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は
じ
め
に

　

た
だ
今
御
紹
介
に
与
り
ま
し
た
佐
藤
で
す
。
今
日
の
講
演
会
・
研
究
発
表
会
の
テ
ー
マ
は
「
書
誌
学
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
」
と
い

う
こ
と
で
、
恐
ら
く
私
に
は
こ
れ
ま
で
の
斯
道
文
庫
の
活
動
に
つ
い
て
話
せ
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
こ
れ
ま
で
の
斯
道
文

庫
と
言
っ
て
も
、
慶
応
の
附
属
研
究
所
に
な
っ
て
か
ら
で
も
六
十
年
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
文
庫
に
在
籍
し
た
教
員
も
か
な
り
の
数
に
上

り
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
私
が
学
生
時
代
に
、
特
に
影
響
を
受
け
た
二
人
の
先
生
、
阿
部
隆
一
先
生
と
太
田
次つ
ぎ

男お

先
生
の
お
仕
事
を
通

し
て
、
斯
道
文
庫
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
活
動
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
、
私
の
後
の
四
本
の
研
究
発
表
が
中
心
で

す
か
ら
、
私
は
い
わ
ば
前
座
で
す
。
気
楽
に
お
聞
き
下
さ
い
。
と
り
と
め
の
無
い
、
雑
然
と
し
た
話
に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
点

は
前
も
っ
て
お
詫
び
し
て
お
き
ま
す
。

　

私
が
慶
応
大
学
の
文
学
部
の
国
文
学
専
攻
の
二
年
に
上
が
っ
て
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に
来
た
の
は
昭
和
五
十
二
年
、
一
九
七
七
年
四
月
の

慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
開
設
六
十
年
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
書
誌
学
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
」
〜
講
演
録

資
料
発
掘
と
斯
道
文
庫

佐
藤　

道
生
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こ
と
で
す
。
そ
の
前
の
年
の
十
月
ま
で
斯
道
文
庫
長
は
文
学
部
国
文
学
専
攻
の
森
武
之
助
教
授
が
兼
務
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
あ
と
が
国
史

の
中
井
信
彦
教
授
。
一
九
七
八
年
十
月
に
阿
部
隆
一
先
生
が
文
庫
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

国
文
学
専
攻
の
森
武
之
助
先
生
は
一
九
七
七
年
三
月
に
定
年
退
職
さ
れ
た
の
で
、
私
は
教
わ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
慶
応
を
退

か
れ
た
後
、
鶴
見
大
学
に
移
ら
れ
た
の
で
、
鶴
見
で
お
目
に
掛
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
旧
旗
本
の
家
柄
の
出
と
か
で
、
戦
時
中
、
鼻

紙
が
な
い
の
で
、
寛
永
版
の
『
吾
妻
鏡
』
を
バ
ラ
し
て
鼻
を
か
ん
で
い
た
と
か
、
そ
ん
な
逸
話
が
残
っ
て
い
る
先
生
で
す
。
そ
れ
か
ら
、

森
先
生
が
子
供
の
頃
、
お
宅
の
隣
に
作
家
の
泉
鏡
花
が
住
ん
で
い
た
と
か
で
、
小
学
生
の
森
少
年
は
鏡
花
の
と
こ
ろ
へ
揮
毫
し
て
も
ら
い

に
行
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
鏡
花
は
差
し
出
さ
れ
た
扇
面
を
手
に
取
っ
て
じ
っ
と
見
入
っ
て
、「
こ
れ
に
は
キ
ツ
ネ
が
憑
い
て
い
ま
す
」
と
言
っ

て
揮
毫
を
断
っ
た
、
そ
ん
な
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
書
誌
学
と
全
然
関
係
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
失
礼
し
ま
し
た
。

　

私
の
よ
う
な
学
部
生
に
と
っ
て
斯
道
文
庫
が
ど
の
よ
う
な
研
究
を
し
て
い
る
所
な
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
当
時
、
全
く
分
か
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
た
だ
、
斯
道
文
庫
の
先
生
が
担
当
し
て
い
る
授
業
科
目
が
幾
つ
か
あ
り
ま
し
た
の
で
、
私
は
そ
れ
ら
を
履
修
し
ま
し
た
。
そ
の

内
の
二
つ
が
阿
部
先
生
の
「
書
誌
学
」
と
い
う
科
目
と
太
田
先
生
の
「
国
文
学
Ⅲ
」
と
い
う
科
目
で
す
。

　

こ
の
二
つ
の
授
業
に
は
毎
回
欠
か
さ
ず
出
席
し
ま
し
た
。
大
学
の
授
業
に
そ
れ
ほ
ど
熱
心
で
も
な
か
っ
た
私
が
ど
う
し
て
毎
回
出
席
し

た
の
か
、
そ
れ
は
授
業
中
に
さ
れ
る
二
人
の
先
生
の
雑
談
が
と
て
も
面
白
か
っ
た
か
ら
で
す
。
阿
部
先
生
は
講
義
の
合
間
に
、
太
田
先
生

は
講
義
を
始
め
る
前
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
学
問
の
香
り
の
す
る
話
を
さ
れ
る
、
そ
れ
を
毎
週
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

阿
部
隆
一
先
生
の
研
究
活
動

　

こ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
阿
部
先
生
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
阿
部
隆
一
先
生
の
写
真
で
す
ね
。
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阿
部
先
生
の
書
誌
学
と
い
う
授
業
、
こ
れ
は
水
曜
日
の
四
時
限
目
に
西
校
舎
の
教
室
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
履
修
者
の
中
に
は
、

後
に
金
沢
文
庫
に
入
る
西
岡
芳
文
さ
ん
が
い
ま
し
た
。
こ
の
書
誌
学
と
い
う
授
業
を
履
修
し
終
え
る
と
、
翌
年
度
は
、
目
録
実
習
の
授
業

を
取
る
こ
と
が
許
さ
れ
ま
す
。
斯
道
文
庫
の
閲
覧
室
に
場
所
を
移
し
て
、
実
際
に
古
い
書
籍
を
手
に
取
っ
て
目
録
を
取
る
と
い
う
授
業
で

す
。
当
時
の
斯
道
文
庫
は
、
旧
図
書
館
の
地
下
に
あ
り
ま
し
た
。
今
は
旧
図
書
館
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
図
書
館
は
そ
れ
だ
け
で
、

ま
だ
今
の
図
書
館
は
建
っ
て
い
ま
せ
ん
。
斯
道
文
庫
は
そ
の
地
下
に
あ
り
ま
し
た
。
陽
の
光
の
あ
ま
り
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
暗
い
イ
メ
ー

ジ
が
あ
っ
た
の
で
、「
穴
蔵
」
な
ど
と
揶
揄
す
る
学
生
も
い
ま
し
た
。
今
の
斯
道
文
庫
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
と
は
大
違
い
で
す
ね
。「
目

録
を
取
る
」
と
い
う
の
は
、
割
り
当
て
ら
れ
た
書
籍
（
こ
れ
は
当
時
助
手
だ
っ
た
大
沼
晴
暉
先
生
が
適
当
に
割
り
振
っ
て
下
さ
っ
た
書
籍

で
す
。
江
戸
時
代
の
版
本
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
）、
そ
の
書

誌
的
事
項
を
調
べ
上
げ
て
、
１
枚
の
カ
ー
ド
に
ま
と
め
る
作
業

の
こ
と
で
す
。
こ
の
授
業
は
時
間
割
の
上
で
は
水
曜
日
の
五
時

限
目
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
履
修
者
は
各
自
授
業
の
初
め
に
目

録
カ
ー
ド
を
取
り
、
そ
れ
が
出
来
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
阿
部
先

