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平
成
二
十
一
年
の
年
末
に
勉
誠
出
版
か
ら

『
中
国
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
と
文
化
』
を
刊

行
し
た
。「
中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
」
あ
る

い
は
「
中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
」
と
い
う
学

問
領
域
は
、
日
本
で
は
今
世
紀
に
な
っ
て
か

ら
研
究
が
少
し
ず
つ
進
み
は
じ
め
た
も
の
で

あ
る
が
、
今
回
、
そ
れ
を
広
く
紹
介
し
よ
う

と
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
と
は
、
西

洋
／
中
東
哲
学
と
中
国
哲
学
と
が
ぶ
つ
か
り

あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
く
る
も
の

で
、
明
代
末
期
か
ら
思
想
史
に
登
場
し
て
く

る
、
中
国
思
想
史
全
体
か
ら
み
る
と
比
較
的

新
し
い
思
想
動
向
で
あ
る
。
詳
し
く
は
『
中

国
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
と
文
化
』
を
ご
覧

い
た
だ
き
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
中
国
イ
ス

ラ
ー
ム
哲
学
成
立
前
夜
の
明
代
中
末
期
、
中

堀
池
信
夫

（
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
教
授
）

国
思
想
史
に
一
人
の
ム
ス
リ
ム
思
想
家
が
あ

ら
わ
れ
た
。
李り

し贄
（
李
卓
吾
）
と
い
う
。

李
贄
は
中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
者
で
は

な
く
、
む
し
ろ
中
国
の
伝
統
思
想
史
上
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
が
、
し
か
し
伝

統
思
想
の
枠
組
か
ら
は
、
か
な
り
と
っ
ぱ
ず

れ
た
思
想
傾
向
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
そ
の

と
っ
ぱ
ず
れ
は
、
あ
る
い
は
彼
が
ム
ス
リ
ム

だ
っ
た
せ
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、

し
か
し
彼
の
著
述
は
漢
文
で
な
さ
れ
、
そ
の

思
想
的
格
闘
も
中
国
伝
統
文
化
の
イ
デ
ィ
オ

ム
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ

か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
的
傾
向
と
い
う
も
の
を
抽

出
す
る
の
は
非
常
に
難
し
い
。

そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
今
回
、『
中
国
の

イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
と
文
化
』
に
青
木
隆
氏
が

「
李
贄―

思
想
言
語
を
獲
得
し
た
ム
ス
リ

ム
知
識
人
の
先
駆
」と
い
う
論
文
を
執
筆
し
、

李
贄
の
家
系
・
李
贄
の
遺
書
（
埋
葬
法
指
示
）

の
分
析
・
彼
の
夫
婦
中
心
思
想
（
中
国
伝
統
の

父
子
中
心
思
想
〔
孝
〕
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
）

な
ど
に
も
と
づ
い
て
、
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の

李
贄
の
姿
を
、
新
し
く
描
き
出
し
た
。
そ
こ

で
こ
の
小
文
で
は
、
青
木
氏
の
驥
尾
に
付
し

つ
つ
、
氏
の
切
り
口
を
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
だ

け
広
げ
る
試
み
を
お
こ
な
い
た
い
。
紙
数
が

か
ぎ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
と
り
あ
げ
る
の
は

『
老
子
』
第
一
章
「
道
の
道
と
す
べ
き
は
常

道
に
あ
ら
ず
」へ
の
李
贄
の
解
釈（『
老
子
解
』）

の
、
ほ
ん
の
一
部
分
で
あ
る
。

『
老
子
』
に
お
い
て
「
道
」
や
「
無
」
と

い
う
概
念
が
根
本
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
る

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
歴
史
的
に
は
、
そ

の
解
釈
・
概
念
規
定
内
容
な
ど
は
す
こ
ぶ
る

多
様
だ
っ
た
と
い
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は

存
在
論
的
に
、
あ
る
い
は
当
為
論
的
に
根
底

と
な
る
も
の
と
さ
れ
、
老
子
思
想
に
お
け
る

至
上
の
も
の
と
定
位
さ
れ
て
き
た
の
は
、
基

本
的
に
共
通
し
た
事
態
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

い
。
と
こ
ろ
が
李
贄
は
ど
う
も
そ
う
で
は
な

い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
く
だ
ん
の
李
贄
『
老

子
解
』
第
一
章
部
分
、
後
半
の
三
分
の
一
ぐ

ら
い
を
引
用
す
る
。

夫そ

れ
道
を
語
り
て
有
無
に
通
ず
る
は

至
れ
る
な
り
。
然し
か

れ
ど
も
、
象
〔
現
象
〕に
徇し
た
がう
者

は
有
に
執と
ら

わ
れ
、
空
を
蘊お
さ

む
る
者
は
無
に

滞と
ど
こ
おる
な
り
。
…
…
有
無
の
名
は
異
な
る

と
雖い
え
ども
、
有
無
の
出い
づ

る
は
実
は
同
じ
き
な

る
を
、
知
ら
ざ
る
な
り
。
無
も
亦ま

た
之こ
れ

を

無
し
と
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
何
ぞ
玄
な
ら

ん
や
。
玄
は
ま
た
、
玄
な
る
も
の
は
無
き

と
せ
る
こ
と
な
れ
ば
、
何
ぞ
「
又
玄
」
な

ら
ん
や
。
而し
か

ら
ば
孰た

れ
か
其
の
常
名
・
常

道
為た

る
も
の
の
自よ

り
て
出い
づ

る
所
、
常
無
・

常
有
の
自よ

り
て
名
づ
く
る
所
を
、
信
ぜ
ん

や
。

こ
の
文
章
の
最
後
の
と
こ
ろ
、「
而
ら
ば

孰
れ
か
其
の
常
名
・
常
道
為
る
も
の
の
自
り

て
出
る
所
、
常
無
・
常
有
の
自
り
て
名
づ
く

る
所
を
、信
ぜ
ん
や
」
か
ら
は
、李
贄
が
「
常

道
」
や
「
常
無
」「
常
名
」
な
ど
の
根
源
的

概
念
の
、
さ
ら
に
そ
の
根
源
と
な
る
も
の
の

思
索
に
至
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
は
否

定
的
に
見
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
見
て
と
れ

る
。
じ
つ
は
、
李
贄
は
こ
の
文
の
前
段
に
お

い
て
、
ふ
つ
う
肯
定
・
尊
重
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
「
道
」
や
「
名
」
は
否
定
さ
る
べ
き
で
あ

る
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
よ
り
も
高
次
で

あ
る
「
常
道
」
や
「
常
名
」
な
ど
を
肯
定
的

に
評
価
し
て
い
る
。
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の

か
ぎ
り
で
は
李
贄
の
老
子
解
釈
は
中
国
の
伝

統
上
に
あ
る
と
い
え
る
の
だ
が
、
し
か
し
彼

は
そ
の
上
に
立
っ
て
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
「
常

道
」
な
ど
の
さ
ら
な
る
根
源
と
な
る
も
の
は

（
中
国
伝
統
的
了
解
・
論
理
の
も
と
で
は
）
信
じ
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。
中
国

的
伝
統
の
一
定
の
部
分
は
肯
定
し
つ
つ
も
、

よ
り
根
源
的
思
索
段
階
に
な
る
と
否
定
的
に

み
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
で

は
李
贄
は
、否
定
さ
れ
る
も
の
と
は
異
な
る
、

新
た
な
な
ん
ら
か
の
存
在
あ
る
い
は
概
念
の

ご
と
き
も
の
に
つ
い
て
、
何
か
を
提
示
し
て

い
る
の
か
と
い
う
と
、
明
示
的
に
は
語
っ
て

い
な
い
（
こ
れ
は
、
も
は
や
「
常
道
」
な
ど
よ
り
以

上
の
も
の
は
な
い
、
と
し
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
）。

た
だ
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
徹

底
的
な
思
索
の
ゆ
え
に
、
李
贄
は
中
国
的
伝

統
に
お
い
て
、
そ
の
突
破
者
、
ブ
レ
ー
ク
ス

ル
ー
を
な
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
は
評
価
さ
れ

う
る
。
近
代
に
な
っ
て
、
李
贄
思
想
の
評
価

が
急
速
に
高
ま
っ
た
の
も
、
理
由
は
あ
る
わ

け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
李
贄
よ
り
五
歳
ほ
ど
年
長
で

あ
る
が
、
中
国
に
お
い
て
ム
ス
リ
ム
知
識
人

教
育
シ
ス
テ
ム
を
開
創
し
た
陝
西
の
胡
登
洲

は
、「
宋
時
の
諸
先
生
の
言
」
は
泥
土
の
美

人
（
被
造
者
の
こ
と
）
の
厚
化
粧
み
た
い
な
も

の
ば
か
り
で
、「
性
理
を
見
る
に
及
ん
で
は
、

こ
れ
を
哂わ
ら

」
っ
た
と
、
朱
子
学
的
性
理
思
想

を
軽
侮
し
て
い
た
（『
経
学
系
伝
譜
』）。
ま
た

李
贄
よ
り
半
世
紀
後
に
あ
ら
わ
れ
る
最
初
の

中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
者
王
岱
輿
は
、
朱
子

学
の
「
太
極
」「
一
本
万
殊
」、『
老
子
』
の
「
無

⇨目次に戻る

小
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余
滴
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随
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ど
本
誌
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名
」、
仏
教
の
「
万
法
帰
一
」
な
ど
の
伝
統

的
な
根
源
概
念
に
一
定
の
評
価
を
あ
た
え
つ

つ
も
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
真
の
根
源
で
あ
る

「
真ア
ッ
ラ
ー一
」
の
下
位
に
定
位
す
る
も
の
で
、
二

次
的
な
い
し
相
対
的
な
根
源
で
あ
る
と
し
て

い
た
（『
正
教
真
詮
』「
真
一
」）。

こ
う
し
た
李
贄
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
中
国

イ
ス
ラ
ー
ム
の
知
的
環
境
を
背
景
に
お
く
と

き
、
彼
の
『
老
子
』
解
釈
、
そ
し
て
「
常
道
」

よ
り
も
さ
ら
に
根
源
的
概
念
へ
の
思
索
に

は
、
そ
う
し
た
背
景
が
反
映
し
て
い
た
可
能

性
は
か
な
り
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思

わ
れ
る
（
も
ち
ろ
ん
『
老
子
解
』
全
体
を
さ
ら
に
緻

密
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
）。
李
贄

の
著
述
・
思
想
の
分
析
研
究
は
、
今
後
は
こ

う
し
た
側
面
か
ら
も
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
、
と
思
う
。

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

中
国
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
と
文
化

唐
代
以
来
の
東
西
交
流
の
中
に
伝
播
し
、
独
自
の
展
開
を
遂
げ
た

中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
。

文
化
的
に
特
筆
す
べ
き
影
響
を
も
た
ら
し
な
が
ら
も
、

こ
れ
ま
で
省
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
文
化
交
渉
史
の

一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
。   

堀
池
信
夫 

企
画

A
５
判
並
製
・
定
価
二
一
〇
〇
円
（
税
込
）

「
中
国
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
と
文
化
」
序
説
／
堀
池
信
夫

