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彙　
　
　

報

○
『
女
子
大
國
文
』
第
一
六
八
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

○
前
号
彙
報
欄
で
ご
報
告
い
た
し
ま
し
た
通
り
、
今
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
予
防
の
た
め
、
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
学
会
行

事
を
す
べ
て
中
止
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
、
五
月
に
開
催

す
る
は
ず
で
し
た
優
秀
論
文
発
表
会
で
口
頭
発
表
が
予
定
さ
れ
て
い
た
、

大
学
院
博
士
前
期
課
程
修
了
生
二
名
、
学
部
卒
業
生
三
名
の
方
々
に
、

せ
め
て
も
の
記
念
に
と
、
論
文
要
旨
と
論
文
執
筆
体
験
記
・
在
学
生
へ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
是
非
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　
　

研
究
室
だ
よ
り

○
前
期
は
、
学
生
・
教
員
共
に
慣
れ
な
い
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
と
格
闘
す
る

日
々
で
し
た
が
、
後
期
に
入
り
、
少
人
数
の
演
習
科
目
な
ど
で
一
部
対

面
授
業
も
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
い
ま
だ
厳
し
い
状
況
で
あ
る

こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、
学
生
・
教
員
一
同
、
健
康
に
留
意

し
つ
つ
励
ん
で
お
り
ま
す
。

【
二
〇
一
九
年
度
優
秀
論
文 

博
士
前
期
課
程
修
士
論
文
】

　
　
　

谷
崎
潤
一
郎
「
魔
術
師
」
に
描
か
れ
る
架
空
の
街

　
　
　
　
　

―
燦
爛
た
る
異
空
間
の
演
出
―

稲　

垣　

あ
や
か

　
〈
論
文
要
旨
〉

　
「
魔
術
師
」
は
、
大
正
六
年
一
月
『
新
小
説
』
（
春
陽
堂
）
に
発
表
さ
れ
た

谷
崎
潤
一
郎
の
短
編
小
説
で
あ
る
。
浅
草
の
六
区
に
似
た
架
空
の
街
を
舞
台

と
し
て
お
り
、
主
人
公
「
私
」
は
恋
人
で
あ
る
「
彼
の
女
」
に
連
れ
ら
れ

て
、
絶
世
の
美
貌
を
持
つ
魔
術
師
が
い
る
と
噂
の
公
園
へ
と
足
を
踏
み
入
れ

る
。
公
園
の
中
心
部
に
は
「
魔
術
の
王
国
」
と
称
さ
れ
る
小
屋
が
建
っ
て
お

り
、
小
屋
の
中
で
は
魔
術
師
に
よ
る
魔
術
の
演
目
が
毎
晩
繰
り
広
げ
ら
れ
て

い
た
。
小
屋
へ
入
る
前
に
「
彼
の
女
」
と
の
永
遠
の
愛
を
誓
っ
た
「
私
」
で

あ
っ
た
が
、
つ
い
に
は
魔
術
師
の
美
貌
に
屈
し
、
「
半
羊
神
」
と
な
っ
て
魔

術
師
に
仕
え
た
い
と
願
い
出
る
。
す
ぐ
さ
ま
「
彼
の
女
」
も
「
私
」
と
同
じ

姿
へ
の
変
身
を
望
み
、
二
匹
の
半
獣
の
角
は
絡
み
合
っ
て
離
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
物
語
は
こ
こ
で
幕
を
閉
じ
る
。

　

本
作
の
よ
う
に
、
作
品
の
舞
台
と
な
る
場
所
の
明
言
を
避
け
、
架
空
の
街

と
し
て
物
語
が
進
ん
で
ゆ
く
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
谷
崎
の
作
品
で
は

類
を
見
な
い
。
そ
こ
で
、
谷
崎
が
架
空
の
街
の
雰
囲
気
を
ど
の
よ
う
に
演
出
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し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

　

ま
ず
「
魔
術
師
」
の
書
誌
情
報
を
整
理
す
る
。
本
作
に
つ
い
て
は
田
鎖
数

馬
氏
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
四
巻
』
解
題
に
詳
し
い
が
、
書
誌
情
報
へ
の

言
及
は
原
稿
の
所
在
と
諸
単
行
本
の
紹
介
に
止
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
原

稿
を
所
有
す
る
芦
屋
市
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館
の
ご
厚
意
の
も
と
、
原
稿
と
創

作
ノ
ー
ト
、
執
筆
を
手
伝
っ
た
人
物
の
回
想
録
を
確
認
し
た
。
原
稿
に
付
さ

れ
た
『
新
小
説
』
編
集
者
の
細
田
源
吉
の
回
想
録
に
よ
る
と
、
原
稿
の
執
筆

は
当
時
編
集
担
当
を
務
め
て
い
た
細
田
と
田
中
純
の
手
伝
い
に
よ
っ
て
大
正

五
年
十
二
月
、
完
成
に
い
た
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
発
表
後
は
大
正
六
年
、

八
年
、
昭
和
二
年
と
三
度
単
行
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て

春
陽
堂
か
ら
出
版
さ
れ
て
お
り
、
発
行
時
期
が
重
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ

る
。
そ
こ
で
、
三
種
類
の
単
行
本
の
系
統
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
と
こ

ろ
、
昭
和
二
年
に
発
行
さ
れ
た
も
の
は
大
正
六
年
の
初
刊
本
の
流
れ
を
汲
む

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
の
系
統
と
し
て
大
正
八
年
に
発
行
さ
れ
た
単
行

本
が
同
時
期
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

原
稿
に
は
書
き
換
え
箇
所
が
多
く
、
刊
行
後
の
本
文
も
単
行
本
に
よ
っ
て

異
な
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
改
稿
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
に

よ
っ
て
谷
崎
の
意
図
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
、
確
認
で
き
る
本
文
を

突
き
合
わ
せ
た
。
ま
ず
は
原
稿
の
書
き
換
え
箇
所
を
す
べ
て
抽
出
し
、
言
葉

が
ど
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
刊
行
後
の

異
同
に
関
し
て
は
、
初
出
『
新
小
説
』
掲
載
の
本
文
と
大
正
八
年
発
行
の
も

の
と
を
比
較
し
た
。

　

原
稿
に
は
一
二
二
箇
所
も
の
加
筆
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
作

品
の
雰
囲
気
に
か
か
わ
る
も
の
に
限
定
し
、
別
の
言
葉
に
言
い
換
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
与
え
ら
れ
る
印
象
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
を
考
え
た
。

「
大
通
り
」
か
ら
「
ア
ヹ
ニ
ユ
ウ
」
、
「
曲
芸
師
」
か
ら
「
チ
ヤ
リ
ネ
」
な
ど
、

お
お
よ
そ
同
じ
意
味
を
持
つ
西
洋
の
言
葉
へ
の
言
い
換
え
が
複
数
見
ら
れ
、

読
者
に
異
国
を
想
起
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
窺
え
る
。

　

ま
た
、
初
出
と
大
正
八
年
版
単
行
本
と
の
間
に
は
一
五
三
箇
所
の
異
同
が

あ
る
。
こ
れ
ら
を
改
稿
の
種
類
ご
と
に
分
類
す
る
作
業
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

原
稿
の
書
き
換
え
箇
所
と
同
じ
く
、
作
品
の
雰
囲
気
を
よ
り
明
確
に
す
る
た

め
と
考
え
ら
れ
る
変
更
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
。
「
料
理
屋
」
か
ら
「
カ

フ
ェ
エ
」
、
「
宿
業
の
報
い
」
か
ら
「
淫
楽
の
報
い
」
へ
の
変
更
が
こ
れ
に
該

当
す
る
。
そ
の
ほ
か
、
書
き
換
え
箇
所
と
異
同
箇
所
の
ど
ち
ら
に
も
作
品
舞

台
と
な
っ
て
い
る
場
所
の
強
烈
さ
を
際
立
た
せ
、
物
語
の
最
終
盤
に
期
待
を

持
た
せ
る
た
め
の
変
更
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
作
品
の
発
表
を
も
っ
て

完
成
と
せ
ず
、
約
二
年
半
後
の
再
刊
に
あ
た
っ
て
も
な
お
新
た
な
変
更
を
加

え
て
い
る
と
い
う
点
に
、
作
品
の
雰
囲
気
を
保
つ
た
め
の
労
力
を
惜
し
ま
な

い
谷
崎
の
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
作
に
は
漢
字
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
谷
崎
は
、
種
類
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が
多
く
字
画
が
複
雑
で
あ
る
と
い
う
漢
字
の
特
徴
を
美
点
と
捉
え
、
紙
面
に

多
種
多
様
な
漢
字
が
用
い
ら
れ
る
様
子
は
、
ま
る
で
宝
玉
が
鏤
め
ら
れ
て
い

る
よ
う
だ
と
感
じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
漢
字
の
使
用
法
に
厳
密
な
ル
ー
ル

を
定
め
る
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
漢
字
を
用
い
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
本
作
に
漢
字
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
の
も
、
美
し
さ
を
表
現
す
る
た
め

で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
規
則
正
し
く
漢
字
を
使
い
た
い
と
い
う
谷
崎
の
考
え
は
、
単
行
本

の
改
稿
過
程
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
改
稿
の
意
図
の
一
つ
と
し
て
、

よ
り
正
確
な
漢
字
使
用
に
近
づ
け
る
た
め
の
変
更
が
挙
げ
ら
れ
る
。
谷
崎
は

本
作
に
お
い
て
も
規
則
正
し
い
用
字
を
心
掛
け
て
い
た
が
、
初
出
で
は
谷
崎

の
意
に
沿
わ
な
い
表
記
と
な
っ
て
い
た
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
り
、
そ
れ
ら
は

初
刊
以
降
で
適
宜
修
正
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
虹
霓
」
と
い
う
言
葉

に
付
さ
れ
た
ル
ビ
が
初
出
で
は
「
に
じ
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
初
刊
以
降

「
こ
う
げ
い
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
一
定
の
漢
字
に
は
一
定
の

