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一　

は
じ
め
に　
三
百
回
ま
で
の
ま
と
め

筆
者
は
︑
二
〇
一
八
年
七
月
︑
第
三
百
回
中
国
文
藝
座
談
会
の
席
上
︑
静
永
代
表
か
ら
︑
機
関
研
究
会
で
あ
る
中
国
文
藝
座
談
会
が

三
百
回
に
達
し
た
の
を
記
念
し
た
小
文
を
︑
同
機
関
誌
『
中
国
文
学
論
集
』
に
寄
せ
る
よ
う
に
と
の
依
頼
を
受
け
た
︒
実
は
筆
者
は
︑

十
六
年
前
に
も
︑
川
合
康
三
当
時
日
本
中
国
学
会
出
版
委
員
会
委
員
長
か
ら
同
様
の
依
頼
を
受
け
︑
時
に
二
百
回
に
達
し
た
文
藝
座
談

会
に
つ
い
て
小
文
を
寄
稿
し
た
こ
と
が
あ
る
（
末
尾
参
考
︒
本
稿
は
内
容
上
︑
前
文
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
）︒

原
則
隔
月
開
催
で
年
六
回
開
催
す
る
本
会
が
二
百
回
か
ら
三
百
回
ま
で
に
要
し
た
期
間
は
十
六
年
︒
よ
く
ぞ
コ
ツ
コ
ツ
と
厭
き
も
せ

ず
に
地
道
な
研
究
会
を
積
み
上
げ
て
き
た
も
の
と
︑
我
が
関
す
る
事
な
が
ら
誇
ら
し
く
思
う
︒
事
情
が
許
せ
ば
︑
当
然
︑
次
の
四
百－

五
百
回
を
目
標
に
︑
並
駕
す
る
『
中
国
文
学
論
集
』（
本
号
は
四
十
七
号
）
も
堂
々
と
百
号
を
目
指
し
て
も
ら
い
た
い
︒

今
回
は
︑
前
小
文
で
言
及
し
な
か
っ
た
文
芸
座
談
会
と
『
中
国
文
芸
座
談
会
ノ
ー
ト
』『
中
国
文
学
論
集
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
重

点
的
に
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
︒
前
稿
の
時
も
疑
問
を
感
じ
て
い
た
が
︑
今
日
︑
中
国
文
学
ま
た
は
中
国
関
連
学
科
を
有
す
る
大
学
は

全
国
に
多
数
存
在
し
︑
そ
の
大
学
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
あ
る
研
究
会
や
独
自
の
学
術
誌
を
有
す
る
所
も
多
い
︒
そ
の
中
で
︑
特
に
文
藝
座

談
会
に
つ
い
て
記
念
小
文
の
依
頼
が
あ
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
︒
今
回
︑
小
文
を
弄
し
て
思
っ
た
こ
と
だ
が
︑
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
︑

会
の
名
称
の
連
続
性
に
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
つ
ま
り
︑
九
大
の
場
合
は
︑
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
の
支
那
（
中
国
）
文
学

講
座
開
設
以
来
︑
四
代
の
主
任
教
授
が
継
続
し
て
「
中
国
文
藝
座
談
会
」
の
名
称
を
連
続
使
用
す
る
が
（『
中
国
文
学
論
集
』
は
三
代
教

授
が
連
続
使
用
）︑
他
大
学
の
場
合
︑
或
い
は
主
任
教
授
主
宰
の
研
究
会
名
︑
又
は
一
代
限
り
で
改
称
を
重
ね
て
き
た
の
で
は
な
い
か
︒

竹 

村 

則 

行

三
百
回
を
通
過
し
た
中
国
文
藝
座
談
会

	

―
五
百
回
を
目
指
し
て
―

三
百
回
を
通
過
し
た
中
国
文
藝
座
談
会

1



こ
う
考
え
れ
ば
︑
名
称
の
如
何
︑
回
数
の
多
少
よ
り
も
︑
当
然
そ
の
内
容
如
何
の
検
討
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒

以
下
︑
前
稿
を
参
照
し
つ
つ
︑
文
藝
座
談
会
三
百
回
ま
で
を
再
総
括
し
︑『
中
国
文
学
論
集
』
四
十
六
号
分
を
併
せ
て
検
討
す
る
︒

二　

筆
者
の
関
わ
り

筆
者
は
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
に
九
州
大
学
文
学
部
に
入
学
し
︑
一
年
留
年
し
た
二
年
半
後
に
岡
村
主
任
教
授
の
中
国
文
学

研
究
室
に
進
学
し
た
︒
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）
に
九
州
大
学
を
定
年
退
職
さ
れ
︑
早
稲
田
大
学
に
移
ら
れ
た
目
加
田
教
授
の
九

大
で
の
講
席
に
侍
る
機
会
は
残
念
な
が
ら
無
か
っ
た
︒
筆
者
と
文
藝
座
談
会
と
の
関
係
は
こ
の
中
文
進
学
時
に
始
ま
り
︑
間
に
六
年
間

の
徳
島
大
赴
任
を
挟
み
︑
学
生
・
院
生
・
助
手
・
講
師
（
徳
島
大
）・
助
教
授
・
教
授
・
名
誉
教
授
に
至
る
︑
今
日
ま
で
の
四
十
七
年
に

及
ぶ
︒
こ
の
間
︑
徳
島
時
を
除
け
ば
︑
約
四
十
年
間
︑
特
別
な
事
情
が
無
い
限
り
︑
文
藝
座
談
会
の
座
席
を
温
め
た
こ
と
に
な
る
︒
俗

に
耳
学
問
と
い
う
が
︑
筆
者
の
乏
し
い
中
国
学
の
知
識
は
︑
多
く
が
文
藝
座
談
会
に
お
け
る
諸
兄
姉
や
諸
先
生
の
研
究
発
表
︑
討
論
に

拠
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
状
態
は
現
在
も
進
行
中
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
の
で
︑
筆
者
は
目
加
田
教
授
主
宰
の
中
国
文

学
研
究
会
に
つ
い
て
は
実
情
を
知
ら
ず
︑
研
究
会
開
催
の
実
績
等
は
九
大
文
学
部
の
紀
要
『
文
学
研
究
』
の
彙
報
等
に
よ
っ
た
︒
た
だ

『
文
藝
座
談
会
ノ
ー
ト
』
十
七
冊
は
︑
初
期
の
油
印
（
ガ
リ
版
）
を
含
め
︑
今
回
全
冊
を
直
に
確
認
し
た
︒

ま
た
︑
岡
村
教
授
主
宰
の
文
藝
座
談
会
︑『
中
国
文
学
論
集
』
に
つ
い
て
は
︑
自
分
の
学
部
院
生
時
代
や
徳
島
大
赴
任
時
に
あ
い
ま
い