中
国
ム
ス
リ
ム
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
と
多
様
性
／
黒
岩　

高

イ
ス
ラ
ー
ム
と
儒
教
の
距
離
／
佐
藤　

実

李
贄―

思
想
言
語
を
獲
得
し
た
ム
ス
リ
ム
知
識
人
の
先
駆
／
青
木　

隆

中
国
思
想
と
イ
ス
ラ
／
仁
子
寿
晴

元
朝
期
東
ア
ジ
ア
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
／
矢
島
洋
一

ア
ラ
ビ
ア
語
と
漢
語
が
む
す
ぶ
中
国
ム
ス
リ
ム
像
／
中
西
竜
也

霊
明
堂
に
お
け
る
宗
教
教
義
の
思
想
的
系
譜
／
王 

健 

新

中
華
民
国
期
に
お
け
る
「
中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
新
文
化
運
動
」
の
思
想
と
構
造
／
安
藤
潤
一
郎

「
満
洲
国
」
の
ム
ス
リ
ム
／
田
島
大
輔

虐
殺
を
逃
れ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
生
き
る
雲
南
ム
ス
リ
ム
た
ち
／
木
村　

自

消
え
ゆ
く
北
京
の
ム
ス
リ
ム
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ―

　

ト
ル
コ
系
ム
ス
リ
ム
居
住
区
「
回
子
営
」
の
二
五
〇
年
／
小
沼
孝
博

都
市
の
再
開
発
と
回
族
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
変
貌
／
西
澤
治
彦

◎
連
載

天
理
参
考
館
の
中
国
玩
具
資
料　

最
終
回
／
中
尾
徳
仁

続　

本
朝
文
粋
抄　

最
終
回
／
後
藤
昭
雄

ア
ジ
ア
遊
学
129
号

『
メ
タ
デ
ー
タ
の「
現
在
」』―

未
掲
載
の「
あ
と
が
き
」

拙
著
『
メ
タ
デ
ー
タ
の
「
現
在
」
：
情
報

組
織
化
の
新
た
な
展
開
』
が
、
こ
の
た
び
刊

行
の
運
び
と
な
っ
た
。
情
報
資
源
が
急
速
に

拡
大
し
多
様
化
し
て
い
る
現
在
、
そ
の
組
織

化
が
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
重
要
性
を
も
っ

て
お
り
、
本
書
は
メ
タ
デ
ー
タ
を
用
い
た
情

報
組
織
化
の
「
現い

ま在
」
を
取
り
上
げ
た
。
本

書
に
は
「
あ
と
が
き
」
を
付
し
て
い
な
い
た

め
、こ
こ
に「
あ
と
が
き
」を
記
し
て
み
た
い
。

情
報
組
織
化
と
メ
タ
デ
ー
タ

組
織
化
と
は
、
情
報
資
源
へ
の
到
達
を
効

率
的
・
効
果
的
に
実
現
で
き
る
よ
う
に
支
援

す
る
仕
組
み
を
指
す
。
最
も
身
近
な
組
織
化

と
は
、
手
元
の
図
書
を
あ
る
規
則
性
を
も
っ

て
並
べ
る
、
文
書
を
フ
ォ
ル
ダ
ー
に
綴
じ
込

む
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
排

列
（
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
）
で
あ
る
。
最
近
で
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
情

報
（
フ
ァ
イ
ル
）
を
探
す
仕
掛
け
で
あ
る
サ
ー

チ
エ
ン
ジ
ン
が
、
最
も
身
近
な
組
織
化
の
実

例
と
な
っ
た
。
こ
れ
さ
え
あ
れ
ば
他
の
組
織

化
は
不
用
と
さ
え
思
わ
せ
る
ほ
ど
に
浸
透
し

た
。
と
は
い
え
、
は
た
し
て
、
サ
ー
チ
エ
ン

ジ
ン
と
い
う
検
索
技
術
の
み
で
、
他
の
組
織

化
は
不
用
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。本
書
は
、

こ
う
し
た
問
い
へ
の
筆
者
な
り
の
回
答
で
も

あ
る
。

組
織
化
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
て
お

り
、
主
に
メ
タ
デ
ー
タ
、
分
類
、
統
制
語
彙
、

そ
し
て
検
索
技
術
な
ど
の
組
み
合
わ
せ
で
実

現
さ
れ
て
き
た
。
メ
タ
デ
ー
タ
と
は
、
対
象

と
す
る
情
報
資
源
に
対
す
る
独
立
し
た
記
録

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
は
目
録
デ
ー
タ
、
書
誌

デ
ー
タ
、
記
録
史
料
デ
ー
タ
な
ど
、
そ
れ
ぞ

れ
の
領
域
ご
と
に
名
称
が
異
な
っ
て
い
た
。

本
書
は
、
こ
の
メ
タ
デ
ー
タ
に
焦
点
を
当

て
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
り
、
ど
ん
な
課

題
を
抱
え
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
新
た
な
試

み
が
あ
る
の
か
な
ど
、
そ
の
「
現
在
」
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
筆
者
の
試
み
で

あ
る
。
メ
タ
デ
ー
タ
の
世
界
も
多
岐
に
わ
た

る
た
め
、
社
会
的
機
関
と
し
て
図
書
を
始
め

と
す
る
刊
行
物
の
組
織
化
を
伝
統
的
に
担
っ

て
き
た
図
書
館
と
そ
の
近
接
す
る
範
囲
で
の

ト
ピ
ッ
ク
を
取
り
上
げ
た
。

メ
タ
デ
ー
タ
の
「
未
来
」

本
書
で
は
、
前
述
の
通
り
、
メ
タ
デ
ー
タ

の
「
現
在
」
を
描
く
こ
と
に
注
力
し
た
。
メ

タ
デ
ー
タ
を
巡
る
ト
ピ
ッ
ク
や
試
み
は
多
岐

に
わ
た
り
、
単
一
の
方
向
に
す
べ
て
の
（
多

く
の
）
動
き
が
同
調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
ど
れ
を
取
り
上
げ
る
べ
き
か
迷
い
も
多

か
っ
た
。
書
き
終
わ
っ
た
今
で
も
、
正
直
な

と
こ
ろ
迷
い
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
わ
け
で

谷
口
祥
一

（
筑
波
大
学
大
学
院
図
書
館
情
報
メ
デ
ィ
ア
研
究
科
教
授
）
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は
な
い
。
メ
タ
デ
ー
タ
の
「
現
在
」
を
描
く

試
み
と
し
て
ど
の
程
度
成
功
し
た
か
は
、
読

者
の
判
断
に
委
ね
た
い
。

他
方
、
メ
タ
デ
ー
タ
の
「
未
来
」
を
本
書

が
明
確
に
描
写
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
も
な

い
。
未
来
に
通
じ
る
主
要
な
芽
は
取
り
上
げ

た
つ
も
り
で
は
あ
る
が
、
未
来
は
必
ず
し
も

現
在
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の

が
、
世
の
常
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
不
連
続
の

飛
躍
が
未
来
の
姿
を
決
め
る
こ
と
も
多
い
。

た
だ
一
つ
確
信
を
も
っ
て
い
え
る
こ
と
は
、

メ
タ
デ
ー
タ
を
組
み
入
れ
た
組
織
化
の
重

要
性
は
確
実
に
増
加
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

個
人
や
機
関
に
よ
る
メ
タ
デ
ー
タ
の
作
成
は
増
加
し
て
い
る
が
、

そ
の
標
準
化
や
協
力
・
連
携
は
未
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
。

メ
タ
デ
ー
タ
の
設
計
か
ら
作
成
、
提
供
ま
で
の
流
れ
を
具
体
的
に
示
し
、

デ
ジ
タ
ル
／
非
デ
ジ
タ
ル
資
源
を
問
わ
ず
、
情
報
資
源
の
組
織
化
に
向
け
た

メ
タ
デ
ー
タ
の
「
現
在
」
を
描
く
。

メ
タ
デ
ー
タ
の
「
現い

在ま

」

情
報
組
織
化
の
新
た
な
展
開

谷
口
祥
一 
著

四
六
判
並
製
・
定
価
一
七
八
五
円
（
税
込
）

は
じ
め
に

第
１
章　
メ
タ
デ
ー
タ
と
は

第
２
章　
メ
タ
デ
ー
タ
の
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー

第
３
章　
ダ
ブ
リ
ン
コ
ア
・
メ
タ
デ
ー
タ

第
４
章　
メ
タ
デ
ー
タ
と
セ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
ブ
、

第
５
章　
図
書
館
目
録
の
メ
タ
デ
ー
タ

索
引 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
時
代
の
図
書
館
情
報
学 

小
林
麻
実 

著

四
六
判
並
製

定
価
二
一
〇
〇
円
（
税
込
）

図
書
館
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

創
出
の
「
場
」

会
員
制
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
挑
戦

齋
藤
泰
則 

著

四
六
判
並
製

定
価
二
一
〇
〇
円
（
税
込
）

利
用
者
志
向
の

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス

そ
の
原
理
と
方
法

る
。
サ
ー
チ
エ
ン
ジ
ン
も
メ
タ
デ
ー
タ
を
活

用
す
る
方
策
を
常
日
頃
か
ら
う
か
が
っ
て
い

る
。未

来
の
メ
タ
デ
ー
タ
の
姿
が
ど
の
よ
う
な

も
の
か
は
、領
域
や
活
用
法
（
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
）
に
依
存
す
る
部
分
も
大
き
い
。
た
と
え

ば
、
図
書
館
が
作
成
す
る
目
録
と
い
う
メ
タ

デ
ー
タ
に
焦
点
を
当
て
た
と
き
、
①
セ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
ウ
ェ
ブ
と
い
う
方
向
性
と
は
ど
の

よ
う
な
関
係
を
切
り
結
ぶ
の
か
、
②
人
手
に

よ
り
作
成
さ
れ
る
部
分
と
機
械
的
に
（
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
に
よ
り
）
作
成
さ
れ
る
部
分
と
が
ど

の
よ
う
に
分
担
さ
れ
組
み
合
わ
さ
れ
る
の

か
、
③
他
領
域
の
メ
タ
デ
ー
タ
や
管
理
メ
タ

デ
ー
タ
な
ど
他
の
目
的
の
メ
タ
デ
ー
タ
と
ど

の
よ
う
な
関
係
に
置
か
れ
る
べ
き
な
の
か
、

と
い
っ
た
問
い
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い

に
つ
い
て
考
え
る
材
料
は
本
書
に
お
い
て
示

し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
踏
み
込
ん
だ
議
論

を
展
開
す
る
余
裕
と
余
力
は
現
在
の
筆
者
に

は
な
か
っ
た
。今
後
、多
少
と
も
時
間
を
と
っ

て
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て

い
る
。

水
を
手
に
入
れ
る
こ
と
、分
け
る
こ
と

多
す
ぎ
る
水
、
少
な
す
ぎ
る
水

人
間
に
と
っ
て
水
と
は
や
っ
か
い
な
も
の

で
あ
る
。
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
は
あ

る
が
、
多
す
ぎ
た
り
少
な
す
ぎ
て
も
う
ま
く

い
か
な
い
。
日
本
に
一
年
間
に
降
る
雨
の
量

（
降
水
量
）
は
約
一
七
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
、

世
界
平
均
の
約
二
倍
近
い
量
が
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
降
水
量
を
人
口
で
割
っ
た
一
人
あ
た

