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活
侃
珠
の
初
期
の
著
作
に
つ
い
て
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ヴ
エ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
抗
仏
運
動
の
志
士
と
し
て
知
ら
れ
る
濡
侃
珠
司
F
m
D’
t
tゎ
5

ロ
が
、
阪
朝
成
泰
年
間
よ
り
維
新
、
啓
定
に
至
る
時
期

の
傑
出
し
た
啓
蒙
思
想
家
、
あ
る
い
は
政
治
思
想
家
と
し
て
、
今
日
そ
の
本
国
で
受
け
て
い
る
評
価
は
、
同
時
代
の
思
想
家
た
ち
の
中
で
は
、
最
も
高
い
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
実
践
的
行
動
に
お
い
て
、
明
治
期
の
日
本
と
と
り
わ
け
深
い
因
縁
を
も
っ
た
が
ゆ
え
に
、
従
来
日
本
に
お
い
て
こ
の
思
想
家
に
も
た
れ
た
関
心
も
、
お

よ
そ
の
意
味
で
決
し
て
低
い
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
日
本
人
の
注
意
を
惹
い
て
き
た
の
は
、
主
と
し
て
そ
の
行
動
的
実
践
而
に
お
け
る
史
的
潜

侃
珠
で
あ
り
、
そ
の
詩
文
や
思
想
の
評
価
を
目
的
と
す
る
研
究
に
関
し
て
は
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
論
文
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
ほ
と

ん
ど
な
い
と
い
う
に
等
し
い
。

本
稿
は
、
潜
侃
珠
研
究
の
初
歩
的
な
手
順
と
し
て
主
に
資
料
的
な
問
題
を
整
理
し
な
が
ら
、
こ
の
思
想
家
の
初
期
の
思
想
と
行
動
に
些
か
、
手
が
か
り
的
な

考
究
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（ニ）

潜
侃
珠
の
生
涯
と
そ
の
運
動
に
つ
い
て
、
そ
の
最
も
根
本
資
料
と
な
り
う
る
も
の
は
、
と
も
に
自
伝
で
あ
る
「
獄
中
書
」
と
「
潜
侃
珠
年
表
」
で
あ
る
。
だ

が
こ
れ
は
逆
に
い
う
な
ら
ば
、
文
学
的
潤
色
の
濃
い
、
主
観
的
な
文
献
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か

し
一
九
O
五
年
に
祖
国
を
脱
出
し
て
横
浜
に
渡
り
、
一
九
二
四
年
、
上
海
で
仏
領
印
度
シ
ナ
総
督
府
の
出
先
官
憲
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
、
思
想
、
言
論
に
か
か

わ
る
す
べ
て
の
活
動
に
終
止
符
を
う
た
れ
る
ま
で
、
そ
の
活
動
の
場
が
、
日
本
の
東
京
、
中
国
の
杭
州
、
広
州
、
あ
る
い
は
タ
イ
な
ど
で
あ
っ
た
た
め
に
、
潜

侃
珠
の
詩
文
執
筆
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
不
明
の
点
が
極
め
て
多
く
、
あ
る
い
は
、
作
品
そ
の
も
の
の
蒐
集
さ
え
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
政

治
運
動
や
、
文
学
者
と
し
て
の
生
涯
を
客
観
的
に
跡
づ
け
る
の
は
容
易
で
は
な
い
し
、
か
つ
ま
た
外
国
に
お
け
る
潜
侃
珠
の
生
活
に
関
し
て
は
、
と
り
わ
け
客

観
的
資
料
に
乏
し
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
リ
人
安
省
に
お
け
る
出
生
か
ら
、一九
O
四
年
の
維
新
会
の
結
成
の
時
期
ま
で
は
と
も
か
く
と
し
て
、
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そ
の
翌
年
か
ら
、
一
九
二
ニ
年
、
衷
世
凱
の
督
軍
、
竜
斉
光
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
る
ま
で
と
、
そ
の
後
、
さ
き
に
い
っ
た
よ
う
に
一
九
二
四
年
に
、
フ
ラ
ン
ス

側
の
手
に
落
ち
る
ま
で
の
詳
し
い
こ
と
は
、
結
局
、
前
記
の
二
書
を
中
心
に
研
究
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

観
音
山
の
獄
に
入
っ
て
か
ら
以
後
の
こ
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
、

し
か
し
な
が
ら
、
広
州
、

「
潜
伺
珠
年
表
」
に
拠
る
と
し
て
も
、竜
斉
光
が
広
州
に
お
け
る

越
南
光
復
会
の
本
部
を
襲
撃
す
る
事
件
ま
で
は
、
両
書
に
重
復
し
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
若
干
の
点
で
、
記
載
事
実
に
多
少
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
の

で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
ず
は
じ
め
に
中
国
語
で
書
か
れ
た
前
述
の
二
冊

ρ
自
伝
に
つ
い

て
、
解
題
を
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
獄
中
書
」
は
、
さ
き
に
い
っ
た
よ
う
に
一
九
一
一
一
一
年
、
竜
斉
光
の
軍
隊
に
よ
っ
て
、
広
州
に
お
け
る
越
南
光
復
会
の
本
部
が
襲
わ
れ
、
枚
老
蛙
冨
包

a
E。
．

国
制
ロ
伺
と
と
も
に
逮
捕
さ
れ
た
潜
伺
珠
が
、
広
州
城
外
の
観
音
山
中
の
獄
中
で
書
き
あ
げ
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
し
、
そ
れ
は
こ
の
最
後
に
「
維

(1
>

新
発
丑
の
年
十
二
月
二
十
五
日
、
巣
南
子
潜
伺
珠
、
広
東
の
獄
室
に
手
記
す
、
時
に
入
獄
後
第
三
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
知
ら
れ
て
い
る



も
の
で
、
そ
の
実
際
に
つ
い
て
は
、
多
少
の
疑
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
あ
と
に
述
べ
る
よ
う
に
、
「
越
南
亡
国
史
」
に
つ
い
て
も
、
極
め
て
短
時
日
に
著

作
が
完
成
し
た
こ
と
が
、
「
獄
中
書
」
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
潜
伺
珠
が
か
な
り
の
速
筆
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
の
長
篇
を
獄
中
の
三

日
間
に
書
き
あ
げ
る
こ
と
は
、
常
識
と
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
に
書
か
れ
た
「
潜
伺
珠
年
表
」
の
、
維
新
発
丑
年
間
の
回
顧
に
も
、
こ
の

点
に
関
し
て
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、
恐
ら
く
全
十
二
章
の
う
ち
、
少
く
と
も
そ
の
前
半
の
各
章
は
、
か
ね
て
か
ら

準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
獄
中
書
」
の
本
国
語
版
は
、
一
九
四
五
年
、
す
な
わ
ち
潜
伺
珠
の
死
後
五
年
目
に
、
河
内
の
日
本
文
化
会
館
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
訳
者
は
巴

U
0・

可
E
F
Z
F
r

で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
国
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
、
そ
の
原
版
の
出
刊
に
関
す
る
詳
細
は
、
た
と
え
ば
、
巴
一
宮

m
・
5
巳
・
冨
巳
の
「
潜
伺
珠
の
詩

ハ2
〉

文
」
な
ど
で
も
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
あ
と
に
い
う
、
日
本
語
訳
巻
頭
の
例
言
に
よ
れ
ば
、
維
新
甲
寅
の
年
（
一
九
一
四
）
、
上
海
に
お
い
て
印

刷
発
行
さ
れ
た
と
あ
り
、
な
お
獄
中
の
著
者
の
依
託
を
受
け
た
、
潜
伯
玉
虫H
8

・
志
・2
m宮
と
胡
馨
山
国
九
日
’
E
ロ
F
ω
Q
ロ
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
行
わ
れ
た

こ
と
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
れ
は
恐
ら
く
事
実
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
竜
斉
光
に
よ

る
潜
伺
珠
の
逮
捕
は
、
裳
世
凱
の
要
請
に
よ
る
、
本
格
的
な
革
命
派
に
対
す
る
弾
圧
で
は
な
く
、
後
に
「
潜
伺
珠
年
表
」
が
や
や
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
広-14-

東
督
軍
が
、
仏
領
印
度
シ
ナ
総
督
府
と
の
取
引
の
具
と
し
て
潜
伺
珠
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
最
初
の
目
論
見
が
功
を
奏
さ
な
か
っ
た
あ
と

は
、
獄
中
生
活
も
、
さ
ほ
ど
厳
し
く
な
か
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
越
南
光
復
会
の
会
員
で
あ
る
、
潜
伯
玉
や
胡
馨
山
が
、

潜
楓
珠
の
依
託
を
う
け
て
、
そ
の
著
作
原
稿
を
、
広
東
か
ら
上
海
ま
で
は
こ
び
、
こ
れ
を
印
行
す
る
な
ど
の
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
「
潜
伺
珠
年
表
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
、
雲
南
地
方
に
勢
力
の
あ
っ
た
、
察
鍔
な
ど
の
地
方
軍
閥
を
討
伐
し
ょ

う
と
し
て
い
た
竜
斉
光
が
、
東
京
の
紅
河
に
沿
っ
た
河
内
老
開
聞
の
雲
南
鉄
道
を
フ
ラ
ン
ス
か
ら
借
り
る
た
め
の
交
換
条
件
と
し
て
、
潜
伺
珠
を
仏
印
総
督
府

に
引
き
渡
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
交
渉
が
不
調
に
終
っ
た
た
め
に
、
ま
さ
に
無
為
に
か
れ
を
広
州
の
獄
中
に
留
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

推
し
は
か
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
潜
伺
珠
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
潜
侃
珠
が
一
九
一
四
年
一
月
か
ら
、
一
九
一
七
年
三
月
ま
で
、
観
音
山
に
監
禁
さ
れ

