
書
簡
文
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
長
い
歴
史
を
持
つ
文
章
で
あ
り
、
ま
た
、

数
多
く
の
文
章
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
日
常
的
な
文
章
と
し
て
文
字
に
よ

る
言
語
生
活
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
書
簡
文

を
語
い
、
文
章
な
ど
の
面
か
ら
体
系
的
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
は
、
今
ま
で
、

あ
ま
り
研
究
の
進
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
書
き
こ
と
ば
の
歴
史
を
解
き
あ
か

す
う
え
で
、
重
要
な
課
題
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
書
簡
文
の
歴
史
の
な
か
で
も
明
治
期
は
、
近
世
期
か
ら
書
簡

文
の
規
範
と
な
っ
て
い
た
候
文
体
書
簡
文
に
か
わ
っ
て
、
言
文
一
致
体
書
簡

文
が
成
立
す
る
な
ど
、
ひ
じ
ょ
う
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で

注
目
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
明
治
期
の
書
簡

文
に
関
す
る
研
究
は
、
お
も
に
言
文
一
致
体
書
簡
文
を
対
象
と
し
て
進
め
ら

れ
て
き
む
』
し
か
し
、
た
し
か
に
言
文
一
致
体
書
簡
文
の
成
立
は
、
書
簡
文

の
歴
史
の
な
か
で
大
き
な
で
き
ご
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
時
期
は
、
明
治
三

○
年
頃
と
遅
い
。
そ
の
た
め
、
言
文
一
致
体
書
簡
文
は
、
明
治
期
に
お
い
て

大
き
な
勢
力
を
持
つ
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
明
治
期
に
お
い
て
も
っ
と
も

多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
の
は
、
近
世
以
来
、
書
簡
文
の
規
範
と
し
て
の
位
置

書
簡
文
研
究
資
料
と
し
て
の
明
治
期
往
来
物

を
占
め
て
い
た
候
文
体
書
簡
文
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
候
文
体
書
簡

文
の
研
究
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
、
明
治
期
に
お
け
る
書
簡
文
の
全
体
像

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
候
文
体
書
簡
文
の
よ
う
な
近
世
的
な
も
の
を
ひ
き
つ
い
だ
言

語
事
象
は
、
明
治
期
に
お
い
て
も
近
世
と
同
様
の
ス
タ
イ
ル
の
ま
ま
で
、
変

化
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
か
、
あ
ま
り
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
な

噛
一
し
か
し
、
明
治
期
の
候
文
体
書
簡
文
は
、
近
世
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同

じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
明
治
期
の
こ
と
ば
の
変
化
や
、
ひ
と
び
と
の
書

簡
文
に
対
す
る
意
識
（
近
代
の
書
簡
文
と
し
て
ど
う
い
う
も
の
が
ふ
さ
わ
し

い
の
か
と
い
う
意
識
）
の
影
響
を
受
け
、
明
治
期
な
り
の
特
色
を
持
つ
候
文

体
書
簡
文
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
語
い
、
文
章
な
ど
の

面
か
ら
、
明
治
期
の
候
文
体
書
簡
文
が
、
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
、

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
資
料
と
し
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る

の
は
、
往
来
物
（
書
簡
文
の
書
き
か
た
を
往
復
の
例
文
で
示
し
た
模
範
文
例

小

椋
秀
樹

三

八



集
。
平
安
時
代
末
期
成
立
の
『
明
衡
往
来
』
以
降
、
多
種
多
様
な
も
の
が
あ

ら
わ
れ
、
な
か
に
は
、
社
会
的
常
識
を
学
ぶ
た
め
の
教
科
書
と
し
て
の
性
格

を
持
つ
も
の
も
あ
っ
た
）
で
あ
る
。
往
来
物
は
、
ル
ビ
に
よ
り
語
形
の
確
定

が
し
や
す
い
な
ど
、
語
い
研
究
資
料
と
し
て
有
用
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

量
的
に
豊
富
で
あ
る
と
い
う
点
も
通
時
的
研
究
に
適
し
て
い
る
。
と
く
に
、

こ
の
量
的
な
面
に
関
し
て
は
、
明
治
期
に
も
、
江
戸
時
代
と
同
様
、
ひ
じ
ょ

う
に
多
く
の
往
来
物
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
明
治
期
の
候
文
体
書
簡
文
を
研

究
す
る
の
に
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
量
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
明
治
期
の
候
文
体
書
簡
文
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

こ
れ
ら
明
治
期
往
来
物
の
資
料
的
な
性
格
が
分
か
っ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
資
料
的
な
性
格
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
、

ほ
と
ん
ど
な
く
、
今
後
の
研
究
を
待
つ
と
い
う
状
況
に
あ
駒
』
と
は
い
え
、

候
文
体
書
簡
文
を
国
語
学
的
に
研
究
し
て
い
こ
う
と
す
る
た
ち
ば
か
ら
は
、

明
治
期
往
来
物
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
る
の
を
待
っ
て
研
究
を
進
め
る
と

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
期
の
往
来
物
の
語
い
、
文

字
表
記
な
ど
を
調
査
し
、
言
語
の
面
か
ら
資
料
の
性
格
を
見
通
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
た
ち
ば
か
ら
、
本
稿
で
は
、
明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た
候
文
体

書
簡
文
の
往
来
物
を
と
り
あ
げ
、
各
往
来
物
に
お
け
る
頭
語
、
結
語
の
使
用

実
態
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
か
ら
、
そ
れ
ら
の
往
来
物
が
明
治
期
の
候
文
体

書
簡
文
の
研
究
資
料
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
町
↑

書
簡
文
研
究
資
料
と
し
て
の
明
治
期
往
来
物

一
・
’
目
的

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
書
簡
作
法
が
確
立
し
て
い
く
の
に
と
も
な
い
、

候
文
体
書
簡
文
の
表
現
は
固
定
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
定
型
表
現
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
ま
ず
頭
語
、
結
語
が
あ
げ

ら
れ
る
。
近
世
期
の
書
簡
文
で
は
『
消
息
往
来
」
に
、

一
筆
啓
上
仕
、
致
啓
達
、
令
啓
、
以
手
紙
申
入
…
…
（
知
ぺ
）

恐
慢
謹
言
、
頓
首
不
備
。
不
宣
、
敬
白
、
不
具
、
以
上
…
．
：
（
郡
．
へ
）

と
あ
る
よ
う
に
、
頭
語
、
結
語
で
用
い
ら
れ
る
語
が
ほ
ぼ
一
定
し
て
お
り
、

と
く
に
頭
語
で
は
「
一
筆
啓
上
仕
候
」
、
結
語
で
は
一
恐
慢
謹
言
」
が
多
く

用
い
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
近
世
に
広
く
使
わ
れ
て
い
た
「
一
筆
啓
上
仕
候
」
「
恐

慢
謹
言
」
は
、
明
治
期
、
と
く
に
後
期
に
な
る
と
次
第
に
用
い
ら
れ
な
く
な

り
、
現
在
も
っ
と
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
拝
啓
」
「
敬
具
」
な
ど

が
一
般
化
し
て
く
る
。
こ
の
一
般
化
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
橘
（
一
九
七
七
）

に
言
及
が
あ
り
、
と
く
に
頭
語
「
拝
啓
」
の
語
誌
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
書

簡
、
辞
書
、
往
来
物
な
ど
を
資
料
と
し
て
調
査
が
な
さ
れ
て
い
鹿
』

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
候
文
体
書
簡
文
は
、
近
世
期
の
ス
タ
イ
ル
そ

