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権
田
保
之
助
（
一
八
八
七
ー
一
九
五
一
）
の
多
面
性
は
、
多
く
の

研
究
や
歴
史
評
価
を
可
能
に
し
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

大
正
時
代
に
勃
発
し
た
「
民
衆
芸
術
論
争
」
や
「
民
衆
文
化
論
争
」

に
、
民
衆
娯
楽
を
「
民
衆
生
占
の
間
か
ら
民
衆
自
身
の
も
の
と
し
て

創
造
」
さ
れ
た
も
の
と
し
て
一
貫
し
て
強
調
し
た
権
田
の
考
え
は
、

モ
ダ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
思
想
史
研
究
と
し
て
の
側
面
か
ら
注
目
に
値

す
る
。
さ
ら
に
彼
か
、
後
に
戦
時
中
ナ
チ
社
会
論
に
惹
か
れ
て
国
民

娯
楽
研
究
に
転
換
し
た
こ
と
は
、
転
向
の
例
と
し
て
も
問
題
に
さ
れ

て
い
る
。
教
育
界
に
と
っ
て
は
、
学
校
外
の
娯
楽
に
よ
る
教
育
の
主

張
と
、
官
指
導
下
の
社
会
敦
育
へ
の
批
判
等
と
い
っ
た
、
児
童
問
題

(

2

)

 

と
通
俗
教
育
に
対
す
る
権
田
の
姿
勢
は
画
期
的
で
あ
っ
た
。
帝
国
教

育
会
の
依
頼
に
よ
る
一
九
一
七
年
の
児
童
と
活
動
写
真
の
調
査
を
始

め
、
高
野
岩
―
―
一
郎
か
主
催
し
た
月
島
調
査
等
に
至
る
ま
て
、
権
田
に

欠
落
さ
れ
た
映
画
論

権
田
保
之
助
と
観
客
の
映
画
文
明
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よ
る
浅
草
な
ど
を
対
象
に
し
た
民
衆
生
活
と
娯
楽
に
関
す
る
統
計
的

な
調
査
は
、
日
本
の
社
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
調
査
史
に
大
き
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く
貢
献
し
た
。
ま
た
森
戸
事
件
を
機
に
東
京
帝
国
大
学
の
助
手
を
辞

し
、
大
原
社
会
問
題
研
究
所
で
永
年
研
究
を
し
な
が
ら
、
文
部
省
等

の
行
政
や
公
共
機
関
に
顧
問
や
委
員
と
し
て
参
加
し
て
い
た
権
田
は
、

戦
前
の
ア
カ
デ
ミ
ア
や
行
政
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
確
か
に
極
め

て
貴
重
な
存
在
に
違
い
な
い
。

し
か
し
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
は
、
権
田
の
最
初
の
著
作
は
一
九

一
四
年
一
0
月
に
内
田
老
鶴
圃
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
活
動
写
真
の
原

理
及
応
用
』
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
四
五
四
頁
に
及

ぶ
大
作
は
、
権
田
か
東
京
帝
国
大
学
文
学
大
学
哲
学
科
て
美
学
を
専

攻
し
た
学
生
時
代
(
-
九
一
四
年
七
月
卒
業
）
か
ら
書
か
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
、
カ
メ
ラ
と
映
写
機
の
技
術
か
ら
映
画
の
美
学
や
社
会
的

な
役
割
に
至
る
ま
て
、
映
画
を
百
科
辞
典
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

こ
れ
ほ
と
徹
底
的
に
映
画
の
多
く
の
側
面
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
日
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力
に
お
い
て
、
一
九

0
八
年
に
始
ま
っ
た
D
.
w

．
グ
リ
フ
ィ
ス
の

編
集
に
よ
る
物
語
方
法
は
、
映
画
の
説
話
的
な
可
能
性
を
広
げ
、
イ

タ
リ
ア
の
史
劇
の
影
像
美
は
日
本
に
お
い
て
も
絶
賛
を
受
け
た
。
し

か
し
こ
の
改
革
に
取
り
残
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
日
本
映
画
は
い
ま