生
が
そ
れ
を
丁
寧
に
手
直
し
す
る
と
い
う
手
順
で
行
な
わ
れ
る

の
で
、
授
業
が
終
わ
る
の
は
い
つ
も
夜
の
八
時
を
回
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
も
う
お
腹
が
ペ
コ
ペ
コ
な
の
で
、
私
は
も
ち
ろ
ん
、

履
修
者
の
何
人
か
は
阿
部
先
生
の
後
に
く
っ
つ
い
て
行
っ
て
、

仲
通
り
に
あ
る
「
三
田
ス
ナ
ッ
ク
」
と
い
う
食
堂
、
年
配
の
御

阿部隆一先生
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夫
婦
が
や
っ
て
い
る
食
堂
、
お
じ
さ
ん
が
料
理
を
作
っ
て
、
お
ば
さ
ん
が
お
給
仕
を
し
て
く
れ
る
ス
タ
イ
ル
の
食
堂
で
、
夕
飯
を
食
べ
る
。

こ
の
店
は
、
今
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
が
、
阿
部
先
生
の
行
き
つ
け
で
し
た
。
先
生
は
下
戸
で
す
か
ら
、
ビ
ー
ル
で
喉
を
潤
す
な
ん
て
こ
と

は
し
な
い
。
先
生
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
の
日
の
定
食
を
食
べ
て
、
九
時
過
ぎ
に
お
開
き
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
授
業
外
で
先
生
が
話
さ
れ
る
話
や
授
業
中
の
話
を
聞
く
う
ち
に
、
斯
道
文
庫
の
活
動
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ

る
か
、
だ
ん
だ
ん
私
に
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
耳
学
問
で
す
ね
、
こ
れ
は
。

　

阿
部
先
生
は
書
誌
学
の
授
業
の
中
で
、
書
誌
学
者
は
「
足
で
稼
ぐ
」
と
い
う
話
を
よ
く
さ
れ
ま
し
た
。
書
物
の
原
本
を
見
る
。
千
里
を

遠
し
と
せ
ず
、
原
本
を
見
に
行
く
、
い
か
な
る
障
壁
が
あ
ろ
う
と
も
現
物
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
皆
さ
ん
、
そ
ん
な
こ
と
当
た
り

前
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
「
言
う
は
易
し
、
行
な
う
は
難
し
」
で
す
。
今
、
書
誌
学
研
究
を
標
榜
し
て

い
る
中
に
も
、
原
本
を
見
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
影
印
版
や
デ
ジ
タ
ル
画
像
で
済
ま
せ
て
い
る
例
が
間
々
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
網
羅
的
に

伝
本
を
見
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
ま
す
。

　

慶
応
の
図
書
館
に
幸
田
文
庫
と
い
う
、
幸
田
成
友
先
生
の
旧
蔵
書
が
入
っ
て
い
ま
す
。
幸
田
成
友
先
生
は
露
伴
の
弟
に
当
た
り
ま
す
。

幸
田
先
生
は
通
信
教
育
部
の
『
書
誌
学
』
と
い
う
教
科
書
を
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
全
て
御
自
分
の
蔵
書
を
使
っ
て
書
か
れ
た
く

ら
い
で
す
か
ら
、
幸
田
文
庫
は
貴
重
書
の
宝
庫
と
言
っ
て
良
い
文
庫
で
す
。
こ
れ
は
阿
部
先
生
が
交
渉
に
当
た
っ
て
寄
贈
を
受
け
る
こ
と

に
な
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
寄
贈
に
当
た
っ
て
は
、
幸
田
先
生
と
、
そ
の
と
き
ま
だ
三
十
半
ば
の
阿
部
先
生
と
の
間
で
、
蔵
書
一
点
ご

と
に
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
と
き
に
は
議
論
が
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
。
す
る
と
、
阿
部
先
生
は
一
旦
引
き
下
が
っ
て
、
す
ぐ

さ
ま
自
説
を
補
強
す
る
た
め
に
関
連
の
資
料
を
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
閲
覧
し
に
行
く
。
こ
れ
が
「
足
で
稼
ぐ
」
で
す
。
病
床
に
あ
っ
た

幸
田
先
生
は
そ
れ
が
出
来
な
い
。
阿
部
先
生
の
報
告
を
聞
き
な
が
ら
、
幸
田
先
生
は
と
て
も
悔
し
そ
う
な
顔
を
さ
れ
た
そ
う
で
す
。



─ 5 ─

　

阿
部
先
生
が
書
誌
学
研
究
を
遂
行
す
る
上
で
重
視
さ
れ
て
い
た
事
柄
を
、
私
な
り
に
ま
と
め
て
み
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
飽
く
ま
で
も
私
一
個
人
の
推
測
で
す
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
研
究
能
力
の
あ
る
こ
と
が
前
提
で
す
。

１
、
研
究
者
間
の
人
脈

２
、
古
書
店
と
の
関
係

３
、
図
書
購
入
資
金

　

こ
の
三
つ
で
す
。
１
の
研
究
者
間
の
人
脈
は
、
他
の
研
究
者
と
の
間
に
築
き
上
げ
た
良
好
な
人
間
関
係
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
情
報
交

換
と
い
う
観
点
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
に
は
閲
覧
の
便
宜
を
図
っ
て
も
ら
う
点
で
も
大
い
に
役
立
ち
ま
す
。
ま
た
、
阿
部
先
生
は
五

十
代
以
降
、
中
国
・
台
湾
に
も
足
を
伸
ば
し
て
調
査
に
当
た
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
中
国
人
研
究
者
、
図
書
館
関
係
者
と
の
交
流
を
重

視
さ
れ
ま
し
た
。
学
部
の
書
誌
学
の
授
業
の
中
で
、「
こ
れ
か
ら
は
中
国
語
が
出
来
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
仰
っ
て

い
た
こ
と
は
印
象
的
で
す
。
教
室
の
い
ち
ば
ん
前
に
坐
っ
て
い
た
私
の
同
級
生
を
相
手
に
し
て
、
簡
単
な
発
音
練
習
を
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
阿
部
先
生
の
最
後
の
門
人
で
あ
る
髙
橋
智
さ
ん
は
先
生
の
教
え
を
実
践
し
て
、
中
国
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
張
り
め
ぐ
ら
し
、
大

き
な
研
究
を
成
し
遂
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
、
よ
く
御
存
じ
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

さ
き
ほ
ど
先
生
行
き
つ
け
の
三
田
ス
ナ
ッ
ク
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
三
田
ス
ナ
ッ
ク
で
先
生
か
ら
伺
っ
た
話
で
す
が
、
先
生
の
お

住
ま
い
だ
っ
た
鎌
倉
に
芸
林
荘
と
い
う
古
書
店
が
あ
り
ま
し
た
。
今
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
芸
林
荘
で
経
き
ょ
う

切ぎ
れ

、
古
写
経
を
短
冊
状

に
切
っ
た
も
の
を
一
枚
何
百
円
か
で
売
っ
て
い
た
そ
う
で
、
海
外
出
張
す
る
と
き
に
は
そ
れ
を
何
枚
も
買
っ
て
、
お
土
産
に
持
っ
て
行
く

と
先
方
の
研
究
者
に
喜
ば
れ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
書
籍
に
挟
む
し
お
り
に
使
う
わ
け
で
す
。

　

２
の
古
書
店
と
の
関
係
は
、
意
外
に
思
わ
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
斯
道
文
庫
は
国
書
・
漢
籍
の
書
誌
学
研
究
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を
進
め
る
と
同
時
に
、
現
在
で
も
、
幾
つ
か
の
柱
を
立
て
て
、
体
系
的
な
蔵
書
構
築
を
図
っ
て
い
ま
す
。
特
に
阿
部
先
生
の
時
代
に
は
中

