
こ
の
書
は
一
九
七
三
年
か
ら
一
九
九
七
年
ま
で
の
二
十
四
年
間
に
、
学
会

誌
や
記
念
論
集
な
ど
へ
発
表
し
た
十
二
篇
の
論
考
を
集
成
し
た
も
の
で
、
四

つ
の
章
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
章
題
の
み
を
列
記
す
れ
ば
、
〈
序
章

芥
川
龍
之
介
の
古
典
ｌ
芭
蕉
と
「
今
昔
物
語
集
」
〉
、
〈
｜
章
見
え
る
世

界
〉
、
（
二
章
見
え
な
い
世
界
〉
、
（
三
章
時
代
と
「
鏡
一
Ｉ
志
賀
直
哉

と
斎
藤
茂
吉
〉
と
な
り
ま
す
が
、
本
書
の
中
心
は
〈
｜
章
見
え
る
世
界
〉

と
〈
二
章
見
え
な
い
世
界
〉
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
表
紙
カ
バ
ー
の
次

の
ご
と
き
一
文
か
ら
も
理
解
さ
れ
ま
す
。

ゞ
〈
芥
川
文
学
の
構
図
は
「
見
え
る
」
世
界
か
ら
一
見
え
な
い
」
世
界
の

表
現
へ
ら
せ
ん
の
階
段
を
の
ぼ
っ
て
い
く
と
規
定
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
初
期
の
「
鼻
」
「
芋
粥
」
「
地
獄
変
」
な
ど
で
「
見
え
る
」
世
界
を
へ

晩
年
「
馬
の
脚
」
「
唇
気
楼
」
「
歯
車
」
な
ど
で
「
神
秘
」
あ
る
い
は
「
見

え
な
い
一
世
界
を
描
く
。
「
見
え
な
い
一
世
界
を
描
く
こ
と
で
入
間
と

社
会
の
真
実
を
つ
た
え
る
芥
川
文
学
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
〉

そ
れ
ゆ
え
、
著
者
の
國
末
氏
に
対
し
て
は
失
礼
な
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

紙
幅
の
関
係
も
あ
り
ま
す
の
で
、
〈
一
章
〉
と
く
二
章
〉
を
対
象
に
し
て
私

の
感
想
を
つ
づ
り
、
‐
責
め
を
果
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

〔
書
評
］

國
末
泰
工

著

『
芥
川
龍
之
介
の
文
学
』

（
一
章
見
え
る
世
界
〉
は
四
篇
の
論
考
か
ら
成
り
、
二
下
意
識
に

関
す
る
試
論
〉
で
、
著
者
は
、
｜
馬
の
脚
」
「
海
の
ほ
と
り
」
「
死
後
」
「
点
鬼

簿
」
「
彼
第
二
」
「
玄
鵺
山
房
」
「
唇
気
楼
」
「
河
童
」
「
手
紙
」
「
歯
車
」
「
夢
」

な
ど
の
晩
年
の
諸
作
に
言
及
し
つ
つ
、
〈
下
意
識
、
神
秘
の
世
界
〉
へ
の
関

心
は
、
〈
一
二
つ
の
手
紙
」
（
「
黒
潮
一
大
６
．
９
）
〉
か
ら
始
ま
り
、
〈
以
後
ず

っ
と
芥
川
の
中
で
く
す
ぶ
り
な
が
ら
も
そ
う
表
面
に
は
出
ず
、
一
時
は
む
し

ろ
切
り
捨
て
よ
う
と
す
る
意
図
さ
え
う
か
が
え
る
〉
が
、
〈
し
か
し
晩
年
に

は
単
な
る
関
心
と
し
て
で
は
な
く
よ
り
主
体
的
な
課
題
〉
と
な
っ
た
と
力
説

し
て
い
ま
す
。

こ
の
〈
下
意
識
に
関
す
る
試
論
〉
は
、
十
二
篇
の
中
で
は
も
っ
と
も
早
い

時
期
の
論
考
で
、
國
末
氏
の
芥
川
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
想
像
さ
れ
ま
す
が
、
本
書
の
モ
チ
ー
フ
は
こ
の
一
篇
に
ほ
ぼ
語
り
尽
さ
れ

