
近
代
日
本
研
究
第
二
十
八
巻

(

二
〇
一
一
年)

特
集
２

事
典
が
ひ
ら
く
新
た
な
世
界

『
慶
應
義
塾
史
事
典』
｢

調
べ
る｣

と

｢

読
む｣

と
の
両
立

井

上

�

智

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
関
西
学
院
大
学
経
済
学
部
の
井
上
で
す
。
現
在
関
西
学
院
の
学
院
史
編
纂
室
の
室
長
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
最
初
こ
の
お
話
を
頂
戴
し
た
と
き
に
は
正
直
申
し
ま
す
と
、
注
文
は
し
て
あ
っ
た
の
で
す
が
、
本
が
ま
だ
手
に

入
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
お
送
り
い
た
だ
い
た
あ
と
す
ぐ
に
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
初
お
断
り
し
た
い
の
は
、

私
は
福
沢
研
究
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で

『

福
沢
事
典』

に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
は
十
分
に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た

だ
、
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は

『

関
西
学
院
事
典』

の
編
集
に
携
わ
っ
た
経
験
も
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
ご
了
解
を
得
て
こ
こ
に
ま
い
っ
て
お
り
ま
す
。

【

Ⅰ
】
背
景

１
、
創
立
記
念
事
業
の
一
貫
と
し
て
の
出
版
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関
西
学
院
は
、
慶
應
義
塾
か
ら
三
一
年
遅
れ
た
一
八
八
九
年
に
創
立
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
四
年
後
に
や
っ
と
一
二
五
周
年
を
迎

え
る
学
校
で
す
。
関
西
学
院
も
百
周
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て

お
手
元
の
レ
ジ
ュ
メ
を
急
い
で
書
き
ま
し
た
の
で
、
誤
字
、

脱
字
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す

『

関
西
学
院
の
一
〇
〇
年』

と
い
う
写
真
集
を
兼
ね
た

図
録
を
出
版
し
ま
し
た
。
こ
の
百
周
年
記
念
事
業
と
し
て
正
史
を
出
版
で
き
な
か
っ
た
の
は
そ
の
直
前
ま
で
、
関
西
学
院
は
法
人

と
大
学
と
は
、
校
地
の
取
得
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
百
周
年
の
記
念
事
業
と
し
て
正
史
の
出
版

は
不
可
能
だ
と
分
か
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の
図
録
を
出
版
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
写
真
集
を
も
兼
ね
た
出
版
物
は
関

西
学
院
で
は
は
じ
め
て
で
し
た
の
で
、
そ
れ
な
り
の
意
義
は
あ
り
ま
し
た
。
百
周
年
事
業
後
、
正
史
の
編
纂
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

の
ち
に
学
長
に
な
ら
れ
ま
し
た
柚
木
学
と
い
う
日
本
経
済
史
の
専
門
家
を
責
任
者
に
、
ま
ず
は

｢

資
料
集｣

の
出
版
を
決
め
、
そ

の
後
そ
れ
を
使
っ
て

｢

年
史｣
を
書
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
完
結
し
た
の
は
一
九
九
八
年
で
し
た
の
で
、
ほ
ぼ
一
〇
年
要
し
て

全
四
巻
が
完
成
し
ま
し
た
。
途
中
で
九
六
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
も
あ
っ
て
、
完
成
が
遅
れ
ま
し
た
が
、
何
と
か
出
版
で
き
ま

し
た
。
ま
さ
に
、
一
一
〇
周
年
の
年
で
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
四
巻
本
で
す
が
、
そ
の
箱
に
は
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

箱
の
背
に
あ
る
写
真
は
、
関
西
学
院
の
上
ヶ
原
キ
ャ
ン
パ
ス
の
春
・
夏
・
秋
・
冬
の
豊
か
な
自
然
を
撮
っ
た
写
真
が
印
刷
さ
れ
て

い
ま
す
。
ご
覧
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
そ
の
刊
行
時
に
は
、
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
と
し
て
西
暦
二
千
年
に

｢

一
一
一
周
年
記
念
事
業｣

の
実
施
が

決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
公
募
事
業
が
あ
り
、
当
時
の
学
院
史
資
料
室
、
現
在
の
関
西
学
院
史
編
纂
室
が
公
募
に
応
じ
て

『

関
西
学
院
事
典』

の
出
版
を
提
案
し
ま
し
た
。
い
っ
た
ん
却
下
さ
れ
た
の
で
す
が
、
最
終
的
に
は
事
業
と
し
て
採
用
さ
れ
ま
し

た
。実

は
こ
の

『

関
学
事
典』

構
想
は
、
す
で
に
正
史
編
纂
中
に
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
資
料
編
纂
・
正
史
執
筆
と
事
典
の
編
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纂
と
を
同
時
に
実
施
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
し
た
の
で
、
結
果
的
に
は
一
一
一
周
年
事
業
に
応
募
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
事
典

の
出
版
を
意
図
し
た
の
は
、
資
料
集
・
正
史
は
大
部
ゆ
え
に
お
そ
ら
く
全
体
を
読
む
人
は
い
な
い
と
想
定
で
き
ま
し
た
の
で
、
事

