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は
じ
め
に

　

江
戸
幕
府
が
成
立
し
、
世
情
が
安
定
す
る
と
人
々
は
様
々
な
事
象
に
関
心
を
抱
く
よ

う
に
な
っ
た
。
知
へ
の
欲
求
で
あ
り
知
の
大
衆
化
で
も
あ
っ
た
。
知
へ
の
欲
求
・
多
様

な
事
象
へ
の
関
心
な
ど
と
記
す
と
重
厚
な
も
の
、
或
は
精
神
性
の
高
い
知
、
高
度
な
知

識
を
求
め
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
学
問
や
研
究
の
た
め
の
知
へ
の
欲
求
は
当
然

だ
が
、
知
へ
の
欲
求
の
大
衆
化
と
は
日
常
生
活
に
便
利
な
こ
と
、
物
事
の
謂
れ
な
ど
を

知
り
た
い
、「
物
識
り
」
に
な
り
た
い
と
い
う
欲
求
で
あ
る
。
そ
の
欲
求
を
満
た
す
た

め
の
出
版
物
も
各
種
多
数
出
版
さ
れ
た
。

　

知
へ
の
欲
求
が
盛
ん
に
な
っ
た
当
時
の
日
本
は
鎖
国
と
い
う
状
況
下
に
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
欲
求
を
満
た
す
素
材
の
主
な
供
給
源
は
日
本
国
内
及
び
中
国
の
出
版
物
な
ど
と

供
給
源
に
は
限
り
が
あ
り
、
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
知
へ
の
欲
求
に
対
応
出
来
な
く

な
っ
て
き
た
。

　

新
し
い
知
を
求
め
る
欲
求
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
頂
点
に
達
し
た
時
に
明
治
と
い
う
時
代

を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
勢
い
良
く
渦
巻
い
て
い
た
知
へ
の
欲
求
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
西
欧

の
知
の
吸
収
に
邁
進
し
た
が
、
本
稿
で
は
こ
う
し
た
状
況
の
前
提
と
な
る
近
世
に
お
け

る
知
へ
の
欲
求
、
蓄
積
に
つ
い
て
述
べ
、
近
代
に
お
け
る
知
へ
の
欲
求
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ

シ
ュ
な
知
の
吸
収
が
如
何
に
展
開
し
た
か
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
研
究
者
を
対
象
と
し
て
は
い
る
が
、
本
質
的
に
は
研
究
者
以
外
の
人
々
に
向

け
て
の
発
信
で
あ
る
。

　

緻
密
な
基
礎
研
究
は
学
問
に
と
っ
て
財
産
で
あ
り
、
蓄
積
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

が
、
研
究
者
以
外
の
世
界
に
発
信
し
理
解
を
得
な
け
れ
ば
、
最
大
の
支
援
者
を
失
う
こ

と
に
な
る
。
特
に
人
文
系
の
研
究
は
研
究
者
仲
間
同
士
の
慰
め
あ
い
と
、
対
立
そ
し
て

傷
の
舐
め
あ
い
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

近
世
の
知

一　

知
的
欲
求
の
前
提
と
し
て
の
識
字
率
と
出
版
の
盛
行

（
一
）
識
字
率

　

近
世
に
お
け
る
知
的
欲
求
は
特
別
な
知
識
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
大
衆

を
も
巻
き
込
む
も
の
で
あ
っ
た
。
逆
説
的
に
言
う
な
ら
、
大
衆
も
ま
た
知
的
欲
求
、
知

識
欲
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

知
識
を
得
る
方
法
の
一
つ
が
出
版
物
な
ど
文
字
か
ら
で
あ
り
、
得
た
知
識
は
文
字
化

さ
れ
て
保
存
さ
れ
る
。
近
世
日
本
は
識
字
率
が
高
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を

担
っ
た
の
が
寺
子
屋
教
育
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
否
定
し
よ
う
も
な
い
が
、

そ
の
大
前
提
と
な
る
日
本
語
の
特
性
を
改
め
て
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
時
に

識
字
率
の
高
さ
は
日
本
人
の
優
秀
さ
を
示
し
て
い
る
と
勘
違
い
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

近
世
の
知
か
ら
近
代
へ
　
そ
の
一
　
―
博
覧
強
記
と
い
う
こ
と
―
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特
に
一
般
の
人
々
は
こ
の
様
に
考

え
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
。

　

日
本
語
の
特
性
に
つ
い
て
述
べ

る
と
い
っ
て
も
、
学
問
と
し
て
の

言
語
に
つ
い
て
は
知
る
と
こ
ろ
で

は
な
い
の
で
、
極
め
て
稚
拙
な
方

法
で
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

現
在
の
日
本
語
の
文
字
は
平
仮

名
・
片
仮
名
・
漢
字
か
ら
な
っ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
特
筆
す
べ
き
も

の
が
平
仮
名
で
あ
る
。「
い
ろ
は

に
ほ
へ
と
…
…
」
現
在
で
あ
れ
ば

「
あ
い
う
え
お
か
き
…
…
」
を
読

み
書
き
出
来
れ
ば
何
と
か
文
章
を

書
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
知
り
得

た
こ
と
を
文
字
化
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
西
欧
の
言
語
は

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
…
…
Ａ
Ｂ
Ｃ
を

覚
え
た
か
ら
と
言
っ
て
会
話
や
知

り
得
た
こ
と
を
直
ぐ
に
文
字
化
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
。
ボ
ー
イ
・

ガ
ー
ル
・
オ
ー
プ
ン
を
直
ち
に
文

字
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ス

ペ
ル
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
日
本
語
の
漢
字
も
お
な
じ
で

あ
る
。
平
仮
名
が
書
け
る
か
ら
と

言
っ
て
「
山
」「
川
」「
青
」
と
い

う
漢
字
が
書
け
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
漢
字
が
書
け
な
く
と

も
何
と
か
文
章
は
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
発
音
の
問
題
が
あ
る
。
日
本
語
に
も

微
妙
な
発
音
が
あ
る
が
、
欧
米
の
言
語
に
比
べ
れ
ば
単
純
で
あ
ろ
う
。
欧
米
と
い
っ
た

が
そ
れ
よ
り
も
微
妙
な
発
音
を
必
要
と
す
る
言
語
が
ア
ジ
ア
や
中
東
に
は
多
く
あ
る
。

　

日
本
人
に
と
っ
て
外
国
語
の
発
音
の
難
し
さ
を
端
的
に
示
す
の
が
次
の
川
柳
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

ギ
ョ
エ
テ
と
は
俺
の
こ
と
か
と
ゲ
ー
テ
言
い

　

学
生
の
頃
神
田
の
古
書
店
街
に
行
く
と
「
ギ
ョ
エ
テ
研
究
」
と
い
う
本
を
時
折
見
か

け
た
。

　

要
す
る
に
日
本
語
は
そ
の
言
語
的
特
徴
か
ら
平
仮
名
と
い
う
文
字
を
作
り
出
す
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
微
妙
な
発
音
は
あ
る
が
、「
あ
」
は
常
に
「
あ
」
と
発
音
す
る
。

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
は
「
Ａ
」
は
日
本
語
で
恐
縮
だ
が
、
常
に
「
エ
ー
」
と
発
音
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
中
国
語
等
は
初
め
か
ら
漢
字
を
覚
え
な
け
れ
ば
言
語
を
文
字
化
で
き

な
い
。
そ
の
た
め
簡
体
字
が
作
り
出
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
平
仮
名
が
作
り
出
さ
れ
た
の
は
日
本
語
の
特
性
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

日
本
語
以
外
の
言
語
で
平
仮
名
の
よ
う
な
文
字
を
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
か

も
知
れ
な
い
。
兎
に
角
発
音
さ
え
無
視
す
れ
ば
、
世
界
各
国
の
言
語
を
平
仮
名
・
片
仮

名
で
書
く
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
片
仮
名
発
音
の
外
国
語
が
通
じ
る
か
ど

う
か
は
別
問
題
だ
が
。

（
二
）
出
版
物

　

知
り
た
い
と
い
う
欲
求
を
満
た
す
も
の
の
中
で
最
大
の
効
力
を
持
つ
の
が
出
版
物
で

あ
る
。
し
か
し
高
価
な
も
の
で
あ
っ
て
は
余
程
裕
福
な
階
層
し
か
手
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
出
版
物
を
借
用
し
て
写
本
を
作
成
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
で
は
多

く
の
人
々
が
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
読
書
階
層
を
広
げ
る
に
は
出
版
物
の
低
廉
化
が

必
要
で
あ
っ
た
。

　

出
版
物
の
価
格
を
安
く
す
る
た
め
に
は
安
価
な
「
紙
」
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
近
世

中
後
期
に
は
関
東
地
方
に
お
い
て
も
紙
の
生
産
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
安

価
な
紙
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
和
紙
＝
日
本
の
優
れ
た
伝
統
工
芸
品
。
世
界
に
誇
る

べ
き
も
の
と
い
う
誤
っ
た
考
え
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
和
紙

も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
紙
は
日
常
的
な
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
紙
で
出
版
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物
を
作
っ
た
ら
と
ん
で
も
な
い
値
段
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

要
す
る
に
粗
悪
な
紙
が
大
量
に
製
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

原
材
料
の
次
は
印
刷
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
木
製
活
字
印
刷
も
行
わ
れ
た
が
、

印
刷
の
主
流
に
な
っ
た
の
は
木
版
印
刷
、語
弊
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
版
画
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
活
版
印
刷
が
発
明
さ
れ
そ
れ
が
主
流
に
な
る
が
、
恐
ら
く
活

版
印
刷
を
業
と
す
る
に
は
相
当
の
資
金
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
木
版

印
刷
は
板
と
彫
刻
刀
そ
し
て
墨
が
あ
れ
ば
印
刷
で
き
る
。
職
人
の
技
術
は
別
と
し
て
莫

大
な
資
金
が
な
く
と
も
出
版
は
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

江
戸
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
出
版
事
情
に
つ
い
て
は
全
く
知
る
と
こ
ろ
で
は

な
い
が
、
気
に
な
る
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
木
版
の
印
刷
物
が
多
く
出
版
さ
れ
た

か
で
あ
る
。
絵
画
で
は
な
く
文
字
を
主
と
し
た
読
む
た
め
の
本
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
専
門
家
で
は
な
い
が
、
英
国
の
保
険
会
社
に
長
く
勤
務
し
て
い
た
知
人
の
松
田
弥
生

氏
に
調
べ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
木
版
印
刷
の
出
版
物
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
松
田
氏
の
話
に
よ
る
と
、
英
国
に
は
日
本
の
寺
子
屋
の
よ
う
な
施
設
は
存
在

せ
ず
、
教
会
や
修
道
院
が
教
育
の
場
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
際
の
テ
キ
ス
ト
は
聖
書

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
日
本
の
よ
う
に
多
く
の
子
供
た
ち
が
教
育
、
読

み
書
き
算
盤
を
学
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

近
世
の
日
本
で
は
多
く
の
往
来
物
や
粗
末
な
小
冊
子
が
多
数
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
れ

は
識
字
率
の
高
さ
か
ら
文
字
を
読
む
こ
と
の
で
き
る
階
層
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

安
価
な
出
版
物
と
は
言
っ
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
誰
も
が
気
軽
に
購
入
で
き
る
も

の
で
は
な
く
、
購
入
で
き
る
階
層
が
広
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
よ
り
出
版

物
を
多
く
の
人
が
所
有
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
を
借
用
す
る
こ
と
も
容
易
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。

　

書
籍
の
価
格
と
言
っ
て
も
古
書
で
あ
る
が
、
筆
者
所
蔵
の
『
泰
平
江
戸
往
来
』
の
末

尾
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。「
于
時
嘉
永
二
酉
年
二
月
廾
九
日
ひ
ち
町
此
代
三
拾

五
文
也
」
本
書
は
一
九
丁
ほ
ど
の
小
冊
子
で
あ
る
。
さ
ら
に
多
く
の
出
版
物
に
は
「
此

本
何
方
参
り
候
と
も
、
御
覧
之
上
御
返
し
可
被
下
候
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が

よ
く
あ
る
。

二　

知
識
人
の
知
の
蓄
積

　

知
の
蓄
積
を
代
表
す
る
の
が
知
識
人
で
あ
る
。
近
世
の
知
識
人
に
と
っ
て
最
大
の
要

件
は
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
物
の
謂
れ
、
諺
な
ど
の
謂

れ
、
引
用
さ
れ
て
い
る
出
典
は
何
か
等
々
博
覧
強
記
に
な
る
た
め
の
必
死
の
努
力
を
し

た
の
で
あ
る
。

　

彼
ら
知
識
人
の
知
の
蓄
積
を
知
る
た
め
の
素
材
は
知
識
人
達
が
書
き
残
し
た
記
録
で

あ
る
。
こ
う
し
た
記
録
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
吉
川
弘
文
館
発
行
の
『
日
本

随
筆
大
成
』
で
あ
る
。『
日
本
随
筆
大
成
』
に
は
万
巻
の
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
で
も
群
を
抜
い
て
大
部
で
あ
る
の
が
大
田
南
畝
の
記
録
で
あ
る
。

　
『
日
本
随
筆
大
成
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
や
は
り
大
部
な
記
録
を
残
し
た

人
物
の
一
人
に
小
山
田
与
清
が
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
二
名
の
人
物
を
取
り
上
げ
る
こ

と
に
す
る
。
断
っ
て
お
く
が
こ
こ
で
は
二
人
の
記
録
を
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
は
し
な

い
。
分
析
・
検
討
を
す
る
だ
け
の
実
力
或
は
そ
の
よ
う
な
博
覧
強
記
は
毫
も
持
ち
合
わ

せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
一
）
大
田
南
畝

　

大
田
南
畝
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
今
更
贅
言
を
尽
く
す
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
簡

単
に
記
し
て
お
こ
う
。
南
畝
は
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
に
生
ま
れ
、
文
政
六
年

（
一
八
二
三
）
に
没
し
て
い
る
。
名
は
覃
、
通
称
直
次
郎
、
七
左
衛
門
。
幕
臣
の
御
徒

𠮷
左
衛
門
の
長
男
と
し
て
江
戸
牛
込
仲
御
徒
町
で
生
ま
れ
る
。
家
が
借
財
を
抱
え
て
い

た
た
め
勉
学
に
励
み
、
四
八
歳
の
時
に
支
配
勘
定
、
五
三
歳
大
坂
銅
座
に
栄
転
。
五
六

歳
の
時
に
は
長
崎
奉
行
所
勘
定
所
に
着
任
。
老
年
に
入
る
頃
か
ら
の
出
世
で
あ
る
。

　

一
般
に
は
役
人
と
し
て
の
南
畝
よ
り
狂
歌
・
狂
詩
の
世
界
で
著
名
だ
が
、「
世
の
中

に
蚊
ほ
ど
う
る
さ
き
も
の
は
な
し
、
ぶ
ん
ぶ
ぶ
ん
ぶ
と
い
ひ
て
夜
も
ね
ら
れ
ず
」
の
作

者
と
目
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
狂
歌
か
ら
身
を
引
い
て
い
る
。

　

南
畝
の
貪
欲
な
知
識
欲
、
博
覧
強
記
、
多
才
の
源
泉
が
『
一
話
一
言
』
で
あ
る
（『
一

話
一
言
』
は
何
回
か
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
主
に
吉
川
弘
文
館
発
行
の
日
本
随
筆

大
成
本
を
参
照
）。

　
『
一
話
一
言
』
は
南
畝
が
見
聞
し
た
こ
と
を
は
じ
め
、
自
身
が
調
べ
た
こ
と
等
々
そ
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特
に
一
般
の
人
々
は
こ
の
様
に
考

え
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
。

　

日
本
語
の
特
性
に
つ
い
て
述
べ

る
と
い
っ
て
も
、
学
問
と
し
て
の

言
語
に
つ
い
て
は
知
る
と
こ
ろ
で

は
な
い
の
で
、
極
め
て
稚
拙
な
方

法
で
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

現
在
の
日
本
語
の
文
字
は
平
仮

名
・
片
仮
名
・
漢
字
か
ら
な
っ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
特
筆
す
べ
き
も