り
の
量
で
比
べ
る
と
、
狭
い
国
土
に
多
く
の

人
間
が
暮
ら
す
日
本
は
、
世
界
平
均
を
大
き

く
下
回
る
と
い
う
。
そ
れ
で
も
、
中
国
の
内

モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
、新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
、

そ
の
と
な
り
の
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
な
ど
中
央
ア

ジ
ア
諸
国
、
さ
ら
に
は
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
な

ど
、
広
大
な
砂
漠
や
草
原
で
調
査
を
続
け
て

い
る
と
、
緑
豊
か
な
日
本
は
、
や
は
り
水
に

恵
ま
れ
た
地
域
で
あ
る
と
感
じ
る
。

窪
田
順
平

（
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
准
教
授
）

最
近
で
は
地
球
温
暖
化
の
影
響
か
、
異
常

な
豪
雨
が
増
え
て
い
る
。
古
来
よ
り
「
水
を

制
す
る
者
は
天
下
を
制
す
る
」
と
い
わ
れ
た

よ
う
に
、
日
本
の
歴
史
を
思
い
起
こ
し
て
み

て
も
、
治
水
事
業
は
為
政
者
の
力
量
を
は
か

る
も
の
さ
し
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
し
、「
多

す
ぎ
る
水
」が
常
に
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。

一
方
で
、
水
に
恵
ま
れ
た
日
本
と
い
え
ど

も
、
水
は
ど
こ
で
も
容
易
に
手
に
入
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。授
業
や
講
演
会
の
は
じ
め
に
、

「
農
業
、
工
業
、
家
庭
用
水
の
ど
れ
が
最
も

多
く
の
水
を
使
っ
て
い
ま
す
か
」と
聞
く
と
、

「
工
業
」
か
「
家
庭
用
水
」
と
答
え
る
方
が

多
い
。
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
日
本

に
お
い
て
利
用
可
能
な
水
の
約
七
割
が
「
農

業
」
に
使
わ
れ
て
い
る
。
世
界
的
に
み
て
も

こ
の
数
字
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
量
で

み
れ
ば
人
間
の
使
う
水
の
多
く
は
、
農
業
で

使
わ
れ
て
い
る
。
人
間
に
と
っ
て
必
要
不
可

欠
な
食
料
を
作
り
出
す
「
農
」
と
い
う
営
み

に
と
っ
て
、
水
を
ど
う
手
に
入
れ
、
ど
の
よ

う
に
分
配
す
る
か
は
、
地
域
を
問
わ
ず
、
い

つ
の
時
代
で
も
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
。

円
筒
分
水

阿
蘇
外
輪
山
の
南
麓
、
熊
本
県
上
益
城
郡

山
都
町
の
五
老
ヶ
滝
川
に
架
け
ら
れ
た
通
潤

橋
は
、
地
形
的
に
水
源
に
乏
し
い
白
糸
台
地

に
水
を
送
る
た
め
に
造
ら
れ
た
、
石
組
み
に

よ
る
農
業
用
水
の
水
路
橋
で
あ
る
。
大
変
美

し
い
ア
ー
チ
式
の
水
路
橋
と
し
て
知
ら
れ
、

江
戸
時
代
に
造
ら
れ
た
石
橋
と
し
て
は
最
大

の
も
の
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
両
岸
の
台
地

よ
り
も
低
い
位
置
に
架
け
ら
れ
た
水
路
橋
に

水
を
通
す
、
逆
サ
イ
ホ
ン
と
い
う
当
時
と
し

て
は
最
新
の
技
術
が
使
わ
れ
て
い
る
。
熊
本

城
築
城
以
来
培
わ
れ
た
肥
後
の
石
工
達
の
確

か
な
技
術
が
感
じ
ら
れ
る
。

通
潤
橋
を
通
る
水
は
、
上
流
の
笹
原
川
に

http://www.bensey.co.jp/mm.html
http://www.bensey.co.jp/book/2202.html
http://www.bensey.co.jp/book/2202.html
http://www.bensey.co.jp/book/2202.html
http://www.bensey.co.jp/book/2202.html
http://www.bensey.co.jp/book/2178.html
http://www.bensey.co.jp/book/2178.html
http://www.bensey.co.jp/book/2178.html
http://www.bensey.co.jp/book/2177.html
http://www.bensey.co.jp/book/2177.html
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メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

通
潤
橋
へ
の
分
水
を
行
う
笹
原
川
沿
い
の
円
形
分
水
工
。

仕
切
り
で
三（
二
七
〇
度
）：
一（
九
〇
度
）に
分
け
ら
れ
、

「
三
」
が
通
潤
橋
へ
送
ら
れ
る
。

本
人
撮
影　
二
〇
〇
九
年
八
月

あ
る
取
り
入
れ
口
か
ら
導
か
れ
る
が
、
す
べ

て
が
通
潤
橋
に
送
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

い
つ
く
か
の
水
路
に
分
水
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
分
水
施
設
は
、「
円
筒
分
水
」あ
る
い
は「
円

形
分
水
」と
呼
ば
れ
る
構
造
を
持
っ
て
い
る
。

取
り
入
れ
口
か
ら
水
路
で
運
ば
れ
た
水

を
、
ト
ン
ネ
ル
に
よ
っ
て
円
筒
の
中
心
部
の

下
か
ら
湧
き
出
す
よ
う
に
導
き
、
水
が
円
筒

の
外
縁
を
越
え
て
流
れ
落
ち
る
際
に
、
外
縁

に
設
け
た
仕
切
り
で
分
配
す
る
。
豊
富
な
降

水
量
が
あ
る
と
は
い
え
、
時
期
に
よ
っ
て
は

多
量
の
水
が
必
要
な
水
田
耕
作
を
行
う
日
本

で
は
、
昔
か
ら
水
を
め
ぐ
る
争
い
が
絶
え
な

か
っ
た
。
水
路
の
水
を
常
に
一
定
の
割
合
に

分
水
す
る
こ
と
は
、
一
見
簡
単
な
よ
う
に
思

え
る
が
、
難
し
い
技
術
の
ひ
と
つ
で
、
実
は

長
く
懸
案
で
あ
っ
た
。
円
筒
分
水
は
、
大
正

時
代
に
考
案
さ
れ
、日
本
各
地
で
造
ら
れ
た
。

仕
切
り
の
間
隔
に
よ
っ
て
、
水
を
分
け
る
割

合
が
直
感
的
に
理
解
で
き
、
水
争
い
の
解
決

に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
「
誰
に
で
も
公

平
さ
が
実
感
で
き
る
こ
と
」
が
体
現
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
が
様
式
的
な
美
し
さ
と
な
っ
て

い
る
。

通
潤
橋
の
よ
う
な
水
路
橋
や
円
筒
分
水
な

ど
を
見
る
に
つ
け
、そ
の
美
し
さ
の
背
後
に
、

日
本
と
い
う
水
に
恵
ま
れ
た
地
域
で
あ
っ
て

も
、
農
業
と
い
う
人
の
生
存
を
支
え
る
営
み

に
と
っ
て
、
必
要
な
水
を
ど
の
よ
う
に
確
保

し
、
ど
の
よ
う
に
分
配
す
る
か
が
い
か
に
困

難
で
あ
っ
た
か
が
窺
い
知
れ
る
。

中
国
の
水
問
題

私
が
最
近
調
査
を
行
っ
て
い
た
中
国
甘

粛
省
の
黒
河
と
い
う
流
域
は
、
年
間
の
降

水
量
が
一
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
、
日
本

の
約
十
分
の
一
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
古
く
か

ら
灌
漑
に
よ
る
農
業
が
営
ま
れ
て
き
た
。
も

と
よ
り
灌
漑
を
行
わ
な
け
れ
ば
作
物
は
育
た

な
い
。
ま
さ
し
く
「
少
な
す
ぎ
る
水
」
で
あ

る
。
こ
こ
で
の
水
の
貴
重
さ
は
、
な
か
な
か

日
本
人
に
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
近

年
灌
漑
農
業
の
進
展
に
よ
っ
て
下
流
の
湖
が

干
上
が
る
と
い
う
環
境
問
題
が
起
き
た
と
い

う
と
、
い
か
に
も
農
業
で
水
を
浪
費
し
た
か

の
よ
う
な
印
象
を
持
た
れ
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
こ
の
地
域
で
の
水
の
分
配
は
、
き
わ
め

