味
は
脱
政
治
や
反
官
界
と
い
う
本
義
か
ら
、
社
会
秩
序
に
よ
る

束
縛
や
世
俗
の
煩
累
か
ら
の
離
脱
に
ま
で
拡
大
し
た（

３
）。

こ
こ
で
い
う
隠
逸
表
現

と
は
、
官
界
な
い
し
社
会
秩
序
へ
の
嫌
悪
に
よ
る
仕
官
拒
否
、
さ
ら
に
社
会
全

般
、
世
俗
か
ら
の
離
脱
願
望
を
表
わ
す
言
葉
、
及
び
身
心
と
も
に
安
ら
ぐ
境
地

へ
の
憧
憬
を
表
わ
す
言
葉
を
指
す
。
確
か
に
世
俗
を
否
定
す
る
点
に
お
い
て
、

隠
逸
と
出
家
は
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
竹
林
七
賢
の
竹
林
、
陶

淵
明
の
田
園
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
隠
者
が
目
指
す
理
想
境
は
現
世
に
と
ど

ま
る
の
に
対
し
、
仏
教
信
仰
の
僧
侶
が
目
指
す
の
は
来
世
、
浄
土
で
あ
る
。
現

世
志
向
と
来
世
志
向
と
、
両
者
の
方
向
性
は
異
な
る
。
中
国
で
は
、
隠
逸
が
古

く
か
ら
あ
る
伝
統
で
あ
る
た
め
、
儒
・
仏
・
老
の
三
教
融
合
、
混
在
が
あ
っ
て

も
、
隠
者
と
僧
侶
の
混
同
は
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
に
お
い
て
は
隠

逸
の
伝
統
が
な
く
、
隠
者
と
い
う
存
在
は
主
に
中
国
か
ら
請
来
さ
れ
た
文
学
作

品
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
実
在
の
隠
者
は
、『
懐
風
藻
』
の
詩

人
・
帰
化
人
系
の
隠
士
民
黒
人
が
挙
げ
ら
れ
る
く
ら
い
で
、
ほ
と
ん
ど
皆
無
に
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等
し
い
。
こ
う
し
た
情
況
の
な
か
で
、
仏
教
修
行
の
僧
侶
が
隠
逸
志
向
を
詩
作

に
詠
み
込
む
こ
と
は
、
当
時
の
僧
侶
が
隠
者
と
い
う
観
念
上
の
存
在
と
同
一
視

さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
公
的
文
化
伝
播
者
・
布
教
者
と
い
う
特

殊
な
立
場
に
置
か
れ
た
僧
侶
に
注
目
し
、
彼
ら
の
詩
作
、
彼
ら
に
纏
わ
る
僧
伝

に
現
わ
れ
た
隠
逸
表
現
、
及
び
同
じ
く
文
壇
で
活
躍
す
る
宮
廷
人
の
詩
作
に
見

ら
れ
る
僧
侶
観
に
つ
い
て
考
察
し
、
文
学
表
現
に
お
け
る
僧
侶
と
隠
者
の
つ
な

が
り
、
さ
ら
に
日
本
に
お
け
る
隠
逸
文
学
の
受
容
と
再
構
築
に
お
け
る
僧
侶
の

役
割
を
究
明
し
た
い
。

一 

反
俗
的
詩
僧

│
『
懐
風
藻
』
僧
伝
と
僧
詩
を
め
ぐ
って

　

皇
族
や
貴
族
官
僚
が
中
心
と
な
っ
て
編
ま
れ
た
『
懐
風
藻
』（
七
五
一
年

成
立
）
に
は
、
釈
智
蔵
二
首
、
釈
辨
正
二
首
、
釈
道
慈
二
首
、
釈
道
融
五
首

（
四
首
欠
）
の
仏
家
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
全
体
の
作
者
が
六
十
四
人
、
計

百
二
十
首
の
な
か
に
あ
っ
て
、
数
が
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
一
角
を
占
め

て
い
る
。
し
か
も
、『
懐
風
藻
』
に
は
九
人
の
作
者
伝
記
が
残
さ
れ
て
い
る
な

か
、
こ
の
仏
家
詩
の
作
者
四
人
に
は
い
ず
れ
も
卒
伝
が
付
い
て
お
り（

４
）、「

編
者

が
僧
侶
に
対
し
て
特
別
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と（

５
）」

を
示
し
て
い
る
。
四
僧

伝
の
共
通
点
と
し
て
、
唐
へ
の
留
学
（
道
融
を
除
く
）、
漢
学
に
通
じ
て
い
る
こ

と
、
唐
ま
た
は
日
本
の
天
子
あ
る
い
は
皇
后
か
ら
優
遇
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て

脱
俗
性
・
反
俗
性
が
挙
げ
ら
れ
る（

６
）。『

懐
風
藻
』
の
編
者
が
四
人
の
僧
侶
の
共

通
点
、
と
く
に
僧
侶
の
本
質
と
し
て
の
脱
俗
性
・
反
俗
性
に
深
い
関
心
を
も
っ

て
、
そ
の
作
品
を
収
め
、
僧
伝
を
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る（

７
）。

石
田
茂
作
氏
「
奈

良
朝
現
在
一
切
経
疏
目
録
」
に
よ
る
と
、
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
に
書
写
さ

れ
た
僧
伝
類
と
し
て
、『
続
高
僧
伝
』『
弘
明
集
』『
広
弘
明
集
』
な
ど
が
見
え
、

天
平
十
四
年
（
七
四
二
）
に
は
、『
高
僧
伝
』
が
見
え
る（

８
）。

こ
れ
ら
中
国
撰
述

僧
伝
の
大
量
の
渡
来
と
書
写
と
を
背
景
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
、『
懐
風
藻
』

僧
伝
を
含
む
初
期
僧
伝
が
続
々
と
撰
述
さ
れ
た
と
い
う（

９
）。『

懐
風
藻
』
僧
伝
と

中
国
高
僧
伝
類
、
と
く
に
『
続
高
僧
伝
』
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
島

憲
之
氏
に
よ
り
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る）

10
（

。
こ
こ
で
は
、『
懐
風
藻
』
僧
伝
に

見
ら
れ
る
脱
俗
性
・
反
俗
性
に
着
目
し
、
隠
者
を
彷
彿
と
さ
せ
る
僧
侶
像
、
及

び
詩
作
が
帯
び
る
隠
逸
志
向
に
つ
い
て
、
先
行
の
中
国
高
僧
伝
類
の
表
現
の
特

色
と
成
立
時
代
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
考
察
す
る
。

　

四
僧
伝
の
う
ち
と
り
わ
け
異
彩
を
放
つ
の
は
、
狂
人
を
装
う
智
蔵
と
い
え
よ

う
。「
日
本
最
初
の
詩
僧）

11
（

」
と
さ
れ
る
智
蔵
の
卒
伝
に
よ
る
と
、
智
蔵
法
師
は

天
智
天
皇
の
世
に
留
学
僧
と
し
て
渡
唐
し
、
呉
越
の
尼
僧
に
教
わ
っ
た
と
い
う
。

続
い
て
、
入
唐
期
間
の
奇
行
が
二
つ
記
さ
れ
て
い
る
。

六
七
年
中
。
學
業
穎
秀
。
同
伴
僧
等
。
頗
有
忌
害
之
心
。
法
師
察
之
。
計

全
軀
之
方
。
遂
被
髮
陽
狂
。
奔
蕩
道
路
。
密
寫
三
藏
要
義
。
盛
以
木
筒
。

著
漆
祕
封
。
負
擔
遊
行
。
同
伴
輕
蔑
。
以
爲
鬼
狂
。
遂
不
爲
害）

12
（

。
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　僧侶と隠逸表現

六む
と
せ
な
な
と
せ

七
年
の
中う

ち

に
、
學が

く
げ
ふ
え
い
し
う

業
穎
秀
な
り
。
同ど

う
は
ん伴

の
僧
等ら

、
頗す

こ
ぶ

る
忌き

害が
い

の
心
有
り
。

法
師
察し

り
て
、
軀み

を
全ま

た

く
せ
む
方す

べ

を
計は

か

り
、
遂つ

ひ

に
被ひ

髮は
つ

陽や
う

狂き
や
うし

、
道
路
に

奔ほ
ん
た
う蕩

す
。
密し

の

び
に
三さ

ん
ざ
う藏

の
要え

う

義ぎ

を
寫う

つ

し
、
盛い

る
る
に
木も

く
と
う筒

を
以も

ち
ゐ
、
漆う

る
し

を

著つ

け
て
祕ひ

封ふ
う

し
、
負ふ

擔た
ん

遊ゆ

行ぎ
や
うす

。
同ど

う
は
ん
け
い
べ
つ

伴
輕
蔑
し
、
鬼き

狂き
や
うな

り
と
以お

も爲
ひ
、
遂

に
害が

い

を
爲な

さ
ず
。

　

一
つ
の
奇
行
は
、
学
業
に
優
れ
た
智
蔵
が
「
同
伴
の
僧
等
、
頗
る
忌
害
の

心
有
り
」
と
察
し
て
、「
遂
に
被
髮
陽
狂
し
、
道
路
に
奔
蕩
す
」
と
狂
人
の
ま

ね
を
し
て
身
の
安
全
を
図
っ
た
こ
と
で
あ
る
。「
被
髮
陽
狂
」
と
い
う
表
現
に

つ
い
て
は
、
山
口
敦
史
氏
が
『
芸
文
類
聚
』
巻
七
十
七
所
収
「
梁
陸
倕
誌
法

師
墓
碑
銘
」
に
記
録
さ
れ
た
僧
侶
宝
（
倕
）
誌
の
伝
「
被
髮
徒
跣
、
負
杖
挾
鏡
。

或
徵
索
酒
肴
、
或
數
日
不
食
。
豫
言
未
兆
（
被
髮
徒
跣
し
、
杖
を
負
い
鏡
を
挾

む
。
或
い
は
酒
肴
を
徵
索
し
、
或
い
は
數
日
食
わ
ず
。
未
兆
を
豫
言
す
）」
と
の
関

連
を
指
摘
し
た）

13
（

。
こ
こ
で
は
、
宝
誌
法
師
の
霊
異
の
強
調
と
し
て
、
ざ
ん
ば
ら

髪
で
裸
足
と
い
う
姿
が
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
楚
辞
章
句
』
巻

十
一
・
伝
賈
誼
作
「
惜
誓
」
の
「
比
干
忠
諫
而
剖
心
兮
、
箕
子
被
髮
而
佯
狂

（
比
干
は
忠
諫
し
て
心
を
剖
か
れ
、
箕
子
は
髮
を
被
り
て
佯
狂
せ
り
）」、『
文
選
』
巻

五
十
一
・
東
方
朔
「
非
有
先
生
論
」
の
「
先
生
曰
、
接
輿
避
世
、
箕
子
被
髮
佯

狂
。
此
二
子
者
、
皆
避
濁
世
以
全
其
身
者
也
（
先
生
曰
く
、
接
輿
は
世
を
避
け
、

箕
子
は
髮
を
被
り
て
佯
狂
す
。
此
の
二
子
は
、
皆
濁
世
を
避
け
、
以
て
其
の
身
を
全

う
せ
し
者
な
り
）」
な
ど
に
、「
被
髮
佯
（
＝
陽
）
狂
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ

る
。
い
ず
れ
も
、
も
と
『
論
語
』
微
子
第
十
八
に
登
場
し
た
、
紂
の
奢
侈
な
暴

政
か
ら
害
を
免
れ
る
た
め
に
、
狂
人
の
真
似
を
し
て
奴
隷
と
な
っ
た
箕
子
と
い

う
出
仕
拒
否
の
隠
者
を
表
わ
す
表
現
で
あ
っ
た
。
佯
狂
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、

周
囲
と
の
関
わ
り
が
遮
断
さ
れ
、
置
か
れ
た
日
常
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る）

14
（

。
こ
う
し
た
脱
俗
性
・
反
俗
性
に
満
ち
た
佯
狂
の
表
現
が
、
山
口
氏
の

指
摘
し
た
『
芸
文
類
聚
』
に
お
い
て
僧
侶
に
用
い
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、『
懐
風

藻
』
僧
伝
の
筆
者
が
興
味
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
智
蔵
の
佯
狂

は
、
宝
誌
法
師
「
墓
碑
銘
」
の
よ
う
に
霊
異
の
強
調
で
は
な
く
、「
濁
世
を
避

け
」「
身
を
全
う
」
す
る
た
め
の
箕
子
の
「
佯
狂
」
と
同
様
に
、
身
を
保
全
す

る
方
法
で
あ
り
、「
忌
害
之
心
」
を
持
つ
俗
僧
に
対
す
る
反
俗
的
行
為
で
あ
っ

た
。
隠
者
に
関
わ
る
定
型
的
表
現
が
『
懐
風
藻
』
の
僧
伝
に
導
入
さ
れ
た
こ
と

は
、
文
学
に
描
か
れ
る
僧
侶
像
に
隠
者
的
な
側
面
を
も
た
ら
す
一
助
と
な
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
の
奇
行
は
、
智
蔵
法
師
が
帰
国
し
た
際
の
行
動
に
見
ら
れ
る
。

同
伴
登
陸
。
曝
涼
經
書
。
法
師
開
襟
對
風
曰
。
我
亦
曝
涼
經
典
之
奧
義
。

衆
皆
嗤
笑
。
以
爲
妖
言
。

同ど
う
は
ん伴

陸く
に
がに

登
り
、
經

き
や
う

書し
ょ

を
曝ば

く

涼り
や
うす

。
法
師
襟く

び

を
開
き
風
に
對む

か
ひ
て
曰い

は
く
、

「
我
も
亦ま

た

經き
や
う

典て
ん

の
奧あ

う

義ぎ

を
曝
涼
す
」
と
い
ふ
。
衆ひ

と
み
な皆

嗤あ
ざ
け笑

り
、
妖

お
よ
づ
れ
ご
と

言
と
以お

も爲

へ
り
。
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同
伴
し
た
留
学
僧
が
持
ち
帰
っ
た
経
典
を
日
に
晒
し
た
の
を
見
て
、「
わ
た

し
も
襟
を
開
い
て
経
典
の
奥
義
を
日
に
晒
す
の
だ
」
と
智
蔵
法
師
が
い
い
、
周

囲
の
嘲
笑
を
買
っ
た
。『
世
説
新
語
』
排
調
篇
に
は
、

郝
隆
七
月
七
日
、
出
日
中
仰
臥
。
人
問
其
故
。
答
曰
、
我
曬
書
。

郝か
く
り
ゅ
う隆

七
月
七
日
、
日に

っ
ち
ゅ
う中

に
出
で
て
仰
臥
す
。
人ひ

と

其そ

の
故ゆ

ゑ

を
問
ふ
。
答
へ
て

曰
く
、
我
は
書し

ょ

を
曬さ

ら

せ
り
、
と
。

と
あ
り
、
書
物
を
持
ち
な
が
ら
無
学
の
俗
人
を
揶
揄
し
た
郝
隆
の
奇
行
が
記
録

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
世
説
新
語
』
任
誕
篇
に
は
、

阮
仲
容
、
歩
兵
居
道
南
、
諸
阮
居
道
北
。
北
阮
皆
富
、
南
阮
貧
。
七
月
七

日
、
北
阮
盛
曬
衣
、
皆
紗
蘿
錦
綺
。
仲
容
以
竿
挂
大
布
犢
鼻
帽琿帽帽琿帽
於
中
庭
。

人
或
怪
之
、
答
曰
、
未
能
免
俗
、
聊
復
爾
耳
。

阮げ
ん

仲ち
ゅ
う

容よ
う

と
歩
兵
と
は
道だ

う

南な
ん

に
居
り
、
諸し

ょ

阮げ
ん

は
道だ

う

北ほ
く

に
居
る
。
北ほ

く

阮げ
ん

は
皆
富と

み
、
南な

ん

阮げ
ん

は
貧ま

づ

し
。
七
月
七
日
、
北
阮
は
盛
ん
に
衣い

を
曬さ

ら

し
、
皆
紗し

ゃ

蘿ら

錦き
ん

綺き

な
り
。
仲
容
、
竿さ

を

を
以
て
大だ

い

布ふ

の
犢と

く

鼻び

帽琿帽帽琿帽こ
ん

を
中
庭
に
挂か

く
。
人
或
は
之
を
怪

し
む
に
、
答
へ
て
曰
く
、
未
だ
俗
を
免ま

ぬ
か

る
る
こ
と
能あ

た

は
ず
、
聊い

さ
さ

か
復
た
爾し

か

す

る
の
み
。

と
、
富
裕
な
同
族
に
対
抗
し
て
粗
末
な
ふ
ん
ど
し
一
枚
を
日
に
晒
し
た
竹
林
七

賢
の
一
人
・
阮
咸
の
奇
行
も
見
え
る
。
胡
志
昂
氏
は
上
記
の
郝
隆
の
奇
行
を
阮

咸
に
倣
っ
た
も
の
と
見
な
し
、「
彼
ら
の
奇
矯
な
行
為
は
反
俗
の
意
味
を
も
つ

が
、
こ
こ
に
智
蔵
の
振
る
舞
い
と
竹
林
七
賢
の
そ
れ
と
接
点
が
あ
る）

15
（

」
と
指
摘

し
た
。
胡
氏
が
挙
げ
た
『
世
説
新
語
』
の
二
例
は
、
い
ず
れ
も
『
芸
文
類
聚
』

巻
四
・
歳
時
部
・「
七
月
七
日
」
項
に
隣
接
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
阮
咸

話
の
出
自
は
「
竹
林
七
賢
論
」
と
さ
れ
て
い
る
。『
世
説
新
語
』
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
当
時
の
文
人
に
親
し
ま
れ
た
『
芸
文
類
聚
』
に
よ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
ま
た
、
智
蔵
の
行
為
に
隠
者
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

智
蔵
の
二
首
の
詩
作
に
も
、
隠
逸
志
向
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
翫
花
鶯
」（
八
）

桑
門
寡
言
晤
。
策
杖
事
迎
逢
。 

桑さ
う
も
ん
げ
ん

門
言
晤ご

寡す
く
なく

、
杖つ

ゑ

を
策つ

き
て
迎げ

い
ほ
う逢

を
事

と
す
。

以
此
芳
春
節
。
忽
値
竹
林
風
。 

此
の
芳は

う

春し
ゆ
んの

節と
き

を
以も

ち
て
、
忽た

ち
まち

に
竹ち

く
り
ん林

の
風
に
値あ

ふ
。

求
友
鶯
嫣
樹
。
含
香
花
笑
叢
。 

友
を
求
め
て
鶯

う
ぐ
ひ
す

樹き

に
嫣わ

ら

ひ
、
香か

を
含ふ

く

み

て
花
叢く

さ
む
らに

笑ゑ

ま
ふ
。

雖
喜
遨
遊
志
。
還
媿
乏
雕
蟲
。 

遨が
う
い
う遊

の
志

こ
こ
ろ
ば
へを

喜
ぶ
と
雖い

へ
ど

も
、
還か

へ

り
て
媿は

づ
雕て

う

蟲ち
ゆ
うに

乏と
も

し
き
こ
と
を
。
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僧
侶
の
要
素
と
し
て
は
、
首
聯
の
「
桑
門）

16
（

」
で
出
家
者
の
身
分
を
明
か
し
た

の
に
と
ど
ま
る
。
一
首
の
大
半
が
竹
林
を
吹
く
風
、
樹
間
に
鳴
く
鶯
、
草
む
ら

に
香
を
含
ん
で
咲
く
花
と
い
っ
た
、
春
め
く
自
然
を
楽
し
む
と
こ
ろ
に
眼
目
を

置
く
。
し
か
も
、
単
な
る
自
然
賞
美
で
な
く
、「
忽
ち
に
竹
林
の
風
に
値
ふ
」

「
友
を
求
め
て
鶯
樹
に
嫣
ひ
」
の
二
句
を
も
っ
て
次
の
一
首
「
秋
日
言
志
」
に

見
え
る
「
竹
林
友
」
に
対
応
し
、
竹
林
七
賢
を
暗
示
す
る
。
さ
ら
に
、『
荘
子
』

に
初
出
し
、
仙
人
の
逍
遥
た
る
遊
楽
を
形
容
す
る
「
遨
遊）

17
（

」
の
語
を
用
い
て
、

世
俗
を
離
れ
、
自
然
を
楽
し
む
志
向
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
身
の
文

才
を
謙
遜
し
て
詩
を
結
ん
だ
。
僧
侶
ど
こ
ろ
か
、
ま
る
で
竹
林
七
賢
の
遺
風
を

慕
う
文
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
首
目
の
「
秋
日
言
志
」
に
至
る
と
、
そ
の

傾
向
は
ま
す
ま
す
強
ま
る
。

「
秋
日
言
志
」（
九
）

欲
知
得
性
所
。
來
尋
仁
智
情
。 

性せ
い

を
得う

る
所
を
知
ら
ま
く
欲ほ

り
、
來き

た

り
尋た

づ

ぬ
仁じ

ん

智ち

の
情こ

こ
ろ。

氣
爽
山
川
麗
。
風
高
物
候
芳
。 

氣き

爽さ
や

け
く
し
て
山さ

ん
せ
ん川

麗う
る
はし

く
、
風
高た

か

く
し

て
物ぶ

つ
こ
う
に
ほ

候
芳
ふ
。

燕
巢
辭
夏
色
。
鴈
渚
聽
秋
聲
。 

燕え
ん
さ
う巢

夏か

色し
よ
く

辭さ

り
、
鴈が

ん
し
よ
し
う
せ
い

渚
秋
聲
を
聽き

く
。

因
玆
竹
林
友
。
榮
辱
莫
相
驚
。 

玆こ

の
竹ち

く
り
ん林

の
友
に
因よ

り
て
、
榮え

い

辱じ
よ
く

相あ
ひ

驚
お
ど
ろ

く
こ
と
莫な

し
。

　
「
言
志
」
を
題
に
ふ
く
む
詩
は
『
文
選
』
巻
三
十
一
・
雑
擬
下
の
嵆
康
の

「
言
志
」
な
ど
に
見
え
る
。
首
聯
「
性
を
得
る
所
を
知
ら
ま
く
欲
り
、
來
り
尋

ぬ
仁
智
の
情
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
者
は
心
の
安
ら
ぎ
を
求
め
る
た

め
、
山
水
の
風
情
を
尋
ね
に
来
た
の
で
あ
る
。「
仁
智
の
情
」
と
は
、『
論
語
』

雍
也
篇
の
「
知
者
樂
水
、
仁
者
樂
山
。
知
者
動
、
仁
者
静
。
知
者
樂
、
仁
者
壽

（
知
者
は
水
を
樂
み
、
仁
者
は
山
を
樂
む
。
知
者
は
動
き
、
仁
者
は
静
か
な
り
。
知

者
は
樂
み
、
仁
者
は
壽
し
）」
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。『
懐
風
藻
』
に
お
い

て
「
智
水
仁
山
」
の
表
現
は
十
五
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
王
臣
貴
族
の
吉
野
詩
が

九
例
、
こ
れ
は
十
七
首
の
吉
野
詩
の
大
半
を
占
め
て
い
る
。「
智
水
仁
山
」
の

詩
語
が
流
行
し
た
主
な
理
由
に
つ
い
て
、
波
戸
岡
旭
氏
は
「「
智
水
仁
山
」
の

も
つ
儒
家
的
山
水
観
に
、
官
人
た
ち
は
、
天
皇
が
山
水
を
賞
翫
な
さ
る
こ
と
の

必
然
性
と
積
極
的
な
根
拠
と
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
官
人
た
ち

も
、
官
吏
の
立
場
を
離
れ
ず
に
そ
う
し
た
幽
静
な
山
水
に
親
し
む
時
の
、
有

力
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
こ
の
儒
家
的
山
水
観
の
発
想
を
用
い
た
と
思
わ
れ

る）
18
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
津
連
首
「
和
藤
原
太
政
遊
吉
野
川
之

作
」（『
懐
風
藻
』
八
三
）
の
「
地
是
幽
居
宅
。
山
惟
帝
者
仁
（
地
は
是
れ
幽
居
の

宅
、
山
は
惟
れ
帝
者
の
仁
）」
な
ど
の
用
例
と
は
違
い
、「
智
水
仁
山
」
の
初
用

例
と
な
る
智
蔵
の
「
仁
智
」
に
は
政
治
的
寓
意
が
な
く
、
単
純
に
山
水
の
趣
を

指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
次
の
二
聯
は
、「
氣
爽
」「
風
高
」、「
燕

巢
」「
鴈
渚
」
の
対
句
に
よ
っ
て
格
調
高
い
脱
俗
の
境
地
を
描
き
出
し
て
い
る
。

尾
聯
「
玆
の
竹
林
の
友
に
因
り
て
、
榮
辱
相
驚
く
こ
と
莫
し
」
に
は
、
竹
林
七
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賢
を
慕
う
こ
と
で
世
俗
の
価
値
観
で
あ
る
「
榮
辱
」
に
紛
れ
る
こ
と
も
な
い
と
、

本
詩
の
主
旨
が
表
わ
さ
れ
て
お
り
、
竹
林
七
賢
の
山
水
愛
好
の
影
響
が
見
ら

れ
る
。『
老
子
』
厭
恥
第
十
三
の
「
寵
辱
若
驚
、（
中
略
）
何
謂
寵
辱
若
驚
。
寵

爲
上
、
辱
爲
下
。
得
之
若
驚
、
失
之
若
驚
。
是
謂
寵
辱
若
驚
（
寵
辱
驚
く
が
若

く
、（
中
略
）
何
を
か
寵
辱
驚
く
若
し
と
謂
ふ
。
寵
を
上
と
爲
し
辱
を
下
と
爲
す
。
之

を
得
て
は
驚
く
が
若
く
、
之
を
失
ひ
て
は
驚
く
が
若
し
。
是
を
寵
辱
驚
く
が
若
し
と

謂
ふ
）」
に
よ
る
末
句
や）

19
（

、
竹
林
七
賢
を
同
志
に
比
す
る
考
え
か
ら
は
、
作
者

が
仏
教
僧
で
あ
り
な
が
ら
も
、
隠
者
へ
の
強
い
憧
憬
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
詩
題
で
い
う
「
言
志
」
と
は
、
前
の
一
首
「
翫
花
鶯
」
に
照
ら
し
て
も

分
か
る
よ
う
に
、「
遨
遊
志
」
つ
ま
り
竹
林
七
賢
の
よ
う
に
自
然
を
楽
し
む
反

俗
・
隠
逸
志
向
と
い
え
よ
う
。

　

三
論
宗
の
第
二
伝
者
で
あ
る
智
蔵
の
詩
作
に
現
わ
れ
た
竹
林
七
賢
に
対
す
る

異
様
な
関
心
に
つ
い
て
、
胡
志
昂
氏
は
中
国
仏
教
と
老
荘
思
想
の
緊
密
な
関
係
、

具
体
的
に
は
竹
林
七
賢
に
よ
っ
て
大
き
く
発
展
し
た
魏
晋
玄
学
と
三
論
教
義
の

深
い
関
係
を
挙
げ
て
い
る）

20
（

。
確
か
に
、
老
荘
思
想
の
全
盛
期
で
あ
っ
た
六
朝
時

代
に
お
い
て
は
、
初
期
の
仏
教
理
解
が
老
荘
思
想
を
通
じ
て
行
わ
れ
、
い
わ
ゆ

る
格
義
仏
教
が
生
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た）

21
（

。
六
朝
か
ら
隋
唐
に
か
け
て
は
、
儒
・

仏
・
老
の
三
教
が
反
発
し
な
が
ら
も
三
教
一
致
の
方
向
に
あ
っ
た）

22
（

。
こ
う
し
た

中
国
本
土
に
お
け
る
仏
教
と
老
荘
思
想
、
な
い
し
儒
・
仏
・
老
の
三
教
融
合
の

動
向
を
、
入
唐
僧
ら
は
身
を
も
っ
て
感
じ
取
っ
た
に
相
違
な
い
。
文
化
受
容
の

視
点
か
ら
見
れ
ば
、
文
化
導
入
の
担
い
手
と
い
う
当
時
の
僧
侶
の
役
割
、
及
び

諸
思
想
の
同
時
的
か
つ
重
層
的
な
受
容
様
態
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
智

蔵
の
反
俗
的
行
為
や
詩
作
に
表
わ
れ
た
隠
逸
志
向
は
、
儒
・
仏
・
老
の
三
教
を

兼
学
し
、
内
典
・
外
典
を
博
覧
す
る
当
時
の
僧
侶
の
実
態
を
如
実
に
反
映
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
辨
正
の
伝
「
少
年
出
家
。
頗
洪
玄
學
（
少
年
に
し
て
出

家
し
、
頗
る
玄
學
に
洪
し
）」、
道
融
の
伝
「
博
學
多
才
。
特
善
屬
文
（
博
學
多
才
、

特
に
屬
文
に
善
し
）」
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
一
方
、
作
詩
と
い
う
文
学
行
為

に
つ
い
て
考
え
る
と
、『
懐
風
藻
』
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
六
朝
の
詩
風
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
世
説
新
語
』
任
誕
篇
に
お
け
る
「
竹
林
七
賢
」

の
呼
称
の
由
来
に
つ
い
て
の
話
、『
芸
文
類
聚
』
に
収
め
ら
れ
た
「
竹
林
七
賢

論
」
な
ど
か
ら
、
当
時
の
文
人
の
竹
林
七
賢
へ
の
強
い
関
心
が
う
か
が
わ
れ

る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
東
晋
の
文
人
孫
綽
は
『
道
賢
論
』
を
著
し
、
晋
の
七

人
の
名
僧
を
竹
林
七
賢
に
比
し
て
僧
侶
の
高
徳
を
讃
え
た
。
そ
の
一
部
が
『
高

僧
伝
』
巻
一
・
竺
曇
摩
羅
刹
八
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

後
孫
綽
製
道
賢
論
。
以
天
竺
七
僧
。
方
竹
林
七
賢
。
以
護
匹
山
巨
源
。
論

云
。
護
公
徳
居
物
宗
。
巨
源
位
登
論
道
。
二
公
風
徳
高
遠
足
爲
流
輩
矣
。

其
見
美
後
代
如
此
。

　

右
の
記
述
か
ら
、
伝
統
的
な
老
荘
思
想
及
び
隠
者
を
も
っ
て
、
請
来
さ
れ
た

仏
教
及
び
僧
侶
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
格
義
仏
教
の
傾
向
が
読
み
取
れ
る
と
と

も
に
、
文
人
の
間
に
お
い
て
、
竹
林
七
賢
が
脱
俗
・
反
俗
的
な
象
徴
と
し
て
定
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着
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
よ
う
。
僧
侶
の
作
詩
で
あ
っ
て
も
、
文
学
の

伝
統
を
逸
し
て
は
い
け
な
い
。
智
蔵
は
僧
侶
で
あ
り
な
が
ら
、
詩
人
で
も
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
詩
僧
で
あ
る
。
詩
作
に
「
竹
林
」
の
語
を
意
識
的
に
入
れ
た
の

は
、
智
蔵
が
竹
林
七
賢
の
文
学
的
イ
メ
ー
ジ
を
的
確
に
捉
え
、
そ
れ
を
援
用
す

る
こ
と
で
、
僧
侶
と
し
て
の
自
身
の
脱
俗
性
・
反
俗
性
を
強
調
し
た
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　

反
俗
性
が
顕
著
に
表
わ
れ
た
も
う
一
人
は
道
慈
法
師
で
あ
る
。
卒
伝
に
よ
る

と
、
道
慈
は
才
学
に
優
れ
て
お
り
、
大
宝
年
中
に
入
唐
、
留
学
期
間
と
帰
朝
後

に
そ
れ
ぞ
れ
、
唐
王
と
日
本
の
帝
か
ら
恩
賞
を
受
け
た
と
い
う
。
注
目
す
べ
き

は
、
高
官
の
僧
官
に
任
命
さ
れ
た
道
慈
が
「
性
甚
骨
鯁
。
爲
時
不
容
。
解
任
歸
。

遊
山
野
（
性
甚
だ
骨
鯁
、
時
に
容
れ
ら
え
ず
。
任
を
解
き
て
歸
り
、
山
野
に
遊
ぶ
）」

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
剛
直
な
性
格
を
持
つ
道
慈
法
師
は
世
間
に
受

け
入
れ
ら
れ
ず
、
僧
官
を
退
い
て
都
を
離
れ
、
山
野
に
遊
ぶ
生
き
方
を
選
ん
だ
。

長
屋
王
に
よ
る
宴
会
へ
の
招
待
を
辞
退
し
た
詩
作
「
初
春
在
竹
溪
山
寺
於
長
王

宅
宴
追
致
辭
」（
一
〇
四
）
に
は
、
政
治
や
世
俗
を
厭
う
反
俗
精
神
が
顕
著
に

表
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
詩
序
は
、
次
の
よ
う
に
綴
ら
れ
て
い
る
。

沙
門
道
慈
啓
。
以
今
月
二
十
四
日
。
濫
蒙
抽
引
。
追
預
嘉
會
。
奉
旨
驚
惶
。

不
知
攸
措
。
但
道
慈
少
年
落
飾
。
常
住
釋
門
。
至
於
屬
詞
吐
談
。
元
來
未

逹
。
況
乎
道
機
俗
情
全
有
異
。
香
盞
酒
盃
又
不
同
。
此
庸
才
赴
彼
高
會
。

理
乖
於
事
。
事
迫
於
心
。
若
夫
魚
麻
易
處
。
方
圓
改
質
。
恐
失
養
性
之
宜
。

乖
任
物
之
用
。
撫
躬
之
驚
惕
。
不
遑
啓
處
。
謹
裁
以
韵
。
以
辭
高
席
。
謹

至
以
左
。
羞
穢
耳
目
。

沙し
ゃ
も
ん
だ
う

門
道
慈じ

啓ま
を

さ
く
。
今こ

の
つ
き月

の
二は

つ
か
あ
ま
り
よ
か

十
四
日
を
以も

ち
て
、
濫み

だ

り
て
抽ち

う
い
ん引

を
蒙

か
が
ふ

り
、
追
ひ
て
嘉か

會く
わ
いに

預あ
づ
か

る
。
旨む

ね

を
奉ほ

う

じ
て
驚

き
や
う
く
わ
う

惶
し
、
措お

く
攸と

こ
ろ

を
知
ら
ず
。
但た

だ

し
道だ

う

慈じ

少
年
に
し
て
落ら

く

飾し
よ
くし

、
常
に
釋

し
や
く

門も
ん

に
住す

ま
ふ
。
屬ぞ

く

詞し

と吐
談だ

ん

に
至
り

て
は
、
元も

と
よ
り來

未
だ
逹い

た

ら
ず
。
況い

は

め
や
道だ

う

機き

俗ぞ
く

情じ
や
う

全ま
た

く
異こ

と

な
る
こ
と
あ
り
、

香か
う
さ
ん
し
ゆ
は
い

盞
酒
盃
又
同お

な

じ
か
ら
ぬ
を
は
。
此
の
庸よ

う
さ
い才

の
彼そ

の
高か

う

會く
わ
いに

赴お
も
ぶく

、
理

こ
と
わ
りは

事こ
と

に
乖そ

む

き
、
事
は
心
に
迫せ

む
。
若も

し
夫そ

れ
魚ぎ

よ

と
麻ま

と
處と

こ
ろ

を
易か

へ
、
方は

う

と
圓ゑ

ん

と
質か

た

を
改
む
れ
ば
、
恐
ら
く
は
養や

う
せ
い性

の
宜よ

ろ

し
き
を
失
ひ
、
任に

ん
ぶ
つ物

の
用も

ち
ゐ

に
乖そ

む

か
む
。

躬み

を
撫な

で
て
驚

き
や
う

惕て
き

し
、
啓け

い

處し
ょ

す
る
に
遑い

と
まも

あ
ら
ず
。
謹つ

つ
し

み
て
裁つ

く

る
に
韵ゐ

ん

を
以も

ち
て
し
て
、
高か

う
せ
き席

を
辭い

な

ぶ
。
謹
み
て
至い

た

す
に
左ひ

だ
り

を
以
ち
て
す
。
羞は

づ
ら
く
は

耳じ

目も
く

を
穢け

が

さ
む
こ
と
を
と
ま
を
す
。

　

宴
席
に
招
待
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
謙
遜
の
言
辞
の
後
、「
少
年
に
し
て

落
飾
し
、
常
に
釋
門
に
住
ま
ふ
」
と
、
自
身
の
僧
侶
と
し
て
の
身
分
を
強
調

す
る
。
次
に
「
道
機
俗
情
全
く
異
な
る
こ
と
あ
り
、
香
盞
酒
盃
又
同
じ
か
ら
ぬ

を
は
」
と
、「
道
機
」
と
「
俗
情
」、「
香
盞
」
と
「
酒
盃
」
を
対
照
的
に
挙
げ
、

仏
門
と
世
俗
の
相
違
を
端
的
に
示
す
。
さ
ら
に
、
僧
侶
の
身
で
長
屋
王
の
宴
会

に
赴
く
こ
と
を
「
魚
と
麻
と
處
を
易
へ
、
方
と
圓
と
質
を
改
む
」、
つ
ま
り
魚

と
麻
と
が
場
所
を
か
え
、
四
角
と
円
と
が
そ
の
形
状
を
改
め
る
よ
う
な
、
物
の
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本
質
を
変
え
る
こ
と
に
た
と
え
、
そ
れ
が
自
分
の
本
性
を
損
な
う
の
み
な
ら
ず
、

修
行
の
道
に
は
ず
れ
、
僧
侶
の
身
の
ほ
ど
を
忘
れ
る
こ
と
に
な
る
と
懸
念
す
る
。

小
島
憲
之
氏
は
『
続
高
僧
伝
』
巻
三
「
釋
慧
淨
伝
」
に
あ
る
皇
太
子
の
令
旨
を

辞
退
す
る
啓
謝
の
文
「
魚
鹿
易
處
、
失
燥
濕
之
宜
、
方
円
改
質
乖
任
物
之
性
」

な
ど
を
挙
げ
、
道
慈
の
詩
序
と
の
関
連
を
考
察
し
、
他
の
長
屋
王
詩
宴
に
み
る

美
し
い
詩
序
群
と
異
な
る
道
慈
の
詩
序
の
独
自
性
を
指
摘
し
た）

23
（

。
ま
た
、
同
氏

は
長
屋
王
の
宴
会
へ
の
招
き
を
辞
退
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
道
慈
が
長
屋
王
と

の
間
に
確
執
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
く
、
唐
の
『
続
高
僧
伝
』
な
ど
の

仏
家
伝
に
記
録
さ
れ
た
朝
廷
の
命
令
を
拒
絶
す
る
表
現
態
度
を
学
ん
で
、
宴
席

を
辞
退
す
る
文
を
試
み
た
に
過
ぎ
な
い
と
解
釈
す
る
。
傾
聴
に
値
す
る
見
解
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
長
屋
王
と
の
確
執
が
真
実
か
否
か
に
拘
わ
ら
ず
、
道

慈
た
だ
一
人
が
他
の
宮
廷
詩
人
と
異
な
り
、
長
屋
王
邸
宅
宴
関
連
詩
に
お
い
て
、

拒
絶
を
文
に
し
て
い
る
こ
と
自
体
、
脱
俗
性
・
反
俗
性
を
も
つ
僧
侶
と
し
て
の

自
己
主
張
に
な
ろ
う
。
道
融
法
師
の
伝
に
も
、
難
解
な
「
六
帖
鈔
」
に
短
期
間

で
精
通
し
た
こ
と
で
皇
后
か
ら
賞
さ
れ
た
時
、「
我
爲
菩
提
。
修
法
施
耳
。
因

玆
望
報
。
市
井
之
事
耳
（
我
菩
提
の
爲
に
、
法
施
を
修
む
る
ぞ
。
玆
れ
に
因
り
て

報
を
望
む
は
、
市
井
の
事
ぞ
）」
と
、〈
仏
〉
と
〈
俗
〉
の
相
違
を
も
っ
て
拒
否

し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
道
慈
詩
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

緇
素
杳
然
別
。
金
漆
諒
難
同
。 

緇し

と
素そ

と
は
杳え

う
ぜ
ん然

に
し
て
別わ

か

れ
、
金き

ん

と
漆し

つ

と
は
諒ま

こ
とに

同お
や

じ
く
す
る
こ
と
難か

た

し
。

納
衣
蔽
寒
體
。
綴
鉢
足
飢
嚨
。 

納な
ふ

衣え

寒か
ん
た
い體

を
蔽お

ほ

ひ
、
綴て

つ
ぱ
つ鉢

飢き

嚨ろ
う

に
足た

ら
ふ
。

結
蘿
爲
垂
幕
。
枕
石
臥
巖
中
。 

蘿か
づ
らを

結ゆ

ひ
て
垂す

ゐ
ば
く幕

と
爲な

し
、
石
を
枕ま

く
らき

て

巖が
ん

中ち
ゆ
うに

臥ふ

す
。

抽
身
離
俗
累
。
滌
心
守
眞
空
。 

身
を
抽ぬ

き

い
で
て
俗ぞ

く

累る
ゐ

を
離
れ
、
心
を
滌す

す

き

て
眞し

ん
く
う空

を
守ま

も

る
。

策
杖
登
峻
嶺
。
披
襟
稟
和
風
。 

杖つ
ゑ

を
策つ

き
て
峻

し
ゆ
ん

嶺れ
い

に
登
り
、
襟く

び

を
披ひ

ら

き
て

和わ

風ふ
う

を
稟う

く
。

桃
花
雪
冷
冷
。
竹
溪
山
冲
冲
。 

桃た
う
く
わ花

の
雪
冷れ

い
れ
い々

、
竹ち

く
け
い溪

の
山
冲ち

ゆ
う
ち
ゆ
う々。

驚
春
柳
雖
變
。
餘
寒
在
單
躬
。 

春
に
驚
き
て
柳
變か

は

る
と
雖い

へ
ど

も
、
餘よ

寒か
ん

單た
ん

躬き
ゆ
うに

在
り
。

僧
旣
方
外
士
。
何
煩
入
宴
宮
。 

僧ほ
ふ
しは

旣す
で

に
方は

う

外ぐ
わ
いの

士し

、
何な

に

ぞ
煩わ

づ
らは

し
く
宴え

ん

宮き
ゆ
うに

入
ら
む
。

　

冒
頭
は
詩
序
と
同
様
に
僧
侶
と
俗
人
の
相
違
を
明
示
し
、
次
に
「
納
衣
寒
體

を
蔽
ひ
、
綴
鉢
飢
嚨
に
足
ら
ふ
。
蘿
を
結
ひ
て
垂
幕
と
爲
し
、
石
を
枕
き
て
巖

中
に
臥
す
」
と
、
山
住
ま
い
の
生
活
を
描
く
。
貧
し
く
厳
し
い
生
活
環
境
と
は

い
え
、
自
然
の
な
か
で
充
足
し
愉
悦
す
る
心
情
が
表
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

「
身
を
抽
い
で
て
俗
累
を
離
れ
、
心
を
滌
き
て
眞
空
を
守
る
」
と
、
僧
侶
の
立

場
を
重
ね
て
言
明
し
た
。
最
終
聯
は
改
め
て
僧
侶
の
身
分
を
強
調
し
、
宴
会
に

参
加
す
る
こ
と
を
辞
退
す
る
。
こ
こ
で
道
慈
は
自
ら
「
方
外
士
」
と
称
し
て
い

る
。「
方
外
」
の
語
は
、『
荘
子
』
大
宗
師
第
六
に
「
孔
子
曰
、
彼
遊
方
之
外
者
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　僧侶と隠逸表現

也
。
而
丘
遊
方
之
內
者
也
（
孔
子
曰
く
、
彼
は
方
の
外
に
遊
ぶ
者
な
り
。
而
し
て

丘
は
方
の
內
に
遊
ぶ
者
な
り
）」、『
世
説
新
語
』
任
誕
篇
に
「
裴
曰
、
阮
方
外
之

人
。
故
不
崇
禮
制
。
我
輩
俗
中
人
。
故
以
儀
軌
自
居
（
裴
曰
く
、
阮
は
方
外
の

人
な
り
。
故
に
禮
制
を
崇
ば
ず
。
我
が
輩
は
俗
中
も
人
な
り
。
故
に
儀
軌
を
以
て
自

ら
居
る
、
と
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
体
制
内
で
儒
教
を
守
る
「
方
之
內
」「
俗
中

人
」
と
対
照
的
に
、
出
仕
し
て
も
礼
教
を
無
視
す
る
阮
籍
な
ど
、
竹
林
七
賢
を

形
容
す
る
。
出
仕
拒
否
の
「
佯
狂
」
と
区
別
さ
れ
る
「
方
外
士
」
は
、
六
朝
時

代
に
お
け
る
古
来
の
「
佯
狂
」
概
念
の
変
容
で
あ
り）

24
（

、
隠
者
に
関
わ
る
文
学
表

現
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
弘
明
集
』
巻
五
・
遠
法
師
「
沙
門
不
敬
王
者
論
・
出

家
第
二
」
の
「
出
家
則
是
方
外
之
賓
」、『
高
僧
伝
』
巻
七
・
義
解
四
・
釋
曇
斌

伝
の
「
斌
曰
、
貧
道
方
外
之
人
、
豈
宜
與
天
子
同
趣
」
な
ど
の
よ
う
に
、「
拙

僧
は
世
俗
の
外
の
人
間
、
天
子
と
趣
き
を
同
じ
く
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
」
と
、

僧
侶
も
「
方
外
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
る
。
中
国
に
お
け
る
仏
教
と
道
教
の
論

争
文
を
集
め
た
『
弘
明
集
』（
梁
・
僧
祐
編
、
五
一
八
年
成
立
）
は
、
ほ
ぼ
同
時

代
に
成
立
し
た
『
高
僧
伝
』（
梁
・
慧
皎
撰
、
五
一
九
年
成
立
）
と
同
様
、
仏
教

に
関
わ
る
書
物
で
あ
る
。「
方
外
」
の
用
例
が
そ
れ
ぞ
れ
十
五
例
、
五
例
見
出

さ
れ
る
の
は
興
味
深
い）

25
（

。
そ
こ
か
ら
、
六
朝
の
僧
侶
の
自
我
認
識
、
及
び
仏
教

と
道
教
の
交
渉
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。
両
書
が
成
立
し
た
六
朝
時
代
に
お
け

る
儒
・
仏
・
老
の
三
教
融
合
の
傾
向
と
も
一
致
す
る
。「
方
外
」
の
語
意
の
拡

大
に
よ
り
、
文
学
表
現
に
お
け
る
隠
者
と
僧
侶
の
区
別
が
曖
昧
と
な
り
、
礼
教

の
無
視
、
王
権
政
治
へ
の
対
抗
な
ど
、
反
俗
志
向
を
軸
に
両
者
は
つ
な
が
り
う

る
存
在
と
な
っ
た
。
留
学
経
験
の
あ
る
道
慈
は
当
時
の
思
想
界
の
動
向
を
鋭
敏

に
感
じ
取
り
、「
方
外
」
の
語
を
い
ち
早
く
詩
作
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
道
慈
の
詩
文
の
み
な
ら
ず
、
後
人
が
執
筆
し
た
道
慈
の
伝
記
に
は
「
任

を
解
き
て
歸
り
、
山
野
に
遊
ぶ
」
と
記
さ
れ
、
彼
自
身
も
ま
た
反
俗
的
な
「
方

外
士
」
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

智
蔵
と
道
慈
の
詩
文
を
顧
み
る
と
、
一
つ
の
共
通
点
に
気
付
く
。
智
蔵
「
秋

日
言
志
」
の
「
性
を
得
る
所
を
知
ら
ま
く
欲
り
、
來
り
尋
ぬ
仁
智
の
情
」、
道

慈
「
初
春
在
竹
溪
山
寺
於
長
王
宅
宴
追
致
辭
」
序
の
「
恐
ら
く
は
養
性
の
宜

し
き
を
失
ひ
」
に
見
え
る
「
性
」、
つ
ま
り
精
神
面
の
重
視
で
あ
る
。「
養
性
」

と
は
、『
荘
子
』
刻
意
第
十
五
に
「
純
粹
而
不
雜
、
静
一
而
不
變
、
淡
而
無
爲
、

動
而
以
天
行
。
此
養
神
之
道
也
（
純
粹
に
し
て
雜
ら
ず
、
静
一
に
し
て
變
せ
ず
。

淡
に
し
て
無
爲
、
動
い
て
以
て
天
行
す
と
。
此
れ
神
を
養
ふ
の
道
な
り
）」
と
あ
る

よ
う
に
、
心
の
清
浄
を
保
ち
、
精
神
的
自
由
を
は
か
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

『
老
子
』
養
身
第
二
、『
荘
子
』
養
生
主
第
三
と
い
っ
た
篇
名
に
見
え
る
「
養

身
」「
養
生
」
に
通
じ
る
概
念
で
あ
る
。
こ
の
老
荘
的
「
養
性
」
観
は
、
隠
者

に
関
わ
る
文
学
、
或
い
は
隠
逸
思
想
を
表
わ
す
文
学
に
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

例
え
ば
、『
列
仙
伝
』
に
は
「
陸
通
者
、
楚
狂
接
輿
也
。
好
養
性
、
游
諸
名
山
」

と
あ
る
。
竹
林
七
賢
の
一
人
・
嵆
康
の
「
養
生
論
」（『
文
選
』
巻
五
十
三
）
に

は
「
故
修
性
以
保
神
、
安
心
以
全
身
（
故
に
性
を
修
め
て
以
て
神
を
保
ち
、
心
を

安
ん
じ
て
以
て
身
を
全
う
す
）」
と
あ
る
。
ま
た
、『
芸
文
類
聚
』
収
録
の
陶
淵

明
「
張
長
公
贊
」
に
は
「
世
路
皆
同
而
我
獨
異
。
斂
轡
朅
來
閑
養
其
志
」
と
あ
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る
。「
閑
養
其
志
」
の
「
志
」
と
は
、「
養
性
」
の
「
性
」、「
養
神
」
の
「
神
」

同
様
、
精
神
世
界
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
隠
者
と
「
養
性
」
の
文
学

的
つ
な
が
り
が
う
か
が
え
る
。「
養
性
」
の
考
察
か
ら
、
両
僧
が
目
指
す
心
境

は
精
神
的
自
由
を
追
求
す
る
隠
者
の
心
境
と
さ
ほ
ど
差
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、『
懐
風
藻
』
に
お
け
る
詩
僧
の
卒
伝
、
詩
序
及
び

詩
作
に
は
、
宴
会
の
招
き
を
辞
退
す
る
、
朝
廷
か
ら
の
褒
賞
を
拒
否
す
る
、
ま

た
は
僧
官
を
辞
任
す
る
と
い
っ
た
反
俗
的
行
為
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
勿

論
、
小
島
氏
が
指
摘
し
た
中
国
高
僧
伝
の
表
現
ス
タ
イ
ル
の
影
響
は
否
定
で
き

な
い
。
と
く
に
、
仏
教
と
老
荘
の
交
流
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
六
朝
時
代
に
成

立
し
た
『
弘
明
集
』『
高
僧
伝
』
に
お
い
て
、
僧
侶
を
竹
林
七
賢
に
比
し
た
り
、

「
佯
狂
」「
方
外
士
」「
養
性
」
な
ど
、
本
来
隠
者
に
関
わ
る
表
現
を
僧
侶
の
描

写
に
援
用
し
た
り
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
の
ち
の
『
広
弘
明
集
』『
続

高
僧
伝
』
に
も
継
承
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
表
現
の
特
徴
は
た
だ
ち
に
『
懐
風

藻
』
の
僧
伝
及
び
詩
作
に
影
を
落
と
し
た
。
し
か
し
、『
懐
風
藻
』
に
お
け
る

九
人
の
伝
記
の
う
ち
、
な
ぜ
僧
伝
の
み
に
反
俗
行
為
が
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

宮
廷
と
い
う
政
治
的
空
間
の
枠
内
に
お
い
て
、
吉
野
の
仙
境
化
に
よ
っ
て
隠
逸

気
分
を
味
わ
う
宮
廷
人
と
対
比
す
る
と
、
僧
伝
及
び
詩
作
に
記
さ
れ
た
僧
侶
の

反
俗
行
為
は
顕
著
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
僧
侶
の
脱
俗
性
・
反
俗
性
を

際
立
た
せ
る
ほ
か
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
実
際
に
は
隠
逸
の
伝
統
が
な
い
日
本
に
お
い
て
、
文
化
導
入
の
担
い
手
で

あ
る
僧
侶
に
（
少
な
く
と
も
文
章
表
現
の
う
え
で
）
隠
者
の
役
割
を
付
与
し
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
中
国
化
が
進
む
に
つ

れ
、
高
僧
伝
類
で
隠
者
的
僧
侶
像
が
次
々
と
造
形
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
高
僧
伝

の
渡
来
と
書
写
に
よ
り
、
日
本
に
お
い
て
も
、
中
国
の
僧
侶
に
当
て
は
め
て
僧

伝
を
作
ろ
う
と
す
る
試
み
が
生
じ
、
そ
れ
が
『
懐
風
藻
』
僧
伝
の
成
立
に
つ
な

が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
隠
逸
志
向
を
詩
作
に
詠
み
込
ん
だ
智
蔵
や
、
長
屋
王

の
招
待
を
固
辞
す
る
詩
作
を
遺
し
た
道
慈
は
、
ま
さ
に
隠
者
的
僧
侶
像
に
ふ
さ

わ
し
い
人
物
で
あ
っ
た
。
人
的
（
僧
侶
）・
物
的
（
仏
典
）
交
流
に
よ
っ
て
日
本

に
請
来
さ
れ
た
仏
教
と
は
違
い
、
隠
逸
は
主
に
漢
籍
、
と
り
わ
け
文
学
作
品
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
詩
作
に
隠
逸
表
現
を
積
極
的
に
取
り
入
れ

た
僧
侶
の
文
化
導
入
の
役
割
、
及
び
彼
ら
に
付
さ
れ
た
隠
者
を
彷
彿
と
さ
せ
る

僧
伝
が
、
当
時
の
僧
侶
が
隠
者
と
い
う
観
念
上
の
存
在
と
同
一
視
さ
れ
る
契
機

と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

二 

隠
者
と
見
な
さ
れ
る
僧
侶

│
梵
門
詩
に
お
け
る
〈
仏
〉〈
俗
〉〈
隠
〉

　
『
懐
風
藻
』
僧
伝
、
詩
作
の
考
察
か
ら
は
、
当
時
の
僧
侶
に
つ
い
て
二
つ
の

動
向
が
う
か
が
え
る
。
一
つ
は
隠
逸
志
向
を
詠
い
、
吉
野
詩
な
ど
に
表
わ
れ
た

宮
廷
人
の
隠
逸
趣
向
と
同
調
す
る
。
も
う
一
つ
は
宮
廷
人
と
の
相
違
を
強
く
意

識
し
、
僧
侶
の
脱
俗
性
・
反
俗
性
を
強
調
す
る
。
こ
の
相
反
す
る
動
向
は
、
そ

れ
ぞ
れ
詩
僧
の
文
人
た
る
側
面
、
僧
侶
た
る
側
面
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
し

か
も
、
僧
侶
の
二
つ
の
動
向
は
い
ず
れ
も
〈
隠
〉
と
関
わ
っ
て
い
る
。
一
方
、
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　僧侶と隠逸表現

新
た
に
現
わ
れ
た
僧
侶
と
い
う
存
在
、
及
び
仏
教
へ
の
関
心
は
、
文
学
史
上
、

『
文
華
秀
麗
集
』「
梵
門
」
部
の
創
設
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
梵
門
詩

に
つ
い
て
は
、
井
実
充
史
氏
が
「
仏
教
詩
一
般
で
は
な
く
、
宮
廷
人
と
仏
教
と

の
接
触
か
ら
生
ま
れ
た
、
宮
廷
人
に
と
っ
て
の
仏
教
詩
で
あ
っ
た）

26
（

」
と
述
べ
る

通
り
で
あ
る
。
次
に
、
こ
う
し
た
主
に
宮
廷
人
が
詠
ん
だ
勅
撰
三
集
の
仏
教
詩
、

と
り
わ
け
『
文
華
秀
麗
集
』『
経
国
集
』
梵
門
詩
を
中
心
と
す
る
考
察
に
よ
っ

て
、
宮
廷
人
側
か
ら
詠
ま
れ
た
僧
侶
像
を
探
る
。
と
く
に
、
僧
侶
と
宮
廷
人
が

〈
仏
〉〈
俗
〉
の
対
立
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、〈
隠
〉
を
も
っ
て
両
者
を
同
化
さ

せ
よ
う
と
す
る
宮
廷
人
の
作
詩
傾
向
に
重
点
を
お
い
て
考
察
し
た
い）

27
（

。

　

１　
〈
仏
〉
↓
〈
隠
〉

　

梵
門
詩
に
お
け
る
〈
仏
〉〈
隠
〉
の
同
化
は
、
僧
侶
を
隠
者
と
見
な
す
こ
と
、

出
家
と
い
う
行
為
を
隠
逸
と
同
一
視
す
る
こ
と
、
寺
院
を
隠
逸
的
空
間
に
比
す

る
こ
と
と
い
っ
た
三
つ
の
面
か
ら
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
僧
侶
を

隠
者
と
見
な
す
こ
と
は
、
嵯
峨
天
皇
の
詩
作
に
最
も
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
嵯
峨
天
皇
の
「
答
澄
公
奉
獻
詩
」（『
文
華
秀
麗
集
』
梵
門
・
七
一
）
で

は
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

「
答
澄
公
奉
獻
詩
」

遠
傳
南
岳
敎
。
夏
久
老
天
台
。 

遠
く
南な

ん
が
く岳

の
敎を

し
へを

傳
へ
、
夏な

つ

久
し
く
天て

ん
だ
い台

に
老
ゆ
。

杖
錫
凌
溟
海
。
躡
虛
歷
蓬
萊
。 

錫し
ゃ
くを

杖つ
ゑ
つき

て
溟め

い
か
い海

を
凌し

の

ぎ
、
虛き

ょ

を
躡ふ

み
て

蓬ほ
う
ら
い萊

を
歷へ

ぬ
。

朝
家
無
英
俊
。
法
侶
隱
賢
才
。 

朝て
う

家か

英え
い

俊し
ゆ
ん

無
く
、
法ほ

ふ
り
よ
け
ん
さ
い

侶
賢
才
隱
る
。

形
體
風
塵
隔
。
威
儀
律
範
開
。 

形け
い
た
い
ふ
う
ぢ
ん

體
風
塵
を
隔へ

だ

て
、
威ゐ

ぎ儀
律り

つ
は
ん範

を
開
く
。

…

　
『
文
華
秀
麗
集
』「
梵
門
」
冒
頭
の
こ
の
一
首
は
、
最
澄
の
「
奉
献
詩
」
に
答

え
る
嵯
峨
天
皇
の
作
で
あ
る
。
渡
唐
し
天
台
山
で
修
行
し
た
経
歴
を
、
蓬
萊

仙
境
を
遊
歴
す
る
仙
人
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
て
述
べ
た
の
ち
、「
朝
家
英
俊
無

く
、
法
侶
賢
才
隱
る
」
と
最
澄
を
隠
れ
た
賢
人
と
見
な
す
。
こ
こ
で
い
う
「
賢

才
」
は
、『
芸
文
類
聚
』（
巻
第
三
十
六
・
人
部
二
十
・
隠
逸
上
）「（
周
易
）
天
地

閉
、
賢
人
隱
」、『
宋
書
』
列
傳
第
五
十
三
・
隠
逸
「
遯
世
避
世
、
即
賢
人
也
」

な
ど
に
記
さ
れ
た
「
賢
人
」
と
同
じ
く
、
隠
者
を
指
す
。『
芸
文
類
聚
』（
巻
第

三
十
六
・
人
部
二
十
・
隠
逸
上
）
に
収
め
ら
れ
る
張
華
「
招
隱
詩
」
の
「
隱
士
托

山
林
、
遁
世
以
保
眞
。
連
恵
亮
未
遇
、
雄
才
屈
不
申
」
に
描
か
れ
た
隠
士
に
も

類
似
し
て
い
る
。
漢
籍
に
描
か
れ
た
隠
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
実
在
の
僧
侶
に
付
与

し
て
詠
む
の
は
、
い
か
に
も
興
味
深
い
。
嵯
峨
天
皇
が
山
林
修
行
に
勤
し
む
僧

侶
を
隠
れ
た
「
賢
才
」
と
賞
讃
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
井
実
充
史
氏
は
「
あ
く

ま
で
も
護
国
の
実
践
者
と
し
て
の
側
面
を
賞
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

鎮
護
国
家
的
仏
教
政
策
を
と
る
当
時
の
朝
廷
が
僧
侶
に
求
め
て
い
た
政
治
的

役
割
に
他
な
ら
な
い）

28
（

」
と
の
見
解
を
示
し
た
。
は
た
し
て
嵯
峨
天
皇
が
僧
侶
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を
隠
者
と
し
て
讃
え
た
の
に
は
、
仏
教
政
策
以
外
に
理
由
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
玄
賓
に
関
す
る
御
製
詩
に
注
目
し
て
み
る
。『
日
本
後
紀
』
巻

二
十
三
・
逸
文
・
弘
仁
五
年
五
月
二
十
三
日
条
に
「
遣
使
賜
玄
賓
法
師
御
製
詩
、

兼
施
物
卅
段
」
と
記
さ
れ
た
御
製
詩
に
お
い
て
、「
苦
行
獨
老
山
中
室
。
盥
嗽

偏
宜
林
下
泉
。
遙
想
焚
香
観
念
處
。
寥
寥
日
夜
對
雲
烟
（
苦
行
し
て
獨
り
老
ゆ

山
中
の
室
、
盥
嗽
に
偏
に
宜
し
林
下
の
泉
。
遙
か
に
想
ひ
み
る
焚
香
観
念
の
處
、
寥

寥
に
日
夜
雲
烟
に
對
か
ふ
こ
と
を
）」（「
贈
賓
和
尚
」『
凌
雲
集
』
二
三
）
と
、
徳
の

高
い
苦
行
僧
に
対
す
る
思
慕
と
讃
美
が
溢
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
玄
賓
が
弘
仁

九
年
（
八
一
八
）
に
没
し
た
際
、
嵯
峨
天
皇
は
御
製
の
弔
詩
で
「
禪
林
時
見
摧

枝
幹
。
梵
宇
長
懷
失
棟
梁
（
禪
林
時
に
見
る
枝
幹
の
摧
か
る
る
を
、
梵
字
長
に
懷

ふ
棟
梁
を
失
ひ
し
を
）」（「
哭
賓
和
尚
」『
文
華
秀
麗
集
』
八
五
）
と
、
悲
痛
の
情

を
吐
露
し
て
い
る
。
玄
賓
の
入
寂
は
、
仏
教
界
に
と
っ
て
、「
棟
梁
」
が
失
わ

れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
朝
廷
に
と
っ
て
は
、
賢
才
の
喪
失
を
意
味
す
る
と
詠
ま

れ
て
い
る
よ
う
に
、
嵯
峨
天
皇
の
詩
の
世
界
に
お
い
て
は
、
玄
賓
が
深
山
修
行

の
高
徳
の
僧
侶
か
ら
山
林
隠
逸
の
高
潔
な
隠
者
、
賢
才
に
変
貌
し
、
崇
敬
す
べ

き
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

　

他
に
も
、「
和
光
法
師
遊
東
山
之
作
」（『
文
華
秀
麗
集
』
七
二
）、「
和
澄
公
臥

病
述
懷
之
作
」（『
文
華
秀
麗
集
』
七
六
）、「
問
淨
上
人
疾
」（『
経
国
集
』
巻
十
・

三
八
）」
な
ど
、
僧
侶
と
交
わ
す
嵯
峨
天
皇
の
御
製
が
多
々
見
ら
れ
る
。
高
徳

の
僧
侶
を
隠
者
と
見
な
し
て
、
優
遇
・
讃
美
す
る
嵯
峨
天
皇
の
姿
に
は
、
隠
逸

を
褒
賞
し
た
光
武
帝
の
よ
う
な
中
国
の
明
君
の
面
影
が
漂
っ
て
い
る
。『
後
漢

書
』「
逸
民
列
伝
」
第
七
十
三
に
よ
る
と
、
仕
官
拒
否
の
周
党
に
対
し
て
、
漢

の
光
武
帝
が
詔
を
下
し
、「
自
古
明
王
聖
主
必
有
不
賓
之
士
。
伯
夷
、
叔
齊
不

食
周
粟
、
太
原
周
黨
不
受
朕
祿
、
亦
各
有
志
焉
。
其
賜
帛
四
十
匹
」
と
、
周

党
の
隠
逸
行
為
を
許
し
た
の
み
な
ら
ず
、
褒
賞
も
与
え
た
。『
晋
書
』
列
伝
第

六
十
四
・
隠
逸
に
お
い
て
、「
玄
之
好
學
潛
默
、
安
於
陋
巷
。
州
舉
秀
才
、
公

府
辟
、
不
就
」
と
い
う
、
才
能
を
持
ち
つ
つ
仕
官
し
な
い
龔
玄
之
に
対
し
て
、

孝
武
帝
が
詔
を
下
し
、「
夫
哲
王
御
世
、
必
搜
揚
幽
隱
（
中
略
）
譙
國
戴
逵
、

武
陵
龔
玄
之
並
高
尚
其
操
、
依
仁
游
藝
、
潔
己
貞
鮮
、
學
弘
儒
業
、
朕
虛
懷
久

矣
。
云
々
」
と
、
玄
之
の
隠
逸
行
為
を
讃
え
、
官
位
、
褒
賞
を
与
え
た
。
漢
か

ら
六
朝
に
か
け
て
の
史
書
を
繙
く
と
、
龔
玄
之
の
よ
う
に
「
不
就
」、
つ
ま
り

仕
官
拒
否
し
た
記
録
が
甚
だ
多
い
。
こ
れ
ら
の
隠
逸
に
対
す
る
為
政
者
の
態
度

は
、「
夫
哲
王
御
世
、
必
搜
揚
幽
隱
」
と
い
う
孝
武
帝
の
詔
に
、
端
的
に
表
わ

れ
て
い
る
。
隠
者
を
礼
遇
し
、
隠
逸
の
気
風
を
尊
重
す
る
姿
勢
が
、
賢
明
な
君

主
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
。
唐
風
文
化
を
愛
好
し
、
隠
逸
文
学
を
愛
好
し
た
嵯

峨
天
皇
は
、
僧
侶
を
隠
者
と
見
な
し
、
彼
ら
を
優
遇
・
讃
美
し
た
。
こ
こ
に
は
、

井
実
氏
が
指
摘
し
た
仏
教
政
策
以
外
に
、
明
君
と
い
う
自
己
ア
ピ
ー
ル
の
意
図

も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
、
こ
こ
で
補
足
し
た
い
。

　

梵
門
詩
な
ど
に
お
い
て
は
、
僧
侶
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、「
賓
公
遁
跡
星

霜
久
」（『
凌
雲
集
』
二
三
「
贈
賓
和
尚
」）、「
棲
隠
多
帰
趣
」（『
経
国
集
』
巻
十
・

梵
門
・
四
九
「
禅
居
」
尼
和
氏
）
と
あ
る
よ
う
に
、
出
家
と
い
う
行
為
に
つ
い
て

も
、
隠
逸
め
い
た
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、『
経
国
集）

29
（

』「
梵
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門
」
で
官
職
を
辞
す
る
官
人
の
出
家
を
詠
ん
だ
作
品
に
注
目
し
た
い
。

四
二
「
聞
右
軍
曹
貞
忠
入
道
因
簡
大
將
軍
良
公
」
淳
和
天
皇

久
厭
輪
廻
多
苦
事　

　

久
し
く
輪り

ん

廻ね

の
苦く

じ事
多
き
こ
と
を
厭い

と

ひ
、

遙
思
聽
法
鷲
峯
中　

　

遥は
る

か
に
聴

ち
や
う

法ほ
ふ

を
思
ふ
鷲じ

ゆ

峯ぶ

の
中
。

昨
朝
劍
戟
陪
丹
閣　

　

昨さ
く
て
う
け
ん
げ
き
た
ん
か
く

朝
剣
戟
丹
閣
に
陪は

べ

る
、

今
夕
僧
衣
向
花
宮　

　

今こ
ん
せ
き
そ
う

夕
僧
衣え

花く
わ

宮き
ゆ
うに

向む
か

ふ
。

…四
三
「
和
御
製
聞
右
軍
曹
入
道
簡
大
將
軍
良
公
」
太
上
天
皇
（
嵯
峨
上
皇
）

伊
昔
邊
頭
俠
少
年　

　

伊こ

れ
昔

む
か
し

辺へ
ん

頭
の
俠け

ふ
せ
う
ね
ん

少
年
、

今
爲
末
將
禁
庭
前　

　

今
し
末ま

つ

将し
や
うと

為な

る
禁き

ん
て
い庭

の
前
。

歸
眞
厭
俗
兵
戈
罷　

　

帰き

真し
ん
え
ん
ぞ
く

厭
俗
し
て
兵へ

い
く
わ戈

を
罷や

め
、

仰
拜
彤
闈
謝
皇
天　

　

仰
ぎ
て
彤と

う

闈ゐ

を
拝は

い

し
皇

く
わ
う

天て
ん

を
謝さ

る
。

…四
四
「
奉
和
聖
製
聞
右
軍
曹
貞
忠
入
道
見
賜
」
良
岑
安
世

効
忠
非
獨
兵
欄
士　

　

忠ち
ゆ
うを

効い
た

す
は
独ひ

と

り
兵へ

い
ら
ん欄

の
士を

の
この

み
に
あ
ら
ず
、

護
國
之
誠
法
門
人　

　

護ご

国こ
く

の
誠ま

こ
とは

法ほ
ふ
も
ん門

の
人
。

丹
闕
上
書
已
罷
職　

　

丹た
ん
け
つ闕

に
上

じ
や
う

書し
よ

し
て
已す

で

に
職つ

か
さを

罷や

む
、

緇
壇
落
髮
不
關
塵　

　

緇し

壇だ
ん

に
落ら

く
は
つ髪

し
て
塵ち

り

に
関か

か
はれ

ず
。

…

　

三
首
は
武
官
で
あ
る
貞
忠
の
出
家
に
つ
い
て
の
唱
和
で
あ
る
。
出
家
の
動

機
と
し
て
、
淳
和
天
皇
が
「
久
厭
輪
廻
多
苦
事
（
久
し
く
輪
廻
の
苦
事
多
き
こ

と
を
厭
ひ
）」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
苦
事
」
と
は
、
具
体
的
に
何
を
指
す

の
か
。
そ
れ
は
、「
昨
朝
劔
戟
陪
丹
閣
、
今
夕
僧
衣
向
花
宮
（
昨
朝
剣
戟
丹
閣
に

陪
る
、
今
夕
僧
衣
花
宮
に
向
ふ
）」（
四
二
）、「
歸
眞
厭
俗
兵
戈
罷
（
帰
真
厭
俗
し

て
兵
戈
を
罷
め
）」（
四
三
）、「
丹
闕
上
書
已
罷
職
（
丹
闕
に
上
書
し
て
已
に
職
を

罷
む
）」（
四
四
）
と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
武
官
の
役
職
そ
の
も
の
で
あ
る
。

三
首
と
も
右
軍
曹
の
職
を
辞
任
す
る
行
為
を
詩
作
に
読
み
込
み
、
貞
忠
の
武
官

か
ら
僧
侶
へ
の
転
身
に
注
目
し
て
い
る
。
官
界
か
ら
の
離
脱
は
、
隠
逸
的
生
活

の
は
じ
ま
り
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
。
隠
逸
の
伝
統
が
な
か
っ
た
日
本
で
は
、

本
来
は
方
向
性
の
異
な
る
出
家
と
隠
逸
と
の
区
別
が
曖
昧
で
、
両
者
は
明
確
に

区
別
さ
れ
な
か
っ
た
。
官
界
が
俗
世
の
一
部
と
認
識
さ
れ
た
た
め
、
官
界
へ
の

嫌
悪
表
現
は
薄
く
な
り
、
そ
の
感
情
は
「
厭
俗
」
と
い
う
仏
教
語
に
内
包
さ

れ
て
い
る
。
ひ
と
り
武
官
の
出
家
に
の
み
、
二
人
の
天
皇
が
詩
文
を
寄
せ
て
い

る
こ
と
は
、
や
や
奇
妙
に
思
わ
れ
る
。
貞
忠
の
生
没
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
り
、

彼
の
出
家
に
関
す
る
記
録
は
、『
日
本
後
紀
』
巻
三
十
三
・
逸
文
・
天
長
二
年

（
八
二
五
）
閏
七
月
癸
巳
廿
二
条
に
「
常
陸
国
人
右
近
衛
将
曹
従
八
位
上
勲
八

等
中
臣
鹿
嶋
連
貞
忠
願
得
度
。
許
之
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
と

く
に
二
人
の
天
皇
の
貞
忠
出
家
に
対
す
る
態
度
に
注
目
し
た
い
。
淳
和
天
皇
の

詩
作
の
後
半
に
お
い
て
は
、「
苔
蘚
密
間
乏
塵
垢　

松
杉
攅
處
有
淸
風
（
中
略
）

山
霧
始
開
無
明
氣　

溪
泉
欲
洗
夢
心
聾
（
苔
蘚
密
し
き
間
塵
垢
乏
し
、
松
杉
攅
る
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処
清
風
有
り
。（
中
略
）
山
霧
始
め
て
開
く
無
明
の
気
、
渓
泉
洗
は
む
と
す
夢
心
の

聾
）」
と
、
隠
者
許
由
の
洗
耳
の
故
事
を
思
わ
せ
る
修
行
ぶ
り
が
描
か
れ
、
崇

敬
と
讃
美
の
念
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
嵯
峨
天
皇
は
貞
忠
の
山
中
苦
行

を
思
い
や
っ
て
、「
塵
衣
已
替
薜
蘿
衲　

道
性
初
寒
楊
柳
綿
（
塵
衣
已
に
替
る
薜

蘿
の
衲
、
道
性
初
め
て
寒
し
楊
柳
の
綿
）」
と
詠
み
、「
雖
逢
聖
代
多
雨
露　

別
是

素
懷
奉
金
仙
（
聖
代
の
雨
露
多
き
こ
と
に
逢
ふ
と
雖
も
、
別
に
是
れ
素
懐
金
仙
に
奉

ら
む
）」
と
、
貞
忠
の
出
家
を
評
価
し
た
。
二
人
の
天
皇
が
武
官
貞
忠
の
出
家

を
隠
逸
め
か
し
て
描
き
だ
し
、
そ
の
出
家
行
為
を
肯
定
し
讃
美
し
た
の
は
、
や

は
り
前
述
し
た
よ
う
に
、
隠
逸
を
礼
遇
す
る
中
国
の
明
君
に
倣
っ
て
、
君
主
と

し
て
の
賢
明
さ
を
明
示
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

続
く
惟
良
春
道
の
「
送
伴
秀
才
入
道
」（
四
五
）
も
官
人
の
出
家
に
つ
い
て

詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
首
聯
に
「
厭
見
風
塵
上
下
情　

欲
雲
栖
去
學
無
生
（
風

塵
上
下
の
情
を
見
る
こ
と
を
厭
ひ
、
雲
栖
に
去
り
て
無
生
を
学
ば
む
と
す
）」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
上
下
情
」、
つ
ま
り
官
界
で
の
地
位
に
お
け
る
上
下

関
係
な
ど
社
会
秩
序
へ
の
嫌
悪
が
出
家
動
機
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
出
家
行

為
は
「
雲
栖
去
」「
學
無
生
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
無
生
」
は
『
文
選
』
孫

綽
「
遊
天
台
山
賦
」
に
「
散
以
象
外
之
説
、
暢
以
無
生
之
篇
（
散
ず
る
に
象
外

の
説
を
以
て
し
、
暢
ぶ
る
に
無
生
の
篇
を
以
て
す
）」
と
あ
る
よ
う
に
、『
法
華
経
』

に
見
え
る
「
無
生
」
の
説
を
、
仏
典
を
指
す
言
葉
に
転
じ
た
も
の
で
あ
る）

30
（

。
と

こ
ろ
が
、「
雲
栖
」（
栖
＝
棲
）
は
『
芸
文
類
聚
』
曹
植
「
釋
愁
文
」
の
「
使
王

喬
與
之
、
攜
手
而
游
。（
中
略
）
趣
遐
路
以
棲
跡
、
乘
輕
雲
以
高
翔
」
に
見
え

る
よ
う
に
、
も
と
は
仙
人
が
到
達
し
た
超
俗
的
な
境
地
を
意
味
す
る
。
ま
た

『
南
済
書
』
巻
五
十
四
・
列
伝
・
高
逸
が
載
せ
る
褚
伯
玉
伝
に
「
此
子
滅
景
雲

棲
、
不
事
王
侯
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
隠
者
の
あ
り
方
を
表
わ
す
も

の
で
も
あ
る
。
地
位
の
上
下
に
心
を
悩
ま
せ
て
官
界
を
離
れ
た
秀
才
の
出
家
と

い
う
だ
け
で
す
で
に
隠
逸
を
彷
彿
と
さ
せ
る
が
、
さ
ら
に
隠
逸
に
関
す
る
表
現

を
援
用
す
る
こ
と
で
、
よ
り
一
層
出
家
と
隠
逸
の
区
別
が
曖
昧
に
な
る
。
当
時

の
文
人
の
脳
裏
に
お
い
て
、
出
家
と
い
う
行
為
が
隠
逸
と
混
同
さ
れ
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。
僧
侶
の
出
家
を
小
隠
と
戯
言
し
た
小
野
岑
守
の
「
歸
休
獨
臥
寄

高
雄
寺
空
上
人
」（
五
八
）
が
好
例
と
い
え
よ
う
。
詩
題
に
当
た
る
部
分
で
は
、

次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

歸
休
樂
閑
寂　

在
参
忘
囂
滓　

 

帰き

休き
ゆ
うし

て
閑か

ん

寂じ
や
くを

楽た
の

し
ぶ
、
参
に

さ
う

在あ

り
て

囂が
う

滓し

を
忘
る
。

披
帙
遊
玄
妙　

彈
琴
翫
山
水　

 

帙ち
つ

を
披ひ

ら

き
て
玄げ

ん
め
う妙

に
遊
ぶ
、
琴き

ん

を
弾ひ

き
て

山さ
ん
す
い水

を
翫

も
ち
あ
そぶ

。

寄
言
陵
藪
客　

大
隱
隱
朝
市　

 

言こ
と

を
寄よ

す
陵

り
よ
う

藪そ
う

の
客か

く

に
、
大だ

い
い
ん
て
う

隠
朝
市し

に
隠か

く

る
と
。

　

前
の
四
句
は
作
者
の
帰
休
生
活
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。「
歸
休
」
と
は
、

『
荘
子
』
逍
遙
遊
第
一
の
許
由
の
言
葉
に
「
鷦
鷯
巢
於
深
林
、
不
過
一
枝
。
偃

鼠
飮
河
、
不
過
滿
腹
。
歸
休
乎
君
。
予
無
所
用
天
下
爲
（
鷦
鷯
深
林
に
巢
ふ
も
、
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一
枝
に
過
ぎ
ず
。
偃
鼠
河
に
飮
む
も
、
滿
腹
に
過
ぎ
ず
。
歸
休
せ
よ
君
。
予
天
下
を

用
て
爲
す
所
無
し
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
朝
廷
で
の
仕
官
を
や
め
て
家
に
帰
っ
て

休
む
意
に
使
用
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
歸
休
」
は
退
官
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
、
役
所
か
ら
家
に
帰
っ
て
し
ば
ら
く
休
息
す
る
こ
と
と
理
解
し
て
よ
か
ろ

う）
31
（

。
第
二
句
に
「
参
に
在
り
て
囂
滓
を
忘
る
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
小

野
岑
守
は
騒
が
し
い
世
の
中
に
住
み
仕
官
し
な
が
ら
も
、
閑
寂
境
を
楽
し
み
世

間
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
自
ら
の
帰
休
生
活
に
お
け
る
仕
官
と
隠
逸
の

調
和
を
強
調
し
た
。
後
の
二
句
は
『
文
選
』（
巻
二
十
二
）
王
康
琚
「
反
招
隠

詩
」
の
「
小
隱
隱
陵
藪
、
大
隱
隱
朝
市
（
小
隱
は
陵
藪
に
隱
れ
、
大
隱
は
朝
市
に

隱
る
）」
を
も
と
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
詩
題
「
寄
高
雄
寺
空
上
人
」
と
併

せ
見
る
と
、「
寄
言
陵
藪
客
」
の
「
陵
藪
客
」
が
空
海
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
作
者
は
山
林
修
行
に
励
む
空
海
を
小
隠
と
見
な
し
、
自
身
の
帰
休
生

活
を
大
隠
と
自
讃
し
た
。
こ
の
一
首
は
脱
俗
志
向
を
持
つ
官
僚
の
朝
隠
と
、
反

俗
性
を
有
す
る
僧
侶
の
山
林
修
行
、
即
ち
隠
逸
と
出
家
の
区
別
に
疑
念
を
抱
か

せ
る
作
品
で
あ
る）

32
（

。
出
家
を
隠
逸
と
見
な
す
ほ
ど
、
当
時
は
出
家
と
隠
逸
の
相

違
が
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

僧
侶
と
い
う
存
在
、
出
家
と
い
う
行
為
の
み
な
ら
ず
、
寺
院
と
い
う
場
所
も

隠
逸
の
場
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
い
る
。

「
過
梵
釋
寺
」
七
三

雲
嶺
禪
扃
人
蹤
絕
。　

雲う
ん
れ
い嶺

の
禪ぜ

ん
け
い
じ
ん

扃
人
蹤し

よ
う

絶た

え
、　

昔
將
今
日
再
攀
登
。　

昔
と
今
日
と
再ふ

た

た
び
攀は

ん
と
う登

す
。

幽
奇
巖
嶂
吐
泉
水
。　

幽い
う

奇き

な
る
巖が

ん

嶂し
や
う

泉せ
ん
す
ゐ水

を
吐は

き
、

老
大
杉
松
離
舊
藤
。　

老ら
う
だ
い大

な
る
杉さ

ん

松し
よ
う

舊き
う
と
う藤

を
離か

く
。

梵
宇
本
無
塵
滓
事
。　

梵ぼ
ん

宇う

本も
と

よ
り
無
し
塵ぢ

ん

滓し

の
事
、

法
筵
唯
有
薜
蘿
僧
。　

法ほ
ふ
え
ん筵

に
唯た

だ

有
る
は
薜へ

い

蘿ら

の
僧そ

う

の
み
。

忽
銷
煩
想
夏
還
冷
。　

忽た
ち
まち

に
煩は

ん
さ
う想

銷さ

え
て
夏
も
還か

へ

り
て
冷ひ

や

や
か
に
、

欲
去
淹
留
暫
不
能
。　

去
ら
む
と
し
て
淹え

ん
り
う留

す
る
こ
と
暫し

ば
らく

も
能あ

た

は
ず
。

　
『
文
華
秀
麗
集
』「
梵
門
」
に
収
め
ら
れ
る
嵯
峨
天
皇
が
梵
釈
寺
に
行
幸
し
た

際
に
詠
ん
だ
作
で
あ
る
。
初
句
「
雲
嶺
の
禪
扃
人
蹤
絶
え
」
は
人
気
が
な
く
、

雲
の
か
か
っ
た
嶺
と
い
う
梵
釈
寺
の
所
在
を
示
し
て
い
る
。
頷
聯
は
対
句
で
寺

院
の
景
色
を
描
く
。
珍
し
い
形
を
し
た
「
巖
」
や
「
泉
」
な
ど
を
挙
げ
、
寺
院

の
地
形
の
険
し
さ
を
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、
年
を
経
た
「
杉
」「
松
」
な
ど

の
常
緑
樹
や
古
い
「
藤
」
を
列
挙
し
て
、
寺
院
周
辺
の
仙
境
的
雰
囲
気
を
描
き

だ
す
。
こ
の
よ
う
な
描
き
方
は
続
く
一
句
に
「
梵
宇
本
よ
り
無
し
塵
滓
の
事
」

と
あ
る
よ
う
に
、
寺
院
の
脱
俗
性
を
引
き
立
て
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
藤

原
宇
合
「
遊
吉
野
川
」（『
懐
風
藻
』
九
二
）
に
「
芝
蕙
蘭
蓀
澤
。
松
柏
桂
椿
岑

（
芝
蕙
蘭
蓀
の
澤
、
松
柏
桂
椿
の
岑
）」
と
描
か
れ
た
吉
野
仙
境
を
想
起
さ
せ
る
。

尾
聯
の
「
忽
ち
に
煩
想
銷
え
て
夏
も
還
り
て
冷
や
か
に
」
は
、
煩
悩
が
消
え
る

こ
と
と
夏
の
暑
さ
を
逃
れ
る
こ
と
を
、
寺
院
行
幸
の
目
的
と
し
て
ほ
の
め
か
し

て
い
る
。
本
詩
の
主
眼
は
寺
院
を
世
俗
と
は
隔
絶
し
た
脱
俗
的
空
間
と
し
て
描
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き
だ
し
、
隠
逸
の
趣
向
を
一
時
的
に
味
わ
う
場
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
寺
院
行
幸
は
吉
野
行
幸
と
同
じ
主
旨
の
も
の
と
な
っ
た
と
い

え
よ
う
。

　

嵯
峨
天
皇
の
御
製
に
唱
和
し
た
藤
原
冬
嗣
の
「
扈
從
梵
釋
寺
」（
七
五
）
も

「
梵
釋
蕭
然
太
幽
閑
。（
中
略
）
法
堂
寂
寂
煙
霞
外
。
禪
室
寥
寥
松
竹
間
（
梵
釋

蕭
然
に
し
て
太
だ
幽
閑
な
り
。（
中
略
）
法
堂
寂
々
煙
霞
の
外
、
禪
室
寥
々
松
竹
の

間
）」
と
寺
院
の
閑
寂
な
雰
囲
気
の
描
写
に
力
を
入
れ
て
い
る
。『
経
国
集
』
巻

十
・
梵
門
所
収
の
同
じ
詩
群
の
「
扈
從
梵
釋
寺
」（
四
八
・
三
原
春
上
）
に
も

「
徐
出
莊
梯
知
俗
遠　

閑
遊
碧
落
覺
塵
空　

禪
場
蘚
色
無
冬
夏　

幽
谷
松
聲
有

隔
通
（
徐
に
荘
梯
を
出
で
て
俗
の
遠
き
こ
と
を
知
る
、
閑
か
に
碧
落
に
遊
び
て
塵
の

空
し
き
こ
と
を
覚
る
。
禅
場
の
蘚
色
冬
夏
無
し
、
幽
谷
の
松
聲
隔
通
有
り
）」
と
あ

り
、
梵
釈
寺
の
脱
俗
的
な
境
地
が
看
取
さ
れ
る
。
他
に
も
、
嵯
峨
上
皇
の
作

「
春
日
過
山
寺
觀
菩
薩
舊
壇
」（『
経
国
集
』
巻
十
・
梵
門
・
三
七
）
で
、「
禪
扃
閉

雲
春
山
寒　

林
下
苔
封
萬
古
壇
（
禅
扃
雲
閉
ぢ
て
春
山
寒
く
、
林
下
の
苔
万
古
の

壇
を
封
む
）」
と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
雲
」
と
「
苔
」
に
閉
ざ
さ
れ
た
寺

院
の
隔
絶
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
考
察
を
通
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
宮
廷
人
に
と
っ
て
、
僧
侶
、
出
家
、

寺
院
と
は
、
い
ず
れ
も
隠
逸
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
宮
廷

人
の
感
覚
に
お
い
て
は
、〈
仏
〉
と
〈
隠
〉
の
区
別
が
曖
昧
で
あ
り
、
実
在
す

る
〈
仏
〉
を
観
念
に
の
み
存
在
す
る
〈
隠
〉
と
見
な
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
な

わ
れ
た
。
も
と
も
と
異
質
な
〈
仏
〉
と
〈
隠
〉
を
同
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
一

因
は
、
宮
廷
人
の
梵
門
詩
の
特
色
を
な
す
脱
俗
性
・
反
俗
性
と
い
う
共
通
点
が

架
け
橋
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

２　
〈
俗
〉
↓
〈
隠
〉

　

宮
廷
人
は
僧
侶
を
隠
者
と
見
な
し
た
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
も
隠
者
と
自
称
し

て
僧
侶
と
の
交
流
を
果
そ
う
と
し
た
。『
経
国
集
』
巻
十
・
梵
門
の
、
最
澄
の

病
気
を
慰
問
す
る
一
連
の
詩
作
か
ら
そ
の
傾
向
が
読
み
と
れ
る
。

「
問
淨
上
人
疾
」（
三
八
）

聞
公
蹔
病
臥
山
房　

　

聞
く
な
ら
く
公き

み
し
ば蹔

し
病や

み
て
山さ

ん
ば
う房

に
臥ふ

す
と
、

空
報
鐘
聲
不
上
堂　

　

空む
な

し
く
報つ

ぐ
る
鐘

し
よ
う

声せ
い
だ
う堂

に
上の

ぼ

ら
ず
。

道
性
如
思
幽
客
問　

　

道だ
う

性し
や
う

如も

し
幽い

う
か
く客

の
問

お
と
づ
れを

思
は
ば
、

須
療
身
是
眞
藥
王　

　

須す
べ
から

く
身
を
療い

や

す
べ
し
是
れ
ぞ
真ま

こ
との

薬や
く
わ
う王

。

「
奉
和
太
上
天
皇
訪
淨
上
人
病
」（
三
九
）

高
僧
幾
歳
養
淸
閑　

　

高か
う
そ
う
い
く
と
せ

僧
幾
歳
か
清せ

い
か
ん閑

を
養や

し
なふ

、

病
裡
天
花
映
暮
山　

　

病
び
や
う

裡り

の
天て

ん

花げ

暮ぼ

山ざ
ん

に
映う

つ

る
。

野
客
時
來
通
幽
問　

　

野や

客か
く

時と
き

に
来き

た

り
て
幽い

う
も
ん問

を
通つ

う

ず
、

疎
鐘
獨
報
白
雲
間　

　

疎そ

鐘し
よ
う

獨ひ
と

り
報つ

ぐ
白は

く
う
ん雲

の
間あ

ひ
だ。
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　僧侶と隠逸表現

「
奉
和
太
上
天
皇
訪
淨
上
人
病
」（
四
〇
）

支
公
臥
病
遣
居
諸　

　

支し

公こ
う

病や
ま
ひに

臥ふ

し
て
居つ

き
ひ諸

を
遣や

る
、

古
寺
莓
苔
人
訪
疎　

　

古こ

じ寺
の
莓ま

い
た
い苔

人
の
訪と

ふ
こ
と
疎お

ろ
そか

な
り
。

山
客
尋
來
若
相
問　

　

山さ
ん
か
く客

尋
ね
来き

た

り
て
若も

し
相あ

ひ

問と

は
ば
、

自
言
身
世
浮
雲
虛　

　

自み
ず
から

言
は
む
身し

ん
せ
い世

浮ふ

雲う
ん

と
虚む

な

し
と
。

　

最
初
の
一
首
は
嵯
峨
上
皇
が
病
臥
の
最
澄
を
見
舞
っ
た
作
で
あ
る
。
第
三

句
「
道
性
如
し
幽
客
の
問
を
思
は
ば
」
に
つ
い
て
は
、
井
実
充
史
氏
が
「
隠
者

か
ら
の
見
舞
い
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
と
浄
上
人
と
の
関

係
を
隠
者
と
僧
侶
の
そ
れ
と
見
な
し
て
い
る）

33
（

」
と
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
続

く
源
弘
、
源
常
の
奉
和
詩
に
も
「
野
客
時
に
来
り
て
幽
問
を
通
ず
」、「
山
客

尋
ね
来
り
て
若
し
相
問
は
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
隠
者
と
自
称
し
て
最
澄
の
疾

を
問
う
て
い
る
。
宮
廷
人
が
隠
者
を
装
い
、「
養
清
閑
」「
人
訪
疎
」
と
し
て
描

写
さ
れ
た
閑
寂
性
と
脱
俗
性
を
有
す
る
僧
侶
と
の
同
化
を
図
り
、
僧
侶
と
対
等

の
交
流
を
果
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
俗
〉
が
〈
隠
〉
と
名
乗
り
、

〈
隠
〉
と
近
似
す
る
〈
仏
〉
と
の
同
化
を
実
現
す
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
さ

ら
に
僧
侶
と
の
交
友
関
係
を
明
示
し
て
詠
ん
だ
の
は
淡
海
三
船
で
あ
る
。

「
贈
南
山
智
上
人
」（『
経
国
集
』
巻
十
「
梵
門
」
七
一
）

獨
居
窮
巷
側　

知
己
在
幽
山　

 

独ど
く

居き
よ

す
窮

き
ゆ
う

巷か
う

の
側

か
た
は
ら、

知ち

き己
幽い

う
ざ
ん山

に
在
り
。

得
意
千
年
桂　

同
香
四
海
蘭　

 

意い

を
得
た
り
千せ

ん
ね
ん年

の
桂け

い

、
香か

う

を
同
じ
く
す

四し

海か
い

の
蘭ら

ん

。

野
人
披
薜
衲　

朝
隱
忘
衣
冠　

 

野や

人じ
ん
へ
い
な
ふ

薜
衲
を
披き

る
、
朝て

う

隠い
ん

衣い

冠く
わ
んを

忘
る
。

副
思
何
處
所　

遠
在
白
雲
端　

 

副ふ
く

思し

（
？）

34
（

）
何い

づ

れ
の
処と

こ
ろ所

ぞ
、
遠
く
白は

く
う
ん雲

の
端は

し

に
在
り
。

　

首
聯
か
ら
智
者
上
人
と
の
交
友
関
係
を
示
し
て
い
る
。
初
句
「
独
居
す
窮

巷
の
側
」
に
は
、
官
界
に
身
を
お
く
作
者
の
孤
独
感
、
嫌
悪
感
が
読
み
と
れ

る）
35
（

。
第
二
句
「
知
己
幽
山
に
在
り
」
で
は
、
知
人
の
奥
深
い
山
住
ま
い
へ
の

憧
れ
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
頸
聯
は
、
作
者
自
身
の
有
り
様
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
前
句
「
野
人
薜
衲
を
披
る
」
の
「
野
人
」
は
『
芸
文
類
聚
』（
巻

第
三
十
六
・
人
部
二
十
・
隠
逸
上
）
庾
信
「
奉
和
趙
王
隱
士
」
に
「
雖
無
亭
長
識
、

終
見
野
人
伝
」
や
、『
文
選
』（
巻
十
三
）
潘
安
仁
「
秋
興
賦
并
序
」
の
「
僕
野

人
也
。
偃
息
不
過
茅
屋
茂
林
之
下
（
僕
野
人
な
り
。
偃
息
は
茅
屋
茂
林
の
下
に
過

ぎ
ず
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
仕
官
し
な
い
者
を
指
す
。「
薜
衲
」
の
「
薜
」
は
薜

蘿
、
つ
た
か
づ
ら
の
類
で
あ
る
。『
文
選
』（
巻
二
十
二
）
謝
霊
運
「
從
斤
竹
澗

越
嶺
渓
行
」
に
「
想
見
山
阿
人
、
薜
蘿
若
在
眼
（
山
阿
の
人
を
想
見
す
る
に
、
薜

蘿
は
眼
に
在
る
が
若
し
）」
と
詠
ま
れ
た
よ
う
に
、
も
と
は
隠
者
で
あ
る
「
山
阿

人
」
の
衣
服
を
指
す
。「
衲
」
は
法
衣
を
い
う
。
こ
こ
で
の
「
薜
衲
」
は
粗
末

な
僧
衣
の
意
で
あ
る
。
仕
官
し
な
い
隠
者
に
な
ぞ
ら
え
て
、
俗
人
で
あ
り
な
が

ら
僧
侶
の
服
を
着
る
と
い
う
。
後
句
は
「
朝
隠
衣
冠
を
忘
る
」
と
、
朝
廷
に
仕

官
し
な
が
ら
官
僚
の
身
を
忘
れ
、
朝
廷
を
隠
逸
の
場
所
と
見
な
し
て
隠
逸
の
心
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境
を
も
つ
と
い
う
。
か
つ
て
出
家
し
た
経
験
の
あ
る
淡
海
三
船
は
〈
仏
〉
と

〈
俗
〉、〈
仕
〉
と
〈
隠
〉
の
間
を
自
由
に
行
き
来
で
き
る
自
身
の
有
り
様
を
述

べ
た
。
作
者
は
自
ら
を
朝
隠
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
心
世
界

が
分
か
ち
合
え
る
の
は
、
遠
く
「
白
雲
の
端
」
に
居
る
僧
侶
の
智
者
上
人
の
み

と
す
る
こ
と
で
、
僧
侶
と
の
強
い
同
志
的
関
係
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

僧
侶
と
宮
廷
人
は
、
本
来
〈
仏
〉〈
俗
〉
の
対
立
関
係
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
以
上
の
詩
作
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
宮
廷
人
が
僧
侶
の
知
己
と
し
て
登
場

し
た
こ
と
で
、〈
仏
〉〈
俗
〉
の
対
立
関
係
が
交
友
関
係
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
宮
廷
人
に
あ
る
二
つ
の
作
詩
傾
向
に
注
目
し
て

き
た
。
一
つ
は
脱
俗
性
・
反
俗
性
と
い
う
〈
仏
〉〈
隠
〉
の
共
通
点
を
利
用
し

て
、
本
来
異
質
な
〈
仏
〉
と
〈
隠
〉
を
同
化
さ
せ
る
傾
向
。
も
う
一
つ
は
、
仕

官
す
る
〈
俗
〉
の
身
を
朝
隠
な
ど
の
〈
隠
〉
と
見
な
し
て
、〈
隠
〉
と
同
化
し

た
〈
仏
〉
と
対
等
な
関
係
を
築
く
傾
向
で
あ
る
。〈
仏
〉〈
俗
〉
の
そ
れ
ぞ
れ

が
〈
隠
〉
と
同
化
し
て
は
じ
め
て
、
宮
廷
人
と
僧
侶
の
対
等
の
交
流
が
可
能
と

な
っ
た
。〈
隠
〉
は
、〈
仏
〉
と
〈
俗
〉
の
間
で
媒
介
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い

え
よ
う
。お

わ
り
に

　

隠
者
と
僧
侶
は
、
脱
俗
性
・
反
俗
性
と
い
う
共
通
点
を
持
ち
な
が
ら
、
方
向

性
が
異
な
る
存
在
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
に
お
い
て
、
老
荘
思
想
の
全

盛
期
で
あ
る
六
朝
に
至
り
、
老
荘
を
通
じ
て
理
解
さ
れ
る
格
義
仏
教
が
盛
行
し

た
。
さ
ら
に
仏
教
の
中
国
化
が
進
み
、
老
荘
思
想
の
要
素
を
多
く
取
り
入
れ
る

禅
宗
が
隆
盛
し
た
中
唐
以
後
、
よ
う
や
く
「
詩
僧
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
、

数
多
く
の
詩
僧
が
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
た）

36
（

。
一
方
、
日
本
で
は
、
文
化
導
入

の
担
い
手
と
い
う
役
割
に
よ
っ
て
、
僧
侶
と
い
う
存
在
に
、
あ
る
特
殊
性
が
付

与
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
と
く
に
作
詩
を
含
む
文
化
活
動
へ
の
参
加
は
、
当
時

の
僧
侶
が
隠
者
と
い
う
観
念
上
の
存
在
と
同
一
視
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
。
本

稿
で
は
、
こ
う
し
た
僧
侶
及
び
彼
ら
の
文
学
活
動
に
注
目
し
、
隠
逸
表
現
の
受

容
と
再
構
築
に
お
け
る
僧
侶
の
役
割
を
探
っ
た
。
ま
ず
、『
懐
風
藻
』
に
お
け

る
僧
伝
と
詩
作
に
つ
い
て
、「
竹
林
」「
佯
狂
」「
方
外
士
」「
養
性
」
な
ど
隠
者

と
文
学
的
つ
な
が
り
を
持
つ
表
現
に
注
目
し
て
考
察
し
た
。
本
来
、
隠
者
に
関

わ
る
定
型
的
表
現
を
僧
侶
の
描
写
に
援
用
す
る
手
法
が
中
国
高
僧
伝
類
の
表
現

の
特
徴
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
下
に
成
立
し
た
『
懐
風
藻
』
僧
伝
及
び
詩
作
に

お
い
て
、
こ
う
し
た
隠
者
に
関
わ
る
定
型
的
表
現
が
援
用
さ
れ
、
僧
侶
の
脱
俗

性
・
反
俗
性
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
文
学
に
お
け
る
僧
侶
と
隠
者
の
区
別
が

曖
昧
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
に
、
当
時
の
僧
侶
観
を
把
握
す
る
た
め

に
、
主
に
嵯
峨
天
皇
の
御
製
詩
を
は
じ
め
と
す
る
『
文
華
秀
麗
集
』『
経
国
集
』

梵
門
詩
に
つ
い
て
、〈
隠
〉
を
も
っ
て
〈
仏
〉
と
〈
俗
〉
の
対
等
な
交
流
を
は

か
ろ
う
と
す
る
宮
廷
人
の
作
詩
傾
向
を
考
察
し
た
。
そ
こ
で
は
、
脱
俗
性
・
反

俗
性
と
い
う
〈
仏
〉〈
隠
〉
の
共
通
点
に
よ
っ
て
、
僧
侶
が
隠
者
と
見
な
さ
れ

た
。
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　僧侶と隠逸表現

　

隠
逸
の
伝
統
が
な
い
日
本
に
お
け
る
隠
逸
表
現
の
受
容
と
再
構
築
が
、
い
ず

れ
も
僧
侶
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
実
に
興
味
深
い
。
こ
こ
に
、
当
時

の
日
本
の
外
来
文
化
の
重
層
的
な
受
容
様
態
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。

注（
１
）  

大
庭
脩
「
日
本
に
お
け
る
中
国
典
籍
の
伝
播
と
影
響
」（
大
庭
脩
・
王
勇
編
『
日

中
文
化
交
流
史
叢
書　

第
九
巻　

典
籍
』
大
修
館
書
店
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
２
）  

小
林
昇
『
中
国
・
日
本
に
お
け
る
歴
史
観
と
隠
逸
思
想
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

一
九
八
三
年
）
五
「
遁
世
と
遁
世
者
」
二
六
一
頁
。

（
３
）  

例
え
ば
、
殷
周
革
命
の
時
、
周
に
仕
え
ず
に
餓
死
し
た
伯
夷
・
叔
斉
（『
論
語
』

季
氏
篇
・
微
子
篇
、『
荘
子
』
譲
王
篇
・
盜
跖
篇
な
ど
に
見
え
る
）
の
行
為
が
隠
逸

の
本
義
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
竹
林
七
賢
の
一
人
・
阮
籍
が
母
の
葬
式
の
日
も

酒
を
飲
ん
で
肉
を
食
い
、
当
時
の
礼
法
に
反
発
す
る
行
為
を
し
た
こ
と
（『
世
說
新

語
』
任
誕
篇
）
が
隠
逸
と
い
う
概
念
の
外
延
の
拡
大
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）  

こ
こ
に
挙
げ
た
四
僧
伝
の
他
に
、
大
友
皇
子
、
河
島
皇
子
、
大
津
皇
子
、
葛
野
王
、

石
上
麻
呂
の
伝
記
が
あ
る
。

（
５
）  

横
田
健
一
「『
懐
風
藻
』
所
載
僧
伝
考
」（『
白
鳳
天
平
の
世
界
』
創
元
社
、

一
九
七
三
年
）
二
七
五
頁
。

（
６
）  

横
田
氏
注
（
５
）
前
掲
書
、「『
懐
風
藻
』
所
載
僧
伝
考
」、
六
「
四
僧
伝
の
共
通

点
と
編
者
の
意
図
」
を
参
照
。

（
７
）  

横
田
氏
注
（
５
）
前
掲
書
、
六
「
四
僧
伝
の
共
通
点
と
編
者
の
意
図
」
に
、「
脱

俗
、
反
俗
は
僧
侶
と
し
て
当
然
の
こ
と
と
は
い
い
な
が
ら
、
俗
人
で
あ
る
ら
し
い
編

者
が
、
こ
の
点
に
深
い
関
心
を
も
っ
て
撰
に
あ
た
り
、
伝
を
叙
述
し
て
い
る
点
が
注

意
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（
二
九
四
頁
）
と
の
見
解
が
見
え
る
。

（
８
）  

石
田
茂
作
『
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
三
〇

年
初
版
、
一
九
六
六
年
再
版
）。

（
９
）  

藏
中
し
の
ぶ
「
上
代
漢
文
伝
の
成
立
と
『
続
日
本
紀
』

―
官
人
薨
卒
伝
と
僧
伝

の
性
格
の
ち
が
い
か
ら
」（『
上
代
文
学
』
六
四
、一
九
九
〇
年
四
月
）。

（
10
）  

小
島
憲
之
「
漢
語
あ
そ
び

―
『
懐
風
藻
』
仏
家
伝
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
学
』

五
七
―
一
、一
九
八
九
年
一
月
）。

（
11
）  

胡
志
昂
「
釈
智
蔵
の
詩
と
老
荘
思
想
」（『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
人
間
学
部
篇
』

一
〇
、二
〇
一
〇
年
一
二
月
）
四
五
〇
頁
。

（
12
）  

以
下
『
懐
風
藻
』『
文
華
秀
麗
集
』
の
引
用
本
文
及
び
訓
読
文
は
、
と
く
に
注
記

し
な
い
限
り
、
小
島
憲
之
校
注
『
懐
風
藻　

文
華
秀
麗
集　

本
朝
文
粋
』（
日
本
古

典
文
学
大
系
六
九
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
第
一
刷
、
一
九
八
六
年
第
一
八
刷
）

に
よ
る
。
底
本
の
本
文
を
尊
重
す
る
た
め
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
に
改

め
な
い
こ
と
に
す
る
。
傍
線
筆
者
、
以
下
同
様
。

（
13
）  

山
口
敦
史
「
東
ア
ジ
ア
の
漢
詩
と
僧
侶

―
『
懐
風
藻
』
僧
伝
研
究
序
説
」

（
辰
巳
正
明
編
『
懐
風
藻

―
漢
字
文
化
圏
の
中
の
日
本
古
代
漢
詩
』
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
〇
年
）
一
五
九
│
一
六
〇
頁
。

（
14
）  

「
狂
」
と
い
う
行
為
の
脱
俗
性
・
反
俗
性
に
文
学
的
価
値
が
付
与
さ
れ
、
隠
逸
伝

を
は
じ
め
、
高
僧
伝
、
往
生
伝
、
及
び
仏
教
説
話
集
に
お
い
て
、
狂
的
人
物
像
が
し

ば
し
ば
登
場
し
、
一
つ
の
文
学
的
系
譜
が
形
成
さ
れ
た
。

（
15
）  

胡
氏
注
（
11
）
前
掲
論
文
、
四
五
〇
頁
。

（
16
）  

『
芸
文
類
聚
』
第
七
十
六
巻
・
内
典
の
「
周
王
・
善
行
寺
碑
」
に
「
桑
門
傳
譯
。

晉
處
洛
陽
之
拜
」、『
弘
明
集
』
第
八
巻
の
「
記
室
劉
勰
滅
惑
論
」
に
「
本
舊
經
云
。

喪
門
喪
門
由
死
滅
之
門
。
云
其
法
無
生
之
教
。
名
曰
喪
門
。
至
羅
什
又
改
為
桑
門
。

僧
褘
又
改
為
沙
門
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
桑
門
」
は
「
沙
門
」
と
同
様
、
僧
侶
を
意

味
す
る
語
で
あ
る
。

（
17
）  

『
荘
子
』
列
禦
寇
第
三
十
二
に
「
巧
者
勞
而
知
者
憂
。
無
能
者
無
所
求
、
飽
食
而

遨
遊
。
汎
若
不
繫
之
舟
、
虛
而
遨
遊
者
也
」
と
あ
る
。
他
の
用
例
と
し
て
、『
抱
朴
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子
』
内
篇
・
仙
薬
・
巻
十
一
の
「
神
農
四
經
曰
、
上
藥
令
人
身
安
命
延
、
昇
為
天
神
、

遨
遊
上
下
、
使
役
萬
靈
、
體
生
毛
羽
、
行
廚
立
至
」、『
文
選
』
巻
二
十
二
・
遊
覽
・

魏
文
帝
「
芙
蓉
池
作
」
の
「
遨
遊
快
心
意
、
保
己
終
百
年
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
18
）  
波
戸
岡
旭
「『
懐
風
藻
』
吉
野
詩
の
山
水
観

―
「
智
水
仁
山
」
の
典
故
を
中
心

に
」（『
国
学
院
雑
誌
』
八
五
―
一
〇
、一
九
八
四
年
一
〇
月
）、
二
三
頁
を
参
照
。

（
19
）  

小
島
氏
注
（
12
）
前
掲
書
、
八
〇
頁
頭
注
。

（
20
）  

胡
氏
注
（
11
）
前
掲
論
文
、
五
「
仏
教
と
玄
学
」
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
21
）  

老
荘
思
想
と
仏
教
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
森
三
樹
三
郎
『
老
荘
と
仏
教
』（
講

談
社
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
22
）  

中
嶋
隆
藏
『
六
朝
思
想
の
研
究

―
士
大
夫
と
仏
教
思
想
』（
平
楽
寺
書
店
、

一
九
八
五
年
）、
附
篇
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
儒
仏
道
三
思
想
の
交
流
」
に
お
い
て
、

「
無
為
」「
自
然
」「
因
縁
」
の
観
念
を
手
が
か
り
と
し
て
、
三
思
想
交
流
の
実
態
に

つ
い
て
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）  

小
島
氏
注
（
10
）
前
掲
論
文
。

（
24
）  

「
佯
狂
」
と
「
方
外
士
」
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
矢
嶋
美
都
子
「
六
朝
人
の
「
狂
」

の
観
念
の
由
来
と
変
遷

―
「
佯
狂
」
の
変
容
を
中
心
に
」（
佐
藤
保
編
『
鳳
よ
鳳

よ

―
中
国
文
学
に
お
け
る
〈
狂
〉』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
に
詳
し
い
。

（
25
）  

大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
研
究
会
制
作
「
Ｓ
Ａ
Ｔ
大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ

ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
二
〇
〇
七
版
」
で
の
検
索
結
果
に
よ
る
。

（
26
）  

井
実
充
史
「
鎮
護
国
家
と
梵
門
詩

―
『
文
華
秀
麗
集
』「
梵
門
」
を
中
心
に
」

（『
福
島
大
学
教
育
学
部
論
集　

人
文
科
学
部
門
』
第
七
七
号
、
二
〇
〇
四
年
一
二

月
）、
一
頁
。

（
27
）  

〈
仏
〉〈
俗
〉
の
対
立
と
い
う
視
点
で
の
梵
門
詩
研
究
に
つ
い
て
は
、
井
実
充
史

「〈
道
〉〈
俗
〉
対
立
の
構
造

―
『
経
国
集
』「
梵
門
」
を
中
心
に
」（『
福
島
大
学
研

究
年
報
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）
が
参
考
に
な
る
。
た
だ
し
、
道
教
と
の

混
同
を
避
け
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
〈
道
〉
を
改
め
て
〈
仏
〉
と
称
す
る
。

（
28
）  

井
実
氏
注
（
26
）
前
掲
論
文
、
二
頁
。

（
29
）  

『
経
国
集
』
引
用
作
品
の
原
文
は
小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学　

中
（
下
）

Ⅱ

―
弘
仁
・
天
長
期
の
文
学
を
中
心
と
し
て
』（
塙
書
房
、
一
九
八
六
年
）
に
よ

る
。

（
30
）  

小
島
氏
注
（
29
）
前
掲
書
、「
経
国
集
詩
注
」、
二
六
六
〇
頁
に
よ
る
。

（
31
）  

小
島
氏
注
（
29
）
前
掲
書
、
二
七
一
八
―
二
七
一
九
頁
を
参
照
。

（
32
）  

井
実
氏
注
（
27
）
前
掲
論
文
、
二
九
―
三
〇
頁
に
詳
し
い
。

（
33
）  

井
実
氏
注
（
26
）
前
掲
論
文
、
四
頁
。

（
34
）  

「
副
思
」
の
意
味
は
未
詳
。
小
島
氏
注
（
29
）
前
掲
書
、
二
八
二
二
頁
の
注
釈
に

よ
る
と
、「
副
思
」
は
「
副
翰
」（
そ
え
手
紙
、
手
紙
に
添
え
る
こ
と
）
に
ち
な
ん
で
、

作
者
の
上
人
に
対
す
る
思
慕
に
添
え
て
贈
る
詩
の
意
か
、
と
さ
れ
て
い
る
。

（
35
）  

小
島
氏
注
（
29
）
前
掲
書
、
二
八
一
八
―
二
八
一
九
頁
に
よ
る
と
、
首
聯
の
初
句

の
内
容
よ
り
み
て
、
三
船
の
在
野
時
代
の
作
と
も
み
ら
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
頸

聯
の
後
句
「
朝
隱
忘
衣
冠
」
か
ら
、
在
朝
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

（
36
）  

市
原
亨
吉
「
中
唐
初
期
に
お
け
る
左
江
の
詩
僧
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
報
』

二
八
、一
九
五
八
年
三
月
）
を
参
照
。
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　林羅山によるかみ
4 4

の名物

　『日本研究』No. 47 (2013)

林
羅
山
に
よ
る
か
み
4

4

の
名
物

│
『
多
識
編
』
を
も
と
に

│

木 

場 

貴 

俊

  

は
じ
め
に

│
『
多
識
編
』
に
関
す
る
問
題
の
所
在

│

　

従
来
、
近
世
の
神
道
思
想
に
つ
い
て
は
、
儒
家
に
よ
る
神
道
解
釈
つ
ま

り
儒
家
神
道
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
特
に
寛
永
期
、
林
羅
山
（
一
五
八
三
―

一
六
五
七
）
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
「
理
当
心
地
神
道
」
は
、
そ
の
先
駆
と

し
て
戦
前
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た（

１
）。

神
仏
習
合
が
一
般
化
し
た
中
世
以
来

の
日
本
社
会
で
は
、
か
み
4

4

（「
か
み
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
記
紀
神
話
や
祭

神
と
い
っ
た
固
有
名
詞
が
あ
り
、
ま
た
神
道
な
ど
で
体
系
化
さ
れ
て
い
る
も
の
を
神
、

そ
う
し
た
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
普
遍
的
で
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
も
の
に
は
か
み

4

4

の
表
記
を
今
後
用
い
る
）
の
観
念
は
、
中
世
神
道（

２
）

や
豊
国
大
明
神
な
ど
為
政
者

の
神
格
化
、
ま
た
付
喪
神
と
い
っ
た
世
俗
的
な
も
の
な
ど
、
多
様
で
雑
駁
な
状

況
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
の
新
た
な
神
の
捉
え
方
と
し
て
、
羅
山
の
理
当

心
地
神
道
は
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
羅
山
の
神
道
思
想
研
究
で
は
全
く
取
り
上
げ
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
か
み
4

4

に
関
す
る
言
及
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
意
外
に
も
、
彼
の
本

草
学
に
関
す
る
書
物
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
書
物
の
名
は
『
多
識
編
』
と
い
い
、
明
代
の
李
時
珍
に
よ
る
本
草
学
書

『
本
草
綱
目
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
漢
名
に
和
名
を
当
て
た
対
照
辞
典
で
あ
る
。

漢
書
や
和
書
に
記
さ
れ
る
漢
名
・
古
名
が
当
時
の
何
に
該
当
す
る
の
か
を
考
証

す
る
こ
と
を
、
名
物
（
学
）
と
い
い
、『
多
識
編
』
も
名
物
の
書
だ
と
い
え
る
。

そ
の
中
で
か
み

4

4

と
関
係
し
て
い
る
の
は
、『
本
草
綱
目
』
巻
五
十
一
獣
部
獣
之

四
寓
類
怪
類
共
八
種
の
怪
類
0

0

、
つ
ま
り
怪
異
の
類

0

0

0

0

に
付
け
ら
れ
た
和
名
で
あ
る
。

　

羅
山
は
一
般
的
に
儒
者
（
朱
子
学
者
）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
儒
学

で
怪
異
や
か
み
4

4

と
い
え
ば
、『
論
語
』
述
而
篇
「
子
は
、
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず

（
子
、
不
レ
語
二
怪
力
乱
神（

３
）一

）」
の
「
怪
」（「
怪
異）

4
（

」）
や
「
神
」（
鬼
神
）
を
ま
ず
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想
起
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
羅
山
の
修
め
る
儒
学
や
神
道
思
想
が
、『
多
識

編
』
の
か
み
4

4

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
は
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
。

　

つ
ま
り
、『
多
識
編
』
の
か
み
4

4

を
め
ぐ
る
問
題
は
、
羅
山
の
か
み

4

4

観
だ
け
に

留
ま
ら
ず
、
本
草
学
（
名
物
学
）
や
儒
学
ま
で
含
め
た
羅
山
の
思
想
的
営
為
全

体
を
把
握
す
る
た
め
の
重
要
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
江
戸

前
期
の
日
本
に
お
け
る
海
外
文
化
受
容
の
問
題
と
し
て
も
、『
多
識
編
』
の
名

物
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
問
題
意
識
の
も
と
、
本
論
は
『
多
識
編
』
の
か
み

4

4

の
名
物
に
つ
い
て

様
々
な
考
察
を
行
い
、
そ
こ
か
ら
羅
山
と
い
う
人
物
の
思
想
的
営
為
の
実
態

を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
考
察
の
方
法
に
つ
い
て
は
、『
多
識
編
』

の
詳
細
に
触
れ
、
何
が
問
題
な
の
か
を
具
体
的
に
述
べ
た
上
で
示
し
た
方
が
適

当
だ
と
考
え
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、『
多
識
編
』
の
史
料
的
性
格
を
羅
山
の

本
草
学
へ
の
関
心
と
絡
め
て
指
摘
し
た
後
、
具
体
的
な
問
題
と
考
察
方
法
を
提

示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

羅
山
が
本
草
学
に
関
心
を
抱
い
た
理
由
は
、
博
覧
強
記
と
し
て
の
知
識
欲
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
薬
物
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
物
の
性
質
を
探
究
す
る
本
草
学
の

姿
勢
が
「
格
物
致
知
」「
窮
理
」
と
い
っ
た
儒
学
（
朱
子
学
）
の
思
想
と
通
底

し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
羅
山
が
既
見
し
た

書
籍
の
目
録
に
『
本
草
綱
目
』
の
名
を
確
認
で
き
る
が（

５
）、

こ
の
『
本
草
綱
目
』

も
朱
子
学
の
理
論
で
書
か
れ
て
お
り
、
後
に
明
末
の
文
人
王
世
貞
が
「
格
物
の

通
典
」
と
評
価
し
て
い
る（

６
）。

　

羅
山
自
身
、
本
草
学
の
著
作
を
数
点
残
し
て
お
り
、『
多
識
編
』
も
そ
の
一

つ
で
あ
る（

７
）。

で
は
、『
多
識
編
』
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
て
き

た
の
か
と
い
う
と
、「
江
戸
時
代
博
物
誌
に
お
け
る
名
物
学
の
第
一
号
で
、
後

世
ま
で
用
い
ら
れ
た（

８
）」

と
、
近
世
本
草
学
（
博
物
学
）
史
で
も
重
要
な
位
置
づ

け
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
に
踏
み
込
ん
だ
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な

い
、
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る（

９
）。

　

そ
の
『
多
識
編
』
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
慶
長
期
の
写
本
（
草
稿
本
）
と

寛
永
期
の
刊
本
に
形
態
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
、
比
較
分
析
が
で
き
る
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る）

10
（

。

　

ま
ず
『
多
識
編
』
は
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
に
成
立
し
た
。
跋
に
は
、

『
本
草
綱
目
』
か
ら
品
名
を
抜
き
出
し
国
訓
を
付
す
と
い
う
、
本
書
の
目
的
が

記
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
写
本
は
『
羅
浮
渉
猟
抄
多
識
編
』
と
呼
ば
れ
、
刊
本
に

対
す
る
草
稿
本
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
以
下
、
草
稿
本
と
略
記）

12
（

）。

　

そ
し
て
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）、
草
稿
本
に
『
本
草
綱
目
』
だ
け
で
な
く

王
禎
『
農
書
』
や
南
蛮
、
採
集
場
所
な
ど
の
情
報
を
加
筆
修
正
し
た
、
古
活
字

本
が
刊
行
さ
れ
る
（
以
下
、
古
活
字
本
と
略
記
）。
翌
八
年
（
一
六
三
一
）
に
は
、

古
活
字
本
に
は
な
い
片
仮
名
の
振
り
や
異
名
を
増
補
し
た
整
版
本
『
新
刊
多
識

編
』
が
刊
行
さ
れ
る
（
以
下
、
整
版
本
と
略
記
し
、
古
活
字
本
と
整
版
本
を
合
わ

せ
て
寛
永
期
に
出
版
さ
れ
た
も
の
を
刊
本
と
表
現
す
る）

13
（

）。
寛
永
期
は
出
版
事
業
が

大
き
く
展
開
す
る
時
期
で
あ
り
、
仏
書
の
次
に
漢
籍
・
医
書
が
多
く
出
版
さ
れ
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の名物

た）
14
（

。
ま
た
木
版
に
よ
る
訓
点
入
り
注
釈
書
も
多
数
刊
行
さ
れ
、
そ
こ
で
特
に
重

視
さ
れ
て
い
た
の
が
羅
山
に
よ
る
訓
点
（
道
春
点
）
で
あ
っ
た）

15
（

。
漢
語
に
和
語

を
当
て
る
『
多
識
編
』
の
刊
行
も
、
こ
う
し
た
当
時
の
出
版
界
の
動
向
に
副
っ

た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

つ
ま
り
『
多
識
編
』
は
、
写
本
と
い
う
「
閉
鎖
系
の
「
知
」」
か
ら
刊
本
と

い
う
「
開
放
系
の
「
知
」」
へ
と
、
書
物
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
化
し
た）

16
（

こ
と

に
な
る
。
草
稿
本
（
写
本
）
は
私
家
的
な
も
の
で
、
基
本
羅
山
が
理
解
し
て
い

れ
ば
問
題
は
な
か
っ
た
。
羅
山
以
外
の
読
者
は
ほ
ぼ
彼
の
身
近
に
い
る
人
に
限

定
さ
れ
、
不
明
な
点
は
羅
山
に
尋
ね
れ
ば
済
む
か
ら
で
あ
る
。
一
方
の
刊
本
は

当
時
の
出
版
部
数
が
い
く
ら
少
な
い
と
い
っ
て
も
、
羅
山
の
知
ら
な
い
不
特
定

多
数
の
購
買
層
が
存
在
す
る
。『
多
識
編
』
は
、
基
本
的
に
漢
名
に
対
応
す
る

和
名
を
記
す
の
み
で
説
明
は
な
く
、
い
く
ら
羅
山
の
著
作
だ
と
い
っ
て
も
、
読

者
の
理
解
と
の
間
に
齟
齬
が
生
じ
る
可
能
性
は
否
め
な
い
。
こ
の
草
稿
本
と
刊

本
の
性
格
の
違
い
に
は
、
今
後
考
察
を
行
う
上
で
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
『
多
識
編
』
の
史
料
的
性
格
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
か
み

4

4

の

名
物
を
見
て
み
る
。
該
当
す
る
『
本
草
綱
目
』
の
獣
部
怪
類
は
、
八
十
六
種
の

獣
（
畜
類
・
獣
類
・
鼠
類
・
寓
類
・
怪
類
）
の
う
ち
、
寓
類
（
猿
の
類
）
の
次
に

あ
る
品
名
「
罔
両
」「
彭
侯
」「
封
」
を
指
す
。
ま
た
寓
類
最
後
の
「
狒
狒
」
の

集
解
に
載
る
「
山
都
」「
山
軍
」「
山
鬼
」「
山
操
」「
山
精
」「
山
丈
」「
旱
魃
」

「
治
鳥
」
も
、
時
珍
は
「
山
怪）

17
（

」
と
し
て
附
録
に
載
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
山

都
」
以
降
を
怪
類
と
見
な
し
、
怪
類
に
対
す
る
『
多
識
編
』
の
和
名
を
書
誌
形

態
で
区
別
し
、
表
一
と
し
た
。

　

表
一
を
見
る
と
、
草
稿
本
の
怪
類
に
は
「
カ
ミ
」
と
い
う
和
名
が
多
く
付
け

ら
れ
て
い
る
（
以
下
、『
多
識
編
』
に
見
ら
れ
る
か
み

4

4

表
現
を
カ
ミ
と
す
る
）。
ち

な
み
に
『
多
識
編
』
の
中
で
、
カ
ミ
の
和
名
は
怪
類
以
外
で
は
確
認
で
き
な
い
。

し
か
し
刊
本
で
は
、
そ
の
カ
ミ
の
ほ
と
ん
ど
が
削
除
さ
れ
、
漢
音
の
み
に
変
更

さ
れ
て
い
る
（
古
活
字
本
で
は
漢
音
な
し
）。
つ
ま
り
、
慶
長
期
と
寛
永
期
で
は

「
怪
類
」
に
関
す
る
言
説
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
か
ら
、『
多
識
編
』
の
問
題
を
整
理
す
る
と
、

①
草
稿
本
と
刊
本
に
お
け
る
怪
類
の
和
名
の
変
化
は
羅
山
の
ど
の
よ
う
な
思
考

の
結
果
な
の
か

②
「
怪
異
」
に
カ
ミ
の
和
名
を
付
す
と
い
う
現
代
の
感
覚
で
は
理
解
し
に
く
い

こ
の
名
物
は
、
羅
山
個
人
の
学
知
の
み
に
起
因
す
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い

は
彼
が
生
き
た
社
会
（
世
俗
）
を
反
映
し
た
も
の
な
の
か

③
刊
本
出
版
と
同
時
期
に
体
系
化
し
た
と
さ
れ
る
理
当
心
地
神
道
は
、
カ
ミ
の

削
除
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
第
一
章
で
は
慶
長
期
の
草
稿
本
に
つ
い

て
、
羅
山
の
「
怪
異
」
観
や
当
時
の
怪
異
観
な
ど
と
の
関
わ
り
か
ら
カ
ミ
の
名
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物
を
分
析
し
、
第
二
章
で
は
寛
永
期
の
刊
本
に
つ
い
て
、
カ
ミ
の
削
除
と
理
当

心
地
神
道
の
関
係
か
ら
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
章　

草
稿
本
の
検
討

　

一
│
一　

林
羅
山
に
と
っ
て
の
「
怪
異
」
と
世
俗

　

本
章
で
は
草
稿
本
の
分
析
を
行
う
が
、
そ
の
前
に
羅
山
が
慶
長
期
「
怪
異
」

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。
私
は
以
前
、
羅
山

の
「
怪
異
」
観
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が）

18
（

、
そ
の
時
は
「
怪
異
」
観
の

概
括
と
後
世
へ
の
影
響
を
指
摘
す
る
に
留
ま
っ
た
。
今
回
は
、
慶
長
期
の
羅
山

の
思
想
内
で
「
怪
異
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
時

代
性
に
着
目
し
て
み
た
い
。

　

羅
山
は
儒
者
と
し
て
「
子
、
不
レ
語
二
怪
力
乱
神
一
」
の
立
場
を
と
っ
て
い
た

一
方
で
、
怪
力
乱
神
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
慶
長
期
の
随
筆
を
ま
と
め

た
『
林
羅
山
文
集
（
羅
山
林
先
生
文
集
）』（
以
下
『
文
集
』
と
略
記
）
巻
六
十
五

―
二
十
一
は
、
或
る
人
の
、
孔
子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
な
い
と
言
う
が
『
書

経
』
や
『
易
経
』『
春
秋
』
な
ど
の
儒
学
書
に
怪
力
乱
神
の
記
述
が
あ
る
の
は

ど
う
し
て
か
、
と
い
う
質
問
を
め
ぐ
る
問
答
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
、
羅
山
は

程
伊
川
や
謝
良
佐
ら
先
達
の
儒
者
の
言
葉
を
引
用
し
、
孔
子
が
語
る
の
は
詩
書

執
礼
（『
詩
経
』
と
『
書
経
』
そ
し
て
礼
を
執
り
守
る
こ
と
）
で
あ
り
、
怪
力
乱
神

は
語
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
と
す
る
一
方
で
、
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

表一　書誌別『多識編』の和名比較
（『本草綱目』巻五十一獣部獣之四寓類怪類共八種より抜粋）

『本草綱目』
怪類の名称

羅浮渉猟抄多識編
（草稿本）

寛永七年版
（古活字版）

寛永八年版
（整版本）

山都 ヤマノカミ △ サント
山軍 カセノカミ △ サンコン
山鬼 × △ サンキ

木客
ヤマノオニ
ヤマヒコ

× ×

山操
ヤマノエヤミナスカミ

サキチヤウノオニ
やまひこ やまびこ

山精
ヤマノチコ

ヒテリノカミ
△ サンセイ

山丈 ヤマオトコ やまおとこ やまおとこ
旱魃 × ひてりかみ ひでりかみ
山姑 ヤマウハ やまうは やまうば

罔両 キモノ
（クか）

フオニ
イシノカミ

きもくいおに きもくいおに

彭侯
コタマ

キノカミ
こたま こたま

封
カワノコ
カワラウ

かわたらう がわたらう

原文は、草稿本は片仮名、整版本（古活字本）は変体仮名（音読は片仮名）で表記される。
「×」－載っていない項目　
「△」－載っているが和名・音読がないもの
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当
に
言
う
べ
く
し
て
言
わ
ざ
る
こ
と
無
く
、
当
に
断
ず
べ
く
し
て
断
ぜ
ざ

る
こ
と
無
し
、
是
を
以
て
『
春
秋
』
は
災
異
戦
伐
を
書
る
し
、『
易
礼
』

は
鬼
神
を
論
ず
る
、
已
む
こ
と
を
得
ず
し
て
、
之
に
及
べ
ば
則
ち
必
ず
訓

戒
有
り
、
神
に
於
い
て
は
則
ち
其
理
を
論
じ
、
以
て
当
世
の
惑
い
を
解
く
、

世
人
の
徒
だ
に
語
り
て
、
反
て
以
て
人
を
惑
わ
す
が
ご
と
き
に
非
ざ
る
な

り
、
然
も
其
れ
之
に
及
ぶ
こ
と
も
亦
鮮
な
し）

19
（

ど
う
し
て
も
や
む
を
得
ず
怪
力
乱
神
を
語
る
場
合
は
、
必
ず
「
訓
戒
（
理
）」

を
含
め
て
当
世
の
惑
い
を
解
く
た
め
で
あ
る
、
世
の
人
が
た
だ
怪
力
乱
神
を
語

り
、
却
っ
て
人
を
惑
わ
せ
る
行
為
と
は
違
う
、
そ
し
て
こ
う
し
た
こ
と
に
及
ぶ

の
は
少
な
い
と
、
羅
山
は
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
羅
山
が
怪
力
乱
神
を
語
る

こ
と
の
自
己
弁
護
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

　

同
じ
く
巻
六
十
五
に
書
か
れ
た
次
の
随
筆
か
ら
は
、
羅
山
が
「
怪
異
」
を
ど

の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
が
よ
く
わ
か
る
。

俗
に
所
謂
二
十
有
四
孝
は
、
怪
異
を
語
る
こ
と
を
嘉
ぶ
、
寔
に
有
道
の
者

が
述
ぶ
る
所
に
非
ざ
る
な
り
、
昔
程
夫
子
謂
え
ら
く
、「
十
哲
は
世
俗
の

論
な
り
」
と
、
余
二
十
四
孝
に
於
い
て
も
亦
云
う）

20
（

俗
に
い
う
二
十
四
孝
（
舜
や
子
路
な
ど
古
今
の
孝
子
二
十
四
人
）
は
喜
ん
で
「
怪

異
」
を
語
っ
て
い
る
が
、
本
来
は
有
道
の
者
（
儒
者
）
が
述
べ
る
も
の
で
は
な

い
、
し
か
し
昔
程
子
は
孔
門
の
十
哲
の
話
が
世
俗
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ

と
考
え
て
お
り
、
余
（
羅
山
）
は
二
十
四
孝
に
も
ま
た
そ
れ
を
適
用
す
る
、
つ

ま
り
二
十
四
孝
も
世
俗
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
話
だ
か
ら
「
怪
異
」
を
喜
ん
で

語
っ
て
い
る
の
だ
。
遠
回
し
な
文
だ
が
、
こ
れ
は
「
怪
異
0

0

」
が
世
俗
の
領
域
に

0

0

0

0

0

0

0

あ
る
概
念

0

0

0

0

だ
と
、
羅
山
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
上
記
の
巻

六
十
五
―
二
十
一
を
改
め
て
見
る
と
、
羅
山
は
自
身
を
「
世
人
」
と
区
別
し
て

い
る
。
こ
の
「
世
人
」
も
「
世
俗
」
と
同
質
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
儒
学
で
は
世
俗
（
俗
）
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
。
中
国
の
場
合
、

『
詩
経
』
で
は
「
支
配
・
被
支
配
の
関
係
に
お
い
て
の
「
な
ら
わ
し
」
で
あ
り

「
し
き
た
り
」」
と
し
て
「
風
俗
」
を
位
置
づ
け
、「
上
か
ら
の
教
化
・
教
導
」

で
あ
る
「
風
」
に
対
し
、「
俗
」
を
「
下
か
ら
上
に
な
ら
う
も
の
」
と
し
て
い

る）
21
（

。
そ
し
て
宋
代
以
降
、
儒
者
を
は
じ
め
と
す
る
知
識
人
に
と
っ
て
、
俗
は
軽

侮
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
正
し
い
義
に
よ
っ
て
風
俗
習
慣
に
囚
わ
れ
た
生
活
か

ら
庶
民
を
擺
脱
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た）

22
（

。

　

中
国
の
世
俗
（
俗
）
観
に
対
し
、
羅
山
は
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
成
立
の

『
徒
然
草
』
注
釈
書
『
野
槌
』
で
は
「
俗
ハ
世
間
也）

23
（

」
と
す
る
。
ま
た
寛
永
後

期
成
立
の
『
本
朝
神
社
考
』（
以
下
『
神
社
考
』
と
略
記
）
で
は
、
聖
徳
太
子
の

伝
説
に
つ
い
て
の
見
解
の
な
か
で
「
世
俗
の
称
す
る
所
、
信
ず
る
べ
き
も
の
有

り
、
疑
う
べ
き
も
の
有
り
、
排
す
べ
き
も
の
有
り）

24
（

」
と
も
述
べ
て
い
る
。
不
審

だ
が
信
じ
る
べ
き
も
の
、
つ
ま
り
儒
学
の
道
理
も
含
ん
で
い
る
世
間
、
そ
れ
が

羅
山
に
と
っ
て
の
世
俗
（
俗
）
で
あ
っ
た
。
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羅
山
と
世
俗
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
に
石
田
一
良
氏
の
「
従
俗
の
論
理
」

と
い
う
示
唆
的
な
見
解
が
あ
る
。
石
田
氏
は
、
羅
山
の
精
神
的
世
界
を
不
易
経

常
の
世
界
・
損
益
通
義
の
世
界
・
従
俗
教
化
の
世
界
に
分
け
、
そ
れ
ら
が
中
央

か
ら
外
側
に
広
が
っ
て
い
る
と
分
析
す
る
。
不
易
経
常
は
儒
学
の
根
本
に
あ
る

普
遍
の
綱
常
（
三
綱
五
常
）
を
指
し
、
損
益
通
義
は
そ
の
綱
常
を
時
宜
に
相
応

す
る
よ
う
に
加
減
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
俗
世
界
の
形
に
従
い
な
が
ら
内
に
は

儒
の
心
を
保
つ
、
こ
れ
が
羅
山
の
「
従
俗
の
論
理
」」
で
あ
り
、
聖
教
に
よ
っ

て
俗
世
界
を
教
化
し
損
益
の
世
界
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
の
が
「
従
俗
教
化
」
だ

と
す
る）

25
（

。
さ
ら
に
前
田
勉
氏
は
、「
従
俗
の
論
理
」
と
は
「
時
を
知
る
こ
と
」

す
な
わ
ち
現
実
と
妥
協
・
順
応
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
成
立
時
期
を
慶
長

十
六
、七
年
（
一
六
一
一
、二
）
頃
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
慶
長
十
二
年

（
一
六
〇
七
）
幕
府
に
出
仕
し
て
以
来
、
百
科
全
書
的
な
役
割
（
特
に
兵
書
な
ど

の
講
釈
）
ば
か
り
が
期
待
さ
れ
、
儒
学
の
道
徳
的
価
値
を
幕
府
内
で
説
く
こ
と

の
困
難
さ
を
自
覚
し
た
羅
山
が
、
理
想
を
貫
く
こ
と
か
ら
現
実
と
の
順
応
へ
と

方
向
転
換
し
て
得
た
も
の
と
し
て
、「
従
俗
の
論
理
」
を
位
置
づ
け
、
こ
の
転

向
を
理
想
主
義
的
な
朱
子
学
者
に
と
っ
て
の
「
挫
折
」
だ
っ
た
と
す
る）

26
（

。

　
「
従
俗
の
論
理
」
は
、
も
と
も
と
僧
形
に
な
っ
た
り
法
印
位
を
受
け
た
り
す

る
な
ど
、
仏
教
を
信
仰
す
る
世
俗
と
儒
学
の
価
値
観
と
の
間
で
葛
藤
す
る
羅
山

の
精
神
世
界
を
描
き
出
す
た
め
に
、
石
田
氏
が
編
み
出
し
た
概
念
で
あ
る
。
羅

山
は
当
時
の
仏
教
に
つ
い
て
、
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
の
段
階
で
、「
浮

屠
の
教
（
仏
教　

筆
者
註
）、
上
は
以
て
政
と
為
し
、
下
は
以
て
俗
と
為
す）

27
（

」
と
、

上
下
つ
ま
り
社
会
全
体
に
仏
教
が
蔓
延
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
ち
、
朱
子

学
者
の
存
在
証
明
と
も
い
え
る
排
仏
論
を
主
張
し
た）

28
（

。

　

し
か
し
、
石
田
氏
・
前
田
氏
の
説
で
問
題
な
の
は
、
仏
教
と
関
わ
る
「
従
俗

の
論
理
」
を
政
権
（
世
俗
権
力
）
内
部
で
の
動
向
、「
継
母
挽
詩
」
の
表
現
を

借
り
れ
ば
「
上
」
と
の
関
連
の
み
で
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
羅
山

の
認
識
に
副
っ
て
従
俗
0

0

と
す
る
な
ら
ば
、
上
＝
政
治
だ
け
で
は
な
く
「
下
」
＝

俗
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
も
、「
従
俗
の
論
理
」
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
俗
の
範
囲
を
仏
教
や
政
治
に
限
定
せ
ず
、
よ
り
広
げ
て
「
従
俗
の
論

理
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
年
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
、
十
七
世
紀
に
お
い
て
儒
学
が
政
治
や
社
会
を
律
す
る
機
軸
に
な

り
え
て
い
な
か
っ
た）

29
（

状
況
で
の
儒
者
の
活
動
を
考
え
る
必
要
性
と
も
結
び
つ
く
。

　

そ
こ
で
私
が
注
目
す
る
の
が
「
怪
異
」
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
羅
山

は
「
怪
異
」
を
世
俗
の
領
域
に
あ
る
概
念
と
考
え
て
い
た
が
、
彼
は
ま
た
「
怪

異
」
を
仏
教
と
も
結
び
付
け
て
い
た）

30
（

。
つ
ま
り
、
羅
山
に
と
っ
て
「
怪
異
」・

仏
教
・
世
俗
は
一
体
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

先
の
二
つ
の
随
筆
に
見
ら
れ
る
、
本
来
な
ら
有
道
の
者
は
語
ら
な
い
「
怪

異
」（
怪
力
乱
神
）
を
敢
え
て
語
る
こ
と
で
儒
学
の
道
理
を
説
こ
う
と
す
る
行

為
は
、
従
俗
教
化
に
他
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
羅
山
が
怪
力
乱
神
を
語
る
契

機
と
し
て
、
政
治
思
想
的
挫
折
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
性
を
踏

ま
え
る
と
、
随
筆
は
「
従
俗
の
論
理
」
成
立
前
後
に
記
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
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そ
し
て
草
稿
本
が
成
立
し
た
の
は
慶
長
十
七
年
、「
従
俗
の
論
理
」
が
形
成

さ
れ
た
時
期
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
草
稿
本
の
カ
ミ
＝
「
怪
異
」

の
名
物
は
「
従
俗
の
論
理
」
が
機
能
し
て
い
る
も
の
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る）

31
（

。

　

一
│
二　

カ
ミ
を
修
飾
す
る
言
葉

　

慶
長
期
に
お
け
る
羅
山
の
「
怪
異
」
の
位
置
づ
け
を
踏
ま
え
た
上
で
、
い
よ

い
よ
草
稿
本
の
検
討
に
入
る
。
ま
ず
カ
ミ
を
修
飾
し
て
い
る
言
葉
に
注
目
し
た

い
。
実
は
、
こ
の
修
飾
表
現
の
典
拠
と
思
わ
れ
る
書
物
が
あ
る
。
そ
れ
は
源
順

が
承
平
年
間
（
九
三
一
〜
九
三
八
）
に
編
纂
し
た
、
百
科
辞
書
『
和
名
類
聚
抄
』

（
以
下
、『
和
名
抄
』
と
略
記
）
で
あ
る
。

　
『
和
名
抄
』
と
羅
山
の
関
係
は
、
先
述
し
た
慶
長
九
年
の
読
書
目
録）

32
（

へ
の
記

載
を
皮
切
り
に
、
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
十
一
月
紀
州
藩
儒
で
あ
る
那
波
道

円
の
求
め
に
応
じ
て
、
古
活
字
本
『
和
名
抄
』
に
「
源
順
伝）

33
（

」
を
著
し
、
翌

年
「
題
和
名
抄
後）

34
（

」
を
残
し
た
。
そ
の
「
源
順
伝
」
で
、
羅
山
は
順
を
「
吾
邦

千
歳
の
子
雲
か
、
熟
く
倭
名
を
知
る
者）

35
（

」
と
評
価
し
、『
多
識
編
』
編
纂
に
も

『
和
名
抄
』
の
知
識
を
参
考
に
し
て
い
た
節
が
あ
る）

36
（

。

　

そ
こ
で
草
稿
本
が
『
和
名
抄
』
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
項
目
を
表
二

に
整
理
し
た）

37
（

。
怪
類
に
当
て
ら
れ
て
い
る
『
和
名
抄
』
の
部
門
は
、
鬼
神
部
で

あ
る）

38
（

。

　

表
二
を
見
る
と
、
草
稿
本
の
「
ヤ
マ
ノ
」「
エ
ヤ
ミ
ナ
ス
」「
ヒ
テ
リ
ノ
」
と

い
う
表
現
は
『
和
名
抄
』
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
キ
ノ
カ
ミ
」

は
『
和
名
抄
』「
樹
神　

文
選
蕪
城
賦
云
、
木
魅
山
鬼
、
今
案
木
魅
即
樹
神
也
、

和
名
古こ

た

ま
多
万
」）

39
（

の
「
樹
神
」
の
訓
読
で
あ
る）

40
（

。

　

罔
両
「
イ
シ
ノ
カ
ミ
」
は
、『
和
名
抄
』
で
は
別
の
も
の
を
指
す
。
お
そ
ら

く
『
本
草
綱
目
』
文
中
の
「
木
石
之
怪
」「
水
石
之
怪）

41
（

」
か
ら
の
発
想
だ
ろ
う）

42
（

。

表二　草稿本のカミと和名抄の名称比較

草稿本 和名抄
漢名 和名 名称 読み
山都 ヤマノカミ 山神 やまのかみ
山軍 カセノカミ × ×

山操
ヤマノエヤミナスカミ

サキチヤウノオニ
瘧鬼 えやみのかみ・おに

山精
ヤマノチコ

ヒテリノカミ
旱魃 ひてりのかみ

罔両
キモノフオニ
イシノカミ

魍魎 みつは

彭侯
コタマ

キノカミ
樹神 こたま

「×」－載っていない項目
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な
お
「
カ
セ
ノ
カ
ミ
」
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
草
稿
本
の
カ
ミ
の
修
飾
表
現
の
多
く
が
、『
和
名
抄
』
と
い
う

伝
統
的
知
識
を
参
考
に
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た）

43
（

。
し
か
し
『
和
名
抄
』
に

は
、
羽
族
部
・
毛
群
部
・
鱗
介
部
・
蟲
豸
部
と
い
う
生
類
に
関
す
る
部
門
が
存

在
し
て
い
る
。
で
は
、
何
故
羅
山
は
獣
部
0

0

怪
類
の
和
名
と
し
て
、
生
類
の
部
門

で
は
な
く
鬼
神
部

0

0

0

の
表
現
を
参
考
に
し
た
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
は
、
や
は
り
羅
山
に
と
っ
て
の
カ
ミ
と
鬼
神
、
そ
し
て
「
怪
異
」
の
関
係
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一
│
三　

朱
子
鬼
神
論

│
カ
ミ
の
意
味

│

　

改
め
て
草
稿
本
（
表
一
）
の
カ
ミ
を
見
て
み
る
と
、「
ヤ
マ
ノ
カ
ミ
」「
カ
セ

ノ
カ
ミ
」
の
よ
う
に
固
有
名
詞
と
は
言
い
難
く
、
カ
ミ
の
言
葉
を
き
わ
め
て
普

通
名
詞
的
に
用
い
て
い
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
や
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
な
ど
記
紀
神
話
に

登
場
す
る
よ
う
な
固
有
名
詞
を
持
つ
神
と
は
異
な
る
、
不
定
型
で
漠
然
と
し
た

カ
ミ
を
怪
類
に
適
用
し
て
い
る
点
に
、
羅
山
独
自
の
か
み

4

4

観
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

こ
の
カ
ミ
の
意
味
を
探
る
た
め
、
羅
山
が
自
身
の
学
問
の
軸
と
し
て
い
た
儒

学
（
朱
子
学
）
に
立
ち
返
っ
て
み
た
い
。
儒
学
に
は
「
鬼
神
」
と
い
う
概
念
が

あ
り
、
特
に
朱
子
学
で
の
鬼
神
に
関
す
る
議
論
を
朱
子
鬼
神
論
と
い
う
。
こ
の

朱
子
鬼
神
論
と
『
和
名
抄
』
鬼
神
部
に
直
接
の
関
係
性
は
な
い
も
の
の
、
鬼
神
0

0

と
い
う
言
葉
が
、
羅
山
に
あ
る
種
の
連
想
を
与
え
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら

れ
る
。
そ
こ
で
本
節
は
、
朱
子
学
に
お
け
る
鬼
神
の
意
味
、
ま
た
鬼
神
と
「
怪

異
」
そ
し
て
生
類
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
三
浦
國
雄
氏
の
研
究）

44
（

を
も
と
に
概
要

を
つ
か
み
、
さ
ら
に
そ
れ
を
踏
ま
え
て
草
稿
本
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
。

　

朱
子
学
で
は
、
世
界
は
「
理
」
と
「
気
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
て

い
る
。
気
は
万
物
を
生
成
す
る
基
体
で
あ
り
、
気
↓
陰
陽
↓
五
行
↓
万
物
と
な

る
。
そ
の
万
物
を
構
成
さ
せ
る
た
め
の
原
理
で
あ
り
、
気
に
内
在
す
る
意
味
的

存
在
を
理
と
い
う）

45
（

。
そ
し
て
朱
子
鬼
神
論
と
は
、「
鬼
神
の
陰
陽
化
」
に
他
な

ら
な
い
。

　

朱
子
は
そ
の
具
体
的
な
枠
組
み
を
、
先
学
の
程
伊
川
や
張
横
渠
の
理
論
を
前

提
に
組
成
し
て
い
る
。
ま
ず
伊
川
は
次
の
よ
う
に
鬼
神
を
定
義
す
る
。

鬼
神
は
、
天
地
の
功
用
に
し
て
造
化
の
迹
な
り
（『
中
庸
章
句
』
第
十
六

章）
46
（

）

本
来
不
可
視
な
天
地
の
功
用
で
あ
る
生
成
消
滅
の
総
過
程
（
＝
造
化
）
が
、
風

雨
霜
露
な
ど
可
視
の
自
然
現
象
と
し
て
顕
在
化
す
る
軌
跡
（
＝
迹
）
こ
そ
鬼
神

で
あ
る
、
と
伊
川
は
定
め
て
い
る
。
一
方
の
横
渠
は
、
鬼
神
を
陰
＝
屈
し
て
往

く
（
彼
方
へ
帰
っ
て
ゆ
く
）
気
＝
鬼
・
陽
＝
伸
び
て
来
る
（
此
方
へ
や
っ
て
来
る
）

気
＝
神
、
と
い
う
陰
陽
の
二
気
の
霊
妙
な
は
た
ら
き
＝
気
の
運
動
と
位
置
づ
け

る）
47
（

。

　

三
浦
氏
は
、
両
者
の
説
に
よ
っ
て
、
鬼
神
を
宗
教
哲
学
で
は
な
く
自
然
哲
学
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的
に
捉
え
る
「
鬼
神
の
自
然
化
」
＝
「
自
然
の
鬼
神
化
」
と
い
う
観
点
の
形
成

が
促
さ
れ
、
結
果
的
に
鬼
神
＝
自
然
は
有
機
的
な
一
個
の
大
い
な
る
生
命
体
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う）

48
（

。

　

こ
う
し
た
伊
川
や
横
渠
の
定
義
を
踏
ま
え
た
上
で
、
朱
子
は
鬼
神
を
以
下
の

よ
う
に
結
論
す
る
。

愚
（
朱
子
）
謂
え
ら
く
、
二
気
を
以
て
言
え
ば
則
ち
鬼
は
陰
の
霊
な
り
、

神
は
陽
の
霊
な
り
、
一
気
を
以
て
言
え
ば
則
ち
至
り
て
伸
ぶ
る
も
の
を
神

と
為
し
、
反
り
て
帰
る
も
の
を
鬼
と
為
す
も
、
其
の
実
は
一
物
の
み）

49
（

様
々
な
角
度
か
ら
鬼
神
を
見
て
も
結
局
は
「
一
物
」
す
な
わ
ち
気
以
外
の
何
物

で
も
な
い
、
と
気
に
集
約
す
る
。
こ
れ
は
、
朱
子
の
門
下
生
で
『
語
類
』
編

纂
者
の
黄
子
毅
が
「
朱
子
語
類
門
目
」
で
、
師
の
鬼
神
論
を
「
在
天
之
鬼
神
」

（
自
然
現
象
）・「
在
人
之
鬼
神
」（
魂
魄
）・「
祭
祀
之
鬼
神
」（
祖
霊
）
の
三
つ
に

分
類
し
た
後
で
、「
三
者
は
異
な
る
と
雖
も
、
其
の
鬼
神
た
る
所
以
は
則
ち
同

じ）
50
（

」
と
、
多
義
的
な
鬼
神
の
根
元
は
同
じ
、
つ
ま
り
気
に
収
斂
で
き
る
点
に
特

徴
を
見
い
だ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

　

伊
川
・
横
渠
に
よ
る
鬼
神
の
自
然
哲
学
的
な
位
置
付
け
を
基
礎
に
、
気
論
に

よ
っ
て
組
成
さ
れ
た
主
張
こ
そ
、
朱
子
鬼
神
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
鬼
神
の
自
然

化
＝
自
然
の
鬼
神
化
の
観
点
と
気
論
を
通
じ
て
、
鬼
神
は
動
植
物
や
鉱
物
な
ど

万
物
と
同
じ
、
気
で
成
り
立
つ
も
の
と
し
て
同
一
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。

　

で
は
、
朱
子
鬼
神
論
で
「
怪
異
」
は
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
、
次
の
二

つ
の
見
解
を
見
て
み
た
い
。

○
「
雨
風
露
雷
・
日
月
昼
夜
は
、
此
鬼
神
の
迹
な
り
、
此
は
是
白
日
公
平
正

直
の
鬼
神
な
り
、
所
謂
梁
に
嘯
き
、
胸
に
触
る
る
有
る
が
ご
と
き
、
此
則

ち
所
謂
不
正
邪
暗
に
し
て
、
或
い
は
有
り
或
い
は
無
く
、
或
い
は
去
り
或

い
は
来
た
り
、
或
い
は
聚
ま
り
或
い
は
散
ず
る
者
な
り
、
又
所
謂
之
に
祷

り
て
応
じ
、
之
に
祈
り
て
獲
る
も
の
有
り
、
此
も
亦
所
謂
鬼
神
に
し
て
、

同
一
の
理
な
り
、
世
間
萬
事
皆
此
の
理
な
り
、
但
精
粗
小
大
の
不
同
の

み
」、
又
曰
く
、「
功
用
を
以
て
之
を
鬼
神
と
謂
う
は
、
此
に
即
か
ば
便
ち

見
ん
」
と
（『
語
類
』
巻
三）

51
（

）

○
（
前
略
）
問
う
、「
伊
川
「
鬼
神
は
造
化
の
迹
な
り
」
と
言
え
り
、
此
豈

に
亦
造
化
の
迹
な
ら
ん
や
」
と
、
曰
く
、「
皆
是
な
り
、
若
し
正
理
を
論

ず
れ
ば
、
則
ち
樹
上
に
忽
ち
花
葉
を
生
み
出
す
に
似
た
り
、
此
便
是
ち
造

化
の
迹
な
り
、
又
空
中
に
忽
然
と
し
て
雷
霆
風
雨
有
る
が
如
き
、
皆
是
な

り
、
但
人
常
に
見
る
所
な
る
が
故
に
之
を
怪
し
ま
ず
、
忽
ち
鬼
嘯
・
鬼

火
の
属
を
聞
か
ば
、
則
ち
便
ち
以
て
怪
と
為
す
、
此
も
亦
造
化
の
迹
な
る

を
知
ら
ず
、
但
正
理
に
是
ざ
る
の
み
、
故
に
怪
異
と
為
す
、『
家
語
』
に

「
山
の
怪
を
夔
・
魍
魎
と
曰
い
、
水
の
怪
を
龍
・
罔
象
と
曰
い
、
土
の
怪

を
羵
羊
な
り
」
と
云
う
が
如
き
は
、
皆
是
気
の
雑
揉
乖
戻
し
て
生
ず
る
所
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に
し
て
、
亦
理
の
無
き
所
に
非
ざ
る
な
り
、
専
ら
以
て
無
と
為
さ
ば
、
則

ち
不
可
な
り
、
冬
寒
く
夏
熱
き
の
如
き
は
、
此
理
の
正
な
り
、
時
に
忽
然

と
し
て
夏
寒
く
冬
熱
き
こ
と
有
る
は
、
豈
に
此
の
理
無
し
と
謂
う
べ
け
ん

や
、
但
既
に
理
の
常
に
非
ざ
れ
ば
、
便
ち
之
を
怪
と
謂
う
、
孔
子
の
語
ら

ざ
り
し
所
以
な
り
、
学
ぶ
者
も
亦
未
だ
須
ら
く
理
会
す
べ
か
ら
ざ
れ
ば
な

り
」（
後
略　

同
巻）

52
（

）

風
雨
露
雷
や
日
月
昼
夜
は
、
白
日
の
「
公
平
正
直
」
な
鬼
神
で
あ
る
の
に
対
し
、

梁
の
あ
た
り
で
嘯
き
胸
に
触
っ
て
く
る
よ
う
な
も
の
や
鬼
嘯
、
鬼
火
な
ど
は
雑

多
に
揉
み
合
っ
て
正
常
で
な
い
状
態
の
気
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
不
正
邪
暗
」
の

鬼
神
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
怪
（
怪
異
）」
だ
と
い
う
。
要
す
る
に
、「
怪
異
0

0

」
も0

ま
た
常
な
ら
ざ
る
道
理
で
発
生
し
た
鬼
神

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　
「
怪
異
」
が
陰
陽
二
気
に
よ
っ
て
発
生
す
る
鬼
神
で
あ
る
こ
と
は
、「
怪
異
」

も
ま
た
万
物
と
同
じ
自
然
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
朱

子
の
理
解
を
踏
ま
え
れ
ば
、
朱
子
学
の
影
響
を
受
け
て
い
る
『
本
草
綱
目
』
の

怪
類
は
、
不
正
の
道
理
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
（
生
類
）
＝
鬼
神
だ
と
考
え

ら
れ
る）

53
（

。

　

そ
し
て
、
こ
の
朱
子
鬼
神
論
を
羅
山
の
草
稿
本
の
和
名
に
結
び
つ
け
れ
ば
、

「
怪
異
」（
怪
類
）
＝
鬼
神
＝
カ
ミ
と
い
う
図
式
を
想
定
で
き
る
。
例
え
ば
「
山

都
」
は
「
ヤ
マ
ノ
カ
ミ
」
＝
「
山
の
鬼
神
」
の
よ
う
に
。

　

で
は
、
羅
山
は
草
稿
本
を
書
く
ま
で
に
朱
子
鬼
神
論
を
知
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）、
羅
山
は
朱
子
学
に
目
覚
め
た
と
さ
れ
る

が）
54
（

、
先
に
引
用
し
た
『
語
類
』
巻
三
を
草
稿
本
成
立
ま
で
に
読
ん
で
い
た
か
ど

う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
羅
山
が
吉
田
玄
之

を
通
じ
て
藤
原
惺
窩
に
送
っ
た
書
簡
に
は
、
鬼
神
は
程
子
・
朱
子
以
下
『
性
理

字
義
』
や
『
性
理
大
全
』
な
ど
の
書
物
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
、
と
記
し

て
い
る）

55
（

。『
性
理
字
義
』
は
陳
北
渓
に
よ
る
朱
子
学
解
説
本
、『
性
理
大
全
』
は

明
の
永
楽
帝
の
命
を
受
け
た
胡
広
ら
が
編
纂
し
た
宋
・
元
時
代
の
性
理
学
説
を

集
成
し
た
書
物
で
あ
る
。
そ
の
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
八
は
鬼
神
に
関
す
る
巻

