
北
垣
宗
治
蔽
和
学
園
大
学
学
遅

岩
山
太
次
郎
・
別
府
恵
子
編

『
川
の
ア
メ
リ
カ
文
学
』

^
南
雲
雌
.
髪
打
^
九
九
一
五
七
月

A
5
判
・
一
三
六
頁
三
、
 
0
0
0
円
^

ア
メ
リ
カ
文
化
は
、
内
陸
奥
深
く
大
河
に
沿
っ

て
展
開
し
て
ぃ
る
か
ら
、
植
民
時
代
の
初
期
の
日

介

河
野
仁
昭
著

『
新
島
襄
へ
の
旅
』

京
都
噺
聞
社
゛
発
行
一
九
洗
三
年
一
肩

B
6
判
・
三
六
五
頁
一
、
八
0
0
円
^

本
書
は
新
島
襄
の
生
誕
一
五
0
年
を
黒
し
て

出
版
さ
れ
た
第
一
弾
で
あ
る
。
著
者
は
な
が
ら
く

同
志
社
の
社
史
資
料
室
長
と
し
て
『
同
志
社
百
年

史
』
や
『
新
島
襄
全
集
』
刊
行
の
中
心
的
な
役
割

を
は
た
し
て
き
た
人
で
あ
り
、
こ
の
『
新
島
襄
へ

の
旅
』
と
い
う
象
徴
的
な
タ
イ
ト
ル
に
は
著
者
の

詩
人
ら
し
い
感
性
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
本
書
は

厳
密
な
意
味
で
の
伝
記
で
は
な
い
が
、
新
島
の
人

間
性
に
限
り
な
く
迫
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、

そ
の
上
、
旅
の
人
で
あ
っ
た
新
島
を
求
め
て
、
国

内
各
地
(
玉
島
、
高
梁
、
下
北
半
島
の
風
間
浦
、

函
館
会
津
若
松
山
形
県
の
白
布
高
湯
、
伊
香

保
大
磯
)
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
米
国
の
ニ
ユ

ー
.
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
ま
で
、
調
査
の
範
囲
を
広

げ
て
い
る
。
本
書
か
ら
は
新
島
の
息
遣
い
の
よ
う

な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

新
島
の
伝
記
で
は
な
い
が
、
本
書
の
章
立
て
は

基
本
的
に
伝
記
を
背
景
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
の
で
、
読
者
は
あ
た
か
も
伝
記
を
読
ん
で
い
る

か
の
よ
う
に
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
従
来

の
新
島
伝
の
著
者
た
ち
が
知
ら
な
か
っ
た
伝
記
上

の
新
事
実
が
次
か
ら
次
へ
と
紹
介
さ
れ
て
い
く
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
新
島
の
足
跡
を
こ
こ
ま
で
広

く
辿
っ
た
点
で
河
野
氏
は
あ
き
ら
か
に
第
一
人
者

で
あ
り
、
そ
の
実
地
調
査
の
徹
底
ぶ
り
に
は
驚
嘆

す
る
。
新
島
に
関
す
る
文
献
が
頭
に
は
い
っ
て
い

れ
ば
こ
そ
、
実
地
調
査
が
生
き
て
く
る
。
加
え
て

こ
の
著
者
の
場
合
に
は
、
詩
人
の
眼
と
、
詩
人
の

読
み
と
、
詩
人
の
表
現
力
が
働
く
。

河
野
氏
は
柏
木
義
円
、
堀
貞
一
、
波
多
野
培
根

と
い
っ
た
諸
先
輩
に
ょ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
新

島
像
に
対
し
て
、
も
っ
と
人
間
味
の
あ
ふ
れ
た
、

近
付
き
や
す
い
新
島
像
を
探
求
し
て
い
る
。
新
島

の
偶
像
化
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
、
た
と

え
ぱ
「
新
島
を
困
ら
せ
た
学
生
た
ち
し
と
い
う
章

な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
徳
冨
蘆
花
の

恋
」
と
い
う
す
ぐ
れ
た
論
文
は
、
学
生
の
恋
愛
問

題
に
直
面
し
た
と
き
の
新
島
校
長
の
限
界
性
と
い

つ
た
も
の
を
微
妙
に
表
現
し
て
い
る
。
本
書
は
新

島
の
食
生
活
が
洋
食
で
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
し
た

は
じ
め
て
の
書
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
志
社
英
学
校

設
立
に
あ
た
っ
て
山
本
覚
馬
の
は
た
し
た
役
割
に

つ
ぃ
て
、
ユ
ニ
ー
ク
な
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
同
志
社
は
四
面
楚
歌
の
中
に
誕
生
し
た