典
の
形
式
を
と
る
こ
と
で
、｢

誰
で
も
が
ど
こ
で
で
も
引
け
る
、
読
め
る｣

も
の
を
目
指
し
ま
し
た
。
こ
の

『

関
学
事
典』

は
各

部
署
に
配
布
さ
れ
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
自
校
史
の

｢『

関
学』

学｣

の
参
考
文
献
と
し
て
生
協
で
も
市
販
さ
れ
、
学
生
に
も
読
ま
れ

る
よ
う
に
な
り
、
関
西
学
院
の
歴
史
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ち
な
み
に
こ

の

『

関
学
事
典』
の
箱
の
背
に
は
神
戸
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
写
真
を
使
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
あ
っ
て
、
一
二
五
周
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る
い
ま
、
法
人
か
ら

｢

一
二
五
周
年
の
正
史｣

の
編
纂
の
提
案

も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
時
点
で
は
一
二
五
年
の
正
史
は
書
け
な
い
と
し
て
、
学
院
編
纂
室
は
そ
の
提
案
を
お
断
り
し
て
、

逆
に
こ
の

『

関
学
事
典』

の

｢
増
補
改
訂
版｣

の
編
集
を
逆
提
案
し
ま
し
た
。『

関
学
事
典』

に
は
、
や
は
り
誤
字
も
脱
字
も
あ

り
ま
す
し
、
慶
應
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
間
に
関
西
学
院
も
合
併
や
学
部
新
設
が
続
き
、
そ
の
規
模
が
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
と

は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
慶
應
と
か
早
稲
田
に
比
べ
れ
ば
ま
だ
小
さ
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
規
模
が
大
き
く
な
る
と
、
小
規
模
で
や
っ

て
き
た
関
西
学
院
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
し
だ
い
に
意
思
疎
通
が
十
分
で
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

問
題
を
解
決
す
る
一
助
と
も
な
れ
ば
と
思
い
、
そ
の

｢
増
補
改
定
版｣

の
出
版
を
提
案
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
関
西
学
院
の
状
況
の
な
か
で
こ
の

『

義
塾
史
事
典』

が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

２
、
自
己
点
検
・
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
と
建
学
の
精
神
の
明
示
化

実
は
こ
の

『

関
学
事
典』

を
含
む
大
学
史
・
歴
史
事
典
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
と
き
、
二
つ
の
大
き
な
流
れ
か
ら
位
置
づ
け
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、｢

自
己
点
検
・
評
価
シ
ス
テ
ム｣

の
導
入
の
流
れ
で
す
。
こ
れ
は
、
大
綱
化
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以
後
始
ま
り
、
現
在
で
は
義
務
化
さ
れ
、
建
学
の
精
神
が
問
題
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
慶
應
義
塾
や
関
西
学
院
の
よ
う
に

歴
史
的
に
建
学
の
精
神
が
明
確
な
大
学
が
あ
る
一
方
、
旧
国
立
大
学
の
よ
う
に
必
ず
し
も
そ
れ
が
明
確
で
な
か
っ
た
大
学
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
自
己
点
検
・
評
価
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
の
建
学
の
精
神
と
、
そ
れ
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
継
承

さ
れ
、
そ
し
て
現
在
に
活
か
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
点
検
・
評
価
す
る
こ
と
で
す
の
で
、
ど
う
し
て
も
自
校
史
を
明
ら

か
に
し
、
そ
の
一
環
と
し
て

『

事
典』

の
編
集
も
ま
た
意
味
を
も
つ
と
考
え
て
い
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
私
た
ち
も
大
学
基
準
協
会
で
評
価
を
受
け
た
の
で
す
が
、
そ
の
資
料
と
し
て
各
学
部
の

｢

学
部
史｣

も
提

出
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
経
済
学
部
は

『

五
〇
年
史』

と

『

七
〇
年
史』

を
、
ま
た
、
他
の
学
部
の
そ
れ
ぞ
れ
学
部
史
を
出

版
し
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
設
置
五
十
年
を
迎
え
る
社
会
学
部
と
理
工
学
部
が
、
ま
た
大
学
図
書
館
も
館
史
の
出
版
を
準
備
し

て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
学
部
史
を
出
版
し
て
い
る
大
学
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
関
西
学
院
の
年
史
編
纂
の
特
徴

は
、
お
そ
ら
く
学
部
ご
と
が
、
学
部
史
を
つ
く
り
な
が
ら
、
そ
し
て
大
学
史
全
体
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
先
導
の
役
割
を

果
し
た
の
は
経
済
学
部
で
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
学
校
史
や
学
部
史
が
自
己
点
検
・
評
価
の
資
料
と
し
て
お
お
い
に
役
だ
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

３
、｢

自
校
教
育｣

の
高
ま
り

も
う
一
方
で
、
そ
れ
は
最
初
の
大
き
な
流
れ
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
最
近
よ
く
言
わ
れ
る