で
あ
り
、
先
に
あ
げ
た
『
語
類
』
巻
三
の
引
用
箇
所
が
ど
ち
ら
も
載
っ
て
い
る）

56
（

。

『
性
理
大
全
』
の
名
は
、
先
に
見
た
同
年
の
読
書
目
録）

57
（

で
も
確
認
で
き
る
。
つ

ま
り
草
稿
本
成
立
以
前
に
、
羅
山
は
「
怪
異
」
に
関
す
る
言
説
を
含
む
朱
子
鬼

神
論
を
学
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
果
た
し
て
草
稿
本
の
カ
ミ
は
本
当
に

0

0

0

鬼
神
を
意
味
し
て
い
る
と
い

え
る
の
か
。
そ
れ
は
怪
類
に
ふ
さ
わ
し
い
和
名
と
し
て
、『
和
名
抄
』
の
生
類

に
関
す
る
部
門
で
は
な
く
鬼
神
部
の
修
飾
表
現
を
選
択
し
た
点
か
ら
、
や
は
り

カ
ミ
＝
鬼
神
と
理
解
す
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
草
稿
本
の
カ
ミ
は
、
伝

統
的
な
知
で
あ
る
『
和
名
抄
』
の
表
現
と
自
身
の
立
脚
す
る
儒
学
（
朱
子
学
）

の
鬼
神
論
を
複
合
さ
せ
た
名
物
だ
と
い
え
る
。
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一
│
四　

当
時
の
怪
異
認
識

　

草
稿
本
の
カ
ミ
は
、
朱
子
鬼
神
論
と
『
和
名
抄
』
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
で
は
、
こ
の
名
物
は
当
時
の
日
本
社
会
（
世
俗
）
に
お
け
る
怪
異
認
識
と

重
な
る
も
の
な
の
か
、
将
又
全
く
別
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

古
代
・
中
世
の
日
本
で
は
、
怪
異
は
為
政
者
に
危
機
が
訪
れ
る
前
に
神
仏
な

ど
が
「
さ
と
し
」
と
し
て
起
こ
す
不
思
議
な
現
象
を
指
し
た）

58
（

。
つ
ま
り
、
日
本

の
怪
異
は
、
も
と
も
と
神
仏
と
結
び
つ
い
た
概
念
と
し
て
定
着
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
不
思
議
な
現
象
を
引
き
起
こ
す
原
因
が
神
仏
か
そ
れ

以
外
か
は
、
有
識
者
の
判
断
を
仰
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
例
と
し
て
、
羅

山
と
も
交
流
の
あ
っ
た
吉
田
神
道
の
梵
舜
の
日
記
『
舜
旧
記
』
元
和
二
年

（
一
六
一
七
）
十
二
月
十
六
日
条
を
見
て
み
る
。

津
国
高
ツ
キ
城
代
官
内
藤
紀
伊
守
娘
、
春
日
大
明
神
之
祟
、
又
野
狐
之

祟
之
由
申
来
、
予
野
狐
鎮
札
守
、
天
度
秡
百
廿
座
、
同
其
日
ヨ
リ
十
七
日
、

十
八
日
ニ
宗
源
行
事
三
座
、
予
令
レ
執‒

二

行
祈
念
一
申
、
結
願
申
調
遣
也
、

家
督
重
服
、
又
ハ
一
円
ニ
難
レ
成
故
、
予
万
端
調
遣
了）

59
（

摂
津
国
高
槻
城
代
官
内
藤
紀
伊
守
（
信
正
）
の
娘
が
祟
り
に
見
舞
わ
れ
た
時
、

そ
れ
が
春
日
大
明
神
と
野
狐
の
ど
ち
ら
に
よ
る
の
か
わ
か
ら
ず
、
梵
舜
に
よ
っ

て
野
狐
が
原
因
だ
と
判
じ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
祟
り
と
い
う
現
象
面
か
ら
で
は
、

春
日
大
明
神
も
野
狐
も
差
違
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
思
議
な
現

象
を
引
き
起
こ
す
主
体
と
し
て
、
神
仏
と
そ
れ
以
外
（
野
狐
の
よ
う
な
獣
）
と

の
境
界
は
当
時
甚
だ
希
薄
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

で
は
、
祟
り
を
な
す
野
狐
の
よ
う
に
、
獣
と
怪
異
は
一
体
ど
の
よ
う
な
関
係

性
に
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
が
、
当
時
通
用
し
て
い
た
通
俗
語

辞
書
『
節
用
集
』
の
分
類
で
あ
る
。
辞
書
で
あ
る
『
節
用
集
』
は
当
時
の
一
定

の
秩
序
で
体
系
化
さ
れ
た
知
識
、
つ
ま
り
常
識
を
知
る
た
め
の
好
例
で
あ
り
、

当
時
の
怪
異
認
識
を
具
体
的
に
表
す
も
の
と
考
え
る
。

　

慶
長
期
以
前
の
『
節
用
集
』
を
見
る
と
、
多
く
の
諸
本
で
生
類
（
禽
獣
虫

魚
）
が
分
類
さ
れ
る
気
形
門
（
畜
類
門
）
に
「
妖よ

う

怪く
わ
い」「

妖ば

け化
物も

の
（
術
物
）」
の

語
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る）

60
（

。
特
に
「
妖
怪
」
は
、
必
ず
「
化
生
物
也
」
の

説
明
が
あ
り
、
化
生
と
い
う
仏
教
的
生
類
観
と
関
係
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
「
鬼
」
や
「
樹こ

だ
ま神

（
魍
）」
を
気
形
門
に
分
類
す
る
諸
本
も
あ
る）

61
（

。
そ
し

て
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
刊
の
易
林
本
で
は
、
こ
れ
以
降
の
刊
本
に
見
ら
れ

る
「
魅

い
え
の
か
み」「

魎
い
し
の
す
だ
ま」

と
い
う
語
が
気
形
門
に
載
る
。
そ
し
て
草
稿
本
「
封
」
の

和
名
「
カ
ワ
ラ
ウ
」
も
「
獺　

老
成
二
河
童
一
」
の
「
河
童
」
の
読
み
と
し
て

確
認
で
き
る）

62
（

。
こ
れ
ら
は
、『
本
草
綱
目
』
の
獣
部
に
怪
類
が
分
類
さ
れ
て
い

る
こ
と
と
類
似
し
て
い
る）

63
（

。

　

以
上
、
草
稿
本
の
カ
ミ
の
名
物
と
当
時
の
世
俗
に
お
け
る
怪
異
認
識
は
、
見

た
目
で
は
非
常
に
似
通
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
カ
ミ
は
『
和
名
抄
』

と
朱
子
学
の
複
合
の
産
物
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
内
実
に
は
大
き
な
差
異
が
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あ
っ
た
。
こ
う
し
た
一
見
世
俗
の
認
識
と
重
な
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
質
に

違
い
が
あ
る
点
は
、
俗
に
従
い
な
が
ら
も
自
身
の
学
知
を
浸
透
さ
せ
よ
う
と
す

る
「
従
俗
の
論
理
」
に
則
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
草
稿
本
は
あ
く
ま
で
も
写
本
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
知
で
あ
り
、
こ

の
名
物
の
解
説
を
羅
山
に
直
接
し
て
も
ら
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
注

意
し
た
い
。

第
二
章　

刊
本
の
検
討

　

二
│
一　

理
当
心
地
神
道

　

本
章
で
は
、
寛
永
期
の
刊
本
の
問
題
、
つ
ま
り
草
稿
本
の
カ
ミ
が
ほ
と
ん
ど

削
除
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

先
述
の
通
り
、
羅
山
は
寛
永
期
に
理
当
心
地
神
道
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
神
道

を
体
系
化
し
た
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
や
は
り
こ
の
理
当
心
地
神
道
が
カ
ミ
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

和
名
削
除
に
大
き
く
影
響
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
本
論
と
関

係
す
る
理
当
心
地
神
道
の
特
徴
、
朱
子
学
と
の
差
異
と
成
立
時
期
に
つ
い
て
押

さ
え
る
こ
と
に
す
る
。

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
理
当
心
地
神
道
は
神
儒
一
致
論
で
説
か
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
気
で
語
ら
れ
る
朱
子
鬼
神
論
に
対
し
て）

64
（

、
理
当
心
地

神
道
の
神
は
気
だ
け
で
は
な
く
理
で
も
説
明
さ
れ
る
、
き
わ
め
て
両
義
的
な
位

置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る）

65
（

。
高
橋
美
由
紀
氏
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
神
の
超

越
性
・
自
立
性
を
中
核
と
す
る
神
道
の
立
場
を
認
め
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の

朱
子
学
の
理
気
論
に
よ
っ
て
神
道
を
説
明
す
る
こ
と
は
あ
る
程
度
は
可
能
で

あ
っ
て
も
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
両
者
は
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う）
66
（

」
と
、
神
道
の
立
場
を
と
る
が
故
に
生
じ
る
齟
齬
だ
と
指
摘
す
る
。
要
す
る

に
、
理
当
心
地
神
道
は
朱
子
鬼
神
論
と
は
異
な
る
か
み
4

4

を
説
こ
う
と
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。

　

次
に
成
立
時
期
だ
が
、
羅
山
の
神
道
へ
の
関
心
は
、
彼
が
建
仁
寺
に
い
た
頃

（
一
五
九
五
〜
九
七
）
ま
で
遡
る
。
そ
こ
で
羅
山
は
、
清
家
学
（
儒
学
）
や
吉
田

神
道
の
基
礎
的
な
知
識
を
修
得
し
、
神
道
や
神
祇
信
仰
へ
の
興
味
か
ら
、
後
年

吉
田
家
・
清
原
家
の
流
れ
を
汲
む
梵
舜
や
舟
橋
秀
賢
と
交
流
を
持
っ
た）

67
（

。

　

慶
長
期
に
は
既
に
神
儒
一
致
の
思
想
が
芽
生
え
、「
我
が
朝
は
神
国
な
り
、

神
道
は
乃
ち
王
道
な
り
、
一
た
び
仏
法
興
行
に
よ
り
後
、
王
道
神
道
都
て
擺
却

し
去
る）

68
（

」
と
、
神
道
と
儒
学
の
王
道
を
一
致
さ
せ
た
主
張
を
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
時
期
は
、『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
と
儒
学
書
『
太
極
図
説
』
の
関
係

に
つ
い
て
「
未
レ
知
」
と
羅
山
は
答
え
ら
れ
て
い
な
い）

69
（

。
つ
ま
り
慶
長
期
、
羅

山
の
神
儒
一
致
論
は
、
理
論
的
に
は
ま
だ
不
完
全
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
れ
が
寛
永
期
の
随
筆
で
は
、

○
『
日
本
書
紀
』
三
十
巻
は
一
月
の
日
数
に
象
る
な
り
、
神
代
上
下
は
天
地

に
象
る
な
り
、
人
皇
二
十
八
巻
は
二
十
八
宿
に
象
る
な
り）

70
（
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　林羅山によるかみ
4 4

の名物

○
三
種
神
器
、
璽
は
仁
に
象
る
な
り
、
剣
は
勇
に
象
る
な
り
、
鏡
は
智
に
象

る
な
り
、
本
此
三
徳
を
具
う
る
は
神
明
な
り
、
夫
れ
必心

か

は
神
明
の
舎
な
り
、

既
に
三
徳
を
具
う
る
と
き
は
則
ち
神
豈
に
遠
か
ら
ん
や
、
方
寸
の
間
厳
然

粛
爾
、
吁
敬
せ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
聖
人
神
道
を
設
け
、
以

て
人
に
教
う
る
こ
と
、
此
を
以
て
の
故
な
り
、
若
し
夫
れ
器
者
、
多
く
人

為
よ
り
出
づ
、
故
に
禹
王
の
九
鼎
と
雖
も
亦
然
り
、
我
が
朝
三
神
器
は
自

然
の
天
成
に
し
て
、
人
為
を
仮
ら
ず
、
是
も
亦
以
て
有
る
か
な
、
貴
べ
く

敬
す
べ
し）

71
（

と
あ
る
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
の
意
義
や
三
種
の
神
器
の
意
味
な
ど
を
儒
学

の
理
論
と
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
慶
長
期
は
不
完
全
だ
っ
た

羅
山
の
神
道
説
は
、
寛
永
期
に
は
羅
山
な
り
の
整
序
、
体
系
化
が
な
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

　

二
│
二　

刊
本
と
理
当
心
地
神
道
の
関
係

　

前
節
で
理
当
心
地
神
道
の
特
徴
と
し
て
、
朱
子
鬼
神
論
と
異
な
る
か
み
4

4

を
説

い
て
い
る
こ
と
、
慶
長
期
で
は
不
完
全
だ
っ
た
理
論
が
寛
永
頃
に
は
体
系
化
さ

れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
で
は
、
刊
本
の
カ
ミ
の
和
名
が
ほ
と
ん
ど
削
除
さ
れ

た
こ
と
に
、
理
当
心
地
神
道
は
ど
う
関
わ
る
の
か
。

　

ほ
と
ん
ど

0

0

0

0

と
し
た
の
は
、
カ
ミ
の
和
名
が
完
全
に
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
削
除
さ
れ
た
カ
ミ
・
残
さ
れ
た
カ
ミ
と
い
う
視
角

か
ら
分
析
を
行
う
。

　

ま
ず
削
除
さ
れ
た
カ
ミ
で
『
和
名
抄
』
と
の
関
係
が
窺
え
る
「
山
都
」、『
和

名
抄
』
を
あ
ま
り
参
考
に
し
て
い
な
い
が
『
和
名
抄
』
に
同
じ
項
目
が
載
る

「
罔
両
（
魍
魎
）」
を
、『
本
草
綱
目
』『
和
名
抄
』
の
順
番
で
並
べ
て
み
る
。

○
山
都

『
本
草
綱
目
』

【
時
珍
曰
】
任
昉
『
述
異
記
』
に
云
く
、「
南①

康
に
神
有
り
て
山
都
と
曰
う
、

形
は
人
の
如
く
、
長
さ
二
丈
余
、
色
黒
く
、
目
赤
く
、
髪
黄
に
し
て
、
深

山
の
樹
中
に
窠
を
作
る
（
後
略）

72
（

）」

『
和
名
抄
』

山
神　

内
典
云
、
山
神
和
名
夜や

ま

の

か

み

萬
乃
加
美
、
日
本
紀
云
、
山
祇）

73
（

○
罔
両

『
本
草
綱
目
』

罔
両
﹇
綱
目
﹈

集
解
【
時
珍
曰
】
罔
両
は
一
に
魍
魎
と
作
し
、
又
方
良
と
作
す
、『
周
礼
』

に
「
方
相
氏
戈
を
執
り
壙
に
入
り
て
以
て
方
良
を
駆
る
」
と
は
是
な
り
、

罔②

両
好
ん
で
亡
者
の
肝
を
食
ら
う
、
故
に
之
を
駆
る
（
中
略
）『
国
語
』

に
云
う
「
木③

石
の
怪
を
夔
・
罔
両
、
水
石
の
怪
を
龍
・
罔
象
」
と
は
、
即

ち
此
な
り）

74
（
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『
和
名
抄
』

魍
魎　

左
伝
注
云
、
魍
魎
、
罔
両
二
反
、
日
本
紀
云
、
和
名
美み

つ

は
豆
波
、
水

神
也）

75
（

「
ヤ
マ
ノ
カ
ミ
」
の
山
都
は
、
傍
線
①
の
よ
う
に
南
康
に
い
る
「
神
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
本
草
綱
目
』
で
唯
一
「
神
」
の
語
が
あ
る
怪
類
で
、
た
と
え
朱
子

鬼
神
論
や
『
和
名
抄
』
に
当
て
嵌
め
な
く
て
も
カ
ミ
と
い
う
直
訳
が
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
『
和
名
抄
』
で
「
夜や

ま

の

か

み

萬
乃
加
美
」
に
該
当
す
る
の
は
、『
日
本
書

紀
』
の
「
山
祇
」
で
あ
る
。
罔
両
（
魍
魎
）
は
、
最
終
的
に
傍
線
②
「
好
食
亡

者
肝
」
か
ら
「
き
も
く
い
お
に
」
の
方
を
、
刊
本
で
は
選
択
す
る
。「
イ
シ
ノ

カ
ミ
」
の
和
名
に
つ
い
て
は
、
前
章
で
傍
線
③
を
引
用
し
て
考
え
た
が
、『
和

名
抄
』
の
「
魍
魎
」
は
『
日
本
書
紀
』
の
水
神
罔み

ず
は
の
め

象
女
を
意
味
し
た
。

　

次
に
刊
本
に
見
ら
れ
る
カ
ミ
、「
旱ひ

で
り
か
み魃

」
を
見
て
み
る
。
こ
れ
は
草
稿
本
に

は
な
い
カ
ミ
で
、
古
活
字
本
か
ら
新
た
に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

76
（

。
こ
の
和

名
も
『
和
名
抄
』
の
、

旱
魃　

孫
愐
切
韻
云
、
魃
歩
末
反
、
和
名
比ひ

て

り

の

か

み

天
利
乃
加
美
、
旱
神
也）

77
（

に
由
来
し
て
い
る
が
、
前
の
二
つ
と
何
処
に
違
い
が
あ
る
の
か
と
い
え
ば
、

『
日
本
書
紀
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
彭
侯
（
樹
神
）
に
つ

い
て
も
、
先
に
見
た
「
樹
神　

文
選
蕪
城
賦
云
、
木
魅
山
鬼
、
今
案
木
魅
即
樹

神
也
、
和
名
古
多
万
」
の
よ
う
に
、
や
は
り
『
日
本
書
紀
』
は
引
用
さ
れ
て
お

ら
ず
、『
和
名
抄
』
に
即
し
た
「
こ
た
ま
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る）

78
（

。

　

以
上
、
羅
山
が
カ
ミ
の
和
名
削
除
で
拘
泥
し
て
い
た
の
は
、『
和
名
抄
』
で

は
な
く
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
『
日
本
書
紀

0

0

0

0

』
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
何
故
『
日
本
書
紀
』
に
抵
触
し
て
い
る
項
目
は
除
外
さ

れ
た
の
か
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
理
当
心
地
神
道
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
も
そ
も
理
当
心
地
神
道
の
目
的
は
、
神
儒
一
致
に
よ
っ
て
神
仏
習
合
思
想

を
排
除
し
、「
国
家
上
古
の
淳
直
に
復
し
、
民
俗
内
外
の
清
浄
を
致
さ
ん）

79
（

」
と

す
る
こ
と
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
は
神
仏
習
合
よ
り
前
の
「
上
古
之
淳
直
」

に
回
帰
す
る
た
め
の
重
要
な
書
籍
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る）

80
（

。
そ
し
て
神

は
「
我
国
造
化
之
迹
、
五
行
之
秀
、
山
川
之
精
、
祭
祀
之
霊）

81
（

」
と
、
朱
子
鬼
神

論
的
に
表
現
さ
れ
る
「
正
理
（
常
ノ
理）

82
（

）」
で
あ
り
、
ま
た
人
の
「
心
き
よ
き

は
神
の
ま
し
ま
す）

83
（

」
よ
う
に
、
民
俗
の
「
内
外
之
清
浄
」
に
寄
与
す
る
「
天
地

ノ
根
、
万
物
ノ
霊）

84
（

」
と
理
解
さ
れ
た
。

　

つ
ま
り
理
当
心
地
神
道
の
神
と
は
、
記
紀
神
話
の
神
に
代
表
さ
れ
る
正
当
な

理
で
発
生
し
た
鬼
神
（
天
神
地
祇
）
あ
る
い
は
理
そ
の
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、

気
と
理
の
両
面
性
を
も
っ
た
清
浄
か
つ
正
常
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

水
神
の
罔
象
女
は
、
理
当
心
地
神
道
で
は
「
五
行
の
神
」
の
一
柱
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ）

85
（

、
神
儒
一
致
を
重
視
す
る
『
神
社
考
』
で
は
、
白
山
や
日
吉
な
ど
多

く
の
山
の
神
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
の
怪
類
（「
怪
異
」）
は
、
朱
子
鬼
神
論
で
は
不
正
の
理
で
発
生
し
た
異
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常
な
存
在
で
あ
り
、
羅
山
に
と
っ
て
教
化
す
べ
き
俗
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
清
浄
か
つ
正
常
で
あ
る
こ
と
を
第
一
義
と
す
る
理
当
心
地
神
道
に
は
、

「
怪
異
」
が
説
か
れ
る
余
地
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
怪
異
」
を

容
認
し
、
自
身
の
鬼
神
論
＝
気
論
に
取
り
込
ん
だ
朱
子
と
は
異
な
り
、
理
当
心

地
神
道
に
お
い
て
羅
山
は
「
怪
異
」
を
排
除
す
る
方
を
選
択
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

結
論
と
し
て
、
刊
本
の
カ
ミ
の
削
除
は
、『
本
草
綱
目
』
の
怪
類
（「
怪
異
」）

と
理
当
心
地
神
道
の
神
が
、
山
の
カ
ミ
│
山
都
│
山
祇
あ
る
い
は
石
の
カ
ミ
│

罔
両
│
罔
象
女
│
水
の
神
の
よ
う
に
連
関
す
る
可
能
性
を
断
ち
切
る
た
め
の
措

置
だ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
自
身
が
体
系
化
し
た
理
当
心
地
神
道
の

清
浄
か
つ
正
常
な
神
か
ら
、
俗
の
領
域
た
る
「
怪
異
」
を
峻
別
す
る
羅
山
の
姿

勢
が
窺
え
る）

86
（

。

　

閉
鎖
さ
れ
た
知
（
草
稿
本
）
の
カ
ミ
は
、
世
俗
の
怪
異
認
識
と
内
実
で
は
異

な
る
も
の
の
、
表
面
上
は
類
似
し
て
い
た
。
し
か
し
開
放
さ
れ
た
知
（
刊
本
）

で
は
、
理
当
心
地
神
道
に
よ
っ
て
羅
山
と
世
俗
の
間
に
大
き
な
溝
が
開
い
て
い

た
。
換
言
す
れ
ば
、
草
稿
本
は
「
従
俗
の
論
理
」
が
強
く
働
い
て
い
た
の
に
対

し
、
刊
本
は
理
当
心
地
神
道
を
重
視
し
た
た
め
、
世
俗
と
乖
離
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、「
怪
異
」
に
関
す
る
従
俗
教
化
の
内
容
に
変
化
が

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
に
は
、
寛
永
期
の
幕
府
内
で
の
地
位

向
上
に
よ
っ
て
発
言
力
が
高
ま
っ
た
と
い
う
、
慶
長
期
の
政
治
思
想
的
挫
折
時

と
は
異
な
る
状
況
下
に
羅
山
が
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い）

87
（

。

　

ま
た
刊
本
の
措
置
は
、
出
版
物
と
い
う
不
特
定
多
数
の
読
者
が
存
在
す
る

媒
体
（
開
放
さ
れ
た
知
）
に
対
す
る
警
戒
、
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
朱
子
は
、

鬼
神
の
道
理
は
聖
人
が
言
い
が
た
し
と
す
る
程
に
難
解
な
も
の
と
し）

88
（

、
羅
山
も

「
凡
そ
天
地
造
化
の
迹
、
苟
も
理
を
以
て
之
を
推
さ
ず
ん
ば
、
必
ず
幻
怪
偽
誕

の
説
に
入
り
て
、
終
に
明
ら
か
な
る
こ
と
能
わ
ず）

89
（

」
と
、
鬼
神
の
道
理
理
解
の

重
要
性
を
主
張
す
る
。
怪
力
乱
神
を
語
る
際
に
は
訓
戒
や
道
理
を
語
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
羅
山
の
姿
勢
に
対
し
、
基
本
的
に
漢
語
と
そ
れ
に
相
当
す
る
和
語

の
み
を
記
す
『
多
識
編
』
の
体
裁
で
は
、
カ
ミ
に
関
す
る
説
明
が
不
十
分
に
な

る
こ
と
は
否
め
な
い
。
有
道
の
者
が
必
ず
し
も
読
者
と
は
な
ら
な
い
刊
本
で
あ

る
以
上
、
読
者
が
「
幻
怪
偽
誕
之
説
」
に
入
ら
ぬ
よ
う
に
、
カ
ミ
を
削
除
す
る

手
段
が
執
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
そ
れ
は
逆
説
的
な
「
従
俗
の
論
理
」

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
）。

　

そ
し
て
カ
ミ
の
削
除
は
、
結
果
的
に
怪
類
の
和
名
と
し
て
「
彭こ

だ
ま侯

」「
罔

き
も
く
い
お
に

両
」

「
封

が
わ
た
ら
う」

と
い
っ
た
、
で
き
る
だ
け
カ
ミ
を
使
わ
ず
に
名
前
か
ら
そ
の
属
性
が
判

明
す
る
、
い
わ
ゆ
る
名
詮
自
性
的
な
名
称
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、『
多
識
編
』
の
草
稿
本
と
刊
本
に
お
け
る
か
み
4

4

の
名
物
の
比
較
か
ら

明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、『
和
名
抄
』
の
伝
統
と
朱
子
学
の
論
理
に
よ
る
も
の

か
ら
理
当
心
地
神
道
の
影
響
を
受
け
た
も
の
へ
、
と
い
う
思
想
の
変
化
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
他
者
（
俗
）
へ
教
化
を
行
う
内
容
に
も
変
化
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
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註（
１
）  

肥
後
和
男
「
林
羅
山
の
神
道
思
想
」『
史
潮
』
四
│
二
、
一
九
三
四
、
平
重
道

「
近
世
の
神
道
思
想
」『
日
本
思
想
大
系
』
三
十
九
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
、
今
中

寛
司
「
清
家
神
道
か
ら
理
当
心
地
神
道
へ
」『
季
刊
日
本
思
想
史
』
五
、
一
九
七
七
、

高
橋
美
由
紀
「
林
羅
山
の
神
道
思
想
」『
季
刊
日
本
思
想
史
』
五
、
一
九
七
七
、
安

蘇
谷
正
彦
「
林
羅
山
の
神
道
思
想
形
成
に
つ
い
て

―
神
道
志
向
の
要
因
を
め
ぐ
っ

て
」『
神
道
宗
教
』
一
五
六
、
一
九
九
四
、
玉
懸
博
之
「
林
羅
山
の
神
道
に
お
け
る

「
伝
統
」
と
「
外
来
」

―
鬼
神
の
観
念
を
め
ぐ
っ
て
」
日
本
文
芸
研
究
会
編
『
伝

統
と
変
容

―
日
本
の
文
芸
・
言
語
・
思
想
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
〇
な
ど
。

（
２
）  

最
近
の
神
道
思
想
に
関
す
る
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
聡
『
神
道
と
は
何

か
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
二
を
参
照
の
こ
と
。

（
３
）  

金
谷
治
訳
注
『
論
語
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
、
一
三
九
頁
。
以
下
、
引
用
史
料

に
つ
い
て
は
、
今
後
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
読
点
・
傍
線
・
ル
ビ
・
訓
点
・
丸
括
弧

内
の
説
明
は
、
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
初
出
の
漢
文
史
料
は
基
本
的
に
本

文
で
は
現
代
仮
名
遣
い
で
書
き
下
し
、
註
に
原
文
を
記
す
。

（
４
）  

以
下
、
儒
学
で
説
か
れ
る
概
念
と
し
て
の
怪
異
（
狭
義
の
怪
異
）
は
「
怪
異
」、

広
義
の
あ
や
し
い
物
事
全
般
を
指
す
場
合
は
、
単
に
怪
異
と
表
現
す
る
。

（
５
）  
京
都
史
蹟
会
編
『
林
羅
山
詩
集
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
九
、
以
下
『
詩
集
』

と
略
記
）
附
録
「
羅
山
林
先
生
年
譜
」（
以
下
「
年
譜
」
と
略
記
）、
十
一
頁
。
ま

と
を
意
味
す
る
。
ま
た
『
多
識
編
』
の
和
名
の
変
化
を
通
じ
て
、
た
と
え
名
称

だ
け
で
も
、
そ
こ
に
は
羅
山
の
知
が
強
く
反
映
、
つ
ま
り
本
草
学
書
に
お
け
る

思
想
の
内
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
し
て
『
多
識
編
』
の
名
物
で
草
稿
本
・
刊
本
の
ど
ち
ら
に
も
い
え
る
こ
と

は
、
こ
れ
が
羅
山
的
儒
学
に
よ
る
日
本
の
知
識
体
系
の
独
自
解
釈
で
あ
り
、
た

と
え
政
治
思
想
的
挫
折
を
経
験
し
た
と
し
て
も
、
社
会
を
自
身
の
学
知
に
よ
っ

て
教
え
導
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
前
提
に
あ
っ
て
こ
そ
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
で
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
理
当
心
地
神
道
と
『
多
識
編
』
の
そ
の
後
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

理
当
心
地
神
道
は
も
と
も
と
主
著
の
多
く
が
写
本
で
の
み
伝
わ
っ
た
た
め
か）

90
（

、

結
局
羅
山
死
後
相
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
理
当
心
地
神
道
に
つ

い
て
部
分
的
に
触
れ
て
い
る
『
神
社
考
』
は
刊
行
さ
れ
、
広
く
受
用
さ
れ
た
。

　

一
方
の
刊
本
『
多
識
編
』
は
、
神
道
思
想
と
は
関
係
な
く
、『
和
名
抄
』
と

と
も
に
本
草
学
（
名
物
学
）
の
基
本
文
献
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
っ
た
。
例

え
ば
、
貝
原
益
軒
『
大
和
本
草
』（
一
七
〇
九
年
成
立
、
一
七
一
五
年
刊
行
）
の

獣
部
に
見
え
る
「
河
童
」
は
、
刊
本
『
多
識
編
』
の
「
封　

が
わ
た
ら
う
」
の

影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る）

91
（

。
一
方
、
仏
教
の
唱
導
説
話
の
流
れ
を
汲
む
怪
談

文
芸
『
奇
異
雑
談
集
』
は
、『
多
識
編
』
な
ど
羅
山
の
知
識
を
利
用
し
て
い
た）

92
（

。

こ
れ
ら
は
羅
山
の
学
知
が
広
く
世
間
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
（
従
俗
教
化
の
成

果
）
を
意
味
す
る
一
方
で
、
羅
山
の
思
惑
を
超
え
、
怪
異
や
仏
教
す
な
わ
ち
俗

が
彼
の
学
知
を
自
ら
の
権
威
付
け
と
し
て
取
り
込
ん
で
活
用
し
た
こ
と
、
い
わ

ば
羅
山
の
学
知
と
俗
の
緊
張
関
係
を
示
し
て
い
る）

93
（

。

　

幕
府
内
で
思
想
的
挫
折
を
経
験
し
た
羅
山
は
、「
従
俗
の
論
理
」
を
獲
得
し

従
俗
教
化
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
結
果
的
に
多
く
の
著
述
を
記
す
こ

と
に
な
り
、
羅
山
の
知
は
少
し
ず
つ
近
世
文
化
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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た
、
徳
川
家
康
が
医
薬
に
関
す
る
諮
問
を
羅
山
に
行
っ
た
（「
年
譜
」
慶
長
十
七
年
、

十
六
頁
）
こ
と
か
ら
、
羅
山
自
身
、
本
草
学
（
薬
学
）
の
専
門
的
知
識
を
持
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
６
）  

若
尾
政
希
「
享
保
〜
天
明
期
の
社
会
と
文
化
」
大
石
学
編
『
日
本
の
時
代
史
』

十
六
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
、
二
九
四
頁
。
ま
た
名
物
（
学
）
も
儒
学
の
「
正

名
」
思
想
と
強
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
（
西
村
三
郎
『
文
明
の
な
か
の
博
物
学

―
西
欧
と
日
本
』
上
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
九
九
、
一
一
〇
│
一
一
二
、

三
四
三
頁
）。

（
７
）  

『
多
識
編
』
と
い
う
書
名
も
、『
論
語
』
陽
貨
篇
の
「
子
曰
、
小
子
何
莫
レ
学
二
夫

詩
一
、
詩
可
二
以
興
一
、
可
二
以
観
一
、
可
二
以
群
一
、
可
二
以
怨
一
、
邇
レ
之
事
レ
父
、
遠
レ

之
事
レ
君
、
多
識
二
於
鳥
獣
草
木
之
名
一
」（『
論
語
』
三
五
〇
頁
）
に
由
来
し
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
杉
本
つ
と
む
氏
は
、『
詩
経
多
識
編
』
と
い
う
唐
本
の
存
在
を
指
摘

し
、『
多
識
編
』
と
い
う
名
称
が
必
ず
し
も
『
論
語
』
に
由
来
し
な
い
こ
と
を
指
摘

す
る
（
杉
本
つ
と
む
「
林
羅
山
『
多
識
編
』
と
和
名
・
民
俗
の
研
究
」『
杉
本
つ
と

む
日
本
語
講
座
』
二
、
桜
楓
社
、
一
九
七
九
、
六
八
│
六
九
頁
）。
し
か
し
、
杉
本

氏
自
身
『
詩
経
多
識
編
』
が
『
論
語
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い

る
た
め
、
や
は
り
『
多
識
編
』
の
名
は
直
接
間
接
関
わ
ら
ず
『
論
語
』（
儒
学
）
の

影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
８
）  

磯
野
直
秀
『
日
本
博
物
誌
総
合
年
表
』
平
凡
社
、
二
〇
一
二
、
総
合
年
表
編

一
一
六
頁
。

（
９
）  

『
多
識
編
』
の
内
容
に
踏
み
込
ん
だ
数
少
な
い
研
究
と
し
て
、
註
（
７
）
杉
本
氏

論
文
が
あ
る
。

（
10
）  

小
林
祥
次
郎
「
林
羅
山
と
本
草
学

―
「
多
識
編
」
の
た
め
に
」『
小
山
工
業
高

等
専
門
学
校
研
究
紀
要
』
七
、
一
九
七
五
、
中
田
祝
夫
・
小
林
祥
次
郎
『
多
識
編
自

筆
稿
本
刊
本
三
種
研
究
並
び
に
総
合
索
引
』
勉
誠
社
、
一
九
七
七
。

（
11
）  

「
壬
子
之
歳
（
一
六
一
二
）、
抜‒

二

写
本
艸
綱
目
一
而
、
附
レ
以
二
国
訓
一
、
鳥
獣
艸

木
之
名
不
レ
在
レ
茲
乎
、
因
以
命
名
」（
京
都
史
蹟
会
編
『
林
羅
山
文
集
』（
ぺ
り
か

ん
社
、
一
九
七
九
）
巻
五
十
五
、
六
四
五
頁
）。
以
下
『
羅
浮
渉
猟
抄
多
識
編
』
の

引
用
は
、
註
（
10
）
中
田
・
小
林
編
著
「
影
印
篇
」
に
よ
る
。
し
か
し
こ
の
影
印
本

で
は
、
跋
文
が
巻
頭
に
き
て
い
る
。

（
12
）  

尾
崎
雅
嘉
『
群
書
一
覧
』（
享
和
二
年
刊
、
関
西
学
院
大
学
所
蔵
本
）
巻
之
二
に
、

「
羅
浮
渉
猟
抄
多
識
篇　

写
本
一
巻　

同
上
（
林
羅
山
）　

此
書
ハ
印
本
の
草
稿
と
見

え
て
和
訓
の
み
を
し
る
せ
り
、
巻
末
に
壬
子
之
歳
抜‒

二

写
本
艸
綱
目
一
而
、
附
レ
以
二

国
訓
一
、
鳥
獣
艸
木
之
名
不
レ
在
レ
茲
乎
、
因
以
命
名
、
云
々
」
と
あ
る
。

（
13
）  

刊
本
は
、
い
ず
れ
も
註
（
10
）
中
田
・
小
林
編
著
「
影
印
篇
」
に
よ
る
。
後
年
、

整
版
本
を
さ
ら
に
増
補
し
た
『
改
正
増
補
多
識
編
』
が
刊
行
さ
れ
た
（
刊
年
不
明
）。

し
か
し
後
で
扱
う
怪
類
の
和
名
の
増
補
は
な
い
の
で
、
本
論
で
は
扱
わ
な
い
。

（
14
）  

橋
口
侯
之
介
『
和
本
入
門
』
平
凡
社
、
二
〇
一
一
、
六
二
頁
。

（
15
）  

同
右
、
六
二
│
六
三
頁
。
な
お
、
黒
住
真
氏
は
、
儒
者
の
第
一
の
社
会
的
権
能
と

し
て
漢
文
の
解
読
や
弄
筆
で
き
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（「
儒
学
と
近
世
日
本
社
会
」

『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
十
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
、
二
七
〇
頁
）。

（
16
）  

閉
鎖
系
の
「
知
」・
開
放
系
の
「
知
」
と
い
う
視
点
は
、
藤
實
久
美
子
『
近
世
書

籍
文
化
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
、
二
九
五
―
三
〇
一
頁
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
17
）  

『
本
草
綱
目
』
四
、
商
務
印
書
館
、
一
九
七
四
、
七
八
頁
。
以
下
『
本
草
綱
目
』

の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。
な
お
「
治
鳥
」
は
、
巻
四
十
九
の
禽
部
に
も
項
目
が
あ
り

（
草
稿
本
二
三
頁
）、『
多
識
編
』
で
も
鳥
と
し
て
禽
部
で
扱
っ
て
い
る
た
め
、
本
論

で
は
除
外
す
る
。

（
18
）  

拙
稿
「
林
羅
山
と
怪
異
」
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編
『
怪
異
学
の
技
法
』
臨
川
書
店
、

二
〇
〇
三
。

（
19
）  
「
当
レ
言
無
レ
不
レ
言
、
当
レ
断
無
レ
不
レ
断
、
是
以
春
秋
書
二
災
異
戦
伐
一
、
易
礼
論
二

鬼
神
一
、
不
レ
得
レ
已
而
及
レ
之
則
必
有
二
訓
戒
一
焉
、
於
レ
神
則
論
二
其
理
一
、
以
解
二
当

世
之
惑
一
、
非
レ
若
二
世
人
之
徒
語
而
、
反
以
惑
一レ
人
也
、
然
其
及
レ
之
亦
鮮
矣
」（『
文

集
』
七
八
八
│
七
八
九
頁
）。

（
20
）  

「
俗
所
謂
二
十
有
四
孝
者
、
嘉
レ
語
二
怪
異
一
、
寔
非
二
有
道
之
者
所
一レ
述
也
。
昔
程



48　

夫
子
謂
、
十
哲
者
世
俗
之
論
也
、
余
於
二
二
十
四
孝
一
亦
云
」（『
文
集
』
巻
六
十
五

―
六
十
五
、
八
〇
〇
頁
）。

（
21
）  
衣
笠
安
喜
「
近
世
儒
者
の
「
風
俗
」
観
」『
思
想
史
と
文
化
史
の
間

―
東
ア
ジ

ア
・
日
本
・
京
都
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
、
二
五
二
頁
。

（
22
）  

吉
川
幸
次
郎
「「
俗
」
の
歴
史
」『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
二
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
八
、
二
四
七
―
二
四
九
頁
。

（
23
）  

『
野
槌
』
第
一
五
五
段
「
真
俗
」
註
。『
野
槌
』
は
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
羅
山
自

筆
本
（
特
一
一
九
│
〇
〇
〇
一
）
に
よ
る
。

（
24
）  

「
世
俗
所
レ
称
、
有
二
可
レ
信
者
一
、
有
二
可
レ
疑
者
一
、
有
二
可
レ
排
者
一
」（『
神
社

考
』
下
巻
「
厩
戸
皇
子
」『
神
道
大
系　

論
説
編
二
〇　

藤
原
惺
窩
・
林
羅
山
』
神

道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
八
、
二
一
〇
頁
）。
こ
の
一
文
は
『
朱
子
語
類
』（
以

下
『
語
類
』
と
略
記
）
巻
六
十
三
の
「
問
、
世
俗
所
謂
物
怪
神
姦
之
説
、
則
如
何

断
、
曰
、
世
俗
大
抵
十
分
有
二
八
分
是
胡
説
一
、
二
分
亦
有
二
此
理
一
」、
世
俗
の
「
物

怪
神
姦
之
説
」
に
関
す
る
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、
朱
子
は
世
俗
の
八
分
は

胡
散
な
説
で
二
分
は
道
理
だ
と
答
え
た
問
答
を
受
け
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

『
語
類
』
は
、『
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
七
〇
〇
巻
・
七
〇
一
巻
、
臺
灣
商
務
印
書
館
、

一
九
八
四
に
よ
る
（
七
〇
一
巻
二
七
一
頁
）。

（
25
）  

石
田
一
良
「
林
羅
山
の
思
想
」『
日
本
思
想
大
系
』
二
十
八
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
五
、
四
八
三
│
四
八
五
頁
。

（
26
）  

前
田
勉
「
林
羅
山
の
挫
折
」『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』
ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
九
六
、
八
四
―
九
一
頁
。

（
27
）  

「
浮
屠
之
教
、
上
以
為
レ
政
、
下
以
為
レ
俗
」（『
詩
集
』
巻
四
十
一
「
継
母
挽
詩
」

四
四
三
頁
）。

（
28
）  

註
（
26
）
前
田
氏
論
文
、
一
〇
〇
頁
。
羅
山
の
排
仏
の
姿
勢
は
、
挫
折
し
て
剃
髪

し
、
ま
た
兵
学
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
も
な
お
、
慶
長
末
年
か
ら
元
和
初
年
の
宗
教

統
制
で
排
仏
を
実
行
さ
せ
よ
う
と
幕
府
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る

（
前
田
氏
論
文
、
同
頁
）。

（
29
）  

若
尾
政
希
「
日
本
近
世
に
お
け
る
儒
教
の
位
置

―
近
世
前
期
を
中
心
に
し
て
」

『
日
韓
相
互
認
識
』
四
、
二
〇
一
一
、
九
二
頁
。

（
30
）  

註
（
18
）
拙
稿
、
三
二
六
―
三
二
八
頁
。

（
31
）  

従
俗
教
化
の
問
題
と
し
て
、
他
に
そ
の
教
化
す
る
内
容
に
時
期
的
な
変
化
は

な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
が
考
え
ら
れ
る
。
羅
山
が
挫
折
し
て
か
ら
死
亡
す
る

（
一
六
五
七
）
ま
で
の
約
四
〇
年
弱
の
間
、
俗
に
対
す
る
教
化
の
内
容
は
変
化
せ
ず

一
貫
し
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
刊
本
の
問
題
と
も
関
わ
る
の
で
、
第

二
章
で
触
れ
る
。

（
32
）  

「
年
譜
」
十
二
頁
。

（
33
）  

『
文
集
』
巻
三
十
七
、
四
二
八
│
四
二
九
頁
。

（
34
）  

『
文
集
』
巻
五
十
五
、
六
四
四
│
六
四
五
頁
。

（
35
）  

「
吾
邦
千
歳
之
子
雲
乎
、
熟
知
二
倭
名
一
者
」（『
文
集
』
四
二
九
頁
）。

（
36
）  

延
宝
三
年
刊
書
籍
目
録
の
『
多
識
編
』
の
説
明
に
は
、「
順
カ
和
名
ニ
拠
ノ
類
ヲ

分
チ
和
名
ヲ
記
ス
」
と
あ
る
（
慶
応
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
編
『
江
戸
時

代
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成
』
一
、
井
上
書
房
、
一
九
六
二
、
一
八
八
頁
）。
ま
た

『
多
識
編
』
編
纂
に
お
い
て
は
、
名
称
だ
け
で
な
く
体
裁
に
お
い
て
も
『
和
名
抄
』

を
参
考
に
し
て
お
り
、
刊
本
で
追
加
さ
れ
た
「
今
案
」「
案
」「
一
」「
俗
云
」「
或

云
」
な
ど
の
表
現
は
、『
和
名
抄
』
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
大
槻
信
「
和
名
類
聚
抄
の
和
訓

―
和
訓
の
な
い
項
目
」『
国
語
国
文
』

八
三
八
、
二
〇
〇
四
を
参
照
の
こ
と
）。

（
37
）  

以
下
『
和
名
抄
』
は
、
中
田
祝
夫
編
『
倭
名
類
聚
抄　

元
和
三
年
古
活
字
版
二
〇

巻
本
』
勉
誠
社
、
一
九
七
八
に
よ
る
。

（
38
）  

二
〇
巻
本
の
場
合
、
鬼
神
部
は
さ
ら
に
神
霊
類
と
鬼
魅
類
に
分
け
ら
れ
る
が
、
重

複
す
る
項
目
が
あ
り
、
そ
の
線
引
き
は
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
る
。

（
39
）  
『
和
名
抄
』
十
二
頁
。

（
40
）  

『
野
槌
』
二
三
五
段
の
「
こ
だ
ま
」
の
注
釈
を
見
る
と
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）

刊
行
の
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
の
「
こ
だ
ま　

山
彦　

木
神　

空
谷
響　

樹
神
」
と
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の名物

『
和
名
抄
』「
樹
神
」
の
項
目
を
引
用
し
な
が
ら
、「
は
け
物
の
類
を
云
」
と
記
し
、

こ
だ
ま
と
「
は
け
物
」
を
結
び
つ
け
て
い
る
。『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
で
は
「
コ
ヽ

ニ
テ
ハ
、
バ
ケ
物
ナ
ド
ノ
ヤ
ウ
ニ
心
得
タ
ル
歟
」（『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
下
、
古
典

文
庫
、
一
九
八
七
、
二
三
八
頁
）
と
あ
る
の
に
対
し
、
羅
山
は
こ
だ
ま
を
「
は
け
物

の
類
を
云
」
と
断
言
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
ま
た
『
本
草
綱
目
』「
木
客
」

の
和
名
「
ヤ
マ
ノ
オ
ニ
」
は
「
樹
神
」
の
文
中
に
あ
る
「
山
鬼
」
の
訓
読
、「
ヤ
マ

ヒ
コ
」
は
反
響
現
象
と
し
て
の
谺
と
樹こ

だ
ま神

を
区
別
す
る
た
め
の
表
現
だ
ろ
う
。

（
41
）  

『
本
草
綱
目
』
七
九
頁
。

（
42
）  

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
触
れ
る
易
林
本
『
節
用
集
』
の
「
魅
」「
魎
」
を
参
考

に
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
43
）  

参
考
0

0

と
し
て
い
る
の
は
、
草
稿
本
が
『
和
名
抄
』
に
完
全
に
依
拠
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
罔
両
以
外
に
も
例
え
ば
「
人
参
」（
草
稿
本
十
三
頁
）
は

『
和
名
抄
』（
か
の
に
け
く
さ
・
く
ま
の
い
）
以
外
の
和
名
（
ニ
コ
タ
・
ニ
ニ
ク
ル
ク

サ
・
ヌ
カ
ノ
ニ
オ
ク
サ
・
ニ
コ
タ
ク
サ
）
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
44
）  

三
浦
國
雄
「
鬼
神
論
」『
朱
子
と
気
と
身
体
』
平
凡
社
、
一
九
九
七
、
六
五
―

一
二
九
頁
。
朱
子
鬼
神
論
の
説
明
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
こ
の
論
文
に
よ
っ
て
い

る
。

（
45
）  

島
田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
、
八
〇
―
九
一
頁
。

（
46
）  

「
鬼
神
、
天
地
之
功
用
而
造
化
之
迹
也
」（『
漢
文
大
系
』
一
、
冨
山
房
、

一
九
〇
九
、
十
五
頁
）。
こ
の
一
文
は
『
程
子
易
伝
』
乾
卦
の
「
以
二
功
用
一
謂
二
之

鬼
神
一
」
と
同
文
言
伝
の
「
鬼
神
者
造
化
之
迹
也
」
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
だ
と
、

三
浦
氏
は
指
摘
す
る
（
註
（
44
）
三
浦
氏
論
文
、
一
一
九
頁
）。

（
47
）  

「
鬼
神
者
、
二
気
之
良
能
也
（『
正
蒙
』
太
和
篇
）」「
鬼
神
、
往
来
屈
伸
之
義
、
故

天
曰
レ
神
、
地
曰
レ
示
、
人
曰
レ
鬼
（
同
神
化
篇
）」（『
正
蒙
』
は
『
文
淵
閣
四
庫
全

書
』
六
九
七
巻
所
収
『
注
解
正
蒙
』、
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
八
四
、
三
四
一
頁
、

三
五
一
頁
に
よ
る
）。

（
48
）  

註
（
44
）
三
浦
氏
論
文
、
七
八
―
八
〇
頁
。

（
49
）  

「
愚
謂
、
以
二
二
気
一
言
則
鬼
者
陰
之
霊
也
、
神
者
陽
之
霊
也
、
以
二
一
気
一
言
則
至

而
伸
者
為
レ
神
、
反
而
帰
者
為
レ
鬼
、
其
実
一
物
而
已
」（『
中
庸
章
句
』
第
十
六
章
、

十
五
頁
）。

（
50
）  

「
三
者
雖
レ
異
、
其
所‒

三

以
為
二
鬼
神
一
者
則
同
」（『
語
類
』
七
〇
〇
巻
一
〇
頁
）。

（
51
）  

「
雨
風
露
雷
日
月
昼
夜
、
此
鬼
神
之
迹
也
、
此
是
白
日
公
平
正
直
之
鬼
神
、
若
丁

所
謂
有
丙
嘯
二
于
梁
一
、
触
乙
于
胸
甲
、
此
則
所
謂
不
正
邪
暗
、
或
有
或
無
、
或
去
或
来
、

或
聚
或
散
者
、
又
有
二
所
謂
祷
レ
之
而
応
、
祈
レ
之
而
獲
一
、
此
亦
所
謂
鬼
神
、
同
一

理
也
、
世
間
萬
事
皆
此
理
、
但
精
粗
小
大
之
不
同
爾
、
又
曰
、
以
二
功
用
一
謂
二
之

鬼
神
一
、
即
レ
此
便
見
」（『
語
類
』
七
〇
〇
巻
四
三
│
四
四
頁
）。
な
お
巻
三
の
引
用

に
つ
い
て
は
、
三
浦
國
雄
『「
朱
子
語
類
」
抄
』
講
談
社
、
二
〇
〇
八
、
三
三
八
―

三
四
〇
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
52
）  

「
問
、
伊
川
言
二
鬼
神
造
化
之
迹
一
、
此
豈
亦
造
化
之
迹
乎
、
曰
、
皆
是
也
、
若

論
二
正
理
一
、
則
似
三
樹
上
忽
生‒

二

出
花
葉
一
、
此
便
是
造
化
之
迹
、
又
如
三
空
中
忽

然
有
二
雷
霆
風
雨
一
、
皆
是
也
、
但
人
所
二
常
見
一
故
不
二
之
怪
一
、
忽
聞
二
鬼
嘯
鬼
火

之
属
一
、
則
便
以
為
レ
怪
、
不
レ
知
二
此
亦
造
化
之
迹
一
、
但
不
レ
是
二
正
理
一
、
故
為
二

怪
異
一
、
如
下
家
語
云
中
山
之
怪
曰
二
夔
魍
魎
一
、
水
之
怪
曰
二
龍
罔
象
一
、
土
之
怪
羵

羊
上
、
皆
是
気
之
雑
揉
乖
戻
所
レ
生
、
亦
非
二
理
之
所
一レ
無
也
、
専
以
為
レ
無
、
則
不

可
、
如
二
冬
寒
夏
熱
一
、
此
理
之
正
也
、
有
二
時
忽
然
夏
寒
冬
熱
一
、
豈
可
レ
謂
レ
無
二

此
理
一
、
但
既
非
二
理
之
常
一
、
便
謂
二
之
怪
一
、
孔
子
所‒

二

以
不
一レ
語
、
学
者
亦
未
レ

須
二
理
会
一
也
」（『
語
類
』
七
〇
〇
巻
四
六
頁
）。
な
お
前
掲
『「
朱
子
語
類
」
抄
』

三
四
九
―
三
五
二
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
53
）  

『
本
草
綱
目
』
巻
五
十
二
人
部
に
は
、「
人
傀
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
。
こ
れ
は
異

常
な
性
器
や
出
生
な
ど
、
常
理
の
外
に
出
た
人
の
異
常
な
変
化
を
指
し
、
時
珍
自
ら

「
怪
異
也
」
と
し
て
い
る
（
一
一
二
頁
。
ま
た
武
田
雅
哉
『〈
鬼
子
〉
た
ち
の
肖
像
』

中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
五
、
二
八
―
三
四
頁
参
照
）。
し
か
し
、
こ
の
人
傀
の
草

稿
本
で
の
和
名
は
「
ヒ
ト
ノ
ア
ヤ
シ
キ
モ
ノ
」（
草
稿
本
五
四
頁
）
で
あ
り
、
カ
ミ

を
用
い
て
い
な
い
（
刊
本
で
は
「
人
傀
」
自
体
が
削
除
さ
れ
て
い
る
）。
双
方
「
怪
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異
」
で
あ
っ
て
も
、
人
と
怪
類
（
獣
）
の
和
名
に
は
差
異
が
あ
る
点
に
、
羅
山
の
か4

み4

（「
怪
異
」）
観
が
窺
え
る
。

（
54
）  
『
詩
集
』
附
録
「
行
状
」
三
六
頁
。

（
55
）  

「
鬼
神
之
事
、
自
二
程
朱
一
已
下
、
陳
淳
性
理
字
義
及
性
理
大
全
書
論
レ
之
詳
焉
」

（『
文
集
』
巻
二
「
寄
田
玄
之
」
十
八
頁
）。

（
56
）  

『
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
七
一
〇
巻
、
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
八
四
、
六
〇
九
頁
、

六
一
五
頁
。

（
57
）  

『
詩
集
』「
年
譜
」
六
頁
。

（
58
）  

東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編
『
怪
異
学
の
可
能
性
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
九
、
第
一
部
、

第
二
部
を
参
照
の
こ
と
。

（
59
）  

『
史
料
纂
集　

舜
旧
記
』
五
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
三
、
四
四
頁
。

（
60
）  

「
妖
化
物
（
術
物
）」
は
弘
治
二
年
本
、
黒
本
本
、
天
正
十
七
年
本
、
易
林
本

な
ど
、「
妖
怪
」
は
弘
治
二
年
本
、
永
禄
二
年
本
、
両
足
院
本
、
黒
本
本
、
天
正

十
七
年
本
、
易
林
本
な
ど
が
畜
類
（
気
形
・
生
類
）
門
に
分
類
し
て
い
る
。『
節
用

集
』
は
、
中
田
祝
夫
編
『
印
度
本
節
用
集
古
本
四
種
研
究
並
び
に
総
合
索
引
』
勉

誠
社
、
一
九
八
〇
、
同
編
『
古
本
節
用
集
六
種
研
究
並
び
に
総
合
索
引
』
勉
誠
社
、

一
九
七
九
、『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
第
五
九
巻　

増
刊
下
學
集
・
節
用

集
天
正
十
七
年
本
』
八
木
書
店
、
一
九
八
三
に
よ
る
。

（
61
）  

「
鬼
」
は
永
禄
二
年
本
、
堯
空
本
、
両
足
院
本
、
黒
本
本
、
饅
頭
屋
本
な
ど
、「
樹

神
（
魍
）」
は
明
応
五
年
本
、
黒
本
本
、
伊
京
集
、
天
正
十
七
、
十
八
年
本
、
饅
頭

屋
本
な
ど
が
気
形
（
畜
類
・
生
類
）
門
に
分
類
し
て
い
る
。

（
62
）  

「
河
童
」
の
読
み
（
カ
ハ
ラ
ウ
・
カ
ワ
ラ
ウ
）
は
伊
京
本
、
黒
本
本
、
弘
治
二
年

本
、
永
禄
二
年
本
、
堯
空
本
、
両
足
院
本
、
天
正
十
七
年
本
に
見
ら
れ
る
。

（
63
）  

ど
の
諸
本
に
触
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
羅
山
が
『
節
用
集
』
を
手
に
す
る
こ

と
は
不
思
議
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
註
（
７
）
杉
本
氏
論
文
、
七
七
頁
）。

た
だ
し
、
杉
本
氏
は
論
文
執
筆
時
、
草
稿
本
は
未
見
で
あ
り
、
こ
の
指
摘
は
刊
本
に

お
け
る
言
及
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
『
節
用
集
』
の
通
俗
語

辞
書
と
し
て
の
性
格
や
「
カ
ワ
ラ
ウ
」
の
名
称
、
註
（
40
）
の
こ
だ
ま

0

0

0

と
「
は
け
物

（
化
物
）」
の
関
連
な
ど
を
踏
ま
え
れ
ば
、
草
稿
本
成
立
段
階
ま
で
こ
の
指
摘
は
通
用

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

（
64
）  

朱
子
学
で
も
例
外
と
し
て
、
天
地
陰
陽
の
気
が
散
じ
た
場
合
、
理
が
気
の
代
わ
り

を
す
る
と
い
う
（
註
（
44
）
三
浦
氏
論
文
、
一
一
六
―
一
一
九
頁
）。

（
65
）  

註
（
１
）
前
掲
論
文
。

（
66
）  

註
（
１
）
高
橋
氏
論
文
、
一
一
四
頁
。

（
67
）  

今
中
寛
司
「
林
羅
山
の
経
歴
と
建
仁
寺
の
学
問
」『
近
世
政
治
思
想
の
成
立

―

惺
窩
学
と
羅
山
学
』
創
文
社
、
一
九
七
二
、
一
六
一
―
一
六
四
頁
並
び
に
註
（
１
）

今
中
氏
論
文
一
〇
二
│
一
〇
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
68
）  

「
我
朝
神
国
也
、
神
道
乃
王
道
也
、
一
自
二
仏
法
興
行
一
後
、
王
道
神
道
都
擺
却

去
」（『
文
集
』
巻
六
十
六
―
十
二
、
八
〇
四
頁
）。
こ
の
巻
は
慶
長
年
間
の
随
筆
を

収
録
し
て
い
る
。

（
69
）  

「
曰
、
日
本
紀
神
代
書
与
二
周
子
太
極
図
説
一
相
表
裏
否
、
曰
、
我
未
レ
知
」（『
文

集
』
巻
六
十
六
―
十
三
、
八
〇
四
頁
）。

（
70
）  

「
日
本
書
紀
三
十
巻
象
二

一
月
之
日
数
一

也
、
神
代
上
下
象
二

天
地
一

也
、
人
皇

二
十
八
巻
象
二

二
十
八
宿
一

也
」（『
文
集
』
巻
六
十
九
―
五
十
九
、
八
六
二
│

八
六
三
頁
）。

（
71
）  

「
三
種
神
器
、
璽
象
レ
仁
也
、
剣
象
レ
勇
也
、
鏡
象
レ
智
也
、
本
具
二
此
三
徳
一
者
神

明
也
、
夫
必心

か

者
神
明
之
舎
也
、
既
具
二
三
徳
一
則
神
豈
遠
乎
哉
、
方
寸
之
間
厳
然
粛

爾
、
吁
不
レ
可
レ
不
レ
敬
也
、
聖
人
設
二
神
道
一
、
以
教
レ
人
、
以
レ
此
故
也
、
若
夫
器

者
、
多
出
レ
自
二
人
為
一
、
故
雖
二
禹
王
九
鼎
一
亦
然
、
我
朝
三
神
器
者
自
然
之
天
成

而
、
不
レ
仮
二
人
為
一
、
是
亦
有
レ
以
哉
、
可
レ
貴
可
レ
敬
焉
」（『
文
集
』
巻
六
十
九
―

六
十
、
八
六
三
頁
）。

（
72
）  
「
任
昉
述
異
記
云
、
南
康
有
レ
神
曰
二
山
都
一
、
形
如
レ
人
、
長
二
丈
余
、
黒
レ
色
、

赤
レ
目
、
黄
レ
髪
、
深
山
樹
中
作
レ
巣
」（『
本
草
綱
目
』
七
八
頁
）。

（
73
）  

『
和
名
抄
』
十
一
頁
。
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（
74
）  
「
罔
両
﹇
綱
目
﹈　

集
解
【
時
珍
曰
】
罔
両
一
作
二
魍
魎
一
、
又
作
二
方
良
一
、
周
礼
、

方
相
氏
執
レ
戈
入
レ
壙
以
駆
二
方
良
一
是
矣
、
罔
両
好
食
二
亡
者
肝
一
、
故
駆
レ
之
（
中

略
）
国
語
云
、
木
石
之
怪
夔
罔
両
、
水
石
之
怪
龍
罔
象
、
即
此
（
後
略
）」（『
本
草

綱
目
』
七
九
頁
）。

（
75
）  

『
和
名
抄
』
十
三
頁
。

（
76
）  

草
稿
本
で
は
『
本
草
綱
目
』
の
「
山
精
」
を
「
ヒ
テ
リ
ノ
カ
ミ
」
と
し
て
い
る

（
表
一
参
照
）
が
、『
本
草
綱
目
』
で
連
続
す
る
「
山
精
」
と
「
旱
魃
」
は
別
の
も
の

で
あ
る
た
め
、
刊
本
で
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

（
77
）  

『
和
名
抄
』
十
一
頁
。

（
78
）  

草
稿
本
で
「
木
客
」
に
付
け
ら
れ
た
和
名
「
ヤ
マ
ヒ
コ
」
か
ら
窺
え
る
反
響
の
特

性
は
、
本
来
「
山
操
」
の
特
性
で
あ
っ
た
。
羅
山
は
刊
本
で
「
山
操
」
の
和
名
に

「
や
ま
び
こ
」
を
採
用
し
、「
木
客
」
を
削
除
し
て
い
る
（
表
一
参
照
）。

（
79
）  

「
国
家
復
二
上
古
之
淳
直
一
、
民
俗
致
二
内
外
之
清
浄
一
」（『
神
社
考
』
序
、
三
二

頁
）。

（
80
）  

『
神
道
傳
授
鈔
』「
神
道
書
籍
」（
註
（
24
）『
神
道
大
系
』
三
七
六
│
三
七
七
頁
）、

『
神
道
秘
傳
折
中
俗
解
』「
三
部
本
書
」（
同
四
三
〇
│
四
三
一
頁
）。

（
81
）  

『
神
社
考
詳
節
』
後
序
（
註
（
24
）『
神
道
大
系
』
三
一
九
頁
）。

（
82
）  

『
神
道
傳
授
鈔
』「
神
理
受
用
ノ
事
」
三
八
七
頁
。

（
83
）  

『
神
道
傳
授
鈔
』「
一
」
三
二
九
頁
。

（
84
）  

『
神
道
傳
授
鈔
』「
神
之
根
本
」
三
八
六
頁
。

（
85
）  

『
神
道
傳
授
鈔
』「
陽
神
・
陰
神
ノ
ウ
メ
ル
五
行
ノ
神
ノ
名
」
三
三
七
―
三
三
九
頁
。

（
86
）  

寛
永
年
中
、
病
床
に
あ
っ
た
徳
川
家
光
の
慰
み
の
た
め
に
中
国
怪
談
の
翻
訳
物

『
恠
談
』『
仙
鬼
狐
談
』
を
献
上
し
て
い
る
（『
詩
集
』
附
録
「
編
著
書
目
」
五
八
頁
）

が
、
こ
れ
ら
に
は
訓
戒
が
含
ま
れ
て
い
る
。（
註
（
18
）
拙
稿
三
二
七
│
三
二
八
頁
）。

ま
た
『
神
社
考
』「
僧
正
谷
」
で
は
僧
侶
を
天
狗
と
見
な
し
、
凶
兆
と
し
て
の
怪
異

と
関
連
さ
せ
て
語
っ
て
い
る
（
拙
稿
「
林
羅
山
『
本
朝
神
社
考
』「
僧
正
谷
」
を
読

み
解
く
」『
書
物
・
出
版
と
社
会
受
容
』
五
、
二
〇
〇
八
）。
こ
の
よ
う
に
理
当
心
地

神
道
の
神
と
峻
別
す
る
一
方
で
、
従
俗
教
化
の
素
材
と
し
て
「
怪
異
」
を
従
来
通
り

活
用
し
て
い
た
羅
山
の
二
面
性
は
、
理
当
心
地
神
道
を
主
張
す
る
一
方
で
皇
祖
泰
伯

説
も
主
張
し
て
い
た
点
と
通
じ
る
も
の
と
い
え
る
。

（
87
）  

註
（
67
）
今
中
氏
前
掲
書
、
一
六
六
│
一
六
七
頁
。
ま
た
、
寛
永
十
三
年

（
一
六
三
六
）
来
日
し
た
朝
鮮
通
信
使
と
の
対
話
の
中
で
、
羅
山
は
朝
鮮
国
の
始
祖

檀
君
が
一
千
年
も
生
き
た
と
い
う
話
に
「
怪
誕
之
説
、
君
子
不
レ
取
也
」
と
疑
義
を

唱
え
、
怪
し
い
言
説
を
斥
け
る
主
張
を
し
て
い
る
（『
文
集
』
巻
十
四
「
寄
朝
鮮
国

三
官
使
」
一
五
六
頁
）。
こ
れ
は
註
（
86
）
の
よ
う
な
活
動
に
対
し
、
政
治
の
場
で

は
羅
山
が
儒
者
ら
し
く
怪
力
乱
神
に
強
硬
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
例

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
対
話
に
つ
い
て
は
、
野
崎
充
彦
「
儒
者
と
怪
異

│
成
任
と
林
羅
山
」『Journal of K

orean C
ulture

』
九
、
二
〇
〇
七
を
参
照
の

こ
と
。

（
88
）  

註
（
44
）
三
浦
氏
論
文
、
一
〇
二
頁
。

（
89
）  

「
凡
天
地
造
化
之
迹
、
苟
不
二
以
レ
理
推
一レ
之
、
必
入
レ
于
二
幻
怪
偽
誕
之
説
一
而
、

終
不
レ
能
レ
明
」（『
文
集
』
巻
二
十
六
「
火
雷
神
弁
」（
一
六
〇
二
年
作
成
）
二
九
七

頁
）。

（
90
）  

高
橋
美
由
紀
「
解
題
」（
註
（
24
）『
神
道
大
系
』
五
三
―
六
三
頁
）。

（
91
）  

し
か
し
益
軒
は
、
羅
山
の
封
＝
「
が
わ
た
ら
う
」
の
同
定
に
は
懐
疑
的
だ
っ
た

（
拙
稿
「
近
世
の
怪
異
と
知
識
人
」
一
柳
廣
孝
・
吉
田
司
雄
編
『
妖
怪
は
繁
殖
す
る
』

青
弓
社
、
二
〇
〇
六
、
一
四
八
頁
）。

（
92
）  

註
（
18
）
拙
稿
、
三
三
〇
―
三
三
五
頁
。

（
93
）  

羅
山
の
学
知
と
俗
の
緊
張
関
係
と
い
う
視
角
は
、
中
野
三
敏
氏
の
「
雅
と
俗
」

に
よ
る
近
世
文
化
の
捉
え
方
を
参
考
に
し
て
い
る
（「
十
八
世
紀
江
戸
の
文
化
」

『
十
八
世
紀
の
江
戸
文
芸

―
雅
と
俗
の
成
熟
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
（
初
出

一
九
九
三
）、『
写
楽
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
な
ど
）。
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﹇
付
記
﹈

本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
十
一
月
に
提
出
し
た
博
士
学
位
論
文
の
第
三
章
を
加
筆
・
修
正

し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
作
成
の
過
程
で
多
く
の
方
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
こ

と
を
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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『
國
華
』
に
み
る
古
渡
の
中
国
絵
画

│
近
代
日
本
に
お
け
る
「
宋
元
画
」
と
文
人
画
評
価
の
成
立

│

久
世
夏
奈
子

  

は
じ
め
に

　

本
論
で
は
、
創
刊
か
ら
戦
中
ま
で
の
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
古
渡
」
の

中
国
絵
画
作
品
の
掲
載
の
背
景
、
所
蔵
者
、
来
歴
、
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に

よ
り
、
近
代
日
本
に
お
け
る
古
渡
の
中
国
絵
画
に
対
す
る
評
価
の
成
立
過
程
を

論
じ
る
。
具
体
的
に
は
、『
國
華
』
に
お
け
る
古
渡
の
中
国
絵
画
の
掲
載
点
数

と
内
容
の
変
化
に
よ
り
（
表
１
）、
次
の
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
述
べ
る
。『
國

華
』
は
一
八
八
九
年
十
月
に
創
刊
さ
れ
た
が
、
瀧
精
一
の
主
幹
就
任
後
の
約
十

年
間
、
す
な
わ
ち
一
九
〇
〇
年
代
が
古
渡
の
作
品
掲
載
の
第
一
ピ
ー
ク
で
あ
る

（
第
一
章
）。
次
の
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
は
、
新
来
の
中
国
絵
画
の
掲

載
が
始
ま
る
と
同
時
に
、
古
渡
の
作
品
掲
載
の
第
二
・
第
三
の
ピ
ー
ク
で
あ

る
（
第
二
章
）。
最
後
の
一
九
三
〇
年
代
以
降
、
古
渡
の
作
品
掲
載
は
終
息
に

向
か
う
（
第
三
章
）。
こ
の
間
の
（
古
寺
所
蔵
品
以
外
の
）
民
間
所
蔵
品
の
処
遇

と
「
新
来
」
の
中
国
絵
画
の
将
来
を
主
な
背
景
と
し
て
、
同
時
代
の
茶
道
界
及

び
書
道
界
の
動
向
を
局
所
的
に
ふ
ま
え
、『
國
華
』
に
み
ら
れ
る
数
奇
者
と
研

究
者
の
活
動
を
前
景
と
し
て
論
じ
、
最
終
的
に
は
古
渡
の
中
国
絵
画
に
対
し
て

前
者
が
「
宋
元
画
」、
後
者
が
文
人
画
に
対
す
る
評
価
を
確
立
し
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。

　

特
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
近
代
以
前
に
中
国
美
術
の
影
響
を
強
く
受
け
な

が
ら
、
近
代
以
降
は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
覇
権
主
義
を
採
っ
た
と
さ
れ
る
日
本
が
、

そ
の
美
術
史
学
の
発
展
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
中
国
美
術
を
認
識
し
て
き
た
の

か
が
問
わ
れ
て
き
た
。
先
行
研
究
で
は
、
明
治
時
代
の
文
化
財
保
護
行
政
を
背

景
に
「
日
本
美
術
史
」
が
成
立
し
、
既
存
の
作
品
群
が
特
定
の
価
値
観
の
も
と

に
そ
の
歴
史
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
特

定
の
価
値
観
と
は
、
一
方
で
は
近
代
天
皇
制
に
も
と
づ
い
た
「
日
本
」
と
い
う
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国
民
国
家
像
を
創
出
し
強
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
は
日
本
に
は
か
つ
て

の
東
洋
美
術
の
名
品
が
残
る
ゆ
え
に
自
ら
を
「
東
洋
の
盟
主
」
と
位
置
づ
け
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
特
に
一
九
〇
〇
年
前
後
の
古
社
寺
保
存
法
の
公
布
、
帝
室
博

物
館
の
成
立
、
及
び
『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
の
刊
行
が
一
つ
の
頂
点
で

あ
り
、
権
威
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
た（

１
）。

こ
の
価
値
観
の
存
在
は
中
国
絵
画
史
研

究
者
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
辛
亥
革
命
以
降
中
国
絵
画
の
未

曾
有
の
流
入
が
見
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
で
は
国
家
主
義
的
要
請
や

中
国
絵
画
史
の
正
統
に
連
な
る
作
品
の
評
価
を
十
分
に
行
い
得
な
か
っ
た
こ
と

に
よ
り
古
渡
の
宋
元
画
を
称
揚
す
る
発
想
が
生
じ（

２
）、

他
方
で
は
大
村
西
崖
・
内

藤
虎
次
郎
（
湖
南
）・
瀧
精
一
の
い
ず
れ
に
し
ろ
、
中
国
絵
画
全
般
を
作
品
に

即
し
て
理
解
す
る
に
は
遠
い
状
況
で
あ
っ
て
、
そ
の
絵
画
論
は
文
献
資
料
に
も

と
づ
い
て
い
た
と
い
う（

３
）。

た
だ
し
近
年
で
は
、
特
に
辛
亥
革
命
後
に
大
陸
か
ら

日
本
に
将
来
さ
れ
た
中
国
絵
画
の
実
態
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
実
証
さ
れ
つ
つ

あ
る（

４
）。

他
方
、
本
来
中
国
絵
画
受
容
と
は
切
り
離
せ
な
い
茶
道
史
、
煎
茶
史
、

書
道
史
研
究
で
も
そ
の
近
代
化
に
関
す
る
各
々
の
成
果
は
あ
る
が
、
近
代
に
お

け
る
中
国
絵
画
と
の
関
係
を
包
括
的
に
論
じ
た
も
の
は
み
ら
れ
な
い（

５
）。

　

そ
も
そ
も
中
国
絵
画
に
つ
い
て
、
近
代
日
本
は
「
古
渡
」
と
い
う
蓄
積
を
す

で
に
有
し
、
そ
の
上
で
「
新
来
」
の
受
入
先
の
一
つ
と
な
っ
た
。
日
本
に
お
け

る
古
渡
の
存
在
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
近
代
以
前
の
日
本
が
他
の
東
ア
ジ
ア
諸

国
と
同
様
に
中
国
美
術
の
影
響
を
受
け
続
け
た
こ
と
を
示
し
、
他
方
新
来
の
存

在
は
、
近
代
以
降
の
日
本
が
欧
米
諸
国
と
競
合
し
て
中
国
美
術
品
を
取
引
す
る

表 1　『國華』における中国絵画の掲載点数の推移

Ⓒ KUZE Kanako 2013
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一
大
市
場
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
な
が
ら
従
来
、
そ
の
「
古
渡
」
ま

た
は
「
新
来
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
作
品
群
で
あ
っ
た
の
か
が
十
分
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
、
本
論
で
は
特
に
以
下
の
四
点
を
重
視
す
る
。
第
一
に
、
当

時
の
人
々
が
中
国
絵
画
に
関
す
る
一
般
論
を
確
立
し
て
い
く
根
拠
と
な
っ

た
具
体
的
な
作
品
群
を
、
一
定
量
適
切
に
分
類
し
て
提
示
す
る
。
第
二
に
、

一
九
〇
〇
年
代
以
降
の
文
化
財
保
護
行
政
の
状
況
、
特
に
民
間
所
蔵
品
の
処
遇

を
重
視
し
、
そ
れ
を
跡
づ
け
る
。
第
三
に
、「
古
渡
」
の
中
国
絵
画
と
「
新
来
」

の
そ
れ
と
の
論
点
の
違
い
を
ふ
ま
え
、
前
者
に
つ
い
て
も
「
東
洋
の
盟
主
」
思

想
に
依
拠
し
た
中
国
美
術
観
と
は
異
な
る
価
値
観
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
第
四

に
、
第
三
に
関
連
し
て
同
時
代
の
茶
道
、
煎
茶
道
、
書
道
と
の
関
わ
り
を
ふ
ま

え
、
前
代
ま
で
の
主
要
な
二
つ
の
価
値
観
の
変
質
と
、
そ
れ
が
近
代
に
お
け
る

中
国
絵
画
評
価
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

第
一
の
点
に
つ
い
て
、
本
論
で
は
創
刊
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
『
國
華
』

に
掲
載
さ
れ
た
中
国
絵
画
を
一
つ
の
有
効
な
サ
ン
プ
ル
と
し
て
扱
う
。
当
時

同
様
に
中
国
絵
画
を
掲
載
し
た
他
の
媒
体
は
所
蔵
品
図
録
や
展
覧
会
図
録
や

一
時
期
の
集
大
成
で
あ
り
、
そ
の
内
容
や
時
期
に
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
『
國
華
』
の
掲
載
作
品
は
、
質
量
と
も
に
一
八
九
〇
年
代
以
降
一
九
四
五

年
ま
で
を
俯
瞰
す
る
の
に
十
分
で
あ
り
、
当
時
の
人
々
が
遭
遇
し
え
た
古
渡
と

新
来
の
双
方
を
含
む
中
国
絵
画
の
状
況
を
全
体
的
に
実
証
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
「
雑
録
」
欄
の
存
在
に
よ
り
掲
載
の
背
景
や
雑
誌
と

し
て
の
方
針
を
確
認
で
き
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
間
の
古
渡
の
掲
載
作

品
は
四
百
四
点
で
、
同
時
期
の
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
全
中
国
絵
画
作
品
の

六
十
四
％
を
占
め
る（

６
）。

　

第
二
の
点
に
つ
い
て
、
本
論
で
は
そ
の
四
百
四
点
を
古
寺
、
旧
大
名
家
・
公

家
、
勲
功
華
族
、
個
人
、
及
び
そ
の
他
の
所
蔵
品
に
分
類
す
る
（
表
２
）。
古

渡
の
中
国
絵
画
は
当
時
の
一
連
の
文
化
財
保
護
行
政
の
対
象
と
な
っ
た
よ
う
に

一
見
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
一
九
二
〇
年
代
末
ま
で
保
護
の
対
象
は
古
社

寺
（
と
そ
の
所
蔵
品
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
掲
載
点
数
に
よ
れ

ば
、
ま
さ
に
保
護
の
対
象
外
で
あ
っ
た
民
間
人

│
旧
大
名
家
・
公
家
、
勲
功

華
族
、
及
び
個
人

│
が
古
渡
の
中
国
絵
画
の
主
要
な
所
蔵
者
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
先
の
時
期
区
分
に
よ
れ
ば
、
一
八
九
〇
年
代
の
掲
載
点
数
は
比
較

的
少
な
い
が
、
瀧
の
主
幹
就
任
後
に
は
民
間
所
蔵
品
の
公
開
が
進
み
、
特
に

一
九
〇
〇
年
代
に
は
旧
大
名
家
・
公
家
、
一
九
一
〇
年
代
に
は
勲
功
華
族
、
そ

し
て
一
九
二
〇
年
代
に
は
再
び
旧
大
名
家
の
所
蔵
品
の
掲
載
点
数
が
増
加
し
、

一
九
三
〇
年
代
以
降
は
い
ず
れ
も
減
少
す
る
。

　

第
三
の
点
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
「
新
来
」
の
中
国
絵
画
と
は
、
辛
亥
革

命
（
一
九
一
一
年
十
月
）
以
後
、
清
朝
宮
廷
を
は
じ
め
大
陸
の
中
国
人
の
所
蔵

品
が
諸
外
国
へ
流
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
に
も
も
た
ら
さ
れ
た
作
品
群
を

さ
す
。
筆
者
は
先
に
、
一
九
〇
〇
年
代
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
及
び
日
本
の
中

央
ア
ジ
ア
探
検
に
よ
り
将
来
さ
れ
た
発
掘
品
、
そ
し
て
革
命
直
前
に
日
本
に
紹

介
さ
れ
た
中
国
人
の
所
蔵
品
等
も
含
め
た
「
新
来
」
に
つ
い
て
論
じ
た（

７
）。

本
論
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は
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
当
時
の
日
本
に
現
存
し
た
中
国
絵
画
の
う

ち
「
新
来
」
に
該
当
し
な
い
も
の
を
「
古
渡
」
と
し
て
扱
う
。
従
っ
て
、
清
朝

末
期
、
日
本
の
明
治
時
代
中
頃
ま
で
に
将
来
さ
れ
た
作
品
群
（
特
に
岩
崎
家
・

住
友
家
の
所
蔵
品
）
も
含
ま
れ
る
。
近
代
日
本
に
お
け
る
新
来
の
中
国
絵
画
の

論
点
と
は
、
古
渡
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
内
容
の
作
品
群
が
将
来
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
中
国
絵
画
の
「
正
史
」
に
対
す
る
認
識
を
新
た
に
し
て
い
く
過
程
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
古
渡
の
論
点
と
は
、
ま
ず
そ
れ
の
み
に
よ
る
評
価
を
成

立
さ
せ
た
上
で
、
新
来
に
よ
っ
て
得
た
新
し
い
価
値
観
と
の
整
合
性
を
は
か
っ

て
い
く
過
程
で
あ
る
。

　

第
四
の
点
に
つ
い
て
、
中
国
絵
画
を
め
ぐ
る
江
戸
時
代
ま
で
の
状
況
は
実

に
多
様
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
次
の
二
つ
の
価
値
観
を
主
な
も
の
と
し
て
扱

う
。
一
つ
は
茶
の
湯
の
「
名
物
」
観
で
、
宋
代
及
び
元
代
の
画
、
ま
た
は
院
体

画
を
志
向
す
る
。
他
の
一
つ
は
文
人
的
価
値
観
で
、
明
代
及
び
清
代
の
画
、
ま

た
は
文
人
画
を
志
向
す
る
。
た
だ
し
江
戸
時
代
に
は
茶
の
湯
の
掛
物
と
し
て
は

絵
画
よ
り
も
墨
跡
や
古
筆
切
の
方
が
多
用
さ
れ
て
お
り（

８
）、

明
治
初
年
の
茶
会
で

は
む
し
ろ
地
味
な
茶
道
具
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う（

９
）。

ま
た
、
明
治
初
年
に

お
け
る
「
書
ハ
美
術
ナ
ラ
ス
」
論
争
や
東
京
美
術
学
校
関
係
者
に
よ
る
文
人
画

排
斥
は
通
説
で
あ
り
、
文
人
画
鑑
賞
の
場
で
あ
っ
た
煎
茶
会
や
書
画
会
の
幕
末

か
ら
明
治
初
年
に
お
け
る
一
時
的
流
行
と
そ
の
衰
退
に
つ
い
て
も
す
で
に
指
摘

さ
れ
て
い
る）

10
（

。
本
論
で
は
こ
れ
ら
前
代
ま
で
の
二
つ
の
価
値
観
が
近
代
以
降
単

に
継
承
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、「
古
美
術
」
全
体
の
枠
組
み
の
変
化
に
よ
っ
て

Ⓒ KUZE Kanako 2013

表 2　『國華』に掲載された古渡の中国絵画の所蔵者の推移
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ど
の
よ
う
に
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
か
を
跡
付
け
る
。
枠
組
み
の
変
化
の
要

因
と
し
て
本
論
で
特
に
重
視
す
る
の
は
次
の
二
つ
の
動
向
、
す
な
わ
ち
近
代
茶

道
（
抹
茶
道
）
の
成
立
と
近
代
数
寄
者
の
台
頭
、
そ
し
て
近
代
美
術
史
学
の
成

立
と
近
代
研
究
者
の
台
頭
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
動
向
の
成
立
と
展
開
が
ほ
ぼ

同
時
期
で
あ
り
、
当
時
の
中
国
絵
画
に
対
す
る
評
価
の
推
進
力
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

な
お
、
周
知
の
よ
う
に
『
國
華
』
は
当
時
官
報
局
次
長
の
高
橋
健
三
と
東
京

美
術
学
校
長
の
岡
倉
覚
三
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
。
そ
の
賛
同
者
に
は
九
鬼
隆

一
・
浜
尾
新
・
河
瀬
秀
治
・
黒
川
真
頼
・
岡
部
長
職
が
あ
り
、「
國
華
」
の
命

名
は
饗
庭
篁
村
に
よ
る）

11
（

。
ま
た
、
当
初
は
数
名
の
匿
名
組
合
員
の
出
資
に
よ
っ

て
経
営
さ
れ
た
が
、
一
八
九
三
年
六
月
よ
り
当
時
朝
日
新
聞
社
の
共
同
経
営
者

で
あ
っ
た
村
山
龍
平
と
上
野
理
一
の
二
人
が
出
資
社
員
と
な
っ
て
経
営
に
参
加

し
、
一
九
〇
五
年
六
月
に
匿
名
組
合
が
解
散
し
て
経
営
が
村
山
・
上
野
に
委
譲

さ
れ
る
と
同
時
に
岡
倉
が
退
社
し
た）

12
（

。
当
初
の
編
集
担
当
者
に
つ
い
て
は
諸
説

あ
る
が
、
高
橋
・
岡
倉
が
監
督
し
、
そ
の
後
主
任
は
長
尾
雨
山
、
そ
し
て
福
地

復
一
に
代
わ
っ
た）

13
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
一
〇
〇
号
（
一
八
九
八
年
）
頃
に
は

存
亡
の
危
機
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
危
機
を
救
い
、
当
時
の
東
洋
美
術

研
究
に
不
可
欠
な
定
期
刊
行
物
と
み
な
さ
れ
る
ま
で
に
発
展
さ
せ
た
の
が）

14
（

、
第

一
三
二
号
（
一
九
〇
一
年
五
月
）
よ
り
主
幹
と
な
っ
た）

15
（

瀧
精
一
で
あ
っ
た
。

　

以
下
、
本
論
で
は
表
・
図
の
表
記
も
含
め
、
原
則
と
し
て
（
字
体
が
大
幅
に

異
な
る
場
合
を
除
い
て
）
新
字
体
を
用
い
る
。
ま
た
、
図
版
は
す
べ
て
『
國
華
』

誌
か
ら
複
写
し
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
掲
載
当
時
の
も
の
か
ら
（
敬
称
を
省
い
て
）

転
記
し
た
。

第
一
章　

一
八
九
〇
〜
一
九
〇
〇
年
代

│
『
國
華
』
創
刊
か
ら

古
渡
掲
載
の
第
一
ピ
ー
ク

　

第
一
節　

民
間
所
蔵
品
の
状
況

　
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
古
渡
の
中
国
絵
画
の
当
時
の
所
蔵
者
は
、
大
き
く

古
寺
・
民
間
・
そ
の
他
に
分
類
さ
れ
る
。
古
寺
の
所
蔵
品
は
、
特
に
一
八
八
〇

年
代
後
半
以
降
一
連
の
古
社
寺
保
存
政
策
に
よ
っ
て
い
ち
早
く
公
開
・
保
存
さ

れ
た
。
ま
ず
一
八
八
八
年
五
月
、
当
時
宮
内
省
図
書
頭
の
九
鬼
隆
一
一
行
が
関

西
古
社
寺
調
査
に
出
発
し
、
こ
の
調
査
は
同
年
九
月
の
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局

の
設
置
を
境
と
し
て
、
翌
年
一
月
ま
で
続
い
た
。
個
々
の
所
蔵
品
は
当
時
の

『
官
報
』
上
で
「
優
等
ト
認
メ
タ
ル
モ
ノ
」「
之
ニ
次
ク
ヘ
キ
モ
ノ
」
に
分
類
列

記
さ
れ）

16
（

、
当
時
小
川
一
真
が
撮
影
し
た
写
真
は
現
在
東
京
国
立
博
物
館
が
管

理
す
る
古
写
真
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
残
る）

17
（

。
そ
の
後
一
八
九
六
年
五
月
に
は
内
務

省
に
古
社
寺
保
存
会
が
設
置
さ
れ
、
一
八
九
七
年
六
月
五
日
、
古
社
寺
保
存
法

（
法
律
第
四
十
九
号
）
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
り
古
社
寺
に
関
し
て

「
特
別
保
護
建
造
物
」
及
び
「
国
宝
」（
宝
物
類
）
の
資
格
が
認
定
さ
れ
、
そ
の

有
資
格
者
は
一
定
の
保
存
金
や
補
助
金
を
得
た
だ
け
で
な
く
、
各
種
博
物
館
へ

出
陳
す
る
義
務
も
課
さ
れ
た）

18
（

。
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他
方
、
民
間
と
は
旧
大
名
家
・
公
家
、
勲
功
華
族
、
及
び
個
人
か
ら
成
る
が
、

そ
の
所
蔵
品
の
処
遇
は
一
九
二
〇
年
代
末
に
至
る
ま
で
所
蔵
者
に
一
任
さ
れ

た
。
ま
ず
一
八
六
九
年
六
月
、
版
籍
奉
還
と
共
に
旧
藩
主
・
公
卿
を
統
一
し
た

「
華
族
」
が
設
置
さ
れ
た
（
琉
球
藩
の
尚
家
に
つ
い
て
は
一
八
七
二
年
九
月）

19
（

）。
こ

の
時
点
で
の
華
族
と
は
「
旧
大
名
家
・
公
家
」
を
さ
し
、
ま
だ
爵
位
は
な
か
っ

た
。
次
に
一
八
八
四
年
七
月
七
日
、
五
爵
制
（
公
侯
伯
子
男
）
に
も
と
づ
く
華

族
令
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
以
前
の
華
族
に
い
わ
ゆ
る
維
新
の
勲
功
者
が

追
加
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
全
員
に
爵
位
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
以
降
の
叙
勲

者
は
す
べ
て
国
家
に
功
労
の
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
、
本
論
で
は
彼
ら
を
旧

大
名
家
・
公
家
と
は
区
別
し
て
「
勲
功
華
族
」
と
呼
ぶ
。
両
者
の
重
要
な
違
い

と
は
、
前
者
の
場
合
に
は
そ
の
所
蔵
品
は
先
祖
代
々
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
多
い
が
、
後
者
の
場
合
に
は
一
代
で
築
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
が
多
い

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
華
族
令
に
先
立
つ
一
八
七
六
年
八
月
、
華
族
に
対
し
従
来

の
家
禄
に
代
わ
る
金
禄
公
債
が
発
行
さ
れ
た
。
翌
年
五
月
、
そ
の
華
族
の
公
債

を
資
本
金
と
し
た
第
十
五
国
立
銀
行
が
開
業
し
（
一
八
九
七
年
五
月
、
十
五
銀
行

に
改
組）

20
（

）、
一
部
の
華
族
は
投
資
に
よ
り
富
裕
な
金
利
生
活
者
と
な
っ
た
。
さ

ら
に
一
八
八
六
年
四
月
に
華
族
世
襲
財
産
法
が
公
布
さ
れ
、
華
族
の
所
有
す
る

土
地
が
一
定
程
度
保
護
さ
れ
た
。
こ
の
華
族
（
旧
大
名
家
・
公
家
、
勲
功
華
族
）

以
外
の
民
間
人
を
、
本
論
で
は
「
個
人
」
と
呼
ぶ
。
な
お
、
一
八
七
〇
年
代
前

半
に
博
覧
会
事
務
局
が
当
時
の
華
族
（
旧
大
名
家
・
公
家
）
の
宝
物
を
調
査
し

よ
う
と
し
た
形
跡
は
あ
る
が）

21
（

、
少
な
く
と
も
法
律
の
制
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
前
述
の
関
西
古
社
寺
調
査
の
際
に
は
、
川
崎
正
蔵
及
び
藤
田
伝
三
郎
を
含

む
三
名
の
民
間
所
蔵
品
が
調
査
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た）

22
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
古
社
寺
の
う
ち
中
国
絵
画
の
所
蔵
が
確
認
さ
れ
る
の

は
古
寺
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
所
蔵
品
は
古
社
寺
保
存
政
策
に
よ
っ
て
（
他
の

日
本
美
術
品
と
共
に
）
最
も
早
く
公
開
と
選
別
と
保
存
の
対
象
に
な
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
、
華
族
を
は
じ
め
民
間
の
所
蔵
品
に
対
し
て
は
長
い
間
規
制
が
一
切

存
在
せ
ず
、
そ
の
処
遇
は
当
時
の
所
蔵
者
に
一
任
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
本
論
で
は
そ
の
民
間
所
蔵
品
を
中
心
と
し
て
扱
い
、
古
寺
所
蔵
品
に
つ

い
て
は
詳
述
し
な
い
。
ま
た
、
古
寺
・
民
間
以
外
の
「
そ
の
他
」
の
所
蔵
者
と

は
東
京
美
術
学
校
、
帝
室
博
物
館
、
帝
室
、
及
び
米
国
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館

（『
國
華
』
の
表
記
で
は
「
ボ
ス
ト
ン
博
物
館
」）
を
さ
す
が
、
同
様
に
本
論
で
は

詳
述
し
な
い
。

　

第
二
節　

近
代
数
寄
者
と
近
代
研
究
者
の
台
頭

　
「
近
代
数
寄
者
」
と
は
生
業
を
茶
以
外
に
も
ち
な
が
ら
茶
道
を
楽
し
む
人
々

で
あ
り
、
茶
道
を
教
授
し
て
業
と
す
る
茶
人
と
は
区
別
さ
れ
る）

23
（

。
彼
ら
が
、
当

時
の
古
美
術
品
所
蔵
者
の
有
力
な
一
部
で
あ
っ
た
。
熊
倉
氏
は
代
表
的
な
数

寄
者
三
十
五
人
を
四
つ
の
世
代
に
分
類
し
た
が
、
実
際
に
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代

に
『
國
華
』
に
登
場
す
る
所
蔵
者
が
含
ま
れ
る）

24
（

。
本
論
の
区
分
に
よ
れ
ば
彼
ら

の
多
く
は
勲
功
華
族
ま
た
は
個
人
に
属
し
、
特
に
井
上
馨
や
益
田
孝
は
早
く
も

一
八
九
〇
年
代
に
は
す
で
に
活
動
を
開
始
し
て
い
る
。
本
論
と
の
関
連
で
重
要
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　『國華』にみる古渡の中国絵画

な
の
は
、
特
に
益
田
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
茶
は
修
身
道

徳
か
ら
解
放
さ
れ
た
一
方
で
道
具
の
世
界
に
埋
没
し
、
美
術
品

の
陳
列
と
大
寄
せ
の
茶
会
と
い
う
形
式
を
確
立
し
た
と
い
わ
れ

る
こ
と
で
あ
る）

25
（

。
彼
ら
は
松
平
不
眛
著
と
い
わ
れ
る
『
古
今
名

物
類
聚
』
を
手
本
と
し
て
、
前
代
ま
で
に
茶
の
湯
（
抹
茶
道
）
の

世
界
で
「
名
物
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
種
々
の
品
々
（
表
３
）
を
、

「
近
代
名
物
」
と
し
て
確
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

他
方
、
瀧
精
一
（
一
八
七
三
―
一
九
四
五
）
は
『
國
華
』
の
主

幹
就
任
当
時
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
大
学
院
に
在
学
中
で
あ
り）

26
（

、

同
時
に
東
京
美
術
学
校
で
嘱
託
を
し
て
い
た）

27
（

。
彼
は
一
九
〇
二
年

七
月
に
大
学
院
を
修
了
し
た
後）

28
（

、
一
九
〇
九
年
九
月
に
東
京
帝
国

大
学
文
科
大
学
の
「
美
術
史
」
講
師）

29
（

及
び
再
度
の
東
京
美
術
学
校

嘱
託）

30
（

と
な
る
ま
で
の
約
七
年
間
、『
國
華
』
の
業
務
に
専
念
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
主
幹
就
任
後
に
彼
は
大
幅
な
誌
面
刷
新
を

行
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
特
記
す
べ
き
は
「
雑
録
」
欄
の
創
設
で

あ
る
。
そ
の
前
身
は
第
一
六
〇
号
（
一
九
〇
三
年
九
月
）
よ
り
確

認
さ
れ
る
が
、
定
着
し
た
の
は
第
一
八
三
号
（
一
九
〇
五
年
八
月
）

以
降
で
あ
る
。
そ
の
欄
の
多
く
は
無
署
名
だ
が
、
単
に
当
時
の
美

術
界
の
時
事
問
題

│
日
本
を
中
心
と
し
た
古
美
術
研
究
及
び
洋

画
を
含
む
同
時
代
の
制
作
現
場
の
動
向

│
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

ら
に
対
す
る
『
國
華
』
の
立
場
が
確
認
さ
れ
る
。

表 3　『古今名物類聚』にみる名物
東山殿御物懸絵

作　品 作品補足 作　者 『國華』掲載

三幅対
左せいわうぎう／中
達磨／右いくさんじ
ゆ

無準自画賛 無準禅師筆達磨郁山主政黄牛図（第 243 号）

三幅対 左朝陽／中布袋／右
対月

牧渓自画賛／牧渓筆
賛ゑんけい／左ニ同 古画布袋、朝陽、対月（第 272 号）

二幅対 左龍／右虎 牧渓筆 牧谿筆龍図（第 209 号）？ 牧谿虎図（第 268 号）？
二幅対 客来一味／かふな 牧渓筆 伝牧谿蘿蔔図（第 486 号）、同蕪菁図（第 489 号）
二幅対 寒山拾得 牧渓筆
二幅対 猿／鶴 牧渓筆
二幅対 猿／猴 牧渓筆
二幅対 龍／虎 牧渓筆 牧谿筆龍図（第 209 号）？ 牧谿虎図（第 268 号）？
踊布袋 梁楷筆賛濂大川 梁楷筆布袋図（第 152 号）
山水 玉澗筆
四睡 牧渓筆
鶉 牧渓筆
布袋 牧渓筆賛虚堂
がむじゆゆうゑむ

［巌樹遊猿］の図 牧渓筆

鶏 牧渓筆
雀 牧渓筆 竹木双雀図（第 576 号）？
せうれむ 舜挙筆
三種菓子 趙昌筆
布袋 牧渓筆
鶉 彩色 李安仲筆
ばく［貘］ 玉漢筆
かいかう 梁楷筆
川ちさ あちさいとも 牧渓筆
稲 月山筆
桃山鳩 徽宗御筆 徽宗筆花鳥図（第 25 号）
臨済絵賛

参考文献：陶斎尚古老人著、正宗敦夫編纂校訂『古今名物類聚』日本古典全集刊行会、1938‒1939、576‒578 頁。
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そ
の
「
雑
録
」
欄
を
開
始
す
る
や
い
な

や
始
ま
っ
た
の
が
特
に
当
時
の
茶
人
や
数

寄
者
を
は
じ
め
と
す
る
民
間
所
蔵
者
全
般

に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
そ
の
最
も
早
い

も
の
は
無
署
名
「
鑑
識
界
の
誤
謬
」
に
見

ら
れ
る）

31
（

。
民
間
所
蔵
品
公
開
の
推
進
は
、

瀧
が
主
幹
と
な
っ
て
以
来
『
國
華
』
の
長

年
に
わ
た
る
主
張
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
一

連
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
所
蔵
者
は

ま
ず
所
蔵
品
を
公
開
し
よ
う
と
せ
ず
、
仮

に
公
開
し
て
も
そ
の
展
示
方
法
が
系
統

的
・
学
術
的
で
な
く
、
来
歴
や
古
き
を
尊

び
、
学
術
的
研
究
を
嫌
い
、
骨
董
商
や
鑑

定
家
も
ま
た
彼
ら
に
阿

お
も
ね

っ
た
鑑
定
を
行
っ

て
い
る
と
い
う）

32
（

。
特
に
最
も
秀
逸
な
瀧
節

庵
「
当
今
美
術
の
鑑
識
に
於
け
る
時
代
の

観
念
」
で
は
、「
現
今
の
数
寄
者
」
は
東

山
時
代
以
前
の
美
術
の
価
値
を
認
め
る
点

に
お
い
て
明
治
初
年
の
「
茶
人
者
流
の
鑑

識
に
甘
ん
じ
」
る
者
や
「
近
世
の
明
清
風

な
る
書
画
の
外
を
賞
せ
ざ
る
」
者
よ
り
も

東山殿御物懸絵小軸
作　品 作品補足 作　者 『國華』掲載

遠浦帰帆 大幅 玉澗筆
漁村夕照 大幅 玉澗筆
洞庭秋月 大幅 玉澗筆 伝玉澗筆洞庭秋月図（第 498 号）
山市晴嵐 大幅 玉澗筆 伝玉澗筆山市晴嵐図（第 429 号）
遠寺晩鐘 牧渓筆
江天暮雪 牧渓筆
平沙落雁 牧渓筆 伝牧谿筆平沙落雁図（第 410 号）
瀟湘夜雨 牧渓筆
花鳥 徽宗皇帝 徽宗筆花鳥図（第 25 号）
花鳥 李安忠
菓子 趙昌
寒山拾得瓢箪駒 梁楷

月山
兆典主

人形 馬遠
人物 馬麟
三幅対 毛益
三幅対 舜挙
竹 三幅 東坡
竹 三幅 雪舟

古法眼
二幅対 寒山拾得 因陀羅
面壁 画賛 沢庵
八々鳥 牧渓 牧谿筆叭哥鳥図（第 218 号）？
犬画 毛益
梅ニ鶯画 徐熙

三幅対 右岩猿猴／中韋駄天／左竹
猿猴 牧渓 牧谿筆韋陀天図・竹猿図（第 425 号）

鷺之画一軸 宋徐熙筆
踊布袋 牧渓画砥平石賛
蓮燕 牧渓筆
布袋 賛春浦絵梁楷
豊干絵 賛一山
山水 玉澗

五幅 左龍猿／中観音／右鶴虎 牧渓和尚絵 牧谿筆猿鶴図（第 185 号）、牧渓筆白衣観音図（第
265 号）

二幅 龍／虎 牧渓 牧渓筆龍虎図（第 190 号）
二幅 猿猴／芙蓉 牧渓
二幅対 栗／柿 牧渓 伝牧谿筆柿図・栗図（第 493 号）

参考文献：同前、579‒589 頁。



　61

　『國華』にみる古渡の中国絵画

進
歩
し
た
が
、「
真
に
審
美
の
眼
光
と
史
的
の
見
地
と
を
以
て
美
術
を
鑑
賞
し

得
る
も
の
に
至
て
は
是
れ
甚
だ
稀
」
と
い
う）

33
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
数
寄
者
批
判
と
一
体
化
し
て
民
間
所
蔵
品
の
公
開
が
促
進
さ

れ
、
一
九
〇
〇
年
代
に
は
『
國
華
』
に
お
け
る
中
国
絵
画
の
掲
載
点
数
は
前
の

十
年
間
よ
り
倍
増
す
る
。
特
に
旧
大
名
家
の
動
き
と
し
て
、
一
九
一
〇
年
春
に

尾
張
徳
川
家
が
名
古
屋
開
府
三
百
年
に
ち
な
ん
で
什
宝
を
陳
列
し
た）

34
（

。
ま
た
、

國
華
社
自
ら
も
一
九
一
〇
年
七
月
以
降
作
品
の
展
観
と
講
演
を
行
う
「
茶
話

会
」
を
年
に
一
回
ま
た
は
二
回
開
催
し
た）

35
（

。
他
方
、
同
じ
時
期
に
古
美
術
市
場

の
近
代
化
が
進
み
、
民
間
所
蔵
品
が
散
逸
す
る
機
会
も
ま
た
用
意
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
一
九
〇
七
年
四
月
に
東
京
、
一
九
〇
八
年
九
月
に
京
都
、
一
九
一
〇

年
十
一
月
に
大
阪
及
び
名
古
屋
の
美
術
倶
楽
部
が
そ
れ
ぞ
れ
設
立
さ
れ
、
特
に

一
九
一
〇
年
代
後
半
以
降
入
札
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る）

36
（

。

　

第
三
節　

近
代
研
究
者
の
立
場

│
文
人
的
基
盤
か
ら
の
独
立

　

当
時
の
近
代
研
究
者
対
近
代
数
寄
者
と
い
う
図
式
は
、
一
見
前
代
ま
で
の
煎

茶
道
と
抹
茶
道
と
の
対
立）

37
（

を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
研
究
者

は
前
代
ま
で
煎
茶
道
の
主
な
担
い
手
で
あ
っ
た
文
人
の
、
直
接
の
後
継
者
と
は

い
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
す
で
に
文
人
的
基
盤
を
共
有
し
て
い
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
根
拠
と
し
て
第
一
に
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
お
け
る
書
画
会
や
煎
茶

会
の
流
行
は
そ
の
後
の
文
人
画
評
価
の
背
景
と
な
っ
た
よ
う
に
一
見
思
わ
れ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
場
が
抹
茶
道
に
お
け
る
「
名
物
」
に
相
当
す
る
文
人
画
の
名

品
を
規
定
し
て
き
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
の
書

画
会
や
煎
茶
会
で
中
国
の
ど
の
よ
う
な
文
人
画
が
ど
の
程
度
展
示
さ
れ
た
か
に

つ
い
て
は
調
査
の
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
述
の
よ
う
に
古
渡
の
文

人
画
に
は
一
流
の
作
品
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
近
代
に
お
け
る
共
通
の
認

識
で
あ
っ
た
。

　

第
二
に
、
同
時
期
に
お
け
る
書
画
の
分
離
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
書
道
史
研

究
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
書
は
当
時
の
内
国
博
覧
会
・

美
術
学
校
・
帝
室
技
芸
員
だ
け
で
な
く
、
後
年
の
文
展
及
び
帝
国
美
術
院
も
含

む
近
代
美
術
制
度
の
ほ
ぼ
す
べ
て
か
ら
離
脱
し
た）

38
（

。
そ
の
一
方
で
、
当
時
の
書

家
た
ち
は
一
八
八
〇
年
四
月
に
清
国
公
使
館
の
随
員
と
し
て
来
日
し
た
楊
守
敬

か
ら
「
六
朝
書
」
を
習
得
す
る
の
に
熱
中
し
て
い
た）

39
（

。
ま
た
、
一
九
〇
〇
年
代

以
降
書
家
自
身
に
よ
る
書
の
み
の
展
覧
会
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
談
書
会
が
発
足

し
、
書
道
雑
誌
で
は
実
際
の
制
作
に
と
っ
て
手
本
と
な
る
「
書
」
が
多
数
掲
載

さ
れ
て
い
た）

40
（

。
従
っ
て
当
時
の
書
家
に
と
っ
て
は
同
時
代
の
中
国
か
ら
の
影
響

が
な
お
「
近
代
書
道
」
の
源
泉
と
し
て
有
効
で
あ
り
、
ま
た
美
術
界
以
外
に
活

動
の
場
が
十
分
に
あ
っ
た
の
で
、
当
時
の
美
術
界
の
論
争
を
ほ
と
ん
ど
意
に
介

さ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
に
、
近
代
研
究
者
は
美
術
作
品
に
対
し
て
当
時
の
数
寄
者
及
び
茶
人
、

ま
た
は
前
代
の
文
人
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
、
研
究
的
立
場
を
追
求
し
た
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
研
究
の
方
法
の
適
用
、
作
品
公
開
の
必
然
性
、
展
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示
方
法
、
目
録
の
作
成
方
法
、
保
存
法
、
研
究
者
の
公
平
性
と
い
っ
た
全
体
に

わ
た
り
、
今
日
よ
り
見
れ
ば
当
然
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
当
時
に
は
決
し
て
当
然

で
は
な
か
っ
た
。
特
に
、
瀧
が
早
く
も
主
幹
就
任
の
約
半
年
後
に
書
い
た
節
庵

「
古
美
術
の
鑑
賞
と
新
美
術
の
創
作
と
」
で
は
、『
國
華
』
は
長
年
鑑
賞
の
材
料

を
提
供
し
て
き
た
が
、
却
っ
て
創
作
者
を
惑
わ
す
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

と
自
戒
し
て
お
り）

41
（

、
そ
の
研
究
者
と
し
て
の
責
任
に
対
す
る
自
覚
を
裏
付
け
る
。

ま
た
無
署
名
「
邦
人
美
術
研
究
の
狭
隘
」
で
は
、「
美
術
の
研
究
家
は
其
の
美

術
を
産
出
せ
る
社
会
の
状
態
、
其
の
文
化
の
大
勢
、
経
済
の
趨
勢
等
の
大
局
に

も
常
に
注
意
を
要
す
る
も
の
」
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て
明
確
に
述
べ
、「
骨
董

者
流
が
僅
に
文
筆
を
行

（
マ
マ
）れ

ば
則
ち
美
術
史
家
た
り
得
る
と
な
す
も
の
」、
す
な

わ
ち
数
寄
者
と
の
差
別
化
を
図
る）

42
（

。
さ
ら
に
、
や
や
年
代
の
下
る
「
尾
州
家
什

宝
の
写
真
を
観
て
の
所
感
…
…
」
で
は
、
完
全
な
美
術
史
の
前
提
と
し
て
名
物

目
録
の
必
要
を
感
じ
た
が
、「
勿
論
茲
に
名
物
と
い
ふ
は
、
茶
人
の
所
謂
名
物

に
は
あ
ら
ず
。
芸
術
上
、
歴
史
上
、
十
分
の
値
が
あ
る
書
画
器
物
を
指
す
」
と

念
を
押
す）

43
（

。
こ
の
よ
う
に
、
近
代
研
究
者
は
近
代
数
寄
者
を
い
わ
ば
反
面
教
師

と
し
て
、
自
ら
の
立
場
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
近
代
研
究
者
の
基
盤
は
前
代
ま
で
の
枠
組
み
の
中
に
は
な
く
、
彼

ら
は
む
し
ろ
西
洋
美
学
・
美
術
史
を
ふ
ま
え
て
、
そ
れ
を
「
東
洋
」
の
美
学
・

美
術
史
へ
と
応
用
す
る
方
法
を
模
索
し
て
い
た
。
一
八
九
三
年
、
帝
国
大
学
分

科
大
学
に
講
座
が
制
定
さ
れ
、
文
科
大
学
に
は
初
め
て
「
美
学
」
講
座
が
設
置

さ
れ
た
。
そ
の
年
に
瀧
は
文
科
大
学
哲
学
科
に
入
学
し）

44
（

、
一
八
九
七
年
に
は
東

京
帝
国
大
学
文
科
大
学
大
学
院
に
「
美
学
」
専
攻
と
し
て
入
学
し
た）

45
（

。
従
っ
て
、

彼
は
美
学
講
座
の
第
一
期
生
と
考
え
ら
れ
る
。
制
度
上
彼
の
師
は
、
主
と
し
て

外
国
人
教
師
の
ケ
ー
ベ
ル
と
日
本
人
初
の
美
学
講
座
担
当
教
授
と
な
っ
た
大
塚

保
治
で
あ
っ
た
。
前
者
は
西
洋
の
美
学
・
美
術
史
の
通
史
ま
た
は
概
説
を
講
義

し
、
後
者
は
そ
の
日
本
へ
の
消
化
吸
収
に
貢
献
し
た
と
い
わ
れ
る）

46
（

。
そ
の
よ
う

な
中
で
、『
國
華
』
で
は
当
時
の
「
鑑
定
家
」
と
も
西
洋
美
術
し
か
論
じ
な
い

「
新
知
識
の
学
者
流
」
と
も
一
線
を
画
し
て
、「
東
洋
」
を
も
視
野
に
入
れ
た
美

術
の
原
理
を
追
究
す
る
試
み
が
行
わ
れ
た
。
特
に
、
当
時
東
京
帝
国
大
学
文

科
大
学
学
生
で
あ
っ
た
濱
田
耕
作
（
筆
名
青
陵
）
は
、
西
洋
の
美
学
は
東
洋
の

美
術
（
特
に
絵
画
）
を
説
明
で
き
ず
、
そ
れ
に
格
好
な
美
学
を
建
立
す
る
こ
と

を
希
望
す
る
と
い
う）

47
（

。
後
年
無
署
名
の
「
我
国
に
於
け
る
美
術
の
評
論
」
で
も
、

自
国
の
美
術
を
論
じ
ら
れ
な
い
の
は
真
正
の
評
家
で
は
な
い
、
西
洋
の
美
学
は

な
お
発
展
途
上
で
、
東
洋
古
来
の
所
説
及
び
美
術
史
研
究
の
結
果
を
取
り
入
れ

て
こ
そ
完
全
の
美
学
と
な
る
と
い
う）

48
（

。
こ
の
筆
者
は
お
そ
ら
く
瀧
と
考
え
ら
れ

る
。

　

一
九
〇
〇
年
代
の
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
瀧
に
よ
る
一
連
の
論
文
は
、
い

ず
れ
も
そ
の
試
み
の
実
践
と
理
解
さ
れ
る
。
特
に
「
支
那
絵
画
上
の
写
意
説
」

で
は
、
中
国
歴
代
の
画
論
に
見
ら
れ
る
「
気
韻
」
の
語
釈
を
通
じ
て
中
国
絵
画

の
特
質
に
つ
い
て
論
じ
る）

49
（

。
た
だ
し
当
時
は
ま
だ
西
洋
絵
画
と
比
較
す
る
た
め

の
一
種
の
理
論
武
装
に
と
ど
ま
り
、
画
論
自
体
へ
の
深
い
読
解
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
、『
國
華
』
に
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
中
国
書
跡
の
作
品
（
王
羲
之
筆
書
牘
）
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の
解
説
や
、
書
に
関
す
る
「
書
の
美
を
論
ず
」「
書
と
絵
画
及
装
飾
美
術
と
の

連
関
に
就
て）

50
（

」
に
お
い
て
も
、
あ
く
ま
で
西
洋
美
学
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
書
を

と
ら
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
見
解
が
当
時
の
書
家
や
書
の
研
究
者
の
賛
同

を
得
た
と
は
考
え
に
く
い
。
さ
ら
に
、「
文
人
画
説）

51
（

」
は
以
後
繰
り
返
さ
れ
る

文
人
画
論
の
嚆
矢
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
参
照
と
な
る
作
品

が
十
分
で
は
な
く
、
中
国
の
画
論
の
み
に
依
拠
し
実
作
品
の
分
析
に
拠
ら
な
い

考
察
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
時
期
の
蓄
積
が
、
一
九
一
〇
年
代

半
ば
以
降
時
機
を
得
て
本
領
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
四
節　
『
國
華
』
掲
載
作
品

　

第
一
項　

一
八
九
〇
年
代

│
南
宋
院
体
画
の
圧
倒
的
優
勢

　

こ
の
時
期
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
中
国
絵
画
の
掲
載
点
数
は
ま
だ
少
な
く

（
全
五
十
六
点
）、
そ
の
所
蔵
者
は
限
定
さ
れ
て
い
る
（
表
４
）。
判
明
し
て
い
る

所
蔵
者
の
う
ち
比
較
的
多
い
の
は
個
人
で
あ
る
。
特
に
村
山
と
上
野
は
、
近
代

数
寄
者
に
し
て
当
時
國
華
社
の
出
資
社
員
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
上
野
は
後
年
に

は
新
来
の
中
国
絵
画
を
所
蔵
す
る
よ
う
に
な
り
、
没
後
の
寄
贈
品）

52
（

の
中
に
か
つ

て
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
古
渡
の
作
例
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
旧
大
名
家
・

公
家
で
は
秋
元
、
黒
田
、
旧
富
山
藩
前
田
、
近
衛
、
旧
高
松
藩
松
平
、
及
び
狩

野
家
が
い
る
。
狩
野
家
は
周
知
の
よ
う
に
版
籍
奉
還
に
よ
り
平
民
と
な
っ
た

が
、
そ
の
所
蔵
品
の
経
緯
は
旧
大
名
家
に
準
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
。
勲
功
華
族

は
、
益
田
及
び
福
岡
の
二
家
の
み
で
あ
る
。
特
に
益
田
は
近
代
数
寄
者
と
し
て

表 4　1890 年代掲載作品の民間所蔵者

区　分 名　前 生没年 略　伝 点数

個人

中井敬所 1831‒1909 篆刻家。 3
片野氏［邑平？］ － － 2

上野氏［理一］ 1848‒1919 号有竹斎。朝日新聞に入社後、村山と共同経営。國華社を経
済的に支援。 1

大橋氏［介二郎？］ － － 1
鹿嶋岩蔵 1844‒1912 実業家、鹿島組を創設。 1
川端玉章 1842‒1913 名滝之助。日本画家。 1

村山氏［龍平］ 1850‒1933 号香雪庵。大阪で「朝日新聞」を創刊。國華社を経済的に支
援。 1

森岡氏 － － 1
山本舜挙 － 書家。 1

旧大名家・
公家

秋元興朝 1857‒1917 上野館林藩秋元家第 2 代当主礼朝（1848‒1883）の養子。子
爵。春朝は子。 2

黒田長成 1867‒1939 筑前福岡藩黒田家第 12 代当主長知（1838‒1902）の子。侯爵。 2
前田利同 1856‒1921 越中富山藩前田家第 13 代当主。伯爵。 2
近衛篤麿 1863‒1904 五摂家の筆頭、従一位近衛家・忠房の子。公爵。政治家。 1
画伯狩野氏 － 本文の記述によれば木挽町狩野家の可能性が高い。 1
松平頼聡 1834‒1903 讃岐高松藩松平（水戸）家第 11 代当主。伯爵。 1

勲功華族 益田孝 1848‒1938 号鈍翁。三井系実業家。1918 年 11 月 26 日男爵。 5
福岡孝弟 1835‒1919 土佐藩出身、政治家。1884 年 7 月 7 日子爵。 3

参考文献：『日本人名大事典』平凡社、1979。『三百藩藩主人名事典』新人物往来社、1986‒1987。『三百藩家臣人名事
典』新人物往来社、1987‒1989。『明治人名辞典 1』日本図書センター、1987。『明治人名辞典 2』日本図書センター、
1989。『〈現代日本〉朝日人物事典』朝日新聞社、1990 等。
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最
も
著
名
な
一
人
で
あ
る
が
、
二
家
と
も
こ
の
時
期
の
登
場
を
主
と
し
て
、
次

の
一
九
〇
〇
年
代
に
対
幅
の
残
り
が
掲
載
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

　

な
お
、
こ
の
時
期
に
は
所
蔵
者
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
二
十
三
点
に

上
る
。
そ
の
う
ち
別
の
資
料
に
よ
り
東
京
美
術
学
校
所
蔵
品
が
六
点）

53
（

、
知
恩
寺

及
び
妙
心
寺
所
蔵
品
が
各
一
点
確
認
さ
れ
る
が）

54
（

、
残
り
の
十
五
点
は
民
間
所
蔵

品
と
推
測
さ
れ
る
。
当
時
の
所
蔵
者
は
前
述
の
よ
う
に
公
開
を
希
望
し
な
い
だ

け
で
な
く
、
仮
に
公
開
し
て
も
匿
名
を
希
望
す
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付

け
る
。

　

来
歴
と
し
て
は
、
狩
野
家
に
関
す
る
も
の
が
最
多
で
あ
る
（
表
５
）。
周
知

の
よ
う
に
、
前
代
ま
で
の
狩
野
家
は
大
名
家
等
の
所
蔵
品
の
鑑
定
を
行
う
と
同

時
に
、
そ
の
模
本
を
作
成
し
て
手
本
と
し
て
活
用
し
て
い
た
。
狩
野
家
に
関
す

る
来
歴
の
多
さ
は
当
時
の
掲
載
作
品
の
多
く
が
同
家
の
守
備
範
囲
に
あ
っ
た
こ

と
、
換
言
す
れ
ば
当
時
の
『
國
華
』
が
そ
の
よ
う
な
作
品
群
を
多
く
採
用
し

た
こ
と
を
裏
付
け
る
。
た
だ
し
後
述
の
よ
う
に
、
狩
野
家
に
よ
る
鑑
定
は
『
國

華
』
誌
上
で
必
ず
し
も
支
持
さ
れ
な
い
。
そ
の
他
の
来
歴
は
、
い
ず
れ
も
茶
の

湯
（
抹
茶
道
）
に
関
す
る
も
の
（
東
山
御
物
、
日
中
の
禅
僧
、
江
戸
時
代
）
で
あ

る
。

　

内
容
と
し
て
は
、
院
体
画
（
南
宋
時
代
・
元
代
）
が
半
数
の
二
十
八
点
に
上

る
一
方
、
文
人
画
は
一
点
に
と
ど
ま
る
（
表
６
）。
特
に
南
宋
時
代
の
作
者
の

伝
称
を
も
つ
作
品
が
二
十
点
あ
る
。
馬
遠
、
馬
麟
、
毛
益
、
李
迪
、
夏
珪
、
李

安
忠
、
梁
楷
は
い
ず
れ
も
当
時
の
画
院
に
属
し
、
趙
令
穣
（
字
大
年
）
は
宋
の

宗
室
で
あ
っ
た
。
馬
遠
・
馬
麟
・
夏
珪
・
趙
令
穣
は
山
水
、
李
迪
・
李
安
忠
は

花
鳥
、
毛
益
は
畜
獣
の
作
者
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
徽
宗
は
実
際
に
は
北
宋
末

の
皇
帝
だ
が
、
次
節
で
み
る
よ
う
に
当
時
の
日
本
で
は
南
宋
の
画
院
の
発
展
に

最
も
貢
献
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
元
代
の
作
者
と
し
て
は
、
銭
選
（
字
舜

挙
）・
任
仁
發
（
号
月
山
）・
王
淵
（
字
若
水
）
が
い
る
。
前
二
者
の
出
自
は
文

人
で
あ
る
が
、
そ
の
作
例
は
い
ず
れ
も
院
体
画
で
あ
る
。
な
お
、
徐
熙
は
五
代

の
画
人
で
あ
る
が
、『
國
華
』
で
は
南
宋
院
体
画
の
文
脈
で
の
み
言
及
さ
れ
る
。

　

道
釈
画
で
は
そ
の
名
手
と
し
て
著
名
な
唐
代
の
呉
道
子
、
宋
代
の
李
公
麟

（
号
龍
眠
居
士
）、
元
代
の
顔
輝
が
い
る
。
特
に
呉
道
子
筆
釈
迦
図
（
第
一
三
号
）

は
、
中
国
絵
画
と
し
て
『
國
華
』
最
初
の
掲
載
作
品
で
あ
る
。
ま
た
、
羅
漢
図

（
第
三
〇
、
四
一
号
）
は
狩
野
探
幽
に
よ
る
張
思
恭
筆
と
い
う
鑑
定
が
否
定
さ
れ

て
李
公
麟
筆
と
さ
れ
る）

55
（

。
そ
の
張
思
恭
は
、
日
本
の
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
に

表 5　1890 年代掲載作品の来歴

区　分 人　名 件数

狩野家

探幽 5
永悳 2
養信（晴川院） 2
古川叟養朴（常信） 1
木挽町 1
惟信（養川院） 1
雅信（勝川院） 1
探雪 1
常信 1
栄信（伊川院） 1
不明 2

東山御物

足利義尚 1
足利義政 1
足利義満 1
相阿弥 1
不明 1

禅僧（日本）

玉舟宗璠 1
江月宗玩 1
真珠庵宗玄 1
沢庵宗彭 1

江戸時代

古筆了意 1
小堀遠州 1
松花堂昭乗 1
松屋源之丞 1

禅僧（中国）
古鼎祖銘 1
心月石渓 1
石室祖瑛 1
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し
か
記
載
の
な
い
（
中
国
の
画
史
に
は
記
載
の
な
い
）
作
者
で
あ
っ
た
。

　

禅
画
で
は
石
恪
、
牧
谿
（
牧
渓
と
も
）、
因
陀
羅
、
卒
翁
が
い
る
が
、
特
に

後
二
者
は
い
ず
れ
も
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
に
し
か
記
載
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、

牧
谿
に
つ
い
て
も
日
本
絵
画
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
が
、
中
国
に
お
け
る
そ

の
評
価
は
低
か
っ
た
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る）

56
（

。
な
お
、
無
関
普
門
は

日
本
の
禅
僧
で
あ
る
が
、
そ
の
仙
人
図
（
第
三
六
号
）
は
ほ
と
ん
ど
中
国
絵
画

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　

院
体
画
（
明
・
清
）
は
、
明
代
で
は
蒋
子
成
、
仇
英
、
呂
紀
、
呂
文
英
等
、

清
代
で
は
沈
銓
（
号
南
蘋
）
の
み
で
あ
る
。
前
者
の
う
ち
仇
英
は
在
野
で
活
動

し
た
が
、
他
は
い
ず
れ
も
画
院
に
属
し
た
。
沈
銓
は
い
わ
ゆ
る
来
舶
清
人
の
一

人
で
画
院
に
は
属
さ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
作
例
は
院
体
画
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
李
元
達
に
つ
い
て
は
「
元
ノ
晋
江
ノ
人
」
と
あ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、

表 6　1890 年代掲載作品の内容

区　分 作者名（原文ママ） 点数

院体画（南宋）

毛益 3
李迪 3
夏珪 2
馬遠 2
馬麟 2
李安忠 2
梁楷 2
徽宗 1
徽宗帝 1
趙大年 1
楼観 1

院体画（元）

月山 2
舜挙 2
銭選 1
若水 1
方君瑞 1

［張遠］ 1

道釈画

顔輝 3
［顔輝］ 1
李龍眠［張思恭］ 2

［李公麟］ 1
呉道子 1

［張思恭］ 1
無款 1

禅画

牧谿 3
因陀羅 2
卒翁 1
石恪 1
門無関 1

院体画（明）

仇英 1
姜隠 1
蒋子成 1
呂紀 1
呂文英［韓晟］ 1
無款 1

院体画（清） 南蘋 1
文人画 李元達 1
その他 徐熙 2

そ
の
墨
竹
図
（
第
一
一
九
号
）
は
文
人
画
と
み
な
さ
れ
て
い
る）

57
（

。

　

第
二
項　

一
九
〇
〇
年
代

│
質
量
の
向
上

　

こ
の
時
期
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
中
国
絵
画
は
質
量
と
も
に
向
上
し
、
主

幹
に
就
任
し
た
瀧
の
主
導
に
よ
り
新
規
の
所
蔵
者
及
び
内
容
の
開
拓
が
行
わ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
ず
そ
の
点
数
は
全
九
十
三
点
に
上
り
、
前
時
期
の
一
・

七
倍
に
相
当
す
る
。
前
述
の
民
間
所
蔵
品
の
公
開
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
裏
付
け

る
よ
う
に
、
所
蔵
者
の
最
多
は
旧
大
名
家
・
公
家
で
あ
る
（
表
７
）。
新
た
に

旧
小
浜
藩
酒
井
、
旧
松
江
藩
松
平
、
津
軽
、
旧
尾
張
藩
及
び
一
橋
徳
川
、
大
久

保
、
三
条
、
伊
達
、
牧
野
家
が
登
場
し
、
前
半
期
の
主
要
な
家
は
す
べ
て
出
揃

う
。
特
に
、
旧
松
江
藩
松
平
家
は
松
平
不
眛
の
後
裔
で
あ
っ
た
。
個
人
で
は
、

特
に
数
寄
者
の
赤
星
、
馬
越
、
原
、
平
瀬
家
が
新
た
に
登
場
す
る
（
た
だ
し
原

は
こ
の
時
期
に
は
一
点
の
み
）。
平
瀬
は
熊
倉
氏

の
分
類
に
よ
れ
ば
第
一
世
代
の
数
奇
者
に
属
し
、

こ
の
時
期
す
で
に
入
札
を
行
っ
て
い
る）

58
（

。
他
の

比
較
的
無
名
な
人
々
の
多
く
は
文
人
画
の
所
蔵

者
で
あ
る
。
勲
功
華
族
で
は
、
数
寄
者
と
し
て

著
名
な
井
上
家
が
新
た
に
登
場
す
る
。
ま
た
、

岩
崎
家
は
第
二
章
で
み
る
よ
う
に
数
寄
者
の
多

く
と
は
傾
向
が
異
な
る
が
、
こ
の
時
期
に
掲
載

さ
れ
た
所
蔵
品
は
牧
谿
及
び
馬
遠
の
伝
称
作
品
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の
み
で
あ
る
。

　

来
歴
と
し
て
は
、
東
山
御
物
に
関
す

る
も
の
が
最
多
で
あ
る
（
表
８
）。
そ

の
根
拠
が
不
明
な
も
の
も
含
め
て
、

「
東
山
御
物
」
と
明
記
さ
れ
る
も
の
が

七
点
に
上
る）

59
（

。
そ
の
指
標
は
、
足
利

義
満
の
鑑
蔵
印
（「
天
山
」
ま
た
は
「
道

有
」）、
足
利
将
軍
家
に
仕
え
た
同
朋
衆

で
あ
る
能
阿
弥
ま
た
は
相
阿
弥
に
よ
る

外
題
ま
た
は
題
箋
、
及
び
日
宋
貿
易
や

禅
僧
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
わ

れ
る
古
金
襴
に
よ
る
表
装
で
あ
っ
た
。

鑑
蔵
印
の
「
雑
華
室
印
」
も
初
め
て
登

場
す
る
が
、
当
時
は
ま
だ
足
利
将
軍
家

に
近
い
名
家
の
印
と
推
測
さ
れ
る
に
と

ど
ま
る）

60
（

。
ま
た
、
中
国
人
禅
僧
の
う
ち

楚
石
梵
琦
は
元
代
の
僧
で
、
い
ず
れ
も

因
陀
羅
筆
の
画
に
そ
の
賛
が
あ
る
（
も

と
は
一
つ
の
横
巻
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
四
点
の
う
ち
の
二
点
が
含
ま
れ

る
）。
さ
ら
に
、
江
戸
時
代
に
関
す
る

表 7　1900 年代掲載作品の民間所蔵者

区　分 名　前 生没年 略　歴 点数

旧大名家・公家

黒田長成 前出 11
秋元興朝 前出 5

酒井忠道 1851‒? 若狭小浜藩酒井家第 12 代当主忠義（1813‒1873 第 14 代を再
襲後は忠禄と改名）の子。伯爵。 3

松平直亮 1864‒1940 出雲松江藩松平（越前）家第 10 代当主定安（1835‒1882）の
子。伯爵。茶人。 3

津軽承昭 1840‒1916 陸奥弘前藩津軽家第 12 代当主。伯爵。 2

徳川義親 1886‒1976 名古屋尾張藩徳川家第 18 代当主義礼（侯爵）の養子。父は松
平慶永（春嶽）。 2

大久保忠一 － 相模小田原藩大久保家第 9 代当主忠礼（1841‒1897 子爵）の
子。 1

近衛篤麿 前出 1

三条公美 1875‒? 閑門流藤原氏の嫡流・清華家三条実美（1837‒1891 公爵）の
子。 1

伊達宗基 1866‒1917 陸奥仙台藩伊達家第 14 代当主。伯爵。 1
徳川達道 1872‒? 三卿の一つ、一橋家第 10 代当主茂栄（1831‒84）の子。伯爵。 1
牧野貞寧 1857‒1916 常陸笠間藩牧野家第 9 代当主。子爵。 1

個人

村山龍平 前出 4
赤星弥之助 1853‒1904 実業家。鉄馬は子。 3
馬越恭平 1844‒1933 号化生。三井系実業家。 3
上野理一 前出 2
内田耕作 － － 2
岡崎正親 － － 1
川端玉章 前出 1
柴田源七 1866‒? 柴田商店代表取締役、長浜貯金銀行・二十一銀行頭取。 1
野村素勺 － － 1
原富太郎 1868‒1839 号三渓。実業家、茶人。 1
別府金七 1860‒? 割烹店竹葉亭主人。 1

平瀬亀之助 1839‒1908 号露香。第三十二国立銀行、大阪株式取引所を創立。1903、
1906 年入札。 1

森元網三郎 － － 1
吉澤浅太郎 － － 1
吉田丹次郎 － － 1

勲功華族

井上馨 1835‒1915 号世外。長州藩出身、政治家。1884 年 7 月 7 日伯爵、1907 年
9 月 21 日侯爵。 8

岩崎弥之助 1851‒1908
号静嘉堂。兄・弥太郎（1834‒85）と共に三菱財閥を創設、二
代目となる。1896 年 6 月 9 日男爵。小弥太（1874‒1945）は
子。

2

益田孝 前出 1
福岡孝弟 前出 1
田中光顕 1843‒1939 政治家。1887 年 5 月 9 日子爵、1907 年 9 月 23 日伯爵。 1

参考文献：表 4 に同じ。
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も
の
に
は
茶
の
湯
系
と
文
人
系
の
双
方
が
見
ら
れ
、
後
者
は
こ
の
時
期
初
め
て

登
場
し
た
。

　

内
容
と
し
て
は
、
文
人
画
を
は
じ
め
や
や
多
様
性
が
増
す
が
、
な
お
院
体

画
（
南
宋
・
元
）
が
最
多
で
半
数
の
四
十
四
点
を
占
め
る
（
表
９
）。
特
に
旧
大

名
家
（
黒
田
、
秋
元
、
酒
井
）
の
所
蔵
品
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
伝
称
作
者
は
、

南
宋
時
代
で
は
新
た
に
馬
公
顕
、
范
安
仁
、
閻
次
平
、
馬
逵
、
趙
昌
が
登
場
す

る
。
馬
公
顕
・
馬
逵
は
馬
遠
の
血
縁
で
あ
り
、
范
安
仁
は
藻
魚
図
の
作
者
と
し

て
知
ら
れ
、
い
ず
れ
も
画
院
に
属
し
た
。
趙
昌
は
北
宋
の
人
だ
が
、
そ
の
伝
称

作
品
は
南
宋
時
代
の
院
体
画
と
し
て
評
価
さ
れ
た）

61
（

。
ま
た
、
元
代
で
は
新
た
に

孫
君
沢
、
盛
懋
（
字
子
昭
）、
張
芳
汝
が
登
場
す
る
。

　

道
釈
画
で
は
新
た
に
唐
代
の
李
真
、
及
び
中
国
で
は
無
名
な
一
連
の
作
者

（
陸
信
忠
、
西
金
居
士
、
周
季
常
）
が
登
場
す
る
。
特
に
大
徳
寺
所
蔵
の
羅
漢
図

表 8　1900 年代掲載作品の来歴

区　分 人　名 件数

東山御物

足利義満 7
相阿弥 4
能阿弥 2
足利義尚 1

「雑華室印」 1
（表装） 4
不明 10

江戸時代
（茶の湯系）

小堀遠州 6
佐久間真勝 4
松屋源之丞 2
松花堂昭乗 1
徳川家康 1
古市播州 1
松平定信 1
松平不昧 1
某大名家 1

江戸時代
（文人系）

市河米庵 2
池大雅 1
篠崎小竹 1
谷文晁 1
与謝蕪村 1

狩野家

探幽 6
安信 3
探美 2
惟信（養川院） 1
常信 1
尚信 1
栄信（伊川院） 1
安信 1
不明 7

禅僧（中国）

楚石梵琦 2
永福 1
兀庵普寧 1
慈覚 1
竺僊梵仙 1
心月石渓 1
無準師範 1
蘭渓道隆 1

禅僧（日本）

以心崇伝 1
大川普済 1
策彦周良 1
三章令彭 1
翠巌宗珉 1
太原崇孚 1
天室宗竺 1

（
第
二
三
八
号
）
に
は
後
出
の
貫
休
（
号
禅
月
大
師
）
筆
と
い
う
伝
称
が
あ
っ
た

が
、
そ
の
落
款
に
よ
り
周
季
常
ほ
か
一
名
の
筆
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る）

62
（

。

道
釈
画
の
作
例
に
は
古
寺
だ
け
で
な
く
井
上
の
所
蔵
品
も
含
ま
れ
、
数
寄
者
の

新
た
な
傾
向
を
裏
付
け
る）

63
（

。

　

禅
画
で
は
、
新
た
に
無
準
師
範
、
日
観
、
玉
澗
が
登
場
す
る
。
無
準
師
範
は

著
名
な
中
国
人
禅
僧
で
あ
り
、
そ
の
作
例
は
希
少
な
自
画
賛
と
い
わ
れ
る）

64
（

。
日

観
は
水
墨
葡
萄
図
の
名
手
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。
玉
澗
に
は
従
来
「
北
宗

的
」
と
み
な
さ
れ
る
作
例
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
山
水
図
（
第
二
〇
四

号
）
以
降
「
南
宗
的
」
と
認
識
さ
れ
て
牧
谿
と
並
称
さ
れ
る）

65
（

。
禅
画
の
所
蔵
者

は
す
べ
て
の
区
分
に
等
し
く
わ
た
っ
て
い
る
。

　

院
体
画
（
明
・
清
）
で
は
、
明
代
の
画
院
に
属
し
た
辺
楚
善
、
戴
文
進
、
石

鋭
の
ほ
か
、
在
野
の
藍
瑛
、
張
路
（
号
平
山
）
が
新
た
に
登
場
す
る
。
ま
た
唐

寅
の
出
自
は
文
人
で
あ
る
が
、

古
渡
の
作
例
は
仇
英
に
類
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た）

66
（

。

　

最
後
に
、
文
人
画
の
点
数

は
増
加
し
た
が
、
そ
の
作
者

は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
宋
代
で
は
蘇
軾
の
子

で
あ
る
蘇
過
、
元
代
で
は

『
君
台
観
左
右
帳
記
』
に
の
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み
記
載
の
あ
る
高
然
暉
で
あ
る
。
明
代
で
は
謝

時
臣
、
祁
豸
佳
、
陸
復
、
清
代
で
は
黄
慎
（
号

癭
瓢
）
が
あ
っ
た
が
、
第
二
章
で
み
る
よ
う
に
、

い
ず
れ
も
二
流
と
み
な
さ
れ
た
。
ま
た
伊
海

（
字
孚
九
）、
張
莘
（
字
秋
穀
）
は
来
舶
清
人

で
あ
る
。
高
然
暉
及
び
陸
復
の
作
品
を
除
い

て
、
個
人
の
所
蔵
か
そ
の
旧
蔵
品
で
あ
る
。

　

 

第
五
節

 「
宋
元
画
」
に
対
す
る
評
価
の

成
立

　

前
述
の
よ
う
に
、
一
八
九
〇
年
代
の
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
古
渡
の
中
国

絵
画
で
は
宋
代
及
び
元
代
の
院
体
画
が
半
数
を
占
め
た
。
同
時
期
の
作
品
解
説

で
は
、
中
国
の
数
多
の
画
史
ま
た
は
日
本
の
（
能
阿
弥
ま
た
は
相
阿
弥
に
よ
っ
て

編
纂
さ
れ
た
）『
君
台
観
左
右
帳
記
』
に
も
と
づ
い
た
伝
称
作
者
に
関
す
る
記

述
（
伝
記
及
び
作
風
）
の
引
用
と
そ
の
考
証
が
中
心
で
あ
り
、
特
定
の
作
者
や

時
代
に
対
す
る
認
識
も
そ
れ
ら
の
文
献
に
拠
る
。
従
っ
て
、
そ
の
記
述
は
中
国

の
画
史
や
そ
れ
に
準
じ
た
狩
野
派
の
著
作
（『
本
朝
画
史
』『
古
画
備
考
』
等
）
に

み
ら
れ
る
画
の
作
者
主
体
の
列
伝
形
式
で
あ
り
、
す
で
に
鑑
賞
者
よ
り
も
作
者

を
中
心
と
し
た
記
述
へ
の
志
向
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
次
の
一
九
〇
〇
年
代

に
は
、
や
は
り
宋
代
及
び
元
代
の
院
体
画
が
半
数
を
占
め
た
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
ら
の
作
者
を
中
心
と
し
た
美
術
史
的
評
価
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

表 9　1900 年代掲載作品の内容

区　分 作者名（原文ママ） 点数

院体画（南宋）

梁楷 6
馬麟 2
馬遠 2
伝馬遠 2
伝呉道子 2
伝趙昌 2
伝范安仁 2
夏珪 1
夏珪［李唐］ 1
伝夏珪 3
徐祚 1
馬逵 1
伝馬逵 1
馬公顕 1
李迪 1
宋人李迪 1
伝李迪 1
伝閻次平 1
伝徽宗皇帝 1
伝珪観 1
伝趙大年 1

院体画（元）

銭舜挙 3
伝王若水 2
盛子昭 1
伝顔輝 1
伝孫君沢 1
伝張芳汝 1
筆者不詳［王淵］ 1

道釈画

顔輝 1
伝顔輝 1
周季常［貫休］ 1
張月壺 1
唐人李真 1
伝呉道子 1
伝西金居士 1
伝張思恭 1
伝李龍眠 1
作者不詳［牧谿］ 1
筆者不詳［陸信忠］ 1
筆者不詳 2
無記名 1

禅画

牧谿 6
伝牧谿 1
因陀羅 1
伝因陀羅 1
伝印陁羅 1
玉澗 1
日観 1
無準禅師 1

院体画（明）

仇英 2
伝仇英 2
杜陵内史 1
石鋭 1
戴文進 1
張平山 1
辺楚善 1
藍瑛 1
伝唐寅 1

［廉布］ 1
院体画（清） 沈南蘋 1

文人画

伝高然暉 2
伊孚九 1
祁豸佳 1
黄癭瓢 1
謝時臣 1
蘇過 1
張秋穀 1
陸復 1
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は
、
禅
画
・
院
体
画
・
道
釈
画
か
ら
成
る
宋
代
及
び
元
代
が
中
国
絵
画
の
全
盛

期
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
現
存
作
品
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
後
は
そ
れ
よ

り
劣
る
と
み
な
し
、
さ
ら
に
文
人
画
は
時
代
を
問
わ
ず
判
断
材
料
か
ら
外
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。

　

第
一
項　

宋
代
・
元
代

│
中
国
絵
画
の
最
盛
期

　

こ
こ
で
い
う
宋
代
及
び
元
代
の
画
と
は
、
唐
代
よ
り
後
、
明
代
よ
り
前
の
禅

画
・
院
体
画
・
道
釈
画
か
ら
成
り
、
文
人
画
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
画
人
の
多
く
は
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
に
記
載
が
あ
る
が
、
中
国
の
画
史

に
は
記
載
の
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
今
日
一
般
的
に
は
、
本
論
で
い
う
禅
画
の
一
部
と
道
釈
画
と
を
合
わ

せ
て
「
道
釈
画
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
当
時
の
『
國
華
』
で
は
原
則
と
し
て
禅
僧

に
よ
る
水
墨
画
一
般
に
つ
い
て
「
禅
画
」
等
の
語
を
用
い
、
道
釈
画
と
は
明
ら

か
に
異
な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
特
に
牧
谿
は
『
國
華
』
に
掲
載
さ

れ
た
中
国
絵
画
の
全
作
者
の
中
で
そ
の
掲
載
点
数
が
最
も
多
い
が
、
そ
の
画
は

単
に
古
渡
に
作
例
が
多
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
茶
の
湯
最
大
の
名
物
で
あ
っ
た
。

し
か
し
中
国
の
画
史
で
は
、
そ
の
画
は
禅
僧
の
余
技
と
み
な
さ
れ
て
評
価
が
低

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
牧
谿
が
後
世
に
至
っ
て
も
議
論
の
対
象
に
な
ら
な
い
の
は
、

そ
の
筆
蹟
が
か
の
国
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
我
国
に
そ
の

筆
蹟
を
有
し
て
そ
の
妙
技
を
認
識
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
彼
の
名
は
お
そ
ら

く
永
久
に
埋
没
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
い
う）

67
（

。
こ
の
よ
う
に
、
牧
谿
は
日
本
に
こ
そ

中
国
絵
画
の
名
品
が
あ
る
と
い
う
主
張
の
根
拠
と
も
な
っ
た
。

　

次
に
、
本
論
で
は
「
院
体
画
」
と
は
そ
の
画
院
に
お
け
る
作
画
だ
け
で
な
く
、

そ
の
作
風
の
画
を
も
含
め
る
。
今
日
一
般
的
に
は
、
宋
代
に
お
け
る
画
院
は
北

宋
時
代
に
設
置
さ
れ
た
図
画
院
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
ず
、
北
宋
末
期
の

徽
宗
は
古
今
の
名
画
を
収
集
し
て
宮
廷
に
収
蔵
し
、
ま
た
作
品
を
画
題
ご
と
に

分
類
し
て
著
録
し
た
。
さ
ら
に
画
史
を
集
め
て
画
学
を
興
し
、
画
工
を
教
育
し

て
進
士
の
よ
う
に
試
験
を
し
て
博
士
の
地
位
を
授
け
た）

68
（

。
そ
し
て
南
宋
の
皇
帝

も
そ
れ
に
倣
っ
て
画
を
支
援
し
た
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
画
が
栄
え
た
と
い

う）
69
（

。
す
な
わ
ち
、
宋
代
皇
帝
に
よ
る
一
連
の
事
業
は
い
わ
ば
近
代
日
本
の
美
術

行
政
の
理
想
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
主
に
南
宋
時
代

の
画
院
に
属
し
た
作
者
た
ち
に
つ
い
て
、
中
国
の
画
史
及
び
『
君
台
観
左
右
帳

記
』
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
記
述
さ
れ
た
。
特
に
、
梁
楷
に
よ
る
画

は
一
八
九
〇
年
代
に
は
減
筆
の
人
物
画
の
み
で
あ
っ
た
が
、
雪
景
山
水
図
（
第

二
二
〇
号
）
及
び
出
山
釈
迦
図
（
第
二
二
七
号
、
図
１
）・
冬
景
山
水
図
（
同
）

図 1　梁楷筆出山釈迦図
東京　伯爵酒井忠道蔵　『國華』
第 227 号（1909 年 4 月）掲載



70　

の
三
点
は
、
山
水
の
「
真
画
」
と
し
て
そ
の
評
価
を
一
躍
高
め
る
こ
と
に
な
っ

た）
70
（

。
元
代
に
つ
い
て
は
、
今
日
一
般
的
に
は
画
院
の
制
度
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る

元
末
四
大
家
の
よ
う
に
む
し
ろ
院
体
画
に
代
わ
る
新
し
い
創
造
へ
の
試
み
が

あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
古
渡
の
中
国
絵
画
に
は
元
代
の
院
体
画
が
多
く
、

先
の
南
宋
時
代
を
前
提
と
し
て
、
元
代
の
画
は
そ
れ
を
継
承
し
た
と
い
う
点
で

の
み
評
価
さ
れ
た）

71
（

。

　

最
後
に
、
道
釈
画
は
ま
ず
唐
の
呉
道
子
（
図
２
）、
宋
の
李
龍
眠
（
李
公
麟
）

の
二
大
家
が
あ
り
、
そ
の
遺
範
を
継
承
し
た
の
が
元
の
顔
輝
と
い
う
系
譜
と
し

て
認
識
さ
れ
た）

72
（

。
ま
た
、
羅
漢
図
の
類
型
化
が
あ
る
。
特
に
李
龍
眠
筆
羅
漢

図
（
図
３
）
が
「
李
龍
眠
様
」
の
、
後
出
の
伝
禅
月
大
師
筆
十
六
羅
漢
図
（
図

４
）
が
「
禅
月
様
」
の
典
型
と
さ
れ
た）

73
（

。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
作
者
を
特
定
す

る
根
拠
は
伝
称
に
す
ぎ
な
い
が
、
著
名
な
作
者
に
由
来
す
る
二
つ
の
羅
漢
図
の

類
型
と
し
て
以
後
た
び
た
び
言
及
さ
れ
る
。
特
に
李
公
麟
は
こ
の
作
例
に
よ
り
、

着
色
道
釈
画
の
作
者
と
し
て
認
識
さ
れ
た）

74
（

。
さ
ら
に
、
日
本
の
『
君
台
観
左
右

帳
記
』
に
し
か
記
載
さ
れ
な
い
、
一
連
の
無
名
の
作
者
（
張
思
恭
、
西
金
居
士
、

陸
信
忠
）
が
い
る
。
例
え
ば
伝
張
思
恭
筆
釈
迦
画
像
（
図
５
）
に
つ
い
て
、
そ

の
伝
称
に
根
拠
は
な
い
が
、
こ
の
画
の
よ
う
な
一
種
の
様
式
の
も
の
を
わ
が
国

で
は
古
来
多
く
張
思
恭
の
筆
と
し
て
愛
蔵
し
て
き
た
と
い
う）

75
（

。
従
っ
て
、
こ
れ

ら
無
名
の
作
者
に
よ
る
道
釈
画
が
、
先
の
著
名
な
呉
道
子
、
李
龍
眠
、
顔
輝
、

禅
月
大
師
の
代
わ
り
に
日
本
で
は
受
容
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。

　

狩
野
派
の
著
作
や
粉
本
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宋
代
及
び
元
代
の
画
は
ま

図 2　呉道子筆釈迦図
東福寺蔵　『國華』第 13 号（1890 年
10 月）掲載

図 3　李龍眠（李公麟）筆羅漢図
［東京美術学校蔵］　『國華』第 30 号
（1892 年 3 月）掲載

図 4　伝禅月大師（貫休）筆十六
羅漢図　京都　高台寺蔵　『國華』第
253 号（1911 年 6 月）掲載
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ず
近
代
以
前
の
日
本
の
画
人
の
手
本
で
あ
っ
た）

76
（

。
次
に
、『
君
台
観
左
右
帳
記
』

や
「
東
山
御
物
」
に
由
来
す
る
こ
と
に
よ
り
、
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
茶
の
湯

の
名
物
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
上
に
、
近
代
以
降
の
古
社
寺
保
存
政
策
に

よ
っ
て
公
開
さ
れ
た
古
寺
所
蔵
品
が
追
加
さ
れ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
豊

富
な
作
例
の
た
め
に
、
文
献
に
よ
れ
ば
唐
代
以
前
に
絵
画
が
発
達
し
た
こ
と
が

わ
か
る
が
、
遺
存
す
る
も
の
が
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
調
査
が
及

ば
ず
秘
庫
の
も
の
は
ま
だ
公
開
さ
れ
て
い
な
い
、
従
っ
て
宋
代
の
作
者
に
至
っ

て
初
め
て
文
献
と
実
物
と
を
比
較
し
た
美
術
史
研
究
が
可
能
に
な
る
と
い
う
認

識）
77
（

が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
項　

唐
代
以
前

│
ほ
と
ん
ど
現
存
し
な
い

　

唐
代
以
前
と
は
、
実
際
に
は
漢
代
・
六
朝
時
代
・
唐
代
を
さ
す
。
唐
代
以
前

の
画
が
ほ
と
ん
ど
現
存
し
な
い
と
い
う
認
識
は
、
宋
代
・
元
代
が
中
国
絵
画
の

最
盛
期
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
第
一
の
傍
証
と
な
っ
た
。

　

ま
ず
漢
代
に
つ
い
て
、
一
九
〇
七
年
以
降
に
東
京
帝
大
の
関
野
貞
が
漢
代
の

石
廟
を
調
査
し
て
そ
の
拓
本
を
将
来
す
る
ま
で
は
、
具
体
的
に
想
定
で
き
る
も

の
は
清
朝
で
刊
行
さ
れ
た
武
氏
祠
画
像
石
の
粗
悪
な
図
版
だ
け
で
あ
っ
た）

78
（

。

　

次
に
六
朝
及
び
唐
代
の
画
人
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
唐
・
張
彦
遠
撰
『
歴

代
名
画
記
』
巻
二
「
顧
・
陸
・
張
・
呉
の
用
筆
を
論
ず
」
に
も
と
づ
い
て
「
顧

陸
張
呉
」
と
並
称
さ
れ
る
。
古
渡
で
は
宋
版
の
『
列
女
伝
』
の
挿
画
が
辛
う
じ

て
顧
愷
之
の
筆
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が）

79
（

、
陸
探
微
・
張
僧
繇
に
つ
い
て
は
皆

無
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
前
出
の
呉
道
子
筆
釈
迦
図
（
図
２
）
は
、
す
で
に
う
か

が
い
知
れ
な
い
六
朝
の
諸
名
家
の
遺
蹟
を
偲
ば
せ
、
当
時
日
本
に
辛
う
じ
て
現

存
す
る
唐
代
の
画
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
空
海
の
将
来
と
い
わ
れ
た

真
言
七
祖
像
（
図
６
は
そ
の
一
幅
）
も
唐
画
と
し
て
最
も
信
頼
で
き
る
も
の
で
、

「
東
洋
絵
画
史
上
貴
重
す
可
き
遺
品
」
で
あ
る
と
い
う）

80
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
一
〇
年
代
以
降
中
央
ア
ジ
ア
探
検
の
成
果
と
し
て
唐

図 5　伝張思恭筆釈迦画像
山城国　二尊院蔵『國華』第 149
号（1902 年 10 月）掲載

図 6　唐人李真筆不空金剛像
京都　教王護国寺蔵　『國華』第 198 号

（1906 年 11 月）掲載
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代
以
前
の
画
が
日
本
に
も
大
量
に
将
来
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
認
識

に
も
変
化
が
生
じ
る）

81
（

。

　

第
三
項　

明
代
・
清
代

│
宋
代
・
元
代
よ
り
も
劣
る

　

こ
こ
で
い
う
「
明
代
・
清
代
」
と
は
具
体
的
に
は
そ
の
院
体
画
だ
け
を
さ

す
。
と
い
う
の
も
後
述
の
よ
う
に
元
代
か
ら
清
代
に
至
る
文
人
画
に
対
し
て

は
、「
一
流
の
作
品
が
な
い
」
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
こ
の
明
代
・
清
代
は

宋
代
・
元
代
よ
り
も
劣
る
と
い
う
認
識
は
、
宋
代
・
元
代
が
中
国
絵
画
の
最
盛

期
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
第
二
の
傍
証
で
あ
り
、
枕
詞
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た）

82
（

。

　

特
に
節
庵
「
支
那
画
に
於
け
る
山
水
一
格
の
成
立
」・
同
「
宋
元
よ
り
明
代

に
至
る
山
水
画
の
変
革
を
例
す
」
で
は
、
実
作
品
に
も
と
づ
い
て
山
水
画
の
様

式
の
変
遷
が
提
示
さ
れ
た）

83
（

。
前
者
で
は
、
山
水
画
で
は
ま
ず
そ
の
構
図
が
典
型

に
陥
ら
ず
、
常
に
目
の
前
の
自
然
を
と
ら
え
て
詩
的
な
空
想
を
付
加
す
る
こ
と
、

ま
た
深
遠
雄
大
で
安
穏
静
寂
の
趣
を
与
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
宋
代
の
山

水
が
そ
の
趣
旨
を
最
も
よ
く
実
現
し
て
い
る
。
元
代
は
そ
の
後
継
で
幽
寂
の
趣

と
成
熟
し
た
技
巧
を
得
て
い
る
が
、
末
期
に
は
典
型
に
陥
る
。
さ
ら
に
明
清
に

至
っ
て
は
同
日
の
論
で
は
な
い
と
い
う
。
後
者
で
は
、
明
代
の
山
水
画
は
煩
雑

か
つ
精
緻
に
し
て
、
宋
元
の
よ
う
な
深
遠
静
寂
の
趣
を
得
て
い
な
い
。
そ
の
着

想
だ
け
見
れ
ば
あ
る
い
は
進
歩
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
絵
画
の

本
性
に
対
し
て
過
大
か
不
相
応
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
の
作
例
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
、
宋
代
が
伝
閻
次
平
筆
秋
野

牧
牛
図
（
図
７
）、
元
代
が
伝
孫
君
沢
筆
夏
景
山
水
図
、
明
代
が
仇
英
筆
山
水

図
（
図
８
）
で
あ
り
、
今
日
よ
り
見
れ
ば
そ
の
選
択
に
は
明
ら
か
に
難
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
山
水
画
と
し
て
は
南
宋
時
代
及
び
そ
れ
を
継
承
し
た
元
代
の
院
体
画

が
念
頭
に
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
北
宋
時
代
の
画
や
元
代
以
降
の
文
人
画
は
ほ

と
ん
ど
参
照
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

図 7　伝閻次平筆秋野牧牛図
東京　子爵秋元興朝蔵　『國華』第 191
号（1906 年 4 月）掲載

図 8　仇英筆山水図
東京　帝室博物館蔵　『國華』第
193 号（1906 年 6 月）掲載
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第
四
項　

文
人
画

│
一
流
の
作
品
な
し

　

当
時
「
文
人
画
」
以
外
に
用
い
ら
れ
た
用
語
と
し
て
は
、「
南
宗
」「
南
宗

画
」「
南
画
」
が
あ
る
が
、『
國
華
』
で
は
相
互
に
厳
密
な
区
別
は
見
ら
れ
な
い
。

本
論
で
は
、
先
の
院
体
画
と
対
と
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
「
文
人
画
」
を
用
い

る
。
文
人
と
は
基
本
的
に
政
務
に
携
わ
る
傍
ら
書
画
を
善
く
す
る
者
を
さ
す
が
、

い
っ
た
ん
政
務
に
携
わ
っ
た
後
隠
居
す
る
か
、
ま
た
は
同
等
の
資
格
や
教
養
を

持
ち
な
が
ら
生
涯
仕
官
し
な
か
っ
た
在
野
の
作
者
も
含
む
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
一
八
九
〇
年
代
に
掲
載
さ
れ
た
文
人
画
は
李
元
達
筆
墨
竹

図
（
図
９
）
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
〇
〇
年
代
に
は
一
定
量
の
文
人
画

が
掲
載
さ
れ
た
が
、
宋
代
の
蘇
過
、
元
代
の
高
然
暉
（
図
10
）、
明
代
の
二
流

の
文
人
、
及
び
来
舶
清
人
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
文
人
画
全
般
の
評
価
を
押
し

上
げ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
特
に
、
清
代
の
伊
孚
九
筆
山
水
図
（
図
11
）
は

瀧
の
主
幹
就
任
後
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
文
人
画
だ
が
、
池
大
雅
の
旧
蔵
で
あ
っ

た
と
い
う
伝
称
に
よ
り
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
文
人
画
の
一
つ
の
標
範
で
あ
っ

た
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
同
時
に
、
文
人
画
の
本
来
と
は
詩
中
に
画
あ

る
如
く
画
中
に
も
詩
あ
る
こ
と
、
ま
た
骨
法
用
筆
を
主
と
し
て
瀟
散
淡
泊
の
趣

を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
中
国
絵
画
本
来
の
性
質
で
あ
る
と
述
べ
る）

84
（

。
こ

れ
は
『
國
華
』
で
最
初
の
文
人
画
論
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
そ
の
後
の
瀧
に
よ

る
一
連
の
文
人
画
論
の
端
緒
で
あ
る
。

　

中
国
絵
画
に
対
す
る
以
上
の
見
解
は
当
時
の
日
本
に
現
存
し
て
掲
載
可
能
で

あ
っ
た
作
品
群
に
も
と
づ
い
て
い
て
、
伝
称
や
文
献
の
記
述
よ
り
も
実
作
品
を

図 9　李元達筆墨竹図
［所蔵者不明］　『國華』第 119 号
（1899 年 11 月）掲載

図 10　伝高然暉筆夏山雨後図
東京　子爵秋元興朝蔵　『國華』第
211 号（1907 年 12 月）掲載

図 11　伊孚九（伊海）筆山水図
京都　森元網三郎蔵　『國華』第 174
号（1904 年 11 月）掲載
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重
視
す
る
近
代
美
術
史
学
の
方
法
に
拠
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
大
の
成
果

は
、「
宋
元
画
」、
す
な
わ
ち
前
代
ま
で
の
茶
の
湯
の
名
物
が
新
た
に
作
者
中
心

の
制
作
史
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
結
果
と
し
て
近
代
数
寄
者
の
価
値
観
が
保

証
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
評
価
は
一
九
一
〇
年
代
以
降
文
人
画
の
評
価
に

よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
も
の
の
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
強
化
を
経
て
、
現
在

に
至
る
ま
で
日
本
に
お
け
る
中
国
絵
画
観
の
確
実
な
一
部
と
な
る
。

第
二
章　

一
九
一
〇
〜
一
九
二
〇
年
代

│
古
渡
掲
載
の
第
二
・

第
三
ピ
ー
ク

　

