
|
エ
ッ
セ
イ

|

梅
原
　
猛
、
小
松
和
彦
、
伊
東
俊
太
郎
　
　

2

井
波
律
子
、
魏
　
大
海
、
呉
　
京
煥 

小
川
順
子
、
尾
本
惠
市
、
イ
ウ
リ
ア
（
リ
リ
ア
ン
）・
カ
ラ
リ
＝
ヤ
ナ
コ
プ
ー
ル 

ル
チ
ア
ー
ナ
・
ガ
リ
ア
ー
ノ
、
川
勝
平
太
、
木
村
　
汎 

金
　
弼
東
、
ク
ラ
テ
ィ
ラ
カ
・
ク
マ
ー
ラ
シ
ン
ハ
、
高
馬
京
子 

マ
リ
ー
ナ
・
コ
ヴ
ァ
ル
チ
ュ
ー
ク
、
チ
ャ
ワ
ー
リ
ン
・
サ
ウ
ェ
ッ
タ
ナ
ン
、
酒
井
哲
哉 

シ
ン
シ
ア
・
ネ
リ
・
ザ
ヤ
ス
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ャ
モ
ニ
、
エ
ミ
リ
ア
・
シ
ャ
ロ
ン
ド
ン 

ア
ヌ
・
ジ
ン
ダ
ル
、
末
木
文
美
士
、
千
田
　
稔 

ボ
ル
ジ
ギ
ン
・
ル
ブ
サ
ン
ジ
ャ
ボ
ン
・
ソ
ヨ
ン
ボ
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ダ
リ
シ
エ
、
趙
　
維
平 

張
　
翔
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ト
ラ
ン
ス
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
パ
ウ
エ
ル 

朴
　
正
一
、
速
水
　
融
、
ゲ
ル
ガ
ナ
・
ペ
ト
コ
ー
ヴ
ァ 

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヘ
バ
ー
ト
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ボ
ナ
ン
、
エ
リ
ザ
ベ
ッ
タ
・
ポ
ル
ク 

マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
、
楊
　
際
開
、
林
　
志
宣 

梁
　
嵘
、
陸
　
留
弟
、
劉
　
岳
兵 

ロ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル
、
グ
ニ
ラ
・
リ
ン
ド
バ
ー
グ
＝
ワ
ダ
、
王
　
鍵



|
資
料
編

|

略
年
表
　
202

歴
代
教
員
等
一
覧
　
204

日
文
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
一
覧
　
243

共
同
研
究
会
等
一
覧
　
246

国
際
研
究
集
会
等
一
覧
　
263

出
版
物
一
覧
　
306



2

エ
ッ
セ
イ

あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

梅
　
原
　
　
　
猛

日
文
研
が
創
設
さ
れ
て
三
〇
年
に
な
る
。
日
文
研
は
顕
著
な
発
展
を
遂
げ
て
お
り
、
今
も
新
し
い
研
究
成
果

が
次
々
と
出
て
く
る
の
は
ま
こ
と
に
嬉
し
く
、
私
は
わ
が
子
や
孫
が
す
ば
ら
し
い
仕
事
を
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
喜
ん
で
い
る
。

当
初
、
こ
の
よ
う
な
研
究
所
が
本
当
に
で
き
る
と
は
誰
も
思
わ
な
か
っ
た
が
、
私
は
、
や
は
り
そ
の
よ
う
な

研
究
所
を
日
本
そ
の
も
の
が
必
要
と
し
た
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
時
代
が
必
要
と
す
る
も
の
は
、
ど
ん
な
困
難

が
あ
っ
て
も
生
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
近
、
日
本
の
右
傾
化
が
心
配
さ
れ
て
い
る
。
日

本
が
ま
た
全
体
主
義
国
家
に
な
っ
て
、
戦
前
と
同
じ
道
を
歩
む
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
新
し
い
日
本
像

を
提
供
し
、
日
本
の
進
む
べ
き
道
を
示
す
使
命
が
日
文
研
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。

こ
こ
で
は
日
文
研
創
設
時
の
印
象
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
ろ
う
。
日
文
研
が
メ
デ
ィ
ア
で
ど
の
よ
う
に
評
価

さ
れ
る
か
は
日
文
研
の
運
命
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
を
代
表
す
る
新
聞
、
朝
日
新
聞
社
内
で
、
創
設
を

控
え
た
日
文
研
の
是
非
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
、
私
が
中
曽
根
首
相
（
当
時
）
と
親
し
く
、
か
つ
朝
日
新
聞
文

化
部
記
者
の
尊
敬
の
的
で
あ
っ
た
丸
山
真
男
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
私
を
所
長
と
す
る
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日
文
研
は
つ
く
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
朝
日
新
聞
社
に
は
私
の
著
書
『
隠

さ
れ
た
十
字
架
』
や
『
水
底
の
歌
』
の
愛
読
者
も
い
て
、
社
内
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、

日
文
研
の
創
設
賛
成
派
と
反
対
派
に
よ
る
討
論
を
朝
日
新
聞
紙
上
で
さ
せ
よ
う
と
い
う
話
が
持
ち
込
ま
れ
、
私

は
受
け
入
れ
た
。

そ
し
て
日
文
研
反
対
派
と
し
て
、
歴
史
学
者
の
大
江
志
乃
夫
氏
、
考
古
学
者
の
森
浩
一
氏
の
登
場
が
決
ま

り
、
賛
成
派
と
し
て
私
か
ら
二
人
推
薦
し
て
ほ
し
い
と
い
わ
れ
た
。
一
人
は
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
氏
に
決
ま
っ

た
が
、
も
う
一
人
を
誰
に
す
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
若
き
日
、「
思
想
の
科
学
」
誌
を
主
宰
す
る
鶴
見
俊
輔

氏
の
影
響
を
受
け
た
私
は
、
哲
学
は
難
解
な
哲
学
用
語
で
は
な
く
日
常
の
言
葉
で
語
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

考
え
て
、『
笑
い
の
構
造
』
な
ど
の
著
書
を
書
い
た
。
そ
の
よ
う
な
私
の
恩
人
で
あ
る
鶴
見
氏
を
二
人
目
に
推

薦
し
た
と
こ
ろ
、
鶴
見
氏
は
討
論
へ
の
参
加
を
快
く
引
き
受
け
て
く
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
い
ざ
討
論
が
始
ま
る
と
、
鶴
見
氏
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
を
敵
に
回
す
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
、
日
文
研
反
対
論
者
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
ー
ン
氏
は
温
和
な
性
格
で
、
対
立
を
好
ま
な
い
。
そ
こ
で

私
は
思
い
も
よ
ら
ず
孤
軍
奮
闘
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
反
対
派
の
学
者
た
ち
を
相
手
に
、
私
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
ゲ
ー
テ
や
デ
カ
ル
ト
の
言
葉
を
引
用
し

て
論
を
張
っ
た
が
、
彼
ら
は
そ
の
よ
う
な
武
器
と
な
る
思
想
を
も
た
ず
、
た
だ
驚
く
ば
か
り
で
、
太
刀
打
ち
で

き
な
か
っ
た
。
そ
の
討
論
で
は
、
傍
聴
席
に
い
た
園
田
英
弘
・
創
設
準
備
室
次
長
に
、
私
が
お
か
し
な
こ
と
を

言
っ
た
ら
合
図
し
て
ほ
し
い
と
頼
ん
で
い
た
が
、
彼
か
ら
の
合
図
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
結
局
、
私
は
ど
う
に

か
こ
の
論
争
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
た
。
以
後
、
朝
日
新
聞
は
日
文
研
に
関
し
て
好
意
的
な
記
事
を
掲
載
し
続
け

て
い
る
。

討
論
が
終
わ
っ
た
そ
の
日
の
夜
、
園
田
氏
を
は
じ
め
創
設
準
備
室
の
メ
ン
バ
ー
と
飲
み
に
い
っ
た
。
そ
こ
で
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園
田
氏
は
「
梅
原
さ
ん
は
、
ふ
だ
ん
は
昼
行
灯
の
よ
う
だ
が
、
修
羅
場
に
強
い
で
す
ね
。
今
日
の
討
論
で
梅
原

さ
ん
を
見
直
し
ま
し
た
」
と
い
っ
て
初
め
て
私
を
ほ
め
て
く
れ
た
。
い
わ
れ
て
み
れ
ば
、
桑
原
武
夫
先
生
も
梅

棹
忠
夫
氏
も
修
羅
場
に
強
か
っ
た
。
修
羅
場
に
強
い
の
が
京
都
学
派
の
伝
統
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
宴
会
で
私
は
久
し
ぶ
り
に
大
酒
を
飲
む
と
、
突
然
、
歌
を
歌
い
た
く
な
り
、
村
田
英
雄
の
「
王
将
」
を

歌
っ
た
。
そ
し
て
三
番
の
「
明
日
は
東
京
へ
出
て
行
く
か
ら
は
　
な
に
が
な
ん
で
も
勝
た
ね
ば
な
ら
ぬ
ー
」
と

い
う
と
こ
ろ
で
踊
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
私
が
歌
っ
て
踊
っ
た
の
は
後
に
も
先
に
も
そ
の
と
き
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
過
去
の
で
き
ご
と
が
走
馬
灯
の
よ
う
に
蘇
っ
て
く
る
。
こ
の
三
〇
年
が
夢
か
幻
の
よ
う
で
あ
る
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
顧
問
）
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グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
な
か
で
の
日
文
研
の
役
割
を
考
え
る

小
　
松
　
和
　
彦

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
文
研
）
は
、
今
年
の
五
月
で
創
立
三
〇
周
年
を
迎
え
ま
す
。
創
立
当
時
は

バ
ブ
ル
経
済
期
の
ま
っ
た
だ
中
に
あ
り
、
エ
ズ
ラ
・
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
の
、
日
本
の
高
度
経
済
成
長
の
要
因
を
分
析

し
、
日
本
的
経
営
を
高
く
評
価
し
た
著
書
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
―
ア
メ
リ
カ
へ
の
教
訓
―
』

が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
、
巷
間
で
は
そ
の
書
名
が
バ
ブ
ル
景
気
を
象
徴
す
る
言
葉
と
し
て
誇
ら
し
げ
に
流
通

し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
海
外
の
日
本
文
化
研
究
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
研
究
は
、
日
本
の
歴
史
や

文
学
、
芸
能
な
ど
を
中
心
と
し
た
日
本
の
伝
統
文
化
に
関
す
る
幅
広
い
知
識
を
も
っ
た
い
わ
ゆ
る
日
本
学
者
た

ち
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
頃
か
ら
高
度
成
長
を
果
し
た
現
代
日
本
の
経
済
や
政
治
、
社
会

へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
ま
た
、
日
本
語
や
日
本
文
化
を
学
ぶ
留
学
生
も
急
増
し
て
き
た
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。

私
は
日
文
研
創
立
一
〇
年
目
に
当
た
る
年
に
大
阪
大
学
（
阪
大
）
の
文
学
部
か
ら
移
っ
て
き
た
た
め
、
創
立

の
経
緯
や
そ
れ
ま
で
の
一
〇
年
に
つ
い
て
は
『
日
文
研
二
十
五
年
史
』
や
創
立
時
か
ら
の
ス
タ
ッ
フ
の
話
か
ら

推
察
す
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
が
、
創
立
に
至
る
き
っ
か
け
の
理
由
の
一
つ
に
、
日
本
の
高
度
成
長
が
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
実
際
、
前
任
校
の
阪
大
に
留
学
生
セ
ン
タ
ー
が
設
け
ら
れ
た
り
文
学
部
に

日
本
学
科
が
新
設
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
日
本
の
高
度
成
長
に
よ
る
日
本
へ
の
関
心
の
高
ま
り
、

留
学
生
の
増
加
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
バ
ブ
ル
が
弾
け
た
一
九
九
一
年
以
降
は
経
済
の
低
迷
が
続
き
、
そ
の
間
に
韓
国
や
中
国
、
イ
ン
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ド
な
ど
が
経
済
成
長
を
遂
げ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
世
界
に
お
け
る
、
ま
た
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
経
済

的
、
政
治
的
地
位
も
相
対
的
に
低
下
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
こ
の
時

期
の
日
本
を
、
誰
が
言
い
出
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
よ
う
で
す
が
、「
失
わ
れ
た
一
〇
年
」
と
か
「
失
わ

れ
た
二
〇
年
」
な
ど
と
い
さ
さ
か
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

た
し
か
に
、
世
界
的
規
模
で
展
開
し
た
日
本
の
経
済
進
出
の
結
果
、
一
部
の
地
域
で
は
日
本
製
品
の
排
斥
運

動
ま
で
起
こ
し
た
電
化
製
品
や
生
活
文
化
製
品
等
の
物
質
文
化
面
で
の
勢
い
が
衰
え
て
い
る
の
は
、
否
定
で
き

な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
代
わ
る
か
の
よ
う
に
、
ゲ
ー
ム
や
ア
ニ
メ
、
コ
ミ
ッ
ク
と
い
っ
た
い
わ
ゆ

る
日
本
の
大
衆
文
化
、
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
が
注
目
を
集
め
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
日
本
に
や
っ
て
く
る
若

手
研
究
者
や
留
学
生
の
関
心
の
変
化
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
が
阪
大
で
教
え
て
い
た
頃

は
、
日
本
が
ど
の
よ
う
に
し
て
近
代
化
し
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
経
済
成
長
を
遂
げ
た
の
か
を
研
究
し
た
い
と

い
っ
た
学
生
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
は
、
日
本
の
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
が
好
き
だ
か
ら
そ
の
本
場
で
そ
の

よ
う
な
文
化
を
生
み
出
し
た
日
本
文
化
の
理
解
を
深
め
た
い
、
と
思
っ
て
来
日
す
る
留
学
生
が
増
え
て
い
る
か

ら
で
す
。

日
文
研
も
ま
た
、
こ
う
し
た
国
内
外
の
社
会
状
況
の
変
化
に
対
応
し
て
そ
の
役
割
を
徐
々
に
変
え
て
き
ま
し

た
が
、
創
立
三
〇
周
年
と
い
う
節
目
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
文
研
の
成
果
や
問
題
点
を
総
点
検
を
行
い
、
そ
れ
を

踏
ま
え
て
こ
れ
か
ら
の
三
〇
年
を
展
望
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し

て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
以
下
に
、
気
が
つ
い
た
こ
と
を
数
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
一
番
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
こ
の
三
〇
年
の
間
に
草
創
期
か
ら
の
研
究
ス
タ
ッ
フ
が
次
々
に
退
職
し
、

今
や
草
創
期
の
理
念
や
こ
の
間
の
歴
史
や
実
績
を
知
ら
な
い
ス
タ
ッ
フ
が
大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
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こ
と
で
す
。
日
文
研
の
役
割
は
何
だ
っ
た
の
か
、
ど
こ
に
特
徴
が
あ
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
成
果
を
生
み
出

し
て
き
た
の
か
、
変
貌
を
遂
げ
る
国
内
外
の
日
本
文
化
研
究
を
俯
瞰
し
つ
つ
何
を
継
承
し
新
た
に
何
を
試
み
る

べ
き
な
の
か
。
大
き
な
節
目
と
も
い
う
べ
き
こ
の
期
に
、
大
い
に
反
省
し
議
論
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
例
え
ば
、
日
文
研
が
創
立
さ
れ
た
当
時
は
、
文
科
系
の
大
学
や
研
究
機
関
で
は
、
全
国
の
研
究
者
を

集
め
て
の
共
同
研
究
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
や
国
立
民
族
学
博
物
館
な
ど
限
ら
れ
た
機
関
で
し
か
な
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
今
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
大
学
で
同
様
の
共
同
研
究
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

日
文
研
の
共
同
研
究
も
、
よ
ほ
ど
魅
力
的
・
独
創
的
な
テ
ー
マ
で
な
い
と
そ
の
な
か
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
評

価
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
は
一
〇
年
、
二
〇
年
先
を
行
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
今
や
追
い
つ
か
れ
追
い
越
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。
従
っ
て
、
一
〇
年
、
二
〇
年
先
を
行
く

よ
う
な
先
導
的
な
共
同
研
究
の
方
式
や
テ
ー
マ
を
考
え
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

次
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
こ
の
三
〇
年
間
で
世
界
各
国
で
日
本
文
化
を
教
育
・
研
究
す
る
大
学
や
研
究
機
関

が
大
幅
に
増
加
し
、
今
も
な
お
増
加
し
続
け
て
い
る
こ
と
で
す
。
た
し
か
に
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
中
国
や
韓
国
の
経
済
成
長
に
伴
っ
て
韓
国
研
究
や
中
国
研
究
が
急
成
長
し
、
限
ら
れ
た
ポ
ス
ト
の
奪
い
合

い
、
つ
ま
り
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
日
本
文
化
関
連
の
ポ
ス
ト
が
削
減
さ
れ
た
り
、
東
洋
学
・
東
洋
文
化
研
究
と

い
っ
た
枠
に
統
合
さ
れ
た
り
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
へ
の
高
い
関

心
も
あ
っ
て
、
日
本
文
化
へ
も
関
心
が
衰
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
増
え
て
い
る
と
い
っ
て

い
い
で
し
ょ
う
。

世
界
各
地
の
日
本
研
究
を
眺
め
る
と
、
日
本
研
究
に
関
し
て
長
い
歴
史
を
も
つ
国
や
地
域
も
あ
れ
ば
、
最
近

よ
う
や
く
大
学
で
日
本
語
・
日
本
文
化
を
教
え
る
教
員
を
得
た
国
も
あ
り
ま
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
日
本

文
化
に
関
す
る
教
育
や
研
究
の
レ
ベ
ル
は
異
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
海
外
の
日
本
研
究
者
の
支
援
を
ミ
ッ
シ
ョ



8

ン
と
し
て
い
る
日
文
研
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
国
々
の
研
究
者
へ
の
支
援
を
怠
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

従
っ
て
、
日
文
研
で
は
、
海
外
か
ら
研
究
者
を
招
い
た
り
、
所
員
が
世
界
各
地
を
飛
び
回
る
だ
け
で
は
な
く
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
迅
速
に
研
究
情
報
を
提
供
し
た
り
、
研
究
者
を
結
び
つ
け
る
効
率
的
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
再
構
築
し
強
化
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
留
意
し
た
い
の
は
、
日
文
研
創
立
当
時
は
、「
国
際
日
本
研
究
」
と
称
す
る
研
究
機
関
や
大
学
院
の

専
攻
は
皆
無
だ
っ
た
の
で
す
が
、
近
年
は
同
様
の
名
称
を
用
い
た
学
部
や
学
科
・
専
攻
が
次
々
に
誕
生
し
て
い

る
こ
と
で
す
。
こ
の
背
景
に
は
、
や
は
り
留
学
生
の
増
加
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
日
系
の
企
業
な
ど
へ
の

就
職
に
は
日
本
語
を
習
得
す
る
の
が
有
利
だ
と
い
っ
た
思
い
か
ら
留
学
し
て
く
る
学
生
が
多
か
っ
た
の
で
す

が
、
日
本
の
大
衆
文
化
の
世
界
的
な
浸
透
の
結
果
、
最
近
で
は
日
本
語
を
習
得
し
日
本
文
化
を
よ
り
深
く
理
解

し
よ
う
と
す
る
学
生
が
増
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
Ｉ
Ｔ
技
術
の
進
展
・
浸
透
に
と
も
な
っ
て
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
を
通
じ
て
日
本
の
大
衆
文
化
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
広
が
り
を
み
せ
、
そ
れ
に
触
れ
た
学
生
た
ち
が
日
本

に
や
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
受
け
皿
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
国
際
化
を
意
識
し
た
専
攻

が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
大
学
に
お
け
る
教
育
・
研
究
体
制
は
、
明
治
以
降
一
貫
し
て
欧
米
の
最
新
知
識
を
吸
収

す
る
こ
と
に
置
か
れ
、
日
本
文
化
を
海
外
に
お
い
て
あ
る
い
は
留
学
生
に
教
え
た
り
す
る
と
い
う
日
本
文
化
発

信
・
流
布
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
き
ち
ん
と
整
備
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
は
、
日
本
に
留

学
し
そ
の
後
母
国
な
ど
の
大
学
に
職
を
得
た
、
限
ら
れ
た
外
国
人
日
本
研
究
者
に
任
せ
て
き
た
の
で
す
。
私
自

身
、
日
文
研
に
赴
任
し
て
以
後
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ン
ド
に
客
員
教
授
と
し
て
招
か
れ
て
そ
の
国
の
日
本
語
や
日

本
文
化
教
育
に
直
接
触
れ
る
ま
で
、
そ
の
国
の
日
本
文
化
教
育
や
日
本
文
化
研
究
の
実
状
に
つ
い
て
深
く
考
え

る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
た
め
、
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
か
つ
て
の
阪
大
時
代
の
私
が
そ
う
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だ
っ
た
よ
う
に
、
多
様
な
関
心
を
も
つ
留
学
生
を
前
に
し
て
、
ど
の
よ
う
に
教
育
を
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
ず

途
方
に
く
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
い
っ
ぽ
う
で
は
、
海
外
の
日
本
文
化
研
究
者
の
層
が
厚
く
な
り
、
し
か
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ

て
日
本
に
関
す
る
情
報
や
資
料
が
日
本
に
来
な
く
と
も
容
易
に
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
早
晩
日

本
人
に
よ
る
日
本
文
化
研
究
よ
り
も
、
は
る
か
に
優
れ
た
日
本
文
化
研
究
者
が
陸
続
と
し
て
生
ま
れ
て
来
る
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
日
本
の
大
学
で
も
日
本
文
学
や
日
本
史
の
教
授
た
ち
の
な
か
に
外
国
人
が
混

じ
っ
て
い
る
と
い
う
時
代
が
や
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。
い
や
、
も
う
そ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
て
い
る
よ
う
で

す
。
日
本
文
化
・
日
本
文
化
研
究
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

そ
う
し
た
状
況
を
前
に
し
て
、
日
本
人
日
本
研
究
者
た
ち
は
安
穏
と
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
ウ

チ
か
ら
の
ま
な
ざ
し
と
と
も
に
ソ
ト
か
ら
の
ま
な
ざ
し
を
意
識
し
つ
つ
、
自
ら
の
研
究
を
磨
き
上
げ
、
日
本
文

化
研
究
を
先
導
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。「
国
際
日
本
研
究
」
は
未
熟
で
す
。
従
っ
て
、
そ
の
中

身
を
世
界
の
日
本
研
究
者
た
ち
と
と
も
に
精
緻
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

日
文
研
は
三
〇
年
の
歴
史
を
か
け
て
海
外
の
日
本
文
化
研
究
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
ま
た
日
本
文
化
研

究
者
の
支
援
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
蓄
積
を
活
か
し
、
率
先
し
て
「
国
際
日
本
文
化
研
究
」
と
は
何
か
を

問
い
か
け
、
そ
の
体
系
化
や
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
の
手
助
け
を
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

最
後
に
、
こ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
た
、
日
文
研
の
新
し
い
取
り
組
み
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
す

で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
海
外
で
の
近
年
の
日
本
文
化
へ
の
関
心
が
と
く
に
大
衆
文
化
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
日
本
の
大
衆
文
化
を
よ
り
深
く
よ
り
体
系
的
に
捉
え
る
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
大
衆
文
化
の
通
時

的
・
国
際
的
研
究
に
よ
る
新
し
い
日
本
像
の
創
出
」
を
二
〇
一
六
年
度
か
ら
六
年
計
画
で
発
足
さ
せ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
軸
に
し
て
海
外
の
日
本
文
化
研
究
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
や
国
内
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の
大
学
の
「
国
際
日
本
文
化
」
関
係
の
大
学
院
や
専
攻
と
も
連
携
し
て
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
を
形
成
し
、
人
材
・

情
報
の
交
換
を
図
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
日
本
文
化
研
究
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
処
方
箋
を
考
え
て
い
こ
う
と
し

て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
大
衆
文
化
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
国
内
外
の
日
本
の
大
衆
文
化
に
関
心
を
も

つ
大
学
生
た
ち
の
た
め
の
教
科
書
作
成
を
含
む
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
も
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
に
対
応
さ
せ
、
従
来
の
「
海
外
研
究
交
流
室
」
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
と
と
も
に
「
文

化
資
料
研
究
企
画
室
」「
広
報
室
」
等
を
統
合
し
て
「
総
合
情
報
発
信
室
」
に
改
組
し
、
二
〇
一
六
年
度
に
発

足
さ
せ
た
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
室
」「
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
サ
ー
チ
（
Ｉ
Ｒ
）
室
」
と
と
も

に
、
四
室
体
制
で
研
究
部
の
諸
業
務
を
支
え
る
と
と
も
に
、
国
内
外
の
研
究
者
の
研
究
支
援
や
社
会
に
向
け
て

の
情
報
発
信
の
強
化
に
努
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
共
同
研
究
の
あ
り
方
に
も
再
検
討
を
加
え
、
海
外
の
研
究
者
を
多
数
含
め
た
「
国
際
共
同
研
究
」

を
い
っ
そ
う
強
化
し
、
共
同
研
究
の
高
度
化
・
国
際
化
を
さ
ら
に
進
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
大
衆
文
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
せ
よ
、
国
際
共
同
研
究
に
せ
よ
、
従
来
型
の
共
同
研
究
に
せ
よ
、

実
り
あ
る
研
究
成
果
を
生
み
出
す
基
礎
と
な
る
の
は
、
共
同
研
究
を
主
宰
す
る
研
究
者
や
そ
こ
に
集
う
研
究
員

た
ち
の
日
頃
か
ら
の
個
人
研
究
で
す
。
し
っ
か
り
し
た
個
人
研
究
な
く
し
て
共
同
研
究
の
成
功
は
あ
り
え
な
い

の
で
す
。
そ
の
た
め
の
支
援
も
怠
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
研
究
所
の
評
価
は
、
外
部
資
金
を
ど
れ

だ
け
獲
得
し
た
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
と
き
に
は
そ
れ
が
必
要
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ど
れ
だ
け
所
員
た

ち
が
個
人
研
究
や
共
同
研
究
の
成
果
を
学
界
や
社
会
に
送
り
出
し
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
た
か
に

あ
り
ま
す
。
そ
の
点
で
は
こ
れ
ま
で
の
日
文
研
は
、
研
究
ス
タ
ッ
フ
は
わ
ず
か
三
〇
人
ほ
ど
で
す
が
、
大
い
に

誇
る
こ
と
が
で
き
る
成
果
を
挙
げ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
文
研
の
将
来
は
、
所
員
の
絶
え
間
な
い
努
力
と
国
内
外
の
日
本
研
究
者
た
ち
の
研
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鑽
、
協
力
・
支
援
に
よ
っ
て
切
り
拓
か
れ
る
も
の
で
す
。
所
員
の
方
々
に
は
先
輩
た
ち
の
足
跡
を
鏡
と
し
て
可

能
な
限
り
の
奮
闘
を
期
待
し
、
そ
し
て
関
係
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
を
お

願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
）
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﹁
日
文
研
﹂
の
想
い
出

伊
　
東
　
俊
太
郎

「
日
文
研
」
創
立
三
〇
周
年
、
ま
こ
と
に
お
め
で
と
う
存
じ
ま
す
。
私
が
日
文
研
に
赴
任
し
た
の
は
、
平
成

元
年
（
一
九
八
九
年
）
一
二
月
で
し
た
。
従
っ
て
創
立
（
一
九
八
七
年
）
後
三
年
目
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
一
二
月
と
い
う
半
端
な
月
に
な
っ
た
の
は
、
前
任
校
東
京
大
学
の
定
年
が
平
成
二
年
の
三
月
（
満
六
〇

歳
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
梅
原
猛
所
長
（
当
時
）
の
ご
意
向
で
、
そ
の
前
に
移
っ
て
ほ
し
い

と
の
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
東
京
大
学
の
大
学
院
過
程
（
科
学
史
・
科
学
基
礎
論
、
比
較
文
学
・
比
較
文
化
、

西
洋
古
典
学
担
当
）
の
こ
と
な
ど
も
あ
り
、
簡
単
に
は
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
や
っ
と
定
年
直
前
の
ぎ
り
ぎ

り
四
ヶ
月
前
に
な
っ
て
、
転
任
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
次
第
で
す
。

当
時
は
ま
だ
大
枝
山
町
の
本
施
設
は
出
来
て
お
ら
ず
、
何
か
京
都
の
役
所
の
一
部
を
間
借
り
し
て
い
る
よ
う

な
状
態
で
し
た
。
翌
年
（
一
九
九
〇
年
）
に
は
桂
坂
の
主
要
施
設
が
竣
工
し
、
我
々
は
内
井
昭
蔵
氏
設
計
の
明

る
い
壮
麗
な
建
物
に
引
越
し
ま
し
た
。
周
囲
の
自
然
と
調
和
し
た
何
と
い
う
居
心
地
の
よ
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う

と
、
都
会
中
心
で
育
っ
た
私
は
感
嘆
し
ま
し
た
。
そ
こ
の
「
コ
モ
ン
ル
ー
ム
」
に
は
、
当
時
の
教
授
た
ち
、
埴

原
和
郎
、
中
西
進
、
山
折
哲
雄
、
濱
口
恵
俊
、
飯
田
経
夫
ら
の
皆
さ
ん
が
若
い
研
究
員
と
一
緒
に
な
っ
て
、
ワ

イ
ワ
イ
議
論
し
て
お
り
、
梅
原
所
長
も
し
ば
し
ば
お
い
で
に
な
り
、
そ
の
輪
の
中
心
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。
私
も
日
文
研
の
そ
ん
な
自
由
で
賑
や
か
な
雰
囲
気
が
大
好
き
で
、
そ
こ
で
の
語
り
合
い
に
加
わ
っ
た
の
は

今
で
も
楽
し
い
な
つ
か
し
い
想
い
出
と
し
て
目
の
前
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
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ま
た
こ
の
研
究
セ
ン
タ
ー
の
若
手
（
当
時
）
の
所
員
た
ち
の
ご
協
力
や
ご
援
助
に
も
深
く
感
謝
し
ま
す
。
と

く
に
私
の
場
合
、
安
田
喜
憲
、
鈴
木
貞
美
、
上
垣
外
憲
一
の
三
氏
の
ご
助
力
は
有
難
か
っ
た
で
す
。
研
究
セ
ン

タ
ー
で
は
二
回
の
共
同
研
究
（
平
成
二
・
三
年
度
と
平
成
四
・
五
年
度
）
を
主
催
し
ま
し
た
が
、
鈴
木
・
安
田
両

氏
は
共
同
研
究
会
の
幹
事
役
も
務
め
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
成
果
は
『
日
本
人
の
自
然
観
』（
河
出
書
房
新

社
、
一
九
九
五
）
と
『
日
本
の
科
学
と
文
明
』（
同
成
社
、
二
〇
〇
〇
）
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
い

ま
前
者
の
目
次
だ
け
を
掲
げ
る
と
、
次
の
通
り
で
す
。

伊
東
俊
太
郎
編
『
日
本
人
の
自
然
観
―
縄
文
か
ら
現
代
科
学
ま
で
』

序
論
　
循
環
の
世
界
観
―
ア
イ
ヌ
と
沖
縄
の
自
然
観
か
ら 

梅
原
　
　
猛

第
一
章
　
縄
文

縄
文
時
代
の
時
代
区
分
と
自
然
環
境
の
変
動 

安
田
　
喜
憲

縄
文
宗
教
の
母
神
と
日
本
人
の
自
然
観 

吉
田
　
敦
彦

縄
文
の
精
神
世
界
を
さ
ぐ
る 

小
山
　
修
三

第
二
章
　
古
代

古
代
人
の
自
然
観
―
そ
の
始
源
に
つ
い
て 

中
西
　
　
進

記
・
紀
創
世
神
話
に
お
け
る
自
然
―
道
教
的
・
錬
金
術
的
コ
ス
モ
ゴ
ニ
ー 

荒
川
　
　
紘

歌
の
発
生
と
自
然 

古
橋
　
信
孝

野
遊
び 

久
野
　
　
昭

第
三
章
　
中
世

中
世
日
本
人
の
自
然
観
―
仏
教
を
中
心
に 

山
折
　
哲
雄
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『
新
古
今
集
』
の
自
然
観 

上
垣
外
憲
一

第
四
章
　
近
世
・
近
代

国
学
者
の
自
然
観 

百
川
　
敬
仁

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
神
道 

平
川
　
祐
弘

武
道
の
自
然
観
―
阿
波
研
造
の
場
合 

源
　
　
了
圓

近
代
に
お
け
る
日
本
人
の
自
然
観
―
西
洋
と
の
比
較
に
お
い
て 

渡
辺
　
正
雄

日
本
近
代
文
学
に
見
る
自
然
観
―
そ
の
変
遷
の
概
要 

鈴
木
　
貞
美

第
五
章
　
現
代

新
自
然
観
と
し
て
の
四
次
元
問
題
―
宮
沢
賢
治
『
春
と
修
羅
』
序
を
中
心
に 

金
子
　
　
務

現
代
科
学
が
日
本
人
の
自
然
観
に
与
え
た
影
響 

村
上
陽
一
郎

今
西
錦
司
の
自
然
観 

柴
谷
　
篤
弘

湯
川
秀
樹
の
自
然
観
―
中
間
子
論
形
成
に
お
け
る 

伊
東
俊
太
郎

錚
錚
た
る
顔
触
れ
に
よ
る
優
れ
た
論
考
が
並
ん
で
い
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
研
究
会
に

お
け
る
当
時
の
活
発
で
生
々
と
し
た
遣
り
取
り
が
、
今
で
も
快
よ
く
思
い
起
さ
れ
ま
す
。
ま
こ
と
に
日
文
研
に

お
け
る
私
は
仕
合
わ
せ
で
あ
り
ま
し
た
。
私
も
幾
分
か
は
研
究
所
の
活
動
に
貢
献
で
き
、
私
自
身
が
そ
こ
か
ら

多
く
の
も
の
を
学
び
、
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
梅
原
顧
問
を
は
じ
め
と
し
て
、
既
往
の
研
究
員
・
職

員
の
皆
様
方
の
ご
好
意
に
、
こ
の
機
会
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

今
で
は
ス
タ
ッ
フ
も
す
っ
か
り
入
れ
替
り
、
私
の
居
た
こ
ろ
ご
一
緒
し
た
の
は
、
小
松
現
所
長
と
井
上
章
一

教
授
の
お
二
人
ぐ
ら
い
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
優
れ
た
人
材
が
次
々
に
採
用
さ
れ
、



15

創
立
三
〇
周
年
を
迎
え
た
今
日
、
日
文
研
は
な
お
隆
々
と
し
て
発
展
を
続
け
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
最
後
に
一
つ
の
提
案
を
し
て
終
わ
り
ま
す
。
そ
れ
は
こ
の
記
念
の
年
に
、
日
文
研
に
よ
る
「
日
本
文

化
研
究
賞
」（「
研
究
奨
励
賞
」
を
含
む
）
を
創
設
し
た
ら
如
何
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
世
界
の
日
本
研
究
者
に

と
っ
て
少
な
か
ら
ぬ
励
み
に
な
る
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
「
日
文
研
」
の
も
つ
国
際
的
役
割
の
一
部
も
果
た
す
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
是
非
ご
検
討
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
）
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日
文
研
の
こ
と

井
　
波
　
律
　
子

私
が
、
金
沢
大
学
か
ら
日
文
研
に
移
っ
た
の
は
、
今
を
去
る
こ
と
二
二
年
、
一
九
九
五
年
四
月
だ
っ
た
。
当

時
の
日
文
研
は
創
立
後
八
年
の
ま
だ
若
い
組
織
で
あ
り
、
創
立
以
来
の
メ
ン
バ
ー
が
大
半
を
占
め
て
い
た
。
建

物
の
大
部
分
は
完
成
さ
れ
て
い
た
が
、
周
囲
の
環
境
や
風
景
は
現
在
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。

京
大
の
大
き
な
キ
ャ
ン
パ
ス
の
あ
る
御
陵
坂
の
あ
た
り
は
、
広
漠
と
し
た
荒
野
の
よ
う
で
あ
り
、
今
や
日
文

研
の
す
ぐ
間
近
ま
で
迫
っ
て
い
る
住
宅
地
も
、
雑
草
の
生
い
茂
る
空
き
地
だ
っ
た
。
私
の
研
究
室
は
南
棟
の
一

階
だ
っ
た
が
、
ま
だ
日
文
研
ハ
ウ
ス
が
増
設
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
窓
か
ら
、
荒
野
の
か
な
た
の
山
ま
で

見
渡
す
こ
と
が
で
き
、
眺
め
て
い
る
と
、
晴
れ
晴
れ
と
解
放
さ
れ
た
気
分
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
日
文
研
は
野
原
に
忽
然
と
出
現
し
た
別
天
地
の
観
が
あ
っ
た
が
、
建
物
の
構
造
も
ゆ
っ
た
り

と
し
な
が
ら
、
う
ま
く
考
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
研
究
室
か
ら
ど
こ
か
へ
行
こ
う
と
す
る
と
、
必
ず
コ

モ
ン
ル
ー
ム
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
、
だ
い
だ
い
い
つ
も
雑
談
に
興

じ
る
人
々
が
い
た
。
ち
ょ
っ
と
慣
れ
る
と
、
い
つ
の
ま
に
や
ら
私
も
ご
く
自
然
に
座
り
込
ん
で
、
雑
談
に
加
わ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

当
時
の
日
文
研
は
創
立
当
初
の
熱
気
が
残
っ
て
お
り
、
ご
く
普
通
の
大
学
か
ら
移
っ
て
来
た
私
に
と
っ
て
、

運
営
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
の
や
ら
、
な
い
の
や
ら
、
何
と
も
把
握
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
か
て
て
加
え

て
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
め
っ
た
に
お
目
に
か
か
れ
な
い
よ
う
な
、
変
っ
た
人
々
も
多
か
っ
た
。
そ
ん
な
不
可
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思
議
な
こ
と
も
、
あ
れ
こ
れ
雑
談
し
て
い
る
う
ち
に
、
何
と
な
く
雰
囲
気
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
日
文
研
は
こ
じ
ん
ま
り
し
た
組
織
だ
が
、
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
が
多
岐
に
渡
っ
て
お
り
、
雑

談
の
な
か
で
、
未
知
の
分
野
の
話
を
い
ろ
い
ろ
聞
く
こ
と
が
で
き
、
耳
学
問
が
で
き
る
の
も
面
白
か
っ
た
。

日
文
研
に
移
っ
て
二
ケ
月
後
、
少
し
ず
つ
馴
染
み
か
け
た
こ
ろ
、
初
代
所
長
の
梅
原
先
生
が
退
任
さ
れ
て
、
河

合
先
生
が
二
代
目
の
所
長
に
な
ら
れ
、
六
年
間
、
在
任
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
私
は
ま
す
ま
す
日
文
研
に
馴
染
み
、

自
然
体
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
が
、
要
す
る
に
、
あ
り
の
ま
ま
、
思
い
の
ま
ま
に
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
た
。

私
事
な
が
ら
、
私
は
子
供
の
こ
ろ
向
こ
う
っ
気
が
強
く
て
喧
嘩
っ
ぱ
や
く
、
事
を
起
こ
す
こ
と
も
多
か
っ
た

が
、
大
人
に
な
る
に
つ
れ
て
、
め
ん
ど
う
な
こ
と
に
は
関
わ
り
た
く
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
よ
ほ
ど
の
こ

と
が
な
い
か
ぎ
り
、
思
い
ど
お
り
に
振
る
舞
う
こ
と
は
控
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
日
文
研
暮
ら
し
が

長
く
な
る
と
と
も
に
、
子
供
時
代
に
帰
っ
た
よ
う
に
、
い
た
っ
て
率
直
に
思
っ
た
こ
と
を
口
に
す
る
な
ど
、
楽

な
気
分
で
ご
く
自
然
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
日
文
研
の
肩
ひ
じ
張
ら
な
い

自
由
な
雰
囲
気
の
お
か
げ
だ
と
思
う
。

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
面
で
は
、
最
初
、
桂
の
公
務
員
宿
舎
に
入
っ
た
が
、
半
年
後
、
小
学
生
時
代
に
住
ん
で
い

た
西
陣
界
隈
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
転
居
、
さ
ら
に
五
年
半
後
の
二
〇
〇
一
年
春
、
銀
閣
寺
近
辺
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に

引
っ
越
し
た
。
西
陣
に
転
居
し
た
こ
ろ
、
な
ぜ
か
金
沢
に
い
た
こ
ろ
に
比
べ
て
、
一
日
が
三
時
間
ほ
ど
短
く
感

じ
ら
れ
不
思
議
だ
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
ぶ
ん
通
勤
時
間
が
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
日
文

研
は
別
天
地
で
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
だ
け
れ
ど
、
遠
い
の
が
難
だ
と
痛
感
し
た
。
と
は
い
え
、
そ
の
う
ち
、
も

と
も
と
町
育
ち
な
の
で
、
デ
パ
ー
ト
や
繁
華
街
を
通
過
し
て
別
天
地
に
向
か
う
の
も
面
白
い
と
、
思
え
る
よ
う

に
な
り
、
二
〇
〇
九
年
春
に
定
年
退
職
す
る
ま
で
、
何
と
か
元
気
に
通
勤
し
た
。

と
い
う
わ
け
で
、
公
私
と
も
ど
も
、
慌
た
だ
し
い
日
々
が
つ
づ
い
た
が
、
け
っ
き
ょ
く
日
文
研
に
は
、
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一
九
九
五
年
春
か
ら
二
〇
〇
九
年
春
ま
で
一
四
年
間
、
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
の
間
、
日
文
研
に
と
っ
て
、
い

ち
ば
ん
大
き
な
転
機
は
や
は
り
二
〇
〇
四
年
の
法
人
化
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
ま
で
単
独
の
機

関
だ
っ
た
の
が
、
機
構
の
な
か
に
入
る
こ
と
に
な
り
、
会
議
の
議
題
も
に
わ
か
に
増
え
て
難
解
な
用
語
が
飛
び

交
い
、
何
事
に
お
い
て
も
手
続
き
が
複
雑
化
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
日
文
研
の
長
所
（
と
き
に
は
短
所
に

も
な
る
が
）
で
あ
る
、
ノ
ン
シ
ャ
ラ
ン
な
自
由
さ
を
保
っ
て
ゆ
く
の
は
、
至
難
の
業
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
今
は

た
だ
健
闘
を
祈
る
の
み
だ
。

個
人
的
に
は
、
ち
ょ
う
ど
法
人
化
の
こ
ろ
か
ら
、
九
〇
を
越
え
た
老
母
の
老
化
が
め
だ
つ
よ
う
に
な
り
、
定

年
ま
で
の
数
年
間
は
家
の
こ
と
に
追
わ
れ
て
、
コ
モ
ン
ル
ー
ム
や
喫
煙
室
で
、
ゆ
っ
く
り
雑
談
す
る
時
間
も
だ

ん
だ
ん
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
母
は
私
の
定
年
後
一
か
月
、
九
五
歳
で
他
界
し
た
が
、
定
年
の
間
際
は
何
か

と
忙
殺
さ
れ
、
日
文
研
で
過
ご
し
た
一
四
年
間
の
感
慨
に
ふ
け
る
余
裕
も
な
か
っ
た
。
定
年
退
職
し
て
八
年
に

な
ん
な
ん
と
す
る
今
、
思
い
返
し
て
み
れ
ば
、
む
ろ
ん
楽
し
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ

も
含
め
て
、「
日
文
研
は
面
白
か
っ
た
」
と
、
思
う
ば
か
り
で
あ
る
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
）



19 井
上
靖
の
﹃
蒼
き
狼
﹄
か
ら
読
む
﹁
狼
の
原
理
﹂

魏
　
　
　
大
　
海

先
日
、
井
上
靖
学
会
で
『
蒼
き
狼
』
に
つ
い
て
の
発
表
を
し
た
。
歴
史
小
説
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し

て
、「
蒼
き
狼
」
表
象
に
つ
い
て
大
変
興
味
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

井
上
靖
の
あ
と
が
き
「『
蒼
き
狼
』
の
周
囲
」
に
よ
れ
ば
、
大
学
時
代
に
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る
小

谷
部
全
一
郎
『
成
吉
思
汗
ハ
源
義
経
也
』（
大
正
一
三
年
）
と
同
著
に
対
す
る
史
学
者
の
反
論
を
載
せ
た
「
中

央
史
壇
」
に
触
れ
、
戦
後
に
は
那
珂
通
世
訳
注
『
成
吉
思
汗
実
録
』（『
元
朝
秘
史
』、
昭
和
一
八
年
）
を
入
手

し
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
に
関
心
を
持
ち
、
資
料
を
集
め
て
構
想
を
練
り
始
め
た
と
い
う
。
那
珂
通
世
訳
注
の

『
成
吉
思
汗
実
録
』
に
あ
る
有
高
巌
の
「
序
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
が
あ
る
。「
元
朝
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た

特
殊
の
資
料
で
、
蒙
古
の
太
祖
成
吉
思
汗
の
事
蹟
を
主
と
し
、
こ
れ
に
祖
先
の
傳
説
及
び
（
中
略
）
元
蒙
古
語

を
禿
兀
兒
字
で
書
い
て
い
た
の
を
明
初
に
漢
字
に
書
き
改
め
た
が
、
そ
の
際
ま
ず
漢
字
を
音
標
文
字
と
し
て
蒙

古
語
を
音
の
儘
に
記
し
、
次
に
各
語
に
漢
語
の
傍
訓
を
施
し
て
そ
の
意
義
を
示
し
、
別
に
本
文
の
大
意
を
部
分

的
に
漢
文
に
要
約
せ
る
も
の
を
附
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
人
名
と
事
実
の
誤
謬
が
少
な
く
な
い
の
で
、

博
士
は
前
記
の
三
様
の
體
を
具
へ
た
『
忙
豁
侖 

紐
察 

脱
卜
察
安
』（
訳
し
て
『
蒙
古
の
秘
史
』）
を
得
て
、
蒙

古
語
法
に
基
き
嚴
密
に
修
訂
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
が
わ
が
『
古
事
記
』
に
該
當
す
る
と
い
ふ
趣
旨

か
ら
古
體
の
假
名
交
り
文
に
翻
訳
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
精
緻
な
注
釋
を
加
へ
て
『
成
吉
思
汗
実
録
』
と
名
づ
け
出

版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。」
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こ
れ
に
よ
り
、
井
上
靖
が
『
蒼
き
狼
』
を
書
い
た
当
初
の
状
況
を
一
応
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
那
珂
通

世
訳
注
の
本
の
方
が
、
元
々
の
『
元
朝
秘
史
』
よ
り
も
、
誤
謬
が
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
信
頼
性
の
高
い
典

籍
で
あ
る
。
し
か
し
、
那
珂
通
世
訳
注
の
『
成
吉
思
汗
実
録
』
で
は
、
実
は
狼
に
関
す
る
記
述
は
冒
頭
の
た
っ

た
一
言
で
あ
る
。
反
対
に
井
上
靖
の
小
説
『
蒼
き
狼
』
で
は
、
題
名
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
中
に
「
狼
」
に
関

す
る
表
現
が
も
の
凄
く
多
い
。「
狼
に
な
れ
！
　
俺
も
狼
に
な
る
！
　
鉄
木
真
は
何
回
も
口
の
中
で
繰
り
返
し

た
。
…
…
狼
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
狼
に
は
無
限
の
欲
望
が
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。」「
…
…
狼
た

ち
に
見
え
た
。
眼
は
千
里
の
遠
く
を
見
透
す
鋭
さ
と
、
い
か
な
る
物
を
も
自
分
の
も
の
と
す
る
強
い
意
志
を
現

わ
す
烈
し
さ
を
そ
の
光
の
中
に
持
っ
て
い
た
。
…
…
攻
撃
の
た
め
に
作
ら
れ
た
体
躯
は
今
や
み
ご
と
に
仕
上

が
っ
て
い
た
。
艶
や
か
な
胴
体
は
美
し
く
引
き
緊
ま
り
、
四
肢
は
雪
原
と
強
風
の
中
を
駆
け
る
た
め
に
必
要
な

肉
だ
け
を
つ
け
、
尾
は
宙
間
を
切
る
一
本
の
刃
と
な
る
た
め
に
充
分
ふ
さ
ふ
さ
し
て
い
た
。」「
上
天
よ
り
命

あ
っ
て
生
ま
れ
た
蒼
き
狼
が
あ
っ
た
。
西
方
の
大
湖
を
渡
っ
て
き
た
惨
白
い
牝
鹿
が
あ
っ
た
。
そ
の
二
匹
の
生

き
も
の
が
営
盤
し
て
生
ま
れ
た
の
が
モ
ン
ゴ
ル
の
祖
バ
タ
チ
カ
ン
で
あ
っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
は
蒼
き
狼
の
裔
で

あ
っ
た
。」
傍
線
を
引
い
た
表
現
し
か
、『
元
朝
秘
史
』
と
一
致
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
狼
」
表
象
が
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
か
？
詩
人
で
あ
る
歴
史
小
説
家
が
メ
タ
フ
ァ
ー
あ

る
い
は
暗
喩
と
し
た
の
は
、
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
？
井
上
靖
に
よ
る
と
、「
成
吉
思
汗
を
書
く
に
し
て
も
、
一

代
の
う
ち
に
欧
亜
に
ま
た
が
る
大
国
を
建
設
し
た
英
雄
の
英
雄
物
語
を
書
く
気
は
な
か
っ
た
。
ま
た
古
今
未
曾

有
の
残
虐
な
侵
略
者
と
し
て
の
成
吉
思
汗
の
遠
征
史
を
書
く
気
も
な
か
っ
た
。
成
吉
思
汗
の
一
代
を
書
く
と
な

る
と
、
す
べ
て
そ
う
し
た
こ
と
に
も
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
私
が
成
吉
思
汗
に
つ
い
て
一
番

書
き
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
、
成
吉
思
汗
の
あ
の
底
知
れ
ぬ
程
大
き
い
征
服
欲
が
一
体
ど
こ
か
ら
来
た
か
と
い

う
秘
密
で
あ
る
。」
そ
の
「
秘
密
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
？
作
家
自
身
は
「
狼
の
原
理
」
の
発
明
こ
そ
が
、
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物
語
執
筆
の
原
動
力
に
な
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
通
常
の
狼
の
イ
メ
ー
ジ
よ
り
複
雑
で
、
彼
の
想
像
す

る
征
服
王
の
行
動
を
説
明
す
る
格
好
の
隠
喩
だ
っ
た
ら
し
い
。

日
本
で
は
狼
は
一
般
に
残
虐
、
凶
暴
の
イ
メ
ー
ジ
で
の
み
語
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
柳
田
国
男
の
「
日
本
狼
に

関
す
る
描
写
」（『
遠
野
物
語
　
山
の
人
生
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
を
ひ
も
と
く
。
あ
る
爺
さ
ん
が

酔
っ
払
っ
て
夜
道
を
帰
る
と
、
狼
の
吠
え
る
声
が
聞
こ
え
、
夜
通
し
止
ま
な
か
っ
た
。
翌
朝
、
厩
で
は
七
頭
の

馬
が
無
残
に
食
い
殺
さ
れ
て
い
て
怖
く
な
っ
た
と
い
う
。
別
の
話
で
は
山
道
で
鹿
が
横
腹
を
食
い
破
ら
れ
た
ば

か
り
で
、
湯
気
が
立
っ
て
い
る
の
を
見
た
と
い
う
。
こ
れ
は
モ
ン
ゴ
ル
の
草
原
狼
の
イ
メ
ー
ジ
と
だ
い
ぶ
違
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
残
虐
の
他
に
、
勇
敢
、
強
靭
、
専
念
、
孤
独
、
堅
忍
、
団
結
、
叡
智
な
ど
の
特
性
も
、
狼

の
世
界
に
関
わ
っ
て
い
る
。
正
し
い
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
狼
の
原
理
は
勝
利
と
成
功
に
関
わ
っ
て
い
る
。

正
義
や
罪
悪
と
も
無
関
係
で
あ
る
よ
う
に
、
唯
一
の
目
的
と
し
て
は
生
存
な
の
だ
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
動
物

学
者
シ
ョ
ー
ン
・
エ
リ
ス
の
所
論
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
弱
肉
強
食
は
自
然
の
鉄
則
と
も
言
え
る
。
狼
の

原
理
あ
る
い
は
法
則
に
則
る
も
の
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
井
上
靖
が
一
番
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
は
「
狼
」

の
ど
の
よ
う
な
素
質
な
の
か
？
「
狼
」
の
一
般
的
な
素
性
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
特
殊
な
種
類
の
「
狼
」
な
の

か
？
柳
田
国
男
の
「
日
本
狼
」
の
記
述
か
ら
感
じ
と
ら
れ
た
ヒ
ン
ト
で
も
あ
る
が
、
日
本
の
島
国
生
態
の
中
に

い
た
日
本
狼
が
、
日
本
の
狭
い
国
土
や
豊
か
で
美
し
い
自
然
の
中
に
い
た
日
本
狼
が
、
日
本
人
と
同
じ
よ
う
な

島
国
根
性
み
た
い
な
も
の
を
備
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
ん
と
な
く
こ
の
よ
う
な
「
日
本
狼
」
が
、
広
大

な
る
蒙
古
草
原
の
自
然
環
境
に
い
た
「
草
原
狼
（
蒼
き
狼
）」
と
、
絶
対
的
に
違
う
素
性
の
持
ち
主
だ
っ
た
と

も
推
測
で
き
る
は
ず
だ
。
井
上
靖
が
興
味
を
持
っ
て
い
た
狼
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
日
本
狼
」
で
は
な
く
、
蒙
古

草
原
の
特
別
な
素
質
が
持
た
れ
る
「
蒼
き
狼
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

「
蒼
き
狼
」
と
同
じ
よ
う
な
草
原
環
境
に
い
た
人
間

―
成
吉
思
汗
や
蒙
古
民
族
の
人
々
は
、
大
草
原
の
中
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で
日
々
生
き
抜
い
て
い
く
こ
と
で
、
自
然
と
「
蒼
き
狼
」
と
同
じ
よ
う
な
素
質
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
っ
た
仮
説
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、「
蒼
き
狼
」
が
、
成
吉
思
汗
の
一
生
及
び
元
朝
の

興
亡
と
密
接
に
関
わ
る
表
象
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
草
原
狼
と
、
同
じ
よ
う
な
自
然
環
境
で
養
成
さ
れ
た

の
は
、
正
に
神
話
的
狼
に
似
た
よ
う
な
性
質
の
あ
っ
た
成
吉
思
汗
と
い
っ
た
民
族
英
雄
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が

「
狼
性
」
あ
る
い
は
「
侵
略
性
」
も
含
ま
れ
た
性
質
だ
と
言
わ
れ
て
も
い
い
。

こ
れ
は
正
に
井
上
靖
の
歴
史
認
識
あ
る
い
は
歴
史
観
に
関
連
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
狼
だ
け
に
よ
っ
て

蒙
古
の
英
雄
で
あ
る
成
吉
思
汗
の
一
生
、
戦
闘
の
秘
密
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
難
し
い
挑
戦
だ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
元
朝
の
成
功
を
「
狼
原
理
」
だ
け
に
よ
り
解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
は
大
変
難
し
い
。
そ
の
原
因
は

成
吉
思
汗
の
初
期
建
国
の
時
代
の
国
の
シ
ス
テ
ム
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
一
三
世
紀
前
後
、
宋
の
時
代
の

中
国
国
家
シ
ス
テ
ム
は
、
実
は
成
吉
思
汗
の
国
よ
り
随
分
進
ん
で
い
た
。
紀
元
前
二
二
一
年
前
後
、
秦
の
始
皇

帝
が
既
に
六
国
を
滅
ぼ
し
天
下
を
統
一
し
た
秦
の
時
代
は
、
既
に
進
ん
だ
中
央
集
権
制
の
封
建
社
会
に
入
っ

た
。
中
国
最
初
の
封
建
社
会
が
、
紀
元
前
四
七
五
年
の
戦
国
時
代
か
ら
で
あ
っ
た
。
成
吉
思
汗
の
最
初
の
蒙
古

人
建
国
神
話
の
時
代
に
、
そ
の
国
は
、
ま
だ
完
全
に
奴
隷
制
社
会
か
ら
脱
出
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
、
何
か
非
常
に
複
雑
な
原
因
で
、
勿
論
前
述
の
「
蒙
古
狼
」
の
素
性
と
も
密
接
な
関
連
が
あ
っ

て
、
ま
す
ま
す
強
大
に
な
り
続
け
、
や
っ
と
モ
ン
ゴ
ル
を
統
一
す
る
と
い
う
大
業
を
達
成
し
た
わ
け
で
あ
る
。

井
上
靖
は
小
説
家
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
の
ま
ま
に
考
え
る
必
要
も
な
く
、
そ
の
意
欲
も
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
多
分
、
井
上
靖
が
探
っ
て
い
た
も
の
は
「
成
吉
思
汗
の
あ
の
底
知
れ
ぬ
程
大
き
い
征
服
欲
が
一
体
ど
こ

か
ら
来
た
か
と
い
う
秘
密
」
で
も
な
か
っ
た
。
で
は
一
体
何
を
探
っ
て
い
た
の
か
？
井
上
靖
が
探
っ
て
い
た
の

は
、
成
吉
思
汗
と
草
原
狼
「
蒼
き
狼
」
と
の
共
通
性
、
成
吉
思
汗
と
い
っ
た
空
前
絶
後
の
「
狼
性
」
に
通
じ
る

蒙
古
民
族
英
雄
の
魅
力
あ
る
い
は
蒙
古
帝
国
の
強
過
ぎ
た
戦
闘
力
及
び
征
服
ド
ラ
マ
表
象
に
露
呈
さ
れ
た
自
然
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生
態
に
関
わ
っ
た
「
人
間
性
」
と
動
物
界
の
「
狼
性
」
と
の
共
通
点
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
あ
の
巨
大
な
征
服

欲
の
秘
密
が
、
す
べ
て
「
蒼
き
狼
」
と
い
っ
た
狼
性
に
あ
る
と
は
、
ち
ょ
っ
と
考
え
に
く
い
が
、
こ
の
民
族
英

雄
の
類
を
見
な
い
無
敵
の
魅
力
の
秘
密
が
、「
蒼
き
狼
」
表
象
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
あ
り
え
る
。
井

上
靖
は
、
成
吉
思
汗
に
だ
け
で
な
く
、
草
原
狼
「
蒼
き
狼
」
の
持
つ
、
神
に
似
た
天
性
あ
る
い
は
原
理
に
完
全

に
魅
惑
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
中
国
社
会
科
学
院
外
国
文
学
研
究
所
教
授
）
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日
文
研
と
私

吳
　
　
　
京
　
煥

私
は
韓
国
の
大
学
で
日
本
文
学
を
教
授
・
研
究
す
る
者
で
あ
る
が
、
今
日
は
こ
の
場
を
借
り
て
そ
の
よ
う
な

自
分
の
職
業
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
筆
を
取
っ
た
次
第
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
別
に
外

国
文
学
は
翻
訳
同
様
不
可
能
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
小
難
し
い
こ
と
を
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
日
本
文

学
の
研
究
を
仕
事
に
し
て
い
る
人
間
の
脳
裏
を
た
ま
に
掠
め
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
よ
う

と
い
う
の
で
あ
る
。

文
学
は
感
動
を
媒
体
に
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
言
語
体
系
で
あ
る
。
影
響
は
変
化
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
変
化

は
新
生
の
機
縁
に
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
不
安
を
与
え
、
混
乱
を
引
き
起
す
場
合
も
あ
る
。
日
本
文
学
が
私
に

影
響
を
与
え
、
変
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
た
め
の
不
安
と
混
乱
も
同
時
に

経
験
し
て
来
た
し
、
な
お
現
在
に
於
い
て
経
験
し
つ
つ
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
が
日
本
文

学
に
対
し
て
享
楽
主
義
者
や
唯
美
主
義
者
に
は
な
り
切
れ
な
い
人
間
で
あ
る
こ
と
へ
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。
要
す

る
に
純
粋
な
耽
溺
者
に
は
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
私
が
文
学
に
対
し
て
真
正
な
理
論
家
だ
か
ら
で
は
な
い
。

恐
ら
く
私
の
中
に
あ
る
韓
国
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
な
る
も
の
の
固
執
の
た
め
で
あ
る
と
思
っ
て

い
る
。
日
本
文
学
へ
の
感
情
移
入
と
自
分
の
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
一
見
無
関
係
の
よ
う
に
見
え
よ

う
。
し
か
し
、
そ
の
両
者
は
自
分
の
中
の
ど
こ
か
で
触
れ
合
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
私
は

ま
だ
答
え
を
出
せ
ず
に
い
る
。
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そ
の
未
解
答
の
問
題
に
は
、
自
我
の
形
成
や
歴
史
・
伝
統
な
ど
様
々
な
難
問
が
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
た
だ
外

国
文
学
に
向
き
合
う
人
間
と
し
て
堅
持
す
べ
き
態
度
、
あ
る
い
は
心
得
と
も
言
う
べ
き
一
つ
の
言
葉
を
私
は
い

ま
だ
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
れ
は
大
学
院
生
の
時
の
指
導
教
授
で
あ
っ
た
野
口
武
彦
先
生
か
ら
聞
い
た
一
言
で

あ
っ
た
。
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
日
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
言
葉
だ
け
が
明
瞭
に
残
っ
て
い

る
。
た
ぶ
ん
先
に
述
べ
た
問
題
が
話
題
に
上
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
生
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。「
そ

り
ゃ
吳
君
、
外
国
文
学
の
研
究
に
携
わ
る
と
い
う
の
は
、
自
分
の
魂
を
半
分
相
手
に
売
り
渡
す
こ
と
だ
。」

そ
の
よ
う
な
先
生
の
言
葉
が
私
に
与
え
た
衝
撃
を
今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
る
。
反
撥
の
気
持
と
そ
れ
か
ら
魂

を
半
分
だ
け
売
り
渡
す
と
い
う
言
葉
の
不
可
解
な
意
味
の
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
魂
を
全
部
売
り
渡
す
こ
と
は

自
己
喪
失
を
意
味
す
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
少
し
も
売
る
こ
と
な
し
に
取
り
か
か
っ
て
は
相
手
は

一
切
自
分
の
姿
を
見
せ
な
い
に
決
っ
て
い
る
と
い
う
一
種
の
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
自
分
を
ど
う
す
る
こ
と

も
で
き
な
か
っ
た
。
私
は
「
先
生
、
そ
の
言
葉
い
さ
さ
か
穿
ち
過
ぎ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
生
意
気
な
返

事
を
し
て
そ
の
場
を
や
り
過
ご
し
た
。

し
か
し
、
先
生
の
言
葉
は
長
い
間
私
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
。
現
在
の
私
は
そ
の
言
葉
に
対
し
て
次
の
よ
う
な

仮
の
結
論
に
達
し
て
い
る
。
そ
れ
は
日
本
文
学
と
い
う
研
究
対
象
と
自
分
と
の
間
で
取
る
べ
き
距
離
感
覚
で
あ

る
と
。
そ
れ
で
も
言
葉
の
曖
昧
さ
は
残
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
先
生
の
言
葉
か
ら
引
き
出
せ
る
最
大
の
理
解
で

あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
解
か
ら
引
き
出
し
た
も
う
一
つ
の
問
題
が
自
分
の
中
に
あ
っ
た
。
そ

れ
は
日
本
文
学
の
研
究
が
眼
差
す
べ
き
は
日
本
文
学
の
特
殊
理
論
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
日
本
文
学
が
表
現
し

た
人
類
の
共
通
理
論
で
あ
る
か
と
い
う
二
者
択
一
の
問
題
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
ふ
た
つ
は
ど
こ
か
で
通
底
し
て

い
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
楽
観
的
論
理
は
端
緒
に
は
な
ら
な
い
。

私
は
随
分
長
ら
く
自
分
に
与
え
ら
れ
た
研
究
課
題
の
解
決
に
汲
汲
と
し
た
あ
ま
り
そ
の
よ
う
な
遠
望
を
も
つ
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こ
と
が
な
か
っ
た
。
自
ら
設
定
し
た
課
題
の
中
で
下
し
た
自
己
完
結
的
な
論
理
を
よ
し
と
し
た
と
言
え
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
私
に
も
う
少
し
広
い
展
望
を
開
か
せ
て
く
れ
た
の
が
日
文
研
で
過
ご
し
た
一
年
間
の
研
究
生
活
で

あ
る
。
率
直
に
言
っ
て
、
そ
の
時
ま
で
私
は
国
際
的
で
学
際
的
な
研
究
方
法
に
は
無
関
心
に
近
い
態
度
を
取
っ

て
い
た
が
、
日
文
研
の
活
動
と
そ
の
業
績
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
従
っ
て
自
分
の
そ
の
時
ま
で
の
態
度
を

相
対
化
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
う
。
勿
論
そ
れ
は
日
本
文
学
の
内
面
的
理
解
の
重
要
性
を
蔑
ろ

に
す
る
こ
と
を
全
く
意
味
し
な
い
。
た
だ
私
が
思
っ
た
の
は
、
国
際
的
な
い
し
学
際
的
研
究
が
日
本
文
学
の
共

通
理
論
的
研
究
へ
の
可
能
性
を
示
す
も
の
と
し
て
説
得
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
文
研
が
創
立
三
〇
年
を
迎
え
た
と
い
う
お
話
を
聞
い
た
。
お
祝
い
を
述
べ
る
と
と
も
に
今
後
の
さ
ら
な
る

発
展
を
お
祈
り
申
し
上
げ
る
。
私
が
日
文
研
に
滞
在
し
て
研
究
生
活
を
送
っ
た
の
は
も
う
七
年
も
前
の
こ
と
で

あ
る
。
日
文
研
は
日
本
研
究
者
に
と
っ
て
申
し
分
の
な
い
機
関
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
図
書
館
の
充
実
と
密

度
の
濃
い
研
究
内
容
、
そ
し
て
ス
タ
ッ
フ
た
ち
に
よ
る
行
き
届
い
た
研
究
支
援
は
私
の
研
究
を
大
い
に
助
け

た
。
特
に
私
に
研
究
の
方
向
に
つ
い
て
は
反
省
を
促
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
お
世
話

に
な
っ
た
す
べ
て
の
方
々
に
こ
の
場
で
感
謝
の
言
葉
を
申
し
上
げ
た
い
。

日
文
研
滞
在
中
に
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
受
け
た
深
い
印
象
が
消
え
ず
に
残
っ
て
い

る
こ
と
を
最
後
に
申
し
添
え
た
い
。

（
釜
山
大
学
校
教
授
）
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文
化
研
究
の
懐
の
深
さ

小
　
川
　
順
　
子

一
九
九
八
年
の
始
ま
り
は
私
に
と
っ
て
波
乱
の
幕
開
け
で
あ
っ
た
。
修
士
論
文
を
書
き
上
げ
、
漸
く
研
究
の

面
白
さ
に
気
付
き
、
さ
ら
に
進
学
し
研
究
を
し
て
い
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
ま
っ
て
い
た
。
修
士
論
文
の

タ
イ
ト
ル
は
「
市
川
雷
蔵
と
幻
の
劇
団
『
テ
ア
ト
ル
鏑
矢
』」。
時
代
劇
ス
タ
ー
の
市
川
雷
蔵
を
研
究
し
た
も
の

で
あ
る
。
当
時
の
私
の
中
で
は
、
市
川
雷
蔵
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
研
究
し
続
け
て
い
き
た
い
と
い
う
気
持

ち
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
彼
を
永
遠
の
ス
タ
ー
た
ら
し
め
た
時
代
劇
映
画
を
き
ち
ん
と
研
究
し
、
そ
の
中
で
彼

を
き
っ
ち
り
と
位
置
付
け
る
必
要
性
を
ヒ
シ
ヒ
シ
と
感
じ
て
い
た
。
雷
蔵
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
時
代

劇
映
画
の
魅
力
に
取
り
つ
か
れ
、
な
か
で
も
時
代
劇
映
画
の
醍
醐
味
と
言
え
る
チ
ャ
ン
バ
ラ
／
殺
陣
へ
の
関
心

が
強
ま
っ
て
い
っ
た
と
言
い
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
当
時
は
欧
米
が
主
流
の
フ
ィ
ル
ム
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
よ

う
や
く
日
本
に
も
浸
透
し
て
き
て
、
映
画
を
研
究
す
る
こ
と
が
一
般
化
し
て
き
て
い
た
。
と
は
い
え
、
作
品
論

で
も
な
く
作
家
論
で
も
な
く
、
ど
の
よ
う
に
チ
ャ
ン
バ
ラ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
は
、
自
分
の

中
で
ま
だ
確
立
で
き
て
お
ら
ず
、
迷
い
の
中
そ
れ
で
も
チ
ャ
ン
バ
ラ
を
研
究
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
勝
っ
て

い
た
。

当
時
の
所
属
大
学
院
に
は
ま
だ
博
士
課
程
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
研
究
を
続
け
た
け
れ
ば
、
他
大
学
の
大
学

院
に
進
学
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
修
士
論
文
を
ひ
っ
さ
げ
、
研
究
が
出
来
そ
う
だ
と
判
断
し
た
大
学
院
を
い
く

つ
か
受
験
し
た
。
世
間
知
ら
ず
で
あ
っ
た
私
に
と
っ
て
、
そ
の
時
に
遭
遇
し
た
出
来
事
は
予
想
を
超
え
る
も
の
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で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
修
士
論
文
そ
の
も
の
を
、
学
術
的
で
は
な
い
と
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
た
び
た
び
あ
っ
た
。

市
川
雷
蔵
の
よ
う
な
ミ
ー
ハ
ー
が
も
て
は
や
す
時
代
劇
ス
タ
ー
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
一
種
の
ゴ
シ
ッ
プ
を
含

む
芸
能
ネ
タ
で
あ
り
、
学
術
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
言
わ
れ
よ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
に
輪
を
か
け
て

シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
の
は
、
博
士
論
文
の
テ
ー
マ
と
し
て
チ
ャ
ン
バ
ラ
を
研
究
し
た
い
と
言
っ
た
時
の
反
応
だ
っ

た
。
ほ
と
ん
ど
の
面
接
で
は
嘲
笑
の
嵐
だ
っ
た
。
中
に
は
大
学
院
で
の
研
究
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
の
か
と
言
わ

ん
ば
か
り
の
不
機
嫌
さ
を
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
映
画
は
研
究
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
て
は
い
て
も
、
そ

の
中
で
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
あ
り
、
時
代
劇
映
画
／
チ
ャ
ン
バ
ラ
は
研
究
対
象
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
反

応
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
血
迷
っ
た
小
娘
が
場
違
い
の
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
と
思
わ
れ
た
ら
し
く
、
こ
と
ご
と
く

落
ち
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
中
に
総
合
研
究
大
学
院
大
学
（
総
研
大
）
文
化
科
学
研
究
科
国
際
日
本
研
究
専
攻
の

受
験
が
あ
っ
た
。
あ
ま
り
の
面
接
官
の
多
さ
に
も
は
や
ど
う
反
応
さ
れ
て
い
る
の
か
さ
え
判
断
で
き
ず
、
た
だ

た
だ
緊
張
の
ま
ま
部
屋
を
後
に
し
た
時
、
こ
れ
が
最
後
の
受
験
校
だ
っ
た
の
で
お
先
真
っ
暗
な
気
分
で
帰
宅
し

た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。
総
研
大
の
国
際
日
本
研
究
専
攻
と
言
え
ば
、
日
文
研
の
先
生
方
が
指
導
に
当
た

る
。
当
時
日
文
研
に
は
映
画
研
究
者
は
い
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
ま
た
も
や
「
チ
ャ
ン
バ
ラ

な
ん
て
」
と
思
わ
れ
た
に
違
い
な
い
と
ひ
ど
く
落
ち
込
ん
で
い
た
。
が
、
な
ん
と
合
格
し
、
四
月
か
ら
研
究
へ

の
道
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
唯
一
、
日
文
研
だ
け
が
研
究
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
く
れ
た
と
言
っ
て
過
言
で

は
な
い
。
チ
ャ
ン
バ
ラ
を
研
究
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
日
文
研
の
懐
の
深
さ
に
感
謝
し
、
そ
の
時
は

あ
ま
り
の
嬉
し
さ
に
舞
い
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
研
究
の
厳
し
さ
を
思
い
知
ら

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
露
知
ら
ず
…
。

さ
て
、
チ
ャ
ン
バ
ラ
映
画
を
研
究
対
象
に
し
た
の
は
い
い
も
の
の
、
ま
だ
レ
ン
タ
ル
は
Ｖ
Ｈ
Ｓ
の
時
代
。
日

本
映
画
は
コ
ス
ト
も
高
く
、
す
ぐ
に
絶
版
に
な
る
上
、
そ
も
そ
も
時
代
劇
を
置
い
て
い
る
レ
ン
タ
ル
シ
ョ
ッ
プ
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が
限
ら
れ
て
い
る
。
戦
前
の
映
画
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、
残
っ
て
い
て
も
断
片
で
あ
っ
た
り
す
る
。
ま

ず
は
映
画
を
観
な
く
て
は
話
に
な
ら
な
い
。
た
だ
、
ラ
ッ
キ
ー
だ
っ
た
の
は
、
日
文
研
が
京
都
に
あ
る
こ
と

だ
。
東
京
の
方
が
お
そ
ら
く
名
画
座
な
ど
で
古
い
映
画
に
触
れ
る
機
会
は
た
く
さ
ん
あ
る
だ
ろ
う
が
、
京
都
は

何
と
い
っ
て
も
時
代
劇
映
画
製
作
の
メ
ッ
カ
で
あ
る
。
時
代
劇
映
画
に
限
る
と
、
恵
ま
れ
た
環
境
で
あ
る
。

印
象
深
い
例
を
挙
げ
た
い
。
太
秦
の
大
映
通
り
商
店
街
に
空
き
店
舗
が
あ
っ
た
。
倉
庫
か
ガ
レ
ー
ジ
の
よ
う

な
が
ら
ん
と
し
た
空
間
だ
っ
た
。
期
間
限
定
（
半
年
間
だ
っ
た
と
思
う
）
で
、
そ
こ
で
時
代
劇
映
画
を
上
映
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
壁
一
面
に
、
東
映
や
大
映
の
ポ
ス
タ
ー
が
貼
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
パ
イ
プ
椅
子
が
並
べ
ら
れ

た
簡
易
映
画
館
と
な
っ
た
。
映
写
機
は
た
っ
た
一
台
。
一
巻
回
す
ご
と
に
明
か
り
が
つ
い
て
休
憩
、
フ
ィ
ル
ム

の
交
換
と
な
る
と
い
う
普
通
で
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
何
と
も
和
や
か
な
空
間
で
あ
っ
た
。
映
写
を
担
当
し
て

い
た
の
は
元
映
写
技
師
。
場
所
は
撮
影
所
が
多
か
っ
た
太
秦
と
い
う
事
も
あ
っ
て
か
、
観
客
に
は
エ
キ
ス
ト
ラ

で
映
画
に
出
た
な
ど
、
上
映
さ
れ
る
映
画
に
何
ら
か
の
形
で
か
か
わ
っ
た
人
が
結
構
い
る
。
休
憩
の
合
間
に
、

そ
う
い
っ
た
人
た
ち
の
話
を
聞
く
機
会
が
得
ら
れ
る
の
は
貴
重
な
経
験
で
あ
っ
た
。
京
都
に
限
ら
ず
、
京
阪
神

と
範
囲
を
広
げ
て
探
せ
ば
、
か
な
り
の
映
画
を
ス
ク
リ
ー
ン
で
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
次
は
い
つ
そ
の
映
画
を

観
る
こ
と
が
出
来
る
か
わ
か
ら
ず
、
必
死
で
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
観
た
こ
と
も
記
憶
に
残
っ
て
よ
か
っ
た
。
も

う
一
例
挙
げ
た
い
。
阪
東
妻
三
郎
映
画
祭
を
観
に
行
っ
て
い
た
時
で
あ
る
。
阪
妻
の
フ
ァ
ン
は
圧
倒
的
に
男
性

が
多
か
っ
た
。
お
ま
け
に
か
な
り
の
高
齢
層
だ
。
そ
の
よ
う
な
観
客
に
交
じ
っ
て
毎
日
足
繁
く
通
う
も
の
だ
か

ら
、
観
客
の
「
お
爺
様
」
た
ち
も
当
然
私
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
休
憩
の
度
に
話
し
か
け
て
く
る
。

「
あ
ん
た
、
若
い
の
に
阪
妻
好
き
か
」「
阪
妻
は
え
え
よ
な
あ
。
あ
の
映
画
は
な
…
」
と
い
っ
た
感
じ
で
、
阪
妻

へ
の
熱
い
思
い
を
た
く
さ
ん
話
し
出
す
。
当
然
、
阪
妻
が
生
き
て
い
た
時
代
を
知
ら
な
い
私
に
と
っ
て
、
そ
れ

が
ど
れ
ほ
ど
貴
重
な
話
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
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日
文
研
の
先
生
方
も
映
画
好
き
な
方
は
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
発
表
の
時
に
、
つ
い
つ
い
対
象
映
画
へ

の
愛
が
、
変
わ
っ
た
指
摘
と
な
っ
て
表
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
す
で
に
「
芸
術
」
と
し
て
あ
る

い
は
海
外
か
ら
の
評
価
が
高
く
多
く
語
ら
れ
て
き
て
い
る
作
品
に
つ
い
て
は
、
そ
う
い
う
現
象
は
な
い
が
、
プ

ロ
グ
ラ
ム
ピ
ク
チ
ャ
ー
と
し
て
大
量
生
産
さ
れ
た
チ
ャ
ン
バ
ラ
な
ど
に
つ
い
て
は
、
時
々
起
こ
る
現
象
だ
。
極

例
だ
が
「
同
時
代
に
そ
の
映
画
を
観
て
い
な
い
の
に
何
が
分
か
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
大
衆
娯

楽
を
扱
う
と
は
そ
う
い
う
事
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
し
、
そ
う
い
う
気
持
ち
に
な
る
ほ
ど
映
画
へ
の
愛
が
深
い

こ
と
、
そ
し
て
そ
う
思
う
人
々
の
体
験
を
聞
く
こ
と
が
、
研
究
に
ど
れ
ほ
ど
不
可
欠
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
も

学
ん
だ
。
映
画
は
今
で
は
運
が
良
け
れ
ば
観
返
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
代
に
ど
の

よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、
作
品
を
観
る
だ
け
で
は
決
し
て
知
り
得
な
い
。
あ
る
映
画
が
上
映
さ
れ
た

当
時
に
常
識
で
あ
っ
た
た
と
え
ば
噂
や
反
応
は
、
語
り
継
が
れ
た
り
流
行
現
象
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
も
の
で

な
け
れ
ば
後
世
で
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
あ
る
作
品
に
ま
つ
わ
る
い
わ
ゆ
る
「
小
ネ
タ
」
の
よ
う
な
当
時
の
共

通
認
識
な
ど
は
、
お
そ
ら
く
忘
却
の
彼
方
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
懐
か
し

の
映
画
作
品
を
耳
に
す
る
こ
と
で
、「
こ
の
映
画
は
当
時
こ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
知
っ
て

い
る
？
」
と
い
う
形
で
、
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
中
に
は
私
が
無
知
だ
け
だ
っ
た
も
の
も
含
ま

れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
話
を
一
つ
知
る
こ
と
で
、
映
画
の
見
方
が
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
に
、
知
ら
ず
知

ら
ず
に
多
く
の
先
生
方
に
指
導
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
結
果
と
な
っ
た
。
な
ん
と
も
幸
運
な
話
で
あ
る
。

チ
ャ
ン
バ
ラ
映
画
研
究
が
難
航
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
先
行
研
究
が
少
な
い
こ
と
も
そ
の
一
つ
だ
が
、

「
殺
陣
」
に
絞
り
込
ん
だ
時
に
、
映
画
と
隣
接
す
る
領
域
を
知
ら
な
い
と
何
も
語
れ
な
い
こ
と
が
、
ど
ん
ど
ん

明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
武
術
、
芸
能
、
風
俗
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
得
物
と
し
て
は
圧
倒
的
に

刀
が
多
い
た
め
、
修
士
の
頃
か
ら
居
合
道
を
習
い
始
め
た
り
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
一
部
の
流
派
の
体
験
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に
し
か
な
ら
な
い
た
め
に
、
杖
術
も
習
い
始
め
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
初
心
者
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
幸
い
、
日
文

研
の
先
生
の
中
に
は
武
術
を
た
し
な
ん
で
い
る
方
が
何
人
か
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
教
え
を
乞
う
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
伝
統
芸
能
だ
け
で
な
く
、
大
量
生
産
さ
れ
た
時
代
劇
映
画
は
「
髷
を
つ
け
た
現
代
劇
」

で
も
あ
る
た
め
、
映
画
製
作
当
時
の
流
行
が
伝
統
芸
能
と
ど
の
よ
う
に
混
ざ
っ
て
い
る
の
か
を
知
る
必
要
も

あ
っ
た
。
風
俗
も
同
様
で
あ
る
。
時
代
考
証
を
し
っ
か
り
と
し
た
上
で
、
あ
え
て
そ
れ
を
再
現
せ
ず
に
工
夫
す

る
こ
と
は
、
製
作
者
た
ち
が
よ
く
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
物
語
も
実
在
す
る
歴
史
上
の
人
物
や
、
起

こ
っ
た
と
さ
れ
る
歴
史
的
事
件
を
題
材
に
す
る
こ
と
は
山
の
様
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
題
材
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら

を
借
り
て
現
代
劇
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
学
か
ら
歴
史
が
苦
手
だ
っ
た
私
に
と
っ
て
は
、
一
か
ら
勉

強
し
直
し
で
あ
る
。
映
画
は
虚
構
だ
か
ら
と
言
い
切
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
や
は
り
最
低
限
の
こ
と
は
必
要
で

あ
る
。
特
に
「
殺
陣
」
は
動
き
が
重
要
だ
が
、
私
た
ち
の
生
活
様
式
が
激
変
し
て
い
る
中
、
当
時
の
動
き
を
知

る
由
が
な
い
。
そ
れ
こ
そ
伝
統
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
な
ど
か
ら
、
推
測
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
大

量
生
産
さ
れ
た
時
代
劇
映
画
に
は
パ
ロ
デ
ィ
も
多
い
。
パ
ロ
デ
ィ
か
ど
う
か
を
知
る
た
め
に
は
、
そ
の
元
を
知

ら
な
い
と
い
け
な
い
。
気
の
遠
く
な
る
課
題
が
山
積
み
で
あ
っ
た
。
多
分
野
の
専
門
家
が
集
う
日
文
研
だ
か
ら

こ
そ
、
迷
走
す
る
私
の
指
導
を
引
き
受
け
て
下
さ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
先
輩
た
ち
に
も
言
え
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
テ
ー
マ
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
逆
に
互
い
に
興
味
を
持
っ
て
い
ろ
い
ろ
聞

き
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
時
間
は
か
か
っ
た
が
、
日
文
研
で
博
士
論
文
を
書
き
上
げ
、
な
ん
と
か
今

も
研
究
者
と
し
て
歩
み
出
し
て
い
る
。

チ
ャ
ン
バ
ラ
が
確
立
さ
れ
た
研
究
領
域
で
な
か
っ
た
た
め
に
、
様
々
な
領
域
の
先
生
方
に
指
導
を
仰
ぐ
こ
と

が
出
来
た
と
思
っ
て
い
る
。
何
と
も
無
謀
な
テ
ー
マ
の
取
り
組
み
か
ら
始
ま
り
、
あ
ま
り
の
無
知
さ
に
半
ば
あ

き
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
多
か
っ
た
と
思
う
が
、
多
く
の
先
生
方
は
面
白
が
っ
て
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
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ま
た
、
日
文
研
で
は
領
域
を
ま
た
い
だ
共
同
研
究
が
当
た
り
前
で
、
そ
れ
に
末
席
な
が
ら
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
お
か
げ
で
、
そ
う
い
う
研
究
ス
タ
イ
ル
が
私
の
中
で
常
識
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
今
で
も
大
き
な
財
産

だ
。
最
近
は
チ
ャ
ン
バ
ラ
と
並
行
し
て
ピ
ン
ク
映
画
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
日
文
研
な
ら
ば
き
っ
と
面
白
い

研
究
が
で
き
る
と
信
じ
て
。

（
中
部
大
学
人
文
学
部
教
授
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授
）



33

形か
た
ち
づ
く造
り
︱
日
本
将
棋
に
お
け
る
敗
者
の
美
学

尾
　
本
　
惠
　
市

　
　
　
一

私
の
楽
し
み
の
一
つ
は
将
棋
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
ご
ろ
は
集
中
力
低
下
の
た
め
、
指
す
よ
り
観
戦
が

主
で
あ
る
。
日
文
研
に
在
職
し
て
い
た
二
〇
年
前
、
嵐
山
在
住
の
木
村
義
徳
プ
ロ
九
段
を
訪
ね
て
は
「
飛
車
落

ち
」
で
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
飛
車
一
枚
の
ハ
ン
デ
だ
が
こ
れ
が
難
物
で
、
も
し
プ
ロ
高
段
者
に
勝
て
ば
ア
マ

四
〜
五
段
の
実
力
者
と
い
わ
れ
る
。
一
〇
局
近
く
挑
戦
し
て
や
っ
と
勝
つ
こ
と
が
で
き
、
日
本
将
棋
連
盟
か
ら

五
段
位
を
い
た
だ
い
た
。

同
氏
は
、
昭
和
前
半
に
将
棋
界
の
頂
点
に
立
っ
た
木
村
義
雄
一
四
世
名
人
の
三
男
で
、
早
稲
田
大
学
在
学
中

に
ア
マ
名
人
と
な
り
、
特
例
で
プ
ロ
棋
士
に
な
る
や
Ａ
級
（
最
高
級
）
に
駆
け
あ
が
っ
た
異
例
の
経
歴
の
持
ち

主
で
あ
る
。『
弱
い
の
が
強
い
の
に
勝
つ
法
―
勝
負
の
理
論
』（
日
本
将
棋
連
盟
、
一
九
八
〇
）
や
日
本
将
棋
の

ル
ー
ツ
を
推
定
し
た
『
持
ち
駒
使
用
の
謎
』（
二
〇
〇
一
）
な
ど
の
著
書
が
あ
る
。

そ
の
機
縁
も
あ
り
、
平
成
九
年
度
か
ら
日
文
研
共
同
研
究
「
将
棋
の
戦
略
と
日
本
文
化
」
を
実
施
し
た
。
そ

こ
で
は
、
木
村
氏
を
は
じ
め
プ
ロ
棋
士
や
将
棋
を
愛
好
す
る
学
者
（
例
え
ば
、
元
物
理
学
会
長
の
伊
達
宗
行

氏
）
な
ど
、
文
・
理
を
問
わ
ず
多
様
な
方
々
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
将
棋
と
い
う
日
本
文
化
を
歴
史
か
ら
娯

楽
、
さ
ら
に
勝
負
論
か
ら
人
工
知
能
に
い
た
る
広
範
な
切
り
口
で
分
析
し
た
。
二
年
間
続
け
た
研
究
会
か
ら

『
日
本
文
化
と
し
て
の
将
棋
』（
三
元
社
、
二
〇
〇
二
）
が
生
ま
れ
た
。
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そ
れ
ま
で
、
大
学
等
の
学
際
的
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
将
棋
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
な
く
、
ま
た
将
棋
が

代
表
的
な
日
本
文
化
で
あ
る
と
の
理
論
づ
け
も
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
、
日
本
文
化
の
条
件
と

し
て
「
伝
統
性
」「
独
創
性
」「
大
衆
性
」
の
三
点
を
あ
げ
、
将
棋
は
こ
れ
ら
を
完
全
に
満
た
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
た
。

ま
ず
伝
統
性
で
あ
る
が
、
清
水
康
二
氏
の
奈
良
市
興
福
寺
境
内
で
の
考
古
学
調
査
に
よ
っ
て
、
将
棋
駒
の
原

型
が
平
安
時
代
末
期
の
天
喜
六
年
（
一
〇
五
八
）
に
す
で
に
存
在
し
て
い
て
、
ル
ー
ル
も
現
在
と
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
将
棋
は
、
僧
侶
の
手
慰
み
と
し
て
発
達
し
た
。
一
方
、
貴
族
社
会

の
記
録
に
将
棋
が
全
く
出
て
こ
な
い
こ
と
は
、
囲
碁
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

将
棋
の
原
型
が
い
つ
頃
、
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
で
日
本
に
渡
来
し
た
の
か
、
私
は
日
本
人
の
起
源
を
研
究
す

る
人
類
学
者
と
し
て
大
い
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
将
棋
は
日
本
で
少
な
く
と
も
一
〇
〇
〇

年
近
い
伝
統
を
も
つ
古
い
文
化
で
あ
る
。

次
に
独
創
性
（
ユ
ニ
ー
ク
さ
）
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
広
く
チ
ェ
ス
・
ゲ
ー
ム
と
総
称
さ
れ
る
盤
上
遊
戯
に

は
古
代
イ
ン
ド
の
二
人
制
チ
ャ
ト
ラ
ン
ガ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
チ
ェ
ス
、
ペ
ル
シ
ャ
の
シ
ャ
ト
ラ
ン
ジ
、
タ
イ
の

マ
ッ
ク
ル
ッ
ク
、
中
国
の
象
棋
（
シ
ャ
ン
チ
ー
）、
朝
鮮
半
島
の
チ
ャ
ン
ギ
、
モ
ン
ゴ
ル
の
シ
ャ
タ
ル
な
ど
が

あ
る
が
、
ル
ー
ル
上
、
日
本
将
棋
だ
け
の
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
持
ち
駒
」
の
存
在
で
あ
る
。

他
の
チ
ェ
ス
・
ゲ
ー
ム
で
は
、
駒
の
取
り
捨
て
に
よ
っ
て
、
戦
う
に
つ
れ
駒
数
が
減
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
、

将
棋
で
は
、
相
手
の
駒
を
取
っ
て
「
持
ち
駒
」
と
し
て
再
使
用
す
る
。
戦
争
に
例
え
て
み
れ
ば
、
一
般
の
チ
ェ

ス
・
ゲ
ー
ム
で
は
相
手
方
を
ほ
ぼ
全
員
殺
せ
ば
勝
ち
で
あ
る
の
に
、
日
本
の
将
棋
だ
け
は
捕
虜
を
一
切
差
別
せ

ず
に
味
方
に
つ
け
て
戦
う
。

戦
後
ま
も
な
く
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
将
棋
を
戦
争
の
モ
デ
ル
で
軍
国
主
義
を
あ
お
る
も
の
と
疑
い
、
著
名
な
プ
ロ
棋
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士
の
升
田
幸
三
名
人
を
呼
ん
で
質
し
た
こ
と
が
あ
る
。
す
る
と
升
田
は
、「
タ
バ
コ
を
一
本
く
れ
」
と
い
い
、

深
々
と
吸
っ
て
か
ら
お
も
む
ろ
に
「
貴
公
ら
の
チ
ェ
ス
で
は
、
敵
を
片
端
か
ら
殺
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
将
棋

は
違
う
。
相
手
の
兵
を
殺
す
の
で
は
な
く
捕
ら
え
、
し
か
も
奴
隷
に
す
る
ど
こ
ろ
か
一
切
差
別
せ
ず
に
自
軍
の

一
員
と
し
て
戦
っ
て
も
ら
う
。
ど
ち
ら
が
平
和
的
な
ゲ
ー
ム
か
。」
と
答
え
た
。
将
棋
が
禁
止
さ
れ
ず
に
残
さ

れ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
る
と
も
い
わ
れ
る
。

情
報
論
的
に
も
、
将
棋
は
優
れ
た
ゲ
ー
ム
と
い
え
よ
う
。
チ
ェ
ス
で
は
戦
い
が
進
む
う
ち
に
情
報
量
（
指
し

手
の
可
能
性
）
が
ど
ん
ど
ん
減
少
し
て
ゆ
き
、
引
き
分
け
が
多
く
な
る
。
将
棋
で
は
反
対
に
、
戦
い
の
過
程
で

情
報
量
は
増
大
し
て
ゆ
き
、
引
き
分
け
は
ま
れ
で
あ
る
。
欧
米
の
著
名
な
チ
ェ
ス
・
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
中
に
も
、

こ
の
点
で
日
本
将
棋
を
あ
ら
ゆ
る
チ
ェ
ス
・
ゲ
ー
ム
の
中
で
最
も
進
歩
し
て
い
る
と
認
め
る
者
も
い
る
。

三
番
目
の
「
大
衆
性
」
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
将
棋
人
口
の
多
さ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
五
一

年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
五
歳
以
上
の
日
本
人
で
将
棋
を
趣
味
と
す
る
者
（
駒
の
動
か
し
方

を
知
っ
て
い
る
者
も
含
む
）
は
一
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
こ
れ
は
囲
碁
の
場
合
の
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
は
る

か
に
凌
駕
す
る
。
木
村
氏
に
よ
れ
ば
、
囲
碁
と
比
べ
て
一
般
に
将
棋
の
道
具
が
安
価
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。

　
　
　
二

実
は
、
日
本
の
伝
統
文
化
と
し
て
の
将
棋
に
は
今
一
つ
の
興
味
深
い
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
標
題
に
あ
げ

た
「
形
造
り
」
と
い
う
行
為
に
象
徴
さ
れ
る
も
の
で
、
日
本
文
化
の
一
つ
の
側
面
に
あ
る
「
勝
負
と
礼
儀
、
ま

た
は
美
意
識
」
に
関
係
す
る
。

将
棋
は
、
数
学
で
い
え
ば
「
代
数
」
よ
り
「
幾
何
」
に
近
く
、
九
×
九
＝
八
一
の
升
目
を
も
つ
盤
面
に
、
性

能
を
異
に
す
る
八
種
四
〇
枚
の
駒
が
様
々
な
形
で
並
び
、
協
力
し
て
動
き
な
が
ら
、
最
後
に
相
手
の
玉
（
も
と
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も
と
は
王
で
は
な
い
）
を
詰
め
る
（
逃
げ
ら
れ
な
く
す
る
）
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
盤
上
の
駒
の
配
置
が

「
形
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
対
局
者
は
自
分
が
有
利
か
不
利
か
を
判
断
す
る
。
こ
の
形
勢
判
断
の
決
め

手
が
「
大
局
観
」
と
い
わ
れ
る
能
力
で
、
こ
れ
が
勝
負
の
最
大
の
決
め
手
と
な
る
。

将
棋
は
非
常
に
複
雑
な
ゲ
ー
ム
で
、
有
利
と
思
え
て
も
実
は
そ
う
で
な
い
こ
と
が
多
く
、
不
利
と
思
え
る
局

面
を
逆
転
し
て
勝
つ
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
プ
ロ
棋
士
や
、
ア
マ
で
も
相
当
の
高
段
者
で
将
棋
に
美

学
を
求
め
る
者
は
、
決
定
的
に
不
利
に
な
っ
た
と
感
じ
た
と
き
、
そ
こ
で
「
形
造
り
」
を
行
う
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
負
け
て
駒
を
投
ず
る
と
き
の
最
終
局
面
の
形
が
美
し
く
な
る
よ
う
に
作
為
す
る
。

美
し
く
な
い
終
わ
り
方
と
は
ど
ん
な
も
の
か
。
負
け
と
判
っ
て
い
る
の
に
、
い
た
ず
ら
に
長
引
か
せ
る
た
め

に
玉
が
逃
げ
回
る
、
ま
た
は
自
殺
行
為
に
は
し
る
。
ま
だ
逆
転
の
可
能
性
が
あ
る
の
に
気
づ
か
ず
に
投
げ
て
し

ま
う
、
な
ど
で
あ
る
。
逆
に
、
大
差
で
負
け
そ
う
な
将
棋
で
も
、
最
終
的
に
「
一
手
違
い
」、
つ
ま
り
、
相
手

が
う
っ
か
り
す
れ
ば
逆
転
す
る
形
に
す
れ
ば
、
実
力
が
同
等
で
美
し
い
と
認
定
さ
れ
る
。

東
京
の
暁
星
小
学
校
に
安あ
じ
み
ね

次
嶺
隆た
か
ゆ
き幸
と
い
う
先
生
が
い
る
。
彼
は
、
将
棋
が
教
育
に
役
立
つ
と
の
信
念
で
、

希
望
者
に
課
外
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
一
度
見
学
に
行
っ
て
驚
い
た
。
生
徒
た
ち
は
将
棋
盤
を
挟
ん
で
対
局
し

て
い
た
が
、
私
が
行
く
と
さ
っ
と
立
っ
て
挨
拶
す
る
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
彼
ら
の
眼
は
キ
ラ
キ
ラ
と
光
っ

て
い
る
。

安
次
嶺
先
生
の
教
育
は
、
将
棋
の
技
術
だ
け
で
な
く
、「
礼
に
始
ま
り
、
礼
に
終
わ
る
」
精
神
を
教
え
る
。

し
か
も
、
感
心
し
た
の
は
、
将
棋
は
勝
つ
だ
け
で
な
く
、「
か
っ
こ
よ
く
負
け
る
」
こ
と
も
大
事
だ
と
教
え
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
負
け
る
こ
と
に
も
価
値
が
あ
る
、
と
教
え
る
の
が
将
棋
で
あ
る
。
私
も
、「
学
校
で
将
棋
を

教
え
よ
」
と
言
っ
て
い
る
。

将
棋
は
武
士
道
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
鍛
錬
に
よ
っ
て
技
術
を
磨
き
勝
負
に
勝
つ
の
が
目
標
だ
が
、
徹
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底
し
た
自
己
責
任
に
よ
っ
て
、
醜
い
負
け
方
を
し
な
い
よ
う
努
め
る
。
武
士
道
と
軍
国
主
義
を
同
一
視
す
る
の

は
、
見
当
違
い
で
あ
る
。
先
の
大
戦
の
責
任
は
武
士
道
で
は
な
く
、
無
能
な
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
行
為
に
あ
っ

た
。
木
村
義
雄
一
四
世
名
人
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
誤
っ
た
「
大
局
観
」
が
敗
戦
を
招
い
た
。

　
　
　
三

西
洋
起
源
の
ス
ポ
ー
ツ
で
は
、
勝
者
が
ガ
ッ
ツ
ポ
ー
ズ
を
と
り
歓
声
を
受
け
る
一
方
、
敗
者
は
悔
し
さ
に
顔

を
ゆ
が
め
な
が
ら
消
え
て
ゆ
く
。
情
報
論
的
に
い
え
ば
、
勝
者
と
敗
者
と
は
１
と
０
の
関
係
に
あ
る
。
し
か

し
、
日
本
の
武
道
や
将
棋
の
場
合
は
全
く
違
い
、
勝
者
は
お
ご
ら
ず
、
敗
者
も
悪
び
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

私
は
、
毎
週
日
曜
日
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
の
将
棋
対
局
を
観
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
プ
ロ
棋
士
の
対
局
態

度
で
い
つ
も
感
心
す
る
の
は
、
そ
の
姿
勢
の
よ
さ
で
あ
る
。
和
服
に
身
を
つ
つ
み
、
正
座
を
し
、
背
筋
を
ま
っ

す
ぐ
に
伸
ば
す
。
対
局
中
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
姿
勢
を
崩
さ
ず
、
表
情
も
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
姿
勢
が
思
考
力
を

助
け
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
文
化
の
特
徴
と
し
て
の
形
に
関
す
る
美
意
識
も
あ
ろ
う
。

対
局
を
始
め
る
と
き
、
上
位
者
と
下
位
者
の
区
別
は
な
く
、
二
人
は
同
時
に
深
く
一
礼
し
「
お
願
い
し
ま

す
」
と
い
う
。
面
白
い
の
は
、
勝
負
が
つ
い
た
と
き
で
あ
る
。
負
け
た
方
が
「
負
け
ま
し
た
」
と
か
「
あ
り
ま

せ
ん
」
と
言
っ
て
頭
を
下
げ
る
と
、
勝
っ
た
方
は
困
っ
た
よ
う
な
表
情
で
同
じ
よ
う
に
頭
を
下
げ
、
両
者
は
し

ば
ら
く
無
言
で
盤
面
を
見
つ
め
合
う
。
傍
目
に
は
、
ど
ち
ら
が
勝
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

チ
ェ
ス
や
囲
碁
で
も
た
ぶ
ん
同
じ
だ
ろ
う
が
、
将
棋
で
は
、
勝
敗
に
い
た
っ
た
過
程
、
つ
ま
り
作
戦
や
戦
い

方
、
正
確
さ
や
見
損
じ
が
な
か
っ
た
か
な
ど
を
、
勝
者
と
敗
者
が
一
緒
に
な
っ
て
検
討
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
感

想
戦
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
プ
ロ
棋
士
だ
け
で
な
く
、
ア
マ
チ
ュ
ア
で
も
有
段
者
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
と
し

て
行
わ
れ
て
い
る
。
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一
般
の
人
に
と
っ
て
は
、
将
棋
は
単
な
る
娯
楽
だ
か
ら
、
面
倒
な
こ
と
を
言
わ
ず
に
単
に
「
勝
っ
た
」「
負

け
た
」
で
よ
い
。
し
か
し
、
日
本
文
化
論
と
し
て
将
棋
を
見
る
と
き
、
そ
れ
は
「
勝
負
事
」
に
は
違
い
な
い

が
、
単
な
る
勝
ち
負
け
を
争
う
だ
け
の
世
界
で
は
な
い
。
二
人
の
人
間
の
知
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し

て
、
互
い
に
相
手
へ
の
敬
意
を
も
ち
つ
つ
、
協
力
し
て
一
つ
の
作
品
を
造
る
。
勝
者
と
敗
者
は
共
に
価
値
が
あ

る
。
米
長
邦
雄
永
世
棋
聖
に
は
、『
共
に
勝
つ
』
と
題
す
る
著
書
が
あ
る
。

な
ぜ
形
造
り
な
ど
と
い
う
こ
と
を
す
る
の
か
。
一
局
の
将
棋
は
「
棋
譜
」
と
い
う
形
で
記
録
が
残
さ
れ
、
誰

で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
棋
譜
を
見
れ
ば
、
対
局
者
の
能
力
と
将
棋
に
対
す
る
美
的
感
覚
が
わ
か
る
。

か
つ
て
、
米
長
氏
と
「
勝
負
す
る
知
―
将
棋
と
学
問
」
と
い
う
対
談
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
の
三
人
の
兄

は
み
な
東
大
に
行
っ
た
が
、
彼
だ
け
は
「
兄
貴
た
ち
は
馬
鹿
だ
か
ら
東
大
へ
行
っ
た
」
と
言
っ
た
こ
と
は
良
く

知
ら
れ
て
い
る
。
初
対
面
の
と
き
、
私
は
「
馬
鹿
な
の
で
東
大
に
三
〇
年
も
い
ま
し
た
」
と
挨
拶
し
た
。
升
田

幸
三
名
人
は
「
た
ど
り
き
て
、
い
ま
だ
山
麓
」
と
の
名
句
を
残
し
て
い
る
が
、
学
問
で
も
同
じ
で
あ
る
。

学
者
の
残
す
論
文
や
著
書
は
将
棋
の
棋
譜
と
同
じ
で
、
永
遠
に
残
り
、
批
判
の
対
象
と
な
る
。
人
生
の
残
り

少
な
く
な
っ
た
私
は
、
自
分
の
学
者
人
生
は
ど
う
や
ら
「
負
け
将
棋
」
だ
と
感
じ
て
い
る
（
教
え
子
た
ち
に
は

申
し
訳
な
い
が
）。
そ
ろ
そ
ろ
、
形
造
り
に
入
ら
ね
ば
、
と
思
う
今
日
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
）
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日
文
研
︱
ギ
リ
シ
ャ
と
日
本

イ
ウ
リ
ア
（
リ
リ
ア
ン
）・
カ
ラ
リ
＝
ヤ
ナ
コ
プ
ー
ル

私
は
ギ
リ
シ
ャ
に
生
ま
れ
ア
テ
ネ
大
学
哲
学
部
考
古
・
美
術
史
学
科
を
卒
業
後
、
ギ
リ
シ
ャ
政
府
奨
学
金
を

得
て
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
に
留
学
し
た
。
パ
リ
で
は
六
年
も
の
月
日
を
過
ご
し
、
今
で
は
フ
ラ
ン
ス
は
私
の
第
二

の
故
郷
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
頃
の
私
は
日
本
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
が
、
船
員
と
し
て
世
界
中

を
巡
っ
て
い
た
従
兄
弟
か
ら
日
本
の
話
を
聞
き
、
ま
た
パ
リ
で
多
く
の
日
本
人
学
生
と
知
り
合
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
少
し
ず
つ
日
本
へ
の
旅
が
私
の
夢
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
る
友
人
の
日
本
人
学
生
に
招
待
さ
れ

東
京
で
ひ
と
夏
を
過
ご
す
こ
と
と
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な
る
文
明
と
新
し
い
体
験
。
そ
の
時
日
本

は
、
私
に
と
っ
て
愛
す
べ
き
第
三
の
故
郷
と
な
っ
た
。

そ
の
旅
の
後
、
文
部
科
学
省
の
奨
学
金
で
日
本
へ
行
く
と
い
う
貴
重
な
機
会
を
得
た
も
の
の
、
ア
テ
ネ
大
学

で
の
就
職
な
ど
個
人
的
な
理
由
で
そ
の
奨
学
金
を
辞
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
私
の
人
生
の
中
で
最

も
大
き
な
後
悔
の
一
つ
と
な
っ
た
。
そ
の
せ
い
か
、
そ
の
後
も
心
の
ど
こ
か
に
「
日
本
で
研
究
す
る
」
と
い
う

夢
を
持
ち
続
け
て
い
た
。

そ
の
夢
は
日
文
研
の
お
か
げ
で
叶
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
日
文
研
に
は
た
っ
た
四
ヶ
月
し
か
滞
在
し
な
か
っ

た
が
、
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
新
し
い
学
問
の
旅
、
大
き
な
挑
戦
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
本
当
に
心
地
よ
く
実
り

多
い
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
滞
在
の
目
的
は
、
先
史
時
代
の
ギ
リ
シ
ャ
と
日
本
の
文
化
的
側
面
を
学
び
理
解
し

比
較
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
私
の
目
の
前
に
あ
っ
た
日
本
の
風
景
は
バ
ル
カ
ン
半
島
南
部
や
エ
ー
ゲ
海
の
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島
々
と
よ
く
似
た
魅
力
あ
ふ
れ
る
新
し
い
世
界
だ
っ
た
の
だ
。
日
本
で
も
ギ
リ
シ
ャ
で
も
、
遊
牧
民
や
居
住
民

と
い
っ
た
様
々
な
人
間
集
団
が
、
変
わ
り
続
け
る
自
然
環
境
の
な
か
で
な
ん
と
か
生
き
延
び
よ
う
と
し
、
新
た

な
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
人
々
は
似
た
よ
う
な
環
境
条
件
の
中
で
生
活
様
式
の
選
択
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
た
の
だ
。
多
く
の
人
々
が
海
の
そ
ば
で
暮
ら
し
、
あ
る
と
き
は
水
や
海
の
恩
恵
に
与
り
、
ま
た
あ
る

と
き
は
火
山
や
地
震
に
よ
っ
て
そ
の
生
命
を
脅
か
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
私
の
研
究
に
と
っ
て
大
き
な
助
け
と

な
っ
た
の
は
、
日
文
研
の
図
書
館
、
そ
の
効
率
の
良
い
相
互
貸
出
シ
ス
テ
ム
、
そ
し
て
客
員
研
究
者
の
た
め
の

快
適
な
オ
フ
ィ
ス
や
図
書
ス
ペ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
大
学
や
外
国
の
研
究
所
に
お
い
て
も
日
本

考
古
学
に
関
す
る
本
を
見
つ
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

滞
在
中
、
幸
い
に
も
私
は
安
田
喜
憲
先
生
、
宇
野
隆
夫
先
生
と
い
う
日
本
の
偉
大
な
教
授
に
招
か
れ
意
見
交

換
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
他
に
も
、
栗
山
茂
久
先
生
、
パ
イ
・
リ
ー
先
生
、
ジ
ル
・
カ
ン
パ
ニ
ョ
ー
ロ

先
生
と
い
っ
た
多
く
の
客
員
研
究
者
と
も
友
情
を
結
ぶ
機
会
を
得
た
。
お
か
げ
で
多
く
の
博
物
館
や
遺
跡
、
貝

塚
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
、
貝
製
装
身
具
や
特
徴
的
な
土
器
、
日
本
独
自
の
葬
制
に
関
す
る
知
識
を
得
る
こ

と
も
で
き
た
。
安
田
先
生
が
連
れ
て
行
っ
て
く
だ
さ
っ
た
遺
跡
と
仙
台
の
博
物
館
で
の
経
験
は
本
当
に
素
晴
ら

し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
数
年
後
、
磯
前
順
一
先
生
が
ア
テ
ネ
を
訪
問
さ
れ
、
滞
在
中
に
日
本
の
宗
教
に
つ
い
て
の
講
義
を
し
て

く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
は
私
の
学
生
に
と
っ
て
、
日
本
人
の
宗
教
や
社
会
文
化
環
境
を
理
解
す
る
ま
た
と
な
い
機

会
と
も
な
っ
た
。

今
で
も
、
日
文
研
で
の
す
て
き
な
思
い
出
の
数
々
を
あ
り
あ
り
と
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
研
究
所

の
裏
に
あ
る
森
と
、
夏
に
咲
く
ク
チ
ナ
シ
の
花
の
香
り
が
大
好
き
だ
っ
た
。
ア
パ
ー
ト
の
窓
か
ら
臨
む
夕
陽
に

映
え
る
京
都
の
町
並
み
と
、
午
後
の
講
義
、
そ
し
て
カ
ク
テ
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
が
本
当
に
懐
か
し
く
思
い
起
こ
さ
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れ
る
。

帰
国
後
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
の
新
石
器
時
代
に
つ
い
て
の
本
を
ギ
リ
シ
ャ
語
で
執
筆
し

た
が
、
拙
著
の
一
章
は
日
本
の
先
史
時
代
に
関
す
る
日
文
研
で
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
さ
さ
や
か
で
は
あ
る

が
、
こ
れ
は
私
か
ら
日
文
研
へ
の
恩
返
し
で
も
あ
る
。
講
義
に
し
て
わ
ず
か
二
時
間
ほ
ど
の
内
容
だ
が
、
知
る

限
り
ギ
リ
シ
ャ
で
は
唯
一
の
日
本
考
古
学
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
と
な
っ
て
は
叶
わ
ぬ
夢
だ
が
、
も
う

一
度
日
文
研
を
訪
問
し
、
さ
ら
な
る
理
解
を
深
め
る
機
会
を
得
た
い
と
切
に
思
っ
て
い
る
。

文
学
、
歴
史
、
考
古
学
は
過
去
の
社
会
を
よ
り
良
く
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
と
し
て
切
り
離
せ
な
い
関
係
に

あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
や
日
本
の
よ
う
な
偉
大
な
古
代
文
明
は
、
物
的
証
拠
を
無
視
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

い
つ
の
日
か
、
私
の
講
義
を
受
け
た
教
え
子
の
中
か
ら
日
本
で
実
際
に
資
料
を
検
証
し
な
が
ら
日
本
考
古
学
を

学
ぼ
う
と
す
る
若
者
が
巣
立
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

（
ア
テ
ネ
大
学
考
古
学
科
教
授
）

原
文
：
英
語

翻
訳
：
細
川
周
平
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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音
楽
学
的
見
地
か
ら
み
た
日
文
研
の
思
い
出

ル
チ
ア
ー
ナ
・
ガ
リ
ア
ー
ノ

私
の
脇
机
に
は
白
と
青
の
エ
ナ
メ
ル
皿
が
あ
る
。
富
士
の
絵
が
描
か
れ
茶
色
の
角
が
あ
る
（
ひ
と
つ
の
角
は

少
し
欠
け
て
い
る
）。
あ
ま
り
き
れ
い
で
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
物
語
が
あ
る
。
私
は
二
〇
〇
七
年
九
月
か
ら

二
〇
〇
八
年
七
月
ま
で
日
文
研
ハ
ウ
ス
で
客
員
研
究
員
と
し
て
暮
ら
し
た
。
偉
大
な
歴
史
学
者
と
畏
敬
の
念
を

抱
い
て
い
る
愛
す
べ
き
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク
マ
レ
ン
教
授
の
部
屋
の
向
か
い
で
、
彼
は
京
都
市
内
の
蚤
の
市
に

出
か
け
素
敵
な
磁
器
を
集
め
て
い
た
。
あ
る
時
帰
っ
て
く
る
と
、
富
士
山
の
皿
し
か
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
あ
ま
り
ひ
ど
く
て
買
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
た
。
次
の
時
、
蚤
の
市
に
出
か
け
る
と
、
彼
の
言
う
の
が

ど
の
皿
か
す
ぐ
に
分
か
り
買
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
そ
の
そ
れ
ほ
ど
ひ
ど
く
な
い
と
私
が
思
う
皿
は
、
特
別
な
人

生
の
一
時
期
を
す
ご
し
た
日
文
研
の
研
究
と
暮
ら
し
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。
刺
激
的
で
知
的
に
豊
か
で
多

彩
な
場
所
、
興
味
を
湧
か
せ
る
著
名
な
学
者
、
最
高
に
有
能
で
親
切
な
ス
タ
ッ
フ
の
な
か
に
理
想
的
に
没
頭
で

き
た
こ
と
を
。

二
〇
一
四
年
九
月
、
人
生
で
二
度
目
の
日
文
研
生
活
を
送
っ
た
（
二
〇
一
四
年
九
月
〜
二
〇
一
五
年
三
月
）。

そ
れ
は
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
大
学
の
不
当
な
措
置
の
た
め
に
キ
ャ
リ
ア
が
閉
ざ
さ
れ
、
憂
鬱
症
に
陥
っ
た
後
だ
っ
た
の

で
、
研
究
生
活
へ
の
復
帰
、
人
生
へ
の
復
帰
の
よ
う
な
滞
在
だ
っ
た
。
最
初
の
客
員
で
は
能
と
音
楽
と
い
う
一

種
秘
密
め
い
た
テ
ー
マ
の
研
究
に
打
ち
込
み
、
多
く
を
学
び
、
す
べ
て
は
後
の
研
究
に
役
立
っ
た
。
数
年
後
、

再
び
九
月
に
戻
っ
て
く
る
と
界
隈
が
ず
い
ぶ
ん
様
変
わ
り
し
た
こ
と
に
気
付
い
た
。
富
裕
な
住
宅
地
域
と
な
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り
、
ぐ
ん
ぐ
ん
拡
大
す
る
京
都
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
近
く
に
で
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
交
通
は
便
利
に
な
っ

た
。
し
か
し
基
本
的
な
生
活
の
便
は
ま
だ
遅
れ
て
い
た
。
有
名
な
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
あ
る
だ
け
で
、
近

く
に
レ
ス
ト
ラ
ン
も
店
舗
も
喫
茶
店
や
バ
ー
も
な
い
…
…
。
今
度
は
研
究
テ
ー
マ
が
ず
っ
と
世
俗
的
で
あ
っ
た

の
で
、
修
道
院
の
よ
う
な
日
文
研
ハ
ウ
ス
で
暮
ら
す
こ
と
は
や
め
、
静
か
で
便
利
な
桂
の
付
近
に
住
む
こ
と
と

し
た
。
こ
う
し
て
私
の
今
の
関
心
と
も
通
じ
る
京
都
の
洗
練
さ
れ
た
音
楽
生
活
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
現

代
音
楽
に
熱
心
な
御
所
南
の
小
さ
な
カ
フ
ェ
ー
の
コ
ン
サ
ー
ト
や
催
し
に
よ
く
出
か
け
、
偉
大
な
参
加
者
や
演

奏
者
に
会
っ
た
。
た
と
え
ば
古
い
友
人
の
作
曲
家
の
近
藤
譲
や
西
村
朗
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
大
井
浩
明
。
そ
こ
で

新
た
に
知
っ
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏
者
辺
見
康
孝
に
は
、
そ
の
後
東
京
で
企
画
し
た
レ
ク
チ
ャ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ト

に
出
演
し
て
も
ら
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
の
好
き
だ
っ
た
場
所
は
先
斗
町
の
元
気
の
い
い
ラ
イ
ブ
・
バ
ー
で
、
小

さ
く
て
満
員
で
に
ぎ
や
か
で
、
最
新
流
行
の
ジ
ャ
ズ
や
フ
ォ
ー
ク
を
聴
け
た
。
ほ
か
に
も
烏
丸
に
大
人
向
け
、

ア
イ
ド
ル
な
り
そ
こ
ね
向
け
の
場
所
が
あ
っ
た
し
他
に
も
京
都
大
学
の
近
く
に
…
…
。
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
で

聴
い
た
日
本
の
現
代
音
楽
の
偉
大
な
コ
ン
サ
ー
ト
も
複
数
あ
っ
た
。
他
に
も
い
く
つ
か
の
劇
場
の
イ
ベ
ン
ト
で

も
音
楽
は
い
つ
で
も
舞
台
の
基
本
要
素
だ
っ
た
。
毎
朝
毎
夕
、
元
気
を
出
し
て
バ
ス
に
乗
っ
て
季
節
ご
と
に
変

わ
る
丘
に
立
つ
日
文
研
に
通
っ
た
。

こ
の
第
二
回
の
客
員
の
研
究
テ
ー
マ
は
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
国
際
的
な
前
衛
シ
ー

ン
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
数
人
の
日
本
人
作
曲
家
・
音
楽
家
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
、
後
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ

チ
ュ
ー
ナ
ス
に
よ
っ
て
創
立
・
組
織
さ
れ
、
フ
ル
ク
サ
ス
と
い
う
名
で
知
ら
れ
る
「
非
芸
術
（
ノ
ン
・
ア
ー

ト
）」
運
動
の
先
発
隊
を
果
た
し
た
。

私
の
フ
ル
ク
サ
ス
へ
の
関
心
は
一
九
七
〇
年
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。
当
時
私
の
個
人
的
な
態
度
は
そ
れ
ま
で
に

見
た
り
読
ん
だ
り
し
て
い
た
フ
ル
ク
サ
ス
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
態
度
と
か
な
り
一
致
し
て
い
た
。
八
〇
年
代
に
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イ
タ
リ
ア
の
国
立
ラ
ジ
オ
Ｒ
Ａ
Ｉ
の
文
化
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
こ
の
ラ
ジ
カ
ル
な
前
衛
に
つ
い
て
の
四
回
続
き
の
番

組
を
作
っ
た
の
だ
が
、
一
度
も
放
送
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
…
…
。
話
題
や
素
材
が
ま
だ
過
激
す
ぎ
た
の
だ
と
思

う
。
そ
れ
か
ら
何
年
も
日
本
の
現
代
音
楽
の
調
査
研
究
に
明
け
暮
れ
、
日
本
の
フ
ル
ク
サ
ス
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

の
素
晴
ら
し
い
グ
ル
ー
プ
と
出
会
っ
た
。
近
づ
き
た
い
と
い
う
欲
求
が
再
燃
し
た
。
国
際
交
流
基
金
を
得
て

二
〇
一
一
年
九
月
か
ら
一
一
月
に
始
め
た
。
日
文
研
の
二
度
目
の
客
員
は
願
っ
て
も
な
い
こ
と
で
、
お
か
げ
で

