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本
特
集
は
、
二
〇
二
一
年
六
月
五
日
（
土
）
に
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
を
利
用

し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
し
た
『
明
治
が
歴
史
に
な
っ
た
と
き
　
史
学

史
と
し
て
の
大
久
保
利
謙
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）
合
評
会

を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
編
者
で
あ
る
佐
藤
雄
基
が

「『
明
治
が
歴
史
に
な
っ
た
と
き
』
の
意
図
と
達
成
」
と
題
し
て
趣
旨

説
明
を
お
こ
な
っ
た
の
ち
、
本
特
集
に
ご
寄
稿
い
た
だ
く
三
名
の
評

者
に
報
告
を
お
願
い
し
た
。
近
代
政
治
史
、
大
学
史
・
大
学
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
、
華
族
研
究
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
充
実
し
た
ご
報
告
を

い
た
だ
き
、
執
筆
者
も
含
め
て
六
七
名
の
参
加
者
に
お
集
ま
り
い
た

だ
き
、
質
疑
も
大
変
盛
り
上
が
っ
た
。
今
後
の
議
論
の
進
展
の
た
め

に
も
、
記
録
と
し
て
残
す
必
要
を
感
じ
、
三
名
の
評
者
と
本
誌
編
集

長
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
ご
快
諾
い
た
だ
き
、
こ
う
し
て
特
集
と
し

て
掲
載
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
　
本
書
の
意
図

　『
明
治
が
歴
史
に
な
っ
た
と
き
』
は
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
九
日

に
開
催
さ
れ
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
大
久
保
利
謙
と
日
本
近
代
史

研
究 

家
族
・
学
問
・
教
育
」（
於
立
教
大
学 

池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
）（
企

画
者
は
小
澤
実
氏
）
を
も
と
に
し
た
論
集
で
あ
る
。
詳
細
は
本
書
の

序
文
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
本
書
は
小
澤
氏
と
相
談
を
し
な
が

ら
タ
イ
ト
ル
を
変
更
し
、
史
学
史
と
史
料
論
を
主
要
テ
ー
マ
に
し
た

構
成
と
な
っ
た
（
１
）
。

　
本
書
の
意
図
は
大
学
・
教
員
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
即
し
て
史
学
史

を
考
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
立
教
大
学
の
元
教
員
で
あ
る
大
久
保
を

研
究
対
象
と
し
た
こ
と
は
、
元
教
員
の
「
顕
彰
」
を
目
的
と
し
た
も

の
で
は
な
く
、
史
学
史
研
究
者
が
勤
務
先
と
い
う
「
地
の
利
」
を
活

か
し
て
研
究
素
材
を
見
つ
け
た
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
大
学
史

　『
明
治
が
歴
史
に
な
っ
た
と
き
』
の
意
図
と
達
成
：
特
集
の
序
文
と
し
て

佐
　
藤
　
雄
　
基

▪
特
集
　『
明
治
が
歴
史
に
な
っ
た
と
き
』
を
読
む
▪
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『
明
治
が
歴
史
に
な
っ
た
と
き
』
の
意
図
と
達
成
（
佐
藤
）

に
お
い
て
元
教
員
の
学
術
研
究
を
取
り
あ
げ
る
と
き
、
多
く
の
分
野

に
お
い
て
無
数
の
教
員
が
い
る
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
誰
を

選
択
す
る
の
か
は
極
め
て
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
だ
が
、
編
者
た
ち

に
は
史
学
史
と
い
う
立
脚
点
が
あ
り
、
立
教
大
学
図
書
館
に
「
大
久

保
利
謙
文
庫
」
が
あ
っ
た
。
む
し
ろ
立
教
大
学
と
「
文
庫
」
に
即
し

て
本
書
を
刊
行
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
大
学
史
・
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・

自
校
史
教
育
と
学
問
史
と
の
関
係
が
あ
ら
た
な
論
点
と
し
て
浮
上
し

た
。
大
学
史
・
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
観
点
か
ら
立
教
学
院
展
示
館

の
豊
田
雅
幸
氏
に
報
告
を
お
願
い
し
た
理
由
で
あ
る
。

　
立
教
大
学
の
教
員
に
よ
る
元
教
員
の
「
顕
彰
」
で
は
な
い
と
い
う

前
言
と
は
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
立
教
と
い
う
場
に
即
し
て
、