て
い
た
問
、
竜
斉
光
は
潜
伺
珠
が
い
か
な
る
ヴ
エ
ト
ナ
ム
人
と
も
面
会
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
潜
伺
珠
に
同
情
を
寄
せ
る
竜
斉
光
の
部



下
や
、
雲
南
人
、
劉
阿
三
に
よ
っ
て
、
か
れ
は
絶
え
ず
本
国
に
お
け
る
政
治
情
勢
に
つ
い
て
の
情
報
を
入
手
し
て
い
た
こ
と
も
、
同
書
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
る

ハ3
v

か
ら
、
潜
伯
玉
や
胡
馨
山
へ
の
連
絡
は
こ
れ
ら
の
人
聞
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

さ
き
に
い
っ
た
、
南
十
字
星
を
称
す
る
匿
名
の
日
本
人
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
日
本
語
版
の
「
獄
中
書
」
は
、
「
越
南
志
士
獄
中
記
」
の
書
名
に
よ
っ
て
、
一

九
二
九
年
、
上
海
で
出
版
さ
れ
、の
ち
に
大
岩
誠
の
「
安
南
民
族
運
動
史
概
説
」
（
東
京
、一
九
四
一
）
に
収
め
ら
れ
て
、
日
本
の
こ
の
方
面
に
関
心
を
も
っ

人
々
に
も
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
き
た
。
上
海
で
発
行
さ
れ
た
「
越
南
志
士
獄
中
記
」
に
は
、
そ
の
発
行
の
前
年
（
一
九
二
八
）
に
、
一
九
二
三
年
、
潜
侃
珠
が

胡
適
な
ど
二
、
三
の
中
国
の
知
識
人
の
序
文
を
つ
け
、
同
胞
よ
り
も
む
し
ろ
、
中
国
人
に
訴
え
る
た
め
に
公
け
に
し
た
「
天
乎
帝
乎
」
を
日
本
語
に
訳
し
、
こ

れ
を
上
海
の
南
冥
会
か
ら
印
行
し
た
、
南
冥
生
と
称
す
る
日
本
人
の
序
文
を
つ
け
る
が
、
前
述
の
南
十
字
星
と
、
南
冥
生
は
、
訳
文
の
ス
タ
イ
ル
、
用
語
な
ど

か
ら
推
し
て
、
恐
ら
く
同
一
の
人
物
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
二
九
四
五
年
に
河
内
の
日
本
文
化
会
館
か
ら
出
た
、
「
獄
中
書
」
の
ヴ
エ
ト
ナ
ム
語

版
は
、
そ
の
発
行
機
関
か
ら
い
っ
て
、
一
九
一
四
年
に
上
海
で
発
行
さ
れ
た
中
国
語
に
よ
る
原
書
か
ら
の
翻
訳
で
は
な
く
、
こ
こ
に
い
う
日
本
語
に
よ
る
「
越

南
志
士
獄
中
記
」
を
テ
ク
ス
ト
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
現
在
そ
の
本
国
で
行
わ
れ
る
潜
伺
珠
研
究
に
も
、

巴
V
9
伸
江
巳
ヤZ
F
伊
丹
の
訳
書
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
い
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
と
し
て
こ
の

-15-

一
方
こ
れ
に
対
し
て
、
「
潜
伺
珠
年
表
」
は
、
そ
の
死
（
一
九
四

O
年
十
月
二
十
九
日
）
の
数
年
前
か
ら
潜
伺
珠
が
「
獄
中
書
」
よ
り
も
さ
ら
に
詳
し
く
、
か

つ
一
九
一
七
年
、
梁
啓
超
の
指
導
に
よ
っ
て
、
山
今
春
燈
が
両
広
都
司
令
部
を
設
け
、
竜
斉
光
を
広
州
か
ら
駆
逐
し
た
と
き
、
現
州
の
獄
を
脱
し
た
後
、
一
九
二

四
年
上
海
北
姑
で
逮
捕
さ
れ
る
ま
で
を
、
軟
禁
さ
れ
て
い
た
順
化
の
寓
居
に
お
い
て
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
よ
り
後
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
文
学
的
潤
色
が
い
っ
そ
う
濃
く
な
り
、
ま
た
そ
れ
が
色
槌
せ
て
し
ま
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
に
対
す
る
直
哉
な
感
想
を
補
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
全
般
と
し
て
、
そ
れ
は
前
書
の
誤
り
を
訂
す
目
的
を
も
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

上
海
で
逮
捕
さ
れ
、
直
ち
に
フ
ラ
ン
ス
租
界
に
身
柄
を
移
さ
れ
た
潜
伺
珠
は
、
東
京
（
斗Oロ
包
巳
ロ
）
に
護
送
さ
れ
て
、一九
二
五
年
十
一
月
、
河
内
の
法
廷

で
終
身
懲
役
の
判
決
を
い
い
渡
さ
れ
る
が
、
復
越
会
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
に
反
対
す
る
大
衆
デ
そ
が
激
し
く
な
っ
た
た
め
、
仏
印
総
督

k
r
Z
M
ω
一
一
ロ
品
店

4
m
w
口

g
o

に
よ
る
減
刑
に
よ
っ
て
、
順
化
に
軟
禁
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。そ
の
減
刑
の
条
件
と
し
て
、
著
述
を
し
な
い
と
い
う
条
件
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
た
め



に
、
「
潜
帰
珠
年
表
」
は
、
脱
稿
の
後
に
、
著
者
に
よ
っ
て
、
原
稿
の
全
部
を
二
分
し
て
、
隠
匿
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
の
中
国
語
に
よ
る
原
文
は
、

今
日
に
至
る
も
な
お
出
版
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
ヴ
エ
ト
ナ
ム
語
訳
は
、
夙
にE
g
g
－
可
包
阿
・0広
田
と
叶

o
p
o
gロ
問
匂F
S仲
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
一

<4
>

九
五
五
年
に
河
内
の
文
史
地
出
版
社
（Z
F
V
u
g皆

t
h
g
〈
陣
ロ
印
時
巴
官
）
か
ら
「
自
批
判
」
（
寸
宍
匂

F
b
H
U
F
m
w

ロ
）
の
書
名
を
冠
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
一
九
五
七
年
再
版
さ
れ
る
と
き
に
、
は
じ
め
て
「
潜
伺
珠
年
表
」
（
司
F
mロ
ケ
包a
n
F
p
g
E宮

E
m
g）
の
タ
イ
ト
ル
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
再
版
本

ハ5
）

に
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
は
じ
め
訳
者
が
拠
っ
た
の
は
、
潜
伺
珠
の
秘
書
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
紗
本
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
「
潜
侃
珠
年
表
」

の
五
字
が
脱
落
し
て
い
た
た
め
、
序
文
に
続
い
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
「
自
判
」
（
叶q1
弘
ロ
）
を
そ
の
ま
ま
書
名
に
と
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
二
つ
の
版
を
比

較
し
て
み
る
と
、
序
文
に
、
多
少
の
訳
語
の
ち
が
い
が
あ
る
が
、
本
文
は
ま
っ
た
く
、
同
一
の
紙
型
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、
初
版
の
発
行
後
に
、
著
者
の
手

に
な
る
原
本
が
訳
者
の
手
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
前
述
の
紗
本
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
は
出
生
か
ら
上
海
に
お
け

る
逮
捕
時
ま
で
の
生
涯
を
、
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
書
き
あ
げ
た
自
紋
伝
で
、
第
一
期
が
嗣
徳
二
O
年
丁
卯
か
ら
、
成
泰
二
一
年
（
一
九O
O
）
ま
で
、
第
二

宮司 l(}-= 

期
が
そ
れ
よ
り
成
泰
一
七
年
（
一
九O
五
）
乙
巳
一
月
ま
で
、
第
三
期
が
さ
き
に
も
い
っ
た
よ
う
に
啓
定
一O
年
（
一
九
二
五
）
乙
丑
五
月
ま
で
の
叙
述
、
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
期
の
後
半
部
分
が
「
獄
中
書
」
以
後
の
潜
伺
珠
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
資
料
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
前
の
部
分

に
つ
い
て
も
、
第
一
の
自
伝
と
異
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
か
つ
全
体
に
こ
の
方
が
「
獄
中
書
」
よ
り
も
詳
し
い
の
で
、
潜
侃
珠
の
生
涯
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、

「
潜
伺
珠
年
表
」
を
利
用
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

参
考
ま
で
に
つ
け
加
え
る
と
、
「
自
批
判
」
に
収
め
る
文
史
地
研
究
委
員
会
（
宮
ロ
ロ
問

E
宮
島
ロ
品
ロ
畠
丘

ω

）
の
導
言
（
柱
。
伊
丹
E
宮
）
が
再
版
本
に
は
な

く
、
初
版
に
あ
る
叶
O
ロ
ム
g

ロ
m
匂
E
舎
の
論
文
「
ヴ
エ
ト
ナ
ム
民
族
の
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
主
義
に
対
す
る
抵
抗
史
に
お
け
る
潜
楓
珠
」
は
、
「
潜
伺
珠
年
表
」

と
改
題
さ
れ
た
版
に
お
い
て
削
ら
れ
、
代
り
に
「
潜
侃
珠
小
史
紹
介
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
、
吋

Oロ
ム
g

口
問
七
宮
台
の
論
文
は
一
九
五
四
年
一O
月
二
九
日
、

す
な
わ
ち
潜
伺
珠
の
十
四
周
忌
に
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
恐
ら
く
平
和
回
復
後
の
ヴ
エ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国
に
お
け
る
潜
伺
珠
に
つ
い
て
の
研
究
の
最
初
の

労
作
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
、
再
版
に
あ
た
っ
て
削
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
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（1
）

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
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南
十
字
星
の
訳
に
よ
る
骨
原
文
に
こ
れ
ら
の
文
字
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
明
ら
か
に
し
な
い
ひ
〈
〈
町