の
ま
ま
で
変
化
が
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
か
、
研
究
対
象
と
し
て
あ
ま
り

と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
頭
語
、
結
語

と
い
っ
た
定
型
表
現
に
注
目
し
て
み
る
と
、
右
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
明
治
期
に
は
、
新
し
い
候
文
体
書
簡
文
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
る

一
、
目
的
・
資
料
・
方
法

九



こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
定
型
表
現
を
候
文
体
書
簡
文
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

て
と
り
あ
げ
、
明
治
期
往
来
物
に
お
け
る
使
用
実
態
を
調
査
し
て
い
く
こ
と

で
、
明
治
期
に
お
け
る
候
文
体
書
簡
文
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
結
果
か
ら
、
各
往
来
物
の
資
料
的
な
性
格
に
つ
い

て
見
通
し
を
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
世
期
往
来
物
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
定
型
表
現
を
多
用
す
る
明
治
期
往
来
物
は
、
近
世
以
来
の
規
範

を
か
な
り
受
け
つ
い
で
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
反
対
に
、
そ
の
よ

う
な
定
型
表
現
を
用
い
な
い
も
の
は
、
近
世
期
と
は
異
な
る
新
し
い
候
文
体

書
簡
文
を
収
め
た
も
の
で
、
明
治
期
な
り
の
新
し
い
意
識
の
も
と
に
編
さ
ん

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
期
の
候
文
体
書
簡

戸

表
1

ｰ

万
体
用
文
章

新
体
書
翰
便
巷

晋
通
用
文
章

観
文
章
自
在

漢
語
文
章
大
今

漢
語
用
文

四
季
文
章

雨
日
用
文
章

冨
貴
用
文
章

篭
乍
文
ョ
主

明明明明 明 明 明明明畉
9987555543

文
を
研
究
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
新
し
い
意
識
の
も
と
に
編
さ
ん

さ
れ
た
往
来
物
を
重
点
的
に
調
査
し
て
い
け
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
候
文
体
書
簡
文
の
定
型
表
現
の
代
表
と
し
て
頭
語
、

結
語
を
と
り
あ
げ
、
明
治
期
の
往
来
物
で
ど
の
よ
う
な
語
が
用
い
ら
れ
て
い

る
の
か
を
調
査
し
、
そ
れ
を
も
と
に
、
各
往
来
物
の
性
格
を
考
え
る
こ
と
と

す
る
。
そ
し
て
、
明
治
期
の
候
文
体
書
簡
文
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
ど
の

よ
う
な
往
来
物
を
調
べ
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
見
通
し
を
え

た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
・
二
資
料

一
・
二
・
’
調
査
資
料

今
回
調
査
し
た
資
料
は
、
次
に
あ
げ
る
五
○
点
で
あ
る
。

和
埜

和
廷

和
娃

扣
埜

和
埜

和
埜

和
埜

和
廷

和
埜

『
Ｊ
ヒ
ー

四
○

分
類

書
名
（
内
題
）

編
著
者

刊
年

装
丁

書
体

所
蔵



ABABBBAAAAAAAAAAAAAAAAA

書
簡
文
研
究
資
料
と
し
て
の
明
治
期
往
来
物

開
化
小
学
用
文

謡
往
復
日
用
文

小
学
開
化
用
文

霊
普
通
作
文
必
携

謡
作
文
須
知

鶴
文
章
大
全

農
家
作
法
用
文

新
選
公
私
用
文

親
文
證
大
全

開
化
普
通
用
文
章

開
化
用
文

帝
国
用
文
章
大
成

中
等
作
文
大
成

大
日
本
文
章
大
成

襲
両
得
用
文
證

競
帝
国
新
用
文
大
成

明
治
作
文
三
千
題
（
下
巻
）

齢
帝
国
広
益
用
文

濫
作
文
早
学

割
作
文
独
稽
古

新
撰
用
文
章
大
全

新
撰
注
解
用
文

蒜
明
治
用
文

中
村
鉄
太
郎

宇
喜
田
小
十
郎

岩
崎
茂
実

楢
崎
隆
存

平
山
政
涜

宇
喜
田
小
十
郎

徳
山
純

岸
野
武
司
ほ
か

益
永
晃
雲

岡
本
権
丞

味
岡
弥
輔

前
田
孝
典

近
藤
元
晋

青
木
東
園

山
岡
鉄
作

福
井
淳

伊
良
子
晴
州

近
藤
延
之
助

松
下
照
義

篠
田
秋
野

奥
田
清
十
郎

佐
藤
勉

藤
谷
暢
吾

明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明
2929282827272423231918161514141413121211111111

和
装

和
装

和
装

和
装

和
装

和
装

和
装

和
装

和
装

和
装

和
装

和
装

和
装

和
装

和
装

和
装

和
装

洋
装

和
装

和
装

和
装

洋
装

和
装

草
書

草
書

草
書

草
書

草
書

草
書

草
書

草
書

草
書

草
書

草
書

草
書

草
書

草
書

草
書

草
書

草
書

槽
書

行
書

槽
書

草
書

行
書

草
書

前前前前前小小前前小小中前′l、小小小前橋小小前小

四
一



一
・
二
・
二
往
来
物
の
分
類

調
査
資
料
を
一
覧
し
た
表
１
に
は
、
往
来
物
の
書
名
の
う
え
に
Ａ
、
Ｂ
、

Ｃ
の
三
種
類
の
記
号
を
付
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
今
回
調
査
し
た
資
料
を
形

態
か
ら
分
類
し
、
記
号
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
分
類
に
つ

い
て
述
べ
て
お
く
。

本
稿
は
、
言
語
の
面
か
ら
明
治
期
往
来
物
の
性
格
に
つ
い
て
見
通
し
を
え

CCCCBBABBABABBBBB

諾
帝
国
新
体
作
文

癖
日
本
商
業
用
文

謡
実
益
新
用
文

藷
郵
信
用
文

溌
朝
野
普
通
用
文

砺
普
通
書
簡
文

高
等
作
文
独
習

新
撰
手
紙
文
例

有
益
新
用
文

輯
青
年
書
翰
文

書
翰
文
習
字
用
（
上
巻
）

日
本
用
文
章

尋
常
卒
業
後
実
用
作
文

函
書
翰
文
作
法

癖
書
翰
大
成

親
手
紙
講
習
録

書
翰
文
大
全

清
水
善
博

須
永
金
三
郎

沢
田
寛
勉

伊
沢
孝
夫

的
場
姓
之
助

横
川
胤
治

野
村
銀
次
郎

磯
野
秋
渚

鈴
木
與
八

服
部
躬
治

大
町
桂
月

藤
原
桜
嵯

大
畑
裕

泉
豊
春
ほ
か

内
海
弘
蔵

斯
華
会
出
版
部

野
田
千
太
郎

明
如
洋
装
槽
書
小

明
犯
洋
装
階
書
小

明
五
和
装
行
書
前

明
五
和
装
行
書
小

明
お
和
装
行
書
前

明
調
和
装
草
書
小

明
拓
和
装
行
書
前

明
諏
和
装
草
書
前

明
調
洋
装
行
書
小

明
刃
洋
装
槽
書
大

明
細
和
装
草
書
中

明
判
洋
装
階
書
小

明
ね
洋
装
槽
書
大

明
“
洋
装
槽
書
大

明
“
洋
装
偕
書
大

明
柘
洋
装
槽
書
大

明
妬
洋
装
槽
書
大

る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
往
来
物
の
性
格
を
考
え
る

際
に
は
、
言
語
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
形
態
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
往
来
物
の
形
態
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
往
来
物
が
用
い
る
こ
と
ば

