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彙　
　
　

報

○
『
女
子
大
國
文
』
第
一
六
六
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

○
巻
頭
に
、
公
開
講
座
で
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
、
田
鎖
数
馬
先
生
の
ご

講
演
要
旨
と
、
田
中
草
大
先
生
の
ご
講
演
録
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
な
お
、
田
鎖
先
生
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
の
が
「
講

演
要
旨
」
で
あ
り
ま
す
の
は
、
そ
の
文
末
に
付
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
よ
う
に
、
既
に
御
著
書
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
こ

と
に
よ
り
ま
す
。

　

講
師
の
先
生
方
に
は
当
日
の
ご
講
演
及
び
本
誌
へ
の
ご
寄
稿
、
ま
こ
と
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
大
学
院
生
・
学
部
学
生
に
よ
る
、
公
開
講
座
聴
講
記
、
学
会
旅
行
印
象
記

を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
公
開
講
座
聴
講
記
に
つ
き
ま
し
て
は
、
巻
頭

に
掲
げ
ま
し
た
講
師
の
先
生
方
の
ご
講
演
要
旨
・
ご
講
演
録
と
併
せ
て

ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　

研
究
室
だ
よ
り

○
漢
文
学
分
野
の
教
授
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
滝
川
幸
司
先
生
が
、
九
月

三
十
日
を
以
て
ご
退
職
な
さ
り
、
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
同
文

学
部
に
移
ら
れ
ま
し
た
。
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　
　

二
〇
一
九
年
度
国
文
学
会
行
事
（
後
期
）

○
公
開
講
座

十
月
二
十
一
日
（
月
）
午
後
一
時
よ
り　

於 

Ｊ
420
教
室

「
日
本
語
史
の
研
究
と
「
古
文
」
「
漢
文
」 

　

―
そ
も
そ
も
、
古
文
・
漢
文
っ
て
何
？

―
」

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
講
師　

田
中
草
大
氏

「
谷
崎
潤
一
郎
と
「
孝
」
の
思
想
」

高
知
大
学
人
文
社
会
科
学
部
准
教
授　

田
鎖
数
馬
氏

○
学
会
旅
行

十
月
二
十
日
（
日
）
午
後

一
乗
寺
方
面
（
八
大
神
社
・
曼
殊
院
門
跡
・
詩
仙
堂
丈
山
寺
）
を
、
大

学
院
生
・
学
部
生
十
四
名
が
、
学
科
主
任
小
山
順
子
先
生
、
運
営
委
員

山
中
延
之
先
生
・
宮
﨑
三
世
先
生
、
池
原
陽
斉
先
生
引
率
の
も
と
、
巡

り
ま
し
た
。
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【
公
開
講
座
聴
講
記
】
（
十
月
二
十
一
日
）

　
　
　
「
不
孝
」
な
谷
崎
の
話博

士
前
期
課
程
二
回
生　

稲　

垣  

あ 

や 

か

　

こ
の
た
び
、
田
鎖
数
馬
先
生
の
ご
講
演
「
谷
崎
潤
一
郎
と
「
孝
」
の
思

想
」
を
拝
聴
し
ま
し
た
。
ご
多
忙
の
中
ご
講
演
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
こ

と
を
、
ま
ず
は
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ご
講
演
の
内
容
は
、
大
正
十
年
発
表
の
小
説
「
不
幸
な
母
の
話
」
の
物
語

展
開
か
ら
、
谷
崎
の
思
想
に
「
孝
」
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
く
、
と
い
っ
た
も
の
で
し
た
。
「
不
幸
な
母
の
話
」
で
は
、
水

難
事
故
に
遭
っ
た
際
に
母
よ
り
も
妻
を
優
先
し
て
救
助
し
た
男
が
、
そ
の

後
、
自
身
の
選
択
を
深
く
悔
恨
し
、
遂
に
は
命
を
絶
っ
て
し
ま
う
さ
ま
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
田
鎖
先
生
は
こ
の
男
の
苦
悩
に
つ
い
て
、
「
孝
」
の
思
想

に
背
い
て
し
ま
っ
た
が
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
谷
崎
の
幼
少
期
を
回
顧
し
た
随
筆
な
ど
か
ら
、
修
身
の
授
業
で

「
孝
」
の
教
育
を
受
け
て
い
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
対
す
る
谷
崎
の
考
え
が
窺

え
る
箇
所
を
ご
紹
介
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

実
は
以
前
、
大
正
前
期
の
谷
崎
の
実
人
生
を
調
べ
て
い
て
少
し
疑
問
に
思

う
点
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の
谷
崎
の
随
筆
に
よ
る
と
、
大
正
四
年
ご
ろ
、

そ
れ
ま
で
の
放
蕩
生
活
を
省
み
て
両
親
の
も
と
へ
帰
り
、
最
初
の
妻
・
石
川

千
代
と
結
婚
を
し
て
い
ま
す
。
生
活
を
改
め
よ
う
と
考
え
た
き
っ
か
け
に
つ

い
て
谷
崎
は
、
「
現
在
の
ま
ゝ
に
放
任
し
て
居
れ
ば
、
遂
に
は
浅
薄
な
生
半

可
な
人
間
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。
自
分
は
も
う
少
し
落
ち
着
い
て
、
し
つ
か
り

と
自
分
の
事
を
考
へ
て
見
よ
う
。
」
（
大
正
五
年
「
父
と
な
り
て
」
）
と
語
っ

て
い
ま
す
が
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
急
に
そ
の
よ
う
な
考
え
に
及
ん
だ
の
か
、

長
ら
く
疑
問
に
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
今
回
の
田
鎖
先
生
の
お
話
に
基
づ
き
、
谷
崎
の
根
幹
に
「
孝
」