な
部
分
が
残
る
が
︑
当
事
者
と
し
て
ほ
ぼ
確
実
な
記
憶
が
あ
る
︒
但
し
︑
能
力
に
限
界
が
あ
る
筆
者
の
そ
れ
は
客
観
的
な
も
の
で
は
な

く
︑
あ
く
ま
で
主
観
的
な
印
象
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
︒『
中
国
文
学
論
集
』
も
全
冊
を
閲
覧
し
た
︒

三 
 

目
加
田
誠
主
宰
「
九
大
中
国
文
学
研
究
会
」「
中
国
文
芸
座
談
会
」『
中
国
文
芸
座
談
会
ノ
ー
ト
』
時
代 

（
？
―
一
九
六
八
）

手
許
に
『
中
國
文
藝
座
談
會
ノ
ー
ト
』
全
十
七
冊
︑
合
一
冊
が
あ
る
︒
製
本
時
に
周
辺
を
少
し
裁
断
し
た
が
︑
原
型
は
洒
落
た
稀
少

判
型
の
Ｂ
二
十
判
（
ヨ
コ
一
八
二
ミ
リ
×
タ
テ
二
〇
六
ミ
リ
︑
厚
さ
五
三
ミ
リ
）
に
︑
一－
九
号
は
油
印
（
ガ
リ
版
）︑
十－

十
七
号
は
タ
イ
プ
版

印
刷
︒
今
で
は
稀
覯
本
で
あ
る
︒
編
集
者
は
一
貫
し
て
「
九
大
中
国
文
学
研
究
会
」
で
あ
る
︒
創
刊
号
に
載
る
目
加
田
誠
の
「
創
刊
に

中
国
文
学
論
集
　
第
四
十
七
号
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よ
せ
て
」
か
ら
︑
関
連
箇
所
を
以
下
に
抜
粋
す
る
（
表
記
を
一
部
改
め
た
︒
國
藝
會

4

4

4

は
時
に
常
用
字
︒『
目
加
田
誠
著
作
集
』
不
載
）︒

吾
々
の
中
国
文
芸
座
談
会
は
昭
和
二
十
六
年
五
月
以
来
︑
已
に
二
十
三
回
を
重
ね
て
ゐ
る
︒
こ
の
会
に
於
け
る
そ
の
都
度
の
研
究

発
表
な
り
討
論
な
り
︑
も
し
く
は
平
素
各
自
の
︑
或
は
共
同
の
研
究
の
成
果
を
記
録
し
て
︑
雑
誌
を
刊
行
し
よ
う
と
い
う
計
画
は

か
ね
て
立
て
ら
れ
て
ゐ
た
の
だ
が
︑
今
回
よ
う
や
く
そ
の
実
現
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
︒（
略
）
文
学
と
い
ふ
も
の
を
私
は
非
常
に

幅
広
く
考
へ
度
い
︒
た
ヾ
中
国
文
学
の
与
へ
る
も
の
は
︑
我
々
に
と
っ
て
正
し
く
今
日
の
問
題
で
あ
り
︑
我
々
を
自
棄
絶
望
か
ら

救
ふ
力
づ
け
で
あ
り
︑
先
づ
吾
々
自
身
を
改
造
さ
せ
る
何
者
か
ヾ
そ
こ
に
あ
る
と
も
い
え
る
︒
そ
の
役
割
を
中
国
文
学
は
文
学
と

し
て
今
日
の
我
々
に
果
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
︒
始
め
こ
の
座
談
会
を
創
始
し
た
当
時
の
諸
君
は
多
く
已
に
就
職
し
て
実
社
会
に

あ
る
︒
そ
の
諸
君
も
忙
し
い
業
務
の
間
に
た
え
ず
こ
の
座
談
会
と
聯
絡
を
と
っ
て
勉
強
を
つ
づ
け
て
い
る
︒
月
々
の
座
談
会
に
は

九
大
を
中
心
に
︑
学
芸
大
学
︑
西
南
学
院
大
学
︑
福
岡
女
子
大
学
︑
北
九
州
大
学
の
諸
君
︑
及
び
そ
の
他
の
人
々
が
集
っ
て
︑
美

し
い
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
︒
こ
の
座
談
会
は
︑
今
後
中
心
の
個
人
は
次
第
に
代
り
合
っ
て
も
︑
会
は
益
々
盛
に
な
っ
て

ゆ
く
で
あ
ら
う
︒
だ
が
順
調
に
ゆ
く
と
は
限
ら
な
い
︒
そ
れ
に
今
日
尚
︑
内
容
に
於
て
も
方
法
に
於
て
も
︑
未
熟
で
あ
る
こ
と
は

認
め
ね
ば
な
ら
な
い
︒
た
ヾ
中
国
文
学
の
研
究
を
通
し
て
︑
何
か
現
代
に
生
き
る
も
の
の
一
人
と
し
て
︑
夫
れ
ぞ
れ
身
に
及
ぶ
さ

さ
や
か
な
貢
献
が
し
た
い
︒
さ
う
い
う
自
分
に
自
分
を
な
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
み
だ
︒（
後
略
）

こ
こ
に
目
加
田
が
述
べ
る
「
中
国
文
学
」
は
「
現
代
中
国
文
学
」
の
謂
い
で
あ
る
こ
と
は
︑
こ
の
序
文
が
書
か
れ
た
昭
和
二
十
九
年

（
一
九
五
四
）
が
一
九
四
九
年
の
新
中
国
建
国
僅
か
五
年
後
で
あ
る
こ
と
︑
当
時
の
中
国
文
学
研
究
室
の
主
要
構
成
員
が
中
国
引
き
揚
げ

者
で
あ
っ
た
こ
と
と
深
く
関
わ
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
序
文
か
ら
︑
中
国
文
芸
座
談
会
が
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
五
月
に
開
始
さ

れ
た
こ
と
︑
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
九
月
刊
行
の
『
中
国
文
芸
座
談
会
ノ
ー
ト
』
第
一
号
（
編
集
兼
発
行
者
は
九
大
中
国
文
学

研
究
会
）
時
に
︑
既
に
二
十
三
回
の
中
国
文
芸
座
談
会
開
催
の
事
前
実
績
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

第
一
号
に
は
︑
彙
報
と
し
て
そ
れ
ま
で
の
中
国
文
芸
座
談
会
二
十
三
回
分
の
口
頭
発
表
題
目
を
載
せ
る
︒
そ
れ
を
一
覧
す
る
と
︑
全

五
十
七
題
中
︑
実
に
五
十
四
題
︑
九
十
五
％
が
中
国
近
現
代
文
学
関
係
（
う
ち
漢
字
一
題
）
で
あ
り
︑
僅
か
三
題
五
％
が
中
国
古
典
文

