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《
エ
ン
リ
ョ
ー
…
、
っ
て
誰
？
》

　

他
に
類
を
見
な
い
「
実
績
」
を
残
し
な
が
ら
、
相
応
に
評
価
さ
れ

な
い
人
物
は
少
な
く
な
い
。
井
上
円
了
（
１
８
５
８
―
１
９
１
９
）
も

そ
の
一
人
で
あ
る
。
ユ
ニ
ー
ク
な
思
想
家
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
し
て

己
れ
の
思
想
を
実
践
し
た
稀
有
な
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
一
般
向
け

の
本
に
は
、
ほ
ぼ
登
場
す
る
こ
と
が
な
い
。
思
想
（
史
）
研
究
の

入
門
書
で
も
せ
い
ぜ
い—

—

国
粋
主
義
者
が
結
成
し
た
と
す
る—

—

「
政
教
社
」
と
の
関
わ
り
で
名
前
が
載
っ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

　

本
稿
冒
頭
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は—

—

「
神
話
・
伝
説
・
小
説
に

登
場
す
る
神
々
や
架
空
の
人
物
」
も
含
め—

—

約
６
万
５
６
０
０
人

を
収
録
す
る
大
型
人
名
辞
典
か
ら
の
引
用
だ
が
、
す
っ
ぽ
り
抜
け

落
ち
て
い
る
も
の
が
二
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
著
述
活
動
。
大
学
予
備
門
の
学
生
時
代
か
ら
中
国
・
大
連

で
没
す
る
ま
で
、
円
了
は
１
年
も
欠
か
さ
ず
文
章
を
書
き
続
け
た
。

先
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
は
３
冊
し
か
見
え
な
い
が
、
刊
行
さ
れ
た

著
書
は
単
行
本
・
講
義
録
だ
け
で—

—

な
ん
と—

—

１
８
２
冊
、新
聞

や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
は—

—

実
に
！—

—

８
５
７
編
に

の
ぼ
る
。
分
野
も
多
岐
に
わ
た
り
、
学
際
的
（inter-disciplinarity)

ど
こ
ろ
か
、た
っ
た
一
人
で
複
数
の
学
問
領
域（m

ulti-disciplinarity

）

に
分
け
入
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
円
了
の
「
妖
怪
学
」
は—

—

一
般

の
理
解
と
は
異
な
り—

—

理
学
・
医
学
・
哲
学
・
心
理
学
・
宗
教
学
・

教
育
学
の
諸
学
を
内
包
し
て
い
る
。今
日
で
も
定
義
の
難
し
い
超
学
問

領
域
性
（trans-discplinarity

）
を
先
取
り
し
た
も
の
と
言
え
る
。

　

省
略
さ
れ
て
い
る
の
は
著
述
活
動
だ
け
で
な
い
。
円
了
は
27
年
間

に
わ
た
っ
て
、
全
国
巡
回
講
義
（「
巡
講
」）
を
敢
行
し
た
。
総
日
数
は�

—
—

な
ん
と—

—

約
３
６
０
０
日
。
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
全
都
道

府
県
を
く
ま
な
く
巡
り
、
訪
れ
た
市
町
村
数
は
今
日
に
置
き
換
え
る

と
１
０
２
４—

—

実
に
！—

—

全
体
の
約
60
％
に
相
当
す
る
。
の
べ

講
演
回
数
は—

—

こ
れ
ま
た
実
に—

—

７
０
０
０
回
を
超
え
て
い
る
。
聴
講
者
数

は
残
っ
て
い
る
記
録
等
か
ら
の
類
推
で�

—
—

ま
た
ま
た
な
ん
と
！—

—

２
８
５
万

～
３
５
７
万
人
余
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
空
前
の—

—

お
そ
ら
く
絶
後
の�

—
—

ス
ケ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
日
本
全
国

巡
回
講
義
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
旅

は
「
汽
車
は
三
等
、
弁
当
は
握
り
飯
」
と

い
う
。実
に
質
素
な
も
の
だ
っ
た
。し
か
も
、

明
治
39
年
（
１
９
０
６
）
の
奈
良
県
で
の

巡
講
を
例
に
と
る
と
、
４
月
初
旬
か
ら

５
月
中
旬
ま
で
の
約
１
か
月
半
に
26
町
村

（
当
時
）・
28
箇
所
を
巡
り
、
合
計
76
回
の

講
演
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
移
動
は

い
の
う
え-

え
ん
り
ょ
う
【
井
上
円
了
】（
１
８
５
８
│
１
９
１
９
）

　

�

明
治
―
大
正
時
代
の
仏
教
哲
学
者
。安
政
５
年
２
月
４
日
生
ま
れ
。

東
京
大
学
在
学
中
の
明
治
17
年
哲
学
会
を
組
織
し
、
仏
教
の
復
権

を
目
指
す
。
20
年
東
京
湯
島
に
哲
学
館
（
現
東
洋
大
）
を
創
立
。

国
粋
主
義
に
共
鳴
し
、
翌
年
政
教
社
の
創
立
に
く
わ
わ
る
。
迷
信

打
破
の
た
め
『
妖
怪
学
講
義
』
を
あ
ら
わ
し
、
妖
怪
博
士
と
い
わ

れ
た
。
中
国
視
察
中
の
大
正
８
年
６
月
６
日
大
連
で
死
去
。
62
歳
。

越
後
（
新
潟
県
）
出
身
。
名
は
襲
常
。
著
作
に
『
真
理
金
針
』

『
仏
教
活
論
』
な
ど
。

�

（
上
田
正
昭
他
監
修
『
講
談
社
日
本
人
名
大
辞
典
』（
２
０
０
１
）
講
談
社
、p.�

215
）
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言
葉
が
直
結
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
円
了
は
臨
終
の
直
前

ま
で
、
巡
講
に
込
め
た
当
初
の
志
を
変
え
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

文
字
通
り
死
ぬ
ま
で
続
け
ら
れ
た
巡
講
の
本
旨
は
、
文
中
に
み
え
る

「
此
大
業
」
の
「
成
功
」
に
あ
っ
た
の
だ
。

　

で
は
「
此
大
業
」
と
は
何
か
。
円
了
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　

�

国
家
の
為
め
に
其
力
を
盡
し
一
志
を
立
て
ゝ
真
理
の
為
め
に

其
心
を
竭
さ
ゝ
る
へ
か
ら
す
是
れ
実
に
人
生
の
二
大
義
務
に

し
て
余
か
畢
生
の
二
大
目
的
な
り
〔
…
〕
天
下
の
正
道
を
履
み

人
情
風
俗
の
矯
正
、
教
育
宗
教
の
改
良
、
皆
之
を
其
一
身
に

任
し
て
国
家
万
世
の
大
系
を
立
つ
る
か
如
き
は
一
層
勇
壮
の

事
業
に
し
て
余
か
畢
生
の
目
的
と
す
る
所
な
り

　

文
意
は
明
瞭
だ
が
、前
半
と
後
半
が
捩
れ
て
い
て
、判
然
と
し
な
い
。

少
し
丁
寧
に
読
ん
で
み
よ
う
。
前
半
は
「
国
家
」
と
「
真
理
」
に
身
も

心
も
捧
げ
る
の
が
、
己
の
義
務
で
あ
り
人
生
の
目
的
と
の
言
明
で

あ
る
。
な
ん
と
殊
勝
な
心
が
け
よ
と
思
わ
せ
て
、
後
半
に
な
る
と

「
天
下
の
正
道
」・
世
間
の
風
潮
・
教
育
や
信
仰
の
あ
り
方
、
そ
の
全
て

を
よ
り
良
い
も
の
に
作
り
直
す
と
言
い
出
し
て
い
る
。
ど
う
い
う

こ
と
か
。
前
半
の
「
力
を
盡
」
し
「
心
竭
」
す
と
誓
っ
た
「
国
家
」
の

か
た
ち
や
日
本
の
「
真
理
」
は
、
普
通
に
想
像
さ
れ
る
官
製
の
国
是

で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。後
半
に
明
記
し
て
い
る
よ
う
に
、円
了
自
身