研
究
を
深
め
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

フ
ル
ク
サ
ス
が
差
し
出
す
多
彩
な
イ
メ
ー
ジ
―
奇
妙
で
子
ど
も
っ
ぽ
く
お
か
し
な
こ
と
を
す
る
人
た
ち
―
を

別
に
し
て
、
運
動
が
今
日
の
世
界
に
お
け
る
ア
ー
ト
の
役
割
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ

て
中
心
軸
だ
っ
た
こ
と
は
今
で
は
反
論
の
余
地
が
な
い
。
そ
の
美
学
―
多
く
の
仕
掛
け
と
と
も
に
―
は
あ
ま
り

に
深
く
今
日
の
社
会
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で
、
彼
ら
が
元
々
ど
こ
か
ら
現
れ
出
た
の
か
見
分
け
ら
れ

な
く
な
っ
て
い
る
。
フ
ル
ク
サ
ス
は
一
九
六
〇
年
代
の
最
も
ラ
ジ
カ
ル
で
（
過
激
・
根
本
的
で
）
実
験
的
な
芸

術
運
動
で
、
芸
術
・
文
化
に
つ
い
て
の
決
ま
り
き
っ
た
考
え
に
挑
ん
で
き
た
と
記
さ
れ
て
き
た
。
コ
ン
セ
プ

ト
・
ア
ー
ト
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
ア
ー
ト
、
イ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア
、
ヴ
ィ
デ
オ
の

よ
う
な
現
代
ア
ー
ト
の
カ
ギ
と
な
る
フ
ォ
ー
ム
の
誕
生
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。

フ
ル
ク
サ
ス
は
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
六
〇
年
代
末
に
か
け
て
展
開
し
た
多
く
の
前
衛
運
動
の
な
か
で
も
特

に
独
創
的
だ
っ
た
。
意
図
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
史
上
最
初
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
前
衛
芸
術
運
動
だ
っ

た
。
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
日
本
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
一
緒
に
し
た
か
ら
で
あ
る

（
時
に
は
文
字
通
り
同
じ
場
所
で
同
じ
作
品
の
制
作
に
関
わ
っ
た
）。
こ
れ
は
フ
ル
ク
サ
ス
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
運

動
で
あ
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
先
進
国
限
定
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
運
動
の
本
質
を
構
成
す
る
特
徴

だ
っ
た
。
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
化
／
西
洋
化
の
先
駆
と
し
て
の
日
本
の
役
割
は
、
悲
劇
的
で
か
つ
積
極
的
な
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意
味
合
い
を
含
む
と
は
い
え
、
フ
ル
ク
サ
ス
に
お
け
る
役
割
を
定
め
る
の
は
重
要
だ
っ
た
。

も
う
ひ
と
つ
の
フ
ル
ク
サ
ス
の
革
命
的
な
特
徴
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
差
別
の
問
題
に
向
か
っ
た
こ
と
で
、
先

進
諸
国
の
社
会
で
や
っ
と
表
面
化
し
始
め
た
時
期
に
、
穏
や
か
な
意
識
を
持
っ
て
立
ち
向
か
っ
た
の
を
、
私
は

明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
こ
で
も
女
性
の
地
位
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
役
割
、
性
差
別
に
つ
い
て
の
日
本
の
姿
勢
は

戦
後
女
性
の
世
代
の
感
性
を
形
作
っ
て
い
て
、
日
本
の
フ
ル
ク
サ
ス
の
女
性
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
大
き
な
存
在
は

そ
れ
を
は
っ
き
り
物
語
る
。

最
後
に
（
私
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
小
さ
く
な
い
）
点
は
、
フ
ル
ク
サ
ス
が
芸
術
運
動
や
潮
流
の
な
か
で
音
楽

が
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
最
初
の
、
そ
し
て
今
の
と
こ
ろ
唯
一
の
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
多
く
の
メ
ン

バ
ー
は
訓
練
を
受
け
た
音
楽
家
だ
っ
た
。
作
曲
や
演
奏
に
関
わ
り
、
イ
ベ
ン
ト
は
し
ば
し
ば
音
楽
的
な
ラ
ベ
ル

や
タ
イ
ト
ル
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
芸
術
的
な
試
み
は
よ
く
コ
ン
サ
ー
ト
の
よ
う
な
音
楽
世
界
の
表
象
の
型
の

な
か
で
披
露
上
演
さ
れ
た
。
音
楽
演
奏
の
身
振
り
や
設
定
、
さ
ら
に
は
音
自
体
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
（
た
だ
し
フ
ル
ク
サ
ス
の
拡
張
コ
ン
サ
ー
ト
活
動
の
必
須
で
は
な
か
っ
た
が
）。
研
究
で
発
見
し
、
本

で
書
い
た
こ
と
は
、
音
楽
性
が
日
本
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
束
ね
る
カ
ギ
の
要
素
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
音
楽
性

は
運
動
を
全
体
と
し
て
ま
と
め
る
の
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

国
際
的
な
フ
ル
ク
サ
ス
運
動
の
観
点
で
い
う
と
、
日
本
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
貢
献
は
本
質
的
だ
っ
た
。
運
動

の
形
成
に
基
本
的
な
役
割
を
果
た
し
、
彼
ら
の
芸
術
的
試
み
は
と
り
わ
け
ラ
ジ
カ
ル
で
、
詩
的
で
、
奥
深
く
、

首
尾
一
貫
し
て
い
た
。
フ
ル
ク
サ
ス
の
歴
史
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
、
日
本
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作
品
も
含
め
、

広
く
（
ま
た
深
く
）
研
究
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
運
動
の
な
か
で
日
本
人
と
そ
れ
以
外
の
区
別
を
し

て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
日
本
の
フ
ル
ク
サ
ス
に
は
自
身
の
歴
史
が
あ
り
、
強
烈
な
一
〇
年
間
に
芸
術
や
知
性
の

場
面
で
存
在
を
示
し
続
け
、
意
識
下
で
無
言
だ
っ
た
が
深
い
影
響
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
れ
は
ほ
か
の
ど
の
国
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に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
西
洋
側
の
同
胞
よ
り
も
洗
練
さ
れ
明
瞭
に
記
さ
れ

て
い
た
。
多
層
的
で
複
雑
な
意
味
を
持
っ
た
作
品
は
、
大
規
模
な
組
織
や
協
力
な
し
に
は
む
ず
か
し
か
っ
た
。

イ
ベ
ン
ト
は
い
つ
も
一
般
と
専
門
の
プ
レ
ス
に
よ
っ
て
報
道
さ
れ
、
多
く
の
心
の
開
か
れ
た
観
衆
が
参
集
し

た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
日
本
の
フ
ル
ク
サ
ス
に
典
型
的
な
一
面
だ
っ
た
。

フ
ル
ク
サ
ス
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
か
ら
国
籍
を
ベ
ー
ス
に
日
本
人
を
選
び
出
す
こ
と
で
、
日
本
の
独
自
性
と
い

う
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
そ
れ
は
危
険
な
基
盤
で
あ
る
。
一
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作
品
に
文
化
的
な
含
意
が

隠
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
個
人
と
し
て
の
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
一
般
化
し

た
り
た
ぶ
ん
中
立
化
せ
ず
に
、
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
特
定
の
場
を
指
摘
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
さ

ら
に
日
本
対
西
洋
、
ラ
ジ
カ
ル
対
リ
ア
リ
ス
ト
、
近
代
対
伝
統
と
い
っ
た
偽
り
の
二
項
対
立
を
超
え
る
の
も
ま

た
む
ず
か
し
い
。
日
本
の
個
別
の
位
置
を
探
る
小
道
は
入
り
組
み
た
ど
る
の
が
む
ず
か
し
い
。「
文
化
の
場
」

問
題
が
浮
上
す
る
か
ら
だ
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
東
京
芸
大
時
代
か
ら
の
古
い
友
人
の
細
川
周
平
教
授
と
の
議

論
、
近
代
日
本
に
つ
い
て
の
知
識
の
宝
庫
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
教
授
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ガ
ー
ス
ト

ル
教
授
と
の
意
見
交
換
は
基
本
だ
っ
た
。
日
文
研
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
が
与
え
て
く
れ
た
十
分
な
研
究
時
間
の
お

か
げ
で
、
資
料
を
見
つ
け
、
重
要
人
物
と
話
し
、
仲
間
の
研
究
者
と
会
話
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
図
書
館
の
す

ば
ら
し
い
蔵
書
と
親
切
で
有
能
な
図
書
館
員
―
江
上
敏
哲
さ
ん
の
ス
タ
ッ
フ
一
同
―
に
は
、
私
の
許
し
が
た
い

よ
う
な
ミ
ス
が
あ
っ
て
も
助
け
て
も
ら
っ
た
。

吼
え
る
六
〇
年
代
の
生
き
生
き
し
た
シ
ー
ン
に
活
躍
し
た
数
名
の
日
本
人
前
衛
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
肖
像
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
な
が
ら
、
日
文
研
か
ら
い
た
だ
い
た
こ
と
を
少
し
で
も
お
返
し
で
き
た
ら
と
思
う
。
こ
の
仕
事

に
、
日
文
研
か
ら
の
援
助
は
決
定
的
だ
っ
た
。
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国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
三
〇
周
年
を
祝
す

川
　
勝
　
平
　
太

日
文
研
創
立
三
〇
周
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

正
式
名
称
「
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
」
は
「
日
文
研
」「
ニ
チ
ブ
ン
ケ
ン
」‘N

ichibunken ’

の
名
で

世
界
に
お
け
る
日
本
研
究
の
メ
ッ
カ
と
し
て
内
外
で
広
く
通
用
す
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
三
〇
年
間
の
成
果

の
現
れ
で
あ
り
、
ご
同
慶
の
至
り
で
す
。

英
語
の
正
式
名
称
はInternational R

esearch C
enter for Japanese Studies

で
す
が
、
私
がJapanese 

Studies

の
名
を
も
つ
海
外
の
研
究
機
関
を
最
初
に
知
っ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
留
学
中
の
こ
と
で
し
た
。
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
のN

issan Institute of Japanese Studies

（
日
産
日
本
研
究
所
）
で
す
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
の
希
望
と
日
産
自
動
車
（
株
）
の
援
助
と
が
相
俟
っ
て
一
九
八
一
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
そ
の

開
設
記
念
式
典
な
ど
に
日
本
人
留
学
生
代
表
と
し
て
招
か
れ
た
の
で
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。
日
文
研
の
創

設
に
先
立
つ
こ
と
六
年
前
で
し
た
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
はInstitute

が
当
時
、O

riental Institute

（
東
洋
研
究
所
）、Institute of 

A
gricultural E

conom
ics

（
農
業
経
済
学
研
究
所
）、Institute of A

rchaeology

（
考
古
学
研
究
所
）、

Institute of E
conom

ics and Statistics

（
経
済
学
・
統
計
学
研
究
所
）、M

athem
atical Institute

（
数
学
研

究
所
）
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。Japanese Studies
が
大
学
公
設
のInstitute

に
な
っ
た
こ
と
で
、
日
本
学
が

数
学
、
経
済
学
、
考
古
学
な
ど
と
並
ぶ
学
問
と
な
っ
た

―
こ
れ
が
そ
の
時
の
感
懐
で
し
た
。
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日
文
研
が
創
設
さ
れ
た
一
九
八
〇
年
代
の
日
本
は
注
目
に
値
し
ま
す
。
世
界
の
中
の
日
本
の
地
位
が
劇
的
に

上
昇
し
た
か
ら
で
す
。
そ
の
前
の
七
〇
年
代
に
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
が
世
界
経
済
を
襲
い
ま
し
た
が
、
そ
の
危
機

を
最
も
見
事
に
切
り
抜
け
た
の
は
日
本
経
済
で
、
七
〇
年
代
末
に
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
エ
ズ
ラ
・
ヴ
ォ
ー

ゲ
ル
教
授
が
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・N

o.1

』
を
著
し
ま
し
た
。

一
九
八
五
年
、
先
進
国
首
脳
の
「
プ
ラ
ザ
合
意
」
が
あ
り
ま
し
た
。
円
の
対
ド
ル
相
場
を
一
気
に
二
倍
に
す

る
ほ
ど
の
激
し
い
円
高
誘
導
を
決
め
た
サ
ミ
ッ
ト
で
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
日
本
製
品
に
は
、
価
格
で
も
品
質

で
も
、
欧
米
製
品
が
太
刀
打
ち
で
き
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
り
、
世
界
経
済
に
占
め
る
日
本
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が

際
だ
っ
た
の
で
す
。

同
じ
一
九
八
五
年
、
京
都
賞
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
先
端
技
術
・
基
礎
科
学
・
思
想
芸
術
の
三
部
門
か
ら
な

る
国
際
賞
で
す
。
毎
年
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
級
の
学
者
・
思
想
家
・
芸
術
家
が
選
ば
れ
ま
す
。
数
あ
る
国
際
賞
の
な

か
で
の
特
徴
は
関
連
部
門
の
「
最
高
の
人
」
を
日
本
人
の
み
で
選
考
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
選
考
で
き
る
と
い

う
こ
と
は
、
日
本
人
の
知
的
水
準
が
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
は
世
界
レ
ベ
ル
に
な
っ
て
い
た
証
し
で
す
。

八
〇
年
代
の
日
本
人
学
者
の
研
究
成
果
が
続
々
と
国
際
的
に
認
め
ら
れ
る
の
は
少
し
後
に
な
り
ま
す
。
二
一

世
紀
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
の
数
は
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
で
日
本
が
世
界
第
二
位
で
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ

ラ
ン
ス
な
ど
を
寄
せ
付
け
ま
せ
ん
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
の
日
本
人
の
研
究
は
だ
い
た
い
八
〇
年
代
の
も
の
で

す
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
は
、
文
学
賞
と
平
和
賞
を
の
ぞ
け
ば
、
物
理
学
賞
、
化
学
賞
、
医
学
・
生
理
学
賞
、
経
済
学

賞
な
ど
「
洋
学
」
の
賞
か
ら
な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
「
洋
学
」
の
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
本
場
の
西
洋
に
勝
る
と

も
劣
ら
な
い
学
者
を
続
々
と
輩
出
で
き
て
い
る
の
は
、
非
西
洋
圏
で
は
日
本
だ
け
で
す
。

そ
の
こ
と
の
意
義
は
何
で
し
ょ
う
か
。
西
洋
由
来
の
学
問
（
洋
学
）
は
、
江
戸
期
に
は
蘭
学
と
し
て
、
明
治

期
以
降
は
滔
々
と
舶
来
し
ま
し
た
。
明
治
維
新
期
に
は
洋
学
を
教
え
ら
れ
る
日
本
人
が
お
ら
ず
「
お
雇
い
外
国
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人
」
に
頼
り
ま
し
た
が
、
留
学
生
を
欧
米
に
派
遣
し
て
現
場
で
学
ば
せ
、
国
内
で
は
明
治
中
期
か
ら
洋
学
の
全

分
野
に
わ
た
る
翻
訳
運
動
を
す
す
め
、
大
正
期
に
は
日
本
人
が
日
本
語
で
洋
学
の
中
身
を
習
得
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
西
洋
の
ど
の
国
の
文
学
も
翻
訳
さ
れ
、「
世
界
文
学
全
集
」
が
何
度
も
編
ま
れ
て
い
ま
す
。
洋

学
の
全
領
域
の
摂
取
に
百
年
ほ
ど
か
か
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
後
は
洋
学
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
に
し
ま
し

た
。
洋
学
摂
取
の
時
代
が
一
区
切
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

Japanese Studies

は
日
本
に
お
け
る
学
問
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本

史
を
大
ま
か
に
古
代
・
中
世
、
近
世
、
近
代
に
わ
け
る
と
、
各
時
代
の
主
流
の
学
問
が
あ
り
ま
す
。
古
代
・
中

世
は
仏
教
、
近
世
は
儒
学
、
近
代
は
洋
学
で
す
。
い
ず
れ
も
舶
来
の
学
問
で
、
国
づ
く
り
の
戦
略
と
し
て
導
入

さ
れ
ま
し
た
。
仏
教
は
鎮
護
国
家
を
、
儒
学
は
徳
治
国
家
を
、
洋
学
は
国
の
西
洋
化
を
目
的
に
国
家
が
旗
を
振

り
積
極
的
に
受
容
し
ま
し
た
。

古
代
の
仏
教
は
隋
・
唐
代
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
が
、
八
九
四
年
に
菅
原
道
真
が
遣
唐
使
派
遣
の
中

止
を
建
議
し
た
こ
ろ
か
ら
自
家
薬
籠
中
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
中
世
の
仏
教
の
新
味
は
禅
で
す
。
禅
の
自
力
本

願
は
鎌
倉
武
士
の
死
生
観
に
か
な
い
、
武
家
社
会
の
根
幹
を
な
す
思
想
と
し
て
歓
迎
さ
れ
ま
し
た
。
禅
は
、
栄

西
・
道
元
・
聖
一
国
師
な
ど
留
学
生
だ
け
で
な
く
、
南
宋
が
一
三
世
紀
末
に
滅
ぶ
前
後
に
亡
命
し
て
き
た
中
国

人
禅
僧
学
者
が
、
北
条
氏
の
保
護
の
も
と
で
、
鎌
倉
五
山
を
興
し
た
の
が
発
展
の
基
礎
に
な
り
ま
し
た
。
禅

は
、
室
町
の
足
利
氏
も
保
護
し
、
京
都
五
山
が
確
立
し
た
こ
ろ
か
ら
自
家
薬
籠
中
の
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

「
ゼ
ン
（Zen

）」
は
中
国
音
で
も
梵
語
音
で
も
な
く
日
本
語
の
発
音
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
の
禅
が
世
界
に
通

用
し
て
い
る
証
で
す
。
江
戸
期
の
儒
学
は
中
国
の
古
典
の
習
得
に
あ
き
た
ら
ず
、
日
本
の
古
典
（
古
事
記
・
万

葉
集
）
を
重
視
す
る
国
学
者
が
台
頭
す
る
こ
ろ
か
ら
自
家
薬
籠
中
の
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

近
代
日
本
の
洋
学
が
自
家
薬
籠
中
の
も
の
に
な
っ
た
の
は
前
述
の
よ
う
に
一
九
八
〇
年
前
後
の
こ
ろ
で
す
。
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私
の
専
門
は
経
済
学
で
す
が
、
そ
の
こ
ろ
に
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
て
い
ま
し
た
が
、
邦
訳
や
日
本
人
学
者
の
文

献
で
勉
強
し
た
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
水
準
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
学
者
と
ま
っ
た
く
遜
色
な
い
こ
と
を
知
っ
て
拍
子

抜
け
す
る
と
と
も
に
自
信
を
も
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

八
〇
年
代
に
は
海
外
か
ら
の
留
学
生
の
受
け
入
れ
を
目
指
す
動
き
が
活
発
に
な
り
ま
す
。
八
〇
年
代
に
「
留

学
生
十
万
人
計
画
」
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
平
成
期
に
は
い
る
と
日
本
人
の
海
外
留
学
よ
り
海
外
か
ら
日
本
へ

の
留
学
生
の
数
が
上
回
り
ま
す
。
日
本
か
ら
の
留
学
は
六
万
人
く
ら
い
で
頭
打
ち
に
な
り
、
海
外
か
ら
の
留
学

生
の
数
は
毎
年
数
千
人
の
規
模
で
増
え
続
け
て
お
り
、
現
在
は
二
〇
万
人
を
超
え
て
い
ま
す
。
青
年
は
憧
れ
る

国
に
留
学
し
ま
す
。
日
本
の
青
年
が
か
つ
て
憧
れ
た
欧
米
諸
国
は
そ
う
で
は
な
く
な
り
、
逆
に
、
海
外
の
青
年

が
日
本
に
憧
れ
て
来
日
し
て
い
ま
す
。

で
は
、
海
外
の
青
年
は
何
を
教
わ
り
た
く
て
来
日
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
一
つ
の
事
例
が
あ
り
ま
す
。
石
川

県
は
海
外
か
ら
日
本
に
留
学
し
て
い
る
百
カ
国
を
超
す
留
学
生
を
相
手
に
「
ジ
ャ
パ
ン
・
テ
ン
ト
」
と
い
う
夏

期
大
学
を
八
〇
年
代
か
ら
毎
年
開
催
し
て
い
ま
す
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
当
初
は
国
際
経
済
、
国
際
政
治
、
地
球

環
境
な
ど
で
し
た
が
、
留
学
生
が
そ
れ
ら
よ
り
も
加
賀
・
能
登
の
文
化
や
歴
史
に
圧
倒
的
に
関
心
の
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
、
一
〇
年
経
っ
た
頃
か
ら
、
加
賀
百
万
石
、
能
・
狂
言
、
加
賀
・
能
登
の
工
芸
（
友
禅
、
漆
器
、
九

谷
焼
）、
加
賀
料
理
・
和
菓
子
、
能
登
の
風
物
、
日
本
人
の
生
活
習
慣
、
加
賀
出
身
の
西
田
幾
多
郎
・
鈴
木
大

拙
の
紹
介
な
ど
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
組
む
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
「
ふ
る
さ
と
学
」
と
称
し
、
す
っ
か
り
定
着

し
ま
し
た
。
外
国
人
学
生
に
地
域
の
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
を
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
石
川
県
総
体
が

フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
り
テ
キ
ス
ト
で
す
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
日
本
各
地
で
例
え
ば
「
東
北
学
」「
京
都
学
」「
長
崎

学
」「
薩
摩
学
」
等
々
の
地
域
学
が
勃
興
し
、
一
般
市
民
を
相
手
に
「
検
定
試
験
」
ま
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。
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私
が
預
か
っ
て
い
る
静
岡
県
で
は
平
成
二
五
年
六
月
に
富
士
山
が
世
界
文
化
遺
産
と
な
り
ま
し
た
。
以
来
、

今
月
（
平
成
二
八
年
十
二
月
）
ま
で
四
三
ケ
月
の
間
に
茶
畑
（
世
界
農
業
遺
産
）、
南
ア
ル
プ
ス
（
ユ
ネ
ス
コ
・

エ
コ
パ
ー
ク
）、
駿
河
湾
（
世
界
で
最
も
美
し
い
湾
の
認
定
）、
源
兵
衛
川
（
世
界
灌
漑
遺
産
）
等
々
、
な
ん
と

四
四
件
の
地
域
資
源
・
人
材
が
世
界
ク
ラ
ス
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
均
す
る
と
一
ケ
月
に
一
件
の
認
定
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
も
の
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
す
。
静
岡
県
だ
け
で
そ
う
で
す
か
ら
、
ま
し
て
全
国
に
お
い
て

を
や
と
い
う
こ
と
で
す
。

学
問
は
そ
れ
が
生
ま
れ
た
風
土
と
無
縁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
経
済
学
の
父
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』

は
分
業
と
自
由
貿
易
を
主
張
し
て
い
ま
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
経
済
論
で
す
。
マ
ル
ク
ス
の

『
資
本
論
』
も
叙
述
の
八
割
は
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
実
証
分
析
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ィ
ー
ル
ド
が
日
本
の
現
実

と
違
う
の
は
当
た
り
前
で
す
が
、
そ
れ
で
も
学
ぶ
の
は
理
論
を
通
し
て
イ
ギ
リ
ス
を
日
本
が
目
指
す
べ
き
現
実

の
モ
デ
ル
と
し
た
か
ら
で
す
。
今
や
日
本
が
諸
外
国
か
ら
学
ば
れ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
に
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、Japanese Studies

に
か
か
わ
る
最
大
に
し
て
本
質
的
な
問
い
は
「
日
本
と
は
何
か
」
と
い
う
も
の

で
し
ょ
う
。
日
文
研
創
設
者
の
梅
原
猛
氏
の
広
範
囲
の
関
心
も
、
中
心
は
そ
の
問
い
を
め
ぐ
る
も
の
と
い
え
ま

す
。
仏
教
に
は
個
人
の
生
死
か
ら
宇
宙
に
お
よ
ぶ
世
界
哲
学
、
儒
教
に
は
『
論
語
』
を
軸
に
し
た
人
生
哲
学
、

洋
学
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
あ
り
ま
す
。
で
はJapanese Studies

に
お
け
る
そ
れ
に
あ
た
る
の
は
何
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
回
答
と
し
て
梅
原
氏
は
「
人
類
哲
学
」
を
提
起
し
ま
し
た
（『
人
類
哲
学
序
説
』
岩
波
新
書
、

二
〇
一
三
年
）。

人
種
・
宗
教
・
地
域
を
超
え
た
「
人
類
哲
学
」
を
日
本
が
唱
え
う
る
根
拠
は
何
で
し
ょ
う
か
。
人
類
に
は
全

体
性
が
あ
り
ま
す
。
全
体
性
の
根
拠
の
一
つ
は
日
本
古
代
に
見
出
さ
れ
ま
す
。
古
代
日
本
に
仏
教
や
儒
教
が
伝

わ
っ
た
こ
と
は
常
識
で
す
が
、
梅
原
氏
の
『
翁
と
河
勝
』
や
井
上
章
一
氏
の
『
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
人
』（
講
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談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
一
年
）
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
が
濃
厚
で
す
。

そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
文
研
の
近
く
、
太
秦
の
広
隆
寺
に
半
跏
思
惟
像
弥
勒
菩
薩
が
安
置
さ
れ
て

い
ま
す
。
六
〇
三
年
に
聖
徳
太
子
が
秦
河
勝
に
下
賜
し
た
弥
勒
の
像
で
す
。
弥
勒
は
梵
語
の
「
マ
イ
ト
レ
ー

ヤ
」
の
漢
字
表
現
で
す
が
、
古
代
ペ
ル
シ
ャ
語
の
ミ
ト
ラ
（
ミ
ス
ラ
）
の
転
訛
で
す
。
ミ
ト
ラ
は
ア
フ
ラ
・
マ

ズ
ダ
と
並
ぶ
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
神
で
す
。
弥
勒
に
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
影
も
濃
い
の
で
す
。

そ
も
そ
も
弥
勒
が
「
像
」
で
あ
る
こ
と
自
体
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
イ
ン
ド
遠
征
の
遺
産
と
し
て
ギ
リ

シ
ャ
の
彫
刻
文
化
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
入
っ
た
帰
結
で
す
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
文
化
も
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で

す
。正

倉
院
の
一
万
点
に
及
ぶ
宝
物
は
、
朝
鮮
半
島
、
中
国
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
そ
の
周
辺
地
域
、
イ
ン
ド
な
ど

南
ア
ジ
ア
、
ペ
ル
シ
ャ
と
そ
の
西
の
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
に
及
ん
で
い
ま
す
。
飛
鳥
・
奈
良
の
古
代
日
本
に
は

「
汎
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
と
形
容
す
べ
き
全
体
性
が
胚
胎
し
て
い
ま
し
た
。

飛
鳥
・
奈
良
の
古
代
日
本
に
蒔
か
れ
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
各
地
の
種
が
、
縄
文
文
化
と
弥
生
文
化
と
に
耕
さ
れ
て

い
た
肥
沃
な
大
地
の
上
に
順
次
花
開
い
て
き
た
の
が
日
本
の
歴
史
で
あ
り
、
い
わ
ば
即
自
態
と
し
て
の
全
体
性

が
徐
々
に
対
自
化
さ
れ
て
き
た
と
い
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
即
自
態
と
し
て
の
、
日
本
の
全
体
性
を
対
自
化
し

た
最
新
の
成
果
が
人
類
哲
学
の
提
示
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。
日
文
研
のJapanese Studies

は
国
際
性
・
学

際
性
・
総
合
性
を
備
え
て
い
ま
す
。
日
文
研
の
存
在
は
使
命
的
で
す
。

（
静
岡
県
知
事
）
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至
福
の
一
一
年

木
　
村
　
　
　
汎

ひ
ろ
し

　
　
　
一

〝
日
文
研
〞
で
の
丸
一
一
年
間
は
、
極
楽
だ
っ
た
。
早
（
？
）
朝
、
出
勤
す
る
と
、
コ
モ
ン
ル
ー
ム
の
お
嬢

さ
ん
方
が
笑
顔
で
研
究
室
の
鍵
と
伝
言
メ
モ
を
渡
し
て
く
れ
る
。
研
究
に
疲
れ
る
と
、
コ
ー
ヒ
ー
が
し
ゅ
ん

し
ゅ
ん
と
沸
い
て
い
る
コ
モ
ン
ル
ー
ム
へ
出
掛
け
る
。
世
界
中
か
ら
集
ま
っ
た
学
者
た
ち
と
談
笑
し
て
、
行
き

詰
っ
た
研
究
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
な
ど
し
て
、
再
び
机
に
向
う
。
昼
食
は
所
内
付
属
の
「
赤
お
に
」
で
済
ま
し
、

研
究
室
の
ソ
フ
ァ
ー
で
二
〇
分
間
、
仮
寝
。
再
び
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
、
深
夜
ま
で
研
究
に
没
頭
す
る
。

研
究
費
は
潤
沢
で
、
外
国
人
学
者
の
招
聘
を
依
頼
す
る
国
際
電
話
な
ど
を
自
ら
の
研
究
室
に
居
な
が
ら
公
費

で
か
け
る
こ
と
す
ら
可
能
だ
っ
た
。
も
し
研
究
上
の
支
障
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
管
理
部
へ
足
を
運
べ
ば
よ
い
。

彼
ら
事
務
方
の
人
間
は
、
我
儘
き
わ
ま
る
学
者
を
助
け
、
わ
が
国
の
日
本
研
究
の
水
準
を
上
げ
る
こ
と
が
、
ひ

い
て
は
国
際
学
術
交
流
に
資
す
る
道
で
あ
る
。
こ
う
確
信
し
て
や
ま
な
い
実
に
有
難
い
集
団
だ
か
ら
で
あ
る
。

な
か
で
も
、
私
が
と
り
わ
け
感
動
し
重
宝
し
た
の
は
、
図
書
館
（
正
確
に
は
、
情
報
管
理
施
設
）
の
文
献
資

料
取
り
寄
せ
サ
ー
ビ
ス
だ
っ
た
。
何
し
ろ
研
究
上
必
要
な
文
献
を
一
枚
の
メ
モ
に
記
し
、
係
の
人
に
手
渡
せ
ば

よ
い
か
ら
だ
っ
た
。
数
日
経
つ
か
経
た
な
い
う
ち
に
世
界
中
の
図
書
設
備
か
ら
探
し
出
さ
れ
た
当
の
資
料
が
、

時
に
は
現
物
で
、
さ
も
な
け
れ
ば
コ
ピ
ー
の
形
で
届
く
。
個
人
で
は
到
底
手
に
入
ら
な
い
資
料
や
情
報
が
日
文

研
の
名
声
、
信
用
、
相
互
サ
ー
ビ
ス
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
お
陰
で
、
ほ
と
ん
ど
瞬
時
に
無
料
で
入
手
可
能
に
な
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る
。
こ
れ
は
、
ま
る
で
奇
跡
だ
。

ち
な
み
に
定
年
退
職
後
の
私
が
右
に
記
し
た
ほ
と
ん
ど
全
て
の
便
宜
を
瞬
時
に
し
て
喪
っ
た
こ
と
は
、
改
め

て
つ
け
加
え
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
午
前
中
、
と
き
に
は
午
後
も
費
や
し
て
、
家
内

―
わ
が
家
で
は
「
専

務
」
と
呼
ぶ

―
と
の
二
人
か
ら
な
る
零
細
企
業
方
式
で
、
日
文
研
時
代
の
効
率
の
何
十
分
の
一
か
を
や
っ
と

こ
さ
こ
な
し
て
い
る
。

　
　
　
二

も
と
よ
り
、
私
は
歴
代
の
所
長
を
は
じ
め
常
勤
、
非
常
勤
、
客
員
教
官
の
同
僚
た
ち
か
ら
数
々
の
恩
恵
と
刺

激
を
受
け
た
。
今
回
は
、
紙
数
の
制
限
上
、
そ
の
う
ち
の
一
点
に
限
っ
て
以
下
、
記
す
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ

は
、
論
文
の
書
き
方
に
注
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

日
文
研
に
赴
任
し
て
ま
ず
気
づ
い
た
の
は
、
文
科
系
の
人
間
が
多
い
せ
い
か
、
所
員
た
ち
の
な
か
に
他
の
集

団
で
は
滅
多
に
見
つ
か
ら
な
い
文
章
道
の
達
人
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
噂
に
よ
る
と
、「
表
現
能
力
が

劣
る
者
は
、
研
究
者
と
し
て
は
不
適
格
」。
こ
れ
が
、
梅
原
猛
初
代
所
長
に
よ
る
所
員
選
び
の
一
つ
の
基
準

だ
っ
た
と
い
う
。（
こ
れ
を
聞
い
て
、
政
治
学
担
当
の
私
の
任
命
が
、
他
の
一
四
人
の
教
授
に
比
べ
一
年
も
遅

れ
た
理
由
に
は
じ
め
て
納
得
が
い
っ
た
。）
た
し
か
に
、
梅
原
所
長
自
身
が
小
説
ま
で
物
さ
れ
る
名
文
家
な
の

で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
に
止
め
て
も
、
著
作
『
法
然
の
哀
し
み
』
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
は
唸
ら
さ
れ
る
。

赴
任
後
の
私
が
ま
ず
参
っ
た
の
は
、
杉
本
秀
太
郎
教
授
の
文
章
。
書
き
出
し
の
一
行
を
読
ん
だ
だ
け
で
、
日

本
一
の
文
章
の
達
人
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
先
生
は
私
の
存
在
な
ど
全
く
意
に
と
め
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
私
が
唯
一
ロ
シ
ア
語
を
読
む
同
僚
だ
と
い
う
こ
と
が
分
っ
た
あ
と
は
、
ロ
シ
ア
文
学
に
つ
い
て
ポ
ツ
ポ
ツ

と
話
し
相
手
に
な
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
チ
ェ
ホ
フ
の
短
篇
の
な
か
で
は
『
か
も
め
』
が
お
好
き
だ
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と
か
、
司
馬
遼
太
郎
の
作
品
で
は
『
ひ
と
び
と
の
跫あ

し
お
と音
』
が
一
番
よ
い
な
ど
と
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
慌
て
て

そ
れ
ら
の
作
品
を
読
み
直
し
て
は
み
た
も
の
の
、
所
詮
感
性
の
劣
る
私
に
は
先
生
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
今
ひ

と
つ
分
か
ら
な
か
っ
た
。

杉
本
先
生
が
〝
西
〞
の
名
文
家
ナ
ン
バ
ー
・
ワ
ン
な
ら
ば
、〝
東
〞
の
そ
れ
は
間
違
い
な
く
芳
賀
徹
先
生
だ

ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
専
攻
す
る
稀
代
の
名
文
家
、
二
人
が
、
同
時
期
に
日
文
研
に
在
籍
し
た
こ
と
は
、
ま

さ
に
奇
跡
と
し
か
評
し
よ
う
が
な
か
っ
た
。「
人
た
ら
し
の
名
人
」
梅
原
所
長
の
み
が
な
し
う
る
凄
腕
人
事
の

結
果
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
、
私
ご
と
き
非
文
学
的
人
間
で
す
ら
も
、
お
二
人
を
キ
ャ
ッ

プ
と
す
る
北
海
道
ア
イ
ヌ
探
訪
旅
行
へ
お
伴
で
き
る
機
会
な
ど
を
享
受
し
た
。
杉
本
氏
は
、
文
章
の
み
な
ら

ず
、
暇
さ
え
あ
れ
ば
ピ
ア
ノ
に
向
い
、
デ
ッ
サ
ン
帳
を
広
げ
る
多
才
多
趣
味
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
人
間
だ
っ
た
。

芳
賀
氏
も
負
け
て
い
な
い
。
蕉
村
に
た
い
す
る
氏
の
い
れ
込
み
と
業
績
は
、
氏
自
身
の
単
に
詩
歌
ば
か
り
で
な

く
、
絵
画
に
た
い
す
る
情
熱
と
造
詣
の
深
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
氏
の
名
人
芸
の
文
章
か
ら
は
単
に
ビ
ジ
ュ
ア

ル
な
映
像
の
み
な
ら
ず
、
馥
郁
た
る
香
り
ま
で
も
が
立
ち
昇
っ
て
く
る
の
だ
。

私
は
ご
く
短
期
間
、
日
文
研
研
究
主
幹
の
一
人
に
任
命
さ
れ
、
ど
う
し
て
も
二
、三
の
公
文
書
を
作
製
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
羽
目
に
陥
っ
た
。
そ
の
と
き
、
私
の
文
書
に
真
赤
に
な
る
ま
で
朱
を
入
れ
た
の
は
、
石
井
紫
郎
教
授

だ
っ
た
。
先
生
は
、
日
本
法
制
史
の
第
一
人
者
で
あ
る
ば
か
り
か
、
東
大
副
学
長
を
勤
め
た
後
、
日
文
研
へ
赴

任
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
東
大
法
学
部
出
身
の
高
級
官
僚
を
相
手
に
し
て
一
言
も
文
句
を
言
わ
せ
な
い
文

章
を
、
自
ら
ワ
ー
プ
ロ
を
打
っ
て
す
ら
す
ら
と
作
製
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
参
っ
た
。

日
文
研
で
唯
一
困
っ
た
の
は
、
自
分
の
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス
を
開
く
度
に
三
日
に
一
度
く
ら
い
の
割
合
で
、
た

ん
に
梅
原
、
河
合
隼
雄
、
山
折
哲
雄
ら
歴
代
所
長
ば
か
り
で
な
く
、
研
究
熱
心
な
所
員
の
出
版
物
が
献
本
さ
れ

て
い
る
の
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
何
時
ま
で
経
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
た
い
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し
て
お
返
し
が
で
き
な
い
自
分
が
不
甲
斐
な
く
、
つ
く
づ
く
惨
め
に
思
え
る
か
ら
だ
っ
た
。
有
難
い
献
本
と
は

い
え
、
そ
れ
ら
全
て
に
目
を
通
し
て
い
て
は
、
自
分
自
身
の
研
究
や
執
筆
の
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

も
憂
慮
さ
れ
た
。
そ
う
い
う
訳
で
、
在
職
中
、
井
波
律
子
氏
に
よ
る
旺
盛
な
中
国
文
学
研
究
を
充
分
に
フ
ォ

ロ
ー
し
損
な
っ
た
の
は
、
残
念
至
極
だ
っ
た
。
退
職
後
ボ
ツ
ボ
ツ
読
み
直
し
て
み
て
、
井
波
氏
も
ま
た
抜
群
の

文
章
力
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
分
り
、
脱
帽
し
た
。

　
　
　
三

日
文
研
退
職
後
は
、
老
人
が
邪
魔
す
べ
き
で
は
な
い
と
心
に
銘
じ
、
一
、二
度
の
祝
賀
会
参
列
を
除
い
て
は

日
文
研
へ
足
を
向
け
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
新
聞
紙
上
な
ど
で
日
文
研
の
発
展
を
興
味
深
く
見
守
っ
て

い
る
。
と
り
わ
け
、
現
教
職
員
の
方
々
の
活
躍
を
知
る
度
に
Ｏ
Ｂ
の
一
人
と
し
て
こ
の
う
え
な
い
喜
び
に
ひ

た
っ
て
い
る
。
文
章
と
い
う
点
に
限
っ
て
述
べ
る
と
、
最
近
例
え
ば
次
の
方
々
が
私
の
目
を
引
い
た
。

猪
木
武
徳
氏
。
父
君
は
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
（
政
治
学
）
の
猪
木
正
道
氏
。
正
道
教
授
は
、
文
学
作
品
で

は
短
篇
小
説
よ
り
も
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
な
ど
の
長
篇
小
説
を
好
ま
れ
た
。
武
徳
氏
も

父
親
譲
り
の
良
き
伝
統
を
引
継
い
で
お
ら
れ
、
読
み
込
む
対
象
が
古
今
東
西
の
巨
人
ぞ
ろ
い
で
あ
る
こ
と
に
は

改
め
て
驚
か
さ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
ト
ッ
ク
ビ
ル
、
福
沢
諭
吉
…
等
々
。
新
し
い

と
こ
ろ
で
は
、
誰
も
が
読
ん
だ
振
り
だ
け
で
済
ま
し
が
ち
な
ト
マ
・
ピ
ケ
テ
ィ
の
膨
大
な
書
物
を
原
典
で
じ
っ

く
り
丹
念
に
読
ん
で
お
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
は
父
君
譲
り
で
あ
る
が
、
文
章
表
現
と
な
る
と
少
々
異
な
る
。
正

道
先
生
は
歯
切
れ
が
よ
く
明
快
で
、
戦
闘
的
で
さ
え
あ
る
文
章
を
書
き
、
読
者
を
惹
き
つ
け
た
。
と
こ
ろ
が
、

武
徳
氏
は
、
い
か
に
も
二
代
目
ら
し
く
、
お
っ
と
り
と
し
た
筆
使
い
で
、
悠
久
の
真
理
を
求
め
て
諄
々
と
説
か

れ
る
。
わ
れ
わ
れ
専
門
外
の
者
か
ら
見
て
誠
に
器
の
大
き
い
学
者
だ
と
敵
服
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
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井
上
章
一
氏
は
、
未
だ
若
い
内
か
ら
〝
井
上
節
〞
と
し
か
他
に
評
し
え
よ
う
の
な
い
独
特
の
語
り
口
を
確
立

し
、
一
家
を
な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
近
年
の
『
京
都
ぎ
ら
い
』
に
も
、
そ
れ
が
現
れ
て
い
る
。
誰
か
ら
も
決
し

て
批
判
さ
れ
な
い
よ
う
に
前
も
っ
て
用
心
深
く
し
つ
こ
い
ま
で
に
四
方
八
方
に
防
衛
網
を
張
り
つ
つ
、
自
身
の

所
論
を
進
め
て
ゆ
く
。
そ
の
後
に
な
っ
て
、
結
局
、
自
説
以
外
の
正
論
が
世
の
中
に
あ
り
え
な
い
こ
と
を
、
慎

し
み
深
く
、
し
か
し
断
乎
と
し
て
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
手
法
こ
そ
は
、
ま
さ
に
京
都
人
の
生
き
方
の
真
骨
頂
で

は
な
い
か
。
す
べ
て
の
読
者
が
気
づ
き
同
意
す
る
よ
う
に
、
井
上
氏
ほ
ど
京
都
を
愛
し
、
京
都
贔
屓
の
人
間
も

珍
ら
し
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
猪
木
武
徳
氏
と
同
様
、「
京
都
の
名
門
、
洛
星
高
校
」
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
学

ん
だ
語
学
の
達
人
が
、
故
桑
原
武
夫
、
高
坂
正
堯
氏
な
ど
と
同
様
に
東
京
人
相
手
に
意
識
的
に
京
都
弁
を
し
ゃ

べ
り
つ
づ
け
る
筈
が
な
か
ろ
う
。

要
す
る
に
『
京
都
ぎ
ら
い
』
は
、
新
書
版
の
分
量
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
、
会
田
雄
次
著
『
ア
ー
ロ
ン
収
容

所
』
と
並
び
た
つ
戦
後
日
本
の
画
期
的
出
版
物
で
あ
る
。
か
つ
て
マ
ル
ク
ス
は
、
階
級
の
差
別
さ
え
根
絶
す
れ

ば
、
人
類
全
員
が
幸
福
に
な
る
共
産
主
義
社
会
に
生
き
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

―
こ
の
よ
う
な
ナ
イ
ー
ブ
き

わ
ま
る
性
善
説
に
も
と
づ
く
史
観
を
提
唱
し
、
事
実
に
よ
っ
て
見
事
に
裏
切
ら
れ
る
羽
目
に
な
っ
た
。
人
間
は

人
間
で
あ
る
限
り
、
自
分
と
は
異
質
な
存
在
を
発
明
し
創
り
出
し
、
彼
ら
に
た
い
す
る
差
別
意
識
に
よ
っ
て
己

の
優
越
感
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
業ご
う

と
も
い
え
る
人
間
性
の
本
質
を
京
都
人
に
託
し
て
改
め
て

剔て
っ
け
つ抉
し
て
み
せ
た
点
で
、『
京
都
ぎ
ら
い
』
は
和
辻
哲
郎
『
風
土
』
以
来
の
快
挙
だ
ろ
う
。

梅
原
猛
初
代
所
長
は
、
故
園
田
英
弘
氏
を
伴
っ
て
上
京
し
、
文
部
省
の
屋
根
裏
に
住
み
込
む
ま
で
し
て
日
文

研
の
創
設
に
命
を
削
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
苦
労
は
、
実
り
の
秋
を
迎
え
つ
つ
あ
る
。
今
や
梅
原
先
生
は
微
か

な
、
だ
が
莞
爾
た
る
笑
み
を
浮
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
に
違
い
な
い
。（

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
）
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来
る
三
〇
年
に
期
待
す
る

金
　
　
　
弼
　
東

世
界
の
日
本
文
化
研
究
を
先
導
し
て
き
た
「
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
」（
日
文
研
）
が
創
立
三
〇
周

年
を
迎
え
る
。
心
か
ら
お
祝
い
を
申
し
上
げ
た
い
。
日
文
研
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
前
半
に
京
都
市
の
文
化
的

な
諸
構
想
の
内
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
。
日
本
精
神
の
涵
養
と
そ
の
国
際
化
を
通
じ
て
「
国
際
国
家
日

本
」
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
中
曽
根
総
理
と
、
京
都
の
著
名
な
学
者
達
の
意
見
統
合
に
よ
っ
て
、
日
本
文
化
を

研
究
す
る
総
合
的
研
究
機
関
と
し
て
一
九
八
七
年
に
旗
を
あ
げ
た
。
国
家
的
次
元
で
日
本
文
化
の
総
合
的
研
究

を
通
し
て
、
文
字
通
り
「
大
国
日
本
」
の
民
族
・
文
化
の
優
秀
性
を
世
界
に
発
信
し
よ
う
と
す
る
、
戦
略
的
ア

プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
代
表
的
な
機
関
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を

確
立
し
、
そ
し
て
国
家
意
識
や
日
本
精
神
を
涵
養
し
よ
う
と
し
た
時
代
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
状
況
と
無
関
係
で
は

な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
日
文
研
は
、
計
画
の
当
初
か
ら
「
大
国
化
」
を
主
導
し
た
中
曽
根
総
理
の
政
治
的
意
図
と
、
地
域

の
活
性
化
を
は
か
る
地
元
京
都
の
財
界
の
意
図
、
京
都
の
文
化
首
都
化
等
を
め
ざ
す
京
都
の
有
力
学
者
の
意
図

と
の
性
急
な
合
意
の
行
く
末
を
危
惧
す
る
声
も
多
か
っ
た
。
政
治
主
導
の
も
と
に
急
ピ
ッ
チ
で
設
立
さ
れ
た
日

文
研
が
、
ど
こ
ま
で
民
主
・
自
主
・
独
立
の
精
神
を
貫
い
て
、
日
本
文
化
研
究
に
邁
進
で
き
る
か
と
い
う
批
判
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
批
判
に
は
多
く
の
進
歩
的
な
学
者
や
団
体
を
含
め
、
海
外
か
ら
も
同
じ
く
批
判
的
な
ス
タ

ン
ス
で
同
調
す
る
動
き
も
少
な
く
な
く
、
日
文
研
の
前
途
は
必
ず
し
も
楽
観
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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だ
が
、
日
文
研
は
設
立
当
時
の
「
日
本
の
国
家
主
義
の
宣
伝
機
関
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、
時
間
が

経
つ
に
つ
れ
「
研
究
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
の
本
領
を
発
揮
し
始
め
た
。
基
本
的
に
は
「
研
究
」「
国
際
」
の
意

味
に
忠
実
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
セ
ン
タ
ー
の
建
立
に
最
初
か
ら
深
く
関
与
し
、
初
代
所
長
ま
で
務
め
た
梅

原
猛
氏
は
同
セ
ン
タ
ー
の
「
国
際
」
と
は
、「
こ
の
機
関
が
日
本
人
ば
か
り
か
外
国
人
の
日
本
研
究
者
も
集
い
、

共
同
研
究
を
し
た
り
情
報
を
交
換
し
た
り
す
る
研
究
所
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
際
的
に
も
通
用
す
る
視
点
か
ら

日
本
を
研
究
す
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
」
と
指
摘
し
た
。
国
家
主
義
の
宣
伝
機
関
で
は
な
く
、
日
本
研

究
の
国
際
化
を
実
現
し
て
い
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

歴
史
的
に
み
る
と
、
決
し
て
世
界
文
明
の
中
心
と
は
い
え
な
い
日
本
文
化
を
、
国
内
外
の
著
名
な
研
究
者
と

「
国
際
的
に
通
用
す
る
視
点
」
か
ら
日
本
研
究
を
「
共
同
」
で
行
い
、
発
信
す
る
と
い
う
発
想
は
、
設
立
当
時

の
視
点
で
考
え
れ
ば
果
敢
な
試
み
で
あ
っ
た
。
設
立
さ
れ
て
か
ら
三
〇
年
間
、
国
際
的
・
学
際
的
な
視
野
か
ら

日
本
研
究
者
を
育
成
し
て
き
た
の
で
は
な
く
、
日
文
研
が
招
聘
し
た
世
界
各
国
の
日
本
研
究
者
の
数
（
外
国
人

研
究
員
）
も
四
〇
〇
余
名
に
至
っ
て
い
る
。
研
究
成
果
だ
け
を
概
観
し
て
も
、
日
本
研
究
六
九
九
件
、
日
文
研

叢
書
四
二
九
件
、
共
同
研
究
報
告
書
五
二
三
件
、
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
四
〇
六
件
、
国
際
研
究
集
会
報

告
書
一
四
八
〇
件
な
ど
、
各
分
野
で
幅
広
い
成
果
を
蓄
積
し
て
い
る
。
日
本
文
化
を
媒
介
と
す
る
知
的
交
流
の

国
際
化
の
基
盤
が
確
実
に
固
ま
っ
た
と
い
え
る
。

日
本
研
究
を
通
じ
て
世
界
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
て
い
る
中
、
韓
国
か
ら
も
、
中
国
、
ア
メ
リ
カ

に
つ
い
で
多
く
の
研
究
者
が
招
か
れ
日
本
研
究
（
個
人
研
究
、
共
同
研
究
、
各
種
の
セ
ミ
ナ
ー
や
研
究
会
）
に

励
ん
で
い
る
。
筆
者
も
二
〇
〇
八
年
度
に
招
か
れ
各
国
の
日
本
研
究
者
と
交
流
を
深
め
、
一
年
間
の
研
究
を
足

場
に
『
戦
後
日
本
の
文
化
外
交
研
究
』（
二
〇
一
四
）
を
出
版
す
る
な
ど
、
日
本
研
究
と
絡
ん
で
今
ま
で
も
各

種
の
支
援
を
受
け
て
い
る
。
滞
在
中
に
お
け
る
細
心
の
配
慮
に
は
感
謝
の
気
持
に
堪
え
な
か
っ
た
が
、
特
に
印
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象
深
か
っ
た
の
は
、
数
百
人
の
来
場
者
が
集
ま
る
学
術
講
演
会
を
は
じ
め
、
外
国
人
研
究
者
の
研
究
成
果
が

「
日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
形
で
市
民
た
ち
に
毎
月
披
露
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
非
常
に
新
鮮
で
わ
く

わ
く
す
る
経
験
で
あ
り
、
そ
の
経
験
は
私
が
韓
国
へ
戻
っ
て
地
域
社
会
で
「
市
民
教
養
大
学
」
の
講
座
を
開
く

き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
同
セ
ン
タ
ー
は
世
界
的
な
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
と
し
て
多
く
の
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
、

文
化
交
流
の
核
と
も
い
え
る
知
的
交
流
の
確
固
た
る
土
台
構
築
に
も
成
功
し
た
。
小
松
和
彦
所
長
が
触
れ
て
い

る
よ
う
に
「
日
本
の
文
化
・
歴
史
を
国
際
的
な
連
携
・
協
力
の
下
で
研
究
す
る
と
と
も
に
、
外
国
の
日
本
研
究

者
を
支
援
す
る
と
い
う
大
切
な
使
命
」
を
貫
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
研
究
に
必
要
な

貴
重
な
資
料
を
収
集
、
保
存
し
、
そ
れ
を
国
内
外
の
研
究
者
に
開
放
す
る
シ
ス
テ
ム
は
、
海
外
の
日
本
研
究
の

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
含
め
、
日
本
研
究
の
国
際
的
拠
点
と
し
て
の
存
在
意
義
を
一
層
高
め
る
役
目
を
果
た
し
て
い

る
。日

文
研
が
過
去
三
〇
年
に
及
ぶ
輝
か
し
い
役
割
と
成
果
を
基
に
、
今
後
も
、
日
本
研
究
と
そ
の
シ
ス
テ
ム
を

発
展
的
に
築
い
て
い
か
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
日
本
国
内
の
研
究
者
及
び
関
連
機
関
と
の
協
力
関
係

を
よ
り
強
化
し
な
が
ら
、
来
る
三
〇
年
も
、
世
界
に
お
け
る
日
本
研
究
の
中
核
的
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
を
、
日
本
研
究
者
の
一
人
と
し
て
心
か
ら
期
待
し
、
声
援
を
送
り
た
い
。

二
〇
一
七
年
一
月

（
世
明
大
学
国
際
言
語
文
化
学
部
教
授
）
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日
文
研
は
研
究
の
心

ク
ラ
テ
ィ
ラ
カ
・
ク
マ
ー
ラ
シ
ン
ハ

傑
出
し
た
研
究
活
動
を
行
っ
て
き
た
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
文
研
）
が
三
〇
周
年
を
迎
え
る
。

こ
れ
は
祝
う
べ
き
大
き
な
出
来
事
で
あ
り
、
こ
こ
に
そ
の
祝
辞
を
述
べ
る
こ
と
は
私
の
大
き
な
喜
び
で
す
。

誰
も
が
知
る
よ
う
に
、
研
究
は
高
等
教
育
の
文
脈
で
は
一
人
で
や
り
遂
げ
る
こ
と
以
上
に
重
要
な
学
術
的
探

究
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
博
士
論
文
前
と
後
の
両
方
の
レ
ベ
ル
で
な
る
べ
く
多
く
の
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
参
画
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
研
究
者
に
と
っ
て
熱
い
希
望
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
経

済
的
限
定
に
よ
り
こ
の
目
的
に
達
成
で
き
る
者
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
点
で
私
は
日
本
へ
行
く
奨

学
金
を
一
つ
、
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
を
三
つ
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
私
は

研
究
の
成
功
を
た
だ
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
返
し
た
い
。
そ
の
研
究
成
果
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
で
あ
っ

た
か
を
述
べ
な
け
れ
ば
、
私
に
も
私
の
国
に
も
恩
義
を
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
で
し
ょ
う
。

最
初
の
奨
学
金
で
一
九
八
五
年
か
ら
八
七
年
ま
で
大
阪
外
国
語
大
学
へ
留
学
し
、
能
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
二
〇
〇
三
年
に
は
東
京
の
大
東
文
化
大
学
に
て
日
本
の
民
俗
劇
に
つ
い
て
の
研
究
に
専
念

す
る
機
会
を
得
ま
し
た
。
二
つ
の
研
究
を
終
え
た
お
か
げ
で
、
シ
ン
ハ
ラ
語
で
伝
統
的
な
日
本
演
劇
と
日
本
の

民
族
芸
能
に
つ
い
て
著
作
を
著
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
次
の
助
成
金
は
二
〇
一
一
年
七
月
か
ら

二
〇
一
二
年
四
月
に
か
け
て
九
州
の
創
価
大
学
で
得
た
も
の
で
、
能
に
描
か
れ
た
仏
教
に
つ
い
て
研
究
し
ま
し
た
。

し
か
し
助
成
金
の
中
で
私
が
最
も
価
値
が
あ
っ
た
と
思
う
の
は
日
文
研
よ
り
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
こ
こ
は
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研
究
室
に
夜
ま
で
居
残
っ
て
仕
事
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
滞
在
型
の
研
究
所
な
の
で
す
。
そ
の
間
、
知
識
を

深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
時
の
テ
ー
マ
は
シ
ン
ハ
ラ
演
劇
に
対
す
る
日
本
伝
統
演
劇
の
衝
撃
で
し

た
。
荒
木
浩
先
生
が
受
け
入
れ
教
員
で
、
ふ
た
つ
の
演
劇
の
登
場
人
物
の
精
査
か
ら
行
い
、
日
文
研
の
す
ば
ら

し
い
条
件
の
お
か
げ
で
仕
事
を
楽
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
最
新
設
備
、
各
国
語
の
紙
媒
体
や
電
子

デ
ー
タ
を
備
え
た
図
書
館
は
静
か
な
環
境
と
相
ま
っ
て
、
最
も
進
ん
だ
研
究
に
向
い
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

お
か
げ
で
調
査
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
、
私
は
最
大
限
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

イ
ン
フ
ラ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
日
文
研
に
は
そ
の
他
に
も
た
く
さ
ん
の
プ
ラ
ス
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
毎

週
の
よ
う
に
開
か
れ
る
研
究
集
会
は
そ
の
一
つ
で
す
。
そ
れ
は
他
の
大
学
人
や
彼
ら
の
国
の
課
題
、
関
心
、
興

味
に
関
し
て
広
い
知
識
を
得
る
の
に
良
い
機
会
で
し
た
し
、
木
曜
日
に
英
語
で
開
か
れ
る
セ
ミ
ナ
ー
は
な
か
で

も
す
ば
ら
し
く
、
い
く
つ
も
の
発
表
を
聞
く
機
会
を
得
ま
し
た
。
滞
在
中
、
私
は
二
本
の
英
語
論
文
と
一
本
の

日
本
語
論
文
を
発
表
し
ま
し
た
。
ゆ
っ
た
り
し
た
コ
モ
ン
ル
ー
ム
は
多
く
の
研
究
者
が
ふ
ら
り
と
立
ち
寄
り
、

研
究
や
よ
し
な
し
ご
と
を
コ
ー
ヒ
ー
や
お
茶
な
ど
を
楽
し
み
な
が
ら
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
話
し
合
え
る
場
所
で
し

た
。
日
文
研
の
田
園
的
な
場
所
も
こ
れ
ら
に
彩
を
与
え
て
く
れ
る
特
徴
で
す
。
ハ
ウ
ス
の
同
宿
者
が
朝
夕
、
セ

ン
タ
ー
近
く
の
丘
あ
た
り
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
の
は
滞
在
中
見
慣
れ
た
風
景
で
し
た
。
そ
れ
ら
を
今
で
も

数
え
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
懐
か
し
く
ま
た
非
常
に
幸
せ
に
感
じ
ま
す
。
三
〇
年
間
の
献
身
的
努
力
に

対
し
て
心
よ
り
祝
福
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
シ
ン
ハ
ラ
百
科
事
典
編
集
長
・
名
誉
教
授
）

原
文
：
英
語

翻
訳
：
細
川
周
平
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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日
文
研
創
立
三
〇
周
年
を
迎
え
て

高
　
馬
　
京
　
子

日
文
研
創
立
三
〇
周
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
三
〇
周
年
を
迎
え
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
こ
の
よ
う
に
文

章
を
寄
稿
さ
せ
て
頂
け
る
機
会
を
頂
け
て
大
変
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。

私
が
日
文
研
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
、
当
時
の
職
場
で
見
て
い
た
一
冊
の
フ
ラ
ン
ス

と
提
携
し
て
い
た
あ
る
雑
誌
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
そ
こ
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
日
文
研
の
記
事
を
偶
然
見
つ

け
、
国
際
的
な
視
点
で
日
本
文
化
を
研
究
す
る
研
究
所
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
だ

ろ
う
と
調
べ
始
め
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
当
時
あ
る
海
外
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ブ
ラ
ン
ド
の
広
報
を
し
て
い
た
私
は

反
省
的
に
「
な
ぜ
、
人
は
海
外
（
欧
米
）
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
追
い
か
け
る
の
か
」、
海
外
の
商
品
が
氾
濫
す
る

日
本
に
お
い
て
「
日
本
文
化
は
ど
う
説
明
で
き
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
、
日

文
研
の
存
在
を
知
り
、
国
際
的
な
視
点
で
現
代
の
文
化
と
は
な
に
か
を
研
究
し
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
時
の
「
種
」
が
芽
を
だ
し
た
の
か
、
ま
も
な
く
実
家
近
く
の
大
阪
大
学
大
学
院
に
社
会
人
入
学

し
、
そ
の
間
フ
ラ
ン
ス
に
約
四
年
間
留
学
し
、
そ
し
て
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
縁
が
重
な
り
リ
ト
ア
ニ
ア
の
大

学
で
八
年
間
教
鞭
を
と
る
こ
と
に
な
り
と
、
ま
さ
に
、
国
際
的
な
視
点
で
、
微
力
な
が
ら
も
日
仏
メ
デ
ィ
ア
に

お
け
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
女
性
の
相
互
表
象
に
つ
い
て
研
究
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

二
〇
〇
六
年
か
ら
リ
ト
ア
ニ
ア
と
い
う
東
欧
の
国
に
住
み
な
が
ら
そ
の
地
の
大
学
で
教
育
、
研
究
活
動
を
進

め
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
リ
ト
ア
ニ
ア
の
勤
め
先
に
定
期
的
に
日
文
研
の
出
版
物
が
送
ら
れ
て
き
て
お
り
、
そ
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れ
ら
を
眺
め
な
が
ら
「
外
国
の
大
学
に
勤
め
る
身
と
し
て
、
い
つ
か
あ
の
日
文
研
で
外
国
人
研
究
員
と
し
て
研

究
滞
在
で
き
れ
ば
い
い
な
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
二
〇
一
三
年
九
月
か
ら
一
年
間
、
山
田

奨
治
先
生
に
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
を
お
引
き
受
け
頂
き
、
日
文
研
で
外
国
人
研
究
員
と
し
て
研
究
滞
在
さ
せ
て

頂
く
こ
と
が
叶
い
ま
し
た
。

日
文
研
に
滞
在
中
の
一
年
間
は
充
実
し
た
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
日
文
研
が
主
催
さ
れ
る

研
究
会
や
ら
講
演
会
に
参
加
し
、
聴
講
、
時
に
は
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
頂
け
た
こ
と
も
大
変
有
難
い

経
験
で
し
た
。
海
外
在
住
の
頃
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
文
献
、
資
料
の
入
手
が
現
地
で
は
日
本
の
よ
う
に
は
で

き
な
い
と
い
う
の
が
悩
み
の
種
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
タ
イ
ト
ル
や
発
行
日
も
わ
か
ら
な
い
あ
る
日
本
の
大
衆

誌
の
記
事
ま
で
探
し
出
し
、
様
々
な
資
料
を
入
手
し
て
く
だ
さ
っ
た
日
文
研
図
書
館
の
皆
さ
ま
の
お
か
げ
で
、

多
く
の
資
料
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
研
究
を
進
め
ら
れ
た
こ
と
、
歓
送
迎
会
や
ら
ラ
ン
チ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど

で
日
文
研
の
諸
先
生
方
、
職
員
や
院
生
の
皆
さ
ん
や
、
ま
た
他
国
の
外
国
人
研
究
員
の
先
生
方
と
様
々
な
意
見

交
換
、
交
流
を
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
、
近
く
の
桂
川
小
学
校
に
出
前
授
業
に
行
か
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
等
、

当
時
一
二
年
近
く
日
本
を
離
れ
て
い
た
私
に
と
っ
て
、
研
究
面
、
交
流
面
で
も
日
文
研
で
日
本
を
再
発
見
し
て

い
く
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
頂
い
た
と
今
思
い
出
し
て
も
懐
か
し
く
、
大
変
感
謝
し
て
い
ま
す
。

滞
在
中
、
朝
、
日
文
研
ハ
ウ
ス
か
ら
研
究
室
へ
「
通
勤
」
し
、
ま
た
夜
研
究
室
か
ら
日
文
研
ハ
ウ
ス
へ
帰
宅

す
る
と
い
う
毎
日
の
中
で
触
れ
た
日
文
研
の
自
然
も
美
し
く
、
こ
こ
は
日
本
な
の
だ
な
と
強
く
感
じ
さ
せ
て
く

れ
る
も
の
で
し
た
。
二
二
時
近
く
の
帰
宅
時
に
遭
遇
す
る
鹿
や
猿
と
い
っ
た
動
物
た
ち
も
さ
な
が
ら
、
特
に
春

の
夜
、
帰
宅
時
に
中
庭
を
抜
け
、
光
に
照
ら
さ
れ
る
入
口
付
近
の
大
き
な
枝
垂
れ
桜
を
見
る
の
が
毎
日
の
楽
し

み
で
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
日
文
研
の
外
国
人
研
究
員
と
い
う
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
後
、
現
在
は
、
明
治
大
学
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情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
で
フ
ラ
ン
ス
地
域
文
化
論
、
同
大
学
院
で
は
超
域
文
化
論
を
中
心
に
教
鞭
を

と
り
な
が
ら
研
究
を
す
す
め
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
私
が
冒
頭
で
書
い
た
よ
う
な
「
な
ぜ
海
外
の
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
を
追
う
の
か
」
と
い
う
問
を
抱
え
て
い
た
二
〇
年
以
上
前
と
は
、
私
達
を
と
り
ま
く
メ
デ
ィ
ア
環
境
も

大
幅
に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
発
達
し
、
受
信
者
と
発
信
者
の
境
目
が
曖
昧
に
な
っ
た

今
日
、
当
時
の
よ
う
な
西
洋
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ブ
ラ
ン
ド
、
西
洋
の
大
手
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
だ
け
が
世
界
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
を
決
定
す
る
と
い
う
時
代
で
は
な
く
な
り
、
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
局
所
的

な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
生
じ
、
ま
た
そ
れ
ら
が
言
語
文
化
を
共
有
し
な
い
人
々
に
局
所
的
に
様
々
に
受
容
さ
れ
、

ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
空
間
で
形
成
、
伝
播
、
変
容
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
世
界
を
代
表
す
る

大
手
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
で
も
、「
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
で
イ

ン
ス
タ
グ
ラ
ム
に
掲
載
さ
れ
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
特
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の

よ
う
な
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
は
、
今
ま
で
と
は
異
な
っ
た
方
向
か
ら
も
形
成
、
伝
達
さ
れ
て
い
る
傾
向
も
み
ら
れ

ま
す
。
日
文
研
の
外
国
人
研
究
員
時
代
に
も
調
査
さ
せ
て
頂
い
て
い
た
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
海
外
の

若
者
に
も
容
易
に
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
若
者
の
ス
ト
リ
ー
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
のkaw

aii

フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
は
そ
の
最
た
る
例
の
一
つ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。kaw

aii

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
調
査
す
る
今
日
の
私
の
問

は
、
冒
頭
に
あ
げ
た
問
「
西
洋
の
文
化
を
取
り
入
れ
な
が
ら
形
成
さ
れ
る
日
本
の
（
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
）
文
化
は
ど

の
よ
う
に
説
明
で
き
る
の
か
」
か
ら
「
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
海
外
で
様
々
に
受
容
、
変
容
、
伝
達
さ

れ
る
日
本
の
（
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
）
文
化
は
い
か
に
説
明
で
き
る
の
か
」
へ
と
移
行
し
て
き
ま
し
た
。
議
論
に
つ
い

て
は
場
を
改
め
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
文
化
の
伝
播
の
方
向
性
が
異
な
る
に
せ
よ
、
こ
の
二
つ
の
問
の
根
底
に

あ
る
も
の
変
わ
ら
ず
同
じ
な
の
か
な
と
い
う
気
も
し
て
い
ま
す
。

日
文
研
で
外
国
人
研
究
員
と
し
て
一
年
間
滞
在
さ
せ
て
い
た
だ
く
中
で
、
日
本
人
と
し
て
海
外
で
生
活
、
研
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究
、
教
育
す
る
中
で
感
じ
た
海
外
で
語
ら
れ
る
日
本
文
化
と
私
の
知
っ
て
い
る
日
本
文
化
の
ず
れ
に
対
す
る
違

和
感
に
つ
い
て
、
既
存
の
学
問
領
域
、
研
究
対
象
を
超
え
て
考
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
頂
き
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
な
機
会
を
下
さ
っ
た
日
文
研
、
諸
先
生
方
に
感
謝
し
つ
つ
、
今
後
の
日
文
研
の
更
な
る
ご
発
展
を
心
よ

り
お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
。

（
明
治
大
学
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
専
任
准
教
授
）
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日
文
研
で
の
一
年

マ
リ
ー
ナ
・
コ
ヴ
ァ
ル
チ
ュ
ー
ク

私
は
日
文
研
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）
で
一
年
間
（
二
〇
一
三
年
七
月
〜
二
〇
一
四
年
七
月
）
研

究
し
ま
し
た
。
研
究
テ
ー
マ
は
、
幕
末
及
び
明
治
初
期
の
日
本
に
お
け
る
ロ
シ
ア
帝
国
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
で
す
。

主
要
な
研
究
資
料
は
森
有
礼
、
福
沢
諭
吉
ほ
か
そ
の
当
時
の
優
秀
な
日
本
人
で
、
ロ
シ
ア
を
訪
問
し
、
ロ
シ
ア

の
国
家
や
そ
の
国
民
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
の
で
き
た
人
々
の
日
記
や
回
想
録
で
す
。

幕
末
期
の
日
本
語
資
料
を
使
用
し
て
の
作
業
は
時
間
も
集
中
力
も
必
要
と
す
る
も
の
で
し
た
。
研
究
に
着
手

し
た
こ
ろ
は
、
一
年
間
で
必
要
な
資
料
を
集
め
、
せ
め
て
部
分
的
に
で
も
分
析
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
一
年
間
で
研
究
を
完
了
で
き
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
私
の
心
配
は
杞
憂
に
終
わ
り
ま
し
た
。
日
文
研
は
都
会
の
喧
騒
か
ら
離
れ
、
仕
事
を
す
る
の
に
最
高

の
環
境
で
し
た
。
招
聘
研
究
者
に
は
す
べ
て
個
室
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
私
個
人
と
し
て
は
、
日

文
研
図
書
館
も
ま
た
、
む
し
ろ
よ
り
重
要
な
仕
事
場
所
と
言
え
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
幼
い
娘
は
こ
の
ホ
ー
ル

を
、
ホ
グ
ワ
ー
ツ
の
図
書
館
に
た
と
え
た
も
の
で
し
た
（「
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
」
を
読
ん
だ
方
に
は
わ
か
っ

て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
）。
図
書
館
は
本
当
に
魔
法
の
よ
う
な
作
業
環
境
で
し
た
か
ら
、
こ
の
た
と
え
も

的
外
れ
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。

日
本
や
そ
の
他
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
文
化
、
芸
術
、
歴
史
に
関
す
る
蔵
書
の
お
か
げ
で
、
そ
の
地
域
の
歴
史

や
文
化
に
関
す
る
ど
ん
な
テ
ー
マ
も
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
便
利
な
電
子
目
録
で
、
必
要
な
資
料
も
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わ
ず
か
数
秒
で
見
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
ほ
ん
の
二
分
ほ
ど
で
、
書
庫
の
書
棚
か
ら
必
要
な
本
を
手
に
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ロ
シ
ア
で
は
こ
こ
ま
で
の
膨
大
な
日
本
語
や
英
語
の
特
殊
な
資
料
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
日
文
研
で
研
究
を
始
め
て
か
ら
最
初
の
四
ケ
月
間
は
文
献
調
査
に
明
け
暮
れ
ま
し
た
。
私

の
関
心
が
あ
る
分
野
で
の
日
本
や
西
欧
の
最
新
の
研
究
成
果
を
知
ろ
う
と
、
日
夜
資
料
を
読
み
続
け
ま
し
た
。

こ
の
期
間
で
ど
れ
だ
け
の
新
し
い
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
、
言
葉
に
は
し
が
た
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

息
抜
き
と
し
て
書
庫
の
書
棚
の
間
を
散
歩
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
間
に
も
興
味
深
い
資
料
を
見
つ
け
る
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
見
つ
か
っ
た
資
料
の
多
く
は
私
の
研
究
に
直
接
は
か
か
わ
っ
て
い
な
い
も
の

の
、
日
本
の
歴
史
や
文
化
に
関
す
る
も
の
で
、「
日
本
」
と
い
う
世
界
観
に
色
彩
を
補
い
満
た
す
も
の
で
し
た
。

日
文
研
は
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
手
つ
か
ず
の
自
然
に
囲
ま
れ
な
が
ら
も
生
活
上
の

不
便
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
点
で
こ
こ
ま
で
便
利
な
生
活
上
、
仕
事
上
の

環
境
に
恵
ま
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
研
究
所
で
一
年
間
を
過
ご
す
う
ち
、
夜
ご

と
の
鹿
の
鳴
き
声
も
耳
慣
れ
た
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
徹
夜
で
作
業
を
し
た
時
な
ど
は
、
日
文
研
ハ
ウ
ス
の
窓

か
ら
原
っ
ぱ
を
散
歩
す
る
鹿
の
姿
を
見
か
け
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
猿
が
時
と
し
て
セ
ン
タ
ー
の
屋
根
を
跳
ね

回
る
こ
と
に
も
、
鳥
の
鳴
き
声
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
に
も
、
そ
し
て
何
よ
り
も
極
め
て
澄
ん
だ
空
気
に
も
馴
染
む

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ
の
空
気
に
は
香
り
も
味
も
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
環
境
で
研
究
を
す
る
こ
と
は
満
足
の
一
語
に
つ
き
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
の
隔
離
さ
れ
た
環
境
に
疲

れ
た
と
き
は
、
娘
と
一
緒
に
京
都
の
街
中
ま
で
出
か
け
ま
し
た
。
日
本
の
古
都
に
は
驚
く
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
秘
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う
わ
け
か
、
こ
こ
で
は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
、
静
け
さ
と
程
よ
い
喧
噪
と
、

人
混
み
と
が
共
存
し
て
い
る
の
で
す
。
祇
園
の
通
り
を
歩
き
、
多
数
の
お
寺
や
神
社
を
訪
れ
た
こ
と
は
研
究
に

取
り
組
む
た
め
の
支
え
と
な
り
、
内
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
満
た
し
、
何
よ
り
も
日
本
文
化
の
精
神
に
入
り
込
む
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こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
多
く
の
外
国
人
研
究
者
が
、
日
本
文
化
を
研
究
す
る
外
国
人
研
究
者
の
た
め
の
研
究
セ

ン
タ
ー
を
、
京
都
に
こ
そ
創
設
す
べ
き
と
し
た
発
起
人
に
一
度
な
ら
ず
感
謝
し
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

日
文
研
で
過
ご
し
た
一
年
間
を
回
想
す
る
に
あ
た
っ
て
、
私
の
研
究
を
サ
ポ
ー
ト
し
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
多

く
の
ス
タ
ッ
フ
の
こ
と
を
感
謝
の
念
を
持
っ
て
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
な
か
で
も
日
文
研
に
招
聘

し
て
く
だ
さ
っ
た
戸
部
良
一
教
授
、
戸
部
教
授
が
日
文
研
を
去
ら
れ
て
か
ら
私
の
研
究
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
だ

さ
っ
た
佐
野
真
由
子
准
教
授
に
感
謝
の
念
を
表
し
ま
す
。

日
文
研
で
は
充
実
し
た
研
究
が
で
き
た
ほ
か
に
も
、
研
究
成
果
を
発
表
す
る
場
も
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
長
期
研
究
で
訪
問
し
た
研
究
者
す
べ
て
に
、
そ
の
研
究
成
果
を
研
究
者
相
手
に
発
表
す
る
の
み
な
ら
ず
、

日
本
の
一
般
の
聴
講
者
に
も
聞
い
て
い
た
だ
く
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

私
個
人
と
し
て
は
、
京
都
の
一
般
の
方
々
の
前
で
の
発
表
は
身
震
い
の
す
る
よ
う
な
出
来
事
と
な
り
ま
し

た
。
二
〇
一
四
年
八
月
、
第
二
七
七
回
日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
、「
森
有
礼
が
見
た
19
世
紀
半
ば
の
ロ
シ
ア
帝

国
―
虚
像
と
実
像
」
を
テ
ー
マ
に
発
表
し
ま
し
た
。
準
備
中
は
日
ロ
関
係
の
歴
史
が
聴
衆
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て

関
心
が
あ
る
か
ど
う
か
と
心
配
で
し
た
が
、
杞
憂
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
と
て
も
安
堵
し
ま
し
た
。
発
表
ま

で
に
会
場
は
満
員
と
な
り
ま
し
た
。
聴
講
者
の
方
々
は
と
て
も
注
意
深
く
発
表
を
聞
い
て
く
だ
さ
り
、
発
表
後

は
質
問
も
あ
り
、
感
謝
の
言
葉
も
頂
き
ま
し
た
。
私
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
今
日
の
所
謂
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
で

あ
る
歴
史
と
文
化
の
対
話
か
ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
す
の
で
、
日
本
人
と
ロ
シ
ア
人
の
交
流
初
期
の
歴
史

に
、
京
都
の
聴
講
者
の
方
々
が
心
か
ら
関
心
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
一
層
嬉
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
う
い
う
公
開
発
表
は
素
晴
ら
し
い
機
会
だ
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
お
か
げ
で
自
分
の
研
究
成
果
を
、
本

来
届
け
る
べ
き
人
々
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
学
術
の
世
界
が
あ
る
意
味
閉
じ
ら
れ
た
場
所

で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
深
刻
な
欠
点
の
ひ
と
つ
で
も
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
研
究
に
取
り
組
み
、
そ
の
た
め
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に
多
く
の
時
間
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
時
に
は
納
税
者
の
お
金
を
も
費
や
し
ま
す
が
、
そ
の
研
究
成
果
が
社
会
の
共

有
資
産
に
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

学
術
雑
誌
へ
の
寄
稿
は
研
究
成
果
を
知
ら
し
め
る
た
め
の
よ
く
あ
る
手
法
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
日
本
の
学

術
雑
誌
に
外
国
人
研
究
者
が
寄
稿
す
る
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
研
究

者
が
欧
州
言
語
か
ら
日
本
語
に
テ
ク
ス
ト
を
移
そ
う
と
す
る
と
き
、
論
文
の
言
葉
は
変
化
を
強
い
ら
れ
ま
す

が
、
そ
れ
が
肯
定
的
に
作
用
し
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
日
本
語
を
知
っ
て
い
る
研
究
者
が
、

同
時
に
す
ぐ
れ
た
翻
訳
者
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
す
。
研
究
者
の
日
本
語
の
知
識
は
日
本
語
の
資
料
を

読
む
た
め
に
は
十
分
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
考
え
や
ア
イ
デ
ア
を
、
日
本
の
学
術
語
の
規
範
に
即
し
つ

つ
伝
え
る
た
め
に
は
不
十
分
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
す
。

結
果
、
外
国
人
研
究
者
の
多
く
が
日
本
を
テ
ー
マ
に
し
た
研
究
を
、
そ
の
国
際
的
な
言
語
の
地
位
を
も
考
慮

し
て
、
英
語
で
発
表
し
た
が
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
研
究
は
専
門
家
に
対
し
て
は
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
が
、
や
は
り
言
葉
の
壁
の
問
題
か
ら
、
日
本
の
読
者
に
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
外
国
人
研
究
者
の
研
究
テ
ー
マ
に
関
心
の
あ
る
人
な
ら
だ
れ
で
も
聴
講
で
き
る
よ
う
な
、
公
開

発
表
の
場
と
い
う
の
は
、
非
常
に
重
要
な
要
素
だ
と
思
う
の
で
す
。
事
実
や
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
、
デ
ジ
タ
ル
の
情

報
に
く
わ
え
て
、
そ
の
よ
う
な
場
で
は
、
学
術
上
の
様
々
な
課
題
や
問
題
に
対
す
る
日
本
の
従
来
の
そ
れ
と
は

違
っ
た
コ
ン
セ
プ
ト
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
の
本
質
を
、
聴
衆
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

最
後
に
、
今
一
度
日
文
研
の
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ま
の
お
仕
事
、
招
聘
研
究
者
に
対
す
る
気
配
り
や
お
心
遣
い

に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
セ
ン
タ
ー
の
今
後
の
一
層
の
発
展
と
、
こ
れ
か
ら
も
充
実
し
た
事
業
を
な
さ
れ
る
よ

う
、
お
祈
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
極
東
連
邦
大
学
助
教
授
）
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日
文
研
﹁
創
立
三
〇
周
年
を
迎
え
て
﹂

チ
ャ
ワ
ー
リ
ン
・
サ
ウ
ェ
ッ
タ
ナ
ン

蝉
の
声
を
聞
く
た
び
に
日
文
研
を
思
い
出
す
。
京
都
大
学
で
修
士
号
・
博
士
号
を
取
得
し
、
タ
イ
の
チ
ュ

ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
で
数
年
間
専
任
講
師
を
し
て
い
た
私
は
、
二
〇
〇
六
年
の
夏
、
あ
の
世
界
的
に
有
名
な

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
客
員
研
究
員
と
し
て
赴
い
た
。
若
手
研
究
者
に
と
っ
て
夢
に
も
思
わ
な
か
っ

た
人
生
の
転
機
で
あ
る
。

あ
の
日
か
ら
研
究
者
へ
の
道
が
徐
々
に
ひ
ら
け
た
と
も
言
え
よ
う
。
日
文
研
は
四
季
折
々
の
美
し
さ
を
見
せ

る
桂
坂
に
あ
る
、
優
れ
た
人
材
に
も
恵
ま
れ
た
立
派
な
研
究
機
関
で
あ
る
。
コ
モ
ン
ル
ー
ム
で
交
わ
さ
れ
る
会

話
は
研
究
に
対
し
て
も
人
生
観
に
対
し
て
も
常
に
刺
激
を
与
え
て
く
れ
た
。
一
年
中
暖
か
い
光
に
包
ま
れ
る
コ

モ
ン
ル
ー
ム
で
の
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
る
空
気
は
、
あ
れ
か
ら
一
〇
年
経
っ
た
今
で
も
私
の
身
体
に
沁
み
つ
い
て

い
る
。

日
文
研
に
着
任
し
て
ま
も
な
く
、「
エ
ジ
プ
ト
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
し
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
突
然

の
お
誘
い
を
招
聘
教
員
の
山
田
奨
治
准
教
授
（
当
時
）
か
ら
い
た
だ
い
た
。
日
本
研
究
を
普
及
さ
せ
る
た
め
、

毎
年
世
界
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
国
で
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
主
催
す
る
そ
う
だ
。「
え
っ
〜
！
　
こ
の
私
が
エ

ジ
プ
ト
で
発
表
す
る
ん
で
す
か
？
」
…
…
こ
れ
も
ま
た
思
っ
て
も
み
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
せ
っ
か
く
誘
っ
て
い

た
だ
い
た
の
だ
し
、
エ
ジ
プ
ト
に
は
訪
れ
た
こ
と
も
な
い
し
、
肝
心
の
発
表
は
と
も
か
く
、
張
り
切
っ
て
「
は

い
、
行
き
ま
す
！
」
と
答
え
た
。
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そ
れ
か
ら
慌
て
て
発
表
の
準
備
を
始
め
た
。
現
地
の
研
究
者
の
方
々
や
学
生
さ
ん
た
ち
に
理
解
し
て
も
ら
う

た
め
に
、
彼
ら
の
関
心
の
あ
る
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
発
表
す
る
よ
う
に
と
い
う
貴
重
な
助
言
を
山
田
先
生
か

ら
い
た
だ
い
た
。
大
学
院
で
は
自
分
の
関
心
の
あ
る
こ
と
に
し
か
眼
を
向
け
て
い
な
か
っ
た
研
究
者
の
私
は
、

初
め
て
聞
き
手
の
関
心
や
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
必
要
性
に
つ
い
て
真
剣
に
向
き
合
っ
て
考
え
て
み
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
「M

ulti-dim
ensional approaches to Japan

」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
日
本
と
ア
ラ
ブ

の
文
明
比
較
、
思
想
史
、
文
学
、
言
語
学
な
ど
の
話
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
宗
教
及
び
社
会
の
厳
し
い
規
律

に
よ
っ
て
抑
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
エ
ジ
プ
ト
女
性
な
ら
き
っ
と
興
味
を
示
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う

と
思
っ
て
、「
広
告
に
描
か
れ
る
女
性
像
」
に
つ
い
て
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
山
田
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
室

や
研
究
協
力
課
の
皆
様
の
お
か
げ
で
準
備
は
順
調
に
進
ん
だ
。

い
よ
い
よ
出
発
の
日
が
や
っ
て
き
た
。
ミ
ラ
ノ
経
由
カ
イ
ロ
行
き
の
ア
リ
タ
リ
ア
航
空
だ
っ
た
。
ミ
ラ
ノ
に

一
泊
し
て
翌
朝
カ
イ
ロ
に
向
か
う
予
定
だ
っ
た
が
、
ミ
ラ
ノ
空
港
の
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
で
な
ぜ
か
私

だ
け
が
引
き
止
め
ら
れ
た
。「
エ
ジ
プ
ト
の
ビ
ザ
が
な
い
か
ら
搭
乗
券
は
発
行
で
き
な
い
」
と
言
わ
れ
、
次
の

便
で
日
本
に
帰
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
日
文
研
か
ら
の
乗
客
は
研
究
者
、
大
学
院
生
、
事
務
職
員
を
合
わ
せ
て
二
〇
人
ぐ
ら
い
い
た

が
、
私
と
ロ
シ
ア
人
留
学
生
の
二
人
を
除
い
た
全
員
が
エ
ジ
プ
ト
の
ビ
ザ
が
要
ら
な
い
日
本
人
だ
っ
た
。
搭
乗

時
刻
は
刻
々
と
迫
っ
て
く
る
の
に
、
あ
ま
り
の
シ
ョ
ッ
ク
で
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
も
分
か
ら
な
い
自
分
が
本
当

に
情
け
な
か
っ
た
。
そ
の
時
、
片
倉
も
と
こ
所
長
（
当
時
）
が
言
い
出
し
た
。「
み
ん
な
先
に
行
っ
て
て
。
私

は
チ
ャ
ワ
ー
リ
ン
さ
ん
と
一
緒
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
ス
タ
ッ
フ
と
話
し
て
み
る
。」
私
の
不
注
意
で
こ
ん
な
大
変
な

こ
と
に
な
っ
た
の
に
、
片
倉
所
長
を
は
じ
め
、
山
田
先
生
他
三
人
の
先
生
・
事
務
の
方
が
ど
こ
に
も
行
か
ず
、

私
の
運
命
が
決
ま
る
ま
で
忍
耐
強
く
一
緒
に
残
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
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搭
乗
時
刻
が
あ
と
三
〇
分
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
も
う
時
間
が
な
い
と
思
っ
た
。
ミ
ラ
ノ
で
あ
と
一
泊
し
て

翌
朝
一
人
で
日
本
に
帰
る
と
片
倉
所
長
に
言
っ
て
み
た
。
で
も
、
片
倉
所
長
の
決
意
は
少
し
も
揺
れ
な
か
っ

た
。
片
倉
所
長
や
日
文
研
の
仲
間
の
熱
い
思
い
が
伝
わ
っ
た
の
か
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ス
タ
ッ
フ
の
男
性
が
い
き
な

り
搭
乗
券
を
差
し
出
し
、「
入
国
は
で
き
な
い
と
思
う
け
ど
、
と
り
あ
え
ず
行
っ
て
み
ろ
」
と
言
っ
た
。

ミ
ラ
ノ
か
ら
カ
イ
ロ
へ
の
飛
行
時
間
は
約
三
時
間
半
し
か
な
か
っ
た
が
、
私
に
は
ま
る
で
一
日
の
よ
う
に
思

え
た
。
ハ
ラ
ハ
ラ
ド
キ
ド
キ
し
て
い
る
私
に
、「
一
緒
に
行
こ
う
。
大
丈
夫
だ
か
ら
」
と
し
っ
か
り
し
た
声
で

引
っ
張
っ
て
く
だ
さ
っ
た
片
倉
所
長
は
本
当
に
大
き
な
心
の
支
え
で
あ
っ
た
。
カ
イ
ロ
に
着
い
て
、
日
文
研
の

研
究
者
と
一
緒
に
カ
イ
ロ
大
学
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
す
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
、
と
入
国
管
理
職
員
に
説

明
す
る
と
、
意
外
に
も
速
や
か
に
入
国
さ
せ
て
く
れ
た
。
き
っ
と
名
高
い
日
文
研
の
お
か
げ
で
何
と
か
そ
の
場

で
ビ
ザ
を
発
行
し
て
く
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
二
度
と
し
た
く
な
い
経
験
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
国
際
学
会
に
参
加
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
私

は
、
日
文
研
の
優
秀
な
先
生
方
と
並
ん
で
発
表
で
き
、
地
元
の
研
究
者
の
方
々
や
学
生
さ
ん
と
交
流
す
る
こ
と

も
で
き
て
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
。
家
族
に
反
対
さ
れ
て
も
、「
チ
ャ
ワ
ー
リ
ン
の
よ
う
に
大
学
の
先
生
に
な

り
た
い
」
と
夢
を
語
っ
て
く
れ
た
シ
ナ
イ
半
島
出
身
の
女
子
大
生
の
顔
を
今
も
く
っ
き
り
と
覚
え
て
い
る
。
日

文
研
が
私
を
ど
ん
ど
ん
広
い
世
界
へ
と
導
い
て
く
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

「
研
究
者
は
知
識
を
社
会
と
共
有
す
る
こ
と
で
社
会
に
貢
献
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
日
文
研
に
教

わ
っ
た
。
ど
ん
な
に
難
し
い
研
究
を
し
て
も
そ
の
結
果
が
人
に
伝
わ
ら
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と

を
。
日
文
研
で
過
ご
し
た
一
年
間
は
社
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
訓
練
と
な
っ
た
。
海
外

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
か
ら
日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
公
開
講
演
会
、
東
京
講
演
会
、
学
術
雑
誌
、
そ
れ
か
ら
桂
坂
小
学

校
の
出
前
授
業
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
研
究
活
動
を
国
内
お
よ
び
国
際
レ
ベ
ル
で
社
会
に
広
げ
る
べ
く
努
力
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を
厭
わ
な
い
日
文
研
に
本
当
に
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
。

日
文
研
の
一
年
間
は
長
い
よ
う
で
短
か
っ
た
。
大
学
院
や
職
場
で
学
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
そ
の
経
験
こ
そ

が
、
今
研
究
者
の
道
を
歩
ん
で
い
る
自
分
に
と
っ
て
何
よ
り
有
意
義
な
も
の
だ
っ
た
。
社
会
に
貢
献
す
る
研
究

者
と
し
て
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
、
チ
ー
ム
で
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
を
活
用
し
て
共
同
研
究
す
る
こ
と
な
ど
、
日

文
研
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
数
え
き
れ
な
い
。
共
同
研
究
の
機
会
に
恵
ま
れ
た
日
文
研
で
、
も
う
少
し
積
極
的
に

活
動
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
一
〇
年
前
の
自
分
を
悔
や
む
思
い
も
あ
る
が
、
懐
か
し
い
蝉
の
声
を
楽
し
め
る
日
が

ま
た
い
つ
か
訪
れ
て
く
れ
る
と
信
じ
よ
う
。

（
マ
ッ
コ
ー
リ
ー
大
学
講
師
）
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忘
れ
え
ぬ
人
々

酒
　
井
　
哲
　
哉

私
が
初
め
て
日
文
研
を
訪
れ
た
の
は
、
い
ま
か
ら
一
五
年
く
ら
い
前
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
は
ま
だ
バ
ス
便

も
ま
ば
ら
で
、
桂
駅
前
の
ド
ー
ナ
ツ
屋
さ
ん
で
待
ち
時
間
を
潰
す
こ
と
も
た
び
た
び
あ
っ
た
。
バ
ス
を
下
車
し

て
坂
道
を
登
る
と
、
忽
然
と
、
お
と
ぎ
の
国
の
よ
う
な
建
物
が
現
れ
、
こ
の
東
西
融
合
様
式
が
国
際
日
本
文
化

研
究
の
殿
堂
な
の
か
、
と
妙
な
関
心
を
し
た
記
憶
が
あ
る
。
そ
の
後
、
何
度
か
日
文
研
の
企
画
に
か
か
わ
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、
一
番
思
い
出
深
い
の
は
、
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
二
年
間
勤
め
た
客
員
教
授
時
代
の
共
同
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
帝
国
と
高
等
教
育
―
東
ア
ジ
ア
の
文
脈
か
ら
」
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
日
本
近

代
史
研
究
は
大
き
な
転
換
を
と
げ
、
植
民
地
帝
国
と
し
て
の
戦
前
期
日
本
が
抱
え
て
い
た
問
題
を
、
現
代
的
な

関
心
か
ら
読
み
直
す
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
私
自
身
が
編
集
委
員
を
勤
め
た
『
岩
波
講
座
・「
帝
国
」
日

本
の
学
知
』
も
、
そ
の
潮
流
の
な
か
に
あ
っ
た
。

こ
の
岩
波
講
座
を
編
集
す
る
過
程
で
気
に
か
か
っ
た
の
は
、
京
城
帝
大
や
台
北
帝
大
の
よ
う
な
植
民
地
大
学

が
果
た
し
た
役
割
は
何
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
っ
た
。
同
講
座
の
い
く
つ
か
の
論
文
は
こ
の
問
題
を

新
た
な
視
角
か
ら
扱
っ
て
お
り
、
こ
の
延
長
線
上
に
、
帝
国
日
本
と
植
民
地
大
学
に
関
す
る
総
合
的
研
究
が
可

能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
わ
い
た
。
同
じ
こ
と
を
感
じ
た
他
の
方
々
も
い
た
よ
う
で
、
こ
の
主

題
に
関
す
る
共
同
研
究
会
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
い
う
ふ
う
に
話
が
拡
が
っ
て
い
っ
た
。
幸
い
、
日
文
研
の
国
内

公
募
共
同
研
究
に
採
択
さ
れ
た
こ
と
で
、
極
め
て
恵
ま
れ
た
環
境
で
研
究
会
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
海
外
か
ら
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講
師
を
招
請
す
る
こ
と
も
容
易
と
な
り
、
隔
月
に
上
洛
す
る
の
が
待
ち
遠
し
い
、
た
い
へ
ん
充
実
し
た
研
究
会

と
な
っ
た
。

研
究
会
を
始
め
る
と
き
、
ま
ず
気
を
つ
け
た
の
は
、
狭
義
の
教
育
史
研
究
者
に
限
ら
ず
、
歴
史
学
・
人
類

学
・
政
治
学
・
法
学
な
ど
、
で
き
る
限
り
様
々
な
専
門
分
野
の
研
究
者
を
領
域
横
断
的
に
集
め
る
こ
と
だ
っ

た
。
そ
し
て
、
朝
鮮
史
・
台
湾
史
な
ど
狭
義
の
植
民
地
史
研
究
者
に
限
ら
ず
、
植
民
地
を
主
た
る
研
究
対
象
と

し
て
こ
な
か
っ
た
方
に
も
声
掛
け
し
よ
う
と
も
考
え
た
。
植
民
地
史
は
長
年
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
各
学
問
分
野

の
な
か
で
は
周
辺
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
む
き
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
だ
が
、
お
よ
そ
近

代
日
本
の
学
知
を
扱
う
者
な
ら
ば
、
立
場
の
如
何
を
問
わ
ず
ど
こ
か
で
「
帝
国
」
の
問
題
と
向
き
合
わ
ざ
る
を

得
な
い
、
そ
れ
が
常
識
と
な
る
よ
う
な
知
的
土
壌
を
作
り
た
か
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
教
育
史
の
専
門
家
で
も

な
け
れ
ば
、
植
民
地
史
研
究
者
で
も
な
い
私
の
果
た
す
べ
き
役
割
だ
と
、
思
っ
た
の
で
あ
る
。
各
学
問
分
野
を

代
表
す
る
研
究
者
か
ら
な
る
二
年
間
の
共
同
研
究
会
を
終
え
、
そ
の
う
え
で
、
韓
国
・
台
湾
か
ら
主
要
な
研
究

者
を
招
請
し
、
日
文
研
で
国
際
研
究
集
会
を
成
功
裏
に
開
催
し
た
こ
と
で
、
万
事
は
整
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ

れ
た
。

だ
が
、
物
事
は
常
に
順
風
満
帆
と
は
い
か
な
い
よ
う
で
、
い
ざ
成
果
を
世
に
問
お
う
と
し
た
瞬
間
に
、
思
わ

ぬ
出
来
事
が
お
き
た
。
出
版
を
予
定
し
て
い
た
編
集
者
か
ら
、
突
然
、
書
籍
の
内
容
が
一
貫
性
を
欠
い
た
寄
せ

集
め
で
あ
り
、「
植
民
地
的
近
代
」
の
よ
う
な
社
会
的
要
因
の
分
析
に
偏
り
、
教
育
史
・
大
学
史
か
ら
逸
脱
し

て
い
る
の
で
、
全
面
的
に
改
稿
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
い
わ
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
私
は
教
育
史
の

専
門
家
で
も
植
民
地
史
研
究
者
で
も
な
い
の
で
、
正
直
、
植
民
地
大
学
の
共
同
研
究
代
表
と
し
て
力
不
足
だ
っ

た
と
思
う
。
だ
が
、
私
以
外
の
執
筆
者
は
い
ず
れ
も
力
作
の
論
文
を
寄
稿
し
、
巻
末
の
付
録
に
至
る
ま
で
、
関

わ
っ
た
人
た
ち
の
経
験
と
熱
意
が
伝
わ
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
植
民
地
大
学
を
学
問
対
象
と
す
る
際
に
、
そ
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れ
を
取
り
囲
む
政
治
的
・
社
会
的
状
況
に
言
及
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
私
に
は
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と
の

よ
う
に
思
わ
れ
た
。
こ
の
編
集
者
の
方
に
は
、
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
植
民
地
大
学
史
像
が
お
あ
り
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
と
推
測
す
る
が
、
そ
も
そ
も
歴
史
的
評
価
が
対
立
す
る
主
題
を
扱
う
論
集
だ
け
に
、
私
と
し
て
は
極
力
各

執
筆
者
の
立
場
を
尊
重
し
た
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
出
版
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
か
ら
こ
と
を
や
り
な
お
さ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

困
惑
す
る
私
を
こ
の
と
き
全
面
的
に
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
、
松
田
利
彦
教
授
で
あ
っ
た
。
松
田
教
授

は
、
冷
静
に
次
の
方
策
を
考
え
て
く
だ
さ
り
、
自
ら
東
京
ま
で
出
向
い
て
、
い
く
つ
か
の
出
版
社
と
の
交
渉
に

立
ち
会
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
捨
て
る
神
あ
れ
ば
拾
う
神
あ
り
、
と
い
う
こ
と
で
、
私
た
ち
の
企
画
の
意
義
を
理

解
し
て
く
れ
る
出
版
社
も
現
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
生
活
で
初
め
て
経
験
し
た
事
柄
だ
っ
た
だ
け
に
、
人
の

親
切
さ
が
身
に
染
み
て
あ
り
が
た
く
思
っ
た
。
そ
し
て
、
日
文
研
の
華
や
か
な
活
動
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う

な
ス
タ
ッ
フ
の
献
身
的
な
姿
勢
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
で
き
た
の
は
、
世
間
知
ら
ず
の
私
に
は
本
当

に
勉
強
に
な
っ
た
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
を
か
り
て
、
関
係
者
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

一
つ
の
組
織
を
三
〇
年
続
け
る
こ
と
は
、
や
は
り
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。
あ
の
メ
ル
ヘ
ン
調
の
建
物
に
は
、

き
っ
と
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
秘
話
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
。
だ
が
、
よ
い
こ
と
も
、
よ
く
な
い
こ
と

も
、
そ
れ
ぞ
れ
包
み
込
ん
で
歴
史
に
し
て
い
く
こ
と
が
明
日
を
生
き
る
大
人
の
知
恵
だ
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

（
東
京
大
学
教
養
学
部
教
授
）
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ニ
ッ
チ
の
出
口
︱
研
究
所
の
向
こ
う
の 

ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
発
見
に
つ
い
て
の
手
紙

シ
ン
シ
ア
・
ネ
リ
・
ザ
ヤ
ス

昔
の
一
年
は
早
く
終
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
私
は
研
究
を
整
理
し

始
め
て
い
ま
す
。
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
に
隠
さ

れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。
あ
な
た
は
文
章
と
私
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ノ
ー
ト
か
ら
そ
れ
が
何
か
理
解
す
る
の
を
手
伝
っ
て
く
れ
ま

し
た
ね
、
覚
え
て
い
ま
す
か
。
タ
イ
シ
バ
リ
ア
ミ
（
鯛
縛
網
）
と

い
う
伝
統
漁
法
で
す
。
二
そ
う
の
小
舟
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

何
十
年
も
昔
、
直
島
の
海
辺
で
は
女
性
の
人
形
使
い
が
こ
の
小

舟
を
舞
台
に
し
て
演
じ
て
い
ま
し
た
。
直
島
女
文
楽
は
今
で
は
世

界
ク
ラ
ス
の
舞
台
設
備
を
も
っ
た
新
し
い
場
所
で
演
じ
ら
れ
ま

す
。
私
は
感
銘
を
受
け
ま
し
た
が
、
も
し
こ
の
古
い
舟
の
舳
先
を

使
っ
て
岸
辺
で
演
じ
て
い
た
な
ら
、
も
っ
と
本
物
の
感
を
得
た
と

は
思
え
ま
せ
ん
か
。

世
界
的
に
知
ら
れ
た
ベ
ネ
ッ
セ
・
ハ
ウ
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、

ア
ー
ト
ハ
ウ
ス
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
地
中
ア
ー
ト
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア

鯛縛網（香川県直島）　スケッチ：Ｙ・Ｎ（二〇一二年）
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ム
は
ど
れ
も
空
に
く
っ
き
り
と
シ
ル
エ
ッ
ト
を
描
い
て
い
て
、
昔
の
上
演
が
行
わ
れ
て
い
た
岸
辺
を
見
下
ろ
し

て
い
ま
す
。
ベ
ネ
ッ
セ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
瀬
戸
内
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
お
か
げ
で
こ
の
静
か
な
島
を
現
代

ア
ー
ト
の
メ
ッ
カ
に
変
え
、
世
界
の
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
き
っ
と
あ
な
た
も
き
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
漁
猟
は
も
は
や
昔
の
よ
う
に
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

今
で
も
海
苔
栽
培
、
カ
レ
イ
の
養
殖
な
ど
の
漁
業
を
営
ん
で
い
る
数
軒
を
除
い
て
、
直
島
は
こ
う
言
っ
て
よ

け
れ
ば
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の
島
で
す
。
草
間
彌
生
の
ぶ
よ
ぶ
よ
し
た
ア
ー
ト
作
品
が
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
ま

す
。
彌
生
は
元
祖
カ
ワ
イ
イ
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
す
。
彼
女
の
作
品
を
お
好
き
で
す
か
。
カ
ワ
イ
イ
が
若
者
だ

け
の
ア
イ
デ
ア
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
日
本
人
の
心
に
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
細
川
周
平
先
生
に
出
く
わ
し
た
ら
、
研
究
者
向
け
の
宿
舎
、
日
文
研
ハ
ウ
ス
で
の
滞
在
が
直
島
調

査
を
実
り
多
く
し
て
く
れ
た
と
伝
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
図
書
館
は
二
〇
一
一
年
の
研
究
に
必
要
な
宝
物
殿

で
し
た
。

ニ
ッ
チ
で
外
国
人
研
究
員
と
し
て
初
め
て
滞
在
し
て
か
ら
（
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
か
ら
二
〇
〇
七
年
九
月
ま

で
）
一
〇
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
に
会
っ
て
、
私
た
ち
が
愛
着
を
こ
め
て
ニ
ッ
チ
と
呼
ん
だ
場

所
に
つ
い
て
ず
い
ぶ
ん
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

あ
な
た
を
通
し
て
私
に
と
っ
て
ニ
ッ
チ
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
私
に
は
ニ
ッ
チ
は
修
道
院

で
作
品
を
書
き
た
い
と
夢
見
る
学
者
の
た
め
の
隠
遁
の
場
所
で
す
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
僧
院
の
よ
う
に
学
者
た

ち
は
こ
こ
で
は
あ
ま
り
口
を
き
か
ず
お
互
い
に
少
し
会
釈
す
る
だ
け
で
す
。
空
間
は
思
索
に
向
か
う
小
道
に
よ
っ

て
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
コ
モ
ン
ル
ー
ム
は
学
者
が
お
し
ゃ
べ
り
し
事
務
を
執
る
唯
一
の
空
間
で
す
。
こ
の
静
謐

さ
の
彼
方
に
「
グ
ギ
の
教
え
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
構
内
の
出
口
の
向
こ
う
に
あ
る
生
活
を
発
見
し
ま
し
た
。

私
の
中
に
ニ
ッ
チ
の
優
し
い
思
い
出
を
残
し
た
出
会
い
に
つ
い
て
話
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
年
が
終
わ
る
ご
と
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に
懐
か
し
さ
を
感
じ
ま
す
。
公
式
の
地
図
で
は
ニ
ッ
チ
に
は
正
門
、
北
門
、
南
門
の
三
つ
の
門
が
あ
り
ま
す
。

正
門
は
主
要
な
出
入
口
の
ゲ
ー
ト
で
、
す
べ
て
の
外
国
人
学
者
は
最
初
そ
こ
を
通
っ
て
ニ
ッ
チ
に
到
着
し
ま

す
。
そ
れ
は
ニ
ッ
チ
に
別
れ
を
告
げ
る
と
き
に
最
後
に
通
る
門
で
も
あ
り
ま
す
。

私
に
と
っ
て
休
み
の
時
に
は
北
門
が
あ
い
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
か
ら
入
る
と
守
衛
さ
ん
が
入
場
者
を
待

ち
か
ま
え
、
研
究
室
の
カ
ギ
を
渡
し
ま
す
。
南
門
が
あ
く
こ
と
は
め
っ
た
に
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
あ
る
春
の
日

に
は
こ
こ
を
通
り
抜
け
ま
し
た
。
あ
な
た
は
桜
に
縁
ど
ら
れ
た
ぐ
ね
ぐ
ね
道
を
桂
坂
保
育
園
の
下
に
通
っ
て
い

る
の
を
見
せ
て
く
れ
、
ピ
ン
ク
の
花
び
ら
が
ひ
ら
ひ
ら
舞
う
下
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
て
い
き
ま
し
た
。

他
に
二
つ
の
非
公
式
の
門
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
構
内
の
東
側
に
あ
り
日
文
研
ハ
ウ
ス
に
一
番
近
い
門
、
も

う
一
つ
は
そ
の
西
側
と
北
側
の
仕
切
り
が
ぶ
つ
か
る
と
こ
ろ
に
あ
る
門
で
す
。

こ
の
二
つ
の
門
か
ら
も
っ
と
興
味
の
湧
く
出
会
い
に
導
い
て
く
れ
ま
し
た
ね
。
あ
る
秋
の
日
の
昼
食
の
後
、

赤
お
に
レ
ス
ト
ラ
ン
の
背
後
に
あ
る
出
口
に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
道
を
横
切
っ
て
小
屋
に
通
じ
る
門

を
く
ぐ
り
ま
し
た
。
池
が
あ
り
す
て
き
な
堂
々
た
る
見
か
け
と
彩
り
豊
か
な
ア
ヒ
ル
が
自
由
に
カ
タ
ツ
ム
リ
や

水
草
を
食
ん
で
い
ま
し
た
。
野
生
な
の
か
、
そ
れ
と
も
管
理
人
の
ペ
ッ
ト
な
の
か
と
考
え
ま
し
た
。
あ
ま
り
に

お
と
な
し
く
私
た
ち
は
近
づ
い
て
い
き
ま
し
た
。

頭
上
に
は
赤
、
黄
、
緑
の
カ
エ
デ
の
葉
が
紅
葉
の
季
節
ら
し
く
あ
り
ま
し
た
。
長
く
図
書
館
で
仕
事
を
し
た

後
、
一
人
で
何
度
も
何
度
も
こ
の
ス
ポ
ッ
ト
に
出
か
け
ま
し
た
。
こ
の
自
然
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
紹
介
し
て
く
れ
て

あ
り
が
と
う
。

ハ
ウ
ス
に
近
い
出
口
は
私
の
心
に
一
番
近
い
出
口
で
す
。
あ
た
か
も
象
徴
的
に
若
い
こ
ろ
か
ら
の
思
い
出
の

あ
る
ふ
る
さ
と
に
私
を
連
れ
帰
る
か
の
よ
う
で
す
。
一
九
七
七
年
、
外
国
人
学
生
と
し
て
初
め
て
日
本
を
訪
れ

た
と
き
に
は
吹
田
の
関
西
留
学
生
宿
舎
で
暮
ら
し
ま
し
た
。
あ
る
日
、
高
槻
市
は
宿
舎
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
学
生
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を
マ
ニ
ラ
市
高
槻
市
姉
妹
都
市
祝
賀
会
に
招
待
し
て
く
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
高
槻
と
マ
ニ
ラ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
一
七
世
紀
に
町
の
家
臣
だ
っ
た
高
山
ジ
ュ
ス
ト
右
近
（
一
五
五
二
年
〜
一
六
一
五
年
）
が
、
キ
リ
シ
タ

ン
信
仰
を
捨
て
な
か
っ
た
た
め
マ
ニ
ラ
に
追
放
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
大
家
族
す
べ
て
に
下
層
の
侍
ま
で
彼
と
そ

の
地
ま
で
同
行
し
ま
し
た
。
偶
然
で
す
が
、
二
〇
一
七
年
二
月
七
日
、
高
山
は
大
阪
カ
テ
ド
ラ
ル
聖
マ
リ
ア
大

聖
堂
で
列
福
さ
れ
ま
す
。
こ
の
単
語
を
ご
存
知
で
す
か
。
列
福
と
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
死
後
、
死
者
の
天
国

入
り
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
の
人
物
は
「
福
音
さ
れ
た
誰
そ
れ
」
と
呼
ば
れ
、
彼
な
い
し
彼
女
の
名
で

祈
る
個
人
の
た
め
に
間
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
し
福
音
さ
れ
た
高
山
が
力
な
り
奇
蹟
を
起
こ
さ
れ
た
な

ら
、
聖
ウ
コ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
・
タ
カ
ヤ
マ
と
列
せ
ら
れ
ま
す
。

一
九
七
七
年
に
初
め
て
高
槻
を
訪
れ
た
と
き
に
は
地
方
都
市
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
上
だ
っ
た
の

で
す
。

阪
急
駅
の
南
口
に
は
シ
ョ
ウ
テ
ン
ガ
イ
が
あ
り
、
屋
根
が
つ
い
た
通
り
で
い
ろ
い
ろ
な
物
や
サ
ー
ビ
ス
の
店

が
並
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
特
別
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
近
く
の
ハ
タ
ケ
で
採
れ
た
農
作
物
が
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
に
運
び
出
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
地
元
産
や
海
外
の
食
べ
物
が
あ
り
ま
し
た
が
、
京
都
駅
の
店
に
比
べ
る

と
並
べ
方
は
洗
練
に
足
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
京
野
菜
、
淡
路
島
の
牛
乳
（
神
戸
の
近
く
）、
チ
リ
の
サ
ケ
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ビ
ー
フ
、
カ
ナ
ダ
の
シ
シ
ャ
モ
が
桂
の
よ
う
な
「
高
級
」
地
区
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

よ
り
も
二
割
か
ら
五
割
安
く
買
え
ま
し
た
。
あ
ふ
れ
る
物
の
ほ
か
に
シ
ョ
ウ
テ
ン
ガ
イ
と
通
り
の
庶
民
的
な
雰

囲
気
を
楽
し
み
ま
し
た
。

駅
の
北
口
に
は
バ
ー
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
学
校
や
宗
教
の
建
物
、
地
元
の
役
所
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。
高
槻
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
ウ
コ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
・
タ
カ
ヤ
マ
の
彫
像
の
出
迎
え
を
受
け
る
で
し
ょ
う
。
数
メ
ー
ト
ル

い
く
と
高
槻
城
跡
で
あ
る
公
園
が
あ
り
、
博
物
館
兼
図
書
館
が
高
山
一
族
の
遺
産
を
展
示
し
て
い
ま
し
た
。
日
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曜
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ミ
サ
と
庶
民
的
市
場
の
光
景
に
は
懐
か
し
さ
を
覚
え
ま
す
。
特
に
ミ
サ
の
後
の
ノ
ミ

の
市
で
服
の
安
売
り
を
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
家
に
帰
っ
た
か
の
よ
う
で
し
た
。
他
に
も
一
〇
〇
円
肉
餃
子

や
古
本
屋
で
和
辻
哲
郎
の
『
風
土
』
の
初
版
本
に
出
会
っ
た
と
き
に
も
ワ
ク
ワ
ク
喜
び
ま
し
た
！

普
通
の
道
す
じ
で
ニ
ッ
チ
に
帰
る
と
ハ
ウ
ス
に
一
番
近
い
門
か
ら
入
り
ま
し
た
。
暗
く
な
っ
て
い
る
と
時
に

は
野
生
の
シ
カ
の
歓
迎
パ
ー
テ
ィ
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ニ
ッ
チ
は
森
の
あ
る
山
へ
向
か
う
道

に
通
じ
る
丘
に
あ
る
た
め
、
野
生
動
物
に
出
会
う
こ
と
は
驚
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
敷
地
を
通
り
抜
け

て
い
く
の
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。

ニ
ッ
チ
の
出
口
の
向
こ
う
に
は
冒
険
が
あ
り
ま
す
。
特
に
客
員
研
究
者
に
は
。
門
の
数
々
を
見
せ
て
く
れ
て

ど
う
も
あ
り
が
と
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
立
ち
向
か
う
愛
を
共
有
で
き
る
日
本
の
友
だ
ち
と
知
り
会
え
て
楽

し
か
っ
た
で
す
。
お
元
気
で
、
お
健
や
か
に
、
来
た
る
二
〇
一
七
年
の
酉
年
を
お
幸
せ
に
お
す
ご
し
く
だ
さ
い

（
英
語
だ
とyear of rooster

雄
鶏
の
年
と
呼
ん
でhen

雌
鶏
の
年
と
呼
ば
な
い
の
を
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
変
だ

と
思
わ
な
い
の
か
し
ら
、
な
ん
て
ダ
ジ
ャ
レ
）。

（
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
立
大
学
国
際
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）

原
文
：
英
語

翻
訳
：
細
川
周
平
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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隠
れ
た
宝

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ャ
モ
ニ

日
文
研
と
は
私
は
梅
原
先
生
の
所
長
時
代
以
来
縁
が
あ
り
、
多
く
の
先
生
方
に
お
世
話
に
な
っ
て
き
た
が
、

一
番
深
い
縁
を
結
ん
だ
の
は
、
そ
の
図
書
館
で
あ
る
。
こ
の
図
書
館
の
中
心
は
て
っ
ぺ
ん
に
あ
の
美
し
い
ス
テ

ン
ド
グ
ラ
ス
が
は
ま
っ
た
無
限
に
高
い
丸
天
井
を
い
た
だ
く
閲
覧
室
。
日
文
研
に
行
く
た
び
に
私
は
真
ん
中
の

丸
い
カ
ウ
ン
タ
ー
の
左
側
後
方
の
丸
く
ま
が
っ
た
閲
覧
テ
ー
ブ
ル
の
果
て
あ
た
り
に
陣
取
る
こ
と
に
し
て
い

る
。
後
ろ
に
は
あ
ら
ゆ
る
辞
書
類
が
な
ら
び
、
左
に
は
書
庫
へ
の
通
路
が
あ
り
、
右
前
に
は
親
切
な
ス
タ
ッ
フ

の
方
が
座
っ
て
い
る
カ
ウ
ン
タ
ー
が
あ
る
。
そ
こ
は
私
の
天
国
で
あ
る
。

こ
の
図
書
館
の
特
色
は
勿
論
、
日
本
文
化
の
総
合
的
な
研
究
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
文
献
を
あ
つ
め
て

い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
私
か
ら
見
て
何
よ
り
も
貴
重
な
の
は
、
外
国
語
で
書
か
れ
た
日
本

に
関
す
る
研
究
書
ま
た
一
般
の
書
籍
、
日
本
語
か
ら
外
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
文
学
な
ど
を
徹
底
的
に
集
め
て
い

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
英
語
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
言
葉
の
も
の
を
も
集
め
る
に

精
を
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
歴
史
的
経
験
の
資
料
の
何
が
「
外
国
」
で
理
解
さ
れ
、
評
価

さ
れ
、
あ
る
い
は
批
判
さ
れ
、
無
視
さ
れ
て
き
た
か
を
、
総
合
的
に
調
べ
ら
れ
る
の
は
日
本
国
中
で
日
文
研
だ

け
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
日
本
中
心
の
見
方
は
勿
論
、
問
題
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
他
の
大
学
が
日

本
関
係
の
外
国
語
の
文
献
を
十
分
に
集
め
ら
れ
な
い
以
上
、
こ
の
一
箇
所
に
そ
れ
ら
の
資
料
を
丹
念
に
集
め
、

あ
ち
こ
ち
書
籍
を
捨
て
て
い
く
現
在
の
世
の
中
に
逆
ら
っ
て
、
未
来
の
世
代
の
た
め
に
こ
れ
ら
を
救
っ
て
お
く
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こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

そ
し
て
日
文
研
が
国
内
外
の
貴
重
な
古
い
文
献
を
費
用
を
惜
し
ま
ず
収
集
し 

、
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
国
内
外

の
読
者
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
は
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
普
通
の
書
籍

売
買
の
ル
ー
ト
を
と
お
し
て
は
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い
い
わ
ゆ
るgrey literature

を
見
つ
け
出
し
て
収
集

す
る
こ
と
に
も
努
力
し
て
い
る
の
は
こ
の
図
書
館
の
誇
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
私
は
日
文
研
の
図
書
館
に
隠
れ

て
い
るgrey literature

の
一
つ
の
宝
物
を
紹
介
し
た
い
。
そ
れ
は
子
供
時
代
の
私
の
日
本
と
の
か
か
わ
り
方

に
つ
な
が
る
書
物
で
あ
る
。

私
は
一
九
四
一
年
生
ま
れ
で
、
西
ド
イ
ツ
の
ル
ー
ル
地
方
の
炭
鉱
町
で
育
っ
た
。
ア
ジ
ア
の
こ
と
を
は
じ
め

て
知
っ
た
の
は
、
五
〇
年
代
の
は
じ
め
、
つ
ま
り
私
が
一
〇
歳
の
と
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
し
か
も
そ

れ
は
東
ア
ジ
ア
で
は
な
く
、
中
央
ア
ジ
ア
と
い
う
当
時
の
「
秘
境
」
で
、
ス
ヴ
ェ
ン
・
ヘ
ー
デ
ィ
ン
と
い
う
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
探
検
家
の
本
（
子
供
用
の
版
）
な
ど
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
丁
度
そ
の
こ
ろ
一
〇
歳
位
の
子
供

た
ち
の
あ
い
だ
で
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
カ
ー
ド
（
ド
イ
ツ
語
で
はSam

m
elbilder

）
を
あ
つ
め
る
の
が
流
行
っ

た
。
あ
る
会
社
の
日
常
的
な
品
物
、
た
と
え
ば
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
と
か
マ
ー
ガ
リ
ン
な
ど
を
買
う
と
そ
れ
に
小
さ

な
安
っ
ぽ
い
絵
が
つ
い
て
く
る
。
そ
れ
ら
の
絵
は
子
供
た
ち
が
熱
中
す
る
よ
う
な
何
か
の
テ
ー
マ
で
ま
と
め
ら

れ
て
い
て
、
我
々
は
熱
心
に
あ
つ
め
だ
す
。
重
複
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
お
互
い
交
換
し
た
り
し
て
、
全

セ
ッ
ト
を
そ
ろ
え
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
ろ
っ
た
ら
そ
れ
ら
を
指
定
の
帳
面
に
貼
る
。
サ
ッ
カ
ー
選
手
の

シ
リ
ー
ズ
は
特
に
人
気
が
あ
っ
た
。
時
代
と
と
も
に
絵
が
大
き
く
な
り
、
テ
ー
マ
も
広
く
な
っ
た
。
ザ
ネ
ラ
社

の
マ
ー
ガ
リ
ン
が
特
に
凝
っ
た
も
の
を
つ
け
て
、
す
こ
し
年
上
の
子
供
た
ち
に
も
人
気
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中

で
最
高
に
贅
沢
な
も
の
が
「
中
国
・
チ
ベ
ッ
ト
・
日
本
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
で
あ
っ
た
。
マ
ー
ガ
リ
ン
に
つ
い

て
く
る
絵
は
一
つ
の
物
語
の
挿
絵
に
な
る
も
の
で
、
絵
の
裏
側
に
は
そ
の
話
の
要
点
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
そ
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れ
ら
の
挿
絵
が
全
部
そ
ろ
っ
た
段
階
で
、
代
金
を
払
っ
て
貼
り
帳
面
を
ザ
ネ
ラ
社
に
注
文
す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
貼
り
帳
面
と
い
う
の
は
三
二
×
二
四
㎝
、
六
三
ペ
ー
ジ
の
大
型
の
も
の
で
、「
本
」
と
い
え
る
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
。
表
紙
は
赤
色
の
バ
ッ
ク
に
龍
と
中
国
の
「
磚
塔
」
が
描
か
れ
、
そ
れ
にC

hina T
ibet Japan

が
例

の
漢
字
ま
が
い
の
ロ
ー
マ
字
で
書
い
て
あ
る
。
本
を
開
く
とC

hina T
ibet Japan: Tom

 B
irkenfeld aben-

teuert durch den Fernen O
sten

（
中
国
・
チ
ベ
ッ
ト
・
日
本
、
ト
ム
・
ビ
ル
ケ
ン
フ
ェ
ル
ト
が
極
東
を
冒

険
す
る
）
と
い
う
内
題
の
上
に
「
中
国
　
西
蔵
　
日
本
」
が
ま
と
も
な
漢
字
で
書
か
れ
て
あ
る
。
私
に
と
っ
て

は
は
じ
め
て
目
に
す
る
漢
字
で
あ
っ
た
と
思
う
。
中
は
細
字
で
ぎ
っ
し
り
冒
険
談
の
書
か
れ
た
本
で
、
集
め
た

挿
絵
を
貼
る
べ
き
と
こ
ろ
に
貼
る
と
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
ま
た
別
な
空
白
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
貼
り
「
本
」
に

は
お
ま
け
と
し
て
物
語
と
は
関
係
の
な
い
絵
、
例
え
ば
、
上
海
の
旅
行
案
内
の
パ
ン
フ
と
か
、
平
凡
な
伝
統
的

な
山
水
画
と
か
「
剪
紙
」
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
小
さ
な
飾
り
絵
な
ど
が
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
ら
も
指
定
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
貼
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
い
ま
ま
で
の
「
ザ
ネ
ラ
絵
」
貼
り
本
に
な
か
っ
た
贅
沢
で
あ
っ

た
。
日
本
の
も
の
は
富
士
山
と
そ
の
周
辺
の
絵
地
図
（
お
そ
ら
く
戦
前
の
も
の
）
と
「
か
け
を
ど
り
」
の
絵
に

唄
の
書
か
れ
た
も
の
（
江
戸
時
代
の
も
の
、
も
っ
と
も
「
日
本
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
メ
ニ
ュ
ー
」
と
説
明
さ
れ
て

あ
る
）
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
絵
も
私
が
は
じ
め
て
見
る
東
洋
の
「
美
術
」
の
例
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
貼
り
本
の
物
語
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
主
人
公
は
ト
ー
マ
ス
・
ビ
ル
ケ
ン
フ
ェ
ル
ト
と
い

い
、
英
語
風
に
「
ト
ム
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
ベ
ル
リ
ン
に
住
ん
で
い
る
少
年
で
、「
中
学
」
卒
業
つ
ま
り

一
六
か
一
七
才
あ
た
り
で
こ
れ
か
ら
新
聞
記
者
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
父
は
技
師
で
、
上
海
で
発
電
所
建
設

に
携
わ
っ
て
い
て
何
ヶ
月
も
中
国
に
行
っ
て
い
る
。
時
代
は
「
北
京
に
は
今
、
毛
沢
東
の
政
府
が
あ
る
」
と
な

に
げ
な
く
書
い
て
あ
る
の
で
、
一
九
四
九
年
以
後
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

筋
は
お
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
主
人
公
の
ト
ム
は
上
海
に
い
る
父
か
ら
「
こ
の
珍
し
い
国
」
を
見
に
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来
る
よ
う
言
わ
れ
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
か
ら
船
で
香
港
に
行
く
。
そ
こ
か
ら
物
語
が
は
じ
ま
る
。
迎
え
に
来
た
同
年

齢
の
中
国
の
男
の
子
、
父
の
仕
事
仲
間
王
さ
ん
の
息
子
に
案
内
さ
れ
て
香
港
と
そ
の
周
辺
を
探
検
す
る
。
香
港

か
ら
広
州
、
杭
州
、
上
海
、
南
京
、
北
京
に
行
く
。
本
文
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
中
国
の
人
口
、
歴
史
、
儒
学
、

仏
教
、
太
平
天
国
の
乱
や
孫
文
の
こ
と
な
ど
が
は
さ
ん
で
あ
る
が
、
当
時
の
政
治
の
話
は
一
切
で
て
こ
な
い
。

旅
の
途
中
海
賊
や
阿
片
を
密
売
す
る
人
が
出
没
し
緊
張
あ
る
場
面
も
用
意
さ
れ
て
あ
る
。
北
京
へ
の
途
中
曲
阜

孔
子
廟
を
見
物
し
、
そ
こ
で
ト
ム
が
出
会
っ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
の
留
学
生
と
の
儒
学
の
是
非
に
つ
い
て
の

議
論
が
紹
介
さ
れ
る
。
泰
山
を
訪
問
し
た
あ
と
、
夜
、
泰
安
の
駅
で
列
車
を
待
っ
て
い
る
と
、
見
知
ら
ぬ
チ

ベ
ッ
ト
の
坊
さ
ん
が
現
わ
れ
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
へ
の
秘
密
の
伝
言
を
頼
ま
れ
る
。
そ
こ
で
は
毛
沢
東
の
政
策
と

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
対
抗
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
新
し
い
冒
険
が
は
じ
ま
る
。
北
京
か
ら
飛
行
機
と

馬
を
の
り
つ
い
で
ラ
サ
ま
で
行
く
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
と
の
謁
見
の
後
、
重
慶
経
由
で
上
海
に
帰
る
。
そ
の
後
、

父
が
仕
事
で
日
本
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
ト
ム
は
船
で
長
崎
に
渡
る
。
長
崎
で
は
原
爆
の
こ
と
、
又
元

禄
時
代
に
長
崎
に
来
た
ド
イ
ツ
の
医
者
ケ
ン
ぺ
ル
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
長
崎
か
ら
バ
ス
で
父
の
友
人

「
中
村
さ
ん
」
が
住
ん
で
い
る
雲
仙
に
行
く
。
ト
ム
は
す
ぐ
「
日
本
は
旅
行
に
む
い
た
理
想
的
な
国
」
と
わ
か

る
（
電
車
、
バ
ス
、
船
の
そ
れ
ぞ
れ
の
運
賃
ま
で
が
記
録
さ
れ
て
い
る
）。
全
体
と
し
て
日
本
旅
行
は
短
く
冒

険
な
ど
を
ふ
く
ま
ず
、
む
し
ろ
旅
行
宣
伝
の
匂
い
が
つ
よ
い
。
雲
仙
で
温
泉
と
花
見
と
和
歌
の
は
な
し
を
す
る

機
会
が
あ
る
。
神
武
天
皇
の
こ
と
か
ら
昭
和
天
皇
の
「
人
間
宣
言
」
の
こ
と
ま
で
も
説
明
さ
れ
る
。
長
崎
か
ら

列
車
で
二
九
時
間
か
か
っ
て
東
京
に
行
く
。
す
で
に
一
八
歳
に
な
っ
た
ト
ム
は
東
京
で
あ
る
国
際
通
信
社
に
記

者
と
し
て
雇
わ
れ
、
最
初
の
仕
事
は
皇
太
子
の
「
立
太
子
の
礼
」
を
取
材
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
物
語

が
お
わ
る
。

さ
て
、
こ
の
本
は
よ
く
も
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
少
年
に
興
味
あ
る
テ
ー
マ
を
一
つ
の
物
語
に
つ
な
げ
、
間
に
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あ
る
程
度
、
中
国
と
日
本
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
は
さ
ん
だ
も
の
だ
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
勿
論
、
お
お
く
は

型
に
は
ま
っ
た
見
方
を
採
用
し
、
特
に
絵
に
は
噴
飯
の
沙
汰
と
し
か
言
え
な
い
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
し
か

し
、
全
体
と
し
て
青
少
年
向
き
の
冒
険
談
と
地
理
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
教
育
効
果
も
ね
ら
い
、
成
功
し
て

い
る
と
言
っ
て
い
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
本
は
何
時
ご
ろ
出
た
の
か
、
ま
た
作
者
は
誰
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
種
の
本
に
は

よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、
刊
行
の
年
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
日
文
研
図
書
館
の
目
録
で
は
出
版
年
代
と
し
て

﹇
一
九
―
―
﹈
と
あ
り
、
著
者
はT

hom
as B

irkenfeld

と
あ
る
。
ド
イ
ツ
国
立
図
書
館D

eutsche 

N
ationalbibliothek

で
は
一
九
六
〇
前
後
と
あ
る
。
日
文
研
以
外
の
日
本
の
唯
一
の
持
ち
主
で
あ
る
東
京
の
ド

イ
ツ
日
本
研
究
所
の
目
録
で
は
一
九
五
五
と
明
記
し
て
、
著
者
と
し
て
や
は
りT

hom
as B

irkenfeld

を
あ
げ

て
い
る
。
刊
行
年
代
は
内
容
か
ら
判
断
し
て
一
九
五
三
年
あ
た
り
か
と
思
わ
れ
る
。
皇
太
子
明
仁
の
立
太
子
礼

は
一
九
五
二
年
一
一
月
一
〇
日
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ト
ー
マ
ス
・
ビ
ル
ケ
ン
フ
ェ
ル
ト
は
主
人

公
で
あ
っ
て
著
者
で
は
な
い
。
小
さ
な
奥
付
を
み
る
と
、Text

（
文
）: Fritz W

. K
uck

と
あ
る
。
こ
の
人
は

六
〇
年
代
に
学
校
の
地
理
教
科
書
な
ど
を
作
っ
た
以
外
知
ら
れ
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
。
道
理
で
地
理
は
か
な

り
詳
し
く
書
か
れ
て
あ
る
。
我
々
子
供
が
一
番
魅
力
を
感
じ
た
の
が
絵
で
、
そ
の
作
者
はA

nton M
. 

