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本
書
は
、
荒
野
泰
典
・
石
井
正
敏
・
村
井
章
介
と
い
う
各
時
代
で

日
本
の
対
外
関
係
史
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
三
人
を
編
者
に
、
全

七
巻
の
刊
行
を
予
定
し
て
い
る
シ
リ
ー
ズ
の
掉
尾
を
か
ざ
る
。
そ
の

扱
う
範
囲
は
異
国
船
打
払
い
か
ら
薪
水
給
与
令
へ
の
転
換
が
な
さ

れ
た
一
八
四
二
（
天
保
一
三
）
年
か
ら
条
約
改
正
が
達
成
さ
れ
た

一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
で
あ
る
。

　
本
シ
リ
ー
ズ
は
、
編
者
を
同
じ
く
す
る
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本

史
』
Ⅰ
～
Ⅵ
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
～
一
九
九
三
年
）
の

続
編
と
も
い
え
る
。
二
〇
年
近
く
を
経
て
最
新
の
研
究
動
向
を
踏
ま

え
て
い
る
事
は
勿
論
だ
が
、『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
史
』
が
テ
ー

マ
ご
と
に
重
厚
な
論
文
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
と
比
べ
る
と
、
通
史

と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
よ
り
平
易
で
一
般
の
読

者
に
も
配
慮
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
各
巻
は
、
編
者
が
冒
頭
に
「
通
史
」
を
か
か
げ
当
該
巻
の
歴
史
の

全
体
の
流
れ
と
各
論
文
の
位
置
づ
け
を
行
い
、次
に
「
歴
史
的
展
開
」

と
し
て
そ
の
時
代
の
対
外
関
係
を
語
る
基
本
的
な
枠
組
み
を
時
系
列

に
そ
っ
て
と
り
あ
げ
、「
対
外
関
係
の
諸
相
」
と
し
て
各
論
に
あ
た

る
論
文
が
続
く
構
成
を
取
っ
て
い
る
。

　
各
論
の
執
筆
者
お
よ
び
論
題
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

荒
野
泰
典
　
通
史
「
近
代
化
す
る
日
本
」

 

Ⅰ 

歴
史
的
展
開

荒
野
泰
典
「
変
貌
す
る
東
ア
ジ
ア
と
環
太
平
洋
―
近
代
化
す
る

日
本
の
国
際
的
環
境
―
」

鵜
飼
政
志
「「
不
平
等
条
約
体
制
」
と
日
本

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
「
近
代
外
交
体
制
の
創
出
と
天
皇
」

麓
慎
一
「
確
定
さ
れ
る
「
国
境
」
と
地
域
」

井
川
克
彦
「
居
留
地
貿
易
と
世
界
市
場
」

小
風
秀
雅
「
条
約
改
正
と
憲
法
発
布
」

 
Ⅱ 
対
外
関
係
の
諸
相

上
白
石
実
「
鎖
国
と
開
国
」

斎
藤
純
「「
泰
平
の
」
狂
歌
の
信
憑
性
を
め
ぐ
っ
て
―
ペ
リ
ー
来

書
　
評

　

荒
野
泰
典
・
石
井
正
敏
・
村
井
章
介 

編

『
日
本
の
対
外
関
係
七
　
近
代
化
す
る
日
本
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）

及
川
　
将
基
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航
と
民
衆
の
危
機
意
識
―
」

田
中
葉
子
「
黒
船
・
地
震
・
コ
レ
ラ
」

山
崎
渾
子
「
キ
リ
ス
ト
教
の
復
活
と
岩
倉
使
節
団
」

森
田
朋
子
「
移
民
と
「
か
ら
ゆ
き
さ
ん
」」

北
原
か
な
子
「
留
学
生
と
お
雇
い
外
国
人
」

百
瀬
響
「
北
海
道
開
拓
と
「
旧
土
人
保
護
法
」」

木
村
直
也
「
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
征
韓
論
」

西
里
喜
行
「「
琉
球
処
分
」
論
」

安
達
裕
之
「
和
船
か
ら
洋
式
船
へ
」

小
野
文
子
「
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
」

 

　
最
初
に
各
論
文
の
内
容
に
簡
単
に
触
れ
た
い
。

　
荒
野
通
史
は
、
近
世
的
国
際
関
係
が
近
代
的
に
再
編
さ
れ
て
い
く

様
子
を
、
国
内
お
よ
び
国
際
関
係
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
叙
述
す

