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本
書
は
法
政
大
学
大
学
院
を
修
了
し
、
現
在
ま
で
四
十
年
近
く
裏
千
家
今

日
庵
東
京
出
張
所
に
勤
務
し
て
き
た
著
者
が
、
「
文
化
と
し
て
の
茶
の
研
究
」

に
携
わ
り
、
今
日
の
長
き
に
渡
り
積
み
重
ね
て
き
た
研
究
成
果
が
、
学
位
を

授
与
さ
れ
る
に
至
っ
た
労
作
で
あ
る
。

茶
の
湯
に
造
詣
が
深
い
著
者
が
、
日
本
文
化
の
一
つ
と
し
て
茶
の
湯
（
茶

道
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
発
生
を
中
国
に
ま
で
遡
り
、
そ
れ
が
日
本
へ
大
き

な
影
響
を
与
え
た
経
緯
を
探
る
。
「
は
じ
め
に
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
著
者
は

「
鎌
倉
時
代
の
茶
の
普
及
の
考
察
」
か
ら
手
を
染
め
、
そ
の
発
展
の
過
程
の

中
で
、
特
に
末
の
国
に
お
け
る
茶
の
重
要
性
を
う
か
が
い
知
り
、
そ
れ
を
調

べ
る
こ
と
に
よ
り
、
入
宋
僧
侶
が
持
ち
帰
っ
た
茶
の
意
味
も
解
明
で
き
る
と

い
う
。
そ
し
て
、
「
中
川
に
と
っ
て
茶
と
は
何
で
あ
っ
た
か
」
を
考
察
し
、
「
茶

の
湯
と
い
う
日
本
の
重
要
な
る
伝
統
文
化
」
の
出
発
点
の
位
置
づ
け
と
そ
の

姿
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
本
書
の
目
的
と
し
て
い
る
。
構
成
は
、
次
の

通
り
で
あ
る
。

〈
書
評
と
紹
介
〉

第
一
章
中
国
「
茶
」
史
ｌ
そ
の
萌
芽
よ
り
唐
代
ま
で
Ｉ

石
田
雅
彦
箸

。
茶
の
湯
」
前
史
の
研
究

ｌ
宋
代
片
茶
文
化
完
成
か
ら
日
本
の
茶
の
湯
へ
ｌ
』
遠
山
久
也

書
評
と
紹
介

第
一
章
「
中
風
「
茶
」
史
ｌ
そ
の
萌
芽
よ
り
唐
代
ま
で
ｌ
」
は
、
本
書
の

「
序
編
」
と
も
い
え
る
部
分
で
あ
る
。
茶
の
発
生
か
ら
文
化
に
発
展
す
る
ま

で
の
過
程
を
中
国
に
お
け
る
最
も
古
典
的
な
茶
の
文
献
で
あ
る
唐
代
の
陸
羽

に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
「
茶
経
」
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
述
べ
る
。
茶
は

「
茶
」
と
い
わ
れ
る
葵
に
入
れ
る
野
菜
の
一
種
と
し
て
現
れ
た
が
、
三
国
時

代
に
な
る
と
「
茶
苑
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
葵
に
入
れ
る
野
菜
的
な

扱
い
と
は
別
に
、
独
立
し
た
飲
料
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
唐
代

に
入
り
飲
茶
風
習
の
定
着
や
茶
に
税
が
課
さ
れ
始
め
た
頃
よ
り
「
茶
」
の
字

が
「
茶
」
字
か
ら
分
立
し
独
立
し
て
い
っ
た
と
述
べ
る
。
次
に
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
注
Ⅱ
さ
れ
な
か
っ
た
晋
代
に
焦
点
を
あ
て
、
茶
園
の
発
生
・
安
定
、
茶

極
の
多
様
化
と
質
的
向
上
、
末
茶
の
発
生
、
道
具
趣
味
の
発
生
、
茶
果
に
よ

る
接
待
方
法
の
発
生
な
ど
が
汗
代
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
飲
茶
法
や
茶
の

製
造
法
の
基
礎
的
成
立
は
、
唐
代
で
は
な
く
普
代
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。

ま
た
、
茶
は
あ
く
ま
で
一
つ
の
飲
料
の
材
料
で
し
か
な
い
が
、
茶
が
何
か
と

組
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
を
接
待
す
る
主
役
に
な
り
う
る
」
と
し
、
そ
れ
が

見
ら
れ
る
普
代
に
す
で
に
茶
が
「
文
化
」
の
要
素
を
持
ち
始
め
、
飲
料
か
ら

文
化
へ
の
脱
皮
を
始
め
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
茶
菓
」
の
み
に
よ
る
接

第
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客
法
を
「
現
在
我
々
の
住
む
世
紀
」
に
ま
で
通
ず
る
接
客
法
と
し
て
位
置
づ

け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
唐
代
に
な
り
、
高
級
茶
で
あ
る
團
茶
と
庶
民
が
日
常

的
に
飲
む
散
茶
と
に
分
か
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
茶
が

日
常
必
需
品
で
あ
り
な
が
ら
形
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
高
度
な
茶
の
文

化
」
ヘ
と
成
長
す
る
分
か
れ
道
と
な
っ
た
と
指
摘
し
、
こ
れ
を
著
者
は
、
現

在
の
Ⅱ
本
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
常
に
は
飲
茶
が
な
さ
れ
な
が
ら
も
抹

茶
を
媒
介
と
す
る
「
茶
道
」
と
い
う
伝
統
文
化
が
存
在
す
る
状
態
に
酷
似
す

る
と
見
る
。

第
二
章
「
宋
代
茶
の
産
地
と
そ
の
種
類
」
は
、
こ
れ
ま
で
は
ま
っ
た
く
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
分
野
の
研
究
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
が
本
書
の
「
本
編
」
と
い
え
る
。
本
章
で
は
、
宋
代
に
お
け
る
茶
の
生
産