の
思
想
が
あ
っ
た
と
見
れ
ば
、
こ
の
疑
問
点
は
す
ん
な
り
と
理
解
が
で
き
る

よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
。

　

谷
崎
の
両
親
は
、
大
正
六
年
に
母
が
五
十
四
歳
で
、
大
正
八
年
に
父
が

六
十
一
歳
で
そ
れ
ぞ
れ
他
界
し
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
谷
崎
が
生
活
を
改

め
た
の
は
、
両
親
の
死
去
か
ら
三
～
五
年
前
に
あ
た
り
ま
す
。
厚
生
労
働
省

の
調
査
に
よ
る
と
、
当
時
の
平
均
寿
命
は
四
十
四
・
五
歳
と
の
こ
と
で
す
。

谷
崎
は
両
親
と
同
居
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
両
親
の
老
い
に
直
接

は
触
れ
て
い
な
い
ま
で
も
、
そ
の
年
齢
か
ら
「
も
う
若
く
は
な
い
」
と
い
う

こ
と
は
十
分
に
感
じ
ら
れ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
谷
崎
の
心
の

内
に
潜
ん
で
い
た
「
孝
」
の
思
想
が
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
表
出
し
た
と
見

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ご
講
演
の
中
で
も
特
に
、
谷
崎
の
作
品
は
「
孝
あ
っ
て
の
不
孝
」
で
あ
る

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
が
印
象
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
孝
」
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の
思
想
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
不
孝
な
人
間
を
異
端
者
と
し
て
描
き
出

せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

谷
崎
と
い
え
ば
、
そ
の
作
風
や
実
人
生
か
ら
、
道
徳
か
ら
か
け
離
れ
た
人

物
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
田

鎖
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
そ
も
そ
も
背
く
は
ず
の
徳
が
な
け
れ
ば
、
何

を
や
ろ
う
と
も
そ
こ
か
ら
背
徳
感
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
が
、
谷
崎

が
道
徳
つ
ま
り
「
孝
」
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
の
何
よ
り
の
証
拠
で
あ

る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

田
鎖
先
生
の
お
話
は
、
私
自
身
の
研
究
内
容
に
お
い
て
も
た
い
へ
ん
参
考

に
な
る
部
分
が
多
く
、
今
回
の
公
開
講
座
は
と
て
も
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま

し
た
。
田
鎖
先
生
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
こ
と
を
頭
に
置
き
な
が
ら
、
よ

り
い
っ
そ
う
真
摯
に
、
谷
崎
の
作
品
に
向
か
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

二
〇
一
九
年
度
国
文
学
科
公
開
講
座
を
聴
講
し
て

三
回
生　

 

宇　

野　

美　

亜

　

今
回
の
公
開
講
座
で
は
、
谷
崎
の
小
説
「
不
幸
な
母
の
話
」
を
、
「
孝
」

の
思
想
の
観
点
を
中
心
に
検
討
し
た
お
話
を
拝
聴
し
た
。
「
耽
美
と
背
徳
の

空
想
的
な
世
界
」
を
描
く
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
谷
崎
が
、
「
孝
」
の
思
想
も

持
っ
て
い
た
こ
と
は
意
外
だ
っ
た
。

　

こ
の
作
品
で
は
、
新
婚
旅
行
先
で
水
難
事
故
に
遭
っ
た
兄
が
、
母
親
で
は

な
く
妻
を
優
先
し
て
助
け
、
母
親
は
別
の
人
に
救
助
さ
れ
る
。
従
来
、
兄
の

こ
の
行
動
に
つ
い
て
、
兄
は
無
意
識
の
う
ち
に
「
永
遠
に
若
く
美
し
い
女
」

と
し
て
の
母
親
を
妻
の
中
に
見
つ
け
て
お
り
、
事
故
の
際
も
そ
の
母
親
を
救

う
た
め
に
、
誰
か
が
縋
り
付
い
て
く
る
の
を
振
り
払
い
、
咄
嗟
に
妻
を
救
助

し
、
生
み
の
母
を
犠
牲
に
し
た
と
い
う
解
釈
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

　

田
鎖
先
生
は
、
こ
の
解
釈
に
対
し
て
二
つ
の
疑
問
点
を
挙
げ
ら
れ
て
い

た
。
一
点
目
が
、
事
故
の
以
前
か
ら
兄
が
「
永
遠
に
若
く
美
し
い
女
」
と
し

て
の
母
親
を
無
意
識
の
う
ち
に
求
め
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
か
と
い
う

点
、
二
点
目
が
、
事
故
の
際
、
咄
嗟
に
生
み
の
母
を
犠
牲
に
し
た
と
考
え
て

よ
い
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

一
点
目
に
つ
い
て
、
兄
が
「
若
く
美
し
い
女
」
と
し
て
の
母
親
を
求
め
た

こ
と
が
本
文
中
で
は
じ
め
て
示
さ
れ
る
の
は
、
妻
を
助
け
た
後
母
親
を
探
し

て
半
狂
乱
に
な
っ
た
時
で
あ
る
。
一
部
を
引
用
す
る
。

　
　

 

水
の
中
で
声
を
限
り
に
母
を
呼
ぶ
自
分
と
云
ふ
も
の
が
、
乳
を
求
め
る

哀
れ
な
赤
児
の
や
う
に
思
は
れ
、
自
分
こ
そ
母
に
救
つ
て
貰
ひ
た
い
気

が
し
た
。

　

兄
は
、
現
実
の
母
親
に
対
し
て
「
親
不
孝
」
な
自
分
を
慰
め
て
く
れ
る

「
理
想
の
母
親
」
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
全
て
を
包
む
「
母
」
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
「
孝
」
の
思
想
に
基
づ
い
た
「
親
不
孝
」
に
苦
し
む
「
兄
」
が

