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芸
能
と
い
う
言
葉
は
あ
い
ま
い
で
、
雅

楽
・
能
楽
・
狂
言
・
文
楽
・
歌
舞
伎
・
舞

蹴
・
狭
義
の
邦
楽
（
三
味
線
曲
・
箏
曲
）

・
歌
拙
・
民
硲
芸
能
（
神
楽
・
田
遊
・
風

流
の
各
系
、
そ
の
他
）
・
口
承
文
芸
・
油
芸

（
溶
語
・
漫
才
・
漫
談
・
織
談
・
浪
曲
・

曲
芸
・
手
品
等
）
そ
れ
に
声
明
・
平
曲
・

節
談
説
教
、
さ
ら
に
茶
・
花
・
香
の
芸
事
、

料
理
・
相
撲
等
と
切
り
が
な
い
。
し
か
し

国
文
学
の
範
囲
で
い
え
ば
、
謡
曲
・
狂
言

・
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
脚
本
と
い
っ
た
劇
文

学
を
初
め
、
語
り
物
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

素
材
に
し
た
作
品
、
各
時
代
の
歌
謡
な
ど

が
入
る
が
、
能
楽
論
・
役
者
評
判
記
の
よ

う
な
、
芸
能
特
有
の
文
献
も
無
視
で
き
な

い
。

疎
外
さ
れ
る
文
献

芸
能
資
料
と
国
文
学
研
究
資
料
館

室
木
弥
太
郎

右
の
ほ
か
に
も
、
や
は
り
文
献
資
料
と

し
て
、
こ
の
領
域
の
歴
史
的
研
究
に
欠
か

せ
な
い
も
の
が
あ
る
。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
歴
史
の
資
料
と
重
複
す
る
が
、
芸
能
独

自
の
も
の
も
あ
る
．
滋
賀
県
の
あ
る
神
社

に
、
説
経
関
係
の
資
料
（
ほ
と
ん
ど
が
文

献
）
を
所
蔵
し
て
い
る
。
妓
近
二
十
年
ぶ

り
で
見
た
の
で
あ
る
が
、
前
に
見
な
か
っ

た
も
の
も
あ
り
、
勢
を
鼓
し
て
翻
刻
を
思

い
立
っ
た
。
宮
司
さ
ん
の
ご
好
意
も
あ
り
、

何
よ
り
有
能
な
協
力
者
を
得
た
の
で
、
こ

こ
三
年
ぐ
ら
い
の
う
ち
に
完
成
し
た
い
と

思
っ
て
い
る
．
次
鋪
に
虫
食
い
が
ひ
ど
く

な
り
、
風
の
お
し
っ
こ
か
何
か
で
汚
捌
し

て
、
読
む
だ
け
で
も
容
易
で
な
い
。
そ
れ

に
目
を
驚
か
す
よ
う
な
資
料
で
も
な
い
か

ら
、
一
枚
一
枚
時
間
を
か
け
て
め
く
る
う

ち
に
、
つ
い
た
め
忠
が
出
て
く
る
。

ｰ

先
日
も
あ
る
古
書
店
の
目
録
に
、
江
戸

の
三
町
年
寄
・
芝
居
役
者
座
本
・
新
吉
原

町
・
長
吏
弾
左
衛
門
の
由
緒
齊
（
墨
付
五

十
二
丁
）
が
十
万
円
と
出
て
い
た
そ
う
で

あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
右
の
古
文
書

は
数
百
万
円
は
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
値

段
の
問
題
で
は
な
く
、
掛
け
替
え
の
な
い

品
物
で
あ
る
か
ら
、
段
々
朽
ち
て
い
く
の

が
惜
し
い
の
で
あ
る
。
裏
打
ち
を
し
た
ら

と
忠
告
す
る
研
究
者
も
い
る
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
宮
司
さ
ん
に
は
失
礼
な
言
い
方
で

あ
る
が
、
明
治
神
宮
や
住
吉
神
社
な
ら
い

ざ
し
ら
ず
、
こ
の
お
宮
さ
ん
で
は
、
十
年

分
の
お
審
銭
を
注
ぎ
込
ん
で
も
、
そ
れ
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
翻
刻
を
決
心
し
た
の

は
そ
の
た
め
で
あ
る
が
、
永
久
保
存
の
た

め
に
は
、
補
修
の
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
・

お
寺
は
所
蔵
の
書
を
内
典
と
外
典
に
分

け
、
後
者
は
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
い
、
よ
く
売

り
に
出
す
。
芸
能
関
係
の
資
料
も
外
典
に

相
当
し
、
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
少
い
。
ま
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た
芸
能
の
家
で
も
、
先
祖
を
尊
く
し
た
系

譜
と
か
、
自
家
を
顕
彰
す
る
由
緒
書
の
如

き
は
、
比
較
的
残
る
が
、
名
誉
と
は
思
わ

な
い
文
普
は
、
さ
っ
さ
と
拾
て
て
し
ま
う

向
き
が
あ
る
．

以
前
舞
々
関
係
の
資
料
を
求
め
て
、
福

井
県
を
歩
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
舞
々
の

子
孫
に
当
る
、
あ
る
お
宅
で
は
、
伊
勢
暦

の
み
が
大
切
に
仕
舞
わ
れ
、
ほ
か
に
は
何

も
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
江
戸
時

代
に
職
業
し
、
多
分
土
御
門
家
に
つ
い
て

暦
を
売
っ
て
い
た
名
残
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

以
外
に
も
資
料
は
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、

ぜ
ひ
保
存
し
よ
う
と
い
う
意
欲
が
わ
か
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
芸
能
者
に
共
通
す

る
身
分
上
の
差
別
か
ら
、
自
分
の
職
業
を

否
定
す
る
気
持
が
作
用
し
た
の
か
も
し
れ

な
い
・右

の
神
社
に
は
、
説
経
の
者
に
送
っ
た

手
紙
（
説
経
者
に
と
っ
て
面
白
く
な
い
も

の
が
多
巳
の
控
が
残
っ
て
い
る
が
、
今

仮
り
に
そ
の
子
孫
が
居
ら
れ
る
と
し
て
、

情
報
の
蓄
積
検
索
シ
ス
テ
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見
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先
般
国
立
公
文
書
館
で
、
虫
食
い
文
書

の
、
裏
打
ち
と
製
本
の
実
演
が
あ
っ
た
．

専
門
家
が
す
ら
す
ら
と
や
っ
て
い
る
の
を

見
る
と
、
ｎ
分
も
や
れ
そ
う
に
思
う
が
、

や
は
り
相
当
の
修
練
が
必
要
だ
ろ
う
。
虫

食
い
や
湿
気
で
固
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
、

一
枚
一
枚
解
き
ほ
ぐ
し
て
、
裏
打
ち
を
し
、

物
に
よ
っ
て
は
製
本
す
る
と
い
う
、
こ
れ

だ
け
の
こ
と
が
、
安
価
に
、
素
人
に
も
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
芸
能
資
料
．

に
限
ら
ず
、
本
館
が
目
指
す
、
文
献
の
保

存
に
、
大
い
に
役
立
つ
だ
ろ
う
．
そ
う
い

う
技
術
者
を
養
成
し
、
技
術
の
開
発
・
普

そ
の
手
紙
を
保
存
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ

な
い
。
自
分
に
不
都
合
な
も
の
は
、
成
る

べ
く
捨
て
る
の
が
人
情
で
あ
る
。
芸
能
の

家
に
は
、
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
資
料
が
、

ほ
と
ん
ど
残
ら
な
い
の
も
、
右
の
よ
う
な

理
由
が
あ
る
。
従
っ
て
わ
ず
か
に
残
っ
て

い
る
も
の
で
も
、
こ
れ
を
大
切
に
保
存
す

る
必
要
が
、
今
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
一
つ

し
か
な
い
と
い
う
も
の
は
、
二
級
品
で
も

三
級
品
で
も
、
そ
の
保
存
に
は
手
を
尽
す

べ
き
で
あ
る
。
芸
能
資
料
に
は
、
そ
う
い

う
下
級
品
と
見
な
さ
れ
る
も
の
が
多
い
．

し
か
し
御
哀
翰
と
ど
ち
ら
が
値
打
ち
が
あ

る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
一
概
に
言

え
な
い
も
の
が
あ
る
。

資
料
館
に
工
房
を

及
、
あ
る
い
は
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
こ
と
を
、

本
館
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
一
方
で

目
指
し
て
い
る
、
文
献
の
収
集
（
原
文
献

を
集
め
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
写
真
を

撮
る
こ
と
）
に
、
必
ず
や
い
い
影
響
を
与

え
る
で
あ
ろ
う
。

古
書
店
の
目
録
に
載
る
よ
う
な
、
高
価

な
本
は
、
ど
こ
に
所
蔵
さ
れ
て
も
大
事
に

保
存
さ
れ
る
。
し
か
し
他
方
に
、
所
蔵
者

が
持
て
余
し
て
い
る
文
献
も
大
量
に
あ
る
。

そ
れ
は
砂
ば
か
り
で
は
な
く
、
金
も
銀
も

銅
も
混
じ
っ
て
い
る
。
ま
た
砂
と
思
っ
て

い
た
も
の
も
、
い
つ
金
に
な
ら
ぬ
と
も
限

ら
な
い
。
本
館
は
近
い
将
来
、
そ
う
い
う

反
古
買
い
も
始
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

そ
れ
に
は
、
右
の
補
修
・
製
本
の
専
門
家

と
そ
の
仕
事
場
（
工
房
）
が
必
要
に
な
る
。

芸
能
資
料
を
考
え
る
場
合
、
文
献
の
ほ

か
に
、
当
然
映
像
と
音
声
の
資
料
が
問
題

に
な
る
。
久
松
先
生
は
「
国
文
学
の
研
究

資
料
は
文
献
だ
け
で
な
く
伝
諏
さ
れ
た
も

の
も
あ
る
か
ら
将
来
は
伝
訓
さ
れ
た
も
の

も
録
音
で
集
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」

（
館
報
第
一
号
「
設
立
を
よ
ろ
こ
ん
で
」
）

と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
特
に
民
俗
芸
能
は

観
光
の
た
め
に
変
更
を
加
え
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
が
、
そ
う
な
ら
な
い
う
ち
に
早
く

記
録
し
た
方
が
よ
い
。
例
え
ば
能
登
一
の

宮
気
多
神
社
で
は
、
今
も
毎
年
鵜
祭
が
行

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
謡
曲
「
鵜
祭
」
の

ー

素
材
に
な
る
も
の
で
、
ぜ
ひ
映
画
に
撮
っ

て
お
き
た
き
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
う
い
う
も
の
は
沢
山
あ
る
が
、
こ
れ

を
直
ち
に
本
館
に
期
待
す
る
の
は
無
理
だ

ろ
う
。
第
一
に
そ
う
い
う
準
備
が
で
き
て

い
な
い
し
、
そ
れ
に
当
面
の
仕
事
（
例
え

ば
文
献
の
大
量
搬
影
）
が
大
切
で
あ
る
。

し
か
し
文
献
・
資
料
の
調
査
・
収
集
、
あ

る
い
は
保
存
と
い
っ
て
も
、
本
館
が
す
べ

て
を
や
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
で
き
も
し

な
い
。
ほ
か
の
機
関
で
は
で
き
な
い
仕
事

を
選
び
、
結
果
的
に
は
相
互
補
完
の
実
を

挙
げ
た
ら
よ
い
。
そ
れ
が
独
自
の
事
業
で

あ
り
、
特
色
で
あ
る
と
、
本
館
の
将
来
像

を
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
る
．

今
は
図
書
館
で
も
個
人
で
も
、
所
蔵
の

貴
重
書
を
保
護
す
る
た
め
、
閲
覧
の
禁
止

あ
る
い
は
制
限
を
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向

は
、
急
速
に
と
い
う
か
徐
々
に
と
い
う
か

進
行
し
、
今
後
あ
と
戻
り
す
る
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
．
従
っ
て
本
館
は
大
方
の
協
力

を
得
て
、
で
き
る
だ
け
早
く
、
で
き
る
だ

け
多
く
、
主
要
文
献
の
撮
影
を
す
る
の
が

急
務
で
あ
る
．
そ
れ
は
所
蔵
者
に
と
っ
て

『
瓦
解
集
』
の
こ
と

ー

も
好
都
合
で
あ
り
、
研
究
者
に
と
っ
て
も

好
都
合
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
の

相
互
理
解
が
ま
だ
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ

り
、
い
ろ
ん
な
機
会
に
そ
の
努
力
が
必
要

に
な
ろ
う
。

こ
れ
は
将
来
へ
の
期
待
で
あ
る
が
、
国

書
総
目
録
に
載
っ
て
い
な
い
文
献
、
中
で

も
疎
外
さ
れ
て
い
る
文
献
は
、
相
当
な
数

に
な
ろ
う
。
あ
ち
ら
に
一
点
、
こ
ち
ら
に

一
点
と
散
在
し
て
い
る
も
の
が
多
い
だ
ろ

う
。
そ
れ
を
丁
寧
に
収
集
す
る
に
は
、
本

館
専
任
の
カ
メ
ラ
マ
ン
が
欲
し
い
。
搬
影

の
前
に
、
破
損
し
て
い
る
も
の
は
修
復
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
技
術
者
が
必

要
だ
。
久
松
先
生
が
言
わ
れ
た
、
録
音
の

仕
事
も
あ
る
。
そ
う
い
う
職
人
と
も
い
え

る
専
門
家
が
、
共
同
で
仕
事
の
で
き
る
工

房
も
将
来
は
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
．
適
任
者
さ
え
得
ら
れ
る
な
ら
、
本

館
の
事
業
の
中
で
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
に
な

り
、
本
館
に
対
す
る
信
頼
を
一
屑
高
め
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

（
国
文
学
研
究
資
料
館
第
四
文
献
資
料
室

（
客
員
研
究
室
）
教
授
・
金
沢
大
学
教
授
）

徳
田
武
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五
十
四
年
度
の
第
四
文
献
資
料
室
の
非

常
勤
講
師
と
し
て
、
資
料
館
に
一
年
近
く

通
っ
た
。
与
え
ら
れ
た
任
務
は
、
日
本
漢

文
学
、
特
に
近
世
日
本
漢
文
学
関
係
の
文

献
の
調
査
収
集
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

実
際
は
あ
ま
り
お
役
に
立
つ
ほ
ど
の
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
側
鮒
傍
観
で