E
4
F
0・
M
M
r
ω
ロ
－
t
A
v
－
－n
r
r
H（
のF。
ロ
目
。
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V

2
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ロ

m
E
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凶
忌
ロ
’
E
L
向
巴
’e
g
m
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口
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Z
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凶
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回
－g

ロ
出
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E
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－L
。
ミ
所
収
の

Z
容
の
可
g
m

仲
町
民
（
回
合
同
z

i
m
x
可
O
ロ
間
口
問
唱
の
）
凶
〈
ロ
マ
・
叶

O
F
M
】F
h
E
J
可M
W
Oロ間
宮
H
3
に
は
こ
う
い
っ
た
表
現
は
な
い
。
ま
た
、
巴
A
V
ロ
m
－F
巴
・
冨
包
日
〈
山
首
吋
H
H
Q
H
M
H
E

ロ
・σ
企
a

n
｝H
r－
－
Z
．
・
凶
・
回
・
．
〈
町
山
口
出
ふ
何
回
一
・
出

v
z
o－
－3
0
0
に
収
め
ら
れ
た

E
J忌
O

口
問
ロ
。
ρ
z
b
H
M
m

－
C
F
M
W
C
w
w
は
、
＝
ロ
ロ
・
釦
件
F
o
o
t
h
E仏
甘F
n
A
M
m
w
巴
m
w
o

可
E
F
Z
F
m
w仲
＝
と
断
つ
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
れ
ら
の
言
葉
は
な
い
。

回
世
ロm・
己5
－
－F
F
即
日
〈m
g
昨
日H0・

H
v
v
m
w

ロ
’
t
o－
－
のH
M
M
V
F
H
C

∞
0
・
国
v
z
o－
－

E
岡
山
口
－t
o－
－
のF
M
W
C
H
一
司
日
出
ロ
－

t
o－
－C
H
M
m
w

－H
E
O
ロ

E
M
F
z
－M内
・
回
・
〈
似
ロ
切
符
回
一

p
z
m
斗
・
田
町
・
Z
A－
－
可
・
同
∞
？
t
z
m
v・

3
s
a
t
o
－
－C
F
E
H
吋
H
H
H】F
D
U
F
E－
E
ロ
ロ

m
E
g
a
ロ
記
ロ
印
市
町
巴
官
・
呂
田
・
出vz
o－
－

H
U
H
H

釦
ロ
・
σ
o
r
n
H
M
m
w

戸
口
広
ロ
回
F
m
g・巴
日
ロ
『
の
｝
岡
山

H
H
F
4げの
ロω
h
M
m
M
H
H

・

（三）

n’ 

潜
伺
珠
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
殆
ん
ど
が
海
外
に
お
け
る
亡
命
生
活
の
聞
に
な
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
詳
し
い
こ
と
が
判
っ
て

い
な
か
っ
た
し
、
最
近
も
な
お
、
そ
の
本
国
の
研
究
者
た
ち
は
、
中
国
な
ど
に
蒐
集
工
作
を
続
け
て
い
る
模
様
で
あ
る
。

潜
侃
珠
自
身
が
、
「
獄
中
書
」
に
書
き
の
こ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
十
四
篇
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
全
て
が
発
見
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
「
獄
中
書
」
に
記
さ
れ
な
が
ら
、
今
日
な
お
そ
の
流
伝
が
確
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
第
一
は
、
嗣
徳
三
六
年
（
一
八
八
三
）
の
「
平
西
収
北
」
を
の

ぞ
く
と
「
琉
球
血
涙
新
書
」
で
あ
る
。
「
獄
中
書
」
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
庇
朝
の
大
官
た
ち
に
「
社
穣
誠
亡
の
惨
状
と
、
降
伏
の
国
王
が
奴
僕
と
な
る
奇
辱
と

を
述
べ
」
、
「
民
智
を
啓
き
、
民
気
を
酒
養
し
て
、
滅
亡
を
救
い
恥
を
そ
そ
ぐ
の
基
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
こ
と
を
訴
え
る
た
め
に
、
成
泰
一
六
年
三
九

O
四
）
、

順
化
で
執
筆
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
潜
侃
珠
年
表
」
に
は
、
こ
れ
が
、
日
本
の
支
配
を
受
け
て
い
る
琉
球
の
惨
状
か
ら
説
き
お
こ
し
て
、
こ
と
を
ヴ
エ

ト
ナ
ム
の
現
実
に
比
較
し
、
か
つ
祖
国
の
将
来
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
自
伝
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
潜
同
州
珠
が
潜



周
禎
富
岡m
wロ
・
わ
日
M
c
－
－
門
江
口
同
戸
、
陳
季
恰
叶
昆
ロ
ム

E
’
c
S
、
寅
叔
抗
出
口
Wロ
何
回
・
仲

F
A
r－
同
区
口
問
な
ど
を
そ
の
身
辺
に
ひ
き
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
を
窺
い

得
る
も
の
の
、
回
一
宮m－
F
巴
・
昌
巳
の
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
少
く
と
も
現
在
ま
で
に
そ
の
流
伝
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
一
九
五
七
年
に
、

F
m・
－E
E
宮

<6
)

が
「
文
史
地
集
刊
（
斗
者
一g
ロ
〈
似
ロ

ω
時
巴
官
）
」
第
三
三
号
に
、
「
琉
球
血
涙
新
書
」
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
発
見
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
が
巴
一
宮

m
－

ハ7
v

p
包
’
冨
巳
は
、
「
潜
伺
珠
の
詩
文
」
の
脚
注
で
、
少
く
と
も
そ
れ
が
甲
辰
年
（

H

成
泰
二
ハ
年
）
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
証
的
に
否
定
し
て
い
る
。

潜
冊
珠
が
成
泰
一
七
年
（
一
九O
五
）
の
渡
日
以
後
に
執
筆
し
た
も
の
で
、
「
獄
中
書
」
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
越
南
亡
国
史
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が

直
ち
に
潜
伺
珠
の
筆
に
よ
る
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
、
こ
の
著
作
が
、
日
本
人

や
中
国
人
な
ど
の
聞
に
も
、
比
較
的
知
ら
れ
て
き
た
の
は
、
そ
れ
が
梁
啓
超
の
「
飲
泳
室
文
集
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
事
実

か
ら
、
た
と
え
そ
れ
が
文
中
に
い
う
よ
う
に
潜
傾
珠
の
口
述
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
梁
啓
超
の
文
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
て

も
己
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

一
九
五
五
年
発
行
の
北
京
の
新
知
識
出

版
社
版
「
中
国
近
代
史
資
料
叢
刊
・
中
法
戦
争7
」
所
収
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
、
前
者
に
は
あ
と
の
も
の
に
附
さ
れ
て
い
る
前
書
が
な
い
。
そ
し
て
恐
ら

”
－z
－
、

JJ

+’ 

一
九
二
六
年
に
、
上
海
の
中
華
書
局
よ
り
刊
行
さ
れ
た
「
飲
泳
室
文
集
」
に
お
け
る
「
越
南
亡
国
史
」
と
、

- 18 ー

く
、
従
来
こ
の
前
書
が
な
い
「
越
南
亡
国
史
」
に
よ
っ
て
そ
れ
が
梁
啓
超
を
著
者
と
す
る
こ
と
が
、
よ
り
容
易
に
一
般
に
行
わ
れ
得
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
少
く
と
も
こ
の
前
書
は
、
こ
の
一
篇
の
成
立
の
事
情
を
明
瞭
に
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
文
章
が
本
来
、
梁
啓
超
が

潜
楓
珠
の
談
話
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
草
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
「
越
南
亡
国
史
」
は
、
細
か
く
い

う
な
ら
ば
、
二
人
の
共
著
と
見
倣
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
獄
中
書
」
に
は
、
潜
伺
珠
が
二
度
目
に
梁
啓
超
と
会
見
し
た
と
き
、
ヴ
エ
ト
ナ
ム
が
フ
ラ
ン
ス
の
侵
略
を
受
け
た
事
情
を
詳
し
く
問
わ
れ
た
の
に
対
し

て
、
中
国
語
l
i

恐
ら
く
二
人
は
広
東
語
で
話
を
交
わ
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
が
ー
ー
に
、
さ
ほ
ど
堪
能
で
な
か
っ
た
た
め
に
、
十
分
に
意
を
つ
く
せ
な
い

と
み
て
、
突
然
筆
を
と
っ
て
「
越
南
亡
国
史
」
を
述
ベ
、
そ
の
草
稿
を
渡
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
受
け
た
梁
啓
超
は
早
速
こ
れ
を
印
刷
出
版
し
た
と
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
潜
帰
珠
自
身
の
著
作
と
み
な
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
逆
に
そ
の
第
四
章
の
「
ヴ
エ
ト
ナ
ム
の
将
来
」
は
、
文
意
か
ら



み
て
明
ら
か
に
梁
啓
超
の
書
い
た
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
文
中
の
「
我
」
が
梁
啓
超
自
身
を
指
す
辞
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
、
こ
れ
は
再
び
そ
れ
が
潜
伺
珠

一
人
の
著
述
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
得
る
材
料
と
な
っ
て
い
る
。
ヴ
エ
ト
ナ
ム
で
行
わ
れ
て
い
る
国
語
（

ρ
ロ
宮
口
問
符
）
版
、
た
と
え
ば
一
九
五
八
年
の
文
史
地

出
版
社
（
Z
F
V
u
g曾
g

ロ
〈
m
ロ
印
時
虫m
w）
版
も
、
あ
る
い
は
、
巴
営
問
・
5
巳
・
富
山
巴
の
「
潜
伺
珠
の
詩
文
」
に
収
録
の
も
の
も
、
す
べ
て
、一九
二
六
年