国
・
朝
鮮
・
日
本
に
亙
る
漢
籍
の
古
写
本
・
古
刊
本
を
た
く
さ
ん
購
入
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
で
は
図
書
館
と
斯
道
文
庫
の
財
産
と
言
っ

て
良
い
物
で
す
。
こ
れ
ら
は
全
て
日
本
人
が
漢
学
、
つ
ま
り
中
国
の
学
問
を
学
ぶ
た
め
に
利
用
し
た
、
そ
の
原
本
で
す
。
こ
れ
を
「
日
本

漢
籍
」
と
我
々
は
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
阿
部
先
生
は
そ
の
体
系
的
な
蒐
書
を
計
画
し
て
い
ま
し
た
。

　

阿
部
先
生
は
、
古
書
店
の
販
売
目
録
に
目
を
通
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
も
「
足
で
稼
ぐ
」
こ
と
を
実
践
し
、
古

書
店
や
蔵
書
家
を
訪
ね
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
し
た
。
新
出
資
料
は
古
書
店
が
仲
介
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
特
に
古
書
店
と
の
間
に
親
密

な
関
係
を
築
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
阿
部
先
生
は
他
の
ど
の
研
究
者
よ
り
も
そ
の
点
に
気
を
遣
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
図
書
購
入
に
は
先
立
つ
も
の
が
必
要
で
す
か
ら
、
斯
道
文
庫
で
は
賛
助
員
会
と
い
う
組
織
を
作
る
な
ど
し
て
、
図
書
購
入
資
金

を
捻
出
し
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
、
太
田
臨
一
郎
さ
ん
の
随
筆
を
読
む
と
よ
く
分
か
り
ま
す
。
次
に
掲
げ
る
の
は
『
阿
部
隆
一

遺
稿
集
』
第
一
巻
（
一
九
九
三
年
一
月
、
汲
古
書
院
）
所
収
の
「
阿
部
書
誌
学
の
開
拓
」
と
題
す
る
太
田
さ
ん
の
文
章
の
一
部
で
す
。
太

田
臨
一
郎
さ
ん
は
、
先
に
述
べ
ま
し
た
幸
田
先
生
の
旧
蔵
書
を
、
阿
部
先
生
と
い
っ
し
ょ
に
慶
応
の
図
書
館
で
整
理
に
当
た
ら
れ
た
方
で

す
。
そ
の
当
時
を
回
想
し
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

　

幸
田
文
庫
は
、
成
友
先
生
御
存
世
中
に
、
時
々
参
上
し
て
一
部
譲
渡
を
受
け
て
い
た
が
、
没
後
、
嗣
子
成
一
氏
か
ら
文
庫
を
挙
げ

て
寄
贈
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
阿
部
君
や
、
吉
田
小
五
郎
君
の
推
挙
で
あ
ろ
う
、
私
が
招
ば
れ
て
そ
の
受
け
入
れ
、
整
理
に
当
た

る
こ
と
に
な
り
、
し
ば
ら
く
阿
部
君
と
席
を
並
べ
た
。
…
…
二
人
共
、
固
い
本
ば
か
り
見
て
疲
れ
る
と
、
古
本
屋
パ
ト
ロ
ー
ル
を
し

よ
う
と
、
抜
け
出
し
て
、
弘
文
荘
や
、
一
誠
堂
を
訪
れ
、
主
人
の
私
室
に
通
さ
れ
て
新
収
の
古
書
を
見
せ
て
貰
っ
た
。
時
に
は
一
誠
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堂
の
主
人
に
「
酒
井
さ
ん
は
余
り
固
す
ぎ
る
。
長
生
き
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
遊
ん
で
妾
で
も
持
ち
な
さ
い
」
と
飛
ん
で
も
な
い
こ

と
を
す
す
め
、「
阿
部
先
生
に
は
適
い
ま
せ
ん
ね
」
と
い
わ
れ
た
が
、
親
し
み
は
増
し
た
。
…
…
年
度
末
で
予
算
が
な
い
と
き
は
、

立
替
え
て
く
れ
る
ス
ポ
ン
サ
ー
を
見
付
け
て
、
購
入
し
た
本
は
そ
の
月
末
に
は
支
払
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
の
で
、
他
の
大
学
の
注

文
と
カ
チ
合
っ
た
と
き
も
、
慶
応
さ
ん
の
方
に
廻
し
ま
す
と
い
っ
た
店
も
多
か
っ
た
。

　

こ
れ
を
読
み
ま
す
と
、
阿
部
先
生
が
古
書
店
と
の
良
好
な
関
係
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
料
収
集
に
努
め
て
い
た
さ
ま
が
浮
か
び
上

が
り
ま
す
。
こ
こ
に
出
て
く
る
一
誠
堂
の
主
人
は
先
代
の
酒
井
宇
吉
さ
ん
の
こ
と
で
す
。
二
十
年
以
上
前
の
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
私
も

し
ば
し
ば
一
誠
堂
に
上
が
り
込
ん
で
、
酒
井
宇
吉
さ
ん
と
雑
談
を
楽
し
む
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
話
が
阿
部
先
生
に
及
ぶ
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
酒
井
さ
ん
が
阿
部
先
生
の
人
柄
に
心
底
惚
れ
込
ん
で
い
た
こ
と
が
実
に
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
阿
部
先
生
は
鎌
倉

の
浄
明
寺
に
お
住
ま
い
で
し
た
が
、
酒
井
さ
ん
は
阿
部
先
生
の
勧
め
で
そ
の
近
く
に
土
地
を
買
っ
て
い
ま
し
て
、
引
退
後
は
そ
こ
に
、
阿

部
先
生
の
御
近
所
に
住
む
つ
も
り
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
計
画
も
阿
部
先
生
が
早
く
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
で
、
潰
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

現
在
の
一
誠
堂
の
あ
る
じ
は
、
そ
の
息
子
さ
ん
の
健
彦
さ
ん
で
す
が
、
健
彦
さ
ん
は
慶
応
の
国
文
を
卒
業
後
、
斯
道
文
庫
の
研
究
嘱
託
と

な
り
、
阿
部
先
生
が
台
湾
に
訪
書
さ
れ
た
と
き
に
は
、
同
行
し
て
調
査
の
手
伝
い
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
台
湾
出
張
の
こ
と
は
、
私
は
健

彦
さ
ん
か
ら
直
接
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
と
面
白
い
事
件
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
本
題
か
ら
外
れ
ま
す
の
で
、
割
愛
し

ま
す
。

　

こ
の
一
文
を
草
し
た
太
田
臨
一
郎
さ
ん
は
、
軍
服
な
ど
の
服
飾
研
究
家
と
し
て
著
名
な
方
で
す
が
、
古
書
に
つ
い
て
も
造
形
が
深
く
、

『
古
書
展
覚
書
』（
一
九
七
二
年
五
月
、
日
本
古
書
通
信
社
）、『〈
文
献
随
筆
〉
雑
誌
散
策
』（
一
九
八
七
年
十
月
、
日
本
古
書
通
信
社
）
な
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ど
の
著
書
が
あ
り
ま
す
。
と
も
に
「
こ
つ
う
豆
本
」
の
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
で
す
。
斯
道
文
庫
に
は
、
常
に
そ
の
外
縁
に
文
庫
の
支
援
者
と

で
も
言
う
べ
き
人
々
が
い
ま
す
が
、
阿
部
先
生
の
時
代
に
は
、
こ
の
太
田
臨
一
郎
さ
ん
や
一
誠
堂
の
酒
井
宇
吉
さ
ん
が
斯
道
文
庫
の
支
援

者
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
う
い
っ
た
人
々
は
阿
部
先
生
に
と
っ
て
、
と
て
も
心
強
い
存
在
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

今
日
、
私
の
講
演
題
目
を
「
資
料
発
掘
と
斯
道
文
庫
」
と
し
ま
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
斯
道
文
庫
が
行
な
っ
て
い
る
書
籍
ご
と
の
網
羅