の
が
平
仮
名
で
あ
る
。「
い
ろ
は

に
ほ
へ
と
…
…
」
現
在
で
あ
れ
ば

「
あ
い
う
え
お
か
き
…
…
」
を
読

み
書
き
出
来
れ
ば
何
と
か
文
章
を

書
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
知
り
得

た
こ
と
を
文
字
化
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
西
欧
の
言
語
は

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
…
…
Ａ
Ｂ
Ｃ
を

覚
え
た
か
ら
と
言
っ
て
会
話
や
知

り
得
た
こ
と
を
直
ぐ
に
文
字
化
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
。
ボ
ー
イ
・

ガ
ー
ル
・
オ
ー
プ
ン
を
直
ち
に
文

字
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ス

ペ
ル
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
日
本
語
の
漢
字
も
お
な
じ
で

あ
る
。
平
仮
名
が
書
け
る
か
ら
と

言
っ
て
「
山
」「
川
」「
青
」
と
い

う
漢
字
が
書
け
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
漢
字
が
書
け
な
く
と

も
何
と
か
文
章
は
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
発
音
の
問
題
が
あ
る
。
日
本
語
に
も

微
妙
な
発
音
が
あ
る
が
、
欧
米
の
言
語
に
比
べ
れ
ば
単
純
で
あ
ろ
う
。
欧
米
と
い
っ
た

が
そ
れ
よ
り
も
微
妙
な
発
音
を
必
要
と
す
る
言
語
が
ア
ジ
ア
や
中
東
に
は
多
く
あ
る
。

　

日
本
人
に
と
っ
て
外
国
語
の
発
音
の
難
し
さ
を
端
的
に
示
す
の
が
次
の
川
柳
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

ギ
ョ
エ
テ
と
は
俺
の
こ
と
か
と
ゲ
ー
テ
言
い

　

学
生
の
頃
神
田
の
古
書
店
街
に
行
く
と
「
ギ
ョ
エ
テ
研
究
」
と
い
う
本
を
時
折
見
か

け
た
。

　

要
す
る
に
日
本
語
は
そ
の
言
語
的
特
徴
か
ら
平
仮
名
と
い
う
文
字
を
作
り
出
す
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
微
妙
な
発
音
は
あ
る
が
、「
あ
」
は
常
に
「
あ
」
と
発
音
す
る
。

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
は
「
Ａ
」
は
日
本
語
で
恐
縮
だ
が
、
常
に
「
エ
ー
」
と
発
音
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
中
国
語
等
は
初
め
か
ら
漢
字
を
覚
え
な
け
れ
ば
言
語
を
文
字
化
で
き

な
い
。
そ
の
た
め
簡
体
字
が
作
り
出
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
平
仮
名
が
作
り
出
さ
れ
た
の
は
日
本
語
の
特
性
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

日
本
語
以
外
の
言
語
で
平
仮
名
の
よ
う
な
文
字
を
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
か

も
知
れ
な
い
。
兎
に
角
発
音
さ
え
無
視
す
れ
ば
、
世
界
各
国
の
言
語
を
平
仮
名
・
片
仮

名
で
書
く
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
片
仮
名
発
音
の
外
国
語
が
通
じ
る
か
ど

う
か
は
別
問
題
だ
が
。

（
二
）
出
版
物

　

知
り
た
い
と
い
う
欲
求
を
満
た
す
も
の
の
中
で
最
大
の
効
力
を
持
つ
の
が
出
版
物
で

あ
る
。
し
か
し
高
価
な
も
の
で
あ
っ
て
は
余
程
裕
福
な
階
層
し
か
手
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
出
版
物
を
借
用
し
て
写
本
を
作
成
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
で
は
多

く
の
人
々
が
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
読
書
階
層
を
広
げ
る
に
は
出
版
物
の
低
廉
化
が

必
要
で
あ
っ
た
。

　

出
版
物
の
価
格
を
安
く
す
る
た
め
に
は
安
価
な
「
紙
」
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
近
世

中
後
期
に
は
関
東
地
方
に
お
い
て
も
紙
の
生
産
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
安

価
な
紙
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
和
紙
＝
日
本
の
優
れ
た
伝
統
工
芸
品
。
世
界
に
誇
る

べ
き
も
の
と
い
う
誤
っ
た
考
え
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
和
紙

も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
紙
は
日
常
的
な
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
紙
で
出
版
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物
を
作
っ
た
ら
と
ん
で
も
な
い
値
段
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

要
す
る
に
粗
悪
な
紙
が
大
量
に
製
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

原
材
料
の
次
は
印
刷
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
木
製
活
字
印
刷
も
行
わ
れ
た
が
、

印
刷
の
主
流
に
な
っ
た
の
は
木
版
印
刷
、語
弊
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
版
画
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
活
版
印
刷
が
発
明
さ
れ
そ
れ
が
主
流
に
な
る
が
、
恐
ら
く
活

版
印
刷
を
業
と
す
る
に
は
相
当
の
資
金
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
木
版

印
刷
は
板
と
彫
刻
刀
そ
し
て
墨
が
あ
れ
ば
印
刷
で
き
る
。
職
人
の
技
術
は
別
と
し
て
莫

大
な
資
金
が
な
く
と
も
出
版
は
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

江
戸
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
出
版
事
情
に
つ
い
て
は
全
く
知
る
と
こ
ろ
で
は

な
い
が
、
気
に
な
る
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
木
版
の
印
刷
物
が
多
く
出
版
さ
れ
た

か
で
あ
る
。
絵
画
で
は
な
く
文
字
を
主
と
し
た
読
む
た
め
の
本
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
専
門
家
で
は
な
い
が
、
英
国
の
保
険
会
社
に
長
く
勤
務
し
て
い
た
知
人
の
松
田
弥
生

氏
に
調
べ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
木
版
印
刷
の
出
版
物
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
松
田
氏
の
話
に
よ
る
と
、
英
国
に
は
日
本
の
寺
子
屋
の
よ
う
な
施
設
は
存
在

せ
ず
、
教
会
や
修
道
院
が
教
育
の
場
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
際
の
テ
キ
ス
ト
は
聖
書

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
日
本
の
よ
う
に
多
く
の
子
供
た
ち
が
教
育
、
読

み
書
き
算
盤
を
学
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

近
世
の
日
本
で
は
多
く
の
往
来
物
や
粗
末
な
小
冊
子
が
多
数
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
れ

は
識
字
率
の
高
さ
か
ら
文
字
を
読
む
こ
と
の
で
き
る
階
層
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

安
価
な
出
版
物
と
は
言
っ
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
誰
も
が
気
軽
に
購
入
で
き
る
も

の
で
は
な
く
、
購
入
で
き
る
階
層
が
広
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
よ
り
出
版

物
を
多
く
の
人
が
所
有
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
を
借
用
す
る
こ
と
も
容
易
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。

　

書
籍
の
価
格
と
言
っ
て
も
古
書
で
あ
る
が
、
筆
者
所
蔵
の
『
泰
平
江
戸
往
来
』
の
末

尾
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。「
于
時
嘉
永
二
酉
年
二
月
廾
九
日
ひ
ち
町
此
代
三
拾

五
文
也
」
本
書
は
一
九
丁
ほ
ど
の
小
冊
子
で
あ
る
。
さ
ら
に
多
く
の
出
版
物
に
は
「
此

本
何
方
参
り
候
と
も
、
御
覧
之
上
御
返
し
可
被
下
候
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が

よ
く
あ
る
。

二　

知
識
人
の
知
の
蓄
積

　

知
の
蓄
積
を
代
表
す
る
の
が
知
識
人
で
あ
る
。
近
世
の
知
識
人
に
と
っ
て
最
大
の
要

件
は
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
物
の
謂
れ
、
諺
な
ど
の
謂

れ
、
引
用
さ
れ
て
い
る
出
典
は
何
か
等
々
博
覧
強
記
に
な
る
た
め
の
必
死
の
努
力
を
し

た
の
で
あ
る
。

　

彼
ら
知
識
人
の
知
の
蓄
積
を
知
る
た
め
の
素
材
は
知
識
人
達
が
書
き
残
し
た
記
録
で

あ
る
。
こ
う
し
た
記
録
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
吉
川
弘
文
館
発
行
の
『
日
本

随
筆
大
成
』
で
あ
る
。『
日
本
随
筆
大
成
』
に
は
万
巻
の
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
で
も
群
を
抜
い
て
大
部
で
あ
る
の
が
大
田
南
畝
の
記
録
で
あ
る
。

　
『
日
本
随
筆
大
成
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
や
は
り
大
部
な
記
録
を
残
し
た

人
物
の
一
人
に
小
山
田
与
清
が
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
二
名
の
人
物
を
取
り
上
げ
る
こ

と
に
す
る
。
断
っ
て
お
く
が
こ
こ
で
は
二
人
の
記
録
を
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
は
し
な

い
。
分
析
・
検
討
を
す
る
だ
け
の
実
力
或
は
そ
の
よ
う
な
博
覧
強
記
は
毫
も
持
ち
合
わ

せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
一
）
大
田
南
畝

　

大
田
南
畝
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
今
更
贅
言
を
尽
く
す
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
簡

単
に
記
し
て
お
こ
う
。
南
畝
は
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
に
生
ま
れ
、
文
政
六
年

（
一
八
二
三
）
に
没
し
て
い
る
。
名
は
覃
、
通
称
直
次
郎
、
七
左
衛
門
。
幕
臣
の
御
徒

𠮷
左
衛
門
の
長
男
と
し
て
江
戸
牛
込
仲
御
徒
町
で
生
ま
れ
る
。
家
が
借
財
を
抱
え
て
い

た
た
め
勉
学
に
励
み
、
四
八
歳
の
時
に
支
配
勘
定
、
五
三
歳
大
坂
銅
座
に
栄
転
。
五
六

歳
の
時
に
は
長
崎
奉
行
所
勘
定
所
に
着
任
。
老
年
に
入
る
頃
か
ら
の
出
世
で
あ
る
。

　

一
般
に
は
役
人
と
し
て
の
南
畝
よ
り
狂
歌
・
狂
詩
の
世
界
で
著
名
だ
が
、「
世
の
中

に
蚊
ほ
ど
う
る
さ
き
も
の
は
な
し
、
ぶ
ん
ぶ
ぶ
ん
ぶ
と
い
ひ
て
夜
も
ね
ら
れ
ず
」
の
作

者
と
目
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
狂
歌
か
ら
身
を
引
い
て
い
る
。

　

南
畝
の
貪
欲
な
知
識
欲
、
博
覧
強
記
、
多
才
の
源
泉
が
『
一
話
一
言
』
で
あ
る
（『
一

話
一
言
』
は
何
回
か
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
主
に
吉
川
弘
文
館
発
行
の
日
本
随
筆

大
成
本
を
参
照
）。

　
『
一
話
一
言
』
は
南
畝
が
見
聞
し
た
こ
と
を
は
じ
め
、
自
身
が
調
べ
た
こ
と
等
々
そ

210（3）



郵政博物館　研究紀要　第15号
（2024年 3 月）

の
全
て
を
記
録
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
程
膨
大
で
あ
る
。
そ
の
分
量
は
新
版

の
『
日
本
随
筆
大
成
』
本
で
六
冊
に
及
ぶ
。
記
録
が
全
何
項
目
に
及
ぶ
の
か
を
数
え
る

だ
け
無
駄
と
い
う
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
狂
歌
に
関
す
る
著
作
や
記
録
も
あ
る
。

そ
の
一
つ
が
『
半
日
閑
話
』
で
あ
る
。『
一
話
一
言
』
に
比
べ
れ
ば
分
量
は
極
め
て
少

な
く
『
日
本
随
筆
大
成
』
で
１
冊
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
五
八
〇
頁
に
及
ぶ
。

　

こ
れ
ら
の
記
録
の
内
容
を
紹
介
の
し
よ
う
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
嘗
て
筆
者
が
『
半

日
閑
話
』
か
ら
必
要
事
項
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
幾
つ
か
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

巻
一　

西
川
清
左
衛
門
の
話
（
原
文
は
長
文
の
た
め
筆
者
が
要
約
）

  

西
川
清
左
衛
門
の
先
祖
は
手
広
く
薪
販
売
を
営
ん
で
い
た
が
、
あ
る
時
付
火
を
さ
れ

た
。
そ
の
後
も
付
火
が
続
き
犯
人
を
見
つ
け
出
す
た
め
小
石
川
富
坂
下
町
不
動
院
の
山

伏
に
祈
禱
を
依
頼
。
七
日
七
夜
の
七
日
目
清
左
衛
門
所
有
の
長
屋
で
豆
腐
屋
を
営
む
三

左
衛
門
の
妻
と
女
児
が
空
中
に
掴
ま
れ
「
怖
い
、
怖
い
」
と
い
う
声
が
響
き
渡
っ
た
。

三
左
衛
門
は
妻
子
を
探
し
回
り
牛
込
御
門
辺
り
の
堀
で
妻
子
の
死
体
を
発
見
。
二
代
目

三
左
衛
門
の
弟
は
ふ
と
行
方
不
明
に
な
り
神
隠
し
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

巻
三　

釣
舟
清
次
が
事
（
原
文
は
長
文
の
た
め
筆
者
が
要
約
）

　

本
八
丁
堀
の
清
次
は
奇
怪
な
こ
と
を
言
い
ふ
ら
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
寛
政
二
年

（
一
七
九
〇
）
六
月
北
町
奉
行
初
鹿
野
河
内
守
信
興
の
番
所
で
尋
問
さ
れ
て
い
る
。

　

清
次
は
釣
船
稼
業
で
、
五
月
二
四
日
品
川
沖
下
タ
ミ
瀬
で
キ
ス
一
〇
〇
匹
程
を
釣
り

上
げ
た
。
漁
獲
物
を
買
取
業
者
へ
運
ぶ
途
中
築
地
本
郷
町
辺
り
の
波
除
で
船
を
掃
除
。

そ
の
時
背
丈
六
尺
で
髪
や
髭
は
逆
立
ち
異
様
な
衣
服
を
纏
っ
た
男
が
い
た
。
清
次
が
キ

ス
を
一
匹
渡
す
と
名
を
尋
ね
て
き
た
。
清
次
と
答
え
る
と
、
異
様
な
男
は
我
は
疫
神
だ

が
お
前
は
正
直
な
の
で
家
内
・
親
類
は
釣
舟
清
次
と
書
い
て
お
け
ば
そ
の
家
に
は
行
か

な
い
と
い
う
。
家
内
・
親
類
に
話
し
た
と
こ
ろ
近
所
の
人
が
疫
病
と
い
う
の
で
「
釣
舟

清
次
」
と
書
い
た
紙
を
渡
す
と
疫
病
が
治
癒
し
た
と
い
う
。
こ
れ
を
聞
き
つ
け
た
人
た

ち
が
多
く
来
る
よ
う
に
な
り
、
仕
事
に
な
ら
な
い
の
で
今
は
書
い
て
い
な
い
。
謝
礼
も

受
け
取
っ
て
い
な
い
と
い
う
。

　

風
聞
に
よ
れ
ば
、
疫
神
と
称
し
た
男
は
盗
賊
で
、
水
中
を
潜
る
こ
と
魚
の
ご
と
く
、

屋
根
を
飛
ぶ
こ
と
鳥
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
が
、
寛
政
三
年
捕
縛
さ
れ
た
と
い
う
。

　

筆
者
は
以
前
『
半
日
閑
話
』
や
『
一
話
一
言
』
か
ら
奇
譚
を
探
し
出
す
作
業
を
し
た

の
で
こ
の
よ
う
な
記
事
を
事
例
と
し
た
が
、
職
務
・
学
問
を
は
じ
め
遊
び
な
ど
あ
ら
ゆ

る
分
野
の
こ
と
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

（
二
）
小
山
田
与
清

　

