
ま
な
び
こ
し
か
た
附

著
述
目
録

工

藤

力

男

本
研
究
科
の
国
文
学
専
攻
で
は
、
定
年
退
職
す
る
教
員
に
慶
賀
の
意
を
こ
め
て
紀
要
を
編
む
慣
わ
し
が
あ
る
。

そ
の
巻
末
に
、
業
績
目
録
に
そ
え
て
経
歴
を
つ
づ
る
文
章
を
載
せ
る
先
例
も
あ
る
。
他
人
の
生
活
誌
な
ど
誰
が
読

む
も
の
か
、
と
拒
ん
だ
の
だ
が
、
論
文
は
読
む
気
に
は
な
ら
な
く
て
も
、
生
活
誌
な
ら
読
む
気
に
な
る
こ
と
が
あ

る
、
と
編
集
者
は
の
た
ま
う
。
そ
こ
で
蛮
勇
を
奮
っ
て
い
さ
さ
か
辞
句
を
弄
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
述
目
録
は
余

り
に
も
貧
し
く
て
恥
じ
入
る
ば
か
り
で
あ
る
。
記
述
に
あ
た
っ
て
は
、
縦
組
み
に
す
る
の
で
年
紀
は
元
号
に
よ
る
。

中
学
校
ま
で

わ
た
し
の
郷
里
新あら
屋や
は
北
国
街
道
、
秋
田
砂
丘
内
側
の
町
で
あ
る
。
そ
う
し
て
秋
田
城
下
の
胃
袋
を
支
え
た
町
の
一
つ
で
あ
る
。

昭
和
十
三
年
秋
、
わ
た
し
は
貧
し
い
労
働
者
の
家
に
生
ま
れ
た
。
三
歳
上
の
兄
と
二
歳
上
の
姉
が
あ
り
、
の
ち
に
妹
と
弟
が
生
ま
れ

まなびこしかた 附著述目録
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た
。
祖
父
母
の
記
憶
は
な
い
。
こ
の
町
は
、
豊
か
な
地
下
水
を
使
っ
た
酒
・
味
噌
・
醬
油
・
酢
の
製
造
が
盛
ん
で
、
そ
れ
は
雄
物
川

の
水
運
を
利
用
し
て
内
陸
に
販
路
を
広
げ
て
い
た
。

成
人
男
子
な
ら
三
十
分
も
歩
く
と
日
本
海
に
出
ら
れ
た
。
東
北
方
の
空
遠
く
に
秋
田
平
野
を
限
る
太
平
山
の
麗
し
い
姿
を
眺
め
て

少
年
時
代
を
す
ご
し
た
。
海
と
川
は
あ
っ
た
が
、
少
年
が
遊
ぶ
山
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
と
い
う
べ
き
か
、
砂
丘
に

は
海
岸
奉
行
栗
田
定
之
丞
の
功
績
に
よ
る
、
黒
松
の
防
風
林
が
広
が
っ
て
い
た
。
近
年
は
宅
地
へ
の
転
換
が
進
ん
だ
が
、
往
時
、
そ

の
林
の
松
落
葉
は
貧
し
い
我
が
家
の
燃
料
に
な
り
、
松
露
な
ど
の
き
の
こ
が
と
き
ど
き
食
卓
に
上
っ
た
。
き
ょ
う
だ
い
が
母
に
従
う

松
の
落
葉
掻
き
は
、
時
に
鍋
や
七
輪
な
ど
を
提
げ
て
行
き
、
松
林
で
野
餐
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
楽
し
い
「
鍋
こ
遠
足
」
で
あ
る
。

砂
丘
に
は
、
松
の
苗
木
を
風
か
ら
守
る
た
め
に
植
え
た
ぐ
み
の
木
が
無
数
に
残
っ
て
お
り
、
野
遊
び
し
て
そ
の
実
を
つ
い
ば
む
こ

と
が
少
年
の
日
の
秋
の
楽
し
み
で
あ
っ
た
。
砂
丘
に
し
み
こ
ん
だ
水
は
湧
水
と
な
っ
て
人
々
の
生
活
を
潤
し
、
今
も
名
水
が
残
っ
て

い
る
。
戦
前
か
ら
町
の
は
ず
れ
に
進
出
し
た
パ
ル
プ
工
場
に
新
し
い
住
民
が
住
み
、
経
済
面
の
み
な
ら
ず
、
文
化
面
で
も
新
し
い
刺

戟
を
与
え
、
小
さ
い
な
が
ら
活
気
の
あ
る
町
で
あ
っ
た
。

貧
し
く
て
活
字
も
書
物
も
乏
し
い
家
だ
っ
た
が
、
兄
は
『
野
球
少
年
』、
姉
は
『
少
女
』
を
毎
月
購
読
し
て
い
た
。
ほ
か
に
、
カ

バ
ヤ
食
品
の
点
数
を
交
換
し
て
得
た
「
カ
バ
ヤ
文
庫
」
が
あ
り
、
少
年
向
き
に
書
き
直
さ
れ
た
世
界
の
名
作
数
十
冊
だ
け
が
、
身
近

な
書
物
で
あ
っ
た
。
小
学
校
六
年
の
と
き
、
わ
た
し
も
『
少
年
』
の
購
読
が
許
さ
れ
た
。
毎
月
、
町
の
書
店
に
そ
れ
が
届
く
日
、
書

店
主
が
荷
を
ほ
ど
く
の
を
待
ち
か
ね
て
受
け
取
っ
て
帰
る
の
で
あ
っ
た
。
中
学
校
一
年
の
と
き
、
高
校
に
進
学
し
た
兄
か
ら
新
聞
配

達
を
引
き
継
い
だ
。
町
内
の
五
十
数
軒
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
他
人
の
手
を
借
り
ず
に
起
床
す
る
こ
と
、
雨
も
風
も
雪
も
耐
え
ね
ば

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
。
そ
の
わ
ず
か
な
収
入
で
『
少
年
』
と
『
科
學
讀
賣
』
を
購
読
し
た
。
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『
少
年
』
と
い
え
ば
、
手
塚
治
虫
の
鉄
腕
ア
ト
ム
が
「
ア
ト
ム
大
使
」
の
題
名
で
登
場
し
た
と
き
か
ら
わ
た
し
は
読
ん
で
い
る
の

で
、
天
馬
博
士
の
表
情
も
記
憶
し
て
い
る
。
最
も
深
く
印
象
に
残
っ
た
読
み
物
は
、
椋
鳩
十
の
「
片
耳
の
大
鹿
」
で
あ
っ
た
。
ほ
か

に
、
筋
は
忘
れ
た
が
、
棟
田
博
の
兵
隊
も
の
の
中
篇
「
密
林
の
歌
」
を
覚
え
て
い
る
。
江
戸
川
乱
歩
の
「
透
明
人
間
」
も
掲
載
さ
れ

た
が
、
透
明
な
は
ず
の
人
間
の
影
が
描
か
れ
た
、
不
可
解
な
挿
絵
し
か
記
憶
に
な
い
。

『
少
年
』
を
購
読
し
た
こ
ろ
、
よ
く
掲
載
さ
れ
た
サ
ト
ウ
・
ハ
チ
ロ
ー
の
詩
に
興
味
を
い
だ
い
た
。
そ
こ
で
、
い
と
こ
・
き
ょ
う

だ
い
・
級
友
か
ら
、
借
り
て
は
写
し
、
貰
っ
て
は
切
り
ぬ
き
、
昭
和
廿
四
年
か
ら
三
年
間
ほ
ど
の
作
品
百
篇
を
集
め
た
。
そ
の
小
さ

な
ノ
ー
ト
三
冊
が
手
元
に
残
っ
て
い
る
。
第
一
冊
の
表
紙
に
は
、「
少
年
詩
集

第
一
集

サ
ト
ウ
・
ハ
チ
ロ
ー
作
詩

一
年
Ａ
組

工
藤
力
男
編
集
」
と
あ
る
。
掲
載
誌
は
『
野
球
少
年
』『
面
白
ブ
ッ
ク
』
が
断
然
多
く
、『
少
年
』
が
そ
れ
に
続
き
、『
少
年
ク
ラ
ブ
』

『
中
学
生
の
友
』
が
若
干
で
、『
少
女
』
か
ら
の
一
篇
が
あ
る
。「
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
立
ち
て
な
が
む
れ
ば
／
は
る
か
な
る
山
々
の

木
々
／
お
と
と
い
よ
り
き
の
う

き
の
う
よ
り
き
ょ
う
／
あ
る
い
は
黄
ば
み

あ
る
い
は
も
み
じ
な
す
を
感
ず
／

あ
あ

ふ

か
み
ゆ
く
秋
の
し
る
し
な
り
」。『
野
球
少
年
』
に
載
っ
た
「
秋
ふ
か
み
ゆ
く
こ
ろ
」
の
一
節
で
あ
る
。
な
ん
と
い
う
こ
と
も
な
い
詩

な
の
だ
が
、
文
語
の
調
べ
の
快
さ
で
記
憶
に
残
っ
た
。

中
学
一
年
の
時
だ
っ
た
と
思
う
、
町
の
パ
ル
プ
工
場
か
ら
中
学
校
に
図
書
購
入
費
が
寄
贈
さ
れ
た
。
学
校
で
は
、
校
舎
二
階
の
廊

下
の
突
き
当
り
を
仕
切
っ
て
図
書
室
に
し
、
千
冊
ほ
ど
の
図
書
を
並
べ
た
。
生
徒
か
ら
図
書
委
員
を
募
っ
た
の
で
、
わ
た
し
は
志
願

し
て
委
員
の
一
人
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
図
書
の
出
納
、
補
修
、
製
本
を
学
び
、
世
界
の
名
作
と
称
せ
ら
れ
る
作
品
を
む
さ
ぼ
り
読
ん

だ
。中

学
一
年
の
正
月
、
僅
か
な
年
玉
を
手
に
し
て
入
っ
た
書
店
で
、
岩
波
文
庫
の
『
啄
木
歌
集
』
を
見
つ
け
て
購
入
し
、
た
ち
ま
ち

まなびこしかた 附著述目録
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啄
木
の
魅
力
の
虜
に
な
っ
た
。
そ
し
て
我
が
心
に
鎮
め
が
た
い
爆
弾
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。
お
り
し
も
、
昭
和
廿
八
年
九
月
か

ら
翌
年
に
か
け
て
、
岩
波
書
店
版
『
啄
木
全
集
』
全
十
六
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。
自
分
が
買
い
そ
ろ
え
た
最
初
の
全
集
で
あ
る
。
三
年

生
の
時
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
校
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
の
合
唱
部
門
に
出
場
す
べ
く
混
声
合
唱
の
一
員
と
し
て
選
ば
れ
た
。
こ
れ
か
ら
合
唱
と
の

付
き
合
い
が
長
く
続
く
こ
と
に
な
る
。
中
学
校
か
ら
高
校
に
か
け
て
、
角
川
文
庫
の
『
次
郎
物
語
』
五
部
作
を
愛
読
し
た
。

中
学
校
の
教
科
は
ど
れ
も
好
き
だ
っ
た
が
、
特
に
数
学
の
幾
何
の
分
野
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

高
校
時
代

昭
和
廿
九
年
四
月
、
秋
田
県
立
秋
田
高
等
学
校
に
進
学
し
た
。
し
か
し
、
あ
る
不
満
か
ら
勉
学
に
偏
り
が
生
じ
、
第
一
学
期
の
成

績
は
半
分
が
落
第
点
で
あ
っ
た
。
学
級
担
任
、
佐
々
木
勉
先
生
の
親
切
な
忠
告
に
も
耳
を
か
さ
ず
、
七
月
で
退
学
し
た
。
そ
の
後
は
、

家
で
ぶ
ら
ぶ
ら
し
な
が
ら
、
詩
作
の
真
似
事
を
し
た
り
し
て
い
た
。
日
活
が
映
画
の
製
作
を
再
開
し
、
そ
の
第
一
作
「
か
ら
た
ち
の

花
」
を
見
て
、
北
原
白
秋
と
そ
の
郷
里
柳
川
の
風
土
に
強
く
引
か
れ
、『
思
ひ
出
』『
邪
宗
門
』
を
手
に
し
た
。
北
国
の
啄
木
と
は
違

う
魅
力
で
あ
っ
た
。
小
説
は
、
郷
土
の
生
ん
だ
作
家
、
石
川
達
三
の
作
品
を
多
く
読
ん
だ
。

そ
の
秋
、
縁
あ
っ
て
宮
城
県
出
身
の
隣
人
の
知
遇
を
得
、
そ
の
母
堂
が
ひ
と
り
ぐ
ら
し
を
す
る
家
で
一
緒
に
暮
ら
さ
な
い
か
と
持