だ
に
旧
劇
と
新
派
悲
劇
と
い
う
、
芝
居
を
模
倣
す
る
映
画
か
主
流
で

あ
っ
た
。
映
画
の
意
味
か
映
像
を
軸
に
生
成
さ
れ
な
か
っ
た
日
本
の

映
画
界
は
、
外
国
て
は
ほ
と
ん
と
い
な
く
な
っ
た
レ
ク
チ
ュ
ア

(
l
e

c
tu
r
e
r
)つ
ま
り
弁
士
に
依
存
し
て
い
た
。
人
気
の
高
い
弁
士
の
語

り
を
原
動
力
に
し
て
、
日
本
に
お
け
る
映
画
的
体
験
は
、
作
品
よ
り

も
主
に
興
行
形
態
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
。

全
体
的
に
モ
ダ
ン
な
イ
メ
ー
ジ
を
保
っ
て
い
た
映
画
て
は
あ
る
か
、

そ
れ
で
も
当
時
は
か
な
り
危
険
視
さ
れ
た
。
一
九
―
一
年
―
一
月
に

公
開
さ
れ
、
大
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
フ
ラ
ン
ス
製
の
犯
罪
活
劇

『
ジ
ゴ
マ
』
は
、
そ
の
象
徴
的
な
存
在
だ
っ
た
。
「
ジ
コ
マ
ご
っ
こ
」

が
子
供
の
間
に
流
行
っ
て
い
る
中
、
ジ
ゴ
マ
の
犯
罪
ま
で
真
似
し
て

い
る
子
供
か
い
る
と
い
う
（
事
実
て
は
な
い
ら
し
い
）
報
道
か
流
れ
、

『
ジ
ゴ
マ
』
と
そ
の
類
似
す
る
映
画
か
一
九
―
二
年
一

0
月
に
警
察

に
禁
止
さ
れ
、
映
画
に
よ
る
児
童
へ
の
悪
影
響
の
懸
念
か
高
ま
っ
て

い
た
。
そ
の
懸
念
を
機
会
に
さ
ま
ざ
ま
な
映
画
「
研
究
」
が
初
め
て

試
行
さ
れ
た
。
行
政
に
お
い
て
は
、
通
俗
教
育
調
査
委
員
会
や
文
部

省
と
い
っ
た
機
関
か
映
画
の
実
態
を
調
査
し
始
め
、
映
画
の
教
育
的

な
利
用
に
関
す
る
規
制
だ
け
て
は
な
く
、
一
般
映
画
に
対
す
る
見
解

本
は
も
と
よ
り
、
世
界
的
に
も
先
駆
的
て
あ
る
。
世
界
映
画
理
論
史

に
お
い
て
初
の
本
格
的
な
映
画
理
論
書
と
呼
は
れ
て
い
る
ヴ
ァ
チ
ェ

ル
・
リ
ン
ジ
ー
著
『
活
動
写
真
の
芸
術

(
A
rt
of
 
t

h
e
 M
o
vi
n
g
 

P
ic
tu
r
e
)』よ
り
一
年
先
、
映
画
理
論
の
名
作
、
ヒ
ュ
ー
コ
・

(
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ミ
ュ
ン
ス
タ
ア
ベ
ル
ヒ
著
『
映
画
劇
そ
の
心
理
学
と
美
学
』
よ
り
二

年
先
に
発
行
さ
れ
、
お
そ
ら
く
世
界
的
に
初
め
て
の
総
括
的
な
映
画

研
究
書
と
言
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
す
、
こ
の
書
籍
は
世
界
は
の
み

な
ら
す
日
本
に
お
い
て
も
あ
ま
り
庄
目
さ
れ
て
い
な
い
。
『
権
田
保
之

助
著
作
集
』
に
さ
え
部
分
的
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
象
徴

し
て
い
る
よ
う
に
、
権
田
の
研
究
家
は
、
こ
れ
を
彼
の
娯
楽
研
究
へ

の
第
一
歩
と
し
て
し
か
取
り
上
げ
て
い
な
い
こ
と
か
多
い
。
映
画
学

の
分
野
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
唯
一
の
総
括
的
な
日
本
映
画
理
論
史