は
あ
っ
た
が
、
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

収
典
や
収
書
機
度
、
機
構
、
そ
れ
に
教
両

臓
氏
の
御
將
労
の
一
端
は
窺
う
こ
と
が
で

き
た
。そ

の
内
、
任
務
と
直
接
関
係
す
る
収
書

の
程
度
に
つ
い
て
い
え
ば
、
日
本
漢
文
学

に
関
す
る
か
ぎ
り
、
館
の
収
書
量
は
甚
だ

少
な
い
。
お
そ
ら
く
、
国
文
学
全
体
の
中

で
最
も
収
書
量
の
少
な
い
分
野
の
一
つ
と

い
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
の
事
に
つ
い
て
は

報
告
（
『
調
査
研
究
報
告
』
文
献
資
料
部
）

に
書
い
て
お
い
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
触
れ

な
い
。
そ
の
よ
う
な
憧
少
の
資
料
の
中
か

ら
、
私
は
一
つ
の
珍
し
く
、
興
味
深
い
本

に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

題
し
て
『
瓦
解
集
一
名
関
東
邪
気
集
』

と
い
う
。
書
庫
内
を
漫
遊
し
て
い
た
時
、

私
は
峡
の
背
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
そ
の
書

名
篭
を
見
た
だ
け
で
、
早
く
も
心
が
魅
か

れ
た
。
何
が
く
だ
け
る
の
か
は
知
ら
な
い

が
、
瓦
解
と
は
、
私
の
内
に
あ
る
破
滅
す

る
も
の
へ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
ち
ょ

っ
と
そ
そ
る
題
名
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
に
続
く
副
題
が
ま
た
異
様
に
官
能
を
刺

激
す
る
も
の
で
あ
る
。
関
東
と
は
何
か
、

ま
た
邪
気
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。

本
書
は
、
中
本
型
で
全
二
十
五
丁
の
小

冊
。
明
治
九
年
八
月
二
四
日
に
版
権
免
許

を
受
け
て
い
る
。
出
版
人
は
東
京
府
平
民

東
生
亀
治
郎
。
内
容
は
、
韓
録
者
の
三
爪

県
士
族
三
毛
證
が
叙
で
語
る
所
に
よ
れ
ば
、

「
関
東
・
奥
羽
等
ノ
巌
藩
士
ノ
作
ル
所
ノ

詩
若
ク
ハ
国
歌
」
（
原
漢
文
）
を
轍
め
た
も

の
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
瓦
解
と
は
、
王

政
復
古
・
大
政
奉
還
に
よ
っ
て
潰
滅
し
た

徳
川
幕
府
を
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
関
東

と
は
、
佐
幕
側
の
直
参
、
関
東
・
奥
羽
諸

藩
の
人
士
を
指
す
語
で
あ
っ
た
。

三
毛
證
は
さ
ら
に
い
う
。
か
つ
て
『
防

長
正
気
集
』
を
見
た
と
こ
ろ
、
周
防
・
長

門
の
人
士
は
玉
の
如
く
、
そ
の
作
る
詩
は

金
の
如
く
で
あ
り
、
そ
の
名
声
が
千
戦
に

残
る
の
は
ま
こ
と
に
尤
も
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
本
巣
に
収
め
る
人
士
は
、
み

あ
ら

な
「
方
向
ヲ
誤
り
、
王
師
二
抗
ガ
フ
」
も

の
で
あ
り
、
そ
の
罪
悪
は
も
と
よ
り
王
法

に
よ
っ
て
詠
罰
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
『
関
東
邪
気
集
』

と
称
し
て
、
少
し
も
お
か
し
く
な
い
、
と
。

邪
気
の
意
味
は
こ
こ
に
お
い
て
判
然
と

し
た
．
時
代
の
大
勢
を
誤
ま
り
、
官
軍
に

抵
抗
し
た
邪
悪
の
徒
を
指
す
の
で
あ
る
。

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
三
毛
證
が
関
東

…

の
人
士
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は

勿
論
な
い
。
そ
も
そ
も
、
幕
府
側
人
士
の

詩
歌
を
輯
め
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
滅
亡

し
た
幕
府
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
を
表
わ
し
て

い
る
の
だ
が
、
三
毛
證
の
「
蓋
シ
其
ノ
跡

逆
二
渉
ル
ト
錐
モ
、
而
モ
其
ノ
忠
ヲ
其
ノ

事
フ
ル
所
一
一
尽
ス
、
其
ノ
志
亦
夕
哀
ム
ベ

シ
．
」
と
い
う
言
葉
も
そ
う
し
た
心
情
を
自

ら
語
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

邪
気
と
は
い
っ
て
も
、
関
東
人
士
の
行
動

は
忠
と
い
う
武
士
道
徳
か
ら
発
せ
ら
れ
た

も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
邪
悪
で

は
な
い
。
た
だ
、
官
軍
の
側
か
ら
い
え
ば

邪
気
に
な
る
と
い
う
、
相
対
的
な
邪
悪
で

あ
る
。い

う
ま
で
も
な
く
、
戦
争
と
は
双
方
に

大
義
名
分
が
あ
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
甲
・
乙
の
甲
に
だ
け
大
義
名
分
が

あ
っ
て
、
乙
に
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
な
い
。
た
と
え
乙
に
大
義
名
分
が

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
造
り
あ
げ

て
で
も
し
て
、
自
己
を
正
当
化
し
て
か
ら

行
う
の
が
戦
争
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
甲
と
乙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
を

正
義
と
信
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し

て
、
双
方
の
大
義
名
分
の
い
ず
れ
が
正
義

で
あ
る
か
は
絶
対
的
に
公
正
で
客
観
的
な

価
値
基
準
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
の
で
は

な
く
、
結
局
勝
者
の
手
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
る
。
敗
者
の
大
義
名
分
は
い
つ
で
も
邪

ｰ

悪
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
勝
て
ば
官

軍
と
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
．
こ
の
意

味
に
お
い
て
、
甲
と
乙
と
の
大
義
名
分
は

相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
善
悪
邪
正
は
常

に
逆
転
さ
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
．

も
し
も
幕
府
が
勝
者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

正
気
は
幕
府
に
な
る
の
で
あ
り
、
邪
気
は

防
長
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
認
識

法
を
三
毛
識
は
十
分
に
心
神
て
い
た
．
し

た
が
っ
て
、
三
毛
鐙
は
、
孫
府
側
を
真
実

絶
対
の
邪
気
と
信
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
邪
気
は
、
徳
川
三
百
年
の

太
平
の
恩
沢
を
裏
切
っ
た
防
長
側
に
あ
る
、

と
ひ
そ
か
に
信
じ
こ
ん
で
い
た
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る
．
と
す
れ
ば
、
「
関
東
邪

気
」
と
は
、
関
東
を
憎
む
あ
ま
り
の
悪
口

で
は
な
い
。
う
ま
§
す
れ
ば
正
気
に
な
っ

た
も
の
が
敗
れ
た
た
め
に
賊
軍
と
さ
れ
る
、

そ
の
ド
ヂ
か
げ
ん
を
自
ら
噸
り
、
自
ら
罵

っ
た
言
葉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
関
東

邪
気
集
」
と
は
、
向
ら
の
失
行
を
も
う
一

人
の
自
分
が
い
た
ぶ
る
自
虐
的
・
自
劇
的

精
神
が
こ
め
ら
れ
た
名
で
あ
る
。
私
が
書

名
に
魅
か
れ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
自
噸

的
精
神
を
初
め
か
ら
漠
然
と
で
は
あ
る
が

感
じ
取
っ
た
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。

作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
人
は
、
榎
本

武
場
・
大
鳥
圭
介
・
永
井
尚
志
・
人
見
勝

太
郎
お
よ
び
会
津
藩
・
仙
台
藩
・
高
田
藩

－3－
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な
ど
の
函
館
五
稜
郭
の
戦
争
に
参
加
し
た

人
々
、
ま
た
雲
井
龍
雄
・
勝
海
舟
・
川
路

聖
謨
・
成
島
柳
北
・
依
田
学
海
等
の
幕
臣

及
び
幕
府
側
の
人
士
で
あ
り
、
最
後
に
三

毛
證
の
詩
二
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
中
か
ら
二
・
三
の
作
品
を
拾
い
出

し
て
み
よ
う
。

有
感
時
事
榎
本
和
泉
（
武
揚
）

触
閥
潴
門
悉
倒
戈
勲
閥
名
門
悉
ク
倒
戈い

か

捌
宗
汀
戦
奈
山
側
細
宗
百
戦
山
河
ヲ
奈
ン
セ
ン

推
図
開
化
文
明
日
推
力
図
ラ
ン
開
化
文
明
ノ
日

十
Ａ
や

翻
兇
乱
臣
賊
子
多
翻
テ
乱
臣
賊
子
ノ
多
キ
ヲ
兇
ル
ト
ハ

大
義
名
分
の
相
対
性
と
い
う
こ
と
を
前

述
し
た
が
、
こ
の
詩
の
転
結
二
句
喉
は
そ

れ
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
よ
う
。
徳
川

の
始
祖
が
幾
多
の
戦
争
に
よ
っ
て
勝
ち
と

っ
て
き
た
山
河
は
、
む
な
し
く
薩
長
側
に

奪
わ
れ
て
、
国
民
の
誰
も
が
文
明
の
恩
恵

に
浴
す
る
開
化
の
日
が
や
っ
て
き
た
。
と

こ
ろ
が
、
世
の
中
が
良
く
な
る
は
ず
な
の

に
、
政
府
に
は
い
た
ず
ら
に
乱
臣
賊
子
が

は
び
こ
り
．
維
新
前
よ
り
乱
れ
た
状
況
を

呈
し
て
い
る
．
薩
長
か
ら
い
え
ば
、
武
揚

は
明
論
政
府
確
立
後
も
な
お
反
政
府
運
動

を
行
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、
乱
臣

賊
子
の
最
た
る
者
に
違
い
な
い
．
が
、
武

紛
か
ら
い
わ
せ
れ
ば
、
薩
長
藩
閥
こ
そ
徳

川
の
沿
政
と
恩
沢
に
背
い
た
乱
臣
賊
子
な

の
で
あ
る
。
倒
聯
に
成
功
し
た
が
故
に
正

気
と
さ
れ
る
薩
長
は
、
ま
さ
に
そ
の
故
を

も
っ
て
邪
気
と
見
な
さ
れ
る
、
と
い
う
大

義
名
分
の
相
対
性
。
武
揚
は
、
こ
の
大
義

名
分
の
相
対
性
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
現
実
世
界
に
お
い
て
は
敗
者
の
自
己

を
倫
理
世
界
に
お
け
る
勝
者
に
転
化
し
よ

う
と
し
て
い
る
．
そ
し
て
、
こ
う
し
た
心

的
態
度
が
、
「
関
東
邪
気
集
」
と
銘
打
っ
た

三
毛
證
の
そ
れ
と
大
層
近
い
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
も
は
や
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

も
う
一
首
、
成
島
某
の
「
己
巳
元
旦
」

を
あ
げ
よ
う
。

大
政
一
新
畿
亦
新
大
政
一
新
繊
亦
夕
新
タ
ナ
リ

京
城
士
女
餓
迎
奔
京
城
ノ
士
女
妓
ツ
テ
春
ヲ
迎
フ

吾
家
別
有
淵
明
柳
吾
ガ
家
別
二
淵
明
ノ
柳
有
り

遮
断
東
風
不
到
身
東
風
ヲ
連
断
シ
テ
身
二
到
ラ
シ
メ
ズ

成
島
某
と
は
、
明
治
元
年
に
隅
田
川
畔

に
移
居
し
、
陶
淵
明
に
倣
っ
て
松
菊
を
裁

し
た
柳
北
の
こ
と
に
相
違
な
い
．
五
柳
先

生
に
倣
っ
て
、
薩
長
の
田
舎
者
が
碗
圭
断
す

る
俗
世
を
避
け
た
柳
北
居
士
は
、
そ
の
柳

を
楯
と
す
る
こ
と
で
薩
長
人
士
の
に
ご
し

て
い
る
都
下
の
風
を
わ
が
家
に
入
れ
ま
い

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
句
は
い
か
に

も
都
会
の
粋
人
風
の
隠
微
な
表
現
で
は
あ

る
が
、
反
幕
側
の
人
士
へ
の
嫌
悪
感
を
鮮

明
に
浮
き
彫
り
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
柳
北
は
同
日
に
次
の
和
歌

を
よ
ん
で
い
る
。

朽
は
て
し
賎
が
軒
ば
の
悔
が
枝
に

昔
な
が
ら
の
は
る
風
ぞ
ふ
く

ー

一
九
七
九
年
十
一
月
十
五
・
十
六
日
の

向
日
、
国
文
学
研
究
資
料
館
主
惟
の
第
三

回
、
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
が
開
催
さ

れ
た
。今

回
は
地
方
か
ら
の
出
席
者
の
便
宜
も

考
慮
し
て
第
一
日
の
午
後
か
ら
開
会
し
、

会
議
録
（
巧
頁
参
照
）
に
示
す
よ
う
に
、

二
日
に
わ
た
っ
て
六
つ
の
研
究
発
表
と
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
民
間
伝
承
（
フ
ォ
ー
ク

ロ
ア
）
と
文
学
」
が
行
わ
れ
た
。
企
画
に

あ
た
っ
た
委
員
会
（
委
貝
長
井
本
農
二

に
は
従
来
の
委
員
の
ほ
か
、
エ
ド
ワ
ー
ド

・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
、
コ
ロ
ン
ビ
ア

参
一
〃
呵

前
の
詩
と
同
じ
く
東
風
を
よ
ん
だ
も
の

で
あ
る
が
、
同
日
の
同
じ
風
で
あ
る
の
に
、

一
方
は
そ
れ
を
厭
わ
し
い
も
の
と
し
、
一

方
は
好
ま
し
い
も
の
に
転
化
し
て
い
る
点

が
甚
だ
面
白
い
。
同
一
の
風
で
あ
っ
て
も
、

徳
川
の
御
代
を
し
の
ば
せ
る
風
と
観
ず
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
慕
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、

