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◎
二
〇
〇
三
年
秋
季
大
会
﹇

月

日
、

10

18

於
・
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
﹈

・「
石
川
淳
「
白
描
」
論
〈
神
戸
〉
と
〈
ユ

ダ
ヤ
〉
を
手
が
か
り
に
」
…
西
垣
尚
子
（
奈

良
女
子
大
学
大
学
大
学
院
）

・「
安
成
貞
雄
と
大
正
期
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
」
…
村
田
裕
和
（
立
命
館
大
学
大
学
院
）

・「
伊
東
静
雄
「
水
中
花
」
論

そ
の
美
意

識
と
至
福
の
感
情
」
…
湯
浅
か
を
り
（
奈

良
大
学
附
属
高
等
学
校
）

・「『
草
枕
』
冒
頭
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
」

…
野
口
裕
子
（
新
居
浜
工
業
高
等
専
門
学

校
）

◎
二
〇
〇
四
年
春
季
大
会
﹇
６
月

日
、

12

於
・
神
戸
大
学
﹈

・「
遠
藤
周
作
『
白
い
人
』
論

改
稿
か
ら

読
み
取
れ
る
ジ
ャ
ッ
ク
の
自
殺
の
真
相
」

…
田
中

葵
（
関
西
大
学
大
学
院
生
）

・「
森
鷗
外
『
半
日
』
論

高
山
家
に
見
え

る
日
露
戦
争
後
の
『
個
の
主
張
』
の
問
題
」

…
出
光
公
治(

関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
研
究
員)

・「
山
口
瞳『
江
分
利
満
氏
の
優
雅
な
生
活
』

論
」
…
金
岡
直
子(

神
戸
大
学
大
学
院
生)

・「
見
え
な
い
も
の
の
文
学
誌

心
霊
と
ウ

ィ
ル
ス
に
関
す
る
ノ
ー
ト
・
鈴
木
光
司『
リ

ン
グ
』『
ら
せ
ん
』『
ル
ー
プ
』
を
読
む
」

…
奈
良
崎
英
穂(

プ
ー
ル
学
院
大
学)

★
支
部
大
会
印
象
記

二
〇
〇
三
年
秋
季
大
会
印
象
記

二
〇
〇
三
年
度
の
秋
季
大
会
は
、
一
〇

月
一
八
日
、
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
で
開
催

さ
れ
た
。
前
半
の
二
つ
の
発
表
に
つ
い
て

の
感
想
を
記
す
。
西
垣
尚
子
氏
の
「
石
川

淳
「
白
描
」
論

〈
神
戸
〉
と
〈
ユ
ダ
ヤ
〉

を
手
が
か
り
に
」
は
、
神
戸
と
い
う
舞
台

設
定
と
、
主
要
登
場
人
物
が
ユ
ダ
ヤ
の
血

を
ひ
い
て
い
る
と
い
う
設
定
の
意
味
を
さ

ぐ
る
も
の
。
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に

還
元
し
な
が
ら
の
読
解
は
、
注
釈
的
読
み

の
提
示
と
受
け
取
れ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
血

統
と
い
う
設
定
に
つ
い
て
は
、
時
流
に
乗

っ
た
通
説
を
利
用
し
な
が
ら
、
日
本
的
な

も
の
の
破
綻
と
い
う
こ
と
を
隠
す
と
い
う

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
分
析
が
示

さ
れ
た
。
大
橋
毅
彦
氏
の
質
問
に
示
さ
れ

た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
設
定
が
、
当
時
の

ユ
ダ
ヤ
人
政
策
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
ち
、
ま
た
、
人
物
形
象
に
何
を
付

加
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
さ
ら
に
踏
み

込
ん
で
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

最
初
に
発
表
者
自
身
の
作
品
の
価
値
づ
け

を
示
す
方
が
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

微
細
な
読
み
と
い
う
分
析
の
方
向
を
、
表

現
全
体
の
価
値
づ
け
と
い
う
綜
合
の
方
向

に
、
い
か
に
交
差
さ
せ
る
か
と
い
う
の
は
、

私
た
ち
が
共
有
す
べ
き
問
題
だ
と
感
じ
た
。

質
疑
応
答
の
中
で
問
題
が
深
め
ら
れ
、
口

頭
発
表
す
る
こ
と
の
意
義
を
実
感
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

村
田
裕
和
氏
の
「
安
成
貞
雄
と
大
正
期

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
、
安
成
の
批
評
活

動
を
掘
り
起
こ
す
と
と
も
に
、
そ
の
遊
撃

的
批
評
ス
タ
イ
ル
が
、
膨
脹
す
る
日
本
国

家
に
歩
調
を
合
わ
せ
た
岩
野
泡
鳴
ら
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
批
判
に
有
効
性
を
発
揮

し
た
こ
と
の
分
析
が
骨
子
で
あ
っ
た
。
安

成
の
批
判
対
象
で
あ
る
大
正
期
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
把
握
が
、
武
士
道
論
、
処
世
訓
、

国
民
性
論
な
ど
多
角
的
な
視
野
か
ら
思
想

史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
踏
ま
え
て
示
さ
れ
、

大
い
に
啓
蒙
さ
れ
た
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
の
影
に
な
り
が
ち
な
部
分
に
光
が
あ
て

ら
れ
た
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
論
敵
で
あ

る
大
正
期
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
分
析
に
比

べ
る
と
、
安
成
の
と
ら
え
方
は
そ
の
個
人

性
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
た
。
そ
の
分
、
批
判
対
象
に
対
し
て
、

安
成
の
優
位
が
あ
ら
か
じ
め
担
保
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
安
成
の
遊
撃