が
「
畢
生
の
目
的
と
す
る
」
／
「
一
身
に
任
し
て
」
／
「
立
つ
る
」
／

「
万
世
の
大
系
」
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
明
治
の
半
ば
、
円
了
は

「
万
世
の
体
系
」
と
い
う—
—

当
時
の
統
治
原
理
を
象
徴
す
る
「
万
世

一
系
」
を
皮
肉
る
よ
う
な
造
語
ま
で
使
っ
て—

—

御
一
新
以
来
の

政
府
方
針
に
盾
突
い
て
、
日
本
の
近
代
化
を
や
り
直
し
ま
す
と
宣
告

し
た
の
だ
。
し
か
も
「
皆
之
を
其
一
身
に
任
し
て
」（「
根
こ
そ
ぎ
、

自
分
一
人
の
責
任
で
や
っ
て
み
せ
ま
す
」）
と
。

　

あ
わ
て
て
付
け
加
え
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
が
、
こ
の
明
治

24
年
の
一
文
は
、
普
通
そ
の
よ
う
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
う
す

う
す
気
づ
い
て
い
た
研
究
者
も
少
な
く
な
い
と
は
思
う
の
だ
が
、

こ
れ
ま
で
論
考
な
ど
で
表
明
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
従
来
は
、
上
記

引
用
と
は
別
の
と
こ
ろ
の
「
其
の
既
納
の
金
額
の
如
き
は
僅
か
に

百
五
十
分
の
一
」
と
「
意
外
の
失
望
」
と
が
接
続
さ
れ
て
、
概
ね

次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
全
国
巡
講
は
、
私
学
経
営
の
拡
充
の

た
め
の
寄
付
金
募
集
が
目
的
だ
っ
た
。
円
了
は
物
乞
い
す
る
よ
う
に

地
方（
田
舎
）を
回
っ
た
が
、目
論
見
ど
お
り
に
は
集
ま
ら
な
か
っ
た
。

落
胆
の
あ
ま
り
、
焦
燥
と
怒
り
も
交
え
て
筆
を
執
っ
た
の
が
明
治

24
年
の
本
文
。
だ
が
集
ま
ら
な
い
の
も
当
然
で
、
円
了
の
や
り
方
に

問
題
が
あ
っ
た
。
私
学
創
立
者
自
ら
が
、
直
接
地
方
に
出
向
い
て
講
義

（
講
演
）
し
、
そ
の
謝
礼
代
わ
り
に
募
金
を
求
め
る
な
ど
非
常
識
で

誰
も
し
な
い
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
非
効
率
も
甚
だ
し
い
か
ら
だ
。

ち
ょ
っ
と
考
え
れ
ば
子
ど
も
に
で
も
わ
か
る
こ
と
な
の
に
、
円
了
は

恥
ず
か
し
げ
も
な
く
募
金
が
集
ま
ら
な
い
と
不
満
を
口
に
し
て
い
る
。

主
に
「
吉
野
山
中
人
車
の
便
な
き
所
を
跋
渉
し
、
毎
日
草
鞋
を
う
が

ち
て
峻
坂
を
上
下
」
す
る
と
い
う
、
秘
境
探
検
さ
な
が
ら
に
過
酷
な

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の—

—

壮
絶
と
す
ら
言
い
た
く
な
る�

—
—

巡
講
も
、
先
の
人
名
辞
典
に
は
一
文
字
も
現
れ
な
い
。

　

中
国
で
の
急
逝
も
巡
講
途
上
の
出
来
事
だ
っ
た
。
早
朝
の
列
車
で

大
連
に
到
着
し
た
円
了
は
、
尋
常
で
な
い
「
疲
労
の
濃
さ
」
が
見
て

取
れ
た
。
当
時
の
中
国
は
、
抗
日
を
叫
ぶ
「
五
四
運
動
」
で
激
し
く

揺
動
し
、
20
数
省
・
約
１
５
０
都
市
で
日
貨
排
斥
の
嵐
が
吹
き
荒
れ

て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
決
行
さ
れ
た
中
国
で
の
巡
講
で

あ
っ
た
。
周
囲
の
者
は
休
息
を
勧
め
た
が
、
円
了
は—

—

数
時
間
後

を
予
知
し
た
か
の
よ
う
に—

—

「
休
む
必
要
は
な
い
。
死
ん
で
か
ら

墓
の
下
で
ゆ
っ
く
り
休
む
」
と
遮
っ
た
と
い
う
。

　

な
ぜ
、
こ
う
い
う
こ
と
が
円
了
の
人
物
紹
介
と
し
て
描
か
れ
な
い

の
か
。
定
め
し
、
一
般
的
な—

—

と
言
っ
て
も
「
知
る
人
ぞ
知
る
」

程
度
の
狭
い
範
囲
で
の
一
般
で
し
か
な
い
が—

—

円
了
の
イ
メ
ー
ジ

に
そ
ぐ
わ
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
大
量
の
著
作
を
次
々
に
も
の
す
る

円
了
に
は
、
当
時
か
ら
世
情
に
阿
る
「
投
機
の
士
」
だ
の
「
際
物
士
」、

あ
る
い
は
「
学
商
」
と
罵
る
声
が
浴
び
せ
ら
れ
て
い
た
。
巡
講
に
対
し

て
も
、
寄
付
金
集
め
の
ド
サ
回
り
と
か
守
銭
奴
な
ど
と
嘲
る
者
も

い
た
。
先
に
挙
げ
た
真
摯
な
言
葉
は
、
曲
学
阿
世
で
金
に
汚
い
人
物

に
は
似
合
わ
な
い
。
円
了
に
ふ
さ
わ
し
い
レ
ッ
テ
ル
は
他
に
あ
る
。

そ
れ
は
引
用
し
た
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
も
、
三
つ
の
言
葉
と
し
て
現
れ

て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
仏
教
の
復
権
」
／
「
国
粋
主
義
」
／
「
妖
怪

博
士
」。
つ
な
ぐ
と
こ
う
な
る
。
エ
ン
リ
ョ
ー
は
、
シ
ュ
ー
キ
ョ
ー
を

説
き
・
ア
イ
コ
ク
を
叫
び
・
ヨ
ー
カ
イ
に
耽
る
ア
ブ
ナ
イ
人
で
す
、

だ
か
ら
良
い
子
の
皆
さ
ん
は
近
づ
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
、と
。

だ
が
先
に
触
れ
た
臨
終
直
前
の
言
葉
か
ら
は
、
シ
ュ
ー
キ
ョ
ー
も

ア
イ
コ
ク
も
ヨ
ー
カ
イ
も
立
ち
上
が
っ
て
は
こ
な
い
。
私
に
は

「
ア
ブ
ナ
イ
人
」
の
レ
ッ
テ
ル
の
方
が
、
円
了
に
は
不
釣
り
合
い
に

思
え
る
。�

 《
呻
吟
す
る
円
了
》

　
　

�

休
む
必
要
は
な
い
。
死
ん
で
か
ら
墓
の
下
で
ゆ
っ
く
り
休
む
。

　

こ
れ
は
疲
労
困
憊
の
あ
ま
り
に
洩
れ
た
譫う
わ

言ご
と

だ
ろ
う
か
。
だ
が

こ
ん
な
こ
と
も
言
っ
て
い
る
。

　
　

�

余
は
今
其
心
に
期
す
る
所
あ
り
て
此
大
業
を
計
画
せ
る
者
な
れ
は��

死
生
豈
余
か
意
と
す
る
所
な
ら
ん
や
一
身
を
犠
牲
に
し
て
其
成
功
を��

期
す
る
か
如
き
は
余
か
固
よ
り
覚
悟
す
る
所
な
り

　

