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幼児の成長と学習

裟＜児童心理学の立場から

※脳生理学の立場から

聰座談会虜

「幼児敦育の諸問霞」

山下

時実

俊郎

利彦

........●・・・・・・・・・・・・・・・--・--・・・・"・・・・ 

（出席者）河野重男・高杉自子。津守真•宮下俊彦

8 西田亀久夫（司会）多田鉄離

幼稲園・保育所。小学校

幼稚園敦員養成の諸問頸

幼稚麿敦育の現状をめぐって

一一振興施策の観点から—--

わが国就学前敦育の沿革
—^---～～～-｀---ヽ/‘ツ-ヘ--

高等学狡教員資格試験について

一ーその受験状況と試験間題ー一

教育用語「中学校卒業租度認定」とは

連戦第八回

人物を中心とした社会敦育史

2 

t
,
 

△ 著作権法改正案の検討を依頼

さる 4月20日著作権制度審議会は文部大臣に対し著作権法の改正について答申を行な

！こ文音託省はこ訊に蛤ついて「著作権およひ隣接椛に関する法律案」 （文化局試案）

成， 10月22日に開かれた同審譲会にその検討を依頼するとともに、一般にも公表した。

｛写真＝j0月22日開かれた蒋作椛制度審議会とあいさつをする中川善之助新会長）
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坂元彦太郎 37

安養寺霊夫 44

大谷内

小JII 

西崎

芸術文化を育てた人びと ネ詈田

へ---～--/ジマ・マ-マ‘^ー一へ～～シマジ-～ヘヘ

文部省霊要適達一覧 ．．．．．．．．．．．．．．．． 

正通

安男

了 国立劇場完成

畠居おはりばたの 1日パレスハイ

ヅ跡に、昭和39年から工事を行な

っていた国立劇場がこのはど完成、

］月からスタートした。

（写真＝校倉風の外観と華麗なンャン

デリアが輝〈ロビー）

表 紙安部賑子カツ 1ヽ 須貝夫早子



担
作
業
に
待
っ
べ
ぎ
未
謂
拓
の
分
野
で
あ
る
と
言
う
の
が
正
し
い
。

し
た
が
っ
て
こ
の
稿
は
、
門
外
欧
で
あ
る
筆
者
が
た
ま
た
ま
読
む
こ
と
を

得
た
幾
冊
か
の
書
物
の
紹
介
ー
ー
そ
れ
も
き
わ
め
て
不
得
要
領
な
ー
ー
で
責

を
ふ
さ
ぐ
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
限
ら
れ
た
紙
幅
の
中
で
は
あ
っ
て
も
、
で

き
る
だ
け
多
く
の
人
を
紹
介
し
、
し
か
も
無
昧
乾
燥
に
な
ら
ぬ
よ
う
な
記
述

を
心
が
け
る
べ
き
は
当
然
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
注
文
に
答
え
る
こ
と
は
筆
者

の
能
力
が
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
お
わ
び
し
て
お
く
。

明
治
大
正
の
美
術
界
と
正
木
直
彦

ま
ず
美
術
の
分
野
に
お
け
る
正
木
直
彦
と
い
う
明
治
・
大
正
か
ら
昭
和
初

期
に
至
る
美
術
界
と
と
も
に
歩
ん
だ
、
ひ
と
り
の
卓
越
し
た
行
政
官
の
こ
と

を
書
い
て
み
た
い
。

正
木
直
彦
に
つ
い
て
は
日
本
美
術
辞
典
（
東
京
堂
刊
）
に
「
文
久
二
年

i

昭
和
十
五
年
(
-
八
六
ニ
ー
一
九
四

0
)
、
号
は
十
三
松
堂
、
堺
の
人
で
明

治
二
十
五
年
に
京
京
帝
国
大
学
法
科
を
卒
業
し
、
．
同
一
―
―
十
四
年
か
ら
昭
和
七

年
ま
で
東
京
美
術
学
校
長
、
辞
し
て
帝
国
美
術
院
長
と
な
る
。
現
代
美
術
の

棟
梁
と
し
て
、
現
代
美
術
の
発
達
に
尽
し
た
。
」
と
あ
る
。
正
直
に
言
っ
て
筆

者
は
正
木
直
彦
の
業
績
が
わ
が
同
近
代
美
術
の
発
達
の
上
で
一
般
に
ど
う
評

価
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
ら
ず
、
ま
た
別
に
彼
を
扱
っ
た
研
究
・
評
伝
の
た

ぐ
い
が
あ
る
こ
と
を
聞
か
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
彼
を
紹
介
し
て
み
よ
う
と

思
う
の
は
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
る
。
岡
倉
天
心
や
黒
田
清
輝
の
事
績
に
つ

過
i

い
て
は
、
お
そ
ら
く
右
の
正
木
直
彦
に
関
す
る
も
の
に
数
十
倍
す
る
文
字

が
、
今
後
と
も
繰
り
返
し
つ
い
や
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
正
木
直
彦
の
よ
う

正
木
直
彦
が
何
を
な
し
た
か
は
右
の
両
書
が
ひ
か
え
め
に
物
語
っ
て
い
る

ほ
か
さ
し
た
る
も
の
は
な
い
か
ら
、
本
稼
の
引
用
は
大
部
分
が
こ
れ
に
よ
っ

た
。
と
い
う
よ
り
、
本
稿
は
そ
の
引
用
に
若
干
の
注
釈
を
つ
け
た
租
度
の
も

の
に
す
ぎ
な
い
。
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正
木
直
彦
は
、
文
久
二
年
＋
月
和
泉
国
堺
夕
栄
町
に
直
木
林
作
の
三
男
と

し
て
生
ま
れ
た
。
母
の
実
家
が
大
和
で
あ
っ
た
関
係
で
、
こ
ど
も
の
こ
ろ
よ

く
母
に
つ
れ
ら
れ
て
奈
良
に
回
っ
た
と
い
う
。
回
顧
録
に
は
当
時
の
排
仏
棄

釈
の
風
潮
と
堺
や
奈
良
で
多
く
の
古
美
術
が
放
置
さ
れ
荒
廃
し
て
ゆ
く
さ
ま

が
よ
く
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
本
人
自
身
十
歳
ご
ろ
か
ら
古
い
絵
巻
物

や
掛
軸
に
異
常
な
関
心
を
持
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
生
来
の
美

術
へ
の
関
心
は
二
十
年
後
に
彼
の
一
生
の
業
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

明
治
十
四
年
に
大
阪
府
立
堺
中
学
校
を
卒
業
、
熊
野
小
学
校
訓
導
と
な

り
、
同
年
の
う
ち
に
二
十
歳
で
首
席
（
今
の
校
長
）
に
な
っ
た
。
し
か
し
翌

る。

ヽ
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な
、
作
家
と
ち
が
っ
て
残
す
べ
き
作
品
を
持
た
ぬ
行
政
官
の
苦
労
と
い
う
も

の
は
、
逆
に
、
余
り
に
も
知
ら
れ
な
さ
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。

正
木
直
彦
を
採
り
上
げ
る
第
二
の
理
由
は
、
そ
の
著
「
回
顧
七
十
年
」

（
昭
和
十
二
年
刊
）
お
よ
び
「
十
三
松
堂
閑
話
録
」
（
同
年
面
）
t

の
不
思
議
な
魅

カ
の
せ
い
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
著
者
の
人
柄
を
思
わ
せ
る
滋
味
ふ
か
い
読
み

物
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
当
時
の
美
術
界
の
断
面
を
正
確
に

伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
て
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
芸
術
の
こ
と
を

考
え
る
上
で
多
く
の
も
の
を
示
唆
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ

人物 を

社

中 心

会 教 育
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一
国
の
芸
術
文
化
を
興
降
せ
し
め
た
人
び
と
が
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
真
先

に
多
く
の
芸
術
の
天
オ
・
巨
匠
た
ち
の
名
ま
え
が
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
芸
術
文
化
を
向
上
せ
し
め
る
主
役
は
芸
術
家
自
身
に
ほ
か
な
ら
ぬ