｢

自
校
教
育｣

重
視
の
流
れ
で
の

位
置
づ
け
で
す
。
レ
ジ
メ
に
書
き
ま
し
た
が
、
私
も
日
本
大
学
か
ら
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
関
す
る
一
文
を
寄
せ
ま
し
た
が
、
こ
の

｢

自
校
教
育｣

も
ま
た
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
建
学
の
精
神
を
い
か
に
現
在
の
学
生
に
伝
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
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レ
ジ
メ
の
【
参
考
１
】
を
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
関
西
学
院
大
学
で
は
、
実
は

『

関
西
学
院
百
年
史』

の
編
纂
の

な
か
で
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に

『

関
西
学
院
事
典』

を
つ
く
る
と
い
う
目
的
と
同
時
に
、
そ
れ
を
利
用
し
て
学
生
に
関
西

学
院
の
歴
史
を
伝
え
よ
う
と
い
う
提
案
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
実
行
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
一
九
九
五
年
か
ら
毎
年
半
年
間
の
授

業
で
、
そ
の
名
称
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
の
位
置
づ
け
に
は
変
化
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の
名
称
で
言
う
と

｢『

関
学』

学｣

と
い

う
名
称
で
の
授
業
で
す
。
テ
ー
マ
は
そ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
で
、
関
学
の
歴
史
を
学
生
さ
ん
に
伝
え
て
お

り
、
多
く
の
講
師
の
方
々
が
担
当
し
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
全
体
を
統
一
し
な
が
ら
授
業
し
ま
す
。
受
講
の
学
生
数
は
レ
ジ
メ

を
ご
覧
下
さ
い
。
関
西
学
院
大
学
で
は
、
現
在
の
よ
う
に

｢

自
校
史｣

と
声
高
に
言
わ
れ
る
以
前
か
ら
、
学
生
の
規
模
が
少
し
ず

つ
大
き
く
な
る
こ
と
で
、
校
歌
す
ら
歌
え
な
い
学
生
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
ふ
ま
え
て
、
こ
の
よ
う
な
授
業
を
開
始
し
た

わ
け
で
す

(【

参
考
２
】『

関
西
学
院
事
典』

刊
行
に
際
し
て
、『

朝
日
新
聞』

と

『

読
売
新
聞』

が
、
こ
の
事
典
の
意
義
を
紹
介

す
る
記
事
を
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
覧
下
さ
い)

。

こ
の
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
、
現
在
も
な
お
単
位
は
非
常
に
甘
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
授
業
を
通
じ
て
少
し
で
も
多
く

の
学
生
さ
ん
に
関
西
学
院
の
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
に
意
義
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
に
五
七
七
人
の

学
生
が
い
て
、
な
お
か
つ

『

関
学
事
典』

が
持
ち
込
み
可
と
い
う
試
験

(

笑)

で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
本
の
定
価
は
五
千
円
と
高

い
の
で
、
法
人
の
理
解
の
も
と
、
生
協
に
譲
渡
し
二
千
五
百
円
で
販
売
し
て
い
ま
す
。
年
間
に
大
体
五
、
六
〇
冊
は
売
れ
る
よ
う

で
す
。
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【

Ⅱ
】

『

義
塾
史
事
典』

『

福
沢
事
典』

の
刊
行
の
意
図
等

こ
の
よ
う
な
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
、
私
た
ち
は
い
ま

『

義
塾
史
事
典』

と

『

福
沢
事
典』

を
目
に
し
て
い
ま
す
。『

関
学
事

典』

が
ま
さ
に
ハ
ン
デ
ィ
な
、
も
っ
と
も
ハ
ン
デ
ィ
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
書
く
べ
き
項
目
が
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
す

が
、
そ
れ
に
対
し
て
慶
應
で
は
こ
の
よ
う
な
大
部
な
そ
し
て
ほ
ぼ
同
時
に
二
つ
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
事
典
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、

私
に
は
非
常
な
驚
き
で
し
た
。

１
、『

慶
應
義
塾
一
五
〇
年
史
資
料
集』

の
一
貫

す
で
に
西
沢
さ
ん
か
ら
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
が
、
歴
史
編
纂
に
と
っ
て
や
は
り
資
料
集
編
纂
が
い
ち
ば
ん
重
要
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
た
し
か
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
も

｢

資
料
集｣

を
最
初
に
編
纂
し
ま
し
た
。
し
か
し
、｢

資
料
集｣

と
し
て
は
、

残
さ
れ
て
い
る
資
料
を
す
べ
て
コ
ピ
ー
し
て
印
刷
す
る
の
が
い
ち
ば
ん
い
い
の
で
す
が
、
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
の
で
、
何
ら
か
の

歴
史
観
に
沿
っ
て
取
捨
選
択
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
そ
の
歴
史
観
が
問
わ
れ
ま
す
。
そ
の
点
で
や
は
り
取
捨
選
択
が

非
常
に
困
難
で
す
。
と
く
に
関
西
学
院
の
場
合
に
は
、
戦
前
の
理
事
会
記
録
す
べ
て
手
書
き
の
英
文
で
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、