て
あ
る
佐
藤
忠
男
著
『
日
本
映
画
理
論
史
』
は
、
帰
山
教
正
著
『
活

動
写
真
劇
の
創
作
と
撮
影
法
』
（
飛
行
社
、
一
九
一
七
年
刊
）
を
「
お

(
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そ
ら
く
（
略
）
日
本
人
の
書
い
た
最
初
の
映
画
研
究
書
」
と
定
義
付

け
、
権
田
の
著
作
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
。
対
照
的
に
、
映
画
学

者
の
岩
本
憲
児
は
、
リ
ン
ジ
ー
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
挙
け
「
権
田
の
映

画
論
の
野
心
的
構
想
は
時
代
か
ら
抜
き
ん
出
て
い
た
」
と
高
く
評
価

す
る
も
の
の
、
最
終
的
に
「
肝
心
の
＂
映
像
“
に
つ
い
て
考
察
か
な

さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
弱
点
を
強
調
し
、
権
田
が
本
来
映
画
研
究

か
な
さ
れ
る
べ
き
作
品
の
映
像
的
な
研
究
の
系
統
か
ら
外
れ
て
い
る

と
評
し
て
い
紅
゜

歴
史
的
に
振
り
返
る
と
、

さ
に
映
画
の
「
芸
術
化
」

こ
れ
ら
の
研
究
を
見
る
と
、
権
田
の
映
画
研
究
の
歴
史
的
な
意
義

か
十
分
に
追
究
な
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
さ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば

権
田
の
映
画
論
を
積
極
的
に
取
り
上
け
て
い
る
岩
本
の
見
解
に
対
し

て
も
、
な
せ
権
田
が
映
像
を
考
察
し
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
重
大
か

つ
歴
史
的
な
問
い
か
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
欠
点
を
指
摘
で
き
る
。

映
像
“
に
対
す
る
盲
点
へ
の
批
判
は
妥
当
か
も
し
れ
な
い
か
、
い

つ
、
そ
し
て
な
ぜ
＂
映
像
＂
そ
の
も
の
か
映
画
研
究
に
「
肝
心
」
と

な
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
な
い
限
り
、
権
田
の
映
画

研
究
の
歴
史
性
た
け
て
は
な
く
、
彼
か
置
か
れ
て
い
た
映
画
に
関
す

る
言
説
的
状
況
を
歴
史
的
に
十
分
に
把
握
で
き
な
い
で
は
な
い
か
と

思
う
。
従
っ
て
、
本
論
文
で
は
従
来
の
権
田
研
究
に
お
い
て
欠
落
し

て
い
る
彼
の
映
画
論
の
歴
史
性
を
追
究
し
た
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
彼
か

映
画
を
研
究
し
た
か
と
い
う
個
人
の
思
想
史
て
は
な
く
、
な
ぜ
映
画

か
権
田
の
よ
う
に
研
究
さ
れ
た
の
か
と
い
う
映
画
言
説
史
の
問
題
を

注
目
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
権
田
の
研
究
か
い
か
に
日
本
に
お

け
る
映
画
言
説
史
の
過
度
期
を
象
徴
し
て
い
る
か
と
と
も
に
、
権
田

の
映
画
論
か
映
像
か
中
心
に
な
っ
た
以
前
に
映
画
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ウ
な
可
能
性
を
い
か
に
想
像
し
た
か
を
提
示
し
た
い
の
で
あ
る
。

映
画
史
の
転
換

一
九
一
四
年
前
後
と
い
う
時
代
は
、
ま

へ
の
第
一
歩
の
時
期
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ

を
も
発
表
し
た
。
こ
う
い
っ
た
研
究
は
統
制
の
た
め
の
研
究
と
も
呼

べ
る
。

同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
懸
念
か
ら
映
画
を
保
護
て
も
す
る
か
の
よ