か
ら
で
あ
る
。
次
に
は
、
み
ず
か
ら
は
芸
術
活
動
を
行
な
わ
ず
と
も
、
芸
術

を
理
解
し
、
そ
の
将
来
を
う
ら
な
い
、
国
民
に
向
か
っ
て
芸
術
の
意
義
を
説

き
、
そ
の
享
受
を
す
す
め
た
人
び
と
ー
ー
簡
略
に
言
え
ば
芸
術
文
化
の
向
上

普
及
に
側
面
か
ら
貢
献
し
た
人
び
と
ー
—
と
し
て
、
多
く
の
思
想
家
、
評
論

家
、
政
治
家
、
行
政
官
、
教
師
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
そ
れ
に
い
わ
ゆ
る
芸

術
バ
ト
ロ
ン
た
ち
の
名
を
あ
ぐ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
り
わ
け
こ
の
連
載
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
す
で
に
歴
史
の
上
に
脚
光
を

あ
び
た
人
び
と
の
そ
れ
よ
り
そ
う
で
な
か
っ
た
人
び
と
を
、
あ
る
い
は
地
方

に
あ
っ
て
ひ
そ
か
に
一
隅
を
照
ら
し
た
人
び
と
を
採
り
上
げ
る
こ
と
に
本
旨

が
あ
ろ
う
。
そ
の
業
績
に
ふ
さ
わ
し
い
墓
碑
銘
の
き
ざ
ま
れ
て
い
な
い
人
は

多
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
右
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
明
治
以
降
の
芸
術
文
化
の
歩
み
を
あ

と
づ
け
る
こ
と
は
、
実
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
ど

の
芸
術
分
野
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
こ
れ
は
む
し
ろ
将
来
専
門
家
の
分

は
じ
め
に

芸
術
文
化
を
育
て
た
人
び
と
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十
五
年
に
は
辞
任
し
、
十
六
年
に
上
京
、
十
七
年
に
成
雌
学
舎
、
同
人
社
、

共
立
学
校
を
経
て
、
九
月
大
学
予
俯
門
に
は
い
っ
た
心
も
と
も
と
「
工
業
に

よ
っ
て
身
を
立
て
よ
う
と
志
し
」
た
彼
は
、
「
エ
部
大
学
狡
へ
入
っ
て
化
学

を
や
ろ
う
と
考
え
た
」
か
ら
で
あ
る
，
大
学
に
は
い
る
準
備
の
た
め
共
立
学

校
で
勉
強
し
た
こ
ろ
、
同
じ
仲
間
に
山
座
円
次
郎
、
床
次
竹
二
郎
、
福
原
銃

二
郎
、
水
野
錬
太
郎
等
が
い
た
。
う
ち
福
原
は
後
日
正
木
直
彦
の
役
人
生
活

ひ

の
大
部
分
で
彼
を
庇
護
す
る
い
わ
ば
兄
貴
分
の
役
割
を
に
な
う
こ
と
に
な
っ

た
人
物
で
あ
る
。
大
学
予
備
門
（
の
ち
第
一
高
等
中
学
校
と
改
称
）
は
二
十

二
年
に
卒
業
し
た
が
、
同
期
生
に
夏
目
巌
石
、
正
岡
子
規
、
山
田
美
妙
斎
、

南
方
熊
楠
、
白
浜
徴
（
図
画
教
育
者
）
な
ど
が
い
た
。

明
治
二
十
五
年
七
月
、
帝
国
大
学
法
科
大
学
法
律
科
を
卒
業
、
翌
二
十
六

年
結
妍
、
同
じ
年
、
請
わ
れ
て
奈
良
県
尋
常
中
学
校
長
と
な
っ
た
。
こ
の
二

十
六
年
か
ら
同
三
十
年
文
部
省
入
り
を
す
る
ま
で
の
足
か
け
五
年
の
奈
良
時

代
は
、
社
会
人
正
木
直
藤
の
い
わ
ば
青
春
期
で
あ
り
、
多
く
の
業
績
が
あ

る
。
古
沢
滋
と
い
う
有
能
な
県
知
事
や
県
参
家
官
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
旧

友
福
原
銃
二
郎
と
い
う
恵
ま
れ
た
人
的
関
係
に
助
け
ら
れ
て
、
教
育
者
と
し

て
す
ぐ
れ
た
改
革
を
ど
し
ど
し
実
行
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
奈
良
公

園
内
社
寺
宝
物
名
所
旧
蹟
取
蘭
事
務
長
と
し
て
、
ま
た
帝
国
奈
良
博
物
錮
の

学
芸
委
員
、
県
の
古
社
寺
保
存
委
員
と
し
て
も
オ
腕
を
ふ
る
っ
た
の
で
あ

る。

そ
う

こ
の
時
代
の
挿
話
の
―
つ
に
博
物
館
を
め
ぐ
る
古
沢
知
事
と
帝
室
博
物
館

総
長
九
鬼
隆
一
と
の
衝
突
が
あ
る
べ
悴
話
に
ス
ベ
ー
ス
を
さ
く
の
は
惜
し
い

気
も
す
る
が
、
こ
の
話
は
い
か
に
も
明
治
的
で
、
か
つ
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
さ
え

，
ぷ
苔
心

は
1

万
円
で
、
右
の
プ
ラ
ン
に
付
属
工
湯
を
設
け
る
と
、
ど
う
し
て
も
二
万

円
が
不
足
で
あ
ろ
福
駆
と
正
木
が
古
沢
知
芯
に
相
談
す
る
と
知
事
は
一
こ

れ
は
妙
案
ぢ
ゃ
」
と
ば
か
り
袈
成
し
、
問
も
な
く
来
漿
し
た
土
方
宮
内
大
臣

に
経
費
増
額
を
固
し
込
ん
だ

J

と
こ
ろ
で
そ
の
了
承
も
得
ら
れ
宮
内
省
に
稟

議
誉
を
提
出
す
る
段
階
で
思
い
が
け
ぬ
失
策
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
奈
良
の
帝

室
拇
物
餌
が
東
京
の
帝
室
博
物
館
総
長
の
管
下
に
あ
る
こ
と
を
う
っ
か
り
し

て
い
た
た
め
、
宮
内
省
に
出
し
た
は
ず
の
誉
類
は
九
鬼
隆
一
総
長
の
方
に
回

付
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
九
鬼
総
長
は
「
こ
り
ゃ
け
し
か
ら
ん
。
我
輩
を
さ

し
お
い
て
醐
接
宮
内
省
に
願
を
出
す
と
は
越
梱
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
計

画
そ
の
も
の
も
総
長
と
し
て
不
同
意
で
あ
る
！
」
と
い
う
わ
け
で
、
醤
類
を

奈
良
に
差
戻
し
て
来
た
。
そ
う
な
る
と
今
度
は
古
沢
知
事
の
方
が
烈
火
の
如

く
怒
っ
た
。
「
そ
れ
位
の
秩
序
が
な
ん
だ
。
九
鬼
の
手
で
出
来
そ
う
に
も
な
い

こ
と
を
吾
々
の
努
力
で
内
諾
を
受
け
る
に
至
っ
た
の
だ
か
ら
、
本
来
な
ら
良

さ

さ

く
や
っ
て
く
れ
た
と
喜
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
些
々
た
る
感
情
か
ら
事

を
誤
る
な
ど
と
は
実
に
け
し
か
ら
ん
。
よ
し
、
そ
れ
な
れ
ば
、
当
方
も
九
鬼

に
一
泡
吹
か
せ
て
や
る
！
」
と
ば
か
り
に
、
い
き
な
り
三
人
の
辞
表
を
と
り

ま
と
め
て
、
宮
内
省
に
送
っ
て
し
ま
っ
た
。
驚
い
た
の
は
宮
内
省
で
、
「
金

の
請
求
書
が
出
る
か
と
思
っ
た
ら
辞
表
が
出
る
と
は
何
事
か
？
・
」
と
照
会
し

一
て
く
る
始
末
で
あ
る
。
さ
て
古
沢
知
事
は
直
ち
に
県
下
の
神
官
僧
侶
を
集
め

て
博
物
鍍
畏
を
辞
し
た
こ
と
を
告
げ
る
と
と
も
に
、
県
知
事
と
し
て
は
許
可

な
し
に
宝
物
の
移
動
を
厳
に
禁
止
す
る
旨
を
言
い
渡
し
た
。
博
物
館
の
建
物

は
で
き
上
が
っ
た
が
館
長
も
主
事
も
不
在
で
は
開
館
で
き
な
い
。
九
鬼
総
長

一
は
み
ず
か
ら
奈
良
に
赴
ぎ
躍
起
に
な
っ
て
社
寺
側
に
出
陳
を
掛
合
っ
た
。
こ

あ
る
の
で
、
次
に
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
よ
う
。
）
時
に
宮
内
省
の
予
算
で
奈

