
一
、
は
じ
め
に

 

―
『
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
研
究
報
告
第
三
篇
（
国
語
国
文
学
）』

　
改
元
か
ら
二
年
、
こ
の
間
度
々
新
元
号
の
出
典
と
な
っ
た
『
万
葉
集
』
が
話
題

に
上
っ
た
。
文
学
研
究
の
衰
退
が
叫
ば
れ
る
昨
今
に
あ
っ
て
古
典
文
学
が
注
目
を

浴
び
る
こ
と
自
体
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
国
書
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
ば
か
り
が
称
揚
さ
れ
る
状
況
に
、
一
抹
の
不
安
を
覚
え
た
こ
と
も
事

実
で
あ
る

（
１
）

。

　
そ
ん
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
昨
年
一
月
、
京
田
辺
キ
ャ
ン
パ
ス
の
図
書
館
で
一

冊
の
資
料
を
手
に
取
っ
た
。
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
十
一
月
に
開
催
さ
れ
た

学
会
の
速
記
録
、『
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
研
究
報
告
第
三
篇
（
国
語
国
文
学
）』

で
あ
る
。
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
は
、
所
謂
天
皇
機
関
説
事
件
に
端
を
発
し
て
発
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三
度
目
は
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
一
一
月
か
ら
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）

一
〇
月
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
『
潤
一
郎
新
々
訳
源
氏
物
語
』、
通
称
〈
新
々
訳
〉

で
あ
る
。
現
代
仮
名
遣
い
を
採
用
し
た
〈
新
々
訳
〉
は
、
現
在
文
庫
本
な
ど
で
も

流
布
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
時
は
編
集
部
が
主
体
と
な
り
谷
崎
の
死
を
挟
ん
で

も
滞
り
な
く
刊
行
が
続
い
た
。
し
た
が
っ
て
谷
崎
の
仕
事
と
い
う
意
味
で
は
〈
新

訳
〉
を
事
実
上
の
決
定
稿
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

（
５
）

。

　
本
稿
が
焦
点
を
当
て
る
の
は
「
桐
壺
」
巻
の
一
場
面
の
解
釈
で
あ
る
。
ま
ず
は

谷
崎
が
訳
出
に
使
用
し
た
『
湖
月
抄
』（
文
献
書
院
、
大
正
一
五
年
版
）
本
文
を

引
く

（
６
）

。御
つ
ぼ
ね
は
き
り
つ
ぼ
な
り
、
あ
ま
た
の
御
か
た


を
す（

Ａ

）ぎ
さ
せ
給
つ
ゝ
、

ひ
ま
な
き
御
ま
へ
わ
た
り
に
、
人
の
御
こ
ゝ
ろ
を
つ
く
し
給
も
げ
に
こ
と
は

り
と
み
え
た
り
、
ま（

Ｂ

）う
の
ぼ
り
給
に
も
、
あ
ま
り
う
ち
し
き
る
お
り


は
、

　
問
題
は
傍
線
部
（
Ａ
）「
す
ぎ
さ
せ
給
」
ふ
の
主
語
で
あ
る
。
戦
前
は
更
衣
が

清
涼
殿
へ
と
参
上
す
る
説
（
以
下
「
更
衣
主
体
説
」）
と
、
帝
が
桐
壺
へ
渡
御
す

る
説
（
以
下
「
帝
主
体
説
」）
と
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
後
者
が
定
説
と
な
っ
て

い
る
。
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
の
「
後
記
」
を
持
つ
北
山
谿
太
『
源
氏
物
語

の
新
研
究

　
桐
壺
篇
』（
武
蔵
野
書
院
、
引
用
は
昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
）
復

刻
版
）
を
見
て
み
よ
う
。

御
方
々
を
過
ぎ
さ
せ
給
ひ
つ
つ
「
御
方
々
を
過
ぐ
」
は
、
女
御
更
衣
達
の
局

の
前
を
通
る
意
。
こ
の
語
の
主
語
を
桐
壺
の
更
衣
と
見
る
説
も
あ
る
が
、
や

は
り
帝
と
見
る
の
が
、
正
し
い
。
第
一
に
は
、
更
衣
と
解
し
て
は
、
下
の
「
ま

う
の
ぼ
り
給
ふ
」
と
重
複
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
第
二
に
は
、
作
者
が
、
こ

の
更
衣
に
対
し
て
、
崇
敬
の
意
味
の
「
さ
せ
給
ふ
」
や
「
せ
給
ふ
」
を
、
地

の
文
に
用
ひ
た
例
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
更
衣
主
体
説
に
は
傍
線
部
（
Ｂ
）
の
動
作
と
重
複
し
て
し
ま
う
と
い
う
文
脈
上

の
問
題
と
、
地
の
文
で
は
更
衣
に
対
し
て
用
い
ら
れ
な
い
最
高
敬
語
（
二
重
敬
語
）

が
付
さ
れ
て
い
る
と
い
う
語
法
上
の
問
題
が
あ
る
、
と
北
山
は
指
摘
す
る
。
い
ず

れ
も
首
肯
さ
れ
る
が
、
と
り
わ
け
後
者
の
根
拠
は
動
か
し
難
い
。
中
古
文
学
作
品

足
し
た
官
製
学
会
で
あ
る

（
２
）

。
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
ま
で
の
九
年
間
、
諸
学

の
発
展
振
興
と
教
育
の
刷
新
に
関
わ
る
事
業
を
行
っ
た
。
全
期
間
を
通
じ
て
会
員

の
存
在
し
な
い
異
様
な
こ
の
組
織
は
、
文
部
省
の
外
局
と
し
て
成
立
し
た
数
学
局

の
も
と
で
学
問
統
制
の
拠
点
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
国
語
国
文
学
領
域
の
委
員
に

帝
国
大
学
の
教
授
や
学
長
が
名
を
連
ね
る
中
、
総
帥
と
し
て
君
臨
し
た
の
が
谷
崎

潤
一
郎
訳
『
源
氏
物
語
』
の
校
閲
者
、
山
田
孝
雄
で
あ
る

（
３
）

。
稿
者
は
谷
崎
源
氏
研

究
を
通
し
て
戦
中
の
『
源
氏
物
語
』
研
究
の
継
承
と
断
絶
に
関
心
を
抱
き
、
折
も

折
こ
の
資
料
を
探
し
て
い
た
。
本
学
が
一
般
の
出
版
物
と
も
異
な
る
戦
前
の
速
記

録
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
に
ま
ず
大
変
驚
い
た
。

　
二
月
に
入
り
、
日
々
刻
々
と
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ- 

19
い
わ
ゆ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
へ
の
危
機
感
が
社
会
全
体
を
覆
い
つ
つ
あ
っ
た
。
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
脅

威
と
の
対
峙
は
、
―
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
議
論
が
あ
る
も
の
の
―
時
に
戦
争
に