う
に
、
知
識
人
の
フ
ァ
ン
層
は
映
画
の
芸
術
性
と
社
会
的
な
貢
献
の

可
能
性
を
初
期
の
映
画
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
で
訴
え
始
め
た
。
映

画
に
対
す
る
恐
怖
症
が
暴
走
し
て
い
る
中
、
映
画
の
利
点
を
強
調
す

る
た
め
に
、
映
画
に
対
す
る
戦
略
的
な
定
義
か
研
究
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
た
。
し
か
し
、
問
題
視
さ
れ
た
映
画
を
全
面
的
に
肯
定
で
き
な

か
っ
た
こ
れ
ら
の
言
説
は
、
世
間
の
映
画
に
対
す
る
悪
い
イ
メ
ー
ジ

の
責
任
を
、
当
時
の
日
本
映
画
に
背
負
わ
せ
た
。
日
本
の
映
画
か
真

の
映
画
て
は
な
い
か
ら
そ
の
よ
う
な
悪
影
響
を
齋
し
て
お
り
、
真
の

映
画
に
な
れ
は
悪
影
響
か
な
く
な
る
は
ず
、
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て

当
時
の
批
判
を
逸
ら
そ
う
と
し
た
。
こ
の
論
理
を
ベ
ー
ス
に
、
若
い

知
識
人
の
評
論
家
が
、
『
フ
ィ
ル
ム
レ
コ
ー
ド
』
(
-
九
一
三
年
一0
月

創
刊
、
後
に
『
キ
ネ
マ
レ
コ
ー
ド
』
に
改
題
）
を
主
な
舞
台
に
し
て
、

「
純
映
画
劇
」
の
た
め
の
運
動
を
煽
動
し
た
。
彼
ら
か
、
映
画
を
独

特
な
芸
術
と
し
て
評
価
し
、
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
、
場
面
転
換
な
ど

の
特
徴
を
映
画
の
独
自
性
・
芸
術
性
と
位
置
付
け
た
と
同
時
に
、
そ

れ
を
実
現
し
て
い
な
い
芝
居
を
模
倣
す
る
日
本
映
画
を
猛
烈
に
批
判

し
た
。
弁
士
か
特
に
そ
の
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
て
も
解
る
よ

う
に
、
日
本
映
画
革
新
を
訴
え
た
評
論
家
か
望
ん
た
の
は
、
意
味
生

成
の
場
を
興
行
か
ら
製
作
へ
、
さ
ら
に
映
画
体
験
の
中
心
を
興
行
形

3
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態
か
ら
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
映
画
へ
と
の
推
移
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ

は
、
フ
ァ
ン
が
結
束
し
て
起
こ
し
た
運
動
と
し
て
は
か
な
り
興
味
深

い
活
動
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
知
識
階
級
と
し
て
の
地
位
、
そ
し
て
日

本
映
画
に
対
す
る
彼
ら
の
主
張
と
当
局
の
主
張
の
全
体
的
な
一
致
な

ど
を
見
る
と
、
こ
の
「
純
映
画
劇
」
運
動
の
権
力
性
と
階
級
性
も
否

定
で
き
な
い
。
権
田
は
こ
の
運
動
と
無
関
係
て
は
な
か
っ
た
。

『
活
動
写
真
の
原
理
及
応
用
』

研
究
に
よ
る
映
画
の
改
善

『
活
動
写
真
の
原
理
及
応
用
』
は
映
画
か
卑
俗
だ
と
決
め
つ
け
る

批
判
的
言
説
を
意
識
し
た
、
そ
れ
に
対
す
る
権
田
の
「
反
論
」
と

言
っ
て
い
い
。
彼
は
、
こ
の
著
作
全
体
に
口
語
的
な
文
体
を
用
い
、

特
に
第
一
章
で
は
、
「
そ
ん
な
物
を
喜
ぶ
奴
の
趣
味
の
下
劣
を
憐
れ
ま

(
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ざ
る
を
得
な
い
ね
」
と
い
っ
た
当
時
に
よ
く
耳
に
し
た
発
言
を
「
引

