
あ
る
。
大
に
注
扇
せ
ら
れ
て
よ
い
本
で
あ
る
と
思
ふ
。

　
な
ほ
、
こ
れ
は
文
部
・
省
推
薦
家
書
に
な
っ
て
み
る
。

（
8
6
判
二
二
買
圖
一
葉
昭
和
＋
六
年
＋
二
瀬
二
省
堂
遡
行
、

四
拾
銭
）
ハ
藤
被
晃
〉

脚
膿
腋
梛
邦
人
登
展
の
研
究

　
　
一
古
地
圏
に
印
さ
れ
た
る
日
本
河
に
就
い
て
一

儲
本
㌔
論
難
著

豊
園

　
西
騰
腰
十
七
世
紀
の
前
傘
よ
り
護
照
、
當
時
南
洋
に
煮
て
活
躍
申
の
オ
ラ
ン

ダ
入
の
諸
記
簸
が
、
懲
懲
に
塞
く
酉
鰍
入
作
成
に
な
る
諸
地
剛
が
、
一
様
に

却
度
支
那
を
縦
漸
す
る
第
一
の
大
河
、
メ
コ
ン
河
の
下
洗
に
摩
し
て
臼
本
河

の
名
種
を
慣
用
し
て
み
た
、
此
の
審
實
こ
そ
は
現
存
す
る
遺
遊
の
緻
多
か
ら

ぬ
中
に
在
て
、
濁
り
近
世
初
期
に
於
け
る
邦
人
の
獄
費
し
い
南
洋
獲
展
を
物

辿
る
有
力
な
資
料
で
な
く
て
何
で
あ
ら
う
か
。
霞
本
河
の
研
究
、
其
は
一
見

極
め
て
特
殊
的
な
取
題
で
は
あ
り
乍
ら
、
實
は
其
の
背
後
に
見
出
懲
る
べ
き

か
」
る
璽
大
な
る
問
題
と
の
關
係
に
於
て
、
確
に
璽
要
な
る
研
究
と
云
は
ね

ば
な
ら
な
い
。

　
大
東
距
職
階
、
吾
が
國
の
關
心
が
南
方
の
現
實
に
潔
し
て
異
常
な
熱
度
を

以
て
注
が
れ
て
み
る
今
日
、
既
あ
問
題
を
と
り
上
げ
た
塞
書
が
世
に
出
さ
れ

る
に
謀
っ
た
の
は
、
正
し
く
其
の
時
を
簿
た
も
の
乏
云
ひ
5
べ
き
で
あ
ら

う
。

　
著
者
杉
本
祓
…
治
郎
氏
に
就
て
は
、
鎮
藪
ら
し
く
紹
介
す
る
迄
も
な
く
、
廣

颪
側
交
理
科
大
學
に
在
っ
て
永
年
の
黒
攻
に
よ
り
著
が
國
印
度
支
那
史
の
継
威

で
あ
り
“
金
窮
鼠
氏
汗
馬
を
ハ
ノ
イ
の
遽
東
學
院
に
奉
じ
其
の
聞
同
じ
き
分

野
に
探
或
の
歩
を
逡
め
ら
れ
た
導
門
の
土
で
あ
る
。
既
の
爾
氏
が
期
せ
ず
し

て
、
卿
下
の
情
勢
に
梢
懸
し
い
爾
洋
に
於
け
る
邦
人
の
畿
展
に
關
す
る
資
料

を
刊
行
す
る
の
黎
を
企
て
、
緊
密
な
る
協
力
の
下
に
、
も
の
せ
ら
れ
た
の
が

本
書
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
卜
者
ぼ
　
目
ら
本
書
に
特
別
の
期
待
を
か
け
ら
れ
て

然
る
べ
き
で
あ
る
，
、
そ
し
て
此
の
期
待
は
、
臼
三
河
の
研
兜
と
題
す
る
第
一

篇
及
び
日
南
河
の
地
燭
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
圃
版
集
第
二
篇
を
仔
細
に
按
讃