第
一
節　

民
間
所
蔵
品
の
公
開
・
入
札

　

一
九
〇
〇
年
代
か
ら
す
で
に
民
間
所
蔵
品
公
開
へ
の
要
望
が
あ
り
、
一
部

で
は
始
ま
っ
て
い
た
が
、『
國
華
』
の
内
外
で
そ
の
公
開
が
最
も
進
ん
だ
の
は

一
九
一
〇
年
代
以
降
で
あ
る
。

　
『
國
華
』
で
は
一
九
一
〇
年
春
に
す
で
に
前
述
の
什
宝
陳
列
が
行
わ
れ
た
尾

張
徳
川
家
に
対
し
て
、
一
九
一
二
年
八
月
ま
で
に
調
査
が
行
わ
れ
た）

85
（

。
続
い

て
、
一
九
一
七
年
十
月
ま
で
に
島
津
家
の
調
査
が
行
わ
れ）

86
（

、
川
崎
家
の
所
蔵
品

に
つ
い
て
も
す
で
に
一
九
一
五
年
二
月
以
降
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
一
八

年
十
一
月
の
一
般
公
開
に
つ
い
て
特
に
報
告
さ
れ
る）

87
（

。
さ
ら
に
、
浅
野
家
の

所
蔵
品
は
一
九
二
〇
年
代
に
初
め
て
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

一
九
二
二
年
六
月
以
降
東
京
の
邸
宅
で
数
度
陳
列
さ
れ
、
翌
年
六
月
に
は
瀧
が

広
島
に
赴
い
て
そ
の
宝
蔵
に
収
め
る
古
画
を
数
日
間
調
査
し
た）

88
（

。
そ
の
掲
載
は

一
九
二
六
年
十
一
月
ま
で
続
き
、
さ
ら
に
後
年
（
一
九
四
三
年
十
一
月
）
の
一

点
も
含
め
る
と
、
浅
野
家
所
蔵
品
の
掲
載
点
数
は
全
三
十
六
点
に
上
る
。
こ
れ

は
、
岩
崎
家
の
四
十
一
点
に
次
ぐ
。
第
四
節
で
み
る
よ
う
に
、
一
九
一
〇
年
代

に
は
岩
崎
家
の
所
蔵
品
が
明
代
・
清
代
の
文
人
画
の
掲
載
点
数
を
劇
的
に
増
加

さ
せ
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
浅
野
家
の
所
蔵
品
が
南
宋
時
代
・
元
代
の
院
体
画

の
掲
載
点
数
を
再
び
増
加
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
浅
野
家
は
後
述
の
よ
う
に
『
國

華
』
掲
載
に
先
立
っ
て
所
蔵
品
図
録
を
一
九
一
七
年
に
刊
行
し
、
ま
た
同
年
に

後
述
の
史
学
会
大
会
で
も
宝
物
展
観
を
行
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
一
九
二
〇
年

代
に
お
け
る
院
体
画
の
掲
載
点
数
の
増
加
は
、
本
来
も
っ
と
早
く
に
公
開
さ
れ

た
か
も
し
れ
な
い
も
の
が
後
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
に
は
各
家
の
所
蔵
品
図
録
の
刊
行
も
行
わ
れ
、
そ
の
一
部
に
は
國

華
社
が
関
与
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
大
名
家
で
は
黒
田
家
が
一
九
一
二
年

に
『
筆
耕
園
』（
審
美
書
院
刊
）、
浅
野
家
が
一
九
一
七
年
に
『
浅
野
侯
爵
家
家

宝
絵
譜
』（
相
見
繁
一
編
、
藝
海
社
刊
）、
勲
功
華
族
で
は
井
上
家
が
一
九
一
二

年
に
『
世
外
庵
鑑
賞
』（
國
華
社
刊
）、
川
崎
家
が
一
九
一
四
年
に
『
長
春
閣

鑑
賞
』（
川
崎
芳
太
郎
編
、
國
華
社
刊
）、
岩
崎
家
が
一
九
二
一
年
に
静
嘉
堂
編

『
静
嘉
堂
鑑
賞　

支
那
画
部
』（
瀧
精
一
序
言
、
澤
村
専
太
郎
・
藤
懸
静
也
解
説
）、

個
人
で
は
松
本
家
が
一
九
二
三
年
に
『
双
軒
庵
鑑
賞
』（
松
本
双
軒
庵
蔵
版
、
國

華
社
印
刷
）
を
刊
行
し
た
。

　

同
様
に
國
華
社
自
ら
の
茶
話
会
も
継
続
さ
れ
、
こ
の
時
期
特
に
大
規
模
な
も
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の
が
二
つ
開
催
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
五
年
十
二
月
十
一
日
の
創
刊

記
念
茶
話
会）

89
（

、
一
九
一
七
年
四
月
二
十
八
日
の
春
季
茶
話
会
で
あ
る
（
後
者
に

つ
い
て
は
、
第
三
節
参
照
）。
同
時
期
の
史
学
会
も
ま
た
、
民
間
所
蔵
品
に
注
目

し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
三
年
か
ら
四
三
年
ま
で
の
三
十
年
間
、
年
一

回
の
大
会
の
会
期
中
の
一
日
に
特
定
の
所
蔵
者
宅
を
訪
問
す
る
「
宝
物
展
観
」

表 10　史学会大会における宝物展観

年月日 回 内　容
1913 年 4 月 4 日 第 15 回 前田侯爵家
1914 年 4 月 3 日 第 16 回 松浦伯爵家
1915 年 4 月 2 日 第 17 回 大倉美術館
1916 年 4 月 9 日 第 18 回 酒井伯爵家
1917 年 5 月 5 日 第 19 回 浅野侯爵家
1918 年 4 月 14 日 第 20 回 三渓園
1919 年 4 月 13 日 第 21 回 青山荘
1920 年 4 月 第 22 回 （展観が実施されず）
1921 年 10 月 9 日 第 23 回 徳川公爵家
1922 年 10 月 8 日 第 24 回 岩崎男爵家
1923 年 （大会が実施されず）
1924 年 5 月 第 25 回 （展観が実施されず）
1925 年 5 月 17 日 第 26 回 松平伯爵家（旧松江藩）
1926 年 5 月 17 日 第 27 回 楽浪郡王墓発掘品
1927 年 5 月 1 日 第 28 回 神田鐳蔵氏所蔵浮世絵
1928 年 5 月 6 日 第 29 回 松平子爵家楽翁公遺品
1929 年 11 月 3 日 第 30 回 前田侯爵家
1930 年 5 月 11 日 第 31 回 小泉策太郎
1931 年 5 月 10 日 第 32 回 益田男爵家
1932 年 5 月 15 日 第 33 回 細川侯爵家
1933 年 5 月 14 日 第 34 回 浅野侯爵家

1934 年 5 月 13 日 第 35 回 團伊能・牧田環・益田孝・大島雅太郎（於丸ノ
内日本工業倶楽部）

1935 年 5 月 12 日 第 36 回 三井家（於笄町集会所）
1936 年 5 月 10 日 第 37 回 酒井伯爵家（旧姫路藩）
1937 年 5 月 第 38 回 （展観が実施されず）
1938 年 5 月 15 日 第 39 回 毛利公爵家
1939 年 5 月 13 日 第 40 回 島津公爵家・帝室博物館
1940 年 5 月 12 日 第 41 回 井上侯爵家
1941 年 5 月 11 日 第 42 回 上杉伯爵家
1942 年 5 月 9 日 第 43 回 池田侯爵家
1943 年 5 月 8 日 第 44 回 根津美術館

参考文献：『史学雑誌』第 24 編第 4 号（1913 年）～第 54 編第 7 号（1943 年）。

を
実
施
し
て
、
非
常
に
好
評
を
博
し
て
い
た
（
表
10
））

90
（

。
そ
の
対
象
の
多
く
は

『
國
華
』
に
も
登
場
す
る
所
蔵
者
で
あ
り
、『
國
華
』
誌
上
で
も
た
び
た
び
そ
の

消
息
を
伝
え
た）

91
（

。

　

他
方
、
一
九
一
六
年
九
月
に
前
述
の
華
族
世
襲
財
産
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
世
襲
財
産
と
し
て
従
来
の
土
地
だ
け
で
な
く
家
宝
・
登
録
公
債
・
有

価
証
券
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
財
産
を
廃
止
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た）

92
（

。
こ
の
法
改
正
や
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る

好
景
気
の
影
響
に
よ
り
、
一
九
一
〇
年
代
後
半
以
降
所
蔵
品

の
入
札
が
流
行
し
た
。『
國
華
』
に
登
場
す
る
所
蔵
者
に
関

連
す
る
入
札
が
行
わ
れ
た
年
月
と
内
容
と
を
照
合
す
れ
ば
、

『
國
華
』
へ
の
掲
載
と
前
後
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
（
表

11
）。
特
に
、
一
九
一
六
年
五
月
の
伊
達
家
の
入
札
に
つ
い

て
、
後
出
の
高
橋
義
雄
は
後
年
、
維
新
後
に
大
名
家
が
堂
々

と
蔵
品
を
入
札
し
た
最
初
で
、
他
の
大
名
家
に
対
し
て
有
力

な
勧
誘
か
つ
模
範
と
な
っ
た
と
い
う）

93
（

。
ま
た
一
九
一
七
年
六

月
及
び
十
月
の
赤
星
家
の
入
札
に
つ
い
て
も
、
そ
の
価
格
に

お
い
て
「
特
筆
大
書
す
べ
き
事
件
」
と
述
べ
た）

94
（

。
一
九
二
〇

年
代
に
は
、
特
に
井
上
、
島
津
、
松
方
、
川
崎
、
藤
田
家
で

行
わ
れ
た
も
の
が
顕
著
で
あ
る
。
井
上
家
の
入
札
は
、
馨
の

没
後
甥
で
養
子
の
勝
之
助
が
美
術
品
蒐
集
の
趣
味
を
継
承
し

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る）

95
（

。
島
津
・
松
方
・
川
崎
家
の
入
札
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は
、
金
融
恐
慌
に
よ
り
一
九
二
七
年

四
月
に
十
五
銀
行
が
整
理
休
業
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
に
直
接
影
響
を

受
け
た
。
と
い
う
の
も
、
前
述
の
華

族
世
襲
財
産
法
の
改
正
以
後
、
華

族
は
土
地
を
公
債
や
株
式
に
換
え

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
主
要

な
投
資
先
が
十
五
銀
行
だ
っ
た
の

で
あ
る）

96
（

。
島
津
家
の
入
札
で
は
、
後

年
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
呂
紀
筆
花
鳥

図
（
第
三
二
八
、
三
三
五
号
）
を
除

く
『
國
華
』
掲
載
作
品
の
ほ
と
ん
ど

が
出
品
さ
れ
た
。
松
方
家
も
所
蔵
品

が
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
の
と
前

後
し
て
、
正
義
長
男
の
巌
の
十
五
銀

行
の
頭
取
辞
任
と
同
時
に
爵
位
を
返

上
し
、
財
産
整
理
の
た
め
に
入
札
を

行
っ
た）

97
（

。
川
崎
家
は
そ
の
松
方
家
と

姻
戚
関
係
に
あ
り
、
十
五
銀
行
か
ら

優
先
的
に
融
資
を
受
け
て
い
た）

98
（

。
最

後
に
、
藤
田
家
の
所
蔵
品
は
前
述
の

表 11　『國華』に登場する所蔵者に関連した入札一覧

年月日 入札目録名 会　場 備　考
1903 年 4 月 9 日 平瀬家所蔵品（堺卯楼） 大阪美術倶楽部 （筆者未見）
1906 年 11 月 11 日 平瀬家所蔵品（大阪商盛組会場）（第二回） 大阪美術倶楽部 （筆者未見）
1911 年 11 月 6 日 片野邑平氏遺愛品入札 東京美術倶楽部 （筆者未見）
1916 年 5 月 16 日 仙台伊達家御蔵品入札 東京美術倶楽部
1916 年 10 月 30 日 川端氏（東京）当市某大家所蔵品 名古屋美術倶楽部 （筆者未見）
1917 年 3 月 6 日 当市岩本氏所蔵品入札 大阪美術倶楽部
1917 年 5 月 14 日 秋元子爵家御蔵器入札 東京美術倶楽部
1917 年 6 月 11 日 赤星家所蔵品入札 東京美術倶楽部
1917 年 10 月 8 日 第二回赤星家所蔵品入札 東京美術倶楽部
1917 年 10 月 15 日 第三回赤星家所蔵品入札 東京美術倶楽部
1917 年 11 月 22 日 津軽伯爵家御蔵器入札 東京美術倶楽部

1917 年 12 月 19 日 京都前市長井上密氏遺愛品大阪本出氏所蔵品
入札 大阪美術倶楽部

1918 年 6 月 10 日 近衛公爵御蔵器第二回入札 東京美術倶楽部
1921 年 11 月 7 日 尾州徳川家御蔵品入札 東京美術倶楽部
1921 年 11 月 17 日 尾州徳川家御蔵品第二回売立 名古屋美術倶楽部
1923 年 6 月 14 日 若州酒井伯爵家御所蔵品入札 東京美術倶楽部
1925 年 5 月 11 日 子爵松平家御蔵品入札目録 東京美術倶楽部
1925 年 5 月 25 日 前田侯爵家御蔵器 東京美術倶楽部 （筆者未見）
1925 年 11 月 9 日 井上侯爵家御所蔵品入札 東京美術倶楽部
1928 年 3 月 26 日 前公爵松方家蔵品入札 東京美術倶楽部
1928 年 4 月 9 日 前公爵松方家蔵品第二回入札 東京美術倶楽部
1928 年 5 月 28 日 公爵島津家蔵品入札目録 東京美術倶楽部
1928 年 6 月 18 日 広岡家蔵品入札 大阪美術倶楽部
1928 年 10 月 11 日 神戸川崎男爵家蔵品入札目録 大阪美術倶楽部
1929 年 3 月 4 日 公爵島津家御蔵品入札 東京美術倶楽部
1929 年 5 月 10 日 男爵藤田家蔵品 大阪美術倶楽部 （筆者未見）
1929 年 10 月 14 日 公爵島津家御蔵品入札 東京美術倶楽部
1932 年 5 月 17 日 松洞庵小津家所蔵品入札目録 京都美術倶楽部
1933 年 6 月 26 日 双軒庵美術集成図録 東京美術倶楽部
1933 年 10 月 11 日 続双軒庵美術集成図録 東京美術倶楽部
1934 年 1 月 22 日 双軒庵目録 東京美術倶楽部
1934 年 4 月 5 日 香雪斎蔵品展観目録 大阪美術倶楽部

1936 年 3 月 12 日 長春閣蔵品展観図録［表紙］／神戸川崎男爵
家蔵品入札目録［中扉］ 大阪美術倶楽部

1936 年 6 月 22 日 皎亭文庫内野家並某家蔵品入札 東京美術倶楽部
1937 年 4 月 13 日 香雪斎蔵品展観目録 大阪美術倶楽部
1943 年 10 月 25 日 入札目録 根津美術館東京美術会館出張
1943 年 11 月 1 日 入札目録 根津美術館東京美術会館出張

参考文献：『美術商の百年　東京美術倶楽部百年史』（東京美術倶楽部・東京美術商協同組合、2006）及び各入札目録
（「筆者未見」を除く）。
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　『國華』にみる古渡の中国絵画

よ
う
に
一
八
八
〇
年
代
よ
り
著
名
で
あ
っ
た
が
、
中
国
絵
画
の
所
蔵
者
と
し
て

『
國
華
』
に
登
場
す
る
の
は
一
九
二
八
年
二
月
以
降
と
遅
い
。
ま
た
、
そ
の
入

札
は
美
術
品
保
護
の
思
想
普
及
や
海
外
流
出
防
止
の
任
を
終
え
た
の
で
そ
の
一

部
分
を
社
会
に
放
出
し
た
も
の
と
い
わ
れ）

99
（

、
所
蔵
品
の
公
開
に
比
較
的
熱
心
で

あ
っ
た
勲
功
華
族
の
中
で
は
異
例
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
一
九
二
八
年
十
一
月
・
十
二
月
に
は
東
京
府
美
術
館
（
当
時
）
に

お
い
て
日
中
両
政
府
の
支
援
を
受
け
た
支
那
古
名
画
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
、
翌

年
刊
行
の
『
唐
宋
元
明
名
画
大
観
』（
東
京
大
塚
巧
藝
社
刊
）
に
は
中
国
側
出
品

一
五
九
点
、
日
本
側
出
品
二
三
九
点
が
確
認
さ
れ
る
。
次
い
で
一
九
三
一
年
四

月
・
五
月
に
は
同
様
に
日
華
古
今
絵
画
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
、
同
年
刊
行
の

『
宋
元
明
清
名
画
大
観
』（
同
）
に
は
中
国
側
出
品
二
三
二
点
、
日
本
側
出
品

一
四
一
点
（「
東
京
帝
室
博
物
館
特
別
陳
列
国
宝
支
那
画
」
十
一
点
を
含
む
）
が
確

認
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
日
本
側
出
品
者
に
も
古
渡
だ
け
で
な
く
新
来
の
所
蔵
者

も
含
ま
れ
、
こ
の
両
展
覧
会
の
日
本
側
の
出
品
内
容
は
、
当
時
日
本
に
現
存
し

た
古
渡
と
新
来
双
方
の
集
大
成
で
あ
っ
た
。

　

第
二
節　

近
代
数
寄
者
と
近
代
研
究
者
の
攻
防

　

近
代
数
寄
者
に
は
実
業
界
で
の
成
功
者
が
多
く
、
必
然
的
に
入
札
に
は

積
極
的
に
関
与
し
た
。
民
間
所
蔵
品
の
公
開
を
推
進
し
た
『
國
華
』
だ
が
、

一
九
一
〇
年
代
後
半
に
は
こ
れ
ら
入
札
の
流
行
に
対
す
る
批
判
が
最
も
激
し

く
な
る
。
特
に
「
久
し
き
以
前
よ
り
そ
の
企
あ
り
し
も
…
…
」
で
は
、
直
接
先

の
伊
達
家
入
札
に
関
連
し
て
今
後
も
古
名
品
の
所
在
は
案
外
に
動
揺
し
や
す
く
、

そ
れ
に
乗
じ
て
海
外
漏
出
の
行
わ
れ
る
こ
と
を
憂
慮
す
る）

100
（

。
ま
た
、
入
札
者
は

美
術
品
で
は
な
く
評
判
を
買
う
に
す
ぎ
な
い
、
美
術
を
利
殖
可
能
な
財
産
視
す

る
、
一
個
の
茶
器
に
万
金
を
投
ず
る
も
学
術
的
設
備
（
特
に
博
物
館
建
設
）
を

顧
み
な
い
な
ど
と
批
判
し
た）

101
（

。
さ
ら
に
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
は
、
当
時
の
不

景
気
は
却
っ
て
美
術
界
覚
醒
の
好
時
期
で
あ
る
と
述
べ
た）

102
（

。
こ
の
一
九
一
〇
年

代
後
半
に
お
け
る
入
札
の
流
行
は
美
術
品
海
外
流
出
の
危
機
感
を
も
煽
り
、
国

内
の
民
間
所
蔵
品
に
対
す
る
何
ら
か
の
対
策
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
を
促
す

こ
と
に
な
る）

103
（

。
他
方
、「
去
秋
の
光
悦
会
」
で
は
そ
の
展
示
品
を
報
告
し
つ
つ
、

現
今
の
茶
会
は
「
一
種
の
社
交
倶
楽
部
と
な
り
、
所
謂
富
豪
の
遊
戯
場
で
、
商

人
の
骨
董
売
買
の
具
に
な
る
に
至
」
る
と
明
ら
か
に
批
判
す
る）

104
（

。

　

こ
れ
ら
批
判
の
対
象
と
し
て
は
、
自
ら
数
寄
者
で
あ
り
な
が
ら
筆
も
立
っ
た

高
橋
義
雄
（
号
箒
庵
、
一
八
六
一
―
一
九
三
七
）
の
よ
う
な
人
物
を
想
定
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
彼
の
活
動
は
一
九
一
〇
年
代
に
本
格
化
し
、
一
九
二
〇

年
代
に
は
成
果
の
刊
行
が
続
々
と
行
わ
れ
た
。
ま
ず
、
一
九
一
二
年
二
月
五

日
、
高
橋
は
『
時
事
新
報
』
紙
上
で
「
東
都
茶
会
記
」
の
連
載
を
開
始
し
、
以

後
彼
に
よ
る
茶
会
記
は
題
名
や
掲
載
紙
（
誌
）
を
変
更
し
な
が
ら
も
没
年
の

一
九
三
七
年
に
至
る
ま
で
継
続
さ
れ
、
単
行
本
が
ほ
ぼ
毎
年
刊
行
さ
れ
た）

105
（

。
ま

た
一
九
一
三
年
五
月
、
初
め
て
松
平
家
（
直
亮
）
の
家
宝
を
調
査
し
て
不
眛

の
『
古
今
名
物
類
聚
』
の
遺
志
を
受
け
継
ぐ
こ
と
を
志
し
、
一
九
一
七
年
一
月
、

大
正
名
器
編
纂
所
を
設
立
し
た）

106
（

。
辛
う
じ
て
茶
入
・
茶
碗
二
種
だ
け
の
調
査
を



78　

完
了
し
得
た）

107
（

と
い
う
そ
の
『
大
正
名
器
鑑
』
は
、
一
九
二
一
―
二
六
年
に
全
九

編
が
刊
行
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
二
九
年
、『
大
正
名
器
鑑
』
の
編
集
補
助
を

務
め
た
高
橋
龍
雄
（
号
梅
園
、
一
八
六
八
―
一
九
四
六
）
は
『
茶
道
』
を
刊
行
し

た
が
、
そ
の
書
は
従
来
茶
道
史
の
本
格
的
研
究
の
出
発
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る）

108
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
数
寄
者
は
も
ち
ろ
ん
自
己
顕
示
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
も

の
の
、
所
蔵
品
の
公
開
を
重
視
（
ま
た
は
容
認
）
し
た
点
で
従
来
の
茶
人
と
は

異
な
る
。
例
え
ば
、
高
橋
箒
庵
が
作
品
を
実
見
す
る
こ
と
の
重
要
性
及
び
実
地

調
査
の
困
難
を
語
り
、
ま
た
名
物
を
一
般
公
衆
の
参
考
に
供
し
て
後
代
に
伝
え

る
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
工
芸
に
利
用
す
る
必
要
を
説
き
、
さ
ら
に
国
家
が

名
器
の
保
護
を
国
民
に
任
せ
て
い
る
と
批
判
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る）

109
（

。
ま
た
、

高
橋
梅
園
は
従
来
「
道
具
茶
の
湯
」
と
し
て
攻
撃
さ
れ
る
茶
器
愛
玩
の
正
当
性

を
主
張
し
、「
茶
は
道
具
の
総
合
芸
術
で
あ
る
」
と
規
定
し
た
上
で
、
茶
入
・

茶
碗
に
と
ど
ま
ら
な
い
名
物
茶
器
の
由
来
を
「
史
学
的
芸
術
的
」
に
試
み
た
と

い
う）

110
（

。
従
っ
て
両
者
に
よ
る
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
後
述
の
『
茶
道
名
物
考
』
も

合
わ
せ
て
近
代
数
寄
者
に
よ
る
名
物
観
の
到
達
点
と
い
え
る
。
彼
ら
の
活
動
を
、

民
間
人
に
よ
る
美
術
作
品
の
公
開
・
記
録
・
評
価
と
し
て
『
國
華
』
に
比
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
研
究
者
と
の
決
定
的
な
相
違
と
は
、
数
寄
者
が

徹
底
し
て
鑑
賞
者
の
立
場
に
と
ど
ま
る
一
方
、
研
究
者
は
あ
く
ま
で
作
者
の
置

か
れ
た
歴
史
的
文
脈
を
重
視
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
節　

文
人
画
評
価
の
道
程
と
書
道
界
へ
の
提
言

　

一
九
一
〇
年
代
以
降
、
辛
亥
革
命
前
年
の
中
国
で
瀧
が
調
査
し
た
中
国
人
の

所
蔵
品
や
、
そ
の
後
日
本
に
将
来
さ
れ
た
中
国
絵
画
の
作
品
群
が
続
々
と
掲
載

さ
れ
、
特
に
文
人
画
に
注
目
さ
れ
た）

111
（

。
一
九
一
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
年
代
初

頭
に
は
、
岩
崎
家
の
所
蔵
す
る
古
渡
の
文
人
画
が
多
数
掲
載
さ
れ
た
だ
け
で
な

く
、
一
九
一
七
年
四
月
二
十
八
日
、
國
華
社
春
季
茶
話
会
に
お
い
て
、
日
中
の

元
代
以
後
の
文
人
画
ま
た
は
南
宗
画
に
属
す
る
も
の
と
、
そ
れ
に
対
立
す
る

表 12　1917 年 4月 28 日國華社春季茶話会出品作品
（中国絵画のみ）

作者名 作品名 所蔵者 『國華』掲載
伝馬遠 山水図 岩崎小弥太 第 234 号
釈漙光 十六羅漢帖 岩崎小弥太 第 333 号
伝任月山 楼閣山水図双幅 川崎芳太郎 第 321 号
－ 竹林山水図 岩崎小弥太 第 308 号
呂紀 四季花鳥図四幅 島津忠承 第 328、335 号
王問 漁楽図 岩崎小弥太 第 310 号
詹景鳳 山水図 住友吉左衛門 第 329 号
李士達 歳朝題詩図 岩崎小弥太 －
倪元璐 山水図 岩崎小弥太 第 391 号
呉振 渓山秋思図 岩崎小弥太 第 370 号
関思 月夜訪友図 岩崎小弥太 第 299 号
馮起震・馮可賓 墨竹図 岩崎小弥太 －
王建章 川至日升図 岩崎小弥太 第 304 号
張彦 山水図 岩崎小弥太 第 392 号
陳紹英 山水図 岩崎小弥太 第 306 号
陳賢 老子過関図 岩崎小弥太 第 327 号
曹有光 山水図 岩崎小弥太 第 311 号
李寅 平遠山水図 岩崎小弥太 第 319 号

参 考 文 献：「 春 季 茶 話 会 記 」『 國 華 』 第 324 号、1917 年 5 月、
391‒392 頁。



　79

　『國華』にみる古渡の中国絵画

上
代
及
び
北
宗
の
画
が
展
示
さ
れ
た）

112
（

。
中
国
絵
画
は
十
八
点
で
、
元
代
以
降

の
文
人
画
は
十
一
点
に
上
っ
た
（
表
12
）。
そ
の
う
ち
岩
崎
家
の
所
蔵
品
が
十

点
、
残
り
の
一
点
は
住
友
家
（
吉
左
衛
門
）
の
所
蔵
品
で
あ
っ
た
。
当
日
は
瀧

が
「
文
人
画
の
本
意
」
と
題
す
る
講
演
を
行
っ
た
が
、
そ
の
要
旨
に
よ
れ
ば

初
期
の
見
解
を
も
踏
ま
え
つ
つ
、
後
年
展
開
さ
れ
る
議
論
も
含
ま
れ
る
。
同
年

同
月
に
は
東
京
帝
室
博
物
館
で
も
新
来
の
作
品
群
を
含
ん
だ
「
南
宗
画
特
別
陳

列
」
が
行
わ
れ
た
が）

113
（

、
國
華
社
の
方
は
す
べ
て
古
渡
の
作
品
群
か
ら
構
成
さ
れ
、

し
か
も
宋
代
か
ら
明
代
ま
で
の
院
体
画
と
の
比
較
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
点
に

そ
の
独
自
性
が
あ
り
、
か
つ
啓
蒙
的
意
図
が
う
か
が
え
る
。

　

他
方
、
一
九
一
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
年
代
は
、『
國
華
』
の
外
部
で
瀧
の

立
場
が
大
き
く
動
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
一
九
一
四
年
一
月
二
十
三
日
公
布

の
勅
令
第
七
号
に
よ
り
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
に
お
い
て
従
来
の
「
美
学　

一
講
座
」
が
「
美
学
、
美
術
史　

二
講
座
」
に
改
め
ら
れ）

114
（

、
そ
の
講
座
設
置
理

由
書
に
よ
れ
ば
新
設
の
第
二
講
座
で
は
「
主
ト
シ
テ
本
邦
及
東
洋
ノ
美
学
及
美

術
史
」
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

115
（

。
そ
し
て
同
年
二
月
二
十
一
日
、
瀧
が

そ
の
講
座
の
教
授
と
な
っ
た
の
で
あ
る）

116
（

。
こ
の
経
緯
に
は
調
査
の
余
地
が
あ
る

が
、
前
章
で
み
た
よ
う
な
「
東
洋
」
の
美
学
・
美
術
史
確
立
の
試
み
の
一
つ
の

成
果
と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
後
、
特
に
そ
の
講
座
の
特
殊
講
義
で
は
六
朝
か
ら

明
代
の
画
論
画
史
の
文
献
学
的
研
究
及
び
作
品
と
の
比
較
、
演
習
で
は
代
表
的

な
画
論
を
講
読
し
た
と
い
わ
れ
る）

117
（

。

　

以
上
を
ふ
ま
え
、『
國
華
』
で
は
古
渡
を
含
め
た
文
人
画
に
対
す
る
評
価
が

一
変
す
る
。
ま
ず
、
早
く
も
一
九
一
二
―
一
三
年
に
掲
載
さ
れ
た
田
中
豊
蔵

「
南
画
新
論
」
は
、「
南
宗
」「
北
宗
」
と
い
う
名
称
の
歴
史
性
を
検
討
し
た
上

で
、
そ
の
自
然
に
対
す
る
制
作
態
度
に
よ
っ
て
文
人
画
を
評
価
し
、
ま
た
画

風
に
も
言
及
す
る）

118
（

。
書
か
れ
た
時
期
か
ら
見
て
、
お
そ
ら
く
当
時
実
見
可
能
と

な
っ
た
明
代
及
び
清
代
の
文
人
画
の
作
品
群
が
議
論
の
契
機
に
な
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
画
論
で
あ
っ
て
実
作
品

で
は
な
い
。
そ
の
た
め
当
時
の
日
本
で
は
見
ら
れ
な
い
と
明
記
し
つ
つ
、
元
末

四
大
家
の
作
品
を
文
人
画
と
し
て
最
も
評
価
す
る
。

　

次
に
、
新
来
の
作
品
群
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
文
人
画
に
対
す
る
評
価
は
古
渡

の
作
品
群
に
も
及
ん
だ
。
例
え
ば
、
墨
色
の
剛
柔
を
旨
と
し
た
「
コ
ン
ベ
ン

シ
ョ
ナ
ル
な
形
式
」
は
亡
び
行
く
古
代
芸
術
の
紀
念
物
と
し
て
永
久
に
尊
重
し

つ
つ
も
そ
の
復
活
を
願
わ
な
い
が
、
墨
色
の
濃
淡
に
開
拓
を
試
み
た
南
画
の
水

墨
山
水
の
方
は
将
来
最
も
発
展
の
余
地
が
あ
る
と
い
う）

119
（

。
ま
た
技
巧
上
の
部

分
的
発
達
に
限
ら
れ
た
玄
人
芸
術
に
対
す
る
「
素
人
芸
術
」
と
い
う
観
点
か
ら
、

足
利
時
代
の
高
僧
画
は
因
習
的
制
約
を
破
壊
し
大
胆
奔
放
な
製
作
を
な
し
て
芸

術
界
を
活
性
化
し
た
が
、
徳
川
下
半
期
の
文
人
画
派
は
そ
の
遊
戯
的
見
解
の
た

め
に
却
っ
て
芸
術
に
対
す
る
懸
命
の
気
魄
を
喪
失
し
た
と
い
う）

120
（

。

　

一
九
二
〇
年
代
後
半
以
降
に
は
、『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
る
文
人
画
は
日
本

人
の
所
蔵
す
る
新
来
の
作
品
群
へ
と
移
行
し
た
。
同
時
に
そ
の
文
人
画
論
は
実

際
の
作
品
に
即
し
て
画
法
に
言
及
す
る
だ
け
で
な
く
、
院
体
画
と
の
比
較
に
よ

り
中
国
絵
画
史
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
を
論
じ
る
に
至
っ
た）

121
（

。
詳
述
の
余
地
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は
な
い
が
、
そ
の
論
点
は
主
に
次
の
四
つ
に
集
約
さ
れ
る
。
第
一
に
、
功
名
や

技
巧
に
と
ら
わ
れ
な
い
文
人
と
し
て
の
制
作
態
度
を
重
視
し
た
。
第
二
に
、
そ

れ
は
実
際
に
は
当
時
の
価
値
観
、
す
な
わ
ち
近
代
的
芸
術
観
に
も
と
づ
い
て
文

人
画
の
解
釈
及
び
評
価
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
第
三
に
、
そ
の
本
来
か
ら

離
れ
た
当
時
の
旧
派
（
職
業
的
南
画
家
）
及
び
前
代
末
期
の
文
人
画
を
批
判
す

る
か
、
ま
た
は
復
興
の
対
象
外
と
み
な
し
た
。
第
四
に
、
最
終
的
に
は
そ
の
制

作
態
度
だ
け
で
は
な
く
様
式
と
し
て
の
文
人
画
を
認
識
す
る
に
至
っ
た
。
特
に
、

最
も
統
括
的
な
瀧
節
庵
「
支
那
画
の
二
大
潮
流
」
で
は
、
院
画
（
院
体
画
）
は

技
巧
的
・
客
観
的
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
が
、
軒
冕
高
士
画
（
文
人
画
）

は
そ
れ
と
相
反
し
て
技
巧
に
拘
泥
せ
ず
、
逸
格
態
で
意
趣
に
長
じ
た
。
こ
の
二

つ
の
流
れ
に
対
し
て
明
代
以
降
は
「
北
宗
画
」「
南
宗
画
」
と
い
う
区
別
を
適

用
し
、
元
代
以
降
の
中
国
絵
画
の
主
流
は
後
者
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
後

世
の
様
式
化
は
そ
の
本
来
に
反
す
る
こ
と
で
、
そ
の
精
神
を
失
っ
て
形
骸
化
し

た
と
い
う）

122
（

。

　

実
は
、
一
九
一
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
二
〇
年
代
の
『
國
華
』
で
は
こ
れ
ら

文
人
画
論
と
並
ん
で
瀧
に
よ
る
画
史
画
論
研
究
が
複
数
掲
載
さ
れ
た
が）

123
（

、
そ
れ

ら
は
大
学
に
お
け
る
演
習
の
成
果
の
公
表
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
述
の
余
地
は
な

い
が
、
特
に
宋
代
画
論
の
一
つ
で
あ
る
郭
若
虚
撰
『
図
画
見
聞
誌
』
に
み
ら
れ

る
「
心
印
」
に
つ
い
て
、「
心
の
直
ち
に
表
は
れ
て
形
と
な
る
も
の
」
で
「
そ

の
心
印
説
は
現
今
の
言
葉
で
云
へ
ば
表
現
説
」
で
あ
る
と
い
う
（「
表
現
説
」
に

「
エ
キ
ス
プ
レ
ツ
シ
ヨ
ニ
ズ
ム
」
と
ル
ビ
あ
り）

124
（

）。
こ
の
よ
う
に
、
瀧
の
場
合
に
は

文
人
画
を
二
〇
世
紀
初
頭
の
西
洋
絵
画
に
お
け
る
表
現
主
義
に
近
似
し
た
（
た

だ
し
同
一
で
は
な
い
）
も
の
と
す
る
根
拠
と
な
っ
た
の
が
、
画
論
に
対
す
る
理

解
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

　

他
方
、『
國
華
』
で
は
す
で
に
一
九
〇
〇
年
代
に
中
国
書
跡
の
作
品
と
書
に

関
す
る
論
文
と
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
当
時
の
書
道
界
と
の
歩
み
寄
り
は
ま

だ
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
は
中
国
書
跡
の
作
品

が
五
点
掲
載
さ
れ）

125
（

、
当
時
の
『
國
華
』
で
は
文
人
画
に
と
ど
ま
ら
ず
書
へ
の
関

心
も
深
ま
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
ず
、
一
九
一
〇
年
代
末
に
は
「
書
道
の
新
研
究
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
こ

で
は
、
書
法
の
美
的
価
値
に
対
す
る
問
題
は
絵
画
の
研
究
上
必
要
だ
が
、
現
時

の
研
究
の
多
く
は
骨
董
的
で
学
問
的
で
は
な
く
、
新
研
究
を
試
み
る
必
要
が
あ

る
と
い
う）

126
（

。
こ
れ
は
数
寄
者
批
判
と
同
一
の
論
法
で
あ
り
、
当
時
の
書
道
界
は

美
術
史
研
究
者
の
期
待
通
り
に
は
活
動
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
次
に
、
一
九
二
〇
年
代
初
め
に
は
そ
の
「
書
道
の
新
研
究
」
に
対

し
て
、
そ
の
よ
う
に
新
し
い
芸
術
眼
に
よ
る
書
道
を
鼓
吹
す
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、『
國
華
』
誌
上
で
書
の
作
例
を
掲
載
し
な
い
こ
と
を
批
判
し
た
投
書
が

あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
此
程
本
誌
編
輯
部
に
書
を
寄
せ
て
…
…
」
で
は
そ
れ
に
応

え
、
書
を
掲
載
す
る
こ
と
に
異
議
は
な
く
実
際
に
掲
載
歴
も
あ
る
が
、「
相
当

に
有
名
な
も
の
で
あ
つ
て
も
、
な
る
べ
く
は
格
段
の
深
義
を
有
す
る
も
の
」
を

選
択
し
た
く
、
そ
の
た
め
大
い
に
苦
心
し
て
い
る
の
で
、
世
間
普
通
の
書
道
誌

と
は
異
な
る
と
い
う）

127
（

。
こ
の
よ
う
に
、『
國
華
』
が
当
時
多
数
存
在
し
て
い
た
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書
道
雑
誌
と
は
異
な
る
文
脈
で

│
お
そ
ら
く
は
手
本
で
は
な

く
作
品
と
し
て

│
書
を
掲
載
し
よ
う
と
難
儀
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

　

最
後
に
、
瀧
拙
庵
「
書
道
と
美
術
」
は
書
道
作
振
会
で
行
わ

れ
た
講
演
の
筆
記
で
あ
る
（
経
緯
は
不
明
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

明
治
初
年
の
「
書
は
美
術
に
あ
ら
ず
と
云
ふ
議
論
」
に
は
時
代

上
の
制
約
が
あ
り
、
ま
た
当
時
の
状
況
を
考
え
れ
ば
南
画
が
排

斥
さ
れ
た
の
も
妥
当
で
あ
っ
た
。
文
人
画
は
芸
術
の
第
一
義
が

主
観
の
表
現
に
あ
る
と
す
る
近
年
の
動
向
に
か
な
う
が
、
そ
の

筆
法
は
書
道
と
同
程
度
に
自
在
に
し
て
自
己
の
表
現
を
尽
く
し

て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
文
人
画
に
限
ら
ず
す
べ

て
の
「
東
洋
画
」
に
必
要
で
あ
る
と
い
う）

128
（

。
こ
の
よ
う
に
、
近

代
的
芸
術
観
か
ら
書
を
画
と
同
等
に
自
己
表
現
の
手
段
と
み
な

す
見
解
は
前
述
の
「
心
印
＝
表
現
」
理
解
の
応
用
で
あ
り
、
美

術
と
書
を
め
ぐ
る
論
争
を
統
括
し
た
上
で
、
こ
の
時
点
で
書
道

界
に
対
し
て
直
接
表
明
さ
れ
た
こ
と
を
評
価
し
た
い
。

　

第
四
節　
『
國
華
』
掲
載
作
品

　

第
一
項　

一
九
一
〇
年
代

│
岩
崎
家
所
蔵
文
人
画
の
優
勢

　

こ
の
時
期
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
古
渡
の
中
国
絵
画
は
、

前
の
時
期
と
同
等
の
点
数
（
九
十
六
点
）
を
維
持
し
た
（
新
来

表 13　1910 年代掲載作品の民間所蔵者

区　分 名　前 生没年 略　歴 点数

勲功華族

岩崎弥之助 前出。小弥太（1874‒1945）は子。久弥（1865‒1955）は甥（弥太
郎の子）で三菱財閥の三代目。 25

井上馨 前出。勝之助（1861‒1929）は甥で養子。 6

川崎正蔵 1837‒1912 川崎造船所を創設。芳太郎は養子（1869‒1920　1920 年 1 月 13 日
男爵） 5

住友吉左衛門 1864‒1926 名友純、号春翠・泉屋。住友本家第十五代。1911 年 8 月 25 日男
爵。 4

森村開作 1873‒? 6 代森村市佐衛門（1839‒1919　1915 年 12 月 1 日男爵）の子。日
本貿易協会長。 3

個人

村山龍平 前出 3
小津清左衛門 1888‒? 元禄年間に創業した老舗の末裔。小津銀行代表社員。 2
西川文蔵 － － 2
井汲倉蔵 － － 1
井上密 1867‒1916 法学者。1917 年入札。 1
岩本栄之助 1877‒1916 株式相場師。1917 年入札。 1
木下吉之丞 － － 1
桑名鉄城 1864‒1938 号九華印室。篆刻家。 1
白井義胤 － － 1
高松長左衛門 － － 1
土井林吉 1871‒1952 号晩翠。詩人・英文学者。 1
長谷川治郎兵衛 － － 1
松本松蔵 － 号双軒庵。実業家、九州電気軌道株式会社重役。 1
村上柯吉 1889‒? 千代田石油株式会社社長。 1
茂木七郎右衛門 1860‒1929 野田醤油会社を創業。 1

旧大名家・
公家

徳川義親 前出 6

島津忠承 － 薩摩鹿児島藩第 13 代島津家第 29 代当主忠義（1841‒1897　公爵）
の子。 3

徳川達道 前出 2
松平直亮 前出 2
秋元興朝 前出 1
酒井忠興 1879‒1919 播磨姫路藩酒井家第 10 代当主忠邦（1854‒1879）の子。伯爵。 1
伊達宗基 前出 1

参考文献：表 4 に同じ。
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も
ま
た
第
一
ピ
ー
ク
だ
っ
た
の
で
、
双
方
を
合
わ
せ
た
中
国
絵
画
の
掲
載
点
数
は
創

刊
以
来
最
多
と
な
る
）。
所
蔵
者
の
最
多
は
勲
功
華
族
で
あ
り
、
そ
の
掲
載
点
数

は
前
の
時
期
の
三
倍
に
上
っ
た
（
表
13
）。
そ
の
上
昇
の
要
因
は
岩
崎
家
の
所

蔵
品
で
二
十
五
点
を
占
め
、
そ
の
内
訳
は
二
点
を
除
い
て
明
代
ま
た
は
清
代
の

作
品
で
、
十
七
点
は
文
人
画
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
川
崎
、
住
友
、
森
村
家
が

新
た
に
登
場
す
る
が
、
住
友
の
所
蔵
品
も
す
べ
て
明
代
ま
た
は
清
代
の
文
人
画

で
あ
る
。
個
人
で
は
、
前
出
の
村
山
の
ほ
か
は
比
較
的
無
名
の
所
蔵
者
だ
が
、

そ
の
内
容
は
や
は
り
文
人
画
が
多
い
。
旧
大
名
家
で
は
、
勲
功
華
族
に
お
け
る

急
増
と
引
き
替
え
に
そ
の
掲
載
点
数
は
半
減
し
た
が
、
新
た
に
島
津
、
旧
姫
路

藩
酒
井
家
が
登
場
す
る
。

　

来
歴
と
し
て
は
、
文
人
画
の
増
加
に
伴
い
、
江
戸
時
代
の
文
人
系
が
茶
の
湯

系
を
上
回
っ
た
（
表
14
）。
ま
た
、
煎
茶
史
に
よ
れ
ば
黄
檗
僧
（
隠
元
隆
琦
と
そ

の
門
下
僧
）
は
江
戸
時
代
に
煎
茶
を
含
む
文
人
の
文
化
を
普
及
し
た
と
い
わ
れ）

129
（

、

例
外
的
に
文
人
系
に
属
す
る
。
な
お
、『
國
華
』
で
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
近

年
の
研
究
に
よ
り
岩
崎
家
及
び
住
友
家
の
所
蔵
品
に
み
ら
れ
る
明
治
時
代
の
文

人
系
の
来
歴
も
明
ら
か
に
な
っ
た）

130
（

。

　

内
容
と
し
て
は
、
院
体
画
（
南
宋
・
元
）
が
前
の
時
期
の
三
分
の
一
に
ま
で

落
ち
込
む
一
方
、
文
人
画
は
三･

六
倍
に
急
増
し
て
一
九
一
〇
年
代
全
体
の

三
分
の
一
を
占
め
（
三
十
三
点
）、
全
院
体
画
を
上
回
っ
た
（
表
15
）。
た
だ
し

王
蒙
は
い
わ
ゆ
る
元
末
四
大
家
の
一
人
で
あ
る
が
、
元
画
寒
林
帰
樵
図
（
第

二
七
三
号
）
の
印
章
は
後
入
れ
と
さ
れ
て
い
る）

131
（

。
明
代
で
は
特
に
文
徴
明
の
甥

の
文
伯
仁
、
忠
臣
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
楊
文
驄
の
ほ
か
、
次
節
で
み
る
よ
う

に
、
中
国
で
は
評
価
が
低
い
が
江
戸
時
代
の
日
本
で
受
容
さ
れ
た
張
瑞
図
、
王

建
章
、
陳
賢
が
新
た
に
登
場
す
る
。
清
代
で
は
特
に
い
わ
ゆ
る
四
王
呉
惲
の
一

人
で
あ
る
惲
壽
平
（
号
南
田
）、
来
舶
清
人
の
江
大
来
（
号
稼
圃
）、
そ
し
て
沈

銓
が
新
た
に
登
場
す
る
。
沈
南
蘋
筆
墨
竹
図
（
第
三
三
四
号
）
は
従
来
の
院
体

表 14　1910 年代掲載作品の来歴

区　分 人　名 件数

江戸時代
（文人系）

浅野楳堂 1
安西雲煙 1
市河米庵 1
篠崎小竹 1
谷文晁 1
永井喜暉 1
中林竹洞 1
貫名海屋 1
山本梅逸 1
頼山陽 1

江戸時代
（茶の湯系）

松平不昧 2
徳川家 2
松花堂昭乗 1
佐久間洞巌 1
徳川家康 1
徳川吉宗 1
小堀遠州 1

禅僧（中国）

偃谿広聞 3
中峰明本 2
天目文礼 1
平山処林 1
一山一寧 1
東叟 1
見心来復 1

黄檗僧

雲林 1
隠元隆琦 1
逸然 1
木庵性瑫 1
高泉性敦 1
即非如一 1

禅僧（日本）

愚中周及 1
絶海中津 1
太原崇孚 1
普門 1

狩野家
探美 1
探幽 1
不明 1

東山御物 足利義満 2
不明 1

明治時代

斎藤拝石 5
奥三郎兵衛 2
鈴木煙雲 2
平野五岳 2
長三州 2
野村素介 1
田能村直入 1
山中信天翁 1
福田鳴鵞 1
岡井慎吾 1
千原華渓 1
小西喜兵衛 1
村田香谷 1
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画
と
は
全
く
別
調
に
属
す
る
墨
竹
で
あ
り
、
そ
の
存
在
に
戸
惑
い
を
隠
さ
な
い）

132
（

。

文
人
画
の
半
数
は
岩
崎
の
所
蔵
品
で
あ
っ
た
。

　

院
体
画
（
明
・
清
）
の
ほ
と
ん
ど
は
明
代
で
あ
り
、
特
に
画
院
に
属
し
た
辺

文
進
、
劉
俊
、
在
野
の
謝
時
臣）

133
（

、
李
士
達
が
新
た
に
登
場
す
る
。
徳
川
・
島

津
・
岩
崎
家
に
加
え
て
、
個
人
の
所
蔵
で
あ
る
。
特
に
岩
崎
家
の
所
蔵
品
に
文

人
画
と
院
体
画
の
双
方
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

　

道
釈
画
で
は
貫
休
（
号
禅
月
大
師
）
が
初
め
て
登
場
し
、
前
章
で
み
た
よ
う

に
、
そ
の
十
六
羅
漢
図
（
第
二
五
三
号
）
は
以
後
羅
漢
図
に
お
け
る
「
禅
月
様
」

表 15　1910 年代掲載作品の内容

区　分 作者名（原文ママ） 点数

文人画（明）

張瑞図 4
盛茂燁 2
王建章 2
葛徴奇 1
関思 1
周之夔 1
詹景鳳 1
趙左 1
陳賢 1
任時中 1
文伯仁 1
楊文驄 1
陸治 1
林台衡 1

文人画（清）

伊孚九 1
惲南田 1
王学浩 1
許友眉 1
江稼圃 1
黄愼 1
沈南蘋 1
曹有光 1
陳紹英 1
翟大坤 1
武丹 1
李寅 1

文人画（宋） 陳所翁 1
文人画（元） ［王蒙］ 1

院体画（明）

李士達 2
呂紀 2
王維烈 1
王問 1
仇英 1
伝仇英 1
謝時臣 1
鐘欽礼 1
戴文進 1
石鋭［閻次平］ 1
藍瑛 1
劉俊 1
伝辺文進 1

院体画（清） 沈南蘋 3

道釈画

伝張思恭 2
［張思恭］ 1
筆者不詳［張思恭］ 1
伝顔輝 2
筆者不詳［顔輝］ 1
周季常 1
陸信忠 1
伝呉道子 1
伝禅月大師 1

［李真］ 2
［陸信忠］ 1
筆者不詳 2

［無記名］ 3

院体画（南宋）

李安忠 1
梁楷 1
伝毛松 1

［夏珪］ 1
［李迪］ 1

院体画（元）

伝孫君沢 2
孫君沢 1
伝任月山 1

［任月山］ 1
伝王若水 1
伝張遠 1

［無記名］ 1

禅画

牧谿 1
牧渓 1
伝牧谿 1
伝牧渓 1

［牧谿］ 1
因陀羅 1
雪庵 1
伝胡直夫 1
筆者不詳［率翁］ 1

［李確］ 1
［牧谿、胡直夫］ 1
［無記名］ 1

その他 顧徳謙 1

の
典
型
と
な
る
（
た
だ
し
南
宋
時
代
の
制

作
と
す
る）

134
（

）。

　

院
体
画
（
南
宋
・
元
）
で
は
、
特
に
目

新
し
い
作
者
は
い
な
い
が
元
代
の
作
例
の

掲
載
点
数
が
宋
代
を
上
回
る
。
古
寺
・
旧

大
名
家
の
ほ
か
、
勲
功
華
族
の
井
上
・
川

崎
・
森
村
・
岩
崎
の
所
蔵
で
あ
る
。

　

禅
画
で
は
新
た
に
溥
光
（
号
雪
庵
）
が

登
場
し
、
そ
の
羅
漢
図
（
第
三
三
三
号
）

は
「
文
人
画
若
く
ば
南
画
の
淵
源
を
な
す

べ
き
古
名
家
の
作
物
」
の
例
と
し
て
評
価

さ
れ
る）

135
（

。
ま
た
、
伝
牧
谿
筆
遠
浦
帰
帆
図

（
第
二
九
一
号
）
は
牧
谿
に
よ
る
瀟
湘
八
景

図
の
一
つ
と
し
て
、
初
め
て
登
場
し
た
。

所
蔵
者
は
相
変
わ
ら
ず
全
区
分
に
均
し
く

亘
る
。

　

な
お
、
顧
徳
謙
は
徐
熙
と
同
様
に
、
五
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代
の
画
人
で
あ
る
が
南
宋
院
体
画
の
文
脈
で
の
み
言
及
さ
れ
る
。

　

第
二
項　

 

一
九
二
〇
年
代

│
浅
野
家
所
蔵
院
体
画
の
優
勢

　

こ
の
時
期
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
古
渡
の
中
国
絵
画
は
、

前
の
時
期
と
同
等
の
掲
載
点
数
（
九
十
九
点
）
を
維
持
し
て
過

去
最
多
と
な
っ
た
（
新
来
の
掲
載
点
数
は
一
時
的
に
減
少
し
た
）。

所
蔵
者
の
最
多
は
旧
大
名
家
で
、
そ
の
掲
載
点
数
も
過
去
最
多

と
な
っ
た
（
表
16
）。
特
に
浅
野
家
の
所
蔵
品
は
初
登
場
に
し

て
三
十
五
点
に
上
り
、
一
九
二
〇
年
代
全
体
の
掲
載
点
数
の
三

分
の
一
以
上
を
占
め
る
。
そ
の
内
訳
は
院
体
画
二
十
二
点
、
禅

画
八
点
、
道
釈
画
五
点
で
あ
り
、
特
に
院
体
画
（
南
宋
・
元
）

が
十
八
点
に
上
る
。
そ
の
他
、
旧
津
山
藩
松
平
家
も
新
た
に

登
場
す
る
。
そ
の
所
蔵
品
は
旧
松
江
藩
同
家
の
所
蔵
品
と
共

に
名
物
で
あ
る
。
勲
功
華
族
も
ま
た
前
の
時
期
と
同
等
を
維
持

す
る
が
、
新
た
に
松
方
、
藤
田
、
郷
、
原
家
等
が
登
場
す
る

（
岩
崎
の
所
蔵
品
掲
載
は
一
九
二
三
年
七
月
で
終
了
）。
個
人
で
は
、

一
九
〇
〇
年
代
に
登
場
し
て
い
た
馬
越
の
ほ
か
、
広
岡
、
宗
像

家
等
が
登
場
す
る
。

　

来
歴
と
し
て
は
、
明
治
時
代
を
除
く
と
、
茶
の
湯
系
の
も
の

し
か
見
ら
れ
な
い
（
表
17
）。

表 16　1920 年代掲載作品の民間所蔵者

区　分 名　前 生没年 略　歴 点数

旧大名家・公家

浅野長勲 1842‒1937 安芸広島藩浅井家第 12 代当主。侯爵。 35
島津忠重 前出 6
秋元春朝 前出 2
松平直亮 前出 2
黒田長成 前出 1
徳川達道 前出 1

松平康春 1892‒? 美作津山藩松平家第 8 代当主斉民（1814‒1891　子爵）の五
男康民（1861‒?）の子。1925 年入札。 1

勲功華族

岩崎小弥太 前出 14

松方巌 1862‒1942
松方正義（1835‒1924　薩摩藩出身の政治家、首相に二度就
任。1884 年 7 月 7 日伯爵、1922 年 9 月 18 日公爵）の子で、
十五銀行取締役。1927 年 12 月 19 日爵位返上。1928 年入札。

7

川崎武之助 前出 5

藤田平太郎 － 藤田伝三郎（1841‒1912　号香雪斎。藤田組を創立。1911 年
8 月 25 日男爵）の長男。 5

原嘉道 1867‒1944 弁護士、のち枢密院議長。1944 年 8 月 7 日男爵。 2
神田金樹 1885‒? 英文学者神田乃武（1857‒1923　1898 年 7 月 4 日男爵）の子。 1

郷誠之助 1865‒1942 政治家郷純造（1900 年 5 月 9 日男爵）の子。実業家、財界
人。 1

長与又郎 1878‒1941 長与専斎（1838‒1902）の子。病理学者。1941 年 8 月 15 日
男爵。 1

森村開作 前出 1

個人

広岡恵三 1876‒? 1901 年先代信五郎の養子となり、1904 年家督相続。加島銀
行頭取。1928 年入札。 3

宗像九一郎 － － 2
馬越恭平 前出 2
本山豊実 － 古美術商。 1
福井貞一郎 － － 1
山田他人夫 － － 1
茂木七郎右衛門 前出 1
尾本龍 － － 1
松本勝太郎 1874‒? 政治家。 1

参考文献：表 4 に同じ。
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内
容
と
し
て
は
、
院
体
画
（
南
宋
・
元
）
が
巻
き
返
し
て
、
全
体
の
三
分
の

一
（
三
十
三
点
）
を
占
め
る
（
表
18
）。
新
し
い
作
者
と
し
て
は
、
南
宋
時
代
で

は
宋
汝
志
、
徐
崇
嗣
、
元
代
で
は
頼
庵
、
松
田
（
用
田
）、
趙
孟
頫
（
字
子
昂
）

が
い
る
。
特
に
、
頼
庵
、
松
田
（
用
田
）
は
い
ず
れ
も
『
君
台
観
左
右
帳
記
』

に
し
か
記
載
が
な
く
、
前
者
は
魚
図
、
後
者
は
栗
鼠
図
で
知
ら
れ
た
。
ま
た
、

趙
孟
頫
は
文
人
で
あ
り
な
が
ら
院
体
画
の
風
格
を
有
す
る
と
評
さ
れ
た）

136
（

。

表 17　1920 年代掲載作品の来歴

区　分 人　名 件数

禅僧（中国）

一山一寧 1
偃谿広聞 1
子輿 1
松源崇岳 1
浄伏禅師 1
崇裕 1
楚石梵琦 1

東山御物
「雑華室印」 3
足利義満 2

（表装） 1

狩野家 探幽 5
不明 1

江戸時代
（茶の湯系）

松花堂昭乗 1
徳川吉宗 1
松平定信 1

禅僧（日本）

玉室宗伯 1
玉舟宗璠 1
策彦周良 1
清溪通徹 1

明治時代

斎藤拝石 1
臺山堂 1
千原華渓 1
長三州 1
長田新月 1
平野五岳 1
山中信天翁 1

表 18　1920 年代掲載作品の内容

区　分 作者名
（原文ママ） 点数

院体画
（南宋）

伝夏珪 3
［夏珪］ 1
徽宗皇帝 1

［徽宗］ 1
伝徐崇嗣 1

［李安忠］ 2
［宋汝志］ 1
［戴嵩］ 1
［趙昌］ 1
［馬遠］ 1
［牧谿］ 1
［梁楷］ 1

院体画（元）

任月山 2
伝任月山 1
銭舜挙 1
伝銭舜挙 2

［銭舜挙］ 1
用田 1
伝用田 1
松田 1
頼庵 1

［頼庵］ 1
趙子昂 1
伝趙子昂 1
伝胡廷暉 1
伝孫君沢 1

［盛子昭］ 1
［無記名］ 1

院体画（明）

伝紅白川 3
劉俊 2
呉璉 1
周綸 1
張平山 1
辺文進 1
李一和 1
呂敬甫 1

［野泉］ 1
［無記名］ 1

院体画（清） 沈南蘋 5

院体画（清）
藍孟 1
湖秋 1
呉霊璧 1

禅画

因陀羅 2
牧谿 1
伝牧谿 2
伝檀芝瑞 2

［檀芝瑞］ 1
子庭 1
心越 1
雪窓 2
率翁 1
蘿窓 1
伝玉澗 1

［一之］ 1
［胡直夫］ 1
［崇岳］ 1
［明兆］ 1
［無記名］ 1

道釈画

雪澗 1
陸四郎 1
陸仲淵 1
伝顔輝 1

［顔輝］ 1
伝白良玉 1

［李公麟］ 2
［貫休］ 2
［張思恭］ 1
［趙仲澗］ 1
［周季常］ 1
［張伯洪］ 1
［無記名］ 2

文人画
（明・清）

王概 1
何遠 1
倪元璐 1
呉振 1
謝時臣 1
章于 1
沈宗敬 1
張彦 1
趙左 1

　

院
体
画
（
明
・
清
）
及
び
禅
画
は
着
実

に
増
加
し
た
。
院
体
画
（
明
・
清
）
で
は
、

い
ず
れ
も
草
虫
図
で
著
名
な
紅
白
川
と
呂

敬
甫
、
及
び
藍
瑛
の
子
で
あ
る
藍
孟
等
が

新
た
に
登
場
す
る
。

　

禅
画
で
は
、
新
た
に
子
庭
、
雪
窓
、
檀

芝
瑞
、
心
越
興
儔
、
蘿
窓
が
登
場
す
る
。

子
庭
・
雪
窓
・
蘿
窓
は
中
国
で
は
評
価
が

低
く）

137
（

、
檀
芝
瑞
は
『
君
台
観
左
右
帳
記
』

に
の
み
記
載
が
あ
り
、
心
越
興
儔
は
江
戸

時
代
の
来
日
僧
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
伝
玉

澗
筆
山
市
晴
嵐
図
（
第
四
二
九
号
）
は
伝

牧
谿
筆
平
沙
落
雁
図
（
第
四
一
〇
号
）
と

共
に
八
景
図
の
一
つ
で
、
牧
谿
筆
韋
陀
天

図
・
竹
猿
図
（
第
四
二
五
号
）
と
合
わ
せ



86　

て
い
ず
れ
も
名
物
で
あ
る
（
表
３
参
照
）。

　

道
釈
画
で
は
、『
君
台
観
左
右
帳
記
』
に
さ
え
記
載
が
な
い
、
す
な
わ
ち
落

款
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
作
者
（
陸
仲
淵
・
陸
四
郎）

138
（

）、
ま
た
探
幽
の
鑑
定
に

よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
作
者
（
趙
仲
澗
）
が
あ
っ
た）

139
（

。

　

文
人
画
は
激
減
し
た
が
、
特
に
江
戸
時
代
に
文
人
画
の
手
本
と
し
て
受
容
さ

れ
た
『
芥
子
園
画
伝
』
の
挿
図
の
作
者
で
あ
っ
た
王
概
が
新
た
に
登
場
す
る
。

　

第
五
節　

文
人
画
に
対
す
る
評
価
の
成
立

　

前
述
の
よ
う
に
、
古
渡
の
文
人
画
に
は
一
流
の
作
品
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

そ
の
事
実
へ
の
認
識
は
特
に
一
九
一
〇
年
代
に
新
来
の
文
人
画
に
遭
遇
し
て
以

降
顕
著
に
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
日
本
に
伝
来
し
た
宋
代
の
画
で
は
南
宋
時
代

の
も
の
が
多
く
、
元
代
に
つ
い
て
は
そ
の
南
宋
院
体
画
の
系
統
に
属
す
る
も
の

以
外
は
な
い
。
最
も
不
足
を
感
じ
る
の
は
文
人
画
ま
た
は
南
画
の
淵
源
と
な
る

名
家
の
作
品
で
あ
り
、
元
末
四
大
家
に
至
っ
て
は
伝
称
作
で
確
か
な
も
の
は
な

い
と
い
う）

140
（

。
従
っ
て
、
前
節
で
み
た
元
画
寒
林
帰
樵
図
（
図
12
）
は
、
掲
載
当

時
王
蒙
の
真
筆
で
は
な
く
南
北
両
宗
を
折
衷
し
た
一
派
の
傑
作
と
み
な
さ
れ
た）

141
（

。

ま
た
明
代
に
つ
い
て
は
、
雪
舟
で
さ
え
当
時
す
で
に
大
家
で
あ
っ
た
沈
周
を
師

と
な
し
え
な
か
っ
た
よ
う
に
、
足
利
時
代
に
は
そ
の
渡
来
が
少
な
か
っ
た
だ
け

で
な
く
、
江
戸
時
代
に
渡
来
し
た
の
も
そ
の
後
期
の
も
の
が
多
く
、
沈
周
・
文

徴
明
ら
大
家
の
作
は
な
か
っ
た
と
い
う）

142
（

。
さ
ら
に
清
代
に
つ
い
て
も
渡
来
す
る

も
の
は
甚
だ
少
な
く
、
王
翬
や
惲
壽
平
の
よ
う
な
一
流
の
大
家
に
つ
い
て
は
近

年
よ
う
や
く
新
来
の
作
品
群
に
よ
っ
て
そ
の
偉
大
な
る
手
腕
を
知
っ
た
次
第
で
、

二
流
以
下
の
画
人
の
作
品
で
も
入
手
し
た
と
き
に
は
重
宝
さ
れ
て
き
た
と
い
う）

143
（

。

　

第
一
項　

新
来
の
文
人
画

│
再
評
価
の
契
機

　

前
述
の
よ
う
に
、
一
九
一
〇
年
代
に
は
中
国
人
の
所
蔵
す
る
明
代
と
清
代
の

文
人
画
が
一
定
量
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
が
文
人
画
全
般
に
対
す
る
再
評
価
の

直
接
の
契
機
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
価
値
基
準
は
主
に
二
つ
あ
る
。

　

第
一
に
、
特
定
の
古
人
に
倣
い
つ
つ
も
そ
の
単
な
る
模
倣
で
は
な
い
、
ま
た

自
然
観
察
を
行
い
つ
つ
も
そ
の
単
な
る
模
倣
（
写
実
）
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
自
題
詩
や
落
款
の
あ
る
作
例
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
作
者
に
よ
る
書

と
し
て
画
と
共
に
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
絵
画
を
最
終
的
に
は
そ
の

作
者
の
自
己
表
現
と
み
な
し
た
当
時
の
西
洋
絵
画
、
す
な
わ
ち
「
近
代
絵
画
」

と
の
類
似
性
に
も
と
づ
く
価
値
観
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
西
洋
絵
画
と
対
抗
し

図 12　元画寒林帰樵図
京 都　 井 上 密 蔵　『 國 華 』 第 273 号

（1913 年 2 月）掲載
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う
る
「
東
洋
絵
画
」
の
独
自
性
に
も
と
づ
い
た
価
値
観
と
い
え
る）

144
（

。
こ
の
よ
う

に
、
ま
ず
新
来
の
作
品
群
に
即
し
て
見
出
さ
れ
た
「
近
代
絵
画
」
に
し
て
「
東

洋
絵
画
」
と
い
う
文
人
画
の
両
義
性
が
、
そ
の
後
『
國
華
』
に
お
け
る
文
人
画

論
の
基
調
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
文
人
画
の
淵
源
と
み
な
さ
れ
た
元
代
末
期
の
作
者
の
作
品
は

一
九
一
〇
年
代
ま
で
に
掲
載
さ
れ
た
中
国
人
所
蔵
品
の
中
に
は
含
ま
れ
な
か
っ

た
が
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
日
本
人
の
所
蔵
品
よ
り
掲
載
さ
れ
る）

145
（

。

　

第
二
項　

浙
派
と
二
流
文
人
画

│
古
渡
の
再
評
価
（
一
）

　

前
述
の
よ
う
に
、
一
九
〇
〇
年
代
以
前
に
は
特
に
院
体
画
に
即
し
て
明

代
・
清
代
の
画
は
宋
代
・
元
代
よ
り
も
劣
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
し
か
し

一
九
一
〇
年
代
前
後
よ
り
古
渡
の
作
例
が
増
加
す
る
に
伴
い
、
ま
た
お
そ
ら
く

は
そ
の
時
代
の
文
人
画
の
作
例
が
少
な
か
っ
た
た
め
に
、
明
代
の
院
体
画

│

特
に
浙
派

│
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
（
浙
派
と
は
、
明
代

に
お
い
て
宮
廷
の
外
に
も
普
及
し
た
院
体
画
の
作
風
の
う
ち
、
特
に
山
水
画
の
流
派

を
さ
す
）。

　

ま
ず
花
鳥
画
に
つ
い
て
、
例
え
ば
明
代
の
呂
紀
（
図
13
）
は
新
様
を
開
拓
す

る
の
に
功
績
が
あ
っ
た
辺
文
進
と
林
良
以
上
に
、
総
合
的
に
し
て
疎
細
を
兼
ね

る
妙
が
あ
る
と
い
う）

146
（

。
ま
た
、
清
代
の
沈
銓
の
画
迹
は
概
し
て
清
新
な
作
風
を

示
し
、
そ
の
花
鳥
図
（
図
14
）
は
呂
紀
の
よ
う
に
旧
様
を
伝
え
た
一
派
の
花
鳥

画
に
対
し
て
近
代
的
支
那
花
鳥
画
の
一
種
で
あ
る
と
い
う）

147
（

。
こ
の
よ
う
に
、
古

図 13　呂紀筆花鳥図
東京　公爵島津忠承蔵

『國華』第 328 号（1917 年 9 月）掲載

図 14　沈南蘋（沈銓）筆花鳥図
東京　侯爵井上勝之助蔵

『國華』第 326 号（1917 年 7 月）掲載

渡
に
作
例
の
多
か
っ
た
呂
紀
や
沈
銓
を
、
日
本
の
画
人
へ
の
影
響
に
と
ど
ま
ら

ず
中
国
絵
画
史
の
中
で
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
試
み
た
。
次
に
浙
派
に
つ
い

て
、
例
え
ば
明
代
の
山
水
に
お
い
て
は
馬
遠
・
夏
珪
の
流
れ
が
一
時
流
行
し
た

が
、
さ
ら
に
そ
の
風
格
を
一
転
し
て
勁
抜
の
画
態
を
な
し
た
の
が
浙
派
で
あ
っ

て
、
そ
の
浙
派
の
初
め
を
な
し
た
の
が
戴
文
進
（
図
15
）
で
あ
る
。
そ
の
画
に
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は
宋
元
の
画
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
も
あ
り
、
む
し
ろ
明
画
と
し
て
の
新
様
を

窺
う
に
足
る
と
い
う）

148
（

。
ま
た
、
石
鋭
筆
金
碧
楼
閣
山
水
図
（
図
16
）
も
明
代
の

特
色
を
表
現
し
た
作
と
し
て
一
個
の
代
表
品
で
あ
る
と
い
う）

149
（

。
さ
ら
に
、
藍
瑛

は
浙
派
の
殿
将
で
壮
大
に
し
て
繁
雑
な
山
水
を
写
し
筆
端
の
豪
気
を
誇
張
し
た

の
で
、
文
人
の
鑑
賞
に
は
堪
え
な
い
と
し
て
中
国
の
批
評
家
に
は
排
斥
さ
れ
た
。

し
か
し
秋
景
山
水
図
（
図
17
）
の
よ
う
な
傑
作
に
至
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
欠
点

は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
浙
派
の
長
所
を
開
明
し
て
い
る
と
い
う）

150
（

。
こ
の
よ
う
に
、

中
国
で
は
同
時
代
の
文
人
画
よ
り
も
評
価
が
低
い
が
、
日
本
の
古
渡
に
作
例
の

多
か
っ
た
浙
派
を
積
極
的
に
評
価
す
る
。

　

他
方
、
文
人
画
で
一
流
作
者
の
代
わ
り
に
古
渡
に
多
く
見
ら
れ
た
の
は
、
明

の
嘉
靖
年
間
以
降
（
明
代
後
期
）
に
活
躍
し
た
一
連
の
画
人
と
、
清
代
の
い
わ

ゆ
る
来
舶
清
人
に
よ
る
画
で
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
年
代
以
降
新
来
の
作
例
に

よ
っ
て
文
人
画
が
再
評
価
さ
れ
る
に
つ
れ
、
こ
れ
ら
古
渡
の
文
人
画
に
つ
い
て

も
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

　

ま
ず
明
代
に
つ
い
て
、
例
え
ば
明
清
時
代
の
も
の
に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
中

国
に
名
蹟
が
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
が
、
日
本
に
も
か
の
国
に
も
劣
ら
な
い
と
思

わ
れ
る
実
に
驚
く
べ
き
尤
物
が
あ
っ
て
、
王
建
章
筆
川
至
日
升
図
（
図
18
）
は

そ
の
類
で
あ
る
と
い
う）

151
（

。
ま
た
、
張
瑞
図
（
図
19
）

）
152
（

は
嘉
靖
以
降
の
南
宗
文
人

画
家
の
中
で
最
も
特
色
の
あ
る
一
人
で
、
独
自
の
画
境
を
持
っ
て
い
る
点
に
お

い
て
は
当
時
の
四
大
家
以
上
に
評
価
さ
れ
て
も
支
障
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、

陳
賢
（
図
20
）

）
153
（

は
中
国
の
画
史
に
そ
の
事
績
を
伝
え
ず
、
画
に
つ
い
て
も
知
ら

図 15　戴文進筆夏景山水図
東京　伯爵徳川達道蔵　『國華』第 265
号（1912 年 6 月）掲載

図 16　石鋭筆金碧楼閣山水図
東京　侯爵井上馨蔵　『國華』第 230
号（1909 年 7 月）掲載

図 17　藍瑛筆秋景山水図
東京　男爵岩崎小弥太蔵　『國華』
第 303 号（1915 年 8 月）掲載
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な
い
者
が
多
い
が
、
書
の
隠
元
、
木
庵
、
即
非
と
並
ん
で
我
国
に
お
け
る
黄
檗

文
化
の
代
表
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代

初
期
に
そ
れ
ら
の
画
を
鑑
賞
し
て
き
た
煎
茶
会
や
書
画
会
は
当
時
衰
退
し
つ
つ

図 18　王建章筆川至日升図
東京　男爵岩崎小弥太蔵

『國華』第 304 号（1915 年 9 月）掲載

図 19　張瑞図筆月夜図
大阪市　菅沼正俊蔵　『國華』第 507 号（1933 年 2 月）掲載

図 20　陳賢筆釈像図巻
大阪市　山中吉郎兵衛蔵

『國華』第 568 号（1938 年 3 月）掲載
図 21　江稼圃筆山水図
伊勢　小津清左衛門蔵　『國華』
第 349 号（1919 年 6 月）掲載

あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
『
國
華
』
で
再
評
価
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
次
に
来
舶
清
人
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
江
大
来
（
図
21
）
は
、
伊
海

の
山
水
画
が
い
わ
ゆ
る
逸
格
に
属
し
て
（
北
宋
の
）
董
源
の
正
派
で
は
な
か
っ

た
の
に
対
し
て
、
そ
の
正
派
を
伝
え
た
と
い
う）

154
（

。
こ
の
よ
う
に
、
単
に
同
時
代

の
日
本
の
画
人
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
中
国
絵
画
史
に
お
け

る
そ
の
位
置
づ
け
に
も
言
及
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
浙
派
と
二
流
文
人
画
の
う
ち
、
前
述
の
よ
う
に
岩
崎
家
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ま
た
は
住
友
家
の
所
蔵
品
の
多
く
に
は
明
治
時
代
に
関
す
る
来
歴
が
あ
り
、
当

時
の
所
蔵
者
で
あ
る
岩
崎
ま
た
は
住
友
よ
り
一
世
代
前
（
一
九
二
〇
年
代
以
前

の
生
ま
れ
）
の
人
々
に
よ
っ
て
所
蔵
さ
れ
、
一
八
八
〇
年
代
以
降
の
書
画
会
や

煎
茶
会
で
鑑
賞
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
ら
に
は
文
人
画
だ
け
で
な
く
院
体

画
も
含
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
鑑
賞
対
象
と
し
て
は
両
者
が
さ
ほ
ど
の
区

別
な
く
受
容
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
項　

禅
画
の
両
義
性

│
古
渡
の
再
評
価
（
二
）

　

前
述
の
よ
う
に
、
禅
画
は
す
で
に
「
宋
元
画
」
の
一
部
と
し
て
評
価
さ
れ
て

き
た
が
、
一
九
一
〇
年
代
以
降
、
特
に
そ
の
史
的
評
価
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
ま
ず
そ
の
発
生
に
つ
い
て
、
南
宋
時
代
に
減
筆
的
描
法
、
つ
ま
り
墨
の

剛
柔
・
濃
淡
・
細
太
の
変
化
に
よ
っ
て
形
態
を
暗
示
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ

た
。
そ
の
効
果
が
ち
ょ
う
ど
当
時
盛
ん
で
あ
っ
た
禅
宗
の
教
義
と
適
合
し
た
た

め
に
、
こ
の
画
法
は
禅
僧
の
間
に
流
行
し
た
。
彼
ら
は
従
来
の
着
色
道
釈
画

で
は
な
く
、
自
ら
の
教
義
に
都
合
の
よ
い
主
題

│
寒
山
拾
得
、
達
磨
、
布

袋
、
白
衣
観
音
、
出
山
釈
迦
等
を
採
用
し
た
。
ま
た
賛
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
書
画
の
交
渉
が
始
ま
り
、
そ
れ
ま
で
崇
拝
目
的
で
あ
っ
た
仏
画
が
鑑
賞
の
性

質
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
図
22
））

155
（

。
特
に
、
当
時
の
画
院
に
属
し

て
そ
の
「
真
画
」
が
評
価
さ
れ
て
い
た
梁
楷
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
そ
の
減

筆
画
が
再
評
価
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
六
祖
図
（
図
23
）
は
そ
の
表
現
の
形
式

を
簡
略
化
し
、
説
明
的
態
度
を
捨
て
て
端
的
に
対
象
の
実
相
に
触
れ
よ
う
と
し

図 22　伝胡直夫筆出山釈迦図
東京　伯爵酒井忠興蔵　『國華』第
275 号（1913 年 4 月）掲載

図 23　梁楷筆六祖図
東京　伯爵松平直亮蔵　『國華』
第 289 号（1914 年 6 月）掲載

図 24　牧渓筆白衣観音図
京都　大徳寺蔵　『國華』第 265 号（1912
年 6 月）掲載
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た “expressionism
” 

で
あ
り
、
禅
画
は
む
し
ろ
そ
の
形
式
を
踏
襲
し
た
に

す
ぎ
な
い
と
い
う）

156
（

。
ま
た
、
牧
谿
及
び
玉
澗
は
濃
淡
を
基
調
に
し
た
暈
渲
や
隈

取
を
用
い
た
が）

157
（

、
そ
の
典
型
は
「
南
画
的
」
と
評
さ
れ
た
牧
渓

（
マ
マ
）

筆
白
衣
観
音

図
（
図
24
））

158
（

、
及
び
両
者
に
よ
る
瀟
湘
八
景
図
（
図
25
、
図
26
）
で
あ
っ
た
。

　

一
九
二
〇
年
代
以
降
に
は
、
禅
画
を
古
渡
に
は
少
な
い
文
人
画
の
先
駆
と
み

な
す
傾
向
が
顕
著
に
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
宋
元
時
代
に
お
い
て
文
人
画
と
み

な
さ
れ
る
も
の
は
高
位
高
官
の
筆
に
な
る
も
の
と
僧
侶
の
遊
戯
に
出
た
も
の
と

の
二
種
類
に

分
け
る
べ
き

で
、
足
利
時

代
に
邦
人
が

賞
賛
し
た
そ

の
時
代
の
文

人
画
に
は
後

者
が
多
か
っ

た
と
い
う）

159
（

。

ま
た
、
史
家

図 25　伝牧谿筆遠浦帰帆図
東京　伯爵松平直亮蔵　『國華』第 291 号（1914 年 8 月）掲載

図 26　伝玉澗筆山市晴嵐図
東京　伯爵松平直亮蔵　『國華』第 429 号（1926 年 8 月）掲載

図 27　雪庵筆羅漢図
東京　男爵岩崎小弥太蔵　『國華』第 333 号（1918
年 2 月）掲載

図 28　因陀羅筆寒山拾得図
広島市　侯爵浅野長勲蔵　『國華』第 419 号（1925 年 10 月）
掲載

は
従
来
元
末
四
大
家
が

近
世
文
人
画
の
祖
で
あ

る
こ
と
を
説
い
て
高
僧

画
が
文
人
画
を
大
成
す

る
に
与
っ
た
と
は
説

い
て
い
な
い
が
、
溥

光
（
図
27
）
や
因
陀
羅

（
図
28
）
の
画
に
接
し

て
そ
の
妙
を
感
じ
る
我

ら
は
そ
の
歴
史
上
に
お

け
る
地
位
が
大
切
な
こ
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と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う）

160
（

。
さ
ら
に
、
元
代
末
期
か
ら
明
代
初
期
の
非

院
体
画
は
足
利
時
代
に
渡
来
し
た
も
の
が
甚
だ
多
く
、
今
日
に
遺
存
す
る
も
の

も
相
当
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
中
国
で
は
明
代
以
降
新
し
い
文
人
画
が
流
行

す
る
に
つ
れ
、
こ
の
種
の
「
古
態
」
の
文
人
画
は
圧
倒
さ
れ
て
顧
み
ら
れ
な
く

な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
種
の
画
は
茶
の
湯
趣
味
と
い
う
数
寄
者
の

鑑
賞
に
適
す
る
か
ら
貴
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
中
国
絵
画
史
上
尊
重
す
べ
き

も
の
で
あ
る
と
い
う）

161
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
禅
画
は
近
代
研
究
者
に
と
っ
て
古
渡
に
お
け
る
文
人
画
の
先

駆
で
あ
り
得
た
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
近
代
数
寄
者
に
と
っ
て
は
牧
谿
や
玉
澗

と
い
う
従
来
の
茶
の
湯
の
名
物
が
史
的
評
価
を
得
る
根
拠
と
な
っ
た
。
ま
さ
に

そ
の
両
義
性
に
お
い
て
、
禅
画
は
古
渡
の
中
国
絵
画
の
中
で
最
強
の
作
品
群
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

第
三
章　

一
九
三
〇
〜
一
九
四
〇
年
代

│
古
渡
掲
載
の
終
息

　

第
一
節　

民
間
所
蔵
品
の
行
方

　

一
九
三
〇
年
前
後
、
民
間
所
蔵
品
の
処
遇
に
対
し
て
一
定
の
解
決
が
み
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
二
九
年
三
月
二
十
八
日
、「
国
宝
保
存
法
」（
法
律
第

十
七
号
）
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
以
後
国
宝
の
対
象
に
は
民
間
所
蔵
品
も
含
ま

れ
、
そ
の
国
宝
は
従
来
の
資
格
か
ら
「
指
定
」
と
な
っ
た）

162
（

。
そ
の
諮
問
機
関
と

し
て
は
文
部
省
に
国
宝
保
存
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
委
員
三
十
名
の
内
に
は
瀧
、

濱
田
耕
作
、
澤
村
専
太
郎
、
田
中
豊
蔵
、
内
藤
虎
次
郎
が
含
ま
れ
た）

163
（

。
こ
の

法
律
に
よ
り
、
特
に
島
津
家
所
蔵
の
呂
紀
筆
花
鳥
図
（
第
三
二
八
、
三
三
五
号
）、

井
上
家
旧
蔵
の
馬
遠
筆
寒
江
独
釣
図
、
及
び
川
崎
家
所
蔵
の
銭
選
筆
桓
野
王
図

と
伝
顔
輝
筆
寒
山
拾
得
図
（
第
二
九
八
号
）
は
、『
國
華
』
掲
載
の
民
間
所
蔵
の

中
国
絵
画
の
中
で
最
も
早
く
、
一
九
三
一
年
一
月
十
九
日
に
国
宝
に
指
定
さ
れ

た）
164
（

。
そ
の
後
、
一
九
四
九
年
ま
で
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
『
國
華
』
掲
載
の
古

渡
の
中
国
絵
画
は
、
全
部
で
五
十
四
点
に
上
る
（
表
19
、
不
明
分
を
含
む
）。
同

時
に
従
来
の
古
社
寺
保
存
法
に
よ
る
国
宝
資
格
（
古
寺
所
蔵
品
）
も
ま
た
「
指

定
」
と
み
な
さ
れ
た
が
、『
國
華
』
掲
載
作
品
に
つ
い
て
そ
の
点
数
（
四
十
四

点
）
に
変
化
は
な
い
。

　

続
い
て
一
九
三
三
年
四
月
一
日
、「
重
要
美
術
品
等
ノ
保
存
ニ
関
ス
ル
法
律
」

（
法
律
第
四
三
号
）
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
の
主
眼
は
、
国
宝
以
外
の
一
定

の
美
術
品
に
対
し
て
当
面
の
輸
出
及
び
（
植
民
地
へ
の
）
移
出
を
禁
止
す
る
こ

と
で
あ
っ
た）

165
（

。
そ
の
諮
問
機
関
と
し
て
は
文
部
省
に
重
要
美
術
品
等
調
査
委
員

会
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
会
長
は
瀧
で
あ
り
、
委
員
二
十
一
名
の
内
に
は
濱
田
耕

作
、
原
田
淑
人
、
藤
懸
静
也
、
内
藤
虎
次
郎
が
、
幹
事
三
名
の
内
に
は
米
澤
嘉

圃
が
含
ま
れ
た）

166
（

。
こ
の
法
律
に
よ
り
一
九
四
四
年
ま
で
に
重
要
美
術
品
に
認
定

さ
れ
た
『
國
華
』
掲
載
の
古
渡
の
中
国
絵
画
は
百
二
十
九
点
に
上
り
、
そ
の

後
国
宝
に
再
指
定
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
（
表
20
）。
特
に
旧
大
名
家
で
は
浅
野
、

黒
田
、
尾
張
徳
川
家
、
勲
功
華
族
で
は
岩
崎
、
團
、
井
上
家
、
個
人
で
は
武
藤
、
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根
津
家
の
所
蔵
品
の
多
く
が
認
定

さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
民
間
所

蔵
品
に
対
す
る
法
律
は
こ
の
時
期

に
な
っ
て
よ
う
や
く
成
立
し
た
が
、

そ
の
背
景
に
一
九
一
〇
年
代
以
降

『
國
華
』
誌
上
で
展
開
さ
れ
て
き

た
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
諮
問
機
関
の
委
員
に

関
係
者
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
た

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

法
律
の
制
定
後
も
、『
國
華
』

で
は
新
た
に
国
宝
に
指
定
さ
れ

た
作
品
の
一
覧
を
「
国
宝
の
新

指
定
」
と
し
て
第
五
四
四
号

（
一
九
三
六
年
三
月
）
以
降
不
定
期

に
掲
載
し
た
だ
け
で
な
く
、
国
宝

保
存
委
員
中
の
有
志
に
よ
っ
て
提

出
さ
れ
た
国
宝
の
海
外
搬
出
禁
止

に
関
す
る
建
議
を
紹
介
し）

167
（

、
ま
た

重
美
（
重
要
美
術
品
）
は
当
時
重

宝
の
海
外
流
出
を
防
ぐ
た
め
に
制

表 19　国宝に指定された『國華』掲載の
古渡の中国絵画

掲載当時の所蔵者 件数
古寺 44
旧大名家・公家 20
勲功華族 17
個人 9
不明 8
計 98

参考文献：文部省宗教局保存課編『国宝宝物類
目録』文部省宗教局保存課、1940。国立博物館
編『国宝目録　追加』好学社、1949。『官報』
印刷局、1948‒1950。

表 20　重要美術品に認定された『國華』掲載の古渡の
中国絵画

掲載当時の所蔵者 件数 右の内、国宝に再
指定された件数

旧大名家・公家 48 （7）
勲功華族 50 （12）
個人 24 （5）
不明 7 （4）
計 129 （28）

参考文献：文部省宗教局編『重要美術品等認定物件目録　
第 1 輯』文部省宗教局　1936。同『同第 2 輯』同、1938。『重
要美術品等認定物件目録』思文閣、1972。

定
さ
れ
た
仮
の
国
宝
と
も
い
え
る
も
の
で
今
と
な
っ
て
は
不
要
で
あ
り
、
む
し

ろ
国
宝
の
指
定
を
速
や
か
に
行
う
べ
き
と
主
張
し
た）

168
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ

ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
重
要
な
入
札
は
す
で
に
終
了
し
て
い
て
、
民
間
所
蔵
品

に
対
す
る
法
律
の
制
定
は
や
や
遅
き
に
失
し
た
と
い
え
る
。『
國
華
』
で
も
懸

念
さ
れ
た
よ
う
に
、
後
年
、
特
に
重
要
美
術
品
は
短
期
間
に
大
量
に
認
定
し
過

ぎ
た
と
い
う
非
難
を
免
れ
な
か
っ
た）

169
（

。

　

他
方
、
こ
の
時
期
に
は
民
間
所
蔵
品
を
基
礎
と
し
た
美
術
館
が
複
数
設
立
さ

れ
た
。
ま
ず
一
九
三
一
年
十
二
月
、
徳
川
義
親
は
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
を
設

立
し
た
が
、
そ
の
設
立
趣
意
は
『
國
華
』
が
所
蔵
者
に
対
し
て
長
年
一
貫
し
て

表
明
し
て
き
た
希
望
に
合
致
し
て
い
る）

170
（

。
そ
の
運
営
に
な
る
徳
川
美
術
館
は

一
九
三
五
年
十
一
月
に
開
館
し
、『
國
華
』
で
も
徳
川
家
が
伝
来
の
什
物
を
公

開
し
て
普
く
世
人
の
観
覧
に
供
す
る
に
至
っ
た
の
は
慶
賀
に
堪
え
な
い
と
評
し

た）
171
（

。
ま
た
一
九
三
八
年
十
一
月
、
近
衛
文
麿
は
財
団
法
人
陽
明
文
庫
を
設
立
し

て
展
観
を
行
っ
た）

172
（

。

　

さ
ら
に
一
九
四
一
年
十
月
、
故
根
津
嘉
一
郎
の
遺
志
に
よ
る
根
津
美
術
館
が

開
館
し
た
。
そ
の
建
物
と
し
て
は
旧
宅
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
、
同
年
十
一
月

下
旬
に
第
一
回
の
展
観
が
行
わ
れ
た）

173
（

。
続
い
て
一
九
四
二
年
五
月
下
旬
に
は
第

二
回
の
展
観
が
行
わ
れ
た
が
、『
國
華
』
で
は
そ
れ
を
紹
介
す
る
だ
け
で
な
く

要
望
も
述
べ
て
い
る）

174
（

。
根
津
は
、
一
九
四
〇
年
に
所
蔵
品
目
録
の
第
一
弾
と
し

て
根
津
美
術
館
編
刊
『
青
山
荘
清
賞　

第
一　

支
那
画
篇
』
を
す
で
に
出
版
し

て
い
た
。
後
年
、『
國
華
』
で
は
そ
の
序
文
の
内
容
を
受
け
て
、
彼
の
蒐
集
が
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単
に
自
己
の
為
で
は
な
く
国
家
的
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
と
評
し
た
上
で
、
図
録
の
内
容
に
関
す
る
要
望
を

も
述
べ
て
い
る）

175
（

。
根
津
は
個
人
所
蔵
者
の
中
で
は
戦
前
・
戦

中
に
美
術
館
設
立
を
果
た
し
得
た
唯
一
の
例
だ
っ
た
の
で
、

そ
れ
だ
け
に
『
國
華
』
で
は
期
待
も
ま
た
大
き
か
っ
た
と
い

え
る
。

　

第
二
節　
『
國
華
』
掲
載
作
品

　

こ
の
時
期
『
國
華
』
に
掲
載
さ
れ
た
古
渡
の
中
国
絵
画
は

一
九
三
一
年
を
最
後
の
ピ
ー
ク
と
し
て
終
息
へ
と
向
か
い
、

以
後
新
来
の
掲
載
点
数
が
古
渡
を
上
回
る
。
し
か
し
古
渡
の

所
蔵
者
の
個
人
及
び
勲
功
華
族
で
は
、
な
お
新
顔
が
見
ら
れ

た
（
表
21
）。
個
人
で
は
一
九
〇
〇
年
代
に
一
度
登
場
し
た

原
家
（
富
太
郎
）
を
除
い
て
全
員
が
初
登
場
で
あ
り
、
特
に

武
藤
、
根
津
、
内
野
家
は
以
前
よ
り
所
蔵
者
と
し
て
著
名
で

あ
っ
た
。
勲
功
華
族
で
は
、
新
た
に
團
、
大
倉
家
が
登
場
す

る
。
特
に
大
倉
家
は
す
で
に
一
九
一
七
年
に
財
団
法
人
大
倉

集
古
館
を
設
立
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
国
絵
画
は
一
九
三
四

年
十
月
に
初
め
て
掲
載
さ
れ
た）

176
（

。
旧
大
名
家
で
は
、
新
た
に

旧
琉
球
王
の
尚
、
旧
金
沢
藩
前
田
家
が
登
場
す
る
。
な
お
帝

室
御
物
が
こ
の
時
期
初
め
て
登
場
す
る
が
、
い
ず
れ
も
禅
画

表 21　1930‒40 年代掲載作品の民間所蔵者

区　分 名　前 生没年 略　歴 点数

個人

武藤金太 － 武藤山治（1867‒1934　実業家、政治家。帝人事件を告発して暗
殺される）の子。 5

根津嘉一郎 1860‒1940 号無事庵、青山。東武系実業家。1941 年に根津美術館を開館。
1943 年入札。 5

菅沼正俊 － － 3
原富太郎 前出 3
内野晋 － 内野皎亭（名五郎三。漢学者）の子か。1936 年入札。 2
加藤正治 1871‒1952 法学者・俳人。 2
長尾欽弥 1892‒? 株式会社栄養と育児の会を創業。 2
久田益太郎 1870‒? 帝国朝日銀行・帝国土地興行専務、原田積善会会長（任 1934‒42）。 2
守屋孝蔵 1876‒1953 弁護士。 2
北村太三郎 － － 1
児玉実徳 － － 1
住友寛一 1896‒1956 吉左衛門の長男、住友分家となる。 1
原邦造 1883‒1958 財界人。 1
山中吉郎兵衛 1845‒1917 山中商会を創設。 1

勲功華族

團伊能 1892‒1973 團琢磨（1858‒1932　三井系実業家、血盟団事件で暗殺される。
1928 年 11 月 10 日男爵）の子。 7

郷誠之助 前出 4
藤田平太郎 前出 1

大倉喜八郎 1837‒1928
号鶴彦。大倉財閥を創設。1915 年 12 月 1 日男爵。1899 年自宅に
隣接して大倉美術館を設立、1917 年財団法人大倉集古館を設立。
1923 年関東大震災により被災、1928 年に再建。

1

原嘉道 前出 1
藤田徳次郎 1880‒1935 藤田伝三郎（前出）の次男で、1920 年に分家。 1

旧大名家・
公家

尚　裕 1918‒? 最後の琉球王・尚泰（1843‒1901　侯爵）の曽孫。 2
浅野家 前出 1

近衛文麿 1891‒1945
前出近衛篤麿の子。所蔵文書の一部は、1897 年以降京都帝国大学
または宮内省図書寮へ委託。1918 年の入札を経て、1938 年に財
団法人陽明文庫を設立し、上記寄託品も含めて保管。

1

前田利為 1885‒1942 加賀金沢藩前田家第 14 代当主慶寧（1830‒1874）の長子利嗣
（1858‒1900　侯爵）の養子。陸軍軍人。 1

参考文献：表 4 に同じ。
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で
あ
る
。
そ
の
う
ち
雪
窓
筆
蘭
竹
図
（
第
四
八
三
、
四
八
四
号
）
は
数
年
前
の

御
物
調
査
に
よ
り
初
め
て
そ
の
所
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う）

177
（

。
ま
た
、
伝

牧
谿
筆
蘿
蔔
図
（
第
四
八
六
号
）・
同
蕪
菁
図
（
第
四
八
九
号
）
は
当
初
川
崎
正

蔵
の
所
蔵
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
幅
を
井
上
馨
が
借
り
受
け
、
昭
憲
皇
太
后

（
当
時
皇
后
）
が
そ
れ
を
井
上
邸
で
ご
覧
に
な
っ
て
嘆
賞
し
て
宮
中
へ
取
り
寄

せ
た
の
で
、
川
崎
は
他
の
一
幅
と
共
に
献
上
し
た
と
い
う）

178
（

。

　

来
歴
は
黄
檗
僧
の
一
件
を
除
い
て
茶
の
湯
系
で
あ
る
（
表
22
）。
東
山
御
物

で
は
、
再
三
「
雑
華
室
印
」
が
登
場
す
る
だ
け
で
な
く
、
今
回
は
そ
の
い
ず
れ

に
も
「
善
阿
」
印
が
あ
っ
た
。
当
時
は
や
は
り
ど
ち
ら
も
特
定
さ
れ
な
か
っ
た）

179
（

。

　

内
容
と
し
て
は
、
禅
画
が
全
院
体
画
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ
り
、
全
体
の
三
分
の

一
（
十
九
点
）
を
占
め
た
（
表
23
）。
特
に
龍
光
院
所
蔵
の
伝
牧
谿
筆
柿
図
・
同

栗
図
（
第
四
九
三
号
）、
前
述
の
帝
室
御
物
の
牧
谿
対
幅
、
及
び
前
田
家
所
蔵
の

伝
玉
澗
筆
洞
庭
秋
月
図
（
第
四
九
八
号
）
は
い
ず
れ
も
名
物
で
あ
り
、
根
津
家

所
蔵
の
竹
木
双
雀
図
（
第
五
七
六
号
）
も
そ
れ
に
準
ず
る
（
表
３
参
照
）。
ま
た
、

前
出
の
楚
石
梵
琦
賛
・
因
陀
羅
画
の
最
後
の
一
幅
が
あ
っ
た
。

　

院
体
画
（
南
宋
・
元
）
で
は
、
元
代
の
夏
永
（
字
明
遠
）
の
み
初
登
場
で
あ

表 22　1930‒40 年代掲載作品の
来歴

区　分 人　名 件数

東山御物

「雑華室印」 2
「善阿」印 2
（表装） 7
不明 2

江戸時代
（茶の湯系）

千利休 2
高松家 2
徳川光圀 2
徳川頼房 2
松平頼常 2
松平不昧 1
松屋源之丞 1
山梨稻川 1

禅僧（中国）

愚極慧 1
仲銘 1
行中 1
偕□ 1
清遠 1
楚石梵琦 1

黄檗僧 木庵性瑫 1

禅僧（日本） 策彦周良 1
斯経 1

表 23　1930‒40 年代掲載作品の内容

区　分 作者名（原文ママ） 点数

院体画（南宋）
伝范安仁 2

［徐煕］ 1
筆者不詳 1

院体画（元）

松田 1
伝松田 1
銭選 1

［銭選］ 1
伝王若水 1
伝夏明遠 1

［趙孟頫］ 1
［任月山］ 1

禅画

雪窓 4
因陀羅 2
胡直夫 1
子庭 1
伝牧谿 4

［牧谿］ 4
伝玉澗 1
元人 1

［無記名］ 1

道釈画

西金居士 1
蔡山 1
伝張月壺 1

［張月壺］ 1
［顔輝］ 1
［張思恭］ 1
［無記名］ 5

文人画

陳賢 2
王鑑 1
王原祁 1
王鐸 1
洪朱祉 1
釈道済 1
宋旭 1
張瑞図 1
伝陳容 1

院体画（明）

野泉 1
李在 1
呂文英 1

［呂紀］ 1

院体画（清） 沈南蘋 3
章声 1

る
。

　

道
釈
画
で
は
、『
君
台
観
左
右
帳

記
』
に
の
み
記
載
の
あ
る
蔡
山
が
初

め
て
登
場
す
る
。
ま
た
、
西
金
居
士

筆
羅
漢
図
（
第
五
八
〇
号
）
は
落
款

を
有
す
る
唯
一
の
作
例
で
、
そ
の
解

読
に
よ
り
仏
画
師
集
団
が
多
く
活
動

し
た
寧
派
で
制
作
さ
れ
た
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
当
時
最
新
の
研
究
に
も
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と
づ
い
て
そ
の
作
者
の
名
前
が
正
し
く
は
「
金
大
受
」
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘

さ
れ
た）

180
（

。

　

文
人
画
で
は
、
清
代
の
王
原
祁
、
王
鑑
、
釈
道
済
（
字
石
濤
）
が
新
た
に
登

場
す
る
。
特
に
前
二
者
は
い
わ
ゆ
る
四
王
の
う
ち
の
二
人
で
あ
り
、
い
ず
れ
も

新
来
に
多
く
見
ら
れ
る
作
者
で
あ
る
が
、
当
時
の
所
蔵
者
ま
た
は
旧
蔵
者
か
ら

本
論
で
は
暫
定
的
に
古
渡
と
す
る）

181
（

。

　

院
体
画
（
明
・
清
）
で
は
、
雪
舟
が
明
で
見
い
だ
し
た
二
人
の
師
の
一
人
と

し
て
す
で
に
著
名
で
あ
っ
た
李
在
が
新
た
に
登
場
す
る）

182
（

。

　

第
三
節　
「
近
代
名
物
」
と
「
書
画
一
致
」

　

前
出
の
高
橋
龍
雄
（
梅
園
）
は
、『
茶
道
』
の
初
版
か
ら
二
年
後
の
一
九
三
一

年
、
そ
の
姉
妹
書
と
し
て
茶
道
名
物
一
覧
に
そ
の
名
称
の
由
来
と
名
物
談
を
加

え
た
『
茶
道
名
物
考
』
を
出
版
し
た
。
そ
の
構
成
は
墨
蹟
・
宋
元
名
画
・
古
筆

切
・
茶
入
・
茶
碗
・
裂
・
香
合
・
香
・
釜
が
独
立
項
目
と
さ
れ
、
各
項
に
「
入

札
高
値
表
」、
末
尾
に
「
国
宝
」
一
覧
が
付
さ
れ
た
。

　

ま
ず
自
序
で
は
、
宋
元
名
画
を
含
め
た
茶
道
具
の
実
態
が
い
ず
れ
も
そ
の
本

国
で
は
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
品
々
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
を
逆
手

に
と
り
、
む
し
ろ
日
本
人
の
外
来
文
化
の
包
容
力
と
自
己
発
展
性
の
強
さ
と
し

て
評
価
し
た）

183
（

。
ま
た
「
宋
元
名
画
」
の
一
覧
は
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
及
び

『
古
今
名
物
類
聚
』
か
ら
採
用
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
前
出
の
『
唐
宋
元
明
名

画
大
観
』
か
ら
の
抜
粋
も
付
さ
れ
た）

184
（

。
さ
ら
に
「
宋
元
名
画
の
話
」
で
は
、
茶

人
が
殊
に
賞
玩
す
る
の
は
宋
元
の
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
唐
画
や
明
画
に
比
べ

て
最
も
禅
味
茶
味
に
適
合
す
る
た
め
で
あ
る
。
元
代
の
倪
瓉
や
黄
公
望
（
元
末

四
大
家
）
は
頗
る
風
雅
に
富
む
が
、『
君
台
観
左
右
帳
記
』
に
は
記
載
さ
れ
ず
、

抹
茶
式
よ
り
も
煎
茶
式
の
も
の
で
文
人
畑
に
属
す
る
。
抹
茶
式
で
は
牧
渓
が
日

本
に
最
大
の
影
響
を
与
え
た
と
い
う）

185
（

。

　

従
っ
て
、
こ
の
書
は
『
古
今
名
物
類
聚
』
以
来
、
近
代
数
寄
者
の
立
場
か
ら

初
め
て
茶
道
具
に
お
け
る
「
掛
物
」
を
「
墨
蹟
」「
宋
元
名
画
」「
古
筆
切
」
と

し
て
明
確
に
定
義
づ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
規
定
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ

う
に
、「
宋
元
画
」
は
こ
の
時
ま
で
に
民
間
所
蔵
品
の
公
開
・
入
札
、
日
中
合

同
の
中
国
古
画
展
、
及
び
国
宝
保
存
法
・「
重
要
美
術
品
等
ノ
保
存
ニ
関
ス
ル

法
律
」
に
よ
っ
て
前
代
以
上
の
価
値
付
け
を
得
た
だ
け
で
な
く
、
こ
の
『
茶
道

名
物
考
』
に
よ
っ
て
い
わ
ば
「
近
代
名
物
」
の
一
つ
と
し
て
確
実
に
定
着
さ
れ

る
に
至
っ
た）

186
（

。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、『
國
華
』
は
『
古
今
名
物
類
聚
』
の
時
代

に
は
実
見
し
え
な
か
っ
た
名
物
の
公
開
を
促
進
し
、
個
々
の
作
品
の
来
歴
を
明

ら
か
に
し
、
そ
の
作
者
を
制
作
史
に
位
置
付
け
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と

し
て
そ
れ
に
貢
献
し
た
と
い
え
る
。

　

他
方
、
近
代
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
近
代
数
奇
者
が
確
立
し
た
「
近
代
名

物
」
の
価
値
は
こ
の
時
期
ま
で
に
す
で
に
相
対
化
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
瀧

精
一
「
日
本
美
術
の
進
展
」
で
は
日
本
美
術
の
中
で
規
模
の
小
さ
な
零
細
な
も

の
に
長
所
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
渋
み
に
最
大
の
妙
趣
を
認
め
よ
う
と
す
る
の

は
茶
の
湯
趣
味
復
興
の
影
響
で
あ
る
。
茶
の
湯
趣
味
の
本
領
が
そ
の
長
所
に
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あ
る
の
は
結
構
だ
が
、
そ
れ
を
過
大
評
価
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
と
い

う）
187
（

。
彼
ら
の
関
心
は
む
し
ろ
東
洋
絵
画
の
特
質
、
す
な
わ
ち
「
書
画
一
致
」
と

い
う
価
値
観
に
あ
っ
た
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
一
九
〇
〇
年
代
以
降
、
一
方

で
西
洋
絵
画
、
他
方
で
書
を
意
識
し
た
東
洋
絵
画
に
対
す
る
認
識
が
あ
っ
た
。

一
九
一
〇
年
代
以
降
、
新
来
の
作
品
群
の
将
来
は
文
人
画
に
対
す
る
評
価
、
ま

た
書
を
画
と
共
に
評
価
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
一
九
一
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇

年
代
に
は
、
画
史
画
論
研
究
を
ふ
ま
え
、
書
を
画
と
同
等
に
自
己
表
現
の
手
段

と
み
な
し
た
。
そ
し
て
一
九
三
〇
年
代
ま
で
に
は
、
中
国
絵
画
史
の
中
で
院
体

画
と
文
人
画
と
を
対
等
に
論
じ
る
だ
け
で
な
く
、
東
洋
絵
画
の
特
質
と
し
て
特

に
「
書
画
一
致
」
を
重
視
す
る
に
至
っ
た
と
い
え
る
。

　

例
え
ば
、
渡
辺
崋
山
の
百
年
忌
に
合
わ
せ
て
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
と
そ
の
図

録
に
関
し
て
、
崋
山
は
元
来
書
に
す
ぐ
れ
、
そ
の
画
に
は
明
ら
か
に
書
画
一
致

の
妙
が
あ
る
。
そ
の
画
芸
は
南
画
を
超
越
し
て
い
て
、
単
に
明
清
の
糟
粕
を
学

ぶ
に
甘
ん
ず
る
多
く
の
南
画
と
は
類
を
異
に
す
る
と
い
う）

188
（

。
ま
た
、
瀧
精
一

「
日
本
美
術
と
支
那
美
術
」
で
は
日
中
両
国
に
お
い
て
は
書
の
よ
う
な
主
観
的

美
術
が
発
達
し
た
こ
と
が
そ
の
特
性
で
あ
り
、
作
家
の
人
格
、
す
な
わ
ち
技
術

を
超
越
し
た
所
に
美
術
の
本
義
が
あ
る
。
従
っ
て
、
文
学
な
ど
諸
般
の
美
術
に

対
す
る
相
互
の
連
関
や
総
合
の
要
求
が
生
じ
、
一
人
の
作
家
が
多
く
の
美
術
に

携
わ
る
よ
う
に
な
り
、
精
神
力
が
問
わ
れ
た
と
い
う）

189
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て

書
画
の
世
界
は
制
作
面
で
も
研
究
面
で
も
な
お
分
離
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
価
値
観
は
前
代
ま
で
の
単
な
る
継
承
で
は
な
く
、

新
た
な
状
況
の
中
で
漸
次
獲
得
さ
れ
て
き
た
も
の
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の

「
書
画
一
致
」
を
含
む
「
東
洋
絵
画
」
の
特
質
と
は
、
む
し
ろ
西
洋
絵
画
と
の

対
抗
上
、
近
代
の
美
術
史
研
究
者
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
一
方
的
に
案
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　
『
國
華
』
に
お
け
る
古
渡
の
中
国
絵
画
は
、
一
八
九
〇
年
代
に
は
そ
の
掲
載

点
数
は
ま
だ
少
な
く
、
そ
の
所
蔵
者
及
び
内
容
は
限
定
さ
れ
た
。
民
間
所
蔵

品
の
公
開
に
伴
い
、
一
九
〇
〇
年
代
に
は
掲
載
点
数
上
第
一
の
ピ
ー
ク
と
な
り
、

質
的
に
も
向
上
し
た
。
こ
の
時
ま
で
に
、
主
と
し
て
前
代
ま
で
の
茶
の
湯
の

名
物
が
新
た
に
作
者
中
心
の
制
作
史
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、「
宋
元
画
」
に

対
す
る
評
価
が
成
立
し
た
。
次
に
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
は
掲
載
点

数
上
第
二
・
第
三
の
ピ
ー
ク
で
あ
る
と
同
時
に
新
来
の
中
国
絵
画
が
掲
載
さ
れ
、

特
に
文
人
画
評
価
の
契
機
と
な
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
ま
で
に
古
渡
の
明
代
お

よ
び
清
代
の
院
体
画
（
特
に
浙
派
）
と
二
流
文
人
画
の
評
価
が
行
わ
れ
た
だ
け

で
な
く
、
特
に
禅
画
は
文
人
画
の
先
駆
と
み
な
さ
れ
た
。
最
後
に
、
一
九
三
〇

年
代
に
は
古
渡
の
中
国
絵
画
の
掲
載
は
終
息
に
向
か
う
が
、
前
代
ま
で
の
価
値

観
が
近
代
と
い
う
新
し
い
状
況
の
中
で
変
質
し
、
最
終
的
に
中
国
絵
画
と
密
接

に
関
連
し
た
「
近
代
名
物
」
と
「
書
画
一
致
」
と
い
う
価
値
観
が
確
立
し
た
。
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民
間
所
蔵
品
に
つ
い
て
は
一
九
〇
〇
年
代
か
ら
す
で
に
そ
の
公
開
へ
の
要
望

が
あ
っ
た
が
、
最
も
進
ん
だ
の
は
一
九
一
〇
年
代
以
降
で
あ
る
。
公
開
が
進
む

と
同
時
に
華
族
世
襲
財
産
法
の
改
正
や
景
気
の
変
動
に
伴
っ
て
入
札
も
流
行
し
、

民
間
所
蔵
品
に
対
す
る
何
ら
か
の
規
制
の
必
然
性
が
議
論
さ
れ
た
。
よ
う
や
く

一
九
三
〇
年
前
後
に
、
相
次
い
で
民
間
所
蔵
品
を
対
象
と
し
た
国
宝
保
存
法
と

「
重
要
美
術
品
等
ノ
保
存
ニ
関
ス
ル
法
律
」
が
成
立
し
た
。『
國
華
』
は
公
開
の

推
進
、
安
易
な
入
札
へ
の
批
判
、
海
外
流
出
防
止
な
ど
民
間
所
蔵
品
の
処
遇
に

関
し
て
積
極
的
に
発
言
し
続
け
、
保
存
法
制
定
の
重
要
な
推
進
力
と
な
っ
た
。

　

新
来
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
一
九
〇
〇
年
代
ま
で

│
一
九
一
〇
年
代
以
降

の
新
来
の
流
入
以
前

│
に
、「
宋
元
画
」
に
対
す
る
評
価
が
成
立
し
た
。
す

な
わ
ち
、
実
作
品
を
重
視
す
る
近
代
美
術
史
学
の
方
法
に
よ
り
、
当
時
の
日
本

に
現
存
し
て
掲
載
可
能
な
古
渡
の
作
品
群
に
も
と
づ
い
た
結
果
、
前
代
ま
で
の

茶
の
湯
の
名
物
が
新
た
に
作
者
中
心
の
制
作
史
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
次

に
新
来
の
作
品
流
入
前
後
よ
り
、
古
渡
に
多
く
見
ら
れ
た
明
代
・
清
代
の
二
流

の
文
人
画
や
同
時
代
の
浙
派
の
作
品
群
を
再
評
価
し
た
だ
け
で
な
く
、「
近
代

絵
画
」
に
し
て
「
東
洋
絵
画
」
と
し
て
文
人
画
を
規
定
し
、
特
に
禅
画
を
文
人

画
の
先
駆
と
し
て
再
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
人
画
を
中
心
と
す
る
中
国
絵

画
の
「
正
史
」
と
の
整
合
性
を
は
か
る
に
至
っ
た
。

　

中
国
絵
画
に
関
す
る
前
代
ま
で
の
二
つ
の
価
値
観
、
す
な
わ
ち
茶
の
湯
の

「
名
物
」
観
と
文
人
的
価
値
観
は
次
の
よ
う
に
変
質
し
た
。
近
代
に
お
い
て
茶

の
湯
の
「
名
物
」
観
を
志
向
し
た
の
は
、
近
代
数
寄
者
と
ほ
ぼ
一
致
し
た
。
作

品
の
実
際
の
所
蔵
者
は
、
本
論
の
区
分
に
よ
れ
ば
旧
大
名
家
・
公
家
か
ら
勲
功

華
族
ま
た
は
個
人
へ
と
移
行
す
る
過
渡
期
に
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
前
代
ま
で

の
茶
の
湯
の
名
物
（
院
体
画
、
禅
画
、
及
び
一
部
の
文
人
画
）
に
道
釈
画
と
清
代

の
沈
銓
に
よ
る
画
と
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
来
歴
は
東
山
御
物
、
黄
檗

僧
を
除
く
禅
僧
、
及
び
江
戸
時
代
の
茶
人
、
将
軍
家
、
狩
野
家
か
ら
構
成
さ
れ

た
。
近
代
数
寄
者
は
茶
の
湯
に
拠
り
つ
つ
茶
人
よ
り
も
道
具
を
重
視
し
、
松
平

不
昧
の
『
古
今
名
物
類
聚
』
に
拠
り
つ
つ
作
品
の
さ
ら
な
る
公
開
・
入
札
・
記

録
を
経
た
だ
け
で
な
く
『
國
華
』
を
含
む
美
術
史
的
根
拠
を
得
て
、
近
代
な
ら

で
は
の
名
物
、
す
な
わ
ち
「
近
代
名
物
」
を
確
立
さ
せ
た
。
彼
ら
に
よ
っ
て

「
宋
元
画
」
は
墨
跡
及
び
古
筆
切
と
並
ぶ
茶
の
湯
の
掛
物
の
一
つ
と
し
て
一
覧

化
さ
れ
て
定
着
し
、
現
代
に
至
る
「
茶
道
美
術
」
観
の
原
型
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

他
方
、
近
代
に
お
い
て
文
人
的
価
値
観
を
志
向
し
た
の
は
、
ま
ず
前
代
ま
で

の
価
値
観
を
継
承
し
た
煎
茶
会
・
書
画
会
へ
の
参
加
者
で
あ
っ
た
。
作
品
の
実

際
の
所
蔵
者
は
、
本
論
の
区
分
に
よ
れ
ば
勲
功
華
族
の
一
部
（
岩
崎
及
び
住
友
）

ま
た
は
個
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
沈
銓
を
除
く
明
代
及
び
清
代
の
院
体
画

の
一
部
及
び
文
人
画
で
あ
り
、
そ
の
来
歴
は
黄
檗
僧
、
江
戸
時
代
及
び
明
治

時
代
の
文
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
鑑
賞
す
る
場
と
し
て
の
煎
茶
会
・
書
画
会

は
次
第
に
衰
退
し
た
が
、
代
わ
り
に
台
頭
し
た
の
が
『
國
華
』
主
幹
の
瀧
精
一

を
は
じ
め
と
す
る
近
代
研
究
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
作
品
を
直
接
所
蔵
せ
ず
、
前

代
ま
で
の
文
人
と
は
異
な
る
基
盤

│
西
洋
美
学
・
美
術
史

│
を
有
し
た
だ
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け
で
な
く
、
新
来
の
中
国
絵
画
を
ふ
ま
え
て
文
人
画
を
近
代
的
芸
術
観
か
ら
評

価
し
、
ま
た
そ
の
文
人
画
評
価
を
ふ
ま
え
て
東
洋
絵
画
の
特
質
を
追
究
し
た
が
、

そ
の
一
つ
の
到
達
点
が
「
書
画
一
致
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
今
日
の
日
本
の
美

術
史
研
究
に
お
け
る
「
東
洋
絵
画
」（
及
び
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
「
西
洋
絵
画
」）

観
の
原
型
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
代
日
本
で
成
立
し
た
「
宋
元
画
」
及
び
文
人
画
に
対
す
る

評
価
は
、
一
見
前
代
ま
で
の
も
の
を
継
承
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
い

ず
れ
も
新
し
い
集
団
が
新
し
い
状
況
の
中
で
獲
得
し
た
、
新
し
い
価
値
観
で

あ
っ
た
。
近
代
日
本
は
「
古
渡
」
の
中
国
絵
画
と
い
う
蓄
積
の
上
に
「
新
来
」

の
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
が
、
そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
漢
文
化
の
遺
産
を
近
代
的

価
値
観
に
よ
っ
て
見
直
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、

当
時
の
人
々
は
新
来
の
中
国
絵
画
に
よ
っ
て
中
国
絵
画
の
「
正
史
」
に
対
す
る

一
定
程
度
の
認
識
を
得
た
。
本
論
で
は
、
古
渡
に
関
連
し
た
前
代
ま
で
の
二
つ

の
価
値
観
が
近
代
的
価
値
観
に
よ
っ
て
「
宋
元
画
」
と
文
人
画
の
評
価
を
成
立

さ
せ
、
最
終
的
に
中
国
絵
画
の
「
正
史
」
と
の
整
合
性
を
は
か
っ
て
い
く
過
程

に
つ
い
て
論
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
戦
前
・
戦
中
に
お
け
る
中
国
美
術
に
関
す

る
著
述
の
ほ
と
ん
ど
に
は
「
東
洋
」
の
名
称
が
用
い
ら
れ
た
め
に
、
却
っ
て
そ

の
達
成
は
十
分
に
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
に
お
い
て
国
民
国
家
の
要
請
と
し
て
の
「
日
本
美
術
」
だ
け
で
な
く

「
東
洋
美
術
」
を
も
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
中
国
美
術
の
影
響
力
を
認

め
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
、「
東
洋
美
術
」
は
日
本
美
術
の
前

註（
１
）  

特
に
先
駆
的
研
究
と
し
て
、
高
木
博
志
「
日
本
美
術
史
の
成
立
・
試
論

│
古
代

美
術
史
の
時
代
区
分
の
成
立
」『
近
代
天
皇
制
の
文
化
史
的
研
究

│
天
皇
就
任
儀

礼
・
年
中
行
事
・
文
化
財
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
七
、
三
四
五
―
三
八
一
頁
。
佐
藤

道
信
「
美
術
史
学
の
成
立
と
展
開
」『
明
治
国
家
と
近
代
美
術

│
美
の
政
治
学
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
、
一
二
四
―
一
五
四
頁
。

（
２
）  

小
川
裕
充
「
日
本
に
お
け
る
中
国
絵
画
史
研
究
の
動
向
と
そ
の
展
望

│
宋
元
時

代
を
中
心
に
」『
美
術
史
論
叢
』
第
十
七
号
、
二
〇
〇
一
、
一
三
七
―
一
三
八
頁
。

（
３
）  

宮
崎
法
子
「
日
本
近
代
の
な
か
の
中
国
絵
画
史
研
究
」
東
京
国
立
文
化
財
研
究

所
編
『
語
る
現
在
、
語
ら
れ
る
過
去

│
日
本
の
美
術
史
学
一
〇
〇
年
』
平
凡
社
、

一
九
九
九
、
一
四
六
―
一
四
七
頁
。

（
４
）  

内
藤
虎
次
郎
を
中
心
と
し
た
関
西
圏
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
陶
徳
民
編
著
『
内
藤

湖
南
と
清
人
書
画

│
関
西
大
学
図
書
館
内
藤
文
庫
所
蔵
品
集
』
関
西
大
学
出
版

部
、
二
〇
〇
九
。
曽
布
川
寛
監
修
、
関
西
中
国
書
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
会
編
『
中

国
書
画
探
訪

│
関
西
の
収
蔵
家
と
そ
の
名
品
』
二
玄
社
、
二
〇
一
一
。
瀧
精
一

を
中
心
と
し
た
『
國
華
』
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「『
國
華
』
に
み
る
新
来
の

中
国
絵
画

│
近
代
日
本
に
お
け
る
中
国
美
術
観
の
一
事
例
と
し
て
」『
國
華
』
第

一
三
九
五
号
、
二
〇
一
二
年
一
月
、
五
―
一
七
頁
。

（
５
）  

茶
道
史
に
つ
い
て
は
、
熊
倉
功
夫
『
近
代
茶
道
史
の
研
究
』
日
本
放
送
出
版
協

会
、
一
九
八
〇
。
田
中
秀
隆
「
茶
道
文
化
論
の
構
造
」
千
宗
室
監
修
、
熊
倉
功
夫
・

提
で
あ
り
、
ま
た
「
西
洋
美
術
」
と
の
対
抗
上
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
従
っ
て
、
欧
米
に
お
け
る
「
東
洋
美
術
」
と
同
一
で
は
あ
り
得
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
近
代
日
本
に
お
け
る
中
国
絵
画
に
対
す
る
評
価
の
成
立
過

程
は
、「
同
文
同
種
」
ゆ
え
に
直
面
し
た
困
難
を
示
す
一
つ
の
事
例
と
い
え
る
。
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田
中
秀
隆
編
『
茶
道
学
大
系
一　

茶
道
文
化
論
』
淡
交
社
、
一
九
九
九
、
一
三
五
―

一
七
二
頁
。
煎
茶
史
に
つ
い
て
は
、
熊
倉
功
夫
『
近
代
茶
道
史
の
研
究
』。『
文
人

の
あ
こ
が
れ
、
清
風
の
こ
こ
ろ

│
煎
茶
・
美
と
そ
の
か
た
ち
』
大
阪
市
立
美
術

館
、
一
九
九
七
。『
静
嘉
堂
蔵
煎
茶
具
名
品
展
』
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
、
一
九
九
八
。

書
道
史
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
隆
夫
「
書
道
雑
誌
の
推
移

│
明
治
・
大
正
・
昭
和

終
戦
ま
で
」『
書
論
』
第
二
十
四
号
、
一
九
八
八
、
一
七
二
―
一
七
七
頁
。
萱
原

晋
「
近
・
現
代
の
日
本
の
書
に
つ
い
て
（
要
旨
）」『
書
学
書
道
史
研
究
』
第
六
号
、

一
九
九
六
、
一
二
八
―
一
三
二
頁
。
魚
住
和
晃
「
近
代
日
中
書
法
交
流
史
」
杉
村
邦

彦
編
『
中
国
書
法
史
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
二
、
二
六
二
―

二
七
八
頁
。
伊
藤
隆
夫
「
明
治
時
代
に
お
け
る
書
・
篆
刻
の
展
覧
会
」『
書
論
』
第

三
三
号
、
二
〇
〇
三
、
一
三
九
―
一
四
九
頁
。
成
田
山
書
道
美
術
館
編
『
日
本
の
書

　

維
新
〜
昭
和
初
期
』
二
玄
社
、
二
〇
〇
九
。
な
お
、
成
田
山
書
道
美
術
館
監
修

『
近
代
文
人
の
い
と
な
み
』（
淡
交
社
、
二
〇
〇
六
）
が
扱
う
内
容
は
書
画
煎
茶
に
わ

た
る
が
、
書
名
の
通
り
文
人
の
活
動
に
限
定
さ
れ
る
。

（
６
）  

該
当
作
品
は
國
華
社
編
『
國
華
索
引　

新
版
』（
國
華
社
、
二
〇
〇
三
）
に
も
と

づ
き
、「
論
文
・
解
説
・
絵
画
」
の
「
中
国
」
か
ら
抽
出
し
た
。
実
際
の
調
査
対
象

は
、
中
国
絵
画
の
掲
載
さ
れ
た
第
一
三
号
（
一
八
九
〇
年
十
月
）
か
ら
第
六
四
七
号

（
一
九
四
四
年
十
月
）
ま
で
（
同
年
十
二
月
以
降
、
戦
時
下
の
企
業
統
制
に
よ
り
休

刊
）。
同
一
の
号
に
掲
載
さ
れ
た
同
一
の
作
品
に
つ
い
て
は
図
版
の
枚
数
に
か
か
わ

ら
ず
一
点
と
計
上
し
、
同
幅
や
同
画
冊
か
ら
複
数
の
号
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
た
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
一
点
と
計
上
し
た
。「
古
渡
」「
新
来
」
の
判
定
は
、
原
則
と
し

て
当
該
作
品
に
関
す
る
『
國
華
』
の
記
述
に
よ
る
。
明
記
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
す

で
に
得
ら
れ
た
情
報
を
応
用
し
て
筆
者
が
判
定
し
た
。

（
７
）  

拙
論
「『
國
華
』
に
み
る
新
来
の
中
国
絵
画
」。
上
記
で
は
、
認
識
に
与
え
た
影
響

を
重
視
す
る
た
め
、
実
際
に
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
作
品
だ
け
で
な
く
図
版
だ
け
で

紹
介
さ
れ
た
作
品
も
含
め
た
。
ま
た
そ
の
趣
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
当
時
の
呼

称
の
う
ち
「
新
渡
」「
新
舶
載
」
よ
り
も
「
新
来
」
の
語
を
採
用
し
た
。

（
８
）  

芳
賀
幸
四
郎
「
掛
物
の
歴
史
」
芳
賀
幸
四
郎
・
財
津
永
次
・
真
保
亨
責
任
編
集

『
茶
道
聚
錦
九　

書
と
絵
画
』
小
学
館
、
一
九
八
四
、
八
一
―
八
八
頁
。

（
９
）  

熊
倉
功
夫
『
近
代
茶
道
史
の
研
究
』、
二
一
七
―
二
四
〇
頁
。

（
10
）  

同
前
、
一
三
九
―
一
四
六
頁
。
守
屋
雅
史
「
文
人
の
あ
こ
が
れ
、
清
風
の
こ
こ

ろ
」『
文
人
の
あ
こ
が
れ
、
清
風
の
こ
こ
ろ
』、
六
―
一
六
頁
。

（
11
）  

「
國
華
沿
革
略
」『
國
華
』
第
六
〇
〇
号
、
一
九
四
〇
年
十
一
月
、
頁
付
な
し
。

（
12
）  

山
川
武
祏
編
「
國
華
社
史
（
略
）」『
國
華
』
第
一
〇
〇
〇
号
、
一
九
七
七
年
五

月
、
六
八
頁
。
國
華
社
編
「
國
華
社
略
史
」『
國
華
』
第
一
一
二
八
号
、
一
九
八
九

年
十
一
月
、
六
五
頁
。

（
13
）  

注
（
11
）
に
同
じ
。
一
説
に
よ
れ
ば
当
初
よ
り
編
集
担
当
は
長
尾
及
び
松
本
幹
一

で
あ
っ
た
。
山
川
武
祏
編
「
國
華
社
史
（
略
）」『
國
華
』
第
一
〇
〇
〇
号
。

（
14
）  

矢
代
幸
雄
「
國
華
の
世
界
的
存
在
」『
國
華
』
第
六
〇
〇
号
、
一
九
四
〇
年
十
一

月
、
三
六
五
―
三
六
八
頁
。
溝
口
禎
次
郎
「
國
華
六
百
号
祝
辞
」
同
、
三
六
九
―

三
七
〇
頁
。

（
15
）  

第
一
三
三
号
（
一
九
〇
一
年
六
月
）
よ
り
主
幹
と
な
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
が

（
注
（
11
））、
本
論
で
は
一
九
四
一
年
の
朝
日
賞
受
賞
理
由
と
も
な
っ
て
い
る
「
第

一
三
二
号
」
説
を
採
用
す
る
。「
瀧
精
一
博
士
へ
朝
日
賞
贈
与
」『
國
華
』
第
六
〇
四

号
、
一
九
四
一
年
三
月
、
一
〇
八
頁
。
た
だ
し
、
最
初
の
署
名
入
り
記
事
の
掲
載
及

び
誌
面
の
刷
新
が
見
ら
れ
る
の
は
第
一
三
三
号
か
ら
で
あ
る
。

（
16
）  

「
美
術
取
調
ニ
関
ス
ル
報
告
摘
要
」『
官
報
』
第
一
四
六
一
号
（
一
八
八
八
年
五
月

十
六
日
）
〜
第
一
五
五
八
号
（
同
九
月
六
日
）。「
宝
物
取
調
ニ
関
ス
ル
報
告
摘
要
」

同
第
一
六
三
二
号
（
同
十
二
月
六
日
）
〜
第
一
六
八
四
号
（
一
八
八
九
年
二
月
十
三

日
）。

（
17
）  

こ
れ
ら
の
写
真
が
『
國
華
』
を
含
む
以
後
の
美
術
出
版
物
の
図
版
と
し
て
流
用
さ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
村
角
紀
子
「
明
治
期
の
古
美
術
写
真

│
畿
内
宝
物
取
調

を
中
心
に
」『
美
術
史
』
第
一
五
三
号
、
二
〇
〇
二
、
一
五
八
頁
。
な
お
『
國
華
』

で
は
第
一
八
二
号
（
一
九
〇
五
年
七
月
）
ま
で
白
黒
図
版
に
は
「
小
川
一
真
製
写
真
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版
」
と
付
記
さ
れ
る
が
、
以
後
写
真
版
の
製
作
者
は
明
記
さ
れ
な
い
。

（
18
）  
「
文
化
財
関
係
法
令
等
（
二
）　

古
社
寺
保
存
法
」
文
化
庁
『
文
化
財
保
護
法
五
十

年
史
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
一
、
四
九
四
―
四
九
五
頁
。

（
19
）  

華
族
制
度
に
つ
い
て
は
、
岡
部
牧
夫
・
小
田
部
雄
次
編
解
説
『
華
族
財
産
関
係
資

料
』
不
二
出
版
、
一
九
八
六
。
小
田
部
雄
次
『
家
宝
の
行
方

│
美
術
品
が
語
る
名

家
の
明
治
・
大
正
・
昭
和
』
小
学
館
、
二
〇
〇
四
。
同
『
華
族

│
近
代
日
本
貴
族

の
虚
像
と
実
像
』
中
央
公
論
新
社
（
中
公
新
書
一
八
三
六
）、
二
〇
〇
六
。

（
20
）  

（
浅
井
良
夫
）「
十
五
銀
行
」
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
事
典
』
第
七

巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
、
二
六
八
―
二
六
九
頁
。

（
21
）  

「
博
覧
会
事
務
局
、
華
族
所
持
宝
物
調
査
を
実
施
す
る
」『
東
京
国
立
博
物
館
百
年

史　

資
料
編
』
東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
七
三
、
六
〇
九
―
六
一
一
頁
。

（
22
）  

「
美
術
取
調
ニ
関
ス
ル
報
告
摘
要
」『
官
報
』
第
一
五
一
九
号
、
一
八
八
八
年
七
月

二
十
三
日
。

（
23
）  

熊
倉
功
夫
『
近
代
茶
道
史
の
研
究
』、
一
九
三
頁
。

（
24
）  

同
前
、
一
九
四
頁
。
上
記
の
う
ち
『
國
華
』
に
古
渡
の
中
国
絵
画
の
所
蔵
者
と
し

て
登
場
す
る
者
は
以
下
の
通
り
（
第
四
世
代
は
掲
載
作
品
の
後
年
の
所
蔵
者
と
し
て

判
明
し
て
い
る
者
で
あ
る
）。
第
一
世
代
で
は
井
上
世
外
（
馨
）、
平
瀬
露
香
（
亀

之
助
）、
藤
田
香
雪
（
伝
三
郎
）。
第
二
世
代
で
は
馬
越
化
生
（
恭
平
）、
上
野
有
竹

（
理
一
）、
益
田
鈍
翁
（
孝
）、
村
山
玄
庵
（
龍
平
）。
第
三
世
代
で
は
團
狸
山
（
琢

磨
）、
根
津
青
山
（
嘉
一
郎
）、
住
友
春
翠
（
吉
左
衛
門
）、
原
三
溪
（
富
太
郎
）。
第

四
世
代
で
は
松
永
耳
庵
（
安
左
衛
門
）、
畠
山
即
翁
（
一
清
）、
五
島
慶
太
。

（
25
）  

同
前
、
二
一
四
―
二
一
七
、
二
四
八
―
二
五
八
頁
。

（
26
）  

「
大
学
院
文
科
学
生
」『
東
京
帝
国
大
学
一
覧
』
従
明
治
三
十
三
年
至
明
治
三
十
四

年
、
東
京
帝
国
大
学
、
一
九
〇
〇
年
、
四
〇
一
頁
。
以
下
、
瀧
の
経
歴
に
つ
い
て
は

藤
懸
静
也
「
瀧
博
士
の
追
憶
」『
國
華
』
第
六
五
一
号
（
一
九
四
六
年
六
月
）・
同
第

六
五
二
号
（
同
七
月
）
の
記
述
に
も
と
づ
き
、
関
連
文
献
を
調
査
し
た
。

（
27
）  

「
瀧
精
一
の
起
用
と
美
学
講
義
」
東
京
芸
術
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
東
京
芸

術
大
学
百
年
史　

東
京
美
術
学
校
篇
』
第
二
巻
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
七
、
六
五

―
六
六
頁
。

（
28
）  

「
大
学
院
文
科
学
生
」『
東
京
帝
国
大
学
一
覧
』
従
明
治
三
十
四
年
至
明
治
三
十
五

年
（
東
京
帝
国
大
学
、
一
九
〇
一
年
、
四
〇
二
頁
）
ま
で
名
前
が
確
認
さ
れ
る
が
、

翌
年
度
以
降
は
確
認
さ
れ
な
い
（
当
時
の
大
学
院
の
在
学
期
間
は
五
年
）。

（
29
）  

「
文
科
大
学　

職
員
」
同
従
明
治
四
十
二
年
至
明
治
四
十
三
年
、
一
九
一
〇
年
、

二
四
五
頁
。

（
30
）  

注
（
27
）
に
同
じ
。

（
31
）  

「
鑑
識
界
の
誤
謬
」『
國
華
』
第
一
八
二
号
、
一
九
〇
五
年
七
月
、
二
六
―
二
七
頁
。

（
32
）  

特
に
、「
所
蔵
目
録
の
作
為
」『
國
華
』
第
一
八
三
号
、
一
九
〇
五
年
八
月
、
五
八

―
五
九
頁
。「
一
大
美
術
館
設
立
の
必
要
」『
國
華
』
第
一
九
一
号
、
一
九
〇
六
年

四
月
、
二
八
二
―
二
八
三
頁
。「
美
術
品
出
陳
者
の
態
度
」『
國
華
』
第
一
九
三

号
、
一
九
〇
六
年
六
月
、
三
三
六
頁
。「
美
術
に
関
与
す
る
人
々
の
識
見
」『
國
華
』

第
二
一
五
号
、
一
九
〇
八
年
四
月
、
二
七
六
頁
。
ま
た
、
や
や
年
代
の
下
る
以
下

も
参
照
。「
世
に
は
美
術
的
作
品
を
観
る
に
方
つ
て
…
…
」『
國
華
』
第
二
五
三
号
、

一
九
一
一
年
六
月
、
三
四
二
頁
。「
世
の
美
術
愛
好
家
の
中
に
は
…
…
」『
國
華
』
第

二
六
五
号
、
一
九
一
二
年
六
月
、
三
二
八
頁
。

（
33
）  

瀧
節
庵
「
当
今
美
術
の
鑑
識
に
於
け
る
時
代
の
観
念
」『
國
華
』
第
二
一
六
号
、

一
九
〇
八
年
五
月
、
二
八
三
―
二
八
五
頁
。
な
お
國
華
社
編
『
國
華
索
引　

新
版
』

に
よ
れ
ば
、
瀧
節
庵
・
瀧
拙
庵
・
節
庵
・
無
外
生
は
い
ず
れ
も
瀧
精
一
の
筆
名
で
あ

る
。

（
34
）  

「
去
月
名
古
屋
開
府
の
三
百
年
祭
に
当
つ
て
開
か
れ
た
…
…
」『
國
華
』
第
二
四
〇

号
、
一
九
一
〇
年
五
月
、
三
一
一
―
三
一
二
頁
。

（
35
）  
國
華
社
茶
話
会
の
初
回
は
一
九
一
〇
年
七
月
二
日
で
、「
茶
話
会
記
事
」
が
第

三
〇
一
号
（
一
九
一
五
年
六
月
）
以
降
不
定
期
に
掲
載
さ
れ
る
。

（
36
）  

美
術
倶
楽
部
の
成
立
と
入
札
の
流
行
に
つ
い
て
は
、
小
田
部
雄
次
「
東
京
美
術
倶

楽
部
結
成
と
美
術
市
場
」『
美
術
商
の
百
年

│
東
京
美
術
倶
楽
部
百
年
史
』
東
京
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美
術
倶
楽
部
・
東
京
美
術
商
協
同
組
合
、
二
〇
〇
六
、
一
〇
九
―
一
三
八
頁
。
同

「
大
売
立
の
時
代
」
同
、
一
三
九
―
一
六
五
頁
。「
大
阪
美
術
倶
楽
部
入
札
売
立
史
」

同
、
五
六
二
頁
。「
京
都
美
術
倶
楽
部
入
札
売
立
史
」
同
、
六
六
四
頁
。「
名
古
屋
美

術
倶
楽
部
入
札
売
立
史
」
同
、
七
二
三
頁
。

（
37
）  

熊
倉
功
夫
『
近
代
茶
道
史
の
研
究
』、
六
二
―
六
四
頁
。
た
だ
し
江
戸
時
代
の
茶

道
批
判
者
と
し
て
は
、
上
田
秋
成
が
最
も
著
名
で
あ
る
。

（
38
）  

萱
原
晋
「
近
・
現
代
の
日
本
の
書
に
つ
い
て
（
要
旨
）」。
伊
藤
隆
夫
「
明
治
時
代

に
お
け
る
書
・
篆
刻
の
展
覧
会
」。

（
39
）  

魚
住
和
晃
「
近
代
日
中
書
法
交
流
史
」。
西
嶋
慎
一
「
大
蔵
省
印
刷
局
・
朝
陽
閣

帖
の
謎
」『
大
東
書
道
研
究
』
第
一
四
号
、
二
〇
〇
七
、
一
六
〇
―
一
八
六
頁
。
中

村
史
朗
「「
大
河
内
文
書
」
に
み
る
明
治
期
の
日
中
書
法
交
流

│
楊
守
敬
来
日
前

後
の
事
情
を
め
ぐ
っ
て
」『
書
学
書
道
史
研
究
』
第
一
八
号
、
二
〇
〇
八
、
三
一
―

四
一
頁
。

（
40
）  

伊
藤
隆
夫
「
書
道
雑
誌
の
推
移

│
明
治
・
大
正
・
昭
和
終
戦
ま
で
」。
萱
原
晋

「
近
・
現
代
の
日
本
の
書
に
つ
い
て
（
要
旨
）」。
伊
藤
隆
夫
「
明
治
時
代
に
お
け
る

書
・
篆
刻
の
展
覧
会
」。

（
41
）  

節
庵
「
古
美
術
の
鑑
賞
と
新
美
術
の
創
作
と
」『
國
華
』
第
一
四
〇
号
、
一
九
〇
二

年
一
月
、
一
二
四
―
一
二
七
頁
。

（
42
）  

「
邦
人
美
術
研
究
の
狭
隘
」『
國
華
』
第
一
九
五
号
、
一
九
〇
六
年
八
月
、
三
九
二

頁
。

（
43
）  

「
尾
州
家
什
宝
の
写
真
を
観
て
の
所
感
…
…
」『
國
華
』
第
二
六
七
号
、
一
九
一
二

年
八
月
、
五
二
頁
。

（
44
）  

「
文
科
大
学
学
生
及
生
徒
」『
帝
国
大
学
一
覧
』
従
明
治
廿
六
年
至
明
治
廿
七
年
、

帝
国
大
学
、
一
八
九
四
年
、
三
二
三
頁
。

（
45
）  

「
学
生
及
生
徒
姓
名　

大
学
院
学
生
」『
東
京
帝
国
大
学
一
覧
』
従
明
治
三
十
年
至

明
治
三
十
一
年
、
東
京
帝
国
大
学
、
一
八
九
七
年
、
三
四
〇
頁
。

（
46
）  

一
八
九
三
年
以
降
、
美
学
講
座
の
担
当
教
授
は
当
面
欠
員
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
の

授
業
は
哲
学
担
当
の
外
国
人
教
師
が
行
い
、
ケ
ー
ベ
ル
は
同
年
六
月
に
赴
任
し
て
い

た
。
よ
う
や
く
一
九
〇
〇
年
四
月
、
欧
州
留
学
か
ら
帰
国
し
た
大
塚
保
治
が
教
授
に

就
任
し
た
。
東
京
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
東
京
大
学
百
年
史　

部
局
史
１
』

東
京
大
学
、
一
九
八
六
、
五
八
八
―
五
九
三
頁
。

（
47
）  

青
陵
生
「
漫
録
」『
國
華
』
第
一
六
六
号
、
一
九
〇
四
年
三
月
、
二
二
三
―

二
二
四
頁
。

（
48
）  

「
我
国
に
於
け
る
美
術
の
評
論
」『
國
華
』
第
一
九
〇
号
、
一
九
〇
六
年
三
月
、

二
五
五
頁
。

（
49
）  

瀧
精
一
「
支
那
絵
画
上
の
写
意
説
」『
國
華
』
第
一
三
六
号
（
一
九
〇
一
年
九
月
）、

第
一
三
九
号
（
同
十
二
月
）、
第
一
四
二
号
（
一
九
〇
二
年
三
月
）。

（
50
）  

節
庵
「
王
羲
之
の
書
」『
國
華
』
第
一
九
七
号
、
一
九
〇
六
年
十
月
、
四
四
六
―

四
五
三
頁
。
瀧
精
一
「
書
の
美
を
論
ず
」『
國
華
』
第
一
六
一
号
（
一
九
〇
三
年
十

月
）、
第
一
六
二
号
（
一
九
〇
三
年
十
一
月
）。
節
庵
「
書
と
絵
画
及
装
飾
美
術
と
の

連
関
に
就
て
」『
國
華
』
第
二
〇
一
号
、
一
九
〇
七
年
二
月
、
五
六
九
―
五
八
三
頁
。

な
お
、
一
八
九
〇
年
代
の
『
國
華
』
に
は
日
本
の
書
論
は
掲
載
さ
れ
た
が
、
中
国
の

書
に
関
す
る
記
事
及
び
作
品
の
掲
載
は
見
ら
れ
な
い
。

（
51
）  

瀧
精
一
「
文
人
画
説
」『
國
華
』
第
二
一
六
号
、
一
九
〇
八
年
五
月
、
三
〇
〇
―

三
〇
四
頁
。

（
52
）  

『
上
野
有
竹
斎
蒐
集
中
国
書
画
図
録
』
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
六
六
。

（
53
）  

李
龍
眠
筆
羅
漢
図
（
第
三
〇
、
四
一
号
）、
呂
文
英
筆
売
玩
翁
図
（
第
四
七
号
）、

月
山
筆
琴
棋
書
画
図
（
第
五
三
、
六
七
号
）、
姜
隠
筆
穆
王
西
王
母
図
（
第
六
三
号
）

は
、
そ
の
開
校
当
初
一
八
八
九
年
四
月
一
日
付
で
購
入
さ
れ
た
と
い
う
。『
東
京
芸

術
大
学
芸
術
資
料
館
蔵
品
目
録　

絵
画
１
・
書
跡
』
東
京
芸
術
大
学
芸
術
資
料
館
、

一
九
八
二
。

（
54
）  
顔
輝
筆
鉄
拐
仙
人
図
・
蝦
蟇
仙
人
図
（
第
二
九
号
）
は
『
真
美
大
観
』
第
二
冊

（
日
本
仏
教
真
美
協
会
、
一
八
九
九
）
に
知
恩
寺
蔵
と
し
て
掲
載
。
馬
麟
筆
普
賢
像

（
第
一
一
六
号
）
は
「
美
術
取
調
ニ
関
ス
ル
報
告
摘
要
」（
一
八
八
八
年
八
月
十
三
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日
）
及
び
『
真
美
大
観
』
第
七
冊
（
日
本
真
美
協
会
、
一
九
〇
二
）
に
妙
心
寺
蔵
と

し
て
掲
載
。

（
55
）  

「
李
龍
眠
」『
國
華
』
第
四
一
号
、
一
八
九
三
年
二
月
、
八
六
頁
。

（
56
）  

「
牧
渓
」『
國
華
』
第
一
二
二
号
、
一
九
〇
〇
年
二
月
、
三
一
頁
。

（
57
）  

「
李
元
達
」『
國
華
』
第
一
一
九
号
、
一
八
九
九
年
十
一
月
、
二
〇
六
頁
。

（
58
）  

熊
倉
功
夫
『
近
代
茶
道
史
の
研
究
』、
二
〇
二
―
二
〇
七
頁
。
表
11
も
参
照
。

（
59
）  

梁
楷
筆
布
袋
図
（
第
一
五
二
号
）、
玉
澗
筆
山
水
図
（
第
二
〇
四
号
）、
牧
谿
筆
叭

哥
鳥
図
（
第
二
一
八
号
）、
伝
呉
道
子
筆
鐘
馗
図
（
第
二
三
〇
号
）、
無
準
禅
師
筆
達

磨
郁
山
主
政
黄
牛
図
（
第
二
四
三
号
）、
伝
張
芳
汝
筆
山
水
図
（
第
二
四
六
号
）、
夏

珪
筆
池
上
囲
棋
図
（
第
二
四
七
号
）。

（
60
）  

（
松
南
）「
伝
馬
麟
筆
梅
花
小
禽
図
」『
國
華
』
第
二
一
七
号
、
一
九
〇
八
年
六
月
、

三
二
五
頁
。

（
61
）  

「
院
態
花
鳥
画
の
例
」『
國
華
』
第
二
四
一
号
、
一
九
一
〇
年
六
月
、
三
二
八
―

三
三
五
頁
。

（
62
）  

（
無
外
子
）「
宋
画
羅
漢
説
」『
國
華
』
第
二
三
八
号
、
一
九
一
〇
年
三
月
、
二
三
五

―
二
四
〇
頁
。
な
お
、『
真
美
大
観
』
第
一
五
冊
（
日
本
真
美
協
会
、
一
九
〇
七
）

に
お
い
て
す
で
に
周
季
常
及
び
林
庭
桂
の
筆
と
さ
れ
て
い
る
。

（
63
）  

数
寄
者
の
仏
教
美
術
志
向
に
つ
い
て
は
、
熊
倉
功
夫
『
近
代
茶
道
史
の
研
究
』、

二
五
七
頁
。

（
64
）  

「
無
準
禅
師
筆
達
磨
郁
山
主
政
黄
牛
図
」『
國
華
』
第
二
四
三
号
、
一
九
一
〇
年
八

月
、
四
四
頁
。

（
65
）  

節
庵
「
宋
人
玉
澗
の
山
水
画
」『
國
華
』
第
二
〇
四
号
、
一
九
〇
七
年
五
月
、

六
六
八
頁
。

（
66
）  

「
唐
寅
筆
夢
筠
図
解
」『
國
華
』
第
五
一
七
号
、
一
九
三
三
年
十
二
月
、
三
三
二
頁
。

当
時
掲
載
さ
れ
た
伝
唐
寅
筆
羅
浮
仙
図
（
第
一
三
三
号
）
は
、
確
か
に
仇
英
を
彷
彿

と
さ
せ
る
。

（
67
）  

（
芳
舟
）「
大
徳
寺
牧
谿
猿
鶴
図
」『
國
華
』
第
一
八
五
号
、
一
九
〇
五
年
十
月
、

一
〇
〇
―
一
〇
一
頁
。

（
68
）  

「
宣
和
画
院
」『
國
華
』
第
二
五
号
、
一
八
九
一
年
十
月
、
五
―
七
頁
。

（
69
）  

「
伝
范
安
仁
筆
藻
間
游
魚
図
」『
國
華
』
第
一
四
六
号
、
一
九
〇
二
年
七
月
、
二
三

―
二
四
頁
。

（
70
）  

青
陵
生
「
梁
楷
の
傑
作
出
山
釈
迦
図
及
び
山
水
図
」『
國
華
』
第
二
二
七
号
、

一
九
〇
九
年
四
月
、
二
六
三
―
二
六
四
頁
。

（
71
）  

例
え
ば
、（
芳
舟
）「
盛
子
昭
筆
梅
林
高
士
図
」『
國
華
』
第
二
一
三
号
、
一
九
〇
八

年
二
月
、
二
一
五
頁
。

（
72
）  

「
顔
輝
」『
國
華
』
第
二
九
号
、
一
八
九
二
年
二
月
、
一
〇
一
頁
。

（
73
）  

「
李
龍
眠
」『
國
華
』
第
四
一
号
、
一
八
九
三
年
二
月
、
八
六
頁
。「
高
台
寺
所
蔵

の
伝
禅
月
筆
十
六
羅
漢
図
」『
國
華
』
第
二
五
三
号
、
一
九
一
一
年
六
月
、
三
二
五

頁
。

（
74
）  

李
公
麟
は
新
来
の
作
例
に
よ
り
、
白
描
法
の
作
者
と
し
て
再
評
価
さ
れ
る
。
拙
論

「『
國
華
』
に
み
る
新
来
の
中
国
絵
画
」、
一
三
頁
。

（
75
）  

「
伝
張
思
恭
筆
釈
迦
文
殊
普
賢
画
像
」『
國
華
』
第
一
四
九
号
、
一
九
〇
二
年
十
月
、

八
五
頁
。

（
76
）  

例
え
ば
、「
梁
楷
」『
國
華
』
第
四
〇
号
、
一
八
九
三
年
一
月
、
六
六
頁
。

（
77
）  

青
陵
生
「
梁
楷
の
傑
作
出
山
釈
迦
図
及
び
山
水
図
」『
國
華
』
第
二
二
七
号
、

一
九
〇
九
年
四
月
、
二
六
三
頁
。

（
78
）  

拙
論
「『
國
華
』
に
み
る
新
来
の
中
国
絵
画
」、
七
頁
。

（
79
）  

同
前
、
九
―
一
〇
頁
。

（
80
）  

青
陵
「
教
王
護
国
寺
真
言
七
祖
画
像
」『
國
華
』
第
一
九
八
号
、
一
九
〇
六
年

十
一
月
、
四
七
五
頁
。

（
81
）  
拙
論
「『
國
華
』
に
み
る
新
来
の
中
国
絵
画
」、
八
―
九
頁
。

（
82
）  
例
え
ば
、「
戴
文
進
筆
蘆
洲
夜
泊
図
」『
國
華
』
第
一
七
一
号
、
一
九
〇
四
年
八
月
、

四
四
頁
。

（
83
）  

節
庵
「
支
那
画
に
於
け
る
山
水
一
格
の
成
立
」『
國
華
』
第
一
九
一
号
、
一
九
〇
六
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年
四
月
、
二
七
七
―
二
八
二
頁
。
同
「
宋
元
よ
り
明
代
に
至
る
山
水
画
の
変
革
を
例

す
」『
國
華
』
第
一
九
三
号
、
一
九
〇
六
年
六
月
、
三
一
七
―
三
二
一
頁
。

（
84
）  
（
無
外
子
）「
伊
孚
九
筆
山
水
図
」『
國
華
』
第
一
七
四
号
、
一
九
〇
四
年
十
一
月
、

一
〇
八
頁
。

（
85
）  

「
我
が
社
の
主
幹
が
尾
州
徳
川
家
に
出
張
し
て
…
…
」『
國
華
』
第
二
六
七
号
、

一
九
一
二
年
八
月
、
五
一
―
五
二
頁
。

（
86
）  

「
此
程
公
爵
島
津
忠
承
家
所
蔵
の
古
書
画
を
…
…
」『
國
華
』
第
三
二
九
号
、

一
九
一
七
年
十
月
、
一
四
九
頁
。

（
87
）  

「
川
崎
美
術
館
陳
列
」『
國
華
』
第
三
四
二
号
、
一
九
一
八
年
十
一
月
、
一
八
七
―

一
八
八
頁
。

（
88
）  

（
節
庵
）「
浅
野
家
の
什
宝
」『
國
華
』
第
三
九
七
号
、
一
九
二
三
年
六
月
、

四
〇
八
頁
。

（
89
）  

「
本
誌
創
刊
記
念
茶
話
会
」『
國
華
』
第
三
〇
七
号
、
一
九
一
五
年
十
二
月
、

二
〇
九
―
二
一
二
頁
。

（
90
）  

毎
年
の
『
史
学
雑
誌
』
に
不
定
期
に
掲
載
さ
れ
た
大
会
関
連
記
事
（
告
知
・
事
前

情
報
・
報
告
）
に
よ
れ
ば
、
出
品
作
品
や
方
法
に
つ
い
て
の
事
前
打
ち
合
わ
せ
及
び

当
日
の
準
備
は
各
家
と
史
学
会
の
担
当
者
双
方
で
行
い
、
会
場
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合

所
蔵
者
の
個
人
宅
で
あ
り
、
午
前
か
ら
夕
方
ま
で
開
催
さ
れ
、
毎
回
百
名
か
ら
四
百

名
の
参
加
者
を
数
え
た
。

（
91
）  

「
四
月
八
九
両
日
に
亙
り
て
史
学
会
第
十
八
回
大
会
が
…
…
」『
國
華
』
第
三
一
二

号
、
一
九
一
六
年
五
月
、
三
七
六
―
三
七
七
頁
。「
近
年
世
の
美
術
蒐
集
熱
が
高
ま

り
…
…
」『
國
華
』
第
三
二
〇
号
、
一
九
一
七
年
一
月
、
二
四
七
―
二
四
八
頁
。「
古

美
術
品
蒐
集
家
と
研
究
者
」『
國
華
』
第
三
四
七
号
、
一
九
一
九
年
四
月
、
三
八
八

頁
。

（
92
）  

岡
部
牧
夫
・
小
田
部
雄
次
「
解
説
」
同
編
解
説
『
華
族
財
産
関
係
資
料
』、
一
七

頁
。

（
93
）  

高
橋
義
雄
『
近
世
道
具
移
動
史
』
慶
文
堂
書
店
、
一
九
二
九
、
三
〇
一
頁
。

（
94
）  

高
橋
義
雄
『
箒
の
あ
と
』
秋
豊
園
、
一
九
三
三
、
二
〇
七
頁
。

（
95
）  

小
田
部
雄
次
「
東
京
美
術
倶
楽
部
結
成
と
美
術
市
場
」、
一
三
五
頁
。

（
96
）  

注
（
92
）
に
同
じ
。

（
97
）  

小
田
部
雄
次
「
大
売
立
の
時
代
」、
一
四
七
頁
。

（
98
）  

注
（
20
）
に
同
じ
。

（
99
）  

杉
栄
三
郎
「
序
」『
香
雪
齋
蔵
品
展
観
目
録
』
大
阪
美
術
倶
楽
部
、
一
九
三
四
年

四
月
五
日
入
札
。

（
100
）  

「
久
し
き
以
前
よ
り
そ
の
企
あ
り
し
も
…
…
」『
國
華
』
第
三
一
二
号
、
一
九
一
六

年
五
月
、
三
七
七
頁
。

（
101
）  

「
松
花
堂
の
竹
」『
國
華
』
第
三
三
八
号
、
一
九
一
八
年
七
月
、
三
八
頁
。「
美
術

愛
好
の
風
潮
」『
國
華
』
第
三
四
〇
号
、
一
九
一
八
年
九
月
、
一
一
八
頁
。「
美
術
館

建
設
問
題
」『
國
華
』
第
三
五
一
号
、
一
九
一
九
年
八
月
、
七
四
頁
。

（
102
）  

「
不
健
全
な
る
鑑
賞
と
芸
術
生
活
」『
國
華
』
第
三
六
四
号
、
一
九
二
〇
年
九
月
、

一
一
五
頁
。

（
103
）  

「
本
邦
古
美
術
品
の
海
外
流
出
問
題
」『
國
華
』
第
三
四
九
号
、
一
九
一
九
年
六
月
、

四
五
七
―
四
五
八
頁
。

（
104
）  

「
去
秋
の
光
悦
会
」『
國
華
』
第
三
五
六
号
、
一
九
二
〇
年
一
月
、
二
七
九
―

二
八
〇
頁
。
光
悦
会
は
、
一
九
一
三
年
、
京
都
鷹
峯
の
光
悦
寺
に
お
い
て
、
本
阿

弥
光
悦
の
追
善
法
要
と
遺
作
・
名
器
を
展
示
す
る
茶
会
を
催
す
目
的
で
組
織
さ
れ

た
。（
小
田
栄
作
）「
光
悦
会
」『
国
史
大
辞
典
』
第
五
巻
、
一
九
八
五
、
二
八
四
―

二
八
五
頁
。

（
105
）  

高
橋
箒
庵
著
、
熊
倉
功
夫
・
原
田
茂
弘
校
注
『
東
都
茶
会
記
』
淡
交
社
、
一
九
八
九
。

同
『
大
正
茶
道
記
』
淡
交
社
、
一
九
九
一
。
同
著
、
熊
倉
功
夫
編
『
昭
和
茶
道
記
』

淡
交
社
、
二
〇
〇
二
。

（
106
）  
熊
倉
功
夫
『
近
代
茶
道
史
の
研
究
』、
二
六
〇
―
二
六
五
頁
。

（
107
）  
高
橋
義
雄
「
謝
恩
記
」『
大
正
名
器
鑑
』
第
一
編
、
大
正
名
器
鑑
編
纂
所
、

一
九
二
一
、
三
頁
。
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（
108
）  

田
中
秀
隆
「
茶
道
文
化
論
の
構
造
」、
一
四
四
―
一
五
〇
頁
。

（
109
）  
高
橋
義
雄
「
工
芸
と
名
器
」「
国
家
と
名
器
」「
名
器
の
図
録
」『
大
正
名
器
鑑
』

大
正
名
器
鑑
編
纂
所
、
一
九
二
一
、
八
―
九
頁
。

（
110
）  

高
橋
龍
雄
「
総
説
」『
茶
道
』
大
岡
山
書
店
、
一
九
二
九
、
一
―
一
〇
頁
。

（
111
）  

拙
論
「『
國
華
』
に
み
る
新
来
の
中
国
絵
画
」、
七
―
九
頁
。

（
112
）  

「
春
季
茶
話
会
記
」『
國
華
』
第
三
二
四
号
、
一
九
一
七
年
五
月
、
三
九
一
―

三
九
二
頁
。

（
113
）  

「
一
時
古
い
大
和
絵
に
集
つ
た
鑑
賞
家
…
…
」『
國
華
』
第
三
二
五
号
、
一
九
一
七

年
六
月
、
四
三
二
―
四
三
三
頁
。
東
京
帝
室
博
物
館
編
『
南
宗
画
集
』
西
東
書
房
、

一
九
一
七
。

（
114
）  

「
勅
令
」『
官
報
』
第
四
四
五
号
、
一
九
一
四
年
一
月
二
十
四
日
。

（
115
）  

東
京
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
東
京
大
学
百
年
史　

資
料
２
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
八
五
、
一
二
〇
九
頁
。

（
116
）  

「
文
科
大
学　

職
員
」『
東
京
帝
国
大
学
一
覧
』
従
大
正
三
年
至
大
正
四
年
、
東
京

帝
国
大
学
、
一
九
一
五
年
、
二
二
三
頁
。「
職
員
移
動
」
同
、
四
五
八
頁
。

（
117
）  

藤
懸
静
也
「
瀧
博
士
の
追
憶
（
上
）」『
國
華
』
第
六
五
一
号
、
一
九
四
六
年
六
月
、

六
六
頁
。

（
118
）  

田
中
豊
蔵
「
南
画
新
論
」『
國
華
』
第
二
六
二
号
（
一
九
一
二
年
三
月
）、
第

二
六
四
号
（
同
五
月
）、
第
二
六
五
号
（
同
六
月
）、
第
二
六
八
号
（
同
九
月
）、
第

二
七
四
号
（
一
九
一
三
年
三
月
）、
第
二
七
六
号
（
同
五
月
）、
第
二
八
一
号
（
同
十

月
）。

（
119
）  

「
我
が
社
の
主
幹
が
尾
州
徳
川
家
に
出
張
し
て
…
…
」『
國
華
』
第
二
六
七
号
、

一
九
一
二
年
八
月
、
五
一
―
五
二
頁
。
こ
の
筆
者
は
お
そ
ら
く
田
中
豊
蔵
と
考
え
ら

れ
る
。

（
120
）  

「
素
人
芸
術
の
興
隆
な
る
事
は
…
…
」『
國
華
』
第
二
八
七
号
、
一
九
一
四
年
四
月
、

二
八
〇
―
二
八
二
頁
。

（
121
）  

「
一
時
古
い
大
和
絵
に
集
つ
た
鑑
賞
家
…
…
」『
國
華
』
第
三
二
五
号
、
一
九
一
七

年
六
月
、
四
三
二
―
四
三
三
頁
。
瀧
精
一
「
大
和
絵
及
び
南
画
の
復
興
」
一
五
三

―
一
五
六
頁
。
滄
涼
子
﹇
田
中
豊
蔵
﹈「
所
謂
南
画
的
新
傾
向
に
つ
い
て
」
同
、

一
七
九
―
一
八
一
頁
。「
文
人
画
の
振
興
」『
國
華
』
第
三
七
〇
号
、
一
九
二
一

年
三
月
、
三
二
六
頁
。
瀧
精
一
「
文
人
画
と
表
現
主
義
」『
國
華
』
第
三
九
〇
号
、

一
九
二
二
年
十
一
月
、
一
六
〇
―
一
六
五
頁
。

（
122
）  

瀧
節
庵
「
支
那
画
の
二
大
潮
流
」『
國
華
』
第
四
五
八
号
、
一
九
二
九
年
一
月
、

三
―
八
頁
。
瀧
は
こ
の
記
事
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
意
図
的
に
（
文
人
画
、
南
宗
画
、

