
２０６

批

評

紹

介

唯
こ
の
詳
本
の
満
洲
語
學
界
に
占
む
べ
き
地
位
を
明
か
に
し
得

た
ら
と
思
ふ
だ
け
だ
。

　

満
洲
語
が
色
々
の
意
味
で
問
題
硯
さ
れ
て
来
た
の
は
こ
ｘ
数

年
の
事
だ
。
論
文
以
外
の
刊
行
物
と
し
て
は
既
に
羽
田
博
士
の

満
和
誹
典
、
今
西
學
士
の
對
譚
満
洲
賓
録
が
あ
り
、
そ
し
て
最

近
は
藤
岡
博
士
の
満
文
老
楷
の
翻
謬
及
び
江
學
士
の
蒙
古
源
流

等
の
大
物
が
次
々
と
公
に
さ
れ
た
。
思
ふ
に
之
等
は
何
れ
も
こ

の
分
野
に
於
て
は
劃
期
的
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
。

　

冥
の
國
の
言
葉
で
あ
る
満
洲
語
が
現
代
、
然
も
異
國
に
脚
光

を
浴
び
て
現
は
れ
て
来
た
こ
と
は
賓
に
奇
現
象
と
い
へ
よ
う
。

然
し
乍
ら
今
と
な
っ
七
は
満
洲
宇
が
讃
め
る
事
が
出
釆
る
と
か
、

満
洲
語
を
知
っ
て
居
る
と
い
ふ
だ
け
で
特
殊
技
能
を
誇
る
時
代
’

は
過
ぎ
た
の
だ
か
ら
、
富
然
他
の
學
問
の
分
野
に
於
け
る
と
同
。

様
の
水
準
を
以
て
臨
ま
ね
ば
な
ら
な
い
様
に
思
へ
る
。

　

曾
っ
て
本
誌
三
雀
二
琥
に
石
演
純
太
郎
先
生
が
刎
田
浦
和
餅

典
を
紹
介
さ
れ
た
時
、
満
洲
語
研
究
の
動
向
を
漑
観
さ
れ
そ
の

将
来
に
開
し
て
極
め
て
明
快
的
確
な
指
針
を
垂
れ
ら
れ
た
。
然

し
そ
れ
は
か
な
り
抽
象
的
な
お
話
と
思
へ
る
の
で
私
は
主
と
し

て
賓
際
上
の
立
場
か
ら
満
洲
語
研
究
の
方
法
を
抽
き
出
し
て
見

た
い
と
思
ふ
。
さ
う
す
れ
ば
江
學
士
の
研
究
の
意
義
も
自
ら
判

34-

蒙

　

古

　

源

　

流

江

　

宣
謬
註

昭
和
十
五
年
一
月
刊

　

四
六
倍
版
五
〇
三
頁

弘
文
堂
書
房
発
行

　

定
價
金
貳
拾
圓

　

江
學
士
畢
生
の
力
作
た
る
邦
語
課
満
文
蒙
古
源
流
が
刊
行
さ

れ
た
。
こ
の
本
の
第
一
巻
の
試
課
が
善
隣
協
會
の
『
調
査
月
報
』

に
載
せ
ら
れ
た
の
は
隨
分
以
前
の
事
で
あ
る
が
、
今
尚
そ
の
絢

爛
た
る
名
文
に
感
動
さ
せ
ら
れ
た
事
を
記
憶
し
て
居
る
。
月
報

が
腹
止
さ
れ
て
か
ら
氏
の
名
詳
も
中
細
さ
れ
、
同
學
の
間
で
惜

ま
れ
て
居
た
所
、
今
度
そ
の
全
課
が
出
た
の
だ
。
手
に
し
て
改

め
て
そ
の
非
凡
な
出
来
条
え
に
は
讃
嘆
せ
す
に
居
ら
れ
ぬ
。
江

學
士
は
元
々
言
語
専
攻
の
人
で
あ
り
然
も
こ
の
十
年
間
は
孜
々

と
し
て
ト
ル
ー
蒙
古
満
洲
朝
鮮
の
言
語
の
研
究
に
没
頭
し
て
居

た
の
だ
か
ら
抜
群
の
秀
作
で
あ
る
事
は
営
然
だ
。
誠
に
日
頃
の

菖
蓄
が
全
部
こ
の
課
に
傾
倒
さ
れ
た
と
い
？
て
よ
い
。
學
士
が

日
夜
心
を
碑
い
て
精
進
し
て
居
る
の
を
よ
く
知
っ
て
居
る
以
上

専
門
で
な
い
私
が
批
評
す
る
等
は
到
底
出
来
な
い
業
で
あ
る
。

：
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明
す
る
様
に
考
へ
・
ら
れ
る
。

　