発
音
の
み
」
を
与
え
る
と
い
う
谷
崎
の
考
え
に
基
づ
く
変
更
と
言
え
る
。

　

漢
字
に
無
理
な
訓
み
を
与
え
な
い
こ
と
を
ル
ー
ル
と
し
て
定
め
て
い
た
谷

崎
は
、
漢
語
に
西
洋
の
訓
み
を
充
て
る
こ
と
（
以
下
、
「
漢
字
カ
ナ
ル
ビ
表

記
」
と
記
す
）
も
好
ま
し
く
な
い
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
考
え
は
初
期
か

ら
す
で
に
見
ら
れ
、
台
詞
内
の
書
生
言
葉
や
国
名
な
ど
限
定
的
な
場
面
で
の

み
使
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、
本
作
で
は
そ
の
規
則
に
当
て
は
ま
ら
な
い
使

用
が
複
数
あ
る
。
「
頭タ

ア

帕バ
ン

」
「
袍ト

ー

ガ衣
」
「
草サ

ン

鞋ダ
ル

」
「
半フ

ア

ウ

ン

羊
神
」
の
四
種
類
が
そ
れ

に
該
当
し
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
物
語
最
終
盤
の
「
魔
術
の
王
国
」
の
場
面
に

偏
っ
て
い
る
。

　
「
魔
術
師
」
以
前
に
も
例
外
的
な
漢
字
カ
ナ
ル
ビ
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の
は
あ
る
。
明
治
四
十
四
年
「
少
年
」
と
大
正
三
年
「
金
色
の
死
」
の

二
作
品
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
「
少
年
」
は
西
洋
館
二
階
、
「
金
色
の
死
」
で
は

主
人
公
の
友
人
が
創
造
し
た
理
想
郷
と
い
っ
た
よ
う
に
、
ど
ち
ら
も
登
場
箇

所
は
最
終
盤
の
場
面
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
作
品
に
お
い
て
漢
字
カ

ナ
ル
ビ
表
記
が
登
場
す
る
場
面
は
、
い
ず
れ
も
主
人
公
の
欲
望
を
充
た
す
特

別
な
営
み
が
な
さ
れ
る
場
所
で
、
絢
爛
た
る
異
空
間
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
、
自
身
の
設
け
た
漢
字
使
用
の
ル
ー
ル
に
反
す
る
用
字
で
は

あ
る
が
、
そ
の
場
面
の
煌
び
や
か
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
漢
字
カ
ナ
ル
ビ
表

記
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
本
文
の
改
稿
過
程
か
ら
谷
崎
が
そ
の
街
を
ど
の
よ
う
に
描
こ

う
と
し
て
い
た
の
か
を
探
っ
て
き
た
。
変
更
箇
所
か
ら
は
、
異
国
情
緒
を
漂

わ
せ
た
り
非
現
実
的
要
素
を
連
想
さ
せ
た
り
と
、
よ
り
現
実
離
れ
し
た
空
間

で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
い
っ
た
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
作
品
の

雰
囲
気
を
正
確
に
書
き
表
す
た
め
に
相
当
な
苦
労
を
重
ね
て
い
た
様
子
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
推
敲
は
そ
の
先
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る

展
開
の
鮮
烈
さ
を
強
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
最
奥
の
異
空
間
で
は
特
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別
な
営
み
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
面
を
表
す
た
め
に
例
外
的
な
漢
字

表
記
ま
で
も
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
随
筆
な
ど
で
語
ら
れ
て
い
た
谷
崎

の
漢
字
に
対
す
る
考
え
方
を
、
本
作
を
通
じ
て
実
際
に
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

　
〈
在
学
生
の
皆
さ
ま
へ
〉

　

こ
の
た
び
、
こ
う
い
っ
た
文
章
を
書
か
せ
て
い
た
だ
く
に
あ
た
っ
て
修
士

論
文
を
読
み
返
し
ま
し
た
。
改
め
て
読
ん
で
み
る
と
、
も
っ
と
こ
う
し
た
ら

良
か
っ
た
と
思
う
点
が
多
々
見
つ
か
っ
た
と
と
も
に
、
修
士
論
文
に
向
け
て

研
究
を
重
ね
て
い
た
、
忙
し
く
も
楽
し
い
日
々
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

　

研
究
を
す
る
中
で
最
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
「
魔
術
師
」
の
執
筆

原
稿
を
閲
覧
で
き
た
こ
と
で
す
。
原
稿
が
兵
庫
県
の
芦
屋
市
谷
崎
潤
一
郎
記

念
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
連
絡
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
ご
快
諾

い
た
だ
き
閲
覧
が
叶
い
ま
し
た
。
一
縷
の
望
み
を
か
け
て
依
頼
を
し
た
の

で
、
快
い
お
返
事
を
い
た
だ
け
て
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま

す
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
初
刊
本
を
閲
覧
す
る
た
め
に
東
京
の
近
代
文
学
館
へ

出
向
い
た
り
と
、
西
へ
東
へ
と
奔
走
し
た
二
年
間
で
し
た
。
そ
の
結
果
、
今

ま
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
書
誌
情
報
を
詳
ら
か
に
で
き
た
の

で
、
「
何
事
も
気
に
な
っ
た
ら
ま
ず
挑
戦
す
る
」
こ
と
が
い
か
に
大
切
で
あ

る
か
、
身
を
も
っ
て
感
じ
ま
し
た
。

　

私
は
、
こ
の
四
月
よ
り
新
聞
社
で
校
閲
記
者
と
し
て
働
い
て
お
り
ま
す
。

校
閲
記
者
の
仕
事
は
、
記
者
が
書
い
た
記
事
の
誤
り
を
正
す
と
い
っ
た
も
の

で
す
。
校
閲
記
者
に
な
る
の
は
高
校
生
の
頃
か
ら
の
夢
で
し
た
が
、
大
学
院

在
学
中
に
、
谷
崎
と
校
閲
記
者
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
随
筆
と
出

合
い
ま
し
た
。

　
『
文
章
読
本
』
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
谷
崎
は
言
葉
へ
の
関
心
が
非
常
に

高
い
人
物
で
し
た
。
昭
和
三
十
四
年
の
随
筆
「
気
に
な
る
こ
と
」
に
は
、
言

葉
遣
い
の
気
に
な
っ
た
新
聞
記
事
を
切
り
抜
い
て
保
管
し
て
い
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
校
閲
と
い
う
職
業
に
も
触
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
随

筆
を
読
ん
だ
の
は
ち
ょ
う
ど
就
職
活
動
を
視
野
に
入
れ
始
め
た
頃
で
、
谷
崎

の
研
究
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
寂
し
く
思
っ
て
い
た
時
期
で
し
た
。
な
の
で
、

谷
崎
と
校
閲
記
者
と
の
小
さ
な
つ
な
が
り
に
た
い
へ
ん
励
ま
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
私
に
限
っ
た
話
で
は
な
く
、
研
究
を
進
め
る
中
で
得
ら
れ
る
知
識

に
は
、
卒
業
論
文
の
た
め
だ
け
で
な
く
人
生
に
役
立
つ
も
の
が
多
く
あ
る
で

し
ょ
う
。
も
し
就
職
活
動
を
控
え
て
何
に
な
り
た
い
か
分
か
ら
な
い
と
悩
ま

れ
て
い
る
方
が
い
た
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
作
品
に
触
れ
て
み
る
の
も
一
つ
の
手

か
と
思
い
ま
す
。
文
学
作
品
を
通
じ
て
新
た
な
選
択
肢
が
目
に
入
り
、
自
分

の
活
路
を
切
り
拓
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ど
の
分
野
で
あ
っ
て
も
、
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
作
家
や
作
品
に
敬
意
を
払

い
、
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
お
身
体
に

は
十
分
気
を
付
け
て
、
充
実
し
た
学
生
生
活
を
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。
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『
木
幡
の
時
雨
』
の
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
受
容

　
　
　
　
　

―
「
五
条
わ
た
り
の
あ
ば
ら
や
」
と
八
月
の
時
雨

―

松　

村　

美　

咲

　
〈
論
文
要
旨
〉

  

『
木
幡
の
時
雨
』
の
男
主
人
公
・
殿
の
中
納
言
は
、
初
瀬
詣
で
の
途
中
で

時
雨
に
降
ら
れ
る
。
木
幡
で
雨
宿
り
を
し
た
際
、
中
納
言
は
女
房
ら
と
『
伊

勢
物
語
』
の
絵
巻
を
鑑
賞
す
る
女
主
人
公
・
中
の
君
を
垣
間
見
る
。

　
　

 

ざ
い
ご
中
将
の
ゑ
な
め
り
。
「
う
ら
な
く
物
お
」
と
い
ゝ
け
る
あ
た
り

に
や
、
女
ば
う
た
ち
、
「
あ
な
心
う
、
こ
ゝ
は
み
じ
」
と
、
を
し
ま
き

ざ
ま
に
、
五
条
わ
た
り
の
あ
ば
ら
や
に
、
か
り
ふ
し
し
た
る
所
の
あ
め

る
を
見
て
、
「
春
や
む
か
し
の
」
と
口
す
さ
び
た
る
も
て
な
し
け
わ
ひ
、

い
み
じ
う
ら
う
た
げ
に
、
御
身
に
引
そ
ふ
る
心
ち
し
て
、
つ
く
〴
〵
と

ま
ぼ
り
た
ち
給
へ
ば
、
（
後
略
）

（
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
第
三
巻 

笠
間
書
院 

一
九
九
〇
年 

一
八
五
ペ
ー
ジ
）

　