と
け
っ
し
て
無
縁
で
は
な
い
か
ら
で
あ
洗
』
し
た
が
っ
て
、
往
来
物
を
形
態

か
ら
分
類
、
整
理
し
て
お
け
ば
、
各
往
来
物
の
性
格
を
検
討
す
る
た
め
の
参

考
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

※

前
…
前
田
富
旗
蔵

橋
…
橋
本
行
洋
蔵

小
：
・
小
椋
秀
樹
蔵

大
…
大
阪
府
立
中
央
図

書
館
蔵

中
．
：
大
阪
府
立
中
之
島

図
書
館
蔵

四
一
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明
治
期
往
来
物
に
は
、
装
丁
が
和
装
の
も
の
、
洋
装
の
も
の
、
書
体
が
連

綿
の
も
の
、
措
書
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
装
丁
と
書
体
と
い
う

ふ
た
つ
の
面
か
ら
、
今
回
調
査
し
た
往
来
物
五
○
点
を
三
種
類
に
分
類
し
た
。

Ａ
類
和
装
本
草
書
体

Ｂ
類
洋
装
本
槽
書
体
、
行
書
体
（
活
字
で
連
綿
体
で
は
な
い
）

Ｃ
類
洋
装
本
槽
書
体
（
活
字
）

ま
ず
、
Ａ
類
の
も
の
は
、
近
世
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
往
来
物
と
同
様
の
形

態
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
板
本
仕
立
て
で
書
体
も
連
綿
の
草
書
体
と
な
っ
て

い
る
。
本
の
大
き
さ
は
、
前
期
に
は
小
型
の
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
明
治
一
○
年
代
後
半
や
明
治
二
○
年
代
に
な
る
と
、
大
型
の
も
の
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
本
文
に
用
い
ら
れ
た
語
の
類
語
集
や
証
書

文
例
、
漢
語
辞
書
な
ど
を
頭
書
に
持
つ
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。

Ｂ
類
の
も
の
は
、
基
本
的
に
は
Ａ
類
の
流
れ
を
く
み
つ
つ
、
洋
装
本
、
活

字
体
な
ど
へ
と
形
態
が
変
化
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、

本
文
の
類
語
な
ど
を
頭
書
に
持
つ
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
も
Ａ
類
と
共

通
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
Ａ
類
の
流
れ
を
く
む
も
の
と
い
う
見
方
が

で
き
る
。
た
だ
、
明
治
四
○
年
代
刊
行
の
も
の
に
は
、
言
文
一
致
体
の
例
文

も
採
録
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
点
は
Ａ
類
と
異
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

今
回
調
査
し
た
往
来
物
に
は
、
装
丁
は
和
装
本
で
あ
る
が
、
本
文
は
活
字
体

と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
実
益
新
用
文
』
な
ど
が
そ
れ

に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
往
来
物
は
、
従
来
の
往
来
物
の
形
を
ふ
ま
え
て
、
あ

え
て
和
装
本
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て

は
、
書
体
が
活
字
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
Ｂ
類
に
分
類
す
る

書
簡
文
研
究
資
料
と
し
て
の
明
治
期
往
来
物

の
が
よ
い
と
考
え
て
お
り
、
こ
こ
で
も
そ
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。

Ｃ
類
の
も
の
は
、
。
ヘ
ー
ジ
数
の
多
い
大
部
な
も
の
で
あ
る
。
明
治
三
○
年

代
後
半
か
ら
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
。
内
容
的
に
も
、
書
簡
文
作
法
の
理
論

的
な
事
項
に
つ
い
て
、
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
く
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
言
文

一
致
体
書
簡
文
の
例
文
を
採
録
し
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
に
往
来
物
の
形
態
の
う
ち
、
と
く
に
装
丁
、
書
体

に
注
目
し
て
三
種
類
に
分
類
し
た
。
以
下
、
こ
の
分
類
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、

頭
語
、
結
語
の
使
用
状
況
を
も
っ
と
も
重
要
な
視
点
と
し
て
、
各
往
来
物
の

性
格
を
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
右
の
分
類
は
、
今
回
調
査
し
た
往
来
物
の
み
を
対
象
と
し
て
、
往

来
物
の
性
格
を
考
え
る
際
の
参
考
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
っ
た
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に
多
く
の
資
料
を
調
査
し
た
ぱ
あ
い
、
あ
る

い
は
、
書
誌
的
事
項
に
つ
い
て
さ
ら
に
細
か
く
見
て
い
っ
た
ぱ
あ
い
、
右
の

分
類
を
修
正
す
る
必
要
も
あ
る
か
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

一
・
三
方
法

今
回
の
調
査
の
目
的
は
、
一
・
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
書
簡
文
の
定
型
表

現
で
あ
る
頭
語
、
結
語
を
調
査
す
る
こ
と
で
、
各
往
来
物
の
性
格
を
検
討
し
、

明
治
期
の
候
文
体
書
簡
文
を
研
究
す
る
際
に
調
査
す
べ
き
資
料
の
見
通
し
を

つ
け
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
明
治
期
の
候
文
体
書
簡
文
を
研
究
す
る

に
あ
た
り
調
査
す
べ
き
資
料
と
い
う
の
は
、
言
い
か
え
れ
ば
、
明
治
期
な
り

の
よ
り
新
し
い
意
識
で
編
さ
ん
さ
れ
た
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
多
く
の
頭
語
、
結
語
の
な
か
か
ら
ど
の
よ
う
な
語
を
往
来
物

四



の
性
格
を
調
べ
る
手
が
か
り
と
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
述
ぺ
た
よ
う
に
、
明
治
期
に
は
二
筆
啓
上
仕
候
」
「
恐
惇
謹
言
」

な
ど
近
世
期
に
多
用
さ
れ
た
頭
語
、
結
語
が
次
第
に
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、

「
拝
啓
」
「
敬
具
」
へ
と
頭
語
、
結
語
が
交
替
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
拝

啓
」
「
敬
具
」
が
候
文
体
書
簡
文
の
新
し
い
定
型
表
現
と
な
っ
て
い
っ
た
の

で
あ
り
、
明
治
期
に
お
け
る
候
文
体
書
簡
文
の
規
範
と
し
て
の
位
置
を
占
め

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
今
回
の
よ
う
に
明
治
期
の
新
し
い
意
識
で
編
さ
ん
さ
れ
た

往
来
物
を
見
つ
け
だ
す
と
い
う
調
査
で
は
、
ま
ず
、
「
拝
啓
」
「
敬
具
」
を
キ

ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
往
来
物
の
性
格
を
検
討
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
拝
啓
一
「
敬
具
」
以
外
で
も
「
謹
啓
」
「
拝
復
」
「
謹
言
」
な
ど
は
、

今
回
の
調
査
を
進
め
て
い
く
う
え
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
れ
ら
三
語
も
現
代
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
る
頭
語
、
結
語
で
あ
り
、
「
拝

啓
」
「
敬
具
」
を
多
用
す
る
往
来
物
と
同
様
、
「
謹
啓
」
「
拝
復
」
一
謹
一
言
を

多
く
用
い
る
往
来
物
は
、
現
代
に
つ
な
が
る
よ
り
新
し
い
意
識
で
編
さ
ん
さ

れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
今
回
の
調
査
で
は
、
次
の
①
②
の
よ
う
な
手
が

か
り
を
設
定
し
、
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

①
現
代
も
っ
と
も
一
般
的
な
「
拝
啓
」
「
敬
具
」
を
用
い
て
い
る
。

②
「
拝
啓
」
「
敬
具
」
の
ほ
か
、
「
謹
啓
」
「
拝
復
」
「
謹
言
」
な
ど
の

現
代
、
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
頭
語
、
結
語
を
用
い
て
い
る
。