ち
か
け
ら
れ
た
。
わ
た
し
は
高
校
生
活
を
や
り
な
お
す
こ
と
を
決
意
し
、
そ
の
年
の
暮
れ
、
ひ
と
り
郷
里
を
あ
と
に
し
た
。
伊
具
郡

金
山
町
の
中
心
部
に
あ
る
元
町
長
宅
に
住
み
、
老
婦
人
と
の
生
活
が
始
ま
っ
た
。
農
村
の
古
い
慣
習
を
よ
く
伝
え
る
こ
の
町
で
の
生

活
は
、
き
わ
め
て
貴
重
な
経
験
を
積
ま
せ
て
く
れ
た
。
明
け
て
昭
和
三
十
年
四
月
、
宮
城
県
立
角
田
高
等
学
校
に
入
学
し
、
国
鉄
バ

ス
で
通
学
す
る
。
良
き
学
友
に
恵
ま
れ
た
。
だ
が
、
二
年
生
の
五
月
初
め
、
日
光
の
華
厳
の
滝
の
巌
頭
周
辺
を
さ
ま
よ
っ
て
警
察
に
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保
護
さ
れ
た
。
二
日
後
、
秋
田
か
ら
迎
え
に
来
た
兄
と
伯
父
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
秋
田
に
向
か
う
列
車
の
窓
か
ら
見
た
米
沢
盆
地
は

林
檎
の
花
盛
り
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
民
謡
「
り
ん
ご
の
花
ほ
こ
ろ
び
、
川
面
に
霞
た
ち
、
君
亡
き
里
に
も
、
春
は
忍
び
寄
り
ぬ
」
を

耳
に
す
る
と
、
今
も
胸
が
痛
む
。

兄
が
そ
の
学
校
の
教
務
課
に
勤
め
て
い
た
縁
故
で
、
秋
田
短
期
大
学
附
属
高
等
学
校
に
編
入
学
を
許
さ
れ
た
。
こ
の
学
校
で
は
学

業
に
苦
労
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
生
活
に
張
り
合
い
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
余
暇
は
多
く
映
画
館
に
足
を
運
ぶ
こ
と

で
費
や
さ
れ
、
年
間
の
観
賞
作
は
百
本
を
下
ら
な
い
。

こ
の
年
、
九
月
下
旬
の
三
日
間
、
盛
岡
、
渋
民
に
旅
し
て
啄
木
の
ゆ
か
り
の
地
を
め
ぐ
っ
た
。
担
任
の
吉
田
栄
先
生
の
国
語
の
授

業
は
楽
し
か
っ
た
。
東
北
大
学
の
岡
崎
義
恵
の
こ
と
も
こ
の
先
生
に
教
わ
っ
た
。
授
業
で
立
原
道
造
の
詩
を
知
り
、
繊
細
で
や
わ
ら

か
な
抒
情
が
心
に
し
み
、
角
川
文
庫
の
『
立
原
道
造
詩
集
』
を
愛
読
し
た
。「
夢
は
い
つ
も
か
へ
つ
て
行
っ
た

山
の
麓
の
さ
び
し

い
村
に

水
引
草
に
風
が
立
ち

草
ひ
ば
り
の
う
た
ひ
や
ま
な
い

し
づ
ま
り
か
へ
つ
た
午
さ
が
り
の
林
道
を
」（「
の
ち
の
お
も
ひ

に
」『
萱
草
に
寄
す
』）。
級
長
の
佐
川
広
治
君
は
秋
田
で
は
少
年
俳
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
翌
年
、
彼
の
主
導
で
文
藝
部
の
機
関

誌
『
逆
流
』
が
創
刊
さ
れ
、
わ
た
し
も
参
加
し
て
「
盛
岡
・
渋
民
紀
行
」
を
書
い
た
。

就
職
難
の
時
代
で
あ
っ
た
。
僅
か
に
受
験
で
き
た
郷
里
の
町
の
パ
ル
プ
工
場
は
、
最
終
面
接
で
落
第
し
た
。
や
や
こ
し
い
経
歴
が

災
い
し
た
の
だ
と
思
う
。
昭
和
三
十
三
年
三
月
、
進
路
も
決
ま
ら
ぬ
ま
ま
に
同
校
を
卒
業
し
た
。
高
等
学
校
の
履
歴
が
傷
に
な
る
な

ら
、
大
学
卒
業
で
帳
消
し
に
し
よ
う
と
大
学
進
学
を
決
意
し
、
自
宅
で
の
自
学
自
習
を
開
始
し
た
。
時
間
だ
け
は
潤
沢
だ
っ
た
の
で

よ
く
散
歩
し
、
身
辺
を
観
察
す
る
習
慣
が
身
に
つ
い
た
。
佐
川
君
の
影
響
だ
ろ
う
、
歳
時
記
を
座
右
に
置
く
よ
う
に
な
り
、
特
に
加

藤

邨
を
ま
ね
て
俳
句
を
習
作
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
麦
を
踏
む
子
の
悲
し
み
を
父
は
知
ら
ず
」（

邨
『
寒
雷
』）。

まなびこしかた 附著述目録
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受
験
勉
強
の
中
で
知
っ
た
小
西
甚
一
『
古
文
研
究
法
』
は
名
著
だ
と
思
う
。
こ
れ
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
古
典
が
わ
か
っ

た
と
実
感
で
き
た
の
で
あ
る
。
保
坂
弘
司
に
は
、『
現
代
文
の
綜
合
的
研
究
』
と
国
語
の
受
験
雑
誌
『
學
燈
』、
さ
ら
に
人
生
論
の
月

刊
誌
『
若
人
』
を
通
し
て
私
淑
し
た
。
ほ
か
に
国
語
は
関
良
一
、
塩
田
良
平
、
日
本
史
は
西
山
松
之
助
の
参
考
書
に
学
ん
だ
。
三
つ

の
高
等
学
校
を
渡
り
歩
い
て
い
る
う
ち
に
学
ん
で
い
な
い
分
野
が
多
く
で
き
た
。
数
学
も
そ
の
一
つ
で
、
特
に
対
数
は
自
習
で
き
な

か
っ
た
。
東
北
大
学
の
過
去
の
入
試
問
題
を
見
る
と
、
対
数
の
出
題
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
あ
ま
り
出
て
い
な
い

金
沢
大
学
に
出
願
し
た
。

金
沢
大
学
時
代

昭
和
三
十
四
年
四
月
、
金
沢
大
学
法
文
学
部
文
学
科
に
入
学
し
た
。
勤
勉
な
学
生
で
あ
っ
た
。
新
入
生
歓
迎
会
で
男
声
合
唱
組
曲

「
柳
川
風
俗
詩
」
を
聞
い
て
陶
酔
し
、
即
座
に
金
沢
大
学
合
唱
団
に
入
っ
た
。
そ
の
年
の
十
一
月
末
、
金
沢
大
学
合
唱
団
の
一
員
と

し
て
、
札
幌
市
で
開
か
れ
た
全
日
本
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
に
出
場
し
た
。
そ
の
帰
途
、
わ
た
し
は
一
行
と
別
れ
、
札
幌
、
釧
路
、
小
樽
、

函
館
に
石
川
啄
木
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
た
。
釧
路
で
は
新
聞
記
者
時
代
の
啄
木
と
交
友
の
あ
っ
た
、
料
亭
「
し
ゃ
も
寅
」
の
芸
妓
小

奴
こ
と
、
近
江
ジ
ン
さ
ん
を
訪
問
し
た
。
近
江
さ
ん
は
病
気
療
養
中
で
あ
っ
た
が
、
寝
床
を
畳
ん
で
、
一
時
間
ほ
ど
話
し
て
く
れ
た
。

こ
れ
を
形
見
と
し
て
我
が
啄
木
遍
歴
は
お
わ
っ
た
。
近
江
さ
ん
は
、
六
年
後
の
昭
和
四
十
年
二
月
十
七
日
、
東
京
都
南
多
摩
郡
の
老

人
ホ
ー
ム
で
七
十
六
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

学
業
と
合
唱
活
動
の
ほ
か
に
、
文
学
科
の
級
友
に
声
を
か
け
て
読
書
会
を
結
成
し
た
。
月
に
一
度
、
各
自
が
選
ん
だ
書
物
を
順
番

に
読
ん
で
話
し
合
う
も
の
で
、
六
人
ほ
ど
が
参
加
し
た
。
回
覧
雑
誌
『
狂
宴
』
を
作
っ
て
評
論
め
い
た
も
の
を
書
い
た
。
こ
れ
は
六
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号
ま
で
続
い
た
が
、
手
も
と
に
は
一
冊
も
残
っ
て
い
な
い
。

二
年
次
は
政
治
の
季
節
で
あ
っ
た
。
日
米
安
全
保
障
条
約
の
改
定
が
日
程
に
上
っ
た
の
で
あ
る
。
全
学
連
傘
下
に
あ
っ
た
学
生
自

治
会
は
連
日
の
よ
う
に
示
威
行
進
を
し
、
学
級
討
論
を
設
定
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
打
ち
、
国
会
へ
の
動
員
も
頻
繁
で
あ
っ
た
。
東
大

の
学
生
・
樺
美
智
子
さ
ん
が
死
亡
し
、
国
会
議
事
堂
を
学
生
の
占
拠
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
条
約
の
自
然
成
立
と
と
も
に
運
動

の
熱
気
は
急
速
に
さ
め
て
い
っ
た
。

二
年
次
の
夏
休
み
、
立
原
道
造
の
ゆ
か
り
の
地
、
信
州
の
追
分
・
軽
井
沢
を
め
ぐ
っ
た
。
道
造
へ
の
傾
倒
か
ら
堀
辰
雄
の
作
品
世

界
に
も
親
近
感
を
い
だ
い
て
よ
く
読
ん
だ
。
文
弱
の
徒
で
は
あ
っ
た
が
、
哲
学
好
き
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
な
の
で

あ
る
。

後
期
か
ら
専
門
課
程
に
進
ん
だ
。
漠
然
と
言
語
学
を
勉
強
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
教
養
課
程
で
ド
イ
ツ
語
を
履
修
し
な

か
っ
た
の
で
、
言
語
学
は
無
理
と
知
り
、
国
語
国
文
学
専
攻
に
進
ん
だ
。
国
文
で
は
、
教
授
の
大
津
有
一
先
生
に
源
氏
物
語
を
、
助

教
授
の
川
口
久
雄
先
生
に
今
昔
物
語
・
大
鏡
を
、
助
教
授
の
高
羽
五
郎
先
生
に
仮
名
書
き
論
語
・
西
方
指
南
抄
・
仏
説
阿
弥
陀
経
を
、

助
教
授
の
本
田
康
雄
先
生
に
洒
落
本
・
浮
世
草
子
を
、
講
師
の
浅
井
清
先
生
に
藤
村
・
鷗
外
・
漱
石
な
ど
を
教
わ
っ
た
。
圧
倒
的
に

東
大
出
身
の
先
生
が
多
か
っ
た
。
他
の
専
攻
で
は
、
鈴
木
直
治
先
生
に
論
語
、
岩
井
隆
盛
先
生
に
朝
鮮
語
、
松
本
克
己
先
生
に
ラ
テ

ン
語
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
。
夏
休
み
の
集
中
講
義
は
、
池
上
禎
造
先
生
の
「
国
語
学
史
」、
井
本
農
一
先
生
の
「
芭
蕉
俳
諧
」
を

受
け
た
。

金
沢
大
学
の
前
身
第
四
高
等
学
校
は
多
く
の
詩
人
を
輩
出
し
た
が
、
と
り
わ
け
井
上
靖
の
透
明
に
し
て
清
冽
な
詩
情
に
引
か
れ
、

初
め
て
散
文
詩
の
よ
さ
を
知
っ
た
。
彼
の
詩
集
『
北
国
』
を
携
え
て
は
、
砂
丘
に
葡
萄
畠
に
出
向
い
た
。
三
年
次
の
昭
和
三
十
六
年
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春
、
文
藝
部
に
入
部
し
た
。
そ
の
秋
、
北
陸
三
県
大
学
学
生
交
歓
芸
術
祭
の
俳
句
部
門
に
「
千
九
百
六
十
年
初
夏
」（
十
句
）
を
投

稿
し
て
第
二
席
に
な
る
。「
子
燕
の
高
く
迷
へ
り
学
連
歌
」。

昭
和
三
十
七
年
二
月
「
国
語
国
字
問
題
論
」
を
金
沢
大
学
文
藝
部
の
『
焔
』
十
四
号
に
、
続
篇
を
十
五
号
に
発
表
し
た
。
こ
れ
は
、