古
典
満
洲
語
の
研
究
は
現
在
の
所
支
那
の
書
物
に
依
る
以
外

に
ヽ
そ
の
端
緒
を
見
出
し
得
な
い
で
あ
ら
う
。
次
に
そ
の
謬
を
述

べ
る
。
此
の
際
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事
ぽ
こ
の
古
典
満
洲

語
と
云
ふ
の
は
主
と
し
て
「
書
か
れ
る
言
葉
」
と
し
て
の
そ
れ

を
意
味
す
る
。

　

大
ざ
っ
ぱ
に
い
う
て
満
洲
語
の
腿
煌
は
二
つ
の
時
期
に
分
ら

れ
る
と
思
ふ
。
印
ち
満
洲
語
自
服
が
成
長
を
示
し
た
時
期
と
、

成
長
が
終
っ
て
形
骸
の
み
を
傅
へ
た
時
期
と
で
あ
る
。
そ
ふ
分

岐
鮎
を
凡
そ
乾
隆
時
代
に
見
出
し
得
る
。
傅
説
で
あ
る
が
兎
も

角
タ
ル
バ
チ
が
満
洲
宇
を
創
定
し
て
後
満
洲
語
が
書
か
れ
る
言

葉
と
し
て
の
使
命
を
負
は
さ
れ
た
。
勿
論
書
か
れ
る
と
い
う

て
も
そ
の
必
要
は
官
の
文
書
類
で
、
い
は
ｕ
公
用
語
で
あ
ら
う

事
は
想
像
っ
く
。
そ
れ
以
前
は
彼
等
内
の
文
字
に
携
は
る
も
の

或
は
教
養
あ
る
貴
族
の
間
で
は
蒙
古
文
が
使
は
れ
て
居
た
。
だ

か
ら
満
洲
語
の
形
成
は
全
く
蒙
古
語
に
依
る
と
思
へ
る
。
そ
れ

で
満
洲
語
が
大
服
書
か
れ
る
言
葉
と
し
て
の
服
裁
を
備
へ
る
に

は
暫
し
の
年
月
を
要
し
て
、
「
か
ｘ
れ
る
言
葉
」
と
し
て
の
機
能

は
漸
く
二
代
天
聴
汗
の
代
に
入
っ
て
腿
揮
し
始
め
た
ら
し
い
。

そ
れ
ま
で
は
原
隔
は
蒙
文
で
書
か
れ
、
そ
れ
を
満
文
に
直
し
た

も
の
で
あ
ら
う
。
建
州
見
聞
録
に
『
胡
中
只
蒙
書
を
知
る
凡
そ

文
簿
は
皆
蒙
字
を
以
て
之
を
記
す
』
と
あ
る
通
り
だ
。
そ
の
時
代

の
産
物
と
し
て
見
出
さ
れ
る
も
に
の
は
『
古
語
で
記
さ
れ
た
満
文

老
槽
』
で
あ
る
。
而
し
て
満
洲
語
の
文
脈
は
日
増
し
に
整
備
さ
れ

遂
に
満
洲
人
の
手
に
な
っ
た
こ
Ｉ
Ｉ
ク
な
、
然
も
文
學
的
と
も

言
ひ
得
る
作
品
が
か
ｘ
れ
た
。
そ
れ
が
満
文
大
岨
賓
録
並
に
戦

闘
だ
。
之
は
賓
録
と
い
ふ
け
れ
ど
明
青
録
又
は
清
朝
の
後
の
青

鎌
に
見
ち
れ
る
政
書
の
類
で
な
く
ヌ
‘
ル
ハ
チ
の
功
を
讃
へ
た
一

種
の
英
雄
讃
仰
録
で
あ
る
。
だ
が
彼
等
の
手
に
な
っ
た
と
い
ふ

こ
の
。
大
１
　
青
緑
の
叙
述
の
中
に
’
も
明
瞭
に
支
那
人
の
思
想
、
表

現
形
式
を
模
倣
し
て
居
る
こ
と
は
注
目
に
價
す
る
。
而
し
て
か

う
い
っ
た
作
品