K
olnberger

と
あ
る
。
こ
れ
も
あ
ま
り
名
前
の
な
い
人
で
戦
争
中
は
戦
争
小
説
の
挿
絵
、
戦
後
は
青
少
年
の
読

み
物
の
挿
絵
を
描
い
た
よ
う
で
あ
る
。
絵
は
当
時
の
通
俗
的
な
挿
絵
に
共
通
す
る
ス
タ
イ
ル
の
も
の
で
、
極
彩

色
で
子
供
た
ち
を
た
の
し
ま
せ
た
。
当
時
の
映
画
館
の
手
書
き
の
ポ
ス
タ
ー
も
共
通
の
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
こ
と

を
思
い
出
す
。

こ
の
種
の
本
は
消
耗
品
で
、
そ
の
う
ち
捨
て
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
も
の
は
一
つ
の
時

代
を
代
表
し
て
い
て
、
い
く
ら
陳
腐
で
も
、
ど
ん
な
に
間
違
っ
て
い
て
も
、
当
時
の
西
ド
イ
ツ
大
衆
文
化
の
東
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ア
ジ
ア
観
を
示
す
、
そ
れ
な
り
に
貴
重
な
資
料
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
の
よ
う
な
者
に
と
っ
て
は
子
供
時
代

を
ま
ざ
ま
ざ
と
目
の
前
に
よ
び
も
ど
し
て
、
自
分
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
ど
れ
ほ
ど
長
い
道
を
歩
い

て
き
た
か
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
な
つ
か
し
い
「
本
」
を
日
文
研
の
図
書
館
に
見

出
し
た
と
き
の
驚
き
と
喜
び
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

（
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
日
本
学
科
名
誉
教
授
）
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日
本
の
美
の
多
様
性
に
つ
い
て

エ
ミ
リ
ア
・
シ
ャ
ロ
ン
ド
ン

最
近
ま
す
ま
す
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
日
本
の
美
」
は
、
わ
び
・
さ
び
の
範
囲
で
説
か
れ
続
け
て
い
る
。

そ
れ
で
い
い
の
か
。
あ
る
日
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
目
覚
め
た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
桜
の
色
は

地
味
な
日
本
の
色
に
似
合
わ
な
い
と
い
う
展
覧
会
の
時
に
聞
い
た
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
意
見
で
あ
っ
た
。
そ

の
少
し
後
、
二
〇
一
四
年
、
研
究
者
に
最
適
な
環
境
を
提
供
し
て
く
れ
る
日
文
研
で
研
究
す
る
機
会
に
恵
ま

れ
、
学
ん
で
き
た
こ
と
を
考
え
直
す
チ
ャ
ン
ス
が
訪
れ
た
。
そ
こ
で
、「
日
本
の
美
」
イ
コ
ー
ル
「
わ
び
の
美
」

を
問
い
直
す
鈴
木
貞
美
先
生
の
共
同
研
究
会
の
成
果
報
告
と
し
て
出
さ
れ
て
い
た
『
わ
び
・
さ
び
・
幽
玄
―

「
日
本
的
な
る
も
の
」
へ
の
道
程
』（
水
声
社
、
二
〇
〇
六
年
）
に
出
会
っ
た
。
著
書
の
冒
頭
に
、
鈴
木
先
生

も
、
ど
う
し
て
日
本
文
化
は
数
多
く
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
承
知
な
が
ら
、「
わ
び
」「
さ
び
」「
幽
玄
」
こ

そ
「
日
本
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
思
い
が
日
本
人
の
心
に
ひ
そ
ん
で
い
る
か
と
、
問
い
た
だ
す
。
そ
こ

で
、
私
の
疑
問
は
、
日
本
の
美
意
識
の
問
題
か
ら
、
も
っ
と
大
き
な
「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
問
題
に
触
れ
始

め
た
。
日
本
の
美
意
識
と
い
う
概
念
は
「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
一
部
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
鈴
木
先
生
に
よ
れ
ば
、
わ
び
・
さ
び
が
「
日
本
的
な
る
も
の
」
と
し
て
確
定
さ
れ
る
の
は
一
九
七
〇
年

代
に
行
わ
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
・
ア
ジ
ア
文
化
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
た
日
本
の
伝
統
文
化
に
関
す
る
調
査
か
ら
始
ま
っ

た
。
他
方
、
鈴
木
先
生
が
紹
介
す
る
前
衛
画
家
の
岡
本
太
郎
は
、
そ
の
事
を
明
治
時
代
の
国
家
主
義
官
僚
に
始

ま
る
と
考
え
た
。
鈴
木
先
生
に
よ
れ
ば
、
岡
本
太
郎
は
こ
の
国
家
主
義
官
僚
の
中
心
に
岡
倉
覚
三
（
天
心
）
を
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据
え
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
問
題
を
探
る
の
に
、
私
は
岡
倉
天
心
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

H
istoire de l’art du Japon

と
い
う
本
を
開
い
た
。

一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
博
の
日
本
展
覧
会
に
合
わ
せ
て
帝
国
博
物
館
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
たH

istoire de 

l’art du Japon

（
後
ほ
ど
『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
と
し
て
日
本
語
で
出
版
さ
れ
た
）
は
、
歴
史
的
な
流

れ
に
沿
っ
て
様
々
な
日
本
美
術
の
様
式
を
ま
ん
べ
ん
な
く
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
公
家
と
武
家
の
趣
味
の
違

い
や
そ
の
違
い
の
上
に
成
り
立
つ
絢
爛
と
素
朴
さ
の
美
学
が
、
対
比
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
、
貴
族
の
趣
味
が
日
本
的
な
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
茶
の
湯
が
日
本
の
美
学
に
及
ぼ

し
た
影
響
も
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、
わ
び
・
さ
び
の
美
は
、
あ
く
ま
で
も
茶
道
の
枠
に
し
か
評
価
さ
れ
て
い
な
い

特
殊
な
趣
味
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
日
本
美
術
を
発
展
し
て
い
く
も
の
と
し
て
紹
介
す
る
本
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
支
配
層
・
庶
民
・
知
識
人
の
趣
味
も
区
別
さ
れ
、
美
意
識
の
中
心
は
時
代
の
流
行
に
よ
り
動

く
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
た
。
日
本
の
社
会
を
、
当
時
の
社
会
階
級
（
官
人
、
農
民
、
職
人
、
商
人
）
で
は

な
く
、
文
化
や
美
意
識
の
立
場
か
ら
公
家
、
武
家
、
庶
民
、
知
識
人
に
分
け
て
い
た
こ
と
は
と
て
も
興
味
深

か
っ
た
。
知
識
人
を
別
の
社
会
層
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
日
本
文
化
を
理
解
す
る
の
に
大
き
な
意
味
が
あ

る
と
感
じ
た
。
そ
れ
ら
の
社
会
層
の
対
立
は
美
術
の
中
心
を
移
動
し
て
い
た
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
と
て
も
興

味
深
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
対
立
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、「
日
本
の
」
美
意
識
の
中
心
は
一
つ
の
も
の
で
は
な

く
、
四
つ
の
異
な
る
範
囲
を
動
く
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
帝
国
博
物
館
館
長
で
あ
っ
た
九
鬼
隆
一
男
爵
が
書
い
た
序
文
に
よ
れ
ば
、
当
初
『
稿
本
日
本
帝
国
美

術
略
史
』
の
編
集
主
任
に
岡
倉
天
心
が
選
ば
れ
て
い
た
。
岡
倉
天
心
は
『
茶
の
本
』
な
ど
に
お
い
て
、「
わ
び
・

さ
び
」
を
日
本
な
る
美
意
識
と
し
て
位
置
付
け
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
は

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
表
す
こ
と
な
く
、
様
々
な
様
式
か
ら
な
る
日
本
の
美
学
を
紹
介
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
答
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え
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
九
鬼
隆
一
の
序
文
か
ら
窺
わ
れ
る
。
岡
倉
は
途
中
で
編
集
か
ら
離
れ
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

実
は
、
九
鬼
隆
一
の
保
護
を
受
け
て
い
た
岡
倉
は
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
九
鬼
は
、
岡

倉
に
、
妊
娠
し
て
い
る
妻
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
日
本
に
帰
る
際
、
お
伴
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
。
そ
こ

で
、
ま
さ
し
く
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
の
物
語
の
よ
う
に
、
若
い
二
人
は
恋
に
落
ち
た
。
九
鬼
は
妻
と
離
婚

し
た
。
彼
の
息
子
が
岡
倉
天
心
の
そ
ば
で
育
ち
、
岡
倉
を
父
の
よ
う
に
愛
し
彼
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
受
け

た
。
そ
し
て
日
本
の
美
学
・
美
術
史
は
偉
大
な
九
鬼
周
造
を
得
た
。
し
か
し
、
岡
倉
は
美
術
学
校
の
校
長
の
ポ

ス
ト
も
、『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
の
編
集
主
任
の
ポ
ス
ト
も
失
っ
た
。『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』（
帝

国
博
物
館
編
、
農
商
務
省
、
一
九
〇
四
年
）
は
、
東
京
美
術
学
校
西
洋
学
科
の
一
教
官
、
福
地
復
一
に
よ
り
完

成
さ
れ
た
。
序
文
に
よ
れ
ば
、
福
地
は
岡
倉
が
考
え
て
い
た
内
容
を
か
な
り
変
更
し
た
。

も
う
一
つ
の
答
え
は
、
岡
倉
自
身
の
日
本
人
の
美
意
識
に
関
す
る
見
解
が
思
い
が
け
な
い
形
で
残
さ
れ
て
お

り
、
そ
こ
か
ら
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
と
同
じ
頃
に
、
外
国
人
の
た
め
に
考
え
ら

れ
た
も
う
一
冊
の
本
が
出
版
さ
れ
た
。
日
本
民
族
の
様
子
に
重
点
を
置
く
、Japan, described and illustrated 

by the Japanese

（『
日
本
人
が
み
ず
か
ら
描
い
た
日
本
』）
で
あ
る
。
そ
の
本
は
英
語
で
書
か
れ
、
一
八
九
八

年
ボ
ス
ト
ン
に
出
版
さ
れ
た
。
な
ん
と
、
そ
の
本
に
は
岡
倉
天
心
の
か
な
り
違
っ
た
考
え
方
を
表
す
一
〇
枚
の

エ
ッ
セ
イ
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

『
日
本
人
が
み
ず
か
ら
描
い
た
日
本
』
の
編
集
者
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ブ
リ
ン
ク
リ
ー
（
一
八
四
一
〜

一
九
一
二
）
は
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
の
砲
兵
隊
軍
人
だ
っ
た
。
日
本
に
愛
着
心
を
感
じ
、
日
本
に
住
み
着
い

て
、『
ジ
ャ
パ
ン
・
ポ
ス
ト
』
の
編
集
者
や
イ
ギ
リ
ス
の
『
タ
イ
ム
ズ
』
新
聞
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
務
め
た

人
物
で
あ
っ
た
。
当
時
の
大
臣
、
金
子
堅
太
郎
（
一
八
五
三
〜
一
九
四
二
）
が
書
い
た
序
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
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本
は
想
像
で
は
な
く
事
実
を
表
し
、
日
本
人
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
日
本
文
化
の
専
門
家
で
な

い
外
国
人
が
作
り
出
し
た
日
本
の
間
違
っ
た
印
象
を
正
そ
う
と
し
て
い
る
。
読
ん
で
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
人
の

ブ
リ
ン
ク
リ
ー
が
書
い
た
よ
う
な
様
式
で
、
ブ
リ
ン
ク
リ
ー
の
著
書
（
ど
ち
ら
が
先
に
書
か
れ
た
か
い
い
に
く

い
が
）
か
ら
そ
の
ま
ま
載
せ
ら
れ
た
部
分
も
あ
る
。
と
に
か
く
、
そ
の
本
の
目
的
は
、
日
本
の
歴
史
、
宗
教
や

行
事
、
そ
し
て
財
政
と
外
交
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
日
本
国
全
体
を
紹
介
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
日
本
人
が
み
ず

か
ら
描
い
た
日
本
』
は
当
時
ど
こ
ま
で
人
気
が
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
に
日
本
の
美
、
民
族
の
美
意
識

を
把
握
で
き
る
手
が
か
り
を
少
な
く
と
も
こ
の
私
に
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
写
真
は
当
時
の
様
々
な
日
本

人
や
生
活
様
式
を
見
せ
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
が
、
文
章
と
は
全
く
一
致
し
な
い
の
で
、
写
真
だ
け
で
は
よ

く
わ
か
ら
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
そ
こ
に
載
せ
ら
れ
た
岡
倉
天
心
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
本
文
よ
り
ず
っ
と
興
味
深
い
。
コ
ン
パ

ク
ト
な
が
ら
、
専
門
家
の
知
識
を
活
か
し
た
日
本
の
美
術
の
紹
介
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

エ
ッ
セ
イ
は
、
一
〇
枚
の
絵
画
を
通
じ
て
日
本
の
美
術
や
趣
味
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ

と
の
出
会
い
は
驚
き
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
岡
倉
は
他
の
英
語
の
著
書
と
正
反
対
の
立
場
に
立
っ
て
い
る

こ
と
は
そ
の
驚
き
の
一
つ
で
あ
る
。「
徳
川
時
代
の
絵
画
一
枚
」
に
お
い
て
彼
は
「
足
利
勢
力
」
は
「
藤
原
文

化
の
炎
を
完
全
に
消
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
激
し
い
表
現
に
よ
り
、
武
家
の
趣
味
に
対
す
る
自
ら
の
態
度
を
示

し
た
。「
足
利
の
優
美
な
純
粋
主
義
を
好
転
し
た
」
豊
臣
秀
吉
時
代
の
「
仮
の
光
彩
」
さ
え
「
本
当
の
足
利
以

前
の
感
情
を
復
活
さ
せ
る
」
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
悲
し
む
よ
う
な
指
摘
に
お
い
て
、『
稿
本
日
本
帝

国
美
術
略
史
』
と
同
じ
く
貴
族
の
趣
味
へ
の
憧
れ
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

水
墨
画
に
対
し
て
の
姿
勢
で
あ
る
。
一
七
世
紀
の
光
琳
派
の
画
家
た
ち
は
、
流
行
の
狩
野
派
が
描
い
て
い
た

「
清
純
な
景
色
と
冷
静
な
姿
」
の
水
墨
画
に
対
し
て
「
昔
の
巨
匠
た
ち
の
暖
か
い
彩
」
を
「
借
り
た
」。
水
墨
画
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の
冷
た
さ
と
強
さ
が
そ
れ
以
前
と
以
後
の
暖
か
さ
と
淑
や
か
さ
に
対
比
さ
れ
て
い
る
。
光
琳
派
に
お
け
る
「
暖

か
い
彩
の
自
由
な
扱
い
方
」
は
「
時
代
の
武
士
的
活
力
に
対
し
て
俗
人
の
対
立
と
し
て
重
要
」
で
あ
る
。
足
利

時
代
に
お
い
て
引
き
立
て
を
嫌
う
趣
味
の
成
立
に
役
立
っ
た
禅
も
批
判
さ
れ
る
。「
自
然
を
自
然
と
し
て
無
視

す
る
こ
と
に
よ
り
」、
禅
は
「
美
術
を
グ
ロ
テ
ス
ク
へ
導
い
た
」
と
い
う
記
述
は
、
禅
と
自
然
と
の
関
係
に
つ

い
て
現
代
の
私
た
ち
に
は
な
じ
み
に
く
い
。『
東
洋
の
理
想
』
で
足
利
時
代
の
美
術
を
賛
美
し
、『
茶
の
本
』
で

日
本
美
術
の
展
開
に
お
け
る
禅
思
想
の
重
要
な
役
割
を
高
く
評
価
す
る
岡
倉
と
は
全
く
違
う
姿
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
態
度
か
ら
、
こ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
た
と
き
の
岡
倉
は
、
水
墨
画
や
わ
び
・
さ
び
の
文

化
が
日
本
の
特
徴
を
な
し
た
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
し
か
な
い
。
ち
な
み
に
、「
足
利

時
代
の
絵
一
枚
」
の
エ
ッ
セ
イ
の
最
後
に
、
雪
舟
と
雪
村
の
作
品
を
優
れ
た
も
の
と
し
て
認
め
る
文
章
が
あ

る
。
し
か
し
、
水
墨
画
の
例
は
一
枚
も
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。

岡
倉
は
最
初
の
一
ケ
月
だ
け
『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
の
編
集
者
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
彼
は
日
本
の
美

術
を
二
〇
枚
の
絵
画
で
紹
介
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
挿
絵
の
一
〇
枚
が
、
結
局
、『
日
本
人
が
み
ず

か
ら
描
い
た
日
本
』
に
載
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
は
一
八
八
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
イ
ン
ド
に
旅
を
し
た
後
、
一
九
〇
五
年
あ
た
り
に
彼
は
ボ
ス
ト
ン
に
移
っ
た
。
日
本
か
ら
離
れ
た
岡
倉

は
、
日
本
の
美
意
識
に
つ
い
て
以
前
と
違
っ
た
見
方
に
立
っ
た
。
確
か
に
、
自
分
の
文
化
を
中
か
ら
見
る
と
き

と
、
外
へ
出
て
外
国
人
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
と
で
、
見
方
が
変
わ
る
場
合
が
あ
る
。
わ
び
・
さ
び

の
優
れ
た
美
学
や
そ
の
日
本
文
化
へ
の
影
響
は
、
海
の
向
こ
う
か
ら
日
本
を
見
つ
め
た
と
き
、
岡
倉
に
本
当
の

姿
を
見
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
教
養
の
あ
る
岡
倉
に
は
、
一
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
が
み
え
な
か
っ
た
。
わ
び
・
さ
び
の
優
れ

た
美
学
観
念
は
日
本
人
の
生
ま
れ
つ
き
の
特
質
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
日
本
の
美
学
者
の
数
世
紀
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に
重
な
っ
た
探
索
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
生
ま
れ
つ
き
の
「
日
本
的
な
る
も
の
」

の
探
求
は
『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
も
貫
く
も
の
で
あ
る
。
実
は
、
明
治
時
代
だ
け
で
は
な
く
、
ず
っ
と

以
前
か
ら
、
そ
し
て
ず
っ
と
後
の
時
代
に
も
存
在
し
た
探
求
で
あ
る
。
今
に
な
っ
て
も
変
わ
り
な
く
、
日
本
人

は
日
本
人
の
全
て
に
通
じ
る
趣
味
や
傾
向
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
「
日
本
的
な
る
も
の
」、
あ
る
い
は
「
国
風
」

の
特
徴
へ
の
集
中
を
前
に
、
日
本
文
化
の
多
様
性
が
犠
牲
に
さ
れ
る
。
日
本
文
化
の
諸
元
素
へ
の
理
解
も
犠
牲

に
さ
れ
る
。「
日
本
人
の
美
意
識
」
を
持
た
な
い
日
本
人
も
犠
牲
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、「
み
や
び
」
や
「
い

き
」
な
ど
の
美
的
観
念
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
の
美
を
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。
す
べ
て

は
同
じ
も
の
へ
と
引
っ
張
ら
れ
る
。

今
回
取
り
上
げ
た
三
冊
の
著
書
は
、
日
文
研
の
素
晴
ら
し
い
図
書
館
や
研
究
状
況
の
お
か
げ
で
出
会
っ
た
。

そ
の
お
か
げ
で
、「
わ
び
・
さ
び
」
の
枠
を
一
歩
出
る
こ
と
が
で
き
て
、
日
本
文
化
の
多
様
性
に
目
覚
め
た
。

「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
眼
鏡
を
外
し
て
、
日
本
文
化
の
多
様
な
素
晴
ら
し
さ
を
理
解
し
た
い
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
元
外
国
人
研
究
員
）
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日
文
研
︱
日
本
研
究
と
国
際
交
流
の
中
心

ア
ヌ
・
ジ
ン
ダ
ル

あ
る
一
人
の
人
生
に
は
消
し
難
い
徴
を
残
す
経
験
が
あ
る
。
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
外
国
人
研
究

員
と
し
て
の
一
年
間
（
二
〇
〇
九
〜
二
〇
一
〇
年
）
は
そ
ん
な
ひ
と
つ
だ
。
そ
の
期
間
、
私
は
模
範
的
な
学
術

的
な
仕
事
を
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
初
め
て
日
文
研
を
訪
れ
た
の
は
国
際
交
流
基
金
を
得
て
京
都
の
同

志
社
大
学
で
学
ん
で
い
た
一
九
九
九
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
時
に
は
設
備
に
非
常
に
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
、

い
つ
か
こ
こ
に
戻
っ
て
研
究
を
続
け
ら
れ
た
ら
と
望
ん
だ
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

二
〇
〇
九
年
二
月
末
、
日
文
研
に
到
着
し
た
時
に
は
し
ん
し
ん
と
降
る
雪
が
迎
え
て
く
れ
た
。
今
で
も
忘
れ

な
い
の
が
、
コ
モ
ン
ル
ー
ム
か
ら
見
渡
せ
る
静
か
な
中
庭
の
桃
の
木
に
雪
が
舞
う
光
景
だ
。
ス
タ
ッ
フ
が
非
常

に
手
際
よ
く
私
を
研
究
室
と
、
所
内
に
作
ら
れ
た
非
常
に
心
地
よ
い
日
文
研
ハ
ウ
ス
の
部
屋
に
案
内
し
、
荷
ほ

ど
き
さ
せ
て
く
れ
た
。
ど
ち
ら
も
必
要
な
設
備
が
す
べ
て
整
っ
て
お
り
、
よ
く
し
つ
ら
え
て
あ
る
。
客
員
の
研

究
者
と
し
て
あ
る
限
り
の
設
備
を
使
っ
て
仕
事
を
能
率
よ
く
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
ほ
か
、
快
適
な
滞
在
を
可

能
に
す
る
実
務
面
に
も
ず
い
ぶ
ん
配
慮
し
て
も
ら
っ
た
。

日
文
研
は
国
際
級
の
設
備
と
非
常
に
高
い
水
準
の
環
境
を
誇
り
、
理
想
的
な
学
術
空
間
を
最
大
限
作
り
出
す

よ
う
に
作
ら
れ
、
調
査
や
研
究
に
没
頭
し
集
中
で
き
る
。
国
際
協
力
・
共
同
研
究
が
そ
の
中
心
活
動
に
あ
り
、

世
界
中
の
学
者
の
る
つ
ぼ
と
し
て
議
論
や
発
表
を
行
い
、
日
本
研
究
に
関
連
す
る
多
様
な
テ
ー
マ
に
各
方
面
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
視
点
を
展
開
し
て
い
る
。
月
例
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
日
文
研
の
教
員
と
客
員
と
の
間
で
楽
し
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い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
築
か
れ
、
国
際
セ
ミ
ナ
ー
、
発
表
、
講
演
、
催
し
が
目
白
押
し
で
、
模
範
的
学
術
活
動
に

磨
き
を
か
け
る
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
活
発
な
雰
囲
気
が
生
ま
れ
て
い
る
。
図
書
館
は
書
籍
、
雑
誌
、
資
料
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
驚
く
ほ
ど
所
蔵
さ
れ
、
興
味
の
湧
く
円
形
構
造
で
頭
上
に
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
備
え
た
研
究

向
け
の
静
謐
な
場
所
を
作
り
出
し
、
自
由
に
コ
ピ
ー
と
ス
キ
ャ
ン
が
で
き
る
。
私
は
こ
の
安
息
場
に
何
時
間
も

幸
せ
に
す
ご
し
、
日
本
美
術
・
建
築
・
デ
ザ
イ
ン
の
多
く
の
分
野
に
わ
た
る
貴
重
な
資
料
を
読
み
集
め
た
。

美
し
い
建
物
と
敷
地
と
庭
が
牧
歌
的
に
設
計
さ
れ
、
丘
の
麓
に
広
が
っ
て
い
る
。
桜
並
木
が
正
門
ま
で
植
え

ら
れ
春
に
は
一
斉
に
花
が
咲
く
。
し
だ
れ
桜
が
カ
ー
ブ
を
描
い
た
階
段
に
あ
っ
て
濃
い
ピ
ン
ク
の
花
を
見
せ
つ

け
る
。
あ
る
冬
の
し
と
し
と
雨
の
な
か
、
夜
の
一
一
時
に
研
究
室
か
ら
ハ
ウ
ス
に
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
庭
で
灰

色
の
ウ
サ
ギ
が
庭
で
楽
し
そ
う
に
草
を
食
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
。
折
々
気
ま
ま
な
集
ま
り
が
庭
で
開
か
れ
、

誰
も
が
国
の
食
べ
物
を
持
ち
寄
る
よ
う
な
雰
囲
気
の
な
か
で
く
つ
ろ
ぎ
の
ん
び
り
で
き
た
。
あ
る
集
ま
り
で
は

狸
の
よ
う
な
動
物
が
仲
間
に
加
わ
ろ
う
と
し
て
き
た
が
、
彼
は
私
た
ち
と
安
全
な
距
離
を
取
る
の
を
好
ん
だ
。

日
文
研
の
素
晴
ら
し
い
ス
タ
ッ
フ
は
支
援
と
援
助
を
惜
し
ま
ず
、
私
の
研
究
と
私
生
活
の
す
べ
て
の
面
が
円

滑
に
進
む
よ
う
最
大
限
の
気
遣
い
を
し
て
く
れ
た
。
特
に
三
ヶ
月
間
家
族
が
合
流
し
て
い
る
間
に
は
お
世
話
に

な
っ
た
。
娘
の
ア
サ
ワ
リ
は
桂
坂
小
学
校
に
入
学
し
、
日
々
の
宿
題
や
学
校
と
の
交
渉
は
ス
タ
ッ
フ
が
手
伝
っ

て
く
れ
た
。
家
族
が
い
る
間
は
仕
事
と
家
族
の
素
敵
な
両
立
生
活
が
あ
っ
た
が
、
彼
ら
が
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
に
帰

る
と
毎
晩
一
一
時
近
く
、
守
衛
さ
ん
が
お
や
す
み
な
さ
い
を
言
い
に
来
る
ま
で
研
究
室
で
働
き
づ
め
と
な
っ

た
。
ハ
ウ
ス
の
部
屋
に
も
ど
る
と
夜
中
の
二
時
ま
で
ラ
ッ
プ
ト
ッ
プ
で
仕
事
を
し
た
。
こ
れ
は
す
べ
て
最
高
の

仕
事
環
境
と
条
件
の
お
か
げ
で
あ
る
。

私
の
研
究
テ
ー
マ
は
浮
世
絵
で
、
日
文
研
図
書
館
に
膨
大
な
資
料
が
あ
る
の
を
発
見
し
た
。
受
け
入
れ
教
官

の
早
川
先
生
は
浮
世
絵
に
つ
い
て
非
常
に
広
範
な
知
識
を
お
持
ち
で
私
を
優
し
く
手
伝
っ
て
く
れ
た
。
そ
し
て
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親
切
な
こ
と
に
日
文
研
の
特
別
資
料
の
浮
世
絵
を
見
せ
て
く
れ
た
。
そ
れ
ほ
ど
間
近
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
見
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
、
特
別
な
配
慮
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
文
研
に
は
客
員
教
員
に
特
別
で
寛
容
な
待
遇
が

あ
り
、
東
京
へ
数
多
く
の
画
廊
（
多
く
は
浮
世
絵
専
門
）
を
訪
問
し
に
出
か
け
た
。
早
川
先
生
の
推
薦
と
指
導

で
慶
応
大
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
浮
世
絵
学
会
で
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
日
文
研
イ
ブ
ニ
ン
グ
・

セ
ミ
ナ
ー
の
発
表
で
私
の
研
究
は
頂
点
に
達
し
た
。

国
内
外
で
日
文
研
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
毎
年
開
催
す
る
。
宇
野
先
生
の
ご
招
待
で
、「
ア
ジ
ア
新
時
代
の
南
ア

ジ
ア
に
お
け
る
日
本
像
―
イ
ン
ド
・
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｃ
諸
国
に
お
け
る
日
本
研
究
の
現
状
と
必
要
性
」
と
題
さ
れ
た

二
〇
〇
九
年
の
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
で
き
た
。
偶
然
に
も
私
の
国
で
開
か
れ
、
一
行
と
ニ
ュ
ー

デ
リ
ー
を
旅
行
し
た
。
新
し
い
領
域
を
掘
り
下
げ
、
新
鮮
な
発
想
を
提
供
す
る
論
文
が
日
文
研
や
そ
の
他
の
国

の
教
員
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
。
私
の
論
文
は
「
日
本
と
イ
ン
ド
に
お
け
る
現
代
美
術
の
交
流
と
傾
向
」
と
題

し
、
日
印
の
文
化
交
流
に
つ
い
て
の
深
い
関
心
や
両
国
の
美
術
界
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
比
較
を
扱
っ
た
。

京
都
生
活
は
ユ
ニ
ー
ク
で
最
上
級
の
経
験
だ
。
古
都
と
し
て
京
都
は
美
し
い
寺
院
、
美
術
品
、
文
化
イ
ベ
ン

ト
、
季
節
ご
と
に
変
わ
る
素
晴
ら
し
い
風
景
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
春
の
桜
や
秋
の
紅
葉
あ
り
、
金
閣
寺
、
竜
安

寺
、
今
出
川
の
御
所
あ
り
、
二
条
城
、
鴨
川
、
哲
学
の
道
、
嵐
山
あ
り
。
数
え
き
れ
な
い
経
験
、
風
景
、
光
景

を
短
く
ま
と
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
近
く
の
奈
良
に
は
重
厚
な
東
大
寺
が
あ
り
、
町
中
を
わ
が
物
顔
で
歩
き
ま

わ
る
鹿
が
人
な
つ
こ
く
寄
っ
て
き
て
手
先
の
食
べ
物
を
食
べ
て
い
く
。
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の
大
都
市
大
阪
も
近

い
。
東
京
へ
は
新
幹
線
で
わ
ず
か
数
時
間
だ
。

加
茂
川
会
は
非
常
に
親
切
に
京
都
で
暮
ら
す
外
国
人
の
た
め
に
素
晴
ら
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
く
れ

る
。
竹
林
公
園
や
磁
器
の
工
場
や
花
見
な
ど
に
参
加
し
た
。
大
八
木
さ
ん
の
一
家
は
と
り
わ
け
親
切
で
、
親
友

と
な
っ
て
何
度
も
私
を
美
し
い
お
家
へ
招
い
て
く
れ
た
。
創
価
学
会
の
グ
ル
ー
プ
も
多
く
の
集
ま
り
に
招
い
て
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く
れ
た
し
、
葉
山
さ
ん
の
一
家
は
私
の
九
歳
に
な
る
娘
の
小
学
校
入
学
の
手
続
き
を
特
に
手
伝
っ
て
く
れ
た
。

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
に
帰
っ
た
後
も
日
本
美
術
・
文
化
に
つ
い
て
の
研
究
を
続
け
、
日
本
の
視
覚
芸
術
と
現
代
表

現
・
デ
ザ
イ
ン
に
関
し
て
イ
ン
ド
国
際
セ
ン
タ
ー
、
イ
ン
ド
・
ハ
ビ
タ
ッ
ト
・
セ
ン
タ
ー
で
発
表
し
た
。「
浮

世
絵
礼
賛
」「
も
み
じ
に
魅
せ
ら
れ
て
」
の
よ
う
な
私
の
展
覧
会
は
、
日
文
研
滞
在
や
日
本
研
究
と
の
関
わ
り

か
ら
き
っ
か
け
を
得
た
。

イ
ン
ド
で
は
日
本
研
究
は
ま
す
ま
す
人
気
を
高
め
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
大
学
は
日
本
語
、
文
学
、
歴
史
、

国
際
関
係
論
の
卒
業
コ
ー
ス
を
持
っ
て
い
る
。
日
本
語
の
コ
ー
ス
は
多
く
の
イ
ン
ド
の
学
校
で
六
学
年
か
ら
上

で
開
か
れ
て
い
る
。
毎
年
数
名
の
学
生
が
文
科
省
奨
学
金
で
日
本
滞
在
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
文
科

省
の
オ
フ
ィ
ス
は
学
生
の
た
め
の
日
本
語
ス
ピ
ー
チ
・
コ
ン
テ
ス
ト
を
定
期
開
催
し
て
い
る
。
ア
ス
ラ
ー
ニ
大

使
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
日
印
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
両
国
民
の
友
好
関
係
を
深
め
る
の
に
専

心
し
て
い
る
。
日
本
大
使
館
の
外
部
団
体
で
あ
り
日
本
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー
は
日
本
語
ク
ラ
ス
と
文
化
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
主
催
し
て
い
た
が
、
今
で
は
国
際
交
流
基
金
の
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
事
務
所
が
日
本
語
と
文
化
へ
の
高
ま
る

関
心
の
一
番
の
刺
激
剤
と
し
て
機
能
し
、
つ
ね
に
日
本
の
文
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
映
画
上

映
、
ア
ー
ト
展
を
開
催
し
て
い
る
。

日
文
研
の
教
員
と
ス
タ
ッ
フ
は
私
の
非
常
な
助
け
と
な
り
、
温
か
く
寛
容
に
迎
え
て
く
れ
た
。
こ
こ
で
深
い

感
謝
の
念
を
表
し
た
い
。
二
〇
一
七
年
、
日
文
研
が
三
〇
周
年
を
迎
え
る
と
い
う
。
こ
の
祝
賀
の
機
会
に
際
し

て
す
べ
て
の
教
員
と
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
に
お
祝
い
の
言
葉
を
送
り
ま
す
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
元
外
国
人
研
究
員
）

原
文
：
英
語

翻
訳
：
細
川
周
平
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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共
同
研
究
の
こ
と
な
ど

末
　
木
　
文
美
士

二
〇
一
五
年
三
月
に
退
職
し
た
。
そ
の
後
す
ぐ
に
家
の
近
く
の
大
学
図
書
館
を
使
い
た
い
と
思
っ
て
出
向
い

た
ら
、
入
り
口
の
と
こ
ろ
で
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
、
こ
の
図
書
館
は
研
究
者
の
た
め
の
も
の
な
の
で
、
一
般

の
方
は
入
れ
ま
せ
ん
、
と
拒
否
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
一
匹
狼
と
い
う
と
格
好
い
い
が
、
組
織
を
外
れ
る
と
い
う

の
は
こ
う
い
う
こ
と
か
と
、
大
い
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
そ
の
大
学
で
主
催
し
て
い
る
市
民
講
座

の
会
員
に
な
れ
ば
図
書
館
が
利
用
で
き
る
と
聞
き
、
さ
っ
そ
く
手
続
き
を
し
て
事
な
き
を
得
た
。
日
文
研
は
有

難
い
こ
と
に
名
誉
教
授
に
も
優
し
く
し
て
く
だ
さ
る
の
で
、
大
い
に
甘
え
て
相
変
わ
ら
ず
出
没
し
て
、
図
書
館

な
ど
を
利
用
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
度
、
日
文
研
が
創
立
三
〇
周
年
を
迎
え
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
お
め
で
た
い
。
昨

年
は
、
小
松
和
彦
所
長
が
文
化
功
労
者
の
栄
誉
に
輝
き
、
井
上
章
一
教
授
の
『
京
都
ぎ
ら
い
』
が
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
に
な
る
な
ど
、
日
文
研
も
一
気
に
全
国
区
に
躍
り
出
た
感
じ
だ
。
井
上
さ
ん
の
名
前
は
日
本
中
の
津
々

浦
々
で
語
ら
れ
、
講
演
に
行
く
と
必
ず
懇
親
会
で
名
前
が
出
る
。
元
同
僚
と
い
う
だ
け
で
僕
ま
で
持
ち
上
げ
ら

れ
て
、
ま
る
で
タ
レ
ン
ト
の
元
同
級
生
み
た
い
に
鼻
が
高
い
思
い
が
す
る
（
文
化
功
労
者
の
ほ
う
は
そ
れ
ほ
ど

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
は
な
い
よ
う
だ
）。

二
〇
〇
九
年
に
日
文
研
に
赴
任
し
て
六
年
間
在
籍
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
い
た
大
学
と
い
う
場
と
の
違
い
に
途

惑
っ
た
。
大
学
は
学
生
優
先
な
の
で
、
実
質
的
な
個
人
研
究
費
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
科
研
で
す
べ
て
賄
わ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
事
務
は
本
当
に
事
務
手
続
き
の
た
め
だ
け
で
、
そ
れ
も
人
員
削
減
で
、
学
生
の
生
活

上
の
世
話
ま
で
も
研
究
室
の
教
授
に
押
し
付
け
ら
れ
て
い
た
。
日
文
研
は
研
究
組
織
と
い
う
こ
と
を
表
看
板
に

し
て
い
る
の
で
、
個
人
研
究
費
を
き
ち
ん
と
使
う
こ
と
が
で
き
、
事
務
の
サ
ポ
ー
ト
が
し
っ
か
り
し
て
、
研
究

に
専
念
で
き
た
。

国
際
研
究
集
会
の
際
の
研
究
協
力
課
の
手
際
の
よ
さ
に
は
、
外
国
人
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
大
学
関
係
者
も

皆
舌
を
巻
い
て
い
る
。
大
学
で
は
、
事
務
的
な
こ
と
も
含
め
て
教
授
の
責
任
で
す
べ
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
、
院
生
ク
ラ
ス
を
総
動
員
し
て
、
よ
れ
よ
れ
に
な
り
な
が
ら
、
や
っ
と
何
と
か
実
現
す
る
と
い
う
の

が
常
で
あ
っ
た
。
研
究
所
の
雰
囲
気
も
落
ち
着
い
て
い
て
、
居
心
地
が
よ
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
カ
レ
ッ
ジ
制
度
に

倣
う
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
木
セ
ミ
、
イ
ブ
セ
ミ
、
日
文
研
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
、
外
国
人
を
含
め
て
、
異
分
野
の
研

究
者
の
方
と
自
由
に
討
論
で
き
る
場
が
あ
る
の
も
嬉
し
か
っ
た
。
国
際
性
と
学
際
性
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、

単
な
る
外
向
け
の
恰
好
づ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
有
効
に
機
能
し
て
い
る
。

そ
ん
な
雰
囲
気
の
中
で
、
僕
の
研
究
も
大
き
く
広
が
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
大
学
で
は
専
門
知
識
を
教
授
し
、

後
継
者
を
育
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
任
務
で
あ
っ
た
か
ら
、
な
か
な
か
そ
の
専
門
の
枠
か
ら
出
に
く

か
っ
た
。
多
少
越
境
的
な
仕
事
を
す
る
と
、
本
業
を
疎
か
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
冷
た
い
目
で
見
ら
れ

た
。
日
文
研
は
越
境
が
当
た
り
前
で
、
と
い
う
よ
り
は
そ
も
そ
も
境
界
そ
の
も
の
が
な
い
よ
う
な
も
の
だ
か

ら
、
自
由
に
し
た
い
研
究
が
で
き
た
。『
近
世
の
仏
教
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
）、『
哲
学
の
現
場
』（
ト

ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
一
）
な
ど
は
、
日
文
研
に
い
た
か
ら
書
け
た
本
で
あ
る
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
日
文
研

に
は
と
て
も
感
謝
し
て
い
る
。
人
文
系
の
研
究
状
況
が
急
速
に
悪
化
す
る
中
で
、
学
問
の
理
想
の
灯
を
掲
げ
る

最
後
の
砦
と
言
っ
て
も
よ
い
。

も
っ
と
も
そ
の
日
文
研
に
し
て
も
、
今
日
、
次
第
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
、
の
ん
び
り
し
て
い
ら
れ
な
く
な
り
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つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
僕
が
辞
め
た
頃
か
ら
、
現
役
の
先
生
た
ち
が
や
た
ら
と
忙
し
く
な
っ
て
、
落
ち
着
か
な
い

様
子
だ
。
人
間
文
化
研
究
機
構
と
い
う
実
態
不
明
の
組
織
の
下
部
組
織
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
圧
力
が
か
か

り
、「
唯
我
独
尊
」
が
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
普
通
の
国
」
な
ら
ぬ
「
普
通
の
施
設
」
に
な

り
つ
つ
あ
る
よ
う
な
、
い
や
な
予
感
が
し
な
い
で
も
な
い
。
大
学
に
二
三
年
身
を
置
い
て
、「
象
牙
の
塔
」
が

「
普
通
の
職
場
」
に
変
わ
る
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
身
か
ら
す
る
と
、
同
じ
こ
と
が
時
差
を
お
い
て

こ
こ
で
も
起
こ
っ
て
き
て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
デ
ジ
ャ
ビ
ュ
に
と
ら
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
組
織
か
ら
外
れ

た
人
間
が
、
評
論
家
的
に
行
く
先
を
憂
え
て
も
仕
方
な
い
こ
と
だ
。
三
〇
周
年
を
機
に
、
現
役
の
先
生
方
の
意

欲
的
な
活
動
に
よ
っ
て
、
必
ず
や
新
し
い
ユ
ニ
ー
ク
な
日
文
研
が
育
っ
て
い
く
も
の
と
信
じ
て
い
る
。

＊
日
文
研
の
研
究
活
動
の
い
ち
ば
ん
の
中
核
は
、
何
と
い
っ
て
も
共
同
研
究
で
あ
る
。
以
下
、
僕
自
身
が
主
宰

し
た
共
同
研
究
に
つ
い
て
、
少
し
裏
話
を
含
め
て
記
し
て
、
責
を
塞
ぐ
こ
と
に
し
た
い
。
在
任
中
、
僕
は
共
同

研
究
を
二
回
組
織
し
た
。
二
〇
〇
八
―
一
一
年
の
「
仏
教
か
ら
見
た
前
近
代
と
近
代
」、
な
ら
び
に
二
〇
一
三

―
一
四
年
度
の
「
日
本
仏
教
の
比
較
思
想
的
研
究
」
で
あ
る
。

前
者
は
赴
任
前
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
は
二
〇
〇
七
年
中
に
人
事
が
通
っ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
前
任
校
の
関
係
で
赴
任
が
一
年
遅
れ
た
た
め
、
共
同
研
究
だ
け
先
行
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
、
幹
事
の
磯
前
順
一
先
生
に
は
随
分
と
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
気
を
遣
っ
て
頂
い
た
。
様
子
が
分
か
ら
な

い
の
で
、
共
同
研
究
の
標
準
に
従
っ
て
、
年
に
五
回
研
究
会
を
開
催
し
、
各
回
は
一
日
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
に

し
た
。
そ
の
た
め
に
朝
か
ら
夕
方
ま
で
び
っ
し
り
と
詰
め
込
み
、
懇
親
会
ま
で
含
め
る
と
、
相
当
ハ
ー
ド
な
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
な
っ
た
。
試
行
錯
誤
の
結
果
、
午
前
は
『
妙
貞
問
答
』
の
テ
キ
ス
ト
研
究
、
午
後
は
近
代
仏
教

を
中
心
と
し
た
発
表
を
二
本
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
で
き
あ
が
っ
た
。
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日
文
研
の
共
同
研
究
は
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
京
大
人
文
研
と
差
異
化
を
図
る
た
め
に
、
テ
キ
ス
ト
研
究
は
あ

ま
り
重
視
し
な
い
発
表
形
式
が
中
心
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
僕
は
文
献
学
者
で
あ
る
か
ら
、
テ

キ
ス
ト
に
即
し
た
研
究
は
外
せ
な
い
と
考
え
て
、『
妙
貞
問
答
』
を
選
ん
だ
。
隔
月
の
研
究
会
で
は
、
細
か
く

本
文
を
読
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
分
担
し
て
読
解
を
進
め
、『
妙
貞
問
答
を
読
む
』（
法

藏
館
、
二
〇
一
四
）
に
巻
上
の
本
文
研
究
を
含
め
た
成
果
を
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ

れ
が
刺
激
と
な
っ
て
、
ブ
リ
ー
ン
教
授
ら
に
よ
る
『
妙
貞
問
答
』
の
英
訳T

he M
yotei D

ialogues, B
rill, 2015

も
完
成
出
版
さ
れ
た
の
は
嬉
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

午
後
の
部
は
趣
き
を
変
え
て
、
僕
だ
け
で
は
研
究
を
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
の
で
、
磯
前
氏
、
林
淳
氏
（
愛
知

学
院
大
学
）、
吉
永
進
一
氏
（
舞
鶴
高
専
）、
大
谷
栄
一
氏
（
佛
教
大
学
）
と
私
と
で
運
営
委
員
会
を
作
り
、
相

談
し
な
が
ら
、
テ
ー
マ
や
ゲ
ス
ト
を
決
め
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
た
。
近
代
仏
教
の
研
究
は
今
日
も
っ
と
も
進

展
の
著
し
い
領
域
で
あ
り
、
僕
の
知
ら
な
い
新
し
い
研
究
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
方
式
は
非
常
に
有
効
で
、
僕

自
身
も
い
ろ
い
ろ
と
目
を
見
開
か
さ
れ
、
勉
強
に
な
っ
た
。

午
後
の
部
に
関
し
て
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
二
〇
一
四
年
一
〇
月
に
国
際
研
究
集

会
「
近
代
と
仏
教
」
を
開
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
招
待
し
た
海
外
の
ゲ
ス
ト
の
選
定
や
交
渉
は
、
運
営
委

員
に
お
任
せ
し
た
の
で
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
大
御
所
ド
ナ
ル
ド
・
ロ
ペ
ス
教
授
は
じ
め
、
僕
が
直
接
面
識
の
な

い
方
ば
か
り
を
お
呼
び
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
ゲ
ス
ト
の
著
作
を
事
前
に
読
み
合
せ
る
な
ど
、
予

習
が
大
変
だ
っ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
僕
に
と
っ
て
は
未
知
の
領
域
を
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
と
て
も
有

難
か
っ
た
。
そ
の
成
果
は
、
日
文
研
の
黒
表
紙
の
報
告
書
『
近
代
と
仏
教
』
に
日
本
語
版
を
収
め
る
と
同
時

に
、
英
語
版
をE

astern B
uddhist, N

S43-1&
2, 2012

にFeature: M
odernity and B

uddhism

と
し
て
、
林

淳
氏
の
編
集
で
収
録
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
成
果
を
も
と
に
、
構
想
を
改
め
て
日
文
研
叢
書
と
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し
て
『
ブ
ッ
ダ
の
変
貌
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
四
）
を
出
版
し
た
。

在
任
期
間
が
短
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
一
回
目
の
共
同
研
究
は
か
な
り
頑
張
っ
て
、
い
わ
ば

一
度
の
共
同
研
究
で
、
二
つ
分
や
っ
た
く
ら
い
の
成
果
を
上
げ
た
。
し
か
し
、
さ
す
が
に
そ
れ
は
頑
張
り
す
ぎ

で
、
継
続
は
で
き
な
い
。
途
中
一
年
休
ん
で
、
二
回
目
の
共
同
研
究
は
、
在
任
期
間
の
関
係
で
二
年
間
だ
け
に

な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
ま
り
気
負
わ
ず
に
、
無
理
に
成
果
を
期
待
せ
ず
に
、
自
由
に
す
る
こ
と
に
し
た
。

た
だ
、
メ
ン
バ
ー
を
ほ
ぼ
総
入
れ
替
え
し
て
、
哲
学
的
な
分
野
の
方
に
多
く
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
そ

れ
は
そ
れ
で
楽
し
く
、
勉
強
に
な
っ
た
。
二
年
目
に
は
国
際
研
究
集
会
「
比
較
思
想
か
ら
見
た
日
本
仏
教
」

（
二
〇
一
五
年
二
月
）
も
行
な
っ
た
。

さ
す
が
に
、
報
告
書
は
年
度
内
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
に
『
比
較
思
想
か
ら
見

た
日
本
仏
教
』
を
山
喜
房
仏
書
林
か
ら
出
版
し
た
。
山
喜
房
は
東
京
本
郷
の
東
大
正
門
前
の
仏
教
書
専
門
書
店

で
、
出
版
も
行
な
っ
て
い
る
。
東
大
在
職
中
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
以
前
か
ら
こ
こ
か
ら
出

版
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
た
だ
、
完
全
原
稿
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
で
提
出
し
て
、
そ
の
ま
ま
印
刷
に
か
け
る
方
式
な
の

で
、
編
集
作
業
も
す
べ
て
自
分
で
手
作
業
で
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
楽
し
か
っ
た

が
、
後
で
見
る
と
、
一
部
形
式
が
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
ご
愛
敬
で
あ
る
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
僕
と
し
て
は
楽
し
く
共
同
研
究
を
行
な
っ
た
が
、
た
だ
そ
れ
を
何
回
も
繰
り
返
す
こ
と
に

な
る
と
、
少
々
マ
ン
ネ
リ
化
し
そ
う
な
感
じ
も
あ
る
。
毎
年
分
厚
い
共
同
研
究
の
成
果
が
続
々
と
出
版
さ
れ
る

の
は
壮
観
で
は
あ
る
が
、
た
ち
ま
ち
狭
い
書
棚
に
並
べ
る
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
今
後
、
電
子
出

版
な
ど
の
方
法
を
積
極
的
に
採
用
す
る
こ
と
も
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

退
職
後
、
他
の
先
生
方
の
共
同
研
究
に
加
え
て
い
た
だ
き
、
研
究
会
に
出
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が

あ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
こ
う
い
う
や
り
方
も
あ
っ
た
か
と
、
納
得
す
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
共
同
研
究
は
大
学
院
生
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や
オ
ー
バ
ー
ド
ク
タ
ー
の
若
手
の
勉
強
の
場
と
い
う
意
味
も
大
き
く
、
ど
の
共
同
研
究
も
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で

そ
の
点
に
意
を
用
い
て
い
る
の
は
、
心
強
い
。
予
算
的
な
問
題
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
だ
が
、
や
は
り
共
同
研
究

は
日
文
研
の
柱
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
の
工
夫
を
生
か
し
た
活
発
な
活
動
と
大
き
な
成
果
を
期
待
し
た
い
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
）
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そ
の
後
の
出
会
い

千
　
田
　
　
　
稔

私
が
日
文
研
に
着
任
し
た
の
は
一
九
九
五
年
四
月
で
あ
る
。
阪
神
・
淡
路
島
大
震
災
の
復
興
に
必
要
な
物
資

を
積
ん
だ
ト
ラ
ッ
ク
が
国
道
九
号
線
を
ひ
っ
き
り
な
し
に
走
っ
て
い
た
。
国
道
を
北
に
折
れ
て
し
ば
ら
く
行
く

と
日
文
研
の
建
物
が
よ
く
見
え
た
。
と
こ
ろ
が
二
〇
〇
八
年
に
退
任
す
る
二
、三
年
前
か
ら
住
宅
地
が
拡
大
し
、

京
大
工
学
部
の
建
物
が
広
い
敷
地
に
林
立
し
、
日
文
研
の
建
物
は
埋
没
し
た
。

日
文
研
あ
た
り
の
住
宅
地
は
桂
坂
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
開
発
業
者
の
命
名
で
正
式
の
地
名
で
は

な
い
。
何
々
坂
と
い
う
呼
び
名
は
、
都
会
の
お
し
ゃ
れ
な
一
角
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
、
近
年
の
女
子
の
ア
イ

ド
ル
グ
ル
ー
プ
に
乃
木
坂
46
や
欅
坂
46
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
坂
の
名
は
桂
坂
同
様
い
ず
れ
も
正
式
の
住
居
表

示
で
は
な
い
。
桂
坂
と
い
う
名
は
東
京
好
み
の
、
今
風
の
言
い
回
し
で
言
え
ば
、
こ
じ
ゃ
れ
た
呼
び
名
で
あ
っ

た
よ
う
だ
が
、
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
に
先
駆
け
て
い
た
と
は
、
命
名
者
は
大
し
た
語
感
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

日
文
研
の
向
か
い
側
に
桂
坂
小
学
校
が
あ
る
。
今
も
続
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
日
文
研
の
ス

タ
ッ
フ
は
小
学
生
に
年
に
一
回
程
度
、
授
業
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
私
は
、
地
名
に
つ
い
て
の
話

を
し
、
こ
の
学
校
の
名
前
の
桂
坂
は
正
式
の
住
所
表
示
で
な
い
の
で
、
郵
便
番
号
も
な
い
と
い
う
意
味
の
こ
と

を
小
学
生
に
話
し
た
。
た
ち
ま
ち
子
供
ら
の
顔
に
落
胆
の
表
情
が
浮
か
ん
だ
。
学
校
名
を
つ
け
る
時
に
、
い
ろ

い
ろ
な
事
情
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
私
は
子
供
た
ち
を
悲
し
く
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
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日
文
研
時
代
の
仕
事
で
地
名
に
関
わ
る
の
は
、
科
学
研
究
費
に
よ
る
も
の
で
、『
大
日
本
地
名
辞
書
』
の
著

者
吉
田
東
伍
つ
い
て
、
わ
ず
か
な
が
ら
調
べ
た
こ
と
で
あ
る
。『
吉
田
東
伍
　
前
期
論
考
・
随
筆
選
』
を
新
潟

県
北
蒲
原
郡
安
田
町
教
育
委
員
会
（
当
時
）
の
渡
辺
史
生
氏
と
共
編
し
、「
日
文
研
叢
書
」
に
加
え
て
い
た
だ

き
、
そ
の
後
、
単
著
で
『
地
名
の
巨
人
　
吉
田
東
伍
』
を
上
梓
し
た
。
私
は
研
究
を
職
と
し
始
め
た
こ
ろ
か

ら
、
吉
田
東
伍
の
評
伝
を
書
き
た
か
っ
た
が
、
や
っ
と
日
文
研
時
代
に
曲
が
り
な
り
に
も
実
現
し
た
。
こ
の
仕

事
が
、
予
想
も
し
な
か
っ
た
出
会
い
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。

吉
田
東
伍
の
主
た
る
業
績
は
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
刊
行
が

完
成
し
た
の
は
一
九
〇
七
年
で
あ
る
。
そ
の
翌
年
、
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
世
阿
弥
の
一
六
部
集
を
目
に
し
て

一
九
〇
九
年
の
二
月
、『
能
楽
古
典
　
世
阿
弥
十
六
部
集
』
を
世
に
出
す
。
能
楽
の
世
界
で
は
画
期
的
な
出
来

事
で
あ
っ
た
。

吉
田
東
伍
と
能
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、
私
の
関
心
の
外
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
二
〇
〇
九
年
三
月
に
早

稲
田
大
学
で
開
か
れ
た
能
楽
学
会
で
「
吉
田
東
伍
　
学
問
と
人
」
と
い
う
演
題
で
話
す
よ
う
に
と
招
か
れ
た
。

す
で
に
日
文
研
を
退
任
し
て
一
年
を
経
た
時
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
東
大
の
松
岡
心
平
氏
か
ら
お
声
を
か
け
て
い

た
だ
い
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
そ
し
て
そ
の
年
で
あ
る
と
思
う
が
、
平
城
京
遷
都
一
三
〇
〇
年
祭
を
翌
年
に
控

え
て
、
国
立
能
楽
堂
の
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
に
短
文
を
寄
せ
る
よ
う
に
と
の
依
頼
が
あ
っ
た
。
能
が
京
都
で
生
ま

れ
た
よ
う
に
思
う
風
潮
が
あ
る
が
、
実
は
奈
良
（
大
和
）
が
発
祥
の
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、
京
都
中

華
主
義
に
お
ち
い
り
が
ち
な
日
本
文
化
論
の
陥
穽
に
触
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
い
つ
の
ま
に
か
、
私
は
能
楽
関
係
者
の
中
で
、
能
楽
を
知
ら
な
い
研
究
者
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
能
楽
小
鼓
方
大
倉
流
十
六
世
宗
家
大
倉
源
次
郎
氏
が
奈
良
県
桜
井
市
多
武
峰
談
山

神
社
に
て
談
山
能
の
制
作
を
担
当
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
お
誘
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
談
山
神
社
に
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は
、「
摩
多
羅
神
」
と
よ
ば
れ
る
能
面
が
あ
り
、
能
楽
関
係
者
に
と
っ
て
は
こ
れ
ま
で
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
議

論
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
談
山
能
の
監
修
者
で
あ
る
二
六
世
観
世
宗
家
観
世
清
和
氏
が
「
摩
多
羅
神
面
」
を
使

用
し
て
能
が
奉
納
さ
れ
る
。
談
山
能
は
二
〇
一
二
年
以
来
毎
年
開
か
れ
て
き
た
が
、
昨
年
の
五
回
目
で
と
り
あ

え
ず
幕
を
と
じ
、
そ
の
後
は
、
構
想
を
新
た
に
し
て
続
け
ら
れ
る
と
い
う
。
何
回
目
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
談
山

能
の
顧
問
を
さ
れ
て
い
る
梅
原
先
生
と
会
場
で
お
会
い
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
能
楽
と
の
ご
縁
で
、
あ
る
時
、
大
和
の
能
楽
発
祥
の
地
を
め
ぐ
っ
た
。
そ
れ
は
、
談
山
能
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
私
は
、
秦
氏
の
支
配
圏
で
あ
っ
た
大
和
川
の
支
流
で
あ
る
寺
川
流
域
に
能
楽
の
足
跡
が
み
ら

れ
る
と
発
言
し
た
こ
と
に
よ
る
。
私
は
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
親
し
ん
で
き
た
寺
川
が
、
中
世
芸
能
文
化
の
母
胎

で
あ
っ
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
知
る
こ
と
に
な
り
、
自
ら
少
な
か
ら
ず
衝
撃
を
う
け
た
。

話
は
日
文
研
退
任
の
頃
に
も
ど
る
。
そ
の
頃
万
城
目
学
氏
の
小
説
「
鹿
男
あ
を
に
よ
し
」
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

の
歴
史
考
証
を
し
て
い
て
、
退
任
の
講
演
の
前
日
に
主
演
の
綾
瀬
は
る
か
さ
ん
や
玉
木
宏
さ
ん
ら
ス
タ
ッ
フ
と

の
慰
労
会
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
私
は
、
出
席
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
が
、
も
し
飲
み
す
ぎ
て
翌

日
の
講
演
に
差
し
さ
わ
り
が
あ
っ
て
は
困
る
と
、
自
制
し
た
。

講
演
を
終
え
て
、
知
人
と
タ
ク
シ
ー
で
奈
良
に
向
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
そ
の
車
に
テ
レ
ビ
が
つ
い
て
い
た
。

ち
ょ
う
ど
「
鹿
男
あ
を
に
よ
し
」
の
放
送
時
間
だ
っ
た
。
運
転
手
に
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
選
ん
で
も
ら
っ
た
。
こ
こ

ろ
ざ
し
は
、
は
た
せ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
青
垣
め
ぐ
る
故
郷
へ
と
車
は
暗
や
み
の
道
を
走
っ
て
い
た
。
あ
を

に
よ
し
の
故
郷
へ
と
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
）
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日
文
研
の
外
国
人
研
究
員
の
思
い
出

ボ
ル
ジ
ギ
ン
・
ル
ブ
サ
ン
ジ
ャ
ボ
ン
・
ソ
ヨ
ン
ボ

二
〇
一
一
年
半
ば
、
日
文
研
に
研
究
計
画
を
送
っ
た
と
き
は
、
ど
ん
な
結
果
が
く
る
の
か
楽
し
み
で
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
も
し
落
ち
た
ら
、
と
い
う
不
安
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
京
都
へ
行
っ
て
「
シ
ャ
ー
マ
ニ

ズ
ム
と
神
道
―
モ
ン
ゴ
ル
と
日
本
の
ふ
た
つ
の
土
着
宗
教
」
の
研
究
を
や
り
た
い
と
い
う
強
い
気
持
ち
と
裏
表

で
し
た
。
文
化
人
類
学
者
と
し
て
ふ
た
つ
の
国
の
ふ
た
つ
の
宗
教
の
比
較
研
究
を
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
神

道
に
つ
い
て
は
チ
ェ
コ
の
プ
ラ
ハ
・
カ
レ
ル
大
学
へ
留
学
し
た
と
き
に
少
し
学
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

首
を
長
く
し
て
待
ち
わ
び
た
末
、
二
〇
一
一
年
秋
に
日
文
研
研
究
部
よ
り
、
私
を
二
〇
一
二
年
四
月
一
日
よ

り
二
〇
一
三
年
三
月
三
一
日
ま
で
外
国
人
研
究
員
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
い
う
メ
ー
ル
が
届
き
ま
し
た
。
そ
の

メ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
私
の
計
画
は
「
モ
ン
ゴ
ル
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
日
本
の
神
道
：
伝
統
的
宗
教
信
仰
及
び

実
践
の
比
較
研
究
」
と
少
し
変
更
し
て
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
本
当
に
私
を
幸
せ
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。
生

涯
最
高
の
な
か
の
最
高
の
ニ
ュ
ー
ス
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
メ
ー
ル
を
受
け
た
日
の
こ
と
を
思
う

と
今
で
も
幸
せ
に
な
り
ま
す
。
私
は
モ
ン
ゴ
ル
初
の
外
国
人
研
究
員
と
し
て
選
ば
れ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

そ
の
一
方
で
ま
っ
た
く
新
し
い
生
活
環
境
の
こ
と
を
思
う
と
不
安
が
高
ま
り
ま
し
た
。
何
も
か
も
が
私
に
は

初
め
て
な
の
で
す
。
そ
の
う
え
日
本
の
食
も
習
慣
も
伝
統
も
知
り
ま
せ
ん
。
不
行
儀
な
こ
と
を
う
っ
か
り
し
て

し
ま
っ
た
ら
と
思
う
と
不
安
で
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
の
生
活
ス
タ
イ
ル
も
言
葉
も
知
り
ま
せ
ん
。
カ
ル

チ
ャ
ー
・
シ
ョ
ッ
ク
で
苦
し
む
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
心
配
が
ず
っ
と
つ
き
ま
と
い
ま
し
た
が
、
英
語
が
幸
い
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に
も
生
活
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
も
研
究
で
も
非
常
に
有
効
で
し
た
。

「
外
国
人
研
究
員
の
た
め
の
ガ
イ
ド
」
と
い
う
小
冊
子
が
出
発
前
に
送
ら
れ
、
不
明
な
点
が
は
っ
き
り
し
て
と

て
も
役
に
立
ち
ま
し
た
。
海
外
研
究
交
流
室
の
琴
浦
香
代
子
さ
ん
と
研
究
協
力
課
の
西
山
明
美
さ
ん
が
い
ろ
い
ろ

と
説
明
し
て
く
だ
さ
り
、
と
り
わ
け
親
切
に
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
今
も
二
人
の
こ
と
を
大
き
な
感
謝
の
念
と

と
も
に
思
い
出
し
ま
す
。
京
都
に
着
く
や
、
日
文
研
が
優
れ
た
研
究
所
で
世
界
中
の
研
究
者
の
受
入
経
験
が
豊
か

な
場
所
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
到
着
す
る
や
研
究
と
生
活
に
必
要
な
こ
と
が
す
べ
て
整
っ
て
い
ま
し

た
。
仕
事
も
研
究
の
環
境
に
も
満
足
し
、
仕
事
と
生
活
ど
ち
ら
に
と
っ
て
も
快
適
で
し
た
。

朝
九
時
か
ら
夜
遅
く
ま
で
精
い
っ
ぱ
い
研
究
に
つ
と
め
ま
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
人
に
は
珍
し
い
動
物
を
二
種
類

見
た
の
は
面
白
い
思
い
出
で
す
。
研
究
室
か
ら
ハ
ウ
ス
に
昼
食
の
た
め
に
も
ど
る
と
一
匹
の
子
ザ
ル
が
そ
こ
に

い
ま
し
た
。
同
じ
日
の
夜
一
〇
時
半
ご
ろ
に
は
北
の
道
を
森
の
方
へ
一
頭
の
鹿
が
走
り
去
る
の
を
見
か
け
ま
し

た
。
そ
ん
な
光
景
に
も
す
ぐ
に
慣
れ
ま
し
た
。
図
書
館
と
そ
の
サ
ー
ビ
ス
は
最
高
の
質
で
し
た
。
日
文
研
の
仲

間
に
加
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
友
好
的
で
国
際
的
な
研
究
者
チ
ー
ム
に
加
わ
る
こ
と
で
し
た
。

京
都
の
研
究
時
間
は
私
の
人
生
に
と
っ
て
黄
金
の
時
間
だ
っ
た
と
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
京
都
の
時

間
は
私
だ
け
で
な
く
、
一
緒
に
来
訪
し
た
夫
と
五
歳
に
な
る
孫
の
男
の
子
に
も
素
敵
な
思
い
出
を
残
し
て
く
れ

ま
し
た
。
孫
は
、
京
都
や
大
阪
に
あ
る
動
物
園
、
水
族
館
ほ
か
子
ど
も
の
好
き
な
場
所
に
連
れ
て
い
き
ま
し
た

の
で
、
京
都
、
日
本
、
日
文
研
を
と
て
も
気
に
入
り
ま
し
た
。
特
に
新
幹
線
の
旅
が
大
好
き
で
し
た
。

滞
在
中
に
は
京
都
、
奈
良
、
東
京
の
主
要
な
神
社
を
訪
問
し
、
宮
司
に
神
道
関
連
の
質
問
を
し
て
疑
問
を
質

し
た
り
祭
礼
を
見
学
し
ま
し
た
。
ジ
ョ
ン
・
ド
ウ
ギ
ル
（
立
命
館
大
学
）、
マ
イ
ケ
ル
・
ワ
チ
ュ
カ
（
同
志
社

大
学
）、
岩
橋
さ
ん
（
神
社
本
庁
）、
今
泉
さ
ん
（
明
治
神
宮
）、
乾
さ
ん
（
上
加
茂
神
社
）
に
は
シ
ャ
ー
マ
ニ

ズ
ム
と
神
道
の
比
較
研
究
を
深
め
る
に
あ
た
っ
て
と
て
も
助
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
有
名
な
神
道
研
究
者
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や
宮
司
は
い
ず
れ
も
私
の
担
当
と
な
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
教
授
よ
り
紹
介
を
受
け
ま
し
た
。

神
社
の
祭
に
参
加
し
観
察
す
る
こ
と
は
研
究
の
重
要
な
一
部
分
で
し
た
。
坂
本
の
山
王
祭
を
皮
切
り
に
多
く

の
祭
を
見
ま
し
た
。
八
坂
神
社
の
祇
園
祭
で
は
と
て
も
有
名
で
す
が
、
巡
行
の
前
日
に
屋
台
を
組
み
立
て
る
の

を
見
に
行
き
ま
し
た
。
一
〇
月
に
開
か
れ
る
時
代
祭
で
は
御
所
の
前
に
私
と
夫
は
席
を
取
り
ま
し
た
。
大
阪
で

七
月
に
開
か
れ
る
天
神
祭
で
は
花
火
に
特
に
驚
き
ま
し
た
。
三
月
の
東
大
寺
・
お
松
明
で
は
巨
大
な
松
明
が
群

集
の
頭
上
を
移
動
す
る
の
に
昂
奮
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
八
月
京
都
の
五
山
送
り
火
、
伏
見
稲
荷
大
社
の
祭
も
見

物
し
ま
し
た
。
そ
れ
以
外
で
も
京
都
の
歴
史
名
所
を
あ
ち
こ
ち
訪
れ
ま
し
た
。
御
所
、
金
閣
寺
と
銀
閣
寺
、
二

条
城
、
清
水
寺
、
平
安
神
宮
、
東
寺
、
天
竜
寺
の
庭
園
、
嵐
山
な
ど
で
す
。
二
〇
一
三
年
の
新
年
は
有
名
な
八

坂
神
社
に
真
ん
中
の
息
子
、
義
理
の
娘
を
連
れ
て
行
き
日
本
の
友
人
と
一
緒
に
祝
っ
た
の
を
つ
ね
に
楽
し
い
思

い
出
と
し
て
い
ま
す
。

他
の
女
性
と
同
じ
よ
う
に
買
い
物
が
好
き
で
す
か
ら
、
空
い
た
時
間
に
は
高
島
屋
に
よ
く
行
き
ま
し
た
。
モ

ン
ゴ
ル
の
男
性
は
格
闘
技
が
非
常
に
好
き
で
す
が
、
ご
多
聞
に
漏
れ
ず
夫
も
相
撲
の
テ
レ
ビ
放
映
に
く
ぎ
付
け

で
し
た
。
一
五
日
間
は
毎
日
テ
レ
ビ
に
夢
中
で
し
た
。
二
〇
一
三
年
一
月
、
私
た
ち
夫
婦
と
孫
は
新
幹
線
で
東

京
に
行
き
、
国
技
館
で
初
場
所
を
見
物
し
ま
し
た
。
私
た
ち
の
古
い
友
人
で
日
本
駐
在
モ
ン
ゴ
ル
大
使
の
ク
ル

ル
バ
タ
ー
ル
氏
が
招
待
し
て
く
れ
た
の
で
す
。
横
綱
白
鵬
が
そ
の
場
所
は
優
勝
し
ま
し
た
。
私
た
ち
は
皇
室
席

の
近
く
で
し
た
が
、
そ
の
日
に
は
皇
族
は
お
出
ま
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
取
り
組
み
を
非
常
に
楽
し

み
、
売
店
で
夫
は
力
士
の
写
真
の
つ
い
た
カ
ッ
プ
を
い
く
つ
か
買
い
ま
し
た
。
間
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
好
き
な

力
士
は
大
関
魁
皇
と
関
脇
安
美
錦
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

日
文
研
滞
在
中
に
二
本
の
論
文
を
ま
と
め
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は“A

 Survey of Japanese Studies in M
ongolia: 

Focusing on C
hoi. Lubsangjab U

niversity of L
anguage and C

ivilization ”

で
、『
世
界
の
日
本
研
究2014
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日
本
研
究
の
隆
盛
』
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
二
の
論
文
は
日
文
研
で
の
研
究
の
主
要
な
結
果
で
「
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
と
神
道
―
モ
ン
ゴ
ル
と
日
本
の
土
着
宗
教
の
比
較
」
と
題
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
日
本
語
で
は
出

版
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

滞
在
中
に
は
日
本
の
伝
統
文
化
遺
産
や
生
活
様
式
に
近
づ
く
機
会
を
得
ま
し
た
。
自
分
の
目
で
ど
れ
ほ
ど
日

本
の
人
々
が
伝
統
と
文
化
を
愛
し
て
い
る
か
、
伝
統
的
習
慣
を
喜
ん
で
い
る
か
、
祖
先
よ
り
伝
え
ら
れ
た
習
慣

や
行
儀
を
誇
り
、
国
民
の
習
慣
に
敬
意
を
抱
い
て
い
る
か
を
確
か
め
ま
し
た
。
そ
の
日
本
人
の
性
格
を
心
よ
り

讃
え
ま
す
。
研
究
の
中
心
だ
っ
た
神
道
の
祭
礼
と
高
山
の
岩
信
仰
な
ど
自
然
崇
拝
を
比
較
す
る
論
文
を
構
想
し

て
い
ま
す
。
い
つ
か
そ
の
調
査
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
。

一
年
間
の
研
究
生
活
の
結
果
、
以
前
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
多
く
の
不
明
な
点
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

共
同
の
研
究
者
や
新
し
い
日
本
の
友
人
に
心
よ
り
の
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
友
人
の
な
か
に
は
私
た
ち
家
族

を
家
に
招
待
し
て
日
本
食
を
ふ
る
ま
い
、
有
名
な
味
噌
汁
や
寿
司
の
作
り
方
を
教
え
て
く
れ
た
人
も
い
ま
し

た
。
そ
う
い
う
日
本
料
理
は
作
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
後
ま
で
外
国
人
と
し
て
ど
う
し
て
も
覚
え
ら
れ

な
か
っ
た
の
は
、
正
し
い
角
度
で
お
辞
儀
を
す
る
こ
と
で
す
。
日
本
人
は
い
と
も
た
や
す
く
や
る
わ
け
で
す

が
、
何
百
回
や
っ
て
も
私
は
う
ま
く
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
き
っ
と
私
の
体
は
か
た
く
て
き
ち
ん
と
曲
げ
ら
れ

な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
人
は
体
が
柔
ら
か
く
て
お
辞
儀
が
で
き
る
の
で
す
。
私
は
友
人
を
真
似
て
最
善

を
尽
く
す
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
チ
ャ
ン
ス
が
も
う
一
度
来
る
の
を
心
か
ら
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
元
外
国
人
研
究
員
）

原
文
：
英
語

翻
訳
：
細
川
周
平
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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中
日
音
楽
交
流
の
橋
を
か
け
よ
う

趙
　
　
　
維
　
平

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
は
私
の
研
究
歴
に
お
い
て
、
深
ま
り
と
広
が
り
を
持
た
せ
て
く
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
日
本
で
の
留
学
生
活
を
終
え
上
海
音
楽
学
院
に
戻
っ
て
教
鞭
を
取
っ
た
ち
ょ
う
ど
一
〇
年
後
の

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
に
、
日
文
研
で
外
国
人
研
究
員
と
し
て
一
年
間
の
研
究
生
活
を
送
っ
た
。
多
忙
な
仕
事
か

ら
抜
け
出
し
、
再
び
自
分
の
研
究
に
没
頭
で
き
る
貴
重
な
一
年
間
だ
っ
た
。
博
士
論
文
は
奈
良
、
平
安
時
代
に

お
け
る
中
国
唐
代
音
楽
の
受
容
に
関
す
る
研
究
で
、
日
文
研
で
は
東
ア
ジ
ア
と
中
国
の
音
楽
関
係
に
焦
点
を
絞

り
、
中
日
両
国
に
お
け
る
踏
歌
と
い
う
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
の
実
態
調
査
に
よ
り
、
両
国
の
文
化
性
格
に
ま
で
研
究

を
深
め
た
（
一
）
。
そ
し
て
唐
楽
の
影
響
を
受
け
た
催
馬
楽
の
史
料
に
出
会
っ
て
、
平
安
、
鎌
倉
時
代
ま
で
五
百
年
間

の
リ
ズ
ム
変
遷
に
関
す
る
研
究
も
出
来
た
（
二
）
。
京
都
市
民
を
相
手
に
、
東
ア
ジ
ア
の
雅
楽
に
つ
い
て
講
演
を
し
た

こ
と
も
全
く
新
し
い
体
験
だ
っ
た
。
か
な
り
専
門
的
な
質
問
を
さ
れ
た
市
民
の
皆
さ
ん
の
古
い
文
化
へ
の
関
心

に
驚
か
さ
れ
た
。
日
文
研
の
細
川
周
平
教
授
と
中
日
音
楽
や
世
界
音
楽
に
つ
い
て
幅
広
く
交
流
で
き
た
の
も
貴

重
な
思
い
出
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
夕
日
が
沈
み
つ
つ
あ
る
セ
ン
タ
ー
周
辺
を
散
歩
し
た
と
き
の
安
ら
か
さ

や
快
さ
も
ま
る
で
昨
日
の
よ
う
に
記
憶
に
止
ま
っ
て
い
る
。

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
は
私
に
と
っ
て
、
も
う
一
つ
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
実
は
上
海
音
楽

学
院
に
も
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
と
名
前
が
よ
く
似
て
い
る
中
日
音
楽
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
中
日
音

楽
文
化
研
究
中
心
）
が
あ
る
。
セ
ン
タ
ー
は
二
〇
〇
三
年
一
二
月
五
日
、
上
海
音
楽
学
院
で
行
わ
れ
た
「
第
五
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回
中
国
際
日
音
楽
比
較
研
究
会
」
が
閉
幕
す
る
際
に
設
立
さ
れ
た
。
中
国
初
の
日
本
音
楽
研
究
の
専
門
機
関
セ

ン
タ
ー
と
し
て
発
足
し
て
以
来
、
日
本
音
楽
研
究
や
日
本
の
音
楽
教
育
に
関
す
る
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
主
催

す
る
ほ
か
、
日
本
音
楽
の
演
奏
や
解
説
な
ど
、
様
々
な
音
楽
活
動
を
催
し
て
お
り
、
日
本
音
楽
を
中
国
に
紹
介

す
る
窓
口
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

中
国
に
は
、
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
芸
術
文
化
、
特
に
音
楽
に
関
す
る
研
究
セ
ン
タ
ー

は
そ
れ
ま
で
一
か
所
も
な
か
っ
た
。
海
を
隔
て
た
一
衣
帯
水
の
隣
国
で
あ
る
日
本
の
音
楽
、
特
に
日
本
の
古
典

音
楽
や
伝
統
音
楽
に
つ
い
て
、
民
間
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
音
楽
研
究
者
の
間
で
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
一
方
、
日
本
で
は
中
国
の
音
楽
歴
史
や
伝
統
音
楽
に
関
す
る
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
田
辺

尚
雄
、
岸
辺
成
雄
、
林
謙
三
、
小
泉
文
夫
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
家
が
輩
出
し
、
多
く
の
研
究
成
果
が
蓄
積
さ

れ
て
い
る
。
市
民
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
た
中
国
音
楽
関
係
の
講
座
に
足
を
運
ん
だ
一
般
人
も
後
を
絶
え
な
か
っ

た
。
そ
れ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
は
日
本
留
学
や
日
文
研
滞
在
の
時
だ
っ
た
。

一
九
八
九
年
に
日
本
文
部
省
国
費
招
待
留
学
生
と
し
て
馬
淵
卯
三
郎
教
授
の
指
導
の
下
で
大
阪
教
育
大
学
の

修
士
課
程
に
入
学
し
た
。
初
め
て
の
ゼ
ミ
で
日
本
人
の
学
生
が
解
説
抜
き
の
『
六
国
史
』
や
中
国
文
献
の
『
通

典
』
を
、
辞
書
を
片
手
に
通
読
し
た
姿
を
見
て
、
感
服
と
い
う
か
、
慚
愧
と
い
う
か
、
複
雑
な
心
境
だ
っ
た
。

大
き
な
刺
激
を
受
け
た
私
は
図
書
館
で
勉
強
に
明
け
暮
れ
、
史
料
や
書
籍
と
奮
闘
し
た
日
々
が
始
ま
っ
た
。
修

士
課
程
を
終
了
後
大
阪
大
学
博
士
課
程
に
進
学
、
博
士
号
を
取
得
、
一
九
九
九
年
に
錦
を
飾
っ
た
つ
も
り
で
母

校
の
上
海
音
楽
学
院
に
戻
っ
た
。
一
〇
年
ぶ
り
の
故
郷
は
町
並
み
が
見
知
ら
ぬ
ほ
ど
変
わ
っ
た
が
、
日
本
音
楽

や
日
本
の
音
楽
研
究
に
対
す
る
未
研
究
の
状
況
は
依
然
と
し
て
昔
の
ま
ま
だ
っ
た
。
中
国
古
代
史
や
東
洋
音
楽

史
を
専
攻
に
し
た
私
は
、
日
本
に
保
存
さ
れ
て
い
る
史
料
や
日
本
の
音
楽
研
究
成
果
抜
き
で
は
、
中
国
や
ア
ジ

ア
の
音
楽
歴
史
も
語
れ
な
い
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
中
日
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
を
作
ろ
う
と
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思
っ
た
。

研
究
史
料
の
不
足
に
悩
ん
で
い
た
私
は
一
時
期
助
成
金
の
申
請
に
走
り
ま
わ
っ
た
日
々
を
送
っ
て
い
た
。

一
九
九
九
年
帰
国
し
て
二
年
目
、
日
本
駐
上
海
総
領
事
が
上
海
音
楽
学
院
で
開
か
れ
た
新
年
コ
ン
サ
ー
ト
に
招

待
さ
れ
た
の
が
転
機
と
な
っ
た
。
パ
ー
テ
ィ
の
席
で
当
時
駐
上
海
総
領
事
の
杉
本
信
行
氏
に
日
本
音
楽
資
料
を

集
め
、
上
海
で
日
本
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
を
作
り
た
い
と
い
う
話
を
持
ち
か
け
た
ら
、
前
向
き
に
進
め
よ
う
と

い
う
快
諾
を
い
た
だ
き
、
思
い
が
け
な
い
展
開
を
迎
え
た
。
当
時
文
化
担
当
の
副
領
事
だ
っ
た
野
口
裕
子
さ
ん

の
協
力
を
得
て
、
ア
ジ
ア
の
文
化
援
助
に
当
た
る
「
草
の
根
」
と
い
う
助
成
項
目
の
申
請
に
成
功
し
た
。

書
籍
リ
ス
ト
の
作
成
や
セ
ン
タ
ー
設
立
の
企
画
の
た
め
、
野
口
さ
ん
は
何
回
も
上
海
音
楽
学
院
を
視
察
に
訪

れ
た
。
私
た
ち
は
書
籍
購
入
チ
ー
ム
を
組
み
、
日
本
大
学
の
蒲
生
郷
昭
教
授
か
ら
の
紹
介
で
国
立
音
楽
大
学
附

属
図
書
館
に
勤
務
し
て
い
た
長
谷
川
由
美
子
氏
の
ご
協
力
で
日
本
の
雅
楽
、
能
楽
、
歌
舞
伎
、
文
楽
な
ど
の
伝

統
音
楽
資
料
や
、
研
究
用
の
楽
書
な
ど
の
リ
ス
ト
を
作
り
、
二
年
間
も
か
け
て
、
一
千
万
円
相
当
の
資
料
を

や
っ
と
揃
え
た
。
そ
の
中
に
は
「
日
本
国
史
大
系
」、「
国
書
総
目
録
」、
日
本
音
楽
史
に
関
す
る
書
物
、
民
族

音
楽
学
、
日
本
の
民
謡
、
音
楽
に
関
す
る
辞
典
類
、
一
級
資
料
、
日
本
明
治
か
ら
西
洋
系
の
創
作
作
品
お
よ
び

多
く
の
音
楽
研
究
書
、
そ
し
て
一
部
の
音
響
や
映
像
製
品
も
含
ま
れ
て
い
る
。
中
日
音
楽
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

が
二
〇
〇
三
年
末
か
ら
正
式
に
設
立
さ
れ
た
後
、
セ
ン
タ
ー
の
所
蔵
資
料
は
一
般
公
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

中
国
唯
一
の
音
楽
専
門
資
料
室
と
し
て
、
全
国
の
研
究
者
に
日
本
音
楽
を
調
べ
る
の
に
必
要
な
資
料
を
提
供
し

て
い
る
。

中
日
音
楽
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
と
名
前
が
よ
く
似
て
い
て
、
双
子
の
よ
う

に
聞
こ
え
る
が
、
学
術
研
究
能
力
に
お
い
て
大
き
な
差
が
あ
る
。
し
か
し
、
文
化
交
流
の
窓
口
と
し
て
果
た
し

た
役
割
は
同
じ
で
あ
る
。
日
文
研
に
い
る
間
、
文
学
、
歴
史
学
、
民
俗
学
、
美
術
な
ど
多
分
野
に
わ
た
る
研
究
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発
表
会
や
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
た
経
験
も
帰
国
後
セ
ン
タ
ー
の
イ
ベ
ン
ト
企
画
に
役
立
っ
た
。

セ
ン
タ
ー
は
研
究
者
に
資
料
利
用
の
便
宜
を
図
る
一
方
、
日
本
音
楽
を
中
国
に
紹
介
す
る
研
究
機
関
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
と
に
正
倉
院
の
楽
器
の
資
料
や
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
中
国
古
代
の
琵
琶
譜
、
箏

譜
、
横
笛
譜
、
催
馬
楽
な
ど
、
中
国
古
代
音
楽
研
究
に
大
変
貴
重
な
資
料
を
中
国
の
学
者
に
知
っ
て
も
ら
う
た

め
に
、
二
〇
〇
五
年
に
セ
ン
タ
ー
に
よ
り
「
唐
楽
と
東
ア
ジ
ア
古
譜
に
関
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
主
催

さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
同
じ
テ
ー
マ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
四
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
き
っ

か
け
で
、
東
京
学
芸
大
学
の
遠
藤
徹
教
授
、
法
政
大
学
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン·

ネ
ル
ソ
ン
教
授
、
神
戸
大
学
の
寺

内
直
子
教
授
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
シ
ド
ニ
ー
大
学
の
ア
ラ
ン
・
マ
レ
ッ
ト
教
授
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ー
カ
ン
サ

ス
大
学
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
・
ウ
ォ
ル
パ
ー
ト
教
授
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
マ
ー
カ
ム
教
授
な
ど
多
く
の
ア
ジ
ア
古
代

楽
譜
の
専
門
家
が
上
海
に
訪
れ
た
。

国
際
音
楽
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
は
年
に
数
回
日
本
か
ら
音
楽
研
究
者
を
招
き
、
日
本
及
び
ア

ジ
ア
各
国
の
音
楽
に
関
す
る
講
演
会
、
演
奏
会
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
計
画
的
に
主
催
し
て
い
る
。

二
〇
〇
七
年
四
月
に
大
阪
大
学
の
山
口
修
教
授
が
三
味
線
、
尺
八
と
箏
の
演
奏
者
を
連
れ
、
セ
ン
タ
ー
で
上

海
音
楽
学
院
の
学
生
を
相
手
に
応
用
音
楽
学
や
ア
ジ
ア
音
楽
の
比
較
研
究
に
つ
い
て
の
シ
リ
ー
ズ
講
演
を
行
わ

れ
た
。
学
生
に
三
味
線
、
尺
八
と
箏
の
生
演
奏
を
聞
か
せ
な
が
ら
、
日
本
化
に
変
容
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
楽
器
の

形
態
、
音
律
や
音
色
な
ど
、
中
国
の
元
の
楽
器
と
は
ど
こ
が
違
う
の
か
細
か
く
説
明
し
た
。
そ
し
て
、
上
述
し

た
楽
器
で
一
七
世
紀
に
成
立
し
た
三
曲
と
い
う
日
本
の
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
の
コ
ン
サ
ー
ト
も
開
か
れ
た
。
生
演
奏

を
は
さ
み
な
が
ら
歴
史
的
変
遷
や
理
論
的
解
説
を
す
る
、
こ
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
は
中
国
の
学
生
に
と
っ
て
全

く
新
し
い
体
験
と
な
っ
た
。

セ
ン
タ
ー
は
「
日
本
の
仏
教
音
楽
の
楽
譜
」
や
「
日
本
に
お
け
る
専
門
音
楽
教
育
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
講
演
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も
設
け
た
。
ア
ジ
ア
で
も
仏
教
声
明
の
よ
う
な
古
い
記
譜
法
が
あ
る
と
は
ま
っ
た
く
驚
い
た
と
講
演
を
聞
い
て

衝
撃
を
受
け
た
学
生
も
い
た
。
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
専
門
音
楽
教
育
の
講
演
は
、
中
日
に
お
け
る
西
洋
音
楽

の
摂
取
及
び
そ
の
背
景
に
つ
い
て
、
同
じ
ア
ジ
ア
の
国
と
し
て
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
き
っ
か
け
を
与
え
た

と
感
想
を
述
べ
た
。

セ
ン
タ
ー
は
日
本
の
古
代
音
楽
だ
け
で
な
く
、
近
代
か
ら
西
洋
音
楽
の
影
響
を
強
く
受
け
た
二
〇
世
紀
前
半

の
日
本
音
楽
の
紹
介
に
も
力
を
入
れ
た
。
二
〇
一
一
年
に
五
月
に
、
日
文
研
の
細
川
周
平
教
授
が
「
一
九
三
〇

年
代
の
日
本
音
楽
史
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
講
演
で
日
本
の
民
謡
、
歌
謡
曲
、
流
行
歌
か
ら
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の

創
作
に
至
る
ま
で
幅
広
く
日
本
近
代
音
楽
史
か
ら
多
く
の
例
を
取
り
あ
げ
、
多
彩
な
音
楽
様
式
を
展
示
し
た
う

え
で
分
析
を
加
え
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
レ
コ
ー
ド
会
社
の
発
展
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
お
よ
び
国

民
教
育
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
が
そ
の
時
代
の
日
本
音
楽
に
繁
盛
を
も
た
ら
し
た
要
因
で
、
そ
の
背
景
に
は
当
時
の

政
治
行
政
や
経
済
の
発
展
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

こ
こ
一
〇
年
間
、
セ
ン
タ
ー
は
日
本
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
韓
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
、
十
数

か
国
の
学
者
を
迎
え
た
。
敷
地
面
積
が
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
も
な
い
狭
い
セ
ン
タ
ー
が
、
学
生
に
世
界
の
音
楽

に
接
す
る
窓
口
を
広
げ
た
。
一
〇
年
前
ま
で
日
本
音
楽
の
研
究
ど
こ
ろ
か
、
基
本
的
な
知
識
さ
え
な
か
っ
た
状

態
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
私
が
指
導
し
た
学
生
の
中
で
『「
博
雅
笛
譜
」
の
曲
名
考
―
唐
楽
の
変
遷
を
め
ぐ
っ
て
』

（
二
〇
一
一
年
修
論
）、「
三
味
線
の
役
割
形
成
と
歴
史
変
遷
に
関
す
る
研
究
：
地
歌
を
中
心
に
」（
二
〇
一
一
年

博
論
）、「
中
日
文
化
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
尺
八
の
歴
史
と
変
遷
」（
二
〇
一
四
年
博
論
）、「
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
に
お
け
る
西
ア
ジ
ア
楽
器
の
東
流
に
関
す
る
研
究
」（
二
〇
一
六
年
博
論
）
な
ど
の
テ
ー
マ
で
優
秀
な

修
士
や
博
士
論
文
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
卒
論
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
論
文
が
中
国
の
音
楽
研
究
専
門
誌
に

載
せ
ら
れ
、
中
国
に
お
け
る
日
本
音
楽
の
研
究
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。
そ
れ
も
セ
ン
タ
ー
が
設
立
し
た
一
〇
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年
間
で
挙
げ
た
大
き
な
成
果
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

セ
ン
タ
ー
は
専
門
音
楽
研
究
や
教
育
に
尽
力
す
る
一
方
、
日
本
の
演
奏
団
体
が
中
国
で
行
わ
れ
る
コ
ン
サ
ー

ト
の
解
説
や
優
秀
な
音
楽
研
究
成
果
の
翻
訳
出
版
な
ど
に
も
積
極
的
に
力
を
添
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
中
日

音
楽
交
流
の
橋
が
ま
だ
一
本
の
丸
本
橋
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
一
〇
年
間
は
、
そ
の
橋
が
も
う
す
こ
し
太

く
、
丈
夫
に
で
き
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
。
専
門
家
の
先
生
方
、
演
奏
家
の
方
々
、
セ
ン
タ
ー
と
と
も
に
中

日
音
楽
交
流
の
懸
け
橋
を
か
け
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。

（
上
海
音
楽
学
院
教
授
）

（
一
） 
「
奈
良
、
平
安
時
代
に
お
け
る
中
国
音
楽
の
受
容
と
変
容
―
踏
歌
の
場
合
」『
日
本
研
究
』
第
四
三
集
、

二
〇
一
一
年
三
月

（
二
） 

「
日
本
に
お
け
る
唐
楽
の
歴
史
的
変
遷
―
催
馬
楽
の
拍
子
に
関
す
る
研
究
」『
音
楽
芸
術
』
二
〇
一
一
年
　
第
一

期
　
一
八
四
〜
一
八
九
頁
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﹁
世
外
桃
源
﹂
の
歳
月
：
日
文
研
で
の
研
究
生
活
の
思
い
出

張
　
　
　
　
　
翔

（
注
：
「
世
外
桃
源
」
と
は
中
国
晋
代
陶
淵
明
（
三
六
五
？
〜
四
二
七
年
）
の
『
桃
花
源
記
』
で
出
た
政
治

的
世
界
か
ら
離
れ
た
平
和
的
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
、
神
秘
的
場
所
で
あ
る
。）

『
封
建
郡
県
論
を
巡
る
思
想
連
環
―
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
他
国
認
識
と
自
国
改
革
』
と
い
う
研
究
テ
ー
マ
が

認
可
さ
れ
、
共
同
研
究
の
代
表
者
と
し
て
二
〇
〇
三
年
八
月
か
ら
丸
一
年
間
滞
在
し
、
ま
た
二
〇
一
三
年
一
〇

月
か
ら
半
年
間
戻
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
間
、
故
園
田
英
弘
教
授
、
伊
東
貴
之
教
授
を
は
じ
め
、
各
国
の
学

者
の
皆
様
か
ら
様
々
な
貴
重
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ス
タ
ッ
フ
の
皆
様
に
確
実
な
サ

ポ
ー
ト
を
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
一
生
忘
れ
ら
れ
な
い
記
憶
で
あ
る
。
今
回
、
日
文
研
で
の
研
究
生
活
を

通
じ
て
、
国
際
共
同
研
究
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
こ
の
場
を
借
り
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

一
、日

文
研
に
来
る
前
、
東
京
大
学
や
京
都
大
学
の
客
員
研
究
員
と
し
て
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
世

界
屈
指
の
す
ば
ら
し
い
研
究
、
教
育
機
関
に
違
い
な
い
が
、
正
直
に
言
う
と
、
そ
の
中
に
い
る
外
国
人
研
究
者

が
あ
る
意
味
で
暫
時
的
で
異
質
な
存
在
に
過
ぎ
ず
、
日
文
研
の
よ
う
に
外
国
人
の
研
究
者
が
常
時
的
、
構
造
的

な
存
在
と
い
う
感
じ
が
ど
う
も
薄
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
と
い
う
の
は
、
日
文
研
の
学
者
や
ス
タ
ッ
フ
が
、
面
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倒
を
顧
み
ず
一
人
で
多
数
の
外
国
人
研
究
者
を
相
手
に
す
る
場
面
も
時
々
見
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
そ
こ
で
の
研
究
が
独
善
的
、
一
方
的
、
ま
た
自
己
満
足
型
で
は
な
く
、
オ
ー
プ

ン
で
自
由
、
そ
し
て
交
互
型
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
つ
例
を
挙
げ
る
と
、
あ
る
日
文
研
の
共
同

研
究
会
で
川
勝
平
太
教
授
は
今
ま
で
日
本
の
近
代
化
を
「
脱
亜
」（
も
ち
ろ
ん
経
済
的
・
物
産
的
自
立
と
い
う

意
味
で
）
の
成
功
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、
韓
国
の
李
御
寧
教
授
や
皆
様
と
の
議
論
の
中
で
、

き
っ
ぱ
り
と
「
帰
亜
」
や
「
返
亜
」
の
重
要
性
を
再
確
認
し
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
と

て
も
印
象
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本
人
研
究
者
と
外
国
人
研
究
者
の
間
の
対
話
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

学
問
の
関
心
や
指
向
な
ど
が
常
に
流
動
的
、
発
展
的
で
、
必
要
に
応
じ
て
調
整
や
修
正
も
で
き
る
も
の
で
は
な

い
か
、
と
推
測
で
き
る
。
自
由
な
意
見
の
交
換
は
そ
の
根
底
に
あ
る
。

日
文
研
の
メ
リ
ッ
ト
は
様
々
な
機
会
に
各
国
の
学
者
た
ち
と
議
論
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の

学
者
ば
か
り
で
な
く
欧
米
や
ア
ジ
ア
な
ど
の
学
者
た
ち
と
も
日
本
語
で
話
し
合
っ
て
い
た
の
は
あ
る
意
味
で
奇

妙
な
光
景
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
日
本
文
化
の
研
究
は
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
と

同
時
に
、
各
国
の
文
化
、
生
活
や
研
究
体
制
な
ど
に
も
話
が
広
ま
っ
て
い
く
。
日
本
文
化
の
研
究
だ
け
で
な

く
、
日
本
文
化
研
究
を
通
じ
て
諸
文
化
の
交
流
や
対
話
も
実
に
そ
の
中
で
含
ま
れ
て
い
る
。
ふ
だ
ん
学
術
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
出
会
っ
た
外
国
人
の
学
者
と
の
交
流
は
時
間
の
制
約
で
、
必
ず
し
も
日
文
研
で
の
外
国
人
学
者
と

の
交
流
ほ
ど
深
く
も
長
く
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
互
い
に
時
間
を
か
け
て
質
問
し
た
り
答
え
た
り
す
る
機
会

も
日
文
研
に
い
る
間
多
く
あ
り
、
日
文
研
で
友
人
に
な
り
そ
の
後
も
続
い
て
交
流
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。

二
、日

文
研
は
一
つ
の
国
際
的
日
本
学
の
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
京
都
市
民
に
も
日
文
研
周
り
の
住
民
に
も



126

好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
二
〇
一
三
年
早
春
、
日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
枠
で

京
都
市
内
ハ
ー
ト
ピ
ア
京
都
の
大
会
議
室
で
市
民
の
皆
様
に
対
し
て
「
中
日
文
化
異
同
論
の
推
移
：
近
代
以
降

の
日
本
と
欧
米
の
学
界
を
中
心
に
」
と
い
う
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
運
び
と
な
り
、
伊
東
貴
之
教
授
の
司
会
で
穏
や

か
に
行
わ
れ
た
。
少
し
時
間
が
オ
ー
バ
ー
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
市
民
の
皆
様
が
興
味
津
々
（
た
ぶ
ん
そ
う
だ

ろ
う
）
で
聞
い
て
く
だ
さ
り
、
ス
ピ
ー
チ
の
後
、
日
文
研
の
ス
タ
ッ
フ
を
通
じ
て
聴
衆
か
ら
多
く
の
質
問
や
励

ま
し
の
言
葉
を
い
た
だ
い
た
。
驚
き
感
心
し
た
の
は
、
最
近
中
日
関
係
は
必
ず
し
も
よ
ろ
し
く
な
い
が
、
好
意

的
で
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
か
な
り
自
由
で
多
元
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。

も
う
一
つ
今
も
忘
れ
ら
れ
な
い
体
験
が
あ
る
。
あ
る
日
、
桂
駅
西
口
へ
行
く
バ
ス
を
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

一
人
の
年
配
の
女
性
の
方
か
ら
、
涙
を
流
し
て
い
る
五
、六
歳
の
女
の
子
を
指
さ
し
て
「
お
願
い
、
こ
の
子
は

桂
駅
前
の
あ
る
英
語
塾
に
行
き
た
い
が
、
お
母
さ
ん
が
突
然
い
な
く
な
り
、
授
業
の
時
間
に
間
に
合
わ
な
い
の

を
恐
れ
て
泣
い
て
い
る
か
ら
、
一
緒
に
行
っ
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
驚
い
た
。
向
こ
う
は
僕
が
外

国
人
だ
と
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
初
め
て
出
会
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
多
分
日
文
研
の
人

だ
か
ら
安
心
し
て
頼
め
る
と
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
昼
間
に
日
本
人
の
男
性
が
外
へ
出
か

け
る
の
は
少
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
に
小
さ
い
女
の
子
を
頼
む
の
は
、

相
当
信
頼
度
が
高
い
社
会
で
な
け
れ
ば
、
で
き
な
い
は
ず
だ
。
日
本
の
安
全
性
が
高
い
の
を
認
め
た
う
え
で
、

日
文
研
と
い
う
存
在
が
地
元
の
人
々
か
ら
す
っ
か
り
馴
染
ま
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。

実
は
一
度
そ
の
出
来
事
に
つ
い
て
旧
知
の
あ
る
大
学
教
授
に
面
白
げ
に
語
っ
た
と
こ
ろ
、「
気
を
つ
け
て
よ
、

も
し
誘
拐
犯
と
思
わ
れ
た
ら
大
変
だ
よ
」
と
注
意
さ
れ
た
。
そ
の
先
生
は
横
浜
の
大
学
で
教
え
、
住
居
も
横
浜

で
あ
る
。
横
浜
で
は
人
の
往
来
も
多
く
、
多
分
こ
う
い
う
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
京

都
の
日
文
研
は
、
ま
さ
に
「
世
外
桃
源
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
日
文
研
の
皆
様
と
外
国
人
研
究
員
た
ち
が
地
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元
の
住
民
と
互
い
に
和
や
か
に
共
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
一
つ
の
例
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、実

を
申
し
上
げ
る
と
、
最
初
に
来
た
際
、
日
文
研
が
イ
エ
ズ
ス
会
の
現
代
日
本
版
で
は
な
い
か
、
と
ひ
そ
か

に
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
少
し
時
間
が
た
つ
と
、
そ
れ
は
誤
解
・
誤
認
だ
ろ
う
と
悟
っ
た
。
確
か
に
日
本
人

の
研
究
者
と
外
国
人
の
研
究
者
に
よ
り
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
共
同
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
日
文
研
は

日
本
文
化
を
輸
出
し
た
り
、
広
め
た
り
す
る
と
い
う
目
的
よ
り
、
日
本
文
化
の
各
分
野
の
研
究
に
つ
い
て
、
互

い
に
議
論
し
た
り
、
ほ
か
の
文
化
と
比
較
し
た
り
、
意
見
交
換
し
た
り
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
真
相
・
真

髄
・
真
価
を
問
お
う
と
す
る
純
粋
な
学
術
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
前
述
の
通
り
、
日
本
文
化
の
研
究
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
文
化
研
究
を
通
じ
て
諸

文
化
の
間
の
交
流
や
対
話
も
実
に
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

今
の
日
文
研
は
世
界
中
の
日
本
文
化
の
研
究
に
携
わ
る
学
者
の
「
補
給
基
地
」
の
一
つ
と
言
え
る
。
な
ぜ
な

ら
世
界
各
地
の
研
究
者
が
こ
こ
に
来
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
や
知
識
を
吸
収
し
、
資
料
を
入
手
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
「
交
互
発
信
地
」
の
一
つ
と
も
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
世
界
各
地
の
研
究
者
が
継
続
的
に

こ
こ
で
集
ま
り
、
日
本
文
化
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
、
意
見
交
換
し
、
ま
た
世
界
に
向
か
っ
て
発
信
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
い
つ
か
、
世
界
中
の
日
本
文
化
研
究
者
の
一
度
は
必
ず
訪
れ
る
べ
き
「
聖
地
」（
の
一

つ
？
）
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
文
研
で
の
日
本
文
化
研
究
が
こ
れ
か
ら
世
界
に
も
理
解
可
能
な
、
参
考
可

能
な
、
ま
た
世
界
各
地
の
文
化
の
比
較
研
究
に
も
役
に
立
つ
も
の
に
な
る
よ
う
、
切
望
し
て
や
ま
な
い
。

二
〇
一
七
年
一
月

（
復
旦
大
学
歴
史
学
系
教
授
）
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京
都
、
出
雲
と
日
文
研
の
思
い
出

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ト
ラ
ン
ス

私
が
日
文
研
に
着
い
た
の
は
二
〇
一
四
年
一
二
月
三
〇
日
で
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
三
〇
日
に
ア
メ
リ
カ
に

帰
国
、
ま
る
一
年
間
、
滞
在
し
た
。
京
都
滞
在
中
は
毎
日
の
よ
う
に
、
妻
と
一
緒
に
坂
の
下
の
ス
ー
パ
ー
、
イ

ズ
ミ
ヤ
へ
買
い
物
に
行
き
、
日
文
研
へ
の
坂
を
登
っ
て
帰
り
、
四
季
を
通
し
て
移
り
ゆ
く
自
然
を
観
な
が
ら
の

登
り
下
り
を
楽
し
ん
だ
。
は
じ
め
の
う
ち
は
随
分
、
妻
に
ぶ
つ
ぶ
つ
と
不
平
を
言
っ
て
い
た
の
だ
が
。
中
古
の

自
転
車
を
買
い
、
運
動
し
が
て
ら
猿
や
鹿
、
鳥
類
保
護
地
区
な
ど
、
日
文
研
周
辺
の
自
然
を
観
察
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
か
な
り
人
口
密
度
の
高
い
京
都
に
こ
の
よ
う
な
自
然
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
。

初
め
て
日
文
研
を
見
た
の
は
二
〇
年
以
上
前
で
、
故
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
タ
イ
ラ
ー
先
生
を
訪
ね
た
時
で
あ
っ

た
。
そ
の
当
時
、
家
は
あ
ま
り
な
く
、
バ
ス
も
ま
れ
で
あ
っ
た
。
現
在
は
、
高
級
住
宅
地
に
な
っ
て
い
て
驚
い

た
。
四
〇
年
前
に
一
年
間
ほ
ど
京
都
の
靴
屋
で
働
い
た
こ
と
が
あ
る
。
給
料
は
非
常
に
安
か
っ
た
が
、
毎
週
の

よ
う
に
京
都
見
物
を
し
て
い
た
。
七
〇
年
代
に
は
外
国
人
は
殆
ど
見
か
け
な
か
っ
た
。
街
並
み
は
貧
し
く
、
寺

に
は
自
由
に
入
れ
た
。
最
近
で
は
中
国
、
欧
州
、
イ
ン
ド
、
各
国
の
観
光
客
が
街
に
あ
ふ
れ
、
市
中
は
昔
と
比

べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
繁
栄
し
て
い
る
。
し
か
し
、
私
の
若
い
こ
ろ
の
京
都
を
や
は
り
な
つ
か
し
く
思
う
。

さ
て
、
私
は
、
日
本
現
代
文
学
を
専
門
と
し
て
や
っ
て
き
た
が
、
か
な
り
以
前
か
ら
地
方
文
学
に
興
味
を
持

ち
、
明
治
三
〇
年
代
の
地
方
色
論
争
か
ら
始
め
て
、
地
方
と
し
て
の
異
郷
ま
た
は
理
想
郷
、
純
粋
日
本
を
保
存

す
る
空
間
、
郷
愁
と
し
て
の
対
象
等
、
現
代
日
本
文
学
及
び
そ
の
批
評
に
お
け
る
田
舎
は
、
繰
り
返
し
、
繰
り
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返
し
、
現
れ
、
主
張
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
来
た
の
で
、
そ
の
重
要
性
を
此
処
で
指
摘
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う

が
、
地
方
文
化
を
定
義
す
る
の
は
、〈
中
央
／
地
方
〉
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
統
一
し
た

巨
大
な
組
織
は
複
数
の
未
分
化
の
地
方
を
全
体
的
に
定
め
る
。
私
の
以
前
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

に
従
う
と
あ
る
地
方
の
特
徴
性
を
蔽
い
隠
す
。
地
方
に
於
い
て
は
典
型
的
な
文
学
活
動
は
あ
り
得
な
い
し
、
そ

の
地
方
々
々
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
の
た
め
に
、
一
つ
の
地
方
、
そ
の
地
方
の
観
点
か
ら
あ
る

文
化
史
を
書
こ
う
と
思
い
つ
い
た
が
、
こ
れ
は
思
っ
た
よ
り
難
儀
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
な
っ
て
い
る
。

様
々
な
理
由
で
、
出
雲
の
国
と
い
う
地
方
を
選
ん
だ
。
こ
の
長
年
に
わ
た
る
研
究
を
行
う
に
は
、
あ
る
地
方

に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
必
要
と
思
う
。
東
京
、
京
都
、
大
阪
よ
り
私
の
出
雲
地
方
と
の
関
係
は
ず
っ
と
長
く
深

い
も
の
で
あ
る
。
妻
と
そ
こ
で
会
い
、
子
供
は
そ
こ
で
生
ま
れ
た
。
お
そ
ら
く
私
の
「
日
本
」
と
の
経
験
は

「
出
雲
」
と
の
経
験
で
あ
る
。
ま
た
、
本
格
的
な
昔
風
の
地
方
文
化
史
を
書
く
の
に
は
、
起
源
か
ら
始
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
出
雲
の
考
古
学
的
な
研
究
は
特
に
豊
富
で
あ
る
。
八
世
紀
に
完
成
し
た
『
出
雲
国
風
土
記
』

に
は
出
雲
の
自
然
と
名
産
物
、
交
通
線
と
国
内
の
郡
、
神
と
神
社
な
ど
が
描
写
さ
れ
て
お
り
、
古
代
の
出
雲
を

知
る
上
で
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
の
記
録
に
よ
る
と
、
宗
教
的
な
意
味
で
も
出
雲
は
独
特

な
存
在
で
あ
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」「
出
雲
国
計
会
帳
」「
出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
」

な
ど
―
瀧
音
能
之
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
出
雲
に
は
、
他
の
地
域
と
比
較
す
る
驚
く
ほ
ど
豊
富
な
古
代
史
料

が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
出
雲
地
域
の
特
殊
性
と
い
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。」
鎌
倉
時
代
に
も
、
出
雲
の

国
の
特
殊
な
存
在
は
続
い
た
。
結
局
、
出
雲
の
人
々
に
と
っ
て
出
雲
地
方
は
中
央
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
見