小
山
田
与
清
は
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
現
在
の
東
京
都
町
田
市
に
生
ま
れ
る
。
江

戸
に
出
て
国
学
者
及
び
歌
人
で
も
あ
る
村
田
春
海
に
学
ぶ
。
そ
の
後
見
沼
通
船
方
の
豪

商
高
田
家
の
養
子
に
な
り
高
田
姓
と
な
る
が
、
後
に
小
山
田
姓
を
称
し
て
い
る
。
天
保

三
年
（
一
八
三
二
）
水
戸
藩
の
徳
川
斉
昭
に
招
か
れ
て
『
八
州
文
藻
』
の
編
纂
に
従
事
。

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
没
し
て
い
る
。
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
『
松
屋
筆
記
』（
本
書
は
全
三
冊
で
明
治
四
一
〜
四
二
年
に
か
け
て
国
書
刊
行
会
よ

り
出
版
さ
れ
た
）
を
見
て
み
よ
う
。

　

本
書
は
文
化
末
年
頃
か
ら
弘
化
二
年
頃
ま
で
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
で
、
各
冊
が

五
〇
〇
頁
余
に
及
ぶ
。
国
書
刊
行
会
は
本
書
出
版
に
あ
た
り
、
次
の
よ
う
な
例
言
を
記

し
て
い
る
。

　
　

 

…
…
此
筆
記
は
、
広
く
群
籍
を
渉
猟
し
、
適
意
の
箇
所
を
抜
粋
し
、
考
え
を
加
へ
、

案
を
施
し
、
多
く
の
例
証
を
挙
げ
て
説
明
し
、
其
引
用
す
る
と
こ
ろ
の
各
原
書
に

は
、
巻
数
丁
数
を
附
し
て
出
処
を
明
に
し
、
孫
引
の
如
き
は
極
め
て
少
し
、
殊
に

詞
の
解
釈
に
就
き
て
は
、
深
く
留
意
せ
ら
れ
、
其
引
例
該
博
適
切
に
し
て
、
古
人

の
説
を
匡
補
せ
ら
れ
し
と
こ
ろ
多
き
を
以
て
言
語
の
研
究
に
は
勿
論
、
有
職
故
実

等
を
学
ば
ん
と
す
る
に
も
、
最
も
有
用
な
る
良
材
と
い
ふ
べ
し
、

　

こ
の
例
言
自
体
が
日
本
に
お
け
る
研
究
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
本
書
の
巻
一
の
項
目
を
列
挙
し
て
お
こ
う
。

　
　

 

高
野
明
神
の
使
犬
・
伝
教
受
灌
頂
於
弘
法
・
六
観
音
本
説
・
大
安
寺
の
堂
・
聖
天

の
団
・
仁
寿
殿
二
間
の
観
音
・
高
野
伝
法
院
両
界
の
背
壁
・
中
川
実
範
上
人
の
歌
・

南
都
行
念
坊
の
歌
・
弘
法
大
師
の
歌
并
頼
瑜
の
歌
・
貞
松
坊
最
後
・
空
晴
僧
都
最

後
・
義
浄
三
蔵
并
鑒
真
の
墓
・
蒙
古
の
使
最
後
の
詩
・
頼
瑜
夢
想
の
歌
十
斎
日
六

斎
日
等
の
縁
日
の
事
・
善
悪
夢
の
呪
・
庚
申
夜
の
誦
頌
・
鼻
曳
時
の
頌
・
長
吏
三

綱
所
司
・
七
僧
・
奈
良
七
寺
・
歌
書
撰
者
・
頼
瑜
が
九
月
十
三
日
の
歌
・
諱
諡
号
・

南
都
解
脱
坊
房
詠
歌
・
辰
壽
得
業
が
歌
・
弘
法
大
師
誕
生
日
・
大
日
本
国
表
示
・

芥
子
共
・
不
動
の
辮
髪
・
黒
善
阿
弥
陀
仏
発
心
・
聖
徳
太
子
胎
中
の
語
・
右
流
左

死
・
拾
の
字
・
百
字
を
度
と
訓
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筆
者
の
乏
し
い
教
養
で
は
タ
イ
ト
ル
だ
け
で
は
意
味
不
明
で
あ
る
し
、
読
ん
で
も
よ

く
分
か
ら
な
い
項
目
等
々
雑
多
な
記
事
が
膨
大
に
書
き
溜
め
て
あ
る
。

　

雑
多
な
記
事
―
小
山
田
与
清
自
身
は
雑
多
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
飽

く
ま
で
も
筆
者
の
目
か
ら
見
て
で
あ
る
―
か
ら
世
俗
的
・
日
常
的
な
記
事
を
少
し
紹
介

し
て
お
こ
う
。
但
し
原
文
引
用
は
長
文
に
及
ぶ
の
で
筆
者
が
要
約
し
た
。

　

巻
六
の
九
小
僮
を
デ
ッ
チ
と
言
う
こ
と
。
鎌
倉
大
草
紙
下
巻
一
六
丁
に
「
狂
言
者
の

で
つ
し
も
て
あ
つ
か
ふ
ご
と
く
心
の
ま
ゝ
に
し
て
あ
り
し
か
ど
も
云
々
」
こ
の
記
事
に

つ
い
て
与
清
は「
で
つ
し
は
弟
子
を
さ
と
び
ご
と
に
い
へ
る
也
、今
の
俗
に
僕
僮
を
デ
ッ

チ
と
い
ふ
も
こ
の
デ
ツ
シ
う
つ
り
し
語
也
」。
こ
れ
は
丁
稚
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
出
典

ま
で
挙
げ
て
記
録
す
べ
き
こ
と
な
の
か
と
思
っ
て
し
ま
う
。

　

巻
一
三
の
三
二
御
袋
。
母
を
御
袋
と
言
う
こ
と
は
「
永
享
御
産
所
日
記
」
に
「
御
袋

御
方
」
と
あ
る
。
こ
の
ほ
か
「
康
富
記
」
の
享
禄
四
年
正
月
（
一
五
三
一
）
九
日
の
条

に
は
、「
今
暁
室
町
殿
姫
君
御
誕
生
也
、
御
袋
大
館
兵
庫
妹
也
」

　

巻
一
三
の
三
六

　

浪
人
。
浪
人
の
名
称
は
天
武
紀
に
浮
浪
人
（
う
か
れ
ひ
と
）
と
見
え
る
。
釋
紀
に
海

賊
と
注
が
あ
る
の
は
間
違
え
。
今
の
牢
人
で
あ
る
。
桓
武
紀
に
も
浪
人
と
あ
る
と
い
う

が
、
そ
れ
が
何
な
の
か
と
問
い
た
く
な
る
。

　

巻
一
三
の
四
一
狐
付
を
お
と
す
方
法
。
マ
チ
ン
・
鉄
粉
・
黒
大
豆
を
煎
じ
て
飲
ま
せ

れ
ば
、
狐
は
落
ち
る
。
尤
も
こ
の
薬
を
飲
ま
そ
う
と
す
れ
ば
、
飲
む
前
に
狐
は
落
ち
る

と
い
う
。
こ
の
薬
は
全
て
の
獣
類
に
と
っ
て
大
禁
忌
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
巻
七
一
の
一
六
は
「
タ
ム
シ
」
の
妙
薬
。
同
巻
一
七
は
「
火
傷
」
の
妙
薬
。

同
一
八
は
「
目
の
傷
の
治
し
方
」
こ
の
う
ち
目
の
傷
の
治
し
方
は
凄
ま
じ
い
。
多
く
の

蠅
の
頭
を
突
き
潰
し
て
乳
汁
に
漬
け
そ
の
水
を
目
に
さ
す
。
因
み
に
出
典
の
記
載
は
な

い
の
で
伝
聞
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
う
か
と
思
う
と
巻
七
八
の
五
三
で
は
「
ヤ
ッ
コ
豆
腐
」
に
つ
い
て
薀
蓄
を
傾
け
て

い
る
。
一
転
し
て
巻
七
五
の
五
は
「
地
動
説
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
記
述
は
活
字

本
で
一
頁
余
に
及
び
、
シ
ー
ボ
ル
ト
も
登
場
す
る
。

　

近
世
日
本
に
お
け
る
地
動
説
の
受
容
に
つ
い
て
の
研
究
論
文
は
多
く
あ
る
よ
う
だ
。

天
文
学
は
門
外
漢
で
あ
る
が
、
当
時
天
文
学
を
研
究
或
は
関
心
を
持
っ
て
い
た
階
層
以

外
の
人
々
は
地
動
説
即
ち
大
地
が
回
る
、
地
球
が
丸
い
と
い
う
こ
と
を
ど
の
程
度
承
知

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
れ
を
知
っ
た
時
の
驚
き
を
知
り
た
い
と
思
う
が
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
「
日
本
人
」

を
考
え
る
上
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
思
う
が
。
そ
れ
こ
そ
落
語
の
起
源
と
な
る
小
噺

に
出
て
こ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
地
動
説
に
つ
い
て
書
き
留
め
た
小
山
田
与

清
は
地
動
説
か
ら
何
か
触
発
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
他
者
と
話
す
時
「
知
っ

て
い
る
」
素
材
に
す
る
た
め
に
記
録
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
『
松
屋
筆
記
』
の
オ
カ
ル
ト
的
記
事
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
巻
六
五
の
一
二

の
「
少
女
毛
与
」
は
与
清
の
亡
く
な
っ
た
息
子
の
清
年
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
多
く
の
文
献
を
引
用
し
て
述
べ
て
い
る
。

　

太
田
南
畝
の
『
一
話
一
言
』
等
も
手
当
た
り
次
第
に
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

『
松
屋
筆
記
』
に
至
っ
て
は
そ
れ
を
上
回
る
も
の
で
支
離
滅
裂
の
感
が
あ
る
。
南
畝
に

し
て
も
与
清
及
び
様
々
な
見
聞
や
調
べ
た
こ
と
を
記
録
し
た
近
世
の
「
知
識
人
」
は
書

き
留
め
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
人
物
で
あ
る

が
南
方
熊
楠
の
よ
う
な
人
物
も
い
た
の
だ
か
ら
記
憶
は
出
来
な
い
と
断
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
。

　

何
で
も
知
っ
て
い
る
。
博
覧
強
記
で
あ
る
。
し
か
も
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
で
も
か

と
い
う
ほ
ど
出
典
が
記
さ
れ
る
。
他
者
よ
り
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
自
負

が
近
世
知
識
人
の
拠
っ
て
立
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

博
覧
強
記
、
出
典
を
明
記
す
る
。
そ
れ
は
現
代
の
実
証
主
義
の
歴
史
学
が
受
け
つ
い

て
い
る
も
の
で
あ
る
。『
松
屋
筆
記
』
の
刊
行
は
明
治
四
一
年
で
あ
る
が
、
前
掲
の
例

言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
膨
大
に
書
き
溜
め
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
記
録
は
崇
め
奉
ら
れ

る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
『
一
話
一
言
』『
松
屋
筆
記
』
等
こ
の
よ
う
な
記
録
を
書
き
溜
め
た
当
人
た
ち
は
記
録

を
縦
横
無
尽
に
駆
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
、
何
か
を
生
み
出
す
こ
と
が
で

き
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
年
の
研
究
者
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
記
録
を
部
分
的
に
利
用
す

る
だ
け
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
但
し
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
近
世
知
識
人
を
揶
揄
し
よ

う
と
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

三　

近
世
大
衆
の
知
の
蓄
積

　

近
世
の
知
識
人
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
見
聞
し
た
こ
と
自
ら
調
べ
た
こ
と
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の
全
て
を
記
録
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
程
膨
大
で
あ
る
。
そ
の
分
量
は
新
版

の
『
日
本
随
筆
大
成
』
本
で
六
冊
に
及
ぶ
。
記
録
が
全
何
項
目
に
及
ぶ
の
か
を
数
え
る

だ
け
無
駄
と
い
う
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
狂
歌
に
関
す
る
著
作
や
記
録
も
あ
る
。

そ
の
一
つ
が
『
半
日
閑
話
』
で
あ
る
。『
一
話
一
言
』
に
比
べ
れ
ば
分
量
は
極
め
て
少

な
く
『
日
本
随
筆
大
成
』
で
１
冊
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
五
八
〇
頁
に
及
ぶ
。

　

こ
れ
ら
の
記
録
の
内
容
を
紹
介
の
し
よ
う
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
嘗
て
筆
者
が
『
半

日
閑
話
』
か
ら
必
要
事
項
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
幾
つ
か
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

巻
一　

西
川
清
左
衛
門
の
話
（
原
文
は
長
文
の
た
め
筆
者
が
要
約
）

  

西
川
清
左
衛
門
の
先
祖
は
手
広
く
薪
販
売
を
営
ん
で
い
た
が
、
あ
る
時
付
火
を
さ
れ

た
。
そ
の
後
も
付
火
が
続
き
犯
人
を
見
つ
け
出
す
た
め
小
石
川
富
坂
下
町
不
動
院
の
山

伏
に
祈
禱
を
依
頼
。
七
日
七
夜
の
七
日
目
清
左
衛
門
所
有
の
長
屋
で
豆
腐
屋
を
営
む
三

左
衛
門
の
妻
と
女
児
が
空
中
に
掴
ま
れ
「
怖
い
、
怖
い
」
と
い
う
声
が
響
き
渡
っ
た
。

三
左
衛
門
は
妻
子
を
探
し
回
り
牛
込
御
門
辺
り
の
堀
で
妻
子
の
死
体
を
発
見
。
二
代
目

三
左
衛
門
の
弟
は
ふ
と
行
方
不
明
に
な
り
神
隠
し
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

巻
三　

釣
舟
清
次
が
事
（
原
文
は
長
文
の
た
め
筆
者
が
要
約
）

　

本
八
丁
堀
の
清
次
は
奇
怪
な
こ
と
を
言
い
ふ
ら
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
寛
政
二
年

（
一
七
九
〇
）
六
月
北
町
奉
行
初
鹿
野
河
内
守
信
興
の
番
所
で
尋
問
さ
れ
て
い
る
。

　

清
次
は
釣
船
稼
業
で
、
五
月
二
四
日
品
川
沖
下
タ
ミ
瀬
で
キ
ス
一
〇
〇
匹
程
を
釣
り

上
げ
た
。
漁
獲
物
を
買
取
業
者
へ
運
ぶ
途
中
築
地
本
郷
町
辺
り
の
波
除
で
船
を
掃
除
。

そ
の
時
背
丈
六
尺
で
髪
や
髭
は
逆
立
ち
異
様
な
衣
服
を
纏
っ
た
男
が
い
た
。
清
次
が
キ

ス
を
一
匹
渡
す
と
名
を
尋
ね
て
き
た
。
清
次
と
答
え
る
と
、
異
様
な
男
は
我
は
疫
神
だ

が
お
前
は
正
直
な
の
で
家
内
・
親
類
は
釣
舟
清
次
と
書
い
て
お
け
ば
そ
の
家
に
は
行
か

な
い
と
い
う
。
家
内
・
親
類
に
話
し
た
と
こ
ろ
近
所
の
人
が
疫
病
と
い
う
の
で
「
釣
舟

清
次
」
と
書
い
た
紙
を
渡
す
と
疫
病
が
治
癒
し
た
と
い
う
。
こ
れ
を
聞
き
つ
け
た
人
た

ち
が
多
く
来
る
よ
う
に
な
り
、
仕
事
に
な
ら
な
い
の
で
今
は
書
い
て
い
な
い
。
謝
礼
も

受
け
取
っ
て
い
な
い
と
い
う
。

　

風
聞
に
よ
れ
ば
、
疫
神
と
称
し
た
男
は
盗
賊
で
、
水
中
を
潜
る
こ
と
魚
の
ご
と
く
、

屋
根
を
飛
ぶ
こ
と
鳥
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
が
、
寛
政
三
年
捕
縛
さ
れ
た
と
い
う
。