る
。
幕
末
の
条
約
締
結
が
国
威
の
失
墜
と
捉
え
ら
れ
、そ
の
回
復（
条

約
改
正
に
よ
る
国
家
主
権
の
回
復
）
と
「
処
士
横
議
」
そ
し
て
「
公

議
輿
論
」
の
実
現
が
国
家
的
な
課
題
と
な
り
、
最
終
的
に
達
成
さ
れ

る
に
い
た
る
背
景
を
、
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
の
再
編
を
有
機

的
に
結
び
つ
け
て
説
明
す
る
。
ま
た
、「
鎖
国
・
開
国
」
や
「
維
新
」

を
言
説
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
も
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
、
近
代
の

ゴ
ー
ル
が
も
た
ら
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
バ
イ
ア
ス
の
影
響
力
の
大
き
さ

に
も
言
及
す
る
。

　
荒
野
論
文
は
、
荒
野
通
史
の
枠
組
み
に
よ
り
な
が
ら
、
と
く
に
東

ア
ジ
ア
お
よ
び
環
太
平
洋
地
域
で
の
国
際
関
係
の
近
代
的
再
編
の
過

程
を
と
り
あ
げ
る
。
鵜
飼
論
文
は
、日
本
型
の
「
不
平
等
条
約
体
制
」

の
実
態
に
つ
い
て
、
清
国
と
欧
米
諸
国
と
の
条
約
と
対
比
し
つ
つ
各

国
と
の
条
約
締
結
に
い
た
っ
た
経
緯
を
お
い
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を

個
別
に
検
証
す
る
。
ブ
リ
ー
ン
論
文
は
、
明
治
天
皇
が
外
交
に
果
た

し
た
役
割
を
儀
礼
・
贈
答
の
側
面
か
ら
検
証
し
、
日
本
の
主
権
が
承

認
さ
れ
る
た
め
に
も
、
そ
の
役
割
は
大
き
か
っ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か

に
す
る
。
麓
論
文
は
、
近
代
国
家
と
し
て
日
本
が
国
際
情
勢
の
変
容

に
規
定
さ
れ
た
な
か
で
「
国
境
」
を
確
定
さ
せ
て
い
く
様
子
を
樺
太
・

千
島
、
小
笠
原
、
朝
鮮
、
琉
球
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
井
川
論
文
は
、

居
留
地
貿
易
と
い
う
あ
り
方
が
必
要
と
し
た
生
糸
売
込
商
が
、
産
地

商
人
・
外
商
な
ど
と
拮
抗
し
つ
つ
流
通
の
「
中
央
」
を
担
う
存
在
に

な
る
過
程
を
、
世
界
市
場
の
動
向
へ
の
対
応
や
政
府
の
貿
易
政
策
な

ど
の
側
面
か
ら
み
る
。
小
風
論
文
は
、
憲
法
制
定
と
条
約
改
正
の
過

程
を
平
行
し
て
追
う
こ
と
で
、
前
者
が
後
者
の
道
を
開
い
た
こ
と
を

示
す
。

　
上
白
石
論
文
は
、「
開
国
」
と
い
う
用
語
の
幕
末
か
ら
明
治
期
の

使
用
意
図
を
分
析
す
る
。
さ
ら
に
「
開
国
」
を
国
際
法
と
自
由
貿
易

を
認
め
国
際
社
会
へ
参
入
す
る
こ
と
と
定
義
し
、
と
く
に
出
入
国
制

限
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
し
、
日
英
通
商
航
海
条
約
は
不
平
等
条
約

を
克
服
し
た
だ
け
で
な
く
自
由
貿
易
を
実
現
し
た
点
で
「
開
国
」
を
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果
た
し
た
条
約
と
評
価
す
る
。
斉
藤
論
文
は
、
よ
く
し
ら
れ
た
「
泰

平
の
～
」
の
狂
歌
が
ペ
リ
ー
来
航
後
ほ
ど
な
く
成
立
し
て
い
た
こ

と
を
色
川
三
中
関
連
の
資
料
の
中
か
ら
発
掘
し
、「
泰
平
」
に
当
時

の
人
々
の
社
会
認
識
・
現
実
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
読
み

解
く
。
田
中
論
文
は
、
黒
船
か
わ
ら
版
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
江
戸

庶
民
の
対
外
意
識
が
傍
観
者
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
の
意
識
に
変
化
が

見
ら
れ
る
の
は
横
浜
開
港
後
に
直
接
異
国
人
と
の
交
渉
を
体
験
し
て

か
ら
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
山
崎
論
文
は
、
明
治
政
府
が
キ
リ
ス