は
後
を
絶
っ
て
、
之
以
後
瀾
洲
語
は
満
洲
人
が

文
化
的
教
養
を
吸
収
す
る
手
段
と
し
て
の
言
葉
に
韓
じ
、
従
っ

て
多
く
の
翻
謬
が
な
’
さ
れ
た
。
そ
の
代
表
的
作
品
は
恐
ら
く
満

文
金
瓶
梅
で
あ
ら
う
。
之
は
康
撫
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
朝
を
頂
上
と
し
て
以
後
満
洲
語
は
良
化
吸
収
の
役

目
も
な
く
な
り
か
け
て
こ
ｘ
に
言
語
の
成
長
も
終
っ
た
様
に
思

へ
る
。
然
し
て
乾
隆
期
に
入
っ
て
か
ら
は
そ
れ
迄
の
重
要
な
満

洲
語
の
文
献
は
大
部
分
整
理
さ
れ
た
。
恰
も
期
限
の
切
れ
た
書

類
を
整
理
し
、
ま
と
め
て
書
庫
に
し
ま
ふ
如
く
に
。
そ
し
て
例
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へ
ば
『
古
語
で
記
さ
れ
た
浦
文
老
槙
』
は
乾
隆
時
代
で
は
既
に

讃
解
か
容
易
で
な
く
『
無
圏
鮎
字
書
』
『
荷
清
語
』
等
の
古
語
の

字
解
と
い
っ
た
様
な
副
産
物
が
作
ら
れ
た
有
様
で
あ
る
。

　

乾
隆
時
代
に
整
理
編
纂
さ
れ
た
代
表
的
な
海
語
文
献
を
見
る

と
、
先
づ
餅
書
で
は
・
考
訂
清
文
鑑
（
羽
田
附
典
の
底
本
）
、
乾
隆

妙
本
海
文
老
梢
（
⑩
岡
陣
士
謬
の
底
本
）
、
滞
洲
責
録
（
今
西
謬

の
底
本
）
等
が
あ
る
。

　

こ
の
朝
以
後
文
献
満
洲
語
は
皇
帝
の
趣
味
に
な
る
刑
誰
、
漢

人
の
科
挙
に
必
要
な
語
學
、
勅
選
の
書
並
に
官
文
書
の
類
が
満

漢
二
幄
を
備
へ
る
と
謂
ふ
制
度
の
散
に
保
存
さ
れ
た
様
に
思
へ

る
。
江
學
士
謬
の
蒙
古
源
流
は
乾
隆
帝
の
陣
學
を
澄
明
す
る
錫

に
願
譚
さ
れ
た
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

科
拳
の
必
須
課
目
と
し
て
満
洲
語
が
必
要
に
な
っ
て
、
こ
Ｘ

に
始
め
て
漢
人
の
篤
の
系
統
的
な
海
語
入
門
書
が
作
ら
れ
た
。

清
文
啓
蒙
等
が
そ
の
典
型
的
な
も
の
だ
。
石
演
先
生
が
指
摘
さ

れ
た
所
に
依
る
と
、
欧
人
の
撒
あ
る
海
語
研
究
も
そ
警

殆
ど
博
文
啓
蒙
に
出
ミ
そ
れ
を
一
歩
も
出
ｔ
居
な
い
と
の
事

だ
。
現
布
吾
等
が
手
に
し
得
る
文
典
中
最
も
簡
に
し
て
要
を
得

て
居
る
メ
ル
レ
で

い
て
居
る
。

　

以
上
の
事
か
ら
海
語
の
研
究
は
先
づ
乾
隆
期
の
支
那
書
の
文

典
餅
書
よ
り
出
登
せ
ね
ば
政
ら
ね
こ
と
が
分
る
で
あ
ら
う
。

　