そ
れ
を
読
む
の
に
宣
教
師
に
そ
れ
を
全
部
読
ん
で
い
た
だ
い
て
、
重
要
と
判
断
さ
れ
た
箇
所
を
抜
粋
コ
ピ
ー
し
て
、
そ
れ
を
資
料

集
に
利
用
す
る
と
い
う
作
業
を
し
ま
し
た
。

多
く
の
学
校
で
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る

｢

資
料
集｣

の
編
纂
を
し
て
い
ま
す
が
、
慶
應
が
そ
の
一
貫
と
し
て
二
冊
の

『

事
典』

を
編
纂
・
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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２
、｢

自
我
作
古

わ
れ
よ
り
い
に
し
え
を
な
す

｣

の
精
神

『
義
塾
史
事
典』

も『

福
沢
事
典』

も
、
そ
の
記
述
が
福
沢
自
身
の
言
葉
等
を
使
い
な
が
ら
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
こ
れ
ら
の
歴
史
的
考
察
は
福
沢
が
重
視
し
た

｢

自
我
作
古｣

が
そ
の
根
拠
と
さ
れ
て
お
り
、
今
な
お
慶
應
が
福
沢
の
言

葉
や
思
想
を
い
か
に
大
切
に
し
て
い
る
か
が
分
か
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
二
冊
の

『

事
典』

は
、
単
独
で
は
出
版
で
き
な

い
も
の
で
あ
り
、
車
の
両
輪
の
よ
う
に
、
二
冊
で
は
じ
め
て
慶
應
義
塾
の
す
べ
て
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実

感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

３
、｢『

調
べ
る』

と
い
う
こ
と
と
、
通
し
て

『

読
む』

と
い
う
二
つ
の
面
…
の
バ
ラ
ン
ス
…
に
腐
心｣

『

義
塾
史
事
典』

も

『

福
沢
事
典』
も
、｢

調
べ
る｣

こ
と
と
、
通
し
て

｢

読
む｣

こ
と
と
い
う
二
つ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め

に
、
編
集
・
執
筆
に
際
し
て
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
に
腐
心
し
た
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。『

関
学
事
典』

も
そ
う
で
す
が
、
一
般
的

に
事
典
は

｢

調
べ
る｣

こ
と
が
中
心
で
す
の
で
、｢
読
む｣

こ
と
に
は
堪
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、『

義
塾
史
事
典』

も

『

福
沢

事
典』

も
そ
の
点
で
成
功
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
想
定
さ
れ
る
読
者
に
と
っ
て
は
、｢

通
読｣

に
は
二
冊
と
も
あ

ま
り
に
も
大
部
す
ぎ
る
こ
と
は
多
少
難
点
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

慶
應
義
塾
に
は

｢『

関
学』

学｣

に
相
当
す
る
自
校
史
の
授
業
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
こ
の
二
書
が
試
験
に
際
し
て

持
ち
込
み
が
許
可
さ
れ
た
と
し
て
も
学
生
さ
ん
困
り
ま
す
ね
。
一
つ
の
ア
イ
デ
ア
な
の
で
す
が
、
こ
の
二
冊
の
事
典
を
電
卓
の
デ
ー

タ
と
し
て
組
み
込
ん
だ

｢

慶
應
義
塾
電
卓｣

を
販
売
さ
れ
た
ら
便
利
で
す
ね
。
事
典
の
役
割
の
一
つ
が
ハ
ン
デ
ィ
さ
に
あ
る
と
す

れ
ば
、
研
究
者
で
も
ず
い
ぶ
ん
助
か
り
ま
す
ね
。
家
で
し
か
読
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
通
読
に
は
や
は
り
不
便
で
す
ね
。
ぜ
ひ

『慶應義塾史事典』

217



出
版
会
の
方
に
お
願
い
し
た
い
の
で
す
が
、
今
風
に
電
子
ブ
ッ
ク
と
し
て
の
販
売
や
慶
應
義
塾
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
そ
の
内
容
を

載
せ
て
い
た
だ
き
、
誰
で
も
読
め
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
く
と
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
非
常
に
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
。
で
も
、

事
典
と
し
て
の
販
売
の
視
点
か
ら
は
今
は
難
し
い
で
し
ょ
う
ね
。

４
、
想
定
す
る
読
者

も
う
一
つ
の
編
集
方
針
は
、
高
校
生
も
読
め
て
、
し
か
も
専
門
家
の
方
に
も
満
足
し
て
お
ら
れ
る
も
の
、
こ
れ
も
た
い
へ
ん
重

要
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
く
に
慶
應
義
塾
は
日
本
の
私
学
の
ト
ッ
プ
を
い
ろ
ん
な
意
味
で
走
っ
て
い
る
学
校
の
一
つ
で
す
。

そ
の
意
味
で
は
こ
の
学
校
に
憧
れ
、
そ
し
て
こ
の
学
校
に
入
学
し
た
い
人
も
お
ら
れ
る
し
、
同
時
に
こ
の
学
校
の
生
き
方
を
私
た