の
で
な
く
、
「
京
都
府
が
誘
致
し
た
学
校
L
と
い
う

一
面
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
興

味
深
い
見
解
を
、
数
多
く
の
資
料
を
駆
使
し
て
実

証
し
て
み
せ
る
。

本
書
は
新
島
研
究
の
立
場
か
ら
み
て
、
最
近
の

一
大
収
穫
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
同
志
社
の
一
人

で
も
多
く
の
教
職
員
、
学
生
諸
君
に
読
ん
で
ほ
し

い
書
で
あ
る
。

,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

For some m ancjent books

delight ; others prefer what mod、
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刊
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記
、
旅
行
記
な
ど
は
「
川
」
の
文
学
で
あ
る
。
こ

の
伝
統
が
ア
メ
リ
カ
文
学
に
脈
々
と
流
れ
て
ぃ
る

こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
こ
の
点
こ
の
『
川
の
ア
メ

り
力
文
学
』
の
企
画
着
眼
に
は
敬
意
を
表
し
た
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
ど
う
い
う
わ
け
か
こ
の
種
の
研

究
は
い
ま
の
と
こ
ろ
皆
無
に
等
し
い
の
は
不
思
議

な
こ
と
だ
0
 
「
川
」
と
い
っ
て
も
、
日
本
の
「
川
L

と
ア
メ
リ
カ
の
「
川
L
 
か
ら
受
け
る
印
象
や
イ
メ

、
、

ー
ジ
、
そ
れ
が
文
化
に
与
え
る
影
響
が
全
く
異
な

る
の
だ
か
ら
、
そ
の
辺
の
際
立
ち
を
期
待
し
た
の

だ
が
、
こ
れ
は
ち
ょ
つ
と
過
大
な
望
み
で
あ
っ
た

よ
う
九

ど
ん
な
場
合
で
も
そ
う
だ
け
れ
ど
、
一
っ
の
テ

ー
マ
で
多
数
者
が
論
ず
る
場
貪
そ
う
い
う
求
心

性
が
生
ま
れ
る
の
は
特
に
論
文
と
な
れ
ば
こ
れ
は

期
待
す
る
方
が
無
理
と
い
う
も
の
だ
。
だ
か
ら
、

印
象
深
か
っ
た
論
文
を
取
り
あ
げ
て
紹
介
せ
ざ
る

乍
侍
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
川
と
楽
園
」
(
松
山
)
が
、
「
澱
ん
だ
川
」
と
「
流

れ
る
川
」
か
ら
な
る
「
川
L
 
を
「
天
の
地
の
和
解
L

の
働
き
を
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
延
長

、
、
、
、

線
上
に
究
極
の
美
を
創
造
す
る
と
い
う
ポ
ー
の
芸

術
論
は
明
解
で
あ
る
。
だ
が
、
自
然
対
芸
術
と
い

う
図
式
で
考
え
る
と
こ
う
い
う
ポ
ー
の
考
え
方
と

い
う
の
は
ア
メ
リ
カ
文
学
の
中
で
は
特
異
な
も
の

で
は
な
い
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
大
多
数
の
論
文
が
こ
の
よ
う