的
な
批
評
ス
タ
イ
ル
や
手
法
の
生
成
の
過

程
を
大
杉
や
堺
と
比
較
し
な
が
ら
も
う
少

し
具
体
的
に
指
摘
し
て
ほ
し
か
っ
た
し
、

そ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
は
思
想
史
や
批
評
史

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な

位
置
づ
け
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
も
聞

き
た
か
っ
た
。
村
田
氏
は
「
安
成
の
科
学

的
精
神
と
編
集
者
・
記
者
生
活
は
、
社
会

主
義
的
実
行
を
持
た
な
い
以
上
、
根
源
的

な
矛
盾
を
止
揚
で
き
な
い
」
と
い
う
が
、

そ
れ
は
余
り
に
短
絡
的
で
は
な
い
か
。「
実

行
」
が
思
想
よ
り
優
位
に
あ
る
と
い
う
発

想
は
、
ほ
ん
と
う
は
根
拠
が
な
い
の
で
は

な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

分
析
と
綜
合
の
二
つ
の
方
向
を
ど
の
よ

う
に
交
差
さ
せ
る
か
が
と
て
も
肝
要
だ
。

ハ
イ
テ
ク
機
器
の
よ
う
な
、
細
部
へ
の
こ

だ
わ
り
と
精
緻
さ
の
方
向
は
よ
く
見
え
る

が
、
全
体
を
す
く
い
取
る
、
目
の
粗
い
強

靱
な
網
の
よ
う
な
綜
合
の
方
向
は
、
な
か

な
か
見
え
に
く
い
と
い
う
の
が
現
状
だ
。

二
つ
の
発
表
を
聞
い
て
そ
ん
な
こ
と
を
考

え
た
。

（
木
股
知
史
）

文
学
研
究
に
於
け
る
「
論
証
」
と
は
何
か
、

そ
れ
は
何
を
以
て
「
証
」
と
な
し
得
る
の

か
。
今
回
、
特
に
後
半
の
二
題
は
、
研
究

の
始
原
の
そ
の
根
本
的
命
題
を
改
め
て
考

え
さ
せ
ら
れ
る
発
題
で
あ
っ
た
。

湯
浅
か
を
り
氏
の
〈
伊
藤
静
雄
「
水
中

花
」
論
―
そ
の
美
意
識
と
至
福
の
感
情
―
〉

は
、『
夏
花
』
の
絶
唱
「
水
中
花
」
に
伊
藤

の
内
的
耽
美
の
極
み
の
卓
越
な
る
形
象
を

言
う
論
点
で
あ
る
が
、
氏
の
論
証
は
三
島

由
紀
夫
と
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ベ
ガ
ン
の
言
説

を
論
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
作
家
の
感
性
は
、
確

か
に
作
品
の
中
枢
を
射
抜
い
て
脱
帽
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
三
島
の
伊
藤
詩

論
を
以
て
伊
藤
の
詩
の
高
み
を
言
う
の
で

あ
れ
ば
、
研
究
者
は
逆
に
、
作
家
の
言
葉

と
は
違
う
平
易
な
言
葉
を
多
弁
し
て
説
明

的
で
あ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
氏
の
方
法
は

三
島
の
言
説
の
あ
と
追
い
と
絶
対
的
帰
依

が
、
た
め
に
論
者
自
身
の
論
点
を
曇
ら
せ

て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。

肝
心
の
詩
詞
「
堪
へ
が
た
け
れ
ば
わ
れ

空
に
投
げ
う
つ
水
中
花
」、
あ
る
い
は
「
あ

ゝ
わ
れ
ら
自
ら
孤
寂
な
る
発
光
体
な
り
」

を
言
う
解
釈
・
説
明
も
少
な
過
ぎ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
論
者
の
伊
藤
静
雄
詩
へ

の
「
想
い
入
れ
」
の
伝
わ
っ
た
熱
き
発
表

で
あ
っ
た
。（
伊
藤
詩
を
愛
す
る
）
そ
の
心

余
り
て
、（
し
か
し
説
明
の
）
詞
た
ら
ず
で
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あ
っ
た
と
言
え
る
。

恐
ら
く
将
来
に
、
そ
の
全
貌
を
現
す
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
可
能
態
と
し
て
あ
る

形
而
上
学
的
な
詩
で
、
伊
藤
詩
は
あ
る
と

す
れ
ば
、
氏
の
将
来
の
伊
藤
静
雄
詩
論
が

期
待
さ
れ
る
。

最
後
の
野
口
裕
子
氏
の
〈『
草
枕
』
冒
頭

は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
―
新
資
料
の
検
討

か
ら
―
〉
は
、「
五
常
訓
」（
宮
城
県
松
島
）

に
あ
る
描
写
が
『
草
枕
』
冒
頭
と
似
て
い

る
こ
と
か
ら
、
漱
石
の
『
草
枕
』
執
筆
以

前
の
松
島
瑞
巌
寺
詣
で
を
根
拠
に
、
典
拠

の
発
見
を
言
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
フ
ロ
ア
か
ら
の
指
摘
に
も
あ
っ