良
に
博
物
館
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
古
沢
知
事
が
博
物
館
長
を
兼
任
、
福
原

が
主
事
、
正
木
直
彦
が
学
芸
委
員
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
古
沢
知
事
は
や
り
手
で

あ
る
一
方
篤
学
な
詩
人
で
あ
り
美
術
愛
好
の
士
で
あ
っ
た
か
ら
、
古
美
術
を

扱
う
博
物
館
長
を
命
ぜ
ら
れ
て
非
常
に
乗
気
に
な
っ
た
。
い
わ
く
「
今
回
は

宮
内
省
か
ら
実
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
御
命
令
に
接
し
た
。
ひ
と
つ
大
い
に
こ
の

方
面
も
や
ら
に
ゃ
い
か
ん
。
皆
、
勉
強
せ
い
！
」
と
こ
ろ
で
正
木
と
福
原
が

次
の
よ
う
な
案
を
持
ち
出
し
た
。
「
博
物
館
が
で
き
て
も
唯
古
社
寺
の
宝
物

を
預
っ
て
人
に
見
せ
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
ん
。
何
か
も
っ
と
活
き
た
仕
事
を

し
よ
う
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
は
宝
物
を
預
る
時
、
破
損
し
て
い
る
物
は
博

物
館
で
修
瑶
し
て
や
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
奈
良
に
は
古
美
術
は

豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
新
ら
し
い
美
術
工
芸
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
さ

っ
ぱ
り
生
れ
ん
。
こ
れ
は
奈
良
に
美
術
家
が
お
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
表
面
は
博
物
館
に
付
属
し
た
修
繕
工
場
を
造
る
と
い
う
名
目
で
、
立
派

な
画
家
、
彫
刻
家
、
工
芸
家
を
招
聘
し
て
、
さ
ら
に
修
繕
の
仕
事
に
携
わ
ら

せ
る
為
の
人
間
を
養
成
す
る
と
い
う
名
目
の
下
に
生
徒
を
入
れ
、
平
素
は
そ

れ
ら
の
生
徒
を
仕
込
み
、
修
理
の
仕
事
が
あ
っ
た
ら
や
ら
せ
る
、
と
い
う
よ

う
に
し
た
ら
如
何
か
。
」
そ
こ
で
案
は
さ
ら
に
進
ん
．
で
、
「
美
術
学
校
の
職
員
録

を
繰
っ
て
み
る
と
大
先
生
方
が
わ
ず
か
な
俸
給
で
勤
め
て
お
ら
れ
る
。
あ
あ

い
う
大
家
先
生
を
美
術
学
校
で
や
っ
て
い
る
倍
ぐ
ら
い
も
出
し
た
ら
、
き
っ

と
奈
良
に
来
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
優
待
し
て
落
着
い
て
仕
事
を
し
て

も
ら
っ
た
ら
、
こ
の
土
地
に
新
ら
し
い
美
術
を
植
付
け
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
」
と
い
う
こ
と
に
意
見
が
一
致
し
た
。
し
か
し
当
時
宮
内
省
の
配
付
予
算

れ
を
聞
い
だ
知
事
が
ま
た
憤
慨
し
て
内
務
大
臣
井
上
暑
に
意
見
書
を
出
す
、

と
い
っ
た
ぐ
あ
い
で
、
問
題
は
九
鬼
総
長
の
進
退
に
ま
で
発
展
し
そ
う
に
な

っ
た
。
一
方
、
九
鬼
総
長
自
身
に
も
私
行
上
問
題
と
な
る
よ
う
な
事
が
起
こ

り

、

つ

い

に

奈

良

を

退

去

し

て

し

ま

っ

た

。

．

し
か
し
、
こ
の
一
件
は
こ
れ
で
落
着
し
た
の
で
は
な
い
。
明
治
二
十
九
年

突
如
政
変
が
あ
り
山
県
内
閣
は
つ
ぶ
れ
て
松
方
内
閣
と
な
っ
た
。
九
鬼
男
爵

は
も
と
も
と
松
方
系
統
の
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
松
方
内
閣
の
成
立
後
間
も
な

く
、
古
沢
知
事
は
石
川
県
知
事
に
、
福
原
参
事
官
は
鳥
取
県
警
部
長
に
左
遷

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

正
木
直
彦
の
奈
良
時
代
に
は
も
う
―
つ
の
挿
話
、
す
な
わ
ち
岡
倉
天
心
と

の
出
会
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
も
は
や
簡
単
に
し
る
そ
う
。
明
治
三
十
年
初

め
、
当
時
東
京
美
術
学
校
長
を
し
て
い
た
岡
倉
天
心
が
郡
山
の
正
木
直
彦
を

訪
ね
、
奈
良
県
に
美
術
学
校
の
分
校
を
作
る
た
め
土
地
が
ぽ
し
い
か
ら
奈
良

と
法
降
寺
の
中
間
に
あ
た
る
こ
の
郡
山
の
土
地
約
二
万
坪
を
政
府
に
献
納
さ

せ
る
よ
う
尽
力
頼
む
、
と
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
正
木
直
彦
は
町
長

と
相
談
し
た
り
土
地
の
所
有
者
柳
沢
伯
の
留
学
先
ド
イ
ツ
に
電
報
照
会
す
る

な
ど
の
奔
走
を
し
て
、
土
地
献
納
の
書
類
を
作
り
天
心
に
渡
し
た
。
と
こ
ろ

が
天
心
は
そ
の
前
に
奈
良
の
町
に
も
同
様
の
申
入
れ
を
し
て
こ
と
わ
ら
れ
て
・

い
た
。
そ
う
し
て
郡
山
の
献
納
願
を
入
手
す
る
や
再
び
そ
れ
を
奈
良
の
町
民

に
示
し
献
納
の
こ
と
を
う
な
が
し
た
の
で
あ
る
。
事
ご
と
に
郡
山
と
い
が
み

合
い
の
仲
で
あ
る
奈
良
の
方
は
、
分
校
を
郡
山
に
取
ら
れ
て
は
大
変
と
ば
か

り
、
奈
良
郊
外
の
二
万
坪
を
く
め
ん
し
て
買
取
り
、
改
め
て
寄
付
願
を
天
心

に
渡
し
た
。
天
心
は
お
目
あ
て
の
土
地
の
献
納
願
を
手
に
す
る
や
正
木
に
は
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そ
れ
だ
け
に
な
ん
ぞ
後
々
に
ま
で
残
る
よ
う
な
事
を
し
て
お
こ
う
。
」
と
話
し

合
う
間
柄
で
、
文
芸
復
興
を
考
え
る
高
田
早
苗
が
「
日
本
に
は
国
立
劇
場
が

な
い
か
ら
今
の
う
ち
に
文
部
省
の
手
で
こ
れ
を
造
り
た
い
。
」
と
言
え
ば
、
正

木
直
彦
は
「
博
物
館
、
美
術
館
と
い
う
も
の
を
大
い
に
興
し
、
一
方
で
は
フ

ラ
ン
ス
の
制
度
の
ご
と
く
、
文
部
省
と
い
う
も
の
を
教
育
美
術
省
と
し
た

い
。
す
く
な
く
と
も
文
部
省
の
中
に
美
術
局
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
造
り
、

科
学
と
美
術
と
芸
術
と
の
綜
合
発
達
を
図
り
た
い
。
」
と
言
う
わ
け
で
、
二
人

は
大
隈
総
理
に
熱
心
に
説
い
だ
。
「
軍
艦
を
造
る
に
は
一
隻
で
も
っ
て
千
二

百
五
十
万
円
い
り
ま
す
。
せ
め
て
こ
の
金
の
利
子
だ
け
で
も
文
部
省
に
廻

し
、
そ
れ
を
経
常
喪
の
上
に
付
加
え
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
わ
れ
わ

れ
の
考
え
て
い
る
よ
う
な
事
は
苦
も
な
く
実
現
さ
れ
る
の
で
す
。
大
隈
内
閣

の
時
代
に
後
世
に
ま
で
彩
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
文
化
的
な
事
業
を
ぜ
ひ
一
っ