地
、
茶
の
種
類
、
茶
の
生
産
量
、
な
ど
を
考
察
す
る
。
膨
大
な
宋
代
の
根
本

史
料
を
使
っ
て
、
茶
の
生
産
地
と
そ
こ
か
ら
生
産
さ
れ
る
茶
の
種
類
・
名
を

検
索
し
た
限
り
を
す
べ
て
表
に
示
し
つ
つ
、
論
述
し
て
い
る
。
ま
ず
、
末
代

に
お
け
る
片
茶
と
散
茶
の
生
産
地
と
茶
の
種
類
・
茶
名
に
つ
い
て
、
続
い
て
、

当
時
各
地
に
お
け
る
茶
の
生
産
額
が
ど
れ
く
ら
い
あ
っ
た
の
か
を
、
北
末
期

と
南
末
期
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
表
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
末
全
域
の
「
茶
の

生
産
地
」
（
散
茶
に
関
連
し
て
い
る
地
名
）
を
表
に
示
す
に
際
し
て
は
、
Ⅲ
川

地
方
の
茶
は
専
売
外
で
宋
代
史
料
に
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
当
時
の
文

献
に
散
見
さ
れ
る
も
の
の
な
か
か
ら
探
し
出
し
、
四
川
地
方
の
茶
の
種
類
・

名
、
産
地
等
を
抽
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
も
と
に
「
茶
の
生
産
地
」

地
図
を
作
成
し
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
こ
と
か
ら
末
茶
に
つ
い
て
、

粉
末
の
茶
で
あ
る
か
ら
、
固
形
の
茶
（
片
茶
）
で
な
い
茶
（
散
茶
）
に
分
類

さ
れ
る
の
に
、
独
立
し
て
末
茶
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
末

法
政
史
学
第
六
十
号

茶
を
「
片
茶
か
ら
造
ら
れ
る
茶
」
で
は
な
く
「
散
茶
か
ら
直
接
造
ら
れ
る
茶
」

で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
研
究
史
上
取
り
扱
わ
れ
な
か
っ
た
水
磨
茶

に
つ
い
て
述
べ
、
末
代
に
水
力
利
用
に
よ
る
「
茶
水
磨
」
が
存
在
し
た
こ
と

を
証
明
す
る
。
こ
こ
で
は
葉
茶
を
直
接
「
末
茶
」
に
す
る
用
法
が
始
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
示
し
、
「
農
書
」
よ
り
「
水
磨
図
」
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
こ

で
、
宋
代
で
は
日
常
の
飲
用
方
も
ほ
と
ん
ど
が
末
茶
飲
で
あ
り
葉
茶
飲
で
は

な
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

第
三
章
「
宋
代
茶
の
流
通
」
で
は
、
前
章
を
受
け
て
、
生
産
さ
れ
た
膨
大

な
量
の
茶
が
、
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
を
た
ど
っ
て
生
産
地
か
ら
消
費
地
に
流

れ
て
い
っ
た
か
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
ず
、
末
代
の
「
茶
法
制
度
及
び
沿
革
」

を
た
ど
り
、
「
茶
の
専
売
」
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
そ
し
て
茶
の
売
買
価
格
を

見
る
。
こ
れ
は
、
「
当
該
時
期
の
中
国
に
と
っ
て
茶
と
は
何
か
．
中
国
の
人
々

に
と
っ
て
茶
と
は
如
何
な
る
物
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
示

唆
で
き
る
も
の
は
「
茶
の
値
段
」
で
あ
る
と
す
る
著
者
の
理
解
に
基
づ
く
。

こ
こ
で
、
散
茶
は
生
産
さ
れ
た
地
域
で
基
本
的
に
消
費
さ
れ
る
こ
と
、
片
茶

が
非
常
に
高
価
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
解
明
し
て
い
る
。
本
章
「
結
論
」
で
、

多
く
の
片
茶
に
は
Ⅱ
常
の
飲
み
物
と
は
違
う
特
別
な
飲
み
物
と
し
て
の
要
求

が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
、
末
代
の
総
済
の
発
展
に
よ
る
洲
費
肴

の
増
大
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
宋
代
の
政
治
文

化
を
支
え
た
士
大
夫
読
書
人
階
級
の
人
々
で
あ
り
豪
商
で
あ
り
、
彼
ら
は
片

茶
と
そ
の
文
化
に
対
し
て
非
常
な
熱
心
さ
を
も
っ
て
臨
ん
だ
の
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

第
四
章
「
北
苑
茶
焙
」
で
は
、
歳
貢
茶
を
生
産
し
て
い
た
北
苑
茶
焙
（
福

建
路
建
州
Ⅱ
現
福
建
省
建
甑
市
）
に
つ
い
て
述
べ
る
。
日
本
で
北
苑
茶
焙
に

一
○
四
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つ
い
て
触
れ
る
最
初
の
論
考
と
い
え
る
。
龍
・
鳳
と
い
う
歳
貢
茶
こ
そ
が
、

強
大
な
中
央
集
権
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
「
宋
代
を
特
徴
づ
け
る
茶
の
文
化
」

で
あ
っ
た
が
、
「
強
い
特
徴
」
で
あ
っ
た
が
た
め
、
宋
朝
が
滅
び
る
と
と
も
に

片
茶
文
化
が
滅
び
、
一
方
で
「
日
本
へ
末
茶
文
化
を
押
し
出
し
た
」
力
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
鳳
凰
山
の
麓
に
「
北
苑
」
と
呼