中
華
書
局
版
の
「
飲
泳
室
文
集
」
に
お
け
る
そ
の
第
四
章
と
、
同
一
の
内
容
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
本
国
に
お
い
て
も
、
論
ぜ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
か
と
思
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
獄
中
書
」
に
潜
伺
珠
が
梁
啓
超
と
の
会
談
中
、
逮
か
に
筆
を
と
っ
て
そ
れ
を
記
述
し
、
直
ち
に
草
稿
を
渡
し
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る

と
こ
ろ
は
、
前
章
で
い
さ
さ
か
触
れ
た
よ
う
に
、
大
い
に
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
梁
啓
超
と

の
会
見
は
、
潜
侃
珠
の
横
浜
到
着
後
程
な
い
頃
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
そ
こ
に
い
う
二
度
目
の
会
見
の
の
ち
、
梁
啓
超
が
当
日
の
談
話
の
内
容
を

文
章
に
す
る
こ
と
を
求
め
、
潜
伺
珠
が
こ
れ
に
従
っ
て
書
き
あ
ら
わ
し
脱
稿
し
た
も
の
を
、
後
日
は
じ
め
て
、
梁
啓
超
の
も
と
に
届
け
た
と
い
う
の
が
真
相
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
獄
中
書
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
潜
伺
珠
年
表
」
の
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
妥
当
で
あ
っ
て
、
こ
の
後
の
ほ
う
の
自
叙
伝
に
よ
れ
ば
、
潜

ハ8
〉

伺
珠
が
こ
の
文
章
の
草
稿
を
執
筆
し
は
じ
め
る
の
は
梁
啓
超
と
の
交
際
が
か
な
り
深
く
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
、
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
は
じ
め
潜
伺
珠
が
梁
啓
超
に
渡
し
た
「
越
南
亡
国
史
」
の
原
稿
は
、
そ
の
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
に
相
当
す
る
部
分
で

あ
り
、
こ
れ
に
梁
の
書
い
た
前
書
と
、
さ
ら
に
第
四
章
が
加
え
ら
れ
て
、
全
体
が
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
と
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
第
一
章
か
ら
第
三
章

ま
で
に
も
、
加
筆
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
少
く
と
も
梁
啓
超
は
、
終
始
潜
楓
珠
の
話
を
聞
く
立
場
に
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
筆
を
も
っ
て
補
っ
た

の
は
、
実
際
に
は
単
に
修
辞
そ
の
他
の
、
文
を
整
え
る
体
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
潜
侃
珠
の
初
期
の
思
想
を
窺
う
こ
と
は
十

分
に
可
能
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
「
越
南
亡
国
史
」
に
つ
い
て
は
も
う
ひ
と
つ
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
、
さ
ら
に
疑
点
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
獄
中
書
」
に
よ
れ
ば
、
梁
啓
超
に
手
渡
さ
れ
た
「
越
南
亡
国
史
」
の
原
稿
は
直
ち
に
印
刷
、
出
版
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
横

浜
で
こ
れ
が
最
初
に
印
刷
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
は
「
潜
楓
珠
年
表
」
の
記
述
も
同
様
で
、
こ
ち
ら
で
は
、
や
や
詳
し
く
、
印
刷
に
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は
三
週
間
を
要
し
、
一
九
O
五
年
六
月
下
旬
に
そ
の
作
業
が
終
了
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
潜
楓
珠
は
、
渡
日
後
、
は
じ
め
て
の
帰
国
（

H

密
再

入
国
）
を
告
げ
に
梁
啓
超
の
寓
居
を
訪
れ
た
の
ち
、
曽
抜
虎
吋
町
F
D
I
m

・
5
ゲ
出
σ
を
横
浜
に
残
留
さ
せ
、
郵
子
敬
己
都
ロm・
5
・
E
D
F

と
と
も
に
、
製
本
の
終
っ

た
「
越
南
亡
国
史
」
の
数
十
冊
を
携
え
て
、
故
国
に
む
か
つ
た
こ
と
が
、
そ
こ
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
巴
官
m
E
F巴
’
冨
巳
の
研
究
で
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
い
く
ら
か
異
る
説
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
、
そ
れ
に
よ
る
と
「
越
南
亡
国
史
」
の
初
版

は
一
九
O
五
年
、
上
海
の
広
智
書
局
か
ら
出
版
さ
れ
て
お
り
、
梁
啓
超
が
国
外
に
お
け
る
同
志
の
活
動
費
用
を
作
る
た
め
に
、
こ
れ
を
行
っ
た
と
い
う
。
多
数

の
「
越
南
亡
国
史
」
が
維
新
会
の
志
士
た
ち
に
よ
っ
て
国
内
に
も
ち
こ
ま
れ
て
、
普
及
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
。
b
V
門
戸
一

m
－
F
巴
e
冨
巳
も
ま
た
こ
れ
を
は
っ

(9
) 

き
り
と
書
い
て
い
る
が
、
上
に
い
っ
た
こ
と
の
根
拠
は
な
お
明
白
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
こ
れ
を
事
実
と
す
れ
ば
、
潜
楓
珠
が
日
本
を
出
る
と
き
携
行
し
た
の

は
、
そ
の
原
稿
で
あ
り
、
日
本
か
ら
東
京
（
叶
。
ロm
Eロ
）
に
赴
く
途
次
、

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
今
後
の
考
証
を
侯
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

上
海
で
梁
啓
超
の
依
頼
に
よ
っ
て
広
智
書
局
か
ら
こ
れ
を
出
版
し
た
こ
と
に
な
る
の

「
獄
中
書
」
で
は
、
「
越
南
亡
国
史
」
に
つ
い
で
書
か
れ
た
潜
侃
珠
の
著
述
は
、
「
勧
遊
学
文
」
で
曽
抜
虎
を
発
行
人
と
し
て
数
千
部
が
東
京
あ
る
い
は
横
浜

に
お
い
て
印
刷
さ
れ
、
乙
巳
年
十
二
月
に
曽
抜
虎
自
身
が
、
本
国
に
も
ち
か
え
っ
て
東
渡
遊
学
を
鼓
吹
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
当
時
、
日
本
に
来
た
院
海

臣
z
m
g芯
ロ
－F
E
・
叶
広
ロ
も
、
こ
の
文
を
見
て
、
東
遊
運
動
に
協
力
を
申
し
出
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
「
獄
中
書
」
の
こ
の
文
に
関
す
る
限
り
は
、
あ
ま
り
明

確
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
巴
営
－
m
’
F
巴
a
冨
巴
の
研
究
で
も
ま
た
「
勧
遊
学
文
」
の
篇
名
は
み
と
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
、
「
潜
伺
珠
年
表
」
に
よ

っ
て
一
九
O
六
年
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
「
勧
国
民
助
資
遊
学
文
」
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
「
越
南
亡
国
史
」
と
同
様
に
、
梁
啓

超
の
勧
め
で
書
か
れ
、
梁
啓
超
に
よ
っ
て
三
千
部
が
印
刷
さ
れ
て
、
ヴ
エ
ト
ナ
ム
に
送
ら
れ
た
も
の
で
、
当
時
の
ヴ
エ
ト
ナ
ム
の
青
年
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
の
は
、
確
か
だ
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
は
、
同
胞
に
東
遊
学
生
の
留
学
を
経
済
的
に
援
助
す
る
よ
う
要
請
し
た
文
章
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。

註
（6
）
H
b
－
門F
5

・
2

の
ふ
ち
竺
－V
E
－
－A
E

＆
ロ

F
a
r
お
忌
ロ
吾
員
1
3
n
岱
m
H
M
r
s－t
企
・2
F

吋
骨
匂ω
ωロ
ロ

m
E
E
a
－
ロ
記
ロ
∞
待

。
宮
・
ω
ω
l
M
l
H
Sア
F

。
∞t
a

o
b
v
ロ
m
・
5
巳
・
冨
包
口
〈
町
民
ロ
吋F
Q
E
M
m
w
ロ
’
t
o－
－c
g
ロ
可
・

2
・
n
F忌
（
戸
）

(7
) 
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(8
) 

(9
) 

M
M
F
m
p
－
t
oナ
ハU
H
M
m
w

ロ
日
∞
跡
。HH口
弘
－
仲
一
円
伽
ロ
・

C
－
－
m
∞
・

窓
口
m
－
F
巴
・
冨
巴
υ

ま
の
『
忌
－
S
P

可
・
∞
∞
－n
F岱
（
同
）
・

（四）

「
獄
中
書
」
で
は
、
「
勧
遊
学
文
」
に
つ
い
で
潜
伺
珠
が
著
述
し
た
の
は
、
「
海
外
血
書
、
初
篇
」
で
あ
る
。
著
者
自
ら
の
書
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

成
泰
一
八
年
（
一
九
O
六
）
丙
午
四
月
、
安
南
を
脱
出
し
た
畿
外
侯
彊
祇
を
、
横
浜
に
お
け
る
維
新
会
の
本
拠
で
あ
る
丙
午
軒
に
迎
え
た
直
後
に
書
か
れ
て
い

る
。
潜
伺
珠
が
、
畿
外
侯
を
迎
え
る
た
め
に
香
港
ま
で
赴
き
、
そ
こ
で
潜
周
積
と
も
避
遁
し
て
、
と
も
に
相
伴
っ
て
日
本
に
入
っ
た
こ
と
は
「
獄
中
書
」
に
も

「
潜
伺
珠
年
表
」
に
も
詳
し
く
、
か
つ
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
書
か
れ
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
記
憶
が
後
の
こ
の
思
想
家
に
確
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る

が
、
た
だ
そ
の
直
後
に
お
け
る
「
海
外
血
書
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
両
書
の
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
異
同
が
あ
る
。
も
と
も
と
東
京
を
視
察
し
た
潜