る
の
が
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
本
心
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
研
究
は
日
本
と
出
雲
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
文
研
は
こ
の
研
究
を
可
能

に
し
て
く
れ
た
。
鈴
木
貞
美
先
生
の
紹
介
で
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
先
生
の
招
待
を
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ま
で
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の
私
の
専
門
は
現
代
日
本
文
学
で
あ
り
、
古
代
研
究
で
は
経
験
不
足
の
私
が
、
二
人
の
先
生
の
支
持
を
得
た
こ

と
に
、
感
動
し
た
。
日
文
研
で
受
け
た
待
遇
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
。
宿
泊
施
設
は
申
し
分
な
く
、
施
設
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
は
良
か
っ
た
。N

ichibunken E
vening Sem

inar

、「
失
わ
れ
た
20
年
の
日
本
研
究

の
こ
れ
か
ら
」
の
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
そ
の
他
の
講
演
と
共
同
研
究
の
会
合
と
発
表
は
非
常
に
面
白
く
、

最
近
の
日
本
に
関
す
る
一
流
前
進
的
な
研
究
を
知
ら
さ
れ
た
。
又
、
同
僚
の
外
国
人
研
究
員
と
の
交
際
は
楽
し

く
、
友
情
に
あ
ふ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

日
文
研
の
ス
タ
ッ
フ
は
皆
親
切
で
精
通
し
て
お
ら
れ
る
が
、
特
に
お
世
話
に
な
っ
た
の
は
、
図
書
館
の
人
々

で
あ
っ
た
。
日
文
研
の
図
書
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
手
に
入
ら
な
い
出
雲
に
関
す
る
資
料
が

多
く
、
本
当
に
役
に
立
っ
た
。
ス
タ
ッ
フ
は
図
書
館
に
な
い
本
や
雑
誌
記
事
を
快
く
注
文
し
て
下
さ
っ
た
り
、

外
の
大
学
か
ら
借
り
た
り
も
し
て
い
た
だ
い
た
。
彼
ら
に
は
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
。

出
雲
の
国
は
歴
史
的
概
念
で
あ
り
、
地
方
行
政
の
観
点
か
ら
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
地
図
に

載
っ
て
い
な
い
出
雲
は
根
深
く
か
つ
具
体
的
な
イ
デ
ア
で
あ
り
、
島
根
県
に
住
ん
で
い
る
約
六
八
九
、九
六
三

人
な
ら
誰
で
も
そ
の
境
を
知
っ
て
い
る
。
島
根
県
内
の
石
見
の
国
と
の
境
は
三
瓶
山
あ
た
り
、
広
島
県
と
鳥
取

県
の
境
は
中
国
山
脈
の
日
本
海
側
の
分
水
嶺
に
大
体
は
ま
り
、
北
東
か
ら
南
西
の
日
本
海
に
面
し
た
海
岸
は
約

三
百
㎞
。
こ
の
想
像
上
の
国
を
探
検
す
る
た
め
、
現
地
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
も
、
日

文
研
の
管
理
者
と
先
生
た
ち
の
許
可
を
得
て
、
毎
月
一
週
間
か
ら
一
〇
日
間
ほ
ど
、
出
雲
地
方
を
訪
れ
た
。
出

雲
地
形
を
踏
査
し
、
出
雲
だ
け
で
得
ら
れ
る
資
料
を
集
め
た
。
こ
れ
も
、
日
文
研
が
可
能
に
し
て
く
れ
た
。

要
約
し
て
言
え
ば
、
私
の
思
い
出
で
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
日
本
研
究
の
た
め
の
理
想
的

な
環
境
で
あ
っ
た
。

（
米
国
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
教
授
）
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日
文
研
思
い
出
の
あ
れ
こ
れ

ブ
ラ
イ
ア
ン
・
パ
ウ
エ
ル

私
の
日
文
研
の
思
い
出
は
ず
い
ぶ
ん
昔
に
さ
か
の
ぼ
る
。
初
め
の
方
の
は
今
で
は
少
し
か
す
ん
で
い
る
。
最

初
に
訪
問
し
た
の
は
建
物
が
完
成
す
る
前
、
一
九
八
七
年
だ
っ
た
と
思
う
。
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
横
山

俊
夫
京
都
大
学
教
授
で
、
園
田
英
弘
先
生
と
白
幡
洋
三
郎
先
生
の
二
人
が
日
文
研
の
目
的
に
つ
い
て
説
明
し
て

く
れ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
着
い
た
時
に
は
既
に
暗
く
な
っ
て
い
て
、
日
文
研
は
無
人
の
野
の
真
ん
中
に
あ
る

よ
う
に
思
え
た
。

し
か
し
日
文
研
が
日
本
の
話
題
を
研
究
し
て
い
る
外
国
の
大
学
人
、
研
究
者
に
多
く
の
機
会
を
与
え
よ
う
と

し
て
い
る
と
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
た
。
翌
年
の
一
九
八
八
年
、
英
国
日
本
研
究
協
会
（
Ｂ
Ａ
Ｊ
Ｓ
）
の
会
長
に

選
ば
れ
、
そ
の
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
日
文
研
の
事
業
を
会
員
に
紹
介
し
よ
う
と
決
心
し
た
。
国
際
交
流
基
金

の
お
か
げ
で
翌
一
九
八
九
年
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
キ
ー
ブ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
で
開
か
れ
た
Ｂ
Ａ
Ｊ
Ｓ
の
学
会

に
日
本
か
ら
学
者
を
一
人
招
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
日
文
研
に
適
当
な
学
者
を
派
遣
し

て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
と
園
田
先
生
と
相
談
す
る
よ
う
に
理
事
会
よ
り
頼
ま
れ
た
。

今
は
亡
き
埴
原
和
郎
先
生
が
そ
の
時
に
は
日
文
研
代
表
の
学
者
と
し
て
選
ば
れ
て
や
っ
て
き
た
。
当
時
の
Ｂ

Ａ
Ｊ
Ｓ
事
務
長
は
、
彼
を
非
常
に
礼
儀
正
し
い
人
物
で
、
カ
レ
ッ
ジ
制
大
学
で
あ
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

が
ど
う
組
織
さ
れ
て
い
る
の
か
に
興
味
を
示
し
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
埴
原
先
生
は
学
会
の
全
体
で
刺
激
的
な

講
演
を
行
い
、
多
く
の
Ｂ
Ａ
Ｊ
Ｓ
会
員
に
日
文
研
の
仕
事
と
施
設
に
つ
い
て
語
っ
た
。
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日
文
研
と
の
次
の
接
触
は
二
〇
〇
三
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
研
究
協
会
（
Ｅ
Ａ
Ｊ
Ｓ
）
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
会

だ
っ
た
。
学
会
は
中
欧
・
東
欧
の
日
本
研
究
と
い
う
テ
ー
マ
の
プ
レ
会
議
か
ら
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
Ｅ
Ａ
Ｊ
Ｓ

で
も
っ
と
進
め
る
べ
き
だ
と
前
々
か
ら
考
え
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
日
文
研
が
共
催
し
た
の
を
喜
ん
だ
。

白
幡
教
授
は
大
観
客
の
前
で
挨
拶
し
、
日
文
研
が
中
欧
・
東
欧
の
学
者
に
よ
る
日
本
研
究
に
関
心
を
持
っ
て
い

る
と
強
く
語
っ
た
。

二
〇
〇
五
年
に
は
ウ
ィ
ー
ン
で
Ｅ
Ａ
Ｊ
Ｓ
学
会
が
開
催
さ
れ
、
過
去
最
大
規
模
の
七
〇
〇
名
以
上
の
参
加
者

を
数
え
た
。
こ
の
時
に
は
日
文
研
は
「
協
力
的
な
環
境
に
お
け
る
独
創
的
な
学
問
　
日
文
研
の
研
究
」
と
英
語

で
銘
打
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
持
ち
、
多
く
の
出
席
者
を
集
め
た
。
そ
し
て
白
幡
先
生
を
リ
ー
ダ
ー
に
し
た

チ
ー
ム
が
日
文
研
で
行
わ
れ
て
い
る
研
究
の
多
様
性
を
う
ま
く
伝
え
、
そ
の
豊
富
な
電
子
資
料
に
関
す
る
目
覚

ま
し
い
解
説
を
行
っ
た
。
そ
の
間
Ｅ
Ａ
Ｊ
Ｓ
の
会
長
と
な
っ
た
私
は
、
日
文
研
に
こ
の
催
し
を
主
催
す
る
手
間

を
か
け
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
協
会
か
ら
の
感
謝
の
意
を
表
す
こ
と
が
で
き
て
嬉
し
か
っ
た
。

二
〇
〇
六
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
私
自
身
、
外
国
人
研
究
員
と
し
て
六
ヶ
月
間
、
日
文
研
の
研
究
活
動
に
参

加
で
き
た
。
私
の
印
象
は
そ
こ
で
研
究
休
暇
を
取
っ
た
こ
と
の
あ
る
世
界
中
の
数
多
い
学
者
の
印
象
と
非
常
に

似
て
い
る
と
想
像
す
る
。
ま
ず
図
書
館
の
資
料
と
有
能
で
協
力
的
な
図
書
館
員
に
驚
い
た
。
コ
モ
ン
ル
ー
ム
の

ス
タ
ッ
フ
の
好
意
に
魅
惑
さ
れ
た
。
訪
問
者
の
滞
在
を
で
き
る
か
ぎ
り
実
り
多
く
、
ま
た
完
璧
に
し
よ
う
と
努

め
る
信
頼
お
け
る
事
務
ス
タ
ッ
フ
へ
の
賞
賛
の
気
持
ち
も
尽
き
な
い
。
と
り
わ
け
日
文
研
教
員
が
立
ち
上
げ
て

い
る
研
究
会
が
、
非
常
に
幅
広
い
テ
ー
マ
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。
ど
の
研
究
会
に
参
加
し

よ
う
か
決
め
る
の
が
む
ず
か
し
い
ほ
ど
興
味
深
い
研
究
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。

私
の
六
ヶ
月
の
研
究
は
い
く
つ
も
の
非
常
に
楽
し
い
外
出
で
区
切
り
を
つ
け
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
白
幡
先
生

と
一
日
田
舎
を
回
り
、
農
業
の
方
式
を
観
察
し
、
現
在
の
農
民
と
実
際
に
会
っ
た
こ
と
。
早
川
聞
多
先
生
の
ご
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招
待
で
、
ジ
ョ
セ
フ
・
キ
ブ
ル
ツ
先
生
と
嵐
山
の
川
で
夜
の
鵜
飼
い
を
見
に
ご
一
緒
し
た
こ
と
、
他
の
客
員
研

究
員
や
事
務
ス
タ
ッ
フ
が
主
催
す
る
京
都
市
内
観
光
に
何
度
か
出
か
け
た
こ
と
。
そ
の
他
、
三
〇
分
で
も
時
間

が
あ
れ
ば
、
日
文
研
を
離
れ
て
す
ぐ
に
美
し
い
環
境
の
な
か
を
散
歩
で
き
た
。

客
員
研
究
員
に
と
っ
て
は
、
本
務
校
で
の
事
務
の
責
任
や
重
荷
を
忘
れ
て
い
ら
れ
る
天
国
の
よ
う
な
と
こ
ろ

だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
日
文
研
自
身
の
教
員
と
は
違
う
。
中
心
の
建
物
は
全
員
が
コ
モ
ン
ル
ー
ム
を
通
ら

な
い
と
個
人
の
研
究
室
に
行
け
な
い
よ
う
な
構
造
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
と
聞
い
た
。
そ
の
目
的
は
教
授
や
他
の

研
究
者
が
会
議
や
セ
ミ
ナ
ー
以
外
で
も
、
時
々
は
気
楽
に
会
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
、
こ
の
建
築
の
特
徴
を

決
め
た
人
の
頭
に
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
カ
レ
ッ
ジ
が
あ
っ
た
と
教
え
ら
れ
た
。
私
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
日

文
研
で
は
あ
ま
り
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
た
。
コ
モ
ン
ル
ー
ム
を
通
る
と
き
に
ほ
と
ん
ど
誰
も

い
な
い
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
日
文
研
の
コ
モ
ン
ル
ー
ム
文
化
は
、
過
去
二
〇
年
間
に
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
で
も
起
き
た
こ
と
の
よ
う
に
思
う
。
カ
レ
ッ
ジ
の
教
員
は
あ
ま
り
に
多
忙
に
な
っ
た
た
め
、
コ
モ
ン

ル
ー
ム
に
立
ち
寄
り
、
新
聞
・
週
刊
誌
・
月
刊
誌
の
大
き
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
読
ん
だ
り
、
同
僚
と
お
し
ゃ
べ

り
し
た
り
、
と
い
っ
た
そ
の
設
備
を
使
い
に
く
く
な
っ
た
。
二
一
世
紀
の
初
め
、
私
が
所
属
し
た
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
の
キ
ー
ブ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
で
も
一
日
の
大
部
分
、
コ
モ
ン
ル
ー
ム
に
は
人
気
が
な
か
っ
た
。
し
か
し

次
の
よ
う
な
例
外
も
あ
っ
た
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
カ
レ
ッ
ジ
で
は
コ
モ
ン
ル
ー
ム
は
コ
モ
ン
テ
ー
ブ
ル
に
よ
っ
て
補
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
コ
モ
ン
テ
ー
ブ
ル
は
共
同
体
の
感
覚
強
化
の
重
要
性
を
象
徴
す
る
用
語
で
、
無
料
で
簡
単
な
食
事
が
カ

レ
ッ
ジ
所
属
の
教
員
と
研
究
員
に
ふ
る
ま
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
三
〇
分
以
上
か
け
る
者
も
い
れ
ば
、
一
〇
分

で
済
ま
せ
る
者
も
い
る
。
し
か
し
全
員
が
同
僚
と
コ
モ
ン
テ
ー
ブ
ル
に
つ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
食
事
の
一

部
分
と
大
半
に
考
え
ら
れ
て
い
る
コ
ー
ヒ
ー
は
、
コ
モ
ン
ル
ー
ム
で
食
後
に
な
ら
な
い
と
出
て
こ
な
い
。
日
文
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研
滞
在
の
頃
、
そ
れ
と
似
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
コ
モ
ン
ル
ー
ム
は
当
初
の
目
的
を
も
っ
と
き
ち
ん
と
果
た
せ
る

だ
ろ
う
と
。
白
幡
先
生
の
退
任
講
演
で
は
日
文
研
教
員
が
今
で
は
事
務
仕
事
の
重
荷
に
直
面
し
て
い
る
と
述
べ

て
い
た
。
だ
か
ら
く
だ
け
た
社
交
の
場
と
い
う
コ
モ
ン
ル
ー
ム
の
役
割
が
非
常
に
低
く
な
っ
て
い
る
に
違
い
な

い
と
思
っ
た
。
も
し
何
と
か
し
て
コ
モ
ン
ル
ー
ム
を
教
員
の
日
々
の
営
み
の
な
か
に
組
み
込
め
た
な
ら
ば
、
教

員
も
訪
問
者
も
利
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

多
く
の
元
客
員
研
究
員
と
同
じ
く
、
日
文
研
時
代
を
非
常
に
懐
か
し
く
思
い
出
し
て
い
る
。
学
者
で
あ
る
妻

の
イ
レ
ー
ナ
と
も
ど
も
幸
せ
な
思
い
出
に
満
ち
て
い
る
。
三
〇
周
年
を
心
よ
り
お
祝
い
し
た
い
。
日
文
研
は
学

問
の
世
界
に
あ
っ
て
特
別
な
何
か
を
創
造
し
た
。
い
つ
ま
で
も
そ
の
仕
事
が
続
き
ま
す
よ
う
に
。

（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
キ
ー
ブ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
名
誉
フ
ェ
ロ
ー
）

原
文
：
英
語

翻
訳
：
細
川
周
平
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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桂
坂
に
て

朴
　
　
　
正
　
一

五
〇
年
ぐ
ら
い
前
に
、
私
は
時
が
ゆ
る
し
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
京
都
に
一
日
で
も
長
く
い
た
い
と
思
っ
た
こ

と
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
五
〇
年
後
に
京
都
に
移
転
し
た
。
三
年
過
ぎ
た
今
、
そ
の
時
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
古
都

に
移
っ
て
来
て
か
ら
、
自
然
を
近
く
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
桂
坂
に
現
れ
る
鹿
や
猿
の
集
団
、
猪
や
美
し
い

声
で
さ
え
ず
る
鶯
な
ど
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
フ
レ
ン
ド
に
な
っ
て
い
っ
た
。
木
の
葉
の
さ
ざ
め
き
や
時

雨
の
雨
音
は
自
然
界
の
諧
調
を
伝
え
て
く
れ
た
。
日
が
沈
み
、
あ
た
り
が
暗
闇
の
中
に
隠
れ
る
頃
、
遥
か
遠
く

に
見
え
る
市
街
地
の
灯
は
、
人
間
界
の
姿
を
宝
石
の
輝
き
の
中
に
包
み
込
ん
で
い
た
。
朝
は
静
か
な
景
色
の
中

に
日
文
研
の
旗
が
揺
ら
め
い
て
い
た
。
構
内
の
中
庭
に
は
石
柱
が
並
び
そ
れ
ら
は
音
楽
的
な
旋
律
を
奏
で
て
い

た
。
小
高
い
塔
の
よ
う
な
構
え
の
あ
る
建
物
は
、
象
徴
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
こ
を
訪
れ
て
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
、
中
東
か
ら
ア
ジ
ア
な
ど
、
世
界
か
ら
訪

れ
て
来
た
碩
学
の
人
々
に
逢
う
こ
と
が
で
き
た
。
私
の
在
職
し
て
い
る
大
学
の
研
究
棟
の
同
じ
階
に
も
数
十
人

の
外
国
人
の
先
生
が
い
る
が
、
顔
を
あ
わ
せ
る
人
は
少
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
一
年
近
く
い
る
間
に
、
い
ろ
ん

な
人
が
集
ま
り
散
じ
て
行
っ
た
が
、
そ
ん
な
間
に
私
も
妻
と
二
人
で
一
年
過
ご
し
た
。

こ
こ
に
い
て
、
研
究
の
場
と
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
を
与
え
て
く
れ
た
。
ま
ず
、
育
ん
で
く
れ
た
自
然

と
の
係
り
の
中
か
ら
、
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
（Sustainability

）
の
考
え
方
を
想
起
し
た
。
ま
た
、
も
の
と
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人
の
移
動
と
い
う
も
の
を
「
盌
」（
わ
ん
）
に
光
を
当
て
て
み
て
み
た
。
人
は
お
茶
で
酔
う
こ
と
は
な
い
が
、

茶
碗
に
酔
う
人
は
多
く
い
る
。
就
中
、
一
、
井
戸
、
二
、
楽
、
三
、
唐
津
と
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
。
京
都
の

北
山
や
東
山
文
化
は
天
目
茶
碗
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
侘
茶
が
広
が
る
よ
う
に
な
る
と
、
高
麗
茶
碗
が
注
目
さ

れ
出
し
た
。
所
謂
、
高
麗
茶
碗
は
朝
鮮
の
地
方
の
民
窯
で
焼
か
れ
た
も
の
が
、
日
本
に
伝
世
し
て
い
っ
た
も
の

だ
が
、
当
時
の
数
寄
人
や
大
名
な
ど
に
見
立
て
ら
れ
て
、
新
し
い
価
値
観
を
持
た
れ
、
愛
さ
れ
、
人
々
か
ら
尊

敬
さ
れ
て
い
っ
た
。
井
戸
茶
碗
は
、
天
に
向
か
う
線
と
、
波
打
つ
横
の
線
が
あ
っ
て
、
前
者
は
内
側
に
向
か
う

力
と
外
側
へ
の
力
の
均
衡
が
あ
り
、
後
者
は
ま
る
で
水
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
だ
。
無
作
為
の
作
為
に
よ
る
も
の

で
侘
茶
の
無
作
為
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
フ
ァ
ジ
ィ
（fuzzy

）
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
「
盌
」

に
は
そ
う
い
う
特
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
定
規
で
計
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
遊
び
の
空
間
の
あ

る
そ
ん
な
中
か
ら
、
新
た
な
創
造
が
生
ま
れ
出
る
よ
う
な
ほ
っ
と
し
た
不
思
議
な
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、

日
本
語
の
造
語
力
の
凄
ま
じ
さ
は
驚
愕
に
値
す
る
。
例
え
ば
、
井
戸
、
伊
羅
保
、
三
島
、
呉
器
、
熊
川
、
な
ど

に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
更
に
、
細
分
類
さ
れ
、
因
み
に
、
井
戸
は
大
井
戸
、
青
井
戸
、
小
井
戸
、

井
戸
脇
、
小
貫
入
が
あ
る
。
伊
羅
保
だ
っ
た
ら
、
古
伊
羅
保
、
黄
伊
羅
保
、
釘
彫
伊
羅
保
、
伊
羅
保
片
身
替
と

い
っ
た
具
合
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
井
戸
茶
碗
は
、
私
た
ち
の
国
で
は
二
〇
世
紀
の
後
半
に
で
き
た
ネ
ー
ミ

ン
グ
で
は
「
粗
質
白
磁
」
で
あ
り
、
二
〇
世
紀
の
前
半
の
用
例
は
「
粗
体
白
磁
」
で
あ
っ
た
。
何
故
伊
羅
保
と

呼
称
さ
れ
る
の
か
は
、
多
少
の
説
明
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
抑
々
、
韓
国
で
は
、
ク
ル
（
그
릇
）、
サ

バ
ル
（
사
발
）、
サ
ギ
（
사
기
、
沙
器
）、
ト
ジ
ャ
ギ
（
도
자
기
、
陶
磁
器
）、
ワ
ン
（
완
、
碗
、
盌
、
椀
）
と

い
っ
た
言
葉
が
あ
る
が
、
お
茶
の
も
の
だ
っ
た
ら
チ
ヤ
ク
ル
（
찻
그
릇
）、
チ
ヤ
サ
バ
ル
（
찻
사
발
）
な
ど
が

よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
日
本
語
の
用
法
の
よ
う
な
茶
碗
の
趣
に
よ
っ
て
ネ
ー
ミ
ン
グ
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
高

麗
青
磁
の
関
連
で
緑
青
磁
を
「
粗
質
青
磁
」
と
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
熟
慮
が
必
要
だ
。
更
に
、
圧
巻
で
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あ
る
井
戸
は
謎
が
多
い
。
単
な
る
「
盌
」
だ
け
で
は
な
く
、
茶
会
記
や
箱
書
き
を
見
る
と
伝
世
品
を
通
し
て
、

遼
々
た
る
歴
史
が
感
じ
ら
れ
る
。
昨
今
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
の
趨
勢
が
み
ら
れ
る
が
、
理
論
や
計
算
な

ど
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
社
会
や
世
界
に
は
、
こ
の
よ
う
な
時
空
が
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
の

根
源
に
あ
る
も
の
を
認
め
合
い
、
尊
び
、
共
感
し
合
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
生
に

於
い
て
、
気
に
入
っ
た
「
盌
」
と
一
つ
で
も
巡
り
合
い
た
い
も
の
だ
。

桂
坂
か
ら
離
れ
て
帰
国
し
、
ま
た
元
の
モ
ー
ド
に
戻
っ
た
が
、
桂
坂
で
の
こ
と
は
い
つ
迄
も
忘
れ
な
い
だ
ろ

う
。
明
日
も
井
戸
の
謎
を
求
め
て
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
宝
探
し
に
出
掛
け
る
つ
も
り
だ
。

（
釜
山
外
国
大
学
校
日
本
語
創
造
融
合
学
部
教
授
）
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国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
創
立
の
頃 

歴
史
人
口
学
・
家
族
史
の
国
際
比
較
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
出
発

速
　
水
　
　
　
融

慶
應
義
塾
大
学
で
経
済
学
部
長
を
仰
せ
つ
か
っ
て
い
た
一
九
八
九
年
の
あ
る
日
、
突
然
梅
原
猛
先
生
か
ら
連

絡
を
受
け
た
。
ど
う
い
う
用
件
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
帝
国
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
で
お
会
い
す
る
と
、
な
ん
と
「
速

水
さ
ん
、
新
し
く
京
都
に
で
き
る
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
移
っ
て
来
ま
せ
ん
か
」
と
い
き
な
り
言
わ

れ
、
驚
倒
し
た
。

私
は
理
論
経
済
学
か
ら
離
れ
、
経
済
史
か
ら
も
一
歩
抜
け
だ
し
、
だ
い
ぶ
前
か
ら
歴
史
人
口
学
を
自
分
の
研

究
分
野
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
も
し
日
文
研
が
経
済
学
、
あ
る
い
は
経
済
史
の
ポ
ス
ト
の
適
任
者
を
求

め
ら
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
自
分
に
は
到
底
勤
ま
ら
な
い
と
申
し
上
げ
た
。

数
日
後
、
な
ん
と
梅
原
先
生
が
三
田
の
私
の
研
究
室
に
来
ら
れ
た
。
当
時
、
私
は
全
国
の
江
戸
時
代
の
人
口

史
料
―
多
く
は
「
宗
門
改
帳
」
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
収
集
し
、
そ
れ
を
整
理
用
紙
に
転
記
し
、
人
口
統
計

を
作
る
と
い
う
作
業
を
大
学
院
生
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
々
と
共
に
進
め
て
い
た
の
で
、
か
な
り
広
い
面
積
の
研

究
室
を
使
っ
て
い
た
。
そ
し
て
生
意
気
に
も
「
私
の
研
究
に
は
、
こ
れ
だ
け
の
人
員
、
広
い
部
屋
が
要
る
の
で

す
」
と
説
明
し
た
。
先
生
は
、
そ
の
時
は
何
も
言
わ
ず
に
お
帰
り
に
な
り
、
数
日
た
っ
て
ま
た
電
話
で
、「
速

水
さ
ん
、
ぜ
ひ
日
文
研
に
来
て
下
さ
い
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
あ
大
変
、
真
剣
に
悩
む
事
に
な
っ
た
。
学
部
長
の
職
を
途
中
で
や
め
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
相
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談
す
べ
き
野
村
兼
太
郎
・
高
村
象
平
両
先
生
は
も
う
逝
か
れ
て
い
る
。
私
は
思
い
切
っ
て
石
川
忠
雄
塾
長
に
相

談
し
た
。
塾
長
は
、
私
も
日
文
研
が
で
き
る
と
き
多
少
係
わ
り
ま
し
て
ね
、
と
無
縁
で
は
な
い
こ
と
を
言
わ
れ

た
。
し
か
し
、
学
部
長
の
任
期
を
勤
め
る
事
は
き
つ
く
申
さ
れ
た
。
ま
た
、「
移
る
な
ら
日
文
研
に
塾
の
学
問

を
持
っ
て
行
っ
て
下
さ
い
」
と
励
ま
し
の
言
葉
も
戴
い
た
。
こ
れ
で
私
の
気
持
ち
は
治
ま
っ
た
。

国
立
の
研
究
機
関
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
、
想
像
も
出
来
な
か
っ
た
。
実
は
大
型
の
研
究
費
が

交
付
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
状
況
だ
っ
た
の
で
、
研
究
に
専
念
で
き
る
な
ら
定
年
ま
で
の
貴
重
な
五
年
半
を
思

い
切
り
歴
史
人
口
学
に
打
ち
込
め
る
、
と
考
え
る
に
至
っ
た
の
が
何
よ
り
も
大
き
か
っ
た
。

か
く
て
私
は
定
年
前
五
年
半
（
選
任
）
プ
ラ
ス
も
う
五
年
（
兼
任
）、
併
せ
て
一
〇
年
あ
ま
り
、
二
〇
世
紀

最
後
の
一
〇
年
間
を
京
都
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
時
に
一
九
八
九
年
九
月
末
、
三
五
年
半
に
及
ぶ
慶
應
義
塾

大
学
を
辞
し
、
京
都
の
日
文
研
に
移
る
事
に
な
る
。
六
〇
歳
寸
前
の
こ
と
だ
っ
た
。

京
都
へ
来
て
み
る
と
日
文
研
は
ま
だ
仮
の
住
ま
い
で
、
本
建
築
が
で
き
る
ま
で
は
専
ら
「
京
都
」
を
知
る
べ

く
、
町
中
を
回
る
こ
と
に
し
た
。
京
都
に
は
他
に
は
な
い
「
文
化
財
」
の
集
積
が
あ
る
。
そ
れ
は
梅
小
路
蒸
気

機
関
車
館
で
あ
る
。
何
し
ろ
私
は
幼
稚
園
時
代
に
、
日
光
駅
で
初
め
て
目
の
前
を
仕
業
す
る
「
ロ
コ
モ
ー
」
に

取
り
つ
か
れ
、
ダ
ダ
を
こ
ね
て
日
光
見
物
を
せ
ず
、
誰
か
に
付
い
て
貰
っ
て
駅
の
傍
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
「
三

つ
子
の
魂
」
の
持
ち
主
で
あ
る
。

京
都
に
赴
任
し
た
頃
に
は
、
も
う
蒸
気
機
関
車
は
リ
タ
イ
ヤ
し
て
、
所
々
で
「
見
世
物
」
的
に
運
転
さ
れ
て

い
る
状
態
だ
っ
た
が
、
私
は
そ
れ
に
は
堪
え
ら
れ
ず
、
動
か
な
く
て
も
い
い
か
ら
、
昔
日
の
ロ
コ
モ
ー
を
多
種

揃
え
る
梅
小
路
こ
そ
蒸
気
機
関
車
の
聖
地
だ
と
思
っ
て
き
た
。
何
は
お
い
て
も
ま
ず
訪
れ
、
敬
意
を
表
す
べ
き

で
あ
る
。
最
初
が
同
じ
「
梅
」
の
字
で
あ
る
こ
と
に
免
じ
て
お
許
し
を
乞
お
う
。
も
う
一
つ
の
「
梅
―
梅
」
連

関
で
あ
る
。



140

一
九
九
〇
年
四
月
、
研
究
室
棟
が
完
成
し
た
。
私
の
研
究
室
（
個
室
）
は
南
側
に
あ
り
、
京
都
の
街
か
ら
す

れ
ば
西
側
の
、
い
わ
ゆ
る
西
山
の
山
裾
ま
で
見
え
る
絶
景
が
目
の
前
に
広
が
る
特
等
席
で
あ
っ
た
。
東
京
で

は
、
窓
か
ら
み
え
る
の
は
水
平
と
垂
直
、
つ
ま
り
直
角
か
ら
な
る
風
景
で
あ
る
が
、
日
文
研
の
研
究
室
か
ら

は
、
目
の
前
に
斜
め
の
稜
線
が
横
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
斜
め
も
決
し
て
直
線
で
は
な
く
、
や
わ
ら
か

に
ふ
く
ら
ん
だ
り
、
へ
こ
ん
だ
り
し
て
い
る
。
要
す
る
に
不
規
則
な
「
な
な
め
」
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
不
規

則
性
が
目
の
前
に
展
開
す
る
場
所
で
、
日
の
あ
る
間
の
大
部
分
を
過
ご
す
の
は
生
ま
れ
て
初
め
て
の
経
験
で
あ

り
、
ま
ず
仕
事
を
始
め
る
前
に
、
斜
め
読
み
な
ら
ぬ
風
景
の
斜
め
ぶ
り
を
ゆ
っ
く
り
楽
し
む
こ
と
に
し
た
。

そ
の
な
な
め
の
見
え
る
部
屋
に
長
く
愛
用
し
て
い
る
愛
用
し
て
い
る
キ
ャ
ノ
ワ
ー
ド
四
五
と
い
う
ワ
ー
プ
ロ

機
を
置
き
、
持
っ
て
き
た
図
書
資
料
類
を
並
べ
、
私
個
人
の
研
究
室
は
整
っ
た
。
そ
し
て
嬉
し
い
こ
と
に
、

一
九
九
一
年
度
よ
り
五
年
間
の
大
型
研
究
費
（
創
成
的
研
究
）
が
採
択
さ
れ
、
九
〇
年
度
は
そ
の
準
備
費
と
し

て
な
に
が
し
か
の
研
究
費
も
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。「
創
成
的
」
と
は
、
文
部
省
が
毎
年
一
件
に
限
っ
て

採
択
し
て
い
る
研
究
費
で
、
毎
年
一
億
円
、
五
年
間
を
基
本
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
当
該
研
究
分
野
の
飛
躍
的

発
展
が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
研
究
を
国
際
的
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
る
べ
く
、

国
外
の
研
究
者
と
メ
ン
バ
ー
を
組
ん
だ
り
、
国
際
学
会
で
報
告
し
た
り
す
る
こ
と
を
大
い
に
奨
励
し
て
い
た
。

と
い
う
こ
と
で
、
一
九
九
〇
年
は
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
構
築
す
べ
き
一
年
と
な
っ
た
。
ま
ず
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
が
、
私
一
人
で
は
手
に
余
る
。
と
く
に
家
族
の
史
的
研
究
を
進
め
て
い
る
方
に
是
非
来
て
戴

き
た
い
。
東
大
を
出
て
、
そ
の
時
点
で
は
同
志
社
の
女
子
大
学
で
教
鞭
を
と
ら
れ
て
い
る
落
合
恵
美
子
さ
ん
が

適
任
で
は
な
い
か
と
考
え
、
九
四
年
か
ら
日
文
研
の
専
任
と
し
て
来
て
戴
く
こ
と
に
な
っ
た
。
落
合
さ
ん
は
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
後
、
京
都
大
学
文
学
部
に
移
ら
れ
、
ご
自
身
の
ア
ジ
ア
家
屋
史
研
究
と
と
も
に
、
多
く
の

若
手
研
究
者
を
育
て
ら
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
こ
の
研
究
で
は
大
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
る
大
量
デ
ー
タ
の
処
理
が
不
可
欠
で
あ
る
。
幸
い
日
文

研
に
は
小
野
芳
彦
助
教
授
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
専
門
家
と
し
て
居
ら
れ
た
。

さ
ら
に
幸
運
だ
っ
た
の
は
、
日
文
研
が
助
手
の
ポ
ス
ト
で
一
人
公
募
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。
シ
ア
ト
ル
市
に

あ
る
州
立
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
で
学
位
を
得
た
社
会
学
の
黒
須
里
美
さ
ん
が
採
用
さ
れ
た
。
私
は
こ
の
人
な
ら

ば
、
英
語
は
堪
能
だ
ろ
う
し
、
社
会
学
で
も
実
証
的
研
究
な
ら
ば
立
ち
上
げ
る
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
適
任
だ

ろ
う
、
と
考
え
、
強
く
推
挙
し
た
。
現
在
黒
須
さ
ん
は
母
校
麗
澤
大
学
で
大
学
院
委
員
長
を
つ
と
め
、
比
較
人

口
・
家
族
史
研
究
の
事
務
局
長
と
し
て
国
際
的
な
活
動
を
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
歴
史
人
口
学
・
家
族
史
研
究

の
セ
ン
タ
ー
は
麗
澤
大
学
に
あ
る
、
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
ポ
ー
リ
ン
・
ケ
ン
ト
さ
ん
と
と
も
に
、
助
手
と

し
て
、
こ
の
上
な
い
協
力
者
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
本
陣
は
整
っ
た
。
よ
り
難
し
い
の
は
、
国
外
の
研
究
者
を
決
め
る
こ
と
で
あ

る
。
国
内
を
含
め
、
一
人
一
人
名
前
を
挙
げ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
メ
ン
バ
ー
に
入
っ
て
戴
い
た
か
を
述
べ
る
こ

と
は
避
け
、
な
ぜ
日
本
を
含
ん
で
五
つ
の
国
が
研
究
対
象
と
な
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

フ
ラ
ン
ス
で
始
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
渡
っ
た
歴
史
人
口
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
な
ら
ば
、
ど
こ
に
で
も
あ

る
教
区
簿
冊
（Parish R

egister

）
を
用
い
、
特
に
ル
イ
・
ア
ン
リ
の
考
案
し
た
家
族
復
元
法
（Fam

ily 

R
econstitution

）
を
用
い
、
出
生
と
死
亡
、
結
婚
に
関
す
る
人
口
学
的
指
標
の
検
出
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
家
族
・
世
帯
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
グ
ル
ー
プ
を
創
設
し
た

ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ス
レ
ッ
ト
は
、
戸
籍
簿
型
の
資
料
の
発
掘
に
力
を
入
れ
た
の
も
、
教
区
簿
冊
だ
け
で
は
限
界
が

あ
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
人
口
・
家
族
比
較
史
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
は
、
最
初
か
ら
、
人
口
学
的
観
察
に

と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
家
族
・
世
帯
の
在
り
方
や
変
化
の
分
る
史
料
を
有
す
る
国
・
地
域
を
対
象
と
し
た
の
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で
、
日
本
の
他
、
中
国
（
遼
寧
省
）、
イ
タ
リ
ア
（
北
部
）、
ベ
ル
ギ
ー
（
リ
エ
ー
ジ
ュ
近
傍
）、
ス
エ
ー
デ
ン

（
最
南
端
）
の
計
五
つ
の
社
会
で
あ
る
。
日
本
以
外
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
あ
る
部
分
で
あ
っ
て
、
国
の
名

を
つ
け
て
呼
ぶ
こ
と
は
は
ば
か
ら
れ
る
。
そ
の
日
本
で
も
、
研
究
目
的
に
沿
っ
て
利
用
可
能
な
の
は
、
北
か
ら

会
津
藩
領
、
奥
州
二
本
松
藩
領
、
信
州
諏
訪
藩
領
、
天
領
大
垣
藩
預
り
地
、
長
崎
近
傍
の
一
村
落
、
天
草
一
村

落
と
い
う
よ
う
に
バ
ラ
バ
ラ
に
散
っ
て
い
る
。
現
時
点
に
お
け
る
史
料
調
査
の
結
果
、
最
も
研
究
目
的
に
か
な

う
も
の
を
抜
き
出
す
と
こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

国
外
の
研
究
者
は
、
準
備
の
一
年
間
に
直
接
お
目
に
か
か
っ
て
、
こ
ち
ら
の
意
図
も
伝
え
る
べ
く
、
勤
務
校

ま
た
は
学
会
報
告
の
場
に
出
向
い
て
研
究
チ
ー
ム
の
編
成
を
行
っ
た
。

ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
に
あ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
工
科
大
学
（C

altech

）
へ
ジ
ェ
ー
ム

ス
・
Ｚ
・
リ
ー
教
授
を
訪
ね
、
清
朝
期
遼
寧
省
の
人
口
調
査
簿
を
拝
見
し
、
そ
の
整
理
分
析
法
も
知
る
こ
と
が

で
き
た
。
同
じ
漢
字
文
化
圏
な
の
で
、
史
料
は
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。
こ
ち
ら
の
「E

urasia Population and 

Fam
ily H

istory P
roject

」
の
趣
旨
を
説
明
し
、
是
非
参
加
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
請
に
快
諾
し
て
戴
い
た
。

ボ
ル
チ
モ
ア
で
開
か
れ
て
い
た
学
会
に
出
席
さ
れ
て
い
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
大
学
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ル
タ
ー
教
授

は
、
ベ
ル
ギ
ー
・
リ
エ
ー
ジ
ュ
付
近
の
一
九
世
紀
の
戸
籍
簿
型
史
料
を
用
い
て
リ
エ
ー
ジ
ュ
近
傍
の
歴
史
人
口

学
研
究
を
進
め
て
居
ら
れ
る
方
だ
が
、
そ
の
学
会
に
出
て
、
そ
こ
で
同
様
の
お
願
い
を
し
、
快
諾
を
得
た
。
さ

ら
に
、
ス
エ
ー
デ
ン
南
部
の
研
究
を
進
め
ら
れ
て
い
る
ル
ン
ト
大
学
の
ト
ミ
ー
・
ベ
ン
グ
ツ
ォ
ン
教
授
は
、
大

学
に
彼
を
訪
問
し
、
同
様
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
参
加
を
勧
誘
し
、
快
諾
を
得
た
。
こ
こ
で
は
、
教
会
の
全
教

区
民
を
対
象
と
す
る
識
字
試
験
簿
（
聖
書
の
読
解
力
を
調
査
す
るE

xam
ination R

egister

を
人
口
調
査
史
料

と
し
て
い
る
）
を
基
礎
史
料
と
し
て
居
り
、
原
史
料
を
見
せ
て
戴
い
た
。

も
う
一
国
、
イ
タ
リ
ア
に
は
行
け
な
か
っ
た
が
、
人
口
学
の
大
家
Ｍ
・
リ
ヴ
ィ
・
バ
ッ
チ
教
授
に
事
情
を
書



143

簡
で
訴
え
た
と
こ
ろ
、
マ
ル
コ
・
ブ
レ
ス
キ
教
授
を
中
心
と
す
る
研
究
者
数
名
が
、
戸
籍
簿
型
の
史
料
を
用
い

て
研
究
を
始
め
て
い
る
事
を
知
ら
せ
て
戴
い
た
。
利
用
史
料
は
、
教
区
簿
冊
と
教
会
へ
来
る
者
の
家
族
の
記
録

Status A
nim

arum

（
魂
の
記
録
）
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
を
歴
史
人
口
学
の
先
進
国
だ
と
す
る
と
、
我
々
が
対
象
と
な
る
地
域
を
研
究
す
る
研

究
者
の
勤
務
先
は
、
先
進
国
で
は
な
い
。
し
か
し
、
先
進
国
に
は
な
か
っ
た
人
口
と
家
族
を
結
合
し
て
捉
え
、

意
識
的
で
は
な
い
が
、
人
口
学
や
統
計
学
を
駆
使
し
て
一
挙
に
先
進
国
入
り
を
す
る
研
究
集
団
と
い
う
装
い
を

ま
と
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
五
つ
の
社
会
で
作
成
さ
れ
た
人
口
調
査
簿
は
、
も
ち
ろ
ん
今
日
の
国
勢
調
査
や
行
政
資
料
と
比
べ
正

確
度
は
落
ち
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
住
民
台
帳
型
史
料
と
し
て
共
通
点
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
な
る
べ
く
長
い

期
間
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
良
質
の
史
料
を
、
多
く
の
地
点
に
つ
い
て
収
集
し
、
た
と
え
ばevent history analy-

sis

の
よ
う
な
手
法
を
用
い
て
比
較
史
的
に
分
析
す
れ
ば
、
ア
ジ
ア
の
二
社
会
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
社
会
の
歴

史
人
口
学
お
よ
び
家
族
史
の
比
較
研
究
が
出
来
る
。

か
く
て
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
国
際
研
究
チ
ー
ム
に
よ
る
共
同
研
究
の
中
心
と
な
っ
た
。
日

本
国
内
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
参
加
メ
ン
バ
ー
三
五
名
、
研
究
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
下
さ
る
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
々
も
決

ま
っ
た
。
一
九
九
〇
年
四
月
、
新
し
い
建
物
が
次
々
完
成
す
る
な
か
、
多
分
最
も
広
い
部
屋
を
頂
戴
し
、
私

は
、
気
に
入
っ
て
い
る
ダ
ン
テ
『
神
曲
―
地
獄
篇
　
第
三
歌
』「L

asciate ogni speranza, voi, ch ’entrate!

（
こ
こ
を
く
ぐ
る
者
　
す
べ
て
の
希
望
を
捨
て
よ
）」
を
記
し
た
横
幕
を
部
屋
の
入
り
口
に
掲
げ
、
歴
史
人
口
学

へ
の
途
が
如
何
に
困
難
な
も
の
で
あ
る
か
を
全
員
に
言
い
聞
か
せ
つ
つ
、
本
格
的
研
究
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た

の
で
あ
る
。
梅
原
猛
先
生
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
）
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ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
た
中
心
地

ゲ
ル
ガ
ナ
・
ペ
ト
コ
ー
ヴ
ァ

ブ
ル
ガ
リ
ア
の
日
本
研
究
は
一
九
六
〇
年
末
に
外
国
の
大
学
か
ら
帰
国
し
た
最
初
の
留
学
生
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
、
彼
ら
は
新
し
い
学
術
分
野
を
確
立
し
、
知
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
を
築
い
た
。
東
欧
の
国
に
お
け

る
こ
う
し
た
学
術
的
な
革
新
の
必
要
性
に
は
政
治
的
戦
略
、
知
的
交
流
、
文
化
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、
経
済
計
画
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
理
由
か
ら
説
明
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
つ
確
実
な
こ

と
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
は
何
十
年
に
も
わ
た
っ
て
日
本
に
対
し
て
非
常
に
良
い
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
、
日
本
文
化
へ

の
関
心
は
五
〇
年
間
た
え
ず
上
昇
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

日
本
研
究
が
生
ま
れ
る
最
初
の
数
歩
は
語
学
的
な
学
問
分
野
が
政
治
的
な
変
化
と
経
済
的
な
乱
流
の
迷
宮
か

ら
踏
み
出
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
ス
テ
ッ
プ
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
大
学
の
学
問
（
ア
カ
デ
ミ
ア
）
が
ど
れ
だ

け
日
々
の
興
味
の
結
果
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
最
初
の
波
か
ら
何
十
年
た
っ
て
よ
う
や
く
表
面
に
表

れ
る
よ
う
な
も
っ
と
深
層
の
渦
や
流
れ
な
の
か
を
考
え
直
す
よ
い
道
筋
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
文
科
学
の
未
来
に

つ
い
て
決
し
て
終
わ
ら
ぬ
議
論
に
も
関
わ
る
。

ブ
ル
ガ
リ
ア
の
政
治
的
な
変
化
は
一
九
八
九
年
に
起
こ
っ
た
。
一
九
九
〇
年
、
ソ
フ
ィ
ア
大
学
は
最
初
の
日

本
語
学
科
の
最
初
の
常
設
課
程
を
開
い
た
（
そ
の
時
は
五
年
間
の
修
士
課
程
だ
っ
た
が
、
今
は
四
年
間
の
学
士

課
程
を
採
っ
て
い
る
）。
少
数
だ
が
非
常
に
や
る
気
の
あ
る
学
生
を
集
め
、
ゆ
っ
く
り
と
し
か
し
着
実
に
学
問
分

野
が
拓
か
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
国
で
最
も
名
声
が
高
く
人
気
の
あ
る
大
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
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ブ
ル
ガ
リ
ア
の
日
本
学
確
立
の
中
心
人
物
は
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
で
、
当
時
は
若
く
将
来
性
の
高
い
研

究
者
だ
っ
た
が
、
今
で
は
国
境
を
越
え
て
よ
く
知
ら
れ
た
日
本
の
古
典
文
学
の
著
名
な
専
門
家
で
あ
る
。
彼
女

は
日
文
研
を
訪
れ
た
最
初
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
だ
っ
た
。
彼
女
の
名
前
は
今
な
お
賞
賛
と
と
も
に
綴
ら
れ
、
あ
ら

ゆ
る
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
日
本
学
研
究
者
の
尊
敬
を
受
け
て
い
る
。
彼
女
に
続
い
て
訪
れ
た
の
は
エ
ミ
リ
ア
・
ガ
デ

レ
ワ
、
リ
ュ
ド
ミ
ラ
・
ホ
ロ
ド
ヴ
ィ
ッ
チ
、
ボ
イ
カ
・
ツ
ィ
ゴ
ヴ
ァ
で
、
い
ず
れ
も
日
本
学
発
展
に
貢
献
し

た
。
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
東
ア
ジ
ア
言
語
文
化
学
科
長
を
つ
と
め
た
ボ
イ
カ
・
ツ
ィ
ゴ

ヴ
ァ
は
二
度
に
わ
た
っ
て
日
文
研
の
研
究
員
と
な
り
、
学
士
・
修
士
課
程
の
改
善
に
努
め
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
日

本
学
の
競
争
力
を
高
め
、
生
気
を
与
え
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
た
。
最
近
で
は
若
い
世
代
が
バ
ト
ン
を
引
き
継

い
で
い
る
。

ブ
ル
ガ
リ
ア
は
文
献
学
・
言
語
学
の
強
い
学
派
の
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
古
く
は
九
世
紀
の
シ
リ
ル
と

メ
ト
デ
ィ
ウ
ス
の
兄
弟
と
二
人
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
キ
リ
ル
文
字
の
発
明
と
普
及
が
あ
り
、
弟
子
の
な
か
に
は

今
日
の
キ
リ
ル
文
字
の
版
の
発
明
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ク
リ
メ
ン
ト
・
オ
フ
リ
ド
ス
キ
が
い
る
。
新
し
く
は

二
〇
世
紀
の
ツ
ベ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
と
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
（
二
人
は
ソ
フ
ィ
ア
・
聖
ク
リ
メ
ン
ト
・

オ
フ
リ
ド
ス
キ
大
学
卒
業
）
の
学
術
的
貢
献
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ソ
フ
ィ
ア
大
学
の
言
語
学
部
は
現
在
で
は

三
〇
以
上
の
外
国
語
を
非
常
に
高
い
国
際
レ
ベ
ル
で
教
え
て
い
る
。
大
半
の
卒
業
生
は
少
な
く
と
も
三
〇
の
言

語
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
関
し
て
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
に
近
い
能
力
を
身
に
着
け
、
国
際
的
な
環
境
で

キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
い
る
。

し
か
し
私
た
ち
は
乱
流
渦
巻
き
、
頭
を
悩
ま
せ
る
時
代
を
生
き
て
い
る
。
一
体
こ
の
語
学
の
伝
統
は
懐
疑
的

な
人
文
科
学
者
に
よ
っ
て
い
く
ど
も
い
く
ど
も
攻
撃
さ
れ
、
ど
う
や
っ
て
生
き
延
び
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
の
学
生
た
ち
は
今
『
伊
勢
物
語
』
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
中
世
日
本
語
か
ら
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
に
翻
訳
し
て
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い
る
。
そ
し
て
多
面
的
で
多
層
的
で
多
義
的
で
非
常
に
生
き
生
き
し
た
言
葉
に
驚
い
て
い
る
。
そ
れ
は
人
類
普

遍
の
本
性
に
合
っ
た
言
葉
だ
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
。
学
生
た
ち
は
ナ
ル
ト
、
デ
ス
ノ
ー
ト
、
ワ
ン
ピ
ー

ス
、
ピ
カ
チ
ュ
ー
と
と
も
に
育
っ
た
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
・
フ
ァ
ン
だ
が
、
同
時
に
日
本
学
の
勉
強
は
「
よ
り
良

い
人
」
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
勉
強
は
知
的
な
挑
戦
や
楽
し
み
を
も
た
ら
す
と
最
近
の
ア
ン
ケ
ー

ト
で
答
え
て
い
る
。
日
本
に
「
恋
し
て
」
い
る
の
だ
が
、
決
し
て
収
入
の
良
い
将
来
の
キ
ャ
リ
ア
が
待
っ
て
い

る
か
ら
で
は
な
く
（
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
は
め
っ
た
に
な
い
こ
と
だ
が
）、
未
来
の
た
め
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
約
束
し
て

く
れ
る
か
ら
な
の
だ
。
彼
ら
は
大
胆
に
も
訊
い
て
く
る
。「
セ
ン
セ
イ
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
源
氏
や
平
家
を
翻

訳
す
る
の
で
し
ょ
う
か
」。
彼
ら
は
決
し
て
マ
ン
ガ
版
の
翻
訳
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
の

読
者
の
た
め
の
贈
り
物
と
し
て
マ
ン
ガ
も
訳
す
の
を
た
め
ら
っ
て
は
い
な
い
が
。

つ
ま
り
…
…
文
化
と
語
学
の
防
波
堤
を
必
要
と
し
て
い
る
。
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
た
中
心
を
。

私
は
日
文
研
の
活
動
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
二
年
か
ら
の
こ
と
し
か
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
博
士
学
生
の
時
期
、

論
文
審
査
員
だ
っ
た
ク
ロ
プ
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
先
生
を
訪
問
し
た
と
き
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
に
た
と
え
短
期

間
で
も
こ
の
よ
う
な
研
究
所
に
埋
没
で
き
る
よ
う
最
大
限
の
努
力
を
払
お
う
と
決
意
し
た
。
こ
の
決
意
を
実
現

す
る
の
に
一
〇
年
以
上
も
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
し
、
何
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
魅
力
的
だ
っ
た
の
か
を
理
解
す
る
の

に
ほ
と
ん
ど
一
五
年
も
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
事
実
、
日
文
研
は
三
〇
年
間
の
存
在
を
通
し
て
、
つ
ね
に
前
線

に
立
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
前
線
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
最
近
の
共
同
研
究
の
課
題
を
ざ
っ
と
見
渡
す
だ

け
で
わ
か
る
だ
ろ
う
。「
投
企
す
る
古
典
性
―
視
覚
／
大
衆
／
現
代
」、「
多
文
化
間
交
渉
に
お
け
る
「
あ
い
だ
」

の
研
究
」、「3.11

以
後
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
／
『
日
本
文
化
』」
ほ
か
多
数
。
政
治
や
社
会
の
変
化
に
敏
感
で
、

国
の
レ
ベ
ル
を
保
ち
な
が
ら
同
時
に
国
際
性
を
志
向
し
て
い
る
。
業
績
に
貢
献
す
る
と
同
時
に
そ
の
触
媒
と
し

て
機
能
し
て
い
る
。
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日
文
研
は
理
論
を
学
び
共
有
し
発
見
し
拡
散
し
、
協
力
し
再
考
し
疑
問
視
し
発
見
す
る
場
所
で
あ
り
、
伝
統

を
守
り
創
造
す
る
場
所
で
あ
る
。
人
文
科
学
の
未
来
に
と
っ
て
真
に
先
を
見
る
場
所
で
あ
る
。

（
聖
ク
リ
メ
ン
ト
・
オ
フ
リ
ド
ス
キ
大
学
日
本
学
科
）

原
文
：
英
語

翻
訳
：
細
川
周
平
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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日
文
研
　
深
い
衝
撃
を
持
つ
研
究
所

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヘ
バ
ー
ト

三
〇
年
に
わ
た
っ
て
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
文
研
）
は
世
界
中
の
日
本
研
究
の
分
野
に
深
く
、

ま
た
広
範
囲
の
衝
撃
を
与
え
て
き
た
。
日
本
に
関
心
を
持
つ
研
究
者
に
重
要
な
資
料
を
ふ
ん
だ
ん
に
差
し
出

し
、
日
本
の
社
会
文
化
の
遺
産
を
一
般
に
鑑
賞
さ
せ
て
き
た
。
研
究
と
学
会
の
た
め
の
私
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
旅

の
な
か
で
日
文
研
所
属
の
研
究
者
に
よ
る
著
作
と
複
数
の
大
陸
の
書
店
で
し
ば
し
ば
出
会
っ
て
き
た
。
日
文
研

が
直
接
出
版
す
る
雑
誌
『JA

PA
N

 R
E

V
IE

W

』
や
そ
の
他
の
出
版
物
は
主
要
な
学
術
書
店
で
敬
意
を
持
っ
て

遇
さ
れ
、
収
集
さ
れ
、
新
し
い
知
識
の
普
及
に
役
立
つ
ユ
ニ
ー
ク
で
尊
敬
さ
れ
る
場
を
提
供
し
て
い
る
。
私
は

二
〇
〇
九
年
の
夏
、
外
国
人
研
究
員
と
し
て
招
か
れ
る
大
い
な
る
特
権
を
得
た
。
そ
れ
は
日
本
に
興
味
を
持
つ

他
の
研
究
者
に
喜
ん
で
語
る
非
常
に
意
味
の
あ
る
経
験
だ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
理
由
で
日
文
研
を
偉
大
な
資
源

だ
と
何
度
も
推
薦
し
て
き
た
。
⑴
所
属
す
る
研
究
者
が
非
常
に
知
識
が
豊
富
で
ま
た
援
助
を
惜
し
ま
ず
、
評
価

と
生
産
力
が
高
い
こ
と
、
⑵
極
め
て
職
業
性
の
高
い
図
書
館
ス
タ
ッ
フ
の
有
能
ぶ
り
と
能
率
の
よ
さ
、
⑶
研
究

と
住
居
双
方
に
わ
た
っ
て
設
備
が
心
地
よ
い
環
境
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
⑷
京
都
の
あ
ら
ゆ
る
恩
恵
に
十
分

に
近
い
う
え
、
美
し
い
山
の
そ
ば
の
自
然
の
中
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
。

日
文
研
で
す
ご
し
た
時
期
に
つ
い
て
多
く
の
心
安
い
思
い
出
を
持
っ
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
多
く
の

研
究
者
と
の
深
い
会
話
。
彼
ら
は
貴
重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
て
く
れ
た
。
ス
タ
ッ
フ
の
配
慮
の
深
さ
は
真
実

驚
く
べ
き
で
心
打
た
れ
る
瞬
間
を
持
っ
た
。
膨
大
な
図
書
館
の
資
料
の
合
間
を
探
索
し
た
り
、
近
く
の
山
々
を
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歩
い
て
い
る
時
に
思
わ
ぬ
発
見
に
出
会
っ
た
。
中
庭
の
楽
し
い
ピ
ク
ニ
ッ
ク
（
近
く
の
山
か
ら
現
れ
た
イ
ノ
シ

シ
の
訪
問
を
受
け
た
）、
ス
タ
ッ
フ
と
の
音
楽
リ
サ
イ
タ
ル
も
あ
っ
た
し
、
コ
モ
ン
ル
ー
ム
と
中
庭
か
ら
一
生

に
一
度
の
日
蝕
を
見
た
。
日
文
研
と
細
川
周
平
先
生
に
拙
著
の
な
か
で
は
っ
き
り
と
謝
辞
を
述
べ
た
。
二
冊
は

ス
プ
リ
ン
ガ
ー
出
版
か
ら
出
版
さ
れ
、
一
冊
は
日
本
に
お
け
る
西
洋
音
楽
を
扱
い
（『
日
本
の
学
校
に
お
け
る

吹
奏
楽
と
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』）、
も
う
一
冊
は
近
刊
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
『
日
韓
社
会
に
お
け
る
翻

訳
・
教
育
・
革
新
に
つ
い
て
の
国
際
的
視
野
』
と
題
さ
れ
て
い
る
（
そ
こ
に
は
日
文
研
の
郭
南
燕
先
生
が
寄
稿

し
て
い
る
）。
将
来
、
日
文
研
に
戻
っ
て
み
た
い
と
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
重
要
な
三
〇
周
年
を

お
祝
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
す
ば
ら
し
い
研
究
所
に
加
わ
る
機
会
を
得
た
こ
と
に
と

て
も
感
謝
し
、
西
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
フ
ィ
ヨ
ル
ド
か
ら
、
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
た
い
。

（
西
ノ
ル
ウ
ェ
イ
工
科
大
学
教
授
）

原
文
：
英
語

翻
訳
：
細
川
周
平
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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京
都
の
へ
り
に
て

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ボ
ナ
ン

朝
ま
だ
き
、
夜
明
け
の
静
か
な
窓
を
開
く
と
町
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
す
る
と
場
所
の
境
界
地
の
効
果
か

ら
何
ひ
と
つ
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
一
種
の
生
き
生
き
と
し
た
実
生
活
の
都
会
的
ト
ポ
ロ
ジ
ー
。

日
文
研
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
町
の
南
西
の
境
界
地
、
最
近
で
き
た
京
都
大
学
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
パ
ー
ク
の
背

後
に
あ
る
。
山
麓
の
ふ
も
と
に
あ
る
さ
ほ
ど
急
で
は
な
い
棚
地
に
建
っ
て
い
る
。
田
ん
ぼ
に
侵
食
さ
れ
ず
、
資

源
を
利
用
さ
れ
ず
、
森
の
外
れ
を
開
発
さ
れ
な
い
日
本
の
村
落
の
伝
統
的
な
場
所
、
里
山
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
。

最
初
の
夜
明
け
の
音
風
景
は
ち
ょ
う
ど
版
画
の
よ
う
に
前
景
、
中
景
、
遠
い
背
景
と
い
う
よ
う
に
平
面
配
置
さ

れ
、
都
市
の
音
風
景
の
遠
近
多
様
な
配
置
よ
り
も
ず
っ
と
す
っ
き
り
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
午
前
四
時
か
四

時
半
ご
ろ
に
は
最
初
の
夜
明
け
の
光
が
前
景
に
現
わ
れ
、
全
国
三
紙
の
新
聞
配
達
が
購
読
者
の
家
の
と
び
ら
に

配
っ
て
い
く
音
が
聞
こ
え
る
。
バ
イ
ク
を
止
め
て
は
ふ
か
し
、
数
百
メ
ー
ト
ル
先
の
カ
ー
ブ
で
は
速
度
を
落
と

し
て
坂
道
の
直
線
道
を
上
っ
て
い
く
。
ゆ
っ
く
り
と
止
ま
っ
て
は
走
り
や
が
て
遠
く
に
去
っ
て
沈
黙
を
残
す
。

遠
景
に
は
重
々
し
く
ガ
タ
ン
ガ
タ
ン
と
い
う
雑
音
が
聞
こ
え
る
。
五
時
ご
ろ
に
郊
外
を
走
る
一
番
電
車
だ
。

屋
根
を
超
え
て
、
夜
明
け
の
明
る
さ
と
静
け
さ
の
な
か
を
音
が
直
線
を
描
い
て
広
が
っ
て
い
く
。
町
の
中
心
五

条
の
延
長
に
あ
る
国
道
九
号
線
に
は
、
赤
い
ラ
ン
プ
を
つ
け
た
車
が
連
な
り
、
近
く
の
地
域
を
結
ん
で
い
る
。

消
防
車
や
パ
ト
カ
ー
や
救
急
車
の
よ
う
な
優
先
車
の
サ
イ
レ
ン
が
道
路
を
突
っ
走
っ
て
遠
い
日
没
に
去
っ
て
い

く
。
北
西
に
向
か
う
道
路
の
脇
道
は
、
建
物
の
近
景
に
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
想
像
す
る
以
上
に
近
い
。
そ
れ
こ
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そ
私
た
ち
の
中
心
地
に
あ
る
こ
と
の
エ
コ
ー
で
あ
る
。

時
折
、
太
陽
が
昇
り
気
温
が
我
慢
で
き
な
い
ほ
ど
上
が
る
と
、
鉄
砲
と
間
違
え
そ
う
な
爆
発
音
が
聞
こ
え

る
。
次
に
何
か
の
爆
発
音
か
と
思
う
。
そ
の
次
に
麓
に
広
が
る
大
き
な
竹
林
に
火
事
で
も
起
こ
っ
た
か
と
思

う
。
し
か
し
実
は
鹿
を
畑
か
ら
追
い
出
す
た
め
に
野
菜
農
家
が
取
り
つ
け
た
自
動
圧
縮
空
気
爆
発
装
置
な
の

だ
。
か
つ
て
は
添
水
唐
臼
が
使
わ
れ
て
い
た
。

中
景
に
は
時
折
、
車
が
町
内
を
結
ぶ
歩
道
を
備
え
た
広
い
環
状
道
路
を
走
っ
て
い
く
。
歩
道
の
あ
る
道
路
を

走
っ
て
い
く
が
、
生
活
路
は
も
っ
と
狭
く
歩
道
は
な
い
。
環
状
道
路
に
は
バ
ス
停
が
あ
り
、
町
内
の
役
に
立
っ

て
い
る
。
五
、六
本
の
線
が
最
寄
り
の
郊
外
駅
、
区
役
所
、
市
民
セ
ン
タ
ー
ま
で
二
〇
分
以
内
で
結
ん
で
い
る
。

谷
の
底
に
は
桂
川
の
支
流
、
小
畑
川
に
沿
っ
て
九
号
線
が
走
り
、
バ
ス
で
京
都
駅
ま
で
一
時
間
足
ら
ず
で
行
け

る
。
線
の
終
点
に
あ
り
、
そ
れ
は
境
界
に
い
る
特
権
で
あ
る
。
早
い
時
間
に
バ
ス
に
乗
る
と
席
は
あ
い
て
い
る

が
、
三
つ
止
ま
る
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
オ
フ
ィ
ス
レ
デ
ィ
、
制
服
姿
の
中
高
生
が
座
席
を
占
領
し
、
立
つ
人
も

現
れ
る
。

私
た
ち
は
周
辺
地
、
つ
ま
り
郊
外
に
い
る
。
食
品
が
必
要
だ
が
近
く
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
な
け
れ

ば
、
中
心
地
の
ど
こ
に
買
い
に
行
け
ば
よ
い
か
を
知
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
に
は
長
い
道
を
徒
歩
、
バ
ス
、
鉄

道
、
地
下
鉄
で
行
く
必
要
が
あ
る
。
都
心
の
活
気
あ
る
ど
真
ん
中
に
た
ど
り
着
く
に
は
乗
り
換
え
が
い
ろ
い
ろ

あ
っ
て
、
ど
れ
に
乗
る
べ
き
か
を
覚
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
境
界
地
に
住
む
代
価
で
あ
る
。

日
常
品
は
だ
ん
だ
ん
見
当
た
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

日
が
昇
り
丘
に
最
初
の
光
が
届
く
七
時
一
五
分
前
ご
ろ
、
山
に
あ
る
大
き
な
ク
ス
ノ
キ
と
墓
地
に
眠
っ
て
い

た
大
き
な
カ
ラ
ス
が
目
覚
め
、
ガ
ア
ガ
ア
と
う
る
さ
く
啼
い
て
か
ら
、
街
に
放
り
出
さ
れ
た
ゴ
ミ
を
ほ
じ
く
り

出
し
て
い
る
。
毎
朝
、
ロ
ー
ラ
ー
ス
キ
ー
を
は
い
た
男
が
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
た
め
に
ス
キ
ー
の
ス
ト
ッ
ク
を
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持
っ
て
舗
装
道
路
を
上
が
り
滑
っ
て
下
り
て
い
く
。
真
夏
に
な
る
前
に
セ
ミ
が
う
る
さ
く
啼
き
だ
し
、
夜
明
け

の
曲
を
木
々
か
ら
奏
で
る
。
連
中
も
街
中
に
は
め
っ
た
に
い
な
く
な
っ
た
。
重
役
た
ち
は
高
級
車
の
ド
ア
を
ば

た
ん
と
し
め
て
職
場
に
去
っ
て
い
く
。
ふ
た
つ
の
世
界
が
交
差
す
る
。

そ
こ
は
一
五
年
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
新
し
い
地
区
だ
。
丘
の
麓
の
坂
の
ゆ
る
い
場
所
に
建
設
さ
れ
た

が
、
市
街
地
が
広
が
る
平
地
よ
り
す
こ
し
飛
び
出
し
て
い
る
。
そ
の
場
所
は
や
る
気
満
々
の
若
い
エ
リ
ー
ト
を

喜
ば
せ
る
よ
う
な
立
地
で
あ
る
。
大
き
な
郊
外
の
一
戸
建
て
は
二
台
の
車
庫
を
正
面
に
備
え
、
紳
士
向
け
に
は

三
〇
〇
馬
力
の
四
輪
駆
動
、
婦
人
向
け
に
は
軽
の
車
が
並
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
「
京
都
プ
ロ
ト
コ
ル
」

の
国
で
起
き
て
い
る
こ
と
だ
。
私
た
ち
の
同
僚
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
を
心
配
が
ら
せ
、
省
察
し
た
風
景

の
殺
人
が
実
際
に
起
き
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

街
と
そ
の
境
界
地

京
都
の
町
の
歴
史
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
七
九
四
年
、
天
武
天
皇
が
当
時
の
中
国
の
都
、
長
安
を
モ
デ
ル

に
条
理
構
造
で
創
設
し
た
。
町
の
中
心
部
分
に
つ
い
て
だ
け
に
あ
て
は
ま
る
が
、
そ
の
発
展
と
縮
小
、
東
へ
の

移
動
、
古
代
の
方
形
構
造
の
町
ち
ょ
う
の
垂
直
的
な
分
割
、
道
路
の
格
子
よ
り
も
メ
デ
ィ
ア
に
近
い
内
部
構
造
、
家
屋

の
道
路
へ
の
浸
入
な
ど
が
知
ら
れ
て
き
た
。
今
日
で
は
当
時
よ
り
広
が
り
、
か
つ
て
は
街
を
守
っ
て
い
た
山
に

達
し
て
い
る
。
丘
は
今
で
は
街
区
で
取
り
囲
ん
で
い
る
。
町
は
繰
り
返
し
て
周
囲
の
山
に
達
し
そ
れ
を
越
え

て
、
さ
ほ
ど
高
く
な
い
丘
陵
部
に
は
連
絡
道
路
が
通
じ
て
い
る
。
あ
た
か
も
都
市
の
液
状
の
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス

が
少
し
ず
つ
高
さ
を
上
げ
て
溢
れ
出
し
、
細
か
な
す
き
ま
の
隅
々
ま
で
流
れ
出
し
、
つ
い
隣
の
平
地
の
傾
斜
に

流
れ
落
ち
て
い
っ
た
か
の
よ
う
だ
。

都
市
の
街
区
が
成
長
し
拡
大
す
る
し
丘
の
麓
に
ぶ
つ
か
る
と
き
、
そ
の
境
界
地
の
部
分
で
何
が
起
き
て
い
る
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か
を
あ
ま
り
描
い
て
こ
な
か
っ
た
。
ヘ
リ
で
暮
ら
し
仕
事
を
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
の
所

在
す
る
北
東
部
の
松
ヶ
崎
、
日
文
研
の
所
在
す
る
桂
坂
、
細
い
白
川
と
太
い
鴨
川
が
流
れ
る
東
山
（
一
九
世
紀

末
に
琵
琶
湖
疎
水
が
引
か
れ
た
）
の
三
つ
の
例
を
挙
げ
た
い
。
そ
の
土
木
工
事
を
扱
っ
た
小
さ
な
博
物
館
は
そ

の
建
設
以
前
と
以
降
に
つ
い
て
の
貴
重
な
図
面
を
公
開
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
都
市
の
歴
史
と
日
本
社
会
の

一
面
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る
。

桂
坂
地
区
は
都
市
計
画
の
地
区
で
、
あ
る
と
こ
ろ
は
車
道
、
あ
る
と
こ
ろ
は
歩
道
で
境
界
地
の
道
が
作
ら
れ

た
。
し
か
し
逆
説
的
だ
が
想
像
さ
れ
る
以
上
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
住
宅
地
区
が
あ
る
反
対
側
に
は
二
六
八

メ
ー
ト
ル
の
白
砂
山
の
森
に
い
た
る
坂
が
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
朝
早
く
に
鹿
が
啼
い
て
い
た
り
、
夕
方

に
は
一
群
の
猿
が
警
戒
の
声
を
発
し
て
い
る
。
森
や
竹
林
を
登
っ
て
い
く
小
道
を
歩
く
と
、
環
境
は
楽
し
い
の

だ
が
、
危
険
（
猿
、
蛇
、
時
に
は
熊
ま
で
も
）
に
警
戒
す
る
よ
う
立
札
が
立
っ
て
い
る
。
西
洋
で
は
も
は
や
野

生
の
自
然
と
都
市
化
さ
れ
た
空
間
が
こ
れ
ほ
ど
近
く
ぶ
つ
か
っ
て
は
い
な
い
。

地
域
の
都
市
計
画
に
は
特
徴
が
あ
る
。
ゆ
る
や
か
に
曲
が
る
し
っ
か
り
し
た
道
が
住
宅
地
区
を
横
切
り
、
そ

の
次
の
網
目
に
通
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
計
画
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
グ
リ
ー
ン
ウ
ェ
イ
に
な
っ
て
い
る
。
た

い
て
い
い
つ
も
誰
も
い
な
い
が
公
園
も
あ
る
。
ペ
ッ
ト
の
散
歩
を
し
た
り
子
ど
も
た
ち
も
遊
び
に
や
っ
て
く

る
。
町
内
の
パ
ー
テ
ィ
も
あ
る
。

森
の
そ
ば
に
は
主
に
学
校
の
た
め
に
教
育
用
の
観
察
公
園
も
作
ら
れ
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
自
然
写
真
家
が
大
き

な
鳥
小
屋
の
か
げ
で
、
珍
し
い
野
鳥
が
池
に
飛
ん
で
く
る
の
を
ま
だ
か
ま
だ
か
と
待
ち
構
え
て
い
る
。
つ
ま
り

近
く
の
自
然
の
た
め
に
、
人
は
そ
れ
を
保
護
し
て
い
る
。
自
然
は
必
ず
し
も
善
良
で
関
大
で
は
な
い
。

境
界
地
の
幾
何
学
的
な
効
果
。
あ
た
り
の
空
間
の
半
分
ほ
ど
に
は
街
路
も
都
市
の
設
備
も
な
い
。
人
口
密
度

は
低
く
、
あ
ま
り
活
動
も
生
活
も
な
い
。
看
護
学
校
と
学
校
が
あ
る
ぐ
ら
い
だ
。
コ
ン
ビ
ニ
も
な
い
。
地
区
の
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中
心
、
象
徴
的
な
交
通
の
ロ
ー
タ
リ
ー
の
端
に
は
郵
便
局
、
町
医
者
、
本
屋
さ
ん
、
銀
行
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
囲
ま

れ
、
中
規
模
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
西
洋
の
中
都
市
の
真
ん
中
に
も
っ
と
対
応
す
る

の
は
、
こ
の
あ
た
り
に
主
に
郊
外
の
駅
と
太
い
主
要
道
路
が
あ
る
こ
と
だ
。

し
た
が
っ
て
こ
の
境
界
地
の
道
路
に
は
都
市
的
流
れ
の
横
断
が
な
い
。
樹
液
は
一
方
向
に
し
か
流
れ
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
排
水
路
や
灌
漑
路
が
少
し
あ
る
だ
け
で
、「
水
路
」
は
な
い
。
都
会
の
組
織
の
ふ
た
つ
の
性
格
に

よ
っ
て
中
距
離
で
等
間
隔
で
網
目
を
作
り
結
ば
れ
て
い
る
。
一
方
、
境
界
地
に
固
有
の
流
れ
も
あ
る
。
散
歩
す

る
者
、
多
く
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
す
る
人
が
半
緑
地
を
利
用
し
て
丘
ぞ
い
に
い
る
。
車
両
、
特

に
タ
ク
シ
ー
が
、
こ
の
道
で
少
し
停
車
し
休
む
以
外
の
関
心
な
し
に
止
ま
っ
て
い
る
（
道
路
網
で
は
無
料
で
駐

車
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
）。
し
か
し
こ
の
新
し
い
地
区
に
は
丘
し
か
な
く
、
寺
社
仏
閣
は
な
い
。

そ
れ
は
郊
外
駅
の
さ
ら
に
ず
っ
と
向
こ
う
の
平
地
に
あ
る
遠
く
の
村
ま
で
探
し
に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

バ
ス
を
待
ち
な
が
ら
こ
の
平
和
な
地
区
で
目
を
閉
じ
、
車
が
お
だ
や
か
な
速
度
で
タ
イ
ヤ
と
車
輪
の
音
を
呼

び
出
し
、
ま
た
残
し
て
通
り
過
ぎ
る
と
、
田
舎
の
町
に
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
建
物
か
ら
の
反
響
音
も
少
な

く
、
環
境
の
静
け
さ
を
感
じ
、
瞼
の
裏
に
は
遠
い
子
ど
も
時
代
の
夏
休
み
が
浮
か
ん
で
く
る
。

あ
る
意
味
で
境
界
地
は
少
な
く
と
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
植
物
環
境
と
音
響
環
境
、
動
物
と
人
間
の
行
き
来
に
関
し

て
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
こ
の
先
端
地
は
野
生
の
獣
を
防
ぐ
た
め
に
溝
を
掘
り
高
い
金
網
を
わ
ざ
わ
ざ
張
っ
て
い

て
も
侵
入
は
妨
げ
ら
れ
な
い
。
た
ぶ
ん
将
来
の
ひ
び
や
割
れ
目
を
見
越
し
て
小
さ
な
抜
け
道
も
あ
り
そ
う
だ
。

し
か
し
間
違
っ
て
は
い
け
な
い
。
描
写
す
る
こ
と
、
物
事
と
調
和
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
感
じ
取
る
こ
と
、
こ

の
よ
う
に
都
市
の
感
覚
的
風
景
を
分
析
し
始
め
る
こ
と
は
決
し
て
現
実
の
丸
ご
と
コ
ピ
ー
で
も
た
だ
の
複
製
で

も
な
い
。
と
い
う
の
も
都
市
の
形
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
社
会
の
組
み
立
て
の
一
貫
性
で
あ
り
、
住
民
と
自
然
、

文
化
と
世
界
、
こ
の
場
所
と
都
心
と
力
の
関
係
の
投
射
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
個
別
的
な
地
区
が
置
か
れ
た
こ
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の
場
所
を
前
か
ら
の
決
ま
り
ご
と
に
則
っ
た
便
利
な
街
中
、
歴
史
的
な
場
所
、
新
し
い
場
所
の
都
市
活
動
に
お
く

こ
と
で
も
あ
る
。
日
文
研
は
京
都
大
学
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
ー
の
さ
ら
に
「
先
端
」
に
作
ら
れ
て
い

る
。
文
字
通
り
境
界
地
に
立
て
ら
れ
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
知
識
の
境
界
地
、
研
究
の
先
端
に
位
置
し
て
い
る
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
元
外
国
人
研
究
員
）

本
文
の
完
全
版
は
以
下
を
参
照
。E

sthétiques et façons d’habiter au Japon, M
aisons, villes et seuils, 

P
hilippe B

onnin et Jacques Pezeu-M
assabuau, ed. du C

N
R

S, 2017.

原
文
：
英
語

翻
訳
：
細
川
周
平
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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南
ア
フ
リ
カ
で
日
本
の
宗
教
を
教
え
る

エ
リ
ザ
ベ
ッ
タ
・
ポ
ル
ク

二
〇
一
四
年
八
月
に
日
文
研
を
去
っ
て
二
年
以
上
た
つ
が
、
良
い
思
い
出
が
何
も
消
え
ず
に
残
っ
て
い
る
。

一
年
間
の
研
究
は
信
じ
が
た
い
ほ
ど
成
果
が
上
が
り
濃
密
だ
っ
た
。
同
僚
（
特
に
担
当
教
員
と
な
っ
た
磯
前
順

一
先
生
）
と
ス
タ
ッ
フ
に
は
心
よ
り
感
謝
を
述
べ
た
い
。
祇
園
祭
の
研
究
計
画
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
そ
の
町

内
の
ひ
と
つ
白
楽
天
町
に
一
年
間
暮
ら
し
、
祭
礼
の
諸
活
動
に
参
加
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
楽
し
ん
だ

が
、
そ
の
な
か
に
は
山
鉾
巡
行
に
数
時
間
、
炎
天
下
つ
い
て
歩
く
と
い
う
の
も
含
ま
れ
て
い
た
！

日
文
研
の
後
に
私
の
人
生
は
世
界
の
別
の
部
分
、
別
の
半
球
、
南
ア
フ
リ
カ
に
移
っ
た
。
そ
こ
の
日
本
研
究

は
ま
だ
生
ま
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
大
げ
さ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
全
体
で
日
本
の
宗
教
研
究
者
は
も

ち
ろ
ん
日
本
学
の
専
門
家
は
私
と
夫
の
ウ
ー
ゴ
・
デ
ッ
シ
し
か
い
な
い
の
だ
。
最
近
プ
レ
ト
リ
ア
大
学
で
日
本

語
コ
ー
ス
が
始
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
日
本
関
連
の
話
題
を
大
学
レ
ベ
ル
で
教
え
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
私
は
ケ
ー

プ
タ
ウ
ン
大
学
で
日
本
の
宗
教
を
紹
介
し
た
最
初
の
教
員
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
（
日
本
の
）
仏
教
、
日
本
の
宗

教
と
メ
デ
ィ
ア
、
仏
教
と
女
性
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
世
俗
化
理
論
に
つ
い
て
今
は
教
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
私
の

授
業
で
は
い
ず
れ
も
日
本
関
連
の
話
題
を
全
部
と
は
い
わ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
数
回
加
え
て
い
る
。
た
と
え

ば
仏
教
に
つ
い
て
の
大
学
院
の
授
業
で
は
日
本
の
仏
教
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。

ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
宗
教
学
科
で
教
え
始
め
た
と
き
、
南
ア
フ
リ
カ
に
日
本
研
究
を
築
き
始
め
よ
う
と
考
え

た
。
こ
れ
は
と
て
も
挑
戦
的
な
目
的
だ
が
、
ま
だ
ア
イ
デ
ア
の
段
階
で
あ
る
。
南
ア
フ
リ
カ
は
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
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メ
ン
バ
ー
で
日
本
よ
り
も
中
国
と
の
関
係
が
深
い
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
孔
子
学
院
を
通
し
て
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン

大
学
で
は
中
国
語
が
教
え
ら
れ
て
い
る
。
大
学
の
需
要
は
社
会
経
済
的
な
現
実
に
結
び
つ
い
た
潮
流
と
無
関
係

で
は
あ
り
え
ず
、
同
国
の
社
会
／
経
済
に
お
け
る
日
本
の
役
割
は
決
し
て
大
き
い
と
は
言
い
難
い
。
多
く
の
例

の
う
ち
の
ひ
と
つ
と
し
て
観
光
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
は
著
名
な
観
光
都
市
で
（
南
半
球
の
）
夏

に
は
世
界
各
地
か
ら
訪
れ
る
観
光
客
で
文
字
通
り
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
詰
め
と
な
る
が
、
こ
の
驚
く
べ
き
自
然
環
境

を
持
っ
た
美
麗
な
都
市
に
冒
険
し
に
や
っ
て
く
る
日
本
人
は
極
め
て
少
な
い
。
西
ケ
ー
プ
州
地
区
の
日
本
人
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
小
さ
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
学
生
、
若
者
が
日
本
や
日
本
の
文
化
、
特
に
大
衆
文
化
に
興
味
を

持
つ
の
を
妨
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
に
は
ア
ニ
メ
の
サ
ー
ク
ル
が
作
ら
れ
、
学
生
グ

ル
ー
プ
が
週
に
一
度
集
ま
っ
て
自
分
た
ち
で
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
し
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
近
く
に
は
私
立
の
日

本
語
学
校
が
た
い
そ
う
繁
盛
し
て
い
る
ら
し
い
。

誰
も
が
知
る
よ
う
に
、
南
ア
フ
リ
カ
は
一
九
九
四
年
ま
で
恐
ろ
し
い
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
に
苦
し
み
、
そ
の
結

果
は
い
ま
で
も
こ
の
「
虹
の
国
」
と
呼
ば
れ
る
若
い
民
主
主
義
的
な
国
に
不
公
平
と
格
差
を
残
し
て
い
る
。
ネ

ル
ソ
ン
・
マ
ン
デ
ー
ラ
（
敬
意
を
こ
め
て
マ
デ
ィ
バ
と
い
う
愛
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
）
と
彼
の
遺
産
は
南
ア
フ

リ
カ
文
化
の
主
流
を
占
め
て
い
て
、
若
い
「
ボ
ー
ン
フ
リ
ー
」
世
代
の
教
育
が
国
の
未
来
に
と
っ
て
根
源
的
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。「
ボ
ー
ン
フ
リ
ー
」
世
代
と
は
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
を
知
ら
な
い
一
九
九
四
年
以
降
に

生
ま
れ
た
世
代
と
い
う
意
味
だ
。
何
十
年
も
の
不
正
が
積
も
り
積
も
っ
て
暴
力
と
な
っ
て
爆
発
す
る
こ
と
も
あ

り
、
昨
年
は
国
中
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
大
学
で
暴
力
的
な
抗
議
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
困
難
は
あ
る
も
の
の
、

ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
の
多
様
で
多
文
化
的
な
環
境
で
の
教
育
は
豊
か
な
経
験
で
あ
る
。
南
ア
フ
リ
カ
に
は
一
一

の
公
式
言
語
が
あ
り
、
私
の
学
生
は
最
も
多
様
な
背
景
の
出
身
で
あ
る
。
そ
の
う
え
留
学
生
も
い
て
、
私
の
教

室
は
多
文
化
的
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
な
い
ほ
ど
多
彩
極
ま
り
な
い
。
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学
生
は
誰
も
日
本
語
を
話
さ
な
い
が
、
何
人
か
は
日
本
文
化
、
特
に
マ
ン
ガ
と
ア
ニ
メ
に
つ
い
て
知
っ
て
い

る
。
私
が
教
え
て
い
る
日
本
の
宗
教
と
い
う
テ
ー
マ
は
彼
ら
に
は
ま
っ
た
く
新
鮮
で
、
多
く
の
学
生
が
日
本
の

事
を
も
っ
と
知
り
た
い
と
願
っ
て
い
て
、
こ
こ
で
の
二
年
間
に
彼
ら
の
関
心
が
高
ま
る
の
を
肌
で
感
じ
て
い

る
。
南
ア
フ
リ
カ
に
は
、
特
に
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
に
は
日
本
学
科
を
設
立
す
る
潜
在
力
が
潜
ん
で
い
る
と
思

う
。
こ
こ
で
日
本
関
連
の
研
究
の
発
展
と
日
本
関
連
の
話
題
を
教
え
る
の
に
励
ん
で
い
こ
う
と
思
う
。
こ
れ
は

長
期
計
画
で
、
挑
戦
は
小
さ
く
な
い
。
し
か
し
学
生
が
日
本
の
宗
教
や
文
化
の
世
界
を
紹
介
し
て
く
れ
て
あ
り

が
と
う
と
私
に
感
謝
を
述
べ
る
と
、
こ
れ
が
や
り
が
い
の
あ
る
道
だ
と
信
じ
て
い
け
る
。

（
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
准
教
授
）

原
文
：
英
語

翻
訳
：
細
川
周
平
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
︵
偽
︶
研
究

マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー

「
ズ
ル
イ
よ
！
　
そ
ん
な
も
の
を
「
研
究
」
と
呼
ぶ
の
は
…
…
。」
直
接
言
わ
な
く
て
も
、
周
囲
の
研
究
者
た

ち
が
内
心
そ
う
思
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
そ
う
思
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
日
文
研
の
招
聘
研
究
員
と

し
て
一
年
間
も
京
都
に
住
み
な
が
ら
、
全
国
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
を
め
ぐ
る
。「
研
究
」
や
「
調
査
」
と
言
え
ば
聞

こ
え
は
よ
い
が
、
け
っ
き
ょ
く
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
、
各
地
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
に
ふ
ら
っ
と
立
ち
寄
り
、
店
主

に
話
し
か
け
、
テ
キ
ト
ウ
に
情
報
を
訊
き
出
し
な
が
ら
ノ
ー
ト
に
書
き
留
め
る
。
そ
の
よ
う
な
出
鱈
目
（
し
か

も
、
楽
し
い
！
）
な
こ
と
だ
か
ら
「
研
究
」
と
は
大
義
名
分
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
店
主
に
事
前
連
絡
を
取

り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
同
意
し
て
も
ら
っ
て
か
ら
時
間
を
き
ち
ん
と
約
束
し
、
出
か
け
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、

何
の
予
告
も
無
く
突
然
店
に
闖
入
す
る
こ
と
が
私
の
得
意
な
常
套
手
段
。
そ
れ
で
も
、
実
り
多
い
調
査
に
な
っ

た
。皮

肉
な
が
ら
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
近
年
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
衰
退
ぶ
り
に
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
全

盛
時
代
だ
っ
た
一
九
六
〇
年
代
と
は
ち
が
い
、
最
近
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
は
暇
で
仕
方
が
な
い
。
と
く
に
昼
間
開
店

し
て
い
る
ジ
ャ
ズ
喫
茶
を
訪
れ
る
と
、
客
が
一
人
も
い
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
地
方
都
市
や
小
さ
い
町

の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
と
な
る
と
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
店
へ
は
る
ば
る
遠
く
か
ら
足
を
運
び
、
店
主
の
話

を
訊
か
せ
て
も
ら
い
た
い
客
が
現
れ
た
ら
嫌
が
る
人
は
あ
ま
り
い
な
い
だ
ろ
う
。
は
じ
め
に
多
少
の
警
戒
心
を

見
せ
る
店
主
も
出
合
っ
た
が
、
だ
い
た
い
話
し
込
ん
で
い
る
う
ち
に
気
持
ち
が
解
け
、
そ
れ
か
ら
何
時
間
に
わ
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た
り
我
が
店
の
歴
史
な
ど
に
つ
い
て
熱
弁
を
振
る
い
、
お
ま
け
に
酒
盛
り
ま
で
発
展
し
た
こ
と
も
何
度
も
あ
っ

た
。
れ
っ
き
と
し
た
「
研
究
調
査
」
と
は
呼
べ
な
い
に
せ
よ
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
を
新
た
な
角
度
か
ら
考
察
す
る
機

会
を
得
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

＊
＊
＊

さ
て
、
五
〇
代
以
上
の
日
本
人
読
者
な
ら
、
少
な
く
と
も
一
度
ジ
ャ
ズ
喫
茶
に
入
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
高

い
だ
ろ
う
が
、
ネ
ッ
ト
時
代
の
現
在
で
は
ず
い
ぶ
ん
減
っ
て
き
た
の
で
、
念
の
た
め
定
義
し
て
お
こ
う

―

「
ジ
ャ
ズ
喫
茶
と
は
、
ジ
ャ
ズ
の
レ
コ
ー
ド
を
客
に
聴
か
せ
る
こ
と
が
主
目
的
の
喫
茶
店
で
あ
る
」、
と
。
す
こ

ぶ
る
単
純
明
快
な
定
義
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
留
意
す
べ
き
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。

ま
ず
、「
喫
茶
店
」
と
い
う
用
語
に
留
意
し
た
い
。
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
の
ほ
と
ん
ど
の
ジ
ャ
ズ

喫
茶
は
昼
前
後
か
ら
開
店
し
て
お
り
、
日
夜
問
わ
ず
客
が
コ
ー
ヒ
ー
一
杯
さ
え
注
文
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
二

時
間
は
邪
魔
さ
れ
ず
に
流
れ
て
い
る
音
楽
に
没
頭
で
き
た
。
懐
に
余
裕
の
な
い
ジ
ャ
ズ
好
き
の
若
者
に
と
っ

て
、
こ
れ
が
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
一
番
の
魅
力
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
客
の
足
が
途
絶
え
て
き
た
今
日
で
は
、

コ
ー
ヒ
ー
だ
け
で
営
業
が
成
り
立
た
な
く
な
り
、
生
き
残
る
の
に
夜
間
の
み
ジ
ャ
ズ
バ
ー
と
し
て
営
業
形
態
を

変
え
る
か
、
日
中
は
ジ
ャ
ズ
喫
茶
だ
が
夕
方
以
降
は
「
ジ
ャ
ズ
バ
ー
」
専
門
と
い
う
風
に
、
あ
る
程
度
は
従
来

の
営
業
形
態
を
脱
却
す
る
こ
と
が
要
さ
れ
る
。

前
述
の
定
義
の
な
か
で
も
う
ひ
と
つ
注
意
す
べ
き
言
葉
は
「
レ
コ
ー
ド
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶

と
い
う
の
は
ラ
イ
ブ
演
奏
を
主
に
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
オ
ー
デ
ィ
オ
機
器
を
通
し
て
再
生
音

源
で
あ
る
レ
コ
ー
ド
が
主
役
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。「
レ
コ
ー
ド
」
は
Ｌ
Ｐ
に
限
る
か
、
Ｃ
Ｄ
も
含
ま
れ
る

か
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
従
来
の
役
割
の
ひ
と
つ
は
、
海
外
（
主
に
ア
メ
リ

カ
）
か
ら
の
最
新
の
ジ
ャ
ズ
レ
コ
ー
ド
を
客
に
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
Ｃ
Ｄ
を
含
め
な
け
れ
ば



161

最
新
の
ジ
ャ
ズ
を
聴
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
情
報
基
地
と
し
て
の
役
割
を
失
っ
て
し
ま
う
か

ら
、
私
は
他
の
条
件
さ
え
満
た
し
て
い
れ
ば
Ｃ
Ｄ
し
か
か
け
な
い
店
で
も
ジ
ャ
ズ
喫
茶
と
し
て
認
め
る
（
い
う

ま
で
も
な
く
、
ネ
ッ
ト
時
代
の
現
在
で
は
、
最
新
の
情
報
と
音
源
が
容
易
に
入
手
で
き
る
だ
け
に
、
そ
も
そ
も

情
報
基
地
と
し
て
の
役
割
も
無
効
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
問
題
を
こ
こ
で
棚
に
挙
げ
た
い
）。

こ
だ
わ
り
あ
る
ジ
ャ
ズ
喫
茶
で
は
、
千
枚
以
上
の
Ｌ
Ｐ
が
店
内
の
棚
に
並
ん
で
あ
り
、
一
万
枚
以
上
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
誇
る
店
も
い
ま
だ
に
数
軒
残
っ
て
い
る
。
レ
コ
ー
ド
を
い
っ
さ
い
か
け
な
い
で
Ｃ
Ｄ
専
門
の
ジ
ャ

ズ
喫
茶
で
も
、
名
盤
レ
コ
ー
ド
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
店
内
に
飾
る
こ
と
に
よ
り
当
店
が
「
本
格
派
」
で
あ
る
こ
と

を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
常
套
手
段
に
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
個
人
で
は
な
か
な
か
購
入
で
き
な
い
超
高
級

の
オ
ー
デ
ィ
オ
機
器
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
店
の
音
質
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
演
出
す
る
効
果
を
兼
ね

て
い
る
。
実
際
に
ジ
ャ
ズ
喫
茶
客
の
な
か
に
、
レ
コ
ー
ド
よ
り
も
オ
ー
デ
ィ
オ
機
器
を
聴
く
た
め
に
訪
れ
る
人

も
め
ず
ら
し
く
な
い
。
要
す
る
に
、
レ
コ
ー
ド
の
数
に
せ
よ
オ
ー
デ
ィ
オ
の
機
材
に
せ
よ
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
が

〈
希
少
性
〉
を
ウ
リ
に
し
な
が
ら
〈
こ
だ
わ
り
〉
を
演
出
す
る
側
面
が
見
受
け
ら
れ
る
。

「
レ
コ
ー
ド
」
に
関
し
て
最
後
に
留
意
す
べ
き
点
は
、
レ
コ
ー
ド
や
Ｃ
Ｄ
は
、
同
じ
再
生
音
源
媒
体
で
あ
る

有
線
放
送
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ラ
ジ
オ
な
ど
と
、
本
質
的
に
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
店
主

は
「
マ
ス
タ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
ま
さ
し
く
ジ
ャ
ズ
レ
コ
ー
ド
に
対
し
あ
る
程
度
の“m

astery ”

（
通
暁
）

が
求
め
ら
れ
、
常
に
演
出
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
店
主
が
有
線
放
送
を
流
す
こ
と
は
、
ま

る
で
自
己
否
定
の
よ
う
な
行
為
に
な
り
、
そ
こ
ま
で
手
を
抜
く
気
だ
っ
た
ら
店
を
た
た
ん
だ
方
が
よ
い
と
考
え

る
客
が
多
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
店
主
と
い
う
の
は
、
一
切
喋
ら
な
い
ラ
ジ
オ
の
ジ
ャ
ズ
番

組
の
Ｄ
Ｊ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
通
常
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
場
合
、
Ｌ
Ｐ
の
片
面
（
ま
た
は
、
そ
れ
に

匹
敵
す
る
Ｃ
Ｄ
の
曲
数
）
を
立
て
続
け
に
か
け
る
か
ら
、
Ｄ
Ｊ
と
は
違
い
一
曲
ご
と
に
違
う
レ
コ
ー
ド
を
か
け
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る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
主
も
Ｄ
Ｊ
も
客
／
聴
衆
に
聴
か
せ
る
音
楽
、
そ
し
て
そ
の
音
の
流
れ
や

組
み
合
わ
せ
の
セ
ン
ス
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
共
通
し
て
い
る
。
音
の
流
れ
が
単
調
に
な
ら
な
い
よ

う
に
気
を
遣
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
と
き
に
刺
激
や
驚
き
を
与
え
、
と
き
に
安
堵
さ
せ
た
り
う
っ
と
り
さ
せ
た

り
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
聴
き
手
の
感
情
を
う
ま
く
操
る
の
も
一
役
だ
と
言
え
る
。
対
照
的
に
、
有

線
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ラ
ジ
オ
な
ど
で
は
そ
の
責
任
を
す
べ
て
別
人
に
任
せ
て
い
る
。
レ
コ
ー
ド
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
も
要
さ
れ
な
け
れ
ば
、
流
れ
て
い
る
音
楽
に
対
す
る
知
識
も
、
興
味
で
さ
え
も
、
一
切
要
さ
れ
な
い
。

チ
ャ
ン
ネ
ル
だ
け
を
選
べ
ば
よ
い

―
「
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
」
や
「
ジ
ャ
ズ
ヴ
ォ
ー
カ
ル
」
や
「
ピ
ア
ノ
ト
リ

オ
」
や
「
ボ
サ
ノ
バ
」
な
ど
の
よ
う
に
。
い
わ
ば
安
易
な
消
費
選
択
に
よ
る
「
イ
ン
ス
タ
ン
ト
雰
囲
気
」
が
で

き
上
が
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
お
か
げ
で
、
現
在
の
ど
ん
な
飲
食
店
で
あ
ろ
う
と
ジ
ャ
ズ
が
聴
こ
え
て
く
る

が
、
幸
か
不
幸
か
希
少
性
の
高
い
音
楽
か
ら
あ
り
ふ
れ
た
Ｂ
Ｇ
Ｍ
と
化
し
て
き
た
。

最
後
に
、
地
方
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
潔
に
触
れ
た
い
。
東
西
南
北
の
数
々
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
を

訪
れ
、
す
で
に
閉
業
し
た
店
の
店
主
を
含
め
百
数
十
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
が
、
地
方
都
市
や
小
さ

い
町
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
に
は
、
東
京
と
京
都
の
よ
う
な
「
ジ
ャ
ズ
喫
茶
激
戦
地
」
と
は
い
く
つ
か
の
違
い
が
目
に

つ
い
た
。
ま
ず
、
地
方
都
市
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
全
盛
時
代
が
東
京
と
京
都
よ
り
五
年
な
い
し
一
〇
年
の
遅
れ
で
生

じ
た
よ
う
で
あ
る
。
議
論
の
余
地
は
あ
る
も
の
の
、
私
は
東
京
の
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫
茶
全
盛
期
を
一
九
五
〇
年

代
末
期
か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
ま
で
と
見
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
全
国
で
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
軒
数
が
一
番
多

か
っ
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
半
ば
の
東
京
だ
が
、
同
時
代
の
京
都
の
店
舗
数
が
五
〇
軒
も
あ
っ
た
の
で
、
人
口

比
で
言
え
ば
東
京
を
上
回
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
、
当
時
ジ
ャ
ズ
喫
茶

族
の
中
心
は
学
生
で
あ
り
、
当
時
の
京
都
は
市
内
の
学
生
人
口
も
（
人
口
比
で
）
圧
倒
的
に
大
き
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
対
照
的
に
、
地
方
都
市
に
ジ
ャ
ズ
喫
茶
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
軒
数
は
一
桁
に
限
り
、
一
軒
し
か
な
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い
町
も
め
ず
ら
し
く
な
か
っ
た
。
上
述
し
た
通
り
、
東
京
と
京
都
に
比
べ
地
方
都
市
で
ジ
ャ
ズ
喫
茶
が
現
れ
始

め
た
の
が
遅
く
、
軒
数
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
の
も
一
九
八
〇
年
代
前
半
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
興
味

深
い
の
は
そ
の
よ
う
な
実
態
を
め
ぐ
る
違
い
で
は
な
く
、
地
方
都
市
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
が
担
っ
た
役
割
に
こ
そ
大

き
な
相
違
点
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

ど
ん
な
飲
食
店
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
役
割
や
機
能
は
多
面
的
で
あ
り
、
客
に
と
っ
て
違
う
側
面
が
強
調
さ
れ

る
。
ジ
ャ
ズ
喫
茶
も
例
外
に
漏
れ
ず
、
あ
る
客
に
と
っ
て
主
と
し
て
ジ
ャ
ズ
の
レ
コ
ー
ド
を
聴
く
た
め
の
場
所

で
あ
り
、
隣
の
客
に
と
っ
て
オ
ー
デ
ィ
オ
シ
ス
テ
ム
を
楽
し
む
場
所
で
あ
り
、
さ
ら
に
単
な
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

感
覚
で
入
っ
て
い
る
客
も
あ
ろ
う
（「
真
の
イ
ン
テ
リ
は
、
ゴ
ダ
ー
ル
の
映
画
を
観
て
、
サ
ル
ト
ル
を
読
み
、

そ
し
て
ジ
ャ
ズ
喫
茶
に
入
る
も
の
だ
」
と
い
う
よ
う
に
）。
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
歴
史
は
昭
和
初
期
ま
で
遡
る
が
、

当
初
か
ら
最
新
の
舶
来
文
化
を
紹
介
す
る
側
面
が
重
要
で
あ
り
、
一
九
六
〇
年
代
の
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫
茶
も
最

新
の
輸
入
盤
レ
コ
ー
ド
や
オ
ー
デ
ィ
オ
機
材
を
披
露
す
る
意
味
で
は
同
じ
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
言
え
る
。

あ
る
い
は
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
は
音
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
疑
似
体
験
を
客
に
提
供
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。

地
方
都
市
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
も
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
東
京
（
ま
た
は
、
京
都
）
と
い
う

「
二
次
的
な
憧
れ
の
場
所
」
に
対
す
る
疑
似
体
験
も
提
供
し
て
い
た
こ
と
が
、
東
北
や
山
口
県
や
九
州
な
ど
の

ジ
ャ
ズ
喫
茶
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
の
日
本
で
は
大
都
市
と

地
方
都
市
と
の
間
に
情
報
の
格
差
が
大
き
く
、
金
の
な
い
学
生
に
と
っ
て
国
内
旅
行
も
贅
沢
だ
っ
た
た
め
、
東

京
に
は
行
き
た
く
て
も
ま
だ
行
っ
た
こ
と
の
な
い
若
者
が
少
な
か
ら
ず
に
い
た
。
そ
の
よ
う
な
地
方
出
身
の
若

者
に
と
っ
て
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
に
入
る
こ
と
は
「
何
と
な
く
都
会
的
な
空
気
を
吸
っ
て
い
る
」
よ
う
に
感
じ
ら
れ

た
そ
う
で
あ
る
。
同
様
に
、
大
学
の
た
め
に
東
京
や
京
都
に
数
年
間
住
ん
で
か
ら
帰
省
し
た
若
者
に
と
っ
て
、
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ジ
ャ
ズ
喫
茶
が
都
会
で
過
ご
し
て
き
た
懐
か
し
い
時
間
を
蘇
ら
せ
て
く
れ
、
回
顧
心
に
駆
ら
れ
て
し
ば
ら
く

通
っ
て
い
た
と
証
言
す
る
ジ
ャ
ズ
喫
茶
客
も
い
た
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
日
本
の
〈
周
辺
／
地
方
〉
か
ら

〈
中
心
／
都
会
〉
へ
の
憧
れ
の
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
て
お
り
、
地
方
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
が
果
た
し
て
き
た
独
自

の
役
割
が
見
受
け
ら
れ
る
。

以
上
、
日
文
研
に
与
え
て
い
た
だ
い
た
贅
沢
極
ま
り
な
い
一
年
に
わ
た
る
研
究
（
？
）
期
間
か
ら
得
ら
れ
た

知
見
の
ほ
ん
の
数
例
に
す
ぎ
な
い
。
詳
細
に
つ
い
て
、
拙
著
『
ジ
ャ
ズ
喫
茶
論
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。
最
後
に
、
本
稿
を
以
っ
て
、
日
文
研
に
招
聘
し
て
く
だ
さ
っ
た
細
川
周
平
教
授
に
改
め
て

お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
（
本
人
は
今
ど
き
「
あ
れ
は
、
失
敗
だ
っ
た
！
」
と
嘆
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が

…
…
）。

（
早
稲
田
大
学
教
授
）



165 思
想
圏
と
し
て
の
日
本
政
治
思
想
研
究
ノ
ー
ト

楊
　
　
　
際
　
開

私
は
二
〇
一
四
年
度
の
外
国
人
研
究
者
と
し
て
日
文
研
に
い
ま
し
た
。
帰
国
す
る
前
に
、
伊
東
さ
ん
の
ご
依

頼
を
受
け
て
、
日
文
研
の
研
究
の
ス
タ
ン
ス
に
つ
い
て
、
一
回
、
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
の

主
張
を
簡
単
に
い
え
ば
、
日
本
研
究
は
東
ア
ジ
ア
文
明
と
の
共
同
性
と
連
続
性
に
立
脚
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ

の
存
在
理
由
が
無
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
伊
東
さ
ん
の
大
作
『
思
想
と
し
て
の
近
世
中
国
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
を
中
国
語
に
訳
し
て
い
る
う
ち
、
朱
子
学
を
勉
強
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
得

ま
し
た
。
其
の
時
、
生
ま
れ
た
疑
問
は
朱
子
学
が
ど
の
よ
う
に
日
本
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
。
私
の
本
来
の

問
題
意
識

―
東
ア
ジ
ア
文
明
は
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
内
部
の
政
治
理
念
が
中
国
的
な
権
原
か
ら
日
本
的
な
法

原
の
変
遷
過
程
を
辿
っ
て
き
ま
し
た
（
拙
論
「
近
代
中
国
の
思
想
と
革
命
研
究
覚
書

―
日
本
か
ら
の
思
想
的

な
要
因
を
中
心
に
」（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
『
日
本
研
究
』
第
五
一
集
、
平
成
二
七
年
三
月
）。「
法

原
」
と
い
う
発
想
か
ら
出
発
し
て
、
徂
徠
研
究
を
通
じ
て
、
徐
々
に
藤
原
惺
窩
以
来
の
朱
子
学
受
容
史
に
対
す

る
理
解
を
深
め
ま
し
た
。
惺
窩
は
「
在
親
民
」
と
い
う
『
大
学
』
に
出
た
言
葉
を
「「
在
親
民
」
ト
ハ
、「
民
」

は
士
・
農
・
工
・
商
ノ
四
民
ノ
四
業
也
。「
親
」
ト
云
字
二
、
親
愛
養
育
の
心
あ
り
」（『
大
学
要
略
』）、「
親
ト

云
字
に
親
愛
養
育
ノ
心
ア
リ
。
ス
ナ
ワ
チ
養
の
義
也
」（『
大
学
逐
鹿
評
』）
と
理
解
し
、
新
儒
学
の
「
新
」
の

解
釈
と
異
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
朱
子
学
受
容
の
関
心
は
最
初
か
ら
政
治
秩
序
の
再
建
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
つ
ま
り
、
伝
統
中
国
に
お
い
て
は
、
朱
子
学
の
道
徳
論
が
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
対
し
て
、
日
本
の
朱
子
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学
関
心
は
む
し
ろ
共
通
の
政
治
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
創
出
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
朱
子
学
の
本
家
の
朱

子
学
理
解
と
日
本
の
朱
子
学
受
容
と
の
違
い
を
考
え
る
問
題
は
思
想
史
の
課
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
政
治
史
の

課
程
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
中
国
的
な
権
原
の
も
と
で
、
朱
子
学
の
利
用
価
値
は
心
性
道
徳
の
領
域
に
限
ら
れ

て
、
日
本
的
な
法
原
の
も
と
で
、
朱
子
学
は
戦
国
時
代
を
経
て
幕
府
再
建
の
政
治
道
徳
の
資
源
に
な
り
ま
し
た
。

藤
原
惺
窩
（
一
五
六
一
〜
一
六
一
九
）
を
始
め
、
貝
原
益
軒
（
一
六
三
〇
〜
一
七
一
四
）、
伊
藤
仁
斎

（
一
六
二
七
〜
一
七
〇
七
）、
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
〜
一
七
二
八
）、
会
沢
安
、
吉
田
松
陰
、
西
周
等
を
経
て
、

朱
子
学
の
「
内
」
的
要
素
を
「
外
」
的
に
転
換
さ
せ
、
新
た
な
政
治
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
出
現
を
根
拠
づ
け
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
、
明
清
朝
の
代
替
モ
デ
ル
と
し
て
の
明
治
維
新
が
育
ま
れ
た
と
考

え
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
日
清
戦
争
を
経
て
、
出
現
し
た
浮
田
和
民
の
「
国
民
的
国
家
」
論
、
内
藤
湖
南
の

「
に
が
り
」
説
（『
日
本
文
化
史
研
究
・
日
本
文
化
と
は
何
ぞ
や
（
其
一
）』）、
西
田
幾
太
郎
の
国
家
論
（「
国
家

は
統
一
し
た
一
の
人
格
で
あ
っ
て
、
国
家
の
制
度
法
律
は
か
く
の
如
き
共
同
意
識
の
意
志
の
発
現
で
あ
る
（
こ

の
説
は
古
代
で
は
プ
ラ
ト
ー
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
、
近
代
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
で
あ
る
）。」
氏
著
『
善
の
研

究
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
〇
年
、
二
一
五
頁
）、
橘
樸
の
ア
ジ
ア
思
想
、
丸
山
真
男
の
日
本
政
治
思
想
研
究
等

は
い
ず
れ
も
西
洋
並
の
近
代
国
家
の
観
念
に
立
脚
し
て
い
る
故
に
、
こ
の
よ
う
な
国
家
観
に
よ
る
東
洋
文
明
の

再
生
を
図
る
と
い
う
二
律
背
反
の
命
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
「
仁
義
」
論
は
明
治
時
代
に
入
っ

て
、
次
第
に
井
上
哲
次
郎
流
の
道
徳
論
に
と
っ
て
か
わ
り
ま
し
た
。
近
代
日
本
の
国
家
思
想
や
行
動
に
刺
激
を

受
け
た
現
代
中
国
も
全
く
同
じ
問
題
を
抱
え
な
が
ら
、
日
本
と
の
利
益
的
、
領
土
的
、
主
権
論
的
な
衝
突
を
展

開
し
て
い
ま
す
。

問
題
の
解
決
は
も
う
一
度
孔
子
や
江
戸
時
代
の
「
仁
義
」
論
に
立
ち
返
っ
て
い
く
外
に
道
が
あ
り
ま
せ
ん
。

近
年
、
京
都
大
学
法
学
部
に
訪
問
学
者
と
し
て
滞
在
し
な
が
ら
、
思
想
圏
と
し
て
の
日
本
政
治
思
想
研
究
の
可
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能
性
を
考
え
始
め
て
い
ま
す
。

丸
山
真
男
は
一
九
六
五
年
の
日
本
政
治
思
想
史
講
義
録
の
中
で
、「
東
洋
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
に
対
し

て
、「「
東
洋
」
は
新
し
い
文
化
圏
と
し
て
十
九
世
紀
中
葉
に
成
立
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
東
洋
と
い
う
地
理
的
区

別
も
な
か
っ
た
し
、
文
化
的
に
一
つ
の
特
別
の
も
の
と
い
う
自
覚
も
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
言
葉
は
古
く
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
ま
す
。
彼
は
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
に
於
い
て
も
こ
う
い
う
見
地
に
立
脚

し
、「
シ
ナ
帝
国
と
同
じ
く
シ
ナ
学
界
も
真
の
思
想
的
対
立
を
経
験
し
な
か
っ
た
」
と
見
、「
徂
徠
学
に
お
い
て

絶
頂
に
達
す
る
と
こ
ろ
の
、
朱
子
学
に
対
す
る
、
よ
り
正
確
に
は
朱
子
学
的
思
惟
方
法
に
対
す
る
、
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
の
成
長
を
尋
ね
よ
う
」
と
し
、
伝
統
中
国
の
政
治
思
想
を
「
反
面
教
師
」
と
し
た
形
で
日
本
政
治
思
想

史
の
枠
組
み
を
作
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
丸
山
の
「
東
洋
文
明
」
不
在
論
は
津
田
左
右
吉
に
由
来
し
て
い

ま
す
。
ま
た
東
洋
文
明
を
一
つ
の
思
想
圏
と
し
て
認
め
よ
う
と
し
な
い
姿
勢
は
西
洋
中
心
の
価
値
観
に
左
右
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

山
室
信
一
が
『
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
の
中
で
提
出
し
た
思
想
連
鎖

の
問
題
も
結
局
は
西
洋
由
来
の
近
代
概
念
が
日
本
の
漢
訳
化
を
通
じ
て
漢
字
文
化
圏
に
受
容
さ
れ
た
話
に
な
り

ま
す
。
漢
字
文
化
圏
の
存
在
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
西
洋
の
衝
撃
に
対
応
で
き
ま
し
た
が
、
我
々
は
東
ア
ジ
ア
政

治
史
を
語
る
時
、
ほ
と
ん
ど
漢
字
文
化
圏
そ
の
も
の
の
存
続
原
理
を
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
。
溝
口
雄
三
は
「
文

明
圏
」
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
ま
す
。「
文
明
圏
と
い
う
の
は
、
実
体
的
な
あ
る
圏
域
と
し
て
存
在
し
て
い
る

も
の
で
は
な
く
、
単
に
あ
る
一
つ
の
関
係
構
造
に
す
ぎ
な
い
」。
確
か
に
我
々
は
漢
字
文
化
圏
を
「
あ
る
一
つ

の
関
係
構
造
」
と
し
て
し
か
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、「
あ
る
圏
域
」
こ
そ
、「
あ
る
一
つ
の
関
係
構

造
」
を
可
能
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
あ
る
圏
域
」
へ
の
自
覚
は
存
在
構
造
に
関
わ
る
も
の
で
す
。

明
治
維
新
後
、
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る
「
関
係
構
造
」
の
中
身
た
る
政
治
的
関
係
や
文
化
的
基
体
に
大
き
な
変
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化
が
発
生
し
て
お
り
、
明
治
維
新
に
対
し
て
、
伝
統
中
国
は
そ
の
文
明
の
内
部
か
ら
衝
撃
を
受
け
、
近
代
に
向

か
っ
て
再
建
の
道
を
歩
み
始
め
ま
し
た
。

近
代
東
ア
ジ
ア
〝
文
明
〞
圏
の
形
成
に
つ
い
て
、
狭
間
直
樹
は
こ
う
指
摘
し
ま
す
。「
西
洋
近
代
文
明
を
受

容
す
る
に
あ
た
っ
て
の
、
中
華
〝
世
界
〞
に
お
け
る
多
く
の
和
製
漢
語
の
作
成
、
そ
れ
の
中
国
へ
の
移
入
と
そ

の
後
の
展
開
は
、
ま
さ
に
東
ア
ジ
ア
〝
文
明
〞
圏
の
誕
生
を
示
す
も
っ
と
も
端
的
な
証
明
な
の
で
あ
る
」。
実

は
、
こ
の
よ
う
な
近
代
用
語
や
西
洋
由
来
の
思
考
様
式
に
結
ば
れ
た
東
ア
ジ
ア
の
〝
文
明
圏
〞
は
、
あ
る
意
味

に
お
い
て
は
、
漢
字
文
化
圏
を
一
文
明
と
し
て
ま
と
め
上
げ
た
内
的
結
合
関
係
を
崩
壊
さ
せ
ま
し
た
。

幕
末
日
本
で
も
知
ら
れ
た
清
代
の
史
学
家
、
趙
翼
（
一
七
二
七
〜
一
八
一
四
）
は
一
九
世
紀
の
初
め
出
版
し

た
『
二
十
二
史
劄
記
』
巻
三
四
「
天
主
教
」
の
中
で
、
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。「
儒
教
は
中
国
の
地
だ
け
で
な

く
、
南
に
お
い
て
は
ベ
ト
ナ
ム
、
東
に
お
い
て
は
琉
球
、
日
本
、
朝
鮮
に
至
っ
て
い
る
」。
こ
れ
は
一
種
「
儒

教
」
な
る
文
化
を
文
明
概
念
の
判
断
基
準
と
し
、
西
洋
文
明
か
ら
の
圧
力
の
下
で
、
清
代
中
後
期
の
知
識
人
た

ち
が
東
ア
ジ
ア
文
明
の
存
在
を
意
識
し
出
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
渡
辺
浩
は
「
東
ア
ジ
ア
」
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
「
異
国
」
と
い
う
言
葉
は
、

中
国
、
朝
鮮
、
琉
球
、
蝦
夷
、
韃
靼
、
ベ
ト
ナ
ム
の
よ
う
な
国
や
地
域
を
指
す
も
の
で
、
そ
の
「
外
」
た
る
西

洋
や
他
の
国
々
と
違
い
一
定
の
文
化
を
共
有
し
、
何
よ
り
も
漢
字
を
知
り
食
事
に
箸
を
使
う
、
と
い
う
こ
と

で
、
い
わ
ば
、
漢
字
文
化
圏
、
箸
文
化
圏
と
い
う
意
識
が
根
底
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
現
代
日
本
語
で
い
う

「
東
ア
ジ
ア
」
に
、
お
お
む
ね
合
致
し
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
の
文
明
地
図
は
漢
字
文
化
圏
と
し
て
、
他
の
文
化
圏

と
異
な
る
「
共
通
」
の
文
化
的
特
色
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
外
」
か
ら
見
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア

文
明
に
独
特
の
文
字
体
系
、
独
特
の
思
想
体
系
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
部
に
も
、
一
枚
岩
の
よ
う

な
存
在
で
は
な
く
、
文
明
触
変
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
作
り
出
し
な
が
ら
、
あ
る
種
の
生
命
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力
を
呈
し
て
い
ま
す
。
近
代
東
ア
ジ
ア
政
治
史
も
漢
字
文
明
圏
の
中
で
展
開
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
裏
付
け

る
よ
う
な
思
想
史
の
研
究
も
必
要
で
し
ょ
う
。

東
ア
ジ
ア
政
治
思
想
史
に
共
通
の
テ
ー
マ
は
、
政
治
的
「
私
」
に
よ
る
社
会
的
「
公
」
へ
の
抑
圧
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
君
主
制
と
の
朱
子
学
的
な
連
帯
関
係
の
解
除
は
近
代
東
ア
ジ
ア
文
明
圏
を
形
成
さ
せ
た
社
会
契
約

的
な
絆
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
転
換
の
な
か
で
中
江
兆
民
の
説
い
た
天
皇
の
役
割（「
天

の
説
」）
が
憲
法
理
念
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
魏
源
の
提
起
し
た
憲
政
的
な
問
題
（
万
事
莫
備

於
六
官
、
而
朝
廷
為
出
治
之
原
）
は
政
治
的
「
私
」
か
ら
社
会
的
「
公
」
へ
の
憲
法
理
念
の
転
換
を
目
指
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
、
太
平
天
国
の
衝
撃
を
受
け
て
明
治
維
新
の
最
大
な
政
治
課
題
と
な
り
ま
し

た
。
瀧
井
先
生
の
明
治
維
新
研
究
班
に
参
加
し
、
斉
藤
拙
堂
に
よ
る
『
経
世
文
編
抄
』
及
び
、
そ
れ
が
吉
田
松

陰
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
、
ご
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
清
朝
経
世
思
潮

―
明
治
維
新

―

辛
亥
革
命
を
東
ア
ジ
ア
政
治
思
想
の
展
開
と
い
う
枠
組
み
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
村
久
四
郎
は
曽
て
中
国
文
化
と
日
本
文
化
を
本
流
と
支
流
、
緯
線
と
経
線
、
偶
然
と
必
然
に
譬
え
、
両
者

の
関
係
を
論
じ
て
、
こ
う
指
摘
し
ま
す
。「
支
流
が
何
程
数
多
く
あ
っ
て
も
、
本
流
の
源
遠
く
流
れ
長
く
し
て