的
伝
本
調
査
、
或
い
は
所
蔵
機
関
ご
と
の
悉
皆
調
査
の
中
か
ら
、
貴
重
な
資
料
が
発
掘
さ
れ
た
、
未
知
の
資
料
が
出
て
来
た
と
い
う
こ
と

も
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
す
が
、
実
は
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
阿
部
先
生
を
始
め
と
す
る
文
庫
員
の
方
々
が
、
そ
の
鑑
識
眼
に
よ
っ
て

見
出
し
、
古
書
店
か
ら
購
入
し
た
新
出
資
料
が
極
め
て
多
か
っ
た
こ
と
を
言
い
た
い
が
た
め
に
付
け
た
題
目
で
す
。
新
出
資
料
が
公
開
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
は
大
き
く
進
展
し
ま
す
。
新
た
な
段
階
に
歩
み
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
資
料
発
掘
を
積

極
的
に
行
な
う
こ
と
が
、
斯
道
文
庫
の
大
き
な
活
動
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
資
料
の
購
入
と
そ
の
研
究
と
が
密
接
に
結
び
つ
い

て
い
る
こ
と
、
こ
の
点
が
斯
道
文
庫
の
研
究
の
一
つ
の
特
徴
で
す
。
実
例
を
一
つ
挙
げ
て
み
ま
す
。

　

日
本
漢
学
史
を
考
察
す
る
上
で
、
最
も
重
要
な
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
が
金
沢
文
庫
本
で
あ
る
こ
と
は
、
研
究
者
な
ら
ば
誰
し
も

認
め
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
阿
部
先
生
も
金
沢
文
庫
本
を
博
捜
し
、
そ
れ
に
関
す
る
研
究
成
果
を
数
多
く
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

後
で
触
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
太
田
次
男
先
生
も
『
白
氏
文
集
』
の
旧
鈔
本
研
究
の
一
環
と
し
て
、
金
沢
文
庫
本
を
熱
心
に
追
い
か
け
ら
れ

ま
し
た
。
お
二
人
は
別
々
に
金
沢
文
庫
本
研
究
に
従
事
さ
れ
ま
し
た
が
、
結
果
的
に
は
互
い
に
補
完
し
合
う
よ
う
な
か
た
ち
で
大
き
な
成

果
を
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
面
白
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
阿
部
先
生
の
研
究
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。『
阿
部

隆
一
遺
稿
集
』
第
二
巻
（
一
九
八
五
年
一
月
、
汲
古
書
院
）
に
「
金
沢
文
庫
本
「
施
氏
七
書
講
義
」
残
巻
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
文
（
初

出
は
『
金
沢
文
庫
研
究
』
第
一
六
六
号
、
一
九
七
〇
年
二
月
）
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。



─ 9 ─

　

こ
の
論
文
で
は
、
兵
家
の
書
と
言
え
ば
、
ふ
つ
う
『
孫
子
』
な
ど
が
有
名
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
平
安
時
代
以
来
、
主
と
し
て
講
読
さ

れ
た
の
は
『
六
韜
』
と
『
三
略
』
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
『
施
氏
七
書
講
義
』
に
よ
っ
て
学
習
さ
れ
た
こ
と
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

こ
の
『
施
氏
七
書
講
義
』
は
宋
の
施
子
美
に
よ
る
七
書
の
注
釈
書
で
す
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
中
国
本
土
で
は
普
及
し
た
形
跡
が
な
く
、

中
国
に
は
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日
本
で
は
江
戸
時
代
に
古
活
字
版
、
或
い
は
寛
永
十
一
年
の
整
版
、
下
っ
て
文
久
三
年
の
官

板
と
こ
れ
が
広
く
流
通
し
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
『
施
氏
七
書
講
義
』
は
中
国
で
は
早
く
に
散
佚
し
日
本
に
の
み
現
存
す
る
、
い
わ
ゆ
る

佚
存
書
で
す
。
こ
の
『
施
氏
七
書
講
義
』
が
鎌
倉
中
期
に
は
す
で
に
日
本
に
将
来
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
の
が
金
沢
文
庫
本
の
存
在

で
す
。
論
文
か
ら
抜
き
出
し
た
部
分
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、「
古
く
文
庫
外
に
流
出
し
て
い
た
金
沢
文
庫
旧
蔵
「
施
氏
七
書
講
義
」
残
巻

の
所
在
を
博
捜
し
て
、
世
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
前
金
沢
文
庫
長
故
関
靖
博
士
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
次
の
四
点
の
写
本
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

（
一
）
彰
考
館
文
庫
蔵
「
施
氏
問
対
講
義
」
巻
第
四
十　

二
帖
（
第
二
類
第
一
号
文
庫
印
を
鈐
す
）

（
二
）
永
井
凞
八
氏
旧
蔵
東
京
国
立
博
物
館
蔵
「
施
氏
孫
子
講
義
」
巻
第
九　

一
軸
（
第
二
類
第
一
号
印
）

（
三
）
中
島
徳
太
郎
氏
蔵
「
施
氏
孫
子
講
義
」
存
巻
第
十
尾
一
葉
（
第
二
類
第
一
号
印
）

（
四
）
内
野
皎
亭
氏
蔵
「
施
氏
尉
繚
子
講
義
」
存
巻
第
廿
六
残
巻
一
軸
（
転
写
）

　

こ
の
内
の
（
二
）
と
（
三
）
は
行
方
知
れ
ず
で
、
阿
部
先
生
は
見
て
い
ま
せ
ん
。（
四
）
は
金
沢
文
庫
本
を
転
写
し
た
も
の
で
、
こ
れ

は
い
ま
天
理
図
書
館
に
入
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
阿
部
先
生
は
（
一
）
と
（
四
）
と
を
付
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
結

論
を
導
い
て
い
ま
す
。「
金
沢
文
庫
本
「
施
氏
七
書
講
義
」
は
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
頃
北
条
実
時
が
息
顕
時
を
し
て
平
政
連
所
持
本
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を
以
て
書
写
せ
し
め
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
恐
ら
く
も
と
は
四
十
二
巻
完
具
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ

て
い
ま
す
。
こ
こ
に
「
平
政
連
」
の
名
前
が
出
て
来
ま
す
が
、
こ
れ
は
実
時
・
顕
時
と
は
時
代
が
合
い
ま
せ
ん
。
こ
の
点
は
修
正
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
先
で
す
が
、「
関
博
士
が
つ
き
と
め
ら
れ
た
金
沢
文
庫
本
「
施
氏
七
書
講
義
」
の
零
本
は
以
上
で
あ
る
。
…
…
最

後
に
筆
者
が
新
に
発
見
し
た
金
沢
文
庫
本
「
七
書
講
義
」
の
零
巻
を
紹
介
し
、
新
出
の
喜
び
を
江
湖
に
頒
ち
度
い
と
思
う
」
と
さ
れ
ま
し

て
、
次
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
れ
を
入
手
し
た
の
か
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

七
、
八
年
前
で
あ
ろ
う
か
、
大
阪
の
古
書
入
札
会
の
目
録
に
「
孫
子
零
本
古
写
本
一
巻
」
と
あ
る
の
を
見
て
、
孫
子
の
旧
鈔
本
は

珍
し
い
の
で
、
注
文
し
、
幸
に
筆
者
が
職
を
奉
ず
る
慶
応
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
の
蔵
に
帰
す
る
を
得
た
。
こ
の
本
が
到

着
し
て
、
巻
を
開
く
と
同
時
に
、
筆
者
は
驚
喜
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
筆
蹟
書
体
は
正
し
く
嘗
て
見
た
彰
考
館
蔵
金
沢
文
庫