あ
っ
て
こ
そ
成
立
し
て
い
る
の
だ
。
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二
点
目
に
つ
い
て
、
兄
は
、
事
故
後
の
母
親
の
性
格
が
が
ら
り
と
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
様
子
を
見
て
は
じ
め
て
、
「
自
分
が
振
り
払
っ
た
の
は
母
親
か

も
し
れ
な
い
」
と
思
っ
た
こ
と
が
本
文
か
ら
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、

先
行
文
献
に
対
し
て
疑
問
を
持
っ
た
時
、
作
品
本
文
を
も
う
一
度
見
直
す
と

い
う
姿
勢
は
、
私
も
今
後
大
切
に
し
た
い
。

　

水
難
事
故
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
の
か
、

ま
た
そ
の
行
動
に
型
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
た
め
に
挙
げ
ら
れ
た
作
品
の

中
で
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。
『
今
昔
物
語
集
』
「
住
河
辺
僧
値
洪
水
棄

子
助
母
語
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
水
難
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
た
僧
侶

と
、
そ
の
息
子
、
僧
侶
の
母
親
が
登
場
し
、
「
不
幸
な
母
の
話
」
と
類
似
し

た
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
不
幸
な
母
の
話
」
で
は
兄
が
妻
を
優

先
し
、
親
不
孝
に
苦
し
む
の
に
対
し
、
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、
僧
侶
が
母

親
を
優
先
し
て
母
親
へ
の
「
孝
行
」
を
貫
く
こ
と
で
、
結
果
的
に
自
身
の
息

子
も
救
わ
れ
る
。
一
見
似
通
っ
て
見
え
る
二
つ
の
作
品
に
、
親
孝
行
を
貫
く

か
否
か
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
驚
い
た
。

　

谷
崎
の
自
叙
伝
小
説
「
異
端
者
の
悲
し
み
」
で
は
、
親
不
孝
を
繰
り
返
し

な
が
ら
も
罪
悪
感
を
抱
く
主
人
公
が
描
か
れ
、
エ
ッ
セ
イ
「
親
不
孝
の
思
ひ

出
」
で
は
、
「
小
学
校
時
代
の
修
身
の
時
間
」
を
き
っ
か
け
に
、
親
不
孝
を

意
識
し
は
じ
め
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
な
ど
、
他
作
品
か
ら
も
「
孝
」
の
思
想

を
読
み
取
れ
る
。
「
不
幸
な
母
の
話
」
の
兄
の
行
動
は
、
谷
崎
の
「
孝
」
の

思
想
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
。

　

今
回
の
公
開
講
座
で
は
、
谷
崎
の
意
外
な
一
面
を
知
っ
た
と
と
も
に
、
一

つ
の
作
品
に
対
し
て
様
々
な
観
点
か
ら
検
討
す
る
際
、
作
品
の
本
文
を
そ
の

都
度
確
認
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
「
古
文
」
「
漢
文
」
と
私

三
回
生　

土　

井　

理
紗
子

　

今
回
公
開
講
座
で
、
日
本
語
史
の
研
究
を
さ
れ
て
い
る
田
中
草
大
先
生
か

ら
、
「
日
本
語
史
の
研
究
と
「
古
文
」
「
漢
文
」

―
そ
も
そ
も
、
古
文
・
漢

文
っ
て
何
？

―
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
お
話
を
伺
っ
た
。

　

講
演
内
容
は
ま
ず
、
「
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
」
（
二
〇
一
九
・
一
・

一
四　

於
：
明
星
大
学
）
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
て
行
わ
れ
た
〝
高
校
教

育
に
お
け
る
古
典
教
育
の
必
要
性
〞
に
つ
い
て
の
討
論
で
定
義
さ
れ
た
「
古

文
」
「
漢
文
」
の
定
義
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

問
い
か
ら
始
ま
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
て
行
わ
れ
た
議
題
は
そ
も
そ
も
、

「
古
文
」
「
漢
文
」
と
は
何
な
の
か
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
ず
と
明

ら
か
に
な
る
。
講
演
は
、
「
「
古
文
」
「
漢
文
」
っ
て
何
？
」
と
い
う
テ
ー
マ

の
も
と
、
実
際
の
教
材
・
教
育
内
容
か
ら
考
察
さ
れ
た
定
義
と
、
古
文
・
漢

文
を
学
ぶ
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
内
容
だ
っ
た
。

　

こ
の
テ
ー
マ
は
、
我
々
国
文
学
科
の
学
生
に
は
逃
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
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る
。
少
な
く
と
も
私
は
入
学
か
ら
三
年
間
、
い
つ
も
心
の
隅
に
ち
ら
つ
い
て

い
る
気
に
な
る
疑
問
だ
っ
た
。
私
は
三
年
間
、
国
文
学
を
学
び
な
が
ら
も
、

い
ま
だ
に
「
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
」
「
古
文
・
漢
文
と
は
な
に
か
」

と
い
う
も
の
に
対
し
て
答
え
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
当
然
私
の
人

生
に
お
い
て
は
、
国
文
学
科
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
古
典
や

漢
文
は
必
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
他
人
に
と
っ
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
例
え

ば
私
の
弟
な
ど
は
、
今
年
受
験
生
に
も
関
わ
ら
ず
、
理
系
大
学
に
の
み
絞
っ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
正
直
な
と
こ
ろ
古
典
は
お
ざ
な
り
と
い
っ
て
も
良