例
え
ら
れ
る
。
し
て
み
れ
ば
こ
の
時
局
、
日
本
が
戦
争
に
向
か
っ
て
ゆ
く
昭
和
初

期
の
社
会
と
重
な
る
点
が
あ
ろ
う
か
。資
料
に
導
か
れ
る
心
地
が
し
て
、研
究
ノ
ー

ト
の
筆
を
執
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
更
衣
が
参
上
し
た
か
帝
が
渡
御
し
た
か

　
谷
崎
潤
一
郎
は
後
半
生
に
三
度
『
源
氏
物
語
』
訳
を
上
梓
し
た
。
一
度
目
は
昭

和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
一
月
か
ら
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
七
月
に
か
け
て

刊
行
さ
れ
た
『
潤
一
郎
訳
源
氏
物
語
』、
通
称
〈
旧
訳
〉
で
あ
る
。
出
版
元
中
央

公
論
社
は
時
局
を
鑑
み
て
「
国
体
明
徴
的
の
に
お
い
を
も
っ
た
」
校
閲
者
を
求
め

（
４
）

、

山
田
に
白
羽
の
矢
を
立
て
た
。
加
え
て
、
訳
文
か
ら
は
光
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
を

は
じ
め
と
し
た
不
敬
箇
所
も
取
り
除
か
れ
た
。〈
旧
訳
〉
は
周
到
な
配
慮
を
以
て

刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
度
目
は
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
五
月
か
ら
昭
和

二
九
年
（
一
九
五
四
）
一
二
月
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
『
潤
一
郎
新
訳
源
氏
物
語
』、

通
称
〈
新
訳
〉
で
あ
る
。
再
度
校
閲
を
担
当
す
る
山
田
に
加
え
、
玉
上

彌
を
中

心
と
し
た
京
都
大
学
グ
ル
ー
プ
が
助
力
、
こ
こ
で
削
除
さ
れ
た
場
面
が
復
活
す
る
。
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御
ま
へ
渡
り
」
を
旧
訳
で
は
更
衣
の
伺
候
と
す
る
が
、
タ
イ
プ
原
稿
で
は
主

上
の
お
通
り
に
な
お
し
て
あ
っ
た
。

　
そ
れ
が
印
刷
さ
れ
刊
行
さ
れ
た
の
を
見
る
と
、も
と
の
更
衣
伺
候
説
に
戻
っ

て
い
る
。
お
ど
ろ
い
て
伺
う
と
、
山
田
博
士
が
タ
イ
プ
原
稿
に
長
い
書
き
入

れ
を
し
て
来
ら
れ
た
の
で
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
玉
上
に
よ
る
と
、〈
新
訳
〉
の
生
成
段
階
に
お
い
て
谷
崎
は
一
度
帝
主
体
説
に

変
更
し
よ
う
と
し
て
い
た
、
し
か
し
山
田
の
校
閲
が
入
り
更
衣
主
体
説
が
維
持
さ

れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
右
の
証
言
は
、
直
接
対
面
す
る
こ
と
な
く
進
め
ら
れ
た

改
訳
の
工
程
を
ほ
ぼ
完
全
に
留
め
る
〈
新
訳
〉
の
草
稿

（
９
）

に
よ
っ
て
裏
付
け
る
こ
と

が
出
来
る
。

　
次
頁
画
像
Ａ
は
〈
新
訳
〉
第
一
稿
に
あ
た
る
タ
イ
プ
原
稿
に
入
っ
た
、
山
田
の

校
閲
で
あ
る
（
矢
印
、
枠
線
は
稿
者
挿
入
）。
矢
印
の
箇
所
一
行
目
か
ら
二
行
目

に
か
け
て
訳
文
は
「
おお

上
が
お
渡
り

上
り
に
な
るり

ま
すの

に
は
」
と
あ
る
。
傍
記
は
山
田
の
手
に
渡

る
以
前
に
入
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る

）
10
（

。
山
田
の
朱
筆
が
そ
れ
を
削
除
、
修
正
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
訳
文
は
一
旦
帝
を
主
語
と
す
る
も
の
に
変
わ
っ
て
い

る
。
だ
か
ら
山
田
は
「
お
上
り
」
す
な
わ
ち
更
衣
が
参
上
す
る
解
釈
を
「
イ
キ
」

と
し
、
行
間
に
①
「
旧
訳
ノ
方
ヨ
シ
」、
②
「
更
衣
ノ
清
涼
殿
ニ
上
ル
ナ
リ
」
と

訂
正
を
入
れ
た
の
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
左
下
の
欄
外
の
書
き
入
れ
③
で

あ
る
。「
お
上
が
桐
壺
な
ど
に
お
出
で
に
な
る
な
ど
、
宮
廷
の
事
情
を
考
へ
ぬ
極

め
て
の
僻
説
な
り
」
―
こ
れ
は
作
業
全
体
を
通
し
て
も
異
例
の
厳
し
い
叱
正
と
言

え
る
。

　
校
閲
に
接
し
た
谷
崎
の
草
稿
が
画
像
Ｂ
で
あ
る
。
谷
崎
は
最
初
に
朱
筆
で
加
筆

し
、
追
っ
て
墨
書
き
で
修
正
、
再
度
朱
筆
で
書
き
入
れ
を
し
て
い
る
。
墨
書
き
で

塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
箇
所
に
は
「
お
上
が
お
渡
り
」
と
書
か
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ

る
）
11
（

。〈
旧
訳
〉
の
本
文
を
イ
キ
と
し
、
帝
主
体
説
を
撤
回
、
逡
巡
し
な
が
ら
最
終

的
に
山
田
の
意
向
を
尊
重
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。改
訳
の
時
期
は
昭
和
二
六
年（
一

九
五
一
）
三
月
初
旬

）
12
（

で
あ
る
。
山
田
は
な
ぜ
学
術
的
根
拠
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
つ

つ
あ
っ
た
更
衣
主
体
説
を
強
硬
に
主
張
し
続
け
た
の
か
。
何
よ
り
興
味
深
い
の
は
、

に
お
い
て
敬
語
は
人
物
の
身
分
に
よ
っ
て
機
械
的
に
付
与
さ
れ
て
お
り
、
最
高
敬

語
が
地
の
文
で
遇
さ
れ
る
場
合
、
通
常
主
語
は
帝
、
后
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

（
７
）

。

後
述
す
る
が
、
最
高
敬
語
と
い
う
概
念
が
初
め
て
提
唱
さ
れ
た
場
は
、
他
な
ら
ぬ

昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
開
催
の
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
第
一
回
国
語
国
文
学

