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平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日

夢
に
墜
落
中
の
機
内
に
あ
り
。前
に
傾
く
操
縦
席
に
て
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
、下
界
を
睨
み
つ
つ
腕
を
伸
ば
し
親

指
に
て
何
物
か
を
押
へ
つ
け
ん
と
す
る
が
如
く
、row

, row
, row

 

と
唱
ふ
る
を
見
る
。

一
年
以
上
も
前
に
、同
じ
く
夢
の
中
に
て
上
空
よ
り
プ
ー
ル
の
中
の
シ
ン
ク
ロ
泳
法
を
見
る
が
如
く
四
人
の

人
の
頭
を
中
心
に
し
て
十
字
を
成
し
右
回
り
に
回
転
し
つ
つ
ロ
ウ
、
ロ
ウ
、
ロ
ウ
と
唱
ふ
る
を
見
き
。
夢
の

う
ち
に
こ
の
こ
と
思
出
で
、余
の
符
合
を
不
思
議
に
思
ひ
ぬ
。二
つ
の
夢
の
視
覚
的
要
素
は
全
く
異
な
る
も

音
声
的
要
素
は
相
等
し
。こ
の
精
神
現
象
の
裏
に
何
事
か
あ
ら
む
と
思
ひ
め
ぐ
ら
す
内
に
夢
の
世
界
よ
り
現

つ
に
戻
り
ぬ
。

　
再
び
眠
り
に
入
り
て
更
に
夢
に
入
る
。
海
外
在
留
の
子
弟
に
や
あ
ら
む
。
英
語
、
日
本
語
の
入
り
混
じ
り

た
る
作
文
を
余
に
示
す
。
町
長
と
あ
る
べ
き
を
朝
長
と
、
会
長
と
あ
る
べ
き
を
海
長
と
記
し
た
り
。
そ
を
指

摘
す
る
に
音
に
違
ひ
は
無
か
る
べ
き
に
と
応
ふ
。漢
字
は
音
の
み
な
ら
ず
意
味
を
も
有
す
る
な
り
、音
変
ら

ず
と
も
意
味
異
な
れ
ば
誤
り
と
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
諭
す
。徒
に
煩
し
き
こ
と
を
な
す
も
の
か
な
と
不
服
げ

な
り
。余
説
き
て
曰
く
、一
見
煩
し
き
こ
と
な
れ
ど
も
一
度
こ
の
操
作
に
習
熟
せ
ば
効
率
良
き
こ
と
こ
の
上

な
し
、
し
か
も
そ
の
習
熟
に
は
さ
ほ
ど
労
を
要
せ
ず
と
。
こ
の
応
接
の
内
に
再
び
夢
よ
り
覚
め
、
こ
の
度
は

起
き
出
で
て
机
に
向
ひ
こ
の
記
録
を
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愛
甲
次
郎
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十
七

　
十
七

　
十
七

　
十
七

　
十
七          

平
兼
盛

平
兼
盛

平
兼
盛

平
兼
盛

平
兼
盛

忍
ぶ
れ
ど
色
に
い
で
に
け
り
我
が
戀
は
　
も
の
や
思
ふ
と
人
の
問
ふ
ま
で

  

醍
醐
・
村
上
と
併
稱
せ
ら
れ
た
お
二
人
の
天
皇
の
、
延
喜
・
天
暦
の
盛
世
は
、
後
の
時
代
の
宮
廷
の
人
た
ち
に

と
っ
て
、
哀
惜
と
憧
憬
の
念
を
以
て
思
ひ(

い
）
起
さ
れ
る
時
代
で
し
た
。「
王
朝
」
の
復
活
を
念
じ
ら
れ
た
南
北

朝
の
南
朝
の
二
帝
の
諡
（
お
く
り
な
）
が
、
後
醍
醐
天
皇
、
後
村
上
天
皇
と
さ
れ
た
の
は
そ
の
証
左
で
せ
（
し
ょ
）

う
。
中
で
も
村
上
天
皇
の
「
天
暦
の
御
時
」、
天
徳
四
年
彌
生
三
月
の
大
つ
ご
も
り
の
日
に
催
さ
れ
た
歌
合
せ
は
、

稀
代
の
盛
儀
だ
っ
た
ら
し
い
。
當
時
の
暦
で
言
へ
（
え
）
ば
こ
の
日
は
春
の
最
後
の
、
逝
く
春
を
惜
し
む
日
で
す

が
、
今
で
あ
れ
ば
春
酣
（
た
け
な
わ
）、
今
年
で
は
五
月
九
日
に
當
り
ま
す
。
主
催
な
さ
る
天
皇
は
、
君
王
と
し
て

の
統
率
力
と
豊
か
な
文
学
の
素
養
を
兼
備
さ
れ
た
三
十
五
才
の
若
き
帝
王
。
内
裏
清
涼
殿
に
居
並
ぶ
の
は
、
美
々

し
く
着
飾
っ
た
文
武
百
官
と
女
御
、
更
衣
、
女
官
方
で
す
。
宮
殿
の
別
棟
に
は
、「
方
人
（
か
と
う
ど
）」
と
呼
ば

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
更
衣
の
方
を
頭
と
す
る
左
右
各
々
二
十
人
の
歌
の
詠
み
手
た
ち
が
控
へ
（
え
）
て
を
（
お
）
り
ま

す
。
そ
こ
に
は
、
百
人
一
首
に
歌
が
収
録
さ
れ
た
歌
人
で
は
、
こ
こ
に
取
上
げ
る
二
人
の
ほ
か
、
藤
原
朝
忠
や
大

中
臣
能
宣
の
顔
が
見
え
ま
す
。
四
十
人
の
う
ち
女
性
は
十
二
人
、
前
に
舉
げ
た
伊
勢
の
娘
、
中
務
も
そ
の
一
人
で

す
。
申
の
刻
（
今
の
午
後
四
時
こ
ろ
）
に
天
皇
が
臨
御
さ
れ
て
宴
が
始
ま
り
、
酒
と
肴
が
清
涼
殿
に
列
席
す
る
人

た
ち
の
間
を
巡
り
ま
す
。
や
が
て
日
が
暮
れ
る
と
室
内
は
燈
火
が
灯
さ
れ
、
庭
に
は
あ
か
あ
か
と
篝
火
が
焚
か
れ

る
…
。

　　
左
右
の
方
人
た
ち
は
、「
霞
、
鶯
、
柳
、
…
」
と
進
む
二
十
の
歌
の
題
に
從
っ
て
歌
を
詠
み
、
進
上
致
し
ま
す
。

