
文
語
日
誌
（
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
七
日
）

東
京
古
書
會
館
の
古
書
展
（
和
洋
會
）
に
て
「
新
撰
統
合
教
育
教
科
書

近
世
教
育
史
」
（
松
邑
三
松

堂
、
大
正
十
年
刊
）
を
購
入
す
。
表
紙
に
は
「
文
部
省
檢
定
濟
」
の
文
字
、
大
書
せ
ら
る
。
緒
言
に
よ
ら

ば
、
「
本
邦
の
教
育
史
は
一
面
に
於
て
我
が
國
民
性
の
發
達
史
と
い
ふ
こ
と
も
出
來
る
」
由
。
本
書
の
う

ち
本
邦
教
育
史
の
部
分
に
つ
き
ご
紹
介
せ
む
。
小
生
の
理
解
し
た
る
と
こ
ろ
、
概
略
以
下
の
通
り
。

上
古
に
は
文
字
も
學
校
も
無
け
れ
ど
、
教
育
の
事
實
は
既
に
存
し
、
秀
麗
な
る
國
土
、
淳
朴
な
る
人
情

と
相
俟
ち
、
當
時
の
教
育
は
敬
神
を
主
と
す
。
應
神
天
皇
の
御
宇
儒
教
、
欽
明
天
皇
の
御
宇
佛
教
傳
來
す
。

文
武
天
皇
の
御
宇
大
寶
令
發
布
せ
ら
れ
、
建
國
以
來
始
め
て
國
家
制
定
の
教
育
令
出
で
て
王
朝
時
代
教
育

の
基
礎
茲
に
確
立
す
。
京
師
に
は
大
學
、
諸
國
に
は
國
學
設
け
ら
る
。
平
安
時
代
に
は
弘
文
院
、
綜
藝
種

智
院
等
の
私
學
興
る
。
菅
原
道
眞
、
邦
人
の
理
想
と
す
べ
き
を
和
魂
漢
才
と
す
。
鎌
倉
時
代
に
武
士
道
の

基
確
立
せ
ら
る
る
も
室
町
時
代
に
向
け
學
問
は
衰
微
し
、
僅
か
に
足
利
學
校
、
金
澤
文
庫
竝
び
に
五
山
の

僧
徒
に
依
り
そ
の
命
脈
を
繋
ぐ
に
止
ま
れ
り
。

徳
川
家
康
は
應
仁
の
亂
こ
の
か
た
天
下
爭
亂
止
ま
ざ
る
は
學
問
の
廢
る
ゝ
に
よ
る
と
し
、
藤
原
惺
窩
、

林
羅
山
等
儒
者
を
登
用
し
、
慶
長
六
年
伏
見
に
圓
光
寺
て
ふ
學
校
を
設
け
、
足
利
學
校
の
校
主
三
要
を
其

の
校
主
と
な
す
。
歴
代
將
軍
、
家
康
の
遺
志
を
繼
ぎ
、
學
事
を
獎
勵
し
、
將
軍
家
光
は
江
戸
忍
ケ
岡
に
昌

平
坂
學
問
所
を
設
け
、
將
軍
家
定
は
九
段
坂
下
に
洋
學
所
（
の
ち
の
開
成
所
、
大
學
南
校
）
を
設
け
た
り
。

地
方
諸
侯
も
亦
儒
者
を
聘
し
、
藩
學
（
水
戸
の
弘
道
館
、
名
古
屋
の
明
倫
堂
、
鹿
兒
島
の
造
士
館
、
熊
本

の
時
習
館
、
會
津
の
日
新
館
等
）
は
寛
政
以
降
最
も
隆
盛
を
極
む
。
漢
學
塾
（
公
職
に
あ
る
儒
者
の
塾
及

び
浪
人
儒
者
の
塾
の
二
種
あ
り
。）、
寺
子
屋
、
心
學
道
話
な
ど
も
盛
ん
と
な
り
、
文
教
こ
こ
に
未
曾
有
の

隆
盛
を
見
る
に
至
る
。
徳
川
時
代
の
末
葉
に
至
る
に
、
我
が
國
體
を
明
か
に
し
尊
皇
愛
國
の
大
義
を
發
揚

す
る
動
き
、
維
新
の
大
業
に
與
つ
て
力
あ
り
。

明
治
時
代
の
教
育
の
大
方
針
は
五
箇
條
の
御
誓
文
に
あ
り
。?