て
い
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
芥
川
の
初
期
か
ら
存
在
し
た
く
下
意
識
、

神
秘
の
世
界
〉
へ
の
関
心
は
、
晩
年
に
至
り
〈
単
な
る
関
心
と
し
て
で
は
な

く
よ
り
主
体
的
な
課
題
〉
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
表
紙
カ
バ
ー
の
〈
「
見

え
る
」
世
界
か
ら
「
見
え
な
い
」
世
界
の
表
現
へ
ら
せ
ん
の
階
段
を
の
ぼ
っ

て
い
く
〉
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
芥
川

笠
井
秋
生
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文
学
の
軌
跡
を
辿
ろ
う
と
試
み
た
の
は
著
者
が
最
初
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
言
は
私
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
新
鮮
で
あ
り
、
刺
激

的
で
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
気
に
な
る
指
摘
が
な
い
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
著
者
は
こ
の
論

考
の
中
で
、
〈
芥
川
が
そ
の
芸
術
活
動
の
初
期
に
意
識
的
芸
術
活
動
を
主
張

し
、
徐
々
に
そ
れ
を
否
定
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で

あ
る
〉
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
指
摘
は
巻
中
で
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ

れ
、
〈
二
章
〉
に
も
、
〈
神
秘
的
な
も
の
、
意
識
を
こ
え
た
も
の
、
つ
ま
り
下

意
識
に
か
か
わ
る
も
の
が
身
近
に
、
切
実
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の

は
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
以
後
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
意
識
的
芸
術
活
動
の

否
定
と
も
軌
を
一
に
す
る
〉
と
あ
り
ま
す
。

芥
川
は
確
か
に
著
者
が
引
用
す
る
ご
と
く
、
早
く
に
〈
芸
術
活
動
は
ど
ん

な
天
才
で
も
意
識
的
な
も
の
だ
〉
〈
無
意
識
的
芸
術
活
動
と
は
、
燕
の
子
安

貝
の
異
名
に
過
ぎ
ぬ
〉
と
語
り
、
そ
し
て
そ
の
後
、
〈
芸
術
家
は
何
時
も
意

識
的
に
彼
の
作
品
を
作
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
作
品
そ
の
も
の
を
見

れ
ば
、
作
品
の
美
醜
の
一
半
は
芸
術
家
の
意
識
を
超
越
し
た
神
秘
の
世
界
に

存
し
て
ゐ
る
〉
、
〈
あ
ら
ゆ
る
芸
術
的
活
動
を
意
識
の
閾
の
中
に
置
い
た
の
は

十
年
前
の
僕
で
あ
る
〉
と
述
べ
て
、
最
初
の
主
張
を
修
正
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
芥
川
の
変
化
は
、
〈
意
識
的
芸
術
活
動
の
否
定
〉
で
は
な

く
、
〈
無
意
識
的
芸
術
活
動
〉
の
否
定
か
ら
肯
定
へ
の
過
程
だ
と
解
す
べ
き

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

〈
二
「
芋
粥
」
「
戯
作
三
昧
」
一
河
童
」
な
ど
ｌ
芸
術
と
現
実
と
の
相

克
〉
は
、
「
手
巾
」
「
或
日
の
大
石
内
蔵
助
」
｜
‐
将
軍
」
「
芋
粥
」
「
戯
作
三
昧
」

「
河
童
」
な
ど
の
作
品
か
ら
芥
川
の
〈
批
判
精
神
〉
ゞ
を
読
み
取
り
、
そ
の
知

識
人
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
論
で
す
。
一
見
、
本
書
の
モ
チ
ー
フ
と
は
無

関
係
の
よ
う
で
す
が
、
〈
芥
川
が
、
神
秘
あ
る
い
は
下
意
識
の
世
界
を
主
体

的
な
課
題
と
し
て
考
え
は
じ
め
る
の
は
、
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
以
後
で

あ
っ
た
〉
と
い
っ
た
言
説
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
ご
と
く
、
〈
「
見