に
「
川
の
も
つ
二
面
性
」
(
別
府
)
を
軸
と
し
て
論

を
展
開
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
例
え
ぱ
、
「
帰

還
」
と
「
流
出
L
 
全
阿
山
)
と
い
う
視
点
か
ら
の
ア

メ
リ
カ
・
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
解
釈
「
川
上
り
し
と

「
川
下
り
し
の
観
点
か
ら
「
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
を
座

軸
L
 
(
那
須
)
に
据
え
た
マ
ー
ク
.
ト
ゥ
エ
イ
ン
解

釈
、
「
生
と
死
の
両
義
性
」
余
朴
岡
)
に
ょ
る
へ
ミ

ン
グ
ウ
エ
イ
論
こ
れ
ら
に
は
基
本
的
に
は
共
通

の
視
座
が
見
え
る
。
「
生
と
死
の
両
義
性
」
は
デ
ィ

ツ
キ
ー
の
『
救
出
』
論
(
伊
藤
)
に
も
あ
て
は
ま

る
。
「
川
下
り
」
に
展
開
さ
れ
る
「
自
然
の
持
2
宗

野
性
L
 
に
は
便
然
と
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、

こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
文
化
の
中
の
伝
統
的
な
観
方
で

は
な
い
か
0
 
ボ
ー
、
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ン
、
ヘ

ミ
ン
グ
ウ
エ
イ
、
デ
ィ
ッ
キ
ー
の
作
品
の
中
で
は

「
川
L
 
が
重
要
な
メ
タ
フ
ォ
ー
と
な
っ
て
ぃ
る
も

の
が
多
い
が
、
こ
の
点
か
ら
大
き
な
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
の
は
「
造
遥
す
る
想
像
力
」
(
林
)
で
あ

る
。
「
牧
歌
的
風
景
L
 
と
異
質
の
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス

ク
」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
的
概
念
は
、
「
不
均
衡
と
予

測
」
の
難
か
し
さ
を
も
つ
ハ
ド
ソ
ン
川
を
基
調
と

本
書
は
、
著
者
が
第
二
次
大
戦
直
後
デ
ュ

イ
の
『
民
主
主
義
と
教
育
」
に
ふ
れ
、
デ
ユ
ー
イ

研
究
に
着
手
し
て
以
来
の
研
究
業
績
を
集
大
成
し

た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
三
部
だ
て
の
構
成
で
あ
り
、
そ
の
第
一

部
は
、
「
日
本
に
お
け
る
ジ
ョ
ン
.
デ
ュ
ー
イ
研
究

の
歴
史
L
 
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
著
者
は
デ
ユ

ー
イ
を
も
っ
て
代
表
さ
れ
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

の
教
育
思
想
が
、
わ
が
国
に
ど
の
よ
う
に
導
入
さ

れ
、
展
開
さ
れ
て
き
た
か
の
解
明
に
取
り
く
ん
で

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
風
景
描
写
、
「
細
部

の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
見
っ
め
な
が
ら
、
自
然
の
本
質

そ
の
も
の
を
露
わ
に
し
て
ゅ
く
こ
の
手
法
L
 
に
ょ

つ
て
、
ア
メ
リ
カ
文
学
は
「
新
し
い
一
言
を
獲
得
し

た
」
と
い
う
指
摘
に
は
鋭
い
も
の
が
あ
る
。
特
に

印
象
深
か
っ
た
論
文
で
あ
る
。

樋
口
秀
雄
(
大
学
法
学
部
教
遥

森
章
博

『
日
本
に
お
け
る
ジ
ョ
ン
・
デ
ユ

イ
思
想
研
究
の
整
理
』

^^「.^、^^^^^^^^^^^^^^、゛^^^^^^、

.ー.^^

A秋
5桜
」社

四発
ノ＼イテ

頁九
九

五二
'年

0/＼
0月
0
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き
た
。
そ
し
て
大
正
、
昭
和
、
戦
後
(
平
成
に
至

る
ま
で
)
と
時
代
別
に
そ
れ
ぞ
れ
、
デ
ユ
ー
イ
研

究
の
足
跡
を
綿
密
に
調
査
す
る
こ
と
で
、
デ
ユ

イ
思
想
の
受
容
過
程
お
よ
び
展
開
過
程
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
膨
大
な
資
料
の
収
集
と
そ
の
内
容