傍
線
部
は
、
五
条
の
荒
れ
た
場
所
に
臥
し
て
い
る
と
い
う
状
況
や
「
春
や

昔
の
」
が
一
致
し
て
い
る
点
に
よ
り
、
『
伊
勢
物
語
』
第
四
段
を
典
拠
と
し

て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
に
は
「
五

条
わ
た
り
」
「
あ
ば
ら
や
」
「
か
り
ふ
し
」
の
語
は
見
ら
れ
ず
、
第
四
段
を
そ

の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
古
注
釈
書
に
拠
っ
て
い
る
可
能
性

を
考
慮
し
、
古
注
・
旧
注
に
分
類
さ
れ
る
注
釈
書
も
検
し
た
が
、
直
接
的
な

影
響
を
与
え
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
な
く
、
古
注
釈
書
を
引
い
て
い

る
と
も
考
え
に
く
い
。
傍
線
部
は
『
伊
勢
物
語
』
第
四
段
を
典
拠
と
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
文
や
古
注
釈
書
を
確
認
す
る
限
り
で
は
、
そ
れ

ら
を
直
接
引
用
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
傍
線

部
は
何
に
拠
っ
て
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
五
条
わ
た
り
の
あ
ば
ら
や
」
に
注
目
し
て
検
討
を
進
め
る
と
、
「
五
条
わ

た
り
」
が
『
曾
我
物
語
』
に
、
「
五
条
わ
た
り
の
あ
ば
ら
や
」
が
『
寛
正
百

首
』
に
見
え
、
中
世
文
学
で
は
『
伊
勢
物
語
』
第
四
段
を
示
す
表
現
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
中
世
的
な
『
伊
勢
物
語
』

の
理
解
か
ら
生
じ
た
表
現
で
あ
り
、
『
木
幡
の
時
雨
』
の
「
五
条
わ
た
り
の

あ
ば
ら
や
」
も
中
世
の
理
解
に
拠
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
「
五
条
わ
た
り
」

は
第
四
段
と
同
じ
二
条
后
章
段
で
あ
る
第
五
段
と
第
二
十
六
段
に
も
見
ら
れ

る
言
葉
で
あ
る
た
め
、
中
世
に
な
っ
て
こ
の
三
段
が
混
同
さ
れ
、
本
来
「
五

条
わ
た
り
」
の
な
い
第
四
段
を
も
示
す
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
「
五
条
わ
た
り
」
「
五
条
わ
た
り
の
あ
ば
ら
や
」
は
、
中
世
に
お

い
て
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
を
表
す
言
葉
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
「
五
条
わ

た
り
」
は
『
弘
安
源
氏
論
義
』
や
『
源
氏
小
鏡
』
『
源
氏
大
鏡
』
な
ど
の

『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
や
梗
概
書
で
、
夕
顔
の
粗
末
な
家
の
あ
る
五
条
周

辺
を
示
し
て
お
り
、
連
歌
の
寄
合
書
に
も
夕
顔
の
付
合
語
と
し
て
記
載
さ
れ
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て
い
る
。
ま
た
、
「
五
条
わ
た
り
の
あ
ば
ら
や
」
は
、
『
車
僧
』
な
ど
の
御
伽

草
子
や
謡
曲
「
夕
顔
」
で
も
夕
顔
に
関
連
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
「
五
条
わ
た
り
」
「
五
条
わ
た
り
の
あ
ば
ら
や
」
は
、
中

世
の
文
学
の
中
で
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
を
示
す
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
本
文
で
は
別
本
系

統
の
陽
明
文
庫
本
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
『
源
氏
物

語
』
原
典
で
は
な
く
、
中
世
の
『
源
氏
』
理
解
の
世
界
か
ら
導
か
れ
た
表
現

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
お
そ
ら
く
「
五
条
わ
た
り
」
は
、
『
源
氏
物
語
』
夕

顔
巻
の
有
名
な
冒
頭
に
あ
る
「
六
条
わ
た
り
」
と
、
夕
顔
の
陋
屋
の
あ
る
五

条
の
イ
メ
ー
ジ
が
融
合
し
て
生
じ
た
造
語
で
あ
り
、
中
世
に
お
い
て
『
源
氏

物
語
』
夕
顔
巻
を
喚
起
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
『
木
幡
の
時
雨
』
の
「
五
条
わ
た
り
の
あ
ば
ら
や
」
が
『
源
氏
物
語
』
夕

顔
巻
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
受
容
の
傾
向
を
見
て
も
わ
か
る
。
先
行

研
究
で
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
箇
所
を

ま
と
め
る
と
、
夕
顔
巻
が
九
例
と
最
も
多
い
。
さ
ら
に
、
夕
顔
巻
の
引
用

は
、
物
語
前
半
の
中
納
言
と
中
の
君
が
契
り
を
交
わ
し
て
数
日
を
過
ご
す
場

面
ま
で
に
集
中
し
て
お
り
、
今
回
問
題
と
し
て
い
る
垣
間
見
の
場
面
も
そ
こ

に
含
ま
れ
る
た
め
、
前
掲
の
傍
線
部
に
も
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
影
響
が

あ
る
と
言
え
よ
う
。
『
木
幡
の
時
雨
』
の
「
五
条
わ
た
り
の
あ
ば
ら
や
」
に

は
、
中
世
の
『
伊
勢
物
語
』
第
四
段
と
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
理
解
の
両

方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
木
幡
の
時
雨
』
が
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と

思
わ
れ
る
箇
所
は
他
に
も
あ
る
。
『
木
幡
の
時
雨
』
で
は
、
中
の
君
が
中
納

言
と
式
部
卿
宮
と
い
う
二
人
の
男
君
と
出
会
い
契
る
場
面
に
お
い
て
、
八
月

の
時
雨
が
降
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
時
雨
は
初
冬
の
景
物
で
あ
り
、
八
月
は

時
雨
の
降
る
時
季
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
は
言
え
な
い
。
八
月
に
時
雨
が

降
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
用
例
は
、
『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
太
平
記
』
な
ど
の

中
古
・
中
世
の
作
品
に
見
ら
れ
る
が
、
時
雨
を
比
喩
的
に
使
用
し
た
り
本
文

が
定
ま
ら
な
か
っ
た
り
し
て
確
例
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
な
い
。
さ
ら
に

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
八
月
の
時
雨
が
異
例
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
た
り
、
『
栄

花
物
語
』
に
八
月
の
時
雨
を
避
け
る
た
め
に
内
容
を
書
き
換
え
た
と
思
わ
れ

る
場
面
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
も
、
八
月
が
時
雨
の
季
節
と
し
て
不
適

切
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
『
木
幡
の
時
雨
』
で
は
時
季
外
れ
の
八
月
に
時
雨
が

降
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
誤
写
や
作
者
が
時
雨
の
時
季
を
勘
違
い
し
て

い
た
可
能
性
も
考
え
た
が
、
諸
本
に
異
同
は
な
く
、
十
月
・
十
一
月
と
時
雨

が
降
る
時
季
と
し
て
正
し
い
月
を
設
定
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
た
め
、
そ
の

可
能
性
は
低
い
。
作
者
は
あ
え
て
八
月
に
時
雨
が
降
る
設
定
に
し
た
と
思
わ

れ
、
そ
れ
に
は
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
で
光
源
氏
と
夕
顔
の
過
ご
し
た
最
後
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の
時
期
が
「
八
月
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
夕

顔
巻
の
「
八
月
」
と
中
の
君
が
男
君
た
ち
と
時
雨
を
機
縁
に
出
会
う
と
い
う

趣
向
と
を
同
時
に
取
り
込
も
う
と
し
た
た
め
に
、
『
木
幡
の
時
雨
』
で
は
本

来
の
時
季
で
は
な
い
八
月
に
時
雨
が
降
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
、
中
の
君
と
二
人
の
男
君
の
契
り
の
場
面
の
み
に
出
て
く
る

「
か
ゝ
る
所
の
な
ら
ひ
（
い
）
」
が
、
八
月
十
五
夜
の
光
源
氏
と
夕
顔
の
逢
瀬

の
場
面
に
お
け
る
夕
顔
の
家
の
描
写
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら

も
、
作
者
が
中
の
君
と
男
君
た
ち
と
の
逢
瀬
の
場
面
で
夕
顔
巻
を
意
識
し
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
『
木
幡
の
時
雨
』
の
八
月
の
時
雨
は
、
『
源
氏
物
語
』

夕
顔
巻
の
影
響
に
よ
る
作
者
の
意
図
的
な
構
想
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
木
幡
の
時
雨
』
の
「
五
条
わ
た
り
の
あ
ば
ら
や
」
に
は
、
中
世
の
『
伊

勢
物
語
』
理
解
に
加
え
て
中
世
の
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
理
解
が
反
映
さ

れ
て
お
り
、
八
月
の
時
雨
と
い
う
趣
向
に
も
夕
顔
巻
が
受
容
さ
れ
て
い
る
。

『
木
幡
の
時
雨
』
で
は
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

　
〈
在
学
生
の
皆
さ
ま
へ
〉

　

京
女
の
国
文
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
。
修
士
論
文
を
通
し
て
、

私
が
一
番
に
感
じ
た
こ
と
で
す
。

　

執
筆
に
際
し
て
は
、
行
き
詰
ま
っ
て
悩
ん
だ
り
、
時
間
に
追
わ
れ
る
あ
ま

り
自
分
が
何
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
り
、
苦
労
し

た
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
最
後
ま
で
や
り
切
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
先
生
方
の
熱
心
な
ご
指
導
と
周
囲
の
励
ま
し
の
お
か
げ
で
あ
り
、

『
木
幡
の
時
雨
』
を
研
究
す
る
こ
と
が
本
当
に
楽
し
か
っ
た
か
ら
で
す
。
京

女
で
学
ん
で
い
な
か
っ
た
ら
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
文
学
を
研
究
す
る
お
も
し

ろ
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
今
回
の
論
文
を
書
く
こ
と

も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
修
論
執
筆
を
通
じ
て
、
『
木
幡
の
時
雨
』
に
ひ
た

む
き
に
向
き
合
い
、
分
野
や
時
代
を
問
わ
ず
様
々
な
作
品
に
触
れ
ら
れ
た
こ

と
は
、
私
に
と
っ
て
大
き
な
財
産
に
な
り
ま
し
た
。　

　