　

筆
者
は
以
前
『
半
日
閑
話
』
や
『
一
話
一
言
』
か
ら
奇
譚
を
探
し
出
す
作
業
を
し
た

の
で
こ
の
よ
う
な
記
事
を
事
例
と
し
た
が
、
職
務
・
学
問
を
は
じ
め
遊
び
な
ど
あ
ら
ゆ

る
分
野
の
こ
と
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

（
二
）
小
山
田
与
清

　

小
山
田
与
清
は
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
現
在
の
東
京
都
町
田
市
に
生
ま
れ
る
。
江

戸
に
出
て
国
学
者
及
び
歌
人
で
も
あ
る
村
田
春
海
に
学
ぶ
。
そ
の
後
見
沼
通
船
方
の
豪

商
高
田
家
の
養
子
に
な
り
高
田
姓
と
な
る
が
、
後
に
小
山
田
姓
を
称
し
て
い
る
。
天
保

三
年
（
一
八
三
二
）
水
戸
藩
の
徳
川
斉
昭
に
招
か
れ
て
『
八
州
文
藻
』
の
編
纂
に
従
事
。

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
没
し
て
い
る
。
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
『
松
屋
筆
記
』（
本
書
は
全
三
冊
で
明
治
四
一
〜
四
二
年
に
か
け
て
国
書
刊
行
会
よ

り
出
版
さ
れ
た
）
を
見
て
み
よ
う
。

　

本
書
は
文
化
末
年
頃
か
ら
弘
化
二
年
頃
ま
で
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
で
、
各
冊
が

五
〇
〇
頁
余
に
及
ぶ
。
国
書
刊
行
会
は
本
書
出
版
に
あ
た
り
、
次
の
よ
う
な
例
言
を
記

し
て
い
る
。

　
　

 

…
…
此
筆
記
は
、
広
く
群
籍
を
渉
猟
し
、
適
意
の
箇
所
を
抜
粋
し
、
考
え
を
加
へ
、

案
を
施
し
、
多
く
の
例
証
を
挙
げ
て
説
明
し
、
其
引
用
す
る
と
こ
ろ
の
各
原
書
に

は
、
巻
数
丁
数
を
附
し
て
出
処
を
明
に
し
、
孫
引
の
如
き
は
極
め
て
少
し
、
殊
に

詞
の
解
釈
に
就
き
て
は
、
深
く
留
意
せ
ら
れ
、
其
引
例
該
博
適
切
に
し
て
、
古
人

の
説
を
匡
補
せ
ら
れ
し
と
こ
ろ
多
き
を
以
て
言
語
の
研
究
に
は
勿
論
、
有
職
故
実

等
を
学
ば
ん
と
す
る
に
も
、
最
も
有
用
な
る
良
材
と
い
ふ
べ
し
、

　

こ
の
例
言
自
体
が
日
本
に
お
け
る
研
究
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
本
書
の
巻
一
の
項
目
を
列
挙
し
て
お
こ
う
。

　
　

 

高
野
明
神
の
使
犬
・
伝
教
受
灌
頂
於
弘
法
・
六
観
音
本
説
・
大
安
寺
の
堂
・
聖
天

の
団
・
仁
寿
殿
二
間
の
観
音
・
高
野
伝
法
院
両
界
の
背
壁
・
中
川
実
範
上
人
の
歌
・

南
都
行
念
坊
の
歌
・
弘
法
大
師
の
歌
并
頼
瑜
の
歌
・
貞
松
坊
最
後
・
空
晴
僧
都
最

後
・
義
浄
三
蔵
并
鑒
真
の
墓
・
蒙
古
の
使
最
後
の
詩
・
頼
瑜
夢
想
の
歌
十
斎
日
六

斎
日
等
の
縁
日
の
事
・
善
悪
夢
の
呪
・
庚
申
夜
の
誦
頌
・
鼻
曳
時
の
頌
・
長
吏
三

綱
所
司
・
七
僧
・
奈
良
七
寺
・
歌
書
撰
者
・
頼
瑜
が
九
月
十
三
日
の
歌
・
諱
諡
号
・

南
都
解
脱
坊
房
詠
歌
・
辰
壽
得
業
が
歌
・
弘
法
大
師
誕
生
日
・
大
日
本
国
表
示
・

芥
子
共
・
不
動
の
辮
髪
・
黒
善
阿
弥
陀
仏
発
心
・
聖
徳
太
子
胎
中
の
語
・
右
流
左

死
・
拾
の
字
・
百
字
を
度
と
訓
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筆
者
の
乏
し
い
教
養
で
は
タ
イ
ト
ル
だ
け
で
は
意
味
不
明
で
あ
る
し
、
読
ん
で
も
よ

く
分
か
ら
な
い
項
目
等
々
雑
多
な
記
事
が
膨
大
に
書
き
溜
め
て
あ
る
。

　

雑
多
な
記
事
―
小
山
田
与
清
自
身
は
雑
多
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
飽

く
ま
で
も
筆
者
の
目
か
ら
見
て
で
あ
る
―
か
ら
世
俗
的
・
日
常
的
な
記
事
を
少
し
紹
介

し
て
お
こ
う
。
但
し
原
文
引
用
は
長
文
に
及
ぶ
の
で
筆
者
が
要
約
し
た
。

　

巻
六
の
九
小
僮
を
デ
ッ
チ
と
言
う
こ
と
。
鎌
倉
大
草
紙
下
巻
一
六
丁
に
「
狂
言
者
の

で
つ
し
も
て
あ
つ
か
ふ
ご
と
く
心
の
ま
ゝ
に
し
て
あ
り
し
か
ど
も
云
々
」
こ
の
記
事
に

つ
い
て
与
清
は「
で
つ
し
は
弟
子
を
さ
と
び
ご
と
に
い
へ
る
也
、今
の
俗
に
僕
僮
を
デ
ッ

チ
と
い
ふ
も
こ
の
デ
ツ
シ
う
つ
り
し
語
也
」。
こ
れ
は
丁
稚
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
出
典

ま
で
挙
げ
て
記
録
す
べ
き
こ
と
な
の
か
と
思
っ
て
し
ま
う
。

　

巻
一
三
の
三
二
御
袋
。
母
を
御
袋
と
言
う
こ
と
は
「
永
享
御
産
所
日
記
」
に
「
御
袋

御
方
」
と
あ
る
。
こ
の
ほ
か
「
康
富
記
」
の
享
禄
四
年
正
月
（
一
五
三
一
）
九
日
の
条

に
は
、「
今
暁
室
町
殿
姫
君
御
誕
生
也
、
御
袋
大
館
兵
庫
妹
也
」

　

巻
一
三
の
三
六

　

浪
人
。
浪
人
の
名
称
は
天
武
紀
に
浮
浪
人
（
う
か
れ
ひ
と
）
と
見
え
る
。
釋
紀
に
海

賊
と
注
が
あ
る
の
は
間
違
え
。
今
の
牢
人
で
あ
る
。
桓
武
紀
に
も
浪
人
と
あ
る
と
い
う

が
、
そ
れ
が
何
な
の
か
と
問
い
た
く
な
る
。

　

巻
一
三
の
四
一
狐
付
を
お
と
す
方
法
。
マ
チ
ン
・
鉄
粉
・
黒
大
豆
を
煎
じ
て
飲
ま
せ

れ
ば
、
狐
は
落
ち
る
。
尤
も
こ
の
薬
を
飲
ま
そ
う
と
す
れ
ば
、
飲
む
前
に
狐
は
落
ち
る

と
い
う
。
こ
の
薬
は
全
て
の
獣
類
に
と
っ
て
大
禁
忌
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
巻
七
一
の
一
六
は
「
タ
ム
シ
」
の
妙
薬
。
同
巻
一
七
は
「
火
傷
」
の
妙
薬
。

同
一
八
は
「
目
の
傷
の
治
し
方
」
こ
の
う
ち
目
の
傷
の
治
し
方
は
凄
ま
じ
い
。
多
く
の

蠅
の
頭
を
突
き
潰
し
て
乳
汁
に
漬
け
そ
の
水
を
目
に
さ
す
。
因
み
に
出
典
の
記
載
は
な

い
の
で
伝
聞
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
う
か
と
思
う
と
巻
七
八
の
五
三
で
は
「
ヤ
ッ
コ
豆
腐
」
に
つ
い
て
薀
蓄
を
傾
け
て

い
る
。
一
転
し
て
巻
七
五
の
五
は
「
地
動
説
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
記
述
は
活
字

本
で
一
頁
余
に
及
び
、
シ
ー
ボ
ル
ト
も
登
場
す
る
。

　

近
世
日
本
に
お
け
る
地
動
説
の
受
容
に
つ
い
て
の
研
究
論
文
は
多
く
あ
る
よ
う
だ
。

天
文
学
は
門
外
漢
で
あ
る
が
、
当
時
天
文
学
を
研
究
或
は
関
心
を
持
っ
て
い
た
階
層
以

外
の
人
々
は
地
動
説
即
ち
大
地
が
回
る
、
地
球
が
丸
い
と
い
う
こ
と
を
ど
の
程
度
承
知

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
れ
を
知
っ
た
時
の
驚
き
を
知
り
た
い
と
思
う
が
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
「
日
本
人
」

を
考
え
る
上
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
思
う
が
。
そ
れ
こ
そ
落
語
の
起
源
と
な
る
小
噺

に
出
て
こ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
地
動
説
に
つ
い
て
書
き
留
め
た
小
山
田
与

清
は
地
動
説
か
ら
何
か
触
発
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
他
者
と
話
す
時
「
知
っ

て
い
る
」
素
材
に
す
る
た
め
に
記
録
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
『
松
屋
筆
記
』
の
オ
カ
ル
ト
的
記
事
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
巻
六
五
の
一
二

の
「
少
女
毛
与
」
は
与
清
の
亡
く
な
っ
た
息
子
の
清
年
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
多
く
の
文
献
を
引
用
し
て
述
べ
て
い
る
。

　

太
田
南
畝
の
『
一
話
一
言
』
等
も
手
当
た
り
次
第
に
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

『
松
屋
筆
記
』
に
至
っ
て
は
そ
れ
を
上
回
る
も
の
で
支
離
滅
裂
の
感
が
あ
る
。
南
畝
に

し
て
も
与
清
及
び
様
々
な
見
聞
や
調
べ
た
こ
と
を
記
録
し
た
近
世
の
「
知
識
人
」
は
書

き
留
め
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
人
物
で
あ
る

が
南
方
熊
楠
の
よ
う
な
人
物
も
い
た
の
だ
か
ら
記
憶
は
出
来
な
い
と
断
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
。

　

何
で
も
知
っ
て
い
る
。
博
覧
強
記
で
あ
る
。
し
か
も
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
で
も
か

と
い
う
ほ
ど
出
典
が
記
さ
れ
る
。
他
者
よ
り
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
自
負

が
近
世
知
識
人
の
拠
っ
て
立
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

博
覧
強
記
、
出
典
を
明
記
す
る
。
そ
れ
は
現
代
の
実
証
主
義
の
歴
史
学
が
受
け
つ
い

て
い
る
も
の
で
あ
る
。『
松
屋
筆
記
』
の
刊
行
は
明
治
四
一
年
で
あ
る
が
、
前
掲
の
例

言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
膨
大
に
書
き
溜
め
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
記
録
は
崇
め
奉
ら
れ

る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
『
一
話
一
言
』『
松
屋
筆
記
』
等
こ
の
よ
う
な
記
録
を
書
き
溜
め
た
当
人
た
ち
は
記
録

を
縦
横
無
尽
に
駆
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
、
何
か
を
生
み
出
す
こ
と
が
で

き
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
年
の
研
究
者
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
記
録
を
部
分
的
に
利
用
す

る
だ
け
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
但
し
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
近
世
知
識
人
を
揶
揄
し
よ

う
と
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

三　

近
世
大
衆
の
知
の
蓄
積

　

近
世
の
知
識
人
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
見
聞
し
た
こ
と
自
ら
調
べ
た
こ
と
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を
書
き
溜
め
、
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
自
分
だ
け
の
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
を
作
り
あ

げ
た
。
知
ら
な
い
こ
と
を
知
り
た
い
。
他
者
よ
り
多
く
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
い
う
欲

求
は
知
識
人
だ
け
で
は
な
い
。
一
般
大
衆
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
般
大
衆

は
自
ら
調
べ
た
り
、
見
聞
し
た
こ
と
を
書
き
留
め
て
い
る
余
裕
な
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
手
っ
取
り
早
く
「
知
る
」
方
法
は
出
版
物
を
読
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
早
く

知
り
た
い
、
薀
蓄
を
傾
け
た
い
と
い
う
欲
求
を
満
た
す
出
版
物
が
発
行
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
出
版
物
は
「
重
宝
記
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
多
分
野
に

亘
り
、恐
ら
く
重
宝
記
の
研
究
者
は
分
類
を
行
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。こ
こ
で
言
う「
薀

蓄
を
傾
け
た
い
と
い
う
欲
求
を
満
た
す
出
版
物
」
は
「
重
宝
記
」
と
言
う
よ
り
「
百
科

事
典
」
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
「
物
知
り
事
典
」
或
は
現
代
の
「
実
用
書
」「
ハ

ウ
ツ
ー
本
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

以
下
筆
者
が
想
定
し
て
い
る
出
版
物
の
う
ち
代
表
的
と
見
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
見

て
い
く
こ
と
に
し
ょ
う
。

（
一
）『
塵
添
壒
嚢
抄
』

　

刊
行
さ
れ
た
重
宝
記
類
の
初
期
の
も
の
は
『
塵
添
壒
嚢
抄
』
で
あ
る
。
本
書
を
重
宝

記
の
類
と
同
列
に
置
く
こ
と
に
疑
問
抵
抗
を
感
じ
る
研
究
者
は
多
い
と
思
う
が
、
そ
の

内
容
は
重
宝
記
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
重
宝
記
・
実
用
書
と
し
て
取
り

上
げ
た
。
本
書
は
『
壒
嚢
抄
』
や
『
塵
袋
』
な
ど
を
も
と
に
室
町
時
代
に
編
纂
さ
れ
、

一
六
〇
〇
年
代
中
頃
に
出
版
さ
れ
た
。

　

本
書
の
記
述
の
一
部
を
見
て
み
よ
う
。
巻
一
は
「
五
節
供
事
」「
七
草
事
」「
囃
物
事
」

「
端
午
事
」「
五
月
子
事
」（
以
下
略
）。
巻
一
〇
は
「
恒
娥
事
」「
十
二
月
異
名
事
」「
四

季
異
名
事
」「
十
二
時
異
名
事
」「
十
干
異
名
事
」（
以
下
略
）
等
々
で
、
今
で
も
手
紙

の
書
き
方
や
手
帳
の
付
録
に
あ
る
よ
う
な
事
柄
も
多
く
見
ら
れ
る
。
出
版
さ
れ
た
か
ら

と
い
っ
て
も
恐
ら
く
高
価
な
も
の
で
あ
り
、
本
書
が
広
く
普
及
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
書
を
借
り
て
必
要
箇
所
を
写
し
取
る
こ
と
は
随
分

と
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）『
萬
寳
鄙
事
記
』

　

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
重
宝
記
・
生
活
百
科
全
書
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
い
つ

頃
か
ら
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
貝
原
益
軒
の
『
萬
寳
鄙
事
記
』
を
取
り
上

げ
る
。
尚
こ
こ
で
引
用
す
る
典
籍
は
基
本
的
に
は
筆
者
所
蔵
本
で
あ
り
、
所
蔵
本
以
外

の
場
合
は
出
典
を
記
す
。

　

貝
原
益
軒
は
同
様
の
出
版
物
と
し
て
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
頃
に
『
和
事
始
』
を

出
版
。
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）『
漢
事
始
』
を
出
版
し
て
い
る
。

　
『
萬
寳
鄙
事
記
』（
全
八
巻
）
は
何
種
類
か
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
所
蔵
本
に
は