次
に
海
１
　
研
究
の
上
よ
り
見
た
海
漢
對
謬
書
の
謬
文
的
價
値

に
就
い
て
一
言
し
よ
う
。
満
文
老
拙
、
無
闇
黙
字
書
、
荷
清
語

等
を
除
く
大
組
賓
録
、
蒙
古
源
流
以
下
の
諸
書
は
凡
て
海
漢
蒙

の
三
醍
に
な
っ
て
居
る
。
こ
の
對
詳
に
使
用
さ
れ
て
居
る
漢
文

は
、
従
来
正
統
の
漢
文
か
ら
見
て
破
格
の
文
章
と
さ
れ
て
、
こ

の
漢
文
謬
の
内
容
す
ら
が
疑
は
れ
る
向
き
が
往
々
に
し
て
あ
る
。

そ
れ
は
誤
解
だ
と
思
ふ
。
勅
選
の
翻
謬
に
携
は
る
人
々
が
漢
文

が
出
来
な
い
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
日
本
在
来
の
漢
學

者
の
ど
れ
よ
り
も
名
文
章
家
で
あ
っ
・
た
ら
う
。
そ
れ
が
破
格
の

文
章
を
書
い
た
こ
と
に
は
皆
謂
れ
が
あ
る
の
だ
。
明
以
後
支
那

周
渥
の
國
々
と
の
接
鯛
が
檜
す
に
っ
れ
て
そ
れ
等
の
國
々
の
言

語
が
支
那
人
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
た
。
司
謬
監
が
設
け
ら
れ
華

夷
謬
語
が
編
纂
さ
れ
た
。
ま
し
て
異
域
よ
り
起
っ
た
清
朝
が
異

域
の
語
を
尊
重
し
た
事
は
営
然
だ
。
五
曖
清
文
鑑
以
下
数
々
の

外
國
語
研
究
書
が
出
た
理
由
で
も
あ
る
。
馴
詳
に
洗
練
を
加
へ

異
域
の
語
を
忠
賓
に
傅
へ
る
篤
に
文
章
の
破
格
が
怪
ひ
ら
れ
る

事
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
。
海
文
を
謬
し
た
漢
文
を
逐
字
検
討

す
れ
ば
如
何
に
周
到
に
忠
賓
に
且
つ
名
調
子
を
傅
へ
て
居
る
か
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と
い
ふ
事
に
驚
嘆
す
る
で
あ
ら
う
。

　

か
く
て
海
語
研
究
臆
１
　
て
の
鮎
よ
り
し
て
支
那
の
書
物
か
ら

出
腿
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
を
重
ね
て
強
調
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ガ
ペ

レ
ン
ツ
の
海
濁
僻
書
は
、
清
文
鑑
、
清
文
９
　
書
に
對
し
濁
自
の

語
彙
を
持
っ
て
居
る
。
之
は
海
漢
合
壁
四
書
を
精
確
に
研
究
し

売
事
に
依
っ
て
成
功
し
た
産
物
で
あ
る
。

　

以
上
満
洲
語
の
狸
鐘
と
考
へ
、
そ
の
途
上
に
現
は
れ
た
文
献

を
記
載
す
る
事
に
依
っ
て
研
究
の
方
法
を
極
め
て
大
ま
か
に
抽

出
し
た
積
り
で
あ
る
。
印
ち
乾
隆
期
の
満
洲
語
を
謬
出
し
た
海

漢
合
壁
書
の
代
表
的
文
献
を
先
づ
調
べ
て
海
文
の
文
脈
語
義
を

正
し
、
次
に
茜
清
語
等
に
よ
り
て
大
岨
賓
録
を
極
め
、
更
に
歩

を
す
Ｘ
め
て
無
間
鮎
字
書
等
に
よ
り
満
文
老
楠
に
す
ｘ
む
べ
き

で
あ
ら
う
。

　

江
學
士
の
蒙
古
源
流
の
翻
謬
は
皆
に
右
の
方
法
に
合
致
す
る

基
礎
的
研
究
の
所
産
で
あ
る
。
海
文
蒙
古
源
流
は
乾
隆
帝
の
命

に
よ
り
蒙
古
文
よ
り
譚
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
海
文

が
書
か
れ
る
言
葉
と
し
て
は
文
運
隆
盛
の
時
期
を
反
映
し
て
洗

錬
を
極
め
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
し
、
又
そ
の
漢
謬
に
そ
っ
が