さ
る
蕊
時
、
確
か
に
十
一
一
分
に
満
足
さ
れ
る
で
あ
ら
う
．
．
蓋
し
時
局
殉
き
り
．

一
般
出
版
物
に
住
々
に
し
て
認
め
ら
れ
る
室
疎
な
内
容
に
引
か
へ
て
、
本
書

は
其
の
蔚
篇
を
精
…
密
な
る
學
翼
下
的
考
究
に
當
て
、
後
篇
亦
貴
重
な
る
根
本
的

資
料
の
集
成
を
以
て
形
威
さ
れ
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
’

　
第
一
篇
研
究
篇
は
四
章
に
分
れ
る
。
印
ち
臓
本
河
の
繕
呼
を
今
巳
に
傳
へ

る
最
古
の
交
献
、
十
七
世
紀
初
頭
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の
記
録
よ
り
以
下
文
書
に

存
す
る
も
の
十
数
種
、
同
じ
く
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
人
の
作
成
に
係
る
古
地

智
頭
敬
種
を
削
げ
て
之
を
分
類
圓
宏
し
、
其
の
便
用
字
面
の
差
異
誤
謬
を
比

較
校
訂
し
　
、
其
等
が
何
れ
も
紛
ふ
こ
と
な
き
メ
コ
ン
下
流
を
指
し
示
す
日

本
河
の
羅
呼
な
る
黙
を
明
か
に
し
て
第
叢
単
・
第
一
一
章
は
結
ば
れ
て
み
る
。

績
い
て
共
の
名
穂
に
該
出
す
べ
き
河
流
を
比
定
す
る
に
充
て
ら
れ
た
第
三
章

に
は
、
常
時
の
オ
ラ
ン
ダ
人
族
行
記
其
他
に
依
櫨
し
て
之
を
現
今
メ
コ
ン
河

河
口
の
最
北
流
を
プ
ノ
ソ
・
ペ
ン
附
近
に
蓮
遡
る
延
長
約
百
七
十
浬
の
河
流

に
考
謹
し
、
最
後
に
日
本
河
の
趨
源
を
設
い
て
は
、
其
が
十
六
世
紀
以
來
既

（93）

介
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ナ
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巻
　
第
一
齢

九
露



介

第
二
「
十
八
巻
　
第
一
聾

九
閥

に
既
の
塊
に
出
現
を
見
て
み
た
日
木
人
町
の
脇
立
に
俘
ふ
現
象
な
り
と
し
て

十
七
世
紀
初
頭
の
文
献
に
初
出
す
る
駈
以
を
説
明
し
、
以
後
前
後
三
世
紀
二

百
年
闘
に
亙
る
既
の
名
説
の
存
績
理
由
に
併
せ
及
ん
で
み
る
。
第
二
篇
資
料

篇
に
載
せ
ら
れ
た
イ
サ
ー
ク
ザ
ド
・
フ
ラ
ー
フ
「
カ
ム
ボ
ヂ
ア
及
び
附
近
岡
」

よ
り
以
下
十
六
葉
を
算
す
る
盤
富
な
古
地
岡
の
窮
蟹
版
と
遷
せ
て
、
隔
本
河

の
金
製
は
之
を
述
べ
て
遺
憾
な
き
も
の
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
嘗
て
の
先
人
の
活
躍
の
泌
、
僅
か
に
零
細
な
文
献
に
粟
の
面
影
を
残
す
に

止
め
再
び
忘
却
の
芸
無
に
埋
も
り
去
り
た
惹
や
の
澱
あ
り
し
東
南
ア
ジ
ア
の

史
蹟
を
、
今
に
か
く
の
如
く
に
確
實
に
考
識
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
南
方
史
研