前
年
、
国
語
審
議
会
に
お
け
る
「
送
り
仮
名
の
付
け
方
」
の
答
申
案
を
め
ぐ
る
対
立
に
発
し
て
、
国
民
を
巻
き
込
む
大
論
争
に
拡
大

し
て
い
た
問
題
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
前
篇
は
、『
文
学
界
』
四
月
号
の
「
同
人
雑
誌
評
」
で
小
松
伸
六
氏
の
好
評
を
得
た
。
夏
、

愛
知
県
の
教
員
採
用
試
験
を
う
け
に
名
古
屋
に
赴
く
途
中
、
島
崎
藤
村
ゆ
か
り
の
馬
籠
と
妻
籠
を
訪
ね
た
。
そ
の
年
の
暮
れ
か
ら
翌

年
に
か
け
て
、
北
陸
地
方
は
「
三
八
豪
雪
」
と
呼
ば
れ
る
未
曾
有
の
大
雪
に
見
舞
わ
れ
た
。

昭
和
三
十
八
年
三
月
、
金
沢
大
学
法
文
学
部
を
卒
業
し
た
。
卒
業
論
文
は
、「
が
｜
主
格
助
詞
か
ら
接
続
助
詞
へ
」
百
枚
。
こ
れ

は
、「
作
用
性
用
言
反
撥
の
法
則
」
を
発
見
し
て
石
垣
謙
二
の
名
を
世
に
知
ら
し
め
た
名
論
文
「
主
格
「
ガ
」
助
詞
か
ら
接
続
「
ガ
」

助
詞
へ
」（『
助
詞
の
歴
史
的
研
究
』
所
収
）
に
小
瑕
あ
り
と
し
て
、
そ
の
克
服
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
日
本
の
文
法
学
界

は
時
枝
誠
記
の
学
説
へ
の
支
持
と
疑
問
が
錯
綜
し
、
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
が
、
卒
業
論
文
作
成
に
あ
た
っ
て
拠
り
所
に

し
た
文
法
理
論
は
山
田
孝
雄
の
も
の
で
あ
っ
た
。

高
校
教
員
時
代

昭
和
三
十
八
年
四
月
は
、
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
が
高
校
に
入
学
す
る
の
で
、
い
ず
こ
も
教
員
不
足
が
予
想
さ
れ

て
い
た
。
金
沢
大
学
に
も
い
く
つ
か
の
教
育
委
員
会
か
ら
求
人
に
出
向
い
て
き
た
。
わ
た
し
は
、
大
学
時
代
に
病
み
つ
き
に
な
っ
た

合
唱
を
続
け
る
べ
く
、
愛
知
の
県
立
高
校
を
選
ん
だ
。
幸
い
に
し
て
名
古
屋
市
港
区
に
あ
る
惟
信
高
等
学
校
に
配
せ
ら
れ
た
。
伊
勢
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湾
台
風
の
傷
が
ま
だ
癒
え
ず
、
学
校
の
図
書
館
に
は
水
を
吸
っ
て
膨
張
し
た
本
が
多
く
配
架
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

惟
信
高
校
の
一
年
生
は
五
十
五
人
学
級
が
十
一
、
第
二
学
年
は
五
十
人
学
級
が
八
つ
だ
っ
た
か
ら
、
ま
さ
に
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
を
絵

に
か
い
た
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
不
平
や
不
満
を
感
じ
た
こ
と
は
な
い
。
生
徒
た
ち
と
万
葉
集
を
読
む
会
を
作
り
、

斎
藤
茂
吉
『
萬
葉
秀
歌
』、
池
田
弥
三
郎
・
山
本
健
吉
『
萬
葉
百
歌
』
を
比
べ
な
が
ら
読
ん
だ
。
何
の
用
事
で
あ
っ
た
か
、
東
京
出

張
の
帰
り
、
沼
津
に
途
中
下
車
し
て
井
上
靖
の
詩
が
生
ま
れ
た
千
本
松
原
に
た
た
ず
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。

合
唱
団
は
東
海
メ
ー
ル
ク
ワ
イ
ア
ー
。
こ
の
合
唱
団
の
名
は
全
国
に
聞
こ
え
、
学
生
時
代
、
中
部
や
全
日
本
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
、

そ
の
柔
ら
か
く
力
強
い
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
練
習
の
あ
る
木
曜
は
高
校
の
職
員
会
議
の
日
で
も
あ
る
。
練

習
に
後
れ
は
し
な
い
か
と
い
つ
も
気
を
も
む
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
団
で
は
著
名
な
声
楽
家
の
前
で
一
人
ず
つ
歌
う
練
習
が
稀
に
あ
る
。

三
宅
春
恵
、
畑
中
良
輔
な
ど
の
前
で
歌
う
と
き
の
緊
張
は
名
状
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
入
団
二
年
め
、
仙
台
で
行
わ
れ
た
全
日

本
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
一
般
の
部
に
出
場
し
、
随
意
曲
と
し
て
清
水
脩
作
曲
「
智
恵
子
抄
巻
末
の
歌
六
首
」
を
初
演
し
て
優
勝
し
た
。

そ
れ
を
記
念
に
退
団
し
、
合
唱
道
楽
に
終
止
符
を
打
っ
た
。

校
務
の
傍
ら
に
読
ん
で
特
に
印
象
づ
け
ら
れ
た
本
は
、
ま
ず
日
本
古
典
文
学
大
系
の
『
萬
葉
集
』。
卒
業
の
前
年
に
全
四
冊
の
刊

行
が
済
ん
で
お
り
、
特
に
大
野
晋
氏
の
手
に
な
る
語
学
の
注
の
鮮
や
か
さ
・
斬
新
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
。
平
凡
社
の
『
日
本
語
の
歴

史
』
全
七
冊
は
、
専
門
書
の
体
裁
を
と
ら
な
い
書
物
で
あ
る
。
数
人
の
書
い
た
原
稿
を
亀
井
孝
氏
が
リ
ラ
イ
ト
す
る
と
い
う
方
式
で

編
ま
れ
た
、
興
味
尽
き
な
い
本
で
あ
っ
た
。
大
学
の
教
室
で
国
語
史
を
講
ず
る
と
き
は
い
つ
も
、
必
読
の
参
考
書
と
し
て
こ
れ
を
推

奨
し
た
が
、
ど
れ
だ
け
の
学
生
が
読
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
か
。
い
ま
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
う
れ
し
い
。

高
校
の
同
級
生
で
あ
っ
た
佐
川
君
を
介
し
て
入
手
し
た
の
が
阪
倉
篤
義
氏
の
『
語
構
成
の
研
究
』
で
あ
る
。
日
本
書
紀
古
訓
に
よ
っ
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て
古
代
日
本
語
の
語
構
成
を
考
え
る
と
い
う
着
眼
が
新
鮮
だ
っ
た
。
の
ち
に
親
し
く
教
え
を
請
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
予
想
だ
に
し

な
か
っ
た
。

惟
信
高
校
の
校
長
は
大
学
進
学
の
実
績
を
上
げ
る
こ
と
に
熱
心
で
、
通
常
の
授
業
を
重
視
し
た
い
我
が
方
針
と
合
わ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
四
年
目
の
秋
に
退
職
を
決
意
し
て
、
大
学
院
受
験
を
決
意
し
た
。

京
都
大
学
大
学
院
時
代

前
年
秋
に
受
験
を
決
意
し
た
の
だ
が
、
卒
業
以
来
、
特
に
勉
強
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
新
た
に
論
文
も
書
い
て
い
な
い
。
や

む
な
く
四
年
前
の
卒
業
論
文
を
添
え
て
、
京
都
大
学
大
学
院
修
士
課
程
に
願
書
を
出
し
た
。
金
沢
大
学
の
国
文
学
科
に
は
東
大
出
身

の
先
生
が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
国
語
学
を
学
ぼ
う
と
し
た
と
き
、
遠
藤
嘉
基
、
濱
田
敦
、
池
上
禎
造
、
阪
倉
篤
義
、
渡
辺
実
と
い
っ

た
諸
先
生
の
名
が
浮
か
び
、
京
都
を
選
ぶ
こ
と
に
た
め
ら
い
は
な
か
っ
た
。

入
学
試
験
の
口
述
試
問
の
試
験
官
は
、
野
間
光
辰
、
濱
田
敦
の
両
先
生
、
そ
れ
に
若
い
先
生
で
あ
っ
た
。
我
が
卒
業
論
文
に
つ
い

て
こ
の
人
が
繰
り
出
す
細
か
い
質
問
に
は
往
生
し
た
。
こ
の
人
は
佐
竹
昭
広
先
生
で
、
東
京
高
校
の
学
生
時
代
、
そ
こ
に
出
講
し
て

い
た
石
垣
謙
二
の
授
業
に
深
く
感
銘
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
四
年
前
の
論
文
を
提
出
し
た
こ
と
は
、
こ
の
上
な

い
僥
倖
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

右
に
書
い
た
五
先
生
の
う
ち
、
遠
藤
先
生
は
退
官
後
だ
っ
た
が
、
大
阪
大
学
に
転
出
し
た
池
上
先
生
の
講
義
は
続
い
て
い
た
の
で
、

二
年
間
そ
の

咳
に
触
れ
、「
日
本
文
字
史
の
構
想
」「
語
彙
論
序
説
」
を
聴
く
こ
と
が
で
き
た
。
野
間
先
生
か
ら
は
近
世
文
人
の
書

簡
の
読
み
方
を
懇
切
丁
寧
に
教
わ
り
、
佐
竹
先
生
の
教
室
で
は
「
犬
つ
く
ば
集
」「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」
を
読
ん
だ
。
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濱
田
先
生
の
講
義
題
目
は
「
和
名
抄
の
地
名
」。
前
年
秋
に
刊
行
さ
れ
た
池
邊
彌
『
倭
名
類
聚
抄
郷
名
考
證
』
と
、
ご
自
身
が
複

製
の
刊
行
を
推
進
し
た
邨
岡
良
弼
『
日
本
地
理
志
料
』
を
自
在
に
扱
っ
て
の
講
義
で
あ
っ
た
。
ア
イ
ヌ
語
由
来
ら
し
い
地
名
が
多
い

秋
田
で
育
っ
た
せ
い
で
、
地
名
に
寄
せ
る
関
心
は
か
ね
て
強
か
っ
た
の
で
、
濱
田
先
生
の
講
義
は
自
分
を
す
っ
か
り
魅
了
し
た
。
後

に
先
生
の
講
義
を
引
き
継
ぐ
形
で
倭
名
抄
の
地
名
を
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。『
倭
名
類
聚
抄
郷
名
考
證
』
の
著
者
・
池
邊
氏
は
成

城
大
学
短
期
大
学
部
の
教
授
、
濱
田
先
生
は
成
城
高
等
学
校
の
卒
業
生
、
そ
し
て
わ
た
し
は
後
に
成
城
大
学
に
赴
任
す
る
。
な
ん
と

い
う
奇
縁
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
『
語
構
成
の
研
究
』
を
読
ん
で
深
い
感
銘
を
受
け
て
い
た
阪
倉
先
生
か
ら
、「
語
義
の
研
究
」
の
講
義
で
意
味
の
考
え
方

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
渡
辺
先
生
の
「
副
用
語
の
研
究
」
は
、
品
詞
論
の
掃
き
溜
め
と
も
呼
ば
れ
る
副
用
語
を
、
先
生
の
文
法
論

の
視
点
か
ら
鮮
や
か
に
説
明
し
お
お
せ
る
講
義
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
講
す
る
こ
と
で
、
渡
辺
先
生
の
文
法
論
が
理
解
で
き
た
、
と

実
感
し
え
た
の
で
あ
る
。

高
等
学
校
勤
務
の
四
年
間
の
貯
蓄
は
あ
ま
り
に
も
乏
し
い
。
修
士
課
程
を
二
年
間
で
終
え
な
く
て
は
、
学
資
が
続
か
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
修
士
論
文
の
展
望
は
な
か
な
か
開
け
な
か
っ
た
。
七
月
に
は
神
経
衰
弱
ぎ
み
に
な
っ
て
精
神
科
の
診
断
を
仰
い
だ
。
医
師

は
し
ば
ら
く
旅
行
を
す
る
よ
う
に
勧
め
た
の
で
、
懐
を
は
た
い
て
金
沢
に
旅
し
、
旧
友
に
逢
っ
て
数
日
を
過
ご
し
た
。
不
思
議
な
も

の
で
、
旅
の
あ
と
に
は
展
望
が
ひ
ら
け
、
問
題
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
作
業
は
一
気
に
進
み
、
萬
葉
集
の
訓
仮
名
を

考
え
る
方
向
が
定
ま
っ
た
。

既
に
東
京
で
勃
発
し
て
い
た
大
学
紛
争
が
西
に
も
広
が
り
、
京
都
大
学
も
騒
然
と
し
は
じ
め
た
。
水
際
作
戦
で
論
文
執
筆
に
い
そ