ち
私
学
関
係
者
も
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
視
点
は
重
要
で
す
。
関
西
学
院
も
初
期
か
ら
慶
應
義
塾
と
比
較
し
、
追
い

付
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
慶
應
に
万
巻
の
図
書
が
あ
る
が
、
関
学
に
は
一
千
冊
し
か
本
が
な
い
と
。

そ
の
点
で
は

『

義
塾
史
事
典』

も

『

福
沢
事
典』

も
生
徒
・
学
生
・
同
窓
さ
ら
に
は
専
門
家
だ
け
で
な
く
、
社
会
人
や
私
学
関

係
者
に
も
読
ん
で
い
た
だ
け
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

５
、『

事
典』

・
執
筆
者
の
特
徴

執
筆
者
に
つ
い
て
も
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

｢

記
名
入
り｣

執
筆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。『

関
学
事
典』

で
は
出
来

な
か
っ
た
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
、
各

『

事
典』

の
執
筆
者
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
執
筆
の
責
任
を
明
確
に
す
る
と
い
う
点
で
、

き
わ
め
て
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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【

Ⅲ
】
人
名
索
引
に
見
る『

義
塾
史
事
典』

と

『

福
沢
事
典』

共
通
人
物

(｢

あ｣

の
み
の
事
例)

『

義
塾
史
事
典』

と

『

福
沢
事
典』

の
位
置
づ
け
や
特
徴
を
こ
の
よ
う
に
指
摘
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
う
え
で
、
い
く
つ
か
気
づ

い
た
点
を
コ
メ
ン
ト
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

最
初
に

｢

人
物｣
に
つ
い
て
気
づ
い
た
点
を
挙
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
専
攻
が
経
済
思
想
史
で
す
か
ら
、
や
は
り
人

物
が
気
に
な
り
ま
す
。
全
体
を
取
り
扱
う
べ
き
な
の
で
す
が
、
十
分
検
討
す
る
時
間
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、

｢

あ｣

だ
け
を
取
り
扱
い
ま
し
た
。

１
、『

義
塾
史
事
典』

と

『

福
沢
事
典』
双
方
に
登
場
す
る
人
物
に
つ
い
て
―
多
面
的
な
評
価
と
異
な
る
生
没
年
表
記
―

例
え
ば
、｢

朝
吹
英
二｣

の
場
合
、『

義
塾
史
事
典』

と

『

福
沢
事
典』

双
方
で
同
じ
写
真
を
用
い
て

｢

実
業
家｣

と
し
て
評
価

さ
れ
て
い
ま
す
。
逆
に
、
例
え
ば

｢

阿
部
泰
蔵｣
の
場
合
、『

義
塾
史
事
典』

で
は

｢

日
本
最
初
の
生
命
保
険
会
社
明
治
生
命
の

創
業
者
、
慶
応
義
塾
長｣

と
あ
り
、『

福
沢
事
典』
で
は

｢

教
育
者
、
実
業
家｣

と
あ
り
、
評
価
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
筆
者
の
違
い
が
評
価
の
違
い
を
生
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
評
価
の
違
い
と
い
う
も
の
が
、
研
究
者
に
と
っ
て
も
、

お
そ
ら
く
は
読
者
に
と
っ
て
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
読
者
の
さ
ら
な
る
研
究
に
導
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
人
物

は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
多
く
の
項
目
に
必
要
な
写
真
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
点
は
読
者
に
親
切
で
あ
り
、
通
読
す
る
意
欲
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
阿
部
の
場
合
に
は
写
真
も
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
興
味
を
引
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
写
真

を
多
用
す
る
こ
と
は
や
は
り
重
要
な
こ
と
で
し
て
、『

関
学
事
典』

の
場
合
で
も
、
掲
載
の
努
力
を
し
て
き
ま
し
た
。
写
真
の
入
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手
は
難
し
い
の
で
す
が
、
そ
の
努
力
を
最
大
限
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
生
没
年
の
表
記
に
つ
い

て
で
す
が
、『

義
塾
史
事
典』

で
は
、｢

嘉
永
二
〜
大
正
七

(

一
八
四
九
〜
一
九
一
八)

年｣

と
あ
り
、『

福
沢
事
典』

で
は

｢

嘉

永
二

(
一
八
四
九)

〜
大
正
七

(

一
九
一
八)

年｣

と
微
妙
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

２
、『

義
塾
史
事
典』

と

『

福
沢
事
典』

に
お
け
る
人
物
の
扱
い
の
相
違

そ
れ
か
ら

｢

あ｣
だ
け
を
見
ま
す
と
、
二
つ
の
間
に
も
ち
ろ
ん
趣
旨
が
違
い
ま
す
の
で
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
入
っ
て
い
る
人
、
入
っ
て
い
な
い
人
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、『