あ
ら
う
筈
が
な
い
。
こ
の
故
に
江
學
士
は
源
流
を
満
洲
語
研
究

の
鴬
の
テ
キ
ス
ト
に
選
ん
だ
も
の
と
思
は
れ
方
に
理
の
富
然
と

考
。
へ
ら
れ
る
。

　

こ
Ｘ
に
到
っ
て
江
學
士
の
著
書
乞
紹
介
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

同
書
は
最
初
に
和
文
の
全
詳
が
載
せ
ら
れ
、
次
に
蒙
古
源
流

の
書
誌
的
考
察
、
更
に
源
流
の
漢
文
テ
キ
ス
ト
及
び
潅
文
テ
キ

ス
ト
注
、
索
引
の
順
で
編
ま
れ
て
居
る
。

　

さ
て
私
が
こ
の
書
を
批
評
す
る
立
場
の
重
鮎
は
主
と
し
て
次

の
事
だ
。
印
ち
同
書
が
翻
謬
で
あ
る
以
上
謬
文
に
凡
て
の
價
値

が
係
っ
て
居
て
、
そ
れ
以
外
の
附
録
の
研
究
は
別
問
題
で
あ
る

と
い
ふ
事
だ
。
即
ち
こ
の
種
の
刑
詳
は
落
合
陣
士
の
高
説
の
如

く
、
幼
稚
は
許
さ
れ
て
も
誤
謬
は
咎
め
ら
れ
る
可
き
で
あ
ら
う

し
、
更
に
鐸
文
は
先
づ
日
本
語
と
し
て
筋
が
通
っ
て
居
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
後
で
更
に
原
文
の
調
子
を
攬
者
に
腎
鴛
た
ら

し
め
る
篤
に
口
語
脛
に
す
る
と
か
、
文
語
に
す
る
と
か
、
詩
的

表
現
を
と
る
か
散
文
的
に
す
る
か
を
決
め
々
可
き
で
あ
ら
う
。

か
５
　
い
ふ
と
簡
軍
だ
が
従
来
の
嗣
謬
は
凡
て
こ
の
動
・
が
極
め
て

曖
昧
の
様
に
思
へ
る
。

　

學
士
の
謬
は
極
め
て
正
確
だ
。
謬
語
を
見
る
Ｌ
こ
清
文
啓
蒙
バ

虚
字
指
南
、
清
文
總
彙
、
清
文
鑑
、
高
橋
景
保
の
散
８
　
解
、
ガ

ベ
レ
ン
ツ
、
ザ
ハ
ロ
フ
、
ア
ミ
ョ
等
が
各
々
長
短
を
比
較
取
捨

さ
れ
ち
ゃ
ん
と
所
を
得
て
使
ば
れ
て
居
る
。
従
来
文
典
等
に
て
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説
か
れ
た
動
詞
の
語
尾
愛
化
は
極
め
て
粗
末
な
も
の
で
あ
っ
た

が
學
士
の
手
に
よ
っ
て
撒
あ
る
鍵
化
の
差
異
が
可
な
り
明
確
に

整
理
さ
れ
て
、
例
を
あ
げ
る
と
學
士
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
問

題
の
ヨ
ｅ
.
f
i
の
形
の
研
究
等
は
よ
く
行
き
届
い
て
居
る
。
此
等

の
形
は
従
来
皆
同
じ
意
味
に
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
事

が
萬
事
、
か
う
い
っ
た
結
果
は
到
る
所
見
出
さ
れ
る
。

　

更
に
漢
詳
こ
そ
先
づ
従
ふ
ぺ
き
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
又
學
士

の
立
前
だ
か
ら
、
此
の
度
の
謬
文
に
は
周
到
に
そ
の
心
構
へ
が

見
受
け
ら
れ
る
。

　

高
文
蒙
古
源
流
は
元
々
原
典
は
蒙
文
で
あ
る
か
ら
、
意
義
の

不
明
確
な
所
は
原
典
に
よ
る
ぺ
き
は
勿
論
だ
。
蒙
文
に
熟
建
せ

る
學
士
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
本
、
喀
喇
沁
本
、
殿
版
の
蒙
文
を
參
照