各
巻
一
冊
本
と
二
巻
合
冊
本
が
あ
る
。
こ
の
内
一
巻
と
二
巻
の
合
冊
本
の
前
書
の
末
尾
に

　
　
　

宝
永
乙
酉
孟
夏
吉
辰

　
　
　
　
　
　
　
　
　

貝
原
篤
信
記

　

と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
巻
本
に
は
こ
の
記
載
は
無
い
が
、
八
巻
の
巻
末
に

　
　
　

宝
永
二
乙
酉
年
孟
夏
𠮷
辰

　
　
　
　
　

洛
陽
六
角
通
書
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

茨
城
多
左
衛
門
板
行

　
　
　
　

萬
寳
鄙
事
記
巻
八　
　

大
尾

　

と
あ
る
。
尚
一
巻
本
と
合
冊
本
を
比
較
す
る
と
、
一
巻
本
は
刷
り
が
鮮
明
で
あ
る
が

合
冊
本
は
不
鮮
明
で
あ
る
。
版
木
の
磨
滅
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

次
に
本
書
の
内
容
を
み
て
み
よ
う
。

　
『
萬
寳
鄙
事
記
』全
八
巻
は
一
九
項
目
か
ら
な
り
、各
巻
の
項
目
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

巻
一
衣
服
・
営
作

巻
二
器
財
・
硯
墨
筆
紙
・
文
字

巻
三
刀
脇
指
・
収
種
法
・
花
・
香
・
火

巻
四
紙
細
工
・
染
物

巻
五
去
虫
鼠
・
雑
門

巻
六
占
天
気
・
月
令

巻
七
養
気
・
食
禁

巻
八
用
薬

　

以
上
の
一
九
項
目
で
あ
る
が
、
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
と
そ
の
面
白
さ
に
き
り
な
く

紙
数
を
費
や
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
『
萬
寳
鄙
事
記
』
の
記
事
は
現
代
か
ら
み
れ
ば
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
も
多
々
あ
る

が
、
当
時
と
し
て
は
信
用
に
足
る
べ
き
書
と
し
て
人
々
に
迎
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
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（
三
）『
拾
玉
智
恵
海
』

　
『
萬
寳
鄙
事
記
』
以
降
重
宝
記
を
代
表
す
る
一
つ
が
『
拾
玉
智
恵
海
』
で
あ
る
。『
拾

玉
智
恵
海
』
は
藤
井
政
武
編
全
三
巻
で
あ
る
。
出
版
年
は
明
確
で
は
な
い
が
、
享
保
九

年
（
一
七
二
四
）
頃
の
よ
う
で
あ
る
。
本
書
に
引
き
続
い
て
『
拾
玉
続
智
恵
海
』（
全

三
巻
）
さ
ら
に
『
拾
玉
新
智
恵
海
』（
全
三
巻
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
『
拾
玉
智
恵
海
』
上
巻
の
中
か
ら
幾
つ
か
項
目
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

〇
錫
の
徳
利
靨
（
え
く
ぼ
）
な
を
し
や
う

　

〇
鍋
も
水
も
な
き
所
に
て
飯
を
炊
き
や
う

　

〇
刀
脇
指
の
錆
を
早
速
を
と
す
法

　

〇
衣
服
に
酒
の
し
み
た
る
を
洗
ず
し
て
落
す
法

　

〇
小
便
を
久
し
く
堪
へ
る
法

　

〇
日
和
の
善
悪
（
よ
し
あ
し
）
を
知
る
法

　

〇
菊
の
切
花
を
春
ま
て
貯
ふ
法

　

拾
玉
シ
リ
ー
ズ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
怪
し
げ
な
記
事
も
か
な
り
あ
る
『
拾

玉
新
智
恵
海
』
か
ら
幾
つ
か
紹
介
し
て
お
こ
う
。
但
し
原
文
引
用
で
は
な
く
筆
者
が
要

約
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

上
巻

　

〇
何
日
も
眠
く
な
ら
な
い
法

　
　

 

ハ
イ
タ
カ
（
鷹
の
一
種
）
の
尾
を
黒
焼
き
に
し
て
水
に
溶
き
、
ヘ
ソ
に
入
れ
て
上

か
ら
糊
の
付
い
た
紙
を
貼
る
。

　

〇
闇
夜
で
も
目
が
見
え
る
法

　
　

 

フ
ク
ロ
ウ
の
羽
を
黒
焼
き
に
し
て
浮
草
の
汁
で
溶
き
、
目
に
付
け
れ
ば
暗
闇
で
も

見
え
る
。

　
　

中
巻

　

〇
天
地
三
神
霊
妙
香
（
製
法
は
省
略
）
の
効
能

　
　

＊
天
に
向
か
っ
て
こ
の
香
を
た
け
ば
諸
々
の
望
み
が
叶
う
。

　
　

＊
山
中
で
た
け
ば
猛
獣
・
毒
蛇
・
毒
虫
が
近
づ
か
な
い
。

　
　

＊ 

常
に
た
け
ば
盗
賊
や
剣
難
を
免
れ
る
。

　
　
　

 （
効
能
は
ま
だ
続
く
が
省
略
）

　
　

下
巻

　

〇 

屋
敷
へ
蛇
を
入
れ

な
い
呪
法

　
　

 

小
さ
な
木
札
に
白

馬
と
書
き
、
札
を

逆
さ
ま
に
し
て
屋

敷
の
四
隅
に
建
て

る
。
札
よ
り
中
に

蛇
は
入
ら
な
い
。

　

〇 

釡
の
鳴
る
の
を
止

め
る
呪
法

　
　

 

釡
の
鳴
る
時
は
婆

女
（
ば
じ
ょ
）
婆

女
と
唱
え
る
。
婆

女
は
竃
の
神
の
名

で
唱
え
れ
ば
凶
事

も
変
じ
て
吉
事
と

な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
重
宝
記

―
既
に
重
宝
記
と
は
言

え
な
い
内
容
で
あ
る
。

物
知
り
辞
典
と
で
も
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
―

は
前
述
の
よ
う
に
各
種

出
版
さ
れ
て
い
る
。
僅

か
で
は
あ
る
が
筆
者
の

手
許
に
は
『
妙
術
博
物

筌
』『
錦
嚢
智
術
全
書
』

『
秘
伝
世
宝
袋
』『
諸

人
日
用
宝
』
な
ど
が
あ

る
が
中
に
は
『
拾
玉
智

『拾玉智恵海』上　享保年間ヵ　藤井正武編 

竹を輪違いに切る法簡易テントの作り方
『拾玉智恵海』中　享保年間ヵ　藤井正武編
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を
書
き
溜
め
、
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
自
分
だ
け
の
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
を
作
り
あ

げ
た
。
知
ら
な
い
こ
と
を
知
り
た
い
。
他
者
よ
り
多
く
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
い
う
欲

求
は
知
識
人
だ
け
で
は
な
い
。
一
般
大
衆
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
般
大
衆

は
自
ら
調
べ
た
り
、
見
聞
し
た
こ
と
を
書
き
留
め
て
い
る
余
裕
な
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
手
っ
取
り
早
く
「
知
る
」
方
法
は
出
版
物
を
読
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
早
く

知
り
た
い
、
薀
蓄
を
傾
け
た
い
と
い
う
欲
求
を
満
た
す
出
版
物
が
発
行
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
出
版
物
は
「
重
宝
記
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
多
分
野
に

亘
り
、恐
ら
く
重
宝
記
の
研
究
者
は
分
類
を
行
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。こ
こ
で
言
う「
薀

蓄
を
傾
け
た
い
と
い
う
欲
求
を
満
た
す
出
版
物
」
は
「
重
宝
記
」
と
言
う
よ
り
「
百
科

事
典
」
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
「
物
知
り
事
典
」
或
は
現
代
の
「
実
用
書
」「
ハ

ウ
ツ
ー
本
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

以
下
筆
者
が
想
定
し
て
い
る
出
版
物
の
う
ち
代
表
的
と
見
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
見

て
い
く
こ
と
に
し
ょ
う
。

（
一
）『
塵
添
壒
嚢
抄
』

　

刊
行
さ
れ
た
重
宝
記
類
の
初
期
の
も
の
は
『
塵
添
壒
嚢
抄
』
で
あ
る
。
本
書
を
重
宝

記
の
類
と
同
列
に
置
く
こ
と
に
疑
問
抵
抗
を
感
じ
る
研
究
者
は
多
い
と
思
う
が
、
そ
の

内
容
は
重
宝
記
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
重
宝
記
・
実
用
書
と
し
て
取
り

上
げ
た
。
本
書
は
『
壒
嚢
抄
』
や
『
塵
袋
』
な
ど
を
も
と
に
室
町
時
代
に
編
纂
さ
れ
、

一
六
〇
〇
年
代
中
頃
に
出
版
さ
れ
た
。

　

本
書
の
記
述
の
一
部
を
見
て
み
よ
う
。
巻
一
は
「
五
節
供
事
」「
七
草
事
」「
囃
物
事
」

「
端
午
事
」「
五
月
子
事
」（
以
下
略
）。
巻
一
〇
は
「
恒
娥
事
」「
十
二
月
異
名
事
」「
四

季
異
名
事
」「
十
二
時
異
名
事
」「
十
干
異
名
事
」（
以
下
略
）
等
々
で
、
今
で
も
手
紙

の
書
き
方
や
手
帳
の
付
録
に
あ
る
よ
う
な
事
柄
も
多
く
見
ら
れ
る
。
出
版
さ
れ
た
か
ら

と
い
っ
て
も
恐
ら
く
高
価
な
も
の
で
あ
り
、
本
書
が
広
く
普
及
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
書
を
借
り
て
必
要
箇
所
を
写
し
取
る
こ
と
は
随
分

と
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）『
萬
寳
鄙
事
記
』

　

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
重
宝
記
・
生
活
百
科
全
書
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
い
つ

頃
か
ら
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
貝
原
益
軒
の
『
萬
寳
鄙
事
記
』
を
取
り
上

げ
る
。
尚
こ
こ
で
引
用
す
る
典
籍
は
基
本
的
に
は
筆
者
所
蔵
本
で
あ
り
、
所
蔵
本
以
外

の
場
合
は
出
典
を
記
す
。

　

貝
原
益
軒
は
同
様
の
出
版
物
と
し
て
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
頃
に
『
和
事
始
』
を

出
版
。
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）『
漢
事
始
』
を
出
版
し
て
い
る
。

　
『
萬
寳
鄙
事
記
』（
全
八
巻
）
は
何
種
類
か
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
所
蔵
本
に
は

各
巻
一
冊
本
と
二
巻
合
冊
本
が
あ
る
。
こ
の
内
一
巻
と
二
巻
の
合
冊
本
の
前
書
の
末
尾
に

　
　
　

宝
永
乙
酉
孟
夏
吉
辰

　
　
　
　
　
　
　
　
　

貝
原
篤
信
記

　

と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
巻
本
に
は
こ
の
記
載
は
無
い
が
、
八
巻
の
巻
末
に

　
　
　

宝
永
二
乙
酉
年
孟
夏
𠮷
辰

　
　
　
　
　

洛
陽
六
角
通
書
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

茨
城
多
左
衛
門
板
行

　
　
　
　

萬
寳
鄙
事
記
巻
八　
　

大
尾

　

と
あ
る
。
尚
一
巻
本
と
合
冊
本
を
比
較
す
る
と
、
一
巻
本
は
刷
り
が
鮮
明
で
あ
る
が

合
冊
本
は
不
鮮
明
で
あ
る
。
版
木
の
磨
滅
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

次
に
本
書
の
内
容
を
み
て
み
よ
う
。

　
『
萬
寳
鄙
事
記
』全
八
巻
は
一
九
項
目
か
ら
な
り
、各
巻
の
項
目
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

巻
一
衣
服
・
営
作

巻
二
器
財
・
硯
墨
筆
紙
・
文
字

巻
三
刀
脇
指
・
収
種
法
・
花
・
香
・
火

巻
四
紙
細
工
・
染
物

巻
五
去
虫
鼠
・
雑
門

巻
六
占
天
気
・
月
令

巻
七
養
気
・
食
禁

巻
八
用
薬

　

以
上
の
一
九
項
目
で
あ
る
が
、
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
と
そ
の
面
白
さ
に
き
り
な
く

紙
数
を
費
や
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
『
萬
寳
鄙
事
記
』
の
記
事
は
現
代
か
ら
み
れ
ば
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
も
多
々
あ
る

が
、
当
時
と
し
て
は
信
用
に
足
る
べ
き
書
と
し
て
人
々
に
迎
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
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（
三
）『
拾
玉
智
恵
海
』

　
『
萬
寳
鄙
事
記
』
以
降
重
宝
記
を
代
表
す
る
一
つ
が
『
拾
玉
智
恵
海
』
で
あ
る
。『
拾

玉
智
恵
海
』
は
藤
井
政
武
編
全
三
巻
で
あ
る
。
出
版
年
は
明
確
で
は
な
い
が
、
享
保
九

年
（
一
七
二
四
）
頃
の
よ
う
で
あ
る
。
本
書
に
引
き
続
い
て
『
拾
玉
続
智
恵
海
』（
全

三
巻
）
さ
ら
に
『
拾
玉
新
智
恵
海
』（
全
三
巻
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
『
拾
玉
智
恵
海
』
上
巻
の
中
か
ら
幾
つ
か
項
目
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

〇
錫
の
徳
利
靨
（
え
く
ぼ
）
な
を
し
や
う

　

〇
鍋
も
水
も
な
き
所
に
て
飯
を
炊
き
や
う

　

〇
刀
脇
指
の
錆
を
早
速
を
と
す
法

　

〇
衣
服
に
酒
の
し
み
た
る
を
洗
ず
し
て
落
す
法

　

〇
小
便
を
久
し
く
堪
へ
る
法

　

〇
日
和
の
善
悪
（
よ
し
あ
し
）
を
知
る
法

　

〇
菊
の
切
花
を
春
ま
て
貯
ふ
法

　

拾
玉
シ
リ
ー
ズ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
怪
し
げ
な
記
事
も
か
な
り
あ
る
『
拾

玉
新
智
恵
海
』
か
ら
幾
つ
か
紹
介
し
て
お
こ
う
。
但
し
原
文
引
用
で
は
な
く
筆
者
が
要

約
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

上
巻

　

〇
何
日
も
眠
く
な
ら
な
い
法

　
　

 

ハ
イ
タ
カ
（
鷹
の
一
種
）
の
尾
を
黒
焼
き
に
し
て
水
に
溶
き
、
ヘ
ソ
に
入
れ
て
上

か
ら
糊
の
付
い
た
紙
を
貼
る
。

　

〇
闇
夜
で
も
目
が
見
え
る
法

　
　

 

フ
ク
ロ
ウ
の
羽
を
黒
焼
き
に
し
て
浮
草
の
汁
で
溶
き
、
目
に
付
け
れ
ば
暗
闇
で
も

見
え
る
。

　
　

中
巻

　

〇
天
地
三
神
霊
妙
香
（
製
法
は
省
略
）
の
効
能

　
　

＊
天
に
向
か
っ
て
こ
の
香
を
た
け
ば
諸
々
の
望
み
が
叶
う
。

　
　

＊
山
中
で
た
け
ば
猛
獣
・
毒
蛇
・
毒
虫
が
近
づ
か
な
い
。

　
　

＊ 

常
に
た
け
ば
盗
賊
や
剣
難
を
免
れ
る
。

　
　
　

 （
効
能
は
ま
だ
続
く
が
省
略
）

　
　

下
巻

　

〇 

屋
敷
へ
蛇
を
入
れ

な
い
呪
法

　
　

 

小
さ
な
木
札
に
白

馬
と
書
き
、
札
を

逆
さ
ま
に
し
て
屋

敷
の
四
隅
に
建
て

る
。
札
よ
り
中
に

蛇
は
入
ら
な
い
。

　