新
し
く
日
本
近
代
史
の
教
育
・
研
究
を
開
始
し
た
大
久
保
の
存
在
を
、

と
り
わ
け
立
教
の
同
僚
・
学
生
た
ち
に
広
く
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
個
人
的
な
動
機
が
編
者
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
編

者
が
大
久
保
研
究
を
着
想
し
た
き
っ
か
け
は
、
歴
史
家
の
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
と
し
て
立
教
大
学
図
書
館
の
も
つ
「
大
久
保
利
謙
文
庫
」
を
調

査
し
た
こ
と
に
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
立
教
の
教
員
・
学
生
の
間
で

も
「
文
庫
」
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
大
久
保
に
限

っ
た
話
で
は
な
く
、
元
教
員
の
文
庫
を
は
じ
め
と
す
る
学
術
資
源

は
、
そ
の
価
値
が
理
解
さ
れ
に
く
い
。
限
ら
れ
た
リ
ソ
ー
ス
や
ス
ペ

ー
ス
の
も
と
で
、
新
た
な
資
料
保
存
や
学
術
資
源
の
構
築
を
お
こ
な

う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
現
状
も
重
な
り
、
既
存
の
資
料
の
保

全
で
さ
え
も
必
ず
し
も
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
本
書
の
拙
稿

で
も
論
じ
て
い
る
が
、
研
究
者
に
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
自
ら
の
研

究
を
通
し
て
、
学
術
資
源
の
価
値
と
そ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
の
必
要

性
を
専
門
家
以
外
の
人
び
と
に
広
く
認
め
て
も
ら
い
、
資
料
保
存
の

コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
に
関
与
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
れ
は
「
大
久
保
利
謙
文
庫
」
に
限
っ
た
話
で
は
な
く
、
日

本
社
会
に
お
け
る
文
化
財
・
資
料
保
存
に
歴
史
学
が
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
の
一
端
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
本
書
の
主
題
と
す
る
史
学
史
に
つ
い
て
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
必

ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
時
代
の
代
表
的
な

歴
史
書
、
研
究
の
潮
流
を
読
み
解
き
、
あ
る
い
は
歴
史
家
の
伝
記
的

な
研
究
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
何
か
歴
史
家
の
専
門

家
集
団
の
内
向
き
の
営
み
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
人
も
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
、広
く
社
会
の
な
か
で
歴
史
学
の
位
置
を
考
え
、

必
ず
し
も
専
門
的
な
歴
史
研
究
者
で
は
な
い
人
び
と
に
よ
る
歴
史
叙

述
と
の
関
係
を
捉
え
、
あ
る
い
は
編
纂
事
業
や
史
料
調
査
、
教
育
制

度
を
は
じ
め
と
し
て
、
歴
史
叙
述
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
様
々
な
仕

組
み
に
着
目
し
た
新
た
な
史
学
史
研
究
が
生
ま
れ
て
い
る
（
２
）

。
本
書
は

そ
う
し
た
研
究
動
向
を
う
け
、
立
教
と
い
う
場
と
大
久
保
と
い
う
人

に
即
し
て
、
現
在
に
近
い
時
代
が
ど
の
よ
う
に
し
て
歴
史
研
究
・
教

育
の
対
象
と
な
る
の
か
、
そ
の
と
き
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な

る
の
か
、
歴
史
研
究
の
基
礎
と
な
る
「
史
料
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
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整
備
さ
れ
て
利
用
可
能
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
よ
う
と

し
た
試
み
で
あ
る
。

二
　
本
書
の
達
成

　
本
書
の
達
成
点
に
つ
い
て
編
者
自
ら
述
べ
る
の
は
難
し
い
が
、
現

時
点
で
考
え
る
こ
と
を
述
べ
る
と
、
以
下
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
史
料
論
を
軸
に
し
て
史
学
史
の
方
法
論
を
考
え
た
こ
と

に
な
る
。
史
料
と
な
る
素
材
は
歴
史
家
の
研
究
テ
ー
マ
に
応
じ
て
多

様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
が
、
現
実
問
題
と
し

て
、史
料
と
し
て
利
用
可
能
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
研
究
は
難
し
い
。

歴
史
研
究
の
材
料
と
な
る
史
料
は
、
あ
り
の
ま
ま
に
残
り
つ
づ
け
て

き
た
訳
で
は
決
し
て
な
く
、
様
々
な
人
び
と
の
営
み
の
上
に
、
今
に

伝
わ
り
、
研
究
資
源
と
し
て
利
用
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
近
い
時
代