口
語
と
文
語
の
違
い
は
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
後
者
が
前
者
に

続
く
言
葉
と
し
て
も
違
和
感
が
な
い
。
だ
が
事
実
は
逆
で
、
後
者
は

30
年
近
く
前
に
さ
か
の
ぼ
る
明
治
24
年
（
１
８
９
１
）、
ち
ょ
う
ど

巡
講
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
頃
に
書
か
れ
た
も
の
だ
。
こ
の
二
つ
の
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円
了
の
思
想
は
路
傍
に
打
ち
捨
て
ら
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

も
は
や
誰
も
取
り
合
う
と
は
し
な
い
が
、
丁
寧
に
拾
い
集
め
汚
れ
や

埃
を
拭
き
払
え
ば
、
今
な
お
役
立
つ
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

困
難
多
事
に
打
つ
手
な
し
の
今
日
に
あ
っ
て
は—

—

少
な
く
と
も
、

き
ら
め
く
よ
う
な
新
奇
な
言
葉
で
空
中
戦
的
議
論
を
か
わ
す
よ
り
は�

—
—

少
し
は
ま
し
な
作
業
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
円
了
の
活
動

期—
—

明
治
中
期
か
ら
大
正
初
期—

—

は
ち
ょ
う
ど
、
こ
の
国
が

「
近
代
」
の
か
た
ち
を
整
え
、
国
際
社
会
の
中
央
舞
台
に
進
み
出
よ
う

と
し
て
い
た
時
期
に
重
な
っ
て
い
る
。
円
了
が
何
を
考
え
、
ど
の
よ
う

に
実
現
し
よ
う
と
し
た
か
。
そ
れ
を
一
括
り
に
円
了
の
「
思
想
」
と

呼
ぶ
な
ら
、
そ
の
思
想
を
明
治
以
降
の
日
本
の
動
向
に
ど
う
位
置

づ
け
る
べ
き
か
。
こ
れ
は
、
後
世
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
円
了
渾
身
の

「
問
い
」
の
よ
う
に
思
え
る
。

　

本
稿
は
、
以
上
の
認
識
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
の
だ
が
、
決
し
て

井
上
円
了
の
再
評
価
を
与
件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
再
評
価—

—

再
否
定
に
な
る
か
も
し
れ
な
い—
—

に
先
駆
し
て
、
円
了
の
思
想
や

言
動
の
本
質
を
探
る
の
が
狙
い
で
あ
る
。
表
題
を
「
序
説
」
と
し
た

の
も
、
そ
の
た
め
だ
。

　

ま
た
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
も
、
こ
れ
以
降
に
記
す
こ
と

も
、
研
究
者
を
含
め
す
べ
て
の
読
者
に
納
得
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に

は
構
成
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
は
言
う
な
れ
ば
「
従
来
の
円
了
観
」

へ
の
反
駁
な
の
だ
が
、か
ん
じ
ん
の
円
了
観
が
ま
だ
固
ま
っ
て
い
な
い
。

ど
の
よ
う
な
反
駁
も
、
空
転
す
る
か
吸
収
さ
れ
る
可
能
性
か
ら
免
れ

な
い
だ
ろ
う
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
本
稿
が
私
に
と
っ
て
も
ま
だ

試
案
に
過
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
表
題
を
「
序
で
の
説
」
と
読
ま
れ
る
こ
と

は
覚
悟
の
上
だ
が
、
そ
れ
で
も
私
は
本
稿
を
広
く
社
会
に
提
示
す
る

意
味
は
あ
る
と
自
負
し
て
い
る
。

　

本
稿
の
狙
い
を
も
う
少
し
具
体
的
に
言
え
ば
、円
了
の
顔
に「
べ
っ

た
り
」
貼
ら
れ
た
レ
ッ
テ
ル
を
剥
が
す
試
み
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た

シ
ュ
ー
キ
ョ
ー
／
ア
イ
コ
ク
／
ヨ
ー
カ
イ
の
レ
ッ
テ
ル
こ
そ
、
円
了
が

事
蹟
相
応
に
評
価
さ
れ
ず
、一
般
向
け
の
本
に
も
円
了
が
現
れ
に
く
い

原
因
と
な
っ
て
い
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
円
了
観
が
固
ま
り
き
ら

な
い
理
由
で
も
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
レ
ッ
テ
ル
の
下
に
ど
の
よ
う
な
顔
が
隠
れ
て
い
る
か
は
、

わ
か
ら
な
い
。
剥
が
し
て
み
れ
ば
「
決
め
つ
け
」
で
も
レ
ッ
テ
ル
で
も

な
く
、
掛
け
値
な
し
の
「
正
札
」
だ
っ
た
、
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
今
よ
り
も
っ
と
醜
悪
な
、
狂
信
的
で
排
外
的
な

オ
カ
ル
ト
じ
み
た
怪
物
（「
妖
怪
」）
の
相
貌
が
覗
く
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
と
き
は
本
稿
の
表
題
を
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の「
妖
怪
博
士
の
奇
想
」

に
変
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
目
的
は
円
了
の
美
化
で
は
な
い
。
結
論
を

急
ぐ
こ
と
も
や
め
よ
う
。
あ
せ
ら
ず
ゆ
っ
く
り
、
レ
ッ
テ
ル
は
端
の

方
か
ら
ち
ょ
っ
と
ず
つ
剥
が
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

 

失
笑
す
る
し
か
な
い
で
は
な
い
か
、
と
。

　

だ
が
失
笑
を
買
っ
て
良
い
の
は
、
円
了
を
嗤
う
者
の
方
だ
ろ
う
。

誰
で
も
わ
か
る
非
効
率
さ
を
、
な
ぜ
円
了
だ
け
が
わ
か
ら
な
か
っ
た

の
か
。
有
力
者
に
大
口
の
資
金
援
助
を
求
め
る
方
法
を
思
い
つ
き
も

し
な
か
っ
た
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
わ
ず
か
３
年
前
の
私
学

開
設
の
際
に
は
、
そ
の
方
法
で
成
功
し
て
い
る
と
い
う
の
に
。
金
集
め

と
い
う
目
的
に
小
口
募
金
と
い
う
方
法
が
つ
な
が
ら
な
い
な
ら
、

ど
ち
ら
に
も
大
き
な
意
味
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

円
了
の
意
図
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
答
え
は
一
つ

し
か
な
い
。
自
ら
現
地
に
赴
い
て
講
義
・
講
演
す
る
こ
と
、
こ
れ
を

狙
い
に
し
て
い
た
と
考
え
る
し
か
な
い
。
寄
付
金
の
多
寡
は
、
聴
衆
の

理
解
や
賛
同
の
指
標
で
あ
る
。
誤
読
さ
れ
た
「
意
外
の
失
望
」
は
、

文
脈
上
「
其
の
既
納
の
金
額
の
如
き
は
僅
か
に
百
五
十
分
の
一
」
の

上
空
を
素
通
り
し
て
、
こ
れ
も
別
の
箇
所
の
章
句
「
余
が
精
神
の
未
た

盡
さ
ゞ
る
所
あ
る
に
よ
る
か
」
に
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
。
円
了
の
呻
吟

は
寄
付
金
額
の
些
少
さ
で
は
な
く
、
自
ら
の
無
力
さ
に
向
け
ら
れ
て

い
た
の
だ
。

�

《
円
了
か
ら
の
出
題
》

　

円
了
は
明
治
39
年
（
１
９
０
６
）
に
私
学
経
営
か
ら
退
い
て
い
る
。

も
し
巡
講
が
学
校
経
営
の
資
金
目
当
て
な
ら
、
こ
の
時
点
で
止
め
て

い
た
は
ず
だ
。
だ
が
実
際
に
は
巡
講
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
全
く
変
え