詠
進
さ
れ
た
歌
を
讀
上
げ
る
の
は
講
師
（
こ
う
じ
）、
勝
ち
、
負
け
、
或
い
は
「
持
」
つ
ま
り
引
分
け
の
、
判
定
を

下
す
の
は
、
判
者
。
こ
の
日
判
者
を
務
め
た
の
は
、
藤
家
嫡
流
、
人
臣
筆
頭
の
左
大
臣
の
位
に
あ
る
藤
原
實
頼
で

し
た
。
寛
仁
大
度
の
大
政
治
家
で
す
が
、
和
歌
に
は
必
ず
し
も
通
曉
し
て
を
（
お
）
り
ま
せ
ん
。
歌
合
せ
は
着
々

と
進
行
し
、
い
よ
い
よ
最
後
の
「
戀
」
の
部
の
五
つ
の
題
に
入
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
「
忍
ぶ
戀
」
の
と
こ
ろ
で
、
二

つ
の
何
れ
劣
ら
ぬ
名
歌
が
詠
進
さ
れ
ま
し
た
。
右
方
が
平
兼
盛
の
こ
の
歌
、
左
方
が
次
の
十
八
に
掲
げ
る
壬
生
忠

見
の
歌
、「
戀
す
て
ふ
我
が
名
は
ま
だ
き
立
ち
に
け
り
人
知
れ
ず
こ
そ
思
ひ
初
め
し
か
」
で
す
。
判
者
の
實
頼
は
何

れ
と
も
決
し
か
ね
、「
持
」
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
と
考
へ
（
え
）
ま
す
。
所
が
皇
上
の
傍
ら
に
ゐ
（
い
）
た
殿
上

人
か
ら
、
皇
上
が
「
し
の
ぶ
れ
ど
…
」
と
吟
じ
て
居
ら
れ
る
と
聞
く
。
そ
こ
で
實
頼
は
、
直
ち
に
こ
の
歌
を
勝
ち

と
し
ま
す
。
皇
上
が
自
分
な
ど
よ
り
は
る
か
に
深
い
和
歌
の
素
養
を
お
持
ち
で
あ
る
こ
と
を
、
よ
く
知
っ
て
居
た

か
ら
で
し
た
。
衣
冠
正
し
く
控
室
に
控
へ
（
え
）
て
ゐ
（
い
）
た
平
兼
盛
は
、
勝
ち
を
知
る
と
満
面
の
笑
み
を
浮

か
べ
、
他
の
勝
負
の
結
果
を
待
た
ず
に
踊
る
や
（
よ
）
う
な
足
取
り
で
退
出
し
た
と
傳
へ
（
え
）
ら
れ
ま
す
。
や

が
て
歌
合
せ
が
終
り
、
宮
中
で
は
殿
上
人
た
ち
が
こ
の
日
の
盛
儀
を
思
起
こ
し
な
が
ら
、「
王
朝
の
春
」
の
絵
巻
さ

な
が
ら
に
、
沈
々
と
更
け
る
春
夜
の
宴
を
樂
し
ん
だ
こ
と
は
言
ふ
（
う
）
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
「
天
徳
の

歌
合
せ
」
の
模
様
は
長
く
人
々
の
記
憶
に
残
り
、
そ
の
後
の
宮
中
の
歌
合
せ
の
模
範
と
な
り
ま
し
た
。

　　
作
者
の
平
兼
盛
は
、
光
孝
天
皇
四
代
の
孫
、
若
い
こ
ろ
は
兼
盛
王
と
呼
ば
れ
ま
し
た
が
、
後
に
臣
籍
に
降
下
し

て
平
氏
を
名
乗
り
ま
し
た
。
官
位
は
五
位
の
地
方
官
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
が
歌
人
と
し
て
名
を
成
し
、
三
十
六

歌
仙
の
一
人
で
す
。
離
婚
し
た
妻
が
身
ご
も
っ
た
ま
ま
再
婚
し
て
生
れ
た
子
が
、「
栄
花
物
語
」
の
作
者
に
擬
せ
ら

れ
る
赤
染
衛
門
だ
っ
た
と
言
（
は
）
れ
ま
す
。
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藤
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も
ろ
こ
し
人
も
住
み
つ
く
や

も
ろ
こ
し
人
も
住
み
つ
く
や

も
ろ
こ
し
人
も
住
み
つ
く
や

も
ろ
こ
し
人
も
住
み
つ
く
や

も
ろ
こ
し
人
も
住
み
つ
く
や 

― 

愛
國
百
人
一
首
を
讀
む
（
十
五
）（
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
一
日
）

き

ひ
と

す

ひ

も
と

ひ
か
り

さ
む
で
う
に
し
さ
ね
た
か

あ
ふ
ぎ
來
て
も
ろ
こ
し
人
も
住
み
つ
く
や
げ
に
日
の
本
の
光
な
る
ら
む   

三
條
西
實
隆

　
我
が
國
に
は
、
あ
の
漢
土
の
人
達
も
永
住
し
て
ゐ
る
が
、
や
は
り
憧
れ
て
來
た
の
で
あ
ら
う
か
、

　
い
や
ま
さ
に
こ
れ
が
我
が
日
の
本
の
國
の
神
髓
な
の
だ
な
あ
。

「
住
み
つ
く
や
」
の
「
や
」
は
こ
の
場
合
係
助
詞
と
し
て
の
文
末
用
法
と
見
る
べ
き
で
、
句
末
の
「
ら
む
」

と
結
ん
で
、
漢
土
の
人
達
が
日
本
に
永
住
す
る
理
由
は
「
あ
ふ
ぎ
來
る
」
即
ち
憧
憬
の
念
な
の
で
あ
ら
う

ま
さ

か
と
の
問
ひ
に
、
そ
の
理
由
こ
そ
當
に
日
の
本
の
國
の
光
で
あ
る
と
推
量
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
こ
れ
だ
け

な
ら
何
の
變
哲
も
な
い
と
思
は
れ
ま
す
が
、
詠
者
三
條
西
實
隆
が
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
に
生
れ
、
天

文
六
年
（
一
五
三
七
）
八
十
二
歳
で
歿
す
る
ま
で
の
間
は
、
室
町
幕
府
の
末
期
か
ら
戰
國
時
代
に
か
ゝ
り
、

平
和
で
住
み
易
い
状
態
か
ら
は
遠
か
つ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。そ
の
や
う
な
時
代