分
析
に
ょ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
の
研
究
は
、

極
め
て
貴
重
な
も
の
で
、
デ
ュ
ー
イ
研
究
者
に
と

つ
て
有
益
な
財
産
が
供
与
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
る
。

第
二
部
は
「
ジ
ョ
ン
・
デ
ユ
ー
イ
愚
の
発
展

に
関
す
る
研
究
L
 
で
あ
り
、
デ
ユ
ー
イ
思
想
の
形

成
史
的
研
究
と
い
ぇ
る
。
著
者
は
デ
ユ
ー
イ
の
思

想
形
成
の
過
程
を
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
時
代

か
ら
コ
ロ
ン
ビ
ア
時
代
に
か
け
て
追
求
し
、
そ
の

問
の
デ
ュ
ー
イ
の
論
文
、
著
書
を
分
析
し
、
思
想

的
発
展
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
研

究
に
も
多
く
の
資
料
が
駆
使
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

研
究
成
果
は
、
一
局
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

第
三
部
は
「
ジ
ョ
ン
・
デ
ユ
ー
イ
の
形
而
上
学

に
関
す
る
研
究
L
 
で
あ
る
。
こ
れ
は
著
者
が
学
生

時
代
か
ら
取
り
く
ん
で
き
た
研
究
テ
ー
マ
で
あ
り
、

こ
れ
に
関
す
る
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
「
デ
ユ

ー
イ
の
形
而
上
学
L
 
と
い
う
テ
ー
マ
を
も
っ
て
著

者
は
、
自
然
主
義
の
立
場
に
た
つ
デ
ユ
ー
イ
の
宗

教
観
に
言
及
し
、
そ
の
宗
教
観
か
ら
新
た
な
形
而

上
学
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。

「
デ
ュ
ー
イ
愚
の
受
容
と
展
開
過
程
の
研
究
L

コ
ブ
ユ
ー
イ
愚
の
形
成
史
的
研
究
L
「
デ
ユ
ー
イ

の
形
而
上
学
に
関
す
る
研
究
」
か
ら
な
る
本
書
は
、

若
い
デ
ュ
ー
イ
学
徒
に
研
究
上
有
益
な
示
唆
を
与

え
る
と
思
う
。
同
志
社
関
係
者
の
デ
ユ
ー
イ
研
究

は
、
元
良
勇
次
郎
、
中
島
力
造
に
は
じ
ま
り
吉
川

哲
太
郎
か
ら
著
者
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
る
。
本
学

に
は
デ
ュ
ー
イ
文
庫
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
若
い

デ
ュ
ー
イ
学
徒
の
中
で
す
で
に
、
三
名
が
日
本
デ

ユ
ー
イ
学
会
か
ら
研
究
奨
励
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

本
書
は
、
こ
う
し
た
若
き
学
徒
の
研
究
を
大
い
に

刺
激
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
研
究
上
の
新
た
な

課
題
を
与
え
て
い
る
。佐

野
安
仁
(
大
学
文
学
部
教
握

今
般
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
と
も
な
い
、

高
等
学
校
の
社
会
科
が
地
理
歴
史
科
と
公
民
科
に

分
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、

社
会
科
の
理
念
を
解
体
す
る
も
の
と
し
て
、
一
部

に
批
判
が
あ
り
、
事
実
教
育
課
程
審
議
会
に
お

い
て
も
十
分
な
審
議
が
な
さ
れ
ぬ
ま
ま
決
定
さ
れ

た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
こ
の
点
で
、
地
理
歴
史

科
と
公
民
科
の
教
科
教
育
論
の
構
築
は
今
後
の
課

題
で
あ
る
。

本
書
は
以
上
の
課
題
に
応
え
よ
う
と
す
る
意
欲

的
試
み
で
あ
っ
て
、
地
理
歴
史
科
と
公
民
科
の
教

育
課
程
上
の
理
論
的
基
底
を
体
系
的
に
究
明
す
る

と
と
も
に
、
教
科
教
育
に
関
す
る
諸
問
題
っ
ま

り
教
科
の
目
標
、
教
科
内
容
の
選
沢
方
法
評

価
な
ど
に
も
十
分
目
配
り
し
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
全
体
の
構
成
は
、
ま
ず
教
育
課
程
編
成
上
の

理
念
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
そ
の
理
念
に
基
づ

い
て
地
理
歴
史
科
、
公
民
科
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
、

内
容
、
方
法
、
評
価
を
分
析
し
、
最
後
に
教
科
教

育
の
人
間
形
成
と
の
結
び
つ
き
、
つ
ま
り
教
科
教

育
と
道
徳
教
育
の
関
わ
り
を
検
討
し
て
い
る
。
こ

の
構
成
は
教
育
学
的
に
穏
当
な
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
特
質
と
し
て
最
初
に
指
摘
で
き
る
の
は
、

著
者
た
ち
が
基
本
的
に
「
学
問
中
心
的
な
教
育
課

程
(
9
m
含
で
一
三
ゆ
1
n
ゆ
三
曾
ゆ
含
 
0
仁
ヨ
n
三
仁
ヨ
)
L
を
教

育
課
程
編
成
上
の
基
本
的
理
念
と
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
著
者
達
が
フ
エ
ニ
ツ
ク
ス
、
ピ