究
其
の
物
、
若
し
く
億
之
に
甥
す
る
興
味
と
關
心
ど
を
惹
起
せ
し
む
る
上
に

其
の
功
少
な
か
ら
ざ
る
は
姑
く
書
は
ず
と
す
る
も
、
新
し
き
時
局
の
進
展
に

一
偶
の
臓
想
鮎
を
提
出
せ
れ
た
、
唯
こ
れ
丈
を
以
て
す
る
も
十
分
江
湖
に
推

賞
さ
る
べ
き
資
絡
…
を
持
つ
で
あ
ら
う
。

．
，
（
閥
六
版
本
丈
三
＋
三
頁
闘
版
二
＋
一
地
群
論
富
山
霧
粒

定
償
参
着
五
拾
銭
）
　
（
愛
宕
）

現
　
代
史
學

夫
　
類

伸
著

　
未
曾
有
の
世
界
轄
換
期
に
生
を
享
け
た
我
々
一
し
か
も
か
㌧
る
縫
昇
史

的
時
期
に
歴
史
の
墨
・
を
慕
門
の
業
と
し
て
選
ん
で
み
る
我
々
．
に
と
っ
て
、
奥

義
が
現
代
に
於
い
て
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
考
へ
る
こ
と
は
、
軍
に
專
門
の

學
の
内
部
朗
必
要
か
ら
生
れ
て
來
た
原
理
的
な
課
題
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
そ
れ
は
必
然
的
に
、
我
々
が
雁
史
の
學
徒
と
し
て
現
代
を
如
何
に
生
き

抜
く
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
と
も
關
賦
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
故
に
、
羅
史
學
が

現
代
に
於
い
て
あ
る
べ
き
姿
を
考
へ
る
纂
は
、
我
々
の
全
存
在
に
か
け
ら
れ

た
端
補
的
實
慶
的
な
問
題
－
1
…
し
か
し
同
時
に
我
々
の
生
そ
の
も
の
に
か
け

ら
れ
た
内
面
的
問
題
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
從
來
予
土
幽
妙
界
に

於
け
る
歴
史
理
論
及
び
多
多
思
想
方
面
に
於
い
て
西
洋
史
學
が
憂
し
て
來
た
　
、

特
殊
な
意
昧
を
思
ひ
あ
は
す
と
、
今
臼
我
國
西
洋
史
學
徒
に
課
せ
ら
れ
た
任

務
の
い
よ
い
よ
重
い
こ
と
が
、
痛
感
さ
れ
ず
に
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

「
か
か
る
意
味
に
於
い
て
、
我
國
西
洋
史
學
の
泰
斗
大
類
伸
博
士
が
最
近
牽
籐

年
間
に
護
表
さ
れ
た
讐
稿
に
更
に
推
敲
を
加
へ
ら
れ
て
、
補
璽
改
訂
の
上
、

「
現
代
史
學
」
と
題
し
て
一
芸
を
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
意
業
決
し
て
紗
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し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㍉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
然
し
な
が
ら
、
膳
史
學
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
考
へ
る
た
め
に
は
、
先

づ
そ
れ
が
近
き
豪
勢
に
於
い
て
如
何
に
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
現
代
に
於
い
て

如
何
に
あ
る
か
を
省
み
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
G
過
去
を
背
負
っ
た
現
代

を
先
づ
眞
に
理
解
し
得
て
こ
そ
、
始
め
て
未
來
に
於
い
て
行
く
べ
き
道
が
打

開
さ
れ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
本
葺
の
一
部
も
ま
た
抵
き
過
表

・へ

ﾌ
圓
顧
に
宛
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
邸
ち
、
全
部
で
七
篇
牧
鍛
さ

れ
て
る
る
論
稿
の
う
ち
、
そ
の
第
七
「
本
邦
に
於
け
る
西
洋
史
學
の
獲
達
」
と

第
二
「
西
洋
腿
奥
患
想
の
性
格
」
と
が
さ
や
う
な
意
昧
を
も
つ
て
み
る
こ
と
は

勿
論
」
更
に
第
三
「
政
治
史
と
交
化
史
」
、
第
四
「
現
代
歴
史
艘
ど
精
興
史
」
及

　
び
第
六
「
最
近
西
洋
史
界
の
動
向
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
少
な
か
ら
ざ
る
部
分
を

　
歴
史
的
圃
顧
の
た
め
に
捌
い
て
み
る
の
で
あ
る
。
尤
も
後
の
三
者
に
於
い
て