義
塾
史
事
典』

の｢

足
立
寛(

藤
三
郎)｣

の
場
合
に
は
、

｢

藤
三
郎｣

が
追
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、『

福
沢
事
典』

で
は
独
自
の
項
目
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
索
引
の

｢

足
立
寛｣

だ
け
で

｢

藤
三
郎｣

と
は
明
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
せ
め
て
表
記
だ
け
は
統
一
し
て
い
た
だ
い
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
か
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は
、
出
来
れ
ば
で
す
が
、『

福
沢
事
典』

の
索
引
の
中
で

｢『

義
塾
史
事
典』

参
照｣

と
で
も
特
記
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
読
者
に
は
親
切
だ
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
最
初
に
お
話
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
冊
が
電
子
事
典
と
な
っ

て
、
索
引
が
共
通
化
す
れ
ば
、
こ
の
難
点
は
無
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
指
摘
は
決
し
て
あ
ら
捜
し
で
は
な
く
て
、
読
者
が
ど

ち
ら
か
を
読
ん
だ
と
き
に
、
明
治
期
の
方
は
と
く
に
複
数
の
名
前
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
い
ま
す
の
で
、
可
能
な
限
り
異
名
を

も
収
録
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
読
者
に
親
切
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
た
、
先
の
朝
吹
英
二
の
妻
澄
で
す
が
、『

義
塾
史
事
典』
・『
福
沢
事
典』

双
方
に
単
独
の
項
目
立
て
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
前

者
の
索
引
で
は
た
ん
に

｢

朝
吹
澄｣

と
あ
る
だ
け
で
す
が
、
後
者
の
索
引
で
は

｢

朝
吹

(

中
上
川)

澄｣

と
書
か
れ
て
お
り
、
慶

應
義
塾
に
と
っ
て
も
、
金
融
史
に
と
っ
て
も
重
要
人
物
で
あ
る
中
上
川
彦
次
郎
の
関
係
者
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
本
文
へ
立
ち

戻
る
契
機
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
可
能
な
限
り
人
間
の
関
係
が
分
か
る
よ
う
に
索
引
等
で
の
工
夫
が
望
ま
れ
ま
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す
。

【

Ⅳ
】

｢

調
べ
る｣

の
試
み
と

｢

調
べ
た｣

成
果

１
、｢

慶
應
義
塾
大
学｣

は

(

１)

何
時
、(

２)

な
ぜK
eio-gijuku

U
niversity

で
な
く
、K

eio
U
niversity

と
書
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
か
？

｢

義
塾｣

と
い
う
名
称
が
明
治
期
の
学
校
史
に
と
っ
て
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
私
は
慶
應
義
塾
大
学
の
英
語
表

記
に
そ
の

｢

義
塾｣

が
見
あ
た
ら
な
い
の
に
気
づ
い
て
そ
の
理
由
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
理

由
を

『

義
塾
史
事
典』

に
も

『
福
沢
事
典』

に
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
時
、
な
ぜ
、
英
語
表
記
に
は

｢

義

塾｣

が
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
こ
で
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
語
表
記
と
英
語
表
記
が
異
な
る
と
い
う
こ

と
は
、
慶
應
義
塾
大
学
とK
eio
U
niversity

と
は
異
な
る
学
校
だ
と
誤
解
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
外
国
人
は

｢

義
塾｣

を
発
音
し
に
く
い
と
い
う
理
由
で
削
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
ど
う
か
な
ど
、
こ
の
名
称
変
更
の
理
由
は
私
に
と
っ
て
は
非

常
に
気
に
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、｢

桃
山
学
院
大
学｣

は
英
語
名
を

｢

セ
ン
ト
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ス
・
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
ー｣

と
言
い
ま
す
。
そ
れ
は

こ
の
大
学
が
聖
公
会
系
の
大
学
で
す
か
ら
仕
方
が
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
誤
解
が
生
ま
れ
、
混
乱
す
る
可
能
性
が
あ
り
、

で
き
る
な
ら
ば
避
け
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
読
者
に
は
説
明
が
あ
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
と
の
関
わ
り
で
言
い
ま
す
と
、｢

組
織
名
英
語
表
記｣

一
覧
が
あ
り
ま
す
が
、｢

定
ま
っ
た
英
語
表
記
が
な
い
組
織
は
省
い

た｣

と
あ
り
、
こ
の
点
の
整
備
が
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、『

義
塾
史
事
典』

に
せ
よ
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『

福
沢
事
典』

に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
事
典
編
集
が
ま
さ
に
自
己
点
検
・
評
価
の
場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

２
、｢
理
事
会｣

・｢

大
学
評
議
会｣

『

義
塾
史
事
典』

に
は

｢

理
事
会｣

や

｢

大
学
評
議
会｣

の
項
目
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
私
の
視
点
か
ら
言
い
ま
す
と
、
理
事

会
の
構
成
員
が
ど
の
よ
う
に
歴
史
的
に
変
遷
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は

も
ち
ろ
ん

『

百
年
史』

を
見
れ
ば
書
い
て
あ
る
の

で
し
よ
う
が
、
時
間
が
な
く
て
見
て
い
ま
せ
ん
が

学
校
経
営
上
き
わ
め
て
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
同
窓
生
が
理
事