〇 

釡
の
鳴
る
の
を
止

め
る
呪
法

　
　

 

釡
の
鳴
る
時
は
婆

女
（
ば
じ
ょ
）
婆

女
と
唱
え
る
。
婆

女
は
竃
の
神
の
名

で
唱
え
れ
ば
凶
事

も
変
じ
て
吉
事
と

な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
重
宝
記

―
既
に
重
宝
記
と
は
言

え
な
い
内
容
で
あ
る
。

物
知
り
辞
典
と
で
も
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
―

は
前
述
の
よ
う
に
各
種

出
版
さ
れ
て
い
る
。
僅

か
で
は
あ
る
が
筆
者
の

手
許
に
は
『
妙
術
博
物

筌
』『
錦
嚢
智
術
全
書
』

『
秘
伝
世
宝
袋
』『
諸

人
日
用
宝
』
な
ど
が
あ

る
が
中
に
は
『
拾
玉
智

『拾玉智恵海』上　享保年間ヵ　藤井正武編 

竹を輪違いに切る法簡易テントの作り方
『拾玉智恵海』中　享保年間ヵ　藤井正武編
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恵
海
』
の
剽
窃
本
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
も
あ
る
。

　

上
記
の
書
籍
は
何
れ
も
同
じ
よ
う
な
内
容
で
あ
り
、
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。
新
た
な
情
報
を
求
め
よ
う
に
も
情
報
源
が
枯
渇
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
鎖
国

下
の
日
本
で
は
海
外
か
ら
流
入
す
る
情
報
は
少
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
一
般
大
衆
に
届

く
新
た
な
情
報
は
極
め
て
少
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

四　

幕
末
と
近
代
を
結
ぶ
『
萬
寳
新
書
』

（
一
）
蘭
学
者
の
登
場

　

近
世
後
期
に
至
る
と
蘭
学
者
と
呼
ば
れ
る
知
識
人
が
登
場
し
た
。
従
来
の
知
識
人
は

蓄
積
し
た
知
の
世
界
に
遊
ん
だ
が
、
蘭
学
者
達
は
吸
収
し
た
知
識
を
基
に
新
た
な
も
の

を
創
り
出
そ
う
と
し
た
。

　

鎖
国
下
の
日
本
に
お
い
て
は
西
欧
の
知
識
・
情
報
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
原
則
と
し

て
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
辛
う
じ
て
交
易
の
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
情
報
、
そ
し
て
中

国
語
訳
さ
れ
た
西
欧
文
明
が
入
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
時
代
が
下
る
に
つ
れ
僅
か
で
は
あ

る
が
、
西
欧
の
出
版
物
も
日
本
に
入
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

考
え
て
み
れ
ば
西
欧
文
化
を
「
蘭
学
」
そ
れ
を
学
ぶ
者
を
「
蘭
学
者
」
と
い
う
こ
と

自
体
奇
異
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
鎖
国
の
実
態
で
あ
ろ
う
。

　

時
代
は
前
後
す
る
が
、江
戸
幕
府
は
文
化
八
年（
一
八
一
一
）フ
ラ
ン
ス
人
シ
ョ
メ
ー

ル
の
百
科
事
典
「
家
事
百
科
事
典
」
の
オ
ラ
ン
ダ
語
版
の
翻
訳
を
開
始
。
翻
訳
は
天
保

一
一
年
（
一
八
四
〇
）
ま
で
行
わ
れ
、
訳
本
の
書
名
は
『
厚
生
新
編
』
と
さ
れ
た
。

　

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）『
解
体
新
書
』
が
出
版
さ
れ
る
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
の
小
塚
原
刑
場
の
罪
人
の
腑
分
け
で
あ
っ
た
。
こ
の

時
既
に
杉
田
玄
白
と
前
野
良
沢
は
『
解
体
新
書
』
の
原
本
で
あ
る
『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ

ト
ミ
ア
』
を
所
持
し
て
い
た
。

　

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
か
ら
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
か
け
て
宇
田
川
榕
菴
に

よ
り
『
舎
密
開
宗
』
が
出
版
さ
れ
た
。『
舎
密
開
宗
』
は
イ
ギ
リ
ス
の
Ｗ
・
ヘ
ン
リ
ー

著
『Elem

ents of Experim
ental Chem

istry

』
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
オ
ラ
ン
ダ
語
訳

し
た
も
の
で
、
言
う
ま
で
も
な
く
日
本
に
お
け
る
初
め
て
の
化
学
専
門
書
で
あ
る
。

　

こ
の
他
に
も
邦
訳
さ
れ
た
西
欧
の
著
作
も
多
く
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
般
大
衆
と

は
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
一
般
人
が
『
解
体
新
書
』
や
『
舎
密
開
宗
』
を
み
た

と
こ
ろ
で
理
解
で
き
る
わ
け
は
な
い
。　

邦
訳
さ
れ
た
著
作
は
医
学
・
化
学
な
ど
理
系

の
も
の
が
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
文
系
・
人
文
系
・
社
会
科
学
系
の
著
作
は
ど
の
程
度
日

本
に
入
っ
て
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
文
系
・
社
会
科
学
系
の
流
入
は
思
想
に
も
関

わ
る
も
の
で
あ
り
、
輸
入
に
つ
い
て
は
特
に
注
意
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
理
系
の

著
作
と
は
異
な
り
あ
る
程
度
の
知
識
が
あ
れ
ば
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
は
『
那
波
列
翁
伝
』（
ナ
ポ
レ
オ
ン
伝
）
や
、
ロ
ビ

ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
物
語
『
魯
敏
遜
漂
行
紀
略
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

一
般
大
衆
が
待
ち
望
ん
で
い
た
よ
う
な
「
知
り
た
い
」
と
い
う
欲
求
を
満
た
す
よ
う
な

著
作
は
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
二
）『
萬
寳
新
書
』

　
『
舎
密
開
宗
』
は
化
学
の
専
門
書
で
あ
り
、
蘭
学
・
化
学
の
知
識
が
多
少
あ
っ
て
も

理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
『
萬
寳
新
書
』
は
強
引
な
言
い
方
に
な

る
が
、
化
学
が
生
活
に
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

手
許
に
あ
る
『
舎
密
開
宗
』
巻
一
三
の
目
録
を
み
て
み
た
が
、
化
学
知
識
皆
無
と
言
っ

て
よ
い
ほ
ど
の
筆
者
に
は
理
解
不
能
で
あ
る
。
巻
一
三
の
二
〇
八
章
で
は
銅
、
二
〇
九

章
硫
酸
銅
、
二
一
〇
章
硫
酸
暗
摸
尼
亜
銅
、
二
一
一
章
消
酸
銅
、
二
一
二
章
塩
酸
銅
で
、

そ
の
内
容
に
至
っ
て
は
若
干
は
成
程
と
思
う
も
の
も
あ
る
が
、
大
半
は
意
味
不
明
で
あ

る
。

　

前
述
の
よ
う
に
専
門
書
を
あ
る
程
度
具
体
化
し
た
も
の
が
『
萬
寳
新
書
』
で
あ
る
。

『
萬
寳
新
書
』
は
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
出
版
さ
れ
た
も
の
を
、
宇
田
川
興

斎
が
翻
訳
し
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た
。

　

本
書
初
篇
の
目
次
の
一
部
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　

一　
　

果
類
ヲ
久
ク
蓄
ㇷ
ル
法

　
　

三　
　

醋
（
酢
）
ヲ
善
ク
貯
ル
法

　
　

八　
　

臥
褥
ニ
用
ル
羽
毛
ヲ
浮
製
ス
ル
法

　
　

一
一　

書
籍
ノ
黴
ヲ
防
グ
法

　
　

一
二　

葡
萄
ヲ
貯
蔵
ス
ル
法

　
　

一
三　

鶏
ニ
多
ク
卵
ヲ
生
マ
シ
ム
ル
法

　

タ
イ
ト
ル
だ
け
を
見
て
い
れ
ば
誰
も
が
で
き
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
簡
単
に
は
い
か
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な
い
よ
う
で
あ
る
。初
篇
九
二
の「
美
艶
膏
ノ
法
」要
す
る
に
肌
を
美
し
く
す
る
ク
リ
ー

ム
の
製
造
方
法
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

 

黙
加
帝
列
並
底
那
三
十
□
・
扁
桃
油
舊
秤
四
□
・
鯨
脳
四
銭
亜
鉛
華
二
銭
・
白
蠟

四
□
・
薔
薇
水
六
□
ヲ
調
和
シ
。
軟
粥
ノ
稠
ト
為
ス
〇
此
膏
ハ
。
皮
膚
ヲ
調
ㇳ
ノ

エ
。
色
ヲ
白
ク
ス
。
〇
亜
鉛
華
ハ
。
元
ㇳ
皮
膚
ニ
害
ア
ル
者
ナ
レ
ド
モ
。
此
諸
件

ニ
和
ス
レ
バ
。
此
害
ヲ
遺
ス
コ
ト
ナ
シ
。（
□
は
分
量
の
単
位
だ
が
判
読
不
可
）

　

専
門
書
を
あ
る
程
度
具
体
的
に
し
た
も
の
と
前
述
し
た
が
、
矢
張
り
筆
者
に
は
よ
く

分
か
ら
な
い
。
当
時
本
書
を
理
解
で
き
た
人
は
ど
れ
く
ら
い
い
た
だ
ろ
う
か
。
当
時
の

一
般
的
な
知
識
人
の
知
識
・
教
養
の
埒
外
に
あ
る
分
野
の
書
籍
で
あ
る
。
気
軽
に
読
ん

で
薀
蓄
を
傾
け
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
し
、
何
度
も
熟
読
す
れ
ば
意
味
が
分

か
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
全
く
新
し
い
分
野
で
あ
り
、「
重
宝
記
」「
生
活
百
科
全

書
」
の
域
を
越
え
た
専
門
書
、
或
は
学
術
書
で
あ
る
。

　

他
者
よ
り
多
く
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
い
う
よ
り
は
、
学
問
的
に
知
り
た
い
と
い
う

従
来
と
は
異
な
る
流
れ
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
橋
本
萬
平
は
「
一
つ
の

物
理
学
史
」（『
大
学
の
物
理
教
育
』
一
九
九
九
年
九
九
巻
三
号
）
に
お
い
て
次
の
よ
う

述
べ
て
い
る
。

　
　

 

な
お
国
民
大
衆
の
物
理
知
識
を
知
る
の
に
逸
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
、「
秘
事
、

秘
法
本
」
系
統
の
書
物
で
あ
る
。
一
般
に
日
本
で
は
特
別
な
技
術
、
知
識
は
、
一

子
相
伝
と
い
わ
れ
、一
門
以
外
に
知
ら
れ
る
の
を
嫌
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

理
科
的
な
知
識
は
、
刊
本
と
し
て
広
く
流
布
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
本
は
『
智
恵

海
』『
秘
事
指
南
車
』『
秘
事
思
案
袋
』
そ
の
他
種
々
の
名
前
の
も
の
が
あ
る
。
初

期
の
「
秘
事
、
秘
法
本
」
は
、
主
と
し
て
占
い
や
迷
信
的
な
内
容
が
多
い
が
、
そ

の
中
に
水
を
流
す
為
に
サ
イ
フ
ォ
ン
の
原
理
を
使
用
し
た
も
の
や
、
レ
ン
ズ
が
水

晶
製
か
ガ
ラ
ス
製
か
を
知
る
為
に
舐
め
て
み
よ
と
す
る
熱
伝
導
の
物
理
学
的
知
識

に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
　

 

こ
れ
ら
「
秘
事
、
秘
法
本
」
は
幕
末
に
な
っ
て
西
洋
の
科
学
知
識
が
流
入
す
る
と
、

そ
れ
ら
を
取
り
入
れ
て
全
く
内
容
が
一
変
し
た
。
そ
れ
ら
の
本
は

　
　
　

杉
田
信
成
郷　

万
寶
玉
手
箱
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）

　
　
　

宇
田
川
興
斎　

萬
寳
新
書
、　 

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）

　
　
　

本
木
昌
造　
　

秘
事
新
書　
　

慶
應
四
年
（
一
八
六
八
）

　
　

 

で
あ
る
。
こ
の
系
統
は
明
治
に
な
っ
て
宮
崎
柳
条
の
多
く
の
本
に
引
き
継
が
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
本
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
一
般
人
の
物
理
知
識
の

普
及
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

橋
本
氏
が
「
全
く
内
容
が
一
変
し
た
」
と
い
う
よ
う
に
秘
事
・
秘
法
本
と
は
全
く
別

の
本
が
、
そ
し
て
全
く
別
の
世
界
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ

う
に
か
な
り
の
知
識
が
無
け
れ
ば
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
し
、
日

常
的
に
家
に
あ
る
も
の
で
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ら
に
橋
本
氏
は
「
当
時
の
一
般

人
の
物
理
知
識
の
普
及
を
知
る
事
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
橋
本
氏
は
特
別
の
意
味

を
持
っ
て
「
一
般
人
」
と
言
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
が
、
筆
者
は
「
一
般
人
」
の

興
味
そ
し
て
知
識
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
た
め
敢
え
て
述
べ
て
お
く
が
、
物
理
知

識
の
普
及
を
吸
収
で
き
る
よ
う
な
人
々
は
一
般
人
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
般
人
と
は
区

別
さ
れ
る
階
級
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
階
級
と
は
身
分
的
階
級
で
は
な
い
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

　

上
記
の
化
学
・
物
理
学
な
ど
の
理
科
学
書
は
一
般
大
衆
が
興
味
半
分
で
読
め
る
も
の

で
は
な
く
、大
衆
の
知
り
た
い
と
い
う
欲
求
を
満
足
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

欲
求
が
飽
和
状
態
に
達
し
た
時
に
近
代
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
上
記
の
よ
う
な

書
籍
あ
る
い
は
翻
訳
に
従
事
し
た
人
々
の
努
力
が
近
代
に
至
り
一
気
に
開
花
す
る
の
で

あ
る
。

　

最
後
に
筆
者
が
疑
問
に
思
う
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
例
え
ば
『
萬
寳
新
書
』
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
必
要
な
薬
品
類
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
科
学
史
・
化
学
史
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
常
識
で
あ
る
の
か
も
知
れ

な
い
が
、門
外
漢
の
者
に
と
っ
て
薬
品
を
入
手
で
き
た
か
ど
う
か
は
大
き
な
疑
問
で
あ
る
。

五　

近
世
の
知
が
生
み
出
し
た
も
の

　

近
世
社
会
に
蓄
積
さ
れ
た
知
は
多
様
な
も
の
を
生
み
出
し
た
。
今
日
な
お
多
く
の

人
々
に
読
み
継
が
れ
る
文
学
作
品
か
ら
泡
沫
的
な
出
版
物
。
芝
居
・
話
芸
や
多
様
な
音

楽
等
々
。
日
本
各
地
に
は
俳
額
・
算
額
や
句
会
の
句
集
を
は
じ
め
、
博
覧
強
記
に
な
る

た
め
に
書
き
溜
め
た
記
録
な
ど
近
世
の
人
々
の
知
の
蓄
積
の
結
果
が
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
遺
産
は
「
文
化
遺
産
」
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
後
世
に
ま
で
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

204（9）



郵政博物館　研究紀要　第15号
（2024年 3 月）

恵
海
』
の
剽
窃
本
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
も
あ
る
。

　

上
記
の
書
籍
は
何
れ
も
同
じ
よ
う
な
内
容
で
あ
り
、
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。
新
た
な
情
報
を
求
め
よ
う
に
も
情
報
源
が
枯
渇
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
鎖
国

下
の
日
本
で
は
海
外
か
ら
流
入
す
る
情
報
は
少
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
一
般
大
衆
に
届

く
新
た
な
情
報
は
極
め
て
少
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

四　

幕
末
と
近
代
を
結
ぶ
『
萬
寳
新
書
』

（
一
）
蘭
学
者
の
登
場

　