会
で
あ
っ
た
。「
や
は
り
」
と
い
う
北
山
の
言
葉
か
ら
、
最
高
敬
語
に
依
拠
し
た

帝
主
体
説
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
し
か
し
、
谷
崎
源
氏
で

は
〈
旧
訳
〉
は
も
と
よ
り
〈
新
訳
〉
に
お
い
て
も
更
衣
主
体
説
が
貫
か
れ
た
。

〈
旧
訳
〉
更
衣
の
お
部
屋
は
、
清
凉
殿
か
ら
は
遠
く
隔
つ
て
ゐ
る
桐
壺
な
の

で
、
お（

Ａ

）上
り
に
な
る
に
は
、
是
非
共
大
勢
の
お
ん
方
々
の
局
々
の
前
を
お
通

り
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
、
か
う
し
き
り
な
し
に
お
召
し
が
あ
つ

て
は
、
朋
輩
方
が
忌
ま
忌
ま
し
う
お
思
ひ
に
な
る
の
も
尤
も
で
あ
つ
た
が
、

さ（

Ｂ

）う
云
ふ
中
を
出
仕
な
さ
る
に
も
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
度
重
な
る
折
に
は
、

〈
新
訳
〉
更
衣
の
お
局
は
桐
壺
な
の
で
す
。
さ
れ
ば
、
お（

Ａ

）上
り
に
な
り
ま
す

に
は
、
是
非
と
も
数
多
の
局
々
の
前
を
お
通
り
に
な
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
が
、

そ
れ
が
か
う
し
き
り
な
し
で
は
、
朋
輩
方
が
忌
ま


し
う
お
思
ひ
に
な
る

の
も
、
ま
こ
と
に
尤
も
と
申
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
お（

Ｂ

）上
り
に
な
る
こ
と
が

あ
ま
り
し
げ


と
度
重
な
る
折
々
に
は
、

　
（
Ａ
）「
す
ぎ
さ
せ
給
つ
ゝ
」
に
該
当
す
る
箇
所
、〈
旧
訳
〉「
お
上
り
に
な
る

に
は
」、〈
新
訳
〉「
お
上
り
に
な
り
ま
す
に
は
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
桐
壺
か
ら

清
涼
殿
へ
更
衣
が
参
上
す
る
意
で
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
北
山
の
指
摘
通
り

（
Ｂ
）
と
内
容
が
重
複
し
、
訳
文
は
い
さ
さ
か
不
自
然
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
一
見
些
細
な
事
実
か
ら
本
稿
は
一
体
何
を
問
お
う
と
い
う
の
か
。
注
目

さ
れ
る
の
は
こ
の
箇
所
に
山
田
の
極
め
て
強
い
意
向
が
働
い
た
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
後
年
玉
上
が
発
表
し
た
回
顧
録

（
８
）

に
は
、
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

　
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
山
田
博
士
の
書
き
入
れ
が
あ
る
と
、（
大
津
注
・

谷
崎
は
）
必
ず
多
少
な
り
手
を
入
れ
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
桐
壺
の
巻
「
あ

ま
た
の
御
か
た


を
過
ぎ
さ
せ
給
ひ
て
、
ひ
ま
な
き
御
ま
へ
渡
り
に
、
人

の
御
心
を
尽
く
し
給
ふ
も
、
げ
に
こ
と
わ
り
と
見
え
た
り
」
の
「
ひ
ま
な
き
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り
を
入
れ
た
上
で
『
源
氏
物
語
』
の
敬
語
を
分
類
し
た
、
宮
田
の
発
表
の
次
の
箇

所
に
注
目
し
て
み
た
い
。

最
高
敬
語

一
、
用
語

　
宣
は
す

　
賜
は
す

　
仰
せ
ら
る

　
仰
せ
給
ふ

　
―
せ
給
ふ

　
―

さ
せ
給
ふ

（
中
略
）

　
次
は
最
高
敬
語
で
あ
り
ま
す
。
是
は
斯
う
云
ふ
項
目
を
設
け
た
の
で
あ
り

ま
す
が
、
併
し
文
法
学
的
に
見
る
と
、
何
等
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
も

知
れ
ま
せ
ぬ
。
併
し
な
が
ら
語
法
学
的
に
之
を
見
ま
す
と
、
常
に
此
点
に
留

意
し
て
文
義
を
決
定
し
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
是
は
敬
語
の
敬
語
た
る

所
以
で
あ
り
ま
し
て
、
是
は
又
序
説
に
書
い
て
あ
り
ま
す
通
り
、
う
る
は
し

き
我
が
国
民
精
神
に
根
拠
を
有
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
右
が
最
高
敬
語
の
提
唱
さ
れ
た
瞬
間
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
傍
線
部
、
最
高
敬

語
と「
う
る
は
し
き
我
が
国
民
精
神
」と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る（「
序

説
」
と
は
こ
の
発
表
の
冒
頭
部
分
を
指
す
が
、
速
記
録
に
は
「
序
説

　
敬
譲
語
の

発
生

　
一
、
皇
室
尊
崇
の
国
民
的
至
情

　
二
、
敬
神
思
想

　
三
、
相
互
敬
愛
の
情
」

と
い
う
見
出
し
の
み
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
）。
宮
田
は
最
高
敬
語
が
国
民
の
皇
室

へ
の
尊
崇
の
気
持
ち
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
右
に
先
行
す
る
箇

所
に
は
「
此
会
の
第
一
日
に
春
日
さ
ん
が
お
話
に
な
り
ま
し
た
其
特
異
な
る
我
が

国
民
精
神
」
と
い
う
く
だ
り
も
出
て
く
る
。「
春
日
さ
ん
」
と
は
「
日
本
の
敬
譲

語
に
つ
い
て
」
と
い
う
発
表
を
し
た
九
州
帝
国
大
学
教
授
春
日
政
治
で
あ
る
。
春

日
は
漢
文
の
書
き
下
し
に
敬
語
が
添
加
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
か
く
て
我
が
敬
譲
語
が
多
く
君
臣
関
係
よ
り
発
生
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
語

源
的
に
考
へ
て
争
は
れ
な
い
事
実
で
あ
つ
て
、
従
つ
て
我
が
国
語
の
一
大
特

質
た
る
敬
譲
語
は
皇
室
を
中
心
と
し
た
国
体
の
特
質
か
ら
発
達
し
て
ゐ
る
や

う
に
考
へ
ら
れ
ま
す
。（
中
略
）
し
か
し
か
く
高
度
に
敬
譲
語
を
発
達
せ
し

め
て
ゐ
る
点
の
、
我
が
国
語
の
特
徴
で
あ
る
以
上
、
我
が
天
皇
の
尊
厳
と
か

昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）、
山
田
本
人
が
最
高
敬
語
の
提
唱
さ
れ
た
場
に
居
合

わ
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。〈
御
前
わ
た
り
〉
改
訳
の
顛
末
に
は
、
何
や
ら
因
縁

ら
し
き
も
の
が
横
た
わ
っ
て
い
る
ら
し
い
。
乃
ち
、
戦
中
戦
後
で
一
転
し
た
天
皇

表
象
の
問
題
で
あ
る
。

三
、
戦
時
下
の
敬
語
論

　
玉
上
は
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）
に
発
表
し
た
論
文
「
敬
語
の
文
学
的
考
察
」