ぐ
ら
い
は
お
残
し
に
な
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
」
そ
の
こ
ろ
は
一
般
官
吏
は

毎
月
俸
給
の
中
か
ら
製
艦
費
と
し
て
一
割
ず
つ
拠
出
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
年
額

二
千
五
百
万
円
で
軍
艦
二
隻
を
造
っ
た
時
代
で
あ
る
。
列
国
か
ら
は
日
本
は

軍
備
拡
張
に
努
め
て
い
る
と
見
ら
れ
、
外
国
の
評
判
は
悪
か
っ
た
。
大
隈
総

理
は
賛
意
を
表
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
予
算
編
成
期
の
前
で
経
費
の
伴
う
事
業

は
次
年
度
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
し
か
し
、
せ
め
て
金
の
い
ら
ぬ

事
だ
け
で
も
や
ろ
う
」
と
い
う
わ
け
で
、
大
臣
官
房
に
美
術
課
が
置
か
れ
、

正
木
直
彦
は
文
書
課
長
兼
美
術
諌
長
と
な
っ
た
。
し
か
し
同
十
一
月
に
大
猥

内
閣
は
瓦
解
し
て
山
県
内
閣
と
な
り
、
二
人
が
作
っ
て
提
出
し
て
お
い
た
予

算
は
削
減
さ
れ
、
わ
ず
か
に
外
国
の
美
術
館
視
察
費
だ
け
が
残
さ
れ
た
。
そ

う
し
て
こ
の
計
画
の
「
発
頭
人
で
あ
る
」
彼
が
三
十
二
年
十
一
月
か
ら
一
年
年

人
が
出
て
来
た
。
」
ま
た
、
「
岡
倉
前
校

が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
不
平
を
い
う

そ
れ
だ
け
に
、
物
に
対
し
て
好
悪
が
あ
り
、

長
は
天
才
肌
の
人
で
あ
っ
た
。

＞
に
力
を
入
れ
る
が
、
嫌
い
な
も
の
は
見
向
き

好
き
な
も
の
に
対
し
て
は
大
、

人
を
引
立
て
る
為
に
は
、
嫌
い
な
人
が
攣
告
に
な

も
せ
ぬ
。
だ
か
ら
好
き
なた

。
岡
倉
君
に
言
わ
せ
れ
ば
、
美
術
な
ど
と
い
う
も

る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ

少
数
の
天
才
が
生
か
さ
れ
れ
ば
そ
れ

の
は
多
数
の
凡
庸
は
犠
牲
に
し
て
も
、し

か
し
こ
れ
は
天
才
教
育
家
の
天
才
教
育

で
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

ぎ
一
般
的
に
は
融
和
を
欠
き
、
動
揺
の
原
因
と
な
る
。
」
要
す
る

法
で
あ
っ
て
、

ま
ま
生
き
た
、
詩
人
で
あ
り
、
「
偉
大
な

羹
心
は
不
器
奔
放
な
、
馨
心
の

そ
う
し
て
資
質
・
性
情

ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
」
（
河
上
徹
太
郎
）
で
あ
っ
た
。

た
と
言
え
よ
う
。
彼
は
、

に
お
い
て
そ
の
正
反
対
の
人
が
正
木
直
彦
で
あ
っ

フ
ニ
ノ
ロ
サ
が
理
念
を
与
え
岡
倉
覚
三
が
奔
放
な
言
動
で
触
発
し
方
向
づ
け

そ
の
土
台
を
着
実
に
固
め
る
と
い
う
役
割

た
わ
が
国
近
代
美
術
の
進
路
の
、

を
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
月
「
突
然
」
文
部
大
臣
秘
書
官
に
任
命
さ
れ
た
こ

彼
が
明
治
三
十
六
年
1事

の
次
第
は
都
築
文
部
次
官
が
古
沢
知
事
か
ら
話
を

と
は
す
で
に
述
べ
た
。

文
部
省
参
事
官
に
引
取
っ
た
の
で
あ

聞
き
、
福
原
を
鳥
取
へ
の
赴
任
途
上
で

「
奈
良
で
孤
立
無
援
の
立
場
に
置
か
れ
て
い

り
、
さ
ら
に
福
原
か
ら
正
木
が

て
推
薦
し
た
の
で
あ
る
。

る
」
由
を
聞
か
さ
れ
、
文
相
に
秘
書
官
と
し

そ
の
間
に
前
後
七
人
の
文
相
を
送
迎

彼
の
秘
書
官
生
活
は
約
二
年
半
で
、

う
ち
大
隈
内
閣
時
完
ま
文
粗
唱
崎
行
雄
、
次
官
柏
田
盛
文
、

し
て
い
る
が
、

1,h"’ 

＞
う
頭
触
れ
で
、
大
隈
と
高
田
は
旧
知
で
あ
っ

専
門
学
務
局
憂
高
田
早
苗
・
二
、

し
う
も
の
は
永
く
続
く
も
の
で
は
な
い
c

た
。
高
田
と
は
「
ど
う
せ
内
閣
と
、

余
に
わ
た
る
欧
米
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
る
次
第
と
な
・
っ
た
。

翌
三
十
三
年
彼
は
パ
リ
で
博
覧
会
の
た
め
に
出
張
し
た
岡
田
良
平
と
教
育

行
政
研
究
で
来
た
福
原
と
落
ち
合
い
、
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
視
察
を
終
わ
っ

た
の
ち
、
三
人
連
れ
立
っ
て
欧
州
各
地
を
歩
き
回
っ
て
い
る
が
、
そ
の
間
の

事
の
―
つ
に
ウ
ィ
ー
ン
公
使
牧
野
伸
顕
と
の
め
ぐ
り
合
い
が
あ
る
。
た
ま
た

ま
ウ
ィ
ー
ン
訪
問
で
会
っ
た
牧
野
伯
は
美
術
愛
好
家
で
あ
り
、
か
つ
欧
州
各

国
の
美
術
施
設
に
精
通
し
て
い
る
。
し
か
も
三
人
が
文
部
省
の
役
人
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
し
ぎ
り
に
「
日
本
で
も
文
部
省
あ
た
り
で
美
術
奨
励
法
を
講
ず

べ
き
で
あ
る
」
と
力
説
し
、
そ
の
手
段
と
し
て
「
ぜ
ひ
、
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ロ

ン
の
ご
と
き
も
の
を
文
部
省
が
主
催
す
べ
き
で
あ
る
」
と
言
う
。
三
人
は
共

鳴
し
実
現
に
努
力
す
る
こ
と
を
約
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し

た
因
縁
が
後
日
の
文
展
開
設
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

翌
三
十
四
年
帰
国
す
る
と
六
月
に
桂
内
閣
が
成
立
し
、
菊
池
大
麓
が
文
相

と
な
り
、
岡
田
良
平
は
次
官
を
、
彼
は
「
美
術
学
校
が
ゴ
タ
ゴ
タ
し
て
い
る

か
ら
行
っ
て
く
れ
」
と
美
術
学
校
長
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

東
京
美
術
学
校
は
明
治
二
十
三
年
の
開
校
以
来
岡
倉
天
心
を
中
核
と
す
る

進
歩
的
国
粋
派
の
牙
城
で
あ
っ
た
が
、
洋
画
界
の
成
長
に
押
さ
れ
て
二
十
九

年
に
は
西
洋
画
科
の
設
置
を
見
、
教
授
黒
田
清
輝
を
中
心
と
す
る
白
馬
会
が

実
力
を
伸
ば
す
一
方
、
「
日
本
美
術
協
会
」
（
保
守
的
国
粋
派
）
と
「
明
治
美
術

会
」
（
小
山
正
太
郎
等
を
中
心
と
す
る
洋
画
団
体
）
を
敵
に
回
す
状
況
に
な

っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
三
十
一
年
、
天
心
は
彼
を
中
傷
す
る
怪
文
書
の
一
件

が
導
火
線
と
な
っ
て
排
斥
運
動
が
表
面
化
し
、
つ
い
に
退
陣
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
。
そ
の
間
、
天
心
派
の
橋
本
雅
邦
、
下
村
観
山
、
寺
崎
広
業
、
菱
田
春
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郎
助