え
る
」
世
界
か
ら
「
見
え
な
い
」
世
界
へ
ら
せ
ん
の
階
段
を
の
ぼ
っ
て
い
く
〉

と
い
う
著
者
の
問
題
意
識
は
こ
の
論
考
を
も
貫
い
て
お
り
ま
す
。

〈
三
「
地
獄
変
」
Ｉ
芥
川
龍
之
介
の
出
発
〉
の
初
め
の
部
分
に
は
、

（
「
地
獄
変
二
に
は
〈
研
究
者
を
う
ろ
う
ろ
さ
せ
る
不
透
明
な
部
分
）
が
あ

る
が
、
．
〈
こ
の
不
透
明
部
分
を
少
し
で
も
透
明
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
小

論
の
目
的
で
あ
る
〉
と
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
つ
い
で
、
良
秀
の
夢
や
そ
の

分
身
と
も
言
う
べ
き
猿
の
役
割
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
、
同
時
に
、
｜
‐
地

獄
変
」
執
筆
の
時
点
で
の
芥
川
は
〈
見
る
こ
と
の
出
来
る
世
界
、
い
い
か
え

れ
ば
意
識
で
き
る
世
界
の
表
現
に
と
ど
ま
つ
〉
て
い
た
の
で
、
〈
良
秀
の
意

識
の
深
層
、
下
意
識
を
描
き
き
れ
〉
ず
、
そ
の
結
果
〈
人
間
良
秀
を
統
一
体

と
し
て
描
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
〉
と
い
う
独
自
の
「
地
獄
変
」
論
が
展

開
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
さ
さ
か
著
者
の
問
題
意
識
に
引
き
つ
け
過
ぎ
た
き
ら

い
が
な
い
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
良
秀
の
夢
の
意
味
や
猿
の
役
割
を
ど
の

よ
う
に
解
釈
す
る
か
が
こ
の
作
品
の
理
解
の
決
め
手
に
な
る
こ
と
を
再
認
識

さ
せ
る
示
唆
に
富
む
一
‐
地
獄
変
」
論
だ
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
書
の
モ
チ
ー
フ
が
も
っ
と
も
鮮
明
に
提
出
さ
れ
て
い
る
の
が
、
〈
四

「
沼
地
」
か
ら
一
夢
」
へ
ｌ
芥
川
龍
之
介
の
推
移
〉
で
す
。
最
初
に
、

〈
「
沼
地
」
（
一
新
潮
」
大
８
・
旧
）
〉
は
〈
意
識
に
全
幅
の
信
頼
を
お
き
な
が

五
九



ら
創
作
活
動
を
続
け
た
芥
川
の
最
後
の
作
品
で
あ
る
〉
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

つ
い
で
、
「
沼
地
」
以
後
〈
神
秘
的
世
界
、
下
意
識
を
扱
っ
た
作
品
は
急
速

に
増
え
て
く
る
〉
と
説
き
、
そ
し
て
、
芥
川
の
〈
「
沼
地
」
か
ら
「
夢
」
へ
）

の
歩
み
は
、
〈
意
識
の
世
界
の
「
表
現
」
か
ら
見
え
な
い
世
界
、
下
意
識
の

「
表
現
」
へ
の
推
移
〉
の
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
は
く
「
人
間
全
体
」
を
総
合

的
に
「
表
現
」
す
べ
く
下
意
識
に
迫
る
過
程
で
も
あ
っ
た
〉
と
結
ん
で
い
ま

す
。
こ
の
論
考
で
特
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
未
定
稿
「
夢
」
を
取
り
上
げ
、
〈
「
夢
」
で
芥
川
は
下
意

識
に
真
正
面
か
ら
対
決
し
た
〉
と
説
い
て
こ
の
作
品
を
高
く
評
価
し
て
い
る

こ
と
で
す
。
著
者
の
芥
川
観
の
当
然
の
帰
結
で
す
が
、
昭
和
二
年
五
月
こ
ろ

の
脱
稿
と
推
定
さ
れ
る
こ
の
「
夢
」
と
い
う
作
品
に
は
さ
ら
な
る
検
討
が
加

え
ら
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

〈
二
章
見
え
な
い
世
界
〉
も
四
篇
の
論
考
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
〈
一