で
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る

）
13
（

。

〔
三

　
最
高
敬
語
〕（
中
略
）
宮
田
和
一
郎
先
生
が
、「
平
安
朝
時
代
の
敬
譲

語
と
そ
の
語
法
」（『
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
研
究
報
告
第
三
篇

　
国
語
学
国

文
学
』）
で
、
最
高
敬
語
と
呼
ん
で
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
宣

は
す
・
賜
は
す
・
仰
せ
ら
る
・
仰
せ
給
ふ
・
―
せ
給
ふ
・
―
さ
せ
給
ふ
」
を

特
に
示
し
て
い
ら
れ
る
。

　
最
高
敬
語
は
、
宮
田
和
一
郎
が
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
第
一
回
通
常
学
会
に
お

い
て
提
唱
し
た
術
語
で
あ
る
と
い
う
。
前
掲
速
記
録
に
よ
れ
ば
、
宮
田
は
大
阪
高

等
学
校
教
授
の
肩
書
で
「
平
安
朝
時
代
の
敬
譲
語
と
そ
の
語
法
」
と
い
う
発
表
を

行
っ
て
い
る
。
同
会
は
三
日
に
亘
り
三
九
名
の
研
究
発
表
と
三
名
の
講
演
が
行
わ

れ
た
。
東
京
帝
国
大
学
教
授
久
松
潜
一
、
京
都
帝
国
大
学
教
授
澤
瀉
久
孝
ら
錚
々

た
る
顔
ぶ
れ
が
研
究
発
表
者
と
し
て
登
壇
す
る
中
、
山
田
が
講
演
者
と
し
て
掉
尾

を
飾
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う

）
14
（

。
発
表
内
容
は
言
葉
の
用
例
分
析
か
ら

思
想
を
論
じ
る
も
の
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。
各
題
目
を
概
観
す
る
と
、「
日
本
」

が
八
回
、「
国
文
学
／
日
本
文
学
」
が
各
四
回
、「
精
神
」
が
四
回
、「
国
語
」「
国

民
」
が
各
四
回
用
い
ら
れ
て
お
り
「
日
本
精
神
」
を
強
調
す
る
言
葉
が
並
ぶ
。
作

品
名
は
、『
万
葉
集
』（
含
『
萬
葉
』）
が
二
回
、『
風
土
記
』『
枕
草
子
』、『
源
氏

物
語
』、『
雨
月
物
語
』
が
一
回
ず
つ
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
目
立
つ
の
は
敬

語
（「
敬
譲
」
三
回
、「
敬
語
」
一
回
）
を
題
目
に
掲
げ
た
発
表
で
あ
る
。
な
ぜ
こ

の
時
期
、
敬
語
に
注
目
が
集
ま
っ
た
か
。
語
法
的
に
最
も
整
理
さ
れ
て
い
る
と
断
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物
語

）
20
（

』
で
あ
る
。

桐
壺
と
云
ふ
御
殿
は
内
裏
の
東
北
隅
に
あ
つ
て
、
陛
下
の
御
居
所
の
清
涼
殿

は
西
南
に
あ
る
御
殿
で
あ
る
か
ら
、
更
衣
が
宿
直
に
上
つ
た
り
朝
に
な
つ
て

下
つ
て
行
つ
た
り
す
る
の
に
は
多
く
女
御
更
衣
達
の
住
ん
で
居
る
御
殿
御
殿

の
縁
側
や
廊
下
を
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
晶
子
『
新
訳
』
は
自
由
訳
を
謳
っ
て
お
り
原
文
に
沿
う
文
脈
に
は
な
っ
て
い
な

い
。
た
だ
し
傍
線
部
の
表
現
か
ら
更
衣
主
体
説
と
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
大
正
一
四

年
（
一
九
二
五
）
初
版
発
行
、
頭
注
と
原
文
と
で
構
成
さ
れ
た
金
子
元
臣
『
定
本

源
氏
物
語
新
解

）
21
（

』
は
「
間
断
な
し
の
御
伺
候
に
人
々
が
や
き
も
き
思
ふ
の
も
」
と

い
う
頭
注
を
付
す
。「
御
伺
候
」
と
あ
る
か
ら
や
は
り
更
衣
主
体
説
で
あ
る
。
昭

和
三
年
（
一
九
二
八
）
初
版
刊
行
、
吉
澤
義
則
を
筆
頭
著
者
と
し
宮
田
、
春
日
が

訳
者
の
一
人
と
し
て
名
を
連
ね
る
『
全
訳
源
氏
物
語
』（
文
献
書
院

　
一
―
四
頁
）

は
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

御
局
は
桐
壺
に
あ
つ
た
。
そ
の
隔
つ
た
御
局
か
ら
、
数
多
い
御
方
々
の
御
部

屋
の
前
を
過
ぎ
て
、
清
涼
殿
へ
、
日
毎
夜
毎
、
絶
間
も
な
い
往
来
を
見
せ
つ

け
ら
れ
て
は
、
寵
衰
へ
た
方
々
が
気
を
悪
く
す
る
の
も
無
理
で
は
な
い
。

そ
れ
で
こ
の
参
殿
の
往
来
も
、
あ
ま
り
頻
り
に
引
続
く
と
き
は
、
・
・
・

　
「
清
涼
殿
へ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
主
体
は
更
衣
で
あ
る
。
最
高
敬
語

の
提
唱
に
先
立
つ
時
期
で
は
あ
る
も
の
の
、
宮
田
の
携
わ
っ
た
訳
が
更
衣
主
体
説

を
採
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
初
版
刊
行
、
島
津

久
基
『
対
訳

　
源
氏
物
語
講
話

）
22
（

』
に
も
注
目
し
た
い
。

　
こ
の
更
衣
の
御
部
屋
は
桐
壺
で
あ
つ
た
。
陛
下
の
御
座
所
の
清
涼
殿
か
ら

は
、
か
な
り
離
れ
て
ゐ
る
の
で
、
多
く
の
女
官
方
の
部
屋
々
々
の
前
を
御
通

り
に
な
つ
て
は
、
ひ
つ
き
り
な
し
に
渡
ら
せ
ら
れ
る
と
、
そ
の
度
に
「
ま
た

か
」
と
み
ん
な
の
女
官
達
が
気
を
揉
ま
れ
る
の
も
、
全
く
無
理
の
な
い
処
と

言
つ
て
み
た
く
も
な
る
。
左
も
な
い
時
は
更
衣
を
ば
、
今
下
が
ら
れ
た
か
と

思
ふ
と
、
又
直
ぐ
の
お
召
し
で
、
余
り
続
け
ざ
ま
に
上
ら
れ
る
時
な
ぞ

は
、
・
・
・

之
に
対
す
る
臣
民
の
随
順
と
か
い
ふ
も
の
が
、
他
国
と
大
い
に
違
ふ
こ
と
を

表
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
り
あ
ま
す
。

　
敬
語
は
「
我
が
天
皇
の
尊
厳
と
か
之
に
対
す
る
臣
民
の
随
順
」
か
ら
発
露
し
た

「
皇
室
を
中
心
と
し
た
国
体
の
特
質
か
ら
発
達
」
し
た
も
の
で
あ
る
―
春
日
の
主

張
は
語
法
分
析
か
ら
飛
躍
し
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
敬
語
が
国
粋
主
義