文
部
当
局
の
慰
留
工
作
、
強
硬
派
（
大
観

は
、
横
山
大
讐
め
辞
表
提
出
、

一
等
六
名
）
の
免
官
処
分
、
荒
木
寛
畝
、
大
村
西
厖
等
保
守
派
の
任
命
、
明
治

て
美
術
学
校
の
内
部
は
動
揺
に
動

美
術
会
よ
り
浅
井
応
の
就
任
笞
々
が
あ
っ

ゴ
タ
と
は
こ
れ
を
さ
す
の
で
あ
っ
て
、
天
心
の

揺
を
続
け
た
。
美
校
の
ゴ
タ

棗
女
子
高
等
師
範
学
校
長
高
嶺
秀
夫
が
校
長
事
務
を
兼

校
長
退
任
後
、

て
学
校
騒
動
の
始
末
に
迫
わ
れ
て
い
た
の

ね
、
つ
い
で
久
保
田
鼎
が
就
任
し

で
あ
る
，

目
の
校
長
、
実
質
的
な
意
味
で
は
二
代
目

か
く
て
正
木
直
彦
は
美
校
四
代

そ
の
在
任
は
昭
和
七
年
三
月
三
十
一

の
校
長
と
な
っ
た
。

日
ま
で
実
に
三
十

こ
の
間
着
々
と
学
校
整
備
に
見
え
ざ
る
行
政
手
腕

年
余
の
久
し
き
に
及
び
、

を
ふ
る
っ
た
。
創
業
の
人

す
ぐ
れ
た
守
成
の
人
は

を
岡
倉
天
心
と
す
れ
ば
、

し
ぅ
べ
き
彼
に

天
成
の
芸
術
行
政
官
と
も
、

塁
匝
彦
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
か
ら
美
術
家
と
い
う
特
殊
な
人
種
に
対

は
、
何
よ
り
も
美
術
へ
の
愛
、

る
に
必
要
な
公
平
さ
、
包
容
力
、
理
知
的
な
判

す
る
理
解
、
芸
術
界
に
対
す

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
資
質
が
備
わ
っ
て
い

断
、
明
快
な
実
践
力
と
い
っ
た
、

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
く
天
心
と
相
談
し
て
日
本
美
術
院
か
ら
下
村

彼
は
校
長
に
な
る
と
さ
っ

う
俊
英
を
教
授
に
迎
え
て
日
本
画
科
の

撃
山
、
寺
崎
広
業
、
小
掘
柄
音
と
い

こ
こ
に
も
彼
の
冷
静
な
判
断
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

充
実
を
図
っ
た
が
、

方
向
に
期
待
し
て
い
た
の
で
あ

殺
は
日
本
画
の
将
来
を
進
歩
的
国
粋
派
の

一
[
`
`
｀
｀
｀
口
〗

が
、
さ
ら
に
牧
野
伯
‘
，
こ
鶉
し
い
九
鬼
隆

i

が
か
ね
て
い
だ
い
て
い
た
美
術
行

政
様
関
の
設
骰
を
砂
駆
文
相
に
説
け
ば
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
大
塚
保
治
は

浜
尾
新
（
帝
大
総
長
）
、
高
倣
秀
夫
、
柳
沢
政
太
郎
（
文
部
次
官
）
、
福
原
銃
二

郎
、
松
井
直
吉
（
理
博
）
、
塚
本
靖
（
エ
博
）
、
中
沢
岩
太
（
エ
博
）
等
の
費
成

を
得
て
官
展
開
設
建
議
案
を
出
す
と
い
う
よ
う
に
、
文
展
開
設
に
踏
み
切
る

条
件
は
熟
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
勢
の
中
で
正
木
と
福
原
の
n

ン
ビ
は
、

西
園
寺
首
相
と
親
し
い
黒
田
清
輝
を
も
加
え
て
、
直
接
文
相
に
対
し
文
展
の

実
現
を
説
い
た
。
文
相
に
異
存
な
く
首
相
も
ま
た
芸
術
の
良
き
理
解
者
で
あ

っ
た
か
ら
、
朝
野
の
贅
同
を
得
て
事
は
円
満
に
発
足
し
た
の
で
あ
る
。

正
木
と
福
原
の
起
草
に
な
る
「
美
術
審
査
委
員
会
官
制
」
盆
明
治
四
十
年

勅
令
第
二
二

0
号
）
と
「
美
術
展
覧
会
規
租
」
（
文
部
省
告
示
第
一
七
二
号
）

が
制
定
さ
れ
た
の
は
明
治
四
十
年
六
月
六
日
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
に
基

づ
く
第
一
回
文
展
が
上
野
に
お
い
て
全
国
民
の
熱
烈
な
期
待
と
注
目
を
あ
っ

め
て
開
催
さ
れ
た
の
は
十
月
二
十
五
日
か
ら
十
一
月
二
十
日
ま
で
で
あ
っ

た
。
委
員
長
は
柳
沢
文
部
次
官
、
主
事
は
正
木
直
彦
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
第
一
回
文
展
の
最
初
の
難
関
は
審
査
員
の
選
定
で
あ
っ
た
。
文

相
は
官
制
の
制
定
を
み
た
六
月
中
旬
に
美
術
家
を
官
邸
に
招
待
し
て
こ
の
問

題
に
関
す
る
意
見
を
聴
取
し
、
さ
ら
に
七
月
に
第
二
回
、
第
三
回
を
開
く
な

ど
恢
重
を
欺
し
た
の
で
あ
る
が
、
審
査
員
の
候
補
者
の
名
が
一
部
新
聞
に
淵

れ
る
や
美
術
界
は
に
わ
か
に
騒
然
と
な
っ
た
。
そ
の
前
に
日
本
画
で
は
、
美

術
学
校
騒
動
後
在
野
の
旗
を
掲
げ
た
日
本
美
術
院
の
作
家
た
ち
を
ど
う
す
る

枷
と
い
う
間
題
が
あ
っ
た
。
日
本
画
の
高
峰
で
あ
る
橋
本
雅
邦
を
除
外
し
た

く
な
い
と
す
る
の
は
関
係
者
の
一
致
し
た
意
見
で
あ
っ
た
が
、
雅
邦
は
天
心

＞
う
よ
う
な
も
の
の
蒐

か
標
本
と
か
美
術
品
と
か
、

に
な
る
参
考
の
図
書
と

つ
い
で
な
が
ら
こ
の
校
畏
は
逸
品
を
見
つ

集
」
に
全
力
を
傾
け
た
の
で
あ
る
。こ

つ
と
う
や

た
。
町
の
骨
董
屋
で
こ
れ
は
と
思
う
も

け
る
名
人
で
も
あ
っ

雷

羹

校

用

に

買

い

取

っ

て

の

に

出

会

う

と

そ
れ
ら
の
中
に
は
後

し
ま
う
の
で
あ
る
が
、

（
彼
の
古
美
術
品
に
関
す
る
深
い

に
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。

一
面
は
「
閑
話
録
」
で
知
る
こ
と
が

学
識
ゃ
鑑
識
力
、
ま
た
茶
人
と
し
て
の

＞
出
話
に
は
得
意
気
な
口
翫
す
ら
感
ぜ
ら
れ

で
き
る
。
そ
の
名
作
蒐
集
の
思
、

る。）

九
年
に
は
西
園
寺
内
閣
が
成
立
し
、
帰
朝
を
命
ぜ
ら
れ

さ
て
、
明
治
三
十

す
が
待
っ
て
い
た
。
美
術
学
校
長
正
木
と
専

た
牧
野
伸
顕
伯
に
は
文
相
の
い

門
学
務
局
長
福
原
と

つ
す
時
機
が
来
た
の
で
あ

が
年
来
の
構
想
を
実
行
に
う

る。

年
代
の
美
術
界
は
小
会
派
が
乱
立
し
て
混
乱
と

こ
れ
よ
り
さ
き
明
治
三
十

裔
団
結
を
望
む
声
が
起

紛
糾
の
様
相
を
呈
し
、
識
者
の
間
に
は
美
術
界
の

十
三
年
す
で
に
高
村
光
雲
、
川
端
玉
章
等
の
帝

こ
っ
て
い
た
。
一
方
、
明
治
三

る
官
庁
の
設
置
、
美
術
審
議

胃
芸
員
に
よ
る
建
議
（
美
術
全
般
を
統
轄
す

大
学
の
設
置
、
美
術
資
料
の
収
集
、

機
関
の
設
置
、
表
彰
制
度
の
制
定
、
美
術

る
も
の
）
三
十
三
年
に
は
小
山
正
太
郎
、
高
村

団
体
へ
の
補
助
等
を
内
容
と
す

光
雲
等
を
発
起
人
と

の
請
願
（
美

す
る
美
術
家
の
懇
談
会
「
美
術
同
志
会
」

美
術
家
の
海
外
派
遣
、
美
術
団
体

術
館
の
設
置
、
美
術
高
等
会
議
の
設
置が

あ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

へ
の
補
助
等
を
内
容
と
し
た
も
の
）

美
術
の
保
護
奨
励
を
求
め
る
運
動
は
よ
う
や
く
盛
ん
と
な
っ
て
き
た
。
す
な
一

る
世
論
は
次
弟
に
盛
上
が
っ

わ
ち
一
大
美
術
展
を
待
望
す

て
き
た
の
で
あ
る

と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
所
に
難
点
が
あ
っ
た
。
交
渉
の
結
果
は
果
た
せ