南
画
の
い
ず
れ
で
も
な
く
）「
軒
冕
高
士
画
」
と
い
う
語
を
用
い
る
。

（
123
）  

特
に
、
瀧
精
一
「
古
画
品
録
と
続
画
品
」『
國
華
』
第
三
三
八
号
（
一
九
一
八
年

七
月
）、
第
三
三
九
号
（
同
八
月
）。
同
「
唐
朝
に
於
け
る
画
論
画
史
の
書
」
同
第

三
九
四
号
（
一
九
二
三
年
三
月
）、
第
三
九
六
号
（
同
五
月
）、
第
三
九
七
号
（
同
六

月
）。
同
「
宋
代
画
論
画
史
の
書
」
同
第
四
〇
八
号
（
一
九
二
四
年
十
一
月
）、
第

四
一
〇
号
（
一
九
二
五
年
一
月
）、
第
四
一
二
号
（
同
三
月
）、
第
四
一
四
号
（
同
五

月
）、
第
四
一
九
号
（
同
十
月
）、
第
四
二
二
号
（
一
九
二
六
年
一
月
）、
第
四
二
四

号
（
同
三
月
）、
第
四
二
六
号
（
同
五
月
）。

（
124
）  

瀧
精
一
「
宋
代
画
論
画
史
の
書
（
三
）」『
國
華
』
第
四
一
二
号
、
一
九
二
五
年
三

月
、
七
〇
頁
。

（
125
）  

王
羲
之
尺
牘
（
第
二
五
二
号
）、
史
可
法
書
草
書
七
絶
（
第
二
九
三
号
）、
何
吾
騶

筆
明
月
松
閒
照
七
律
字
軸
（
第
三
〇
〇
号
）、
蘇
東
坡
書
寒
食
詩
巻
（
第
四
四
〇
号
）、

凌
漢
翀
草
書
七
絶
（
第
四
四
五
号
）。

（
126
）  

「
書
道
の
新
研
究
」『
國
華
』
第
三
四
五
号
、
一
九
一
九
年
二
月
、
三
〇
八
―

三
〇
九
頁
。

（
127
）  
「
此
程
本
誌
編
輯
部
に
書
を
寄
せ
て
…
…
」『
國
華
』
第
三
九
五
号
、
一
九
二
三
年

四
月
、
三
四
二
頁
。

（
128
）  
瀧
拙
庵
「
書
道
と
美
術
」『
國
華
』
第
四
二
二
号
、
一
九
二
六
年
一
月
、
二
八
―

三
三
頁
。
書
道
作
振
会
は
、
一
九
二
四
年
、
豊
道
春
海
が
前
年
の
精
神
作
興
の
詔
勅

に
も
と
づ
い
て
創
設
し
た
書
家
の
団
体
で
あ
る
。
鍋
島
稲
子
「
逸
脱
と
回
帰
の
弁
証
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法

│
中
村
不
折
を
通
し
て
見
た
一
九
三
〇
年
代
の
書
壇
」
五
十
殿
利
治
・
河
田

明
久
編
『
ク
ラ
シ
ッ
ク
モ
ダ
ン

│
一
九
三
〇
年
代
日
本
の
芸
術
』
せ
り
か
書
房
、

二
〇
〇
四
、
一
九
五
頁
。

（
129
）  
大
槻
幹
郎
「「
煎
茶
」
の
語
義
に
つ
い
て
」『
研
究
紀
要
』
野
村
文
華
財
団
、

二
〇
〇
七
、
一
六
―
一
八
頁
。

（
130
）  

表
14
及
び
表
17
の
「
明
治
時
代
」
の
項
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
資
料
に
も
と
づ
く
。

小
林
優
子
「
明
・
清
の
書
画
を
見
つ
め
た
人
々
」『
静
嘉
堂
明
清
書
画
清
賞
』
静
嘉

堂
文
庫
美
術
館
、
二
〇
〇
五
、
一
〇
一
―
一
〇
五
頁
。
実
方
葉
子
「
住
友
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
に
み
る
中
国
絵
画
鑑
賞
と
収
集
の
歴
史
〔
資
料
編
〕」『
泉
屋
博
古
館
紀
要
』

第
二
十
三
巻
、
二
〇
〇
七
、
一
一
―
三
五
頁
。

（
131
）  

「
元
画
寒
林
帰
樵
図
」『
國
華
』
第
二
七
三
号
、
一
九
一
三
年
二
月
、
二
〇
〇
頁
。

（
132
）  

（
青
衫
子
）「
沈
南
蘋
筆
墨
竹
図
」『
國
華
』
第
三
三
四
号
、
一
九
一
八
年
三
月
、

二
八
九
―
二
九
〇
頁
。

（
133
）  

謝
時
臣
の
掲
載
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
文
人
画
だ
が
、
妻
不
下
機
及
王
孫
一
飯
図

（
第
三
〇
七
号
）
の
み
院
体
画
と
み
な
さ
れ
る
。

（
134
）  

「
高
台
寺
所
蔵
の
伝
禅
月
筆
十
六
羅
漢
図
」『
國
華
』
第
二
五
三
号
、
一
九
一
一
年

六
月
、
三
二
五
頁
。

（
135
）  

瀧
精
一
「
元
人
雪
庵
の
羅
漢
図
に
就
て
」『
國
華
』
第
三
三
三
号
、
一
九
一
八
年

二
月
、
二
五
五
頁
。

（
136
）  

無
外
子
「
趙
子
昂
筆
八
駿
図
に
就
て
」『
國
華
』
第
四
三
五
号
、
一
九
二
七
年
二

月
、
三
五
頁
。

（
137
）  

「
子
庭
筆
石
菖
図
解
」『
國
華
』
第
四
〇
七
号
、
一
九
二
四
年
十
月
、
二
七
〇
頁
。

「
雪
窓
筆
蘭
石
図
解
」『
國
華
』
第
四
〇
〇
号
、
一
九
二
四
年
三
月
、
七
五
―
七
六

頁
。
瀧
拙
庵
「
蘿
窓
の
竹
鶏
図
を
観
て
」『
國
華
』
第
四
〇
六
号
、
一
九
二
四
年
九

月
、
二
三
一
―
二
三
四
頁
。

（
138
）  

（
章
彡
子
）「
陸
仲
淵
筆
十
王
図
解
」『
國
華
』
第
三
七
一
号
、
一
九
二
一
年
四
月
、

三
五
六
―
三
五
九
頁
。「
陸
四
郎
筆
羅
漢
図
解
」『
國
華
』
第
四
五
九
号
、
一
九
二
九

年
二
月
、
四
〇
頁
。

（
139
）  

（
獅
崎
庵
）「
蘆
葉
達
磨
図
解
」『
國
華
』
第
三
九
〇
号
、
一
九
二
二
年
十
一
月
、

一
五
二
―
一
五
九
頁
。

（
140
）  

瀧
精
一
「
元
人
雪
庵
の
羅
漢
図
に
就
て
」『
國
華
』
第
三
三
三
号
、
一
九
一
八
年

二
月
、
二
五
三
頁
。

（
141
）  

注
（
131
）
に
同
じ
。
後
年
、
そ
の
画
は
「
我
国
に
古
く
伝
へ
た
王
蒙
画
中
の
珍
迹
」

と
評
さ
れ
た
。
蘭
堂
生
「
王
蒙
の
泉
声
松
韻
図
に
就
い
て
」『
國
華
』
第
四
四
一
号
、

一
九
二
七
年
八
月
、
二
一
五
頁
。

（
142
）  

瀧
精
一
「
沈
啓
南
九
段
錦
画
冊
に
就
て
」『
國
華
』
第
四
九
五
号
、
一
九
三
二
年

二
月
、
三
三
―
三
四
頁
。

（
143
）  

「
黄
慎
筆
雪
景
山
水
図
」『
國
華
』
第
二
七
〇
号
、
一
九
一
二
年
十
一
月
、
一
二
〇

頁
。

（
144
）  

拙
論
「『
國
華
』
に
み
る
新
来
の
中
国
絵
画
」、
一
〇
―
一
一
頁
。

（
145
）  

同
前
、
一
〇
、
一
三
頁
。

（
146
）  

（
節
庵
）「
呂
紀
の
花
鳥
画
」『
國
華
』
第
三
二
八
号
、
一
九
一
七
年
九
月
、
九
七

頁
。

（
147
）  

（
帰
鞍
子
）「
沈
南
蘋
筆
花
鳥
図
」『
國
華
』
第
三
二
六
号
、
一
九
一
七
年
七
月
、

三
七
頁
。

（
148
）  

「
戴
文
進
筆
夏
景
山
水
図
」『
國
華
』
第
二
六
五
号
、
一
九
一
二
年
六
月
、
三
二
一

頁
。

（
149
）  

「
石
鋭
筆
金
碧
楼
閣
山
水
図
」『
國
華
』
第
二
三
〇
号
、
一
九
〇
九
年
七
月
、
一
二

頁
。

（
150
）  

「
藍
瑛
筆
秋
景
山
水
図
」『
國
華
』
第
三
〇
三
号
、
一
九
一
五
年
八
月
、
四
六
―

五
一
頁
。

（
151
）  
「
王
建
章
筆
川
至
日
升
図
」『
國
華
』
第
三
〇
四
号
、
一
九
一
五
年
九
月
、
七
三
頁
。

（
152
）  

「
張
瑞
図
筆
月
夜
図
解
」『
國
華
』
第
五
〇
七
号
、
一
九
三
三
年
二
月
、
五
〇
頁
。

（
153
）  

「
陳
賢
筆
釈
像
図
巻
解
」『
國
華
』
第
五
六
八
号
、
一
九
三
八
年
三
月
、
六
九
頁
。
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（
154
）  
（
青
衫
子
）「
江
稼
圃
筆
山
水
図
」『
國
華
』
第
三
四
九
号
、
一
九
一
九
年
六
月
、

四
四
六
―
四
五
一
頁
。

（
155
）  

「
伝
胡
直
夫
筆
出
山
釈
迦
図
」『
國
華
』
第
二
七
五
号
、
一
九
一
三
年
四
月
、

二
五
二
頁
。

（
156
）  

「
梁
楷
筆
六
祖
図
」『
國
華
』
第
二
八
九
号
、
一
九
一
四
年
六
月
、
三
二
二
頁
。

（
157
）  

「
伝
牧
谿
筆
水
墨
柳
燕
図
」『
國
華
』
第
二
四
二
号
、
一
九
一
〇
年
七
月
、
八
頁
。

「
伝
玉
澗
筆
山
市
晴
巒
図
解
」『
國
華
』
第
四
二
九
号
、
一
九
二
六
年
八
月
、
二
一
四

頁
。

（
158
）  

「
牧
渓
白
衣
観
音
図
」『
國
華
』
第
二
六
五
号
、
一
九
一
二
年
六
月
、
三
二
一
頁
。

（
159
）  

「
雪
窓
筆
蘭
石
図
解
」『
國
華
』
第
四
〇
〇
号
、
一
九
二
四
年
三
月
、
七
五
頁
。

（
160
）  

「
因
陀
羅
筆
寒
山
拾
得
図
解
」『
國
華
』
第
四
一
九
号
、
一
九
二
五
年
十
月
、

三
〇
四
頁
。

（
161
）  

「
元
人
蘭
竹
猫
図
解
」『
國
華
』
第
五
六
三
号
、
一
九
三
七
年
十
月
、
三
〇
五
頁
。

（
162
）  

「
文
化
財
関
係
法
令
等
（
三
）　

国
宝
保
存
法
」『
文
化
財
保
護
法
五
十
年
史
』、

四
九
六
頁
。

（
163
）  

『
文
化
財
保
護
の
歩
み
』
文
化
財
保
護
委
員
会
、
一
九
六
〇
、
四
七
―
四
九
頁
。

（
164
）  

馬
遠
筆
寒
江
独
釣
図
（
第
二
三
号
）
及
び
銭
選
筆
桓
野
王
図
（
第
六
六
号
）
の

『
國
華
』
掲
載
当
時
の
所
蔵
者
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
前
者
は
『
真
美
大

観
』
第
一
三
冊
（
日
本
真
美
協
会
、
一
九
〇
六
）
で
井
上
馨
蔵
で
あ
り
、
後
者
は
川

崎
芳
太
郎
編
『
長
春
閣
鑑
賞
』
第
四
集
（
國
華
社
、
一
九
一
四
）
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
。

（
165
）  

「
文
化
財
関
係
法
令
等
（
四
）　

重
要
美
術
品
等
ノ
保
存
ニ
関
ス
ル
法
律
」『
文
化

財
保
護
法
五
十
年
史
』、
四
九
六
頁
。

（
166
）  

『
文
化
財
保
護
の
歩
み
』、
六
九
―
七
〇
頁
。

（
167
）  

「
国
宝
の
海
外
搬
出
禁
止
に
関
す
る
建
議
」『
國
華
』
第
五
五
四
号
、
一
九
三
七
年

一
月
、
三
四
―
三
五
頁
。

（
168
）  

「
国
宝
と
重
美
」『
國
華
』
第
六
三
八
号
、
一
九
四
四
年
一
月
、
二
六
頁
。

（
169
）  

『
文
化
財
保
護
の
歩
み
』、
七
三
―
七
四
頁
。

（
170
）  

『
財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会
設
立
趣
意
書
及
寄
附
行
為
』
尾
張
徳
川
黎
明
会
、

一
九
三
二
。

（
171
）  

「
最
近
開
設
の
二
美
術
館
」『
國
華
』
第
五
四
二
号
、
一
九
三
六
年
一
月
、
三
二
頁
。

（
172
）  

『
展
観
目
録　

第
一
回
』
陽
明
文
庫
、
一
九
三
九
。

（
173
）  

「
根
津
美
術
館
の
開
館
」『
國
華
』
第
六
一
四
号
、
一
九
四
二
年
一
月
、
三
四
頁
。

（
174
）  

「
根
津
美
術
館
第
二
回
展
観
」『
國
華
』
第
六
二
〇
号
、
一
九
四
二
年
七
月
、

二
二
三
―
二
二
四
頁
。

（
175
）  

「
青
山
荘
清
賞
支
那
画
篇
」『
國
華
』
第
六
三
一
号
、
一
九
四
三
年
六
月
、
一
九
六

頁
。

（
176
）  

「
大
倉
集
古
館
蔵
の
十
六
羅
漢
図
解
」『
國
華
』
第
五
二
七
号
、
一
九
三
四
年
十
月
、

二
八
一
―
二
八
二
頁
。

（
177
）  

「
帝
室
御
物
雪
窓
蘭
竹
図
解
」『
國
華
』
第
四
八
三
号
、
一
九
三
一
年
二
月
、
四
九

頁
。

（
178
）  

「
帝
室
御
物
伝
牧
谿
筆
蕪
菁
図
解
」『
國
華
』
第
四
八
九
号
、
一
九
三
一
年
八
月
、

二
三
四
―
二
四
一
頁
。
な
お
来
歴
の
異
説
に
つ
い
て
は
、
山
本
実
彦
『
川
崎
正
蔵
』

吉
松
定
志
、
一
九
一
八
、
二
六
九
―
二
七
一
頁
。
太
田
彩
「
伝
牧
谿
筆
「
蘿
蔔
蕪
靑

図
」
の
伝
来
を
考
察
す
る
」『
三
の
丸
尚
蔵
館
年
報
・
紀
要
』
第
九
号
、
二
〇
〇
二

―
二
〇
〇
三
、
二
一
―
三
〇
頁
。

（
179
）  

今
日
で
は
、「
雑
華
室
印
」
は
六
代
将
軍
足
利
義
教
の
鑑
蔵
印
、「
善
阿
」
印
は
足

利
義
満
に
仕
え
た
同
朋
衆
善
阿
弥
の
鑑
蔵
印
と
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
豊
三
「「
室
町

殿
行
幸
御
飾
記
」
と
雑
華
室
印
」『
東
山
御
物

│
「
雑
華
室
印
」
に
関
す
る
新
資

料
を
中
心
に
』
根
津
美
術
館
・
徳
川
美
術
館
、
一
九
七
六
、
一
〇
九
―
一
二
四
頁
。

山
本
泰
一
「
足
利
義
満
時
代
の
善
阿
弥
と
鑑
蔵
印
に
つ
い
て
」『
室
町
将
軍
家
の
至

宝
を
探
る
』
徳
川
美
術
館
、
二
〇
〇
八
、
一
七
〇
―
一
七
八
頁
。

（
180
）  

「
西
金
居
士
筆
羅
漢
図
解
」『
國
華
』
第
五
八
〇
号
、
一
九
三
九
年
三
月
、
八
一
頁
。

当
時
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
、
井
手
誠
之
輔
「
作
品
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
画



108　

家
の
実
存

│
西
金
居
士
筆
、
張
思
恭
筆
と
さ
れ
る
仏
画
の
場
合
」
東
京
国
立
文
化

財
研
究
所
編
『
う
ご
く
モ
ノ

│
「
美
術
品
」
の
価
値
形
成
と
は
何
か
』
平
凡
社
、

二
〇
〇
四
、
二
四
八
―
二
五
六
頁
。

（
181
）  
王
原
祁
筆
南
山
積
翠
図
（
第
五
四
七
号
、
内
野
晋
蔵
）
及
び
王
鑑
筆
雲
壑
長
松
図

（
第
五
四
八
号
、
同
前
）
は
漢
学
者
の
内
野
皎
亭
の
旧
蔵
品
で
あ
る
。『
皎
亭
文
庫
内

野
家
並
某
家
蔵
品
入
札
』
東
京
美
術
倶
楽
部
、
一
九
三
六
年
六
月
二
十
二
日
入
札
、

一
一
、
一
八
番
。
ま
た
、
釈
道
濟
筆
盧
山
観
瀑
図
（
第
四
九
三
号
、
住
友
寛
一
蔵
）

は
桑
名
鉄
城
（
表
13
参
照
）
の
旧
蔵
品
で
あ
る
。
実
方
葉
子
「
住
友
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
み
る
中
国
絵
画
鑑
賞
と
収
集
の
歴
史
〔
資
料
編
〕」、
二
六
―
二
七
頁
。

（
182
）  

「
李
在
筆
夏
景
山
水
図
解
」『
國
華
』
第
五
二
四
号
、
一
九
三
四
年
七
月
、
一
九
六

―
二
〇
三
頁
。

（
183
）  

高
橋
龍
雄
『
茶
道
名
物
考
』
大
岡
山
書
店
、
一
九
三
一
、
二
―
三
頁
。

（
184
）  

同
前
、
五
三
―
七
一
、
八
二
―
八
三
頁
。

（
185
）  

同
前
、
七
二
―
七
三
頁
。

（
186
）  

茶
入
・
茶
碗
の
「
新
し
い
名
物
の
秩
序
」
が
前
出
の
『
大
正
名
器
鑑
』
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
熊
倉
功
夫
『
近
代
茶
道
史
の
研
究
』、
二
六
八
頁
。

（
187
）  

瀧
精
一
「
日
本
美
術
の
進
展
」『
國
華
』
第
六
〇
〇
号
、
一
九
四
〇
年
十
一
月
、

三
一
四
―
三
一
五
頁
。

（
188
）  

「
崋
山
先
生
百
年
忌
」『
國
華
』
第
五
九
九
号
、
一
九
四
〇
年
十
月
、
三
〇
七
頁
。

「
渡
辺
崋
山
先
生
錦
心
図
譜
の
発
行
」『
國
華
』
第
六
一
一
号
、
一
九
四
一
年
十
月
、

三
三
一
―
三
三
二
頁
。

（
189
）  

瀧
精
一
「
日
本
美
術
と
支
那
美
術
（
上
）」『
國
華
』
第
六
一
四
号
、
一
九
四
二
年

一
月
、
四
―
九
頁
。「
美
術
教
育
と
人
格
陶
冶
」『
國
華
』
第
六
四
五
号
、
一
九
四
四

年
八
月
、
二
三
七
頁
。
瀧
は
こ
の
「
人
格
尊
重
」
を
東
洋
に
固
有
の
現
象
と
み
る
が
、

こ
こ
で
い
う
「
人
格
」
は
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
芸
術
に
精
通
し
た
「
万
能
人
」
的
存
在

を
連
想
さ
せ
る
。

付
記

　

本
論
の
内
容
の
一
部
は
、
二
〇
一
一
年
七
月　

科
研
費
補
助
金
基
盤
（
Ａ
）「
東
洋
的
価
値

観
の
許
容
臨
界　

異
質
な
思
想
・
芸
術
造
形
の
国
際
的
受
容
と
拒
絶
」
第
三
分
科
会
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
（
於
東
京
工
業
大
学
）
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
。
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大
鹿
卓
の
『
野
蛮
人
』

│
植
民
地
時
代
に
お
け
る
二
元
対
立
論
へ
の
挑
戦

│

簡 　

 

中 

昊

  

は
じ
め
に

　

植
民
地
時
代
の
台
湾
を
舞
台
に
し
た
日
本
人
作
家
の
う
ち
で
、
大
鹿
卓

（
一
八
九
八
│
一
九
五
九
）
は
佐
藤
春
夫
や
中
村
地
平
の
よ
う
に
広
く
注
目
さ
れ

た
存
在
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
大
鹿
が
台
湾
を
素
材
に
書
い
た
六
つ
の
作
品（

１
）

は
、
す
べ
て
台
湾
原
住
民（

２
）を

対
象
と
し
た
も
の
で
、
原
住
民
の
生
活
に
寄
せ
た

深
い
関
心
が
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
も
つ
一
貫
し
た
テ
ー
マ
も
原
住
民
の
い
わ

ゆ
る
「
野
蛮
性
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

当
時
の
日
本
に
は
、
台
湾
原
住
民
の
風
俗
や
伝
統
は
「
野
蛮
」
で
、
日
本

は
「
文
明
」
の
国
だ
と
い
う
社
会
通
念
が
流
通
し
て
い
た（

３
）。

こ
の
「
野
蛮
／
文

明
」
の
二
元
対
立
の
図
式
は
、
台
湾
を
劣
位
に
据
え
、
日
本
を
優
位
に
置
く
も

の
で
、
日
本
人
作
家
の
創
作
に
も
浸
透
し
た
。
し
か
し
大
鹿
の
出
世
作
『
野
蛮

人
』
は
「
野
蛮
／
文
明
」
と
い
う
図
式
に
は
め
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
拒
ん
で
い

る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
関
し
て
、
河
原
功
は
、「
平
然
と
虐
殺
を
繰
り

返
し
て
き
た
日
本
人
こ
そ
野
蛮
人
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
、
大
鹿
卓
の
告

発
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い（

４
）」

と
評
価
し
て
い
る
。
大
鹿
は
作
品

集
『
野
蛮
人
』
の
後
記
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

蛮
地
を
扱
つ
た
数
篇
は
い
づ
れ
も
わ
た
く
し
の
初
期
の
も
の
で
、
中
に
就

き
『
野
蛮
人
』
は
当
時
わ
た
く
し
に
は
私
な
り
の
意
図
が
あ
つ
て
、
こ
の

一
作
を
も
つ
て
世
に
問
は
ん
と
し
た
い
は
ゆ
る
野
心
作
で
あ
つ
た
。「
中

央
公
論
」
に
出
た
当
時
世
評
も
概
し
て
好
評
で
は
あ
つ
た
が
、
取
材
の
表

面
的
な
条
件
か
ら
単
な
る
バ
ア
バ
リ
ズ
ム
と
見
做
さ
れ
た
の
を
、
今
も
つ

て
遺
憾
と
し
て
ゐ
る
。（『
野
蛮
人
』
白
鳳
書
院
版
、
三
〇
三
頁
）
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つ
ま
り
、
彼
の
描
い
た
「
野
蛮
人
」
の
世
界
は
、「
単
な
る
バ
ア
バ
リ
ズ
ム
」

で
は
な
い
し
、「
野
蛮
／
文
明
」
と
い
う
二
元
対
立
に
対
す
る
彼
な
り
の
理
解

を
示
そ
う
と
し
た
も
の
だ
が
、
世
間
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

小
論
は
、
作
中
で
用
い
ら
れ
た
「
野
蛮
」
と
い
う
言
葉
の
含
意
を
考
察
し
な

が
ら
、
主
人
公
田
澤
が
「
文
明
人
」
か
ら
「
野
蛮
人
」
に
変
身
す
る
過
程
を
分

析
し
、
大
鹿
が
ど
の
よ
う
な
創
作
意
図
を
も
っ
て
、
い
か
に
「
野
蛮
／
文
明
」

と
い
う
支
配
的
な
二
元
対
立
の
観
念
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
よ
う
と
し
た
の
か
を

検
討
す
る
。
こ
れ
は
『
野
蛮
人
』
と
い
う
小
説
の
歴
史
的
意
味
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

手
続
き
と
し
て
は
、
ま
ず
は
テ
キ
ス
ト
分
析
で
あ
る
。
大
鹿
の
作
品
は
、
植

民
地
文
学
の
概
説
で
は
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
も
の
の
、
管
見
で
は
全
面
的
な

考
察
は
ま
だ
あ
ま
り
な
く
、
テ
キ
ス
ト
を
詳
細
に
分
析
し
、
先
行
研
究
を
再
検

討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
、「
野
蛮
」
と
「
文
明
」
が
錯
綜
す
る
中

で
果
た
さ
れ
た
「
蕃
婦
」
の
役
割
に
注
目
し
た
い
。
次
に
、
台
湾
の
植
民
地
文

学
に
お
け
る
漢
民
族
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
比
較
を
通
し
て
、「
蕃
婦
」
の
特

徴
を
見
出
し
た
い
。
最
後
に
、「
野
蛮
／
文
明
」
と
い
う
対
立
図
式
の
揺
れ
を

考
察
す
る
。

一　
「
野
蛮
人
」
社
会
へ
の
入
り
口

　
『
野
蛮
人
』
は
一
九
三
四
年
に
書
か
れ
、
翌
年
の
『
中
央
公
論
』
の
懸
賞
で

受
賞
し
た
小
説
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
に
新
潮
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
作
品
集

『
野
蛮
人
』
に
収
め
ら
れ
た
が
、
総
督
府
の
検
閲
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
と
こ

ろ
が
多
い
。
小
論
の
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
は
一
九
四
九
年
の
白
鳳
書
院
版
で
あ

る
。

　
『
野
蛮
人
』
の
大
荒
筋
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
筑
豊
炭
鉱
の
経
営
者
を

父
に
持
つ
主
人
公
田
澤
は
、
父
の
炭
鉱
の
争
議
団
の
一
員
と
な
り
、
示
威
の
た

め
に
独
断
で
坑
内
の
一
部
を
水
浸
し
に
さ
せ
た
こ
と
で
父
の
不
興
を
蒙
る
。
ま

た
争
議
団
の
オ
ル
グ
小
宮
に
も
冷
た
く
扱
わ
れ
、
自
暴
自
棄
と
な
り
、
父
に
命

じ
ら
れ
る
ま
ま
に
台
湾
に
渡
り
、
山
地
に
流
れ
着
く
。
白
狗
駐
在
所
の
警
備
員

に
着
任
し
た
田
澤
は
、
サ
ラ
マ
オ
蕃
討
伐
の
さ
な
か
に
、
原
住
民
の
一
人
を
斬

首
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
内
に
眠
る
野
蛮
性
に
気
づ
く
。
そ
の
後
、
白

狗
の
原
住
民
タ
イ
モ
リ
カ
ル
を
妻
と
す
る
が
、
日
本
人
の
妻
に
な
り
き
ろ
う
と

努
力
す
る
タ
イ
モ
リ
カ
ル
に
対
し
て
、
野
蛮
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

さ
ら
に
彼
自
身
も
野
蛮
人
に
な
ろ
う
と
決
意
し
、
妻
の
実
家
で
蕃
人
の
衣
服
を

着
こ
み
、
鍋
墨
を
す
り
こ
み
、
刀
を
腰
に
差
し
、
田
澤
は
つ
い
に
「
野
蛮
人
」

に
な
る
。

　

作
中
で
は
、「
野
蛮
」
と
い
う
言
葉
は
、
三
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
う
。
一
つ
は
、
台
湾
原
住
民
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
つ
い
て
言
及
さ
れ

る
「
野
蛮
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
社
会
通
念
に
基
づ
い
て
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
り
、

「
野
蛮
／
文
明
」
と
い
う
二
元
対
立
の
図
式
の
担
い
手
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の

意
味
は
、
馘
首
な
ど
の
行
為
を
指
す
。
三
つ
め
は
、「
野
蛮
」
を
成
り
立
た
せ
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る
社
会
的
仕
組
み
を
意
味
す
る
。
以
下
、
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
、
田
澤
が
「
野

蛮
人
」
に
変
身
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
見
、「
野
蛮
」
の
意
味
の
展
開
を
辿
ろ
う
。

　

小
説
の
冒
頭
部
に
お
い
て
、
田
澤
は
霧
社
で
辞
令
を
受
け
、
さ
ら
に
奥
地
に

あ
る
白
狗
駐
在
所
に
赴
任
し
た
。
彼
は
、
駐
在
所
の
井
野
所
長
の
容
貌
と
態
度

か
ら
、「
自
身
よ
り
さ
ら
に
気
性
の
は
げ
し
い
魂
の
風
貌
を
見
出
し
て
、
内
心

す
で
に
彼
ら
し
い
信
頼
を
よ
せ
だ
し
」
た
（
七
頁
）。
田
澤
自
身
も
激
し
い
気

性
の
持
ち
主
で
、
何
度
も
父
に
勘
当
さ
れ
、
父
の
旧
友
で
あ
る
蕃
務
課
長
か
ら
、

「
一
旦
は
自
分
の
子
で
は
な
い
と
思
ひ
き
つ
た
奴
だ
、
ど
ん
な
こ
と
に
使
つ
て

貰
つ
て
も
異
存
は
な
い
」（
八
頁
）
と
い
う
父
の
書
状
を
見
せ
ら
れ
て
も
、「
蕃

界
へ
で
も
ど
こ
へ
で
も
や
つ
て
下
さ
い
」（
八
頁
）
と
肩
を
そ
び
や
か
す
。
そ

の
彼
が
、
初
対
面
の
井
野
か
ら
い
ち
早
く
感
じ
と
っ
た
の
は
、
原
住
民
の
社
会

で
長
く
生
活
し
て
き
た
井
野
が
受
け
た
環
境
の
影
響
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
田

澤
の
気
性
が
さ
ら
に
激
し
く
な
る
こ
と
が
予
告
さ
れ
て
い
る
。

　

河
原
功
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
鹿
の
描
い
た
原
住
民
や
そ
の
後
の
作

品
に
お
け
る
足
尾
銅
山
の
鉱
夫
ら
は
み
な
、「
都
会
に
隔
絶
さ
れ
た
、
自
然
の

支
配
の
強
い
世
界
」
に
生
き
、「
絶
え
ず
自
然
を
相
手
に
本
性
そ
の
も
の
を
む

き
出
し
に
し
て
生
活
し
」
た
人
々
で
あ
る（

５
）。

田
澤
は
炭
鉱
経
営
者
の
息
子
で
あ

り
、
資
本
主
義
の
上
に
成
り
立
つ
文
明
世
界
の
一
員
で
あ
り
、
日
本
一
の
文
明

都
市
東
京
で
の
生
活
経
験
を
持
ち
、
台
湾
原
住
民
の
世
界
と
は
無
縁
な
人
物
で

あ
る
。

彼
は
な
ん
の
期
待
も
な
く
霧
社
へ
き
た
。
す
る
と
そ
の
霧
社
の
数
日
間
は
、

警
備
員
の
生
活
や
蕃
社
の
空
気
が
、
全
く
予
想
外
の
角
度
か
ら
彼
を
刺
激

し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
蕃
地
深
く
歩
み
入
る
に
従
つ
て
彼
は
や
う
や
く
、

内
地
を
す
て
父
を
す
て
ゝ
き
た
自
分
を
待
つ
て
ゐ
る
も
の
が
、
全
く
過
去

の
翳
の
さ
ゝ
な
い
新
し
い
生
活
か
も
し
れ
ぬ
ぞ
と
い
ふ
期
待
を
、
径
ゝ
抱

き
だ
し
て
き
た
。（
八
│
九
頁
）

こ
の
部
分
の
田
澤
の
心
理
的
変
化
か
ら
、
坂
元
さ
お
り
は
、
日
本
の
「
戦
中
／

戦
後
」
に
形
成
さ
れ
続
け
た
「
満
洲
ロ
マ
ン
」
と
の
相
似
性
を
見
て
い
る（

６
）。

し

か
し
、
植
民
地
台
湾
と
、
名
目
上
の
独
立
国
家
満
洲
国
に
対
す
る
統
治
政
策
が

異
な
る
よ
う
に
、
近
代
日
本
に
お
け
る
「
満
洲
ロ
マ
ン
」
と
台
湾
へ
の
「
南
方

想
像
」
も
明
ら
か
に
違
う
も
の
で
あ
る
。
田
澤
に
と
っ
て
の
「
新
し
い
生
活
」

は
、
文
明
を
発
達
さ
せ
、
富
を
蓄
積
し
よ
う
と
い
う
理
想
と
は
全
く
違
う
方
向

に
向
か
っ
て
い
た
。

　

井
野
は
田
澤
と
一
緒
に
酒
を
飲
み
な
が
ら
、「
こ
ん
な
野
蛮
な
土
地
で
も
辛

抱
す
る
う
ち
に
は
、
野
蛮
に
馴
れ
る
の
か
、
自
分
が
野
蛮
に
な
る
の
か
、
案
外

住
み
よ
く
な
る
も
ん
だ
…
…
」（
九
頁
）
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
る
。
井
野
は

小
説
中
で
「
野
蛮
」
を
口
に
し
た
初
め
て
の
人
物
で
あ
る
。
井
野
と
会
う
前
、

田
澤
は
「
警
戒
の
た
め
に
実
彈
を
射
つ
て
歩
」
き
、「
自
分
の
銃
声
が
木
々
を

ふ
る
は
し
て
谺
す
る
ひ
ゞ
き
に
は
、
反
つ
て
恐
怖
に
似
た
気
持
に
さ
そ
は
れ

た
」（
九
頁
）
が
、
井
野
の
前
で
は
、「
私
は
命
を
脅
か
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
時
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の
方
が
、
生
き
が
ひ
を
感
じ
ま
す
。
負
け
惜
し
み
ぢ
や
な
い
、
私
は
そ
ん
な
性

分
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
い
が
い
の
野
蛮
に
は
負
か
さ
れ
な
い
つ
も
り
で

す
」（
一
〇
頁
）
と
言
う
。
彼
は
自
分
を
「
野
蛮
」
の
対
極
に
置
き
、
そ
れ
と

の
対
決
を
心
が
け
、
自
分
の
世
界
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

間
も
な
く
、「
蕃
婦
」（
井
野
の
妻
の
妹
た
ち
）
の
登
場
に
よ
っ
て
、
田
澤
は

「
野
蛮
人
」
の
社
会
に
直
面
し
、
彼
ら
の
生
活
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。

　

姉
妹
ら
し
い
二
人
の
娘
が
、
笑
ひ
を
爆
ぜ
さ
せ
な
が
ら
抱
き
合
つ
て
転

げ
込
ん
で
き
た
。
彼
女
た
ち
は
（
中
略
）
紺
地
の
木
綿
着
に
赤
い
へ
こ
帯

を
し
め
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
が
動
物
的
な
艶
の
漂
ふ
肌
に
す
こ
し
も
の
つ
て

ゐ
な
い
か
ん
じ
で
、
か
へ
つ
て
蕃
社
の
娘
と
い
ふ
こ
と
を
一
目
瞭
然
に
し

て
ゐ
た
。

　
「
か
ゝ
あ
の
妹
た
ち
だ
、
み
ん
な
お
む
こ
さ
ん
を
欲
し
が
つ
て
ゐ
る
」
さ

う
い
つ
て
井
野
は
ア
ハ
ハ
…
…
と
大
き
く
口
を
あ
け
た
。

　
「
オ
ム
コ
さ
ん
」「
オ
ム
コ
さ
ん
」
彼
女
た
ち
は
口
々
に
ま
ね
な
が
ら
、

黒
い
艶
々
し
た
目
で
互
に
見
交
し
た
り
、
ぢ
つ
と
田
澤
の
方
を
見
つ
め
た

り
し
た
。
田
澤
は
彼
女
達
の
動
作
や
表
情
の
う
ち
に
、
内
地
の
少
女
達
と

共
通
な
も
の
を
み
た
。
し
か
も
そ
れ
は
一
見
別
物
の
や
う
に
野
性
的
で
素

朴
だ
つ
た
。（
一
〇
頁
）

　

田
澤
は
彼
女
た
ち
か
ら
野
性
的
な
美
を
感
じ
、
異
様
さ
を
感
じ
さ
せ
る
原
住

民
の
世
界
に
好
感
を
覚
え
る
。
同
時
に
井
野
の
妻
に
も
注
目
す
る
。「
内
地
の

女
と
し
か
思
へ
な
い
風
貌
、
テ
ニ
ヲ
ハ
に
も
耳
触
り
の
な
い
言
葉
、
そ
の
う
へ

に
繊
細
な
動
き
を
み
せ
る
目
と
心
。
そ
れ
を
目
の
前
の
、
樹
葉
や
野
獣
の
姿
態

を
思
は
せ
る
娘
た
ち
と
姉
妹
だ
と
は
、
彼
の
思
考
で
は
結
び
つ
け
難
か
つ
た
」

が
、
し
か
し
、

　

田
澤
は
そ
の
冴
々
し
た
声
に
驚
い
て
、
思
は
ず
奥
さ
ん
の
顔
へ
目
を

そ
ゝ
い
だ
。
そ
し
て
、
彼
女
が
蕃
婦
だ
と
い
ふ
証
を
見
出
し
て
は
つ
と
し

た
。
額
の
濃
い
お
白
粉
の
下
に
、
拭
へ
な
い
憂
愁
の
か
げ
の
や
う
に
、
刺

青
が
息
を
し
て
ゐ
る
の
だ
。（
一
一
頁
）

　

坂
元
さ
お
り
は
、「
こ
こ
で
何
よ
り
注
意
し
た
い
の
は
、
田
澤
が
井
野
の
妻

の
「
額
の
濃
い
お
白
粉
の
下
に
」、「
刺
青
」

―
即
ち
「
野
蛮
性
」
が
「
息
し

て
い
る
」、
と
い
う
こ
と
を
彼
女
の
「
声
」
を
媒
介
に
発
見
し
、「
深
く
胸
を
打

た
れ
て
」
い
る
点
」
と
指
摘
し
て
い
る（

７
）。

こ
こ
で
も
う
一
つ
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
井
野
の
妻
の
「
繊
細
な
動
き
を
み
せ
る
目
と
心
」
と
い
う
描

写
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
野
蛮
人
」
を
日
本
人
に
改
造
し
う
る
こ
と
を
ほ
の
め

か
し
て
い
る
。

　

田
澤
は
さ
ら
に
、「
姉
妹
」
の
姉
で
あ
る
タ
イ
モ
リ
カ
ル
を
次
の
よ
う
に
観

察
し
て
い
る
。



　113

　大鹿卓の『野蛮人』

　
「
顔
あ
ら
ひ
な
さ
い
」
彼
女
は
さ
う
い
ひ
な
が
ら
水
に
手
を
突
込
ん
だ
。

底
に
沈
ん
だ
枝
を
取
ら
う
と
し
た
の
だ
が
、
水
の
な
か
へ
折
れ
込
ん
だ
手

は
太
い
枝
が
落
ち
た
や
う
に
見
え
た
。「
よ
し
、
よ
し
」
田
澤
は
荒
つ
ぽ

い
声
で
制
し
た
が
、
す
ぐ
そ
ん
な
こ
と
は
軽
蔑
す
べ
き
心
な
い
潔
癖
さ

だ
と
自
ら
恥
ぢ
た
。
彼
は
顔
を
水
へ
突
込
ん
で
、
水
の
な
か
で
目
を
あ
け

た
。
す
る
と
底
に
沈
ん
で
ゐ
る
青
葉
が
彼
女
の
目
の
凝
視
の
や
う
に
見
え

た
。
彼
女
の
目
の
艶
々
し
さ
だ
け
は
、
彼
の
脳
裡
に
そ
れ
ほ
ど
の
美
し
さ

を
印
象
づ
け
て
ゐ
た
。（
一
三
頁
）

　

田
澤
は
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
こ
と
を
直
感
的
に
「
不
潔
」
に
思
う
こ
と
を
理
性

に
よ
っ
て
抑
え
よ
う
と
す
る
。
一
方
、
彼
女
の
手
を
枝
に
喩
え
、
目
を
青
葉
に

喩
え
、
彼
女
の
中
に
野
生
の
美
を
見
つ
け
る
。「
野
蛮
」
か
ら
美
を
感
じ
る
こ

と
自
体
は
、「
野
蛮
」
に
対
す
る
憧
れ
で
あ
り
、
肯
定
で
あ
る
。
後
に
「
野
蛮

人
」
に
変
身
す
る
た
め
の
心
の
準
備
の
段
階
と
も
い
え
よ
う
。

　

井
野
は
日
本
人
の
山
地
警
察
と
し
て
、「
野
蛮
に
馴
れ
」
た
人
間
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
十
六
年
前
に
「
こ
ゝ
の
頭
目
の
娘
を
娶
」
り
、
二
人
の
娘
が
生

ま
れ
、「
こ
の
蕃
地
へ
根
を
お
ろ
し
た
大
木
」
と
な
り
、「
多
く
の
心
が
そ
こ
へ

き
て
安
息
を
求
め
る
緑
蔭
を
作
つ
て
ゐ
る
や
う
」
な
存
在
で
あ
る
（
一
九
頁
）。

田
澤
も
そ
の
「
緑
蔭
」
を
求
め
る
一
人
で
あ
る
。
彼
は
、
タ
イ
モ
リ
カ
ル
や
井

野
と
の
付
き
合
い
に
よ
っ
て
、「
野
蛮
人
」
の
社
会
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。
こ

こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、「
野
蛮
人
」
が
日
本
人
に
な
り
、
日
本
人
が
「
野
蛮
人
」

に
変
身
す
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
大
鹿
の
、「
野
蛮
／
文
明
」
の
二
元
対

立
の
社
会
通
念
を
動
揺
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。

　

田
澤
は
蕃
地
で
生
活
し
始
め
て
か
ら
、
故
郷
を
「
一
度
だ
つ
て
憶
ひ
だ
し
た

こ
と
な
ぞ
あ
り
ま
せ
ん
」（
一
五
頁
）
と
言
っ
た
が
、
父
親
に
早
く
手
紙
を
出

す
よ
う
に
と
井
野
に
忠
告
さ
れ
て
か
ら
、「
は
じ
め
て
想
ひ
起
す
父
の
面
影
」

（
一
六
頁
）
に
心
が
動
い
た
。
し
か
し
、
彼
は
父
親
に
手
紙
を
出
す
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。「
書
き
終
へ
た
手
紙
を
に
ぎ
つ
て
、
眉
毛
に
迫
つ
て
ゐ
る
闇
空

に
目
を
す
ゑ
て
ゐ
た
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
妄
想
を
ふ
り
払
ふ
や
う
に
強
く
頭

を
ふ
つ
た
。
そ
し
て
突
然
、
い
ま
書
い
た
ば
か
り
の
手
紙
を
破
つ
て
泥
濘
へ
す

て
ゝ
足
で
ふ
み
に
ぢ
つ
」
て
し
ま
う
（
二
三
頁
）。
こ
れ
は
、
父
親
と
の
決
別

を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
父
親
の
代
表
す
る
世
界
と
の
繋
が
り
を
断
ち
切
る

こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
「
野
蛮
人
」
に
な
る
方
向
へ
進
ん
で
い

く
。
そ
し
て
そ
の
過
程
で
、
日
本
人
側
の
野
蛮
性
に
も
気
づ
き
は
じ
め
る
。

二　

意
味
不
明
の
蛮
行

　

小
説
で
は
さ
ら
に
、
別
の
駐
在
所
を
襲
撃
し
た
蕃
人
を
討
伐
す
る
た
め
に
守

備
隊
が
到
来
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
。

警
備
員
た
ち
は
み
な
武
装
を
と
ゝ
の
へ
て
、
闇
の
な
か
に
防
水
外
套
の
ゴ

ワ
ゴ
ワ
い
ふ
音
を
た
て
ゝ
ゐ
た
。
で
、
喇
叭
の
ひ
ゞ
き
が
耳
に
這
入
る
と
、
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タ
ナ
ト
ー
ノ
フ
！　

タ
ナ
ト
ー
ノ
フ
！　

と
口
々
に
叫
び
な
が
ら
走
り

だ
す
蕃
丁
た
ち
の
騒
ぎ
に
混
つ
て
、
彼
等
の
防
水
外
套
の
音
も
鉄
線
橋
の

方
へ
殺
到
し
た
。
駐
在
所
か
ら
数
丁
離
れ
た
と
こ
ろ
で
守
備
隊
に
ゆ
き
あ

ふ
と
、
彼
等
は
闇
の
な
か
に
垣
を
つ
く
つ
た
。（
中
略
）
そ
の
鼻
の
先
を
、

う
す
光
る
喇
叭
を
あ
て
ゝ
ふ
く
ら
ん
だ
頬
や
、
帽
子
の
鍔
の
下
で
キ
ラ
キ

ラ
光
る
目
や
、
細
長
い
銃
身
が
厳
し
く
連
つ
て
通
つ
た
。
蕃
童
た
ち
の
火

の
つ
い
た
や
う
な
泣
声
や
、
そ
れ
を
罵
り
し
か
る
声
々
を
、
喇
叭
の
ひ
ゞ

き
が
震
駭
さ
せ
て
い
つ
た
。
そ
れ
は
突
然
の
暴
風
の
や
う
に
人
々
の
面
を

打
ち
、
胸
の
な
か
を
虚
に
さ
ら
つ
て
い
つ
た
。
縦
隊
の
最
後
が
ゆ
き
す
ぎ

る
と
、
彼
等
は
た
ゞ
呆
然
と
そ
の
あ
と
に
つ
い
て
歩
き
だ
し
た
。（
二
〇

│
二
一
頁
）

　

河
原
功
は
こ
の
描
写
か
ら
、
原
住
民
撲
滅
政
策
を
推
進
す
る
日
本
人
に
対
す

る
告
発
を
読
み
取
っ
て
い
る（

８
）。

防
水
外
套
と
喇
叭
に
象
徴
さ
れ
る
日
本
人
側
の

行
動
は
荒
々
し
く
乱
暴
で
、
蕃
人
た
ち
を
怯
え
さ
せ
、
蕃
童
の
「
火
の
つ
い
た

や
う
な
泣
声
」
や
大
人
の
「
罵
り
し
か
る
声
々
」
を
圧
倒
す
る
。
そ
の
よ
う
な

描
写
は
さ
ら
に
続
く
。

　

先
刻
の
守
備
隊
に
つ
い
て
き
た
霧
社
支
庁
長
が
台
の
上
へ
の
ぼ
つ
て
、

討
伐
隊
長
と
し
て
の
訓
辞
を
や
り
だ
し
た
。
彼
は
両
頬
を
蔽
つ
た
黒
髯
の

な
か
に
大
き
な
口
を
あ
け
て
、
叱
り
つ
け
る
や
う
な
声
を
だ
し
た
。「
頑

迷
に
し
て
凶
暴
な
る
彼
等
を
膺
懲
し
な
け
れ
ば
」
と
か
「
諸
君
は
死
を
賭

し
て
」
と
か
激
越
し
た
言
葉
が
、
篝
の
火
の
粉
と
い
つ
し
よ
に
人
々
の
頭

上
へ
降
つ
た
。

　

田
澤
は
ひ
そ
か
に
囲
り
の
人
々
を
盗
み
見
た
。
す
る
と
誰
の
目
に
も
火

が
も
え
て
ゐ
た
。
彼
に
は
そ
れ
が
た
ゞ
篝
の
火
影
を
う
つ
し
て
ゐ
る
の
だ

と
は
思
へ
な
か
つ
た
。
こ
の
二
百
余
名
の
一
団
が
黙
々
と
死
地
に
突
き
入

る
覚
悟
を
固
め
て
ゐ
る
の
か
と
、
彼
は
暗
い
熱
気
に
顔
を
な
で
ら
れ
る

思
ひ
で
ぞ
ツ
と
し
た
。
だ
が
、
彼
等
を
興
奮
さ
せ
て
ゐ
る
真
実
の
正
体
は

な
ん
だ
ら
う
か
と
探
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
彼
は
次
第
に
急
り
だ
し
て
ゐ
た
。

彼
等
の
興
奮
の
真
実
性
な
ど
を
穿
鑿
し
て
ゐ
た
ら
、
結
局
興
奮
に
と
り
の

こ
さ
れ
て
し
ま
ふ
の
だ
。
興
奮
に
と
り
こ
の
さ
れ
ゝ
ば
即
ち
行
動
に
と
り

の
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
自
分
を
同
じ
興
奮
の
な
か
へ
浸
し
た
い
。

彼
は
焦
躁
に
ま
け
て
い
つ
た
。（
二
一
│
二
二
頁
）

　

こ
の
段
に
つ
い
て
、
坂
元
さ
お
り
は
、
そ
の
「
暗
い
熱
気
」
の
存
在
に
深
く

分
け
入
る
こ
と
こ
そ
が
、
現
在
、
植
民
地
期
（
そ
し
て
戦
争
）
の
文
学
を
批
判

的
に
語
る
際
に
不
可
欠
な
作
業
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
憑
か
れ
た
よ
う
な
「
興

奮
」
が
ど
の
よ
う
に
生
成
・
伝
染
し
て
い
く
の
か
を
卓
越
し
た
表
現
で
伝
え
て

お
り
、
こ
う
い
っ
た
「
暗
い
熱
気
」
は
、
田
澤
が
「
敵
蕃
」
の
首
を
切
り
落
と

す
箇
所
に
お
い
て
さ
ら
に
強
く
現
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る（

９
）。

　

ま
さ
に
坂
元
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
激
越
し
た
言
葉
が
、
篝
の
火
の
粉
と
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い
つ
し
よ
に
人
々
の
頭
上
へ
降
つ
た
」「
誰
の
目
に
も
火
が
も
え
て
ゐ
た
」
と

い
っ
た
「
二
百
余
名
の
一
団
」
の
「
暗
い
熱
気
」
は
、
そ
の
集
団
に
よ
る
非
理

性
的
な
状
態
を
は
っ
き
り
表
し
て
い
る
。
田
澤
は
こ
の
「
暗
い
熱
気
」
を
受
け

て
、
後
に
敵
を
殺
し
、
そ
の
首
を
切
る
行
為
に
移
る
。「
暗
い
熱
気
」
が
彼
を

「
野
蛮
」
化
さ
せ
る
起
爆
剤
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
注
目
す
べ
き
な
の

は
、
人
々
を
「
興
奮
さ
せ
る
」
正
体
が
主
人
公
に
は
分
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
大
鹿
が
用
心
深
く
敷
い
た
伏
線
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

田
澤
も
自
分
の
馘
首
の
行
為
の
意
味
が
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
は
、

田
澤
が
馘
首
を
す
る
場
面
で
あ
る
。

先
刻
自
分
が
射
ち
倒
し
た
死
体
の
一
歩
手
前
へ
ま
で
く
る
と
、
す
く
む
や

う
に
足
が
と
ま
つ
た
。
数
分
の
間
、
彼
は
ぢ
つ
と
そ
れ
を
見
下
し
て
ゐ
た
。

と
、
突
然
野
獣
の
す
ば
や
さ
で
彼
は
森
林
の
な
か
へ
ひ
き
返
し
た
。
そ
し

て
、
一
本
の
倒
れ
木
を
根
こ
ぎ
の
ま
ゝ
枝
葉
を
ゆ
さ
ぶ
つ
て
引
き
ず
つ
て

き
た
。
彼
は
そ
れ
を
死
体
の
頭
の
方
へ
運
ぶ
と
、
重
い
首
を
か
ゝ
へ
こ
ん

で
枕
を
さ
せ
た
。
死
人
の
口
か
ら
ず
る
ず
る
と
血
が
流
れ
た
。
夜
の
光
り

の
な
か
で
、
そ
れ
は
黒
黒
と
動
い
て
彼
を
ぎ
く
り
と
さ
せ
た
。
思
は
ず
後

ず
さ
り
し
た
彼
は
、
再
び
そ
つ
と
ゐ
ざ
り
寄
つ
た
。
冷
い
死
人
の
指
を
一

本
々
々
は
が
し
て
蕃
刀
を
奪
ひ
と
る
と
、
無
我
無
中
で
喉
の
あ
た
り
へ
叩

き
込
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
の
彼
は
何
も
の
か
憑
つ
た
や
う
だ
つ
た
。「
ち
き

し
ょ
ォ
、
ち
き
し
ょ
ォ
」
と
石
こ
ろ
を
つ
か
ん
で
刀
の
み
ね
を
打
ち
つ
ゞ

け
た
。
そ
れ
も
も
ど
か
し
く
な
つ
て
泥
足
で
う
ん
う
ん
踏
ん
づ
け
た
。

　

ず
し
り
と
重
い
音
を
た
て
ゝ
首
が
落
ち
た
。
ほ
ツ
と
息
を
は
く
田
澤
の

目
に
涙
が
光
つ
た
。
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
無
念
さ
に
歯
を
く
ひ
し
ば
つ
て
、

狂
暴
な
動
作
に
と
り
す
が
つ
て
ゐ
た
彼
は
、
た
ゞ
急
に
気
が
ゆ
る
ん
で
ふ

き
だ
す
激
情
に
負
け
た
の
だ
。
彼
に
は
ま
だ
悔
恨
は
襲
ひ
か
ゝ
つ
て
ゐ
な

か
つ
た
。
兇
行
を
や
つ
て
の
け
た
と
い
ふ
実
感
さ
へ
な
か
つ
た
。
し
ば
ら

く
の
間
ね
ば
ね
ば
と
血
糊
の
つ
い
た
手
で
自
分
の
顔
を
な
で
ま
は
し
、
彼

は
ぼ
ん
や
り
突
立
つ
て
ゐ
た
。
や
が
て
彼
は
葉
の
つ
い
た
枝
を
折
つ
て
首

へ
か
ぶ
せ
て
か
ら
ふ
ら
ふ
ら
と
歩
き
だ
し
た
。
だ
が
さ
う
し
た
動
作
も
死

者
を
葬
ふ
と
い
ふ
心
の
動
き
か
ら
で
は
な
く
、
彼
自
身
ほ
と
ん
ど
無
意
識

の
裡
に
や
つ
た
こ
と
だ
つ
た
。（
二
六
│
二
七
頁
）

　

坂
元
さ
お
り
は
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、「
首
を
切
る
」
動
作
の
中
で
、「
敵

蕃
」
の
属
性
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
野
蛮
」
が
反
転
し
て
、
田
澤
自
身
の
も
の
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
評
し
、
更
に
「
激
情
」
と
「
暗
い
熱
気
」
の
伝
播
に

お
い
て
、
さ
き
ほ
ど
ま
で
田
澤
が
自
分
と
タ
イ
モ
リ
カ
ル
を
隔
て
る
よ
う
に
感

じ
て
い
た
「
文
明
／
野
蛮
」
の
二
元
対
立
は
消
滅
し
、
結
局
彼
自
身
の
持
つ
裏

表
が
暴
か
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る）

10
（

。

　

こ
の
指
摘
に
は
、
い
く
つ
か
分
析
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
ま

ず
、「
あ
わ
て
て
↓
興
奮
↓
寂
寥
↓
激
情
に
負
け
た
↓
無
意
識
」
と
い
う
心
理

的
変
化
か
ら
見
れ
ば
、
田
澤
は
確
か
に
「
野
蛮
」
に
自
ら
の
身
を
浸
し
た
が
、
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彼
の
内
面
の
野
蛮
性
が
暴
か
れ
た
と
し
て
も
、
野
蛮
と
文
明
の
二
元
対
立
が
消

滅
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
田
澤
は
、
負
傷
し
た
同
僚
の
荒
木
と
と
も
に
洞
穴
で
救
援
を
待
っ
た

が
、
蕃
人
に
や
ら
れ
た
く
な
い
荒
木
か
ら
、
手
を
下
す
よ
う
頼
ま
れ
た
。

い
く
度
か
、
自
分
の
手
が
荒
木
の
頸
を
し
め
る
動
き
を
妄
想
し
て
は
息
を

つ
ま
ら
せ
た
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
妄
想
に
交
錯
し
て
、
夕
方
蕃
人
の
首
を

打
ち
落
し
た
記
憶
の
デ
テ
エ
ル
が
、
責
道
具
の
や
う
に
迫
つ
て
き
て
彼
を

さ
い
な
ん
だ
。
あ
の
兇
暴
な
行
為
が
、
ど
ん
な
意
味
で
、
重
大
な
汚
点
を

自
分
へ
の
こ
し
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
彼
は
は
じ
め
て
痛
恨
の

時
を
す
ご
し
た
。

（
中
略
）
懸
賞
金
の
こ
と
な
ど
一
度
だ
つ
て
考
へ
た
こ
と
は
な
い
、
彼
は

心
の
裡
で
さ
う
く
り
か
へ
し
た
。
そ
れ
は
真
実
だ
と
し
て
も
、
で
は
何
の

た
め
に
や
つ
た
凶
行
だ
！　

さ
う
い
ふ
声
が
心
の
裡
に
き
こ
え
る
と
、
彼

は
自
問
自
答
に
窮
し
て
頭
を
ふ
つ
た
。（
二
九
│
三
〇
頁
）

　

死
ん
だ
人
の
首
を
切
る
と
い
う
行
為
は
、「
文
明
人
」
の
尺
度
か
ら
見
れ
ば
、

「
野
蛮
」
の
た
め
の
「
野
蛮
」
で
、
必
要
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
田
澤
は
そ

の
行
為
を
起
こ
し
た
自
分
自
身
の
動
機
が
理
解
で
き
な
い
。「
責
道
具
」「
兇
暴

な
行
為
」「
重
大
な
汚
点
」「
凶
行
」
な
ど
の
言
葉
は
、「
文
明
」
の
価
値
観
が

彼
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
「
野
蛮
／
文
明
」
の
二

元
対
立
が
持
続
し
て
い
る
し
、
し
か
も
激
し
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な

の
は
、
蕃
人
を
鎮
圧
す
る
際
の
兇
暴
な
音
声
、
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
い
う
瀬
戸

際
や
懸
賞
金
と
は
無
関
係
な
「
馘
首
」
が
も
つ
残
忍
性
は
、「
文
明
人
」
が
表

層
に
お
い
て
「
野
蛮
」
な
こ
と
を
容
易
に
な
し
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
表
面
上
の
「
野
蛮
」
に
す

ぎ
な
い
。
作
者
は
、
こ
の
後
田
澤
が
本
質
的
な
「
野
蛮
人
」
に
変
身
す
る
た
め

に
、「
蕃
婦
」
た
ち
と
の
触
れ
合
い
を
周
到
に
用
意
し
て
い
る
。

三　
「
野
蛮
」
を
支
え
る
社
会
の
仕
組
み

　

二
人
姉
妹
の
妹
タ
イ
モ
ナ
モ
を
通
し
て
、
田
澤
は
「
野
蛮
人
」
の
社
会
の
価

値
観
を
初
め
て
知
ら
さ
れ
る
。
タ
イ
モ
ナ
モ
は
、
切
ら
れ
た
首
を
前
に
、「
け

ろ
り
と
し
た
」
だ
け
で
は
な
く
、
田
澤
に
、「
お
前
の
親
や
兄
弟
の
首
も
こ
ゝ

へ
呼
び
よ
せ
ろ
、
お
前
と
い
つ
し
よ
に
棲
は
し
て
や
る
か
ら
」
と
言
っ
て
い
る
。

田
澤
は
、
そ
の
「
野
蛮
」
の
徹
底
性
に
感
心
し
、
自
分
の
弱
さ
に
気
付
く
。

一
昨
夜
洞
穴
の
裡
で
胸
に
ふ
き
出
し
た
悔
恨
の
痛
み
も
未
だ
消
え
て
ゐ
な

か
つ
た
。
で
、
こ
の
未
だ
十
五
に
し
か
な
ら
な
い
タ
イ
モ
ナ
モ
の
態
度
を

前
に
し
て
、
彼
は
つ
く
づ
く
自
分
の
精
神
の
ひ
弱
さ
を
思
ひ
知
ら
さ
れ
た
。

（
中
略
）
そ
の
野
蛮
性
は
、
例
へ
ば
大
自
然
の
無
慈
悲
に
虐
げ
ら
れ
な
が

ら
、
又
そ
の
鹹
い
慈
悲
に
息
づ
き
な
が
ら
胸
を
拡
げ
て
ゐ
る
大
樹
の
、
そ
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の
不
逞
な
精
神
に
通
じ
る
厳
粛
な
脈
動
だ
。
樹
液
は
脈
々
と
流
れ
つ
ゞ
き
、

か
う
し
て
小
さ
い
枝
の
先
か
ら
も
迸
り
出
る
の
だ
。
そ
れ
に
く
ら
べ
て
、

自
分
は
何
ん
と
い
つ
て
も
移
植
さ
れ
た
ば
か
り
の
貧
弱
な
若
木
に
す
ぎ
な

い
。（
三
二
│
三
三
頁
）

　

タ
イ
モ
ナ
モ
の
言
葉
は
、
鈴
木
質
の
『
蕃
人
風
俗
誌
』（
一
九
三
二
年
）
に

記
録
さ
れ
た
タ
イ
ヤ
ル
族
の
首
祀
り
の
祭
辞
と
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
汝
は
此
処
に
来
り
て
安
住
せ
よ
。
汝
に
酒
を
供
へ
て
迎
ふ
。
汝
は
汝
等
の
父

母
妻
子
兄
弟
姉
妹
に
告
ぐ
る
に
我
等
の
住
む
此
の
蕃
社
の
甚
だ
良
い
所
で
あ
る

こ
と
を
以
て
し
、
多
勢
の
同
胞
を
よ
び
来
っ
て
同
棲
し
そ
の
楽
を
倶
に
せ
よ
」

と
い
う
言
葉
で
あ
る）

11
（

。
中
村
勝
に
よ
れ
ば
、
タ
イ
ヤ
ル
族
の
首
祀
り
で
は
、
馘

首
し
た
首
級
の
口
に
酒
槽
の
類
を
ふ
く
ま
せ
、
栗
飯
ま
た
は
蕃
薯
等
を
そ
な
え

て
い
わ
ゆ
る
招
魂
の
式
（
ツ
マ
ツ
ぺ
オ
ツ
ト
フ
）
を
あ
げ
る
。
招
魂
歌
を
唱
和

す
れ
ば
、
そ
の
馘
首
さ
れ
た
者
の
親
族
も
他
日
此
処
に
来
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

る）
12
（

。

　

中
村
は
台
湾
北
部
の
タ
イ
ヤ
ル
族
の
カ
ラ
社
を
例
に
、
カ
ラ
社
の
首
狩
り
の

要
因
は
、
私
闘
、
復
讐
、
強
奪
、
返
報
、
憤
激
、
武
勇
な
ど
の
主
観
的
、
個
人

的
欲
望
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
蓄
積
さ
れ
た
首
級
は
共
同
体
の
共
有
物
と
し
て
、

「
欲
望
―
行
為
―
物
化
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
社
会
化
さ
れ
る
。
年
に
三

回
の
「
首
祀
り
」
は
、
共
同
生
活
の
再
生
産
の
儀
式
で
あ
り
、
共
働
の
合
目
的

性
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る）

13
（

。
馘
首
は
「
か
れ
ら
の
道
徳
的
意
志
で
あ
り
、
ま

た
生
き
よ
う
と
す
る
意
志the w

ill to live

に
ほ
か
な
ら
」
ず）

14
（

、
精
神
的
紐
帯

の
た
め
に
道
具
化
さ
れ
て
、
彼
ら
の
対
外
的
共
同
意
識
は
ま
た
社
会
規
範
＝
道

徳
律
を
作
る）

15
（

。
少
女
の
タ
イ
モ
ナ
モ
が
「
極
め
て
平
然
」
と
し
て
い
た
の
は
、

原
住
民
の
社
会
の
仕
組
み
が
馘
首
、
首
狩
り
、
首
祀
り
を
必
要
と
し
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
や
社
会
規
範
に
無
理
解
だ
っ
た
田
澤
が
、
自
分
の

馘
首
の
行
為
に
対
し
て
、「
悔
恨
の
痛
み
」
を
消
せ
な
い
の
は
無
理
の
な
い
こ

と
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
田
澤
は
タ
イ
モ
ナ
モ
ら
の
「
野
蛮
性
」
に
「
厳
粛
な
脈
動
」
を
感

じ
、
原
住
民
の
生
活
に
感
動
す
る
。
蕃
地
に
生
ま
れ
、
体
内
に
「
樹
液
」
が
流

れ
る
タ
イ
モ
ナ
モ
に
比
べ
、
自
身
は
「
移
植
さ
れ
た
ば
か
り
の
貧
弱
な
若
木
に

す
ぎ
な
い
」
と
い
う
気
が
し
た
。
こ
の
認
識
は
彼
を
文
明
の
教
養
に
よ
る
抑
制

か
ら
解
放
し
、「
野
蛮
人
」
の
精
神
に
近
づ
く
こ
と
へ
追
い
立
て
る
。

　

田
澤
は
、
妹
タ
イ
モ
ナ
モ
の
言
葉
だ
け
で
は
な
く
、
姉
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
行

動
か
ら
も
、
首
狩
り
に
対
す
る
「
野
蛮
人
」
の
精
神
を
知
る
。

彼
女
は
八
ツ
手
の
葉
に
の
せ
た
栗
餅
を
両
手
で
さ
し
だ
し
、
い
ま
搗
い
て

き
た
の
だ
、
首
へ
供
へ
て
お
前
も
食
へ
と
い
つ
た
。
田
澤
は
彼
女
の
目
か

ら
迸
し
る
火
に
た
ぢ
た
ぢ
と
し
な
が
ら
、
自
分
の
精
神
が
彼
女
に
も
打
ち

負
か
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
感
じ
た
。
彼
は
こ
の
と
き
ほ
ど
自
分
と
彼
女
達
と

の
隔
り
を
画
然
と
感
じ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。
彼
は
自
分
に
、
こ
の
圧
迫

を
は
ね
返
す
力
が
な
い
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
だ
け
に
一
層
く
や
し
か
つ
た
。
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（
中
略
）
タ
イ
モ
リ
カ
ル
へ
の
関
心
で
寝
苦
し
い
一
夜
を
過
さ
う
と
し
て

ゐ
る
自
分
に
喫
驚
し
た
。「
こ
れ
は
や
は
り
お
れ
が
タ
イ
モ
リ
カ
ル
に
心

牽
か
れ
て
ゐ
る
証
拠
な
の
か
」
彼
は
や
は
り
そ
れ
を
是
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
に
や
ゝ
意
外
な
感
に
打
れ
た
。
が
、
同
時
に
、
自
分
に
は
未
だ

純
真
な
心
が
の
こ
つ
て
ゐ
た
の
だ
と
爽
々
し
い
気
持
に
も
な
つ
た
。
そ
し

て
「
お
れ
が
彼
女
を
怖
れ
る
の
は
、
自
分
の
野
蛮
性
が
ま
だ
中
途
半
端
だ

か
ら
だ
」
彼
は
さ
う
い
ふ
弁
解
を
見
出
し
た
。（
三
三
│
三
五
頁
）

　

田
澤
は
、
栗
餅
を
「
首
へ
供
へ
」
る
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
行
動
を
通
し
て
、
彼

女
の
身
に
首
狩
り
の
「
躾
」
が
根
付
い
て
い
る
と
感
じ
る
。
彼
は
初
め
て
「
野

蛮
」
の
精
神
性
に
触
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
「
野
蛮
」
を
恐

れ
る
よ
り
も
、
好
む
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
彼
女
に
心
牽
か
れ
る
の
は
、
自
分

に
「
未
だ
純
真
な
心
」
が
残
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
感
覚
は
、
一
九
三
〇

年
代
（
昭
和
初
期
）
に
流
布
し
た
原
住
民
の
「
純
情
と
無
垢
の
人
間
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ）

16
（

と
も
関
係
が
あ
る
。
田
澤
は
、
討
伐
の
夜
、
樹
の
下
敷
に
な
り
な
が

ら
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
た
こ
と
を
、「
自
分
に
と
つ
て
も
は

や
決
定
的
な
こ
と
だ
」（
三
八
頁
）
と
意
識
し
、「
そ
の
思
ひ
に
心
の
底
か
ら
の

悦
び
さ
へ
」（
三
八
頁
）
覚
え
た
の
は
、
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
代
表
す
る
「
野
蛮
」

の
精
神
に
傾
倒
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

四　
「
野
蛮
人
」
に
な
る

　

田
澤
は
駐
在
所
に
帰
り
、
荒
木
が
タ
イ
モ
リ
カ
ル
を
妻
に
し
た
い
と
言
っ
て

い
る
と
い
う
噂
を
聞
く
。
彼
は
も
の
狂
お
し
く
な
り
、
タ
イ
モ
リ
カ
ル
と
強
引

に
交
合
す
る
。

　

彼
は
い
き
な
り
腕
の
中
へ
彼
女
を
引
き
込
ん
だ
。
獣
皮
に
似
た
臭
ひ
が

ぷ
ん
と
鼻
を
つ
い
た
。
そ
の
臭
気
は
、
彼
の
頭
脳
を
痺
れ
さ
せ
、
前
後
の

思
慮
を
忘
れ
さ
す
に
十
分
だ
っ
た
。
彼
は
狂
暴
な
男
に
変
つ
た
。
彼
は
木

深
い
方
へ
彼
女
を
引
き
ず
つ
て
い
つ
た
。
彼
の
荒
々
し
い
変
化
に
驚
い
て
、

彼
女
は
本
能
的
な
拒
否
の
も
が
き
を
み
せ
た
。
だ
が
、
急
ち
全
身
の
力
を

抜
い
て
自
分
の
方
か
ら
ぐ
つ
た
り
倒
れ
か
ゝ
つ
た
。
繁
つ
た
草
が
、
倒
れ

込
ん
で
き
た
二
人
の
か
ら
だ
の
周
り
で
し
ば
ら
く
ざ
わ
ざ
わ
と
鳴
つ
て
い

た
。

　
（
中
略
）

　

翌
朝
の
ま
ぶ
し
い
光
線
を
あ
び
て
も
、
田
澤
は
後
悔
に
襲
は
れ
は
し

な
か
つ
た
。（
中
略
）
昨
夜
の
行
為
は
た
ゞ
そ
の
場
の
は
ず
み
で
は
な
い
、

や
は
り
胸
に
潜
ん
で
ゐ
た
意
志
に
導
か
れ
た
の
だ
と
、
自
ら
頷
き
自
ら
励

ま
し
た
。（
五
二
│
五
三
頁
）

　

坂
元
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
体
臭
の
有
無
が
、
そ
の
ま
ま
「
文
明
／
野
蛮
」
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を
示
す
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る）

17
（

」。
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
体
臭
は
、
田
澤
に

一
線
を
越
え
さ
せ
、「
野
蛮
」
社
会
に
溶
け
込
ま
せ
る
意
味
を
も
つ
。
馘
首
の

時
と
違
い
、
タ
イ
モ
リ
カ
ル
と
の
性
交
後
に
田
澤
は
後
悔
し
な
か
っ
た
。「
胸

に
潜
ん
で
ゐ
る
意
志
に
導
か
れ
た
」
こ
と
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
そ
の
「
意
志
」
と
は
、
タ
イ
モ
ナ
モ
、
タ
イ
モ
リ
カ
ル
と
の
関
わ
り
を

通
じ
て
、「
野
蛮
」
の
精
神
に
触
れ
、
野
蛮
人
社
会
に
憧
れ
、
そ
の
一
員
に
な

る
願
望
で
あ
ろ
う
。
タ
イ
モ
リ
カ
ル
と
の
交
合
は
、
彼
の
選
択
し
た
野
蛮
人
社

会
と
の
結
合
で
も
あ
る
。

　

田
澤
は
「
や
う
や
く
ほ
ん
と
う
の
野
蛮
を
呼
吸
し
た
」（
五
六
頁
）
と
感
じ

て
、
警
備
員
服
か
ら
蕃
服
に
着
替
え
、
蕃
人
た
ち
の
賛
嘆
を
得
て
、
そ
の
社
会

に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
。

　

老
頭
目
は
「
待
て
、
待
て
」
と
蕃
刀
を
も
ち
出
し
て
、
自
分
の
手
で
田

澤
の
腰
に
差
し
こ
ん
だ
。
そ
し
て
、
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
傍
へ
き
て
肩
を
な

ら
べ

　
「
タ
イ
ヤ
ル
の
ま
ね
す
る
と
タ
ナ
ト
ー
ノ
フ
も
勇
ま
し
い
」
さ
う
い
つ

て
感
に
堪
へ
ぬ
ふ
う
で
、
胸
を
そ
ら
し
て
い
つ
ま
で
も
飽
か
ず
に
眺
め
た
。

　

そ
こ
へ
タ
イ
モ
ナ
モ
が
数
人
の
蕃
丁
を
つ
れ
て
き
て
、
戸
口
か
ら
指
さ

し
た
「
タ
ザ
ワ
さ
ん
だ
よ
、
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
オ
ム
コ
さ
ん
の
タ
ザ
ワ
さ

ん
だ
よ
」

　

蕃
丁
達
は
彼
を
認
め
る
と
ウ
ワ
ツ
と
声
を
あ
げ
、
手
を
た
ゝ
き
、
果
て

は
口
々
に
「
横
を
む
け
！
」「
う
し
ろ
を
見
せ
ろ
！
」「
歩
い
て
み
ろ
！
」

と
叫
び
た
て
た
。
田
澤
は
被
征
服
者
の
情
熱
は
こ
ん
な
に
も
抑
圧
さ
れ
て

ゐ
た
の
か
と
感
動
し
な
が
ら
、
彼
等
の
い
ふ
が
ま
ゝ
に
動
い
た
。（
五
九

頁
）

　
「
タ
ナ
ト
ー
ノ
フ
」
と
は
、
前
述
し
た
守
備
隊
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
威
勢

に
怯
え
て
は
い
た
が
、
頭
目
は
タ
イ
ヤ
ル
族
こ
そ
「
勇
ま
し
い
」
者
だ
と
内
心

で
は
思
っ
て
い
た
。
田
澤
は
抑
圧
さ
れ
て
い
た
「
被
征
服
者
の
情
熱
」
に
初
め

て
接
し
た
。
彼
ら
の
一
員
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
征
服
者
に
征
服
さ
れ
る

こ
と
を
選
び
、
彼
ら
の
指
示
に
従
っ
た
。
田
澤
は
、
蕃
婦
の
表
象
、
馘
首
の
行

動
、
原
住
民
の
社
会
的
仕
組
み
に
対
す
る
認
識
、
そ
れ
か
ら
蕃
婦
と
の
性
交
と

い
う
過
程
を
経
て
、「
野
蛮
／
文
明
」
の
二
元
対
立
を
乗
り
こ
え
よ
う
と
し
た

と
言
え
よ
う
。

　

以
上
の
検
討
で
確
認
で
き
る
の
は
、
先
述
の
通
り
、
大
鹿
が
用
い
る
「
野

蛮
」
に
込
め
ら
れ
た
三
つ
の
意
味
で
あ
る
。
一
つ
め
は
、
原
住
民
の
生
活
全

体
を
「
野
蛮
」
と
決
め
つ
け
、「
文
明
」
の
対
極
に
置
く
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
観

を
も
つ
意
味
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
田
澤
が
真
似
を
し
た
「
馘
首
」
と
い
う

衝
動
的
か
つ
意
味
不
明
の
行
為
で
、
表
面
上
の
残
酷
性
に
留
ま
る
。
三
つ
め

は
、「
首
狩
り
」
を
必
要
と
す
る
社
会
の
仕
組
み
か
ら
生
ま
れ
た
精
神
性
で
あ

る
。
三
つ
め
の
意
味
に
気
付
か
せ
て
く
れ
た
の
は
蕃
婦
た
ち
で
あ
り
、
田
澤
は

そ
の
一
人
の
「
オ
ム
コ
さ
ん
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
社
会
の
一
員
に
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な
る
こ
と
を
選
択
し
た
。

五　

蕃
婦
の
特
異
性

│
漢
民
族
女
性
と
の
比
較

　

蕃
婦
は
田
澤
の
「
野
蛮
人
」
へ
の
変
身
過
程
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
は
、
漢
民
族
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
と
比
較
し
て
、
大
鹿
の
作
っ
た

蕃
婦
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
如
何
な
る
特
異
性
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
創
作
意
図
を

反
映
し
て
い
る
か
を
考
え
た
い
。

　

台
湾
の
植
民
地
文
学
に
登
場
す
る
漢
民
族
の
女
性
は
、
多
く
が
社
会
の
底
層

に
生
き
る
人
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
頼
和
の
『
可
憐
她
死

了）
18
（

』
の
何
度
も
売
ら
れ
た
「
童
養
媳）

19
（

」
阿
金
、
呂
赫
若
の
『
牛
車
』
の
家
計
を

維
持
す
る
た
め
体
を
売
っ
た
阿
梅
、
張
文
環
の
『
芸
妲
の
家
』
の
運
命
に
弄
ば

れ
た
采
雲
な
ど
が
よ
い
例
で
あ
る
。
楊
翠
は
、
植
民
地
時
代
の
女
性
は
「
資
本

家
―
植
民
者
―
父
権
」
と
い
う
三
重
支
配
の
体
制
下
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し）

20
（

、
許
俊
雅
は
植
民
地
時
代
の
台
湾
小
説
に
お
け
る
女
性
イ
メ
ー
ジ
を
、
①

男
性
の
生
理
的
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
対
象
と
見
な
さ
れ
る
者
、
②
自
立
で
き
ず

安
易
に
廉
価
で
売
ら
れ
る
女
性
、
③
不
幸
な
婚
姻
で
虐
め
ら
れ
る
凡
庸
な
女
性
、

④
礼
を
破
り
情
欲
を
追
い
求
め
る
女
性
、
⑤
貞
潔
堅
固
な
女
性
、
⑥
そ
の
他）

21
（

と

い
う
六
つ
の
類
型
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
従
来
の
見
方
を
見
直
し
た
新
し
い
研
究
も
現
れ
て

い
る
。
洪
郁
如
は
『
近
代
台
湾
女
性
史

│
日
本
の
植
民
統
治
と
「
新
女
性
」

の
誕
生
』（
二
〇
一
一
）
で
、
纏
足
解
放
運
動
、
植
民
地
の
女
子
教
育
、
新
女

性
の
誕
生
、
婚
姻
様
式
の
変
化
、
新
エ
リ
ー
ト
家
庭
な
ど
か
ら
、
近
代
化
の
過

程
と
と
も
に
、
漢
民
族
女
性
の
身
心
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
論
じ
る）

22
（

。

翁
聖
峰
は
「
日
治
時
期
職
業
婦
女
題
材
文
學
的
變
遷
及
女
性
地
位
」
と
い
う
論

文
で
、
植
民
地
時
代
の
台
湾
に
お
け
る
職
業
婦
人
の
出
現
及
び
文
学
に
描
か
れ

た
イ
メ
ー
ジ
を
分
析
し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
台
湾
新
文
学
は
常
に

社
会
の
底
層
に
関
与
し
、
社
会
の
注
目
を
喚
起
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
職
業
婦

人
に
関
す
る
作
品
も
宿
命
論
的
で
、
社
会
の
不
公
平
な
現
象
を
よ
く
反
映
し
て

い
る
が
、
描
か
れ
た
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
は
現
実
と
一
致
し
な
い
例
も
あ
る
。
例

え
ば
、
台
湾
初
の
女
性
医
師
で
あ
る
蔡
阿
信
は
か
つ
て
童
養
媳
で
あ
り
な
が
ら
、

万
難
を
排
し
て
日
本
に
留
学
し
た
こ
と
や
、
一
九
三
五
年
に
呉
と
い
う
女
性
車

掌
が
告
訴
を
通
し
て
自
身
の
名
誉
を
回
復
し
た
こ
と
な
ど
は
女
性
の
成
功
例
で

あ
り
、
男
性
作
家
の
描
写
し
た
弱
者
の
女
性
像
と
は
異
な
る）

23
（

。
し
か
し
、「
新

女
性
」
像
に
せ
よ
、
職
業
婦
人
の
成
功
に
せ
よ
、
弱
者
と
し
て
の
女
性
に
せ
よ
、

す
べ
て
「
近
代
化
」
と
い
う
尺
度
に
よ
っ
て
測
ら
れ
て
い
る
。
時
代
の
流
れ
に

乗
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
成
功
し
、
乗
れ
な
い
者
は
弱
者
と
し
て
描
か
れ
る
。

　

こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
大
鹿
の
描
い
た
蕃
婦
は
特
異
な
存
在
で
あ
る
。「
樹
液
」

が
身
に
「
脈
々
と
流
れ
」
る
タ
イ
モ
ナ
モ
、
田
澤
の
蛮
行
を
「
中
途
半
端
」
だ

と
認
識
さ
せ
た
タ
イ
モ
リ
カ
ル
は
、
何
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
者
で
あ
る
。「
馘

首
」
と
い
う
習
俗
を
含
む
原
住
民
の
精
神
体
系
が
、
彼
女
た
ち
を
近
代
化
の
基

準
と
抑
圧
と
は
無
縁
の
存
在
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
描
写
は
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　大鹿卓の『野蛮人』

文
学
と
現
実
と
の
ズ
レ
を
伴
っ
て
い
る
。
植
民
地
に
生
き
る
原
住
民
の
女
性
が
、

単
純
に
原
住
民
の
精
神
体
系
を
も
っ
て
植
民
地
の
統
治
に
対
抗
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
大
鹿
の
描
写
の
中
に
お
い
て
し
か
本
来
の
姿
を
保

つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
大
鹿
の
描
写
し
た
田
澤
の
「
野
蛮
人
」
へ
の
変

身
は
、
蕃
婦
の
出
現
に
よ
っ
て
「
野
蛮
」
社
会
を
意
識
す
る
こ
と
、
衝
動
に
よ

る
馘
首
の
無
意
味
さ
に
気
付
く
こ
と
、
原
住
民
の
社
会
的
仕
組
み
が
支
え
る
馘

首
の
精
神
性
を
認
識
す
る
こ
と
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
い
る
。

六　

二
元
論
に
対
す
る
挑
戦

　

小
論
の
冒
頭
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
大
鹿
は
『
野
蛮
人
』
が
単
な
る
バ
ー
バ

リ
ズ
ム
を
描
い
た
作
品
で
は
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。
で
は
、
彼
の
創
作
意

図
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

周
知
の
よ
う
に
、「
文
明
」
はcivilization

、「
文
化
」
はculture
を
翻
訳

し
た
言
葉
で
あ
る
。
上
山
春
平
に
よ
れ
ば
、
十
八
、
九
世
紀
、
イ
ギ
リ
ス
人
や

フ
ラ
ン
ス
人
が
政
治
的
・
経
済
的
な
発
展
、
学
問
や
芸
術
を
一
括
し
て
「
文

明
」
と
呼
び
、
後
進
の
ド
イ
ツ
は
こ
れ
に
対
抗
す
る
意
味
を
こ
め
て
、
学
問
、

芸
術
な
ど
精
神
的
活
動
と
そ
の
所
産
を
「
文
化
（K

ultur

）」
と
呼
び
、「
文

明
」
を
主
に
生
活
の
物
質
的
条
件
の
改
善
と
そ
の
所
産
と
し
た）

24
（

。
明
治
初
年
の

「
文
明
開
化
」
の
時
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
「
文
明
」
概
念
は
全
面
肯
定

的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、『
野
蛮
人
』
が
発
表
さ
れ
た
一
九
三
四
年
は
ち
ょ

う
ど
「
大
正
教
養
主
義
」
を
経
て
、
英
仏
の
「
文
明
」
に
対
し
て
は
否
定
的
と

な
り
、
ド
イ
ツ
の
「
文
化
」
概
念
が
知
識
層
に
流
入
す
る
時
期
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
大
鹿
卓
の
作
品
に
は
、
ド
イ
ツ
の
「
文
化
」
概
念
が
見
ら
れ
な
い

の
み
な
ら
ず
、
近
代
日
本
の
文
明
論
の
啓
蒙
書
で
あ
る
、
一
八
七
五
年
刊
行
の

福
沢
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』
の
影
響
さ
え
も
見
ら
れ
な
い
。
福
沢
は
、「
文

明
開
化
の
字
も
ま
た
相
対
し
た
る
も
の
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

子
安
宣
邦
は
、「
文
明
が
野
蛮
に
「
相
対
し
た
る
も
の
」
と
い
う
の
は
、
文
明

が
野
蛮
か
ら
の
相
対
的
な
進
歩
の
度
合
い
を
意
味
す
る
と
い
う
ば
か
り
で
は
な

く
、
文
明
と
は
常
に
野
蛮
と
い
う
対
立
概
念
を
も
っ
て
い
る
」
も
の
と
指
摘
し

て
い
る）

25
（

。

　
『
野
蛮
人
』
の
中
で
は
、「
文
明
」
や
「
文
化
」
な
ど
、「
野
蛮
」
に
「
相
対
」

す
る
言
葉
は
全
く
使
わ
れ
て
い
な
い
。
大
鹿
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
二
元
対

立
の
構
造
を
最
初
か
ら
排
除
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
文
明
や
文
化
に

全
く
言
及
せ
ず
、「
野
蛮
」
の
描
写
に
没
頭
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
の

創
作
動
機
は
「
文
明
／
野
蛮
」
論
の
立
場
か
ら
発
し
た
も
の
で
は
な
く
、
原
住

民
の
生
活
に
対
す
る
関
心
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
文
明
や
文
化

な
ど
の
対
照
項
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
対
極
と
さ
れ
る
「
野
蛮
」
も
ま
た
存

在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

大
鹿
が
描
こ
う
と
し
た
の
は
、
表
面
上
の
「
野
蛮
」
で
は
な
い
。
彼
自
身
の

台
湾
体
験
は
小
学
校
時
代
に
一
時
期
台
湾
に
住
ん
だ
と
い
う
短
い
も
の
で
あ
っ

た
。
彼
は
創
作
の
材
料
を
、
台
湾
民
衆
党
の
要
請
を
受
け
、
台
湾
に
行
っ
て
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霧
社
事
件
を
調
査
し
た
妹
婿
の
河
野
密
か
ら
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
大

鹿
は
直
接
に
霧
社
事
件
を
扱
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
河
野
の
調
査
し
た
霧
社
事

件
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
想
定
で
き
る）

26
（

。
同
時
代
に
台
湾
原
住
民
を
描
い
た

作
家
佐
藤
春
夫
、
中
村
地
平
、
真
杉
静
枝
、
坂
口
れ
い
子
ら
は
、
い
ず
れ
も
台

湾
に
長
く
滞
在
し
た
経
験
を
持
つ
。
黒
川
創
は
坂
口
れ
い
子
の
文
学
に
つ
い
て
、

「
植
民
地
に
お
け
る
文
学
の
い
と
な
み
は
、
作
家
に
、
そ
の
〝
外
部
〞
に
立
つ

こ
と
を
許
さ
な
い
」
と
評
す
る）

27
（

。
池
田
浩
二
も
大
鹿
と
坂
口
の
相
似
性
に
注
目

し
、「
原
住
民
と
現
地
の
末
端
管
理
者
た
る
日
本
人
と
の
関
係
を
描
く
こ
と
を

通
し
て
台
湾
の
現
実
と
対
峙
し
よ
う
と
し
た
表
現
に
、『
野
蛮
人
』、『
蕃
婦
』

な
ど
一
九
三
〇
年
代
大
鹿
卓
の
諸
作
品
が
あ
る
が
、
台
湾
に
住
ん
だ
体
験
か
ら

「
蕃
社
」
と
「
蕃
人
」
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
坂
口
れ
い
子
の
戦
後
の
諸
作
品

も
、
こ
の
よ
う
な
対
峙
の
重
要
な
成
果
だ
ろ
う
」
と
論
じ
る）

28
（

。

　

外
部
に
立
つ
か
、
そ
れ
と
も
内
部
に
立
つ
か
は
、
滞
在
期
間
の
長
短
で
は
な

く
、
作
者
の
立
場
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
る
。「
旅
人
」
の
立
場
を
と
る
佐
藤
、

中
村
、
真
杉
ら
と
違
っ
て
、
大
鹿
と
坂
口
は
統
治
現
場
の
日
常
に
目
を
向
け
て

い
る
。
現
場
の
実
情
を
捉
え
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
原
住
民
部
落
「
中
原
」
に

滞
在
し
た
経
験
を
持
つ
坂
口
は
、
大
鹿
よ
り
有
利
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、

大
鹿
は
原
住
民
の
「
野
蛮
」
の
社
会
的
背
景
の
描
写
に
専
念
し
た
た
め
、
坂
口

が
触
れ
て
い
な
い
も
の
、
も
し
く
は
深
く
突
っ
込
ん
で
い
な
い
も
の
を
探
り

出
し
て
い
る
。『
野
蛮
人
』
は
独
自
の
経
験
や
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
作
家
の
情
熱
と
想
像
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
大
鹿

は
小
説
の
中
で
、
原
住
民
を
「
野
蛮
／
文
明
」
と
い
う
抽
象
的
な
図
式
に
定
位

せ
ず
、
原
住
民
の
社
会
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
心
を
喚
起
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
大
鹿
は
一
九
三
四
年
の
時
点
で
こ
の
よ
う
な
小
説
を
書
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
駒
込
武
の
分
析
し
た
呉
鳳
伝
説
の
改
編
過
程）

29
（

を

通
し
て
、
原
住
民
の
位
置
付
け
を
考
え
て
み
た
い
。

　

駒
込
に
よ
る
と
、
総
督
府
の
作
っ
た
「
呉
鳳
伝
説
」
は
、
漢
人
通
事
の
呉
鳳

が
死
を
以
て
原
住
民
を
教
化
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
漢
民
族
系

の
呉
鳳
伝
説
に
共
通
す
る
の
は
、
呉
鳳
の
死
後
、
家
族
が
生
前
に
言
わ
れ
た
と

お
り
「
紙
人
の
刀
を
持
し
、
馬
を
躍
ら
し
、
手
に
番
首
を
提
ぐ
る
己
の
如
き

状
」
を
作
ら
せ
、「
我
死
す
る
と
も
哭
す
な
か
れ
、
速
に
製
す
る
と
こ
ろ
の
紙

人
を
焚
き
、
更
に
呉
鳳
は
山
に
入
り
ぬ
と
喝
せ
、
こ
れ
を
恐
れ
た
原
住
民
が
漢

民
族
を
殺
さ
な
い
と
誓
」
う
、
と
い
う
復
讐
の
構
造
で
あ
る
。
し
か
し
、
総
督

府
編
纂
の
修
身
教
科
書
は
、
怨
念
と
憤
怒
の
感
情
に
満
ち
た
本
来
の
呉
鳳
伝
説

を
改
編
し
、
自
己
犠
牲
の
美
談
を
強
調
し
、
自
ら
命
を
捨
て
た
「
英
霊
」
の
物

語
に
変
形
さ
せ
た
。
こ
れ
と
同
時
に
、
能
久
親
王
の
功
績
を
導
入
し
て
い
る
。

台
湾
に
は
汽
車
も
水
道
も
な
く
「
只
色
々
の
わ
る
い
病
気
が
は
や
る
ば
か
り
」

だ
っ
た
が
、
能
久
親
王
が
「
わ
る
い
者
」
た
ち
を
鎮
め
た
後
、「
今
の
や
う
に

便
利
」
に
な
っ
た
。
こ
の
記
述
は
能
久
親
王
を
現
代
文
明
の
代
表
と
し
、
呉
鳳

伝
説
は
原
住
民
を
感
化
す
る
漢
民
族
の
格
を
上
げ
、
文
明
と
野
蛮
と
い
う
二
元

対
立
の
価
値
観
を
浸
透
さ
せ
る
。
総
督
府
は
「
日
本
人
／
文
明
―
漢
民
族
／
半

開
―
原
住
民
／
野
蛮
」
の
図
式
を
作
り
あ
げ
、
こ
れ
を
前
提
に
「
文
明
教
化
」
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を
行
っ
た
。

　

大
鹿
の
創
作
の
主
眼
は
、
近
代
日
本
が
植
民
地
台
湾
で
作
っ
た
優
劣
順
位
を

覆
す
こ
と
で
あ
る
。「
馘
首
」
の
背
後
に
あ
る
原
住
民
社
会
の
仕
組
み
を
見
せ
、

そ
の
「
野
蛮
」
を
優
位
に
立
た
せ
、
日
本
人
の
「
野
蛮
性
」
を
暴
い
て
劣
位
に

置
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
展
開
は
、
支
配
的
な
社
会
通
念
か
ら
脱
出
で

き
て
い
な
い
。
前
述
し
た
首
狩
り
と
い
う
原
住
民
の
古
来
の
習
俗
が
鈴
木
質
の

『
蕃
人
風
俗
誌
』
に
記
録
さ
れ
た
こ
と
自
体
は
、
帝
国
が
原
住
民
の
社
会
体
系

を
看
過
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
大
鹿
の
用
い
た
材
料
は
、
す
で

に
帝
国
の
視
野
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
。
優
劣
の
順
位
を
覆
す
こ
と
は
、
新

し
い
順
位
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
自
体
が
思
考
の
限
界
を

作
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
、『
野
蛮
人
』
は
先
鋭
性
が
あ
っ
た
。

総
力
戦
体
制
に
入
っ
た
後
、
帝
国
は
兵
員
補
充
の
た
め
に
台
湾
で
志
願
兵
制
度

を
実
施
し
た
。
一
九
四
三
年
か
ら
始
ま
っ
た
台
湾
原
住
民
に
よ
る
「
高
砂
義
勇

軍
」
は
、
数
は
多
く
な
い
が
、「
志
願
率
」
は
漢
民
族
よ
り
高
か
っ
た
。
つ
ま

り
「
霧
社
事
件
」
か
ら
「
高
砂
義
勇
軍
」
ま
で
の
間
に
、
帝
国
に
対
す
る
原
住

民
の
態
度
が
大
き
く
変
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
霧
社
事
件
後
の
「
理

蕃
」
政
策
と
関
係
し
て
い
る
。
一
九
三
一
年
、
総
督
府
は
「
理
蕃
政
策
大
綱
」

と
「
蕃
地
警
察
職
員
勤
務
心
得
標
準
」
を
公
表
し
、
武
力
鎮
圧
か
ら
「
教
化
」

と
「
撫
育
」
政
策
に
転
換
し
、「
蕃
地
」
の
警
察
官
の
資
質
向
上
を
目
指
し
た
。

近
藤
正
己
に
よ
る
と
、
こ
の
「
教
化
」
に
は
原
住
民
を
狩
猟
民
か
ら
農
耕
民
に

転
じ
る
「
授
産
」
教
化
と
、
伝
統
宗
教
を
神
道
に
編
入
す
る
精
神
的
教
化
の
二

種
類
が
あ
り
、「
体
」
と
「
心
」
の
両
面
か
ら
原
住
民
を
改
造
し
よ
う
と
し
た
。

更
に
「
蕃
人
青
年
団
」
を
組
織
し
て
、
従
来
の
頭
目
、
長
老
、
勢
力
者
を
青
年

団
の
幹
部
を
も
っ
て
更
迭
し
た
。
原
住
民
は
こ
の
よ
う
に
次
第
に
「
馴
化
」
さ

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る）

30
（

。

　

大
鹿
が
『
野
蛮
人
』
を
書
い
た
一
九
三
四
年
は
、
こ
の
「
馴
化
」
政
策
が
実

施
さ
れ
た
時
期
だ
っ
た
。
そ
の
政
策
は
、
統
治
上
の
都
合
に
よ
っ
て
原
住
民
の

本
来
の
姿
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
原
住
民
に
対
す
る
深

い
関
心
か
ら
生
ま
れ
た
『
野
蛮
人
』
は
、
首
狩
り
な
ど
原
住
民
の
伝
統
文
化
と

宗
教
行
事
を
通
し
て
、「
樹
液
」
の
よ
う
な
「
厳
粛
な
脈
動
」
を
も
つ
原
住
民

の
精
神
の
深
層
を
、
日
本
人
読
者
に
広
く
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
鹿
は
「
文
明
／
野
蛮
」
論
に
陥
ら
ず
、
台
湾
原
住
民
の
本
質
を
取
り
出
そ
う

と
し
た
。

　

ま
た
、『
野
蛮
人
』
は
、
十
七
、
八
世
紀
に
「
自
然
」
の
代
表
と
さ
れ
た

「
善
き
野
蛮
人
」
や
、
十
九
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
賞
讃
さ
れ
た
反
植
民

地
開
拓
の
「
高
貴
な
野
蛮
人
」
と
も
違
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
賛
美
は
、

近
代
の
二
元
対
立
論
と
序
列
論
の
一
変
形
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る）

31
（

。
こ
の
小

説
は
「
単
な
る
バ
ア
バ
リ
ズ
ム
と
看
做
さ
れ
」
て
、
彼
の
真
意
は
理
解
さ
れ
な

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
無
理
解
は
、「
野
蛮
／
文
明
」
と
い
う
固
定
観
念
が
い

か
に
深
く
読
者
に
浸
透
し
て
い
た
か
を
物
語
る
。
だ
が
、
評
価
す
べ
き
は
、
大

鹿
が
原
住
民
の
精
神
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
元
対
立
論
か
ら
の
脱
却
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鏡
」『〈
外
地
〉
の
日
本
語
文
学
選
①　

南
方
・
南
洋

／
台
湾
』（
東
京
：
新
宿
書
房
、
一
九
九
六
）
二
三
五
頁
。

（
28
）  

池
田
浩
二
「
海
外
進
出
と
文
学
表
現
の
謎
」『
台
湾
の
「
大
東
亜
戦
争
」

│
文

学
・
メ
デ
ィ
ア
・
文
化
』（
東
京
：
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
）
五
三
頁
。

（
29
）  

駒
込
武
『
植
民
地
帝
国
日
本
の
文
化
統
合
』（
東
京
：
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）

一
六
六
│
一
八
五
頁
。
駒
込
の
指
摘
を
要
約
す
る
と
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
な

る
。
呉
鳳
伝
説
は
「
理
蕃
五
ヵ
年
事
業
」
に
密
接
に
関
わ
っ
て
利
用
さ
れ
た
。
国

民
読
本
ま
た
は
修
身
の
教
科
書
が
共
通
の
出
典
と
す
る
、
中
田
直
久
『
殺
身
成
仁

通
事
呉
鳳
』（
以
下
『
通
事
呉
鳳
』
と
略
す
）
は
、
原
住
民
征
服
戦
争
の
さ
な
か
の

一
九
一
二
年
に
出
版
さ
れ
た
。
顕
彰
事
業
の
発
端
は
一
九
〇
四
年
、
当
時
の
民
政
長

官
後
藤
新
平
が
嘉
義
巡
視
の
際
、
呉
鳳
の
記
念
碑
建
立
を
意
図
し
た
こ
と
に
始
ま

る
。
後
に
後
藤
の
異
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
津
田
毅
一
は
嘉
義
庁
長
に
就
任
す
る
と

大
地
震
で
倒
壊
し
て
い
た
呉
鳳
廟
の
再
建
を
企
図
、
総
督
府
の
援
助
も
得
て
寄
付
金

四
〇
〇
〇
円
を
募
集
し
た
。
一
二
年
に
は
廟
宇
を
再
建
、
佐
久
間
総
督
に
よ
る
「
殺

身
成
仁
」
の
献
額
、
記
念
碑
建
立
の
た
め
の
後
藤
新
平
の
撰
文
を
受
け
、『
通
事
呉

鳳
』
を
出
版
し
た
。
前
に
取
り
上
げ
た
教
科
書
の
記
述
は
、
諸
呉
鳳
伝
説
か
ら
『
通

事
呉
鳳
』
へ
、『
通
事
呉
鳳
』
か
ら
教
科
書
教
材
へ
と
い
う
二
重
の
改
編
過
程
の
結

果
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
駒
込
は
説
い
た
。
以
下
の
文
も
「
呉
鳳
伝
説

の
改
編
過
程
」（
一
六
六
│
一
八
五
頁
）
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
30
）  

近
藤
正
己
「
霧
社
事
件
後
的
「
理
蕃
」
政
策
」『
當
代
』
第
三
〇
期
（
台
北
：
合
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志
文
化
事
業
股
份
有
限
公
司
、
一
九
八
八
）
四
〇
│
五
四
頁
。

（
31
）  

た
と
え
ば
、
佐
藤
春
夫
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
「
善
き
野
蛮
人
」
の
提
唱
者
は
、
た

し
か
に
二
元
論
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
主
張
は
け
っ
し
て

「
文
明
」
＝
上
位
、「
野
蛮
」
＝
下
位
と
い
う
序
列
論
の
範
疇
を
出
て
い
な
い
。「
善

き
野
蛮
人
」
は
序
列
的
に
「
文
明
人
」
に
近
く
、「
た
だ
の
野
蛮
人
」
よ
り
「
善
き
」

と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
単
に
二
元
論
の
対
立
関
係
を
序
列
論
の
上
下
関
係
に
変

え
た
に
過
ぎ
ず
、
あ
く
ま
で
二
元
論
の
一
変
形
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
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宗
教
文
化
は
誰
の
も
の
か

│
『
大
本
七
十
年
史
』
編
纂
事
業
を
め
ぐ
っ
て

│

永 

岡 　

 

崇

  

は
じ
め
に

　

古
代
遺
跡
や
文
献
の
な
か
だ
け
に
痕
跡
が
残
り
、
現
在
で
は
信
仰
す
る
者
が

ひ
と
り
も
い
な
い
よ
う
な
宗
教
は
さ
て
お
い
て
、
宗
教
研
究
者
、
と
く
に
当
該

宗
教
の
信
仰
を
も
た
な
い
研
究
者
は
、
信
仰
当
事
者
か
ら
話
を
聞
い
た
り
、
教

会
や
行
場
に
赴
い
て
儀
礼
や
修
行
の
さ
ま
を
み
た
り
、
彼
ら
が
大
切
に
伝
承
し

て
き
た
物
語
や
資
料
を
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
入
手
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
ら
の
研
究
実
践
を
成
り
立
た
せ
て
き
た
。
彼
ら
は
そ
う
し
て
得
た
素
材

を
、
信
仰
当
事
者
の
文
脈
か
ら
引
き
剥
が
し
た
う
え
で
、
自
ら
の
方
法
論
や
問

題
関
心
に
応
じ
て
再
文
脈
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、
信
仰
当

事
者
あ
る
い
は
教
団
が
そ
の
な
か
で
生
き
て
い
る
意
味
の
体
系
か
ら
、
研
究
者

の
そ
れ
へ
と
、
種
々
の
翻
訳
が
行
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、

神
の
翻
訳
で
あ
る
。
信
仰
当
事
者
に
と
っ
て
の
神
は
、
あ
る
一
群
の
研
究
者
に

よ
っ
て
自
然
の
法
則
を
人
格
化
し
た
メ
タ
フ
ァ
ー
と
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

し
、
べ
つ
の
研
究
者
た
ち
は
人
間
の
無
意
識
の
欲
望
の
こ
と
だ
と
い
う
か
も
し

れ
な
い
。
神
を
神
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
研
究
者
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
場

合
で
も
、
描
か
れ
う
る
の
は
信
仰
当
事
者
に
よ
っ
て
神
と
崇
め
ら
れ
る
存
在

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で

し
か
な
い
か
ら
、
信
仰
当
事
者
が
自
ら
の
「
実
践
の
地
平（

１
）」

で
出
会
う
神
と
は
、

や
は
り
違
っ
た
も
の
で
あ
る
ほ
か
な
い
。

　

い
ま
の
べ
た
よ
う
な
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
目
新
し
く
も
な
い
か
わ
り
に
、
あ

ま
り
異
論
も
出
な
い
だ
ろ
う
。
今
さ
ら
こ
こ
に
そ
れ
を
書
き
だ
し
て
み
た
の
は
、

宗
教
研
究
と
い
う
制
度
・
実
践
が
、
信
仰
当
事
者
や
教
団
な
ど
と
い
っ
た
他
者

の
営
み
と
の
政
治
的
・
社
会
的
な
か
か
わ
り
の
な
か
で
の
み
成
り
立
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
か
か
わ
り
に
は
、
研
究
対
象
を
信
仰
の
文
脈
か
ら

引
き
剥
が
す
と
い
う
暴
力
的
な
契
機
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
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を
喚
起
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
天
理
教
研
究
史
を
概
観
し

な
が
ら
島
薗
進
が
正
し
く
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
教
外
の
研
究
者
が
教
学
的

研
究
の
成
果
を
自
明
の
資
料
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
っ
て
き
た（

２
）」

と
い
う
状
況

が
あ
り
、
宗
教
研
究
に
お
け
る
対
象
の
脱
文
脈
化
と
再
文
脈
化
、
文
化
の
翻
訳

が
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
す
ぎ
て
き
た
と
思
わ
れ
る

か
ら
だ
。

　

研
究
者
と
、
対
象
と
な
る
人
び
と
と
の
関
係
性
が
も
っ
と
も
厳
し
く
問
い
直

さ
れ
て
き
た
学
問
領
域
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
人
類
学
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
は
、
人
類
学
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と

い
う
制
度
が
、「
ホ
ー
ム
ベ
ー
ス
と
、
発
見
が
お
こ
な
わ
れ
る
外
部
と
の
空
間

的
区
分
を
前
提
と
し
て
」
い
て
、
切
り
開
か
れ
た
仕
事
場=

フ
ィ
ー
ル
ド
で

は
「
気
が
散
る
要
因
を
締
め
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す

る（
３
）。

す
な
わ
ち
、
人
類
学
者
の
社
会
と
調
査
の
対
象
と
さ
れ
る
社
会
の
間
に
は

つ
ね
に
不
平
等
な
相
互
連
結
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
／
彼
女
ら
の
実

践
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
の
に
、
人
類
学
者
の
テ
ク
ス
ト
で
は
そ
う
し
た
連

結
は
「
ノ
イ
ズ
」
と
し
て
消
去
さ
れ
（
あ
る
い
は
註
や
端
書
へ
と
押
し
や
ら
れ
）、

あ
た
か
も
自
己
完
結
し
た
社
会
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
「
ホ
ー
ム
」
と
「
フ
ィ
ー
ル
ド
」
の
区
分
が
虚
構
に
す
ぎ
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
今
、
古
谷
嘉
章
が
い
う
よ
う
に
、「
無
関
係
の

も
の
と
し
て
切
断
し
て
き
た
も
の
の
あ
い
だ
に
す
で
に
存
在
す
る
節
合
を
意
識

化
し
、
よ
り
よ
い
節
合
の
し
か
た
を
模
索
し
て
い
く（

４
）」

こ
と
が
、
人
類
学
の
新

た
な
「
誕
生
」
に
は
不
可
欠
な
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

人
類
学
史
が
与
え
る
こ
の
よ
う
な
教
訓
は
、
宗
教
研
究
と
も
無
縁
の
も
の
で

は
な
い
は
ず
だ
。
宗
教
人
類
学
や
宗
教
民
俗
学
の
よ
う
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
主
要
な
方
法
と
す
る
研
究
ス
タ
イ
ル
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
歴
史
学
の

よ
う
に
文
献
研
究
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
信
仰
当
事
者
と
の
さ
ま
ざ

ま
な
関
係
性
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
宗
教
集
団
の
歴
史
を
記
述
す
る

場
合
、
歴
史
家
の
目
標
は
た
と
え
ば
、
史
料
を
介
し
て
信
仰
当
事
者
の
営
み
を

再
構
成
し
、
よ
り
広
い
社
会
的
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
思
想
的
特
質
や
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
お

い
て
史
料
の
伝
承
者
と
し
て
の
信
仰
者
集
団
と
の
関
係
性
は
、
ま
さ
に
「
ノ
イ

ズ
」
に
他
な
ら
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
だ
が
、
宗
教
集
団
に
か
ん
す
る
史
料

を
読
む
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
研
究
者
と
史
料
の
透
明
な
一
対
一
の
向
か
い

合
い
だ
け
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
つ
ね
に
す
で
に
、
信
仰
者
集
団
と
の
政
治
的

な
関
係
性
（
そ
の
史
料
は
、
そ
の
集
団
が
肯
定
的
な
教
祖
像
あ
る
い
は
自
己
像
を
外

部
か
ら
獲
得
す
る
た
め
に
提
供
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
国
家
当

局
が
弾
圧
の
た
め
の
材
料
と
し
て
収
集
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
等
々
）

が
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
者
た
ち
は
そ
れ
を
「
無
関
係
の
も

の
と
し
て
切
断
し
て
き
た
」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

５
）。

　

私
は
こ
こ
で
宗
教
研
究
者
た
ち
に
た
い
す
る
倫
理
的
な
糾
弾
を
し
よ
う
と
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
文
化
を
書
く
こ
と
、
そ
れ
は
つ
ね
に
個
々
の
ロ
ー
カ

ル
な
視
点
か
ら
行
わ
れ
る
し
か
な
い
の
だ
し
、
そ
の
際
に
あ
る
文
脈
か
ら
べ
つ
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の
文
脈
へ
の
移
動
が
生
じ
、
な
ん
ら
か
の
変
形
が
起
こ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。

そ
れ
に
、
信
仰
の
文
脈
と
い
う
も
の
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
、
本
来
的
な
も
の
で
あ

る
な
ど
と
い
う
ナ
イ
ー
ヴ
な
考
え
に
、
私
は
与
し
な
い
。
そ
も
そ
も
信
仰
の
あ

り
方
な
ど
、
人
に
よ
り
、
状
況
に
よ
り
異
な
る
と
い
う
一
般
的
な
理
由
か
ら
ば

か
り
で
な
く
、
信
仰
当
事
者
が
研
究
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
作
家
な
ど
に
よ

る
表
象
に
影
響
を
受
け
て
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
修
正
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
に

抗
し
て
強
固
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
し
て
い
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る

か
ら
だ
。
文
化
と
か
、
宗
教
と
か
、
信
仰
と
か
い
っ
た
も
の
は
、
絶
え
ざ
る
翻

訳
の
な
か
で
再
編
さ
れ
つ
づ
け
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
く
、
純

粋
な
信
仰
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
が
宗
教
研
究
者
の
行
為
に
よ
っ
て
狂
わ
さ
れ

て
い
く
、
と
い
っ
た
よ
う
に
語
る
の
は
、
事
態
を
あ
ま
り
に
も
単
純
化
し
た
物

言
い
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
異
な
る
立
場
の
表
象
が
出
会
う
こ
と
を
通
じ
て

生
み
出
さ
れ
る
多
義
的
な
効
果
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
宗
教
文

化
の
可
能
性
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
生
産
的
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
の
試
論
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
新
宗

教
教
団
の
歴
史
を
め
ぐ
っ
て
、
教
内
の
信
仰
当
事
者
と
教
外
の
研
究
者
と
が
と

も
に
作
業
し
、
意
見
を
交
わ
す
場
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
思
う
。
多
く
の
場
合
、

信
仰
当
事
者
と
信
仰
を
も
た
な
い
研
究
者
の
間
で
は
、
宗
教
現
象
に
つ
い
て
の

解
釈
が
異
な
っ
て
当
然
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
し
、
自
明
に
も
み
え
る
そ
の
相

異
に
つ
い
て
丁
寧
に
吟
味
さ
れ
る
機
会
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
だ
ろ
う
。
だ

が
、
ひ
と
つ
の
場
で
、
同
じ
対
象
に
つ
い
て
議
論
し
、
首
尾
一
貫
し
た
歴
史

叙
述
を
協
働
で
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
き
、
ひ
と
つ
の
（
た

と
え
ば
信
仰
の
）
文
脈
か
ら
対
象
を
引
き
剥
が
し
、
べ
つ
の
（
た
と
え
ば
歴
史
学

の
）
文
脈
へ
と
翻
訳
す
る
と
い
う
こ
と
の
暴
力
性
が
、
そ
う
い
っ
て
悪
け
れ
ば

非
自
明
性
が
、
否
応
な
く
「
意
識
化
」
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

検
討
す
る
事
例
は
、『
大
本
七
十
年
史
』（
以
下
、『
七
十
年
史
』
と
略
記
）
編

纂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。『
七
十
年
史
』
と
は
、
京
都
府
亀
岡
市
・
綾
部
市

に
本
部
を
置
く
宗
教
法
人
大
本
が
一
九
六
四
〜
六
七
年
に
か
け
て
刊
行
し
た
教

団
史
の
こ
と
だ
が
、
執
筆
に
は
教
団
に
属
す
る
信
仰
当
事
者
だ
け
で
な
く
、
上

田
正
昭
、
佐
木
秋
夫
、
松
島
栄
一
、
村
上
重
良
、
鈴
木
良
、
前
島
不
二
雄
、
安

丸
良
夫
ら
、
当
時
で
は
中
堅
か
ら
若
手
の
世
代
に
属
す
る
歴
史
学
者
や
宗
教
学

者
が
深
く
か
か
わ
り
、
高
い
学
術
的
価
値
を
備
え
た
教
団
史
と
し
て
評
価
さ
れ

て
き
た（

６
）。

完
成
後
の
座
談
会
で
、
佐
木
秋
夫
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

一
応
外
部
か
ら
客
観
的
に
や
る
と
い
う
態
度
で
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
第

一
線
の
人
た
ち
が
取
っ
組
ん
で
来
た
。
そ
れ
を
教
団
側
で
も
充
分
に
認
め

て
、
も
ち
ろ
ん
あ
る
点
で
は
妥
協
も
し
て
ま
す
け
ど
も
、
し
か
し
相
当
、

普
通
の
常
識
を
は
る
か
に
こ
え
た
、
つ
ま
り
自
由
な
発
言
や
書
き
方
を
認

め
る
と
い
う
形
で
仕
事
が
す
す
め
ら
れ
た
と
い
う
点
で
は
例
が
な
い
と
思

い
ま
す
ね（

７
）。
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佐
木
が
自
画
自
賛
し
て
い
る
よ
う
に
、
た
ん
な
る
名
義
貸
し
の
よ
う
な
か
た
ち

で
は
な
く
、
本
格
的
な
議
論
の
な
か
で
、
信
仰
当
事
者
と
研
究
者
が
「
取
っ
組

ん
で
」
作
成
さ
れ
た
教
団
史
の
例
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

安
丸
良
夫
が
振
り
か
え
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
日
本
近
代
史
上
に
お
け
る
大
本

教
団
の
位
置
と
意
味
は
、
複
雑
な
対
抗
関
係
の
な
か
に
お
か
れ
た
き
わ
め
て
多

義
的
な
も
の
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
う
ま
く
整
理
し
て
一
貫
し
た
歴
史
叙
述
を

実
現
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
難
し
い
課
題
」
で
あ
り
、「
会
議
は
多
人
数
の
参

加
者
に
よ
る
、
か
な
り
錯
綜
し
た
議
論
の
場
と
な
っ
た
」
の
で
あ
る（

８
）。

　

た
だ
し
、
信
仰
当
事
者
と
教
外
研
究
者
と
の
協
働
、
と
い
う
表
現
は
誤
解
を

招
き
や
す
い
。
ふ
た
つ
の
立
場
を
二
項
対
立
的
に
と
ら
え
て
し
ま
う
と
、
両
者

の
共
通
点
が
み
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
う
え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
の
内
部
に

ひ
そ
む
差
異
を
無
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
。
後
で
具
体
的
に
み
る
よ
う

に
、
信
仰
当
事
者
ど
う
し
の
間
に
も
、
研
究
者
ど
う
し
の
間
に
も
、
重
要
な
差

異
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
信
仰
当
事
者
が
研
究
者
の
表
象
を
手
が
か

り
に
し
て
自
己
の
立
場
を
築
き
あ
げ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
だ
。

だ
か
ら
、
安
丸
の
い
う
「
複
雑
な
対
抗
関
係
」
は
、
宗
教
／
科
学
あ
る
い
は
信

仰
／
非
信
仰
と
い
っ
た
単
純
な
対
立
を
ず
ら
し
、
新
た
に
組
み
か
え
て
い
く
よ

う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

一　

大
本
の
歩
み
と
『
大
本
七
十
年
史
』
編
纂
事
業

　
『
七
十
年
史
』
に
つ
い
て
具
体
的
に
話
を
進
め
て
い
く
前
に
、
大
本
と
い
う

教
団
の
歩
み
を
ご
く
概
略
的
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
一
八
九
二
年
に
神
が
か
り

し
、
神
の
こ
と
ば
を
記
し
た
筆
先
を
書
き
な
が
ら
宗
教
活
動
を
行
っ
て
い
た
開

祖
・
出
口
な
お
と
、
霊
学
・
霊
術
を
得
意
と
す
る
聖
師
・
上
田
喜
三
郎
（
の
ち

の
出
口
王
仁
三
郎
）
と
が
出
会
い
、
二
人
の
思
想
・
実
践
が
と
き
に
対
立
し
な

が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
の
が
、
初
期
大
本
の
活
動
で
あ
る
。
大
正
期
に
入
り
、

な
お
が
死
去
す
る
と
、
王
仁
三
郎
を
中
心
に
立
替
え
立
直
し
と
呼
ば
れ
る
終
末

主
義
的
な
宣
伝
が
活
発
化
し
、
知
識
人
や
海
軍
士
官
な
ど
を
ふ
く
め
て
急
激
に

信
徒
を
拡
大
し
て
い
く
が
、
そ
の
活
動
が
官
憲
の
警
戒
を
招
き
、
一
九
二
一
年

に
王
仁
三
郎
ら
は
不
敬
罪
な
ど
の
容
疑
で
検
挙
さ
れ
る
（
第
一
次
大
本
事
件
）。

　

そ
の
後
、
一
九
二
七
年
に
大
赦
に
よ
っ
て
免
訴
と
な
っ
た
王
仁
三
郎
ら
は

布
教
活
動
を
再
開
、
満
蒙
問
題
へ
の
発
言
や
立
替
え
立
直
し
の
主
張
な
ど
で

注
目
を
集
め
て
い
く
。
一
九
三
四
年
に
は
外
郭
団
体
・
昭
和
神
聖
会
を
結
成

し
、
軍
人
や
民
間
右
翼
団
体
と
提
携
し
な
が
ら
活
発
な
政
治
的
活
動
を
行
お
う

と
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
動
き
が
不
敬
罪
や
治
安
維
持
法
違
反
に
あ
た
る
と
し
て

一
九
三
五
年
に
第
二
次
大
本
事
件
が
勃
発
し
、
王
仁
三
郎
以
下
幹
部
が
投
獄
さ

れ
、
教
団
施
設
は
破
壊
、
土
地
も
不
法
に
売
却
さ
れ
る
な
ど
、
徹
底
的
な
弾
圧

を
受
け
た
。
敗
戦
に
よ
り
弾
圧
機
構
が
解
体
さ
れ
、
返
還
さ
れ
た
亀
岡
・
綾
部
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の
土
地
で
再
出
発
し
、
他
宗
と
の
合
同
礼
拝
式
や
世
界
的
平
和
主
義
に
も
と
づ

く
活
動
な
ど
を
行
っ
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る（

９
）。

　

と
り
わ
け
、
一
九
五
〇
年
代
に
は
、
一
九
四
九
年
に
再
発
会
し
た
人
類
愛
善

会
を
中
心
と
し
て
、
世
界
連
邦
運
動
や
原
水
爆
禁
止
運
動
な
ど
、
世
界
平
和
を

目
指
し
た
社
会
運
動
を
活
発
に
展
開
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
戦
後
大
本
の
動

き
は
、
梅
棹
忠
夫
ら
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ）

10
（

、
知
識
人
層
に
お
け
る
大
本
再

評
価
の
流
れ
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
大
本
に
は
二
度
に
わ
た
る
弾
圧
事
件
を
と
お
し
て
形
成
さ
れ
た

「
邪
教
」
と
し
て
の
レ
ッ
テ
ル
が
、
戦
後
に
い
た
っ
て
も
貼
り
つ
け
ら
れ
た
ま

ま
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
合
作
に
よ
り
象
徴
天
皇
制
が
維
持
さ
れ

て
き
た
こ
の
国
に
お
い
て
、
不
敬
と
い
う
罪
名
に
と
も
な
う
社
会
的
不
面
目
は
、

戦
前
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。『
七
十
年
史
』

編
纂
の
目
的
も
、
こ
の
点
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
。
編
纂
会
会
長
の
出
口
栄

二
は
、
編
纂
会
の
総
会
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

九
州
あ
た
り
で
も
市
会
議
員
の
選
挙
に
、
或
立
候
補
者
が
、
大
本
を
罵
倒

し
、
そ
れ
が
い
か
に
も
自
分
が
愛
国
者
で
あ
る
こ
と
を
宣
伝
せ
ん
が
為
に
、

大
本
を
ぶ
べ
つ
し
た
と
い
う
事
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
信
者
も

憤
慨
し
、
事
件
に
つ
い
て
本
部
の
明
確
な
線
を
出
し
て
ほ
し
い
、〝
大
本

事
件
〞
が
宣
教
上
い
ろ
い
ろ
の
障
碍
と
な
つ
て
い
る
か
ら
早
く
対
策
を
た

て
ゝ
ほ
し
い
と
い
う
切
実
な
要
求
が
大
分
前
か
ら
出
て
お
つ
た
が
、
今
な

お
こ
う
し
た
事
が
起
こ
つ
て
い
る
。
何
か
の
話
の
時
に
こ
う
し
た
地
方
の

実
情
を
教
主
〔
出
口
直
日
、
引
用
者
註
〕
に
も
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、「
全

く
そ
う
だ
、
大
本
事
件
に
つ
い
て
、
本
部
自
体
が
は
つ
き
り
と
し
た
態
度

を
示
さ
な
く
て
、
ど
う
す
る
の
か
、
こ
れ
丈
の
誤
解
を
う
け
て
い
て
、
今

な
お
そ
れ
が
出
来
な
い
と
い
う
事
は
い
け
な
い
」
と
の
つ
よ
い
御
意
見
が

も
ら
さ
れ
た）

11
（

。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
本
事
件
に
つ
い
て
の
「
は
っ
き
り
と
し
た
態

度
」
を
示
し
、「
誤
解
」
を
解
く
こ
と
が
、『
七
十
年
史
』
の
大
き
な
課
題
と

し
て
掲
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
、『
六
十
年
史
』
編
纂
の
企
画

も
存
在
し
た
が
、
大
本
事
件
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
な
の
か
と
い
う

「
史
観
が
か
た
ま
ら
な
か
っ
た）

12
（

」
た
め
に
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。『
七
十

年
史
』
編
纂
に
事
務
局
と
し
て
参
加
し
た
若
本
三
晴
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

一
九
四
〇
年
代
後
半
〜
一
九
五
〇
年
代
前
半
の
大
本
が
未
だ
再
建
の
途
上
に

あ
っ
た
こ
と
や
、
教
内
の
人
員
で
は
「
編
纂
体
制
も
十
分
で
な
く
、
本
の
作
り

方
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
。
な
に
か
若
干
史
料
を
集
め
た
り
ガ
チ
ャ
ガ

チ
ャ
し
て
い
る
う
ち
に
立
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
事
情
も
あ
っ

た
だ
ろ
う）

13
（

。

　
『
七
十
年
史
』
編
纂
事
業
は
、
一
九
六
〇
年
四
月
の
編
纂
会
発
足
に
始
ま
り
、

総
会
、
分
科
会
（
担
当
す
る
年
代
に
よ
っ
て
、
第
一
〜
五
分
科
会
に
わ
か
れ
た
）、

編
集
会
議
の
場
で
教
内
／
外
の
編
集
担
当
者
が
討
議
し
な
が
ら
作
業
を
進
め
た
。
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一
九
六
七
年
八
月
の
完
成
ま
で
に
、
正
式
な
会
合
と
し
て
は
、
総
会
六
回
、
分

科
会
六
一
回
、
三
次
原
稿
検
討
会
七
七
回
、
補
正
原
稿
検
討
会
四
九
回
に
及
ん

だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
討
議
の
録
音
を
文
字
に
起
こ
し
た
も
の
が
、
大

本
七
十
年
史
編
纂
会
編
『
大
本
七
十
年
史
資
料
』
と
し
て
亀
岡
の
本
部
に
保
存

さ
れ
て
お
り
、
完
成
稿
に
は
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
内
容
も
ふ
く
め
、
教
内
／
外

の
葛
藤
や
信
仰
者
ど
う
し
、
研
究
者
ど
う
し
の
葛
藤
の
あ
り
よ
う
を
伝
え
て
い

る
。
本
稿
で
は
こ
の
資
料
を
利
用
し
て
、
宗
教
集
団
の
歴
史
を
め
ぐ
る
教
内
／

外
の
協
働
に
伴
う
諸
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い）

14
（

。

　

栄
二
は
、
編
纂
会
の
正
式
発
足
に
際
し
て
、
編
集
方
針
と
し
て
以
下
の
七
点

を
あ
げ
て
い
た）

15
（

。

①
大
本
教
義
に
も
と
づ
く
歴
史
の
見
方
（「
大
本
史
観
」）
に
よ
っ
て
編
集
す

る
こ
と

②
重
要
な
事
柄
に
つ
い
て
は
、
教
義
・
信
仰
に
も
と
づ
い
た
意
義
づ
け
を
明

確
に
す
る
こ
と

③
教
団
の
中
心
も
し
く
は
幹
部
の
動
向
だ
け
で
な
く
、
地
方
信
者
の
信
仰
活

動
を
も
記
述
に
組
み
入
れ
る
こ
と

④
大
本
の
主
張
し
て
き
た
世
界
平
和
や
神
の
経
綸
が
、
国
内
外
の
社
会
状
況

と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

⑤
客
観
性
を
尊
重
し
、
で
き
る
だ
け
正
確
な
資
料
に
も
と
づ
き
、
実
証
的
な

立
場
か
ら
記
し
て
い
く
こ
と

⑥
大
本
事
件
や
そ
れ
以
降
の
十
年
の
苦
労
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
信
仰
を
護

り
ぬ
い
た
か
を
考
慮
す
る
こ
と

⑦
広
く
信
徒
外
に
も
対
象
を
お
く
こ
と

③
や
⑥
も
重
要
な
論
点
だ
が
、
本
稿
で
は
と
く
に
、
信
仰
的
立
場
に
も
と
づ
い

て
記
述
し
な
が
ら
（
① 

②
）、
教
外
の
読
者
を
想
定
し
て
実
証
的
な
立
場
を
と

り
（
⑤ 

⑦
）、
教
義
・
信
仰
の
世
界
と
社
会
状
況
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る

（
④
）
と
い
う
困
難
な
課
題
に
、
編
纂
会
が
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た

の
か
に
着
目
し
て
い
く
。

二　

出
口
栄
二
と
平
和
運
動

　
『
七
十
年
史
』
に
お
い
て
、
教
外
の
第
一
線
の
研
究
者
の
参
加
を
得
る
こ
と

が
で
き
た
の
は
、
編
纂
会
発
足
当
初
は
総
長
・
人
類
愛
善
会
会
長
と
し
て
平

和
運
動
を
精
力
的
に
展
開
し
て
い
た
出
口
栄
二
の
存
在
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
彼
を
中
心
と
し
た
平
和
運
動

に
よ
っ
て
、
大
本
は
一
部
知
識
人
層
の
好
意
的
な
評
価
を
獲
得
し
た
が
、
他

方
で
そ
れ
が
教
内
の
不
協
和
音
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
り
、
い
ず
れ
も
が

『
七
十
年
史
』
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
本
節
で
は
ま

ず
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
栄
二
の
歩
み
を
概
観
し
な
が
ら
、
大
本
側
編
纂
会

ス
タ
ッ
フ
の
信
仰
観
や
歴
史
観
が
一
枚
岩
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
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お
き
た
い
。

　

一
九
七
九
年
に
そ
れ
ぞ
れ
出
口
和
明
、
栗
原
彬
を
相
手
と
し
て
行
わ
れ
た

対
談
に
お
い
て
、
出
口
栄
二
は
自
ら
の
半
生
に
つ
い
て
詳
し
く
語
っ
て
い

る）
16
（

。
こ
れ
ら
の
対
談
を
も
と
に
、
彼
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
栄
二
は
、

一
九
一
九
年
に
家
口
顕
・
い
く
夫
妻
の
子
と
し
て
佐
賀
市
で
生
ま
れ
た
。
八
人

き
ょ
う
だ
い
の
六
人
目
で
あ
る
。
東
邦
電
力
の
支
店
長
を
勤
め
た
父
の
顕
は

一
九
二
七
年
に
亡
く
な
り
、
そ
れ
以
後
は
母
・
い
く
の
下
で
育
つ
こ
と
に
な
る
。

い
く
は
、
顕
の
死
後
、
栄
二
の
姉
・
愛
子
の
ぜ
ん
そ
く
を
き
っ
か
け
と
し
て
大

本
に
出
会
い
、
一
九
二
九
年
に
入
信
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
栄
二
も
亀
岡
で

道
場
講
座
を
受
け
、
彼
や
兄
弟
姉
妹
も
熱
心
に
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

信
仰
に
の
め
り
こ
み
す
ぎ
て
、
中
学
校
を
一
年
留
年
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
い

く
は
一
九
三
三
年
に
は
佐
賀
の
家
を
引
き
払
っ
て
亀
岡
に
移
住
し
た
が
、
中
学

生
だ
っ
た
栄
二
は
佐
賀
市
内
に
嫁
い
で
い
た
姉
と
と
も
に
地
元
に
残
っ
た
。
い

く
一
家
が
熱
心
な
信
仰
を
始
め
た
昭
和
初
期
に
は
、
大
正
天
皇
の
大
葬
に
と
も

な
う
大
赦
で
第
一
次
大
本
事
件
が
終
息
し
、
出
口
王
仁
三
郎
率
い
る
大
本
は
飛

躍
的
に
教
勢
を
伸
ば
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
一
九
三
五
年
に
第
二
次
大
本
事
件
が
起
こ
る
。
栄
二
が
住
ん
で
い
た

家
に
も
捜
査
員
が
入
り
、
彼
の
も
っ
て
い
た
日
記
や
ノ
ー
ト
ま
で
押
収
さ
れ
た

と
い
う
。
栄
二
は
教
師
か
ら
嫌
が
ら
せ
を
受
け
る
な
ど
「
あ
れ
は
大
本
の
信
者

や
、
と
意
識
さ
れ
と
る
、
い
わ
ば
衆
人
環
視）

17
（

」
の
な
か
に
あ
っ
た
が
、
同
居
し

て
い
た
姉
の
夫
の
転
勤
に
合
わ
せ
、
大
連
へ
と
移
り
住
ん
だ
。
大
連
で
二
年
ほ

ど
過
ご
し
た
あ
と
、
一
九
三
八
年
、
東
京
の
第
二
早
稲
田
高
等
学
院
に
入
り
、

さ
ら
に
早
稲
田
大
学
法
学
部
に
進
ん
だ
。
栄
二
は
事
件
後
も
信
仰
を
捨
て
る
こ

と
な
く
、
学
校
で
説
か
れ
て
い
た
も
の
と
は
「
ち
ょ
っ
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
、

私
流
の
神
国
史
観
」、「
大
本
で
い
わ
れ
る
日
本
神
国
観
」
を
抱
き
つ
つ）

18
（

、「
軍

国
主
義
も
皇
国
史
観
も
、
天
皇
や
戦
争
に
つ
い
て
も
、
一
応
相
対
化
し
て
見
る

こ
と
が
で
き
た）

19
（

」
と
語
っ
て
い
る
。

　

栄
二
は
一
九
四
二
年
に
大
学
を
卒
業
し
た
。
学
徒
出
陣
の
た
め
の
繰
り
上
げ

卒
業
で
あ
っ
た
が
、
入
隊
後
の
身
体
検
査
の
結
果
が
悪
く
「
即
日
帰
郷）

20
（

」
を
命

じ
ら
れ
、
母
ら
と
と
も
に
亀
岡
に
住
む
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ア
ジ
ア
・
太

平
洋
戦
争
末
期
の
一
九
四
五
年
四
月
、
保
釈
中
の
王
仁
三
郎
の
勧
め
に
よ
り
、

彼
の
孫
娘
（
三
代
教
主
・
直
日
の
長
女
）
で
あ
る
直
美
の
婿
と
し
て
出
口
家
に

入
っ
た
。

　

敗
戦
後
、
愛
善
苑
と
し
て
再
発
足
し
た
教
団
で
は
、
一
九
四
六
年
夏
以
降

「
病
床
に
あ
っ
て
、
お
口
も
十
分
に
き
け
な
か
っ
た
」
王
仁
三
郎
に
か
わ
り
、

出
口
家
の
者
や
古
参
幹
部
の
合
議
制
が
と
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
栄
二

は
「
上
品
で
は
あ
り
ま
す
が
、
野
性
的
な
た
く
ま
し
さ
と
い
う
も
の
に
関
し
て

は
、
少
々
私
の
よ
う
な
若
い
者
に
は
物
足
り
な
い
…
…
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
っ

た
よ
う
で
す
ね
。
多
少
残
念
な
感
じ
も
し
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
語
っ
て

い
る）

21
（

。
王
仁
三
郎
が
一
九
四
八
年
に
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
教
団
は
王
仁
三
郎
の

妻
で
あ
る
二
代
教
主
の
す
み
を
戴
い
た
体
制
に
移
行
す
る
。
一
九
四
九
年
ご
ろ

か
ら
、
大
本
は
人
類
愛
善
会
を
再
発
会
さ
せ
、
世
界
連
邦
運
動
に
参
加
し
、
平
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和
主
義
に
基
づ
い
た
活
動
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
幹
部
の
間
で
は
政

治
運
動
に
か
か
わ
る
こ
と
へ
の
「
消
極
論
」
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
す
み
の
決
断

で
平
和
運
動
へ
の
道
は
開
か
れ
て
い
っ
た
も
の
の
、「
し
ぶ
し
ぶ
発
足
の
、
そ

ん
な
消
極
的
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
」
と
、
栄
二
は
批
判
的
に
振
り

か
え
っ
て
い
る）

22
（

。

　

対
照
的
に
、
栄
二
自
身
は
、
旺
盛
な
行
動
力
を
発
揮
し
て
、
平
和
運
動
へ
と

突
き
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
戦
前
期
以
来
の
思
想
的
背
景
と
し
て
、
自
ら
語
る

と
こ
ろ
を
聞
い
て
み
よ
う
。

片
方
で
大
本
の
教
え
や
、
人
間
本
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
あ
り
、
も
う

一
方
に
全
然
異
質
の
軍
国
主
義
や
観
念
的
な
皇
国
史
観
が
あ
る
。（
中
略
）

／
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
、
非
常
に
思
想
的
な
訓
練
を
受
け
た
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
経
験
に
、
頂
門
の
一
針
と
い
う
か
、
そ
ん
な
も
の
と
し
て
、

出
征
の
時
の
聖
師
さ
ま
の
激
し
い
お
言
葉
、
そ
し
て
、
昭
和
二
十
年
正
月

の
「
負
け
ま
し
て
お
目
痛
う
ご
ざ
い
ま
す
」
や
、
八
月
十
五
日
の
玉
音
放

送
の
時
の
聖
師
の
態
度
が
あ
る
わ
け
で
す
ね）

23
（

。

栄
二
は
少
年
期
以
来
の
信
仰
体
験
を
底
流
と
し
て
位
置
づ
け
な
が
ら
も
、
自
ら

の
平
和
運
動
の
起
点
と
し
て
、
な
に
よ
り
も
王
仁
三
郎
か
ら
の
直
接
の
教
え
を

重
視
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
が
学
徒
出
陣
を
前
に
し
て
王
仁
三
郎
に
「
聖

師
さ
ま
か
ら
お
書
き
い
た
だ
い
た
腹
巻
き
を
し
て
、
お
国
の
た
め
に
、
滅
私
奉

公
…
」
と
挨
拶
を
す
る
と
、「
何
ぬ
か
す
ん
じ
ゃ
。
今
の
戦
争
は
悪
魔
と
悪
魔

の
戦
争
で
、
死
ん
で
た
ま
る
か
、
早
く
帰
っ
て
こ
い
!!
」
と
怒
鳴
ら
れ
た
と
い

う）
24
（

。
ま
た
、
敗
戦
の
年
の
正
月
に
は
、
新
年
の
挨
拶
に
来
た
栄
二
や
母
・
い
く

に
た
い
し
て
「
負
け
ま
し
て
お
目
痛
う
ご
ざ
い
ま
す
じ
ゃ
」
と
、
敗
戦
を
予
見

し
て
み
せ
た）

25
（

。
そ
し
て
〝
玉
音
放
送
〞
の
際
に
は
、
王
仁
三
郎
は
「
感
慨
無

量
」
の
様
子
で
、〝
こ
う
な
る
の
は
当
然
で
、
こ
う
な
ら
ん
と
艮
の
金
神
が
出

れ
ん
の
や
〞
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
た
と
い
う）

26
（

。
栄
二
が
王
仁
三
郎

と
親
し
く
こ
と
ば
を
交
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
第
二
次
事
件
の
保
釈
後
で

あ
り
、
彼
は
こ
の
時
期
の
反
戦
的
発
言
を
基
盤
と
し
て
、
王
仁
三
郎
の
平
和
主

義
を
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
九
五
四
年
か
ら
は
、
大
本
は
原
水
爆
禁
止
運
動
へ
と
乗
り
出
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
直
接
的
に
は
、
三
月
一
日
の
ビ
キ
ニ
環
礁
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の

水
爆
実
験
、
そ
し
て
第
五
福
竜
丸
の
被
曝
が
契
機
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
よ

り
大
本
に
は
人
類
愛
善
会
を
中
心
と
し
た
平
和
運
動
の
基
盤
が
あ
り
、
い
ち
早

く
原
水
禁
運
動
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
。
栄
二
は
青
年
会
長
と
し
て
先
頭
に
立

ち
、
原
水
爆
禁
止
の
た
め
の
署
名
運
動
を
展
開
し
て
い
く
。
ま
た
、
物
理
学

者
・
湯
川
秀
樹
や
四
手
井
網
彦
、
経
済
学
者
・
岸
本
英
太
郎
ら
京
都
大
学
の
研

究
者
と
交
流
を
も
ち
、
彼
ら
を
青
年
会
の
学
習
会
に
招
い
て
原
子
力
問
題
に
か

ん
す
る
知
識
の
共
有
に
努
め
た
。
一
九
六
二
年
に
い
た
る
ま
で
の
大
本
は
、
平

和
憲
法
擁
護
、
世
界
連
邦
運
動
、
原
水
爆
禁
止
と
世
界
的
軍
縮
の
推
進
、
日
本

の
再
軍
備
反
対
、
新
安
保
条
約
批
准
反
対
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
、
署
名
運
動
、
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デ
モ
行
進
、
国
際
会
議
へ
の
出
席
、
学
習
会
な
ど
の
活
動
を
精
力
的
に
行
っ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
動
き
に
た
い
し
て
、
教
内
で
の
反
発
は
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

一
九
六
〇
年
の
座
談
会
で
、
栄
二
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

大
本
が
安
保
反
対
な
ど
、
そ
う
と
う
強
い
線
を
出
し
て
運
動
を
展
開
し
た

こ
と
に
対
し
て
、
ご
く
一
部
で
は
あ
る
が
批
判
す
る
声
が
あ
る
よ
う
だ）

27
（

。

せ
ま
い
意
味
で
の
国
家
主
義
的
見
地
、
民
族
主
義
的
な
見
地
か
ら
の
尺
度
、

あ
る
い
は
せ
ま
い
意
味
の
神
秘
主
義
的
見
地
の
尺
度
で
「
大
本
は
こ
う
な

ん
だ
」
と
い
う
観
念
で
す
ね
。
こ
う
い
う
モ
ノ
サ
シ
を
も
っ
て
、
い
ま
の

教
団
の
進
ん
で
い
る
方
向
を
み
る
と
違
う
。
そ
こ
で
「
こ
の
ご
ろ
の
教
団

は
少
し
カ
ブ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る）

28
（

。

栄
二
に
よ
る
な
ら
、「
ほ
か
の
宗
教
は
個
人
の
救
済
、
個
人
の
生
か
死
か
の
問

題
だ
け
、
と
い
う
も
の
が
多
い
」
の
に
た
い
し
て
、「
大
本
は
、
そ
う
い
う
個

人
的
救
済
だ
け
で
な
く
、
個
と
い
う
も
の
が
世
界
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
こ

ろ
に
特
色
が
あ
」
り
、「
国
家
社
会
、
民
族
的
な
観
念
の
も
と
に
個
人
を
み
て

ゆ
く
」
宗
教
で
あ
る
は
ず
だ）

29
（

。
王
仁
三
郎
晩
年
の
反
戦
思
想
に
強
い
影
響
を
受

け
て
い
た
栄
二
は
、「
純
粋
に
開
祖
、
聖
師
に
続
い
て
ゆ
く
と
い
う
精
神）

30
（

」
で

平
和
運
動
に
取
り
く
ん
で
い
く
こ
と
は
、
大
本
が
進
ん
で
い
く
べ
き
道
と
し
て

当
然
だ
と
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
逆
に
、
栄
二
ら
の
動
き
に
反
発
す
る
人
び
と

は
、「
せ
ま
い
意
味
で
の
国
家
主
義
的
見
地
」
あ
る
い
は
「
せ
ま
い
意
味
の
神

秘
主
義
的
見
地
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。
栄
二
の
こ
と
ば
で

い
え
ば
、
前
者
は
、
昭
和
神
聖
会
時
代
の
動
き
な
ど
に
、「
聖
師
の
本
当
の
御

意
図
で
な
い
点
、
せ
ま
い
国
家
主
義
的
な
面
に
迎
合
す
る
よ
う
な
点
も
な
か
っ

た
と
は
い
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
」
が
あ
っ
て
、「
そ
れ
こ
そ
大
本
の
本
質
で
あ

る
、
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り）

31
（

、
後
者
は
栄
二
ら
の
運
動
が

「
宗
教
の
一
番
大
切
な
神
秘
的
な
見
地
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
」
と
す
る
批

判
で
あ
っ
た
と
い
う）

32
（

。
後
の
栗
原
彬
と
の
対
談
で
は
、
栄
二
は
平
和
運
動
に
批

判
的
だ
っ
た
こ
う
し
た
人
び
と
を
、「
惟
神
中
毒
」
と
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま

り
「
す
べ
て
は
神
さ
ん
が
し
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
、
余
計
な
人
間
心
で
、〔
国
家

間
の
、
引
用
者
註
〕
垣
根
を
と
っ
ぱ
ず
そ
う
と
か
、
世
界
を
一
つ
に
す
る
ん
や

と
か
、
人
間
に
で
き
る
か
い
な
」
と
い
う
よ
う
な
、
す
べ
て
を
「
神
さ
ん
に
ま

か
せ
て
し
ま
う
」
態
度
で
あ
る）

33
（

。

　

平
和
運
動
を
め
ぐ
る
対
立
に
は
、
た
し
か
に
栄
二
の
い
う
と
お
り
、「
大
本

は
こ
う
な
ん
だ
」
と
い
う
解
釈
の
違
い
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
そ
の
違
い
は
、
栄
二
の
よ
う
に
昭
和
神
聖
会
運
動
な
ど
に
か
か
わ
っ
た

経
験
が
な
く
、
第
二
次
大
本
事
件
後
の
王
仁
三
郎
の
言
動
、
ま
た
戦
後
日
本
や

冷
戦
下
の
世
界
の
状
況
を
基
盤
と
し
て
大
本
の
教
え
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
若

い
世
代
と
、
事
件
前
か
ら
信
仰
を
続
け
、
昭
和
神
聖
会
運
動
な
ど
に
も
深
く
関

与
し
て
い
た
先
行
世
代
と
の
隔
た
り
も
大
き
い
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
栄
二
に
と
っ
て
昭
和
神
聖
会
の
「
国
家
主
義
的
な
面
」
は
「
聖
師
の
本
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当
の
御
意
図
で
な
い
点
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
ら
の
経
験

を
ふ
ま
え
て
「
そ
れ
こ
そ
大
本
の
本
質
で
あ
る
」
と
考
え
る
人
び
と
が
少
な
か

ら
ず
存
在
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

一
九
三
〇
年
代
前
半
の
王
仁
三
郎
の
真
意
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
と
も
か
く
、

多
く
の
人
び
と
が
か
か
わ
っ
た
昭
和
神
聖
会
運
動
の
痕
跡
が
そ
こ
に
は
残
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
単
純
に
偏
狭
な
信
仰
だ
と
し
て
切
り
捨
て
る
の
で

は
な
く
、
そ
こ
に
凝
縮
さ
れ
た
歴
史
的
経
験
に
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
も
必
要

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

栄
二
自
身
、
平
和
運
動
を
展
開
す
る
際
に
「
ま
ず
内
輪
を
か
た
め
た
ら
よ

か
っ
た
ん
じ
ゃ
け
ど
、
外
に
ち
ょ
っ
と
行
き
す
ぎ
た
面
が
あ
り
ま
す
ね
え）

34
（

」
と

反
省
を
口
に
し
て
い
る
が
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
は
じ
め
に
か

け
て
の
大
本
で
は
、
平
和
運
動
を
中
心
と
し
て
対
社
会
的
な
活
動
に
突
出
し
て

い
こ
う
と
す
る
栄
二
ら
の
動
き
と
、
そ
う
し
た
社
会
運
動
に
は
消
極
的
な
、
あ

る
い
は
反
対
し
よ
う
と
す
る
人
び
と
と
の
間
で
、
少
な
か
ら
ぬ
齟
齬
が
生
じ
て

い
た
の
で
あ
る
。『
七
十
年
史
』
編
纂
会
の
討
議
も
、
こ
う
し
た
対
立
が
あ
る

程
度
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

編
纂
会
の
教
内
メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
、
出
口
栄
二
、
出
口
伊
佐
男）

35
（

、
出
口
虎

雄
、
大
国
以
都
雄
、
佐
藤
尊
勇
、
桜
井
重
雄
、
伊
藤
栄
蔵
、
土
井
重
夫
、
米
川

清
吉
（
以
上
理
事
）、
徳
重
高
嶺
、
木
庭
次
守
、
三
村
光
郎
、
山
本
萩
江
、
石

地
与
一
郎
（
以
上
編
集
委
員
）、
広
瀬
静
水
（
事
務
局
長
）
と
い
っ
た
人
び
と
が

お
り
、
こ
の
他
に
も
若
本
三
晴
ら
数
人
の
事
務
局
員
が
参
加
し
て
い
た
。
出
口

伊
佐
男
は
大
正
期
に
入
信
、
王
仁
三
郎
の
三
女
・
八
重
野
と
結
婚
し
、
大
本
教

団
の
中
心
人
物
の
ひ
と
り
と
し
て
活
動
し
た
。
昭
和
神
聖
会
で
は
副
統
監
を
務

め
、
第
二
次
大
本
事
件
で
検
挙
さ
れ
て
王
仁
三
郎
・
す
み
と
同
じ
く
六
年
八
ヶ

月
に
お
よ
ぶ
拘
置
所
生
活
を
送
っ
た
。
戦
後
に
は
総
長
と
し
て
教
団
を
指
導
し
、

栄
二
と
と
も
に
世
界
連
邦
運
動
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
。
編
纂
会

で
は
、
伊
佐
男
に
代
表
さ
れ
る
二
度
の
弾
圧
を
経
験
し
た
古
参
の
信
仰
者
と
、

栄
二
に
近
い
世
代
と
が
混
在
し
て
お
り
、
彼
ら
の
間
で

―
も
ち
ろ
ん
、
世
代

に
よ
っ
て
単
純
に
区
分
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
乱
暴
だ
が

―
大
本
観
や
歴
史

観
の
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
充
分
に
予
測
で
き
る
こ
と
で
は
あ
っ
た
。

三　

民
衆
宗
教
史
研
究
と
大
本
と
い
う
事
例

　

教
外
か
ら
参
加
し
た
編
集
参
与
の
う
ち
、
大
本
と
も
っ
と
も
深
い
つ
な
が
り

を
も
ち
、
い
わ
ば
大
本
と
研
究
者
た
ち
の
パ
イ
プ
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た

の
は
、
歴
史
学
者
の
上
田
正
昭
で
あ
っ
た
。
一
九
二
七
年
に
城
崎
の
呉
服
屋
の

子
と
し
て
生
ま
れ
た
上
田
は
、
中
学
校
を
出
る
こ
ろ
、
母
と
親
交
の
あ
っ
た
亀

岡
の
小
幡
神
社
の
社
家
・
上
田
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
小
幡
神
社
は

出
口
王
仁
三
郎
の
産
土
社
で
あ
り
、
そ
の
縁
か
ら
大
本
と
深
い
か
か
わ
り
を
も

つ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う）

36
（

。

　

そ
の
上
田
が
執
筆
を
担
当
し
た
『
七
十
年
史
』
の
「
序
説
」
は
「
あ
ら
た
な

民
衆
宗
教
」
と
い
う
小
見
出
し
か
ら
始
ま
り
、「
民
衆
宗
教
」
と
し
て
の
大
本
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の
性
格
が
ま
ず
も
っ
て
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。
大
本
に
は
「
霊
界
と
現
世
を
統

一
的
に
把
握
し
、
現
実
を
重
視
し
た
、
人
間
の
活
力
を
尊
重
す
る
民
衆
思
想

の
あ
ら
た
な
い
ぶ
き
が
や
ど
っ
て
お
り
」、「
開
教
の
そ
の
時
か
ら
、
既
成
宗
教

や
国
家
神
道
の
教
理
と
は
相
い
れ
な
い
独
自
の
要
素
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
」
と

さ
れ
る）

37
（

。
一
八
九
二
年
の
大
本
開
教
時
に
は
、
天
理
教
、
金
光
教
、
黒
住
教

が
「
公
認
を
う
け
る
た
め
に
、
最
初
に
出
さ
れ
て
い
る
開
祖
の
教
え
を
枉
げ
て
、

後
退
し
て
」
い
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
大
本
は
「
民
衆
の
た
め
に
生
き
る
宗
教

と
し
て
の
、
独
自
な
性
格
と
一
貫
性
」
を
た
も
ち
つ
づ
け
た
と
い
う
点
を
、
上

田
は
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る）

38
（

。

　

大
本
に
た
い
す
る
こ
う
し
た
性
格
づ
け
は
『
七
十
年
史
』
で
は
じ
め
て
現
れ

た
も
の
で
は
な
い
。
早
く
は
佐
木
秋
夫
・
乾
孝
・
小
口
偉
一
・
松
島
栄
一
『
教

祖

―
庶
民
の
神
々
』（
一
九
五
五
年
）
が
、
大
本
を
ふ
く
め
た
い
く
つ
か
の
新

宗
教
教
祖
の
生
活
史
を
、
社
会
的
背
景
に
目
配
り
を
し
つ
つ
、
ま
た
底
辺
民
衆

（
庶
民
）
と
し
て
の
彼
ら
／
彼
女
ら
へ
の
共
感
を
も
っ
て
描
い
て
い
る
（
こ
の
う

ち
佐
木
、
小
口
、
松
島
は
『
七
十
年
史
』
の
編
集
参
与）

39
（

）。

　

そ
し
て
上
田
の
序
説
で
採
用
さ
れ
て
い
る
「
民
衆
宗
教
」
と
い
う
概
念
は
、

直
接
的
に
は
、
編
集
参
与
と
な
る
村
上
重
良
の
『
近
代
民
衆
宗
教
史
の
研
究
』

（
一
九
五
八
年
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
村
上
が

い
う
「
近
代
民
衆
宗
教
」
は
、
た
ん
に
非
エ
リ
ー
ト
層
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
宗

教
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
時
期
的
に
い
え
ば
、
民
衆
宗
教
の
源
流
と
も
い
う

べ
き
富
士
講
を
の
ぞ
け
ば
、
黒
住
教
、
天
理
教
、
金
光
教
、
大
本
と
い
う
、
い

ず
れ
も
十
九
世
紀
に
発
生
し
た
宗
教
が
選
ば
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
近
世
後
期
か

ら
近
代
初
期
に
か
け
て
成
立
し
た
も
の
が
（
近
代
）
民
衆
宗
教
と
呼
ば
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
「
鎌
倉
時
代
の
民
衆
宗
教
」
と
か
「
戦
国
時
代
の
民

衆
宗
教
」
な
ど
は
、
実
質
的
に
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
村

上
に
お
い
て
は

―
こ
れ
が
よ
り
重
要
な
点
だ
が

―
民
衆
宗
教
と
い
う
こ
と

ば
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
含
意
を
有
し
て
い
る
。
島
薗
進
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

民
衆
宗
教
は
「
政
治
的
な
支
配
体
制
に
対
す
る
反
抗
、
対
抗
、
代
替
の
運
動
」

と
し
て
描
か
れ
、「
反
抗
的
・
対
抗
的
、
代
替
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
描
き
、
支
配

体
制
や
日
本
近
代
社
会
の
あ
り
方
に
異
議
申
し
立
て
を
行
っ
た
か
、
行
う
可
能

性
が
あ
っ
た
も
の
の
み
が
注
目
さ
れ
る
」
の
で
あ
る）

40
（

。

　

つ
ま
り
、
戦
後
の
民
衆
宗
教
史
研
究
が
対
象
と
し
て
き
た
諸
宗
教
（
こ
こ
で

は
狭
義
の
民
衆
宗
教
と
呼
ん
で
お
く
）
は
、
⑴
近
世
後
期
か
ら
近
代
初
期
に
か
け

て
成
立
し
、
⑵
支
配
体
制
（
と
く
に
、
近
代
天
皇
制
国
家
や
資
本
主
義
社
会
）
へ

の
反
抗
、
対
抗
、
代
替
と
い
っ
た
性
格
を
有
し
て
い
る
、
⑶
民
衆
を
担
い
手
と

す
る
宗
教
で
あ
る
と
、
さ
し
あ
た
り
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ

こ
を
ふ
ま
え
な
い
か
ぎ
り
、
戦
前
日
本
に
お
い
て
一
貫
し
て
〝
民
衆
的
〞
な
広

が
り
を
も
っ
て
い
た
天
理
教
や
金
光
教
が
「
後
退
」
し
た
と
い
う
見
解
は
理
解

で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
教
団
は
、
支
配
体
制
に
順
応
し
て
い
っ
た
と
い
う
点
に

お
い
て
、「
民
衆
宗
教
」
か
ら
失
格
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
『
近
代
民
衆
宗
教
史
の
研
究
』
の
末
尾
を
飾
る
「
大
本
教
の
成
立
と
展
開
」

で
は
、
大
本
の
歴
史
と
性
格
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
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日
本
の
資
本
主
義
は
、
一
貫
し
て
農
村
へ
の
は
げ
し
い
搾
取
の
う
え
に
発

展
し
た
が
、
農
村
再
建
に
基
礎
を
お
く
大
本
教
の
国
家
改
造
論
は
、
異
端

的
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
民
衆
運
動
と
し
て
急
速
に
成
長
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
制

覇
に
利
用
さ
れ
な
が
ら
も
、
や
が
て
徹
底
的
な
弾
圧
を
う
け
ね
ば
な
ら
な

か
つ
た
。
大
本
教
の
基
底
に
あ
る
民
衆
的
性
格
は
、
教
義
と
し
て
天
皇
崇

拝
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
天
皇
制
と
そ
の
神
話
に
た
い
す
る
、
異
質
の
神