河
道
の
又
大
な
る
に
は
及
ば
な
い
。
緯
線
は
短
い
距
離
に
於
て
忽
ち
左
に
ゆ
き
、
忽
ち
右
に
ゆ
き
、
其
色
も
亦

変
化
錯
雑
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
到
底
経
線
の
一
定
貫
通
す
る
長
き
に
及
ば
な
い
。
併
し
、
文
彩
錯
綜
し
て
、

美
し
く
織
り
な
す
に
は
、
緯
線
の
力
を
要
す
る
。
又
必
然
は
一
定
確
実
で
あ
る
が
、
不
変
単
調
と
い
ふ
長
所
も

あ
り
短
所
も
あ
る
。
偶
然
は
不
確
定
で
あ
る
が
、
事
物
を
変
化
複
調
な
ら
し
む
る
作
用
が
あ
る
。」
私
は
こ
の

よ
う
に
自
分
の
帰
属
し
て
い
る
文
明
を
共
変
的
に
複
眼
的
に
捉
え
る
姿
勢
に
共
鳴
を
覚
え
て
い
ま
す
。

（
杭
州
師
範
大
学
国
学
院
教
授
）
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ふ
た
つ
の
国
の
永
遠
の
つ
な
が
り

林
　
　
　
志
　
宣

京
都
か
ら
帰
っ
て
既
に
三
年
も
た
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
ソ
ウ
ル
で
桜
の
花
や
色
と

り
ど
り
の
葉
を
見
る
た
び
に
、
日
文
研
の
風
景
が
私
の
心
で
重
な
り
ま
す
。

日
文
研
生
活
で
は
作
曲
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
た
う
え
、
京
都
で
「
カ
オ
ス
モ
スC

haosm
os

」「
不
可

能
な
可
能
性Im

possible Possibility

」、
東
京
で
「
生
の
永
遠
の
歌Perpetual Song of L

ife

」
を
初
演
す
る

機
会
を
得
ま
し
た
。
そ
し
て
帰
国
後
に
出
版
す
る
『
映
画
の
な
か
の
現
代
音
楽
』
の
執
筆
に
多
く
の
時
間
を
割

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
拙
著
は
二
〇
一
四
年
に
出
版
さ
れ
、
韓
国
の
出
版
財
団
の
「
世
宗
図
書
学
術
部
門
」

で
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た
の
は
嬉
し
い
こ
と
で
す
。
日
韓
の
関
係
を
た
だ
一
人
の
個
人
的
経
験
に
還
元
す
る
こ
と

を
望
み
ま
せ
ん
が
、
両
国
間
で
交
換
コ
ン
サ
ー
ト
を
催
す
こ
と
を
ず
っ
と
探
っ
て
い
て
、
二
〇
一
五
年
は
私
の

願
い
を
実
現
す
る
の
に
完
璧
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
し
た
。
そ
の
年
は
日
韓
外
交
関
係
樹
立
五
〇
周
年
に
あ
た
っ
て

い
た
の
で
す
。

新
作
を
朝
鮮
通
信
使
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
作
曲
し
よ
う
と
思
い
つ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
日
文
研
滞
在
中
の
ふ
た

つ
の
体
験
に
も
と
づ
き
ま
す
。
第
一
に
、
京
都
で
娘
と
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
最
初
の
朝
鮮
通
信
使
李
藝

（
イ
・
イ
ェ
ジ
）』
を
見
ま
し
た
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
両
国
の
良
好
な
関
係
を
保
と
う
と
す
る
両
国
の
人
々
の
努

力
に
印
象
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
一
五
世
紀
よ
り
一
九
世
紀
初
頭
ま
で
朝
鮮
通
信
使
は
現
在
の
ソ
ウ
ル
か
ら
京
都

ま
で
二
〇
〇
〇
キ
ロ
に
わ
た
る
長
い
旅
を
行
い
、
二
〇
〇
〇
人
以
上
の
人
間
や
馬
の
大
行
列
が
両
国
で
図
版
や
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文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
進
ん
だ
文
化
を
日
本
側
に
伝
え
、
日
本
側
は
一
行
を
実
に
温
か
く
、
心

か
ら
歓
待
し
ま
し
た
。
音
楽
と
踊
り
は
一
行
の
長
旅
の
疲
れ
を
癒
し
、
日
本
の
宿
主
は
す
ば
ら
し
い
食
事
と
見

世
物
で
彼
ら
を
慰
め
ま
し
た
。
第
二
に
、
京
都
近
く
の
小
さ
な
祭
り
で
元
中
学
校
長
に
出
会
い
、
彼
は
遠
い

昔
、
日
本
に
進
ん
だ
文
化
を
伝
え
よ
う
と
し
た
朝
鮮
人
に
ど
れ
ほ
ど
感
謝
し
て
い
る
か
を
私
に
語
り
ま
し
た
。

彼
は
そ
れ
を
素
晴
ら
し
い
将
来
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
刺
激
か
ら
朝
鮮
通
信
使
を

記
念
す
る
作
品
が
構
想
さ
れ
ま
し
た
。

私
が
作
曲
家
と
し
て
委
嘱
を
受
け
た
画
音
室
内
管
弦
楽
団
と
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
中
村
典
子
准
教
授

は
、
朝
鮮
通
信
使
を
記
念
す
る
特
別
な
コ
ン
サ
ー
ト
を
企
画
し
、
私
は
音
に
よ
る
想
像
上
の
通
信
使
の
旅
を
描

写
し
た
『
朝
鮮
通
信
使
の
散
ら
ば
っ
た
記
憶
と
の
邂
逅
　E

ncounter w
ith the Scattered M

em
ory: C

hoseon 

Tongsinsa
』
を
初
演
し
ま
し
た
。
か
つ
て
両
国
で
共
有
さ
れ
愛
さ
れ
た
旧
来
の
習
慣
、
文
化
、
芸
術
を
象
徴

す
る
た
め
、
そ
の
古
い
響
き
を
伝
え
る
伝
統
楽
器
の
笙
（
笙
篁
）
を
用
い
、
作
品
は
四
つ
の
空
想
の
情
景
を
描

い
て
い
ま
す
。
朝
鮮
王
と
通
信
使
の
面
会
と
一
行
の
釜
山
へ
の
陸
路
の
移
動
の
情
景
、
瀬
戸
内
海
経
由
の
波
間

の
旅
と
上
陸
し
て
京
都
に
到
着
す
る
ま
で
の
情
景
、
安
全
な
上
陸
後
の
休
息
と
娯
楽
の
情
景
、
そ
し
て
最
後
に

ほ
ぼ
九
ヵ
月
の
旅
を
し
め
く
く
る
京
都
か
ら
江
戸
ま
で
の
壮
麗
極
ま
り
な
い
行
列
の
情
景
、
こ
の
四
景
で
す
。

中
村
典
子
さ
ん
は
そ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
コ
ン
サ
ー
ト
で
新
作
『
海
煥
草
木
川
花
奏
鳴
』
を
初
演
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
一
九
四
五
年
、
日
本
で
獄
死
し
た
韓
国
の
詩
人
尹
東
柱
（
ユ
ン
・
ド
ン
ジ
ュ
）
に
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
彼
は
わ
ず
か
二
七
年
生
き
た
後
に
、
韓
国
人
の
心
に
今
で
も
残
る
美
し
い
詩
を
多
く
書
き
ま
し
た
。
彼

の
非
暴
力
の
抵
抗
は
日
本
人
に
も
強
い
印
象
を
残
し
た
に
違
い
な
く
、
中
村
さ
ん
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
書
い
て
い

ま
す
。
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海
煥
（
해
환
）
は
、
韓
国
の
国
民
的
詩
人
尹
東
柱
の
号
で
あ
る
。
尹
東
柱
は
中
国
満
州
に
生
ま
れ
、
幼
い

頃
、
海
煥
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
彼
は
平
壌
、
ソ
ウ
ル
、
東
京
、
そ
し
て
京
都
の
同
志
社
大
学
で
学
ん
だ
。

彼
は
詩
を
韓
国
語
で
書
い
て
い
て
、
そ
し
て
逮
捕
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
わ
る
前
に
、
福
岡
で

二
七
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
時
、
彼
の
母
国
語
で
あ
る
韓
国
語
は
西
洋
植
民
地
国
家
の
如
く
、
大
日
本

帝
国
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
私
達
の
先
祖
の
、
力
の
信
奉
者
に
よ
っ
て
死
に
運
ば
れ
、
帝
国

主
義
者
と
全
体
主
義
者
が
彼
の
生
命
を
奪
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
永
遠
に
生
き
て

い
る
。
私
は
す
べ
て
の
草
や
樹
や
川
や
花
の
声
の
中
に
あ
る
彼
の
精
神
を
い
つ
も
感
じ
、
彼
の
光
は
私
や

あ
な
た
や
私
達
そ
し
て
あ
ら
ん
限
り
の
す
べ
て
を
、
海
と
天
よ
り
抱
容
す
る
。

ア
ジ
ア
起
源
の
弦
楽
と
、
天
か
ら
の
光
を
表
す
竹
の
マ
ウ
ス
リ
ー
ド
オ
ル
ガ
ン
の
日
本
伝
統
楽
楽
器
笙

が
、
宇
宙
す
べ
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
、
絶
え
間
な
く
会
話
す
る
。

二
〇
一
七
年
は
尹
東
柱
の
生
誕
百
周
年
に
あ
た
り
、
延
世
大
学
の
尹
東
柱
記
念
事
業
会
は
五
月
一
八
日
に
構

内
の
ク
ム
ホ
芸
術
セ
ン
タ
ー
で
、
そ
れ
を
祝
う
特
別
コ
ン
サ
ー
ト
を
企
画
し
ま
す
。『
海
煥
草
木
川
花
奏
鳴
』

は
詩
人
と
密
接
に
結
び
合
っ
て
い
る
の
で
、
作
曲
者
と
笙
の
奏
者
真
鍋
尚
之
氏
を
招
き
、
延
世
シ
ン
フ
ォ
ニ

エ
ッ
タ
に
よ
っ
て
初
演
さ
れ
ま
す
。
私
は
こ
の
特
別
な
機
会
の
た
め
、
尹
の
人
生
と
詩
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
新

作
、
ヴ
ィ
オ
ラ
協
奏
曲
『
新
し
い
路 N

ew
 Paths

』
を
書
き
終
え
た
ば
か
り
で
す
。
二
一
世
紀
に
な
っ
て
も
な

お
両
国
間
の
社
会
政
治
的
な
摩
擦
は
続
き
ま
す
が
、
こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
は
傷
つ
い
た
人
々
を
慰
め
、
両
国
民
の

平
和
的
な
共
存
を
助
け
る
と
い
う
意
味
で
意
味
深
い
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
尹
東
柱
の
人
生
の
痕
跡
が
日
中
韓

の
三
国
に
ま
た
が
っ
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、
日
韓
の
み
な
ら
ず
中
国
を
含
め
た
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
発
展
の

価
値
を
広
げ
る
の
に
、
彼
は
良
き
ア
イ
コ
ン
と
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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数
日
前
、
か
つ
て
日
文
研
客
員
教
授
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
兄
で
歴
史
家
の
林
志
弦
（
リ
ン
・
ジ
ェ
ヒ
ュ
ン
）

と
話
し
ま
し
た
。
兄
は
次
の
研
究
休
暇
の
計
画
の
こ
と
を
話
し
、
二
人
で
日
文
研
の
非
常
に
静
か
な
私
生
活
と

学
術
的
な
業
績
に
つ
い
て
懐
か
し
が
り
ま
し
た
。
果
た
し
て
日
文
研
に
帰
る
か
ど
う
か
は
確
か
で
あ
り
ま
せ
ん

が
、
京
都
と
日
文
研
が
兄
に
も
決
し
て
忘
れ
よ
う
の
な
い
良
き
思
い
出
を
与
え
て
く
れ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。

三
〇
周
年
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

（
延
世
大
学
教
授
）

原
文
：
英
語

翻
訳
：
細
川
周
平
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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医
学
史
研
究
の
高
峰

梁
　
　
　
　
　
嵘

日
文
研
が
設
立
さ
れ
た
当
初
、
山
田
慶
児
教
授
の
指
揮
下
で
、
科
学
技
術
史
の
研
究
が
展
開
さ
れ
、
医
学
史

が
特
に
重
要
視
さ
れ
た
。
当
時
の
日
文
研
は
、
日
本
全
国
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
地
域
の
優
秀
な
医
学
史
研

究
者
を
も
惹
き
つ
け
て
い
た
。
研
究
班
と
読
書
会
を
通
し
て
、
研
究
上
の
新
発
見
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
、

重
要
な
問
題
に
つ
い
て
議
論
を
交
わ
し
た
。
山
田
先
生
は
中
国
の
医
学
の
起
源
、
中
国
医
学
の
基
盤
を
築
い
た

『
黄
帝
内
経
』
の
思
想
的
構
造
、
中
国
医
学
の
核
心
的
概
念
「
気
」、
そ
れ
を
運
ぶ
媒
介
物
の
「
運
気
」
な
ど
を

深
く
研
究
さ
れ
、
独
自
の
見
解
を
も
ち
、
中
国
医
学
史
の
研
究
と
発
展
に
深
遠
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
特
に

「
気
」
に
関
す
る
ご
研
究
は
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
学
術
的
先
見
性
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
。

山
田
先
生
が
退
官
さ
れ
て
か
ら
、
栗
山
茂
久
先
生
が
日
文
研
に
お
い
て
医
学
史
研
究
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、

文
化
史
の
角
度
か
ら
、
医
学
史
研
究
の
新
し
い
領
域
を
拓
い
た
。
先
生
は
世
界
各
地
の
研
究
者
を
日
文
研
に
招

き
、
学
術
交
流
を
行
い
、
ア
ジ
ア
医
学
史
学
会
（the A

sian Society for the H
istory of M

edicine, A
SH

M

）

を
成
立
さ
せ
て
、
ア
ジ
ア
地
域
の
歴
史
学
研
究
者
に
生
命
科
学
史
、
医
学
文
化
史
の
研
究
課
題
を
与
え
た
。
中

国
の
医
学
史
研
究
の
人
材
を
育
て
る
た
め
に
、
北
京
大
学
、
復
旦
大
学
（
上
海
）、
南
開
大
学
（
天
津
）
を
頻

繁
に
訪
れ
て
、
若
手
の
医
学
史
研
究
を
指
導
し
て
き
た
。
中
国
の
中
堅
研
究
者
に
よ
っ
て
極
め
て
高
く
評
価
さ

れ
て
い
る
。

現
在
、
日
文
研
の
医
学
史
研
究
を
牽
引
し
て
い
る
の
は
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
先
生
で
、
西
洋
の
医



175

学
が
日
本
の
医
学
及
び
医
学
の
概
念
に
与
え
た
影
響
と
い
う
角
度
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
日
本
へ
輸
入
さ
れ

た
重
要
な
医
学
書
に
つ
い
て
深
く
探
求
さ
れ
て
い
る
。
先
生
の
研
究
は
ま
だ
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
中
国
国
内
の
研
究
者
に
与
え
た
影
響
は
限
ら
れ
て
は
い
る
が
、
日
文
研
で
先
生
と
交
流
を
行
っ
て
き
た
中

国
人
研
究
者
は
、
先
生
の
慎
重
な
態
度
と
厳
密
な
方
法
に
大
き
な
感
銘
を
受
け
、
多
く
の
も
の
を
学
ん
で
い

る
。日

文
研
は
医
学
史
研
究
の
最
高
峰
だ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
医
学
史
研
究
者
た
ち
の
心
の
聖
地
で
も
あ
る
。
研

究
者
た
ち
の
長
年
収
蔵
し
た
医
学
の
書
物
も
そ
れ
ぞ
れ
の
収
蔵
者
の
研
究
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
宗

田
文
庫
の
書
籍
は
、
宗
田
一
先
生
の
体
温
を
帯
び
て
い
る
よ
う
で
、
読
む
者
の
心
を
打
つ
。

日
文
研
は
成
立
し
て
か
ら
瞬
く
間
に
三
〇
周
年
と
な
っ
た
。
日
文
研
の
輝
か
し
い
道
程
を
振
り
返
る
時
、
こ

れ
か
ら
も
医
学
史
研
究
を
俯
瞰
す
る
最
高
峰
で
あ
り
つ
づ
け
る
よ
う
に
祈
念
し
て
い
る
。

（
北
京
中
医
薬
大
学
教
授
）

原
文
：
中
国
語

翻
訳
：
郭
南
燕
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）
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日
文
研
創
立
三
〇
周
年
お
め
で
と
う
！

陸
　
　
　
留
　
弟

こ
の
度
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
が
創
立
三
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
か
つ
て
同
セ
ン
タ
ー
で
研
究

活
動
を
し
た
者
と
し
て
、
衷
心
よ
り
お
祝
い
の
こ
と
を
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
本
当
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

日
文
研
と
の
付
き
合
い
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
遡
る
事
が
で
き
ま
す
。
最
初
は
一
九
九
四
年
国
際
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
の
受
賞
者
で
あ
る
大
江
健
三
郎
先
生
の
講
演
を
聞
く
た
め
に
足
を
運
び
ま
し
た
。

当
時
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
多
数
の
参
加
者
が
あ
り
、
大
変
盛
況
で
し
た
。

本
会
場
で
は
、
数
多
く
の
研
究
者
が
集
ま
り
、
基
調
講
演
を
は
じ
め
、
数
々
の
貴
重
な
研
究
成
果
が
発
表
さ

れ
、
聴
衆
が
終
始
熱
心
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。
本
会
場
の
み
な
ら
ず
、
各
分
科
会
で
も
学
術
的
な
反
論
を

含
め
て
活
発
な
討
論
を
展
開
し
た
り
、
参
加
者
か
ら
発
表
者
に
熱
心
な
質
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
り
す
る
場
面

も
多
く
見
ら
れ
、
熱
気
に
溢
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
人
の
研
究
発
表
ば
か
り
で
な
く
、
外
国
人
の
研
究
発
表
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
日
本
語
教
育
研
究
」
分
科
会
で
は
、
北
京
大
学
の
孫
宗
光
氏
の
発
表
し
た
研
究
成
果

も
、
ま
た
王
家
驊
氏
の
「
日
本
の
儒
家
と
儒
教
思
想
の
現
状
」
に
関
す
る
発
言
も
と
て
も
示
唆
的
で
、
勉
強
に

な
り
ま
し
た
。
質
疑
応
答
で
は
双
方
か
ら
活
発
に
発
言
が
な
さ
れ
、
予
定
時
間
を
超
え
る
ほ
ど
充
実
し
た
意
見

交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
庭
沿
い
の
廊
下
に
設
け
ら
れ
た
展
示
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
参
加
者
の
皆
様
は
ポ
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ス
タ
ー
な
ど
を
通
じ
て
、
日
文
研
の
概
要
や
そ
の
研
究
内
容
を
真
剣
に
見
学
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
学
術

交
流
と
研
究
に
関
す
る
展
示
は
一
側
面
か
ら
日
文
研
の
活
動
に
お
い
て
も
効
果
的
な
広
報
活
動
の
場
と
な
り
ま

し
た
。

日
文
研
は
、
と
て
も
閑
静
と
し
た
京
都
の
洛
西
に
位
置
し
、
学
問
の
研
究
活
動
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
す
。

数
多
く
の
内
外
の
研
究
者
た
ち
は
、
日
頃
の
研
究
を
重
ね
ら
れ
た
成
果
が
こ
こ
で
報
告
さ
れ
、
お
互
い
に
議

論
を
通
じ
て
、
日
本
研
究
の
諸
成
果
を
交
換
し
て
相
互
刺
激
を
与
え
つ
つ
、
学
問
の
真
理
を
切
磋
琢
磨
に
探
求

し
続
け
て
い
ま
す
。
コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
で
は
、
異
文
化
を
観
察
す
る
こ
と
や
理
解
す
る
こ
と
な
ど
、
研
究
者

の
皆
様
は
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
個
々
に
忌
憚
の
な
い
歓
談
、
親
睦
を
深
め
ま
し
た
。

世
界
の
日
本
研
究
者
に
研
究
情
報
の
提
供
な
ど
の
研
究
協
力
を
行
う
こ
と
を
設
立
趣
旨
と
し
て
い
る
の
が
日

文
研
で
す
。
今
日
、
研
究
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
進
め
、
国
内
外
の
日
本
研
究
者
の
重
要
な
研
究
拠
点

と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
日
本
の
文
化･

歴
史
を
研
究
す
る
新
し
い
豊
か
な
一
側
面
は
、
日
本
語
教
育
者
の
私
に
と
っ
て

大
き
な
励
み
と
な
り
ま
し
た
。
一
九
九
四
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
き
っ
か
け
で
、
日
文
研
と
の
付
き
合
い
が
始

ま
り
ま
し
た
。

海
外
の
日
本
研
究
者
へ
の
協
力
・
支
援
制
度
を
受
け
、
外
国
人
研
究
員
と
し
て
本
格
的
に
日
文
研
に
お
世
話

に
な
っ
た
の
は
二
〇
〇
六
年
九
月
か
ら
の
一
年
間
で
し
た
。

当
時
「
中
日
茶
文
化
の
違
い
に
つ
い
て
」
を
研
究
テ
ー
マ
に
、
日
文
研
の
優
れ
た
研
究
者
の
方
々
に
恵
ま

れ
、
鈴
木
貞
美
先
生
の
ご
指
導
を
受
け
な
が
ら
研
究
活
動
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
る
意
味
で
、「
茶

の
湯
」
と
同
じ
よ
う
に
日
常
の
俗
世
を
離
れ
、
ち
ょ
う
ど
学
問
の
修
行
に
入
っ
た
よ
う
な
研
究
活
動
の
中
で
体

を
通
し
て
創
造
性
に
富
み
、
進
取
の
精
神
を
会
得
し
て
い
く
も
の
で
す
。
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さ
ら
に
二
〇
一
三
年
四
〜
九
月
に
、
日
本
庭
園
研
究
の
大
家
で
あ
る
白
幡
洋
三
郎
先
生
の
ご
指
導
を
も
と

に
、「
日
本
の
茶
庭
に
つ
い
て
」
研
究
す
る
た
め
に
再
び
外
国
人
研
究
員
と
し
て
日
文
研
に
や
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
書
斎
で
研
究
に
没
頭
し
、
関
連
文
献
を
リ
サ
ー
チ
す
る
の
み
な
ら
ず
、
日
本
海
に
臨
む
閑
か
な
金
沢
を

気
ま
ま
に
散
策
し
ま
し
た
。
三
大
名
園
の
一
つ
「
兼
六
園
」
の
ほ
か
、
実
際
の
茶
庭
の
環
境
と
場
面
に
お
け
る

茶
人
の
行
動
に
近
づ
き
、
茶
道
思
想
を
解
析
し
よ
う
と
、
金
沢
「
玉
泉
園
」
に
あ
る
裏
千
家
の
茶
庭
「
灑
雪

亭
」
と
そ
こ
の
露
地
な
ど
を
回
っ
て
現
地
調
査
を
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
私
が
日
本
語
教
育
者
と
し
て
日
文
研
に
二
回
に
わ
た
っ
て
お
世
話
に
な
っ
た
の
は
、
い
ず
れ

も
日
本
文
化
の
神
髄
で
あ
る
「
茶
の
湯
」
と
の
出
会
い
の
お
か
げ
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
文
研
の
先
生
と

の
出
会
い
は
「M

anpow
er

」、
日
本
文
化
と
の
付
き
合
い
は
「Tea Pow

er

」
の
お
か
げ
で
し
ょ
う
。
研
究
成

果
と
し
て
「
茶
芸
と
茶
道
に
お
け
る
諸
要
素
―
中
国
茶
芸
の
歴
史
、
文
化
、
習
慣
、
特
徴
と
日
本
茶
道
の
型
・

気
・
美
・
禅
」、「
露
地
考
―
中
国
か
ら
み
た
日
本
の
庭
園
美
」、
そ
れ
ぞ
れ
拙
論
を
ま
と
め
ま
し
た
。
ま
さ
に

日
文
研
の
趣
旨
に
ふ
さ
わ
し
い
研
究
協
力
を
受
け
、
研
究
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
改

め
て
日
文
研
に
深
く
感
謝
致
し
ま
す
！
本
当
に
恵
ま
れ
て
、
と
て
も
光
栄
に
思
い
ま
す
。

「
三
〇
に
し
て
立
つ
」。
日
文
研
は
創
立
三
〇
周
年
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。
情
報
技
術
革
命
に
よ
っ
て
急
速
に

変
貌
す
る
世
界
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
研
究
所
と
し
て
先
端
的
で
独
創
的
な
研
究
を
生
み
出
し
続
け
て
い
ま
す
。

今
日
、
日
文
研
が
国
内
外
の
日
本
研
究
者
に
と
っ
て
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
重
要
な
研
究
拠
点
と
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
専
任
研
究
ス
タ
ッ
フ
か
ら
事
務
の
職
員
に
至
る
ま
で
、
セ
ン
タ
ー
が
一
丸
と
な
り
、
長
年
に
努
力

し
続
け
た
賜
物
で
す
。
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
中
に
外
国
人
研
究
者
の
研
究
成
果
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

は
、
わ
れ
わ
れ
外
国
人
研
究
者
に
と
っ
て
こ
の
上
な
い
喜
び
で
も
あ
り
ま
す
。

「
茶
の
湯
」
は
、
た
だ
の
飲
み
物
で
は
な
く
、
日
本
文
化
の
回
帰
点
に
あ
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
立
派
な
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文
化
的
回
帰
点
に
は
、
茶
を
入
れ
て
飲
む
こ
と
を
楽
し
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
生
き
て
い
く
上
で
の
目
的
・
考

え
方
、
宗
教
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
人
生
観
、
宇
宙
観
の
よ
う
な
普
遍
的
真
理
が
存
在
し
て
い

ま
す
。

「
茶
の
湯
」
は
日
本
文
化
の
代
表
的
な
存
在
と
し
て
、
深
く
他
の
文
化
形
態
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
日
本
語
の
文
法
と
日
本
人
の
行
動
パ
タ
ー
ン
つ
ま
り
「
型
」
を
複
眼
的
に
見
ま
す
と
、「
挨
拶
行
為
」

に
た
ど
り
着
い
た
の
で
す
。
つ
ま
り
ハ
イ
セ
ン
ス
な
日
本
語
表
現
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
「
茶
の
湯
」
の
作
法
と
日

本
人
の
日
常
的
な
振
る
舞
い
を
考
え
ま
す
と
、
こ
の
「
挨
拶
」
文
化
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

「
挨
拶
は
人
よ
り
先
に
自
分
の
方
か
ら
」
始
ま
る
と
い
う
日
本
文
化
の
す
べ
て
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

「
す
み
ま
せ
ん
」、「
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
」、「
お
疲
れ
様
で
し
た
」、「
ご
苦
労
様
で
し
た
」、「
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
」、「
先
に
失
礼
し
ま
す
」、「
大
変
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
」、「
今
日
は
い
い
天
気
で
す
ね
。
え
え
、

い
い
天
気
で
す
ね
」
な
ど
な
ど
、
日
本
文
化
の
神
髄
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

「
茶
の
湯
」
は
、「
挨
拶
」
と
い
う
一
見
簡
単
そ
う
に
聞
こ
え
る
も
の
を
通
じ
て
、
人
類
の
普
遍
的
な
も
の
と

し
て
日
本
文
化
を
発
信
し
続
け
て
い
ま
す
。
敢
え
て
「
茶
の
湯
」
を
研
究
し
た
成
果
は
な
に
か
と
自
問
す
れ

ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
収
穫
の
一
つ
で
し
た
。
も
う
一
つ
、
と
て
も
深
い
感
銘
を
覚
え
て
い
る
の
は
「
茶
気
」

と
の
こ
と
で
す
。

「
こ
の
茶
の
茶
気
は
重
い
」。
中
国
語
的
な
解
釈
を
す
れ
ば
、
茶
葉
の
入
れ
す
ぎ
、
濃
過
ぎ
と
の
意
味
合
い
で

す
。
で
す
が
、「
茶
気
」
と
い
う
単
語
は
日
本
語
に
な
る
と
、
使
い
方
も
意
味
合
い
も
違
っ
て
き
ま
す
。
例
え

ば
「
あ
の
男
は
茶
気
が
な
い
」。
つ
ま
り
、
あ
の
男
は
風
雅
、
俳
諧
と
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
が
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。（「T

he B
ook O

f Tea

」
岡
倉
覚
三
よ
り
）。
い
つ
か
の
日
か
、「
立
派
な
茶
気
人
」
と
か
の
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よ
う
な
挨
拶
用
語
が
生
ま
れ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
日
、
二
〇
〇
あ
ま
り
の
国
、
七
〇
億
を
超
え
た
人
口
と
い
う
世
界
で
は
、
ほ
と
ん
ど
と
言
え
る
ほ
ど
、
お

茶
が
世
界
中
で
喜
ば
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
中
国
浙
江
省
杭
州
産
の
龍
井
茶
は
、
Ｅ
Ｕ
に
「
中
国
銘

茶
」
と
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
日
本
の
宇
治
茶
も
世
界
的
な
ブ
ラ
ン
ド
品
と
し
て
好
か
れ
て
い
て
、
パ
リ

の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
来
客
招
待
の
一
品
と
さ
れ
る
ほ
ど
、
魅
力
的
で
す
。

茶
は
、「
文
明
の
植
物
」
と
さ
え
称
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
単
な
る
飲
料
の
範
疇
を
超
え
、
心
臓
病
や
癌
の
防

止
や
脂
肪
減
少
な
ど
に
も
効
果
的
で
あ
る
と
研
究
成
果
に
立
証
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
和
敬
静
寂
」
と
い

う
茶
の
理
念
は
人
々
の
精
神
的
な
世
界
に
浸
透
し
て
い
ま
す
。「
好
い
茶
、
好
い
水
、
好
い
器
」
の
三
つ
の

「
好
」
を
持
っ
て
楽
し
む
中
国
の
茶
藝
文
化
、「
茶
室
、
茶
庭
と
茶
道
具
」
の
型
を
掲
げ
な
が
ら
、「
修
身
養
心
」

を
趣
旨
と
す
る
日
本
の
茶
道
文
化
が
世
界
中
に
広
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
は
、
茶
の
葉
か
ら
生
ま
れ
た
魅
力
的
な

魔
法
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
魅
力
的
な
植
物
を
、
根
を
深
く
、
幹
を
太
く
、
葉
を
大
き
く
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
し
て
ま
た
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
美
味
し
く
お
茶
を
飲
み
ま
し
ょ
う
。

日
文
研
へ
の
感
謝
の
意
を
持
っ
て
、
ま
た
い
つ
の
日
か
、
も
う
一
度
日
文
研
の
研
究
室
で
日
本
茶
を
点
て
て

「
茶
の
湯
」
と
い
う
日
本
文
化
を
研
究
す
る
日
を
想
像
し
な
が
ら
、
中
国
茶
「
龍
井
」
を
啜
り
続
け
て
い
ま
す
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
元
外
国
人
研
究
員
）
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大
枝
山
中
一
小
鬼
：
日
文
研
日
記
抄

劉
　
　
　
岳
　
兵

顧
み
れ
ば
国
際
的
視
野
へ
の
開
示
、
基
本
的
原
典
へ
の
沈
潜
な
ど
研
究
者
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
勢
と
素
養
、

そ
の
大
切
さ
を
切
実
に
体
得
で
き
た
こ
と
は
、
日
文
研
で
一
年
間
滞
在
の
最
大
の
収
穫
で
あ
り
ま
し
た
。
字
数

の
制
限
が
あ
る
た
め
、
滞
在
期
間
の
日
記
を
抄
出
し
、
感
謝
の
気
持
を
こ
め
て
、
日
文
研
創
立
三
〇
周
年
記
念

の
お
祝
い
と
し
て
公
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
二
〇
一
七
年
一
月
一
一
日
於
魚
鳶
堂
）

二
〇
一
一
年

一
〇
月
三
一
日
︵
月
︶
一
二
時
一
〇
分
、
関
西
空
港
に
着
く
。
順
調
に
日
文
研
に
到
着
後
、
事
務
の
琴
浦
さ
ん

と
西
山
さ
ん
か
ら
宿
舎
と
設
備
の
使
い
方
の
説
明
を
受
け
、
研
究
室
の
鍵
を
受
け
取
る
。

一
一
月
一
日
︵
火
︶
午
前
、
図
書
館
で
日
本
史
学
史
関
係
の
本
を
借
り
、
自
著
『
日
本
近
現
代
思
想
史
』
一
冊

を
寄
付
。
一
二
時
、
笠
谷
先
生
が
来
所
、
一
緒
に
赤
鬼
で
昼
食
、
諸
事
相
談
。
一
二
時
三
〇
分
、
研
究
部
昼

食
会
。
そ
の
場
で
猪
木
所
長
、
戸
部
良
一
、
瀧
井
一
博
、
劉
建
輝
、
徐
興
慶
、
劉
克
申
、
王
確
、
楊
暁
捷
ら

諸
氏
と
会
う
。
午
後
二
時
、
研
究
部
井
上
章
一
主
任
が
私
の
外
国
人
研
究
員
と
し
て
の
入
所
調
印
式
を
司
会

す
る
。
所
長
も
参
加
。

一
一
月
二
日
︵
水
︶
午
後
一
時
三
〇
分
、
所
員
会
議
で
自
己
紹
介
。
伊
東
貴
之
氏
、
稲
賀
繁
美
氏
と
会
う
。

一
一
月
三
日
︵
木
︶
午
前
、
京
都
「
第
三
五
回
秋
の
古
本
ま
つ
り
」（
知
恩
寺
で
開
催
）
に
行
く
。
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一
一
月
三
〇
日
︵
水
︶
午
後
六
時
か
ら
一
〇
時
ま
で
、
荒
木
浩
、
佐
野
真
由
子
ら
諸
氏
と
共
に
「
に
こ
に
こ

会
」
に
参
会
。
楊
暁
捷
氏
が
会
の
幹
事
。

一
二
月
二
日
︵
金
︶
午
後
、
瀧
井
氏
と
の
交
流
。
そ
の
新
著
『
伊
藤
博
文
』
を
贈
与
さ
れ
る
。
伊
藤
博
文
を

「
近
代
日
本
を
代
表
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
家
」
と
し
て
高
く
評
価
し
た
。

一
二
月
一
〇
日
︵
土
︶
午
後
、
笠
谷
研
究
班
で
発
表
。
前
田
勉
氏
な
ど
と
知
り
合
う
。
懇
親
会
の
後
、
一
行
が

八
坂
神
社
で
月
見
を
す
る
（
月
食
）。

二
〇
一
二
年

一
月
五
日
︵
木
︶
午
後
四
時
三
〇
分
、
日
文
研
新
年
会
。
八
八
歳
の
梅
原
猛
先
生
が
元
気
に
御
挨
拶
を
述
べ
、

現
任
所
長
の
ご
努
力
を
高
く
評
価
し
、
四
月
に
新
任
す
る
小
松
所
長
に
大
き
く
期
待
し
て
い
た
。
自
分
が
怨

霊
を
研
究
し
て
い
る
が
、
小
松
氏
が
妖
怪
を
研
究
す
る
。
日
文
研
に
た
く
さ
ん
の
面
白
い
研
究
成
果
を
待
望

す
る
、
と
。
荒
木
氏
に
岩
波
か
ら
出
た
「
古
典
文
学
大
系
」
と
小
学
館
の
「
古
典
文
学
全
集
」
と
の
関
係
に

つ
い
て
教
え
を
乞
う
。

一
月
一
三
日
︵
金
︶
午
後
、
陳
凌
虹
さ
ん
の
博
士
論
文
公
開
審
査
会
を
傍
聴
。

一
月
一
七
日
︵
火
︶
劉
建
輝
、
柳
書
琴
両
氏
主
宰
の
研
究
会
「「
帝
国
」
域
内
文
化
の
再
検
証

―
人
と
物
の

移
動
を
中
心
に
」
に
参
加
。
柳
氏
の
報
告
に
お
け
る
「
被
殖
民
の
悲
運
に
お
か
れ
て
「
日
本
語
」
が
台
湾
現

代
史
に
最
初
の
言
文
一
致
の
共
同
語
に
な
っ
た
」、「
台
湾
文
化
と
し
て
の
日
本
語
遺
産
」
な
ど
の
話
に
大
き

な
衝
撃
を
受
け
た
。

一
月
二
八
日
︵
土
︶
午
後
一
時
、
戸
部
良
一
研
究
班
「
近
代
日
本
に
お
け
る
指
導
者
像
と
指
導
者
論
」
に
、
黄

自
進
氏
の
報
告
「
蒋
介
石
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

―
満
州
事
変
前
後
の
対
日
政
策
を
中
心
と
し
て
」
を
聞
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く
。
報
告
後
、
名
刺
交
換
。
彼
は
院
生
時
代
に
兪
辛
焞
先
生
に
教
え
を
乞
っ
た
と
言
う
。

二
月
五
日
︵
日
︶
引
き
続
き
笠
谷
研
究
班
に
参
加
。
午
後
、
伊
東
貴
之
氏
の
報
告
「
明
清
交
替
と
東
ア
ジ
ア
世

界
」
の
後
、
芳
賀
徹
氏
が
「
十
八
世
紀
京
都
の
詩
と
絵
画
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
伊
藤
若
冲
の
画
を
中
心
に
発

表
し
、
一
八
世
紀
京
都
の
文
人
生
活
に
非
常
に
憧
れ
た
。
上
垣
外
憲
一
氏
が
無
断
に
発
言
し
、
笠
谷
氏
が
そ

の
発
言
を
さ
え
ぎ
る
。
お
二
人
は
仲
が
良
い
な
あ
。

三
月
二
三
日
︵
金
︶
午
後
、
安
田
喜
憲
教
授
退
任
記
念
講
演
会
（「
環
境
考
古
学
へ
の
道
」）。
そ
の
父
の
遺
言

で
あ
る
「
弱
者
の
視
線
よ
り
し
か
歴
史
の
真
相
を
究
明
し
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
感
銘
し
た
。

三
月
二
九
日
︵
木
︶
午
後
四
時
か
ら
、
猪
木
所
長
退
職
記
念
講
演
「
日
文
研
で
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
」。

座
無
虚
席
。
研
究
対
象
へ
の
興
味
を
保
持
し
、
そ
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

た
。
五
時
一
五
分
か
ら
宴
会
。
梅
原
猛
先
生
も
ご
挨
拶
の
中
で
学
問
へ
の
興
味
が
尽
き
な
い
こ
と
を
述
べ
ら

れ
て
い
た
。
最
後
、
所
長
は
あ
る
綺
麗
な
女
史
と
共
に
ピ
ア
ノ
で
一
曲
を
演
奏
し
た
。
素
晴
ら
し
か
っ
た
！

今
日
は
メ
ー
ル
で
松
田
利
彦
氏
の
「
韓
国
語
講
座
」
へ
の
参
加
を
申
請
し
た
。

四
月
七
日
︵
土
︶
一
日
中
、
ブ
リ
ー
ン
研
究
班
「『
妙
貞
問
答
』
の
訳
注
・
英
訳
・
研
究
」
に
参
加
。
参
加
者

で
あ
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ウ
リ
ン
グ
教
授
の
自
己
紹
介
に
よ
っ
て
『
日
本
思
想
通

史
』
を
執
筆
中
、
し
か
も
第
一
巻
が
既
に
完
成
し
た
こ
と
が
分
っ
た
。
一
冊
の
拙
著
『
日
本
近
現
代
思
想

史
』
を
差
上
げ
、
交
流
中
、
不
意
に
お
口
か
ら
中
国
語
が
出
て
き
た
。
し
か
も
、
そ
の
き
っ
か
け
は
こ
の
本

を
通
読
で
き
る
よ
う
に
中
国
語
を
よ
く
勉
強
し
た
い
と
い
う
話
を
聞
き
、
そ
の
謙
遜
さ
、
さ
す
が
だ
な
あ
と

思
っ
た
。
研
究
班
で
彼
は
「
儒
教
之
事
」
部
分
を
担
当
し
た
の
で
、「
太
極
図
」
に
言
及
し
、
中
国
の
そ
れ

に
関
す
る
研
究
を
知
り
た
い
と
頼
ま
れ
た
。
共
同
研
究
で
原
典
翻
訳
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
や
り
方
に
つ
い

て
、
非
常
に
参
考
に
な
る
。
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四
月
一
〇
日
︵
火
︶
立
命
館
大
学
桂
島
宣
弘
研
究
室
よ
り
ご
送
付
の
『
東
ア
ジ
ア
の
思
想
と
文
化
』
第
四
号
を

拝
領
。
そ
れ
に
収
録
し
た
拙
論
「
中
国
に
お
け
る
日
本
思
想
史
研
究
の
方
法
論
的
問
題

―
あ
る
学
術
史
的

回
顧
と
展
望
」（
金
津
日
出
美
訳
）
を
コ
ピ
ー
し
て
セ
ン
タ
ー
諸
先
生
の
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス
に
差
上
げ
る
。

岩
波
書
店
の
馬
場
公
彦
氏
に
一
部
を
郵
送
す
る
。

四
月
一
一
日
︵
水
︶
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ウ
リ
ン
グ
氏
に
メ
ー
ル
で
「
太
極
図
」
に
関
す
る
次
の
研
究
書
四
冊
を

紹
介
す
る
。『
太
極
図
集
解
』（
王
建
常
著
、
清
麓
叢
書
、
一
八
七
三
年
）、『
太
極
図
考
』（
楊
践
著
、
学
鐸

社
叢
書
、
一
九
二
五
年
）、『
太
極
図
詳
解
』（
張
伯
行
輯
、
学
苑
出
版
、
一
九
九
〇
年
）、『
中
華
太
極
圖
與

太
極
文
化
』（
束
景
南
著
、
蘇
州
大
学
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）。

四
月
一
九
日
︵
木
︶
末
木
文
美
士
氏
に
台
湾
版
の
大
正
蔵
の
こ
と
に
つ
い
て
教
え
を
乞
う
。
午
後
四
時
三
〇
分

か
ら
六
時
ま
で
第
一
八
六
回
日
文
研
木
曜
セ
ミ
ナ
ー
。
末
木
氏
が
其
の
新
著
『
哲
学
の
現
場
：
日
本
で
考
え

る
と
い
う
こ
と
』
に
つ
い
て
話
す
。
瀧
井
氏
司
会
、
細
川
周
平
氏
と
ク
レ
イ
ン
ス
氏
が
コ
メ
ン
ト
す
る
。

四
月
二
一
日
︵
土
︶
午
後
、
鈴
木
貞
美
研
究
班
「
東
ア
ジ
ア
近
現
代
に
お
け
る
知
的
交
流

―
概
念
編
成
を
中

心
に
」
を
傍
聴
す
る
。

五
月
七
日
︵
月
︶
正
午
、
郵
便
物
（
殆
ど
古
本
）
を
整
理
す
る
の
は
一
つ
の
楽
し
い
作
業
。

五
月
八
日
︵
火
︶
午
後
、
大
貫
恵
美
子
氏
に
協
力
し
て
「
日
本
の
古
本
屋
」
に
登
録
。

五
月
二
三
日
︵
水
︶
午
後
、
日
文
研
創
立
二
五
周
年
記
念
会
。
小
松
所
長
と
梅
原
顧
問
が
ご
挨
拶
。
そ
の
後
、

図
書
館
前
の
中
庭
で
パ
ー
テ
ィ
ー
。
ク
レ
イ
ン
ス
氏
は
、
用
が
有
っ
て
参
加
出
来
ず
と
言
っ
た
。
パ
ー

テ
ィ
ー
で
よ
く
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ス
・
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ク
レ
ー
マ
氏
、
チ
ェ
コ
の
ヤ
ン
・
シ
コ
ラ
氏
な
ど
と
交

流
し
た
。
聞
い
た
話
だ
が
、
あ
る
人
が
日
文
研
に
就
職
し
た
時
、
主
人
公
な
の
に
歓
迎
パ
ー
テ
ィ
ー
を
中
座

し
た
。
理
由
は
夜
九
時
に
寝
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
か
ら
と
。
さ
す
が
に
い
い
習
慣
だ
な
あ
！
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五
月
二
六
日
︵
土
︶
午
前
九
時
、
京
都
駅
で
植
村
和
秀
氏
と
会
っ
て
一
緒
に
近
藤
啓
吾
先
生
を
訪
問
し
に
行

く
。
午
後
二
時
、
近
藤
先
生
の
お
宅
に
到
着
。
二
冊
の
拙
著
を
差
し
上
げ
、
先
生
は
真
剣
に
目
録
を
ご
覧
に

な
っ
た
。
狩
野
直
喜
氏
を
と
て
も
尊
敬
し
、
服
部
宇
之
吉
氏
を
あ
る
程
度
に
批
判
。
内
藤
湖
南
を
非
常
に
尊

敬
し
て
い
た
が
、
そ
の
弟
子
た
ち
は
先
生
の
学
問
の
一
面
し
か
体
得
し
な
い
と
感
嘆
し
た
。
日
本
近
現
代
思

想
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
一
夫
一
妻
制
の
積
極
的
影
響
を
高
く
評
価
し
た
。
ま
た
近
代
神
道
、
儒
学
に

つ
い
て
も
話
し
た
。
貴
重
な
一
時
間
半
だ
っ
た
。

六
月
七
日
︵
木
︶
最
近
疲
労
感
あ
り
、
今
日
は
「
出
恭
」
三
回
。
七
月
一
〇
日
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
テ
ー
マ
が
決

ま
っ
た
。「「
中
国
式
」
日
本
研
究
の
実
像
と
虚
像
」（Im

ages True and Fales: C
hinese Style R

esearch 

on Japan
）。

六
月
二
八
日
︵
木
︶
午
後
、
韓
国
語
講
座
。
夜
、
楊
暁
捷
氏
の
送
別
会
。

七
月
一
〇
日
︵
火
︶
午
前
、
講
演
原
稿
を
プ
リ
ン
ト
。
Ｐ
Ｐ
Ｔ
の
最
終
稿
を
研
究
協
力
課
に
送
付
。
研
究
室
で

一
回
予
演
す
る
。
一
二
時
五
〇
分
、
王
鑫
、
傅
玉
娟
、
栄
元
と
一
緒
に
下
山
す
る
。
二
時
、
ハ
ー
ト
ピ
ア
京

都
三
階
大
会
議
室
で
第
二
五
八
回
日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
正
式
開
始
。
笠
谷
先
生
司
会
。
少
し
緊
張
し
た
が
、

無
事
に
終
了
し
た
。
ご
質
問
に
対
し
て
よ
く
回
答
し
た
と
思
う
。

八
月
二
三
日
︵
木
︶
夜
、
機
械
室
で
光
田
和
伸
氏
と
会
う
。
一
冊
の
複
写
製
本
し
た
『
藩
風
と
藩
学
』
を
拝
受

し
た
。

九
月
二
二
日
︵
土
︶
午
後
、
伊
東
貴
之
研
究
班
に
出
席
。
垣
内
景
子
氏
の
報
告
「
心
学
と
し
て
の
朱
子
学

―

朱
子
の
「
理
」
批
判
と
経
学
」
が
面
白
い
。
購
入
書
目
の
初
校
が
出
来
あ
が
る
。

九
月
二
六
日
︵
水
︶
夜
、
徐
興
慶
氏
と
劉
克
申
氏
の
送
別
会
。

一
〇
月
七
日
︵
日
︶
研
究
室
で
梱
包
開
始
、
二
七
箱
作
っ
た
。
夜
、
両
足
無
力
、
顔
色
青
い
。
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一
〇
月
一
〇
日
︵
水
︶
六
七
箱
目
ま
で
作
り
、
梱
包
完
了
。
研
究
室
を
掃
除
す
る
。

一
〇
月
一
八
日
︵
木
︶
午
後
三
時
三
〇
分
、
岩
波
書
店
に
行
っ
て
馬
場
公
彦
氏
と
会
う
。『
近
現
代
中
国
の
日

本
観
』
と
い
う
本
を
書
く
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
。

一
〇
月
二
三
日
︵
火
︶
午
前
、
あ
る
海
運
会
社
の
貨
車
が
来
た
。
六
七
箱
の
書
物
が
日
文
研
を
後
に
し
た
。

一
〇
月
二
四
日
︵
水
︶
午
後
六
時
か
ら
、
私
の
送
別
会
が
開
始
、
司
会
者
は
陳
凌
虹
さ
ん
で
、
劉
建
輝
、
張

翔
、
金
哲
会
、
陳
小
法
、
セ
オ
ド
ア
・
Ｆ
・
ク
ッ
クJr.

諸
氏
、
及
び
栄
元
、
王
鑫
、
傅
玉
娟
、
簡
中
昊
諸

君
。
賑
や
か
だ
っ
た
。
私
は
「
贈
別
京
西
大
枝
山
諸
友
」
三
首
を
披
露
し
た
。
曰
く
：

其
一
：
大
枝
山
中
一
小
鬼
、
青
燈
紙
魚
相
依
偎
。
風
月
残
卷
風
月
解
、
旧
夢
未
醒
新
夢
催
。

其
二
：
君
読
幽
月
妾
読
夢
、
月
印
秋
水
夢
無
聲
。
誰
知
堂
前
空
蝉
殼
、
尚
欲
振
翅
弄
風
情
。

其
三
：
春
夏
秋
冬
自
流
轉
、
学
仏
学
仙
心
似
遠
。
紅
顏
白
髪
無
常
夢
、
一
彎
新
月
枕
万
年
。

一
〇
月
二
九
日
︵
月
︶
午
後
五
時
、
笠
谷
先
生
の
ご
招
待
で
、
私
と
張
翔
氏
と
三
人
一
緒
に
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ

て
日
文
研
か
ら
市
内
へ
。
清
水
・
京
料
理
・
日
月
庵
に
至
る
。
満
月
、
今
夜
の
月
が
東
山
第
二
九
峰

―
清

水
山
の
頂
上
に
あ
り
。

一
〇
月
三
一
日
︵
水
︶
午
後
、
知
恩
寺
で
第
三
六
回
秋
の
古
本
ま
つ
り
に
行
く
。『
春
秋
左
氏
傳
校
本
』（
尾
張

秦
鼎
校
読
）
を
競
売
の
三
六
〇
〇
円
で
落
掌
。
夜
一
一
時
三
〇
分
ま
で
、
研
究
室
を
整
理
し
、
そ
し
て
翌
日

五
時
の
予
約
車
が
来
る
ま
で
宿
舎
の
片
付
け
を
す
る
。

一
一
月
一
日
︵
木
︶
今
朝
五
時
、
匆
々
に
日
文
研
を
後
に
し
て
帰
国
の
途
へ
。
関
西
空
港
で
荷
物
の
重
量
超
過

料
金
三
一
五
〇
〇
円
を
払
う
。
一
一
時
二
〇
分
、
北
京
空
港
に
着
く
。
午
後
四
時
、
無
事
に
天
津
に
帰
る
。

（
南
開
大
学
日
本
研
究
院
教
授
）
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日
文
研
と
私
の
研
究
歴

ロ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル

わ
が
心
の
御
陵
大
枝
山

ゴ
リ
ョ
・
オ
エ
ヤ
マ
？
私
は
ア
メ
リ
カ
の
大
学
院
生
だ
っ
た
一
九
八
五
年
、
日
本
語
を
勉
強
し
始
め
た
。
語

学
学
習
に
ず
い
ぶ
ん
長
い
間
苦
労
し
、
日
本
で
何
年
も
生
活
し
た
後
、
二
〇
一
一
年
日
文
研
に
到
着
し
た
時
に

は
日
本
語
能
力
に
密
か
に
誇
り
を
持
っ
て
い
た
。
ゴ
リ
ョ
・
オ
エ
ヤ
マ
、
日
文
研
が
位
置
す
る
神
秘
的
で
発
音

し
づ
ら
い
村
の
名
前
は
京
都
生
活
に
対
す
る
期
待
を
ふ
く
ら
ま
し
、
そ
れ
は
裏
切
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
述
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
大
惨
事
に
つ
い
て
聞
い
た
の
は
ソ
ウ
ル

に
い
た
時
だ
っ
た
。
友
人
た
ち
は
日
本
に
行
く
の
を
心
配
し
た
が
、
私
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
は
ね
の
け
た
。

京
都
は
東
北
か
ら
遠
い
し
、
そ
の
よ
う
な
天
災
事
変
を
経
験
す
る
こ
と
は
、
私
の
日
本
「
研
究
歴
」
に
と
っ
て

必
須
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
そ
し
て
二
〇
一
一
年
の
エ
イ
プ
リ
ル
・
フ
ー
ル
の
日
に
日
文
研
に
到
着
し
た
。
第
一

印
象
は
、
静
け
さ
と
美
し
い
風
景
に
包
ま
れ
た
遠
い
修
道
院
だ
っ
た
。

一
年
間
、
日
文
研
ハ
ウ
ス
に
妻
と
暮
ら
し
た
。
は
っ
き
り
い
う
が
、
そ
の
年
は
私
の
人
生
で
最
も
思
い
出
深

い
一
年
だ
っ
た
。
日
文
研
を
取
り
囲
む
美
し
い
風
景
と
音
は
今
で
も
私
を
離
れ
な
い
。
日
文
研
は
、
京
都
の
中

心
か
ら
バ
ス
で
一
時
間
し
か
か
か
ら
な
い
。
だ
が
、
ひ
と
た
び
御
陵
大
枝
山
の
丘
を
登
り
始
め
る
と
、
別
世
界

に
入
っ
て
い
く
の
を
感
じ
る
。
日
本
文
化
研
究
に
お
い
て
傑
出
し
た
研
究
所
で
あ
る
日
文
研
は
、
丘
と
森
の
合

間
に
引
っ
込
ん
で
い
る
た
め
、
ユ
ニ
ー
ク
な
日
本
の
美
に
つ
い
て
新
鮮
な
考
え
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
な
る
。
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国
際
的
評
判
の
割
に
は
実
際
に
は
大
き
く
な
い
が
、
日
文
研
は
魅
惑
的
で
そ
そ
ら
れ
る
場
所
を
い
く
つ
も

持
っ
て
い
る
。
ま
ず
き
っ
ぱ
り
い
え
る
の
が
図
書
館
で
、
日
文
研
の
王
冠
の
宝
石
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
ち
ょ
っ
と
素
朴
な
扉
を
あ
け
る
と
何
段
に
も
積
み
あ
が
っ
た
木
製
の
筒
の
よ
う
に
空
間
が
広
が
る
。
濃
い

ベ
ー
ジ
ュ
の
筒
は
本
棚
が
何
段
に
も
重
な
っ
て
い
て
、
か
ら
だ
を
ぐ
る
り
と
回
し
て
見
上
げ
る
だ
け
で
見
渡
せ

る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
場
所
が
文
化
や
文
明
に
つ
い
て
の
研
究
に
没
入
す
べ
き
場
所
に
い
る
と
感
じ
ざ
る
を

得
な
い
。

そ
れ
と
同
じ
ぐ
ら
い
驚
く
の
は
日
文
研
で
一
緒
に
暮
ら
す
人
々
の
国
籍
が
非
常
に
多
彩
で
あ
る
こ
と
だ
。
周

囲
の
自
然
は
昔
話
を
喚
起
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
所
内
で
起
き
て
い
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
く
グ
ロ
ー
バ
ル
さ

だ
。
教
員
、
ス
タ
ッ
フ
、
客
員
教
員
、
大
学
院
生
が
み
な
集
ま
っ
て
多
民
族
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
っ
て
い

る
。
同
じ
よ
う
に
日
文
研
の
屋
根
の
下
で
進
め
ら
れ
て
い
る
研
究
の
テ
ー
マ
や
分
野
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る

こ
と
も
重
要
だ
。
今
日
は
妖
怪
の
専
門
家
と
話
し
た
と
思
っ
た
ら
翌
日
は
最
新
の
博
物
館
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
つ

い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
の
研
究
歴
の
転
換
点

私
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
で
「
日
本
専
門
家
」
と
し
て
訓
練
を
受
け
た
。
ア
メ
リ
カ
の
一
流
大
学

院
で
は
地
域
の
専
門
家
に
対
し
て
、
数
年
間
専
門
の
国
で
す
ご
し
な
が
ら
言
語
を
学
び
論
文
調
査
を
行
う
こ
と

を
要
求
す
る
。
そ
の
目
的
の
た
め
に
一
九
八
九
年
、
私
は
初
め
て
日
本
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。
そ
の
入
国
に
は

忘
れ
が
た
い
思
い
出
が
あ
る
。
昭
和
時
代
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
航
空
券
を
買
っ
た
の
だ

が
、
成
田
に
到
着
し
た
時
に
は
平
成
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
「
平
成
ガ
イ
コ
ク
ジ

ン
」
と
名
乗
る
。
私
は
祖
国
と
複
雑
な
歴
史
を
持
つ
国
を
勉
強
し
に
や
っ
て
き
た
こ
と
も
言
っ
て
お
こ
う
。
そ
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れ
以
来
、
他
の
国
々
で
ど
れ
だ
け
す
ご
そ
う
と
も
日
本
が
心
か
ら
離
れ
た
こ
と
は
な
い
。
日
文
研
で
一
年
を
す

ご
す
ま
で
、
日
本
と
東
京
は
私
に
と
っ
て
同
意
語
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
が
、
京
都
で
す
ご
し
関
西
を
出
歩
く

こ
と
で
、
日
本
歴
に
バ
ラ
ン
ス
が
生
れ
全
体
を
見
渡
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
感
じ
始
め
た
。
Ｍ
Ｉ
Ｔ
の
留
学
時

代
に
は
「
ボ
ス
ト
ン
人
」
が
ア
メ
リ
カ
の
精
神
世
界
の
頂
点
に
立
つ
「
丘
の
上
の
街
」
で
暮
ら
す
こ
と
を
誇
り

に
思
っ
て
い
る
の
を
知
っ
て
驚
か
さ
れ
た
が
、
京
都
人
も
自
分
の
街
が
伝
説
の
多
い
山
々
に
囲
ま
れ
た
「
心
の

ふ
る
さ
と
」
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
っ
て
い
る
の
を
感
じ
て
感
動
し
た
。

私
は
著
名
な
政
治
学
者
で
あ
る
戸
部
良
一
先
生
に
招
か
れ
て
客
員
研
究
員
と
な
っ
た
。
彼
の
親
切
な
指
導
を

一
年
間
受
け
た
こ
と
は
、
研
究
歴
の
重
要
な
転
換
点
と
な
っ
た
。
日
文
研
に
到
着
し
た
時
に
は
既
に
祖
国
の
外

で
二
八
年
す
ご
し
て
い
た
。
成
人
期
の
仕
上
げ
に
か
か
ろ
う
と
い
う
五
七
歳
に
な
ろ
う
と
し
、
三
〇
年
間
の
ノ

マ
ド
の
よ
う
な
生
活
を
集
約
す
る
よ
う
な
研
究
計
画
に
取
り
組
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
決
心
し
て
い
た
。

日
文
研
で
読
書
し
議
論
し
、
情
報
に
富
ん
だ
非
常
に
多
く
の
集
ま
り
に
参
加
し
、「
地
政
心
理
」（
政
治
地
理

学
的
心
性
）
と
い
う
概
念
を
作
り
出
し
て
い
た
。
こ
の
概
念
に
よ
り
、
社
会
と
文
化
の
間
の
関
係
を
地
政
学
的

な
条
件
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
集
団
的
心
性
」
に
よ
っ
て
分
析
し
解
釈
し
よ
う
と
思
っ
た
。
日
文
研
に
お
け

る
研
究
は
成
功
し
、
今
で
は
そ
の
成
果
が
生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
藤
原
書
店
か
ら
『
地
政
心
理
で

語
る
半
島
と
列
島
』
と
題
さ
れ
た
著
作
が
近
刊
予
定
で
あ
る
。
私
の
研
究
計
画
は
さ
ら
に
こ
の
分
野
で
は
最
初

の
（
と
あ
え
て
言
う
が
）
研
究
会
社
を
作
り
だ
す
に
至
っ
て
い
る
。
最
近
ソ
ウ
ル
で
設
立
し
た
ア
ジ
ア
・
リ
ス

ク
・
モ
ニ
タ
ー
社
は
、
朝
鮮
半
島
と
周
辺
諸
国
に
関
す
る
地
政
的
な
リ
ス
ク
評
価
を
専
門
と
す
る
。

人
は
い
つ
も
他
人
の
言
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
す
。「
た
だ
の
ラ
ン
チ
は
な
い
」
と
。
そ
れ
は
本
当
で
は
な
い
。

私
は
日
文
研
で
最
も
暗
い
片
隅
に
作
ら
れ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
の
豪
華
な
一
室
で
、
毎
月
開
か
れ
た
無
料
の
所
長
ラ

ン
チ
を
楽
し
ん
だ
。
レ
ス
ト
ラ
ン
の
名
前
が
「
赤
お
に
」
で
あ
る
こ
と
も
、
忘
れ
ら
れ
な
い
。
コ
モ
ン
ル
ー
ム
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で
飲
め
る
香
り
高
い
コ
ー
ヒ
ー
も
懐
か
し
い
。
妻
と
私
は
今
も
御
陵
大
枝
山
時
代
を
楽
し
く
思
い
出
し
、
ぞ
っ

と
し
、
ぞ
く
っ
と
し
た
場
面
（
？
）
に
つ
い
て
話
す
。
ア
パ
ー
ト
の
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
バ
ナ
ナ
を
集
め
る
猿
を

見
、
珍
し
い
野
鳥
が
庭
に
飛
び
、
ホ
ラ
ー
映
画
を
撮
影
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
近
く
の
暗
い
竹
林
を
散
策
し
た

こ
と
を
。
朝
起
き
る
と
桂
坂
小
学
校
へ
行
く
子
ど
も
た
ち
が
し
ゃ
べ
る
声
が
ま
る
で
歌
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
こ

と
を
ぼ
ん
や
り
思
い
出
す
。
そ
こ
で
日
文
研
の
客
員
研
究
員
と
し
て
「
授
業
」
を
し
た
の
は
楽
し
か
っ
た
。

（
ア
ジ
ア
・
リ
ス
ク
・
モ
ニ
タ
ー
社
代
表
取
締
役
）

原
文
：
英
語

翻
訳
：
細
川
周
平
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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﹃
日
文
研
﹄
記
念
号
に
捧
げ
る
エ
ッ
セ
イ

グ
ニ
ラ
・
リ
ン
ド
バ
ー
グ
＝
ワ
ダ

私
と
日
文
研
と
の
最
初
の
コ
ン
タ
ク
ト
は
、
一
九
九
四
年
九
月
に
梅
原
猛
先
生
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ス
ト
ッ

ク
ホ
ル
ム
を
訪
れ
た
と
き
だ
っ
た
。
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
で
講
演
を
行
っ
た
際
、
私
た
ち
は
彼
を
囲
ん
で
気

軽
な
ラ
ン
チ
ョ
ン
・
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
た
。
そ
の
時
、
日
文
研
の
外
国
人
研
究
員
に
応
募
し
た
ら
ど
う
か
と

持
ち
か
け
ら
れ
た
が
、
あ
い
に
く
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
よ
り
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
を
取
る
こ
と
が
で
き
ず
涙
を
の

ん
だ
。

初
期
に
は
日
文
研
は
保
守
的
で
国
粋
的
で
、
た
ぶ
ん
復
古
的
な
研
究
所
と
い
う
印
象
を
持
た
れ
て
い
た
。
か

つ
て
の
国
粋
的
な
国
学
運
動
に
日
本
研
究
の
歴
史
的
な
根
っ
こ
を
見
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

的
な
見
方
は
さ
し
て
大
げ
さ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
訪
れ
て
み
る
と
も
ち
ろ
ん
そ
の
評
判
が
や

や
大
げ
さ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

最
初
の
滞
在
は
二
〇
〇
四
年
春
で
、
六
週
間
ほ
ど
鈴
木
貞
美
先
生
を
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
に
外
来
研
究
員
と

し
て
の
滞
在
だ
っ
た
。
私
た
ち
は
二
〇
〇
三
年
の
Ｅ
Ａ
Ｊ
Ｓ
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
研
究
協
会
）
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大

会
で
会
い
、
そ
の
時
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
学
術
評
議
会
が
支
援
す
る
六
年
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈

に
お
け
る
文
学
と
文
学
史
」
の
一
環
と
し
て
、
翌
二
〇
〇
四
年
一
一
月
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
催
す
る
国
際

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
文
化
横
断
的
な
文
学
史
研
究
」
に
彼
を
招
い
た
の
だ
っ
た
。
京
都
滞
在
中
に
は
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
枠
内
で
書
い
て
い
た
日
本
の
文
学
史
の
始
ま
り
に
つ
い
て
の
論
文
を
準
備
し
た
。
そ
れ
は
数
日
間
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の
観
光
を
除
け
ば
初
め
て
の
京
都
滞
在
で
、
紫
式
部
が
見
た
の
と
同
じ
山
川
を
こ
の
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
に
ぞ

く
ぞ
く
し
た
。
長
年
『
源
氏
物
語
』
と
『
八
代
集
』
を
勉
強
し
た
こ
と
か
ら
、
主
に
想
像
力
の
中
で
広
が
っ
て

い
た
自
然
が
現
実
に
そ
こ
に
あ
る
。
日
文
研
の
後
ろ
に
あ
る
山
を
何
時
間
も
歩
い
た
し
、
あ
る
日
に
は
仁
和
天

皇
の
母
君
の
墓
に
通
じ
る
小
道
を
発
見
し
た
！

二
〇
〇
七
年
九
月
か
ら
二
〇
〇
八
年
八
月
ま
で
、
や
は
り
鈴
木
貞
美
先
生
を
受
入
教
員
に
つ
い
に
一
年
間
の

外
国
人
研
究
員
と
し
て
滞
在
の
機
会
を
得
た
。
二
〇
〇
四
年
に
私
た
ち
が
準
備
し
て
い
た
論
文
は
デ
・
グ
ル
イ

テ
ル
出
版
よ
り
二
〇
〇
六
年
に
出
版
さ
れ
た
。
鈴
木
先
生
の
論
文
は
『
文
化
横
断
的
な
文
学
史
研
究
』
収
録
の

「『
文
学
』
概
念
の
歴
史
的
変
遷
と
一
九
世
紀
後
半
の
『
日
本
文
学
』
の
形
成
」、
私
の
は
『
文
学
史
―
グ
ロ
ー

バ
ル
な
視
点
を
め
ざ
し
て
』
と
い
う
編
著
の
な
か
の
収
録
論
文
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
は
文
学
（
文

芸
）
の
概
念
、
ジ
ャ
ン
ル
と
ジ
ャ
ン
ル
理
論
な
ど
世
界
各
地
の
文
学
を
時
代
や
文
化
を
横
断
し
て
概
観
す
る
四

巻
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
二
〇
〇
四
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
参
加
者
は
、
翌
年
よ
り
小
さ
な

グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
、
世
界
の
文
学
史
を
書
く
可
能
性
を
議
論
し
て
い
た
。
京
都
滞
在
中
の
春
、
ウ
プ
サ
ラ
に

三
日
間
の
短
い
旅
を
し
て
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
会
い
、
具
体
的
に
そ
の
四
巻
本
の
か
た
ち
で
文
学
史
を
書
い
て
み

よ
う
と
い
う
計
画
の
概
要
と
組
織
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た
。
そ
れ
は
『
文
学
―
世
界
史
』
と
い
う
シ
リ
ー
ズ

名
で
近
刊
予
定
で
あ
る
。
私
は
そ
の
な
か
で
時
代
を
超
え
た
日
本
文
学
史
の
テ
ク
ス
ト
の
担
当
と
な
り
、
日
文

研
滞
在
中
は
日
本
文
学
一
般
、
特
に
二
〇
世
紀
文
学
に
つ
い
て
の
理
解
を
広
め
深
め
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
た
。

外
国
人
研
究
員
と
し
て
私
は
一
般
向
け
の
日
本
語
の
レ
ク
チ
ャ
ー
と
所
内
の
木
曜
セ
ミ
ナ
ー
に
て
英
語
で
レ

ク
チ
ャ
ー
す
る
の
が
任
務
だ
っ
た
。
一
般
向
け
に
適
し
た
話
題
は
何
か
を
考
え
た
あ
げ
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
＝

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
の
探
検
家
・
科
学
者
の
ア
ド
ル
フ
・
エ
リ
ク
・
ノ
ル
デ
ン
シ
ェ
ル
ド
と
一
八
七
九
年
に
日
本

旅
行
に
つ
い
て
話
す
の
に
良
い
機
会
だ
と
思
っ
た
。
そ
の
時
彼
は
大
西
洋
と
太
平
洋
を
結
ぶ
北
東
航
路
の
最
初
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の
横
断
を
な
し
と
げ
た
ヴ
ェ
ガ
探
検
隊
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
。
こ
れ
は
京
都
で
『
源
氏
物
語
』
の
詩
的
な
微
細

さ
や
文
学
史
記
述
の
背
後
に
あ
る
理
論
や
思
想
に
つ
い
て
話
す
よ
り
も
、
ず
っ
と
冒
険
的
で
ス
リ
リ
ン
グ
な
題

材
だ
っ
た
。
ノ
ル
デ
ン
シ
ェ
ル
ド
の
一
行
は
一
〇
月
二
七
日
に
長
崎
よ
り
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
帰
国
の
途
に
つ
く

ま
で
八
週
間
、
日
本
に
滞
在
し
た
。
そ
の
間
、
日
本
に
つ
い
て
の
専
門
家
の
助
け
を
借
り
て
千
冊
、
六
千
巻
ほ

ど
の
書
物
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
買
い
求
め
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
持
ち
帰
っ
た
。
彼
は
広
い
知
の
領
域
を
代
表
す

る
書
物
を
要
求
し
、
法
律
、
地
理
、
言
語
学
、
文
学
、
歴
史
、
宗
教
、
貨
幣
学
、
自
然
誌
、
医
学
、
政
治
学
の

よ
う
な
分
野
か
ら
集
め
ら
れ
た
。
ヴ
ェ
ガ
探
検
隊
に
つ
い
て
は
立
案
、
苦
労
、
成
功
、
結
果
な
ど
い
く
ら
で
も

話
す
こ
と
が
あ
り
、
非
常
に
多
く
の
観
点
か
ら
そ
の
物
語
が
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
時
に
は
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

に
あ
ま
り
慣
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
日
文
研
の
有
能
な
ス
タ
ッ
フ
の
仕
事
の
お
か
げ
で
質
の
高
い
パ
ワ
ー
ポ
イ

ン
ト
を
使
う
こ
と
が
で
き
た
。

二
〇
一
三
年
に
は
最
初
の
三
ヶ
月
と
六
週
間
の
暑
い
夏
に
、
今
度
は
佐
野
真
由
子
先
生
を
受
入
教
員
に
外
来

研
究
員
と
し
て
滞
在
し
た
。
こ
の
時
に
は
豊
か
な
図
書
館
の
蔵
書
と
親
切
な
ス
タ
ッ
フ
の
お
か
げ
で
、『
文
学

―
世
界
史
』
の
た
め
の
古
典
（
八
世
紀
か
ら
鎌
倉
時
代
終
わ
り
ま
で
の
）
日
本
文
学
論
を
書
く
こ
と
が
で
き

た
。
そ
れ
は
私
の
仕
事
の
カ
ギ
を
担
う
部
分
だ
っ
た
。
佐
野
先
生
と
は
二
〇
一
二
年
、「「
日
本
研
究
」
再
考
―

北
欧
の
実
践
か
ら
」
と
題
さ
れ
た
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
大
会
で
初
め
て
知
り
会
っ

た
。
私
の
発
表
で
は
「
日
本
研
究
」
を
再
考
す
る
と
い
う
こ
の
題
名
通
り
の
こ
と
を
文
字
通
り
正
確
に
実
践
し

た
。
こ
れ
は
学
際
的
な
話
題
で
あ
る
の
で
、
あ
る
意
味
で
流
動
的
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
何
を
や
り
何
を
目
的
と
す

る
か
を
省
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

二
〇
〇
四
年
に
日
文
研
に
初
め
て
滞
在
し
て
か
ら
多
く
の
こ
と
が
起
き
た
。
特
に
図
書
館
、
そ
し
て
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
の
発
展
に
伴
っ
て
進
み
続
け
る
研
究
設
備
の
改
善
は
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
ス
タ
ッ
フ
は
昔
と
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変
わ
ら
ず
ど
の
点
を
と
っ
て
も
有
能
で
親
切
で
絶
大
な
助
け
と
な
っ
て
く
れ
る
。
教
員
（
特
に
教
授
）
と
事
務

レ
ベ
ル
の
男
性
優
位
は
昔
と
変
わ
ら
ず
あ
ま
り
い
た
だ
け
な
い
。
二
〇
一
〇
年
代
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
代

に
、
こ
の
男
女
差
を
続
け
る
こ
と
に
は
何
の
弁
解
も
で
き
な
い
。
そ
れ
は
国
際
的
な
学
術
の
世
界
で
は
優
秀
性

の
証
拠
と
は
い
え
な
い
。
日
文
研
が
近
い
将
来
に
こ
の
点
で
も
改
善
す
る
こ
と
を
心
よ
り
望
む
。
ち
ょ
う
ど
設

備
と
図
書
館
利
用
に
つ
い
て
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
で
迅
速
で
能
率
よ
い
の
だ
か
ら
。

何
年
に
も
わ
た
る
日
文
研
で
の
集
中
的
な
研
究
生
活
を
送
れ
た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
か
っ
た
。

単
に
設
備
だ
け
で
な
く
世
界
の
各
地
よ
り
や
っ
て
き
た
若
い
、
ま
た
ベ
テ
ラ
ン
の
学
者
た
ち
と
講
演
、
セ
ミ

ナ
ー
、
社
交
の
催
し
で
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
日
文
研
ハ
ウ
ス
の

キ
ッ
チ
ン
や
テ
レ
ビ
・
ル
ー
ム
で
の
気
楽
で
気
持
ち
良
い
雰
囲
気
の
集
ま
り
は
、
今
で
も
記
憶
に
鮮
明
に
残
っ

て
い
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
そ
の
他
の
国
際
競
技
を
見
る
と
い
つ
で
も
、
二
〇
〇
八
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
北
京

大
会
を
ハ
ウ
ス
で
み
な
と
一
緒
に
見
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
開
会
式
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
選
手
団
の
入
場
だ
け
で

な
く
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
選
手
団
に
も
熱
烈
に
拍
手
を
送
っ
た
ら
、
み
ん
な
が
ぽ

か
ん
と
し
た
の
を
思
い
出
し
て
く
す
く
す
と
笑
い
だ
し
て
し
ま
う
。
隣
国
に
も
拍
手
を
送
っ
た
の
は
共
通
の
歴

史
と
文
化
的
に
非
常
な
近
し
さ
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
説
明
し
よ
う
と
し
た
が
、
二
〇
〇
年
以
上
戦
争
を
経

験
し
て
い
な
い
国
か
ら
来
た
者
の
状
況
や
態
度
は
例
外
的
で
、
た
ぶ
ん
理
解
し
が
た
い
の
だ
と
気
づ
い
た
。
こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
確
信
す
る
の
は
、
日
文
研
が
各
国
か
ら
の
研
究
者
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
と
隣

国
の
間
の
相
互
理
解
と
平
和
な
学
術
協
力
に
と
っ
て
重
要
な
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
日
本
学
部
主
任
教
授
）
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後
藤
新
平
、
大
谷
光
瑞
と
の
出
会
い

王
　
　
　
　
　
鍵

わ
が
日
文
研
創
立
三
〇
周
年
を
迎
え
て
、
日
文
研
在
籍
時
期
で
の
楽
し
く
且
つ
有
意
義
な
日
々
を
あ
り
あ
り

と
思
い
浮
か
べ
て
い
る
。
私
に
は
日
文
研
の
あ
る
桂
坂
は
浮
き
世
を
離
れ
た
別
天
地
の
感
が
あ
り
、「
地
上
の

楽
園
・
世
外
桃
源
」
に
深
く
感
銘
す
る
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
鳥
が
さ
え
ず
り
花
が
香
る
真
夏
も
あ
り
、
所
内

各
所
で
紅
葉
が
見
ら
れ
る
晩
秋
も
あ
っ
た
。
歴
史
と
現
実
が
「
溶
け
合
う
」
所
で
あ
り
、
歴
史
人
物
と
わ
れ
わ

れ
現
代
人
が
「
出
会
う
」
所
で
も
あ
る
。
い
つ
も
忘
れ
が
た
い
懐
か
し
い
わ
が
日
文
研
で
あ
る
。

在
籍
中
の
研
究
テ
ー
マ
は
「
後
藤
新
平
の
植
民
地
経
営
思
想

―
科
学
哲
学
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で

あ
っ
た
。
賢
者
た
る
劉
建
輝
教
授
よ
り
助
言
を
賜
り
、
台
湾
、
満
州
に
お
け
る
植
民
地
経
営
策
の
策
定
に
お
い

て
中
国
固
有
の
風
習
、
い
わ
ゆ
る
「
旧
慣
」
に
準
じ
て
植
民
地
統
治
策
を
策
定
し
た
後
藤
新
平
の
植
民
地
経
営

思
想
の
特
性
を
科
学
哲
学
史
の
立
場
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
官
僚
後
藤
新
平
と
民
間
人
大
谷
光
瑞
の
事
績
を
比

較
し
て
み
た
。
貴
重
史
料
に
富
ん
だ
日
文
研
図
書
館
で
空
間
を
越
え
て
多
く
の
日
本
の
歴
史
人
物
と
接
近
し
た

の
は
忘
れ
が
た
い
。

後
藤
新
平
は
ド
イ
ツ
留
学
後
、
内
務
省
衛
生
局
長
を
経
て
台
湾
総
督
府
民
政
長
官
と
な
っ
た
。
後
藤
新
平
の

台
湾
経
営
の
理
念
は
「
生
物
学
的
植
民
地
論
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
慣
行
、
組
織
、
制
度
を
台
湾

に
適
応
す
る
よ
う
工
夫
し
な
が
ら
植
民
地
経
営
を
行
う
と
い
う
も
の
で
、
武
断
型
の
植
民
地
支
配
と
は
一
線
を

画
す
る
経
営
思
想
だ
っ
た
。「
旧
慣
」
に
見
合
う
よ
う
な
制
度
的
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
、
優
れ
た
台
湾
経
営
な
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ど
不
可
能
だ
と
い
う
思
想
の
持
ち
主
が
後
藤
新
平
だ
っ
た
。
彼
は
そ
の
思
想
を
〝
鯛
の
目
と
比
目
魚
の
目
〞
の

比
喩
で
語
り
、
後
藤
新
平
の
台
湾
開
発
は
日
本
の
「
開
発
学
」
の
原
点
で
も
あ
る
。

台
湾
社
会
の
実
状
を
深
く
把
握
し
た
後
藤
新
平
が
統
治
の
効
率
的
な
住
民
組
織
「
保
甲
制
」
を
警
察
補
佐
組

織
と
し
て
設
置
し
、
旧
慣
制
度
と
土
地
人
口
調
査
、
伝
染
病
予
防
、
縦
貫
鉄
道
（
道
路
）・
高
雄
基
隆
港
建
設

な
ど
の
「
台
湾
経
営
」
を
勢
い
込
ん
で
展
開
し
た
。
歴
史
に
は
断
続
性
と
一
貫
性
が
交
錯
し
て
い
る
。
後
藤
新

平
が
台
湾
統
治
初
期
に
試
み
た
事
業
で
収
め
た
成
果
は
、
元
台
湾
巡
撫
の
劉
銘
傳
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
未
完
に

終
わ
っ
て
い
た
土
地
・
人
口
調
査
事
業
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
だ
っ
た
。
劉
銘
傳
が
完
成
で
き
な
か
っ
た
土
地
調

査
事
業
を
後
藤
新
平
は
鉄
腕
を
振
る
っ
て
、
わ
ず
か
半
年
で
終
了
さ
せ
た
。
土
地
調
査
を
通
じ
て
全
島
の
耕
地

面
積
・
地
形
が
確
定
さ
れ
、
地
租
徴
収
の
基
盤
（
総
督
府
財
政
の
基
盤
も
）
が
整
え
ら
れ
た
。
後
に
林
野
調
査

事
業
を
実
施
し
、
全
島
の
山
林
地
帯
の
面
積
・
地
形
も
確
定
さ
れ
た
。
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
に
は
「
戸

籍
調
査
令
」
を
下
し
、
日
本
で
も
実
践
し
て
い
な
か
っ
た
近
代
的
「
人
口
調
査
」
を
行
っ
た
。
ほ
か
に
台
湾
銀

行
の
設
立
と
台
湾
貨
幣
の
統
一
に
従
い
、
台
湾
植
民
地
経
営
の
基
礎
は
急
速
に
整
え
ら
れ
た
。

後
藤
新
平
の
「
台
湾
経
営
」
の
特
徴
の
一
つ
は
、
優
れ
た
人
材
を
集
め
た
こ
と
に
あ
る
。
た
と
え
ば
京
都
帝

国
大
学
教
授
岡
松
参
太
郎
を
台
湾
総
督
府
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
部
長
に
招
聘
し
た
。
ま
だ
札
幌
農
学
校
で
教

鞭
を
執
っ
て
い
た
新
渡
戸
稲
造
を
糖
業
改
良
の
た
め
総
督
府
糖
務
局
長
に
招
聘
し
た
。『
武
士
道
』
を
書
き
上

げ
た
新
渡
戸
稲
造
は
、
後
藤
新
平
の
強
い
支
持
を
受
け
て
、
ハ
ワ
イ
か
ら
砂
糖
黍
を
導
入
し
品
種
改
良
を
加
え
、

さ
ら
に
搾
糖
の
技
術
を
革
新
し
て
台
湾
製
糖
業
の
近
代
化
を
進
め
た
。
ま
だ
総
督
府
技
師
で
あ
る
磯
永
吉
が
日

本
米
と
台
湾
米
の
交
雑
実
験
を
繰
り
返
し
、「
蓬
莱
米
」
と
い
う
品
質
で
も
単
収
で
も
当
時
の
東
ア
ジ
ア
に
お

け
る
画
期
的
な
新
品
種
を
開
発
し
た
。
同
じ
く
台
湾
総
督
府
技
師
の
八
田
興
一
も
台
湾
中
南
部
の
嘉
南
ダ
ム
を

一
〇
年
余
を
か
け
て
完
成
さ
せ
、
嘉
南
農
地
が
だ
い
ぶ
豊
穣
に
な
っ
た
。
台
湾
を
悩
ま
せ
て
き
た
「
熱
帯
疫
病
」
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も
後
藤
新
平
に
よ
り
予
防
接
種
が
義
務
化
さ
れ
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
上
下
水
道
が
敷
設
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
退
治
で
き
た
。
ま
だ
医
師
を
養
成
す
る
台
北
医
学
校
（
現
在
の
台
湾
大
学
医
学
院
）
が
創
設
さ
れ
た
。

日
露
戦
争
後
、
後
藤
新
平
は
「
満
州
経
営
梗
概
」
を
提
出
し
、
台
湾
総
督
府
民
政
長
官
を
辞
め
、「
満
州
鉄

道
株
式
会
社
」
総
裁
と
な
る
。
後
藤
新
平
は
多
数
の
台
湾
経
験
者
（
た
と
え
ば
岡
松
参
太
郎
が
満
鉄
東
亜
経
済

調
査
局
長
を
兼
任
）
を
満
州
に
連
れ
て
、
旧
慣
調
査
の
理
念
、
方
法
を
同
地
に
持
ち
込
み
、
い
わ
ば
「
満
州
経

営
」
は
「
台
湾
経
営
」
の
延
長
線
に
あ
っ
た
。
結
果
、
満
鉄
は
鉄
道
経
営
に
と
ど
ま
ら
な
い
巨
大
総
合
コ
ン

ツ
ェ
ル
ン
と
な
っ
た
。
ま
と
め
る
と
、
後
藤
新
平
の
台
湾
お
よ
び
満
州
経
営
の
理
念
が
生
ん
だ
、
い
わ
ば
植
民

地
遺
産
を
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
両
面
に
捉
え
、
プ
ラ
ス
と
思
わ
れ
る
部
分
も
い
っ
た
ん
客
観
化
、
対
象
化
し
、

あ
く
ま
で
現
代
を
生
き
る
一
「
方
法
」
と
し
て
活
用
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
考
え
て
い
た
。

ほ
ぼ
同
時
期
、
大
谷
光
瑞
の
こ
と
も
興
味
深
く
調
査
し
た
。
大
谷
史
料
を
読
み
な
が
ら
彼
の
聖
域
で
も
あ
る

西
本
願
寺
に
十
数
回
も
訪
問
し
た
。
大
谷
光
瑞
（
一
八
七
六
〜
一
九
四
八
）
は
、
第
二
一
世
法
主
大
谷
光
尊

（
明
如
上
人
）
の
長
男
で
、
後
に
大
正
天
皇
の
皇
后
貞
明
皇
后
の
姉
九
条
籌
子
（
か
ず
こ
）
と
結
婚
し
た
。
京

都
本
願
寺
・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
第
二
二
世
法
主
で
あ
り
、
宗
祖
・
親
鸞
の
法
灯
と
血
統
を
二
つ
な
が
ら
継
承

し
て
他
に
誰
も
代
わ
り
う
る
も
の
が
な
い
希
有
の
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
宗
教
的
権
威
を
活
用
し
、
台
湾

と
満
州
な
ど
諸
地
域
で
文
化
活
動
を
展
開
し
た
。

一
九
〇
四
年
満
州
で
展
開
し
た
日
露
戦
争
の
勃
発
と
と
も
に
、
大
谷
光
瑞
は
大
連
本
願
寺
（
関
東
別
院
）
を

創
設
し
た
。
柴
田
幹
夫
氏
の
『
大
谷
光
瑞
の
研
究
―
ア
ジ
ア
広
域
に
お
け
る
諸
活
動
―
』
に
よ
る
と
、
大
連
本

願
寺
（
関
東
別
院
）
の
創
設
、
発
展
に
は
、
二
つ
の
要
素
が
は
た
ら
い
た
。
一
つ
は
、
日
露
戦
争
に
際
し
て
の

従
軍
布
教
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
在
留
民
社
会
に
対
す
る
社
会
活
動
、
教
育
活
動
で
あ
る
。
大
連
本
願
寺
（
関

東
別
院
）
内
に
各
種
の
紳
士
会
、
婦
人
会
や
青
年
会
を
設
置
し
、
幼
稚
園
や
語
学
や
女
子
の
手
習
い
の
よ
う
な
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教
育
施
設
を
設
け
、
大
連
の
日
本
人
社
会
に
と
っ
て
、
中
心
的
な
機
能
を
果
た
し
た
。
す
な
わ
ち
宗
教
活
動
と

リ
ン
ク
さ
せ
た
社
会
活
動
・
教
育
活
動
に
特
色
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
大
連
関
東
別
院
の
不
断
な
き
発
展
に
繋

が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
、「
大
連
に
縁
が
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
満
鉄
と
も
縁
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
、
本

願
寺
は
そ
の
満
鉄
の
大
株
主
で
も
あ
っ
た
。
大
谷
光
瑞
は
し
ば
し
ば
満
鉄
本
社
で
講
演
し
、
満
鉄
読
書
会
に
も

顔
を
出
し
、
学
生
を
満
鉄
の
農
業
試
験
場
な
ど
に
送
り
込
み
、
さ
ら
に
は
満
鉄
が
支
援
し
て
い
た
文
化
施
設
に

も
深
く
関
与
し
た
。
こ
う
し
て
大
谷
光
瑞
は
、
日
露
戦
争
後
、
大
連
関
東
別
院
の
創
建
に
よ
っ
て
邦
人
の
社
会

的
・
精
神
的
中
核
と
な
っ
た
う
え
、
満
鉄
を
介
し
高
い
社
会
的
ス
テ
イ
タ
ス
を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

台
湾
と
の
関
わ
り
も
深
く
、
台
湾
を
「
我
が
帝
国
の
如
意
宝
珠
」
な
り
と
形
容
し
た
。
一
九
四
〇
（
昭
和

一
五
）
年
、
本
願
寺
「
飛
雲
閣
」
の
類
似
性
を
取
り
上
げ
て
台
湾
の
高
雄
に
「
逍
遙
園
」
と
い
う
農
地
の
拡
が

る
荘
園
を
作
っ
た
。「
逍
遙
園
」
で
学
生
向
け
の
講
義
室
、
食
堂
な
ど
も
完
備
さ
れ
て
、
大
谷
光
瑞
は
学
生
た

ち
を
率
い
、
自
給
自
足
と
い
う
集
団
農
業
に
従
事
し
た
。
そ
こ
で
彼
も
著
作
活
動
を
精
力
的
に
行
っ
て
い
た
。

「
農
業
」
と
「
教
育
」
を
大
谷
光
瑞
が
最
も
重
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
満
鉄
」
の
関
連
も
あ
っ
た
「
大
谷

光
瑞
興
亜
計
画
」
や
「
欧
亜
連
絡
鉄
道
計
画
」
な
ど
も
模
索
し
て
い
た
。

総
括
す
る
と
、
後
藤
新
平
の
政
策
行
動
や
大
谷
光
瑞
の
民
間
行
為
か
ら
日
本
植
民
地
経
営
の
方
向
性
を
ど
の

よ
う
に
行
っ
て
い
く
べ
き
か
の
模
索
が
読
み
取
れ
る
。
欧
米
諸
国
の
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
時
代
を
率
い
る

エ
リ
ー
ト
た
ち
の
暗
中
模
索
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
後
藤
新
平
が
台
湾
と
満
州
で
実
験
的
意
味
も
帯
び

て
大
規
模
な
旧
慣
調
査
と
施
策
を
断
行
し
た
が
、
今
や
彼
と
そ
の
主
観
的
な
意
図
と
は
無
関
係
に
実
に
厖
大
且

つ
貴
重
な
学
術
的
遺
産
が
残
さ
れ
た
。
後
藤
新
平
記
念
館
（
岩
手
県
奥
州
市
水
沢
）、
国
会
図
書
館
、
日
文
研
、

台
湾
文
献
館
、
台
湾
図
書
館
（
元
総
督
府
図
書
館
）、
中
国
吉
林
省
社
会
科
学
院
満
鉄
資
料
館
な
ど
に
後
藤
新

平
文
書
含
め
、
貴
重
史
料
が
数
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
、
米
国
、
中
国
大
陸
及
び
台
湾
学
界
に
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お
い
て
後
藤
新
平
研
究
（
満
鉄
研
究
、
日
本
統
治
時
代
台
湾
史
研
究
な
ど
）
が
ま
す
ま
す
重
要
視
さ
れ
て
い

る
。大

谷
光
瑞
は
仏
蹟
の
発
掘
を
念
頭
に
お
い
て
、
生
涯
の
使
命
と
す
る
西
域
探
検
、
調
査
活
動
を
何
回
も
続

け
、「
探
検
収
集
品
」
を
数
多
く
納
め
た
。
今
や
大
谷
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
中
国
・
旅
順
博
物
館
、
韓
国
国
立

中
央
博
物
館
、
東
京
国
立
博
物
館
、
龍
谷
大
学
な
ど
で
分
蔵
し
て
い
る
。
西
本
願
寺
別
府
別
院
内
に
大
谷
記
念

館
も
開
設
し
遺
品
な
ど
を
展
示
し
て
い
る
。
特
に
旅
順
博
物
館
に
「
大
谷
探
検
収
集
品
宝
庫
」
に
は
、
大
谷
探

検
隊
の
第
三
次
探
検
が
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
で
発
掘
し
た
ミ
イ
ラ
な
ど
も
所
蔵
し
て
い
る
。
ま
だ
、
旅
順
博
物
館
も

満
鉄
物
産
陳
列
所
と
し
て
一
九
一
五
年
一
一
月
開
館
し
た
が
、
一
九
一
七
年
四
月
関
東
都
督
府
満
蒙
物
産
館
に

改
称
し
、
ま
た
一
九
三
四
年
一
二
月
旅
順
博
物
館
に
改
称
し
た
。
一
九
五
二
年
一
二
月
に
は
、
旅
順
歴
史
文
化

博
物
館
に
改
称
し
た
経
緯
も
あ
っ
た
。

日
文
研
の
お
か
げ
で
後
藤
新
平
と
大
谷
光
瑞
と
の
出
会
い
は
実
に
楽
し
く
、
二
人
に
魅
力
を
感
じ
た
。
今
の

わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
如
何
に
歴
史
人
物
が
残
さ
れ
る
文
化
遺
産
を
客
観
的
に
位
置
付
け
、
そ
れ
ら
を
学
問
的

に
活
用
し
て
初
め
て
社
会
科
学
研
究
を
進
め
ら
れ
る
と
思
う
。
い
ま
だ
に
「
科
学
的
政
治
家
」
と
称
さ
れ
る
後

藤
新
平
が
行
っ
た
の
は
、
植
民
地
経
営
す
る
た
め
の
「
科
学
的
行
為
」
し
か
な
い
（
広
重
徹
『
科
学
の
社
会

史
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
）
と
も
言
え
る
。
後
藤
新
平
と
大
谷
光
瑞
の
台
湾
活
動
と
満
州
活
動
が
今
の
時

代
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
か
を
問
い
返
し
、
そ
し
て
社
会
科
学
研
究
者
の
立
場
で
そ
れ
を
客
観
的
に
位
置
付
け

る
必
要
が
あ
る
。
い
か
な
る
歴
史
に
も
「
欠
陥
と
遺
憾
」
を
残
す
の
は
普
通
で
あ
る
が
、「
未
来
と
希
望
」
を

見
出
す
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
や
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
責
任
と
義
務
で
も
あ
る
。

終
わ
り
に
日
文
研
の
皆
様
及
び
劉
建
輝
教
授
へ
深
く
謝
意
を
申
し
上
げ
る
。

（
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
研
究
員
、
大
学
院
教
授
）
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略
　
年
　
表

一
九
八
二
年

「
日
本
文
化
の
総
合
的
研
究
方
法
に
関
す
る
研
究
」（
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
）
を
実
施
。

一
九
八
三
年

「
日
本
文
化
総
合
研
究
の
研
究
体
制
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
」（
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
）
を
実
施
。

一
九
八
四
年

国
立
民
族
学
博
物
館
の
事
業
と
し
て
、「
日
本
文
化
研
究
に
関
す
る
調
査
研
究
」
を
実
施
。

一
九
八
五
年

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
に
関
す
る
懇
談
会
（
文
部
省
）
と
同
調
査
会
議
（
国
立
民
族
学
博
物
館
）
を
設
置
（
四
月
）。

調
査
会
議
は
、
同
セ
ン
タ
ー
の
構
想
に
つ
い
て
中
間
報
告
（
八
月
）。

調
査
会
議
は
、
中
間
報
告
に
つ
い
て
、
国
内
外
の
日
本
研
究
者
及
び
関
係
分
野
の
研
究
者
の
意
見
を
聴
取
。

一
九
八
六
年

調
査
会
議
は
、
同
セ
ン
タ
ー
の
構
想
に
つ
い
て
最
終
報
告
（
三
月
）。

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
創
設
準
備
室
を
設
置
。
創
設
準
備
室
長
に
梅
原
猛
教
授
が
就
任
（
四
月
）。

創
設
準
備
委
員
会
（
文
部
大
臣
裁
定
）
を
設
置
（
五
月
）。

一
九
八
七
年

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
を
大
学
共
同
利
用
機
関
と
し
て
京
都
市
に
創
設
、
梅
原
猛
創
設
準
備
室
長
が
初
代
所
長
に
就
任
、
管
理
部
（
総

務
課
、
研
究
協
力
課
）、
研
究
部
を
設
置
（
五
月
二
一
日
）。

一
九
八
八
年

情
報
管
理
施
設
（
資
料
課
）
を
設
置
、
管
理
部
総
務
課
を
庶
務
課
、
会
計
課
に
改
組
（
四
月
）。

一
九
九
〇
年

研
究
棟
の
一
部
完
成
に
よ
り
仮
事
務
所
か
ら
移
転
（
七
月
）。

情
報
・
管
理
棟
、
国
際
交
流
棟
、
図
書
館
が
完
成
し
、
開
所
式
を
挙
行
（
一
二
月
）。

一
九
九
一
年

北
研
究
棟
完
成
（
一
〇
月
）。

一
九
九
二
年

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
導
入
（
一
月
）。

情
報
管
理
施
設
に
情
報
課
を
設
置
、
本
セ
ン
タ
ー
に
総
合
研
究
大
学
院
大
学
文
化
科
学
研
究
科
国
際
日
本
研
究
専
攻
設
置
（
四
月
）。

一
九
九
四
年

講
堂
、
福
利
施
設
棟
、
日
文
研
ハ
ウ
ス
（
世
帯
用
）、
図
書
資
料
館
完
成
。

一
九
九
五
年

梅
原
猛
所
長
任
期
満
了
に
よ
り
退
職
、
河
合
隼
雄
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
が
第
二
代
所
長
に
就
任
（
五
月
）。

外
部
委
員
に
よ
る
「
第
三
者
評
価
委
員
会
報
告
書
」
作
成
及
び
「
将
来
計
画
概
要
」
策
定
。
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一
九
九
七
年

創
立
一
〇
周
年
記
念
式
典
を
挙
行
（
五
月
）。

創
立
一
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
（
一
〇
月
）。

一
九
九
八
年

海
外
研
究
交
流
室
を
設
置
（
四
月
）。

一
九
九
九
年

日
文
研
ハ
ウ
ス
（
単
身
用
）
完
成
（
三
月
）。

文
化
資
料
研
究
企
画
室
を
設
置
（
四
月
）。

二
〇
〇
一
年

河
合
隼
雄
所
長
任
期
満
了
に
よ
り
退
職
、
山
折
哲
雄
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
が
第
三
代
所
長
に
就
任
（
五
月
）。

二
〇
〇
四
年

法
人
化
に
伴
い
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
人
間
文
化
研
究
機
構
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
と
な
る
。
庶
務
課
を
総
務
課
に
、
会
計
課
を

財
務
課
に
改
組
（
四
月
）。

法
人
化
記
念
特
別
講
演
会
を
開
催
（
一
一
月
）。

二
〇
〇
五
年

山
折
哲
雄
所
長
任
期
満
了
に
よ
り
退
職
、
片
倉
も
と
こ
国
立
民
族
学
博
物
館
名
誉
教
授
が
第
四
代
所
長
に
就
任
（
五
月
）。

二
〇
〇
七
年

創
立
二
〇
周
年
記
念
式
典
を
挙
行
（
五
月
）。

二
〇
〇
八
年

片
倉
も
と
こ
所
長
退
職
、
猪
木
武
徳
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
が
第
五
代
所
長
に
就
任
（
四
月
）。

管
理
部
総
務
課
と
財
務
課
を
統
合
し
て
総
務
課
に
改
組
（
一
〇
月
）。

二
〇
一
〇
年

第
二
図
書
資
料
館
完
成
（
六
月
）。

二
〇
一
二
年

『
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
25
年
史
―
資
料
編
―
』
を
発
行
（
三
月
）
。

猪
木
武
徳
所
長
退
職
、
小
松
和
彦
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
が
第
六
代
所
長
に
就
任
（
四
月
）。

創
立
二
五
周
年
を
祝
う
会
を
開
催
（
五
月
）。

『
新
・
日
本
学
誕
生 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
25
年
』
発
行
（
一
〇
月
）
。

二
〇
一
四
年

第
三
図
書
資
料
館
完
成
（
七
月
）。

二
〇
一
六
年

イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
サ
ー
チ
室
を
設
置
（
四
月
）。



204

 

（
二
〇
〇
七
年
四
月
以
降
を
掲
載
）

運
営
会
議
委
員

稲
　
賀
　
繁
　
美
（
07
・
4
・
1
〜
）

早
　
川
　
聞
　
多
（
08
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
）

荒
　
　
　
こ
の
み
（
08
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
）

坂
　
井
　
東
洋
男
（
08
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31
）

牛
　
村
　
　
　
圭
（
08
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31
、
15
・
4
・
1
〜
）

劉
　
　
　
建
　
輝
（
08
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31
、
13
・
4
・
1
〜
）

川
　
北
　
　
　
稔
（
09
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
）

馬
　
田
　
綾
　
子
（
10
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
）

大
　
原
　
謙
一
郎
（
10
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
）

久
　
保
　
文
　
明
（
10
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
）

佐
　
藤
　
洋
一
郎
（
10
・
4
・
1
〜
15
・
4
・
30
）

多
　
田
　
一
　
臣
（
10
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
）

倉
　
本
　
一
　
宏
（
10
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
）

末
　
木
　
文
美
士
（
10
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
）

戸
　
部
　
良
　
一
（
10
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
）

天
　
野
　
文
　
雄
（
12
・
4
・
1
〜
）

植
　
田
　
和
　
弘
（
12
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
）

陣
　
内
　
秀
　
信
（
12
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
）

徳
　
田
　
和
　
夫
（
12
・
4
・
1
〜
）

荒
　
木
　
　
　
浩
（
12
・
4
・
1
〜
）

伊
　
東
　
貴
　
之
（
12
・
4
・
1
〜
）

福
　
井
　
憲
　
彦
（
15
・
4
・
1
〜
）

渡
　
辺
　
公
　
三
（
15
・
4
・
1
〜
）

山
　
田
　
奨
　
治
（
15
・
4
・
1
〜
）

松
　
田
　
利
　
彦
（
15
・
4
・
1
〜
）

細
　
川
　
周
　
平
（
15
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
）

瀧
　
井
　
一
　
博
（
15
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
）

時
田
　
ア
リ
ソ
ン
（
15
・
6
・
1
〜
）

吉
　
澤
　
健
　
吉
（
16
・
4
・
1
〜
）

李
　
　
　
成
　
市
（
16
・
4
・
1
〜
）

御
　
厨
　
　
　
貴
（
16
・
4
・
1
〜
）

保
　
立
　
道
　
久
（
16
・
4
・
1
〜
）

落
　
合
　
恵
美
子
（
16
・
4
・
1
〜
）

歴
代
教
員
等
一
覧

（
カ
ッ
コ
内
は
在
任
期
間
）
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川
　
村
　
　
　
湊
（
16
・
4
・
1
〜
）

磯
　
前
　
順
　
一
（
16
・
4
・
1
〜
）

パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
（
16
・
4
・
1
〜
）

顧
問梅

　
原
　
　
　
猛
（
95
・
5
・
21
〜
）

海
外
研
究
交
流
顧
問

ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー
ア
（
06
・
4
・
1
〜
08
・
3
・
31
）

名
誉
教
授
（
称
号
授
与
年
順
）

埴

*

　
原
　
和
　
郎
（
93
・
4
・
1
）

河

*

　
合
　
隼
　
雄
（
94
・
4
・
1
）

久
　
野
　
　
　
昭
（
94
・
4
・
1
）

伊
　
東
　
俊
太
郎
（
95
・
4
・
1
）

中
　
西
　
　
　
進
（
95
・
4
・
1
）

速
　
水
　
　
　
融
（
95
・
4
・
1
）

村
　
井
　
康
　
彦
（
95
・
4
・
1
）

梅
　
原
　
　
　
猛
（
95
・
5
・
21
）

杉

*

　
本
　
秀
太
郎
（
96
・
4
・
1
）

濱

*

　
口
　
惠
　
俊
（
97
・
4
・
1
）

芳
　
賀
　
　
　
徹
（
97
・
4
・
1
）

山
　
折
　
哲
　
雄
（
97
・
4
・
1
）

山
　
田
　
慶
　
兒
（
97
・
4
・
1
）

飯

*

　
田
　
経
　
夫
（
98
・
4
・
1
）

尾
　
本
　
惠
　
市
（
99
・
4
・
1
）

石
　
井
　
紫
　
郎
（
01
・
4
・
1
）

木
　
村
　
　
　
汎
（
02
・
4
・
1
）

赤
　
澤
　
　
　
威
（
04
・
4
・
1
）

今
　
谷
　
　
　
明
（
08
・
4
・
1
）

片

*

　
倉
　
も
と
こ
（
08
・
4
・
1
）

千
　
田
　
　
　
稔
（
08
・
4
・
1
）

合
　
庭
　
　
　
惇
（
09
・
4
・
1
）

井
　
波
　
律
　
子
（
09
・
4
・
1
）

猪
　
木
　
武
　
徳
（
12
・
4
・
1
）

安
　
田
　
喜
　
憲
（
12
・
4
・
1
）

鈴
　
木
　
貞
　
美
（
13
・
4
・
1
）

宇
　
野
　
隆
　
夫
（
13
・
4
・
1
）

白
　
幡
　
洋
三
郎
（
14
・
4
・
1
）

戸
　
部
　
良
　
一
（
14
・
4
・
1
）

早
　
川
　
聞
　
多
（
15
・
4
・
1
）
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笠
　
谷
　
和
比
古
（
15
・
4
・
1
）

末
　
木
　
文
美
士
（
15
・
4
・
1
）

 

（*

印
は
故
人
）

所
長猪

　
木
　
武
　
徳
（
08
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31
）

小
　
松
　
和
　
彦
（
12
・
4
・
1
〜
）

副
所
長

小
　
松
　
和
　
彦
（
10
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31
）

宇
　
野
　
隆
　
夫
（
12
・
4
・
1
〜
13
・
3
・
31
）

井
　
上
　
章
　
一
（
13
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
）

稲
　
賀
　
繁
　
美
（
16
・
4
・
1
〜
）

劉
　
　
　
建
　
輝
（
16
・
10
・
1
〜
）

研
究
調
整
主
幹

細
　
川
　
周
　
平
（
07
・
4
・
1
〜
09
・
3
・
31
）

白
　
幡
　
洋
三
郎
（
08
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31
）

宇
　
野
　
隆
　
夫
（
08
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31
）

井
　
上
　
章
　
一
（
09
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31
）

早
　
川
　
聞
　
多
（
10
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31
）

稲
　
賀
　
繁
　
美
（
10
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31
）

戸
　
部
　
良
　
一
（
12
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
）

白
　
幡
　
洋
三
郎
（
12
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
）

倉
　
本
　
一
　
宏
（
12
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
）

荒
　
木
　
　
　
浩
（
14
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
）

山
　
田
　
奨
　
治
（
14
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
）

劉
　
　
　
建
　
輝
（
14
・
4
・
1
〜
）

松
　
田
　
利
　
彦
（
16
・
4
・
1
〜
）

磯
　
前
　
順
　
一
（
16
・
4
・
1
〜
）

情
報
管
理
施
設
長

鈴
　
木
　
貞
　
美
（
08
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31
）

早
　
川
　
聞
　
多
（
10
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31
）

白
　
幡
　
洋
三
郎
（
12
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
）

山
　
田
　
奨
　
治
（
14
・
4
・
1
〜
）

文
化
資
料
研
究
企
画
室
長

鈴
　
木
　
貞
　
美
（
08
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31
）

森
　
　
　
洋
　
久
（
10
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31
）

早
　
川
　
聞
　
多
（
12
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
）
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マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
（
14
・
4
・
1
〜
17
・
3
・
31
）

 

※ 

文
化
資
料
研
究
企
画
室
は
、
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
を
も
っ
て
廃
止

海
外
研
究
交
流
室
長

細
　
川
　
周
　
平
（
07
・
4
・
1
〜
09
・
3
・
31
）

宇
　
野
　
隆
　
夫
（
09
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31
）

山
　
田
　
奨
　
治
（
10
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31
）

劉
　
　
　
建
　
輝
（
12
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
）

瀧
　
井
　
一
　
博
（
14
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
）

坪
　
井
　
秀
　
人
（
16
・
4
・
1
〜
）

イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
サ
ー
チ
室
長

山
　
田
　
奨
　
治
（
16
・
4
・
1
〜
）

管
理
部
長

佐
久
間
　
研
　
二
（
07
・
10
・
1
〜
09
・
7
・
13
）

丹
　
沢
　
広
　
行
（
09
・
7
・
14
〜
13
・
3
・
31
）

竹
　
田
　
和
　
彦
（
13
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
）

北
　
出
　
猛
　
夫
（
16
・
4
・
1
〜
）
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専
任
教
員
（
二
〇
〇
七
年
四
月
以
降
を
掲
載
）

就
任
年
月
日

氏
　
　
　
名

職
　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
　
　
　
職
　
　
　
等

07
・
4
・
1

磯
　
前
　
順
　
一
准
教
授
日
本
女
子
大
学
助
教
授
か
ら
（
15
・
4
・
1
教
授
昇
任
）

07
・
10
・
1

瀧
　
井
　
一
　
博
准
教
授
兵
庫
県
立
大
学
教
授
か
ら
（
13
・
7
・
1
教
授
昇
任
）

08
・
8
・
1

郭
　
　
　
南
　
燕
准
教
授
オ
タ
ゴ
大
学
准
教
授
か
ら

08
・
9
・
1
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン

准
教
授
ロ
ン
ド
ン
大
学
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
准
教
授
か
ら
（
11
・
4
・
1
教
授
昇
任
）

09
・
4
・
1

戸
　
部
　
良
　
一
教
　

授
防
衛
大
学
校
教
授
か
ら
（
14
・
3
・
31
定
年
退
職
）

09
・
4
・
1

末
　
木
　
文
美
士
教
　

授
東
京
大
学
大
学
院
教
授
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授
か
ら
（
15
・
3
・
31
定
年
退
職
）

09
・
4
・
1

倉
　
本
　
一
　
宏
教
　

授
駒
沢
女
子
大
学
教
授
か
ら

09
・
8
・
1

森
　
　
　
洋
　
久
准
教
授
大
阪
市
立
大
学
准
教
授
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
特
別
客
員
准
教
授
か
ら
（
17
・
3
・
31
辞
職
）

10
・
1
・
1

榎
　
本
　
　
　
渉
准
教
授
採
用

10
・
4
・
1

荒
　
木
　
　
　
浩
教
　

授
大
阪
大
学
大
学
院
教
授
か
ら

10
・
4
・
1

伊
　
東
　
貴
　
之
教
　

授
武
蔵
大
学
教
授
か
ら

10
・
4
・
1

佐
　
野
　
真
由
子
准
教
授
静
岡
文
化
芸
術
大
学
准
教
授
か
ら

10
・
8
・
1

尾
　
形
　
洋
　
一
特
任
助
教
採
用
（
11
・
3
・
31
任
期
満
了
退
職
）

11
・
4
・
1

小
　
都
　
晶
　
子
特
任
助
教
採
用
（
13
・
3
・
31
任
期
満
了
退
職
）

12
・
4
・
1

丸
　
川
　
雄
　
三
准
教
授
国
立
情
報
学
研
究
所
連
想
情
報
学
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
特
任
准
教
授
か
ら
（
13
・
9
・
30
辞
職
）

13
・
1
・
1

寺
　
村
　
裕
　
史
特
任
准
教
授

採
用
（
15
・
3
・
31
任
期
満
了
退
職
）

13
・
4
・
1

北
　
浦
　
寛
　
之
助

教
京
都
造
形
大
学
非
常
勤
講
師
か
ら

13
・
10
・
1

大
　
塚
　
英
　
志
教
　

授
神
戸
芸
術
工
科
大
学
教
授
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授
か
ら

13
・
10
・
1

宮
　
崎
　
康
　
子
特
任
助
教
採
用
（
16
・
3
・
31
任
期
満
了
退
職
）

14
・
4
・
1

坪
　
井
　
秀
　
人
教
　

授
名
古
屋
大
学
教
授
か
ら

15
・
4
・
1

楠
　
　
　
綾
　
子
准
教
授
関
西
学
院
大
学
准
教
授
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
准
教
授
か
ら
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15
・
4
・
1

石
　
上
　
阿
　
希
特
任
助
教
採
用

15
・
10
・
1

古
　
川
　
綾
　
子
特
任
助
教
採
用

16
・
4
・
1

磯
　
田
　
道
　
史
准
教
授
静
岡
文
化
芸
術
大
学
教
授
か
ら

16
・
4
・
1

石
　
川
　
　
　
肇
助

教
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
機
関
研
究
員
か
ら

16
・
10
・
1

呉
　
座
　
勇
　
一
助

教
立
教
大
学
兼
任
講
師
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
准
教
授
か
ら
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客
員
教
員
（
二
〇
〇
七
年
四
月
以
降
を
掲
載
）

［
教
授
］

氏
　
名

就
任
時
の
所
属

在
任
期
間

望
月
　
和
彦
桃
山
学
院
大
学
教
授

07
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31

Friedrich Detlev 
SCHAUWECKER

元
関
西
大
学
教
授

07
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31

川
勝
　
平
太
静
岡
文
化
芸
術
大
学
学
長

07
・
4
・
1
〜
08
・
3
・
31

落
合
恵
美
子
京
都
大
学
大
学
院
教
授

07
・
4
・
1
〜
09
・
3
・
31

大
嶋
　
　
仁
福
岡
大
学
教
授

08
・
4
・
1
〜
11
・
3
・
31

奥
野
　
卓
司
関
西
学
院
大
学
教
授

08
・
4
・
1
〜
11
・
3
・
31

上
垣
外
憲
一
帝
塚
山
学
院
大
学
教
授

08
・
4
・
1
〜
11
・
3
・
31

末
木
文
美
士
東
京
大
学
大
学
院
教
授

08
・
4
・
1
〜
09
・
3
・
31

古
田
島
洋
介
明
星
大
学
教
授

09
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31

酒
井
　
哲
哉
東
京
大
学
教
授

10
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31

高
橋
　
伸
彰
立
命
館
大
学
教
授

10
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31

林
　
　
　
淳
愛
知
学
院
大
学
教
授

10
・
4
・
1
〜
13
・
3
・
31

近
藤
　
好
和
國
學
院
大
學
兼
任
講
師
他

10
・
4
・
1
〜
13
・
3
・
31

浦
田
　
義
和
佐
賀
大
学
教
授

11
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31

張
　
　
　
競
明
治
大
学
教
授

11
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31

依
岡
　
隆
児
徳
島
大
学
大
学
院
教
授

11
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31

中
村
　
和
恵
明
治
大
学
教
授

11
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31

飯
塚
　
　
靖
下
関
市
立
大
学
教
授

12
・
4
・
1
〜
15
・
3
・
31

大
塚
　
英
志
神
戸
芸
術
工
科
大
学
教
授

12
・
4
・
1
〜
13
・
9
・
30

御
厨
　
　
貴
放
送
大
学
教
授

12
・
4
・
1
〜
15
・
3
・
31

山
　
　
泰
幸
関
西
学
院
大
学
教
授

12
・
4
・
1
〜
13
・
3
・
31

谷
川
　
建
司
早
稲
田
大
学
大
学
院
客
員
教
授

13
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31

阿
部
　
泰
郎
名
古
屋
大
学
大
学
院
教
授

13
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31

中
生
　
勝
美
桜
美
林
大
学
教
授

13
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31

吉
川
　
真
司
京
都
大
学
大
学
院
教
授

13
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31

仲
　
万
美
子
同
志
社
女
子
大
学
教
授

14
・
4
・
1
〜
17
・
3
・
31

橋
爪
　
紳
也
大
阪
府
立
大
学
教
授

14
・
4
・
1
〜
17
・
3
・
31

上
野
　
　
誠
奈
良
大
学
教
授

14
・
4
・
1
〜
17
・
3
・
31

真
鍋
　
昌
賢
北
九
州
市
立
大
学
教
授

15
・
4
・
1
〜

安
井
眞
奈
美
天
理
大
学
教
授

15
・
4
・
1
〜
17
・
3
・
31

吉
村
　
和
真
精
華
大
学
教
授
（
副
学
長
）

16
・
4
・
1
〜

三
澤
真
美
恵
日
本
大
学
教
授

16
・
4
・
1
〜

長
田
　
俊
樹
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
名
誉
教
授

16
・
4
・
1
〜

［
准
教
授
］

氏
　
名

就
任
時
の
所
属

在
任
期
間

佐
野
真
由
子
静
岡
文
化
芸
術
大
学
講
師

07
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31

中
島
　
岳
志
北
海
道
大
学
公
共
政
策
大
学
院
准
教
授

07
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31

千
葉
　
　
慶
明
治
大
学
非
常
勤
講
師

08
・
4
・
1
〜
11
・
3
・
31

平
野
共
余
子
元
映
画
専
門
大
学
院
大
学
非
常
勤
講
師

08
・
4
・
1
〜
11
・
3
・
31

磯
田
　
道
史
茨
城
大
学
准
教
授

08
・
4
・
1
〜
11
・
3
・
31

片
山
　
杜
秀
慶
応
義
塾
大
学
准
教
授

09
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31
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［
特
別
客
員
准
教
授
］

氏
　
名

就
任
時
の
所
属

在
任
期
間

喜
多
　
千
草
関
西
大
学
准
教
授

08
・
4
・
1
〜
11
・
3
・
31

森
　
　
洋
久
大
阪
市
立
大
学
准
教
授

09
・
4
・
1
〜
09
・
7
・
31

齋
藤
　
俊
文
九
州
大
学
大
学
院
准
教
授

10
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31

橋
本
　
順
光
大
阪
大
学
准
教
授

09
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31

上
村
　
敏
文
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
准
教
授

09
・
4
・
1
〜
11
・
3
・
31

森
　
　
勇
一
金
城
学
院
大
学
講
師

10
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31

多
田
　
伊
織
皇
學
館
大
学
大
学
院
非
常
勤
講
師

鈴
鹿
医
療
科
学
大
学
非
常
勤
講
師

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
非
常
勤
講
師

11
・
4
・
1
〜
13
・
3
・
31

小
川
原
正
道
慶
應
義
塾
大
学
准
教
授

11
・
4
・
1
〜
13
・
3
・
31

木
村
　
朗
子
津
田
塾
大
学
准
教
授

11
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31

辻
垣
　
晃
一
京
都
府
立
東
舞
鶴
高
等
学
校
教
諭
11
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31

楠
　
　
綾
子
関
西
学
院
大
学
准
教
授

12
・
4
・
1
〜
15
・
3
・
31

滝
澤
　
修
身
長
崎
純
心
大
学
教
授

12
・
4
・
1
〜
15
・
3
・
31

奈
良
岡
聰
智
京
都
大
学
大
学
院
准
教
授

13
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31

中
町
美
香
子
京
都
大
学
非
常
勤
講
師

13
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31

木
村
　
直
恵
学
習
院
女
子
大
学
准
教
授

14
・
4
・
1
〜
17
・
3
・
31

今
泉
　
宜
子
明
治
神
宮
国
際
神
道
文
化
研
究
所
主
任
研
究
員

15
・
4
・
1
〜

大
久
保
健
晴
慶
應
義
塾
大
学
准
教
授

15
・
4
・
1
〜

林
　
　
洋
子
文
化
庁
芸
術
文
化
調
査
官

15
・
4
・
1
〜

呉
座
　
勇
一
東
京
大
学
大
学
院
学
術
研
究
員

15
・
4
・
1
〜
16
・
9
・
30

小
川
　
順
子
中
部
大
学
准
教
授

15
・
4
・
1
〜

加
藤
　
雄
三
専
修
大
学
非
常
勤
講
師

16
・
4
・
1
〜

羽
鳥
　
隆
英
新
潟
大
学
助
教

16
・
4
・
1
〜
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［
外
国
人
研
究
員
］

氏
　
　
　
名

就
任
時
の
所
属

上
記
機
関
の
所
在
国

受

入

期

間

研

究

テ

ー

マ

Ioulia K
arali 

 GIANNAKOPOULOU

ア
テ
ネ
大
学
教
授

ギ

リ

シ

ャ
07
・
4
・
1
〜
07
・
7
・
31
エ
ー
ゲ
海
新
石
器
時
代
の
貝
文
化
―
日
本
の
縄
文
・
弥
生
と
の

比
較

H
yung-Il Pai

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
タ
バ
ー
バ
ラ
校
准
教
授

ア

メ

リ

カ
07
・
4
・
1
〜
08
・
3
・
28
観
光
産
業
と
〝
日
本
文
化
財
〞
の
宣
伝
：
博
物
館
、
記
念
物
と

先
祖
遺
産
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

金
　
　
　
榮
　
哲
漢
陽
大
学
校
国
際
文
化
大
学
教
授

韓

国
07
・
4
・
1
〜
08
・
3
・
31
朝
鮮
と
江
戸
時
代
の
文
芸
に
現
れ
る
遊
興
の
美
意
識
の
比
較
研

究

G
illes Jean-Pierre 

 C
A

M
PA

G
N

O
L

O

フ
ラ
ン
ス
国
立
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
フ

ラ

ン

ス
07
・
4
・
1
〜
08
・
3
・
31
日
本
の
近
代
化
を
論
じ
た
「
外
書
」
―
日
文
研
お
よ
び
関
西
の

図
書
館
を
利
用
し
て

王
　
　
　
維
　
坤
西
北
大
学
副
院
長

中

国
07
・
4
・
1
〜
08
・
3
・
31
古
代
中
国
と
日
本
の
都
城
・
墓
制
文
物
交
流
の
研
究

B
rian D

ouglas 
 

R
U

P
P

E
R

T

イ
リ
ノ
イ
大
学
ア
ー
バ
ナ
シ
ャ
ン
ペ
ー
ン
校
準
教
授

ア

メ

リ

カ
07
・
7
・
1
〜
08
・
6
・
30
日
本
中
世
後
期
に
お
け
る
経
蔵
・
書
写
活
動
及
び
寺
院
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
変
遷

汪
　
　
　
宏
　
倫
台
湾
中
央
研
究
院
社
会
学
研
究
所
準
研
究
員
台

湾
07
・
7
・
1
〜
08
・
6
・
30
日
中
に
於
け
る
歴
史
を
書
く
政
治
：
そ
の
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
、
価
値

観
及
び
モ
ダ
ニ
テ
ィ
ー
の
未
完
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

Frederic R
ene 

 R
obert G

IR
A

R
D

フ
ラ
ン
ス
国
立
極
東
学
院
研
究
員

フ

ラ

ン

ス
07
・
8
・
1
〜
08
・
7
・
31
中
世
に
於
け
る
宗
教
・
思
想
の
研
究

H
ugh B

arry D
E

 
 

F
E

R
R

A
N

T
I

ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
大
学
助
教
授
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
07
・
8
・
1
〜
08
・
1
・
31
音
楽
体
験
か
ら
観
た
日
本
の
近
代
：
世
界
大
戦
間
の
大
阪
を
例

に

M
ichael S. 