や
皇
国
思
想
の
根
幹
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

）
15
（

。
国
文
学
界
の
こ

う
し
た
空
気
と
呼
応
す
る
形
で
、
一
般
社
会
に
お
け
る
皇
室
敬
語
も
次
第
に
厳
格

化
さ
れ
て
い
っ
た

）
16
（

。
官
製
学
会
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
最
高
敬
語
は
、
古
代
の
「
臣

民
」
が
天
皇
を
尊
崇
し
た
証
拠
と
し
て
国
粋
主
義
を
補
完
し
た
と
思
し
い
。

　
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）
四
月
一
四
日
、
国
語
審
議
会
が
文
部
大
臣
宛
に
「
こ

れ
か
ら
の
敬
語

）
17
（

」
を
提
出
す
る
。
こ
の
文
書
を
以
て
皇
室
敬
語
も
「
普
通
の
こ
と

ば
の
範
囲
内
で
最
上
級
の
敬
語
」
と
し
て
「
平
明
・
簡
素
」
化
が
図
ら
れ
、
戦
前

の
方
針
は
一
新
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

）
18
（

。

四
、
近
代
注
釈
に
お
け
る
〈
御
前
渡
り
〉

　
以
上
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
今
一
度
〈
御
前
渡
り
〉
に
視
点
を
戻
し
た
い
。
実
は

近
代
の
一
時
期
、
現
代
語
訳
や
注
釈
が
一
様
に
更
衣
主
体
説
に
傾
く
と
い
う
現
象

が
認
め
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、『
湖
月
抄
』
頭
注
は
異
説
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
つ
つ
も
帝
主
体
説
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ひ
ま
な
き
御
ま
へ
わ
た
り

　
更
衣
の
局
へ
帝
の
お
は
し
て
御
方


の
前
を

と
を
り
給
ふ
也
（
今
一
説
略
之
）

　
「
今
一
説
略
之
」
と
は
、
更
衣
主
体
説
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
江
戸
期
に
は
最
高

敬
語
と
い
う
概
念
は
存
在
し
な
い
。『
湖
月
抄
』
は
「
す
ぎ
さ
せ
給
」
ふ
、「
ま
う

の
ぼ
り
給
ふ
」
と
い
う
動
作
が
重
複
す
る
こ
と
か
ら
、
素
直
に
前
者
を
帝
の
、
後

者
を
更
衣
の
動
作
と
取
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
明
治
以
降
解
釈
は
一

転
す
る
。
以
下
、
谷
崎
が
参
照
し
た
訳
、
諸
注
釈
を
見
て
ゆ
こ
う

）
19
（

。
ま
ず
注
目
す

る
の
は
、
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
初
版
刊
行
、
与
謝
野
晶
子
『
新
訳

　
源
氏
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を
口
に
す
る
場
面
で
あ
る
。「
あ
の
人
」
と
は
朧
月
夜
が
秘
か
に
慕
う
弟
光
源
氏

を
指
す
。
前
半
傍
線
部
で
、
朱
雀
帝
は
弟
と
比
較
し
て
自
分
が
見
く
び
ら
れ
て
い

る
、
と
朧
月
夜
を
な
じ
る
。
さ
ら
に
後
半
傍
線
部
で
は
、
皇
子
が
生
ま
れ
な
か
っ

た
こ
と
に
落
胆
し
、
光
源
氏
と
の
間
の
子
が
生
ま
れ
た
と
し
て
も
所
詮
た
だ
人
の

子
だ
と
侮
蔑
と
嫉
妬
の
感
情
を
口
に
す
る
の
で
あ
っ
た
。
右
は
〈
旧
訳
〉
で
は
全

て
削
除
さ
れ
て
い
る
。愛
妃
へ
の
執
着
を
吐
露
す
る
帝
像
、自
身
が
た
だ
人
に
劣
っ

て
い
る
と
認
め
嫉
妬
す
る
帝
像
が
、
皇
国
史
観
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。〈
御
前
渡
り
〉
の
解
釈
が
一
時
更
衣
主
体
説
に
傾
い
た
の
も
、
更
衣

程
度
の
女
性
の
許
に
足
し
げ
く
通
う
帝
像
を
許
さ
な
い
天
皇
表
象
に
関
す
る
強
い

バ
イ
ア
ス
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）〈
新
訳
〉
の
愛
蔵
本
刊
行
の
折
、
玉
上
が
山
田
に

直
談
判
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
御
前
渡
り
〉
の
解
釈
は
よ
う
や
く
変
更
さ
れ
る
。

玉
上
は
そ
の
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る

）
26
（

。

山
田
博
士
は
、
中
国
の
皇
帝
は
女
の
所
に
行
か
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
も
書

き
入
れ
て
い
ら
れ
た
と
も
聞
く
。
中
国
の
こ
と
か
ら
延
い
て
日
本
の
こ
と
を

考
え
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
平
安
時
代
の
後
宮
殿
舎
の
使
い
方
は
、
後

世
と
も
遠
い
中
国
と
も
違
う
よ
う
で
、
ほ
ん
と
う
は
議
論
に
な
ら
な
か
っ
た

の
で
、
よ
く
許
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
だ
と
思
う
。

　
「
書
き
入
れ
て
い
ら
れ
た
」
と
は
、
前
掲
タ
イ
プ
原
稿
へ
の
校
閲
を
指
す
（
画

像
Ａ
・
玉
上
は
未
見
）。
山
田
の
主
張
通
り
、
格
式
の
低
い
桐
壺
へ
の
頻
繁
な
渡

御
は
帝
の
正
常
な
ふ
る
ま
い
で
は
な
い
。
む
し
ろ
物
語
は
、〈
御
前
渡
り
〉
を
通

し
て
、
帝
の
偏
愛
の
異
常
さ
、
ひ
い
て
は
道
理
や
掟
を
逸
脱
し
て
一
人
の
女
性
を

愛
し
て
し
ま
う
人
間
ら
し
さ
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
皇
を
神
格
化

す
る
時
局
で
は
決
し
て
是
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
昭
和
二
〇
年
（
一
九