旧
蔵
「
七
書
講
義
」
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
直
に
そ
の
写
真
と
比
較
す
る
に
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
。
寸
法
行
款
、
ま
た
紙
背
に
杜
牧
注

の
書
入
を
有
す
る
点
も
経
籍
訪
古
志
・
関
博
士
著
録
の
施
氏
孫
子
講
義
の
零
本
と
も
符
を
合
し
て
い
る
。

と
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
発
掘
し
た
新
出
の
『
施
氏
七
書
講
義
』
残
巻
が
書
影
１
で
す
。
全
部
で
三
十
八
行
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
北
条
顕
時
写
本
に
は
ヲ
コ
ト
点
と
傍
訓
と
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
当
時
鎌
倉
に
下
っ
て
い
た
清
原
家
の
儒
者
の
訓
説
に
従
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
訓
点
も
貴
重
な
資
料
で
す
。
寛
永
十
一
年
の
整
版
に
付
さ
れ
た
訓
点
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
阿
部
先
生
は
こ
の
論
文
と
同
じ
時
期
に
「
三
略
源
流
考
附
三
略
校
勘
記
・
擬
定
黄
石
公
記
佚
文

集
」
と
題
す
る
論
文
（『
斯
道
文
庫
論
集
』
第
八
輯
、
一
九
七
〇
年
十
二
月
）
を
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
日
本
に
於
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書影１　『施氏七書講義』巻十残巻 斯道文庫蔵本

書影２　『施氏七書講義』巻十断簡 佐藤架蔵本①
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け
る
兵
書
の
本
文
研
究
、
兵
書
の
受
容
研
究
に
対
し
て
極
め
て
重
要

な
指
針
を
示
し
た
も
の
で
し
て
、
後
進
の
研
究
者
に
対
し
て
大
き
な

影
響
を
与
え
た
研
究
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

以
上
、
阿
部
先
生
が
新
出
資
料
を
発
掘
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

研
究
に
生
か
し
た
か
と
い
う
こ
と
の
一
端
を
お
話
し
し
ま
し
た
が
、

実
は
、
こ
れ
に
は
後
日
談
が
あ
り
ま
す
。
阿
部
先
生
の
論
文
が
発
表

さ
れ
て
か
ら
四
十
年
近
く
経
っ
た
二
〇
〇
七
年
十
月
の
こ
と
で
す
が
、

私
は
大
阪
の
古
美
術
商
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
商
品

の
中
に
、
こ
の
金
沢
文
庫
本
の
ツ
レ
を
見
付
け
ま
す
。
当
時
、
私
は

大
燈
国
師
、
大
徳
寺
の
開
山
で
あ
る
宗
峰
妙
超
を
伝
称
筆
者
と
す
る

「
佐
保
切
」
と
称
す
る
古
筆
切
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
商
品
名
に
「
伝
大
燈
国
師
筆
兵
書
切
」
と
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
購
入
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
書
影
２
で
す
。

　

恥
ず
か
し
い
こ
と
に
、
最
初
私
は
こ
れ
が
『
施
氏
七
書
講
義
』
の

金
沢
文
庫
本
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
手
元
に
届
い

た
古
筆
切
の
軸
物
を
脳
天
気
に
ぶ
ら
下
げ
て
、
斯
道
文
庫
に
行
き
ま

し
て
、
ち
ょ
う
ど
文
庫
に
い
た
髙
橋
智
さ
ん
（
今
中
国
文
学
専
攻
の

書影３　『施氏七書講義』巻十断簡 佐藤架蔵本②（右頁・左頁）
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教
授
で
す
が
、
当
時
は
斯
道
文
庫
の
教
授
）
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
髙

橋
さ
ん
の
顔
色
が
一
瞬
に
し
て
変
わ
り
ま
し
た
。
斯
道
文
庫
に
こ
の

ツ
レ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
早
速
書
庫
か
ら
出
し
て
き
て
く
れ
て
、

両
者
比
較
し
て
金
沢
文
庫
本
と
判
明
し
ま
し
た
。「
佐
保
切
」
に
つ

い
て
私
は
「「
佐
保
切
」
追
跡
─
大
燈
国
師
を
伝
称
筆
者
と
す
る
書

蹟
に
関
す
る
考
察
─
」
と
題
す
る
論
文
（『
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
学

研
究
紀
要
』
第
七
号
、
二
〇
〇
九
年
五
月
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
化

セ
ン
タ
ー
）
に
報
告
し
ま
し
た
の
で
、
御
興
味
の
あ
る
方
は
御
覧
下

さ
い
。

　

そ
れ
か
ら
、
阿
部
先
生
が
論
文
の
中
で
挙
げ
た
伝
本
の
二
番
目
、

永
井
凞
八
氏
旧
蔵
東
京
国
立
博
物
館
蔵
「
施
氏
孫
子
講
義
」
巻
第
九

と
い
う
の
は
、
関
氏
が
そ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
の
で
、
阿
部
先
生

は
東
京
国
立
博
物
館
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
博
物
館
は
所
蔵
し

て
い
な
い
と
の
回
答
を
得
た
と
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
阿
部
先
生

は
論
文
の
中
で
、「
所
蔵
者
（
の
永
井
氏
）
が
博
物
館
に
鑑
定
を
依

頼
し
、
暫
く
館
に
預
け
て
あ
っ
た
の
を
、（
関
氏
が
）
寄
贈
（
さ
れ

た
も
の
）
と
思
い
違
い
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
筆
者
は
残
念
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な
が
ら
未
だ
そ
の
後
の
所
在
を
つ
き
と
め
ら
れ
ず
に
い
る
」（
括
弧
内
は
講
演
者
が
補
っ
た
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

二
〇
一
五
年
六
月
の
こ
と
で
す
が
、
先
に
私
が
『
施
氏
七
書
講
義
』
の
断
簡
を
購
入
し
た
古
美
術
商
か
ら
連
絡
が
あ
り
、「
ま
た
同
じ

筆
蹟
の
断
簡
を
仕
入
れ
た
。
今
度
の
も
の
に
は
東
京
国
立
博
物
館
の
預
か
り
証
が
付
い
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
私
は
そ
れ
が
て
っ

き
り
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
て
い
る
『
施
氏
七
書
講
義
』
巻
九
に
違
い
な
い
と
思
い
込
み
、
大
阪
に
す
っ
飛
ん
で
行
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

残
念
な
が
ら
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
前
と
同
じ
く
巻
十
の
断
簡
で
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
は
四
十
二
行
も
あ
り
ま
し
た
（
書
影
３
）。

太
田
次
男
先
生
の
研
究
活
動

　

さ
て
、
太
田
次
男
先
生
の
斯
道
文
庫
に
於
け
る
研
究
活
動
の
こ
と
に
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
太
田
先
生
の
写
真
で
す
。

　

太
田
先
生
の
学
部
の
授
業
、
国
文
学
Ⅲ
は
た
し
か
木
曜
日
の
四
時
限
目
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ど
う
い
う
授
業
か
と
い
う
と
、『
本
朝
文
粋
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
作
品
を
ヲ
コ
ト
点
に
し
た
が
っ
て
読
む
と
い
う
も
の
で
し
た
。
教
材
は
、
先
生
手
ず
か
ら
ガ
リ
版
刷
り
で
作
成
し
た

も
の
で
、
黒
と
赤
の
二
色
刷
。
例
え
ば
菅
原
道
真
の
「
書
斎
記
」
と
か
、
慶
滋
保
胤
の
「
池
亭
記
」
と
か
を
一
句
づ
つ
先
生
が
ヲ
コ
ト
点

の
読
み
方
を
説
明
し
な
が
ら
読
ん
で
ゆ
く
。
読
み
終
わ
っ
た
ら
、
今
度
は
学
生
に
宛
て
て
読
ま
せ
る
、
と
い
う
授
業
で
し
た
。
学
部
の
二