い
。
彼
の
よ
う
な
生
徒
に
お
い
て
、
古
典
と
は
必
要
な
の
か
。
も
し
、
あ
な

た
は
そ
ん
な
生
徒
が
「
古
典
は
必
要
な
の
か
」
と
問
う
て
き
た
と
し
て
詰
ま

ら
ず
返
答
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

講
演
で
の
結
論
は
、
「
古
文
」
と
は
〝
古
典
文
法
で
書
か
れ
た
文
章
（
文

語
文
）〞、
「
漢
文
」
と
は
、
国
語
科
の
学
習
に
お
い
て
は
〝
漢
文
訓
読
〞
の

こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
を
学
ん
で
得
ら
れ

る
も
の
は
、
古
典
文
法
で
書
か
れ
た
文
章
（
文
語
文
）
の
読
み
書
き
と
、
漢

文
の
訓
読
お
よ
び
（
特
に
訓
読
に
基
づ
い
て
）
漢
文
を
書
く
こ
と
で
あ
る
。

明
治
初
期
以
前
は
大
方
の
書
き
物
が
文
語
体
で
書
か
れ
て
い
て
、
そ
の
う
ち

の
一
定
数
は
漢
文
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
古
文
・
漢
文
を

読
み
書
き
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
近
代
以
前
の
膨
大
な
文
字
遺
産
を

活
用
で
き
る
の
で
、
過
去
の
日
本
に
関
心
の
あ
る
（
将
来
的
に
関
心
を
も

つ
）
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
有
益
な
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
我
々
の
よ
う
に
勉
学
と
し
て
史
料
や
作
品
に
ふ
れ
る
人
だ
け

で
な
く
、
他
の
学
部
へ
進
む
人
で
あ
っ
て
も
、
戦
前
に
成
立
し
た
法
律
や
、

焼
き
物
の
箱
書
き
、
掛
け
軸
に
書
か
れ
た
言
葉
、
少
し
気
に
な
っ
た
歴
史
上

の
人
物
の
日
記
や
手
紙
な
ど
に
興
味
を
持
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
理
解
で
き
る

ツ
ー
ル
を
中
学
校
・
高
等
学
校
の
生
徒
で
あ
る
う
ち
に
学
ぶ
こ
と
は
、
必
要

な
事
で
あ
る
。
も
し
こ
の
能
力
が
な
け
れ
ば
、
文
語
文
や
漢
文
が
出
て
き
た

だ
け
で
、
自
国
の
言
葉
な
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
異
国
語
で
書
か
れ
た
本
を
前

に
し
た
よ
う
に
お
手
上
げ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
う
や
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
古
文
や
漢
文
を
学
ん
だ
こ
と
は
、
人
生
に

お
い
て
大
切
な
も
の
だ
と
思
う
。
高
校
時
代
を
振
り
返
る
と
、
古
典
の
テ
ス

ト
前
に
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
が
口
を
そ
ろ
え
て
「
古
典
な
ん
て
い
ら
な
い
じ
ゃ

ん
」
と
言
っ
て
い
た
姿
が
浮
か
ぶ
。
生
徒
が
こ
う
思
っ
て
し
ま
う
の
は
、
古

典
学
習
の
際
に
、
古
文
・
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
の
有
用
性
を
伝
え
る
こ
と
が
な

か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、
過
去
の
私
に
今

回
の
公
開
講
座
の
話
を
語
っ
て
聞
か
せ
た
い
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
う
思
え
る

く
ら
い
、
今
回
の
公
開
講
座
の
内
容
は
私
に
と
っ
て
得
る
も
の
が
多
か
っ

た
。
も
し
今
後
、
古
典
が
必
要
か
と
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
私
は
胸
を

張
っ
て
古
典
を
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を
語
れ
る
だ
ろ
う
。
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教
科
書
の
古
文
は
平
安
時
代
語

三
回
生　

渡　

邉　

良　

香

　

公
開
講
座
に
参
加
し
、
普
段
お
聞
き
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
他
大
学
の
先

生
の
講
義
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
貴
重
な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
も
参
加
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
は
四
回
生
ゼ
ミ
の
分
属
調
査

時
期
と
も
重
な
っ
た
う
え
、
二
回
生
の
頃
か
ら
興
味
を
持
っ
て
い
る
国
語
学

の
分
野
だ
っ
た
の
で
、
今
後
の
こ
と
に
も
考
え
を
巡
ら
せ
な
が
ら
有
意
義
な

時
間
を
過
ご
せ
ま
し
た
。

　

今
回
受
講
し
た
の
は
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
講
師
・
田
中
草
大

先
生
の
「
日
本
語
史
の
研
究
と
「
古
文
」
「
漢
文
」

―
そ
も
そ
も
、
古
文
・

漢
文
っ
て
何
？

―
」
で
す
。
古
文
・
漢
文
か
ら
何
を
得
た
い
の
か
、
そ
も

そ
も
古
文
・
漢
文
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
が
充
分
で
は
な
い
の
で
は
な
い

か
、
教
材
か
ら
帰
納
す
る
こ
と
で
古
典
学
習
の
意
義
を
見
直
そ
う
と
い
う
も

の
で
す
。
私
自
身
が
こ
れ
ま
で
に
受
け
て
き
た
教
育
も
思
い
返
し
考
え
直
す

き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
高
校
の
教
科
書
で
「
古
文
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
作
品
た
ち
は

平
安
時
代
や
江
戸
時
代
の
作
品
の
比
率
が
高
く
、
ほ
と
ん
ど
が
平
安
時
代
の

仮
名
文
学
作
品
（
『
竹
取
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
）
に
使
わ
れ
た
文

法
を
手
本
に
、
後
世
に
書
き
言
葉
と
し
て
確
立
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
古
文
」
は
、
古
い
日
本
の
こ
と
ば
と

い
う
よ
り
は
「
古
典
文
法
で
書
か
れ
た
文
語
文
」
な
の
で
す
。
近
代
に
い
た

る
ま
で
書
き
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
続
け
て
き
た
「
古
典
文
法
」
（
＝
平
安
時

代
ご
ろ
の
日
本
語
）
は
、
時
代
の
経
過
に
関
わ
ら
ず
言
葉
の
変
化
が
見
ら
れ

な
い
た
め
、
む
し
ろ
不
自
然
に
映
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
中
学
高
校
時
代
に
は