に
漢
土
か
ら
日
本
に
憧
れ
て
永
住
す
る
人
が
ゐ
る
こ
と
に
、實
隆
は
今
更
の
や
う
に
日
本
國
の
神
髓
に
觸

れ
た
の
で
す
。

そ
の
神
髓
と
は
何
か
、
そ
れ
は
例
へ
ば
こ
の
時
代
、
應
仁
の
亂
の
最
中
、
東
山
文
化
が
開
花
し
て
ゆ
く
な

た
い
ら
の
た
だ
の
り

ど
、
戰
亂
の
中
に
も
、
平
時
の
嗜
み
を
忘
れ
な
い
日
本
獨
特
の
文
化
で
あ
り
ま
せ
う
。
平
忠
度
が
戰
陣
に

ふ
ぢ
は
ら
のと
し
な
り

い
と
ま

趨
く
に
當
り
、
藤
原
俊
成
に
和
歌
を
托
す
な
ど
、
何
時
の
時
代
に
も
、
か
う
し
た
例
は
枚
擧
に
遑
も
な
く
、

現
代
で
も
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
の
方
々
の
平
常
心
が
世
界
の
賞
贊
の
的
と
な
つ
た
こ
と
に
繋
が
つ
て

ゐ
ま
す
。

い
く
さ

  

戰
國
時
代
、
戰
が
絶
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
日
本
人
は
渡
來
し
た
漢

土
の
人
達
を
温
く
迎
へ
た
の
で
す
。こ
の
や
う
な
心
情
を
育
む
文
化
こ
そ
が
我
が
國
の
光
だ
と
實
隆
は
詠

さ
き
の

ふ
の
で
す
。
こ
の
氣
持
は
前
大
戰
で
漸
く
戰
局
が
暗
轉
し
始
め
た
中
で
、
愛
國
百
人
一
首
の
編
纂
を
續
け

た
撰
者
達
の
氣
持
に
も
共
通
し
て
ゐ
た
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。

し
ん
し
よ
く
こ
き
む
し
ふ

ま
な

  

室
町
時
代
の
代
表
的
歌
人
と
し
て
、二
十
一
代
集
の
最
後
と
な
る
新
續
古
今
集
の
眞
名
序
及
び
假
名
序

い
ち
で
う
か
ね
ら

そ
う
ぎ

を
書
い
た
一
條
兼
良
の
歌
學
、
古
典
學
は
宗
祇
に
受
繼
が
れ
、
こ
れ
が
古
今
傳
授
と
い
ふ
形
を
通
し
て
實

さ
む
で
う

に
し
け

隆
に
傳
へ
ら
れ
ま
す
。
實
隆
は
更
に
二
條
流
歌
學
を
も
繼
承
し
て
、
三
條
西
家
歌
學
の
祖
と
な
り
歌
人
と

し
て
大
成
し
、
ま
た
六
十
年
に
亙
る
日
記
「
實
隆
公
記
」
は
貴
重
な
史
料
と
な
つ
て
ゐ
ま
す
。

ふ
ぢ
は
ら
の
さ
だ
い
へ

實
隆
の
も
う
一
つ
の
業
績
は
歴
史
書
や
古
典
の
校
訂
に
力
を
盡
く
た
こ
と
で
す
。
藤
原
定
家
と
い
ひ
、
實

隆
と
い
ひ
、
當
代
一
流
の
歌
人
達
に
よ
る
古
典
文
書
の
校
定
の
御
蔭
で
、
現
代
の
私
達
は
大
き
な
恩
惠
に

浴
し
て
ゐ
ま
す
。
時
恰
も
源
氏
物
語
が
初
め
て
歴
史
的
文
獻
に
登
場
し
た
日
に
因
ん
で
十
一
月
一
日
（
紫

式
部
日
記
寛
弘
五
年(

一
〇
〇
八)

條
）
が
古
典
の
日
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
古
典
に
親
し
む
と
同
時
に
こ

れ
ら
先
人
の
寫
本
校
勘
に
感
謝
の
念
を
捧
げ
た
い
と
思
ひ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
川
浩
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文
語
歌
曲

文
語
歌
曲

文
語
歌
曲

文
語
歌
曲

文
語
歌
曲
「
拔
刀
隊
の
歌
」

「
拔
刀
隊
の
歌
」

「
拔
刀
隊
の
歌
」

「
拔
刀
隊
の
歌
」

「
拔
刀
隊
の
歌
」
ととととと
「
數
へ
歌
」

「
數
へ
歌
」

「
數
へ
歌
」

「
數
へ
歌
」

「
數
へ
歌
」　

古
今
集
の
假
名
序
で
は
、
歌
の
樣
を
六
種
に
わ
け
、
そ
の
二
番
目
に
「
か
ぞ
へ
歌
」
を
置
い
て
ゐ
る
ほ
ど
、「
一
つ
」
か
ら

始
ま
る
數
へ
歌
は
古
い
も
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
多
く
の
變
遷
を
經
て
、
樣
々
な
歌
詞
が
、
曲
が
生
れ
ま
し
た
。
室
町

時
代
の
『
御
伽
草
子
』
に
も
見
ら
れ
る
さ
う
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
な
つ
て
今
に
殘
る
數
へ
歌
の
祖
形
が
作
ら
れ
、
民
謠

と
し
て
う
た
は
れ
、
子
供
に
は
手
鞠
を
つ
く
時
の
遊
び
歌
と
し
て
う
た
は
れ
ま
し
た
。
音
樂
學
者
の
安
田
寛
奈
良
教
育
大

教
授
に
よ
る
と
、
幕
末
に
は
「
庶
民
の
數
へ
歌
」
と
「
士
族
の
數
へ
歌
」
二
つ
の
系
譜
が
で
き
、
そ
れ
が
明
治
に
引
繼
が

れ
る
と
共
に
、
解
禁
と
な
つ
た
基
督
教
の
カ
ト
リ
ツ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
二
つ
の
系
譜
に
、
あ
る
い
は
「
民
權
數
へ

歌
」
と
「
教
化
數
へ
歌
」
の
系
譜
に
受
繼
が
れ
て
い
つ
た
さ
う
で
す
。
詩
形
に
特
徴
が
あ
り
、
當
然
そ
れ
に
つ
れ
て
旋
律

も
異
な
つ
て
ゐ
ま
す
。

こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
「
數
へ
歌
・
一
番
は
じ
め
は
一
の
宮
」
は
、
古
來
か
ら
の
和
語
で
あ
る
「
ひ
と
つ
、
ふ
た
つ
」
で
な