二
、
調
査
結
果

本
節
で
は
、
今
回
調
査
し
た
往
来
物
に
お
け
る
頭
語
、
結
語
の
使
用
実
態

に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
紙
数
の
関
係
で
、
す
べ
て
の

頭
語
、
結
語
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
往
来
物
の
性
格

を
見
通
す
手
が
か
り
と
し
て
設
定
し
た
一
拝
啓
」
「
謹
啓
三
拝
復
」
「
敬
具
」

｜
謹
言
」
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
以
下
、
挙
例
に
あ
た
っ
て
は
、

漢
字
は
お
お
む
ね
現
行
の
字
体
に
あ
ら
た
め
、
ル
ビ
は
問
題
と
し
て
い
る
語

に
付
さ
れ
た
も
の
以
外
は
省
略
し
た
。

二
・
一
頭
語

こ
こ
で
は
、
「
拝
啓
」
「
謹
啓
」
「
拝
復
」
の
各
往
来
物
に
お
け
る
使
用
実

態
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
頭
語
の
各
往
来
物
に
お
け

る
使
用
数
を
表
２
に
ま
と
め
た
。
こ
の
表
で
は
、
「
拝
啓
」
「
拝
復
」
に
つ
い

て
は
、
結
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
頭
語
と
結
語
と

に
分
け
て
用
例
数
を
示
し
た
。
ま
た
、
「
寸
萎
拝
啓
」
な
ど
、
ほ
か
の
語
と

複
合
し
た
も
の
も
別
に
せ
ず
、
「
拝
啓
」
な
ど
に
ま
と
め
て
使
用
数
を
示
し

た
。
ま
た
、
各
資
料
の
量
的
な
違
い
、
こ
の
ぱ
あ
い
、
各
往
来
物
の
お
さ
め

て
い
る
例
文
の
数
が
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
例
文
一
○
あ
た

り
の
各
語
の
用
例
数
を
表
４
に
示
し
た
。
な
お
、
表
４
で
は
「
拝
啓
」
一
拝

復
」
に
つ
い
て
は
、
頭
語
の
使
用
数
の
み
を
示
し
た
。

二
・
一
・
一
「
拝
啓
」

今
回
の
調
査
に
お
け
る
「
拝
啓
」
の
も
っ
と
も
古
い
用
例
は
、
『
漢
語
文

章
大
全
」
の
、

す
ん
ち
よ
は
い
げ
い

討
潴
群
懲
ヲ
シ
イ
レ
陳
者
近
日
東
台
之
単
楼
開
遍
二
付
（
上
・
副
オ
）

四
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せ
き
そ
は
い
け
い

沢
素
群
溶
ウ
星
霜
之
推
移
る
ハ
蒸
気
車
之
鉄
道
を
走
る
よ
り
も
疾
く

（
上
・
妬
オ
）

す
ん
せ
ん
は
い
け
い

汁
茎
群
落
フ
シ
イ
レ
陳
者
先
般
御
門
人
某
を
以
頑
児
御
入
門
之
儀
相
願
候
処

（
下
・
厄
オ
）

と
い
う
三
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
一
寸
菱
」
「
尺
素
」
「
寸
楮
」
を

冠
し
た
形
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
よ
う
に
「
拝
啓
」
の
み
で

用
い
ら
れ
た
例
で
は
な
い
。

今
回
の
調
査
に
お
け
る
「
拝
啓
」
の
み
で
用
い
ら
れ
た
も
っ
と
も
古
い
例

は
『
四
季
文
章
』
の
、

は
い
け
い

群
落
ウ
シ
ア
ゲ
ル
秋
気
清
寒
に
御
座
候
処
（
妬
ノ
７
ゥ
）

で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
明
治
一
○
年
代
の
資
料
に
は
『
文
證
大
全
』
『
中

等
作
文
大
成
』
に
各
二
例
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
初
期
の
資
料
を
中
心
に
「
拝
啓
」
が
結
語
と
し
て
用
い

ら
れ
た
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
次
に
あ
げ
る
。

は
い
け
い

若
納
涼
涯
舟
之
貴
慮
も
候
ハ
シ
陪
遊
可
仕
候
拝
啓

（
『
作
文
自
在
』
上
・
訓
ウ
）

は
い
け
い

余
者
貴
顔
之
上
御
礼
申
上
候
拝
啓
（
『
作
文
自
在
』
下
・
お
オ
）

こ
の
ほ
か
に
も
、
明
治
一
○
年
代
の
資
料
で
は
『
文
證
大
全
』
「
新
選
公
私

用
文
』
『
帝
国
用
文
章
大
成
」
『
大
日
本
文
章
大
成
』
に
各
二
例
、
『
農
家
作

法
用
文
』
に
一
例
見
ら
れ
ふ
』
橘
（
一
九
七
七
）
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
の

書
簡
作
法
書
に
は
、
「
拝
啓
」
を
結
語
や
下
付
け
の
用
語
と
し
て
あ
げ
る
も

の
が
あ
り
、
実
際
の
書
状
に
も
「
拝
啓
」
を
下
付
け
と
し
て
用
い
た
例
が
み

（
８
）

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
治
初
期
の
往
来
物
に
見
ら
れ
る
結
語
「
拝

書
簡
文
研
究
資
料
と
し
て
の
明
治
期
往
来
物

啓
」
は
、
江
戸
時
代
の
書
簡
作
法
書
な
ど
に
見
ら
れ
る
結
語
、
下
付
け
の
「
拝

啓
」
と
関
連
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

明
治
一
○
年
代
の
資
料
に
は
、
現
代
と
同
様
の
「
拝
啓
」
の
例
が
あ
る
も

の
の
、
そ
の
数
は
少
な
く
、
「
寸
菱
」
な
ど
の
上
接
語
を
と
も
な
う
例
、
「
拝

啓
仕
候
」
と
い
う
例
、
お
よ
び
結
語
に
用
い
た
例
の
ほ
う
が
多
い
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
時
期
の
資
料
は
、
近
世
的
な
性
格
の
強
い
資
料
と
推
定
さ
れ
る
。

明
治
二
○
年
代
以
降
で
は
、
す
べ
て
の
往
来
物
で
「
拝
啓
」
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
二
○
年
代
前
半
で
は
『
帝
国
新
用
文
大
成
』
『
明
治
作
文
三
千
題
』

が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
五
例
、
一
九
例
と
「
拝
啓
」
を
多
用
し
て
い
る
。
次
に
、

そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
あ
げ
る
。

は
い
け
い

拝
啓
然
者
昨
夜
御
新
婚
無
滞
致
為
相
整
候
由

含
帝
国
新
用
文
大
成
』
７
オ
）

感
い
け
い

拝
啓
陳
者
毎
々
御
愛
顧
を
蒙
難
有
奉
謝
候

（
『
帝
国
新
用
文
大
成
』
砲
オ
）

は
い
け
い

拝
啓
拙
者
事
此
程
来
阪
仕
（
『
明
治
作
文
三
千
題
」
下
・
３
オ
）

域
群
け
い

拝
啓
拙
邸
内
へ
今
回
新
掘
致
候
井
水
少
々
鑛
気
を
含
み
居
候

（
『
明
治
作
文
三
千
題
」
下
・
躯
オ
）

こ
の
二
点
以
外
に
も
、
二
○
年
代
で
は
『
初
学
作
文
独
稽
古
』
、
三
○
年
代

で
は
『
帝
国
新
体
作
文
』
『
実
益
新
用
文
』
『
高
等
作
文
独
習
」
、
四
○
年
代

で
は
『
書
翰
文
習
字
用
」
『
尋
常
卒
業
後
実
用
作
文
』
「
男
子
手
紙
講
習
録
』

が
「
拝
啓
」
を
多
用
し
て
い
る
。

二
・
一
・
二
「
謹
啓
」
「
拝
復
」

ま
ず
、
一
謹
啓
」
は
『
帝
国
用
文
章
大
成
」
に
、
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き
ん
け
い