 
M

O
L

A
SK

Y

ミ
ネ
ソ
タ
大
学
準
教
授

ア

メ

リ

カ
07
・
9
・
1
〜
08
・
8
・
31
ジ
ャ
ズ
喫
茶
と
戦
後
日
本
文
化
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金
　
　
　
貞
　
恵
釜
山
外
国
語
大
学
校
東
洋
語
大
学
教
授
韓

国
07
・
9
・
1
〜
08
・
8
・
31
在
日
コ
リ
ア
ン
文
学
に
表
れ
た
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
様
相
と
意
味

周
　
　
　
　
　
見
中
国
社
会
科
学
院
世
界
経
済
政
治
研
究
所
教
授

中

国
07
・
9
・
1
〜
08
・
8
・
31
渋
沢
栄
一
と
近
代
中
国

W
illiam

  Jefferson 
 

T
Y

L
E

R
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
準
教
授

ア

メ

リ

カ
07
・
10
・
1
〜
08
・
9
・
29
世
界
に
石
川
淳
を
紹
介
す
る
（
そ
の
第
三
段
）
―
壮
年
期
代
表

作
『
荒
魂
』
の
英
訳

K
arin G

unilla 
 LIN

D
BERG

-W
AD

A

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
教
授

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
07
・
10
・
1
〜
08
・
8
・
31
世
界
文
学
史
の
中
の
日
本
文
学

P
urnendra 

 
C

handra JA
IN

ア
デ
レ
ー
ド
大
学
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
07
・
11
・
1
〜
08
・
1
・
31
日
本
の
選
択
：
急
成
長
す
る
中
国
と
浮
上
す
る
イ
ン
ド
の
間
で

A
lexander 

 
V

O
V

IN

ハ
ワ
イ
大
学
マ
ノ
ア
校
教
授

ア

メ

リ

カ
08
・
1
・
10
〜
09
・
9
・
30
『
万
葉
集
』
の
英
語
全
注
釈
と
翻
訳

金
　
　
　
弼
　
東
世
明
大
学
校
副
教
授

韓

国
08
・
3
・
1
〜
09
・
2
・
28
日
本
の
「
東
ア
ジ
ア
経
済
圏
」
構
想
と
「
ア
ジ
ア
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
」
に
関
す
る
研
究

王
　
　
　
中
　
忱
清
華
大
学
教
授

中

国
08
・
3
・
1
〜
09
・
2
・
28
近
代
知
と
し
て
の
「
満
蒙
」
及
び
「
満
蒙
史
」
研
究
の
設
立
と

そ
の
行
方

A
lison Isobel 

 
R

ae T
O

K
ITA

モ
ナ
シ
ュ
大
学
日
本
セ
ン
タ
ー
教
授
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
08
・
4
・
1
〜
09
・
3
・
31
両
世
界
大
戦
間
（
一
九
一
八
〜
一
九
三
八
年
）
の
大
阪
に
お
け

る
音
楽
と
近
代

蔡
　
　
　
敦
　
達
同
済
大
学
教
授

中

国
08
・
4
・
1
〜
08
・
9
・
30
日
本
文
明
に
お
け
る
長
江
文
明
の
摂
取

K
uldeep K

um
ar 

 
B

H
A

N

マ
ハ
ラ
ジ
ャ
サ
ラ
ジ
ラ
オ
大
学
教
授
イ

ン

ド
08
・
6
・
3
〜
09
・
3
・
20
イ
ン
ド
考
古
学
へ
の
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
応
用

D
avid  H

U
G

H
E

S

ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究

学
院
シ
ニ
ア
レ
ク
チ
ャ
ラ
ー

イ

ギ

リ

ス
08
・
7
・
1
〜
08
・
12
・
15
日
本
民
謡
の
将
来
：
保
存
会
と
コ
ン
ク
ー
ル
の
役
割
と
影
響
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Felix U
lom

be 
 

K
A

PU
T

U
ル
ブ
ン
バ
シ
大
学
教
授

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
08
・
7
・
1
〜
09
・
3
・
31
北
日
本
の
〝
い
た
こ
〞
現
象
と
中
央
ア
フ
リ
カ
の“M

ikishi”

―

社
会
宗
教
学
的
比
較
研
究
―

M
auricio 

 
M

A
R

T
IN

E
Z 

 
R

O
D

R
IG

U
E

Z

ロ
ス
ア
ン
デ
ス
大
学
教
授

コ
ロ
ン
ビ
ア
08
・
7
・
1
〜
09
・
6
・
30
ス
ペ
イ
ン
語
版
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
日
本
芸
能
百
科
事
典

趙
　
　
　
政
　
男
高
麗
大
学
校
政
経
大
学
教
授

韓

国
08
・
8
・
1
〜
09
・
7
・
31
現
代
日
本
の
政
治
理
念
研
究

胡
　
　
　
宝
　
華
南
開
大
学
副
教
授

中

国
08
・
9
・
1
〜
09
・
8
・
31
二
十
世
紀
に
お
け
る
日
本
学
者
の
中
国
史
研
究

M
ichel 

 
D

A
L

ISSIE
R

フ
ラ
ン
ス
国
立
科
学
研
究
庁
（
Ｃ
Ｎ
Ｒ
Ｓ
）
フ

ラ

ン

ス
08
・
9
・
1
〜
09
・
8
・
31
日
本
現
代
哲
学
に
つ
い
て
の
研
究

雷
　
　
　
国
　
山
南
京
大
学
助
教
授

中

国
08
・
9
・
1
〜
09
・
7
・
31
武
士
道
総
合
研
究

A
m

i A
m

inah 
 

M
E

U
T

IA

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
科
学
研
究
所
研
究
員
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
08
・
10
・
1
〜
09
・
3
・
31
環
境
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
ノ
レ
ッ
ジ
の

役
割
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
マ
ン
ニ
ン
ジ
ョ
ウ
湖
と
日
本
・
琵
琶

湖
の
比
較
研
究

W
olfgang 

 
SC

H
A

M
O

N
I

ハ
イ
デ
ル
ブ
ル
グ
大
学
名
誉
教
授

ド

イ

ツ
08
・
10
・
1
〜
09
・
3
・
31
十
八
・
十
九
世
紀
の
自
伝
・
伝
記
文
学
の
研
究

林
　
　
　
慶
　
花
成
均
館
大
学
校
研
究
教
授

韓

国
08
・
11
・
1
〜
09
・
3
・
31
帝
国
の
声
・
民
族
の
声
―
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
民
謡
」

言
説
比
較

河
　
名
　
サ
　
リ
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
大
学
ボ
ス
ト
ン
校
助
教
授

ア

メ

リ

カ
09
・
1
・
1
〜
09
・
5
・
31
マ
ン
ガ
文
化
と
日
本
の
視
覚
文
化

A
nu JIN

D
A

L

画
家
・
日
本
美
術
史
研
究
家

09
・
3
・
1
〜
10
・
2
・
28
美
女
の
理
想
と
し
て
の
傾
城
：
浮
世
絵
と
イ
ン
ド
細
密
画

Yona  
SID

E
R

E
R

エ
ル
サ
レ
ム
・
ヘ
ブ
ラ
イ
大
学
シ
ニ

ア
レ
ク
チ
ャ
ラ
ー

イ
ス
ラ
エ
ル
09
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31
日
本
の
近
現
代
化
学
史
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尹
　
　
　
海
　
東
成
均
館
大
学
校
教
授

韓

国
09
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31
国
家
と
し
て
の
朝
鮮
総
督
府

陳
　
　
　
　
　
玲
清
華
大
学
准
教
授

中

国
09
・
4
・
1
〜
10
・
3
・
31
京
都
祇
園
祭
―
異
文
化
〝
共
存
〞
の
歴
史
的
モ
デ
ル
と
し
て

蔡
　
　
　
慧
　
玉
中
央
研
究
院
台
湾
史
研
究
所
副
研
究
員
台

湾
09
・
4
・
1
〜
09
・
11
・
30
「
湾
官
」
：
日
本
人
街
庄
長
の
分
析
（
一
九
二
〇
〜
一
九
四
五
）

を
例
と
し
て
―
植
民
地
官
僚
と
日
本
の
台
湾
支
配
の
一
考
察

T
heodore F. 

 
C

ook

ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
ウ
ィ
リ
ア
ム
パ

タ
ー
ソ
ン
大
学
教
授

ア

メ

リ

カ
09
・
5
・
1
〜
09
・
8
・
31

12
・
6
・
1
〜
13
・
1
・
13
全
面
戦
争
中
の
文
化
―
日
本
の
体
験

日
本
文
化
形
成
と
戦
争
の
記
憶

D
avid G

abriel 
 

H
E

B
E

R
T

シ
ベ
リ
ウ
ス
音
楽
院
教
授

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
09
・
6
・
1
〜
09
・
8
・
31
日
本
の
吹
奏
楽
作
品
に
み
る
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ャ
レ
ー
シ
ョ
ン

ト
ハ
イ
ブ
リ
デ
ィ
テ
ィ

N
am

lin H
U

R

ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
准
教
授
カ

ナ

ダ
09
・
6
・
1
〜
10
・
5
・
31
秘
仏
の
誘
い
―
開
帳
と
日
本
近
世
の
宗
教
文
化

野
　
原
　
博
　
淳
フ
ラ
ン
ス
国
立
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー

シ
ニ
ア
リ
サ
ー
チ
ャ
ー

フ

ラ

ン

ス
09
・
7
・
1
〜
10
・
6
・
30
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
発
展
の
日
仏
比
較
：
コ
ン
ピ
ー
タ
ン
ス

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
と
知
識
獲
得
メ
カ
ニ
ズ
ム

黄
　
　
　
自
　
進
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
研
究
員
台

湾
09
・
7
・
1
〜
10
・
6
・
30
満
州
事
変
の
再
考
察
：
日
中
関
係
史
に
お
け
る
位
置
づ
け

中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
研
究
員
（
教
授
）

14
・
6
・
1
〜
15
・
5
・
31
日
本
の
軍
事
戦
略
と
東
ア
ジ
ア
社
会
―
日
中
戦
争
期
を
中
心
と

し
て
―

M
urielle 

 
H

L
A

D
IK

サ
ン
チ
エ
ン
ヌ
国
立
建
築
高
等
研
究
院
准
教
授

フ

ラ

ン

ス
09
・
7
・
1
〜
10
・
2
・
28
建
築
と
庭
園
―
東
洋
と
西
洋
に
お
け
る
交
流
の
展
望
―

G
iang T

hi T
hu 

 
P

H
A

M

ベ
ト
ナ
ム
国
家
大
学
附
属
人
文
社
会

科
学
大
学
専
任
講
師

ベ

ト

ナ

ム
09
・
7
・
1
〜
10
・
2
・
28
日
本
仏
教
に
お
け
る
肉
食
妻
帯
問
題
―
そ
の
実
態
お
よ
び
思
想

的
特
徴
―

蒋
　
　
　
立
　
峰
中
国
社
会
科
学
院
日
本
研
究
所
教
授
中

国
09
・
8
・
1
〜
10
・
3
・
31
日
本
文
化
と
日
本
人

Jeffrey M
atthew

 
 

A
N

G
L

E
S

ウ
ェ
ス
ト
ミ
シ
ガ
ン
大
学
助
教
授

ア

メ

リ

カ
09
・
8
・
30
〜
10
・
8
・
29
日
本
に
お
け
る
翻
訳
の
文
化
史
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林
　
　
　
志
　
弦
漢
陽
大
学
校
比
較
歴
史
文
化
研
究
所
所
長
韓

国
09
・
9
・
1
〜
10
・
8
・
31
犠
牲
者
意
識
の
民
族
主
義

P
hillip Tudor 

 
H

A
R

R
IE

S
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ク
イ
ー
ン

ズ
カ
レ
ッ
ジ
フ
ェ
ロ
ー

イ

ギ

リ

ス
09
・
9
・
1
〜
10
・
8
・
31
奈
良
・
平
安
初
期
の
和
歌
に
お
け
る
地
名
の
使
い
方

李
　
　
　
相
　
燦
ソ
ウ
ル
大
学
校
人
文
大
学
教
授

韓

国
09
・
9
・
1
〜
10
・
8
・
31
明
治
期
近
代
文
書
管
理
制
度
成
立
過
程
研
究

趙
　
　
　
維
　
平
上
海
音
楽
学
院
教
授

中

国
09
・
9
・
1
〜
10
・
8
・
31
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
中
国
音
楽
の
受
容
に
関
す
る
研
究
―
日

本
、
朝
鮮
、
ベ
ト
ナ
ム
宮
廷
音
楽
の
初
期
史
を
中
心
に
―

E
kkehard M

A
Y

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
名
誉
教
授

ド

イ

ツ
09
・
12
・
1
〜
10
・
5
・
31
芭
蕉
俳
文
の
研
究

根
　
川
　
幸
　
男
ブ
ラ
ジ
リ
ア
大
学
准
教
授

ブ

ラ

ジ

ル
10
・
1
・
1
〜
11
・
12
・
31
新
世
界
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
日
本
的
教
育
文
化
の
越
境
と
展
開

13
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
日
本
的
教
育
文
化
の
複
数
地
域
展
開
に
関
す
る
比
較
研
究
―
ブ

ラ
ジ
ル
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ハ
ワ
イ
・
ア
メ
リ
カ
の
日
系
教
育
史

を
中
心
に
―

高
　
　
　
崇
　
文
北
京
大
学
考
古
文
博
学
院
院
長

中

国
10
・
4
・
1
〜
11
・
3
・
31
中
日
間
の
古
代
都
市
文
明
に
関
す
る
比
較
研
究

呉
　
　
　
京
　
煥
釜
山
大
学
校
教
授

韓

国
10
・
4
・
1
〜
11
・
3
・
31
日
本
浪
漫
派
と
ア
ジ
ア

A
ida 

 SU
L

E
Y

M
E

N
O

VA

極
東
国
立
総
合
大
学
准
教
授

ロ

シ

ア
10
・
4
・
1
〜
11
・
3
・
31
二
〇
世
紀
前
半
の
北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ロ
シ
ア
亡
命
人
の
文

芸
詩
と
近
代
短
歌

R
om

an 
 

R
O

SE
N

B
A

U
M

シ
ド
ニ
ー
大
学
名
誉
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
10
・
4
・
1
〜
11
・
3
・
31
日
本
の
戦
後
文
化
研
究
：
戦
争
の
傷
跡
と
焼
け
跡
、
闇
市
世
代

B
ernard FA

U
R

E

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
（
日
本
宗
教

学
セ
ン
タ
ー
所
長
）

ア

メ

リ

カ
10
・
4
・
2
〜
10
・
6
・
30
中
世
日
本
宗
教
の
一
側
面
―
三
天
信
仰
（
弁
財
天
、
茶
吉
尼
天
、

毘
沙
門
天
）
に
つ
い
て

P
ullattu A

braham
 

 
G

E
O

R
G

E

ジ
ャ
ワ
ハ
ル
ラ
ル
・
ネ
ル
ー
大
学
教
授
イ

ン

ド
10
・
6
・
1
〜
11
・
5
・
31
文
学
の
中
の
宗
教
と
民
間
伝
承
の
融
合
：
宮
沢
賢
治
の
世
界
観

の
再
検
討
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魏
　
　
　
大
　
海
中
国
社
会
科
学
院
外
国
文
学
研
究
所

研
究
員
（
教
授
）

中

国
10
・
6
・
1
〜
11
・
5
・
31
日
中
近
代
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
比
較
研
究
―
「
純
文
学
」「
大
衆

文
学
」「
私
小
説
」「
心
境
小
説
」
な
ど
を
中
心
に

崔
　
　
　
　
　
官
高
麗
大
学
校
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
韓

国
10
・
6
・
1
〜
11
・
2
・
28
戦
争
・
記
憶
・
想
像
力

B
oyka E

lit 
 

T
SIG

O
VA

「
聖
ク
リ
メ
ン
ト
・
オ
フ
リ
ド
ス
キ
」

ソ
フ
ィ
ア
大
学
教
授

ブ
ル
ガ
リ
ア
10
・
7
・
1
〜
11
・
6
・
30
京
都
禅
寺
に
お
け
る
普
遍
概
念
の
表
現

康
　
　
　
志
　
賢
全
南
大
学
校
副
教
授

韓

国
10
・
7
・
1
〜
11
・
6
・
30
小
説
か
ら
浮
世
絵
へ
、
越
境
す
る
江
戸
表
象
文
化
考
―
〈
膝
栗

毛
も
の
〉
の
図
様
継
承
史
を
端
緒
に
―

M
itsuyo W

A
D

A
-

 
M

A
R

C
IA

N
O

カ
ー
ル
ト
ン
大
学
准
教
授

カ
ー
ル
ト
ン
大
学
芸
術
文
化
大
学
教
授
カ

ナ

ダ
10
・
8
・
1
〜
11
・
7
・
31

16
・
9
・
1
〜
17
・
8
・
31
現
代
日
本
映
画
と
映
像
文
化
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
の
影
響

3
・
11
以
後
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
／
『
日
本
文
化
』

徐
　
　
　
載
　
坤
韓
国
外
国
語
大
学
校
副
教
授

韓

国
10
・
9
・
1
〜
11
・
8
・
31
日
本
現
代
文
学
と
戦
争
表
象

韓
　
　
　
東
　
育
東
北
師
範
大
学
教
授
（
院
長
）

中

国
10
・
10
・
1
〜
11
・
9
・
30
近
世
日
本
に
お
け
る
知
の
再
編
と
来
日
儒
学
者
・
朱
舜
水

王
　
　
　
鉄
　
軍
遼
寧
大
学
日
本
研
究
所
副
研
究
員

中

国
10
・
10
・
1
〜
11
・
9
・
30
戦
前
日
本
植
民
地
官
僚
制
度
研
究
―
台
湾
総
督
府
と
関
東
庁
と

の
比
較
を
中
心
と
し
て

T
hi T

hanh Tam
 

 
N

G
U

Y
E

N

ベ
ト
ナ
ム
科
学
技
術
協
会
技
術
開
発
研
究
所
副
所
長

ベ

ト

ナ

ム
10
・
11
・
1
〜
11
・
10
・
31
ベ
ト
ナ
ム
高
等
教
育
に
お
け
る
「
日
本
文
化
」
教
育
の
た
め
の

基
礎
的
研
究

王
　
　
　
　
　
确

東
北
師
範
大
学
文
学
院
院
長

中

国
11
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31
植
民
地
近
代
国
家
の
夢
と
「
満
州
国
」
美
術
展

金
　
　
　
　
　
哲
延
世
大
学
校
教
授

韓

国
11
・
4
・
1
〜
12
・
2
・
28
韓
国
近
代
に
お
け
る
公
と
私
と
い
う
問
題
―
韓
国
の
小
説
と

「
私
的
公
共
性
」
と
い
う
問
題
を
中
心
と
し
て

C
ynthia  V

IA
L

L
E

ラ
イ
デ
ン
大
学
研
究
員

オ

ラ

ン

ダ
11
・
4
・
1
〜
12
・
8
・
31
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
江
戸
ま
で
―
徳
川
時
代
に
お
け
る
東
イ
ン
ド
会

社
の
献
上
品

D
aniel R

O
H

（
財
）
未
来
工
学
研
究
所
研
究
参
与

日

本
11
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31
戦
後
日
韓
関
係
の
心
理
構
造
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朴
　
　
　
賛
　
勝
漢
陽
大
学
校
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
所
長
韓

国
11
・
4
・
1
〜
12
・
1
・
31
一
九
二
〇
・
三
〇
年
代
日
本
の
新
聞
・
雑
誌
の
朝
鮮
流
入

P
hilippe 

 
B

O
N

N
IN

フ
ラ
ン
ス
国
立
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
フ

ラ

ン

ス
11
・
6
・
1
〜
12
・
5
・
31
仕
掛
け
と
概
念
：
空
間
と
時
間
の
日
仏
比
較
建
築
論

T
hi O

anh 
 

N
G

U
Y

E
N

ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院
准
教
授

ベ

ト

ナ

ム
11
・
6
・
1
〜
12
・
5
・
31
日
本
説
話
に
お
け
る
鬼
神
世
界
―
べ
ト
ナ
ム
と
の
比
較

楊
　
　
　
暁
　
捷
カ
ル
ガ
リ
ー
大
学
教
授

カ

ナ

ダ
11
・
7
・
1
〜
12
・
6
・
30
デ
ジ
タ
ル
環
境
が
創
成
す
る
古
典
画
像
資
料
研
究
の
新
時
代

G
ary Jam

es 
 

H
IC

K
E

Y

ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
大
学
英
語
・
メ

デ
ィ
ア
研
究
・
美
術
史
学
科
美
術
館

研
究
主
査

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
11
・
7
・
1
〜
12
・
6
・
30
文
化
的
な
相
違
：
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
日
本

Frederick 
 

D
IC

K
IN

SO
N

ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
大
学
准
教
授

ア

メ

リ

カ
11
・
7
・
1
〜
12
・
3
・
31
戦
間
期
世
界
に
お
け
る
政
治
指
導
の
困
難
：
浜
口
雄
幸
を
中
心

に

都
　
　
　
珍
　
淳
昌
原
大
学
校
教
授

韓

国
11
・
9
・
1
〜
12
・
8
・
31
一
九
世
紀
開
港
に
対
す
る
韓
・
中
・
日
の
記
憶
と
記
念
に
関
す

る
比
較
研
究

H
ans M

artin 
 

K
R

A
M

E
R

ル
ー
ル
大
学
准
教
授

ド

イ

ツ
11
・
9
・
1
〜
12
・
7
・
31
明
治
初
年
の
浄
土
真
宗
海
外
教
状
視
察
団
と
近
代
日
本
の
「
宗

教
」
概
念
形
成

劉
　
　
　
克
　
申
上
海
対
外
貿
易
学
院
教
授

中

国
11
・
10
・
1
〜
12
・
9
・
30
日
本
医
学
史
に
関
す
る
研
究

徐
　
　
　
興
　
慶
台
湾
大
学
日
本
語
文
学
系
・
日
本
語

文
学
研
究
所
教
授
兼
系
主
任
・
所
長
台

湾
11
・
10
・
1
〜
12
・
9
・
30
近
代
日
本
知
識
人
の
中
国
観
―
伝
統
と
近
現
代
の
葛
藤
に
お
け

る
徳
富
蘇
峰
の
視
点
と
そ
の
役
割
―

刘
　
　
　
岳
　
兵
南
開
大
学
教
授

中

国
11
・
11
・
1
〜
12
・
10
・
31
前
近
代
の
日
本
に
お
け
る
中
国
認
識
と
そ
の
変
遷

―
一
八
世

紀
を
中
心
に

大
　
貫
　
恵
美
子
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
教
授

ア

メ

リ

カ
12
・
4
・
1
〜
12
・
8
・
31
象
徴
人
類
学
、
医
療
人
類
学
、
歴
史
人
類
学
、
理
論
と
方
法

論
、
言
語
人
類
学
、
他
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Soyom
bo 

 
Lubsangjabyn 

 
B

O
R

JIG
IN

チ
ョ
イ
・
ル
ブ
サ
ン
ジ
ャ
ブ
言
語
文
明
大
学
教
授

モ

ン

ゴ

ル
12
・
4
・
1
〜
13
・
3
・
31
民
族
学
、
文
化
人
類
学

韋
　
　
　
立
　
新
広
東
外
語
外
貿
大
学
教
授

中

国
12
・
4
・
1
〜
13
・
3
・
13
日
本
文
化
、
日
本
仏
教
史
、
日
中
文
化
交
流
史

金
　
　
　
哲
　
会
北
京
語
言
大
学
教
授

中

国
12
・
4
・
1
〜
13
・
3
・
31
日
本
語
、
日
本
文
学
、
日
本
文
化

K
ulatilaka 

 K
U

M
A

R
A

SIN
G

H
E

ケ
ラ
ニ
ヤ
大
学
教
授

ス
リ
ラ
ン
カ
12
・
6
・
1
〜
13
・
3
・
31
シ
ン
ハ
ラ
演
劇
と
日
本
伝
統
芸
能
の
影
響

Jorg B
. Q

U
E

N
ZE

R

ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
教
授

ド

イ

ツ
12
・
7
・
1
〜
12
・
9
・
30
夢
と
表
象
―
メ
デ
ィ
ア
・
歴
史
・
文
化

K
acem

 
 

ZO
U

G
H

A
R

I

フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
大
学

フ
ラ
ン
ス
日
本
協
会
研
究
者

フ

ラ

ン

ス
12
・
7
・
18
〜
13
・
6
・
30
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
伝
武
術
の
伝
授
方
法
の
共
通
点

魯
　
　
　
成
　
煥
蔚
山
大
学
校
人
文
大
学
教
授

韓

国
12
・
8
・
1
〜
13
・
7
・
31
日
本
の
神
に
な
っ
た
朝
鮮
人
（
―
文
禄
、
慶
長
の
朝
鮮
捕
虜
を

中
心
に
―
）

林
　
　
　
志
　
宣
延
世
大
学
校
教
授

韓

国
12
・
9
・
1
〜
13
・
8
・
31
民
族
主
義
的
な
形
式
を
取
る
現
代
音
楽
の
超
民
族
的
な
様
相
―

韓
国
と
日
本
の
作
曲
家
の
伝
統
楽
器
適
用
の
研
究
―

W
ybe  K

U
IT

E
R

T

ソ
ウ
ル
国
立
大
学
准
教
授

韓

国
12
・
9
・
1
〜
13
・
8
・
31
ル
イ
一
四
世
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
庭
園
論
争
と
日
本
情
報

陳
　
　
　
小
　
法
浙
江
工
商
大
学
准
教
授

中

国
12
・
9
・
1
〜
13
・
8
・
31
遣
明
使
と
大
運
河
―
策
彦
周
良
を
中
心
に
―

張
　
　
　
　
　
翔
復
旦
大
学
教
授

中

国
12
・
10
・
1
〜
13
・
3
・
31
「
心
身
／
身
心
」
と
「
環
境
」
の
哲
学
―
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的

概
念
の
再
検
討
と
そ
の
普
遍
化
の
試
み
―

徐
　
　
　
　
　
勇
北
京
大
学
教
授

中

国
12
・
10
・
1
〜
13
・
9
・
30
近
代
中
国
と
日
本
の
軍
政
関
係
研
究
（
一
八
九
五
〜

一
九
八
二
）
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A
nna 

 
A

N
D

R
E

E
VA

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
学
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
フ
ェ
ロ
ー

ド

イ

ツ
12
・
11
・
1
〜
13
・
6
・
30
中
世
・
近
世
日
本
に
お
け
る
密
教
と
そ
の
地
域
的
応
用
パ
タ
ー

ン

M
ichael D

ylan 
 

F
O

ST
E

R

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
准
教
授

ア

メ

リ

カ
13
・
1
・
1
〜
13
・
12
・
31
妖
怪
文
化
、
年
中
行
事
、
祭
、
儀
礼
、
観
光
の
研
究
、
ユ
ネ
ス

コ

T
hi H

oang M
ai 

 
T

R
A

N

ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院
附
属
東
北
ア

ジ
ア
研
究
院
・
情
報
図
書
セ
ン
タ
ー

所
長

ベ

ト

ナ

ム
13
・
2
・
1
〜
13
・
11
・
30
「
日
本
の
図
書
館
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
環
境
下
の
書
誌
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
。
ベ
ト
ナ
ム
の
図
書
館
と
の
比
較
研
究
」

陸
　
　
　
留
　
弟
華
東
師
範
大
学
教
授

中

国
13
・
4
・
1
〜
13
・
9
・
30
茶
庭
に
お
け
る
日
本
庭
園
と
中
国
庭
園

徐
　
　
　
禎
　
完
翰
林
大
学
校
教
授

韓

国
13
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
文
化
権
力
と
し
て
の
能

鄭
　
　
　
　
　
鎣

壇
国
大
学
校
文
科
大
学
教
授

韓

国
13
・
4
・
1
〜
13
・
6
・
30
韓
日
の
近
世
小
説
と
仏
教

厳
　
　
　
紹
　
璗

北
京
大
学
教
授

中

国
13
・
6
・
1
〜
13
・
8
・
31
中
国
か
ら
「
古
事
記
」
を
読
む

A
gnese 

 
H

A
IJIM

A

ラ
ト
ビ
ア
大
学
准
教
授

ラ

ト

ビ

ア
13
・
6
・
1
〜
13
・
8
・
31
夢
と
表
象
―
メ
デ
ィ
ア
・
歴
史
・
文
化

H
ans B

jarne 
 

T
H

O
M

SE
N

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
教
授

ド

イ

ツ
13
・
7
・
1
〜
13
・
9
・
30
春
画
の
中
の
言
葉

M
arina 

 
K

onstantinova 
 

K
O

VA
L

C
H

U
K

極
東
国
立
総
合
大
学
東
洋
学
大
学
准
教
授
ロ

シ

ア
13
・
7
・
1
〜
14
・
6
・
30
幕
末
日
本
人
留
学
生
の
目
か
ら
見
た
ロ
シ
ア
帝
国

載
　
　
　
暁
　
芙
復
旦
大
学
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
中

国
13
・
7
・
1
〜
14
・
3
・
31
日
本
的
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
影
響
す
る
要
因
に
関
す
る
研

究

劉
　
　
　
暁
　
峰
清
華
大
学
教
授

中

国
13
・
9
・
1
〜
14
・
8
・
31
大
嘗
祭
研
究



221

高
　
馬
　
京
　
子
ヴ
ィ
ー
タ
ウ
タ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
大
学

ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
常
勤
研
究
員
リ
ト
ア
ニ
ア
13
・
9
・
1
〜
14
・
8
・
31
越
境
文
化
と
し
て
「
カ
ワ
イ
イ
」
と
そ
の
原
点

E
lizabetta 

 
P

O
R

C
U

ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
講
師

ド

イ

ツ
13
・
9
・
1
〜
14
・
8
・
31
京
都
の
祇
園
祭
―
文
化
・
宗
教
・
共
同
体
―

朴
　
　
　
暎
　
美
檀
国
大
学
校
師
範
大
学
講
師

韓

国
13
・
9
・
1
〜
14
・
8
・
31
韓
国
に
お
け
る
近
代
的
‘
知
’
の
形
成
―
服
部
宇
之
吉
を
中
心

と
し
て

唐
　
　
　
　
　
権
華
東
師
範
大
学
副
教
授

中

国
13
・
9
・
1
〜
14
・
8
・
31
近
世
中
国
に
於
け
る
日
本
語
に
よ
る
文
学
創
作
に
関
す
る
研
究

H
arald F

U
E

SS

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授

ド

イ

ツ
13
・
10
・
1
〜
14
・
9
・
30
日
本
居
留
地
で
の
日
常
生
活
及
び
治
外
法
権

森
　
　
　
幸
　
一
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
教
授
、
サ
ン
パ
ウ

ロ
大
学
日
本
文
化
研
究
所
長

ブ

ラ

ジ

ル
13
・
10
・
1
〜
14
・
7
・
31
新
大
陸
の
日
系
移
民
の
歴
史
と
文
化

外
　
村
　
　
　
中
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
グ
大
学
講
師

ド

イ

ツ
13
・
10
・
1
〜
14
・
3
・
31
日
本
庭
園
と
中
国
・
イ
ン
ド
の
古
代
庭
園
の
比
較
研
究

王
　
　
　
　
　
鍵
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
台

湾
史
研
究
室
研
究
員

中

国
13
・
11
・
1
〜
14
・
10
・
31
日
本
植
民
地
経
営
の
連
続
・
不
連
続
―
台
湾
、
満
州
に
お
け
る

後
藤
新
平
の
施
策
を
中
心
に

E
m

ilia 
 

G
A

D
E

L
E

VA

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
（
研
究
者
）

14
・
1
・
1
〜
14
・
12
・
31
い
わ
ゆ
る
「
日
本
ス
タ
イ
ル
」：
西
洋
に
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ

れ
、
ど
の
よ
う
に
受
入
・
拒
絶
さ
れ
る
か

楊
　
　
　
際
　
開
杭
州
師
範
大
学
国
学
院
専
任
研
究
員
中

国
14
・
3
・
1
〜
15
・
2
・
28
東
ア
ジ
ア
の
視
野
に
お
け
る
　
徂
徠
学
と
反
徂
徠

朴
　
　
　
順
　
愛
湖
南
大
学
校
人
文
社
会
大
学
教
授

韓

国
14
・
4
・
1
〜
15
・
3
・
31
日
本
大
衆
文
化
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

王
　
　
　
　
　
成
清
華
大
学
教
授

中

国
14
・
4
・
1
〜
15
・
3
・
31
中
国
の
大
衆
文
化
の
復
興
と
日
本
文
化
に
つ
い
て

G
ergana Rum

enova 
 

P
E

T
K

O
VA

ソ
フ
ィ
ア
「
聖
ク
リ
メ
ン
ト
・
オ
フ

リ
ド
ス
キ
」
大
学
准
教
授

ブ
ル
ガ
リ
ア
14
・
4
・
1
〜
14
・
9
・
30
日
本
民
話
の
解
釈
か
ら
日
本
文
化
の
理
解
へ

王
　
　
　
明
　
珂
国
立
中
興
大
学
特
任
教
授
兼
文
学
院
院
長
中

国
14
・
7
・
1
〜
15
・
6
・
30
近
代
以
前
の
満
州
の
歴
史
と
人
類
生
態
の
変
遷
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L
inh H

ain  P
H

A
N

ベ
ト
ナ
ム
国
家
大
学
ハ
ノ
イ
校
人
文

社
会
科
学
大
学
講
師

ベ

ト

ナ

ム
14
・
8
・
1
〜
14
・
8
・
31
お
歯
黒
文
化
圏
に
関
す
る
試
論
―
ベ
ト
ナ
ム
と
日
本
を
事
例
に

し
て

Luciana 
 

G
A

L
L

IA
N

O

カ
・
フ
ォ
ス
カ
リ
大
学
客
員
教
授

イ

タ

リ

ア
14
・
9
・
1
〜
15
・
3
・
31
日
本
と
フ
ル
ク
サ
ス
。
フ
ル
ク
サ
ス
に
お
け
る
日
本
人
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
や
日
本
の
美
楽
―
日
本
方
か
ら
フ
ル
ク
サ
ス
を
見
直

す

A
ndrew

 C
larence 

 
G

E
R

ST
L

E

ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
教
授

イ

ギ

リ

ス
14
・
9
・
1
〜
15
・
8
・
31
パ
ロ
デ
ィ
の
一
形
態
と
し
て
の
春
画
の
文
化
的
・
社
会
的
意
義

朴
　
　
　
正
　
一
釜
山
外
国
語
大
学
校
教
授

韓

国
14
・
9
・
1
〜
15
・
8
・
31
人
と
モ
ノ
の
移
動
に
伴
う
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
―
井

戸
茶
碗
と
朝
鮮
茶
碗

梁
　
　
　
　
　
嶸
北
京
中
医
科
大
学
教
授

中

国
14
・
9
・
1
〜
15
・
8
・
31
日
中
健
康
診
断
史
の
比
較
研
究

望
　
月
　
み
　
や
サ
ン
タ
ク
ラ
ラ
大
学
イ
エ
ズ
ス
会
神
学
校
准
教
授

ア

メ

リ

カ
14
・
9
・
1
〜
14
・
11
・
30
世
界
的
観
点
：
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
と
日
本
最
初
の
欧
州
芸
術

R
anjana 

 M
UKHOPADHYYAYA

デ
リ
ー
大
学
准
教
授

イ

ン

ド
14
・
9
・
1
〜
15
・
5
・
31
日
本
仏
の
平
和
思
想
的
展
開
―
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
論
の
視

点
か
ら
の
考
察

R
ichard E

dger 
 

T
O

R
R

E
N

C
E

オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
教
授

ア

メ

リ

カ
15
・
1
・
1
〜
15
・
12
・
31
出
雲
と
大
阪
：
二
つ
の
地
方
文
化
史

K
evin M

ichael 
 

D
O

A
K

ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
教
授

ア

メ

リ

カ
15
・
1
・
1
〜
15
・
12
・
31
田
中
耕
太
郎
の
思
想
と
行
動

高
　
　
　
文
　
勝
天
津
師
範
大
学
教
授

中

国
15
・
1
・
1
〜
15
・
12
・
31
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
日
中
外
交
史
の
実
証
的
研
究
―
中
国

側
の
視
点
か
ら
―

李
　
　
　
容
　
相
又
松
大
学
副
教
授

韓

国
15
・
2
・
1
〜
16
・
1
・
31
植
民
地
統
治
期
の
日
本
の
鉄
道
政
策
に
関
す
る
研
究
―
日
本
と

朝
鮮
と
満
州
鉄
道
と
の
政
策
比
較
を
中
心
に

M
ichel M

O
H

R

ハ
ワ
イ
大
学
マ
ノ
ア
校
准
教
授

ア

メ

リ

カ
15
・
2
・
1
〜
15
・
7
・
31
解
脱
に
対
す
る
禅
理
解
の
再
検
討
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M
aya B

edros 
 

K
E

L
IYA

N

ブ
ル
ガ
リ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
教
授
ブ
ル
ガ
リ
ア
15
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
日
本
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
地
域
社
会
に
お
け
る
祭
礼
比
較
を
通
し

て

韓
　
　
　
錫
　
政
東
亜
大
学
校
教
授
（
副
学
長
）

韓

国
15
・
4
・
1
〜
16
・
2
・
29
満
州
国
か
ら
南
朝
鮮
へ
の
文
化
的
拡
散

M
onir H

ossain 
 

M
O

N
I

ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
所
准
教
授

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
15
・
4
・
1
〜
16
・
3
・
31
二
一
世
紀
ニ
ュ
ー
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
デ
ィ

プ
ロ
マ
シ
ー
と
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー

李
　
　
　
愛
　
淑
国
立
韓
国
放
送
大
学
教
授

韓

国
15
・
6
・
1
〜
16
・
5
・
31
女
性
の
文
学
と
絵
画

歐
　
　
　
素
　
瑛
国
史
館
修
纂
処
纂
修

台

湾
15
・
6
・
15
〜
15
・
9
・
15
台
北
帝
国
大
学
と
熱
帯
気
象
学
の
展
開
―
白
鳥
勝
義
を
中
心
に

張
　
　
　
寅
　
性
ソ
ウ
ル
大
学
校
教
授

韓

国
15
・
7
・
1
〜
16
・
3
・
31
戦
後
日
本
の
保
守
主
義
に
関
す
る
一
研
究
―
福
田
恆
存
と
江
藤

淳
を
中
心
に

Igor 
 K

onstantinovich 
 

B
O

T
O

E
V

ブ
リ
ヤ
ー
ト
国
立
大
学
准
教
授

ロ

シ

ア
15
・
8
・
1
〜
16
・
7
・
31
日
本
文
学
の
翻
訳
に
お
け
る
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

諸
問
題

N
hu Vu Q

uynh 
 

N
G

U
Y

E
N

在
ホ
ー
チ
ミ
ン
日
本
国
総
領
事
館
広

報
文
化
班
ア
シ
ス
タ
ン
ト

ベ

ト

ナ

ム
15
・
9
・
1
〜
16
・
8
・
31
現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
俳
句
の
変
化

B
onaventura 

 
R

U
P

E
R

T
I

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
カ
・
フ
ォ
ス
カ
リ
大
学
教
授

イ

タ

リ

ア
15
・
9
・
1
〜
16
・
8
・
31
日
本
の
舞
台
芸
術
に
お
け
る
身
体
―
死
と
生
、
人
形
と
人
工
体

李
　
　
　
応
　
寿
世
宗
大
学
校
人
文
科
学
大
学
教
授

韓

国
15
・
9
・
1
〜
16
・
8
・
31
日
本
と
韓
国
―
演
劇
か
ら
文
化
へ

龔
　
　
　
　
　
穎
中
国
社
会
科
学
院
哲
学
研
究
所
研
究
員
中

国
15
・
9
・
1
〜
16
・
8
・
31
中
国
に
お
け
る
近
代
的
な
学
問
の
成
立
と
日
本
思
想
と
の
交
流

―
倫
理
学
を
例
に
し
て

E
yal B

E
N

-A
R

I

キ
ネ
レ
ッ
ト
大
学
社
会
安
全
保
障
セ
ン
タ
ー
所
長

イ
ス
ラ
エ
ル
15
・
9
・
16
〜
16
・
3
・
31
よ
い
戦
死
か
ら
戦
没
者
の
魂
の
た
め
の
よ
い
安
息
へ
：
産
業
民

主
主
義
の
武
装
勢
力
の
比
較
分
析
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姜
　
　
　
龍
　
範
延
辺
大
学
教
授

中

国
16
・
1
・
1
〜
16
・
12
・
31
戦
後
日
朝
関
係
研
究

周
　
　
　
　
　
閲
北
京
語
言
大
学
教
授

中

国
16
・
2
・
1
〜
17
・
1
・
31
川
端
康
成
文
学
と
中
国
文
化

M
atthias Jean-

Francois  H
A

Y
E

K

パ
リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
准
教
授

フ

ラ

ン

ス
16
・
2
・
1
〜
17
・
1
・
31
近
世
初
・
中
期
の
「
知
」
の
形
成
と
媒
体
―
日
本
的
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
と
啓
蒙
思
想
の
基
礎
的
研
究

官
　
　
　
文
　
娜
香
港
中
文
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
所
助
教
中

国
16
・
4
・
1
〜
17
・
3
・
31
近
代
化
過
程
に
お
け
る
日
、
中
両
国
の
風
俗
改
造
と
国
民
修
身

教
育
に
関
す
る
歴
史
的
考
察

M
aral 

 
A

N
D

A
SSO

VA

カ
ザ
フ
国
立
女
子
教
育
大
学
研
究
員
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
16
・
4
・
1
〜
16
・
9
・
25
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
に
お
け
る
「
天
皇
像
」
に
関
す
る
考
察

山
　
崎
　
佳
代
子
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
大
学
教
授

セ

ル

ビ

ア
16
・
6
・
1
〜
16
・
11
・
30
セ
ル
ビ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
日
本

鄭
　
　
　
在
　
貞
ソ
ウ
ル
市
立
大
学
校
教
授

韓

国
16
・
6
・
1
〜
16
・
8
・
31
植
民
地
期
の
鉄
道
と
ソ
ウ
ル
、
そ
し
て
市
民
の
生
活

B
arbara 

 
H

A
R

T
L

E
Y

タ
ス
マ
ニ
ア
大
学
上
級
講
師
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
16
・
7
・
1
〜
17
・
6
・
30
昭
和
期
に
お
け
る
大
陸
表
象

―
物
語
と
視
覚
イ
メ
ー
ジ

宋
　
　
　
浣
　
範
高
麗
大
学
Ｇ
Ｌ
Ｏ
Ｂ
Ａ
Ｌ
日
本
研
究

院
教
授
（
副
院
長
）

韓

国
16
・
7
・
1
〜
17
・
2
・
28
説
話
文
学
と
歴
史
史
料
の
間
に

鄭
　
　
　
相
　
哲
韓
国
外
国
語
大
学
教
授

韓

国
16
・
9
・
1
〜
17
・
8
・
31
「
東
京
裁
判
」
に
お
け
る
通
翻
訳
の
研
究
―
社
会
・
文
化
・
政

治
的
な
観
点
か
ら
―

李
　
　
　
済
　
滄
南
京
師
範
大
学
副
教
授

中

国
16
・
9
・
1
〜
17
・
8
・
31
谷
川
道
雄
の
中
国
史
研
究
と
そ
の
思
想

劉
　
　
　
雨
　
珍
南
開
大
学
教
授

中

国
16
・
9
・
1
〜
17
・
8
・
31
筆
談
と
明
治
前
期
の
中
日
文
化
交
流

C
hung Toan 

 
T

R
A

N
 T

H
I

グ
ェ
ン
チ
ャ
イ
大
学
副
学
長
兼
日
本

語
学
部
学
部
長
（
准
教
授
）

ベ

ト

ナ

ム
16
・
10
・
1
〜
17
・
9
・
30
平
安
時
代
の
女
流
日
記
文
学
を
通
じ
て
古
代
日
本
文
学
に
お
け

る
女
性
像
と
女
性
作
家
の
役
割
を
探
る
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［
外
来
研
究
員
︵
日
本
学
術
振
興
会
︶］

氏
　
　
　
名

就
任
時
の
所
属

上
記
機
関
の
所
在
国

受

入

期

間

研

究

テ

ー

マ

X
un L

I

マ
ッ
セ
ー
大
学
リ
サ
ー
チ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
07
・
9
・
10
〜
09
・
9
・
9
イ
ー
ス
タ
ー
島
の
生
態
史
に
お
け
る
人
為
的
影
響

陳
　
　
　
姃
　
湲
台
湾
中
央
研
究
院
台
湾
史
研
究
所
助
研
究
員
台

湾
07
・
11
・
20
〜
08
・
11
・
19
植
民
地
帝
国
日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
知
識
交
流
―
台
湾
と
朝
鮮
の

植
民
地
期
メ
デ
ィ
ア
を
対
象
に
―

N
oriko M

A
N

A
B

E

ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
カ
レ
ッ
ジ
講
師

ア

メ

リ

カ
08
・
2
・
18
〜
09
・
1
・
17
西
洋
音
楽
語
法
で
書
か
れ
た
日
本
の
歌
の
変
遷
―
歌
詞
と
旋

律
・
リ
ズ
ム
の
関
係
を
中
心
に

B
jorn 

 
B

E
R

G
LU

N
D

ル
ン
ド
大
学
名
誉
教
授

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
08
・
10
・
1
〜
08
・
11
・
6

12
・
4
・
19
〜
12
・
5
・
18
日
本
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
里
山
の
比
較
研
究

　
〃

Johan E
R

IK
SSO

N

ゴ
ッ
ト
ラ
ン
ド
大
学
准
教
授

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
09
・
3
・
11
〜
09
・
3
・
27
近
世
日
本
に
お
け
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

李
　
　
　
　
　
偉
総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
（
学
術
）
日

本
10
・
4
・
1
〜
12
・
3
・
31
満
州
に
お
け
る
公
園
文
化
の
受
容
―
日
本
人
の
造
園
活
動
を
中

心
に
―

M
icah L

ouis 
 

A
U

E
R

B
A

C
K

ミ
シ
ガ
ン
大
学
准
教
授

ア

メ

リ

カ
10
・
6
・
2
〜
11
・
7
・
31
近
代
日
本
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
仏
伝

葛
　
　
　
継
　
勇
鄭
州
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
副
教
授

中

国
16
・
11
・
1
〜
17
・
10
・
31
来
日
唐
僧
か
ら
み
た
唐
仏
教
文
化
と
古
代
日
本
―
受
容
と
抵
抗

の
外
来
文
化
―

B
ert W

IN
T

H
E

R
-

 
TA

M
A

K
I

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ア
ー
バ
イ
ン
校
教
授
ア

メ

リ

カ
17
・
1
・
1
〜
17
・
12
・
31
近
代
日
本
の
陶
芸
、
写
真
と
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト

に
お
け
る
土
の
美

N
icolas F

IE
V

E

高
等
研
究
実
習
院
教
授

フ

ラ

ン

ス
17
・
2
・
1
〜
18
・
1
・
31
人
間
自
然
学
観
点
か
ら
の
近
代
住
宅
空
間
評
論
史
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趙
　
　
　
暁
　
寰
オ
タ
ゴ
大
学
准
教
授

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
11
・
1
・
5
〜
11
・
3
・
5
関
漢
卿
の
雑
劇
と
世
阿
弥
の
能
に
お
け
る
幽
霊
の
表
現
方
法
の

比
較
研
究

Jam
es SH

IE
L

D
S

バ
ッ
ク
ネ
ル
大
学
准
教
授

ア

メ

リ

カ
11
・
5
・
30
〜
11
・
7
・
29
明
治
・
大
正
期
の
新
仏
教
運
動
と
一
八
八
〇
年
代
か
ら
一
九
三
〇

年
代
の
進
歩
的
仏
教
の
結
社
活
動

Paola V
O

C
I

オ
タ
ゴ
大
学
シ
ニ
ア
レ
ク
チ
ャ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
11
・
10
・
3
〜
11
・
10
・
29
日
中
戦
争
を
テ
ー
マ
と
す
る
中
国
映
画
に
現
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題

Per L
A

G
E

R
A

S

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ヘ
リ

テ
ー
ジ
委
員
会
研
究
員

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
12
・
4
・
19
〜
12
・
5
・
18
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
日
本
に
お
け
る
自
然
と
人
間
の
関
係
の
比
較

研
究

許
　
　
　
海
　
華
総
合
研
究
大
学
院
大
学
大
学
院
生

日

本
12
・
11
・
1
〜
13
・
3
・
31
幕
末
明
治
期
に
お
け
る
旧
唐
通
事
の
史
的
研
究

李
　
　
　
　
　
卓
南
開
大
学
教
授

中

国
13
・
1
・
7
〜
13
・
1
・
26
古
代
日
本
に
お
け
る
科
挙
制
度
の
導
入
お
よ
び
廃
止
に
つ
い
て

A
lice Joy 

 
F

R
E

E
M

A
N

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
博
士
課
程
イ

ギ

リ

ス
13
・
2
・
20
〜
13
・
5
・
19
昭
和
期
日
本
の
禅
の
国
際
交
流
―
ア
ジ
ア
・
西
洋
と
の
関
係

E
katerina 

 
L

E
V

C
H

E
N

K
O

極
東
国
立
人
文
大
学
専
任
講
師

ロ

シ

ア
13
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
日
本
の
上
代
文
学
作
品
に
お
け
る
慣
用
連
語
に
つ
い
て

陳
　
　
　
其
　
松
総
合
研
究
大
学
院
大
学
大
学
院
生

日

本
13
・
4
・
1
〜
14
・
3
・
31
一
九
世
紀
西
洋
図
像
新
聞
紙
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
図
像
印
象
に

つ
い
て

A
nja B

AT
R

A
M

ル
ー
ル
大
学
博
士
課
程

ド

イ

ツ
13
・
6
・
18
〜
14
・
8
・
19
江
戸
時
代
に
お
け
る
神
社
の
変
遷
：
氏
子
組
織
と
近
代
神
道
概

念
の
構
築

Frederic 
 

M
O

N
V

O
ISIN

パ
リ
第
３
大
学
講
師

フ

ラ

ン

ス
13
・
10
・
7
〜
14
・
10
・
6
映
画
、
ア
ジ
ア
映
画
、
フ
ィ
ル
ム
分
析
、
地
政
学
、
現
代
史

A
gnese H

A
IJIM

A

ラ
ト
ビ
ア
大
学
准
教
授

ラ

ト

ビ

ア
15
・
6
・
1
〜
16
・
1
・
31
日
本
美
術
に
見
る
ユ
ー
モ
ア
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印
　
南
　
芙
沙
子
ダ
ラ
ム
大
学
助
教
授

イ

ギ

リ

ス
16
・
7
・
1
〜
16
・
9
・
30
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
：
触
れ
ら
れ
る
も
の
と
触
れ
ら
れ
な
い
も
の
を

介
し
て

G
alia Todorova 

 
P

E
T

K
O

VA
国
立
演
劇
映
画
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
客
員
講
師
ブ
ル
ガ
リ
ア
16
・
11
・
4
〜
18
・
11
・
3
日
本
に
お
け
る
伝
統
演
劇
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
、
文
化
的
遺
産
、

国
家
／
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
―

陸
　
　
　
榮
　
洙
中
央
大
学
校
教
授

韓

国
16
・
12
・
26
〜
17
・
2
・
23
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
日
韓
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
ア
メ
リ
カ
文

明
評
価

韓
　
　
　
賓
　
娜
東
北
師
範
大
学
教
授

中

国
17
・
1
・
30
〜
17
・
3
・
31
日
本
古
都
研
究
に
関
す
る
新
情
報

［
外
来
研
究
員
︵
国
際
交
流
基
金
︶］

氏
　
　
　
名

就
任
時
の
所
属

上
記
機
関
の
所
在
国

受

入

期

間

研

究

テ

ー

マ

R
aquel 

 
A

B
ISA

M
A

R
A

ブ
ラ
ジ
ル
科
学
技
術
開
発
協
議
会
研

究
員
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

ブ

ラ

ジ

ル
07
・
7
・
2
〜
08
・
6
・
1
都
会
の
風
景
と
現
代
日
本
詩

Junko O
TA

サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
所
長
（
教
授
）

ブ

ラ

ジ

ル
08
・
1
・
7
〜
08
・
4
・
3
江
戸
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
日
本
語
変
化
の
文
化
・
社

会
・
歴
史
的
背
景

M
aria Teresa 

R
odriguez 

 
N

AVA
R

R
O

バ
ル
セ
ロ
ナ
自
治
大
学
研
究
員

ス

ペ

イ

ン
09
・
6
・
24
〜
09
・
9
・
23
明
治
期
に
お
け
る
文
化
受
容
―
日
本
人
著
者
と
翻
訳
者
及
び
文

化
的
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て

W
iebke 

 
D

E
N

E
C

K
E

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
バ
ー
ナ
ー
ド
カ
レ
ッ
ジ
准
教
授

ア

メ

リ

カ
09
・
9
・
1
〜
10
・
6
・
1
中
国
・
ギ
リ
シ
ア
の
足
跡
―
日
本
語
世
界
と
ラ
テ
ン
語
世
界
の

作
者
た
ち
と
そ
の
文
学
伝
統

M
inh H

ang 
 

H
O

A
N

G

ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院
研
究
員

ベ

ト

ナ

ム
10
・
5
・
22
〜
10
・
11
・
21
一
九
七
〇
年
代
の
福
田
ド
ク
ト
リ
ン
と
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る

日
本
の
政
治
的
役
割
の
台
頭
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白
　
石
　
　
　
実
バ
ル
セ
ロ
ナ
自
治
大
学
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
タ
ー
ス

ペ

イ

ン
10
・
7
・
13
〜
10
・
9
・
9
日
本
美
術
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
美
術
の
影
響
：
思
想
と
形
、
資

料
収
集
、
デ
ー
タ
作
成

A
nne C

O
M

M
O

N
S

ア
ル
バ
ー
タ
大
学
准
教
授

カ

ナ

ダ
10
・
10
・
19
〜
10
・
12
・
16
俊
頼
の
詩
的
特
質
―
『
俊
頼
髄
脳
』
に
け
る
カ
ノ
ン
形
成
と
説

話
引
証
を
め
ぐ
っ
て

V
ijay Suryakant 

 
T

E
N

N
E

T
I

英
語
・
外
国
語
大
学
准
教
授

イ

ン

ド
11
・
1
・
15
〜
12
・
1
・
15
社
会
文
化
的
理
解
と
異
文
化
交
渉

T
hi H

oang M
ai 

 
T

R
A

N

ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院
附
属
東
北
ア

ジ
ア
研
究
院
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
情

報
図
書
館
セ
ン
タ
ー
所
長

ベ

ト

ナ

ム
11
・
6
・
15
〜
12
・
3
・
15
日
本
の
図
書
館
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
環
境
下
の
書
誌
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
―
べ
ト
ナ
ム
の
図
書
館
へ
の
教
訓
―

G
ita K

E
E

N
I

ヴ
ィ
シ
ュ
ヴ
ァ
・
バ
ー
ラ
テ
ィ
大
学

（
タ
ゴ
ー
ル
大
学
）
講
師

イ

ン

ド
11
・
6
・
30
〜
12
・
6
・
27
女
性
に
関
す
る
日
本
と
ベ
ン
ガ
ル
の
こ
と
わ
ざ
の
比
較
研
究

C
saba G

ergely 
 

TA
M

A
S

パ
ー
ズ
マ
ー
ニ
・
ペ
ー
テ
ル
・
カ
ト

リ
ッ
ク
大
学
非
常
勤
講
師

ハ
ン
ガ
リ
ー
11
・
7
・
9
〜
11
・
8
・
13
日
本
の
議
会
政
治
―
そ
の
歴
史
的
進
展
と
現
代
的
課
題
―

H
uong L

an N
G

O

ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院
東
北
ア
ジ
ア

研
究
所
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
副
所
長
ベ

ト

ナ

ム
11
・
10
・
1
〜
12
・
5
・
31
日
本
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
の
特
徴
：
ベ
ト
ナ
ム
の

断
わ
り
の
言
語
行
為
と
の
比
較

A
ndrijana 

 
C

V
E

T
K

O
V

IK

欧
州
映
画
ア
カ
デ
ミ
ー
Ｅ
Ｓ
Ｒ
Ａ
パ

リ
―
ス
コ
ピ
エ
―
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
客

員
教
授
、
映
像
作
家
、
映
像
研
究
者

マ
ケ
ド
ニ
ア
11
・
12
・
1
〜
12
・
11
・
30
映
画
表
現
を
通
じ
た
文
化
的
イ
メ
ー
ジ
と
日
本
の
潜
在
意
識
の

形

E
dw

ard T
hom

as 
 

M
A

C
K

ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
准
教
授

ア

メ

リ

カ
13
・
3
・
14
〜
14
・
3
・
13
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
日
本
語
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
民
族
／
国
民

文
学
の
問
題

Jam
es SH

IE
L

D
S

バ
ッ
ク
ネ
ル
大
学
准
教
授

ア

メ

リ

カ
13
・
8
・
1
〜
14
・
7
・
31
春
と
修
羅
：
明
治
末
期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
仏
教
改
革
と
革

命
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N
guyen N

goc 
 P

huong T
R

A
N

G

ベ
ト
ナ
ム
東
北
ア
ジ
ア
研
究
所
・
日
本

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
（
博
士
課
程
）
ベ

ト

ナ

ム
13
・
9
・
10
〜
14
・
5
・
10
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
一
九
九
六
年
に
か
け
て
の
日
本
の
新

宗
教

G
alina 

 
V

O
R

O
B

E
VA

キ
ル
ギ
ス
民
族
大
学
上
級
日
本
講
語
講
師
キ

ル

ギ

ス
13
・
12
・
1
〜
14
・
5
・
31
非
漢
字
圏
日
本
語
学
習
者
の
た
め
の
階
層
構
造
分
解
に
よ
る
新

常
用
漢
字
の
分
析

A
m

aury G
A

R
C

IA

エ
ル
・
コ
レ
ヒ
オ
・
デ
・
メ
ヒ
コ
大

学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
研
究
セ
ン

タ
ー
教
授

メ

キ

シ

コ
14
・
6
・
15
〜
15
・
6
・
14
日
本
美
術
史
に
お
け
る
生
産
・
流
通
・
消
費
の
回
路
：
歴
史
学

的
な
再
評
価

W
ael M

oham
ed Orabi 

 ABD
ELM

AK
SO

U
D

キ
ン
グ
・
サ
ウ
ー
ド
大
学
准
教
授

エ

ジ

プ

ト
14
・
6
・
15
〜
14
・
7
・
28
日
本
・
ア
ラ
ブ
近
代
文
学
の
〈
接
点
〉
を
探
る
比
較
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト

A
ndrew

 G
O

R
D

O
N

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
日
本
研
究
所
教
授

ア

メ

リ

カ
14
・
9
・
1
〜
15
・
5
・
31
『
失
わ
れ
た
20
年
』
の
同
時
代
史
に
向
け
て

G
alia Todorova 

 
P

E
T

K
O

VA

国
立
演
劇
映
画
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
客
員
講
師
ブ
ル
ガ
リ
ア
14
・
11
・
1
〜
15
・
9
・
30
女
も
の
：
日
本
の
伝
統
的
男
性
演
劇
に
お
け
る
女
性
性
の
登
場

と
役
割

N
hung T

hi T
R

A
N

ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院
東
北
ア
ジ
ア

研
究
所
上
級
研
究
員
（
所
長
）

ベ

ト

ナ

ム
14
・
11
・
25
〜
15
・
1
・
23
二
〇
一
二
年
度
日
本
の
社
会
保
障
改
革
の
日
本
の
高
齢
者
層
へ

の
影
響
―
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
提
言
と
し
て

Yanru ZH
A

N
G

中
国
社
会
科
学
院
世
界
歴
史
研
究
所
準
教
授
中

国
16
・
8
・
1
〜
16
・
12
・
31
近
代
日
本
に
お
け
る
国
体
を
め
ぐ
る
議
論

N
athalie 

 
P

H
IL

L
IP

S

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
大
学
院
生

イ

ギ

リ

ス
16
・
10
・
1
〜
17
・
5
・
31
平
安
時
代
の
社
会
・
政
治
的
な
背
景
か
ら
見
た
超
（
越
）
自
然

的
な
信
仰
の
認
識
論
的
な
役
割

M
eghen JO

N
E

S

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
大
学
助
教

ア

メ

リ

カ
17
・
1
・
10
〜
17
・
8
・
10
茶
碗
：
日
本
か
ら
世
界
へ
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［
外
来
研
究
員
︵
外
国
人
来
訪
研
究
員
︶］

氏
　
　
　
名

就
任
時
の
所
属

上
記
機
関
の
所
在
国

受

入

期

間

研

究

テ

ー

マ

大
　
森
　
恭
　
子
ハ
ミ
ル
ト
ン
大
学
助
教
授

ア

メ

リ

カ
07
・
5
・
8
〜
07
・
5
・
31
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
を
探
偵
す
る
：
雑
誌
『
新
青
年
』、
探
偵
小
説
、

日
常
と
平
俗
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
（
一
九
二
〇
〜
一
九
五
〇
年
）

M
ichael M

A
R

R
A

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
校
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授

ア

メ

リ

カ
07
・
6
・
11
〜
07
・
6
・
25
和
歌
に
お
け
る
日
本
の
美
学
―
身
体
感
覚
を
通
し
て

李
　
　
　
漢
　
燮
高
麗
大
学
校
教
授

韓

国
07
・
7
・
19
〜
07
・
8
・
25
近
代
日
本
語
語
彙
の
研
究
文
献
調
査

07
・
12
・
24
〜
08
・
2
・
3
　
〃

08
・
7
・
22
〜
08
・
8
・
5
　
〃

09
・
12
・
23
〜
10
・
1
・
24
　
〃

A
ndrew

 C
larence 

 
G

E
R

ST
L

E

ロ
ン
ド
ン
大
学
教
授

イ

ギ

リ

ス
07
・
8
・
7
〜
07
・
9
・
6

18
世
紀
艶
本
の
研
究

L
ouis M

ichael 
 

C
U

L
L

E
N

ダ
ブ
リ
ン
大
学
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
カ
レ
ッ
ジ
教
授

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
08
・
3
・
5
〜
08
・
3
・
30

09
・
3
・
31
〜
09
・
4
・
21
徳
川
時
代
の
官
吏
と
支
配
―
発
展
体
制
と
資
料

鎖
国
時
代
日
本
の
外
交
に
お
け
る
意
思
決
定
―
資
料
分
析
を
通

し
て

10
・
3
・
10
〜
10
・
3
・
30
鎖
国
時
代
日
本
の
外
交
政
策
決
定
に
お
け
る
文
書
原
拠
の
研
究

と
分
析

14
・
3
・
20
〜
14
・
4
・
4
江
戸
時
代
の
統
計
的
資
料
：
長
崎
貿
易
の
資
料
と
研
究
の
問
題

T
hom

as 
 

L
A

M
A

R
R

E

マ
ギ
ル
大
学
教
授

カ

ナ

ダ
08
・
4
・
21
〜
08
・
5
・
22
戦
前
の
国
策
漫
画
映
画
と
日
本
の
動
物
観
・
進
化
論
に
関
す
る

研
究
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A
m

aury G
A

R
C

IA

エ
ル
・
コ
レ
ヒ
オ
・
デ
・
メ
ヒ
コ
・

大
学
院
大
学
教
授

メ

キ

シ

コ
08
・
6
・
24
〜
08
・
6
・
30

10
・
6
・
27
〜
10
・
7
・
4
西
川
祐
信
と
上
方
艶
本
文
化

一
九
世
紀
の
出
版
の
商
業
戦
略
：
国
芳
と
国
貞
の
艶
本
の
場
合

A
gnieszka 

 
K

O
ZY

R
A

ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学
教
授

ポ
ー
ラ
ン
ド
08
・
6
・
28
〜
08
・
7
・
28

10
・
7
・
21
〜
10
・
8
・
16
西
田
幾
多
郎
の
芸
術
論

現
代
日
本
文
化
に
お
け
る
神
話
・
民
間
伝
承
の
影
響

16
・
8
・
1
〜
16
・
8
・
31
　
〃

G
ina L

ee 
 

B
A

R
N

E
S

ダ
ー
ラ
ム
大
学
名
誉
教
授

ロ
ン
ド
ン
大
学
リ
サ
ー
チ
・
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
イ

ギ

リ

ス
08
・
7
・
1
〜
08
・
12
・
15

10
・
7
・
6
〜
10
・
7
・
19
四
世
紀
中
期
〜
五
世
紀
大
和
に
お
け
る
工
芸
技
術
の
進
歩

五
世
紀
に
お
け
る
移
民
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

金
　
　
　
榮
　
哲
漢
陽
大
学
校
教
授

韓

国
08
・
7
・
4
〜
08
・
8
・
3
井
原
西
鶴
『
浮
世
草
子
』
の
京
都
と
遊
興
の
美
意
識

14
・
7
・
1
〜
14
・
7
・
31
西
鶴
と
淀
川
の
文
芸
的
か
か
わ
り

C
onstantine 

 N
om

ikos VAPO
RIS

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
教
授

ア

メ

リ

カ
08
・
7
・
28
〜
08
・
7
・
31
参
勤
交
代
に
関
す
る
思
想

Yom
na Tareef 

 A
m

in E
L

K
H

O
LY

カ
イ
ロ
大
学
教
授

エ

ジ

プ

ト
08
・
8
・
25
〜
08
・
9
・
14
日
本
文
化
に
お
け
る
哲
学
と
科
学

楊
　
　
　
念
　
群
中
国
人
民
大
学
清
史
研
究
所
教
授

中

国
08
・
11
・
1
〜
08
・
11
・
30
日
中
近
代
医
学
概
念
成
立
の
比
較
的
研
究

N
oriko 

 
T

H
U

N
M

A
N

ヨ
ー
テ
ボ
リ
大
学
教
授

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
09
・
5
・
25
〜
09
・
7
・
13
俳
諧
の
連
歌
の
文
学
史
上
の
位
置
―
中
興
の
俳
諧
復
興
期
の
批

判
的
評
価

11
・
2
・
1
〜
11
・
3
・
25
　
〃

Shaw
n B

E
N

D
E

R

デ
ィ
ッ
キ
ン
ソ
ン
大
学
准
教
授

ア

メ

リ

カ
09
・
6
・
17
〜
09
・
8
・
3
高
齢
化
社
会
向
け
の
知
的
機
械
の
創
造
―
日
本
の
介
護
ロ
ボ
ッ

ト
工
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

M
ats 

 
K

A
R

L
SSO

N

シ
ド
ニ
ー
大
学
講
師

シ
ド
ニ
ー
大
学
シ
ニ
ア
講
師

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
09
・
7
・
22
〜
09
・
10
・
9

13
・
1
・
21
〜
13
・
7
・
14
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
再
考

日
本
の
紅
い
星
：
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
再
考
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16
・
7
・
1
〜
16
・
12
・
31
木
下
恵
介
監
督
再
評
価
：
日
本
映
画
黄
金
時
代
に
お
け
る
人
気

映
画
製
作
の
原
点
を
探
る

M
ark C

ody 
 

P
O

U
LT

O
N

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
大
学
教
授

カ

ナ

ダ
09
・
8
・
7
〜
10
・
1
・
3
『
コ
ロ
ン
ビ
ア
現
代
日
本
戯
曲
名
作
集
』
の
翻
訳
、
注
釈
、
編

集
完
成

12
・
8
・
15
〜
13
・
6
・
5
日
本
演
劇
に
お
け
る
「
非
人
間
的
な
る
も
の
」
と
の
遭
遇
：
霊
・

動
物
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

14
・
11
・
3
〜
15
・
1
・
31
　
〃

16
・
4
・
27
〜
16
・
7
・
17
　
〃

C
havalin 

 
SV

E
TA

N
A

N
T

マ
コ
ー
リ
ー
大
学
講
師

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
09
・
11
・
16
〜
09
・
12
・
15
文
化
を
越
え
た
感
情
：
標
準
日
本
語
と
タ
イ
語
の
語
彙
の
比
較

か
ら
み
た
琉
球
語
の
「
感
情
語
」
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
研

究

M
assim

iliano 
 

T
O

M
A

SI

ウ
ェ
ス
タ
ン
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
教
授
ア

メ

リ

カ
09
・
11
・
25
〜
09
・
12
・
11
キ
リ
ス
ト
教
の
比
喩
論
―
近
代
日
本
文
学
に
お
け
る
「
信
仰
」

の
問
題

蔡
　
　
　
慧
　
玉
中
央
研
究
院
台
湾
史
研
究
所
副
研
究
員
台

湾
09
・
12
・
1
〜
10
・
3
・
30
鷲
巣
敦
哉
と
そ
の
植
民
地
世
界

Tobias C
H

E
U

N
G

フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
・
フ
ェ
ロ
ー

ド

イ

ツ
10
・
4
・
1
〜
10
・
4
・
30
日
本
に
お
け
る
生
理
学
の
受
容
：
自
然
と
人
文
科
学
に
お
け
る

星
座
比
較

Stina JE
L

B
R

IN
G

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
講
師

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
10
・
4
・
29
〜
10
・
6
・
8
『
源
氏
物
語
』
の
メ
タ
フ
ァ
ー
論
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
訳

12
・
4
・
1
〜
12
・
4
・
20
　
〃

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
准
教
授

13
・
12
・
9
〜
14
・
1
・
8
　
〃

14
・
10
・
27
〜
14
・
12
・
7
歌
物
語
に
お
け
る
死
の
テ
ー
マ
―
伊
勢
物
語
と
大
和
物
語
の
場
合

15
・
11
・
24
〜
15
・
12
・
16
古
代
日
本
の
歌
論
：
比
喩
概
念
を
中
心
に
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16
・
6
・
25
〜
16
・
7
・
20
　
〃

D
avid H

U
G

H
E

S

ロ
ン
ド
ン
大
学
リ
サ
ー
チ
・
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
イ

ギ

リ

ス
10
・
7
・
6
〜
10
・
7
・
19
一
、
心
の
郷
を
守
る
：
無
形
文
化
財
と
し
て
の
民
謡

二
、 

日
本
民
謡
の
将
来
：
保
存
団
体
お
よ
び
民
謡
大
会
の
役
割

と
影
響

三
、
日
本
の
盆
踊
り
：
世
俗
的
か
宗
教
的
か

W
ael M

oham
ed Orabi 

 ABD
ELM

AK
SO

U
D

カ
イ
ロ
大
学
専
任
講
師

エ

ジ

プ

ト
10
・
7
・
20
〜
10
・
8
・
16
横
光
利
一
「
上
海
」
論

A
hm

ed 
 M

oham
ed Fathy 

 
M

O
STA

FA

カ
イ
ロ
大
学
准
教
授

エ

ジ

プ

ト
10
・
8
・
7
〜
10
・
9
・
9
野
坂
昭
如
文
学
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
人
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

11
・
8
・
1
〜
11
・
8
・
31
特
攻
隊
と
日
本
戦
後
小
説
・
そ
の
流
れ
と
問
題
点

奥
　
泉
　
栄
三
郎
シ
カ
ゴ
大
学
図
書
館
日
本
文
庫
長

ア

メ

リ

カ
10
・
11
・
1
〜
10
・
11
・
30
日
本
研
究
の
た
め
の
大
型
・
特
殊
・
デ
ジ
タ
ル
情
報
等
の
分
析

評
価
と
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー

根
　
川
　
幸
　
男
ブ
ラ
ジ
リ
ア
大
学
准
教
授

ブ

ラ

ジ

ル
11
・
1
・
1
〜
11
・
12
・
31
人
間
文
化
研
究
機
構
「
日
本
関
連
在
外
資
料
の
調
査
研
究
」
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｂ
ア
メ
リ
カ
大
陸
チ
ー
ム
ｂ
）

黄
　
　
　
自
　
進
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
研
究
員
台

湾
11
・
1
・
9
〜
11
・
1
・
23
池
田
勇
人
内
閣
の
二
つ
の
中
国
政
策
（
一
九
六
〇
〜
一
九
六
四
）

13
・
2
・
1
〜
13
・
2
・
15
東
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
と
沖
縄
返
還

14
・
1
・
7
〜
14
・
1
・
21
満
州
国
の
成
立
初
期
に
お
け
る
社
会
基
盤

16
・
1
・
24
〜
16
・
2
・
6
全
面
戦
争
前
夜
に
お
け
る
日
中
関
係
：
緩
衝
勢
力
の
位
置
づ
け

を
中
心
に
（
一
九
三
三
〜
三
五
年
）

柳
　
　
　
書
　
琴
台
湾
国
立
清
華
大
学
台
湾
文
学
研
究
所
准
教
授

台

湾
11
・
2
・
1
〜
12
・
1
・
31
上
海
魅
影
：
植
民
都
市
と
し
て
の
台
北
と
哈
爾
濱
（
ハ
ル
ピ
ン
）

の
現
代
的
考
察
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Yona SID
E

R
E

R

エ
ル
サ
レ
ム
・
ヘ
ブ
ラ
イ
大
学
上
級
講
師
イ
ス
ラ
エ
ル
11
・
3
・
3
〜
11
・
3
・
22
環
境
問
題
と
日
本
に
お
け
る
原
子
炉
の
安
全
策
に
関
す
る
研
究
：

政
府
と
国
民
の
視
点
か
ら

孫
　
　
　
昌
　
武
南
開
大
学
教
授

中

国
11
・
3
・
8
〜
11
・
4
・
15
中
国
歴
史
に
お
け
る
北
方
民
族
と
仏
教

太
　
田
　
雄
　
三
マ
ギ
ル
大
学
教
授

カ

ナ

ダ
11
・
4
・
1
〜
11
・
5
・
31
遠
藤
周
作
と
井
上
洋
治
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
土
着
化
の
問
題

蔡
　
　
　
敦
　
達
同
済
大
学
日
本
研
究
所
教
授
（
所
長
）
中

国
11
・
5
・
6
〜
11
・
6
・
30
辻
惟
雄
著
『
日
本
美
術
の
歴
史
』
の
翻
訳
・
注
釈
お
よ
び
伊
東

忠
太
・
関
野
貞
の
中
国
美
術
・
建
築
踏
査
に
関
す
る
資
料
調
査

呉
　
　
　
京
　
煥
釜
山
大
学
校
人
文
大
学
教
授

韓

国
11
・
7
・
4
〜
11
・
8
・
3
保
田
与
重
郎
と
韓
国
の
美

B
eata K

U
B

IA
K

 
 

H
O

-C
H

I

ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学
准
教
授

ポ
ー
ラ
ン
ド
11
・
9
・
9
〜
11
・
10
・
8
今
日
の
日
本
文
学
に
お
け
る
日
常
生
活
の
審
美
化
（
一
九
八
〇
〜

二
〇
一
〇
）

K
rystyna 

 W
ILK

O
SZE

W
SK

A

ヤ
ギ
エ
ウ
オ
大
学
教
授

ポ
ー
ラ
ン
ド
11
・
9
・
22
〜
11
・
10
・
8
日
常
活
動
の
審
美
化

W
olfgang 

 
SC

H
A

M
O

N
I

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授

ド

イ

ツ
11
・
10
・
4
〜
11
・
12
・
6
松
浦
武
四
郎
「
近
世
蝦
夷
人
物
誌
」
の
研
究

13
・
10
・
1
〜
13
・
11
・
30
　
〃

14
・
11
・
3
〜
14
・
12
・
19
　
〃

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
名
誉
教
授

16
・
4
・
15
〜
16
・
6
・
15
松
浦
武
四
郎
の
「
近
世
蝦
夷
人
物
誌
」
と
幕
末
の
文
人
社
会
の

研
究

H
elena 

 
G

R
IN

SH
PU

N

エ
ル
サ
レ
ム
・
ヘ
ブ
ラ
イ
大
学
付
属
ト

ル
ー
マ
ン
平
和
研
究
所
博
士
研
究
員

イ
ス
ラ
エ
ル
11
・
10
・
15
〜
12
・
2
・
1
グ
ロ
ー
バ
ル
チ
ェ
ー
ン
と
日
本
の
都
市
論
：
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

形
成
過
程

呂
　
　
　
　
　
莉
中
国
社
会
科
学
院
外
国
文
学
研
究
所
教
授
中

国
11
・
11
・
1
〜
12
・
4
・
30
柿
本
人
麻
呂
と
中
国
文
学

黄
　
　
　
愛
　
民
上
海
海
洋
大
学
副
教
授

中

国
12
・
1
・
10
〜
13
・
1
・
9
日
中
文
化
交
流
史
の
研
究
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A
ida 

 SU
LE

YM
E

N
O

VA

極
東
連
邦
大
学
准
教
授

ロ

シ

ア
12
・
1
・
23
〜
12
・
2
・
5
日
本
の
作
家
の
作
品
か
ら
見
た
満
州
（
与
謝
野
鉄
幹
・
晶
子
の
紀

行
文
に
見
た
満
州
、
シ
ベ
リ
ア
、『
巴
里
よ
り
』、『
蒙
古
紀
行
』）

12
・
7
・
26
〜
12
・
8
・
22
「
近
代
文
学
の
紀
行
文
に
お
け
る
中
国
、
朝
鮮
、
ロ
シ
ア
の
イ

メ
ー
ジ
」（
与
謝
野
寛
・
晶
子
、
若
山
牧
水
、
宮
沢
賢
治
に
対

す
る
Ｐ
・
シ
ュ
ク
ー
ル
キ
ン
、
Ｎ
・
マ
ト
ベ
エ
フ
、
Ｎ
・
バ
イ

コ
フ
の
よ
う
な
作
家
、
詩
人
）

Frederick 
 

D
IC

K
IN

SO
N

ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
大
学
准
教
授

ア

メ

リ

カ
12
・
4
・
1
〜
12
・
6
・
22
戦
間
期
世
界
に
お
け
る
政
治
指
導
の
困
難
：
浜
口
雄
幸
を
中
心
に

柳
　
　
　
吉
　
東
漢
陽
女
子
大
学
教
授

韓

国
12
・
6
・
1
〜
12
・
7
・
31
能
を
中
心
と
す
る
日
本
文
化
の
研
究

D
avid U

H
E

R

パ
ラ
ツ
キ
ー
大
学
准
教
授

チ
ェ
コ
共
和
国
12
・
6
・
17
〜
12
・
8
・
24
中
国
漢
字
字
典
『
説
文
解
字
』
の
書
記
法
研
究

張
　
　
　
艶
　
茹
中
国
社
会
科
学
院
世
界
歴
史
研
究
所
助
理
研
究
員

中

国
12
・
7
・
12
〜
12
・
8
・
10
近
代
日
本
の
元
老
政
治

李
　
　
　
泰
　
昇
威
徳
大
学
校
副
教
授

韓

国
13
・
1
・
15
〜
13
・
1
・
30
近
代
日
本
仏
教
界
の
戦
争
に
対
す
る
認
識
研
究

14
・
1
・
9
〜
14
・
1
・
28
　
〃

15
・
1
・
22
〜
15
・
2
・
10
日
本
近
代
仏
教
家
の
井
上
円
了
研
究

K
arin G

unilla 
 LIN

D
BERG

-W
AD

A

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
教
授

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
13
・
1
・
16
〜
13
・
3
・
31
世
界
の
中
の
日
本
文
学
史

13
・
7
・
15
〜
13
・
8
・
26
　
〃

B
rian A

. 
 

V
IC

T
O

R
IA

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
付
属
仏
教
研
究
所
研
究
員

イ

ギ

リ

ス
13
・
2
・
20
〜
13
・
5
・
19
仏
教
と
く
に
禅
宗
の
役
割
：
井
上
日
召
と
他
の
血
盟
団
団
員
の

思
想
と
行
動
か
ら
探
る

13
・
9
・
1
〜
14
・
8
・
31
　
〃

14
・
9
・
1
〜
15
・
8
・
31
　
〃
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H
ans M

artin 
 

K
R

A
M

E
R

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
東
ア
ジ
ア
研

究
セ
ン
タ
ー
准
教
授

ド

イ

ツ
13
・
3
・
1
〜
13
・
3
・
14
日
本
に
お
け
る
ア
ジ
ア
主
義
の
宗
教
的
底
流

C
ynthia V

IA
L

L
E

ア
ン
ト
ン
・
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
公
爵
美
術
館
特
別
研
究
員

ド

イ

ツ
13
・
4
・
3
〜
13
・
4
・
30
江
戸
期
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
記
に
み
る
医
療
交
流

14
・
10
・
1
〜
14
・
11
・
30
「
日
蘭
文
化
交
渉
と
海
賊
行
為
」
に
関
す
る
文
献
調
査
・
分
析

ラ
イ
デ
ン
大
学
研
究
員

オ

ラ

ン

ダ
15
・
10
・
20
〜
15
・
12
・
17
ア
ジ
ア
を
中
心
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
拡
張
の
歴
史

16
・
3
・
11
〜
16
・
3
・
28
ハ
ー
グ
国
立
文
書
館
所
蔵
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
文
書
の
調
査
・

研
究
・
活
用

16
・
10
・
5
〜
16
・
12
・
7
　
〃

佐
　
伯
　
千
　
鶴
北
ア
ラ
バ
マ
大
学
准
教
授
（
大
学
院
研
究
科
長
）
ア

メ

リ

カ
13
・
5
・
10
〜
13
・
7
・
30
日
米
文
化
外
交
に
お
け
る
日
本
人
の
ア
メ
リ
カ
感
の
移
り
変
わ
り

14
・
5
・
12
〜
14
・
8
・
5
日
米
の
民
間
文
化
外
交

楊
　
　
　
暁
　
旋
カ
ル
ガ
リ
ー
大
学
教
授

カ

ナ

ダ
13
・
6
・
17
〜
13
・
7
・
15
「
後
三
年
合
戦
絵
詞
」
模
本
群
を
め
ぐ
る
基
礎
研
究

藩
　
　
　
光
　
哲
台
湾
中
央
研
究
院
副
研
究
員
（
准
教
授
）
台

湾
13
・
6
・
17
〜
13
・
8
・
31
胡
適
と
蒋
介
石

C
harles E

X
L

E
Y

ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
准
教
授

ア

メ

リ

カ
13
・
7
・
1
〜
13
・
7
・
31
文
化
的
批
評
と
し
て
の
「C

ross-dressing

異
性
の
服
を
着
る

こ
と
」
：
森
村
泰
昌
の
芸
術

N
guyen Thi O

AN
H

ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院
准
教
授

ベ

ト

ナ

ム
13
・
7
・
1
〜
13
・
8
・
30
日
本
説
話
に
お
け
る
「
夢
告
」「
讖
緯
」「
童
謡
」
な
ど
の
未
来

記
に
つ
い
て
の
考
察
―
ベ
ト
ナ
ム
の
漢
文
説
話
と
の
比
較

R
otem

 K
O

W
N

E
R

ハ
イ
フ
ァ
大
学
教
授

イ
ス
ラ
エ
ル
13
・
8
・
15
〜
13
・
9
・
5
戦
前
日
本
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
か
つ
て
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
）

に
対
す
る
態
度
と
印
象

14
・
7
・
9
〜
14
・
7
・
23
近
現
代
日
本
に
お
け
る
肉
食
の
文
明

G
ary Jam

es 
 

H
IC

K
E

Y

ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
大
学
研
究
員

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
13
・
9
・
5
〜
13
・
12
・
4
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
図
書
館
の
口
絵
研
究
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Sybille 
 

G
IR

M
O

N
D

ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
学
リ
サ
ー
チ
・

ア
ソ
シ
エ
イ
ト
（
非
常
勤
講
師
）

ド

イ

ツ
13
・
10
・
1
〜
14
・
3
・
31
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
年
）
ド
イ
ツ
・
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
万

国
金
工
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
日
本
の
金
工
お
よ
び
七
宝
に
つ

い
て

鄭
　
　
　
義
　
徹
尚
志
大
學
校
助
教
授
（
准
教
授
）

韓

国
13
・
10
・
25
〜
13
・
12
・
27
エ
ス
ニ
ッ
ク
メ
デ
ィ
ア
と
共
同
体
参
与
―
移
住
民
の
社
会
、
文

化
政
治
活
動
を
中
心
に

秦
　
　
　
　
　
剛
北
京
外
国
語
大
学
北
京
日
本
学
研
究

セ
ン
タ
ー
副
教
授

中

国
13
・
12
・
15
〜
14
・
8
・
14
一
九
三
〇
年
代
日
本
の
出
版
メ
デ
ィ
ア
と
中
国
知
識
界
―
改
造

社
と
「
改
造
」
雑
誌
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
中
日
文
化
交
渉

Stylianos 
 PAPALEXANDROPOULOS

ア
テ
ネ
大
学
教
授

ギ

リ

シ

ャ
14
・
2
・
10
〜
14
・
3
・
3
ギ
リ
シ
ア
日
本
学
の
危
機
的
状
況
へ
の
対
処

14
・
9
・
10
〜
14
・
10
・
9
　
〃

戴
　
　
　
暁
　
芙
復
旦
大
学
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
中

国
14
・
4
・
1
〜
14
・
12
・
31
日
本
的
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
を
影
響
す
る
要
因
に
関
す
る
研

究
：
戦
後
女
性
洋
装
化
に
お
け
る
影
響
要
因
の
分
析

W
ayne FA

R
R

IS

ハ
ワ
イ
大
学
マ
ノ
ア
校
教
授

ア

メ

リ

カ
14
・
6
・
1
〜
14
・
7
・
31
近
世
以
降
に
お
け
る
お
茶
の
食
生
活
的
お
よ
び
文
化
的
位
置

奈
　
良
　
　
　
博
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
教
授

ア

メ

リ

カ
14
・
6
・
15
〜
14
・
7
・
7
日
本
の
近
代
化
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
へ
の
志
向

16
・
7
・
4
〜
16
・
8
・
1
フ
ェ
ノ
ロ
サ
著
「
美
術
真
説
」
の
英
語
訳

曹
　
　
　
景
　
惠
台
湾
大
学
副
教
授

台

湾
14
・
6
・
25
〜
14
・
8
・
31
鎌
倉
期
の
三
教
一
致
論

陳
　
　
　
　
　
紅
浙
江
工
商
大
学
講
師

中

国
14
・
7
・
25
〜
14
・
8
・
25
意
訳
か
ら
直
訳
へ
―
魯
迅
の
翻
訳
姿
勢
の
転
換
と
明
治
の
翻
訳

思
想
の
受
容
―

張
　
　
　
文
　
良
中
国
人
民
大
学
副
教
授

中

国
14
・
7
・
25
〜
14
・
8
・
25
日
本
に
お
け
る
中
国
仏
教
研
究

D
alibor 

 
K

L
IC

K
O

V
IC

ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
大
学
准
教
授

セ

ル

ビ

ア
14
・
8
・
4
〜
14
・
8
・
28
セ
ル
ビ
ア
に
お
け
る
日
本
仏
教
研
究
の
推
進
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矢
　
野
　
明
　
子
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究

学
院
ジ
ャ
パ
ン
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン

タ
ー
リ
サ
ー
チ
・
ア
ソ
シ
エ
イ
ト

イ

ギ

リ

ス
14
・
9
・
5
〜
15
・
8
・
27
江
戸
時
代
中
後
期
の
上
方
に
お
け
る
視
覚
芸
術
（
書
画
）
制
作

に
関
す
る
美
術
史
的
・
文
化
社
会
史
的
考
察

趙
　
　
　
建
　
民
復
旦
大
学
日
本
研
究
中
心
／
南
開
大

学
研
究
所
兼
任
研
究
員（
兼
任
教
授
）
中

国
15
・
2
・
27
〜
15
・
3
・
28
欧
州
の
日
本
研
究
者
と
宣
教
師
の
言
語
取
得
と
出
版
に
貢
献
し

た
南
洋
華
僑

阿
　
武
　
正
　
英
祥
明
大
学
助
教
授

韓

国
15
・
4
・
6
〜
15
・
8
・
22
日
韓
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
比
較
研
究

祥
明
大
学
副
教
授

16
・
7
・
15
〜
16
・
8
・
29
日
韓
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
映
像
文
化
研
究

佐
藤
ロ
ス
ベ
ア
グ
ナ
ナ
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
講
師

イ

ギ

リ

ス
15
・
6
・
29
〜
15
・
7
・
31
一
九
七
〇
年
代
八
〇
年
代
の
日
本
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
レ
ー

シ
ョ
ン
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

D
ennitza 

 
G

A
B

R
A

K
O

VA

香
港
城
市
大
学
助
理
教
授

中

国
15
・
8
・
1
〜
15
・
8
・
26
主
権
の
島
々
―
有
吉
佐
和
子
及
び
池
澤
夏
樹
作
品
考
察

D
avid JO

H
N

SO
N

ボ
ス
ト
ン
カ
レ
ッ
ジ
助
教

ア

メ

リ

カ
15
・
9
・
1
〜
16
・
8
・
29
自
我
に
つ
い
て
：
和
辻
と
共
に

G
alia Todorova 

 
P

E
T

K
O

VA

国
立
演
劇
映
画
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
客
員
講
師
ブ
ル
ガ
リ
ア
15
・
10
・
1
〜
16
・
3
・
31
女
も
の
：
日
本
の
伝
統
的
男
性
演
劇
に
お
け
る
女
性
性
の
登
場

と
役
割

姜
　
　
　
　
　
娜
中
山
大
学
歴
史
人
類
学
研
究
セ
ン
タ
ー
講
師
中

国
15
・
10
・
20
〜
16
・
1
・
15
沖
縄
の
対
外
文
化
交
流
史

―
海
洋
移
民
を
中
心
に

王
　
　
　
来
　
特
東
北
師
範
大
学
講
師

中

国
15
・
11
・
20
〜
15
・
12
・
20
東
ア
ジ
ア
経
済
貿
易
史

M
arina 

 
K

onstantinova 
 

K
O

VA
L

C
H

U
K

極
東
連
邦
大
学
准
教
授

ロ

シ

ア
15
・
12
・
24
〜
16
・
1
・
24
幕
末
日
本
人
留
学
生
の
目
か
ら
見
た
ロ
シ
ア
帝
国

C
hristopher 

 
L

E
H

R
IC

H

イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
・
リ
サ
ー
チ
ャ
ー

16
・
1
・
18
〜
16
・
8
・
1
宗
教
、
音
楽
、
表
象
に
つ
い
て
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唐
　
　
　
　
　
権
華
東
師
範
大
学
副
教
授

中

国
16
・
1
・
21
〜
16
・
2
・
20
来
舶
清
人
の
研
究

―
江
芸
閣
を
中
心
に

于
　
　
　
　
　
华

青
島
大
学
教
授

中

国
16
・
12
・
26
〜
17
・
5
・
26
『
青
鞜
』
の
文
学
空
間

A
ldo T

O
L

L
IN

I
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
カ
・
フ
ォ
ス
カ
リ
大
学
准
教
授

イ

タ

リ

ア
17
・
2
・
28
〜
17
・
5
・
26
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
に
見
え
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
日
本
文
化
の
受
容

［
外
来
研
究
員
︵
Ａ
Ｈ
Ｒ
Ｃ
︶］

氏
　
　
　
名

就
任
時
の
所
属

上
記
機
関
の
所
在
国

受

入

期

間

研

究

テ

ー

マ

A
odhan Jesse 

 
O

’Shea

ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ロ

ン
ド
ン
大
学
院
生

イ

ギ

リ

ス
09
・
5
・
1
〜
09
・
8
・
14T

he D
eutsche W

erkbund

：
現
代
に
お
け
る
歴
史
主
義
、
古

典
主
義
、
芸
術
思
想

H
elena C

apkova

ロ
ン
ド
ン
芸
術
大
学
チ
ェ
ル
シ
ー
・
カ

レ
ッ
ジ
・
オ
ブ
・
ア
ー
ツ
大
学
院
生

イ

ギ

リ

ス
09
・
5
・
21
〜
09
・
10
・
16
日
本
の
芸
術
の
受
容
―
一
九
二
〇
年
〜
四
〇
年
に
お
け
る
中
央

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
築
と
デ
ザ
イ
ン

H
annah 

 
W

AT
E

R
SO

N

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
大
学
院
生

イ

ギ

リ

ス
09
・
8
・
17
〜
09
・
12
・
17
日
本
に
お
け
る
エ
イ
ズ
―
健
康
促
進
の
展
望

Paul R
O

L
L

A
SO

N

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
付
属
仏
教
研
究
所
講
師

イ

ギ

リ

ス
10
・
10
・
1
〜
11
・
3
・
30
現
代
日
本
文
化
に
お
け
るA

pocalypse

の
描
写

Sim
one Shu-Yeng 

 
C

H
U

N
G

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
大
学
院
生

イ

ギ

リ

ス
12
・
1
・
4
〜
12
・
4
・
30E

ngaging Spatial Translatability by R
eview

ing U
rban 

C
om

plexity in E
ast A

sian L
ocalities

M
alcolm

 
 

M
C

N
E

IL
L

ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
学
院
大
学
院
生

イ

ギ

リ

ス
13
・
8
・
27
〜
13
・
11
・
27
美
術
史
概
念
と
し
て
の
禅
画
：
中
国
禅
画
に
対
す
る
日
本
の
学

術
界
の
歴
史
的
・
現
代
的
な
潮
流

Shinhyung C
H

O
I

ク
イ
ー
ン
ズ
大
学
ベ
ル
フ
ァ
ス
ト
特
別
研
究
員

カ

ナ

ダ
13
・
9
・
26
〜
14
・
1
・
25
日
本
、
北
朝
鮮
、
国
際
社
会
：
現
代
日
本
の
北
朝
鮮
に
対
す
る

文
化
的
関
与

佐
藤
ロ
ス
ベ
ア
グ
ナ
ナ
イ
ー
ス
ト
ア
ン
グ
リ
ア
大
学
講
師

イ

ギ

リ

ス
14
・
3
・
10
〜
14
・
5
・
31
漫
画
か
ら
映
画
へ
の
翻
訳
、
文
化
翻
訳
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M
ajella M

U
N

R
O

テ
ー
ト
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
員

イ

ギ

リ

ス
14
・
7
・
15
〜
14
・
10
・
14
自
然
に
近
く
？
　
日
本
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
環
境
、
広
島
か
ら

福
島
ま
で

H
annah B

A
Y

L
E

Y
キ
ー
ル
大
学
博
士
課
程
大
学
院
生

イ

ギ

リ

ス
14
・
10
・
20
〜
15
・
3
・
20
サ
ウ
ン
ド
と
国
際
的
な
再
映
画
化
―
日
本
の
超
自
然
的
ホ
ラ
ー

映
画
と
ア
メ
リ
カ
の
リ
メ
イ
ク
の
音
楽
と
文
脈
の
分
析

Ian R
A

P
L

E
Y

カ
ー
デ
ィ
フ
大
学
東
ア
ジ
ア
史
講
師
イ

ギ

リ

ス
15
・
7
・
1
〜
15
・
9
・
30
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
と
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
実
践
―
戦
間
期
日

本
に
お
け
る
草
の
根
国
際
主
義
と
言
語

M
ark 

 
P

E
N

D
L

E
T

O
N

シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
大
学
東
ア
ジ
ア
研

究
所
日
本
研
究
講
師

イ

ギ

リ

ス
15
・
8
・
26
〜
15
・
11
・
25
廃
墟
に
み
る
日
本
の
近
代
性

Joanne 
 

M
C

C
A

L
LU

M

フ
ァ
ル
マ
ス
大
学
大
学
院
博
士
課
程
イ

ギ

リ

ス
16
・
8
・
18
〜
16
・
12
・
17
自
然
は
師
匠
？
　
日
本
の
竹
籠
作
り
に
み
る
情
動
、
環
境
、
そ

し
て
仏
教
の
伝
統

［
外
来
研
究
員
︵
博
報
財
団
︶］

氏
　
　
　
名

就
任
時
の
所
属

上
記
機
関
の
所
在
国

受

入

期

間

研

究

テ

ー

マ

R
icard B

R
U

 
 

T
U

R
U

L
L

一
、
市
立
世
界
文
化
博
物
術
館
総
合

内
容
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

二
、
美
術
史
と
現
代
デ
ザ
イ
ン
（
モ

デ
ル
ニ
ス
ム
）
研
究
室
員

三
、
モ
デ
ル
ニ
ス
ム
講
演
会
専
任
講

師
美
術
館
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

ス

ペ

イ

ン
15
・
3
・
1
〜
15
・
8
・
31
20
世
紀
の
日
本
と
ス
ペ
イ
ン
の
芸
術
関
係
に
つ
い
て

C
ecile L

A
LY

パ
リ
・
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
極
東
研
究
セ

ン
タ
ー
（C

R
E

O
P

S

）
博
士
研
究
員

フ

ラ

ン

ス
15
・
9
・
1
〜
16
・
8
・
31
凧
物
語
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L
an A

nh T
hi 

 
N

G
U

Y
E

N

ハ
ノ
イ
大
学
副
学
科
長

ベ

ト

ナ

ム
16
・
3
・
1
〜
16
・
8
・
31
ベ
ト
ナ
ム
人
日
本
語
学
習
者
に
向
け
る
日
本
事
情
教
材
作
成

N
atalia 

 
K

L
O

B
U

K
O

VA
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
・
モ
ス
ク
ワ
音
楽

院
世
界
の
音
楽
文
化
セ
ン
タ
ー
助
手

ロ

シ

ア
16
・
9
・
1
〜
17
・
8
・
31
日
本
に
お
け
る
正
教
会
の
聖
歌
と
そ
の
発
生
、
発
展
、
特
徴

E
doardo G

E
R

LIN
I

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
学
／
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
大
学
非
常
勤
講
師

イ

タ

リ

ア
17
・
3
・
1
〜
17
・
8
・
31
文
学
は
無
用
か「
不
朽
の
盛
事
」か
―
平
安
朝
前
期
に
見
る「
文
」

の
社
会
的
役
割
と
そ
の
世
界
文
学
に
お
け
る
位
相
―
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総
合
研
究
大
学
院
大
学
文
化
科
学
研
究
科 

国
際
日
本
研
究
専
攻
入
学
者

（
二
〇
〇
七
年
四
月
以
降
を
掲
載
）

07
年
4
月
1
日
入
学

長
門
洋
平
（
12
年
3
月
23
日
博
士
授
与
）

鈴
木
堅
弘
（
12
年
9
月
28
日
博
士
授
与
）

08
年
4
月
1
日
入
学

陳
　
凌
虹
（
12
年
3
月
23
日
博
士
授
与
）

徳
永
誓
子
（
13
年
3
月
22
日
博
士
授
与
）

岡
本
貴
久
子
（
14
年
3
月
20
日
博
士
授
与
）

大
塚
絢
子

09
年
4
月
1
日
入
学

門
脇
朋
裕

楊
　
　
爽

10
年
4
月
1
日
入
学

漆
﨑
ま
り
（
14
年
9
月
29
日
博
士
授
与
）

韓
　
玲
玲
（
15
年
3
月
24
日
博
士
授
与
）

九
里
文
子

李
ユ
ン
ヒ

11
年
4
月
1
日
入
学

ア
ン
ト
ン
・
ル
イ
ス
・
カ
ピ
ス
ト
ラ
ノ
・
セ
ビ
リ
ア

（
15
年
3
月
24
日
博
士
授
与
）

簡
　
中
昊
（
16
年
3
月
24
日
博
士
授
与
）

王
　
莞
晗

12
年
4
月
1
日
入
学

栄
　
　
元
（
17
年
3
月
24
日
博
士
授
与
）

西
田
彰
一

13
年
4
月
1
日
入
学

光
平
有
希
（
16
年
3
月
24
日
博
士
授
与
）

宇
佐
美
智
之

小
泉
友
則

山
村
　
奨

14
年
4
月
1
日
入
学

大
石
真
澄

坂
　
知
尋

春
藤
献
一

ゴ
ウ
ラ
ン
ガ
・
チ
ャ
ラ
ン
・
プ
ラ
ダ
ー
ン

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ウ
ェ
ス
ト
マ
ン

15
年
4
月
1
日
入
学

片
岡
真
伊

田
村
美
由
紀

増
田
　
斎

南
　
直
子

16
年
4
月
1
日
入
学

長
瀬
　
海

仲
田
侑
加

単
　
荷
君

宋
　
　
琦
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日
文
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
一
覧

『
東
ア
ジ
ア
近
代
史
資
料
の
再
構
築
―
旧
「
日
中
歴
史
研
究
セ
ン
タ
ー
」
所
蔵

図
書
を
利
用
し
て
―
』（
06
年
4
月
〜
09
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
合
庭
　
惇
教
授

『
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
基
盤
と
す
る
考
古
・
歴
史
民
俗
・
環
境
情
報
の
高
度
連
携
研
究
―

ユ
ー
ラ
シ
ア
集
落
・
都
市
の
営
み
と
環
境
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
て
―
』（
06

年
4
月
〜
13
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
宇
野
隆
夫
教
授

『
戦
間
期
日
本
の
小
作
争
議
と
地
方
議
会
選
挙
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作

成
』（
07
年
4
月
〜
09
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
猪
木
武
徳
教
授

『
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
お
け
る
都
市
文
化
の
比
較
的
研
究
』（
07
年
4
月
〜
10
年

3
月
）

研
究
代
表
者
：
白
幡
洋
三
郎
教
授

『
電
子
古
事
類
苑
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
07
年
4
月
〜
12
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
山
田
奨
治
准
教
授

『
文
明
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
07
年
4
月
〜
14
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
安
田
喜
憲
教
授

『
伝
統
文
化
芸
術
総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
07
年
4
月
〜
15
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
笠
谷
和
比
古
教
授

『
外
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
と
外
像
資
料
に
よ
る
日
本
文
化
分
析
』（
07
年
4

月
〜
17
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
白
幡
洋
三
郎
教
授
、
小
松
和
彦
教
授
（
井
上
章
一
教
授
）

『
怪
異
・
妖
怪
文
化
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
07
年
4
月
〜
17
年

3
月
）

研
究
代
表
者
：
小
松
和
彦
教
授

『
外
書
の
研
究
』（
08
年
4
月
〜
17
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
小
松
和
彦
教
授
（
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
准
教
授
）
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『
学
術
外
交
と
し
て
の
日
本
研
究
』（
09
年
4
月
〜
12
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
猪
木
武
徳
教
授

『
日
中
歴
史
マ
イ
ク
ロ
資
料
の
整
理
と
利
用
』（
09
年
4
月
〜
12
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
劉
　
建
輝
准
教
授

『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
的
シ
ス
テ
ム
の
近
代
的
再
編
』（
10
年
4
月
〜
13
年
3

月
）

研
究
代
表
者
：
鈴
木
貞
美
教
授

『
日
文
研
所
蔵
写
真
資
料
の
整
理
、
保
存
、
な
ら
び
に
利
用
貸
出
デ
ー
タ
の
整
備
』

（
10
年
4
月
〜
14
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
白
幡
洋
三
郎
教
授

『「
東
洋
」
再
考
学
術
協
力
・
関
連
研
究
事
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
10
年
4
月
〜

16
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
稲
賀
繁
美
教
授

『
国
際
春
画
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
海
外
の
若
手
日
本
研
究
者
の
変
体
仮
名
習

得
と
近
世
資
料
の
解
読
教
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
）』（
11
年
4
月
〜
12
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
早
川
聞
多
教
授

『
中
世
日
本
文
学
と
寺
院
資
料
に
関
す
る
研
究
展
開
』（
11
年
4
月
〜
15
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
荒
木
　
浩
教
授

『「
日
本
関
連
在
外
資
料
の
調
査
研
究
」（
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｂ
）
近
現
代
に
お
け
る

日
本
人
移
民
と
そ
の
環
境
に
関
す
る
在
外
資
料
の
調
査
と
研
究
』（
11
年
4
月

〜
17
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
鈴
木
貞
美
教
授
、
井
上
章
一
教
授
、
劉
　
建
輝
教
授

『
日
中
文
庫
所
蔵
未
公
刊
資
料
の
整
理
と
研
究
』（
12
年
4
月
〜
17
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
劉
　
建
輝
准
教
授

『
摂
関
期
古
記
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
13
年
4
月
〜
16
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
倉
本
一
宏
教
授

『
デ
ジ
タ
ル
人
文
学
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
14
年
4
月
〜
17
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
山
田
奨
治
教
授

『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
の
「
失
わ
れ
た
20
年
」』（
14
年
4
月
〜

17
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
瀧
井
一
博
教
授
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『
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
の
継
承
―
宣
教
師
の
日
本
語
文
学
』（
15
年
4
月
〜
17
年
3

月
）

研
究
代
表
者
：
郭
　
南
燕
准
教
授

『
日
本
古
典
文
学
研
究
の
再
構
築
と
国
際
的
展
開
』（
16
年
4
月
〜
17
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
荒
木
　
浩
教
授

『
文
化
伝
搬
の
「
う
つ
わ
」
と
「
う
つ
し
」
関
連
研
究
事
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』

（
16
年
4
月
〜
17
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
稲
賀
繁
美
教
授

『
平
安
時
代
古
記
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
16
年
4
月
〜
17
年
3
月
）

研
究
代
表
者
：
倉
本
一
宏
教
授
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［
共
同
研
究
会
］

古
代
東
ア
ジ
ア
交
流
の
総
合
的
研
究
（
07
・
4
〜
08
・
3
）

（
代
表
者
　
王
　
維
坤
、
幹
事
　
宇
野
隆
夫
）

〔
班
員
名
〕

新
宮
学
、
井
上
和
人
、
井
上
満
郎
、
臼
井
正
、
小
澤
毅
、
川
崎
保
、
気
賀
澤

保
規
、
肥
塚
隆
保
、
小
嶋
芳
孝
、
菅
谷
文
則
、
関
清
、
妹
尾
達
彦
、
銭
静
怡
、

高
瀬
奈
津
子
、
田
中
俊
明
、
土
屋
昌
明
、
豊
田
裕
章
、
中
川
あ
や
、
橋
本
義

則
、
林
部
均
、
菱
田
哲
郎
、
宮
原
健
吾
、
門
田
誠
一
、
矢
野
建
一
、
合
庭
惇
、

千
田
稔
、
中
谷
正
和
、
山
田
奨
治

日
本
文
明
史
の
再
建
︱
生
命
文
明
の
時
代
を
求
め
て
︱
（
07
・
4
〜
10
・
3
）

（
代
表
者
　
安
田
喜
憲
、
幹
事
　
池
内
　
恵
）

〔
班
員
名
〕

赤
池
学
、
石
田
秀
輝
、
磯
野
宏
夫
、
植
田
和
弘
、
大
熊
一
寛
、
大
塚
邦
明
、

大
橋
力
、
小
佐
野
峰
忠
、
我
喜
屋
ま
り
子
、
加
藤
忠
哉
、
河
合
徳
枝
、
岸
本

吉
生
、
鬼
頭
昭
雄
、
河
野
博
子
、
小
林
俊
安
、
小
林
正
明
、
佐
藤
文
一
、
佐

藤
真
弓
、
佐
藤
洋
一
郎
、
椎
川
忍
、
篠
上
雄
彦
、
清
水
昭
、
下
原
勝
憲
、
杉

田
定
大
、
杉
山
洋
、
高
橋
美
恵
子
、
竹
林
征
三
、
竹
林
征
雄
、
田
中
章
義
、

田
中
克
、
谷
口
正
次
、
民
岡
順
朗
、
鶇
謙
一
、十
市
勉
、
中
井
徳
太
郎
、
永

里
善
彦
、
永
野
博
、
中
山
厚
、
名
越
万
里
子
、
新
妻
弘
明
、
仁
科
エ
ミ
、
畠

山
重
篤
、
羽
田
肇
、
秦
陽
一
、
速
水
亨
、
平
川
新
、
平
野
秀
樹
、
藤
崎
憲
治
、

古
沢
広
祐
、
本
田
学
、
前
田
泰
宏
、
真
下
正
樹
、
南
敦
資
、
宮
内
博
美
、
宮

本
昌
宏
、
宮
本
融
、
村
田
泰
夫
、
森
鐘
一
、
森
勇
一
、
森
本
英
香
、
吉
澤
保
幸
、

今
谷
明
、
宇
野
隆
夫
、
笠
谷
和
比
古
、
千
田
稔
、
ア
ミ
・
ム
テ
ィ
ア

性
欲
の
社
会
史
（
07
・
4
〜
11
・
3
）

（
代
表
者
　
井
上
章
一
、
幹
事
　
新
井
菜
穂
子
・
松
田
利
彦
）

〔
班
員
名
〕

青
木
健
一
、
赤
枝
香
奈
子
、
石
田
仁
、
岩
見
照
代
、
梅
川
純
代
、
小
川
順
子
、

川
井
ゆ
う
、
斎
藤
光
、
阪
本
博
志
、
澁
谷
知
美
、
申
昌
浩
、
菅
沼
信
彦
、
永

井
良
和
、
中
村
隆
文
、
西
村
大
志
、
ノ
ッ
タ
ー
・
デ
ビ
ッ
ト
、
古
川
誠
、
松

田
（
鴻
嶋
）
さ
お
り
、
光
石
亜
由
美
、
三
橋
順
子
、
平
松
隆
円
、
劉
建
輝
、

唐
権

近
代
日
本
の
公
と
私
、
官
と
民
︱
比
較
の
視
点
か
ら
︱
（
07
・
4
〜
11
・
3
）

（
代
表
者
　
猪
木
武
徳
、
幹
事
　
マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
）

〔
班
員
名
〕

井
出
文
紀
、
上
山
隆
大
、
桂
木
隆
夫
、
紙
谷
雅
子
、
木
村
真
、
佐
伯
啓
思
、

佐
藤
一
進
、
デ
ト
レ
フ
・
シ
ャ
ウ
ベ
ッ
カ
ー
、
田
島
正
樹
、
土
井
真
一
、
中

（
二
〇
〇
七
年
四
月
以
降
を
掲
載
）

共
同
研
究
会
等
一
覧
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岡
俊
介
、
橋
本
努
、
藤
倉
皓
一
郎
、
宮
一
穂
、
望
月
和
彦
、
山
本
貴
之
、
井

上
章
一
、
松
村
博
行

都
市
文
化
と
は
何
か
？
︱
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
お
け
る
都
市
文
化
の
比
較
史
的

研
究
︱
（
07
・
4
〜
11
・
3
）

（
代
表
者
　
白
幡
洋
三
郎
、
幹
事
　
牛
村
　
圭
）

〔
班
員
名
〕

天
野
史
郎
、
新
井
菜
穂
子
、
大
澤
直
哉
、
長
田
俊
樹
、
小
野
健
吉
、
小
野
寺

浩
、
川
島
真
、
越
澤
明
、
佐
藤
友
美
子
、
佐
藤
洋
一
郎
、
申
昌
浩
、
図
師
宣
忠
、

武
田
佐
知
子
、竹
村
民
郎
、田
中
淡
、豊
田
裕
章
、錦
仁
、端
信
行
、原
田
信
男
、

日
向
進
、
平
野
秀
樹
、
藤
井
真
生
、
宮
一
穂
、
矢
ヶ
崎
善
太
郎
、
渡
辺
千
香
子
、

池
内
恵
、
奥
野
卓
司
、
テ
モ
テ
・
カ
ー
ン
、
上
垣
外
憲
一
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・

ク
レ
イ
ン
ス
、
町
田
香
、
李
偉
、
劉
建
輝
、
唐
権

一
八
世
紀
日
本
の
文
化
状
況
と
国
際
環
境
（
07
・
4
〜
10
・
3
）

（
代
表
者
　
笠
谷
和
比
古
、
幹
事
　
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
）

〔
班
員
名
〕

新
井
菜
穂
子
、
伊
藤
奈
保
子
、
岩
下
哲
典
、
魚
住
孝
至
、
落
合
恵
美
子
、
加

藤
善
朗
、
川
勝
平
太
、
郡
司
健
、
小
林
龍
彦
、
小
林
善
帆
、
佐
伯
順
子
、
佐

藤
次
高
、
高
橋
博
巳
、
武
井
協
三
、
竹
市
明
弘
、
武
内
恵
美
子
、
竹
村
英
二
、

谷
井
俊
仁
、
谷
口
昭
、
辻
垣
晃
一
、
芳
賀
徹
、
長
谷
川
成
一
、
林
淳
、
原
道
生
、

平
井
晶
子
、平
石
直
昭
、平
木
實
、藤
實
久
美
子
、ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
プ
ル
チ
ョ
ウ
、

前
田
勉
、
真
栄
平
房
昭
、
松
田
清
、
松
田
泰
代
、
松
山
壽
一
、
水
田
か
や
乃
、

宮
崎
修
多
、
森
田
登
代
子
、
横
田
冬
彦
、
横
谷
一
子
、
脇
田
修
、
和
田
光
俊
、

稲
賀
繁
美
、
上
村
敏
文
、
上
垣
外
憲
一
、
姜
鶯
燕
、
佐
野
真
由
子
、
白
幡
洋

三
郎
、
早
川
聞
多
、
パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
、
平
松
隆
円
、
山
田
奨
治

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
的
シ
ス
テ
ム
の
近
代
的
再
編
成
（
07
・
4
〜
10
・
3
）

（
代
表
者
　
鈴
木
貞
美
、
幹
事
　
劉
　
建
輝
）

〔
班
員
名
〕

浅
岡
邦
雄
、
阿
毛
久
芳
、
荒
川
清
秀
、
荒
木
正
純
、
有
馬
学
、
池
内
輝
雄
、

磯
部
敦
、
井
上
健
、
今
村
忠
純
、
岩
月
純
一
、
王
暁
葵
、
岡
田
建
志
、
梶
山

雅
史
、
金
子
務
、
川
島
真
、
川
尻
文
彦
、
衣
笠
正
晃
、
木
村
直
恵
、
ロ
バ
ー

ト
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
、
小
谷
野
敦
、
権
藤
愛
順
、
酒
井
敏
、
佐
藤
一
樹
、
佐
藤

バ
ー
バ
ラ
、
鈴
木
敏
昭
、
須
藤
遙
子
、
全
美
星
、
孫
安
石
、
孫
江
、
高
柳
信

夫
、
竹
村
民
郎
、
竹
本
寛
秋
、
田
中
比
呂
志
、
陳
継
東
、
陳
捷
、
陳
力
衛
、

津
本
信
博
、
寺
澤
行
忠
、
十
重
田
裕
一
、
中
川
成
美
、
中
嶋
隆
、
橋
本
行
洋
、

林
正
子
、
檜
垣
樹
里
、
兵
藤
裕
己
、
平
野
健
一
郎
、
福
井
純
子
、
星
野
靖
二
、

堀
ま
ど
か
、増
田
周
子
、松
田
清
、真
鍋
昌
賢
、村
田
雄
二
郎
、目
野
由
希
、リ
ー

ス
・
モ
ー
ト
ン
、
茂
木
敏
夫
、
安
田
敏
朗
、
安
野
一
之
、
八
耳
俊
文
、
山
本

美
紀
、
吉
岡
亮
、
依
岡
隆
児
、
李
梁
、
林
少
陽
、
新
井
菜
穂
子
、
磯
前
順
一
、

稲
賀
繁
美
、
魏
大
海
、
テ
モ
テ
・
カ
ー
ン
、
郭
南
燕
、
上
垣
外
憲
一
、
フ
レ
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デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
、
小
松
和
彦
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ス
キ
ン
ド
、
マ

ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
、
カ
リ
ン
・
グ
ニ
ラ
・
リ
ン
ド
バ
ー
グ=

ワ
ダ
、

陸
留
弟
、
章
清
、
韓
東
育
、
馮
天
瑜
、
黄
克
武
、
麻
国
慶
、
王
中
忱

ア
ジ
ア
に
お
け
る
家
族
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
変
容
：
近
代
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

時
代
に
（
07
・
4
〜
09
・
3
）

（
代
表
者
　
落
合
恵
美
子
、
幹
事
　
井
上
章
一
）

〔
班
員
名
〕

安
里
和
晃
、
粟
屋
利
江
、
石
井
正
子
、
石
田
あ
ゆ
う
、
上
野
加
代
子
、
奥
井

亜
紗
子
、
押
川
文
子
、
嘉
本
伊
都
子
、
金
貞
任
、
小
林
和
美
、
小
山
静
子
、

施
利
平
、
鈴
木
伸
枝
、
瀬
地
山
角
、
タ
ン
タ
ン
・
ア
ウ
ン
、
長
坂
格
、
中
谷

文
美
、
朴
宣
美
、
橋
本
泰
子
、
姫
岡
と
し
子
、
藤
田
道
代
、
宮
坂
靖
子
、
ミ
ン
・

サ
ン
、
大
和
礼
子
、
山
根
真
理
、
山
本
理
子
、
井
波
律
子
、
パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ

ス
タ
ー
、
劉
建
輝

﹁
満
州
﹂
学
の
整
理
と
再
編
︵
07
・
4
〜
11
・
3
）

（
代
表
者
　
劉
　
建
輝
、
幹
事
　
稲
賀
繁
美
）

〔
班
員
名
〕

テ
レ
ン
グ
ト
・
ア
イ
ト
ル
、
安
藤
潤
一
郎
、
井
村
哲
郎
、
岡
田
英
樹
、
金
子
務
、

川
島
真
、
川
尻
文
彦
、
貴
志
俊
彦
、
岸
陽
子
、
厳
平
、
小
林
善
帆
、
島
本
浣
、

姜
克
實
、
戦
暁
梅
、
孫
江
、
竹
村
民
郎
、
単
援
朝
、
塚
瀬
進
、
西
原
和
海
、

西
村
成
雄
、
バ
イ
カ
ル
、
平
石
淑
子
、
平
野
健
一
郎
、
深
尾
葉
子
、
松
宮
貴

之
、
南
誠
、
山
田
敬
三
、
李
相
哲
、
劉
岸
偉
、
井
上
章
一
、
牛
村
圭
、
尾
形

洋
一
、
小
都
晶
子
、
上
垣
外
憲
一
、
韓
東
育
、
黄
自
進
、
小
松
和
彦
、
鈴
木

貞
美
、
千
田
稔
、
松
田
利
彦
、
王
中
忱

民
謡
研
究
の
新
し
い
方
向
（
07
・
4
〜
11
・
3
）

（
代
表
者
　
細
川
周
平
、
幹
事
　
鈴
木
貞
美
）

〔
班
員
名
〕

石
橋
純
、
伊
東
信
宏
、
井
上
貴
子
、
大
和
田
俊
之
、
岡
田
暁
生
、
柿
沼
敏
江
、

倉
田
量
介
、
阪
井
葉
子
、
島
添
貴
美
子
、
高
橋
美
樹
、
滝
口
幸
子
、
竹
内
有

一
、
武
田
俊
輔
、
長
尾
洋
子
、
中
原
ゆ
か
り
、
藤
田
隆
則
、
松
村
洋
、
三
井
徹
、

森
博
史
、
横
井
雅
子
、
輪
島
裕
介
、
早
稲
田
み
な
子
、
片
山
杜
秀
、
デ
イ
ビ
ッ

ド
・
ヒ
ュ
ー
ズ
、
林
慶
花

戦
後
政
治
・
外
交
政
策
の
検
証
と
再
定
義
（
08
・
4
〜
10
・
3
）

（
代
表
者
　
池
内
　
恵
、
幹
事
　
瀧
井
一
博
）

〔
班
員
名
〕

五
百
旗
頭
薫
、宇
野
重
規
、遠
藤
乾
、岡
本
隆
司
、苅
部
直
、川
島
真
、黒
崎
輝
、

篠
田
英
朗
、
鈴
木
一
人
、
土
居
丈
朗
、
中
山
俊
宏
、
間
寧
、
潘
亮
、
細
谷
雄
一
、

待
鳥
聡
史
、
簑
原
俊
洋
、
宮
城
大
蔵
、
井
上
章
一
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仏
教
か
ら
み
た
前
近
代
と
近
代
（
08
・
4
〜
12
・
3
）

（
代
表
者
　
末
木
文
美
士
、
幹
事
　
井
上
章
一
・
磯
前
順
一
）

〔
班
員
名
〕

阿
部
仲
麻
呂
、
ゲ
イ
レ
ン
・
ア
ム
ス
タ
ッ
ツ
、
新
井
菜
穂
子
、
池
内
恵
、
シ

ル
ヴ
ィ
オ
・
ヴ
ィ
ー
タ
、
魚
川
祐
司
、
大
谷
栄
一
、
神
田
英
昭
、
金
泰
勲
、

オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
、
田
中
悟
、
陳
継
東
、
中
島
岳
志
、
西
村
玲
、
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
バ
ス
キ
ン
ド
、
藤
井
淳
、
藤
本
龍
児
、
前
川
健
一
、
吉
永
進
一
、
米

田
真
理
子
、
稲
賀
繁
美
、
小
松
和
彦
、
フ
ァ
ム
・
テ
ィ
・
ト
ゥ
・
ザ
ン
、
林
淳
、

山
田
奨
治
、
徳
永
誓
子

植
民
地
帝
国
日
本
に
お
け
る
支
配
と
地
域
社
会
（
08
・
4
〜
11
・
3
）

（
代
表
者
　
松
田
利
彦
、
幹
事
　
マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
）

〔
班
員
名
〕

青
野
正
明
、
庵
逧
由
香
、
李
鐘
旼
、
李
昇
燁
、
板
垣
竜
太
、
梅
森
直
之
、
大

浜
郁
子
、
小
川
原
宏
幸
、
金
貞
蘭
、
胎
中
千
鶴
、
崔
眞
善
、
陳
宛
妤
、
長
沢

一
恵
、
永
島
広
紀
、
野
口
真
広
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ク
ス
タ
ー
、
春
山
明
哲
、

樋
口
雄
一
、
広
瀬
貞
三
、
藤
永
壯
、
水
野
直
樹
、
宮
崎
聖
子
、
李
相
燦
、
瀧

井
一
博
、
趙
政
男
、
蔡
慧
玉
、
尹
海
東
、
劉
建
輝
、
李
炯
植
、
田
中
隆
一
、

福
井
譲
、
陳
姃
湲

﹁
東
洋
美
学
・
東
洋
的
思
惟
﹂
を
問
う
：
自
己
認
識
の
危
機
と
将
来
へ
の
課
題

（
08
・
4
〜
12
・
3
）

（
代
表
者
　
稲
賀
繁
美
、
幹
事
　
瀧
井
一
博
）

〔
班
員
名
〕

テ
レ
ン
グ
ト
・
ア
イ
ト
ル
、
足
立
元
、
伊
藤
奈
保
子
、
今
井
祐
子
、
鵜
飼
敦

子
、
小
田
部
胤
久
、
金
田
晉
、
河
田
明
久
、
衣
笠
正
晃
、
木
下
長
宏
、
金
惠
信
、

オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ク
リ
シ
ャ
ー
、
呉
孟
晋
、
佐
々
木
健
一
、
島
本
浣
、
鈴
木
禎
宏
、

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
Ｗ
・
Ａ
・
ス
ピ
ル
マ
ン
、
戦
暁
梅
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ダ
リ

シ
エ
、
礪
波
護
、
西
原
大
輔
、
西
槇
偉
、
芳
賀
徹
、
畠
山
香
織
、
濱
下
昌
宏
、

林
洋
子
、
範
麗
雅
、
檜
垣
樹
理
、
平
川
祐
弘
、
平
松
秀
樹
、
藤
原
貞
朗
、
マ

リ
ア
＝
ヘ
ス
ス
デ
・
プ
ラ
ダ
＝
ビ
セ
ン
テ
、
松
原
知
生
、
武
藤
秀
太
郎
、
村

井
則
子
、
梅
定
娥
、
安
松
み
ゆ
き
、
横
山
輝
樹
、
李
建
志
、
陸
偉
榮
、
劉
岸
偉
、

李
偉
、
新
井
菜
穂
子
、
磯
前
順
一
、
井
上
章
一
、
牛
村
圭
、
大
嶋
仁
、
古
田

島
洋
介
、
佐
野
真
由
子
、
鈴
木
貞
美
、
ヨ
ナ
・
シ
デ
ラ
ー
、
ア
ヌ
・
ジ
ン
ダ
ル
、

千
葉
慶
、
陳
玲
、
蔡
慧
玉
、
朴
美
貞
、
橋
本
順
光
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
バ
ー
ト
、

平
野
共
余
子
、
パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
、
細
川
周
平
、
堀
ま
ど
か
、
ミ
ュ

リ
エ
ー
ル
・
ラ
デ
ィ
ッ
ク
、
山
田
奨
治
、
劉
建
輝
、
マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー

マ
ン
、
王
中
忱
、
大
塚
絢
子
、
岡
本
貴
久
子
、
韓
玲
玲
、
金
炳
辰
、
小
山
周
子
、

コ
ル
ネ
ー
エ
ヴ
ァ
・
ス
ヴ
ェ
ト
ラ
ー
ナ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ナ
、
陳
凌
虹
、

徳
永
誓
子
、
戸
矢
理
衣
奈
、
長
門
洋
平
、
吉
本
弥
生
、
李
ユ
ン
ヒ
、
李
応
寿
、

大
橋
良
介
、
厳
安
生
、
酒
井
順
一
郎
、
徐
蘇
斌
、
ハ
イ
エ
ク
・
マ
テ
ィ
ア
ス
、
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ク
リ
ス
ト
フ
・
マ
ル
ケ
、
柳
瀬
善
治

文
明
と
身
体
（
09
・
4
〜
13
・
3
）

（
代
表
者
　
牛
村
　
圭
、
幹
事
　
劉
　
建
輝
）

〔
班
員
名
〕

岩
崎
徹
、
大
東
和
重
、
加
藤
め
ぐ
み
、
川
本
玲
子
、
小
堀
馨
子
、
佐
伯
順
子
、

竹
村
民
郎
、
永
井
久
美
子
、
西
原
大
輔
、
平
松
隆
円
、
古
川
優
貴
、
山
中
由

里
子
、
稲
賀
繁
美
、
井
上
章
一
、
郭
南
燕
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
、

古
田
島
洋
介
、
白
幡
洋
三
郎
、
堀
ま
ど
か
、
楊
爽
、
眞
嶋
亜
有

日
本
の
近
代
化
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
（
09
・
4
〜
11
・
3
）

（
代
表
者
　
上
村
敏
文
、
幹
事
　
笠
谷
和
比
古
）

〔
班
員
名
〕

石
居
基
夫
、
稲
垣
俊
也
、
植
木
献
、
魚
住
孝
至
、
雲
龍
、
小
田
淳
一
、
北
原

か
な
子
、
黒
住
真
、
小
林
善
帆
、
佐
治
晴
夫
、
武
内
恵
美
子
、
竹
村
英
二
、

谷
口
昭
、
豊
田
俊
雄
、
仲
秀
和
、
中
東
弘
、
西
井
麻
美
、
西
江
雅
之
、
長
谷

川
（
間
瀬
）
恵
美
、
長
谷
川
成
一
、
林
香
純
、
平
石
直
昭
、
平
木
實
、
深
井

智
朗
、
古
屋
安
雄
、
前
田
勉
、
前
田
ひ
と
み
、
間
瀬
啓
允
、
松
山
壽
一
、
森

田
登
代
子
、
山
根
一
城
、
佐
野
真
由
子
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
、D

aniel 

K
IK

A
W

A

、G
eorge P

IN
D

U
A

、Fadhili SA
G

A

、M
ufw

im
i SA

G
A

日
本
に
お
け
る
翻
訳
の
文
化
史
（
09
・
8
〜
10
・
8
）

（
代
表
者
　
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ア
ン
グ
ル
ス
、
幹
事
　
鈴
木
貞
美
）

〔
班
員
名
〕

安
藤
恭
子
、
伊
井
春
樹
、
飯
田
（
佐
藤
）
祐
子
、
井
上
健
、
江
藤
裕
之
、
大

村
梓
、
ヒ
ュ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
、
鴻
巣
友
季
子
、
佐
藤
＝
ロ
ス
ベ
ア
グ
・
ナ
ナ
、

澤
田
敬
司
、
全
美
星
、
高
橋
睦
郎
、
沼
野
充
義
、
宮
下
恵
美
子
、
リ
ー
ス
・
モ
ー

ト
ン
、
石
川
肇
、
稲
賀
繁
美
、
堀
ま
ど
か
、
劉
建
輝
、
イ
ン
ド
ラ
・
リ
ー
ビ

怪
異
・
妖
怪
文
化
の
伝
統
と
創
造
︱
研
究
の
さ
ら
な
る
飛
躍
に
向
け
て
︱
（
10
・

4
〜
14
・
3
）

（
代
表
者
　
小
松
和
彦
、
幹
事
　
山
田
奨
治
）

〔
班
員
名
〕

今
井
秀
和
、
香
川
雅
信
、
ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
、
木
場
貴
俊
、
佐
々
木
高
弘
、

小
林
健
二
、
近
藤
瑞
木
、
齋
藤
真
麻
里
、
清
水
潤
、
志
村
三
代
子
、
高
橋
明
彦
、

堤
邦
彦
、
常
光
徹
、
徳
田
和
夫
、
永
原
順
子
、
正
木
晃
、
安
井
眞
奈
美
、
横

山
泰
子
、
飯
倉
義
之
、
プ
ラ
ッ
ト
ゥ
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ジ
ョ
ー
ジ
、
中
野
洋

平
、
徳
永
誓
子
、
マ
ー
ク
・
オ
ン
ブ
レ
ロ
、
魯
成
煥
、
朴
銓
烈
、
マ
テ
ィ
ア
ス
・

ハ
イ
エ
ク

生
命
文
明
の
時
代
を
創
造
す
る
（
10
・
4
〜
12
・
3
）

（
代
表
者
　
安
田
喜
憲
、
幹
事
　
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
）
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〔
班
員
名
〕

赤
池
学
、
石
田
秀
輝
、
石
原
三
千
代
、
岩
田
泰
、
上
田
善
隆
、
上
野
景
文
、

戎
晃
司
、
遠
藤
正
俊
、
大
熊
一
寛
、
大
塚
邦
明
、
大
橋
力
、
小
佐
野
峰
忠
、

加
藤
忠
哉
、
神
谷
昌
岳
、
河
合
徳
枝
、
岸
本
吉
生
、
北
島
正
一
、
熊
野
英
介
、

河
野
博
子
、
小
林
俊
安
、
小
林
正
明
、
佐
藤
文
一
、
佐
藤
真
弓
、
椎
川
忍
、

塩
谷
崇
之
、
塩
谷
治
子
、
篠
上
雄
彦
、
清
水
昭
、
下
原
勝
憲
、
菅
節
子
、
杉

田
定
大
、
園
部
信
幸
、
竹
林
征
三
、
竹
林
征
雄
、
田
中
章
義
、
田
中
克
、
谷

口
正
次
、
鶇
謙
一
、十
市
勉
、
中
井
徳
太
郎
、
永
里
善
彦
、
永
野
博
、
長
野
麻
子
、

中
山
厚
、
名
越
万
里
子
、
新
妻
弘
明
、
仁
科
エ
ミ
、
羽
田
肇
、
秦
陽
一
、
畠

山
重
篤
、
平
川
新
、
平
野
英
樹
、
藤
崎
憲
治
、
古
沢
広
祐
、
本
田
学
、
前
田

泰
宏
、
真
下
正
樹
、
松
田
美
夜
子
、
南
敦
資
、
三
宅
曜
子
、
宮
本
昌
宏
、
村

田
泰
夫
、
村
山
茂
樹
、
森
鐘
一
、
森
本
英
香
、
山
根
正
義
、
吉
澤
保
幸
、
笠

谷
和
比
古
、
森
勇
一

近
代
日
本
に
お
け
る
指
導
者
像
と
指
導
者
論
（
10
・
4
〜
14
・
3
）

（
代
表
者
　
戸
部
良
一
、
幹
事
　
瀧
井
一
博
）

〔
班
員
名
〕

五
百
旗
頭
薫
、
河
野
仁
、
楠
綾
子
、
黒
沢
文
貴
、
佐
古
丞
、
佐
藤
卓
己
、
庄

司
潤
一
郎
、
武
田
知
己
、
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
、
中
西
寛
、
奈

良
岡
聡
智
、
野
中
郁
次
郎
、
畑
野
勇
、
波
多
野
澄
雄
、
猪
木
武
徳
、
牛
村
圭
、

小
川
原
正
道
、
鈴
木
貞
美
、
松
田
利
彦
、
黄
自
進

帝
国
と
高
等
教
育
︱
東
ア
ジ
ア
の
文
脈
︱
（
10
・
4
〜
12
・
3
）

（
代
表
者
　
酒
井
哲
哉
、
幹
事
　
松
田
利
彦
）

〔
班
員
名
〕

浅
野
豊
美
、飯
島
渉
、石
川
健
治
、石
川
裕
之
、馬
越
徹
、片
岡
龍
、川
尻
文
彦
、

通
堂
あ
ゆ
み
、
中
生
勝
美
、
松
田
吉
郎
、
米
谷
匡
史
、
瀧
井
一
博
、
呉
密
察
、

金
昌
祿
、
崔
鍾
庫
、
白
永
瑞
、
劉
書
彦

﹁
日
本
浪
曼
派
﹂
と
ア
ジ
ア
（
10
・
4
〜
11
・
3
）

（
代
表
者
　
呉
　
京
煥
、
幹
事
　
劉
　
建
輝
）

〔
班
員
名
〕

浦
田
義
和
、
奥
山
文
幸
、
川
口
隆
行
、
河
田
和
子
、
五
味
渕
典
嗣
、
坂
元
昌
樹
、

佐
野
正
人
、
竹
内
清
己
、
田
中
益
三
、
長
澤
雅
春
、
西
原
和
海
、
西
村
将
洋
、

野
坂
昭
雄
、
山
崎
義
光
、
山
本
直
人
、
ラ
イ
ア
ン
・
モ
リ
ソ
ン
、
稲
賀
繁
美
、

上
垣
外
憲
一
、
鈴
木
貞
美

東
ア
ジ
ア
近
現
代
に
お
け
る
知
的
交
流
︱
概
念
編
成
を
中
心
に
︱
（
10
・
4
〜

13
・
3
）

（
代
表
者
　
鈴
木
貞
美
、
幹
事
　
伊
東
貴
之
）

〔
班
員
名
〕

浅
岡
邦
雄
、
阿
毛
久
芳
、
荒
川
清
秀
、
荒
木
正
純
、
有
馬
学
、
磯
部
敦
、
井

上
健
、
今
村
忠
純
、
岩
月
純
一
、
王
暁
葵
、
岡
田
建
志
、
梶
山
雅
史
、
金
子
務
、
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上
垣
外
憲
一
、
川
島
真
、
川
尻
文
彦
、
衣
笠
正
晃
、
木
村
直
恵
、
小
谷
野
敦
、

権
藤
愛
順
、
佐
藤
一
樹
、
佐
藤
バ
ー
バ
ラ
、
澤
田
晴
美
、
全
美
星
、
須
藤
遙

子
、
孫
安
石
、
孫
江
、
高
柳
信
夫
、
竹
村
民
郎
、
竹
本
寛
秋
、
田
中
比
呂
志
、

陳
継
東
、
陳
捷
、
陳
力
衛
、
寺
澤
行
忠
、
十
重
田
裕
一
、
中
川
成
美
、
中
嶋
隆
、

野
網
摩
利
子
、
橋
本
行
洋
、
林
正
子
、
兵
藤
裕
己
、
平
野
健
一
郎
、
福
井
純
子
、

星
野
靖
二
、増
田
周
子
、松
田
清
、真
鍋
昌
賢
、村
田
雄
二
郎
、目
野
由
希
、リ
ー

ス
・
モ
ー
ト
ン
、
茂
木
敏
夫
、
安
田
敏
朗
、
安
野
一
之
、
八
耳
敏
文
、
山
本

美
紀
、
吉
岡
亮
、
李
梁
、
磯
前
順
一
、
稲
賀
繁
美
、
郭
南
燕
、
金
哲
、
フ
レ

デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
、
小
松
和
彦
、
多
田
伊
織
、
韓
東
育
、
堀
ま
ど
か
、

依
岡
隆
児
、
劉
建
輝
、
章
清
、
馮
天
瑜
、
黄
克
武
、
麻
国
慶
、
王
中
忱

日
記
の
総
合
的
研
究
（
10
・
4
〜
13
・
3
）

（
代
表
者
　
倉
本
一
宏
、
幹
事
　
テ
モ
テ
・
カ
ー
ン
・
佐
野
真
由
子
・
榎
本
　
渉
）

〔
班
員
名
〕

蘭
香
代
子
、
有
富
純
也
、
池
田
節
子
、
石
田
俊
、
板
倉
則
衣
、
井
原
今
朝
男
、

今
谷
明
、
磐
下
徹
、
上
野
勝
之
、
上
島
享
、
小
倉
久
美
子
、
小
倉
慈
司
、
尾

上
陽
介
、
久
冨
木
原
玲
、
小
嶋
菜
温
子
、
古
藤
真
平
、
佐
藤
全
敏
、
佐
藤
泰
弘
、

シ
ャ
バ
リ
ナ
・
マ
リ
ア
、
下
郡
剛
、
末
松
剛
、
菅
原
昭
英
、
瀬
田
勝
哉
、
曽

我
良
成
、
富
田
隆
、
中
町
美
香
子
、
中
村
康
夫
、
中
西
和
子
、
名
和
修
、
西

村
さ
と
み
、
畑
中
彩
子
、
藤
本
孝
一
、
堀
井
佳
代
子
、
松
薗
斉
、
松
田
泰
代
、

三
橋
順
子
、
三
橋
正
、
森
公
章
、
山
下
克
明
、
横
山
輝
樹
、
吉
川
真
司
、
吉

川
敏
子
、
カ
レ
ル
・
フ
ィ
ア
ラ
、
荒
木
浩
、
稲
賀
繁
美
、
井
上
章
一
、
笠
谷

和
比
古
、
近
藤
好
和
、
鈴
木
貞
美
、
瀧
井
一
博
、
マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー

マ
ン
、
門
脇
朋
裕
、
吉
田
小
百
合
、
呉
海
航

文
学
の
中
の
宗
教
と
民
間
伝
承
の
融
合
：
宮
沢
賢
治
の
世
界
観
の
再
検
討
（
10
・

6
〜
11
・
5
）

（
代
表
者
　
プ
ラ
ッ
ト
ゥ
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ジ
ョ
ー
ジ
、
幹
事
　
小
松
和
彦
）

〔
班
員
名
〕

青
木
美
保
、
牛
崎
敏
哉
、
鎌
田
東
二
、
黒
澤
勉
、
杉
浦
静
、
鈴
木
健
司
、
中

地
文
、
萩
原
昌
好
、
森
三
紗
、
望
月
善
次
、
山
根
知
子
、
荒
木
浩
、
稲
賀
繁
美
、

鈴
木
貞
美

夢
と
表
象
︱
メ
デ
ィ
ア
・
歴
史
・
文
化
︱
（
11
・
4
〜
14
・
3
）

（
代
表
者
　
荒
木
　
浩
、
幹
事
　
マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
）

〔
班
員
名
〕

安
東
民
兒
、
池
田
忍
、
入
口
敦
志
、
上
野
勝
之
、
加
藤
悦
子
、
河
東
仁
、
高

橋
文
治
、
丹
下
暖
子
、
中
川
真
弓
、
林
千
宏
、
平
野
多
恵
、
福
島
恒
徳
、
藤

井
由
紀
子
、
松
薗
斉
、
松
本
郁
代
、
室
城
秀
之
、
伊
東
貴
之
、
榎
本
渉
、
郭

南
燕
、
木
村
朗
子
、
倉
本
一
宏
、
早
川
聞
多
、
箕
浦
尚
美
、
楊
暁
捷
、
李
育
娟
、

イ
ー
ヴ
ェ
・
コ
ヴ
ァ
チ
、
ヨ
ー
ク
・
ク
ヴ
ェ
ン
ツ
ァ
ー
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徳
川
社
会
と
日
本
の
近
代
化
︱
一
七
～
一
九
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
文
化
状
況

と
国
際
環
境
︱
（
11
・
4
〜
14
・
3
）

（
代
表
者
　
笠
谷
和
比
古
、
幹
事
　
佐
野
真
由
子
）

〔
班
員
名
〕

磯
田
道
史
、
伊
藤
奈
保
子
、
岩
下
哲
典
、
上
村
敏
文
、
魚
住
孝
至
、
大
川
真
、

加
藤
善
朗
、
上
垣
外
憲
一
、
郡
司
健
、
小
林
龍
彦
、
小
林
善
帆
、
高
橋
博
巳
、

武
内
恵
美
子
、
竹
村
英
二
、
谷
口
昭
、
芳
賀
徹
、
長
谷
川
成
一
、
原
道
生
、

平
井
晶
子
、
平
木
實
、
平
松
隆
円
、
藤
實
久
美
子
、
前
田
勉
、
真
栄
平
房
昭
、

宮
崎
修
多
、
宮
田
純
、
森
田
登
代
子
、
横
谷
一
子
、
横
山
輝
樹
、
脇
田
修
、

和
田
光
俊
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
、
瀧
井
一
博
、
辻
垣
晃
一

﹁
心
身
／
身
心
﹂
と
﹁
環
境
﹂
の
哲
学
︱
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
概
念
の
再
検
討

と
そ
の
普
遍
化
の
試
み
︱
（
11
・
4
〜
15
・
3
）

（
代
表
者
　
伊
東
貴
之
、
幹
事
　
榎
本
　
渉
）

〔
班
員
名
〕

青
木
隆
、
恩
田
裕
正
、
垣
内
景
子
、
片
岡
龍
、
河
野
哲
也
、
黒
住
真
、
桑
子

敏
雄
、
小
島
毅
、
関
智
英
、
銭
国
紅
、
高
橋
博
巳
、
田
尻
祐
一
郎
、
陳
継
東
、

土
田
健
次
郎
、
手
島
崇
裕
、
永
冨
青
地
、
西
澤
治
彦
、
長
谷
部
英
一
、
林
文
孝
、

松
下
道
信
、
水
口
拓
寿
、
横
手
裕
、
李
梁
、
末
木
文
美
士
、
鈴
木
貞
美
、
ジ
ョ

ン
・
ブ
リ
ー
ン
、
劉
建
輝
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ジ
ラ
ー
ル
、
張
翔
、
陳
健
成

新
大
陸
の
日
系
移
民
の
歴
史
と
文
化
（
11
・
4
〜
16
・
3
）

（
代
表
者
　
細
川
周
平
、
幹
事
　
瀧
井
一
博
）

〔
班
員
名
〕

赤
木
妙
子
、
ア
ン
ジ
ェ
ロ
・
イ
シ
、
粂
井
輝
子
、
栗
山
新
也
、
小
嶋
茂
、
佐
々

木
剛
二
、
ス
エ
ヨ
シ
・
ア
ナ
、
高
木
（
北
山
）
眞
理
子
、
滝
田
（
石
井
）
祥

子
、
竹
村
民
郎
、
日
比
嘉
高
、
松
岡
秀
明
、
水
野
真
理
子
、
フ
ェ
リ
ッ
ペ
・

ア
ウ
グ
ス
ト
・
ソ
ア
レ
ス
・
モ
ッ
タ
、
物
部
ひ
ろ
み
、
森
本
豊
富
、
守
屋
貴
嗣
、

守
屋
友
江
、
柳
田
利
夫
、
吉
田
裕
美
、
早
稲
田
み
な
子
、
高
橋
勝
幸
、
根
川

幸
男
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
マ
ッ
ク

仕
掛
け
と
概
念
：
空
間
と
時
間
の
日
仏
比
較
建
築
論
（
11
・
6
〜
12
・
5
）

（
代
表
者
　
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ボ
ナ
ン
、
幹
事
　
稲
賀
繁
美
）

〔
班
員
名
〕

阿
部
順
子
、
江
口
久
美
、
加
藤
邦
男
、
千
代
章
一
郎
、
田
路
貴
浩
、
土
居
義
岳
、

西
田
雅
嗣
、
松
原
康
介
、
松
本
裕
、
三
宅
理
一
、
渡
邊
一
正
、
セ
シ
ル
・
ア

サ
ヌ
マ
＝
ブ
リ
ス
、
シ
ル
ヴ
ィ
ー
・
ブ
ロ
ッ
ソ
ー
、
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
ハ
サ

エ
、
ブ
ノ
ワ
・
ジ
ャ
ケ
、
ジ
ャ
ー
ク
・
プ
ズ
ー
＝
マ
サ
ビ
ュ
オ
、
マ
ニ
ュ
エ
ル
・

タ
ル
デ
ィ
ッ
ツ
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
ヴ
ァ
ン
ド
ル
デ
ィ=

オ
ザ
ノ
ー
、
朴

美
貞
、
マ
ル
ク
・
ブ
ル
デ
ィ
エ
、
ニ
コ
ラ
・
フ
ィ
エ
ヴ
ェ
、
コ
リ
ン
ヌ
・
テ
ィ

リ
、
ア
ン
ヌ
・
ゴ
ッ
ソ



254

デ
ジ
タ
ル
環
境
が
創
成
す
る
古
典
画
像
資
料
研
究
の
新
時
代
（
11
・
7
〜
12
・

6
）

（
代
表
者
　
楊
　
暁
捷
、
幹
事
　
小
松
和
彦
）

〔
班
員
名
〕

赤
間
亮
、
石
川
透
、
海
野
圭
介
、
大
谷
節
子
、
大
場
利
康
、
大
向
一
輝
、
小

峯
和
明
、
田
良
島
哲
、
千
本
英
史
、
藤
原
重
雄
、
荒
木
浩
、
早
川
聞
多
、
ギ
ャ

リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ヒ
ッ
キ
ー
、
森
洋
久
、
山
田
奨
治

人
文
諸
学
の
科
学
史
的
研
究
（
12
・
4
〜
16
・
3
）

（
代
表
者
　
井
上
章
一
、
幹
事
　
瀧
井
一
博
）

〔
班
員
名
〕

今
谷
明
、
上
島
享
、
上
村
敏
文
、
鵜
飼
正
樹
、
内
田
忠
賢
、
大
塚
英
志
、
長

田
俊
樹
、
小
路
田
泰
直
、
斎
藤
成
也
、
関
幸
彦
、
高
木
博
志
、
高
谷
知
佳
、

竹
村
民
郎
、
玉
木
俊
明
、
鶴
見
太
郎
、
シ
ル
ヴ
ィ
オ
・
ヴ
ィ
ー
タ
、
藤
原
貞
朗
、

安
田
敏
朗
、
若
井
敏
明
、
林
淳
、
荒
木
浩
、
伊
東
貴
之
、
倉
本
一
宏

日
本
庭
園
の
あ
の
世
と
こ
の
世
︱
自
然
、
芸
術
、
宗
教
（
12
・
4
〜
14
・
3
）

（
代
表
者
　
白
幡
洋
三
郎
、
幹
事
　
榎
本
　
渉
）

〔
班
員
名
〕

小
野
健
吉
、
鈴
木
久
男
、
田
中
淡
、
錦
仁
、
原
口
志
津
子
、
原
田
信
男
、
飛

田
範
夫
、
豊
田
裕
章
、
日
向
進
、
水
野
杏
紀
、
村
井
康
彦
、
吉
澤
健
吉
、
山

田
邦
和
、
多
田
伊
織
、
荒
木
浩
、
ウ
ィ
ー
ベ
・
カ
ウ
テ
ル
ト
、
町
田
香
、
蔡

敦
達
、
陸
留
弟

現
代
民
俗
研
究
方
法
論
の
学
際
的
研
究
（
12
・
4
〜
13
・
3
）

（
代
表
者
　
山
　
泰
幸
、
幹
事
　
小
松
和
彦
）

〔
班
員
名
〕

石
田
佐
恵
子
、
岩
本
通
弥
、
浮
葉
正
親
、
門
田
岳
久
、
阪
本
俊
生
、
菅
康
弘
、

橘
弘
文
、
舩
戸
修
一
、
法
橋
量
、
山
中
千
恵
、
梁
仁
實
、
飯
倉
義
之

建
築
と
権
力
の
相
関
性
と
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
研
究
（
12
・
4
〜
14
・
3
）

（
代
表
者
　
御
厨
　
貴
、
幹
事
　
井
上
章
一
）

〔
班
員
名
〕

五
十
嵐
太
郎
、
池
内
恵
、
小
宮
京
、
佐
藤
信
、
砂
原
庸
介
、
手
塚
洋
輔
、
中

村
武
生
、
奈
良
岡
聡
智
、
牧
原
出
、
松
宮
貴
之

昭
和
四
〇
年
代
日
本
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
社
会
・
文
化
史
的
分
析
︱
ザ
・
タ

イ
ガ
ー
ス
の
研
究
（
12
・
4
〜
15
・
3
）

（
代
表
者
　
磯
前
順
一
、
幹
事
　
井
上
章
一
）

〔
班
員
名
〕

浅
尾
雅
俊
、
飯
田
健
一
郎
、
小
野
善
太
郎
、
柿
田
肇
、
金
谷
幹
夫
、
黒
﨑
浩

行
、
中
村
俊
夫
、
永
岡
崇
、
水
内
勇
太
、
倉
本
一
宏
、
細
川
周
平
、
光
平
有
希
、
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エ
リ
ザ
ベ
ッ
タ
・
ポ
ル
ク

二
一
世
紀
一
〇
年
代
日
本
文
化
の
軌
道
修
正
：
過
去
の
検
証
と
将
来
へ
の
提
言

（
12
・
4
〜
16
・
3
）

（
代
表
者
　
稲
賀
繁
美
、
幹
事
　
牛
村
　
圭
）

〔
班
員
名
〕

テ
レ
ン
グ
ト
・
ア
イ
ト
ル
、
鵜
戸
聡
、
大
西
宏
志
、
小
倉
紀
蔵
、
鞍
田
崇
、

呉
孟
晋
、
小
崎
哲
哉
、
近
藤
高
弘
、
戦
暁
梅
、
千
葉
慶
、
西
田
雅
嗣
、
西
原

大
輔
、
波
嵯
栄
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
し
ょ
う
子
、
橋
本
順
光
、
範
麗
雅
、
平
芳
幸
浩
、

平
松
秀
樹
、藤
原
貞
朗
、シ
ル
ヴ
ィ
ー
・
ブ
ロ
ッ
ソ
ー
、ク
リ
ス
ト
フ
・
マ
ル
ケ
、

本
浜
秀
彦
、
山
本
麻
友
美
、
與
那
覇
潤
、
李
建
志
、
渡
邊
淳
司
、
張
競
、
滝

澤
修
身
、
中
村
和
恵
、
朴
美
貞
、
大
橋
良
介
、
デ
ン
ニ
ッ
ツ
ァ
・
ガ
ブ
ラ
コ
ヴ
ァ

万
国
博
覧
会
と
ア
ジ
ア
（
12
・
4
〜
13
・
3
）

（
代
表
者
　
佐
野
真
由
子
、
幹
事
　
劉
　
建
輝
）

〔
班
員
名
〕

石
川
敦
子
、
市
川
文
彦
、
伊
藤
奈
保
子
、
岩
田
泰
、
鵜
飼
敦
子
、
江
原
規
由
、

川
口
幸
也
、
神
田
孝
治
、
中
牧
弘
允
、
芳
賀
徹
、
橋
爪
紳
也
、
林
洋
子
、
武

藤
秀
太
郎
、
稲
賀
繁
美
、
井
上
章
一
、
瀧
井
一
博
、
ウ
ィ
ー
ベ
・
カ
ウ
テ
ル
ト
、

朴
美
貞
、
青
木
信
夫
、
徐
蘇
斌

日
本
文
化
形
成
と
戦
争
の
記
憶
（
12
・
6
〜
13
・
5
）

（
代
表
者
　
セ
オ
ド
ア
・
Ｆ
・
ク
ッ
ク
、
幹
事
　
鈴
木
貞
美
）

〔
班
員
名
〕

浅
田
裕
子
、
一
ノ
瀬
俊
也
、
ベ
テ
ィ
ナ
・
グ
ラ
ム
リ
ヒ
＝
オ
カ
、
加
藤
（
野
島
）

陽
子
、
河
野
仁
、
川
村
湊
、
窪
島
誠
一
郎
、
小
菅
信
子
、
Ｍ
・
Ｇ
・
シ
ュ
フ

ト
ー
ル
、
庄
司
潤
一
郎
、
竹
内
栄
美
子
、
竹
本
知
行
、
田
辺
明
生
、
谷
口
幸
代
、

田
谷
治
子
ク
ッ
ク
、
坪
井
秀
人
、
等
松
春
夫
、
直
野
章
子
、
中
川
成
美
、
花

崎
育
代
、
原
剛
、
原
山
浩
介
、
平
瀬
礼
太
、
平
野
共
余
子
、
松
竹
京
子
、
南

誠
、
宮
城
晴
美
、
本
康
宏
史
、
横
山
篤
夫
、
吉
田
裕
、
李
建
志
、
多
田
伊
織
、

稲
賀
繁
美
、
末
木
文
美
士
、
戸
部
良
一
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
、
磯
前
順
一
、

郭
南
燕
、
佐
野
真
由
子
、
瀧
井
一
博
、
劉
建
輝
、
堀
ま
ど
か
、
石
川
肇

日
本
的
時
空
観
の
形
成
（
13
・
4
〜
14
・
3
）

（
代
表
者
　
吉
川
真
司
、
幹
事
　
倉
本
一
宏
）

〔
班
員
名
〕

井
上
直
樹
、
今
津
勝
紀
、
上
島
享
、
宇
野
隆
夫
、
大
津
透
、
門
井
直
哉
、
上

川
通
夫
、
河
上
麻
由
子
、
神
戸
航
介
、
佐
藤
早
紀
子
、
下
垣
仁
志
、
武
井
紀

子
、
武
田
和
哉
、
西
本
昌
弘
、
畑
中
彩
子
、
林
部
均
、
古
松
崇
志
、
細
井
浩

志
、
本
庄
総
子
、
横
内
裕
人
、
荒
木
浩
、
榎
本
渉
、
徳
永
誓
子
、
堀
井
佳
代
子
、

劉
暁
峰
、
井
上
亘
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日
本
仏
教
の
比
較
思
想
的
研
究
（
13
・
4
〜
15
・
3
）

（
代
表
者
　
末
木
文
美
士
、
幹
事
　
稲
賀
繁
美
）

〔
班
員
名
〕

阿
部
仲
麻
呂
、
井
上
克
人
、
冲
永
宜
司
、
坂
井
祐
円
、
坂
本
慎
一
、
佐
藤
弘
夫
、

島
薗
進
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ダ
ル
シ
エ
、
永
井
晋
、
中
島
隆
博
、
西
平
直
、
西
村
玲
、

モ
リ
ー
・
ヴ
ァ
ラ
ー
、
シ
ル
ヴ
ィ
オ
・
ヴ
ィ
ー
タ
、
藤
田
正
勝
、
前
川
健
一
、

吉
永
進
一
、
米
田
真
理
子
、
阿
部
泰
郎
、
ア
ン
ト
ン
・
セ
ビ
リ
ア
、
高
橋
勝
幸
、

ア
ン
ナ
・
ア
ン
ド
レ
ー
ワ
、
鄭
灐
、
許
祐
盛

万
国
博
覧
会
と
人
間
の
歴
史
︱
ア
ジ
ア
を
中
心
に
（
13
・
4
〜
16
・
3
）

（
代
表
者
　
佐
野
真
由
子
、
幹
事
　
井
上
章
一
）

〔
班
員
名
〕

石
川
敦
子
、
市
川
文
彦
、
伊
藤
奈
保
子
、
鵜
飼
敦
子
、
江
原
規
由
、
川
口
幸
也
、

神
田
孝
治
、
寺
本
敬
子
、
中
牧
弘
允
、
芳
賀
徹
、
橋
爪
紳
也
、
林
洋
子
、
武

藤
秀
太
郎
、
稲
賀
繁
美
、
瀧
井
一
博
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
、
劉
建
輝
、
朴

美
貞
、
青
木
信
夫
、
岩
田
泰
、
ウ
ィ
ー
ベ
・
カ
ウ
テ
ル
ト
、
シ
ビ
ル
・
ギ
ル

モ
ン
ド
、
徐
蘇
斌

植
民
地
帝
国
日
本
に
お
け
る
知
と
権
力
（
13
・
4
〜
17
・
3
）

（
代
表
者
　
松
田
利
彦
、
幹
事
　
瀧
井
一
博
）

〔
班
員
名
〕

飯
島
渉
、
小
野
容
照
、
加
藤
聖
文
、
加
藤
道
也
、
川
瀬
貴
也
、
河
原
林
直
人
、

栗
原
純
、
愼
蒼
健
、
通
堂
あ
ゆ
み
、
春
山
明
哲
、
洪
宗
郁
、
松
田
吉
郎
、
宮

崎
聖
子
、
や
ま
だ
あ
つ
し
、
吉
川
絢
子
、
李
昇
燁
、
中
生
勝
美
、
稲
賀
繁
美
、

劉
建
輝
、
朴
暎
美
、
陳
姃
湲
、
李
炯
植

日
本
的
教
育
文
化
の
複
数
地
域
展
開
に
関
す
る
比
較
研
究
︱
ブ
ラ
ジ
ル
・
フ
ィ
リ

ピ
ン
・
ハ
ワ
イ
・
ア
メ
リ
カ
の
日
系
教
育
史
を
中
心
に
︱
（
13
・
4
〜
14
・
3
）

（
代
表
者
　
根
川
幸
男
、
幹
事
　
井
上
章
一
）

〔
班
員
名
〕

浅
野
豊
美
、
飯
窪
秀
樹
、
伊
志
嶺
安
博
、
大
浜
郁
子
、
カ
ー
ル
呉
、
小
林
茂
子
、

坂
口
満
宏
、佐
々
木
剛
二
、住
田
育
法
、高
橋
美
樹
、中
原
ゆ
か
り
、中
村
茂
生
、

西
村
大
志
、
東
悦
子
、
松
盛
美
紀
子
、
物
部
ひ
ろ
み
、
森
本
豊
富
、
柳
下
宙
子
、

吉
田
亮
、
細
川
周
平
、
石
川
肇
、
小
林
ル
イ
ス
・
オ
タ
ビ
オ
眞
登
、
野
呂
博

子
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
で
日
本
研
究
（
13
・
4
〜
17
・
3
）

（
代
表
者
　
山
田
奨
治
、
幹
事
　
荒
木
　
浩
）

〔
班
員
名
〕

飯
倉
義
之
、
石
田
佐
恵
子
、
伊
藤
慎
吾
、
伊
藤
遊
、
岩
井
茂
樹
、
岡
本
健
、

金
水
敏
、
白
石
さ
や
、
秦
剛
、
山
中
千
恵
、
山
本
冴
里
、
油
井
清
光
、
横
濱

雄
二
、
吉
村
和
真
、
谷
川
建
司
、
北
浦
寛
之
、
小
泉
友
則
、
高
馬
京
子
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日
記
の
総
合
的
研
究
の
総
括
（
13
・
4
〜
14
・
3
）

（
代
表
者
　
倉
本
一
宏
、
幹
事
　
榎
本
　
渉
）

〔
班
員
名
〕

有
富
純
也
、
板
倉
則
衣
、
井
原
今
朝
男
、
今
谷
明
、
磐
下
徹
、
上
島
享
、
上

野
勝
之
、
尾
上
陽
介
、
小
倉
慈
司
、
加
藤
友
康
、
久
冨
木
原
玲
、
古
藤
真
平
、

近
藤
好
和
、佐
藤
信
、佐
藤
全
敏
、下
郡
剛
、末
松
剛
、曽
我
良
成
、中
村
康
夫
、

名
和
修
、
西
村
さ
と
み
、
カ
レ
ル
・
フ
ィ
ア
ラ
、
藤
本
孝
一
、
古
瀬
奈
津
子
、

松
薗
斉
、
三
橋
順
子
、
三
橋
正
、
森
公
章
、
山
下
克
明
、
吉
川
真
司
、
中
町

美
香
子
、
荒
木
浩
、
井
上
章
一
、
堀
井
佳
代
子
、
劉
暁
峰

昭
和
戦
後
期
に
お
け
る
日
本
映
画
史
の
再
構
築
（
14
・
4
〜
15
・
3
）

（
代
表
者
　
谷
川
建
司
、
幹
事
　
細
川
周
平
）

〔
班
員
名
〕

晏
妮
、
板
倉
史
明
、
井
上
雅
雄
、
小
川
順
子
、
木
下
千
花
、
木
村
智
哉
、
河

野
真
理
江
、
須
藤
遙
子
、
冨
田
美
香
、
中
村
秀
之
、
西
村
大
志
、
柳
下
毅
一
郎
、

北
浦
寛
之
、
長
門
洋
平
、
ミ
ツ
ヨ
・
ワ
ダ
・
マ
ル
シ
ア
ー
ノ

戦
争
と
鎮
魂
（
14
・
4
〜
17
・
3
）

（
代
表
者
　
牛
村
　
圭
、
幹
事
　
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
）

〔
班
員
名
〕

今
泉
宜
子
、
岩
崎
徹
、
大
東
和
重
、
加
藤
め
ぐ
み
、
川
村
覚
文
、
川
本
玲
子
、

金
志
映
、
古
田
島
洋
介
、
小
堀
馨
子
、
佐
伯
順
子
、
竹
村
民
郎
、
等
松
春
夫
、

永
井
久
美
子
、
西
原
大
輔
、
平
松
隆
円
、
堀
ま
ど
か
、
眞
嶋
亜
有
、
吉
井
文
美
、

吉
田
（
古
川
）
優
貴
、
稲
賀
繁
美
、
倉
本
一
宏
、
末
木
文
美
士
、
松
田
利
彦
、

劉
建
輝
、
磯
前
順
一
、
郭
南
燕
、
徐
載
坤

画
像
資
料
︵
絵
葉
書
・
地
図
・
旅
行
案
内
・
写
真
等
︶
に
よ
る
帝
国
域
内
文
化

の
再
検
討
（
14
・
4
〜
17
・
3
）

（
代
表
者
　
劉
　
建
輝
、
幹
事
　
北
浦
寛
之
）

〔
班
員
名
〕

安
藤
潤
一
郎
、
井
村
哲
郎
、
上
垣
外
憲
一
、
岸
陽
子
、
呉
孟
晋
、
小
林
茂
、

姜
克
実
、
白
幡
洋
三
郎
、
鈴
木
貞
美
、
戦
暁
梅
、
単
援
朝
、
塚
瀬
進
、
根
川

幸
男
、
松
宮
貴
之
、
森
田
憲
司
、
李
相
哲
、
劉
岸
偉
、
伊
東
貴
之
、
稲
賀
繁
美
、

井
上
章
一
、
松
田
利
彦
、
森
洋
久
、
石
川
肇
、
陳
其
松
、
王
中
忱
、
徐
興
慶
、

孫
江

夢
と
表
象
︱
そ
の
統
括
と
展
望
（
14
・
4
〜
15
・
3
）

（
代
表
者
　
荒
木
　
浩
、
幹
事
　
マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
）

〔
班
員
名
〕

安
東
民
兒
、池
田
忍
、入
口
敦
志
、上
野
勝
之
、鍛
治
恵
、加
藤
悦
子
、河
東
仁
、

木
村
朗
子
、
笹
生
美
貴
子
、
仙
海
義
之
、
高
橋
文
治
、
立
木
宏
哉
、
玉
田
沙

織
、
林
千
宏
、
平
野
多
恵
、
福
島
恒
徳
、
藤
井
由
紀
子
、
松
薗
斉
、
松
本
郁
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代
、
箕
浦
尚
美
、
室
城
秀
之
、
伊
東
貴
之
、
倉
本
一
宏
、
早
川
聞
多
、
榎
本

渉
、
郭
南
燕
、
丹
下
暖
子
、
中
川
真
弓
、
ヨ
ー
ク
・
Ｂ
・
ク
ヴ
ェ
ン
ツ
ァ
ー
、

ア
イ
ヴ
・
コ
ヴ
ァ
チ
、
李
育
娟

お
た
く
文
化
と
戦
時
下
・
戦
後
（
14
・
4
〜
16
・
3
）

（
代
表
者
　
大
塚
英
志
、
幹
事
　
北
浦
寛
之
）

〔
班
員
名
〕

浅
野
龍
哉
、
板
倉
史
明
、
内
田
力
、
大
野
修
一
、
香
川
雅
信
、
菊
地
暁
、
キ
ム
・

ジ
ュ
ニ
ア
ン
、
木
村
智
哉
、
嵯
峨
景
子
、
佐
野
明
子
、
須
藤
遙
子
、
鶴
見
太
郎
、

冨
田
美
香
、中
川
譲
、藤
岡
洋
、細
馬
宏
通
、牧
野
守
、室
井
康
成
、山
本
忠
宏
、

秦
剛
、
マ
ー
ク
・
ス
タ
イ
ン
バ
ー
グ

日
本
の
軍
事
戦
略
と
東
ア
ジ
ア
社
会
︱
日
中
戦
争
期
を
中
心
と
し
て
︱
（
14
・

6
〜
15
・
5
）

（
代
表
者
　
黄
　
自
進
、
幹
事
　
劉
　
建
輝
）

〔
班
員
名
〕

相
澤
淳
、
浅
野
豊
美
、
家
近
亮
子
、
井
上
寿
一
、
王
柯
、
加
藤
聖
文
、
黒
沢

文
貴
、
小
菅
信
子
、
佐
藤
卓
己
、
澁
谷
由
里
、
姜
克
実
、
鈴
木
多
聞
、
田
嶋

信
雄
、
段
瑞
聡
、
戸
部
良
一
、
波
多
野
澄
雄
、
服
部
龍
二
、
馬
暁
華
、
松
浦

正
孝
、
松
重
充
浩
、
劉
傑
、
鹿
錫
俊

日
本
大
衆
文
化
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
14
・
4
〜
15
・
3
）

（
代
表
者
　
朴
　
順
愛
、
幹
事
　
山
田
奨
治
）

〔
班
員
名
〕

市
川
孝
一
、
須
藤
遙
子
、
全
美
星
、
竹
内
幸
絵
、
土
屋
礼
子
、
寺
沢
正
晴
、

油
井
清
光
、
尹
健
次
、
吉
田
則
昭
、
谷
川
建
司
、
朴
美
貞

戦
後
日
本
文
化
再
考
（
15
・
4
〜
18
・
3
）

（
代
表
者
　
坪
井
秀
人
、
幹
事
　
磯
前
順
一
）

〔
班
員
名
〕

浅
野
麗
、
石
川
巧
、
岩
崎
稔
、
大
原
祐
治
、
岡
田
秀
則
、
長
志
珠
絵
、
辛
島

理
人
、
狩
俣
真
奈
、
川
口
隆
行
、
菅
野
優
香
、
北
中
淳
子
、
北
原
恵
、
木
村

朗
子
、
高
榮
蘭
、
紅
野
謙
介
、
五
味
渕
典
嗣
、
斉
藤
綾
子
、
佐
藤
泉
、
塩
野

加
織
、
島
村
輝
、
沈
煕
燦
、
申
知
瑛
、
鈴
木
勝
雄
、
張
政
傑
、
十
重
田
裕
一
、

鳥
羽
耕
史
、
戸
邉
秀
明
、
成
田
龍
一
、
朴
貞
蘭
、
橋
本
あ
ゆ
み
、
福
間
良
明
、

松
原
洋
子
、
水
川
敬
章
、
光
石
亜
由
美
、
美
馬
達
哉
、
村
上
陽
子
、
尹
芷
汐
、

李
承
俊
、
鷲
谷
花
、
渡
邊
英
理
、
渡
辺
直
紀
、
郭
南
燕
、
北
浦
寛
之
、
石
川
肇
、

杉
田
智
美
、
栄
元
、
王
莞
晗
、
田
村
美
由
紀
、
増
田
斎
、
五
十
嵐
惠
邦
、
キ
ャ

ロ
ル
・
グ
ラ
ッ
ク
、
酒
井
直
樹

説
話
文
学
と
歴
史
史
料
の
間
に
（
15
・
4
〜
18
・
3
）

（
代
表
者
　
倉
本
一
宏
、
幹
事
　
榎
本
　
渉
）
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〔
班
員
名
〕

上
野
勝
之
、
内
田
澪
子
、
追
塩
千
尋
、
大
橋
直
義
、
尾
崎
勇
、
加
藤
友
康
、

川
上
知
里
、
木
下
華
子
、
小
峯
和
明
、
佐
藤
信
、
佐
野
愛
子
、
関
幸
彦
、
五

月
女
肇
志
、
曽
根
正
人
、
多
田
伊
織
、
蔦
尾
和
宏
、
中
村
康
夫
、
野
上
潤
一
、

野
本
東
生
、
樋
口
大
祐
、
藤
本
孝
一
、
古
橋
信
孝
、
保
立
道
久
、
前
田
雅
之
、

松
薗
斉
、
三
舟
隆
之
、
山
下
克
明
、
横
田
隆
志
、
呉
座
勇
一
、
荒
木
浩
、
井

上
章
一
、
中
町
美
香
子
、
谷
口
雄
太
、
グ
エ
ン
・
ニ
ュ
ー
・
ヴ
ー
・
ク
イ
ン
、

グ
エ
ン
・
テ
ィ
・
オ
ワ
イ
ン
、
劉
暁
峰
、
魯
成
煥
、
宋
浣
範

日
本
の
舞
台
芸
術
に
お
け
る
身
体
︱
死
と
生
、
人
形
と
人
工
体
（
15
・
9
〜
16
・

8
）

（
代
表
者
　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
・
ル
ペ
ル
テ
ィ
、
幹
事
　
細
川
周
平
）

〔
班
員
名
〕

赤
間
亮
、
板
谷
徹
、
井
上
理
恵
、
岩
井
眞
實
、
梅
山
い
つ
き
、
菊
地
浩
平
、

桜
井
圭
介
、
佐
藤
恵
里
、
滝
澤
修
身
、
武
井
協
三
、
竹
本
幹
夫
、
カ
テ
ィ
ア
・

チ
ェ
ン
ト
ン
ツ
ェ
、
土
田
牧
子
、
中
嶋
謙
昌
、
橋
本
裕
之
、
深
澤
昌
夫
、
藤

井
慎
太
郎
、
森
下
隆
、
山
田
和
人
、
李
応
寿

明
治
日
本
の
比
較
文
明
史
的
考
察
︱
そ
の
遺
産
の
再
考
︱
（
15
・
4
〜
18
・
3
）

（
代
表
者
　
瀧
井
一
博
、
幹
事
　
牛
村
　
圭
）

〔
班
員
名
〕

浅
見
雅
男
、
五
百
旗
頭
薫
、
岩
谷
十
郎
、
上
野
景
文
、
植
村
和
秀
、
大
川
真
、

岡
本
貴
久
子
、
小
川
原
正
道
、
勝
部
眞
人
、
加
藤
雄
三
、
國
分
典
子
、
今
野
元
、

塩
出
浩
之
、
島
田
幸
典
、
清
水
唯
一
朗
、
谷
川
穣
、
永
井
史
男
、
長
尾
龍
一
、

中
村
尚
史
、
福
岡
万
里
子
、
前
田
勉
、
松
田
宏
一
郎
、
山
田
央
子
、
奈
良
岡

聰
智
、
大
久
保
健
晴
、
林
洋
子
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
、
佐
野
真
由
子
、
ア

リ
ス
テ
ア
・
ス
ウ
ェ
ー
ル
、
ハ
ラ
ル
ド
・
フ
ー
ス

浪
花
節
の
生
成
と
展
開
に
つ
い
て
の
学
際
的
研
究
（
16
・
4
〜
17
・
3
）

（
代
表
者
　
真
鍋
昌
賢
、
幹
事
　
細
川
周
平
）

〔
班
員
名
〕

芦
川
淳
平
、
上
田
学
、
北
川
純
子
、
薦
田
治
子
、
諏
訪
淳
一
郎
、
時
田
ア
リ

ソ
ン
、
馬
場
美
佳
、
兵
藤
裕
己
、
細
田
明
宏
、
森
谷
裕
美
子
、
早
稲
田
み
な
子
、

渡
瀬
淳
子
、
延
宏
真
治
、
古
川
綾
子
、
瀬
戸
智
子
、
朴
英
山

３
・
11
以
後
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
／
﹃
日
本
文
化
﹄（
16
・
9
〜
17
・
8
）

（
代
表
者
　
ミ
ツ
ヨ
・
ワ
ダ
・
マ
ル
シ
ア
ー
ノ
、
幹
事
　
坪
井
秀
人
）

〔
班
員
名
〕

石
田
美
紀
、
久
保
豊
、
谷
川
建
司
、
木
村
朗
子
、
川
口
隆
行
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ー

ナ
・
岩
田
ワ
イ
ケ
ナ
ン
ト
、
清
水
晶
子
、
高
橋
準
、
菅
野
優
香
、
出
口
康
夫
、

水
谷
雅
彦
、
一
ノ
瀬
正
樹
、
近
森
高
明
、
西
村
大
志
、
松
浦
雄
介
、
ア
ン
ニ
ャ
・

ホ
ッ
プ
、
安
本
真
也
、
須
藤
遙
子
、
馬
然
、
木
下
千
花
、
大
塚
英
志
、
北
浦
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寛
之
、
長
門
洋
平
、
王
向
華
、
金
普
慶

比
較
の
な
か
の
東
ア
ジ
ア
の
王
権
論
と
秩
序
構
想 

︱
王
朝
・
帝
国
・
国
家
、
ま

た
は
、
思
想
・
宗
教
・
儀
礼
︱
（
16
・
4
〜
19
・
3
）

（
代
表
者
　
伊
東
貴
之
、
幹
事
　
倉
本
一
宏
）

〔
班
員
名
〕

青
木
隆
、
新
井
菜
穂
子
、
井
上
厚
史
、
恩
田
裕
正
、
垣
内
景
子
、
橘
川
智
昭
、

権
純
哲
、小
島
毅
、 

関
智
英
、末
木
文
美
士
、銭
国
紅
、竹
村
英
二
、竹
村
民
郎
、

田
尻
祐
一
郎
、
土
田
健
次
郎
、
永
冨
青
地
、
西
澤
治
彦
、
長
谷
部
英
一
、
林

文
孝
、
松
下
道
信
、
水
口
拓
寿
、
横
手
裕
、
李
梁
、
吾
妻
重
二
、
新
田
元
規
、

石
井
剛
、
伊
藤
聡
、
井
ノ
口
哲
也
、
内
山
直
樹
、
遠
藤
基
郎
、
大
久
保
良
峻
、

苅
部
直
、
黒
岩
高
、
岸
本
美
緒
、
児
島
恭
子
、
近
藤
成
一
、
佐
々
木
愛
、
杉

山
清
彦
、
高
柳
信
夫
、
葭
森
健
介
、
保
立
道
久
、
李
暁
東
、
本
間
次
彦
、
松

野
敏
之
、
石
川
洋
、
澤
井
啓
一
、
渡
邊
義
浩
、
前
田
勉
、
渡
辺
美
季
、
平
野

千
果
子
、
中
純
夫
、
古
勝
隆
一
、
茂
木
敏
夫
、
張
啓
雄
、
葛
兆
光
、
手
島
崇
裕
、

ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
Ａ
・
エ
ル
マ
ン
、
井
上
章
一
、
瀧
井
一
博
、
ジ
ョ
ン
・
ブ

リ
ー
ン
、
松
田
利
彦
、
劉
建
輝
、
榎
本
渉
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
、

マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
、
佐
野
真
由
子
、
山
村
奨

多
文
化
間
交
渉
に
お
け
る
﹁
あ
い
だ
﹂
の
研
究
（
16
・
4
〜
19
・
3
）

（
代
表
者
　
稲
賀
繁
美
、
幹
事
　
榎
本
　
渉
）

〔
班
員
名
〕

新
井
菜
穂
子
、
鵜
戸
聡
、
江
口
久
美
、
大
西
宏
志
、
岡
本
光
博
、
小
川
さ
や

か
、
隠
岐
さ
や
香
、
小
倉
紀
蔵
、
金
子
務
、
鞍
田
崇
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
マ
ル

ケ
、
近
藤
高
弘
、
申
昌
浩
、
鈴
木
洋
仁
、
全
美
星
、
莊
千
慧
、
滝
澤
修
身
、

武
内
恵
美
子
、
竹
村
民
郎
、
多
田
伊
織
、
千
葉
慶
、
テ
レ
ン
グ
ト
・
ア
イ
ト

ル
、
戸
矢
理
衣
奈
、
中
村
和
恵
、
西
原
大
輔
、
二
村
淳
子
、
朴
美
貞
、
橋
本

順
光
、
範
麗
雅
、
平
松
秀
樹
、
平
芳
幸
浩
、
藤
原
貞
朗
、
ヘ
レ
ナ
・
カ
プ
コ
ヴ
ァ
、

堀
ま
ど
か
、
松
嶋
健
、
三
原
芳
秋
、
マ
シ
ュ
ー
・
ラ
ー
キ
ン
、
山
本
麻
友
美
、

今
泉
宜
子
、
木
村
直
恵
、
林
洋
子
、
郭
南
燕
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
、

森
洋
久
、
宮
崎
康
子
、
李
応
寿
、
石
川
肇
、
杉
田
智
美
、
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
Ｗ
・
ジ
ョ

ン
ソ
ン
、
セ
シ
ル
・
ラ
リ
、
長
門
洋
平
、
九
里
文
子
、
李
ユ
ン
ヒ
、
春
藤
献

一
、
片
岡
真
伊
、
デ
ン
ニ
ッ
ツ
ァ
・
ガ
ブ
ラ
コ
ヴ
ァ
、
近
藤
貴
子
、
ミ
ツ
ヨ
・

デ
ル
ク
ー
ル
＝
イ
ト
ナ
ガ

差
別
か
ら
見
た
日
本
宗
教
史
再
考
（
16
・
4
〜
17
・
3
）

（
代
表
者
　
磯
前
順
一
、
幹
事
　
北
浦
寛
之
）

〔
班
員
名
〕

吉
村
智
博
、
佐
藤
弘
夫
、
鈴
木
岩
弓
、
小
倉
慈
司
、
片
岡
耕
平
、
鈴
木
英
生
、

小
田
龍
哉
、
川
村
覚
文
、
山
本
昭
宏
、
青
野
正
明
、
沈
煕
燦
、
高
柳
健
太
郎
、

田
辺
明
生
、
茢
田
真
司
、
舩
田
淳
一
、
太
田
恭
治
、
浅
居
明
彦
、
水
内
勇
太
、

鍾
以
江
、
島
薗
進
、
佐
々
田
悠
、
寺
戸
淳
子
、
金
沢
豊
、
西
宮
秀
紀
、
舟
橋
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プ
ラ
ダ
ン
、
チ
ャ
ン
・
テ
ィ
・
チ
ュ
ン
・
ト
ア
ン
、
ガ
リ
ア
・
ト
ド
ロ
ヴ
ァ
・

ペ
ト
コ
ヴ
ァ
、
楊
暁
捷
、
山
藤
夏
郎
、
李
愛
淑

 

（
文
責
：
研
究
協
力
課
）

［
基
礎
領
域
研
究
］（
二
〇
〇
七
年
四
月
以
降
の
新
規
研
究
を
掲
載
）

比
較
日
本
文
化
研
究
基
礎
論
（
07
・
4
〜
12
・
3
）

代
表
者
　
小
松
和
彦

概
　
要
　
比
較
論
の
立
場
か
ら
、
日
本
文
化
を
解
明
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を

持
つ
宗
教
の
信
仰
形
態
、
儀
礼
、
美
術
、
等
の
諸
現
象
の
分
析
を
行
い
、
日

本
人
の
精
神
構
造
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
。

中
国
語
運
用
の
基
礎
・
応
用
（
09
・
7
〜
15
・
3
）

代
表
者
　
郭
　
南
燕

概
　
要
　
研
究
そ
の
他
の
業
務
で
中
国
語
を
必
要
と
す
る
人
に
対
し
て
、
中
国

語
運
用
の
基
礎
を
実
践
的
に
訓
練
し
、
会
話
、
読
解
、
聴
解
の
習
得
を
目
的

と
す
る
。

日
本
宗
教
史
基
礎
研
究
（
10
・
4
〜
14
・
3
）

代
表
者
　
末
木
文
美
士

概
　
要
　
日
本
宗
教
史
に
関
す
る
基
礎
的
な
問
題
に
関
し
て
討
議
す
る
。

健
太
、
幡
鎌
一
弘
、
鶴
見
晃
、
河
井
信
吉
、
上
村
静
、
安
部
智
海
、
竹
本
了
悟
、

パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
、
マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
、
シ
ュ
タ
イ
ネ
ッ

ク
・
智
恵
、
シ
ュ
タ
イ
ネ
ッ
ク
・
ラ
ジ
、
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
・
ム
コ
パ
デ
ィ
ヤ
ー
ヤ

日
本
語
の
起
源
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
︱
日
本
言
語
学
史
の
光
と

影
（
16
・
4
〜
17
・
3
）

（
代
表
者
　
長
田
俊
樹
、
幹
事
　
井
上
章
一
）

〔
班
員
名
〕

斎
藤
成
也
、
安
田
敏
朗
、
狩
俣
繁
久
、
千
田
俊
太
郎
、
風
間
伸
次
郎
、
永
澤
済
、

児
玉
望
、
菊
澤
律
子
、
林
範
彦
、
ア
ン
ナ
・
ブ
ガ
エ
ワ
、
福
井
玲
、
伊
藤
英
人
、

鈴
木
貞
美
、
マ
ー
ク
・
ハ
ド
ソ
ン
、
平
子
達
也
、
杉
山
豊
、
ト
マ
・
ペ
ラ
ー
ル
、

ジ
ョ
ン
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ヴ
ォ
ヴ
ィ
ン

投
企
す
る
古
典
性
︱
視
覚
／
大
衆
／
現
代
（
16
・
4
〜
19
・
3
）

（
代
表
者
　
荒
木
　
浩
、
幹
事
　
稲
賀
繁
美
）

〔
班
員
名
〕

飯
倉
洋
一
、
伊
藤
慎
吾
、
上
野
友
愛
、
岡
田
圭
介
、
河
東
仁
、
恋
田
知
子
、

河
野
貴
美
子
、
河
野
至
恩
、
合
山
林
太
郎
、
齋
藤
真
麻
理
、
竹
村
信
治
、
中

野
貴
文
、
中
前
正
志
、
野
網
摩
利
子
、
三
戸
信
惠
、
箕
浦
尚
美
、
山
本
陽
子
、

渡
部
泰
明
、渡
辺
麻
里
子
、マ
ラ
ル
・
ア
ン
ダ
ソ
ヴ
ァ
、石
上
阿
希
、呉
座
勇
一
、

李
愛
淑
、
土
田
耕
督
、
徳
永
誓
子
、
漆
崎
ま
り
、
ゴ
ウ
ラ
ン
ガ
・
チ
ャ
ラ
ン
・
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宗
教
・
文
化
の
理
論
的
研
究
（
12
・
4
〜
13
・
3
）

代
表
者
　
磯
前
順
一

概
　
要
　
日
本
内
外
に
お
け
る
宗
教
お
よ
び
文
化
に
関
す
る
最
新
の
理
論
的
研

究
を
取
り
上
げ
、
文
体
の
問
題
か
ら
、
理
論
と
感
情
の
問
題
に
至
る
ま
で
幅

広
く
考
察
す
る
。

日
本
宗
教
史
基
礎
研
究
（
14
・
4
〜
15
・
3
）

代
表
者
　
末
木
文
美
士

概
　
要
　
日
本
宗
教
史
に
関
す
る
基
礎
的
な
問
題
に
関
し
て
討
議
し
、
必
要
に

応
じ
て
重
要
な
文
献
の
講
読
を
行
う
。

中
世
文
学
購
読
（
14
・
4
〜
17
・
3
）

代
表
者
　
荒
木
　
浩

概
　
要
　『
方
丈
記
』
や
『
徒
然
草
』
な
ど
、
日
本
中
世
文
学
の
文
献
を
、
影

印
を
参
照
し
、
英
訳
な
ど
と
も
対
比
し
な
が
ら
精
読
す
る
。

日
本
近
代
ま
ん
が
史
概
論
（
15
・
4
〜
16
・
3
）

代
表
者
　
大
塚
英
志

概
　
要
　
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
領
域
の
研
究
を
希
望
す
る
こ
の
分
野
の
初
心
者
に

近
代
ま
ん
が
史
の
初
歩
的
な
常
識
を
概
説
す
る
。

古
記
録
学
基
礎
研
究
（
15
・
4
〜
17
・
3
）

代
表
者
　
倉
本
一
宏

概
　
要
　
日
本
前
近
代
の
根
幹
的
史
料
で
あ
る
古
記
録
の
解
読
を
、
原
本
や
写

本
の
見
方
・
扱
い
方
も
含
め
て
考
え
て
い
く
。

文
学
・
文
化
史
理
論
入
門
（
15
・
5
〜
18
・
3
）

代
表
者
　
坪
井
秀
人

概
　
要
　
文
学
お
よ
び
文
化
史
に
関
す
る
基
礎
的
な
理
論
を
学
び
な
が
ら
テ
ク

ス
ト
の
読
解
・
分
析
の
実
践
的
方
法
を
修
得
す
る
。

近
現
代
史
史
料
文
献
研
究
（
15
・
4
〜
18
・
3
）

代
表
者
　
瀧
井
一
博

概
　
要
　
日
本
近
現
代
史
の
基
礎
史
料
と
古
典
的
お
よ
び
先
端
的
な
文
献
を
講

読
し
、
社
会
科
学
的
な
歴
史
研
究
の
方
法
と
実
践
を
討
究
す
る
。
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国
際
研
究
集
会
等
一
覧

［
国
際
研
究
集
会
］

○
第
31
回
﹁
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
学
芸
史
の
総
合
的
研
究
の
継
続
的
発
展
の
た

め
に
﹂（
07
年
3
月
23
日
〜
25
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語
・
中
国
語

○
第
32
回
︿
創
立
20
周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹀

﹁
日
本
文
化
研
究
の
過
去
・
現
在
・
未
来
│
新
た
な
地
平
を
開
く
た
め
に
│
﹂

（
07
年
9
月
18
日
〜
21
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語

公
開
講
演
会

『
生
へ
の
存
在
』
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
社
会
科
学
高
等

研
究
院
教
授
）

『〝
絞
〞
か
ら
の
脱
出
は
可
能
か
│
富
永
仲
基
の
研
究
法
の
視
点
か
ら
―
』
李
御

寧
（
元
韓
国
文
化
大
臣
（
初
代
）
／
梨
花
学
術
院
名
誉
碩
座
教
授
）

○
第
33
回
﹁
王
権
と
都
市
﹂（
08
年
3
月
6
日
〜
8
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語
・
英
語

公
開
講
演
会

『
中
国
の
都
城
の
プ
ラ
ン
か
ら
見
る
日
本
の
都
城
制
の
源
流
』
王
維
坤
（
西
北

大
学
副
院
長
・
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

『
都
市
の
共
和
制
と
多
数
決
原
理
―
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
形
成
に
つ
い
て
―
』

エ
ゴ
ン
・
フ
ラ
イ
グ
（
ロ
ス
ト
ク
大
学
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
古
代
研

究
所
教
授
）

○
第
34
回
﹁
石
川
淳
と
戦
後
日
本
﹂（
08
年
6
月
27
日
〜
30
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語
・
英
語

○
第
35
回
﹁
東
ア
ジ
ア
近
代
に
お
け
る
概
念
と
知
の
再
編
成
﹂（
08
年
11
月
17

日
〜
20
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語
・
中
国
語

○
第
36
回
﹁
い
ま
構
築
さ
れ
る
ア
ジ
ア
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
：
人
間
再
生
産
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
再
編
成
﹂（
09
年
1
月
8
日
〜
10
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語
・
英
語

○
第
37
回
﹁
都
市
文
化
と
は
何
か
│
文
化
論
か
ら
の
日
本
﹁
発
見
﹂
│
﹂

（
10
年
2
月
23
日
〜
28
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語

公
開
講
演
会

『
日
本
の
都
市
文
化
』
村
井
康
彦
（
京
都
市
美
術
館
長
）

○
第
38
回
﹁
東
洋
美
学
と
東
洋
的
思
惟
を
問
う
：
植
民
地
帝
国
下
の
葛
藤
す
る

ア
ジ
ア
像
﹂（
10
年
11
月
8
日
〜
11
日
）

公
式
言
語
：
英
語

公
開
講
演
会

『
東
洋
の
導
師
と
現
代
芸
術
家
―
戦
後
米
国
ア
ー
ト
に
見
る
役
割
分
担
―
』
バ
ー
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ト
・
ウ
ィ
ン
ザ
ー=

タ
マ
キ
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ア
ー
ヴ
ァ
イ
ン
校
准
教
授
）

『
舞
踏
と
い
う
経
験
―
東
西
の
違
い
を
越
え
て
身
体
を
再
創
造
す
る
―
』
ク
リ

ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
グ
ラ
イ
ナ
ー
（
サ
ン
パ
ウ
ロ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
教
授
）

○
第
39
回
﹁
環
境
と
文
明
：
過
去
・
現
在
・
未
来
﹂（
10
年
11
月
29
日
〜
12
月
3
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語
・
英
語

公
開
講
演
会

『
太
陽
・
永
遠
の
旅
：
先
史
時
代
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
と
ド
イ
ツ
の
宇
宙
観
』

イ
ン
グ
リ
ー
ザ
・
ス
タ
イ
ツ
（
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
究
員
）

『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
太
陽
信
仰
』
マ
イ
ケ
ル
・
オ
コ
ー
ネ
ル
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

国
立
大
学
教
授
）

『
長
江
文
明
の
太
陽
信
仰
』
安
田
喜
憲
（
日
文
研
教
授
）

『
神
々
の
起
源
―
自
然
・
政
治
・
信
仰
―
』
フ
ェ
ク
リ
・
ハ
ッ
サ
ン
（
ロ
ン
ド

ン
大
学
名
誉
教
授
）

『
マ
ヤ
文
明
と
ア
ス
テ
カ
文
明
に
お
け
る
太
陽
と
暦
』
青
山
和
夫
（
茨
城
大
学

教
授
）

○
第
40
回
﹁
植
民
地
帝
国
日
本
に
お
け
る
支
配
と
地
域
社
会
﹂（
11
年
7
月
13

日
〜
16
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語
・
韓
国
語
・
中
国
語

○
第
41
回
﹁
近
代
と
仏
教
﹂（
11
年
10
月
12
日
〜
15
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語
・
英
語

公
開
講
演
会

『
平
和
主
義
と
仏
教
の
社
会
参
加
』
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
・
ム
コ
パ
デ
ィ
ヤ
ー
ヤ
（
デ
リ
ー

大
学
准
教
授
）

『
仏
教
と
平
和
：
再
生
へ
の
道
』
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
（
ア
ン
テ
ィ

オ
ク
大
学
教
授
）

○
第
42
回
﹁
帝
国
と
高
等
教
育
│
東
ア
ジ
ア
の
文
脈
か
ら
﹂（
12
年
2
月
10
日

〜
12
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語
・
韓
国
語
・
中
国
語

○
第
43
回
﹁
日
仏
の
空
間
語
彙
：
概
念
と
仕
掛
け
﹂（
12
年
5
月
11
日
〜
13
日
）

公
式
言
語
：
フ
ラ
ン
ス
語
・
英
語

○
第
44
回
﹁
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
的
交
流
︱
キ
イ
・
コ
ン
セ
プ
ト
の
再
検
討
﹂

（
12
年
11
月
13
日
〜
17
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語
・
中
国
語

公
開
講
演
会

『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
概
念
編
制
史
研
究
の
現
在
と
展
望
』
鈴
木
貞
美
（
日
文

研
教
授
）

『
新
語
と
近
代
東
ア
ジ
ア
叙
述
の
構
築
』
章
清
（
復
旦
大
学
教
授
）

『
観
念
史
の
方
法
と
中
国
研
究
』
鄭
文
惠
（
台
湾
政
治
大
学
教
授
）

『
韓
国
に
お
け
る
概
念
史
研
究
の
現
状
と
展
望
』
許
洙
（
翰
林
大
学
教
授
）

『
近
代
韓
国
語
コ
ー
パ
ス
に
現
れ
た
近
代
新
概
念
の
様
子
と
定
着
過
程
』
李
漢

燮
（
高
麗
大
学
教
授
）
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○
第
45
回
﹁
怪
異
・
妖
怪
文
化
の
伝
統
と
創
造
︱
﹁
内
﹂
と
﹁
外
﹂
の
視
点
か
ら
﹂

（
13
年
11
月
25
日
〜
27
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語

公
開
講
演
会

『
妖
怪
研
究
の
新
時
代
』
小
松
和
彦
（
日
文
研
所
長
）

『
妖
怪
を
殺
す
「
妖
怪
」
〜
創
作
／
権
利
／
民
俗
』
京
極
夏
彦
（
小
説
家
）

『
欧
米
に
お
け
る
怪
異
・
妖
怪
文
化
研
究
の
現
状
』
マ
イ
ケ
ル
・
デ
ィ
ラ
ン
・
フ
ォ

ス
タ
ー
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
46
回
﹁
比
較
思
想
か
ら
見
た
日
本
仏
教
﹂（
15
年
2
月
20
日
〜
21
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語

○
第
47
回
﹁
夢
と
表
象
︱
そ
の
国
際
的
・
学
際
的
展
開
の
可
能
性
﹂（
15
年
3

月
1
日
〜
3
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語

公
開
講
演
会

『
夢
と
表
象
研
究
の
展
望
―
日
本
古
典
文
学
の
視
点
か
ら
』
荒
木
浩
（
日
文
研

教
授
）

『
作
曲
さ
れ
た
悪
夢
』
伊
東
信
宏
（
大
阪
大
学
教
授
）

『
西
洋
美
術
に
お
け
る
夢
』
高
階
秀
爾
（
大
原
美
術
館
館
長
／
東
京
大
学
名
誉

教
授
）

○
第
48
回
﹁
万
国
博
覧
会
と
人
間
の
歴
史
﹂（
15
年
12
月
17
日
〜
20
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語
・
英
語

公
開
講
演
会

『
ア
ジ
ア
の
万
博
』
堺
屋
太
一
（
作
家
、
元
国
務
大
臣
経
済
企
画
庁
長
官
）、
吴

建
民
（
博
覧
会
国
際
事
務
局
名
誉
議
長
、
元
駐
仏
中
国
大
使
、
中
国
外
交
学
院

院
長
）

○
第
49
回
﹁﹁
心
身
／
身
心
﹂
と
﹁
環
境
﹂
の
哲
学
︱
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
概

念
の
再
検
討
と
そ
の
普
遍
化
の
試
み
︱
﹂（
16
年
2
月
19
日
〜
21
日
）

公
式
言
語
：
日
本
語

［
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］

○
第
14
回
（
07
年
10
月
31
日
〜
11
月
2
日
）

『
日
本
文
化
の
解
釈
：
ロ
シ
ア
と
日
本
か
ら
の
視
点
』

共
催
：
ロ
シ
ア
国
立
人
文
学
大
学
及
び
モ
ス
ク
ワ
国
立
大
学

場
所
：
モ
ス
ク
ワ
大
学
（
モ
ス
ク
ワ 

ロ
シ
ア
）

○
第
15
回
（
08
年
10
月
14
日
〜
16
日
）

『
日
本
・
ブ
ラ
ジ
ル
文
化
交
流
―
言
語
・
歴
史
・
移
民
』

共
催
：
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学

場
所
：
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
（
サ
ン
パ
ウ
ロ 

ブ
ラ
ジ
ル
）

○
第
16
回
（
09
年
11
月
3
日
〜
4
日
）

『
ア
ジ
ア
新
時
代
の
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
像
―
イ
ン
ド
・
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｃ
諸

国
に
お
け
る
日
本
研
究
の
現
状
と
必
要
性
』

共
催
：
ジ
ャ
ワ
ハ
ル
ラ
ル
・
ネ
ル
ー
大
学
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場
所
：
ジ
ャ
ワ
ハ
ル
ラ
ル
・
ネ
ル
ー
大
学
（
デ
リ
ー 

イ
ン
ド
）

○
第
17
回
（
10
年
10
月
5
日
〜
10
月
7
日
）

『
日
本
の
文
化
と
社
会
の
潮
流
』

共
催
：
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
学

場
所
：
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
学
（
デ
ポ
ッ
ク 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）

○
第
18
回
（
11
年
5
月
27
日
〜
29
日
）

『
江
南
文
化
と
日
本
―
資
料
・
人
的
交
流
の
再
発
掘
―
』

共
催
：
復
旦
大
学

場
所
：
復
旦
大
学
（
上
海 

中
国
）

○
第
19
回
（
12
年
8
月
22
日
〜
24
日
）

『「
日
本
研
究
」
再
考
―
北
欧
の
実
践
か
ら
』

共
催
：
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
大
学

場
所
：
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
大
学
（
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン 

デ
ン
マ
ー
ク
）

○
第
20
回
（
13
年
11
月
13
日
〜
15
日
）

『
日
越
交
流
に
お
け
る
歴
史
、
社
会
、
文
化
の
諸
課
題
』

共
催
：
ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院

場
所
：
ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院
（
ハ
ノ
イ 

ベ
ト
ナ
ム
）

○
第
21
回
（
14
年
11
月
11
日
〜
13
日
）

『
新
領
域
・
次
世
代
の
日
本
研
究
』

主
催
：
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

場
所
：
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
京
都 

日
本
）

○
第
22
回
（
15
年
6
月
30
日
〜
7
月
2
日
）

第
一
部
『
失
わ
れ
た
20
年
と
日
本
研
究
の
こ
れ
か
ら
』

主
催
：
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

場
所
：
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
京
都 

日
本
）

第
二
部
『
失
わ
れ
た
20
年
と
日
本
社
会
の
変
容
』

主
催
：
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

場
所
：
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
（
ボ
ス
ト
ン 

ア
メ
リ
カ
）

○
第
23
回
（
16
年
11
月
24
日
〜
25
日
）

『
南
太
平
洋
か
ら
見
る
日
本
研
究
：
歴
史
、
政
治
、
文
学
、
芸
術
』

共
催
：
オ
タ
ゴ
大
学

場
所
：
オ
タ
ゴ
大
学
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）

［
日
本
研
究
会
］

○
第
14
回
（
07
年
8
月
2
日
〜
6
日
）

場
所
：
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
日
本
文
化
研
究
所
、
国
際
交
流
基
金
サ
ン
パ
ウ
ロ
日

本
文
化
セ
ン
タ
ー
、
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
州
立
大
学
（
ブ
ラ
ジ
ル
）

○
第
15
回
（
08
年
11
月
21
日
）

『
日
本
語
教
育
を
踏
ま
え
た
日
本
研
究
へ
の
道
』

場
所
：
ハ
ノ
イ
大
学
（
ベ
ト
ナ
ム
）

○
第
16
回
（
09
年
5
月
10
日
〜
14
日
）

『C
urrent Issues on Japan Society

』
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場
所
：
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
学
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）

○
（
09
年
10
月
22
日
〜
23
日
）

場
所
：
ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院
（
ベ
ト
ナ
ム
）

○
第
17
回
（
10
年
10
月
16
日
〜
17
日
）

『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
と
台
湾
：
日
本
研
究
の
新
視
点
を
求
め
て
』

場
所
：
台
湾
中
央
研
究
院
民
族
学
研
究
所
（
台
湾
）

○
第
18
回
（
11
年
8
月
24
日
〜
27
日
）

『
怪
異
・
妖
怪
文
化
の
伝
統
と
創
造
』

場
所
：
タ
リ
ン
大
学
（
エ
ス
ト
ニ
ア
）

○
第
19
回
（
14
年
10
月
18
日
）

『
近
代
日
本
の
思
想
、
外
交
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』

場
所
：
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
大
学
（
米
国
）

［
海
外
研
究
交
流
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］

○
第
3
回
（
07
年
12
月
12
日
〜
13
日
）

『
日
文
研
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
日
文
研
に
お
け
る
研
究
状
況
」、
中
国
側
セ
ッ
シ
ョ
ン

「
中
国
中
南
部
地
域
に
お
け
る
日
本
研
究
の
現
状
」』

場
所
：
華
東
師
範
大
学
外
国
語
学
院
（
中
国
）

○
第
4
回
（
08
年
3
月
1
日
〜
2
日
）

『
近
代
日
本
の
社
会
と
文
化
』

場
所
：
ア
ル
ザ
ス
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
学
研
究
所
（
フ
ラ
ン
ス
）

○
第
5
回
（
08
年
9
月
26
日
〜
27
日
）

『
ロ
シ
ア
極
東
文
化
の
中
の
日
本
』

場
所
：
ロ
シ
ア
国
立
極
東
大
学
付
属
東
洋
大
学
（
ロ
シ
ア
）

○
第
6
回
（
09
年
6
月
2
日
〜
3
日
）

『
他
者
に
な
る
こ
と
―
東
西
文
化
の
変
容
の
体
験
と
物
語
―
』

場
所
：
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
本
）

○
第
7
回
（
10
年
3
月
19
日
〜
20
日
）

『
出
島
文
書
と
徳
川
時
代
』

場
所
：
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
本
）

○
第
8
回
（
11
年
2
月
25
日
〜
26
日
）

『
文
化
の
翻
訳
―
北
欧
に
お
け
る
日
本
文
学
研
究
を
中
心
に
』

場
所
：
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
本
）

○
第
9
回
（
12
年
2
月
22
日
〜
23
日
）

『
私
の
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
』

場
所
：
ホ
テ
ル
・
ア
ル
マ
ダ
、
ペ
タ
リ
ン
ジ
ャ
ヤ
（
マ
レ
ー
シ
ア
）

○
第
10
回
（
13
年
2
月
28
日
〜
3
月
1
日
）

『
中
国
の
日
本
認
識
と
日
本
の
中
国
認
識
』

場
所
：
復
旦
大
学
（
中
国
）



268

［
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］

○
第
84
回
（
07
年
7
月
17
日
）

『
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
校
に
お
け
る
教
育
文
化
』

主
催
教
員
：
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ク
ス
タ
ー
教
授

○
第
85
回
（
08
年
10
月
4
日
）

『
安
丸
民
衆
史
の
射
程
―
主
体
性
・
全
体
性
・
両
義
性
―
』

主
催
教
員
：
磯
前
順
一
准
教
授

○
第
86
回
（
08
年
10
月
22
日
）

『
東
ア
ジ
ア
連
帯
論
の
系
譜
と
国
際
理
解
』

主
催
教
員
：
劉
建
輝
准
教
授

○
第
87
回
（
08
年
12
月
4
日
）

『
戦
間
期
大
阪
の
音
楽
と
近
代
』

主
催
教
員
：
細
川
周
平
教
授

○
第
88
回
（
09
年
5
月
23
日
〜
24
日
）

『
京
都
学
派
と
「
近
代
の
超
克
」
―
近
代
性
・
帝
国
・
普
遍
性
―
』

主
催
教
員
：
鈴
木
貞
美
教
授

○
第
89
回
（
09
年
6
月
17
日
）

『
日
文
研
・
バ
ー
ク
レ
ー
の
対
話
』

主
催
教
員
：
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ク
ス
タ
ー
教
授

○
第
90
回
（
09
年
9
月
9
日
〜
14
日
）

『
東
北
ア
ジ
ア
文
化
史
の
再
構
築
』

主
催
教
員
：
劉
建
輝
准
教
授

○
第
91
回
（
09
年
11
月
25
日
〜
27
日
）

『
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
鍵
概
念
民
族
、
国
家
、
民
族
主
義
―
』

主
催
教
員
：
鈴
木
貞
美
教
授

○
第
92
回
（
09
年
12
月
4
日
〜
5
日
）

『
立
命
館
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
創
立
10
周
年
記
念
―
近
世
春
本
・
春

画
と
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
―
』

主
催
教
員
：
早
川
聞
多
教
授

○
第
93
回
（
10
年
3
月
5
日
〜
6
日
）

『
近
代
東
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
の
現
状
と
既
存
資
料
の
有
効
利
用
』

主
催
教
員
：
劉
建
輝
准
教
授

○
第
94
回
（
10
年
7
月
16
日
〜
18
日
）

『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
人
文
学
の
可
能
性
』

主
催
教
員
：
鈴
木
貞
美
教
授

○
第
95
回
（
10
年
9
月
11
日
）

『
日
本
の
歴
史
的
時
空
間
情
報
の
現
在
』

主
催
教
員
：
山
田
奨
治
准
教
授

○
第
96
回
（
10
年
9
月
19
日
）

『『
文
藝
春
秋
』
の
欧
文
付
録
「Japan To-day

」
の
研
究
』

主
催
教
員
：
鈴
木
貞
美
教
授
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○
第
97
回
（
10
年
9
月
23
日
〜
25
日
）

『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
的
体
系
の
再
構
築
―
日
本
と
中
国
の
視
座
―
』

主
催
教
員
：
鈴
木
貞
美
教
授

○
第
98
回
（
10
年
10
月
30
日
）

『「
石
川
淳
と
戦
後
日
本
」
合
評
会
』

主
催
教
員
：
鈴
木
貞
美
教
授

○
第
99
回
（
10
年
12
月
18
日
〜
20
日
）

『
日
韓
相
互
認
識
―
移
動
と
視
線
一
九
一
〇
〜
二
〇
一
〇
』

主
催
教
員
：
松
田
利
彦
准
教
授

○
第
100
回
（
11
年
3
月
4
日
〜
6
日
）

『
中
国
東
北
部
（
旧
満
州
）
と
日
本
―
一
〇
〇
年
関
係
史
の
整
理
と
再
編
』

主
催
教
員
：
劉
建
輝
准
教
授

○
第
101
回
（
11
年
3
月
19
日
〜
20
日
）

『
一
九
五
〇
年
代
日
本
映
画
に
お
け
る
「
戦
後
」
の
構
築
研
究
』

主
催
教
員
：
細
川
周
平
教
授

○
第
102
回
（
11
年
7
月
30
日
〜
31
日
）

『
一
九
五
〇
年
代
日
本
映
画
に
お
け
る
戦
前
・
戦
中
と
の
連
続
性
・
非
連
続
性
』

主
催
教
員
：
細
川
周
平
教
授

○
第
103
回
（
11
年
9
月
30
日
〜
10
月
1
日
）

『
万
国
博
覧
会
と
ア
ジ
ア
―
上
海
か
ら
上
海
へ
、
そ
し
て
そ
の
先
へ
―
』

主
催
教
員
：
佐
野
真
由
子
准
教
授

○
第
104
回
（
11
年
11
月
25
日
）

『
生
態
、
環
境
、
資
源
か
ら
見
る
近
代
「
満
洲
」
：
前
近
代
か
ら
の
連
続
・
非

連
続
を
中
心
に
』

主
催
教
員
：
劉
建
輝
准
教
授

○
第
105
回
（
12
年
1
月
21
日
）

『「
外
地
」
文
学
の
言
説
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
―
台
湾
と
「
満
洲
」
の
対
話
―
』

主
催
教
員
：
劉
建
輝
准
教
授

○
第
106
回
（
12
年
2
月
3
日
〜
4
日
）

『
植
民
地
朝
鮮
と
宗
教
―
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
帝
国
史
の
叙
述
に
む
け
て
―
』

主
催
教
員
：
磯
前
順
一
准
教
授

○
第
107
回
（
12
年
2
月
13
日
）

『
植
民
地
裁
判
資
料
の
活
用
―
韓
国
大
法
院
所
蔵
民
事
判
決
文
を
中
心
に
』

主
催
教
員
：
松
田
利
彦
准
教
授

○
第
108
回
（
12
年
4
月
7
日
）

『「
妙
貞
問
答
」
の
訳
注
・
英
訳
・
研
究
』

主
催
教
員
：
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
教
授

○
第
109
回
（
12
年
7
月
22
日
）

『
ポ
ス
ト
世
俗
主
義
と
公
共
性
』

主
催
教
員
：
磯
前
順
一
准
教
授

○
第
110
回
（
12
年
11
月
10
日
〜
11
日
）

『
近
代
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
絵
ハ
ガ
キ
メ
デ
ィ
ア
―
帝
国
・
表
象
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
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主
催
教
員
：
稲
賀
繁
美
教
授

○
第
111
回
（
12
年
12
月
8
日
）

『
近
代
仏
教
―
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
視
点
か
ら
』

主
催
教
員
：
末
木
文
美
士
教
授

○
第
112
回
（
12
年
12
月
8
日
〜
9
日
）

『
日
蘭
関
係
史
を
よ
み
と
く
―
蘭
学
を
中
心
に
―
』

主
催
教
員
：
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
准
教
授

○
第
113
回
（
13
年
3
月
15
日
）

『
近
代
日
本
と
華
北

―
文
化
交
流
か
ら
の
再
検
討
』

主
催
教
員
：
劉
建
輝
准
教
授

○
第
114
回
（
13
年
6
月
16
日
）

『
近
代
日
本
の
国
家
観
―
学
際
的
考
察
―
』

主
催
教
員
：
瀧
井
一
博
教
授

○
第
115
回
（
13
年
7
月
21
日
〜
22
日
）

『
宗
教
と
公
共
性
―
神
道
と
宗
教
復
興
か
ら
』

主
催
教
員
：
磯
前
順
一
准
教
授

○
第
116
回
（
13
年
7
月
26
日
〜
27
日
）

『
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
転
換
期
の
伊
勢
』

主
催
教
員
：
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
教
授

○
第
117
回
（
13
年
8
月
26
日
）

『『
妙
貞
問
答
』
の
諸
問
題
』

主
催
教
員
：
末
木
文
美
士
教
授

○
第
118
回
（
13
年
11
月
8
日
〜
10
日
）

『「
大
名
庭
園
」
の
新
発
見
』

主
催
教
員
：
白
幡
洋
三
郎
教
授

○
第
119
回
（
14
年
3
月
5
日
）

『
関
西
の
映
画
興
行
史
の
基
礎
調
査
―
『
合
同
通
信
』
を
中
心
に
』

主
催
教
員
：
細
川
周
平
教
授

○
第
120
回
（
14
年
10
月
29
日
）

『
交
錯
す
る
外
交
と
貿
易
―
明
清
交
替
期
前
後
の
東
ア
ジ
ア
三
国
関
係
』

主
催
教
員
：
劉
建
輝
教
授

○
第
121
回
（
14
年
12
月
5
日
）

『
言
葉
の
境
界
を
こ
え
る
／
詩
と
そ
の
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
』

主
催
教
員
：
坪
井
秀
人
教
授

○
第
122
回
（
15
年
1
月
10
日
〜
11
日
）

『
怪
異
・
妖
怪
文
化
研
究
の
現
在
』

主
催
教
員
：
小
松
和
彦
所
長

○
第
123
回
（
15
年
2
月
7
日
〜
8
日
）

『
日
本
古
代
の
地
域
と
交
流
』

主
催
教
員
：
倉
本
一
宏
教
授

○
第
124
回
（
15
年
3
月
13
日
〜
15
日
）

『
学
生
・
教
員
参
加
に
よ
る
日
本
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
ま
ん
が
研
究
及
び
教
育
法
』
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主
催
教
員
：
大
塚
英
志
教
授

○
第
125
回
（
15
年
3
月
24
日
）

『
記
憶
の
改
変
―
「
私
は
貝
に
な
り
た
い
」
と
記
憶
の
政
治
学
』

主
催
教
員
：
瀧
井
一
博
教
授

○
第
126
回
（
15
年
9
月
26
日
〜
27
日
）

『
民
謡
研
究
の
今
日
』

主
催
教
員
：
細
川
周
平
教
授

○
第
127
回
（
15
年
11
月
20
日
）

『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
日
本
文
学
の
研
究
』

主
催
教
員
：
郭
南
燕
准
教
授

○
第
128
回
（
15
年
11
月
28
日
〜
29
日
）

『
鎮
魂
・
翻
訳
・
記
憶
―
声
に
な
ら
な
い
他
者
の
声
を
聴
く
』

主
催
教
員
：
磯
前
順
一
教
授

○
第
129
回
（
16
年
2
月
9
日
）

『
Ｃ
Ｍ
研
究
の
展
開
と
発
展 

日
文
研
共
同
研
究
か
ら
の
一
〇
年
』

主
催
教
員
：
山
田
奨
治
教
授

○
第
130
回
（
16
年
2
月
27
日
〜
28
日
）

『
翻
訳
の
再
評
価
：
学
問
を
深
め
る
原
動
力
』

主
催
教
員
：
パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
教
授

○
第
132
回
（
16
年
2
月
12
日
〜
13
日
）

『
海
賊
・
山
賊
・
馬
賊
・
愚
連
隊
：
無
法
者outlaw

の
社
会
史
に
む
け
て
―
竹

村
民
郎
著
作
集
を
参
照
点
と
し
て
』

主
宰
教
員
：
稲
賀
繁
美
教
授

○
第
131
回
（
16
年
12
月
5
日
〜
6
日
）

『
鈴
木
大
拙
を
顧
み
る
：
没
後
50
年
を
記
念
し
て
』

主
催
教
員
：
山
田
奨
治
教
授

［﹁
世
界
の
日
本
研
究
﹂
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］

○
第
8
回
（
07
年
1
月
12
日
〜
13
日
）

『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
』

主
催
教
員
：
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ク
ス
タ
ー
教
授

○
第
9
回
（
08
年
3
月
14
日
〜
15
日
）

『
日
本
の
仏
教
学
者
：
21
世
紀
の
仏
教
学
に
向
け
て
』

主
催
教
員
：
細
川
周
平
教
授

○
第
10
回
（
10
年
1
月
29
日
）

『
日
本
語
で
書
く
―
文
学
創
作
の
喜
び
と
苦
し
み
―
』

主
催
教
員
：
郭
南
燕
准
教
授

○
第
11
回
（
12
年
1
月
27
日
〜
28
日
）

『
日
本
語
で
書
く
―
非
母
語
文
学
の
成
立
』

主
催
教
員
：
稲
賀
繁
美
教
授
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［
日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
］

○
第
201
回
（
07
年
4
月
18
日
）

『
国
境
を
越
え
た
日
本
の
学
校
文
化
』
モ
ハ
メ
ッ
ド
・
レ
ザ
・
サ
ル
カ
ー
ル
・

ア
ラ
ニ
（
ア
ラ
メ
・
タ
バ
タ
バ
イ
大
学
助
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
202
回
（
07
年
5
月
16
日
）

『
唐
代
文
学
に
お
け
る
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
』
張
哲
俊
（
北
京
師
範
大
学
比
較
文

学
研
究
所
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
203
回
（
07
年
6
月
13
日
）

『「
気
」
の
思
想
・「
こ
こ
ろ
」
の
文
化
―
言
語
学
か
ら
み
た
日
本
人
と
タ
イ
人

の
心
の
あ
り
方
―
』
チ
ャ
ワ
ー
リ
ン
・
サ
ウ
ェ
ッ
タ
ナ
ン
（
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー

ン
大
学
専
任
講
師
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
204
回
（
07
年
7
月
25
日
）

『
淡
路
島
に
お
け
る
災
害
と
記
憶
の
文
化
―
荒
神
信
仰
を
中
心
に
―
』

シ
ン
シ
ア
・
ネ
リ
・
ザ
ヤ
ス
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
立
大
学
国
際
研
究
セ
ン
タ
ー
准

教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
205
回
（
07
年
9
月
11
日
）

『
宮
本
常
一
の
民
俗
誌
を
通
し
て
見
た
日
本
女
性
と
日
本
文
化
理
解
』
チ
ャ
ン
・

テ
ィ
・
チ
ュ
ン
・
ト
ア
ン
（
ベ
ト
ナ
ム
国
立
ハ
ノ
イ
国
家
大
学
助
教
授
／
日
文

研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
206
回
（
07
年
10
月
10
日
）

『
朝
鮮
旅
行
案
内
書
に
見
る
日
本
人
の
ロ
マ
ン
』
ペ
イ
・
ヒ
ョ
ン
イ
ル
（
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
タ
バ
ー
バ
ラ
校
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
207
回
（
11
年
11
月
14
日
）

『
遊
興
の
「
花
」
と
し
て
の
理
想
―
妓
生
と
遊
女
―
』
金
榮
哲
（
漢
陽
大
学
校

教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
208
回
（
07
年
12
月
12
日
）

『
中
国
出
土
の
文
物
か
ら
見
た
中
日
古
代
文
化
交
流
史
―
和
同
開
珎
と
井
真
成

墓
誌
を
中
心
と
し
て
―
』
王
維
坤
（
西
北
大
学
教
授
・
副
院
長
／
日
文
研
外
国

人
研
究
員
）

○
第
209
回
（
08
年
1
月
16
日
）

『
懺
悔
・
供
養
・
修
法
―
前
近
代
日
本
仏
教
の
心
を
探
る
―
』
ブ
ラ
イ
ア
ン
・

小
野
坂
・
ル
パ
ー
ト
（
イ
リ
ノ
イ
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
210
回
（
08
年
2
月
26
日
）

『
関
西
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
文
化
』
マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
（
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
准
教

授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
211
回
（
08
年
3
月
18
日
）

『
北
極
か
ら
日
本
へ
―
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
探
検
隊
が
見
た
明
治
日
本
―
』
グ
ニ
ラ
・

リ
ン
ド
バ
ー
グ=

ワ
ダ
（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
主
任
教
授
／
日
文
研
外
国
人

研
究
員
）

○
第
212
回
（
08
年
4
月
23
日
）

『
渋
沢
栄
一
と
張
謇
―
日
中
近
代
企
業
家
に
関
す
る
一
つ
の
比
較
―
』
周
　
見

（
中
国
社
会
科
学
院
世
界
経
済
政
治
研
究
所
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
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○
第
213
回
（
08
年
5
月
14
日
）

『
小
説
を
通
し
て
み
た
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
在
日
コ
リ
ア
ン
』
金
　
貞
恵
（
釜

山
外
国
語
大
学
校
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
214
回
（
08
年
6
月
11
日
）

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
日
本
宗
教
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ 

│
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
と
日
本

の
僧
侶
神
主
と
の
問
答
│
』
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ジ
ラ
ー
ル
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
極

東
学
院
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
215
回
（
08
年
7
月
9
日
）

『
萬
葉
集
に
見
ら
れ
る
不
思
議
な
言
葉
と
上
代
日
本
列
島
に
於
け
る
ア
イ
ヌ
語

の
分
布
』
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ヴ
ォ
ヴ
ィ
ン
（
ハ
ワ
イ
大
学
マ
ノ
ア
校
教
授
／

日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
216
回
（
08
年
9
月
11
日
）

『
韓
国
に
お
け
る
日
本
研
究
が
語
る
も
の
』
金
　
弼
東
（
世
明
大
学
校
副
教
授

／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
217
回
（
08
年
10
月
9
日
）

『
一
九
三
〇
年
代
の
『
改
造
』
に
お
け
る
魯
迅
の
日
本
越
境
』
王
　
中
忱
（
清

華
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
218
回
（
08
年
11
月
12
日
）

『
日
本
に
お
け
る
禅
浄
双
修 

│
黄
檗
宗
を
中
心
と
し
て
│
』
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ

ス
キ
ン
ド
（
日
文
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
）

○
第
219
回
（
08
年
12
月
10
日
）

『
洋
楽
ジ
ャ
ン
ル
の
適
応
と
変
遷
：
童
謡
、
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
と
レ
ゲ
エ
の
事
例

研
究
』
ノ
リ
コ
・
マ
ナ
ベ
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
非
常
勤
講
師
／
日
文
研

外
来
研
究
員
）

○
第
220
回
（
09
年
1
月
16
日
）

『
志
賀
直
哉
の
関
西
観
』
郭
　
南
燕
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
221
回
（
09
年
2
月
17
日
）

『
内
藤
湖
南
の
中
国
学
界
に
与
え
た
影
響
』
胡
　
宝
華
（
南
開
大
学
准
教
授
／

日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
222
回
（
09
年
3
月
9
日
）

『
江
戸
時
代
に
お
け
る
無
名
の
人
々
の
伝
記
』
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ャ
モ
ニ
（
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
223
回
（
09
年
4
月
14
日
）

『
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
の
系
譜
│
近
代
文
学
と
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
視
覚
文
化
』

河
名
サ
リ
（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
大
学
ボ
ス
ト
ン
校
助
教
授
／
日
文
研
外
国
人

研
究
員
）

○
第
224
回
（
09
年
5
月
12
日
）

『
変
わ
り
ゆ
く
国
家
と
民
族
の
す
が
た
』
趙
　
政
男
（
高
麗
大
学
校
教
授
／
日

文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
225
回
（
09
年
7
月
14
日
）

『
天
皇
の
ギ
フ
ト
│
明
治
外
交
の
一
齣
│
』
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
（
日
文
研
准



274

教
授
）

○
第
226
回
（
09
年
9
月
8
日
）

『
日
本
の
技
術
者
と
フ
ラ
ン
ス
の
技
術
者
│
技
術
革
新
の
担
い
手
│
』
野
原
博

淳
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
上
級
研
究
員
／
日
文
研
外
国
人
研
究

員
）

○
第
227
回
（
09
年
10
月
26
日
）

『
韓
国
の
純
情
漫
画
と
日
本
の
少
女
マ
ン
ガ
』
秋
　
菊
姫
（
東
京
大
学
交
流
研

究
員
）

○
第
228
回
（
09
年
11
月
16
日
）

『
世
俗
化
か
ら
見
た
近
代
仏
教
│
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
と
の
比
較
│
』
フ
ァ
ム
・

テ
ィ
・
ト
ゥ
・
ザ
ン
（
ハ
ノ
イ
国
家
大
学
・
人
文
社
会
科
学
大
学
専
任
講
師
／

日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
229
回
（
09
年
12
月
8
日
）

『
近
世
日
本
に
お
け
る
開
帳
と
秘
仏
の
文
化
』
許
　
南
鱗
（
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
230
回
（
10
年
1
月
19
日
）

『
猿
と
一
緒
に
踊
り
、
鷹
と
共
に
空
へ
飛
ぶ
│
バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
に
お
け
る
文

化
遺
産
の
再
構
築
│
』
陳
　
玲
（
清
華
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
231
回
（
10
年
2
月
9
日
）

『
日
本
文
化
の
形
成
及
び
そ
の
特
徴
』
蒋 

立
峰
（
中
国
社
会
科
学
院
日
本
研
究

所
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
232
回
（
10
年
3
月
9
日
）

『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
雅
楽
の
流
れ
』
趙
　
維
平
（
上
海
音
楽
学
院
教
授
／
日

文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
233
回
（
10
年
4
月
13
日
）

『
見
る
風
景
・
想
像
す
る
風
景
│
芭
蕉
の
俳
文
を
た
の
し
む
│
』
エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト
・

マ
イ
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
名
誉
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
234
回
（
10
年
5
月
11
日
）

『
蒋
介
石
の
人
格
形
成
と
日
本
』
黄
　
自
進
（
台
湾
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究

所
研
究
員
・
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
235
回
（
10
年
6
月
8
日
）

『「
訳
す
る
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
│
翻
訳
概
念
史
の
概
略
│
』
ジ
ェ

フ
リ
ー
・
ア
ン
グ
ル
ズ
（
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
ミ
シ
ガ
ン
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外

国
人
研
究
員
）

○
第
236
回
（
10
年
7
月
13
日
）

『
初
期
の
和
歌
と
地
名
│
英
詩
か
ら
の
見
方
│
』
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ハ
リ
ス
（
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ク
イ
ー
ン
ズ
カ
レ
ッ
ジ
フ
ェ
ロ
ー
／
日
文
研
外
国
人
研
究

員
）

○
第
237
回
（
10
年
9
月
14
日
）

『
戦
争
・
記
憶
・
想
像
力
―
文
禄
の
役
（
壬
辰
倭
乱
）
を
め
ぐ
っ
て
―
』
崔
　
官
（
高

麗
大
学
校
教
授
・
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
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○
第
238
回
（
10
年
10
月
12
日
）

『
海
を
渡
っ
た
日
本
の
教
育
―
戦
前
期
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
日
本
的
教
育
文
化

の
越
境
と
再
創
―
』
根
川
幸
男
（
ブ
ラ
ジ
リ
ア
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人

研
究
員
）

○
第
239
回
（
10
年
11
月
9
日
）

『
日
本
現
代
批
評
と
韓
国
の
美
』
呉
　
京
煥
（
釜
山
大
学
校
教
授
／
日
文
研
外

国
人
研
究
員
）

○
第
240
回
（
10
年
12
月
14
日
）

『
小
田
実
の
思
想
と
文
学
―
全
体
小
説
を
短
編
で
書
く
こ
と
―
』
ロ
ー
マ
ン
・

ロ
ー
ゼ
ン
バ
ウ
ム
（
シ
ド
ニ
ー
大
学
名
誉
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
／
日
文
研
外
国
人
研

究
員
）

○
第
241
回
（
11
年
1
月
18
日
）

『
亡
命
ロ
シ
ア
人
が
見
た
近
代
日
本
』
ア
イ
ー
ダ
・
ス
レ
イ
メ
ノ
ヴ
ァ
（
極
東

国
立
総
合
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
242
回
（
11
年
2
月
15
日
）

『
時
空
を
超
え
る
弥
次
喜
多
の
笑
い
―
小
説
か
ら
浮
世
絵
ま
で
―
』
康
　
志
賢

（
全
南
大
学
校
副
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
243
回
（
11
年
3
月
9
日
）

『
萩
原
朔
太
郎
と
近
代
日
本
―
時
代
の
パ
イ
オ
ニ
ア
―
』
徐
　
載
坤
（
韓
国
外

国
語
大
学
校
副
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
244
回
（
11
年
4
月
26
日
）

『
戦
後
映
画
に
お
け
る
孤
児
の
表
象
』
ミ
ツ
ヨ
・
ワ
ダ=

マ
ル
シ
ア
ー
ノ
（
カ
ー

ル
ト
ン
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
245
回
（
11
年
5
月
17
日
）

『
関
東
都
督
府
の
満
州
調
査
』
王
　
鉄
軍
（
遼
寧
大
学
日
本
研
究
所
副
研
究
員

／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
246
回
（
11
年
6
月
14
日
）

『
朱
舜
水
と
日
本
』
韓
　
東
育
（
東
北
師
範
大
学
教
授
・
院
長
／
日
文
研
外
国

人
研
究
員
）

○
第
247
回
（
11
年
7
月
12
日
）

『
竹
島
か
ら
「
韓
流
」
ま
で
：
日
本
と
韓
国
の
「
地
政
心
理
」
の
出
会
い
』
ロ
ー
・

ダ
ニ
エ
ル
（
社
団
法
人
東
ア
ジ
ア
平
和
投
資
プ
ロ
グ
ラ
ム
代
表
／
日
文
研
外
国

人
研
究
員
）

○
第
248
回
（
11
年
9
月
13
日
）

『
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
日
本
語
教
育
と
日
本
研
究
の
現
状
』
グ
エ
ン
・
テ
ィ
・

タ
ン
・
タ
ム
（
ハ
ノ
イ
貿
易
大
学
上
級
講
師
／
ベ
ト
ナ
ム
科
学
技
術
協
会
技
術

開
発
研
究
所
副
所
長
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
249
回
（
11
年
10
月
11
日
）

『
美
術
と
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
掛
け
合
い
―
国
策
と
し
て
の
偽
満
州
国
第
一
回

美
術
展
覧
会
に
つ
い
て
―
』
王
　
确
（
東
北
師
範
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人

研
究
員
）
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○
第
250
回
（
11
年
11
月
8
日
）

『
近
代
日
本
の
最
盛
期
：
明
宮
嘉
仁
（
の
ち
大
正
天
皇
）
の
生
涯
を
通
し
て
』

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
（
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
大
学
准

教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
251
回
（
11
年
12
月
13
日
）

『
韓
国
に
お
け
る
「
親
日
派
」
言
説
に
関
す
る
一
つ
の
考
察
』
金
　
哲
（
延
世

大
学
校
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
252
回
（
11
年
1
月
17
日
）

『
ベ
ト
ナ
ム
の
習
慣
と
信
仰
を
古
典
文
学
に
探
る
』
グ
エ
ン
・
テ
ィ
・
オ
ワ
イ

ン
（
ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
253
回
（
12
年
2
月
14
日
）

『
天
寿
の
域
に
い
た
る
道
―
貝
原
益
軒
の
『
養
生
訓
』
を
中
心
に
―
』
劉
　
克

申
（
上
海
対
外
貿
易
学
院
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
254
回
（
12
年
3
月
13
日
）

『
帝
誅
し
と
帝
諫
め
の
物
語
―
狩
野
重
信
筆
『
帝
鑑
図
・
咸
陽
宮
図
屏
風
』
を

読
む
―
』
楊
　
暁
捷
（
カ
ル
ガ
リ
ー
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
255
回
（
12
年
4
月
10
日
）

『
東
ア
ジ
ア
近
代
史
に
お
け
る
「
記
憶
と
記
念
」』
都
　
珍
淳
（
昌
原
大
学
校
教

授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
256
回
（
12
年
5
月
15
日
）

『
近
代
日
中
知
識
人
の
自
他
認
識
―
思
想
交
流
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
』
徐
　

興
慶
（
台
湾
大
学
研
究
所
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
257
回
（
12
年
6
月
12
日
）

『
日
本
映
画
に
於
け
る
原
型
的
な
表
現
方
法
』
ア
ン
ド
リ
ヤ
ナ
・
ツ
ヴ
ェ
ト
コ

ビ
ッ
チ
（
欧
州
映
画
ア
カ
デ
ミ
ー
Ｅ
Ｓ
Ｒ
Ａ
パ
リ
―
ス
コ
ピ
エ
―
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
客
員
教
授
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
258
回
（
12
年
7
月
10
日
）

『「
中
国
式
」
日
本
研
究
の
実
像
と
虚
像
』
刘
　
岳
平
（
南
開
大
学
教
授
／
日
文

研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
259
回
（
12
年
9
月
11
日
）

『
中
国
文
化
へ
の
誘
い
―
漢
字
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
金
　
哲
会
（
北
京
語
言

大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
260
回
（
12
年
10
月
9
日
）

『
戦
国
の
宗
教
文
化
と
宣
教
師
―
大
航
海
時
代
に
お
け
る
異
教
の
位
置
づ
け
を

考
え
る
―
』
シ
ル
ビ
オ
・
ヴ
ィ
ー
タ
（
京
都
外
国
語
大
学
教
授
）

○
第
261
回
（
12
年
11
月
6
日
）

『「
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
か
ら
「
美
の
国
」
へ
―
ク
ー
デ
ン
ホ
ー
フ
＝
カ
レ
ル
ギ
ー

と
日
本
―
』
バ
ル
ト
・
ガ
ー
ン
ズ
（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
際
関
係
研
究
所
研
究
員
）

○
第
262
回
（
12
年
12
月
11
日
）

『
日
本
の
中
世
文
化
を
考
え
る
―
上
流
階
層
に
お
け
る
唐
物
趣
味
や
禅
趣
味
を

中
心
に
―
』
韋 

立
新
（
広
東
外
語
外
貿
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
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○
第
263
回
（
13
年
1
月
15
日
）

『
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
け
る
演
劇
史
と
日
本
の
伝
統
演
劇
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
』

ク
ラ
テ
ィ
ラ
カ
・
ク
マ
ー
ラ
シ
ン
ハ
（
ケ
ラ
ニ
ア
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人

研
究
員
）

○
第
264
回
（
13
年
2
月
12
日
）

『
中
日
文
化
異
同
論
の
推
移

―
近
代
以
降
の
日
本
と
欧
米
の
学
界
を
中
心
に
』

張
　
翔
（
復
旦
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
265
回
（
13
年
3
月
12
日
）

『
日
本
演
劇
に
お
け
る｢

非
人
間
的
な
る
も
の｣

と
の
遭
遇

―
霊
・
動
物
・

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
』
マ
ー
ク
・
コ
ー
デ
ィ
・
ポ
ー
ル
ト
ン
（
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
大
学

教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
266
回
（
13
年
4
月
9
日
）

『
武
術
伝
授
に
見
る
東
西
両
世
界
』
カ
セ
ム
・
ズ
ガ
リ
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋

言
語
文
化
大
学
フ
ラ
ン
ス
日
本
協
会
研
究
員
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
267
回
（
13
年
5
月
14
日
）

『
中
世
日
本
に
於
け
る
密
教
僧
と
神
祇
崇
拝
　
伊
勢
、
三
輪
山
等
を
中
心
と
す

る
両
部
神
道
説
に
つ
い
て
』
ア
ン
ナ
・
ア
ン
ド
レ
ー
ワ
（
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
カ
ー

ル
・
ヤ
ス
ペ
ル
ス
・
セ
ン
タ
ー
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
フ
ェ
ロ
ー
／
日
文
研
外
国
人
研

究
員
）

○
第
268
回
（
13
年
6
月
11
日
）

『
耳
塚
の
「
霊
魂
」
を
ど
う
考
え
る
か
』
魯
　
成
煥
（
蔚
山
大
学
校
人
文
大
学

教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
269
回
（
13
年
7
月
9
日
）

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
貴
族
と
日
本
美
―
知
ら
れ
ざ
る
一
七
世
紀
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
―
』

ウ
ィ
ー
ベ
・
カ
ウ
テ
ル
ト
（
ソ
ウ
ル
国
立
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究

員
）

○
第
270
回
（
13
年
9
月
20
日
）

『
春
画
を
語
る
・
語
る
春
画
―
春
画
を
西
洋
の
大
学
で
教
え
る
諸
問
題
―
』
ハ

ン
ス
・
ト
ム
セ
ン
（
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
271
回
（
13
年
10
月
8
日
）

『
ブ
ラ
ジ
ル
の
日
本
語
文
学
』
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ト
ー
マ
ス
・
マ
ッ
ク
（
ワ
シ
ン

ト
ン
大
学
国
際
交
流
基
金
フ
ェ
ロ
ー
／
日
文
研
准
教
授
）

○
第
272
回
（
13
年
11
月
5
日
）

『
伝
統
と
観
光
を
考
え
る
―
日
本
の
来
訪
神
行
事
を
事
例
と
し
て
―
』
マ
イ
ケ

ル
・
デ
ィ
ラ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
（
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国

人
研
究
員
）

○
第
273
回
（
13
年
12
月
10
日
）

『
近
代
能
楽
史
と
植
民
地
』
徐
　
禎
完
（
翰
林
大
学
校
教
授
／
日
文
研
外
国
人

研
究
員
）

○
第
274
回
（
14
年
1
月
21
日
）

『
他
者
の
風
景
―
一
九
世
紀
西
洋
絵
入
り
新
聞
か
ら
見
る
東
ア
ジ
ア
』
陳 

其
松

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）
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○
第
280
回
（
14
年
7
月
8
日
）

『
仏
教
社
会
主
義
に
つ
い
て

―
妹
尾
義
郎
と
新
興
仏
教
青
年
同
盟

―
』

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ク
・
シ
ー
ル
ズ
（
バ
ッ
ク
ネ
ル
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外

来
研
究
員
）

『
ナ
チ
ス
と
日
本
宗
教
』
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ア
ン
ド
レ
ー
・
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
（
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
付
属
仏
教
研
究
所
研
究
員
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
281
回
（
14
年
9
月
16
日
）

『
後
藤
新
平
研
究

―
中
国
の
視
点
か
ら
』
王 

鍵
（
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史

研
究
所
研
究
員
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
282
回
（
14
年
10
月
14
日
）

『
日
本
が
自
ら
日
本
を
世
界
に
紹
介
し
た
最
初
の
本
に
み
る
日
本
の
美
意
識
に

つ
い
て
』
エ
ミ
リ
ア
・
シ
ャ
ロ
ン
ド
ン
（
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
・
ル
・
ミ
ラ
イ
ユ
大