ば
れ
る
茶
園
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
「
北
苑
石
刻
碑
」
を
残
し
た
阿
適
が
、

当
時
の
監
察
御
史
で
あ
っ
た
郎
荷
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
建
安
（
建
州
）

で
の
茶
の
生
産
の
始
ま
り
、
北
苑
の
名
の
始
ま
り
、
そ
こ
で
生
産
さ
れ
る
龍

鳳
茶
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
、
北
苑
茶
焙
は
片
茶
の
究
極
化
を
目
指
す
こ
と
に

な
る
と
指
摘
す
る
。
次
に
、
北
苑
茶
焙
の
大
凡
の
構
成
を
述
べ
、
国
家
直
轄

の
内
焙
、
民
間
経
営
の
外
焙
、
各
茶
園
の
現
地
比
定
を
行
う
。
ま
た
、
北
苑

茶
焙
に
お
け
る
片
茶
製
造
の
各
工
程
を
考
察
し
、
茶
園
か
ら
早
朝
短
時
間
に

採
茶
し
た
茶
芽
を
、
複
雑
な
工
程
を
経
て
作
り
上
げ
る
過
程
を
見
る
。
こ
の

地
で
製
造
さ
れ
た
片
茶
は
歳
貢
に
あ
て
ら
れ
る
茶
と
市
場
に
川
さ
れ
る
茶
と

に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
前
者
、
こ
の
地
か
ら
毎
年
春
一
番
に
「
歳
貢

茶
」
の
種
類
、
順
次
都
に
送
り
出
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
、
正
貢
以
外
の
茶
な
ど

に
つ
い
て
検
証
す
る
。
次
に
、
歳
貢
茶
こ
そ
宋
代
の
片
茶
文
化
の
最
高
の
姿

で
あ
っ
た
と
し
、
窮
極
の
片
茶
「
龍
圃
勝
雪
」
を
も
っ
て
「
北
苑
茶
焙
の
完

成
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
片
茶
文
化
の
浸
透
と
と
も
に
茶
で
の
接
待
が
Ⅲ
常

化
す
る
と
と
も
に
非
日
常
的
「
特
別
な
も
て
な
し
方
」
が
茶
会
と
し
て
生
ま

れ
る
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
茶
会
は
客
を
招
待
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ

と
、
「
茶
礼
」
ら
し
き
作
法
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
道
具
趣
味
と

合
わ
せ
て
み
る
と
「
片
茶
を
中
心
に
し
て
道
具
と
主
人
と
客
の
三
位
が
一
体

に
な
っ
た
」
ひ
と
つ
の
文
化
体
系
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
と
し
、

書
評
と
紹
介

「
北
苑
茶
焙
の
完
成
」
と
と
も
に
「
宋
代
片
茶
文
化
が
完
成
」
し
た
と
指
摘

す
る
。
ま
た
、
こ
の
時
代
に
濃
茶
・
薄
茶
鮎
方
の
源
流
が
み
ら
れ
る
こ
と
も

示
唆
す
る
。
元
代
か
ら
明
代
に
な
る
と
片
茶
に
対
す
る
姿
勢
に
変
化
が
出
て

き
て
、
明
の
太
祖
は
片
茶
製
造
を
中
止
し
、
葉
茶
（
煎
茶
）
の
進
貢
に
あ
ら

た
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
片
茶
専
門
の
「
北
苑
茶
焙
」
は
終
焉
を
迎
え
て
、

片
茶
文
化
は
完
全
に
消
え
去
る
が
、
「
中
国
で
消
滅
し
た
片
茶
文
化
は
、
米
国

が
滅
び
る
時
期
と
相
俟
っ
て
海
を
隔
て
た
日
本
で
新
た
な
抹
茶
の
文
化
と
し

て
花
開
く
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

第
五
章
「
入
宋
僧
侶
と
茶
の
係
わ
り
」
で
は
、
末
代
の
片
茶
文
化
を
ｎ
本

に
移
入
す
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
入
宋
僧
侶
が
、
入
宋
中
に
日
常
生
活
の
中

で
い
か
な
る
形
で
茶
と
か
か
わ
り
を
も
っ
た
か
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
日
本

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
考
察
す
る
。
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉

時
代
（
宋
代
中
期
か
ら
末
期
）
に
か
け
て
入
宋
し
巡
礼
求
法
し
た
大
勢
の
ｎ

本
の
僧
佃
た
ち
が
い
た
が
、
平
安
時
代
初
期
に
人
膚
し
た
円
仁
の
「
人
唐
求

法
巡
礼
行
記
」
中
に
み
ら
れ
る
「
鮎
茶
」
の
記
事
と
、
京
都
大
雲
寺
住
職
成

尋
の
中
国
滞
在
生
活
記
録
「
参
天
台
五
臺
山
記
」
の
鮎
茶
の
記
事
す
べ
て
を

検
索
し
表
に
示
す
。
そ
れ
を
見
る
と
、
特
に
成
尋
の
場
合
、
鮎
茶
が
日
常
的

な
風
景
と
し
て
見
ら
れ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
記
事
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、

茶
は
接
待
用
に
用
い
る
と
「
互
い
に
鮎
茶
し
た
万
と
茶
を
飲
む
方
と
の
間
で

結
縁
を
認
め
る
」
た
め
の
飲
み
物
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

て
い
る
と
指
摘
す
る
。
と
り
わ
け
成
尋
の
各
大
師
と
の
交
流
は
、
す
で
に
飲

み
物
の
範
蠕
を
超
え
て
「
師
と
弟
子
の
心
を
結
ぶ
」
茶
に
な
っ
て
い
た
と
主

張
す
る
。
次
に
、
栄
西
は
、
二
度
に
わ
た
る
中
国
滞
在
中
に
禅
林
に
お
け
る

茶
と
の
か
か
わ
り
と
茶
が
持
つ
結
縁
性
か
ら
、
日
本
の
禅
宗
に
も
「
茶
が
必

一
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要
で
あ
る
」
と
し
て
茶
を
選
ん
だ
と
述
べ
る
。
栄
西
の
法
嗣
圓
爾
辨
圓
も
そ