し
む
身
と
し
て
は
、
た
だ
う
ろ
た
え
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
明
け
て
昭
和
四
十
四
年
一
月
十
七
日
、
修
士
論
文
「
万
葉
集
複
訓
仮
名
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の
考
察
」（
五
十
枚
）
を
提
出
し
た
。
学
生
部
に
始
ま
っ
た
全
共
闘
派
に
よ
る
校
舎
の
封
鎖
は
文
学
部
棟
に
も
広
が
り
、
二
月
末
に

は
本
部
棟
の
時
計
台
の
上
か
ら
火
炎
瓶
が
降
っ
た
。
修
士
論
文
の
口
述
試
問
は
延
期
さ
れ
た
。

学
年
末
の
学
事
も
な
い
ま
ま
新
年
度
に
入
っ
た
。
前
年
来
の
聖
母
女
学
院
高
校
の
非
常
勤
講
師
に
加
え
て
、
野
間
先
生
の
ご
紹
介

で
得
た
、
天
理
大
学
の
「
国
語
」
と
「
萬
葉
集
演
習
」
で
糊
口
を
し
の
ぐ
こ
と
に
な
る
。
五
月
に
京
都
大
学
で
の
開
催
が
予
定
さ
れ

て
い
た
国
語
学
会
春
季
大
会
は
、
毎
日
新
聞
京
都
支
局
ホ
ー
ル
に
移
す
こ
と
が
決
ま
り
、
阪
倉
先
生
の
勧
め
で
修
士
論
文
の
一
部
を

発
表
し
た
。
催
涙
ガ
ス
の
中
で
の
全
国
大
会
と
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
論
文
の
趣
旨
は
、
萬
葉
集
で
複
数
の
訓
を
負
う
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
訓
仮
名
は
、
そ
の
用
例
数
に
著
し
い
偏

り
が
あ
り
、
用
例
が
極
端
に
少
な
い
訓
は
再
考
の
余
地
あ
り
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
狭
（
セ
１

サ
26
）
に
つ
い
て

言
う
と
、
セ
一
例
は
「
う
ら
め
し
と
思
狭
名
盤
あ
り
し
か
ば
よ
そ
の
み
そ
見
し
心
は
思
へ
ど
」（2522

）
の
第
二
句
に
見
え
、
一
般

に
「
思
ひ
て
背
な
は
」
と
訓
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
訓
は
、
萬
葉
集
の
表
記
法
か
ら
も
歌
意
か
ら
も
、
い
か
に
も
お
か
し
い
。
そ
こ

で
、「
た
け
な
は
」
の
類
語
「
さ
な
は
」
を
想
定
し
て
、「
思
ふ
さ
な
は
に
」
と
改
訓
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

書
き
直
し
た
「
複
訓
仮
名
」
は
、
そ
の
年
の
秋
『
國
語
國
文
』
の
十
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
わ
が
学
術
論
文
の
処
女
作
で
あ
る
。

国
語
学
国
文
学
専
攻
で
は
、
修
士
論
文
の
口
述
試
問
も
な
い
ま
ま
に
、
国
費
留
学
生
一
名
以
外
、
博
士
課
程
へ
の
進
級
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。
か
く
て
わ
た
し
の
職
歴
に
は
新
た
な
空
白
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
夏
、
大
阪
府
の
高
等
学
校
教
員
採
用
試
験
を

受
け
、
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
。

浪
人
生
活
の
わ
た
し
を
哀
れ
ん
で
、
野
間
先
生
が
桑
原
武
夫
氏
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。
筑
摩
書
房

日
本
の
思
想

の
『
新
井
白

石
集
』
に
協
力
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、『
東
雅
』
総
論
と
白
石
書
簡
の
、
口
語
訳
・
注
・
解
説
を
担
当
し
た
。
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桑
原
邸
の
書
斎
で
親
し
く
話
を
聞
き
、
桑
原
氏
の
学
び
の
系
譜
、
思
考
の
方
法
、
執
筆
の
秘
訣
、
人
間
観
を
知
る
な
ど
の
余
禄
も
あ

っ
た
。

再
び
高
校
教
員
時
代

昭
和
四
十
五
年
四
月
、
和
歌
山
県
境
に
近
い
大
阪
府
立
佐
野
高
等
学
校
教
諭
に
な
っ
た
。
岸
和
田
市
の
文
化
住
宅
と
称
す
る
木
造

の
長
屋
に
住
み
、
南
海
電
車
で
通
勤
す
る
の
で
あ
っ
た
。
住
ま
い
の
す
ぐ
近
く
に
行
基
が
開
い
た
久
米
田
寺
と
久
米
田
池
が
あ
り
、

往
還
に
は
「
小
栗
街
道
」
の
古
い
道
標
が
残
り
、
和
泉
の
国
の
歴
史
の
重
さ
を
実
感
し
た
。
泉
南
地
方
は
、
農
業
の
か
た
わ
ら
タ
オ

ル
製
造
を
営
む
家
が
多
く
て
豊
か
で
、
の
ん
び
り
と
育
っ
た
生
徒
た
ち
は
概
し
て
勉
強
嫌
い
で
あ
っ
た
。
大
学
院
で
学
ん
だ
こ
と
を

生
徒
に
注
ぎ
こ
も
う
と
、
我
が
教
育
意
欲
は
旺
ん
で
、
大
学
院
に
進
む
以
前
の
授
業
と
は
格
段
の
差
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
実
感
し

た
。十

一
月
、
三
島
由
紀
夫
が
自
裁
し
た
。
翌
年
、
抽
籤
で
公
団
住
宅
が
当
た
っ
た
。
所
は
高
槻
市
で
、
和
泉
佐
野
ま
で
は
通
勤
で
き

な
い
。
そ
こ
で
転
勤
願
い
が
容
れ
ら
れ
た
。

四
十
六
年
四
月
か
ら
大
阪
府
立
阿
倍
野
高
等
学
校
に
転
じ
た
。
高
槻
か
ら
阿
倍
野
ま
で
、
満
員
電
車
で
の
通
勤
は
厳
し
か
っ
た
。

そ
れ
に
、
一
歳
に
満
た
な
い
長
男
を
、
教
員
組
合
が
作
っ
た
保
育
園
に
、
学
校
事
務
員
と
し
て
勤
め
始
め
た
妻
と
交
替
で
送
迎
す
る

負
担
も
加
わ
っ
た
。
こ
の
学
校
は
、
ま
じ
め
で
よ
く
勉
強
す
る
生
徒
が
多
く
、
教
員
と
し
て
の
生
活
は
充
実
し
て
い
た
。
第
三
学
期

に
な
っ
て
、
佐
竹
先
生
の
推
薦
で
広
島
女
子
大
学
へ
の
就
職
が
決
ま
っ
た
。
次
年
度
の
担
当
が
ぼ
ん
や
り
決
ま
っ
て
い
た
の
で
、
生

徒
た
ち
に
小
さ
な
動
揺
が
起
こ
り
、
涙
顔
で
抗
議
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
か
く
て
四
十
七
年
三
月
、
高
校
教
諭
の
職
を
辞
し
た
。
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広
島
女
子
大
学
時
代

昭
和
四
十
七
年
四
月
、
広
島
女
子
大
学
文
学
部
講
師
と
し
て
赴
任
し
た
。
土
井
忠
生
学
長
は
わ
た
し
の
履
歴
書
を
前
に
し
て
、
ず

い
ぶ
ん
賑
や
か
だ
ね
、
と
笑
っ
た
。
わ
た
し
は
、
シ
ュ
ト
ル
ム
ウ
ン
ト
ド
ラ
ン
ク
で
、
と
答
え
る
だ
け
だ
っ
た
。

こ
の
大
学
は
二
学
部
だ
け
の
小
さ
な
学
校
で
あ
る
。
若
い
教
員
が
新
し
い
官
舎
に
ま
と
ま
っ
て
入
居
し
た
の
で
、
テ
ニ
ス
、
サ
イ

ク
リ
ン
グ
、
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
で
交
流
す
る
こ
と
が
多
く
、
楽
し
い
日
々
を
す
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。
当
然
、
子
供
た
ち
の
年
齢
も

近
く
、
遊
び
相
手
に
こ
と
か
か
な
か
っ
た
。
官
舎
は
海
に
近
く
、
牡
蠣
を
剥
く
作
業
場
が
幾
棟
も
あ
っ
て
、
子
供
を
連
れ
て
散
歩
の

途
次
に
立
ち
寄
っ
て
は
飽
か
ず
眺
め
た
。

国
文
学
科
は
、
漢
文
学
の
高
橋
清
教
授
、
文
体
論
の
木
原
茂
教
授
、
中
世
文
学
の
友
久
武
文
教
授
、
近
代
文
学
の
広
藤
玲
子
教
授
、

方
言
学
の
神
鳥
武
彦
教
授
、
漱
石
研
究
で
す
で
に
名
を
挙
げ
て
い
た
相
原
和
邦
助
教
授
で
固
め
て
い
た
。
研
究
室
が
隣
だ
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
温
和
な
友
久
教
授
に
格
別
に
懇
意
に
し
て
も
ら
っ
た
。
田
植
歌
の
権
威
者
で
あ
る
氏
に
付
い
て
花
田
植
え
の
調
査
に
行

っ
た
り
、
高
松
へ
幸
若
舞
の
写
本
の
撮
影
に
出
向
い
た
り
し
た
。
氏
か
ら
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
連
句
は
、
今
も
な
お
我
が
乏
し
い
道

楽
の
一
つ
で
あ
る
。

広
島
県
を
中
心
に
中
国
地
方
出
身
の
学
生
が
多
い
こ
と
は
当
然
だ
が
、
九
州
、
四
国
の
学
生
も
い
て
、
西
国
の
方
言
や
民
俗
を
知

る
こ
と
が
、
東
国
暮
ら
し
の
長
い
自
分
に
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
人
な
つ
こ
い
学
生
が
多
く
、
図
書
館
で
調
べ
も
の
を
し
て
い
る
と

寄
っ
て
き
て
、
声
を
か
け
た
り
質
問
し
た
り
す
る
の
で
あ
っ
た
。

一
年
に
一
篇
は
書
く
べ
し
、
野
間
先
生
の
こ
の
諭
し
を
胸
に
日
々
を
過
ご
し
た
。
論
文
執
筆
の
好
機
は
無
論
夏
休
み
で
あ
る
。
広

島
の
夏
は
暑
い
。
冷
房
設
備
の
な
い
研
究
室
で
、
腕
に
タ
オ
ル
を
巻
い
て
原
稿
用
紙
な
ど
を
汗
の
汚
れ
か
ら
防
ぐ
の
で
あ
っ
た
。
こ
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う
し
て
書
い
た
論
文
、「
略
訓
」「
上
代
形
容
詞
語
幹
の
用
法
に
つ
い
て
」「
古
代
複
合
形
容
詞
の
一
問
題
｜
清﹅
明﹅
の
旧
訓
を
め
ぐ
っ

て
｜
」
は
『
國
語
國
文
』
に
続
け
て
掲
載
さ
れ
た
。
着
任
し
た
翌
年
、
十
月
か
ら
半
年
間
の
研
修
を
許
さ
れ
て
京
都
大
学
に
内
地
留

学
し
た
。
お
り
し
も
出
講
中
の
大
阪
市
立
大
学
の
小
島
憲
之
先
生
の
「
新
撰
萬
葉
集
」
の
講
義
を
聴
く
ほ
か
、
日
本
書
紀
の
古
訓
を

中
心
に
勉
強
し
た
。

翌
四
十
九
年
十
二
月
、
国
語
学
会
中
国
四
国
支
部
創
設
廿
周
年
記
念
大
会
で
、「
ス
ミ
ノ
エ
か
ら
ス
ミ
ヨ
シ
へ
｜
古
代
形
容
詞
形

成
の
一
視
点
｜
」
を
発
表
し
た
。
奈
良
時
代
の
文
献
に
見
え
た
狭せ
・
豊て
・
異け
・
速へ
・
吉え
が
後
世
に
残
ら
な
か
っ
た
原
因
を
考
え
、
エ

列
一
音
節
の
形
状
言
は
不
安
定
で
、
母
音
交
替
と
語
形
の
肥
大
化
に
よ
っ
て
派
生
し
た
形
で
伝
わ
っ
た
の
だ
と
し
た
。
従
来
の
研
究

の
盲
点
を
衝
い
た
会
心
作
な
の
だ
が
、
土
井
学
長
の
感
想
は
、「
工
藤
君
の
は
手
品
み
た
い
な
も
ん
だ
な
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