学
講
師
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
283
回
（
14
年
11
月
27
日
）

『
日
本
古
典
文
学
に
お
け
る
隠
喩
の
考
察

―
主
に
歌
こ
と
ば
、
翻
訳
、
隠
喩

の
展
開
に
つ
い
て
』
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
イ
ェ
ル
ブ
リ
ン
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
284
回
（
14
年
12
月
12
日
）

『
タ
ブ
ー
を
破
る
―
春
画
研
究
・
展
示
の
意
義
』
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ガ
ー
ス
ト

ル
（
ロ
ン
ド
ン
大
学
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

『
日
本
の
春
画
を
イ
ギ
リ
ス
は
ど
う
見
た
か
』
矢
野
明
子
（
ロ
ン
ド
ン
大
学
Ｓ

Ｏ
Ａ
Ｓ
ジ
ャ
パ
ン
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
―
リ
サ
ー
チ
・
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
／
日

○
第
275
回
（
14
年
2
月
12
日
）

『『
吾
妻
鏡
』
の
謎

―
清
末
中
国
へ
渡
っ
た
明
治
の
性
科
学
』
唐 

権
（
華
東
師

範
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
276
回
（
14
年
3
月
11
日
）

『“K
aw

aii” 

を
め
ぐ
る
表
象

―
そ
の
形
成
と
展
開
』
高
馬
京
子
（
ミ
コ
ラ
ス

ロ
メ
リ
ス
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

『
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
世
代
間
ギ
ャ
ッ
プ

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
日
本
研
究
の
将
来
は
如
何
に
』
ハ
ラ
ル
ド
・
フ
ー
ス
（
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大

学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

『
日
本
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
「
前
衛
」
か
？

―Future B
eauty

展
の
現
場
か
ら
』

深
井
晃
子
（
京
都
服
飾
文
化
研
究
財
団
理
事
、
チ
ー
フ
・
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
）

○
第
277
回
（
14
年
4
月
8
日
）

『
森
有
礼
が
見
た
一
九
世
紀
半
ば
の
ロ
シ
ア
帝
国

―
虚
像
と
実
像

―
』
マ

リ
ー
ナ
・
コ
ヴ
ァ
ル
チ
ュ
ク
（
極
東
連
邦
大
学
助
教
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
278
回
（
14
年
5
月
13
日
）

『
中
日
の
知
を
つ
な
い
だ
上
海
内
山
書
店
』
秦 

剛
（
北
京
外
国
語
大
学
北
京
日

本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
副
教
授
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
279
回
（
14
年
6
月
10
日
）

『
宗
教
と
世
俗
の
間
―
祇
園
祭
と
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
の
祭
を
め
ぐ
っ
て
』
エ
リ
ザ

ベ
ッ
タ
・
ポ
ル
ク
（
ラ
イ
プ
テ
ィ
ッ
ヒ
大
学
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
上
級
研
究
員

兼
講
師
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）



279

文
研
外
来
研
究
員
）

『
大
英
博
物
館
春
画
展
を
受
け
て
―
日
本
側
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
』
石
上
阿
希
（
立

命
館
大
学
衣
笠
総
合
研
究
機
構
専
門
研
究
員
）

○
第
285
回
（
15
年
1
月
13
日
）

『
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
お
け
る
日
本
大
衆
文
化
と
そ
の
変
容

―
大
河
ド
ラ
マ

分
析
を
通
じ
て
』
朴
　
順
愛
（
湖
南
大
学
校
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
286
回
（
15
年
2
月
10
日
）

『
仏
教
と
平
和
主
義

―
日
本
仏
教
の
挑
戦
』
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
・
ム
コ
パ
デ
ィ
ヤ
ー

ヤ
（
デ
リ
ー
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
287
回
（
15
年
3
月
10
日
）

『
私
の
日
本
映
画
研
究
と
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
外
交
』
ア
ン
ド
リ
ヤ
ナ
・
ツ
ヴ
ェ
ト
コ

ビ
ッ
チ
（
駐
日
マ
ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
特
命
全
権
大
使
／
元
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
288
回
（
15
年
4
月
14
日
）

『
日
本
を
め
ぐ
る
認
識
変
容

―
高
度
成
長
期
か
ら
「
失
わ
れ
た
二
〇
年
」
を

通
じ
て
』
ア
ン
ド
ル
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
／
日
文
研
外
来

研
究
員
）

○
第
289
回
（
15
年
5
月
12
日
）

『
蔣
介
石
の
日
本
像
』
黄
　
自
進
（
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
／
日
文
研
外

国
人
研
究
員
）

○
第
290
回
（
15
年
6
月
11
日
）

『
火
の
女
神
と
神
に
な
っ
た
男
―
一
六
世
紀
の
井
戸
茶
碗
を
中
心
に
―
』
朴
　

正
一
（
釜
山
外
国
語
大
学
校
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
291
回
（
15
年
7
月
7
日
）

『
お
ん
な
も
の

―
日
本
の
伝
統
芸
能
に
お
け
る
「
女
性
」
の
登
場
と
そ
の
表
象

を
め
ぐ
っ
て
』
ガ
リ
ア
・
ト
ド
ロ
ヴ
ァ
・
ペ
ト
コ
ヴ
ァ
・
ガ
ブ
ロ
フ
ス
カ
（
ブ
ル

ガ
リ
ア
国
立
演
劇
映
画
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
客
員
講
師
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
292
回
（
15
年
9
月
15
日
）

『
何
で
そ
ん
な
に
愛
さ
れ
、
そ
ん
な
に
憎
ま
れ
る
の
か

―
文
学
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

と
し
て
の
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
』
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ト
ラ
ン
ス
（
オ
ハ
イ
オ
州
立

大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
293
回
（
15
年
10
月
13
日
）

『
法
と
教
養
と
文
化
の
基
礎

―
田
中
耕
太
郎
に
な
ら
っ
て
』
ケ
ビ
ン
・
ド
ー

ク
（
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
294
回
（
15
年
11
月
17
日
）

『
鉄
道
か
ら
見
た
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
』
李 

容
相
（
又
松
大
学
教
授
／
日
文
研
外

国
人
研
究
員
）

○
第
295
回
（
15
年
12
月
1
日
）

『
日
中
両
国
は
ど
う
付
き
合
う
べ
き
か

―
王
正
廷
の
「
王
道
・
覇
道
」
論
か

ら
考
え
る
』
高 

文
勝
（
天
津
師
範
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
296
回
（
16
年
1
月
5
日
）

『
日
本
美
術
に
見
る
ユ
ー
モ
ア

―
河
鍋
暁
斎
の
動
物
戯
画
と
暁
斎
が
笑
っ
た

明
治
の
西
洋
化
』
ア
グ
ネ
セ
・
ハ
イ
ジ
マ
（
ラ
ト
ビ
ア
大
学
准
教
授
／
日
文
研
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才
か
ら
教
育
者
へ
』
龔
　
穎
（
中
国
社
会
科
学
院
哲
学
研
究
所
研
究
員
／
日
文

研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
303
回
（
16
年
9
月
13
日
）

『
変
容
す
る
ヤ
マ
ト

―
『
古
事
記
』
の
「
天
皇
」
を
考
え
る

―
』
マ
ラ
ル
・

ア
ン
ダ
ソ
ヴ
ァ
（
カ
ザ
フ
国
立
女
子
教
育
大
学
研
究
員
／
日
文
研
外
国
人
研
究

員
）

○
第
304
回
（
16
年
10
月
4
日
）

『
木
下
恵
介
映
画
の
見
ど
こ
ろ

―
忘
れ
ら
れ
た
日
本
の
こ
こ
ろ
』
マ
ッ
ツ
・

カ
ー
ル
ソ
ン
（
シ
ド
ニ
ー
大
学
シ
ニ
ア
講
師
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
305
回
（
16
年
11
月
15
日
）

『
セ
ル
ビ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
詩
と
『
日
本
の
古
歌
』』
山
崎
佳
代
子
（
詩

人
／
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
306
回
（
16
年
12
月
13
日
）

『
北
朝
鮮
の
核
問
題
と
中
国
の
新
た
な
朝
鮮
半
島
政
策
』
姜
　
龍
範
（
天
津
外

国
語
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
307
回
（
17
年
1
月
10
日
）

『
近
世
前
期
の
学
識
と
実
学
を
再
考
す
る
―
京
都
の
博
学
者
、
馬
場
信
武
を
中

心
に
』
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ハ
イ
エ
ク
（
パ
リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
准
教
授
／
日
文
研

外
国
人
研
究
員
）

○
第
308
回
（
17
年
2
月
10
日
）

『
京
都
か
ら
考
え
る
「
東
ア
ジ
ア
安
全
共
同
体
」

―
「
戦
争
」「
災
害
」「
歴
史
」

外
来
研
究
員
）

○
第
297
回
（
16
年
2
月
19
日
）

『
ロ
シ
ア
文
学
に
お
け
る
日
露
戦
争
の
記
憶

―
「
日
本
」
の
表
象
を
中
心
に
』

イ
ー
ゴ
リ
・
ボ
ト
ー
エ
フ
（
ブ
リ
ヤ
ー
ト
国
立
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人

研
究
員
）

○
第
298
回
（
16
年
3
月
8
日
）

『「
近
代
の
宿
命
」
と
「
保
守
」

―
福
田
恆
存
の
保
守
主
義
を
考
え
る
』
張
　

寅
性
（
ソ
ウ
ル
大
学
校
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
299
回
（
16
年
4
月
12
日
）

『
人
形
浄
瑠
璃
文
楽

―
伝
統
演
劇
の
魅
力
と
苦
難
』
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
・

ル
ペ
ル
テ
ィ
（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
　
カ
・
フ
ォ
ス
カ
リ
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国

人
研
究
員
）

○
第
300
回
（
16
年
5
月
10
日
）

『
獅
子
舞
が
つ
な
ぐ
東
ア
ジ
ア
』
李
　
応
寿
（
世
宗
大
学
校
韓
日
芸
能
研
究
所

所
長
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
301
回
（
16
年
6
月
14
日
）

『「
古
く
て
新
し
い
も
の
」

―
ベ
ト
ナ
ム
人
の
俳
句
観
か
ら
日
本
文
化
の
浸
透

を
探
る
』
グ
エ
ン
・
ヴ
ー
・
ク
イ
ン
・
ニ
ュ
ー
（
在
ホ
ー
チ
ミ
ン
日
本
国
総
領

事
館
広
報
文
化
班
ア
シ
ス
タ
ン
ト
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
302
回
（
16
年
7
月
12
日
）

『
中
国
近
代
心
理
学
の
先
駆
け
、
陳
大
斉
の
日
本
留
学
と
そ
れ
か
ら

―
小
秀
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○
第
150
回
（
08
年
1
月
24
日
）

『
東
ア
ジ
ア
近
代
文
化
史
の
問
い
直
し
に
む
け
て
：
北
米
滞
在
帰
朝
報
告
』
稲

賀
繁
美
（
日
文
研
教
授
）

○
第
151
回
（
08
年
2
月
21
日
）

『
明
治
憲
法
史
と
伊
藤
博
文
』
瀧
井
一
博
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
152
回
（
08
年
4
月
17
日
）

『
ジ
ャ
ズ
喫
茶
研
究
の
諸
問
題
―
歴
史
観
か
ら
方
法
論
ま
で
』
マ
イ
ク
・
モ
ラ

ス
キ
ー
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
153
回
（
08
年
5
月
22
日
）

『
コ
ル
マ
ー
ル
（
仏
）・
セ
ミ
ナ
ー
（
二
〇
〇
八
年
三
月
）
を
振
り
返
っ
て
』
細

川
周
平
（
日
文
研
教
授
）、
稲
賀
繁
美
（
日
文
研
教
授
）、
瀧
井
一
博
（
日
文
研

准
教
授
）、
磯
前
順
一
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
154
回
（
08
年
6
月
19
日
）

『『〈
海
賊
版
〉
の
思
想
―
一
八
世
紀
英
国
の
永
久
コ
ピ
ー
ラ
イ
ト
闘
争
』
に
つ

い
て
』
山
田
奨
治
（
日
文
研
准
教
授
）、
池
内
恵
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
155
回
（
08
年
10
月
16
日
）

『
日
韓
関
係
に
と
っ
て
の
『
韓
流
』
ブ
ー
ム
と
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ソ
フ
ト
パ

ワ
ー
の
争
い
』
ア
リ
ソ
ン
・
ト
キ
タ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
156
回
（
08
年
11
月
13
日
）

『
書
評
『
遠
き
に
あ
り
て
つ
く
る
も
の
―
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
思
い
・
こ
と
ば
・

芸
能
―
』』
松
田
利
彦
（
日
文
研
准
教
授
）、
細
川
周
平
（
日
文
研
教
授
）

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
』
宋
　
浣
範
（
高
麗
大
学
副
院
長
／
日
文
研
外
国
人
研

究
員
）

［
木
曜
セ
ミ
ナ
ー
］

○
第
144
回
（
07
年
4
月
19
日
）

『
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
現
場
か
ら
見
た
知
の
共
有
と
独
占
』
新
井
菜
穂
子
（
日
文

研
准
教
授
）

○
第
145
回
（
07
年
5
月
24
日
）

『〈
日
本
の
宗
教
学
〉
再
考
―
学
説
史
か
ら
学
問
史
へ
』
磯
前
順
一
（
日
文
研
准

教
授
）

○
第
146
回
（
07
年
6
月
21
日
）

『
知
的
感
性
の
ゆ
く
え
―iM

ovies

（
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
で
き
る
映
画
）
の
性
格

と
文
化
的
意
義
』
栗
山
茂
久
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
147
回
（
07
年
7
月
19
日
）

『
柿
本
人
麻
呂
と
中
国
文
学
』
呂 

莉
（
中
国
社
会
科
学
院
外
国
文
学
研
究
所
助

教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
148
回
（
07
年
10
月
18
日
）

『
考
古
学
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
実
践
』
宇
野
隆
夫
（
日
文
研
教
授
）

○
第
149
回
（
07
年
11
月
15
日
）

『
改
変
さ
れ
た
平
城
京
―
史
書
に
書
か
れ
な
か
っ
た
事
実
―
』
千
田 

稔
（
日
文

研
教
授
）
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○
第
164
回
（
09
年
10
月
15
日
）

『
書
評
　
猪
木
武
徳
著
『
大
学
の
反
省
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
二
〇
〇
九
年
四
月
）
を

読
む
』
猪
木
武
徳
（
日
文
研
所
長
）

○
第
165
回
（
09
年
11
月
12
日
）

『
日
文
研
二
五
年
史
の
編
纂
―
そ
の
中
間
報
告
―
』
白
幡
洋
三
郎
（
日
文
研
教

授
）、
小
松
和
彦
（
日
文
研
教
授
）、
瀧
井
一
博
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
166
回
（
09
年
12
月
17
日
）

『
人
間
性
の
か
け
ら
を
求
め
て
―
石
井
部
隊
や
九
大
生
体
解
剖
事
件
に
お
け
る

個
人
的
責
任
を
考
え
る
―
』
郭
　
南
燕
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
167
回
（
10
年
1
月
21
日
）

『
情
報
と
い
う
分
野
』
森
　
洋
久
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
168
回
（
10
年
2
月
18
日
）

『
九
〜
一
四
世
紀
東
シ
ナ
海
交
流
の
素
描
』
榎
本
　
渉
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
169
回
（
10
年
4
月
22
日
）

『
書
評
　
宇
野
隆
夫
編
著
『
ユ
ー
ラ
シ
ア
古
代
都
市
・
集
落
の
歴
史
空
間
を
読
む
』

（
二
〇
一
〇
年
三
月
勉
誠
出
版
）』
宇
野
隆
夫
（
日
文
研
教
授
）

○
第
170
回
（
10
年
6
月
17
日
）

『〈
フ
キ
ダ
シ
〉
か
ら
の
ぞ
く
日
本
中
世
文
学
の
世
界
―
夢
と
こ
と
ば
の
表
現
論

の
た
め
に
―
』
荒
木 

浩
（
日
文
研
教
授
）

○
第
171
回
（
10
年
7
月
22
日
）

『
中
国
近
世
思
想
史
の
再
構
成
―
拙
著
『
思
想
と
し
て
の
中
国
近
世
』
を
素
材

○
第
157
回
（
08
年
12
月
18
日
）

『
書
評
『
春
画
の
見
か
た
―
一
〇
の
ポ
イ
ン
ト
―
』』
山
田
奨
治
（
日
文
研
教
授
）、

早
川
聞
多
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
158
回
（
09
年
1
月
22
日
）

『
書
評
　
牛
村
圭
、
日
暮
吉
延
著
『
東
京
裁
判
を
正
し
く
読
む
』（
文
春
新
書; 

六
六
〇
）』
瀧
井
一
博
（
日
文
研
准
教
授
）、
牛
村
圭
（
日
文
研
教
授
）

○
第
159
回
（
09
年
2
月
19
日
）

『
山
王
祭
り
の
原
点
：
日
吉
神
社
に
お
け
る
近
代
化
の
一
齣
』
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー

ン
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
160
回
（
09
年
4
月
16
日
）

『
書
評
　
光
田
和
伸
著
「『
恋
の
隠
し
方
』（
青
草
書
房
、
二
〇
〇
八
年
七
月
）』

早
川
聞
多
（
日
文
研
教
授
）

○
第
161
回
（
09
年
6
月
18
日
）

『
私
は
こ
う
し
て
生
き
て
き
ま
し
た
―
研
究
生
活
、
今
日
ま
で
そ
し
て
明
日
か

ら
―
』
倉
本
一
宏
（
日
文
研
教
授
）

○
第
162
回
（
09
年
7
月
16
日
）

『
仏
教
写
本
を
見
る
愉
し
み
』
末
木
文
美
士
（
日
文
研
教
授
）

○
第
163
回
（
09
年
9
月
17
日
）

『
軍
人
は
な
ぜ
政
治
化
し
た
の
か
―
日
本
陸
軍
の
場
合
―
』
戸
部
良
一
（
日
文

研
教
授
）
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研
准
教
授
）、
テ
モ
テ
・
カ
ー
ン
（
日
文
研
助
教
）

○
第
178
回
（
11
年
5
月
19
日
）

『
日
文
研
二
五
年
史
座
談
会
Ⅳ
―
文
献
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
出
版
―
』
宇
野
隆

夫
（
日
文
研
教
授
）、
白
幡
洋
三
郎
（
日
文
研
教
授
）、
末
木
文
美
士
（
日
文
研

教
授
）、
早
川
聞
多
（
日
文
研
教
授
）、
パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
（
日
文
研

教
授
）、
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
（
日
文
研
教
授
）、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン

ス
（
日
文
研
准
教
授
）、
光
田
和
伸
　（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
179
回
（
11
年
6
月
16
日
）

『
新
た
な
文
明
原
理
を
求
め
て
：
東
日
本
大
震
災
と
原
発
事
故
に
思
う
』
安
田

喜
憲
（
日
文
研
教
授
）

○
第
180
回
（
11
年
7
月
21
日
）

『
世
界
記
憶
遺
産
に
推
薦
が
決
ま
っ
た
「
御
堂
関
白
記
」
自
筆
本
（
一
一
世
紀
）

の
裏
に
「
後
深
心
院
関
白
記
」（
一
四
世
紀
）
を
写
し
た
近
衛
信
尹
（
一
六
世
紀
）』

倉
本
一
宏
（
日
文
研
教
授
）

○
第
181
回
（
11
年
9
月
22
日
）

『
可
視
化
さ
れ
る
「
帝
国
」・
パ
ッ
ケ
ー
ジ
さ
れ
る
「
外
地
」
―
日
文
研
所
蔵
外

地
関
連
地
図
、
絵
葉
書
に
つ
い
て
―
』
劉
　
建
輝
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
182
回
（
11
年
11
月
17
日
）

『
書
評
　
山
田
奨
治
著
『
日
本
の
著
作
権
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
厳
し
い
の
か
』（
人

文
書
院
二
〇
一
一
年
九
月
）』
山
田
奨
治
（
日
文
研
教
授
）

と
し
て
―
』
伊
東
貴
之
（
日
文
研
教
授
）

○
第
172
回
（
10
年
9
月
16
日
）

『
安
政
四
年
十
月
二
十
一
日
、米
国
使
節
の
登
城
・
将
軍
拝
謁
を
め
ぐ
っ
て
―
「
幕

末
」
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
―
』
佐
野
真
由
子
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
173
回
（
10
年
11
月
18
日
）

『
書
評
　
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
著
『
十
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
人
が
見

た
日
本
』（
臨
川
書
店
、二
〇
一
〇
年
七
月
）』
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
（
日

文
研
准
教
授
）

○
第
174
回
（
10
年
12
月
16
日
）

『「
北
方
領
土
」
問
題
を
め
ぐ
る
歴
史
的
省
察
』
笠
谷
和
比
古
（
日
文
研
教
授
）

○
第
175
回
（
11
年
1
月
20
日
）

『
書
評
　
鈴
木
貞
美
著
『｢

文
藝
春
秋｣

と
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
〈
東
ア
ジ
ア
叢

書
〉』（
武
田
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
ジ
ャ
パ
ン
二
〇
一
〇
年
五
月
）』
鈴
木
貞
美
（
日

文
研
教
授
）

○
第
176
回
（
11
年
2
月
17
日
）

『
書
評
　
榎
本
渉
著
『
僧
侶
と
海
商
た
ち
の
東
シ
ナ
海
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）』
榎
本
　
渉
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
177
回
（
11
年
4
月
21
日
）

『
日
文
研
二
五
年
史
座
談
会
Ⅲ
―
国
際
交
流
の
展
望
―
』
猪
木
武
徳
（
日
文
研

所
長
）、
細
川
周
平
（
日
文
研
教
授
）、
山
田
奨
治
（
日
文
研
教
授
）、
劉
　
建

輝
（
日
文
研
准
教
授
）、
磯
前
順
一
（
日
文
研
准
教
授
）、
佐
野
真
由
子
（
日
文
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○
第
189
回
（
12
年
7
月
19
日
）

『
北
朝
鮮
を
訪
ね
て
―
「
凍
土
の
共
和
国
」
に
非
ず
、「
地
上
の
楽
園
」
に
非
ず
』

松
田
利
彦
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
190
回
（
12
年
9
月
20
日
）

『
図
書
館
の
〝
は
た
ら
き
〞
は
国
を
越
え
て
届
く
か
―
『
本
棚
の
中
の
ニ
ッ
ポ
ン
』

か
ら
―
』
江
上
敏
哲
（
日
文
研
資
料
課
資
料
利
用
係
長
）

○
第
191
回
（
12
年
10
月
18
日
）

『
陸
上
競
技
を
ど
う
語
る
か
：
日
本
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
参
加
一
〇
〇
年
を
機
に
』

牛
村
圭
（
日
文
研
教
授
）

○
第
192
回
（
12
年
11
月
22
日
）

『
文
の
面
に
つ
い
て
』
マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
193
回
（
12
年
12
月
20
日
）

『〈
座
談
会
〉
日
文
研
二
五
年
史
編
纂
を
振
り
返
る
』
小
松
和
彦
（
日
文
研
所
長
）、

白
幡
洋
三
郎
（
日
文
研
教
授
）、
瀧
井
一
博
（
日
文
研
准
教
授
）、
山
内
直
樹
（
山

内
編
集
事
務
所
代
表
）

○
第
194
回
（
13
年
1
月
24
日
）

『
書
評
　
劉
建
輝
著
『
日
中
二
百
年
―
支
え
合
う
近
代
』（
二
〇
一
二
年
東
ア
ジ

ア
叢
書
）』
劉
　
建
輝
（
日
文
研
准
教
授
）、
郭
　
南
燕
（
日
文
研
准
教
授
）、

松
田
利
彦
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
195
回
（
13
年
2
月
21
日
）

『
二
〇
世
紀
初
頭
の
俳
句
・
能
の
海
外
発
信

―
「
二
重
国
籍
」
詩
人
・
野
口

○
第
183
回
（
11
年
12
月
22
日
）

『
書
評
　
ジ
ョ
ン 
ブ
リ
ー
ン
著
『
儀
礼
と
権
力
　
天
皇
の
明
治
維
新
』（
平
凡
社

二
〇
一
一
年
八
月
）』
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
（
日
文
研
教
授
）

○
第
184
回
（
12
年
1
月
19
日
）

『
書
評
　
小
松
和
彦
著
『
い
ざ
な
ぎ
流
の
研
究
：
歴
史
の
な
か
の
い
ざ
な
ぎ
流

太
夫
』（
角
川
学
芸
出
版
二
〇
一
一
年
九
月
）』
小
松
和
彦
（
日
文
研
副
所
長
）

○
第
185
回
（
12
年
2
月
16
日
）

『
世
界
を
旅
す
る
学
問
―
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
日
本
研
究
に
向
け
て
―
』

磯
前
順
一
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
186
回
（
12
年
4
月
19
日
）

『
書
評
　
末
木
文
美
士
著
『
哲
学
の
現
場
：
日
本
で
考
え
る
と
い
う
こ
と
』

（
二
〇
一
二
年
一
月
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
）」』
末
木
文
美
士
（
日
文
研
教
授
）、
細

川
周
平
（
日
文
研
教
授
）、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
187
回
（
12
年
5
月
24
日
）

『
京
都
の
洋
館
と
庭
、
そ
し
て
権
力
の
館
？
―
白
幡
洋
三
郎
『
庭
を
読
み
解
く
』、

井
上
章
一
『
京
都
洋
館
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
』
刊
行
記
念
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
―
』
白

幡
洋
三
郎
（
日
文
研
教
授
）、
井
上
章
一
（
日
文
研
教
授
）、
御
厨
貴
（
日
文
研

客
員
教
授
）

○
第
188
回
（
12
年
6
月
21
日
）

『
ア
ー
カ
イ
ブ
の
活
用
と
連
想
―
文
化
遺
産
オ
ン
ラ
イ
ン
と
実
業
史
錦
絵
絵
引

の
紹
介
―
』
丸
川
雄
三
（
日
文
研
准
教
授
）
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○
第
203
回
（
13
年
12
月
19
日
）

『
旧
植
民
地
関
係
資
料
の
行
方
―
日
本
の
文
書
破
棄
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
文
献
文

書
接
収
』
井
村
哲
朗
（
日
文
研
特
任
教
授
）、
熱
田
見
子
（
外
交
史
料
館
外
務

事
務
官
）

○
第
204
回
（
14
年
1
月
23
日
）

『
ザ
・
タ
イ
ガ
ー
ス
と
ボ
ク
ら
の
時
代
―
磯
前
順
一
『
ザ
・
タ
イ
ガ
ー
ス
　
世

界
は
ボ
ク
ら
を
待
っ
て
い
た
』（
集
英
社
新
書
）
を
読
む
』
井
上
章
一
（
日
文

研
副
所
長
）、
細
川
周
平
（
日
文
研
教
授
）、
磯
前
順
一
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
205
回
（
14
年
2
月
20
日
）

『
植
民
地
朝
鮮
の
表
象
―
朝
鮮
写
真
絵
葉
書
と
官
展
入
選
作
に
み
る
イ
メ
ー
ジ

の
相
関
性
』
朴
美
貞
（
日
文
研
機
関
研
究
員
）

○
第
206
回
（
14
年
4
月
17
日
）

『
映
画
式
ま
ん
が
家
入
門
』
大
塚
英
志
（
日
文
研
教
授
）、
中
島
千
晴
（
漫
画
家
）

○
第
207
回
（
14
年
5
月
22
日
）

『
教
育
哲
学
と
し
て
の
バ
タ
イ
ユ
思
想
』
宮
崎
康
子
（
日
文
研
特
任
助
教
）

○
第
208
回
（
14
年
6
月
19
日
）

『
日
本
映
画
の
音
響
理
論

―
『
映
画
音
響
論
　
溝
口
健
二
映
画
を
聴
く
』
を

中
心
に
』
長
門
洋
平
（
日
文
研
機
関
研
究
員
）

○
第
209
回
（
14
年
7
月
17
日
）

『
笠
谷
和
比
古
著
『
武
士
道
　
侍
社
会
の
文
化
と
倫
理
』（
二
〇
一
四
年
、
Ｎ
Ｔ

Ｔ
出
版
）
を
め
ぐ
っ
て
』
笠
谷
和
比
古
（
日
文
研
教
授
）、
伊
東
貴
之
（
日
文

米
次
郎
の
も
た
ら
し
た
も
の
』
堀
ま
ど
か
（
日
文
研
機
関
研
究
員
）、
三
原
芳

秋
（
同
志
社
大
学
准
教
授
）

○
第
196
回
（
13
年
4
月
18
日
）

『
古
墳
は
ど
の
よ
う
な
「
場
所
」
に
築
造
さ
れ
た
の
か
―
三
〜
六
世
紀
の
前
方

後
円
墳
の
立
地
と
眺
望
分
析
か
ら
―
』
寺
村
裕
史
（
日
文
研
特
任
准
教
授
）

○
第
197
回
（
13
年
5
月
23
日
）

『
書
評
　
倉
本
一
宏
著
『
藤
原
道
長
の
日
常
生
活
』（
二
〇
一
三
年 

講
談
社
現
代

新
書
）』
倉
本
一
宏
（
日
文
研
教
授
）、井
上
章
一
（
日
文
研
副
所
長
）、荒
木 

浩
（
日

文
研
教
授
）

○
第
198
回
（
13
年
6
月
20
日
）

『
テ
レ
ビ
時
代
の
日
本
映
画
と
そ
の
変
革
の
諸
相
』
北
浦
寛
之
（
日
文
研
助
教
）

○
第
199
回
（
13
年
7
月
18
日
）

『『
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
文
学
』
を
上
梓
し
て
』
細
川
周
平
（
日
文
研
教
授
）、

根
川
幸
男
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
200
回
（
13
年
9
月
19
日
）

『「
融
通
念
仏
縁
起
」
の
研
究
―
物
語
絵
に
み
る
日
本
中
世
の
信
仰
世
界
―
』
徳

永
誓
子
（
日
文
研
機
関
研
究
員
）

○
第
201
回
（
13
年
10
月
17
日
）

『
大
英
博
物
館
の
春
画
展
開
催
の
報
告
』
早
川
聞
多
（
日
文
研
教
授
）

○
第
202
回
（
13
年
11
月
21
日
）

『
ス
マ
ー
ト
・
グ
リ
ッ
ド
―
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ゆ
く
え
』
森 

洋
久
（
日
文
研
准
教
授
）
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瀧
井
一
博
（
日
文
研
教
授
）、
松
田
利
彦
（
日
文
研
教
授
）、
山
田
奨
治
（
日
文

研
教
授
）、
劉
　
建
輝
（
日
文
研
教
授
）

○
第
218
回
（
15
年
6
月
18
日
）

『
日
米
同
盟
研
究
―
歴
史
と
理
論
』
楠
　
綾
子
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
219
回
（
15
年
7
月
16
日
）

『
日
本
古
典
籍
の
図
像
／
図
版
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
に
む
け
て
』
石
上
阿
希
（
日

文
研
特
任
助
教
）

○
第
220
回
（
15
年
9
月
17
日
）

『
倉
本
一
宏
著
『
平
安
朝
　
皇
位
継
承
の
闇
（「
狂
気
」
の
天
皇
）』（
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ

Ｗ
Ａ
、
二
〇
一
四
年
）
と
『「
旅
」
の
誕
生
（
東
海
道
の
「
旅
」）』（
河
出
書
房

新
社
、二
〇
一
五
年
）
を
斬
る
！
』
倉
本
一
宏
（
日
文
研
教
授
）、牛
村
　
圭
（
日

文
研
教
授
）、
光
田
和
伸
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
221
回
（
15
年
10
月
22
日
）

『
小
泉
鉄
、〈
台
湾
〉
を
表
象
す
る
』
杉
田
智
美
（
日
文
研
機
関
研
究
員
）

○
第
222
回
（
15
年
11
月
19
日
）

『
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
文
書
が
語
る
も
の
』
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
（
日

文
研
准
教
授
）、
シ
ン
テ
ィ
ア
・
フ
ィ
ア
レ
（
ラ
イ
デ
ン
大
学
史
学
研
究
所
研

究
員
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
223
回
（
15
年
12
月
17
日
）

『
万
国
博
覧
会
か
ら
人
間
の
歴
史
を
考
え
る
』
佐
野
真
由
子
（
日
文
研
准
教
授
）、

井
上
章
一
（
日
文
研
副
所
長
）、
中
牧
弘
允
（
吹
田
市
立
博
物
館
館
長
）

研
教
授
）、
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
（
日
文
研
教
授
）

○
第
210
回
（
14
年
9
月
18
日
）

『
ギ
リ
シ
ャ
で
の
日
本
学
の
発
展
』
ス
テ
ィ
リ
ア
ノ
ス
・
パ
パ
レ
ク
サ
ン
ド
ロ

プ
ロ
ス
（
ア
テ
ネ
大
学
教
授
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
211
回
（
14
年
10
月
16
日
）

『K
AT

SU
R

A
-

Ⅱ
―
古
地
図G

oogle

　M
ap

の
試
み
―
』
森
　
洋
久
（
日
文
研

准
教
授
）

○
第
212
回
（
14
年
11
月
20
日
）

『
国
文
学
者
の
戦
中
戦
後
―
榊
原
美
文
の
場
合
』
坪
井
秀
人
（
日
文
研
教
授
）

○
第
213
回
（
14
年
12
月
18
日
）

『
帝
国
大
学
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』
瀧
井
一
博
（
日
文
研
教
授
）

○
第
214
回
（
15
年
1
月
22
日
）

『
文
化
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
情
報
発
信
』
寺
村
裕
史
（
日
文
研
特
任
准
教
授
）

○
第
215
回
（
15
年
2
月
19
日
）

『
平
安
時
代
の
内
裏
と
平
安
京
』
中
町
美
香
子
（
日
文
研
機
関
研
究
員
）

○
第
216
回
（
15
年
4
月
16
日
）

『
現
代
建
築
を
考
え
る
―
合
評
　
井
上
章
一
『
現
代
の
建
築
家
』（
Ａ
Ｄ
Ａ
エ
デ
ィ

タ
ト
ー
キ
ョ
ー
、
二
〇
一
四
年
）』
井
上
章
一
（
日
文
研
副
所
長
）、
稲
賀
繁
美

（
日
文
研
教
授
）、
佐
野
真
由
子
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
217
回
（
15
年
5
月
21
日
）

『
雑
誌
『
世
界
の
日
本
研
究
』
の
回
顧
と
展
望
』
郭
　
南
燕
（
日
文
研
准
教
授
）、
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学
教
授
）、
磯
前
順
一
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
232
回
（
16
年
11
月
18
日
）

『
江
戸
期
に
お
け
る
仏
像
の
妖
怪
化
』
今
井
秀
和
（
日
文
研
機
関
研
究
員
）

○
第
233
回
（
16
年
11
月
18
日
）

『
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
―
資
料
の
見
せ
方
』
石
川
　
肇
（
日
文
研
助
教
）

○
第
234
回
（
17
年
1
月
19
日
）

『
来
た
る
べ
き
日
文
研
　
高
等
研
究
所
と
は
？
　
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
と
は
？
』

マ
ー
ク
・
Ｅ
・
リ
ン
シ
カ
ム
（
京
都
ア
メ
リ
カ
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
所
長
）、

マ
テ
ィ
ア
ス
・
ハ
イ
エ
ク
（
パ
リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
東
ア
ジ
ア
言
語
文
化
学
部

日
本
学
科
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）、
松
田
利
彦
（
日
文
研
教
授
）、

磯
前
順
一
（
日
文
研
教
授
）

○
第
235
回
（
17
年
2
月
16
日
）

『
南
北
朝
時
代
の
戦
術
と
武
士
』
呉
座
勇
一
（
日
文
研
助
教
）

［N
ichibunken E

vening S
em

inar

］

○
第
118
回
（
07
年
4
月
5
日
）

﹃C
elebrating W

ork in P
ictures: A

 N
ew

 Subject for E
do Society

﹄
メ
ア

リ
ー
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ベ
リ
ー
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校 

教
授

／
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
119
回
（
07
年
5
月
10
日
）

『O
n geidan: an anthropological approach

』
井
口
か
を
り
（
日
文
研
海
外
研

○
第
224
回
（
16
年
1
月
21
日
）

『
表
具
が
で
き
る
ま
で
』
佐
々
木
弘
明
（
京
表
具
翠
光
堂
主
人
（
伝
統
工
芸
士
））

○
第
225
回
（
16
年
2
月
18
日
）

『
上
方
演
芸
の
近
代
史
と
現
状
』
古
川
綾
子
（
日
文
研
特
任
助
教
）

○
第
226
回
（
16
年
4
月
21
日
）

『
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
の
継
承
：
宣
教
師
の
日
本
語
文
学
』
郭
　
南
燕
（
日
文
研

准
教
授
）、
井
上
章
一
（
日
文
研
教
授
）

○
第
227
回
（
16
年
5
月
26
日
）

『
稲
賀
繁
美
『
接
触
造
形
論
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、二
〇
一
六
）
を
め
ぐ
っ
て
』

稲
賀
繁
美（
日
文
研
副
所
長
・
教
授
）、細
川
周
平（
日
文
研
教
授
）、宮
崎
康
子（
日

文
研
技
術
補
佐
員
）

○
第
228
回
（
16
年
6
月
23
日
）

『『
日
本
研
究
』
編
集
の
現
場
か
ら
』
坪
井
秀
人
と
『
日
本
研
究
』
編
集
の
仲
間

た
ち

○
第
229
回
（
16
年
7
月
21
日
）

『
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
の
歴
史
・
現
在
・
未
来
―
制
度
分
析
の
観
点
か
ら
』
待

鳥
聡
史
（
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）、
楠 

綾
子
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
230
回
（
16
年
9
月
23
日
）

『
藩
政
を
比
較
す
る
』
磯
田
道
史
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
231
回
（
16
年
10
月
23
日
）

『
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
Ｅ
・
ケ
テ
ラ
ー
（
シ
カ
ゴ
大
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○
第
125
回
（
08
年
2
月
7
日
）

『V
isualizing an A

ncient L
and N

ear, Yet Far: Im
perialist

　N
ostalgia and 

the Production of Tourist Im
ages in C

olonial K
orea

』
ペ
イ
・
ヒ
ュ
ン
イ
ル
（
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
タ
バ
ー
バ
ラ
校
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
126
回
（
08
年
3
月
6
日
）

『A
rchives of W

estern Social Scientists in Japanese C
ollections, w

ith 

Special R
eference to the K

ansai A
rea

』
ジ
ル
・
ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
カ

ン
パ
ニ
ョ
ー
ロ
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
・
准
教
授
／
日

文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
127
回
（
08
年
4
月
3
日
）

『A
n A

rctic Passage to the Far E
ast: T

he V
isit of the Sw

edish Vega 

E
xpedition to Japan in 1879

』
グ
ニ
ラ
・
リ
ン
ド
バ
ー
グ
＝
ワ
ダ
（
ス
ト
ッ

ク
ホ
ル
ム
大
学
主
任
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
128
回
（
08
年
5
月
8
日
）

『R
ereading T

hose L
ines: R

ethinking Japanese B
uddhism

 through 

E
xam

ining B
unin (A

ppointm
ents W

orks)

』
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
Ｏ
・
ル
パ
ー
ト
（
日

文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
129
回
（
08
年
6
月
5
日
）

『T
he T

icklish Triangle: R
eflections on N

ationalism
s in Japan, C

hina and 

Taiw
an since the 1990s

』
汪
　
宏
倫
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

究
交
流
室
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
）

○
第
120
回
（
07
年
6
月
7
日
）

『Shells in P
rehistoric Societies from

 W
est to E

ast: A
 P

relim
inary 

A
pproach

』
イ
ウ
リ
ア
・
カ
ラ
リ
＝
ヤ
ナ
コ
プ
ー
ル
（
ア
テ
ネ
大
学
教
授
／
日

文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
121
回
（
07
年
7
月
5
日
）

『H
induism

 and Shintoism
: A

 C
om

parative Study

』ラ
ジ
ェ
ン
ド
ラ
・
ト
マ
ー

ル
（
ジ
ャ
ワ
ハ
ル
ラ
ル
・
ネ
ル
ー
大
学
客
員
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
122
回
（
07
年
9
月
6
日
）

『
石
干
見 (Ishihim

i) - Studies on the R
elics of M

aritim
e C

ivilizations in 

the V
isayas, P

iscadores, and the R
yukyus

』
シ
ン
シ
ア
・
ネ
リ
・
ザ
ヤ
ス
（
フ
ィ

リ
ピ
ン
国
立
大
学
国
際
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
123
回
（
07
年
10
月
4
日
）

『T
he Science of K

arm
a: T

he C
ongruence of B

uddhism
 and 19th C

entury 

E
volutionary T

hought in the W
ritings of L

afcadio H
earn

』
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

バ
ス
キ
ン
ド
（
日
文
研
海
外
研
究
交
流
室
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
）

○
第
124
回
（
07
年
12
月
6
日
）

『M
usic on the Periphery of M

odan R
aifu: Traces of M

usic-m
aking am

ong 

the O
kinaw

an and K
orean C

om
m

unities of Interw
ar O

saka

』
ヒ
ュ
ー
・
デ
・

フ
ェ
ラ
ン
デ
ィ
（
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
大
学
助
教
授
）
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○
第
136
回
（
09
年
3
月
12
日
）

『Past and P
resent: Stone B

ead M
aking in India

』
ク
ル
デ
ィ
ー
プ
・
バ
ー

ン
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
137
回
（
09
年
4
月
2
日
）

『C
ram

m
ing the C

anon: C
ontem

porary G
akushū

 M
anga and the 

Possibilities of E
dutainm

ent

』
河
名
サ
リ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
138
回
（
09
年
5
月
14
日
）

『W
hat is Japanese Perform

ing A
rts? T

he P
rocess of C

onstructing an 

Im
age

』
マ
ウ
リ
シ
オ
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
139
回
（
09
年
6
月
4
日
）

『Sakabe M
egum

i, A
 Scenic P

hilosophy

』
ミ
シ
ェ
ル
・
ダ
リ
シ
エ
（
日
文
研

外
国
人
研
究
員
）

○
第
140
回
（
09
年
7
月
2
日
）

『Soldiers and Society in Japan: E
xploring the Issues

』セ
オ
ド
ア
・
Ｆ
・
ク
ッ

ク
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
141
回
（
09
年
9
月
3
日
）

『M
ultiproxy E

vidence of Tropical H
olocene C

lim
ate Variability and 

A
nthropogenic Interference from

 a L
ake R

ecord in B
ali

』
シ
ュ
ン
・
リ
（
日

文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
142
回
（
09
年
10
月
1
日
）

『M
onsters and M

icronesia Japanese C
onceptualizations of the South 

○
第
130
回
（
08
年
7
月
3
日
）

『B
ad B

oy of the G
ods: R

eadings from
 a Translation-in-P

rogress of 

A
ratam

a, Ishikaw
a Jun ’s N

ovel of 1964

』
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
タ
イ
ラ
ー
（
日
文

研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
131
回
（
08
年
10
月
2
日
）

『T
he M

ethod of Tsugaru Sham
ans in O

sabe H
ideo ’s L

iterature: Tow
ards 

a N
ew

 R
elation betw

een Japan and A
sia

』
郭
　
南
燕
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
132
回
（
08
年
11
月
6
日
）

『T
he H

eart ’s H
om

e Tow
n: Traditional Folk Song in M

odern Japan

』
デ

ビ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ズ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
133
回
（
08
年
12
月
4
日
）

『T
he A

daptation of W
estern G

enres in Japanese P
opular M

usic: 

E
volution of M

usical Style and Text Setting in C
hildren ’s Songs and H

ip-

H
op

』
ノ
リ
コ
・
マ
ナ
ベ
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
134
回
（
09
年
1
月
15
日
）

『T
he T

heatre of Species: R
ace and A

nim
als in W

artim
e A

nim
ation

』
ト
ー

マ
ス
・
ラ
マ
ー
ル
（
マ
ク
ギ
ル
大
学
教
授
）

○
第
135
回
（
09
年
2
月
5
日
）

『Sham
anism

 in C
ontext: Itako (N

orthern Japan) and M
ikishi (D

em
ocratic 

R
epublic of C

ongo)

』
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
カ
プ
ト
ゥ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
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○
第
149
回
（
10
年
6
月
10
日
）

『T
he Function of P

lace N
am

es in E
arly W

aka: Som
e C

om
parisons w

ith 

E
nglish, W

elsh and A
nglo-W

elsh Poetry

』
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ハ
リ
ス
（
日
文

研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
150
回
（
10
年
7
月
1
日
）

『R
ethinking Shonen ’ai: U

ses of H
istory in E

dogaw
a R

anpo ’s W
riting 

about the L
ove of B

oys

』
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ア
ン
グ
ル
ス
（
日
文
研
外
国
人
研

究
員
）

○
第
151
回
（
10
年
9
月
2
日
）

『B
uddhist C

haplaincy during the R
usso-Japanese W

ar

』
マ
イ
カ
・
ア
ウ

エ
ル
バ
ッ
ハ
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
152
回
（
10
年
10
月
14
日
）

『M
odern Japanese L

iterature and R
ussian Poet-im

m
igrants: A

 C
ase of 

E
astern D

iaspora

』
ア
イ
ー
ダ
・
ス
レ
イ
メ
ノ
ヴ
ァ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
153
回
（
10
年
12
月
9
日
）

『Japanese Studies in B
ulgaria: T

he 20th A
nniversary of the “Japanese 

Studies” M
ajor at St. K

lim
ent O

hridski U
niversity of Sofia

』ボ
イ
カ
・
ツ
ィ

ゴ
ヴ
ァ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
154
回
（
11
年
2
月
3
日
）

『C
hinese and Japanese G

host D
ram

a: A
 C

om
parative Study w

ith Special 

R
eference to Japanese N

oh P
lays and C

hinese Zaju (Variety P
lays)

』
趙
　

Seas as a Supernatural Space

』
マ
ー
ク
・
オ
ン
ブ
レ
ッ
ロ
（
総
合
研
究
大
学

院
大
学
大
学
院
生
）

○
第
143
回
（
09
年
11
月
5
日
）

『A
rchitecture &

 P
hotography: L

onging for the Past and R
econstructing 

the Future

』
ミ
ュ
リ
エ
ー
ル
・
ラ
デ
ィ
ッ
ク
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
144
回
（
09
年
12
月
3
日
）

『K
um

e K
unitake and K

um
e K

eiichiro: Father and Son, A
dvocators of 

W
estern Science and A

rt

』
ヨ
ナ
・
シ
デ
ラ
ー
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
145
回
（
10
年
2
月
4
日
）

『Ideals of Fem
inine B

eauty: Portrayal in U
kiyo-e and Indian M

iniature 

Painting

』
ア
ヌ
・
ジ
ン
ダ
ル
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
146
回
（
10
年
3
月
4
日
）

『T
he “E

yes” of the Police and a H
istoriographic P

roblem
: T

he 1925 

Taipei Police E
xhibition

』
蔡
　
慧
玉
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
147
回
（
10
年
4
月
8
日
）

『H
ideyoshi ’s Invasion of K

orea and the D
iplom

acy of Survival 1596-98
』

許
　
南
麟
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
148
回
（
10
年
5
月
13
日
）

『Voices from
 N

ara at the C
hinese C

ourt: Poetry and D
iplom

acy in 

E
ighth-century E

ast A
sia

』
ヴ
ィ
プ
ケ
・
デ
ネ
ッ
ケ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
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○
第
161
回
（
11
年
10
月
6
日
）

『C
hinese Portable M

ovies

』
パ
オ
ラ
・
ヴ
ォ
ー
チ
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
162
回
（
11
年
11
月
10
日
）

『R
esistance and D

espair: A
 Speculation on “P

ro-Japanese” D
iscourse in 

K
orea

』
金
　
哲
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
163
回
（
11
年
12
月
8
日
）

『C
hain and the C

ity: C
onceptualizing P

ublic Space in Japan

』
ヘ
レ
ナ
・

グ
リ
ン
ス
プ
ン
（
日
文
研
来
訪
研
究
員
）

○
第
164
回
（
12
年
2
月
2
日
）

『Japanese W
om

en through the P
rism

 of P
roverbs

』
ギ
ー
タ
・
Ａ
・
キ
ニ
（
日

文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
165
回
（
12
年
3
月
8
日
）

『M
asterw

orks of U
kiyo-e in an A

ustralian C
ollection

』
ギ
ャ
リ
ー
・
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
ヒ
ッ
キ
ー
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
166
回
（
12
年
4
月
5
日
）

『A
n O

ther O
ther? T

he Q
ur ’ān, Islam

, and R
eligious Identity in M

odern 

Japan

』
ハ
ン
ス
・
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ク
ラ
マ
ー
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
167
回
（
12
年
5
月
10
日
）

『Tukioka K
ogyo and the Popularization of N

oh in M
odern Japan

』
リ
チ
ャ
ー

ド
・
Ｊ
・
ス
メ
サ
ー
ス
ト
（
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
教
授
）

暁
寰
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
155
回
（
11
年
3
月
3
日
）

『W
riting in B

etw
een L

anguage and C
ulture: Som

e C
ases in C

ontem
porary 

Japanese L
iterature

』
ノ
リ
コ
・
ト
ゥ
ン
マ
ン
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
156
回
（
11
年
4
月
7
日
）

『W
hen D

id the Japanese Start W
riting B

ooks on Japan in E
nglish? T

he 

Strengths and W
eaknesses of the F

irst G
eneration of N

ative Japan 

Interpreters

』
太
田
雄
三
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
157
回
（
11
年
5
月
12
日
）

『Self and Society in E
thics of E

m
ptiness: A

s Seen in a P
relim

inary 

E
xam

ination of H
isam

atsu Shin ’ichi and W
atsuji Tetsuro

』
ア
ン
ト
ン
・
ル

イ
ス
・
セ
ビ
ー
ジ
ャ
（
総
合
研
究
大
学
院
大
学
大
学
院
生
）

○
第
158
回
（
11
年
6
月
2
日
）

『Studying Translations-T
hen and N

ow

』
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
・
ス
リ
ヤ
カ
ン
ト
・

テ
ネ
ッ
テ
ィ
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
159
回
（
11
年
7
月
7
日
）

『To C
apture T

heir Favor: G
ift-giving by the D

utch E
ast India C

om
pany

』

シ
ン
テ
ィ
ア
・
フ
ィ
ア
レ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
160
回
（
11
年
9
月
8
日
）

『D
esire and the C

ivilization: A
 Political-E

conom
y Inquiry into the 

Japanese M
ind

』
ロ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
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W
hy?

』
ウ
ィ
ー
ベ
・
カ
ウ
テ
ル
ト
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
175
回
（
13
年
3
月
7
日
）

『Inspiration and the L
anguages of C

ontem
porary M

usic

』
林
　
志
宣
（
日

文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
176
回
（
13
年
4
月
11
日
）

『U
N

E
SC

O
 C

om
es to K

agoshim
a: R

itual, D
epopulation, and the P

roblem
 

of Intangible C
ultural H

eritage

』
マ
イ
ケ
ル
・
デ
ィ
ラ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
（
日

文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
177
回
（
13
年
5
月
9
日
）

『U
ncanny R

ealism
: M

im
esis and M

etam
orphosis in Japanese T

heatre 

and B
eyond

』
マ
ー
ク
・
コ
ー
デ
ィ
・
ポ
ー
ル
ト
ン
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
178
回
（
13
年
6
月
6
日
）

『C
hildbirth and W

om
en ’s H

ealth in H
eian and K

am
akura Japan

』
ア
ン
ナ
・

ア
ン
ド
レ
ー
ワ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
179
回
（
13
年
7
月
4
日
）

『H
ara Setsuko ’s Screen C

areer: T
he Intersection betw

een E
ternal 

V
irgin and E

ternal M
adonna

』
マ
ッ
ツ
・
カ
ー
ル
ソ
ン
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
180
回
（
13
年
9
月
5
日
）

『T
he B

irth of M
utual R

ecognition: E
uropean and Japanese V

isual Im
ages 

of E
ach O

ther during the E
do Period and the Q

uest for G
eneralization

』

ロ
テ
ム
・
コ
ー
ネ
ル
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
168
回
（
12
年
6
月
7
日
）

『Taisho as Interw
ar: R

eflections on Japan in the H
istory of the M

odern 

W
orld

』
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
ッ
キ
ン
ソ
ン
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
169
回
（
12
年
7
月
5
日
）

『A
rchetypes in Japanese Film

s: T
he W

anderer A
rchetype from

 M
yth to 

Street

』
ア
ン
ド
リ
ヤ
ナ
・
ツ
ヴ
ェ
ト
コ
ビ
ッ
チ
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
170
回
（
12
年
9
月
6
日
）

『S
hinto and S

ham
anism

: T
he Indigenous R

eligions of Japan and 

M
ongolia

』
ソ
ヨ
ン
ボ
・
ボ
ル
ジ
ギ
ン
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
171
回
（
12
年
10
月
4
日
）

『N
oh D

ram
a as a Vehicle for Spreading Shintoism

 and B
uddhism

 in 

M
edieval Japan

』
ク
ラ
テ
ィ
ラ
カ
・
ク
マ
ー
ラ
シ
ン
ハ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
172
回
（
12
年
11
月
8
日
）

『A
loha B

uddha and B
ounty Zen: G

lobal, Transnational, and E
thnic 

B
uddhism

 in a H
aw

aiian D
iaspora C

ontext

』
ヨ
ル
ン
・
ボ
ロ
プ
（
オ
ー
フ

ス
大
学
准
教
授
）

○
第
173
回
（
12
年
12
月
6
日
）

『C
om

m
on Points betw

een the C
lassical M

artial A
rt of Japan and the 

E
uropean A

rt of Fighting

』
カ
セ
ム
・
ズ
ガ
リ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
174
回
（
13
年
2
月
7
日
）

『K
yoto ’s O

ld C
herries are M

ore B
eautiful than the N

ew
: H

ow
 and 
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○
第
187
回
（
14
年
5
月
8
日
）

『R
eflections on “Japanese” C

ulture in Transnational C
om

m
unication as 

Seen through R
epresentations of “K

aw
aii”

』
高
馬
京
子
（
日
文
研
外
国
人

研
究
員
）

○
第
188
回
（
14
年
6
月
5
日
）

『M
ori A

rinori ’s Journey to St. Petersburg in 1866: Im
ages of W

estern 

B
ackw

ardness and T
hreatening M

odernization

』マ
リ
ー
ナ
・
コ
ヴ
ァ
ル
チ
ュ

ク
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
189
回
（
14
年
7
月
3
日
）

『Transcultural E
ncounters: G

erm
an B

eer and M
eiji Japan

』
ハ
ラ
ル
ド
・

フ
ー
ス
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
190
回
（
14
年
9
月
4
日
）

『SuperN
A

T
U

R
A

L
 Japan:D

igging O
ut the E

m
bedded C

ultural R
ealities 

in Japanese Fairy Tales

』
ゲ
ル
ガ
ナ
・
ぺ
ト
コ
ヴ
ァ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
191
回
（
14
年
10
月
2
日
）

『Yashiro ’s D
etails and the P

roblem
 of P

lace

』
望
月
み
や
（
日
文
研
外
国
人

研
究
員
）

○
第
192
回
（
14
年
11
月
6
日
）

『Tree B
lossom

s and R
ock G

ardens:O
n the D

uakity of the Japanese 

Sense of B
eauty

』
エ
ミ
リ
ア
・
シ
ャ
ロ
ン
ド
ン
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
181
回
（
13
年
10
月
3
日
）

『T
ransgressive R

eaders and W
riters: O

n the Japanese-L
anguage 

L
iterature of B

razil

』
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ト
ー
マ
ス
・
マ
ッ
ク
（
日
文
研
外
来
研

究
員
）

○
第
182
回
（
13
年
11
月
7
日
）

『N
arrative A

gency in 13th-14th C
entury C

han Figure Painting: a Study 

of H
agiography-Iconography Text-Im

age R
elationships

』
マ
ル
コ
ム
・
マ

ク
ネ
ル
（
日
文
研
英
国
芸
術
・
人
文
リ
サ
ー
チ
カ
ウ
ン
シ
ル
研
究
員
）

○
第
183
回
（
13
年
12
月
5
日
）

『A
nim

ism
 for M

odernity: L
essons from

 M
inam

ata for the P
ost-

Fukushim
a W

orld

』
シ
ョ
ウ
コ
・
ヨ
ネ
ヤ
マ
（
ア
デ
レ
ー
ド
大
学
シ
ニ
ア
講
師
）

○
第
184
回
（
14
年
2
月
6
日
）

『Spring and A
sura: B

uddhist P
rogressivism

 in the Taishō E
ra

』
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
マ
ー
ク
・
シ
ー
ル
ズ
（
日
文
研
国
際
交
流
基
金
フ
ェ
ロ
ー
）

○
第
185
回
（
14
年
3
月
6
日
）

『Forgotten Treasures of M
eiji Japan: T

he N
urem

berg 1885 E
xhibition 

R
evisited

』
シ
ビ
ル
・
ギ
ル
モ
ン
ド
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
186
回
（
14
年
4
月
3
日
）

『R
eligion and C

om
m

unity in K
yoto: T

he G
ion M

atsuri and C
hōnaikai

』

エ
リ
ザ
ベ
ッ
タ
・
ポ
ル
ク
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
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外
来
研
究
員
）

○
第
199
回
（
15
年
7
月
2
日
）

『Tow
ard the R

eexam
ination of U

niversality:Indian Inspiration for H
ori 

Shitoku and Fellow
 M

eiji B
uddhist C

lerics O
pposed to M

arriage

』
ミ
シ
ェ

ル
・
モ
ー
ル
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
200
回
（
15
年
9
月
3
日
）

『R
eading Tanaka K

otaro,R
e-thinking Japanese Studies:T

houghts on 

U
niversalism

 and Particularism

』ケ
ビ
ン
・
ド
ー
ク（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
201
回
（
15
年
10
月
8
日
）

『Japan
ese L

ocal C
om

m
u

n
ity: S

tru
ctu

res, C
h

aracteristics, an
d 

R
esources

』
マ
ヤ
・
ケ
リ
ヤ
ン
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
202
回
（
15
年
11
月
5
日
）

『Tsuda Sokichi ’s V
iew

 of C
ultural D

evelopm
ent:Japanese L

iterary 

H
istory R

ew
ritten in the Postw

ar Period

』
一
瀬
陽
子
（
大
阪
府
立
長
尾
高

等
学
校
非
常
勤
講
師
）

○
第
203
回
（
15
年
12
月
3
日
）

『T
he F

lying O
ctopus Story:Japanese Traditional K

ite C
ulture and Its 

People

』
ラ
リ
・
セ
シ
ル
（
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
204
回
（
16
年
2
月
2
日
）

『Shichifukujin : Seven G
ods of G

ood L
uck and H

um
or in Japanese 

R
eligious Painting

』
ア
グ
ネ
セ
・
ハ
イ
ジ
マ
（
日
文
研
日
本
学
術
振
興
会
研

○
第
193
回
（
14
年
12
月
4
日
）

『R
ethinking the C

oncept of N
ew

 R
eligions in Japan:the C

ase of 

A
gonshu

』
ベ
ノ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
（
立
命
館
大
学
フ
ェ
ロ
ー
）

○
第
194
回
（
15
年
2
月
5
日
）

『T
he C

ircuits of P
roduction, D

istribution, and C
onsum

ption as a 

P
ossible N

arrative w
ithin Japanese A

rt H
istory:Som

e P
relim

inary 

C
onsiderations

』
ガ
ル
シ
ア
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
・
ア
マ
ウ
リ
・
Ａ
（
日
文
研
国
際

交
流
基
金
フ
ェ
ロ
ー
）

○
第
195
回
（
15
年
3
月
5
日
）

『M
usic as R

epresentation:T
houghts and R

em
arks on Japanese F

luxus

』

ル
チ
ア
ナ
・
ガ
リ
ア
ー
ノ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
196
回
（
15
年
4
月
2
日
）

『P
roselytizing in the “W

estern Paradise”:Pan-A
sianism

 to Pacifism
 in 

N
ipponzan M

yohoji

』
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
・
ム
コ
パ
デ
ィ
ヤ
ー
ヤ
（
日
文
研
外
国
人

研
究
員
）

○
第
197
回
（
15
年
5
月
7
日
）

『E
arly Izum

o,from
 the U

pper Paleolithic to the K
ofun Period

』
リ
チ
ャ
ー

ド
・
ト
ラ
ン
ス
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
198
回
（
15
年
6
月
4
日
）

『“Fem
ale”P

resence on the Stage of the A
L

L
-M

ale Traditional Japanese 

T
heatre

』
ガ
リ
ア
・
ト
ド
ロ
ヴ
ァ
・
ペ
ト
コ
ヴ
ァ
・
ガ
ブ
ロ
フ
ス
カ
（
日
文
研
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○
第
210
回
（
16
年
9
月
8
日
）

『L
ooking for ‘C

orrect’ K
now

ledge in E
arly E

do Japan: B
aba N

obutake ’s 

C
ritic and D

efense of Various T
heories (Shosetsu bendan 

諸
説
辨
断, 

1715) and Its C
ontext

』
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ハ
イ
エ
ク
（
パ
リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学

准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
211
回
（
16
年
10
月
6
日
）

『T
he Poetry of Takarabe Toriko: E

legies of C
hildren, W

om
en and W

ar

』

バ
ー
バ
ラ
・
ハ
ー
ト
リ
ー
（
タ
ス
マ
ニ
ア
大
学
校
シ
ニ
ア
講
師
／
日
文
研
外
国

人
研
究
員
）

○
第
212
回
（
16
年
11
月
2
日
）

『T
he R

ise and Fall of K
inoshita K

eisuke ’s Film
s: C

ritical Perspectives

』

マ
ッ
ツ
・
カ
ー
ル
ソ
ン
（
シ
ド
ニ
ー
大
学
シ
ニ
ア
講
師
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）

○
第
213
回
（
16
年
12
月
8
日
）

『N
ature as M

aster? E
xploring A

ffect, E
nvironm

ent, and Shinto-B
uddhist 

Traditions in the C
raft of Japanese B

am
boo B

asket M
aking

』ジ
ョ
ア
ン
ナ
・

マ
ッ
カ
ラ
ム
（
フ
ァ
ル
マ
ス
大
学
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
＆
リ
サ
ー
チ
・
ア
カ
デ
ミ
ー

大
学
院
博
士
課
程
／
日
文
研
英
国
芸
術
・
人
文
リ
サ
ー
チ
カ
ウ
ン
シ
ル
研
究
員
）

○
第
214
回
（
17
年
2
月
2
日
）

『Fam
ily M

em
ories in P

lace, T
im

e, and M
otion: T

he K
ōfukuji N

an ’endō 

and Its B
uddhist Icons

』
詹 

晏
怡
（
カ
ン
ザ
ス
大
学
博
士
候
補
者
／
総
研
大

研
究
生
）

究
員
）

○
第
205
回
（
16
年
3
月
3
日
）

『Tanoshikatta ne? L
earning to be H

appy in Japanese P
reschools

』エ
ヤ
ル
・

ベ
ン
ア
リ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
206
回
（
16
年
4
月
7
日
）

『E
njoying H

aiku as It Is: A
 V

ietnam
ese V

iew

』
グ
エ
ン
・
ヴ
ー
・
ク
イ
ン
・

ニ
ュ
ー
（
在
ホ
ー
チ
ミ
ン
日
本
国
総
領
事
館
広
報
文
化
班
ア
シ
ス
タ
ン
ト
／
日

文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
207
回
（
16
年
5
月
12
日
）

『T
he R

elational Self: N
ature and Sociality in the P

hilosophy of W
atsuji 

Tetsurō

』
デ
ビ
ッ
ト
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（
ボ
ス
ト
ン
カ
レ
ッ
ジ
助
教
授
／
日
文
研

外
来
研
究
員
）

○
第
208
回
（
16
年
6
月
1
日
）

『C
elebrity C

reativity: P
icturing W

om
en F

ilm
 D

irectors through 

H
istorical Perspectives and C

ontem
porary T

hem
es

』
イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
・
タ
ス

カ
ー
（
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
大
学
映
画
学
教
授
兼
人
文
学
部
長
）、
北
浦

寛
之
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
209
回
（
16
年
7
月
7
日
）

『R
econsidering M

ircea E
liade: Politics of R

eligious Studies and the 

M
orphology of R

eligion

』
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
レ
ー
リ
ッ
ク
（
日
文
研
外
来

研
究
員
）、
磯
前
順
一
（
日
文
研
教
授
）
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考
古
学
研
究
所
指
導
研
究
員
）

○
第
126
回
（
10
年
4
月
6
日
）

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
国
制
史
の
現
状
』
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ブ
ラ
ウ
ネ
ー
ダ
ー

（
ウ
ィ
ー
ン
大
学
教
授
）、
屋
敷
二
郎
（
一
橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
准
教
授
）

○
第
127
回
（
10
年
11
月
19
日
）

『
禅
と
テ
ロ
リ
ズ
ム
―
血
盟
団
事
件
を
中
心
に
―
』
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
（
ア
ン
テ
ィ
オ
ク
大
学
教
授
）

○
第
128
回
（
11
年
5
月
20
日
）

『
禅
と
西
洋
形
而
上
学
の
解
体
』
ハ
ヨ
・
ク
ロ
ン
バ
ッ
ハ
（
ロ
ン
ド
ン
大
学
講
師
・

研
究
員
）

○
第
129
回
（
11
年
6
月
24
日
）

『
念
仏
の
ペ
ル
ソ
ナ
』
マ
ー
ク
・
ブ
ラ
ム
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
学
オ
ー
ル

バ
ニ
ー
校
教
授
）

○
第
130
回
（
11
年
6
月
25
日
）

『
再
検
証
『
戦
後
知
の
可
能
性
』（
安
丸
良
夫
他
編
著
）』
安
丸
良
夫
（
一
橋
大

学
名
誉
教
授
）

○
第
131
回
（
11
年
7
月
27
日
）

『
日
英
関
係
と
汎
ア
ジ
ア
主
義
の
挑
戦
一
八
九
五
〜
一
九
五
六
』
ア
ン
ト
ニ
ー
・

ベ
ス
ト
（
ロ
ン
ド
ン
大
学
上
級
講
師
）

○
第
132
回
（
11
年
10
月
7
日
）

『
日
本
帝
国
に
お
け
る
植
民
地
化
―
朝
鮮
半
島
と
琉
球
』
與
那
覇
潤
（
愛
知
県

○
第
215
回
（
17
年
3
月
2
日
）

『C
onsum

e or Perish!: M
aking of C

onsum
er Society in Interw

ar Japan

』

ヤ
ン
・
シ
ー
コ
ラ
（
カ
レ
ル
大
学
准
教
授
／
東
ア
ジ
ア
研
究
所
副
所
長
／
大
阪

大
学
招
聘
教
授
）

［
レ
ク
チ
ャ
ー
］

○
第
121
回
（
09
年
4
月
8
日
）

『H
ow

 to P
ublish Your M

anuscript

』
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
メ
ル
（
ハ
ー
バ
ー
ド

大
学
ア
ジ
ア
セ
ン
タ
ー
出
版
部
編
集
委
員
）

○
第
122
回
（
09
年
11
月
11
日
）

『
日
本
宗
教
研
究
を
め
ぐ
っ
て
』
ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ス
ト
ー
ン
（
プ
リ
ン
ス
ト

ン
大
学
教
授
）

○
第
123
回
（
09
年
11
月
20
日
）

『
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
中
国
に
お
け
る
ビ
ア
ズ
リ
ー
の
受
容
と
上
海
の
デ
カ

ダ
ン
ス
文
学
』
周
　
小
儀
（
北
京
大
学
教
授
）

○
第
124
回
（
09
年
12
月
11
日
）

『
現
代
中
国
の
仏
教
と
仏
教
研
究
』
張
　
文
良
（
中
国
人
民
大
学
准
教
授
）

○
第
125
回
（
09
年
12
月
21
日
）

『
中
央
ア
ジ
ア
・
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
に
お
け
る
仏
教
遺
跡
と
美
術
』
ア
ブ
デ
ゥ
ラ

エ
フ
・
カ
ジ
ム
（
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
考
古
学
研
究
所
指
導
研

究
員
）、
パ
ル
ダ
エ
フ
・
ム
フ
ト
ル
ク
ル
（
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
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ロ
ダ
オ
・
ガ
ル
シ
ア
（
マ
ド
リ
ー
ド
・
コ
ン
プ
ル
テ
ン
セ
大
学
准
教
授
）

○
第
140
回
（
13
年
8
月
8
日
）

『T
he Iconology of 14th-16th C

entury Japanese Ink Painting w
ith Focus 

on Sesshu ’s L
andscape Scroll of the Four Seasons (in E

nglish)

』
ア
グ
ネ

セ
・
ハ
イ
ジ
マ
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
141
回
（
13
年
11
月
28
日
）

『
伊
勢
神
宮
遷
宮
―
古
代
制
度
の
お
も
か
げ
を
見
る
―
』
石
野
浩
司
（
皇
学
館

大
学
神
道
研
究
所
客
員
研
究
員
）

○
第
142
回
（
13
年
12
月
11
日
）

『R
ethinking the B

ody and E
roticism

 in C
lassical and M

edieval Japanese 

narratives

』
ラ
ジ
ャ
シ
ュ
リ
・
パ
ン
デ
ィ
（
ロ
ン
ド
ン
大
学
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
・

カ
レ
ッ
ジ
教
授
）

○
第
143
回
（
14
年
5
月
7
日
）

『
謡
曲
に
お
け
る
親
子
に
関
す
る
表
現
』
シ
リ
モ
ン
ポ
ー
ン
・
ス
リ
ヤ
ウ
ヲ
ン

パ
イ
サ
ー
ン
（
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
准
教
授
）

○
第
144
回
（
14
年
8
月
21
日
）

『
試
練
多
き
道
を
歩
ん
で
：
セ
ル
ビ
ア
に
お
け
る
日
本
学
の
過
去
と
今
』
ダ
リ

ボ
ル
・
ク
リ
チ
ュ
コ
ヴ
ィ
チ
（
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
大
学
准
教
授
／
日
文
研
来
訪
研

究
員
）

○
第
145
回
（
15
年
3
月
20
日
）

『「
女
性
お
笑
い
芸
人
」
と
い
う
存
在
―
男
性
中
心
の
お
笑
い
の
世
界
で
女
性
は

立
大
学
准
教
授
）

○
第
133
回
（
12
年
2
月
1
日
）

『
引
揚
げ
―
帝
国
と
冷
戦
の
は
ざ
ま
で
』
パ
ク
・
ユ
ハ
（
世
宗
大
学
教
授
）

○
第
134
回
（
12
年
7
月
18
日
）

『
薔
薇
と
桜
―
日
本
研
究
の
現
状
と
課
題
』
大
貫
恵
美
子
（
日
文
研
外
国
人
研

究
員
）

○
第
135
回
（
12
年
9
月
28
日
）

『〈
間
〉
の
場
―
相
互
干
渉
・
相
互
浸
透
の
場
　
国
際
間
に
お
け
る
現
代
の
比
較

思
想
』
橋
　
柃
（
ウ
イ
ー
ン
大
学
専
任
教
授
）

○
第
136
回
（
12
年
12
月
3
日
）

『
一
九
四
〇
年
前
後
の
朝
鮮
へ
の
日
本
人
観
光
：
観
光
促
進
と
同
化
政
策
の
は

ざ
ま
で
』
ケ
ネ
ス
・
ル
オ
フ
（
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
州
立
大
学
教
授
）

○
第
137
回
（
12
年
12
月
15
日
）

『
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
お
け
る
近
年
の
考
古
学
調
査
』
ア
ム
ル
デ
ィ
ン
・
ベ
ル

デ
ィ
ム
ロ
ド
フ
（
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
考
古
学
研
究
所
所
長
）、
ゲ
ナ
デ
ィ
・
ボ

ゴ
モ
ド
フ
（
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
考
古
学
研
究
所
上
級
研
究
員
）

○
第
138
回
（
13
年
3
月
14
日
）

『
一
九
世
紀
後
半
の
英
国
に
お
け
る
日
本
仏
教
認
識
』
ル
チ
ア
・
ド
ル
チ
ェ
（
ロ

ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
学
院
（
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
）
准
教
授
）

○
第
139
回
（
13
年
5
月
16
日
）

『Fascist Spain and the Japanese W
ar E

fforts, 1937-1945

』
ロ
レ
ン
テ
ィ
ノ
・
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○
第
18
回
（
09
年
6
月
6
日
）

『
新
世
紀
の
生
存
論
理
―
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
民
族
問
題
―
』
趙
　
政

男
（
高
麗
大
学
校
教
授
）

『
日
本
の
仏
教
を
見
直
す
』
末
木
文
美
士
（
日
文
研
教
授
）

○
第
19
回
（
10
年
6
月
5
日
）

『
蒋
介
石
と
日
本
―
友
と
敵
の
狭
間
で
―
』
黄
　
自
進
（
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

『
石
原
莞
爾
と
東
京
裁
判
―
満
州
事
変
主
役
は
な
ぜ
裁
か
れ
な
か
っ
た
の
か
―
』

牛
村
　
圭
（
日
文
研
教
授
）

○
第
20
回
（
13
年
7
月
6
日
）

『
志
賀
潔
と
朝
鮮
』
松
田
利
彦
（
日
文
研
教
授
）

『
革
命
の
語
り
方
』
井
上
章
一
（
日
文
研
副
所
長
）

［
学
術
講
演
会
］

○
第
40
回
（
07
年
7
月
13
日
）

『
宮
沢
賢
治
の
作
品
に
見
ら
れ
る
「
自
己
犠
牲
の
精
神
」「
不
殺
生
」
と
「
菜
食

主
義
」
―
イ
ン
ド
人
の
観
点
か
ら
―
』
プ
ラ
ッ
ト
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ジ
ョ
ー
ジ

（
ジ
ャ
ワ
ハ
ル
ラ
ル
・
ネ
ル
ー
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

『
二
一
世
紀
の
生
命
観
を
求
め
て
―
重
層
す
る
危
機
の
な
か
で
―
』
鈴
木
貞
美

（
日
文
研
教
授
）

○
第
41
回
（
07
年
11
月
16
日
）

『
科
学
へ
の
ま
な
ざ
し
―
こ
と
ば
の
視
点
か
ら
日
本
の
近
代
科
学
を
考
え
る
―
』

人
を
笑
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
―
』
テ
ィ
ル
・
ワ
イ
ン
ガ
ー
ト
ナ
ー
（
イ
ン

デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
・
ス
カ
ラ
ー
）

○
第
146
回
（
15
年
12
月
10
日
）

『
皆
川
淇
園
―
そ
の
教
育
者
・
思
想
家
と
し
て
の
位
置
づ
け
―
』
Ｗ
・
Ｊ
・
ボ
ー
ト 

（
ラ
イ
デ
ン
大
学
名
誉
教
授
）

○
第
147
回
（
16
年
3
月
18
日
）

『G
lobal M

ission: C
atholic Im

perial and Spiritual N
etw

orks in India and 

beyond (16th-18th c.)

』
イ
ネ
ス
・
ズ
バ
ノ
ブ
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
科
学
研
究
セ

ン
タ
ー
シ
ニ
ア
フ
ェ
ロ
ー
）

○
第
148
回
（
16
年
12
月
21
日
）

『Japan ’s Perennial N
ew

 M
an: T

he L
iberal and Fascist Incarnations of 

R
ōyam

a M
asam

ichi

』
ロ
イ
・
ス
タ
ー
ズ
（
オ
タ
ゴ
大
学
准
教
授
）

○
第
149
回
（
16
年
12
月
12
日
）

『「
職
場
の
歴
史
」
と
は
な
に
か
？
』
竹
村
民
郎
（
元
大
阪
産
業
大
学
教
授
）、

古
川
誠
（
関
西
大
学
准
教
授
）

［
東
京
講
演
会
］

○
第
17
回
（
08
年
6
月
7
日
）

『
日
本
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
文
化
―
反
懐
古
趣
味
の
視
点
』
マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
（
ミ

ネ
ソ
タ
大
学
教
授
）

『
武
士
道
と
現
代
』
笠
谷
和
比
古
（
日
文
研
教
授
）
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○
第
46
回
（
09
年
9
月
30
日
）

『
立
憲
政
治
と
政
党
政
治
―
伊
藤
博
文
の
遺
産
―
』
瀧
井
一
博
（
日
文
研
准
教
授
）

『
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
短
歌
と
俳
句
』
細
川
周
平
（
日
文
研
教
授
）

○
第
47
回
（
10
年
3
月
16
日
）

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ク
ス
タ
ー
教
授
退
任
記
念
講
演
会

『
価
値
観
と
報
酬
―
野
球
、
経
営
、
教
育
の
日
米
比
較
―
』
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ

ク
ス
タ
ー
（
日
文
研
教
授
）

『
欧
米
で
日
本
陶
磁
器
は
い
か
に
愛
好
さ
れ
た
か
？
―
19
世
紀
後
半
の
趣
味
の

変
貌
と
、
世
紀
末
芸
術
の
誕
生
―
』
稲
賀
繁
美
（
日
文
研
教
授
）

○
第
48
回
（
11
年
3
月
10
日
）

『
京
都
・
一
〇
一
一
年
：
一
条
天
皇
最
期
の
日
々
』
倉
本
一
宏
（
日
文
研
教
授
）

『
欧
州
情
勢
は
「
複
雑
怪
奇
」
だ
っ
た
の
か
？
―
独
ソ
不
可
侵
協
定
締
結
と
日

本
―
』
戸
部
良
一
（
日
文
研
教
授
）

○
第
49
回
（
11
年
9
月
29
日
）

『
小
笠
原
諸
島
の
自
然
と
文
化
―
世
界
遺
産
か
ら
未
来
へ
―
』
郭
　
南
燕
（
日

文
研
准
教
授
）

『
明
清
交
替
と
東
ア
ジ
ア
』
伊
東
貴
之
（
日
文
研
教
授
）

○
第
50
回
（
12
年
3
月
23
日
）

『「
神
都
」
物
語
り
：
明
治
期
の
伊
勢
に
つ
い
て
』
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
（
日
文

研
教
授
）

『
環
境
考
古
学
へ
の
道
』
安
田
喜
憲
（
日
文
研
教
授
）

新
井
菜
穂
子
（
日
文
研
准
教
授
）

『
日
本
神
話
と
長
江
文
明
』
安
田
喜
憲
（
日
文
研
教
授
）

○
第
42
回
（
08
年
3
月
13
日
）

『
中
世
史
研
究
四
十
年
―
天
皇
家
は
な
ぜ
続
い
て
き
た
の
か
―
』
今
谷
　
明
（
日

文
研
教
授
）

『
世
界
地
図
に
日
本
像
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
き
た
か
』
千
田
　
稔
（
日
文

研
教
授
）

○
第
43
回
（
08
年
9
月
18
日
）

『「
文
学
の
所
有
」
を
め
ぐ
る
、
ひ
と
つ
の
物
語
』
山
田
奨
治
（
日
文
研
准
教
授
）

『
福
沢
諭
吉
の
倫
理
観
に
お
け
る
「
公
」
と
「
私
」』
猪
木
武
徳
（
日
文
研
所
長
）

○
第
44
回
（
08
年
11
月
27
日
）

『
マ
ド
レ
ー
ヌ
・
デ
・
ス
ク
デ
ー
リ
（
一
六
〇
七
〜
一
七
〇
一
）
と
鵜
殿
余
野

子
（
一
七
二
九
〜
八
八
）
―
近
世
女
性
作
家
の
書
簡
感
性
を
め
ぐ
っ
て
―
』
マ

ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
（
日
文
研
准
教
授
）

『
江
戸
時
代
の
比
丘
尼
御
所
の
世
界
―
信
仰
に
身
を
投
じ
た
四
人
の
皇
女
た
ち
―
』

パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
（
日
文
研
教
授
）

○
第
45
回
（
09
年
3
月
11
日
）

『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
：
技
術
と
メ
デ
ィ
ア
へ
の
問
い
』
合
庭
　
惇

（
日
文
研
教
授
）

『
中
国
の
五
大
小
説
』
井
波
律
子
（
日
文
研
教
授
）
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之
（
日
文
研
助
教
）

『
文
化
の
法
律
は
ど
う
作
ら
れ
る
べ
き
か
？
―
著
作
権
法
を
例
に
考
え
る
』
山

田
奨
治
（
日
文
研
教
授
）

○
第
57
回
（
14
年
9
月
25
日
）

『
徳
川
将
軍
の
外
交
儀
礼
　
一
八
五
七
―
一
八
六
七
』
佐
野
真
由
子
（
日
文
研

准
教
授
）

『
和
歌
を
う
た
う

―
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
む
す
ぶ
和
歌
歌
曲

―
』
坪
井
秀
人
（
日
文
研
教
授
）

○
第
58
回
（
15
年
3
月
25
日
）

笠
谷
和
比
古
教
授
・
末
木
文
美
士
教
授
・
早
川
聞
多
教
授
退
任
記
念
講
演
会
―

江
戸
を
語
る
―

『
江
戸
時
代
の
新
し
い
歴
史
像
を
求
め
て
』
笠
谷
和
比
古
（
日
文
研
教
授
）

『
思
想
史
か
ら
み
た
近
世
』
末
木
文
美
士
（
日
文
研
教
授
）

『
江
戸
絵
画
に
見
る
表
裏
一
体
の
表
現
』
早
川
聞
多
（
日
文
研
教
授
）

○
第
59
回
（
15
年
6
月
10
日
）

『
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
の
将
軍
謁
見
』
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
（
日
文
研

准
教
授
）

『
天
は
球
い
か
平
た
い
か
―
地
動
説
理
論
と
佐
田
介
石
（
一
八
一
八
〜
八
二
）

と
の
格
闘
―
』
マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
（
日
文
研
准
教
授
）

○
第
60
回
（
15
年
9
月
10
日
）

『
春
画
を
見
る
、
艶
本
を
読
む
―
近
世
か
ら
現
代
ま
で
』
石
上
阿
希
（
日
文
研

○
第
51
回
（
12
年
6
月
29
日
）

『
江
戸
時
代
の
僧
伝
出
版
と
清
初
仏
教
』
榎
本
　
渉
（
日
文
研
准
教
授
）

『
四
国
の
山
村
で
日
本
文
化
を
考
え
る
―
い
ざ
な
ぎ
流
研
究
四
〇
年
―
』
小
松

和
彦
（
日
文
研
所
長
）

○
第
52
回
（
13
年
3
月
8
日
）

宇
野
隆
夫
副
所
長
・
鈴
木
貞
美
教
授
退
任
記
念
講
演
会

『
私
の
未
来
的
人
文
学
―
考
古
学
Ｇ
Ｉ
Ｓ
か
ら
時
空
間
情
報
科
学
へ
―
』
宇
野
隆

夫
（
日
文
研
副
所
長
）

『
日
文
研
の
二
五
年
を
振
り
か
え
っ
て
』
鈴
木
貞
美
（
日
文
研
教
授
）

○
第
53
回
（
13
年
5
月
22
日
）

梅
原
猛
先
生
米
寿
記
念
特
別
講
演
会

『
私
の
学
問
と
芸
術
』
梅
原 

猛
（
日
文
研
顧
問
）

○
第
54
回
（
13
年
9
月
6
日
）

『
古
地
図
と
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
』
森 

洋
久
（
日
文
研
准
教
授
）

『
知
ら
ず
顔
の
桐
壺
院
―
〈
圏
外
〉
の
源
氏
物
語
論
』
荒
木 

浩
（
日
文
研
教
授
）

○
第
55
回
（
14
年
3
月
18
日
）

白
幡
洋
三
郎
教
授
・
戸
部
良
一
教
授
退
任
記
念
講
演
会

『
太
平
洋
戦
争
を
考
え
る
』
戸
部
良
一
（
日
文
研
教
授
）

『
山
と
島
―
日
本
庭
園
の
源
流
と
日
本
の
自
然
観
』
白
幡
洋
三
郎
（
日
文
研
教
授
）

○
第
56
回
（
14
年
6
月
25
日
）

『
日
本
映
画
の
黄
金
期
と
斜
陽
期
―
テ
レ
ビ
産
業
と
の
攻
防
の
中
で
』
北
浦
寛
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［
特
別
講
演
会
］

○
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
創
立
20
周
年
記
念
講
演
会
（
07
年
5
月
21
日
）

『
二
〇
年
を
ふ
り
返
っ
て
』
梅
原
　
猛
（
日
文
研
顧
問
）

『
日
本
近
代
化
論
再
訪
』
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー
ア
（
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・

エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
特
別
研
究
員
）

○
片
倉
も
と
こ
先
生
退
任
記
念
講
演
会
（
08
年
5
月
29
日
）

『「
ら
ー
は
」
の
世
界
―
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
の
旅
か
ら
―
』
片
倉
も
と
こ
（
日

文
研
前
所
長
）

○
日
文
研
・
地
球
研
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
山
川
草
木
の
思
想
︱
地
球
環
境
問

題
を
日
本
文
化
か
ら
考
え
る
﹂（
08
年
6
月
21
日
）

『
天
文
本
覚
論
と
環
境
問
題
』
梅
原
　
猛
（
日
文
研
顧
問
）

○
京
都
の
文
化
と
環
境
︱
水
と
暮
ら
し
︱
（
09
年
5
月
9
日
）

『
京
都
盆
地
の
地
形
環
境
を
読
む
』
宇
野
隆
夫
（
日
文
研
教
授
）

『
京
の
庭
園
と
水
』
白
幡
洋
三
郎
（
日
文
研
教
授
）

『
京
の
人
と
水
―
湧
水
・
地
下
水
』
谷
口
真
人
（
地
球
研
教
授
）

『
京
の
水
と
暮
ら
し
』
秋
道
智
彌
（
地
球
研
教
授
）

○
日
文
研
・
地
球
研
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
京
都
の
文
化
と
環
境
︱
森
や
林
︱
﹂

（
10
年
5
月
22
日
）

『
地
球
の
森
世
界
か
ら
み
る
モ
リ
の
日
本
』
山
田
　
勇
（
地
球
研
共
同
研
究
員
）

『
近
代
日
本
の
自
然
観
を
反
省
す
る
』
末
木
文
美
士
（
日
文
研
教
授
）

特
任
助
教
）

『「
松
島
詩
子
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
に
つ
い
て
―
戦
前
ジ
ャ
ズ
・
タ
ン
ゴ
歌
手
の
興

行
』
細
川
周
平
（
日
文
研
教
授
）

○
第
61
回
（
16
年
3
月
14
日
）

光
田
和
伸
准
教
授
退
任
記
念
講
演
会

『
吉
田
・
鳩
山
・
岸
の
時
代
―
一
九
五
〇
年
代
の
日
本
外
交
』
楠 

綾
子
（
日
文

研
准
教
授
）

『
神
々
は
出
雲
に
帰
る
―「
邪
馬
台
国
」と『
水
底
の
歌
』に
及
ぶ
』光
田
和
伸（
日

文
研
准
教
授
）

○
第
62
回
（
16
年
6
月
28
日
）

『
徳
川
時
代
か
ら
発
想
す
る
―
経
済
・
教
育
・
防
災
―
』
磯
田
道
史
（
日
文
研

准
教
授
）

『
支
え
合
う
近
代
―
文
化
史
か
ら
見
る
日
中
二
百
年
―
』
劉
　
建
輝
（
日
文
研

教
授
）

○
第
63
回
（
16
年
9
月
14
日
）

『
中
世
東
シ
ナ
海
の
航
路
を
守
る
神
』
榎
本
　
渉
（
日
文
研
准
教
授
）

『
戦
争
の
日
本
史
』
倉
本
一
宏
（
日
文
研
教
授
）

○
第
64
回
（
17
年
3
月
9
日
）

『
上
方
喜
劇
の
現
代
性
―
曾
我
廼
家
劇
か
ら
松
竹
新
喜
劇
ま
で
』
古
川
綾
子
（
日

文
研
特
任
助
教
）

『
日
本
の
大
衆
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教
』
井
上
章
一
（
日
文
研
教
授
）
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大
野
裕
之
（
日
本
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
協
会
会
長
／
脚
本
家
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
）

小
川
順
子
（
中
部
大
学
・
大
学
院
准
教
授
）

○
小
松
和
彦
所
長
文
化
功
労
者
顕
彰
記
念
講
演
会
（
17
年
3
月
28
日
）

『
妖
怪
と
戯
れ
て
四
〇
年
―
私
の
学
問
人
生
―
』
小
松
和
彦
（
日
文
研
所
長
）

［
伝
統
文
化
芸
術
総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
］

○
邦
楽
と
西
洋
音
楽
を
超
え
て
（
08
年
2
月
15
日
）

《
講
演
》

『
伝
統
文
化
と
現
代
―
多
元
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
を
目
指
し
て
―
』

笠
谷
和
比
古
（
日
文
研
教
授
）

《
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
》

『
能
管
と
西
洋
管
弦
楽
と
の
統
合
、
そ
し
て
超
越
』

作
曲
・
楽
曲
解
説
：
武
内
基
朗
（
作
曲
家
）

○
能
楽
囃
子
と
西
洋
管
弦
楽
と
の
饗
宴
（
09
年
2
月
25
日
）

《
趣
旨
説
明
》

笠
谷
和
比
古
（
日
文
研
教
授
）

《
公
演
》

第
一
部 「
能
楽
囃
子
の
伝
統
的
演
奏
」

第
二
部 「
能
楽
囃
子
と
西
洋
管
弦
楽
と
の
協
奏
」

囃
子
方
（
笛
）：
杉
信
太
朗

囃
子
方
（
小
鼓
）： 

曽
和
尚
靖

○Tokyo P
ublic L

ecture: 

文
化
勲
章
受
章
記
念
講
演
会
（
10
年
6
月
11
日
）

『
人
類
の
遺
産
―
徳
川
日
本
の
宗
門
改
帳
―
』
速
水
　
融
（
日
文
研
名
誉
教
授
）

○
日
文
研
・
地
球
研
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
環
境
問
題
は
な
ぜ
大
事
か
︱
文
化

か
ら
見
た
環
境
と
環
境
か
ら
見
た
文
化
︱
﹂（
11
年
5
月
21
日
）

『
貿
易
と
環
境
問
題
』
猪
木
武
徳
（
日
文
研
所
長
）

『
持
続
可
能
な
発
展
を
再
考
す
る
：
復
旧
・
復
興
・
新
興
』
立
本
成
文
（
地
球

研
所
長
）

『
煙
た
い
月
は
泣
い
て
い
る
の
か
？
』
荒
木
　
浩
（
日
文
研
教
授
）

『
人
の
い
る
自
然
・
人
の
い
な
い
自
然
』
阿
部
健
一
（
地
球
研
教
授
）

○
猪
木
所
長
退
任
記
念
講
演
会
（
12
年
3
月
29
日
）

『
日
文
研
で
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
』
猪
木
武
徳
（
日
文
研
所
長
）

○
日
文
研
・
地
球
研
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
文
化
・
環
境
は
誰
の
も
の
？
﹂

（
12
年
9
月
14
日
）

『
中
世
の
「
惣
」
お
よ
び
「universitas/com

m
unitas

」
を
め
ぐ
っ
て
』
マ
ル
ク
ス
・

リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
（
日
文
研
准
教
授
）

『「
人
類
の
無
形
文
化
遺
産
」
に
な
っ
た
祇
園
祭
―
文
化
は
誰
の
も
の
に
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
―
』
佐
野
真
由
子
（
日
文
研
准
教
授
）

『
里
山
の
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
と
今
後
の
国
土
管
理
』
嘉
田
良
平
（
地
球
研
教
授
）

『
分
か
ち
あ
う
豊
か
さ
：
環
境
と
文
化
』
阿
部
健
一
（
地
球
研
教
授
）

○
特
別
講
演
会
　｢

映
画
史
の
中
の
太
秦
﹂（
14
年
11
月
11
日
）

上
野
隆
三
（
東
映
京
都
撮
影
所
殺
陣
師
／
東
映
剣
会
特
別
会
員
）
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『
謡
曲
に
よ
る
『
平
家
物
語
』「
祇
園
精
舎
」』

笠
谷
和
比
古
（
日
文
研
教
授
）

『
謡
曲
と
西
洋
管
弦
楽
に
よ
る
『
平
家
物
語
』「
祇
園
精
舎
」』

武
内
基
朗
（
作
曲
家
）

○
能
楽
と
西
洋
管
弦
楽
と
の
協
奏
︱
能
﹁
小
鍛
冶
﹂
を
題
材
に
（
11
年
2
月
23
日
）

《
趣
旨
説
明
・
解
説
》

『
能
の
構
成
と
音
楽
的
性
格
』

笠
谷
和
比
古
（
日
文
研
教
授
）

《
公
演
》

『
西
洋
管
弦
楽
法
に
よ
る
能
「
小
鍛
冶
」』

演
奏
者
：
武
内
基
朗
（
作
曲
家
）

○
新
作
能
﹁
ル
タ
ー
﹂︵
試
作
︶（
12
年
2
月
17
日
）

《
公
演
》

解
説
者
：
上
村
敏
文
（
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
准
教
授
）

実
演
者
（
ル
タ
ー
）：
上
田
公
威
（
シ
テ
方
観
世
流
）

実
演
者
（
キ
チ
カ
エ
）：
上
田
拓
司
（
シ
テ
方
観
世
流
）

実
演
者
（
笛
）：
竹
市 

学
（
笛
方
藤
田
流
）

実
演
者
（
地
謡
）：
上
田
大
介 

外
４
名
（
シ
テ
方
観
世
流
）

実
演
者
（
創
案
）：
上
村
敏
文
（
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
准
教
授
）

実
演
者
（
監
修
）：
大
倉
源
次
郎
（
小
鼓
方
大
倉
流
十
六
世
宗
家
）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
：
笠
谷
和
比
古
（
日
文
研
教
授
）

囃
子
方
（
大
鼓
）：
谷
口
有
辞

囃
子
方
（
太
鼓
）：
前
川
光
範

作
曲
：
武
内
基
朗

○
二
人
の
マ
リ
ア
と
葵
上
（
09
年
11
月
27
日
）

《
趣
旨
説
明
》

笠
谷
和
比
古
（
日
文
研
教
授
）

《
公
演
》

「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
と
葵
上
」（
新
作
）

舞
：
古
澤
侑
峯
（
地
歌
舞
古
澤
流
家
元
）

演
出
、
構
成
：
上
村
敏
文
（
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
准
教
授
）

作
曲
： 

原
夕
輝

披
講
：
林
香
純 

薫
香
・
香
雅
流 

宗
匠

笛
：
雲
龍

デ
ィ
ジ
ュ
リ
ド
ゥ
：K

N
O

B

ア
フ
リ
カ
民
族
楽
器
：yasuski

協
力
：
大
内
山
香
雅 

薫
香
・
香
雅
流
家

○
謡
曲
と
西
洋
管
弦
楽
と
の
協
奏
の
試
み
︱
﹃
平
家
物
語
﹄﹁
祇
園
精
舎
﹂
を

主
題
と
し
て
︱
（
10
年
2
月
17
日
）

《
趣
旨
説
明
》

笠
谷
和
比
古
（
日
文
研
教
授
）

《
解
説
》
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ダ
ン
ス
：
湯
浅
宣
子
、
村
上
博
子
、
小
原
麻
美

構
成
・
演
出
：
門
田
展
弥
、
湯
浅
宣
子

作
曲
：
Ｓ
・
ギ
ニ
ャ
ー
ル
、
Ｐ
・
ア
テ
ニ
ャ
ン
、
門
田
展
弥

筑
前
琵
琶
：
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
旭
西
・
ギ
ニ
ャ
ー
ル

リ
ュ
ー
ト
、
ヴ
ィ
オ
ラ
ダ
・
ガ
ン
バ
：
佐
野
健
二

ダ
ル
シ
マ
ー
：
小
川
美
香
子

○
能
楽
と
西
洋
オ
ペ
ラ
と
の
統
合
の
試
み
︱
楽
劇
﹃
保
元
物
語
﹄
を
め
ぐ
っ
て
︱

（
15
年
2
月
17
日
）

《
講
演
》

『
楽
劇
『
保
元
物
語
』
と
制
作
趣
旨
』

笠
谷
和
比
古
（
日
文
研
教
授
）

《
公
演
・
解
説
》

『
オ
ペ
ラ
版
『
保
元
物
語
』
の
楽
曲
解
説
と
演
奏
』

武
内
基
朗
（
作
曲
家
）

［
日
文
研
・
ア
イ
ハ
ウ
ス
連
携
フ
ォ
ー
ラ
ム
］

○
第
1
回
（
14
年
9
月
19
日
）

『
妖
怪
と
日
本
人
の
想
像
力
』
小
松
和
彦
（
日
文
研
所
長
）

○
第
2
回
（
14
年
12
月
11
日
）

『
越
境
す
る
「
大
衆
文
学
」
の
力
―
な
ぜ
中
国
で
松
本
清
張
が
流
行
る
の
か
』

王
成
（
清
華
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
﹃
忠
臣
蔵
﹄
の
世
界
（
13
年
2
月
28
日
）

《
講
演
》

『
赤
穂
事
件
と
『
忠
臣
蔵
』
の
世
界
』

笠
谷
和
比
古
（
日
文
研
教
授
）

《
公
演
》

『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
三
段
目
「
殿
中
刃
傷
の
段
」

実
演
者
（
義
太
夫
）：
竹
本
相
子
大
夫

実
演
者
（
三
味
線
）：
竹
澤
團
吾

○
ル
ネ
サ
ン
ス
ダ
ン
ス
と
筑
前
琵
琶
に
よ
る
﹁
安
寿
と
厨
子
王
﹂

（
14
年
3
月
26
日
）

《
趣
旨
説
明
》

『
日
文
研
伝
統
文
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
現
在
』

笠
谷
和
比
古
（
日
文
研
教
授
）

《
座
談
会
・
楽
器
説
明
》

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
：
門
田
展
弥
（
追
手
門
大
学
地
域
文
化
創
造
機
構
客
員
特
別

教
授
）

ル
ネ
サ
ン
ス
ダ
ン
ス
：
湯
浅
宣
子
（
欧
州
舞
踏
史
学
協
会
会
員
）

琵
琶
奏
者
：
Ｓ
・
ギ
ニ
ャ
ー
ル
（
大
阪
学
院
大
学
教
授
）

リ
ュ
ー
ト
奏
者
：
佐
野
健
二
（
相
愛
大
学
非
常
勤
講
師
）

ダ
ル
シ
マ
ー
奏
者
：
小
川
美
香
子

《
公
演
》
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○
第
3
回
（
15
年
2
月
12
日
）

『
江
戸
時
代
に
み
る
ユ
ー
モ
ア
、
パ
ロ
デ
ィ
、
タ
ブ
ー
―
浮
世
絵
と
春
画
の
社

会
的
意
義
』
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ガ
ー
ス
ト
ル
（
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ

学
院
（
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
）
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
4
回
（
15
年
4
月
21
日
）

『
ぼ
く
は
何
故
、「
ま
ん
が
の
描
き
方
」
を
海
外
で
教
え
る
の
か
』
大
塚
英
志
（
ま

ん
が
原
作
者
／
日
文
研
教
授
）

○
第
5
回
（
15
年
7
月
16
日
）

『
伊
藤
博
文
を
越
え
て
、
伊
藤
博
文
へ
―
「
知
の
政
治
家
」
の
残
し
た
も
の
』

瀧
井
一
博
（
日
文
研
教
授
）

○
第
6
回
（
15
年
12
月
10
日
）

『
世
界
文
学
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』』
李
　
愛
淑
（
国
立
韓
国
放
送
通
信
大
学

教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
7
回
（
16
年
2
月
10
日
）

『
イ
タ
リ
ア
演
劇
か
ら
見
た
日
本
の
伝
統
演
劇
　
能
、
歌
舞
伎
、
オ
ペ
ラ
、
バ

レ
エ
│「
狂
乱
」も
の
を
中
心
に
│
』ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
・
ル
ペ
ル
テ
ィ（
カ
・

フ
ォ
ス
カ
リ
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
8
回
（
16
年
7
月
27
日
）

『
川
端
康
成
文
学
と
中
国
美
術
』
周
　
閲
（
北
京
語
言
大
学
比
較
文
学
研
究
所

教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）

○
第
9
回
（
16
年
10
月
14
日
）

『
海
賊
史
観
か
ら
み
た
世
界
史
五
〇
〇
年
―
『
文
明
の
海
洋
史
観
』
の
裏
側
を

覗
く
』
稲
賀
繁
美
（
日
文
研
副
所
長
／
教
授
）

○
第
10
回
（
17
年
1
月
20
日
）

『
志
賀
直
哉
の
文
学
：
外
国
語
か
ら
の
養
分
』
郭
　
南
燕
（
日
文
研
准
教
授
）

○
日
文
研
・
ア
イ
ハ
ウ
ス
連
携
フ
ォ
ー
ラ
ム 

in 

京
都
（
17
年
3
月
7
日
）

『「
移
動
す
る
帝
国
」

―
戦
時
観
光
と
絵
葉
書
』
ケ
ネ
ス
・
ル
オ
フ
（
ポ
ー
ト

ラ
ン
ド
州
立
大
学
教
授
）

『
従
軍
画
家
が
描
い
た
帝
国
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
劉
　
建
輝
（
日
文
研
副
所
長
／

教
授
）
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出
版
物
一
覧

書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

発
　
行
　
年
　
月

●
学
術
論
文
誌

『
日
本
研
究
』（
一
九
八
九
年
創
刊
）

日
文
研
が
年
二
回
定
期
的
に
刊
行
す
る
学
術
論
文
集
で
、
日
本
文
化
研
究
の
発
展
に
寄
与
す
る
内
容
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
投
稿
可
能
。

投
稿
論
文
は
審
査
委
員
に
よ
る
査
読
の
う
え
掲
載
。
第
五
四
集
ま
で
既
刊
。

『JA
PA

N
 R

E
V

IE
W

』（
一
九
九
〇
年
創
刊
）

日
文
研
が
刊
行
す
る
英
文
の
学
術
雑
誌
で
、
優
れ
た
研
究
論
文
、
研
究
ノ
ー
ト
、
書
評
論
文
を
常
時
募
集
。
過
去
と
現
在
の
日
本

文
化
の
研
究
に
関
わ
っ
て
い
れ
ば
誰
で
も
投
稿
可
能
。
応
募
原
稿
は
、
審
査
員
に
よ
る
査
読
の
う
え
掲
載
。
第
二
九
集
ま
で
既
刊
。

『
日
文
研
叢
書
』（
一
九
九
三
年
創
刊
）

日
本
研
究
に
関
す
る
書
き
下
ろ
し
の
論
考
シ
リ
ー
ズ
。
日
文
研
の
専
任
教
員
や
客
員
研
究
員
が
主
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録

や
共
同
研
究
会
の
成
果
、
日
文
研
所
属
の
若
手
研
究
者
の
個
人
研
究
、
あ
る
い
は
貴
重
資
料
集
成
な
ど
を
含
む
。
第
五
五
集
ま
で

既
刊
。

『N
ichibunken M

onograph Series

』（
一
九
九
八
年
創
刊
）

日
文
研
に
お
け
る
研
究
活
動
の
最
良
の
成
果
で
単
著
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
学
術
論
文
の
英
文
モ
ノ
グ
ラ
フ
シ
リ
ー
ズ
。

執
筆
者
は
日
文
研
専
任
教
員
等
。
第
一
九
集
ま
で
既
刊
。
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●
研
究
活
動
報
告
書

『
国
際
研
究
集
会
報
告
書
』（
一
九
八
九
年
創
刊
）

日
文
研
が
主
催
し
た
国
際
研
究
集
会
に
お
い
て
発
表
・
討
議
さ
れ
た
内
容
を
収
録
。
第
四
五
集
ま
で
既
刊
。

『
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
』（
一
九
九
七
年
創
刊
）

海
外
で
行
わ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
・
討
議
さ
れ
た
内
容
を
収
録
し
た
報
告
書
。
第
二
二
集
ま
で
既
刊
。

『
世
界
の
日
本
研
究
』（
一
九
九
〇
年
創
刊
）

世
界
の
日
本
研
究
に
関
す
る
情
報
を
掲
載
し
て
い
る
不
定
期
出
版
物
。
第
一
九
集
ま
で
既
刊
。

『
日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
報
告
書
』（
一
九
八
八
年
創
刊
）

来
日
中
の
外
国
人
研
究
者
が
日
本
に
関
連
し
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
発
表
し
た
内
容
を
記
録
編
集
し
た
報
告
書
。
随
時
刊
行
で
第

二
七
六
回
ま
で
既
刊
。

〈
共
同
研
究
報
告
書
〉

日
文
研
共
同
研
究
の
総
括
報
告
書
。
商
業
出
版
含
む
。

『
藝
文
　
第
１
巻
　〈
藝
文
社
版
〉
１
巻
１
号
』
ゆ
ま
に
書
房
（
監
修
：
呂
　
元
明
、
鈴
木
貞
美
、
劉
　
建
輝
）

07
年
7
月

『
伝
統
工
藝
再
考
　
京
の
う
ち
そ
と

―
過
去
発
掘
・
現
状
分
析
・
将
来
展
望
』
思
文
閣
出
版
（
編
：
稲
賀
繁
美
）

07
年
7
月

『
语
义
的
文
化
变
迁
』
武
汉
大
学
出
版
社
（
編
：
冯
　
天
瑜
、（
日
）
刘
　
建
辉
、
聂
　
长
顺
）

07
年
10
月

『
関
西
モ
ダ
ニ
ズ
ム
再
考
』
思
文
閣
出
版
（
編
：
竹
村
民
郎
、
鈴
木
貞
美
）

08
年
1
月

『
王
権
と
都
市
』
思
文
閣
出
版
（
編
：
今
谷
　
明
）

08
年
3
月
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A
 N

E
W

 JA
PA

N
 F

O
R

 T
H

E
 T

W
E

N
T

Y
-F

IR
ST

 C
E

N
T

U
R

Y: A
n Inside O

verview
 of C

urrent Fundam
ental C

hanges and 

P
roblem

s, R
ien T. Segers, E

ditor, R
outledge

08
年
3
月

『
公
家
と
武
家
Ⅳ

―
官
僚
制
と
封
建
制
の
比
較
文
明
史
的
考
察
』
思
文
閣
出
版
（
編
：
笠
谷
和
比
古
）

08
年
3
月

『
関
西
を
創
造
す
る
』
和
泉
書
院
（
編
：
千
田
　
稔
）

08
年
3
月

『
死
の
儀
法

―
在
宅
死
に
見
る
葬
の
礼
節
・
死
生
観
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
編
著
：
近
藤
功
行
、
小
松
和
彦
）

08
年
3
月

『
戦
間
期
日
本
の
社
会
集
団
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

―
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
中
間
団
体
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
（
編
著
：
猪
木
武
徳
）

08
年
3
月

『
終
わ
り
き
れ
な
い
「
近
代
」

―
八
木
一
夫
と
オ
ブ
ジ
ェ
焼
』
美
学
出
版
（
編
：
樋
田
豊
郎
、
稲
賀
繁
美
）

08
年
4
月

『
性
欲
の
文
化
史
１
』
講
談
社
（
編
：
井
上
章
一
）

08
年
10
月

『
性
欲
の
文
化
史
２
』
講
談
社
（
編
：
井
上
章
一
）

08
年
11
月

『
幸
田
露
伴
の
世
界
』
思
文
閣
出
版
（
共
編
：
井
波
律
子
、
井
上
章
一
）

09
年
1
月

『
日
本
の
朝
鮮
・
台
湾
支
配
と
植
民
地
官
僚
』
思
文
閣
出
版
（
編
：
松
田
利
彦
、
や
ま
だ
あ
つ
し
）

09
年
3
月

『
性
的
な
こ
と
ば
』
講
談
社
（
編
：
井
上
章
一
、
斎
藤
　
光
、
澁
谷
知
美
、
三
橋
順
子
）

10
年
1
月

『
コ
モ
ン
ズ
と
文
化

―
文
化
は
誰
の
も
の
か
』
東
京
堂
出
版
（
編
：
山
田
奨
治
）

10
年
3
月

『
妖
怪
文
化
の
伝
統
と
創
造

―
絵
巻
・
草
紙
か
ら
マ
ン
ガ
・
ラ
ノ
ベ
ま
で
』
せ
り
か
書
房
（
編
：
小
松
和
彦
）

10
年
9
月

『
一
八
世
紀
日
本
の
文
化
状
況
と
国
際
環
境
』
思
文
閣
出
版
（
編
：
笠
谷
和
比
古
）

11
年
8
月

『
都
市
歴
史
博
覧

―
都
市
文
化
の
な
り
た
ち
・
し
く
み
・
た
の
し
み
』
笠
間
書
院
（
編
著
：
白
幡
洋
三
郎
、
錦
　
仁
、
原
田
信
男
）

11
年
12
月

『
ア
ジ
ア
女
性
と
親
密
性
の
労
働
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
（
編
：
落
合
恵
美
子
、
赤
枝
香
奈
子
）

12
年
2
月

『
民
謡
か
ら
み
た
世
界
音
楽

―
う
た
の
地
脈
を
探
る
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
編
著
：
細
川
周
平
）

12
年
3
月

『
宮
澤
賢
治
の
深
層

―
宗
教
か
ら
の
照
射
』
法
蔵
館
（
編
：
プ
ラ
ッ
ト
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ジ
ョ
ー
ジ
、
小
松
和
彦
）

12
年
3
月

『
東
洋
意
識
　
夢
想
と
現
実
の
あ
い
だ

―1887–1953

』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
編
著
：
稲
賀
繁
美
）

12
年
4
月

『
日
本
の
近
代
化
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
』
教
文
館
（
編
：
上
村
敏
文
、
笠
谷
和
比
古
）

13
年
3
月
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『
地
域
社
会
か
ら
見
る
帝
国
日
本
と
植
民
地

―
朝
鮮
・
台
湾
・
満
洲
』
思
文
閣
出
版
（
編
：
松
田
利
彦
、
陳
　
姃
湲
）

13
年
3
月

『
デ
ジ
タ
ル
人
文
学
の
す
す
め
』
勉
誠
出
版
（
編
：
楊
　
暁
捷
、
小
松
和
彦
、
荒
木
　
浩
）

13
年
7
月

『
帝
国
日
本
と
植
民
地
大
学
』
ゆ
ま
に
書
房
（
編
：
酒
井
哲
哉
、
松
田
利
彦
）

14
年
2
月

『Vocabulaire de la spatialité japonaise

日
本
の
生
活
空
間
』C

N
R

S E
ditions

（
編
：P

hilippe B
onnin

、
西
田
雅
嗣
、
稲
賀
繁
美
）

14
年
3
月

『
近
代
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

―
岐
路
に
立
つ
指
導
者
た
ち
』
千
倉
書
房
（
編
：
戸
部
良
一
）

14
年
3
月

『
妙
貞
問
答
を
読
む

―
ハ
ビ
ア
ン
の
仏
教
批
判
』
法
藏
館
（
編
：
末
木
文
美
士
）

14
年
3
月

『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
知
の
空
間
の
形
成
』
東
方
書
店
（
編
著
：
孫
　
江
、
劉
　
建
輝
）

14
年
3
月

『『
作
庭
記
』
と
日
本
の
庭
園
』
思
文
閣
出
版
（
編
：
白
幡
洋
三
郎
）

14
年
3
月

『
近
代
日
本
の
公
と
私
、
官
と
民
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
（
編
著
：
猪
木
武
徳
、
マ
ル
ク
ス
・
リ
ュ
ッ
タ
ー
マ
ン
）

14
年
10
月

『
ザ
・
タ
イ
ガ
ー
ス
研
究
論

―
昭
和
40
年
代
日
本
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
社
会
・
文
化
史
的
分
析
』
近
代
映
画
社
（
編
：
磯
前
順
一
、

黒
﨑
浩
行
）

15
年
3
月

『
徳
川
社
会
と
日
本
の
近
代
化
』
思
文
閣
出
版
（
編
：
笠
谷
和
比
古
）

15
年
3
月

『
建
築
と
権
力
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
岩
波
書
店
（
編
：
御
厨
　
貴
、
井
上
章
一
）

15
年
3
月

『
日
記
・
古
記
録
の
世
界
』
思
文
閣
出
版
（
編
：
倉
本
一
宏
）

15
年
3
月

『
異
人
論
と
は
何
か
　
―
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
時
代
を
生
き
る
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
編
：
山
　
泰
幸
、
小
松
和
彦
）

15
年
3
月

『
夢
見
る
日
本
文
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
法
蔵
館
（
編
：
荒
木
　
浩
）

15
年
5
月

『
角
倉
一
族
と
そ
の
時
代
』
思
文
閣
出
版
（
編
：
森
　
洋
久
）

15
年
7
月

『
万
国
博
覧
会
と
人
間
の
歴
史
』
思
文
閣
出
版
（
編
：
佐
野
真
由
子
）

15
年
10
月

『
比
較
思
想
か
ら
見
た
日
本
仏
教
』
山
喜
房
佛
書
林
（
編
：
末
木
文
美
士
）

15
年
12
月

『「
心
身
／
身
心
」
と
環
境
の
哲
学

―
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
思
想
を
媒
介
に
考
え
る

―
』
汲
古
書
院
（
編
：
伊
東
貴
之
）

16
年
3
月

『
大
衆
文
化
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
森
話
社
（
編
：
朴
　
順
愛
、
谷
川
建
司
、
山
田
奨
治
）

16
年
5
月
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『
越
境
と
連
動
の
日
系
移
民
教
育
史

―
複
数
文
化
体
験
の
視
座

―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
編
著
：
根
川
幸
男
、
井
上
章
一
）

16
年
6
月

『
戦
後
映
画
の
産
業
空
間
　
資
本
・
娯
楽
・
興
行
』
森
話
社
（
編
：
谷
川
建
司
）

16
年
7
月

『
海
賊
史
観
か
ら
み
た
世
界
史
の
再
構
築

―
交
易
と
情
報
流
通
の
現
在
を
問
い
直
す
』
思
文
閣
出
版
（
編
：
稲
賀
繁
美
）

17
年
2
月

●
広
報
物

『
日
文
研
』（
一
九
八
八
年
創
刊
）

年
二
回
発
行
す
る
和
文
広
報
誌
。
専
任
教
員
、
外
国
人
研
究
員
等
の
エ
ッ
セ
イ
、
研
究
活
動
、
研
究
協
力
活
動
の
報
告
、
共
同
研

究
会
の
記
録
等
を
収
録
。
第
五
九
号
ま
で
既
刊
。

『N
IC

H
IB

U
N

K
E

N
 N

E
W

SL
E

T
T

E
R

』（
一
九
八
八
年
創
刊
）

年
二
回
発
行
す
る
和
英
併
記
の
広
報
誌
。
日
文
研
に
関
係
す
る
研
究
者
の
エ
ッ
セ
イ
、
催
し
物
な
ど
の
活
動
状
況
等
を
収
録
。
第

九
五
号
ま
で
既
刊
。

●
そ
の
他
の
出
版
物

『
海
外
日
本
像
集
成
』（
二
〇
〇
七
年
創
刊
）

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
外
国
人
が
執
筆
し
た
日
本
旅
行
記
や
研
究
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
挿
絵
の
み
を
集
め
た
図
版
集
。
第
五

冊
ま
で
既
刊
。

『
異
邦
人
の
ま
な
ざ
し
』（
二
〇
〇
七
年
創
刊
）

『
海
外
日
本
像
集
成
』
と
同
様
に
、
一
八
五
〇
年
代
か
ら
一
九
〇
〇
年
頃
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
「
外
国
語
で
書
か
れ
た
日
本
研
究
書
」

（
略
し
て
「
外
書
」）
の
挿
絵
を
、「
富
士
山
」「
芸
者
」「
子
ど
も
」
な
ど
、
テ
ー
マ
別
に
抽
出
し
編
集
し
た
カ
ラ
ー
図
版
シ
リ
ー
ズ
。

第
一
〇
輯
ま
で
既
刊
。
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〈
翻
訳
出
版
協
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉

日
本
文
化
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
、
日
本
語
に
よ
る
文
献
（
古
典
お
よ
び
近
代
の
古
典
、
改
訳
を
含
む
）
を
諸
外
国
語
で
翻
訳
し
、

学
術
出
版
す
る
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
企
画
を
公
募
し
、
厳
正
な
る
審
査
の
う
え
毎
年
一
〜
二
件
程
度
採
択
し
、
現
在
ま
で
に

世
界
各
国
で
一
〇
冊
の
翻
訳
書
が
出
版
さ
れ
た
。

『
民
間
伝
承
論
・
郷
土
生
活
の
研
究
法
』
学
苑
出
版
社
（
著
：
柳
田
国
男
　
訳
：
王
　
暁
葵
、
王
　
京
、
何
　
彬
）

10
年
2
月

『
十
返
舎
一
九
作
品
選
集
』
ソ
ミ
ョ
ン
出
版
（
著
：
十
返
舎
一
九
　
訳
：
康
　
志
賢
）

10
年
5
月

『
明
治
の
文
化
』N

aw
afez Society

（
著
：
色
川
大
吉
　
訳
：N

O
U

R
 E

l N
ahas

）

11
年

『
風
土
』C

N
R

S É
D

IT
IO

N
S

（
著
：
和
辻
哲
郎
　
訳
：
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
）

11
年
1
月

『
一
揆
』C

N
R

S É
D

IT
IO

N
S

（
著
：
勝
俣
鎮
夫
　
訳
：
ピ
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ス
イ
リ
、
印
出
忠
夫
、
中
島
圭
一
）

11
年
9
月

『
宮
澤
賢
治
作
品
集
』
サ
ナ
ー
ビ
ル
・
ブ
ッ
ク
ス
（
著
：
宮
澤
賢
治
　
訳
：
マ
ー
ヒ
ル
・
エ
ル
シ
リ
ビ
ー
ニ
ー
）

14
年
3
月

『
漢
訳
与
謝
蕪
村
俳
句
集
』
人
民
文
学
出
版
社
（
著
：
与
謝
蕪
村
　
訳
：
王
　
岩
）

15
年
3
月

『
宣
告
』É

ditions M
atériologiques

（
著
：
加
賀
乙
彦
　
訳
：
笠
井
か
お
り
）

16
年
1
月

『
曽
我
物
語
』
ギ
ペ
リ
オ
ン
（
訳
：
オ
ニ
ス
チ
ェ
ン
コ
・
ヴ
ャ
チ
ェ
ス
ラ
ヴ
）

16
年
8
月

『
今
昔
物
語
集
　
巻
第
十
一
〜
巻
第
十
九
』
社
会
科
学
出
版
社
（
訳
：
グ
エ
ン
・
テ
ィ
・
オ
ワ
イ
ン
、
チ
ャ
ン
・
テ
ィ
・
チ
ュ
ン
・
ト
ア
ン
、

ダ
オ
・
フ
オ
ン
・
チ
）

16
年
11
月

〈
所
蔵
図
書
目
録
類
〉

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
所
蔵
し
て
い
る
図
書
、
資
料
の
目
録
。

『
日
中
文
庫
目
録
　T
he Japan-C

hina L
ibrary C

ollection C
atalogue

』

11
年
3
月

『
海
野
文
庫
目
録
　C

atalogue of the U
nno C

ollection

』

13
年
3
月
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