ず
、
そ
れ
ま
で
の
13
年
間
（「
前
期
」）
よ
り
も
遙
か
に
濃
密
に
、

そ
れ
以
降
も
14
年
間
（「
後
期
」）
続
け
ら
れ
た
。
年
数
で
は
１
年
の

差
で
し
か
な
い
が
、
巡
講
日
数
・
巡
講
地
と
も
に
後
期
は
前
期
の

３
倍
に
達
し
て
い
る
。
た
し
か
に
両
者
で
は
動
機
や
目
的
に
違
い
が

あ
り
、
取
り
組
み
の
体
制
や
寄
付
金
の
用
途
な
ど
に
変
更
は
認
め

ら
れ
る
。
だ
が
巡
講
そ
の
も
の
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
内
実
に
変
わ
り
は

な
い
は
ず
だ
。
料
理
が
変
わ
っ
た
の
な
ら
、
盛
り
付
け
る
器
も
別
に

用
意
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
ら
。
巡
講
ス
タ
ー
ト
の
時
点
か
ら
、
円
了
が

切
実
に
必
要
と
し
た
の
は
「
よ
り
多
く
の
人
々
に
、
自
分
の
言
葉
で
、

自
分
の
考
え
を
伝
え
る
」
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
円
了
に

と
っ
て
の
巡
講
は
、
自
分
の
意
思
や
嗜
好
で
続
け
て
い
る
も
の
で
も

な
か
っ
た
。
ど
れ
だ
け
辛
く
苦
し
い
時
で
も
、
続
け
な
け
れ
ば
な
ら

か
っ
た
の
だ
。「
墓
の
下
で
ゆ
っ
く
り
休
む
」、
そ
の
と
き
ま
で
。

　

円
了
の
生
涯
を
通
し
た
宿
望—

—

そ
れ
が
「
何
」
で
あ
っ
た
か
は
、

確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が—

—

は
果
た
さ
れ
な
い
ま
ま
に�

終
わ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ど
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
理
想
が
間
違
っ
て
い
た
の
か
、
方
法
に
無
理
が
あ
っ
た
の
か
、

実
践
レ
ベ
ル
で
の
失
敗
な
の
か
。
何
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
、
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う
ち
同
時
代
に
属
す
る「
部
分
」で
あ
る
。後
者
は
前
者
に
包
含
さ
れ
、

前
者
は
後
者
を
要
素
と
す
る
。「
万
世
不
変
の
真
理
」（「
真
理
」）
を

愛
す
る
こ
と
は
、
現
に
自
分
が
生
き
て
い
る
「
時
空
間
の
真
理
」

（「
国
家
」）
を
も
護
る
こ
と
に
な
り
、「
国
家
」
を
護
ら
な
け
れ
ば

「
真
理
」
を
愛
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
主
張
さ
れ
る
。
学
者
は

真
を
愛
す
べ
し
／
国
民
は
国
家
を
護
る
べ
し
、
と
い
っ
た
よ
う
に
分
け

ら
れ
て
は
い
な
い
。
円
了
に
と
っ
て
は
国
家
も
真
理—

—

一
部—

—

な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
「
護
る
」
べ
き
対
象
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

裏
か
ら
覗
け
ば—

—

神
話
に
依
拠
す
る
よ
う
な—

—

真
理
に
外
れ
た

国
家
は
、
円
了
に
と
っ
て
国
家
で
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
護
る
対
象

で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、
手
段
と
し
て
の
「
通
俗
化
」
と
「
実
践
」
を
整
理
し
て

お
こ
う
。こ
れ
は
円
了
の
思
想
を
追
跡
す
る
上
で
は—

—

「
護
国
愛
理
」

以
上
に—

—

重
要
な
タ
ー
ム
で
あ
る
。

　

円
了
は
世
の
学
者
を
「
貴
族
的
学
者
」
と
呼
び
、
自
ら
は
こ
れ
と

峻
別
し
て
「
百
姓
的
学
者
」
と
称
し
た
。
前
者—

—

円
了
以
外
の

学
者—

—

は
大
衆
の
事
情
も
理
解
の
レ
ベ
ル
も
考
慮
せ
ず
、
自
分
の

言
っ
て
い
る
こ
と
が
世
間
の
人
に
わ
か
ろ
う
が
わ
か
る
ま
い
が
頓
着

せ
ず
、
自
分
が
高
尚
と
考
え
る
研
究
だ
け
を
目
的
と
す
る
、
一
人

よ
が
り
の
学
者
で
あ
る
。
一
方
、
後
者—

—

円
了
だ
け—

—

は
「
地
方

人
民
の
実
際
身
に
修
め
、
心
に
守
る
べ
き
心
得
を
説
」
い
て
い
る
と

言
い
、
さ
ら
に
「
其
の
一
言
一
句
た
だ
ち
に
実
行
し
得
る
こ
と
を

教
え
る
」
と
自
負
し
、
こ
れ
を
「
活
学
活
書
」
と
称
し
た
。

　

円
了
の
自
覚
と
し
て
は
、「
通
俗
化
」
と
は
単
に
わ
か
り
や
す
く

説
く
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
た
だ
ち
に
「
実
践
」
に
移
せ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
円
了
流
儀
の
「
通
俗
化
」
の
本
領

で
あ
っ
た
。
学
校
教
育
の
場
で
は
教
科
書
的
に
、
大
衆
向
け
に
は

巷
談
や
随
筆
め
か
し
、あ
る
と
き
は
旅
行
記
や
小
説
の
体
裁
を
と
り
、

別
の
と
き
に
は
研
究
報
告
や
論
文
を
装
っ
て
、ト
ピ
ッ
ク
や
ジ
ャ
ン
ル

を
跨
ぎ
、時
勢
や
世
情
に
棹
さ
す
か
た
ち
で
、一
般
の
人
々
の「
実
践
」

に
直
結
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
著
述
に
お
け
る
言
説
の

「
通
俗
化
」
は
、
巡
講
と
い
う
行
為
の
「
通
俗
化
」
で
も
貫
か
れ
、

「
護
国
愛
理
」
の
「
実
践
」
は
ひ
た
す
ら
「
通
俗
化
」
と
い
う
方
法
で

追
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
円
了
に
と
っ
て
、
理
想
（「
護
国
愛
理
」）

と
は
「
実
践
」
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

い
か
に
理
想
の
「
護
国
愛
理
」
も
「
通
俗
化
」
で
き
な
け
れ
ば
、
何
の

値
打
ち
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な「
通
俗
化
」は
、一
方
で
大
衆
迎
合—

—

曲
学
阿
世—

—

と
受
け
取
ら
れ
、
レ
ッ
テ
ル
貼
り
に
も
貢
献
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
も
円
了
は
怯
ま
な
か
っ
た
。自
分
に
信
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て

そ
の「
所
信
を
世
に
表
白
す
る
者
な
れ
は
、世
評
の
如
何
は
敢
て
問
う

と
こ
ろ
に
非
ざ
る
な
り
」
と
、
胸
を
張
っ
た
。
た
と
え
批
判—

—

誤
解�

—
—

さ
れ
よ
う
が
、「
通
俗
化
」
と
い
う
独
自
の
方
法
を
手
放
さ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

《
先
行
す
る
円
了
の
背
中
》

　

こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
井
上
円
了
60
年
余
の
生
涯
を—

—

人
名

辞
典
よ
り
は
少
し
丁
寧
に—

—

先
の
記
述
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
も

あ
る
が
略
述
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
は
本
稿
の
狙
い
や
目
的
か
ら
は

離
れ
た
、
フ
ラ
ッ
ト
な
「
略
年
譜
」
で
あ
る
。

　