学
関
係
で
あ
る
︒
論
文
発
表
は
︑『
中
国
文
芸
座
談
会
ノ
ー
ト
』
全
十
七
冊
︑
六
十
七
篇
の
論
文
そ
の
他
の
う
ち
︑
約
三
分
の
二
の
四
十

五
篇
︑
六
十
七
％
が
中
国
近
現
代
文
学
関
係
︑
約
三
分
の
一
の
二
十
篇
︑
三
十
％
が
中
国
古
典
文
学
関
係
で
あ
る
︒
し
て
み
る
と
︑
目

三
百
回
を
通
過
し
た
中
国
文
藝
座
談
会

3



加
田
誠
主
宰
の
中
国
文
芸
座
談
会
︑
ま
た
機
関
誌
『
中
国
文
芸
座
談
会
ノ
ー
ト
』
に
現
実
の
影
響
を
与
え
た
の
は
︑
お
隣
の
建
国
間
も

な
い
中
華
人
民
共
和
国
の
現
代
文
学
で
あ
っ
た
︒
筆
者
が
関
係
者
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
︑
そ
の
名
称
も
あ
の
毛
沢
東
の
「
延
安
文

芸
座
談
会
に
お
け
る
講
話
」（
一
九
四
二
年
）
に
拠
る
と
の
こ
と
で
あ
る
︒
さ
て
も
︑
九
大
の
中
国
文
学
研
究
は
隣
国
中
国
の
大
き
な
影

響
を
受
け
て
出
発
し
た
が
︑
や
が
て
文
化
大
革
命
（
一
九
六
五－

七
六
年
）
を
経
て
︑
日
本
で
の
中
国
文
学
研
究
の
あ
り
方
も
大
き
な

転
換
期
を
迎
え
る
︒
九
大
の
場
合
︑
そ
れ
は
第
二
代
主
任
教
授
岡
村
繁
が
主
宰
す
る
中
国
文
藝
座
談
会
︑
及
び
『
中
国
文
学
論
集
』
に

お
い
て
具
体
化
す
る
︒

四　

岡
村
繁
主
宰
「
中
国
文
藝
座
談
会
」『
中
国
文
学
論
集
』
時
代
（
一
九
六
八
―
八
五
）

岡
村
繁
は
一
九
六
六
年
︑
中
国
文
学
講
座
助
教
授
に
赴
任
し
︑
翌
年
目
加
田
が
定
年
退
職
︑
一
九
六
八
年
︑
教
授
に
昇
任
す
る
︒

以
後
一
九
八
六
年
に
退
職
す
る
ま
で
二
十
年
間
︑
岡
村
は
全
国
や
全
学
の
関
連
要
職
を
歴
任
す
る
一
方
︑
中
国
文
藝
座
談
会
や
『
中

国
文
学
論
集
』
の
発
展
に
心
血
を
注
ぎ
︑
今
日
の
九
大
中
文
の
隆
盛
に
貢
献
し
た
︒
目
加
田
は
『
中
国
文
学
論
集
』
創
刊
号
「『
中
国
文

学
論
集
』
の
発
刊
に
よ
せ
て
」
に
︑
こ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
回
顧
す
る
︒（
龍
渓
書
舎
『
目
加
田
誠
著
作
集
』
等
に
未
載
録
︒）

　
そ
の
う
ち
に
︑
こ
れ
か
ら
月
に
一
度
︑
日
を
き
め
て
座
談
を
持
と
う
︑
九
大
研
究
室
の
み
な
ら
ず
︑
他
の
大
学
の
人
々
を
も
誘
っ

て
一
緒
に
や
ろ
う
︑
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑「
中
国
文
芸
座
談
会
」
と
称
し
て
︑
教
官
学
生
一
緒
に
研
究
発
表
と
懇
談
の
集
ま
り
を

始
め
た
︒
そ
の
第
一
回
は
︑
昭
和
二
十
六
年
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
か
な
り
つ
づ
い
た
後
︑
今
度
は
さ
ら
に
︑
各
人
が

読
み
︑
考
え
た
こ
と
を
書
い
て
︑
雑
誌
を
発
行
し
よ
う
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
こ
れ
を
「
中
国
文
芸
座
談
会
ノ
ー

ト
」
と
名
づ
け
︑
昭
和
二
十
九
年
九
月
︑
第
一
号
を
ガ
リ
版
で
創
刊
し
︑
第
十
号
以
後
は
プ
リ
ン
ト
印
刷
に
か
え
た
︒

　
こ
の
当
時
の
諸
君
の
情
熱
を
︑
私
は
い
ま
も
生
涯
の
よ
い
思
い
出
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
を
何
年
か
つ
づ
け
て
い
る
う

ち
に
︑
研
究
室
の
空
気
も
い
く
ら
か
変
り
︑
思
想
的
に
も
混
乱
が
あ
り
︑
学
生
諸
君
の
気
風
も
さ
ま
ざ
ま
に
な
っ
て
︑
ノ
ー
ト
の

刊
行
も
次
第
に
間
遠
く
な
り
︑
始
め
の
頃
は
︑
皆
︑
書
き
た
く
て
進
ん
で
順
番
に
書
い
た
も
の
が
︑
後
に
は
原
稿
を
催
促
し
て
も

な
か
な
か
集
ま
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
︒
各
自
が
ほ
ん
と
う
に
訴
え
た
い
心
が
あ
っ
て
こ
そ
こ
の
雑
誌
は
意
味
が
あ
り
︑
そ
れ
を
義

務
と
し
て
重
荷
に
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
は
意
味
が
な
い
︒
ま
た
学
術
論
文
な
ら
「
九
州
中
国
学
会
報
」
や
︑「
日
本
中
国
学
会

中
国
文
学
論
集
　
第
四
十
七
号
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報
」
も
あ
る
こ
と
だ
︒
始
め
の
精
神
が
薄
れ
て
き
て
は
︑
も
は
や
無
理
し
て
続
け
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
︒
と
思
っ
て
︑
一
旦
「
中

国
文
芸
座
談
会
ノ
ー
ト
」
は
停
刊
し
た
（
中
略
）︒
こ
の
時
私
は
九
大
を
去
り
︑
あ
と
に
気
鋭
俊
秀
の
岡
村
教
授
が
中
国
文
学
科
の

主
任
と
な
ら
れ
︑
研
究
室
の
空
気
も
一
新
し
て
ひ
き
し
ま
っ
た
︒
岡
村
教
授
の
指
導
の
も
と
に
︑
今
や
九
大
中
国
文
学
は
新
し
く

発
足
し
は
じ
め
た
︒
こ
こ
で
研
究
室
諸
君
・
卒
業
生
諸
君
の
間
に
︑
旧
「
中
国
文
芸
座
談
会
ノ
ー
ト
」
を
発
展
的
に
解
消
し
て
︑