謹
啓
予
て
懸
念
罷
在
候
呉
服
商
法
略
用
意
も
整
候
間
（
下
・
１
オ
）

と
あ
る
が
、
用
例
が
多
く
な
っ
て
い
く
の
は
、
明
治
三
○
年
代
の
資
料
か
ら

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
謹
啓
」
は
、
古
往
来
に
、

謹
啓
右
除
目
何
日
平
（
『
明
衡
往
来
』
中
本
・
川
・
へ
）

（
９
）

と
見
ら
れ
る
が
、
近
世
の
往
来
物
に
は
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
、
今
回
の
調
査
で
は
、
右
の
よ
う
に
『
帝
国
用
文
章
大
成
』
に
見
え
、

明
治
三
○
年
代
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
の
往
来
物
が
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
謹
啓
」
は
、
明
治
期
に
な
っ
て
復
活
し
た
語
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
明
治
期
に
は
、
「
拝
啓
」
の
よ
う
な
新
し
い
語
が
広
ま
っ
て
い
く

一
方
で
、
「
謹
啓
」
の
よ
う
な
古
い
語
が
再
生
さ
れ
、
一
般
化
し
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
麺

「
拝
復
」
は
、
結
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
が
、

は
い
ふ
く

乍
失
敬
不
待
再
命
午
前
御
門
外
ま
で
ひ
き
つ
れ
可
申
候
群
蝮

（
『
普
通
用
文
章
』
Ｂ
ウ
）

ハ
イ
フ
ク

防
寒
之
一
助
に
も
相
成
候
ハ
ン
幸
甚
不
過
之
候
拝
復

（
『
新
選
公
私
用
文
』
上
・
７
オ
）

な
ど
、
全
部
で
一
五
九
例
見
ら
れ
た
。
一
方
、
現
代
と
同
様
に
頭
語
と
し
て

用
い
ら
れ
た
例
も
、

は
い
ふ
く

拝
復
愚
息
事
今
般
入
学
致
候
儀
（
『
作
文
独
稽
古
』
羽
ぺ
）

は
い
ふ
く

拝
復
明
日
は
凱
旋
諸
軍
の
観
兵
式
有
之
候
由
に
て

（
「
新
撰
注
解
用
文
」
劃
．
へ
）

な
ど
見
ら
れ
る
が
、
全
部
で
八
一
例
と
結
語
の
例
よ
り
も
少
な
い
。

「
拝
啓
」
は
、
明
治
二
○
年
代
以
降
、
結
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は

な
く
な
る
が
、
「
拝
復
」
は
、
明
治
後
期
に
も
依
然
と
し
て
結
語
の
例
が
多

く
、
頭
語
、
結
語
両
用
の
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
麺

な
お
、
「
拝
復
」
の
こ
の
よ
う
な
変
遷
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
指
摘
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
今
後
、
実
際
の
書
簡
や
辞
書
類
の
記
述
な
ど

も
参
照
し
な
が
ら
語
史
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二
・
二
結
語

こ
こ
で
は
、
「
敬
具
」
「
謹
言
」
に
つ
い
て
、
各
往
来
物
に
お
け
る
使
用
実

態
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
結
語
の
各
往
来
物
に
お
け
る
使
用

数
を
表
２
に
ま
と
め
た
。
な
お
、
「
草
々
敬
具
」
一
恐
憧
謹
言
」
な
ど
、
ほ
か

の
語
と
複
合
し
た
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
も
「
敬
具
」
「
謹
言
」
な
ど

に
ま
と
め
て
使
用
数
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
さ
き
に
見
た
頭
語
と
同
様
に
、

各
資
料
に
お
け
る
例
文
一
○
あ
た
り
の
用
例
数
を
表
４
に
示
し
た
。

二
・
二
・
一
「
敬
具
」

今
回
の
調
査
に
お
け
る
、
も
っ
と
も
古
い
「
敬
具
」
の
用
例
は
『
帝
国
新

用
文
大
成
」
の
、

け
い
ぐ

御
承
諾
被
下
候
へ
ぱ
直
ち
に
御
送
付
願
上
候
敬
具
（
沌
オ
）

け
い
ぐ

御
拝
納
被
下
候
様
只
管
奉
希
望
候
敬
具
（
叩
オ
）

な
ど
五
例
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
「
敬
具
」
を
用
い
な
い
往
来
物
も
い
く
つ

か
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
、
「
敬
具
」
を
用
い
る
往
来
物
が
多
い
。

と
こ
ろ
で
、
先
述
の
「
拝
啓
」
と
の
関
連
で
い
う
と
、
現
代
一
般
的
に
見

ら
れ
る
拝
啓
ｌ
敬
具
と
い
う
対
応
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
注
目
さ
れ
よ

う
。
そ
の
よ
う
な
用
例
は
、
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他
い
け
い

拝
啓
本
日
は
主
上
御
降
誕
之
佳
節
：
．
（
中
略
）
…
同
伴
被
下
余
興
を
助

け
い
ぐ

玉
は
ん
事
を
企
望
仕
候
敬
具
（
『
帝
国
新
用
文
大
成
」
型
オ
）

は
い
け
い

拝
啓
予
て
御
取
掛
か
り
相
成
候
御
建
築
御
落
成
に
て
…
（
中
略
）
…
御

け
い
ぐ

受
納
被
下
候
へ
ぱ
本
懐
に
御
座
候
敬
具
（
『
作
文
独
稽
古
』
犯
ぺ
）

な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
合
計
二
九
例
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
全
体
か
ら
見

る
と
、
か
な
り
少
な
く
、
明
治
期
に
は
拝
啓
ｌ
敬
具
と
い
う
対
応
関
係
は
一

（
腿
）

般
化
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
二
九
例
の
う
ち
八

例
は
『
尋
常
卒
業
後
実
用
作
文
』
で
の
例
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

今
回
調
査
し
た
資
料
の
な
か
で
『
尋
常
卒
業
後
実
用
作
文
』
は
、
か
な
り
新

し
い
形
を
と
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

二
・
二
・
二
「
謹
言
」

「
謹
言
」
は
、
近
世
に
も
結
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
期
往

来
物
で
も
ひ
き
つ
づ
き
結
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

き
や
う
ぐ
わ
う
き
ん
げ
ん

以
愚
札
如
斯
御
座
候
猶
期
永
日
之
時
候
恐
慢
謹
言

（
『
万
体
用
文
章
』
２
オ
）

き
ん
げ
ん

銘
酒
壹
樽
祝
賀
と
し
て
呈
上
仕
候
余
は
拝
眉
万
可
申
陳
候
謹
言

（
『
帝
国
新
用
文
大
成
』
釦
ウ
）

猶
春
陽
永
日
の
頃
を
待
ち
万
々
早
々
謹
言（

『
高
等
作
文
独
習
」
８
ぺ
）

な
ど
、
表
２
に
示
し
た
よ
う
に
、
多
く
の
往
来
物
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
謹
言
」
は
、
近
世
に
お
い
て
「
恐
惇
謹
言
」
な
ど
の
よ
う