た
が
、
漱
石
の
絶
大
な
「
漢
文
の
素
養
」

を
慮
れ
ば
、
そ
う
安
直
に
は
言
え
な
い
で

あ
ろ
う
し
、
漢
文
脈
の
文
体
に
多
く
あ
る

言
い
方
で
、
そ
も
そ
も
に
『
草
枕
』
の
冒

頭
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。（
説
明
の
）
詞
は
た

く
み
に
し
て
、（
し
か
し
作
品
の
内
実
に
）

そ
の
さ
ま
身
に
お
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
人

口
に
膾
炙
し
て
い
る
割
に
は
『
草
枕
』
の

冒
頭
へ
の
言
及
は
意
外
と
少
な
い
。
氏
の

言
わ
れ
る
よ
う
に
、『
草
枕
』
の
冒
頭
は
、

い
ま
一
度
、
本
気
で
考
え
る
の
必
要
を
促

し
た
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
漱
石
の
発
表
は
「
怖

い
」
こ
と
だ
と
思
う
。
膨
大
に
蓄
積
さ
れ

た
「
研
究
史
」
と
の
格
闘
は
前
提
に
、
論

者
の
文
学
観
、
ひ
い
て
は
人
生
観
が
も
ろ

に
問
わ
れ
兼
ね
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
既

に
円
地
文
子
の
手
練
な
研
究
者
で
あ
る
氏

に
し
て
は
、『
草
枕
』
冒
頭
と
い
う
ビ
ッ
ク

な
対
象
ゆ
え
へ
の
脹
ら
ん
だ
聴
衆
の
期
待

が

些
か
肩
透
か
し
を
受
け
た
感
が
あ
っ

た
。

(

鳥
井
正
晴
）

二
〇
〇
四
年
春
季
大
会
印
象
記

本
年
度
の
春
季
大
会
は
、
六
月
十
二
日

に
神
戸
大
学
で
開
催
さ
れ
た
。
研
究
発
表

は
四
本
で
あ
り
、
明
治
か
ら
平
成
ま
で
多

種
多
様
で
興
味
深
か
っ
た
。
私
は
前
半
の

二
作
を
取
り
上
げ
て
印
象
記
を
記
す
こ
と

と
す
る
。

ま
ず
、
最
初
の
田
中
葵
氏
の
「
遠
藤
周

作
『
白
い
人
』
論
―
改
稿
か
ら
読
み
取
れ

る
ジ
ャ
ッ
ク
の
自
殺
の
真
相
―
」
で
あ
る
。

『
白
い
人
』
は
『
近
代
文
学
』
に
発
表
さ

れ
、
芥
川
賞
受
賞
後
に
『
文
藝
春
秋
』
に

再
掲
載
さ
れ
た
際
に
大
幅
な
改
稿
が
な
さ

れ
た
。
本
発
表
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研

究
で
は
ほ
と
ん
ど
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ

た
改
稿
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
、
ジ
ャ
ッ

ク
の
自
殺
の
真
相
を
探
る
も
の
で
あ
る
。

田
中
氏
の
作
成
し
た
異
同
表
を
丁
寧
に
み

て
い
く
と
、
ジ
ャ
ッ
ク
と
マ
リ
ー
・
テ
レ

ー
ズ
は
、
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
の
夜
に
肉

欲
の
罪
を
犯
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ジ
ャ

ッ
ク
が
拷
問
を
受
け
た
時
は
、
既
に
マ
リ

ー
・
テ
レ
ー
ズ
は
処
女
で
は
な
か
っ
た
。

田
中
氏
は
マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
を
陵
辱
か

ら
守
る
た
め
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
大
罪
で

あ
る
自
殺
を
し
た
と
い
う
多
く
の
先
行
研

究
に
疑
問
を
呈
す
る
。
田
中
氏
は
、
私
が

マ
リ
ー
・
テ
レ
ー
ズ
に
手
を
出
す
と
ジ
ャ

ッ
ク
が
姦
淫
の
罪
を
犯
し
た
こ
と
が
ば
れ

る
の
で
そ
れ
を
恐
れ
た
た
め
に
自
殺
を
し

た
と
い
う
の
が
真
相
だ
と
い
う
。
研
究
の

基
礎
的
作
業
で
あ
る
本
文
異
同
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
と
も
と
れ
る
最
後
の
部
分
に
、
先
行