薩
長
の
塵
挨
を
吹
き
よ
こ
す
風
と
見
る
な

ら
ば
軒
先
に
も
吹
い
て
ほ
し
く
な
い
も
の

な
の
で
あ
る
。
風
一
つ
に
対
し
て
も
、
柳

北
の
心
は
過
去
と
現
在
の
間
を
様
々
に
ゆ

れ
動
い
て
い
る
。

近
世
文
学
史
の
内
に
幕
臣
の
文
学
が
組

第
三
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会

ー

み
こ
ま
れ
て
い
な
い
の
は
、
膜
ず
べ
き
状

況
で
あ
ろ
う
。
幕
府
の
遺
臣
の
文
学
も
柳

北
や
栗
本
鋤
雲
を
除
い
て
は
、
殆
ど
顧
み

ら
れ
て
い
な
い
。
『
瓦
解
集
』
は
、
小
冊
な

が
ら
、
以
上
の
よ
う
に
屈
折
に
満
ち
た
遺

臣
た
ち
の
心
情
を
窺
わ
せ
る
好
資
料
で
あ

る
が
、
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
た
例
を
私
は

寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
あ
え
て
こ
の
欄

を
拝
借
し
て
館
蔵
の
資
料
を
細
介
す
る
所

以
で
あ
る
。

（
国
文
学
研
究
資
料
館
節
四
文
献
資
料
室

（
客
員
研
究
室
）
非
常
勤
燕
帥
・
明
治
大

学
助
教
授
）

大
学
教
授
が
当
館
の
客
貝
教
授
で
あ
っ
た

期
間
（
一
九
七
九
年
八
〃
十
五
日
ま
で
）

委
員
と
し
て
参
加
さ
れ
た
。

研
究
集
会
参
加
者
は
九
十
三
名
、
う
ち

海
外
か
ら
の
参
加
者
は
三
十
一
名
で
あ
っ

た
。

研
究
集
会
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ

つ
《
》
◎

長
谷
川
泉
氏
（
学
習
院
大
学
）
司
会
の

第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
鄭
消
茂
氏
（
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
大
学
）
の
「
Ｈ
本
の
近
代

文
学
と
中
国
作
家
」
、
雌
良
澤
氏
（
筑
波
大

学
）
の
「
戦
前
台
湾
に
お
け
る
日
本
文
学

－ 4－
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ｌ
西
川
満
を
例
と
し
て
ｌ
」
と
い
う
東
ア

ジ
ア
の
中
の
Ｈ
本
文
学
と
い
う
国
際
研
究

集
会
に
ふ
さ
わ
し
い
発
表
が
行
な
わ
れ
、

張
氏
は
、
鄭
氏
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
中

で
、
か
つ
て
高
校
生
だ
っ
た
頃
、
鄭
氏
の
日

本
文
学
の
本
を
戯
い
た
こ
と
が
あ
り
、
は

か
ら
ず
も
二
十
数
年
ぶ
り
の
再
会
で
あ
る

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

ま
た
惟
氏
は
戦
前
台
禰
で
出
版
さ
れ
た
『
畳

湾
風
土
記
』
ほ
か
二
十
数
点
を
展
示
さ
れ

参
加
者
の
関
心
を
災
め
た
。

第
二
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ

ー
ン
氏
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
）
の
司
会
に

よ
り
、
ケ
ネ
ス
・
リ
チ
ャ
ー
ド
氏
（
ト
ロ

ン
ト
大
学
）
の
フ
ラ
ン
ス
構
造
主
義
の
手

法
に
よ
る
日
本
占
典
の
分
析
と
い
う
新
し

い
試
み
、
中
村
栖
郎
氏
（
汕
劇
評
倫
家
）

の
西
洋
人
の
歌
灘
伎
排
価
に
関
す
る
発
表

奈
良
絵
本
の
多
量
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が

ダ
ブ
リ
ン
の
チ
ェ
ス
タ
・
ビ
ー
テ
ィ
図
書

館
に
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
は
、
米
国

の
パ
ー
バ
ラ
・
ル
ー
シ
ュ
女
史
で
あ
る
。

女
史
の
糖
力
的
な
活
動
に
よ
り
奈
良
絵
本

に
関
す
る
囚
際
会
縦
が
一
九
七
八
年
に
ダ

ブ
リ
ン
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
催
さ
れ
、

日
本
か
ら
も
当
館
市
古
貞
次
館
長
ら
文
学

奈
良
絵
本
に
関
す
る
国
際
会
議

I

が
あ
り
、
エ
ー
ゼ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
映
画

へ
の
歌
舞
伎
手
法
の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
参

加
者
と
意
見
の
交
換
も
行
わ
れ
た
。

二
日
目
の
午
前
は
、
池
田
重
氏
（
千
葉

大
学
）
司
会
の
も
と
に
、
ジ
ャ
ニ
ー
ン
・

バ
イ
チ
マ
ン
氏
（
上
智
大
学
）
と
、
鶴
田

欣
也
氏
（
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ

ア
大
学
）
向
氏
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
近
代

の
子
規
、
康
成
に
関
す
る
発
表
が
行
わ
れ

た
。

午
後
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
臼
田
甚
五

郎
氏
（
国
学
院
大
学
）
の
司
会
に
よ
り
、

三
隅
論
雄
氏
（
東
京
岡
立
文
化
財
研
究
所
）

リ
チ
ャ
ー
ド
・
マ
ッ
キ
ノ
ン
（
ア
ジ
ア
芸

術
セ
ン
タ
ー
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
）
の
発

表
を
中
心
に
伝
承
と
創
造
の
関
連
を
め
ぐ

っ
て
討
論
が
行
わ
れ
た
。

（
悩
報
室
）

・
宗
教
・
美
術
に
わ
た
る
多
数
の
研
究
者

の
参
加
を
得
て
成
功
裡
に
終
了
し
た
こ
と

は
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
も
知
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
続
き
と
し
め
く

く
り
と
し
て
一
九
七
九
年
夏
に
日
本
で
会

議
が
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
八
月
二
十

日
に
当
館
、
二
十
四
、
五
日
に
京
都
の
京

大
会
館
で
会
議
が
、
関
連
し
て
国
内
お
よ

ー

び
在
外
の
奈
良
絵
本
の
展
示
が
東
京
サ
ン

ト
リ
ー
美
術
館
（
八
月
七
日
か
ら
九
月
十
六

日
ま
で
、
在
外
本
の
特
別
展
示
は
十
四
日

か
ら
二
十
六
日
ま
で
）
、
京
都
思
文
閣
美
術

館
（
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
一
日
ま

で
在
外
本
の
み
展
示
）
で
な
さ
れ
、
公
開

講
演
会
が
東
京
と
京
郁
で
行
な
わ
れ
た
。

う
ち
、
当
館
で
開
雌
さ
れ
た
会
議
の
メ
ン

バ
ー
と
、
発
表
題
目
を
記
す
。

Ｏ
参
加
者
（
日
本
）
赤
井
達
郎
・
五
来
重

・
市
古
貞
次
・
松
本
隆
信
・
宮
次
男
・

岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
・
佐
竹
昭
広
・

信
多
純
一
・
反
町
茂
雄
・
辻
惟
雄
・
田

中
文
雄
・
徳
江
元
正
（
Ａ
Ｂ
Ｃ
順
）

（
海
外
）
ガ
ー
ド
ナ
ー
・
村
瀬
・
セ
ー
ヤ

ー
・
ミ
ル
ズ
・
カ
ン
ダ
・
ア
ラ
キ
・
プ

ッ
シ
イ
・
ク
ニ
フ
ン
ス
ト
ン
・
ピ
ジ
ョ
ー

・
チ
ャ
イ
ル
ズ
・
マ
テ
ィ
ソ
フ
・
メ
イ

ソ
ン
・
ル
ー
シ
ュ
（
順
不
同
、
姓
の
み
）

Ｏ
発
表
題
目

奈
良
絵
本
私
考
反
町
茂
雄

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ヂ
大
学
ア
ス
ト
ン
コ
レ

韓
国
日
本
学
会
（
李
栄
九
会
長
、
ソ
ウ

ル
特
別
市
冠
岳
区
大
方
洞
三
九
三
‐
六
○
）

主
催
の
第
六
回
国
際
学
術
発
表
会
が
一
九

七
九
年
九
月
二
九
日
山
に
ソ
ウ
ル
の
檀
国

韓
国
日
本
学
会

ｰ

ク
シ
ョ
ン
所
蔵
の
絵
草
子
・
絵
巻
二
、

三
点
に
つ
い
て
Ｄ
・
ミ
ル
ズ

幸
若
の
詞
章
か
ら
見
た
海
外
の
奈
良

絵
本
田
中
文
雅

「
む
ら
ま
つ
」
絵
巻
の
テ
キ
ス
ト
の
問

題
に
つ
い
て
信
多
純
一

絵
物
語
の
地
獄
巡
り
と
地
獄
破
り

五
来
凧

役
行
者
の
物
語
絵
巻
に
つ
い
て

Ａ
・
Ｍ
・
プ
ッ
シ
ィ

右
に
つ
き
無
心
な
討
議
が
行
な
わ
れ
た
。

会
議
終
了
後
、
当
館
市
古
館
長
主
催
に
よ

る
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
が
当
館
で
行
わ
れ
、
会

議
メ
ン
・
ハ
ー
の
他
、
在
外
所
蔵
者
側
の
ラ

ン
キ
ン
・
ヘ
ン
チ
夫
妻
・
潮
田
の
各
氏
な

ど
五
十
名
ほ
ど
が
参
加
し
た
。

な
お
、
こ
の
会
縦
は
メ
ン
バ
ー
制
に
よ

る
非
公
開
の
も
の
で
あ
る
が
、
発
表
お
よ

び
討
議
の
詳
細
は
近
く
三
省
堂
か
ら
、
ま

た
在
外
資
料
の
主
要
な
も
の
は
角
川
書
店

か
ら
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
東
京
会
議
幹
事
村
上
学
）

大
学
校
（
龍
山
区
漢
南
洞
）
で
催
さ
れ
、

国
際
交
流
基
金
の
業
務
委
嘱
で
東
大
の
小

山
弘
志
教
授
と
私
が
招
か
れ
参
加
し
た
．

共
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
テ
ー
マ
「
日
本
文

古
川
清
彦
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学
の
特
性
」
）
に
お
け
る
講
演
を
頼
ま
れ
た

の
で
あ
る
。
準
備
委
員
は
李
栄
九
（
崇
田

大
）
、
緯
基
彦
（
ソ
ウ
ル
大
）
、
黄
明
水
（
檀

国
大
）
、
朴
洋
根
（
慶
南
大
）
、
宋
敏
（
聖
心

女
大
）
、
金
恩
典
（
ソ
ウ
ル
大
）
、
金
鐘
学
（
中

央
大
〉
諸
氏
で
あ
り
、
当
日
の
進
行
司
会

は
孔
徳
龍
（
檀
国
大
）
氏
で
、
総
合
討
論

（
自
由
質
疑
）
の
司
会
は
韓
基
彦
氏
で
あ
っ

た
。
発
表
（
九
・
五
○
～
一
三
・
一
○
）
は
、

１
、
日
本
自
然
主
義
の
特
質
ｌ
エ
ミ
ー
ル

・
ゾ
ラ
と
対
比
し
て

郡
明
煥
（
ソ
ウ
ル
大
）

２
、
森
鴎
外
と
詩
歌
古
川
清
彦

３
、
識
曲
の
文
章
小
山
弘
志

４
、
日
本
詩
の
伝
統
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
運

動
金
恩
典
（
ソ
ウ
ル
大
）

と
い
う
順
で
あ
っ
た
。
参
会
者
は
百
人
、

L一~～、

卿
蕊譲

血①

鍵蕊
』

Ｐ

い

り

護鑿叢蕊

熱
心
な
態
度
で
、
総
合
討
論
（
一
五
・
○
○

’
一
七
・
○
○
）
も
活
発
で
あ
っ
た
。

韓
国
に
お
け
る
日
本
研
究
は
戦
後
の
長

い
睡
り
か
ら
次
第
に
さ
め
て
新
時
代
を
迎

え
て
い
る
。
韓
国
日
本
学
会
は
一
九
七
三

年
二
月
に
設
立
さ
れ
“
各
分
野
の
日
本
研

究
者
に
組
織
的
な
計
画
を
進
め
る
画
期
的

な
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
た
。
学
会
の
活
動
は

広
範
囲
に
及
び
、
セ
ミ
ナ
ー
．
国
際
研
究
集

会
の
開
催
、
「
日
本
学
報
」
の
編
集
な
ど
が

重
要
な
も
の
で
あ
る
。
日
韓
両
国
は
地
理

的
ば
か
り
で
な
く
政
治
的
経
済
的
に
も
関

連
が
あ
る
。
韓
国
に
は
日
本
語
の
判
る
人

が
多
数
存
在
す
る
し
、
日
本
語
を
理
解
す

る
若
人
も
育
ち
つ
つ
あ
る
。
過
去
の
一
時

的
中
断
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
の
世
代

は
日
本
を
一
つ
の
外
国
と
し
て
冷
静
に
学

ん
で
い
る
と
韓
国
日
本
学
会
は
判
断
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
滞
在
中
、
駐
韓
日
本
大
使
（
須

之
部
量
三
氏
）
の
招
待
パ
ー
テ
ィ
、
国
際

文
化
協
会
長
（
金
明
会
氏
）
の
招
待
パ
ー

テ
ィ
が
あ
り
、
学
者
や
文
化
人
（
例
え
ば

詩
人
金
素
雲
氏
ら
〉
と
歓
談
す
る
機
会
が

与
え
ら
れ
た
。

ま
た
ソ
ウ
ル
大
図
書
館
や
建
国
大
学
校

図
書
館
の
見
学
も
で
き
て
、
と
く
に
前
者

の
場
合
、
日
本
大
使
館
や
鄭
漢
模
ソ
ウ
ル

大
教
授
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
短
期
間
の

旅
行
で
あ
っ
た
が
、
初
め
て
訪
れ
た
韓
国

ご 皀当

こ
う
い
っ
た
書
出
し
で
Ｅ
Ａ
Ｊ
Ｓ
（
弓
の

両
匡
吋
ｏ
で
の
蝉
。
毎
い
い
。
。
旨
庁
さ
ご
呉
』
色
ロ
色
自
の
い
の

鱒
匡
監
。
の
）
の
当
時
の
会
長
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ク

ラ
イ
ナ
ー
教
授
（
ボ
ン
大
学
）
か
ら
そ
の

の
文
化
と
風
物
は
私
に
と
っ
て
印
象
深
く

有
益
で
あ
っ
た
．

（
研
究
情
報
部
長
）

謹
啓歳

末
多
端
の
折
柄
、
遥
か
ド
イ
ツ
の

地
よ
り
謹
ん
で
御
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

籾
、
学
術
研
究
の
諸
分
野
に
亙
り
欧

米
諸
国
の
多
大
の
関
心
が
日
本
に
寄
せ

ら
れ
て
お
り
ま
す
現
今
、
当
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
日
本
研
究
協
会
に
お
き
ま
し
て
は
、