れ
に
続
き
「
明
州
碧
山
寺
水
磨
様
図
」
を
持
ち
帰
っ
て
い
る
。
圓
爾
が
そ
れ

を
筆
写
し
て
持
ち
帰
っ
た
理
由
を
、
著
者
は
、
栄
西
は
宋
か
ら
抹
茶
を
鮎
茶

す
る
方
法
を
持
ち
帰
っ
た
が
、
日
本
で
は
茶
を
固
形
茶
に
す
る
高
級
技
術
は

生
ま
れ
ず
、
茶
を
そ
の
ま
ま
末
茶
に
す
る
方
法
を
選
ん
だ
。
そ
の
た
め
に
「
水

磨
様
図
」
を
も
た
ら
し
た
と
説
明
す
る
。

第
六
章
「
日
本
に
於
け
る
喫
茶
の
萌
芽
と
そ
の
普
及
ｌ
茶
の
湯
へ
の
序
章

ｌ
」
で
は
、
栄
西
の
茶
の
招
来
を
受
け
て
日
本
に
お
け
る
茶
の
発
生
と
普
及

を
考
察
し
て
い
る
。
史
料
は
少
な
い
が
、
宋
代
に
亡
び
た
「
末
茶
文
化
」
を

「
抹
茶
文
化
」
へ
と
転
換
継
承
し
て
い
く
過
程
の
考
察
は
、
当
時
の
Ⅱ
本
社

会
の
転
換
に
も
関
連
づ
け
ら
れ
て
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
こ
の
時
代
、
武
士

や
庶
民
に
は
茶
に
対
す
る
認
識
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
、
上
級
貴
族
や

僧
侶
た
ち
は
「
茶
」
の
存
在
は
認
織
し
て
い
た
が
す
で
に
形
骸
化
し
て
お
り
、

日
常
的
に
飲
む
た
め
の
も
の
と
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘

す
る
。
平
安
初
期
の
喫
茶
の
萌
芽
は
最
初
か
ら
発
展
す
る
条
件
は
な
く
、
後

世
の
「
茶
の
湯
」
と
い
う
文
化
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
茶
の

普
及
は
栄
西
が
茶
を
招
来
し
た
こ
と
に
よ
り
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
か
ら
始

ま
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
飲
茶
が
漸
次
僧
侶
か
ら
武
士
へ
と
波
及
し
た
鎌

倉
中
期
を
、
薬
用
と
し
て
の
時
代
か
ら
嗜
好
品
と
し
て
の
喫
茶
文
化
へ
と
変

貌
し
て
行
く
中
間
期
と
位
置
づ
け
る
が
、
「
ま
だ
薬
用
を
抜
け
切
っ
て
な
い
」

と
主
張
す
る
。
こ
こ
で
は
「
関
東
往
還
記
」
に
み
ら
れ
る
叡
尊
の
「
儲
茶
」

を
「
施
茶
」
と
は
と
ら
え
ず
に
「
非
時
食
戒
」
を
破
ら
ぬ
薬
品
と
し
て
の
茶

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
次
に
鎌
倉
末
期
か
ら
武
士
の
間
で
も
高
級

飲
料
と
し
て
の
茶
が
か
な
り
こ
の
時
期
に
は
普
及
し
て
い
た
こ
と
、
茶
園
の

法
政
史
学
第
六
十
号

萌
芽
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
世
間
売
茶
」
を
購
入
し
て
い
る
事
例

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
茶
の
商
品
化
」
な
ど
を
指
摘
し
、
茶
の
普
及
に
つ
い
て

述
べ
る
。
ま
た
、
唐
物
文
物
の
輸
入
と
相
俟
っ
て
、
つ
い
に
「
唐
物
の
道
具

で
喫
茶
す
る
」
風
の
流
行
な
ど
を
指
摘
し
、
茶
会
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
こ
と

を
も
っ
て
、
茶
が
文
化
へ
と
脱
皮
し
た
と
主
張
す
る
。
な
お
、
著
者
は
茶
会

を
「
茶
が
単
な
る
飲
料
と
し
て
で
は
な
く
、
飲
む
為
の
他
の
要
因
、
例
え
ば

精
神
性
・
美
術
品
・
酒
宴
な
ど
と
何
次
元
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
」
の

会
、
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
時
代
は
ま
さ
に
「
茶
の
文
明
開
化
」

の
時
期
で
あ
り
、
そ
の
末
期
に
は
室
町
期
の
文
化
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な

示
唆
的
な
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
述
べ
、
茶
の
湯
史
上
に
お
け
る
鎌

倉
時
代
は
、
中
国
に
お
け
る
晋
代
の
よ
う
に
Ｈ
本
に
お
け
る
茶
の
基
礎
的
成

立
を
見
た
時
代
で
あ
っ
た
と
結
論
し
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
構
成
と
内
容
を
持
つ
本
書
の
最
大
の
特
徴
は
、
従

来
、
栄
西
に
よ
る
茶
の
招
来
以
後
に
限
ら
れ
て
い
た
研
究
に
対
し
、
そ
れ
以

前
に
視
点
を
向
け
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
源
流
を
日
本
の
枠
内

に
と
ど
め
ず
、
中
国
に
お
け
る
「
茶
」
の
成
立
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
「
北
苑
茶
焙
」
に
関
わ
る
諸
指
摘
を
は
じ
め
、
随
所
に
新
知
見
が
見
ら