る
か
た
雅
邦
は
天
心
も
と
も
に
入
れ
る
こ
と
を
条
件
に
し
、
天
心
に
交
渉
す

る
と
大
観
と
観
山
を
も
採
る
こ
と
を
条
件
に
し
た
。
こ
の
件
は
結
局
、
天

心
、
雅
邦
、
大
観
、
篠
山
の
四
人
を
採
る
こ
と
で
解
決
し
た
か
に
見
え
た
。

し
か
し
事
実
は
こ
れ
が
発
端
と
な
っ
て
、
下
条
正
雄
等
主
と
し
て
日
本
美
術

協
会
や
日
本
画
会
に
拠
る
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
「
旧
派
」
の
面
々
は
、
「
こ

の
人
選
は
『
新
派
』
に
か
た
よ
っ
て
い
て
真
に
国
粋
の
正
し
い
絵
画
を
奨
励

す
る
道
で
は
な
い
」
と
騒
ぎ
出
し
、
全
国
の
美
術
団
体
に
即
を
と
ば
し
反
文

展
運
動
の
団
体
「
正
派
同
志
会
」
を
結
成
、
文
展
期
間
中
別
に
展
覧
会
を
開

催
す
る
の
挙
に
出
た
。
前
記
の
両
三
度
に
わ
た
る
懇
談
会
の
席
上
で
も
、
審

査
員
の
人
選
に
関
す
る
各
人
各
様
の
不
満
が
爆
発
し
、
議
論
百
出
の
あ
げ
く

は
正
木
主
事
に
対
す
る
個
人
攻
撃
す
ら
行
な
わ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ

た。
い
ろ
い
ろ
の
曲
折
を
経
て
八
月
十
三
日
に
第
一
回
文
展
の
審
査
員
が
発
表

さ
れ
た
が
、
そ
の
顔
ぶ
れ
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

第
一
部
日
本
画
（
主
任
）
養
中
沢
岩
太
、
＊
松
井
直
吉
、
＊
大
塚
保
治
、

ら
塚
本
靖
、
ょ
高
嶺
秀
夫
、
＊
岡
倉
天
心
、
川
端
玉
章
、
荒
木
寛
畝
斧
今
泉

雄
作
、
ょ
藤
岡
作
太
郎
、
橋
本
雅
邦
、
寺
崎
広
業
、
下
村
観
山
、
菊
地

芳
文
、
竹
内
栖
鳳
、
野
口
小
頻
、
今
尾
景
年
、
川
合
玉
堂
、
横
山
大

績
、
山
元
春
挙
、
松
本
楓
湖
、
小
堀
靭
音

第
二
部
西
洋
画
（
主
任
）
ぶ
松
井
直
吉
、
＊
中
沢
岩
太
、
ょ
森
林
太
郎
、

黒
田
清
輝
、
＊
岩
村
透
、
浅
井
忠
、
松
岡
寿
、
＊
久
米
桂
一
郎
岡
田
三

和
田
英
作
中
村
不
折
小
山
正
太
郎
満
谷
国
四
郎
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；
大
塚
保
治

第
一
一
一
部
彫
刻
（
主
任
）
怜
塚
本
靖

明
竹
内
久
一
長
沼
守
敬
庄
井
雨
山

之
介
、
大
熊
氏
旅

東
京
方
と
京
都
方
、
老
大
家

類
を
い
と
わ
ず
掲
げ
た
の
は
新
派
と
旧
派
、

に
、
ほ
ど
良
く
均
衡
を
と
っ
た
委
員
構
成
に
正
木

と
若
手
中
堅
と
い
う
よ
う

た
め
で
あ
る
が
、
同
時
に
初

を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
の
苦
心
を
見
て
と
る

＞
わ
ゆ
る
学
識
経
験
者
（
＊
印
）
を
半
数
ち
か
く
も
委
員

期
文
展
が
今
日
の
、

こ
の
点
に
関
す
る
彼
の

に
ま
じ
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
か
ら
で
あ
る
。文

展
、
帝
展
の
歴
史
は
一
面

「
回
顧
」
は
紹
介
し
て
お
く
価
値
が
あ
ろ
う
。

こ
の
審
査
員
選
定
を
め
ぐ
る
紛
争
の
歴
史
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
く
「
文
展

―
つ
の
絵
の
及
落
及
び
授
賞
に
つ
い
て

頭
初
の
鑑
査
審
査
と
い
う
も
の
は
、

も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
場
合
、

は
、
皆
が
実
に
真
剣
な
議
論
を
戦
わ
し
た

出
品
者
に
対
す
る
師
弟
関
係
の
如
き
も
の
が
殆
ど
無

批
評
家
と
い
う
側
は
、

し
か
し
作
家
の
側
と
な
る
と
、
自
分
の
属

い
の
で
、
飯
め
て
公
平
で
あ
っ
た
。

高
村
光
雲
石
川
光

新
海
竹
太
郎
＊
新
納
忠

に
つ
い
て
も
関
心
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
し
、

す
る
画
派
画
風
と
い
う
こ
と

の
門
生
に
対
す
る
湯
合
と
、
自
分
の
門
生
の
場
合
と

師
弟
関
係
等
か
ら
他
人

く
る
。
」
「
こ
う
い
う
事
に
対

で
は
、
当
然
そ
れ
へ
の
気
持
に
動
き
が
生
じ
て

＞
る
の
で
、
た
ち
ま
ち
議
論
の
花
が
さ
く
。

し
、
批
評
家
の
側
は
声
然
と
し
て
、

冷
静
で
あ
る
だ
け
に
、
議
論

し
か
も
、
批
評
家
の
態
度
は
論
理
的
で
あ
り
、

た
作
家
の
側
が
負
け
る
と
い
う
傾
き
が
多

を
す
れ
ば
結
局
そ
れ
を
言
い
出
し

「
そ
こ
で
最
初
の
委
員

か
っ
た
。
故
に
、
作
家
の
側
は
そ
れ
を
喜
ば
な
い
。
」

作
成
の
側
か
ら
、
批
評
家
を
従
来
通
り
沢
山

の
任
嬰
一
軍
が
終
っ
た
時
に
、

¥5, ．． よ
う
な
不
平
を
申
立
て
，
4

一
入
れ
る
た
ら
げ
自
ケ
迂
は
手
を
ひ
く
＇
，
＇
と
、

“
§
A
g
 

が
が
忽
ち
他
に
移
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
実
際
に
ぶ
つ
か
っ
て
痛
感
し
、
大
い

一
に
さ
び
し
く
感
じ
た
の
と
、
―
つ
に
は
若
い
合
と
の
余
り
に
新
ら
し
が
り

な
思
い
切
っ
た
や
り
方
に
先
達
と
し
て
不
安
を
感
じ
た
会
員
が
ま
た
次
第
に

審
査
の
実
際
に
関
係
す
る
よ
う
に
な
り
、
い
つ
し
か
審
査
員
の
半
数
を
会
員

ー
で
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
年
を
重
ね
る
う
ち

に
会
員
外
の
若
い
審
査
員
も
会
員
に
推
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
会
員