が
歴
史
研
究
・
教
育
の
対
象
と
な
る
と
き
、
同
時
代
に
近
い
時
代
の

資
料
が
「
史
料
に
な
る
」
過
程
を
史
学
史
研
究
の
論
点
と
し
た
点
は
、

問
題
提
起
と
し
て
は
一
定
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。ま
た
、

こ
れ
に
か
か
わ
っ
て
、
歴
史
家
の
蔵
書
を
含
む
個
人
史
料
や
自
伝
の

成
り
立
ち
を
対
象
と
し
た
（
本
書
の
拙
稿
や
今
井
修
氏
論
考
）。

　
こ
れ
に
か
か
わ
っ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
質
疑
の
場
で
、
本

書
の
執
筆
者
の
一
人
で
あ
る
箱
石
大
氏
が
「
史
学
史
に
よ
っ
て
史
料

論
を
深
め
た
い
」
と
発
言
を
し
た
が
、
大
変
重
要
な
発
言
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
前
近
代
の
史
料
の
ほ
と
ん
ど
が
、「
こ
れ
を
残
し
た
い
」

と
い
う
人
び
と
の
意
図
と
様
々
な
偶
然
と
が
組
み
合
わ
さ
り
な
が

ら
、
現
在
に
伝
わ
っ
て
き
た
。
個
々
の
史
料
の
性
格
を
考
え
、
今
に

残
る
史
料
か
ら
過
去
が
ど
こ
ま
で
、ど
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
の
か
、

そ
の
「
射
程
」
を
見
極
め
る
た
め
に
も
、
史
学
史
に
基
づ
く
史
料
論

は
必
須
だ
ろ
う
（
３
）

。
史
学
史
と
史
料
論
は
、
歴
史
学
に
と
っ
て
車
輪
の

両
輪
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
「
史
料
に
基
づ
い
て
実
証

す
る
」
と
い
う
語
り
が
な
さ
れ
る
が
、史
学
史
と
史
料
論
は
、「
実
証
」

を
成
り
立
た
せ
る
基
盤
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
し
、「
実
証
と
は
何

か
」
を
問
い
な
お
す
も
の
で
も
あ
る
（
４
）

。

　
第
二
に
は
、
専
門
的
な
歴
史
研
究
を
支
え
る
条
件
は
何
か
を
問
い

直
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
史
料
と
し
て
利
用
可
能
な
環
境
整
備
だ

け
で
は
な
く
、
周
年
事
業
、
編
纂
事
業
な
ど
の
諸
契
機
、
教
育
・
研

究
機
関
の
整
備
（
大
学
史
）、
中
等
学
校
に
お
け
る
歴
史
教
育
の
あ

り
か
た
、
な
ど
が
関
わ
っ
て
く
る
。
編
者
が
こ
う
し
た
問
題
に
関
心

を
抱
い
た
の
は
、
明
治
期
の
史
料
調
査
（
採
訪
事
業
）
と
古
文
書
学

の
成
り
立
ち
と
の
関
係
を
考
え
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
る
が
（
５
）

、
近
代

学
問
と
し
て
の
歴
史
学
を
成
り
立
た
せ
る
様
々
な
制
度
的
な
仕
組
み

を
捉
え
、
そ
の
中
で
学
問
史
を
位
置
づ
け
な
お
す
必
要
を
感
じ
て
お

り
、
本
書
も
そ
の
試
み
の
一
環
で
あ
る
。

　
第
三
に
は
、
人
び
と
が
歴
史
に
つ
い
て
何
か
を
書
く
（
あ
る
い
は

語
る
）
と
い
う
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
広
が
り
の
な
か
で
、（
狭
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『
明
治
が
歴
史
に
な
っ
た
と
き
』
の
意
図
と
達
成
（
佐
藤
）

義
の
？
）
歴
史
学
の
位
置
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
大
久
保

利
謙
と
い
う
個
人
を
焦
点
に
あ
て
て
考
え
た
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
前

述
し
た
よ
う
な
歴
史
研
究
を
支
え
る
諸
制
度
・
諸
条
件
が
、
ど
の
よ

う
に
し
て
つ
く
ら
れ
、
運
用
さ
れ
て
い
く
の
か
、
個
人
の
視
点
い
わ

ば
ミ
ク
ロ
ヒ
ス
ト
リ
ア
の
視
点
か
ら
考
え
た
の
で
あ
る
。
第
一
部
の

諸
論
考
は
ま
さ
に
そ
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
第
二
部
・
第

三
部
で
大
久
保
の
父
利
武
を
取
り
あ
げ
た
の
も
、
専
門
的
・
職
業
的

な
歴
史
学
と
そ
の
外
部
に
広
が
る
必
ず
し
も
専
門
家
に
よ
ら
な
い

歴
史
叙
述
と
の
関
係
を
考
え
る
素
材
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。「
歴
史
」