来
秋
、
昭
和
五
十
四
年
九
月
二
十
日
よ

り
二
十
二
日
ま
で
の
三
日
間
、
イ
タ
リ

ヤ
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
発
祥
の
地
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
に
お
き
ま
し
て
、
第
二
回
国
際

会
議
を
開
催
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
決
定

致
し
ま
し
た
。

（
原
文
の
ま
ま
）

ｌ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
研
究
協
会
第
二
回
大
会
に
参
加
し
て
ｌ

福
田
秀
一

秋
の
イ
タ
リ
ア
・
ド
イ
ツ

ｰ

第
二
回
大
会
に
文
学
部
会
の
「
来
賓
講
演

者
」
と
し
て
参
加
す
る
よ
う
招
請
を
受
け

た
の
は
、
一
昨
年
の
暮
で
あ
っ
た
。
一
九

七
三
年
に
発
足
し
て
有
意
義
な
活
動
を
し

て
い
る
Ｅ
Ａ
Ｊ
Ｓ
の
こ
と
は
か
ね
て
聞
い

て
い
た
し
、
殊
に
一
九
七
六
年
の
第
一
回

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
会
に
は
案
内
を
受
け
な

が
ら
参
加
で
き
ず
残
念
だ
っ
た
の
で
、
今

回
は
喜
ん
で
承
諾
し
、
去
年
九
月
十
八
日

夜
、
ル
フ
ト
ハ
ン
ザ
機
で
成
田
を
発
っ
た
．

コ
ン
ヴ
ィ
ー
ナ
ー

今
回
の
大
会
で
文
学
部
会
の
部
長
（
８
ロ

オ
フ
ィ
シ
ア
ル
・
ゲ
ス
ト

く
の
。
。
己
を
つ
と
め
、
私
を
招
待
諦
液
者
に

推
薦
し
て
く
れ
た
メ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
教
授

（
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
、
本
館
報
第
六
号
拙
文

参
照
）
と
偶
然
同
じ
飛
行
機
で
行
け
た
の

も
幸
運
で
あ
っ
た
。
機
内
で
私
は
、
部
会

で
座
長
を
つ
と
め
る
氏
に
、
私
の
識
油
草

稿
を
一
応
下
見
し
て
茂
っ
た
。

二
十
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
の
三
日
間

～
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の
大
会
の
こ
と
ば
葺
蝿
昏
壱
ミ
員
ざ
ミ
電
昏
註
昌

‐
三
宮
房
ミ
ミ
、
ご
Ｃ
一
．
言
芝
呈
（
○
ｇ
‐
ｚ
ｏ
く

こ
ご
）
に
地
元
担
当
者
言
。
畠
・
侭
自
国

‐
の
ご
と
し
て
夫
人
と
も
ど
も
絶
大
な
貢
献

を
さ
れ
た
マ
ラ
イ
ー
ニ
教
授
（
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
大
）
の
詳
し
い
報
告
が
あ
り
、
文
学

部
会
の
こ
と
は
拙
文
「
欧
米
の
日
本
文
学

研
究
管
見
」
言
文
学
・
語
学
』
第
八
十
七
号
）

に
も
書
い
た
し
、
久
保
田
淳
氏
も
『
国
文

学
』
（
昭
五
五
・
二
）
の
「
学
界
時
評
」
に

言
及
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
大
要
は
そ
れ

ら
に
譲
り
、
二
、
三
の
補
足
に
と
ど
め
る
．

大
会
が
行
わ
れ
た
の
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
中
央
駅
近
く
の
公
園
の
中
に
あ
る
、

弔
己
錘
瞬
卿
○
ユ
里
○
○
．
函
冨
の
切
望
（
Ⅱ
勺
画
盲
。
①

具
９
コ
四
・
の
め
い
＄
）
と
い
う
建
物
で
．
入

っ
た
こ
と
は
な
い
が
日
比
谷
の
市
政
会
館

な
ど
に
当
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
地
上

三
階
地
下
一
階
、
地
下
は
バ
ー
（
セ
ル
フ

サ
ー
ビ
ス
の
喫
茶
）
そ
の
他
で
一
・
二
階

は
小
部
屋
、
三
階
は
客
席
五
、
六
百
余
り

か
と
思
わ
れ
る
や
や
横
長
の
ホ
ー
ル
で

全
体
と
し
て
虎
ノ
門
の
教
育
会
館
を
一
回

り
小
さ
く
し
た
建
物
と
思
え
ば
よ
い
。
開

会
式
・
閉
会
式
は
三
階
の
ホ
ー
ル
で
行
わ

れ
、
部
会
は
一
・
二
階
の
小
部
屋
に
椅
子

を
数
十
脚
ず
つ
入
れ
て
行
わ
れ
た
。
部
会

は
六
つ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
招
待
講
演
者
の

名
を
付
し
て
挙
げ
れ
ば
、
歴
史
（
学
習
院

大
、
安
井
達
弥
氏
、
滞
英
中
）
「
言
語
（
国

立
国
語
研
究
所
、
水
谷
修
氏
）
、
文
学
（
福

田
）
、
宗
教
・
哲
学
（
明
治
大
、
圭
室
文
男

氏
菅
社
会
（
明
治
大
、
蒲
生
正
男
氏
）
、
芸

術
・
音
楽
（
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
、

久
野
健
氏
）
の
六
で
あ
る
。
別
稿
に
も
書

い
た
よ
う
に
、
地
元
イ
タ
リ
ア
や
イ
ギ
リ

ス
・
西
ド
イ
ツ
は
も
ち
ろ
ん
、
当
館
の
国

際
集
会
で
も
な
じ
み
の
リ
デ
ィ
ン
教
授
（
コ

ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
大
）
以
下
北
欧
勢
や
束
ベ

ル
リ
ン
・
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
・
ル
ー
マ

ニ
ア
な
ど
東
欧
か
ら
の
参
加
者
も
あ
り

多
彩
な
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
。
昨
年
四
月
か

ら
一
年
間
交
換
教
授
で
ボ
ッ
フ
ム
に
行
っ

て
い
る
久
保
田
淳
氏
と
そ
の
家
族
に
会
え

た
の
も
、
私
と
し
て
は
嬉
し
か
っ
た
。
家

族
は
私
に
会
う
と
す
ぐ
観
光
に
行
か
れ
た

が
、
氏
と
ボ
ッ
フ
ム
か
ら
同
道
さ
れ
た
青

柳
氏
（
東
大
ゞ
比
較
文
学
）
と
は
文
学
部

ー

会
に
二
日
目
の
午
前
ま
で
参
加
し
て
お
ら

れ
、
私
の
話
も
じ
っ
と
聞
い
て
お
ら
れ
た

の
に
は
閉
口
し
た
が
、
二
日
目
の
最
後
の

オ
ー
プ
ン
・
デ
イ
ス
カ
ッ
ン
ョ
ン
の
折
こ

そ
日
本
の
学
者
と
し
て
何
か
言
っ
て
ほ
し

か
っ
た
の
に
、
お
ら
れ
な
く
て
残
念
で
あ

っ
た
。と

言
う
の
は
、
「
と
は
ず
が
た
り
」
に
ふ

れ
た
私
の
話
な
ど
を
契
機
と
し
て
、
日
本

人
の
、
〃
日
記
好
き
〃
と
時
代
劇
・
時
代
小

説
好
み
が
話
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
．
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
、

日
本
人
は
例
え
ば
兵
隊
が
陣
中
で
も
背
蕊

に
日
記
帳
を
入
れ
て
い
た
よ
う
に
日
記
を

つ
け
る
習
性
が
強
い
そ
う
で
、
ま
た
時
代

劇
・
時
代
小
説
が
大
衆
に
人
気
の
あ
る
の

も
日
本
の
特
性
だ
と
言
う
。
日
曜
夜
の
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
の
こ
と
も
話
題
に
な

り
、
当
時
や
っ
て
い
た
「
草
燃
え
る
」
の

こ
と
も
、
メ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
氏
ほ
か
何
人

も
が
知
っ
て
い
た
。
私
と
し
て
は
、
そ
う

し
た
指
摘
は
初
耳
な
の
で
、
示
唆
と
し
て

よ
く
考
え
て
み
た
い
と
応
答
し
た
の
で
あ

ブ
（
〕
。

町
全
体
が
美
術
館
と
言
わ
れ
る
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
で
、
時
間
に
余
裕
の
あ
っ
た
第
一

日
と
第
三
日
の
午
前
に
い
く
つ
か
の
美
術

館
や
遺
蹟
を
訪
ね
た
が
、
ウ
フ
ィ
ッ
チ
美

術
館
、
特
に
有
名
な
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
の

ー

室
は
圧
巻
で
あ
っ
た
。
晴
れ
た
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
の
町
は
歩
く
と
コ
ー
ト
を
脱
い
で
も

汗
を
か
く
位
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
帰
途
寄

っ
た
小
雨
の
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
で
は
手
が
冷

ア
イ
へ

た
く
、
ベ
ル
リ
ン
で
は
柏
（
英
語
名
。
画
こ

が
黄
ば
ん
で
い
て
、
同
じ
九
月
ま
で
も
北

へ
行
く
ほ
ど
秋
の
深
い
の
を
味
わ
っ
た
。

大
雨
の
ロ
ー
マ
や
交
通
ス
ト
の
ミ
ラ
ノ
で

ホ
テ
ル
へ
来
て
下
さ
っ
た
ス
ト
ラ
ミ
ジ
ョ

リ
ー
教
授
や
ヴ
ァ
ロ
ー
タ
教
授
と
の
日
本

語
で
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
や
ロ
ー
マ
日
本
文

化
会
館
の
こ
と
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
駅
へ

見
送
っ
て
豪
華
な
イ
タ
リ
ア
式
駅
弁
を
差

入
れ
て
下
さ
っ
た
ボ
ス
カ
ロ
教
授
と
メ
ル

ロ
君
の
親
切
、
第
一
回
国
際
集
会
に
新
潟

か
ら
参
加
し
て
茶
道
の
腕
前
を
見
せ
た
ボ

ッ
ク
ホ
ル
ト
君
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
で
、

ま
た
四
年
前
に
訪
ね
て
そ
の
後
資
料
館
に

も
来
ら
れ
た
ク
ラ
フ
ト
女
史
と
西
ベ
ル
リ

ン
国
立
図
書
館
で
、
そ
れ
ぞ
れ
再
会
し
、

こ
れ
も
日
本
語
で
親
切
な
案
内
・
説
明
を

受
け
た
こ
と
な
ど
も
書
き
た
い
が
、
す
で

に
紙
数
が
尽
き
た
。
た
だ
当
館
の
国
際

集
会
や
『
文
献
目
録
二
近
年
は
『
年
鑑
巳

が
各
地
で
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
の
を
知

っ
て
大
変
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
付
言
し
て

お
く
。
往
き
と
同
じ
く
ア
ン
カ
レ
ッ
ジ
経

由
の
ル
フ
ト
ハ
ン
ザ
機
で
台
風
模
様
の
成

田
空
港
に
帰
着
し
た
の
は
九
月
三
十
日
の

午
後
で
あ
っ
た
。
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う。また、計算機による処理と手作業とが、相互の特

色を生かして結合されていた。手作業をも含めたシス

テム分析が為された結果であろう。

訪問した当時、ISIは新ビルに移転後10日を経たば

かりであったが、混乱もなく着々仕事が進んでいる様

子に見受けられた。新ビルは4階建ての四角な広い建

物で、各階に部屋を区切る壁がないのが特色である。

階全体が巨大な部屋で、心要に応じて仕事場を区切る

パネルを置く方式が採られている。日本でも最近の電

子計算機センターは、この方式を採ることが多い。こ

の方式の利点は、ある部所がより広い場所を必要とし

た時、流れ作業の効率を最大にしたまま再配置するこ

とが容易なことである。ここで言う「容易」凶は、再

配置の経費が安くてすむことも含んでいる。いかにも

効率、発展性を重んじ･るビジネス感覚あふれる方式と

言えよう。

業を行う組織であり、OCLCを本社とすれば代理店

と言えよう。OCLCは以下の6部から成り、その構

成員概数は（）内に示すとおりである。総務部

(40)、経理部(30)、計算機部(120)､図書館システム部

(30)、研究開発部(50)、営業部(40)といった、計算機

センター的構成である。

OCLCは急激に増大する端末に対し、短い応答時

間での処理を保証するためのハード、ソフトの改良を

行っている。77年10月に旧来のシグマのディスクを新

しいTandPmのデータベースフ．ロセッサーに置き換え

ることを決定した。シグマの計算機本体部分を残した

理由はハード、ソフト、プログラム書き換え等のコス

トを考えてのことのようである。これ以外に回線側の

ミニコンを増強するなど、最新の技術をもって対応し

ているが、3000端末を相手とするのは容易ではない。

UTLASやRLIN等他のネットワークに比べ、桁違い

に顧客が多い巨大企業ならではの苦労と言えよう。

Ｉ
ｊ

画”

OCLCInc.(旧称OhioCollegeLibraryCenter)