に
ほ
か
の
語
と
結
合
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
明
治

期
の
各
往
来
物
に
お
い
て
「
謹
言
」
が
ど
の
よ
う
な
語
と
結
合
し
て
用
い
ら

書
簡
文
研
究
資
料
と
し
て
の
明
治
期
往
来
物

れ
る
か
を
調
べ
、
表
３
に
ま
と
め
た
。

表
３
を
見
る
と
、
近
世
よ
く
用
い
ら
れ
た
「
恐
惇
謹
言
」
は
『
万
体
用
文

章
』
で
一
六
例
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
以
降
の
往
来
物
で
は
、
ほ

と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
・
明
治
期
往
来
物
で
は
、

き
ん
げ
ん

自
後
不
相
変
御
愛
顧
御
来
車
之
程
伏
而
奉
希
候
謹
言

（
『
開
化
普
通
用
文
章
』
卯
ウ
）

き
ん
げ
ん

御
叱
納
被
下
候
は
宣
本
懐
に
存
候
謹
言
（
『
郵
信
用
文
』
梱
ぺ
）

の
よ
う
に
「
謹
言
」
の
み
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
表
３
に
示
し
た
よ

う
に
合
計
一
一
三
例
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
・
近
世
以
来
用
い
ら
れ
て
き
た
「
謹

言
」
で
あ
る
が
、
そ
の
用
い
ら
れ
か
た
に
は
、
明
治
期
な
り
の
特
色
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
表
３
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
「
上
接
十
謹
言
一
「
謹
言
十
下
接
」
が
明
治
四
○
年
頃
に
多
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
と
く
に
『
尋
常
卒
業
後
実
用
作
文
』
で
は
、
ほ
か
の
往
来
物
と

比
べ
て
そ
の
よ
う
な
例
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
次
に
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ

か
を
あ
げ
る
。

き
ん
げ
ん
し
ゆ
く
ふ
く

余
緒
拝
芝
に
と
申
残
し
候
謹
言
粛
復
（
犯
。
へ
）

き
ん
げ
ん
と
ん
し
ゅ

先
は
不
取
敢
以
書
状
御
見
舞
申
上
候
謹
言
頓
首
（
沌
ぺ
）

き
ん
げ
ん
さ
い
は
い

先
は
不
取
敢
御
報
知
ま
で
如
斯
に
御
座
候
謹
言
再
拝
（
叩
・
へ
）

な
お
、
紙
数
の
関
係
で
今
回
の
考
察
で
は
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

『
尋
常
卒
業
後
実
用
作
文
」
で
は
「
頓
首
」
に
つ
い
て
も
「
謹
言
」
と
同
様
、

と
ん
し
ゅ
け
い
は
く

先
は
不
取
敢
御
見
舞
迄
如
斯
御
座
候
頓
首
敬
白
（
”
ペ
）

と
ん
し
ゅ
さ
い
は
い

先
は
貴
酬
迄
如
斯
に
御
座
候
頓
首
再
拝
（
刀
ぺ
）

四
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な
ど
、
近
世
以
前
の
往
来
物
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
結
語
が
用
い
ら
れ
て
い
茄
子

ま
た
、
同
時
代
の
『
書
翰
文
作
法
』
『
男
子
手
紙
講
習
録
』
で
も
、

御
笑
留
下
さ
れ
た
く
、
先
は
御
挨
拶
ま
で
頓
首
再
拝

（
『
書
翰
文
作
法
』
伽
ぺ
）

何
卒
乍
御
面
倒
右
御
一
報
奉
願
上
候
頓
首
々
々

（
『
男
子
手
紙
講
習
録
』
“
ペ
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
頓
首
再
拝
」
「
頓
首
頓
首
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
魂
。

こ
の
よ
う
な
近
世
以
前
の
往
来
物
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
結
語
を
用
い
る
の

は
、
こ
の
時
期
の
往
来
物
の
ひ
と
つ
の
特
色
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
「
拝
啓
」
を
は
じ
め
、
五
語
の
頭
語
、
結
語
に
つ
い
て
簡
単
に
明

治
期
往
来
物
に
お
け
る
使
用
の
実
態
を
見
て
き
た
。
限
ら
れ
た
語
に
つ
い
て

の
考
察
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
明
治
期
の
候
文
体
書
簡
文
の
特
徴
を
示
す

語
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
も
と
に
明
治
期
の
各
往
来
物
の
性
格
に
つ
い
て
あ
る

程
度
の
見
通
し
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
「
拝
啓
」
に

つ
い
て
は
、
橘
（
一
九
七
七
）
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
、
往
来
物
の
大
量
調

査
で
再
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
拝
復
」
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で

指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
語
史
を
一
端
で
は
あ
る
が
、
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
「
拝
復
」
の
語
史
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
詳
し
く
調
査
し
た
い
．

本
節
で
は
、
前
節
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
各
往
来
物
の
性
格
に
つ
い
て

三
、
各
往
来
物
の
性
格

お
お
ま
か
な
見
通
し
を
述
べ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
以
下
、
一
・
二
・
二
で

行
っ
た
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
各
分
類
ご
と
に
見
て
い
く
。

Ａ
類
の
も
の
は
、
近
世
以
来
の
往
来
物
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
が
、
頭
語
、
結
語
か
ら
見
て
も
「
拝
啓
」
を
結
語
に
使
う
も
の
が
あ
る
な

ど
、
近
世
的
な
性
格
を
受
け
つ
い
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
く
に
、
明

治
一
○
年
代
の
資
料
に
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
強
い
。

し
か
し
、
二
○
年
代
か
ら
は
、
Ａ
類
の
な
か
に
も
、
新
し
い
意
識
で
編
さ

ん
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
資
料
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『
帝
国
新

用
文
大
成
』
『
明
治
作
文
二
一
千
題
』
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
二
点
は
、
明

治
二
○
年
代
前
半
の
資
料
の
な
か
で
は
、
と
く
に
注
目
し
て
調
べ
て
い
く
必

要
の
あ
る
資
料
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
明
治
四
○
年
代
の
大
町
桂
月
『
書
翰

文
習
字
用
』
は
、
「
拝
啓
」
の
使
用
数
が
Ａ
類
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
多
い

と
い
う
点
で
注
目
さ
れ
る
。
大
町
桂
月
は
、
そ
の
著
書
『
書
翰
文
作
法
』
（
明

刃
）
の
な
か
で
、
「
小
生
が
考
に
て
は
、
普
通
、
用
を
弁
ず
る
手
紙
は
、
前

に
、
拝
啓
か
粛
啓
か
を
用
ゐ
て
、
後
に
、
頓
首
ぐ
ら
ゐ
で
も
用
ゐ
れ
ば
、
そ

れ
で
十
分
と
存
候
。
」
耐
。
へ
）
と
述
べ
て
囎
汗
。
『
書
翰
文
習
字
用
』
が

「
拝
啓
」
を
多
用
す
る
こ
と
に
は
、
著
者
で
あ
る
大
町
桂
月
の
こ
の
よ
う
な

頭
語
、
結
語
に
対
す
る
意
識
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
明
治
三
年
刊
の
『
万
体
用
文
章
』
は
、
結
語
「
恐
憧
謹
一
言
の
使

用
数
が
、
ほ
か
の
明
治
期
往
来
物
と
比
べ
て
か
な
り
多
く
な
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
『
万
体
用
文
章
』
は
、
か
な
り
近
世
的
な
性
格
の
強
い
資
料
と

い
え
よ
う
。
あ
る
い
は
、
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
を
、
明
治
に
な
っ