は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
家
の
専
有
物
で
は
な
く
、
専
門
的
な
歴
史

家
が
歴
史
の
専
門
家
と
し
て
の
地
位
を
し
め
る
た
め
に
は
相
当
な
努

力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
努
力
に
対
す
る
社
会
の
側
の
反

応
・
反
発
も
あ
り
、
専
門
的
な
歴
史
家
と
専
門
家
以
外
の
人
び
と
と

の
相
互
作
用
を
通
し
て
、「
歴
史
を
書
く
」
こ
と
を
め
ぐ
る
歴
史
が

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
動
い
て
い
く
。
現
代
歴
史
学
で
は
人
び
と
の
歴
史

実
践
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
ヒ
ス
ト
リ
ー
へ
の
関
心
が
高
ま
り
を
み
せ
て
い

る
が
、
こ
う
し
た
問
題
系
を
史
学
史
の
な
か
で
位
置
づ
け
よ
う
と
い

う
試
み
で
も
あ
る
（
本
特
集
寺
尾
論
文
）。

　
こ
う
し
た
達
成
点
を
踏
ま
え
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
特
に

最
後
の
論
点
を
重
視
し
、
本
書
の
提
示
し
た
論
点
を
さ
ら
に
検
討
し

て
い
た
だ
く
た
め
に
、
前
述
の
よ
う
に
大
学
史
・
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
の
観
点
か
ら
豊
田
雅
幸
氏
に
、
大
久
保
家
と
深
い
関
係
の
あ
っ
た

島
津
家
の
修
史
事
業
の
側
か
ら
寺
尾
美
保
氏
に
、
政
治
史
研
究
の
観

点
か
ら
前
田
亮
介
氏
に
報
告
を
お
願
い
し
た
。
奇
し
く
も
三
論
文
と

も
に
史
料
と
歴
史
実
践
を
め
ぐ
っ
て
相
互
に
関
わ
り
を
も
ち
な
が
ら

重
要
な
論
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
本
書

の
達
成
点
と
は
異
な
る
が
、
簡
単
に
感
想
を
述
べ
た
い
。

　
前
田
亮
介
氏
の
論
文
「「
史
学
統
一
」
の
夢
：
戦
前
（
一
九
二
三

―
一
九
四
五
）
の
大
久
保
利
謙
」
で
は
、
歴
史
家
と
し
て
の
大
久
保

の
学
問
形
成
に
お
け
る
大
正
「
文
化
史
」
の
文
脈
が
丹
念
に
ほ
り
お

こ
さ
れ
る
と
と
も
に
、
戦
時
下
の
大
久
保
が
「
非
職
業
的
歴
史
家
も

担
い
手
と
し
た
、
多
元
的
な
歴
史
叙
述
／
歴
史
実
践
の
あ
り
よ
う
の

再
現
に
向
か
」
い
、
史
学
史
と
地
方
史
を
通
じ
て
、
無
数
の
「
明
治

文
化
」
の
担
い
手
を
再
発
見
し
て
い
く
と
い
う
展
望
が
示
さ
れ
て
い

る
。
京
都
の
「
文
化
史
」
の
影
響
と
と
も
に
、
東
京
の
「
文
化
史
」

の
あ
り
よ
う
、
実
証
主
義
史
学
の
系
譜
な
ど
、
史
学
史
上
重
要
な
問

題
提
起
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

　
郷
土
史
と
史
学
史
（「
歴
史
を
書
く
」
こ
と
の
歴
史
）
と
い
う
大

久
保
の
軸
は
、
寺
尾
美
保
氏
の
論
文
「
史
料
と
史
料
を
め
ぐ
る
人
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
：
島
津
家
と
大
久
保
家
の
関
係
か
ら
」
が
、
大
久
保

の
父
利
武
と
島
津
家
・
鹿
児
島
の
事
例
を
中
心
に
し
て
提
示
し
た
論

点
と
も
共
鳴
し
て
い
る
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
研
究
者
に
と
ど
ま
ら
な