ち
其
の
第
四
條
に
は
「
舊
來
の
陋
習
を

破
り
天
地
の
公
道
に
基
く
べ
し
」、
其
の
第
五
條
に
は
「
知
識
を
世
界
に
求
め
大
に
皇
基
を
振
起
す
べ
し
」

と
あ
り
。
明
治
五
年
始
め
て
學
制
發
布
せ
ら
れ
、
義
務
教
育
の
大
方
針
定
め
ら
る
。
曰
く
、
「
自
今
以
後

一
般
の
人
民
（
華
士
族
農
工
商
及
び
婦
女
子
）
必
ず
邑
に
不
學
の
戸
な
く
、
家
に
不
學
の
人
な
か
ら
し
め

ん
事
を
期
す
」
と
。
明
治
十
八
年
官
制
の
大
改
革
行
は
れ
森
有
禮
初
代
文
部
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
、
國
家
主

義
に
立
脚
し
た
る
「
學
校
令
」
を
發
布
す
。
森
文
部
大
臣
は
國
運
發
展
の
基
礎
は
教
育
に
あ
れ
ば
教
育
の

經
營
は
凡
て
國
家
の
目
的
を
以
て
其
の
目
的
と
す
べ
き
も
の
と
し
、
最
も
力
を
師
範
學
校
の
振
興
に
用
ゐ

た
り
。
師
範
學
校
に
は
兵
式
體
操
を
採
用
し
生
徒
の
氣
質
を
鍛
錬
し
、
忠
君
愛
國
の
精
神
を
養
ふ
爲
に
寄

宿
舍
に
於
て
規
律
的
生
活
を
營
ま
し
め
、
順
良
・
信
愛
・
威
重
の
徳
を
以
て
訓
育
の
理
想
と
せ
り
。
明
治

二
十
三
年
「
教
育
に
關
す
る
敕
語
」
を
賜
り
、
國
民
道
徳
の
標
準
茲
に
確
定
す
。

現
代
の
教
育
の
有
樣
を
見
る
に
つ
け
、
改
め
て
本
邦
教
育
史
の
歴
史
的
囘
顧
の
意
義
大
な
ら
む
と
覺
ゆ

る
次
第
な
り
。

（
參
考
）
本
書
附
録
「
教
育
史
年
表
」
よ
り
本
邦
教
育
史
に
關
す
る
事
蹟
（
次
頁
）

一

「
近
世
教
育
史
」
を
讀
む

土
屋

博



皇
紀

九
四
五
年

儒
教
傳
來

一
二
一
二
年

佛
教
傳
來

一
三
六
一
年

大
寶
令
の
發
布

一
九
三
〇
年

金
澤
文
庫
起
る

二
〇
九
九
年

足
利
學
校
起
る

二
三
五
〇
年

昌
平
黌
起
る

二
四
五
〇
年

幕
府
異
學
の
禁
を
解
く

二
四
五
三
年

和
學
講
談
所
起
る

二
五
一
八
年

福
澤
諭
吉
慶
應
義
塾
を
起
す

二
五
二
九
年

昌
平
黌
を
大
學
と
改
む

二
五
三
二
年

學
制
頒
布
、
東
京
師
範
學
校
を
設
く

二
五
三
四
年

東
京
女
子
師
範
學
校
設
立

二
五
三
九
年

教
育
令
を
發
布
す

二
五
四
五
年

森
有
禮
文
部
大
臣
と
な
る

二
五
四
六
年

學
校
令
を
發
布
す

二
五
五
〇
年

教
育
に
關
す
る
敕
語
下
賜

（
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日

受
附
）

二