周
積
が
武
力
蜂
起
よ
り
も
同
胞
子
弟
の
教
育
の
さ
ら
に
重
大
で
あ
る
こ
と
を
、
潜
伺
珠
に
む
か
つ
て
説
き
、
日
本
に
お
け
る
か
れ
の
使
命
を
む
し
ろ
宗
家
を
哲

日 21 = 

き
愚
民
を
指
導
す
る
の
文
字
の
著
作
に
努
め
る
」
こ
と
と
し
、
自
ら
の
義
務
を
「
国
内
に
あ
っ
て
子
弟
を
開
導
す
る
こ
と
」
だ
と
主
張
し
た
の
を
全
面
的
に
肯

定
し
た
潜
伺
珠
は
、
早
速
「
海
外
血
書
」
を
著
し
て
、
こ
れ
を
潜
周
積
の
帰
国
に
際
し
て
携
さ
え
し
め
た
と
「
獄
中
書
」
は
書
い
て
い
る
。
一
方
「
潜
伺
珠
年

表
」
に
よ
る
と
、
こ
の
年
五
月
、
潜
伺
珠
は
、
潜
周
積
の
帰
国
に
あ
た
っ
て
、
香
港
ま
で
同
行
し
て
い
る
が
、
「
海
外
血
書
、
初
篇
」
の
脱
稿
は
そ
の
あ
と
の

（
叩
〉

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
少
く
と
も
、
そ
れ
を
手
渡
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
海
外
血
書
、
初
篇
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
東
京
お
よ
び
安
南
な
ど
に
送
ら
れ
た
か
は
、
な
お
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
潜
伺
珠
年
表
」
で
は
、
こ
の
前

後
、
梁
啓
超
を
訪
ね
た
時
、
た
ま
た
ま
梁
に
よ
っ
て
、
執
筆
中
の
「
意
太
利
三
傑
伝
」
を
み
せ
ら
れ
て
感
動
し
た
潜
伺
珠
が
、
東
遊
運
動
と
圏
内
の
維
新
会
の

同
志
か
ら
の
武
力
革
命
の
準
備
の
推
進
に
つ
い
て
の
要
請
の
撰
択
に
悩
ん
で
い
た
の
を
解
決
し
て
、
「
海
外
血
書
、
続
篇
」
が
書
き
あ
げ
ら
れ
、
察
大
F
0・
巴
包

に
国
音
に
さ
せ
る
と
直
ち
に
祖
国
に
送
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
）
繋
大
の
ヴ
エ
ト
ナ
ム
語
訳
と
は
、
六
人
体
に
よ
る
「
海
外
血
書
演
歌
」
を
意
味
し
て
い
る



と
思
わ
れ
る
が
、
恐
ら
く
そ
れ
は
初
篇
と
続
篇
を
同
時
に
送
っ
た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
れ
は
巴
一
宮
－

m
－
S

巳
・
冨
巳
の
解
題
に
よ
っ
て
も
裏

付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

巴
一
吉
岡
・
5
包
・
冨
巳
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
そ
の
二
年
後
繋
大
（
懇
希
南
）
に
よ
っ
て
ヴ
エ
ト
ナ
ム
語
に
－
訳
さ
れ
、
漢
文
、
特
輔
、
国
語
の
そ
れ
ぞ
れ
で
東
京
義
塾
の

（
ロ
〉

秘
密
印
刷
所
で
印
刷
さ
れ
た
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
三
種
の
文
字
に
よ
る
「
海
外
血
書
」
が
、
さ
ら
に
そ
の
二
年
の
の
ち
、
東
京
で
印
刷
さ
れ
、
在
東
京
フ

ラ
ン
ス
大
使
館
の
要
望
に
よ
っ
て
、
警
視
庁
が
印
刷
所
に
出
向
い
て
一
部
を
押
収
し
、
残
り
を
大
使
館
員
立
ち
合
い
の
も
と
に
焼
却
し
た
こ
と
が
す
で
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
押
収
さ
れ
た
の
は
、
現
在
日
本
の
外
務
省
に
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
れ
ば
、
そ
の
再
版
で
あ
っ
て
、
そ
の
初
版

は
そ
れ
よ
り
早
く
、
少
く
と
も
一
九
O
八
年
中
に
は
刷
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
年
に
東
京
義
塾
で
印
刷
さ
れ
た
の
は
、
あ
る
い
は
、
日
本
の
東

（
臼
）

京
に
お
け
る
、
初
版
に
つ
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
海
外
血
書
、
初
篇
」
に
つ
い
て
は
、
潜
伺
珠
自
ら
そ
れ
を
ヴ
エ
ト
ナ
ム
国
民
に
対
す
る
覚
醒
書
と
し
て
は
、
「
琉
球
血
涙
新
書
」
に
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
と

い
う
性
格
を
与
え
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
さ
き
に
い
っ
た
よ
う
に
す
で
に
幻
の
書
と
な
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
、
成
泰
甲
辰
年
に
お
け
る
著
作
の
内
容
も

あ
る
程
度
は
、
窺
い
う
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
実
際
に
、
「
海
外
血
書
」
の
初
篇
と
続
篇
の
内
容
を
く
ら
べ
る
と
、
人
は
そ
の
聞
に
、
著
者
の
思
想
が
、
大
き

な
変
化
を
み
せ
は
じ
め
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
そ
の
続
篇
は
、
初
篇
に
つ
い
で
、
す
ぐ
に
書
き
つ
が
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
「
獄
中

書
」
に
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
聞
に
「
新
越
南
」
、
「
紀
念
録
」
、
「
越
南
史
放
」
な
ど
の
諸
篇
が
介
在
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
と
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
し

後
の
考
証
で
は
、
「
海
外
血
書
、
続
篇
」
は
や
は
り
そ
の
初
篇
に
つ
い
で
、
同
じ
年
（
成
泰
一
八
年

H

一
九
O
六
）
に
書
か
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
「
新
越
南
」

お
よ
び
「
紀
念
録
」
は
一
九O
七
年
、
「
越
南
史
放
」
は
そ
の
翌
年
の
著
作
で
あ
る
。
「
紀
念
録
」
は
、
成
泰
二
ハ
年
の
、
広
南
に
お
け
る
、
玩
誠
な
ど
と
の
南

盛
山
荘
の
維
新
会
結
成
時
か
ら
、
常
に
潜
侃
珠
の
身
辺
に
付
添
う
よ
う
に
従
い
、
日
本
へ
の
脱
出
を
も
共
に
し
、
ま
た
梁
啓
超
と
の
会
見
に
も
通
訳
と
し
て
同

行
し
た
曽
抜
虎
と
、
王
叔
貴
〈
E
d
m
’
F
A
K’C
ミ
を
紀
念
す
る
た
め
に
、
そ
の
生
涯
と
事
業
を
の
べ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
後
の
「
魚
海
翁
列
伝
」
や
「
篠
鰹

ハ
川
崎
）

先
生
列
伝
」
な
ど
の
系
列
の
作
品
の
、
そ
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
「
新
越
南
」
は
、
巴
官

m
E
F巴
・
冨
巴
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
新
し
く
生
れ
変
る
祖
国

に
期
待
し
う
る
、
十
六
の
幸
福
と
希
望
を
の
べ
た
も
の
で
、潜
同
仰
珠
が
最
も
得
意
の
時
期
に
あ
っ
た
こ
ろ
の
心
境
の
現
わ
れ
と
み
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い

q
G
 



る
。
「
獄
中
書
」
で
は
、
以
上
の
三
書
に
加
え
て
「
海
外
血
書
続
篇
」
を
書
き
終
っ
た
あ
と
、
潜
侃
珠
は
日
本
に
渡
っ
て
か
ら
二
度
目
の
帰
国
を
し
た
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
こ
の
時
の
帰
国
は
、
国
内
の
急
進
派
の
要
求
に
対
し
て
何
ら
か
の
表
示
を
す
る
必
要
か
ら
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
な
お
「
潜
伺
珠
年
表
」
で

は
、
安
南
（
中
折
）
の
急
進
派
を
、
東
京
（
北
折
）
の
寅
花
探
の
も
と
に
集
め
て
、
待
機
さ
せ
る
よ
う
に
指
示
す
る
た
め
と
、
な
お
将
来
、
武
器
を
園
内
に
も

ち
こ
む
と
き
に
備
え
て
、
中
越
国
境
地
帯
の
調
査
視
察
を
目
的
と
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
「
獄
中
書
」
で
は
、
ヒ
の
時
の
帰
国
は
二
九
O
六
年
七
月
に
日
本
か

ら
広
東
に
渡
り
、
翌
る
年
丁
未
二
月
と
書
い
て
い
る
か
ら
、
新
暦
で
は
四
月
に
近
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
「
新
越
南
」
、
「
紀

念
録
」
お
よ
び
「
越
南
史
放
」
の
執
筆
は
、
こ
の
二
度
目
の
本
国
行
か
ら
、
も
ど
っ
て
三
度
日
本
に
入
っ
た
後
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

「
獄
中
書
」
に
は
、
三
度
目
の
こ
の
日
本
潜
入
か
ら
、
一
九O
九
年
、
日
本
か
ら
国
外
退
去
通
告
を
受
け
て
、
維
新
会
の
志
士
お
よ
び
東
遊
学
生
が
日
本
か

ら
ほ
と
ん
ど
出
国
す
る
ま
で
の
時
期
に
、
著
者
自
身
が
如
何
な
る
文
章
を
書
い
た
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
潜
伺
珠
年
表
」
に
よ
れ
ば
、

す
で
に
掲
げ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
「
崇
拝
佳
人
紀
念
録
」
（
一
九O
七
）
、
「
黄
潜
泰
伝
」
（
一
九
O
七
）
、
「
陳
東
風
伝
」
（
一
九O
八
）
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
う
ち