話
に
立
つ
変
革
の
主
張
と
し
て
、
支
配
階
級
の
は
げ
し
い
憎
悪
の
対
象
と

な
つ
た）

41
（

。

こ
の
引
用
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
村
上
に
お
け
る
「
民
衆
宗
教
」
の
概
念
は
、

「
基
底
に
あ
る
民
衆
的
性
格
」
と
、
天
皇
制
に
た
い
す
る
「
異
端
」
性
の
ふ
た

つ
の
要
素
を
串
刺
し
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
近
代
天
皇
制
国
家
と
民
衆
が
原
理

的
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
七
十
年
史
』
の
編
集
参
与
た
ち
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的
背
景
を

も
っ
て
い
る
こ
と
は
さ
き
に
の
べ
た
。
宗
教
阿
片
論
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
主

義
と
宗
教
は
相
容
れ
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
が
、
両
者
が
親
和
的
な
関

係
を
も
つ
こ
と
は
べ
つ
に
奇
妙
な
こ
と
で
も
な
い
。
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス

は
宗
教
運
動
が
革
命
的
性
格
を
も
ち
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
し
、
戦
前
日
本

の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
な
か
に
も
、
宗
教
伝
統
の
宗
祖
・
祖
師
た
ち
に
は
革
命

家
と
し
て
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
（
た
だ
し
組
織
化
・
制
度
化
以
降
は
反
動
化
す

る
）
と
い
う
見
方
が
存
在
し
て
い
た）

42
（

。『
日
蓮
』（
一
九
三
八
年
）
を
著
し
た
編

集
参
与
の
佐
木
秋
夫
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
代
表
す
る
存
在
だ
っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
戦
後
の
民
衆
宗
教
史
研
究
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
こ
う
し
た

系
譜
を
ひ
く
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

　

そ
の
点
、
大
本
が
二
度
の
大
弾
圧
を
受
け
た
と
い
う
事
実
は
、
教
団
が
近
代

天
皇
制
国
家
に
お
け
る
「
民
衆
宗
教
」
で
あ
り
つ
づ
け
た
こ
と
の
何
よ
り
の
証

拠
と
し
て
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
編
纂
会
の
討
議
で
佐
木
秋
夫

が
つ
ぎ
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
は
っ
き
り
と
読
み
と
れ
る
。

〔
第
二
次
事
件
で
、
教
団
に
治
安
維
持
法
に
ふ
れ
る
点
が
、
引
用
者
註
〕
あ
っ

た
と
こ
ろ
で
か
ま
わ
な
い
。
む
し
ろ
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
場
合
が
あ
る
わ

け
で
す
よ
。
つ
ま
り
、
戦
争
に
適
す
る
も
の
は
利
用
す
る
と
い
う
姿
勢
が

あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
協
力
し
な
い
で
、
拒
否
し
て
、
あ
た
っ
た
ほ
う
が
い

い
わ
け
で
し
ょ）

43
（

。

佐
木
は
、
い
わ
ば
大
本
の
反
権
力
性
を
よ
り
純
粋
な
形
で
表
現
す
る
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
、
治
安
維
持
法
違
反
適
用
の
〝
正
当
性
〞
を
主
張
し
て
い
た
。
治
安
維

持
法
が
民
衆
を
抑
圧
す
る
悪
法
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
違
反
す
る
の
が
「
民
衆

宗
教
」
の
あ
る
べ
き
姿
だ
と
い
う
、
き
わ
め
て
明
快
な
論
理
と
い
え
る
。
こ
う

し
た
立
場
を
同
時
期
の
著
書
『
新
興
宗
教

―
そ
れ
を
め
ぐ
る
現
代
の
条
件
』

（
一
九
六
〇
年
）
に
よ
っ
て
補
足
し
て
お
こ
う
。
そ
こ
で
は
「
天
皇
制
の
落
と
し

子
」
と
し
て
の
大
本
に
よ
っ
て
「
す
る
ど
い
社
会
批
判
が
し
め
さ
れ
、
神
の
力
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に
よ
っ
て
こ
の
邪
悪
な
ケ
モ
ノ
の
世
が
破
滅
し
て
正
直
な
貧
し
い
人
々
が
永
遠

の
幸
福
を
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
狂
信
め
い
た
終
末
の
夢
」
が
広
ま
っ

た
も
の
の
、「
け
っ
き
ょ
く
こ
う
い
う
信
仰
は
、
大
衆
を
米
騒
動
の
よ
う
な
現

実
の
た
た
か
い
に
参
加
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
怒
り
を
あ
お
り
た
て
反
抗
の
姿

勢
を
固
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
神
秘
の
夢
に
発
散
さ
せ
、
国
民
を
信
者
と
非
信

者
と
に
分
断
し
て
し
ま
う
」
と
批
判
的
に
の
べ
て
い
る）

44
（

。
し
か
し
他
方
で
は
、

大
本
事
件
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

こ
の
経
験
は
貴
重
な
も
の
だ
っ
た
。
弾
圧
の
「
お
か
げ
」
で
戦
争
協
力
の

責
任
も
ま
ぬ
か
れ
た
。
そ
う
い
う
歴
史
的
な
性
格
を
身
に
つ
け
て
、
戦
後

の
民
主
勢
力
の
高
ま
り
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
た
大
本
は
、
初
期
の
積
極

的
な
面
を
生
か
し
て
平
和
・
友
好
と
民
主
主
義
を
強
調
し
、
原
水
爆
反
対

や
憲
法
擁
護
や
中
立
政
策
の
た
め
に
広
い
民
主
勢
力
と
と
も
に
活
動
し
て

い
る）

45
（

。

つ
ま
り
、
大
本
の
信
仰
は
人
び
と
の
「
怒
り
」
を
「
神
秘
の
夢
に
発
散
」
さ
せ

て
し
ま
う
点
で
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
大
本
事
件
と
い
う
経
験
に

よ
っ
て
「
現
実
」
と
の
接
点
が
う
ま
れ
、
新
た
な
運
動
の
展
開
が
可
能
に
な
っ

た
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
現
実
／
夢
と
い
う
単
純
な
二
項
対
立
が
、
佐
木
の
立

場
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
。
昭
和
神
聖
会
な
ど
、
戦
前
に
お
け
る
大
本
の
活
動

は
は
た
し
て
夢
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
、
戦
前
の
活
動
は
夢
な
の
に
、
ど
う
し

て
戦
後
の
「
平
和
・
友
好
と
民
主
主
義
」
だ
け
が
現
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の

か
、
私
な
ど
に
は
理
解
で
き
な
い
が
、
と
も
か
く
こ
こ
で
の
問
題
は
、
こ
う
し

た
宗
教
観
を
も
つ
編
集
参
与
を
迎
え
、「
民
衆
宗
教
」
と
し
て
の
大
本
像
を
選

び
と
ろ
う
と
す
る
『
七
十
年
史
』
編
纂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う

な
争
点
を
か
か
え
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
描
い
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
大
部
の
『
七
十
年
史
』
で
扱
わ
れ
た
論
点
を
す
べ
て
本

稿
で
点
検
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
大
本
で
重
視
さ
れ
て
き
た

芸
術
活
動
や
農
業
へ
の
取
り
組
み
の
よ
う
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
後
の
課
題
と

し
て
、
以
下
で
は
大
本
出
現
の
意
義
、
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
戦
争
／
平
和

に
か
ん
す
る
認
識
、
昭
和
神
聖
会
と
大
本
思
想
の
関
係
な
ど
に
か
ん
す
る
議
論

を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
現
れ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
と
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
と
思
う
。

四　

大
本
出
現
の
意
義
、
あ
る
い
は
神
が
か
り
の
意
味
を
め
ぐ
って

　

大
本
は
、
開
祖
・
出
口
な
お
が
神
が
か
り
し
た
こ
と
に
始
ま
る
、
い
わ
ゆ
る

啓
示
宗
教
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
や
王
仁
三
郎
に
憑
依
し
た
と
さ
れ

る
神
を
字
義
ど
お
り
認
め
る
か
、
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
生
理
現
象
に
還
元
し

て
理
解
す
る
か
は
、
端
的
に
い
っ
て
信
仰
と
非
信
仰
を
わ
か
つ
重
要
な
分
岐
点

で
あ
る
。
そ
れ
自
体
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
二
者
択
一
な
の
だ
が
、『
七
十
年
史
』

で
は
、
ふ
た
つ
の
立
場
が
否
応
な
く
出
会
っ
て
し
ま
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
重
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要
な
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

編
纂
会
は
、
序
説
に
か
ん
す
る
討
議
の
過
程
で
、
三
代
教
主
・
出
口
直
日
に

そ
の
趣
旨
を
説
明
す
る
機
会
を
設
け
て
お
り
、
そ
の
席
上
で
は
、
神
秘
体
験
の

位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る）

46
（

。

出
口
伊
佐
男　

聖
師
〔
王
仁
三
郎
、
引
用
者
註
〕
さ
ま
が
高
熊
山
で
修
業
な

さ
っ
た
。
そ
れ
で
何
も
か
も
出
来
上
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
内
部
で
は
で

て
い
る
の
で
す
よ
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
う
け
と
れ
な
い
と
、
参
与
の
先

生
方
は
い
わ
れ
る
の
で
す
。（
中
略
）
開
祖
に
し
て
も
、
聖
師
に
し
て
も
、

人
間
形
成
と
い
う
も
の
は
長
い
間
に
出
来
た
の
で
、
た
だ
何
も
か
も
が
神

が
か
り
に
よ
っ
て
一
ぺ
ん
に
出
来
た
と
い
う
こ
と
に
は
…
…

出
口
直
日　

そ
ん
な
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
ね
。

伊
佐
男　

た
つ
ま
え
が
、
人
間
出
口
な
お
、
人
間
出
口
王
仁
三
郎
と
い
っ
た
よ

う
な
た
て
前
か
ら
、
神
霊
感
応
と
相
応
じ
て
人
間
的
に
改
造
さ
せ
ら
れ
な

が
ら
大
成
し
て
こ
ら
れ
た
…
…
。

直
日　

全
く
そ
う
で
す
も
の
。

伊
佐
男　

そ
う
い
う
ふ
う
な
叙
述
に
な
る
わ
け
で
す
。

直
日　

結
構
で
す
ね
。
信
者
さ
ん
は
、
あ
ま
り
よ
ろ
こ
ん
で
な
い
で
し
ょ
う
け

ど
。

王
仁
三
郎
は
、
一
八
九
八
年
、
二
六
歳
の
と
き
高
熊
山
と
い
う
霊
山
で
一
週
間

に
わ
た
っ
て
修
行
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
修
行
に
よ
っ
て
、
彼
は
過
去
・
現

在
・
未
来
、
現
界
・
霊
界
の
す
べ
て
を
眼
に
し
た
と
さ
れ
、
後
年
の
大
著
『
霊

界
物
語
』
は
、
こ
の
と
き
の
見
聞
を
綴
っ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
「
参
与
の
先
生
方
」
は
、
人
間
と
し
て
の
な
お
、
王
仁
三
郎

を
前
面
に
出
し
、
神
霊
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
徐
々
に
「
人
間
的
に
改
造
」
さ

れ
て
い
く
過
程
を
描
く
と
す
る
立
場
だ
が
、
直
日
は
、
信
者
は
よ
ろ
こ
ば
な
い

だ
ろ
う
と
い
い
な
が
ら
、
こ
れ
に
全
面
的
に
賛
同
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
叙
述

方
針
の
効
果
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
展
望
さ
れ
る
。

伊
佐
男　

そ
れ
に
よ
っ
て
、
広
く
一
般
に
、
大
本
に
対
す
る
正
し
い
理
解
者
を

う
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

直
日　

そ
う
で
す
ね
。

伊
佐
男　

そ
の
中
に
お
い
て
、
信
仰
に
ふ
か
く
入
っ
て
く
る
人
が
出
来
て
来
だ

し
ま
す
か
ら
ね
。
こ
こ
ら
あ
た
り
が
、
七
十
年
史
の
大
き
な
き
り
か
え
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

上
田
正
昭　

反
っ
て
そ
の
方
が
、
人
間
的
魅
力
か
ら
の
方
が
感
銘
が
ふ
か
い
で

す
ね
。
そ
の
方
が
教
団
の
た
め
に
な
り
ま
す
よ　

有
難
い
有
難
い
と
い
う

て
お
ら
れ
る
方
に
は
進
歩
な
い
で
す
よ
。

直
日　

な
い
で
す
ね
。
何
も
か
も
有
難
い
で
は
。

伊
佐
男　

今
後
の
者
の
勉
強
の
た
め
に
も
、
開
祖
聖
師
の
人
間
的
苦
悩
を
出
さ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。
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　宗教文化は誰のものか

な
お
や
王
仁
三
郎
の
〝
人
間
化
〞
に
よ
っ
て
教
外
者
の
理
解
が
期
待
さ
れ
る
と

と
も
に
、
信
仰
当
事
者
へ
の
教
育
的
効
果
が
語
ら
れ
る
。「
民
衆
宗
教
」
型
教

祖
観
は
、
伊
佐
男
の
い
う
よ
う
な
「
人
間
的
苦
悩
」
を
蓄
積
し
た
民
衆
が
、
そ

う
し
た
経
験
か
ら
宗
教
思
想
を
生
み
だ
し
て
い
く
と
す
る
物
語
を
構
成
す
る
の

だ
が）

47
（

、
上
田
な
ど
は
人
神
信
仰
的
な
あ
り
方
を
否
定
し
、「
有
難
い
有
難
い
と

い
う
て
お
ら
れ
る
方
に
は
進
歩
な
い
」
と
ま
で
い
っ
て
お
り
、「
民
衆
宗
教
」

概
念
が
た
ん
な
る
記
述
的
方
法
論
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
信
仰
の
あ
り
方

を
規
制
す
る
規
範
的
機
能
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
。

　

な
お
や
王
仁
三
郎
の
人
間
と
し
て
の
苦
悩
を
描
い
て
い
く
と
い
う
「
大
き
な

き
り
か
え
」
は
、
編
纂
会
で
は
お
お
む
ね
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、

な
お
の
筆
先
な
ど
、
神
の
こ
と
ば
と
し
て
語
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
て
い
く
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
葛
藤
が
生
じ
て
い
た
。

教
外
の
メ
ン
バ
ー
は
、
筆
先
は
人
間
と
し
て
の
な
お
の
、
近
代
社
会
に
た
い
す

る
見
方
を
描
い
た
も
の
だ
と
す
る
立
場
を
と
る
の
で
あ
る
が）

48
（

、
出
口
伊
佐
男
の

態
度
は
微
妙
で
あ
る
。

開
祖
が
社
会
的
に
批
判
し
分
析
し
て
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
の

で
す
け
ど
、
し
か
し
こ
れ
は
た
し
か
に
神
霊
現
象
で
、
所
謂
霊
感
に
よ
っ

て
い
い
だ
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
の
ま
ま
か
か
れ
た
も
の
で
、
も
っ
と

深
い
も
の
か
ら
き
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。（
中
略
）
大
本
の
信
仰
の
立

場
か
ら
い
つ
た
ら
何
と
し
て
も
、
自
分
〔
な
お
、
引
用
者
註
〕
自
身
が
世

を
い
き
ど
お
っ
て
ど
う
と
い
う
程
の
反
抗
的
な
気
持
を
も
た
れ
た
様
子
が

な
い）

49
（

。

伊
佐
男
の
発
言
を
引
き
受
け
て
、
出
口
栄
二
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

ど
う
か
す
る
と
開
祖
さ
ま
の
人
間
的
な
苦
労
、
人
間
的
な
尊
い
経
験
を
ぬ

き
に
し
て
、
一
足
飛
び
に
因
縁
の
か
た
だ
か
ら
艮
金
神
が
か
か
っ
て
万
巻

の
お
筆
先
が
出
た
│
勿
論
純
信
仰
的
な
も
の
は
そ
の
通
り
だ
と
思
う
が
│

と
わ
り
き
っ
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
し
か
し
何
億
と
い
う
人
民
の
な
か
か

ら
開
祖
を
選
ば
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
因
縁
と
わ
り
き
っ
て
し
ま
わ

れ
る
の
で
は
な
く
て
、
出
口
開
祖
程
苦
労
し
た
も
の
は
こ
の
世
に
は
な
い

　
「
神
は
選
ん
で
因
縁
の
者
に
か
か
っ
た
」
と
い
う
お
筆
先
も
あ
る
よ
う

に
、
そ
こ
に
開
祖
の
尊
い
苦
労
、
体
験
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
ま
た
そ
の

中
に
も
染
ま
ら
な
い
醇
乎
と
し
て
醇
な
る
も
の
、
そ
こ
に
艮
金
神
は
惚
れ

た
の
だ
と
思
う
。（
中
略
）
と
と
も
に
単
に
経
験
的
な
も
の
で
な
く
、
開

祖
の
神
と
人
と
い
う
一
如
の
境
地
か
ら
、
あ
の
よ
う
な
叫
び
が
出
た
と
思

う）
50
（

。

伊
佐
男
も
栄
二
も
、
信
仰
者
と
し
て
筆
先
が
神
の
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
譲
ら
な
い
。
栄
二
の
議
論
で
は
（
後
の
発
言
で
伊
佐
男
も
同
意
す
る
）、
筆

先
は
神
の
こ
と
ば
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
が
、
な
お
の
苦
労
が
神
の
選
び
の
根
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拠
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
、「
人
間
的
苦
悩
」
を
強
調
す
る
「
民
衆
宗
教
」
の
論

理
と
共
存
可
能
な
の
だ
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
こ
の
説
明
に
よ
っ
て
、
教
外
研

究
者
の
立
場
と
信
仰
的
立
場
と
の
深
刻
な
対
立
は
回
避
し
う
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

第
一
篇
第
二
章
第
三
節
「
大
本
出
現
の
意
義
」
に
か
ん
す
る
討
議
用
レ
ジ
ュ

メ
で
は
、
な
お
の
神
が
か
り
と
い
う
形
で
大
本
が
出
現
し
た
こ
と
の
意
義
に
つ

い
て
、「
現
実
社
会
に
対
す
る
激
し
い
憤
り
と
救
済
」
と
い
う
本
文
で
の
説
明

と
、
大
本
の
根
本
教
義
と
さ
れ
る
国
祖
隠
退
再
現
説
（「
国
祖
」
で
あ
る
艮
の
金

神
は
長
く
押
し
込
め
ら
れ
て
き
た
が
（
隠
退
）、
そ
の
た
め
に
世
が
乱
れ
、
世
界
の
立

替
え
立
直
し
を
す
る
た
め
に
再
び
現
れ
た
）
を
中
心
的
に
の
べ
る
べ
き
だ
と
い
う

「
異
議
」
に
つ
い
て
の
べ
た
「
註
」
が
対
立
し
て
い
る）

51
（

。
安
丸
良
夫
は
、「
こ
こ

は
レ
ジ
メ
の
本
文
の
と
こ
ろ
だ
け
僕
が
書
い
て
（
註
）
は
教
団
の
方
が
書
か
れ

た
の
で
チ
グ
ハ
グ
に
な
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
こ
う
い
っ
て
い
る
。

教
義
的
に
述
べ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
の
意
味
を
、
も
っ
と
普
遍
的
な
言
葉
で

書
き
な
お
し
、
そ
の
中
に
社
会
的
歴
史
的
意
味
を
入
れ
る
。
そ
ん
な
書
き

方
を
て
い
し
ょ
う
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
国
祖
の
隠
退
、
そ
の
た
め
の
世
の
乱
れ
、
国
祖
の
再
現
」
に
つ
い
て
僕

ら
は
一
つ
の
思
想
と
し
て
受
け
と
り
、
意
味
を
解
釈
す
れ
ば
こ
う
い
う
ふ

う
に
な
る
と
い
う
事
を
こ
こ
に
書
い
た
わ
け
で
す
。
僕
ら
と
し
て
は
、
そ

こ
の
と
こ
ろ
に
重
点
を
置
く
わ
け
で
国
祖
の
隠
退
と
か
を
書
か
な
い
と
い

う
事
で
は
な
い
。
重
点
の
置
き
ど
こ
ろ
が
少
し
違
っ
て
い
る
と
思
う
が
、

そ
れ
は
必
然
的
な
こ
と
だ
し
、
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
い
い
と
思

う）
52
（

。

出
口
伊
佐
男
な
ど
も
、「「
国
祖
の
隠
退
再
現
」
と
い
う
も
の
が
一
切
、
七
十
年

史
か
ら
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
叙
述
の
仕
方
だ
と
問
題
に
な
る
が
、
そ
う

い
う
事
が
筆
先
の
中
に
は
強
調
さ
れ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
一
応
と
り
あ

げ
て
ゆ
け
ば
問
題
は
な
く
な
る）

53
（

」
と
し
て
安
丸
の
立
場
に
同
意
し
て
い
る
。
最

終
的
に
『
七
十
年
史
』
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

大
本
は
、
天
啓
に
よ
っ
て
出
現
し
た
宗
教
で
あ
り
、
大
本
の
信
仰
は
、
こ

の
、
歴
史
を
こ
え
、
人
間
の
は
か
ら
い
を
こ
え
た
神
の
経
綸
を
受
け
と
め

て
、
生
活
の
な
か
に
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
／
し
か
し
、
そ

れ
は
、
大
本
出
現
の
意
義
を
ほ
し
い
ま
ま
に
神
秘
的
に
解
釈
す
る
こ
と
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
大
本
の
教
義
を
発
展
的
に
理
解
し
、
正
し
く
生
か

す
た
め
に
は
、
大
本
が
、
日
本
の
、
ど
う
い
う
歴
史
的
・
社
会
的
条
件
の

な
か
で
出
現
し
た
か
を
知
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
／
歴
史
の
う
え

で
の
大
本
は
、
民
衆
救
済
と
平
和
を
か
か
げ
る
新
し
い
宗
教
と
し
て
、
日

本
の
資
本
主
義
社
会
の
確
立
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
。
／
（
中
略
）
／

大
本
開
祖
は
、
人
民
が
耐
え
が
た
い
窮
乏
に
お
ち
い
っ
て
い
る
こ
と
、
権

力
者
が
、
本
来
、
平
等
で
あ
る
人
民
に
た
い
し
て
侮
蔑
し
た
支
配
を
お
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こ
な
い
、
美
し
い
人
間
の
心
を
ふ
み
に
じ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
現

在
の
世
界
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
豊
か
で
平
和
な
社
会
―
み
ろ
く

の
世
―
を
実
現
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
大
本
の
出
現
は
、
幕
末
い

ら
い
の
、
人
民
の
世
な
お
し
の
要
求
を
う
け
つ
い
で
、
神
の
名
に
お
い
て
、

不
正
な
支
配
の
廃
絶
と
理
想
社
会
の
実
現
を
人
民
に
よ
び
か
け
た
の
で
あ

る）
54
（

。

神
が
か
り
の
意
味
や
、
大
本
出
現
の
意
義
な
ど
に
か
ん
す
る
討
議
を
み
る
か
ぎ

り
、
教
外
の
研
究
者
た
ち
と
教
内
の
編
集
担
当
者
は
、
原
理
的
に
い
え
ば
相
当

な
隔
た
り
を
か
か
え
な
が
ら
、
そ
の
差
異
を
維
持
し
つ
つ
対
話
を
行
お
う
と
し
、

そ
れ
に
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
神
の
実
在
に
か
ん
す
る
信
仰
／
非
信

仰
で
は
な
く
、「
神
の
名
に
お
い
て
」
表
れ
て
い
る
政
治
観
や
社
会
観
に
論
点

を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
対
話
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
教

外
研
究
者
と
の
協
働
を
と
お
し
て
、
大
本
が
歴
史
的
・
社
会
的
状
況
と
の
反
省

的
な
関
係
を
と
り
む
す
ぶ
た
め
の
こ
と
ば
を
新
た
に
獲
得
し
て
い
く
過
程
と
し

て
、
た
し
か
に
高
く
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、『
七
十
年
史
』
の
記
述
が
、
出
口
伊
佐
男
の
示
す
よ
う
な
困
惑

（「
こ
れ
は
た
し
か
に
神
霊
現
象
で
」「
神
が
か
り
現
象
は
大
本
で
は
大
事
な
信
仰
に

な
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
た
だ
開
祖
が
肉
体
的
に
体
験
さ
れ
た
も
の
か
ら
滲
み
出
た

の
だ
と
い
う
事
に
な
る
と
、
権
威
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う）

55
（

」）
を
き
ち
ん
と

掬
い
と
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
残
る
。
こ
う

し
た
困
惑
は
、
安
丸
が
い
う
よ
う
な
、「
重
点
の
置
き
ど
こ
ろ
が
少
し
違
っ
て

い
る
」
と
い
う
こ
と
に
還
元
し
う
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

さ
き
の
安
丸
の
発
言
の
最
初
の
部
分
で
は
、
教
義
的
な
説
明
を
、
社
会
的
・

歴
史
的
意
味
を
込
め
た
「
普
遍
的
な
言
葉
」
で
書
き
な
お
す
と
し
て
い
る
の
だ

が
、
つ
ま
り
両
者
の
相
違
は
、
徳
重
高
嶺
が
い
う
よ
う
に
、
同
じ
こ
と
を
「
客

観
的
に
の
べ
る
か
、
主
観
的
に
強
調
す
る
か）

56
（

」
と
い
う
対
立
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
前
節
で
、「
民
衆
宗
教
」
概
念
は
「
民
衆
的
性
格
」
と

近
代
天
皇
制
に
た
い
す
る
「
異
端
」
性
を
串
刺
し
に
し
て
、
そ
の
対
応
関
係
を

固
定
化
す
る
も
の
だ
と
の
べ
た
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
宗
教
的
表
現

0

0

に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
民
衆
宗
教
」
の
テ
ク
ス
ト
を
、
社
会
・
経
済
史
的
次
元

の
意
味
0

0

と
対
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。

　

徳
重
の
発
言
に
か
ぎ
ら
ず
、
編
纂
会
の
討
議
で
は
、「
客
観
的
」=

歴
史
学
／

「
主
観
的
」=

教
義
的
・
信
仰
的
解
釈
、
と
い
う
対
立
が
し
ば
し
ば
も
ち
だ
さ

れ
て
く
る
。
言
語
論
的
転
回
を
へ
た
今
日
か
ら
す
れ
ば
、
歴
史
学
に
単
純
に
客

観
性
を
割
り
振
る
の
は
あ
ま
り
に
も
ナ
イ
ー
ヴ
だ
が
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
の

段
階
に
お
い
て
、
歴
史
学
の
「
客
観
的
」
世
界
認
識
の
も
つ
力
は
、
た
ん
な
る

ひ
と
つ
の
解
釈
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
普
遍
的
」
と
も
さ
れ

る
歴
史
学
的
立
場
に
た
い
し
て
、
教
義
的
・
信
仰
的
立
場
は
、
真
理
請
求
を
放

棄
し
て
「
主
観
的
」
領
域
に
自
閉
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
右
の
『
七
十
年
史
』
の
記
述
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
私
に
は
、
信

仰
当
事
者
と
民
衆
宗
教
史
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
が
ほ
と
ん
ど
一
文
ご
と
に
交
錯
し
、
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複
雑
な
綾
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
大
本
出
現
は
「
神
の
経
綸
」
に

よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
場
が
表
明
さ
れ
た
直
後
に
、
そ
れ
を
「
ほ
し
い
ま

ま
に
神
秘
的
に
解
釈
す
る
こ
と
」
が
戒
め
ら
れ
、
資
本
主
義
社
会
の
確
立
と
い

う
歴
史
的
・
社
会
的
条
件
の
重
要
性
が
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
一
文
は

も
っ
と
も
謎
め
い
て
い
る
。「
神
の
名
に
お
い
て
」
と
い
う
挿
入
句
を
抜
け
ば
、

こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
、
民
衆
宗
教
史
研
究
の
語
り
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
挿

入
句
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
神
」

と
は
、
文
字
ど
お
り
の
超
越
的
存
在
者
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
な
お
の
無

意
識
の
謂
で
あ
る
の
か
。
お
そ
ら
く
は
、
二
重
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、

あ
え
て
曖
昧
な
表
現
が
選
ば
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
に
よ
っ

て
、『
七
十
年
史
』
は
信
仰
の
語
り
と
民
衆
宗
教
史
研
究
の
語
り
を
う
ま
く
共

存
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
試
み
は
成
功
し
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
私
は
思
う
。

右
に
引
用
し
た
箇
所
の
前
の
部
分
で
は
、
筆
先
（「
神
諭
」）
の
文
言
に
沿
っ
て
、

か
つ
て
艮
の
方
角
に
押
し
込
め
ら
れ
た
国
祖
が
出
口
な
お
に
帰
神
し
、
こ
の
世

に
再
現
し
た
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
国
祖
の
隠
退
再
現
」
説
が
語
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
大
本
側
が
主
張
す
る
神
話
的
歴
史
観
と
、
教
外
の
研
究
者
が
主
張
す

る
社
会
・
経
済
史
的
歴
史
観
と
が
併
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
一
に
、
社
会
・
経
済

史
的
な
解
釈
の
方
に
「
歴
史
の
う
え
で
の
大
本
」
と
い
う
位
置
づ
け
が
与
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
だ
。
大
本
出
現
と
い
う
、
ひ
と
つ
の
歴
史
的
な
出
来
事
に
つ
い

て
の
二
通
り
の
解
釈
が
あ
り
、
片
方
に
「
歴
史
の
う
え
で
の
大
本
」
と
い
う
名

が
つ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
も
う
一
方
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
歴

史
」
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
第
二
に
、「
隠
退
再
現
」
説
に
つ
い
て

ふ
れ
た
箇
所
に
、「
国
祖
の
隠
退
再
現
に
つ
い
て
は
、
第
四
編
第
一
章
参
照
」

と
付
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る）

57
（

。「
第
四
編
第
一
章
」
と
は
、

聖
典
と
し
て
の
『
霊
界
物
語
』
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
た
部
分
で
あ
り
、
そ
の

な
か
に
国
祖
の
隠
退
再
現
に
関
す
る
物
語
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
『
七
十
年
史
』
の
構
成
は
、
教
団
の
歴
史
を
描
く
と
い
う
目

的
の
も
と
で
は
、
社
会
・
経
済
史
的
な
説
明
を
優
先
す
べ
き
で
あ
り
、
神
話
的

歴
史
観
の
方
は
、
あ
く
ま
で
物
語
世
界
の
な
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
扱
う
べ

き
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
打
ち
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
一
見
、
二
種
類
の
歴
史
観
が
同
等
の
資
格
に
お
い
て
併
記
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
じ
つ
は
両
者
の
間
に
は
不
均
衡
な
権
力
関
係
が
組
み

込
ま
れ
て
い
る
、
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
私
も
、
世
俗
主
義
が
広
く
、

深
く
浸
透
し
た
こ
の
現
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
神
話
的
歴
史
観
を
額
面
ど
お
り

に
受
け
取
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
い
わ
ば
〝
良
識
〞
あ
る
人
間
が
わ
き
ま
え
る

べ
き
作
法
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、『
七
十
年
史
』
に
限
ら
れ
た
問
題
で
は

な
く
、
近
代
の
知
の
枠
組
み
全
体
に
関
わ
る
問
題
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、『
七
十
年
史
』
に
託
さ
れ
た
大
き
な
使
命

の
ひ
と
つ
が
、
第
二
次
大
本
事
件
以
来
一
般
に
流
布
し
て
い
た
大
本
の
「
邪

教
」
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
を
考
え
れ
ば
、
教
外
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の
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
〝
良
識
的
〞
な
叙
述
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う

戦
略
が
有
効
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
〝
良

識
〞
と
い
う
も
の
は
無
条
件
に
真
理
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
思
考

法
を
巧
妙
に
、
と
き
に
は
暴
力
的
に
〝
非
常
識
〞
と
名
づ
け
、
押
し
の
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
の
位
置
を
獲
得
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
は
、
注
意
を
怠
ら
な

い
で
い
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
だ）

58
（

。

　
『
七
十
年
史
』
が
語
る
「
大
本
出
現
の
意
義
」
に
は
、
前
節
で
言
及
し
た
佐

木
秋
夫
の
著
作
同
様
、「
現
実
」
に
か
ん
す
る
認
識
の
貧
困
さ
、
左
翼
機
能
主

義
と
で
も
い
う
べ
き
偏
狭
さ
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

い
わ
れ
る
「
ほ
し
い
ま
ま
に
神
秘
的
に
解
釈
す
る
」
と
い
う
の
が
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
具
体
的
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
、「
神
秘
的
」

と
い
う
こ
と
ば
が
い
わ
ば
マ
ジ
ッ
ク
・
ワ
ー
ド
と
な
り
、
そ
の
漠
然
と
し
た
マ

イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
・
経
済
史
的
な
「
出

現
の
意
義
」
が
、
肯
定
的
な
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
神
秘
主
義
的
な
信
仰
の
あ
り
方
も
、
そ
れ
と
し
て
現
実
を
構
成
す
る
も
の

で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
現
実
／
神
秘
と
い
う
二
項
対
立
に
還
元
す

る
の
で
は
な
く
、「
神
秘
的
」
な
解
釈
の
内
実
を
言
語
化
し
、
多
層
的
な
現
実

の
あ
り
よ
う
を
構
想
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
七
十
年

史
』
は
「
現
実
」
を
社
会
還
元
的
な
解
釈
に
一
元
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伊

佐
男
の
控
え
め
な
抗
議
に
代
表
さ
れ
る
、
信
仰
的
な
解
釈
を
劣
位
に
圧
し
こ
め

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

五　

大
本
の
戦
争
観
を
め
ぐ
っ
て

　
『
七
十
年
史
』
の
「
序
説
」
で
は
、
大
本
の
特
色
と
し
て
⑴
民
衆
宗
教
と
し

て
の
性
格
、
⑵
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
が
結
合

し
て
い
る
こ
と
、
⑶
平
和
精
神
の
貫
徹
、
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
⑶
に
か

か
わ
っ
て
、
な
お
や
王
仁
三
郎
の
戦
争
観
に
か
ん
す
る
議
論
を
み
て
お
き
た
い
。

　

上
田
正
昭
は
、
さ
き
の
教
主
に
た
い
す
る
「
序
説
」
の
趣
旨
説
明
の
な
か
で
、

「
大
本
が
、
開
教
以
来
、
現
代
の
社
会
に
対
す
る
警
告
を
度
々
出
し
て
こ
ら
れ

て
、
神
示
に
も
と
ず
く
平
和
主
義
、
そ
の
独
自
の
立
場
に
立
っ
て
の
平
和
精
神

を
貫
か
れ
た）

59
（

」
と
説
明
し
て
い
た
。
大
本
の
本
質
を
平
和
主
義
に
み
る
栄
二
に

と
っ
て
も
、
こ
の
点
は
き
わ
め
て
重
要
な
点
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、

じ
つ
は
大
本
の
歴
史
は
上
田
の
説
明
ほ
ど
、
す
っ
き
り
と
明
快
な
平
和
主
義
を

貫
徹
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
編
纂
会
の
討
議
で
も
か
な
り
意
見

が
わ
か
れ
て
い
た
。

　

日
露
戦
争
中
の
一
九
〇
五
年
五
月
、
な
お
は
舞
鶴
湾
に
浮
か
ぶ
沓
島
と
い
う

小
島
に
こ
も
っ
て
修
行
（「
出
修
」
と
呼
ぶ
）
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
「
と
ど
め
の

行
」、
す
な
わ
ち
な
お
に
と
っ
て
最
後
の
出
修
と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
戦
勝
祈
願
あ
る
い
は
平
和
祈
願
の
行
で
も
あ
っ
た
と
い

う
諸
説
が
存
在
し
、
そ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
編
纂
会
メ
ン
バ
ー
の
な
か
で
や
や

意
見
が
分
裂
し
て
い
る
。
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村
上
重
良
は
、「
特
に
一
方
的
に
割
り
き
る
の
で
は
な
く
、
世
界
平
和
の
意

図
も
あ
り
、
日
本
が
正
神
で
相
手
が
邪
神
だ
か
ら
勝
た
せ
な
き
や
い
け
な
い

と
い
う
願
い
も
あ
つ
た
と
い
う
風
に
」
書
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
提
起
を
し
て

い
る）

60
（

。
出
口
伊
佐
男
は
、
筆
先
の
な
か
で
日
露
戦
争
が
「
善
と
悪
と
の
斗
い
」

「
神
と
悪
魔
と
の
斗
い
」
と
意
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、

「
本
来
は
絶
対
的
に
戦
争
は
否
定
な
の
で
す
が
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
や
む
を

得
ざ
る
あ
ら
わ
れ
と
し
て
ね
。
そ
う
い
う
み
方
に
な
つ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」

と
の
べ
て
い
る
。
ま
た
徳
重
高
嶺
は
、「
日
本
が
勝
て
ば
平
和
が
来
る
と
い
う

意
味
が
あ
る
と
思
う
。
だ
か
ら
ど
う
し
て
も
ロ
シ
ヤ
を
た
お
さ
ね
ば
な
ら
ん
と

い
う
気
持
ち
が
つ
よ
く
あ
ら
は
れ
て
い
る
」
と
す
る）

61
（

。

　

安
丸
良
夫
は
、
な
お
の
戦
争
観
と
王
仁
三
郎
の
そ
れ
と
を
区
別
し
て
理
解
す

る
必
要
が
あ
る
と
説
く
。
な
お
の
場
合
、「
向
う
を
征
服
し
て
し
ま
う
こ
と
が
、

世
界
の
平
和
で
あ
り
人
民
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
要
素
が
あ
る
」
が
、「
露
国

の
た
ゝ
か
い
の
た
め
に
沓
島
に
こ
も
る
と
か
、
お
祈
り
す
る
と
か
い
う
要
素
は

非
常
に
少
」
な
い
の
に
た
い
し
て
、
王
仁
三
郎
は
「
地
主
や
資
本
家
は
悪
い
と

い
う
こ
と
で
は
日
本
人
民
の
た
め
に
や
つ
て
き
た
こ
と
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

同
時
に
日
本
は
勝
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
つ
た
途
端
に
支
配
者
の
政
策
も
容
認
す

る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
、
聖
師
の
場
合
は
二
重
構
造
」
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
。「
だ
か
ら
戦
争
の
こ
と
を
、
直
接
に
生
々
し
く
開
祖
の
教
の
問
題
と
し

て
書
く
必
要
は
な
く
て
、（
中
略
）
聖
師
の
場
合
は
そ
こ
は
非
常
に
問
題
が
あ

る
か
ら
、
キ
ツ
チ
リ
書
く
と
い
う
事
に
し
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
」、
と

い
う
の
で
あ
る）

62
（

。

　

結
局
、
安
丸
の
提
唱
し
た
方
針
が
と
ら
れ
た
ら
し
く
、『
七
十
年
史
』
で
は
、

な
お
の
戦
争
観
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
戦
争
に
か
か
わ
る
問
題
は
、

王
仁
三
郎
の
思
想
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
村
上
と
安

丸
の
見
解
が
対
立
す
る
。

　

村
上
は
、
王
仁
三
郎
は
「
ど
こ
か
に
本
音
を
パ
ツ
パ
ツ
と
出
し
な
が
ら
、
時

代
時
代
の
対
応
策
を
十
分
配
慮
さ
れ
て
い
る
〔
か
ら
戦
争
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
の
で
あ
る
、
引
用
者
註）

63
（

〕」
と
い
う
出
口
伊
佐
男
の
意
見
に
同
意
し
な

が
ら
、「
聖
師
は
本
当
は
そ
う
〔
戦
争
肯
定
〕
で
は
な
い
と
い
う
事
で
一
貫
さ

れ
る
な
ら
ば
、（
中
略
）
む
し
ろ
戦
争
に
対
す
る
批
判
の
方
を
指
摘
し
た
方
が

い
い
と
思
う）

64
（

」
と
、
王
仁
三
郎
の
平
和
主
義
的
側
面
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
を

主
張
す
る
。

　

こ
れ
に
た
い
し
、
安
丸
は
「
戦
争
に
反
対
さ
れ
た
事
は
事
実
だ
け
れ
ど
、

た
ゞ
反
対
の
仕
方
が
非
常
に
特
色
の
あ
る
仕
方
で
、
た
ゞ
戦
争
に
反
対
さ
れ
た

と
い
う
書
き
方
は
非
常
に
甘
い
書
き
方
だ
と
思
う）

65
（

」
と
反
発
し
て
い
る
。
安
丸

の
主
張
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

戦
争
は
い
け
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
今
日
の
世
界
で
は
戦
争
が
お
こ

る
の
は
止
む
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
ま
で
は
い
い
と
し
て
、
マ
ル

ク
ス
レ
ー
ニ
ン
と
ち
が
う
の
は
、
彼
等
は
自
分
の
国
も
帝
国
主
義
だ
と
認

め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
大
本
に
は
日
本
が
帝
国
主
義
だ
と
い
う
思
想
は
な
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い
の
で
す
よ
。
そ
う
い
う
い
み
で
は
平
和
の
た
め
に
祈
願
す
る
と
い
う
こ

と
と
、
戦
勝
を
祈
願
す
る
こ
と
が
大
本
の
内
部
で
区
別
さ
れ
て
い
た
か
ど

う
か
。
む
し
ろ
日
本
が
戦
勝
す
る
事
が
平
和
を
つ
く
る
事
だ
と
い
う
論
理

が
あ
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
れ
が
問
題
な
の
で
す）

66
（

。

村
上
は
こ
う
し
た
安
丸
の
主
張
に
正
面
か
ら
反
論
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
や
や

異
な
っ
た
論
点
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
。

客
観
的
事
実
を
枉
げ
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
た
だ
そ
の
中
の
一

体
何
を
今
日
で
は
評
価
し
て
い
る
か
と
い
う
事
だ
け
は
明
確
に
し
て
お
く

必
要
が
あ
る）

67
（

。

そ
こ
に
あ
つ
た
開
祖
、
聖
師
の
悲
願
と
し
て
の
平
和
愛
好
の
精
神
に
ウ
エ

イ
ト
を
お
く
と
い
う
事
は
、
大
本
の
平
和
運
動
に
対
す
る
確
固
た
る
信
念

を
考
え
と
し
て
出
す
と
い
う
こ
と
で
非
常
に
い
い
と
思
う
。
事
実
を
事
実

と
し
て
の
べ
な
が
ら
そ
こ
に
我
々
は
ウ
エ
イ
ト
を
お
い
た
の
だ
、
開
祖
聖

師
の
志
を
つ
い
で
ゆ
く
の
だ
と
い
う
宣
言
に
も
な
る
し
大
事
な
と
こ
ろ
で

す
ね）

68
（

。

こ
の
発
言
に
は
、
編
集
参
与
・
村
上
の
『
七
十
年
史
』
に
た
い
す
る
基
本
的
ス

タ
ン
ス
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
村
上
に
お
い
て
『
七
十
年
史
』
は
、

「
客
観
的
事
実
」
を
あ
り
の
ま
ま
に
叙
述
す
る
こ
と
だ
け
が
主
眼
な
の
で
は
な

い
。「
何
を
今
日
で
は
評
価
し
て
い
る
か
」
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

あ
る
。
教
団
史
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
厄
介
な
の
は
そ
れ
が
「
客
観
的
」
歴
史
叙
述
と
結
合
す
る
こ
と
で
あ

る
。
村
上
が
主
張
し
て
い
る
の
は

―
い
さ
さ
か
極
端
に
い
え
ば

―
現
在
の

教
団
の
立
場
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
い
え
ば
彼
が
語
ろ
う
と
す
る
平
和
主
義

の
「
民
衆
宗
教
」
と
い
う
物
語
に
応
じ
て
、
過
去
の
教
団
の
あ
り
よ
う
に
手
心

を
加
え
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
多
少
村
上
の
考
え
に
寄
り

そ
っ
て
い
い
な
お
せ
ば
、
王
仁
三
郎
の
悲
願
は
「
平
和
愛
好
の
精
神
」
に
あ
っ

た
の
だ
か
ら
、
手
心
を
加
え
る
と
い
っ
て
も
彼
の
「
志
」
を
明
確
に
す
る
た
め

に
書
き
方
を
工
夫
す
る
と
い
う
程
度
の
こ
と
だ
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
な
る
だ

ろ
う
か
。

　
『
七
十
年
史
』
で
は
、
当
時
の
王
仁
三
郎
の
戦
争
肯
定
／
否
定
の
こ
と
ば
を

双
方
引
用
し
て
、「
そ
こ
に
は
、
天
皇
制
の
国
家
秩
序
と
、
国
家
神
道
体
制
が

厳
然
と
し
て
あ
っ
た
明
治
後
期
の
日
本
社
会
に
あ
っ
て
、
神
教
を
宣
伝
し
、
教

団
活
動
を
合
法
化
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
逆
行
す
る
時
代
の
動
き
に
適
応
し

よ
う
と
す
る
苦
心
を
重
ね
た
会
長
〔
王
仁
三
郎
、
引
用
者
註
〕
の
言
説
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
み
の
が
し
て
は
な
る
ま
い
。
い
た
ず
ら
に
、
そ
の
限
界
や
矛
盾
を

指
摘
す
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
主
張
の
力
点
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
発
見
す
る

こ
と
が
、
よ
り
肝
要
で
あ
ろ
う）

69
（

」
と
い
う
表
現
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
戦
争
肯

定
の
こ
と
ば
も
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
村
上
の
考
え
に
近
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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こ
の
問
題
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
王
仁
三
郎
に
つ
い
て
の
評
価
に
も

か
か
わ
っ
て
い
る
。
第
六
回
総
会
で
は
、
王
仁
三
郎
の
平
和
主
義
を
め
ぐ
っ
て

鈴
木
良
・
前
島
不
二
雄
・
安
丸
が
教
内
メ
ン
バ
ー
を
や
や
執
拗
に
追
及
し
て
い

る
。

安
丸　
「
聖
師
は
一
貫
し
て
戦
争
非
協
力
の
態
度
を
と
り
」
と
あ
る
が
一
貫
と

い
う
の
は
何
時
か
ら
の
こ
と
で
す
か
。

木
庭
次
守　

こ
こ
で
は
「
大
戦
下
の
大
本
」
の
叙
述
だ
か
ら
昭
和
十
七
年
の
保

釈
出
所
後
の
こ
と
で
あ
る
。

安
丸　

と
す
る
と
事
件
ま
で
は
「
聖
戦
」
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
そ
れ
が
十
七

年
ま
で
の
間
に
或
変
化
を
き
た
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
。

鈴
木　
「
聖
師
が
一
貫
し
て
…
…
」
と
い
う
こ
と
が
十
七
年
以
降
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
は
戦
争
を
認
め
た
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
が
そ
れ
で

い
い
の
で
す
か
。

出
口
栄
二　

そ
れ
は
お
か
し
い
、
そ
れ
は
教
義
の
破
壊
に
な
る
。〔
明
治
、
引

用
者
註
〕
三
十
六
年
頃
仰
言
っ
た
戦
争
否
定
の
精
神
は
ど
う
な
る
の
か　

そ
れ
は
偽
装
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
（
中
略
）

栄
二　

大
本
は
一
貫
し
て
戦
争
は
絶
対
否
定
さ
れ
て
い
る
。

前
島　

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
聖
師
さ
ん
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

鈴
木　

満
州
事
変
は
い
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

栄
二　

そ
の
点
は
或
程
度
の
屈
折
と
み
て
お
る
。
し
か
し
根
本
精
神
は
一
貫
し

て
い
る）

70
（

。

編
纂
会
の
若
手
研
究
者
た
ち
、
と
く
に
鈴
木
や
前
島
が
主
張
す
る
の
は
、
王
仁

三
郎
が
戦
争
を
肯
定
し
た
時
期
が
あ
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う

点
で
あ
る
。
当
時
京
都
大
学
（
鈴
木
・
安
丸
）
と
立
命
館
大
学
（
前
島
）
の
大

学
院
生
だ
っ
た
彼
ら
は
、
上
田
正
昭
の
紹
介
で
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
編
纂
会
事

務
局
に
入
り
、
史
料
整
理
や
草
稿
の
執
筆
な
ど
に
携
わ
っ
て
い
た
。
だ
が
、
編

纂
会
に
お
け
る
討
議
記
録
と
完
成
し
た
『
七
十
年
史
』
を
読
み
く
ら
べ
る
か
ぎ

り
、
編
集
参
与
と
の
間
で
意
見
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
場
合
に
は
、
彼
ら
の

意
見
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
討
議
の
記
録
が
重
要
な
の
だ
が
、
そ
れ
と
は
べ
つ
に
、
前
島
は

一
九
六
四
年
、『
日
本
史
研
究
』
に
発
表
し
た
論
文
「
軍
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
と

大
本
教
」
で
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
人
類
す
べ
て
が
神

の
子
と
し
て
同
胞
で
あ
る
と
す
る
い
わ
ゆ
る
人
類
愛
善
思
想
に
も
と
づ
い
て
戦

争
反
対
を
主
張
し
て
き
た
」
大
本
は
、
満
洲
事
変
を
契
機
と
し
て
、「
日
本
が

世
界
平
和
の
実
現
者
で
あ
り
、
日
本
を
家
長
と
す
る
世
界
一
家
の
再
編
成
の
た

め
に
満
蒙
の
確
保
が
最
初
の
手
が
か
り
で
あ
る
と
い
い
、
神
意
を
体
す
れ
ば
戦

争
も
罪
悪
で
は
な
い
」
と
い
う
考
え
へ
と
「
方
向
転
換
」
し
て
い
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る）

71
（

。
前
島
が
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
の
は
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
の

大
本
が
内
外
で
表
明
し
た
こ
と
ば
を
素
直
に
読
め
ば
、
王
仁
三
郎
の
戦
争
／
平
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和
に
つ
い
て
の
認
識
に
は
そ
れ
以
前
の
時
期
か
ら
の
変
質
が
み
ら
れ
る
と
い
う
、

素
朴
と
も
い
え
る
見
解
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

他
方
、
対
話
の
過
程
で
王
仁
三
郎
の
考
え
か
た
の
「
或
程
度
の
屈
折
」
が
表

れ
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
栄
二
が
自
ら
信
奉
す
る
教
義
の
一
貫
性

を
求
め
る
心
情
は
理
解
で
き
る
。
村
上
も
、「
大
本
の
思
想
に
は
そ
う
い
う
一

つ
の
伝
統
的
な
平
和
思
想
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
事

実
客
観
的
に
も
辿
れ
る
と
い
う
意
見
を
も
つ
て
い
る）

72
（

」
と
の
べ
て
、
栄
二
ら
の

擁
護
に
回
っ
て
い
る
。
そ
し
て
『
七
十
年
史
』
で
は
、「
戦
争
に
た
い
す
る
大

本
の
態
度
に
は
一
貫
し
た
も
の
が
あ
っ
た
」「
聖
師
の
態
度
は
一
貫
し
て
戦
争

の
否
定
と
、
人
類
の
救
済
に
あ
っ
た
」
と
し
て
、
大
本
の
平
和
主
義
の
一
貫
性

が
前
面
に
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る）

73
（

。

　

だ
が
鈴
木
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
落
と
し
ど
こ
ろ
に
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
安
丸
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

大
本
の
方
は
本
音
と
ウ
ソ
音
と
い
う
か
、
本
当
に
い
い
た
い
事
と
表
面
で

い
つ
て
い
る
事
を
区
別
し
て
言
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
と
こ
ろ
が
ウ
ソ
音
の

方
の
戦
争
を
肯
定
し
国
体
を
讃
美
す
る
と
い
う
系
統
の
も
の
が
、
ウ
ソ
か

ら
出
た
マ
コ
ト
で
昭
和
神
聖
会
へ
い
つ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
よ
。
だ
か
ら

そ
れ
を
い
く
ら
弁
解
し
て
も
、
運
動
自
体
と
し
て
は
そ
こ
ま
で
い
つ
た
わ

け
だ
か
ら
、
僕
は
本
音
と
ウ
ソ
音
で
な
く
て
、
両
者
の
関
係
を
考
え
な
け

れ
ば
い
け
な
い
、
そ
れ
が
大
本
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
よ）

74
（

。

こ
こ
で
安
丸
は
、
表
面
に
み
い
だ
さ
れ
る
戦
争
肯
定
の
言
説
と
、
基
底
に
あ
る

と
さ
れ
る
平
和
主
義
と
を
区
分
す
る
書
き
方
を
明
確
に
批
判
し
て
い
る
。
た
と

え
も
と
も
と
の
「
本
音
」
が
平
和
主
義
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
ウ
ソ
音
」
が

表
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
な
の
で
あ
り
、
そ
の
帰
結
を
歴
史
的
展
開
の

な
か
で
み
き
わ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
安
丸
に
し

た
が
っ
て
、「
ウ
ソ
か
ら
出
た
マ
コ
ト
」、
昭
和
神
聖
会
と
第
二
次
大
本
事
件
に

か
ん
す
る
議
論
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。

六　

昭
和
神
聖
会
・
第
二
次
大
本
事
件
・
大
本
思
想

　
『
七
十
年
史
』
は
第
二
次
大
本
事
件
の
叙
述
に
約
四
百
ペ
ー
ジ
を
費
や
し
、

原
因
か
ら
は
じ
め
て
検
挙
の
模
様
、
裁
判
、
弾
圧
下
の
信
仰
、
解
決
に
い
た
る

ま
で
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。『
七
十
年
史
』
編
纂
の
動
機
自
体
が
、
大
本
事

件
の
解
明
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
が
、
出
口
栄
二

は
「
大
本
事
件
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
事
か
ら
、
事
件
に
は
大

本
の
本
質
が
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
結
局
大
本
の
歴
史
を
明

か
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
事
が
お
こ
っ
て
き
た
の
で
あ
る）

75
（

」
と
も

語
っ
て
い
る
。
大
本
事
件
は
た
ん
に
七
十
年
の
歴
史
の
な
か
の
一
齣
で
あ
る
の

で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
大
本
の
本
質
」
と
等
価
な
も
の
と
し
て
特
権
的
な
位
置

づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
部
分
は
ま
さ
に
『
七
十

年
史
』
全
体
の
核
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
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は
討
議
記
録
の
な
か
か
ら
、
検
挙
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
外
郭
団

体
・
昭
和
神
聖
会
や
大
本
思
想
の
評
価
に
か
ん
す
る
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
民
衆
宗
教
」
と
し
て
の
大
本
と
い
う
語
り
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ

れ
よ
う
と
す
る
の
か
を
追
跡
し
、
ま
た
そ
の
綻
び
か
ら
新
た
な
語
り
の
可
能
性

を
考
え
て
み
た
い
。
昭
和
神
聖
会
は
、
一
九
三
四
年
に
出
口
王
仁
三
郎
統
管
、

内
田
良
平
・
出
口
伊
佐
男
副
統
管
を
ト
ッ
プ
と
し
て
結
成
さ
れ
た
政
治
的
団
体

で
、
民
間
右
翼
団
体
や
一
部
の
軍
部
の
支
持
・
支
援
を
受
け
て
巨
大
な
社
会
勢

力
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
動
き
が
当
局
に
危
険
視
さ
れ
、
検
挙
に
つ
な
が
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
第
二
次
大
本
事
件
の
基
本
的
な
経
過
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た

い
。
近
代
宗
教
史
上
最
大
の
宗
教
弾
圧
と
い
わ
れ
る
こ
の
事
件
は
、
一
九
三
五

年
一
二
月
八
日
に
出
口
王
仁
三
郎
、
出
口
す
み
、
出
口
伊
佐
男
ら
大
本
の
幹
部

が
一
斉
に
検
挙
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
容
疑
は
治
安
維
持
法
違
反
、
不
敬
罪
、

出
版
法
違
反
、
新
聞
紙
法
違
反
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
内
務
省

警
保
局
は
大
本
関
係
の
結
社
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
教
団
関
係
の
施
設
を
ダ

イ
ナ
マ
イ
ト
な
ど
で
完
全
に
破
壊
し
、
教
団
所
有
地
も
不
法
に
売
却
さ
せ
ら
れ

た
。
京
都
地
方
裁
判
所
で
の
第
一
審
で
は
、
治
安
維
持
法
な
ど
が
適
用
さ
れ
、

王
仁
三
郎
は
無
期
懲
役
、
伊
佐
男
が
懲
役
一
五
年
、
す
み
が
懲
役
一
〇
年
な
ど

の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
起
訴
さ
れ
た
六
一
名
の
う
ち
、
死
亡
し
た
五
名
と
公
判

中
止
の
一
名
を
除
い
た
五
六
名
全
員
が
有
罪
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
王
仁
三
郎

ら
は
こ
の
判
決
を
不
服
と
し
て
大
阪
控
訴
院
に
控
訴
す
る
。
第
二
審
で
は
一
転
、

治
安
維
持
法
違
反
に
該
当
す
る
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
無
罪
、
不
敬
罪

な
ど
の
み
有
罪
と
な
り
、
王
仁
三
郎
の
懲
役
五
年
な
ど
、
一
審
に
比
べ
て
刑
は

軽
減
さ
れ
、
一
九
四
一
年
に
は
保
釈
も
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
大
本
側
、
検

察
側
双
方
と
も
に
上
告
し
て
法
廷
闘
争
が
続
く
が
、
敗
戦
後
は
上
告
が
却
下
さ

れ
、
大
赦
令
に
よ
っ
て
不
敬
事
件
も
消
滅
し
て
い
る
。

　

王
仁
三
郎
ら
の
検
挙
に
い
た
る
ま
で
に
は
、
京
都
府
警
特
高
課
の
杭
迫
軍
二

ら
が
綿
密
な
捜
査
を
行
っ
て
い
た
。
杭
迫
本
人
の
手
記
に
よ
れ
ば
、
彼
が
唐
沢

俊
樹
内
務
省
警
保
局
長
か
ら
大
本
の
捜
査
を
命
じ
ら
れ
た
の
は
一
九
三
四
年

一
〇
月
末
で
あ
り
、
そ
の
後
約
一
年
に
わ
た
っ
て
、
少
数
の
部
下
と
と
も
に
大

本
の
歴
史
や
思
想
な
ど
に
つ
い
て
の
「
研
究
」
に
励
ん
だ
。
杭
迫
ら
は
そ
の

研
究
の
過
程
で
、
大
本
の
宗
教
的
表
現
と
み
え
る
も
の
は
、
じ
つ
は
反
国
家
思

想
を
偽
装
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
の
で

あ
っ
た）

76
（

。

　

こ
こ
で
検
討
し
て
お
き
た
い
の
は
、
大
本
七
十
年
史
編
纂
会
の
メ
ン
バ
ー
た

ち
が
、
こ
の
第
二
次
大
本
事
件
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と

り
わ
け
検
挙
の
原
因
を
ど
こ
に
求
め
、
叙
述
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
幻
と
な
っ
た
『
六
十
年
史
』
に
お
い
て

も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
統
一
し
た
見
解
が
え
ら
れ
ず
、
編
纂
が
頓
挫
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。
事
件
に
向
き
合
う
人
び
と
の
立
場
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

理
解
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
が
、
編
纂
会
で
俎
上
に
上
っ
た
見
解
と
し
て
、
経

綸
説
・
誤
解
説
・
必
然
説
（
弾
圧
説
）
と
大
別
さ
れ
る
三
つ
の
立
場
が
あ
っ
た
。
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『
七
十
年
史
』
に
よ
っ
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う）

77
（

。

　

大
本
の
信
仰
に
は
、
大
本
は
「
世
の
型
」
を
だ
す
と
こ
ろ
だ
と
す
る
認
識
、

つ
ま
り
世
界
に
起
こ
る
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
大
本
に
お
い
て
生
じ
、
教
内
外
の

教
訓
と
な
る
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
大
本
事
件
も
ま
た
型
で
あ

る
と
理
解
し
、「
経
綸
」
に
よ
っ
た
「
型
」
の
事
件
と
い
う
見
解
」
が
現
れ
た
。

神
が
大
本
事
件
と
い
う
「
自
己
犠
牲
に
よ
っ
て
、
世
界
に
型
を
し
め
し
、
人
類

に
警
告
し
た
」
と
す
る
の
が
、
経
綸
説
で
あ
る
。

　

誤
解
説
と
は
、「
大
本
事
件
は
、
ま
っ
た
く
当
局
側
の
、
大
本
神
諭
や
『
霊

界
物
語
』
な
ど
に
た
い
す
る
誤
解
か
ら
お
き
た
事
件
で
あ
る
と
い
う
見
解
」
で

あ
る
。
つ
ま
り
治
安
維
持
法
違
反
に
せ
よ
、
不
敬
罪
に
せ
よ
、
大
本
側
に
は
そ

の
意
図
も
犯
罪
事
実
も
な
か
っ
た
が
、
政
府
・
官
憲
の
宗
教
的
表
現
に
た
い
す

る
無
理
解
か
ら
事
件
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
た
い
し

て
、
必
然
説
（
弾
圧
説
）
で
は
「
大
本
事
件
は
、
大
本
立
教
の
精
神
に
も
と
づ

き
、
世
の
立
替
え
立
直
し
を
は
げ
し
い
宗
教
情
熱
に
も
え
て
宣
布
し
た
こ
と
に

た
い
す
る
、
治
安
当
局
の
弾
圧
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
お
こ
る
べ
く
し
て
お
き
た

事
件
で
あ
っ
た
」
と
い
う
理
解
に
な
る
。

　
『
七
十
年
史
』
以
前
に
お
け
る
教
内
で
の
事
件
の
受
け
と
め
方
に
つ
い
て
、

若
本
三
晴
は
「
こ
れ
は
神
さ
ま
の
ね
、
や
っ
ぱ
り
御
経
綸
な
ん
だ
と
。（
中
略
）

そ
れ
は
静
か
に
受
け
止
め
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
大
本
の
幹
部
の
中
に
は

あ
り
ま
し
た
ね）

78
（

」
と
語
っ
て
い
る
。
一
九
五
〇
年
代
の
機
関
誌
に
掲
載
さ
れ
た

大
本
事
件
に
か
ん
す
る
記
事
に
お
い
て
は）

79
（

、「
当
局
者
の
誤
解）

80
（

」
あ
る
い
は
昭

和
青
年
会
や
昭
和
神
聖
会
の
活
動
を
お
そ
れ
た
「
官
憲
の
政
策
的
弾
圧）

81
（

」
で
あ

る
と
い
っ
た
認
識
は
存
在
し
て
い
た
が
、
事
件
は
「
神
諭
」
な
ど
に
よ
っ
て
予

言
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、「
先
の
見
え
す
く
神
様
の
御
経
綸
に
、
チ
ャ
ン

と
織
込
ま
れ
た
弾
圧
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い）

82
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
経
綸

説
・
誤
解
説
・
必
然
説
が
曖
昧
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。
編
纂
会
に
お
け
る
伊
佐
男
の
発
言
に
も
、
事
件
の
当
事
者
と
し
て

の
揺
ら
ぎ
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

〔
大
本
の
、
引
用
者
註
〕
史
観
か
ら
い
え
ば
、
矢
張
り
私
は
、
弾
圧
を
う
け

る
丈
の
も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
あ
わ
せ
て
法
的
に
は
あ
れ
を
有

罪
に
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
／
そ
れ
か
ら
又
無
罪
に
な
る

だ
け
の
素
地
を
聖
師
は
ち
ゃ
ん
と
つ
く
っ
て
お
ら
れ
た
。（
中
略
）
大
本

事
件
は
、
無
罪
に
な
る
面
も
あ
る
し
、
ま
た
一
応
あ
あ
い
う
事
件
に
も
っ

て
こ
ら
れ
て
も
、
そ
う
い
う
疑
を
も
た
れ
て
も
止
む
を
得
な
い
も
の
が

あ
っ
た
と
い
う
事
も
い
え
る）

83
（

。

「
そ
れ
は
は
っ
き
り
と
、
弾
圧
の
方
が
悪
い
の
で
、
逆
に
い
え
ば
む
し
ろ
、〔
弾

圧
を
受
け
た
の
は
、
引
用
者
註
〕
名
誉
な
事）

84
（

」
で
あ
る
と
す
る
佐
木
秋
夫
の
立
場

と
は
対
照
的
に
、
必
然
説
に
傾
き
な
が
ら
も
、
伊
佐
男
が
誤
解
説
を
払
拭
で
き

な
い
の
は
、
戦
前
日
本
の
支
配
体
制
を
完
全
に
は
相
対
化
し
て
い
な
い
か
ら
だ

ろ
う
。
こ
の
点
に
お
け
る
『
七
十
年
史
』
の
意
義
は
、
三
つ
の
説
を
整
理
し
た



152　

う
え
で
、
各
説
相
互
の
関
係
性
を
明
確
に
示
し
た
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
わ
れ
る
。『
七
十
年
史
』
で
は
、「
単
純
な
「
誤
解
説
」
だ
け
で
、
問
題
の

本
質
を
究
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
必
然
説
が
前
面
に
出
さ
れ
る
と

と
も
に
、「
事
件
に
よ
っ
て
教
団
の
な
か
に
あ
る
偏
狭
・
閉
鎖
的
な
思
想
の
残

滓
が
清
算
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
日
本
の
国
も
敗
戦
を
へ
て
、
は
じ
め
て
国
際

性
を
も
っ
た
民
族
国
家
と
し
て
の
門
戸
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
把
握
さ

れ
る
。
旧
日
本
が
新
日
本
へ
立
替
え
立
直
し
さ
れ
る
型
と
し
て
、
信
仰
的
な
理

解
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
、「
大
本
信
仰
に
生
き
る
信
者
の
立
場
」
か
ら

の
経
綸
説
の
意
義
も
強
調
さ
れ
て
い
る）

85
（

。

　

た
だ
し
、
注
意
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
こ
こ
で
経
綸
説
や
必
然
説
の
内
容

が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
経
綸
説
に

つ
い
て
い
え
ば
、「
神
の
経
綸
を
た
だ
受
身
に
、
し
か
も
単
純
に
理
解
す
る
だ

け
で
は
十
分
で
は
な
い
。（
中
略
）
事
件
の
よ
っ
て
き
た
る
内
外
の
要
因
を
ふ

り
か
え
っ
て
、
大
本
信
者
は
そ
の
な
か
か
ら
お
お
く
の
教
訓
を
み
い
だ
し
、
大

本
の
歩
み
の
反
省
の
な
か
に
、
大
本
事
件
の
意
義
を
今
日
に
お
い
て
よ
り
積
極

的
に
生
か
す
べ
き
で
あ
ろ
う）

86
（

」
と
い
う
補
足
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
受

身
」「
単
純
」
と
さ
れ
る
理
解
は
、
栄
二
が
い
う
「
惟
神
中
毒
」
を
念
頭
に
お

い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
七
十
年
史
』
の
経

綸
説
は
、
た
ん
に
信
仰
当
事
者
の
見
解
と
い
う
だ
け
で
は
充
分
で
な
く
、
栄
二

ら
平
和
運
動
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
人
び
と
の
経
綸
理
解
を
採
用
し
て
い
る
と

い
う
べ
き
な
の
だ
。

　

つ
ぎ
に
、
必
然
説
に
か
ん
し
て
も
、
内
容
の
細
か
な
吟
味
が
必
要
で
あ
る
。

必
然
説
の
立
場
か
ら
大
本
事
件
と
「
大
本
の
本
質
」
と
の
か
か
わ
り
を
明
確
に

示
し
た
一
文
を
引
い
て
み
よ
う
。

い
わ
ゆ
る
非
常
時
の
激
動
期
に
、
民
衆
的
基
盤
に
た
っ
て
多
彩
な
活
動
を

展
開
し
、
社
会
の
耳
目
を
あ
つ
め
た
大
本
お
よ
び
大
本
系
諸
団
体
に
た
い

し
て
、
当
時
の
権
力
が
、
運
動
内
容
か
ら
さ
ら
に
大
本
の
神
観
・
世
界
観

を
調
査
し
、
国
家
治
安
の
上
か
ら
鉄
槌
を
く
だ
す
に
い
た
っ
た
こ
の
事
件

に
は
、
昭
和
史
を
い
ろ
ど
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
実
態
と
矛
盾
と
が
は
っ
き
り

と
露
呈
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）
運
動
か
ら
教
義
へ
の
当
局
に
よ
る
調
査

に
は
、
故
意
な
曲
解
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
本
の

本
質
に
は
、
権
力
の
志
向
す
る
方
向
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

む
し
ろ
大
本
が
弾
圧
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
発
揮
さ
れ
た
信
仰
の
光
に
こ
そ
、

大
本
の
か
が
や
け
る
伝
統
が
や
ど
さ
れ
て
い
る）

87
（

。

こ
の
引
用
部
分
の
な
か
で
、
二
ヶ
所
に
わ
た
っ
て
「
運
動
か
ら
教
義
へ
」
と
い

う
動
き
の
イ
メ
ー
ジ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
お
そ
ら
く
、

運
動
と
教
義
を
単
純
に
並
置
す
る
の
で
は
な
く
、
運
動
を
起
点
と
し
て
教
義
へ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
た
る
ベ
ク
ト
ル
を
示
す
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
『
七
十
年
史
』
に
お
い
て
は
不
可
欠
だ
っ

た
の
だ
。
以
下
で
討
議
の
記
録
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
意

味
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
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第
二
次
大
本
事
件
を
め
ぐ
る
編
纂
会
の
討
議
は
、
政
府
当
局
の
狙
い
は
昭
和

神
聖
会
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
大
本
自
体
だ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
紛
糾
し

た
。
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
対
立
し
た
の
は
、
編
集
参
与
の
上
田
正
昭
・
村
上
重

良
と
、
鈴
木
良
・
前
島
不
二
雄
で
あ
る
。

　

あ
ら
か
じ
め
両
者
の
基
本
的
な
見
解
を
整
理
し
て
お
い
た
ほ
う
が
わ
か
り
や

す
い
だ
ろ
う
。
上
田
・
村
上
が
当
局
の
ほ
ん
と
う
の
狙
い
は
大
本
自
体
あ
る
い

は
大
本
の
思
想
で
あ
り
、「
天
皇
制
神
話
に
対
す
る
大
本
の
異
質
性）

88
（

」
が
国
家

権
力
の
弾
圧
を
招
い
た
と
主
張
す
る
の
に
た
い
し
て
、
鈴
木
・
前
島
は
、
第
一

義
的
な
狙
い
は
昭
和
神
聖
会
運
動
の
軍
事
的
・
経
済
的
威
力
を
叩
き
つ
ぶ
す
こ

と
で
あ
り
、
大
本
思
想
が
根
本
的
な
要
因
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
す
る
の
で
あ

る
。
そ
の
要
点
は
、「
大
本
思
想
と
い
う
の
は
国
体
変
革
の
思
想
で
は
な
い
」、

む
し
ろ
「
国
体
闡
明
の
思
想
」
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る）

89
（

。

　

鈴
木
・
前
島
の
立
場
に
上
田
や
村
上
は
強
く
反
論
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
村

上
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

本
質
的
な
権
力
が
与
え
て
く
る
宗
教
体
系
に
背
反
す
る
性
格
の
権
威
を
大

本
の
思
想
の
一
番
も
と
の
と
こ
ろ
で
か
か
げ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
こ
れ

は
否
定
出
来
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。
た
だ
そ
の
表
わ
れ
方
に
は
い
ろ
ん
な

段
階
で
い
ろ
ん
な
屈
折
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
す
。
や
は
り
そ
の

底
流
と
い
う
も
の
を
全
く
否
定
し
て
一
面
的
に
大
本
思
想
と
い
う
も
の
を

と
ら
え
て
い
く
こ
と
は
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
民
衆
に
根
ざ
し
た
宗
教

運
動
と
し
て
の
性
格
を
わ
か
ら
な
く
し
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
ね）

90
（

。

こ
う
し
た
「
天
皇
制
神
話
に
対
す
る
大
本
の
異
質
性
」
に
依
拠
し
た
議
論
に
鈴

木
は
再
び
反
発
す
る
。

そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
た
め
に
は
大
本
思
想
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
、
ど

う
い
う
評
価
が
出
来
る
か
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
議
論
が
か

み
合
わ
さ
る
わ
け
は
な
い
。（
中
略
）
そ
の
前
提
を
抜
い
て
こ
う
い
う
ふ

う
に
考
え
る
と
い
わ
れ
て
も
納
得
出
来
な
い
。
だ
か
ら
全
面
的
に
反
対
と

い
う
の
で
す）

91
（

。

こ
れ
に
上
田
が
、「
大
本
の
立
教
精
神
と
い
う
か
民
衆
宗
教
と
し
て
出
発
し
た
、

そ
れ
は
大
切
に
視
点
と
し
て
持
っ
て
い
な
い
と
そ
の
時
点
々
々
だ
け
の
評
価
で

い
く
と
困
る
面
が
出
て
く
る
と
思
う
」
と
応
じ
る
と
、
鈴
木
は
「
時
点
々
々
の

評
価
で
一
向
に
か
ま
は
な
い
は
づ
で
す
よ
、
何
ぼ
立
教
の
精
神
で
い
わ
れ
た
っ

て
途
中
で
変
っ
て
い
た
ら
そ
れ
は
い
み
な
い
で
す
か
ら
」
と
切
り
返
す
。
村
上

は
「
ど
う
も
機
械
的
な
解
釈
の
よ
う
な
感
じ
を
も
ち
ま
す
が
ね
」
と
不
快
感
を

露
わ
に
し
て
い
る）

92
（

。

　

当
局
の
ほ
ん
と
う
の
標
的
は
何
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
の
問
い
に
解
答
を

与
え
る
こ
と
は
、
か
な
り
厄
介
な
課
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
弾

圧
を
行
っ
た
内
務
省
や
司
法
省
の
見
解
自
体
が
、
分
裂
し
て
し
ま
っ
て
い
た
か
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ら
だ
。
内
務
省
警
保
局
に
お
い
て
は
、「
弾
圧
の
方
針
が
決
つ
て
い
た
。
後
で

で
つ
ち
上
げ
る
た
め
に
教
義
の
問
題
を
も
つ
て
き
た
」
の
に
た
い
し
て
、
予
審

終
結
決
定
に
お
け
る
司
法
省
の
見
解
で
は
、
昭
和
神
聖
会
に
か
か
わ
る
問
題
を

外
し
、「
皇
道
の
美
名
に
か
く
れ
て
不
敬
を
や
る
」
と
い
う
教
義
の
問
題
が
主

題
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
「
経
過
」
に
つ
い
て
の
認
識
自
体
は
、
編

纂
会
に
お
い
て
お
お
む
ね
共
有
さ
れ
て
い
た）

93
（

。
ま
た
、
内
務
省
の
な
か
で
も
、

昭
和
神
聖
会
運
動
の
軍
部
と
の
つ
な
が
り
を
問
題
視
す
る
上
層
部
と
、
杭
迫
の

よ
う
に
教
義
の
問
題
性
を
強
調
し
た
現
場
の
捜
査
員
と
の
間
に
認
識
の
隔
た
り

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る）

94
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
争
点

は
、
弾
圧
の
標
的
は
何
で
あ
っ
た
か
で
は
な
く
、
何
で
あ
っ
た
と
書
く
べ
き
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
か
0

0

、
そ
し
て
そ
の
叙
述
の
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
の
だ
。

　

互
い
に
少
な
か
ら
ず
感
情
的
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
や
り
と
り
を
引
用
し

た
の
は
、
鈴
木
・
前
島
が
上
田
や
村
上
の
「
民
衆
宗
教
」
概
念
に
内
包
さ
れ
て

い
る
暴
力
性
を
鋭
く
衝
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

上
田
や
村
上
は
、「
立
教
の
精
神
」「
底
流
」「
大
本
思
想
」
な
ど
と
い
っ
た

い
い
方
で
、「
民
衆
宗
教
」
と
し
て
の
大
本
の
性
格
を
強
調
し
、
そ
れ
が
当
局
、

と
い
う
よ
り
近
代
天
皇
制
国
家
に
と
っ
て
許
容
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
点
に
つ
い
て
譲
る
こ
と
が
な
い
。
つ
ぎ
の
引
用
に
は
、
彼
ら
の
本
音
が
よ
く

出
て
い
る
。

上
田　

そ
う
い
う
も
の
〔
記
紀
神
話
の
神
話
体
系
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
、
引
用

者
註
〕
が
な
い
と
す
れ
ば
今
日
の
大
本
運
動
は
過
小
に
評
価
さ
れ
て
く
る

こ
と
に
な
る
。
立
教
の
精
神
が
吹
き
と
ん
で
し
ま
っ
て
七
十
年
史
編
さ
ん

の
意
図
が
ず
い
分
変
っ
て
く
る）

95
（

。

村
上　

支
配
さ
れ
て
い
る
下
の
方
の
階
属
、
民
衆
の
自
主
的
な
思
想
的
な
創
造

と
し
て
一
つ
の
宗
教
を
つ
く
つ
て
ゆ
く
わ
け
で
す
。
そ
の
中
に
ふ
く
ま
れ

て
い
る
例
え
ば
権
力
に
対
す
る
批
判
の
芽
生
え
と
か
、
平
和
を
守
つ
て
ゆ

こ
う
と
い
う
考
え
方
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
積
極
的
に
評
価
す
る
と
い

う
の
が
、
や
つ
ぱ
り
こ
れ
か
ら
の
正
し
い
歴
史
学
な
の
で
、
そ
れ
を
忘
れ

て
は
大
本
の
本
質
に
迫
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う）

96
（

。

村
上
の
清
新
と
も
い
え
る
「
正
し
い
歴
史
学
」
の
主
張
に
は
、
今
な
お
重
要
な

も
の
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
鈴
木
や
前
島
に
し
て
も
、
大
本
思
想
が
弾

圧
の
ひ
と
つ
の
要
因
に
な
っ
た
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
。「
究
局
の

目
的
が
昭
和
神
聖
会
運
動
か
大
本
思
想
か
と
い
う
問
題
の
た
て
か
た
は
ま
ち

が
っ
て
い
る）

97
（

」
の
だ
。
し
か
し
鈴
木
や
前
島
が
苛
立
っ
て
い
る
の
は
、
具
体
的

な
史
料
の
検
討
、
そ
し
て
そ
の
解
釈
と
い
う
彼
ら
の
作
業
以
前
に
、『
七
十
年

史
』
編
纂
の
「
意
図
」
が
既
定
路
線
と
し
て
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
史
料
の

語
る
と
こ
ろ
（
と
、
鈴
木
や
前
島
が
考
え
て
い
る
も
の
）
を
封
じ
こ
め
よ
う
と
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
第
三
節
で
引
用
し
た
佐
木
秋
夫
の
、
治
安
維
持
法
に
「
あ

た
っ
た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う
発
言
は
、
こ
う
し
た
発
想
を
も
っ
と
も
露
骨
に
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示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
治
安
維
持
法

違
反
は
、
第
一
審
で
は
有
罪
で
あ
っ
た
も
の
の
、
第
二
審
で
は
無
罪
と
な
っ
て

い
る
。
第
二
審
の
陪
席
判
事
が
後
年
語
っ
た
よ
う
に
、「
昭
和
三
年
三
月
三
日

に
国
体
変
革
を
目
的
と
す
る
結
社
を
組
織
し
た
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
無
理
で
、

結
局
そ
れ
で
無
罪
に
な
っ
た）

98
（

」
の
だ
。
佐
木
の
発
言
は
「
事
実
を
事
実
と
し
て

は
つ
き
り
さ
せ
て
ゆ
く）

99
（

」
と
い
う
自
ら
の
ス
タ
ン
ス
と
は
裏
腹
に
、「
客
観
的

事
実
」
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
ふ
た
つ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
佐
木
に
と
っ
て
大

本
の
反
権
力
性
と
い
う
物
語
は
「
客
観
的
事
実
」
に
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
、

も
う
ひ
と
つ
は
反
権
力
の
物
語
が
、
国
家
権
力
の
弾
圧
に
決
定
的
に
依
存
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
佐
木
ほ
ど
露
骨
で
は
な
い
が
、
上
田
や
村
上
の
発

言
も
、
煎
じ
つ
め
れ
ば
同
様
の
含
意
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

「
民
衆
宗
教
」
概
念
が
、
記
述
的
な
作
業
か
ら
離
脱
し
、
超
越
的
で
規
範
的
な

枠
組
み
と
し
て
、「
客
観
的
事
実
」
と
の
距
離
を
過
剰
な
物
語
の
力
に
よ
っ
て

埋
め
つ
く
そ
う
と
し
は
じ
め
る
局
面
が
あ
る
こ
と
を
、
鈴
木
や
前
島
は
鋭
敏
に

感
じ
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

近
代
天
皇
制
に
た
い
す
る
大
本
の
異
質
性
↓
弾
圧
と
い
う
物
語
を
構
成
す
る

う
え
で
、
上
田
・
村
上
が
昭
和
神
聖
会
で
は
な
く

0

0

0

0

「
大
本
の
本
質
」
に
こ
だ
わ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
昭
和
神
聖
会
が
大
本
の
「
民
衆
宗
教
」
性

や
平
和
主
義
に
そ
ぐ
わ
な
い
性
質
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
、
彼
ら
も
認
め
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
昭
和
神
聖
会
は
、
右
翼
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
海
軍
軍
縮
条

約
廃
止
運
動
や
天
皇
機
関
説
排
撃
運
動
な
ど
を
行
い
、
安
丸
良
夫
に
よ
る
な
ら

む
し
ろ
「
政
府
の
運
動
を
先
ど
り
し
て
い
る）

100
（

」
も
の
で
あ
っ
た
。
上
田
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
い
う
。

神
聖
会
運
動
が
非
常
に
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
つ

ま
り
神
聖
会
運
動
は
現
象
的
運
動
と
し
て
こ
の
時
点
で
意
義
が
あ
る
の
だ

け
れ
ど
も
、
ま
た
大
本
教
義
と
フ
ア
ッ
シ
ズ
ム
と
は
相
違
点
・
対
立
点
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
共
通
の
側
面
も
あ
る
と
い
う
事

は
ふ
ま
え
た
上
で
な
い
と
ね
。（
中
略
）
し
か
し
大
本
の
思
想
が
最
後
の

立
証
段
階
で
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
し

ま
っ
た
ら
全
然
あ
か
ん
わ
け
で
す
。
大
本
教
と
い
う
の
は
完
全
右
翼
で
す

よ）
101
（

。

少
々
わ
か
り
に
く
い
が
、
昭
和
神
聖
会
運
動
を
み
る
か
ぎ
り
、
大
本
は
「
完
全

右
翼
」
で
あ
り
、
神
聖
会
運
動
が
第
二
次
事
件
の
主
要
因
と
な
れ
ば
、
大
本
事

件
が
「
民
衆
宗
教
」
と
し
て
の
「
大
本
の
本
質
」
を
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
、『
七
十
年
史
』
編
纂
の
意
図
が
破
綻
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

出
口
栄
二
も
教
団
の
立
場
か
ら
、「
そ
れ
で
は
救
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
、
ま

あ
、
戦
後
改
心
し
た
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
だ
ね）

102
（

」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

　

大
本
が
近
代
天
皇
制
と
相
容
れ
な
い
「
本
質
」
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
上
田

や
村
上
あ
る
い
は
栄
二
の
主
張
そ
の
も
の
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
奇
異
な
と
こ
ろ
は
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な
い
。
奇
妙
な
の
は
、
彼
ら
が
そ
の
大
本
の
異
端
性
を
〝
証
明
〞
す
る
た
め
に
、

国
家
的
弾
圧
機
構
が
そ
こ
に
狙
い
を
定
め
た
と
い
う
〝
お
墨
付
き
〞
を
不
可
欠

の
も
の
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
弾
圧
機
構
と
民
衆
宗
教
史
研

究
の
語
り
の
間
に
あ
る
、
逆
説
的
な
共
犯
関
係
が
露
呈
し
て
い
る
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
佐
木
秋
夫
や
村
上
重
良
を
戦
後
民
衆
宗
教
史
研
究
の
第

一
世
代
と
す
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
第
一
世
代
に
お
け
る
民
衆
宗
教
は
、
自
律

的
な
も
の
と
し
て
存
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
絶
対
的
な
敵
役
と
し
て

の
近
代
天
皇
制
国
家
と
の
相
互
依
存
的
な
関
係
の
な
か
で
し
か
語
り
え
な
い
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
の
佐
木
が
戦
後
に
な
っ
て
大

本
を
高
く
評
価
す
る
に
い
た
っ
た
の
も

―
こ
れ
ま
で
に
引
用
し
た
、
編
纂
会

に
お
け
る
発
言
に
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に

―
弾
圧
に
よ
っ
て
大
本
の

反
権
力
性
が
〝
証
明
〞
さ
れ
た
（
と
彼
が
受
け
と
め
た
）
こ
と
に
か
か
わ
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。「
イ
ン
チ
キ
宗
教
」（
戸
坂
潤
）
と
し
て
の
〝
新
興
宗
教
〞

が
「
民
衆
宗
教
」
と
し
て
左
翼
知
識
人
の
ア
イ
ド
ル
へ
と
転
換
し
た
背
景
に
は
、

第
二
次
大
本
事
件
を
頂
点
と
す
る
国
家
権
力
の
弾
圧
と
い
う
契
機
が
不
可
欠
の

も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
だ
。

　
『
七
十
年
史
』
に
お
け
る
第
二
次
大
本
事
件
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
さ
き
に

み
た
と
お
り
、
上
田
や
村
上
の
提
唱
す
る
方
向
に
沿
い
、
近
代
天
皇
制
国
家
と

ト
ー
タ
ル
に
対
決
す
る
「
大
本
の
本
質
」
が
明
快
に
描
か
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
信
徒
の
間
で
保
持
さ
れ
て
い
た
誤
解
説
の
な
か
に
含
ま
れ
る
「
邪

教
」
と
し
て
の
引
け
目
を
払
拭
す
る
う
え
で
、
重
要
な
啓
蒙
的
役
割
を
果
た
し

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、「
政
府
の
運
動
を
先
ど
り
」
し
た

昭
和
神
聖
会
運
動
に
象
徴
さ
れ
る
、「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
構
成
分
子）

103
（

」
と
し

て
の
性
格
が
「
大
本
の
本
質
」
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た

そ
の
運
動
に
身
を
投
じ
た
多
く
の
信
徒
た
ち
の
経
験
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す

る
の
か
、
と
い
っ
た
点
が
突
き
つ
め
ら
れ
ず
に
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、

第
二
節
で
み
た
よ
う
に
、
栄
二
が
戦
後
に
な
っ
て
も
「
国
家
主
義
的
な
面
」
に

拘
泥
す
る
信
徒
の
理
解
を
誤
謬
と
し
て
処
理
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
も
通
底
す

る
問
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。

七　
『
大
本
七
十
年
史
』
と
そ
の
後

　
『
七
十
年
史
』
編
纂
が
続
く
さ
中
の
一
九
六
二
年
一
〇
月
、
出
口
栄
二
は
大

本
の
総
長
ほ
か
、
ほ
と
ん
ど
の
役
職
を
辞
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
年
の

七
月
、
栄
二
は
モ
ス
ク
ワ
で
行
わ
れ
た
「
全
般
的
軍
縮
と
平
和
の
た
め
の
世
界

大
会
」
に
、
日
本
の
宗
教
者
代
表
お
よ
び
大
本
・
人
類
愛
善
会
の
代
表
と
し
て

参
加
し
て
い
る
。
大
会
の
後
、
中
国
仏
教
会
の
招
き
に
応
じ
て
北
京
に
移
動
し
、

周
恩
来
首
相
や
中
国
の
宗
教
者
ら
と
会
談
を
行
っ
て
帰
国
し
た
。
だ
が
、
前
述

し
た
よ
う
に
大
本
に
は
栄
二
の
積
極
的
な
平
和
運
動
に
た
い
す
る
反
発
が
存
在

し
た
う
え
に
、
彼
の
中
国
行
き
が
葛
藤
を
深
刻
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
大
本

は
戦
前
以
来
、
道
院
系
の
修
養
団
体
・
慈
善
団
体
で
あ
る
紅
卍
字
会
と
の
つ
な

が
り
を
保
っ
て
い
た
が
、
戦
後
の
同
会
は
台
湾
（
中
華
民
国
）
を
拠
点
と
し
て
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　宗教文化は誰のものか

い
た
た
め
、
栄
二
が
中
華
人
民
共
和
国
と
の
強
い
結
び
つ
き
を
示
す
こ
と
は
、

大
本
内
部
で
の
強
い
反
感
を
招
い
た
の
で
あ
る）

104
（

。
大
本
に
お
け
る
栄
二
の
立
場

を
難
し
い
も
の
に
し
た
要
因
と
し
て
は
、
さ
ら
に
当
時
の
日
本
の
原
水
爆
禁
止

運
動
そ
の
も
の
の
混
乱
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
初
「
未
組
織
の
、「
保
守
」

「
革
新
」
問
わ
ぬ
さ
ま
ざ
ま
な
市
民
の
同
時
多
発
的
な
運
動
と
し
て
始
ま
っ
た）

105
（

」

原
水
禁
運
動
は
、
一
九
五
八
年
の
第
四
回
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
あ
た
り
ま
で

は
「
超
党
派
」
の
枠
組
み
を
保
っ
て
い
た
も
の
の
、
大
会
が
安
保
条
約
改
定
反

対
の
姿
勢
を
と
っ
た
一
九
五
九
年
の
第
五
回
大
会
で
は
、「
安
保
闘
争
に
お
け

る
政
治
性
が
そ
の
ま
ま
大
会
の
内
容
に
反
映
さ
れ
る
結
果）

106
（

」
と
な
っ
て
い
く
。

さ
ら
に
一
九
六
一
年
の
ソ
連
に
よ
る
核
実
験
以
降
、「
ソ
連
の
核
を
防
衛
す
る

と
い
う
内
向
き
の
態
度）

107
（

」
を
と
る
共
産
党
と
、
い
か
な
る
国
の
核
実
験
に
も
反

対
の
姿
勢
を
と
る
総
評
・
社
会
党
や
地
婦
連
・
日
青
協
な
ど
の
立
場
の
間
の
亀

裂
が
広
が
り
、
こ
う
し
た
分
裂
構
図
の
な
か
で
、
多
く
の
団
体
・
人
び
と
が
運

動
か
ら
撤
退
し
て
い
っ
た
。
新
安
保
条
約
批
准
反
対
を
決
議
し
た
人
類
愛
善
会

お
よ
び
大
本
も
、
原
水
禁
運
動
の
こ
う
し
た
混
乱
と
無
縁
で
い
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
平
和
運
動
の
「
政
治
化
」
に
た
い
す
る
危
惧
が
高
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
六
二
年
、
三
代
教
主
・
出
口
直
日
は
、
機
関
誌
『
お
ほ
も
と
』
の
八
・

九
月
合
併
号
に
、「
私
の
ね
が
い
」
と
い
う
文
章
を
発
表
す
る
。

現
在
、
教
団
の
一
部
の
方
の
言
動
に
、

―
大
本
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で

あ
る
か

―
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
、
本
す
じ
か
ら
逸
脱
し
た
動
き
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
な
げ
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
／
（
中
略
）
大
本
の

教
え
は
、
右
に
よ
ら
ず
左
に
よ
ら
ず
、
右
を
も
左
を
も
平
和
の
大
道
に
活

か
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
大
本
に
は
大
本
と
し
て
の
平

和
運
動
の
あ
り
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
／
（
中
略
）
信
仰

的
な
自
己
反
省
や
、
心
の
浄
化
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
世
間
的
な
運
動
が
や

り
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
方
は
、
こ
こ
を
出
て
か
ら
自
分
の
信
ず
る
も

の
に
挺
身
さ
れ
て
は
と
お
も
い
ま
す
。（
中
略
）
／
私
た
ち
の
、
お
道
に

は
、
か
つ
て
昭
和
神
聖
会
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
政
治
運
動

で
は
な
く
、
当
時
に
お
け
る
日
本
国
家
を
対
象
と
し
た
精
神
運
動
で
あ

り
ま
し
た
が
、
私
は
こ
の
運
動
に
真
っ
向
か
ら
反
対
し
ま
し
た
。（
中
略
）

私
の
危
惧
し
た
よ
う
に
、
社
会
の
目
は
昭
和
神
聖
会
を
、
政
治
運
動
の
よ

う
な
形
で
と
ら
え
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
第
二
次
大
本
事
件
を

ひ
き
お
こ
す
大
き
な
要
因
に
な
り
ま
し
た
。（
中
略
）
／
私
が
今
―
時
流

の
渦
に
ま
き
こ
ま
れ
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
の
は
、
け
っ
し
て
教
団
擁
護

の
た
め
に
の
み
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
流
の
渦
に
超
越
し

て
、
本
来
の
「
大
本
」
を
明
確
に
し
て
、
大
道
に
生
き
る
道
こ
そ
、
勇
気

と
忍
耐
と
最
大
の
努
力
を
必
要
と
す
る
の
で
す）

108
（

。

教
団
内
で
は
、
こ
の
文
章
が
栄
二
ら
の
平
和
運
動
の
行
き
す
ぎ
に
苦
言
を
呈
す

る
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ
、
彼
は
教
団
に
お
け
る
役
職
の
辞
任
に
追
い
こ
ま
れ
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る
こ
と
に
な
っ
た
。
総
長
は
本
部
長
に
改
称
さ
れ
、『
七
十
年
史
』
編
纂
会
の

メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
桜
井
重
雄
が
務
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
改
革
で
は
、
出

口
家
お
よ
び
教
主
の
身
内
の
も
の
は
教
団
運
営
か
ら
退
い
て
祭
事
・
教
の
研

鑽
・
信
徒
と
の
交
流
な
ど
に
専
念
し
、
教
団
運
営
は
信
徒
の
な
か
か
ら
選
ば
れ

た
者
が
担
当
す
る
も
の
と
さ
れ
た）

109
（

。

　

本
部
長
と
な
っ
た
桜
井
重
雄
ら
が
出
席
し
た
座
談
会
で
は
、
総
務
の
伊
藤
栄

蔵
が
「
政
治
の
面
に
関
心
を
も
つ
必
要
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
力
点
は
、

少
数
の
人
の
考
え
で
、
教
団
全
体
を
政
治
的
な
動
き
へ
も
っ
て
い
く
こ
と
を
戒

め
ら
れ
た
の
で
、
政
治
の
こ
と
に
必
要
以
上
に
関
心
が
強
く
、
ジ
ッ
と
し
て
お

ら
れ
な
い
と
い
う
の
だ
っ
た
ら
、
宗
教
と
い
う
場
に
と
ど
ま
っ
て
お
ら
ず
、
直

接
、
政
治
の
場
に
入
っ
て
や
る
方
が
い
い
と
い
う
の
で
す
ね）

110
（

」
と
、
直
日
の
意

図
を
解
説
し
て
い
る
。
桜
井
も
、
祭
教
院
斎
司
・
三
諸
斎
の
「
本
当
の
宗
教
家

と
い
う
立
場
の
人
は
、
政
治
か
ら
超
然
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う

い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
が
…
…
」
と
い
う
発
言
を
受
け
て
、「
超
然
と

い
う
意
味
が
タ
ッ
チ
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
正
し
い
有
り
方
を
指
導

す
る
と
い
う
意
味
な
ら
、
政
治
と
い
う
も
の
も
大
本
で
は
、
認
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
し
つ
つ
、「
そ
れ
が
、
政
治
運
動
化
し
た
り
す
る
と
、〔
宗
教
と
し

て
の
、
引
用
者
註
〕
分
野
を
こ
え
」
て
し
ま
う
と
す
る）
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。
三
諸
や
桜
井
の
見
解

は
、
直
日
の
文
章
だ
け
で
な
く
、『
霊
界
物
語
』
な
ど
出
口
王
仁
三
郎
の
著
書

に
依
拠
し
て
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
王
仁
三
郎
を
拠
り
所

に
し
な
が
ら
も
、
栄
二
と
は
対
照
的
な
政
治
観
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
後
、

一
九
六
〇
年
代
の
大
本
は
、「
祈
り
を
持
っ
て）
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」
の
平
和
運
動
へ
と
転
換
し
て

い
く
一
方
で
、
研
究
者
か
ら
は
「
時
代
の
嵐
か
ら
引
き
籠
る
姿
勢
を
取
っ
た
」

（
栗
原
彬）
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）
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
対
外
的
に
目
立
っ
た
運
動
か
ら
遠
ざ
か
っ

て
い
く
。

　
『
七
十
年
史
』
編
纂
会
会
長
だ
け
が
、
栄
二
に
残
さ
れ
た
公
的
な
役
職
で

あ
っ
た
。
逆
に
い
え
ば
『
七
十
年
史
』
は
、
栄
二
を
中
心
と
し
て
平
和
運
動
に

ま
い
進
し
た
一
九
五
〇
年
代
の
大
本
の
思
想
が
強
く
反
映
さ
れ
た
書
物
と
し
て
、

と
も
か
く
も
完
成
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、『
七
十

年
史
』
は
歴
史
学
者
や
マ
ス
コ
ミ
な
ど
か
ら
高
い
評
価
を
え
た
。
ま
た
、
教
主

の
直
日
も
、
出
版
祝
賀
会
で
「
大
本
七
十
年
の
足
跡
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
史
学

的
に
客
観
的
に
叙
述
し
得
て
し
か
も
そ
こ
に
、
大
本
に
起
こ
っ
た
き
び
し
い
歴

史
の
事
実
を
と
お
し
て
、
神
さ
ま
の
み
心
を
世
に
現
す
た
め
に
歩
ま
せ
ら
れ

た
道
の
い
か
に
苦
難
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
如
実
に
伺
う
こ
と
が
出
来
、

時
に
感
涙
に
む
せ
ば
ざ
る
を
得
な
い
も
の
を
蔵
し
て
い
ま
す）
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」
と
語
り
、
高
く

評
価
し
て
い
た
。
だ
が
、
教
内
で
の
反
応
は
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
あ
れ
は
サ
ヨ
ク
だ
」
と
か
、「
あ
ん
な
の
読
む
な
」
と
か
ね
、
い
ろ
い
ろ

厳
し
い
批
判
を
受
け
て
ね
、
結
局
私
ら
が
計
画
し
た
、
こ
れ
で
学
習
会
を

ず
う
っ
と
全
国
で
開
い
て
、
歴
史
を
勉
強
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
計
画
は

全
部
お
じ
ゃ
ん
に
な
っ
て
、
何
も
で
き
な
か
っ
た
で
す
。
た
だ
本
を
作
っ

た
っ
て
い
う
こ
と
だ
け
で
ね）
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『
七
十
年
史
』
を
活
用
し
た
学
習
会
が
計
画
さ
れ
て
い
た
が
、
同
書
に
た
い
す

る
教
内
で
の
不
評
の
な
か
で
、
そ
の
企
て
は
潰
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。「
本

を
作
れ
ば
そ
れ
で
終
わ
り
」
で
は
な
く
、
信
仰
当
事
者
に
「
勉
強
の
機
会
」
を

提
供
す
る
と
い
う
目
標
は）
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、
そ
の
意
味
で
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
が
、

そ
れ
は
現
在
で
も
叶
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
事
務
局
メ
ン
バ
ー
の
努
力

に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
討
議
記
録
を
通
じ
て
、
私
た
ち
は
大
本
七
十
年
史
編
纂

会
の
歴
史
実
践
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
当
に
勉
強
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
要
約
し
て
表
現
さ
れ
た
本
だ
け

で
は
、
や
っ
ぱ
り
だ
め
だ
と
。
そ
の
元
に
な
っ
た
討
議
が
、
ど
う
い
う
こ

と
で
こ
こ
に
辿
り
つ
い
た
の
か
っ
て
い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め

に
は
や
っ
ぱ
り
討
議
の
記
録
が
、
生
の
記
録
が
大
事
だ
っ
て
い
う
の
で
ね
、

あ
れ
だ
け
の
苦
労
を
し
て
、
全
部
残
し
た
ん
で
す）
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若
本
三
晴
が
こ
う
語
る
よ
う
に
、『
七
十
年
史
』
そ
の
も
の
に
は
現
れ
な
い
未

発
の
契
機
を
ふ
く
め
て
、
重
要
な
歴
史
的
経
験
と
し
て
編
纂
事
業
を
読
み
な
お

す
可
能
性
は
、
今
で
も
開
か
れ
て
い
る
の
だ
。

お
わ
り
に

　

近
代
社
会
に
お
い
て
、
宗
教
文
化
は
誰
の
も
の
か
？

　

そ
れ
は
教
団
や
信
仰
当
事
者
の
専
有
物
で
は
な
い
。
信
仰
を
も
た
な
い
研
究

者
や
作
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
も
、
各
々
の
立
場
か
ら
そ
れ
に
ア
ク
セ
ス

し
、
多
様
な
解
釈
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
権
利
を
も
っ
て
い
る

―

問
い
に
答
え
を
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
毒
に
も
薬
に
も
な
ら
な
い

模
範
解
答
が
返
っ
て
く
る
の
が
関
の
山
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
答
え
し
か
得
ら

れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
問
い
自
体
に
価
値
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
本
稿
で
考
え
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
こ
の
問
い
の
意
義
は
答
え
の
な
か
に

で
は
な
く
、
絶
え
ざ
る
問
い
か
け
の
実
践
の
な
か
に
こ
そ
存
在
す
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
『
大
本
七
十
年
史
』
編
纂
事
業
の
場
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
念
や
作
法
な
ど
に

応
じ
て
互
い
に
無
関
係
で
あ
る
か
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

な
さ
れ
て
き
た
、
信
仰
当
事
者

と
教
外
の
宗
教
研
究
者
の
歴
史
叙
述
が
出
会
い
、
ま
た
そ
の
接
触
に
媒
介
さ
れ

て
信
仰
共
同
体
や
ア
カ
デ
ミ
ア
の
な
か
に
潜
在
す
る
葛
藤
が
顕
在
化
さ
せ
ら
れ

る
時
空
間
と
し
て
生
起
し
た
。
完
成
し
た
教
団
史
と
し
て
の
『
七
十
年
史
』
は
、

複
数
の
歴
史
叙
述
を
整
理
し
、
一
貫
性
の
あ
る
語
り
と
し
て
構
成
さ
れ
る
必
要

が
あ
っ
た
か
ら
、
複
数
の
語
り
の
ざ
わ
め
き
は
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
た
形
で
し

か
現
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
本
書
と
編
纂
会
討
議
記
録
と
を
往
還
し
て
読
み
な

お
す
な
ら
、
事
態
は
少
な
か
ら
ず
変
わ
っ
て
く
る
。
討
議
を
へ
て
『
七
十
年

史
』
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
時
間
の
流
れ
を
顛
倒
さ
せ
、
整
然
と
し
た
体
系
と

し
て
の
歴
史
か
ら
、
矛
盾
が
剥
き
だ
し
の
ま
ま
露
呈
し
た
重
層
的
な
語
り
の
時

空
間
へ
と
遡
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
当
事
者
と
教
外
研
究
者
に
よ
る
協
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働
の
場
と
し
て
の
編
纂
会
の
歴
史
的
意
義
が
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
出
口
栄
二
を
追
悼
し
た
文
章
の
な
か
で
安
丸
良
夫
が
い
う
よ
う
に
、「
立

場
や
発
想
の
違
う
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
自
由
に
議
論
し
た
こ
の
会
議

は
、
い
ま
か
ら
考
え
て
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
稀
有
の
も
の
だ
っ
た）
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」
の
で
あ

る
。

　

こ
の
編
纂
事
業
に
お
い
て
際
立
っ
た
形
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
立
場
を
異
に

す
る
人
び
と
が
、
共
通
の
対
象
を
め
ぐ
っ
て
、
互
い
に
呼
び
か
け
と
応
答
を
行

い
な
が
ら
試
み
よ
う
と
す
る
表
象
の
あ
り
方
を
、
私
は
協
働
表
象
と
呼
び
た
い

の
だ
が
、
信
仰
当
事
者
と
非
信
仰
者
と
の
間
で
こ
の
よ
う
な
協
働
が
可
能
で
あ

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
懐
疑
的
な
見
方
も
少
な
く
な
い
。
た

と
え
ば
、
宗
教
学
批
判
で
知
ら
れ
る
ラ
ッ
セ
ル
・
マ
ッ
カ
チ
オ
ン
は
、
宗
教
現

象
の
記
述
に
お
い
て
、
宗
教
研
究
者
に
よ
る
表
象
と
、
信
仰
当
事
者
に
よ
る
自

己
表
象
と
が
接
す
る
と
こ
ろ
に
現
れ
る
、
両
者
の
間
の
〝
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ

た
〞
表
象
の
あ
り
方
と
し
て
の
協
働
表
象collaborative representation

の

企
て
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
理
想
を
描
く
の

は
、
宗
教
研
究
者
に
よ
る
表
象
は
、
対
象
と
な
る
人
び
と
と
の
対
話
を
可
能
に

し
、
そ
の
同
意
を
得
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
リ
ベ
ラ
ル

な
人
文
学
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
人
び
と
を
支
え
て
い
る
の
は
、
研
究
者
と
研

究
対
象
と
し
て
の
宗
教
（
者
）
と
の
間
に
は
、「
人
間
の
条
件
」
と
で
も
い
う

べ
き
基
本
的
な
共
通
性
が
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
有
効
な
対
話
が
可
能
だ
と
す

る
解
釈
学
的
信
念
な
の
だ
が
、
マ
ッ
カ
チ
オ
ン
は
そ
う
し
た
考
え
方
に
疑
問
を

差
し
挟
ん
で
い
く
。

　

ま
ず
、
こ
う
し
た
リ
ベ
ラ
ル
人
文
学
者
が
想
定
す
る
研
究
対
象
が
、
研
究
者

の
側
で
ほ
と
ん
ど
、
も
し
く
は
ま
っ
た
く
「
投
資
」
を
行
う
こ
と
な
く
寛
容
さ

を
期
待
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
コ
ス
ト
の
か
か
ら
な
い
他
者no cost O

ther

」

に
か
ぎ
ら
れ
て
い
て
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
表
象
に
対
し
て
非
和
解
的
な
他
者

の
存
在
を
捨
象
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
「
コ
ス
ト
の
か
か
ら
な
い
他

者
」
だ
け
に
範
囲
を
限
定
す
る
と
し
て
も
、
研
究
者
の
設
定
す
る
枠
組
み
に
適

合
す
る
、
他
者
の
耳
触
り
の
よ
い
声
だ
け
を
恣
意
的
に
選
び
と
り
、
聞
き
と
っ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
聞
き
と
っ
た
声
を
尊
重
し
て

い
る
よ
う
に
み
え
て
も
、「
い
い
か
え
れ
ば
…
…
」
と
研
究
者
の
解
釈
を
重
ね

合
わ
せ
た
と
き
す
で
に
、
他
者
の
声
は
研
究
者
の
側
に
簒
奪
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
の
か）
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マ
ッ
カ
チ
オ
ン
の
問
い
は
、
安
易
に
研
究
対
象
と
の
共
感
的
相
互
理
解
を

主
張
す
る
こ
と
の
ナ
イ
ー
ヴ
さ
を
鋭
く
衝
い
て
い
る
。
最
初
の
点
に
つ
い
て

は
、
彼
の
指
摘
ど
お
り
で
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
表
象
に
応
答
し
よ
う
と
す
る

志
向
を
も
た
な
い
信
仰
者
に
協
働
の
可
能
性
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
さ
し

あ
た
っ
て
は
、
自
分
と
異
な
る
立
場
か
ら
の
表
象
に
関
心
を
も
ち
、
応
答
し
よ

う
と
す
る
意
思
を
も
つ
人
び
と
に
対
象
を
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
（
た

だ
し
そ
れ
が
「
コ
ス
ト
の
か
か
ら
な
い
他
者
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
）。

二
番
目
の
点
で
も
、
マ
ッ
カ
チ
オ
ン
に
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
が

あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
枠
組
み
を
否
応
な
く
変
更
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
、
他
な
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る
声
を
聞
き
と
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
協
働
の
名
に
値
し
な
い
。

　

最
後
の
点
は
、
研
究
対
象
と
の
対
話
と
共
感
に
も
と
づ
く
と
さ
れ
る
表
象
の

あ
り
方
を
、
も
っ
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
ラ

デ
ィ
カ
ル
さ
ゆ
え
に
、
批
判
の
適
用
範
囲
が
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
マ
ッ
カ
チ
オ
ン
は
、
立
場
が
異
な
る
者
の
間
で
は
、
表
象

が
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
研
究
者
の
表
象
が
研
究
対
象

の
完
全
な
同
意
を
得
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
す
る
の
だ
が
、
こ
の
論
法
で

は
研
究
対
象
と
し
て
の
信
仰
当
事
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
完
成
さ
れ
た
自
己
表
象

と
い
う
〝
答
え
〞
を
用
意
し
て
い
て
、
研
究
者
が
そ
の
〝
答
え
〞
に
た
ど
り
つ

け
る
か
否
か
と
い
う
、
ふ
た
つ
の
選
択
肢
し
か
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
部
分
的

な
同
意
や
、
異
な
る
表
象
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
研
究
対
象
の
側
が
自
己
変

革
の
契
機
を
獲
得
し
て
い
く
可
能
性
な
ど
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
。

だ
が
私
は
そ
こ
に
こ
そ
、
協
働
表
象
の
可
能
性
を
見
い
だ
し
て
い
き
た
い
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
効
果
は
、『
七
十
年
史
』
編
纂
事
業
の
よ
う
に
意
識
的
に
な

さ
れ
る
協
働
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
は

―
出
口
栄
二
や
上
田
正
昭
な
ど

に
顕
著
に
み
ら
れ
る

―
も
と
も
と
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
り
、
当
事

者
た
ち
に
も
認
識
さ
れ
や
す
い
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
を
、
協
働
表
象
の
現
勢

的
な
効
果
と
呼
ぼ
う
。

　

し
か
し
、
私
は
協
働
と
い
う
こ
と
ば
に
、
必
ず
し
も
共
感
に
満
ち
た
調
和
的

な
協
力
関
係
の
イ
メ
ー
ジ
を
託
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

非
共
約
的
な
差
異
を
抱
え
つ
つ
、
そ
の
差
異
が
も
つ
意
味
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
問

い
直
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
契
機
が
現
れ
る
と
こ
ろ
に
、
協
働
と
い
う
こ
と
の
意

義
が
生
じ
て
い
く
の
だ
と
考
え
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
現
勢
的
な
効
果
が
機
能

不
全
に
陥
る
場
所
に
お
い
て
こ
そ
切
り
開
か
れ
る
地
平
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
た
だ
し
、
大
本
七
十
年
史
編
纂
会
と
い
う
場
が
、
た
と
え
ば
村
上
重

良
や
出
口
栄
二
に
た
い
し
て
、
彼
ら
自
身
の
立
場
に
つ
い
て
の
反
省
的
思
考
を

も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
村
上
に
と
っ
て
は
、
民
衆
宗
教
に
つ
い
て
の
自
ら

の
見
解
を
補
強
す
る
格
好
の
事
例
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
栄

二
に
と
っ
て
は
、
彼
の
考
え
る
大
本
観
や
歴
史
観
を
、「
客
観
的
」
な
科
学
の

こ
と
ば
で
語
り
な
お
す
た
め
の
機
会
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
と
い
う
よ
り
は
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
民
衆
宗
教
」
の

論
理
か
ら
逃
れ
出
る
、
複
数
化
さ
れ
た
歴
史
叙
述
の
断
片
を
討
議
記
録
か
ら
掴

み
だ
し
、
編
纂
会
の
人
び
と
が
大
本
の
歴
史
と
か
か
わ
る
な
か
で
生
じ
た
、
秩

序
化
し
え
な
い
思
念
の
領
域
に
こ
と
ば
を
与
え
る
分
析
と
い
う
行
為
が
不
可
欠

な
の
だ
。
協
働
の
現
場
で
は
た
ん
な
る
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
か

み
な
さ
れ
な
い
思
考
の
断
片
が
、
事
後
的
な
分
析
行
為
に
お
い
て
新
た
に
読
み

替
え
ら
れ
て
い
く
可
能
性
を
、
協
働
表
象
の
潜
勢
的
な
効
果
と
名
づ
け
て
お
き

た
い
。
こ
の
潜
勢
的
な
効
果
に
着
目
す
る
な
ら
、
編
纂
会
の
討
議
に
参
加
し
た

メ
ン
バ
ー
ば
か
り
で
な
く
、
討
議
記
録
を
読
み
な
お
そ
う
と
す
る
分
析
者

―

本
稿
に
お
い
て
は
私
自
身

―
も
ま
た
、
協
働
表
象
の
担
い
手
と
呼
ば
れ
る
べ

き
だ
ろ
う
。
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た
だ
し
、
党
や
国
家
の
よ
う
な
「
秩
序
形
成
の
動
因
に
な
り
な
が
ら
、
そ
の

秩
序
の
到
来
と
共
に
消
え
て
い
く
存
在
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
困
難
を
め

ぐ
っ
て
冨
山
一
郎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
私
た
ち
は
「
言
語
自
身
が
も
つ
秩

序
」
の
な
か
で
考
え
、
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上）

120
（

、
歴
史
叙
述
の
断
片
を

拾
い
集
め
る
行
為
は
、
そ
れ
を
既
存
の
秩
序
の
側
に
簒
奪
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
危
険
性
を
つ
ね
に
孕
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
必
要
な
の
は
お
そ
ら
く
、
断
片
を

つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
も
う
ひ
と
つ
の
歴
史
物
語
を
編
み
上
げ
る
こ
と
で
は
な
く
、

討
議
の
場
を
徘
徊
し
な
が
ら
、
多
様
な
文
脈
と
結
び
あ
わ
せ
て
み
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
固
定
化
さ
れ
た
歴
史
や
信
仰
の
体
系
を
撹
乱
す
る
よ
う
な
分
析
な
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
分
析
行
為
の
課
題
を
設
定
し
た
う
え
で
、
前
節
ま
で
の
議
論
に

立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
こ
う
し
た
編
纂
事

業
を
可
能
に
し
た
条
件
と
し
て
の
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
と
い
う
時
期
の
重
要

性
で
あ
る
。
ま
ず
大
本
側
の
状
況
を
み
る
と
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
の
平
和
運

動
が
栄
二
に
主
導
さ
れ
て
、
こ
の
時
期
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
た
一
方
で
、
教

内
で
は
そ
の
動
き
に
た
い
す
る
不
満
が
高
ま
り
、
編
纂
事
業
半
ば
の
一
九
六
二

年
に
は
栄
二
の
失
脚
に
よ
っ
て
、
大
本
の
平
和
運
動
の
あ
り
方
が
転
換
し
て

い
っ
た
。
他
方
、
教
外
メ
ン
バ
ー
の
側
で
は
、
一
九
五
八
年
の
『
近
代
民
衆
宗

教
史
の
研
究
』
に
よ
っ
て
民
衆
宗
教
の
歴
史
的
意
義
に
注
目
が
集
ま
っ
た
時
期

で
あ
り
、
佐
木
秋
夫
や
村
上
重
良
の
よ
う
な
第
一
世
代
の
民
衆
宗
教
史
研
究
が

力
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
は
、
第
二
世
代
の
民
衆
宗
教
史
研
究
を
牽
引

す
る
こ
と
に
な
る
安
丸
良
夫
を
ふ
く
め
た
若
手
の
研
究
者
が
草
稿
の
執
筆
や
討

議
に
加
わ
り
、
村
上
流
の
民
衆
宗
教
史
に
た
い
す
る
違
和
感
が
顕
在
化
し
つ
つ

あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
顔
ぶ
れ

が
揃
い
、
長
時
間
に
わ
た
っ
て
意
見
を
交
わ
す
場
を
構
築
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
協
働
表
象
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
に
お
い
て
生
起
し
う
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
つ
ね
に
歴
史
的
諸
条
件
に
規
定
さ
れ
た
独
異
な
場
と

し
て
あ
り
、
そ
の
個
別
的
な
様
相
の
な
か
に
こ
そ
、
目
的
論
的
な
物
語
に
回
収

さ
れ
な
い
協
働
の
意
義
が
あ
る
の
だ
。

　

本
稿
で
は
、
お
お
ま
か
に
い
え
ば
、
討
議
の
な
か
か
ら
三
つ
の
論
点
を
選
び

だ
し
て
検
討
し
た
。
⑴
教
義
的
・
信
仰
的
な
人
間
観
お
よ
び
歴
史
観
と
心
理
主

義
的
・
社
会
経
済
史
的
な
そ
れ
と
の
間
に
生
じ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
、
⑵
大
本
に

お
け
る
平
和
主
義
思
想
の
一
貫
性
を
め
ぐ
る
議
論
、
⑶
第
二
次
大
本
事
件
に
お

け
る
弾
圧
と
大
本
の
「
本
質
」
を
結
び
つ
け
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
表
れ
る

歴
史
学
の
方
法
論
を
め
ぐ
る
葛
藤
、
と
い
っ
た
話
題
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
論
点
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
れ
ら
は
信
仰
／
非
信
仰
の
間
の
非
和
解
的
な
対
立
と
い
っ
た
よ
う
な
、

単
純
な
二
項
対
立
の
論
争
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
⑴
の

人
間
観
や
歴
史
観
を
め
ぐ
る
問
題
で
は
、
信
仰
当
事
者
と
非
信
仰
者
の
間
に
原

理
的
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
は
た
し
か
な
の
だ
が
、
そ
う
し
た
隔
た
り
が
、
対

話
を
不
可
能
に
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
第
四
節
で
み
た
よ
う
に
、
大
本
に
お

い
て
信
じ
ら
れ
、
実
践
さ
れ
て
き
た
政
治
や
社
会
に
か
ん
す
る
考
え
を
、
歴
史
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　宗教文化は誰のものか

学
の
こ
と
ば
で
翻
訳
し
、
信
仰
の
有
無
を
こ
え
て
継
承
し
う
る
も
の
と
し
て
共

有
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
神
の
実
在
／
非
実
在
の
問
題
は
、
致
命
的
な
差
異
と

は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
行
わ
れ
た
対
話
の
な
か
に
、
協
働
表
象
の
現

勢
的
な
効
果
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
そ
の
場
合
に
も
、
翻
訳
と
い
う
実
践
が
、
信
仰
の
文
脈
に
変
更
を
迫
る

遂
行
的
な
力
を
帯
び
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
自
覚
的
で
あ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
た
と
え
ば
「
有
難
い
有
難
い
と
い
う
て
お
ら
れ
る
方
に
は
進
歩
な
い
で
す

よ
」
と
い
い
な
が
ら
出
口
王
仁
三
郎
の
〝
人
間
化
〞
を
主
張
す
る
上
田
正
昭
の

語
り
に
は
、
神
秘
主
義
的
な
信
仰
を
否
定
し
て
「
進
歩
」
的
な
信
仰
（
！
）
へ

と
教
導
す
る
規
範
的
な
力
が
作
動
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
本
出
現
に
か
か
わ
る

神
話
的
歴
史
は
、『
七
十
年
史
』
に
お
い
て
社
会
・
経
済
史
的
な
説
明
と
並
置

さ
れ
な
が
ら
も
、「
現
実
」
の
歴
史
と
は
異
な
る
次
元
の
物
語
と
し
て
、
い
わ

ば
ゲ
ッ
ト
ー
化
さ
れ
た
形
で
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
民
衆
宗
教

史
研
究
者
が
抱
え
る
現
実
に
か
ん
す
る
認
識
の
貧
困
さ
が
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

平
和
主
義
思
想
や
第
二
次
大
本
事
件
の
原
因
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、

村
上
流
の
民
衆
宗
教
史
が
抱
え
る
暴
力
性
が
露
骨
に
表
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
討
議
の
場
で
は
、
民
衆
宗
教
史
研
究
が
自
己
形
成
す
る
際
に
、
民
衆
宗

教
と
い
う
〝
素
材
〞
を
ど
の
よ
う
に
眼
差
し
、
い
か
に
加
工
し
て
き
た
の
か
が
、

戯
画
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
語
り
だ
さ
れ
る
の
だ
。
鈴
木
良
、
前
島
不
二
雄
、
安

丸
良
夫
の
介
入
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
上
田
や
佐
木
、
村

上
の
描
く
民
衆
宗
教
の
物
語
は
、
大
本
の
底
流
に
あ
る
と
さ
れ
る
平
和
主
義

思
想
や
異
端
性
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
戦
争
肯
定
の
言
説
や
昭
和
神
聖
会
運
動

の
よ
う
に
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
思
想
や
実
践
を
大
本
の
「
本
質
」
か
ら
切
り
離

そ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
民
衆
宗
教
の
過
剰
な
物
語
は
「
客
観
的
」
な

科
学
と
し
て
の
見
か
け
を
食
い
破
っ
て
い
く
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
際
、
大
本
の

「
本
質
」
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
る
の
は
、
絶
対
的
な
敵
役
と

し
て
の
国
家
的
弾
圧
機
構
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
特
高
警
察
と
戦
後
民
衆
宗
教
史

研
究
は
背
中
合
わ
せ
で
互
い
を
支
え
あ
う
と
い
う
、
奇
妙
な
相
互
依
存
の
関
係

を
形
成
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。

　

だ
が
こ
の
こ
と
は
、
栄
二
の
問
題
で
も
あ
る
。
王
仁
三
郎
晩
年
の
平
和
思
想

に
自
ら
の
基
盤
を
置
き
、
絶
対
平
和
主
義
の
宗
教
と
し
て
の
大
本
観
を
掲
げ
よ

う
と
す
る
彼
に
と
っ
て
は
、
村
上
ら
が
語
る
歴
史
は
き
わ
め
て
都
合
の
よ
い
も

の
だ
っ
た
。
戦
前
に
お
け
る
大
本
の
多
様
な
運
動
展
開
の
背
後
に
、
大
本
に
お

け
る
不
変
の
「
本
質
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
大
本
の
一
貫
し
た

歴
史
の
延
長
線
上
に
、
自
ら
の
平
和
運
動
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
運
動
／
本
質
の
二
元
的
把
握
に
は
落
と
し
穴
が
あ
る
。
平
和

主
義
や
異
端
性
と
い
っ
た
物
語
に
沿
わ
な
い
思
想
や
実
践

―
と
り
わ
け
そ
れ

は
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
に
集
中
的
に
現
れ
る

―
を
、
大
本
の
「
本
質
」
か

ら
分
離
さ
せ
て
語
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
身
を
投
じ
た
人
び
と
の
経
験
は
、
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
出
口
伊
佐
男
が
戦
後
に
い
た
っ
て
も
第
二
次
大
本
事
件
誤
解
説
を

な
に
ほ
ど
か
保
持
し
つ
づ
け
て
い
た
の
は
、
彼
が
昭
和
神
聖
会
な
ど
大
本
の
運



164　

動
の
国
家
主
義
的
側
面
を
内
面
化
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
本
質
」

で
あ
る
か
ど
う
か
に
は
か
か
わ
り
な
く
、
大
本
の
歴
史
を
構
成
し
て
き
た
重
要

な
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
彼
の
経
験
は
、
上
田
や
村
上
ら

に
よ
っ
て
固
く
構
築
さ
れ
た
民
衆
宗
教
史
の
物
語
を
相
対
化
す
る
ほ
ど
の
こ
と

ば
を
も
ち
え
な
か
っ
た
。
現
在
で
も
、
必
然
説
の
「
客
観
的
」
な
妥
当
性
は
、

と
り
あ
え
ず
揺
る
が
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、「
本
質
」
を
中
心
と
し
た
滑
ら
か

な
物
語
を
構
成
す
る
よ
り
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
が
生
み
出
す
不
協
和
音
に
耳

を
傾
け
る
と
こ
ろ
か
ら
、
大
本
の
未
来
を
展
望
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
は
、
栄
二
が
教
内
の
支
持
を
失
い
（
も
ち
ろ
ん
、
彼
を
支
持
し
つ
づ

け
た
人
び
と
も
い
る
の
だ
が
）、
一
九
六
二
年
の
路
線
転
換
へ
と
い
た
る
過
程
と

も
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
栄
二
へ
の
反
発
が
、
彼
の
「
政
治
化
」
に

由
来
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
そ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
の
が
、
彼
の

直
線
的
な
大
本
史
観
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
本
質
」
と
し
て
の
平
和
主

義
や
異
端
性
に
回
収
し
き
れ
な
い
事
柄
に
向
き
合
わ
な
い
こ
と
は
、
そ
こ
に
自

ら
の
実
存
を
か
け
た
人
び
と
に
向
き
合
わ
な
い
こ
と
に
つ
な
が
る
。
栗
原
彬
と

の
対
談
で
栄
二
自
身
が
反
省
の
弁
を
口
に
し
た
よ
う
に
、
平
和
運
動
へ
と
突
出

し
て
い
く
際
に
、
彼
は
そ
う
し
た
活
動
へ
の
戸
惑
い
を
覚
え
る
人
び
と
の
声
に

耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
「
せ
ま
い
意
味
で
の
国
家
主

義
的
見
地
」
や
「
せ
ま
い
意
味
の
神
秘
主
義
的
見
地
」
な
の
で
あ
り
、
啓
蒙
に

よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
べ
き
考
え
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
見
方
を
変
え

れ
ば
そ
れ
は
、
平
和
運
動
の
方
法
の
根
本
的
な
再
考
を
迫
る
重
要
な
契
機
と
し

て
受
け
と
め
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、
同
様
の
問
題
は
、
大
本
七
十
年

の
歴
史
を
め
ぐ
る
討
議
に
も
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
（『
七
十
年
史
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、
一
九
八
〇
年
に
起

こ
っ
た
大
本
教
団
の
分
裂
問
題
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
と
き
、
栄
二
と
そ

の
妻
・
直
美
を
中
心
と
し
た
大
本
信
徒
連
合
会
と
、
伊
佐
男
の
息
子
で
あ
る
出
口
和

明
を
中
心
と
し
た
愛
善
苑
が
大
本
か
ら
分
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
上
に
の
べ
た
よ
う

な
一
九
六
〇
年
代
以
来
の
対
立
が
、
こ
の
分
裂
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
た

し
か
だ
ろ
う
。
だ
が
、
一
九
八
〇
年
の
分
裂
の
過
程
に
は
、
そ
う
し
た
対
立
に
は
還

元
で
き
な
い
複
雑
な
力
学
が
働
い
て
お
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
個
の
問
い
が

立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
論
述
は
、
い
か
な
る
意
味

で
も
大
本
教
団
分
裂
の
原
因
を
探
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
し
、
現
在
の
各

団
体
に
た
い
す
る
価
値
判
断
を
意
図
す
る
も
の
で
も
な
い
。）

　

繰
り
か
え
す
が
、
私
が
編
纂
事
業
に
こ
だ
わ
る
の
は
、『
七
十
年
史
』
の
不

備
や
問
題
性
を
数
え
上
げ
て
、
そ
れ
ら
を
克
服
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
物
語
を
構

築
す
る
た
め
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
歴
史
的
経
験
と
し
て
の
編
纂
会
討
議

に
お
い
て
生
起
し
た
出
来
事
を
、
教
団
史
作
成
の
一
段
階
へ
と
切
り
縮
め
る
の

で
は
な
く
、
歴
史
叙
述
と
い
う
実
践
の
社
会
的
位
相
に
つ
い
て
再
考
し
、
秩
序

づ
け
ら
れ
た
物
語
に
亀
裂
を
入
れ
る
た
め
の
契
機

―
協
働
の
潜
勢
的
な
効
果

―
と
し
て
位
置
づ
け
な
お
す
こ
と
で
あ
る
。『
七
十
年
史
』
に
お
け
る
信
仰

当
事
者
と
民
衆
宗
教
史
研
究
の
協
働
は
、
完
全
に
成
功
し
た
と
は
い
え
な
い
が
、
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い
や
、
未
完
成
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
い
ま
も
振
り
か
え
る
べ
き
も
の
で
あ
り
つ

づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
討
議
と
か
、
討
議
を
め
ぐ
る
分
析
と

い
っ
た
よ
う
な
、
お
よ
そ
体
系
性
を
欠
い
た
言
語
行
為
が
、
歴
史
実
践
と
し
て

の
位
置
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

注（
１
）  

田
辺
繁
治
『
生
き
方
の
人
類
学

│
実
践
と
は
何
か
』
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
、

八
一
頁
。

（
２
）  

島
薗
進
「
天
理
教
研
究
史
試
論

│
発
生
過
程
に
つ
い
て
」『
日
本
宗
教
史
研
究

年
報
』
三
号
、
一
九
八
〇
年
、
一
〇
二
頁
。

（
３
）  

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
『
ル
ー
ツ

│
二
〇
世
紀
後
期
の
旅
と
翻
訳
』
毛

利
嘉
孝
ほ
か
訳
、
月
曜
社
、
二
〇
〇
二
年
（
原
著
一
九
九
七
年
）、
七
二
頁
。

（
４
）  

古
谷
嘉
章
『
異
種
混
淆
の
近
代
と
人
類
学

│
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
コ
ン
タ
ク

ト
・
ゾ
ー
ン
か
ら
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
一
年
、
二
七
四
頁
。

（
５
）  

く
だ
ら
な
い
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
研
究
者
個
人
の
倫
理

性
と
か
、
史
料
提
供
者
た
る
教
団
な
ど
に
き
ち
ん
と
し
た
礼
儀
を
通
し
た
と
か
、
通

さ
な
か
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
話
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
あ
く
ま
で
歴
史
記
述
と
い

う
制
度
・
実
践
自
体
の
拠
っ
て
た
つ
基
盤
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。

（
６
）  

た
と
え
ば
色
川
大
吉
『
明
治
の
文
化
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
（
原
著

一
九
七
〇
年
）、
参
照
。

（
７
）  

小
口
偉
一
ほ
か
「
座
談
会　

日
本
近
代
史
に
重
要
な
役
割

│
「
大
本
七
十
年

史
」
完
成
の
意
義
」『
お
ほ
も
と
』
一
九
巻
一
〇
号
、
一
九
六
七
年
、
五
一
頁
。

（
８
）  

安
丸
良
夫
「
榮
二
先
生
の
思
い
出
」『
愛
善
世
界
』
二
八
六
号
、
二
〇
〇
七
年
、

四
九
頁
。

（
９
）  

井
上
順
孝
ほ
か
編
『
新
宗
教
事
典
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
に
拠
っ
て

要
約
し
た
。

（
10
）  

梅
棹
忠
夫
「
日
本
探
検
（
二
）

│
綾
部
・
亀
岡　

大
本
教
と
世
界
連
邦
」『
中

央
公
論
』
七
五
巻
三
号
、
一
九
六
〇
年
。

（
11
）  

大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
『
大
本
七
十
年
史
資
料
（
討
議
の
記
録
） 

第
一
回
〜
第

四
回
総
会
に
お
け
る
討
議
の
記
録
（
抄
）
そ
の
一
』
一
九
六
一
年
、
八
八
│
八
九
頁
。

（
12
）  

出
口
栄
二
、
栗
原
彬
「
人
類
平
和
の
基
盤
を
求
め
て

│
現
在
ま
で
」
出
口
栄

二
記
念
出
版
刊
行
会
編
『
出
口
栄
二
選
集　

第
四
巻
』
講
談
社
、
一
九
七
九
年
、

三
八
六
頁
。

（
13
）  

二
〇
一
〇
年
七
月
二
〇
日
、
亀
岡
・
大
本
本
部
に
お
け
る
若
本
三
晴
氏
へ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
。

（
14
）  

以
下
、
大
本
七
十
年
史
資
料
の
引
用
に
際
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
略
し
て
表
記

す
る
。

　
　
　

大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
『
大
本
七
十
年
史
資
料
（
討
議
の
記
録
） 

第
一
回
〜
第

四
回
総
会
に
お
け
る
討
議
の
記
録
（
抄
）
そ
の
一
』
一
九
六
一
年
⇩
『
資
料
・
第

一
回
〜
第
四
回
総
会
』、
大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
『
大
本
七
十
年
史
資
料
（
討
議

の
記
録
） 

第
五
回
第
六
回
総
会
に
お
け
る
討
議
の
記
録
（
抄
）
そ
の
二
』
一
九
六
一

年
⇩
『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
『
大
本
七
十
年

史
資
料
（
原
稿
と
討
議
の
記
録
）
序
説
』
一
九
六
九
年
⇩
『
資
料
・
序
説
』、
大
本

七
十
年
史
編
纂
会
編
『
大
本
七
十
年
史
資
料
（
原
稿
と
討
議
の
記
録
）
第
一
篇
二

章　

大
本
の
発
端
』
一
九
六
九
年
⇩
『
資
料
・
発
端
』、
大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編

『
大
本
七
十
年
史
資
料
（
原
稿
と
討
議
の
記
録
）
第
一
篇
六
章　

出
修
』
一
九
六
九

年
⇩
『
資
料
・
出
修
』、
大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
『
大
本
七
十
年
史
資
料
（
原
稿

と
討
議
の
記
録
） 

第
六
篇
一
章　

第
二
次
大
本
事
件
の
原
因
』
一
九
六
九
年
⇩
『
資

料
・
原
因
』。

（
15
）  

『
資
料
・
第
一
回
〜
第
四
回
総
会
』、
八
八
│
八
九
頁
。

（
16
）  

出
口
栄
二
、
出
口
和
明
「
故
郷
・
青
春
・
信
仰

│
敗
戦
ま
で
」、
出
口
栄
二
、

栗
原
彬
「
平
和
運
動
の
中
で

│
昭
和
三
十
七
年
ま
で
」、
出
口
、
栗
原
前
掲
「
人
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類
平
和
の
基
盤
を
求
め
て
」
前
掲
『
出
口
栄
二
選
集　

第
四
巻
』。

（
17
）  

出
口
栄
二
、
出
口
和
明
前
掲
「
故
郷
・
青
春
・
信
仰
」、
二
五
三
頁
。

（
18
）  
出
口
栄
二
、
出
口
和
明
前
掲
「
故
郷
・
青
春
・
信
仰
」、
二
五
八
頁
。

（
19
）  
出
口
栄
二
、
出
口
和
明
前
掲
「
故
郷
・
青
春
・
信
仰
」、
二
六
七
頁
。

（
20
）  

出
口
栄
二
、
出
口
和
明
前
掲
「
故
郷
・
青
春
・
信
仰
」、
二
七
七
頁
。

（
21
）  

出
口
、
栗
原
前
掲
「
人
類
平
和
の
基
盤
を
求
め
て
」、
三
〇
八
頁
。

（
22
）  

出
口
、
栗
原
前
掲
「
人
類
平
和
の
基
盤
を
求
め
て
」、
三
三
〇
│
三
三
二
頁
。

（
23
）  

出
口
、
栗
原
前
掲
「
人
類
平
和
の
基
盤
を
求
め
て
」、
三
一
二
頁
。

（
24
）  

出
口
栄
二
、
出
口
和
明
前
掲
「
故
郷
・
青
春
・
信
仰
」、
二
七
四
頁
。

（
25
）  

出
口
栄
二
、
出
口
和
明
前
掲
「
故
郷
・
青
春
・
信
仰
」、
二
八
五
頁
。

（
26
）  

出
口
栄
二
、
出
口
和
明
前
掲
「
故
郷
・
青
春
・
信
仰
」、
二
九
二
│
二
九
三
頁
。

（
27
）  

出
口
栄
二
ほ
か
「
世
界
経
綸
の
鼓
動
を
聴
き
つ
つ

│
今
年
の
大
本
運
動
の
回

顧
」『
お
ほ
も
と
』
一
九
六
〇
年
一
二
月
号
、
二
一
頁
。

（
28
）  

出
口
ほ
か
前
掲
「
世
界
経
綸
の
鼓
動
を
聴
き
つ
つ
」、
二
二
頁
。

（
29
）  

出
口
ほ
か
前
掲
「
世
界
経
綸
の
鼓
動
を
聴
き
つ
つ
」、
二
六
│
二
七
頁
。

（
30
）  

出
口
ほ
か
前
掲
「
世
界
経
綸
の
鼓
動
を
聴
き
つ
つ
」、
二
一
頁
。

（
31
）  

出
口
ほ
か
前
掲
「
世
界
経
綸
の
鼓
動
を
聴
き
つ
つ
」、
二
四
頁
。

（
32
）  

出
口
ほ
か
前
掲
「
世
界
経
綸
の
鼓
動
を
聴
き
つ
つ
」、
二
七
頁
。

（
33
）  

出
口
、
栗
原
前
掲
「
平
和
運
動
の
中
で
」、
三
三
九
頁
。

（
34
）  

出
口
、
栗
原
前
掲
「
平
和
運
動
の
中
で
」、
三
五
五
頁
。

（
35
）  

出
口
伊
佐
男
は
、「
う
ち
ま
る
」「
宇
知
麿
」
と
改
名
す
る
時
期
が
あ
る
が
、
本
稿

で
は
煩
を
避
け
て
、
便
宜
的
に
伊
佐
男
の
名
で
統
一
し
て
表
記
す
る
。

（
36
）  

上
田
正
昭
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
再
発
見
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年
、

参
照
。

（
37
）  

大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
『
大
本
七
十
年
史　

上
巻
』
宗
教
法
人
大
本
、

一
九
六
四
年
、
五
頁
。

（
38
）  

『
資
料
・
序
説
』、
一
三
四
頁
。

（
39
）  

井
上
順
孝
ほ
か
『
新
宗
教
研
究
調
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
一

年
、
参
照
。

（
40
）  

島
薗
進
「
民
衆
宗
教
か
、
新
宗
教
か
」『
江
戸
の
思
想
』
一
号
、
一
九
九
五
年
、

一
六
二
頁
。

（
41
）  

村
上
重
良
『
近
代
民
衆
宗
教
史
の
研
究
〔
改
版
〕』
法
藏
館
、
一
九
七
二
年
、

二
四
八
頁
。

（
42
）  

林
淳
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
宗
教
・
文
化
論

│
『
中
外
日
報
』
の
座
談
会
を
中
心

に
」
磯
前
順
一
、
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
編
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
経
験

│

1930‒40

年
代
日
本
の
歴
史
学
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
参
照
。

（
43
）  

『
資
料
・
序
説
』、
一
〇
三
頁
。

（
44
）  

佐
木
秋
夫
『
新
興
宗
教

│
そ
れ
を
め
ぐ
る
現
代
の
条
件
』
青
木
書
店
、

一
九
六
〇
年
、
九
三
│
九
四
頁
。

（
45
）  

佐
木
前
掲
『
新
興
宗
教
』、
二
一
五
頁
。

（
46
）  

『
資
料
・
序
説
』、
一
四
三
│
一
四
四
頁
。

（
47
）  

永
岡
崇
「
歴
史
の
記
述
と
憑
依

│
飯
降
伊
蔵
の
「
お
さ
し
づ
」
と
親
神
共

同
体
を
め
ぐ
っ
て
」
川
村
邦
光
編
『
憑
依
の
近
代
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
青
弓
社
、

二
〇
〇
七
年
、
参
照
。

（
48
）  

こ
う
し
た
立
場
は
後
に
安
丸
良
夫
『
出
口
な
お
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
七
年
）

に
お
い
て
、
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
た
形
で
打
ち
出
さ
れ
る
。
永
岡
崇
「
安
丸
良
夫
と

「
民
衆
」
の
原
像

│
『
出
口
な
お
』
に
つ
い
て
」『
大
阪
大
学
日
本
学
報
』
二
五
号
、

二
〇
〇
六
年
、
参
照
。

（
49
）  

『
資
料
・
第
一
回
〜
第
四
回
総
会
』、
四
五
頁
。

（
50
）  

『
資
料
・
第
一
回
〜
第
四
回
総
会
』、
四
七
頁
。

（
51
）  
『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
四
頁
。

（
52
）  
『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
五
│
六
頁
。

（
53
）  

『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
八
│
九
頁
。

（
54
）  

大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
前
掲
『
大
本
七
十
年
史　

上
巻
』、
九
六
―
九
七
頁
。
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（
55
）  
『
資
料
・
発
端
』、
二
五
頁
。

（
56
）  
『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
四
頁
。

（
57
）  

大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
前
掲
『
大
本
七
十
年
史　

上
巻
』、
九
五
頁
。

（
58
）  

保
苅
実
の
刺
激
的
な
著
作
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

│
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
歴
史
実
践
』（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）

が
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
神
話
的
歴
史
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
言
及
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
（
こ
こ
で
い
う
「
言
及
す
る
」
と
は
、
た
ん
に
「
思
考
す
る
」
こ

と
と
は
異
な
る
事
態
で
あ
る
）。
保
苅
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
・
ア
ボ
リ

ジ
ニ
の
人
び
と
が
語
る
超
自
然
的
な
歴
史
物
語

│
「
白
人
に
大
地
が
罰
を
与
え

た
」
と
い
っ
た
よ
う
な

│
を
い
か
に
受
け
と
め
る
か
、
と
い
う
困
難
な
問
い
を
提

起
す
る
。
保
苅
は
、「
文
化
相
対
主
義
と
か
異
文
化
尊
重
と
か
を
ち
ゃ
ん
と
実
践
で

き
る
」「
い
ま
ど
き
の
学
者
さ
ん
た
ち
」
は
、
こ
う
し
た
歴
史
物
語
を
拍
手
喝
采
し

て
「
受
け
入
れ
る
」
だ
ろ
う
と
し
つ
つ
、
彼
ら
が
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
語
り
を
「
メ
タ

フ
ァ
ー
」
と
し
て
「
尊
重
」
す
る
だ
け
な
ら
ば
、「
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
信
念
体
系
の
一

方
的
で
暴
力
的
な
領
有
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
厳
し
く
批
判
す
る
（
一
四
│
一
六

頁
）。
こ
れ
に
た
い
し
て
保
苅
が
提
起
し
た
の
は
、「
あ
な
た
の
経
験
を
深
く
共
有
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
あ
な
た
の
真
摯
な
経
験

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
分
か
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
あ
な
た
の
歴
史
経
験
と
私
の
歴

史
理
解
と
の
あ
い
だ
の
接
続
可
能
性
や
共
奏
可
能
性
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え
て
い

き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
、「
ギ
ャ
ッ
プ
ご
し
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
っ
た

（
二
七
頁
）。
こ
の
書
物
に
お
い
て
、
保
苅
の
意
図
す
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

が
成
功
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
、
彼
の
提
起
し
た
問

い
の
重
要
性
を
い
さ
さ
か
も
減
ず
る
も
の
で
は
な
い
。

（
59
）  

『
資
料
・
序
説
』、
一
三
五
頁
。

（
60
）  

『
資
料
・
出
修
』、
一
二
六
頁
。

（
61
）  

『
資
料
・
出
修
』、
一
二
八
│
一
二
九
頁
。

（
62
）  

『
資
料
・
出
修
』、
一
二
九
│
一
三
六
頁
。

（
63
）  

『
資
料
・
出
修
』、
一
三
二
│
一
三
三
頁
。
こ
の
伊
佐
男
の
発
言
は
、「〔
明
治
期
の

王
仁
三
郎
の
著
作
で
あ
る
、
引
用
者
註
〕『
道
の
大
本
』
と
か
『
道
の
栞
』
な
ど
を

見
る
と
、
ち
ょ
こ
っ
、
ち
ょ
こ
っ
と
、
戦
争
は
悪
い
ん
じ
ゃ
と
か
、
は
っ
き
り
と
出

て
い
る
。
そ
う
い
う
思
想
は
ず
っ
と
持
ち
つ
づ
け
て
一
貫
さ
れ
と
っ
た
ん
や
な
い
か

と
思
い
ま
す
ね
」
と
い
う
、
栗
原
彬
と
の
対
談
に
お
け
る
栄
二
の
発
言
（
出
口
、
栗

原
前
掲
「
平
和
運
動
の
中
で
」、
三
〇
六
頁
）
と
も
符
合
し
、
こ
こ
で
は
両
者
の
考

え
が
一
致
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
64
）  

『
資
料
・
出
修
』、
一
三
三
頁
。

（
65
）  

『
資
料
・
出
修
』、
一
三
三
頁
。

（
66
）  

『
資
料
・
出
修
』、
一
三
七
頁
。

（
67
）  

『
資
料
・
出
修
』、
一
三
三
頁
。

（
68
）  

『
資
料
・
出
修
』、
一
三
九
頁
。

（
69
）  

大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
前
掲
『
大
本
七
十
年
史　

上
巻
』、
二
七
五
│
二
七
六

頁
。

（
70
）  

『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
二
五
四
│
二
五
五
頁
。

（
71
）  

前
島
不
二
雄
「
軍
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
と
大
本
教
」『
日
本
史
研
究
』
七
五
号
、

一
九
六
四
年
、
六
三
頁
。

（
72
）  

『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
二
五
六
頁
。

（
73
）  

大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
『
大
本
七
十
年
史　

下
巻
』
宗
教
法
人
大
本
、

一
九
六
七
年
、
六
四
四
│
六
四
五
頁
。

（
74
）  

『
資
料
・
出
修
』、
一
三
七
│
一
三
八
頁
。

（
75
）  

『
資
料
・
第
一
回
〜
第
四
回
総
会
』、
八
七
頁
。

（
76
）  

杭
迫
軍
二
『
白
日
の
下
に

│
大
本
事
件
の
真
相
』
日
刊
労
働
通
信
社
、

一
九
七
一
年
、
参
照
。

（
77
）  
大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
前
掲
『
大
本
七
十
年
史　

下
巻
』、
七
〇
八
│
七
〇
九

頁
。

（
78
）  

二
〇
一
〇
年
七
月
二
〇
日
、
亀
岡
・
大
本
本
部
に
お
け
る
若
本
三
晴
氏
へ
の
イ
ン
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タ
ビ
ュ
ー
。

（
79
）  

小
山
昇
「
可
愛
い
子
に
は
旅

│
第
二
次
事
件
の
教
え
る
も
の
」『
神
の
国
』

一
九
五
二
年
二
月
号
、
三
木
善
建
ほ
か
「
嵐
の
中
の
金
字
塔
」『
お
ほ
も
と
』

一
九
五
七
年
八
月
号
、
出
口
栄
二
ほ
か
「
昭
和
十
年
十
二
月
八
日

│
大
本
事
件
の

真
相
」『
お
ほ
も
と
』
一
九
五
八
年
一
二
月
号
。

（
80
）  

出
口
ほ
か
前
掲
「
昭
和
十
年
十
二
月
八
日
」、
四
一
頁
。

（
81
）  

小
山
前
掲
「
可
愛
い
子
に
は
旅
」、
四
七
頁
。

（
82
）  

小
山
前
掲
「
可
愛
い
子
に
は
旅
」、
四
八
頁
。

（
83
）  

『
資
料
・
第
一
回
〜
第
四
回
総
会
』、
九
九
頁
。

（
84
）  

『
資
料
・
第
一
回
〜
第
四
回
総
会
』、
一
〇
〇
頁
。

（
85
）  

大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
前
掲
『
大
本
七
十
年
史　

下
巻
』、
七
〇
八
│
七
一
〇

頁
。

（
86
）  

大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
前
掲
『
大
本
七
十
年
史　

下
巻
』、
七
一
〇
頁
。

（
87
）  

大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
前
掲
『
大
本
七
十
年
史　

下
巻
』、
七
〇
九
頁
。

（
88
）  

『
資
料
・
原
因
』、
二
〇
頁
。

（
89
）  

『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
二
三
六
頁
。

（
90
）  

『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
二
三
九
頁
。

（
91
）  

『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
二
四
一
│
二
四
二
頁
。

（
92
）  

『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
二
四
二
頁
。

（
93
）  

『
資
料
・
原
因
』、
二
一
│
二
四
頁
。
と
こ
ろ
で
小
島
伸
之
は
、
第
二
次
大
本
事
件

を
ふ
く
む
特
高
の
宗
教
取
締
に
か
ん
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
、〈
戦
前
の
我
が
国

の
国
家
権
力
＝
悪
〉
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
国
家
（
政
府
）
が
異
端
と
し
て
の
宗

教
（
教
団
）
を
弾
圧
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
し
た
う
え
で
、

『
特
高
月
報
』
に
お
け
る
大
本
に
か
ん
す
る
記
事
を
読
み
な
お
し
、
皇
道
大
本
の
取

締
は
異
端
取
締
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
運
動
の
極
み
と
し
て
の
革
命
運
動
取
締
で

あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
（「
特
別
高
等
警
察
に
よ
る
信
教
自
由
制
限
の
論
理

│

皇
道
大
本
と
ひ
と
の
み
ち
教
団
「
不
敬
事
件
」
の
背
後
に
あ
る
も
の
」『
宗
教
と
社

会
』
一
四
号
、
二
〇
〇
八
年
）。
し
か
し
、
こ
こ
で
検
討
し
て
い
る
討
議
記
録
を
み

れ
ば
、
小
島
の
主
張
す
る
よ
う
な
内
容
は
、
大
本
七
十
年
史
編
纂
会
に
お
い
て
は
む

し
ろ
自
明
の
事
柄
で
あ
り
、
議
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
そ
の
こ
と
を
ど

の
よ
う
に
解
釈
し
、『
七
十
年
史
』
の
立
場
と
し
て
打
ち
だ
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
94
）  

『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
二
三
二
頁
。

（
95
）  

『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
二
三
八
頁
。

（
96
）  

『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
二
五
七
頁
。

（
97
）  

『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
二
四
一
頁
。

（
98
）  

大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
前
掲
『
大
本
七
十
年
史　

下
巻
』、
六
一
五
頁
。

（
99
）  

『
資
料
・
第
一
回
〜
第
四
回
総
会
』、
九
一
頁
。

（
100
）  

『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
二
三
六
頁
。

（
101
）  

『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
二
四
二
│
二
四
三
頁
。

（
102
）  

『
資
料
・
第
五
回
第
六
回
総
会
』、
二
五
四
│
二
五
五
頁
。

（
103
）  

前
島
前
掲
「
軍
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
と
大
本
教
」、
七
八
頁
。

（
104
）  

出
口
、
栗
原
前
掲
「
人
類
平
和
の
基
盤
を
求
め
て
」、
参
照
。

（
105
）  

道
場
親
信
『
占
領
と
平
和

│
〈
戦
後
〉
と
い
う
経
験
』
青
土
社
、
二
〇
〇
五
年
、

三
四
二
頁
。

（
106
）  

道
場
前
掲
『
占
領
と
平
和
』、
四
二
三
頁
。

（
107
）  

道
場
前
掲
『
占
領
と
平
和
』、
四
二
六
頁
。

（
108
）  

出
口
直
日
「
私
の
ね
が
い
」
一
九
六
二
年
（
大
本
本
部
製
作
『
教
主
御
教
示
集

│
出
口
直
日
教
主
』
天
声
社
、
二
〇
〇
八
年
、
七
六
│
七
七
頁
よ
り
引
用
）。

（
109
）  

大
本
七
十
年
史
編
纂
会
編
前
掲
『
大
本
七
十
年
史　

下
巻
』、
参
照
。

（
110
）  

出
口
虎
雄
ほ
か
「
重
点
は
祭
・
教
と
宣
教

│
新
体
制
を
聞
く
」『
お
ほ
も
と
』

一
九
六
二
年
一
二
月
号
、
三
八
頁
。

（
111
）  
出
口
ほ
か
前
掲
「
重
点
は
祭
・
教
と
宣
教
」、
三
九
│
四
〇
頁
。

（
112
）  

出
口
ほ
か
前
掲
「
重
点
は
祭
・
教
と
宣
教
」、
四
四
頁
。
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（
113
）  

出
口
、
栗
原
前
掲
「
人
類
平
和
の
基
盤
を
求
め
て
」、
三
八
八
頁
。

（
114
）  
出
口
直
日
「『
大
本
七
十
年
史
』
完
成
の
喜
び
」
一
九
六
七
年
（
大
本
本
部
製
作

前
掲
『
教
主
御
教
示
集
』、
一
五
二
│
一
五
三
頁
よ
り
引
用
）。

（
115
）  

二
〇
一
〇
年
七
月
二
〇
日
、
亀
岡
・
大
本
本
部
に
お
け
る
若
本
三
晴
氏
へ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
。

（
116
）  

二
〇
一
〇
年
七
月
二
〇
日
、
亀
岡
・
大
本
本
部
に
お
け
る
若
本
三
晴
氏
へ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
。

（
117
）  

二
〇
一
〇
年
七
月
二
〇
日
、
亀
岡
・
大
本
本
部
に
お
け
る
若
本
三
晴
氏
へ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
。

（
118
）  

安
丸
前
掲
「
榮
二
先
生
の
思
い
出
」、
五
〇
頁
。

（
119
）  

R
ussell T. M

cC
utcheon, “It’s a L

ie. T
here’s N

o Truth in It! It’s a Sin! : 

O
n the L

im
its of the H

um
anistic Study of R

eligion and the C
osts of Saving 

O
thers from

 T
hem

selves”, in : Journal of the A
m

erican A
cadem

y of R
eligion 

(74/3), 2006.