く
、
漢
數
字
を
使
つ
た
も
の
で
す
が
、
明
治
時
代
か
ら
最
近
に
至
る
ま
で
よ
く
歌
は
れ
、
こ
の
正
月
に
も
ラ
ジ
オ
か
ら
聞

え
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、「
十
（
と
を
）
は
東
京
招
魂
社
（
今
の
靖
國
神
社
）」
と
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
が
「
十
は
東
京
二
重

橋
」
と
替
へ
て
歌
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
こ
の
數
へ
歌
、
旋
律
は
軍
歌
を
取
入
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
明
治
初
期
の
時
代
を
感

じ
さ
せ
ま
す
。

そ
の
軍
歌
の
原
題
は
「
拔
刀
隊
の
歌
」、
作
詞
は
外
山
正
一
東
京
大
學
教
授
で
、
明
治
十
五
年
に
井
上
哲
次
郎
ら
と
新
し
い

詩
の
形
を
つ
く
ら
う
と
し
て
出
版
し
た
『
新
體
詩
抄
』
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
外
山
は
、
南
北
戰
争
が
終
つ
て
數

年
後
の
明
治
三
年
か
ら
數
年
ア
メ
リ
カ
に
滯
在
し
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
歌
に
惹
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
佛
蘭
西
の
國
歌
そ
の
他
、

西
歐
で
は
戰
爭
の
折
に
激
烈
な
る
歌
を
う
た
ふ
こ
と
で
士
氣
を
鼓
舞
し
て
ゐ
た
こ
と
を
知
り
ま
す
。
歸
國
の
翌
年
、
日
本

で
は
西
南
戰
爭
が
起
り
、
熊
本
の
田
原
坂
で
は
、
鹿
兒
島
兵
の
拔
刀
隊
が
活
躍
し
て
の
激
戰
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

刀
の
使
ひ
方
も
知
ら
な
い
平
民
の
多
い
政
府
軍
が
反
撃
の
た
め
に
募
集
し
た
拔
刀
隊
に
は
、戊
辰
戰
爭
で
涙
を
呑
ん
だ
、鹿

兒
島
を
仇
と
す
る
元
會
津
藩
士
も
多
く
、「
戊
辰
の
復
讐
」
と
叫
び
な
が
ら
切
込
ん
で
行
つ
た
こ
と
は
、
後
に
總
理
大
臣
に

も
な
つ
た
犬
養
毅
が
報
道
し
て
有
名
に
な
つ
た
話
で
す
。
そ
の
田
原
坂
を
外
山
は
、
歐
米
の
軍
歌
を
意
識
し
て
新
形
式
の

詩
に
作
り
ま
し
た
。「
敵
の
大
將
た
る
者
は
古
今
無
雙
の
英
雄
」
西
郷
隆
盛
で
、
そ
れ
が
今
度
は
「
朝
敵
」
に
な
つ
た
の
で

す
。

こ
の
新
體
詩
を
使
つ
て
作
曲
し
た
の
が
、『
新
體
詩
抄
』
上
梓
の
二
年
後
に
、
佛
蘭
西
軍
事
顧
問
と
し
て
日
本
に
や
つ
て
來

た
シ
ャ
ル
ル
・
ル
ル
ー
で
す
。
ル
ル
ー
は
日
本
の
陸
軍
軍
樂
隊
に
基
礎
的
な
教
育
を
施
し
て
、
西
洋
音
樂
の
技
術
を
向
上

さ
せ
、
來
日
の
翌
年
に
、
鹿
鳴
館
で
こ
の
「
拔
刀
隊
の
歌
」
を
發
表
し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
歌
が
基
と
な
つ
て
「
陸
軍

分
列
行
進
曲
」
が
作
曲
さ
れ
て
公
式
な
も
の
と
し
て
採
用
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
自
衞
隊
や
警
察
の
公
式
行
進
曲
と
し

て
受
繼
が
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
息
の
長
い
音
樂
と
な
り
ま
し
た
。
ル
ル
ー
は
軍
樂
隊
以
外
に
も
、
音
樂
取
調
係
の
伊
澤
修
二

や
、
君
が
代
の
作
曲
者
エ
ッ
ケ
ル
ト
等
と
「
日
本
音
樂
會
」
を
作
つ
て
指
揮
を
し
た
り
、
雅
樂
な
ど
の
日
本
音
樂
を
研
究

し
た
り
作
曲
し
た
り
し
て
ゐ
ま
す
。

佛
蘭
西
の
軍
人
が
軍
歌
と
し
て
作
曲
し
、「
士
族
」
の
登
場
す
る
、
壯
絶
と
も
い
へ
る
こ
の
歌
が
、「
庶
民
の
數
へ
歌
」
に

變
貌
し
た
の
は
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
行
進
曲
へ
と
變
つ
て
行
け
る
リ
ズ
ミ
ッ
ク
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
せ

う
か
。

そ
こ
で
思
ひ
出
さ
れ
た
の
が
「
ピ
ョ
ン
コ
節
」
で
す
。
信
頼
で
き
る
音
樂
書
で
此
の
語
が
使
は
れ
て
ゐ
る
の
は
藍
川
由
美

さ
ん
の
本
だ
け
だ
と
さ
れ
て
ゐ
ま
す
が
、『
こ
れ
で
い
い
の
か
に
っ
ぽ
ん
の
う
た
』
を
讀
ん
だ
と
き
は
、
知
ら
な
い
單
語
だ

ら
け
の
中
で
、
こ
の
「
ピ
ョ
ン
コ
節
」
だ
け
が
わ
か
つ
た
氣
が
し
た
も
の
で
す
。「
わ
れ
わ
れ
は
民
族
の
美
感
や
傳
統
と
は

無
關
係
の
音
樂
を
、
替
へ
歌
と
い
ふ
方
法
で
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ら
う
。」
と
い
は
れ
る
こ
と
の
典
型
が
こ

の
「
拔
刀
隊
の
歌
」
か
ら
「
手
鞠
歌
」
へ
の
變
換
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
ル
ル
ー
は
歸
國
後
、
日
本
の
古
典
音
樂
に
關
す

る
著
作
を
出
し
な
が
ら
も
、
日
本
人
に
は
音
樂
は
わ
か
ら
な
い
と
言
つ
て
ゐ
た
さ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
西
歐
音
樂
理
解
の

こ
と
で
、
日
本
人
は
替
へ
歌
で
自
分
の
音
樂
へ
と
引
き
つ
け
て
ゐ
た
の
だ
と
言
へ
な
い
で
せ
う
か
。
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こ
の
二
つ
の
歌
、
い
づ
れ
か
の
歌
が
う
た
へ
れ
ば
、
も
う
片
方
も
歌
へ
る
の
で
、
上
下
に
並
べ
て
み
ま
し
た
。