い
人
び
と
が
、
史
料
や
研
究
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
大
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久
保
利
武
は
「
内
政
家
」
と
し
て
尚
古
集
成
館
に
か
か
わ
り
、
社
会

教
育
の
一
環
と
し
て
博
物
館
事
業
を
考
え
、
ロ
ー
カ
ル
な
人
び
と
の

も
つ
「
歴
史
」
に
も
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
こ
う
し
た
発
想
は

史
学
史
上
、必
ず
し
も
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

黒
板
勝
美
や
平
泉
澄
ら
も
、
郷
土
の
英
雄
で
あ
る
尊
皇
の
武
士
た
ち

の
顕
彰
事
業
に
か
か
わ
り
、
地
誌
・
歴
史
書
な
ど
の
歴
史
叙
述
に
強

い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
民
的
歴

史
学
運
動
も
ま
た
「
自
分
た
ち
の
歴
史
を
書
く
」
こ
と
を
提
唱
し
、

人
び
と
の
歴
史
実
践
に
働
き
か
け
て
い
た
。
郷
土
史
と
史
学
史
は
、

多
く
の
ア
ク
タ
ー
が
独
自
の
構
想
を
も
っ
て
参
入
し
て
く
る
「
国
史

の
主
戦
場
」の
よ
う
な
領
域
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
な
か
で
、

戦
時
下
の
大
久
保
利
謙
が
「
実
証
主
義
」
の
立
場
か
ら
独
自
の
構
想

を
模
索
し
て
い
た
と
い
う
前
田
論
文
の
指
摘
は
、
戦
前
・
戦
中
・
戦

後
を
通
し
た
史
学
史
を
構
想
す
る
と
き
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
思

わ
れ
る
。

　
豊
田
雅
幸
氏
の
論
文
「
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
大
学
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
：
教
員
個
人
・
学
術
研
究
を
扱
う
難
し
さ
」
で
は
、
大
学
に
お
け

る
史
料
保
存
と
歴
史
叙
述
に
か
か
わ
る
固
有
の
難
し
さ
が
説
か
れ
て

い
る
。
大
学
は
社
会
的
な
責
任
を
も
ち
つ
つ
、
普
遍
的
な
学
問
世
界

に
つ
な
が
る
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
別
の
経
営
体
で
あ
り
、
教
職

員
・
学
生
・
卒
業
生
な
ど
関
係
者
に
と
っ
て
は
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
を
も

つ
場
で
も
あ
る
。
前
田
論
文
や
寺
尾
論
文
を
つ
な
ぐ
大
事
な
論
点
で

あ
る
と
と
も
に
、
本
書
の
出
発
点
の
一
つ
で
あ
る
「
大
久
保
利
謙
文

庫
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
か
え
っ
て
く
る
の
だ
と
思
う
。
前
述
の
よ
う

に
、「
単
な
る
顕
彰
に
し
た
く
な
い
」
が
、
資
料
保
存
の
た
め
に
も

大
学
メ
ン
バ
ー
に
「
広
く
知
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
必
ず
し
も
整
合

し
な
い
動
機
が
本
書
の
編
者
に
は
あ
っ
た
。
豊
田
論
文
は
自
校
史
教

育
に
お
け
る
元
教
員
・
卒
業
生
の
取
り
あ
げ
方
を
論
じ
、
ど
の
よ
う

な
学
生
を
育
て
た
い
の
か
と
い
う
教
育
理
念
や
学
生
の
エ
ン
カ
レ
ッ

ジ
教
育
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。「
顕
彰
」
に
収
斂
し
な
い
歴
史

教
育
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
は
、
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
を
も
つ
場
に
お
い

て
「
自
分
た
ち
の
歴
史
を
書
く
」（
自
国
史
も
含
ま
れ
る
）
う
え
で

の
課
題
で
あ
る
し
、
研
究
・
資
料
保
全
と
も
不
可
分
だ
ろ
う
。

三
　
本
書
の
課
題

　
最
後
に
本
書
の
課
題
を
述
べ
た
い
。
む
し
ろ
今
回
の
企
画
を
通
じ

て
様
々
な
問
題
点
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

が
、
現
在
の
と
こ
ろ
以
下
三
点
を
考
え
て
い
る
。

　
第
一
に
は
、
本
書
は
大
久
保
利
謙
の
事
例
研
究
に
過
ぎ
ず
、
他

大
学
の
事
例
も
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
別
の
企
画
に
お
い
て