皆
さ
ま
の
中
に
は
、
卒
論
・
修
論
に
対
し
て
悩
み
や
不
安
を
抱
い
て
い
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
確
か
に
執
筆
に
は
体
力
も
気
力
も
い
り
ま

す
し
、
正
直
大
変
で
す
。
し
か
し
、
一
生
懸
命
に
取
り
組
め
ば
、
き
っ
と
文

学
を
研
究
す
る
楽
し
さ
を
実
感
で
き
、
学
生
生
活
の
よ
い
思
い
出
に
な
る
と

思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
楽
し
ん
で
、
ご
自
分
の
納
得
の
い
く
論
文
を
書
き
上
げ
て

く
だ
さ
い
。
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【
二
〇
一
九
年
度
優
秀
論
文 

卒
業
論
文
】

　
　
　

恋
の
仲
立
ち
を
す
る
「
都
鳥
」

　
　
　
　
　

―
中
世
の
文
献
と
の
関
わ
り
か
ら
―

梶　

山　

柚　

輝

　
〈
論
文
要
旨
〉

　
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
（
一
二
〇
〇
年
頃
か
ら
一
二
七
一
年
の
間
に
成

立
）
と
『
と
り
か
へ
ば
や
』
（
一
二
〇
〇
年
以
前
に
成
立
）
の
「
都
鳥
」
は
、

都
の
場
面
に
お
い
て
、
恋
の
仲
立
ち
を
す
る
女
房
を
指
す
。
両
作
品
の
諸
注

釈
書
は
、
「
都
鳥
」
の
注
に
、
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
の
都
鳥
を
詠
ん
だ
歌
、

　
　

名
に
し
お
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
み
や
こ
ど
り

　
　
　
　

わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と

（
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段　

新
全
集
一
二
二
～
一
二
三
頁
）

を
引
く
。
こ
の
歌
は
、
都
か
ら
東
国
へ
と
放
浪
し
た
男
が
隅
田
川
で
「
京
に

は
見
え
ぬ
鳥
」
の
「
都
鳥
」
を
目
に
し
、
鳥
の
名
の
「
都
」
か
ら
望
郷
の
念

に
駆
ら
れ
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
男
は
歌
の
中
で
、
都
に
残
し
て
き
た
愛
し

い
人
の
安
否
を
都
鳥
に
問
う
。
『
伊
勢
物
語
』
の
都
鳥
は
、
そ
の
名
か
ら
都

を
思
い
出
す
契
機
で
あ
り
、
都
に
い
る
人
の
安
否
を
問
う
存
在
で
あ
る
。
こ

の
都
鳥
の
用
例
は
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
と
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
、

男
女
を
結
び
つ
け
る
「
都
鳥
」
と
は
異
な
る
た
め
、
両
作
品
の
注
釈
書
の
記

述
で
は
不
十
分
だ
と
い
え
る
。
恋
の
仲
介
を
す
る
「
都
鳥
」
の
、
表
現
の
根

拠
と
な
る
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
及
び
そ
の
第
九
段
と
同
内
容
を
収
め
た
『
古
今
和
歌
集
』

の
古
注
釈
書
を
見
る
と
、
『
伊
勢
物
語
宗
印
談
』
（
一
五
二
三
年
成
立
）
の
第

九
段
の
注
釈
に
、
鍵
と
な
り
そ
う
な
記
述
が
あ
る
。
『
宗
印
談
』
は
、
「
都

鳥
」
を
恋
の
仲
介
役
と
し
て
説
明
し
て
は
い
な
い
が
、
「
都
鳥
」
の
「
都
」

か
ら
「
錦
」
と
の
取
り
合
わ
せ
を
連
想
し
て
載
せ
た
「
錦
鳥
」
を
、
「
『
源
氏

物
語
』
に
は
恋
の
文
つ
か
ひ
の
お
と
こ
女
を
云
」
と
説
明
す
る
。
『
源
氏
物

語
』
に
「
錦
鳥
」
の
用
例
は
な
い
も
の
の
、
「
錦
鳥
」
が
「
恋
の
文
つ
か
ひ
」

だ
と
い
う
こ
と
は
、
恋
の
取
り
持
ち
役
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
錦
鳥
」

は
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
や
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
「
都
鳥
」
と
役
割

が
共
通
し
て
い
る
。

　

先
に
示
し
た
『
宗
印
談
』
は
、
そ
の
注
釈
が
連
歌
師
宗
祇
の
流
派
に
属
す

る
と
称
し
た
古
注
釈
書
で
あ
る
。
「
錦
鳥
」
は
、
そ
の
宗
祇
の
著
し
た
『
宗

祇
袖
下
』
（
一
四
八
九
年
以
前
に
成
立)

や
、
宗
祇
の
大
師
匠
梵
灯
庵
が
著

し
た
『
梵
灯
庵
袖
下
集
』
（
一
三
八
四
年
成
立
か
）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

『
梵
灯
庵
袖
下
集
』
は
、
「
錦
鳥
」
が
『
源
氏
物
語
』
の
連
歌
寄
合
語
に
あ
る

と
も
記
す
。
し
か
し
、
連
歌
、
連
歌
寄
合
書
、
連
歌
師
の
影
響
を
受
け
た

『
源
氏
物
語
』
の
古
注
釈
書
に
、
「
錦
鳥
」
は
確
認
で
き
な
い
。
「
錦
鳥
」
の

用
例
を
調
べ
て
も
、
右
に
掲
げ
た
文
献
以
外
で
は
、
近
世
に
成
立
し
た
連
歌
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学
書
に
僅
か
に
見
え
る
ほ
か
、
同
じ
く
近
世
に
記
さ
れ
た
『
戴
恩
記
』
と

『
古
今
若
衆
序
』
が
知
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
『
戴
恩
記
』
や
『
連
歌
秘
伝

抄
』
か
ら
は
、
「
錦
鳥
」
が
和
歌
や
連
歌
の
秘
伝
の
類
で
あ
る
ら
し
い
と
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
、
「
錦
鳥
」
の
用
例
の
少
な
さ
は
そ
れ
が
原
因
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。

　
「
都
鳥
」
か
ら
連
想
し
た
「
錦
鳥
」
を
載
せ
る
『
宗
印
談
』
と
、
『
我
身
に

た
ど
る
姫
君
』
・
『
と
り
か
へ
ば
や
』
と
で
は
、
後
者
の
方
が
成
立
年
代
が
先

行
す
る
。
し
か
し
、
「
錦
鳥
」
は
秘
伝
の
類
で
あ
る
ら
し
い
か
ら
、
そ
れ
ゆ

え
に
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
と
『
と
り
か
へ
ば
や
』
以
前
に
用
例
が
確
認

で
き
な
い
だ
け
で
、
両
作
品
の
成
立
以
前
か
ら
「
錦
鳥
」
が
内
密
に
伝
え
ら

れ
て
き
た
可
能
性
は
あ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
宗
印
談
』
が
第
九
段
の
注
釈
に
お
い
て
、
「
都
鳥
」
か
ら
連
想

し
た
恋
の
仲
介
役
「
錦
鳥
」
が
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
と
『
と
り
か
へ

ば
や
』
に
お
け
る
、
恋
の
仲
立
ち
を
を
す
る
「
都
鳥
」
と
関
係
が
あ
り
そ
う

で
あ
る
。

　
〈
卒
論
執
筆
体
験
記
及
び
在
学
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
〉

　
「
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
を
ど
の
よ
う
に
決
め
ま
し
た
か
」
と
聞
か
れ
た
ら
、

「
全
く
の
偶
然
で
す
」
と
答
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
私
に
は
、
そ
れ
以
外
に

答
え
よ
う
が
な
い
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
偶
然
が
起
き
た
経
緯
と
そ
れ

か
ら
の
奮
闘
を
聞
か
れ
た
ら
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ

う
。

　

三
回
生
の
中
古
ゼ
ミ
で
は
、
『
浅
茅
が
露
』
と
い
う
中
世
王
朝
物
語
を
全

員
で
読
む
こ
と
を
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
こ
れ
ま
た
偶
然
自
分
に
割
り

振
ら
れ
た
担
当
箇
所
に
は
、
本
文
が
壊
れ
て
い
る
所
が
あ
っ
た
の
で
す
。
一

年
間
検
討
し
て
も
解
明
す
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、
私
は
こ
れ
を
卒
論
テ
ー
マ
に

し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
坂
本
先
生
に
そ
う
伝
え
る
と
、
「
そ
れ
は

難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
他
の
テ
ー
マ
も
考
え
て
み
た
方
が
い
い
」
と
仰
る

の
で
す
。
そ
れ
も
そ
う
か
、
と
思
う
反
面
、
少
々
頑
固
な
と
こ
ろ
が
あ
る
私

は
、
他
の
中
世
王
朝
物
語
を
読
ん
だ
ら
、
あ
の
壊
れ
た
本
文
と
似
た
文
章
が

出
て
き
て
解
明
に
繋
が
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
う
で
な
く
と
も
、
そ
の
物
語

か
ら
新
た
に
卒
論
テ
ー
マ
が
見
つ
か
れ
ば
御
の
字
だ
、
と
考
え
ま
し
た
。
四

回
生
の
四
月
、
京
女
図
書
館
の
三
階
で
中
世
王
朝
物
語
全
集
を
眺
め
、
「
作

品
名
が
か
っ
こ
い
い
か
ら
」
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
『
我
身
に
た
ど
る
姫

君
』
（
以
下
、
『
我
身
』
と
略
す
）
を
手
に
取
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
こ
に

は
い
た
の
で
す
、
異
質
な
「
都
鳥
」
が
。
私
と
、
こ
の
異
質
な
「
都
鳥
」
と

の
格
闘
の
日
々
が
幕
を
開
け
ま
し
た
。

　

卒
論
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
心
掛
け
た
の
は
、
「
よ
く
動
き
ま
わ
る
羊