                

【
拔
刀
隊
の
歌
】　
　
　
　
　
　
　
　【
手
鞠
歌
】

　
　
　
　
我
は
官
軍
我
敵
は
　
　
　
　
　
◇
　
一
番
は
じ
め
は
一
の
宮

　
　
　
　
天
地
容
れ
ざ
る
朝
敵
ぞ
　
　
　
◇
　
二
は
日
光
の
東
照
宮

　
　
　
　
敵
の
大
將
た
る
者
は
　
　
　
　
◇
　
三
は
讃
岐
の
金
比
羅
さ
ん

　
　
　
　
古
今
無
雙
の
英
雄
で
　
　
　
　
◇
　
四
は
信
濃
の
善
光
寺

　
　
　
　
之
に
從
ふ
兵
は
　
　
　
　
　
　
◇
　
五
つ
出
雲
の
大
社

　
　
　
　
共
に
慓
悍
決
死
の
士
　
　
　
　
◇
　
六
つ
村
々
鎮
守
様

　
　
　
　
鬼
神
に
恥
ぬ
勇
あ
る
も
　
　
　
◇
　
七
つ
成
田
の
不
動
様

　
　
　
　
天
の
許
さ
ぬ
叛
逆
を
　
　
　
　
◇
　
八
つ
や
は
た
の
八
幡
宮

　
　
　
　
起
し
ゝ
者
は
昔
よ
り
　
　
　
　
◇
　
九
つ
高
野
の
弘
法
さ
ん

　
　
　
　
榮
え
し
例
あ
ら
ざ
る
ぞ
　
　
　
◇
　
十
は
東
京
招
魂
社

　
　
　
　
敵
の
亡
ぶ
る
夫
迄
は
　
　
　
　 

◇
　（
以
下
は
、
徳
富
蘆
花
の
「
不
如
歸
」
か
ら
と
つ
た
付
足
し
の
口
語
文
な

進
め
や
進
め
諸
共
に
　
　
　
　
　
　
　
の
で
略
し
ま
す
）

       

玉
ち
る
劔
拔
き
連
れ
て

　
　
　
　
死
ぬ
る
覺
悟
で
進
む
べ
し
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷
田
貝
常
夫
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「
あ
ふ
」

「
あ
ふ
」

「
あ
ふ
」

「
あ
ふ
」

「
あ
ふ
」
と
い
ふ
動
詞
語
尾

と
い
ふ
動
詞
語
尾

と
い
ふ
動
詞
語
尾

と
い
ふ
動
詞
語
尾

と
い
ふ
動
詞
語
尾

　
古
代
日
本
語
に
は
、
動
詞
の
語
幹
か
ら
母
音
を
取
り
去
つ
た
形
に
、-afu

を
付
け
て
時
間
的
持
續
を
表
は
す
造
語
法
が

あ
り
ま
し
た

　「
く
ふ
（
食
）」
は
も
と
も
と
は
、「
儼
み
付
く
」
の
意
味
で
し
た
。
そ
の
語
幹
か
ら
母
音
を
取
り
去
つ
た
形ku

f-

に-afu

を
付
け
る
と
、ku

fafu

と
な
つ
て
、「
く
は
ふ
」。
口
語
で
は
、
こ
れ
が
「
く
は
へ
る
（
咥
）」
と
な
り
ま
す
。（
古
代
の
ハ

行
子
音
はh

で
な
くf

）

　「
儼
み
付
く
」
が
時
間
的
に
持
續
す
る
と
「
咥
へ
る
」
に
な
る
の
は
納
得
の
行
く
所
で
す
。

　「
あ
つ
」
は
現
代
語
で
は
「
あ
て
る
（
當
・
宛
）」
で
す
。

　
こ
の
「
あ
つ
」
に
右
の
作
業
を
施
す
と
、「
あ
た
ふ
」
に
な
り
、
そ
れ
が
口
語
で
は
「
あ
た
へ
る
（
與
）」。

　
た
と
へ
ば
、
食
物
を
人
に
押
し
當
て
て
ゐ
る
状
態
を
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
を
取
り
返
さ
ず
に
、
持
續
的
永
久
的

に
押
し
當
て
る
と
「
與
へ
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。

　「
お
す
（
押
）」
と
「
お
さ
ふ
・
お
さ
へ
る
（
抑
）」、「
ひ
く
（
引
）」
と
「
ひ
か
ふ
・
ひ
か
へ
る
（
控
）」
の
關
係
も
同
斷
。

「
と
る
（
取
）」
と
「
と
ら
ふ
・
と
ら
へ
る
（
捉
）」
も
間
違
ひ
な
い
で
せ
う
。

　
な
る
ほ
ど
と
思
は
れ
る
の
が
、「
た
た
く
（
叩
）」。
こ
れ
に
同
じ
作
業
を
施
す
と
「
た
た
か
ふ
（
戰
）」
に
な
り
ま
す
。
人

を
叩
い
て
ゐ
る
状
態
が
持
續
す
る
と
「
戰
ふ
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ち
よ
つ
と
私
の
獨
斷
が
過
ぎ
る
か
な
と
い
ふ
心
配
も
あ
り
ま
す
が
、「
わ
る
（
割
）」
か
ら
「
わ
ら
ふ
（
笑
）」
が
出
て
來

た
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。

　
笑
ふ
と
き
に
は
、
唇
が
割
れ
て
齒
が
見
え
る
。
そ
の
「
割
る
」
か
ら
「
わ
ら
ふ
」
が
生
ま
れ
た
や
う
に
思
は
れ
る
の
で

す
。
な
ほ
、
口
語
で
は
、
他
動
詞
は
「
割
る
」、
自
動
詞
は
「
割
れ
る
」
で
す
が
、
文
語
で
は
、
ど
ち
ら
も
「
割
る
」
で
す
。

た
だ
し
、
他
動
詞
は
四
段
活
用
、
自
動
詞
は
下
二
段
活
用
で
す
。

　「
わ
ら
ふ
」
の
元
に
な
つ
た
「
割
る
」
は
自
動
詞
。
口
語
で
い
へ
ば
「
割
れ
る
」
の
方
で
せ
う
。

　
も
つ
と
想
像
を
逞
し
く
し
て
み
ま
せ
う
。

　「
う
つ
（
打
）」
か
ら
「
う
た
ふ
（
歌
）」
が
出
て
來
た
可
能
性
も
あ
る
で
せ
う
。

　
手
拍
子
を
打
つ
て
音
頭
を
取
つ
て
ゐ
る
行
爲
が
「
歌
」
に
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
で
す
。