研
究
を
覆
す
新
し
い
読
み
を
提
示
し
た
こ

と
は
非
常
に
意
義
深
か
っ
た
。
た
だ
、
田

中
氏
は
、『
白
い
人
』
は
作
者
の
未
熟
さ
が

目
立
つ
と
い
う
が
そ
れ
だ
け
か
。
訂
正
後

の
作
品
世
界
の
文
学
的
価
値
、
タ
イ
ト
ル

『
白
い
人
』
の
意
味
や
神
の
問
題
な
ど
を

ど
う
扱
う
の
か
。
今
後
は
さ
ら
に
発
展
さ

せ
て
、
単
に
改
稿
の
指
摘
と
自
殺
の
意
味

だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
主
題
を
も
視
野
に

入
れ
た
幅
広
い
考
察
を
望
み
た
い
。

次
に
出
光
公
治
氏
の
「
森
鴎
外
『
半
日
』

論
―
高
山
家
に
見
え
る
日
露
戦
争
後
の『
個

の
主
張
』
の
問
題
―
」
で
あ
る
。
鴎
外
が
、

『
半
日
』
で
、
一
家
庭
を
描
き
な
が
ら
も
、

た
だ
の
現
実
暴
露
に
と
ど
ま
ら
ず
、
時
代

批
評
を
し
て
い
る
こ
と
を
先
行
研
究
か
ら

指
摘
す
る
。
多
く
の
先
行
研
究
を
よ
く
精

読
し
纏
め
ら
れ
た
こ
と
に
敬
意
を
表
し
た

い
。
ま
た
、
作
品
か
ら
〈
孝
〉
の
価
値
観

を
否
定
す
る
奥
さ
ん
の
個
の
主
張
を
浮
き

彫
り
に
し
、
そ
れ
は
〈
時
代
特
有
の
産
物
〉

だ
と
す
る
。
出
光
氏
は
、
高
山
の
言
う
〈
時

代
特
有
の
産
物
〉
に
注
目
し
、
そ
れ
が
日

露
戦
争
後
の
〈
混
沌
〉
と
し
た
時
代
か
ら

く
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
日
露
戦
争
後

と
い
う
時
代
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
と
向
か
う

時
代
で
も
あ
り
大
き
く
価
値
観
が
変
化
し

て
い
く
重
要
な
時
期
で
あ
る
。
女
性
が
女

性
の
権
利
を
確
立
し
て
い
く
時
期
で
も
あ

る
。
着
眼
点
は
面
白
い
と
思
う
の
だ
が
、

残
念
な
が
ら
説
明
に
説
得
力
の
な
い
点
が

目
に
つ
い
た
。
会
場
か
ら
も
「
日
露
戦
争

後
の
〈
混
沌
〉
だ
け
で
鴎
外
を
説
明
す
る

の
は
い
さ
さ
か
乱
暴
」
と
の
指
摘
も
あ
っ

た
が
、
も
う
少
し
実
証
的
な
論
拠
が
欲
し

か
っ
た
。
そ
も
そ
も
日
露
戦
争
後
の
〈
混

沌
〉
と
は
何
な
の
か
。
一
九
一
〇
年
代
は

日
本
近
代
文
学
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な

時
代
で
あ
る
。
更
に
研
究
を
進
め
て
い
き
、

今
後
も
鴎
外
の
時
代
批
評
精
神
を
深
く
掘

り
下
げ
て
い
か
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

二
人
の
発
表
は
い
ず
れ
も
示
唆
に
富
ん

だ
も
の
で
あ
り
、
刺
激
的
で
あ
っ
た
。
会

場
か
ら
は
活
発
な
質
疑
応
答
も
み
ら
れ
盛

況
で
あ
っ
た
。

（
増
田
周
子
）

金
岡
直
子
氏
「
山
口
瞳
『
江
分
満
氏
の

優
雅
な
生
活
』
論
」
と
奈
良
崎
英
穂
氏
の

「
見
え
な
い
も
の
の
文
学
誌

心
霊
と
ウ

イ
ル
ス
に
関
す
る
ノ
ー
ト
・
鈴
木
光
司『
リ

ン
グ
』『
ら
せ
ん
』『
ル
ー
プ
』
を
読
む
」

に
つ
い
て
の
印
象
を
記
す
。
い
ず
れ
の
発

表
も
、
筆
者
の
予
想
し
て
い
た
内
容
よ
り

も
、
深
く
、
新
鮮
で
刺
激
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。

金
岡
氏
の
発
表
は
、『
江
分
満
氏
の
優
雅

な
生
活
』
と
そ
の
習
作
と
言
う
べ
き
「
履

歴
」
と
の
異
同
を
調
査
し
、
山
口
瞳
と
い

う
作
家
の
位
置
付
け
を
捉
え
な
お
そ
う
と

す
る
試
み
で
あ
る
。
山
口
の
こ
の
小
説
を
、

表
層
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
的
な
健
全
性
や
平

凡
性
と
い
っ
た
読
み
か
ら
解
き
放
ち
、
第

三
の
新
人
達
の
小
説
と
の
類
縁
性
つ
ま
り

深
層
に
あ
る
戦
争
と
の
関
連
性
を
読
み
解

こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
氏
の
報
告
に

あ
る
、
習
作
「
履
歴
」
の
表
現
で
後
に
削

除
さ
れ
た
箇
所
は
実
に
興
味
深
い
。
課
題

を
あ
え
て
言
え
ば
、
削
除
の
理
由
は
、『
江

分
満
氏
の
優
雅
な
生
活
』
が
連
載
さ
れ
た

「
婦
人
画
報
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