て
再
板
し
た
も
の
と
い
う
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
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に
詳
細
な
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

Ｂ
類
の
も
の
は
、
明
治
二
○
年
代
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
○
年

代
刊
行
の
Ｂ
類
の
も
の
の
な
か
で
は
、
『
作
文
独
稽
古
』
が
「
拝
啓
一
を
多

く
用
い
て
お
り
、
新
し
い
候
文
体
書
簡
文
を
お
さ
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
積
極
的
に
参
照
す
べ
き
と
は
い
い
に
く
い
が
、
『
新
撰
注
解
用
文
』

も
「
拝
啓
」
「
謹
啓
」
の
使
用
数
か
ら
、
今
後
と
り
あ
げ
る
黍
へ
き
も
の
と
も

思
わ
れ
る
。
二
一
○
年
代
の
も
の
で
は
、
「
敬
具
」
の
使
用
数
の
多
い
『
郵
信

用
文
」
や
「
拝
啓
」
「
敬
具
」
の
使
用
数
の
多
い
『
実
益
新
用
文
』
は
、
注

（
肥
）

目
す
べ
き
資
料
と
い
え
よ
う
。
四
○
年
代
の
も
の
で
は
、
『
尋
常
卒
業
後
実

用
作
文
』
が
「
拝
啓
」
と
「
敬
具
」
と
が
対
応
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が

八
例
あ
り
、
か
な
り
斬
新
な
往
来
物
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
一
方
で
、

こ
の
資
料
は
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
古
い
面
も
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。
と
い

う
の
は
、
表
３
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
頓
首
謹
言
」
「
叩
頭
謹
言
」
な
ど
、
近

世
の
候
文
体
書
簡
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
結
語
を
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
明
治
後
期
は
、
明
治
維
新
後
の
急
激
な
欧
化
の
反
動
で
、
復
古
主
義
の

風
潮
が
広
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
世
相
の
影
響
に
よ
り
、
「
頓
首
謹
一
言
な

ど
の
近
世
的
な
感
の
あ
る
結
語
を
用
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

Ｃ
類
の
も
の
は
、
「
拝
啓
」
な
ど
の
使
用
数
か
ら
新
し
い
候
文
体
書
簡
文

を
お
さ
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
、
『
男
子
手
紙
講
習
録
』
は
、
「
拝

啓
」
「
敬
具
」
の
使
用
数
が
か
な
り
多
く
、
斬
新
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
そ
の
一
方
で
、
Ｃ
類
の
往
来
物
は
「
謹
啓
」
を
多
用
す
る
点
や
、
結

語
に
「
頓
首
謹
言
」
「
頓
首
再
拝
」
「
頓
首
頓
首
一
を
用
い
る
点
な
ど
、
Ｂ
類

書
簡
文
研
究
資
料
と
し
て
の
明
治
期
往
来
物

の
「
尋
常
卒
業
後
実
用
作
文
』
と
同
様
、
古
い
面
も
持
ち
あ
わ
せ
て
い
奄

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
に
四
○
年
代
刊
行
の
Ｂ
、
Ｃ
類
の
な
か
に
は
、
か

な
り
斬
新
な
面
と
復
古
的
な
面
と
を
あ
わ
せ
も
つ
資
料
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
当
時
一
般
の
書
簡
文
の
様
相
を
映
し
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
も
出
て
く
る
と
思
う
。
し
か
し
、
斬
新
な

面
に
つ
い
て
い
え
ば
、
結
果
的
に
は
後
の
変
化
を
先
取
り
し
た
形
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
あ
り
、
当
時
の
ひ
と
び
と
が
指
向
し
て
い
た
書
簡
文
の
形
式
を

示
し
て
い
る
と
も
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
、

同
時
期
の
資
料
と
う
ま
く
対
照
さ
せ
て
い
け
ば
、
か
な
り
有
用
な
資
料
と
し

て
使
い
う
る
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
明
治
期
往
来
物
に
お
け
る
頭
語
、
結
語
の
使
用
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
各
往
来
物
の
性
格
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
。
こ
れ
ま
で

の
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
お
く
。

明
治
一
○
年
代
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
Ａ
類
の
往
来
物
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
類
の
往
来
物
は
板
本
仕
立
て
で
、
書
体
が
連
綿
の
草
書
体
と
な
っ
て
い

る
な
ど
、
近
世
の
往
来
物
の
形
を
う
け
つ
い
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
用

い
ら
れ
て
い
る
頭
語
、
結
語
を
見
て
も
近
世
の
往
来
物
を
う
け
つ
い
だ
も
の

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
明
治
二
○
年
代
以
降
、
Ａ
類
の
も
の
で

も
、
頭
語
一
拝
啓
」
を
多
用
す
る
も
の
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な

資
料
は
、
近
世
と
は
異
な
る
明
治
期
の
新
し
い
意
識
の
も
と
に
編
集
さ
れ
て
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い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
明
治
二
○
年
代
に
は
、
洋
装
本
、
活
字
体
の
Ｂ
類
の
も
の
も
刊
行

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
頭
語
「
拝
啓
」
の
ほ
か
「
謹
啓
」
「
拝

復
」
を
用
い
る
も
の
や
、
結
語
「
敬
具
」
を
用
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
、

明
治
期
の
新
し
い
候
文
体
書
簡
文
を
採
録
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｃ
類
に
つ
い
て
も
、
Ｂ
類
と
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
「
拝
啓
」
「
謹

啓
」
「
敬
具
」
を
多
用
し
て
お
り
、
明
治
期
往
来
物
の
な
か
で
は
、
か
な
り

斬
新
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
Ｂ
、
Ｃ
類
の
往
来
物
の
う
ち
、
明
治
四
○
年
代
刊
行
の
も
の
の
な

か
に
は
、
か
な
り
斬
新
な
面
と
復
古
的
な
面
と
を
合
わ
せ
も
っ
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
や
や
扱
い
に
く
い
資
料
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
同
時
期
の
ほ
か
の
資
料
と
対
照
さ
せ
て
い
け
ば
、
有
用
な
も
の
と
し

て
使
い
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
明
治
期
の
候
文
体
書
簡
文
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
Ｂ
、
Ｃ
類
の
も
の
を
中
心
に
見
て
い
け
ば
よ
い
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
Ａ
類
の
資
料
に
つ
い
て
も
、
新
し
い
ス
タ
イ
ル

が
形
成
さ
れ
て
い
く
ま
え
の
明
治
期
の
候
文
体
書
簡
文
の
語
い
、
文
字
表
記

な
ど
を
知
る
た
め
に
参
考
と
し
て
見
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
今
後
、
さ
ら
に
多
く
の
往
来
物
に
つ
い
て
今
回
と
同
様
の
調
査
を

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
本
稿
で
注
目
す
べ
き
と
し
た
往
来

物
に
つ
い
て
は
、
頭
語
、
結
語
以
外
に
も
語
い
、
文
体
、
文
字
表
記
な
ど
に

つ
い
て
詳
細
な
調
査
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
明
治
期
の
候
文
体
書
簡
文
の
特
色
が
明
ら
か
に
な
っ
て
こ
よ
う
し
、
ま

た
、
そ
の
調
査
の
結
果
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
せ
て
、
本
稿
で
述
べ
た
こ
と

を
確
認
、
ま
た
は
補
足
、
修
正
し
て
い
け
ば
、
明
治
期
往
来
物
の
資
料
的
な

性
格
が
よ
り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

注
（
１
）
飛
田
（
一
九
九
二
）
第
三
章
な
ど
を
参
照
。

（
２
）
木
坂
（
一
九
七
六
）
第
六
章
な
ど
を
参
照
。

（
３
）
橘
（
一
九
七
七
）
で
福
沢
諭
吉
『
文
字
之
教
』
、
樋
口
一
葉
『
通
俗
書

簡
文
』
な
ど
五
点
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
言
語
面
に
つ
い
て
の
具