ト
教
に
基
づ
く
近
代
の
国
際
社
会
に
お
い
て
独
立
を
た
も
つ
に
あ
た

り
、
最
終
的
に
キ
リ
ス
ト
教
黙
許
政
策
へ
落
ち
着
く
に
い
た
る
過
程

を
追
い
か
け
る
。
森
田
論
文
は
、
国
家
の
体
面
が
損
な
わ
れ
る
事
を

恐
れ
限
定
的
に
し
か
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
労
働
移
民
が
、
条
約
改
正

を
期
に
転
換
し
て
い
っ
た
過
程
を
叙
述
す
る
。
北
原
論
文
は
、
明
治

維
新
期
の
御
雇
い
外
国
人
・
留
学
の
地
方
で
の
展
開
に
つ
い
て
弘
前

を
実
例
に
検
討
し
、
地
方
と
中
央
が
平
行
関
係
的
位
相
に
あ
る
こ
と

を
見
い
だ
す
。
百
瀬
論
文
は
、
文
化
的
齟
齬
・
社
会
環
境
と
い
っ
た

観
点
か
ら
明
治
期
の
対
ア
イ
ヌ
政
策
を
み
る
。北
海
道
開
発
の
進
展
・

西
洋
的
価
値
観
の
導
入
な
ど
に
よ
り
ア
イ
ヌ
の
困
窮
化
が
進
み
、
そ

の
「
保
護
」
が
日
本
が
文
明
国
化
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
と
し

て
重
要
視
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。
木
村
論
文
は
、
幕
末
以
来
、
征
韓

論
が
ど
の
よ
う
に
伝
達
さ
れ
、
認
識
さ
れ
、
そ
し
て
実
際
の
交
渉
に

影
響
を
与
え
た
か
を
朝
鮮
や
清
も
含
め
た
東
ア
ジ
ア
的
視
野
で
検
討

す
る
。
西
里
論
文
は
、
日
清
両
属
体
制
に
あ
っ
た
琉
球
が
ア
ヘ
ン
戦

争
以
降
の
国
際
状
況
の
変
化
に
あ
っ
て
琉
球
処
分
に
い
た
る
過
程
を

追
う
。
安
達
論
文
は
、
西
洋
か
ら
の
技
術
導
入
の
ひ
と
つ
と
し
て
合

い
の
子
船
を
と
り
あ
げ
、
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
が
お
こ

な
わ
れ
た
上
で
技
術
導
入
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。

小
野
論
文
は
、シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
（
一
七
世
紀
後
半
～
一
八
世
紀
後
半
）

と
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
（
一
九
世
紀
後
半
～
二
〇
世
紀
初
）
を
対
比
し
つ

つ
、
そ
の
歴
史
的
背
景
を
描
写
す
る
。

　
さ
て
、
本
書
が
と
り
あ
げ
る
内
容
は
非
常
に
多
岐
に
渡
た
っ
て
い

る
が
、
全
体
を
通
し
て
い
く
つ
か
の
共
通
し
た
命
題
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
と
く
に
荒
野
通
史
に
よ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
中
心
に
言
及
し

た
い
。

　
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
、「
国
際
関
係
」が
近
世
の
そ
れ
か
ら
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
主
導
の
近
代
的
な
「
国
際
関
係
」
に
再
編
さ
れ
る
際
に
日
本

が
ど
う
対
応
し
た
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
荒
野
通
史
・
論
文
は
も

ち
ろ
ん
、
条
約
（
鵜
飼
論
文
）、
国
境
（
麓
論
文
）、
天
皇
（
ブ
リ
ー

ン
論
文
）、
貿
易
（
井
川
論
文
）
ア
イ
ヌ(

百
瀬
論
文)

、
朝
鮮
（
木

村
論
文
）、
琉
球
（
西
里
論
文
）、
出
入
国
管
理
（
上
白
石
論
文
）、

移
民
（
森
田
論
文
）、
キ
リ
ス
ト
教
（
山
崎
論
文
）
な
ど
の
各
分
野

が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
だ
け
で
な
く
、
周
辺
諸
国
と
の
比
較

や
反
応
に
も
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
事
（
荒
野
論
文
、
鵜
飼
論
文
、

木
村
論
文
、西
里
論
文
）
が
特
徴
で
、前
シ
リ
ー
ズ
の
タ
イ
ト
ル
「
ア
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ジ
ア
の
な
か
で
日
本
史
」
を
考
え
る
と
い
う
視
点
が
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
荒
野
論
文
は
環
太
平
洋
世
界
か
ら
近
代
化
を
見
る