あ
ま
り
気
に
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
観
点
で
し
た
が
、
改
め
て
考
え
て
み
る

と
、
確
か
に
現
代
の
こ
と
ば
と
の
隔
た
り
が
大
き
す
ぎ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

時
代
同
士
は
隣
り
合
い
な
が
ら
続
い
て
い
て
、
こ
と
ば
は
徐
々
に
変
化
し
な

が
ら
現
在
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
も
の
へ
と
繋
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
「
漢
文
」
は
訓
読
を
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
私
は
一
回
生
の
時
に
第
二
言
語
と
し
て
中
国
語
を
学
ん
だ
の
で

す
が
、
中
学
高
校
で
も
再
三
目
に
し
て
き
た
は
ず
の
漢
字
の
羅
列
を
前
に
、

初
め
は
全
く
手
も
足
も
出
な
か
っ
た
の
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
中
国
か
ら

入
っ
て
き
た
こ
ろ
に
は
、
日
本
人
も
確
実
に
中
国
語
と
し
て
読
ん
で
い
た
だ

ろ
う
文
字
列
で
す
。
外
国
語
な
の
だ
か
ら
中
国
語
と
し
て
読
め
ば
い
い
じ
ゃ

な
い
、
と
い
う
考
え
も
過
ぎ
り
ま
し
た
が
、
『
古
事
記
』
の
頃
か
ら
「
日
本

語
で
し
か
読
め
な
い
漢
文
」
が
あ
る
た
め
や
は
り
訓
読
は
必
要
な
よ
う
で

す
。

　

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
濃
い
お
話
を
な
さ
っ
て
い
た
の
で
と
て
も
情
報
量
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が
多
い
講
義
だ
っ
た
の
で
す
が
、
聞
き
な
が
ら
一
番
悩
ん
だ
の
が
「
高
校
国

語
科
に
お
い
て
古
典
の
時
間
が
削
減
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の

中
で
、
古
典
教
育
が
必
修
で
あ
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し

た
。
先
生
は
、
文
献
を
通
じ
て
過
去
の
日
本
に
触
れ
よ
う
と
す
る
と
き
に
は

「
文
語
文
・
漢
文
訓
読
の
読
解
能
力
」
が
必
須
で
あ
り
、
専
門
家
で
な
く
て

も
「
技
能
」
と
し
て
身
に
つ
け
る
た
め
に
必
要
だ
と
仰
い
ま
し
た
。
言
葉
づ

か
い
が
な
っ
て
い
な
い
と
か
、
古
文
は
日
本
語
じ
ゃ
な
い
み
た
い
だ
か
ら
嫌

と
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
前
に
一
度
、
そ
の
言
葉
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
ど
こ

で
ど
う
学
ん
だ
か
、
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け
て
み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ

な
い
と
感
じ
ま
し
た
。

　

毎
度
公
開
講
座
は
、
普
段
受
講
し
て
い
る
本
学
の
先
生
方
の
講
義
と
は
違

う
、
程
よ
い
緊
張
感
で
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
て
新
鮮
で
す
。
ど
の
回
生

で
も
、
ど
の
分
野
の
先
生
が
ゲ
ス
ト
で
も
、
貴
重
な
機
会
を
ぜ
ひ
活
用
し
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
、
遥
々
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
、

会
場
の
設
営
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
学
会
旅
行
印
象
記
】
（
十
月
二
十
日
）

　
　
　

秋
の
一
乗
寺
を
た
ず
ね
て

博
士
前
期
課
程
一
回
生　

森　

下　

成　

海

　

偶
然
、
学
会
旅
行
委
員
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
大
学
院
生
で
す
。
学
会
旅
行

に
は
、
学
部
二
回
生
の
頃
一
度
参
加
し
た
き
り
で
す
し
、
去
年
ま
で
の
学
会

旅
行
委
員
が
素
晴
ら
し
く
、
私
に
彼
女
た
ち
と
同
じ
働
き
が
で
き
る
と
は
思

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
先
生
方
の
お
力
添
え
が
あ
っ
て
、
楽
し
い
旅

行
を
な
ん
と
か
形
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
同
じ
く
学
会
旅
行
委
員
を

つ
と
め
て
く
れ
た
小
林
さ
ん
に
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

十
二
時
五
十
分
、
出
町
柳
駅
集
合
。
当
日
は
晴
天
に
恵
ま
れ
、
気
持
ち
の

良
い
ス
タ
ー
ト
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
曼
殊
院
へ
向
か
い
ま
し
た
。
曼
殊
院
は
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）

に
現
在
の
場
所
に
立
ち
ま
し
た
。
当
時
の
門
主
良
尚
親
王
は
、
桂
離
宮
を
つ

く
っ
た
八
条
宮
智
仁
親
王
を
父
に
持
ち
ま
す
。
曼
殊
院
の
大
書
院
・
小
書
院

は
、
桂
離
宮
の
建
築
様
式
の
流
れ
を
汲
ん
で
お
り
、
「
小
さ
な
桂
離
宮
」
と

も
い
わ
れ
る
と
か
。
私
は
桂
離
宮
に
も
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
曼

殊
院
の
方
が
気
に
入
り
ま
し
た
。
（
個
人
的
な
好
み
で
す
。
）
大
書
院
の
日
光

の
入
り
方
は
、
特
に
美
し
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
古
今
伝
授
資
料
を

は
じ
め
、
様
々
な
書
画
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
国
文
学
を
学
ぶ
も
の
と
し
て
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興
味
深
い
も
の
が
多
か
っ
た
で
す
。

　