一
九
四
五
年
以
前
の
日
本
の
大
学
史
学
科
の
歴
史
に
つ
い
て
調
査
し

て
い
る
が
（
６
）
、
戦
後
の
新
制
大
学
に
お
い
て
近
代
史
の
研
究
・
教
育
が

ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
く
の
か
に
関
す
る
調
査
に
は
及
ん
で
い
な
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い
。
本
書
の
箱
石
論
文
に
お
い
て
も
、
國
學
院
大
學
に
お
け
る
藤
井

貞
文
の
存
在
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
法
政
大
学
で
は
藤

井
甚
太
郎
が
一
九
四
九
年
に
着
任
し
、
日
本
近
代
史
講
座
を
開
始
し

て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
戦
後
日
本
の
「
史
学
科
の
比
較
史
」
を
構
想

す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
。

　
第
二
に
は
、
大
久
保
利
謙
研
究
に
関
し
て
い
え
ば
、
今
井
修
氏
が

指
摘
す
る
よ
う
に
詳
細
な
年
表
・
著
作
目
録
を
作
り
直
す
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
ら
を
作
成
し
て
本
書
に
所
収
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
ひ
と

え
に
編
者
の
怠
慢
で
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

前
田
論
文
で
は
大
久
保
に
関
わ
る
新
資
料
が
多
数
紹
介
さ
れ
て
お

り
、
史
学
史
研
究
に
お
け
る
基
礎
的
な
史
料
調
査
・
研
究
が
な
お
多

く
の
課
題
と
可
能
性
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。豊
田
論
文
で
は
、

大
久
保
の
私
蔵
資
料
が
、
立
教
以
外
に
も
広
く
分
散
し
て
お
り
、
資

料
群
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
元
教
員
・
学
生
に
関
わ
る
資
料
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
の
か
、
所
蔵
情
報
も
含
め
て
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
機
能
の
整
備
が
大

学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
課
題
か
も
し
れ
な
い
（
そ
の
た
め
に
は
予
算
と

人
員
の
拡
充
が
必
要
だ
が
）。

　
第
三
に
は
、
本
書
は
戦
前
お
よ
び
戦
後
す
ぐ
の
一
九
五
〇
・
六
〇

年
代
の
時
期
が
中
心
で
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
分
析
が
不
足
し
て

い
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
戦
後
歴
史
学
と
の
関
係
に
お
い
て
大
久
保

の
近
代
史
研
究
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
本
書
の
松

沢
裕
作
論
文
が
重
要
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
踏

ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
前
田
亮
介
氏
に
報
告
を
お
願
い
し
、
あ
ら
た
め

て
大
久
保
以
後
の
政
治
史
研
究
の
文
脈
の
中
で
の
再
検
討
を
し
て
い

た
だ
い
た
が
、
報
告
の
な
か
で
大
久
保
の
仕
事
が
現
在
省
み
ら
れ
る

こ
と
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
教
育
史
研
究
に

お
い
て
も
教
育
学
部
系
の
教
育
史
が
戦
後
発
展
す
る
一
方
で
、
大
久

保
の
仕
事
は
省
み
ら
れ
な
い
傾
向
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
７
）
。

　
大
久
保
が
現
在
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
歴
史
家
と
な
っ
て
い
る
理
由

を
考
え
る
と
、
大
久
保
の
仕
事
の
特
徴
に
理
由
の
一
端
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
久
保
の
仕
事
は
、
専
門
的
な
歴
史

研
究
の
出
発
点
に
あ
る
史
料
の
整
備
と
い
っ
た
基
本
作
業
で
あ
っ

た
（
前
田
論
文
で
指
摘
さ
れ
た
大
久
保
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
基
礎

工
作
」）。
と
り
わ
け
大
久
保
の
仕
事
の
範
囲
は
広
く
、
文
学
部
史
学

科
以
外
に
も
教
育
学
部
教
育
史
、
法
学
部
政
治
史
な
ど
、
文
学
部
史

学
科
以
外
の
様
々
な
学
部
学
科
で
な
さ
れ
て
い
る
様
々
な
歴
史
研
究

（「
○
○
史
」）
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
○
○
史
」
も
ま

た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
な
か
の
歴
史
研
究
で
あ
る
と
同

時
に
、
史
料
に
立
脚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
８
）

。
だ
が
、
個
々
の
専
門

研
究
が
い
っ
た
ん
確
立
し
、そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、

大
久
保
の
よ
う
な
「
基
礎
工
作
」
の
仕
事
は
忘
れ
ら
れ
て
い
く
傾
向
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が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
必
ず
し
も
文
学
部
系
の
歴
史
学
に
収
斂
し
な
い
多
様
な「
○
○
史
」