四
五
）、
敗
戦
と
同
時
に
数
学
局
が
廃
止
さ
れ
、
次
年
山
田
は
公
職
追
放
と
な
る
。

そ
う
し
た
体
験
を
経
て
も
な
お
一
貫
し
て
更
衣
主
体
説
を
堅
持
し
た
態
度
の
背
後

に
は
、
思
想
の
転
向
を
拒
絶
す
る
矜
持
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

）
27
（

。

　
本
稿
が
取
り
上
げ
た
の
は
解
釈
の
変
遷
の
一
通
過
点
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
し
看

　
島
津
は
「
上
が
る
」
や
「
御
伺
候
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
お
ら
ず
、
更
衣
主

体
説
と
も
帝
主
体
説
と
も
解
釈
で
き
る
。
現
在
把
握
し
て
い
る
谷
崎
が
参
照
し
た

主
な
諸
注
釈
は
以
上
だ
が
、
最
高
敬
語
が
提
唱
さ
れ
た
後
も
依
然
と
し
て
戦
前
の

諸
注
釈
、
現
代
語
訳
で
は
更
衣
主
体
説
が
採
ら
れ
て
い
る

）
23
（

。
帝
主
体
説
に
切
り
替

わ
り
更
衣
主
体
説
を
併
記
し
な
く
な
る
の
は
、
管
見
で
は
昭
和
二
一
年
（
一
九
四

六
）
初
版
刊
行
、
朝
日
古
典
全
書
『
源
氏
物
語

）
24
（

』
が
早
い
。
敗
戦
の
次
年
に
解
釈

が
変
更
さ
れ
る
、
こ
の
現
象
に
は
刮
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
ポ
イ
ン
ト
は
こ
れ
が
帝
の
ふ
る
ま
い
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
稿

者
は
以
前
〈
旧
訳
〉
で
削
除
さ
れ
〈
新
訳
〉
で
復
活
し
た
約
四
六
〇
箇
所
を
調
査

し
、
皇
統
乱
脈
に
関
わ
ら
な
い
文
脈
に
つ
い
て
も
多
く
の
削
除
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
、
帝
の
心
情
や
言
動
に
つ
い
て
も
訳
出
さ
れ
な
か
っ
た
箇
所
が
存
在
す
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た

）
25
（

。
今
般
参
考
に
な
る
の
は
次
の
朱
雀
帝
の
描
写
で
あ
る
。

「
大
臣
は
お
亡
く
な
り
に
な
り
、
大
宮
も
頼
み
少
く
な
ら
せ
ら
れ
る
ば
か
り

だ
の
に
、
私
の
余
命
も
何
程
も
な
い
心
地
が
し
ま
す
の
で
、
お
気
の
毒
な
が

ら
、
昔
に
変
る
有
様
で
お
残
り
に
な
る
こ
と
で
せ
う
。
あ
な
た
は
前
か
ら
あ

の
人
以
下
に
私
を
見
縊
つ
て
お
い
で
ゞ
し
た
が
、
私
は
自
分
の
愛
情
は
何
人

に
も
勝
る
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
の
で
、一
途
に
あ
な
た
の
こ
と
だ
け
が
気
に
か
ゝ

る
の
で
す
。
い
つ
か
お
望
み
ど
ほ
り
に
な
つ
て
、
あ
の
私
以
上
の
人
が
、
あ

な
た
の
お
世
話
を
な
さ
る
や
う
に
な
る
と
し
て
も
、
志
の
深
さ
と
云
ふ
点
で

は
、
く
ら
べ
も
の
に
は
な
る
ま
い
と
思
ふ
さ
へ
辛
く
つ
て
」
と
仰
せ
に
な
つ

て
、
お
泣
き
に
な
り
ま
す
。（
中
略
）「
ど
う
し
て
、
せ
め
て
御
子
を
で
も
生

ん
で
下
さ
ら
な
い
の
で
せ
う
か
。
残
念
な
こ
と
で
す
。
宿
縁
の
深
い
人
の
た

め
な
ら
、
す
ぐ
に
で
も
お
生
み
に
な
る
だ
ら
う
と
思
ふ
と
、
く
や
し
い
の
で

す
。
で
も
あ
の
人
の
子
で
は
身
分
に
限
り
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
尋
常
人
で
過

す
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
」
な
ど
ゝ
、
行
末
の
こ
と
ま
で
仰
せ
ら
れ
ま
す
の
で
、

耻
か
し
く
も
悲
し
く
も
お
思
ひ
に
な
り
ま
す
。

 

（〈
新
訳
〉
三
巻
九
二
～
九
三
頁
）

　
「
澪
標
」
巻
、
朱
雀
帝
が
譲
位
の
決
意
を
固
め
、
愛
妃
朧
月
夜
に
対
し
て
未
練
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い
た
こ
と
に
、
改
め
て
感
謝
し
た
い
。

　
文
章
は
経
国
の
大
業

―
記
録
は
大
事
で
あ
る
。

注（
１
）「
国
書
」「
国
文
学
」
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
品
田
悦
一
・
齋
藤
希
史
両
氏
の
『「
国

書
」
の
起
源

　
近
代
日
本
の
古
典
編
成
』（
新
曜
社

　
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
））
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
駒
込
武
・
川
村
肇
・
奈
須
恵
子
編
『
戦
時
下
学
問
の
統
制
と
動
員

　
日
本
諸
学
振
興

委
員
会
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会

　
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
））。

（
３
）
山
田
は
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
六
月
開
催
の
最
後
の
学
会
に
お
い
て
も
神
宮
皇

學
館
大
学
長
の
肩
書
で
発
表
を
行
っ
て
い
る
（
注
（
２
）
同
書
六
八
頁
「
附
表
七

　

各
学
会
発
表
者
・
発
表
題
目
一
覧
」）。

（
４
）
雨
宮
庸
蔵
「
谷
崎
潤
一
郎
―
壁
画
風
の
デ
ッ
サ
ン
」（『
偲
ぶ
草

　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

六
十
年
』
中
央
公
論
社

　
昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
）

　
一
九
頁
）。

（
５
）
詳
細
は
拙
稿
「
二
つ
の
谷
崎
源
氏
―
國
學
院
大
學
蔵
『
潤
一
郎
新
訳

　
源
氏
物
語
』

草
稿
よ
り
見
る
一
考
察
―
」（「
文
学
・
語
学
」
第
一
九
六
号
、
平
成
二
三
年
（
二
〇

一
一
）
二
月
）、「
文
体
を
一
新
す
る
―
戦
後
の
国
文
学
者
た
ち
と
谷
崎
源
氏
の
交
渉
」

（「
国
語
国
文
」
八
九
―
七
号
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
七
月
）
に
譲
る
。

（
６
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。
以
下
、
引
用
文
に
は
適
宜
傍
線
や
点
線
、
傍

点
を
付
し
た
。

（
７
）「
最
高
敬
語
」（
小
田
勝
『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』
和
泉
書
院