れ
る
。
そ
う
い
っ
た
点
に
お
い
て
、
本
書
は
、
茶
の
湯
（
茶
道
）
史
研
究
に

と
っ
て
大
き
な
画
期
を
な
す
研
究
と
い
え
る
。
ま
た
、
中
国
の
文
化
史
の
点

か
ら
み
て
も
、
本
書
で
展
開
さ
れ
た
分
析
は
貴
重
な
も
の
と
な
ろ
う
。
さ
ら

に
、
本
書
は
、
先
学
の
成
果
を
た
ど
り
つ
つ
自
説
を
展
開
す
る
が
、
細
微
に

至
る
ま
で
の
宋
代
茶
法
史
料
の
解
読
と
分
析
は
、
本
書
を
支
え
る
大
き
な
柱

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
著
者
は
煩
預
と
謙
遜
す
る
が
、
膨
大
な

数
値
デ
ー
タ
を
級
密
に
整
理
し
、
そ
れ
を
表
や
地
図
で
示
し
た
上
で
の
考
察

一
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以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
本
書
に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
の
評
を
述
べ
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
本
書
は
、
註
に
よ
り
中
国
の
用
語
等
に
至
る
ま
で
詳

細
に
解
説
さ
れ
、
か
つ
、
引
用
史
料
が
す
べ
て
読
み
下
し
と
な
っ
て
お
り
、

読
者
に
は
読
み
や
す
く
、
た
い
へ
ん
わ
か
り
や
す
く
構
成
さ
れ
て
い
る
。
反

面
、
史
料
に
つ
い
て
は
、
原
文
と
の
確
認
が
必
要
と
さ
れ
る
部
分
も
あ
り
、

何
ら
か
の
形
で
の
原
文
の
掲
載
が
ほ
し
か
っ
た
。

ま
た
、
喫
茶
の
普
及
、
茶
の
存
在
意
義
が
変
貌
し
て
い
く
過
程
は
わ
か
り

や
す
く
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
ま
さ
に
、
茶
道
が
確
立
す
る
ま
で
の
前
段
階
史

と
い
え
る
。
ち
ょ
う
ど
、
武
家
の
社
会
が
発
展
し
よ
う
と
い
う
時
期
、
栄
西

の
茶
の
招
来
を
契
機
に
茶
の
普
及
が
は
じ
ま
っ
た
と
こ
ろ
は
、
非
常
に
興
味

深
い
。
公
家
社
会
に
は
茶
の
発
展
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
武
家
社
会
に

広
ま
っ
た
禅
と
茶
と
の
関
わ
り
な
ど
の
著
者
の
指
摘
を
見
る
に
つ
け
て
、
武

に
は
説
得
力
が
あ
る
。
そ
し
て
、
文
化
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
・
外
交
・
経

済
等
、
様
々
な
分
野
へ
の
関
連
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
基
本
姿

勢
と
し
て
、
単
な
る
「
茶
の
歴
史
」
で
は
な
く
「
茶
の
文
化
史
」
を
求
め
る

と
い
う
姿
勢
が
見
ら
れ
、
茶
の
湯
に
造
詣
の
あ
る
著
者
な
ら
で
は
の
独
特
な

指
摘
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
基
盤
に
、
本
書
の
目
的
で
あ
る
「
中

国
に
と
っ
て
茶
と
は
何
で
あ
っ
た
か
」
を
考
察
し
、
「
茶
の
湯
と
い
う
日
本
の

重
要
な
る
伝
統
文
化
」
の
出
発
点
の
位
置
づ
け
と
そ
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
す

る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
中
国
に
お
い
て
「
末
茶
（
片
茶
巨
文
化
が
完
成

し
た
の
は
宋
代
で
あ
っ
た
が
、
宋
が
元
に
よ
り
滅
ぼ
さ
れ
る
と
程
な
く
、
末

茶
と
い
う
飲
用
方
は
中
国
全
土
か
ら
消
滅
し
て
し
ま
い
、
か
ろ
う
じ
て
当
時

僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
移
入
さ
れ
た
日
本
に
の
み
末
茶
文
化
は
残
っ
た
こ
と
で

あ
る
、
と
ま
と
め
て
い
る
。

書
評
と
紹
介

本
書
は
、
富
坂
キ
リ
ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
（
文
京
区
）
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

一
つ
と
し
て
発
足
し
た
女
性
史
研
究
会
に
よ
る
論
集
で
あ
り
、
前
作
『
近
代

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
女
性
た
ち
」
（
新
教
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
に
続
く

第
二
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
会
は
、
前
作
の
「
ま

え
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
’
九
九
○
年
三
月
に
「
民
衆
女
性
と
近
代
キ
リ
ス
ト

教
」
研
究
会
と
し
て
発
足
し
、
「
従
来
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
歴
史

研
究
が
、
近
代
化
の
担
い
手
、
民
主
主
義
の
担
い
手
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教

家
社
会
が
茶
を
受
容
し
た
要
因
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
の
余
地
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
中
世
前
期
を
研
究
す
る
我
々
に
対

し
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
今
後
の
課
題
と
も
い
え
よ
う
。
茶
の
湯
（
茶
道
）
史

に
と
っ
て
、
茶
の
成
立
か
ら
日
本
へ
の
伝
来
を
論
じ
た
こ
と
の
本
書
の
意
味

は
重
要
で
あ
り
、
茶
道
史
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
中
世
前
期
の
武
家
社
会
・
日

中
文
化
比
較
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
も
必
見
の
書
と
も
な
り
う
る
と
思
わ