佐
野
安
仁
・
林
泰
成
著

疲
科
教
育
と
人
間
形
成

1
地
理
歴
史
科
.
公
民
科
の
基
底
1
』

^^^^^^^^^^^^^^^゛^^^^^^^^^、,゛^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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ー
タ
ー
ズ
、
ハ
ー
ス
ト
な
ど
の
り
べ
ラ
ル
.
エ
デ

ユ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
提
唱
す
る
教
育
哲
学
者
に
関
心

を
寄
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
が
、
本
書

で
は
特
に
フ
エ
ニ
ッ
ク
ス
の
理
論
に
足
場
を
置
い

て
い
る
。
フ
エ
ニ
ッ
ク
ス
は
意
味
論
的
分
析
に
ょ

つ
て
六
っ
の
意
味
の
領
域
を
導
出
し
、
各
々
の
領

域
に
お
け
る
意
味
の
成
長
を
教
育
目
的
と
し
て
規

定
す
る
。
著
者
達
の
意
図
は
地
理
歴
史
科
と
公
民

科
を
意
味
の
諸
領
域
の
な
か
に
体
系
的
に
定
位
し
、

さ
ら
に
他
の
意
味
の
諸
世
界
と
の
関
連
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
教
育
課
程
の
統
合
性
を

追
究
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
本
書
で
は
教
科
教
育
と
道
徳
教
育
の
関

連
に
つ
い
て
も
一
定
の
見
解
が
示
さ
れ
て
ぃ
る
。

各
教
科
は
独
自
の
目
標
を
持
ち
な
が
ら
、
道
徳
教

育
的
機
能
を
も
持
っ
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、

こ
の
課
題
を
果
た
す
こ
と
は
難
し
い
。
本
書
で
は

教
育
課
程
を
顕
在
的
な
も
の
副
次
的
な
も
の

潜
在
的
な
も
の
の
三
っ
か
ら
成
る
重
層
的
な
も
の

と
捉
え
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
の
分
析
に
ょ
っ
て
、

当
該
の
課
題
に
答
え
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
ユ
ニ

ー
ク
な
試
み
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
本
書
は
コ

ン
サ
イ
ス
な
が
ら
、
明
確
な
主
張
を
も
っ
た
好
著

と
一
言
え
よ
う
。
加
賀
裕
郎
(
女
子
大
学
助
教
授
)

玉
村
文
郎
編

『
日
本
語
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』

本
書
は
日
本
語
の
研
究
を
教
育
の
前
提
基

礎
と
し
、
日
本
語
教
育
を
そ
の
応
用
と
し
て
位
置

づ
け
た
う
え
で
、
両
者
の
関
連
づ
け
を
ね
ら
っ
て

編
集
さ
れ
た
概
説
的
入
門
書
で
あ
る
。

書
名
が
示
す
通
り
、
基
礎
編
の
日
本
語
学
が
全

体
の
約
七
割
を
占
め
、
各
研
究
分
野
の
専
門
家
が

執
筆
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
文
法
と
語
粂
に
約
半

分
を
費
や
し
て
、
精
緻
に
解
説
し
て
あ
る
。

語
粂
論
は
編
者
・
玉
村
文
郎
の
専
門
領
域
で
あ

る
。
著
書
『
語
粂
の
研
究
と
教
育
(
上
.
下
)
』
で

詳
述
し
た
内
容
が
、
分
野
ご
と
に
適
材
を
配
し
て
、

包
括
的
に
手
際
よ
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
「
語
義
L

(
玉
村
文
郎
)
で
は
前
著
で
設
問
と
し
た
事
項
が

解
説
に
繰
り
込
ま
れ
て
お
り
、
膨
大
な
語
粂
に
対

す
る
編
者
の
幅
広
く
綿
密
な
分
析
確
認
作
業
が
裏

付
け
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
が
湧
い
て
出
て
く
る

と
い
っ
た
趣
が
感
じ
ら
れ
る
。

文
法
の
章
の
「
構
文
L
(
佐
治
圭
己
は
、
文
の

成
分
論
と
、
「
は
し
と
「
が
し
を
中
心
と
す
る
文
の

主
題
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
「
ヴ
ォ
イ
ス
.
ア

ス
ペ
ク
ト
・
テ
ン
ス
L
(
仁
田
義
雄
)
は
、
一
言
表
事

態
に
属
す
る
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
表
題
の

項
目
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
執
筆
者
の
立
場
か
ら

記
述
さ
れ
、
熟
練
し
た
解
説
で
問
題
点
が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
て
い
る
。