（
120
）  

冨
山
一
郎
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
た
ち

│
具
体
に
差
し
戻
す
と
い
う
こ
と
」
石
塚
道
子

ほ
か
編
『
ポ
ス
ト
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
人
類
学
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
三
四
四

頁
。

付
記

　

本
稿
作
成
に
は
、
若
本
三
晴
氏
、
安
丸
良
夫
氏
に
よ
る
証
言
、
お
よ
び
大
本
七
十
年
史

編
纂
会
討
議
記
録
の
閲
覧
な
ど
に
か
ん
す
る
宗
教
法
人
大
本
本
部
・
教
学
研
鑽
所
の
ご
協

力
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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日
本
発
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
巡
っ
て
交
錯
す
る
／
せ
め
ぎ
あ
う
境
界

│
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
「
日
本
マ
ニ
ア
の
幾
つ
か
の
肖
像
」
へ
の
コ
メ
ン
ト
分
析

│
山 

本 

冴 

里

  

一　

問
題
の
設
定

　

近
年
、
移
動
の
日
常
化
や
大
量
化
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
結
ば
れ
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
な
ど
に
よ
っ
て
、「
こ
こ
」
と
「
あ
そ
こ
」
を
区
切
る
様
々
な
境
界
が

消
失
し
つ
つ
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
赤
坂
（2002: 13

）
は
こ
れ
を
、「
あ
ら
ゆ
る

境
界
の
自
明
性
が
喪
わ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
」「
境
界
が
溶
け
て
ゆ
く
時
代
」

と
描
写
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
境
界
の
前
景
化
・
強
化
も
指
摘
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
た
び
た
び
前
景
化
・
強
化
が
言
わ
れ
る
境
界
の
一
つ
が
、
国
家

と
い
う
枠
組
み
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
や
文
化
に
関
し
て
も
、「
国
民
文
化
や
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
ブ
ラ
ン
ド
が
相
互
に
認
識
さ
れ
、
売
り
出
さ
れ
、
消
費
さ
れ
る
」

よ
う
に
な
り
、「
国
家
も
そ
こ
に
積
極
的
に
参
与
せ
ん
と
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
文

化
の
制
作
・
輸
出
奨
励
政
策
を
立
ち
上
げ
」
て
い
る
こ
と
が
、
岩
渕
（2007, 

2009

）
等
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

現
在
の
日
本
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
奨
励
政
策
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
「
メ

デ
ィ
ア
文
化
」
の
中
心
に
あ
る
の
が
、
漫
画
や
ア
ニ
メ
を
中
心
と
す
る
ポ
ッ
プ

カ
ル
チ
ャ
ー
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ア
ニ
メ
、
漫
画
、
ゲ
ー
ム
、
Ｊ
―

Ｐ
Ｏ
Ｐ

の
ほ
か
、
関
連
す
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
食
文
化（

１
）と

い
っ
た
日
本
発
の
ポ
ッ
プ
カ

ル
チ
ャ
ー
の
総
称
と
し
て
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
用
い
る
。

　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
に
対
す
る
評
価
や
位
置
づ
け
は
、
親
子
間
か
ら
社
会
・
国
家
レ
ベ
ル

ま
で
様
々
な
次
元
で
の
争
点
と
な
っ
て
い
る（

２
）。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
議
論
に
は

頻
繁
に
Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
誰
の
も
の
か
／
誰
の
も
の
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
線
引
き
の

要
素
が
入
っ
て
く
る
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
巡
っ

て
交
錯
す
る
／
せ
め
ぎ
あ
う
境
界
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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二　

本
稿
の
構
成

　

本
稿
は
、
以
下
三
段
階
の
構
成
を
と
る
。
ま
ず
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
日
本
政
府
が
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
記
述
す
る
。
次
に
例
と
し

て
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
番
組 «｠Plusieurs portraits de Japan-

m
aniac »

（
日
本
マ
ニ
ア
の
幾
つ
か
の
肖
像
）
に
お
け
る
境
界
の
線
引
き
を
描
く
。

最
後
に
同
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
寄
せ
ら
れ
た
多
言
語
で
の
コ
メ
ン
ト
を
分
析
し
、

Ｊ
Ｐ
Ｃ
が
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
に
結
び
付
け
ら
れ
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
巡
っ
て
ど
の
よ

う
な
線
引
き
が
あ
っ
た
の
か
を
論
じ
る
。

三　
Ｊ
Ｐ
Ｃ
と
日
本
政
府
の
政
策

　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
国
外
で
の
人
気
は
一
九
六
〇
年
代
に
端
を
発
す
る
が（

３
）、

日
本
が
政

府
と
し
て
本
格
的
に
そ
の
保
護
・
振
興
に
手
を
つ
け
た
の
は
、
二
〇
〇
二
年
に

知
的
財
産
戦
略
会
議
が
開
催
さ
れ
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
る
。
翌
二
〇
〇
三
年

に
は
そ
の
発
展
的
解
消
の
形
で
、
内
閣
に
知
的
財
産
戦
略
本
部
が
設
置
さ
れ
た（

４
）。

知
的
財
産
戦
略
本
部
は
「
内
外
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
我
が
国
産

業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
こ
と
の
必
要
性
が
増
大
し
て
い
る
状
況
に
か

ん
が
み
、
知
的
財
産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
施
策
を
集
中
的
か
つ

計
画
的
に
推
進
す
る（

５
）」

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
課
題
内

容
は
、
研
究
開
発
特
許
の
保
護
等
を
も
含
む
全
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

二
〇
〇
四
年
の
五
月
に
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
等
に
焦
点
化
さ
れ
た
「
コ
ン
テ
ン
ツ
の
創

造
、
保
護
及
び
活
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
が
成
立
し
た
。

　

二
〇
一
〇
年
か
ら
は
、
知
的
財
産
戦
略
本
部
内
に
コ
ン
テ
ン
ツ
強
化
専
門

調
査
会
も
設
置
さ
れ
、
同
年
五
月
に
発
表
さ
れ
た
「
知
的
財
産
推
進
計
画

２
０
１
０
」
で
は
、「
我
が
国
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
総
合
的
に
発
信
し
、

わ
が
国
コ
ン
テ
ン
ツ
（
マ
マ
）
と
観
光
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
他
分
野
を

結
び
つ
け
て
波
及
効
果
を
高
め
て
い
く
」
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る（

６
）。「

コ
ン

テ
ン
ツ
産
業
」
は
今
や
約
十
一
兆
円
の
産
業
規
模
（
二
〇
〇
一
年
）
を
持
つ
成

長
産
業
な
の
で
あ
り
、
こ
の
額
は
鉄
鋼
業
の
約
二
倍
、
自
動
車
工
業
の
約
半
分

に
相
当
す
る（

７
）。

　

一
方
、
外
務
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
海
外
交
流
審
議
会
も
、
二
〇
〇
六
年

か
ら
は
「
我
が
国
の
発
信
力
強
化
の
た
め
の
施
策
と
体
制
」
を
テ
ー
マ
と
し
た

審
議
を
行
っ
て
い
る（

８
）。

中
で
も
そ
の
第
二
回
総
会
に
お
い
て
設
置
が
決
定
さ
れ

た
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
専
門
部
会
は
「
諸
外
国
に
お
け
る
対
日
イ
メ
ー
ジ
の
改

善
等
、
わ
が
国
の
発
信
力
強
化
の
た
め
に
、
外
務
省
と
し
て
ど
の
よ
う
に
ポ
ッ

プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
か
か
わ
っ
て
い
く
の
が
適
当
で
あ
る
か
を
詳
細
に
検
討
す
る

た
め（

９
）」

と
い
う
、
本
節
の
問
題
関
心
に
最
も
深
く
関
連
し
た
目
的
を
持
つ
。

　

ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
専
門
部
会
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
「
一
般
市
民
に
よ
る
日
常
の

活
動
で
成
立
し
て
い
る
文
化
」「
庶
民
が
購
い
、
生
活
の
中
で
使
い
な
が
ら
磨

く
こ
と
で
成
立
し
た
文
化
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
通
し
て
日
本
人
の
感
性
や
精
神
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性
な
ど
、
等
身
大
の
日
本
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
文
化
」
で
あ
る
と
定
義
し

た）
10
（

。
で
は
、
政
府
が
国
と
し
て
そ
の
振
興
に
関
わ
る
こ
と
を
正
当
視
す
る
根
拠

は
何
か
。
い
わ
ゆ
る
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
な
ら
ば
、
政
府
が
そ
の
保
護
・
振
興
を

行
う
こ
と
は
ほ
ぼ
当
然
視
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
な
の
で
あ
る
。

　

前
掲
部
会
は
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
指
し
示
す
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、

こ
れ
に
対
応
し
た
。
す
な
わ
ち
「
浮
世
絵
、
焼
物
、
茶
道
な
ど
は
、
其
々
の
時

代
に
お
け
る
当
時
の
「
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
」」
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
た
と

え
ば
岡
倉
天
心
がT

he B
ook of Tea

を
書
い
た
の
は
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を

紹
介
す
る
行
為
で
あ
り
、「
岡
倉
は
こ
の
本
を
通
じ
、
茶
道
そ
の
も
の
の
み
で

な
く
、
茶
道
を
通
し
て
日
本
文
化
の
精
神
性
や
美
意
識
を
も
解
説
し
、
西
洋
に

広
め
た
」
と
い
う
の
で
あ
る）

11
（

。
茶
道
と
い
う
、
現
在
、
一
般
的
に
は
ハ
イ
カ
ル

チ
ャ
ー
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
な
も
の
も
実
は
か
つ
て
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー

で
、
昨
今
な
ら
ば
そ
れ
は
「
ア
ニ
メ
、
マ
ン
ガ
、
ゲ
ー
ム
、
Ｊ‒

Ｐ
Ｏ
Ｐ
の
ほ

か
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
食
文
化
」
に
相
当
す
る
。
そ
う
い
っ
た
現
代
の
Ｊ
Ｐ
Ｃ

は
「
特
に
新
た
な
時
代
の
流
れ
を
切
り
開
く
最
先
端
の
分
野
で
、
広
く
国
民
に

受
け
入
れ
ら
れ
、
強
い
浸
透
性
と
等
身
大
の
日
本
を
表
す
思
想
性
を
有
す
る
も

の
」
で
あ
り）

12
（

、
だ
か
ら
こ
そ
岡
倉
の
茶
道
を
海
外
に
紹
介
す
る
の
と
同
様
の
根

拠
で
、
日
本
が
政
府
と
し
て
保
護
・
振
興
・
紹
介
す
る
対
象
に
な
る
と
い
う
論

理
構
成
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「「
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
文

化
外
交
の
実
施
」
に
は
、
こ
の
部
会
に
よ
れ
ば
、「
我
が
国
に
対
す
る
支
持
者

を
広
げ
て
い
く
上
で
、
高
い
効
果
が
期
待
」
さ
れ
る）

13
（

。

　

し
か
し
、「「
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
文
化
外
交
」
の
実
施

に
は
、
解
決
す
べ
き
問
題
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー

専
門
部
会
は
、「
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
に
は
「
日
本
独
自
の
描
写
技
法
等
が

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
の
感
性
・
考
え
方
に
裏
打
ち
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
が
海
外
の
若
者
に
「Cool

」
と
受
け
止
め
ら
れ
、
今
や
、
諸

外
国
の
日
常
に
入
り
込
み
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
こ
と
を
高
く
評
価
す
る

一
方
で
、「
し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
の
底
流
に
あ
る
日
本
人
の
感
性
・
考
え
方

が
理
解
さ
れ
て
は
お
ら
ず
（
後
略
）」
と
い
う
こ
と
や
、「
同
時
に
、
多
く
の
国

で
共
通
の
関
心
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
日
本
的
な
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
も
多
」
い
と
い
う
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る）

14
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
「「
ポ
ッ
プ

カ
ル
チ
ャ
ー
の
文
化
外
交
に
お
け
る
活
用
」
に
関
す
る
報
告
」
で
は
、「
ア
ニ

メ
・
マ
ン
ガ
へ
の
関
心
が
日
本
そ
の
も
の
へ
の
関
心
に
高
ま
る
よ
う
な
工
夫
」

が
提
言
さ
れ
た）

15
（

。

　
「
等
身
大
の
日
本
を
表
す
思
想
性
」「
日
本
独
自
」「
底
流
に
あ
る
日
本
人
の

感
性
・
考
え
方
」
の
強
調
か
ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
強
烈
に
「
日

本
」
と
Ｊ
Ｐ
Ｃ
と
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
「
日
本

的
な
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
」
場
合
に
も
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
底
流
に

日
本
的
な
感
性
や
考
え
方
が
無
い
か
ら
、
あ
る
い
は
希
薄
で
あ
る
か
ら
と
い
っ

た
理
由
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
多
く
の
国
で
共
通
の
関
心
を
獲
得

す
る
た
め
」
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た）

16
（

。
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外
務
省
海
外
交
流
審
議
会
が
、「
我
が
国
の
発
信
力
強
化
の
た
め
の
施
策
と

体
制

│
「
日
本
」
の
理
解
者
と
フ
ァ
ン
を
増
や
す
た
め
に
」
と
し
て
提
出
し

た
答
申
（
二
〇
〇
八
年
）
に
お
い
て
も
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
「
日
本
文
化
全
体
の
中
に

位
置
付
け
、
そ
の
背
後
に
あ
る
日
本
人
の
感
性
・
考
え
方
を
整
理
・
体
系
化
し

た
上
で
海
外
に
紹
介
す
る
よ
う
努
め
」、「
こ
れ
に
よ
り
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー

が
日
本
文
化
の
一
部
と
し
て
理
解
さ
れ
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
対
す
る
関
心

の
高
ま
り
が
、
自
然
に
日
本
な
い
し
日
本
文
化
に
対
す
る
関
心
に
結
び
つ
く
よ

う
に
す
る
」
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
る）

17
（

。

　

日
本
政
府
は
、「
発
信
力
強
化
」
に
役
立
ち
、
な
お
か
つ
経
済
的
に
高
い
潜

在
価
値
を
持
つ
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
、
日
本
文
化
と
い
う
上
位
概
念
に
内
包
さ
れ
る
一
部

と
し
て
位
置
付
け
る
。
そ
し
て
、
そ
の
人
気
を
「「
日
本
」
の
理
解
者
と
フ
ァ

ン
を
増
や
す
た
め
」
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
方
策
を
採
る
。
そ
の
流
れ
を
推
し

進
め
よ
う
と
す
る
の
が
、
た
と
え
ば
外
務
省
ア
ニ
メ
文
化
外
交
に
関
す
る
有

識
者
会
議
委
員
会
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
櫻
井
孝
昌
で
あ
り
、
櫻
井
（2009A
）
は
、

「
日
本
は
こ
ん
な
に
も
好
か
れ
て
い
る
」（155

）、「
世
界
は
こ
ん
な
に
日
本
が

好
き
だ
」（177

）
と
強
調
す
る
。
櫻
井
（2009A

, B

）
の
議
論
で
は
、
常
に
国

と
い
う
単
位
が
際
立
ち
、「
日
本
」
と
Ｊ
Ｐ
Ｃ
に
「
心
か
ら
恋
し
て
」
い
る
世

界
中
の
若
者
の
様
子
が
描
か
れ
る
。

　

次
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
Ｊ
Ｐ
Ｃ
受
容
の
文
脈
を
見
て
い
く
。
Ｊ
Ｐ

Ｃ
フ
ァ
ン
の
多
い
国
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
フ
ラ
ン
ス
は
、
前
出
の
櫻

井
（2009A

）
の
記
述
で
も
、
最
も
多
く
の
量
が
割
か
れ
て
い
た
。

四　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
Ｊ
Ｐ
Ｃ
受
容
の
文
脈

　

国
土
交
通
省
総
合
製
作
局
に
よ
れ
ば
、
中
国
・
台
湾
・
香
港
で
は
一
九
六
〇

年
代
か
ら
漫
画
の
海
賊
版
が
出
回
り
、
同
時
期
に
ア
メ
リ
カ
で
は
日
本
製
ア
ニ

メ
の
テ
レ
ビ
放
送
が
始
ま
っ
て
い
た）

18
（

。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
人
気
が
広

ま
っ
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
に
な
る
。
一
九
七
八
年
に

テ
レ
ビ
放
送
が
始
ま
っ
た
「
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ロ
ボ　

グ
レ
ン
ダ
イ
ザ
ー
」
や
「
キ
ャ
ン

デ
ィ
♥
キ
ャ
ン
デ
ィ
」
は
子
供
世
代
の
視
聴
率
一
〇
〇
％
と
言
わ
れ
た
ほ
ど
で）

19
（

、

二
〇
〇
二
年
ま
で
は
、
日
本
に
次
い
で
世
界
第
二
の
漫
画
消
費
国
家
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
市
場
規
模
で
は
米
国
の
ほ
う
が
大
き
く
な
っ
た
が
、
人
口
比
を
考
慮

に
入
れ
る
と
現
在
も
最
大
市
場
（
日
本
を
除
く
）
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。

　

そ
の
半
面
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
Ｊ
Ｐ
Ｃ
に
対
す
る
反
対
論
や
対
抗
策
も
強
力
で

あ
る
。
文
化
省
は
「
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ロ
ボ　

グ
レ
ン
ダ
イ
ザ
ー
」
の
ヒ
ッ
ト
を
契
機

と
し
て
フ
ラ
ン
ス
製
の
ア
ニ
メ
に
補
助
金
を
投
入
し
た
し）

20
（

、
外
国
製
番
組
に

量
的
制
限
を
加
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
九
〇
年
代
の
「
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー

ル
」
ブ
ー
ム
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
の
規
制
の
み

な
ら
ず
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
も
制
限
（
一
九
八
九
年
の
Ｅ
Ｕ
の
域
内
文
化
的
価
値
の

保
護
を
目
的
と
し
た
「
国
境
の
な
い
テ
レ
ビ
指
令
」（89.552.EEC 

修
正
指
令97.36.

EC

））
が
か
け
ら
れ
て
い
る）

21
（

。
結
果
と
し
て
、
現
在
、
テ
レ
ビ
放
送
さ
れ
る
作
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品
の
う
ち
少
な
く
と
も
六
〇
％
は
Ｅ
Ｕ
域
内
の
も
の
が
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
う
ち
四
〇
％
は
フ
ラ
ン
ス
語
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

（
一
九
九
二
年
の
政
令86‒1067

））
22
（

。

　

こ
の
よ
う
な
規
制
に
よ
っ
て
日
本
発
ア
ニ
メ
の
テ
レ
ビ
で
の
放
送
枠
は
大
幅

に
減
少
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
漫
画
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
売
上
げ
は
増
大
し
て
い
る

と
い
う
。
日
本
貿
易
振
興
機
構
市
場
開
拓
部
（2005: 19

）
に
よ
る
と
、
こ
れ

は
皮
肉
に
も
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
の
放
映
中
止
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
日
本
の
ア
ニ
メ
が
テ
レ
ビ
か
ら
消
え
た
こ
と
に
よ
り
、
フ
ァ

ン
は
日
本
語
の
マ
ン
ガ
を
言
葉
が
わ
か
ら
な
い
な
が
ら
も
読
む
よ
う
に
な
っ

て
き
た
」
か
ら
だ）

23
（

。
特
に
漫
画
の
翻
訳
点
数
は
非
常
に
多
く
、
二
〇
〇
四
年

の
デ
ー
タ
で
は
、
同
年
内
に
七
五
四
点
の
漫
画
が
フ
ラ
ン
ス
語
訳
さ
れ
て
い

る）
24
（

。
二
〇
〇
九
年
の
同
機
構
の
レ
ポ
ー
ト
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
で
「
伸
び
続
け
て

い
た
マ
ン
ガ
の
売
上
げ
は
、
二
〇
〇
八
年
に
な
っ
て
や
や
横
ば
い
に
な
っ
た
が
、

「
陰
り
が
見
え
て
き
た
」
と
い
え
る
ほ
ど
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る）

25
（

。

　

ま
た
、
パ
リ
で
は
二
〇
〇
〇
年
以
来
、
毎
年
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
紹
介
を
中
心
と
し

たJapan Expo

が
開
か
れ
て
い
る
が
、
若
者
を
中
心
と
す
る
そ
の
入
場
者

概
数
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
三
千
二
百
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
十
年
後
の

二
〇
〇
九
年
に
は
五
十
倍
以
上
の
一
六
五
、五
〇
一
人
に
ま
で
増
大
し
て
い
る）

26
（

。

本
稿
執
筆
時
点
で
直
近
の
二
〇
一
一
年Japan Expo

入
場
者
数
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
正
確
な
数
字
が
発
表
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
十
九
万
二
千
人
を
超
え
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る）

27
（

。
主
催
のSEFA

 EV
EN

T

社
は
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

日
本
文
化
の
普
及
」
貢
献
を
理
由
に
、
外
務
大
臣
賞
を
受
賞
し
た）

28
（

。

　

漫
画
や
ア
ニ
メ
を
中
心
と
す
る
Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
ま
た
、
社
会
学
的
な
考
察
の
対
象

と
な
り
（
た
と
え
ばM

aigret 1999, Bouissou 2006

）、
知
識
層
に
幅
広
く
読

ま
れ
て
い
る
月
刊
誌
『
ル
・
モ
ン
ド
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
テ
ィ
ー
ク
』
で
も
、
数

度
に
渡
っ
て
議
論
さ
れ
た）

29
（

。
政
治
家
も
Ｊ
Ｐ
Ｃ
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
た
と
え
ば
二
〇
〇
七
年
の
大
統
領
選
挙
で
社
会
党
か
ら
立
候
補
し
て

い
た
セ
ゴ
レ
ー
ヌ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
氏
は
、
議
員
時
代
の
著
書L

e ras-le bol des 

bébés Zappers

で
漫
画
を
低
俗
か
つ
暴
力
的
な
も
の
と
し
て
非
難
し
た
（Royal  

1989

）。

　

二
〇
〇
六
年
、
そ
ん
な
Ｊ
Ｐ
Ｃ
人
気
と
批
判
の
中
で
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ 

«｠Plusieurs portraits de Japan-m
aniac »

（
日
本
マ
ニ
ア
の
幾
つ
か
の
肖

像
）
が
テ
レ
ビ
放
送
さ
れ
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
、

Ｊ
Ｐ
Ｃ
が
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
を
分
析
す
る
。

五　

 

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ «｠Plusieurs portraits de Japan-

m
aniac » 

の
内
容

　

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ «｠Plusieurs portraits de Japan-m

aniac »

（
日
本

マ
ニ
ア
の
幾
つ
か
の
肖
像
）
は
、
二
〇
〇
六
年
末
に
フ
ラ
ン
ス
の
商
業
テ
レ

ビ
Ｍ
６
局
か
ら
約
十
七
分
間
に
わ
た
っ
て
放
送
さ
れ
た
。
日
曜
夜
のZone 

Interdite 
と
い
う
情
報
番
組
内
で
の
放
送
で
あ
り）

30
（

、
そ
の
内
容
は
、
大
き
く

六
部
に
分
け
ら
れ
る
。
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第
一
部
：
パ
リ
十
五
区
の
比
較
的
裕
福
な
界
隈
。
二
人
の
少
女
が
漫
画
や

日
本
の
芸
能
人
の
ポ
ス
タ
ー
で
壁
全
面
を
覆
わ
れ
た
部
屋
で
、Japan 

Expo
へ
出
か
け
る
た
め
の
身
支
度
を
し
て
い
る
。
十
五
歳
の
ス
イ
カ
は

「
少
女
用
の
髪
留
め
」
を
挿
し
た
髪
に
緑
色
の
メ
ッ
シ
ュ
を
入
れ
「
ピ
ン

ク
の
豹
柄
の
ト
ッ
プ
」
を
着
て
、「
穴
の
あ
い
た
ジ
ー
ン
ズ
」
を
穿
い
て

い
る
。
一
歳
下
の
友
達
シ
ュ
ウ
は
「
黒
と
白
の
メ
イ
ド
服
、
高
い
ヒ
ー
ル

の
靴
と
白
い
レ
ー
ス
の
手
袋
」
を
身
に
つ
け
る）

31
（

。

　

第
二
部
：
家
の
外
へ
出
て
、
地
下
鉄
に
乗
る
二
人
。
行
き
会
っ
た
人
々
が
二

人
を
見
る
。

　

第
三
部
：Japan Expo

の
会
場
。
大
勢
の
若
者
が
い
て
「
本
当
の
日
本
人
」

に
も
会
う
。
コ
ス
プ
レ
の
コ
ン
ク
ー
ル
が
あ
り
、
若
者
に
対
し
て
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
が
行
わ
れ
る
。

　

第
四
部
：
な
ぜ
ア
ニ
メ
・
漫
画
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
若
者
達
に
人
気
が
あ
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
背
景
説
明
が
あ
る
。

　

第
五
部
：
ト
ゥ
ル
ー
ズ
郊
外
の
住
宅
。
マ
リ
オ
ン
（
十
四
歳
）
が
、
部
屋
に

飾
っ
て
あ
る
習
字
や
「
日
本
の
メ
タ
ル
バ
ン
ド
」
の
ポ
ス
タ
ー
を
見
せ
る
。

マ
リ
オ
ン
と
、
マ
リ
オ
ン
が
コ
ス
プ
レ
に
近
い
格
好
を
す
る
こ
と
を
許
さ

な
い
母
親
と
の
対
立
が
描
か
れ
る
。
母
親
は
「
娘
を
理
解
す
る
」
た
め
に

と
、
す
し
屋
で
「
生
の
魚
」
を
食
べ
る
。

　

第
六
部
：
オ
ペ
ラ
座
界
隈
の
日
本
街
。
シ
ュ
ウ
が
日
本
語
教
室
で
知
り
合
っ

た
と
い
う
恋
人
ユ
キ
（
十
五
歳
）
と
連
れ
立
っ
て
歩
い
て
い
る
。
二
人
は

書
店
や
日
本
食
材
店
で
、
日
本
へ
の
気
持
ち
や
日
本
に
惹
か
れ
る
理
由
に

つ
い
て
説
明
す
る
。

　

な
お
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
具
体
名
を
も
っ
て
登
場
す
る
若
者
の
う

ち
マ
リ
オ
ン
を
除
く
右
掲
三
人
の
名
前
は
、
彼
ら
が
仲
間
内
で
名
づ
け
た
日
本

名
で
あ
る
。
シ
ュ
ウ
は
「
少
女
」
の
「
少
」
に
由
来
し
「
ス
イ
カ
」
は
西
瓜
、

「
ユ
キ
」
は
雪
だ
。
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
は
初
登
場
時
に
本
名
も
紹
介
さ
れ

る
も
の
の
、
そ
の
後
は
日
本
名
で
呼
ば
れ
続
け
る
た
め
、
本
稿
で
も
引
用
時
に

は
日
本
名
を
使
用
す
る
。

　

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
は
「
ゴ
シ
ッ
ク
ロ
リ
ー
タ
」
の
服
を
着
た
パ
リ
の
シ
ュ
ウ

に
始
ま
り
、
同
じ
く
「
ゴ
シ
ッ
ク
ロ
リ
ー
タ
」
の
シ
ュ
ウ
に
終
わ
る
円
環
に
あ

る
。
そ
の
内
部
で
は
、
幾
つ
か
の
明
確
な
対
立
項
が
見
ら
れ
る
。
中
心
的
な
も

の
と
し
て
は
、
大
人
―
若
者
／
子
供
の
対
立
項
が
あ
り
、
そ
の
上
に
若
者
達
が

設
定
す
る
フ
ラ
ン
ス
―
日
本
／
ア
ジ
ア
と
い
う
比
較
の
枠
組
み
が
重
な
る
。
そ

の
よ
う
な
対
立
は
そ
れ
ぞ
れ
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
モ
ノ
や
態
度
に
焦

点
化
さ
れ
て
い
て
、
大
人
―
若
者
／
子
供
、
フ
ラ
ン
ス
―
日
本
／
ア
ジ
ア
間
に
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引
か
れ
る
境
界
線
が
際
立
っ
て
い
る
。

六　

大
人
―
若
者
／
子
供
と
い
う
対
立
項

　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
巡
る
大
人
―
若
者
／
子
供
と
い
う
対
立
項
は
、
番
組
で
繰
り
返
し

提
出
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ス
イ
カ
の
「
ピ
ン
ク
の
豹
柄
の

ト
ッ
プ
と
、
穴
の
あ
い
た
ジ
ー
ン
ズ
」
と
い
う
服
装
は
、
彼
女
に
と
っ
て
は

「
か
わ
い
い
」
が
、
母
親
に
と
っ
て
は
「
変
装
」「
ピ
エ
ロ
」
で
あ
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
服
装
で
学
校
へ
行
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
マ
リ
オ
ン
は
「
も
っ
と

深
く
追
求
し
て
、
お
気
に
入
り
の
（
日
本
で
出
版
さ
れ
て
い
る
：
引
用
者
注
）
雑

誌
の
モ
デ
ル
と
同
じ
着
こ
な
し
が
し
た
い
」
の
だ
が
、
そ
の
母
親
は
「
奇
抜
」

「
や
り
す
ぎ
」「
賛
成
で
き
な
い
」
と
反
対
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
Ｊ
Ｐ
Ｃ
へ
の
賛
否
が
個
別
的
な
母
娘
の
間
で
の
例
外
的
な
葛
藤

と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
は
世
代
間
に
普
遍
性
の
あ
る
対
立
と
し
て
提
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
地
下
鉄
で
少
女
達
を
見
て
苦
笑
い
を
す
る
中
年
以
降
の

男
女
へ
の
カ
メ
ラ
の
焦
点
化
や
、こ
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
終
わ
っ
た
後
の「
続

い
て
は
、
同
じ
く
親
を
悩
ま
せ
る
も
う
一
つ
の
流
行
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
で

す
」（
太
字
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
）
と
い
う
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
言

葉
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　

前
出
の
櫻
井
（2009B: 147

）
は
、「
親
の
世
代
が
日
本
ア
ニ
メ
で
育
っ
て
い

る
第
二
世
代
、
第
三
世
代
が
日
本
ア
ニ
メ
の
中
心
。
親
に
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
理

解
が
あ
る
わ
け
だ
」
と
書
い
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ

内
で
の
親
世
代
に
よ
る
Ｊ
Ｐ
Ｃ
へ
の
評
価
は
、
そ
う
し
た
櫻
井
の
説
明
と
は
、

真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
そ
の
こ
と
は
表
１
に
詳
し
く
示
し
た
。
表
１
に
は
、

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
日
本
と
直
接
的
に
関
係
づ
け
て
説
明
さ
れ
た
物
・
事
柄

と
、
若
者
・
大
人
の
評
価
が
ま
と
め
て
あ
る
。

　

一
方
、
図
１
に
は
「
ロ
リ
ー
タ
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
へ
の
シ
ュ
ウ
に
よ
る
意
味

づ
け
（
上
部
楕
円
内
）
と
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
説
明
（
下
部
四
角
内
）
を
ま
と
め

た
。

　

表
１
お
よ
び
図
１
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
日

本
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
物
・
事
柄
に
対
し
て
、
若
者
は
一
括
し
て
肯
定
的
な
評

価
を
行
っ
て
い
た
。
他
方
、
大
人
は
「
ス
シ
」
に
対
す
る
「
予
想
外
」
で
「
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
体
験
」
を
除
け
ば
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
や
若
者
に
よ
る
受
容
の
あ
り
方
に
対

し
て
否
定
的
だ
っ
た
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
時
に
は
「
暗
い
ゴ
シ
ッ
ク
と
、
ロ

コ
コ
時
代
を
思
わ
せ
る
軽
や
か
な
レ
ー
ス
」
と
い
っ
た
中
立
的
な
解
説
を
加
え

る
場
合
も
あ
っ
た
が
、「
ロ
リ
ー
タ
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
「
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ

ク
な
格
好
」
と
呼
ぶ
な
ど
、
基
本
的
に
は
登
場
す
る
大
人
寄
り
の
立
場
を
と
っ

て
い
た
。

　

若
者
達
は
、「
マ
ン
ガ
で
育
っ
た
世
代
」「
日
本
の
マ
ン
ガ
を
読
み
、
ア
ニ

メ
を
観
て
、
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
の
ロ
ッ
ク
を
聴
い
て
き
た
彼
等
」

「
大
人
に
な
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
世
代
」
と
し
て
表
象
さ
れ
た
。
コ
ス
プ
レ

の
舞
台
と
観
客
が
映
し
出
さ
れ
た
場
面
で
は
、“N

ous som
m
es en plein 
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表 1　日本と関係づけられたモノと、若者・大人による評価

日本と関連づけられたモノ 若者の評価 大人の評価

音楽 ロックメタルバンド「かげろう」
これしか聴かない／ルック
スも大好き／本当にカッコ
いい／特に目が素敵 大 フ ァ

ンアニメ 「一世代を丸ごと包み込」
んだ（専門家談として）漫画

Japan Expo 全てが素晴らしい

日本語

渾名 スイカ（西瓜）／シュウ（少
女の「少」）／ユキ（雪）

習字 仲間（「一生の友達」と説明）

教室 シュウが恋人のユキと知り
合った

服装の流行

染めたメッシュに少女用の髪留め／
ピンクの豹柄のトップと穴の開いた
ジーンズ

KAWAII
奇妙／変装／楽しい変装／
ピエロ／不思議なもの／軽
蔑／罵り／ショック／悪魔

黒と白のメイド服／高いヒールの靴
と白いレースの手袋

（引用者注：大人に）基本
的に嫌な見方をされる／挑
発行為のようにとられる／
奇抜ゴシックロリータ KAWAII と少しダークな部分が合わ

さったようなもの
スウィートロリータ

モデル 夢はできるだけこのモデルに近づく
こと

日本食
スシ 予想外でポジティブな体験
オニギリ
不思議でエキゾチックな品物

アジア人

本当に素敵／すばらしい／天使みた
い／似たい／アジア人の彼氏が欲し
い

日本人 （賛成できない他人の好みも）尊重
している

図 1　ロリータファッションに関するナレーション（枠内）と、シュウの意味づけ（楕円内）

夢はできるだけこのモデルに
近づくこと

一番気に入っている
大切な日に着る

とてもエレガントで、同時に可愛くもある。
「KAWAII」と少しダークな部分が合わさった
ようなもの。

ロリータファッション
エキセントリックな格好・社会に対する違反行為の一つ・伝統に対する拒否

スウィートロリータ
ピンクの服

陶人形のような風貌

スウィートロリータの服装
をしたモデル

シュウ（14 歳）の服装
黒と白のメイド服・高いヒールの靴

白いレースの手袋

ゴシックロリータ
暗いゴシックと、ロココ時代を

思わせる軽やかなレース
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régression. ” 

と
い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
重
な
っ
た
。
後
述
す
る
日
本
語
字
幕

版
で
は
、
こ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
「
こ
こ
で
は
時
間
が
後
退
し
て
い
る
か
の
よ

う
で
す
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
「
我
々
は
退
行
の
最
中
に
あ
り
ま

す
」
と
し
た
ほ
う
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
華
や
か
に
「
変
装
」
し
「
ピ
エ

ロ
」
の
格
好
で
舞
台
の
上
で
踊
る
と
い
う
行
為
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
幼
稚
園
が
市

民
会
館
な
ど
の
会
場
を
借
り
て
し
ば
し
ば
行
う
、
お
遊
戯
会
に
相
当
す
る
も
の

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

七　

フ
ラ
ン
ス
│
日
本
／
ア
ジ
ア
と
い
う
比
較
枠
組
み

　

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
の
、
大
人
―
若
者
／
子
供
と
並
ぶ
も
う
一
つ
の
際

立
っ
た
対
立
項
に
、
フ
ラ
ン
ス
―
日
本
／
ア
ジ
ア
と
い
う
比
較
が
あ
る
。
比
較

は
若
者
が
日
本
（
ア
ジ
ア
）
を
肯
定
し
フ
ラ
ン
ス
を
否
定
す
る
と
い
う
形
を
と

る
だ
け
で
終
わ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
そ
こ
に
、
若
者
が
肯
定
的
に
イ

メ
ー
ジ
す
る
日
本
関
連
の
あ
れ
こ
れ
を
、
大
人
が
お
お
む
ね
否
定
的
に
捉
え
る

と
い
う
構
図
が
重
な
る
。
そ
こ
で
し
ば
し
ば
フ
ラ
ン
ス
へ
の
否
定
は
、
大
人
へ

の
否
定
と
連
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
反
対
に
、
周
囲
の
大
人
へ
の
否

定
が
日
本
人
／
ア
ジ
ア
人
へ
の
肯
定
と
対
比
さ
れ
る
場
面
も
あ
る
。

　

以
下
で
は
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
面
の
幾
つ
か
を
見
て
い

く
。
な
お
、
以
下
の
場
面
抽
出
に
お
け
る
や
り
と
り
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内

で
は
も
ち
ろ
ん
フ
ラ
ン
ス
語
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
、
後
述
す
る
日

本
語
字
幕
版
の
訳
を
借
用
し
て
、
日
本
語
で
こ
の
や
り
と
り
を
記
す
。（　

）

は
カ
メ
ラ
が
映
し
出
す
も
の
を
表
し
、〔
Ｎ
〕
は
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
意
味
す
る
。

例
１ 

身
近
な
大
人
へ
の
否
定
が
日
本
人
へ
の
肯
定
と
対
比
さ
れ
た
場
。
マ
リ

オ
ン
（
Ｍ
）
と
母
親
キ
ャ
シ
ー
（
Ｋ
）
の
や
り
と
り
。

　
（
マ
リ
オ
ン
の
部
屋
の
壁
に
張
ら
れ
た
「
日
本
の
メ
タ
ル
バ
ン
ド
」
の
ポ
ス
タ
ー
）

　

Ｍ
：
難
癖
ば
か
り
つ
け
る
の
ね
！

　
（
ポ
ス
タ
ー
や
習
字
の
貼
ら
れ
た
部
屋
の
壁
を
回
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
を
め

く
る
母
娘
へ
）

　

Ｋ
：
違
う
。
や
り
す
ぎ
だ
っ
て
言
っ
て
る
の
。

　

Ｍ
：
そ
こ
が
良
い
ん
だ
っ
て
ば
。

　
〔
Ｎ
：
母
娘
の
苛
立
ち
は
ま
る
で
目
に
見
え
る
よ
う
〕

　

Ｋ
：
日
本
人
が
全
員
こ
ん
な
格
好
し
て
る
と
思
っ
て
る
の
？

　

Ｍ
：
違
う
。
で
も
少
な
く
と
も
彼
等
は
尊
重
し
て
る
わ
。

　

Ｋ
：
そ
れ
っ
て
…
…

　

Ｍ
：
誰
か
さ
ん
と
違
っ
て
ね
。

　

マ
リ
オ
ン
の
い
う
「
彼
等
」
と
は
「
日
本
人
」
で
あ
り
、「
日
本
人
」
は

「
誰
か
さ
ん
」
す
な
わ
ち
母
親
と
「
違
っ
て
」、
他
者
の
服
の
好
み
を
「
尊
重
し

て
る
」
と
い
う
。
服
の
好
み
を
「
尊
重
」
し
て
く
れ
な
い
母
親
へ
の
批
判
が
、

肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
た
「
日
本
人
」
と
の
対
比
に
よ
っ
て
強
調
さ
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れ
て
い
る
。
次
例
２
で
も
、
日
本
へ
の
肯
定
が
フ
ラ
ン
ス
へ
の
否
定
の
ネ
ガ
と

な
っ
て
い
る
。

例
２ 

日
本
へ
の
肯
定
が
フ
ラ
ン
ス
へ
の
否
定
と
対
比
さ
れ
た
例
。
シ
ュ
ウ

（
Ｓ
）
が
書
店
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
Ｉ
）
に
答
え
る
。

　
〔
Ｎ
：
彼
ら
に
と
っ
て
こ
こ
で
過
ご
す
時
間
は
現
実
（
Ａ
）
か
ら
夢
見
る
国
（
Ｂ
）

へ
の
逃
避
な
の
で
す
〕

　
（
日
本
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
が
並
ん
だ
棚
の
前
。
シ
ュ
ウ
と
ユ
キ
。
シ
ュ
ウ
は

雑
誌
を
め
く
っ
て
い
る
が
、
目
線
は
カ
メ
ラ
の
斜
め
横
に
向
か
い
、
質
問
に
答

え
て
い
る
。
カ
メ
ラ
の
隣
に
い
る
の
だ
ろ
う
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
は
、
映
像
に
は

写
っ
て
い
な
い
）

　

Ｓ
：
私
達
が
遠
く
離
れ
た
国
（
Ｃ
）
に
こ
ん
な
に
想
い
を
寄
せ
る
の
は
も
う

我
慢
で
き
な
い
か
ら
よ｠

。

　

Ｉ
：
現
実
（
Ｄ
）
逃
避
み
た
い
な
も
の
？

　

Ｓ
：
逃
避
、
そ
の
通
り
ね
。
夢
の
世
界
（
Ｅ
）
へ
の
ね
。
だ
っ
て
例
え
ば
、

電
車
に
乗
る
と
き
な
ん
か
完
全
な
上
の
空
よ
。
イ
ヤ
ホ
ン
つ
け
て
る
し
、

周
り
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
し
な
い
わ
。
私
が
初
め
て
本
当
に
目
を
開
い

て
お
喋
り
し
た
り
笑
っ
た
り
出
来
る
の
は
こ
こ
に
来
た
時
だ
け
な
の
。
こ

の
日
本
人
街
に
来
た
時
な
の
よ
。
私
に
と
っ
て
こ
っ
ち
が
本
当
の
人
生
な

の
。
こ
こ
に
い
ら
れ
る
の
が
嬉
し
い
し
、
自
分
の
い
る
べ
き
所
に
い
る
っ

て
感
じ
が
少
し
す
る
の
。

　
（
オ
ペ
ラ
座
界
隈
の
道
を
歩
く
二
人
）

　
〔
Ｎ
：
そ
れ
で
も
シ
ュ
ウ
は
日
本
に
行
っ
た
こ
と
は
な
い
〕

　
（「
日
本
食
材
店
」
に
入
る
二
人
）

　
〔
Ｎ
：
彼
女
が
夢
見
る
国
（
Ｆ
）
は
知
ら
な
い
土
地
（
Ｇ
）
で
あ
り
思
い
描
く
の

は
崇
高
な
イ
メ
ー
ジ
ば
か
り
〕

　
（
中
略
。
ユ
キ
の
東
京
体
験
と
シ
ュ
ウ
が
日
本
に
「
永
住
」
を
希
望
し
て
い
る
と

い
う
内
容
）

　
（
棚
に
並
ぶ
十
六
茶
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
か
ら
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
店
内
に

似
た
店
内
に
立
つ
シ
ュ
ウ
へ
と
移
動
）

　

Ｓ
：
私
は
結
構
繊
細
な
方
な
の
。
と
っ
て
も
と
っ
て
も
繊
細
な
の
。
フ
ラ
ン

ス
に
戻
っ
て
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
の
が
怖
い
の
よ
。（
中
略
）
も

し
東
京
に
行
っ
た
ら
帰
国
便
に
な
ん
か
乗
れ
な
い
わ
。
不
可
能
よ
ね
。
夢

の
国
（
Ｈ
）
へ
の
切
符
が
手
に
入
っ
た
ら
そ
れ
は
片
道
便
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
わ
。
ふ
ら
っ
と
フ
ラ
ン
ス
に
戻
っ
て
ま
た
パ
リ
の
街
並
み
を
眺
め

な
が
ら
暮
ら
す
な
ん
て
つ
ら
い
は
ず
よ
。

　
〔
Ｎ
：
少
女
の
意
志
は
固
い
。
来
年
は
東
京
に
い
る
。
そ
の
時
彼
女
は
十
五
歳
に

な
っ
た
ば
か
り
〕

　

こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
へ
の
否
定
と
日
本
へ
の
肯
定
と
い
う
対
比
が
際
立
っ
て
い

る
場
面
だ
が
、
同
時
に
フ
ラ
ン
ス
＝
現
実
、
日
本
＝
夢
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も

重
ね
ら
れ
て
い
る
。
引
用
部
分
に
お
い
て
、
日
本
は
「
夢
見
る
国
」（
Ｂ
・
Ｆ
）
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「
夢
の
世
界
」（
Ｅ
）「
夢
の
国
」（
Ｈ
）
と
表
象
さ
れ
る
。
そ
こ
は
「
現
実
」
た

る
フ
ラ
ン
ス
（
Ａ
・
Ｄ
）
か
ら
「
遠
く
離
れ
た
国
」（
Ｃ
）
で
あ
っ
て
、
な
お
か

つ
シ
ュ
ウ
に
と
っ
て
は
「
知
ら
な
い
土
地
」（
Ｇ
）
で
も
あ
る
。

　
「
現
実
」
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
中
に
も
「
夢
の
国
」
日
本
の
本
を
扱
う
書
店

が
あ
り
、
そ
こ
は
「
自
分
の
い
る
べ
き
所
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
へ
来

た
時
に
し
か
、
シ
ュ
ウ
は
「
本
当
に
目
を
開
い
て
お
喋
り
し
た
り
笑
っ
た
り
」

で
き
な
い
。
一
方
、「
現
実
」
で
あ
る
パ
リ
の
街
で
は
、
シ
ュ
ウ
は
「
完
全
な

上
の
空
」
で
あ
る
。
シ
ュ
ウ
は
「
夢
の
国
」
へ
の
「
永
住
」
を
希
望
し
、
パ
リ

で
暮
ら
す
こ
と
は
「
つ
ら
い
」
と
い
う
。

　

ゆ
え
に
、「
現
実
」
た
る
フ
ラ
ン
ス
か
ら
「
夢
の
国
」
日
本
へ
の
移
動
願
望

や
関
心
の
焦
点
化
は
「
逃
避
」
と
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
言

葉
は
、
は
じ
め
に
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。
シ
ュ
ウ
自
身
も
一
度
は
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
イ
ー

の
質
問
「
現
実
逃
避
み
た
い
な
も
の
？
」
に
開
始
さ
れ
た
や
り
と
り
の
中
で
あ

る
。

　

こ
こ
で
は
、
若
者
の
日
本
へ
の
熱
狂
的
な
憧
れ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
／
現
実
の

／
大
人
の
社
会
へ
の
拒
否
の
形
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
大
人
は
、
そ
ん

な
若
者
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。
す
で
に
マ
リ
オ
ン
と
母
親
キ
ャ
シ
ー

の
対
立
を
例
１
に
引
い
た
が
、
次
に
は
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
中
で
の
、
家
族
で
な

い
、
他
人
た
る
大
人
全
般
の
反
応
を
見
る
。

例
３ 

ス
イ
カ
や
シ
ュ
ウ
の
服
装
に
対
す
る
大
人
た
ち
の
反
応
（
ス
イ
カ
（
Ｓ

Ｕ
）
が
地
下
鉄
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
Ｉ
）
に
答
え
る
場
面
）

　
（
苦
笑
い
を
し
て
い
る
よ
う
な
中
年
女
性
と
、
振
り
返
っ
て
少
女
た
ち
を
見
つ
め

た
後
、
向
き
直
っ
て
頭
を
振
る
六
十
歳
く
ら
い
の
男
性
）

　
〔
Ｎ
：
街
や
メ
ト
ロ
の
中
で
も
勿
論
そ
の
着
こ
な
し
は
人
目
を
引
か
ず
に
は
す
み

ま
せ
ん
〕

　
（
地
下
鉄
の
中
の
ス
イ
カ
と
シ
ュ
ウ
の
ア
ッ
プ
）

　

Ｓ
Ｕ
：
不
思
議
な
も
の
で
も
見
る
よ
う
な
目
つ
き
の
人
は
い
る
わ
。
頭
の

て
っ
ぺ
ん
か
ら
足
の
先
ま
で
を
軽
蔑
の
目
で
見
る
人
も
い
れ
ば
、
見
た
瞬

間
に
目
を
そ
ら
す
の
も
い
る
。
シ
ョ
ッ
ク
の
あ
ま
り
に
ね
。
悪
く
見
ら
れ

て
る
と
思
う
わ
。
罵
る
人
も
い
る
。
ゴ
シ
ッ
ク
だ
っ
て
言
い
な
が
ら
ね
。

何
度
も
悪
魔
っ
て
呼
ば
れ
た
も
の
よ）

32
（

。

　

前
述
の
よ
う
に
、
ス
イ
カ
自
身
に
と
っ
て
は
、
彼
女
の
服
装
は
「
か
わ
い

い
」
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
大
人
達
が
自
分
達
を
見
る
と
き
に
は
「
不
思
議

な
も
の
で
も
見
る
よ
う
な
目
つ
き
」
に
始
ま
り
、「
軽
蔑
の
目
」
で
見
ら
れ
る
。

あ
る
い
は
「
シ
ョ
ッ
ク
の
あ
ま
り
に
」「
目
を
そ
ら
」
さ
れ
、「
罵
」
ら
れ
、
果

て
は
「
悪
魔
っ
て
呼
ば
れ
」
る
ほ
ど
に
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

無
論
、
本
人
達
に
と
っ
て
、
そ
の
服
装
は
「
悪
魔
」
的
な
も
の
で
は
な
い
。

シ
ュ
ウ
も
マ
リ
オ
ン
も
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
中
で
「
ア
ジ
ア
人
」
へ
の
憧
れ

と
同
一
化
欲
望
を
直
接
的
に
口
に
し
て
い
る
。
ス
イ
カ
の
場
合
「
似
た
い
」
と
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言
明
す
る
シ
ー
ン
は
見
ら
れ
な
い
が
、
彼
女
も
ま
た
「
大
フ
ァ
ン
」
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
憧
れ
や
同
一
化
欲
望
は
、
本
人

達
に
と
っ
て
は
、
決
し
て
「
悪
魔
」
的
な
も
の
へ
魅
入
ら
れ
た
結
果
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
反
対
の
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
次
例
４
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て

「
ア
ジ
ア
人
」
は
、「
天
使
」
の
よ
う
な
、
良
き
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。「
天
使
」
に
似
よ
う
と
し
て
い
る
自
分
達
を
、
大
人
は
「
悪
魔
」

と
し
て
避
け
、
嫌
う

―
そ
ん
な
逆
説
的
な
物
語
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

例
４ 

「
ア
ジ
ア
人
」
が
「
天
使
」
に
例
え
ら
れ
た
例
（
シ
ュ
ウ
（
Ｓ
）
が
ス
イ

カ
の
部
屋
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
Ｉ
）
に
答
え
る
場
面
）

　
（
ロ
リ
ー
タ
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
少
女
が
空
を
飛
ん
で
い
る
映
像
ビ
デ
オ
）

　
〔
Ｎ
：
シ
ュ
ウ
の
夢
は
で
き
る
だ
け
こ
の
モ
デ
ル
に
近
づ
く
こ
と
〕

　
（
ベ
ッ
ド
に
腰
掛
け
て
い
る
、
ゴ
シ
ッ
ク
ロ
リ
ー
タ
の
服
装
を
し
た
シ
ュ
ウ
の

ア
ッ
プ
）

　

Ｓ
：
私
は
ア
ジ
ア
系
の
人
を
過
大
評
価
す
る
傾
向
が
あ
る
わ
。
だ
っ
て
彼
ら

の
こ
と
本
当
に
素
敵
だ
と
思
う
も
の
。

　

Ｉ
：
そ
れ
は
美
的
観
点
か
ら
？

　

Ｓ
：
そ
う
ね
。
そ
の
微
笑
や
話
し
方
、
物
腰
の
柔
ら
か
さ
と
か
…
…
ち
ょ
っ

と
天
使
み
た
い
な
…
…
彼
ら
は
す
ば
ら
し
い
と
思
う
。

　

Ｉ
：
じ
ゃ
あ
あ
な
た
の
理
想
は
似
る
こ
と
。　

　

Ｓ
：
ア
ジ
ア
人
に
似
る
こ
と
。

　

Ｉ
：
ア
ジ
ア
人
、
日
本
人
に
ね
。

　

こ
の
よ
う
に
若
者
が
日
本
お
よ
び
そ
れ
が
結
び
付
け
ら
れ
た
物
・
事
柄
を
肯

定
し
、
大
人
は
そ
れ
を
否
定
す
る
か
、
少
な
く
と
も
驚
き
と
忌
避
の
感
情
を

持
っ
て
扱
う
場
面
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
通
し
て
、
繰
り
返
し
提
示
さ
れ
た
。

　

ま
と
め
る
と
、
外
務
省
の
海
外
交
流
審
議
会
が
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
日
本
文
化
と
い
う

上
位
概
念
に
内
包
さ
れ
る
一
部
と
し
て
位
置
付
け
、
な
お
か
つ
「「
ポ
ッ
プ
カ

ル
チ
ャ
ー
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
文
化
外
交
の
実
施
は
、
我
が
国
に
対
す
る
支
持

者
を
広
げ
て
い
く
上
で
、
高
い
効
果
が
期
待
さ
れ
る）

33
（

」
と
し
て
い
た
の
に
対
し

て
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
は
、
大
人
に
よ
る
Ｊ
Ｐ
Ｃ
へ
の
反
対
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
導
入
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
点
、
注
目
さ
れ
る
の
が
「
ア
ジ
ア
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
導
入
で

あ
る
。
内
閣
の
知
的
財
産
戦
略
本
部
の
資
料
に
お
い
て
も
、
外
務
省
の
海
外
交

流
審
議
会
の
資
料
に
お
い
て
も
、「
日
本
」
を
内
包
す
る
も
の
と
し
て
の
「
ア

ジ
ア
」
や
、「
ア
ジ
ア
」
の
一
部
と
し
て
の
「
日
本
」
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
つ
ま
り
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
話
題
に
限
っ
て
い
え
ば
、
公
的
資
料
に
お
い
て

「
日
本
」
は
常
に
「
ア
ジ
ア
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
た
（
図
２
）。

　

と
こ
ろ
が
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
は
、
す
で
に
例
４
で
見
た
よ
う
に
、

漫
画
や
ア
ニ
メ
に
惹
か
れ
る
若
者
が
「
日
本
」
を
肯
定
す
る
の
と
同
時
的
に

「
ア
ジ
ア
」
を
称
賛
す
る
場
面
が
幾
つ
も
見
ら
れ
る
（
図
３
）。
そ
こ
で
は
、
Ｊ
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Ｐ
Ｃ
に
焦
点
化
さ
れ
た
「
日
本
」
へ
の
肯
定
と
「
ア
ジ
ア
」
へ
の
肯
定
が
、
矛

盾
な
く
成
立
し
て
い
た
。

　

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
の
、
こ
の
「
日
本
」
を
内
包
す
る
も
の
と
し
て
の

「
ア
ジ
ア
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
導
入
が
、
次
節
で
分
析
す
る
コ
メ
ン
ト
群
で
、
様
々

な
反
応
と
線
引
き
と
を
触
発
す
る
こ
と
に
な
る
。

八　

コ
メ
ン
ト
デ
ー
タ
の
概
要
と
特
質

　

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ «｠Plusieurs portraits de Japan-m

aniac »

（
日
本

マ
ニ
ア
の
幾
つ
か
の
肖
像
）
は
放
送
後
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
動
画
共
有
サ
ー

ビ
スY

ouT
ube

に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
、
後
に
は
そ
こ
に
日
本
語
の
字
幕

が
追
加
さ
れ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
加
わ
っ
た
。
二
〇
一
二
年
六
月
末
現
在
の

Y
ouT

ube

で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
と
日
本
語
字
幕
版
が
視
聴

で
き
る）

34
（

。

　

Y
ouT

ube

に
載
せ
ら
れ
た
動
画
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
に
は｠«｠M

ode 

Japonaise en France »

（
フ
ラ
ン
ス
で
の
日
本
の
流
行
）、
日
本
語
版
に
は

「
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
パ
ン
・
マ
ニ
ア
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
る
。

Y
ouT

ube

に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
で
き
る
動
画
は
十
分
程
度
が
限
界
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
い
ず
れ
も
前
半
・
後
半
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
分
析
デ
ー
タ
と
し
て
コ

メ
ン
ト
を
入
手
し
た
二
〇
一
〇
年
十
月
十
二
日
現
在
で
の
再
生
回
数
は
、
フ
ラ

ン
ス
語
版
・
日
本
語
字
幕
版
を
合
わ
せ
れ
ば
す
で
に
百
五
十
万
回
を
超
え
て
い

アジアの他国 日本

日本文化

ポップカルチャー

図 2　国際交流審議会資料での日本とアジア

図 3　ルポルタージュにおける日本とアジア

ポップカルチャー

アジア

日本

日本文化
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た）
35
（

。
同
日
時
点
で
の
再
生
回
数
と
コ
メ
ン
ト
数

は
、
そ
れ
ぞ
れ
表
２
の
通
り
で
あ
る
。
本
節

で
は
、
そ
の
計
一
〇
四
六
の
コ
メ
ン
ト
（
有
効

数）
36
（

）
を
分
析
し
た
。

　

言
説
分
析
の
対
象
と
し
て
、
動
画
共
有
サ
イ

ト
の
コ
メ
ン
ト
群
に
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
ほ

ぼ
完
全
な
匿
名
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る）
37
（

。Y
ouT

ube

の
場
合
に
は
、
コ
メ
ン
ト
の

横
に
ユ
ー
ザ
ー
名
が
提
示
さ
れ
る
た
め
、
他
の

コ
メ
ン
ト
提
供
者
が
自
分
の
返
事
を
し
た
い

ユ
ー
ザ
ー
を
名
指
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の

ユ
ー
ザ
ー
名
が
現
実
的
な
社
会
に
お
け
る
実
名

と
同
一
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。

　

次
に
コ
メ
ン
ト
で
使
用
さ
れ
た
言
語
に
つ
い

て
述
べ
る
。
本
稿
で
分
析
対
象
と
し
た
コ
メ
ン
ト
の
大
半
は
日
本
語
・
フ
ラ
ン

ス
語
・
英
語
の
い
ず
れ
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
コ
メ
ン
ト
数
全
体
の
約
五
一
％
、
約

二
八
％
、
約
三
〇
％
を
占
め
て
い
た
が）

38
（

、
他
に
中
国
語
・
ス
ペ
イ
ン
語
・
イ
タ

リ
ア
語
も
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
全
体
と
し
て
複
数
の
言

語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
コ
メ
ン
ト
内
で
複
数
の
言
語

が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
コ
メ
ン
ト
も
約
八
％
（
八
十
三
コ
メ
ン
ト
）

見
ら
れ
た
（
表
２
）。

　

コ
メ
ン
ト
の
こ
う
し
た
多
言
語
性
の
理
由
は
、
ま
ず
、Y

ouT
ube

と
い
う

メ
デ
ィ
ア
の
参
加
者
が
世
界
的
な
規
模
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
、

フ
ラ
ン
ス
語
版
と
日
本
語
字
幕
版
と
、
二
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ

た
こ
と
も
理
由
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
頼
っ
た
視
聴
者

に
は
日
本
語
話
者
と
い
う
コ
メ
ン
ト
の
受
容
者
が
想
定
さ
れ
、
日
本
語
字
幕
に

よ
っ
て
理
解
し
た
視
聴
者
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
話
者
と
い
う
コ
メ
ン
ト
の
受
容

者
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
と
い
っ
て
も
互
い
の
言
語
で
コ
メ
ン

ト
を
入
れ
ら
れ
る
人
の
数
は
そ
う
多
く
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

伝
え
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
英
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）

39
（

。

九　

分
析

　

本
節
で
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
巡
る
言
説
が
「
闘
争
し
衝
突
し
、（
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ

の
中
で
）
設
定
さ
れ
た
枠
組
み
を
変
形
し
、
強
化
し
、
逆
転
さ
せ
る
勝
負
＝

ゲ
ー
ム
」
の
詳
細
を
見
て
い
く
が）

40
（

、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
次
の
四
点
に

記
述
を
分
け
る
。
す
な
わ
ち
、
⑴
Ｊ
Ｐ
Ｃ
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
づ
け

が
な
さ
れ
て
い
る
か
。
⑵
Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
誰
の
も
の
か
。
⑶
「
な
に
人
」
と
い
う
名

乗
り
と
名
乗
り
要
求
、
⑷
他
者
否
定
の
言
説
に
お
け
る
使
用
言
語
の
問
題
と
い

う
四
点
で
あ
る
。

　

な
お
、
前
述
の
通
り
、
コ
メ
ン
ト
に
は
複
数
の
言
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

日
本
語
以
外
の
言
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、〔　

〕
で
原
語
コ
メ
ン

表 2　コメント数と使用言語

フランス語版 日本語字幕版 計前半 後半 前半 後半

コメント

日本語 25 12 252 246 535
フランス語 121 90 55 31 297

英語 11 13 178 118 320
他言語 1 0 2 2 5

複数言語 21 4 26 32 83
総数 132 98 455 361 1046



　185

　日本発ポップカルチャーを巡って交錯する／せめぎあう境界

ト
の
後
に
本
稿
筆
者
に
よ
る
日
本
語
訳
を
付
し
た
。（　

）
は
も
と
も
と
原
文

内
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
コ
メ
ン
ト
の
中
に
は
タ
イ
プ
ミ
ス
や
誤
用

と
思
わ
れ
る
表
現
も
散
見
さ
れ
た
が
、
数
が
多
い
た
め
マ
マ
の
記
号
は
付
し
て

い
な
い
。

　

九
│
一　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
に
対
す
る
意
味
づ
け

　

左
例
１
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
の
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
描
か
れ
方
を
肯
定
的
に

捉
え
て
い
る
。
登
場
人
物
達
の
「
ゴ
ス
ロ
リ
」
の
着
こ
な
し
方
を
「
似
合
っ

て
る
」「
さ
ま
に
な
っ
て
る
」
と
褒
め
、
そ
れ
が
「
日
本
の
文
化
」
に
停
滞
な

く
繋
が
っ
て
い
る
。
例
２
も
同
様
で
「
ま
じ
か
わ
い
い
」
と
彼
女
達
を
褒
め
、

「
日
本
の
文
化
を
愛
し
て
く
れ
」
た
こ
と
に
感
謝
し
「w
o ai ni!

」〔
愛
し
て
る
〕、

「I love suica et shu

」〔
ス
イ
カ
と
シ
ュ
ウ
が
大
好
き
〕
と
、
例
１
と
同
様
に

「
好
き
」
の
お
か
え
し
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
言
葉
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

例
１ 

ゴ
ス
ロ
リ
と
か
は
や
っ
ぱ
日
本
人
よ
り
フ
ラ
ン
ス
人
さ
ん
の
方
が
似

合
っ
て
る
な
〜
。
目
鼻
立
ち
く
っ
き
り
だ
し
、
足
長
い
し
、
さ
ま
に
な
っ

て
る
。
そ
れ
に
し
て
も
日
本
の
文
化
を
こ
ん
な
に
愛
し
て
く
れ
て
嬉
し
い

♪　

私
も
フ
ラ
ン
ス
が
大
好
き
だ
ー
ー
！

例
２ 

ま
じ
か
わ
い
い
ね
！　

日
本
の
文
化
を
愛
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
！

　

w
o ai ni!

〔
中
国
語
の
我
爰
你
：
愛
し
て
る
〕 I love suica and shu 

^-^

〔
ス
イ
カ
と
シ
ュ
ウ
が
大
好
き
〕

　

デ
ー
タ
中
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
描
か
れ
方
を
肯
定
し
て
い
る
コ
メ
ン
ト
で
、
な
お
か
つ

Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
み
に
言
及
し
て
い
る
も
の
は
、「
か
わ
い
い
！
」
な
ど
と
い
っ
た
一

言
コ
メ
ン
ト
を
除
け
ば
、
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
二
文
以
上
を
連
ね
た
コ
メ

ン
ト
で
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
明
示
的
に
「
日
本
文
化
」
に
内
包
さ
れ
る
か
（
例
１
―

２
）、
あ
る
い
は
「
日
本
の
物
」「
日
本
生
ま
れ
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」「
日
本
の

い
い
も
の
」
と
抽
象
度
を
高
め
た
形
で
示
さ
れ
て
い
た
（
左
例
３
―
４
）。
こ
の

よ
う
な
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
扱
い
は
、
前
述
し
た
日
本
政
府
に
よ
る
Ｊ
Ｐ
Ｃ
へ
の
視
線
と

共
通
す
る
。

例
３ 

昔
か
ら
世
界
が
認
め
る
デ
ザ
イ
ン
と
お
洒
落
の
国
で
、
日
本
の
物
や
日

本
生
ま
れ
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
一
部
の
人
々
と
は
い
え
、
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
。
基
本
的
に
感
性
の
異
な
る
諸
外
国
で
評
価
を
貰

う
こ
と
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
く
、
認
め
て
も
ら
う
こ
と
は
大
変
嬉
し

い
。

例
４ 
日
本
の
い
い
も
の
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
っ
て
だ
け
で
オ
タ
ク
と
か

は
関
係
な
い
。
何
が
好
き
か
、
趣
味
か
と
い
う
だ
け
だ
（
後
略
）。

　

一
方
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
の
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
描
か
れ
方
に
反
発
し
、
そ
れ
を
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否
定
的
に
捉
え
て
い
る
コ
メ
ン
ト
例
と
し
て
は
、
次
の
例
５
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
は
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
映
っ
た
雑
誌
の
少
女
達
が
「
わ
ざ
と
」
選
択
さ

れ
た
結
果
と
し
て
「
目
が
細
い
娘
」
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
、
そ
れ
を
「
白
人

社
会
に
よ
る
ア
ジ
ア
に
対
す
る
偏
見
」
と
結
び
つ
け
て
い
る
。

例
５ 

途
中
で
日
本
の
雑
誌
が
出
て
く
る
け
ど
、
わ
ざ
と
目
が
細
い
娘
の
を
選

ん
で
る
。
こ
う
い
う
の
は
基
本
的
に
目
が
パ
ッ
チ
リ
し
た
娘
を
採
用
す
る

事
が
多
い
は
ず
だ
か
ら
、
目
が
細
い
娘
が
写
っ
て
る
の
を
探
す
の
は
苦
労

し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
白
人
社
会
に
よ
る
ア
ジ
ア
に
対
す
る
偏
見
は
永

久
に
消
え
な
い
ね
。

　

例
６
も
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
の
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
描
か
れ
方
を
否
定
的
に
捉
え
て

い
る
例
で
は
あ
る
が
、「
日
本
人
」
で
は
な
く
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
ロ
リ
ー
タ
」

の
立
場
を
取
る
。

例
６ 

I ’m
 a french lolita too, and Shu is one of m

y friend. I think 

this interview
 show

 a bad side of french w
ho love japanese 

culture. T
he w

om
en w

ho ’re talking laugh at them
! W

e ’re not 

stupid, and w
e ’re not still child! W

e just w
anna have fun w

hile 

tree days! W
hile Japan Expo! W

e ’re not in “regréssion ” !!!!! 

*angry*

〔
私
も
フ
ラ
ン
ス
人
の
ロ
リ
ー
タ
で
、
シ
ュ
ウ
は
友
達
の
一
人
。
こ

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
日
本
好
き
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
悪
い
面
を
見
せ
て
い
る
と
思

う
。
ナ
レ
ー
タ
ー
の
女
の
人
は
笑
っ
て
る
！　

私
達
は
ば
か
じ
ゃ
な
い
し
、
も

う
子
供
じ
ゃ
な
い
！　

ジ
ャ
パ
ン
エ
キ
ス
ポ
の
三
日
間
、
楽
し
み
た
い
だ
け
！

〝
退
行
〞
な
ん
か
し
て
い
な
い
！
！
！
！*

怒*

〕

　

こ
の
例
６
は
英
語
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
が
、
最
後
のregréssion

の
み
フ

ラ
ン
ス
語
で
記
さ
れ
、
引
用
符
を
つ
け
た
状
態
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

Japan Expo

に
お
け
る
コ
ス
プ
レ
シ
ョ
ー
の
映
像
に
か
ぶ
せ
ら
れ
た
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
「
我
々
は
退
行
の
最
中
に
あ
り
ま
す
」
の
「
退
行
（regréssion

）」

（
本
稿
六
節
に
前
出
）
に
反
発
し
た
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
る）

41
（

。

　

例
５
―
６
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
の
Ｊ
Ｐ
Ｃ
関
連
描
写
に
否
定
的
で
あ

る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
が
、
否
定
的
た
る
理
由
は
異
な
る
。
例
５
で
は
「
白

人
社
会
に
よ
る
ア
ジ
ア
人
に
対
す
る
偏
見
」
が
見
ら
れ
る
と
い
う
理
由
で
否
定

的
な
の
で
あ
り
、
例
６
で
は
「
日
本
好
き
の
フ
ラ
ン
ス
人
」
＝
「
私
達
」
の
立

場
か
ら
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
っ
た
、「
退
行
」
と
い
う

言
葉
に
反
論
し
て
い
る
。
付
言
す
る
と
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
コ
メ
ン
ト
に
は
、
例

６
と
同
様
に
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
お
け
る
若
者
達
の
描
き
方
を
批
判
し
た
も

の
が
数
多
く
見
ら
れ
た）

42
（

。

　

む
ろ
ん
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
肯
定
す
る
で
も
否
定
す
る
で
も
な
く
、
単
な
る
一
時

的
現
象
と
し
て
捉
え
た
コ
メ
ン
ト
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
例
７
（Laisse, ça 

passera.

〔
放
っ
て
お
け
。
過
ぎ
て
い
く
か
ら
〕）
が
そ
れ
に
相
当
す
る
が
、
そ
の
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種
の
コ
メ
ン
ト
の
使
用
言
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
ば
か
り
で
、
日
本
語
を
含
む
他
言

語
の
使
用
は
無
か
っ
た）

43
（

。

　

九
│
二　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
誰
の
も
の
か

　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
誰
の
も
の
か
。
こ
こ
で
は
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
帰
属
先
を
巡
る
コ
メ
ン
ト

群
を
見
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
自
ら
が
所
属
す
る
と
考
え
る
境
界

線
の
枠
内
に
引
き
こ
も
う
／
そ
こ
か
ら
追
い
出
そ
う
と
す
る
「
闘
争
と
衝
突

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
変
形
し
、
強
化
し
、
逆
転
さ
せ
る
勝
負
＝
ゲ
ー
ム
」

（
フ
ー
コ
ー 1986: 118

）
が
行
わ
れ
て
い
た
。
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、

既
に
前
掲
例
の
中
に
も
記
述
が
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
「
日
本
の
文
化
」（
例
１

―
２
）、「
日
本
の
い
い
も
の
」（
例
４
）
な
ど
と
い
う
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
、

Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
「
日
本
」
に
帰
属
し
、
肯
定
的
な
評
価
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
見
方
は
三
節
で
分
析
し
た
外
務
省
海
外
交
流
審
議
会
の
姿
勢
と
一
致
す
る
。

　

し
か
し
、
コ
メ
ン
ト
全
体
を
通
し
て
み
れ
ば
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
必
ず
し
も
「
日
本

の
い
い
も
の
」
と
し
て
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
で
は
、
ま
ず
Ｊ
Ｐ
Ｃ
と

「
日
本
」
を
巡
る
線
引
き
の
せ
め
ぎ
あ
い
に
つ
い
て
ま
と
め
、
そ
の
上
で
、
そ

こ
に
「
ア
ジ
ア
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
入
っ
て
き
た
場
合
を
扱
う
。

　

例
８
の
「
私
は
日
本
人
」
と
自
己
設
定
す
る
コ
メ
ン
ト
提
供
者
に
と
っ
て
は
、

番
組
内
で
提
示
さ
れ
た
よ
う
な
Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
「
日
本
の
文
化
」
の
枠
組
み
内
に
入

る
と
は
い
え
「
愚
か
」
な
部
分
で
あ
り
、「
癌
」
に
例
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は

コ
メ
ン
ト
提
供
者
は
「
恥
ず
か
し
さ
」
を
感
じ
て
し
ま
う
と
い
う
。

例
８ 

this is like cancer from
 japan. i am

 japanese and asham
ed 

of japanese stupid culture spreading out all over the w
orld. 

please don ’t m
isunderstand japanese. only a few

 young people 

likes that style in japan. all of japanese doesn ’t like it and 

despise. if you are intrested in japanese sham
eful style, you 

should stop it. poor english sorry.

〔
こ
れ
は
日
本
か
ら
発
し
た
癌
み
た

い
な
も
の
。
私
は
日
本
人
で
、
日
本
の
愚
か
な
文
化
が
世
界
中
に
広
が
っ
て
い

る
の
を
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
い
る
。
日
本
人
を
誤
解
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
日

本
で
あ
ん
な
格
好
を
し
て
い
る
若
者
は
ご
く
僅
か
で
す
。
日
本
人
が
み
ん
な
そ

ん
な
格
好
を
好
き
だ
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
む
し
ろ
軽
蔑
し
て
い
ま
す
。
も

し
日
本
の
そ
ん
な
恥
ず
か
し
い
格
好
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
な
ら
、
や
め
る

べ
き
で
す
。
下
手
な
英
語
で
ご
め
ん
な
さ
い
。〕

　

同
様
に
次
例
９
も
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
が
「
日
本
」
に
内
包
さ
れ
て
い
る
も
の
と
捉

え
て
い
る
が
、「
い
い
も
の
」
な
ど
と
い
う
肯
定
的
な
意
味
づ
け
は
行
っ
て

い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
「
現
実
逃
避
で
き
る
日
本
の
オ
タ
カ
ル

チ
ャ
ー
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。
例
９
の
コ
メ
ン
ト
提
供
者
に
と
っ

て
、「
オ
タ
ク
」
は
「
オ
タ
公
」
と
い
う
蔑
称
で
表
す
べ
き
対
象
な
の
で
あ
る
。

例
９ 

日
本
が
好
き
な
の
で
は
な
く
、
現
実
逃
避
で
き
る
日
本
の
オ
タ
カ
ル

チ
ャ
ー
が
好
き
な
だ
け
だ
ろ
う
よ
。
い
や
だ
よ
ね
ぇ
、
オ
タ
公
は
。
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例
10 

あ
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
本
当
の
日
本
を
知
ら
な
い
。
く
だ
ら
ん
ね
〜
〜
。

例
11 

日
本
の
文
化
を
愛
し
て
く
れ
る
の
は
喜
ば
し
い
け
ど
、
彼
女
が
好
き
な

の
は
彼
女
の
中
の
憧
れ
の
存
在
の
日
本
で
、
本
当
の
日
本
じ
ゃ
な
い
。
悲

し
い
け
ど
き
っ
と
日
本
に
き
た
ら
幻
滅
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
は
日
本
人
に
と
っ
て
も
桃
源
郷
な
ん
だ
か
ら
。
で
も
そ
の
ほ
う
が

い
い
ん
だ
ろ
う
な
。

例
12 

パ
リ
の
風
景
を
再
び
見
る
な
ん
て
や
っ
て
ら
れ
な
い
か
…
日
本
＝
秋
葉

原
、
秋
葉
に
行
く
↓
「
日
本
最
高
」
こ
の
考
え
方
ほ
ん
と
や
め
て
欲
し
い
。

Je n ’aim
e pas que le chose gen parlent du japon seulem

ent 

base sur otaku culture. je leur veux savoir le vrai japon.

〔
日

本
を
オ
タ
ク
文
化
だ
け
で
語
ら
な
い
で
ほ
し
い
。
本
当
の
日
本
を
知
っ
て
ほ
し

い
。〕

　

以
上
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
が
「
日
本
」
に
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
肯
定
的
に
捉
え
る
か
（
例
１
―
４
、
図
４
）
否

定
的
に
捉
え
る
か
（
例
８
―
９
、
図
５
）
と
い
う
点
で
異
な
る
コ
メ
ン
ト
群
を

見
て
き
た
。

図 4　PC∈日本☺

図 5　PC∈日本

日本

JPC

☺

日本

JPC

　

次
に
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
「
日
本
」
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
方
向
性
を
持
つ
コ
メ

ン
ト
を
見
て
い
く
。
そ
こ
に
も
ま
た
二
種
が
見
ら
れ
、
一
種
は
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
「
本

当
の
日
本
文
化
」
で
は
な
い
と
し
た
図
６
の
よ
う
な
も
の
、
も
う
一
種
は
Ｊ
Ｐ

Ｃ
を
「
日
本
」
だ
け
の
も
の
に
し
て
お
く
必
要
な
ど
な
い
と
い
う
図
７
の
タ
イ

プ
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

　

図
６
の
よ
う
に
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
「
本
当
の
日
本
文
化
」
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す

る
方
向
性
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、
下
例
10
―
13
を
挙
げ
る
。

JPC

本当の
日本文化

日本

JPC

図 6　 PC≠本当の
日本文化

図 7　切り離し
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例
13 

Ce que je critique c ’est que ces jeunes s ’im
aginent un Japon 

qui n ’est pas le vrai... Genre j ’adore le Japon m
ais je connais 

m
êm

e pas le nom
 de l ’em

pereur ou le nom
bre d ’habitants... 

C
’est ça qui est risible en fait...

〔
自
分
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
こ
の

若
者
達
が
、
本
当
じ
ゃ
な
い
日
本
を
想
像
し
て
い
る
か
ら
だ
。
日
本
が
好
き
だ

け
ど
、
天
皇
の
名
前
も
人
口
も
知
ら
な
い
っ
て
い
う
よ
う
な
や
つ
。
お
笑
い
だ

よ
ね
。〕

　

例
10
―
13
の
コ
メ
ン
ト
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
中
で
少
女
達
が
憧
れ
る
日

本
を
「
本
当
じ
ゃ
な
い
」
も
の
と
し
て
い
る
が
、
か
と
い
っ
て
「
本
当
の
日

本
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
言
及
し
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
。
例
13
は
「
日
本
が
好
き
だ
け
ど
、
天
皇
の
名
前
も
人
口
も
知

ら
な
い
」「
若
者
達
」
に
対
し
て
、「
本
当
じ
ゃ
な
い
日
本
」
を
想
像
し
て
い
る

と
非
難
す
る
が
、「
天
皇
の
名
前
」
や
「
人
口
」
と
い
っ
た
知
識
を
重
ね
て
い

け
ば
、
ど
の
程
度
で
「
本
当
の
日
本
」
を
知
っ
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
だ
ろ

う
。
そ
う
い
っ
た
問
い
に
答
え
る
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
。

　

最
後
に
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
と
「
日
本
」
と
の
境
界
線
の
引
き
方
と
し
て
、
図
７
の
タ

イ
プ
の
コ
メ
ン
ト
を
引
用
す
る
。
例
14
の
コ
メ
ン
ト
提
供
者
に
と
っ
て
、「
流

行
は
国
に
所
属
す
る
も
の
じ
ゃ
な
い
」
の
だ
か
ら
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
紹
介

さ
れ
た
よ
う
な
Ｊ
Ｐ
Ｃ
＝
「
日
本
の
流
行
」
を
、「
日
本
人
だ
け
の
も
の
」
に

し
て
お
く
の
は
「
ば
か
み
た
い
」
な
行
為
と
な
る
。

例
14 

M
aintenant, je trouve idiot de dire qu ’il faut laisser la 

m
ode Japonaise au Japonais. Parce qu ’une m

ode n ’appartient 

pas à un pays. O
n retrouve par exem

ple le Punk partout et 

personne ne dit rien la dessus alors qu ’il a trouvé ses origines 

à Londres. (N
on ?) Ici, l ’origine, c ’est T

okyo. Et ce qu ’il y ait 

beaucoup de Japonais(es) ou non qui se fringuent com
m
e ça la 

bas.

〔
日
本
の
流
行
を
日
本
人
だ
け
の
も
の
に
し
て
お
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
と

言
う
な
ん
て
、
ば
か
み
た
い
だ
と
思
う
。
流
行
は
国
に
所
属
す
る
も
の
じ
ゃ
な

い
か
ら
。
た
と
え
ば
パ
ン
ク
は
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
誰
も
文
句
を
言
わ
な
い
。
も
と
も
と
は
ロ
ン
ド
ン
発
祥
だ
っ
て
い
う
の
に

ね
（
違
う
？
）
こ
の
場
合
、
発
祥
は
東
京
だ
。
だ
か
ら
東
京
に
は
多
か
れ
少
な

か
れ
、
こ
う
い
う
格
好
を
し
て
い
る
人
が
い
る
。〕

　

こ
う
し
た
Ｊ
Ｐ
Ｃ
と
「
日
本
」
を
巡
る
境
界
線
の
線
引
き
は
、
そ
こ
に
「
ア

ジ
ア
」
と
い
う
要
素
が
入
っ
て
き
た
と
き
、
更
に
複
雑
な
も
の
と
な
る
。

　

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
は
、「
ア
ジ
ア
」
は
「
日
本
」
を
包
含
す
る
も
の
で

あ
り
、「
ア
ジ
ア
」
が
好
き
で
あ
る
こ
と
と
、「
日
本
」
が
好
き
で
あ
る
こ
と
と

は
、
矛
盾
し
て
い
な
か
っ
た
。
少
女
達
は
「
日
本
」
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の

フ
ァ
ン
で
あ
り
、
同
時
に
／
だ
か
ら
こ
そ
「
ア
ジ
ア
人
」
に
惹
か
れ
て
い
る
も

の
と
し
て
、
描
か
れ
て
い
た
（
図
３
）。

　

し
か
し
コ
メ
ン
ト
で
は
、
こ
の
「
ア
ジ
ア
」
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
「
日
本
」、
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「
日
本
」
を
包
摂
す
る
「
ア
ジ
ア
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
対
抗
し
、
そ
れ
を
変

形
し
異
な
る
関
係
を
打
ち
た
て
よ
う
と
す
る
言
葉
遣
い
が
多
数
見
ら
れ
た
。
ま

ず
、
例
15
―
16
は
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
、
代
替
イ
メ
ー
ジ
を
こ

そ
提
出
し
な
い
も
の
の
、「
違
和
」
感
を
表
明
し
て
い
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

例
15 

「
ア
ジ
ア
」
で
一
括
り
に
さ
れ
る
と
違
和
感
を
覚
え
る
の
は
何
で
だ
ろ

(´

・¬

ε
・
｀)

？）
44
（

　

私
達
は
普
段
、
自
分
達
を
あ
ま
り
「
ア
ジ
ア
」
だ

と
意
識
し
て
な
い
ん
だ
よ
ね
。
笑
（
後
略
）

例
16 

ア
ジ
ア
系
で
全
て
ヒ
ト
ク
ク
リ
ニ
サ
レ
ル
ン
ダ
ヨ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ

）
45
（

　

一
方
、
例
17
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
の
若
者
達
が
「
日
本
」
と
そ
れ
を
包

摂
す
る
「
ア
ジ
ア
」
に
対
し
て
「
好
印
象
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
「
嬉
し

い
」
と
い
う
。
こ
の
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
日
本
が
ア
ジ
ア
に
包
摂
さ
れ
て
い
る

と
い
う
関
係
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
は
、
日
本
語
で

書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
こ
の
一
点
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
反
対
に
例
18

の
コ
メ
ン
ト
は
、「
日
本≠

ア
ジ
ア
（
日
本
は
ア
ジ
ア
で
は
な
い
）」
と
主
張
し

て
い
る
。

例
17 

ア
ジ
ア
…
特
に
日
本
に
つ
い
て
好
印
象
を
持
っ
て
い
る
事
は
嬉
し
い
。

例
18 

日
本
は
ア
ジ
ア
じ
ゃ
な
い
ぜ
。
そ
こ
ん
と
こ
理
解
し
て
な
い
フ
ラ
ン
ス

人
は
や
っ
ぱ
ア
ホ
や
。T

hey confuse Japanese and A
sian. A

fter 

all, French are racists.

〔
日
本
と
ア
ジ
ア
を
混
同
し
て
る
。
結
局
、
フ
ラ

ン
ス
人
は
人
種
主
義
者
だ
。〕

　

さ
ら
に
は
、
日
本
が
ア
ジ
ア
に
内
包
さ
れ
て
い
る
と
認
め
つ
つ
も
、「
ア
ジ

ア
」
内
の
他
国
を
挙
げ
て
否
定
的
な
意
味
づ
け
を
行
い
、「
日
本
」
あ
る
い
は

「
日
本
人
」
は
当
該
他
国
・
他
国
人
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
コ
メ
ン
ト
（
例
19
―
21
）
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
以
下
、
本
例
に
限

ら
ず
差
別
的
・
否
定
的
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
日
本
以
外
の
国
名
は
、

拍
数
に
か
か
わ
ら
ず
×
×
×
と
伏
し
た
。
文
脈
か
ら
×
×
×
の
指
し
示
す
と
こ

ろ
は
あ
る
程
度
推
測
で
き
、
実
質
的
に
隠
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
れ
は
基
本
的
な
姿
勢
の
問
題
で
も
あ
る
と
考
え
る
た
め
、
実
際
に
用

い
ら
れ
て
い
た
国
名
は
明
記
し
な
い
。
な
お
、
学
問
的
分
析
対
象
と
し
て
差
別

的
・
侮
蔑
的
表
現
に
言
及
す
る
こ
と
に
関
す
る
本
稿
筆
者
の
考
え
方
は
、
九
│

三
項
に
後
述
し
た
。

例
19 

ス
イ
カ
ち
ゃ
ん
か
わ
い
い
。
ア
ジ
ア
系
で
も
×
×
×
人
・
×
×
×
人
は

下
等
民
族
な
の
で
混
同
し
な
い
よ
う
に
ね
。
×
×
×
人
・
×
×
×
人
と
か

か
わ
る
と
ロ
ク
な
こ
と
が
な
い
の
で
注
意
し
て
ね
〜
。
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例
20 
ア
ジ
ア
系
＝
日
本
で
す
ね
。
×
×
×
国
な
ど
と
は
一
緒
に
し
て
ほ
し
く

あ
り
ま
せ
ん
ね
。
日
本
文
化
を
こ
ん
な
に
も
ほ
め
て
く
れ
る
と
う
れ
し
い

で
す
ね
！

例
21 

A
 xxx and a xxx are not gentle like a Japanese. T

hough it 

is the sam
e A

sian, character is totally diff erent.

〔
×
×
×
人
や
×

×
×
人
は
日
本
人
み
た
い
に
優
し
く
な
い
よ
。
同
じ
ア
ジ
ア
人
だ
け
ど
性
格
は

全
然
違
う
。〕

　

次
例
22
は
、
ア
ジ
ア
の
他
国
が
「
日
本
の
文
化
を
ア
ジ
ア
の
文
化
と
化
し
、

利
用
し
割
り
こ
む
」
こ
と
に
対
し
て
不
満
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
例
18
と
同

様
に
日
本
を
ア
ジ
ア
の
外
に
置
こ
う
と
す
る
コ
メ
ン
ト
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
も

で
き
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、「
日
本
」
の
も
の
を
、
そ
れ
を
内
包
す
る
「
ア

ジ
ア
」
全
体
の
も
の
と
す
る
こ
と
へ
の
反
発
と
受
け
取
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
の
「
日
本
の
文
化
」
が
具
体
的
に
意
味
し
て
い
る
も
の
が
Ｊ
Ｐ
Ｃ
で
あ

る
こ
と
は
文
脈
か
ら
明
ら
か
だ
。
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
は
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
争

奪
戦
に
参
加
し
て
い
る
コ
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。

例
22 

世
界
のJapan expo

な
ど
に
×
×
×
国
企
業
が
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
り
、

×
×
×
・
ジ
ャ
パ
ン
エ
キ
ス
ポ
に
し
ろ
と
ク
ソ
ど
も
が
妨
害
し
て
ま
す
。

日
本
の
文
化
を
ア
ジ
ア
の
文
化
と
化
し
、
利
用
し
割
り
こ
も
う
と
し
て
ま

す
。
も
っ
と
怒
り
ま
し
ょ
う
。

　

コ
メ
ン
ト
群
に
お
け
る
こ
の
種
の
争
奪
戦
は
、
漫
画
や
ア
ニ
メ
、
衣
装
の
み

を
巡
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
マ
リ
オ
ン

と
い
う
「
日
本
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
向
け
る
情
熱
」
を
持
っ
た
少
女
が
、

母
親
・
弟
と
と
も
に
「
日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
」
を
訪
れ
、
寿
司
を
食
べ
る
場
面

が
あ
る
。
そ
こ
で
は
甚
平
の
よ
う
な
も
の
を
着
た
板
前
が
、
二
人
同
時
に
寿
司

を
盛
っ
た
皿
を
出
す
の
だ
が
、
う
ち
一
人
は
日
の
丸
の
鉢
巻
を
巻
き
、
赤
い
丸

の
両
側
に
は
「
日
」
と
「
本
」
が
漢
字
で
書
い
て
あ
っ
た
。
こ
の
「
日
本
食
レ

ス
ト
ラ
ン
」
に
対
し
て
も
、
幾
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

例
23 

注
意
し
て
欲
し
い
の
は
日
本
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
、
無
数
の
ま
が
い
物
が

で
て
い
る
こ
と
で
す
か
ね
。
き
っ
か
け
と
し
て
は
い
い
か
も
し
れ
な
い
け

ど
、
あ
の
日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
も
日
本
人
経
営
で
は
な
く
、
×
×
×
国
か

×
×
×
系
の
ア
ジ
ア
人
っ
て
い
う
感
じ
を
受
け
た
。
最
初
は
そ
れ
で
も
い

い
け
ど
、
で
き
る
だ
け
偽
物
は
や
め
た
方
が
い
い
か
な
。

例
24 

Elle m
ange dans un faux resto japonais.

〔
偽
の
日
本
食
レ
ス
ト

ラ
ン
で
食
べ
て
る
。〕

例
25 

I just hate to see fake Japanese restaurants. God!! T
hose 
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fakey are often operated by xxx or xxx.

〔
偽
の
日
本
食
レ
ス
ト
ラ

ン
を
見
る
の
は
嫌
い
だ
！　

も
う
！　

こ
ん
な
偽
の
店
は
、
だ
い
た
い
×
×
×

人
か
×
×
×
人
が
経
営
し
て
る
ん
だ
。〕

例
26 

yeah im
 agree this restaurant is xxx i think.

〔
そ
う
だ
よ
ね
。

こ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
っ
て
、
×
×
×
国
の
だ
と
思
う
。〕

例
27 

N
ice report. T

his is really interesting. Let m
e point out 

onething. T
he sushi is fake one by xxx or xxx. W

e, japanese 

are alw
ays puzzled by their fake Japanese foods restaurnt 

abroad.

〔
い
い
レ
ポ
ー
ト
だ
。
す
ご
く
興
味
深
い
。
一
点
指
摘
さ
せ
て
ほ
し

い
。
あ
の
寿
司
は
×
×
×
国
人
か
×
×
×
国
人
が
作
っ
た
偽
物
だ
。
我
々
日
本

人
は
い
つ
も
、
海
外
の
偽
の
日
本
食
に
は
当
惑
し
て
る
。〕

　

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
映
し
出
さ
れ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
誰

に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。「
日
本
人
」

か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
う
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ

の
種
の
コ
メ
ン
ト
に
共
通
す
る
の
は
、「
日
本
人
」
の
経
営
で
は
な
い
「
日
本

食
レ
ス
ト
ラ
ン
」
を
、「
偽
」「
ま
が
い
物
」
と
す
る
意
識
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

「
日
本
人
」
を
揃
え
な
け
れ
ば
、「
本
物
」
の
「
日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
」
は
経
営

で
き
な
い
と
す
る
、
こ
う
し
た
コ
メ
ン
ト
の
中
で
は
、「
日
本
」
│
「
日
本
人
」

│
「
日
本
食
」
が
透
き
間
な
く
密
着
し
て
い
る
。

　

一
方
、
例
28
―
30
の
コ
メ
ン
ト
は
「
ア
ジ
ア
」
に
含
ま
れ
る
他
国
を
否
定
的

に
意
味
づ
け
て
い
る
点
で
例
19
―
21
と
共
通
す
る
が
、
例
19
―
21
と
違
っ
て
、

「
日
本
」
あ
る
い
は
「
日
本
人
」
は
他
国
・
他
国
人
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と

を
主
張
す
る
に
留
ま
ら
な
い
。
例
28
―
30
は
、
例
19
―
21
よ
り
も
さ
ら
に
先
鋭

化
し
て
、
当
該
他
国
・
他
国
人
を
「
ア
ジ
ア
」
か
ら
排
斥
し
よ
う
と
し
た
コ
メ

ン
ト
で
あ
る
。

例
28 

西
洋
人
が
喜
ぶ
の
も
嬉
し
い
が
、
ア
ジ
ア
に
少
し
で
も
希
望
を
与
え
れ

る
国
で
あ
っ
て
欲
し
い
。
×
×
×
は
ア
ジ
ア
じ
ゃ
な
い
か
ら
な
。
言
っ
と

く
け
ど
…

例
29 

Y
ou are right. xxx are sham

e part of A
sia. Let ’s kick out 

them
 from

 A
sia.

〔
そ
の
通
り
。
×
×
×
は
ア
ジ
ア
の
恥
だ
。
ア
ジ
ア
か
ら

追
い
出
そ
う
ぜ
。〕

例
30 

M
y friend from

 xxx also hate xxx. I w
as no w

onder w
hy. 

Coz they are the desease of A
sia. W

e need to get rid of it.

〔
×

×
×
か
ら
来
て
い
る
友
達
も
、
×
×
×
が
嫌
い
だ
。
不
思
議
は
な
い
ね
。
ア
ジ

ア
の
病
巣
だ
か
ら
だ
。
排
除
し
な
き
ゃ
ね
。〕
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以
上
よ
り
、「
ア
ジ
ア
」
の
中
の
特
定
少
数
の
他
国
に
否
定
的
表
象
を
付
し
、

「
日
本
」
と
差
別
化
す
る
（
図
８
）
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
コ
メ
ン
ト
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
内
部
で
は
二
種
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
す

な
わ
ち
「
日
本
」
を
ア
ジ
ア
か
ら
切
り
離
す
よ
う
な
ア
ジ
ア
脱
出
タ
イ
プ
の
も

の
と
（
図
９
）、
反
対
に
こ
の
特
定
少
数
の
他
国
を
「
ア
ジ
ア
で
は
な
い
」
と

し
て
、「
ア
ジ
ア
」
か
ら
の
排
除
を
志
向
す
る
方
向
の
コ
メ
ン
ト
（
図
10
）
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
と
日
本
、
ア
ジ
ア
内
の
他
国
を
巡
る
境
界
線
の
闘
争
は
、

し
か
し
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
の
ア
ジ
ア
と
日
本
の
描
き
方
（
図
３
）
と
は
、

か
な
り
趣
を
異
に
す
る
。
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
日
本
の
み
に

結
び
つ
け
ら
れ
て
は
い
た
が
、
日
本
は
ア
ジ
ア
の
対
立
項
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア

と
い
う
概
念
に
何
の
衝
突
も
な
く
内
包
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
こ
の
よ
う
に
非
難
や
批
判
、
誹
謗
中
傷

を
含
む
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
大
量
に
寄
せ
ら
れ
る
現
象
は
、
フ
レ
イ
ミ
ン
グ
或
い
は

炎
上
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
現
象
を
「
規
範
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
分
析
し

た
平
井
（2007

）
は
、「（
そ
こ
で
）
焦
点
化
さ
れ
る
規
範
は
、
日
常
生
活
の
場

面
で
適
用
さ
れ
る
「
道
具
」
や
「
マ
ナ
ー
」
と
い
っ
た
類
と
は
性
質
を
異
に

す
る
」、「
ブ
ロ
グ
炎
上
で
優
先
さ
れ
る
「
規
範
」
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
特
定
の
状
況
に
お
い
て
の
み
援
用
さ
れ
る
」
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
番
組
の
製
作
者
は
、
も
ち
ろ
ん
、
視

聴
者
間
の
論
争
に
お
い
て
ア
ジ
ア
と
日
本
の
関
係
が
争
点
に
な
る
な
ど
と
は
、

予
想
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
平
井
（2007

）
の
議
論
を
敷
衍
し
つ
つ
述
べ

る
と
、
こ
こ
で
は
、
日
本
は
ア
ジ
ア
に
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
を
当
然

視
す
る
と
い
う
（
日
常
生
活
場
面
で
適
用
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
問
題
に
な
ら
な

い
）「
規
範
」
が
、
不
特
定
多
数
の
他
者
の
目
に
触
れ
た
際
、
そ
の
う
ち
当
該

「
規
範
」
を
共
有
し
な
い
人
と
の
「
ミ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
な
り
、

そ
れ
が
「
炎
上
」
へ
と
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

　

実
は
、
日
本
ア
ニ
メ
は
「
決
し
て
純
粋
に
日
本
の
生
産
物
で
は
な
く
、
い

ろ
い
ろ
な
意
味
で
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
生
産
物
」
で
あ
る

（
毛
利 2009: 73

）。
同
じ
く
毛
利
（2009: 75

）
に
よ
れ
ば
、
制
作
コ
ス
ト
を
抑

え
る
た
め
の
人
件
費
の
安
い
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
動
画
制
作
外
注
は
、
す
で
に

一
九
六
七
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
、
実
は
日
本
ブ
ラ
ン
ド

を
つ
け
たm

ade in A
sia

の
製
品
な
の
で
あ
る
。
外
務
省
の
喧
伝
す
る
国
家

アジア

日本

○国

○国日本

アジア

日本

○国

図 8　分断

図 9　脱出

図 10　排除
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主
義
的
な
「
ク
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
」
は
、
イ
メ
ー
ジ
戦
略
と
し
て
は
有
効
か
も

し
れ
な
い
が
、
実
態
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
性
は
制
作
の
段
階
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ロ
ー
カ
ル
な
普
及
の
段
階
に
お

い
て
多
様
な
ア
ク
タ
ー
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
、T

obin

（2004

）、Black 

et.al.

（2007

）
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

九
│
三　
「
な
に
人
で
す
」
と
い
う
名
乗
り
と
名
乗
り
要
求

　

コ
メ
ン
ト
の
中
で
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
巡
っ
て
、
い
わ
ば
争
奪
戦
と
も
言
え
そ
う
な
線

引
き
合
戦
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
は
前
出
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、

そ
の
線
引
き
合
戦
と
「
な
に
人
」
と
の
関
わ
り
を
考
え
て
い
き
た
い
。
と
い
う

の
も
、
そ
の
線
引
き
合
戦
が
と
り
わ
け
卑
し
く
、
か
つ
刺
激
的
な
用
語
を
武

器
と
し
て
行
わ
れ
る
と
き
、
実
に
頻
繁
に
「
な
に
人
」
と
い
う
名
乗
り
が
あ
り
、

「
な
に
人
で
す
か
」
と
い
う
要
求
が
提
出
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
異
な
る
意
見
を
持
つ
人
間
へ
の
否
定
が
、
否
定
的
表
象
を
付
さ
れ
た
民
族
集

団
へ
と
結
び
付
け
ら
れ
た
り
、
容
易
に
そ
の
人
が
所
属
す
る
「
な
に
人
」
へ
の

全
否
定
と
燃
え
広
が
っ
た
り
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
た
。

　

平
井
（2007

）
は
、
伊
地
知
（2007

）
に
よ
る
ブ
ロ
グ
炎
上
を
招
く
よ
う
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
分
類
を
、
①
反
社
会
的
行
為
の
吹
聴
、
②
評
価
が
曖
昧
な
社
会

的
争
点
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
、
③
特
定
の
対
象
へ
の
誹
謗
中
傷
、
④
企

業
の
Ｐ
Ｒ
と
結
び
つ
い
た
「
や
ら
せ
ブ
ロ
グ
」
と
い
う
表
現
で
ま
と
め
て
い
た
。

本
稿
で
分
析
し
た
の
はY

ouT
ube

で
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
っ
て
ブ
ロ
グ
で
は
な

い
が
、
基
本
的
な
炎
上
の
枠
組
み
は
変
わ
ら
な
い
。
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
価
値
は
、
あ
る

い
は
日
本
が
ア
ジ
ア
の
一
部
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
こ
で
は
②
の

意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
筆
者
は
、
②
を
理
由
と
す
る

炎
上
が
、「
な
に
人
」
と
い
う
枠
組
み
に
結
び
つ
き
、
そ
の
「
な
に
人
」
が
③

の
「
特
定
の
対
象
」
と
な
っ
て
、
②
と
③
と
が
相
乗
的
に
作
用
し
た
の
だ
、
と

解
釈
し
て
い
る
。

　

な
お
、
差
別
的
・
侮
蔑
的
言
辞
は
、
た
や
す
く
感
情
に
お
か
さ
れ
や
す
く
、

サ
ー
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
の
「
炎
上）

46
（

」
を
扱
っ
た
文
書
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
野

火
の
よ
う
に
燃
え
広
が
る
。
学
問
的
分
析
対
象
と
し
て
差
別
的
・
侮
蔑
的
表

現
に
言
及
す
る
本
稿
も
、
そ
の
意
図
に
反
し
て
、
そ
の
種
の
表
現
の
流
通
に

加
担
し
て
し
ま
う
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
バ
ト
ラ
ー
（2004: 23

）

は
、
こ
れ
を
「
不
適
切
な
言
葉
づ
か
い
に
つ
い
て
議
論
す
る
法
的
発
言
の
文

脈
で
、
不
適
切
な
言
葉
づ
か
い
が
つ
ね
に
増
殖
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

憎
悪
発
言
を
批
判
し
法
的
に
禁
止
し
よ
う
と
す
る
言
説
そ
れ
自
体
も
、
憎
悪

発
言
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
再
演
と
な
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
田
中
（2001: 

50

）
も
ま
た
、「
こ
れ
こ
れ
の
語
は
サ
ベ
ツ
語
だ
と
い
う
の
に
は
、
特
別
な
知

識
が
入
用
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
サ
ベ
ツ
語
な
ん
だ
ぞ
と
教
え
る
人
が
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
教
育
に
よ
っ
て
、
い
い
か
え
れ
ば
入
れ

知
恵
に
よ
っ
て
、
サ
ベ
ツ
語
が
ど
ん
ど
ん
増
え
る
と
い
う
、
病
的
な
現
象
が
生

ず
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

47
（

。

　

本
稿
筆
者
は
、
バ
ト
ラ
ー
（2004, 

前
掲
）
や
田
中
（2001, 

前
掲
）
の
主
張
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に
う
な
ず
き
つ
つ
、
な
お
議
論
を
続
け
た
い
。
筆
者
は
、
第
二
言
語
・
外
語
教

育
と
し
て
の
日
本
語
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
る）

48
（

。
日
本
語
教
育
は
、
多
く
「
外

国
人
」
を
対
象
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
差
別
に
関
す
る
問
題
は
タ
ブ
ー
と

な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、Zarate

（2001: 153

）
の
言
う
よ
う
に
、
外

国
人
嫌
悪
や
排
斥
の
現
実
に
つ
い
て
積
極
的
に
認
識
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
養

う
こ
と
が
言
語
教
師
に
と
っ
て
の
高
優
先
事
項
の
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日

本
語
教
師
も
こ
の
問
題
を
避
け
て
通
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
ず
は
、
問

題
の
現
状
認
識
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

次
例
31
の
や
り
と
り
の
中
で
、
Ａ
は
蔑
称
と
し
て
の
認
識
が
広
ま
っ
て
い
る

「
外
人
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
、
そ
の
「
外
人
」
を
「
お
前
ら
」
と
呼
ん
で

い
る
。「
日
本
の
文
化
は
日
本
人
に
し
か
理
解
で
き
」
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
外

人
」
に
「
日
本
の
よ
さ
が
理
解
で
き
る
は
ず
が
な
い
」
の
だ
か
ら
、「
引
っ
込

ん
で
ろ
」
と
い
う
構
成
で
あ
る
。

例
31

　

Ａ
：
日
本
の
文
化
は
日
本
人
に
し
か
理
解
で
き
な
い
。
い
ち
い
ち
外
人
の
評

価
に
一
喜
一
憂
せ
ず
我
々
の
文
化
に
親
し
ん
で
い
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
し
。

外
人
は
日
本
に
来
る
な
。
お
前
ら
な
ん
か
に
日
本
の
よ
さ
が
理
解
で
き
る

は
ず
が
な
い
。
引
っ
込
ん
で
ろ
。

　

Ｂ
：
て
め
え
こ
そ
ナ
ニ
人
だ
か
知
ら
ん
が
引
っ
込
ん
で
ろ
や
カ
ス
！　

甘
っ

た
れ
て
ん
じ
ゃ
ね
え
ぞ
コ
ラ
ボ
ケ
！

　

Ａ
：
お
ー
こ
わ
。
純
潔
日
本
人
で
す
が
何
か
？　

甘
っ
た
れ
て
る
？　

何

を
？
（
笑
）　

君
は
汚
い
暴
言
吐
い
て
何
怒
っ
て
る
ん
で
す
か
？　

も
し

か
し
て
×
×
×
で
す
か
？　

何
故
日
本
人
は
海
外
で
評
価
を
受
け
て
、
そ

れ
に
喜
ん
で
る
ん
だ
ろ
う
？　

も
っ
と
自
信
と
余
裕
を
持
つ
べ
き
だ
。
い

ち
い
ち
気
に
し
な
く
て
い
い
ん
だ
よ
。
と
こ
ろ
で
、
君
は
「
ナ
ニ
人
」
な

ん
で
し
ょ
う
か
？
（
笑
）

　

Ｂ
は
Ａ
の
コ
メ
ン
ト
内
容
に
反
対
し
て
い
る
が
、
そ
の
反
対
の
根
拠
は
明
示

さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
Ａ
の
発
言
の
正
当
性
を
揺
る
が
そ
う
と
し
た
部
分
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
て
め
え
こ
そ
ナ
ニ
人
だ
か
知
ら
ん
が
」
の
部
分

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
Ａ
は
む
ろ
ん
、
第
一
コ
メ
ン
ト
で
の
「
我
々
の
文
化
」

＝
「
日
本
の
文
化
」
と
い
う
括
り
や
、「
外
人
は
日
本
に
来
る
な
」
の
「
来
る
」

に
見
ら
れ
る
視
点
か
ら
、「
日
本
人
」
と
し
て
自
ら
を
構
成
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
Ｂ
の
コ
メ
ン
ト
は
、
Ａ
が
第
一
コ
メ
ン
ト
で
形
成
し
た
Ａ
＝
「
日
本

人
」
の
結
び
つ
き
に
疑
義
を
呈
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
に
対
す
る
Ａ
の
返
答
は
、
自
ら
を
「
純
潔
日
本
人
」
と
再
定
位
し
た
文

で
始
ま
っ
て
い
る
。
Ａ
は
反
対
に
Ｂ
に
対
し
て
「
ナ
ニ
人
」
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
問
う
（「
も
し
か
し
て
×
×
×
で
す
か
？
」「
と
こ
ろ
で
、
君
は
「
ナ
ニ
人
」

な
ん
で
し
ょ
う
か
」）
が
、
こ
こ
で
の
問
い
は
、
無
論
中
立
的
な
も
の
で
は
な
い
。

Ａ
は
「
×
×
×
」
に
否
定
的
な
意
味
を
付
し
、
ま
た
「
日
本
人
」
を
価
値
づ
け

て
い
る
た
め
、
Ｂ
の
「
ナ
ニ
人
」
に
は
「
日
本
人
」
以
外
の
答
を
想
起
さ
せ
る
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意
図
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
例
32
に
お
い
て
も
同
様
に
、
Ｄ
は
自
分
が
反
対
す
る
意
見
を
持
つ
Ｃ
に
対

し
て
「
な
に
人
」
の
名
乗
り
要
求
を
行
う
の
み
な
ら
ず
、「
日
本
人
の
ふ
り
し

て
コ
メ
（
引
用
者
注
：
コ
メ
ン
ト
の
意
）
し
な
い
で
」
と
、
Ｃ
に
偽
日
本
人
の
表

象
を
付
与
し
て
い
る
。
例
33
で
は
Ｇ
が
「
Ｆ
は
×
×
×
人
か
？
」
と
Ｆ
に
特
定

の
民
族
呼
称
を
付
す
が
、
こ
こ
で
こ
の
民
族
呼
称
が
肯
定
的
な
意
味
を
持
っ
て

は
い
な
い
こ
と
は
、
文
脈
か
ら
明
ら
か
だ
。
さ
ら
に
「
あ
な
た
は
×
×
×
人

か
？
」
で
は
な
く
「
Ｆ
は
×
×
×
人
か
？
」
と
第
三
者
に
問
い
か
け
て
い
る
と

い
う
点
か
ら
は
、
こ
れ
が
例
31
で
Ｂ
が
Ａ
に
対
し
て
行
っ
た
の
と
同
じ
く
、
Ｆ

の
発
言
の
正
当
性
を
揺
る
が
そ
う
と
し
た
言
説
で
あ
る
も
の
と
し
て
読
み
取
れ

よ
う
。

例
32

　

Ｃ
：
フ
ラ
ン
ス
人
て
日
本
人
の
こ
と
下
に
見
て
る
人
い
っ
ぱ
い
い
る
よ
ね

　

Ｄ
：
＠
Ｄ　

あ
ん
た
が
不
細
工
で
ダ
サ
い
か
ら
じ
ゃ
ん
。
あ
ん
た
何
人
？　

日
本
人
の
ふ
り
し
て
コ
メ
し
な
い
で
く
れ）

49
（

。

　

Ｅ
：
日
本
人
で
す
。
喧
嘩
す
る
気
な
い
ん
で
。

例
33

　

Ｆ
：T
his video is so sham

e...

〔
こ
の
ビ
デ
オ
は
恥
ず
か
し
い
〕

　

Ｇ
：Is F ... a xxx ?

〔
Ｆ
は
×
×
×
人
か
？
〕

　

例
34
に
お
い
て
も
、
Ｈ
は
例
31
の
Ａ
と
同
様
に
、
ま
ず
「
日
本
人
」
と
し
て

自
ら
を
構
成
し
（「
日
本
人
と
し
て
は
嬉
し
い
」「
日
本
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ
た
」）、

そ
の
後
で
「
そ
う
い
や
」
と
唐
突
に
「
嫌
×
×
×
」「
×
×
×
国
の
パ
ク
リ
文

化
は
有
名
」「
フ
ラ
ン
ス
に
は
×
×
×
マ
ニ
ア
な
ん
て
い
な
い
」
と
×
×
×
国

を
否
定
す
る
発
言
を
続
け
る
。
こ
こ
で
は
「
パ
ク
リ
文
化
」
の
「
×
×
×
国
」

が
「
誇
れ
る
文
化
」
に
「
溢
れ
」
て
い
る
「
日
本
」
と
対
照
的
に
描
き
出
さ
れ

る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
Ｉ
が
「
や
め
て
く
だ
さ
い
」
と
止
め
た
。
Ｉ
は
、
Ｈ
の
よ

う
な
こ
と
を
言
う
日
本
人
が
「
一
人
で
も
い
る
」
の
な
ら
、「
日
本
は
最
低
」

だ
、
と
述
べ
る
。
Ｈ
は
返
答
を
返
し
て
い
な
い
が
、
新
た
に
、
Ｊ
が
そ
こ
に

「
×
×
×
は
だ
ま
っ
て
ろ
」
と
返
信
を
つ
け
る
。

例
34

　

Ｈ
：
ジ
ャ
パ
ン
マ
ニ
ア
か
ぁ
…
…
日
本
人
と
し
て
は
嬉
し
い
け
ど
、
何
か
く

す
ぐ
っ
た
い
カ
ン
ジ
。
こ
ん
な
誇
れ
る
文
化
に
溢
れ
る
日
本
に
生
ま
れ
て

よ
か
っ
た
！
…
…
そ
う
い
や
、
ジ
ャ
パ
ン
エ
キ
ス
ポ
に
は
×
×
×
国
も
参

加
し
て
る
よ
ね
。
私
、
嫌
×
×
×
だ
か
ら
ジ
ャ
パ
ン
エ
キ
ス
ポ
に
は
出
て

ほ
し
く
な
い
ん
だ
よ
ね
。
×
×
×
国
の
パ
ク
リ
文
化
は
有
名
み
た
い
だ
し

…
…
そ
れ
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
×
×
×
マ
ニ
ア
な
ん
て
い
な
い
で
し
ょ
？

　

Ｉ
：
Ｈ
さ
ん>

「
そ
れ
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
×
×
×
マ
ニ
ア
な
ん
て
い
な
い

で
し
ょ
？）

50
（

」



　197

　日本発ポップカルチャーを巡って交錯する／せめぎあう境界

　
　
　

や
め
て
く
だ
さ
い
。
そ
ん
な
事
を
平
気
で
言
う
日
本
人
が
一
人
で
も
い

る
の
な
ら
理
由
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
あ
な
た
の
嫌
う
×
×
×
国
よ
り
も
日

本
は
最
低
だ
と
思
う
の
で
す
が
…
…
。

　

Ｊ
：
×
×
×
人
は
だ
ま
っ
て
ろ
。
本
当
の
事
を
言
っ
た
だ
け
だ
ろ
。

　

以
上
、
例
31
―
34
の
コ
メ
ン
ト
群
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、
他
者
へ
の
否

定
が
「
な
に
人
」
へ
の
帰
属
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
反
対
に
否

定
し
た
い
他
者
を
特
定
の
国
籍
や
民
族
と
結
び
つ
け
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
特

定
の
国
籍
を
持
っ
て
い
た
り
、
特
定
の
民
族
集
団
の
中
に
い
る
人
間
を
総
体
と

し
て
否
定
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
34
中
の
Ｉ
は
、
Ｈ
の
人
種
主
義

的
な
発
言
に
対
し
て
反
論
し
て
い
る
が
、
そ
の
反
論
の
構
造
も
、「
そ
ん
な
事

を
平
気
で
言
う
日
本
人
が
一
人
で
も
い
る
の
な
ら
」「
日
本
は
最
低
」
と
い
う

一
事
が
万
事
的
な
も
の
で
あ
り
、「
日
本
」
を
一
塊
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い

る
点
で
は
、
×
×
×
国
全
否
定
の
形
を
と
っ
た
Ｈ
の
コ
メ
ン
ト
と
共
通
し
た
論

理
構
成
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

九
│
四　

他
者
否
定
の
コ
メ
ン
ト
に
お
け
る
使
用
言
語
の
問
題

　

最
後
に
、
他
者
否
定
の
コ
メ
ン
ト
に
お
け
る
使
用
言
語
の
問
題
に
つ
い
て
検

討
し
た
い
。
既
に
述
べ
た
通
り
、
本
稿
で
分
析
対
象
と
し
た
コ
メ
ン
ト
群
は

日
・
仏
・
英
を
中
心
と
す
る
多
言
語
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
連
続
的
な
最
も
長

い
や
り
と
り
の
連
鎖
は
、
次
の
英
語
で
の
コ
メ
ン
ト
を
発
端
と
し
て
い
た
。
そ

こ
で
は
、
連
続
す
る
コ
メ
ン
ト
の
い
ず
れ
も
他
者
否
定
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
。

発
端
と
な
っ
た
次
の
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
コ
メ
ン
ト
提
供
者
が
自
身
を

「
×
×
×
人
」
と
し
て
構
成
し
た
。
こ
の
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
「
日
本
人
」

こ
そ
が
他
者
で
あ
っ
て
、
誹
謗
中
傷
の
対
象
で
あ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
コ
メ

ン
ト
に
お
い
て
は
、
幾
つ
か
の
企
業
名
・
個
人
名
が
出
て
く
る
が
、
▲
▲
と
し

て
伏
す
。

　

た
だ
し
、
第
三
者
的
な
意
味
づ
け
で
提
出
さ
れ
て
い
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・

ア
メ
リ
カ
の
両
国
に
関
し
て
は
、
原
文
の
ま
ま
に
残
し
た
。

例
35 

I am
 in A

ustralia and I dont see any Japanese T
V
 that are 

selling xxx ▲
▲

 and ▲
▲

 T
V
 are only T

V
 m

akers that can 

m
ake (

…) xxx supresses Japan in every industry and business 

sector. and w
hole w

orld like xxx, and they dislike Japan. haha 

oh they only like sushi. because it is cheap.

〔
自
分
は
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
に
い
る
。
自
分
は
日
本
の
テ
レ
ビ
を
こ
こ
で
見
か
け
な
い
。
売
ら
れ
て
い

る
の
は
×
×
×
の
▲
▲
や
▲
▲
の
も
の
ば
か
り
で
、
▲
▲
や
▲
▲
だ
け
が
…

（
中
略
）
…
と
い
っ
た
製
品
を
作
れ
る
。
×
×
×
は
あ
ら
ゆ
る
工
業
・
商
業
分

野
で
日
本
を
追
い
抜
き
つ
つ
あ
る
。
世
界
全
体
は
×
×
×
が
好
き
で
、
日
本
は

嫌
い
だ
。
彼
等
は
寿
司
が
好
き
な
だ
け
な
ん
だ
。
安
い
か
ら
。〕

　

こ
の
コ
メ
ン
ト
は
次
に
引
用
す
る
例
36
―
38
に
代
表
さ
れ
る
反
応
を
引
き
起
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こ
し
て
い
た
。
本
項
内
で
は
一
部
の
み
抜
粋
し
て
引
用
す
る
が
、
こ
の
コ
メ
ン

ト
に
対
抗
す
る
文
脈
で
付
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト
の
数
は
あ
わ
せ
て
二
十
を
超
え
る
。

　

ま
ず
、
初
回
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
時
に
は
、
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
、「
×
×
×
は
嫌

い
」「
み
じ
め
っ
た
ら
し
い
」「
嫉
妬
の
塊
」「
怪
物
」
と
い
っ
た
返
答
を
投
げ

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
返
答
を
行
っ
た
の
は
、
自
ら
を
「
日
本
人
」
と

認
識
し
、
そ
れ
を
価
値
づ
け
る
者
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
返
答
に
お
い
て

彼
ら
は
、
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
「
×
×
×
」
を
否
定
す
る
。

例
36 

i hate xxx w
hy do you envy the Japanese? So w

hat?

〔
×
×

×
は
嫌
い
だ
。
ど
う
し
て
日
本
人
を
羨
ま
し
が
る
？　

だ
か
ら
何
な
ん
だ
？
〕

例
37 

I often think how
 pathetic you xxx are. Full of jealous, a 

m
onster of pride and alm

ost delusional narcissism
.........I am

 fed 

up w
ith listening how

 great you are! But sadly the truth is, 

xxx is still third w
orld country.

〔
君
た
ち
×
×
×
が
ど
れ
だ
け
み
じ

め
っ
た
ら
し
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
よ
く
考
え
る
。
嫉
妬
の
固
ま
り
で
、
プ
ラ

イ
ド
と
思
い
違
い
の
自
己
陶
酔
の
化
け
物
で
…
…
君
た
ち
が
ど
れ
だ
け
素
晴
ら

し
い
か
と
い
う
こ
と
は
聞
き
飽
き
た
。
だ
が
哀
し
い
か
な
、
実
は
×
×
×
は
い

ま
だ
第
三
世
界
の
国
な
ん
だ
〕

例
38 

Puhahahhahahahaaaaaaaa  A
ll xxx are M

O
N
ST

E
R
 O

F 

JEA
LO

U
SY

!

〔
ぷ
は
は
！　

×
×
×
は
み
ん
な
、
嫉
妬
の
怪
物
だ
！
〕

　

当
初
の
コ
メ
ン
ト
提
供
者
（
以
下
Ｘ
と
す
る
）
は
こ
う
し
た
コ
メ
ン
ト
に
対

し
て
直
接
に
は
応
答
せ
ず
、
も
う
一
度
当
初
の
コ
メ
ン
ト
を
掲
載
し
た
が
、
そ

の
時
に
は
続
き
が
あ
っ
た
。
×
×
×
国
産
の
ア
ニ
メ
に
つ
い
て
、
そ
し
て
経
済

に
つ
い
て
の
意
見
表
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
本
研
究
の
関
心
に
基
づ
き
、
ア
ニ

メ
の
ほ
う
の
み
を
引
用
す
る
。
そ
の
意
見
の
内
容
は
×
×
×
の
ほ
う
が
実
は
日

本
よ
り
も
優
れ
た
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
う
も
の
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
優
れ
た
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
争
奪
戦
は
、
容
易
に
相
手
国
の
全

否
定
反
応
へ
と
燃
え
広
が
っ
て
い
た
。

例
39 

there are also xxx anim
i I have grow

n up w
ith. ▲

▲
, ▲

▲
, ▲

▲
, ▲

▲
, ▲

▲
 and so on. xxx anim

ation m
akes w

orld ’s 

m
ost popular anim

ation. ▲
▲

, ▲
▲

, ▲
▲

 and so on they are 

m
ade in xxx, by xxx legendary anim

ation director ▲
▲

.

〔
×

×
×
の
ア
ニ
メ
も
あ
る
。
私
は
そ
れ
と
一
緒
に
大
き
く
な
っ
た
ん
だ
。
▲
▲
、

▲
▲
、
▲
▲
、 

▲
▲
、 

▲
▲
な
ど
だ
。
×
×
×
の
ア
ニ
メ
が
、
世
界
で
最
も
人

気
の
あ
る
▲
▲
、 

▲
▲
、 

▲
▲
な
ど
の
ア
ニ
メ
を
作
っ
て
る
ん
だ
。
×
×
×
で
、

×
×
×
の
伝
説
的
な
ア
ニ
メ
監
督
▲
▲
が
作
っ
た
ん
だ
。〕

　

Ｘ
の
こ
の
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
反
応
は
、
既
出
の
例
36
―
38
と
同
質
の
も
の
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で
あ
り
、
Ｘ
の
側
か
ら
も
靖
国
神
社
へ
の
言
及
を
含
む
次
の
再
反
論
が
あ
っ
て
、

や
り
と
り
は
長
く
続
く
。

例
40 

xxx m
ay have narricism

. but at least w
e dont not provoke 

other A
sian nation by visiting a Place such as Y

asukuni 

(W
W

2 cirim
inal m

em
orial place).

〔
×
×
×
は
ナ
ル
シ
ズ
ム
を
持
っ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
少
な
く
と
も
、
我
々
は
他
の
ア
ジ
ア
の
国
を
、
靖

国
（
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
犯
を
祀
る
と
こ
ろ
）
の
よ
う
な
場
所
を
訪
問
し
て

挑
発
し
た
り
は
し
な
い
。〕

　

こ
こ
で
、
こ
の
や
り
と
り
に
お
け
る
使
用
言
語
に
注
目
し
た
い
。
Ｘ
の
こ
の

コ
メ
ン
ト
（
例
40
）
を
発
端
と
す
る
や
り
と
り
は
、
以
降
十
七
コ
メ
ン
ト
に
お

い
て
継
続
し
た
が
、
や
り
と
り
が
双
方
向
的
に
（
相
互
否
定
的
に
）
続
い
て
い

た
の
は
、
そ
れ
が
英
語
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
間
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
長
い
や

り
と
り
の
連
鎖
は
、
コ
メ
ン
ト
に
日
本
語
が
入
り
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
複
数
続

い
た
時
点
で
終
了
し
た
。
や
り
と
り
が
続
い
て
い
る
間
、
使
用
言
語
と
し
て
英

語
が
堅
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
な
お
か
つ
、
誤
用
の
多
さ
か

ら
見
れ
ば
、
や
り
と
り
参
加
者
の
誰
に
と
っ
て
も
、
英
語
は
第
二
言
語
／
外
語

学
習
言
語
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ら
ば
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
双
方
と

も
英
語
を
学
習
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
だ
け
の

│
傷
を
つ
け
あ
い
、
溝

を
深
め
る
よ
う
な
や
り
と
り
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。
Ｘ
に
日
本
語
が
理
解
で
き
な
い
と
す
れ
ば
（
Ｘ
が
日
本
語
を
理
解
で
き

る
こ
と
を
証
拠
づ
け
る
コ
メ
ン
ト
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
）、
応
え
よ
う
が
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　

対
照
的
な
こ
と
に
は
、
同
じ
く
「
日
本
」
に
対
し
て
全
否
定
的
な
コ
メ
ン
ト

で
あ
っ
て
も
、
次
例
に
対
し
て
は
何
の
反
応
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
刺
激
的
か

つ
日
本
に
対
す
る
徹
底
的
な
否
定
と
い
う
意
味
で
は
Ｘ
の
コ
メ
ン
ト
を
上
回
る

だ
ろ
う
次
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
し
て
何
の
反
論
も
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
最
大
の

理
由
は
、
こ
れ
が
中
国
語
で
記
さ
れ
て
い
た
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

例
41 

日
本
的
天
皇
投
降
而
不
自
杀
．
为
了
活
命
自
称
凡
人
．
真
是
丢
人
．
日

本
已
经
亡
国
．
日
本
人
就
是
美
国
的
亡
国
奴
隶
．
日
本
再
也
不
会
有
二
战

前
的
国
际
地
位
．
日
本
也
不
能
摆
脱
美
国
的
控
制
．
将
来
时
代
人
口
多
了
．

美
国
白
人
就
来
个
种
族
隔
离
政
策
．
到
那
时
日
本
人
就
知
道×

×
×

是

多
么
的
自
由
和
幸
福
． 

到
那
时
美
国
会
借
口
日
本
人
基
因
有
问
题
而
加

以
限
制
和
隔
离
．
日
本
人
只
能
过
下
等
人
的
生
活
．
最
后
慢
慢
人
口
减
少
．

直
到
消
亡
．〔
日
本
の
天
皇
は
投
降
し
た
の
に
自
殺
し
な
か
っ
た
。
生
き
延
び

る
た
め
に
自
分
は
人
間
だ
と
称
し
た
。
本
当
に
情
け
な
い
。
日
本
は
す
で
に
亡

国
だ
。
日
本
人
は
ア
メ
リ
カ
の
亡
国
奴
隷
だ
。
日
本
は
も
う
二
度
と
第
二
次
世

界
大
戦
前
の
国
際
的
地
位
を
得
る
こ
と
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
支
配
を
逃
れ
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
将
来
人
口
が
多
く
な
っ
た
ら
ア
メ
リ
カ
の
白
人
は
人
種
隔

離
の
政
策
を
と
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
日
本
人
は
×
×
×
が
ど
れ
だ
け
自
由
で
幸
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福
か
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
に
は
ア
メ
リ
カ
は
日
本
人
に
は
遺
伝
子
に

問
題
が
あ
る
と
理
由
を
つ
け
制
限
を
加
え
、
隔
離
す
る
だ
ろ
う
。
日
本
人
は
下

等
人
と
し
て
の
生
活
を
送
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
だ
ん
だ
ん
と
人
口
が
減
っ
て
、

消
滅
す
る
だ
ろ
う
。〕

　

こ
の
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
無
反
応
は
、
Ｘ
の
コ
メ
ン
ト
を
発
端
に
、
相
互
否

定
的
な
も
の
で
は
あ
れ
ど
長
い
連
鎖
が
生
み
出
さ
れ
た
要
因
に
英
語
使
用
が

あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
点
、
Ｘ
の
コ
メ
ン
ト
に
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
Ｘ
が
英
語
を
読
め
る
第
三
者
で
あ
る
観
衆
の
存
在
を
意
識
し
て
い
る

点
で
あ
ろ
う
。
Ｘ
の
以
下
の
コ
メ
ン
ト
のY

asukuni
に
注
目
し
た
い
。
Ｘ
は

Y
asukuni

の
後
に
（　

）
書
き
でW

W
2 cirim

inal m
em

orial place

（
第

二
次
世
界
大
戦
の
戦
犯
を
祀
る
と
こ
ろ
）
と
注
釈
を
加
え
て
い
る
。

例
42 

xxx m
ay have narricism

. but at least w
e dont not provoke 

other A
sian nation by visiting a Place such as Y

asukuni 

(W
W

2 cirim
inal m

em
orial place).

〔
×
×
×
は
ナ
ル
シ
ズ
ム
を
持
っ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
少
な
く
と
も
、
我
々
は
他
の
ア
ジ
ア
の
国
を
、
靖

国
（
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
犯
を
祀
る
と
こ
ろ
）
の
よ
う
な
場
所
を
訪
問
し
て

挑
発
し
た
り
は
し
な
い
。〕

　

こ
の
注
釈
部
分
は
、
誰
に
向
け
た
も
の
か
。
コ
メ
ン
ト
全
体
と
し
て
は
、
Ｘ

が
対
手
と
し
て
い
る
「
日
本
人
」
コ
メ
ン
ト
挿
入
者
を
宛
名
と
し
た
も
の
で
あ

る
は
ず
だ
。
だ
が
、
こ
の
注
釈
部
分
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
の
宛
名
は
、
英
語

を
読
め
る
多
数
の
第
三
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｘ
の
対
手
は

「
日
本
人
」
と
し
て
自
己
構
成
し
て
お
り
、
で
あ
る
な
ら
ば
、
靖
国
と
い
う
名

前
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
だ
。
な
お
か
つ
、
Ｘ
が
靖
国

の
意
味
づ
け
を
争
う

│
た
と
え
ば
、
そ
こ
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
「
戦
犯
」

と
す
る
か
「
英
霊
」
と
す
る
か

│
つ
も
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
注
釈
の
中
に
入

れ
る
必
要
は
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
注
釈
の
目
的
は
、
靖
国
の
意
味
づ
け
を
争
う
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
。（　

）
に
入
れ
ら
れ
た
こ
の
注
釈
は
、
第
三
者
た
る
英
語
理
解

能
力
の
あ
る
観
衆
に
対
し
て
、W

W
2 cirim

inal m
em

orial place

を
訪
問

し
ア
ジ
ア
の
他
国
を
「
挑
発
」
す
る
日
本
の
非
を
鳴
ら
す
た
め
に
機
能
す
る
。

十　
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
巡
っ
て
交
錯
す
る
／
せ
め
ぎ
あ
う
境
界

　

本
稿
で
は
、
第
一
に
、
日
本
政
府
が
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
記
述
し
た
。
第
二
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ

番
組 « Plusieurs portraits de Japan-m

aniac »

（
日
本
マ
ニ
ア
の
幾
つ
か

の
肖
像
）
に
お
い
て
、
第
三
に
は
そ
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
寄
せ
ら
れ
た
匿
名

の
コ
メ
ン
ト
群
に
お
い
て
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
が
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
に
結
び
付
け
ら
れ
、
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Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
巡
っ
て
ど
の
よ
う
な
線
引
き
が
あ
っ
た
の
か
を
描
き
出
し
た
。

　

第
一
の
日
本
政
府
の
レ
ベ
ル
で
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
日
本
文
化
と
い
う
上
位
概
念

に
内
包
さ
れ
る
一
部
で
あ
り
、
そ
の
人
気
は
「「
日
本
」
の
理
解
者
と
フ
ァ
ン

を
増
や
す
た
め
」
に
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
第
二
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
は
、
若
者
に
よ
る
日
本
へ
の
情
熱

ば
か
り
で
な
く
大
人
た
ち
に
よ
る
反
対
と
い
う
文
脈
が
導
入
さ
れ
た
点
で
、
ま

た
Ｊ
Ｐ
Ｃ
に
焦
点
化
さ
れ
た
日
本
へ
の
肯
定
と
ア
ジ
ア
へ
の
肯
定
が
矛
盾
な
く

両
立
し
て
い
た
点
で
、
日
本
政
府
レ
ベ
ル
の
境
界
設
定
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
も
、
漫
画
・
ア
ニ
メ
と
日
本
と
は
切
り
離

せ
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
は
、
日
本
が
政
府
政

策
レ
ベ
ル
で
主
張
す
る
よ
う
な
繋
が
り
方
で
は
な
く
、
ま
た
ア
ジ
ア
と
い
う
枠

組
み
も
Ｊ
Ｐ
Ｃ
へ
の
嗜
好
と
矛
盾
し
な
い
形
で
提
出
さ
れ
て
い
た
。

　

一
方
、
第
三
の
匿
名
コ
メ
ン
ト
群
で
は
、
日
本
の
政
策
レ
ベ
ル
よ
り
も
、
ま

た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
描
か
れ
た
よ
り
も
多
様
な
境
界
が
導
入
さ
れ
、
第
二

の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
・
レ
ベ
ル
で
敷
か
れ
た
境
界
設
定
を
変
形
し
た
り
、
強
化

し
た
り
、
逆
転
さ
せ
た
り
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
帰
属
を
巡
っ

て
、
日
本
と
Ｊ
Ｐ
Ｃ
と
を
引
き
離
そ
う
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
日
本
と
ア
ジ
ア

や
、
日
本
と
ア
ジ
ア
内
他
国
を
対
立
さ
せ
る
よ
う
な
境
界
設
定
が
見
ら
れ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
群
に
お
け
る
他
者
へ
の
否
定
は
、
頻
繁
に
特
定
の
国

籍
や
民
族
集
団
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

　

人
間
の
歴
史
と
は
、
よ
り
遠
い
他
者
へ

│
よ
り
知
ら
な
い
他
者
へ
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
拡
張
し
て
い
く
過
程
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し

て
今
、
本
稿
で
見
て
き
た
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
知
ら
な
い
他
者
と
日
常

的
に
向
か
い
あ
い
、
時
に
互
い
の
名
も
知
ら
な
い
ま
ま
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
う
ち
「
○
○
国
人
」
と
い
う
部
分
を
押
し
出
し
て
い
る
姿
で
あ
る
。

個
人
の
レ
ベ
ル
で
、
国
家
と
い
う
境
界
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
。
船
曳
（2003: 

313

）
は
、「「
日
本
人
」
は
、
国
家
に
積
分
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
個
人
に
微

分
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
船
曳
の
い
う
意
味
合
い
と
は
や
や
異
な

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
九
│
二
か
ら
九
│
四
で
見
て
き
た
よ
う
な
や
り
と

り
は
、
ま
さ
に
個
人
に
微
分
さ
れ
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

表
出
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
の
仕
事
は
、
第
二
言
語
／
外
語
と
し
て
の
日

本
語
を
教
え
る
こ
と
だ
。
そ
の
立
場
か
ら
見
た
と
き
、
と
り
わ
け
九
│
四
「
他

者
否
定
の
コ
メ
ン
ト
に
お
け
る
使
用
言
語
の
問
題
」
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

い
る
。

　

九
│
四
で
は
、
他
者
否
定
の
言
説
に
お
け
る
使
用
言
語
の
問
題
と
し
て
、
媒

介
語
と
し
て
英
語
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
連
続
的
な
相
互
否
定
の
コ
メ
ン
ト
が

大
量
生
産
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
英
語
コ
メ
ン
ト
の

中
に
、
否
定
し
あ
う
双
方
の
い
ず
れ
で
も
な
い
第
三
者
へ
向
け
ら
れ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
言
語
習
得
は
、
人
と
人
と
を
結
ぶ
「
絆
」
と
し
て
役
立
つ

ば
か
り
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
て
し
ま
う
。
学
び
さ
え
す
れ
ば
良
い
の
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で
は
な
い
。
時
に
、
学
ん
だ
言
葉
は
他
者
を
攻
撃
す
る
武
器
に
な
り
、
他
者
を

自
ら
か
ら
引
き
剥
が
し
境
界
を
築
く
。

　

も
ち
ろ
ん
、
筆
者
は
、
言
語
学
習
な
ど
不
要
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
共
同
体
の
内

部
に
閉
じ
ら
れ
た
言
葉
を
話
し
て
い
れ
ば
良
い
と
い
っ
た
主
張
を
し
た
い
わ
け

で
は
な
い
。

　

言
葉
を
学
ぶ
／
教
え
る
こ
と
そ
の
も
の
の
否
定
で
は
な
く
、
何
の
た
め
に
学

ぶ
／
教
え
る
の
か
と
い
う
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
現
在
の
日
本
で
の

（「
国
語
」
を
の
ぞ
く
）
言
語
教
育
で
は
、
言
語
＝
ツ
ー
ル
観
が
主
流
だ）

51
（

。
だ
が
、

国
籍
や
民
族
と
い
う
個
人
に
は
動
か
し
難
い
も
の
を
基
準
と
し
て
、
知
ら
な
い

他
者
を
否
定
す
る
／
知
ら
な
い
他
者
に
否
定
さ
れ
る
と
い
う
有
様
と
そ
こ
で
の

言
語
使
用
を
見
た
と
き
、「
使
え
る
よ
う
に
な
る
」「
言
い
た
い
こ
と
を
言
え
る

よ
う
に
な
る
」
こ
と
ば
か
り
を
重
視
し
た
言
語
学
習
／
教
育
の
問
題
点
が
迫
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

　

も
っ
と
も
、
本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
放
送
さ
れ
た
一
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
対

す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
コ
メ
ン
ト
群
を
分
析
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
点
に
限
界
が
あ
る
。
今
後
、
よ
り
有
効
な
主
張
を
し
て
い
く
た
め
に

は
、
ア
ジ
ア
や
南
米
な
ど
他
地
域
で
の
関
連
番
組
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
群
を
分

析
し
た
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
併
用
す
る
な
ど
し
て
、
よ
り
多
角
的
な
視

野
か
ら
交
錯
す
る
／
せ
め
ぎ
あ
う
境
界
の
様
相
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

注（
１
）  

こ
の
定
義
は
、
後
述
す
る
外
務
省
海
外
交
流
審
議
会
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
専
門
部

会
（2006

）
の
「「
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
文
化
外
交
に
お
け
る
活
用
」
に
関
す
る

報
告
」
に
よ
る
。

（
２
）  

そ
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
例
が
、
四
―
七
節
に
か
け
て
示
さ
れ
る
。

（
３
）  

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
一
九
七
四
年
に
「
リ
ボ
ン
の
騎
士
（Princesse 

Saphir

）」
が
放
送
さ
れ
た
の
が
最
も
早
い
。
し
か
し
フ
ァ
ン
が
激
増
し
た
の
は

一
九
七
八
年
の
「
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ロ
ボ　

グ
レ
ン
ダ
イ
ザ
ー
（Goldrak

）」
以
降
の
こ
と
で

あ
る
。

（
４
）  

二
〇
〇
二
年
の
施
政
方
針
演
説
で
、
当
時
の
小
泉
純
一
郎
総
理
が
「
研
究
活
動
や

創
造
活
動
の
成
果
を
、
知
的
財
産
と
し
て
、
戦
略
的
に
保
護
・
活
用
し
、
我
が
国
産

業
の
国
際
競
争
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
国
家
の
目
標
と
し
ま
す
」
と
述
べ
た
こ
と
を

受
け
て
、
同
年
十
二
月
四
日
に
知
的
財
産
基
本
法
が
成
立
し
た
。
知
的
財
産
戦
略
会

議
お
よ
び
本
部
の
設
置
は
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
５
）  

首
相
官
邸
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
あ
る
、
知
的
財
産
戦
略
本
部
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

よ
り
。

（
６
）  

知
的
財
産
戦
略
本
部
（2010: 10

）
に
よ
る
。

（
７
）  

知
的
財
産
戦
略
本
部
コ
ン
テ
ン
ツ
専
門
調
査
会
（2003: 12

）
に
よ
る
。

（
８
）  

外
務
省
の
海
外
交
流
審
議
会
は
、
二
〇
〇
二
年
十
月
か
ら
は
「
外
務
省
の
領
事
改

革
及
び
外
国
人
問
題
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
審
議
を
行
い
、
二
〇
〇
四
年
十
月
に
「
変

化
す
る
世
界
に
お
け
る
領
事
改
革
と
外
国
人
問
題
へ
の
新
た
な
取
り
組
み
」
を
答
申

し
た
。「
我
が
国
の
発
信
力
強
化
の
た
め
の
施
策
と
体
制
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
の
は
、

そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。

（
９
）  

外
務
省
海
外
交
流
審
議
会
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
専
門
部
会
（2006

）
に
よ
る
。

（
10
）  
外
務
省
海
外
交
流
審
議
会
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
専
門
部
会
（2006

）
に
よ
る
。

（
11
）  
外
務
省
海
外
交
流
審
議
会
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
専
門
部
会
（2006

）
に
よ
る
。

（
12
）  

外
務
省
海
外
交
流
審
議
会
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
専
門
部
会
（2006

）
に
よ
る
。
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（
13
）  

外
務
省
海
外
交
流
審
議
会
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
専
門
部
会
（2006

）
に
よ
る
。

（
14
）  
外
務
省
海
外
交
流
審
議
会
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
専
門
部
会
（2006

）
に
よ
る
。

（
15
）  

外
務
省
海
外
交
流
審
議
会
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
専
門
部
会
（2006

）
に
よ
る
。

（
16
）  

外
務
省
海
外
交
流
審
議
会
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
専
門
部
会
（2006

）
に
よ
る
。

（
17
）  

外
務
省
海
外
交
流
審
議
会
（2008: 14

）
に
よ
る
。

（
18
）  

国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
（2007

）
に
よ
る
。

（
19
）  

日
本
貿
易
振
興
機
構
市
場
開
拓
部
（2005: 3

）
に
よ
る
。

（
20
）  

こ
の
規
定
の
施
行
は
一
九
八
三
年
か
ら
で
あ
る
。

（
21
）  

無
論
「
国
境
の
な
い
」
の
は
Ｅ
Ｕ
域
内
の
み
で
あ
り
、
外
部
に
位
置
す
る
日
本
に

と
っ
て
Ｅ
Ｕ
の
壁
は
厚
い
。

（
22
）  

日
本
貿
易
振
興
機
構
市
場
開
拓
部
（2005: 8
）
に
よ
る
。

（
23
）  

日
本
貿
易
振
興
機
構
市
場
開
拓
部
（2005: 19
）
に
よ
る
。

（
24
）  

日
本
貿
易
振
興
機
構
市
場
開
拓
部
（2005: 19

）
に
よ
る
。

（
25
）  

日
本
貿
易
振
興
機
構
（2009: 74

）
に
よ
る
。

（
26
）  

こ
の
数
字
は
主
催
者
側
発
表
（SEFA

 EV
EN

T
 2009

）
に
よ
る
。

（
27
）  

こ
の
数
字
は
主
催
者
側
発
表
（SEFA

 EV
EN

T
 2011

）
に
よ
る
が
、
同
社
は

「（
こ
の
）
数
字
は
非
公
式
の
も
の
で
、
正
式
な
数
字
は
後
日
発
表
さ
れ
」
る
、
と
し

て
い
る
。

（
28
）  

フ
ラ
ン
ス
は
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
日
本
語
学
習
者
の
多
い
国
で
も
あ
る
。

国
際
交
流
基
金
（2006

）
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
語
学
習
者
は
、
二
〇
〇
六

年
の
調
査
時
点
で
八
四
五
一
名
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
数
の
日
本
語
学
習
者
の

理
由
と
し
て
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
人
気
が
大
き
な
理
由
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
習
者
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
近
藤
・
村
中
（2010

）
の
調
査

が
「
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
関
心
が
強
い
未
習
者
の
方
が
日
本
語
学
習
へ
の
関
心
が

強
い
傾
向
に
あ
る
」
こ
と
や
「
学
習
目
標
設
定
に
は
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
関
連
の

あ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
が
基
準
と
な
る
傾
向
が
あ
る
」
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

（
29
）  

一
九
九
六
年
十
二
月
号
に
は
、Pascal Lardellier

に
よ
る
署
名
記
事 « Ce 

que nous disent les m
angas... » 

が
載
り
、
そ
れ
に
対
す
る
読
者
か
ら
の
多
く

の
投
書
が
翌
一
九
九
七
年
三
月
号
で « Il y a m

angas et m
angas » 

と
し
て

掲
載
さ
れ
た
。
二
〇
〇
一
年
十
月
号
のPlillipe Pons

に
よ
る
署
名
記
事 « Le 

négationnism
e dans les m

angas » 

で
は
、
首
相
に
よ
る
靖
国
参
拝
問
題
と
絡

め
、
ア
ジ
ア
の
政
情
に
漫
画
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
分
析

さ
れ
た
。

（
30
）  

こ
の
番
組
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
良
質
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
と
し
てSept 

d ’or

賞
を
受
け
て
い
る
。

（
31
）  

以
下
、
本
節
内
に
お
け
る
「　

」
内
の
言
葉
は
、
特
記
の
な
い
限
り
、
八
節
に
後

述
す
る
日
本
語
字
幕
版
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
32
）  

ス
イ
カ
の
言
葉
の
最
後
の
部
分
は
、
日
本
語
字
幕
版
で
は
「
何
度
も
サ
タ
ン
っ
て

呼
ば
れ
た
も
の
よ
」
とSatan

の
訳
語
が
カ
タ
カ
ナ
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

後
述
さ
れ
る
「
天
使
」
に
あ
わ
せ
、
漢
字
で
「
悪
魔
」
と
し
た
。

（
33
）  

外
務
省
海
外
交
流
審
議
会
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
専
門
部
会
（2006

）
に
よ
る
。

（
34
）  

フ
ラ
ン
ス
語
版
も
日
本
語
字
幕
版
も
、
正
規
の
著
作
権
保
持
者
が
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド

し
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
ゆ
え
に
こ
こ
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ア
ド
レ
ス
を

記
す
こ
と
は
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
ビ
デ
オ
を
扱
う
こ
と
に
躊
躇
い
は
あ
っ
た
が
、

同
様
の
情
報
は
実
際
に
大
量
に
流
れ
て
い
る
こ
と
、
後
述
す
る
よ
う
な
問
題
性
を
含

ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
学
問
的
分
析
の
対
象
と
し
た
。

（
35
）  

正
確
に
は
、
一
、五
〇
〇
、六
二
六
回
で
あ
っ
た
。

（
36
）  

「
ス
パ
ム
と
し
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
」
と
表
示
の
出
て
い
る
コ
メ
ン
ト
は
計
算
に

入
れ
な
か
っ
た
。

（
37
）  

厳
密
に
は
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
か
ら
コ
メ
ン
ト
投
稿
者
を
突
き
止
め
る
こ
と
は
不
可

能
で
は
な
い
が
、
現
実
的
に
そ
れ
が
行
わ
れ
る
可
能
性
は
非
常
に
低
い
。

（
38
）  
全
体
で
一
〇
〇
％
に
な
ら
な
い
の
は
、
す
ぐ
後
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
コ
メ

ン
ト
内
で
複
数
の
言
語
を
使
用
し
て
い
る
コ
メ
ン
ト
が
約
八
％
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
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（
39
）  

な
お
、
本
稿
分
析
デ
ー
タ
が
投
稿
さ
れ
たY

ouT
ube

で
は
、
コ
メ
ン
ト
は
動
画

の
下
に
、
コ
メ
ン
ト
投
稿
の
時
系
列
に
沿
っ
た
一
覧
の
形
で
並
ぶ
。
コ
メ
ン
ト
が
動

画
内
の
ど
の
特
定
の
部
分
に
対
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

コ
メ
ン
ト
記
入
者
本
人
が
注
記
し
な
い
限
り
わ
か
ら
な
い
た
め
、
コ
メ
ン
ト
は
、
動

画
全
体
へ
の
感
想
と
い
う
性
質
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。
そ
の
一
方
で
、
ユ
ー
ザ
ー
名

の
名
指
し
に
よ
っ
て
、
コ
メ
ン
ト
同
士
で
の
や
り
と
り
は
行
わ
れ
や
す
く
な
る
と
い

う
特
徴
が
あ
る
。

（
40
）  

フ
ー
コ
ー
（1986: 119
）
は
、「
権
力
と
い
う
語
に
よ
っ
て
ま
ず
理
解
す
べ
き
だ

と
思
わ
れ
る
の
は
、
無
数
の
力
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
行
使
さ
れ
る
領
域
に
内
在

的
で
、
か
つ
そ
れ
ら
の
組
織
の
構
成
要
素
で
あ
る
よ
う
な
も
の
だ
。
絶
え
ざ
る
闘
争

と
衝
突
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
変
形
し
、
強
化
し
、
逆
転
さ
せ
る
勝
負
＝
ゲ
ー
ム
で

あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
本
稿
筆
者
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
め
ぐ
る
境
界
の
線
引
き
争
い
を
、

境
界
設
定
権
の
奪
取
を
め
ぐ
る
無
数
の
力
関
係
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
た
め
、
フ
ー

コ
ー
の
こ
の
よ
う
な
「
権
力
」
定
義
に
賛
同
し
引
用
し
た
。
た
だ
し
本
文
中
で
は
、

こ
の
表
現
に
「（
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
内
で
）
設
定
さ
れ
た
枠
組
み
」
に
お
い
て
、
と

い
う
限
定
を
加
え
た
。

（
41
）  

字
幕
で
は
「
時
間
が
後
退
し
て
い
る
よ
う
で
す
」
と
訳
さ
れ
て
い
た
が
、
前
述
の

通
り
、
文
脈
を
考
え
れ
ば
「（
時
間
が
）
後
退
」
よ
り
も
む
し
ろ
「（
精
神
的
な
）
退

行
」
と
訳
さ
れ
る
べ
き
箇
所
で
あ
る
。

（
42
）  

そ
の
多
く
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
っ
た
が
、
中
に
は
「
日
本
の
こ
と
に
興
味
を
持

つ
外
国
人
」
の
立
場
に
立
ち
、
日
本
語
で
次
の
よ
う
に
抗
弁
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。

「
こ
の
ビ
デ
オ
を
見
る
日
本
の
方
に
分
か
っ
て
欲
し
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
。
日

本
の
こ
と
に
興
味
を
持
つ
外
国
人
た
ち
は
、
彼
ら
の
よ
う
に
ア
ニ
メ
が
好
き
な
オ
タ

ク
だ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
伝
統
の
文
化
や
現
代
美
術
な
ど
が
好
き
な
人
々
も
多

く
て
、
こ
う
い
う
オ
タ
ク
で
は
な
い
人
の
ほ
う
が
数
多
く
だ
と
思
い
ま
す
。」

（
43
）  

使
用
言
語
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
限
定
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト
内
容
と
し
て
は
、
他
に
、
番

組
内
で
フ
ラ
ン
ス
の
若
者
が
使
用
し
て
い
た
日
本
語
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
。
ル

ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
中
で“Com

m
ent tu désignerais ton look｠? ”

〔
あ
な
た
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
言
葉
で
表
す
な
ら
？
〕
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
ス
イ
カ
は
「
か

わ
い
い
」
と
日
本
語
で
応
じ
た
。
シ
ュ
ウ
も
ま
た
、
自
分
の
好
き
な
服
装
で
あ
る

「
ゴ
シ
ッ
ク
ロ
リ
ー
タ
」
を“m

élange du côté K
aw

aii et du côté som
bre ”

〔
か
わ
い
さ
と
、
ダ
ー
ク
な
感
じ
が
混
ぜ
合
わ
さ
っ
た
よ
う
な
も
の
〕
と
説
明
す

る
。「K

aw
aii

／
可
愛
い
」
は
ま
た
、
全
コ
メ
ン
ト
の
中
で
、
最
も
頻
繁
に
使
用

さ
れ
た
形
容
詞
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
語
コ
メ
ン
ト
の
中
で
の
「K

aw
aii

／
可
愛
い
」
と
、
フ
ラ
ン
ス
語
コ
メ
ン
ト
の
中
で
の
「K

aw
aii

／
可
愛
い
」
に

は
、
次
の
よ
う
な
差
異
が
見
ら
れ
た
。
日
本
語
コ
メ
ン
ト
で
の
「K

aw
aii

／
可
愛

い
」
は
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
登
場
す
る
少
女
達
が
可
愛
い
、
と
い
う
も
の
が
主
体

で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
服
装
が
超
か
わ
い
い
！
」「
ま
じ
か
わ
い
い
ね
」「
か
わ
い
い

じ
ゃ
ん
！
」
あ
る
い
は
拡
張
・
範
化
し
て
「
フ
ラ
ン
ス
の
娘
は
か
わ
い
い
。
本
当
に

美
し
い
」
と
い
っ
た
も
の
も
見
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
コ
メ
ン
ト

で
は
、「K

aw
aii

／
可
愛
い
」
は
ま
ず
、
発
音
の
問
題
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
。

「K
aw

aii

」
の
発
音
に
問
題
が
あ
る
、
と
指
摘
糾
弾
す
る
以
下
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の

コ
メ
ン
ト
は
、
日
本
語
コ
メ
ン
ト
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

 Raah elles prononcent m
al kaw

aii !!

〔
あ
ー
っ
、
彼
女
た
ち
の
カ
ワ
イ
イ
の

発
音
悪
す
ぎ
!!
〕

　
　

 O
uch, c ’est K

aw
éee, sa m

anière de prononcer K
aw

ai.

〔
う
わ
、
彼
女
の

カ
ワ
イ
イ
の
発
音
っ
て
、
カ
ウ
ェ
ー
に
な
っ
て
る
。〕

　
　

 m
oi aussi son “kaw

ai ” m
a stressé.

〔
そ
う
な
ん
だ
よ
。
私
も
あ
の
「
カ
ワ

イ
イ
」
に
い
ら
つ
く
ん
だ
よ
ね
。〕

　
　

 je pense que c ’est un abus volontaire... Elles sont loin d ’êtres les 

seules à prononcer kaw
aii de cette façon en France.

〔
わ
ざ
と
や
っ
て
る

ん
だ
と
思
う
よ
。
フ
ラ
ン
ス
で
カ
ワ
イ
イ
を
そ
ん
な
風
に
発
音
す
る
人
多
い
か
ら

さ
。〕

　
　

 O
n ne dit pas kaw

a aïe! m
ais ka w

a i com
m
e un i.