　「
う
く
」
と
「
う
か
ぶ
」
は
ど
う
で
せ
う
。

　
古
代
の
日
本
語
で
は
、
清
音
と
濁
音
は
同
じ
音
の
變
種
と
理
解
さ
れ
て
ゐ
ま
し
た
か
ら
、「
う
く
」
が
「
う
か
ふ
」
に
な

り
、「
う
か
ぶ
（
浮
）」
に
進
化
し
た
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。

　
清
音
と
濁
音
の
牆
壁
を
取
り
払
ふ
と
、
さ
ら
に
、「
賜
」
の
意
味
の
「
た
ぶ
」
が
「
た
ま
ふ
」
に
な
つ
た
の
か
と
思
は
れ

て
來
ま
す
。b

とm

は
、
ど
の
國
の
言
葉
で
も
、
相
ひ
通
じ
る
所
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
た
ば
ふ
」

か
ら
「
た
ま
ふ
」
が
生
ま
れ
た
の
で
せ
う
。
平
家
物
語
で
那
須
與
一
が
「
あ
の
扇
の
眞
ン
中
、
射
さ
せ
た
ば
せ
た
ま
へ

た
ば
せ
た
ま
へ

た
ば
せ
た
ま
へ

た
ば
せ
た
ま
へ

た
ば
せ
た
ま
へ
」
と

祈
願
し
て
ゐ
る
の
も
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

　
萬
葉
集
を
見
る
と
、
も
つ
と
面
白
い
動
詞
が
見
ら
れ
ま
す
。

　「
ゑ
ま
ふ
」
は
に
つ
こ
り
し
て
ゐ
る
状
態
で
す
が
、
こ
れ
が
「
ゑ
む
」
に
「
あ
ふ
」
を
つ
け
た
形
で
あ
る
こ
と
は
間
違
ひ

あ
り
ま
せ
ん
。
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　「
霧
」
が
出
る
こ
と
を
「
き
る
」
と
言
ひ
、
そ
の
連
用
形
が
「
き
り
」
と
い
ふ
名
詞
に
變
つ
た
の
で
す
が
、
こ
の
「
き
る
」

か
ら
、「
き
ら
ふ
」
と
い
ふ
動
詞
が
出
來
ま
し
た
。「
霧
の
か
か
つ
て
ゐ
る
状
態
が
持
續
し
て
ゐ
る
」
こ
と
を
表
は
し
ま
す
。

も

い

　「
も
み
ぢ
（
紅
葉
）」
の
語
源
を
探
求
す
る
と
、「
揉
み
出
づ
」
に
遡
り
ま
す
。
布
に
染
色
す
る
と
き
に
、
手
で
揉
ん
で
、

色
を
揉
み
出
す
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
す
。「
も
み
い
づ
」（
自
動
詞
）
が
「
も
み
づ
」
に
な
り
ま
し
た
。

　「
い
づ
」
と
同
じ
下
二
段
活
用
に
な
る
は
ず
で
す
の
に
、
ど
う
い
ふ
わ
け
か
上
代
に
は
四
段
活
用
、
平
安
以
降
は
上
二
段

活
用
で
す
。

　
そ
の
間
の
事
情
は
不
明
で
す
が
、
語
源
が
「
揉
み
出
づ
」
だ
と
い
ふ
定
説
が
間
違
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
主
張
す

る
人
も
ゐ
ま
す
。

　
四
段
活
用
な
ら
連
用
形
は
「
も
み
ぢ
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
名
詞
に
な
つ
た
の
が
「
紅
葉
」
で
す
。

　
こ
の
「
も
み
づ(m

om
idu

)

」
の
最
後
の
母
音
を
取
つ
て
、「
あ
ふ
」
を
つ
け
る
と
、m

om
id+

afu

で
、「
も
み
だ
ふ
」
に

な
り
ま
す
。
紅
葉
に
な
る
と
い
ふ
「
變
化
」
を
表
す
動
詞
は
「
も
み
づ
」。
そ
れ
に
對
し
て
、
紅
葉
の
状
態
が
持
續
し
て
ゐ

る
樣
子
を
「
も
み
だ
ふ
」
と
言
ふ
の
で
す
。
清
音
で
「
も
み
た
ふ
」
と
い
ふ
こ
と
が
多
か
つ
た
や
う
で
す
。

　「
ゑ
ま
ふ
」「
き
ら
ふ
」「
も
み
た
ふ
」
は
「
エ
モ
ウ
」「
キ
ロ
ウ
」「
モ
ミ
ト
ウ
」
と
發
音
し
て
下
さ
い
。
萬
葉
時
代
に
は

本
當
に
、w

em
afu

（
ウ
ェ
マ
フ
）、  kirafu

、m
om

itafu

と
讀
ん
で
ゐ
た
の
で
す
が
。

と
も
し
び

か
げ

か
が
よ

う
つ
し
み

い
も

ゑ
ま

お
も
か
げ

み

　
　
　
燈
火
の
陰
に
耀
ふ
現
身
の
妹
が�

笑
ひ
笑
ひ
笑
ひ
笑
ひ
笑
ひ
し 

面
影
に
見
ゆ

あ
き

た

ほ

へ

き
ら

あ
さ
が
す
み

か
た

わ

こ
ひ
や

　
　
　
秋
の
田
の
穗
の
上
に
霧
ふ
霧
ふ
霧
ふ
霧
ふ
霧
ふ
朝
霞
い
づ
へ
の
方
に�

我
が
戀
已
ま
む

も
も
ふ
ね

は

つ
し
ま

あ
さ
ぢ
や
ま

し
ぐ
れ

あ
め

　
　
　
百
船
の
泊
つ
る
對
馬
の
浅
茅
山
時
雨
の
雨
に
も
み
た
ひ

も
み
た
ひ

も
み
た
ひ

も
み
た
ひ

も
み
た
ひ
に
け
り

あ
さ
ふ

　
最
後
の
歌
は
、
朝
鮮
へ
渡
る
使
節
が
、
對
馬
中
央
部
の
浅
茅
灣
（
山
は
「
あ
さ
ぢ
」、
灣
は
「
あ
さ
ふ
」）
に
入
つ
て
行

き
、山
が
色
づ
い
て
ゐ
る
こ
と
に
氣
づ
い
て
歌
つ
た
も
の
。
入
港
し
て
み
る
と
す
で
に
紅
葉
が
綺
麗
だ
つ
た
の
で
す
か
ら
、