年
と
か
三
年
と
か
で
、
ヲ
コ
ト
点
が
す
ら
す
ら
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
は
、
今
か
ら
思
え
ば
大
変
な
こ
と
で
す
。
私
も
後
に
文
学

部
の
教
員
に
な
っ
て
、
漢
文
講
読
と
い
う
科
目
を
受
け
持
っ
た
時
に
は
、
こ
れ
を
実
践
し
ま
し
た
。

　

太
田
先
生
の
授
業
で
は
初
め
の
十
分
か
十
五
分
く
ら
い
、
先
生
が
身
近
な
学
問
的
話
題
を
話
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
マ
ク
ラ
と
で

も
言
う
べ
き
話
が
と
て
も
面
白
い
も
の
で
し
た
。
そ
の
時
々
の
話
題
で
、
例
え
ば
神
田
喜
一
郎
先
生
の
『
墨
林
閒
話
』
が
岩
波
か
ら
刊
行

さ
れ
た
ば
か
り
の
時
、
そ
の
読
み
ど
こ
ろ
な
ど
を
紹
介
し
て
下
さ
る
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
こ
の
授
業
の
応
用
編
が
、
土
曜
日
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の
午
後
に
あ
っ
た
大
学
院
の
授
業
で
、
そ
こ
で
は
神
田
本
の
『
白
氏
文
集
』
を
読
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
成
果
が
勉
誠
社
か
ら
一
九
八
二

年
二
月
に
出
た
、
小
林
芳
規
先
生
と
の
共
著
『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』
で
す
。

　

私
は
こ
の
授
業
に
は
大
学
四
年
の
時
か
ら
出
席
し
た
と
思
い
ま
す
が
、
真
面
目
に
取
り
組
ん
だ
か
と
言
う
と
、
そ
う
と
は
言
え
な
い
学

生
で
し
た
。
た
だ
、
授
業
が
午
後
一
時
過
ぎ
か
ら
六
時
頃
ま
で
続
く
の
で
、
三
時
ぐ
ら
い
に
い
っ
た
ん
休
憩
が
入
り
ま
す
。
そ
の
と
き
出

席
者
の
誰
か
が
持
っ
て
き
た
お
菓
子
を
み
ん
な
で
食
べ
る
。
こ
れ
が
唯
一
の
楽
し
み
で
し
た
。
あ
る
と
き
、
バ
ー
ム
ク
ー
ヘ
ン
を
ワ
ン
ホ
ー

ル
持
っ
て
き
た
人
が
い
て
、
そ
れ
を
ど
う
切
り
分
け
よ
う
か
躊
躇
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
私
が
バ
ー
ム
ク
ー
ヘ
ン
の
正
し
い
切
り
方
を
披

露
し
ま
し
た
。
ス
イ
ス
イ
適
当
な
大
き
さ
に
薄
切
り
に
し
て
い
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
見
て
喜
ん
だ
の
が
太
田
先
生
で
す
。
そ
の
後
、

太
田
先
生
御
自
身
も
バ
ウ
ム
ク
ー
ヘ
ン
を
買
っ
て
来
ら
れ
て
、「
君
、

ま
た
切
っ
て
く
れ
よ
」
な
ん
て
仰
る
。
そ
れ
が
切
っ
掛
け
に
な
っ

た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
前
よ
り
も
太
田
先
生

と
よ
く
話
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
話
と
言
っ
て
も
『
白
氏

文
集
』
の
訓
点
が
ど
う
で
あ
る
か
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

専
ら
食
べ
物
の
話
で
す
。
太
田
先
生
は
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り

の
昭
和
十
七
年
十
月
に
召
集
さ
れ
て
、
戦
地
に
行
き
、
二
十
二
年

に
復
員
し
て
い
ま
す
。
南
方
に
行
か
れ
た
そ
う
で
す
が
、
戦
時
中

の
こ
と
を
先
生
は
話
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、

我
々
学
生
の
方
も
先
生
に
尋
ね
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん

太田次男先生
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で
し
た
。
し
か
し
、
私
と
の
食
べ
物
の
雑
談
の
中
で
、
先
生
が
懐
か
し
そ
う
に
当
時
の
こ
と
を
話
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
南
方
で
、

海
辺
に
近
い
と
こ
ろ
に
椰
子
の
木
が
あ
る
と
、
兵
隊
た
ち
は
木
に
登
っ
て
椰
子
の
実
を
取
っ
て
く
る
。
自
分
も
登
っ
て
椰
子
の
実
を
取
っ

て
き
て
、
そ
れ
に
ス
ト
ロ
ー
の
よ
う
な
も
の
を
差
し
込
ん
で
、
果
汁
を
チ
ュ
ー
チ
ュ
ー
飲
ん
だ
が
、
そ
れ
が
と
て
も
美
味
し
か
っ
た
、
と

い
う
よ
う
な
話
で
し
た
。
そ
う
い
う
戦
時
中
の
思
い
出
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

話
を
本
筋
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。
太
田
先
生
は
阿
部
先
生
と
違
っ
て
、
新
出
資
料
を
購
入
し
て
そ
れ
を
使
っ
て
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
は

殆
ど
無
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
先
生
は
御
自
身
の
幅
広
い
人
脈
を
頼
り
に
、
た
く
さ
ん
の
資
料
を
閲
覧
し
、
ま
た
写
真
に
撮
る
な
ど
し
て

研
究
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
先
生
は
『
白
氏
文
集
』
の
旧
鈔
本
の
研
究
で
有
名
な
方
で
す
が
、
そ
の
研
究
に
着
手
さ
れ
た
の
は
一
九
六
五
年

頃
の
こ
と
で
す
。『
白
居
易
研
究
年
報
』
第
八
号
（
二
〇
〇
七
年
九
月
、
勉
誠
出
版
）
に
「【
座
談
会
】
太
田
次
男
先
生
を
囲
ん
で
─
白

居
易
研
究
の
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
へ
─
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
先
生
は
白
居
易
研
究
に
取
り
組
ん
だ
切
っ
掛

け
を
問
わ
れ
て
、
こ
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
こ
れ
、
こ
う
い
う
の
知
っ
て
ま
す
か
？　

五
島
美
術
館
の
昭
和
四
十
年
の
展
覧
会
。
こ
れ
は
白
居
易
を
特
集
し
た
展
示
会

な
ん
で
す
。
小
松
茂
美
さ
ん
が
企
画
し
た
わ
け
で
す
が
ね
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
持
っ
て
い
る
人
も
も
う
少
な
い
で
す
よ
。

　

そ
の
中
で
ね
、『
新
楽
府
』
と
い
う
小
さ
い
本
。
こ
れ
が
出
て
い
た
。
こ
れ
に
ど
う
い
う
も
の
か
私
は
興
味
を
示
し
て
、
こ
れ
を

ひ
と
つ
翻
刻
し
よ
う
と
い
う
こ
と
を
小
松
さ
ん
に
言
っ
た
ら
、
こ
れ
は
名
古
屋
に
あ
る
も
の
だ
け
ど
、
そ
れ
じ
ゃ
返
さ
な
い
で
自
分

の
と
こ
ろ
に
置
い
て
お
く
か
ら
、
ひ
と
つ
私
の
と
こ
ろ
に
来
て
、
そ
れ
を
写
し
て
い
い
で
す
よ
と
。
小
松
さ
ん
が
自
分
の
部
屋
に
置

い
て
お
い
て
く
だ
さ
っ
て
、
そ
れ
を
私
は
ず
っ
と
上
野
（
の
東
京
国
立
博
物
館
）
ま
で
写
し
に
行
っ
た
。
こ
れ
が
白
氏
研
究
の
始
ま
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り
で
し
ょ
う
。

　