「
待
遇
表
現
」
(
窪
田
富
男
)
は
、
こ
の
テ
ー
マ

に
最
適
の
執
筆
者
を
得
て
、
従
来
の
概
説
的
入
門

書
に
は
見
ら
れ
な
い
、
内
外
の
新
旧
の
理
論
を
踏

ま
え
た
興
味
を
そ
そ
る
解
説
で
あ
る
。
特
に
「
聞

き
手
の
心
理
へ
の
介
入
度
L
 
は
、
生
き
た
コ
ミ
ユ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
達
成
の
た
め
に
十
分
に
理
解
し

て
お
く
べ
き
問
題
で
あ
り
、
簡
潔
的
確
に
説
明

し
て
あ
る
。

応
用
編
の
日
本
語
教
育
の
中
で
峡
特
に
「
文

法
・
文
型
の
教
育
L
(
大
倉
美
和
子
)
が
、
日
本
語

の
緻
密
な
基
礎
研
究
に
裏
付
け
ら
れ
た
日
本
語
教

育
を
長
年
実
践
し
て
き
た
執
筆
者
に
し
て
可
能
な
、

短
く
は
あ
る
が
適
切
な
解
説
と
な
っ
て
い
る
。

「
日
本
語
教
育
の
歴
史
」
(
山
口
幸
二
)
は
学
習

者
を
主
体
と
す
る
「
外
国
語
と
し
て
の
日
本
語
教

育
L
 
を
視
点
と
し
て
「
国
際
化
L
 
を
展
望
す
る
執

筆
者
の
年
来
の
立
場
を
底
流
と
し
て
書
か
れ
て
ぃ

る
0

^^^^^^
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各
章
.
節
の
終
わ
り
に
「
研
究
課
題
L
 
が
付
け

て
あ
り
、
参
考
文
献
と
併
読
し
て
発
展
的
に
学
ぶ

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
の
配
慮
が
あ
る
0

最
後
に
、
研
究
と
教
育
と
が
分
業
化
し
て
い
る

現
状
で
は
無
理
な
注
文
か
も
し
れ
な
い
が
、
各
分

野
に
つ
ぃ
て
同
じ
執
筆
者
が
、
基
礎
と
し
て
の
日

本
語
を
巽
し
、
教
育
面
で
の
応
用
を
論
じ
る
と

い
う
構
成
だ
っ
た
ら
、
両
者
を
よ
り
有
機
的
に
関

連
づ
け
得
た
だ
ろ
う
と
思
う
。

小
矢
野
哲
夫
(
大
阪
外
国
語
大
学
助
教
授

江
上
波
夫
著

『
江
上
波
夫
の
日
本
古
代
史
1
騎
馬

民
族
説
四
十
五
年
』

^
大
^
胤
.
発
行
一
九
九
二
穿
士
月

四
六
判
・
三
N
四
頁
二
、
五
0
0
円
^

本
書
は
、
江
上
波
夫
先
生
の
文
化
勲
章
受
章
を

記
念
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
騎
馬
民
族

説
が
発
表
さ
れ
て
、
四
十
五
年
が
経
過
し
、
時
に

強
い
反
論
も
み
ら
れ
る
今
日
、
受
章
と
と
も
に
本

書
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
の
重
要
性
は
い
う
ま
で
も

な
い
と
思
う
。
本
書
の
解
説
を
担
当
し
た
文
学
部

の
森
浩
一
教
授
は
「
今
回
の
受
章
で
、
政
府
が
そ

の
説
を
認
め
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く

と
も
学
問
的
業
績
は
認
め
た
ん
だ
な
し
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
の
が
、
私
も
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
0