に
な
る
」
こ
と
で
す
。
「
放
牧
」
と
呼
ば
れ
る
ゼ
ミ
に
属
し
て
い
た
の
で
、

自
由
で
あ
る
代
わ
り
に
、
個
羊
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
ま
し
た
。
報
告
や
質

問
、
相
談
を
す
れ
ば
先
生
は
丁
寧
に
対
応
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
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を
す
る
に
は
、
先
行
研
究
を
知
り
、
資
料
を
集
め
る
と
い
う
前
提
が
な
け
れ

ば
で
き
ま
せ
ん
。
せ
っ
せ
と
草
を
食
べ
、
飼
い
主
の
元
へ
戻
り
、
「
こ
ん
な

草
を
食
べ
ま
し
た
」
と
言
え
ば
、
「
そ
れ
な
ら
、
次
は
あ
っ
ち
へ
行
っ
て
み

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
」
と
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
卒
論
の
た
め

に
毎
日
何
ら
か
の
作
業
を
し
て
、
ゼ
ミ
の
時
間
に
先
生
に
報
告
で
き
る
よ
う

に
努
め
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
、
「
放
牧
」
ゼ
ミ
に
限
っ
た
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
卒
論
は
、
学
生
自
身
が
ど
れ
だ
け
動
き
、
用
例
を
集
め

る
か
が
鍵
を
握
り
ま
す
。
ま
た
、
個
々
人
で
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
卒
論
は
、

時
と
し
て
、
ゼ
ミ
の
先
生
の
ご
専
門
外
の
こ
と
や
、
先
生
が
ご
存
じ
な
い
文

献
に
行
き
当
た
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
先
生
方
も
助
け
て
く
だ
さ
い
ま
す

が
、
自
ら
が
積
極
的
に
動
い
て
調
べ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

卒
論
に
加
え
て
、
実
習
や
就
活
、
院
試
等
も
降
り
か
か
っ
て
き
ま
す
。
私

は
教
育
実
習
が
あ
り
、
卒
論
提
出
時
ま
で
は
進
学
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
の

で
、
就
活
も
あ
り
ま
し
た
。
六
月
の
実
習
ま
で
に
、
実
習
準
備
と
並
行
し

て
、
先
行
研
究
の
整
理
を
殆
ど
終
え
ま
し
た
。
実
習
期
間
中
は
卒
論
を
進
め

る
こ
と
が
で
き
ず
遅
れ
を
取
る
の
で
、
早
め
に
動
く
こ
と
が
肝
要
で
す
。
七

月
か
ら
十
月
は
、
用
例
を
集
め
つ
つ
、
「
卒
論
の
合
間
に
就
活
」
を
し
ま
し

た
。
内
定
を
得
て
も
卒
論
が
出
せ
な
け
れ
ば
、
就
活
の
労
力
も
水
の
泡
だ
と

考
え
て
い
た
か
ら
で
す
。
進
路
課
か
ら
の
就
活
状
況
確
認
の
電
話
で
そ
れ
を

伝
え
た
ら
か
な
り
叱
ら
れ
た
の
で
す
が
、
し
か
し
人
間
、
自
分
が
納
得
で
き

な
い
こ
と
は
行
え
な
い
も
の
で
す
。
そ
れ
に
、
卒
論
と
進
路
に
頭
を
悩
ま
す

卒
業
回
生
の
心
は
繊
細
で
す
か
ら
、
意
に
反
す
る
こ
と
を
無
理
矢
理
行
え

ば
、
簡
単
に
傷
つ
い
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
「
自
分
は
何
を
優
先
す
る
か
」

を
考
え
、
自
ら
の
意
思
を
貫
け
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
十
月
下
旬
か
ら
は
、

卒
論
を
書
き
始
め
ま
し
た
。
文
章
に
す
る
う
ち
に
、
論
を
述
べ
る
た
め
に
足

り
な
い
資
料
が
見
え
て
く
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
卒
論
の
構
成
が
あ
る
程
度

見
え
て
き
た
ら
書
き
始
め
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
文
章
化
が
進
ん
だ

ら
、
友
人
た
ち
と
卒
論
の
回
し
読
み
を
し
、
矛
盾
点
、
分
か
り
づ
ら
い
点
、

表
現
や
文
法
等
を
互
い
に
指
摘
し
、
文
章
を
推
敲
し
ま
し
た
。
テ
ー
マ
決
定

か
ら
卒
論
完
成
ま
で
、
先
生
方
と
友
人
た
ち
に
は
、
沢
山
の
助
け
と
支
え
を

も
ら
い
ま
し
た
。

　

話
を
、
卒
論
テ
ー
マ
設
定
の
こ
と
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。
私
は
冒
頭
で
、
卒

論
テ
ー
マ
が
偶
然
決
ま
っ
た
と
述
べ
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
が
『
我
身
』
の

都
鳥
が
異
様
だ
と
気
づ
い
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
読
ん
で
き
た
作
品
の
蓄
積

が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
『
伊
勢
物
語
』
の
都
鳥
を
知
っ
て
い
た
か
ら
、
『
我

身
』
の
都
鳥
が
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
に
発
す
る
本
来
的
な
用
い
ら
れ
方
と

は
異
な
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
き
ま
し
た
。
知
識
の
積
み
重
ね
が
「
気
づ
き
」

を
作
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
卒
論
テ
ー
マ
が
ど
こ
に
転
が
っ
て
い

る
か
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
、
私
の
よ
う
な
例
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

一
つ
の
作
品
・
テ
ー
マ
に
向
き
合
う
と
き
が
来
る
ま
で
は
、
視
野
を
狭
め
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ず
、
様
々
な
作
品
に
触
れ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
卒
論
を
書
く
と
き
が
来
た
ら
、
自
分
が
決
め
た
テ
ー
マ
に
じ
っ

く
り
と
向
き
合
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。
卒
論
を
書
く
の
は
大
変
で
す
が
、
研

究
の
面
白
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
泣
き
み
笑
ひ
み
し
て
一
つ
の
こ

と
に
取
り
組
ん
だ
経
験
は
、
大
学
生
活
の
大
き
な
思
い
出
に
、
そ
し
て
、
今

後
の
人
生
の
糧
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

後
輩
の
皆
さ
ま
が
、
ご
自
身
の
納
得
の
い
く
卒
業
論
文
を
書
き
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
よ
う
、
応
援
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　

萬
葉
集
二
八
九
六
番
歌
の
研
究

　
　
　
　
　

―
「
不
落
」
の
訓
み
方
を
中
心
に
―

久　

保　

千　

宙

　
〈
論
文
要
旨
〉

　

卒
業
論
文
で
は
、
以
下
の
歌
の
訓
読
と
解
釈
を
検
討
し
た
。

　
　

歌う
た

方が
た

毛も　

曰い
ひ

管つ
つ

有あ
る

鹿か　

吾わ
れ

有な
ら

者ば　

地つ
ち

庭に
は

不・

落・　

空
そ
ら
に

消・

生・

（
巻
十
二
・
二
八
九
六
）

　

諸
注
釈
書
の
指
摘
を
ふ
ま
え
、
当
該
歌
の
問
題
点
を
ま
と
め
る
と
、
次
の

四
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　

Ⓐ　
「
不
落
」
の
訓
み
方

　
　

Ⓑ　
「
う
た
が
た
も
」
の
意
味

　
　

ⓒ　

誰
が
誰
に
何
を
「
言
っ
た
」
の
か

　
　

Ⓓ　

結
句
「
生
」
の
誤
字
説

　

こ
れ
ら
の
問
題
点
の
う
ち
、
卒
業
論
文
で
は
Ⓐ
「
不
落
」
の
訓
み
方
を
中

心
に
検
討
し
た
。

　

ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
Ⓑ
か
ら
Ⓓ
の
問
題
点
に
対
す
る
各
注
釈
書
の
記
述

を
確
認
し
、
本
稿
の
と
る
立
場
を
提
示
し
た
。
Ⓑ
「
う
た
が
た
も
」
の
意
味

に
つ
い
て
は
、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
か
ら
「
一
途 

に
」
の
意
味

で
と
り
、
論
を
進
め
る
。

　

次
に
ⓒ
誰
が
誰
に
何
を
「
言
っ
た
」
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
注
釈
書

を
確
認
す
る
。
当
該
歌
は
作
者
未
詳
の
た
め
、
男
女
ど
ち
ら
が
詠
ん
だ
も
の

か
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
歌
が
問
答
歌
の
一
部
で
あ
る
こ
と

も
、
「
い
ひ
つ
つ
も
あ
る
か
」
の
内
容
も
根
拠
を
出
し
て
決
め
る
こ
と
は
難

し
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
賛
同
し
て
い
る
注
釈
書
が
多
い
説
に
な
ら

い
、
当
該
歌
を
「
問
答
歌
の
答
え
で
あ
り
、
男
が
詠
ん
だ
歌
」
と
仮
定
し
、

相
手
が
言
っ
て
き
た
内
容
を
「
地
に
落
つ
」
よ
う
な
こ
と
、
と
理
解
し
た
。

　

ま
た
、
Ⓓ
の
結
句
「
生
」
の
誤
字
説
に
つ
い
て
も
ま
と
め
た
。
ほ
と
ん
ど

の
注
釈
書
は
本
文
を
「
消
生
」
と
し
て
「
け
な
ま
し
」
と
訓
む
説
を
と
っ
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
鴻
巣
盛
廣
氏
が
『
全
釋
』
に
お
い
て
、
「
考
に
は
生

を
共
の
誤
と
し
て
、
ソ
ラ
ニ
ケ
ヌ
ト
モ
と
訓
ん
で
い
る
。
新
考
に
は
乍
の
誤

り
と
し
て
ソ
ラ
ニ
キ
エ
ツ
ツ
と
あ
る
。
今
、
と
ら
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
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点
に
も
注
意
す
る
。
先
に
、
「
消
生
」
と
し
て
「
け
な
ま
し
」
と
訓
む
場
合