次
は
、
八
大
神
社
へ
。
曼
殊
院
か
ら
約
一
キ
ロ
の
距
離
を
歩
き
ま
し
た
。

道
中
の
民
家
に
は
、
金
木
犀
の
垣
根
が
多
く
、
そ
の
香
り
に
秋
の
寒
さ
を
感

じ
ま
し
た
。
八
大
神
社
に
は
、
松
の
古
木
が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
松

は
、
も
と
は
八
大
神
社
か
ら
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
西
に
下
っ
た
と
こ
ろ
に

あ
っ
て
、
そ
こ
で
宮
本
武
蔵
と
吉
岡
一
門
が
戦
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
刀
を
か
ま
え
る
武
蔵
（
二
刀
流
で
す
）
の
銅
像
の
前
で
写
真
を
撮
っ
て

い
る
人
も
い
ま
し
た
。
境
内
の
隅
に
サ
ザ
ン
カ
の
木
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

高
さ
十
メ
ー
ト
ル
は
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
友
人
が
「
こ
ん
な
に
大
き

く
な
る
の
か
」
と
驚
い
て
い
ま
し
た
。
生
垣
の
イ
メ
ー
ジ
し
か
な
か
っ
た
の

で
、
私
も
驚
き
ま
し
た
。
「
さ
ざ
ん
か
、
さ
ざ
ん
か
、
さ
い
た
み
ち
」
の
サ

ザ
ン
カ
も
、
ま
さ
か
十
メ
ー
ト
ル
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

最
後
は
詩
仙
堂
で
す
。
こ
こ
は
、
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
、
石
川
丈

山
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
丈
山
は
、
五
十
九
歳
か
ら
九
十
歳
で
亡
く

な
る
ま
で
、
詩
仙
堂
に
住
み
ま
し
た
。
詩
仙
の
間
に
は
、
丈
山
が
選
ん
だ
中

国
の
詩
人
三
十
六
人
と
、
そ
の
詩
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
絵
は
狩
野
探
幽

に
よ
り
ま
す
。
先
生
方
が
、
選
定
方
針
や
、
絵
に
表
れ
た
各
詩
人
の
イ
メ
ー

ジ
に
つ
い
て
お
話
を
な
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
聞
け
る
の
は
、
学
会
旅

行
参
加
者
の
特
権
で
す
。
庭
は
、
建
物
に
比
べ
て
非
常
に
広
い
も
の
で
し

た
。
散
策
す
る
ぶ
ん
に
は
楽
し
い
で
す
が
、
お
手
入
れ
は
大
変
そ
う
で
す
。

秋
の
花
々
が
咲
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
私
た
ち
を
悩
ま
せ
た
の
が
、

「
丈
山
椿
」
で
す
。
サ
ザ
ン
カ
と
ツ
バ
キ
は
ど
こ
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

山
中
先
生
か
ら
「
こ
れ
は
ツ
バ
キ
で
す
か
、
サ
ザ
ン
カ
で
す
か
」
と
聞
か
れ

ま
し
た
が
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。
八
大
神
社
の
サ
ザ
ン
カ
に
は
札
が
か
か
っ
て

い
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
に
は
何
も
説
明
が
あ
り
ま
せ
ん
。
う
ん
う
ん
唸
っ
て

い
る
う
ち
に
、
集
合
時
間
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
後
で
、
池
原
先
生
と

山
中
先
生
が
受
付
の
人
に
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
で
、
「
丈
山
椿
」
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
サ
ザ
ン
カ
と
ツ
バ
キ
の
見
分
け
方
、

未
だ
に
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

楽
し
い
思
い
出
は
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
が
、
紙
幅
が
尽
き
て
し
ま
い
ま
し

た
。
大
切
な
日
曜
日
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
学
生
の
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
少
し
で
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
な
ら
幸
い
で
す
。
企

画
か
ら
引
率
ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
宮
﨑
先
生
、
山
中
先
生
、
小
山
先
生
、

お
忙
し
い
中
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
池
原
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
私
は
至
ら
な
い
点
が
あ
ま
り
に
も
多
く
、
先
生
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な

け
れ
ば
完
遂
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
重
ね
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。



64

　
　
　

一
乗
寺
を
歩
く

二
回
生　

納　

谷　

玲　

子

　

十
二
時
五
十
分
、
出
町
柳
駅
改
札
前
集
合
。
集
合
時
間
に
少
し
遅
れ
た
私

を
待
っ
て
い
て
く
れ
た
宮
﨑
先
生
と
、
予
定
し
て
い
た
十
三
時
発
の
鞍
馬
行

き
に
、
飛
び
乗
っ
た
。
そ
こ
か
ら
七
分
電
車
に
乗
っ
て
、
修
学
院
駅
で
降
り

る
。
改
札
の
な
い
小
さ
な
駅
だ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
曼
殊
院
門
跡
ま
で
少
し
歩

く
。
歩
い
た
こ
と
の
な
い
道
は
、
た
だ
の
住
宅
街
で
も
ワ
ク
ワ
ク
す
る
も
の

で
、
足
取
り
軽
く
目
的
地
ま
で
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
歩
い
た
。

　

曼
殊
院
門
跡
の
庭
園
は
、
こ
ん
も
り
と
し
た
背
の
低
い
木
々
が
き
ち
り
と

並
ん
で
、
枯
山
水
の
広
が
っ
た
、
日
本
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
ん
な
美
し

い
日
本
庭
園
を
、
日
曜
日
の
ポ
カ
ポ
カ
と
し
た
陽
気
の
下
、
縁
側
に
座
っ
て

眺
め
た
。
穏
や
か
で
、
平
和
な
空
気
に
少
し
微
睡
ん
で
、
こ
こ
で
好
き
な
こ

と
を
し
た
ら
最
高
の
休
日
を
過
ご
せ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

　