視
点
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、
日
本
の
国
際
関
係
の
「
近

代
化
」
を
論
じ
る
上
で
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
捉
え
る
事
が
可
能
と

な
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
明
治
政
府
に
と
っ
て
万
国
対
峙
（
＝
条
約
改
正
、
主
権
の

回
復
）
の
実
現
が
対
外
関
係
上
の
大
き
な
政
治
課
題
で
あ
っ
た
こ
と

が
、
多
く
の
論
文
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
実

現
の
た
め
に
は
西
洋
的
な
「
文
明
国
化
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た

め
の
施
策
が
各
分
野
で
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
単
純
な
西
洋
化
で
は
な

く
、
西
洋
の
基
準
に
照
ら
し
て
逸
脱
し
な
い
範
囲
で
「
日
本
」
が
再

創
造
さ
れ
た
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、荒
野
通
史
・

同
論
文
・
ブ
リ
ー
ン
論
文
・
小
風
論
文
・
安
達
論
文
・
百
瀬
論
文
・

北
原
論
文
・
山
崎
論
文
な
ど
で
、ゆ
た
か
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。現
在
、

日
本
的
や
伝
統
的
と
さ
れ
る
も
の
の
多
く
が
こ
の
時
期
に
作
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
本
シ
リ
ー
ズ
の
「
刊
行
に
あ
た
っ
て
」
に
「
日
本
」

の
う
ち
が
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
対

外
関
係
史
は
「
日
本
」
が
い
か
に
規
定
さ
れ
て
い
た
か
を
そ
の
時
々

で
問
う
研
究
領
域
で
あ
る
事
に
、
あ
ら
た
め
て
気
付
か
さ
れ
る
。
振

り
返
っ
て
み
る
と
、
現
在
で
も
こ
の
不
確
か
な
「
日
本
」
の
イ
メ
ー

ジ
に
依
拠
し
て
も
の
を
考
え
る
事
が
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
関
連
し
て
、
対
外
関
係
が
、
単
に
外
交
や
貿
易
と
い
う
目
に
見
え

や
す
い
側
面
だ
け
で
な
く
、
国
の
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
と
相
互

に
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
ほ
と
ん
ど
の

論
文
で
意
識
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
荒
野
通
史
は
一
見
す
る
と
対
外

関
係
の
通
史
で
は
な
く
、
幕
末
・
維
新
史
の
通
史
と
い
え
る
内
容
を

持
っ
て
い
る
。

　
こ
の
書
で
は
、い
く
つ
か
重
要
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

な
か
で
も
従
来
使
わ
れ
て
き
た
「
開
国
」
と
い
う
言
葉
に
関
す
る
荒

野
通
史
と
上
白
石
論
文
が
興
味
深
い
。
建
国
の
意
で
あ
っ
た
本
来
の

意
味
（1）
に
、
欧
米
諸
国
と
の
関
係
を
開
く
と
い
う
新
た
な
意
味
（2）
が

加
わ
っ
た
。
荒
野
は
、
（2）
が
、
本
巻
を
対
象
と
す
る
時
期
の
は
じ
め

に
生
ま
れ
徐
々
に
存
在
感
を
強
め
、
こ
の
時
期
の
お
わ
り
頃
に
は
元

の
意
味
を
忘
れ
さ
せ
る
ま
で
に
な
り
、「
鎖
国
」
の
負
の
イ
メ
ー
ジ

が
定
着
し
「
鎖
国
・
開
国
」
言
説
が
成
立
し
た
、
と
す
る
。
こ
れ
ま

で
荒
野
は
、
近
世
日
本
を
「
鎖
国
」
で
は
な
く
、「
海
禁
」
と
「
華

夷
秩
序
」
の
両
概
念
で
と
ら
え
る
こ
と
を
提
唱
し
、
か
な
り
の
抵
抗

を
う
け
つ
つ
も
、
そ
れ
な
り
の
支
持
を
得
て
い
る
。「
鎖
国
」
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
開
国
」
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
問

題
と
す
る
の
は
、
ご
く
当
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
荒
野
が
言
う
よ
う

に
双
方
の
成
立
は
待
遇
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
条
約
改
正
に
至

る
過
程
で
幕
末
・
維
新
で
達
成
さ
れ
た
も
の
が
（1）
の
意
味
で
の
「
開

国
」
に
等
し
い
と
い
う
感
覚
が
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の

出
発
点
と
し
て
の
（2）
の
意
味
で
の
「
開
国
」
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
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い
う
、
言
説
が
受
容
さ
れ
る
背
景
に
も
踏
み
込
ん
で
い
る
。