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
「
け
な
ま
し
」
と
訓
む
場
合
は
、
「
生
」
を
「
な
ま
」

と
訓
み
、
「
し
」
を
訓
み
添
え
て
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
「
生
し
」
の
終
止
形

と
解
釈
す
る
。
一
方
で
、
「
け
な
ま
し
」
を
品
詞
分
解
す
る
と
、
カ
行
下
二

段
活
用
「
消
」
の
連
用
形
（
け
）
＋
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
未
然
形
（
な
）

＋
推
量
の
助
動
詞
「
ま
し
」
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
生
」
と
い
う
漢
字
に

完
了
の
助
動
詞
と
推
量
の
助
動
詞
の
一
部
を
あ
て
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
尾

山
慎
氏
の
「
万
葉
集
に
お
け
る
二
合
仮
名
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
訓
字
一

字
が
二
文
節
と
対
応
す
る
例
は
極
め
て
珍
し
い
。
と
な
る
と
、
「
生
」
が
誤

字
で
あ
る
と
い
う
説
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
元
の
字
が
何
で
あ

る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
、
本
稿
で
は
「
消
生
」
と
し
て
「
け

な
ま
し
」
と
訓
む
説
を
と
る
。

　

第
二
章
で
は
『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
「
消
」
の
詠
ま
れ
方
に
つ
い
て
調

べ
、
当
該
歌
に
お
け
る
「
消
え
る
」
も
の
を
雪
と
仮
定
す
る
こ
と
が
妥
当
で

あ
る
か
検
討
す
る
。
『
萬
葉
集
』
の
「
消
」
が
使
用
さ
れ
た
歌
に
お
い
て
消

え
る
も
の
が
明
記
さ
れ
る
場
合
は
、
「
雪
」
と
「
露
」
が
多
く
、
当
該
歌
で

は
「
空
に
消
え
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
「
雪
」
の
可

能
性
が
高
い
。
『
萬
葉
集
索
引
』
を
用
い
、
「
消
」
を
含
む
歌
六
十
七
首
の
う

ち
、
「
空
に
消
え
る
」
と
詠
ん
だ
も
の
は
、

　
　

こ
と
降
ら
ば
袖
さ
へ
濡
れ
て
と
ほ
る
べ
く

　
　
　
　

降
ら
む
を
雪
の
空
に
消
え
つ
つ
（
巻
十
・
二
三
一
七
）

　
　

降
る
雪
の
空
に
消
ぬ
べ
く
恋
ふ
れ
ど
も

　
　
　
　

逢
ふ
よ
し
を
無
み
月
そ
経
に
け
る
（
巻
十
・
二
三
三
三
）

の
二
首
の
み
で
あ
り
、
「
空
に
消
え
る
」
と
い
う
表
現
は
雪
以
外
に
見
当
た

ら
な
か
っ
た
。
先
行
研
究
で
は
、
山
崎
馨
氏
、
植
村
文
夫
氏
が
こ
の
二
首
を

根
拠
に
し
て
、
当
該
歌
の
「
消
え
る
」
も
の
は
雪
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
第

一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
当
該
歌
を
問
答
歌
の
答
え
と
考
え
、
自
ら
を
何
か

に
例
え
て
消
え
る
表
現
と
考
え
る
と
、
「
消
」
が
詠
ま
れ
た
も
の
の
中
で
、

「
雪
」
以
外
の
も
の
は
、

　
　

朝
露
に
咲
き
す
さ
び
た
る
鴨つ

頭ゆ

草
の

　
　
　
　

日
く
た
つ
な
へ
に
消
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ
（
巻
十
・
二
二
八
一
）

　
　

朝
咲
き
夕
は
消
ぬ
る
鴨
頭
草
の

　
　
　
　

消
ぬ
べ
き
恋
も
わ
れ
は
す
る
か
も
（
巻
十
・
二
二
九
一
）

の
二
首
の
み
で
あ
り
、
「
鴨
頭
草
」
し
か
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
本
稿
で

も
先
行
研
究
や
注
釈
書
と
同
じ
よ
う
に
、
「
消
え
る
も
の
」
は
「
雪
」
と
仮

定
し
て
論
を
進
め
る
。

　

第
三
章
で
は
『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
「
雪
」
の
詠
ま
れ
方
を
確
認
し
、
瑞

祥
性
や
降
り
落
ち
た
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
歌
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
雪
は
、
中
国
文
学
の
影
響
を
受
け
、
瑞
兆
と
認
定

さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
確
実
に
瑞
祥
と
判
断
で
き
る
の
は
作
者
や
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場
所
、
時
期
と
い
っ
た
条
件
が
そ
ろ
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
り
、
雪
が
必
ず

瑞
兆
と
し
て
詠
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
『
萬
葉
集
』
の
雪
が
詠
ま

れ
て
い
る
歌
を
確
認
す
る
と
、
「
降
る
」
、
「
降
り
敷
く
」
の
よ
う
に
、
積
雪

の
様
子
を
表
す
言
葉
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
確
実
に
落
ち
た
様

子
を
表
す
言
葉
と
し
て
は
、
「
降
り
置
く
」
、
「
降
り
覆
ふ
」
が
用
い
ら
れ
て

い
た
。
「
降
り
置
く
」
、
「
降
り
覆
ふ
」
を
用
い
た
歌
で
は
、

　
　

立
山
に
降
り
置
け
る
雪
を
常
夏
に
見
れ
ど
も
飽
か
ず
神
か
ら
な
ら
し

（
巻
十
七
・
四
〇
〇
一
）

の
よ
う
に
高
い
山
に
一
年
中
残
る
雪
や
、

　
　

真
木
の
上
に
降
り
置
け
る
雪
の
し
く
し
く
も

　
　
　
　

思
ほ
ゆ
る
か
も
さ
夜
訪
へ
わ
が
背
（
巻
八
・
一
六
五
九
）

の
よ
う
に
雪
を
恋
の
比
喩
と
し
て
用
い
た
も
の
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、

　
　

梅
の
花
降
り
覆
ふ
雪
を
裹
み
持
ち
君
に
見
せ
む
と
取
れ
ば
消
に
つ
つ

（
巻
十
・
一
八
三
三
）

で
は
「
裹
み
持
ち
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
梅
の
花
を
覆
っ
て

い
る
雪
を
美
し
い
も
の
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
瑞
兆
と
ま
で

は
言
え
な
い
も
の
の
、
降
り
積
も
っ
た
雪
を
美
し
い
も
の
と
し
て
詠
ん
で
い

る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

　

第
四
章
で
は
「
落
」
の
訓
み
方
、
当
該
歌
「
不
落
」
に
関
す
る
先
行
研
究

を
ま
と
め
た
う
え
で
、
当
該
歌
の
「
不
落
」
の
訓
み
方
を
考
察
し
た
。
萬
葉

集
に
お
い
て
「
落
」
の
訓
字
と
し
て
は
、
オ
ツ
の
ほ
か
に
花
や
葉
に
対
応
し

て
チ
ル
、
雨
や
雪
な
ど
に
対
応
し
て
フ
ル
と
訓
ま
れ
る
。

　
「
落
」
と
い
う
字
に
関
し
て
、
山
崎
健
司
氏
は
「
散
り
落
ち
た
後
の
花
の

状
況
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、 

地
面
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
も
の
に
は
価
値
を
認

め
な
い
態
度
で
詠
ん
で
い
る
」
、
植
村
文
夫
氏
は
「
落
ち
る
こ
と
が
美
し
い

詠
歌
対
象
で
は
な
い
」
と
い
う
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
。
当
該
歌
に
お
い
て

は
、
「
不
落
」
の
「
落
」
を
オ
ツ
と
訓
む
こ
と
で
、
「
雪
が
地
に
落
ち
る
＝
恋

の
失
敗
」
と
い
う
こ
と
を
よ
り
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
山
崎
健
司
氏
は
フ
ル
に
関
し
て
「
落
」
は
「
降
っ
た
状
態
（
結

果
）
」
、
「
零
」
は
「
空
か
ら
ふ
っ
て
く
る
経
過
」
を
表
す
と
し
て
い
る
。
当

該
歌
で
は
「
雪
は
空
中
に
あ
る
」
の
だ
か
ら
、
フ
ル
と
訓
む
の
な
ら
ば
、

「
落
」
よ
り
「
零
」
を
用
い
ら
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

加
え
て
、
雪
が
確
実
に
降
り
落
ち
た
様
子
を
表
す
「
降
り
置
く
」
、
「
降
り

覆
ふ
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
歌
を
検
討
す
る
と
、
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う

に
、
積
雪
は
よ
い
こ
と
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
当
該
歌
の
場
合
、
「
雪
が

地
に
落
ち
る
＝
恋
の
失
敗
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
フ
ル
と
訓
む
こ
と
は
こ
の

傾
向
に
そ
ぐ
わ
な
い
。

　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
「
雪
」
は
通
常
、
フ
ル
と
詠
ま
れ
る
も
の
で
は
あ

る
が
、
「
落
」
と
い
う
字
の
性
質
、
「
雪
が
地
に
落
ち
る
＝
恋
の
失
敗
」
と
い

う
表
現
、
確
実
に
降
り
落
ち
た
雪
の
詠
ま
れ
方
と
い
う
条
件
が
重
な
っ
た
当
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該
歌
に
お
い
て
は
、
「
落
」
を
オ
ツ
と
訓
む
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
「
落
」
の
訓
み
を
オ
ツ
と
し
た
う
え
で
、
「
ず
」
と
「
じ
」
及
び

上
接
す
る
「
に
は
」
と
の
構
文
上
の
組
み
合
わ
せ
の
傾
向
も
考
慮
し
、
本
稿

で
は
当
該
歌
第
四
句
「
不
落
」
は
「
オ
チ
ズ
」
と
訓
む
べ
き
と
結
論
づ
け

た
。

　
〈
卒
論
を
執
筆
し
て
〉

　