今
度
新
し
く
「
中
国
文
学
論
集
」
を
発
刊
さ
れ
る
と
い
う
嬉
し
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
︒（
後
略
） 

一
九
七
〇
・
三
・
一
五

『
中
国
文
芸
座
談
会
ノ
ー
ト
』
十
七
冊
の
次
号
刊
行
ま
で
の
期
間
を
見
て
み
る
と
︑
一－

十
号
は
二－

三
个
月
︑
長
く
て
も
六
个
月
以

内
に
次
号
を
発
刊
し
て
い
る
が
︑
十
一－

十
七
号
で
は
次
号
の
発
刊
ま
で
十
五－

二
十
二
个
月
と
い
う
一
年
以
上
の
期
間
を
要
し
て
い

る
︒
目
加
田
が
指
摘
す
る
「
ノ
ー
ト
の
刊
行
も
次
第
に
間
遠
く
な
っ
た
」
原
因
は
不
明
で
あ
る
︒
目
加
田
が
こ
こ
に
回
想
す
る
中
文
研

究
室
の
空
気
の
変
化
︑
思
想
的
な
混
乱
︑
学
生
の
様
々
な
気
風
等
に
つ
い
て
︑
当
事
者
で
な
い
筆
者
に
は
具
体
内
容
が
分
か
ら
な
い
が
︑

或
い
は
こ
れ
ら
全
て
が
複
合
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
︒
創
刊
号
か
ら
十
号
ま
で
約
三
年
︑
数
人
に
限
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
寄
稿

者
の
投
稿
は
そ
ろ
そ
ろ
在
庫
一
掃
し
て
し
ま
い
︑
次
の
投
稿
ま
で
今
し
ば
ら
く
時
間
を
要
し
た
か
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
︒

目
加
田
は
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）︑
九
大
を
定
年
退
職
し
て
︑
そ
の
頃
博
士
課
程
を
新
設
し
た
早
稲
田
大
学
大
学
院
へ
主
任
教
授

と
し
て
転
出
し
︑
九
大
中
国
文
学
会
の
機
関
誌
問
題
は
新
任
の
岡
村
繁
の
手
腕
に
委
ね
ら
れ
る
︒

一
九
六
六
年
に
中
国
文
学
講
座
助
教
授
と
し
て
赴
任
し
︑
翌
翌
年
に
主
任
教
授
に
昇
任
し
た
岡
村
繁
は
︑「
旧
『
中
国
文
芸
座
談
会

ノ
ー
ト
』
を
発
展
的
に
解
消
し
て
」（
目
加
田
「『
中
国
文
学
論
集
』
の
発
刊
に
よ
せ
て
」）︑『
中
国
文
学
論
集
』
を
創
刊
す
る
一
方
︑
中
国
文
藝

座
談
会
の
名
称
は
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
︒
無
論
︑
時
代
と
人
物
が
代
わ
れ
ば
︑
内
容
も
変
化
す
る
が
︑
在
学
生
と
卒
業
生
が
定
期
的
に

集
ま
り
︑
中
国
文
学
研
究
の
共
通
課
題
に
つ
い
て
自
由
に
語
り
合
う
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
不
変
で
あ
っ
た
︒
一
九
七
一
年
に
中
文
へ

進
学
し
た
筆
者
は
︑
こ
の
頃
か
ら
中
国
文
藝
座
談
会
の
一
員
と
な
る
が
︑
広
い
会
議
室
の
長
机
の
そ
こ
か
し
こ
に
お
菓
子
と
お
茶
が
配

ら
れ
た
風
景
に
驚
い
た
記
憶
が
あ
る
︒
貧
乏
学
生
は
︑
学
内
で
お
茶
や
お
菓
子
の
接
待
を
受
け
た
こ
と
は
曽
て
一
度
も
無
か
っ
た
︒
後

日
︑
懇
談
の
折
に
︑『
文
芸
座
談
会
ノ
ー
ト
』
を
停
刊
し
て
新
た
に
『
中
国
文
学
論
集
』
を
創
刊
し
た
理
由
を
尋
ね
た
筆
者
に
︑
岡
村
先

生
は
言
下
に
「
そ
れ
は
君
た
ち
若
い
者
の
就
職
の
た
め
で
す
︒『
ノ
ー
ト
』
で
は
イ
ン
パ
ク
ト
が
無
い
︒」
と
即
答
さ
れ
た
︒
引
用
し
た

目
加
田
序
文
に
も
あ
る
が
︑
当
時
は
日
本
中
国
学
会
の
創
立
（
一
九
四
九
年
）
や
『
日
本
中
国
学
会
報
』
の
創
刊
（
一
九
四
九
年
）︑
ま

三
百
回
を
通
過
し
た
中
国
文
藝
座
談
会
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た
九
州
中
国
学
会
の
創
立
（
一
九
五
三
年
）
や
『
九
州
中
国
学
会
報
』
の
創
刊
（
一
九
五
五
年
）
等
が
相
次
い
だ
頃
で
あ
り
︑
第
二
次

大
戦
後
の
新
体
制
の
大
学
に
お
い
て
︑
新
し
い
学
問
を
確
立
す
る
べ
く
全
国
に
続
々
と
学
会
・
学
会
報
が
組
織
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
︒
以

下
は
関
係
者
の
伝
言
で
な
く
︑
公
的
証
言
と
し
て
記
録
を
残
し
た
い
が
︑『
中
国
文
学
論
集
』
の
文
字
ス
タ
イ
ル
や
表
紙
デ
ザ
イ
ン
は
︑

全
て
岡
村
先
生
が
自
ら
白
紙
に
線
引
き
を
し
て
創
出
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
︒
ま
た
︑
第
八－

十
八
号
（
一
九
七
九－

八
九
）
の
十

一
冊
の
ス
タ
イ
ル
が
異
な
る
の
は
︑
経
費
と
舊
活
字
の
事
情
か
ら
台
湾
の
印
刷
所
に
依
頼
し
た
故
で
あ
る
︒
岡
村
教
授
の
『
中
国
文
学

論
集
』
の
創
刊
（
一
九
七
〇
年
）
は
︑
こ
の
戦
後
体
制
下
で
の
新
し
い
学
問
の
気
運
勃
興
に
完
全
に
合
致
し
︑
九
州
大
学
の
中
国
文
学

研
究
の
水
準
を
全
国
レ
ベ
ル
に
引
き
揚
げ
よ
う
と
す
る
先
生
の
悲
願
が
込
め
ら
れ
た
必
死
の
事
業
で
あ
っ
た
︒