きた｡筆者は76年の夏既に一度訪問したことがあるが、

今回はその時とかなり様子が変ったとの印象を受けた。

総じて発展中の企業に関しては、数年前の印象をもと

にして発言することは危険なようである。

著名な経営コンサルタンI､会社AuthorD.Littleの勧

告を受け、以下に示す企業組織強化策を実施したとの

ことであった｡社名をOCLCInc.'に改称(77年12月)、
役員を9名から15名とし、実業界の人を加えた。OH-

IONET(オハイオ州の図書館グループ）の設立。ユ

ーザー協議会の設置。これらは、オハイオ州の大学図

書館共同のサービスセンターとして出発したOCLC

が、今や米国全州の図書館を顧客とする独立の巨大企

業（端末数は3000に近いという）となったことを示し

ている。

OHIONET、AMIGOS、NELINET等々 のネットワ

ークは、図書館のグループで、苦情処理、教育等の事

終りに

与えられた紙面も尽きてきたので、他の機関や学会

については別の機会に触れるとし‘最後に印象を二点

述べることとしたい。

訪問した機関でも、出席した学会でも、各自が自分

自身の意見を持ち、それを主張する点は印象的であっ

た。実に多様な意見分布がある。それ故たまたま会

った人の意見のみを聞いてそれを統一見解と思うこと

は危険で：立場の異なる人の意見を合わせ聞いて判断

することが必要と言えよう。

また、ソフトウェアはその廻りの環境と一体となっ

て、「真のシステム｣たり得るとの印象を持った。特に

効率的なソフトウェアほど環境との連係が密であろう。

欧米と日本では環境は大きく異なる。日本でも企業に

おいては欧米化が進んでいるものの、国公立機関では

事情が異なる。人事管理、予算の組み方、人の性質等、

根本的な違いのある所に、欧米のソフトウェアの直輸

入は良い結果は生まないであろう。日本人の特質を生

かした「真のシステム」の開発が望まれる。自動車の

本場の米国にあれだけの量の車を輸出する日本、巨大

なIBMに未だ負かされていない日本であるから、情

報の分野でも道は明るいと信じる。

最後に、お世話になった関係者各位に深く御礼申し

上げます。また、米大陸を訪れた際、一部御同行のう

え御教示いただいた根岸正光東大講師に感謝致します。

ー

、
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海外出張報告一

情報の蓄積･検索システム見聞記

昨年9月14日から2ヶ月間、筆者は幸いにも在外研

究の機会を与えられ、米英を中心として情報図書館学

の学会出席、そして関連諸機関見学を行うことができ

た。学会講演のみから研究の詳細を知ることは不可能

であるし、見学で知り得ることには自ずから限度があ

る。真の理解を得るためには、1．2年仕事を共にす

るのが最良であろうが、限られた期間で片寄りのない

新知見を得るには、学会出席と機関見学は適切な方策

と言えよう。

各所において貴重な知見が得られたが、紙面の都合

上以下に述べる事に限って印象に残った点を記し、他

の機関並びに学会については別の機会に述べることと

したい。

米国蟻会図書館(TheLibraryofCongress，以下LC

と略記）

ワシントン特別区にあるLCでは、Agenbroad氏(昨

年6月資料館に来館)とPollet女史の御尽力により、計

算機を導入している業務について各担当者の方々から

説明を受けることができた。テーマは、APIF(Auto.

matedProcesslnformationFile)、MUMS(Multiple

UseMARCSystem)、LCAuthoritySystem，CON.

SER(ConversionofSerials)等である。概してこの種

の略号で呼ばれるシステムは、名前だけでは実態がわ

からないようになっている。これは、命名の基礎を機

能あるいは対象ファイルに置く等一定しないうえに、

魅力的な名前を付けようとするからである。その結果、

名前の異なるシステムが実は1面lじプログラムで動いて

いることさえある。

APIFはMARCファイルの原稿と言える。MUMS

はファイルをオンラインで処理するソフトウェアであ

り、APIFの入力・校正に川いられている。LCAu.

thoritySystemはLCのAuthorityFileの検索システム

であるが、未だ保有分の一部（敢近LCに納められた

本に基づくもの）しかオンラインディスク上にはない。

以前の蓄積分はオンライン化の‘汁1曲iはあるが、今のと

ころカード状態のままである。

＊国文学研究資料館研究情報部情報処理室

石塚英弘＊

本がLCに到消してから実際にMARCレコードが作

成されるまでの業務を見学することができた。端末か

らはMUMS，LCAuthoritySystem、さらにカードの

AuthorityFile、これらを駆使してテキパキと片付け

ていく仕事ぶりは印象的であった。年間20万件を超え

る出版物に対し遅れな<MARCレコードを作成する

ことが、全国の図害館から期待されていること、人手

で処理し得る限度を着実に超えつつある大量のAuthor‐

ityFileのカード、これらが計算機導入による合理化

を余儀なくさせているのであろう。
申咋

CONSERはOCLCのシステムを使って行なわれて

おり、LCは他の図井館が入力したデータの検炎を行

っている。この帥の共同利用目鍬作成では、レコード

間の矛盾、重複の除去をいかに行うかが鍵である。シ

ステム的には、LCのカード番号ではなくシステムの

レコード同定番号が智理番号として役に立ったこと、

またLCに現物がない場合は表紙のゼロックスコピー

を送ってもらい検査する等の指摘があった。これらの

点は、東大の↑#級図諜館学研究センターを中心として

実施中の、学術雑誌総合目鍼の作業でも既に認識され

ていることであり、興味深かった。

InstituteforScientificlnformation(ISI)

ISIは論文タイトル速報紙(商品名CurrentContents

以下CCと略記）と引用索引付きデータベースを作成

していることで箸名な情報サービス企業で、フィラデ

ルフィアに本社がある。ISIに到清した雑誌は全て、

10日以内に印刷が完了し週刊のCCとして発送されて

おり、このことがISIの敢大のセールスポイントとな

っている。これは情報の｢速さ」、それ自体が価値であ

るということが、既に一般にも広く認識されているこ

とを示すと言える。

営業部門の長Hoffman女史から脱明を受け、「速さ」

の秘訣は業務の徹底した合理化にあることを知った。

個々の手法は実に単純で実際的であるが､それらは｢速

さ」を目的に設定され、いかにして無駄を省くかを考

えて組み合わされているところに秘訣があると言えよ

＊＊逐次刊行物の共同利用目録オンライン作成プロジェクト
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当
部
に
お
い
て
収
集
計
画
委
員
・
文
献

資
料
調
盗
貝
の
協
力
を
得
て
行
な
っ
た
調

査
は
、
一
月
三
十
一
日
現
在
で
、
調
査
個

所
三
十
九
カ
所
へ
調
査
点
数
五
、
一
六
三

点
、
ま
た
収
集
は
、
二
月
四
日
現
在
で
収

集
個
所
三
十
カ
所
、
調
査
点
数
五
、
六
九

九
点
で
、
収
集
は
ほ
ぼ
完
了
し
た
が
．
調

査
は
、
調
査
カ
ー
ド
未
着
で
今
後
到
着
予

定
分
を
含
ま
な
い
数
で
あ
る
。

次
に
昭
和
五
十
四
年
七
月
一
日
以
降
、

一
月
末
日
ま
で
に
当
部
で
行
な
っ
た
事
業

の
慨
要
を
報
告
す
る
。

近
畿
地
区
文
献
資
料
調
査
員
会
蟻
の
開

催
七
月
七
Ⅱ
、
京
都
市
北
区
衣
笠
北
天
神

森
町
京
都
農
林
年
金
会
館
会
議
室
に
お
い

て
開
催
、
当
部
か
ら
伊
井
が
出
席
し
た
．

近
畿
地
区
を
中
心
と
す
る
今
年
度
の
調
査

収
集
計
画
、
特
に
陽
明
文
庫
の
調
査
方
法

に
つ
い
て
脇
難
し
、
陽
明
文
服
捌
從
の
方

針
を
決
定
し
た
。
ま
た
、
今
後
の
調
査
対

象
に
つ
い
て
も
意
見
を
交
換
し
た
。

北
海
道
・
東
北
地
区
文
献
資
料
鯛
査
員

会
膿
の
開
催 文

献
資
料
部
事
業
報
告

十
月
三
十
一
日
、
青
森
市
中
央
一
丁
目
。

八
甲
荘
に
お
い
て
開
催
、
当
部
か
ら
福
田

が
出
席
し
た
。
北
海
道
・
東
北
地
区
調
査

の
反
省
と
今
後
の
見
通
し
と
、
同
地
区
未

着
手
図
書
館
文
庫
等
の
今
後
の
展
望
に
つ

い
て
協
議
し
た
。
具
体
的
に
十
余
り
の
文
庫

・
個
人
等
に
つ
い
て
情
報
を
交
換
、
有
益

で
あ
っ
た
。
調
査
員
側
か
ら
、
五
月
は
も

っ
と
も
調
査
に
出
張
し
や
す
い
の
で
、
五

月
か
ら
調
査
で
き
る
よ
う
に
考
慮
で
き
な

い
も
の
か
、
ま
た
調
査
員
交
替
後
の
相
互

の
連
絡
に
つ
い
て
考
慮
し
て
ほ
し
い
な
ど

の
要
望
が
あ
っ
た
。

中
部
地
区
文
献
資
料
鯛
査
貝
会
蟻
の
開

催十
二
月
十
一
日
、
名
古
屋
市
東
区
赤
萩

町
愛
知
会
館
に
お
い
て
開
催
、
当
部
か
ら

渡
辺
が
出
席
し
た
。

中
部
地
区
調
査
の
反
省
と
今
後
の
見
通

し
に
つ
い
て
は
、
各
調
査
員
か
ら
、
効
率

の
よ
い
共
同
調
査
の
実
施
、
各
調
査
員
の

予
定
の
明
示
、
補
助
者
同
行
の
促
進
等
に

つ
い
て
要
望
が
出
た
。
ま
た
昭
和
五
十
五

年
度
か
ら
実
施
予
定
の
新
調
査
カ
ー
ド
に

ー

大
久
保
正

ｌ
新
収
資
料
紹
介
⑫
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

飛
鳥
井
雅
豊
手
沢
本
万
葉
類
葉
抄

万
葉
類
葉
抄
は
中
御
門
宣
胤
（
大
永
五
年
一
五
二
五
没
、
八
十
四
歳
）
が
、
延
徳

三
年
一
四
九
一
、
後
土
御
門
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
万
葉
集
各
巻
の
歌
を
天
象
・
時

節
・
地
儀
・
居
所
・
諸
国
・
飛
禽
・
走
獣
・
昆
虫
・
龍
魚
・
甲
虫
・
人
倫
上
・
人
倫

下
・
人
体
・
衣
服
・
飲
食
・
器
財
等
に
部
類
し
た
も
の
で
、
本
書
各
冊
の
奥
に
「
延

徳
三
年
依
勅
命
部
類
之
、
権
大
納
言
藤
原
宣
胤
と
見
え
、
『
宣
胤
卿
記
』
文
亀
元

年
一
五
○
一
の
条
に
も
「
今
日
類
葉
抄
一
巻
第
一
天
象
藤
借
遣
、
桃
井
佐
御
所
望
也
、
比

抄
ハ
依
依
勅
令
即
万
葉
所
部
類
也
」
と
見
え
て
い
る
。
使
用
し
た
万
葉
集
は
仙
覚
の

新
点
本
で
、
本
文
は
漢
字
交
り
平
仮
名
で
記
し
、
抄
出
が
主
で
あ
る
が
、
簡
単
な
注

釈
も
あ
り
、
仙
覚
抄
・
詞
林
釆
葉
抄
・
万
葉
目
安
の
影
響
下
に
あ
る
．

本
書
に
は
完
本
が
存
在
せ
ず
、
十
八
巻
の
う
ち
第
九
・
十
・
十
一
・
十
二
、
及
び

第
十
六
の
五
巻
を
鉄
い
た
ま
ま
伝
来
し
た
と
覚
し
く
、
新
収
の
飛
鳥
井
雅
豊
本
も
ま

た
同
様
で
、
全
部
十
三
冊
、
第
八
冊
目
を
「
第
八
之
十
二
」
と
し
た
の
は
、
も
と
の

第
八
巻
を
さ
ら
に
五
部
に
分
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
破
綻
を
隠
そ
う
と
し
た
処
置

と
考
え
ら
れ
る
．

本
書
の
開
巻
が
何
で
あ
っ
た
か
は
、
早
く
か
ら
今
井
似
閑
・
入
江
昌
喜
等
の
学
者

が
欠
巻
の
推
定
を
試
み
、
入
江
昌
喜
は
、
名
所
部
・
神
祇
部
・
言
詞
部
と
推
定
し
て

『
万
葉
類
葉
抄
補
朋
』
を
著
し
た
。

本
書
は
上
述
の
如
く
権
中
納
言
飛
鳥
井
雅
豊
（
正
徳
二
年
没
、
四
十
九
歳
）
の
手

沢
本
で
、
巻
首
に
「
雅
豊
」
の
丸
陽
刻
印
が
押
し
て
あ
り
、
正
徳
二
年
一
七
一
二
に

か
な
り
先
立
つ
江
戸
前
期
か
中
期
に
書
写
さ
れ
、
雅
豐
に
蔵
せ
ら
れ
て
い
た
本
と
認

め
ら
れ
、
す
こ
ぶ
る
美
本
で
、
保
存
も
極
め
て
よ
く
、
本
書
の
重
要
な
伝
本
と
し
て

注
目
さ
れ
る
。
以
下
簡
単
に
書
誌
を
記
し
て
お
く
．

二
七
・
七
セ
ン
チ
×
二
○
・
二
セ
ン
チ
、
砥
の
子
色
布
目
地
三
色
墨
流
し
紙
表
紙
．

左
上
に
「
類
葉
抄
一
天
象
部
」
（
’
十
八
器
財
部
）
と
外
題
、
袋
綴
、
本
文
用
紙
は
薄

葉
。
一
面
十
二
行
。
墨
付
㈲
六
七
丁
。
八
一
丁
日
二
四
丁
四
四
○
丁
国
二
六
丁
㈹

四
八
丁
轡
二
八
丁
、
凹
門
画
〕
五
○
丁
圃
七
○
丁
㈲
六
○
丁
㈲
五
一
丁
㈲
欠
轡
一
三
丁

伽
六
○
丁
。
「
雅
豊
」
の
ほ
か
「
岡
田
真
」
の
印
記
が
あ
る
。
桐
塗
箱
入
。

（
大
久
保
正
）
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つ
い
て
も
種
々
の
質
問
や
意
見
が
出
た
。