れ
る
。

以
上
、
拙
い
な
が
ら
の
紹
介
と
評
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
筆
者
の

理
解
不
足
に
つ
い
て
は
、
著
者
及
び
読
者
の
ご
寛
容
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

〔
一
一
○
○
三
年
一
月
刊
Ａ
５
判
六
一
六
頁
一
二
○
○
○
円
雄
山

閣
〕富
坂
キ
リ
ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
編

「
女
性
キ
リ
ス
ト
者
と
戦
争
』

一
○
七

横
山
恵
美

Hosei University Repository



を
弁
証
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
批
判
的
に
捉
え
直
し
、
そ
の

よ
う
な
視
点
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
っ
た
民
衆
女
性
の
歴
史
的
現
実
に
光

を
当
て
」
、
「
あ
く
ま
で
丹
念
に
実
証
的
研
究
を
積
み
、
歴
史
の
ひ
だ
に
た
た

ま
れ
て
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
女
性
た
ち
の
発
し
て
い
る
嘆
き
や
叫
び
、
ま

た
時
と
し
て
あ
が
っ
た
で
あ
ろ
う
歓
声
を
豊
か
に
汲
み
上
げ
る
こ
と
を
心
が

け
て
い
き
た
い
。
」
と
い
う
趣
旨
の
も
と
、
大
学
教
員
、
牧
師
、
弁
護
士
、
カ

ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
な
ど
、
世
代
と
生
業
を
異
に
す
る
メ
ン
バ
ー

’
○
名
で
活
動
を
開
始
し
た
。

第
二
集
と
な
る
本
書
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
二
期
Ｕ
と
し
て
、
一
九
九
七

年
に
一
○
名
の
メ
ン
バ
ー
で
発
足
し
た
「
近
代
日
本
キ
リ
ス
ト
教
女
性
史

（
Ⅱ
）
研
究
会
」
が
、
二
○
○
二
年
春
ま
で
の
五
年
間
に
延
べ
一
八
回
の
例

会
を
重
ね
、
一
五
年
戦
争
期
に
お
け
る
女
性
キ
リ
ス
ト
者
・
婦
人
団
体
・
ミ
ッ

シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
の
動
向
を
多
角
的
に
検
討
し
た
共
同
研
究
の
成
果
で
あ

る
。
「
近
代
日
本
に
生
き
た
民
衆
女
性
の
歴
史
的
現
実
に
光
を
当
て
る
」
と
い

う
前
作
の
趣
旨
は
、
本
書
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
対
象
と
す
る
時
期
を

一
五
年
戦
争
期
に
限
定
し
て
い
る
点
に
本
書
の
特
徴
が
あ
る
。

本
書
の
意
図
は
、
奥
田
暁
子
氏
の
「
ま
え
が
き
」
の
言
葉
に
明
ら
か
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
．
五
年
戦
争
期
の
キ
リ
ス
ト
教
界
に
つ
い
て
は
す
で
に
多

く
の
先
行
研
究
が
あ
り
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
解
明
が
進
ん
で
い
る
が
、
女

性
キ
リ
ス
ト
者
に
関
し
て
は
、
彼
女
た
ち
が
ど
ん
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
た

か
、
ま
た
ど
ん
な
時
代
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
の
解
明
は
ま
だ
不
十
分
で

あ
る
。
本
書
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
こ
の
時
期
を
生
き
た
女
性
キ
リ
ス

ト
者
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
全
体
像
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、
一
五

年
戦
争
期
の
女
性
キ
リ
ス
ト
者
の
思
想
や
動
向
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え

法
政
史
学
第
六
十
号

た
。
」本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
え
が
き

奥
田
暁
子

第
一
章
戦
時
体
制
と
キ
リ
ス
ト
教
幼
稚
園

大
里
喜
美
子

ｌ
青
山
学
院
を
中
心
に
’

第
二
章
戦
時
下
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル

奥
田
暁
子

第
三
章
植
村
環
ｌ
時
代
と
説
教
ｌ

荒
井
英
子

第
四
章
帝
国
意
識
の
生
成
と
展
開

早
川
紀
代

ｌ
日
本
基
督
教
婦
人
矯
風
会
の
場
合
’

第
五
章
大
陸
政
策
の
中
の
北
京
愛
隣
館

出
岡
学

第
六
章
小
泉
郁
子
と
「
帝
国
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」

加
納
実
紀
代

あ
と
が
き

荒
井
英
子

第
一
～
三
章
は
、
キ
リ
ス
ト
教
幼
稚
園
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
、
植
村

環
と
い
っ
た
日
本
国
内
の
キ
リ
ス
ト
教
組
織
と
そ
れ
ら
に
関
わ
っ
た
個
人
の

活
動
に
焦
点
を
あ
て
た
内
容
で
あ
り
、
第
四
～
六
章
は
、
日
本
基
督
教
婦
人

矯
風
会
、
北
京
愛
隣
館
、
小
泉
郁
子
と
い
っ
た
、
日
本
が
侵
略
し
た
中
国
で

活
動
し
た
女
性
キ
リ
ス
ト
者
組
織
と
個
人
に
焦
点
を
あ
て
た
内
容
と
な
っ
て

い
る
。

以
下
、
各
論
文
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

大
里
論
文
は
、
日
本
の
幼
稚
園
創
立
に
深
く
関
わ
っ
た
西
欧
の
女
性
宣
教

師
た
ち
の
活
躍
と
フ
レ
ー
ベ
ル
主
義
キ
リ
ス
ト
教
幼
稚
園
の
歴
史
を
辿
る
と

と
も
に
、
一
五
年
戦
争
下
に
キ
リ
ス
ト
教
幼
稚
園
が
、
戦
時
保
育
体
制
の
も

と
、
心
身
共
に
強
靭
な
、
戦
時
に
ふ
さ
わ
し
い
皇
国
の
予
備
軍
育
成
の
た
め

様
々
な
指
導
・
強
制
を
受
け
、
最
終
的
に
は
戦
時
託
児
所
か
休
園
を
余
儀
な

一
○
八
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く
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
青
山
学
院
緑
岡
幼
稚
園
（
一
九
三
七
～
囚
四
年
）