全
部
が
審
査
員
に
な
り
、
し
か
も
審
査
員
を
や
め
た
が
ら
な
い
と
い
う
わ
け

で
、
帝
展
も
十
五
回
頃
に
な
る
と
文
展
末
期
と
同
様
の
ゆ
き
づ
ま
り
に
逢
着

し
、
」
つ
い
に
は
美
術
界
に
大
波
乱
を
巻
き
起
こ
し
た
昭
和
十
年
の
松
田
改
組

を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

美
術
界
に
お
け
る
審
査
と
情
実
の
問
題
を
ど
う
解
く
か
は
軽
々
に
で
き
な

い
こ
と
で
あ
る
が
、
「
批
評
家
」
委
員
で
あ
っ
た
塚
本
靖
（
エ
博
・
建
築
家
）

が
「
第
八
回
か
ら
審
査
員
は
専
門
家
が
や
る
べ
き
で
専
門
外
の
者
は
手
を
ひ

く
が
宜
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
通
り
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
が
結
局
よ
く

な
い
結
果
を
生
ん
だ
よ
う
だ
f
つ
ま
り
今
日
帝
展
の
ゴ
タ
ゴ
タ
の
素
因
は
こ

の
時
に
き
ざ
す
も
の
だ
」
と
語
り
、
ま
た
専
門
家
の
審
査
員
に
も
愚
論
を
は

く
者
が
い
た
例
証
と
し
て
、
菱
田
春
草
の
「
落
葉
」
（
今
日
、
名
作
の
評
価

は
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
）
を
装
飾
画
ゆ
え
落
選
せ
し
む
べ
し

と
説
く
者
が
い
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
や
、
同
じ
く
岩
村
透
（
美
術
史

学
・
美
術
評
論
家
）
が
「
自
分
は
技
術
家
の
審
査
員
の
間
に
あ
っ
て
、
そ
の

え

こ

ひ

い

き

た

依
姑
贔
服
を
矯
め
る
為
に
審
査
員
に
な
っ
て
い
る
の
だ
」
と
言
明
し
た
こ
と

な
ど
は
今
H
で
も
想
起
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。

一
こ
の
審
査
員
の
選
定
に
ま
つ
わ
る
紛
争
は
、
美
術
界
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る

け
作
家
の
意
志
を
尊
重
し
、
批
評
家
の
数
を

来
た
の
で
、
当
局
も
で
き
る
だ

」
そ
の
後
さ
ら
に
批
評
家
の
数
は
減
ら
さ
れ
、
や
が
て

減
ら
す
こ
と
に
し
た
。

た
の
で
あ
る
が
、
次
は
審
査
員
の
固
定
化

第
八
回
以
後
ま
っ
た
く
無
く
な
っ

た
。
西
洋
画
の
方
は
従
来
の
審
査

と
い
う
問
題
が
当
局
の
悩
み
の
種
と
な
っ

員
と
優
秀
な
成
績
を
お
さ
め
た
新
進
中
堅
と
が
一
緒
に
な
っ
て
、
半
数
交
替

い
た
か
ら
問
題
は
な
か
っ
た

で
一
年
お
き
に
審
査
に
携
わ
る
慣
行
を
作
っ
て

が
、
「
日
本
画
の
方
は
第
一
回
文
展
以
来
十
年
を
経
る
に
拘
ら
ず
審
査
員
が

ち
っ
と
も
変
ら
な
い
。
新
進
優
秀
な
画
家
が
続
々
出
て
来
る
に
も
拘
ら
ず
上

て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は

の
方
が
つ
ま
っ
て
い
る
の
で
動
き
が
つ
か
な
く
な
っ

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
文

後
進
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
不
服
の
穂
で
あ
っ
た
。
」

か
ら
打
開
策
が
問
題
と
な
る
。
「
そ
こ

展
の
ゆ
き
づ
ま
り
で
、
文
展
十
回
ご
ろ

に
審
査
員
の
新
陳
代
謝
を
す
る
方
策

で
当
局
は
余
り
目
立
た
ず
角
を
立
て
ず

こ
れ
ま
で
永
い
間
審
査
員
を
つ
と
め
た
人
び

を
い
ろ
い
ろ
考
慮
し
た
挙
句
、

た
だ
や
め
さ
す
訳
に
は
い
か
ぬ
か
ら
名
目

と
は
功
労
も
あ
る
こ
と
で
あ
り
、

上
の
待
遇
を
よ
く
し
た
上
で
実
務
か
ら
は
離
れ
さ
す
と
い
う
事
を
考
え
た
。
」

す
な
わ
ち
大
正
八
年
九
月
に
制
定
発
表
さ
れ
た
「
帝
国
美
術
院
官
制
」
が
こ

会
員
は
す
べ
て
美
術
界
の
長
老
と
し
て
勅
任
待
遇
と
す

れ
で
、
ね
ら
い
は
、

て
決
定
す
る
。
会
員
は
直
接
審
査

る
。
展
覧
会
の
審
査
員
は
会
員
に
諮
問
し

ェ
｀
｀
〗
〗
い

[
r
r
l
o

ェ
ロ
[

て
も
自
ら
審
査
に
携
わ
ら
な
い
と
忽
ち
家
の
子
郎
党
が

還
定
す
る
力
は
あ
っ

て
後
進
に
対
す
る
現
実
的
な
勢
力
と
か
花
や
か
な
人
気
と
か

落
遠
し
た
り
し

し、
d

9
A
＾
が

芸
術
分
野
に
と
っ
て
宿
命
的
な
問
題
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
、
常
人
と
ち
が

っ
て
妥
協
を
許
さ
ぬ
芸
術
家
の
神
経
は
異
な
る
芸
術
観
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
芸
術
観
に
お
け
る
寸
ご
う
の
差
異
は
万
里
の
へ
だ
た
り
に
も
ひ
と

し
い
の
で
あ
る
。
明
治
以
降
の
美
術
史
は
約
言
す
れ
ば
、
｝
は
じ
め
は
日
本
画

を
主
と
す
る
伝
統
美
術
と
洋
画
を
主
と
す
る
洋
風
美
術
の
相
こ
く
で
あ
り
、

日
本
画
の
内
部
に
お
い
て
は
旧
来
の
伝
統
を
固
守
す
る
国
粋
派
（
旧
派
）
と

新
風
を
導
こ
う
と
す
る
進
歩
派
の
相
こ
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
言
い
か
え
る

と
新
旧
芸
術
鍛
の
闘
争
の
歴
史
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
自
尊
心
の
強
い
非
妥
協

的
な
美
術
家
の
世
界
で
は
、
対
立
抗
争
は
こ
と
に
尖
鋭
な
形
を
と
り
、
困
っ

た
こ
と
に
は
芸
術
観
の
闘
争
が
往
々
に
し
て
手
段
を
選
ば
ぬ
政
治
闘
争
に
す

ら
及
ぶ
の
で
あ
る
。
会
派
の
離
合
集
散
、
反
対
派
に
対
す
る
激
越
な
応
酬
、

怪
文
書
に
よ
る
中
儒
な
ど
は
日
常
茶
飯
事
で
す
ら
あ
っ
た
と
言
え
る
。
各
会

派
を
も
う
ら
す
る
一
大
美
術
展
「
文
展
」
が
、
そ
の
第
一
回
か
ら
し
て
芸
術

観
の
対
立
を
象
徴
す
る
審
査
員
問
題
で
紛
糾
し
、
以
後
な
が
く
こ
の
問
題
に

悩
ま
さ
れ
続
け
た
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
さ

き
に
触
れ
た
正
派
同
志
会
の
反
文
展
運
動
も
政
治
家
や
富
豪
ま
で
引
入
れ
た

政
治
色
を
帯
び
た
も
の
で
、
し
か
も
翌
年
の
第
二
回
文
展
で
は
こ
の
運
動
は

完
全
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
七
月
政
変
で
桂
内
閣
が
成
立
し
小

松
原
英
太
郎
が
文
相
と
な
る
や
、
福
原
、
正
木
、
中
沢
岩
太
等
に
は
全
然
相

談
す
る
こ
と
な
く
、
前
審
査
員
の
ほ
か
に
正
派
同
志
会
系
か
ら
高
島
北
海
、

望
月
金
鳳
、
荒
木
十
畝
等
六
名
を
独
断
で
審
査
員
に
任
命
し
た
の
で
あ
る

が
、
文
栢
は
正
派
同
志
会
の
中
心
人
物
下
条
正
雄
と
は
貴
族
院
で
は
同
党
の

士
で
あ
り
、
保
守
的
国
粋
主
義
者
と
し
て
思
想
的
立
場
を
同
じ
く
し
た
た
め
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で
あ
る
。
こ
の
審
査
員
任
命
を
み
る
と
前
年
正
派
同
志
会
の
動
き
に
反
発
し