卒
論
を
執
筆
し
た
中
で
良
か
っ
た
と
思
う
こ
と
は
、
必
要
な
資
料
を
早
め

に
集
め
て
お
け
た
こ
と
で
す
。
最
終
的
に
は
使
わ
な
か
っ
た
も
の
も
多
か
っ

た
で
す
が
、
必
要
な
も
の
を
全
て
コ
ピ
ー
し
て
整
理
し
て
お
い
た
こ
と
で
、

自
宅
で
の
執
筆
も
取
り
組
み
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
反
省
点
は
、
資
料
集

め
、
情
報
整
理
に
時
間
を
か
け
す
ぎ
て
、
文
章
と
し
て
書
き
始
め
る
時
期
が

遅
す
ぎ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
き
る
だ
け
早
く
文
章
に
し
て
い
く
こ
と
を

お
す
す
め
し
ま
す
。
ま
た
、
教
育
実
習
中
、
卒
論
関
係
は
一
切
で
き
な
く
な

り
ま
し
た
。

　

就
活
で
は
、
司
書
の
採
用
試
験
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
筆
記
合
格
、
面
接

不
合
格
を
繰
り
返
し
、
最
終
的
に
決
ま
っ
た
の
は
卒
業
間
際
の
二
月
末
で
し

た
。
卒
論
を
書
き
な
が
ら
受
験
し
続
け
る
こ
と
は
か
な
り
ス
ト
レ
ス
が
大
き

か
っ
た
で
す
が
、
卒
論
に
取
り
組
む
と
き
は
、
就
活
の
こ
と
は
考
え
な
い
よ

う
に
努
め
ま
し
た
。
受
験
対
策
と
し
て
は
、
筆
記
試
験
は
過
去
問
約
十
年
分

と
、
関
係
す
る
部
分
を
暗
記
し
、
受
験
地
の
こ
と
を
勉
強
し
て
受
験
し
ま
し

た
。
面
接
試
験
は
苦
手
で
し
た
の
で
ア
ド
バ
イ
ス
し
に
く
い
で
す
が
、
緊
張

し
て
も
焦
ら
な
い
で
話
せ
た
ら
い
い
結
果
が
出
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

今
年
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
も
あ
り
、
不
安
が
大
き
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
健

康
第
一
で
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
　
　

日
本
の
流
行
歌
に
お
け
る
当
て
字
に
つ
い
て吉　

田　

優　

子

　
〈
論
文
要
旨
〉

　

日
本
の
流
行
歌
に
は
、
様
々
な
当
て
字
を
用
い
た
歌
詞
が
見
ら
れ
る
。
当

て
字
で
あ
っ
て
も
歌
詞
で
あ
る
以
上
、
歌
っ
て
伝
え
る
こ
と
が
前
提
と
さ

れ
、
聴
者
が
歌
詞
を
文
字
と
し
て
見
ず
と
も
、
あ
る
程
度
の
意
味
が
理
解
さ

れ
る
よ
う
に
作
詞
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
歌
詞
を
文
字
と
し
て
見
な
け
れ
ば
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
す
ら
わ
か

ら
な
い
当
て
字
が
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
。

　

歌
詞
の
当
て
字
の
通
時
的
な
分
析
は
未
だ
少
な
く
、
当
て
字
の
歌
詞
を
実

際
に
見
る
こ
と
に
関
し
て
も
、
そ
の
視
覚
的
表
現
力
や
効
果
の
研
究
も
少
な

い
。

　

卒
業
論
文
で
は
、
明
治
か
ら
現
在
の
曲
の
歌
詞
に
出
現
す
る
当
て
字
を
集

め
、
分
類
し
て
各
性
質
を
明
ら
か
に
し
、
歌
詞
の
当
て
字
の
表
現
効
果
に
つ

い
て
調
査
し
た
。
調
査
対
象
は
、
作
詞
者
の
独
創
に
よ
る
当
て
字
と
し
、
熟
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字
訓
等
は
対
象
外
と
し
た
。

　

山
田
敏
弘
氏
は
、
「
い
き
も
の
が
か
り
の
言
語
学
６
～
当
て
字
」
（
『
岐
阜

大
学
教
育
学
部
研
究
報
告　

人
文
科
学
』
六
七
巻
一
号
、
二
〇
一
八
年
）
に

お
い
て
、
い
き
も
の
が
か
り
の
曲
を
例
に
挙
げ
、
歌
詞
の
当
て
字
に
は
二
つ

の
用
法
が
あ
る
と
述
べ
た
。
一
つ
目
は
、
当
て
字
で
読
み
と
し
て
の
こ
と
ば

の
下
位
概
念
を
表
し
、
歌
詞
の
意
味
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
以
降
、

山
田
氏
の
用
語
に
な
ら
い
、
「
厳
密
化
」
と
す
る
）
「
宝い

石し

」
「
意お

も

い志
」
「
台こ

と

詞ば

」
等
が
該
当
す
る
。
二
つ
目
は
、
読
み
と
し
て
の
こ
と
ば
が
も
つ
概
念
的

意
味
に
加
え
て
、
本
来
含
ま
れ
な
い
新
た
な
意
味
を
内
包
的
に
付
加
す
る
も

の
で
あ
る
。
（
以
降
、
山
田
氏
の
用
語
に
な
ら
い
、
「
内
包
的
意
味
の
付
加
」

と
す
る
）
「
人ザ

・
ス
テ
ー
ジ生

」
「

愛
ひ
か
り

」
「
傷か

跡こ

」
等
様
々
で
あ
る
。
内
包
的
意
味
の
付

加
は
、
例
え
ば
「
音お

も

い符
」
で
は
「
お
も
い
」
に
「
音
符
」
を
当
て
る
こ
と
で
、

お
も
い
（
思
い
）
を
音
符
に
乗
せ
て
奏
で
る
と
い
う
、
本
来
の
「
お
も
い

（
思
い
）
」
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
新
た
な
意
味
を
付
加
し
、
歌
詞
の
イ
メ
ー

ジ
を
広
げ
る
用
法
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
山
田
氏
の
分
類
に
加
え
、
読
み
と
文
字
の
同
等
で
の
言
い
換
え

表
現
も
多
く
の
曲
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
「
現い

在ま

」
「
理わ

由け

」

等
、
聞
き
取
り
や
す
い
簡
単
な
こ
と
ば
を
読
み
と
し
、
当
て
字
で
表
現
す
る

も
の
や
、
「
旋メ

ロ
デ
ィ
ー律

」
「
憂ブ

ル

ー鬱
」
の
よ
う
に
外
来
語
を
漢
字
表
記
に
す
る
用
法
、

そ
し
て
「
幸し

あ

福わ
せ

」
「
運さ

だ

め命
」
等
の
よ
う
に
和
語
と
漢
語
の
結
合
が
多
く
見
ら

れ
た
。

　
『
新
版
日
本
流
行
歌
史
上
・
中
・
下
』
を
用
い
明
治
か
ら
平
成
に
か
け
て

の
流
行
歌
を
調
査
し
た
。

　

明
治
時
代
の
歌
詞
に
も
多
数
の
当
て
字
が
見
ら
れ
た
。
『
母
ち
ゃ
ん
ご
ら

ん
よ
』
の
「
帰か

還え

っ
て
」
や
『
袖
し
ぐ
れ
』
の
「
道お

し

え徳
」
等
も
当
て
字
で
意

味
を
重
層
的
に
伝
え
、
厳
密
化
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
等
で
の
言
い
換
え
表
現
で
は
『
ハ
イ
カ
ラ
ソ
ン
グ
』
「
女ガ

ー
ル
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ

子
大
学
」

「
女ス

ク
ー
ル
ガ
ー
ル

学
生
」
等
多
数
見
ら
れ
た
。

　

大
正
時
代
に
は
、
『
広
瀬
中
佐
』
「
弾た

丸ま

」
や
『
平
和
節
』
「
戦い

く

さ争
」
、
『
お

山
の
お
猿
』
「
衣べ

べ

」
等
、
戦
争
に
関
す
る
当
て
字
や
当
時
の
話
し
言
葉
や
物

を
当
て
字
で
表
す
歌
詞
が
見
ら
れ
、
世
相
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。

　

昭
和
で
は
、
明
治
・
大
正
に
見
ら
れ
た
厳
密
化
の
用
法
を
受
け
継
ぎ
、
更

に
詳
細
な
厳
密
化
を
し
て
い
る
歌
詞
が
多
数
見
ら
れ
た
。
『
涯
な
き
泥
濘
』

「
飲み

ず
料
水
は
無
く
」
「
煙
草
は
空は

箱こ

ば
か
り
」
『
梅
と
兵
隊
』
「
戦ぼ

う

し

闘
帽
」
等
は

状
況
が
漢
字
で
よ
り
詳
細
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
詳
細
な
厳
密
化
は
、

現
代
の
Ｊ
―
Ｐ
Ｏ
Ｐ
で
特
に
多
く
見
ら
れ
、
歌
詞
の
当
て
字
の
主
流
の
用
法

と
し
て
現
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

平
成
以
降
は
、
特
徴
的
な
当
て
字
と
、
内
包
的
意
味
の
付
加
用
法
が
多
く

見
ら
れ
た
。
特
徴
的
な
当
て
字
と
は
、
「
運さ

だ

め命
」
「
時と

間き

」
等
の
よ
う
に
、
い
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わ
ゆ
る
歌
詞
の
世
界
で
慣
用
的
な
当
て
字
で
は
な
く
、
独
創
的
な
当
て
字
の

こ
と
を
指
す
。
当
て
字
を
多
用
し
て
い
る
桑
田
佳
祐
の
楽
曲
を
例
に
見
る

と
、
一
九
八
七
・
八
八
年
の
楽
曲
の
当
て
字
は
、
「
瞬と

間き

」
「
時と

代き

」
等
の
慣

用
的
な
当
て
字
が
多
か
っ
た
が
、
九
〇
年
代
で
は
、
「
口く

惜や

ん
だ
」
「
昂た

か

ぶ揚

る
」
等
が
見
ら
れ
、
二
〇
〇
〇
年
代
で
は
一
曲
中
の
当
て
字
数
も
増
加
し
、

「
所か

得ね

」
「
奇マ

ジ
ッ
ク跡

」
「
課ぜ

い

き

ん

税
対
象
」
等
特
徴
的
な
当
て
字
が
増
加
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
昭
和
以
前
に
は
殆
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
内
包
的
意
味
の
付
加
は
、