用
」
し
、
一
っ
―
つ
に
対
し
て
機
知
に
富
ん
だ
ス
タ
イ
ル
で
映
画
の

モ
ダ
ン
性
と
将
来
性
を
弁
護
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権
田

は
「
私
と
て
も
決
し
て
今
日
の
あ
の
儘
の
活
動
写
真
の
様
子
に
は
満

足
し
て
ゐ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
(
-
―
頁
）
と
、
当
時
の
映
画
を

全
面
的
に
肯
定
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
純
映
画
劇
を
主
張
し
た

言
説
と
類
似
し
た
形
で
、
善
良
な
る
可
能
性
が
改
革
の
上
で
実
現
さ

れ
る
べ
き
と
強
調
し
た
。

し
か
し
製
作
と
興
行
の
形
態
や
、
作
品
の
ス
タ
イ
ル
に
対
し
て
具

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ろ
し
こ
こ
で
研
究
は
重
大
な
任
務
を
与
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
に
と
っ
て
映
画
を
正
当
な
学
問
的
対
象
に
す

る
こ
と
こ
そ
が
、
映
画
の
改
善
に
繋
が
る
。
『
活
動
写
真
の
原
理
及
応

用
』
の
目
的
と
し
て
権
田
は
こ
う
述
べ
た
。

此
の
一
小
冊
子
か
、
今
ま
で
浅
草
の
奥
山
に
の
み
其
の
存
在
を

認
め
ら
れ
、
旅
興
行
人
の
手
に
よ
っ
て
僅
か
に
世
間
に
紹
介
さ

れ
、
そ
し
て
子
供
や
子
守
女
の
玩
弄
品
以
外
に
其
の
価
値
を
認

め
ら
れ
て
居
ま
せ
な
ん
だ
活
動
写
真
を
、
学
者
の
真
面
目
な
研

究
の
対
象
と
し
て
、
識
者
の
真
摯
な
思
惟
の
目
的
物
と
な
し
、

ま
と

そ
し
て
新
し
い
人
々
の
趣
味
の
的
と
し
て
肌
か
し
く
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
か
出
来
る
些
少
の
原
因
と
も
な
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
な
ら
、
そ
れ
は
私
一
人
の
幸
ば
か
り
で
は
無
い
と
信
し
て

居
り
ま
す
。
(
-
五
二
六
頁
）

こ
こ
に
お
け
る
研
究
の
意
味
は
、
あ
る
対
象
の
定
型
的
な
本
質
を

客
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
よ
り
も
、
言
説
に
よ
っ
て
そ
の
性
質
を
戦

略
的
に
形
成
す
る
こ
と
と
も
言
え
る
。
『
活
動
写
真
の
原
理
及
応
用
』

に
お
い
て
、
言
説
に
よ
ろ
戦
略
は
言
説
の
実
際
の
内
容
と
同
等
に
重

要
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
権
田
は
、
映
画
を
批
判
し
て
い
る

側
の
根
底
に
あ
る
概
念
の
変
更
を
大
胆
に
図
っ
た
。
例
え
ば
、
次
の

例
で
解
る
よ
う
に
、
彼
は
繰
り
返
し
て
映
画
批
判
の
言
葉
の
意
味
を

体
的
、
か
つ
即
物
的
な
改
善
策
を
提
唱
し
た
他
の
革
新
的
な
評
論
家

と
や
や
違
っ
て
、
権
田
は
映
画
の
問
題
を
知
識
の
問
題
と
し
て
捉
え

た
。
ま
ず
、
映
画
か
社
会
問
題
と
な
っ
た
問
題
を
「
興
行
者
の
商
売

根
性
に
依
り
ま
せ
う
し
、
低
級
の
お
得
意
様
か
た
の
罪
で
も
御
坐
い

ま
せ
う
」
と
製
作
・
興
行
側
と
観
客
側
に
責
任
を
認
め
な
が
ら
も
、

「
実
は
社
会
の
風
教
と
か
教
育
と
か
い
ふ
こ
と
に
気
を
付
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
職
分
の
あ
る
世
の
教
育
家
が
変
手
古
な
潔
癖
を
出
し