本
書
は
、
序
章
と
七
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
序

章
で
は
主
に
天
皇
家
の
本
源
が
中
国
の
東
北
地
区

や
朝
鮮
半
島
に
あ
る
と
し
た
こ
の
壮
大
な
「
騎
馬

民
族
征
服
王
朝
説
」
の
仮
説
の
熟
成
す
る
過
程
を

記
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
学
説
は
、
発
表
さ
れ

る
と
同
時
に
世
間
の
耳
目
を
聳
動
さ
せ
た
の
で
あ

る
0

第
一
章
の
「
日
本
民
族
1
文
化
の
源
流
と
日
本

国
家
の
形
成
L
 
に
お
い
て
は
、
当
時
と
し
て
は
珍

)し

し
い
座
談
会
の
形
で
民
族
学
・
考
古
学
.
東
洋
学

の
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
日
本
の
古
代
史
を
検
討

す
る
と
い
う
学
際
協
力
の
成
果
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
0

第
二
章
で
は
、
「
水
稲
農
業
L
で
日
本
民
族
の
形

成
を
、
「
騎
馬
民
族
L
で
日
本
国
家
の
起
源
を
説
明

さ
れ
た
。
大
陸
の
側
か
ら
、
日
本
と
当
時
の
東
ア

ジ
ア
の
形
勢
朝
鮮
・
日
本
の
関
係
な
ど
を
中
心

と
し
て
総
合
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
江
上

先
生
の
学
問
の
特
長
の
一
っ
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
主
に
「
倭
人
の
国
か
ら
大
和
朝
廷

へ
」
と
い
う
発
展
の
軌
跡
を
探
索
さ
れ
て
い
る
。

第
四
章
の
「
日
本
古
代
の
騎
馬
民
族
国
家
L
 
の

中
で
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
中
央
ア
ジ
ア
か
ら

東
北
ア
ジ
ア
に
わ
た
る
広
い
視
野
か
ら
日
本
の
古

墳
時
代
を
分
析
さ
れ
て
い
る
の
は
、
江
上
先
生
の

学
問
の
特
長
が
最
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

第
五
章
の
「
騎
馬
民
族
説
は
実
証
さ
れ
た
し
にι

お
い
て
は
、
新
し
く
発
見
さ
れ
て
い
る
考
古
学
資

料
に
よ
っ
て
、
こ
の
学
説
は
ほ
ぽ
完
全
に
実
証
さ

れ
た
と
江
上
先
生
は
語
ら
れ
て
い
る
。
後
期
古
墳

か
ら
馬
具
が
数
多
く
出
士
し
て
い
る
と
い
う
一
点

を
考
え
て
も
す
く
な
く
と
も
騎
馬
民
族
文
化
が
日

本
の
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
ま

ず
、
問
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
、
私
も
思
っ
て
い
る
0

第
六
章
に
は
「
世
界
史
上
に
お
け
る
遊
牧
騎
馬

民
族
の
役
割
L
 
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
に

と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
的
な
視
野
で
、
日
本
を
見
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
学
説
の
大
き
な
魅
力

と
な
っ
て
い
る
。

第
七
章
の
「
対
談
L
 
は
、
ア
ジ
ア
各
地
域
の
最

近
の
考
古
学
の
成
果
を
と
り
入
れ
た
内
容
で
最

後
を
し
め
く
く
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。
江
上
先
生

と
森
先
生
の
対
談
を
通
じ
て
、
こ
の
本
の
内
容
が

非
常
に
わ
か
り
や
す
く
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
本
は
日
本
古
代
文
化
を
研
究
す
る
人
々
や
、
゛

^^^^^
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古
代
史
に
興
味
を
も
つ
人
々
に
と
っ
て
は
、
基
本

的
な
書
物
と
な
ろ
う
。

王
維
坤
(
中
国
西
北
大
学
副
教
授
同
志
社
大
学
客
員

研
究
=
旦

三
塚
武
男
著

『
住
民
自
治
と
地
域
福
祉
』

九
九
二
年
八
月

法
律
文
化
社
・
発
行
一

ニ
、
 
0
六
^
円
)
^

^
B
6
判
・
二
0
八
動

本
書
は
、
「
十
一
世
紀
に
向
か
っ
て
、
住
民
が

主
人
公
と
な
っ
て
切
り
拓
い
て
い
く
地
域
福
祉
活

動
の
課
題
と
基
本
的
な
方
向
、
展
望
を
明
ら
か
に

す
る
」
た
め
に
、
社
会
科
学
的
な
社
会
福
祉
研
究

の
方
法
に
も
と
づ
い
て
正
面
か
ら
展
開
さ
れ
た
最

新
の
成
果
で
あ
る
。
地
域
福
祉
に
つ
ぃ
て
は
各
論

福
祉
を
組
み
替
え
る
需
と
し
て
の
理
論
研
究
が

立
ち
遅
れ
て
い
た
分
野
だ
け
に
待
望
の
書
物
で
あ

る
0

本
書
全
体
に
貫
か
れ
る
傑
出
し
た
特
徴
は
、
「
実

証
的
.
科
学
的
な
政
策
批
判
を
通
じ
て
、
実
践

.