〔
カ
ワ
エ
イ
っ
て
言
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わ
な
い
よ
！　

か
わ
い
だ
よ
。
ｉ
が
つ
く
ん
だ
よ
。〕

（
44
）  
「
何
で
だ
ろ
」
の
後
ろ
に
あ
る
「(´

・¬

ε
・
｀)

」
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
顔
文
字
の
一
つ
で
あ
り
、
ε
記
号
が
鼻
を
表
し
て
い
る
。

（
45
）  

こ
の
コ
メ
ン
ト
の
末
尾
に
あ
る
ｗ
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る

記
号
で
あ
り
、
笑
い
を
表
す
。

（
46
）  

た
と
え
ば
蜷
川
（2010
）
や
萩
上
（2007

）
な
ど
。

（
47
）  

本
稿
が
「
入
れ
知
恵
」
を
行
っ
て
差
別
的
・
侮
蔑
的
表
現
を
増
や
す
契
機
に
な
っ

て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
と
て
も
残
念
だ
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
冷
静
な
分
析

は
そ
の
増
殖
を
止
め
る
こ
と
に
も
、
貢
献
で
き
は
し
ま
い
か
と
思
う
。

（
48
）  

「
外
語
」
は
「
外
国
語
」
の
タ
イ
プ
ミ
ス
で
は
な
い
。
母
国
語
に
対
し
て
母
語
と

い
う
表
現
が
あ
る
の
と
同
様
、
外
国
語
に
対
し
て
外
語
と
い
う
表
現
が
あ
る
べ
き
だ

と
筆
者
は
考
え
る
。
外
語
と
は
、「
自
分
の
も
の
で
な
く
、
馴
染
み
の
な
く
、
関
係

が
薄
く
共
有
す
る
も
の
の
少
な
い
言
語
」
で
あ
る
。
詳
し
く
は
山
本
（2010

）
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
49
）  

＠
は
、
宛
名
を
表
す
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ジ
ャ
ル
ゴ
ン
で
あ
る
。

（
50
）  

Ｉ
の
発
言
冒
頭
に
「
Ｈ
さ
ん>

」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
発
言
が
Ｈ
を
宛
名
と

し
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
Ｉ
自
身
が
入
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
51
）  

た
と
え
ば
文
部
科
学
省
は
二
〇
〇
二
年
に
「「
英
語
が
使
え
る
日
本
人
」
の
育
成

の
た
め
の
戦
略
構
想
」
を
と
り
ま
と
め
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
言
語
は
、
単
純
に
意

志
伝
達
の
手
段
で
し
か
な
い
。
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【
研
究
資
料
】

植
民
地
朝
鮮
の
女
学
校
・
高
等
女
学
校
と
い
け
花
・
茶
の
湯
・
礼
儀
作
法

│
植
民
地
台
湾
と
の
相
互
参
照
を
加
え
て

│

小 

林 

善 

帆

  

は
じ
め
に

　

近
代
日
本
は
朝
鮮
に
対
し
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
統
監
府
開
設
を

経
て
、
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
八
月
「
日
韓
併
合
」、
朝
鮮
総
督
府
を

設
立
し
た
。

　

同
地
の
文
化
・
教
育
に
関
す
る
日
本
に
お
け
る
研
究
史
と
し
て
駒
込
武（

１
）、

稲
葉
継
雄（

２
）、

太
田
孝
子（

３
）、

朴
宣
美（

４
）、

新
井
淑
子（

５
）を

は
じ
め
と
す
る
研
究
が
あ

る（
６
）。

し
か
し
い
ず
れ
も
日
本
の
伝
統
的
文
化
の
受
容
と
い
う
観
点
を
持
つ
も

の
で
は
な
い
。
同
文
化
の
な
か
で
も
い
け
花
・
花
（
華
）
道
（
以
下
「
花
」）、

茶
の
湯
・
茶
道
（
以
下
「
茶
」）、
礼
儀
作
法
（
以
下
「
作
法
」）
の
受
容
は
、

日
本
人
と
し
て
の
精
神
修
養
と
い
う
面
を
持
っ
た
こ
と
か
ら（

７
）、

植
民
地
に
お

け
る
文
化
・
教
育
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
も
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
植
民
地
に
お
け
る
他
民
族
の
場
合
、

「
花
」「
茶
」「
作
法
」
と
い
う
日
本
の
伝
統
的
文
化
と
直
接
関
わ
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
主
に
女
学
校
・
高
等
女
学
校
と
い
う
女
子
中
等
教
育
の
場
で

あ
っ
た（

８
）。

い
っ
ぽ
う
、
朝
鮮
・
台
湾
は
同
じ
く
帝
国
日
本
の
植
民
地
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
取
り
入
れ
は
共
通
点
ば
か
り
で
は
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
本
稿
は
、
植
民
地
朝
鮮
（
以
下
、
朝
鮮
）
の
女
学

校
・
高
等
女
学
校
と
そ
こ
に
お
け
る
「
花
」「
茶
」「
作
法
」
を
は
じ
め
と
す

る
日
本
の
伝
統
的
文
化
の
受
容
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
植
民
地
台
湾

を
中
心
に
日
本
の
他
の
植
民
地
と
の
相
互
参
照
を
加
え
、
植
民
地
間
の
共
通

点
、
相
違
点
を
認
識
し
た
上
で
、
そ
の
あ
り
よ
う
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
植

民
地
朝
鮮
を
考
え
る
も
の
と
す
る
。

　

こ
こ
で
近
代
日
本
の
女
子
中
等
教
育
（
女
学
校
・
高
等
女
学
校
）
に
お
け

る
「
花
」「
茶
」「
作
法
」
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
同
教
育
を
規
定
し
た
高
等

女
学
校
令
の
施
行
前
で
あ
る
明
治
初
中
期
に
お
い
て
、「
作
法
」
は
女
子
の

嗜
み
と
し
て
適
宜
教
え
ら
れ
、「
花
」「
茶
」
も
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
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し
か
し
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
二
月
高
等
女
学
校
令
（
勅
令
第
三
二
号
）

公
布
以
後
、「
作
法
」
は
学
科
目
「
修
身
」
の
細
目
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

原
則
と
し
て
週
に
一
回
程
度
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
学
校
教
育
と

は
別
の
教
育
体
系
を
持
ち
、「
嗜
み
」「
修
養
」
と
し
て
は
あ
る
が
、「
遊
芸
」

と
い
う
要
素
も
持
つ
「
花
」「
茶
」
は
、
学
科
目
で
は
な
く
、
一
九
〇
三

（
明
治
三
六
）
年
、
土
地
の
状
況
に
よ
り
必
要
な
場
合
に
限
り
正
科
時
間
外

に
教
え
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
、
書
面
通
知
で
あ
る
通
牒
（
文
部
省
普
通

学
務
局
・
卯
普
甲
三
四
八
七
号
）
が
出
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た（

９
）。

し
か
し
当

時
世
間
一
般
に
、
結
婚
前
の
娘
が
修
得
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
「
花
」「
茶
」

に
対
す
る
根
強
い
支
持
が
あ
っ
た
故
に
、
こ
の
よ
う
な
通
牒
が
出
さ
れ
た
と

も
い
え
る
。

　

ま
た
、
朝
鮮
に
お
い
て
当
初
「
在
朝
内
地
人
」（
以
下
、
日
本
人
）
は
、
内

地
に
準
じ
て
教
育
を
行
い
、「
日
韓
併
合
」
後
の
一
九
一
二
（
明
治
四
五
）

年
三
月
、
朝
鮮
公
立
高
等
女
学
校
官
制
・
規
則
公
布
、
同
年
四
月
施
行
は
、

内
地
に
お
け
る
高
等
女
学
校
令
・
同
施
行
規
則
と
本
旨
、
修
業
年
限
、
教
科
、

編
制
等
と
大
体
に
お
い
て
同
一
で
あ
っ
た）

10
（

。
い
っ
ぽ
う
朝
鮮
人
に
対
し
て
は
、

一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
八
月
、
朝
鮮
教
育
令
（
勅
令
第
二
二
九
号
）
を
公

布
、
女
子
中
等
教
育
は
女
子
高
等
普
通
学
校
と
し
、
三
年
制
ほ
か
が
定
め
ら

れ
て
い
た
。

　

以
後
、
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
二
月
、
第
二
次
朝
鮮
教
育
令
（
勅
令

第
一
九
号
）
は
「
第
一
条　

朝
鮮
ニ
於
ケ
ル
教
育
ハ
本
令
ニ
依
ル
」
と
、
日

本
人
・
朝
鮮
人
両
者
同
一
の
教
育
令
と
し
て
出
さ
れ
、
日
本
語
を
常
用
す

る
者
、
せ
ざ
る
者
の
区
分
を
新
た
に
設
け
た
。
さ
ら
に
一
九
三
八
（
昭
和

一
三
）
年
三
月
第
三
次
朝
鮮
教
育
令
（
勅
令
第
一
〇
三
号
）
公
布
に
よ
り
、

日
本
語
を
常
用
せ
ざ
る
者
を
対
象
と
す
る
「
女
子
高
等
普
通
学
校
」
を
、
日

本
語
を
常
用
す
る
者
と
同
様
の
「
高
等
女
学
校
」
に
改
組
改
称
し
、
女
子
中

等
教
育
を
制
度
上
一
本
化
し
た
。

　

そ
れ
は
実
際
に
は
日
本
人
を
主
と
し
た
高
等
女
学
校
、
朝
鮮
人
を
対
象
と

し
た
女
学
校
・
高
等
女
学
校
、「
内
鮮
」（
日
本
人
・
朝
鮮
人
）
共
学
の
高
等

女
学
校
の
大
き
く
三
通
り
に
わ
か
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

な
お
、
史
料
の
表
記
に
つ
い
て
は
新
字
体
・
現
代
仮
名
遣
い
を
使
用
し
た
。

一　

日
本
人
を
主
と
し
た
高
等
女
学
校

　

１　

釜
山
公
立
高
等
女
学
校
（
釜
山
）

　

⑴　

沿
革

　

朝
鮮
に
お
い
て
、
日
本
の
女
子
中
等
教
育
機
関
が
最
初
に
つ
く
ら
れ
た

の
は
釜
山
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
四
月
実
施
の
釜
山
公
立

小
学
校
女
子
補
習
科
二
年
制
を
拡
充
し
て
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年

四
月
一
日
、
釜
山
公
立
高
等
女
学
校
三
年
制
を
創
立
し
た
。
し
か
し
当
初
、

同
年
一
〇
月
新
築
の
釜
山
公
立
高
等
小
学
校
に
仮
住
ま
い
で
あ
っ
た
。
翌

一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
に
釜
山
居
留
民
団
立
釜
山
高
等
女
学
校
と
改
称
、

四
年
制
と
な
り
、
高
等
女
学
校
令
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
府
県
立
高
等
女
学

校
と
同
等
と
認
め
ら
れ
た
（
文
部
省
告
示
第
二
三
三
号
）。
一
九
一
〇
（
明
治

四
三
）
年
六
月
土
城
町
に
新
築
校
舎
が
完
成
、
高
等
小
学
校
か
ら
移
転
し
た
。



　209

　植民地朝鮮の女学校・高等女学校といけ花・茶の湯・礼儀作法

　

一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
四
月
、
朝
鮮
総
督
府
高
等
女
学
校
規
則
施
行

に
よ
り
、
釜
山
公
立
高
等
女
学
校
と
改
称
し
た
。
生
徒
は
日
本
人
を
対
象
と

し
た
が
、
第
二
次
改
正
朝
鮮
教
育
令
施
行
後
の
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年

四
月
以
降
、
若
干
名
の
朝
鮮
人
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

11
（

。

　

一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
四
月
か
ら
は
、
本
科
進
学
課
程
と
し
て
補
習
科

一
年
制
が
置
か
れ
た
（
学
科
目
は
修
身
・
国
語
・
家
事
・
裁
縫
・
体
操
）。
し

か
し
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
三
月
に
廃
止
し
て
い
る
。
理
由
は
時
期
尚
早

で
あ
っ
た
た
め
と
い
う
。
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
四
月
学
則
改
正
に
よ

り
五
年
制
と
す
る
も
の
の
四
年
制
も
存
置
し
た
。
そ
の
後
一
九
三
一
（
昭
和

六
）
年
の
学
則
改
正
に
よ
り
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
四
月
か
ら
五
年
制

の
み
と
な
っ
た）

12
（

。
現
在
、
釜
山
女
子
高
等
学
校
。

　

⑵　

学
校
資
料
・
卒
業
ア
ル
バ
ム
か
ら

　

一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
四
月
施
行
の
学
科
課
程
に
よ
れ
ば
、
学
科
目

は
、
修
身
（
人
倫
道
徳
ノ
要
領
、「
作
法
」）・
国
語
・
歴
史
・
地
理
・
数
学
・

理
科
・
図
画
・
家
事
・
裁
縫
・
音
楽
・
体
操
・
手
芸
・
教
育
・
英
語
・
韓
語
。

こ
の
な
か
で
教
育
（
第
三
・
四
学
年
の
み
週
一
時
間
）・
英
語
（
週
三
時
間
）・

韓
語
（
週
一
時
間
）
は
随
意
科
目
で
、
こ
れ
ら
を
履
修
し
な
い
場
合
は
裁
縫

を
履
修
し
た
。「
韓
語
」
と
は
韓
国
語
（
朝
鮮
語
）
の
こ
と
で
、
朝
鮮
人
教

師
に
よ
る
会
話
を
主
と
し
た
実
用
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
韓
国
語
は
、

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
の
学
科
課
程
改
正
時
に
は
、
学
科
目
か
ら
外
さ
れ

て
い
る
。「
花
」「
茶
」
に
関
し
て
は
何
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
開
校
当
初
は

設
置
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
作
法
」
は
、
高
等
女
学
校
令
で
は
学
科
目
「
修
身
」
の
細
目
と
し
て
あ

り
、
仮
住
ま
い
を
し
た
釜
山
公
立
高
等
小
学
校
校
舎
は
、
普
通
教
室
の
ほ
か

に
理
化
学
室
、
音
楽
室
、
作
法
室
、
家
事
科
室
、
裁
縫
室
、
洗
濯
場
等
も

備
わ
り
、
日
本
に
お
け
る
郡
立
の
高
等
女
学
校
よ
り
も
優
れ
て
い
た）

13
（

と
い
う

こ
と
か
ら
、
作
法
室
は
床
の
間
・
違
い
棚
や
書
院
付
き
の
本
格
的
な
和
室
で

あ
り
、
そ
こ
で
当
初
高
等
女
学
校
の
「
作
法
」
が
教
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
同
校
で
は
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
、
作
法
科
及
家
事
科
教
授
法
の

視
察
研
修
の
た
め
神
戸
・
大
阪
・
京
都
地
方
へ
の
出
張
も
行
わ
れ
て
お
り）

14
（

、

「
内
地
」（
植
民
地
で
は
な
い
日
本
固
有
の
領
土
）
同
様
も
し
く
は
、
そ
れ
以
上

の
熱
心
な
取
り
入
れ
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
。

　
「
花
」「
茶
」
は
、
通
常
「
内
地
」
の
高
等
女
学
校
の
場
合
、
開
校
数
年
後

に
「
余
科
」
と
し
て
放
課
後
希
望
者
を
対
象
に
設
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

同
校
で
は
一
九
一
二
（
大
正
元
）
年
一
一
月
、
余
科
教
授
規
定
を
制
定
、
学

科
課
程
以
外
に
有
志
生
徒
の
た
め
に
校
友
会
の
主
宰
す
る
活
動
（
現
在
の
部

活
動
的
な
も
の
）
と
し
て
、「
一
箏
曲
科
・
二
茶
儀
科
・
三
生
花
科
・
四
刺
繍

科
・
五
造
花
科
」
の
五
科
が
設
け
ら
れ
た
。
修
業
年
限
は
箏
曲
の
み
三
ヶ
年
、

ほ
か
は
二
ヶ
年
で
あ
っ
た）

15
（

。

　

ま
た
「
学
校
年
表）

16
（

」
か
ら
、

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
三
月 

 

科
外
学
科
（
余
科
）
修
業
式
、
茶

儀
科
・
箏
曲
科
修
業
証
明
書
授
与

式
挙
行

一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
一
月 

 

寄
宿
舎
に
お
い
て
茶
の
湯
教
授
開
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始

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
二
月 

生
花
課
外
指
導
。
同
年
六
月
、
四
、

五
年
生
希
望
者
の
生
花
指
導
会
開

催

一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
二
月 

四
、五
年
生
希
望
者
の
生
花
指
導

会
開
始
、
三
日
間
。

同
年
六
月 

五
日
、
生
花
指
導
四
年
生
希
望
者
、

六
日
、
生
花
指
導
五
年
生

と
あ
る
の
が
見
出
さ
れ
、「
余
科
」
と
し
て
の
ほ
か
寄
宿
舎
生
徒
に
「
茶
」、

「
花
」
は
「
生
花
指
導
会
」
も
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
高
学
年
を
対

象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
花
嫁
修
業
的
な
意
味
合
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
四
年
生
は
希
望
者
で
あ
っ
た
が
、
五
年
生
は
全
員
を
対
象
と
し
て
い
る
。

　

学
校
資
料
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
六
月
一
日
付
で
、
慶
尚

南
道
・
那
須
房
太
郎
へ
、
校
友
会
長
（
学
校
長
が
兼
任
）
よ
り
「
茶
道
並
ニ

華
道
教
授
ヲ
嘱
託
ス
」
と
の
辞
令
が
出
さ
れ
て
い
る）

17
（

。
こ
の
那
須
房
太
郎
の

採
用
は
、
四
、五
年
生
希
望
者
の
生
花
指
導
会
開
催
開
始
と
合
致
す
る
。

　

い
っ
ぽ
う
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
三
月
の
卒
業
ア
ル
バ
ム
が
現
存
す
る

が
、
そ
こ
に
は
「
花
」
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
通
常
「
外
地
」（
植

民
地
）
に
あ
っ
て
も
、
日
本
人
を
対
象
と
す
る
高
等
女
学
校
の
卒
業
ア
ル
バ

ム
に
、「
花
」「
茶
」
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
る
の
は
珍
し
い
。
卒
業
ア
ル
バ
ム

に
掲
載
さ
れ
る
写
真
は
そ
の
学
校
の
主
張
す
べ
き
教
育
内
容
で
あ
り
、
日
本

人
に
と
っ
て
「
花
」「
茶
」
修
得
は
家
庭
で
も
行
え
る
も
の
で
、
主
張
す
べ

き
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
外
地
に
あ
っ
て
も
嫁
入
り
前
の

娘
た
ち
に
日
本
人
と
し
て
の
嗜
み
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
る
と
い
う
主
張
で

あ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
「
花
」
の
取
り
入
れ
に
積
極
的
な
教
師
の
存
在
、

学
校
長
の
方
針
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　

ほ
か
に
同
年
表
か
ら
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
に
生
徒
習
字
競
励
会
、

一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
六
月
に
能
狂
言
会
開
催
、
校
友
会
弓
道
部
設
置
、

一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
七
月
に
は
弓
道
部
の
暑
中
稽
古
開
始
な
ど
も
見
出

せ
る
。

　

⑶　

聞
き
取
り
・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら

　

一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
三
月
卒
業
者
は
、「
作
法
」
の
な
か
で
「
茶
」

の
稽
古
一
通
り
を
習
っ
た
。
作
法
室
は
三
〇
畳
位
の
床
の
間
の
あ
る
部
屋

で
、「
茶
」
の
道
具
も
置
い
て
あ
っ
た
。「
花
」
は
部
活
動
に
あ
っ
た
。
ま
た

一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
三
月
卒
業
者
は
、「
花
」「
茶
」
と
も
に
希
望
者

に
放
課
後
教
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う）

18
（

。

　

⑷　

釜
山
婦
人
会
附
属
成
錦
女
学
校

　

釜
山
婦
人
会
附
属
成
錦
女
学
校
は
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
、
釜
山
婦

人
会
の
付
帯
事
業
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
本
科
学
科
目
は
修
身
・
国
語
・
算

数
・
裁
縫
・
家
事
・
音
楽
、
随
意
科
目
と
し
て
手
芸
・
養
蚕
・
生
花
・
茶

儀
・
割
烹
が
あ
っ
た
。
裁
縫
が
主
で
週
三
〇
時
間
の
う
ち
二
三
時
間
が
あ
て

ら
れ
、
随
意
科
目
を
履
修
す
る
場
合
は
裁
縫
の
時
間
が
減
ら
さ
れ
た
。
同
校

の
場
合
、
高
等
女
学
校
令
に
基
づ
く
学
校
で
は
な
い
た
め
学
科
目
・
随
意
科

目
の
内
容
は
同
令
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
任
意
の
も
の
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
同
校
は
同
会
の
愛
国
婦
人
会
と
の
合
併
に
よ
り
廃
止
と
な
り
、

一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
四
月
よ
り
、
釜
山
居
留
民
団
立
高
等
女
学
校

技
芸
専
修
科
二
年
制
と
し
て
校
舎
校
具
等
が
引
き
継
が
れ
た
。
こ
の
と
き

随
意
科
目
と
し
て
の
「
花
」「
茶
」
は
な
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
同
科
は

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
三
月
廃
止
と
な
っ
た）

19
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
同
校
の
「
花
」「
茶
」
は
、
一
九
一
二
（
大
正
元
）
年

か
ら
余
科
と
し
て
部
活
動
の
よ
う
に
放
課
後
希
望
者
に
教
え
ら
れ
、
そ
の
後

「
茶
」
は
寄
宿
舎
で
も
取
り
入
れ
ら
れ
、「
作
法
」
で
も
教
え
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
特
に
「
花
」
は
昭
和
初
期
、
五
年
生
全
員
を
対
象
と
す
る
課
外
指

導
会
の
開
催
、
卒
業
ア
ル
バ
ム
へ
の
掲
載
と
い
う
こ
と
か
ら
、
同
校
に
お
い

て
課
外
で
は
あ
る
が
熱
心
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

２　

京
城
第
一
公
立
高
等
女
学
校
（
ソ
ウ
ル
）

　

⑴　

沿
革

　

一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
三
月
、
京
城
居
留
民
会
の
議
決
を
経
て
設
立

決
定
。
京
城
居
留
民
団
立
高
等
女
学
校
四
年
制
と
し
て
同
年
四
月
、
南
大
門

西
側
城
壁
内
の
一
地
域
に
校
舎
竣
成
・
始
業
、
五
月
開
校
式
、
九
月
在
外

指
定
学
校
と
な
る
。
一
九
〇
九
（
明
治
四
三
）
年
一
二
月
、
南
山
町
二
丁
目

に
校
舎
新
築
移
転
、
一
九
一
〇
（
明
治
四
四
）
年
六
月
補
習
科
（
本
科
進
学

課
程
）
設
置
、
一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
四
月
、
京
城
公
立
高
等
女
学
校

と
改
称
。
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
四
月
、
貞
洞
一
番
地
の
新
築
校
舎
に

移
転
、
同
年
五
月
京
城
第
二
公
立
高
等
女
学
校
新
設
に
伴
い
、
京
城
第
一
公

立
高
等
女
学
校
と
改
称
し
た
。
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
一
一
月
補
習
科

を
廃
し
五
年
制
を
導
入
。
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
度
入
学
者
か
ら
五
年
制

の
み
の
課
程
と
し
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
四
月
、
四
年
制
を
廃
し
五
年

制
を
完
成
さ
せ
た）

20
（

。
生
徒
は
日
本
人
を
対
象
と
し
た
が
、
若
干
名
の
両ヤ

ン
バ
ン班

で

あ
っ
た
と
い
う
朝
鮮
人
子
女
が
在
学
し
て
い
た
。
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）

年
終
戦
に
伴
い
廃
校
。

　

⑵　

校
友
会
誌
・
卒
業
ア
ル
バ
ム
か
ら

　
『
白
楊　

創
立
二
十
五
周
年
記
念
号）

21
（

』
か
ら
は
、
薙
刀
の
ほ
か
一
九
三
三

（
昭
和
八
）
年
頃
、
習
字
・
能
・
仕
舞
・
日
本
舞
踊
な
ど
も
積
極
的
に
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
「
花
」「
茶
」
に
関
し
て
は
全
く
ふ
れ

ら
れ
て
お
ら
ず
、
記
念
展
覧
会
の
生
徒
作
品
展
示
写
真
の
な
か
の
作
品
と
し

て
も
見
出
せ
な
い
。
い
っ
ぽ
う
統
計
表
の
展
示
に
お
い
て
、
身
体
発
育
比
較

表
の
比
較
を
東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
（
現
、
都
立
白
鷗
高
校
）、
京
都
府

立
第
一
高
等
女
学
校
（
現
、
府
立
鴨
沂
高
校）

22
（

）、
大
阪
府
立
大
手
前
高
等
女
学

校
（
現
、
府
立
大
手
前
高
校
）
と
い
う
「
内
地
」
屈
指
の
名
門
高
等
女
学
校

と
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
同
校
に
名
門
高
等
女
学
校
と
し
て
の
自
負
が

あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

ま
た
、
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
三
月
『
卒
業
記
念
写
真
帖　

第

二
十
八
回
』
に
は
、
行
事
の
写
真
と
し
て
運
動
会
、
薙
刀
、
運
動
部
に
よ
る

数
々
の
ト
ロ
フ
ィ
ー
、
朝
鮮
神
宮
参
拝
、
割
烹
・
稲
刈
・
田
植
実
習
の
写
真

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
三
月
『
卒
業

記
念
写
真
帖　

第
三
十
三
回
』
に
は
傷
痍
軍
人
と
の
交
流
、
運
動
会
（
毒
ガ

ス
マ
ス
ク
を
使
用
し
た
ゲ
ー
ム
を
含
む
）、
薙
刀
、
金
剛
山
旅
行
、
修
学
旅
行
、
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音
楽
会
、
縫
製
の
勤
労
奉
仕
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
内
容
の

相
違
か
ら
、
戦
争
の
影
響
が
具
体
的
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

薙
刀
は
両
方
の
ア
ル
バ
ム
に
あ
る
が
、「
花
」｢

茶｣

「
作
法
」
の
写
真
は
、

や
は
り
両
方
と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い）

23
（

。

　

⑶　

聞
き
取
り
・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら

　

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
四
月
入
学
者
は
、「
作
法
」
の
時
間
は
紋
付
き

に
白
足
袋
の
先
生
か
ら
歩
き
方
、「
茶
」
の
作
法
等
を
教
え
ら
れ
た
。
四
五

分
間
の
正
座
で
足
の
痺
れ
を
如
何
に
克
服
す
る
か
が
最
大
の
問
題
で
あ
っ
た

と
い
う
。
ま
た
時
々
数
人
の
母
親
を
招
き
一
の
膳
、
二
の
膳
、
三
の
膳
と
捧

げ
持
ち
戻
る
と
い
う
内
容
の
作
法
の
時
間
も
あ
っ
て
、
皆
切
に
母
親
が
来
ぬ

こ
と
を
願
っ
た
と
い
う）

24
（

。

　

一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
四
月
入
学
者
複
数
か
ら
の
聞
き
取
り
か
ら
、

「
作
法
」
は
「
家
事
」
の
時
間
と
同
じ
で
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
と

い
う
。「
花
」「
茶
」
は
、
放
課
後
希
望
者
に
池
坊
の
「
花
」
と
表
千
家
の

「
茶
」
が
教
え
ら
れ
た
。
し
か
し
む
し
ろ
高
等
女
学
校
卒
業
後
に
習
う
も
の

で
あ
っ
た
と
い
い
、
卒
業
後
に
清
和
女
塾
で
茶
の
湯
を
習
っ
た
者
た
ち
も
い

る）
25
（

。

　

清
和
女
塾
は
、
日
本
の
日
蓮
宗
系
社
会
改
良
団
体
で
あ
る
「
緑
旗
連
盟）

26
（

」

の
経
営
、
塾
長
は
津
田
よ
し
え
で
表
千
家
の
「
茶
」
を
教
え
、
ほ
か
に
裁

縫
・
修
身
・
国
語
・
歴
史
・
美
術
鑑
賞
・
音
楽
・
日
本
料
理
な
ど
が
教
え
ら

れ
た
。「
花
」
は
茶
席
の
花
が
教
え
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
。
修
業

年
限
は
一
年
、
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
四
月
に
入
学
し
た
同
塾
三
回
生

は
、
二
五
名
中
二
二
名
が
京
城
第
一
高
女
卒
業
生
、
残
り
三
名
が
京
城
第
二

高
女
卒
業
生
で
あ
っ
た
。「
茶
」
の
み
で
も
教
え
て
お
り
、
男
性
会
社
員
や

上
流
家
庭
の
主
婦
や
娘
が
習
い
に
来
て
い
た
と
い
う）

27
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
同
校
に
お
け
る
「
花
」「
茶
」
は
、
一
九
三
五
（
昭
和

一
〇
）
年
前
後
か
ら
放
課
後
の
活
動
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
む
し
ろ
高
等
女
学
校
卒
業
後
に
修
得
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
作
法
」

は
、「
家
事
」「
茶
」
と
と
も
に
一
連
の
も
の
と
し
て
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

３　

そ
の
ほ
か
の
日
本
人
を
主
と
し
た
高
等
女
学
校
か
ら

　

⑴　

京
城
第
二
公
立
高
等
女
学
校
（
一
九
二
二
年
五
月
創
立
、
ソ
ウ
ル
）

　

一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
入
学
の
者
に
よ
れ
ば
、「
茶
」「
花
」
は
放
課
後

教
え
ら
れ
て
い
た
。
先
生
は
外
部
の
人
だ
っ
た
。「
茶
」
は
作
法
室
、「
花
」

は
普
通
教
室
で
行
わ
れ
て
い
た
。
作
法
室
は
校
舎
二
階
に
あ
り
、
床
の
間
・

違
い
棚
な
ど
も
あ
っ
た
。「
作
法
」
は
立
ち
居
振
る
舞
い
、
挨
拶
、
茶
の
進

め
方
な
ど
を
習
っ
た）

28
（

。
ま
た
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
入
学
の
者
は
、
家

事
の
時
間
に
作
法
室
で
立
ち
居
振
る
舞
い
を
習
っ
た
。
校
友
会
活
動
（
部
活

動
）
で
池
坊
の
「
花
」
と
「
茶
」
が
教
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う）

29
（

。

　

⑵　

光
州
大
和
公
立
高
等
女
学
校
（
一
九
二
三
年
四
月
創
立
、
全
羅
南
道
）

　

一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
こ
ろ
、
四
年
生
の
希
望
者
に
対
し
、
一
週
一

回
一
時
間
半
宛
、「
花
」「
茶
」
を
指
導
、「
情
操
の
陶
冶
を
図
り
一
面
日
本



　213

　植民地朝鮮の女学校・高等女学校といけ花・茶の湯・礼儀作法

婦
人
と
し
て
貞
静
□
□
な
る
風
格
を
養
成
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
た）

30
（

。

　

⑶　

群
山
公
立
高
等
女
学
校
（
一
九
二
一
年
四
月
創
立
、
全
羅
北
道
）

　

一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
こ
ろ
一
学
年
に
梅
・
松
の
二
組
、
四
年
制
。

一
ク
ラ
ス
六
〇
名
中
五
〇
名
以
上
が
日
本
人
。
通
常
他
校
よ
り
は
朝
鮮
人
の

割
合
が
多
か
っ
た
。
一
週
に
一
、二
時
間
「
花
」「
茶
」
を
習
っ
た
。
学
校
の

裏
山
に
日
本
人
老
夫
婦
が
花
を
栽
培
し
て
い
て
花
を
そ
こ
で
買
っ
た
。
ま
た

家
事
の
授
業
に
「
茶
」
や
「
花
」
の
時
間
が
あ
っ
た）

31
（

。

　

⑷　

元
山
公
立
高
等
女
学
校
（
一
九
二
一
年
四
月
創
立
、
現
、
北
朝
鮮
）

　

現
在
、
昭
和
初
期
と
思
わ
れ
る
「
花
」「
茶
」「
作
法
」（
饗
応
）
の
写
真

が
残
さ
れ
て
い
る
。
特
に
「
花
」
の
作
品
展
示
写
真
か
ら
は
、
生せ

い
か花

様
式
の

さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
出
さ
れ
て
お
り
、
放
課
後
部
活
動
と
し
て
熱
心
に
教
え

ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
作
法
室
は
床
の
間
、
違
い
棚
、
書
院
の
あ
る
二
間
続

き
の
広
く
り
っ
ぱ
な
部
屋
で
あ
っ
た
こ
と
が
写
真
か
ら
わ
か
る）

32
（

。
こ
れ
ら
の

内
容
は
、
元
山
の
港
の
発
展
か
ら
く
る
同
地
日
本
人
の
裕
福
さ
を
裏
付
け
る

も
の
で
も
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
昭
和
初
期
、
い
づ
れ
の
学
校
も
、「
花
」「
茶
」
を
教
え

た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
い
て
言
え
ば
日
本
女
性
ら
し
さ
（
風
格
）
を
培
う
も

の
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、「
作
法
」「
花
」「
茶
」
が
「
家
事
」

と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

二　

朝
鮮
人
を
対
象
と
し
た
公
立
の
女
学
校
・
高
等
女
学
校

　

１　

京
畿
公
立
高
等
女
学
校
（
現
京
畿
女
子
高
等
学
校
、
ソ
ウ
ル
）

　

⑴　

沿
革

　

一
九
〇
八
（
明
治
三
二
）
年
四
月
純
宗
勅
命
に
よ
り
官
立
漢
城
高
等
女

学
校
設
置
、
初
代
校
長
魚
允
迪
。
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
八
月
、
朝

鮮
教
育
令
公
布
に
よ
り
官
立
京
城
女
子
高
等
普
通
学
校
に
改
称
、
三
年
制
。

一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
四
月
、
第
二
代
校
長
太
田
秀
雄
就
任
、
一
九
一
九

（
大
正
八
）
年
第
三
代
校
長
長
田
富
作
就
任
。
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
第

二
次
朝
鮮
教
育
令
公
布
に
よ
り
「
国
語
を
常
用
セ
サ
ル
者
ニ
普
通
教
育
ヲ
為

ス
学
校
」
と
し
て
京
城
公
立
女
子
高
等
普
通
学
校
と
改
称
、
四
年
制
と
な
る
。

一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
、
第
四
代
校
長
高
本
千
鷹
就
任
。
一
九
三
八

（
昭
和
一
三
）
年
四
月
、
第
三
次
朝
鮮
教
育
令
に
よ
る
高
等
女
学
校
の
一
本

化
と
し
て
京
畿
公
立
高
等
女
学
校
と
改
称
。
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
四

月
、
第
五
代
校
長
に
朝
鮮
人
朴
寛
洙
・
日
本
名
琴
川
寛
が
就
任）

33
（

。
生
徒
は
す

べ
て
朝
鮮
人
で
あ
り
、
朝
鮮
人
女
子
が
通
う
伝
統
校
と
し
て
知
ら
れ
た
。

　

⑵　

卒
業
ア
ル
バ
ム
か
ら

　

同
校
の
卒
業
ア
ル
バ
ム
は
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
│
一
九
四
一
（
昭
和

一
六
）
年
の
間
、
一
三
冊
が
現
存
す
る
（
表
１
参
照
）。
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
卒
業
ア
ル
バ
ム
に
掲
載
さ
れ
る
写
真
は
そ
の
学
校
の
特
記
す
べ
き
教
育
内
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表 1　京畿公立高等女学校（京城公立女子高等普通学校）写真帖一覧

№ 出版
年 和暦 期

生 在学年
い
け
花

茶
の
湯

行事 / 特記事項

1 1929 昭和 4 19 大正 14.4‒
昭和 4.3 × ×

写真帖名は「わすれなぐさ」、校長と母校玄関建物（以下同様）、寄宿
舎の白松と作法室の鉢前・理科実験と体操、家事裁縫、バレー・バス
ケット・卓球、韓服

2 1930 昭和 5 20 【欠本】 ― ― ―（校服改定洋服へ・「内地」と同様）

3 1931 昭和 6 21 昭和 2.4‒6.3 × × 寄宿舎の白松と作法室の鉢前・洋服、裁縫・校服一斉手編、理科実験
と学芸会、割烹会と雛祭（作法室内部）、「内地」修学旅行

4 1932 昭和 7 22 昭和 3.4‒7.3 × × 寄宿舎の白松と作法室の鉢前、理科実験と割烹、漬物実習、刺繍、卓
球、秘苑・植物園、田植え・稲刈り、「内地」修学旅行

5 1933 昭和 8 23 昭和 4.4‒8.3 × ×
寄宿舎の白松と作法室の鉢前、理科実験・刺繍、漬物実習、秘苑・植
物園、雪の日の作法室（庭から室内）、「内地」修学旅行、謝恩会は韓
服

6 1934 昭和 9 24 昭和 5.4‒9.3 ○＊ ×

雪の日の白松寮と作法室の庭、25 周年生活改善展覧会・生徒のいけ花
作品・体育大会・音楽会、「内地」修学旅行（李王殿下新御殿、以下、
李王家）、漬物、田植え、雛祭りの集い（作法室）、矢島千萬先生、謝
恩会韓服

7 1935 昭和 10 25 昭和
6.4‒10.3 ○ ×

雪の日の白松寮と作法室の庭、25 周年生徒のいけ花作品、「生花のお
稽古」、部活動（テニス優勝・バスケット・バレー）、作法室庭にて集
い、理化教室、割烹・刺繍、第三回スケート大会・昌慶苑、雛祭りの
音楽会（ピアノ・合唱）、田植え・刈入れ、雛祭りの集い、「内地」修
学旅行

8 1936 昭和 11 26 昭和
7.4‒11.3 ○ ×

雪の日の白松寮と作法室の庭、刺繍・割烹、田植え・刈入れ・芋掘り
など、新講堂落成祝の音楽会（演奏・琴三味線なども）「生花のお稽
古」、雛祭り、スケート・昌慶苑、「内地」修学旅行（李王家）、理科室、
矢島先生（昭和 7 年 5 月 11 日新任式「作法」担当）

9 1937 昭和 12 27 昭和
8.4‒12.3 × ○

雪の日の白松寮と作法室の庭、刺繍・裁縫、割烹・理科室、観能会
（創立記念日）、テニス・伊勢神宮競技、「お茶のお稽古」（作法室・琴
三面）・ピアノ、運動部、スケート・登山、田植え、雛祭り会（講堂・
生徒琴演奏三面）、府内見学と田植え、「内地」修学旅行（李王家）、朝
鮮神宮参拝（卒業式日の朝）、謝恩会韓服

10 1938 昭和 13 28 昭和
9.4‒13.3 × ×

「皇国臣民ノ誓詞」（昭和 12 年 10 月 6 日愛国日初斉唱）、校舎と白松寮、
割烹・理科室、編み物、裁縫、観能会（創立記念日）、雛祭り会（講
堂・生徒琴演奏三面）、田植え・稲刈り（勤労体験）、スポーツ、昌慶
苑スケート、皇軍献納の尽忠憤努志製作ほか、愛国子女団発団式（昭
和 12 年 12 月 18 日）、南京陥落の快報、「内地」修学旅行（宮島・伊勢
神宮・李王家）、昌慶苑の一日と朝鮮神宮参拝、謝恩会洋服

11 1939 昭和 14 29 【欠本】 ― ― ―

12 1940 昭和 15 30 昭和
11.4‒15.3 × ○

皇国臣民ノ誓詞、校舎と白松寮、奉安殿落成式、南京陥落の快報、愛
国子女団発団式、出征勇士を送る、勤労報国作業、田植え・稲刈り、
割烹会、校友会（技能部・茶の湯）、皇国臣民誓詞之柱、昌慶苑、「内
地」修学旅行（橿原神宮建国奉仕隊作業・伊勢神宮・李王家）

13 1941 昭和 16 31 昭和
12.4‒16.3 ○ ○

皇国臣民ノ誓詞、校舎と白松寮、奉安殿落成式、特設防護団、体育大
会、勤労作業、割烹会、校友会、茶の湯・生花（盛花）、昌慶苑・秘苑、

「内地」修学旅行（橿原神宮・伊勢神宮）、韓国人・日本人名

＊展覧会作品写真のみ掲載される
生徒の活動の様子：○は写真の掲載あり、×は写真の掲載なし
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容
で
あ
り
、
そ
の
学
校
の
教
育
内
容
と
し
て
主
張
し
た
い
事
柄
が
掲
載
さ
れ

る
も
の
と
考
え
、
以
下
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
卒
業
ア
ル
バ
ム
を
見
て
い
く
。

　

ま
ず
ア
ル
バ
ム
巻
頭
は
当
初
、
校
長
と
校
舎
、
次
に
寄
宿
舎
白し

ろ
ま
つ松

寮
と
そ

の
庭
に
あ
る
白
松）

34
（

、
作
法
室
（
和
室
）
外
観
と
続
く
。
巻
頭
に
校
長
と
校
舎

は
学
校
ア
ル
バ
ム
の
定
番
で
あ
る
が
、
注
目
す
る
の
は
寄
宿
舎
に
転
用
さ
れ

た
李
朝
時
代
の
大
臣
の
屋
敷
な
ら
び
に
庭
の
白
松
が
一
貫
し
て
掲
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
の
高
貴
な
歴
史
あ
る
学
校
で
あ
る
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
そ
れ
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
作
法
室

（
和
室
）
外
観
の
写
真
は
、
作
法
室
庭
の
雪
景
色
の
写
真
に
変
わ
り
、
さ
ら

に
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
か
ら
は
「
皇
国
臣
民
ノ
誓
詞
」（
一
九
三
七
年

一
〇
月
六
日
愛
国
日
初
斉
唱
）
に
変
わ
っ
た
。

　

さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
、
卒
業
謝
恩
会
は
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
三

月
ま
で
は
韓
服
、
そ
れ
以
後
制
服
（
洋
服
）
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
和
服

は
着
用
し
て
い
な
い
。
ま
た
「
内
地
」
へ
の
修
学
旅
行
で
は
毎
回
李
王
家
を

表
敬
訪
問
し
て
い
る
。
韓
国
の
伝
統
的
な
食
文
化
で
あ
る
漬
物
（
キ
ム
チ
）

実
習
の
様
子
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
初
代
と
第
五
代
校
長
は
朝
鮮
人
で
あ
っ

た
。
い
っ
ぽ
う
一
九
三
七
年
以
降
は
戦
争
関
連
の
記
事
写
真
が
増
え
て
い
る

こ
と
も
わ
か
る
。

　
「
作
法
」
の
写
真
は
、
御
膳
に
よ
る
食
事
の
い
た
だ
き
方
な
ど
の
「
作
法
」

実
技
の
様
子）

35
（

は
掲
載
さ
れ
ず
、
作
法
室
を
使
用
し
て
割
烹
会
や
雛
祭
会
が
実

施
さ
れ
た
そ
の
記
念
と
し
て
の
集
合
写
真
が
、
見
出
せ
る
の
み
で
あ
る
。
ま

た
洋
室
の
作
法
室
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
写
真
の
掲
載
は
見
出
せ
な
い
。

　
「
花
」「
茶
」
に
つ
い
て
は
、「
花
」
の
写
真
が
見
出
せ
る
の
は
一
九
三
四

（
昭
和
九
）
年
発
行
の
ア
ル
バ
ム
か
ら
で
、
卒
業
生
た
ち
の
話
も
そ
れ
を
裏

付
け
る）

36
（

。
ま
た
そ
れ
は
華
道
部
を
教
え
た
同
校
教
諭
矢
島
千
萬
（
学
科
目

「
作
法
」
を
担
当）

37
（

）
の
着
任
が
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
五
月
で
あ
る
こ
と

と
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
ア
ル
バ
ム
か
ら
華
道
部
は
矢
島
教
諭
自
ら
が
教

え
、
茶
道
部
は
女
性
の
先
生
（
茶
の
湯
師
匠
）
を
外
部
か
ら
招
く
と
と
も
に

矢
島
教
諭
も
教
え
、
顧
問
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
の
ア
ル
バ
ム
以
後
、「
花
」
か
「
茶
」
の
ど

ち
ら
か
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年

は
、
ど
ち
ら
も
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
創
立
記
念
の
観
能
会
、
愛
国

子
女
団
発
団
式
な
ど
大

き
な
催
し
が
あ
っ
た
た

め
関
心
が
そ
ち
ら
に

移
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
一
九
四
一
（
昭

和
一
六
）
年
は
「
花
」

「
茶
」
両
方
が
載
せ
ら

れ
、「
茶
」
の
写
真
に

は
、
国
民
服
の
男
性
教

諭
や
和
服
姿
の
女
性

教
諭
も
一
緒
に
写
っ

て
い
る
（
写
真
１
参

照
）。「
茶
」
が
戦
時
期

日
本
人
の
精
神
修
養
と

写真 1　茶の湯
出典：『わすれなぐさ』（卒業写真帖・第 31 回）京畿公立高等女学校、
　　1941（昭和 16）年
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捉
え
ら
れ
た
こ

と
を
窺
わ
せ
る
。

一
九
四
二
（
昭

和
一
七
）
年
以
後
、

戦
時
下
に
よ
り
卒

業
ア
ル
バ
ム
は
作

ら
れ
な
か
っ
た
と

い
う
。

　

掲
載
写
真
ほ

か
同
校
に
残
さ

れ
た
写
真
か
ら

は
、「
花
」
は
図

書
室
な
ど
特
別

教
室
で
椅
子
と
机
で
教
え
ら
れ
、「
茶
」
は
作
法
室
（
和
室
）
で
教
え
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
花
」
よ
り
も
「
茶
」
が
、
戦
時
下
修
養
と
し
て

重
要
視
さ
れ
た
感
が
あ
る
。「
花
」
は
「
生せ

い
か花

」
で
は
な
く
、「
盛も

り
ば
な花

」
や

「
投な

げ
い
れ
ば
な

入
花
」
が
教
え
ら
れ
て
い
る）

38
（

（
写
真
２
参
照
）。

　

⑶　

聞
き
取
り
・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら

　

一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
入
学
者
複
数
か
ら
は
、
学
校
で
は
日
本
人
と
し

て
、
家
に
帰
る
と
朝
鮮
人
と
し
て
の
生
活
で
あ
り
、
完
全
な
二
重
生
活
で
日

本
に
同
化
し
な
か
っ
た
と
の
証
言
を
得
た
。「
花
」「
茶
」
は
四
年
生
の
と
き

に
放
課
後
に
週
に
一
回
く
ら
い
部
活
動
の
よ
う
に
あ
っ
た
。
習
う
生
徒
は
一

学
年
三
ク
ラ
ス
で
一
五
〇
人
い
る
な
か
で
五
、六
人
だ
け
だ
っ
た
。
オ
ル
ガ

ン
が
三
年
、「
花
」「
茶
」
琴
・
ピ
ア
ノ
が
四
年
生
だ
っ
た
。
作
法
室
は
和
室

の
ほ
か
洋
室
も
あ
っ
た
。
作
法
の
時
間
は
歩
き
方
・
す
わ
り
方
を
先
生
が
示

範
、
そ
の
後
生
徒
が
な
ら
っ
た）

39
（

。

　

一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
入
学
者
か
ら
は
、
在
学
中
自
分
は
「
花
」

「
茶
」
と
も
に
習
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
「
花
」
は
和
室
で
は
な
く
、「
茶
」

は
和
室
で
行
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
、
学
校
内
で
そ
れ
を
見
て
知
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
う）

40
（

。
ま
た
別
の
者
は
、
放
課
後
お
よ
び

授
業
と
し
て
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
と
い
う）

41
（

。

　

一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
入
学
者
は
、
作
法
室
は
広
い
畳
の
部
屋
で
障

子
・
廊
下
が
あ
っ
た
。「
作
法
」
は
一
ク
ラ
ス
五
〇
人
が
二
列
に
な
ら
ん
で

正
座
し
、
色
々
な
こ
と
を
し
た
。「
茶
」
は
畳
に
正
座
、
し
ぐ
さ
を
見
せ
て

も
ら
い
袱
紗
捌
き
を
習
っ
た
。
し
か
し
お
か
し
が
っ
て
い
た
。
関
係
の
な
い

こ
と
、
大
げ
さ
な
仕
草
、
早
く
終
わ
っ
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
た
。「
花
」

は
形
ば
か
り
天
地
人
三
点
な
ど
の
理
論
を
習
っ
た）

42
（

。

　

一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
入
学
者
は
、
授
業
が
あ
っ
た
の
は
二
年
生
ま

で
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
週
に
一
時
間
「
作
法
」（「
花
」「
茶
」
を
含
む
）
を

習
っ
た）

43
（

。
三
年
か
ら
は
勉
強
は
午
前
中
二
時
間
の
み
で
あ
と
は
勤
労
奉
仕
と

な
り
、「
作
法
」
の
時
間
は
な
く
な
っ
た）

44
（

。

　

ま
た
、
同
年
入
学
の
現
在
ア
メ
リ
カ
在
住
者
の
英
語
書
簡
に
よ
れ
ば
、
週

に
一
回
「
作
法
」
を
作
法
教
室
で
習
っ
た
が
、
そ
れ
は
日
本
文
化
の
導
入
に

よ
る
朝
鮮
の
少
女
た
ち
の
日
本
へ
の
同
化
の
進
行
を
助
け
る
も
の
で
あ
り
、

「
作
法
」
に
十
分
な
興
味
は
な
く
、
抵
抗
心
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か

写真 2　いけ花
出典：『わすれなぐさ』（卒業写真帖・第 26 回）京城公立女子高等
　　普通学校、1936（昭和 11）年
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し
戦
後
、
自
分
が
同
校
で
、
優
れ
た
日
本
人
教
師
か
ら
「
上
等
な
日
本
語
」

を
教
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
驚
い
た
と
い
う）

45
（

。

　

概
ね
「
作
法
」
の
思
い
出
の
多
く
は
足
が
し
び
れ
て
痛
か
っ
た
、
窮
屈

だ
っ
た
、
難
し
か
っ
た
と
あ
る
が
、
ご
く
少
数
な
が
ら
習
っ
て
よ
か
っ
た

（
一
九
四
二
年
入
学
）、
と
て
も
厳
か
だ
っ
た
（
一
九
四
五
年
入
学
）
と
い
う
回

答
も
あ
る）

46
（

。

　

ほ
か
に
薙
刀
、
詩
吟
も
教
え
ら
れ
た
。
詩
吟
は
一
九
四
一
（
昭
和
一
七
）

年
か
ら
翌
年
ま
で
、
全
校
生
徒
六
〇
〇
人
が
講
堂
に
集
め
ら
れ
詩
吟
の
説
明
、

発
声
方
法
な
ど
を
習
っ
た
後
、
乃
木
希
典
の
漢
詩
「
金
州
城）

47
（

」
を
全
員
で
吟

詠
し
た
と
い
う）

48
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
同
校
で
は
昭
和
初
期
、「
作
法
」
は
週
一
時
間
教
え

ら
れ
、「
花
」「
茶
」
は
放
課
後
の
部
活
動
の
よ
う
な
形
で
希
望
者
に
教
え
ら

れ
て
い
た
。
ま
た
「
作
法
」
の
時
間
に
は
立
ち
居
振
る
舞
い
の
ほ
か
、「
茶
」

は
袱
紗
捌
き
程
度
、「
花
」
は
ひ
と
と
お
り
の
説
明
を
う
け
た
。

　

同
校
に
お
い
て
「
作
法
」
の
時
間
に
「
花
」「
茶
」
が
教
え
ら
れ
た
の
は
、

「
作
法
」
を
担
当
す
る
矢
島
教
諭
が
「
花
」「
茶
」
に
堪
能
な
者
で
あ
っ
た

こ
と
が
関
係
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
放
課
後
の
部
活
動
に
「
花
」「
茶
」

が
設
け
ら
れ
た
こ
と
も
、
矢
島
教
諭
の
着
任
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
度
以
降
は
戦
時
下
勤
労
奉
仕
の
た
め
そ

れ
ら
は
行
わ
れ
な
く
な
り
、
わ
ず
か
に
煎
茶
の
入
れ
方
が
教
え
ら
れ
る
の
み

で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
「
花
」「
茶
」「
作
法
」
な
ら
び
に
作
法
室
は
、
通
常
内
地
や
植
民
地
の
日

本
人
を
対
象
と
す
る
高
等
女
学
校
で
は
、
特
筆
す
べ
き
内
容
で
は
な
い
た
め

卒
業
ア
ル
バ
ム
に
掲
載
さ
れ
な
い
。
し
か
し
朝
鮮
人
を
対
象
と
す
る
同
校
で

は
、
日
本
人
女
性
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と

を
示
す
も
の
と
し
て
載
せ
ら
れ
、
そ
れ
は
特
に
戦
時
期
に
お
い
て
顕
著
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

し
か
し
「
作
法
」
に
つ
い
て
、
特
に
卒
業
ア
ル
バ
ム
を
見
る
限
り
に
お
い

て
、
当
然
厳
し
い
し
つ
け
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
校
で
重
視
さ
れ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
少
な
く
と
も
こ
こ
か
ら
は
植
民
地
台
湾
の
台
湾
人

を
主
と
し
た
台
北
第
三
高
等
女
学
校
や
台
南
第
二
高
等
女
学
校
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
、「
作
法
」
イ
コ
ー
ル
日
本
人
と
い
う
明
確
な
関
係
性
は
見
出
せ
な

い
。
さ
ら
に
台
湾
の
両
校
の
場
合
、「
花
」
が
主
に
教
え
ら
れ
た
が
、
朝
鮮

の
同
校
の
場
合
、「
花
」「
茶
」
が
ほ
ぼ
同
等
に
教
え
ら
れ
、
さ
ら
に
戦
時
下

む
し
ろ
「
茶
」
が
修
養
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。

　

２　

釜
山
港
公
立
高
等
女
学
校
（
現
、
慶
南
女
子
高
等
学
校
、
釜
山
）

　

⑴　

沿
革

　

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
四
月
、
釜
山
公
立
女
子
高
等
普
通
学
校
開
校
、

四
年
制
。
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
、
釜
山
府
水
晶
町
五
五
八
番
地
に
新
校

舎
落
成
に
つ
き
移
転
。
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
三
月
第
一
回
卒
業
式
、
卒

業
生
四
二
名
で
あ
っ
た
。
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
四
月
、
第
三
次
朝
鮮

教
育
令
公
布
に
伴
い
釜
山
港
高
等
女
学
校
と
改
称
、
生
徒
は
す
べ
て
朝
鮮
人

で
あ
っ
た）

49
（

。
朝
鮮
人
を
対
象
と
し
た
公
立
の
高
等
女
学
校
と
し
て
は
、
京
畿

公
立
高
等
女
学
校
、
平
壌
公
立
西
門
高
等
女
学
校
に
次
ぐ
設
置
で
あ
っ
た
。
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⑵　

卒
業
ア
ル
バ
ム
か
ら

　

現
在
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
│
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年

の
間
、
一
一
冊
の
卒
業
ア
ル
バ
ム
が
残
さ
れ
て
い
る
（
表
２
参
照
）。

一
九
三
一
年
は
開
校
年
に
一
年
生
と
し
て
入
学
し
た
生
徒
が
卒
業
し

た
年
で
あ
る
。
先
の
京
畿
公
立
高
等
女
学
校
と
同
様
の
観
点
か
ら
掲

載
写
真
を
見
て
い
く
。

　

ま
ず
当
初
ア
ル
バ
ム
巻
頭
は
校
舎
と
校
旗
、
校
長
を
は
じ
め
と
す

る
教
員
一
同
の
写
真
で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
か

ら
は
奉
安
殿
・
大
麻
殿
が
巻
頭
に
来
る
。
さ
ら
に
一
九
四
〇
（
昭
和

一
五
）
年
か
ら
は
紀
元
二
六
〇
〇
年
記
念
碑
「
八
紘
一
宇
」
が
そ
れ

に
加
わ
っ
た
。

　
「
作
法
」
は
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
の
ア
ル
バ
ム
に
見
出
せ

る
。
当
初
作
法
室
は
、
普
通
教
室
に
畳
の
よ
う
な
も
の
を
敷
い
て
使

用
し
て
い
る
。
作
法
実
技
の
様
子
が
写
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
九

（
昭
和
一
四
）
年
か
ら
は
洋
室
と
和
室
の
作
法
室
に
変
わ
っ
た

こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
作
法
室
が
つ
く
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

一
九
三
七
、一
九
三
八
（
昭
和
一
二
、一
三
）
年
の
ア
ル
バ
ム
が
欠
け

て
い
る
た
め
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
洋
室
の
作
法
室
で
は
紅
茶
を
い

た
だ
く
写
真
が
、
和
室
の
作
法
室
で
は
煎
茶
の
も
て
な
し
方
の
様
子

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
「
花
」「
茶
」
の
写
真
は
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
の
ア
ル
バ
ム

に
見
出
せ
る
。
こ
こ
か
ら
「
花
」「
茶
」
は
開
校
間
も
な
く
設
置

さ
れ
、
教
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。「
花
」「
茶
」
の
師
匠
で
あ
る

表 2　釜山港公立高等女学校（釜山公立女子高等普通学校）写真帖一覧

№ 出 版
年 和暦 期

生 在学年
い
け
花

茶
の
湯

行事 / 特記事項

1 1931 昭和 6 1 昭和 2.4‒6.3 ○ ○ 「花道」「茶道」、雛祭り（講堂）、運動会、雪合戦・水泳ほか

2 1932 昭和 7 2 昭和 3.4‒7.3 × × 理化、数学、雛祭り（講堂）、刺繍、裁縫

3 1933 昭和 8 3 【欠本】 ― ― ―

4 1934 昭和 9 4 昭和 5.4‒9.3 ○ ○ 「鎮海湾要塞司令部検閲済」以下同様、「作法」、家事、「花道」「茶道」
は昭和 6 年と同じ写真

5 1935 昭和 10 5 昭和 6.4‒10.3 × × いけ花・茶の湯の写真なし

6 1936 昭和 11 6 昭和 7.4‒11.3 ○ × いけ花の写真「生花のお稽古」、修身・物理実習・西洋史・音楽

7 1937 昭和 12 7 【欠本】 ― ― ―

8 1938 昭和 13 8 【欠本】 ― ― ―

9 1939 昭和 14 9 昭和
10.4‒14.3 × ×

奉安殿・大麻殿の写真が巻頭、以後同様、教師軍服、寄宿舎、作法
教室初出（「その一」洋室で紅茶・「その二」和室で煎茶）、菊花栽培、
部活動（テニス・卓球・競技・バスケットほか）、「内地」修学旅行

（李王家）、慰問袋、勤労報国隊

10 1940 昭和 15 10 昭和
11.4‒15.3 × ×

名簿・ほとんどが韓国名、紀元 2600 年記念碑「八紘一宇」が以後巻
頭写真に加わる、寄宿舎漬物など、作法教室・和・洋、「内地」修学
旅行（橿原神宮建国奉仕隊作業・明治神宮）

11 1941 昭和 16 11 昭和 12.4‒16.3 × ×
日本名が多くなる、勤労奉仕作業、珠算、女子青年団結成式、部活

（テニス・卓球・水泳・バスケ・バレー・陸上競技）、「内地」旅行、遠
足

12 1942 昭和 17 12 昭和 13.4‒17.3 × × ほぼ日本名、紀元 2602 年明記される、薙刀、「勤労報国隊」（稲刈り・
土運びなど）、菊花栽培、「内地」修学旅行、和室作法室

13 1943 昭和 18 13 昭和 14.4‒18.3 × × 日本名になる

14 1944 昭和 19 14 昭和 15.4‒19.3 × × 行軍、モンペ、真鍮器献納式（お祓い）、神棚遥拝

生徒の活動の様子：○は写真の掲載あり、×は写真の掲載なし
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初
老
の
女
性
も
写
っ
て
い
る
。
し
か
し
翌
一
九
三
二
年
の
ア
ル
バ
ム
に
は

「
花
」「
茶
」
は
掲
載
さ
れ
ず
、
裁
縫
・
ミ
シ
ン
や
刺
繍
の
写
真
が
掲
載
さ

れ
た
。
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
の
ア
ル
バ
ム
に
は
掲
載
さ
れ
る
も
の
の
、

一
九
三
一
年
の
「
花
」「
茶
」
の
写
真
と
全
く
同
じ
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
再
使
用
し
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
の
翌
年

（
一
九
三
五
）
は
再
び
「
花
」「
茶
」
と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

　

一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
、「
生
花
の
お
稽
古
」
の
タ
イ
ト
ル
で
「
花
」

が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
写
真
か
ら
、
椅
子
と
机
で
、
老
年
の
男
性
の
い
け

花
師
匠
に
よ
り
教
え
ら
れ
、
国
民
服
の
男
性
教
諭
も
一
緒
に
写
っ
て
い
る
。

「
花
」
は
「
生せ

い
か花

」
で
、
寸
胴
（
筒
型
花
器
）
に
葉
蘭
、
菊
な
ど
が
入
れ
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
以
後
の
ア
ル
バ
ム
か
ら
は
「
花
」「
茶
」
と
も
に
見
出

せ
ず
、「
作
法
」
の
饗
応
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
る
ほ
か
、
勤
労
奉
仕
の
写
真

が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

同
じ
く
朝
鮮
人
対
象
の
高
等
女
学
校
で
あ
っ
た
京
畿
公
立
高
等
女
学
校
と

は
異
な
る
掲
載
内
容
で
あ
る
。「
花
」「
茶
」「
作
法
」
は
も
と
よ
り
、
ア
ル

バ
ム
の
巻
頭
を
は
じ
め
多
く
の
点
で
異
な
る
。

　

⑶　
『
会
誌
』、
聞
き
取
り
・
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら

　

現
在
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
│
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
ま
で
計
四
冊

の
『
会
誌）

50
（

』
が
存
在
す
る
が
、
い
ず
れ
に
も
「
花
」「
茶
」
に
関
す
る
記
事

は
見
出
せ
な
い
。
校
友
会
の
活
動
（
部
活
動
）
は
図
書
、
園
芸
、
競
技
、
庭

球
、
卓
球
、
排
球
、
籠
球
、
水
泳
、
購
買
部
で
あ
り
、「
花
」「
茶
」
は
校
友

会
活
動
と
し
て
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
入
学
者
は
、
入
試
の
面
接
で
時
計
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
か
を
問
わ
れ
た
こ
と
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
高
等
女

学
校
に
進
む
こ
と
は
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
こ
と
で
、
父
親
（
大
邱
農
林
出

身
）
に
感
謝
し
て
い
る
と
い
う
。

　
「
作
法
」
は
、
正
座
や
襖
の
開
け
閉
め
を
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
普

通
教
室
に
畳
を
敷
い
た
作
法
室
が
あ
っ
た
こ
と
も
覚
え
て
い
る
。
四
年
の
と

き
洋
食
の
マ
ナ
ー
を
習
っ
た
。「
花
」「
茶
」
は
習
わ
な
か
っ
た
。
菊
の
園
芸

を
や
っ
た
。
後
年
、
朴
正
煕
大
統
領
の
こ
ろ
に
な
り
日
本
の
い
け
花
を
習
っ

た
。
ま
た
四
年
生
の
時
の
一
五
日
間
の
内
地
へ
の
修
学
旅
行
で
は
、
一
ク
ラ

ス
五
五
名
中
五
、六
名
行
け
な
い
人
が
い
た
。
樫
原
神
宮
で
一
日
奉
仕
、
桃

山
御
陵
参
拝
、
強
羅
温
泉
へ
行
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る）

51
（

。

　

一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
入
学
者
は
、
父
が
判
任
官
で
官
舎
が
あ
る

「
日
本
人
が
住
む
村
」
で
育
っ
た
。
石
鹸
の
匂
い
が
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い

る
。
誕
生
日
に
は
日
本
の
風
習
で
あ
る
赤
飯
を
食
べ
た
。
学
校
で
は
テ
ニ
ス
、

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
薙
刀
を
や
っ
た
。
一
ク
ラ
ス
五
五
名
で
梅
・
桜
の
二
ク
ラ

ス
が
あ
っ
た
。
卒
業
後
は
梨
花
の
女
専
に
進
学
し
た
。

　
「
作
法
」
の
時
間
は
正
座
が
慣
れ
て
い
な
く
て
難
し
か
っ
た
。
立
ち
あ
が

れ
ず
倒
れ
て
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
と
い
う
。「
花
」「
茶
」
は
習
わ
な
か
っ
た）

52
（

。

こ
の
聞
き
取
り
か
ら
は
、
日
本
人
官
舎
で
育
ち
な
が
ら
も
正
座
の
生
活
を
し

て
お
ら
ず
、「
花
」「
茶
」
に
も
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

こ
に
は
朝
鮮
人
と
し
て
の
暮
ら
し
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
同
校
で
は
、「
作
法
」
は
も
と
よ
り
、「
花
」「
茶
」
が

開
校
ま
も
な
く
か
ら
、
課
外
に
希
望
者
の
み
に
教
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
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る
。
作
法
室
も
、
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
に
は
、
床
の
間
違
い
棚
が
あ

る
和
室
と
、
洋
室
も
つ
く
ら
れ
て
い
た
。

　

３　

平
壌
公
立
西
門
高
等
女
学
校
（
現
北
朝
鮮
）

　

⑴　

沿
革

　

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
四
月
、
平
壌
女
子
高
等
普
通
学
校
三
年
制
と
し

て
創
立
。
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
四
年
制
に
な
る
。
一
九
二
五
（
大
正

一
四
）
年
三
月
、
平
壌
公
立
女
子
高
等
普
通
学
校
と
改
称
。
一
九
三
八
（
昭

和
一
三
）
年
八
月
、
平
壌
公
立
西
門
高
等
女
学
校
と
改
称）

53
（

。
西
門
と
は
、
西

門
通
り
に
あ
っ
た
た
め
と
い
う
。
生
徒
は
す
べ
て
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
。

　

⑵　

聞
き
取
り
・
卒
業
ア
ル
バ
ム
か
ら

　

一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
入
学
者
複
数
か
ら
、
一
ク
ラ
ス
は
五
五
名
で
、

三
ク
ラ
ス
あ
っ
た
。「
作
法
」
の
ほ
か
、「
花
」
は
三
階
に
あ
っ
た
畳
の
作
法

室
で
あ
っ
た
。
三
年
と
四
年
の
二
年
間
、
午
後
の
授
業
と
し
て
週
一
回
池
坊

を
習
っ
た
。
筒
型
の
花
器
に
「
真し

ん

・
副そ

え

・
体た

い

」
と
菊
な
ど
を
入
れ
た
。
先
生

は
女
性
だ
っ
た
。「
茶
」
は
習
わ
な
か
っ
た
。
校
舎
は
一
九
三
四
（
昭
和
九
）

年
の
火
災
で
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
階
建
て
地
下
一
階
に
建
て
替
え
ら
れ
た
も

の
だ
っ
た
。
地
下
に
割
烹
室
が
あ
っ
た
と
い
う）

54
（

。

　

一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
三
月
の
卒
業
ア
ル
バ
ム
に
は
「
花
」
の
写
真

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
写
真
か
ら
先
生
は
女
性
、
生
徒
は
正
座
し
て

「
生せ

い
か花

」
用
の
筒
型
花
器
で
あ
る
「
寸ず

ん

胴ど
う

」
に
菊
を
入
れ
て
い
る
。
教
室
は

和
室
の
作
法
室
で
は
な
く
、
普
通
教
室
に
畳
を
敷
い
た
も
の
で
あ
り
、
生
徒

は
正
座
し
て
い
る）

55
（

。

　

ま
た
、
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
入
学
者
の
一
人
は
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
の

選
手
で
、
大
会
で
優
勝
し
た
。
英
語
は
二
年
ま
で
。
制
服
は
冬
は
ニ
ッ
ト
、

夏
は
ブ
ラ
ウ
ス
と
ジ
ャ
ン
バ
ー
ス
カ
ー
ト
だ
っ
た
。
卒
業
後
は
東
京
の
実
践

女
学
校
専
門
部
に
進
学
、
卒
業
後
帰
国
、
母
校
に
一
九
四
五
年
一
月
か
ら
勤

め
担
任
を
し
た
が
、
毎
日
兵
器
廠
で
大
砲
の
弾
磨
き
を
し
た
。
こ
の
時
の
生

徒
引
率
に
は
朝
鮮
人
と
し
て
、
辛
く
悲
し
い
思
い
出
も
多
い）

56
（

。

　

同
校
で
は
昭
和
初
期
、「
作
法
」
は
も
と
よ
り
「
花
」
が
授
業
と
し
て
教

え
ら
れ
て
い
た
。

　

４　

慶
北
公
立
高
等
女
学
校

　

⑴　

沿
革

　

大
邱
公
立
女
子
高
等
普
通
学
校
と
し
て
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
創
立
、

生
徒
は
す
べ
て
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
。
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
、
慶
北
公

立
高
等
女
学
校
と
改
称
。

　

⑵　

性
格
教
育
と
し
て

　
『
文
教
の
朝
鮮
』
昭
和
一
二
年
四
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
大
邱
公
立
女
子

高
等
普
通
学
校
「
本
校
の
性
格
教
育
」
か
ら
、「
訓
練
週
案
作
製
」
の
た
め

の
「
性
格
陶
冶
項
目
」
と
し
て
「
長
上
尊
重
」「
温
良
貞
淑
」「
相
互
尊
敬
」

「
規
律
秩
序
」
に
「
作
法
」、「
家
庭
和
楽
」「
温
良
貞
淑
」「
明
朗
快
活
」
に
音

楽
・
手
芸
・
図
画
・
習
字
・
詩
歌
と
と
も
に
「
花
」
の
特
別
指
導
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
特
に
「
家
庭
和
楽
」
は
、「
部
屋
を
手
芸
品
・
書
画
・
草
花
等
で
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装
飾
す
る
」
と
あ
る
の
が
見
出
せ
る
。「
茶
」
に
つ
い
て
の
記
載
は
見
出
せ
な

い
。
こ
こ
か
ら
同
校
で
「
花
」
が
教
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る）

57
（

。

三　

朝
鮮
人
を
対
象
と
し
た
私
立
の
女
学
校
・
高
等
女
学
校

　

１　

 

東
莱
高
等
女
学
校
（
現
、
東
莱
女
子
高
等
学
校
、
釜
山
、
キ
リ
ス
ト
教

主
義
）

　

⑴　

沿
革

　

一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
一
〇
月
一
五
日
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
長
老
教

宣
教
会
女
子
伝
道
部
が
釜
山
鎮
の
一
家
屋
に
日
新
学
校
と
い
う
三
年
制
の
小

学
科
を
設
置
し
た
こ
と
に
始
ま
る）

58
（

。
さ
ら
に
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
八

月
、
三
年
制
の
高
等
科
（
中
等
教
育
）
を
設
置
。
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年

小
学
科
・
高
等
科
と
も
に
四
年
制
と
す
る
。
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
六

月
、
高
等
科
を
現
在
地
で
あ
る
福
泉
洞
に
移
転
、
寄
宿
舎
設
置
、
東
莱
日
新

女
学
校
と
改
称
。
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
、
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
定

に
よ
る
指
定
認
可
を
受
け
る）

59
（

。
生
徒
数
は
一
学
年
四
〇
名
程
度
で
あ
っ
た
。

一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
東
莱
高
等
女
学
校
と
改
称
。
生
徒
は
す
べ
て
朝

鮮
人
で
あ
っ
た）

60
（

。

　

釜
山
で
は
ほ
か
に
も
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
に
よ
る
女
学
校
が
設
立
さ
れ
た

が
、
数
年
に
し
て
閉
鎖
し
た
と
い
う
。

　

一
九
三
二
│
三
七
（
昭
和
七
│
一
二
）
年
度
の
学
科
目
は
、
修
身
（
作
法

を
含
む
）・
公
民
科
・
聖
書
・
国
語
・
朝
鮮
語
・
英
語
・
地
理
歴
史
・
数
学
・

理
科
・
図
画
・
家
事
・
裁
縫
・
音
楽
・
体
操
・
手
芸
・
教
育
・
実
業
（
農
業

一
般
）
で
あ
っ
た）

61
（

。
こ
の
時
期
は
ま
だ
高
等
女
学
校
に
改
組
し
て
い
な
い
が
、

ほ
ぼ
高
等
女
学
校
に
準
じ
た
学
科
目
に
な
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の

学
校
で
あ
っ
た
た
め
「
聖
書
」
が
学
科
目
と
し
て
あ
り
、
ま
た
朝
鮮
語
が
教

え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
花
」「
茶
」
に
関
す
る
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

⑵　

聞
き
取
り
・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら

　

一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
一
四
歳
で
入
学
し
た
者
に
よ
れ
ば
、
日
本
の

「
作
法
」
も
西
洋
式
マ
ナ
ー
も
習
っ
た
記
憶
は
な
い
と
い
う
。
英
語
は
二
年

生
か
ら
、
朝
鮮
語
は
三
年
（
一
九
三
八
年
）
か
ら
な
く
さ
れ
た
。
ミ
ッ
シ
ョ

ン
の
学
校
だ
っ
た
の
で
毎
日
授
業
の
間
に
講
堂
に
集
ま
り
礼
拝
、
讃
美
歌
、

聖
書
を
読
む
こ
と
や
そ
の
講
義
が
あ
っ
た
。
先
輩
た
ち
は
抗
日
運
動
を
し
た

が
、
日
本
の
監
視
が
厳
し
く
な
り
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た
。
日
本
語
の
使
用

ほ
か
何
か
と
些
細
な
干
渉
が
多
か
っ
た
。
ま
た
寄
宿
舎
は
学
校
の
隣
に
あ
っ

た
。
畳
の
部
屋
は
な
く
、
板
張
り
の
西
洋
式
で
一
部
屋
三
人
で
ベ
ッ
ト
が
三

つ
、
棚
も
あ
っ
た
。

　

ま
た
「
花
」
は
美
術
の
女
性
の
先
生）

62
（

が
放
課
後
に
習
い
た
い
人
だ
け
に
教

え
て
い
た
。
自
分
は
習
わ
な
か
っ
た
。「
茶
」
や
琴
は
な
か
っ
た
。
四
年
生

の
と
き
薙
刀
で
は
な
く
剣
道
を
習
い
、
木
剣
で
構
え
な
ど
を
し
た
思
い
出
が

あ
る
と
い
う）

63
（

。

　

一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
に
入
学
し
た
者
も
、「
作
法
」
の
時
間
は
な

く
作
法
室
も
な
か
っ
た
と
答
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
抗
日
的
学
校
で

あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
本
人
は
習
っ
て
い
な
い
が
「
花
」
が
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教
え
ら
れ
、
そ
れ
が
女
性
の
教
師
で
あ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
当
時
の

思
い
出
は
日
本
語
の
強
要
と
創
氏
改
名
で
あ
る
と
い
う）

64
（

。

　

し
か
し
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
学
科
目
「
修
身
」
に
は
「
作
法
」
も
記

さ
れ
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
は
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
定
に
よ
る

指
定
認
可
を
受
け
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
か
ら
は
高
等
女
学
校
に
改

組
改
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
認
可
の
た
め
の
視
察
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、

何
ら
か
の
授
業
が
行
わ
れ
て
い
な
く
て
は
通
常
認
可
は
下
り
な
い
た
め
、
関

連
授
業
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

⑶　

卒
業
ア
ル
バ
ム
・
校
友
会
誌
か
ら

　

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
の
卒
業
ア
ル
バ
ム
は
調
理
・
刺
繍
・
ミ
シ
ン

実
習
や
ダ
ン
ス
・
陸
上
・
テ
ニ
ス
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
・
ピ
ン
ポ
ン
ほ

か
旅
行
（
遠
足
）、
読
書
、
化
学
実
験
の
写
真
が
載
せ
ら
れ
て
い
る）

65
（

。
ま
た

一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
の
卒
業
ア
ル
バ
ム
は
防
空
訓
練
、
看
護
訓
練
、

勤
労
奉
仕
（
農
作
業
）、
教
練
、
内
地
（
東
京
・
京
都
・
奈
良
）
へ
の
修
学
旅

行
、
水
泳
、
キ
ム
チ
実
習
・
試
食
会
な
ど
が
載
せ
ら
れ
て
い
る）

66
（

。
い
ず
れ
も

当
時
の
女
学
校
に
お
い
て
重
視
さ
れ
ま
た
世
相
を
反
映
し
た
内
容
と
い
え
る
。

同
校
に
残
さ
れ
た
そ
の
ほ
か
の
写
真
（
帖
）
か
ら
も
、「
花
」「
茶
」「
作
法
」

に
関
す
る
写
真
は
見
当
た
ら
な
い）

67
（

。

　

同
じ
く
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
培
花
女
学
校
（
京
城
、
現
ソ
ウ
ル
）
の

一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
第
五
回
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
第
九
回
の

『
卒
業
記
念
写
真
帖
』
に
お
い
て
も
、「
花
」「
茶
」「
作
法
」
の
写
真
は
掲
載

さ
れ
て
い
な
い）

68
（

。

　

い
っ
ぽ
う
校
友
会
誌
『
日
新
』
七
、九
、一
〇
号
か
ら
、
公
的
な
教
務
内
容

は
日
本
語
で
あ
る
が
、
学
校
内
の
行
事
等
は
か
な
り
ハ
ン
グ
ル
を
使
用
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
先
の
培
花
女
学
校
の
二
冊
の
『
卒
業
記
念

写
真
帖
』
も
同
様
に
ハ
ン
グ
ル
を
使
用
し
て
い
る
。
日
本
語
強
要
に
関
し
て
、

一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
以
前
は
緩
や
か
さ
が
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
「
内
地
」
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
女
学
校
の
「
花
」「
茶
」「
作
法
」

の
受
容
を
確
認
す
る
と）

69
（

、
各
種
認
可
の
た
め
や
戦
時
下
、
キ
リ
ス
ト
教
主

義
教
育
継
続
と
の
引
き
換
え
に
こ
れ
ら
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

同
校
は
日
本
の
植
民
地
と
い
え
ど
も
朝
鮮
の
地
に
あ
り
、
校
長
は
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
人
、
日
本
語
や
習
字
・「
花
」
を
教
え
た
教
員
二
名
を
除
い
て
教

員
は
朝
鮮
人
で
あ
り
、
朝
鮮
人
の
「
修
身
」
担
当
教
員
は
あ
る
が
、「
作
法
」

担
当
者
は
見
当
た
ら
ず
、
同
じ
く
、
各
種
認
可
や
戦
時
下
、
キ
リ
ス
ト
教
主

義
教
育
継
続
と
い
う
問
題
を
抱
え
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
は
未
知

数
の
部
分
が
大
き
い
。

　

し
か
し
、
反
日
感
情
を
抱
い
て
い
た
生
徒
の
思
い
出
に
、
日
本
人
教
員
が

放
課
後
教
え
た
「
花
」
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
の
伝
統
的
文
化
に
わ

ず
か
な
が
ら
も
心
ひ
か
れ
る
部
分
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

２　

進
明
高
等
女
学
校
（
現
、
進
明
女
子
高
等
学
校
、
ソ
ウ
ル
）

　

⑴　

沿
革

　

一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
四
月
、
私
立
進
明
女
学
校
と
し
て
、
朝
鮮
李

王
家
高
宗
皇
帝
側
室
の
厳
妃
が
弟
厳
俊
源
を
校
長
に
し
て
開
校
し
た
。
朝
鮮

人
の
み
で
創
設
さ
れ
、
教
員
も
朝
鮮
人
が
多
か
っ
た
。
李
王
家
が
創
設
し
た
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学
校
と
し
て
そ
の
教
育
方
針
に
賛
同
し
た
上
流
家
庭
の
女
子
が
多
く
集
ま
っ

た
と
い
い
、
開
校
当
初
の
卒
業
生
に
女
官
も
見
出
せ
る
。
一
九
一
一
（
明
治

四
四
）
年
私
立
進
明
女
子
高
等
普
通
学
校
、
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
四

年
制
と
す
る
。
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
四
月
、
私
立
進
明
高
等
女
学
校

と
改
組
改
称
。
生
徒
は
す
べ
て
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
。
開
校
時
か
ら
一
九
二
八

（
昭
和
三
）
年
ま
で
は
、
普
通
学
校
（
小
学
校
）
を
併
設
し
て
い
た）

70
（

。

　

朝
鮮
教
育
令
に
よ
り
教
科
課
程
は
一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
、

一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
、
一
九
三
八
年
（
昭
和
一
三
）、
一
九
四
三
（
昭

和
一
八
）
年
と
変
遷
が
あ
る
。
一
九
三
八
年
か
ら
の
学
科
目
は
、
修
身
・
公

民
・
教
育
・
国
語
・
歴
史
・
地
理
・
外
国
語
・
数
学
・
理
科
・
実
業
・
図

画
・
家
事
・
裁
縫
・
音
楽
・
体
操
・
手
芸
で
、
外
国
語
と
手
芸
が
選
択
で

あ
っ
た
。
注
目
す
る
の
は
そ
れ
以
前
、「
修
身
」
は
毎
週
授
業
時
数
が
一
時

間
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
年
か
ら
は
二
時
間
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
一
時
間
が
修
身
、
も
う
一
時
間
で
「
作
法
」
が
行
わ
れ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
花
」「
茶
」
に
関
す
る
記
述
は
な
い）

71
（

。

　

⑵　

聞
き
取
り
調
査
・
学
校
史
か
ら

　

一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
│
）
年
代
、
進
明
に
は
礼
儀
作
法
の
よ
う
な
先
生

は
お
ら
ず
、
別
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
課
外
活
動
と
し
て
習
っ
た
。
礼
儀

作
法
は
日
本
の
着
物
を
着
た
先
生
が
来
て
教
え
た
。
茶
道
も
日
本
の
先
生
が

来
て
教
え
た
。
礼
儀
作
法
を
教
え
る
部
屋
が
あ
っ
た
と
い
う）

72
（

。

　
『
進
明
七
十
五
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
同
校
に
英
親
王
両
陛
下
（
英
親
王
と

方
子
妃）

73
（

）
の
三
度
の
来
校
が
あ
っ
た
。
生
徒
の
学
習
成
果
の
披
露
に
着
目
し

て
見
て
い
く
と
、
一
度
目
は
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
五
月
四
日
、
盛
大

で
厳
粛
な
歓
迎
会
を
催
し
た
と
の
み
あ
る
。
二
度
目
は
一
九
三
八
（
昭
和

一
三
）
年
四
月
二
三
日
、
特
別
室
に
案
内
し
て
学
校
の
概
況
を
報
告
、
校
内

で
歓
迎
会
を
催
し
た
。
食
後
に
四
年
松
組
の
教
練
、
三
年
生
の
マ
ズ
ル
カ
を

披
露
、
四
年
竹
組
は
家
事
の
実
習
で
お
菓
子
を
作
っ
た
。
約
一
時
間
の
教

育
活
動
参
観
で
あ
っ
た
。
三
度
目
は
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
七
月
一
日
、

三
年
竹
組
が
教
室
に
設
え
た
貴
賓
室
に
案
内
し
、
学
校
の
概
況
な
ど
を
報
告

後
、
歓
迎
会
を
催
し
、
生
徒
代
表
四
年
の
歓
迎
の
詩
の
朗
読
、
全
校
生
徒
の

校
歌
斉
唱
、
食
後
は
茶
室
で
の
四
年
生
の
茶
道
や
生
徒
作
品
展
示
室
を
参
観

し
た
と
い
う）

74
（

。
こ
の
三
度
目
の
来
校
の
一
九
四
三
年
七
月
に
、
四
年
生
の
茶

道
の
参
観
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
戦
時
下
日
本
人
と
し
て
の
嗜
み
を
も
ち
学
校

生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
の
、
学
校
側
の
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
の
卒
業
ア
ル
バ
ム
に
は
「
花
」
の

写
真
が
掲
載
さ
れ
、
以
後
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
、
一
九
四
三
（
昭
和

一
八
）
年
、
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
発
行
の
卒
業
ア
ル
バ
ム
に
「
花
」

の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

同
校
で
は
外
部
か
ら
日
本
人
の
「
作
法
」「
茶
」「
花
」
を
教
え
る
講
師
を

迎
え
、
作
法
室
で
「
作
法
」「
茶
」、
ま
た
「
花
」
も
教
え
ら
れ
て
い
た
と
い

え
よ
う
。
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３　

淑
明
高
等
女
学
校
（
現
、
淑
明
女
子
高
等
学
校
、
ソ
ウ
ル
）

　

⑴　

沿
革

　

一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
五
月
私
立
明
新
女
学
校
開
校
、
同
校
は
朝
鮮

李
王
家
高
宗
皇
帝
側
室
の
厳
妃
と
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
淵
沢
能
恵）

75
（

に
よ
り
両

班
の
子
女
を
は
じ
め
と
す
る
朝
鮮
人
女
子
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
。
初
代
校

長
は
朝
鮮
人
女
性
李
貞
淑
、
朝
鮮
教
育
史
上
初
の
朝
鮮
人
女
性
校
長
で
あ
っ

た
。
淵
沢
能
恵
は
学
監
兼
主
任
教
師
と
し
て
教
育
に
尽
力
し
た
。

　

一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
私
立
明
新
高
等
女
学
校
、
一
九
一
〇
（
明
治

四
三
）
年
私
立
淑
明
高
等
女
学
校
、
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
私
立
淑
明

女
子
高
等
普
通
学
校
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
四
月
淑
明
高
等
女
学
校

と
改
称
。
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
四
月
、
淑
明
女
子
専
門
学
校
を
創
立
。

生
徒
は
す
べ
て
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
開
校
当
時
、
同
校
は
貴
族
女
学
校
と

も
い
わ
れ
た
。
そ
れ
は
両
班
出
身
、
地
域
的
に
は
ソ
ウ
ル
出
身
の
良
家
名
門

子
女
を
主
に
入
学
さ
せ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
部
で
は
か
な
り
教
育

熱
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
班
階
級
で
は
、
女
性
に
新
教
育
を
与
え

る
こ
と
に
強
い
反
対
が
あ
っ
た
た
め
、
学
寮
に
入
れ
、
学
費
経
費
な
し
に
し

て
生
徒
募
集
を
し
た
。
ま
た
景
福
宮
、
徳
寿
宮
の
宮
女
一
二
人
も
入
学
し
た
。

一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
こ
ろ
か
ら
は
、
時
代
の
機
運
に
よ
っ
て
一
般
教

育
機
関
と
し
て
門
戸
を
開
放
す
る
よ
う
に
な
っ
た）

76
（

。

　

⑵　

淵
沢
能
恵
の
存
在
と
学
校
記
録
か
ら

　

ま
ず
、
淵
沢
能
恵
自
ら
は
、
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
四
月
か
ら

一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
六
月
中
途
退
学
す
る
ま
で
同
志
社
女
学
校
に

学
ん
で
い
る
。
当
時
同
校
で
は
、
新
島
八
重
に
よ
り
「
作
法
」（「
諸
礼
」）

が
教
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
女
学
校
で
あ
っ
た
が
日

本
の
し
つ
け
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
「
花
」「
茶
」
に
つ
い
て

は
、
同
氏
退
学
後
の
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
九
月
以
降
に
教
え
ら
れ
て

い
る）

77
（

。
さ
ら
に
同
氏
に
関
す
る
記
録
に
「
花
」「
茶
」
に
つ
い
て
は
見
出
せ

な
い
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
、
淵
沢
の
在
職
中
（
開
校
時
か
ら
昭
和
初
頭
）
に
、

「
花
」「
茶
」
が
教
え
ら
れ
て
い
た
か
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
彼
女
は
晩

年
、
庭
の
菊
を
手
折
っ
て
花
瓶
に
挿
す
こ
と
な
ど
は
し
て
い
た
と
い
う
。
ま

た
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
五
月
に
出
さ
れ
た
「
淑
明
学
園
女
学
校
創
設

三
十
五
年
・
財
団
創
立
三
十
年
記
念
絵
葉
書）

78
（

」
は
、
和
室
を
二
部
屋
載
せ
て

い
る
。
絵
葉
書
向
か
っ
て
左
は
、
淵
沢
の
自
宅
（
師
恩
館
と
し
て
一
九
二
八

年
に
建
築
）
二
階
で
あ
る）

79
（

。
も
う
一
方
の
絵
葉
書
向
か
っ
て
右
が
、
学
校
で

使
用
さ
れ
た
作
法
室
と
思
わ
れ
る
。

　

学
校
記
録
か
ら
は
、「
教
職
員
在
職
表
」
に
、
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）

│
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
ま
で
長
谷
川
夏
子
、
礼
法
・
舎
監
と
あ
る
こ
と

か
ら
、「
作
法
」
が
教
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
和
歌
、
俳
句
も
教

え
ら
れ
た
。
ま
た
、
一
九
二
七
年
頃
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
作
法
、
裁
縫

を
日
本
式
で
は
な
く
朝
鮮
の
も
の
を
、
と
い
う
生
徒
た
ち
の
要
求
が
強
ま
っ

た
。
そ
れ
ほ
ど
日
本
人
化
本
位
の
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う）

80
（

。

　

ま
た
、
一
九
三
八
年
以
降
、
木
剣
・
弓
道
・
薙
刀
な
ど
武
術
も
校
庭
で
教
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え
ら
れ
た）

81
（

。

　

⑶　

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら

　

一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
に
入
学
し
た
者
は
、
作
法
室
が
あ
っ
た
と
答

え
て
い
る
。
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
に
入
学
し
た
者
は
、
作
法
の
時
間

が
あ
り
「
茶
」
も
習
っ
た
、
先
生
は
女
性
で
あ
っ
た
と
答
え
て
い
る
。
ま

た
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
入
学
の
者
は
学
校
で
「
花
」「
茶
」
を
習
い
、

先
生
は
女
性
で
あ
っ
た
と
答
え
て
い
る）

82
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
は
、
開
校
ま
も
な
い
一
九
〇
八
年
か
ら
「
作
法
」（
礼

法
）
が
教
え
ら
れ
、
日
本
人
と
し
て
の
教
育
が
厳
し
く
行
わ
れ
た
。
昭
和
初

期
に
は
絵
葉
書
に
み
る
よ
う
に
大
き
な
床
や
違
い
棚
が
あ
る
、
広
く
り
っ
ぱ

な
作
法
室
が
あ
り
、
聞
き
取
り
か
ら
課
外
に
「
花
」「
茶
」
も
教
え
ら
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　

４　

 

梨
花
高
等
女
学
校
（
現
、
梨
花
女
子
高
等
学
校
、
ソ
ウ
ル
、
キ
リ
ス
ト

教
主
義
）

　

⑴　

沿
革

　

一
八
八
五
年
、
医
師
ス
ク
レ
ン
ト
ン
と
同
母
が
来
韓
、
宗
派
は
北
監
理
教

（
メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
教
会
）。
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
、
校
名
を
洋
国
館

と
し
て
一
人
の
生
徒
か
ら
授
業
を
開
始
し
た）

83
（

。
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
、

高
宗
皇
帝
か
ら
梨
花
学
堂
の
校
名
を
下
賜
さ
れ
る
。

　

一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
、
四
年
制
中
学
科
設
置
、
一
九
〇
八
（
明
治

四
一
）
年
同
科
第
一
回
卒
業
式
。
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
、
大
学
科
四

年
制
設
置
。

　

一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
、
梨
花
学
堂
か
ら
梨
花
女
子
高
等
普
通
学
校
と

梨
花
女
子
普
通
学
校
（
小
学
校
）
に
分
離
・
改
称
・
開
校
。
一
九
二
二
（
大

正
一
一
）
年
、
第
二
次
朝
鮮
教
育
令
に
よ
り
、
女
子
高
等
普
通
学
校
三
年
制

を
四
年
制
に
、
普
通
学
校
四
年
制
を
六
年
制
に
そ
れ
ぞ
れ
変
更
し
た
。
梨

花
学
堂
大
学
科
は
、
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
私
立
専
門
学
校
令
に
よ
り
、

梨
花
女
子
専
門
学
校
四
年
制
に
改
称
し
た
。
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
二
月

朝
鮮
総
督
府
告
示
第
五
五
号
に
よ
り
梨
花
女
子
専
門
学
校
の
卒
業
者
は
、
私

立
女
子
高
等
普
通
学
校
の
教
員
資
格
を
指
定
さ
れ
た
。
一
九
三
二
（
昭
和

七
）
年
、
普
通
学
校
廃
止
、
中
等
教
育
の
み
の
機
関
と
な
っ
た
。
一
九
三
八

（
昭
和
一
三
）
年
梨
花
高
等
女
学
校
四
年
制
に
改
称
。
一
九
四
六
年
、
六
年

制
の
中
学
校
に
改
編
さ
れ
る）

84
（

。

　

⑵　

教
科
課
程

　

一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
の
中
学
科
教
科
課
程
は
、
宗
教
（
聖
書
）・
漢

文
・
修
身
・
地
誌
・
歴
史
・
算
術
・
英
語
・
生
理
・
衛
生
・
動
物
学
・
植

物
学
・
図
画
・
理
科
・
簿
記
・
代
数
・
初
歩
体
操
で
あ
っ
た）

85
（

。
一
九
三
八

（
昭
和
一
三
）
年
か
ら
は
、「
宗
教
（
聖
書
）」
は
学
科
目
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
体
育
科
内
容
の
改
正
に
よ
り
、
撃
剣
、
柔
道
基
本
動
作
、
弓
道
、
薙
刀

が
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

86
（

。
教
科
課
程
内
容
に
変
遷
は
あ
る
も
の
の
、

「
作
法
」「
花
」「
茶
」
は
学
校
史
の
な
か
に
は
見
出
せ
な
い）

87
（

。
聞
き
取
り
か

ら
も
、
卒
業
生
の
記
憶
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い）

88
（

。

　

同
校
は
ほ
と
ん
ど
が
朝
鮮
人
教
師
で
、
少
数
の
ア
メ
リ
カ
人
教
師
（
英
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語
・
音
楽
・
聖
経
）、
さ
ら
に
そ
の
半
数
の
日
本
人
教
師
で
あ
り
、
日
本
人
教

師
は
多
く
が
日
本
語
を
教
え
て
い
た
。
珍
し
い
の
は
吉
木
と
い
う
女
性
が

「
舞
踊
」
を
、
一
九
四
〇
│
一
九
四
五
年
迄
教
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

89
（

。
日

本
舞
踊
で
あ
ろ
う
か
。
植
民
地
台
湾
の
台
北
第
三
高
等
女
学
校
で
は
、「
体

操
」
と
し
て
日
本
舞
踊
が
教
え
ら
れ
て
い
た）

90
（

。
し
か
し
「
作
法
」
や
「
花
」

「
茶
」
の
教
員
は
見
出
せ
な
い
。
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
（
一
七
回
生
）、

一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
（
二
〇
回
生
）
の
卒
業
ア
ル
バ
ム
か
ら
も
、「
作

法
」「
花
」「
茶
」
の
写
真
は
見
出
せ
な
い
。
ま
た
制
服
は
韓
服
を
着
て
い
る
。

セ
ー
ラ
ー
服
に
な
っ
た
の
は
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
か
ら
で
あ
っ
た）

91
（

。

　

し
か
し
、
梨
花
女
子
専
門
学
校
の
「
茶
」
の
写
真
が
残
さ
れ
て
い
る）

92
（

こ
と

か
ら
、
取
り
入
れ
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
考
え
る
。

　

５　

向
上
女
子
実
業
学
校
（
現
、
東
明
女
子
高
等
学
校
）
ほ
か

　

⑴　

沿
革

　

浄
土
真
宗
大
谷
派
が
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
八
月
、
京
城
西
大
門
に

向
上
会
館
を
開
設
し
た
こ
と
に
と
も
な
い
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
四
月
、

向
上
女
子
技
芸
学
校
設
立
、
専
ら
朝
鮮
女
子
の
教
養
に
つ
と
め
る
。
午
前
二

時
間
は
中
等
教
育
程
度
の
学
科
と
し
て
修
身
・
国
語
・
英
語
・
朝
鮮
語
・
算

術
・
珠
算
・
家
事
・
音
楽
、
以
後
の
時
間
は
子
供
服
・
婦
人
服
等
の
洋
裁
縫

い
が
教
え
ら
れ
た
。
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
三
月
、
向
上
女
子
実
業
学

校
設
立
認
可
。
生
徒
は
す
べ
て
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
向
上
会
館
の
使
命
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

た
ゞ
朝
鮮
同
胞
の
精
神
文
化
を
開
拓
し
、
物
質
的
生
活
を
向
上
せ
し
む

る
と
い
ふ
外
に
は
何
等
の
使
命
を
も
又
目
的
を
も
持
っ
て
居
ら
な
い
。

同
校
は
当
初
よ
り
朝
鮮
人
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
女
学
校
で
あ
っ
た）

93
（

。

　

一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
一
一
月
に
は
同
校
卒
業
生
が
内
地
見
学
旅
行

の
途
次
に
東
本
願
寺
の
参
詣
を
し
、
手
製
の
刺
繍
屏
風
を
お
裏
方
に
献
上
し

て
い
る）

94
（

。

　

一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
一
一
月
、
東
明
女
子
商
業
学
校
と
改
称
。

一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
九
月
、
東
明
女
子
中
学
校
六
年
制
認
可
。

　

⑵　

聞
き
取
り
・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら

　

一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
四
月
入
学
者
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、

東
本
願
寺
に
よ
る
学
校
で
、
参
拝
は
朝
鮮
神
宮
と
東
本
願
寺
に
し
て
い
た
。

赤
レ
ン
ガ
の
建
物
で
あ
っ
た
。
三
年
制
で
一
ク
ラ
ス
四
〇
│
五
〇
名
、
朝
鮮

人
の
み
、
松
竹
梅
の
三
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
。
講
堂
の
横
の
と
こ
ろ
に
神
棚
が

あ
っ
た
。
校
長
は
油
谷
菊
次
郎
先
生
、
学
校
に
作
法
室
は
な
く
、「
作
法
」

は
校
長
宅
の
広
い
畳
の
部
屋
で
校
長
夫
人
か
ら
習
い
、
お
茶
（
煎
茶
）
の
入

れ
方
な
ど
で
あ
っ
た
。
校
長
夫
人
は
い
け
花
も
教
え
て
い
た
と
い
う）

95
（

。

　

こ
こ
か
ら
、
条
件
が
整
わ
な
い
中
で
、
日
本
人
と
し
て
の
「
作
法
」、

「
花
」、
ひ
い
て
は
日
本
人
の
生
活
が
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

⑶　

京
城
女
子
商
業
学
校
・
渼び

洞ど
ん

小
学
校

　

京
城
女
子
商
業
学
校
（
私
立
）
に
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
四
月
に
入

学
し
た
者
に
よ
れ
ば
、
同
校
は
朝
鮮
人
に
よ
る
朝
鮮
人
の
学
校
で
作
法
室

が
な
く
、「
作
法
」
の
時
間
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
彼
女
が
卒
業
し
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た
渼び

洞ど
ん

公
立
国
民
学
校
（
小
学
校
、
す
べ
て
朝
鮮
人）

96
（

）
に
は
作
法
室
が
あ
り
、

そ
れ
は
教
務
室
の
横
に
あ
り
一
〇
畳
く
ら
い
の
広
さ
で
床
の
間
・
違
い
棚
・

神
棚
が
あ
り
、
い
け
花
も
置
か
れ
て
い
た
。
小
学
校
高
学
年
の
と
き
、
雨
天

の
時
や
梅
雨
期
の
或
る
時
期
に
わ
ず
か
の
時
間
を
利
用
し
て
、
作
法
室
で
作

法
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
た
。
そ
の
時
、
行
事
の
花
材
に
つ
い
て
、

①
新
年　

松
、
竹
、
梅
、
万
年
青
、
福
寿
草

②
紀
元
節　

彼
岸
桜
、
梅
、
竹

③
神
武
天
皇
祭　

桜
、
桃

④
明
治
節　

菊
類

⑤
天
長
節　

牡
丹
、
芍
薬

⑥
出
産
祝　

松
、
竹
、
南
天
、
月
桂
樹

⑦
婚
礼　

松
、
竹
、
梅
、
常
磐
木

⑧
五
月
節
句　

菖
蒲
、
花
菖
蒲
、
あ
や
め
、
よ
も
ぎ

⑨
七
夕　

 

秋
の
七
草
、
萩
、
桔
梗
、
女
郎
花
、
藤
袴
、
な
で
し
こ
、
葛
ま

た
は
蓮
花

⑩
重
陽　

黄
菊
、
白
菊
、
赤
菊
、
萩

と
習
っ
た
こ
と
を
、
今
な
お
記
憶
し
て
い
る）

97
（

。

　

こ
の
よ
う
な
記
憶
か
ら
は
、
当
時
の
朝
鮮
人
小
学
生
の
純
真
さ
、
優
秀
さ

が
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
朝
鮮
人
の
経
営
に
よ
る
私
立
女
学
校
は
、
日
本
人
女

性
と
し
て
の
日
常
生
活
習
得
に
ま
で
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四　
「
内
鮮
」
共
学
の
高
等
女
学
校

　

１　

京
城
舞
鶴
公
立
高
等
女
学
校
（
現
、
舞
鶴
女
子
高
等
学
校
、
ソ
ウ
ル
）

　

⑴　

沿
革

　

一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
四
月
開
校
、
四
年
制
。
当
初
一
年
間
は
鍾
路

小
学
校
を
仮
校
舎
と
し
、
二
年
目
か
ら
新
校
舎
に
移
っ
た
が
、
校
庭
な
ど
は

ま
だ
工
事
中
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
校
の
特
徴
と
し
て
日
本
人
と
朝
鮮
人
各
一

名
を
ペ
ア
に
し
、
学
校
生
活
は
も
ち
ろ
ん
放
課
後
も
一
緒
に
勉
強
し
、
遊

ぶ
「
学
友
制
度
」
と
い
う
も
の
が
つ
く
ら
れ
日
本
人
・
朝
鮮
人
生
徒
数
は
同

数
で
あ
っ
た
。
学
校
へ
は
日
本
人
と
交
際
の
あ
る
家
庭
の
人
が
来
て
い
た
と

い
う
。
終
戦
に
よ
り
、
高
等
女
学
校
入
学
者
と
し
て
は
六
期
生
を
出
す
に
終

わ
っ
た
。
戦
後
は
舞
鶴
女
子
高
等
学
校
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る）

98
（

。

　

⑵　

聞
き
取
り
・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
・
写
真
か
ら

　
〈
学
友
制
度
〉

　

一
期
生
・
日
本
人
多
数
に
よ
れ
ば
、「
学
友
制
度
」
は
、
学
校
で
決
め
ら

れ
た
日
本
人
と
朝
鮮
人
各
一
名
が
い
つ
も
一
緒
に
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
お

互
い
の
家
庭
へ
の
訪
問
が
熱
心
に
勧
め
ら
れ
、
卒
業
す
る
ま
で
互
い
の
家
に

行
っ
て
い
た
。
朝
鮮
人
学
友
宅
で
は
白
菜
キ
ム
チ
を
つ
け
る
の
を
見
た
り
食

べ
た
り
、
も
ら
っ
て
帰
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
朝
鮮
神
宮
参
拝
も
学

校
か
ら
の
参
拝
と
は
別
に
、
順
番
に
こ
の
ペ
ア
で
も
行
っ
た
。
帰
っ
て
き
て
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か
ら
校
長
室
の
神
棚
に
最
敬
礼
し
た）

99
（

。

　

こ
の
学
友
に
は
さ
ら
に
「
姉
妹
学
友
」
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
は
一

期
生
ペ
ア
と
二
期
生
ペ
ア
が
一
組
に
な
っ
て
活
動
す
る
も
の
で
、
学
校
か
ら

ペ
ア
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た
学
校
敷
地
内
の
「
一
坪
農
園
」
と
名
付
け
ら

れ
た
場
所
で
一
緒
に
作
業
し
た
と
い
う
。
三
期
生
が
で
き
る
と
、
三
期
生
ペ

ア
も
そ
の
「
姉
妹
学
友
」
に
加
え
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
ナ
ス
・
キ
ュ
ウ
リ
・

エ
ン
ド
ウ
豆
・
さ
つ
ま
芋
な
ど
の
野
菜
を
作
っ
た）

100
（

。

　
〈
宿
泊
学
習
〉

　
「
学
友
制
度
」
の
一
環
と
し
て
、
二
年
目
か
ら
校
長
宅
で
の
「
宿
泊
学
習
」

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
成
績
順
で
は
な
く
、
ク
ラ
ス
・
名
簿
順
で

あ
っ
た
。
こ
の
学
習
は
朝
鮮
人
生
徒
の
日
本
人
と
し
て
の
日
常
生
活
の
修
得

の
た
め
行
わ
れ
た
。
二
つ
の
ペ
ア
が
一
組
に
な
り
、
土
曜
日
学
校
が
終
わ
る

と
ま
ず
朝
鮮
人
二
人
が
学
校
敷
地
内
に
あ
っ
た
校
長
宅
へ
宿
泊
に
行
き
、
校

長
夫
人
や
同
校
女
性
教
諭
に
掃
除
、
食
事
、
風
呂
の
入
り
方
を
は
じ
め
日
本

人
の
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
実
際
に
習
い
、
翌
日
曜
昼
前
に
、
日
本
人

二
人
が
校
長
宅
を
訪
問
し
、
朝
鮮
人
二
人
が
習
い
作
っ
た
昼
食
を
校
長
・
校

長
夫
人
と
生
徒
四
人
で
い
た
だ
き
、
時
間
を
過
ご
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）

101
（

。

　

二
期
生
の
朝
鮮
人
は
、
自
分
の
父
親
は
医
者
、
日
本
人
学
友
の
父
親
は
総

督
府
の
役
人
だ
っ
た
。
毎
年
最
も
優
秀
な
学
友
ペ
ア
に
学
友
賞
が
贈
ら
れ
て

お
り
、
毎
年
も
ら
っ
て
い
た
。
学
校
で
も
、
家
に
帰
っ
て
か
ら
も
お
互
い
の

家
に
遊
び
に
行
っ
て
一
緒
だ
っ
た
。
し
か
し
校
長
宅
に
一
泊
し
て
作
法
を
習

う
こ
と
は
、
順
番
が
来
ず
で
き
な
か
っ
た
と
い
う）

102
（

。

　

 〈「
花
」「
茶
」

「
作
法
」〉

　

二
階
建
て
校
舎
の

角
に
、
普
通
教
室

に
畳
を
敷
い
た
部

屋
が
あ
っ
た
。「
作

法
」
や
裁
縫
も
そ

こ
で
行
っ
た
。
現

在
、
生
徒
四
〇
名
ほ

ど
が
集
ま
り
、
中
央

に
「
茶
」
の
先
生
と

思
わ
れ
る
和
服
の
女

性
が
正
座
し
、
生
徒

一
〇
人
ほ
ど
が
茶
道
具
の
前
に
正
座
し
、
御
点
前
を
行
う
写
真
が
残
さ
れ
て

い
る
。
一
ク
ラ
ス
分
の
生
徒
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
授
業
の
一
環
と
し
て
行

わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
写
真
３
参
照
）。

　

一
期
生
の
日
本
人
は
、「
置
き
柄
杓
」「
切
り
柄
杓
」
な
ど
の
言
葉
を
今
な

お
覚
え
て
い
る
と
い
う
。
袱
紗
捌
き
も
習
っ
た
。
お
菓
子
は
自
分
た
ち
で
作

り
、
き
な
こ
を
団
子
に
し
て
爪
楊
枝
に
挿
す
州
浜
だ
っ
た
。
ま
た
、「
花
」

も
行
わ
れ
た
が
何
人
か
が
実
際
に
す
る
だ
け
で
、
た
だ
見
て
い
る
時
の
ほ
う

が
多
か
っ
た
と
い
う）

103
（

。

　

ま
た
二
期
生
の
日
本
人
は
、
校
長
夫
人
に
習
っ
て
花
を
い
け
た
覚
え
が
あ

る
。
ま
た
、「
花
」「
茶
」
は
部
活
動
と
し
て
放
課
後
に
あ
っ
た
。「
茶
」
は

写真 3　茶道の時間
京城舞鶴公立高等女学校、1941 年頃（ソウル、舞鶴女子高等学校
歴史館蔵）
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作
法
室
、「
花
」
は
古
流
、「
し
ん
・
そ
え
・
た
い
」
だ
っ
た
。
普
通
教
室
で

習
っ
た
。「
作
法
」
は
家
事
の
時
間
に
習
っ
た）

104
（

。

　

し
か
し
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
度
か
ら
は
勤
労
奉
仕
の
た
め
、
一
日

一
時
間
の
み
の
授
業
と
な
り
、「
作
法
」
や
「
茶
」「
花
」
も
そ
れ
ま
で
の
期

間
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
「
作
法
」
の
時
間
よ
り
も
、
板
の
間
の

講
堂
で
の
朝
令
の
正
座
が
辛
か
っ
た
と
い
う
思
い
出
が
よ
く
聞
か
れ
た）

105
（

。
ま

た
同
校
歴
史
館
に
残
さ
れ
た
写
真
や
同
窓
生
た
ち
の
思
い
出
話
か
ら
は
、
掃

除
の
仕
方
を
厳
し
く
し
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
話
や
、
校
庭
で
の
薙
刀
の
写
真

も
残
さ
れ
て
い
る）

106
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
同
校
で
は
「
作
法
」
は
も
と
よ
り
、「
花
」「
茶
」
が

放
課
後
の
希
望
者
の
み
の
活
動
の
ほ
か
、
授
業
の
一
環
と
し
て
も
行
わ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
朝
鮮
人
の
日
本
人
へ
の
同
化
に
、「
花
」「
茶
」
が
用
い
ら

れ
た
と
言
え
る
。
ま
た
朝
鮮
人
生
徒
に
日
本
人
と
し
て
の
生
活
を
教
え
る
た

め
、
校
長
宅
で
の
宿
泊
学
習
を
は
じ
め
と
し
て
様
々
な
努
力
が
な
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
宿
泊
学
習
は
、
台
湾
に
お
い
て
も
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た）

107
（

。

お
わ
り
に

　
「
花
」「
茶
」「
作
法
」
の
取
り
入
れ
に
つ
い
て
、
先
ず
日
本
人
を
対
象

と
す
る
学
校
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
台
湾
に
お
け
る
場
合
と
同
様
、「
花
」

「
茶
」
の
在
り
方
に
取
り
立
て
て
内
地
と
の
相
違
は
な
い
。
内
地
の
学
校
に

お
い
て
も
取
り
入
れ
に
積
極
的
な
学
校
と
そ
う
で
は
な
い
学
校
が
あ
る
。
釜

山
公
立
高
等
女
学
校
は
前
者
で
あ
り
、
京
城
第
一
公
立
高
等
女
学
校
は
後

者
で
あ
っ
た
。
し
い
て
言
え
ば
朝
鮮
の
学
校
に
お
い
て
「
花
」「
茶
」
は
む

し
ろ
積
極
的
に
教
え
ら
れ
、
卒
業
ア
ル
バ
ム
に
も
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
「
外
地
」
ゆ
え
に
、
日
本
の
女
性
ら
し
い
風
格
を
培
う
た
め
に
取

り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
「
作
法
」
に
つ

い
て
は
、
朝
鮮
で
は
、「
家
事
」
の
一
部
と
い
う
捉
え
方
を
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
台
湾
に
お
け
る
場
合
の
よ
う
に
「
作
法
」
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
に

日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
、
一
軒
家
も
し
く
は
そ
れ
に
準
じ
た
作

法
室
を
作
る
こ
と
も
な
か
っ
た）

108
（

。

　

次
に
、
朝
鮮
人
を
対
象
と
す
る
学
校
に
つ
い
て
、
伝
統
校
で
あ
る
京
畿
公

立
高
等
女
学
校
の
場
合
、
自
校
を
朝
鮮
の
高
貴
な
歴
史
あ
る
学
校
と
位
置
づ

け
、
卒
業
謝
恩
会
は
韓
服
、
後
に
制
服
（
洋
服
）
で
和
服
を
用
い
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
伝
統
的
な
食
文
化
で
あ
る
キ
ム
チ
漬
物
実
習
（
他
校
で
も
）
も

行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
台
湾
の
高
等
女
学
校
が
和
服
着
用
で
作
法
を
教
え
ら
れ

た
り
、
卒
業
式
・
謝
恩
会
に
和
服
着
用
を
義
務
付
け
ら
れ
、
裁
縫
の
時
間
に

そ
れ
を
制
作
し
た
こ
と
と
は
異
な
る
。

　

さ
ら
に
釜
山
港
公
立
高
等
女
学
校
や
平
壌
公
立
西
門
高
等
女
学
校
を
含
め
、

学
校
で
は
日
本
人
、
家
で
は
朝
鮮
人
と
い
う
二
重
生
活
で
あ
っ
た
こ
と
や
、

日
本
人
女
性
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
を
示

す
も
の
と
し
て
、
卒
業
ア
ル
バ
ム
に
「
花
」「
茶
」
の
写
真
が
載
せ
ら
れ
た

こ
と
は
朝
鮮
・
台
湾
と
も
に
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
「
作
法
」
に
つ
い
て
は
、

台
湾
ほ
ど
に
朝
鮮
は
重
き
を
置
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
朝
鮮
の
場
合
、「
花
」

「
茶
」
は
同
程
度
に
教
え
ら
れ
た
が
、
台
湾
の
場
合
、「
花
」
が
圧
倒
的
に
多

い
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
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朝
鮮
人
を
対
象
と
し
た
私
立
の
学
校
で
、
東
莱
高
等
女
学
校
・
梨
花
高
等

女
学
校
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
学
校
の
場
合
、「
作
法
」「
花
」「
茶
」

に
つ
い
て
は
未
知
数
の
部
分
も
多
い
。
し
か
し
特
に
戦
時
期
、
何
ら
か
の
方

法
で
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
。「
内
地
」
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
学

校
の
取
り
入
れ
と
は
違
っ
た
対
応
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

　

い
っ
ぽ
う
進
明
高
等
女
学
校
・
淑
明
高
等
女
学
校
と
い
う
朝
鮮
李
王
家
ゆ

か
り
の
学
校
に
つ
い
て
は
、「
作
法
」
や
「
花
」「
茶
」
が
教
え
ら
れ
、
進
明

で
は
英
親
王
両
陛
下
の
も
て
な
し
に
「
茶
」
が
行
わ
れ
、
淑
明
で
は
記
念
絵

葉
書
に
作
法
室
が
掲
載
さ
れ
た
。
ま
た
浄
土
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
が

開
設
し
た
向
上
女
子
実
業
学
校
は
、
条
件
が
整
わ
な
い
中
で
朝
鮮
人
生
徒
に
、

「
作
法
」「
花
」「
茶
」
を
通
し
て
日
本
人
の
生
活
を
垣
間
見
さ
せ
た
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
京
城
女
子
商
業
学
校
は
朝
鮮
人
経
営
の
朝
鮮
人
の
学
校
で
、「
作

法
」「
花
」「
茶
」
は
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
実
際
朝
鮮
人
の
多
く

が
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
小
学
校
で
「
作
法
」
を
学
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
「
内
鮮
」
共
学
校
で
は
、
同
化
の
取
り
組
み
が
教
育
の
中
心
と
な
る
な
か

で
、「
作
法
」
は
も
と
よ
り
、「
花
」「
茶
」
は
放
課
後
の
部
活
動
的
な
も
の

だ
け
で
な
く
、
授
業
の
一
環
と
し
て
も
行
わ
れ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
高
等
女
学
校
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
し
て
「
作
法
」

は
厳
し
く
、「
花
」「
茶
」
は
ほ
ん
の
一
通
り
を
習
う
と
い
う
の
が
本
来
の
あ

り
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
、
朝
鮮
人
を
対
象
と
し
た

高
等
女
学
校
や
「
内
鮮
」
共
学
で
あ
っ
た
高
等
女
学
校
で
は
、
特
に
「
花
」

「
茶
」
は
、
日
本
人
女
性
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
身
に
つ
け
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
取
り
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
台
湾
の
台
湾
人

を
主
と
し
た
高
等
女
学
校
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
同
化
の
た
め
の
一
つ

の
ア
イ
テ
ム
と
さ
え
い
え
る
。

　

朝
鮮
と
台
湾
の
相
違
は
、
日
本
人
と
し
て
の
在
り
方
に
あ
ろ
う
。
台
湾
人

に
は
、
日
本
家
屋
を
再
現
し
た
上
で
作
法
を
教
え
、
和
服
を
着
せ
た
。
し
か

し
朝
鮮
で
は
作
法
室
に
も
和
服
に
も
特
に
こ
だ
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
は
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
家
事
と
「
作
法
」「
花
」「
茶
」
を
一
連
の
も
の
と
す
る

捉
え
方
で
あ
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
「
作
法
」
と
い
う
よ
り
も
家
政
の

在
り
方
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

学
校
制
度
上
の
こ
と
に
目
を
向
け
る
と
、
朝
鮮
に
お
い
て
日
本
人
の
学
校

に
朝
鮮
人
が
入
学
す
る
こ
と
は
、
台
湾
同
様
に
そ
の
何
割
か
は
あ
っ
た
が
、

台
湾
の
場
合
、
台
湾
人
を
対
象
と
す
る
名
門
校
台
北
第
三
高
等
女
学
校
、
台

南
第
二
高
等
女
学
校
に
、
一
割
か
ら
三
割
程
度
の
日
本
人
も
在
学
し
て
い
た

が
、
朝
鮮
の
場
合
、
京
畿
公
立
高
等
女
学
校
、
平
壌
公
立
西
門
高
等
女
学
校
、

釜
山
港
公
立
高
等
女
学
校
と
も
に
日
本
人
の
入
学
者
は
な
く
、
い
っ
ぽ
う
で

「
内
鮮
一
体
校
」
が
作
ら
れ
た
。
ま
た
、
日
本
人
を
主
と
す
る
高
等
女
学
校

に
お
い
て
台
湾
は
四
年
制
で
あ
っ
た
が
、
朝
鮮
で
は
時
期
尚
早
と
い
わ
れ
な

が
ら
も
昭
和
初
期
に
五
年
制
を
導
入
し
て
い
る
。
し
か
し
多
く
の
学
校
は
四

年
制
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
京
畿
公
立
高
等
女
学
校
の
校
長
は
、
初
代
と
第
五

代
は
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
と
い
う
相
違
も
あ
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、
学
校
制
度
上
の
相
違
も
念
頭
に
、
総
督
府
教
育
関

係
者
の
言
説
の
検
討
、
総
督
府
刊
行
物
、
新
聞
、
雑
誌
か
ら
の
考
察
、
ま
た

韓
国
に
お
け
る
研
究
（
ハ
ン
グ
ル
）
に
つ
い
て
は
今
回
、
各
学
校
の
周
年
史
、

茶
道
に
関
す
る
著
作
に
止
ま
っ
た
た
め
、
今
後
は
論
文
に
も
当
た
っ
て
い
く
。
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　植民地朝鮮の女学校・高等女学校といけ花・茶の湯・礼儀作法

注（
１
）  
『
植
民
地
帝
国
日
本
の
文
化
統
合
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
。

（
２
）  
『
旧
韓
国
〜
朝
鮮
の
「
内
地
人
」
教
育
』
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、

『
朝
鮮
植
民
地
教
育
政
策
史
の
再
検
討
』
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
。

（
３
）  

「
植
民
地
下
朝
鮮
に
お
け
る
龍
谷
高
等
女
学
校
」『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
』
第
三
号
、

お
茶
の
水
女
子
大
学
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
、
二
〇
〇
〇
年
、「
植
民

地
下
朝
鮮
に
お
け
る
淑
明
高
等
女
学
校

│
抗
日
学
生
運
動
を
中
心
に
」『
岐
阜

大
学
留
学
生
セ
ン
タ
ー
紀
要　

二
〇
〇
二
年
号
』
岐
阜
大
学
留
学
生
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
三
年
、「
植
民
地
下
朝
鮮
の
女
学
生

│
進
明
高
等
女
学
校
を
中
心
に
」

『
同
紀
要　

二
〇
〇
六
年
号
』
二
〇
〇
七
年
、「
植
民
地
下
朝
鮮
に
お
け
る
京
畿
高

等
女
学
校
（
上
）」『
同
紀
要　

二
〇
〇
七
年
号
』
二
〇
〇
八
年
、「
植
民
地
下
朝

鮮
に
お
け
る
京
畿
高
等
女
学
校
（
下
）」『
同
紀
要　

二
〇
〇
八
年
号
』
二
〇
〇
九

年
、『
日
本
植
民
地
時
代
に
お
け
る
朝
鮮
の
高
等
女
学
校
に
関
す
る
実
証
的
研
究
』

平
成
一
五
│
一
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
平
成
十
七
年
、

『
海
峡
を
越
え
て

│
京
畿
高
等
女
学
校
の
思
い
出
』
春
風
社
、
二
〇
〇
八
年
。

（
４
）  

『
朝
鮮
女
性
の
知
の
回
遊

│
植
民
地
文
化
支
配
と
日
本
留
学
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
五
年
。

（
５
）  

「
日
本
統
治
末
期
の
京
城
舞
鶴
公
立
高
等
女
学
校
の
校
長
と
内
鮮
一
体
の
実
態

⑴
」『
淑
徳
大
学
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
学
会
機
関
誌　

国
際
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会　

国
際
経
営
・
文
化
研
究
』
一
五
巻
二
号
、
二
〇
一
一
年
、

「
同
⑵
」『
同
誌
』
一
六
巻
一
号
、
二
〇
一
一
年
、「
同
⑶
」『
同
誌
』
一
六
巻
二
号
、

二
〇
一
二
年
。

（
６
）  

ほ
か
に
、
李
熒
娘
「
近
代
移
行
期
に
お
け
る
朝
鮮
の
女
性
教
育
論
」、
洪
金

子
「『
基
督
新
報
』
に
み
る
植
民
地
朝
鮮
の
非
公
式
的
女
性
教
育
」、
い
ず
れ
も

早
川
紀
代
ほ
か
編
『
東
ア
ジ
ア
の
国
民
国
家
形
成
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
青
木
書
店
、

二
〇
〇
七
年
所
収
、
徐
禎
完
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
能

│
京
釜
鉄
道
開
通

式
典
に
お
け
る
「
国
家
芸
能
」
能
」『
植
民
地
朝
鮮
と
帝
国
日
本

│
民
族
・
都

市
・
文
化
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
な
ど
。
ま
た
、
韓
国
（
ハ
ン
グ
ル
）
に

お
け
る
当
該
期
の
茶
道
教
育
の
研
究
と
し
て
、

＊
金
明
培
『
茶
道
学
』
学
門
社
、

一
九
九
一
年
が
あ
る
が
疑
問
点
も
多
い
。

 
 

以
下
、

＊
印
は
ハ
ン
グ
ル
の
書
物
を
さ
す
。

（
７
）  

拙
著
『「
花
」
の
成
立
と
展
開
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
七
年
、
三
八
一
│

三
八
六
頁
。
拙
稿
「
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
女
学
校
と
精
神
修
養

│
い

け
花
・
茶
の
湯
・
礼
儀
作
法
・
武
道
と
の
相
関
を
通
し
て
」
上
村
敏
文
・
笠
谷
和

比
古
編
『
日
本
の
近
代
化
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
』
教
文
館
、
二
〇
一
三
年

に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

（
８
）  

拙
稿
①
「
植
民
地
台
湾
の
高
等
女
学
校
と
礼
儀
作
法
空
間
」『
民
族
藝
術
』
第

二
五
号
、
民
族
藝
術
学
会
編
、
二
〇
〇
九
年
、
拙
稿
②
「
植
民
地
台
湾
の
女
学
校

と
い
け
花
・
茶
の
湯
」『
芸
能
史
研
究
』
第
一
八
九
号
、
二
〇
一
〇
年
、
拙
稿
③

「
从
花
道
看
「
満
洲
」
都
市
女
性
的
文
化
与
教
育
」
郭
俊
胜
・
胡
玉
海
主
編
『
張

学
良
与
九
一
八
事
変
研
究
』
遼
寧
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
拙
稿
④
「
サ
イ

パ
ン
高
等
女
学
校
と
日
本
の
伝
統
的
文
化
の
受
容
」『
マ
イ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
研
究

会
会
報
』
第
七
号
、
二
〇
一
二
年
に
よ
る
。

（
９
）  

詳
し
く
は
、
前
掲
注
（
７
）
拙
著
『「
花
」
の
成
立
と
展
開
』
一
七
八
│

一
七
九
頁
。

（
10
）  

『
朝
鮮
教
育
要
覧
』
朝
鮮
総
督
府
内
務
部
学
務
局
、
大
正
四
年
（
復
刻
版
『
日

本
植
民
地
教
育
政
策
史
料
集
成
（
朝
鮮
編
）』
第
一
巻
、
龍
渓
書
舎
、
一
九
八
七

年
）。

（
11
）  

『
学
校
一
覧　

第
一
回
』
明
治
四
二
年
五
月
調
査
、
釜
山
居
留
民
団
立
釜
山
高

等
女
学
校
。『
釜
山
教
育
五
十
年
史
』
釜
山
府
釜
山
教
育
会
、
昭
和
二
年
、
一
│

六
〇
頁
。「
沿
革
史
」（
昭
和
九
年
ま
で
。『
創
立
三
〇
周
年
記
念
号
』
か
ら
の
抜

粋
）『
渚　

会
員
名
簿
』
釜
山
高
女
渚
会
、
平
成
六
年
。

　
　
　

い
っ
ぽ
う
、
官
立
釜
山
中
学
校
は
大
正
二
年
四
月
創
立
、
高
等
女
学
校
よ
り
も

開
校
が
遅
い
の
は
男
子
の
場
合
、
年
頃
の
女
子
よ
り
も
親
元
を
離
れ
る
こ
と
に
危
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機
感
・
抵
抗
感
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

（
12
）  

釜
山
公
立
高
等
女
学
校
編
『
釜
山
公
立
高
等
女
学
校
資
料
』
巻
一
、
釜
山
公
立

高
等
女
学
校
、
昭
和
一
〇
年
、
九
五
│
一
五
三
頁
。
前
掲
注
（
11
）「
沿
革
史
」。

通
常
「
内
地
」
で
は
、
四
年
制
か
ら
五
年
制
に
変
わ
っ
た
場
合
、
原
則
と
し
て
在

校
生
も
五
年
制
に
変
え
ら
れ
た
が
、
朝
鮮
で
は
在
校
生
は
そ
の
ま
ま
四
年
制
と
し

て
卒
業
し
た
。

（
13
）  

前
掲
注
（
12
）『
釜
山
公
立
高
等
女
学
校
資
料
』
巻
一
、
六
八
頁
。

（
14
）  

釜
山
公
立
高
等
女
学
校
編
『
釜
山
公
立
高
等
女
学
校
資
料
』
巻
三
、
釜
山
公
立

高
等
女
学
校
、
昭
和
一
〇
年
、
五
頁
。

（
15
）  

『
釜
山
公
立
高
等
女
学
校
一
覧　

第
三
回
』
大
正
四
年
三
月
調
査
、
四
五
頁
、

七
〇
頁
。
福
田
須
美
子
「
朝
鮮
に
お
け
る
最
初
の
高
等
女
学
校

│
釜
山
高
等
女

学
校
」
前
掲
注
（
３
）『
日
本
植
民
地
時
代
に
お
け
る
朝
鮮
の
高
等
女
学
校
に
関

す
る
実
証
的
研
究
』
四
一
頁
。

（
16
）  

前
掲
注
（
14
）『
釜
山
公
立
高
等
女
学
校
資
料
』
巻
三
。

（
17
）  

釜
山
公
立
高
等
女
学
校
編
『
釜
山
公
立
高
等
女
学
校
資
料
』
巻
二
、
釜
山
公
立

高
等
女
学
校
、
昭
和
一
〇
年
、
一
六
六
頁
。

（
18
）  

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
〇
│
二
一
日
、
佐
賀
県
唐
津
市
に
お
け
る
聞
き
取
り
・

史
料
調
査
に
よ
る
。
本
調
査
は
大
河
内
は
る
み
氏
の
ご
尽
力
を
得
た
。
記
し
て
謝

し
た
い
。

（
19
）  

前
掲
注
（
12
）『
釜
山
公
立
高
等
女
学
校
資
料
』
巻
一
、
一
五
七
│
一
六
九
頁
。

（
20
）  

「
創
立
二
十
五
周
年
記
念
沿
革
略
誌
」『
白
楊　

創
立
二
十
五
周
年
記
念
号
』
第

二
九
号
、
京
城
第
一
公
立
高
等
女
学
校
、
昭
和
八
年
。

（
21
）  

前
掲
注
（
20
）『
白
楊　

創
立
二
十
五
周
年
記
念
号
』
口
絵
、「
記
念
展
覧
会
概

況
」「
余
興
」
ほ
か
。

（
22
）  

京
都
府
立
第
一
高
等
女
学
校
で
は
大
正
期
以
降
、「
花
」「
茶
」
に
つ
い
て
学
科

目
「
家
事
」「
作
法
」
の
一
部
と
し
て
取
り
入
れ
た
ほ
か
、
放
課
後
志
望
者
に
修

得
の
機
会
を
設
け
る
も
の
の
、
実
際
に
は
本
科
卒
業
後
、
趣
味
娯
楽
的
要
素
を
含

み
つ
つ
も
女
性
の
た
し
な
み
や
花
嫁
修
業
と
し
て
修
得
さ
れ
る
も
の
で
、
昭
和
初

期
戦
時
下
に
は
修
得
に
修
養
と
い
う
名
目
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。「
宮
家
も
修
学

し
た
高
等
女
学
校

│
京
都
府
立
京
都
第
一
高
等
女
学
校
」
前
掲
注
（
７
）
拙
著

『「
花
」
の
成
立
と
展
開
』
三
二
三
頁
。

（
23
）  

一
九
四
一
年
三
月
卒
業
の
方
か
ら
卒
業
ア
ル
バ
ム
、
写
真
、
各
種
賞
状
、
同

窓
会
誌
『
白
楊
』（
戦
後
発
行
分
）
等
の
史
・
資
料
を
見
せ
て
い
た
だ
く
と
と
も

に
、
何
度
も
聞
き
取
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
最
後
に
次
の
よ
う
な
お
話
も
伺
っ

た
。
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
頃
、
龍
山
の
練
兵
場
前
に
あ
っ
た
傷
病
兵
病
院

へ
の
慰
問
を
梨
花
高
等
女
学
校
の
生
徒
（
朝
鮮
人
）
と
一
緒
に
行
っ
て
い
た
。
梨

花
高
女
の
寄
宿
舎
へ
も
招
か
れ
て
遊
び
に
行
っ
た
が
、
そ
れ
は
日
本
人
の
生
徒
と

の
交
流
を
望
む
よ
う
な
形
と
し
て
で
あ
っ
た
（
二
〇
一
〇
年
一
月
、
於
滋
賀
県
大

津
市
）。

（
24
）  

南
野
照
子
「
あ
の
頃
の
第
一
高
女
生
の
私
」『
白
楊
』
第
五
八
号
、
京
城
第
一

公
立
高
等
女
学
校
白
楊
会
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
頁
。

（
25
）  

詳
細
は
、
拙
稿
「
外
地
の
女
子
教
育

│
京
城
第
一
公
立
高
等
女
学
校
」
前

掲
注
（
７
）
拙
著
『「
花
」
の
成
立
と
展
開
』
二
九
一
│
二
九
六
頁
を
参
照
さ

れ
た
い
。
同
校
作
法
室
の
写
真
は
、
前
掲
注
（
８
）
拙
稿
①
「
植
民
地
台
湾
の

高
等
女
学
校
と
礼
儀
作
法
空
間
」
九
六
頁
に
掲
載
し
て
い
る
。
白
楊
会
全
国
大

会
二
〇
〇
六
年
五
月
二
五
日
、
於
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
大
阪
、
同
大
会

二
〇
〇
八
年
五
月
二
三
日
、
於
東
京
帝
国
ホ
テ
ル
（
創
立
百
周
年
記
念
・
同
会
全

国
大
会
は
こ
の
回
に
て
終
了
）
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
当
日
多
く
の
卒
業
生

の
方
々
か
ら
お
話
を
伺
う
と
と
も
に
後
日
、
個
人
的
に
お
目
に
か
か
り
お
話
を

伺
っ
た
。

（
26
）  

永
島
広
紀
『
戦
時
期
朝
鮮
に
お
け
る
「
新
体
制
」
と
京
城
帝
国
大
学
』
ゆ
ま
に

書
房
、
二
〇
一
一
年
、
第
一
章
に
詳
し
い
。
ま
た
、
前
掲
注
（
６
）
金
明
培
『
茶

道
学
』
三
七
七
│
三
七
八
頁
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
27
）  

同
校
卒
業
生
、
同
塾
終
了
後
同
塾
活
動
に
参
加
し
た
、
源
平
清
子
氏
か
ら
の
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二
〇
〇
六
│
二
〇
一
〇
年
の
四
年
間
に
わ
た
る
聞
き
取
り
、
書
簡
に
よ
る
。

（
28
）  
二
〇
一
二
年
七
月
、
書
簡
、
聞
き
取
り
に
よ
る
。

（
29
）  
高
等
女
学
校
研
究
会
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
『
高
等
女
学
校
卒
業
生
に
対
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
資
料　

№
６
』（
韓
国
の
女
子
高
等
普
通
学
校
・
高
等
女
学
校

の
分
）
一
九
九
九
年
、
一
四
八
│
一
四
九
頁
。

（
30
）  

光
州
公
立
高
等
女
学
校
編
『
本
校
の
教
育
』
光
州
公
立
高
等
女
学
校
、

一
九
三
五
年
。

（
31
）  

前
掲
注
（
29
）『
高
等
女
学
校
卒
業
生
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
資
料　

№

６
』
五
四
│
五
六
頁
、
五
八
頁
。
こ
の
聞
き
取
り
は
朝
鮮
人
卒
業
生
に
よ
る
も
の
。

（
32
）  

＊
『
松
涛
』
元
山
公
立
高
等
女
学
校
同
窓
会
、
一
九
九
九
年
。

（
33
）  

＊
『
京
畿
女
高
五
拾
年
史
』
京
畿
女
子
中
・
高
等
学
校
、
一
九
五
八
年
、

＊
『
京
畿
女
高
八
十
年
史　

一
九
〇
八
│
一
九
八
八
』
京
畿
女
子
高
等
学
校
・
京

畿
女
高
同
窓
会
、
一
九
八
八
年
、
一
一
三
一
頁
（
沿
革
）、

＊
『
京
畿
女
高
九
十

年
史
』
一
九
九
八
年
、

＊
『
京
畿
女
高
百
年
史
』
二
〇
〇
八
年
。

（
34
）  

白
松
と
は
、
樹
皮
が
灰
白
色
の
松
で
高
木
、
中
国
原
産
。
神
聖
な
木
と
さ
れ
王

宮
・
墳
墓
・
寺
院
な
ど
に
あ
る
。

（
35
）  

釜
山
港
高
等
女
学
校
や
元
山
高
等
女
学
校
、
台
湾
の
台
南
第
二
高
等
女
学
校
な

ど
の
写
真
に
あ
る
。

（
36
）  

二
〇
〇
九
年
八
月
二
二
日
、
慶
雲
会
（
京
畿
高
等
女
学
校
同
窓
会
）
総
会
、
於

京
畿
女
子
高
等
学
校
同
窓
会
館
に
お
け
る
聞
き
取
り
か
ら
。
安
韓
順
、
朴
貞
淑
、

成
河
吉
、
白
行
鎮
氏
ほ
か
。

（
37
）  

柳
壽
仁
氏
（
三
六
期
生
）
に
よ
れ
ば
、
矢
島
教
諭
は
い
つ
も
和
服
で
あ
っ
た
。

京
美
人
で
、
作
法
の
時
間
に
、
畳
の
ヘ
リ
を
踏
ま
な
い
で
足
を
ス
ッ
ス
ッ
と
運
ぶ
、

お
菓
子
を
出
さ
れ
た
ら
お
懐
紙
を
出
し
て
お
菓
子
を
乗
せ
て
、
お
菓
子
を
噛
ん
だ

ら
歯
の
跡
が
つ
く
、
見
苦
し
い
か
ら
も
う
一
度
噛
み
な
さ
い
と
教
わ
っ
た
と
い
う
。

（
38
）  

「
生
花
」
と
は
江
戸
後
期
に
確
立
し
た
様
式
（
花
型
）
で
、
通
常
床
の
間
に
置

く
。「
盛
花
」「
投
入
花
」
は
大
正
期
に
確
立
し
た
様
式
（
花
型
）
で
、
床
の
間
以

外
、
茶
の
間
な
ど
に
も
置
く
こ
と
が
で
き
、
昭
和
初
期
流
行
し
て
い
た
。「
生
花
」

に
く
ら
べ
て
修
得
し
易
く
、
置
く
場
所
を
余
り
選
ば
ず
、
日
本
家
屋
以
外
で
も
飾

り
易
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
39
）  

前
掲
注
（
36
）
慶
雲
会
に
お
け
る
聞
き
取
り
か
ら
。

（
40
）  

二
〇
一
〇
年
一
二
月
、
ソ
ウ
ル
華
公
会
に
お
け
る
、
任
華
公
氏
（
三
〇
期
生
）

へ
の
聞
き
取
り
か
ら
。

（
41
）  

二
〇
〇
九
年
九
月
二
六
日
、
慶
雲
会
九
月
例
会
、
於
京
畿
女
子
高
等
学
校
同
窓

会
館
。
金
世
永
、
金
益
朱
、
李
英
珠
、
閔
丙
琳
、
李
英
銀
氏
ほ
か
。

（
42
）  

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
、
羅
英
均
氏
へ
の
Ｅ
メ
ー
ル
、
聞
き
取
り
に
よ
る
。

（
43
）  

前
掲
注
（
29
）『
高
等
女
学
校
卒
業
生
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
資
料　

№

６
』
三
八
頁
。

（
44
）  

二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
前
掲
注
（
37
）
柳
壽
仁
氏
へ
の
聞
き
取
り
か
ら
。
於
ミ

レ
ニ
ア
ム
ヒ
ル
ト
ン
・
ソ
ウ
ル
。

（
45
）  

二
〇
〇
九
年
六
│
八
月
、
高
蕙
星
氏
へ
の
電
話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
、

書
簡
に
よ
る
聞
き
取
り
に
よ
る
。

（
46
）  

二
〇
〇
九
年
度
小
林
善
帆
作
成
の
ア
ン
ケ
ー
ト
。
以
下
、「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
と

記
す
。

（
47
）  

金
州
城
（
山
川
草
木
轉
荒
涼　

十
里
風
腥
し
新
戦
場　

征
馬
前
ま
ず
人
語
ら
ず

　

金
州
城
外
斜
陽
に
立
つ
）。

（
48
）  

二
〇
一
一
年
一
月
、
柳
壽
仁
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。

（
49
）  

＊
『
慶
南
女
高
六
十
年
史
』
慶
南
女
子
高
等
学
校
、
一
九
八
七
年
、「
沿
革
大

要
」『
会
誌
』
創
刊
号
、
釜
山
公
立
女
子
高
等
普
通
学
校
、
昭
和
七
年
。

（
50
）  
『
会
誌
』
創
刊
号
、
第
二
号
、
釜
山
公
立
女
子
高
等
普
通
学
校
、
昭
和
八
年
、

『
白
梅
（
会
誌
）』
第
三
号
、
釜
山
公
立
女
子
高
等
普
通
学
校
、
昭
和
九
年
、『
白

梅
（
会
誌
）』
第
四
号
、
昭
和
一
〇
年
。

（
51
）  

二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
六
日
、
東
横
イ
ン
ホ
テ
ル
釜
山
中
央
洞
に
て
、
一
〇
期

生
金
甲
イ
ン
氏
へ
の
聞
き
取
り
。
同
氏
は
一
九
二
二
年
生
ま
れ
、
一
九
三
六
年
入
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学
、
一
九
四
〇
年
卒
業
。
金
東
建
氏
同
行
。

（
52
）  

二
〇
一
一
年
五
月
二
〇
日
、
東
横
イ
ン
ホ
テ
ル
釜
山
駅
１
に
て
、
金
蕙
媛
氏

（
一
九
二
七
年
生
ま
れ
）
へ
の
聞
き
取
り
。

（
53
）  
「
平
壌
女
子
高
等
普
通
学
校　

沿
革
概
要
」『
桺
苑
』
第
三
六
号
、
平
壌
女
高
・

西
門
高
女
同
窓
会
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
五
│
一
三
六
頁
。

（
54
）  

二
〇
一
一
年
五
月
一
九
日
、
開
校
九
七
周
年
西
門
高
等
女
学
校
同
窓
会
、
於
ソ

ウ
ル
五
道
廰
で
の
聞
き
取
り
調
査
。
劉
榮
善
、
宋
錫
妍
、
姐
永
金
、
趙
英
妊
氏
ほ

か
。
森
万
佑
子
氏
同
行
。

（
55
）  

『
卒
業
写
真
帖
』
二
四
回
生
、
昭
和
一
五
年
三
月
卒
業
。

（
56
）  

二
〇
一
一
年
一
月
二
六
日
、
於
ソ
ウ
ル
ロ
ッ
テ
ホ
テ
ル
、
同
二
七
日
、
於
安
養

市
（
ソ
ウ
ル
近
郊
）
に
お
け
る
趙
英
妊
（
日
本
人
名
・
徳
山
照
子
）
氏
へ
の
聞
き

取
り
調
査
に
よ
る
。
金
亨
淑
氏
同
行
。

（
57
）  

『
文
教
の
朝
鮮
』
昭
和
一
二
年
四
月
号
（
通
巻
一
四
〇
号
）、
朝
鮮
教
育
会
、

一
九
三
七
年
四
月
（
復
刻
版
『
文
教
の
朝
鮮
』
六
五
、
二
〇
一
一
年
、
オ
ー
ク
ラ

情
報
サ
ー
ビ
ス
）。

（
58
）  

『
釜
山
教
育
五
十
年
史
』
釜
山
府
釜
山
教
育
会
、
昭
和
二
年
、
七
八
頁
、
九
八
頁
。

（
59
）  

「
沿
革
大
要
」『
日
新
』
第
一
〇
号
、
東
莱
日
新
女
学
校
校
友
会
、
昭
和
一
三
年
。

（
60
）  

当
校
に
つ
い
て
は
、

＊
『
東
莱
学
園
九
十
周
年
紀
念
画
報
』
学
校
法
人
東
莱

学
園
、
一
九
八
五
年
、

＊
『
東
莱
学
園
一
〇
〇
年
史
』
学
校
法
人
東
莱
学
園
、

一
九
九
五
年
を
参
考
に
し
た
。

（
61
）  

「
学
科
目
課
程
及
毎
週
教
授
時
数
表
」『
日
新
』
第
七
号
、
東
莱
日
新
女
学
校

校
友
会
、
昭
和
一
〇
年
、『
日
新
』
第
九
号
、
東
莱
日
新
女
学
校
校
友
会
、
昭
和

一
二
年
、
前
掲
注
（
59
）『
日
新
』
第
一
〇
号
。

（
62
）  

前
掲
注
（
59
）『
日
新
』
第
一
〇
号
「
職
員
」
一
覧
に
よ
れ
ば
、
こ
の
教
師
は
、

昭
和
一
二
年
四
月
着
任
、
担
任
学
科
図
画
・
習
字
・
手
芸
の
教
員
、
堀
内
日
奈
生

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
校
の
日
本
人
教
員
は
、
同
氏
と
国
語
担
当
教
員
、

西
川
留
吉
の
二
名
の
み
で
あ
っ
た
。
修
身
は
朝
鮮
人
教
員
、
李
鐘
貯
が
担
当
し
て

い
た
。

（
63
）  

二
〇
一
一
年
五
月
二
〇
日
、
全
蕙
金
氏
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。
金
東
建
氏
同

行
。

（
64
）  

二
〇
〇
九
年
度
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
。
田
元
順
氏
（
一
九
二
八
年
生
ま
れ
、

一
九
四
〇
年
入
学
）。

（
65
）  

『
第
七
回
卒
業
紀
念
写
真
帖
』
東
莱
日
新
女
学
校
、
一
九
三
二
年
。

（
66
）  

『
第
四
回
卒
業
記
念
写
真
帖
』
東
莱
高
等
女
学
校
、
一
九
四
四
年
三
月
。

（
67
）  

『
写
真
帖
』（
個
人
写
真
）
東
莱
日
新
女
学
校
、
一
九
二
五
│
三
六
年
、『
記
念

写
真
帖
』
東
莱
日
新
女
学
校
校
友
会
、
一
九
二
七
│
二
九
年
。

（
68
）  

二
〇
一
一
年
一
月
二
七
日
、
ソ
ウ
ル
教
育
博
物
館
（
正
読
図
書
館
）
史
料
調
査

に
よ
る
。

（
69
）  

前
掲
注
（
７
）
拙
稿
「
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
女
学
校
と
精
神
修
養
―

い
け
花
・
茶
の
湯
・
礼
儀
作
法
・
武
道
と
の
相
関
を
通
し
て
」
に
よ
る
。

（
70
）  

＊
『
進
明
七
十
五
年
史
』
進
明
女
子
中
・
高
等
学
校
、
一
九
八
〇
年
に
よ
る
。

同
校
の
史
料
調
査
に
つ
き
崔
眞
善
氏
（
滋
賀
県
立
大
学
大
学
院
）
の
ご
尽
力
を
得

た
。
記
し
て
謝
し
た
い
。

（
71
）  

同
右
、
八
九
頁
、
九
三
頁
、
一
二
二
│
一
二
五
頁
。
詳
細
を
述
べ
れ
ば
、
ほ
か

に
「
修
身
」
が
二
時
間
な
の
は
、
一
九
一
二
年
の
三
年
（
三
年
制
）、
一
九
四
三

年
の
三
年
・
四
年
に
お
い
て
も
で
あ
り
、
高
学
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、

そ
れ
も
「
作
法
」
が
教
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
72
）  

高
等
女
学
校
研
究
会
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
『
高
等
女
学
校
に
関
す
る
調
査
資

料　

№
10
』（
韓
国
の
女
子
中
等
教
育
関
係
）
二
〇
〇
四
年
、
三
四
頁
。
聞
き
取

り
対
象
者
は
一
九
四
六
年
に
「
進
明
」
を
卒
業
し
て
い
る
。

（
73
）  

英
親
王
は
朝
鮮
李
王
朝
最
後
の
皇
太
子
。
名
は
垠ウ

ン

、
父
は
高
宗
、
母
は
厳
妃
。

純
宗
王
の
腹
違
い
の
弟
に
あ
た
る
。
一
九
〇
七
年
一
一
歳
で
日
本
に
強
制
的
に
連

れ
て
行
か
れ
、
教
育
を
う
け
た
。
梨
本
宮
守
正
王
の
娘
方
子
と
政
略
結
婚
を
強
い

ら
れ
妻
と
し
た
。
一
九
六
三
年
韓
国
に
帰
国
。
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（
74
）  

前
掲
注
（
70
）

＊『
進
明
七
十
五
年
史
』
一
五
二
頁
。

（
75
）  
淵
沢
能
恵
（
一
八
五
〇
（
嘉
永
三
）
│
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
））
は
岩
手
県

生
ま
れ
。
一
八
七
九
年
二
九
歳
で
渡
米
、
一
八
八
二
年
帰
国
、
同
志
社
女
学
校
英

書
科
在
学
、
一
八
八
五
年
中
退
。
東
洋
英
和
女
学
校
、
熊
本
女
学
校
な
ど
で
教
鞭

を
と
る
。
一
九
〇
六
年
、
明
新
女
学
校
設
立
に
参
画
、
学
監
、
理
事
な
ど
を
歴
任
。

在
朝
鮮
愛
国
婦
人
会
評
議
員
、
組
合
教
会
婦
人
会
長
、
矯
風
会
支
部
長
。
勲
六
等

宝
冠
章
ほ
か
受
賞
、
八
六
歳
で
永
眠
（
宮
澤
正
典
「
同
志
社
人
物
誌
一
〇
二　

淵

沢
能
恵
」）。
淵
沢
に
関
し
、『
婦
女
新
聞
』（
復
刻
版
、
不
二
出
版
）
大
正
六
年
八

月
三
一
日
、
大
正
一
五
年
六
月
二
〇
日
、
昭
和
三
年
七
月
一
日
、
逝
去
後
昭
和

一
一
年
二
月
二
三
日
、
同
年
三
月
一
日
、
八
日
、
一
五
日
の
記
事
が
あ
る
。

（
76
）  

「
沿
革
及
現
状
の
大
要
」『
財
団
法
人
淑
明
女
子
高
等
普
通
学
校
一
覧
』
大
正
七

年
一
二
月
調
。

＊
『
淑
明
七
十
年
史
』
淑
明
女
子
中
・
高
等
学
校
、
一
九
七
六
年
。

ほ
か
に

＊
『
淑
明
九
十
年
史
』
淑
明
女
子
中
高
等
学
校
、
一
九
九
六
年
、

＊
『
淑

明
百
年
史
』
淑
明
女
子
中
高
等
学
校
、
二
〇
〇
六
年
を
参
考
に
し
た
。

（
77
）  

前
掲
注
（
７
）『「
花
」
の
成
立
と
展
開
』
第
二
部
第
七
章
「
同
志
社
女
学
校
」

二
八
三
│
二
九
〇
頁
。

（
78
）  

前
掲
注
（
76
）

＊『
淑
明
百
年
史
』
一
〇
九
頁
、

＊
『
淑
明
写
真
集
』
淑
明
女
子

中
高
等
学
校
、
二
〇
〇
九
年
、
一
二
頁
。

（
79
）  

一
九
二
九
│
三
一
（
昭
和
四
│
六
）
年
に
淵
沢
能
恵
と
同
居
し
た
川
又
タ
キ

氏
（
フ
ェ
リ
ス
和
英
女
学
校
卒
、
一
九
一
〇
年
生
ま
れ
、
現
在
一
〇
一
歳
）
へ

の
二
〇
一
二
年
三
月
│
四
月
の
聞
き
取
り
、
書
簡
に
よ
る
。
こ
の
調
査
に
関
し
、

同
氏
孫
の
小
林
由
美
子
様
の
ご
尽
力
を
得
た
。
記
し
て
謝
し
た
い
。
こ
の
和
室

は
、
村
上
淑
子
『
淵
澤
能
恵
の
生
涯

│
海
を
越
え
た
明
治
の
女
性
』
原
書
房
、

二
〇
〇
五
年
、
一
一
九
頁
に
キ
リ
ス
ト
教
矯
風
会
の
集
ま
り
と
し
て
そ
の
和
室

（
座
敷
）
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
淵
沢
と
と
も
に
川
又
タ
キ
が
写
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
一
九
二
九
│
三
一
（
昭
和
四
│
六
）
年
に
は
そ
の
和
室
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

（
80
）  

前
掲
注
（
76
）

＊『
淑
明
七
十
年
史
』
三
八
、
一
二
五
│
一
三
九
頁
、
一
五
七

頁
。

（
81
）  

同
右
、
一
七
五
│
一
七
六
頁
。

（
82
）  

二
〇
〇
九
年
度
実
施
ア
ン
ケ
ー
ト
、
李
康
順
、
白
仁
鎮
、
卞
彦
晧
氏
（
入
学

順
）
に
よ
る
。

（
83
）  

生
徒
は
既
婚
女
性
、
当
初
授
業
は
英
語
の
み
で
あ
っ
た
。

（
84
）  

＊
梨
花
女
子
高
等
学
校
編
『
梨
花
百
年
史　

一
八
八
六
│
一
九
八
六
』
梨
花
女

子
高
校
、
一
九
九
四
年
、
五
四
│
五
七
頁
。

＊
梨
花
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
梨

花
百
年
史
資
料
集
』
梨
花
女
子
大
学
出
版
部
、
一
九
九
四
年
、
一
七
│
一
八
頁
。

（
85
）  

前
掲
注
（
84
）

＊『
梨
花
百
年
史
』
七
五
頁
。

（
86
）  

同
右
、
二
六
〇
│
二
七
〇
頁
、
二
七
四
頁
。

（
87
）  

同
右
、
一
五
四
、
二
六
九
│
二
七
〇
頁
。

（
88
）  

二
〇
一
〇
│
二
〇
一
一
年
度
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

（
89
）  

前
掲
注
（
84
）

＊『
梨
花
百
年
史
』
七
一
四
│
七
四
二
頁
。

（
90
）  

前
掲
注
（
８
）
②
「
植
民
地
台
湾
の
女
学
校
と
い
け
花
・
茶
の
湯
」
四
二
頁
。

（
91
）  

同
校
の
史
料
所
在
に
つ
い
て
高
惠
玲
先
生
に
ご
教
示
を
得
た
。
記
し
て
謝
し
た

い
。

（
92
）  

＊
閔
淑
鉉
・
朴
海
環
『
梨
花
一
〇
〇
年
野
史

│
写
真
で
み
る
梨
花
一
〇
〇

年
』
知
人
社
、
一
九
八
一
年
、
口
絵
。
前
掲
注
（
６
）

＊
『
茶
道
学
』
三
七
五
頁
。

（
93
）  

『
朝
鮮
開
教
五
十
年
誌
』
京
城
府
南
山
町
本
願
寺
別
院
・
朝
鮮
開
教
監
督
部
、

昭
和
二
年
、
一
七
五
頁
、
一
八
九
頁
。
現
在
、
東
明
女
子
中
・
高
等
学
校
に
よ
る

同
校
の
学
校
史
（http://w

w
w
.dongm

yunggirls.m
s.kr/doum

/index.jsp

）

に
は
、「
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
六
月
、
純
宗
下
賜
金
に
よ
り
向
上
技
芸
学

校
設
立
」
と
あ
る
が
、
一
九
四
二
年
入
学
の
在
校
生
・
ま
た
当
時
教
員
を
し
て
い

た
者
（
と
も
に
朝
鮮
人
）
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
話
は
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た

と
い
う
。
当
時
の
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
記
録
に
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
時
点
で
何

ら
か
の
教
育
的
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
推
察
さ
れ
よ
う
。
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（
94
）  

『
教
化
研
究
』
一
三
〇
号
、
一
三
一
号
、
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
、

二
〇
〇
四
年
、
一
七
五
頁
。

（
95
）  
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
も
と
に
二
〇
一
一
年
一
月
二
六
日
、
ソ
ウ
ル
ロ
ッ
テ
ホ
テ

ル
に
お
い
て
聞
き
取
り
。
金
亨
淑
氏
、
一
九
二
九
年
生
ま
れ
、
一
九
四
一
年
同
校

入
学
。
そ
の
ほ
か
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
、
一
九
三
九
年
入
学
の
李
点
姫
氏
に
よ
れ
ば
、

音
楽
、
裁
縫
が
思
い
出
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
。

（
96
）  

同
校
校
舎
は
、『
朝
鮮
と
建
築
』
第
参
輯
第
一
〇
号
、
朝
鮮
建
築
会
、
大
正

一
三
年
に
よ
れ
ば
、「
大
正
十
年
火
災
の
た
め
焼
失
、（
中
略
）
予
算
十
五
万
円
に

て
新
築
に
決
定
、
田
中
組
の
請
負
で
、
駒
田
府
技
師
設
計
、
大
正
十
三
年
十
月

竣
工
、
本
館
は
近
代
様
式
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
階
建
、
建
坪
二
百
四
坪
教
室

二
十
一
室
、
屋
上
庭
園
あ
り
、
講
堂
は
百
十
六
坪
建
物
は
文
化
式
木
造
平
家
造
り

で
耐
火
と
防
寒
に
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
あ
る
。
先
に
落
成
し
た
（
京
城
）
第

二
高
女
、
清
雲
洞
普
通
学
校
に
次
ぐ
立
派
な
建
物
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（
97
）  

神
武
天
皇
祭
は
四
月
三
日
。「
行
事
の
花
材
」
は
ア
ン
ケ
ー
ト
に
記
入
さ
れ
拙

宅
へ
郵
送
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
。
ま
た
そ
れ
を
も
と
に
二
〇
一
一
年
一
月
二
六
日
、

ソ
ウ
ル
ロ
ッ
テ
ホ
テ
ル
に
お
い
て
聞
き
取
り
。
金
柔
順
氏
、
一
九
二
九
年
生
ま
れ
、

一
九
四
二
年
同
校
入
学
。

（
98
）  

＊『
舞
鶴
七
十
年
史
』
舞
鶴
女
子
高
等
学
校
・
舞
鶴
女
高
同
窓
会
、
二
〇
一
〇

年
。

＊『
舞
鶴
六
十
年
史
』
舞
鶴
女
子
高
校
・
舞
鶴
女
高
同
窓
会
、
二
〇
〇
〇
年
。

各
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。
同
校
の
調
査
に
お
い
て
、
校
長
、
同
窓
会
長
の
ご
尽

力
を
得
た
、
記
し
て
謝
し
た
い
。

（
99
）  

二
〇
一
一
年
八
月
、
二
〇
一
二
年
四
│
五
月
、
史
料
・
聞
き
取
り
調
査
。
箕
輪

俊
子
氏
（
一
期
生
）
ほ
か
。

（
100
）  

二
〇
一
一
年
八
月
、
於
東
京
、
聞
き
取
り
調
査
。

（
101
）  

二
〇
一
二
年
五
月
、
同
校
元
教
諭
池
田
（
旧
姓
上
田
）
照
子
先
生
か
ら
の
聞
き

取
り
、
書
簡
。

（
102
）  

二
〇
一
一
年
五
月
二
一
日
、
於
ソ
ウ
ル
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
ホ
テ
ル
、
呉
春
煥
（
日

本
人
名
呉
吉
）
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
。
森
万
佑
子
氏
同
行
。

（
103
）  

二
〇
一
二
年
五
月
、
聞
き
取
り
調
査
。
山
之
城
優
貴
子
氏
（
一
期
生
）。

（
104
）  

二
〇
一
二
年
五
月
、
聞
き
取
り
調
査
。
岡
崎
光
代
氏
（
一
期
生
）、
安
藤
道
子
、

大
野
民
子
氏
（
二
期
生
）。

（
105
）  

同
校
に
つ
い
て
の
各
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

（
106
）  

二
〇
一
一
年
五
月
一
八
日
、
於
舞
鶴
女
子
高
等
学
校
歴
史
館
、
史
・
資
料
、
聞

き
取
り
調
査
。
同
校
同
窓
会
李
花
子
氏
の
談
話
に
よ
る
。
森
万
佑
子
氏
同
行
。

（
107
）  

前
掲
注
（
８
）
拙
稿
②
「
植
民
地
台
湾
の
女
学
校
と
い
け
花
・
茶
の
湯
」
四
三

│
四
四
頁
。

（
108
）  

前
掲
注
（
８
）
拙
稿
①
②
参
照
。
植
民
地
台
湾
の
作
法
室
は
、
一
軒
家
な
い
し

は
一
軒
家
風
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
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窓
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西
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梨
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各
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書
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、
ソ
ウ
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、
真
宗
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派
教
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研
究
所
、
玉
川
大
学
教
育
博
物
館
、
李
相
燦
先
生
（
ソ
ウ
ル
大
学
校
）、
呉

京
煥
先
生
（
釜
山
大
学
校
）、
金
貞
禮
先
生
（
全
南
大
学
校
）、
高
（
全
）
蕙
星
先
生

（
イ
エ
ー
ル
大
学
）、
太
田
孝
子
先
生
（
岐
阜
大
学
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
調
査
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
ま
し
た
す
べ
て
の
方
々
に
、
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
韓
国
語
翻
訳
・
通
訳
と
し
て
森
万
佑
子
氏
（
ソ
ウ
ル
大
学
校
・
東
京
大
学
大
学

院
）、
金
東
建
氏
（
成
均
館
大
学
校
）、
朴
美
貞
氏
（
日
文
研
）、
金
ボ
ン
ス
氏
（
長
岡

造
形
大
学
）、
朴
淳
希
氏
（
蔚
山
大
学
校
）
の
ご
協
力
を
得
ま
し
た
こ
と
、
松
田
利
彦
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先
生
を
は
じ
め
と
し
て
日
文
研
共
同
研
究
会
松
田
班
の
諸
先
生
方
か
ら
貴
重
な
ご
教
示

を
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
、
記
し
て
謝
し
ま
す
。

　

本
稿
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構
「
日
本
関
連
在
外
資
料
調
査
研
究
」
朝
鮮
班
、
な
ら

び
に
科
学
研
究
費
補
助
金
（
挑
戦
的
萌
芽
研
究
、
課
題
番
号
二
二
六
五
三
一
一
一
）
の

助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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【
研
究
資
料
】

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
静
坐
社
資
料

│
解
説
と
目
録

│

栗 

田 

英 

彦

  

は
じ
め
に

│
静
坐
社
資
料
寄
贈
の
経
緯

　

静
坐
社
資
料
が
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
寄
贈
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
い
き
さ
つ
は
、
舞
鶴
工
業
高
等
専
門
学
校
教
授
吉
永
進
一
氏
と
筆
者

が
、
二
〇
一
〇
年
六
月
に
静
坐
社
を
訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
始
ま

る
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
吉
永
氏
は
三
月
に
一
度
静
坐
社
を
訪
れ
て
い
た
が
、

そ
の
時
に
現
在
静
坐
社
を
運
営
し
て
お
ら
れ
る
小
林
み
ど
り
氏
お
よ
び
そ
の

ご
息
女
小
林
厚
子
氏
か
ら
、
後
継
ぎ
の
不
在
の
た
め
に
静
坐
社
の
看
板
を
降

ろ
す
予
定
で
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
い
た
。
静
坐
社
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
な
く

消
え
て
い
く
こ
と
を
危
惧
さ
れ
た
が
、
す
ぐ
に
何
か
手
を
打
て
る
状
況
で
は

な
く
、
気
に
か
け
つ
つ
も
一
旦
保
留
し
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。

　

静
坐
社
と
は
、
雑
誌
『
静
坐
』
の
発
行
と
静
坐
会
の
主
催
を
通
じ
て
、
岡

田
式
静
坐
法
を
現
在
ま
で
伝
え
る
団
体
で
あ
る
（
岡
田
式
静
坐
法
と
静
坐
社

の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
）。
筆
者
は
、
以
前
か
ら
、
静
坐
社
設
立
の
き
っ

か
け
と
な
っ
た
医
師
・
小
林
参
三
郎
（
一
八
六
三
│
一
九
二
六
）
の
研
究
を

し
て
い
た
。
小
林
は
民
間
精
神
療
法
（
霊
術
）
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
た
め
、

そ
の
領
域
に
詳
し
い
吉
永
氏
に
連
絡
を
取
っ
た
と
こ
ろ
、
渡
り
に
船
と
ば
か

り
に
返
事
が
あ
り
、
早
速
二
人
で
静
坐
社
へ
訪
問
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

こ
で
初
め
て
静
坐
社
の
蔵
書
や
書
簡
類
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
広

範
な
人
脈
を
窺
わ
せ
る
貴
重
な
資
料
に
遭
遇
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
小
林
参

三
郎
個
人
の
蔵
書
も
残
さ
れ
て
い
た
が
、
多
く
は
静
坐
社
設
立
以
降
の
資
料

で
あ
っ
た
。
な
お
、
小
林
参
三
郎
の
蔵
書
の
大
部
分
は
、
高
野
山
大
学
図
書

館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
一
言
付
け
加
え
て
お
く（

１
）。

　

未
整
理
の
資
料
が
多
く
、
作
業
は
長
期
戦
と
な
っ
た
。
二
〇
一
一
年
三
月

の
東
日
本
大
震
災
も
進
捗
を
滞
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
局
、
静
坐
社
で

の
作
業
完
了
ま
で
に
は
、
最
初
の
訪
問
を
含
め
た
六
月
末
〜
七
月
初
頭
、
十

月
初
頭
、
十
一
月
末
、
二
〇
一
一
年
二
月
中
旬
、
七
月
上
旬
と
計
五
回
の
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訪
問
を
必
要
と
し
た
。
最
初
の
訪
問
の
後
、
資
料
の
寄
贈
先
と
し
て
国
際

日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
話
に
な
り
、
吉

永
氏
か
ら
同
セ
ン
タ
ー
教
授
末
木
文
美
士
氏
に
資
料
受
け
入
れ
の
検
討
を
お

願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
文
研
側
で
は
、
近
代
日
本
精
神
史
の
一
面

を
明
ら
か
に
す
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
、
研
究
資
料
委
員
会
の
検
討
を
経

て
、
二
〇
一
〇
年
七
月
二
二
日
の
セ
ン
タ
ー
会
議
に
お
い
て
、
正
式
に
受
け

入
れ
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
年
一
二
月
一
二
日
、
小
林
み
ど

り
氏
・
小
林
厚
子
氏
・
末
木
氏
・
吉
永
氏
・
筆
者
の
五
人
で
話
し
合
い
、
同

セ
ン
タ
ー
へ
の
寄
贈
に
関
す
る
最
終
的
な
打
ち
合
わ
せ
が
行
な
わ
れ
た
。
現

在
は
日
文
研
で
の
作
業
も
完
了
し
、
最
終
的
に
目
録
は
ウ
ェ
ブ
上
で
も
公
開

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

今
回
寄
贈
さ
れ
る
静
坐
社
資
料
は
、
静
坐
社
蔵
書
の
一
部
で
あ
り
、
静
坐

社
発
行
の
雑
誌
『
静
坐
』
お
よ
び
『
静
坐
季
刊
』
と
他
二
種
の
雑
誌
、
お
よ

び
二
〇
四
点
の
書
籍
を
含
む
。
目
録
の
紹
介
に
先
立
ち
、
こ
こ
で
は
静
坐
社

に
つ
い
て
解
説
し
、
資
料
の
研
究
上
の
価
値
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

一　

岡
田
式
静
坐
法
に
つ
い
て

　

岡
田
式
静
坐
法
と
は
大
正
期
に
一
世
を
風
靡
し
た
心
身
修
養
法
で
あ
る（

２
）。

定
め
ら
れ
た
呼
吸
と
姿
勢
を
保
持
し
て
丹
田
に
力
を
込
め
、
た
だ
坐
る
だ

け
と
い
う
簡
便
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
知
識
人
・
教
育
者
・
学
生
を
中
心

に
多
く
の
実
践
者
を
生
ん
だ
。
創
始
者
の
名
は
岡
田
虎
二
郎
（
一
九
七
二

│
一
九
二
〇
）
と
い
う
。
彼
は
小
学
校
を
卒
業
し
て
す
ぐ
に
農
業
に
従
事

し
、
特
に
宗
教
に
関
わ
っ
た
り
、
専
門
教
育
や
高
等
教
育
を
受
け
た
り
し
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
四
）、
突
如
と
し
て
農
業

を
辞
し
て
ア
メ
リ
カ
へ
単
身
で
遊
学
（
一
九
〇
五
年
ま
で
）、
帰
国
後
に
東
京

で
精
神
療
法
の
看
板
を
掲
げ
て
活
動
を
開
始
し
た
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
岡

田
式
静
坐
法
の
形
式
は
、
一
九
〇
八
年
末
頃
ま
で
に
定
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る（
３
）。

一
九
一
〇
年
に
は
雑
誌
『
実
業
之
日
本
』
に
静
坐
に
つ
い
て
記
事
が
連

載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
信
奉
者
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
岡
田
は

自
身
の
静
坐
を
東
洋
／
西
洋
の
二
項
対
立
の
中
で
主
張
せ
ず
、
日
本
の
伝
統

も
、
明
治
以
降
の
西
洋
文
明
輸
入
政
策
も
一
切
否
定
し
て
、
個
人
の
う
ち
か

ら
湧
き
出
る
内
的
霊
性
を
重
視
し
て
、
ま
っ
た
く
新
し
い
文
化
を
一
か
ら
作

る
こ
と
を
企
て
た
。
健
康
法
と
し
て
の
効
果
に
加
え
て（

４
）、

こ
う
し
た
主
張
が
、

近
代
化
の
矛
盾
と
伝
統
の
桎
梏
の
な
か
で
も
が
く
人
々
を
惹
き
つ
け
る
こ
と

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
九
一
一
年
に
中
心
的
な
静
坐
会
場
と
な
る
日
暮
里

の
本
行
寺
に
お
け
る
静
坐
会
が
始
ま
る
。
一
九
一
二
年
に
実
業
之
日
本
社
か

ら
『
岡
田
式
静
坐
法
』（
執
筆
者
は
記
者
で
あ
り
岡
田
で
は
な
い
）
が
出
版
さ

れ
、
岡
田
式
静
坐
法
の
人
気
を
決
定
づ
け
た
。
そ
の
後
も
東
京
の
各
所
で
静

坐
会
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
最
盛
期
に
は
東
京
だ
け
で
一
二
七
箇
所
に

も
達
し
、
岡
田
は
そ
れ
ら
の
会
場
を
全
て
巡
回
し
て
指
導
し
て
い
た（

５
）。

　

し
か
し
、
岡
田
虎
二
郎
は
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
）
に
尿
毒
症
を
患
っ
て

急
逝
す
る
。
一
種
の
健
康
法
と
し
て
も
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
静
坐
法
の
指

導
者
が
急
逝
し
た
こ
と
は
支
持
者
を
失
う
大
き
な
原
因
と
な
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
流
行
が
岡
田
虎
二
郎
と
い
う
個
人
の
魅
力
に
よ
っ
て
い
た