な
お
︑
一
方
の
研
究
会
「
中
国
文
藝
座
談
会
」
に
つ
い
て
は
︑
岡
村
主
宰
の
そ
れ
が
中
国
古
典
文
学
の
発
表
が
多
く
な
っ
た
に
も
関

わ
ら
ず
︑
毛
沢
東
の
「
延
安
文
芸
座
談
会
で
の
講
話
」
に
因
む
目
加
田
教
授
以
来
の
名
称
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
継
承
し
て

い
る
︒
従
っ
て
︑
そ
の
乖
離
を
怪
訝
に
思
う
会
員
も
中
に
は
確
か
に
い
る
︒
そ
の
理
由
は
推
測
す
る
し
か
な
い
が
︑
一
会
員
と
し
て
理

由
を
勝
手
に
忖
度
す
る
と
︑
当
時
新
参
の
岡
村
先
生
か
ら
す
れ
ば
︑
目
加
田
老
大
先
生
以
来
の
伝
統
を
可
能
な
限
り
継
承
し
つ
つ
︑
新

旧
交
代
の
摩
擦
の
軽
減
を
図
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
付
言
す
れ
ば
︑
そ
の
後
今
日
ま
で
続
く
名
称
に
お
い
て
は
︑
誰
言
う
こ
と
な
く
︑

「
文
芸
」⇒

「
文
藝
」
の
字
を
用
い
︑「
中
国
文
藝
座
談
会
」
を
正
式
名
称
と
し
て
い
る
︒

会
の
常
態
に
つ
い
て
贅
言
す
れ
ば
︑
前
「
二
百
回
を
超
え
た
中
国
文
藝
座
談
会
」
と
重
複
す
る
が
︑
日
程
は
原
則
二
月
に
一
度
︑
土

曜
一
時
半－

五
時
︒
発
表
者
は
三
名
前
後
︒
卒
論
構
想
発
表
等
で
多
人
数
の
場
合
は
一
人
持
ち
時
間
三
十
分
制
限
の
場
合
も
あ
る
が
︑

通
常
は
発
表
四
十
分
︑
質
疑
四
十
分
程
度
あ
り
︑
特
に
質
疑
時
間
は
十
分
に
確
保
す
る
︒
参
加
者
は
中
文
の
現
教
員
︑
学
生
院
生
︑
卒

業
生
︑
新
聴
講
生
等
を
含
む
四
十
名
程
度
︒
発
表
者
原
稿
は
事
前
に
研
究
室
内
で
練
ら
れ
た
後
に
︑
こ
の
座
談
会
で
更
に
広
範
に
指
導

を
受
け
︑
各
人
の
事
情
に
よ
っ
て
は
更
に
学
会
大
会
で
の
本
発
表
に
臨
む
こ
と
に
な
る
︒
近
年
︑
九
大
関
係
者
の
研
究
発
表
が
良
く
練

ら
れ
て
い
て
精
彩
が
あ
る
と
の
有
り
難
い
好
評
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
る
が
︑
通
常
の
大
学
で
の
発
表
準
備
に
加
え
て
︑
更
に
精
魂
込

め
た
準
備
を
心
掛
け
て
い
る
こ
と
と
深
く
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
︒
発
表
者
は
︑
他
に
国
内
外
の
有
名
大
学
の
著
名
研
究
者
に
発
表
を
依

頼
す
る
こ
と
も
あ
る
︒

筆
者
は
二
十
歳
か
ら
六
十
七
歳
の
今
日
ま
で
︑
途
中
の
四
国
赴
任
六
年
間
を
除
き
︑
ほ
ぼ
全
て
の
文
藝
座
談
会
を
拝
聴
し
た
︒
耳
学

中
国
文
学
論
集
　
第
四
十
七
号
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問
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
︑
凡
才
故
に
理
解
困
難
な
分
野
が
残
る
と
は
い
え
︑
主
に
中
国
古
典
文
学
の
あ
ら
ま
し
を
俯
瞰
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
（
錯
覚
か
も
知
れ
な
い
が
）
の
は
︑
七
割
は
こ
の
文
藝
座
談
会
で
共
に
学
ん
だ
お
陰
で
あ
る
︒
も
し
こ
の
機
会
が
無
か
っ
た

と
し
た
ら
︑
筆
者
の
知
識
は
今
以
上
に
薄
っ
ぺ
ら
な
ま
ま
で
終
始
し
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
意
味
で
︑
あ
く
ま
で
一
介
の
研
究
者
で
あ
り

た
い
筆
者
は
︑「
中
国
文
藝
座
談
会
」『
中
国
文
学
論
集
』
に
対
し
て
︑
自
分
の
母
体
と
し
て
心
底
か
ら
の
深
い
愛
情
と
尊
崇
を
覚
え
る

も
の
で
あ
る
︒

五 
 

竹
村
則
行
教
授
・
静
永
健
准
教
授
主
宰
「
中
国
文
藝
座
談
会
」『
中
国
文
学
論
集
』
時
代
（
一
九
九
七
―
二

〇
一
四
年
）

こ
こ
で
は
︑
運
営
の
実
態
を
反
映
し
て
︑
表
記
の
よ
う
に
括
る
こ
と
に
す
る
︒
凡
庸
な
筆
者
と
そ
れ
を
補
佐
す
る
俊
英
「
主
任
」
准

教
授
の
組
合
せ
で
あ
る
︒「
中
国
文
藝
座
談
会
」
と
『
中
国
文
学
論
集
』
の
積
み
上
げ
に
つ
い
て
は
︑
基
本
的
に
岡
村
教
授
の
方
針
を
踏

襲
す
る
︒
両
研
究
活
動
を
静
永
教
授
が
献
身
的
に
支
え
る
︒
氏
が
近
十
年
の
中
文
就
職
好
況
の
功
労
者
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
︒

六　

静
永
健
教
授
主
宰
「
中
国
文
藝
座
談
会
」『
中
国
文
学
論
集
』
時
代
（
二
〇
一
五
年
―
現
在
）

こ
こ
も
︑
基
本
的
に
は
前
五
章
に
同
じ
︒
歴
史
の
流
れ
の
中
で
変
動
し
つ
つ
あ
る
こ
と
と
し
て
︑
前
五
章
時
代
の
主
要
構
成
員
で
あ
っ

た
院
生
の
多
く
が
幸
い
に
就
職
の
道
を
自
ら
開
拓
し
て
中
文
研
究
室
を
去
り
︑
代
わ
り
に
中
国
本
土
か
ら
複
数
の
俊
英
留
学
生
が
研
究

室
の
構
成
員
と
な
っ
て
︑
新
し
い
活
気
を
齎
し
て
い
る
こ
と
︑
二
〇
一
八
年
十
月
か
ら
の
伊
都
キ
ャ
ン
パ
ス
完
全
移
転
を
目
前
に
︑
多