会
に
何
名
入
っ
て
お
り
、
現
役
教
員
は
何
名
入
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
何
％
で
あ
る
か
、
ま
た
大
学
評
議
会
に
学
部
代
表
が
ど
の

程
度
入
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
説
明
が
あ
れ
ば
読
者
に
親
切
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

３
、｢

ペ
ン
マ
ー
ク｣

・｢

エ
ン
ブ
レ
ム｣

｢

ペ
ン
マ
ー
ク｣

｢

エ
ン
ブ
レ
ム｣

で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
現
在
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
な
お
か
つ
商
標
登
録
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
具
体
的
に
色
番
号
や
基
本
サ
イ
ズ
な
ど
が
書
か
れ
て
お
り
ま

せ
ん
。
細
か
い
こ
と
言
っ
て
申
し
訳
な
い
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
情
報
が
書
か
れ
て
あ
れ
ば
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
し
、
例
え
ば
、

学
生
が
自
分
の
ク
ラ
ブ
の
部
旗
を
つ
く
る
と
き
に
、
そ
の
色
が
コ
ー
ド
の
色
番
号
何
番
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
便
利
だ
と

思
っ
て
の
こ
と
で
す
。

４
、｢

学
期
の
変
更｣

・｢

セ
メ
ス
タ
ー
制
の
導
入｣

次
で
す
が
、
さ
ら
に
細
か
な
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
慶
應
義
塾
で
は
九
月
入
学
か
ら
四
月
入
学
に
変
わ
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
で
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し
ょ
う
か
。
ま
た
、
セ
メ
ス
タ
ー
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
セ
メ
ス
タ
ー
制
の
意
味
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
い
つ
か
ら
採
用
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。『

義
塾
史
事
典』

に
は
、
見
落
と
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
書
か
れ
て

い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
学
生
に
と
っ
て
重
要
な
変
更
が
何
時
か
ら
、
出
来
れ
ば
な
ぜ
採
用
さ
れ
た
の
か
の
説
明

が
あ
れ
ば
、
読
者
に
は
便
利
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

５
、
福
沢
家
の
系
譜
図

福
沢
家
の
系
譜
図
は

『
福
沢
事
典』

に
は
入
っ
て
い
ま
す
が
、『

義
塾
史
事
典』

に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
的
な
情
報
で
す
の

で
、
双
方
に
書
か
れ
て
お
れ
ば
便
利
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

６
、｢

歴
代
役
職
者
一
覧｣

歴
代
役
職
者
で
す
が
、
出
来
れ
ば
出
版
時
点
で
の
役
職
者
が
書
か
れ
て
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
鳥
居

先
生
が
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

７
、
尹
致
昊

(

朝
鮮
留
学
生)

７
、
８
は
私
の
関
心
事
で
す
。
先
ほ
ど
研
究
員
の
方
と
お
話
し
た
ん
で
す
が
、｢

尹
致
昊｣

が
出
て
き
た
の
に
は
少
し
驚
き
ま

し
た
。
尹
致
昊
は

『

義
塾
史
事
典』

で
日
本
最
初
の
朝
鮮
か
ら
の
留
学
生
と
し
て
出
て
き
ま
す
が
、
創
立
期
の
関
西
学
院
に
と
っ

て
も
重
要
な
人
物
で
す

(

木
下
隆
男

｢

関
西
学
院
と

『

尹
致
昊
日
記』｣

『
関
西
学
院
史
紀
要』

第
七
号
、
二
〇
〇
一)

。
少
し
お

話
を
し
ま
し
た
の
で
内
容
は
わ
か
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
す
で
に
資
料
と
し
て
研
究
員
の
方
が
十
分
お
読
み
に
な
っ
て
い
る

『

尹
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致
昊
日
記』

が

｢

資
料｣

の
中
に
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん

こ
の
よ
う
な
例
は
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
が

研
究
に
堪

え
る
事
典
に
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
多
く
の
研
究
文
献
の
紹
介
が

｢

参
考
資
料｣

の
中
に
あ
っ
た
ほ
う
が
、
よ
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。８

、
範
多
竜
平

(

ゴ
ル
フ
部)

Ｅ
・
Ｈ
・
ハ
ン
タ
ー
の
長
男
範
多
竜
太
郎
の
長
男

そ
れ
か
ら

｢

範
多
竜
平｣

が
出
て
い
た
の
に
は
驚
き
ま
し
た
。
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
の
方
だ
そ
う
で
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
こ
の
方

は
日
立
造
船
の
も
と
に
な
っ
た
大
阪
鉄
工
所
や
ハ
ン
タ
ー
商
会
の
創
業
者
で
神
戸
の
洋
館
と
し
て
有
名
な
ハ
ン
タ
ー
邸

関
西

学
院
大
学
発
祥
地
で
あ
る
現
在
の
神
戸
市
立
王
子
動
物
園
の
横
に
移
築
さ
れ
て
い
ま
す

の
Ｅ
・
Ｈ
・
ハ
ン
タ
ー
さ
ん
の
お
孫

さ
ん
に
あ
た
り
ま
す
。
以
前
ハ
ン
タ
ー
の
調
査
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
方
が
慶
應
で
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
を
つ
く
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
私
に
と
っ
て
は
興
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
も
う
簡
単
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【