　
一
方
で
、
上
白
石
論
文
は
、「
開
国
」
の
意
味
を
そ
の
時
々
の
文

脈
で
理
解
す
る
が
、
実
態
と
し
て
の
「
開
国
」
を
国
際
法
と
自
由
貿

易
を
受
け
入
れ
た
か
ど
う
か
を
尺
度
に
検
討
す
る
。
評
価
の
基
軸

を
ど
こ
に
お
い
て
「
開
国
」
を
論
じ
る
か
と
い
う
議
論
と
、「
開
国
」

を
言
説
と
し
て
み
る
立
場
と
に
は
少
し
距
離
が
あ
る
。「
開
国
」
を

（2）
の
狭
い
意
味
で
と
ら
え
て
、
い
つ
「
開
国
」
し
た
か
を
問
い
直
す

事
も
不
毛
な
作
業
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、「
開
国
」
と
い
う
言

葉
の
も
つ
言
説
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
以
上
、「
開
国
」
と
い
う

言
葉
で
そ
れ
を
語
っ
て
い
く
の
は
誤
解
を
招
く
恐
れ
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
自
由
貿
易
の
達
成
や
あ
ら
た
な
出
入
国
管
理
体
制
の
創
出
な
ど

と
い
う
個
別
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
く
の
が
建
設
的
だ
と
思
わ

れ
る
。
な
お
、
上
白
石
は
、
近
著(

『
幕
末
期
対
外
関
係
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年)

で
は
、「
開
国
」
と
い
う
論
者
に
よ
っ

て
曖
昧
に
捉
え
ら
れ
る
用
語
を
使
用
し
な
い
で
理
解
す
る
こ
と
を
提

唱
し
て
い
る
の
で
、
す
で
に
こ
う
し
た
と
ら
え
方
は
し
て
い
な
い
で

あ
ろ
う
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
。
ほ
か
に
も
「
開
国
」
が
明
治
二
〇

年
代
に
意
図
的
に
作
り
出
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て

お
り(

青
山
忠
正
『
明
治
維
新
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年)

、

今
後
、
こ
れ
ま
で
「
開
国
」
を
使
っ
て
い
た
人
々
か
ら
の
反
応
も
含

め
て(

こ
れ
も「
鎖
国
」同
様
相
当
の
抵
抗
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が)

、

議
論
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
本
書
に
は
い
く
つ
か
残
念
な
点
も
あ
る
。
編
者
が
提
起
し
て
い
る

「
開
国
」
言
説
や
「
国
際
関
係
」
に
関
す
る
理
解
に
、
必
ず
し
も
本

書
の
執
筆
者
が
賛
同
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
自
体
は

健
全
な
姿
な
の
で
は
あ
る
が
、
議
論
の
方
向
が
双
方
向
的
で
は
な
い

点
に
不
満
が
残
る
。
ほ
か
に
、
興
味
を
ひ
く
問
題
提
起
は
な
さ
れ
て

い
る
も
の
の
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
が
い
く
つ
か
見
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
荒
野
通
史
は
近
代
的
再
編
期
を
前
後
期
に
わ
け

る
指
標
に
琉
球
処
分
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
わ
け
た
理
由
を
具

体
的
に
説
明
し
て
い
な
い
。
今
後
、
説
明
が
な
さ
れ
る
機
会
を
待
ち

た
い
。

　
以
上
、
と
り
と
め
の
な
い
感
想
め
い
た
事
に
終
始
し
、
様
々
な
事

象
を
取
り
上
げ
て
い
る
本
書
を
的
確
に
論
評
す
る
の
は
困
難
で
あ
る

た
め
本
書
の
魅
力
を
十
分
に
伝
え
ら
れ
た
か
は
心
許
な
い
。
興
味
を

持
た
れ
た
方
は
、
是
非
本
書
を
読
ん
で
ほ
し
い
。
さ
て
、
荒
野
通
史

で
は
、研
究
者
間
の
た
こ
つ
ぼ
的
な
状
況
へ
危
惧
を
抱
い
て
い
る
が
、

近
世
史
研
究
者
が
書
い
た
幕
末
・
明
治
維
新
の
通
史
を
近
代
の
研
究

者
は
ど
う
受
け
取
る
だ
ろ
う
か
？
こ
の
書
を
き
っ
か
け
に
幕
末
・
明

治
維
新
の
研
究
が
進
展
す
る
事
を
願
う
。

（
豊
島
区
郷
土
資
料
館
）