近
世
後
期
に
至
る
と
蘭
学
者
と
呼
ば
れ
る
知
識
人
が
登
場
し
た
。
従
来
の
知
識
人
は

蓄
積
し
た
知
の
世
界
に
遊
ん
だ
が
、
蘭
学
者
達
は
吸
収
し
た
知
識
を
基
に
新
た
な
も
の

を
創
り
出
そ
う
と
し
た
。

　

鎖
国
下
の
日
本
に
お
い
て
は
西
欧
の
知
識
・
情
報
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
原
則
と
し

て
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
辛
う
じ
て
交
易
の
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
情
報
、
そ
し
て
中

国
語
訳
さ
れ
た
西
欧
文
明
が
入
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
時
代
が
下
る
に
つ
れ
僅
か
で
は
あ

る
が
、
西
欧
の
出
版
物
も
日
本
に
入
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

考
え
て
み
れ
ば
西
欧
文
化
を
「
蘭
学
」
そ
れ
を
学
ぶ
者
を
「
蘭
学
者
」
と
い
う
こ
と

自
体
奇
異
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
鎖
国
の
実
態
で
あ
ろ
う
。

　

時
代
は
前
後
す
る
が
、江
戸
幕
府
は
文
化
八
年（
一
八
一
一
）フ
ラ
ン
ス
人
シ
ョ
メ
ー

ル
の
百
科
事
典
「
家
事
百
科
事
典
」
の
オ
ラ
ン
ダ
語
版
の
翻
訳
を
開
始
。
翻
訳
は
天
保

一
一
年
（
一
八
四
〇
）
ま
で
行
わ
れ
、
訳
本
の
書
名
は
『
厚
生
新
編
』
と
さ
れ
た
。

　

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）『
解
体
新
書
』
が
出
版
さ
れ
る
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
の
小
塚
原
刑
場
の
罪
人
の
腑
分
け
で
あ
っ
た
。
こ
の

時
既
に
杉
田
玄
白
と
前
野
良
沢
は
『
解
体
新
書
』
の
原
本
で
あ
る
『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ

ト
ミ
ア
』
を
所
持
し
て
い
た
。

　

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
か
ら
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
か
け
て
宇
田
川
榕
菴
に

よ
り
『
舎
密
開
宗
』
が
出
版
さ
れ
た
。『
舎
密
開
宗
』
は
イ
ギ
リ
ス
の
Ｗ
・
ヘ
ン
リ
ー

著
『Elem

ents of Experim
ental Chem

istry

』
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
オ
ラ
ン
ダ
語
訳

し
た
も
の
で
、
言
う
ま
で
も
な
く
日
本
に
お
け
る
初
め
て
の
化
学
専
門
書
で
あ
る
。

　

こ
の
他
に
も
邦
訳
さ
れ
た
西
欧
の
著
作
も
多
く
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
般
大
衆
と

は
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
一
般
人
が
『
解
体
新
書
』
や
『
舎
密
開
宗
』
を
み
た

と
こ
ろ
で
理
解
で
き
る
わ
け
は
な
い
。　

邦
訳
さ
れ
た
著
作
は
医
学
・
化
学
な
ど
理
系

の
も
の
が
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
文
系
・
人
文
系
・
社
会
科
学
系
の
著
作
は
ど
の
程
度
日

本
に
入
っ
て
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
文
系
・
社
会
科
学
系
の
流
入
は
思
想
に
も
関

わ
る
も
の
で
あ
り
、
輸
入
に
つ
い
て
は
特
に
注
意
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
理
系
の

著
作
と
は
異
な
り
あ
る
程
度
の
知
識
が
あ
れ
ば
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
は
『
那
波
列
翁
伝
』（
ナ
ポ
レ
オ
ン
伝
）
や
、
ロ
ビ

ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
物
語
『
魯
敏
遜
漂
行
紀
略
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

一
般
大
衆
が
待
ち
望
ん
で
い
た
よ
う
な
「
知
り
た
い
」
と
い
う
欲
求
を
満
た
す
よ
う
な

著
作
は
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
二
）『
萬
寳
新
書
』

　
『
舎
密
開
宗
』
は
化
学
の
専
門
書
で
あ
り
、
蘭
学
・
化
学
の
知
識
が
多
少
あ
っ
て
も

理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
『
萬
寳
新
書
』
は
強
引
な
言
い
方
に
な

る
が
、
化
学
が
生
活
に
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

手
許
に
あ
る
『
舎
密
開
宗
』
巻
一
三
の
目
録
を
み
て
み
た
が
、
化
学
知
識
皆
無
と
言
っ

て
よ
い
ほ
ど
の
筆
者
に
は
理
解
不
能
で
あ
る
。
巻
一
三
の
二
〇
八
章
で
は
銅
、
二
〇
九

章
硫
酸
銅
、
二
一
〇
章
硫
酸
暗
摸
尼
亜
銅
、
二
一
一
章
消
酸
銅
、
二
一
二
章
塩
酸
銅
で
、

そ
の
内
容
に
至
っ
て
は
若
干
は
成
程
と
思
う
も
の
も
あ
る
が
、
大
半
は
意
味
不
明
で
あ

る
。

　

前
述
の
よ
う
に
専
門
書
を
あ
る
程
度
具
体
化
し
た
も
の
が
『
萬
寳
新
書
』
で
あ
る
。

『
萬
寳
新
書
』
は
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
出
版
さ
れ
た
も
の
を
、
宇
田
川
興

斎
が
翻
訳
し
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た
。

　

本
書
初
篇
の
目
次
の
一
部
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　

一　
　

果
類
ヲ
久
ク
蓄
ㇷ
ル
法

　
　

三　
　

醋
（
酢
）
ヲ
善
ク
貯
ル
法

　
　

八　
　

臥
褥
ニ
用
ル
羽
毛
ヲ
浮
製
ス
ル
法

　
　

一
一　

書
籍
ノ
黴
ヲ
防
グ
法

　
　

一
二　

葡
萄
ヲ
貯
蔵
ス
ル
法

　
　

一
三　

鶏
ニ
多
ク
卵
ヲ
生
マ
シ
ム
ル
法

　

タ
イ
ト
ル
だ
け
を
見
て
い
れ
ば
誰
も
が
で
き
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
簡
単
に
は
い
か
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近世の知から近代へ　その１

な
い
よ
う
で
あ
る
。初
篇
九
二
の「
美
艶
膏
ノ
法
」要
す
る
に
肌
を
美
し
く
す
る
ク
リ
ー

ム
の
製
造
方
法
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

 

黙
加
帝
列
並
底
那
三
十
□
・
扁
桃
油
舊
秤
四
□
・
鯨
脳
四
銭
亜
鉛
華
二
銭
・
白
蠟

四
□
・
薔
薇
水
六
□
ヲ
調
和
シ
。
軟
粥
ノ
稠
ト
為
ス
〇
此
膏
ハ
。
皮
膚
ヲ
調
ㇳ
ノ

エ
。
色
ヲ
白
ク
ス
。
〇
亜
鉛
華
ハ
。
元
ㇳ
皮
膚
ニ
害
ア
ル
者
ナ
レ
ド
モ
。
此
諸
件

ニ
和
ス
レ
バ
。
此
害
ヲ
遺
ス
コ
ト
ナ
シ
。（
□
は
分
量
の
単
位
だ
が
判
読
不
可
）

　

専
門
書
を
あ
る
程
度
具
体
的
に
し
た
も
の
と
前
述
し
た
が
、
矢
張
り
筆
者
に
は
よ
く

分
か
ら
な
い
。
当
時
本
書
を
理
解
で
き
た
人
は
ど
れ
く
ら
い
い
た
だ
ろ
う
か
。
当
時
の

一
般
的
な
知
識
人
の
知
識
・
教
養
の
埒
外
に
あ
る
分
野
の
書
籍
で
あ
る
。
気
軽
に
読
ん

で
薀
蓄
を
傾
け
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
し
、
何
度
も
熟
読
す
れ
ば
意
味
が
分

か
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
全
く
新
し
い
分
野
で
あ
り
、「
重
宝
記
」「
生
活
百
科
全

書
」
の
域
を
越
え
た
専
門
書
、
或
は
学
術
書
で
あ
る
。

　

他
者
よ
り
多
く
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
い
う
よ
り
は
、
学
問
的
に
知
り
た
い
と
い
う

従
来
と
は
異
な
る
流
れ
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
橋
本
萬
平
は
「
一
つ
の

物
理
学
史
」（『
大
学
の
物
理
教
育
』
一
九
九
九
年
九
九
巻
三
号
）
に
お
い
て
次
の
よ
う

述
べ
て
い
る
。

　
　

 

な
お
国
民
大
衆
の
物
理
知
識
を
知
る
の
に
逸
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
、「
秘
事
、

秘
法
本
」
系
統
の
書
物
で
あ
る
。
一
般
に
日
本
で
は
特
別
な
技
術
、
知
識
は
、
一

子
相
伝
と
い
わ
れ
、一
門
以
外
に
知
ら
れ
る
の
を
嫌
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

理
科
的
な
知
識
は
、
刊
本
と
し
て
広
く
流
布
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
本
は
『
智
恵

海
』『
秘
事
指
南
車
』『
秘
事
思
案
袋
』
そ
の
他
種
々
の
名
前
の
も
の
が
あ
る
。
初

期
の
「
秘
事
、
秘
法
本
」
は
、
主
と
し
て
占
い
や
迷
信
的
な
内
容
が
多
い
が
、
そ

の
中
に
水
を
流
す
為
に
サ
イ
フ
ォ
ン
の
原
理
を
使
用
し
た
も
の
や
、
レ
ン
ズ
が
水

晶
製
か
ガ
ラ
ス
製
か
を
知
る
為
に
舐
め
て
み
よ
と
す
る
熱
伝
導
の
物
理
学
的
知
識

に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
　

 

こ
れ
ら
「
秘
事
、
秘
法
本
」
は
幕
末
に
な
っ
て
西
洋
の
科
学
知
識
が
流
入
す
る
と
、

そ
れ
ら
を
取
り
入
れ
て
全
く
内
容
が
一
変
し
た
。
そ
れ
ら
の
本
は

　
　
　

杉
田
信
成
郷　

万
寶
玉
手
箱
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）

　
　
　

宇
田
川
興
斎　

萬
寳
新
書
、　 

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）

　
　
　

本
木
昌
造　
　

秘
事
新
書　
　

慶
應
四
年
（
一
八
六
八
）

　
　

 

で
あ
る
。
こ
の
系
統
は
明
治
に
な
っ
て
宮
崎
柳
条
の
多
く
の
本
に
引
き
継
が
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
本
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
一
般
人
の
物
理
知
識
の

普
及
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

橋
本
氏
が
「
全
く
内
容
が
一
変
し
た
」
と
い
う
よ
う
に
秘
事
・
秘
法
本
と
は
全
く
別

の
本
が
、
そ
し
て
全
く
別
の
世
界
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ

う
に
か
な
り
の
知
識
が
無
け
れ
ば
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
し
、
日

常
的
に
家
に
あ
る
も
の
で
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ら
に
橋
本
氏
は
「
当
時
の
一
般

人
の
物
理
知
識
の
普
及
を
知
る
事
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
橋
本
氏
は
特
別
の
意
味

を
持
っ
て
「
一
般
人
」
と
言
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
が
、
筆
者
は
「
一
般
人
」
の

興
味
そ
し
て
知
識
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
た
め
敢
え
て
述
べ
て
お
く
が
、
物
理
知

識
の
普
及
を
吸
収
で
き
る
よ
う
な
人
々
は
一
般
人
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
般
人
と
は
区

別
さ
れ
る
階
級
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
階
級
と
は
身
分
的
階
級
で
は
な
い
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

　

上
記
の
化
学
・
物
理
学
な
ど
の
理
科
学
書
は
一
般
大
衆
が
興
味
半
分
で
読
め
る
も
の

で
は
な
く
、大
衆
の
知
り
た
い
と
い
う
欲
求
を
満
足
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

欲
求
が
飽
和
状
態
に
達
し
た
時
に
近
代
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
上
記
の
よ
う
な

書
籍
あ
る
い
は
翻
訳
に
従
事
し
た
人
々
の
努
力
が
近
代
に
至
り
一
気
に
開
花
す
る
の
で

あ
る
。

　

最
後
に
筆
者
が
疑
問
に
思
う
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
例
え
ば
『
萬
寳
新
書
』
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
必
要
な
薬
品
類
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
科
学
史
・
化
学
史
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
常
識
で
あ
る
の
か
も
知
れ

な
い
が
、門
外
漢
の
者
に
と
っ
て
薬
品
を
入
手
で
き
た
か
ど
う
か
は
大
き
な
疑
問
で
あ
る
。

五　

近
世
の
知
が
生
み
出
し
た
も
の

　

近
世
社
会
に
蓄
積
さ
れ
た
知
は
多
様
な
も
の
を
生
み
出
し
た
。
今
日
な
お
多
く
の

人
々
に
読
み
継
が
れ
る
文
学
作
品
か
ら
泡
沫
的
な
出
版
物
。
芝
居
・
話
芸
や
多
様
な
音

楽
等
々
。
日
本
各
地
に
は
俳
額
・
算
額
や
句
会
の
句
集
を
は
じ
め
、
博
覧
強
記
に
な
る

た
め
に
書
き
溜
め
た
記
録
な
ど
近
世
の
人
々
の
知
の
蓄
積
の
結
果
が
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
遺
産
は
「
文
化
遺
産
」
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
後
世
に
ま
で
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
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蓄
積
さ
れ
た
知
は
近
世
と
い
う
枠
の
中
で
は
革
新
的
な
思
想
や
、
新
た
な
社
会
体
制

を
考
え
る
必
要
も
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
考
え
を
公
に
す
れ
ば
生
命
に
関
わ

る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
世
間
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
な
く
一
目
置
か
れ
る
の
は
「
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」「
博
覧
強
記
」
で
あ
り
、
知
っ
て
い
る
こ
と
は
頭
が
よ

い
と
評
価
さ
れ
る
。

　

稀
有
壮
大
な
考
え
を
公
に
し
た
り
、
世
間
の
耳
目
を
集
め
る
こ
と
が
憚
ら
れ
た
の
は

モ
ノ
作
り
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
飛
行
機
を
作
ろ
う
と
い
う
者
も
い
た
。
現
在
の
滋
賀
県
長

浜
市
の
鉄
砲
鍛
冶
國
友
一
貫
斎
こ
と
九
代
目
國
友
藤
兵
衛
（
一
七
七
八
〜
一
八
四
〇
）

は
反
射
式
望
遠
鏡
を
作
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、飛
行
機
の
設
計
図
も
書
い
て
い
る
。

図
面
を
書
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
世
間
を
騒
が
せ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

現
在
の
岡
山
県
玉
野
市
の
表
具
師
浮
田
幸
吉
（
一
七
五
七
〜
一
八
四
七
）
は
実
際
に

飛
行
機
を
作
り
、
岡
山
県
の
旭
川
の
京
橋
か
ら
数
メ
ー
ト
ル
飛
行
す
る
も
直
ぐ
に
落
下

し
た
と
い
う
が
、
大
騒
ぎ
と
な
り
捕
ら
え
ら
れ
て
岡
山
所
払
い
と
な
っ
て
い
る
。
幸
吉

は
そ
の
後
現
在
の
静
岡
市
に
移
り
義
歯
作
り
に
従
事
す
る
が
再
び
空
を
飛
び
、
世
情
を

騒
が
せ
た
罪
で
死
罪
に
な
っ
た
と
も
、
静
岡
近
傍
の
見
附
で
平
穏
な
余
生
を
過
ご
し
た

と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

近
代
に
至
り
二
宮
忠
八
（
一
八
六
六
〜
一
九
三
六
）
が
ゴ
ム
動
力
の
飛
行
機
を
作
り

飛
ば
し
て
い
る
。
軍
隊
に
い
た
二
宮
忠
八
は
上
官
の
長
岡
外
史
ら
に
飛
行
機
に
つ
い
て

述
べ
る
が
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
除
隊
後
も
飛
行
機
造
り
を
続
け
る
が
、
ラ
イ
ト
兄
弟
の