く
の
構
成
員
が
大
き
な
期
待
と
一
抹
の
不
安
に
胸
一
杯
で
あ
る
こ
と
︒
こ
の
時
期
を
迎
え
て
の
「
中
国
文
藝
座
談
会
」『
中
国
文
学
論

集
』
の
あ
り
方
︑
言
い
換
え
れ
ば
九
大
中
文
の
近
未
来
の
あ
り
得
る
姿
に
つ
い
て
は
︑
次
章
の
ま
と
め
に
お
い
て
検
討
し
た
い
︒

七　

旧
貝
塚
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
け
る
九
大
中
文
で
の
学
究
生
活
の
総
括

こ
こ
で
︑
二
〇
一
八
年
九
月
に
移
転
し
て
︑
今
は
過
去
と
な
っ
た
旧
貝
塚
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
け
る
九
大
中
文
（
九
州
大
学
中
国
文
学

講
座
）
で
の
学
究
生
活
に
つ
い
て
︑
記
憶
の
新
し
い
う
ち
に
総
括
し
て
お
く
こ
と
は
意
義
深
い
︒（
九
大
中
文
は
︑
当
初
支
那
文
学
講
座
と
し
て

三
百
回
を
通
過
し
た
中
国
文
藝
座
談
会
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法
文
学
部
本
館
内
に
設
置
さ
れ
（
今
の
箱
崎
三
丁
目
）︑
そ
の
後
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
に
貝
塚
地
区
の
法
文
系
キ
ャ
ン
パ
ス
（
今
の
箱
崎
六
丁
目
）
に
学
内
移

転
し
た
︒
今
を
去
る
五
十
四
年
前
で
あ
る
︒
慣
例
と
し
て
︑
前
者
を
箱
崎
地
区
︑
後
者
を
貝
塚
地
区
と
し
て
呼
ぶ
場
合
が
多
い
︒
本
稿
は
︑
筆
者
が
大
学
生
活
を
送
っ

た
後
者
を
対
象
と
し
︑
以
下
「
貝
塚
」
と
略
称
す
る
︒）
制
度
等
は
全
国
的
︑
全
学
的
の
も
の
も
あ
り
︑
必
ず
し
も
九
大
中
文
独
自
で
は
な
い
が
︑

新
伊
都
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
︑
貝
塚
キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
長
所
が
継
承
さ
れ
︑
か
つ
無
用
の
短
所
が
是
正
さ
れ
る
こ
と
を
祈
り
︑
備
忘

録
を
兼
ね
て
︑
以
下
に
列
記
す
る
︒

（
一
）
学
習
・
研
究
時
間
の
保
証

筆
者
の
学
生
院
生
時
代
は
研
究
室
の
使
用
制
限
は
夜
十
時
で
あ
り
︑
時
間
に
な
る
と
守
衛
の
お
じ
さ
ん
か
ら
か
な
り
厳
格
な
口
調
で

即
時
退
室
を
促
さ
れ
た
︒
近
年
は
そ
う
で
も
な
い
と
聞
く
︒
実
は
文
学
部
人
に
と
っ
て
︑
九
時
以
前
︑
十
七
時
以
後
の
研
究
室
で
の
時

間
の
使
い
方
は
重
要
で
あ
る
︒
演
習
の
準
備
や
と
り
と
め
な
い
交
談
を
含
め
︑
本
人
が
大
学
で
学
び
得
る
種
々
の
知
識
情
報
を
研
究
室

で
の
会
話
を
通
じ
て
先
輩
や
友
人
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
︒
研
究
発
表
や
卒
論
修
論
発
表
が
近
づ
く
と
︑
研
究
室
全
体
が
俄

か
に
緊
張
し
て
く
る
︒
単
独
で
し
っ
か
り
論
文
を
纏
め
る
も
の
も
い
る
が
︑
相
当
数
が
先
輩
や
同
輩
等
と
賑
わ
い
な
が
ら
お
祭
り
よ
ろ

し
く
集
団
制
作
す
る
︒
例
年
一
月
十
日
十
七
時
の
論
文
提
出
締
切
は
厳
格
で
あ
る
︒
某
大
学
で
は
通
常
時
の
十
七
時
退
室
が
決
ま
り
だ

と
い
う
︒
こ
れ
以
後
学
内
は
幽
霊
屋
敷
化
す
る
︒
管
理
上
の
安
全
問
題
や
交
通
上
の
問
題
は
あ
ろ
う
が
︑
伊
都
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て

も
︑
学
生
の
九
時－

十
七
時
前
後
の
研
究
室
や
図
書
館
施
設
の
使
用
に
つ
い
て
配
慮
と
善
処
を
お
願
い
し
た
い
︒
大
学
人
に
と
っ
て
必

要
な
自
由
な
時
間
は
実
は
九
時
前
︑
乃
至
十
七
時
以
降
に
あ
る
か
ら
だ
︒
著
名
文
化
賞
に
繋
が
る
自
由
な
研
究
時
間
は
全
地
球
的
に
実

に
十
七
時
以
降
に
あ
る
︒（

二
）
図
書
の
閲
覧
体
制
の
利
点

文
学
部
（
院
）
全
二
十
二
講
座
が
研
究
室
を
持
ち
︑
中
央
図
書
館
と
は
別
に
︑
廊
下
を
隔
て
て
文
系
書
庫
を
有
し
た
従
来
の
体
制
は
︑

先
人
の
苦
労
が
偲
ば
れ
る
が
︑
使
用
活
用
面
か
ら
み
て
理
想
的
で
あ
っ
た
︒
筆
者
も
演
習
中
に
何
回
か
関
連
図
書
を
借
り
出
し
た
し
︑

特
に
近
隣
の
中
哲
や
東
洋
史
図
書
は
も
と
よ
り
︑
三
階
の
国
文
︑
国
史
︑
美
学
図
書
か
ら
は
随
分
学
益
を
得
た
︒
新
中
央
図
書
館
は
独

自
の
管
理
体
制
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
が
︑
使
用
者
が
書
庫
内
を
渉
猟
し
て
目
指
す
図
書
を
借
り
出
す
今
の
「
活
用
」
体
制
の
長
所
も
ぜ

ひ
評
価
し
て
可
能
な
限
り
継
承
し
て
欲
し
い
︒
現
場
に
あ
っ
た
者
か
ら
言
え
ば
︑
今
日
ま
で
の
図
書
の
閲
覧
体
制
と
︑
現
今
の
中
文
卒

中
国
文
学
論
集
　
第
四
十
七
号

8



業
生
特
に
院
生
の
就
職
の
好
況
と
は
強
い
因
果
関
係
が
あ
る
︒
逆
に
言
え
ば
︑
も
し
図
書
や
研
究
室
の
使
用
が
大
幅
に
制
限
さ
れ
る
場