井
上
円
了
は
激
動
の
幕
末
期
に
生
ま
れ
、
旧
幕
時
代
の
10
歳
ま
で

次
期
住
職
と
な
る
た
め
の
宗
門
教
育
を
施
さ
れ
た
。
明
治
元
年
か
ら
は

尊
皇
思
想
家
で
洋
（
医
）
学
者
・
石
黒
忠
悳
（
１
８
４
５
―
１
９
４
１
）

の
私
塾
で
漢
学
・
西
洋
数
学
を
学
ん
だ
。
13
歳
で
出
家
得
度
の
後
、

旧
長
岡
洋
学
校
英
語
科
に
入
学
す
る
が
、
教
団
の
エ
リ
ー
ト
育
成

方
針
に
よ
り
東
京
大
学
（
哲
学
科
）
に
給
付
留
学
す
る
。

　

学
生
時
代
に
は
哲
学
会
や
哲
学
祭
を
興
し
た
。
28
歳
で
卒
業
す
る

と
文
部
省
へ
の
出
仕
も
教
団
で
の
教
職
も
固
辞
し
、
翌
年
独
力
で

哲
学
専
修
の
私
学
校
「
哲
学
館
」
を
創
設
す
る
。
同
時
期
、
日
本

（
国
粋
）
主
義
結
社
「
政
教
社
」
の
創
設
に
加
わ
り
「
護
国
愛
理
」
を

叫
ぶ
よ
う
に
な
る
。
既
に
教
団
か
ら
離
脱
し
て
い
た—

—

た
だ
し

還
俗
は
し
て
い
な
い—

—

円
了
は
、
半
僧
半
俗
の
立
場
か
ら
日
本

仏
教
（
正
し
く
は
僧
侶
）
の
頽
廃
を
嘆
い
て
仏
教
哲
学
を
高
唱
し
、

返
す
刀
で
キ
リ
ス
ト
教
を
全
否
定
し
た
。

　

一
方
で
、
欧
米
を
含
む
生
涯
３
度
の
世
界
旅
行
を
敢
行
し
、
南
半
球

か
ら
北
極
ま
で
を
踏
破
し
た
。
私
学
校
経
営
者
の
代
表
と
し
て
内
閣

直
属
の
高
等
教
育
会
議
議
員
を
務
め
る
か
た
わ
ら
、
妖
怪
学
を
創
始

し
世
間
の
迷
信
打
破
に
励
み
、「
妖
怪
博
士
」・「
お
化
け
博
士
」
は
、

今
日
ま
で
の
円
了
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
る
。

　

明
治
35
年
に
勃
発
し
た
「
哲
学
館
事
件
」
に
よ
っ
て
精
神
疲
労

に
陥
り
、「
独
力
経
営
二
十
年
」
の
学
校
教
育
か
ら
身
を
退
く
と
、

「
哲
学
堂
」
を
拠
点
と
し
た
社
会
教
育
活
動
に
一
転
し
、
後
半
生
を

費
や
し
て
全
国
で
の
巡
講
に
邁
進
す
る
。
膨
大
な
著
述
を
残
し
、
大
正

８
年
中
国
・
大
連
で
の
講
演
中
に
昏
倒
、
意
識
が
戻
ら
な
い
ま
ま

現
地
で
客
死
し
た
。

　

続
い
て
、円
了
思
想
追
跡
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
お
く
。

こ
こ
か
ら
私
見
が
混
じ
っ
て
い
く
。

　

井
上
円
了
は
「
護
国
愛
理
」
と
い
う
理
想—

—

円
了
の
全
生
涯
を

支
え
、
円
了
が
生
涯
を
捧
げ
た
理
念—

—

を
掲
げ
、
そ
れ
を
「
通
俗

化
」
と
い
う
方
法
で
「
実
践
」
に
移
そ
う
と
し
た
。
そ
の
駆
動
の
両
輪

と
な
っ
た
の
が
、
著
述
と
巡
講
だ
っ
た
。

　
「
護
国
愛
理
」と
は
、先
に
引
用
し
た
明
治
24
年
の
一
文
で「
国
家
の

為
め
に
其
力
を
盡
し
一
志
を
立
て
ゝ
真
理
の
為
め
に
其
心
を
竭
さ
ゝ

る
へ
か
ら
す
」
と
記
さ
れ
た
も
の
だ
。
詳
細
の
考
察
は
次
号
以
降
に

譲
る
が
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
「
護
国
」
と
「
愛
理
」
は

分
割
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
円
了
の
定
義
に
よ
る
と
「
理
」

は
万
世
を
通
じ
て
不
変
の
「
真
理
」、
国
家
は
そ
の
よ
う
な
真
理
の
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す
る
。
傍
線
部
が
追
跡
路
の
道
標
で
、
こ
れ
ら
が
次
回
以
降
の
主
た
る

テ
ー
マ
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
「
仮
設
」
で
あ
る
が
。

　

円
了
の
全
著
述
を
奈
良
県
名
産
の
扇
子
に
喩
え
る
と
、「
要

か
な
め
」
の

部
分
に
当
た
る
の
が
、
明
治
20
年
（
１
８
８
７
）『
仏
教
活
論
序
論
』。

扇
面
を
支
え
て
広
げ
る
「
骨
」
は
、
翌
21
年
（
１
８
８
８
）
の

「
坐
な
か
ら
に
し
て
国
を
富
ま
す
の
秘
法
」、
23
年
（
１
８
９
０
）
の

『
星
界
想
遊
記
』、
26
年
（
１
８
９
３
）
の�

『
妖
怪
学
講
義
緒
言
』、

27
年
（
１
８
９
４
）
の��『
戦
争
哲
学
一
斑
』、（
35
年
（
１
９
０
２
）
の

『
勅
語
玄
義
』�

の
５
本
。『
仏
教
活
論
序
論
』
以
前
の
諸
著
作
は
「
要
」

に
お
い
て
束
ね
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
「
骨
」
を
支
柱
と
し
て
膨
大
な
著
述

が
「
面
」
的
に
拡
大
展
開
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
山
あ
り
谷
あ
り
の

扇
の
「
天
」
に
あ
た
る
の
が
「
明
治
35
年
を
迎
う
る
辞
」
で
あ
る
。

　

全
体
と
し
て
眺
め
る
と
、
円
了
が
為
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
日
本

固
有
の
国
家
の
枠
組
み
（「
国
躰
」）
や
国
風
を
基
礎
と
し
て
、
自
覚

と
責
任
あ
る
政
治
主
体
者
を
確
立
し
、
西
洋
列
強
に
伍
す
る
こ
と
、

あ
る
い
は
―
日
本
固
有
と
い
う
意
味
で
は
―
西
洋
に
は
真
似
の
出
来

な
い
、
平
和
で
理
想
的
な
社
会
経
済
体
制
を
築
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
こ
そ
円
了
が
著
述
を
通
し
て
語
り
か
け
、全
国
を
駆
け
回
っ
て

説
こ
う
と
し
た
も
の
の
「
正
体
」
で
あ
っ
た
。

　

先
に
扇
子
に
喩
え
た
各
著
述
は
、
こ
の
あ
ら
す
じ
の
上
で
は
、
次
の

よ
う
な
内
容
を
示
す
も
の
と
し
て
プ
ロ
ッ
ト
さ
れ
る
。

　

１
．�『
仏
教
活
論
序
論
』（
１
８
８
７
）：�

�

建
国
の
宣
言—

—

近
代
国
家
「
日
本
」
の
建
設�

　

２
．�「
坐
な
か
ら
に
し
て
国
を
富
ま
す
の
秘
法
」（
１
８
８
８
）：��

経
済
の
あ
り
方—

—

国
際
観
光
立
国
論

　

３
．�『
星
界
想
遊
記
』（
１
８
９
０
）：�

�

国
の
か
た
ち—

—

超
極
小
国
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

４
．�『
妖
怪
学
講
義
緒
言
』（
１
８
９
３
）：�

�

統
合
の
原
理—

—

日
本
の
「
カ
ミ
」
の
存
在
証
明

　