運
動
と
、
そ
の
拠
り
ど
こ
ろ
に
な
る
組
織
づ
く
り

の
具
体
的
な
指
針
を
提
示
す
る
」
と
い
う
視
点
か

ら
の
分
析
で
あ
る
。
厚
生
省
・
全
社
協
の
「
在
宅

福
祉
」
政
策
の
矛
盾
を
く
ら
し
の
現
場
で
正
確
に

林
博
幸
靈
頂
短
期
大
学
助
教
授

と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
ま
さ
に
地
域
福
祉
と
し
て
切

り
返
し
て
い
く
活
動
の
条
件
や
展
望
が
縦
横
に
描

か
れ
て
い
る
内
容
を
読
む
と
、
政
策
批
判
の
不
可

欠
な
意
義
と
地
域
福
祉
の
課
題
や
実
践
.
運
動
論

を
導
き
だ
す
研
究
方
法
論
の
確
か
さ
を
思
い
知
ら

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
か
で
も
第
三
章
「
地
域
福
祉
の
推
進
計
画
と

活
動
指
針
」
は
本
書
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
集
約
さ
れ

て
お
り
、
地
域
福
祉
に
お
け
る
「
在
宅
福
祉
サ
ー

ビ
ス
」
の
位
置
づ
け
や
各
種
活
動
の
担
い
手
の
役

割
に
関
す
る
明
解
な
分
析
は
社
会
福
祉
の
事
業

的
側
面
と
運
動
的
側
面
を
統
一
的
に
発
展
さ
せ
る

地
域
福
祉
活
動
の
組
織
論
を
大
き
く
前
進
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。

他
の
章
は
、
著
者
が
深
く
か
か
わ
っ
て
ぃ
る
研

究
運
動
で
あ
る
地
域
研
(
地
域
福
祉
問
題
研
究
全

国
交
流
集
会
)
で
担
当
さ
れ
た
講
座
等
の
蓄
積
が

活
か
さ
れ
て
お
り
、
地
域
福
祉
活
動
の
す
す
め
方
、

そ
の
課
題
を
つ
か
む
調
査
活
動
の
意
義
や
具
体
的

な
手
法
、
政
策
の
矛
盾
が
集
中
し
て
ぃ
る
市
区
町

村
社
会
福
祉
協
議
会
の
職
員
論
な
ど
、
現
場
が
直

面
し
て
い
る
問
題
に
対
し
て
実
際
に
役
立
っ
内
容

が
豊
富
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
住
民
自
治
の
基

盤
と
な
る
「
く
ら
し
を
支
え
る
条
件
」
づ
く
り
が

地
域
福
祉
活
動
の
要
で
あ
る
と
の
洞
察
を
は
じ
め
、

随
所
に
創
造
的
な
理
論
化
の
到
達
点
が
示
さ
れ
て

い
る
し
、
同
時
に
、
現
場
の
実
践
や
学
習
.
研
究

活
動
に
精
力
的
に
貢
献
し
な
が
ら
常
に
そ
こ
か
ら

学
ぶ
姿
勢
を
堅
持
さ
れ
て
い
る
著
者
な
ら
で
は
の

持
ち
味
が
「
く
ら
し
の
コ
ト
バ
L
 
で
の
語
り
口
調

と
と
も
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

各
々
の
構
成
部
分
が
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
て

読
者
の
理
解
を
深
め
さ
せ
て
い
る
の
は
、
社
会
福

祉
の
対
象
課
題
と
生
活
問
題
対
策
の
体
系
上
に
占

め
る
位
置
づ
け
を
ふ
ま
え
、
保
健
.
医
療
な
ど
隣

接
領
域
と
の
関
連
性
も
捉
え
る
枠
組
み
が
あ
っ
て

こ
そ
と
い
ぇ
よ
う
。
社
会
福
祉
の
み
な
ら
ず
関
連

分
野
か
ら
地
域
福
祉
に
か
か
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い

立
場
に
あ
る
実
践
家
に
も
ぜ
ひ
推
薦
し
た
い
書
物

で
あ
る
。
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