Ⅴ
】

『

義
塾
史
事
典』

の
新
た
な
試
み

１
、
生
徒
・
学
生
の
利
用
の
便
利
さ

重
要
な
こ
と
は
、
今
回
出
版
さ
れ
た

『

義
塾
史
事
典』

や

『

福
沢
事
典』

が
よ
り
多
く
の
生
徒
・
学
生
に
使
っ
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
慶
應
義
塾
の

『

三
田
評
論』

に
よ
れ
ば
、
湘
南
藤
沢
中
・
高
等
部
の
総
合
学
習
で
は
福
沢
が
教
材

に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
し
、
大
学
で
も
自
校
史
の
科
目
が
開
講
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を
受
講
し
て
い
る
生
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徒
・
学
生
が
自
由
に
使
え
る
よ
う
な
新
た
な
試
み
を
、
Ｐ
Ｃ
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
現
代
の
利
器
を
使
っ
て
や
っ
て
い
た
だ
く
と
、
よ

り
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
の
採
算
の
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
よ
り
安
価
に

『

義
塾
史
事
典』

と

『

福
沢
事
典』

が
入
手
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
慶
應
義
塾
関
係
者
へ
特
価
を
付
け
て
販
売
す
る
と
い
う
の
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

２
、
索
引

全
項
索
引
の
作
成
は
き
わ
め
て
困
難
だ
と
思
い
ま
す
が
、
Ｐ
Ｃ
な
ど
を
使
え
ば
不
可
能
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
際

に
は
ぜ
ひ

『

義
塾
史
事
典』

と

『
福
沢
事
典』

双
方
の
相
互
検
索
シ
ス
テ
ム
を
作
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
直
接
索
引
に
は
関
係
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
一
点
だ
け
お
聞
き
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。『

義
塾
史
事

典』

と

『

福
沢
事
典』

の
人
名
索
引
を
見
て
感
じ
た
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
事
典
編
纂
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
人
物

を
選
ば
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
も

『
関
学
事
典』

編
集
に
際
し
て
も
非
常
に
苦
心
し
ま
し
た
。
こ
の
方
を
入
れ
て

こ
の
方
を
入
れ
な
い
と
な
る
と
、
あ
と
か
ら
揉
め
ま
す
の
で
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
さ
れ
た
か
を
ぜ
ひ
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま

す
。６

、｢

む
し
ろ
義
塾
史
に
つ
い
て
も

『

多
事
争
論』

(『

文
明
論
之
概
略』)

が
ふ
さ
わ
し
い｣

最
後
で
す
。
レ
ジ
メ
に
は
い
ろ
い
ろ
書
い
て
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
西
沢
さ
ん
か
ら
も
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、｢

正
史
を
書
か

な
い｣

と
い
う
こ
と
、
一
五
〇
周
年
事
業
と
し
て
は
書
か
な
い
と
い
う
こ
と
、
だ
と
は
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
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福
沢
の

｢

多
事
争
論｣

(『

義
塾
史
事
典』

と

『

福
沢
事
典』

の
事
項
索
引
に
は
登
場
せ
ず
、
後
者
の

｢

五

こ
と
ば｣

の

｢

こ
と

ば
一
覧｣

に
は
書
か
れ
て
い
ま
す)

が
根
拠
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
す
で
に

『

百
年
史』

を
書
か
れ
た
慶
應
義
塾
に
と
っ

て
、
正
史
は
あ
る
わ
け
で
、｢

多
事
争
論｣

ゆ
え
に

｢

正
史
は
書
か
な
い｣

と
さ
れ
た
意
味
が
理
解
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
し
か
に

｢
創
立
一
〇
〇
年
以
降
の
資
料
の
収
集
・
整
理
は
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い｣

む
し
ろ
資
料
が
あ
り
す
ぎ
て
、

歴
史
に
よ
る
選
択
が
な
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
正
史
を
執
筆
す
る
こ
と
の
意
味
は
や

は
り
私
は
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
資
料
整
備
が
で
き
れ
ば｢

多
事
争
論｣

を
生
み
出
す
た
め
に
も
、

必
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
求
め
る
正
史
を
書
く
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
論
争
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
正
し
い
、

そ
し
て
将
来
の
慶
應
義
塾
の
あ
り
方
を
示
す
た
め
に
も
正
史
を
書
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
今
回
の『

義
塾
史
事
典』

も

『

福
沢
事
典』

も
、
そ
の
た
め
の
｢

収
集
・
整
理
さ
れ
た｣

資
料
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
信
じ
て
い
ま
す
。『

一
五
〇
年
史』

を

書
か
れ
な
い
の
で
す
か
ら
、
次
の
正
史
は

『

二
〇
〇
年
史』

か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
も
。

ち
ょ
っ
と
時
間
が
過
ぎ
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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