し
、
更
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
詳
を
徹
底
的
に
調
査
し
た
様
で
あ

る
。
そ
の
結
果
は
悉
く
學
士
の
鐸
文
の
内
に
結
晶
さ
れ
て
居
る
。

　

以
上
に
よ
っ
て
そ
の
謬
の
正
確
さ
を
充
分
に
期
待
し
得
る
で

抄
ら
う
・

　

而
し
て
學
士
の
譚
文
は
我
が
國
翻
譚
界
に
於
て
も
屈
指
の
名

文
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
昭
和
の
御
代
に
は
少
し
古
め
か
し

く
て
太
平
記
張
り
の
美
文
で
あ
る
。
學
士
は
源
流
を
古
典
文
學

作
品
と
見
倣
し
た
が
政
に
叙
事
詩
め
い
た
表
現
を
と
っ
た
の
で
｀

あ
ら
う
。
源
流
の
文
中
頭
韻
を
踏
ん
で
あ
る
詩
譚
の
類
に
は
詞

文
も
亦
頭
韻
が
踏
ん
で
あ
る
程
に
凝
っ
た
も
の
で
あ
る
。
然
し

瑕
堤
も
そ
こ
に
見
受
け
る
様
だ
。
詞
語
も
少
し
晦
溢
に
過
ぎ
て

一
讃
判
明
せ
ぬ
感
が
あ
る
。
殊
に
第
一
巻
の
所
が
目
立
つ
。
こ

ｘ
は
天
地
開
明
を
説
い
た
所
で
原
文
を
見
る
と
、
成
程
ま
じ
な

ひ
文
の
様
に
意
味
が
模
糊
た
る
も
の
で
あ
る
が
漢
詳
に
よ
る
と

可
成
り
明
快
さ
が
。
喰
す
織
に
思
へ
る
。
従
っ
て
詞
語
も
漢
謬
よ

り
選
ん
だ
方
が
成
功
の
卒
が
多
い
様
に
見
受
け
る
。
‐
だ
が
そ
れ

は
少
し
慾
ば
っ
た
注
文
か
も
知
れ
ぬ
。

　

次
に
満
満
テ
キ
ス
ト
の
探
鎌
の
意
味
で
あ
る
が
、
漢
文
は
最

高
の
名
詳
と
し
て
廣
く
參
考
さ
れ
た
い
と
す
る
學
士
の
老
婆
心

か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
満
文
は
ロ
ー
マ
ナ
イ
ス
を
避
け
て
満

宇
で
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
以
前
に
ベ
ル
リ
ン
大
學
の
へ
Ｉ
ニ

ツ
シ
ュ
博
士
が
満
文
を
ロ
ー
’
ナ
イ
ス
し
た
も
の
を
刊
行
さ
れ

た
が
、
之
は
数
百
ケ
所
の
誤
讃
誤
字
脆
字
が
お
る
の
で
此
の
誤

り
を
正
し
且
つ
音
謬
法
の
不
備
な
ロ
ー
マ
ナ
イ
ス
式
を
や
め
て

原
文
を
出
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
然
し
一
勝
の
事
『
カ
タ
カ
ナ
』

で
言
詳
し
て
貰
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。

　

。

　

源
流
の
１
　
誌
的
考
察
に
就
い
て
は
、
私
は
何
も
知
ら
な
い
か

ら
書
き
様
が
な
い
。
専
門
家
の
方
に
任
す
事
に
し
よ
う
。
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以
上
極
め
て
雑
駁
な
紹
介
を
し
却
っ
て
學
士
の
力
作
を
害
ふ

か
を
恐
れ
る
が
、
何
れ
多
く
の
時
間
を
得
て
丹
念
に
熟
讃
し
、

再
び
筆
を
と
る
積
り
’
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

‐

　

斯
く
て
満
洲
語
界
に
も
最
高
の
譚
書
を
得
た
譚
で
充
分
慶
賀

さ
れ
。
て
よ
く
、
且
つ
満
洲
語
研
究
の
水
準
の
高
さ
を
誇
り
得
る

と
思
ふ
。

　