て
厳
格
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
農

地
に
水
路
か
ら
水
を
引
き
込
ん
で
灌
漑
が
行

わ
れ
る
が
、
時
間
を
定
め
て
分
配
す
る
。
夜

中
で
も
水
利
局
の
役
人
と
農
民
本
人
が
見
守

る
中
で
、
定
め
ら
れ
た
時
間
だ
け
、
水
を
農

地
に
引
き
込
む
こ
と
が
行
わ
れ
る
。
少
し
で

も
長
い
時
間
、
水
を
農
地
に
引
き
入
れ
た
い

と
必
死
な
農
民
達
の
姿
を
見
て
い
る
と
、「
こ

こ
で
水
を
使
っ
て
し
ま
う
と
下
流
の
湖
は
干

上
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
」
と
は
な
か
な
か

口
に
出
せ
な
い
。農
民
達
に
取
っ
て
み
れ
ば
、

下
流
の
湖
と
彼
ら
の
生
活
と
ど
ち
ら
が
大
事

な
の
だ
と
言
い
た
い
で
あ
ろ
う
。
水
は
い
っ

た
い
誰
の
も
の
な
の
か
、
実
に
難
し
い
問
題

で
あ
る
。

今
、
最
も
大
切
な
自
然
環
境
に
つ
い
て
考
え
る
。

水
は
単
な
るH
2 O

で
は
な
く
、
歴
史
的
、
文
化

的
、
地
域
的
な
文
脈
に
深
く
埋
め
込
ま
れ
た
存
在

で
あ
る
。
水
に
恵
ま
れ
た
日
本
社
会
が
、
文
化
か

ら
環
境
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
今
後
何
を
な
す
べ

き
か
。

Ⅰ 

水
と
環
境

秋
道
智
彌
・
小
松
和
彦
・
中
村
康
夫 

編

四
六
判
上
製

各
巻
定
価
三
一
五
〇
円
（
税
込
）

水
が
も
つ
様
々
な
意
味
を
多
角
的
に
追
求
す
る
。

恩
恵
、
権
利
、
聖
性
、
破
壊
、
紛
争
…
…
。

水
の
持
つ
様
々
な
意
味
を
日
本
の
叡
知
を
結
集

し
て
追
求
す
る
。
日
本
人
が
歴
史
の
中
で
育
ん

で
き
た
水
の
文
化
と
技
術
は
、
貴
重
な
世
界
共

有
の
財
産
と
な
り
、
世
界
の
水
問
題
解
決
に
貢

献
し
て
い
く
。

Ⅱ 
水
と
生
活

多
彩
な
領
域
を
統
合
す
る
「
統
合
的
な
知
」
の

構
築
。「
水
」
と
人
の
関
わ
り
を
テ
ー
マ
に
、
自

然
の
み
な
ら
ず
、
文
化
、
社
会
、
思
想
、
文
学
、

美
術
に
ま
で
視
野
を
広
げ
、
学
際
的
な
達
成
を

世
に
問
う
。
縦
横
無
尽
に
そ
し
て
し
な
や
か
に
、

読
む
人
の
思
考
を
ワ
ー
プ
さ
せ
る
複
合
的
な
知

の
構
造
体
。

Ⅲ 

水
と
文
化

人
と
水　
全
３
巻

総　
論　
水
を
め
ぐ
る

　
　
　
　
　
文
化
誌
へ
向
け
て
の
試
み

第
１
部　
水
と
芸
術

第
２
部　
水
と
聖
性

第
３
部　
水
と
文
化

総　
論　
水
と
生
活

第
１
部　
景
観
を
楽
し
む

第
２
部　
利
水
の
闘
い

第
３
部　
生
業
を
考
え
る

総　
論　
超
媒
介
物
と
し
て
の
水

第
１
部　
水
と
地
球
・
地
域

第
２
部　
水
と
コ
モ
ン
ズ

第
３
部　
水
の
管
理
と
政
治

詳
し
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
ご
ざ
い
ま
す
。

ご
入
り
用
の
方
は
、
弊
社
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

http://www.bensey.co.jp/mm.html
http://www.bensey.co.jp/book/2194.html
http://www.bensey.co.jp/book/2194.html
http://www.bensey.co.jp/book/2194.html
http://www.bensey.co.jp/book/2195.html
http://www.bensey.co.jp/book/2195.html
http://www.bensey.co.jp/book/2195.html
http://www.bensey.co.jp/book/2196.html
http://www.bensey.co.jp/book/2196.html
http://www.bensey.co.jp/book/2196.html
http://www.bensey.co.jp/book/2194.html
http://www.bensey.co.jp/book/2194.html
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『
あ
り
が
と
う
宣
言
』

八
十
歳
を
迎
え
る
半
年
前
、
雨
の
日
で

あ
っ
た
が
、
病
院
の
帰
り
、
自
宅
の
石
段
で

足
を
す
べ
ら
し
、
横
転
し
、
し
ば
ら
く
立
ち

上
が
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
幸
い
に
骨

を
折
っ
た
の
で
は
な
く
、
半
月
盤
が
ず
れ
て

出
血
で
と
ど
ま
っ
た
。
歩
行
が
困
難
に
な
っ

た
が
入
院
す
る
程
で
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
半
月
後
、
京
都
の
ビ
ル
の
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
で
横
転
し
て
動
け
な
く
な
っ

た
。
不
注
意
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
が
、

こ
れ
も
護
ら
れ
て
右
肩
の
打
撲
で
事
な
き

を
得
た
。
た
だ
手
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
が
、
講
演
に
ご
迷
惑
を
か
け
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
続
い
た
け
が
で
、

け
が
そ
の
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と
深
い
と
こ

ろ
で
立
ち
直
る
力
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。

「
百
尺
竿
頭
一
歩
を
進
む
」
と
い
う
禅
語

が
あ
る
。
私
に
と
っ
て
は
、
百
尺
で
は
な
く

八
十
尺
で
あ
ろ
う
が
、
腹
の
底
か
ら
、
一
歩

を
進
む
、
も
う
一
つ
の
目
覚
め
が
ほ
し
か
っ

た
。
八
十
歳
か
ら
始
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ほ

し
か
っ
た
。

そ
ん
な
自
己
と
の
対
面
の
中
で
、
三
十
数

年
前
の
記
憶
が
光
り
と
な
っ
て
蘇
っ
た
。

そ
れ
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
が
ま
だ
動
乱
の
さ

中
に
あ
る
時
で
あ
っ
た
。
Ｗ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
（
世
界

宗
教
者
平
和
会
議
）
の
役
員
と
し
て
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
国
境
に
避
難
し
て
い
る
難
民
の
救
済
に

出
発
す
る
一
カ
月
前
の
こ
と
で
あ
る
。
私
の

不
注
意
で
石
畳
に
横
転
し
て
左
手
の
指
を
三

本
折
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
医
者
に
み

て
頂
く
と
出
発
の
前
ま
で
に
は
ギ
ブ
ス
を
は

ず
し
て
れ
る
と
言
っ
て
、
治
療
を
し
て
く
れ

た
。
言
わ
れ
た
通
り
、
一
カ
月
後
に
医
者
に

行
く
と
、
ギ
ブ
ス
は
は
ず
し
て
頂
い
た
が
、

指
は
冷
た
く
動
か
な
か
っ
た
。
医
者
に
「
動

か
な
い
で
す
よ
」
と
言
う
と
、「
私
は
ギ
ブ

ス
を
は
ず
し
て
あ
げ
る
と
は
言
っ
た
が
、
指

が
動
く
と
は
言
っ
て
い
な
い
」
と
言
わ
れ

た
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
思
案
の
つ

か
な
い
ま
ま
に
家
に
帰
っ
て
来
た
。

入
口
の
障
子
を
明
け
る
と
、『
丸
田
翁
の

健
康
法
の
話
』
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が

置
い
て
あ
っ
た
。
私
の
現
状
を
知
っ
て
丸

田
翁
が
も
っ
て
来
て
下
さ
っ
た
の
か
、
誰

か
が
お
い
て
い
っ
て
下
さ
っ
た
の
か
は
わ

か
ら
な
い
が
、
本
を
開
い
て
み
た
。

そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
一
番
大
切
な
と

こ
ろ
は
、「
治
し
て
下
さ
い
」
と
お
願
い
を

し
て
は
な
ら
な
い
。「
治
し
て
下
さ
っ
て
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
大
声
で
一
時

間
言
っ
て
い
る
と
、
必
ず
大
転
換
が
始
ま
っ

て
く
る
、必
ず
よ
く
な
る
、運
命
も
変
わ
る
、

と
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ご
は
ん
を
食
べ
る
時
も
、
寝
る
時
も
、
起

石
川　

洋

（
托
鉢
者
）

き
る
時
も
、
く
そ
す
る
時
も
、「
治
し
て
下

さ
っ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
唱
え

る
。
空
気
も
水
も
太
陽
も
、
み
ん
な
生
か
そ

う
と
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
生
か
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
「
あ
り
が
と

う
」
と
お
礼
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
書
い
て
あ
っ
た
。

早
速
、
大
声
で
仏
様
の
前
で
「
治
し
て
下

さ
っ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
一
時

間
唱
え
て
み
た
。
す
る
と
本
当
に
大
転
換
が

始
ま
っ
た
。
勿
論
、
折
れ
た
骨
が
、
元
ど
お

り
に
治
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、先
ず
、

お
礼
が
出
て
来
た
。「
左
手
で
あ
っ
て
よ
か
っ

た
。
右
手
で
あ
っ
た
ら
ど
ん
な
に
大
変
だ
っ

た
ろ
う
」
と
大
感
謝
が
こ
み
上
げ
て
き
た
の

で
あ
る
。

次
に
足
の
指
を
三
カ
所
折
っ
た
ら
、
歩
く

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。「
足
で
な

く
て
手
で
あ
っ
て
あ
り
が
と
う
」
と
心
か
ら

お
礼
を
申
し
上
げ
た
。
ま
た
、
顔
で
あ
っ
て

包
帯
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
し
て
い
た
ら
、
人

さ
ま
に
い
ら
ぬ
心
配
を
お
か
け
す
る
。
そ
し

て
、
家
で
け
が
を
し
な
く
て
よ
か
っ
た
。
外

の
皆
さ
ん
に
ご
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な

る
。
次
々
、お
礼
が
ふ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
「
女
房
で
な
く
て
よ
か
っ

た
」。「
私
で
あ
っ
て
あ
り
が
と
う
」
と
心
底

か
ら
お
礼
が
こ
み
上
げ
苦
笑
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
お
礼
を
言
っ
て
い
る
と
、
け

が
の
痛
さ
を
忘
れ
、
け
が
を
し
た
こ
と
が
喜

び
に
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
又
、
一
カ

月
で
治
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
焦
り
の
気
持
ち

が
な
く
な
り
、
私
は
「
丸
田
翁
の
お
じ
さ
ん

あ
り
が
と
う
」
と
お
礼
を
申
し
上
げ
た
。

そ
れ
よ
り
も
う
れ
し
か
っ
た
の
は
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
の
難
民
に
は
、足
や
手
を
失
っ
た
人
、

眼
を
失
っ
た
人
、
生
死
の
境
い
目
で
苦
し

ん
で
い
る
人
が
沢
山
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ま
ま
の
実
体
で
支
援
に
い
く
こ
と
が
、

も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
、

心
に
落
ち
る
も
の
が
あ
っ
た
。

今
で
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
支
援
を
つ
づ
け
、

学
校
だ
け
で
も
四
十
五
校
建
て
さ
せ
て
頂
い

て
い
る
が
、
話
を
お
聞
き
す
る
と
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
の
リ
ー
ダ
ー
が
、
手
を
け
が
し
て
山
を

よ
じ
登
っ
て
き
た
私
を
見
て
、
こ
の
人
を
信

じ
よ
う
と
決
め
た
の
だ
と
語
っ
て
く
れ
た
。

「
け
が
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
、
改
め
て
お
礼
を
申
し

上
げ
た
い
。

こ
の
す
が
す
が
し
い
、
次
元
を
超
え
た
大

き
な
〝
あ
り
が
と
う
〞
に
包
ま
れ
、
感
謝
の

手
を
合
わ
せ
て
い
る
時
〝
ハ
ッ
と
し
た
〞
。

長
い
間
、
曲
が
ら
な
い
で
い
た
左
手
の
三

本
の
指
の
二
本
が
動
き
出
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
も
う
一
本
の
指
も
曲
が
り
か
け
て
い
る

で
は
な
い
か
。

又
、
そ
れ
よ
り
以
前
か
ら
、
足
の
両
膝
が

充
分
に
曲
が
ら
ず
、
坐
る
こ
と
が
出
来
ず
、

随
分
と
不
自
由
を
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
試

し
に
膝
を
曲
げ
て
み
る
と
、
す
ー
っ
と
、
な

ん
の
痛
み
も
な
し
に
曲
が
っ
た
の
で
あ
る
。

充
分
で
は
な
い
が
、
考
え
ら
れ
な
い
変
化
が

現
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
し
い
表
現
は
出
来
な
い
が
、
現
実

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

http://www.bensey.co.jp/mm.html


12『ありがとう宣言』13 『日本の文字文化を探る』の出版にあたって

の
変
化
が「
あ
り
が
と
う
の
あ
か
し
」と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
り
が
と
う
と
い
え
ば