５
．�『
戦
争
哲
学
一
斑
』（
１
８
９
４
）：�

�

外
交
の
基
本—

—

絶
対
平
和
論

　

６
．�『
勅
語
玄
義
』（
１
９
０
２
）：�

�

主
権
者
の
規
定—

—

臣
民
（
従
属
）
主
権
主
義

 《T
he gam

e is afoot

│
│
さ
あ
、
追
跡
を
は
じ
め
よ
う
》

　

明
治
35
年
正
月
、
扇
を
ぱ
っ
と
広
げ
た
「
天
」
の
と
こ
ろ
か
ら
、

円
了
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
号
令
の
よ
う
に
発
出
さ
れ
た
。

　
　

�

明
治
維
新
の
大
業
は
明
治
初
年
に
於
て
其
三
分
一
を
完
成
し
、

二
十
年
三
十
年
に
於
て
其
三
分
二
を
結
了
し
、
愈
々
之
を
大
成

す
る
の
日
は
四
十
年
五
十
年
の
後
を
ま
た
ざ
る
べ
か
ら
ず

　

こ
の
よ
う
に
確
信
犯
的
な
覚
悟
の
も
と
に
徹
底
し
た
「
通
俗
化
」
が

行
わ
れ
た
以
上
、
単
独
の
著
述
や
タ
イ
ト
ル
を
手
が
か
り
に
類
書
と

照
合
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
何
も
得
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
あ
る
書
の

題
名
に
「
学
」
の
字
が
あ
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
当
て
に
は
な
ら
な
い
。

百
姓
的
学
者
で
あ
る
円
了
は
、
と
っ
く
の
昔
に
「
高
尚
な
学
理
」
も

学
を
「
究
む
る
」
こ
と
も
捨
て
て
い
た
。「
学
」
の
表
記
も
ま
た
、

「
実
践
」
を
促
す
ギ
ミ
ッ
ク
（
仕
掛
け
）
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
似
た

よ
う
な
タ
イ
ト
ル
で
も
時
期
や
読
者
対
象
が
違
え
ば
、
同
じ
内
容

と
は
限
ら
な
い
。
一
貫
性
も
整
合
性
も
端
か
ら
意
識
の
外
な
の
だ
。

円
了
の
「
活
学
活
書
」
は
、
系
統
立
っ
た
「
学
」
を
捨
て
て
こ
そ
成
り

立
つ
の
だ
。
な
ら
ば
、
円
了
思
想
の
追
跡
も
ま
た
、
通
俗
化
／
百
姓

学
者
／
活
学
活
書
の
枠
組
み
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

 《
円
了
を
収
め
る
「
匣
」
を
つ
く
る
》

　

１
９
７
０
年
代
後
半
か
ら
始
ま
っ
た
本
格
的
な
井
上
円
了
研
究
は
、

残
さ
れ
た
膨
大
か
つ
広
範
な
分
野
の
著
述
を
、
主
に
タ
イ
ト
ル
を
手

が
か
り
に
細
分
し
、
一
語
一
句
の
専
門
的
検
証
か
ら
全
体
の
再
構
築

に
向
か
う
精
緻
で
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な—

—

論
理
的
・
理
性
的—

—

方
法
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。
専
門
的
に
は
高
水
準
の
研
究
成
果
が

蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
上
さ
ら
に
思
想
の
全
体
像
や
本
質
の

価
値
を
解
明
す
る
に
は
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
な
い
も
う
一
つ
の

方
法
を
加
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
、一
本
の
基
軸（
心
柱
）だ
け
は
し
っ
か
り
と
中
央
に
立
て
、

テ
ン
ト
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
し
た
幕
の
表
面
に
、
先
に
引
用
し
た

明
治
24
年
の
一
文
に
見
え
る
キ
ー
ワ
ー
ド
、例
え
ば「
天
下
の
正
道
」、

世
間
の
風
潮
、
教
育
、
信
仰
な
ど
の
ラ
ベ
ル
を
付
け
、
膨
大
な
著
述

等
に
現
れ
る
関
連
す
る
文
言
を
プ
ロ
ッ
ト
し
、
適
宜
修
正
・
変
更
も

重
ね
な
が
ら
探
っ
て
い
く—

—

言
う
な
れ
ば
仮
説
推
論
的—

—

な

方
法
で
あ
る
。進
め
て
い
く
う
ち
に
、い
く
つ
か
支
柱
も
見
つ
け
た
い
。

本
当
は
四
隅
に
軸
の
あ
る
「
匣
」
よ
う
な
も
の
に
し
た
い
の
だ
。

す
る
り
と
円
了
が
抜
け
出
さ
な
い
よ
う
に
。

　

本
稿
は
、
こ
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
は
な
い
方
法
の
試
行
・
実
験

と
も
言
え
る
。
揺
る
が
せ
な
い
基
軸
に
採
用
す
る
の
は
、
こ
こ
ま
で

何
度
も
引
用
し
た
大
正
８
年
（
１
９
１
９
）
の
言
葉
だ
。

　
　

�

休
む
必
要
は
な
い
。
死
ん
で
か
ら
墓
の
下
で
ゆ
っ
く
り
休
む
。

　

円
了
は
た
び
た
び
深
刻
な
ま
で
に
体
調
を
崩
し
て
い
る
。
夥
し
い

量
の
著
述
と
過
酷
な
巡
講
は
、
決
し
て
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
は
ず

だ
。
円
了
は
自
ら
の
健
康
や
生
命
を
も
顧
み
ず
、
当
時
の
人
々
に

何
を
語
ろ
う
と
し
た
の
か
。
独
り
日
本
の—

—

当
時
の
実
質
的
な

海
外
の
「
国
内
」
も
含
め—

—

全
土
を
巡
り
、
何
を
説
こ
う
と
し
た

の
だ
ろ
う
か
。

　

円
了
の
著
述
内
容
を—

—
残
念
な
が
ら
す
べ
て
で
は
な
い
が—

—

読
み
解
い
た
上
で
、
現
段
階
に
お
け
る
私
の
仮
説
を
以
下
に
略
述
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《
引
用
参
考
文
献
一
覧
》

　
　

 

上
田
正
昭
他
監
修
『
講
談
社
日
本
人
名
大
辞
典
』（
２
０
０
１
）
講
談
社

　
　

 

刈
部
直
他
編
『
日
本
思
想
史
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
２
０
１
１
）
新
書
館

　
　

 

東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
論
集 

井
上
円
了
』（
２
０
１
９
）
教
育

評
論
社

　
　

 

三
浦
節
夫
『
井
上
円
了
』（
２
０
１
６
）
教
育
評
論
社

　
　

 

大
日
本
雄
弁
会
編
『
高
島
米
峰
氏
大
演
説
集
』（
１
９
２
７
）
大
日
本
雄
弁
会

　
　

 

田
村
晃
祐
「
井
上
円
了
の
生
涯
と
思
想
を
め
ぐ
っ
て
」『
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
』

第
12
号
（
２
０
０
３
）
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　

 「
公
開
状
百
通 

第
十
八 

井
上
円
了
に
与
ふ
る
書 

上
・
下
」（
１
９
０
４
．１
．23
、
24
）

読
売
新
聞 

第
９
５
５
９
、９
５
６
０
号

　
　

 

井
上
円
了
「
南
船
北
馬 

第
一
編
」『
井
上
円
了
選
集 

第
十
二
巻
』（
１
９
９
７
） 

東
洋
大
学

　
　

 

井
上
円
了
「
哲
学
館
専
門
科
二
四
年
度
報
告
書
題
言
」『
忠
孝
活
論
』（
１
８
９
３
）

哲
学
書
院

　
　

 

井
上
円
了
『
仏
教
活
論
序
論
』（
１
８
８
７
）
秀
英
舎

　
　

 