を
例
に
、
主
任
田
村
忠
子
ら
の
残
し
た
教
材
や
資
料
な
ど
か
ら
そ
の
抵
抗
の

実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

奥
田
論
文
は
、
全
国
各
地
の
英
米
系
女
子
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
の
歴
史

を
分
析
し
て
、
一
五
年
戦
争
下
に
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育

を
廃
止
し
て
国
家
主
義
的
教
育
を
半
ば
自
主
的
に
実
践
し
た
こ
と
、
そ
の
直

接
的
原
因
は
、
文
部
省
に
よ
る
強
制
的
指
導
に
加
え
、
地
域
社
会
の
監
視
の

Ⅱ
と
迫
害
、
新
聞
を
始
め
と
す
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
論
調
が
Ⅱ
常
的
に
ミ
ッ

シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
を
追
い
詰
め
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
を
、
内
南
女
学

院
と
広
島
女
学
院
の
事
例
か
ら
実
証
す
る
と
と
も
に
、
戦
時
下
に
ミ
ッ
シ
ョ

ン
ス
ク
ー
ル
が
自
主
規
制
あ
る
い
は
積
極
的
に
国
策
協
力
を
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
戦
時
下
を
「
受
難
の
時
代
」
と
す
る
被
害
者
意
識
が
戦
後
も
続
い

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
戦
争
責
任
の
問
題
を
厳
し
く
問
い
か
け
て
い
る
。

荒
井
論
文
は
、
日
本
で
二
人
目
の
女
性
牧
師
で
、
日
本
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
会
長
と

し
て
、
ま
た
戦
後
は
平
和
運
動
家
と
し
て
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
女
性
史

に
不
動
の
地
位
を
築
い
た
植
村
環
を
取
り
上
げ
、
戦
時
下
に
日
本
基
督
教
団

婦
人
事
業
局
長
と
し
て
戦
時
協
力
態
勢
の
牽
引
役
を
担
っ
た
事
実
を
掘
り
起

こ
す
と
と
も
に
、
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
の
機
関
誌
「
女
子
青
年
界
」
の
巻
頭
説
教
の
分

析
を
通
し
て
、
一
方
に
お
い
て
戦
意
高
揚
を
煽
り
、
他
方
に
お
い
て
反
戦
を

勧
め
る
植
村
の
言
動
と
戦
争
責
任
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
。

早
川
論
文
は
、
一
八
八
六
年
発
足
の
日
本
基
督
教
婦
人
矯
風
会
の
機
関
誌

を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
’
九
三
○
年
代
以
降
の
矯
風
会
の
戦
争
協
力

と
対
外
認
識
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
矯
風
会
は
日
清
戦
争

以
降
一
貫
し
て
「
皇
室
尊
奉
」
「
軍
事
援
護
」
「
文
明
主
義
」
の
立
場
に
立
つ

書
評
と
紹
介

て
「
東
洋
平
和
」
を
唱
え
、
一
五
年
戦
争
期
に
は
日
本
の
侵
略
行
為
を
正
当

と
し
た
「
日
支
親
善
」
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
、
ま
た
矯
風
会
が
当
初

か
ら
情
熱
を
傾
け
て
き
た
廃
娼
運
動
は
、
戦
時
期
に
は
性
病
問
題
に
帰
結
し
、

廃
娼
問
題
は
完
全
に
骨
抜
き
と
な
っ
た
こ
と
を
検
証
し
て
い
る
。

出
岡
論
文
は
、
日
本
基
督
教
連
盟
に
よ
る
「
皇
軍
慰
問
」
事
業
の
一
つ
で
、

女
性
キ
リ
ス
ト
者
に
よ
る
医
療
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
と
し
て
、
’
九
三
九
年
に
開

設
さ
れ
た
北
京
愛
隣
館
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
Ⅱ
本
の
大
陸
政
策
の
一
環
で

あ
っ
た
こ
と
を
新
た
に
発
掘
し
た
外
務
省
資
料
な
ど
か
ら
考
察
す
る
。
す
な

わ
ち
、
Ⅱ
本
キ
リ
ス
ト
教
界
の
大
陸
進
出
は
、
中
川
民
衆
に
対
す
る
宣
撫
活

動
を
行
な
う
と
と
も
に
、
当
時
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
米
国
キ
リ
ス
ト

教
勢
力
を
中
国
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
特
別
の
任
務
を
帯
び
て
い
た
こ
と
、

そ
し
て
日
本
キ
リ
ス
ト
教
界
は
愛
隣
館
の
設
立
と
い
う
形
で
、
軍
の
「
中
支

宗
教
工
作
」
の
要
求
に
自
ら
積
極
的
に
応
え
て
い
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
す

る
。加
納
論
文
は
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
小
泉
郁
子

の
生
涯
と
思
想
を
丹
念
に
追
い
な
が
ら
、
「
断
固
た
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
と

し
て
の
郁
子
の
戦
時
下
の
中
川
で
の
活
動
を
考
察
し
て
い
る
。
「
青
鞘
」
に
出

会
っ
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
Ⅱ
覚
め
、
米
川
研
学
後
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
活