『
萬
葉
』
九
十
号
掲
載
の
論
文
に
結
実
し
た
。
万
葉
学
会
へ
の
初
登
場
で
あ
る
。

着
任
し
て
三
年
後
の
五
十
年
四
月
、
助
教
授
に
昇
任
し
た
。
そ
の
秋
、
岐
阜
大
学
教
育
学
部
か
ら
転
勤
の
意
思
を
打
診
さ
れ
た
。

わ
た
し
は
秋
田
の
出
身
、
妻
の
両
親
は
名
古
屋
に
住
ん
で
い
る
。
広
島
で
諸
氏
か
ら
受
け
た
恩
は
大
き
い
が
、
岐
阜
行
き
の
話
は
魅

力
的
だ
っ
た
。
後
任
が
す
ぐ
に
は
得
ら
れ
そ
う
に
な
く
て
翌
年
四
月
は
無
理
だ
と
し
て
、
半
年
遅
れ
て
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
二
科
目
に
つ
い
て
は
前
学
期
の
う
ち
に
一
年
分
の
授
業
を
し
た
の
で
多
忙
で
あ
っ
た
。

頻
繁
に
開
か
れ
た
送
別
会
の
の
ち
、
四
年
半
の
日
々
を
楽
し
く
過
ご
し
た
秋
の
広
島
を
後
に
し
た
。

岐
阜
大
学
時
代

昭
和
五
十
一
年
十
月
一
日
、
半
月
前
の
台
風
に
襲
わ
れ
た
岐
阜
の
町
は
大
水
害
の
跡
が
生
々
し
か
っ
た
が
、
大
学
の
構
内
に
は

まなびこしかた 附著述目録
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せ
る
よ
う
な
金
木
犀
の
香
り
が
漂
っ
て
い
た
。

国
語
教
育
講
座
に
は
、
近
代
文
学
と
演
劇
の
永
平
和
雄
教
授
、
雑
俳
の
権
威
・
鈴
木
勝
忠
教
授
、
漢
字
音
の
論
客
・
高
松
政
雄
教

授
、
上
代
語
と
文
法
の
浅
見
徹
教
授
、
古
今
集
研
究
の
田
中
喜
美
春
助
教
授
、
唐
詩
に
詳
し
い
安
東
俊
六
助
教
授
が
い
た
。
教
育
学

部
な
の
に
国
語
教
育
の
専
門
家
を
置
か
ず
、
文
学
部
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
の
教
官
も
学
生
に
厳
し
く
、
卒
業
論
文
の
口
述

試
問
で
は
泣
き
出
す
学
生
も
あ
っ
た
。
国
立
大
学
の
教
育
学
部
は
学
生
定
員
が
少
な
い
。
し
か
も
一
年
半
は
教
養
部
に
籍
を
置
く
の

で
、
教
員
の
授
業
の
負
担
も
軽
く
、
好
き
な
こ
と
を
自
由
に
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

誰
の
紹
介
で
あ
っ
た
か
、
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
岐
阜
高
島
屋
教
室
で
萬
葉
集
を
講
ず
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
五
十
四
年
五

月
か
ら
、
月
二
回
、
金
曜
の
午
後
、
講
壇
に
立
っ
た
。
定
員
廿
四
人
の
受
講
者
は
大
半
が
婦
人
で
缺
員
が
な
か
っ
た
。
熱
心
な
受
講

者
に
対
す
る
二
時
間
の
講
義
は
、
い
つ
も
快
い
疲
労
で
満
た
さ
れ
た
。
講
義
は
巻
第
一
か
ら
始
め
た
が
、
巻
序
に
捉
わ
れ
ず
縦
横
に

講
じ
て
十
年
で
読
み
終
え
、
折
り
返
し
て
さ
ら
に
四
年
続
い
た
。
ゆ
か
り
の
地
へ
の
旅
行
は
五
回
に
達
し
た
。
講
義
の
た
め
に
準
備

し
た
膨
大
な
ノ
ー
ト
は
、
わ
た
し
の
大
き
な
財
産
で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
書
い
た
も
の
に
は
、
ま
ず
阪
倉
先
生
の
還
暦
祝
賀
論
文
集
『
論
集

日
本
語
・
日
本
文
学
』
の
中
世
の
冊
に
寄
せ
た

「
中
世
形
容
詞
の
終
焉
」
が
あ
る
。
武
し
・
茂
し
・
む
く
つ
け
し
・
豊
け
し
・
遍
し
な
ど
、
私
に
「
エ
列
音
形
容
詞
」
と
名
づ
け
る

一
群
の
形
容
詞
が
、
中
世
を
境
に
消
滅
し
た
原
因
を
考
察
し
た
も
の
。
初
め
て
中
世
語
を
扱
っ
た
、
わ
た
し
の
最
も
愛
着
深
い
論
文

で
あ
る
。
ま
た
、
萬
葉
歌
に
状
態
を
表
わ
す
副
詞
句
「
と
を
を
」
が
あ
り
、
そ
の
歌
の
異
伝
「
た
わ
た
わ
」
が
あ
る
が
、
ト
ヲ
と
タ

ワ
は
母
音
交
替
の
関
係
、
タ
ワ
ワ
と
タ
ワ
タ
ワ
は
相
補
分
布
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、「
多
和
々
々
」
は
「
多
和
々

二
」
な
ど
の
誤
写
の
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
「
形
状
言
に
よ
る
副
詞
句
の
形
成
」
な
ど
が
あ
る
。
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中
国
の
北
京
に
開
設
さ
れ
た
日
本
語
研
修
セ
ン
タ
ー
、
俗
称
「
大
平
学
校
」
へ
の
出
講
を
打
診
さ
れ
た
の
は
五
十
六
年
秋
の
こ
と

で
あ
る
。
国
際
交
流
基
金
が
毎
年
二
億
円
と
人
を
出
し
て
運
営
し
、
中
国
全
土
か
ら
百
二
十
人
の
日
本
語
教
員
を
選
ん
で
一
年
の
あ

い
だ
再
教
育
す
る
、
当
面
は
五
年
間
の
計
画
で
あ
る
。
文
化
大
革
命
の
悲
惨
さ
か
ら
、
中
国
は
好
き
に
な
れ
な
い
国
で
あ
っ
た
が
、

た
だ
で
外
国
見
物
が
で
き
る
な
ら
行
っ
て
み
よ
う
か
、
と
極
め
て
功
利
的
な
判
断
で
そ
れ
を
受
諾
し
た
。
他
国
を
訪
問
す
る
な
ら
、

そ
の
国
の
言
語
を
学
ん
で
い
く
の
が
礼
儀
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
中
友
好
協
会
の
教
室
に
通
い
、
ラ
ジ
オ
と
テ
レ
ビ
の
講
座
で
発
音

の
基
礎
と
文
法
を
勉
強
し
た
。

昭
和
五
十
七
年
三
月
末
、
迎
春
花
が
満
開
の
北
京
に
着
い
た
。
こ
の
期
の
講
師
は
、
語
彙
論
が
吉
澤
典
男
氏
、
近
代
文
学
が
平
岡

敏
夫
氏
、
音
声
学
が
大
坪
一
夫
氏
、
対
照
研
究
が
中
川
正
之
氏
、
精
読
が
姫
野
昌
子
氏
。
わ
た
し
の
担
当
は
文
法
で
、
主
に
文
法
研

究
史
と
ア
ス
ペ
ク
ト
を
講
ぜ
よ
と
言
わ
れ
た
。
ほ
か
に
、
佐
治
圭
三
主
任
の
も
と
で
教
室
を
運
営
す
る
若
い
四
人
が
い
た
。
こ
の
人

た
ち
の
献
身
的
な
は
た
ら
き
で
、
セ
ン
タ
ー
は
順
調
に
機
能
し
て
い
た
。
わ
た
し
が
特
に
世
話
に
な
っ
た
の
は
、
稀
代
の
中
国
通
、

後
に
早
稲
田
大
学
商
学
部
教
授
に
な
る
竹
中
憲
一
氏
で
あ
る
。
平
岡
氏
は
宿
舎
の
部
屋
が
隣
だ
っ
た
の
で
、
朝
食
は
た
い
て
い
一
緒
、

旅
行
も
二
回
と
も
に
し
、
そ
の
豊
か
な
学
識
の
由
来
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

初
め
て
の
中
国
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
が
珍
し
く
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
宿
舎
は
、
ソ
連
と
の
蜜
月
時
代
に
お
雇
い
露
人
用
に
建
て

ら
れ
た
北
京
友
誼
賓
館
、
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
北
京
語
言
学
院
へ
の
往
復
は
専
用
車
に
よ
る
送
り
迎
え
で
あ
る
。
外
国
人
専
門
家
を
管

理
す
る
部
局
が
賓
館
内
に
あ
り
、
週
末
に
は
観
劇
、
展
覧
、
小
旅
行
な
ど
を
企
画
し
て
く
れ
る
。
大
使
館
で
開
か
れ
た
天
皇
誕
生
日

の
祝
賀
パ
ー
テ
ィ
ー
、
メ
ー
デ
ー
前
夜
に
人
民
大
会
堂
で
開
か
れ
た
観
劇
会
に
も
招
か
れ
た
。
四
月
末
の
数
日
の
休
暇
に
は
大
連
、

学
期
末
の
休
暇
に
は
華
南
、
そ
し
て
西
安
・
洛
陽
に
旅
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
四
ヶ
月
の
仕
事
と
滞
在
で
、
わ
た
し
の
人
生
観
は
変
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わ
っ
た
。
中
国
が
好
き
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

セ
ン
タ
ー
で
は
、
毎
週
金
曜
日
の
午
後
、
市
民
の
た
め
に
公
開
講
演
会
を
開
催
し
、
日
本
人
講
師
が
順
番
に
担
当
し
た
。
わ
た
し

は
、「
素
人
偏
好
連
句
談

へたのよこずきれんくのあれこれ
」
と
題
し
て
、
厚
か
ま
し
く
も
連
歌
か
ら
連
句
へ
の
歴
史
、
現
代
の
連
句
界
の
こ
と
な
ど
を
話
し
た
。
広

島
で
友
久
氏
に
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
生
智
慧
を
披
露
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
芭
蕉
の
よ
く
知
ら
れ
た
発
句
の
い
く
つ

か
を
、
著
名
な
日
本
学
者
林りん
林りん
氏
の
漢
語
訳
で
紹
介
し
、
そ
れ
を
現
代
中
国
語
音
で
朗
読
し
た
。
す
る
と
会
場
か
ら
拍
手
が
沸
き
起

こ
っ
た
。
講
演
の
の
ち
、
発
音
を
指
導
し
て
く
れ
た
竹
中
氏
が
、
あ
の
拍
手
は
本
物
で
す
よ
、
と
言
っ
て
く
れ
た
。
外
国
語
学
習
は

基
礎
が
肝
心
だ
と
い
う
こ
と
を
し
み
じ
み
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
い
ま
成
城
大
学
文
藝
学
部
で
中
国
語
を
講
ず
る
劉りゅう
頴えい

准
教
授
は
、
セ
ン
タ
ー
の
第
三
期
生
で
あ
る
。
わ
た
し
の
赴
任
が
半
年
遅
れ
て
い
た
ら
、
そ
こ
で
会
う
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
四
ヶ
月
は
我
が
生
涯
の
黄
金
の
日
々
で
あ
っ
た
。

平
岡
氏
は
よ
く
短
歌
を
作
っ
て
は
、
朝
の
食
堂
に
向
か
う
と
き
に
そ
れ
を
披
露
し
て
く
れ
た
。
わ
た
し
も
氏
に
触
発
さ
れ
て
久
し

ぶ
り
に
腰
折
れ
歌
を
捻
り
、
五
ヵ
年
計
画
の
終
了
時
に
編
ま
れ
た
『
紀
念
文
集
』
に
「
中
国
詠
草
」
四
十
二
首
を
寄
せ
た
。「
長
城

に
立
て
ば
遥
か
に
北
辺
の
峰
か
す
み
た
り
桃
花
さ
か
り
て
」。

帰
国
す
る
と
、
留
学
生
関
係
の
仕
事
、
日
本
語
教
育
の
責
任
者
の
任
務
が
待
っ
て
い
た
。
そ
し
て
日
本
語
教
育
に
長
く
関
わ
る
こ

と
に
な
る
。
北
京
で
の
講
義
の
た
め
に
現
代
語
の
文
法
を
考
え
、
文
法
研
究
史
を
調
べ
て
、
こ
の
領
域
の
お
も
し
ろ
さ
に
開
眼
し
た
。

特
に
、
英
語
学
か
ら
日
本
語
文
法
研
究
に
転
じ
た
寺
村
秀
夫
氏
の
業
績
に
多
く
学
ん
だ
。
伝
統
的
な
国
語
学
畑
出
身
で
は
な
い
人
の