「
貰
潜
泰
伝
」
は
、
嗣
徳
年
間
に
、
そ
の
専
制
政
治
を
批
判
し
て
処
刑
さ
れ
た
儒
学
者
、
寅
潜
泰
図
。
g
m

匂
冨
ロ
・
吋
『
訟
の
小
伝
で
、
潜
伺
珠
は
こ
の
人
物
に

封
建
王
朝
の
批
判
者
と
し
て
先
駆
的
地
位
を
与
え
、
同
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
圧
力
の
前
に
屈
し
て
、
一
八
六
二
年
以
後
、
不
平
等
条
約
を
締
結
し
た
嗣
徳
帝
の

円
。

罪
悪
を
あ
か
ら
さ
ま
に
告
発
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
、
「
潜
伺
珠
年
表
」
に
、
「
こ
の
書
物
は
私
の
思
想
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う

に
、
「
海
外
血
書
続
篇
」
と
同
様
に
、
潜
伺
珠
が
立
憲
君
主
思
想
か
ら
、
次
第
に
共
和
思
想
に
う
つ
る
こ
と
を
予
想
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
「
潜
伺
珠
年
表
」
の
書
く
と
こ
ろ
で
は
こ
の
時
期
に
、
「
敬
告
全
国
父
老
」
（
一
九

O
六
）
、
と
「
哀
告
南
折
父
老
文
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
と
も
に
た

ハ
店
〉

て
ま
え
と
し
て
は
彊
抵
侯
の
著
述
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
は
彊
抵
侯
の
言
葉
を
引
い
て
、
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
の
力
に
よ
っ
て
、
庇
朝
の
王
政
を
覆

え
す
こ
と
を
主
張
し
、
改
良
主
義
の
総
帥
と
し
て
明
ら
か
に
維
新
会
の
主
張
と
相
容
れ
な
く
な
っ
て
い
た
潜
周
積
の
主
張
を
、
潜
伺
珠
自
ら
が
反
駁
し
た
も
の

〈
時
）

だ
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
陳
東
風
伝
」
は
、
一
九
O
八
年
に
、
東
京
・
小
石
川
の
東
峯
寺
で
、
経
死
し
た
東
遊
学
生
、
陳
東
風
吋
昆
ロ
・
8
ロ
m
・
M
M
F
g
m
を

こ
れ
は
さ
き
に
い
っ
た
、
「
紀
念
録
」
や
「
魚
海
翁
列
伝
」
あ
る
い
は
「
篠
籍
先
生
列
伝
」
な
ど
と
同
軌
の
作
品

追
悼
し
て
、
そ
の
伝
記
を
綴
っ
た
も
の
で
、

と
い
え
る
と
思
う
。



潜
一
冊
珠
が
、
い
わ
ゆ
る
一
九
世
紀
末
に
お
け
る
、
潜
廷
逢
H
M
F
A
H

ロ
’
品
同
ロ
H
H・M
M
F
U
ロ
m

ら
の
勤
主
運
動
を
引
き
つ
い
で
維
新
会
を
結
成
し
、
か
つ
東
遊
期
に
お

い
て
は
、
明
瞭
に
、
抗
仏
革
命
成
功
の
暁
に
立
憲
君
主
政
府
を
樹
立
す
る
こ
と
を
唱
え
て
い
た
こ
と
は
、
二
つ
の
自
伝
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
維
新
会
の
そ
の

思
想
的
傾
向
が
改
め
ら
れ
て
、
よ
り
共
和
主
義
的
な
、
越
南
光
復
会
に
改
組
さ
れ
る
直
接
の
動
機
は
、一
九
一
二
年
の
辛
亥
革
命
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
潜
伺
珠
の
そ
の
思
想
の
変
化
は
、
す
で
は
、

い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
日
本
と
中
国
の
合
作
に
よ
っ
て
、
一
九
一
一
年
に
タ
イ
に
お
い
て
「
聯
亜
趨
言
」
を
書
い
た
と
き
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

ア
ジ
ア
諸
民
族
の
得
る
利
益
と
、
そ
の
逆
の
場
合
に
蒙
る
損
失
を
述
べ
た
も
の
で
、
そ
の
ア
ジ
ア

連
合
的
思
想
の
は
じ
め
が
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
、
こ
れ
が
、
バ
ン
コ
ク
の
中
国
草
命
同
盟
の
機
関
に
よ
っ
て
、
一
千
部
を
印
刷

さ
れ
た
こ
と
が
、
潜
伺
珠
の
三
民
主
義
へ
の
接
近
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
二
つ
の
自
伝
で
は
、
「
聯
亜
趨
言
」
は
、
「
陳
東
風
伝
」
に
つ
い

で
書
か
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
二
九
O
九
年
に
日
本
か
ら
の
国
外
退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
潜
伺
珠
が
、
日
本
以
外
の
土
地
に
お
い
て
、

最
初
に
書
き
あ
げ
た
著
作
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
あ
と
、
「
獄
中
書
」
ま
で
に
、
南
中
国
と
タ
イ
に
お
い
て
活
動
を
つ
づ
け
な
が
ら
、
潜
伺
珠
は
‘
「
魚
海
翁

列
伝
」
お
よ
び
「
篠
籍
先
生
列
伝
」
の
ほ
か
、
河
内
の
仏
人
毒
殺
謀
議
事
件
で
、
犠
牲
と
な
っ
た
、
禁
廷
潤
広
島
ロ

F
Z
E

営
ら
四
人
の
追
悼
記
で
あ
る
も

a

告
の
t
a一

一

「
河
披
烈
士
伝
」
（
一
九
二
ニ
）
と
「
勧
告
習
兵
文
」
を
書
き
、
ま
た
最
初
の
自
伝
に
よ
れ
ば
、
「
聯
亜
趨
言
」
よ
り
も
前
広
「
懇
太
祖
伝
」
、
「
徴
女
王
伝
」
、
「
愛
国

愛
種
愛
群
歌
」
な
ど
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
潜
伺
珠
年
表
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
巴
斐
正
路
回

E
－
n
F
E
F
F
O

の
た
た
か
い
を
伝
奇
風
に
書
い
た
、
「
再
生
生
伝
」
と
、属
明
期
の
俗
伝
を
、
抗
仏
意
識
を
高
揚
す
る
た
め
に
小
説
風
の
物
語
に
し
た
「
重
光
心
史
」
及
び
‘

「
国
魂
録
」
、
「
人
道
魂
」
、
「
撤
平
西
建
国
」
な
ど
が
あ
る
。
巴
一
宮

m
－
F
巳
e
冨
m
w
Fの
「
潜
楓
珠
の
詩
文
」
で
も
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
な
お
未
詳
と
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
う
ち
「
重
光
心
史
」
は
一
九
五
七
年
に
、
河
内
の
文
化
出
版
社
（

Z
F
P
M
忌
一
三u
m
g〈
似
門
戸
国
ふ
と
よ
り
、
叶
昆
ロ
’

B
・
出
向
ロ
の
翻
訳
に
、
回
v
oム
ロ
M
T

（
仔
〉

k
rロ
H
Hの
校
訂
を
加
え
、
か
つ
巴
一
宮m
s
F
mナ
冨
巳
の
解
説
を
つ
け
て
「
後
陳
逸
史
」
の
タ
イ
ト
ル
で
出
版
さ
れ
、
潜
伺
珠
研
究
で
は
、
第
一
人
者
の
一
人
と
数

え
ら
れ
る
の
『
民
。dm
・
叶
『
営
ー
も
、
一
九
五
九
年
に
「
潜
伺
珠
の
作
品
『
重
光
心
史
』
あ
る
い
は
『
後
陳
逸
史
』
」
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
文
を
書
い
て

j

「
重

〈
叩
国
）

光
心
史
」
と
い
う
語
の
出
典
と
、
創
作
時
期
に
つ
い
て
の
考
証
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
六
七
年
の
「
歴
史
研
究
」
一O四
号
に
の
『
民Q
ロ
伺
・
叶
F
M
E
が

ハ
四
〉

書
い
て
い
る
、
「
現
在
ま
で
の
潜
侃
珠
研
究
の
情
形
に
つ
い
て
」
を
み
る
と
、
「
越
南
亡
国
史
」
及
び
「
越
南
国
史
放
」
や
「
徴
女
王
伝
」
と
、
一
一
九
二
四
年
も



仏
印
総
督
メ
ル
ラ
ン
暗
殺
未
遂
事
件
の
の
ち
に
書
か
れ
た
「
活
鴻
泰
伝
」
を
一
本
に
ま
と
め
た
も
の
が
、

史
地
出
版
か
ら
出
で
い
る
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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m
w
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ひ
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宮
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司
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U
ロ
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出
V
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H
u
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t
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F
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掛
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・
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臥
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時

白
山p
ω
N
V
A
F
∞
（
呂
町
∞
）
同
v
z
o
r

の
H
H
R
Q
口
問
叶
区
ロ
ペ
ロ
ロ
『
何
回
宮
『
ロ
m
F
目
。
ロ

n
－E
H
E
M
S
－
t
♀
の
広
口
高
可
H
E
M
－
の
怠
ロ
E
M
－
－
z
m
宮
市
ロ
込
ロ
－
一
の
H
M
m

時

ω
m
v
H
O
A
H
（
H
H
1
5
ミ
）
・

同
町
・z
s

註
（
叩
）

（
日
）

（
ロ
）

（
臼
）

（
比
）

（
日
）

（
日
）

（
口
）

（
日
）

一
九
五
八
年
に
「
越
南
亡
国
史
」
の
名
で
河
内
の
文

（
印
）

- 25 ー

（五）

イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
終
結
後
、
潜
伺
珠
の
思
想
と
行
動
が
、
ジ
ュ
ネl
ヴ
協
定
に
よ
る
南
北
分
割
後
の
両
地
方
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
評
価
を
受
け
て