問
題

な
の
か
、
あ
る
い
は
六
十
年
代
と
い
う
時

代
の
問
題
な
の
か
、
山
口
の
小
説
創
作
に

お
け
る
自
覚
的
方
法
の
問
題
な
の
か
。
難

し
い
問
題
だ
が
、
金
岡
氏
の
見
解
を
論
証

す
る
た
め
に
は
重
要
で
は
な
い
か
と
、
筆

者
は
考
え
る
。

奈
良
崎
氏
の
報
告
は
、
心
霊
と
都
市
伝

説
、
都
市
伝
説
と
ウ
イ
ル
ス
小
説
と
の
流

行
の
関
連
性
、
そ
し
て
エ
イ
ズ
の
描
か
れ

方
の
類
型
性
な
ど
を
、
豊
富
な
資
料
を
駆

使
し
て
考
察
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九
十
年
代
以
降
の
ホ
ラ
ー
小
説
や
ウ
イ
ル

ス
系
パ
ニ
ッ
ク
小
説
を
概
括
し
た
上
で
、

『
リ
ン
グ
』
シ
リ
ー
ズ
や
瀬
名
秀
明
『
パ
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ラ
サ
イ
ト
・
イ
ヴ
』
の
表
現
内
容
に
、
類

型
化
し
た
エ
イ
ズ
小
説
の
欠
陥
を
補
う
機

能
を
指
摘
す
る
な
ど
、
興
味
の
つ
き
な
い

報
告
で
あ
っ
た
。
時
間
の
制
約
で
氏
の
準

備
し
た
資
料
の
説
明
が
十
分
に
な
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
は
、
氏
自
身
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
た
い
へ
ん
残

念
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
西
尾
宣
明
）

★
研
究
会
紹
介

主
に
関
西
で
行
わ
れ
て
い
る
研
究
会
に

つ
い
て
、
以
下
の
項
目
順
で
紹
介
し
ま
す
。

（
順
不
同
）

①
会
の
名
称

②
代
表
者
ま
た
は
事
務
局
等
、
連
絡

先
の
氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号

③
会
希
望
者
の
た
め
の
入
会
案
内

④
そ
の
他
注
意
事
項
等

①
芥
川
龍
之
介
研
究
会

②
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

U
R

L
http://w

w
w

.geocities.jp/bookend_ryunosu
ke5569/

連
絡
先

e
-m

a
il

ア

ド
レ
ス

choko_dou@
yahoo.co.jp

③
本
会
は
、1998

年
、
出
身
・
所
属
大
学

の
枠
を
超
え
て
、
芥
川
龍
之
介
と
そ
の
文

学
に
つ
い
て
研
究
す
べ
く
、
関
西
在
住
の

院
生
・
研
究
生
・
大
学
教
員
を
中
心
に
発

足
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
の
例
会
参
加
者
数

は
、

〜

名
ほ
ど
で
す
。
芥
川
以
外
の

10

15

近
代
作
家
や
、
さ
ら
に
外
国
文
学
・
比
較

文
学
を
専
門
と
す
る
方
も
来
て
下
さ
っ
て

い
ま
す
。
年
２
回
（
大
学
の
春
休
み
と
夏

休
み
）、
土
曜
日
に
大
阪
市
内
で
「
例
会
」

＝
「
研
究
発
表
会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

「
例
会
」
は
大
阪
で
開
い
て
い
ま
す
が
、

関
西
以
外
か
ら
も
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
発
足
当
初
か
ら
数
年
間
は
「
例

会
」
を
春
夏
秋
冬
の
年
４
回
開
き
、
３
年

ほ
ど
前
か
ら
は
回
数
を
年
２
回
に
減
ら
し

春
と
秋
に
開
催
し
て
い
た
の
で
す
が
、
地

方
の
大
学
教
員
の
方
も
参
加
し
や
す
い
よ

う
に
、「
年
２
回
開
催
」
は
そ
の
ま
ま
に
し

て
開
催
時
を
「
春
休
み
（

月
か

月
）

2

3

と
夏
休
み
（

月
下
旬
か
ら

月
上
旬
）」

7

9

の
開
催
に
変
更
し
ま
し
た
。
ま
た
、
参
加

者
の
専
門
や
研
究
対
象
の
多
様
化
を
ふ
ま

え
、
発
足
主
旨
の
「
芥
川
龍
之
介
と
そ
の

文
学
に
つ
い
て
」
も
、
３
年
ほ
ど
前
か
ら

「
芥
川
龍
之
介
と
そ
の
文
学
を
中
心
と
し

た
日
本
の
近
現
代
文
学
に
つ
い
て
」と
、〈
あ

ま
り
芥
川
に
こ
だ
わ
ら
な
い
〉
方
向
に
変

更
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
現
在
、「
会
費
」

「
会
場
費
」
の
類
は
頂
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
遠
方
か
ら
ご
参
加
い
た
だ
く
場
合
、