合
︑
九
大
首
脳
が
求
め
る
就
職
の
好
転
や
文
化
賞
の
受
賞
等
も
自
ら
そ
の
機
会
を
狭
め
る
こ
と
に
な
る
︒
管
理
強
化
が
自
ら
の
首
を
絞

め
て
は
い
け
な
い
︒

（
三
）
喫
茶
・
談
話
空
間
の
保
証

文
学
部
全
二
十
二
の
学
科
毎
に
研
究
室
を
有
す
る
の
は
︑
学
生
の
交
流
の
面
か
ら
理
想
的
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
少
人
数
の
演
習
や
講

義
が
行
わ
れ
る
ほ
か
に
︑
雑
談
︑
相
談
︑
演
習
準
備
等
が
間
断
な
く
実
施
さ
れ
︑
お
昼
の
弁
当
談
義
も
展
開
さ
れ
る
︒
伊
都
キ
ャ
ン
パ

ス
は
近
く
に
学
生
街
が
未
整
備
の
た
め
︑
こ
れ
ら
の
癒
し
空
間
の
配
慮
が
一
層
重
要
で
あ
る
︒

八　

ま
と
め　
伊
都
キ
ャ
ン
パ
ス
に
一
新
集
合
す
る
「
中
国
文
藝
座
談
会
」『
中
国
文
学
論
集
』

文
学
部
・
人
文
科
学
研
究
院
を
含
む
九
大
貝
塚
地
区
の
諸
部
局
は
︑
ほ
ぼ
当
初
の
大
学
移
転
計
画
通
り
︑
二
〇
一
八
年
十
月
か
ら
伊

都
地
区
に
完
全
移
転
す
る
︒
新
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
ほ
ぼ
現
状
の
規
模
が
保
証
さ
れ
る
と
聞
く
︒
個
人
の
住
居
移
転
の
場
合
で
も
︑
新
生

活
は
希
望
と
不
安
が
綯
い
交
ぜ
に
な
る
も
の
だ
が
︑
大
学
研
究
室
の
移
転
は
規
模
が
大
き
い
だ
け
に
︑
そ
れ
に
伴
う
不
安
と
不
便
等
を

早
め
に
把
握
し
︑
的
確
に
対
処
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
︒

以
下
に
は
︑
凡
庸
な
が
ら
旧
キ
ャ
ン
パ
ス
に
馴
染
ん
だ
「
中
国
文
藝
座
談
会
」『
中
国
文
学
論
集
』
の
前
任
代
表
者
と
し
て
︑
新
静
永

代
表
へ
の
伝
言
（
遺
言
）
を
箇
条
書
き
に
述
べ
る
︒
受
け
入
れ
可
能
で
あ
れ
ば
是
非
実
施
を
検
討
し
て
ほ
し
い
︒

（
一
）  

「
中
国
文
藝
座
談
会
」『
中
国
文
学
論
集
』
は
︑
我
々
九
大
中
文
が
全
国
・
世
界
に
飛
翔
す
る
双
発
の
エ
ン
ジ
ン
で
あ
る
︒
貝

塚
時
の
ま
ま
︑
或
い
は
必
要
な
若
干
の
修
整
を
加
え
て
も
︑
こ
の
貴
重
な
文
化
遺
産
は
性
能
を
堅
持
し
て
継
承
し
た
い
︒

（
二
）  

こ
の
機
会
に
会
の
名
称
や
組
織
を
大
幅
に
変
更
改
編
す
る
こ
と
も
︑（
一
）
の
保
証
の
為
な
ら
ば
容
認
す
る
つ
も
り
で
あ
る

が
︑
そ
の
際
は
構
成
員
の
同
意
を
求
め
て
慎
重
な
手
続
を
求
む
︒
加
え
て
︑
名
称
の
変
更
は
長
く
続
い
た
目
加
田
・
岡
村
伝
統

と
の
決
絶
を
意
味
し
︑
回
数
・
号
数
も
カ
ウ
ン
ト
を
停
止
す
る
こ
と
に
な
る
︒

（
三
）  

移
転
後
五－

十
年
は
福
岡
市
東
区
在
住
の
構
成
員
が
な
お
多
数
を
占
め
て
お
り
︑
西
区
へ
の
移
動
に
お
い
て
︑
時
間
・
交
通

費
等
で
の
マ
イ
ナ
ス
感
が
案
じ
ら
れ
る
︒
西
新
プ
ラ
ザ
︑
九
大
博
多
駅
オ
フ
ィ
ス
︑
千
早
な
み
き
ス
ク
エ
ア
（
東
区
施
設
）︑
近

三
百
回
を
通
過
し
た
中
国
文
藝
座
談
会
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隣
の
大
学
施
設
等
の
使
用
を
検
討
し
て
は
如
何
か
︒
こ
れ
ら
は
有
料
で
あ
っ
て
も
︑
伊
都
キ
ャ
ン
パ
ス
使
用
で
の
参
加
者
の
交

通
費
を
考
慮
す
れ
ば
︑
あ
る
程
度
相
殺
で
き
な
い
か
︒
施
設
使
用
料
（
一
回
数
千
円
）
の
捻
出
が
困
難
で
あ
れ
ば
︑
別
途
に
方

策
を
考
え
た
い
︒

（
四
）  
移
転
後
に
は
︑
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
人
文
・
比
文
・
言
文
の
関
係
機
関
の
近
隣
集
合
が
物
理
的
に
実
現
す
る
︒
急
ぐ
必
要

は
な
い
が
︑
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
て
︑
五
十－

百
年
後
の
九
大
中
文
の
更
な
る
学
術
浮
揚
を
促
す
基
盤
形
成
を
切
に
願
う
︒

九　

五
十
―
百
年
後
の
九
大
中
文
の
展
望

筆
者
は
二
〇
一
八
年
九
月
二
十
一
日
︑
新
装
な
っ
た
伊
都
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
文
研
究
室
を
初
め
て
訪
問
し
た
︒
人
文
研
究
院
開
学
記

念
の
国
際
シ
ン
ポ
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
の
移
動
と
人
文
学
的
変
容
」（
本
誌
彙
報
参
照
）
へ
の
参
加
の
折
に
︑
空
き
時
間
を
利
用
し
て

訪
問
し
た
の
で
あ
る
︒
時
間
の
関
係
で
新
中
央
図
書
館
参
観
は
後
日
に
回
し
た
︒
今
回
の
中
文
新
研
究
室
訪
問
は
︑
シ
ン
ポ
招
待
の
杜