「
も
み
づ
」
と
い
ふ
變
化
す
る
樣
子
を
見
る
こ
と
は
出
來
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
入
港
し
た
初
め
か
ら
紅
葉
し
て
ゐ
た
の
で
す
か
ら
、「
も
み
た
ふ
」
な
の
で
す
。「
も
み
た
ふ
」
は
「
モ
ミ
ト
ウ
」
で
す

が
、
連
用
形
の
「
も
み
た
ひ
」
は
「
モ
ミ
タ
イ
」
と
讀
ん
で
下
さ
い
。

　
他
に
、
こ
の
造
語
法
で
で
き
た
と
思
は
れ
る
動
詞
を
並
べ
て
み
ま
せ
う
。

　
左
が
元
の
形
。
中
が-afu

を
付
け
た
形
。
右
が
そ
の
口
語
。

　
　
　
か
く
（
掻
・
舁
）
―
―
か
か
ふ
（
抱
）
―
―
か
か
へ
る

　
　
　
え
る
（
撰
）　
　
―
―
え
ら
ぶ
（
撰
）

　
　
　
さ
る
（
去
・
離
）
―
―
さ
ら
ふ
（
攫
・
浚
）

つ
か
む
（Qd

）　
―
―
つ
か
ま
ふ
（
捕
ま
ふ
）
―
―
つ
ま
か
へ
る

　
　
　
か
た
る
（
語
）　
―
―
か
た
ら
ふ
（
談
）

　
　
　
な
ぞ
る
　
　
　
　
―
―
な
ぞ
ら
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
田
友
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牧
野
伸
顕
日
記

牧
野
伸
顕
日
記

牧
野
伸
顕
日
記

牧
野
伸
顕
日
記

牧
野
伸
顕
日
記
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
刊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
牧
野
伸
顕
（
一
八
六
一
生
一
九
四
九
没
）
は
大
久
保
利
通
の
次
男
に
し
て
吉
田
茂
元
首
相
の
義
父
な
り
。

十
一
歳
に
し
て
岩
倉
使
節
団
に
参
加
し
、
米
国
留
学
（
費
府
中
学
）
を
経
て
、
大
学
校
を
中
退
後
、
外
交
官

と
な
り
倫
敦
に
赴
任
す
。
福
井
県
・
茨
城
県
知
事
を
経
て
文
部
次
官
に
任
ぜ
ら
る
。
更
に
墺
太
利
大
使
、
伊

太
利
大
使
を
務
め
た
る
後
、
外
務
大
臣
、
農
商
務
大
臣
、
枢
密
顧
問
官
を
歴
任
す
。

そ
の
後
、
さ
ら
に
宮
内
大
臣
、
内
大
臣
を
務
め
て
摂
政
時
代
以
後
の
昭
和
天
皇
を
補
弼
す
。

一
八
六
〇
年
代
生
ま
れ
は
人
材
の
宝
庫
に
て
、六
十
年
生
ま
れ
の
三
宅
雪
嶺
、六
十
二
年
生
ま
れ
の
新
渡
戸

稲
造
、六
十
三
年
生
ま
れ
の
徳
富
蘇
峰
と
巨
人
揃
ひ
な
る
が
、牧
野
は
其
の
中
に
て
も
主
流
中
の
主
流
と
こ

そ
言
ふ
べ
け
れ
。

浩
瀚
な
る
本
日
記
は
、宮
内
大
臣
に
就
任
し
た
る
大
正
の
頃
よ
り
内
大
臣
時
代
の
も
の
ま
で
を
包
含
し
、巻

を
擱
く
こ
と
能
は
ざ
る
興
味
深
き
内
容
な
り
。
歴
史
的
資
料
と
し
て
の
価
値
も
第
一
級
と
覚
ゆ
。

た
と
へ
ば
、張
作
霖
爆
死
事
件
に
際
し
、昭
和
天
皇
に
対
し
前
言
を
翻
し
た
る
田
中
義
一
首
相
へ
の
厳
し
き

姿
勢
や
、
根
回
し
を
し
た
る
に
も
拘
ら
ず
前
言
を
撤
回
せ
し
西
園
寺
公
へ
の
失
望
振
り
な
ど
印
象
的
。

『
西
公
（
西
園
寺
公
望
）
を
訪
ひ
、
首
相
の
言
上
果
し
て
予
想
の
如
く
聖
明
を
蔽
ひ
奉
る
内
容
な
る
に
於
て

は
、兼
て
御
思
召
通
り
の
御
言
葉
を
被
仰
る
ゝ
も
止
む
を
得
ざ
る
べ
く
、従
而
其
影
響
等
も
覚
悟
せ
ざ
る
可

か
ら
ず
、
又
其
内
容
予
測
に
相
違
す
る
場
合
は
御
保
留
、
御
下
問
等
の
事
も
拝
察
し
得
る
次
第
な
る
を
以

て
、
此
の
辺
に
付
今
日
重
ね
て
談
合
し
た
り
。

然
る
に
本
件
に
付
先
き
に
承
知
し
た
る
事
と
は
相
違
し
、御
言
葉
の
点
に
付
明
治
天
皇
御
時
代
よ
り
未
だ
曾

て
其
例
な
く
、総
理
大
臣
の
進
退
に
直
接
関
係
す
べ
し
と
て
反
対
の
意
向
を
主
張
せ
ら
れ
、余
り
の
意
外
に

呆
然
自
失
の
思
を
な
し
、
驚
愕
を
禁
ず
る
能
は
ず
。』（
昭
和
四
年
六
月
二
十
五
日
付
け
日
記
よ
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
　
　
　
土
屋
博
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「
文
語
の
苑
」

「
文
語
の
苑
」

「
文
語
の
苑
」

「
文
語
の
苑
」

「
文
語
の
苑
」
活
動
余
談

活
動
余
談

活
動
余
談

活
動
余
談

活
動
余
談

文
化
施
設
職
員
の
勤
務
態
度

「
文
語
の
苑
」
の
運
動
を
進
め
て
い
く
に
は
公
共
施
設
等
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
が
有
効
で
す
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
文
語
教
室

を
開
催
す
る
の
に
、
場
所
を
借
り
た
り
Ｐ
Ｒ
を
お
願
い
し
た
り
す
る
の
で
す
。

い
ろ
い
ろ
の
文
化
施
設
や
○
○
記
念
館
、
○
○
文
学
館
な
ど
に
お
願
い
に
上
が
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
施
設
の
事
務
方
の