昭
和
五
十
四
年
度
文
献
資
料
鯛
査
収
集

の
概
況

一
、
調
査

本
年
度
当
部
が
文
献
資
料
調
査
員
の
協

力
を
得
て
調
査
を
行
な
っ
た
図
書
館
・
文

庫
等
は
概
ね
左
の
如
く
で
あ
る
。

北
海
道
・
東
北
地
区
函
館
市
立
図
書

館
・
青
森
県
立
図
書
館
・
弘
前
市
立
弘
前

図
書
館
・
秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
・
会
津

若
松
市
立
会
津
図
諜
館
．
う
も
れ
木
文
庫

関
東
地
区
彰
考
館
・
前
橘
市
立
図
書

館
・
駒
沢
大
学
図
書
館
・
内
側
文
庫
・
東

京
芸
術
大
学
附
属
図
書
館
・
船
橋
市
立
図

書
館
・
中
田
剛
直
氏

中
部
地
区
富
山
県
立
図
書
館
・
金
沢

市
立
図
嘗
館
・
武
生
市
立
図
書
館
・
八
幡

神
社
・
明
通
寺
・
大
野
高
等
学
校
・
朝
日

町
郷
土
資
料
館
・
愛
知
教
育
大
学
・
鶴
舞

中
央
図
書
館
・
西
尾
市
立
図
書
館
（
岩
瀬

文
庫
）
・
徳
川
美
術
館
・
神
宮
文
庫
・
射
和

文
庫近

畿
地
区
陽
明
文
庫
・
京
都
女
子
大

学
附
属
図
書
館
・
大
阪
大
学
附
属
図
書
館

・
大
和
文
華
館
・
高
田
郷
土
文
庫

中
国
四
国
地
区
島
根
大
学
附
属
図
書

館
・
愛
媛
大
学
図
書
館

九
州
地
区
宮
崎
県
立
総
合
博
物
館
・

都
城
市
立
図
書
館
・
杉
川
正
臣
氏
・
押
方

重
信
氏
・
黒
木
忍
氏

海
外
ハ
ー
・
ハ
ー
ド
・
エ
ン
チ
ン
図
書

館
・
エ
ー
ル
大
学
東
ア
ジ
ア
図
書
館

二
、
収
集

昭
和
五
十
四
年
度
、
当
部
が
調
査
員
の

協
力
を
得
て
収
集
し
た
（
進
行
中
の
も
の

を
含
む
）
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
資
料
の
概

況
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

１
、
八
戸
市
立
図
書
館
古
今
和
歌
集

ほ
か
三
二
八
点
。
三
二
八
。

２
、
宮
城
県
図
書
館
土
御
門
院
御
集

ほ
か
二
六
四
点
。

３
、
斎
藤
報
恩
会
伊
達
家
蔵
書
目
鍬

ほ
か
二
九
九
点
。

４
う
も
れ
木
文
庫
貫
之
集
ほ
か
五

八
点
。

５
、
国
立
国
会
図
書
館
連
歌
合
集
ほ

か
七
七
六
点
。

６
、
宮
内
庁
書
俊
部
拾
遺
集
ほ
か
一

７
、
東
京
芸
術
大
学
図
書
館
華
流
小

鼓
法
格
秘
事
ほ
か
三
二
六
点
．

８
、
彰
考
館
阿
野
本
万
葉
集
ほ
か
一

六
二
占
熔

９
、
中
田
剛
直
氏
伊
勢
物
語
ほ
か
七

九
点
。

皿
、
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
改
選
諸

家
系
譜
ほ
か
三
二
六
点
．

Ⅲ
、
餌
舞
中
央
図
害
館
岩
淵
夜
話
ほ

か
一
○
○
点
。

皿
、
岐
阜
大
学
附
属
図
書
館
後
撰
和

ｰ
六
八
点
。

歌
集
標
注
提
要
ほ
か
四
七
一
点
．

週
、
東
海
学
園
女
子
短
期
大
学
新
勅

撰
和
歌
集
ほ
か
八
八
点
。

Ｍ
、
神
宮
文
庫
古
今
和
歌
六
帖
ほ
か

一
○
○
点
。

脂
、
刈
谷
市
立
図
書
館
新
撰
国
字
蒙

求
ほ
か
三
○
一
点
．

妬
、
朝
日
町
郷
土
資
料
館
ほ
か
桃
井

家
由
緒
書
ほ
か
五
七
点
。

Ⅳ
、
大
阪
市
立
大
学
図
書
館
（
森
文
庫
）

荷
田
春
満
大
人
歌
抜
書
ほ
か
五
八
九

占
吟

肥
、
陽
明
文
庫
字
津
保
物
語
ほ
か
一

三
四
点
。

四
、
高
田
郷
土
文
庫
は
ち
か
づ
き
ほ

か
六
点
。

加
、
逸
翁
美
術
館
佐
竹
本
三
十
六
歌

昭
和
五
十
四
年
度
の
下
半
期
に
お
い
て

は
第
三
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
の
開

催
が
関
係
方
向
の
御
協
力
を
得
て
無
事
終

了
し
た
。
ま
た
臨
時
事
業
と
し
て
昭
和
三

十
七
年
以
前
の
研
究
文
献
の
調
在
・
収
集

が
進
捗
し
、
そ
の
論
文
目
録
作
成
シ
ス
テ

研
究
事
業
部
事
業
報
告

ー

ム
及
び
年
鑑
作
成
シ
ス
テ
ム
の
開
発
が
着

手
さ
れ
た
．
資
料
管
理
シ
ス
テ
ム
の
増
強

も
計
ら
れ
た
。
以
下
各
室
毎
に
情
況
を
報

告
す
る
。

⑪
情
報
室
。
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
十
五

．
十
六
の
両
日
、
別
稿
の
よ
う
に
第
三
回

仙
切
（
高
光
）
ほ
か
一
五
八
点
。

皿
、
中
村
幸
彦
氏
英
草
紙
ほ
か
一
七

六
占
憎

理
、
河
野
記
念
文
化
館
古
筆
手
鑑

『
蒙
叢
』
ほ
か
一
○
一
点
。

”
、
高
知
県
立
図
書
館
秘
府
図
書
目

録
ほ
か
一
○
○
点
。

型
、
佐
賀
県
立
図
書
館
詩
林
良
材
ほ

か
三
六
○
点
。

あ
、
エ
ー
ル
大
学
（
海
外
資
料
）
伊
勢

物
語
一
点
。

妬
、
東
京
大
学
附
属
図
書
館
既
成
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
（
竹
冷
・
知
十
文
脈
）

一
六
三
占
電

”
、
そ
の
他
八
点
。

計
五
六
九
九
点
。

（
文
献
資
料
部
長
）

古
川

清
彦
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国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
を
開
催
し
、
そ

の
会
議
録
を
発
行
し
た
。

ま
た
今
年
度
か
ら
五
ヵ
年
計
画
の
臨
時

事
業
と
し
て
開
始
さ
れ
た
昭
和
三
十
七
年

以
前
の
国
文
学
研
究
文
献
の
調
査
・
収
集

・
目
録
刊
行
事
業
に
つ
い
て
は
、
第
一
次

調
査
と
し
て
、
全
国
的
な
三
十
五
学
会
に

。
ハ
ッ
ク
ナ
ン
ー
ハ
Ｉ
の
在
庫
の
有
無
と
入
手

方
法
を
照
会
し
、
各
学
会
の
御
協
力
に
よ

り
そ
れ
ぞ
れ
入
手
を
完
了
す
る
こ
と
が
で

き
た
．
ま
た
第
二
次
の
調
査
と
し
て
国
文

学
関
係
学
科
等
を
も
つ
大
学
・
短
大
に
、

紀
要
・
学
内
学
会
誌
等
六
九
五
件
に
つ
い

て
照
会
し
、
各
機
関
の
多
大
な
御
協
力
に

よ
り
、
現
在
ま
で
に
約
二
○
○
○
冊
の
・
ハ

ッ
ク
ナ
ン
・
ハ
ー
（
昭
和
三
十
八
年
以
降
の

欠
号
分
を
含
む
）
を
新
た
に
収
集
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
各
大
学
等
に
も
在
庫
の
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
複
写
の
許
可
を
い
た

だ
い
て
い
る
の
で
、
整
理
閲
覧
室
に
依
頼

し
、
複
写
に
よ
る
収
集
も
進
め
て
い
る
。

新
聞
情
報
に
つ
い
て
は
『
国
文
学
年
鑑
』

用
に
記
事
を
整
理
す
る
ほ
か
、
参
考
室
の

協
力
に
よ
り
、
気
軽
に
館
内
で
利
用
で
き

る
よ
う
に
準
備
を
進
め
て
い
る
．

②
編
集
室
。
昭
和
五
十
三
年
分
『
国
文
学

年
鑑
』
は
三
月
末
刊
行
を
め
ざ
し
締
集
中

で
あ
る
。
近
年
、
研
究
論
文
は
増
加
の
一

途
を
た
ど
り
、
例
年
二
○
頁
前
後
の
蝋
と

な
る
が
、
本
年
度
も
雑
誌
論
文
を
例
に
と

る
と
五
十
二
年
一
六
三
頁
、
五
十
三
年
一

七
六
頁
と
一
三
頁
の
増
で
あ
る
．
ま
た
「
国

文
学
研
究
資
料
館
紀
要
」
六
号
は
七
篇
の

論
文
及
び
資
料
を
収
め
て
、
三
月
末
刊
行

の
予
定
で
あ
る
。
年
鑑
及
び
紀
要
は
市
販

さ
れ
る
の
で
入
手
は
簡
単
で
あ
る
。

③
情
報
処
理
室
。
「
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録
」

一
九
七
九
年
版
は
、
す
で
に
三
冊
目
な
の

で
各
作
業
も
円
滑
に
進
み
、
昨
年
よ
り
か

な
り
早
く
、
一
月
中
旬
に
版
下
の
打
出
し

を
行
っ
た
。

「
逐
次
刊
行
物
目
録
」
の
作
成
シ
ス
テ
ム
は

作
業
が
遅
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

で
き
る
だ
け
最
近
の
収
集
雑
誌
の
デ
ー
タ

ま
で
収
録
す
る
た
め
に
、
年
度
一
ぱ
い
に

刊
行
の
予
定
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
目
録
作
成
の
必
要
の
た
め
、

今
年
度
新
た
に
Ｊ
Ｉ
Ｓ
外
漢
字
五
○
字
の

フ
ォ
ン
ト
を
作
成
し
当
館
漢
字
シ
ス
テ
ム

に
登
録
し
た
。

ま
た
、
こ
の
さ
う
な
漢
字
管
理
を
効
率
化

す
る
た
め
に
、
異
体
字
関
係
、
関
連
字
指

示
を
有
す
る
辞
書
、
い
わ
ゆ
る
漢
字
シ
ソ

ー
ラ
ス
を
科
研
費
に
よ
り
作
成
し
た
．

研
究
文
献
目
録
の
入
力
は
昨
年
に
引
き

つ
づ
き
、
昭
和
四
十
三
、
四
十
二
、
四
十

一
年
に
遡
っ
て
入
力
し
、
ま
た
新
し
い
方

で
は
五
十
年
分
を
入
力
し
て
い
る
。

新
シ
ス
テ
ム
の
開
発
で
は
、
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
シ
ス
テ
ム
、

ｰ

昭
和
三
十
七
年
以
前
目
録
作
成
シ
ス
テ
ム
、

語
葉
索
引
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
設
計
を
終
り
、
作
成
に
着
手
し
て
い

源
氏
物
語
や
枕
草
子
に
古
物
語
「
住
吉
」
の
名
が
登
場
し
、
王
朝
時
代
か
ら
の
継

子
認
の
物
語
と
さ
れ
る
住
吉
物
語
は
、
中
世
に
入
っ
て
改
作
さ
れ
、
お
伽
草
子
化
の

道
を
辿
る
。
改
作
以
前
の
古
物
語
は
散
供
し
て
伝
わ
ら
な
い
が
、
擬
古
物
語
の
改
変

風
潮
の
洗
礼
を
受
け
た
室
町
期
以
降
の
伝
本
は
多
く
、
種
々
の
系
統
に
分
類
さ
れ
て

い
る
。伝

本
の
発
堀
は
今
後
も
続
こ
う
が
、
昨
夏
の
「
お
と
ぎ
草
子
・
奈
良
絵
本
」
展
（
サ

ン
ト
リ
ー
美
術
館
、
思
文
閣
美
術
館
）
で
は
、
つ
ね
に
著
名
な
室
町
期
の
絵
巻
二
巻

（
赤
木
文
庫
蔵
）
と
な
ら
ん
で
、
大
型
三
冊
本
室
町
後
期
、
横
長
型
三
冊
本
（
江
戸
前

期
）
が
、
海
外
か
ら
の
大
型
三
冊
本
（
江
戸
前
期
、
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
図
書

館
）
と
と
も
に
展
示
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
当
館
本
も
新
伝
本
と
し
て
紹
介
し
よ
う
。

書
誌
。
大
型
奈
良
絵
本
三
冊
。
書
写
時
、
江
戸
前
期
は
降
ら
な
い
。
縦
二
八
・
九

セ
ン
チ
、
横
二
三
・
八
セ
ン
チ
。
通
常
の
大
型
本
よ
り
、
天
地
は
や
や
短
か
い
．
改

装
本
で
、
紺
地
に
金
泥
砂
子
、
金
切
箔
散
ら
し
文
様
の
原
表
紙
（
各
冊
と
も
に
破
損
）

に
、
後
補
の
楮
紙
を
貼
付
し
、
そ
の
中
央
に
「
住
吉
物
か
た
り
上
（
中
下
）
」
と
能

筆
に
て
墨
書
。
紙
数
は
、
上
冊
二
四
枚
、
中
冊
二
三
枚
、
下
冊
二
五
枚
（
各
冊
と
も

に
首
遊
紙
一
枚
が
付
く
）
．
絵
数
は
、
上
冊
七
面
（
第
六
、
七
絵
は
見
開
き
絵
、
写
真

参
照
）
、
中
冊
六
面
、
下
冊
八
面
。
絵
相
は
、
よ
く
見
つ
け
る
画
一
的
に
し
て
没
個
性

の
も
の
だ
が
、
割
と
よ
く
、
絵
具
の
剥
す
。
絵
画
の
保
存
は
割
と
よ
く
、
絵
具
の
剥

落
は
少
な
い
。

本
文
や
趣
向
構
成
は
、
瞥
見
の
限
り
、
略
本
系
統
の
も
の
で
、
例
え
ば
吉
野
弘
隆

旧
蔵
本
（
国
会
図
書
館
蔵
）
な
ど
の
系
列
で
あ
る
。
和
歌
の
所
収
状
況
や
歌
詞
を
検

す
る
と
、
慶
長
元
和
頃
刊
の
古
活
字
十
行
本
（
内
閣
文
庫
蔵
）
に
最
も
返
い
。
た
だ
、

古
活
字
本
所
収
和
歌
の
三
、
四
首
が
非
在
で
、
ま
た
例
え
ば
「
絶
は
て
む
云
々
」
の

歌
が
「
の
給
い
て
な
き
こ
こ
そ
は
か
な
し
き
に
く
る
山
人
の
た
よ
り
思
へ
は
」
と
変

容
し
て
お
り
、
そ
の
伝
承
内
容
や
書
承
経
路
は
単
純
で
は
な
い
。
（
徳
田
和
夫
）

新
収
資
料
紹
介
⑬
‐

住
吉
物
語
奈
良
絵
本
三
冊

ー

る
。
な
お
高
橋
き
ゑ
事
務
官
は
十
二
月
三

十
一
日
付
で
辞
職
し
た
。

（
研
究
情
報
部
長
）
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Ｈ
整
理
閲
覧
室
。
本
年
度
は
開
館
以
来
三