擁
し
た
郁
子
は
、
一
九
三
五
年
北
京
に
渡
り
、
夫
の
精
水
安
一
一
一
と
共
に
北
京

崇
貞
学
園
を
経
営
し
て
教
育
的
宣
撫
事
業
を
展
開
す
る
。
日
本
の
軍
事
力
の

庇
護
の
も
と
に
、
「
名
流
婦
人
」
中
心
の
「
日
支
親
善
」
に
尽
く
し
た
邦
子
は
、

国
際
的
な
視
点
や
先
進
性
を
も
ち
な
が
ら
も
、
結
局
「
帝
国
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
」
か
ら
脱
却
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
検
証
す
る
。

以
上
の
論
文
を
総
括
す
る
な
ら
ば
、
奥
田
氏
の
い
う
よ
う
に
、
「
女
性
の
キ

一
○
九
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ま
た
、
女
性
キ
リ
ス
ト
者
の
活
躍
は
、
教
育
事
業
や
社
会
・
福
祉
事
業
の

分
野
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
は
本
書
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
戦
時
下
に
キ
リ
ス
ト
教
幼
稚
園
や
女
学
校
が
受
け
た
迫
害
や
弾

圧
に
対
し
て
、
経
営
者
や
保
母
・
教
師
の
側
か
ら
の
考
察
は
多
く
み
ら
れ
る

載
す
れ
ば
、
予
備
知
諭

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

リ
ス
ト
者
の
多
く
は
帝
国
主
義
の
先
兵
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
た
」
と
結
論

づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
女
た
ち
の
行
動
を
た
だ
批
判
す

る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
、
一
つ
一
つ
の
事
例
に
つ
い
て
そ

の
原
因
や
背
景
を
探
り
、
彼
女
た
ち
の
抱
え
て
い
た
苦
悩
や
心
理
的
葛
藤
を

含
め
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
解
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
本
書
の
意
義
も

そ
の
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

女
性
史
研
究
の
場
合
、
と
り
わ
け
一
五
年
戦
争
期
に
お
け
る
資
料
的
制
約

は
非
常
に
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
本
書
で
は
、
教
界
新
聞
や
機
関
誌
な
ど

の
史
料
発
掘
と
分
析
、
関
係
者
か
ら
の
聞
き
書
き
を
も
と
に
、
点
在
す
る
史

料
を
つ
な
ぐ
作
業
を
通
し
て
女
性
キ
リ
ス
ト
者
の
人
物
像
を
丹
念
に
描
き
、

彼
女
た
ち
の
思
想
と
生
涯
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
て
お
り
、
そ

の
姿
勢
は
高
く
評
価
で
き
よ
う
。

し
か
し
一
方
で
、
本
書
が
一
五
年
戦
争
期
と
い
う
限
定
さ
れ
た
時
代
を

扱
っ
て
い
る
た
め
、
各
論
文
中
に
日
本
基
督
教
団
、
矯
風
会
、
愛
隣
館
な
ど

同
じ
組
織
・
機
関
が
何
度
も
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
日
本
キ
リ
ス

ト
教
界
全
体
の
動
向
を
か
え
っ
て
わ
か
り
に
く
く
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
研
究
会
の
共
同
研
究
の
成
果
と
し
て
、
戦
時
中
の
時
代
背
景
と
Ⅱ

本
キ
リ
ス
ト
教
界
の
動
向
を
比
較
・
対
照
で
き
る
よ
う
な
年
表
を
巻
末
に
掲

載
す
れ
ば
、
予
備
知
識
の
な
い
読
者
に
も
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
っ
た
の

法
政
史
学
第
六
十
号

も
の
□
そ
の
教
育
理
念
に
賛
同
し
て
子
供
を
入
学
さ
せ
た
保
護
者
や
、
そ

こ
で
学
ぶ
女
学
生
た
ち
は
、
当
時
の
学
校
側
の
対
応
を
ど
う
受
け
止
め
た
の

か
、
ま
た
教
育
方
針
や
教
科
内
容
に
ど
の
よ
う
な
質
的
変
化
が
具
体
的
に
み

ら
れ
た
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
に
対
し
て
は
、
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い

る
と
は
い
い
難
い
。
資
料
的
な
制
約
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
つ
つ
も
、
教
育

を
受
け
た
側
か
ら
の
教
育
機
関
の
実
態
解
明
は
今
後
の
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ

う
（
な
お
、
加
納
論
文
に
関
連
し
て
、
今
年
七
月
に
刊
行
さ
れ
た
山
崎
朋
子

箸
「
朝
陽
門
外
の
虹
崇
貞
女
学
校
の
人
び
と
」
〈
岩
波
書
店
〉
は
、
一
○
年

近
い
年
月
を
費
や
し
て
、
中
国
人
・
朝
鮮
人
・
日
本
人
の
元
生
徒
か
ら
聞
き

書
き
を
行
っ
て
お
り
、
参
考
と
な
る
だ
ろ
う
）
。

「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
に
収
録
予
定
だ
っ
た
皇
室
女
性
と
キ
リ
ス

ト
教
と
の
関
係
や
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
女
性
の
活
動
な
ど
、

い
く
つ
か
の
興
味
深
い
テ
ー
マ
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
女
性
史
研

究
会
の
今
後
の
活
躍
と
と
も
に
、
第
三
集
の
刊
行
に
期
待
し
た
い
。

最
後
に
、
筆
者
の
力
不
足
の
た
め
書
評
と
し
て
は
な
は
だ
不
十
分
な
内
容

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、
前
作
と
あ
わ
せ
て
本

書
を
一
読
さ
れ
る
こ
と
を
お
薦
め
す
る
。

〔
二
○
○
二
年
一
一
一
月
刊
Ａ
５
判
二
九
五
頁
二
六
○
○
円
（
本
体
）

行
路
社
〕

一

○
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