井
上
円
了
「
坐
な
か
ら
に
し
て
国
を
富
ま
す
の
秘
法
」『
日
本
人
』
第
16
、
17
、
20
号

（
１
８
８
８
）

　
　

 

井
上
円
了
『
星
界
想
遊
記
』（
１
８
９
０
）
哲
学
書
院

　
　

 

井
上
円
了
『
妖
怪
学
講
義
緒
言
』（
１
８
９
３
）
哲
学
館

　
　

 

井
上
円
了
『
戦
争
哲
学
一
斑
』（
１
８
９
４
）
哲
学
書
院

　
　

 

井
上
円
了
『
勅
語
玄
義
』（
１
９
０
２
）
哲
学
館

　
　

 

井
上
円
了
「
明
治
35
年
を
迎
ふ
る
の
辞
」『
甫
水
論
集
』（
１
９
０
２
）
博
文
館

　

こ
の
「
明
治
35
年
を
迎
う
る
辞
」
に
は
、
さ
ら
に
「
諸
君
は
す
で
に

日
本
国
民
た
る
以
上
は
、
報
国
の
義
務
と
し
て
大
に
奮
て
明
治
維
新

の
大
成
を
自
ら
任
ず
る
の
決
心
な
か
る
べ
か
ら
ず
」、
あ
る
い
は

「
自
ら
そ
の
大
成
を
任
ぜ
ん
と
欲
せ
ば
、
千
載
再
来
の
今
な
く
、
万
古

再
生
の
わ
れ
な
き
」
と
い
っ
た
、
た
だ
な
ら
ぬ
決
意—

—

あ
る
い
は

檄
を
飛
ば
す
か
の
よ
う
な—

—

文
言
が
鏤
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

　

円
了
に
と
っ
て
、い
ま
だ
明
治
維
新
は
果
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

近
代
国
家
日
本
も
い
ま
だ
建
設
さ
れ
て
は
、
い
な
か
っ
た
の
だ
。

　

次
号
で
は
、
井
上
円
了
の
「
建
国
の
宣
言
」（『
仏
教
活
論
序
論
』）

と
「
経
済
の
あ
り
方
」（「
坐
な
か
ら
に
し
て
国
を
富
ま
す
の
秘
法
」）�

—
—

な
ん
と
、
国
際
観
光
立
国
論
！—

—

を
読
み
解
く
。

�

（
次
回
へ
つ
づ
く
）

なかじま ・ けいすけ

奈良県立大学ユーラシア研究

センター特任准教授／副セン

ター長。主な著作として、「『勅語

玄義』 に見る奇妙なナショナリズ

ム」東洋大学 井上円了研究セン

ター編『論集 井上円了』（2019）

教育評論社、「地域経営の視点

から見た 『平城遷都一三〇〇

年祭』」 『都市問題研究』 第60

巻11号（2008）、「もう一つの観光

資源論」『日本観光研究学会研

究発表論文集 No.29』（2014）、

「井上円了の国家構想」 『東洋

大学井上円了研究センター年

報 vol.26』（2018）、「南貞助論－ 

日本の近代観光政策を発明し

た男」 『日本観光研究学会研究

発表論文集 No.34』（2019）など。
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含
め
８
町
村
だ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
日
付
が
記
載

さ
れ
て
い
な
い
等
の
町
村
を
除
き
、
４
月
３
日
は
例
外
な
く�

—
—

高
田
町
等
も—

—

農
家
の
休
日
、す
な
わ
ち
先
の『
事
典
』

が
レ
ン
ゾ
と
定
義
し
た
「
春
の
一
日
、
農
休
み
の
日
」
に
該
当

す
る
の
で
あ
る
。「
大
和
紀
行
」に
あ
ら
わ
れ
た
香
久
山
村
も
、

こ
の
大
正
４
年
の
調
査
で
は
、
レ
ン
ゾ
の
日
は
４
月
３
日
と

記
録
さ
れ
て
い
る
。
円
了
の
見
た
５
月
18
日
で
は
な
く
。

　

幕
末
あ
た
り
か
ら
宮
中
で
は
神
武
天
皇
の
没
し
た
日（
旧
暦

３
月
11
日
）
に
祭
祀
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
宮
中
行

事
が
明
治
41
年
（
１
９
０
８
）
の
「
皇
室
祭
祀
令
」
で
神
武

天
皇
祭
と
な
り
、
新
暦
に
あ
た
る
４
月
３
日
が
国
家
の
大
祭

の
一
つ
と
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
大
祭
日
は
「
家
々
国
旗
を

掲
げ
一
戸
一
人
は
必
ず
其
の
家
族
を
代
表
し
て
其
〔
祭
典
の
〕

式
場
に
参
列
し
祭
典
に
与
」
る
こ
と
と
さ
れ
、
奈
良
で
は

時
期
の
近
い
レ
ン
ゾ
と
重
合
し
た
の
だ
。（
７
）
そ
の
結
果
、

香
久
山
村
の
レ
ン
ゾ—

—

連
座—

—

も
、
円
了
が
目
撃
し
た

５
月
18
日
か
ら
、４
月
３
日
に「
変
更
」さ
れ
た
の
で
あ
る
。（
８
）

　

円
了
の
先
の
記
述
は
、
明
治
39
年
か
ら
10
年
の
間
に
、
国
家

が
定
め
た
祝
祭
日
が
「
国
民
の
義
務
」（
９
）
と
な
り
、
旧
来
の

農
村
生
活
に
お
け
る
伝
統
的
祭
礼
に
置
き
換
わ
る
か
た
ち
で
、

神
武
天
皇
祭
が
農
耕
儀
礼
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

引
用
参
考
文
献

（
１
） 

井
上
円
了
「
南
船
北
馬 

第
一
編
」『
井
上
円
了
選
集
12
』 

（
１
９
９
７
）
東
洋
大
学
、
 p. 

215

（
２
） 

倉
林
正
次
監
修
『
祭
礼
事
典
・
奈
良
県
』（
１
９
９
２
） 

 

桜
楓
社
、
 p. 

226

（
３
） 

同
上
書
、
 pp. 

226 - 

228

（
４
） 

改
訂
橿
原
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
橿
原
市
史 

本
編 

下
巻
』 

（
１
９
８
７
）、
 p. 

861

（
５
） 

折
口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
編
『
折
口
信
夫
全
集
第
三
巻
』 

（
１
９
６
６
）
中
央
公
論
社
、
 pp. 

87 - 

88

（
６
） 

市
川
秀
之
『「
民
俗
」
の
創
出
』（
２
０
１
３
）
岩
田
書
院
、 

 

 pp. 

143 - 

149

（
７
） 

野
上
雄
治
著
・
発
行
『
祭
祀
』（
１
９
０
９
）、
 pp. 

6 - 

11

（
８
） 「
耳
成
村
大
福
村
香
久
山
村
風
俗
誌
調
査
書
［
１
］
：
上
」 

 

（
奈
良
県
立
図
書
報
館
蔵
）
に
は
、「
四
月
三
日　

桃
ノ
節
句

（
神
武
天
皇
祭
半
日
）
　

連
座
（
半
日
）」（
 p. 