あ
り
が
た
い
も
の
が
見
え
て
く
る

あ
り
が
た
い
も
の
が
見
え
て
く
れ
ば

あ
り
が
た
い
あ
か
し
が
あ
ら
わ
れ
る

今
、
大
地
に
伏
し
て
礼
を
申
し
上
げ
、
こ
の

新
し
き
体
を
ど
う
生
か
す
か
を
お
た
ず
ね
し
、

老
い
か
ら
捧
げ
る
、
終
わ
り
な
き
い
の
ち
を
捧

げ
る
こ
と
を
お
う
か
が
い
申
し
上
げ
た
。

八
十
歳
を
前
に
し
て
「
百
尺
竿
頭
一
歩

を
進
む
」
は
、
私
の
よ
う
な
下
根
の
も
の

は
、百
尺
か
ら
一
歩
を
上
が
る
の
で
は
な
く
、

大
地
に
降
り
て
、
多
く
の
人
の
末
尾
に
伏
し

て
下
坐
奉
仕
の
一
行
に
徹
す
る
こ
と
で
あ
る

と
、
あ
ふ
れ
く
る
涙
の
中
で
お
誓
い
を
申
し

上
げ
た
。

有
難
い
こ
と
に
、
高
齢
に
な
ら
れ
た
師
・

天
香
さ
ん
が
、
縁
の
あ
る
方
の
足
を
洗
わ
れ

た
故
事
を
思
い
出
し
、
今
、
身
に
ふ
さ
わ
し

い
下
坐
行
と
し
て
、「
洗
足
願
行
一
萬
人
成
就
」

の
誓
願
を
立
て
実
行
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
。

一
萬
人
と
は
、
生
ま
れ
変
わ
り
、
生
ま
れ

変
わ
っ
て
、
行
じ
つ
づ
け
る
願
い
で
あ
る
。

老
い
の
発
願
と
は
、
今
、
何
を
し
て
い
る

か
で
な
く
、
次
の
世
代
に
何
を
願
い
つ
づ
け

い
の
ち
の
真
実
と
愛
に
目
覚
め
、
感
謝
の
生
涯
を
捧
げ
る

感
動
の
物
語
。

市
井
の
托
鉢
者
・
石
川
洋
の
記
し
た
人
生
の
出
会
い
と
感
謝
。

障
害
者
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
難
民
た
ち
と
の
触
れ
あ
い
、

人
生
を
変
え
た
師
た
ち
と
の
出
会
い
。

無
手
の
聖
尼
・
大
石
順
教
尼
、
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
、
坂
村
真
民

な
ど
か
ら
学
ん
だ
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
。

人
生
に
お
い
て
究
極
に
大
切
な
も
の
は
、

「
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
「
あ
り
が
と
う
」
で
あ
る
。

石
川
洋 
著

四
六
判
上
製 
定
価
一
八
九
〇
円
（
税
込
）

あ
り
が
と
う
宣
言

る
こ
と
が
出
来
る
か
が
、
よ
り
大
切
な
こ
と

で
は
な
い
か
と
深
め
て
い
る
。

道
を
は
ず
し
た
子
、
淋
し
い
子
、
体
の
不

自
由
な
子
、
生
き
づ
ま
っ
て
い
る
人
々
、
老

い
た
る
人
、
病
め
る
人
の
足
を
洗
わ
し
て
頂

き
、
お
わ
び
さ
せ
て
頂
き
、「
あ
り
が
と
う

宣
言
」が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
感
動
で
あ
る
。

い
た
ら
な
い
人
間
で
あ
る
が
、
歴
史
を
生

き
る
〝
あ
り
が
と
う
の
証
し
人
〞
で
あ
り
た

い
と
誓
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
（『
あ
り
が
と
う
宣
言
』
よ
り
抜
粋
）

石
川
洋 

著

四
六
判
並
製 

定
価
一
八
九
〇
円
（
税
込
）

生
命
讃
歌　

お
伽
噺

し
た
き
り
雀
、
浦
島
太
郎
、
か
ぐ
や
姫
…

我
々
が
親
し
ん
で
き
た
お
伽
噺
に
は
「
生
き
る
力
」

が
描
か
れ
て
い
た
。
素
朴
で
た
く
ま
し
い
庶
民
の

信
条
を
さ
ら
け
だ
し
な
が
ら
、
人
間
生
活
の
希
望
を

語
り
か
け
る
お
伽
噺
。

そ
れ
は
、
現
代
を
生
き
る
我
々
の
救
い
と
も
な
る
。 

人
間
愛
叢
書

は
じ
め
に

一
九
九
九
年
、
日
本
の
文
字
・
出
版
文
化

を
研
究
す
る
四
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
東
京
に

集
ま
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
研
究
の
対
象
・
時
代

も
様
々
で
、
も
の
の
見
方
も
異
な
っ
て
い
た

が
、
せ
っ
か
く
同
じ
東
京
に
い
る
の
だ
か
ら

四
人
の
力
を
あ
わ
せ
て
研
究
し
よ
う
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
。
う
ま
く
い
け
ば
文
殊
の
知

恵
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。

数
名
の
日
本
人
研
究
者
の
協
力
を
得
て
、

日
仏
交
流
の
柱
で
あ
る
日
仏
会
館
で
数
度

に
わ
た
っ
て
研
究
会
を
開
催
し
、
そ
の
研
究

成
果
と
し
て
、
二
〇
〇
六
年
に
フ
ラ
ン
ス
で

『D
u pinceau à la typographie. Regards 

japonais sur l ,écriture et le livre

』（EFEO

）

が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
た
び
、
そ
れ
を
元
に

内
容
を
多
少
増
補
し
た
形
で
、日
本
語
版『
日

マ
リ
ア
ン
ヌ
・
シ
モ
ン
＝
及
川

（
東
京
大
学
准
教
授
）

『
日
本
の
文
字
文
化
を
探
る
』の
出
版
に
あ
た
っ
て 

本
の
文
字
文
化
を
探
る―

日
仏
の
視
点
か

ら
』
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

本
書
は
、
歴
史
的
に
も
テ
ー
マ
の
種
類

に
お
い
て
も
広
範
な
領
域
を
網
羅
す
る
書

物
で
あ
る
。
世
界
最
古
の
木
版
印
刷
物
で
あ

る
百
万
塔
陀
羅
尼
か
ら
、
近
代
的
な
印
刷
技

術
や
書
物
の
誕
生
を
経
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
時
代
に
お
け
る
漢
字
情
報
処
理
の
問
題
に

至
る
こ
の
書
は
、
書
道
文
化
と
そ
れ
に
関
わ

る
用
語
、
整
版
印
刷
か
ら
活
版
印
刷
へ
の
移

行
、
テ
キ
ス
ト
の
図
像
化
、
さ
ら
に
は
印
刷

物
の
流
通
、
ま
た
近
現
代
に
お
け
る
活
字
書

体
の
変
遷
と
漢
字
の
電
子
処
理
、
漢
字
政
策

に
関
わ
る
重
要
な
問
題
ま
で
を
取
り
上
げ
て

い
る
。

十
三
本
の
論
文
が
収
録
さ
れ
、
テ
ー
マ

別
に
三
章
（「
毛
筆
か
ら
活
字
へ
」、「
テ
キ
ス
ト
の

図
像
化
」、「
本
の
流
通
と
形
態
の
変
遷
」）
に
分
か

れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
が
幾
つ
か
の

問
題
点
を
細
か
く
論
じ
て
い
る
が
、
ま
た
本

書
の
全
体
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

論
じ
ら
れ
て
い
る
問
題
も
多
い
。
一
つ
の
作

品
を
理
解
す
る
に
は
多
く
の
問
題
点
を
意
識

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
が
必
要
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。

毛
筆
か
ら
活
字
へ

た
と
え
ば
、
私
が
研
究
し
て
い
る
文
字

絵
も
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
定
義
と
使
用
の

変
貌
に
は
多
く
の
問
題
が
あ
る
。「
文
字
絵
」

と
い
う
言
葉
の
起
源
と
使
用
を
確
認
し
て
み

る
と
、
積
極
的
に
使
い
始
め
ら
れ
た
江
戸
時

代
の
意
味
（
文
字
で
以
っ
て
も
の
の
形
を
描
い
た

も
の
）
と
現
在
の
意
味
（
絵
文
字
、
ロ
ゴ
グ
ラ
ム

な
ど
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
場
合
が
多
い
）
は
多

少
異
な
り
、
文
字
絵
と
意
識
さ
れ
て
い
な
い

も
の
で
も
立
派
な
文
字
絵
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
た
と
え
ば
北
斎
の
絵
手
本
に
は
、
文

字
絵
で
あ
り
な
が
ら
『
略
画
早
指
南
』
と
題

人
間
愛
叢
書

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://www.bensey.co.jp/book/2212.html
http://www.bensey.co.jp/book/2144.html
http://www.bensey.co.jp/book/2208.html
http://www.bensey.co.jp/book/2208.html
http://www.bensey.co.jp/book/2208.html
http://www.bensey.co.jp/book/2208.html
http://www.bensey.co.jp/book/2208.html
http://www.bensey.co.jp/mm.html
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メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

さ
れ
た
だ
け
の
文
字
絵
本
も
あ
る
。

し
か
し
、
あ
る
意
味
で
は
文
字
絵
の
歴

史
は
日
本
の
文
字
の
歴
史
を
語
る
と
い
え

よ
う
。
毛
筆
か
ら
生
ま
れ
た
文
字
絵
は
、
筆

の
自
由
な
動
き
を
必
要
と
し
た
も
の
だ
っ
た

が
、
文
字
が
活
字
に
変
わ
る
と
と
も
に
急
速

に
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
の
発
達
に
よ
り
、
最

近
再
び
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
な
ど
に
使

わ
れ
て
い
る
。
白
隠
禅
師
の
文
字
絵
の
「
天

神
」
か
ら
街
角
の
う
な
ぎ
屋
の
看
板
で
使
わ

れ
る
「
う
な
ぎ
」
の
「
う
」
ま
で
の
ス
パ
ン

を
見
る
と
、
三
〇
〇
年
以
上
の
伝
統
と
そ
の

変
貌
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
の
図
像
化

テ
キ
ス
ト
で
も
あ
り
、
絵
で
も
あ
る
文

字
絵
は
ま
さ
に
「
テ
キ
ス
ト
を
図
像
化
」
し

た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
絵
師
の
北

斎
、
広
重
を
筆
頭
に
、
国
芳
や
河
鍋
暁
斎
な

ど
に
描
か
れ
た
作
品
も
あ
れ
ば
、
書
に
も
画

に
も
か
か
わ
る
禅
僧
や
山
東
京
伝
な
ど
も
制

作
し
、
戯
作
者
の
十
返
舎
一
九
の
文
字
絵
も

確
認
さ
れ
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
字
遊
び
と
の
比
較
は

興
味
深
い
。
遠
い
ギ
リ
シ
ア
の
昔
か
ら
、
文

字
で
絵
を
描
い
た
例
は
少
な
く
な
い
。
ラ
ブ

レ
ー
の
『
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ア
物
語
』
に
も
文

字
で
描
い
た
酒
瓶
が
出
て
く
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
作
例
は
数
が
限
ら
れ
て
お
り
、
一

般
の
人
々
の
遊
び
に
は
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
れ
と
異
な
り
、
日
本
で
は