年
目
に
入
っ
た
。
閲
覧
部
門
の
サ
ー
ビ
ス

も
順
調
に
伸
び
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
サ

ー
ビ
ス
の
中
味
の
検
討
あ
る
い
は
サ
ー
ビ

ス
業
務
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
整
理
作
業

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
充
実
す
べ

き
で
あ
る
と
し
て
、
新
し
い
企
画
を
い
く

つ
か
開
始
し
た
。
と
く
に
文
献
資
料
の
整

理
で
い
え
ば
、
例
年
よ
り
早
く
、
か
つ
多

く
マ
イ
ク
ロ
資
料
を
整
理
し
、
す
で
に
『
マ

イ
ク
ロ
資
料
目
録
一
九
七
九
』
（
九
、
一
三
四

点
所
収
）
は
版
下
ま
で
完
成
、
他
方
①
マ

イ
ク
ロ
資
料
だ
け
で
は
な
く
当
館
で
所
蔵

審
議
し
た

新
発
足
し
た
部
と
し
て
、
収
集
さ
れ
た

資
料
の
受
入
・
整
理
、
特
に
マ
イ
ク
ロ
資

料
に
つ
い
て
の
書
誌
調
査
お
よ
び
電
算
機

入
力
蓄
械
の
た
め
の
デ
ー
タ
作
成
に
つ
い

て
検
討
し
、
衝
的
向
上
、
能
率
化
を
計
っ

た
。
ま
た
閲
覧
・
複
写
サ
ー
ビ
ス
と
緊
密

に
連
絡
し
つ
つ
、
参
考
調
査
サ
ー
ビ
ス
、

利
用
者
援
助
の
徹
底
化
に
努
め
た
。
国
文

学
普
及
の
た
め
公
開
講
演
会
、
展
示
を
行

っ
た
。
利
用
者
の
要
望
を
検
討
し
、
ま
た

図
書
資
料
委
員
会
の
庶
務
担
当
部
と
し
て

館
の
利
用
面
、
資
料
保
存
な
ど
に
つ
い
て

整
理
閲
覧
部

し
て
い
る
原
本
も
機
械
可
読
目
録
に
す
べ

く
、
そ
の
デ
ー
タ
づ
く
り
②
昨
年
の
実
験

に
ひ
き
つ
づ
き
、
著
者
名
典
拠
フ
ァ
イ
ル

作
成
作
業
の
業
務
化
③
マ
イ
ク
ロ
資
料
の

新
整
理
基
準
の
検
討
な
ど
進
展
し
て
い
る
。

以
下
、
業
務
別
に
主
な
事
業
項
目
を
と
り

上
げ
て
み
る
。

①
受
入
業
務
。
研
究
情
報
部
と
の
協
力

で
昭
和
三
十
七
年
以
前
の
国
語
国
文
学
分

野
の
文
献
目
録
作
成
の
た
め
、
逐
次
刊
行

物
の
収
集
に
あ
た
っ
た
。
そ
の
た
め
に
年

度
末
に
作
成
す
る
逐
次
刊
行
物
目
録
も
か

な
り
収
録
誌
を
増
す
で
あ
ろ
う
。

②
整
理
業
務
。
右
に
述
べ
た
文
献
資
料

整
理
の
ほ
か
、
当
館
収
集
の
新
刊
書
（
Ｉ

基
本
参
考
図
書
）
の
整
理
の
ス
ピ
ー
ド
・
ア

ッ
プ
を
図
っ
た
．
ま
た
、
昭
和
四
十
九
年

度
に
東
大
図
書
館
か
ら
移
管
さ
れ
た
複
本

（
版
本
約
一
二
、
○
○
○
冊
）
の
う
ち
、
破
損

本
の
補
修
を
昭
和
五
十
二
年
度
か
ら
三
年

次
計
画
で
行
っ
て
き
た
が
今
年
度
で
終
了

し
た
。
『
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録
縮
刷
版
』
の

市
販
を
始
め
た
．

③
閲
覧
・
複
写
業
務
。
増
加
し
た
紙
焼

写
真
本
の
開
架
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
多
く

の
利
用
者
を
得
て
い
る
が
、
逐
次
刊
行
物

シ

本
田
康
雄

従
来
は
館
内
閲
覧
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
「
彰
考
館
」
の
マ
イ
ク
ロ
資
料

は
、
こ
の
た
び
そ
れ
に
加
え
、
紙
焼
写
真
本
の
複
製
及
び
館
外
一
夜
貸
し
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
国
文
学
研
究
の
使
宣
の
拡
大
の
た
め
に
学
術
研
究
者
に

限
っ
て
取
ら
れ
た
措
置
で
、
当
館
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
一
助
と
も
な
り
歓
迎
す
べ
き

こ
と
で
す
。

周
知
の
よ
う
に
、
当
館
が
撮
影
収
集
し
た
マ
イ
ク
ロ
資
料
の
利
用
は
、
原
資
料
所

蔵
機
関
と
の
申
し
合
せ
に
基
づ
い
て
い
ま
す
．
今
後
共
各
所
蔵
機
関
と
の
相
互
理
解

を
深
め
、
協
力
を
あ
お
ぎ
な
が
ら
、
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

当
館
の
『
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録
』
を
も
と
に
原
資
料
所
蔵
機
関
に
問
い
合
わ
せ
る

場
合
、
次
の
よ
う
な
点
に
注
意
し
て
下
さ
い
．

『
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録
』
は
『
国
書
総
目
録
』
に
準
拠
し
な
が
ら
、
統
一
書
名
（
見
出

し
項
Ⅱ
）
を
決
定
し
て
い
ま
す
。
又
『
Ⅲ
僻
総
目
鍬
』
に
収
紋
さ
れ
て
い
な
い
資
料
に

つ
い
て
は
、
定
評
の
あ
る
そ
の
他
の
Ⅱ
鍬
や
図
＃
に
記
紋
さ
れ
て
い
る
普
名
を
参
塚

に
し
た
う
え
当
館
で
独
自
に
統
一
普
名
（
見
出
し
項
目
）
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
原
資
料
の
所
蔵
機
関
に
お
い
て
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
機
関
の
状

況
に
合
わ
せ
て
目
録
作
業
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

『
国
書
総
目
録
』
収
載
分
に
つ
い
て
は
、
当
館
で
の
目
録
作
成
の
際
に
調
整
し
て
い

ま
す
か
ら
そ
れ
ほ
ど
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
収
載
さ
れ
て
い
な
い
資
料
で
、
特
に

合
綴
書
な
ど
で
は
、
作
品
単
位
の
認
定
に
目
録
作
成
機
関
の
整
理
基
準
が
反
映
す
る

関
係
上
、
不
一
致
が
生
じ
易
く
な
り
ま
す
．

従
っ
て
『
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録
』
上
の
統
一
齊
名
（
見
出
し
項
目
）
を
以
て
脈
資
料

所
蔵
機
関
に
問
い
合
せ
る
よ
う
な
場
合
に
は
こ
の
点
に
留
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

な
お
『
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録
』
に
は
原
資
料
所
蔵
機
関
で
用
い
ら
れ
て
い
る
函
架
番

号
を
採
録
し
て
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
参
照
し
て
下
さ
い
。

「
彰
考
館
」
の
マ
イ
ク
ロ
資
料
の
利
用
に
つ
い
て

利
用
者
へ
の
お
知
ら
せ

『
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録
』
の
統
一
書
名
（
見
出
し
項
目
）
に
つ
い
て

ー
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に
つ
い
て
も
利
用
頻
度
の
高
い
十
一
誌
の
パ

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
全
開
架
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
好
評
を
博
し
て
い
る
。
ま
た
図
書

資
料
管
理
シ
ス
テ
ム
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
お

よ
び
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
機
能
が
つ
け
ら
れ
、

統
計
な
ど
業
務
分
析
用
に
む
け
る
。
ま

た
、
シ
ス
テ
ム
の
一
部
改
善
に
よ
り
処
理

速
度
が
増
し
た
。

複
写
件
数
は
カ
ウ
ン
タ
ー
受
付
、
相

互
利
用
と
も
に
順
鯛
な
伸
び
を
し
て
い

る
。
円
滑
な
複
写
サ
ー
ビ
ス
を
進
め
て
ゆ

く
た
め
に
、
原
資
料
所
蔵
者
と
の
連
絡
体

制
や
著
作
権
に
伴
な
う
問
題
な
ど
も
盤
備

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
今
後
の
サ
ー
ビ
ス
方
針

と
も
か
ら
み
、
閲
覧
室
の
設
備
等
の
見
直

し
作
業
に
着
手
し
た
。

目
参
考
室
。
参
考
図
書
の
増
加
に
伴
な
い

参
考
開
架
閲
覧
室
を
拡
大
し
て
書
架
を
増

設
す
る
と
共
に
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
カ
ウ

ン
タ
ー
を
同
室
中
央
に
再
配
置
し
た
。
同

時
に
、
利
用
の
便
を
は
か
る
た
め
開
架
図

瞥
の
分
類
・
配
識
換
え
、
番
庫
か
ら
の
再
選

定
等
を
行
っ
た
。
参
考
用
資
料
の
作
成
に

関
し
て
は
、
『
館
蔵
活
字
本
謡
曲
曲
名
索
引
』

（
九
三
頁
。
部
内
資
料
）
を
印
刷
し
、
『
漢
籍

類
書
項
目
索
引
』
（
作
業
中
）
、
『
影
印
本
．

翻
刻
類
書
目
索
引
』
（
仮
題
、
作
業
中
）
等

の
作
成
に
従
事
し
て
い
る
。

国
文
学
の
普
及
業
務
と
し
て
、
①
鱗
減

会
は
、
九
月
に
三
日
間
に
亙
り
、
第
二
回

夏
期
連
続
公
開
購
減
会
「
日
本
の
説
話
ｌ

ハ
ナ
シ
の
世
界
』
を
開
仙
し
た
．
波
題
お

よ
び
講
師
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

六
日
（
木
）
一
時
三
十
分
よ
り
、
「
湘

南
の
海
竜
女
」
専
修
大
学
教
授
今
野
達

氏
、
「
説
話
文
学
研
究
の
問
題
点
」
清
泉
女

子
大
学
教
授
西
尾
光
一
氏

七
日
（
金
）
同
。
「
入
間
川
の
男
と
長
明
」

当
館
文
献
資
料
部
村
上
学
助
教
授
、
「
西

鶴
と
近
世
説
話
」
龍
谷
大
学
教
授
宗
政

五
十
緒
氏

八
日
（
土
）
同
。
「
狂
歌
咄
の
伝
承
」
東

洋
大
学
教
授
大
島
建
彦
氏
、
「
古
代
の
羽

衣
」
武
蔵
大
学
教
授
神
田
秀
夫
氏

（
な
お
こ
の
講
演
は
、
『
国
文
学
研
究
資
料

館
講
演
集
』
と
し
て
活
字
化
、
本
年
三
月

に
刊
行
の
予
定
で
あ
る
）
。
ま
た
通
常
の
公

開
講
演
会
は
第
十
一
回
を
む
か
え
、
「
歌
舞

伎
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
十
一
月
十
七
日
（
土
）

一
時
三
十
分
よ
り
、
「
歌
舞
伎
の
世
界
と
趣

向
」
国
立
劇
場
芸
能
澗
燕
室
専
門
員
服

部
幸
雄
氏
「
男
の
世
界
・
女
の
世
界
ｌ
近

世
戯
曲
の
椛
造
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
立
教
大

学
教
授
松
崎
仁
氏
を
開
催
、
盛
況
で
あ

っ
た
．
②
展
示
は
常
設
展
示
「
日
本
の
絵

本
な
ら
び
に
版
本
の
挿
絵
二
八
月
二
十
八

日
～
十
一
月
十
七
日
）
、
特
別
展
示
「
日
本

の
絵
本
な
ら
び
に
版
本
の
挿
絵
」
（
八
月
二

十
日
～
二
十
五
日
）
ｌ
こ
の
展
示
目
録
は

『
国
文
学
研
究
資
料
館
特
別
展
示
目
録
四
』

竜炉

と
し
て
刊
行
し
た
、
「
和
歌
と
歌
論
Ｉ
初
雁

文
庫
・
久
松
博
士
本
を
中
心
に
ｌ
」
（
十
一

ｌ
新
収
資
料
紹
介
⑭
ｌ

寛
永
行
幸
記
三
巻

原
装
（
藍
漬
染
紙
）
原
題
箭
言
御
行
幸
之
次
第
上
《
中
下
ご
子
持
匡
郭
）
。
天
地
鯛
・
２

糧
、
横
幅
上
哩
米
証
糎
（
本
文
二
十
九
紙
）
中
７
米
％
糎
（
本
文
十
八
紙
）
下
９
米
加
糎

（
本
文
二
十
一
紙
ま
雲
母
引
厚
手
楮
紙
（
下
第
九
紙
の
み
薄
手
楮
紙
、
雲
母
引
ナ
シ
）
。

上
下
両
巻
の
行
幸
図
に
手
彩
色
あ
り
。
黄
・
朱
・
赤
・
緑
・
燕
・
紺
青
・
茶
・
薄
茶
・
肉
・
紫
．

胡
粉
・
灰
・
鼠
の
十
三
色
．

寛
永
行
幸
記
ほ
後
水
尾
帝
の
寛
永
三
年
九
月
六
日
二
条
城
行
幸
の
次
第
を
画
い
た

行
列
絵
巻
（
上
下
巻
）
行
幸
次
第
・
催
し
・
歌
会
等
の
事
を
誌
し
た
部
分
（
中
巻
）
か
ら
成

る
。
古
活
字
版
に
第
一
種
・
第
二
種
（
イ
）
（
ロ
）
の
計
三
種
が
存
す
る
．
他
に
真
名
古
活

字
本
が
存
す
る
が
、
別
種
の
作
品
と
す
べ
き
で
あ
る
。

当
館
新
収
の
も
の
は
右
の
第
二
種
本
を

ｉ塗
一

覆
刻
し
た
整
版
本
で
あ
る
。
旧
蔵
者
に
よ

驫
鐘
一

り
、
こ
の
本
も
古
活
字
な
る
事
を
力
説
し

た
紙
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
が
誤
り
で
あ

る
。
た
だ
し
、
覆
刻
本
と
は
い
え
、
丁
寧
い
み
随
Ｉ
ス
蛎
多

令
卜
丁
，
γ
７
５
６手

な
手
彩
色
い
い
、
保
存
の
良
さ
と
い
い
、

鞠

こ
れ
は
こ
れ
で
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ

う
（
》
◎

付
載
写
真
は
『
古
活
字
版
之
研
究
』
図
録
１
倹
農
郷
季
’