の
広
が
り
が
確
か
に
存
在
す
る
一
方
で
、
現
在
で
は
こ
う
し
た
歴
史

研
究
の
多
様
性
は
厳
し
い
状
況
に
お
か
れ
つ
つ
あ
る
。
多
か
れ
少
な

か
れ
現
在
の
危
機
的
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
法
学
部
の
法
制
史
、

経
済
学
部
の
経
済
史
な
ど
「
○
○
史
」
の
学
問
史
研
究
を
ふ
り
か
え

る
企
画
が
近
年
増
え
て
い
る
が
（
９
）

、
多
様
な
「
○
○
史
」
が
相
互
に
い

か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
も
学
問
史
の
大
き
な
テ
ー
マ

と
な
る
だ
ろ
う
。
寺
尾
論
文
の
指
摘
す
る
よ
う
な
「
史
料
と
史
料
を

め
ぐ
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
は
、
必
ず
し
も
専
門
家
で
は
な
い

ア
マ
チ
ュ
ア
だ
け
で
は
な
く
、
狭
義
の
歴
史
学
以
外
の
多
様
な
「
○

○
史
家
」
も
加
わ
っ
て
い
た）
（1
（

。
そ
の
研
究
基
盤
を
形
成
す
る
草
創
期

に
あ
っ
て
、
多
様
な
歴
史
研
究
が
互
い
に
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た

の
か
、
現
在
で
は
見
失
わ
れ
し
ま
っ
た
布
置
が
、
史
料
と
い
う
観
点

か
ら
逆
照
射
さ
れ
う
る
。
そ
の
と
き
に
は
学
問
史
上
の
大
久
保
の
よ

う
な
存
在
に
あ
ら
た
め
て
光
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
う
し
た
多
様
な
歴
史
研
究
の
相
互
関
係
と
い
う
論
点
は
、

本
書
で
は
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
が
、
近
代
学
問
の
歩
み
を
振
り
か

え
り
つ
つ
、
歴
史
系
諸
学
問
が
今
後
ど
の
よ
う
に
協
同
し
て
い
く
の

か
、
新
た
な
展
望
を
切
り
開
く
た
め
に
も
、
深
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
論
点
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

【
付
記
】
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
１
９
ｋ
０
２
４
６
１
の
助
成

を
受
け
た
も
の
で
す
。
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註（１
）  
参
考
と
し
て
本
書
の
目
次
を
掲
げ
て
お
く
。

　
　
序
論

　
第
一
部「「
明
治
」
が
歴
史
に
な
る
と
き
」

　
　
松
沢
裕
作「
大
久
保
利
謙
と
戦
後
日
本
近
代
史
研
究
の
出
発
」

　
　
松
田
宏
一
郎「
政
治
学
者
に
お
け
る「
明
治
」
の
歴
史
化
」

　
　
箱
石
大「
明
治
政
府
に
よ
る
記
録
編
纂
・
修
史
事
業
と
近
代
文
書
」

　
第
二
部「
大
久
保
利
謙
の
歴
史
学
」

　
　
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
メ
ー
ル「
大
久
保
利
謙
と
近
代
史
学
史
研
究
」

小
澤
実「
大
久
保
利
謙
と
立
教
大
学
史
学
科（
一
九
五
八
～
七
一
）」

今
井
修「『
日
本
近
代
史
学
事
始
め
』
に
つ
い
て
の
覚
書
：
大
久
保
史

学
の
史
学
史
的
検
討
の
た
め
に
」

松
田
好
史「
小
伝
・
大
久
保
利
武
：
大
久
保
家
三
代
の
系
譜
」

　
第
三
部「
大
久
保
史
学
に
み
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
蔵
書
論
」

佐
藤
雄
基「
大
久
保
利
武
・
利
謙
父
子
の
学
問
形
成
と
蔵
書
：
立
教

大
学
図
書
館
所
蔵「
大
久
保
利
謙
文
庫
」・
学
習
院
大
学
史
料
館
所

蔵「
大
久
保
文
庫
」
の
紹
介
を
か
ね
て
」

葦
名
ふ
み「
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
と
大
久
保
利
謙
の
構
想
」