私
は
江
學
士
の
謬
を
紹
介
す
る
に
富
り
、
他
の
秀
作
即
ち
羽

田
琲
典
、
藤
岡
博
士
謬
満
文
老
槙
、
今
西
學
士
對
謬
満
洲
賓
録

を
詳
細
に
紹
介
批
判
す
る
積
・
り
で
あ
っ
た
が
、
充
分
な
用
意
と

暇
が
な
か
っ
た
篤
に
、
果
し
得
な
か
っ
た
。
何
れ
果
す
積
り
で

あ
る
。
〔
三
田
村
泰
助
〕
ヽ

　
　
　

蒙
古
世
系
譜

　
　
　
　
　
　
　

民
國
二
十
八
年
八
月
排
印
一
五
巻
一
珊
二
十
七
葉

　

私
は
こ
の
書
物
に
就
い
て
語
る
何
等
の
智
識
も
持
ち
合
は
せ

て
ゐ
な
い
。
私
は
本
１
　
に
就
い
て
は
、
張
爾
田
氏
が
「
蒙
古
源

流
と
大
差
な
い
、
唯
十
二
強
汗
の
名
の
み
は
、
こ
の
書
が
０
　
と

り
具
有
す
る
と
こ
ろ
で
、
或
は
元
初
掌
敗
者
の
一
助
と
も
な
ら

う
か
」
と
の
意
味
を
述
べ
て
ゐ
る
以
外
、
ま
こ
と
に
何
も
知
ら

な
か
の
で
あ
る
。
た
ｙ

騒
ぎ
求
め
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
ぐ
そ
れ
か
ら
西
斉
雑
著
二
種

の
著
者
で
あ
る
蒙
古
人
博
明
が
こ
の
書
物
を
有
っ
て
ゐ
た
と
い

ふ
こ
と
の
故
に
の
み
、
従
来
寫
本
で
し
か
傅
は
ら
な
か
っ
た
本

書
が
、
今
度
北
京
で
印
刷
に
な
っ
た
と
い
ふ
こ
と
だ
け
を
紹
介

し
て
お
き
度
い
の
で
あ
る
。

　

私
が
こ
の
１
　
物
の
希
珍
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
教
へ
ら
れ
た

の
は
（
重
要
な
も
の
と
仰
言
っ
た
か
ど
う
か
は
今
思
ぴ
出
せ
な

い
）
故
内
藤
湖
南
先
生
か
ら
で
、
た
し
か
昭
和
九
年
は
じ
め
頃

の
こ
と
だ
っ
た
か
と
思
ふ
’
。
そ
れ
は
丁
度
先
生
が
こ
の
本
を
手

に
入
れ
ら
れ
た
と
き
で
、
私
は
怠
け
て
一
向
し
な
か
っ
た
が
、

同
學
三
田
村
君
は
こ
の
本
に
就
い
。
て
色
々
先
生
に
質
し
て
ゐ
た

様
だ
。
間
も
な
く
先
生
は
お
な
く
な
り
に
な
っ
た
の
だ
が
、
お

な
く
な
り
に
な
っ
て
か
ら
、
先
生
は
あ
の
珍
本
を
御
所
蔵
に
な

っ
て
ゐ
た
、
是
非
見
ず
ん
ば
あ
る
可
か
ら
す
と
い
ふ
様
な
こ
と

で
私
近
逡
の
勉
強
家
建
が
騒
ぎ
出
し
た
。
騒
い
だ
が
、
あ
の
先

生
の
幾
百
萬
巻
か
ら
の
御
蔵
書
の
中
か
ら
’
は
、
た
っ
た
一
附
。
ヘ

ラ
・
く
と
こ
の
本
は
ど
う
し
て
も
出
て
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
か

ら
五
六
年
経
っ
て
今
年
の
夏
末
、
東
大
の
和
田
先
生
が
研
究
上

の
御
要
務
で
営
地
に
お
出
で
に
な
っ
た
。
一
日
先
生
の
鳶
件
を

し
て
燕
京
大
學
の
男
文
如
教
授
を
訪
問
し
た
。
た
ま
／
～
和
田
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