て
捐
棄
し
て
置
い
た
の
が
一
番
の
原
因
な
ん
で
す
」
と
、
映
画
に
関

す
る
知
識
を
獲
得
す
べ
き
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
衆
娯
楽
に
対

す
る
偏
見
な
ど
か
ら
映
画
を
放
置
し
た
知
識
人
に
そ
の
責
任
を
集
中

的
に
背
負
わ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
映
画
の
よ
う
な
低
級
文
化
(
l
o
w

c
u
l
t
u
r
e
)

を
軽
蔑
し
た
高
級
文
化

(
hi
gh
c
u
ltu
r
e
)の
代
表
者
を

批
判
す
る
と
と
も
に
、
映
画
が
正
道
を
踏
み
は
ず
し
た
主
な
要
因
と

し
て
映
画
に
関
す
る
知
識
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
の
対
策
と
し
て
、
権
田
は
自
分
の
立
場
を
「
世
の
誤
っ
た
活
動

写
真
の
享
楽
的
態
度
と
い
ふ
も
の
に
反
対
し
ま
し
て
、
こ
れ
の
矯
正

を
希
望
す
る
と
同
時
に
、
活
動
写
真
の
間
違
つ
て
ゐ
る
価
値
判
断
を

も
避
け
し
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
つ
て
居
ま
す
」
(
―
ニ
ー
一
―
―


頁
）
と
説
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
権
田
の
反
論
は
、
第
一
、
映
画
を

抑
圧
し
て
い
る
言
説
に
対
し
て
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
映
画
を
弁
護
す

る
こ
と
、
第
二
、
映
画
を
正
道
か
ら
逸
脱
さ
せ
た
誤
っ
た
知
識
を
修

正
し
、
映
画
を
正
道
ま
で
導
く
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
こ
と
を
目
指

巧
妙
に
ひ
っ
く
り
返
し
た
り
、
崩
し
た
り
、
読
み
替
え
た
り
し
た
と

い
う
作
戦
を
貫
い
た
。

「
成
る
程
そ
う
だ
、
毒
薬
も
使
ひ
用
に
よ
っ
ち
ゃ
ー
薬
に
な
る

か
ら
」
と
、
妙
に
悟
つ
て
戴
い
て
も
困
り
ま
す
。
活
動
写
真
も

毒
薬
扱
ひ
に
さ
れ
ち
や
、
浮
ば
れ
ま
せ
ん
ね
。
私
は
反
対
に

「
薬
だ
っ
て
使
ひ
様
に
よ
っ
ち
ゃ
ー
毒
に
な
り
ま
す
」
と
申
し

度
い
の
で
す
。
（
八
頁
）

こ
の
よ
う
な
（
例
え
ば
「
薬
」
の
意
味
の
）
読
み
替
え
に
よ
っ
て
、

権
田
は
ま
る
で
新
し
い
言
語
の
創
造
に
で
も
取
り
組
ん
て
い
る
か
の

よ
う
に
み
え
る
。
当
時
の
映
画
研
究
の
場
合
、
そ
れ
は
必
然
的
な
作

業
で
あ
っ
た
。
外
国
か
ら
輸
入
し
て
か
ら
―

-
0年
弱
も
経
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
権
田
の
言
う
よ
う
に
「
活
動
写
真
に
用
ゐ
ま
す
術
語

か
一
定
し
て
居
な
い
」
（
一
六
頁
）
状
態
か
ま
だ
続
い
て
い
た
の
だ
。

従
っ
て
、
主
に
外
国
の
参
考
書
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
権
田
は

（
残
念
な
か
ら
参
考
書
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
）
、
映
画
に

関
す
る
あ
ら
ゆ
る
側
面
の
専
門
用
語
を
自
ら
漢
字
述
語
に
訳
し
、
た

く
さ
ん
の
造
語
を
考
え
出
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
新
し
い
言
語
は
述

語
の
造
語
だ
け
で
は
な
く
修
辞
学
的
な
変
成
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た

こ
と
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
「
此
の
本
は
通
俗
な
事
柄
を
通
俗