「
馬
の
脚
」
ｌ
冥
界
か
ら
の
生
還
〉
は
「
馬
の
脚
」
（
「
新
潮
」
大
叫
。

１
）
の
最
初
の
本
格
的
な
作
品
論
で
す
。
〈
下
意
識
、
神
秘
の
世
界
〉
を
描

い
た
こ
の
小
説
の
主
な
作
中
人
物
は
、
主
人
公
の
会
社
員
〈
忍
野
半
三
郎
〉
、

そ
の
妻
〈
常
子
〉
、
同
仁
病
院
長
の
〈
山
井
博
士
〉
な
ど
で
す
が
、
著
者
は

ま
ず
、
こ
れ
ら
作
中
人
物
名
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
寓
意
を
、
例
え
ば
〈
妻
常

子
は
「
い
つ
も
微
笑
を
浮
か
べ
」
美
人
で
も
な
く
醜
婦
で
も
な
い
。
「
平
々

凡
々
」
た
る
が
ゆ
え
の
「
常
子
」
で
あ
る
。
〉
と
い
う
ふ
う
に
、
解
き
明
か

し
つ
つ
、
作
品
を
読
み
す
す
め
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
〈
社
会
主
義
、
家

族
主
義
へ
の
寓
意
、
批
判
〉
、
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
〉
、
〈
社
会
へ
の
一
幻

滅
二
、
〈
孤
独
〉
、
〈
権
威
へ
の
寓
意
、
批
判
〉
な
ど
を
こ
の
小
説
か
ら
読
み

取
り
、
〈
｜
‐
馬
の
脚
」
は
社
会
的
真
実
、
作
家
的
真
実
の
両
者
を
か
ね
備
え
た

作
品
〉
だ
と
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。
言
及
の
乏
し
い
、
関
心
度
の
低
い
こ

の
作
品
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
照
明
を
当
て
、
そ
の
魅
力
を
引
き
出
し
た

と
こ
ろ
に
こ
の
書
の
意
義
の
ひ
と
つ
が
あ
り
、
巻
中
も
っ
と
も
優
れ
た
論
だ

と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
の
論
考
の
数
年
後
に
、
須
田
千
里
氏
が
－
．
馬
の

脚
」
の
典
拠
を
つ
き
と
め
、
「
芥
川
龍
之
介
『
第
四
の
夫
か
ら
』
と
『
馬
の

脚
』
ｌ
そ
の
典
拠
と
主
題
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
言
光
華
日
本
文
学
」
一
九

九
六
・
八
）
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
優
れ
た
論
で
す
が
、
「
馬

の
脚
一
研
究
の
進
展
に
著
者
の
仕
事
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

〈
二
「
唇
気
楼
Ｉ
見
え
る
世
界
と
見
え
な
い
世
界
〉
も
、
興
味
深
い

論
考
で
す
。
「
唇
気
楼
」
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
〈
そ
の
う
ち
に

僕
等
は
門
の
前
へ
．
…
・
・
半
開
き
に
な
っ
た
門
の
前
へ
来
て
ゐ
た
・
〉
と
い
う

一
文
で
閉
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
〈
「
半
開
き
に
な
っ
た
門
」
を
ど
う
解

釈
す
べ
き
か
、
長
年
私
は
答
が
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
が
、

著
者
の
解
釈
を
読
み
啓
発
さ
れ
ま
し
た
。
著
者
は
、
〈
「
半
開
き
に
な
っ
た
門
」

と
は
な
に
か
。
「
意
識
の
閾
」
の
門
で
は
な
い
の
か
。
「
見
え
な
い
」
世
界
、

意
識
の
向
こ
う
側
へ
通
ず
る
門
が
ま
だ
「
半
開
き
一
の
状
態
な
の
で
あ
る
〉

と
説
き
、
更
に
、
「
自
我
と
無
意
識
」
の
、
「
見
え
る
」
世
界
と
「
見
え
な
い
」

世
界
の
、
そ
し
て
意
識
で
き
る
世
界
と
「
意
識
の
閾
の
外
」
の
間
が
「
半
開

き
」
な
の
で
あ
る
〉
と
も
つ
け
加
え
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
こ
の
「
冨
気