い
る
の
は
、
十
分
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
正
統
な
思
想
的
、
文
学
的
評
価
が
主
と
し
て
河
内
を
中
心
と
す
る
北
部
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
盛
ん

で
あ
り
、
二
十
世
紀
初
頭
の
抗
仏
運
動
に
お
け
る
士
大
夫
階
級
出
身
の
文
人
あ
る
い
は
志
士
と
し
て
は
、
潜
伺
珠
が
、
最
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
こ
と
に



つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
い
っ
た
と
お
り
で
あ
る
。
河
内
で
五O
年
以
降
に
最
も
早
く
出
た
資
料
は
、
戸
民
ロ
・
可
営
・

4
E
恥
ロ
の
「
潜
侃
珠
、
そ
の
小
史
お
よ
び
詩

文
」
で
あ
っ
て
、
同
じ
頃
、
南
部
で
は
、
順
化
に
お
い
て
〉
ロF
冨
百
四
円
の
「
潜
巣
南
逸
史
」
（
一
九
五

O
）
、
お
よ
び
同
じ
著
者
に
よ
る
「
巣
南
潜
楓
珠
の
引
率

ハ
却
〉

の
下
に
日
本
に
遊
学
し
た
、
学
生
と
志
士
た
ち
」
（
一
九
五
二
）
な
ど
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
以
後
、
潜
伺
珠
に
関
す
る
著
述
や
論
文
な
ど
は
、
量
、
質
と

も
に
、
北
が
南
を
圧
倒
し
て
い
る
と
い
え
る
。

た
と
え
ば
、
一
九
六
九
年
三
月
、
河
内
の
越
南
社
会
科
学
委
員
会
、
史
学
院
の
編
集
し
た
油
印
の
、
「
一
九
五
四
！
一
九
六
八
年
度
、
文
史
地
研
究
な
ら
び

に
歴
史
研
究
総
目
録
お
よ
び
索
引
均
）
に
よ
る
と
、
こ
の
二
種
類
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
だ
け
で
も
、
さ
き
に
引
用
し
た
思
・
→

Z
B

と
g
是
認
・

叶
F
m
g
の
二
篇
を
含
め
て
十
六
篇
を
数
え
る
ほ
か
、
本
年
五
月
越
南
社
会
科
学
委
員
会
が
、
潜
伺
珠
の
生
誕
百
年
を
記
念
し
て
編
集
し
た
、
「
愛
国
者
、
文
人

ハ
沼
）

と
し
て
潜
侃
珠
」
の
巻
末
に
収
め
ら
れ
た
叶
昆
ロ
・5・
ω
払
ロ
間
作
成
の
文
献
資
料
に
は
、
一
一
七
点
の
単
行
本
と
論
文
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
五

O
年
以
後
北
ヴ

エ
ト
ナ
ム
で
発
表
さ
れ
た
も
の
は
そ
の
う
ち
の
七
六
点
を
占
め
、
そ
こ
に
は
、
六
冊
の
単
行
本
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
文
学
院
の
編
集
に
係
る
「
愛
国
者
、
文
人
と
し
て
の
潜
楓
珠
」
は
四
部
か
ら
成
り
、
第
一
部
は
吋
込
ロ
・
｝

E
M
『
・
ピ
宮
な
ど
五
人
の
潜
楓
珠
生
誕
百
年
記

念
の
講
演
、
第
二
部
が
百
年
記
念
祭
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
、
主
要
論
文
八
篇
l
l

こ
の
な
か
に
、
巴
官
m
’
F

巳
・
冨
包
の
注
目
す
べ
き
論
文
が
二
篇
が
含
ま
れ

O
B
 

て
い
る
ー
ー
で
第
三
部
が
寸
昆
ロ
’v
c
u－
－
ピ
宮
ら
三
人
の
潜
伺
珠
追
憶
記
、
第
四
部
が
叶
昆
ロ
－

z
m
r
zの
「
潜
伺
珠
研
究
の
回
顧
」
と
年
表
、

あ
る
が
、
こ
の
う
ち
第
四
部
に
収
め
ら
れ
た
「
潜
伺
珠
関
係
書
目
」
の
「
一
、
潜
伺
珠
の
作
品
」
に
は
と
く
に
注
目
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
自
伝

及
び
書
目
で

な
ど
を
通
し
て
、
探
っ
て
来
た
、
潜
伺
珠
の
著
作
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
、
そ
の
後
に
本
国
の
研
究
者
が
発
見
し
て
補
っ
た
い
く
つ
か
の
文
章
を
加
え
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

そ
こ
に
吋
a
p
H
0・
ω
h
E
mに
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
潜
伺
珠
の
作
品
は
、
合
計
で
一
四
三
点
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
、
巴
官
H
i
m
－
F
包
E
冨
包
が
、
「
潜

伺
珠
の
詩
文
」
で
解
題
を
施
し
て
い
る
数
よ
り
は
る
か
に
多
く
、
ご
く
わ
ず
か
な
年
数
の
聞
に
、
こ
の
国
に
お
け
る
潜
伺
珠
研
究
が
、
想
像
以
上
の
速
度
で
進

展
し
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
と
く
に
、
そ
の
初
期
の
詩
文
と
い
う
考
慮
を
配
し
て
こ
れ
ら
の
作
品
を
み
る
な
ら
ば
、
初
期
が
先
に
い
う
よ
う

に
潜
伺
珠
の
思
想
の
転
換
期
で
あ
る
「
聯
亜
趨
言
」
以
前
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
「
獄
中
書
」
以
前
と
い
う
線
の
引
き
方
を
す
る
な
ら
ば
、
「
獄
中
書
」
を
い



れ
て
五
四
点
を
そ
こ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
う
ち
、
従
来
、
自
伝
な
ど
に
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
三
八
点
数
え
る
が
、
こ
れ
を
執
筆
の
時
期
に
よ
っ
て
分
け
る
と
、
東
遊
以
前
一
三

〈
お
〉
（
担
〉
〈
お
）
（
部
〉

点
、
東
遊
途
上
二
点
、
日
本
亡
命
期
一
二
点
、
日
本
退
去
か
ら
広
州
で
逮
捕
さ
れ
る
ま
で
七
点
と
い
う
よ
う
な
区
別
が
で
き
る
か
と
思
う
。
む
ろ
ん
こ
の
数
字

に
は
、
著
作
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
「
海
外
血
書
」
よ
り
さ
ら
に
短
篇
の
文
章
や
、
賦
、
書
簡
文
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
活
動
の
中
で
、
し
ば

し
ば
陸
路
に
遭
遇
し
な
が
ら
、
漸
次
大
き
く
変
化
を
と
げ
て
い
っ
た
、
著
者
の
思
想
を
探
る
に
は
、
い
ず
れ
も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
例
え
ば
、
書
簡
に
つ
い
て
こ
れ
を
み
て
も
、
そ
の
中
に
、
一
九O
五
年
東
遊
途
上
で
、
広
東
総
督
に
あ
て
た
も
の
や
、
「
越
南
亡
国
史
」
の
著
述
以
後
、

東
京
で
大
隈
重
信
に
あ
て
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
な
ど
は
、
維
新
会
の
当
初
の
綱
領
で
あ
る
、
外
国
の
援
助
に
よ
っ
て
革
命
を
企
て
る
方
策
を
、
の
ち
に
回
顧

し
た
も
の
で
な
く
、
当
時
の
考
え
を
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
窺
わ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
一
九O
七
年
、
「
獄
中
書
」
に
、
著
者
が
も
っ
と
も

得
意
と
し
て
い
た
と
す
る
時
期
に
日
本
で
書
か
れ
、
潜
周
積
に
与
え
た
書
簡
な
ど
は
、
「
敬
告
全
国
父
老
文
」
よ
り
以
上
に
、
潜
伺
珠
と
改
良
派
の
関
係
を
具

初
期
の
こ
れ
ら
の
資
料
に
綿
密
な
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
活
動
家
と
し
て
潜
伺
珠
が
、
さ
き
に
い
う
よ
う
に
そ
の
内
面
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な 呼dna 

体
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

思
想
的
変
遷
を
た
ど
っ
た
か
を
、

そ
の
文
人
と
し
て
の
ひ
だ
の
細
か
い
感
覚
を
通
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
が
、そ
れ
は
、
形
と
し
て
あ
ら
わ
れ

た
運
動
の
外
側
の
形
だ
け
で
、
こ
の
思
想
家
を
評
価
し
て
き
た
研
究
に
、
多
少
な
り
と
も
訂
正
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
少
く
と
も
愛
国
者
、

民
族
運
動
の
実
践
家
と
し
て
は
、
ほ
ぼ
何
人
に
も
同
様
な
評
価
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
思
想
の
系
統
に
関
し
て
は
、
現
在
な
お
多
く
の
研
究
者
に
意
見

の
対
立
が
顕
著
で
あ
る
現
段
階
に
お
い
て
、
一
九
一0
年
代
以
降
の
、
思
想
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
こ
こ
に
い
う
意
味
で
の
初
期
の
潜
伺
珠
の
思
想
に
つ
い

て
は
、
本
篇
に
す
で
に
あ
げ
て
来
た
、
そ
の
著
作
を
含
め
て
、
こ
こ
に
い
う
細
か
い
文
献
に
も
、
も
う
一
度
吟
味
が
、
し
な
お
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

そ
の
思
想
系
統
の
評
価
の
不
一
致
を
論
じ
た
論
文
と
し
て
は
、
さ
き
に
掲
げ
た
のF
S
旨

m
・
1
3
m
g
の
労
作
な
ど
を
そ
の
一
例
と
し
て
あ
げ
ら
る
。
例
え
ば
、

〈
幻
〉

そ
の
第
三
節
に
お
い
て
、
か
れ
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
学
者
が
提
出
し
て
い
る
意
見
の
異
同
を
総
括
し
て
い
る
が
、