体
的
な
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
４
）
往
来
物
に
は
、
男
子
用
と
女
子
用
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
男
子
用
の

往
来
物
を
調
査
対
象
と
し
た
。
ま
た
、
わ
た
し
の
研
究
の
た
ち
ば
か
ら
候

文
体
書
簡
文
の
往
来
物
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
が
、
明
治

期
に
は
言
文
一
致
体
書
簡
文
の
往
来
物
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
女
子
用
往

来
物
、
言
文
一
致
体
書
簡
文
の
往
来
物
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
資
料

的
性
格
な
ど
の
検
討
を
し
た
い
。

（
５
）
橘
（
一
九
七
七
）
第
九
章
、
第
一
○
章
を
参
照
。

な
お
、
橘
（
一
九
七
七
）
は
、
「
拝
啓
」
の
語
誌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
資
料
と
し
て
用
い
た
往
来
物
の
資
料
的
な

性
格
に
つ
い
て
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
往
来
物
の
資
料

的
な
性
格
を
見
通
す
た
め
に
は
、
あ
ら
た
め
て
本
稿
の
よ
う
な
調
査
が
必

要
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
６
）
往
来
物
の
形
態
と
使
用
語
と
の
関
係
の
う
ち
、
往
来
物
の
書
体
と
使
用
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語
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
椋
（
一
九
九
七
）
で
す
で
に
述
べ
た
。

（
７
）
明
治
二
○
年
代
の
資
料
で
は
、
『
両
得
用
文
證
』
『
新
撰
用
文
章
大
全
』

に
各
一
例
見
ら
れ
る
。

（
８
）
橘
（
一
九
七
七
）
第
一
○
章
を
参
照
。

（
９
）
「
日
本
教
科
書
大
系
』
往
来
編
２
～
４
．
８
、
『
往
来
物
大
系
』
消
息
科

別
～
犯
所
収
の
往
来
物
を
調
査
し
た
が
、
「
謹
啓
」
は
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。

（
Ⅲ
）
「
謹
啓
」
の
よ
う
な
古
い
語
が
再
生
さ
れ
た
背
景
に
は
、
明
治
三
○
年

代
、
四
○
年
代
に
起
こ
っ
た
復
古
主
義
の
風
潮
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
復
活
し
た
「
謹
啓
」
が
結
果
的
に
現
代
ま
で
頭
語
と
し
て

用
い
ら
れ
続
け
て
い
る
要
因
と
し
て
は
、
語
構
成
が
類
似
し
て
い
る
「
拝

啓
」
の
一
般
化
と
、
「
護
ｌ
」
が
「
拝
ｌ
」
よ
り
も
丁
寧
な
語
基
と
意
識

さ
れ
た
こ
と
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

（
Ⅲ
）
大
正
期
の
『
Ａ
Ｂ
Ｃ
び
き
日
本
辞
典
』
、
昭
和
期
の
『
改
修
言
泉
』
に

も
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
、
頭
語
、
結
語
両
用
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

晋
一
‐
昏
言
［
軸
職
］
筒
綱
等
が
、
庁
Ｓ
簿
訓
珍
筒
叫
Ｓ
叩
愚
浪
寓
汁
緬
丙

通
い
。
（
『
Ａ
Ｂ
Ｃ
び
き
日
本
辞
典
』
〈
一
九
一
七
〉
）

は
い
，
ふ
く
拝
復
．
拝
復
【
名
］
書
翰
文
の
冒
頭
又
は
末
尾
に
用
ひ

て
、
恭
し
く
返
事
す
る
意
を
示
す
語
。
（
『
改
修
言
泉
』
〈
一
九
二
九
〉
）

こ
れ
ら
の
辞
書
の
記
述
か
ら
、
「
拝
復
」
が
頭
語
専
用
と
な
っ
た
の
は
、
「
拝

啓
」
に
く
ら
べ
、
か
な
り
遅
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
ｕ
）
こ
の
頭
語
と
結
語
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
、
橘
（
一
九
七
七
）
で
は
、

樋
口
一
葉
『
通
俗
書
簡
文
』
、
大
町
桂
月
『
書
翰
文
作
法
』
の
記
述
を
引

書
簡
文
研
究
資
料
と
し
て
の
明
治
期
往
来
物

用
し
、
明
治
期
に
は
「
拝
啓
」
で
書
き
だ
し
「
頓
首
」
で
結
ぶ
の
が
も
っ

と
も
一
般
的
な
形
式
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

（
旧
）
『
尋
常
卒
業
後
実
用
作
文
』
で
は
、
本
文
に
あ
げ
た
例
も
含
め
て
「
九

拝
頓
首
」
「
頓
首
九
拝
」
「
頓
首
敬
白
」
「
頓
首
再
拝
」
「
頓
首
粛
白
」
が
各

一
例
ず
つ
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
脚
）
『
書
翰
文
作
法
』
で
は
「
頓
首
再
拝
」
が
三
例
（
本
文
の
挙
例
を
除
く
）
、

『
男
子
手
紙
講
習
録
』
で
は
「
頓
首
頓
首
」
が
一
例
（
本
文
の
挙
例
を
除

く
）
、
「
頓
首
再
拝
一
が
二
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
旧
）
大
町
桂
月
『
書
翰
文
作
法
』
に
つ
い
て
は
、
橘
（
一
九
七
七
）
第
九
章

を
参
照
。

（
脆
）
『
実
益
新
用
文
』
は
、
一
・
二
・
二
で
述
べ
た
よ
う
に
和
装
本
で
あ
る

が
、
書
体
を
重
視
し
て
Ｂ
類
に
分
類
し
た
資
料
で
あ
る
。
「
拝
啓
」
な
ど

の
使
用
実
態
を
見
て
も
、
Ｂ
類
の
洋
装
本
の
も
の
と
類
似
し
て
お
り
、
本

稿
で
の
分
類
が
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
灯
）
『
書
翰
大
成
」
『
手
紙
講
習
録
』
が
「
謹
啓
」
を
多
用
す
る
点
に
つ
い
て

は
、
復
古
主
義
が
強
く
反
映
し
た
結
果
と
す
る
見
方
の
ほ
か
に
も
、
明
治

四
○
年
頃
に
は
、
「
謹
啓
」
が
一
般
化
し
て
い
た
と
す
る
見
方
も
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
多
く
の
資
料
を
調
査
し
て
い
く
必
要
が
あ

う
〔
》
◎

五
一
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料
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し
て
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明
治
期
往
来
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〕
一
つ
一
つ
，
ｍ
一
つ
，
切
一
］
（
）
己

※
傘
訓
Ｓ
王
室
薄
叶
室
料
Ｓ
簿
。
咽
一
’
八
菰
ひ
営
計
蔵
丙
己
婦
号
ユ
バ
棚
圧
Ｆ
計
。

付
記
本
稿
は
、
近
代
語
研
究
会
第
一
四
八
回
研
究
発
表
会
（
一
九
九
七
年
一
○
月

一
七
日
、
於
叩
山
形
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
一
部
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

席
上
及
び
そ
の
後
、
多
く
の
方
々
か
ら
ご
教
示
を
た
ま
わ
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し

あ
げ
る
。

（
お
ぐ
ら
・
ひ
で
き
国
立
国
語
研
究
所
研
究
員
）
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史
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