楼
」
論
に
は
示
唆
に
富
む
指
摘
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
〈
「
唇
気
楼
」
の

テ
ー
マ
は
「
意
識
の
閾
の
外
」
を
含
め
た
、
｜
見
え
な
い
一
世
界
を
含
め
た

一

ノ､
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「
人
間
全
体
」
の
表
現
な
い
し
は
志
向
で
あ
る
。
志
向
と
す
る
の
は
芥
川
の

毎
忙
々
と
広
が
つ
」
た
「
魂
の
ア
フ
リ
カ
」
の
認
識
に
も
と
ず
く
〉
と
い
っ

た
主
題
把
握
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

最
後
に
、
も
う
ひ
と
つ
だ
け
気
に
な
っ
た
こ
と
を
記
し
ま
す
。
〈
三
「
歯

車
こ
の
中
で
著
者
は
、
〈
「
地
獄
変
」
が
「
僕
」
を
「
苛
立
た
せ
ず
に
は
措

か
な
」
い
の
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
の
が
分
裂
す
る
良
秀
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
唐
突
に
言
え
ば
芥
川
は
「
歯
車
」
で
そ
の
統
一
を
な
し
た
こ
と
に

な
る
〉
と
述
べ
て
い
ま
す
。
〈
一
章
〉
の
「
地
獄
変
」
論
に
も
、
〈
人
間
の
良

秀
が
ほ
ん
と
う
の
良
秀
か
、
猿
の
良
秀
が
ほ
ん
と
う
の
良
秀
か
。
こ
の
こ
と

が
晩
年
「
歯
車
」
の
時
点
で
の
敗
北
感
、
「
地
獄
変
」
へ
の
「
苛
立
ち
」
へ

重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
〉
と
あ
り
ま
す
。
著
者
の
解
釈
に
従
え
ば
、
「
歯
車
一

執
筆
の
時
点
で
、
芥
川
は
「
地
獄
変
」
へ
一
苛
立
ち
」
を
覚
え
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
解
釈
は
成
り
立
つ
の
で
し
ょ
う
か
。

「
歯
車
」
の
〈
五
赤
光
〉
に
は
、
〈
そ
れ
か
ら
今
度
は
手
当
り
次
第
に

一
つ
の
手
紙
の
封
を
切
り
、
黄
い
ろ
い
書
簡
妻
に
目
を
通
し
た
。
こ
の
手
紙

を
書
い
た
の
は
僕
の
知
ら
な
い
青
年
だ
っ
た
。
し
か
し
二
三
行
も
読
ま
な
い

う
ち
に
「
あ
な
た
の
「
地
獄
変
』
は
…
…
」
と
云
ふ
言
葉
は
僕
を
苛
立
た
せ

ず
に
は
措
か
な
か
っ
た
〉
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
著
者
の
解
釈
は
こ
の
一
節

か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
訳
で
す
が
、
「
歯
車
」
の
〈
三
夜
〉
か
ら
〈
五

赤
光
）
に
至
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
無
視
し
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
勿
論
、
こ
の
「
歯
車
』
論
に
も
、
〈
「
歯
車
」
に
「
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
」
の

名
が
見
え
な
い
〉
の
は
、
（
「
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
」
の
世
界
に
一
歯
車
」
が
近
い

が
ゆ
え
に
、
あ
ま
り
に
「
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
｜
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
名
が

な
い
の
で
は
な
い
か
〉
と
い
っ
た
傾
聴
す
べ
き
指
摘
も
多
く
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
作
品
の
細
部
の
理
解
な
ど
に
や
鼻
慎
重
さ
を
欠
く
と
こ
ろ
も
少
な
か

ら
ず
あ
り
、
そ
れ
が
、
著
者
独
自
の
芥
川
像
が
鮮
明
に
描
か
れ
る
本
書
の
弱

点
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

（
和
泉
書
院
一
九
九
七
年
六
月
二
三
七
頁
二
八
○
○
円
）

（
か
さ
い
。
あ
き
ふ
梅
花
短
期
大
学
教
授
）
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