　
平
成
二
七
年
（
二

〇
一
五
）

　
五
五
七
頁
）。

（
８
）
玉
上

彌
「「
谷
崎
源
氏
」
を
め
ぐ
る
思
い
出
（
下
）」（「
大
谷
女
子
大
国
文
」
第
一

八
号

　
昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
）
三
月
）。

（
９
）
改
訳
の
詳
細
は
注
（
５
）
拙
稿
参
照
。

（
10
）
タ
イ
プ
原
稿
に
は
頭
注
が
入
れ
ら
れ
な
い
た
め
、（
お
そ
ら
く
編
集
者
が
）
手
書
き

し
て
い
た
。
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
加
筆
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

（
11
）
谷
崎
の
タ
イ
プ
原
稿
に
は
「
おお

上
が
お
渡
り

上
り
に
な
るり

ま
すの

に
は
」
と
い
う
傍
記
が
な
い
。
こ
こ

過
で
き
な
い
の
は
、
学
術
的
発
見
が
国
粋
主
義
を
補
完
す
る
論
理
へ
と
回
収
さ
れ
、

宮
田
の
発
表
か
ら
約
十
年
の
間
、
物
語
の
象
徴
的
な
場
面
の
読
み
が
更
新
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
箇
所
の
最
高
敬
語
は
更
衣

の
ふ
る
ま
い
と
捉
え
る
た
め
に
意
図
的
に
見
過
ご
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
戦
後
刊
行
さ
れ
た
注
釈
書
が
立
ち
ど
こ
ろ
に
帝
主
体
説
へ
と
修
正
―

転
向
―
し
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）、
玉
上
が
論
文
の

中
で
改
め
て
敬
語
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
宮
田
論
に
言
及
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。
日
常
生
活
の
敬
語
が
平
明
化
さ
れ
て
ゆ
く
時
局
に
お
い
て
、
戦
前
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
排
し
て
も
な
お
、
最
高
敬
語
が
創
見
で
あ
っ
た
こ
と
を
研
究
史
上
に
位

置
づ
け
る
意
義
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

五
、
お
わ
り
に

　
学
問
領
域
の
自
立
性
、
大
学
の
自
治
―
今
年
四
〇
に
な
る
稿
者
は
、
何
の
疑
い

も
な
く
こ
れ
ら
が
永
続
的
に
存
立
す
る
も
の
だ
と
信
じ
て
き
た
。
昨
年
十
月
、
政

府
の
学
術
界
へ
の
介
入
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
れ
が
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
思

い
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
代
表
委
員
と
し
て
関
わ
る
学
会
が
声
明
を
出
す
に
あ

た
り
、
稿
者
の
実
名
も
連
ね
て
よ
い
か
と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
来
た
。
学
者
は
い

か
な
る
時
局
に
お
い
て
も
超
然
と
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
う
の
は
た

や
す
い
。
し
か
し
、
あ
の
折
に
感
じ
た
公
権
力
に
向
け
て
異
論
を
表
明
す
る
こ
と

へ
の
重
苦
し
い
気
持
ち
は
生
涯
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
明
治
以
来
の
欧
化
政
策
を
経
て
〈
純
日
本
的
な
る
も
の
〉
を
盲
目
的
に
追
い
求

め
る
戦
時
下
は
、
国
文
学
界
に
と
っ
て
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中
で
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を

高
め
る
絶
好
の
機
会
で
も
あ
っ
た
と
い
う

）
28
（

。
戦
前
の
国
文
学
界
の
動
向
は
、
文
系

軽
視
の
風
潮
や
古
典
不
要
論
が
声
高
に
叫
ば
れ
る
現
況
と
ど
こ
か
重
な
っ
て
は
い

ま
い
か
。
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
を
巡
る
学
者
た
ち
の
活
動
は
、
国
家
と
各
学
問

領
域
と
の
関
係
性
を
考
え
る
上
で
、
今
を
生
き
る
我
々
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
速
記
録
が
残
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が
破
却
さ
れ
ず
に
保
全
さ
れ
て
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生
の
書
簡

　
あ
る
出
版
社
社
長
へ
の
手
紙
を
読
む

　
増
補
改
訂
版
』
中
央
公
論
新
社

平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）

　
一
〇
七
～
一
〇
九
頁
）、
谷
崎
松
子
「『
源
氏
』
と
谷

崎
潤
一
郎
と
私
」（「
婦
人
公
論
」
昭
和
四
〇
年
六
月
号
、
の
ち
に
「
銀
の
盞
」『
倚

松
庵
の
夢
』
中
公
文
庫
））、
西
野
厚
志
「
谷
崎
源
氏
・
山
田
孝
雄
旧
蔵
『
定
本
源
氏

物
語
新
解
』
対
照
表
」（「
古
代
中
世
文
学
論
考
」
第
一
八
集

　
平
成
一
八
年
一
〇
月
）。

（
20
）
引
用
は
『
鉄
幹
晶
子
全
集
』
第
七
巻

　
勉
誠
出
版

　
平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
）
に

依
る
。

（
21
）
引
用
は
昭
和
四
年
（
一
九
一
九
）
の
十
五
版
（
明
治
書
院
、
四
頁
）
に
依
る
。

（
22
）
引
用
は
昭
和
五
八
年
（
一
九
八
三
）
復
刻
初
版
（
名
著
普
及
会
、
二
八
頁
）
に
依
る
。

（
23
）
一
例
を
掲
げ
る
と
、
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）
初
版
刊
行
、
山
口
愛
川
『
新
譯
源

氏
物
語
』（
太
洋
社
出
版
部

　
二
頁
）
に
は
「
更
衣
の
局
即
ち
桐
壺
は
、
弘
徽
殿
、

麗
景
殿
、
宣
耀
殿
な
ど
の
女
御
の
局
の
下
に
あ
つ
た
か
ら
、
帝
の
常
の
御
座
所
な
る

清
涼
殿
に
上
る
に
は
、ど
う
し
て
も
是
等
の
局
の
廊
下
を
通
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
」

と
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
初
版
刊
行
、
頭
注
と
原
文
と
で
構
成

さ
れ
た
麻
生
磯
次
『
註
釈
源
氏
物
語
』（
至
文
堂

　
九
頁
）
は
、「
ひ
つ
き
り
な
し
の

御
伺
候
」
と
い
う
傍
注
、「
ひ
ま
は
時
間
の
透
き
間
を
云
ひ
、
ひ
ま
な
し
は
ひ
つ
き

り
な
し
の
意
で
あ
る
。
前
わ
た
り
は
清
涼
殿
へ
御
伺
候
す
る
為
に
部
屋
々
々
の
前
を

御
通
過
な
さ
る
こ
と
を
云
ふ
」
と
い
う
脚
注
を
付
す
。

（
24
）
第
一
巻
の
頭
注
「
帝
が
多
く
の
后
妃
方
の
御
殿
を
通
ら
れ
て
ひ
つ
き
り
な
く
桐
壺
に

お
出
向
に
な
る
の
で
、
人
が
気
を
も
ま
れ
る
の
も
成
程
尤
も
の
こ
と
と
見
え
た
」。

（
25
）「
國
學
院
大
學
蔵
『
潤
一
郎
新
訳

　
源
氏
物
語
』
草
稿
山
田
書
き
入
れ
旧
訳
本
本
文

加
筆
箇
所
対
照
表
」（「
國
學
院
雑
誌
」
第
一
一
〇
―
八
号
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
）