交
通
費
は
各
自
で
ご
負
担
下
さ
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、

当
会
で
は
「
入
会
（
参
加
）
資
格
」
な
ど

は
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
。「
愛
好
会
」
で
は

な
く
「
研
究
会
」
で
あ
る
事
を
ご
理
解
い

た
だ
け
て
い
れ
ば
、
基
本
的
に
ど
な
た
で

も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。
例
会
参
加
希

望
の
方
は
、
事
務
局
宛
にe-m

ail

で
連
絡

下
さ
い
。
追
っ
て
「
例
会
案
内
」
メ
ー
ル

を
送
信
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

④
こ
れ
ま
で
の
「
発
表
題
目
．
発
表
者
．

会
場
等
」
に
つ
い
て
は
、
当
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、『
國
文
学
』「
学
界
教
育
界
の
動

向
」、『
文
学
・
語
学
』「
彙
報
」、『
い
ず
み

通
信
』「
催
し
・
研
究
会
・
同
人
誌
な
ど
の

ご
案
内
」
欄
を
参
照
下
さ
い
。
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
を
お
教
え
頂
け
れ
ばe-m

ail

で
年

二
回
の
「
例
会
案
内
」
を
送
ら
せ
て
頂
き

ま
す
。
な
お
、
当
会
で
は
、
経
費
を
抑
え

る
た
め
郵
便
に
よ
る
例
会
案
内
は
送
っ
て

お
り
ま
せ
ん
。

①
近
代
部
会
（
大
阪
国
文
談
話
会
）

②
鳥
井
正
晴

相
愛
大
学
人
文
学
部

日
本

文
化
合
同
研
究
室

連
絡
先

相
愛
大
学
人

文
学
部
日
本
文
化
合
同
研
究
室

鳥
井
正

晴

〒559-0033

大
阪
市
住
之
江
区
南

港
中
四-

四-

一
℡06-6612-5900

（
代
）

③
漱
石
の
作
品
を
、
章
を
追
っ
て
、
丁
寧

に
読
ん
で
い
く
、
輪
読
会
で
す
。

①
文
学
論
を
読
む
会

②
鳥
井
正
晴

相
愛
大
学
人
文
学
部
日
本

文
化
合
同
研
究
室

連
絡
先
相
愛
大
学
人

文
学
部
日
本
文
化
合
同
研
究
室

鳥
井
正

晴

〒559-0033

大
阪
市
住
之
江
区
南

港
中
四-

四-

一
℡06-6612-5900(

代)

③
バ
フ
チ
ン
を
、
輪
読
し
ま
す
。
テ
ク
ス

ト
「
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
著
作
集
」（
新

時
代
社
）

①
三
重
近
代
文
学
研
究
会

②
皇
學
館
大
学
文
学
部

半
田
研
究
室
℡

0596-22-0201

（
代
）

③
原
則
と
し
て
七
月
、
十
二
月
の
第
二
土

曜
日

④
特
に
あ
り
ま
せ
ん

★
会
員
の
業
績

〈
凡
例
〉

著
書
名
…
『

』

論
文
名
…
「

」

掲
載
誌
紙
名
…
『

』

注
記
等
…
（

）

※
各
業
績
に
付
し
た
番
号
の
う
ち
、
①
は

単
行
本
、
②
は
雑
誌
収
録
論
文
・
項
目
執

筆
等
を
示
す
。
な
お
、
①
は
書
名
・
出
版

社
・
発
行
年
月
の
順
、
②
は
論
文
タ
イ
ト

ル
・
掲
載
誌
・
発
行
年
月
の
順
で
記
し
た
。

※
掲
載
誌
紙
の
巻
号
数
は
省
略
し
、
原
則

と
し
て
雑
誌
は
発
行
月
の
み
、
新
聞
は
発

行
月
日
を
記
し
た
。

※
原
則
と
し
て
雑
誌
の
編
者
名
・
発
行
書

名
は
等
は
会
員
の
届
出
に
記
載
の
あ
る
も

の
の
み
記
し
た
。

※
著
書
名
・
論
文
名
・
掲
載
誌
紙
名
の
用

字
は
、
原
則
と
し
て
会
員
届
出
の
記
載
に

拠
っ
て
い
る
。

ア
行
の
部

足
立
直
子

②
「
芥
川
龍
之
介
『
南
京
の
基
督
』
論
―

宋
金
花
の
〈
祈
り
〉
に
お
け
る
宗
教
性
―
」

『
日
本
文
芸
研
究
』
〇
三
年
六
月

②
「
成
瀬
正
一
―
第
四
次
『
新
思
潮
』
と

い
う
文
学
発
信
の
磁
場
に
お
い
て
」『
国
文

学
解
釈
と
鑑
賞
』
別
冊
、
〇
四
年
一
月

②
「
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
―
『
西

方
の
人
』『
続
西
方
の
人
』
を
中
心
に
し
て

―
」『
キ
リ
ス
ト
教
文
芸
』
〇
四
年
三
月

乾
口
達
司

②
「
花
田
清
輝
と
〈
小
説
〉
の
精
神
」『
新

日
本
文
学
』
〇
四
月
一
月

入
江
春
行

①
『
与
謝
野
晶
子
と
そ
の
時
代
』
新
日
本

出
版
社
、
〇
三
年
四
月

岩
見
幸
恵

②
第
３
章
宮
部
み
ゆ
き
の
文
学
「
祝
・
殺

人
／
長
い
長
い
殺
人
／
ク
ロ
ス
フ
ァ
イ
ア
」
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『
宮
部
み
ゆ
き
の
魅
力
』
勉
誠
出
版
、
〇