こ
の
曼
殊
院
に
は
、
谷
崎
潤
一
郎
が
寄
贈
し
た
鐘
が
あ
る
。
小
さ
な
鐘
の

隣
に
は
、
こ
ん
な
歌
が
あ
っ
た
。
「
あ
さ
ゆ
ふ
の
か
ね
の
ひ
び
き
に
吹
そ
へ

よ
我
た
つ
杣
の
や
ま
お
ろ
し
の
か
ぜ
」
意
味
が
少
し
分
か
ら
な
か
っ
た
の

で
、
隙
を
見
て
小
山
先
生
に
聞
い
て
み
た
。
後
半
は
百
人
一
首
の
本
歌
取
り

に
な
っ
て
い
て
、
全
体
的
に
仏
教
信
仰
や
自
然
に
つ
い
て
詠
ん
で
い
る
の
で

は
な
い
か
と
、
教
え
て
く
れ
た
。
私
は
本
歌
取
り
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、

少
し
恥
ず
か
し
く
思
い
な
が
ら
も
聞
い
て
み
た
。
す
る
と
小
山
先
生
は
、
古

い
和
歌
の
一
部
を
新
し
い
和
歌
に
引
用
す
る
や
り
方
で
、
こ
の
場
合
は
…
…

と
、
丁
寧
に
解
説
し
て
く
れ
た
。
ス
ラ
ス
ラ
と
流
れ
る
よ
う
に
出
て
く
る
和

歌
の
暗
唱
に
、
感
嘆
し
た
。
同
じ
も
の
を
見
て
も
、
知
識
量
の
差
で
読
み
取

れ
る
情
報
量
は
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
ど
う
で
も
い
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
知
ら
な
く
て
も

生
き
て
い
け
る
こ
と
で
も
、
知
っ
た
ら
世
界
が
変
わ
っ
て
見
え
る
。
少
し
で

も
豊
か
に
見
え
る
。
そ
う
思
う
か
ら
、
私
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
知
っ
て
い

き
た
い
。
そ
れ
が
教
養
で
あ
り
、
人
生
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
も
の
だ
と

思
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
旅
で
一
番
好
き
だ
と
思
っ
た
場
所
は
、
詩
仙
堂
だ
。
こ
こ
の
庭

は
、
と
て
も
広
い
の
に
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
て
い
て
、
ど
こ
か
閉
鎖
的
な
空
間

が
秘
密
基
地
み
た
い
だ
と
思
っ
た
。
仄
か
に
色
づ
い
た
木
々
の
葉
や
、
赤
や

紫
色
の
木
の
実
、
伸
び
伸
び
と
伸
び
た
背
の
高
い
ス
ス
キ
に
、
冷
た
い
秋
の

空
気
か
ら
、
ゆ
る
や
か
な
秋
の
訪
れ
を
感
じ
た
。
庭
の
所
々
に
ひ
ょ
っ
こ
り

い
る
、
可
愛
ら
し
い
笑
顔
の
お
地
蔵
さ
ん
を
見
つ
け
る
の
も
楽
し
か
っ
た
。

　

本
の
上
に
ナ
ス
が
括
り
付
け
ら
れ
て
い
る
、
二
宮
金
次
郎
像
が
印
象
的

だ
っ
た
、
雲
母
漬
老
舗
穂
野
出
や
、
お
か
ら
ク
ッ
キ
ー
が
美
味
し
か
っ
た
む

し
や
し
な
い
な
ど
、
一
条
寺
の
美
味
し
い
お
店
も
巡
っ
た
。
こ
の
日
の
ス
マ

ホ
の
万
歩
計
は
、
十
二
キ
ロ
を
記
録
し
た
。
た
く
さ
ん
歩
い
て
疲
れ
た
け
れ
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ど
、
普
段
な
か
な
か
行
か
な
い
よ
う
な
場
所
に
行
け
た
の
は
、
国
文
学
会
旅

行
な
ら
で
は
で
、
と
て
も
有
意
義
な
一
日
を
過
ご
せ
た
。

　

文
字
か
ら
の
情
報
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
こ
と
、
知
り
得
な
い
こ
と
は
、

た
く
さ
ん
あ
る
。
実
際
に
外
に
出
て
、
自
分
の
目
で
見
て
感
じ
る
こ
と
、
考

え
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
自
分
を
深
め
て
く
れ
る
。
悠
久
の
間
、
政
治
や
文

化
の
中
心
地
と
な
っ
た
京
都
。
そ
ん
な
京
都
だ
か
ら
こ
そ
、
見
ら
れ
る
景
色

が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
そ
ん
な
京
都
な
ら
で
は
の
歴
史
や
文
化
、
伝
統
に

触
れ
、
日
々
の
学
び
の
糧
と
し
、
精
進
し
て
い
き
た
い
。
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『
女
子
大
國
文
』
投
稿
規
定

一
、
（
投
稿
資
格
）

　

①　

京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
の
会
員
は
投
稿
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②　

京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
の
会
員
以
外
の
者
も
、
編
集
事
務
局
の
判

断
で
寄
稿
を
認
め
る
。

二
、
（
刊
行
回
数
・
時
期
・
投
稿
の
締
め
切
り
）

　

①　

毎
年
二
回
、
九
月
と
一
月
に
刊
行
す
る
。

　

②　

毎
年
、
五
月
十
日
と
九
月
三
十
日
を
投
稿
の
締
め
切
り
と
す
る
（
厳

守
）
。

三
、
（
投
稿
の
枚
数
）

　

枚
数
は
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
が
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
、
四
十

枚
（
注
・
表
・
図
版
な
ど
を
含
む
）
を
目
安
と
す
る
。
ま
た
、
完
全
原

稿
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
（
多
少
の
加
筆
訂
正
は
や
む
を
得
な
い

が
、
段
落
や
章
の
差
し
替
え
な
ど
大
幅
な
修
正
を
加
え
た
も
の
は
、
査

読
を
行
う
関
係
上
不
可
）
。

四
、
（
投
稿
に
際
し
て
提
出
す
べ
き
も
の
）

　