五
七
九
・
五
九
八
図
に
対
応
す
る
個
所
で

あ
る
。
茶
の
汚
が
「
ひ
ろ
は
し
大
納
言
」

の
左
下
に
僅
か
に
あ
る
。
（
村
上
学
）
鈴
縫
繊
畷
織
癖
錨
心

ー

月
二
十
六
日
～
十
二
月
一
日
）
を
開
催
し

た
。
（
整
理
閲
覧
部
長
）

Ｂ
壇
ｘ
約
聡

＃
Ｉ

瀞
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共
同
研
究

昭
和
五
十
二
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
た
共

同
研
究
は
、
五
十
三
年
度
に
共
同
研
究
委

員
会
が
設
置
さ
れ
、
共
同
研
究
に
か
か
る

基
本
事
項
（
テ
ー
マ
・
共
同
研
究
委
員
）

を
審
議
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

共
同
研
究
の
実
施
は
委
嘱
さ
れ
た
館
内

・
館
外
の
共
同
研
究
員
が
行
う
の
で
あ
る

が
、
五
十
二
年
度
以
降
国
文
学
文
献
資
料

の
解
題
の
理
論
と
実
際
を
当
面
の
テ
ー
マ

と
し
て
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
。

初
年
度
は
当
館
で
行
う
国
文
学
文
献
資

料
の
解
題
の
基
本
姿
勢
や
方
針
を
討
議
し
、

そ
の
実
践
例
と
し
て
当
時
当
館
に
寄
託
の

初
雁
文
庫
本
（
古
今
集
以
下
中
古
、
中
世

の
歌
書
、
物
語
を
主
と
し
、
五
十
三
年
度

に
当
館
が
購
入
）
の
解
題
を
試
み
る
こ
と

を
決
定
し
て
二
年
計
画
で
実
行
に
当
っ
た
。

五
十
三
年
度
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
を
初
雁
班

と
仮
穏
、
写
本
に
絞
る
こ
と
と
し
た
。
同

年
度
か
ら
は
版
本
の
解
題
に
つ
い
て
原
理

と
実
際
に
当
る
班
も
発
足
、
俳
書
に
目
標

を
絞
り
、
種
々
の
実
験
を
試
み
、
俳
嘗
班

と
仮
構
し
た
。
五
十
四
年
度
は
初
雁
班
は

事
業
を
整
備
、
あ
ら
た
に
二
年
計
画
で
久

松
国
男
氏
寄
託
本
（
中
古
、
中
世
の
歌
学

書
を
主
と
す
る
）
に
と
り
く
ん
だ
、
俳
書

班
は
第
二
年
度
、
光
丘
図
書
館
蔵
の
俳
書

に
絞
り
解
題
の
実
際
を
行
っ
た
．

評
繊
員
会
蟻
の
開
催

本
年
度
第
二
回
評
議
員
会
議
が
去
る
三

月
七
日
（
金
）
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
当
館

中
会
議
室
に
お
い
て
石
井
議
長
ほ
か
十
四

名
の
評
議
員
の
出
席
を
得
て
開
催
さ
れ
、

昭
和
五
十
五
年
度
予
算
に
つ
い
て
、
昭
和

五
十
四
年
度
事
業
の
中
間
報
告
及
び
昭
和

五
十
五
年
度
事
業
計
画
の
概
要
等
に
つ
い

て
評
議
が
行
わ
れ
た
。

昭
和
五
十
四
年
度

文
部
省
内
地
研
究
貝

上
杉
省
和
（
静
岡
大
学
助
教
授
）

五
十
四
年
九
月
～
五
十
五
年
二
月

稲
葉
二
柄
（
香
川
大
学
助
教
授
）

五
十
四
年
九
月
～
五
十
五
年
二
月

昭
和
五
十
四
年
度
国
内
研
修
貝

川
上
宮
吉
（
大
妻
女
子
大
学
助
教
授
）

五
十
四
年
四
月
～
五
十
五
年
三
月

昭
和
五
十
四
年
度
大
学
院
受
託
学
生

筑
波
大
学
（
近
世
文
学
）
一
名

昭
和
五
十
四
年
度
文
部
省
在
外
研
究
貝

石
塚
英
弘
（
研
究
情
報
部
）

五
十
四
年
九
月
十
四
日
～
五
十
四
年
十

一
月
十
三
日

外
国
出
張
・
海
外
研
修
旅
行

佃
田
秀
一
（
文
献
資
料
部
）

五
十
四
年
九
月
十
八
日
～
九
月
三
十
日

古
川
清
彦
（
研
究
情
報
部
）

五
十
四
年
九
月
二
十
八
日
～
十
月
三
日

ー

国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
（
第
六
号
）

源
氏
物
語
を
訳
し
て
ｌ
文
体
の
問
題
…
…
…
…
…
…
Ｅ
・
Ｇ
・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
ヵ
ー

抄
出
本
「
現
存
和
歌
六
帖
」
（
校
本
と
索
引
）
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
・
福
田
秀
一

佐
膿
春
夫
の
昭
和
十
年
代
前
期

ｌ
「
ア
ジ
ア
の
子
」
の
周
辺
．
付
著
作
目
録
補
遺
ｌ
…
…
…
…
…
…
奥
出
健

Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｃ
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
書
誌
デ
ー
タ
表
現
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
宮
澤
彰

Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｃ
・
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｃ
の
持
つ
意
味
…
・
…
…
．
．
…
・
…
…
．
．
…
…
内
藤
衛
亮

漢
字
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
課
題

Ｉ
漢
字
セ
ッ
ト
の
設
計
と
運
用
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
ｌ
…
…
…
…
…
田
嶋
一
夫

明
治
期
に
お
け
る
文
学
基
盤
の
変
化
の
指
標
に
つ
い
て
…
・
…
…
…
．
．
…
山
中
光
一

国際日本文学研究集会会蟻録(第三回）

PROCEEDINEGSOFTHE3rdlNTERNATIONALCONFERENCE

ONJAPANFSFI.IJTERATUREINJAPAN(1979)

目 次

あいさ つ 市 古 貞次

スナップ集

研究発表

日本の近代文学と中国作家鄭清茂

戦前台湾における日本文学張良澤

一西川満を中心として－

『夜半の寝覚』構造分析の小論ケネス・リチ ャード

西洋人の歌舞伎史中村哲郎

子規の勉年の短歌ジャニーン・パイチマン

『山の音』における｢切り」と「合わせ｣のテーマ 鶴田欣也

シンポジウム

民間伝承（フォークロア）と文学臼田甚1i郎

三隅治雄

リチャード・マッキノン

配録纏

集会日程､研究修会の経過､参加者名簿､国際研究修会委員名簿

（豪連絡先：国文学研究資料館情報室）
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解
釈
学
会
①
〒
一
舌
豊
島
区
北
大
塚
三
’

二
九
’
二
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
内
②
夏

近
代
語
学
会
①
〒
一
茜
世
田
谷
区
太
子
堂

一
’
七
昭
和
女
子
大
学
内

国
鰭
学
会
Ｑ
Ｔ
一
三
千
代
田
区
神
田
錦
町

三
Ｉ
二
武
蔵
野
書
院
内
②
五
月
二
四

～
二
五
日
③
学
習
院
大
学

古
事
妃
学
会
（
〕
工
舌
渋
谷
区
東
四
’
三

’
二
八
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所

第
六
研
究
室
内
②
六
月
二
一
日
～
二
二

日
③
実
践
女
子
大
学

古
代
文
学
会
①
〒
三
毛
横
浜
市
緑
区
奈
良

町
一
六
六
五
町
方
和
夫
方
（
四
月
以
降

事
務
局
変
更
）
②
月
例
会
の
み

上
代
文
学
会
①
〒
己
一
千
代
田
区
神
田
神

保
町
三
’
二
七
共
立
女
子
大
学
文
芸
学

部
日
本
文
学
研
究
室
内
②
五
月
一
七
日

～
一
九
日
③
甲
南
女
子
大
学

説
話
文
学
会
①
〒
｜
三
千
代
田
区
三
番
町

六
二
松
学
舎
大
学
文
学
部
国
文
学
科
貴

国
語
国
文
学
会
連
絡
協
議
会
に
参
加
す

る
学
会
の
春
季
大
会
予
定
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
学
会
は
五
十
音
順
、
以
下
①
事

務
局
②
大
会
開
催
日
③
蚤
場
。

昭
和
五
十
五
年
度
春
季
学
会
開
催
一
覧

情
報
室

ｰ

志
研
究
室
内
②
六
月
二
九
日
③
二
松
学

舎
大
学

全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
①
〒
一
茜
世
田

谷
区
太
子
堂
一
’
七
昭
和
女
子
大
学
日

本
文
学
研
究
室
内
（
六
月
以
降
専
修
大

学
に
事
務
局
移
転
）
②
六
月
七
日
～
八

日
③
昭
和
女
子
大
学

中
古
文
学
会
①
〒
奎
八
神
戸
市
東
灘
区
森

北
町
六
’
二
ｌ
二
三
甲
南
女
子
大
学
文

学
部
国
文
学
研
究
室
内
②
五
月
一
○
日

～
二
日
③
学
習
院
大
学

中
世
文
学
会
①
〒
一
話
世
田
谷
区
駒
沢
一

’
二
三
ｌ
一
駒
沢
大
学
国
文
学
研
究
室

内
②
五
月
二
四
日
～
二
五
日
③
駒
沢
大

学
日
本
演
劇
学
会
①
〒
一
さ
新
宿
区
西
早
稲

田
一
’
六
ｌ
一
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物

館
内

日
本
歌
揺
学
会
Ｑ
Ｔ
－
舌
渋
谷
区
東
四
’

一
○
’
二
八
国
学
院
大
学
文
学
部
第
三

研
究
室
内
②
五
月
一
○
日
～
三
日
③

武
庫
川
女
子
大
学

日
本
近
世
文
学
会
①
〒
一
言
渋
谷
区
渋
谷

四
’
四
’
二
五
青
山
学
院
大
学
三
号
館

野
田
研
究
室
内
②
六
月
二
一
日
～
二
二

日
③
青
山
学
院
大
学

日
本
近
代
文
学
会
①
〒
一
吉
新
宿
区
西
早

稲
田
一
’
六
ｌ
一
早
稲
田
大
学
教
育
学

部
②
五
月
二
四
日
③
早
稲
田
大
学
大
隈

小
講
堂

日
本
口
承
文
芸
学
会
Ｑ
Ｔ
言
渋
谷
区
東

四
’
一
○
’
二
八
国
学
院
大
学
文
学
部

第
三
研
究
室
内
②
六
月
一
日
③
広
島
大

学
日
本
文
学
協
会
①
〒
一
言
豊
島
区
南
大
塚

二
’
一
七
’
一
○
日
本
文
学
協
会
②
予

定
な
し

日
本
文
学
風
土
学
会
Ｑ
工
茜
世
田
谷
区

太
子
堂
一
’
七
昭
和
女
子
大
学
日
本
文

学
研
究
室
内
②
五
月
二
四
日
③
昭
和
女

子
大
学

日
本
文
芸
研
究
会
①
〒
九
台
仙
台
市
川
内

東
北
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
研
究
室

内
②
六
月
一
四
日
～
一
五
日
③
東
北
大

学
文
学
部
教
育
学
部
大
講
義
室

俳
文
学
会
①
手
元
〒
三
一
八
王
子
市
東
中
野

七
四
二
中
央
大
学
文
学
部
三
八
三
三
号

研
究
室
内
②
予
定
な
し

表
現
学
会
①
〒
四
合
‐
一
憂
知
郡
長
久
手
町

大
字
長
湫
字
片
平
九
②
五
月
一
七
～
一

八
日
③
明
冶
大
学
（
校
舎
は
未
定
）

仏
教
文
学
会
①
〒
一
三
横
浜
市
鶴
見
区
鶴

見
二
１
－
１
三
鶴
見
大
学
文
学
部
日
本

文
学
科
内
②
六
月
（
予
定
）
③
花
園
大
学

（
予
定
）

ー

万
葉
学
会
①
〒
癸
四
吹
田
市
千
里
山
東
三

’
三
’
三
五
関
西
大
学
文
学
部
国
文
学

研
究
室
内
②
予
定
な
し

美
夫
君
志
会
Ｑ
Ｔ
四
実
名
古
屋
市
昭
和
区

八
事
本
町
一
○
一
’
二
中
京
大
学
文
学

部
国
文
学
研
究
室
内
②
未
定
③
未
定

郵
便
番
号
、
あ
て
先
、
氏
名
を
明
記
の

う
え
、
郵
送
料
（
切
手
）
を
同
封
し
て
当
館

情
報
室
あ
て
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

和
歌
文
学
会
①
〒
一
空
‐
三
八
王
子
市
東
中

野
七
四
二
中
央
大
学
文
学
部
長
崎
研
究

室
内
②
予
定
な
し

館
報
入
手
ご
希
望
の
方
は

国
文
学
研
究
資
料
館
報
第
十
四
号

昭
和
五
十
五
年
三
月
発
行

編
集
・
発
行
者

国
文
学
研
究
資
料
館

東
京
都
品
川
区
豊
町
一
ｌ
宍
’
三

郵
便
番
号
一
四
二

電
話
（
七
八
五
）
七
一
三
三
代
）

印
刷
所
株
式
会
社
三
興
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