目
で
見
た
日
本
語
の
深
層
で
あ
る
。
そ
の
先

た
る
佐
久
間
鼎
と
三
上
章
の
著
作
に
も
大
い
に
啓
発
さ
れ
た
。

五
十
八
年
に
発
表
し
た
「
安
萬
侶
の
方
法
と
古
事
記
の
訓
読
」
は
、
日
本
思
想
大
系
本
『
古
事
記
』
の
「
割
」
字
の
訓
「
わ
る
」
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を
取
り
上
げ
て
そ
の
非
な
る
こ
と
を
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
来
、
漢
字
の
和
訓
の
歴
史
を
考
え
直
す
必
要
を
自
覚
し
、
の
ち
に

成
城
の
大
学
院
で
字
訓
史
を
二
回
講
ず
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
漢
字
そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
が
異
な
る
の
で
、
体
系
も
歴
史
も
描
く

こ
と
は
難
し
い
と
知
っ
た
。
六
十
年
に
発
表
し
た
「
古
代
日
本
語
に
お
け
る
畳
語
の
変
遷
」
は
、
イ
ト
イ
ト
な
ど
の
畳
語
が
縮
約
し

て
イ
ト
ド
に
な
っ
た
と
い
う
た
ぐ
い
の
通
説
は
、
文
献
上
か
ら
も
理
論
上
か
ら
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
論
文
で
あ
る
。

昭
和
五
十
九
年
四
月
、
岐
阜
大
学
教
授
に
昇
任
す
る
。
そ
の
年
の
後
期
、
名
古
屋
大
学
総
合
言
語
セ
ン
タ
ー
へ
の
留
学
が
認
め
ら

れ
た
。
北
京
で
一
緒
だ
っ
た
大
坪
一
夫
氏
を
頼
っ
た
の
だ
が
、
氏
は
四
月
に
筑
波
大
学
に
転
じ
た
の
で
、
水
谷
修
先
生
に
受
け
入
れ

て
も
ら
っ
て
日
本
語
教
育
を
学
ん
だ
。
そ
の
こ
ろ
、
再
び
北
京
へ
の
招
聘
の
話
が
あ
っ
た
。
大
平
学
校
の
五
ヵ
年
計
画
が
終
わ
り
、

名
称
も
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
変
わ
っ
て
、
二
年
間
の
修
士
班
、
一
年
間
の
助
教
班
、
各
三
十
人
ず
つ
を
受
け
入
れ
る
計
画
の
第

一
期
が
動
き
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
う
れ
し
い
こ
と
に
、
教
授
会
の
雅
量
に
よ
っ
て
、
翌
年
四
月
か
ら
の
出
講
が
認
め
ら
れ
た
。

宿
舎
は
四
年
前
と
同
じ
友
誼
賓
館
、
セ
ン
タ
ー
の
あ
る
北
京
外
国
語
学
院
は
近
い
の
で
、
自
転
車
で
行
っ
た
り
、
専
用
バ
ス
に
乗

っ
た
り
、
稀
に
は
歩
い
た
り
し
た
。
同
期
の
講
師
は
、
古
典
文
学
の
高
田
衛
氏
、
近
代
文
学
の
前
田
愛
氏
、
語
彙
論
の
土
屋
信
一
氏
、

中
国
語
学
の
佐
藤
進
氏
、
日
本
語
教
育
の
齋
藤
修
一
氏
、
比
較
文
学
の
神
田
秀
夫
氏
、
日
本
思
想
史
の
源
了
圓
氏
、
日
本
文
化
史
の

上
原
昭
一
氏
、
社
会
学
の
田
中
重
好
氏
。
セ
ン
タ
ー
主
任
は
林
四
郎
氏
で
あ
る
。
わ
た
し
の
担
当
は
、
修
士
班
の
文
語
文
法
、
助
教

班
の
日
本
語
史
、
論
文
指
導
で
あ
っ
た
。

四
年
前
の
経
験
が
役
だ
ち
、
全
体
に
余
裕
が
あ
っ
た
。
学
生
数
が
少
な
い
の
で
、
賓
館
に
招
い
た
り
彼
ら
の
宿
舎
を
訪
ね
た
り
と
、

交
流
が
密
で
あ
っ
た
。
市
民
の
た
め
の
公
開
講
座
は
、
従
前
ど
お
り
金
曜
午
後
に
開
か
れ
た
。
わ
た
し
の
担
当
は
五
月
三
十
日
、

「
精
神
史
と
し
て
の
日
本
語
」。
大
野
晋
、
阪
倉
篤
義
、
佐
竹
昭
広
の
諸
先
生
の
驥
尾
に
附
し
て
、
動
詞
の
格
支
配
の
視
点
か
ら
日
本
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語
史
を
見
る
と
い
う
夢
想
を
語
っ
た
。
源
了
圓
氏
は
お
も
し
ろ
い
と
言
っ
て
く
れ
た
。
講
演
後
、
ほう

膳ぜん
で
食
し
た
清
朝
の
宮
廷
料
理

は
最
高
の
美
味
で
あ
っ
た
。
夏
時
間
の
北
京
の
初
夏
、
食
後
の
散
策
も
快
く
、
忘
れ
が
た
い
一
日
と
な
っ
た
。

学
期
終
了
後
、
四
年
前
と
は
異
な
っ
て
一
人
旅
に
出
た
。
先
に
帰
省
し
て
い
る
学
生
を
訪
ね
て
、
南
昌
、
九
江
、
廬
山
、
武
漢
な

ど
を
め
ぐ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
り
し
も
、
江
西
省
と
岐
阜
県
と
の
あ
い
だ
に
、
友
好
関
係
を
結
ぶ
た
め
の
交
渉
が
進
ん
で
い
た
の
で
、

つ
い
で
に
同
省
を
見
て
来
よ
う
と
い
う
魂
胆
も
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
い
ま
、
成
城
大
学
文
芸
学
部
の
中
国
語
の
非
常
勤
講
師
・
費ひ

燕えん
さ
ん
は
、
こ
の
期
の
助
教
班
の
最
年
少
の
学
生
で
あ
っ
た
。
帰
国
後
に
発
表
し
た
「
文
法
教
育
再
考
」「
形
状
動
詞
の
諸
相
」
も

北
京
経
験
の
産
物
で
あ
る
。

六
十
二
年
七
月
、
美
夫
君
志
会
の
全
国
大
会
で
講
演
を
求
め
ら
れ
、「
孤
字
と
孤
語
」
と
題
し
て
、
萬
葉
集
の
本
文
を
考
え
る
一

つ
の
視
点
を
提
示
し
た
。
平
成
四
年
四
月
、
岐
阜
県
か
ら
「
官
庁
用
語
見
直
し
検
討
委
員
会
」
の
委
員
を
委
嘱
さ
れ
、
副
会
長
を
務

め
た
。

岐
阜
大
学
で
は
日
本
古
代
史
の
野
村
忠
夫
氏
か
ら
教
え
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
縁
で
木
簡
学
会
、
岐
阜
史
学
会
に
も

入
会
し
た
。
木
簡
学
会
の
全
国
研
究
集
会
に
は
ほ
ぼ
毎
年
出
席
し
た
。
平
成
四
年
、
京
都
で
濱
田
先
生
に
よ
っ
て
興
味
づ
け
ら
れ
た
、

和
名
抄
地
名
の
考
察
の
二
篇
目
の
論
を
『
木
簡
研
究
』
に
発
表
し
た
。

成
城
大
学
か
ら
の
招
請
を
う
け
、
平
成
五
年
三
月
、
十
六
年
半
勤
務
し
た
岐
阜
大
学
を
退
き
、
妻
を
残
し
て
独
り
上
京
し
た
。

成
城
大
学
時
代

平
成
五
年
四
月
、
成
城
大
学
文
藝
学
部
教
授
に
着
任
し
、
入
れ
替
わ
り
に
栄
転
な
さ
っ
た
佐
竹
先
生
の
研
究
室
に
入
る
。
山
田
学
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長
は
、
高
校
の
級
友
佐
川
君
が
、
角
川
書
店
の
辞
書
編
集
部
に
あ
っ
て
親
し
く
接
し
た
人
で
あ
る
。
わ
た
し
は
佐
川
君
が
編
集
に
関

わ
っ
た
山
田
氏
の
本
を
贈
ら
れ
て
い
た
、
こ
れ
も
奇
縁
で
あ
る
。
同
期
の
教
員
は
石
原
千
秋
氏
、
短
期
大
学
部
の
小
林
千
草
氏
で
あ

る
。
最
初
の
住
所
を
川
崎
市
麻
生
区
に
置
い
た
。
初
年
度
は
、
佐
竹
先
生
担
当
科
目
の
一
部
も
受
け
も
っ
た
の
で
、
の
ん
び
り
し
た

岐
阜
時
代
の
二
倍
以
上
の
労
働
に
な
っ
た
。
校
務
と
平
行
し
て
、『
校
本
萬
葉
集
』
新
増
補
第
三
次
修
訂
版
の
編
集
、
新
日
本
古
典

文
学
大
系
本
『
萬
葉
集
』
の
校
注
の
し
ご
と
を
進
め
た
。

六
月
、
加
藤
一
郎
学
園
長
の
紹
介
で
成
城
合
唱
団
に
入
っ
た
。
翌
年
、
新
日
本
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
の
伴
奏
で
歌
う
、

モ
ー
ツ
ア
ル
ト
「
レ
ク
イ
エ
ム
」
の
練
習
が
始
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
四
月
十
四
、
十
五
の
両
日
、
昭
和
女
子
大
学
人
見
記
念
講
堂

で
、
レ
オ
ン
・
フ
ラ
イ
シ
ャ
ー
の
指
揮
で
演
奏
さ
れ
た
。
こ
の
演
奏
の
あ
と
は
、
フ
ォ
ー
レ
の
「
レ
ク
イ
エ
ム
」
の
練
習
が
始
ま
っ

た
。
一
方
、『
萬
葉
集
』
校
注
の
作
業
が
本
格
的
に
な
り
、
共
著
者
が
日
曜
日
に
集
ま
っ
て
議
論
す
る
日
程
が
頻
繁
に
組
ま
れ
た
。

か
く
て
練
習
に
参
加
で
き
ず
、
や
が
て
退
団
し
た
。
楽
し
い
夢
を
一
回
だ
け
見
さ
せ
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

平
成
六
年
四
月
、
大
学
を
卒
業
し
て
都
心
の
会
社
に
通
勤
す
る
こ
と
に
な
っ
た
長
男
と
世
田
谷
区
松
原
に
部
屋
を
借
り
、
四
年
間

の
同
居
生
活
に
入
っ
た
。
六
月
、「
人
麻
呂
の
表
記
の
陽
と
陰
」
を
発
表
し
た
。
稲
岡
耕
二
氏
の
論
に
正
面
か
ら
反
論
し
た
最
初
の

発
言
だ
と
思
う
。
公
刊
当
初
は
ま
だ
稲
岡
氏
の
名
声
に
か
き
消
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
は
、
歌
を
仮
名
書
き
し
た
七
世
紀
木
簡
の
出

土
が
続
い
て
、
卑
見
が
少
し
有
利
に
な
っ
た
と
思
う
。
以
後
、
対
象
は
様
々
な
が
ら
、「
語
彙
論
の
術
語

位
相

考
」「
語
源
俗
解

考
」「

月
夜
の
逢
会
・
雨
夜
の
禁
忌

考
」
は
、
特
に
誤
用
、
通
説
、
俗
説
が
ま
か
り
と
お
る
日
本
語
学
界
・
日
本
文
学
界
へ
の
不

満
を
吐
露
し
た
論
で
あ
る
。

平
成
十
年
、
一
年
間
の
研
修
を
許
さ
れ
て
時
間
が
で
き
た
の
で
、
そ
れ
ま
で
の
論
文
を
一
書
に
ま
と
め
た
。
七
月
に
韓
国
、
九
月

まなびこしかた 附著述目録
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に
は
中
国
に
旅
し
て
、
大
学
・
博
物
館
・
高
校
な
ど
を
訪
ね
た
。
韓
国
は
初
め
て
の
訪
問
で
、
か
つ
て
指
導
し
た
留
学
生
に
再
会
し
、

三
回
め
の
訪
問
に
な
る
中
国
で
は
、
過
去
二
回
の
出
講
で
縁
の
で
き
た
人
た
ち
を
訪
問
し
て
回
っ
た
。
わ
た
し
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
講

義
の
ノ
ー
ト
が
今
も
教
室
で
役
に
た
っ
て
い
る
、
と
話
し
て
喜
ば
せ
て
く
れ
る
教
授
も
あ
っ
た
。

そ
の
後
の
数
年
間
は
、
萬
葉
集
・
古
事
記
・
古
代
の
表
記
法
の
論
文
を
多
く
書
い
た
。
中
で
も
「
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
読
解
法
」