う
ち
事
業
や
企
画
を
担
当
す
る
人
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
専
任
の
職
員
の
時
も
あ
り
ま
す
し
、
区
役
所
の

生
涯
教
育
関
係
等
の
仕
事
と
兼
任
し
て
い
る
方
の
時
も
あ
り
ま
す
。

応
対
の
仕
方
は
千
差
万
別
で
す
が
、
来
意
を
告
げ
る
と
普
通
は
好
意
的
に
迎
え
て
く
れ
ま
す
。
一
般
に
こ
れ
ら
施
設
は
、

市
民
に
何
ら
か
の
文
化
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
及
び
そ
の
水
準
が
向
上
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
分
野
は
違
っ

て
も
「
文
語
の
苑
」
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
概
ね
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
勿
論
、
そ
れ
ぞ
れ
の

施
設
や
団
体
に
固
有
の
方
針
が
あ
り
、
細
か
な
点
で
は
「
文
語
の
苑
」
と
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
同
じ
よ
う

な
目
的
を
持
ち
、
資
金
不
足
な
ど
同
じ
よ
う
な
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
同
じ
よ
う
に
悩
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
何
と
な
く

わ
か
り
、
仲
間
意
識
が
生
ず
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
中
に
は
こ
れ
は
ど
う
か
な
と
思
う
よ
う
な
態
度
に
出
会
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
自
分
た
ち
は
○
○
の
お
墨
付

き
を
持
つ
由
緒
あ
る
団
体
だ
。
あ
な
た
が
属
す
る
よ
う
な
任
意
の
集
団
と
は
格
が
違
う
」
と
か
「
多
忙
な
の
だ
。
新
し
い

話
に
係
り
合
う
暇
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
対
応
を
す
る
職
員
が
稀
に
い
ま
す
。

文
化
施
設
の
職
員
だ
か
ら
文
化
好
き
（
？
）
で
あ
る
べ
き
と
は
言
え
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
単
に
仕
事
と
し
て
資

料
整
理
な
ど
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
や
上
層
部
が
決
め
た
イ
ベ
ン
ト
を
大
過
な
く
こ
な
し
て
い
け
ば
良
い
と
い
う
考
え
方
も

あ
る
で
し
ょ
う
。
と
は
言
え
、
ど
の
よ
う
な
組
織
で
働
く
に
し
ろ
そ
の
組
織
の
目
的
を
理
解
し
、
自
分
の
心
を
そ
れ
に
沿

わ
せ
る
こ
と
は
大
人
と
し
て
当
然
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。民
間
の
会
社
で
あ
れ
ば
愛
社
精
神
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

自
分
の
言
動
が
会
社
の
フ
ァ
ン
を
逃
が
す
こ
と
に
繋
が
る
と
し
た
ら
残
念
な
こ
と
だ
、
会
社
の
名
前
を
汚
さ
な
い
よ
う
に

し
よ
う
、
と
い
う
よ
う
な
心
持
ち
で
い
た
ら
、
来
訪
者
に
失
礼
な
態
度
を
取
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

勿
論
、
想
像
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
失
礼
な
態
度
の
職
員
が
い
る
施
設
で
は
事
務
局
全
体
と
し
て
組
織
目
的
の
理
解
が
薄

く
、「
愛
社
精
神
」
が
乏
し
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
自
分
達
が
早
く
帰
宅
す
る
た
め
利
用
者
を
時
間
通
り
に

帰
ら
せ
る
案
を
タ
ネ
に
職
員
仲
間
で
茶
飲
み
話
を
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
図
を
頭
に
描
い
て
し
ま
い
ま
す
。
実
際
、客

が
い
る
に
も
拘
ら
ず
定
刻
通
り
に
電
燈
を
消
し
て
し
ま
う
施
設
が
あ
り
ま
し
た
。

何
故
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
。
私
は
職
場
に
厳
し
さ
が
足
り
な
い
、
管
理
者
が
甘
い
、
と
思
い
ま
す
。
特
に
、

公
益
法
人
な
ど
の
形
態
を
取
る
施
設
で
は
、
事
務
局
員
の
採
用
や
そ
の
訓
練
が
行
き
届
い
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
理
事
長

な
ど
組
織
の
長
が
専
任
で
な
く
、
理
事
の
互
選
で
決
め
て
い
る
こ
と
の
悪
い
効
果
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
結
果
、
立
派
な

建
物
を
持
ち
、
一
見
重
要
な
公
共
活
動
を
し
て
い
る
よ
う
で
も
現
実
に
は
、
不
心
得
な
職
員
に
よ
っ
て
利
用
者
、
来
訪
者

の
不
評
を
買
い
、
設
立
時
の
理
想
や
組
織
の
目
的
か
ら
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
施
設
が
意
外
に
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
勿
体
無
い
こ
と
で
す
。
民
間
会
社
の
よ
う
に
利
益
で
業
績
を
測
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
職
員
の
管
理
や

勤
務
評
定
に
は
難
し
い
点
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
組
織
ト
ッ
プ
層
は
、
親
し
い
人
に
抜
き
打
ち
訪
問
し
て
も
ら
う

等
の
手
法
で
も
使
い
、
職
員
の
働
き
ぶ
り
の
実
態
を
見
る
べ
き
で
す
。

同
様
の
施
設
で
あ
る
公
共
図
書
館
に
つ
い
て
は
対
照
的
な
印
象
が
あ
り
ま
す
。
私
は
東
京
の
５
つ
の
区
と
横
浜
市
の
図

書
館
カ
ー
ド
を
持
っ
て
お
り
、
頻
繁
に
利
用
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
利
用
者
へ
の
対
応
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
か
つ
丁
寧
で

あ
る
こ
と
に
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
指
定
業
者
に
管
理
委
託
し
た
り
、
ア
ル
バ
イ
ト
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
利
用
し
て
い
る

例
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
い
つ
行
っ
て
も
何
処
の
図
書
館
で
も
不
愉
快
な
思
い
を
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
る
図
書
館
に
「
文
語
の
苑
」
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
を
お
願
い
に
行
っ
た
時
に
も
「
今
は
、
共
同
で
出
来
る
こ
と
は
無
い
。

ご
健
闘
を
祈
る
」
旨
の
こ
と
を
残
念
そ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
や
は
り
、
自
分
達
は
文
化
活
動
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
頭
に
置
き
な
が
ら
、
日
常
の
仕
事
を
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
、
頼
も
し
く
思
い
ま
し
た
。

兒
玉
　
稔