137
）
と
記
載
さ
れ
て

い
る

（
９
） 

野
上
雄
治
（
１
９
０
９
）
前
掲
書
、
 p.
８

井
上
円
了
が
発
見
し
た
奈
良
〈
１
〉 

 

　
　
　
　

  
│
│
連
座
（
レ
ン
ゾ
）

　

明
治
39
年
（
１
９
０
６
）
４
月
２
日
、
井
上
円
了
を
載
せ
た

列
車
は
新
橋
駅
を
出
発
し
た
。こ
こ
か
ら
奈
良
へ
の
巡
回
講
義

の
旅
（「
大
和
紀
行
」）
が
始
ま
っ
た
。
途
中
、
相
州
秦
野
町

（
現
在
の
神
奈
川
県
秦
野
市
）
に
立
ち
寄
り
、
京
都
経
て
奈
良

に
到
着
し
た
の
が
４
月
５
日
。
以
後
、
本
文
に
記
し
た
と
お
り

「
吉
野
山
中
人
車
の
便
な
き
」と
こ
ろ
を
含
め
、26
町
村（
当
時
）

で
の
講
演
回
数
は
76
回
に
及
ん
だ
。

　

一
月
半
に
わ
た
る
「
大
和
紀
行
」
の
最
終
講
義
は
、
５
月

18
日
、
磯
城
郡
香
久
山
村
（
現
在
の
桜
井
市
西
部
）
の
法
然
寺

で
行
わ
れ
た
。「
聴
衆
満
堂
、
す
こ
ぶ
る
盛
会
」
と
ご
満
悦
の

円
了
は
、
こ
の
日
の
日
記
に
興
味
深
い
記
述
を
残
し
て
い
る
。

　

こ
の
日
、
連
座
と
称
し
、
農
家
み
な
餠
を
つ
き
て
休
業
す
。

当
麻
寺
の
故
事
よ
り
起
こ
る
と
い
う
。（
１
）

　

連
座
と
書
い
て
「
レ
ン
ゾ
」
と
読
み
、「
事
典
」
な
ど
で
は

次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

奈
良
盆
地
の
農
村
地
帯
で
は
、
３
月
の
中
旬
か
ら
５
月
の

中
旬
に
か
け
て
、
近
在
の
社
寺
の
祭
礼
の
日
に
あ
わ
せ
る

よ
う
に
し
て
、
春
の
一
日
、
農
休
み
の
日
を
設
定
し
、
村
中
で

楽
し
む
風
習
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
レ
ン
ゾ
と
よ
び
な
ら
わ
し

て
〔
い
る
。〕（
２
）

　
「
レ
ン
ゾ
」
の
語
に
つ
い
て
は
「
こ
と
ば
の
由
来
は
よ
く

わ
か
っ
て
い
な
い
」
と
し
、「
当
麻
寺
の
練
供
養
（
５
月
14
日
）

を
意
味
す
る
『
練
道
』
か
ら
き
た
と
い
う
よ
う
な
説
明
も
納
得

し
に
く
い
」
と
、
円
了
が
記
し
た
説
を
あ
っ
さ
り
却
下
す
る
。

そ
し
て
「
共
同
の
行
事
で
『
連
れ
る
』
と
い
う
意
味
が
あ
る

ら
し
い
と
は
思
わ
れ
る
」
と
言
い
、
農
家
の
「
生
業
暦
と
結
び

つ
い
た『
休
み
の
日
』の
意
識
」と「
社
寺
へ
の
行
事
の
参
拝
」

に
着
目
し
て
、
３
月
22
日
に
始
ま
る
法
隆
寺
会
式
か
ら
５
月

14
日
の
當
麻
寺
の
練
り
供
養（「
練
道
」）ま
で
を
、「『
レ
ン
ゾ
』

と
い
う
意
識
が
み
ら
れ
た
『
社
寺
の
祭
礼
』」
と
位
置
づ
け
て

い
る
。
つ
ま
り
、
レ
ン
ゾ—

—

連
座—

—

を
「
レ
ン
ゾ
と
意
識

さ
れ
て
い
な
い
地
域
」
も
含
め
、
寺
院
と
か
か
わ
る
「
村
の

春
先
の
行
事
」
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。（
３
）

　

一
方
、
市
町
村
史
な
ど
で
は
、
明
治
39
年
の
「
円
了
説
」
も

力
を
失
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
当
時
の
香
久
山
村
に
近
い
今
日

の
橿
原
市
は
『
市
史
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

レ
ン
ゾ
と
い
う
言
葉
も
、
今
で
は
連
座
な
ど
の
字
を
あ
て

た
り
し
て
い
る
が
、
そ
の
語
源
も
お
そ
ら
く
練
道
供
養
の

レ
ン
ド
オ
が
レ
ン
ド
・
レ
ン
ゾ
と
変
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
。（
４
）

　

た
だ
、
残
念
な
が
ら
出
典
は
円
了
の
「
大
和
紀
行
」
で
は

な
い
よ
う
だ
。
折
口
信
夫
の
大
正
７
年
（
１
９
１
８
）
の
論
考

「
方
言
」
に
、

○
れ
ん
ぞ
・
れ
ん
ど　

此
語
は
〔
…
…
〕
恐
ら
く
練
道
供
養
の

れ
ん
ど
お
が
、れ
ん
ど＞

れ
ん
ぞ
と
な
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。（
５
）

　

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
一
目
（
一
読
）
瞭
然
、『
市
史
』
の

記
述
は
こ
の
引
き
写
し
で
あ
る
。
引
用
元
の
明
記
は
な
い
が
、

折
口
も
苦
情
の
言
え
た
立
場
で
は
な
い
。
こ
の
文
言
の
前
に

「
思
ひ
当
る
の
は
、
当
麻
寺
の
練
供
養
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

が
、
自
分
自
身
で
思
い
当
た
っ
た
の
か
ど
う
か
。
こ
の
論
考
が

掲
載
さ
れ
た
雑
誌
（『
土
俗
と
伝
説
』）
の
発
行
は
、
円
了
の

記
述
か
ら
12
年
も
後
だ
。
明
治
39
年
、
当
時
折
口
は
ま
だ

國
學
院
大
學
の
予
科
生
だ
っ
た
。
折
口
は
若
い
頃
、
円
了
が

つ
く
っ
た
「
哲
学
堂
」
に
寄
宿
し
て
い
た
。
円
了
か
ら
の
薫
陶

や
何
ら
か
の
示
唆
や
影
響
を
受
け
て
い
て
不
思
議
は
な
い

は
ず
だ
。

　

本
稿
の
文
脈
で
よ
り
重
要
な
事
実
は
、
明
治
39
年
当
時
、

円
了
が
伝
聞
体
で
記
し
た
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
少
な
く

と
も
香
久
山
村
で
は
、
レ
ン
ゾ—

—

連
座—

—

が
「
当
麻
寺
の

故
事
よ
り
起
こ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
円
了
が

書
き
残
し
て
お
い
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、「
レ
ン
ゾ
＝
当
麻
寺

の
故
事
」
説
（
円
了
説
）
が
俄
然
信
憑
性
を
帯
び
て
き
た
の
で

あ
る
。

　

で
は
、
先
の
『
事
典
』
の
記
述
に
は
根
拠
が
な
い
の
だ
ろ
う

か
。「
奈
良
盆
地
の
農
村
地
帯
」
の
レ
ン
ゾ
の
実
施
の
状
況
を

見
る
と
、
当
麻
寺
の
練
供
養
（
５
月
14
日
）
前
後
の
日
に
行
わ

れ
る
地
域
は
少
な
く
、
４
月
３
日
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て

い
る
。
最
近
の
傾
向
で
は
な
い
。
大
正
４
年
（
１
９
１
５
）
に

奈
良
県
教
育
会
の
依
頼
で
行
わ
れ
た
調
査
（
６
）
に
よ
る
と
、

記
録
の
残
っ
て
い
る
55
町
村
（
当
時
）
で
、
５
月
に
入
っ
て

か
ら
の
レ
ン
ゾ
は
16
町
村
。
そ
の
う
ち
当
麻
寺
の
練
供
養
に

合
わ
せ
て
５
月
14
、
15
日
に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
高
田
町

（
当
時
）
ほ
か
３
村
（
以
下
「
高
田
町
等
」）
し
か
な
い
。
他
の

12
村
は
４
月
３
日
に
も
レ
ン
ゾ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

４
月
３
日
に
レ
ン
ゾ
を
行
っ
て
い
な
い
町
村
は
高
田
町
等
を

【colum
n

】
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