は
、
孤
軍
奮
闘
す
る
渡
瀬
昌
忠
氏
の
論
を
補
強
す
る
形
で
書
い
た
も
の
。
渡
瀬
氏
を
支
援
す
る
論
は
、
後
に
「
格
助
詞
の
射
程
」
も

書
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
よ
う
や
く
援
軍
が
来
て
く
れ
た
と
い
う
趣
旨
の
は
が
き
が
同
氏
か
ら
届
い
た
。
一
方
、
現
代
語
に
つ
い

て
も
、「
人
称
詞
考
」「
日
本
語
練
習
帳
・
続
貂
」
で
、
か
な
り
時
世
的
な
発
言
を
し
た
。
こ
れ
は
の
ち
の
「
言
語
時
評
」
廿
篇
の
呼

び
水
に
な
る
。

平
成
十
五
年
、
大
学
院
の
講
義
で
『
日
本
地
理
志
料
』
を
読
ん
だ
。
京
都
で
濱
田
先
生
に
教
わ
っ
た
「
和
名
抄
の
地
名
」
の
講
義

の
継
承
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
一
人
だ
け
の
受
講
者
を
相
手
に
山
城
国
か
ら
読
み
始
め
、
冒
頭
で
大
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
池

邊
彌
氏
が
大
日
本
古
文
書
に
従
っ
て
乙おと
訓くに
と
し
た
、
天
平
宝
字
六
年
六
月
の
正
倉
院
文
書
の
文
字
「
乙
容
」
が
、
八
木
書
店
の
『
正

倉
院
文
書
影
印
集
成
』
で
は
「
乙
宕
お
た
ぎ

」
と
読
め
る
の
だ
。
濱
田
先
生
は
「
容くに
」
に
疑
問
を
い
だ
い
て
い
た
が
、
当
時
は
影
印
が
な
く

て
断
定
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
は
漢
字
音
の
変
遷
が
絡
む
問
題
も
あ
っ
て
複
雑
だ
が
、
大
日
本
古
文
書
の
刊
行
か
ら
ち
ょ
う
ど
百

年
目
に
し
て
疑
問
が
解
け
た
、
と
自
負
し
、
唯
一
の
受
講
者
で
あ
る
小
山
拓
哉
君
に
感
謝
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
こ
れ
を
契
機
に

「
和
名
抄
地
名
新
考
」
を
書
き
起
こ
し
、
六
回
で
畿
内
の
五
国
が
完
了
し
た
。

退
職
の
日
が
具
体
的
な
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
書
き
残
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
次
々
に
湧
き
だ
し
て
き
た
。
そ
の

結
実
が
「

立
ち
上
げ
る

非
文
の
説
」
で
あ
り
、
言
語
時
評
で
あ
り
、
萬
葉
歌
に
つ
い
て
の
論
で
あ
る
。
成
城
ゆ
か
り
の
市
民
に
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も
語
り
残
す
べ
く
、「
成
城

学
び
の
森
」
の
講
義
を
、
三
期
つ
づ
け
て
買
っ
て
出
た
。
す
な
わ
ち
、「
こ
と
ば
か
ら
考
え
る
古
代
日

本
人
の
世
界
観
」「
萬
葉
集
か
ら
た
ど
る
日
本
語
表
現
の
流
れ
」「
日
本
語
の
今
｜
姿
と
し
く
み
｜
」
で
あ
る
。

昨
春
、
九
州
に
旅
し
、
大
宰
府
、
柳
川
、
日
田
、
嘉
麻
、
福
岡
を
回
っ
た
。
い
ず
れ
の
町
も
因
縁
が
深
い
の
だ
が
、
特
に
柳
川
は
、

少
年
時
代
に
北
原
白
秋
を
通
し
て
憧
れ
た
町
、
そ
の
地
の
訪
問
が
半
世
紀
後
に
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
年
、
国
文
学
科
一

年
生
の
「
国
文
学
基
礎
演
習
」
の
時
間
、
近
代
散
文
の
名
品
の
一
つ
と
独
断
し
て
、
白
秋
の
詩
集
『
思
ひ
出
』
の
序
を
読
ん
だ
。

「
私
の
郷
里
柳
河
は
水
郷
で
あ
る
。
さ
う
し
て
静
か
な
廃
市
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。」（「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
２
）。

まなびこしかた 附著述目録
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著
述
目
録

●
論
文

国
語
国
字
問
題
論

『
焔
』
十
四
号

金
沢
大
学
文
藝
部

昭
和
三
十
七
年
二
月

国
語
国
字
問
題
論
・
続

『
焔
』
十
五
号

金
沢
大
学
文
藝
部

昭
和
三
十
七
年
六
月

複
訓
仮
名

『
國
語
國
文
』
第
三
十
八
巻
十
一
号

昭
和
四
十
四
年
十
一
月

略
訓

『
國
語
國
文
』
第
四
十
一
巻
十
一
号

昭
和
四
十
七
年
十
一
月

上
代
形
容
詞
語
幹
の
用
法
に
つ
い
て

『
國
語
國
文
』
第
四
十
二
巻
七
号

昭
和
四
十
八
年
七
月

古
代
複
合
形
容
詞
の
一
問
題－

清﹅
明﹅
の
旧
訓
を
め
ぐ
っ
て－

『
國
語
國
文
』
第
四
十
三
巻
三
号

昭
和
四
十
九
年
三
月

古
代
形
容
詞
の
形
成
に
関
す
る
一
つ
の
問
題－

ス
ミ
ノ
エ
と
ス
ミ
ヨ
シ
を
め
ぐ
っ
て－

『
萬
葉
』
九
十
号

昭
和
五
十
年
十
二
月

日
雙
斯
皇
子
命

『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』
五
号

昭
和
五
十
一
年
五
月

上
代
に
お
け
る
格
助
詞
ニ
の
潜
在
と
省
略

『
國
語
國
文
』
第
四
十
六
巻
五
号

昭
和
五
十
二
年
五
月

格
助
詞
と
動
詞
と
の
相
関
に
つ
い
て
の
通
時
的
考
察

『
岐
阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
・
人
文
科
学
』
第
廿
六
巻

昭
和
五
十
三
年
三
月
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性
急
な
思
想－

日
本
語
語
源
学
に
つ
い
て－

『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』
六
号

昭
和
五
十
三
年
三
月

中
世
形
容
詞
の
終
焉

『
論
集

日
本
文
学
・
日
本
語
』
3
中
世

角
川
書
店

昭
和
五
十
三
年
六
月

言
語
資
料
と
し
て
の
和
名
抄
郷
名－

音
訓
交
用
表
記
の
検
討－

『
岐
阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
・
人
文
科
学
』
第
廿
七
巻

昭
和
五
十
四
年
三
月

形
状
言
に
よ
る
副
詞
句
の
形
成

『
萬
葉
』
百
三
号

昭
和
五
十
五
年
五
月

古
代
文
献
に
お
け
る
固
有
名
詞
の
語
形
の
変
容
『
岐
阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
・
人
文
科
学
』
第
廿
九
巻

昭
和
五
十
六
年
二
月

旅
と
い
う
言
葉

『
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』
十
五
号

昭
和
五
十
七
年
三
月

連
体
用
法
の
「
た
」
の
解
釈－
ア
ス
ペ
ク
ト
試
論－

『
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』
十
六
号

昭
和
五
十
八
年
一
月

安
萬
侶
の
方
法
と
古
事
記
の
訓
読

『
國
語
國
文
』
第
五
十
二
巻
五
号

昭
和
五
十
八
年
五
月

語
音
構
造
か
ら
見
た
形
容
詞
、
も
う
一
つ
の
問
題

『
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』
十
七
号

昭
和
六
十
年
三
月

古
代
日
本
語
に
お
け
る
畳
語
の
変
遷－

イ
ト
ド
か
ら
イ
ト
イ
ト
へ－

『
萬
葉
』
百
廿
二
号

昭
和
六
十
年
八
月

文
法
教
育
再
考

『
広
島
女
子
大
国
文
学
』
三
号

昭
和
六
十
一
年
八
月

形
状
動
詞
の
諸
相

『
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』
十
八
号

昭
和
六
十
二
年
三
月

孤
字
と
孤
語

『
美
夫
君
志
』
三
十
六
号

昭
和
六
十
三
年
三
月

孤
立
す
る
訓
仮
名－

憶
良
「
老
身
重
病
」
歌
の
「
裳
」－

『
萬
葉
』
百
三
十
号

昭
和
六
十
三
年
十
二
月

こ
の
電
車
は
新
岐
阜
を
出
ま
す
と
新
一
宮
に
停
ま
り
ま
す－

接
続
助
詞
「
と
」
の
一
用
法－

『
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』
十
九
号
（
三
輪
真
弓
共
著
）

平
成
元
年
二
月

まなびこしかた 附著述目録
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動
詞
と
形
状
言
と
の
対
応