十
九
世
紀
を
通
じ
て
多
量
に
刷
ら
れ
た
錦
絵

「
金
の
な
る
木
」
は
、
あ
ま
り
に
も
一
般
的

で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
「
木
」
自
体
が
文

字
で
描
か
れ
て
い
る
不
思
議
さ
に
疑
問
を
持

つ
人
は
少
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
芸
術
性
と
い

う
観
点
か
ら
絵
画
を
評
価
す
る
現
代
の
歴
史

観
で
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
だ
が
、
江
戸
の
庶

民
芸
術
、
現
代
で
言
う
大
衆
芸
術
、
装
飾
芸

術
と
い
う
観
点
で
見
れ
ば
、
江
戸
の
芸
術
性

の
一
面
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
遊
び
の
芸
術

も
人
気
を
博
し
た
の
で
あ
る
。

本
の
流
通
と
形
態
の
変
遷

文
字
絵
は
本
の
流
通
と
形
態
の
変
遷
に
も

関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
は
、
文
字

を
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
人
々
が
急
速
的
に

増
え
、
出
版
文
化
も
発
展
し
た
と
知
ら
れ
て

い
る
が
、
印
刷
物
に
か
か
わ
る
仕
事
を
調
べ

て
み
る
と
、
現
在
に
至
っ
て
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
有
名
な
作
家
、
絵
師
、
版
元
、
彫
師

な
ど
の
他
に
、
無
名
な
作
者
や
職
人
も
大
変

多
い
。
文
字
絵
の
場
合
で
は
、
名
の
あ
る
作

者
も
い
れ
ば
、
文
字
絵
集
の
最
古
と
さ
れ
る

『
文
字
ゑ
つ
く
し
』（
一
六
八
五
）
の
作
者
の
園

果
亭
義
栗
の
よ
う
に
、
情
報
が
ほ
と
ん
ど
な

い
も
の
も
あ
る
。

し
か
し
、
作
者
不
明
で
も
、
文
字
絵
の
変

貌
か
ら
は
そ
の
時
代
の
読
者
の
姿
や
生
活
が

見
え
て
く
る
。た
と
え
ば
、伝
統
的
な
モ
チ
ー

フ
の
群
が
固
定
し
た
上
で
、
読
者
の
趣
味

と
要
求
に
合
わ
せ
て
新
し
い
作
品
が
生
ま
れ

る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
宗
教
、
和
歌
や

書
道
な
ど
の
世
界
で
使
わ
れ
て
い
た
文
字
絵

は
、
も
っ
ぱ
ら
退
屈
し
の
ぎ
の
遊
び
で
あ
っ

た
が
、明
治
時
代
に
入
る
と
「
教
育
文
字
絵
」

と
い
う
の
が
突
然
現
れ
た
り
し
た
。
こ
れ
は

そ
れ
ま
で
は
遊
び
と
さ
れ
て
い
た
「
へ
の
へ

の
も
へ
じ
」
と
並
ん
で
、
北
斎
の
絵
師
向
け

の
手
本
か
ら
借
り
た
モ
チ
ー
フ
を
適
当
に
省

略
し
て
ま
と
め
た
、
子
供
の
文
字
教
育
を
目

的
と
し
た
文
字
絵
集
で
あ
る
。

文
字
絵
の
面
白
さ
に
取
り
付
か
れ
て
十

数
年
経
つ
が
、
大
英
博
物
館
で
見
た
こ
と
の

日
本
の
文
字
文
化
を
探
る　

日
仏
の
視
点
か
ら

世
界
最
古
の
木
版
印
刷
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
漢
字
情
報
処
理
ま
で

書
道
文
化
、
整
版
印
刷
か
ら
活
字
印
刷
へ
の
移
行
、

テ
キ
ス
ト
の
図
像
化
、
書
籍
の
流
通
、
近
現
代
の

活
字
書
体
の
変
遷
と
漢
字
の
電
子
処
理
、
漢
字
政
策
な
ど
、

日
本
の
文
字
文
化
・
出
版
文
化
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
を

多
角
的
な
視
点
か
ら
探
る
。

ク
リ
ス
ト
フ・マ
ル
ケ
／
マ
リ
ア
ン
ヌ・シ
モ
ン
＝
及
川　

ク
レ
ー
ル
碧
子
・
ブ
リ
ッ
セ
／
パ
ス
カ
ル
・
グ
リ
オ
レ    

共
編

A
５
判
上
製
・
定
価
八
四
〇
〇
円
（
税
込
）

序 

ク
リ
ス
ト
フ
・
マ
ル
ケ　

第
一
章　
毛
筆
か
ら
活
字
へ

　

書
の
世
界
／
名
児
耶
明　

碧
眼
の
『
日
葡
辞
書
』
が
見
た
日
本
の
書
道
文
化
／
安
藤
隆
弘

　

仮
名
の
「
散
ら
し
書
き
」
の
性
質
を
め
ぐ
っ
て
／
パ
ス
カ
ル
・
グ
リ
オ
レ

　

天
平
の
木
版
印
刷
か
ら
明
治
の
木
村
嘉
平
ま
で
／
近
藤
高
史

　

十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
中
国
で
の
明
朝
体
活
字
の
開
発
と
日
本
へ
の
伝
播
／
小
宮
山
博
史

　

エ
レ
キ
テ
ル
の
時
代
／
パ
ス
カ
ル
・
グ
リ
オ
レ

　

戦
後
の
漢
字
政
策
の
構
図
と
文
字
コ
ー
ド
の
迷
路
／
家
辺
勝
文

第
二
章　
テ
キ
ス
ト
の
図
像
化

　

院
政
時
代
に
お
け
る
宗
教
的
・
詩
的
ク
リ
プ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
／
ク
レ
ー
ル
碧
子
・
ブ
リ
ッ
セ

　

筆
描
と
刻
線
の
接
近
／
小
林
宏
光　

絵
入
り
版
本
『
義
経
記
』
の
挿
絵
を
め
ぐ
っ
て
／
出
口
久
徳

　

江
戸
時
代
の
文
字
遊
び
／
稲
垣
進
一

　

葛
飾
北
斎
と
文
字
絵
の
世
界
／
マ
リ
ア
ン
ヌ
・
シ
モ
ン
＝
及
川

　

河
鍋
暁
斎
の
絵
本
／
及
川　

茂

第
三
章　
本
の
流
通
と
形
態
の
変
遷

　

江
戸
時
代
の
書
籍
流
通
／
鈴
木
俊
幸

　

明
治
期
の
印
刷
と
出
版
／
岩
切
信
一
郎

編
集
後
記
／ 

編
者
を
代
表
し
て　

パ
ス
カ
ル
・
グ
リ
オ
レ

な
い
大
型
の
文
字
絵
本
に
出
会
っ
た
。
題
も

年
記
も
な
い
端
本
な
の
で
詳
細
は
分
か
ら
な

い
が
、『
文
字
ゑ
づ
く
し
』
よ
り
も
古
い
か

と
も
思
わ
れ
る
絵
本
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
メ

ジ
ャ
ー
な
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
素
材
な
の
で
、
今
後
が
さ

ら
に
楽
し
み
で
あ
る
。

終
わ
り
に

十
年
前
の
研
究
会
に
集
っ
た
四
人
は
、
パ

リ
と
東
京
に
分
か
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の

後
も
継
続
し
て
日
本
の
文
字
文
化
の
研
究
を

続
け
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
余
り
注
目
さ
れ
な

か
っ
た
分
野
の
研
究
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
と

日
本
語
版
と
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
後
、

さ
ら
に
同
じ
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
っ
た
仲

間
を
増
や
す
契
機
と
な
る
だ
ろ
う
。
次
の
研

究
の
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
と
な
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。

http://www.bensey.co.jp/mm.html
http://www.bensey.co.jp/book/2208.html
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お
で
ん
の
語
源
と
博
物
誌　