飛
行
の
こ
と
を
知
り
飛
行
機
造
り
を
断
念
し
た
。

　

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
こ
と
を
行
う
の
は
日
本
人
の
体
質
に
合
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

戦
艦
大
和
の
よ
う
な
巨
大
戦
艦
製
造
事
例
も
あ
る
が
、
既
に
巨
大
戦
艦
の
時
代
は
過
ぎ

よ
う
と
し
て
い
た
時
で
あ
る
。
ま
た
世
界
の
最
先
端
を
い
く
カ
ミ
オ
カ
ン
デ
の
よ
う
な

巨
大
観
測
装
置
も
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
日
本
の
技
術
は
本
質
的
に
は
宇
宙
探
査
機

「
は
や
ぶ
さ
」
な
ど
コ
ン
パ
ク
ト
な
装
置
の
よ
う
で
あ
る
。

　

ス
ケ
ー
ル
の
大
小
は
と
も
か
く
、
鎖
国
下
の
日
本
そ
し
て
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
に
お

い
て
も
多
く
の
モ
ノ
が
作
り
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
目
立
た
な
い
も
の
、
あ

ま
り
大
き
く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
高
価
な
も
の
珍
奇
な
も
の
を
手
許
に
引

き
ず
り
寄
せ
る
こ
と
、
大
衆
化
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
強
烈
で
あ
っ
た
。
幾
つ
か
事
例
を

示
し
て
お
こ
う
。

　

レ
ン
ズ
は
外
来
品
で
高
価
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
世
後
期
に
は
あ
る
程
度
の
生
活

を
し
て
い
る
階
層
の
も
の
は
眼
鏡
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
但
し
近
視
用

か
遠
視
用
か
、
ま
た
は
遠
近
共
に
作
成
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ

で
は
な
い
。
望
遠
鏡
も
近
世
後
期
に
は
か
な
り
の
普
及
し
て
い
た
よ
う
で
、
江
戸
の
湯

島
天
神
の
境
内
や
街
道
筋
の
茶
店
に
置
い
て
あ
り
、
客
は
こ
れ
で
風
景
を
楽
し
ん
だ
。

　

時
計
も
近
世
初
期
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
定
時
法
の
時
刻
表
示
を
日
本
の
時

刻
表
示
で
あ
る
不
定
時
法
の
「
和
時
計
」
を
作
り
出
し
て
い
る
。
和
時
計
は
高
価
な
も

の
で
あ
っ
た
が
、
簡
便
な
「
尺
時
計
」
な
る
も
の
を
考
案
製
造
し
て
い
る
。
そ
の
一
方

で
東
芝
の
創
業
者
で
あ
る
「
か
ら
く
り
儀
右
衛
門
」
こ
と
田
中
久
重
（
一
七
九
九
〜

一
八
八
一
）
は
精
密
極
ま
る
万
年
時
計
を
作
っ
て
い
る
。

　

和
時
計
の
仕
組
み
は
か
ら
く
り
人
形
に
繋
が
り
、
生
活
に
密
着
し
た
水
車
に
も
及
ん

で
い
る
。
複
雑
な
水
車
は
和
時
計
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
装
置
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
の
が
歯
車
で
あ
る
。

　

蒸
留
装
置
も
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
材
質
は
ガ
ラ
ス
や
金
属
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
関
心
を
示
し
た
日
本
人
は
ガ
ラ
ス
や
金
属
は
高
価
な
た
め
磁
器
製
の
蒸
留
装
置
を

作
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
一
般
に
「
蘭
引
」
ラ
ン
ビ
キ
と
呼
び
瀬
戸
物
屋
で
も
販
売

し
て
い
た
と
い
う
。「
蘭
引
」
で
焼
酎
な
ど
を
作
り
楽
し
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

海
外
の
蒸
留
装
置
は
ガ
ラ
ス
や
金
属
製
の
た
め
蒸
留
中
に
ガ
ラ
ス
・
金
属
の
成
分
が
溶

け
出
す
こ
と
が
あ
る
が
、
磁
器
製
は
性
能
が
良
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

近
世
に
は
数
学
も
盛
ん
に
な
り
現
在
で
は
和
算
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
多
く
の
人
々
は

和
算
＝
関
孝
和
＝
世
界
に
誇
る
数
学
者
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
算
術
そ
の
も
の
は

帳
簿
・
年
貢
・
土
地
の
計
測
等
々
日
常
生
活
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
高
度

な
数
学
は
実
学
・
実
生
活
と
は
か
け
離
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
神
社
な
ど
に
算
額
を

掲
げ
る
な
ど
真
摯
に
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
い
う
よ
り
、
狭
い
世
界
で
数
学
を
弄

く
り
回
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
山
茂
は
そ
の
著
『
近
世
日
本
の
科
学
思
想
』（
平
成

五
年　

講
談
社
学
術
文
庫
）
に
お
い
て
「
和
算
は
所
詮
東
海
の
一
孤
島
、
文
明
の
吹
き

だ
ま
り
に
咲
い
た
仇
花
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。」
と
結
ん
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
を
挙
げ
て
い
く
と
際
限
が
な
く
な
る
が
、
近
世
社
会
で
作
り
出
さ

れ
た
最
も
日
本
的
な
も
の
の
一
つ
が
「
根
付
」
で
あ
る
。
小
さ
な
根
付
は
取
り
あ
え
ず
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近世の知から近代へ　その１

幕
府
を
批
判
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
心
を
惑
わ
す
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
社
会
不
安
を

引
き
起
こ
す
こ
と
も
な
い
。
そ
の
一
方
技
術
が
向
上
す
れ
ば
人
々
が
驚
嘆
す
る
よ
う
な

も
の
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
作
業
工
程
は
目
立
た
ず
、
完
成
品
は
人
目
を
惹
く
。

近
世
文
化
は
「
根
付
文
化
」
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
近
世
日
本
は
根
付
文
化
的
思

考
に
よ
り
、
モ
ノ
作
り
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
も
ま
た
根
付
社
会
化
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
多
く
の
近
世
の
人
々
の
世
界
観
は
箱
庭
の
世
界
で
あ
っ
た
。

　

近
世
の
人
々
が
蓄
積
し
た
知
は
厖
大
或
は
膨
大
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
世
社
会
で
は

蓄
積
さ
れ
た
知
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
ら
よ
い
の
か
、
具
現
化
し
た
ら
よ
い
の
か
が

分
か
ら
な
か
っ
た
。
或
は
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
近
世
に
お
け
る
知
の
蓄
積

は
近
代
に
至
り
新
た
な
展
開
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

 

（
や
ま
も
と　

み
つ
ま
さ　

交
通
史
学
会
元
会
長
）
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蓄
積
さ
れ
た
知
は
近
世
と
い
う
枠
の
中
で
は
革
新
的
な
思
想
や
、
新
た
な
社
会
体
制

を
考
え
る
必
要
も
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
考
え
を
公
に
す
れ
ば
生
命
に
関
わ

る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
世
間
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
な
く
一
目
置
か
れ
る
の
は
「
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」「
博
覧
強
記
」
で
あ
り
、
知
っ
て
い
る
こ
と
は
頭
が
よ

い
と
評
価
さ
れ
る
。

　

稀
有
壮
大
な
考
え
を
公
に
し
た
り
、
世
間
の
耳
目
を
集
め
る
こ
と
が
憚
ら
れ
た
の
は

モ
ノ
作
り
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
飛
行
機
を
作
ろ
う
と
い
う
者
も
い
た
。
現
在
の
滋
賀
県
長

浜
市
の
鉄
砲
鍛
冶
國
友
一
貫
斎
こ
と
九
代
目
國
友
藤
兵
衛
（
一
七
七
八
〜
一
八
四
〇
）

は
反
射
式
望
遠
鏡
を
作
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、飛
行
機
の
設
計
図
も
書
い
て
い
る
。

図
面
を
書
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
世
間
を
騒
が
せ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

現
在
の
岡
山
県
玉
野
市
の
表
具
師
浮
田
幸
吉
（
一
七
五
七
〜
一
八
四
七
）
は
実
際
に

飛
行
機
を
作
り
、
岡
山
県
の
旭
川
の
京
橋
か
ら
数
メ
ー
ト
ル
飛
行
す
る
も
直
ぐ
に
落
下

し
た
と
い
う
が
、
大
騒
ぎ
と
な
り
捕
ら
え
ら
れ
て
岡
山
所
払
い
と
な
っ
て
い
る
。
幸
吉

は
そ
の
後
現
在
の
静
岡
市
に
移
り
義
歯
作
り
に
従
事
す
る
が
再
び
空
を
飛
び
、
世
情
を

騒
が
せ
た
罪
で
死
罪
に
な
っ
た
と
も
、
静
岡
近
傍
の
見
附
で
平
穏
な
余
生
を
過
ご
し
た

と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

近
代
に
至
り
二
宮
忠
八
（
一
八
六
六
〜
一
九
三
六
）
が
ゴ
ム
動
力
の
飛
行
機
を
作
り

飛
ば
し
て
い
る
。
軍
隊
に
い
た
二
宮
忠
八
は
上
官
の
長
岡
外
史
ら
に
飛
行
機
に
つ
い
て

述
べ
る
が
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
除
隊
後
も
飛
行
機
造
り
を
続
け
る
が
、
ラ
イ
ト
兄
弟
の

飛
行
の
こ
と
を
知
り
飛
行
機
造
り
を
断
念
し
た
。

　

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
こ
と
を
行
う
の
は
日
本
人
の
体
質
に
合
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

戦
艦
大
和
の
よ
う
な
巨
大
戦
艦
製
造
事
例
も
あ
る
が
、
既
に
巨
大
戦
艦
の
時
代
は
過
ぎ

よ
う
と
し
て
い
た
時
で
あ
る
。
ま
た
世
界
の
最
先
端
を
い
く
カ
ミ
オ
カ
ン
デ
の
よ
う
な

巨
大
観
測
装
置
も
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
日
本
の
技
術
は
本
質
的
に
は
宇
宙
探
査
機

「
は
や
ぶ
さ
」
な
ど
コ
ン
パ
ク
ト
な
装
置
の
よ
う
で
あ
る
。

　

ス
ケ
ー
ル
の
大
小
は
と
も
か
く
、
鎖
国
下
の
日
本
そ
し
て
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
に
お

い
て
も
多
く
の
モ
ノ
が
作
り
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
目
立
た
な
い
も
の
、
あ

ま
り
大
き
く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
高
価
な
も
の
珍
奇
な
も
の
を
手
許
に
引

き
ず
り
寄
せ
る
こ
と
、
大
衆
化
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
強
烈
で
あ
っ
た
。
幾
つ
か
事
例
を

示
し
て
お
こ
う
。

　

レ
ン
ズ
は
外
来
品
で
高
価
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
世
後
期
に
は
あ
る
程
度
の
生
活

を
し
て
い
る
階
層
の
も
の
は
眼
鏡
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
但
し
近
視
用

か
遠
視
用
か
、
ま
た
は
遠
近
共
に
作
成
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ

で
は
な
い
。
望
遠
鏡
も
近
世
後
期
に
は
か
な
り
の
普
及
し
て
い
た
よ
う
で
、
江
戸
の
湯

島
天
神
の
境
内
や
街
道
筋
の
茶
店
に
置
い
て
あ
り
、
客
は
こ
れ
で
風
景
を
楽
し
ん
だ
。

　

時
計
も
近
世
初
期
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
定
時
法
の
時
刻
表
示
を
日
本
の
時

刻
表
示
で
あ
る
不
定
時
法
の
「
和
時
計
」
を
作
り
出
し
て
い
る
。
和
時
計
は
高
価
な
も

の
で
あ
っ
た
が
、
簡
便
な
「
尺
時
計
」
な
る
も
の
を
考
案
製
造
し
て
い
る
。
そ
の
一
方

で
東
芝
の
創
業
者
で
あ
る
「
か
ら
く
り
儀
右
衛
門
」
こ
と
田
中
久
重
（
一
七
九
九
〜

一
八
八
一
）
は
精
密
極
ま
る
万
年
時
計
を
作
っ
て
い
る
。

　

和
時
計
の
仕
組
み
は
か
ら
く
り
人
形
に
繋
が
り
、
生
活
に
密
着
し
た
水
車
に
も
及
ん

で
い
る
。
複
雑
な
水
車
は
和
時
計
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
装
置
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
の
が
歯
車
で
あ
る
。

　

蒸
留
装
置
も
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
材
質
は
ガ
ラ
ス
や
金
属
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
関
心
を
示
し
た
日
本
人
は
ガ
ラ
ス
や
金
属
は
高
価
な
た
め
磁
器
製
の
蒸
留
装
置
を

作
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
一
般
に
「
蘭
引
」
ラ
ン
ビ
キ
と
呼
び
瀬
戸
物
屋
で
も
販
売

し
て
い
た
と
い
う
。「
蘭
引
」
で
焼
酎
な
ど
を
作
り
楽
し
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

海
外
の
蒸
留
装
置
は
ガ
ラ
ス
や
金
属
製
の
た
め
蒸
留
中
に
ガ
ラ
ス
・
金
属
の
成
分
が
溶

け
出
す
こ
と
が
あ
る
が
、
磁
器
製
は
性
能
が
良
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

近
世
に
は
数
学
も
盛
ん
に
な
り
現
在
で
は
和
算
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
多
く
の
人
々
は

和
算
＝
関
孝
和
＝
世
界
に
誇
る
数
学
者
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
算
術
そ
の
も
の
は

帳
簿
・
年
貢
・
土
地
の
計
測
等
々
日
常
生
活
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
高
度

な
数
学
は
実
学
・
実
生
活
と
は
か
け
離
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
神
社
な
ど
に
算
額
を

掲
げ
る
な
ど
真
摯
に
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
い
う
よ
り
、
狭
い
世
界
で
数
学
を
弄

く
り
回
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
山
茂
は
そ
の
著
『
近
世
日
本
の
科
学
思
想
』（
平
成

五
年　

講
談
社
学
術
文
庫
）
に
お
い
て
「
和
算
は
所
詮
東
海
の
一
孤
島
、
文
明
の
吹
き

だ
ま
り
に
咲
い
た
仇
花
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。」
と
結
ん
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
を
挙
げ
て
い
く
と
際
限
が
な
く
な
る
が
、
近
世
社
会
で
作
り
出
さ

れ
た
最
も
日
本
的
な
も
の
の
一
つ
が
「
根
付
」
で
あ
る
。
小
さ
な
根
付
は
取
り
あ
え
ず
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幕
府
を
批
判
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
心
を
惑
わ
す
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
社
会
不
安
を

引
き
起
こ
す
こ
と
も
な
い
。
そ
の
一
方
技
術
が
向
上
す
れ
ば
人
々
が
驚
嘆
す
る
よ
う
な

も
の
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
作
業
工
程
は
目
立
た
ず
、
完
成
品
は
人
目
を
惹
く
。

近
世
文
化
は
「
根
付
文
化
」
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
近
世
日
本
は
根
付
文
化
的
思

考
に
よ
り
、
モ
ノ
作
り
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
も
ま
た
根
付
社
会
化
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
多
く
の
近
世
の
人
々
の
世
界
観
は
箱
庭
の
世
界
で
あ
っ
た
。

　

近
世
の
人
々
が
蓄
積
し
た
知
は
厖
大
或
は
膨
大
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
世
社
会
で
は

蓄
積
さ
れ
た
知
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
ら
よ
い
の
か
、
具
現
化
し
た
ら
よ
い
の
か
が

分
か
ら
な
か
っ
た
。
或
は
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
近
世
に
お
け
る
知
の
蓄
積

は
近
代
に
至
り
新
た
な
展
開
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

 

（
や
ま
も
と　

み
つ
ま
さ　

交
通
史
学
会
元
会
長
）
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