①　

手
書
き
原
稿
の
場
合
、
投
稿
原
稿
二
部
（
審
査
用
。
二
部
と
も
コ

ピ
ー
し
た
も
の
で
も
可
）
。

　

②　

ワ
ー
プ
ロ
原
稿
の
場
合
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
二
部
（
審
査

用
）
と
、
投
稿
原
稿
が
収
め
ら
れ
て
い
る
電
子
デ
ー
タ
（
ワ
ー
プ
ロ

専
用
機
の
場
合
は
機
種
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
の
場
合
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ

フ
ト
名
を
通
知
す
る
こ
と
）
。

五
、
（
投
稿
に
際
し
て
の
注
意
事
項
）

　

①　

論
文
末
尾
に
所
属
、
回
生
、
卒
業
年
度
な
ど
を
丸
ガ
ッ
コ
に
括
っ
て

記
す
こ
と
。
本
学
の
教
員
・
院
生
・
学
生
の
場
合
は
、
（
本
学
教
授
）

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
（
本
学
文
学
部
国
文
学
科
四
回
生
）

な
ど
と
記
す
。

　

②　

連
絡
先
の
住
所
を
記
し
た
別
紙
を
添
え
る
こ
と
（
採
否
の
知
ら
せ
や

校
正
送
付
等
の
た
め
）
。
そ
の
際
、
投
稿
原
稿
に
つ
い
て
の
連
絡
事
項

を
す
み
や
か
に
行
う
た
め
に
、
差
し
支
え
な
け
れ
ば
、
電
話
番
号
・

フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
な
ど
も
添
え
る
こ
と
。
内
部

の
教
員
・
院
生
・
学
生
は
直
接
原
稿
の
や
り
と
り
を
す
る
の
で
、
住

所
は
不
要
だ
が
、
必
要
に
応
じ
て
電
話
番
号
や
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を

『
女
子
大
國
文
』
編
集
事
務
局
か
ら
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
個

人
情
報
に
つ
い
て
は
、
投
稿
原
稿
に
つ
い
て
の
連
絡
以
外
に
使
用
す
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る
こ
と
は
し
な
い
。

六
、
（
投
稿
先
）

　
　

〒
六
〇
五
―
八
五
〇
一　

京
都
市
東
山
区
今
熊
野
北
日
吉
町
三
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
都
女
子
大
学
国
文
学
会

『
女
子
大
國
文
』
編
集
事
務
局

七
、
（
投
稿
論
文
の
採
否
）

　

投
稿
論
文
の
採
否
は
、
編
集
委
員
の
査
読
、
ま
た
は
関
連
分
野
の
外

部
研
究
者
査
読
の
結
果
を
経
て
、
編
集
委
員
会
に
て
決
定
し
、
結
果
を

投
稿
者
に
通
知
す
る
。

八
、
（
校
正
）

　

校
正
は
原
則
と
し
て
、
再
校
ま
で
と
す
る
。
校
正
段
階
で
の
大
幅
な

修
正
は
、
査
読
を
経
た
関
係
上
認
め
ら
れ
な
い
。

九
、
（
本
誌
・
抜
き
刷
り
の
贈
呈
）

　

投
稿
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
場
合
、
本
誌
二
部
、
抜
き
刷
り
三
十
部
を

贈
呈
す
る
。
増
刷
希
望
の
場
合
は
、
実
費
執
筆
者
負
担
で
受
け
付
け
る

の
で
、
採
用
の
通
知
を
受
け
て
か
ら
す
み
や
か
に
『
女
子
大
國
文
』
編

集
事
務
局
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。

十
、
（
掲
載
論
文
の
著
作
権
及
び
電
子
媒
体
に
よ
る
公
開
）

　

本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
に
つ
い
て
は
著
作
権
の
複
製
権
・
公
衆
送
信

権
を
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
及
び
京
都
女
子
大
学
に
許
諾
す
る
も
の
と
す

る
。
但
し
、
著
作
権
の
移
動
は
な
く
、
著
作
者
は
両
者
、
或
い
は
い
ず
れ
か

一
方
へ
の
許
諾
を
い
つ
で
も
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
全
文
又
は
一
部
を
電
子
化
し
、
京
都
女
子

大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
サ
ー
バ
或
い
は
そ
の
他
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
公
開
す
る
こ
と
が
あ
る
。

十
一
、
（
規
定
の
改
正
）

　

①　

本
規
定
の
改
正
は
、
会
員
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

②　

規
定
の
改
正
の
結
果
は
、
す
み
や
か
に
本
誌
に
掲
載
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

附
則

　

本
投
稿
規
定
は
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
よ
り
施
行
す
る
。

　

本
投
稿
規
定
は
平
成
二
十
三
年
十
月
五
日
よ
り
一
部
改
正
施
行
す
る
。

　

本
投
稿
規
定
は
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
四
日
よ
り
一
部
改
正
施
行
す
る
。
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編　

集　

後　

記

　

今
号
の
査
読
委
員
は
次
の
方
々
で
す
。

　
　

大
谷
俊
太
・
小
山
順
子
・
中
前
正
志

　

以
上
の
各
氏
に
査
読
を
依
頼
し
、
編
集
委
員
会
に
於
い
て
査
読
の
結
果
を

報
告
、
審
議
の
結
果
、
論
文
に
つ
い
て
は
一
点
が
掲
載
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
高
知
大
学
の
田
鎖
数
馬
先
生
、
京
都
大
学
の
田
中
草
大
先
生
に
、

公
開
講
座
の
ご
講
演
内
容
を
ご
寄
稿
賜
り
ま
し
た
こ
と
、
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
会
員
の
皆
様
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

（
山
﨑
・
峯
村
）
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