八
月
）、
な
ら
び
に
注
（
５
）
拙
稿
。

（
26
）
注
（
８
）
と
同
じ
。

（
27
）
谷
崎
は
山
田
の
人
柄
を
「
い
か
に
も
古
へ
の
平
田
篤
胤
な
ど
に
見
る
や
う
な
国
士
の

風
が
あ
つ
た
」
と
記
し
追
悼
し
て
い
る
（「
あ
の
頃
の
こ
と
」（
初
出
・
昭
和
三
三
年

（
一
九
五
八
）
五
月
一
四
日
発
行
「
週
刊
朝
日
」、
の
ち
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第

二
三
巻

　
中
央
公
論
新
社

　
平
成
二
九
年
（
二
〇
一
七
）
三
月

　
四
七
二
頁
）。
国

か
ら
推
測
す
る
と
、
ま
ず
谷
崎
が
タ
イ
プ
原
稿
を
落
掌
、「
お
上
が
お
渡
り
」「
り
ま

す
」
と
朱
筆
で
訂
正
を
入
れ
タ
イ
プ
原
稿
本
文
を
帝
主
体
説
に
変
更
、
第
三
者
が
そ

れ
を
山
田
、
玉
上
に
送
付
す
る
タ
イ
プ
原
稿
に
転
記
と
い
う
順
番
に
な
る
。
山
田
の

校
閲
が
返
送
さ
れ
た
後
に
谷
崎
は
自
身
の
タ
イ
プ
原
稿
に
再
度
墨
書
き
と
朱
筆
で
書

き
入
れ
を
し
、
更
衣
主
体
説
に
戻
し
た
よ
う
で
あ
る
。

（
12
）
注
（
５
）
拙
稿
参
照
。

（
13
）
初
出
・「
国
語
国
文
」
第
二
一
―
二
号

　
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）
三
月
、
の
ち
『
源

氏
物
語
研
究

　
源
氏
物
語
評
釈
別
巻
一
』（
角
川
書
店

　
昭
和
四
一
年
（
一
九
六
六
）

一
五
六
頁
）。

（
14
）
駒
込
氏
も
橋
本
進
吉
、
時
枝
誠
記
ら
東
京
帝
大
教
授
を
抑
え
て
山
田
が
国
語
学
領
域

の
常
任
委
員
の
地
位
を
占
め
続
け
た
と
指
摘
す
る
（
注
（
２
）
同
書
四
六
一
頁
）。

（
15
）
た
だ
し
、
敬
語
を
扱
う
発
表
四
本
の
う
ち
他
二
本
は
国
体
論
へ
の
言
及
は
な
く
、
用

例
検
討
に
徹
し
て
い
る
。
学
会
発
足
の
初
期
に
は
会
の
趣
旨
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す

る
者
と
距
離
を
取
ろ
う
と
す
る
者
と
が
い
た
と
い
う
（
注
（
２
）
同
書
四
七
五
頁
）。

（
16
）
戦
後
、
新
村
出
は
皇
室
敬
語
が
「
厳
酷
な
、
圧
制
的
な
、
制
裁
的
な
、
懲
罰
的
」
な

統
制
を
受
け
た
と
戦
中
を
振
り
返
っ
て
い
る
（「
敬
語
の
将
来
」
初
出
・
昭
和
二
六

年
（
一
九
五
一
）
一
月
「
中
央
公
論
」、
の
ち
『
新
村
出
全
集
』
第
三
巻

　
筑
摩
書

房
　
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
三
六
八
頁
）。

（
17
）
文
化
庁
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
「
こ
れ
か
ら
の
敬
語

　
十
一
皇
室
用
語
」

（h
ttp

s
: //

w
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u
n
k
a
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.jp

/
k
o
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u
g
o
_
n
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g
o
/
s
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a
k
u
/
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h
o
/
jo
h
o
/

k
a
k
u
k
i /01/

to
s
in
06/

in
d
e
x
.h
tm

l

　
閲
覧
日

　
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
二
月

一
一
日
）

（
18
）
注
（
17
）
文
書
に
は
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
八
月
段
階
で
「
当
時
の
宮
内
当
局

と
報
道
関
係
」
の
間
で
新
た
な
方
針
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
動
静
は
、〈
旧
訳
〉
の
過
分
な
敬
語
を
削
除
し
た
〈
新
訳
〉
の
改
訳
方
針
に

影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注
（
５
）
拙
稿
）。

（
19
）
谷
崎
が
参
照
し
た
訳
、
諸
注
釈
は
、
以
下
に
基
づ
き
推
定
し
た
。
昭
和
九
年
（
一
九

三
四
）
二
月
一
六
日
中
央
公
論
社
社
長
宛
の
書
簡
（
水
上
勉
・
千
葉
俊
二
『
谷
崎
先
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学
の
四
大
人
の
一
人
に
装
え
る
言
葉
か
ら
は
、
信
条
を
貫
い
た
生
涯
へ
の
敬
意
を
読

み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
28
）
注
（
２
）
同
書
四
五
八
頁
。

※
本
稿
に
お
け
る
引
用
は
固
有
名
詞
以
外
の
旧
字
を
新
字
に
改
め
、
適
宜
傍
線
や
点
線
等
を

付
し
た
。

〔
付
記
１
〕
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費 20

K
00327 

な
ら
び
に
二
〇
二
一
年
度
同
志
社
女

子
大
学
奨
励
研
究
助
成
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

〔
付
記
２
〕
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
國
學
院
大
學
吉
田
永
弘
教
授
よ
り
ご
教
示
を
賜
わ
っ
た
。

〔
付
記
３
〕
コ
ロ
ナ
禍
で
草
稿
の
閲
覧
調
査
の
叶
わ
ぬ
中
、
國
學
院
大
學
図
書
館
の
古
山
悟

由
氏
に
多
大
な
ご
高
配
を
賜
っ
た
。

〔
付
記
４
〕
本
稿
で
扱
っ
た
速
記
録
は
安
田
武
人
教
授
旧
所
蔵
寄
贈
資
料
の
一
部
で
あ
る
。

閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
京
田
辺
図
書
館
横
田
氏
、
今
出
川
図
書
館
藤
本
氏
を
は
じ

め
と
し
て
両
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
の
多
大
な
ご
助
力
を
得
た
。

　
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
お
世
話
に
な
っ
た
全
て
の
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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