私
が
大
学
を
出
た
の
は
昭
和
十
七
年
で
、
そ
の
九
月
に
卒
業
し
て
、
十
月
一
日
に
軍
隊
に
入
っ
て
ね
。
…
…

　

こ
こ
の
と
こ
ろ
、
非
常
に
重
要
な
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
座
談
会
に
御
出
席
の
先
生
方
、
ど
な
た
も
突
っ
込
ま
な
い
で
、
話
題
が
大
学

卒
業
時
の
こ
と
に
移
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
も
う
少
し
根
掘
り
葉
掘
り
聞
い
て
欲
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
す
ね
。

　

こ
こ
に
出
て
く
る
展
覧
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
い
う
の
は
、
一
九
六
五
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
十
月
十
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
「
白
氏
文

集
の
古
筆
展
」
の
図
録
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
「『
新
楽
府
』
と
い
う
小
さ
い
本
」
と
い
う
の
は
、
名
古
屋
の
真
福
寺
蔵
『
新
楽
府
略
意
』

巻
七
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
『
白
氏
文
集
』
の
巻
三
・
巻
四
に
収
め
る
「
新
楽
府
」
五
十
首
の
注
釈
書
で
、
こ
れ
を
著
し
た
の
は
鎌
倉
初

期
、
信
救
と
名
乗
っ
て
い
た
法
体
の
人
物
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
研
究
の
発
端
と
な
っ
て
先
生
が
発
表
さ
れ
た
の
が
「
釋
信
救
と
そ
の

著
作
に
つ
い
て
─
附
・
新
楽
府
略
意
二
種
の
翻
印
─
」（『
斯
道
文
庫
論
集
』
第
五
輯
、
一
九
六
七
年
七
月
）
と
題
す
る
論
文
で
す
。

　

こ
の
論
文
は
、
平
安
末
期
、
応
保
元
年
に
『
和
漢
朗
詠
集
私
註
』
と
い
う
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
注
釈
書
を
著
し
た
信
阿
と
名
乗
る
僧
侶
、

そ
れ
か
ら
『
源
平
盛
衰
記
』
に
木
曽
義
仲
の
右
筆
と
し
て
登
場
す
る
覚
明
、
そ
し
て
、
こ
の
『
新
楽
府
略
意
』
を
著
し
た
信
救
、
こ
の
信
阿
・

覚
明
・
信
救
の
三
人
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
た
画
期
的
な
論
文
な
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
の
見
所
は
そ
れ
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
十
五
年
ほ
ど
経
っ
た
頃
に
、
国
文
学
の
方
（
学
界
）
で
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
注
釈
書
、

い
わ
ゆ
る
「
朗
詠
注
」
の
研
究
が
盛
ん
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
の
太
田
先
生
の
論
文
は
そ
れ
を
先
取
り
し
た
観
が
あ
り
ま
す
。
大
江
匡
房

の
「
朗
詠
江
註
」、
匡
房
の
言
談
を
筆
録
し
た
『
江
談
抄
』、
そ
し
て
信
阿
の
『
和
漢
朗
詠
集
私
註
』、
こ
れ
ら
三
者
の
関
係
に
先
生
は
綿

密
な
考
察
を
加
え
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
資
料
は
、
当
時
、
学
界
で
も
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
ば
か
り
で
し
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た
。
こ
こ
に
太
田
先
生
の
幅
広
い
人
脈
、
未
知
の
資
料
を
発
掘
す
る
た
め
の
情
報
網
の
あ
っ
た
こ
と
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
後
に
影
印
さ
れ
た
り
、
複
製
が
作
ら
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
太
田
先
生
の
こ
の
論
文
が
い
か
に
先
駆
的
な
も
の

で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
九
八
〇
年
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
「
朗
詠
注
」
研
究
で
は
、
一
九
八
二
年
四
月
に
発
表
さ
れ
た
黒
田
彰
氏
の
論
文
「
江
談
抄
と
朗
詠
江

注
」（『
国
語
国
文
』
第
五
十
一
巻
第
四
号
）
が
画
期
的
で
、
後
続
の
「
朗
詠
注
」
研
究
を
牽
引
し
た
業
績
で
す
が
、
こ
の
論
文
も
太
田
先

生
の
「
釋
信
救
と
そ
の
著
作
に
つ
い
て
」
が
先
行
研
究
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
成
り
立
ち
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

書
入
れ
詳
密
な
南
家
本
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
古
写
本
、
こ
れ
は
京
都
の
坂
内
義
雄
さ
ん
と
い
う
方
が
お
持
ち
だ
っ
た
も
の
で
す
が
、
こ

れ
は
一
九
七
五
年
に
複
製
さ
れ
ま
し
た
（
複
刻
日
本
古
典
文
学
館
『
和
漢
朗
詠
集
』、
一
九
七
五
年
四
月
、
日
本
古
典
文
学
刊
行
会
）。
ま
た
、

天
理
図
書
館
の
安
倍
直
明
書
写
本
も
杤
尾
武
先
生
が
影
印
・
翻
字
を
さ
れ
ま
し
た
（『〈
貞
和
本
〉
和
漢
朗
詠
集
〈
附
漢
字
総
索
引 

和
歌

用
語
索
引
〉』、
一
九
九
三
年
、
臨
川
書
店
）。
こ
う
し
て
「
朗
詠
注
」
関
連
の
資
料
が
公
開
さ
れ
、
研
究
の
環
境
が
調
え
ら
れ
た
わ
け
で

す
が
、
そ
の
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
の
が
太
田
先
生
の
「
釋
信
救
と
そ
の
著
作
に
つ
い
て
」
で
し
た
。

　

さ
て
、
太
田
先
生
が
『
白
氏
文
集
』
の
旧
鈔
本
研
究
の
一
環
と
し
て
、
金
沢
文
庫
本
の
調
査
に
当
た
ら
れ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
ま
し
た
。

そ
の
最
終
的
な
研
究
成
果
は
、
一
九
九
七
年
二
月
に
勉
誠
出
版
か
ら
出
さ
れ
た
『〈
旧
鈔
本
を
中
心
と
す
る
〉
白
氏
文
集
本
文
の
研
究
』

の
上
巻
に
収
め
る
「
金
沢
文
庫
本
白
氏
文
集
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
太
田
先
生
は
金
沢
文
庫
本
の
現
存
巻
を
次
の
よ
う

に
整
理
し
て
い
ま
す
。

（
一
）
同
じ
金
沢
文
庫
本
と
い
う
鈔
本
で
は
あ
る
が
二
種
に
分
け
ら
れ
る
。
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金
沢
文
庫
本
に
は
鎌
倉
時
代
の
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
か
ら
建
長
四
年
（
一
二
五
一
）
の
二
十
年
を
か
け
て
、
豊
原
奉
重
に
よ

る
校
訂
作
業
（
全
巻
、
こ
の
人
単
独
の
作
業
で
あ
る
）
の
加
え
ら
れ
て
い
る
鎌
倉
鈔
本
と
、
奉
重
と
は
何
ら
の
関
係
も
な
く
、〔
平

安
末
〜
鎌
倉
初
期
頃
〕
写
本
（
以
下
、「
別
本
」
と
称
す
）
と
の
二
種
類
が
あ
る
。
い
ま
、
こ
れ
を
所
蔵
者
別
に
区
分
す
れ
ば
次
の

通
り
で
あ
る
。

〔
奉
重
校
訂
本
〕

大
東
急
記
念
文
庫
蔵　

巻
六
・
九
・
十
二
・
十
七
・
二
十
一
・
二
十
二
・
二
十
四
・
二
十
八
・
三
十
一
・
三
十
八
・
三
十
九
・
四
十