大
島
明
秀「
大
久
保
利
謙
と
蘭
学
資
料
研
究
会
・
蘭
学
書
」

小
田
部
雄
次「
華
族
と
歴
史
学
：
大
久
保
利
謙
の
華
族
研
究
と
華
族

史
料
」

（
２
）
松
沢
裕
作
編『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』（
山
川
出

版
社
、
二
〇
一
五
年
）。

（
３
）
こ
の
問
題
は
、近
世
の
国
学
者
が
お
こ
な
っ
た
テ
ク
ス
ト
校
訂
や「
考

証
」
の
あ
り
方
か
ら
考
え
な
お
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
書
刊
行
後
に

な
る
が
、
大
沼
宜
規『
考
証
の
世
紀
　
十
九
世
紀
日
本
の
国
学
考
証
派
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
）。

（
４
）
成
田
龍
一
氏
が
近
年「
実
証
と
し
て
の
史
学
史
」
と
い
う
動
向
が
生

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
本
書
を
と
り
あ
げ
て「
し
か
し
、
こ
れ

と
て
、
旧
態
依
然
と
し
た
史
学
史
の
作
法
で
は
な
く
、
あ
ら
た
め
て

史
学
史
に
向
き
合
う
姿
勢
を
検
証
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き

た
い
。」
と
評
し
て
い
る（『
歴
史
論
集
１
　
方
法
と
し
て
の
史
学
史
』

岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
）。「
実
証
」
と
い
う
概
念
の
使
用
法
に
つ

い
て
は
歴
史
研
究
者
の
間
で
も
決
し
て
一
定
し
て
お
ら
ず
注
意
が
必

要
で
あ
る
が
、
史
学
史
が「
歴
史
家
の
自
己
防
衛
的
な
語
り
」
に
な
っ

て
は
い
け
な
い
と
い
う
成
田
氏
の
危
機
意
識
は
受
け
と
め
た
い
と
思

う
。

（
５
）
拙
稿「
明
治
期
の
史
料
採
訪
と
古
文
書
学
の
成
立
」（
松
沢
裕
作
編

『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』山
川
出
版
社
、二
〇
一
五
年
）。

（
６
）
小
澤
実
氏
と
の
共
編
『
史
学
科
の
比
較
史
』
（
勉
誠
出
版
、

二
〇
二
二
年
刊
行
予
定
）。

（
７
）
上
沼
八
郎「
解
説
」（
大
久
保
利
謙『
日
本
の
大
学
』
玉
川
大
学
出
版

部
、
一
九
九
七
年
、
初
発
表
一
九
四
三
年
）
三
四
一
頁
。

（
８
）『
法
制
史
研
究
』
七
〇
集（
二
〇
二
〇
年
）
の
特
集「
日
本
に
お
け
る

法
史
研
究
の
歴
史
」
で
、
神
野
潔「
明
治
期
に
お
け
る
日
本
法
制
史
学

の
展
開
図
」
が
法
制
史
学
に
お
け
る「
史
料
」
の
重
要
性
を
説
き
、
松

沢
裕
作「「
史
学
」
成
立
の
文
脈
か
ら
み
た
日
本
の
法
史
研
究
の
始
ま

り
」
も「
○
○
史
」
と
史
学
科
の
歴
史
学
と
の
共
通
の
土
台
を
重
視
し

て
い
る
。

（
９
）
前
掲
注（
８
）
の『
法
制
史
研
究
』
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
、
恒
木
健

太
郎
・
左
近
幸
村
編『
歴
史
学
の
縁
取
り
方
：
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
史

学
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）、『
日
本
の
教
育
史
学
』

六
一
巻（
二
〇
一
八
年
）
の
特
集「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
：
近
代
学
問
に
お

け
る
歴
史
研
究
の
意
義 

―
政
治
史
、
経
済
史
、
科
学
史
、
そ
し
て
教



－  173  －

史
苑
（
第
八
二
巻
第
一
号
）

育
史
」
な
ど
。

（
10
）
前
掲
注（
５
）
拙
稿
は
史
料
採
訪
に
注
目
し
た
も
の
だ
が
、
様
々
な

○
○
史
研
究
の
交
錯
す
る
場
と
し
て
、
調
査
事
業
は
学
問
史
上
重
要

だ
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
戦
後
初
期
の
農
村
調
査
で
は
、
農
業

史
家
の
古
島
敏
雄
が
中
心
と
な
り
、
歴
史
研
究
者
を
含
む
様
々
な
専

門
分
野
の
研
究
者
が
参
加
し
、
学
際
的
な
場
と
な
っ
た
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