こ
と
も
大
き
か
っ
た
。
新
宿
中
村
屋
の
相
馬
黒
光
（
一
八
七
六
│
一
九
五
五
）
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は
、
岡
田
の
生
前
は
十
年
間
本
行
寺
に
一
日
も
欠
か
さ
ず
に
通
っ
た
が
、
岡

田
の
死
後
は
一
切
行
く
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
黒
光
は
静
坐
法
を
健
康
法
以

上
の
も
の
と
捉
え
て
い
た
が
、
岡
田
以
外
に
そ
れ
を
指
導
で
き
る
人
物
は

い
な
い
と
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
行
寺
の
静
坐
会
に
は
一
時
期
後
継

者
と
し
て
、
岡
田
の
高
弟
で
あ
り
、
社
会
主
義
運
動
家
で
あ
っ
た
木
下
尚
江

（
一
八
六
九
│
一
九
三
七
）
が
推
さ
れ
て
指
導
に
あ
た
っ
た
が
、
参
加
人
数
の

減
少
か
ら
結
局
は
閉
鎖
さ
れ
る
に
い
た
っ
た（

６
）。

　

岡
田
式
静
坐
法
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
少
な
い
が
、
断
片
的
な

言
及
は
い
く
つ
か
あ
る
。
田
中
聡
は
、
胸
に
重
点
を
置
い
た
西
洋
的
な
近

代
体
育
に
対
抗
し
て
、
腹
を
中
心
と
し
た
伝
統
的
身
体
へ
の
回
帰
を
通
じ

て
近
代
を
超
克
し
よ
う
と
し
た
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
一
環
と
し
て
、
岡
田
式

静
坐
法
を
論
じ
た（

７
）。

静
坐
法
を
思
想
運
動
と
し
て
捉
え
た
も
の
と
し
て
、
鶴

見
俊
輔
の
『
現
代
日
本
の
思
想
』
は
注
目
に
値
す
る
。
岡
田
は
自
分
の
思
想

を
体
系
立
て
て
述
べ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
静
坐
会
に
集
ま
っ
て
き
た

人
々
の
提
出
す
る
問
題
に
対
し
て
推
論
を
ほ
と
ん
ど
示
さ
ず
、
自
ら
「
一
段

論
法（

８
）」

と
呼
ん
だ
や
り
方
で
回
答
し
て
い
た
。
鶴
見
は
こ
れ
を
「
禅
宗
の
方

法
、
東
洋
流
の
観
念
論
に
発
す
る
も
の
」
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
「
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
」
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
し
た
。
鶴
見
は
芦
田
恵
之
助
ら

に
よ
っ
て
始
ま
る
「
生
活
綴
り
方
運
動
」
を
日
本
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と

し
て
捉
え
て
い
る
が
、
こ
こ
に
岡
田
虎
二
郎
の
思
想
的
影
響
を
指
摘
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
岡
田
に
対
し
て
「
日
本
の
近
代
思
想
史
の
上
で
独
自
の
思
想

運
動
を
お
こ
し
た
人
で
、
そ
の
与
え
た
影
響
は
ひ
ろ
く
か
つ
深
い
」
と
評
価

し
た（

９
）。

断
片
的
な
言
及
は
他
に
も
随
所
で
見
ら
れ
、
例
え
ば
、「
大
正
生
命

主
義
」
の
歴
史
記
述
の
中
で
鈴
木
貞
美
は
岡
田
式
静
坐
法
の
流
行
を
身
体
や

精
神
の
健
康
に
向
か
う
時
代
背
景
の
一
つ
と
し
て
描
き
、
修
養
主
義
／
教
養

主
義
の
側
面
か
ら
筒
井
清
忠
は
岡
田
式
静
坐
法
を
取
り
上
げ
て
い
る）

10
（

。
ま
た
、

田
邉
信
太
郎
は
代
替
療
法
の
一
つ
に
、
吉
永
進
一
は
近
代
日
本
の
民
間
精
神

療
法
運
動
史
の
一
部
に
岡
田
式
静
坐
法
を
含
め
て
記
述
し
て
い
る）

11
（

。
こ
う
し

た
様
々
な
観
点
か
ら
の
言
及
は
、
岡
田
式
静
坐
法
の
多
面
性
と
広
範
な
影
響

力
を
裏
付
け
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
前
述
し
た
よ
う
に
岡
田
の
急
逝
に
よ
り
、
静
坐
法
の
運
動
は
し
ば

し
ば
途
絶
え
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い）

12
（

。
し
か
し
、
実
際
に
は
、

木
下
尚
江
を
は
じ
め
と
し
て
静
坐
を
続
け
た
弟
子
は
少
な
く
な
く
、
い
く
つ

か
の
静
坐
会
も
継
続
さ
れ
て
い
た）

13
（

。
そ
の
中
で
も
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
の
が
本
稿
で
紹
介
す
る
「
静
坐
社
」
で
あ
る
。

二　

岡
田
虎
二
郎
の
直
弟
子
た
ち

　

静
坐
社
に
至
る
前
史
と
し
て
、
ま
ず
岡
田
の
生
前
に
お
け
る
静
坐
実
践
者

グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い）

14
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
岡
田

式
静
坐
法
の
影
響
範
囲
を
確
認
し
、
岡
田
死
後
の
展
開
と
比
較
す
る
こ
と
も

可
能
と
な
る
た
め
で
あ
る
。

　

岡
田
虎
二
郎
の
熱
心
な
直
弟
子
の
中
で
、
特
に
著
名
か
つ
積
極
的
な
関
わ

り
を
持
っ
た
人
物
を
挙
げ
る
と
、
先
述
し
た
木
下
尚
江
や
相
馬
黒
光
が
挙
げ

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
木
下
は
一
九
一
〇
年
に
岡
田
に
師
事
す
る
よ
う
に
な
り
、

木
下
を
通
じ
て
黒
光
も
静
坐
を
始
め
た
。
黒
光
と
夫
の
相
馬
愛
蔵
の
経
営
す
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る
新
宿
中
村
屋
は
、
荻
原
碌
山
、
高
村
光
太
郎
、
中
村
彝
、
中
原
悌
二
郎
と

い
っ
た
芸
術
家
や
文
学
者
た
ち
の
サ
ロ
ン
と
な
っ
て
お
り
、
一
方
で
、
イ
ン

ド
の
独
立
運
動
家
ラ
ス
・
ビ
ハ
リ
・
ボ
ー
ス
や
ロ
シ
ア
の
詩
人
エ
ロ
シ
ェ
ン

コ
の
世
話
を
し
た
り
、
頭
山
満
と
も
交
流
を
持
つ
な
ど
、
国
際
的
な
政
治
運

動
と
も
関
わ
り
が
あ
っ
た
。
一
方
、
木
下
に
は
田
中
正
造
や
逸
見
斧
吉
（
逸

見
山
陽
堂
社
長
）
と
い
っ
た
社
会
主
義
運
動
の
人
脈
が
あ
っ
た
。
中
村
屋
と

逸
見
邸
が
岡
田
の
巡
回
す
る
定
期
的
な
静
坐
会
場
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
岡
田
式
静
坐
法
は
浸
透
し
て
い
た）

15
（

。
ま
た
、
木
下
は
、
当

時
そ
の
著
述
と
社
会
主
義
活
動
で
注
目
を
集
め
て
い
た
た
め
、
文
学
と
社
会

運
動
に
関
心
を
抱
く
学
生
が
静
坐
法
に
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
る
一
つ
の

き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
た）

16
（

。

　

次
に
早
稲
田
大
学
の
教
職
員
と
そ
の
家
族
に
よ
る
静
坐
実
践
者
グ
ル
ー
プ

が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
早
稲
田
大
学
教
授
の
高
田
早
苗
、
天
野
為
之
、
浮
田

和
民
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
静
坐
会
は
「
早
稲
田
正
座
会
」
と
呼
ば
れ

一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
）
頃
に
始
ま
っ
た
。
会
場
は
牛
込
の
矢
来
倶
楽
部

に
始
ま
り
、
後
に
宗
参
寺
（
曹
洞
宗
）
に
移
っ
た）

17
（

。
当
時
早
稲
田
大
学
教
授

で
あ
っ
た
坪
内
逍
遥
も
熱
心
な
静
坐
実
践
者
で
、
当
時
彼
が
主
宰
し
て
い
た

演
劇
研
究
所
「
文
芸
協
会
」
で
も
静
坐
会
が
開
か
れ
て
い
た
。
島
村
抱
月
・

東
儀
鉄
笛
・
土
肥
春
曙
な
ど
も
参
座
し
て
お
り
、
高
田
早
苗
が
初
め
て
静
坐

を
し
た
の
も
こ
こ
で
あ
る）

18
（

。
早
稲
田
大
学
教
授
で
あ
っ
た
岸
本
能
武
太
（
宗

教
学
者
・
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
）
は
、
同
僚
の
浮
田
和
民
に
誘
わ
れ
て
一
九
一
一

年
に
早
稲
田
正
坐
会
に
初
め
て
参
座
し
た
。
彼
の
成
長
は
目
覚
し
く
「
静
坐

の
天
才
」
と
も
評
さ
れ
、
後
に
『
岡
田
式
静
坐
三
年
』『
岡
田
式
静
坐
法
の

新
研
究
』【
目
録
八
一
】
を
著
し
て
、
静
坐
法
の
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
本

人
み
ず
か
ら
「
理
屈
を
つ
け
る
の
が
甘
い
」
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
、
著
述
で

は
、
静
坐
の
技
法
的
な
側
面
の
解
説
に
頁
を
割
い
て
お
り
、
次
に
述
べ
る
橋

本
五
作
の
人
格
的
成
長
の
記
録
に
重
き
を
置
い
た
著
作
と
好
対
照
を
な
し
て

い
る）

19
（

。
ま
た
、
静
坐
の
形
式
を
墨
守
し
た
静
坐
社
と
は
異
な
り
、
自
ら
「
動

坐
」
を
考
案
し
た
り
す
る
な
ど
比
較
的
柔
軟
に
静
坐
を
捉
え
て
い
た
。

　

東
京
高
等
師
範
学
校
の
関
係
者
に
よ
る
静
坐
会
は
「
水
曜
会
」
と
呼
ば
れ
、

生
徒
監
の
峰
岸
米
造
宅
で
開
か
れ
た）

20
（

。
先
述
の
芦
田
恵
之
助
（
当
時
東
京
高

師
付
属
小
学
校
訓
導
）
や
地
理
教
育
改
革
を
試
み
た
北
垣
恭
次
郎
も
こ
こ
に

参
坐
し
た）

21
（

。『
岡
田
式
静
坐
の
力
』
お
よ
び
『
続
岡
田
式
静
坐
の
力
』【
目
録

五
〇
、
五
一
】
を
著
し
た
橋
本
五
作
（
当
時
東
京
高
師
専
攻
科
生
、
後
に
鳥
取

県
師
範
学
校
教
諭
・
旅
順
工
科
大
学
教
授
）
も
こ
こ
か
ら
静
坐
を
始
め
て
い
る
。

岡
田
は
「
順
調
に
精
進
す
る
人
は
皆
此
通
り
の
順
序
を
経
て
変
化
す
る
も
の

で
す
」
と
こ
の
本
に
描
か
れ
た
橋
本
の
体
験
を
一
つ
の
模
範
例
と
し
た）

22
（

。

　

教
育
機
関
関
係
の
静
坐
会
と
し
て
は
他
に
、
東
京
帝
国
大
学
・
旧
制
一

高
関
係
の
静
坐
会
（
本
郷
西
教
寺
）
と
東
京
商
科
大
学
（
後
の
一
橋
大
学
）
の

静
坐
会
（
青
山
梅
窓
院
）
が
あ
っ
た
。
当
時
の
東
大
教
授
の
中
に
も
参
座
す

る
も
の
が
い
た
が
（
筧
克
彦
や
福
来
友
吉
）、
学
生
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

卒
業
生
は
教
育
や
研
究
関
係
に
加
え
て
、
実
業
界
へ
進
む
も
の
が
多
く
、
そ

の
方
面
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
広
が
っ
た
。
代
表
的
な
人
物
に
柳
田
誠
二
郎

（
日
銀
副
総
裁
、
日
本
航
空
社
長
）
や
岡
田
完
二
郎
（
富
士
通
社
長
）
が
い
る
。

柳
田
は
静
坐
関
係
の
著
述
を
多
く
残
し
て
い
る
【
目
録
一
九
三
│
二
〇
〇
】。

ま
た
、
農
本
主
義
思
想
家
の
橘
孝
三
郎
も
一
高
時
代
に
西
教
寺
の
静
坐
会
で



　243

　国際日本文化研究センター所蔵静坐社資料

坐
っ
た）

23
（

。

　

他
に
も
軍
人
の
集
ま
っ
た
「
無
名
会
」（
会
場
・
四
谷
正
応
寺
）
が
あ
り
、

海
軍
大
将
の
八
代
六
郎
も
こ
こ
で
坐
っ
て
い
る
。
芝
区
に
あ
っ
た
統
一
基

督
教
会
（
東
京
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
会
・
惟
一
館
）
も
静
坐
会
場
と
な
っ
て
お
り
、

前
述
の
岸
本
に
加
え
、
今
岡
信
一
良
、
小
山
東
助
、
星
島
二
郎
な
ど
静
坐
す

る
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
少
な
く
な
か
っ
た）

24
（

。
ま
た
、
皇
族
・
華
族
・
政
財
界
に

も
門
人
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
個
別
に
各
邸
宅
で
静
坐
会
を
開
催
し
て
、

岡
田
虎
二
郎
を
招
い
て
い
た）

25
（

。

三　

小
林
参
三
郎
と
済
世
病
院

　

前
述
の
静
坐
会
は
全
て
東
京
で
開
か
れ
て
い
た
が
、
岡
田
の
故
郷
で
あ
る

愛
知
県
田
原
市
の
静
坐
会
（
教
育
者
の
伊
奈
森
太
郎
ら
が
中
心
）
を
は
じ
め
と

し
て
、
岡
田
の
出
向
す
る
静
坐
会
は
地
方
に
も
あ
っ
た
。
京
都
の
済
世
病
院

に
お
け
る
静
坐
会
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
済
世
病
院
静
坐
会
が
後
の

静
坐
社
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、
静
坐
社
に
至
る
経
緯
と
し
て
済

世
病
院
と
そ
の
院
長
・
小
林
参
三
郎
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く）

26
（

。

　

済
世
病
院
は
、
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
二
）
に
真
言
宗
各
派
有
志
の
宗
門

改
革
組
織
「
祖
風
宣
揚
会
」
の
企
画
に
よ
っ
て
京
都
東
寺
（
教
王
護
国
寺
）

内
に
設
立
さ
れ
た
慈
善
病
院
で
、
そ
の
後
全
国
に
設
立
さ
れ
た
仏
教
系
慈
善

病
院
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。
慈
善
事
業
の
観
点
に
加
え
て
、
宗
教
的
治
療

と
科
学
的
治
療
を
併
用
す
る
と
い
う
参
三
郎
の
治
療
方
針
が
人
々
の
耳
目

を
集
め
て
い
た
。
こ
こ
で
い
う
宗
教
的
治
療
と
は
、
仏
教
（
真
言
宗
）
の
要

素
を
取
り
入
れ
つ
つ
も
、
そ
の
中
心
的
理
論
に
お
い
て
民
間
精
神
療
法
（
霊

術
）
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
大
き
く
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
実
績
の
あ

る
医
師
に
よ
る
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
、
宗
教
と
科
学
の
調
停
と
し
て
、
あ

る
い
は
新
た
な
科
学
と
し
て
期
待
さ
れ
て
も
い
た
。
例
え
ば
、
開
院
の
際
に

教
育
学
者
の
谷
本
富
は
、
小
林
の
霊
術
的
治
療
論
を
「
新
心
理
学
」
と
し
て

全
面
的
に
肯
定
す
る
講
演
を
行
っ
た
。
ま
た
、
海
外
に
も
こ
う
し
た
治
療
方

針
と
病
院
経
営
に
関
心
を
持
つ
も
の
が
い
た
。
詩
人
の
タ
ゴ
ー
ル
、
フ
ェ
ビ

ア
ン
協
会
の
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
が
済
世
病
院
を
訪
れ
て
参
三
郎
と
交
流

し
、
仏
耶
一
元
論
を
唱
え
た
ゴ
ル
ド
ン
夫
人
（
一
八
五
一
│
一
九
二
五
）
は

済
世
病
院
に
寄
付
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
も
入
院
を
希
望
す
る
な
ど
信
仰

治
療
に
も
大
き
な
関
心
を
示
し
て
い
た
。
メ
リ
マ
ン
・
コ
ル
バ
ー
ト
・
ハ
リ

ス
（
メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
教
会
宣
教
監
督
）
か
ら
は
済
世
病
院
を
支
持
す
る
書
簡

と
寄
付
が
あ
っ
た）

27
（

（
寄
贈
書
の
中
に
ハ
リ
ス
か
ら
献
呈
さ
れ
た
本
が
あ
る
【
目

録
一
九
一
】）。

　

岡
田
虎
二
郎
に
会
っ
た
の
は
、
夫
人
の
小
林
信
子
（
一
八
八
六
│
一
九
七
三
）

が
先
で
あ
っ
た
。
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
）
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
東
京

に
お
け
る
静
坐
法
の
盛
況
を
知
っ
た
参
三
郎
は
、
信
子
の
帰
省
の
折
に
岡
田

に
会
っ
て
く
る
よ
う
に
言
っ
た
。
信
子
は
当
時
の
中
心
的
な
静
坐
会
場
で

あ
っ
た
日
暮
里
の
本
行
寺
へ
行
き
、
直
接
岡
田
か
ら
静
坐
の
手
ほ
ど
き
を
受

け
た
。
静
坐
に
よ
っ
て
大
変
快
適
な
気
持
ち
を
味
わ
っ
た
信
子
は
、
そ
の
後

も
本
行
寺
に
通
い
、
岡
田
に
付
い
て
四
谷
正
応
寺
、
宗
参
寺
、
ユ
ニ
テ
リ
ア

ン
教
会
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
た
静
坐
会
に
も
参
坐
し
た
。
京
都
に
戻
っ
て
参

三
郎
に
静
坐
の
効
果
を
伝
え
る
と
、
彼
も
病
院
の
暇
を
見
つ
け
て
上
京
、
岡
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田
の
元
で
参
坐
し
た
。
自
身
の
持
病
で
あ
っ
た
神
経
衰
弱
の
回
復
も
あ
っ

て
、
参
三
郎
は
済
世
病
院
の
治
療
と
し
て
静
坐
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
一
三
年
（
大
正
二
）
か
ら
毎
年
夏
と
正
月
に
は
岡
田
を
京
都
に
招
い
て
、

済
世
病
院
や
各
所
で
静
坐
会
を
開
く
よ
う
に
も
な
っ
た
。
一
九
二
三
年
に
は
、

参
三
郎
の
依
頼
で
信
子
も
済
世
病
院
の
静
坐
指
導
を
手
伝
う
こ
と
に
な
っ

た
が
、
彼
女
は
こ
の
依
頼
に
大
き
な
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る）

28
（

。

ち
な
み
に
、
済
世
病
院
の
静
坐
会
に
は
真
渓
涙
骨
（
中
外
日
報
社
主
）
や
伊

藤
証
信
（
無
我
苑
創
始
者
・
こ
の
時
は
中
外
日
報
社
友
）
も
参
加
し
て
い
た）

29
（

。

　

静
坐
に
傾
倒
す
る
一
方
で
、
小
林
参
三
郎
は
こ
の
頃
か
ら
浄
土
真
宗
僧
侶

ら
と
積
極
的
に
交
流
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
元
々
、
済
世
病
院
開
院
前
に

開
業
し
て
い
た
ハ
ワ
イ
で
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
開
教
監
督
・
今
村
恵
猛
の

感
化
を
受
け
て
仏
教
に
関
心
を
持
っ
て
は
い
た
が
、
そ
の
後
も
弘
法
大
師
信

仰
に
注
目
す
る
な
ど
、
そ
の
関
心
は
浄
土
真
宗
に
限
っ
た
も
の
と
い
う
よ

り
は
、
民
間
精
神
療
法
に
も
つ
な
が
り
う
る
よ
う
な
広
い
意
味
で
の
仏
教
信

仰
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る）

30
（

。
し
か
し
、
精
神
力
や
信
念
を
必
要
と
す
る
精
神
療

法
の
方
向
性
か
ら
、
身
体
技
法
に
特
化
し
た
岡
田
式
静
坐
法
に
移
行
す
る
こ

と
で
、
信
仰
の
問
題
を
直
接
治
療
に
関
わ
ら
せ
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
い

く
。
参
三
郎
に
と
っ
て
、
信
仰
を
核
と
し
た
「
宗
教
」
は
治
療
と
は
切
り
離

さ
れ
た
「
安
心
」
の
問
題
を
解
決
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た）

31
（

。
そ
こ
で
、

小
林
の
宗
教
的
渇
望
に
う
ま
く
答
え
た
の
が
、
浄
土
真
宗
僧
侶
た
ち
で
あ
っ

た
よ
う
だ
。
小
林
夫
妻
は
、
近
角
常
観
の
求
道
会
館
に
も
通
っ
た
が
、
よ
り

身
近
な
京
都
の
真
宗
僧
侶
ら
と
非
常
に
親
密
な
交
流
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
が
、
足
利
浄
円
【
目
録
一
三
│
一
五
】、
山
辺
習
学
【
目
録
一
八
九
│

一
九
〇
】、
金
子
大
栄
、
蜂
屋
賢
喜
代
【
目
録
四
六
│
四
七
】
と
い
っ
た
人
々

で
あ
っ
た
。
小
林
夫
妻
は
、
熱
心
に
彼
ら
の
話
を
聞
き
、
そ
の
聴
聞
の
場
は

月
一
回
の
法
話
会
「
み
の
り
の
会
」
と
し
て
継
続
さ
れ
て
い
っ
た
。「
み
の

り
の
会
」
で
は
、
前
述
の
人
々
に
加
え
、
羽
渓
了
諦
な
ど
も
法
話
を
務
め
た

よ
う
で
あ
る
。
静
坐
社
設
立
後
も
継
続
し
、
一
九
四
〇
年
に
は
「
み
の
り
の

会
」
主
催
で
「
紀
元
二
千
六
百
年
」
講
演
会
（
聴
衆
二
千
人
）
が
開
か
れ
た
。

講
演
の
記
録
は
『
仏
教
の
諸
問
題
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た）

32
（

。

四　

静
坐
社
の
設
立

　

先
述
の
よ
う
に
岡
田
虎
二
郎
の
死
後
、
東
京
で
の
静
坐
会
は
激
減
し
た
。

し
か
し
、
小
林
参
三
郎
自
身
は
、
岡
田
が
い
つ
も
、「
命
は
天
に
任
せ
て
最

後
の
一
息
ま
で
育
て
ら
れ
る
の
が
静
坐
だ
、
柿
の
実
が
熟
し
き
っ
て
落
ち

る
よ
う
に
」
と
言
っ
て
い
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、「
よ
し
、
自
分

は
先
生
の
仰
せ
の
通
り
精
進
し
て
、
柿
の
実
が
熟
し
き
っ
て
自
然
に
落
ち

る
よ
う
に
」
と
さ
ら
に
静
坐
に
励
ん
だ）

33
（

。
彼
は
、
静
坐
を
用
い
た
済
世
病

院
で
の
治
療
の
成
果
を
、
春
秋
社
か
ら
一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
）
に
『
生

命
の
神
秘
』、
そ
の
二
年
後
に
『
自
然
の
名
医
』
と
し
て
発
表
し
た
【
目
録

九
〇
、
九
一
】。
ち
な
み
に
、
こ
の
時
、
春
秋
社
と
参
三
郎
を
繋
げ
た
の
が

西
田
天
香
（
一
燈
園
創
始
者
）
で
あ
り
、
そ
の
時
の
担
当
編
集
者
が
木
村
毅

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
書
物
の
反
響
は
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
倉

田
百
三
は
『
生
命
の
神
秘
』
を
読
ん
で
、
参
三
郎
の
静
坐
治
療
を
熱
望
し
、

済
世
病
院
を
訪
れ
て
入
院
し
て
い
る）

34
（

。
ま
た
、
英
文
学
者
の
寿
学
文
章
は
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も
っ
と
も
影
響
を
受
け
た
書
物
に
『
生
命
の
神
秘
』
を
挙
げ
て
い
る）

35
（

。

　

小
林
は
大
正
一
五
年
一
〇
月
二
八
日
に
亡
く
な
る
。
自
身
が
生
前
か
ら

公
言
し
て
い
た
よ
う
に
「
柿
の
実
が
熟
し
て
落
ち
る
よ
う
に
」、
病
床
に
つ

く
こ
と
も
な
い
、
突
然
の
死
で
あ
っ
た
。
彼
の
葬
儀
で
は
、
追
悼
文
集
『
柿

の
実
』【
目
録
一
二
】
が
作
成
さ
れ
、
山
辺
、
足
利
、
金
子
、
蜂
屋
に
加
え
、

梅
原
真
隆
（
真
宗
僧
侶
・
仏
教
学
者
【
目
録
一
八
六
】）、
神
田
豊
穂
（
春
秋
社

社
長
）、
成
瀬
無
極
（
京
大
教
授
・
ド
イ
ツ
文
学
者
）、
清
瀧
智
龍
（
済
世
病
院

主
事
）、
山
口
栞
（
済
世
病
院
副
院
長
）
が
小
林
の
追
憶
を
寄
稿
し
、
木
村
毅

が
彼
の
小
伝
を
ま
と
め
た
。

　

参
三
郎
亡
き
後
、
信
子
は
し
ば
ら
く
床
に
着
く
が
、
実
家
の
東
京
に

戻
ら
ず
に
京
都
に
と
ど
ま
り
、
参
三
郎
の
意
志
を
つ
い
で
、
昭
和
二
年

（
一
九
二
七
）、
静
坐
社
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
静
坐
社
の
主
な

活
動
は
雑
誌
『
静
坐
』
の
発
行
で
あ
る
。『
静
坐
』
の
巻
頭
に
あ
る
趣
意
書

を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

私
共
同
志
集
ま
り
て
「
静
坐
」
と
い
う
雑
誌
を
発
行
し
、
い
さ
さ
か

保
健
と
宗
教
芸
術
等
と
の
関
係
に
つ
い
て
攻
究
し
、
体
験
し
て
行
き
た

い
と
存
じ
ま
す
。

　

静
坐
法
は
故
岡
田
先
生
の
創
建
に
か
か
り
、
次
い
で
故
済
世
病
院
長

小
林
ド
ク
ト
ル
は
進
ん
で
そ
の
得
意
と
す
る
所
の
医
術
の
上
か
ら
発
明

せ
ら
れ
る
所
多
く
、
そ
れ
が
如
何
に
多
く
の
同
胞
を
裨
益
せ
ら
れ
た
か

は
、
そ
の
著
「
生
命
の
神
秘
」
や
「
自
然
の
名
医
」
が
明
ら
か
に
報
告

す
る
所
で
あ
り
ま
す
。

　

私
共
は
故
ド
ク
ト
ル
の
追
悼
の
一
事
業
と
し
て
こ
の
雑
誌
を
刊
行
し
、

延
い
て
は
各
地
に
お
け
る
同
志
の
方
々
と
の
連
絡
を
取
り
た
い
と
い
う

念
願
に
燃
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
こ
の
趣
意
に
御
賛
同
の
方
々
は
、
私
共
の
た
め
に
一
瞥
の
力

を
お
添
え
給
わ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

編
集
は
小
林
信
子
が
行
い
、
印
刷
は
足
利
浄
円
の
経
営
す
る
同
朋
舎
が
行
っ

た
。
発
起
人
に
は
、
蜂
屋
賢
喜
代
、
田
坂
養
吉
、
成
瀬
無
極
、
山
辺
習
学
、

山
口
栞
、
二
荒
芳
徳
（
伯
爵
）、
足
利
浄
円
、
清
瀧
智
龍
が
名
を
連
ね
て
い

る
。
ま
た
、
執
筆
者
に
は
、
上
述
の
人
々
に
加
え
、
金
子
大
栄
、
倉
田
百
三
、

木
村
毅
、
竹
島
茂
郎
（
教
育
者
・【
目
録
一
八
〇
】）
が
発
刊
時
に
予
定
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
後
、
岸
本
能
武
太
、
橋
本
五
作
、
西
田
天
香
、
真
溪
涙
骨
、

芦
田
恵
之
助
、
井
上
嘉
三
郎
（
岡
田
虎
二
郎
の
弟
）、
佐
藤
通
次
（
ド
イ
ツ
文

学
者
）、
角
田
柳
作
（
日
本
文
化
研
究
者
）、
上
野
陽
一
（
心
理
学
者
・
産
業
能

率
学
校
創
設
者
）、
中
川
与
之
助
（
経
済
学
者
）
な
ど
も
執
筆
し
て
い
る
。
雑

誌
『
静
坐
』
は
初
め
月
刊
誌
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
た
。
一
九
四
四
年
二
月

か
ら
一
九
五
二
年
四
月
ま
で
は
戦
争
の
影
響
で
休
刊
す
る
（
不
定
期
で
数
号

刊
行
は
さ
れ
て
い
る
）。
一
九
五
三
年
五
月
か
ら
再
開
し
一
九
六
一
年
一
〇
月

ま
で
月
刊
と
し
て
続
き
、
一
九
六
二
年
四
月
か
ら
は
季
刊
と
し
て
発
行
さ
れ
、

二
〇
〇
七
年
ま
で
続
い
た
。

　

静
坐
社
に
は
多
く
の
人
々
が
関
わ
っ
た
が
、
特
に
中
心
と
な
っ
た
の
が
前

述
し
た
四
人
の
真
宗
僧
で
あ
っ
た
。
金
子
大
栄
は
当
時
の
こ
と
を
以
下
の
よ

う
に
回
想
し
て
い
る
。
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…
…
そ
の
先
生
（
参
三
郎
）
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
て
か
ら
は
、
信
子
夫

人
に
よ
っ
て
静
坐
道
は
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
初
は
『
静
坐
』
の
発

刊
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
頃
、
蜂
屋
賢
喜
代
、
山
辺
習
学
、
足

利
浄
円
と
い
う
静
坐
道
で
は
本
科
卒
業
の
先
輩
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

に
私
を
加
へ
て
四
本
柱
と
頼
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す）

36
（

。

こ
の
四
人
の
他
に
安
藤
州
一
【
目
録
二
│
七
】、
羽
渓
了
諦
、
梅
原
真
隆
、
名

畑
応
順
、
阿
部
現
亮
、
岩
見
護
【
目
録
七
一
】、
山
口
益
ら
も
浄
土
真
宗
関

係
で
静
坐
社
に
お
い
て
参
坐
し
た
人
々
で
あ
る）

37
（

。
静
坐
社
で
は
、
個
々
人
の

宗
教
的
信
仰
は
決
し
て
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
真
宗

僧
ら
の
関
わ
り
か
ら
、
そ
の
色
合
い
が
必
然
的
に
強
く
な
っ
た
。
例
え
ば
、

一
九
三
五
年
よ
り
親
鸞
聖
人
報
恩
講
が
、
小
林
信
子
の
個
人
的
催
し
と
は
さ

れ
て
い
た
が
、
静
坐
社
の
恒
例
行
事
と
な
っ
た
。

五　

静
坐
社
の
活
動

　
『
静
坐
』
誌
の
発
行
を
通
じ
て
、
静
坐
社
は
個
別
に
開
催
さ
れ
て
い
た
全

国
の
静
坐
会
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
た
。
一
九
三
一
年
の
静
坐
案
内

を
見
る
と
、
東
京
（
七
）、
京
都
（
二
）、
大
阪
・
神
戸
（
三
）、
そ
の
他
の
地

方
（
二
一
）、
大
連
（
二
）、
朝
鮮
京
城
府
（
一
）、
台
湾
台
北
市
（
一
）、
満

州
長
春
（
一
）
の
静
坐
会
の
場
所
と
開
催
曜
日
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
中
に
は
先
述
の
峰
岸
の
「
水
曜
会
」
や
岸
本
能
武
太
の
静
坐
会
や

橋
本
五
作
の
旅
順
工
科
大
学
で
の
静
坐
会
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
地
方
静
坐
会
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
、
各
地
か
ら
様
々
な
資
料
が
寄

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
地
方
の
静
坐
会
や
静
坐
人
か
ら
の
寄
贈
書
は
今

回
の
目
録
で
も
多
く
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
一
言
触
れ
て
お
き
た

い
の
は
、
柳
田
誠
二
郎
が
携
わ
っ
た
東
京
静
坐
会
で
活
動
し
た
森
田
繁
治

に
よ
る
謄
写
版
の
資
料
で
あ
る
【
目
録
一
〇
二
│
一
一
六
】。
後
に
出
版
さ
れ

た
笹
村
草
家
人
編
『
静
坐

│
岡
田
虎
二
郎
そ
の
言
葉
と
生
涯
』（
無
名
会
、

一
九
七
四
年
）
は
森
田
の
資
料
を
元
に
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
資
料

は
静
坐
研
究
に
お
い
て
重
要
で
あ
る）

38
（

。

　

静
坐
社
（
小
林
信
子
の
自
宅
）
に
お
い
て
も
、
週
四
回
静
坐
会
が
行
わ
れ
、

さ
ら
に
座
談
会
も
月
一
回
開
催
さ
れ
た
。
座
談
会
は
足
利
浄
円
を
中
心
と
し

て
行
わ
れ
、
静
坐
に
関
す
る
質
疑
応
答
を
中
心
と
し
つ
つ
、
静
坐
と
宗
教

（
仏
教
）
の
話
題
に
進
む
こ
と
が
多
か
っ
た
。
大
き
な
年
間
行
事
と
し
て
は

七
月
ま
た
は
八
月
の
三
日
間
、
夏
季
静
坐
会
（
会
場
・
京
都
女
子
高
等
学
校
）

が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
橋
本
五
作
を
指
導
者
と
し
て
招
聘
し
て
お
り
、

積
極
的
に
岡
田
虎
二
郎
の
正
統
を
取
り
込
も
う
と
す
る
静
坐
社
の
姿
勢
を
表

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
橋
本
が
一
九
三
二
年
に
急
逝
し
た
の
ち
は
、
竹

島
茂
郎
が
指
導
に
当
た
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
年
間
行
事
は
、
岡
田
虎
二

郎
・
小
林
参
三
郎
の
追
悼
静
坐
会
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
十
〜
十
一
月
に
行
わ

れ
た
。

　

ま
た
、
静
坐
社
は
記
念
イ
ベ
ン
ト
や
記
念
出
版
を
行
い
、
岡
田
虎
二
郎
の

顕
彰
や
静
坐
の
興
隆
に
努
め
た
。
例
え
ば
、
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
）
に
は

静
坐
社
の
企
画
に
よ
っ
て
岡
田
の
記
念
塔
が
、
岡
田
の
生
ま
れ
た
愛
知
県
田

原
市
に
建
立
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
三
七
年
（
昭
和
一
二
）
に
は
、
生
前
の
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岡
田
に
接
し
た
人
々
か
ら
岡
田
の
話
し
た
言
葉
を
集
め
て
、『
岡
田
虎
二
郎

先
生
語
録
』【
目
録
八
九
】
を
編
集
、
刊
行
し
て
い
る
（
目
録
に
あ
る
も
の
は

第
九
版
）。
一
九
三
九
年
（
昭
和
一
四
）
に
は
、「
岡
田
先
生
二
十
年
祭
追
慕

講
演
会
・
記
念
静
坐
会
」
と
題
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
京
都
旭
会
館
お
よ
び
東
本

願
寺
枳
殻
邸
に
て
開
催
し
、
足
利
浄
円
、
伊
奈
森
太
郎
、
佐
藤
通
次
、
山
辺

習
学
、
上
野
陽
一
、
木
村
毅
、
二
荒
芳
徳
に
よ
る
講
演
が
行
わ
れ
た
。
こ
の

時
の
講
演
内
容
は
『
静
坐
の
力
』【
目
録
八
五
】
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

静
坐
社
は
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
て
、
個
別
的
な
静
坐
会
を
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
的
に
結
び
つ
け
、
静
坐
に
つ
い
て
語
り
直
し
、
岡
田
亡
き
後
の
静
坐

法
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
再
び
輪
郭
を
与
え
て
い
っ
た
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、

静
坐
法
の
形
式
を
厳
密
な
形
で
維
持
し
て）

39
（

、
岡
田
虎
二
郎
の
正
統
を
守
ろ
う

と
す
る
小
林
信
子
の
意
志
は
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
貫
く
核
と
な
っ
て
い
た
。

六　

静
坐
社
に
集
う
人
々

　

前
述
の
よ
う
に
静
坐
社
は
浄
土
真
宗
系
知
識
人
の
関
わ
り
が
深
か
っ
た
が
、

関
係
者
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
例
え
ば
、
昭
和
初
期
に
成
瀬
無
極

を
中
心
と
し
た
脚
本
朗
読
の
会
「
カ
メ
レ
オ
ン
」
が
小
林
邸
で
行
わ
れ
た
。

新
村
出
（
言
語
学
者
・
広
辞
苑
編
纂
者
）
夫
妻
、
山
本
修
二
（
英
文
学
者
・
演

劇
学
者
）、
龍
村
平
蔵
（
龍
村
製
織
所
二
代
目
）
夫
妻
、
伊
吹
武
彦
（
フ
ラ
ン

ス
文
学
者
）
な
ど
は
こ
ち
ら
を
通
じ
て
静
坐
社
と
関
わ
っ
た）

40
（

。
他
に
、
静
坐

社
以
前
の
交
流
で
は
あ
る
が
、
小
林
信
子
は
上
田
敏
夫
妻
と
交
流
が
あ
っ

た）
41
（

。
歌
人
の
五
島
茂
・
美
代
子
夫
妻
と
の
交
流
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る）

42
（

。
画

家
の
瑛
九
と
の
関
わ
り
も
あ
る
。
彼
の
兄
・
杉
田
正
臣
（
従
心
）
は
、
京
都

医
専
の
学
生
だ
っ
た
こ
ろ
に
虎
二
郎
の
元
で
参
坐
し
、
ま
た
済
世
病
院
で
宿

直
医
を
し
つ
つ
参
三
郎
に
静
坐
指
導
を
受
け
て
い
た
。
後
に
故
郷
の
宮
崎
県

に
戻
っ
て
実
家
の
眼
科
医
を
継
ぎ
、
医
業
と
静
坐
の
他
に
俳
句
や
エ
ス
ペ
ラ

ン
ト
で
も
知
ら
れ
た
地
方
の
文
化
人
と
な
る
が
、
こ
の
兄
の
影
響
で
瑛
九
も

静
坐
を
し
て
い
る
。
昭
和
十
三
年
頃
か
ら
特
に
熱
心
に
坐
り
、
京
都
の
静
坐

会
に
も
参
加
し
て
い
た
【
目
録
五
九
―
六
二
、
七
六
、
一
六
八
、
お
よ
び
雑
誌

『
眠
り
の
理
由
』】。

　

ま
た
、
学
生
の
参
坐
も
多
か
っ
た
。
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
）
ま
で
吉
田

神
社
に
て
毎
日
京
大
静
坐
会
が
あ
り
、
旧
制
三
高
や
京
都
帝
国
大
学
の
学
生

の
参
座
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
繋
が
り
で
静
坐
を
知
っ
た
人
々
に
、
西
元
宗

助
（
教
育
学
者
）、
横
山
慧
悟
（
医
師
）、
佐
藤
幸
治
（
心
理
学
者
）
な
ど
が
い

る
。
何
人
か
の
学
生
に
と
っ
て
、
仏
教
（
浄
土
真
宗
）
へ
の
関
心
が
、
浄
土

真
宗
系
知
識
人
を
擁
す
る
静
坐
社
へ
の
関
心
と
繋
が
っ
て
い
た
。
典
型
的
な

人
物
に
、
前
述
の
西
元
や
玉
城
康
四
郎
（
仏
教
学
者
）
な
ど
が
い
る）

43
（

。
佐
藤

幸
治
は
後
に
ヨ
ー
ガ
や
岡
田
式
以
外
の
呼
吸
法
や
坐
法
に
も
関
心
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
た
。
岡
田
に
直
接
師
事
し
た
こ
と
も
あ
る
佐
保
田
鶴
治
（
イ
ン
ド

哲
学
者
・
ヨ
ー
ガ
研
究
者
）
と
の
共
著
を
含
め
、
こ
う
し
た
身
体
技
法
・
心

理
療
法
に
関
す
る
著
作
を
多
く
出
版
し
た
【
目
録
一
三
八
│
一
四
二

）
44
（

】。
横
山

慧
悟
は
、
後
に
森
田
療
法
と
静
坐
法
を
併
用
し
た
心
身
症
・
神
経
症
の
治
療

法
を
自
身
の
病
院
で
実
践
し
、
そ
の
研
究
と
実
績
を
著
作
に
ま
と
め
て
い
る

【
目
録
二
〇
二
、
二
〇
三
】。

　

鈴
木
大
拙
と
静
坐
社
の
関
係
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
明
治
末
、
鈴
木
大
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拙
の
師
で
あ
っ
た
釈
宗
演
は
釈
宗
活
な
ど
と
と
も
に
禅
を
一
般
に
開
放
し
て
、

近
代
の
中
で
の
禅
の
展
開
を
模
索
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
座
禅
を
静
か

に
坐
す
る
こ
と
と
捉
え
、
キ
リ
ス
ト
教
に
も
イ
ス
ラ
ー
ム
に
も
見
ら
れ
る
も

の
と
し
て
普
遍
化
し
つ
つ
、
修
養
法
と
し
て
体
育
や
徳
育
に
も
効
果
的
で
あ

る
と
説
く
こ
と
も
あ
っ
た）

45
（

。
そ
の
時
期
に
、
禅
の
伝
統
と
は
一
線
を
画
し
て

さ
ら
に
一
般
化
を
押
し
す
す
め
た
坐
法
を
提
唱
し
て
、
多
く
の
人
々
の
注
目

を
集
め
て
い
た
の
が
岡
田
虎
二
郎
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
釈
宗
演
ら
の
禅
と

岡
田
式
静
坐
法
は
競
合
関
係
に
あ
っ
た
。
岡
田
は
釈
宗
演
を
「
酒
が
な
く
て

は
暮
ら
せ
な
い
よ
う
で
は
駄
目
だ
」
と
批
判
し
て
い
た）

46
（

。

　

し
か
し
、
静
坐
社
の
時
代
に
は
状
況
が
異
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
以
下

の
小
林
信
子
の
回
想
を
見
て
み
よ
う
。

鈴
木
大
拙
先
生
の
と
こ
ろ
へ
坐
禅
を
習
い
に
来
る
外
人
が
苦
し
く
な
っ

た
と
先
生
に
訴
え
る
と
、
先
生
は
私
の
と
こ
ろ
で
静
坐
を
学
ぶ
よ
う
に

す
す
め
ら
れ
ま
し
た
。
鈴
木
先
生
の
お
弟
子
ミ
セ
ス
・
エ
バ
レ
ッ
ト
は
、

坐
禅
で
苦
し
く
な
っ
て
静
坐
を
習
い
に
い
ら
し
て
、
よ
く
な
り
、
こ
の

方
の
発
願
で
神
月
老
師
の
八
幡
の
外
人
禅
堂
へ
入
堂
す
る
人
は
、
ミ
セ

ス
・
小
林
の
と
こ
ろ
で
二
週
間
静
坐
し
て
か
ら
禅
堂
へ
行
く
と
い
う
事

に
な
り
ま
し
た）

47
（

。

こ
こ
で
は
、
少
な
く
と
も
静
坐
社
と
大
拙
周
辺
の
禅
師
の
間
で
は
、
静
坐
と

坐
禅
が
競
合
か
ら
棲
み
分
け
の
関
係
へ
と
移
行
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま

り
、
悟
り
を
得
る
た
め
の
坐
禅
に
対
し
て
、
そ
の
過
程
で
禅
病
な
ど
に
な
っ

た
際
に
有
効
な
静
坐
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
棲
み
分
け
は
白
隠
の

『
夜
船
閑
話
』『
遠
羅
天
釜
』
に
お
け
る
禅
そ
の
も
の
と
内
観
法
や
軟
酥
の
法

の
区
別
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
に
関
し
て
、

静
坐
社
の
側
で
は
、
小
林
参
三
郎
が
静
坐
を
仏
教
（
宗
教
）
と
は
切
り
離
し

て
医
術
に
用
い
た
こ
と
が
、
一
つ
の
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

う
。
も
ち
ろ
ん
、
禅
の
側
で
の
変
化
も
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
近
代
禅
宗
史
の
一
環
と
し
て
重
要
な
課
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
鈴
木
大
拙
や
神
月
徹
宗
【
目
録
九
三
】
な
ど
の
臨
済

宗
関
係
の
人
々
と
も
静
坐
社
は
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。

七　

静
坐
社
と
国
際
的
人
脈

　

静
坐
社
目
録
に
は
多
く
の
洋
書
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
、
小
林
参
三
郎
と
小
林
信
子
の
周
辺
に
は
、
海
外
経
験
の
あ
る
仏
教
者

や
東
洋
思
想
シ
ン
パ
の
外
国
人
が
多
い
。
参
三
郎
の
留
学
や
夫
妻
の
ハ
ワ
イ

在
住
と
い
っ
た
海
外
経
験
が
、
そ
う
し
た
人
脈
を
築
く
重
要
な
基
盤
と
な
っ

た
の
だ
ろ
う）

48
（

。

　

海
外
経
験
の
あ
っ
た
仏
教
者
で
は
、
先
述
し
た
今
村
恵
猛
以
外
に
も
、
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
で
開
教
活
動
を
行
い
、
帰
国
後
は
ビ
ア
ト
リ
ス
鈴
木
と
共
に
神

智
学
ロ
ッ
ジ
を
結
成
し
た
宇
津
木
二
秀
【
目
録
一
八
七
、
一
八
八

）
49
（

】、
シ
ア
ト

ル
に
滞
在
し
帰
国
後
は
足
利
浄
円
に
協
力
し
て
雑
誌
を
発
行
し
た
中
井
玄
道

【
目
録
一
一
八
】、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
社
会
活
動
を
熱
心
に
行
っ
た
泉
田
準
城
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【
目
録
一
七
八
】
が
い
る
。
彼
ら
は
す
べ
て
西
本
願
寺
派
で
（
た
だ
し
後
に
足

利
は
木
辺
派
、
泉
田
は
大
谷
派
に
転
派
し
て
い
る
）、
足
利
を
は
じ
め
と
し
て
信

仰
復
興
や
教
団
改
革
的
な
傾
向
を
持
つ
も
の
が
見
ら
れ
る
の
は
興
味
深
い）

50
（

。

　

海
外
か
ら
の
仏
教
シ
ン
パ
で
は
、
静
坐
社
設
立
以
前
の
例
と
し
て
、
先
述

し
た
よ
う
に
済
世
病
院
の
信
仰
治
療
に
大
き
な
関
心
を
示
し
た
Ｅ
・
Ａ
・
ゴ

ル
ド
ン
夫
人
が
い
る
。
彼
女
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
に
師
事
し
仏

教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
一
元
論
を
唱
え
る
宗
教
研
究
者
で
も
あ
り
【
目
録
四
三

│
四
五
】、
高
野
山
に
景
教
碑
の
レ
プ
リ
カ
を
建
て
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

　

小
林
信
子
の
人
脈
で
最
も
世
界
的
に
有
名
な
人
物
は
、
生
涯
の
親
友
と

な
っ
た
ミ
ラ
・
リ
シ
ャ
ー
ル
（
一
八
七
九
│
一
九
七
三
）
で
あ
ろ
う）

51
（

。
彼
女

は
ト
ル
コ
人
の
父
と
エ
ジ
プ
ト
人
の
母
の
間
に
パ
リ
で
生
ま
れ
て
育
つ
。
絵

画
を
学
ぶ
一
方
で
、
神
秘
的
な
関
心
が
強
く
、
オ
カ
ル
テ
ィ
ス
ト
、
マ
ッ

ク
ス
・
テ
オ
ン
に
弟
子
入
り
し
て
い
た
時
期
も
あ
る
。
夫
の
霊
性
思
想
家

ポ
ー
ル
・
リ
シ
ャ
ー
ル
（
一
八
七
四
│
一
九
六
七
）
と
共
に
一
九
一
六
年

か
ら
二
〇
年
ま
で
日
本
に
滞
在
し
、
こ
の
間
、
リ
シ
ャ
ー
ル
夫
妻
は
大
川

周
明
や
北
一
輝
な
ど
と
交
流
し
て
い
る
。
夫
妻
が
京
都
に
滞
在
し
て
い

た
時
期
、
ミ
ラ
が
最
も
個
人
的
に
親
し
く
し
て
い
た
人
物
が
小
林
信
子
で

あ
っ
た
。
二
人
は
離
日
し
た
後
、
ミ
ラ
は
ポ
ン
デ
ィ
シ
ェ
リ
の
オ
ー
ロ
ビ

ン
ド
・
ア
シ
ュ
ラ
ム
に
入
り
、
オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
・
ゴ
ー
シ
ュ
（
一
八
七
二

│
一
九
五
〇
）
の
霊
的
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
っ
て
「
マ
ザ
ー
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
る）

52
（

。
そ
の
後
も
二
人
の
交
流
は
続
き
、
一
九
五
九
年
（
昭

和
三
四
）、
信
子
は
ミ
ラ
に
招
待
さ
れ
て
ア
シ
ュ
ラ
ム
に
二
ヵ
月
間
滞
在

し
、
そ
こ
で
静
坐
を
指
導
し
た）

53
（

。
本
目
録
に
あ
る
オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
関
係
の

書
籍
は
、
こ
う
し
た
交
流
の
中
で
信
子
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
【
目
録

三
五
│
三
八
、
九
六
、
一
三
七
、
一
六
三
│
一
六
六
お
よ
び
雑
誌B

ulletin of Sri 

A
urobindo International C

entre of E
ducation

】。

　

本
格
的
な
仏
教
実
践
者
で
は
、
ビ
ア
ト
リ
ス
鈴
木
の
著
作
も
残
さ
れ
て
い

る
【
目
録
一
七
〇
】。
ビ
ア
ト
リ
ス
以
外
で
は
、
彼
女
と
交
流
が
あ
り
、
参
禅

も
行
っ
た
外
国
人
女
性
作
家
リ
リ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
・
ベ
ッ
ク
、
本
名
エ
リ
ザ

ベ
ス
・
ル
イ
ザ
・
モ
レ
ス
ビ
ー
（
一
八
六
二
│
一
九
三
一
）
が
い
る
。
海
軍

大
将
ジ
ョ
ン
・
モ
レ
ス
ビ
ー
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
、
エ
ジ
プ
ト
、
イ
ン
ド
、

中
国
、
チ
ベ
ッ
ト
、
日
本
な
ど
を
旅
し
た
後
、
一
九
一
九
年
か
ら
カ
ナ
ダ
に

住
み
著
述
業
を
始
め
た
。
リ
リ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
・
ベ
ッ
ク
の
名
前
を
使
っ
て

東
洋
の
神
秘
主
義
に
つ
い
て
、
Ｅ
・
バ
ー
リ
ン
ト
ン
の
筆
名
を
使
っ
て
歴
史

ロ
マ
ン
ス
小
説
の
著
述
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
仏
教
を
含
む
東
洋
の
哲
学

や
宗
教
に
つ
い
て
の
著
述
を
行
っ
た
【
目
録
一
七
│
二
一
、
一
〇
〇
】。
最
終

的
に
彼
女
は
夫
と
も
別
れ
、
秘
書
の
ヘ
レ
ン
・
ヘ
イ
ズ
と
と
も
に
京
都
に
滞

在
し
、
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
間
、
ビ
ア
ト
リ
ス
ら
と
と
も
に
神
月
徹

宗
の
元
で
参
禅
し
、
信
子
に
教
え
ら
れ
て
静
坐
も
経
験
し
た）

54
（

。

　

ア
ダ
ム
ズ
・
ベ
ッ
ク
は
、
小
林
信
子
の
『
枕
草
子
』
英
訳
に
も
関
係
し
て

い
る
。
元
々
彼
女
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
頃
に
大
谷
大
学
の
留
学
生
と
し

て
イ
ギ
リ
ス
に
滞
在
し
て
い
た
山
辺
習
学
と
と
も
に
親
鸞
の
『
浄
土
和
讃
』

を
英
訳
し
た
。
こ
れ
が
後
に
イ
ギ
リ
ス
の
出
版
社
ジ
ョ
ン
・
マ
レ
ー
か
ら
東

方
知
識
叢
書
（T

he W
isdom

 of the East

）
の
一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た

【
目
録
一
五
八
】。
一
方
、
小
林
信
子
は
こ
の
頃
に
『
枕
草
子
』
の
英
訳
を
完

成
さ
せ
て
お
り
、
山
辺
は
そ
れ
を
同
じ
く
東
方
知
識
叢
書
の
一
冊
と
し
て
出
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版
す
る
こ
と
を
勧
め
た
。
こ
の
時
に
、
ア
ダ
ム
ズ
・
ベ
ッ
ク
は
そ
の
英
文
の

添
削
を
行
い
、
出
版
さ
れ
た
小
林
信
子
訳
の
『
枕
草
子
』（T

he Sketch B
ook 

of the L
ady Sei Sh ōnagon

）
の
序
文
を
書
い
て
い
る
【
目
録
一
五
〇
】。
こ
の

時
の
添
削
に
関
す
る
書
簡
の
や
り
取
り
が
静
坐
社
に
残
っ
て
お
り
、
比
較
文

学
・
翻
訳
研
究
の
資
料
と
な
る
と
思
わ
れ
る
（
書
簡
は
静
坐
社
に
所
蔵
。
電

子
化
済
）。
小
林
信
子
作
の
『
枕
草
子
』
英
訳
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
木
村

毅
が
詳
し
く
記
述
し
て
い
る
が
、
木
村
自
身
も
こ
の
出
版
に
関
わ
っ
た
一
人

で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
を
英
訳
し
た
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
に
よ
っ

て
『
枕
草
子
』
の
抄
訳
が
計
画
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
信
子
は
、
自
分
の
も

の
を
下
訳
と
し
て
使
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
む
こ
と
を
、
ち
ょ
う
ど
イ
ギ
リ

ス
に
遊
学
し
よ
う
と
し
て
い
た
木
村
毅
に
頼
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
木
村

は
ウ
ェ
イ
リ
ー
に
会
っ
た
が
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
英
訳
は
す
で
に
印
刷
ま
で
進

ん
で
い
た
た
め
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
か
ら
は
別
途
出
版
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
。

ち
な
み
に
ヘ
レ
ン
・
ヘ
イ
ズ
の
翻
訳
に
よ
る
『
西
遊
記
』
も
東
方
知
識
叢
書

か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
【
目
録
五
六）

55
（

】。

　

先
に
紹
介
し
た
「
ミ
セ
ス
・
エ
バ
レ
ッ
ト
」
も
ア
メ
リ
カ
仏
教
史
上
重
要

な
人
物
で
あ
る）

56
（

。
彼
女
は
、
ル
ー
ス
・
フ
ラ
ー
・
エ
バ
レ
ッ
ト
（
後
に
ル
ー

ス
佐
々
木
、
一
八
九
二
│
一
九
六
七
）
と
い
い
、
一
九
三
〇
年
、
夫
や
娘
と
と

も
に
初
来
日
し
、
鈴
木
大
拙
・
ビ
ア
ト
リ
ス
夫
妻
と
出
会
い
、
神
月
徹
宗
の

元
で
参
禅
し
た
。
伝
記
に
は
、
こ
の
時
に
彼
女
は
鈴
木
大
拙
か
ら
、
初
心
者

の
座
禅
（beginner ’s zazen

）
と
し
て
、
精
神
を
統
御
す
る
た
め
の
坐
法
と

呼
吸
の
技
術
を
指
導
さ
れ
た
と
あ
る）

57
（

。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
静
坐
の
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
も
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
を
往
復
し
な
が
ら
、

ア
メ
リ
カ
仏
教
協
会
（Buddhist Society of A

m
erica

）
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

で
運
営
し
て
い
た
佐
々
木
指
月
（
釈
宗
活
の
弟
子
）
に
協
力
す
る
な
ど
、
禅

の
普
及
に
尽
力
し
た
。
彼
女
は
弁
護
士
の
夫
エ
ド
ワ
ー
ド
・
エ
バ
レ
ッ
ト
と

死
別
し
た
後
、
一
九
四
四
年
に
佐
々
木
指
月
と
結
婚
、
佐
々
木
の
死
後
も
ア

メ
リ
カ
仏
教
協
会
の
運
営
に
関
わ
り
、
戦
後
は
京
都
に
在
住
し
大
徳
寺
龍
泉

庵
を
再
興
し
、
そ
の
他
、
禅
関
係
の
著
述
や
翻
訳
を
行
っ
た
【
目
録
二
八
】。

さ
ら
に
目
録
に
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
禅
と
仏
教
の
普
及
に
功
績
の
あ
っ
た
ド

ワ
イ
ト
・
ゴ
ダ
ー
ド
（
一
八
六
一
│
一
九
三
九
）
か
ら
の
寄
贈
書
も
あ
り
【
目

録
三
九
│
四
二
】、
小
林
信
子
と
交
流
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る）

58
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
小
林
信
子
は
、
戦
前
の
京
都
に
お
け
る
海
外
仏
教
者

（
あ
る
い
は
東
洋
思
想
シ
ン
パ
）
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ハ
ブ
の
位
置
に
い
た
と

い
え
る
。八　

戦
時
下
の
静
坐
社

　

十
五
年
戦
争
が
進
む
に
つ
れ
て
、
他
の
多
く
の
出
版
物
が
そ
う
で
あ
っ
た

の
と
同
じ
よ
う
に
、『
静
坐
』
の
紙
面
で
も
国
家
主
義
的
な
言
辞
が
増
え
て

く
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
静
坐
社
が
組
織
と
し
て
な
ん
ら
か
の
明
確
な
方
針

を
打
ち
出
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
個
々
人
が
時
代
状
況
の
中
で
静
坐
の
意
義

を
提
示
し
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
う

し
た
言
辞
の
語
り
方
や
強
弱
は
論
者
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
。
た
だ
、

一
九
三
九
年
の
「
岡
田
先
生
二
十
年
祭
追
慕
講
演
会
・
記
念
静
坐
会
」
の
論

調
が
、
時
局
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
直
前
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に
独
ソ
不
可
侵
条
約
が
締
結
さ
れ
、
世
界
情
勢
は
混
迷
し
て
い
た
。
講
演
会

で
は
、
筧
克
彦
の
影
響
を
受
け
た
二
荒
芳
徳
が
最
後
の
演
者
を
務
め
、
西
洋

文
明
と
東
洋
文
明
の
合
流
点
に
お
け
る
日
本
の
道
徳
的
使
命
と
し
て
「
八
紘

一
宇
」
を
説
い
て
幕
を
閉
じ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
の
二
荒
は
そ
う
し
た
仕

事
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
腹
の
力
が
必
要
だ
と
は
説
い
た
が
、
静
坐
法
そ
の

も
の
が
日
本
的
で
あ
る
と
は
論
じ
て
い
な
い）

59
（

。

　

一
方
、
身
体
技
法
そ
の
も
の
か
ら
独
自
の
国
家
主
義
・
皇
道
思
想
を
唱
え

た
の
が
、
ド
イ
ツ
文
学
研
究
者
の
佐
藤
通
次
（
一
九
〇
一
│
一
九
九
〇
）
で

あ
っ
た）

60
（

。
彼
は
「
岡
田
先
生
二
十
年
祭
追
慕
講
演
会
・
記
念
静
坐
会
」
で
共

に
登
壇
し
た
演
者
に
比
べ
る
と
一
世
代
若
く
、
岡
田
虎
二
郎
に
も
直
接
師
事

し
て
い
な
い
。
佐
藤
は
一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
京
都
帝
国
大
学
を
卒
業

後
に
、
九
州
帝
国
大
学
に
講
師
と
し
て
赴
任
（
後
に
助
教
授
）、
そ
こ
で
ド
イ

ツ
文
学
の
教
授
で
岡
田
虎
二
郎
の
直
弟
子
で
も
あ
っ
た
小
牧
健
夫
と
出
会

い
、
岡
田
式
静
坐
法
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は
小
牧
と
語
り
合
い

な
が
ら
自
身
の
国
家
主
義
的
身
体
論
を
形
成
し
て
い
き
、
一
九
三
六
年
（
昭

和
一
一
）
か
ら
、『
静
坐
』
誌
に
そ
の
所
感
を
発
表
し
は
じ
め
た
。
そ
し
て
、

一
九
三
九
年
（
昭
和
一
四
）
に
『
身
体
論
』
を
刊
行
す
る
。

　

そ
の
本
の
中
で
、
彼
は
西
洋
哲
学
に
お
い
て
「
身
体
」
が
常
に
所
与
的
・

客
体
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
批
判
、「
身
体
」
を
「
体
験
の
主
体
た
る
行
為

的
自
己
の
一
格
相
」
を
含
む
も
の
と
し
て
捉
え
な
お
そ
う
と
す
る）

61
（

。
彼
の

議
論
の
出
発
点
に
は
現
象
学
が
あ
り
「
身
体
は
ノ
エ
マ
的
に
観
察
さ
れ
て
尽

き
る
も
の
で
は
な
く
、
ノ
エ
シ
ス
的
に
自
覚
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ）
62
（

」
と
述
べ
、
身
体
の
主
体
的
側
面
と
客
体
的
側
面
を
統
一
的
に
捉
え
よ
う

と
試
み
た
。
佐
藤
に
よ
れ
ば
、
生
物
的
生
命
体
で
あ
る
「
肉
体
」
が
、
無
生

物
の
「
物
体
」
を
含
む
よ
う
に
、「
身
体
」
は
自
主
的
な
霊
的
生
命
体
で
あ

る
と
同
時
に
、
被
動
的
立
場
を
宿
す
「
肉
体
」
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
は
互
い

に
不
可
分
で
あ
る
た
め
、「
身
体
」
が
完
全
に
主
体
性
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、「
肉
体
」
が
自
己
の
主
体
性
を
徹
底
的
に
貫
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
さ
れ
る）

63
（

。

　

こ
こ
か
ら
、
佐
藤
は
身
体
技
法
の
実
践
論
に
向
か
う
。
姿
勢
と
呼
吸
と
い

う
「
ミ
ズ
カ
ラ
」
の
意
志
に
よ
っ
て
、「
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
」
な
る
も
の

│
重

力
に
支
配
さ
れ
る
物
体
的
自
己
や
生
理
機
能
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
肉
体
的

自
己

│
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
身
体
的
自
己
と
し
て
一
つ
に
な

る
。
そ
の
時
に
、
身
体
の
中
心
と
な
る
の
が
「
丹
田
」
で
あ
る
と
さ
れ
た）

64
（

。

そ
し
て
、
こ
れ
を
為
し
得
る
の
が
「
日
本
風
の
坐
法
」
で
あ
り
、
岡
田
式
静

坐
法
は
そ
の
最
後
の
完
成
で
あ
る
と
い
う）

65
（

。
こ
こ
に
お
い
て
、
身
体
論
的
哲

学
の
普
遍
性
は
、「
日
本
的
」
身
体
技
法
に
漂
着
す
る
。

　

人
が
「
身
体
者
」
と
し
て
完
全
に
主
体
性
を
発
揮
し
た
時
、「
オ
ノ
ヅ
カ

ラ
」
な
る
個
の
立
場
を
超
え
、
公
的
存
在
に
な
る
と
佐
藤
は
い
う）

66
（

。
つ
ま
り
、

彼
の
言
う
「
主
体
性
」
と
は
個
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
来
る
も
の
で
あ
り
、

こ
こ
で
個
人
的
な
身
体
論
が
国
家
論
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、

身
体
の
本
質
は
「
民
族
の
生
・
国
家
の
生
」
に
お
い
て
の
み
発
揮
さ
れ
る
と

断
じ
る
。
そ
の
理
想
と
さ
れ
る
身
体
観
が
国
家
に
当
て
は
め
ら
れ
た
時
、
天

皇
を
「
我
が
日
本
国
の
丹
田
」
と
し
て
一
君
と
万
民
が
一
如
と
な
る
「
神
国

日
本
」
が
構
想
さ
れ
る
。
翻
っ
て
、「
部
分
の
一
が
全
体
の
一
の
顕
現
垂
迹

と
な
る
」
た
め
、「
身
体
の
こ
の
一
点
を
掴
む
丹
田
息
は
、
ま
さ
し
く
、
神
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国
日
本
を
肉
体
を
も
つ
て
行
ず
る
も
の
」
だ
と
い
う）

67
（

。
静
坐
同
人
は
そ
れ
ぞ

れ
の
仕
方
で
、
国
家
や
戦
時
下
の
状
況
と
静
坐
を
結
び
つ
け
た
が
、
有
用
性

を
超
え
て
、
丹
田
息
自
体
が
「
忠
」
を
行
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
佐
藤
の

『
身
体
論
』
は
国
家
主
義
的
静
坐
論
の
一
つ
の
究
極
で
あ
っ
た
。

　

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
静
坐
論
が
海
外
に
も
輸
出
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
ド
イ
ツ
の
キ
ー
ル
大
学
哲
学
・
心
理
学
教
授
で
あ
っ
た
カ
ー
ル
フ

リ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
デ
ュ
ル
ク
ハ
イ
ム
（
一
八
九
六
│
一
九
八
八
）
に
よ
っ

て
で
あ
る
。
彼
は
、
一
九
三
八
│
一
九
三
九
年
、
お
よ
び
一
九
四
〇
年
か
ら

敗
戦
ま
で
、
外
交
官
と
し
て
来
日
、
ナ
チ
ズ
ム
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
役
割
を

果
た
し
つ
つ
、
日
本
文
化
に
関
心
を
持
っ
て
積
極
的
に
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
。

京
都
に
滞
在
し
た
時
に
は
、
中
川
与
之
助
の
紹
介
で
静
坐
社
を
訪
問
し
て
熱

心
に
静
坐
を
行
っ
た
。
戦
後
、
彼
は
一
時
巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
に
勾
留
さ
れ
、
静

坐
社
と
連
絡
が
取
れ
な
く
な
っ
た
が
、
後
に
鈴
木
大
拙
が
ス
イ
ス
に
行
っ
た

と
き
に
デ
ュ
ル
ク
ハ
イ
ム
と
出
会
っ
て
、
音
信
が
再
開
し
た
。
一
九
五
六
年

に
は
、
ド
イ
ツ
語
で
『
腹

│
人
間
の
中
心
』
と
い
う
本
を
出
版
、
そ
の
中

に
は
岡
田
虎
二
郎
の
言
葉
と
佐
藤
通
次
の
『
身
体
論
』
の
抄
訳
を
掲
載
し

た
。
こ
の
本
で
、
彼
は
、
日
本
文
化
を
事
例
と
し
つ
つ
、
腹
を
全
て
の
人
間

の
生
活
に
お
い
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
論
じ
て
、
よ
り
普
遍
的
な
方
向
へ

議
論
を
進
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
思
想
に
基
づ
き
、
ド
イ
ツ
で
「
ト
モ
ス
・

リ
ュ
ッ
テ
実
存
心
理
セ
ン
タ
ー
」
を
設
立
し
て
、
心
理
療
法
を
開
始
し
た
。

そ
こ
で
は
、「
存
在
の
根
源
」
と
し
て
「
ハ
ー
ラ
」、
つ
ま
り
腹
が
強
調
さ
れ

て
い
る）

68
（

。

お
わ
り
に

　

岡
田
式
静
坐
法
に
は
、
特
別
な
教
義
や
信
仰
対
象
も
な
く
、
元
々
個
人
的

な
実
践
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
必
ず
し
も
組
織
の
必
要
も
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
静
坐
社
の
よ
う
な
組
織
的
活
動
に
懸
念
を
示
す
人
々
も
い
た
と

思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
木
下
尚
江
や
相
馬
黒
光
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
は
静
坐

社
に
対
し
て
交
流
を
持
つ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
静
坐

社
側
は
木
下
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
追
悼
記
事
を
出
す
な
ど
、
一
定
の
敬
意
と
関

心
を
持
ち
続
け
て
お
り
、
木
下
の
著
作
も
所
蔵
し
て
い
た
【
目
録
七
九
、
八
〇）

69
（

】）。

し
か
し
、
語
録
の
発
行
や
記
念
行
事
の
開
催
に
よ
っ
て
、
岡
田
式
静
坐
法
の

正
統
を
定
め
、
そ
の
維
持
と
普
及
に
努
め
た
と
い
う
点
で
静
坐
社
が
静
坐

法
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
さ
ら
に
重
要
な
点
と
し

て
、
静
坐
社
が
宗
教
者
、
文
学
者
、
学
生
な
ど
知
識
人
の
交
流
の
文
化
的
な

サ
ロ
ン
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
集
ま
る
人
々
の
傾
向
に
違
い

は
あ
る
が
、
岡
田
在
世
中
の
中
村
屋
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
知
識
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
静
坐
を
広
め
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
と
同
時
に
、
彼
ら
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
静
坐
解
釈

を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。『
静
坐
』
誌
は
、
こ
う
し
た
文
化
的
交
流
と
思
想

的
展
開
を
跡
づ
け
る
格
好
の
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
一
つ
と
し
て
、
真
宗
僧
た
ち
の
静
坐
へ
の
関
わ
り
は
注
目
す
べ
き
点

で
あ
る
。
現
在
、
近
代
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
、
近
代
仏
教
を
思
想
史
の
よ

り
広
い
枠
組
み
で
位
置
づ
け
な
お
す
試
み
が
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
そ
の
試
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み
と
関
連
し
な
が
ら
、「
ビ
リ
ー
フ
」（
教
義
信
仰
や
内
面
的
信
仰
）
中
心
の

近
代
仏
教
史
理
解
へ
の
反
省
が
起
こ
っ
て
い
る）

70
（

。
仏
教
の
「
近
代
化
」
の
指

標
を
内
面
的
信
仰
に
置
い
た
場
合
、
必
ず
名
前
が
挙
が
る
の
が
清
沢
満
之
の

精
神
主
義
で
あ
っ
た
。
金
子
大
栄
や
山
辺
習
学
は
清
沢
満
之
の
浩
々
洞
の
同

人
で
あ
り
、
金
子
は
近
代
真
宗
学
の
主
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
、
山
辺
は
戦
時

下
に
大
谷
大
学
学
長
を
務
め
た
。
し
か
し
、「
ビ
リ
ー
フ
」
中
心
の
近
代
仏

教
史
観
を
相
対
化
し
つ
つ
、
仏
教
史
を
よ
り
広
い
思
想
史
の
枠
組
み
か
ら
捉

え
た
場
合
、
彼
ら
に
よ
る
行
的
な
静
坐
実
践
や
静
坐
社
と
の
関
わ
り
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
の
か
、
と
い
う
問
い
は
吟
味
し
て
お
く
必
要
の
あ
る
課
題
で

あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
真
宗
僧
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
鈴
木
大

拙
や
真
渓
涙
骨
な
ど
仏
教
系
知
識
人
た
ち
の
言
説
を
、
こ
れ
ま
で
見
え
て
い

な
か
っ
た
岡
田
式
静
坐
法
と
静
坐
社
と
い
う
視
角
か
ら
、
も
う
一
度
捉
え
な

お
し
て
み
る
作
業
は
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
を
静
坐
社
の
国
際
的
な
交
流
に
つ
い
て
も
考
え
る
な

ら
ば
、
ト
マ
ス
・
ツ
イ
ー
ド
の
い
う
ト
ラ
ン
ス
ロ
カ
テ
ィ
ブ
な
歴
史
記
述
と

い
う
視
座
は
有
効
だ
と
思
わ
れ
る
。
ツ
イ
ー
ド
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

筆
者
は
、
…
…
「
ト
ラ
ン
ス
ロ
カ
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
造
語
を
、
歴
史
分

析
に
お
い
て
、
国
家
を
研
究
上
の
基
本
単
位
と
し
て
論
究
し
な
い
こ
と

を
示
す
た
め
に
用
い
て
い
る
。
と
い
う
の
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
や
「
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
い
っ
た
地
理
把
握
で
は
最
適
な
理
解
が
得
ら

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
の
理
解
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
と
い
う
用
語

に
は
、
普
遍
化
や
均
質
化
へ
の
絶
え
ざ
る
衝
動
と
い
っ
た
意
味
が
含
ま

れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
描
き
出
し
た
よ
う
な
複
雑
な
〔
文
化
的
〕
潮
流

は
、
あ
ら
ゆ
る
所
に
届
き
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
物
を
均
質
化
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
潮
流
は
グ
ロ
ー
バ
ル
で
は

な
く
局
地
的
で
あ
り
、
連
続
性
と
同
じ
く
ら
い
に
不
連
続
性
を
生
む
の

で
あ
る）

71
（

。

　

ツ
イ
ー
ド
は
こ
の
言
葉
を
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て

ネ
イ
シ
ョ
ン
を
超
え
て
変
化
し
続
け
た
宗
教
的
な
思
想
の
潮
流

│
ス
ェ
ー

デ
ン
ボ
ル
グ
主
義
や
神
智
学
を
は
じ
め
と
す
る
オ
カ
ル
ト
思
想
の
世
界
的
な

展
開

│
の
中
で
、
宗
教
的
真
理
を
探
究
し
て
い
た
鈴
木
大
拙
と
Ａ
・
Ｊ
・

エ
ド
マ
ン
ズ
と
の
交
流
を
分
析
す
る
際
に
用
い
て
い
る
。
同
様
に
、
静
坐
社

と
エ
バ
レ
ッ
ト
や
ア
ダ
ム
ズ
・
ベ
ッ
ク
や
デ
ュ
ル
ク
ハ
イ
ム
と
の
交
流
を
ト

ラ
ン
ス
ロ
カ
テ
ィ
ブ
な
分
析
か
ら
捉
え
て
み
る
必
要
は
あ
り
そ
う
だ
。
そ
れ

は
確
か
に
局
地
的
で
あ
っ
た
し
、
岡
田
虎
二
郎
の
正
統
を
維
持
し
よ
う
と
す

る
小
林
信
子
と
東
洋
的
行
法
を
求
め
て
い
た
海
外
の
体
験
者
の
静
坐
を
め
ぐ

る
ま
な
ざ
し
は
不
連
続
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
海
外
仏
教
者
も
岡
田
式
静
坐

法
も
既
成
の
宗
教
や
国
境
を
超
え
て
宗
教
的
真
理
を
追
究
す
る
と
い
う
潮
流

の
中
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
先
に
佐
藤
通
次
の
身
体
論
が
あ
り
、
そ
の

周
辺
に
真
宗
知
識
人
が
い
た
と
い
う
事
実
は
、「
国
家
主
義
」
や
「
日
本
仏

教
」
を
再
考
し
て
い
く
き
っ
か
け
の
一
つ
を
提
供
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

今
回
寄
贈
さ
れ
た
静
坐
社
資
料
は
、
現
在
ま
で
続
く
岡
田
式
静
坐
法
の
展

開
を
跡
づ
け
て
い
る
と
同
時
に
、
ト
ラ
ン
ス
ロ
カ
テ
ィ
ブ
な
歴
史
記
述
の
可

能
性
を
開
く
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
本
稿
で
は
近
代
宗
教
史
（
仏
教
史
や
霊
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性
思
想
史
）
の
観
点
か
ら
の
可
能
性
を
示
し
た
が
、
近
代
教
育
研
究
や
近
代

文
学
研
究
、
あ
る
い
は
医
療
史
な
ど
の
観
点
か
ら
も
有
用
な
も
の
を
含
む
と

思
わ
れ
る
。
静
坐
社
の
趣
意
書
に
、
静
坐
と
「
保
健
と
宗
教
芸
術
等
と
の
関

係
に
つ
い
て
攻
究
し
、
体
験
し
て
行
き
た
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
静
坐
社
そ

の
も
の
が
分
野
の
交
流
の
舞
台
と
な
っ
て
い
た
。
本
目
録
が
、
そ
う
し
た
幅

広
い
研
究
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
期
し
た
い
。

注（
１
）  

木
村
毅
「
小
林
文
庫
そ
の
他
」『
静
坐
』
第
二
巻
第
五
号
、
一
九
二
八
年
、

一
六
│
一
八
頁
。
小
林
参
三
郎
の
蔵
書
は
、
大
正
一
四
年
に
高
野
山
大
学
に
売
却

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
高
野
山
大
学
図
書
館
で
小
林
の
蔵
書
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る

書
籍
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
と
こ
ろ
、「
小
林
蔵
書
」
印
の
上
に
、
高
野
山
大
学
の
印

が
押
さ
れ
、「
大
正
一
四
年
購
求
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
売
却
以
前
は
、
小
林
が

院
長
を
務
め
る
慈
善
病
院
済
世
病
院
に
そ
れ
ら
の
蔵
書
は
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、

病
院
経
営
の
資
金
繰
り
の
た
め
に
売
却
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

小
林
の
蔵
書
数
は
三
千
冊
に
及
ん
で
い
た
ら
し
い
。

（
２
）  

同
時
期
に
静
坐
法
と
呼
ば
れ
た
身
体
技
法
は
、
他
に
二
木
謙
三
に
よ
る
「
呼
吸

健
康
法
」、
藤
田
霊
斎
の
「
藤
田
式
息
心
調
和
法
」
が
あ
り
、
ま
た
儒
教
の
実
践

に
も
静
坐
は
あ
っ
た
。
た
だ
、
本
稿
で
「
静
坐
」
と
記
し
た
場
合
、
特
に
断
り
の

な
い
限
り
岡
田
式
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

（
３
）  

ご
く
初
期
は
患
者
を
仰
臥
さ
せ
て
治
療
さ
せ
て
お
り
、
ま
た
催
眠
術
の
よ

う
な
形
式
を
用
い
て
い
た
と
い
う
証
言
も
あ
る
（
甲
藤
大
器
『
静
坐
と
老
荘
』

一
九
一
四
年
、
一
│
二
頁
）。

（
４
）  

当
時
の
健
康
法
紹
介
本
で
は
、「
岡
田
式
静
坐
法
」
の
名
前
が
真
っ
先
に
あ
げ

ら
れ
て
い
た
（
田
邉
信
太
郎
『
病
い
と
社
会

│
ヒ
ー
リ
ン
グ
の
探
究
』
高
文
堂
、

一
九
八
九
年
、
五
九
│
六
九
頁
）。

（
５
）  

岡
田
虎
二
郎
の
伝
記
に
は
、
中
西
清
三
『
こ
こ
に
人
あ
り

│
岡
田
虎
二
郎

の
生
涯
』（
春
秋
社
、
一
九
七
二
年
）
や
小
松
幸
蔵
『
岡
田
虎
二
郎

│
そ
の
思

想
と
時
代
』（
創
元
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
に
加

え
て
笹
村
草
家
人
編
『
静
坐

│
岡
田
虎
二
郎
そ
の
言
葉
と
生
涯
』（
無
名
会
、

一
九
七
四
年
）
を
参
照
し
た
。

（
６
）  

相
馬
黒
光
『
黙
移
』
ほ
る
ぷ
、
一
九
八
〇
年
、
二
三
八
│
二
七
八
頁
。

（
７
）  

田
中
聡
『
な
ぜ
太
鼓
腹
は
嫌
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か

│
〈
気
〉
と
健
康

法
の
図
像
学
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
三
年
。
同
様
の
視
座
を
持
つ
も
の
と
し

て
、
静
坐
法
を
西
洋
近
代
の
超
克
を
望
む
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
知
」
の
運
動
と

し
て
捉
え
た
小
堀
哲
郎
の
論
考
が
あ
る
（
小
堀
哲
郎
「
坐

│
岡
田
虎
二
郎
と
岡

田
式
静
坐
法
」
田
邊
信
太
郎
・
島
薗
進
・
弓
山
達
也
編
『
癒
し
を
生
き
た
人
々

│
近
代
知
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
』
専
修
大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
年
）。

（
８
）  

小
林
信
子
編
『
岡
田
虎
二
郎
先
生
語
録
』
静
坐
社
、
一
九
三
七
年
、
七
頁
。

（
９
）  

鶴
見
俊
輔
「
日
本
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

│
生
活
綴
り
方
運
動
」
久
野
収
・

鶴
見
俊
輔
編
『
現
代
日
本
の
思
想

│
そ
の
五
つ
の
渦
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
六

年
、
七
八
頁
。

（
10
）  

鈴
木
貞
美
『「
生
命
」
で
読
む
日
本
近
代

│
大
正
生
命
主
義
の
誕
生
と
展
開
』

日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
六
年
、
一
五
三
頁
。
筒
井
清
忠
『
日
本
型
「
教

養
」
の
運
命
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
四
〇
│
四
一
頁
。

（
11
）  

田
邊
、
前
掲
書
。
田
邉
信
太
郎
「
生

│
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
癒
し
と
そ
の
実

践
者
」
田
邊
・
島
薗
・
弓
山
編
、
前
掲
書
、
一
│
四
六
頁
。
吉
永
進
一
「
解
説　

民
間
精
神
療
法
の
時
代
」
吉
永
進
一
編
『
日
本
人
の
身
・
心
・
霊
⑧
』
ク
レ
ス
出

版
、
二
〇
〇
四
年
、
一
│
四
四
頁
。

（
12
）  
前
掲
の
田
中
、
小
堀
、
鶴
見
の
著
述
は
、
岡
田
式
静
坐
法
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を

岡
田
の
死
で
終
わ
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

（
13
）  

二
荒
芳
徳
「
岡
田
先
生
を
想
ふ
」『
静
坐
』
第
三
巻
第
十
二
号
、
一
九
二
七
年
。
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（
14
）  

岡
田
虎
二
郎
に
直
接
師
事
し
た
静
坐
法
実
践
者
と
当
時
の
静
坐
会
の
具
体
的

な
リ
ス
ト
は
、
田
原
市
博
物
館
編
『
中
原
悌
二
郎
と
岡
田
虎
二
郎

│
自
然
の

理
法
・
悌
二
郎
を
め
ぐ
る
作
家
達
』（
田
原
市
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年
【
目
録

一
七
七
】）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
15
）  

こ
こ
に
挙
げ
た
人
々
の
中
で
は
、
逸
見
斧
吉
、
相
馬
愛
蔵
、
中
原
悌
二
郎
、
中

村
彝
、
田
中
正
造
、
頭
山
満
が
参
坐
し
て
い
る
。
中
原
の
芸
術
活
動
と
静
坐
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
田
原
市
博
物
館
編
『
中
原
悌
二
郎
と
岡
田
虎
二
郎

│

自
然
の
理
法
・
悌
二
郎
を
め
ぐ
る
作
家
達
』
を
参
照
。
晩
年
の
田
中
正
造
は
静
坐

だ
け
で
は
な
く
、
独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
展
開
し
た
ト
マ
ス
・
レ
イ
ク
・
ハ

リ
ス
の
影
響
を
受
け
た
新
井
奥
邃
と
も
交
流
が
あ
っ
た
（
長
野
精
一
『
怒
涛
と
深

淵

│
田
中
正
造
・
新
井
奥
邃
頌
』
法
律
文
化
社
、
一
九
八
一
年
。
瀬
上
正
仁

『
明
治
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ

│
奥
邃
・
有
礼
・
正
造
を
つ
な
ぐ
も
の
』
春

風
社
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
16
）  

二
荒
芳
徳
「
国
際
情
勢
と
国
民
の
修
養
」
小
林
信
子
編
『
静
坐
の
力
』
静
坐
社
、

一
九
四
〇
年
、
六
五
頁
。
渡
邊
八
郎
「
一
個
の
良
民
」『
静
坐
』
第
一
二
巻
第
一

号
、
一
九
三
八
年
、
一
〇
│
一
四
頁
。
保
坂
正
康
『
五
・
一
五
事
件

│
橘
孝
三

郎
と
愛
郷
塾
の
軌
跡
』
草
思
社
、
一
九
七
四
年
、
一
六
│
一
七
頁
。

（
17
）  

森
田
繁
治
「
信
子
先
生
を
思
う

│
静
坐
社
の
原
点
を
尋
ね
て
」
小
林
み
ど
り

編
『
静
坐
の
道
』
静
坐
社
、
一
九
八
七
年
、
一
七
五
│
一
七
六
頁
。

（
18
）  

実
業
之
日
本
社
編
『
岡
田
式
静
坐
法
』
実
業
之
日
本
社
、
一
九
一
二
年
、

一
二
一
頁
。

（
19
）  

実
業
之
日
本
社
の
『
岡
田
式
静
坐
法
』、
岸
本
の
『
岡
田
式
静
坐
三
年
』、
橋
本

の
『
岡
田
式
静
坐
の
力
』
は
岡
田
式
静
坐
法
関
連
本
の
中
で
も
特
に
よ
く
知
ら
れ

た
三
冊
で
あ
る
（
木
内
浩
雅
「
岡
田
先
生
の
想
い
出
（
四
）」『
静
坐
』
第
二
一
七

号
、
三
頁
）。
ち
な
み
に
岸
本
は
自
彊
術
を
や
っ
て
い
た
十
文
字
大
元
と
静
坐
法

の
身
体
的
効
果
に
つ
い
て
論
争
し
て
お
り
、
彼
が
身
体
的
側
面
に
注
目
し
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
20
）  

笹
村
編
、
前
掲
書
、
三
七
四
頁
。
橋
本
五
作
『
岡
田
式
静
坐
の
力
』
松
邑
三
松

堂
、
一
九
一
七
年
、
二
頁
。

（
21
）  

芦
田
恵
之
助
『
静
坐
と
教
育
』
同
志
同
行
社
、
一
九
三
七
年
【
目
録
一
一
】。

北
垣
に
つ
い
て
は
、
武
元
茂
人
「
明
治
末
〜
大
正
期
の
地
理
教
育
改
革
論

│
北

垣
恭
次
郎
の
場
合
」（『
社
会
科
研
究
』
第
三
四
号
、
一
九
八
六
年
）
を
参
照
。

（
22
）  

橋
本
、
前
掲
書
、
二
五
頁
。

（
23
）  

保
坂
、
前
掲
書
、
一
六
│
一
七
頁
。

（
24
）  

今
岡
信
一
良
「
宗
教
と
し
て
観
た
る
静
坐
法
」『
六
合
雑
誌
』
第
三
七
九
号
。

一
九
一
二
年
。
小
山
東
助
「
静
坐
に
関
す
る
感
想
」『
六
合
雑
誌
』
第
三
七
九
号
、

一
九
一
二
年
。
星
島
二
郎
「
わ
が
信
仰
生
活
の
新
紀
元
（
特
に
岡
山
に
於
け
る
わ

が
信
仰
の
恩
師
諸
友
に
告
白
す
）」『
六
合
雑
誌
』
第
三
八
四
号
、
一
九
一
三
年
。

（
25
）  

安
田
財
閥
の
安
田
善
四
郎
や
安
田
善
之
助
、
住
友
財
閥
の
岩
崎
野
康
弥
の
自
宅

が
静
坐
会
場
と
な
っ
た
（
田
原
市
博
物
館
編
、
前
掲
書
、
一
三
六
│
一
三
七
頁
）。

（
26
）  

済
世
病
院
と
小
林
参
三
郎
の
詳
細
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
宗
教
と
医
学
を
超

え
て

│
済
世
病
院
長
小
林
参
三
郎
の
治
療
論
」（『
東
北
宗
教
学
』
第
七
号
、

二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
27
）  

「
済
世
病
院
開
院
式
彙
報
」
第
三
一
六
号
、
一
九
〇
九
年
。「
ハ
リ
ス
氏
と
小
林

ド
ク
ト
ル
」『
六
大
新
報
』
第
三
二
〇
号
、
一
九
〇
九
年
。「
ハ
リ
ス
博
士
と
済

世
病
院
」『
六
大
新
報
』
第
三
二
三
号
、
一
九
〇
九
年
。「
済
世
病
院
近
況
」『
六

大
新
報
』
第
三
五
四
号
、
一
九
一
〇
年
。「
済
世
病
院
近
況
」『
六
大
新
報
』
第

三
五
七
号
、
一
九
一
〇
年
。「
済
世
病
院
だ
よ
り
」『
六
大
新
報
』
第
三
六
〇
号
、

一
九
一
〇
年
。

（
28
）  
小
林
信
子
「
静
坐
社
の
あ
ゆ
み
」
小
林
信
子
監
修
『
静
坐
へ
の
道
』
静
坐
社
、

一
九
六
三
年
、
四
三
七
│
四
三
八
頁
。
信
子
の
回
想
に
よ
る
上
記
の
記
述
に
は
年

代
や
静
坐
会
場
に
若
干
誤
り
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
森
田
繁
治
が
考
証
し
て
訂
正
し

て
い
る
（
森
田
繁
治
「
信
子
先
生
を
思
う

│
静
坐
社
の
原
点
を
尋
ね
て
」
小
林

み
ど
り
編
『
静
坐
の
道
』
静
坐
社
、
一
九
八
七
年
、
一
七
五
│
一
七
八
頁
）。
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（
29
）  

真
渓
涙
骨
「
坐
る
こ
と
に
意
味
を
持
つ
」『
静
坐
』
第
十
三
巻
第
五
号
、

一
九
三
九
年
。

（
30
）  
当
時
の
今
村
恵
猛
の
布
教
方
針
は
、
通
仏
教
的
・
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
で
あ
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
守
屋
友
江
『
ア
メ
リ
カ
仏
教
の
誕
生

│
二
〇

世
紀
初
頭
に
お
け
る
日
系
宗
教
の
文
化
変
容
』
現
代
史
料
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）。

今
回
の
目
録
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
〇
八
年
に
今
村
か
ら
贈
呈
さ
れ
た

釈
宗
演
の
著
作
（Shaku Soyen, 1906, Serm

ons of a B
uddhist A

bbot, Suzuki 

D
aisetz T

eitaro (trans.), Chicago: O
pen Court

）
が
小
林
文
庫
に
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
は
、
今
村
と
小
林
を
取
り
巻
く
仏
教
的
雰
囲
気
が
真
宗
的
と
い
う
よ

り
通
仏
教
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
贈
呈
の
事
実
は
同
書
に
残
さ
れ
た
今

村
の
サ
イ
ン
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
31
）  

一
方
で
、
参
三
郎
は
静
坐
に
よ
っ
て
も
宗
教
的
境
地
が
開
け
る
と
考
え
て
い
た
。

お
そ
ら
く
、「
安
心
」
に
向
か
う
時
、
宗
教
も
静
坐
も
相
互
補
完
的
に
有
効
と
な

る
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
蜂
屋
賢
喜
代
「
静
坐
と
宗
教
」『
静
坐
』
第
一

巻
第
二
号
、
八
│
一
五
頁
）。

（
32
）  

小
林
信
子
（
み
の
り
の
会
代
表
）
編
『
日
本
仏
教
の
諸
問
題
』
丁
子
屋
書
店
、

一
九
四
〇
年
。
講
演
者
は
、
山
辺
習
学
、
金
子
大
栄
、
羽
渓
了
諦
で
あ
っ
た
。

（
33
）  

小
林
信
子
、
前
掲
書
、
四
三
八
│
四
三
九
頁
。

（
34
）  

小
林
信
子
、
前
掲
書
、
四
四
〇
│
四
四
一
頁
。
た
だ
、
い
よ
い
よ
明
日
か
ら
静

坐
を
始
め
よ
う
と
い
う
と
き
に
、
参
三
郎
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
同
じ

く
京
都
に
あ
っ
た
森
田
療
法
を
採
用
し
て
い
る
三
聖
病
院
を
紹
介
さ
れ
て
入
院
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
、「
私
は
小
林
ド
ク
ト
ル
に
静
坐
を
教
え
て
頂
き

た
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
奥
様
に
教
え
て
頂
き
た
い
」
と
い
っ
て
信
子
に
静

坐
指
導
を
乞
う
て
、
退
院
後
も
た
び
た
び
静
坐
社
に
来
て
い
た
。
な
お
、
参
三
郎

は
森
田
正
馬
と
は
面
識
が
あ
り
、
小
林
邸
に
連
れ
帰
っ
て
し
ば
し
ば
歓
談
し
た
と

い
う
（
横
山
慧
吾
「
静
坐
の
ご
縁
結
び
の
こ
と
」
小
林
み
ど
り
編
『
静
坐
の
道
』

静
坐
社
、
一
九
八
七
年
）。

（
35
）  

寿
岳
文
章
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
春
秋
社
」『
春
秋
』
第
三
〇
〇
号
、

一
九
八
八
年
。

（
36
）  

金
子
大
栄
「
思
出
の
秋
…
…
」『
静
坐
季
刊
』
第
四
五
号
、
二
頁
。

（
37
）  

小
林
み
ど
り
「
仏
教
人
と
静
坐
」『
大
法
輪
』
第
四
七
巻
第
九
号
、
一
九
八
〇

年
、
一
四
八
│
一
四
九
頁
。

（
38
）  

森
田
繁
治
（
一
八
九
九
│
一
九
九
三
）
は
教
師
を
務
め
な
が
ら
、
岡
田
虎
二
郎

や
静
坐
人
の
言
葉
を
独
自
に
収
集
し
て
、
語
録
や
事
跡
の
史
料
批
判
的
な
研
究
を

行
っ
て
い
た
。
そ
の
観
点
か
ら
、
静
坐
社
の
ま
と
め
た
『
岡
田
虎
二
郎
先
生
語

録
』
を
評
価
し
つ
つ
も
、
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
森
田
の
資
料
は
他
に
田
原

市
博
物
館
の
「
春
堂
文
庫
」
に
『
岡
田
虎
二
郎
先
生
の
研
究
』
と
題
さ
れ
た
も
の

が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
柳
田
誠
二
郎
は
特
に
戦
後
に
な
っ
て
静
坐
社
と

関
わ
り
を
深
め
、『
静
坐
』
誌
に
も
た
び
た
び
寄
稿
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、

笹
村
編
『
静
坐

│
岡
田
虎
二
郎
そ
の
言
葉
と
生
涯
』
に
は
、
続
編
が
あ
る
【
目

録
一
三
六
】。

（
39
）  

小
林
信
子
が
静
坐
の
形
式
を
墨
守
し
た
こ
と
を
示
す
言
葉
は
枚
挙
に
暇
が
な
い

が
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。「
岡
田
先
生
の
静
坐
は
私
の
体
と
心
の

上
に
是
よ
り
い
ゝ
途
は
な
い
と
云
う
こ
と
を
信
じ
て
居
り
ま
す
。
岡
田
先
生
は
能

く
仰
い
ま
し
た
。「
此
要
領
は
一
つ
違
つ
て
も
大
き
な
問
題
だ
か
ら
」
と
。
…
…

も
ち
ろ
ん
一
つ
も
直
す
（
改
良
）
こ
と
も
な
く
、
た
ゞ
、
さ
う
し
て
正
し
い
姿
勢
、

正
し
い
呼
吸
の
要
領
を
得
た
上
で
な
ま
け
な
い
で
坐
り
つ
ゝ
け
て
居
り
ま
し
た
ら
、

小
さ
い
人
で
も
大
き
い
人
で
も
誰
れ
彼
れ
の
区
別
な
く
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
に
ほ
ん

と
に
生
か
さ
れ
て
行
く
も
の
だ
と
思
つ
て
居
り
ま
す
」（
括
弧
内
原
文
、「
六
月
の

京
都
座
談
会
（
上
）」『
静
坐
』
第
十
巻
第
八
号
、
二
六
頁
）。

（
40
）  

伊
吹
武
彦
「
カ
メ
レ
オ
ン
の
思
い
出
」『
静
坐
季
刊
』
第
四
五
号
、
一
九
七
三

年
。
龍
村
平
蔵
「
あ
る
夢
」『
静
坐
季
刊
』
第
四
五
号
、
一
九
七
三
年
。

（
41
）  

山
口
益
「
浄
光
院
様
を
憶
う
」『
静
坐
季
刊
』
第
四
六
号
。
木
村
毅
「
蔵
書
雑

談

│
英
訳
枕
の
草
子
」『
日
本
古
書
通
信
』
第
三
九
一
号
、
一
九
七
六
年
、
五
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頁
。
上
田
敏
夫
人
の
悦
子
が
信
子
の
御
茶
の
水
時
代
の
親
友
で
あ
り
、
そ
れ
で
上

田
家
と
親
交
が
あ
っ
た
。
加
え
て
、
上
田
は
一
九
一
五
年
四
月
か
ら
一
四
ヵ
月
京

都
で
単
身
生
活
を
送
る
が
、
こ
の
時
に
信
子
と
非
常
に
親
密
で
あ
っ
た
ら
し
く

京
都
で
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
め
い
た
噂
に
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
島
田
謹
二
「
解
説
」

『
定
本
上
田
敏
全
集
第
十
巻
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
一
年
、
六
七
六
│

六
七
八
頁
）。

（
42
）  

五
島
茂
「
手
む
け
」『
静
坐
季
刊
』
第
四
五
号
、
一
九
七
三
年
、
二
頁
。
五
島

美
代
子
「
お
ん
た
む
け
」『
静
坐
季
刊
』
第
四
五
号
、
一
九
七
三
年
、
二
頁
。

（
43
）  

玉
城
康
四
郎
「
浄
円
先
生
」『
自
照
』
第
一
一
六
号
、
一
九
六
〇
年
、
四
七

│
四
九
頁
。
西
元
宗
助
「
解
説
」
足
利
浄
円
『
坐
』
星
雲
社
、
一
九
八
六
年
、

二
七
三
│
二
七
六
頁
。

（
44
）  

岡
田
式
静
坐
法
を
そ
れ
以
外
の
も
の
と
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
小
林
信

子
は
否
定
的
で
あ
り
、
佐
藤
幸
治
や
佐
保
田
鶴
治
と
は
そ
の
点
で
意
見
を
異
に
し

て
い
た
。

（
45
）  

釈
宗
演
立
案
・
鈴
木
大
拙
執
筆
『
釈
評
静
坐
の
す
す
め
』
光
融
館
、
一
九
〇
八

年
、
六
│
九
、
二
六
│
三
一
頁
。
岡
田
は
道
元
を
評
価
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、

臨
済
宗
に
せ
よ
曹
洞
宗
に
せ
よ
、
同
時
代
の
禅
者
や
禅
宗
で
の
実
践
を
認
め
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
（
木
内
浩
雅
「
岡
田
先
生
語
録
」『
静
坐
』
二
一
三
号
）。

（
46
）  

笹
村
編
、
前
掲
書
、
二
四
〇
頁
。

（
47
）  

小
林
信
子
「
岡
田
先
生
の
道
」『
静
坐
季
刊
』
第
三
五
号
、
一
九
七
〇
年
。

（
48
）  

小
林
参
三
郎
の
ハ
ワ
イ
時
代
に
つ
い
て
は
、
室
田
保
夫
「
ハ
ワ
イ
時
代
の
小
林

参
三
郎
」（『
社
会
学
部
紀
要
』
第
一
〇
二
号
、
二
〇
〇
七
年
、
四
九
│
六
九
頁
）

に
詳
し
い
。
ま
た
、
木
村
毅
に
よ
れ
ば
、
戦
後
に
な
っ
て
も
京
都
に
来
る
外
国
人

名
士
の
応
接
を
小
林
信
子
が
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
う
し
た

人
々
の
間
で
密
か
に
国
際
的
に
有
名
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
（
木
村
毅
「
美
し
い

老
人
静
坐
の
道
を
ま
も
っ
て
四
十
余
年

│
小
林
信
子
夫
人
」
小
林
み
ど
り
編

『
静
坐
の
道
』
静
坐
社
、
一
九
八
七
年
、
一
五
九
│
一
六
〇
頁
）。

（
49
）  

宇
津
木
に
つ
い
て
は
、
大
澤
広
嗣
・
中
川
未
来
・
吉
永
進
一
「
国
際
派
仏
教

者
、
宇
津
木
二
秀
と
そ
の
時
代
」（『
舞
鶴
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
第
四
六
号
、

二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
50
）  

中
井
玄
道
や
足
利
浄
円
が
関
連
し
た
西
本
願
寺
の
教
団
改
革
や
信
仰
革
新
運
動

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
大
正
初
期
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
お
け
る
教
団
改
革
と
信

仰
運
動
」
柴
田
幹
夫
編
『
大
谷
光
瑞

│
「
国
家
の
前
途
」
を
考
え
る
（
ア
ジ
ア

遊
学
一
五
六
号
）』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
六
│
一
九
三
頁
）
を
参
照
。

（
51
）  

ミ
ラ
・
リ
シ
ャ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
吉
永
進
一
「
大
川
周
明
、
ポ
ー
ル
・
リ

シ
ャ
ー
ル
、
ミ
ラ
・
リ
シ
ャ
ー
ル

│
あ
る
邂
逅
」（『
舞
鶴
工
業
高
等
専
門
学
校

紀
要
』
第
四
三
号
、
二
〇
〇
八
年
、
九
三
│
一
〇
二
頁
）
を
参
照
。
も
ち
ろ
ん
、

信
子
だ
け
で
は
な
く
、
参
三
郎
と
も
面
識
が
あ
り
、
夫
妻
は
小
林
参
三
郎
と
宗
教

に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
、
と
足
利
浄
円
は
述
べ
て
い
た
（
山

里
桂
石
「
医
乎
僧
乎
将
道
人
」『
布
哇
タ
イ
ム
ス
』
一
九
六
八
年
六
月
一
九
日
付
）。

（
52
）  

オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
・
ゴ
ー
シ
ュ
は
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
、
イ
ギ
リ
ス
で
教
育
を
受
け

た
後
、
イ
ン
ド
に
帰
国
し
て
急
進
的
な
独
立
運
動
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

活
躍
す
る
一
方
で
、
ヨ
ー
ガ
を
「
発
見
」
し
て
自
ら
実
践
、
一
九
一
四
年
頃
か
ら

フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
に
あ
る
ポ
ン
デ
ィ
シ
ェ
リ
で
ヨ
ー
ガ
教
団
（
ア
シ
ュ
ラ
ム
）

を
形
成
し
て
い
た
。

（
53
）  

柴
田
徹
士
「
静
坐
と
国
際
色
」
小
林
み
ど
り
編
『
静
坐
の
道
』
静
坐
社
、

一
九
八
七
年
、
七
八
頁
。「
小
林
信
子
・
静
坐
社
年
譜
」
小
林
み
ど
り
編
『
静
坐

の
道
』
静
坐
社
、
一
九
八
七
年
、
二
五
七
頁
。

（
54
）  T

hom
as, Clara, 1946, C

anadian N
ovelists 1920–1945, T

ronto, London, 

N
ew

 Y
ork: Longm

ans, Green, pp. 10‒11. 

木
村
毅
「『
枕
の
草
紙
』
英
訳
を

め
ぐ
る
内
外
三
人
の
女
性
」『
北
米
婦
女
の
友
』
第
一
巻
第
九
号
、
一
九
三
二
年
、

四
七
│
五
六
頁
。

（
55
）  

木
村
、
前
掲
論
文
。

（
56
）  Stirling, Isabel, 2006, Z

en P
ioneer: T

he L
ife &

 W
orks of R

uth Fuller 
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Sasaki, Em
eryville, CA

: Shoem
aker &

 H
oard.

（
57
）  Stirling, ibid., pp. 14‒15.

（
58
）  
ゴ
ダ
ー
ド
、
モ
レ
ス
ビ
ー
、
エ
バ
レ
ッ
ト
、
そ
し
て
『
弓
と
禅
』『
日
本
の
弓

術
』
で
知
ら
れ
る
ド
イ
ツ
哲
学
者
オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
、
中
国
及
び
日
本
美
術

の
収
集
家
で
あ
り
後
に
ヨ
ガ
の
実
践
者
と
な
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
ア
・
フ
ォ
ア
マ
ン
の

五
人
は
京
都
滞
在
時
に
親
交
が
あ
り
、
一
九
三
一
年
に
亡
く
な
っ
た
モ
レ
ス
ビ
ー

を
除
き
、
そ
の
後
も
長
く
交
流
が
あ
っ
た
。
エ
バ
レ
ッ
ト
に
佐
々
木
指
月
と
会
う

こ
と
を
勧
め
た
の
も
ゴ
ダ
ー
ド
で
あ
っ
た
（Stirling, ibid., pp. 19‒20

）。

（
59
）  

二
荒
芳
徳
「
国
際
情
勢
と
国
民
の
修
養
」
小
林
信
子
編
『
静
坐
の
力
』
静
坐
社
、

一
九
四
〇
年
、
六
五
│
七
七
頁
。
二
荒
の
国
家
主
義
と
静
坐
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
岡
田
式
静
坐
法
と
国
家
主
義

│
二
荒
芳
徳
を
通
じ
て
」（『
印
度
学
宗
教

学
会
論
集
』
第
三
七
号
、
二
〇
一
〇
年
、
一
│
二
四
頁
）
を
参
照
。

（
60
）  

佐
藤
に
つ
い
て
は
、
片
山
杜
秀
『
近
代
日
本
の
右
翼
思
想
』（
講
談
社
、

二
〇
〇
七
年
、
二
一
〇
│
二
二
五
頁
）
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
片
山
は
変
革
的

な
右
翼
思
想
が
現
在
至
上
主
義
的
な
思
想
へ
と
挫
折
し
て
い
く
流
れ
の
中
で
行
き

つ
い
た
主
張
と
し
て
、
佐
藤
の
身
体
論
を
位
置
付
け
て
い
る
。

（
61
）  

佐
藤
通
次
『
身
体
論
』
一
九
三
九
年
、
白
水
社
、
一
四
頁
。

（
62
）  

佐
藤
、
前
掲
書
、
六
頁
。

（
63
）  

佐
藤
、
前
掲
書
、
一
五
│
一
七
頁
。

（
64
）  

佐
藤
、
前
掲
書
、
一
五
五
│
一
九
五
頁
。

（
65
）  

佐
藤
、
前
掲
書
、
一
四
九
│
一
五
〇
頁

（
66
）  

佐
藤
、
前
掲
書
、
六
六
│
六
七
頁
。

（
67
）  

佐
藤
、
前
掲
書
、
二
二
八
│
二
二
九
頁
。

（
68
）  

デ
ュ
ル
ク
ハ
イ
ム
に
つ
い
て
は
、
松
下
た
え
子
「
カ
ー
ル
フ
リ
ー
ト
・
デ
ュ
ル

ク
ハ
イ
ム
の
場
合

│
異
文
化
と
の
出
会
い
と
体
現
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）」（『
成

蹊
大
学
経
済
学
部
論
集
』
第
二
四
巻
第
一
号
、
一
九
九
三
年
、
一
〇
九
│
一
二
三

頁
）
を
参
照
。
彼
の
静
坐
社
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
小
林
信
子
「
編
集
後

記
」（『
静
坐
』
第
二
一
三
号
、
四
頁
）
を
参
照
。

（
69
）  

真
偽
は
定
か
で
は
な
い
が
、
木
下
が
小
林
参
三
郎
や
足
利
浄
円
を
批
判
的
に
見

て
い
た
こ
と
を
示
す
記
録
も
あ
る
【
目
録
八
】。

（
70
）  

こ
う
し
た
動
向
に
関
連
す
る
論
考
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
数
例
を
挙
げ
る
と
、

末
木
文
美
士
『
近
代
日
本
の
思
想
・
再
考
Ⅰ

│
明
治
思
想
家
論
』『
近
代
日
本

の
思
想
・
再
考
Ⅱ

│
近
代
日
本
と
仏
教
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
四
年
）

は
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
と
さ
れ
、
大
谷
栄
一
『
近
代
仏
教
と
い
う
視
座

│
戦

争
・
ア
ジ
ア
・
社
会
主
義
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
年
）
も
こ
う
し
た
近
代

仏
教
の
見
直
し
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
代
表
的
な
著
作
で
あ
り
、
末
木
文
美
士
編

『
近
代
と
仏
教

│
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
四
一
集
』（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
、
二
〇
一
二
年
）
は
海
外
の
研
究
も
巻
き
込
ん
だ
重
要
な
成
果
で
あ
る
。
な

お
、「
宗
教
」
概
念
に
関
す
る
権
力
的
な
問
題
を
分
析
し
た
磯
前
順
一
『
近
代
日

本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
は
日
本
に
お
い
て

こ
の
動
向
を
促
し
た
一
つ
の
起
爆
剤
で
あ
り
、
キ
ー
と
な
る
「
ビ
リ
ー
フ
」
概
念

も
磯
前
に
負
う
と
こ
ろ
は
大
き
い
。

（
71
）  

ト
マ
ス
・
ツ
ィ
ー
ド
「
米
国
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
と
日
本
仏
教

│
Ａ
・
Ｊ
・
エ

ド
マ
ン
ズ
と
鈴
木
大
拙
、
そ
し
て
ト
ラ
ン
ス
ロ
カ
テ
ィ
ヴ
な
歴
史
叙
述
」
桐
原
健

真
・
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
訳
『
年
報
日
本
思
想
史
』
第
一
一
号
、
二
〇
一
二

年
、
一
六
頁
。
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【書籍】

目録
番号

著者 発行年 書名 訳者 発行者 請求記号 備考

1
Akiyama, 
Aisaburo

1930
Sights of Old Capital （舊都名勝
記）

Tokyo: Japan 
Tourist Bureau

DS/897/Ak
「Nobuko Kobayashi」
の署名
3rd Edition

2 安藤州一 1911 親鸞聖人の信仰 法蔵館 HM/168/An
3 安藤州一 1920 生活の脅威に面して 法藏舘 HM/168/An
4 安藤州一 1931 安心立命の陽明学 顯道書院 HB/113/An
5 安藤州一 1931 宗教哲学の話 法蔵館 HK/18/An
6 安藤州一 1939 詩より宗教へ 安藤州一 HK/11/An
7 安藤州一 1939 陽明学講話 東洋思潮研究會 HB/113/An
8 青木吉藏編著 1940 木下尚江翁語録第 2 巻（附其研究） 青木吉藏 KH/271/Ao
9 麻蒔見外 1964 静坐入門記（全） 小松為蔵 SC/194/As

10
淺野靈聖・
淺野香代子

不明 日本療術学 下巻―皇道治療 大阪治療師養成所 SC/721/As

静坐社資料目録

【凡例】

1．書籍は著者名のアルファベット順と発行年で並べ、目録番号を付与した。

2．表記ルールは以下の通り。

※項目は「目録番号、著者、発行年、書名、発行者、請求記号、備考」の 7 つ。翻訳書の場合、「訳者」項目

に訳者名を記入する。

※著者や訳者が複数いる場合、和書では中黒（・）で区切って、洋書ではアンパサンド（&）で区切って並

列表記する。

※編者や監修者の場合、名前の下に「編」もしくは「監」をそれぞれ付加する。洋書では (ed.) あるいは

(comp.) となる。

※発行年、出版社の情報がない場合、和書では「不明」、洋書では unknown と記す。

【雑誌】

『静坐』1927 年 3 月～ 1961 年 10 月（1‒204, 207‒303 号）。

『静坐季刊』1962 年 4 月～ 2007 年 7 月（1‒180 号）。

『眠りの理由』（瑛九の会）1966 年～ 67 年（2 号、5 号）。

Bulletin of Sri Aurobindo International Centre of Education, 12 (1), 1960.

『静坐』は 1927 年 3 月～ 1944 年 2 月（1 号～ 204 号）までは毎月刊行され、巻号表記（第 1 巻第 1 号～

第 18 巻第 2 号）も正確に併記されている。次の 205 号と 206 号は残念ながら見つけることができず、今回

の寄贈された資料には含まれていない。206 号で一旦終刊したようだが、その後足利浄円も関わった浄土

真宗系の雑誌『自照』第 24・25 号合併号（全人社、1944 年 7 月発行）の一部が静坐社用に割り当てられ

て、小林信子が「新発足の喜び」を執筆している。だが、その後の『自照』も発見できず、この発足後ど

うなったかは不明である。戦後になり、1946 年 6 月に 207 号、1950 年 1 月に 208 号が刊行され、1953 年 5

月に 209 号が再刊されると、以後 1961 年 10 月まで毎月刊行された。その後赤字のため休刊したが、小林

信子をサポートするために、西元宗助・小松幸蔵・柴田徹士・曽我了雲らによって編集部が作られ、1962

年 4 月に『静坐季刊』が発刊された。『静坐季刊』を含めたほぼ完全な『静坐』誌のコレクションが存在す

るのは今のところ日文研のみであり、大変貴重な資料といえる。
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11 芦田惠之助 1937 静坐と教育 同志同行社 SC/194/As 「信子」の署名

12

足利浄圓・金
子大栄・山辺
習学・蜂屋賢
喜代・木村毅
他

1926 柿の實 不明 GK/75/Ka

13 足利浄圓 1942 坐 同朋舎 HM/168/As
14 足利浄圓 1951 坐の國 自照舎 SC/194/As
15 足利淨圓 1956 開塵記 自照舎 HM/168/As
16 粟津晴嵐 1914 新編妖怪夜話 鈴木書店 KG/745/Aw

17 Barrington, E. 1926 Glorious Apollo
London, Bombay, 
Sydney: George G. 
Harrap

PS/3503/Be
「Nobuko Kobayashi」
の署名

18
Beck, L. 
Adams

1922
The Ninth Vibration and Other 
Stories

New York: 
McClelland & 
Stewart

PS/3503/Be

「To Nobuko Kobayashi 
with all good wishes 
from L. Adams Beck, 
1922」の献辞

19
Beck, L. 
Adams 

1926
The Splendour of Asia: The Story 
and Teaching of the Buddha

New York: Dodd, 
Mead

BQ/872/Be
「From the author L. 
Adams Beck. Nobuko 
Kobayashi」の献辞

20
Beck, L. 
Adams 

1928
The Way of Power: Studies in the 
Occult

New York: 
Cosmopolitan Book 

BF/1411/Be
「Nobuko Kobayashi」
の署名

21
Beck, L. 
Adams 

1928 The Story of Oriental Philosophy
New York: 
Cosmopolitan Book 

B/121/Be
「L. Adams Beck. 
December 1928 Nobuko 
Kobayashi」の献辞

22 千葉馨 1976
岡田式靜坐の真髓（全）―岡田虎
二郎先生の御言葉

竹村和夫 SC/194/Ch 非売品

23 近重眞澄 1926 物 中外出版 HM/9/Ch

24 Chinmoy 1958 The Mother of the Golden All
Pondicherry: Sri 
Aurobindo Ashram

BL/1273/Ch

「To Revered Sister 
Nobu Kobayashi With 
High Compliments, 
Chinmoy 6.3.’60.」の献
辞

25
第一家電 OA
販売株式会社
編

1983
岡田虎二郎先生を憶う―講話今岡
信一良先生

不明 SC/194/Da

26

Das, Nilima 
(comp.) & 
Sethna, K. D. 
(ed.)

1978 Glimpses of the Mother’s Life
Pondicherry: Sri 
Aurobindo Ashram

BL/1273/Da

「Dear みどり、西牟田
挨子　ニーマル・ポッ
ダー　差し上げます。
20. Aug. ’94」の献辞

27 Day, Frank R. 1906 Princess of Manoa
Sun Francisco and 
New York: Paul 
Elder

GR/385/Da
「To Mrs. Kobayashi ? 
Greetings From」の献
辞

28
Dumoulin, 
Heinrich

1953
The Development of Chinese Zen 
after the Sixth Patriarch in the 
Light of Mumonkan

Sasaki, 
Ruth 
Fuller 

New York: First 
Zen Institute of 
America

BQ/9262/Du

「To my friend 
Kobayashi Nobuko with 
aff ectionate regards 
??. Gyōsen-an Daitoku-
ji Kyoto January. 26. 
1956」の献辞

29

The 
Federation 
of All Young 
Buddhist 
Association of 
Japan (ed.)

1934

The Teaching of Buddha (The 
Buddhist Bible): A Compendium of 
Many Scriptures Translated from 
the Japanese

Tokyo: The 
Federation of All 
Young Buddhist 
Association of 
Japan

BQ/4132/Ga「Nobuko K.」の署名

30
藤田祐慶（霊
斎）

1934
人は腹―腹の現代的認識と其の鍛
錬法

腹道報皇會 SC/194/Fu

31 深田淳 1979 静坐六十年 世田谷静坐会 SC/194/Fu 非売品
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32 福岡靜坐會編 1926 静坐の栞（第 2 号） 福岡靜坐會 SC/194/Fu
第 4 回岡田式静坐講習
会（1926.3.15‒25）にて

33 福澤詩磨子編 1935 ラテン名家文選學問のすゝめ 尚文堂 HC/5/Fu
「ママちゃま、？　六月
一日　志ま子より」の
献辞

34 二荒芳徳 1941 皇國の道を直視して 湯川弘文社 A/22/Fu

35
Ghose, Sri 
Aurobindo

1921 Love and Death
Madras: Shama’a 
Publishing House

PR/9499/Gh

36
Ghose, Sri 
Aurobindo

1922 Ideal and Progress
Calcuta: Arya 
Publishing House

B/105/Gh

37
Ghose, Sri 
Aurobindo

1923 Thoughts and Glimpses
Calcuta: Arya 
Publishing House

BL/1273/Gh 2nd Edition

38
Ghose, 
Aurobindo

1953 The Mother
Pondicherry: Sri 
Aurobindo Ashram

BL/1273/Gh

「To Nobuko with 
blessings ??」の献辞
De luxe Edition (First 
Edition 1928)

39
Goddard, 
Dwight

1925 A Nature Mystic’s Clue unknown PS/3513/Go

40
Goddard, 
Dwight

1929

The Buddha’s Golden Path: A 
Manual of Practical Buddhism 
based on the Teachings and 
Practices of the Zen Sect but 
Interpreted and Adapted to Meet 
Modern Condition

London: Luzac BQ/9265/Go

「To my honored 
teacher of “still sitting” 
Mrs Nobuko Kobayashi, 
with the good wishes 
of Dwight Goddard」の
献辞

41
Goddard, 
Dwight

1932
Self-Realization of Noble Wisdom: 
A Buddhist Scripture

Thetford, Vermont: 
Dwight Goddard

BQ/1105/Go

「To Mrs. Nobuko 
Kobayashi with the 
regards of Dwight 
Goddard」の献辞

42
Goddard, 
Dwight

1932
A Buddhist Bible: The Favorite 
Scriptures of the Zen Sect

Thetford, Vermont: 
Dwight Goddard

BQ/1138/Go

「To Mrs. Nobuko 
Kobayashi with my 
regards of the author 
Dwight Goddard」の献
辞

43 Gordon, E. A. 1911
The Lotus Gospel, or, Mahayana 
Buddhism and its Symbolic 
Teachings

Tokyo: Waseda 
University Library

BR/128/Go

44 Gordon, E. A. 1916
Symbols of “the Way”: Far East 
and West

Tokyo, Osaka, 
Kyoto, Fukuoka & 
Sendai: Maruzen

BQ/5100/Go
「Cordially your’s E. A. 
Gordon.」の献辞

45 Gordon, E. A. 1921

Asian Cristology and the 
Mahāyāna: A Reprint of the 
Century-old “Indian Church 
History” by Thomas Yeates, 
and the Further Investigation 
of the Religion of the Orient as 
Infl uenced by the Apostle of the 
Hindus and Chinese

Tokyo, Osaka, 
Kyoto, Fukuoka & 
Sendai: Maruzen

BR/1065/Go

46 蜂屋賢喜代 1943 苦の探究 大谷出版協會 HM/168/Ha
47 蜂屋賢喜代 1979 獨語集 不明 HM/168/Ha 再刊（初版：1941.8）

48
Happer, John 
Stewart 

1934
Japanese Sketches and Japanese 
Prints

Tokyo: Kairyudo DS/821/Ha
「With the author ? ? 
Happer」の献辞

49 長谷川卯三郎 1958 医学禅―肚と健康の原理 創元社 SC/194/Ha 再版（初版：1958.9.1）

50 橋本五作 1917 岡田式静坐の力 松邑三松堂 SC/194/Ha 第 5 版

51 橋本五作 1922 続岡田式静坐の力 松邑三松堂 SC/194/Ha

52 服部正喬編 1972
岡田文庫目録（附 : Great Stone 
Face）

服部正喬 UP/171/Ha

53 服部正喬口述 1978
岡田京一氏と岡田虎二郎先生を語
る

田原静坐会 SC/194/Ha 小沢耕一速記
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54
服部正喬述、
平田秋刀丹田
会編

1982
岡田式静坐法昔ばなし―岡田虎二
郎先生や諸先輩の話など

服部正喬 SC/194/Ha

55 服部靜夫 1912 坐禪と靜坐 弘學館・金正堂 HM/177/Ha

56
Hayes, Helen 
M.

1930 The Buddhist Pilgrim’s Progress
London: John 
Murray

PL/2697/Ha
Widsom of the East 
Series

57 平田内蔵吉 1940 正坐法 山雅房 SC/194/Hi
58 平田晋策 1926 愚禿親鸞 合掌社 HM/163/Hi
59 堀切博昭編 1987 従心先生語録（杉田正臣先生） 堀切博昭 SC/194/Ho

60 堀切博昭 1996
従心先生語録（杉田正臣先生）―
靜坐道と自由律句

堀切博昭 SC/194/Ho

61 堀切博昭 1997 静坐道―従心先生語録 堀切博昭 SC/194/Ho

62 堀切博昭編 2003 静坐の道―従心先生語録 堀切博昭 SC/194/Ho
『静坐道―従心先生語
録』の補充修訂版

63 細川基博 2002
岡田式静坐法の実践―驚異の威
力！若がえり！

東京図書出版会 SC/194/Ho
「謹呈　細川基博」の献
辞

64 Hawthorne, N. 1972 偉大な石の顔 竹本行雄 竹本行雄 KS/218/Ha

「謹呈　竹本行雄　昭
四七、一一、一九」の
献辞
非売品

65 今村新吉述 1925 神經衰弱に就て 日本心靈學會 SC/374/Im

66

Imamura, 
Yemyo & 
Shinkaku, 
Kaundinya

1932 Hawaiian Buddhist Annual

Honolulu: Inter-
national Buddhist 
Institute, Hawaiian 
Branch

BQ/2/Im

67 今岡信一良 1981 人生百年 日本自由宗教連盟 HK/9/Im

68
伊奈森太郎・
福田正治編

1941 靜坐五十訓 信道會館 SC/194/In

69 井上嘉三郎 1957 健康と弓―蝉殻集 奈良県弓道連盟 FS/37/In
70 伊藤尚賢述 1915 呼吸静座法（体力養成叢書第 6 編） 新橋堂 SC/194/It

71 岩見護 1955 山雲抄 永田文昌堂 GB/645/Iw
「小林信子様　岩見護」
の献辞

72 岩瀬法雲 1938 第一義の綴方教育 同志同行社 FC/81/Iw

73 笠原信次 1972 高志乃夜話
新潟県生命共済農
業協同組合連合会

DM/31/Ka

74 桂利劔 1931
信じてたすかるか稱へてたすかる
か

法雷社 SC/194/Ka

75 甲藤大器 1920 増補岡田式静坐と老荘 森江書店 SC/194/Ka
増補 5 版（初版：
1914.5.18）

76
川野正一・
甲斐亮典

1989 杉田正臣先生追悼録
杉田正臣先生追悼
録出版会

GK/131/Su 非売品

77 菊本実編 1981
岡田式静坐法と岡田虎二郎先生語
録集大成

菊本静坐研究所 SC/194/Ki

78 菊村紀彦 1975 金子大栄―人と思想 読売新聞社 HM/163/Ki

79 木下尚江 1936
書簡に代へて―妻みさ子の永眠を
語る

木下尚江 GK/74/Ki

80 木下尚江 不明 病中吟―木下尚江遺稿 木下正造 KG/561/Ki 非売品

81 岸本能武太 1921 岡田式静坐法の新研究 大日本文華 SC/194/Ki

82
Kiyozawa, 
Manshi

1936
Selected Essays of Manshi 
Kiyozawa

Tajima, 
Kunji &  
hacklock, 
Floyd 

Kyoto: Bukkyō 
Bunka Society

BQ/4055/Ta
山辺習学による
Editorial Note 有り

83 小林みどり編 1987
静坐の道―静坐社創立 60 周年記念
文集

静坐社 SC/194/Ko

84 小林信子編 1929 御靜坐 靜坐社 SC/194/Ko
85 小林信子編 1940 靜坐の力―岡田先生二十年祭記念 靜坐社 SC/194/Ko



　263

　国際日本文化研究センター所蔵静坐社資料

86 小林信子編 1942 靜坐―はじめての方に 靜坐社 SC/194/Ko

87

小林信子監・
小松幸蔵・西
元宗助・曽我
了雲編

1963
靜坐への道―小林信子先生喜寿記
念刊

静坐社 SC/194/Ko

88 小林信子 1979
素晴らしい道、静坐―小林信子遺
文集第 3 冊

静坐社 SC/194/Ko 3

89 小林信子編 1987 岡田虎二郎先生語録 静坐社 SC/194/Ko 9 版（初版：1937.5.17）

90 小林參三郎 1922
生命の神秘―生きる力と醫術の合
致

杜翁全集刊行會 SC/194/Ko

91 小林參三郎 1928
自然の名醫―醫術に應用されたる
靜坐

靜坐社 SC/194/Ko
改版（初版：1924.5.10 
@ 春秋社）

92 小林參三郎記 1976
支那醫学開發に就て愚見を陳べ同
仁會を賛し支那人に施したる外科
手術成蹟に及ぶ

不明 SC/511/Ko

『東京医事新誌』1278
号別冊（1902）抜刷を、

『静楽その二』として静
坐社が製本したもの

93 神月徹宗 1937 尋牛夜話 圓福寺 HM/178/Ka

94
Mead, George 
Robert Stow 

1906
The Gnosis of the Mind: Echos 
from the Gnosis vol. 1

London and 
Benares: 
Theosophical 
Publishing Society

BP/565/Me

95 南伝太郎 1948 病める哲学徒の手記 臼井書房 GK/83/Mi

96
Mitra, 
Sisirkumar

1957 Sri Aurobindo and the New World
Pondicherry: Sri 
Aurobindo Ashram

BL/1273/Mi

「Madame Kobayashi 
with Kindly regard. 
SisirKumar Mitra 
21.2.60」の献辞

97 三浦関造 1955 人間の秘密―綜合ヨガ 竜王文庫 SC/194/Mi

98 三宅伊三郎 1967
憧憬と思慕―岡田虎二郎先生と座
友

三宅伊三郎 SC/194/Mi
「贈呈　三宅伊三郎」の
献辞

99 木雞愚人 1934 岡田虎二郎先生語録 木雞愚人 SC/194/Ok

100
Moresby, 
Louis

1927 Rubies
London, Bombay, 
Sydney: George G. 
Harrap

PS/3503/Be

101 森田正馬 1926 神經衰弱及強迫觀念の根治法 實業之日本社 SC/361/Mo

102 森田繁治編 1966
靜坐遺訓と私觀―伊奈森太郎氏記
録

不明 SC/194/In
『静坐』60 号、80 号か
らの抜粋

103 森田繁治編 1966
岡田虎二郎先生説話―松田寿蔵氏
ノートの研究

不明 SC/194/Ma
『静坐』16 号、17 号か
らの抜粋

104 森田繁治編 1966
岡田先生参坐録―佐保田鶴治氏記
録

不明 SC/194/Sa
『静坐』26 号、27 号、
127 号からの抜粋

105 森田繁治編 1967
青年時代の岡田先生―伊奈森太郎
氏記録

不明 SC/194/In
『静坐』36、38、39、41、
43、44 号からの抜粋

106 森田繁治編 1967
靜坐が生れるまで、その他―井上
嘉三郎氏記録

不明 SC/194/In
『静坐』20、44 号から
の抜粋

107 森田繁治編 1967 逸見斧吉氏日記、相沢肇氏日記 不明 SC/194/He
108 森田繁治編 1967 岡田虎二郎先生　青年時代の知友 不明 SC/194/Mo
109 森田繁治編 1967 岡田虎二郎先生　地下千萬丈の心 不明 SC/194/Mo

110 森田繁治編 1967
岡田虎二郎先生の二宮翁事蹟の探
究

不明 SC/194/Mo

111 森田繁治編 1967
岡田虎二郎先生語録―白熊生、渡
辺氏、久保田氏記録

不明 SC/194/Mo

112 森田繁治編 1967 磯菜かご―木下尚江翁遺稿 不明 SC/194/Mo

113 森田繁治編 1968
甲藤大器翁著「靜坐と老荘」から

（一）
不明 SC/194/Ka

114 森田繁治編 1970 実業之日本社岡田式静坐法（二） 不明 SC/194/Mo 2

115 森田繁治編 1970 実業之日本社岡田式静坐法（一） 不明 SC/194/Mo 1
「王陽明の説」（1 枚）
を付す
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116 森田繁治編 不明
岡田先生語録その他―麻蒔見外氏
記録

不明 SC/194/As

117 中川与之助 1948 女性宣言 関書院 EF/71/Na

118 Nakai, Gendo 1937
Shinran and His Religion of Pure 
Faith

Kyoto: Shinshu 
Research Institute

BQ/8749/Na

119
中村幹治（風
香）

1960 静坐五十年 不明 SC/194/Na

120 中村風香述 1936 一静坐子としての坐禪儀解 不明 SC/194/Na
121 中村天風 1994 運命を拓く―天風瞑想録 講談社 US/51/Na
122 中根佐一郎 1966 健康禅―心身一如の健康実践法 創元社 SC/194/Na
123 中西清三 1962 静坐法の創始者岡田虎二郎 春秋社 GK/113/Na
124 西勝造 1930 西式強健術と觸手療法 實業之日本社 SC/194/Ni
125 西田天香 1926 ○ 中外出版 HR/111/Ni
126 西元宗助 1978 宗教と教育のあいだ 教育新潮社 FC/97/Ni
127 西元宗助 1986 この世を生きる 百華苑 HM/168/Ni
128 西元宗助 1962 念佛者の人生論 百華苑 HM/168/Ni

129 西元宗助 不明
ただ南無阿弥陀仏―人間が人間に
なるために

百華苑 HM/168/Ni

130
奥園克己・
山田輝彦

1980 麻生塾建塾の精神／森鷗外の思想 北九州田母澤会 KG/571/Ok
北九州田母澤会叢書
第 1 集

131
Ozaki, Yei 
Theodora (ed.)

1903 Japanese Fairy Tales
New York: A. L. 
Burt

PL/749/Oz

132 小沢耕一編 1971
岡田虎二郎先生五十年祭記念講演
記録

田原静坐会 SC/194/Oz

133 小沢耕一編 1978 岡田虎二郎伝 田原静坐会 GK/113/Oz

134
小沢耕一・
森下勲

1972
岡田虎二郎先生より令弟井上嘉三
郎氏宛書簡集

田原静坐会 GK/113/Oz

135
Rolland, 
Romain

1923
Mahatma Gandhi: mit einem 
Nachwort Gandhi seit seiner 
Freilassung

München und 
Leipzig: Rotapfel-
Verlag

DS/481/Ro 署名あり

136 笹村草家人編 1988
静坐―岡田虎二郎その言葉と生涯

（続）
東京静坐会 SC/194/Sa

再版（初版：1977.12 @
無名会）

137
Sastry, T. V. 
Kapali

1960 Flame of White Light
Pondicherry: Sri 
Aurobindo Ashram

BL/1273/Ka

「Pondicherry 
Asaram. 14 3/60. To 

“MAMACHAN” with 
Mother’s blessings. 
From Shanta.」の献辞

138 佐藤幸治 1947
人間綜合科學への道―氣とモラー
ル

髙桐書院 SC/194/Sa
「謹呈小林先生　願以此
功徳　普及於一切　著
者」の献辞

139 佐藤幸治 1951 人格心理學（心理学全書 11） 創元社 SB/131/Sa
「謹呈　小林先生　
一九五二・七月　著者」
の献辞

140 佐藤幸治 1961 心理禅―東洋の知恵と西洋の科学 創元社 HM/171/Sa
「謹呈　小林参三郎先生
御霊前　一九六一年八
月　著者」の献辞

141 佐藤幸治編 1972 禅的療法・内観法 文光堂 SB/237/Sa

142
佐藤幸治・
佐保田鶴治編

1976 静坐のすすめ 創元社 SC/194/Sa

143 佐藤通次 1955 この道―調和の哲学 元々社 HA/5/Sa

144 佐藤通次 1960
人生についての談話―青年に贈る
思想レーダー

理想社 HA/5/Sa
著者から小林信子への
贈呈サインあり

145 佐藤通次 1966 日本の武道 新教育懇話会 FS/37/Sa
146 佐藤通次 1968 仏教哲理 理想社 HM/51/Sa

147 佐藤通次 1971 健康談義 新日本春秋社 SC/194/Sa
著者から小林信子への
献辞あり

148 佐山昭彦 1995 椅子静坐のすすめ 近代文芸社 SC/194/Sa
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149 Sei Shōnagon 1928 The Pillow-book of Sei Shōnagon
Waley, 
Arthur 

London: George 
Allen & Unwin

PL/788/Se

「To Nobuko Kobayashi 
from ? ? L. Adams 
Beck, December 1928」
の献辞

150 Sei Shōnagon 1930
The Sketch Book of the Lady Sei 
Shōnagon

Kobayashi, 
Nobuko 

London: John 
Murray

PL/788/Se
Widsom of the East 
Series

151 静坐社編 1929
吾師之塔―岡田先生十年祭記念建
之

静坐社 GK/113/Wa

152 静坐社編 1977
大船に乗った気持で坐る―第五十
回夏期静坐実習会講演集

静坐社 SC/194/Ka

153 静坐社編 1978
本来の自己に帰る―第五十一回夏
期静坐実習会講演集

静坐社 SC/194/Ka

154 静坐社 1984 静坐入門（小林信子遺文集第 1 冊） 静坐社 SC/194/Ko 2 版（初版：1976.11.28）

155 静坐社編 不明 岡田虎二郎先生語録便覽 静坐社 SC/194/Ok
『岡田虎二郎先生語録』
第 5 版（S32.8.25）の見
出し語集

156
静坐社青年部
一同

1963 小林信子先生の言葉（一） 静坐社青年部 SC/194/Se
中外日報の連載をまと
めたもの

157 石龍子 1912 性相講話（全） 性相学会 HR/511/Se 5 版

158 Shinran Shōnin 1921 Buddhist Psalms
Yamabe, 
S. & Beck, 
L. Adams 

London: John 
Murray

BQ/8722/Ya

「To Mr. And Mrs. 
Kobayashi.」の献辞
Wisdom of the East 
Series
書き込み多数あり

159 Shinran Shonin 1935
Shoshinge: The Hymn of True 
Faith

Itsuzo 
Kyogoku

Itsuzo Kyogoku BQ/8749/Sh

160 姿勢研究所編 1967 姿勢と健康（姿勢と生活 1） 国勢社 SC/194/Sh

161 曽我了雲 1984 雲になって―曽我了雲追悼集 曽我まり GK/129/Ku
曽我了雲（七回忌）追
悼集

162 曽我了雲 不明 岡田式静坐法 不明 SC/194/So

163
シュリーオロ
ビンド

1962 聖なる母 金谷熊雄
オーロビンドソサ
イエティ

HB/175/Gh 木村秀雄教授閲

164
Sri Aurobindo 
Ashram (ed.)

1931 Conversations with the Mother
Pondicherry: Sri 
Aurobindo Ashram

BL/1273/Co

「To Nobuko 
Kobayashi」の献辞
No Copy is Genuine 
without the Number 
and The Mother’s 
Signature, No. 343

165
Sri Aurobindo 
Ashram (ed.)

1953 Le rôle des fl eurs
Pondicherry: Sri 
Aurobindo Ashram

BL/1273/Ro

166
Sri Aurobindo 
Ashram (ed.)

1983
An Eternal Birth in Human Time: 
A Pictorical Life-sketch of the 
Mother

Pondicherry: Sri 
Aurobindo Society

BL/1273/Et

167 須賀隆賢 1924 全法然 春秋社 HM/153/Su

168 杉田正臣編著 1980 瑛九抄 「根」発行所 KC/229/Su
瑛九（画家・写真家、
本名杉田秀夫）は杉田
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Catalogue of the Seiza-sha Collection in the International Research Center for Japanese Studies 

and an Account of the Japanese Quiet-sitting Movement after 1920

KURITA Hidehiko

Keywords: Okada method quiet-sitting, Japanese mind cure movement, Shin Buddhism, Zen 

Buddhism, Suzuki Daisetsu Teitarō, self-cultivation (shūyō), nationalism, translocative 

analysis

A method of quiet sitting (seiza) developed by Okada Torajirō (1872–1920) called the Okada shiki 

seiza hō, was very infl uential from 1910 to 1920. Okada taught that inner spirituality grew from inside 

the individual through the practice of his method, and by his teaching he set out to create a new kind 

of culture and education in Japan, rejecting not only Japanese tradition but also the foreign ideas being 

imported into Japan from Western countries since the mid-nineteenth century. This emphasis seemed 

to attract a range of people, including intellectuals and students struggling with the contradictions 

they perceived in Japan’s modernization and the fetters of their own traditions. A number of scholars 

have argued that the movement rapidly disappeared after Okada’s sudden death. But some disciples 

continued their practice of quiet sitting. The Seiza-sha in Kyoto was one of the groups that carried on 

the quiet-sitting sessions and played the most important role among followers of the Okada method. 

It was established by Kobayashi Nobuko (1886–1973) after the death of her husband, Kobayashi 

Sanzaburō (1863–1926), a doctor who used the method of quiet sitting in his treatment of patients. 

Seiza-sha published a journal titled Seiza and functioned as the center of a network of quiet-sitting 

followers in many parts of Japan.

Seiza-sha recently donated part of its documentary holdings to the International Research Center 

for Japanese Studies. This article introduces the catalogue of the materials that were donated and 

describes the activities and the human network of the Seiza-sha and the many ways in which it 

functioned as a salon where Buddhist intellectuals and literary people interacted. The network also 

spread among non-Japanese, some of whom subsequently introduced into their own countries Zen 

Buddhism and physical techniques, such as methods of breathing and sitting. While exchanging with 

people who sought a universal religion transcending established religions and nations, Kobayashi 

Nobuko tried to strictly keep the style of quiet sitting prescribed by Okada. There were also some 

people who attempted to connect the practice to nationalism in the course of Japan’s Fifteen Year War 

between 1931 and 1945. The Seiza-sha documents include an interesting case of interchange between 

domestic history and international trends in the 1920s and after.
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In foreign language education, at least in Japan, we tend to overemphasize “being able to express 

oneself” without cultivating the ability to understand others. The results of this paper suggest that the 

ability to express oneself alone does not lead to usable two-way communication skills.

Ikebana, Chanoyu, and Etiquette at 

Girls’ Schools and Girls’ High Schools in Colonial Korea: 

With Cross Reference to Colonial Taiwan

KOBAYASHI Yoshiho

Keywords: colonial Korea, colonial Taiwan, ikebana, chanoyu (tea ceremony), etiquette, girls’ high 

schools, discipline, identities, traditional culture of Japan, cross-references

This paper describes the particular circumstances under which certain Japanese traditional arts, 

including ikebana, chanoyu, and proper etiquette were brought into the curriculum of middle and 

higher schools for girls in Korea during the period of Japanese colonial rule. It also cross-references 

the same activities with those in Taiwan, also a Japanese colony at the time. By identifying the 

similarities and differences between colonial Korea and Taiwan in the circumstances of girls’ 

education of being exposed to and taught Japanese traditional culture, we can get a clearer picture of 

what life was like in colonial Korea. 

Middle girls’ schools and girls’ higher schools in colonial Korea were categorized as schools 

primarily for Japanese nationals, schools that targeted Korean students (including private and 

Christian schools), and naisen kyōgaku schools that mixed both Japanese and Korean students.

Traditionally, in girls’ higher schools in Japan the teaching of etiquette was strict and prioritized, 

while the girls received a more general education on ikebana and chanoyu. In colonial Korea, 

however, girls’ high schools targeting Korean students and the mixed naisen kyōgaku schools placed 

equal emphasis on ikebana and chanoyu also as a way to inculcate the essence of being Japanese. The 

same tendency was seen in girls’ higher schools for Taiwanese students in colonial Taiwan.

But there were differences between Korea and Taiwan. In Taiwan, a school would typically build 

an etiquette room, reproducing a Japanese household, in a separate building. The students put on 

Japanese clothing as they learned Japanese etiquette. Schools in Korea, on the other hand, did not 

focus on having etiquette rooms and donning Japanese clothing. In Korea, housework, etiquette, 

ikebana, and chanoyu were considered to link to one another in sequence. The girl students were 

expected to identify themselves primarily with housekeeping rather than the traditional Japanese focus 

on etiquette.
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Complex Boundaries in Japanese Pop Culture:

An Analysis of Comments on a French Report “Multiple Portraits of the Japanomaniac”

YAMAMOTO Saeri

Keywords: Japanese pop culture, boundary, multilingual, fl aming, Japanese culture, understanding and 

goodwill, Japan, France, Asia

Japanese pop culture (hereafter JPC) is evaluated and analyzed in many ways, from the level of family 

relations to its status as a national asset. The question often arises, furthermore, as to JPC ownership—

to whom does JPC “belong”? This paper examines on three levels how the lines may be drawn for this 

realm of culture. 

First, we consider how the Japanese government positions JPC. According to the government, 

the popularity of JPC in other countries is “useful” in “increasing the number of people who have a 

good understanding of Japan and become Japan fans.” So for Japan’s government, JPC has signifi cant 

value, economic as well as cultural. In this view, JPC belongs exclusively to Japan. Anyone can enjoy 

it, but nobody except Japan can claim ownership of it. 

Second, we discuss a French TV documentary on JPC whose standpoint countered the position 

of the Japanese government. In proposing a framework for JPC, the documentary projected a strong 

connection between JPC and Japan but lacked the overwhelmingly positive attitude shown by Japan’s 

government. Repeatedly bringing in the theme of Japan as part of Asia and therefore of JPC as, at 

least in part, “Asian,” it called certain boundaries into question. This Japan/Asia duality was totally 

absent from the Japanese government report.

After being broadcast, the French documentary was uploaded to YouTube in 2006 in two 

languages (original version in French and another with Japanese subtitles). Since then, it has been 

viewed more than 1,000,000 times and more than one thousand anonymous comments were posted 

over four years.

Third, we analyze the comments posted to YouTube. The analysis shows that the comments 

transformed, strengthened, or reversed the boundaries introduced in the documentary. Certain 

comments tried to separate JPC from Japan. There were also comments that set Japan against Asia or 

other countries in Asia.

Another important feature of the comments is that they were multilingual, written in six 

languages. However, it was the use of English that seemed to generate a large volume of 

disagreements and critical remarks (“fl aming”) over “national ownership” and the quality of JPC in 

the comments. 

Disputes were curtailed when a language other than English was used. The only reasonable 

explanation is that other languages were not understood by many participants. Only English, the 

global language, enabled people to communicate and argue with each other. 
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Who Owns Religious Culture?

On the Compilation of Ōmoto Nanajūnen-shi

NAGAOKA Takashi 

Keywords: collaborative representation, popular religions, Ōmoto nanajūnen-shi, believer and non-

believer, study of history

In this paper I discuss the process through which people with different viewpoints come into contact 

and negotiate with each other as “co-creators of knowledge” (Johannes Fabian) in narrating the 

history of religion as a “collaborative representation” (kyōdō hyōshō). I clarify the meaning of this 

term by examining a case study—the compilation of Ōmoto nanajūnen-shi (Seventy-year History 

of the Ōmoto Sect) in the 1960s. In that project, believers and historians collaborated in describing 

the history of Ōmoto-kyō, or Ōmoto sect, one of the strongest new religions in modern Japan. 

The compilation project made clear the difficulties as well as the possibilities in collaborative 

representation.

It involved not only recounting the past seventy years of the Ōmoto sect, but also consideration 

of its present and future. Researchers studied the history of the new religions, filled as it is with 

contradictions and confl icts, and tried to put in order the panoply of beliefs and experiences. In trying 

to calm the tempestuous character of their subject, they could be said to have been suggesting a 

normative model of faith and practice. Deguchi Eiji, the leader who promoted the peace movement in 

Ōmoto, as well as participating historians, manufactured the “essence” of Ōmoto as heresy vis-à-vis 

the systems of control of modern Japan and as a consistent pacifi sm.

The “essence” constructed by these historians either excludes the various historical experiences 

that deviate from it, or makes them secondary. However, the extreme nature of the narrative 

prioritized this “essence” over both the historical experiences of elder believers and the reading of 

historical documents provoked opposition from young historians. That difference in perspective 

exposed the violence inherent in the process of constructing consistent and smooth histories.

The signifi cance of collaborative representation is not in “completed” histories, but in experiencing 

self-transformation and insurmountable difference, and being made aware of the violence perpetrated 

on others, all of which arise in the process of creating history. But the parties concerned often cannot 

fully articulate such experiences. So the task of analysts who intervene in the space of collaboration is 

to disclose the meanings of such experiences and connect them to public discourse.
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The Study of Ōshika Taku’s Yabanjin:

A Challenge to Dualist Confl icts in Colonial History

CHIEN Chung Hao 

Keywords: Ōshika Taku, colony, savage, savagery, aboriginal women, civilization, Han women, 

dichotomy, dualism, Taiwan

In his debut short story Yabanjin (The Savage; 1935), Japanese writer Ōshika Taku conveyed a 

distinctive image of Taiwan’s indigenous people during the period of Japanese colonial rule through 

his unconventional description of their yabansei (savagery) and the yearning of the Japanese 

protagonist to be part of that “savagery” himself. This article examines the social organization and 

mores that shaped the language and behavior of aboriginal women, the old custom among some 

groups of cutting off the heads of the enemy, and other topics, in order to delve deeper into the ethos 

of the savagery observed in Taiwan’s aboriginal culture. By glorifying the savage, Ōshika tried to turn 

around the concept dominant in Japan at the time of “superior Japan” and “inferior Taiwan,” and to 

overturn the savage-vs.-civilized duality that had been established in the popular mind. 

This study probes Ōshika’s intent in writing Yabanjin through textual criticism, analyzing what 

is meant by yaban and by comparing the images of Han Chinese women and Taiwanese aboriginal 

women that were found in Taiwanese literature during the colonial period. Ōshika’s portrayal of the 

aboriginal woman does not evoke the savage-vs.-civilized duality, and it does not refl ect the infl uence 

of Fukuzawa Yukichi’s theory of civilization or the German culturism that was popular in 1930s 

Japan. There is no reference in the story to contrasting ideas of “civilized/cultured” vis-à-vis savagery. 

From the start, Ōshika seems to have deliberately avoided the trap of structured duality, exploring the 

deep layers of Japan’s colonial rule in Taiwan in a way that allowed him to describe the aboriginal 

culture on its own terms and to make a case for its strengths. 

Ōshika’s story was very probably aimed at undercutting the inferior-superior ranking that modern 

Japan brought to its rule in colonial Taiwan, but because ideas ingrained in the Japanese imperial 

mind, such as dismissing the old “savage” custom of taking human heads, were already part of the 

Japanese view of Taiwan, his intent was not understood at the time. Nonetheless, the story represents a 

groundbreaking attempt in the colonial literature of that time to change popular Japanese perceptions. 

This article sets out to establish the historical signifi cance of Ōshika’s work.
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Chinese Paintings Imported to Pre-Meiji Japan (Kowatari) as Seen in the Magazine Kokka: 

The Early Twentieth-century Japanese Evaluation of “Song-Yuan paintings (Sō-Gen ga)” and 

Literati Paintings

KUZE Kanako

Keywords: Chinese paintings, kowatari, Kokka, Song-Yuan paintings (Sō-Gen ga), literati paintings

This paper discusses developments that led Japanese in the modern period after 1868 to find new 

ways to evaluate Chinese paintings brought into the country mainly before the Meiji period. These 

paintings were among imported artworks known as kowatari, or “old crossings.” The object of this 

study are kowatari featured in the art magazine Kokka between 1889 and 1944. This study analyzes 

the background of their inclusion in Kokka, and their ownership, history, genre, and artists.

In the 1890s, only a small number of Chinese paintings were reproduced and discussed in Kokka. 

After 1901, when Taki Seiichi became its editor-in-chief, the art magazine adopted the position of the 

modern researcher, promoting exhibitions of artworks by individuals and disparaging connoisseurs 

who disagreed with that approach. 

Thus the fi rst peak of Chinese paintings featured in Kokka occurred in the 1900s, during which 

time some paintings cherished as masterpieces by people in the world of the tea ceremony were newly 

positioned in terms of their dates of production and were established as examples of Song and Yuan 

dynasty painting (Sō-Gen ga).

The second and third peaks of kowatari Chinese paintings appearing in Kokka occurred in the 

1910s and 1920s. At that time, some owner-connoisseurs were actively engaged in selling their own 

collections at auctions, an act inciting disapproval from modern scholars. Meanwhile, starting in the 

1910s, Kokka began including paintings newly arrived from China in its pages; literati paintings in 

particular attracted scholarly attention. As a result, during the 1920s scholars looked with new eyes 

at some kowatari literati paintings, viewing Zen Buddhist paintings as the forerunners of literati 

painting.

From the 1930s, Kokka featured fewer kowatari Chinese paintings, and at the same time the 

establishment of art preservation laws and the foundation of a few private museums helped stabilize 

the treatment of private collections.  

In sum, modern Japanese connoisseurs placed more importance on the accouterments—including 

paintings to adorn the tearoom—of the tea ceremony than the tea masters did, establishing what they 

regarded as “modern masterpieces,” including Song and Yuan dynasty paintings. At the same time 

modern scholars, working within the parameters of Western aesthetics and art history, explored the 

distinctive qualities of East Asian painting based on their appreciation of literati paintings, especially 

the concept that “calligraphy and painting are equal” (sho-ga itchi). 
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Hayashi Razan’s Use of the Term “Kami” in Tashikihen

KIBA Takatoshi

Keywords: Hayashi Razan, botany, Tashikihen, name (meibutsu), kaii, “ordinary useful logic” ( jūzoku 

no ronri), edifi cation, demonology of Zhu Xi, Ritō Shinchi Shintō, Wamyō ruijūshō

This paper considers the thought of Hayashi Razan (1583–1657) and how it changed, centering on a 

shift in the use of the term kami in his botanical study Tashikihen. Kami as he uses it in this treatise 

does not appear in his theory of Shinto, known as Ritō Shinchi Shintō thought, but has a meaning 

related to kaii (strange or monstrous wonder).

Razan saw kaii as something belonging to the secular world and involved with Buddhism, and 

made it an object of edifi cation. That view was greatly infl uenced by a serious intellectual setback 

Razan experienced while serving the Tokugawa shogunate in the Keichō era (1596–1615), which 

turned him toward “ordinary useful logic” (jūzoku no ronri) or thinking in more empirical, this-

worldly terms. That is to say, by considering the use of kaii in Tashikihen, we can understand not 

only his thought on Shinto and botany, but the entire body of his ideas, including his interpretation of 

Confucianism. 

Drafts of Tashikihen dating from the Keichō era and printed volumes made during the Kan’ei 

era (1624–1644) have been preserved. They differ signifi cantly; in particular, the term kami, which 

appears in the drafts, virtually disappears in published books that appeared later. This difference 

reveals much about the character of, and changes in, the evolution of Razan’s thinking on “ordinary 

useful logic.” 

The use of kami in the Keichō-era drafts came from conventional knowledge contained in the 

Wamyō ruijūshō and the demonology of Zhu Xi. On the surface, the idea of kami resembled the way 

people in Japan’s seventeenth-century society understood kaii, but in substance the two terms differed 

greatly. 

The Japanese word kami was largely removed in the published Kan’ei-era version of Tashikihen 

in response to the systemization and, consequently, growing infl uence of Ritō Shinchi Shintō during 

those years. Central to Ritō Shinchi Shintō beliefs were purity (seijō) and normality (seijō), and 

since there was no place in that outlook for a concept connoting evil demons—kaii—the Japanese 

term kami was deleted to avoid any chance of identifying the kami of Ritō Shinchi Shintō with 

connotations of kaii. This indicates a considerable difference in the way Razan came to interpret 

“ordinary useful logic.”

Through the study of kami in Tashikihen, we can fi nd an idiosyncratic interpretation of the system 

of knowledge in Japan informed by Razan’s particular understanding of Confucianism, underlain by 

the premise of “ordinary useful logic.”
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Buddhist Priests and Expressions of Reclusion:

Reception and Reconstruction

TIAN Yunming

Keywords: priests, Buddhist, cultural exchange, scholar recluse, reclusive expressions, Kaifūsō, priest-

courtier connection, courtiers, reception, reconstruction

Buddhist priests played important roles as facilitators of Japan’s cultural exchange with China in the 

eighth and ninth centuries. They also participated in cultural activities, including writing poems and 

transcribing Buddhist scriptures. Evidence of their activity in Japanese literary circles turns up in 

Chinese-style poetry collections such as the Kaifūsō, the oldest extant anthology of Chinese poems 

written by Japanese (compiled in 751). The preponderance of reclusive-oriented expressions in these 

poems warrants attention. Why did priests aspiring to Buddhist study include reclusive-oriented 

expressions in their poetry? This paper examines reclusive expressions in poetry by priests, similar 

poems by courtiers, the connection between the priest and the scholar recluse in literary expressions, 

and the priest’s role in the reception and the reconstruction of recluse literature in Japan.

This paper focuses first of all on the themes of reclusion and renunciation in biographies of 

and poems by Japanese Buddhist priests who had studied in China, examining how aspirations for 

the hermitic life are deployed in poetry compositions and in portraits of priests modeled after the 

fi gure of the scholar recluse. Next, this study will take up similar poems by courtiers in the Bunka 

shūreishū and the Keikokushū, imperial anthologies compiled in 818 and 827 respectively. Particular 

emphasis is placed on the versifi cation tendencies of courtiers who used reclusive expressions in an 

attempt at assimilation with priests, even while the relationship with them was antagonistic. With 

those considerations, this study aims to shed light on the role of Buddhist priests in the adoption and 

reconstruction of recluse literature in eighth- and ninth-century Japan.
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─近代日本における「宋元画」と文人画評価の成立─

久世夏奈子 インディペンデント・
スカラー

平成 24 年
7 月 17 日

平成 24 年
11 月 26 日

〈研究論文〉
大鹿卓の『野蛮人』
─植民地時代における二元対立論への挑戦─

簡　中昊

総合研究大学院大学
文化科学研究科国際
日本研究専攻大学院
生

平成 24 年
8 月 31 日

平成 24 年
12 月 3 日

〈研究論文〉
宗教文化は誰のものか
―『大本七十年史』編纂事業をめぐって―

永岡　崇

京都造形芸術大学非
常勤講師
国際日本文化研究セ
ンター共同研究員

平成 24 年
8 月 31 日

平成 24 年
11 月 26 日

〈研究論文〉
日本発ポップカルチャーを巡って交錯する／せめぎあ
う境界
─ルポルタージュ「日本マニアの幾つかの肖像」への
コメント分析─

山本冴里

山口大学留学生セン
ター講師
国際日本文化研究セ
ンター特別共同利用
研究員

平成 24 年
8 月 20 日

平成 24 年
11 月 27 日

〈研究資料〉
植民地朝鮮の女学校・高等女学校といけ花・茶の湯・
礼儀作法
─植民地台湾との相互参照を加えて─

小林善帆

神戸松蔭女子学院大
学非常勤講師
国際日本文化研究セ
ンター共同研究員

平成 24 年
8 月 31 日

平成 24 年
11 月 28 日

〈研究資料〉
国際日本文化研究センター所蔵静坐社資料
─解説と目録─

栗田英彦

東北大学博士課程
ハーバード・イェン
チン研究所ヴィジ
ティング・フェロー

平成 24 年
8 月 31 日

平成 24 年
11 月 14 日
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 1.  刊行の目的　『日本研究』は、国際日本文化研究センター（以下「センター」という）が刊行する日
本文化に関する国際的な学術誌であり、研究の成果を日本語にて掲載発表することにより、日本文
化研究の発展に寄与することを目的とする。

 2.  募集原稿　原稿の種類は、次のとおりとする。
 ⑴研究論文：オリジナルな研究を論文としてまとめたもの
 ⑵研究ノート：研究の中間報告、覚書など
 ⑶共同研究報告：センターにおける共同研究の成果
 ⑷その他：研究展望、研究資料、調査報告、書評等
 3.  投稿資格　本誌に投稿することができる者は、次のとおりとする。
 ⑴センターの専任教員及び客員教員
 ⑵  センターが受け入れた共同研究員、外来研究員、特別共同利用研究員並びに総合研究大学院大学

国際日本研究専攻の学生
 ⑶外国人の研究者、あるいは海外在住日本人の研究者
 ⑷その他、編集委員会が適当と認めた者
 4. 執筆要領　原稿の執筆に当たっては、別に定める「『日本研究』執筆要領」を参照のこと。
 5.  原稿の提出　投稿する場合は、原稿とその要旨（300 語程度の英文及び 800 字程度の日本文の要旨と
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る。手書き原稿の場合は、必ずコピーをとっておくこと。デジタルデータの原稿を電子メールで送
信してもよい。

 送付先：〒 610-1192　 京都市西京区御陵大枝山町 3丁目 2番地
国際日本文化研究センター『日本研究』編集委員会
TEL: +81‒075‒335‒2210
e-mail: shuppan@nichibun.ac.jp

 6. 募集締切　センターのホームページに掲載（http://www.nichibun.ac.jp/）
 7.  掲載の決定　投稿された原稿は、査読委員二名以上の審査を経て、編集委員会が掲載の可否を決定
する。編集委員会は、掲載に当たって最終的に原稿の種類を判定するとともに、著者に補筆や修正
を求めることができる。

 8.  著者校正　著者校正は、原則として初校のみとし、誤植等の修正にとどめ、内容上の変更は行わない。
 9. 献本　著者には掲載誌を 3冊、及び抜刷については 30 部を配付する。
10.  論文の二次使用について　他の出版物への転載又は、翻訳・出版する場合には、その旨を編集委員
会に連絡して承認を得るとともに当該論文等に初出は本誌であることを明示すること。

11.  掲載論文等のインターネット公開について　センターは、広く内外の研究者の利用に供するため、
本誌に掲載された論文等を、「国際日本文化研究センター学術研究成果物等の電子化及び発信等運用
指針」（センターのホームページ参照のこと）に従い、電子化しインターネットにより公開する。
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