て
新
派
の
青
年
作
家
た
ち
が
結
成
し
た
同
盟
団
体
「
国
画
玉
成
会
」
（
尾
竹

竹
坂
、
島
田
墨
仙
、
安
田
靱
彦
、
今
村
紫
紅
、
小
山
栄
達
、
鏑
木
清
方
、
菱

田
春
草
等
）
は
黙
っ
て
い
る
は
ず
も
な
く
、
猛
然
文
部
省
の
路
線
変
更
の
非

を
鳴
ら
し
て
文
展
不
出
品
を
決
議
し
、
別
個
に
美
術
展
を
持
つ
こ
と
で
対
抗

し
、
岡
倉
天
心
、
横
山
大
鍛
、
下
村
観
山
ま
た
審
査
員
の
辞
任
を
申
出
（
但

し
、
こ
れ
は
岡
田
良
平
次
官
が
に
ぎ
り
つ
ぶ
し
た
）
、
紛
乱
の
第
二
回
文
展

は
す
こ
ぶ
る
後
味
の
わ
る
い
も
の
と
な
っ
た
。
第
三
回
文
展
は
こ
れ
に
反
し

文
部
当
局
、
と
く
に
岡
田
次
官
、
福
原
専
門
学
務
局
長
、
日
本
画
主
任
松
井

直
吉
の
努
力
が
み
の
っ
て
国
画
玉
成
会
も
復
帰
し
、
表
面
的
に
せ
よ
政
治
闘

争
は
影
を
ひ
そ
め
、
日
本
画
、
洋
画
、
彫
刻
の
各
部
門
と
も
完
全
に
全
美
術

界
が
顔
を
そ
ろ
え
、
作
品
に
も
秀
作
が
多
く
て
盛
饒
を
呈
し
た
。
（
正
木
は

こ
の
年
と
翌
年
は
日
英
博
覧
会
の
責
任
者
と
し
て
忙
殺
さ
れ
て
い
た
。
）
こ
の

第
三
回
、
第
四
回
あ
た
り
か
ら
と
み
に
青
年
作
家
の
進
出
や
新
鮮
な
作
風
の

た
い
頭
が
み
ら
れ
、
そ
の
後
の
美
術
興
隆
を
予
感
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

す
で
に
紙
数
も
尽
き
た
の
で
こ
の
後
の
文
展
。
帝
展
の
審
査
に
ま
つ
わ
る

動
き
に
つ
い
て
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
初
期
文
展
に
お
け
る
各
派
の

相
こ
く
に
つ
い
て
少
し
く
触
れ
る
所
が
あ
っ
た
の
は
、
芸
術
闘
争
は
そ
れ
が

純
粋
な
形
で
恥
屈
に
行
な
わ
れ
る
と
き
芸
術
の
興
隆
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が

手
段
を
え
ら
ば
ぬ
政
治
的
色
彩
を
帯
び
た
も
の
に
堕
す
る
と
き
停
滞
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
教
訓
を
読
む
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
文
展
と
い
・

し
ろ
い
ろ
の
欠
陥
や
矛
盾
を
轡
手
し
つ
つ
も
、
大

う
制
度
が
過
去
に
お
い
て
、

局
的
に
は
わ
が
固
の
美
術
文
化
の
振
興
に
役
だ
っ
て
来
た
こ
と
、
と
く
に
国

＊
 

＊
 

＊
 

＊
 

（
文
化
局
芸
術
課
課
長
補
佐
）

民
の
美
術
に
対
す
る
関
心
を
高
め
る
上
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
、
さ
ら
に

そ
の
舞
台
裏
で
は
正
木
直
彦
の
よ
う
な
良
識
の
行
政
家
が
必
死
に
カ
ジ
を
と

り
続
け
て
来
た
こ
と
を
言
い
た
い
た
め
で
あ
る
。

正
木
直
彦
に
つ
い
て
は
な
お
語
る
べ
き
こ
と
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
工
芸
に
寄
せ
た
理
解
の
深
さ
、
同
時
に
そ
の
発
達
に
尽
し
た
業
績
、

幾
多
の
俊
秀
を
発
見
し
た
そ
の
伯
楽
ぶ
り
、
健
康
な
そ
の
芸
術
観
等
々
—
ー

こ
れ
ら
に
触
れ
な
い
の
は
片
手
落
ち
で
あ
る
が
今
は
割
愛
す
る
。

彼
は
昭
和
六
年
、
森
鴫
外
、
黒
田
清
輝
、
福
原
銃
二
郎
に
次
ぐ
四
代
目
の

帝
国
美
術
院
長
と
な
り
、
昭
和
十
年
の
松
田
改
組
の
際
辞
任
し
た
。
没
年
は

昭
和
十
五
年
三
月
二
日
で
あ
る
。

参
考
文
献
ー
ー
浦
崎
永
錫
「
日
本
近
代
美
術
発
達
史
•
明
治
篇
」
（
昭
三

六
）
、
森
口
多
里
「
美
術
八
十
年
史
」
（
昭
二
九
）
、
河
北
倫
明
編
「
近
代
日

本
の
美
術
」
（
昭
三
九
）
、
小
倉
1

永
井
・
西
沢
「
日
本
近
代
美
術
の
歩

み
」
（
昭
三
九
）
、
•
そ
の
他
。
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汰
お
、
本
号
の

怠
し
ま
し
た
。

』
-

.. 

に
あ
た
っ
て
は
前

回
の
特
集
と
の
霊
担
を
避
け
る
よ
う
留

幼
稲
圏
敦
育
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三

十
九
年
度
か
ら
「
沈
稚
図
拡
充
抵
備
七

か
年
酎
面
」
が
進
め
ら
れ
て
霜
り
、
こ

れ
に
よ
咋
ば
、
閉
和
四
十
五
年
ま
で
の

間
に
装
よ
そ
三
、
六

0
0
回
を
新
設
、

一、

0
0
0
学
級
を
増
設
す
る
こ
と
が

予
定
さ
礼
て
い
ま
す

C

芸
そ
ら
く
こ
の

日
原
が
＇
↑
仇
さ
れ
た
な
ら
ば
、
日
本
の

-
1
9
9
,
1

・
・1

・
—
.
,

「
就
学
前
紋
育
」
を
特
集
と
し
ま
し
た

か
上
の
よ
う
な
事
俯
、
も
あ
り
、
再
度

.

.

.

.

 

9
.

＇

，

1
 

｀
 

一

編

集

後

記

一

ー

あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま

し

た

。

こ

こ

で

は

幼

児

敦

育

の

現

状
、
そ
の
間
題
点
な
ど
が
中
心
と
し
て

と
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
司
会
は
昨

年
五
月
の
座
談
会
の
際
と
同
じ
く
、
一

檻
大
学
の
多
田
先
生
に
お
願
い
し
、
幼

お
茶
の
水
女
子
大
学
の
津
守
真
、
東
京

都
指
導
主
慕
の
高
杉
自
子
r

全
社
椋
保

育
制
度
研
究
会
委
員
長
宮
下
俊
彦
の
諾

先
生
を
お
ま
ね
き
し
、
．
哀
た
そ
の
丘
は
か

お
茶
の
水
女
子
大
学
の
河
野
露
男
先
生

と
、
本
誌
の
編
集
委
員
長
で
あ
る
西
田

審

謳

官

に

加

わ

二
J

い

た

だ

き

ま

し

こ
，

.I 
児
教
育
・
歪
専
門
に
担
当
し
て
お
ら
れ
る

学
前
救
育
」
の
特
集
を
行
な
い
ま
し
た

本
誌
で
は
昨
年
五
月
号
で
す
で
に
「
就

諸
問
題
」
と
題
し
て
座
談
会
｀
を
行
汰
い

式
典
が
教
育
会
銅
で
行
な
わ
れ
ま
す

に
あ
た
り
、
十
一
月
十
五
日
に
盛
大
な

女
今
年
は
就
学
前
教
育
発
足
九
十
周
年

に
お
い
て
も
、
「
油
児
敦
育
の

学
校
敦
育
主
体
の
上
に
大
き
な
影
響
が

|

1

.

i

!

1
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