三
年
四
月

②
Ⅱ
五
木
寛
之
を
読
み
解
く
「
難
民
」、
Ⅲ

文
学
ガ
イ
ド
「
深
夜
草
紙
（
小
説
）
／
深

夜
草
紙
（
エ
ッ
セ
イ
）
／
ち
い
さ
な
物
み

つ
け
た
／
僕
の
み
つ
け
た
も
の
」『
五
木
寛

之
―
風
狂
と
デ
ラ
シ
ネ
』
勉
誠
出
版
、
〇

三
年
七
月

②
「
村
上
春
樹
『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み

な
踊
る
』
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
校
異
と

戦
略
（
プ
ロ
ッ
ト
）
の
問
題
に
つ
い
て
」『
神

戸
親
和
女
子
大
学
親
和
国
文
』
〇
三
年
十

二
月

太
田
登

②
「
文
学
に
お
け
る
個
と
我
の
問
題
」『
輔

仁
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
〇
三
年
七
月

②
「
石
川
啄
木
に
お
け
る
個
と
我
の
問
題
」

国
際
啄
木
学
会
編
『
漂
泊
海
過
的
啄
木
論

述
』
〇
三
年
七
月

②
「
都
市
漂
泊
者
と
し
て
の
漱
石
と
啄
木
」

『
台
湾
大
学
日
本
語
研
究
』
〇
三
年
十
二

月②
「
啄
木
評
論
の
魅
力
―
二
重
生
活
の
意

識
と
反
措
定
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
〇

四
年
二
月

②「
明
治
三
十
四
年
の
短
歌
史
的
意
味
」『
山

邊
道
』
〇
四
年
三
月

岡
崎
昌
宏

②
「
辻
邦
生
『
旅
の
終
り
』
論
」『
解
釈
』

〇
三
年
八
月

②
「
辻
邦
生
『
嵯
峨
野
明
月
記
』
論
」『
阪

大
近
代
文
学
研
究
』
〇
四
年
三
月

岡
田
正
子

②
「
幸
田
露
伴
『
風
流
仏
』
考
―
〈
珠
運

は
如
何
お
辰
は
如
何
に
な
り
し
や
〉
を
め

ぐ
っ
て
―
」
関
西
学
院
大
学
『
日
本
文
藝

研
究
』
〇
三
年
九
月

奥
野
久
美
子

②
「
東
と
西
―
「
西
洋
の
呼
び
声
」
ギ
リ

シ
ア
、
ル
ド
ン
、
モ
ロ
ー
」『
国
文
学

解

釈
と
鑑
賞
別
冊
「
芥
川
龍
之
介

そ
の
知

的
空
間
」』
〇
四
年
一
月

奥
村
紀
子

①
『「
日
本
少
年
」
重
見
周
吉
の
世
界
』
創

風
社
出
版
、
〇
三
年
七
月
（
〇
四
年
一
月

愛
媛
出
版
文
化
賞
奨
励
賞
受
賞
）

カ
行
の
部

亀
井
千
明

②
「
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
生
成
さ
れ
る
〈
私
〉

志
賀
直
哉
『
大
津
順
吉
』
に
見
る
自
己

語
り
の
様
相

」『
阪
神
近
代
文
学
研
究
』

〇
四
年
三
月

②
「〈
思
想
〉
を
め
ぐ
る
物
語
と
し
て
の
『
山

形
』」『
甲
南
国
文
』
〇
四
年
三
月

②
「〈
戦
略
〉
と
な
っ
た
自
作
解
説

志
賀

直
哉
『
創
作
余
談
』『
続
創
作
余
談
』『
続

々
創
作
余
談
』

」『
近
代
文
学
試
論
』
〇

三
年
十
二
月

岸
本
次
子

②
「
真
珠
の
指
輪
―
『
そ
れ
か
ら
』
の
小

道
具
Ⅱ
―
」『
武
庫
川
国
文
』
〇
三
年
十
一

月②
「『
長
襦
袢
』
に
付
せ
ら
れ
た
意
味
―
『
三

四
郎
』『
そ
れ
か
ら
』『
門
』
を
中
心
に
―
」

『
か
ほ
よ
と
り
』
〇
三
年
十
一
月

木
田
隆
文

②
「
武
田
泰
淳
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
の

言
説
圏

〈
観
光
〉
小
説
を
視
座
に
し
て

」『
国
文
学
論
叢
』
〇
四
年
二
月

②
「
鵜
崎
鷺
城
」「
閔
妃
」「
鳥
谷
部
春
汀
」

「
横
山
源
之
助
」
上
田
博
・
瀧
本
和
成
編

『
明
治
文
芸
館
Ⅲ
』
嵯
峨
野
書
院
、
〇
四

年
三
月

木
村
瑞
夫

①
『
論
攷
中
島
敦
』
和
泉
書
院
、
〇
三
年

九
月

木
村
有
美
子

②
「
尾
崎
紅
葉
『
心
の
闇
』
私
論
（
三
）」

『
樟
蔭
国
文
学
』
〇
四
年
三
月

工
藤
哲
夫

②
「『
オ
ツ
ベ
ル
と
象
』
の
象
、
又
は
白
象
」

京
都
女
子
大
学
『
女
子
大
國
文
』
〇
三
年

十
二
月

熊
谷
昭
宏

②
「
小
島
烏
水
『
鎗
ヶ
嶽
探
険
記
』
論
―

要
請
さ
れ
た
『
そ
の
土
地
特
有
の
景
象
』

に
つ
い
て
―
」『
同
志
社
国
文
学
』
〇
四
年

三
月

倉
西
聡

②
「
資
料
紹
介

福
永
武
彦
「『
忘
却
の
河
』

Ｔ
Ｖ
放
送
台
本
に
つ
い
て
の
メ
モ
」（
仮

題
）」
早
稲
田
大
学
本
庄
高
等
学
院
国
語
科

文
集
創
立
二
十
周
年
記
念
特
別
号
〇
三
年

三
月

小
林
幹
也

②
「
太
宰
治
『
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
』
論
」

『
近
畿
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
〇
四
年

三
月サ

行
の
部

澤
田
由
紀
子

②
「
雁
の
童
子
」「
ざ
し
き
童
子
の
は
な
し
」

『
宮
沢
賢
治
の
全
童
話
を
読
む
』
学
燈
社
、

〇
三
年
五
月

（
初
出
『
国
文
学

解
釈

と
教
材
の
研
究

宮
沢
賢
治
の
全
童
話
を

読
む
』
〇
三
年
二
月
）

②
「
文
字
の
精
霊

日
夏
耿
之
介
」「
エ
ロ

ス
と
エ
レ
ガ
ン
ス

堀
口
大
学
」
木
股
知

史
編
『
近
代
日
本
の
象
徴
主
義
』
お
う
ふ

う
、
〇
四
年
三
月

真
銅
正
宏

①
共
著
『
パ
リ
・
日
本
人
の
心
象
地
図
』

藤
原
書
店
、
〇
四
年
二
月

②
「
料
理
学
校
の
歴
史
と
そ
の
周
囲
」『
彷

書
月
刊
』
〇
三
年
四
月

②
「
書
評
・
竹
松
良
明
編
『
岡
田
三
郎
三

編
』
Ｅ
Ｄ
Ｉ
叢
書
」『
図
書
新
聞
』
〇
三
年

四
月
二
十
六
日

②
「
汁
粉
」「
氷
水
」『
国
文
学
』
臨
時
増

刊
号
特
集
「『
食
』
の
文
化
誌
」
〇
三
年
七

月②
「
交
渉
と
交
雑
の
環
境
―
京
・
大
阪
の

文
学
と
義
太
夫
・
地
歌
―
」『
昭
和
文
学
研

究
』
〇
三
年
九
月

②
「
ジ
ャ
ン
ル
の
彩
り
―
永
井
荷
風
の
文

学
観
―
」『
国
語
と
国
文
学
』
〇
三
年
十
一

月②
「
河
内
と
い
う
土
地
」
大
阪
芸
術
大
学

『
河
南
文
芸

文
学
篇
』、
〇
三
年
十
一
月

②
「
京
都
・
奈
良
・
神
戸
」『
国
文
学
解
釈

と
鑑
賞
』
別
冊
「
堀
辰
雄
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」

〇
四
年
二
月

鈴
木
昭
一

②
「
島
崎
藤
村
『
訪
西
行
庵
記
』
私
注
」『
青

須
我
波
良
』
〇
三
年
三
月

②
「『
東
方
の
門
』
と
『
初
代

長
瀬
富
郎

伝
』」『
帝
塚
山
芸
術
文
化
』
〇
三
年
三
月

須
田
千
里

②
「
永
井
荷
風
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

（
上
）」『
館
報
池
田
文
庫
』
〇
二
年
四
月

②
「
佐
藤
春
夫
と
中
国
文
学
（
下
）」『
文
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学
』
〇
二
年
五
月