暁
勤
北
京
大
教
授
（
二
〇
一
二
年
度
九
大
中
文
外
人
教
師
）
一
行
数
名
を
含
め
て
賑
や
か
な
も
の
と
な
っ
た
︒
実
は
訪
問
前
に
筆
者
の

脳
裏
に
は
幾
ら
か
不
安
が
あ
っ
た
︒
地
震
津
波
等
の
自
然
災
害
へ
の
対
処
︑
福
岡
市
内
か
ら
の
距
離
感
︑
新
研
究
室
の
馴
染
み
度
︑
新

研
究
室
を
六
階
に
含
む
イ
ー
ス
ト
ゾ
ー
ン
一
号
館
や
隣
接
す
る
新
中
央
図
書
館
を
含
め
て
使
い
勝
手
の
如
何
︑
等
で
あ
る
︒
最
初
の
訪

問
で
は
一
部
し
か
分
か
ら
ず
︑
確
か
な
評
価
に
は
時
間
が
必
要
だ
が
︑
結
果
か
ら
言
え
ば
︑
図
書
館
の
使
い
勝
手
は
後
日
評
価
す
る
と

し
て
︑
幸
い
に
第
一
回
の
訪
問
で
事
前
の
杞
憂
の
多
く
が
霧
消
し
た
︒
ま
ず
︑
相
当
の
高
台
に
あ
る
中
央
図
書
館
の
後
背
に
鎮
座
す
る

イ
ー
ス
ト
ゾ
ー
ン
一
号
館
の
六
階
と
な
れ
ば
︑
海
抜
五
十
ⅿ
は
超
え
よ
う
か
︒
こ
れ
な
ら
地
震
時
に
住
民
の
避
難
所
に
な
っ
て
も
津
波

に
襲
わ
れ
る
心
配
は
な
い
︒
読
者
は
怪
訝
に
思
う
で
あ
ろ
う
が
︑
こ
れ
が
二
〇
〇
五
年
三
月
二
十
日
︑
貝
塚
キ
ャ
ン
パ
ス
二
階
の
竹
村

研
究
室
（
中
文
研
は
一
階
）
で
福
岡
県
西
方
沖
地
震
に
遭
遇
し
た
筆
者
の
ト
ラ
ウ
マ
で
あ
る
︒
伊
都
の
新
中
文
研
究
室
は
二
室
あ
り
︑

一
方
の
演
習
室
に
は
貝
塚
時
と
同
じ
く
目
加
田
・
岡
村
両
先
生
の
遺
影
が
飾
ら
れ
︑
書
架
や
机
椅
子
の
多
く
が
貝
塚
か
ら
の
継
続
使
用

で
あ
っ
た
︒
研
究
室
は
全
体
と
し
て
貝
塚
時
よ
り
も
少
し
広
く
感
じ
た
︒
ま
た
東
方
遠
処
に
海
が
臨
め
る
立
地
も
す
ば
ら
し
か
っ
た
︒

室
内
に
は
貝
塚
時
と
同
じ
く
数
名
の
構
成
員
が
作
業
を
し
て
お
り
︑
彼
ら
が
自
分
の
作
業
を
止
め
て
︑
闖
入
客
に
い
そ
い
そ
と
お
茶
を

出
し
て
く
れ
た
の
も
嬉
し
か
っ
た
︒
初
次
訪
問
の
気
は
全
く
し
な
か
っ
た
︒
こ
れ
な
ら
ば
︑
市
内
か
ら
距
離
は
あ
っ
て
も
︑
図
書
館
の
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利
用
評
価
は
と
も
か
く
︑
し
っ
か
り
や
れ
ば
︑
貝
塚
時
に
相
当
す
る
︑
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
え
る
研
究
成
果
を
挙
げ
る
の
も
可
能
で
は

な
い
か
︑
と
も
か
く
の
第
一
印
象
で
あ
っ
た
︒

後
日
新
図
書
館
を
使
用
し
た
が
︑
規
模
・
設
置
等
︑
問
題
な
く
す
ば
ら
し
か
っ
た
︒
今
後
し
っ
か
り
使
用
す
れ
ば
︑
全
国
︑
ア
ジ
ア

は
も
と
よ
り
︑
世
界
で
も
有
数
の
大
学
図
書
館
と
し
て
の
名
声
を
得
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
印
象
を
持
っ
た
︒
内
外
に
誇
る
に
足
る
図

書
館
で
あ
る
︒

建
物
は
入
居
者
が
い
て
こ
そ
機
能
的
に
美
し
く
輝
く
︒
中
文
を
含
む
イ
ー
ス
ト
ゾ
ー
ン
一
号
館
は
文
学
部
の
各
研
究
室
が
入
居
し
て

い
る
が
︑
そ
の
全
体
像
は
壮
観
で
あ
っ
た
︒
中
央
図
書
館
の
公
称
三
百
五
十
万
冊
の
図
書
資
料
が
更
に
控
え
る
︒
こ
れ
ま
で
は
何
と
な

く
不
安
が
先
行
し
が
ち
な
移
転
計
画
で
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
ほ
ど
の
斬
新
な
設
備
が
実
現
し
た
今
︑
次
の
五
十
年
（
貝
塚
文
学
部
は
一
九

六
四
年
以
来
五
十
四
年
間
）︑
ま
た
百
年
（
一
九
二
七
年
の
支
那
文
学
講
座
設
置
以
来
九
十
一
年
）
を
目
指
し
て
︑
在
職
退
職
︑
老
若
男

女
を
問
わ
ず
︑
関
心
の
あ
る
関
係
者
が
一
致
協
力
し
て
確
実
に
努
力
を
重
ね
る
必
要
を
強
く
感
じ
た
次
第
で
あ
る
︒

文
藝
座
談
会
五
百
回
︑『
中
国
文
学
論
集
』
百
号
の
金
字
塔
も
決
し
て
遠
い
夢
で
は
な
い
︑
次
の
現
実
目
標
で
あ
る
︒

参
考
：
竹
村
則
行
「
二
百
回
を
通
過
し
た
中
国
文
芸
座
談
会
」（「
日
本
中
国
学
会
便
り
」
二
〇
〇
二
年
第
二
号
︑
日
本
中
国
学
会
）︒

　
　
　
電
子
版
『
九
州
大
学
百
年
史
』
第
四
巻
︑
部
局
史
編
Ⅰ
︑
文
学
部
︑
中
国
文
学
の
項
（
電
子
版
に
つ
き
︑
こ
の
順
に
検
索
）︒

　
　
　
同
内
容
の
紙
媒
体
物
に
『
九
州
大
学
文
学
部
九
十
年
の
歩
み
』（
九
州
大
学
文
学
部
︑
二
〇
一
四
年
）
九
十
六
頁
が
あ
る
︒

三
百
回
を
通
過
し
た
中
国
文
藝
座
談
会
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