そ
の
二

〇
は
ん
ぺ
ん

ハ
ン
ペ
ン
は
江
戸
時
代
に
は
ハ
ン
ペ
イ
と

す
る
も
の
も
多
い
。「
鰻は
ん
べ
い餅
」
と
書
い
た
も

の
も
あ
る（『
料
理
網
目
調
味
抄
』（
二
）1730
な
ど
）。

「
鰻
」
は
ウ
ナ
ギ
だ
が
、
こ
こ
で
は
鱧は
も

を
指

す
よ
う
だ
。
ハ
モ
を
原
料
と
す
る
餅
の
よ
う

な
も
の
、と
い
う
つ
も
り
か
。『
嬉
遊
笑
覧
』（
飲

食
）で
は「
は
も
を
よ
し
と
す
れ
ば
海ハ
モ
ヘ
イ
鰻
餅
か
」

と
、
こ
れ
を
語
源
と
し
て
い
る
。

『
守
貞
謾
稿
』（
食
類
）
に
は
、
椀
の
蓋
な

ど
を
使
っ
て
作
る
、
蓋
半
分
に
魚
肉
を
量
っ

て
、
半
円
形
な
の
で
半
平
と
言
う
、
江
戸
の

半
平
は
半
月
と
方
形
の
二
種
が
あ
り
、
半
円

を
半
月
と
言
う
、昔
は
半
月
が
多
か
っ
た
が
、

近
年
は
四
角
な
も
の
ば
か
り
だ
、
と
あ
る
。

ヘ
イ
と
い
う
の
は
平
ら
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。

大
槻
文
彦
『
言
海
』
は
、「
半
平
」
は
「
駿

府
ノ
廚
人
、創
製
者
ノ
名
ニ
起
ル
」
と
し
て
、

「
は
ん
ぺ
ん
」
は
東
京
で
の
訛
り
と
す
る
。

荒
川
惣
兵
衛
『
角
川
外
来
語
辞
典
』
は
、

中
国
語
の
方
餅fang- pin

と
す
る
。

以
上
の
諸
説
の
中
で
は
『
守
貞
謾
稿
』
の

説
が
も
っ
と
も
ら
し
く
感
じ
ら
れ
る
が
、
ど

う
だ
ろ
う
か
。

は
ん
ぺ
ん
の
作
り
方
が
、
延
宝
二
年

（
一
六
七
四
）
に
出
た
『
古
今
料
理
集
』（
六
）

に
出
て
い
る
。
蒲
鉾
の
よ
う
に
し
て（「
蒲
鉾
」

の
と
こ
ろ
に
、
魚
を
三
枚
に
お
ろ
し
、
た
た
い
て
擂す

り
つ
ぶ
す
と
あ
る
）、
山
の
芋
を
お
ろ
し
て
三

分
の
一
加
え
、
擂
り
ま
ぜ
る
、
や
わ
ら
か
に

す
る
に
は
芋
を
過
ご
す
、
ふ
っ
く
ら
と
し
た

い
時
に
は
玉
子
を
少
し
加
え
る
、
と
あ
る
。

現
在
の
も
の
と
同
じ
よ
う
だ
が
、
次
に
「
蒸

し
は
ん
べ
ん
」
の
製
法
が
出
て
い
る
か
ら
、

こ
れ
は
蒸
し
た
の
で
は
な
く
、
焼
き
で
も
し

た
の
だ
ろ
う
。

暁
鐘か
ね
な
り成
の
『
蒹け
ん
か
ど
う
ざ
つ
ろ
く

葭
堂
雑
録
』（
四
）
に
は
、

板
に
付
け
た
蒲か
ま
ぼ
こ鉾
を
、
京
都
で
は
半
平
と
言

う
と
あ
る
。

室
町
時
代
の
辞
典
の
『
文
明
本
節
用
集
』

に
「
白ハ
ク
ヘ
キ璧

（
豆
腐
異
名
…
）
半ハ
ン
ベ
ン瓣

（
同
）」、『
天

正
十
八
年
本
節
用
集
』
に
「
半ハ
ン
ベ
ン辨

（
豆
腐
）」

と
あ
る
。
豆
腐
を
ハ
ン
ベ
ン
と
言
っ
た
よ
う

だ
。
ま
た
『
日
葡
辞
書
』
に
は
「Fanben

（
ハ

ン
ベ
ン
）　

豆
腐
を
炙
っ
た
後
、
そ
れ
を
味
噌

で
煮
た
一
種
の
料
理
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
田

楽
に
似
た
も
の
の
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
は
魚
肉

の
ハ
ン
ペ
ン
と
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
元
禄

二
年
（
一
六
八
九
）
に
出
た
『
合
類
日
用
料
理

抄
』（
四
）
に
、
ハ
ン
ヘ
ン
は
山
の
芋
・
豆

腐
・
魚
を
原
料
と
す
る
と
あ
る
。
豆
腐
も
関

わ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
天
明
二
年

（
一
七
八
二
）
に
出
た
『
豆
腐
百
珍
』
に
、「
ハ

ン
ペ
ン
豆
腐
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
製
法

は
、
長
芋
を
よ
く
擂す

り
、
豆
腐
の
水
を
絞
り
、

等
分
に
擂
り
混
ぜ
て
丸
く
し
て
美
濃
紙
に
包

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
林
祥
次
郎

ん
で
湯
で
煮
る
、
と
あ
る
。

〇
が
ん
も
ど
き
・
ヒ
リ
ョ
ウ
ズ

ガ
ン
モ
ド
キ
に
つ
い
て
は
『
言
海
』
に
次

の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。

﹇
鴈
ノ
肉
ニ
擬モ
ド

キ
タ
ル
意
﹈
食
物
ノ
名
、

古
製
ニ
イ
フ
ハ
、
麩
ヲ
製
シ
テ
油
ニ
テ
ア

ゲ
タ
ル
モ
ノ
。
今
ハ
、
牛
蒡
、
に
ん
じ
ん
。

あ
さ
の
み
ナ
ド
刻
ミ
テ
、
豆
腐
ニ
交
ヘ
、

油
ニ
テ
ア
ゲ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
モ
イ
フ
。

雁
の
肉
に
似
せ
た
も
の
な
の
で
雁
擬も
ど

き
と

言
う
の
だ
ろ
う
と
想
像
は
つ
い
て
い
た
が
、

も
と
は
麩
の
油
揚
げ
で
あ
る
と
は
知
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
ほ
う
が
雁
の
肉
に
似
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
享
保
十
二
年（
一
七
二
七
）

成
立
の
辞
書
『
志
不
可
起
』
に
、「
今
料
理

ニ
雁ガ
ン

も
ど
き
・
兎ウ
サ
ギも
ど
き
・
狸タ
ヌ
キも
ど
き
ナ
ド

云
フ
ハ
、
本
ノ
物
ヨ
リ
増
シ
タ
リ
ト
戻も
ど
くノ
義

カ
」
と
あ
る
。
兎
も
ど
き
・
狸
も
ど
き
（
後

に
引
く
『
そ
れ
ぞ
れ
草
』
に
は
「
鳥
も
ど
き
」
が
あ
る
）

な
ど
と
、鳥
獣
に
似
た
食
品
を
考
え
た
の
は
、

肉
食
を
禁
じ
ら
れ
た
僧
侶
な
ど
で
は
な
か
ろ

う
か
。
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
に
出
た
句
集

『
誹
諧
う
た
た
ね
』
に
、「
僧
の
喰
ふ
名
に
罪

抜
け
ぬ
雁
も
ど
き
」、
元
禄
十
六
年
に
出
た

句
集
『
誹
諧
広わ
た
つ
う
み

原
海
』（
一
五
）
に
、「
雁
も

ど
き
骨
に
破
戒
の
音
の
あ
り
」
と
い
う
句
が

あ
る
の
は
、そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
出
た
芭
蕉
の
門
人

の
乙お
と
く
に州
の
著
の『
そ
れ
ぞ
れ
草
』（
中
）に
、「
こ

こ
に
い
づ
れ
の
寺
の
好
み
そ
め
け
ん
、
精
進

の
料
理
に
、
あ
る
い
は
卵
豆
腐
、
あ
る
い
は

鳥
も
ど
き
、
あ
る
い
は
雉き

じ

や
子
焼
き
、
あ
る
い

は
狸
汁
と
て
、
い
ろ
い
ろ
名
付
け
て
楽
し
む

は
、
機
嫌
戒
を
保
つ
か
と
、
ひ
と
し
ほ
哀
れ

に
は
べ
る
な
り
」
と
あ
る
。
今
で
も
寺
で
作

る
精
進
料
理
に
、
海
苔
な
ど
を
細
工
し
て
鰻

の
蒲
焼
に
似
せ
た
も
の
を
作
る
の
と
同
じ
考

え
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

関
西
で
は
、
ガ
ン
モ
ド
キ
を
ヒ
リ
ョ
ウ
ズ

（
飛
龍
頭
）・
ヒ
リ
ュ
ウ
ズ
・
ヒ
ロ
ウ
ス
な
ど

と
言
う
。
こ
れ
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語filhós

か

ら
と
言
う
。filhós

と
い
う
の
は
、filhó

の

複
数
形
で
、filhós de natal

（
ク
リ
ス
マ
ス
の

フ
ィ
リ
ョ
ー
ス
）
と
も
言
い
、
ク
リ
ス
マ
ス
に

家
庭
で
作
る
菓
子
で
、
小
麦
粉
を
卵
で
溶
い

て
こ
ね
、
蒸
留
酒
な
ど
を
加
え
て
イ
ー
ス
ト

で
発
酵
さ
せ
、
丸
く
ち
ぎ
っ
て
油
で
揚
げ
、

シ
ナ
モ
ン
、
砂
糖
を
ま
ぶ
し
た
揚
げ
菓
子
の

こ
と
だ
。
穴
の
無
い
ド
ー
ナ
ツ
の
よ
う
な
も

の
か
。
多
く
の
辞
典
でfilhos

と
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
息
子
の
意
のfilho

の
複
数
形

だ
か
ら
、
正
確
で
は
な
い
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に

つ
い
て
は
、
寺
崎
英
樹
氏
の
お
教
え
を
得
た
）。

元
禄
二
年
の
『
合
類
日
用
料
理
抄
』（
二
）

に
、
ひ
り
ょ
う
す
は
麦
の
粉
か
米
の
粉
に

卵
の
黄
身
を
ま
ぜ
て
油
で
揚
げ
る
と
あ
る
。

蘭
学
者
の
森
島
中
良
が
『
紅
毛
雑
話
』（
二
）

1787

に
、
飛
龍
頭
（
ひ
り
う
づ
）
は
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
だ
そ
う
で
、粳
米
（
う
る
ち
）
と
糯
米
（
も

ち
ご
め
）
を
水
で
練
り
合
わ
せ
て
茹
で
上
げ

て
、油
揚
げ
に
し
た
も
の
だ
と
記
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
な
ら
、
材
料
は
日
本
ふ
う
に
米
の
粉

に
な
っ
て
い
る
が
、
揚
げ
た
ケ
ー
キ
の
よ
う

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://www.bensey.co.jp/mm.html
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で
、filhós