一
・
四
十
七
・
五
十
二
・
五
十
四
・
六
十
二
・
六
十
三
・
六
十
五
・
六
十
八

天
理
図
書
館
蔵　

巻
三
十
三

田
中
穣
氏
旧
蔵　

巻
十
四
・
五
十
九

保
阪
潤
治
氏
旧
蔵　

巻
四
十

存
否
不
明
の
巻　

巻
四
十
四
・
六
十
一

〔
別
本
〕

田
中
穣
氏
旧
蔵　

巻
八
・
三
十
五
・
四
十
九

三
井
高
堅
氏
旧
蔵　

巻
二
十
三
・
三
十
八

白
鶴
美
術
館
蔵　

巻
六
（
断
簡
）

　

尚
、
白
鶴
美
術
館
蔵
本
は
巻
六
断
簡
一
葉
に
金
沢
文
庫
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
る
。
従
来
こ
の
一
葉
（
作
品
番
号0229

）
の
み
が
知
ら

れ
た
が
、
そ
の
後
、
次
の
作
品
番
号
（0244, 0248, 0252, 0257, 0274, 0276
）
の
六
葉
が
見
出
さ
れ
、
五
島
美
術
館
主
催
白
氏
文
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集
古
筆
展
（
昭
和
四
十
年
九
月
）
に
展
示
さ
れ
た
。
同
じ
時
展
示
さ
れ
た
巻
五
十
七
断
簡
（2723, 2727, 2728, 2729, 2766, 2767, 

2768

）
三
葉
は
首
葉
を
欠
き
、
文
庫
印
の
存
否
は
不
詳
で
あ
る
が
、
筆
致
等
よ
り
み
て
、
こ
れ
も
金
沢
文
庫
本
で
あ
る
可
能
性
が
あ

る
。
何
れ
も
『
展
観
目
録
』
に
収
む
。

別
本
は
各
巻
と
も
訓
点
、
書
入
等
は
施
さ
れ
て
い
る
が
、
写
真
や
図
版
に
よ
れ
ば
識
語
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
各
巻
本
文
は
夫
々

別
筆
で
あ
る
。

田
中
氏
蔵
本
は
、
す
べ
て
、
現
在
、
文
化
庁
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
三
十
二
巻
（
二
巻
の
重
複
を
含
む
）
が
金
沢
文
庫
本
『
白
氏
文
集
』
と
し
て
太
田
先
生
が
認
定
し
た
も
の
で
す
。

　

豊
原
奉と
も

重し
げ

の
校
訂
の
加
え
ら
れ
た
鎌
倉
中
期
写
本
と
、
そ
れ
と
は
異
な
る
平
安
時
代
書
写
の
別
本
と
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
存
否
不

明
と
さ
れ
て
い
る
巻
四
十
四
と
巻
六
十
一
と
は
、
那
波
本
な
ど
に
書
入
れ
の
形
で
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
る
も
の
で
、
奉
重
の
奥
書
も
移
写

さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
、
今
は
書
入
れ
の
形
で
し
か
見
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
将
来
そ
の
現
物
が
ひ
ょ
っ
こ
り
現

れ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
で
す
。
別
本
の
最
後
に
「
白
鶴
美
術
館
蔵
巻
六
（
断
簡
）」
と
あ
る
の
は
、
手
鑑
に
押
さ
れ
て
い
る
古
筆
切
の

こ
と
で
、
古
筆
切
は
巻
六
の
ほ
か
に
巻
五
十
七
も
あ
る
。
太
田
先
生
は
記
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
巻
六
の
古
筆
切
も
巻
五
十
七
の
古
筆
切
も

宗
尊
親
王
を
筆
者
と
す
る
極
札
が
付
い
て
い
ま
す
。
宗
尊
親
王
（
一
二
四
二
─
一
二
七
四
）
は
後
嵯
峨
天
皇
の
第
一
皇
子
で
、
鎌
倉
幕

府
第
六
代
将
軍
と
な
っ
た
鎌
倉
中
期
の
人
物
で
す
。
宗
尊
親
王
の
極
札
の
付
い
て
い
る
古
筆
切
は
要
注
意
で
、
鎌
倉
中
期
を
遙
か
に
遡
っ

た
平
安
時
代
の
筆
蹟
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
『
白
氏
文
集
』
の
古
筆
切
も
平
安
写
本
で
、「
熊
野
切
」
と
命
名
さ
れ
て
い
る

名
物
切
で
す
。
こ
れ
ら
の
古
筆
切
の
書
影
は
小
松
茂
美
氏
の
『
古
筆
切
大
成
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。



─ 21 ─

　

太
田
先
生
は
現
存
が
確
認
で
き
な
い
が
、
嘗
て
確
か
に
存
在
し
た
巻
（
巻
四
十
四
と
巻
六
十
一
）、
古
筆
切
と
し
て
残
存
す
る
巻
（
巻

六
と
巻
五
十
七
）
も
含
め
て
、
金
沢
文
庫
本
の
現
状
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
金
沢
文
庫
本
と
言
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
と
は

考
え
ら
れ
な
い
写
本
は
、
こ
の
リ
ス
ト
に
載
せ
て
い
ま
せ
ん
。
例
え
ば
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
の
巻
三
・
巻
四
で
す
ね
。
こ
れ
は
金
沢
文

庫
本
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
と
も
か
く
先
生
は
、
自
分
は
こ
こ
ま
で
金
沢
文
庫
本
を
突
き
止
め
た
か
ら
、
こ
れ
を
基
に
し

て
、
後
は
君
た
ち
が
補
っ
て
く
れ
と
、
そ
う
い
う
気
持
ち
を
籠
め
て
、
こ
の
リ
ス
ト
を
作
成
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
私
の

勝
手
な
解
釈
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　

実
は
昨
年
（
二
〇
一
九
年
）、
私
は
新
た
に
金
沢
文
庫
本
ら
し
き
巻
六
十
七
の
断
簡
を
見
付
け
ま
し
た
。
別
本
の
巻
六
、
巻
五
十
七
断

簡
が
ど
ち
ら
も
筆
者
を
宗
尊
親
王
と
す
る
極
札
が
付
属
し
て
い
る
こ
と
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
が
、
新
出
の
巻
六
十
七
断
簡
に
も
、
同
じ

く
宗
尊
親
王
の
極
札
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
筆
蹟
は
巻
五
十
七
の
筆
蹟
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。
も
し
太
田
先
生
が
こ

れ
を
見
た
な
ら
ば
、
金
沢
文
庫
本
と
認
定
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
四
葉
の
断
簡
を
見
付
け
ま
し
た
。
そ
の
内
の
二
葉

を
書
影
４
に
示
し
ま
し
た
。
ま
だ
出
て
来
る
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
阿
部
先
生
、
太
田
先
生
の
斯
道
文
庫
に
於
け
る
研
究
活
動
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
。
新
出
資
料
、
未
知
の
資
料
を
博
捜
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
分
野
の
本
文
研
究
を
進
展
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
根
底
に
は
、
必

ず
資
料
の
原
本
に
当
た
る
と
い
う
固
い
信
念
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
後
の
斯
道
文
庫
の
活
動
に
於
い
て
も
重
視
さ
れ
、
継
承
さ
れ
る

べ
き
姿
勢
で
す
。
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但
し
、
新
出
資
料
、
或
い
は
未
公
開
資
料
を
扱
う
場
合
、
思
わ

ぬ
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
に
は

注
意
を
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
あ
と

休
憩
を
挟
ん
で
四
本
の
研
究
発
表
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
発
表
も
、

今
申
し
ま
し
た
原
本
に
当
た
っ
て
も
の
を
言
う
と
い
う
姿
勢
で
貫

か
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
じ
っ
く
り
と
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
で
私
の
話
は
終
わ
り
で
す
。
御
清
聴
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

書影４　『白氏文集』巻六十七断簡 佐藤架蔵本