Ｊ
―
Ｐ
Ｏ
Ｐ
の
特
徴
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
い
き
も
の
が
か
り
の
歌
詞

を
例
に
見
る
と
、
「
呼
吸
を
共あ

ず鳴
け
て
」
「
閃こ

と

ば光
を
伝
え
て
」
等
、
内
包
的
意

味
の
付
加
だ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
数
存
在
す
る
。

　

こ
の
用
法
で
曲
の
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
、
聴
者
独
自
の
解
釈
の
余
地
を
残
す

表
現
が
、
現
代
の
歌
詞
に
お
い
て
積
極
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。

　
『
当
て
字
・
当
て
読
み
漢
字
表
現
辞
典
』
で
用
例
の
多
い
「
お
も
い
」
「
と

き
」
「
ひ
と
」
の
項
を
見
る
と
、
小
説
や
漫
画
等
の
用
例
数
と
比
べ
、
全
て

に
お
い
て
歌
詞
の
用
例
が
過
半
数
を
占
め
て
い
た
。
文
字
言
語
の
み
の
小
説

等
に
対
し
、
歌
詞
は
文
字
言
語
と
音
声
言
語
で
の
表
現
が
可
能
で
あ
る
。
表

記
と
耳
で
聴
く
音
楽
と
の
表
現
世
界
の
幅
が
大
き
く
、
両
言
語
の
隙
間
に
創

作
の
余
地
が
あ
り
、
当
て
字
が
多
く
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。

　

ま
た
、
歌
詞
は
音
と
し
て
伝
わ
り
や
す
い
こ
と
ば
が
選
ば
れ
、
拍
数
と
の

調
整
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
音
数
を
節
約
し
な
が
ら
、
意
味
を
文
字

で
詳
し
く
表
現
で
き
る
当
て
字
が
多
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

歌
詞
の
当
て
字
は
見
て
享
受
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
歌
詞
を
実
際
に

見
る
こ
と
へ
の
関
心
を
ア
ン
ケ
ー
ト
で
調
査
し
た
。
回
答
者
数
は
一
五
九
名

で
あ
る
。

　
「
歌
詞
カ
ー
ド
や
字
幕
な
ど
を
通
し
て
、
歌
詞
を
実
際
に
見
る
機
会
は
必

要
か
不
要
か
」
の
設
問
に
対
し
、
⑴
「
必
要
・
文
字
と
し
て
見
る
こ
と
で
歌

に
対
し
よ
り
深
く
正
し
い
理
解
を
得
る
た
め
」
⑵
「
必
要
・
そ
の
他
」
の
選

択
肢
を
回
答
し
た
人
は
一
三
八
名
（
八
六
・
八
％
）
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
多
く
の
人
が
実
際
に
歌
詞
を
見
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
う
ち

一
二
一
名
が
⑴
を
選
ん
で
お
り
、
⑵
の
回
答
も
「
聞
き
間
違
い
に
よ
る
誤
解

を
防
ぐ
た
め
」
「
歌
詞
を
見
た
ほ
う
が
覚
え
や
す
い
か
ら
」
等
で
、
こ
れ
ら

も
歌
へ
の
理
解
を
深
め
る
一
環
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
聴
者
に
と
っ
て
歌
詞
を

見
る
こ
と
は
、
歌
を
深
く
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
と
直
結
し
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
「
歌
詞
に
お
け
る
当
て
字
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
」
の
設
問
に
対

し
、
一
二
九
名
（
八
一
・
一
％
）
が
「
歌
詞
を
見
て
当
て
字
に
気
付
く
と
、

こ
ん
な
意
図
も
隠
し
て
あ
る
の
だ
と
い
う
発
見
や
楽
し
み
が
あ
る
」
の
選
択
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肢
を
回
答
し
て
い
る
。
当
て
字
は
歌
詞
に
込
め
ら
れ
た
意
図
を
享
受
す
る
の

に
役
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

山
田
敏
弘
氏
は
、
歌
詞
の
当
て
字
は
、
多
く
の
歌
詞
カ
ー
ド
を
読
ま
な
い

人
に
は
伝
わ
ら
な
い
暗
号
と
な
る
と
言
う
。
し
か
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か

ら
、
歌
詞
の
当
て
字
は
、
多
く
の
聴
者
に
伝
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
非
常
に

高
く
、
曲
や
作
詞
者
の
意
図
を
理
解
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

当
て
字
と
は
歌
の
世
界
に
お
い
て
、
表
現
す
る
側
に
と
っ
て
は
、
豊
か
で

重
層
的
な
意
味
の
個
性
あ
る
自
由
な
表
現
を
、
享
受
す
る
側
に
と
っ
て
は
、

曲
が
伝
え
よ
う
と
す
る
意
味
の
理
解
を
、
そ
れ
ぞ
れ
支
え
る
も
の
だ
と
言
え

る
。

　
〈
卒
論
執
筆
体
験
記
〉

　

こ
れ
か
ら
卒
業
論
文
を
書
く
皆
さ
ま
が
、
納
得
の
い
く
卒
論
を
書
け
ま
す

よ
う
に
と
の
思
い
を
込
め
て
、
微
力
な
が
ら
私
な
り
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
三
つ

お
伝
え
し
ま
す
。

　

一
つ
目
は
「
細
か
な
作
業
を
後
回
し
に
し
な
い
」
こ
と
で
す
。
書
式
設

定
、
頭
注
や
補
注
、
参
考
文
献
の
打
ち
込
み
な
ど
卒
論
に
は
本
文
以
外
に
も

気
を
つ
け
る
べ
き
点
が
多
数
あ
り
ま
す
。
特
に
書
式
設
定
は
、
な
ぜ
か
行
間

が
固
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
一
行
の
文
字
数
が
指
定
数
に
収
め
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
り
と
細
か
な
ミ
ス
が
多
発
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
本
文
以
外
に
も

時
間
を
取
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
、
早
く
着
手
し
、
余
裕
を
持
っ
て
行
え
る
よ

う
に
し
て
お
く
と
良
い
で
す
。

　

二
つ
目
は
「
文
章
化
す
る
癖
を
つ
け
る
」
こ
と
で
す
。
先
行
研
究
等
を
読

む
際
に
、
自
分
の
意
見
と
似
て
い
る
も
の
や
根
拠
に
な
る
も
の
、
自
分
と
は

違
う
意
見
が
あ
っ
た
ら
、
見
返
し
や
す
い
よ
う
に
印
刷
し
、
ノ
ー
ト
に
ま
と

め
て
ス
ト
ッ
ク
し
て
お
き
ま
す
。
そ
の
際
に
自
分
な
り
に
わ
か
り
や
す
い
言

葉
に
書
き
換
え
る
な
ど
、
各
資
料
の
内
容
が
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
し
て
お
き

ま
す
。

　

ま
ず
は
忘
れ
な
い
う
ち
に
先
行
研
究
の
感
想
や
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
自

分
の
考
察
な
ど
を
短
い
文
章
で
書
き
出
し
て
い
き
ま
す
。
考
え
が
変
わ
っ
て

も
前
の
も
の
も
消
さ
ず
に
残
し
て
お
く
と
、
自
分
の
考
え
方
の
変
化
が
分
か

り
ま
す
。

　

そ
う
し
て
考
察
を
繰
り
返
し
、
書
き
出
し
て
お
い
た
文
章
を
繋
い
で
推
敲

し
て
い
く
こ
と
で
、
自
分
の
書
き
た
い
卒
論
の
輪
郭
が
見
え
て
き
ま
す
。

  

三
つ
目
は
「
一
年
間
向
き
合
え
る
テ
ー
マ
を
選
ぶ
」
こ
と
で
す
。
テ
ー
マ

の
候
補
が
出
て
き
た
ら
、
こ
の
テ
ー
マ
な
ら
ど
の
よ
う
な
資
料
を
集
め
て
、

ど
う
い
う
方
法
で
ど
の
よ
う
な
研
究
が
必
要
だ
ろ
う
と
考
え
て
み
て
く
だ
さ

い
。
そ
し
て
そ
れ
に
取
り
組
ん
で
い
る
自
分
を
想
像
し
、
こ
れ
な
ら
一
年
間

め
げ
ず
に
向
き
合
え
る
と
思
え
る
も
の
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

テ
ー
マ
選
び
は
非
常
に
重
要
で
す
。
テ
ー
マ
は
ど
こ
に
転
が
っ
て
い
る
か



159

わ
か
り
ま
せ
ん
。
日
々
の
授
業
を
真
剣
に
受
け
、
各
方
面
に
ア
ン
テ
ナ
を

張
っ
て
お
く
こ
と
が
、
良
い
テ
ー
マ
選
び
の
助
け
と
な
り
ま
す
。

　

卒
論
執
筆
に
は
時
間
も
体
力
も
気
力
も
か
か
り
ま
す
が
、
頑
張
れ
ば
そ
の

分
実
り
あ
る
体
験
と
な
り
ま
す
。
皆
さ
ま
の
こ
と
を
心
よ
り
応
援
し
て
い
ま

す
。
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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
・
川
島
朋
子
・
田
上
稔
・
山
中
延
之

　

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
四
点
が
掲
載
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
二
〇
一
九
年
度
優
秀
論
文
に
選
ば
れ
た
、
博
士
前
期
課
程
修
了
生
・

学
部
卒
業
生
の
方
々
に
、
論
文
要
旨
及
び
在
学
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
・
論
文

執
筆
体
験
記
を
ご
寄
稿
い
た
だ
き
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
中
・
峯
村
）
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