に
近
い
。

元
禄
七
年
の
『
和
漢
精
進
料
理
抄
』
に
は
、

豆
腐
に
牛
蒡
・
木き
く
ら
げ耳
を
切
り
、
麻
の
実
を
入

れ
て
、
葛
を
粉
に
し
て
よ
く
交
ぜ
、
榧か
や

の
油

で
揚
げ
る
、
と
、
現
在
の
に
近
い
も
の
が
出

て
い
る
。

享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
出
た
槇
ま
き
の
し
ま
て
る
た
け

島
昭
武

著
の
辞
書
『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
は
、

「
飛ヒ
レ
ウ
ズ

龍
子
（
田
楽
之
製
）」
と
あ
る
。
こ
の
こ
ろ

の
田
楽
は
豆
腐
の
も
の
だ
ろ
う
か
ら
、
揚
げ

た
も
の
を
焼
く
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
。

あ
る
い
は
、
ガ
ン
モ
ド
キ
と
ヒ
リ
ョ
ウ
ズ

と
は
も
と
も
と
は
別
の
物
だ
っ
た
の
が
、
い

つ
か
ら
か
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

〇
つ
み
れ
・
つ
く
ね

薩
摩
揚
げ
の
材
料
を
油
で
揚
げ
な
い
で

煮
た
も
の
が
ツ
ミ
レ
だ
。
こ
れ
は
「
摘
み
入

れ
」
の
つ
ま
っ
た
も
の
、「
摘
む
」
は
指
や

爪
の
先
で
つ
ま
み
切
る
こ
と
、「
入
れ
」
は

茹
で
る
た
め
に
湯
に
入
れ
る
こ
と
だ
。
寛
文

（
一
六
六
一―

七
三
）
の
末
こ
ろ
に
出
た
『
古
今

料
理
集
』（
六
）
に
、
蒲
鉾
を
箸
で
摘
ん
で

入
れ
る
「
箸
つ
み
い
れ
」、
庖
丁
で
付
け
て

箸
で
中
ふ
く
ら
に
摘
み
切
る
「
切
り
つ
み
い

れ
」
の
他
に
、「
細
つ
み
い
れ
」「
花
つ
み
い

れ
」「
大
つ
み
い
れ
」「
小
つ
み
い
れ
」
が
あ

り
、
別
に
貝か
い
じ
ゃ
く
し

杓
子
で
す
く
っ
て
煮
え
立
っ
た

塩
湯
に
つ
み
入
れ
て
煮
る
「
つ
み
い
れ
は
ん

ぺ
ん
」（「
貝
つ
み
い
れ
」
と
も
言
う
）
も
出
て
い

る
。
最
後
の
も
の
が
今
の
つ
み
れ
に
近
い
よ

う
だ
。

似
た
よ
う
な
も
の
に
ツ
ク
ネ
が
あ
る
。
こ

ち
ら
は
手
で
こ
ね
て
丸
め
る
意
味
の
「
つ
く

ね
る
」
の
名
詞
形
だ
。
握
り
飯
を
言
う
「
つ

く
ね
飯
」と
い
う
語
が
正
徳
五
年（
一
七
一
五
）

に
出
た
小
説
『
世せ
け
ん
む
す
こ
か
た
ぎ

間
子
息
気
質
』（
一
・
三
）

に
見
え
る
。

〇
こ
ろ

関
西
で
関
東
だ
き
に
入
っ
て
い
る
、
鯨
の

皮
か
ら
脂
を
抜
い
た
も
の
を
コ
ロ
と
言
う
。

牧
村
史
陽
『
大
阪
こ
と
ば
事
典
』
に
、「
こ

ろ
い
り
（
転
熬
）」
の
略
で
、「
加
熱
し
て
堅

く
な
る
ま
で
ア
ブ
ラ
を
ぬ
く
。
…
も
と
は
鯨

に
限
ら
ず
、
こ
う
し
た
も
の
を
す
べ
て
コ
ロ

イ
リ
（
転
熬
）
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
あ

る
。
コ
ロ
コ
ロ
と
か
コ
ロ
ガ
ス
と
か
の
コ
ロ

な
の
だ
ろ
う
。

〇
竹
輪
・
蒲
鉾

も
う
一
つ
の
お
で
ん
の
主
役
に
チ
ク
ワ
が

あ
る
。
わ
た
く
し
は
幼
少
の
こ
ろ
、
カ
マ
ボ

コ
と
チ
ク
ワ
の
違
い
が
分
か
ら
な
か
っ
た
、

と
い
う
よ
り
、
高
級
な
蒲
鉾
に
は
あ
ま
り
お

目
に
掛
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

蒲
鉾
と
は
、
も
と
も
と
は
蒲
（
か
ま
、
が
ま
）

の
緑
褐
色
の
蝋ろ
う
そ
く燭
形
の
穂
（
花
序
）
を
言
う
。

建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
に
経
尊
が
書
い
た

『
名み
ょ
う
ご
き

語
記
』
に
、「
蒲
ノ
実
ノ
鉾
ニ
ニ
（
似
）

タ
ル
様
ニ
魚
ノ
ミ
（
身
）
ヲ
木
ニ
ツ
ケ
テ
、

蒲
ノ
ホ
コ
ヲ
模
セ
ル
歟か

」
と
あ
る
。
魚
肉
を

木
に
付
け
て
蒲
の
穂
の
よ
う
に
作
っ
た
の
で

蒲
鉾
と
言
う
の
だ
が
、
こ
の
形
は
今
の
竹
輪

に
近
い
。
室
町
時
代
の
『
大
草
家
よ
り
相
伝

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

之
聞
書
』
に
は
、「
か
ま
ぼ
こ
の
し
べ
長
さ

五
寸
（
一
五
セ
ン
チ
）、
先
の
広
さ
二
寸
、
本

の
広
さ
一
寸
六
分
ば
か
り
」
と
あ
る
。「
し

べ
」
は
中
に
入
れ
る
串
の
こ
と
で
、
先
が
太

く
手
元
が
細
く
な
っ
て
い
る
薄
板
の
へ
ら
の

よ
う
だ
。「
蒲
鉾
は
鯰な
ま
づ本
也
」
と
大
永
八
年

（
一
五
二
七
）
の
『
宗
五
大
艸
紙
』
に
あ
る
。

黒
川
道
祐
の
京
都
の
地
誌
『
雍
州
府
志
』

（
六
）
に
、
鱧は
も

の
肉
を
刀
で
細
か
く
敲た
た

き
、

石
臼
で
磨す

っ
て
塩
を
加
え
、
竹
の
茎
を
芯
と

し
て
外
に
円
く
長
く
塗
っ
て
焼
い
て
食
う
の

を
蒲
鉾
と
言
う
、
元
は
穂
に
似
て
い
る
の
で

言
っ
た
が
、
今
は
誤
っ
て
板
に
貼
っ
た
も
の

を
蒲
鉾
と
言
い
、
竹
に
貫
い
た
の
は
竹
輪
と

言
う
、
と
あ
る
。
井
原
西
鶴
の
『
本
朝
桜
陰

比
事
』（
三
・
一
）
に
は
「
竹
輪
の
蒲
鉾
」
と

あ
る
。

つ
ま
り
、
初
め
は
蒲
鉾
と
い
う
の
は
今
の

竹
輪
で
、
蒲
鉾
を
板
に
付
け
る
よ
う
に
な
っ

て
、
竹
輪
と
い
う
語
が
生
ま
れ
た
の
だ
。

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新
版 

す
ら
ん
ぐ
（
卑
語
）

庶
民
の
感
性
と
知
恵
の
コ
ト
バ

「
コ
ト
バ
の
い
わ
れ
、
聞
か
せ
や
し
ょ
う
」

日
本
人
の
日
常
に
い
つ
の
間
に
か
息
づ
い
て
き
た
「
す
ら
ん
ぐ
（
卑
語
）」。

そ
の
素
姓
や
語
源
を
探
る
と
、人
生
の
縮
図
、人
々
の
息
づ
か
い
が
見
え
て
く
る
。

文
献
渉
猟
は
も
と
よ
り
、
ネ
オ
ン
街
か
ら
屋
台
ま
で
を
練
り
歩
い
た

軽
妙
洒
脱
な
江
戸
文
学
研
究
者
に
よ
る
一
味
違
っ
た
日
本
語
論
。

暉
峻
康
隆 

著

四
六
判
並
製
・
定
価
一
五
七
五
円
（
税
込
）

§
く
い
も
の
コ
ト
バ
の
巻―

生
あ
れ
ば
食
あ
り
（
西
鶴
）

　
　

お
で
ん
／
は
ん
ぺ
ん
／
が
ん
も
ど
き
／
し
ゃ
り
／
「
か
っ
ぱ
」
と
「
げ
そ
」
／
さ
ば
を
よ
む･･･

§
水
商
売
の
コ
ト
バ
の
巻

　
　

水
商
売
／
お
い
ら
ん
／
馬
を
ひ
く
／
お
か
ぼ
れ
／
お
茶
を
ひ
く
／
く
ら
が
え
／
め
ん
く
い･･･

§
お
ん
な
コ
ト
バ
の
巻

　
　

あ
ば
ず
れ
／
い
と
は
ん
／
お
き
ゃ
ん
／
お
ち
ゃ
っ
ぴ
い
／
お
て
ん
ば
／
お
ぼ
こ･･･

§
続
お
ん
な
コ
ト
バ
の
巻

　
　

山
の
神
／
し
ょ
ん
べ
ん
す
る
／
は
す
っ
ぱ
／
ら
し
ゃ
め
ん
へ
そ
く
り
／
く
の
い
ち･･･

§
お
と
こ
コ
ト
バ
の
巻―

汝
が
性
の
つ
た
な
き
を
泣
け
（
芭
蕉
）

　
　

助
兵
衛
／
あ
こ
ぎ
／
い
か
も
の
ぐ
い
／
く
だ
を
ま
く
／
じ
ょ
う
ご
／
ず
ぶ
ろ
く
／
や
じ
う
ま･･･

§
娯
楽
コ
ト
バ
の
巻―

世
界
の
嘘
か
た
ま
っ
て
、
美
遊
と
な
れ
り
（
西
鶴
）

　
　

市
松
模
様
／
一
目
お
く
／
大
立
物
／
大
詰
／
岡
目
八
目
／
お
は
こ
／
す
て
ぜ
り
ふ･･･

§
や
く
ざ
コ
ト
バ
の
巻―

知
ら
ざ
ぁ
言
っ
て
、
聞
か
せ
や
し
ょ
う
（
弁
天
小
僧
）

　
　

や
く
ざ
／
ぐ
れ
ん
隊
／
あ
し
を
洗
う
／
「
い
ん
ち
き
」
と
「
い
か
さ
ま
」
／
一
か
八
か･･･

§
続
や
く
ざ
コ
ト
バ
の
巻

　
　

す
べ
た
／
き
せ
る
／
さ
く
ら
／
三
下
／
す
け
／
で
ん
ぽ
う
／
ど
さ
ま
わ
り
／
は
っ
た
り･･･

§
あ
な
た
の
コ
ト
バ
・
わ
た
し
の
コ
ト
バ

　
　

あ
っ
か
ん
／
油
を
売
る
／
い
か
れ
ぽ
ん
ち
／
い
ち
こ
ろ
／
お
し
ゃ
か
／
じ
ゃ
ん
け
ん
・
ぽ
ん･･･

解
説
／
小
林
祥
次
郎

http://www.bensey.co.jp/mm.html
http://www.bensey.co.jp/book/2209.html
http://www.bensey.co.jp/book/2209.html
http://www.bensey.co.jp/book/2209.html
http://www.bensey.co.jp/book/2209.html
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編
集
後
記

二
月
八
日
、
立
松
和
平
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

四
年
前
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
お
会
い
し
て
以
来
、『
立
松
和
平　

日
本
を
歩
く
（
全
七
巻
）』『
日

光
』『
立
松
和
平
書
評
集
』『
織
田
信
長
』『
月
光
』
と
、
た
く
さ
ん
の
本
で
ご
一
緒
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
昨
年
末
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
お
仕
事
の
集
大
成
で
あ
る
『
立
松
和
平
全
小
説
』
の
刊
行

が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
し
た
。
こ
ん
な
時
代
に
全
三
〇
巻
は
、
先
生
に
と
っ
て
も
私
た
ち
に

と
っ
て
も
、
大
き
な
挑
戦
に
な
る
は
ず
で
し
た
。
そ
の
第
一
巻
が
出
来
上
が
っ
た
直
後
に
、
山

下
洋
輔
さ
ん
と
対
談
し
た
際
の
テ
ー
プ
が
手
元
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
最
後
に
、
こ
ん
な
会
話
を

か
わ
し
て
い
ま
し
た
（「
編
集
」
が
私
で
す
）。

山
下　

し
か
し
す
ご
い
ね
、
こ
の
全
集
は
。
も
の
す
ご
い
。
全
何
巻
？

立
松　

三
〇
巻
で
す
よ
。

山
下　

う
わ
ー
、
す
げ
え
。

立
松　

最
後
ま
で
到
達
す
れ
ば
い
い
け
ど
な
（
笑
）

編
集　

到
達
は
さ
せ
ま
す
よ
、
そ
れ
は
。

立
松　

し
て
よ
ね
（
笑
）

編
集　

え
え
。

立
松　

途
中
で
終
わ
り
ま
し
た
っ
て
の
は
切
な
い
な
。

立
松
先
生
、
あ
ま
り
に
も
切
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
刊
行
さ
れ
る
全

集
を
ご
覧
い
た
だ
け
な
い
か
と
思
う
と
、
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

も
う
二
度
と
お
会
い
で
き
な
い
と
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
気
持
ち
が
し
ま
す
。

立
松
先
生
、
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。（
２
／
９
記
）

⇨目次に戻る

投
稿
募
集

「
勉
誠
通
信
」
へ
の
ご
寄
稿
を
募
集
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

現
在
の
ご
研
究
内
容
の
紹
介
や
、
ご
興
味
を
も
た
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
ご
自
由
に
お
書
き
い

た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

◆ 

お
問
合
せ
お
よ
び
送
付
先
：m

m
info@

bensey.co.jp

メ
ー
ル
タ
イ
ト
ル
に
「
勉
誠
通
信
用
原
稿
」
と
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
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