『
岐
阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
・
人
文
科
学
』
第
三
十
七
巻

平
成
元
年
二
月

他
民
族
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
形
成
要
因
に
関
す
る
研
究－

岐
阜
県
下
の
学
生
・
生
徒
の
意
識
調
査
か
ら－

六
教
官
共
著
）

『
岐
阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
・
人
文
科
学
』
第
三
十
八
巻

平
成
二
年
二
月

木
簡
類
に
よ
る
和
名
抄
地
名
の
考
察－

日
本
語
学
の
た
ち
ば
か
ら－

『
木
簡
研
究
』
十
二
号

木
簡
学
会

平
成
二
年
十
二
月

ミ
ノ
（
三
野
・
御
野
・
美
濃
）
関
係
の
木
簡
・
続
貂

『
岐
阜
史
学
』
八
十
五
号

平
成
四
年
七
月

名
語
記
私
解

『
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』
廿
一
号

平
成
五
年
三
月

人
麻
呂
の
表
記
の
陽
と
陰

『
萬
葉
集
研
究
』
第
廿
集

塙
書
房

平
成
六
年
六
月

如
泥－

名
語
記
私
解
・
続－

『
成
城
國
文
學
論
集
』
第
廿
三
輯

平
成
七
年
三
月

語
彙
論
の
術
語

位
相

考

『
成
城
文
藝
』
百
五
十
五
号

平
成
八
年
七
月

語
源
俗
解
考

『
成
城
國
文
學
論
集
』
第
廿
五
輯

平
成
九
年
三
月

月
夜
の
逢
会
・
雨
夜
の
禁
忌

考

『
國
語
國
文
』
第
六
十
六
巻
四
号

平
成
九
年
四
月

象
徴
詞
と
接
頭
辞－

ぬ
な
と
も
も
ゆ
ら
に
考－

『
萬
葉
』
百
六
十
六
号

平
成
十
年
七
月

人
麻
呂
の
文
字
法－

み
や
ま
も
さ
や
に
ま
が
へ
ど
も－

『
季
刊
文
学
』
第
十
巻
四
号

岩
波
書
店

平
成
十
一
年
十
月

鶴
・
西
宮
の
法
則
の
剰
余－

大
宮
仕
へ
安
礼
衝
く
や－

西
宮
一
民
博
士
喜
寿
祝
賀
論
文
集
『
上
代
語
と
表
記
』

お
う
ふ
う

平
成
十
二
年
十
月

被
枕
詞

考

『
成
城
國
文
學
論
集
』
第
廿
七
輯

平
成
十
三
年
三
月

古
事
記
は
人
麻
呂
歌
集
に
後
れ
た
か－

古
代
日
本
語
表
記
史
の
問
題－

二六



西
條
勉
編
・
上
代
文
学
会
研
究
叢
書
『
書
く
こ
と
の
文
学
』

笠
間
書
院

平
成
十
三
年
六
月

人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
読
解
法

『
國
語
と
國
文
學
』
第
七
十
八
巻
十
一
号

平
成
十
三
年
十
一
月

人
称
詞
考

『
成
城
文
藝
』
百
八
十
一
号

平
成
十
五
年
一
月

日
本
語
練
習
帳
・
続
貂

『
成
城
国
文
学
』
十
九
号

平
成
十
五
年
三
月

和
名
抄
地
名
新
考

『
成
城
文
藝
』
百
八
十
三
号

平
成
十
五
年
七
月

和
名
抄
地
名
新
考
（
二
）

『
成
城
文
藝
』
百
八
十
六
号

平
成
十
六
年
三
月

和
名
抄
地
名
新
考
（
三
）

『
成
城
文
藝
』
百
八
十
七
号

平
成
十
六
年
七
月

古
代
地
名
の
西
東

『
歴
史
地
名
通
信
』
五
十
号

平
凡
社

平
成
十
七
年
一
月

和
名
抄
地
名
新
考
（
四
）

『
成
城
文
藝
』
百
九
十
号

平
成
十
七
年
三
月

濃
飛
和
名
抄
地
名
新
考

『
岐
阜
史
学
』
百
一
号

平
成
十
七
年
三
月

複
合
動
詞
論
序
説－

と
れ
た
て
・
う
ま
れ
た
て－

『
成
城
国
文
学
』
廿
一
号

平
成
十
七
年
三
月

立
ち
上
げ
る

非
文
の
説

『
成
城
文
藝
』
百
九
十
二
号

平
成
十
七
年
九
月

格
助
詞
の
射
程－

の
ち
見
む
と
君
が
結
べ
る－

『
成
城
国
文
学
』
廿
二
号

平
成
十
八
年
三
月

助
字
か
ら
見
た
萬
葉
歌－

満
ち
缺
け
す
れ
そ
人
の
常
な
き－

『
成
城
文
藝
』
百
九
十
五
号

平
成
十
八
年
六
月

格
支
配
か
ら
読
む
人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌－

手
力
つ
と
め
織
れ
る
こ
ろ
も
ぞ－

『
成
城
国
文
学
』
廿
三
号

平
成
十
九
年
三
月

和
名
抄
地
名
新
考
（
五
）

『
成
城
國
文
學
論
集
』
第
三
十
一
輯

平
成
十
九
年
三
月

日
本
語
資
料
と
し
て
の
古
代
地
名－

地
域
と
時
代
と－

『
國
學
院

誌
』
第
百
八
巻
十
一
号

平
成
十
九
年
十
一
月

まなびこしかた 附著述目録

二七



和
名
抄
地
名
新
考
（
六
）

『
成
城
文
藝
』
第
二
百
四
号

平
成
廿
年
九
月

史
学
と
語
学
の
あ
い
だ－

壬
生
を
め
ぐ
っ
て－

『
成
城
国
文
学
』
廿
五
号

平
成
廿
一
年
三
月

●
書
評
・
学
界
展
望

山
口
佳
紀
著
『
古
代
日
本
語
文
法
の
成
立
の
研
究
』

『
週
間
読
書
人
』

昭
和
六
十
一
年
七
月
廿
二
日
号

文
法
（
史
的
研
究
）

昭
和
六
十
一
・
二
年
度
に
お
け
る
国
語
学
界
の
展
望

『
国
語
学
』
第
百
五
十
三
集

昭
和
六
十
三
年
六
月

山
口
佳
紀
著
『
古
事
記
の
表
記
と
訓
読
』

『
國
文
學
』
第
四
十
一
巻
一
号

學
燈
社

平
成
八
年
一
月

鶴
久
著
『
萬
葉
集
訓
法
の
研
究
』

『
国
語
学
』
第
百
八
十
六
集

平
成
八
年
九
月

東
野
治
之
『
長
屋
王
家
木
簡
の
研
究
』

『
萬
葉
』
百
六
十
二
号

平
成
九
年
六
月

蜂
矢
真
郷
著
『
国
語
重
複
語
の
語
構
成
論
的
研
究
』

『
国
語
学
』
第
百
九
十
七
集

平
成
十
一
年
六
月

愉
楽
と
警
世
の
書－

山
田
俊
雄
著
『
日
本
の
こ
と
ば
と
古
辞
書
』
を
読
む－

『
成
城
国
文
学
』
廿
号

平
成
十
六
年
三
月

●
エ
ッ
セ
イ

「
言
語
時
評
」（『
成
城
文
藝
』
連
載
）

①
軽
薄
時
代
の
象
徴

し
ゃ
べ
る

百
八
十
五
号

平
成
十
六
年
二
月

②
重
言

過
半
数
を
超
え
る

の
論
理

百
八
十
六
号

平
成
十
六
年
三
月

③
ス
ポ
ー
ツ
報
道
の
現
在

百
八
十
七
号

平
成
十
六
年
七
月

二八



④
ア
ロ
ヨ
再
び

百
八
十
八
号

平
成
十
六
年
九
月

⑤
い
た
だ
か
せ
た
が
る
日
本
人

百
八
十
九
号

平
成
十
七
年
一
月

⑥
和
魂
和
才
の
ゆ
く
え

百
九
十
号

平
成
十
七
年
三
月

⑦
日
本
語
を
ロ
ー
マ
字
で
書
く
と
い
う
こ
と

百
九
十
一
号

平
成
十
七
年
六
月

⑧
た
が
保
存
せ
し
マ
ン
モ
ス
の
脳

百
九
十
二
号

平
成
十
七
年
九
月

⑨
気
象
の
日
本
語

百
九
十
三
号

平
成
十
七
年
十
二
月

⑩
漱
石
が
逆
立
ち
を
す
る
可
能
性

百
九
十
四
号

平
成
十
八
年
三
月

し
こ
な
異
変

百
九
十
五
号

平
成
十
八
年
六
月

当
世
奇
名
辞
典

百
九
十
六
号

平
成
十
八
年
九
月

Ｗ
の
喜
劇

百
九
十
七
号

平
成
十
八
年
十
二
月

起
業
き
て
れ
つ

百
九
十
九
号

平
成
十
九
年
六
月

新
聞
醜
悪
録
続
貂

二
百
号

平
成
十
九
年
九
月

新
聞
醜
悪
録
続
貂
（
承
前
）

二
百
一
号

平
成
十
九
年
十
二
月

朗
読
者
の
務
め
と
悩
み

二
百
二
号

平
成
廿
年
三
月

交
通
業
界
の
日
本
語

二
百
三
号

平
成
廿
年
六
月

悩
ま
し
き

の

二
百
四
号

平
成
廿
年
九
月

一
語
の
時
代

二
百
五
号

平
成
廿
年
十
二
月

まなびこしかた 附著述目録
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「
は
は
の
言
葉
・
ふ
る
さ
と
の
心
」（
成
城
大
学
『
民
俗
学
研
究
所
ニ
ュ
ー
ス
』
連
載
）

一
）

六
十
号

平
成
十
六
年
四
月

二
）

七
十
二
号

平
成
十
八
年
四
月

三
）

七
十
六
号

平
成
十
九
年
四
月

四
）

八
十
号

平
成
廿
年
四
月

●
分
担
執
筆
・
辞
典
項
目
・
解
説
論
文
・
新
聞
雑
誌
掲
載
分
・
言
語
随
想
・
講
演
記
録
等

講
演
を
聞
く

『
愛
知
県
立
惟
信
高
等
学
校
紀
要
』
創
刊
号

昭
和
四
十
一
年
三
月

東
雅
総
論
・
書
簡

桑
原
武
夫
編
『
新
井
白
石
集
』

日
本
の
思
想
23

筑
摩
書
房

昭
和
四
十
五
年
五
月

萬
葉
集
の
表
記
法

『
国
語
科
通
信
』
廿
八
号

角
川
書
店

昭
和
五
十
年
一
月

万
葉
仮
名
の
成
立
と
展
開

『
日
本
古
典
文
学
史
の
基
礎
知
識
』

有
斐
閣

昭
和
五
十
年
三
月

文
字
と
の
邂
逅

『
上
代
の
文
学
』

有
斐
閣

昭
和
五
十
一
年
三
月

縁
語
・
懸
詞
・
枕
詞

『
国
民
百
科
事
典
』

平
凡
社

昭
和
五
十
一
年
九
月
〜
五
十
三
年
九
月

新
聞
の
用
語
に
お
け
る
見
出
し
と
本
文
の
間

『
言
語
生
活
』
三
百
十
七
号

昭
和
五
十
三
年
七
月

W
esto

n

と
崔
昌
華

『
月
刊
言
語
』
第
七
巻
八
号

昭
和
五
十
三
年
八
月

ミ
語
法
と
ク
語
法
・
形
容
詞
の
活
用
形

『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
七
集

有
斐
閣

昭
和
五
十
三
年
十
月

和
漢
数
詞
の
混
用

『
言
語
』
第
九
巻
十
号

大
修
館
書
店

昭
和
五
十
五
年
十
月

カ
グ
山
は
カ
グ
山

『
毎
日
新
聞
』
夕
刊

昭
和
五
十
六
年
七
月
三
日

「
白
石
致
仕
後
の
心
境
」
ほ
か
六
項
目

『
古
典
文
章
宝
鑑
』

柏
書
房

昭
和
五
十
六
年
十
二
月

三〇



地
名
の
語
源
に
つ
い
て

『
地
理
』
第
廿
七
巻
七
号

日
本
書
院

昭
和
五
十
七
年
七
月

古
代
日
本
語
か
ら
見
た
昭
和
軽
薄
体

『
中
日
新
聞
』
夕
刊

昭
和
五
十
八
年
三
月
廿
二
日

こ
と
ば
遊
び
の
歴
史
的
考
察－

上
代－

『
日
本
語
学
』
第
十
一
巻
十
一
号

明
治
書
院

昭
和
五
十
八
年
十
一
月

語
意
考
・
日
本
釈
名

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』

岩
波
書
店

昭
和
五
十
九
年
一
月
・
六
十
二
年
七
月

和
名
抄
地
名
の
有
韻
尾
字
訓
注
に
つ
い
て

『
国
語
学
』
第
百
三
十
九
集

昭
和
五
十
九
年
十
二
月

笠
金
村
ほ
か
四
歌
人
、
九
首

『
日
本
名
歌
集
成
』

學
燈
社

昭
和
六
十
三
年
十
一
月

槍
を
剥
く

『
国
語
学
』
第
百
五
十
五
集

昭
和
六
十
三
年
十
二
月

木
簡
の
こ
と
ば
と
文
章

『
し
に
か
』
第
二
巻
五
号

大
修
館
書
店

平
成
三
年
五
月

『
春
よ
、
来
い
』
の
言
語
学

『
成
城
教
育
』
八
十
八
号

平
成
七
年
六
月

ね
じ
れ
た
敬
語
の
国
、
ニ
ッ
ポ
ン

『
こ
ぺ
る
』
八
十
四
号

阿

社

平
成
十
二
年
三
月

辞
書
編
纂
に
お
け
る
研
究
者
の
責
任

『
国
語
学
』
第
五
十
二
巻
一
号

平
成
十
三
年
三
月

萬
葉
集
を
読
む
た
め
の
三
つ
の
視
点『

別
冊
國
文
學
』「﹇
必
携
﹈
万
葉
集
を
読
む
た
め
の
基
礎
百
科
」

學
燈
社

平
成
十
四
年
十
一
月

学
界
再
生
の
た
め
に

『
国
語
学
』
第
五
十
二
巻
二
号

平
成
十
五
年
四
月

倭
大
后
の
歌
・
高
市
皇
子
の
歌

『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
十
二
巻

和
泉
書
院

平
成
十
七
年
十
一
月

地
名
の
時
代
性

『
日
本
歴
史
』
一
月
号

吉
川
弘
文
館

平
成
十
九
年
一
月

動
詞
（
理
論
・
一
般
）・
動
詞
（
日
本
語
史
）

『
日
本
語
学
研
究
事
典
』

明
治
書
院

平
成
十
九
年
二
月

まなびこしかた 附著述目録

三一



引
用
と
段
落
を
め
ぐ
る
閑
話

『
成
城
国
文
学
』
廿
四
号

平
成
廿
年
三
月

佐
竹
昭
広
「
音
と
光－

「
玉
響
」
解
読
の
方
法－

」

こ
の
一
篇

『
成
城
国
文
学
』
廿
五
号

平
成
廿
一
年
三
月

●
編
著
書

『
校
本
萬
葉
集
新
増
補
』（
共
編
著
）

岩
波
書
店

昭
和
五
十
三
年
〜
五
十
七
年

『
岐
阜
県
の
地
名
』

日
本
歴
史
地
名
大
系

（
共
編
著
）

平
凡
社

平
成
元
年

『
校
本
萬
葉
集
新
増
補
』
第
三
次
修
訂
版
（
共
編
著
）

岩
波
書
店

平
成
六
年

『
萬
葉
集
』

新
日
本
古
典
文
学
大
系

（
共
著
）

岩
波
書
店

平
成
十
一
年
〜
十
六
年

『
日
本
語
史
の
諸
相

工
藤
力
男
論
考
選
』

汲
古
書
院

平
成
十
一
年

『
日
本
語
学
の
方
法

工
藤
力
男
著
述
選
』

汲
古
書
院

平
成
十
七
年

『
萬
葉
集
校
注
拾
遺
』

笠
間
書
院

平
成
廿
年

『
か
な
し
き
日
本
語
』

笠
間
書
院

平
成
廿
一
年
四
月
刊
行
予
定

三二