二
O
世
紀
初
頭
か
ら
、



第
一
次
世
界
大
戦
前
後
ま
で
の
潜
伺
珠
の
活
動
を
、
そ
の
思
想
的
背
景
か
ら
分
析
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
す
で
に
、
三
種
類
の
評
価
が
は
っ
き
り
と
対
立
し
て

い
る
と
し
て
い
る
。

そ
の
第
一
は
維
新
会
お
よ
び
東
遊
運
動
に
お
け
る
潜
偏
珠
の
行
動
は
、
「
君
主
思
想
」
、
す
な
わ
ち
民
主
的
な
共
和
主
義
と
ま
っ
た
く
対
立
す
る
地
点
に
立
つ

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
九
一
二
年
の
越
南
光
復
会
の
成
立
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
民
主
民
族
運
動
に
結
び
つ
い
た
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
、
潜
楓
珠
の
「
獄

中
書
」
に
お
け
る
発
言
ど
お
り
、
そ
の
革
命
運
動
が
、
現
実
に
は
、
植
民
地
主
義
の
駆
逐
の
後
に
、
立
憲
君
主
体
制
の
確
立
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
意
見
の
第
二
は
、
維
新
東
遊
運
動
が
、
そ
の
最
初
か
ら
す
で
に
民
主
民
族
運
動
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
で
あ
り
、

ハ
沼
）

ハU
F
R
Q
ロ
m
・
吋F
M
W
Cに
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
巴
営
E
m・5
巳
・
冨
巳
は
こ
の
立
場
に
立
ち
、
叶
同
体
ロ

E
J忌
ロ
・2
v
ロ
な
ど
も
こ
れ
を
明
瞭
に
主
張
し
て
い
る
と
す
る
。

第
一
の
立
場
は
具
体
的
に
は
叶
昆
ロa
Fロ
可
’E

宮
・
吋
O
ロ
・
ρ
g
門
戸
間
匂
E
A
Eが
代
表
的
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
や
や
矛
盾
し
た
議
論
を
含
む
が
、

z
m
c芯
ロ
’W
F
r
a
u
Z
0
．
ロm

の
論
文
の
主
張
も
、
こ
れ
に
一
括
さ
れ
る
と
し
、
ま
た
潜
伺
珠
の
維
新
思
想
を
よ
り
広
い
愛
国
思
想
i
l
l
宮
可
吉
伸
町
田
と
解
す

べ
き
も
の
で
、
国
粋
思
想
と
こ
れ
は
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ー
ー
と
し
て
把
握
す
る
思
・
ふ
’
寸
志
口
問
の
研
究
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
と
の

F
E
旨

m
・

吋
F
r
F一
は
批
評
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
立
場
に
対
し
て
のF
q
qロ
m
a吋
F
m
gー
は
、
潜
伺
珠
の
活
動
が
、
常
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
革
命
へ
の
過
渡
的
な
性
格
を

？
ハ
却
）

そ
の
見
解
の
代
表
者
を
Z
伺
ミ
宮
’W
F
S
F
・
叶
。g

に

-28-

明
ら
か
に
示
し
つ
つ
坐
折
し
た
と
評
価
す
る
意
見
が
比
較
的
多
数
派
の
も
の
に
属
し
て
い
る
と
認
め
、

帰
し
て
い
る
。

一
方
ゎ
F
5
・
ロ
問
・
寸
志
ロ
自
身
は
、
潜
伺
珠
の
革
命
思
想
と
改
良
主
義
を
論
じ
て
、
そ
の
政
治
思
想
が
、
は
じ
め
は
、
徹
底
し
た
抗
仏
意
識
の
積
極
的
表
現

ハ
却
）

と
し
て
、
武
力
革
命
、
実
力
蜂
起
に
傾
い
て
い
た
が
、
の
ち
に
漸
く
改
良
思
想
に
転
換
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
こ
の
見
方
は
、
よ
り
多
く
の
研

究
者
の
一
致
し
た
意
見
で
、
そ
の
方
法
的
思
考
が
、
噴
州
か
ら
脱
獄
し
た
翌
年
、
「
法
越
提
携
政
見
書
」
を
書
い
た
時
期
に
、
大
き
く
転
換
を
示
し
て
い
る
こ

と
は
、
C
F
R
o－ロm
g吋
何
回m
f
Hの
い
う
よ
う
に
、
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
法
越
提
携
政
見
書
」
の
時
期
に
、
そ
の
政
治
的
立
場
が
そ
れ
以
前
の
実
力
蜂
起
中
心
の
思
想
か
ら
改
良
主
義
的
な
も
の
に
変
化
し
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う

が
、
し
か
し
そ
の
改
良
思
想
な
る
も
の
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
シ
ナ
に
お
け
る
ヴ
エ
ト
ナ
ム
の
政
治
的
社
会
的
諸
条
件
に
対
す
る
考
慮
か
ら
生
れ
た
と
も
い
え
る



し

一
九
一
八
年
二
月
、
仏
印
総
督
、k
r－t
oユ
∞
R
E

己
が
、
潜
伯
玉
や
繁
瑛
H
b・
ロ
民
な
ど
を
中
介
と
し
て
，
仏
越
提
携
と
植
民
地
改
良
を
提
示
し
た
こ
と

に
対
し
、
越
南
光
復
会
の
基
本
的
性
格
に
、
現
実
的
意
味
を
負
わ
せ
る
目
的
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
あ
る
い
は
ま
た
「
法
越
提
携
政
見
書
」

以
後
に
書
か
れ
た
「
予
九
年
来
所
抱
持
之
主
義
」
や
「
天
子
帝
乎
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
戦
術
的
、
ま
た
は
方
法
的
な
意
味
に
お
け
る
、
漸
進
改
良
主
義

的
な
革
命
方
策
は
、
維
新
会
当
時
か
ら
、
潜
伺
珠
の
現
実
的
一
面
に
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
日
本
で
武
器
の
援
助
を
仰
い
だ
こ
と

よ
り
も
、
む
し
ろ
青
年
の
教
導
に
力
を
つ
く
し
、
人
材
の
養
成
を
第
一
と
し
た
こ
と
も
、
ま
た
、
そ
の
象
徴
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
結
論
と
し
て

箔
鴻
泰
司
F
O
B－g
ロ
m
－H，

F
訟
の
メ
ル
ラ
ン
暗
殺
未
遂
事
件
に
際
し
て
書
か
れ
た
「
越
南
国
民
党
沙
面
妙
弾
案
戸
明
書
」
に
さ
え
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
に
、
潜
伺
珠
の
思
想
の
変
遷
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
こ
う
い
っ
た
現
実
の
活
動
の
評
価
そ
の
も
の
に
み
ら
れ
る
、
戦
術
的
、
方
法
的
な
潜
伺
珠
の

変
容
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
さ
き
に
い
っ
た
のF
S
旨

m
・
叶g
g

の
論
文
が
示
す
三
つ
の
立
場
も
、
実
を
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
行
動
の
評
価
、
あ
る
い
は
少

く
と
も
、
二
つ
の
自
伝
の
語
る
、
そ
の
政
治
的
行
動
の
評
価
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
文
人
、
ま
た
は
思
想
家
と
し
て
－
の
潜
伺
珠
の

白
V

・

q
－

例
え
ば
そ
の
初
期
の
政
治
活
動
に
お
い
て
、
潜
伺
珠
が
心
情
的
に
潜
廷
逢
ら
の
勤
王
思
潮
を
継
承
し
、
そ
れ
を
、
維
新
会
の
盟
主
に
畿
外
侯
を
擁
立
す
る
と
白

い
う
形
で
表
現
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
、
直
ち
に
否
定
し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
し
て
ま
た
「
獄
中
書
」
の
語
る
と
こ
ろ
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
と
る
と

内
面
を
あ
と

e

つ
け
る
に
は
、
そ
れ
は
少
く
と
も
十
分
に
し
て
完
全
な
分
析
で
は
あ
る
ま
い
。

き
、
必
ら
ず
そ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
事
実
は
、
「
獄
中
書
」
よ
り
先
に
書
か
れ
た
「
海
外
血
書
続
篇
」
に
お
い
て

す
で
に
そ
う
い
っ
た
、
戦
術
的
あ
ら
わ
れ
と
、
思
想
的
実
質
と
の
あ
い
だ
に
、
小
さ
か
ら
ぬ
ず
れ
を
見
出
す
の
は
容
易
で
あ
る
。
思
想
家
と
し
て
の
潜
伺
珠
の

評
価
は
、
そ
の
文
章
の
分
析
か
ら
は
じ
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
行
動
と
思
想
は
、
革
命
家
の
実
質
の
二
つ
の
面
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
り
わ

け
初
期
の
潜
伺
珠
に
お
い
て
は
、
方
法
と
し
て
示
さ
れ
た
実
践
面
と
、
文
章
に
読
み
と
ら
れ
る
そ
の
思
想
的
傾
向
は
、
し
ば
し
ば
一
致
し
な
い
。

そ
の
点
で
、
従
来
、
自
伝
な
ど
に
、
著
者
自
身
が
記
し
た
代
表
的
な
章
篇
に
加
え
て
そ
の
生
誕
百
年
の
前
後
に
、
細
か
い
文
献
が
続
々
と
発
見
蒐
集
さ
れ
た

こ
と
は
、
極
め
て
意
義
の
あ
る
こ
と
で
、
こ
こ
に
い
う
、
初
期
の
著
述
に
つ
い
て
は
、
な
お
分
析
的
研
究
が
試
み
ら
れ
た
の
ち
に
、
再
び
、
こ
の
文
人
の
初
期

の
思
想
が
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
い
。
（
一
九
七O
年
一
二
月
）
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