②
「
永
井
荷
風
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

（
下
）」『
館
報
池
田
文
庫
』
〇
二
年
十
月

②
「
狂
詩
の
終
焉
」『
国
語
国
文
』
〇
三
年

三
月

②
「
内
田
百
間
『
山
高
帽
子
』
の
材
源
―

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
『
オ
ル
ラ
』・
芥
川
龍
之
介

『
歯
車
』
な
ど
―
」『
京
都
大
学
総
合
人
間

学
部
紀
要
』
〇
三
年
三
月

②
「
尾
崎
紅
葉
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
」

『
館
報
池
田
文
庫
』
〇
三
年
四
月

①
『
尾
崎
紅
葉
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大

系
明
治
編
１
９
）
岩
波
書
店
、
〇
三
年
七

月②「
泉
鏡
花
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
」『
館

報
池
田
文
庫
』
〇
三
年
十
月

②
「『
読
売
新
聞
』
狂
詩
壇
と
尾
崎
紅
葉
」

『
国
語
と
国
文
学
』
〇
三
年
十
一
月

①
『
新
編
泉
鏡
花
集
』
第
八
巻
「
信
州
・

飛
騨
」
岩
波
書
店
、
〇
四
年
一
月

タ
行
の
部

田
口
道
昭

②
「
啄
木
『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
論
―
『
必

要
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」
国
際
啄
木
学
会
『
国

際
啄
木
学
会
台
湾
高
雄
大
会
記
念
論
文
集
』

〇
三
年
七
月

②
「
川
上
眉
山
の
文
学
―
『
観
念
小
説
』

の
周
辺
」
上
田
博
・
瀧
本
和
成
編
『
明
治

文
芸
館
Ⅲ
』
嵯
峨
野
書
院
、
〇
四
年
三
月

②「
幻
想
と
い
う
実
感
―
与
謝
野
晶
子
」「
幻

影
の
魅
惑
―
吉
井
勇
」「
神
経
の
ふ
る
え
―

佐
藤
春
夫
」
木
股
知
史
編
『
近
代
日
本
の

象
徴
主
義
』
お
う
ふ
う
、
〇
四
年
三
月

外
村
彰

②
書
評
「
浅
川
均
著
高
崎
宗
司
編
『
朝
鮮

民
芸
論
集
』」『
明
治
の
森
』
〇
三
年
十
一

月

②
「
詩
人

井
上
多
喜
三
郎
書
誌
・
補
遺
」

『
文
献
探
索
２
０
０
３
』
文
献
探
索
研
究

会
、
〇
三
年
十
二
月

②
「
外
村
繁
と
井
上
多
喜
三
郎
」
淡
海
文

化
を
育
て
る
会
編
『
近
江
歴
史
回
廊

近

江
商
人
の
道
』
同
会
、
〇
四
年
一
月

②
「
平
田
禿
木
」
上
田
博
・
瀧
本
和
成
編

『
明
治
文
芸
館
Ⅲ
』
嵯
峨
野
書
院
、
〇
四

年
三
月

ナ
行
の
部

永
井
敦
子

②
「
谷
崎
潤
一
郎
『
秘
密
』
論
―
探
偵
小

説
と
の
関
連
性
―
」『
日
本
文
藝
研
究
』
〇

三
年
十
二
月

②
「
谷
崎
潤
一
郎
『
或
る
罪
の
動
機
』
論

―
犯
人
と
探
偵
の
造
型
を
め
ぐ
っ
て
―
」

『
阪
神
近
代
文
学
研
究
』
〇
四
年
三
月

永
渕
朋
枝

②
「
民
友
社
と
『
文
学
界
』」
西
田
毅
・
和

田
守
・
山
田
博
光
・
北
野
昭
彦
編
『
民
友

社
と
そ
の
時
代
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
〇

三
年
十
二
月

中
村
美
子

②
「『
明
暗
』
に
お
け
る
『
技
巧
』
―
津
田

と
お
延
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
解
釈
』
〇
四
年

二
月

生
井
知
子

②
「
お
貞
さ
ん
」『
調
布
市
武
者
小
路
実
篤

記
念
館
図
録
』
〇
三
年
四
月

②
「
武
者
小
路
実
篤
と
志
茂
シ
ズ
・
テ
イ

姉
妹
」『
同
志
社
女
子
大
学

日
本
語
日
本

文
学
』
〇
三
年
六
月

②「
志
賀
直
哉
の
潔
癖
症
を
め
ぐ
っ
て
」『
国

文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
〇
三
年
八
月

西
村
将
洋

②
「
伝
統
的
最
先
端
の
視
線
―
一
九
三
〇

年
代
モ
ダ
ニ
ズ
ム
考
―
」『
日
本
文
学
』
〇

三
年
九
月

②
「
神
奈
川
近
代
文
学
館
蔵

俳
句
雑
誌

『
風
流
陣
』
総
目
次
―
「H

AIK
AI

D
U

JAPO
N

」
の
軌
跡
―
」

『
同
志
社
国

文
学
』
〇
三
年
一
二
月

野
田
直
恵

②
「
岡
本
か
の
子
『
河
明
り
』
の
『
目
的
』」

『
国
文
学
論
叢
』
〇
四
年
二
月

信
時
哲
郎

②
「『
水
仙
月
の
四
日
』」『
国
文
学

解
釈

と
鑑
賞868

』
〇
三
年
九
月

①
『
神
戸
カ
フ
ェ
物
語
』
神
戸
新
聞
総
合

出
版
セ
ン
タ
ー
、
〇
三
年
十
二
月

②
「
宮
澤
賢
治
「
文
語
詩
稿

五
十
篇
」

評
釈
五
」『
神
戸
山
手
大
学
紀
要
５
』
〇
三

年
十
二
月

ハ
行
の
部

半
田
美
永

②
「
政
治
小
説
の
創
始
者
・
桜
田
百
衛
―

盟
友
中
村
菊
也
の
終
焉
の
地
に
」『
解
釈
と

鑑
賞
』
〇
四
年
三
月

細
江

光

②
注
『
痴
人
の
愛
』
新
潮
文
庫
、
〇
三
年

六
月

②
「
谷
崎
全
集
逸
文
一
点
と
谷
崎
関
連
資

料
四
点
紹
介
」『
甲
南
国
文
』
〇
四
年
三
月

②
「
上
山
草
人
年
譜
稿
（
四
）
―
谷
崎
潤

一
郎
と
の
交
友
を
中
心
に
」『
甲
南
女
子
大

学
文
学
部
研
究
紀
要
』
〇
四
年
三
月

マ
行
の
部

槙
山
朋
子

②
「
遊
歩
す
る
人
々
―
『
不
器
用
な
天
使
』

か
ら
『
聖
家
族
』
へ
―
」『
解
釈
と
鑑
賞
」

別
冊
『
堀
辰
雄
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
』
〇
四
年

二
月

三
品
理
絵

②
「
泉
鏡
花
と
近
世
絵
画
の
意
匠

文
様

的
想
像
力
の
形
成
と
展
開

」『
比
較
文
学
』

〇
四
年
三
月

水
川
布
美
子

②
「
太
宰
治
『
葉
桜
と
魔
笛
』
の
一
考
察
」

『
日
語
教
育
』（
韓
国
日
本
語
教
育
学
会
）、

〇
三
年
六
月

②
「
太
宰
治
『
古
典
風
』
の
一
考
察
」『
皇

學
館
論
叢
』
〇
三
年
十
月

②
「
太
宰
治
と
風
流
―
『
黄
村
先
生
』
シ

リ
ー
ズ
を
中
心
に
―
」『
日
本
学
報
』（
韓

国
日
本
学
会
）、
〇
三
年
十
二
月

②
「
太
宰
治
『
盲
人
独
笑
』
試
論
」『
神
女

大
国
文
』
〇
四
年
三
月

箕
野
聡
子

②
「
菊
池
寛

戯
曲
『
坂
田
藤
十
郎
の
恋
』

考
」『
神
戸
海
星
女
子
学
院
大
学

研
究
紀

要
』
〇
四
年
三
月

ヤ
行
の
部

屋
木
瑞
穂

②
「
琴
の
音
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞

特

集
＝
樋
口
一
葉
―
こ
れ
ま
で
の
、
そ
し
て

こ
れ
か
ら
の
』
〇
三
年
五
月

吉
岡
由
紀
彦

②
項
目
執
筆
「
回
覧
雑
誌
」「
夏
期
大
学
」

「
小
島
政
二
郎
」「
北
京
」

関
口
安
義
編

『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』
翰
林
書
房
、
〇

三
年
十
二
月
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②
「『
羅
生
門
』
研
究
史
・
続
―
三
好
行
雄

の
『
人
間
悪
』『
存
在
悪
』（
２
）
―
」『
Ｓ

Ｏ
Ｌ
Ｉ
Ｔ
Ｕ
Ｄ
Ｅ
』
〇
三
年
四
月

②
「〈
作
者
〉
と
〈
作
家
像
〉
に
つ
い
て
―

バ
フ
チ
ン
の
〈
作
品
構
成
上
の
創
造
者
た

る
作
者
〉
と
〈
生
の
要
因
で
あ
る
人
間
と

し
て
の
作
者
〉
の
区
別
か
ら
」『
批
評
理
論

研
究
』
〇
三
年
五
月

②
「〈
主
題
論
（
テ
ー
マ
批
評
）〉
の
ア
ポ

リ
ア(

２)

―
ボ
リ
ス
・
ト
マ
シ
ェ
フ
ス
キ

ー
の
『
テ
ー
マ
論
』
批
判
―
」『
Ｇ
Ｅ
Ｔ
Ｏ

Ｖ
Ｅ
Ｒ
』
〇
三
年
八
月

②
「
芥
川
龍
之
介
を
め
ぐ
る
人
々

ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
最
前
線

宇
野
浩
二

芥
川
と

の
出
会
い
と
『
龍
之
介
の
天
上
』
の
位
置
」

関
口
安
義
編
『﹇
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
﹈

別
冊

芥
川
龍
之
介
そ
の
知
的
空
間
』
至

文
堂
、
〇
四
年
一
月

ワ
行
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