に
書
い
た
も
の
」
（
四
四
一
頁
）
と
い
う
自
己
定
義
で
解
る
よ
う
に
、
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「
物
に
な
っ
て
居
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
的
に
実
用
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
権
田
に
よ
る
と
贅
沢
な
も
の
と
は
あ

く
ま
て
も
実
生
活
と
隔
離
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
強
調
さ

せ
て
い
た
だ
く
が
、
こ
こ
で
の
贅
沢
の
意
味
は
、
「
娯
楽
」
と
い
う
こ

と
を
全
く
含
ん
で
い
な
い
こ
と
だ
。
以
下
で
説
明
す
る
が
、
権
田
に

と
っ
て
娯
楽
1
1

道
楽
・
贅
沢
で
は
な
い
。

こ
の
贅
沢
品
が
実
際
に
生
活
の
中
に
入
り
、
役
に
宣
つ
物
と
な
っ

た
時
、
権
田
の
言
う
次
の
実
用
時
代
に
入
る
。

こ
れ
か
実
際
に
応
用
さ
れ
ま
し
て
人
間
の
実
用
に
供
せ
ら
れ
、

、
、
、
、

そ
し
て
最
後
に
人
間
の
生
店
の
中
に
す
つ
か
り
と
織
り
込
ま
れ

て
仕
舞
は
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
其
の
時
に
活
動
写
真
…
…

と
は
限
り
ま
せ
ん
凡
べ
て
の
新
ら
し
い
発
明
か
本
当
に
価
値
か

あ
り
、
本
当
に
物
に
な
る
の
で
す
。
〈
二
八
一
頁
）

こ
の
よ
う
に
実
用
さ
れ
る
も
の
（
映
画
を
含
め
て
）
は
、
社
会
に
お

い
て
確
実
な
意
味
を
持
ち
、
物
と
し
て
よ
う
や
く
実
感
を
齋
す
よ
う

に
な
る
。

物
の
社
会
的
な
進
化
に
対
し
て
の
一
般
的
な
考
え
方
で
は
、
実
用

の
時
代
は
最
後
の
時
代
で
あ
る
か
、
権
田
は
あ
え
て
そ
の
上
に
亨
楽

時
代
を
提
唱
し
た
。
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映
画
を
研
究
す
る
た
め
に
既
存
の
学
問
的
文
体
て
は
な
く
、
学
問
に

と
っ
て
新
し
い
通
俗
の
言
語
を
使
用
す
る
必
要
を
権
田
が
感
じ
た
。

そ
の
文
体
か
ら
、
映
画
か
代
表
し
て
い
る
モ
ダ
ン
で
あ
る
こ
と
か
言

語
的
な
問
題
で
も
あ
る
こ
と
と
い
う
示
唆
を
伺
え
る
。

モ
ダ
ン
な
言
語
と
と
も
に
、
権
田
は
現
代
性
と
い
う
概
念
を
自
分

の
言
説
的
戦
略
の
中
に
頻
繁
に
援
用
し
た
。
彼
は
、
目
的
論
的
歴
史

観
の
元
に
、
映
画
を
含
む
当
時
の
新
状
況
を
歴
史
的
な
転
換
期
と
し

て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
の
「
奮
い
徽
に
生
え
た
趣
味
」
等

を
罵
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
歴
史
を
味
方
に
す
る
こ
と
で
、
映
画
批
判

者
の
言
説
の
歴
史
的
な
無
根
拠
性
（
故
に
無
意
味
性
）
を
訴
え
、
映

画
が
旧
態
の
言
説
形
態
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
「
趣
味

が
果
し
て
堕
落
し
た
も
の
か
、
で
な
く
て
其
処
に
或
る
新
ら
し
い
意

味
の
趣
味

(
9
.
)と
い
ふ
も
の
か
生
ま
れ
て
来
た
も
の
か
」
（
九
頁
）

と
い
う
彼
の
問
い
は
、
現
代
の
考
え
方
（
つ
ま
り
映
画
を
保
護
す
る

考
え
方
）
が
古
い
価
値
観
と
完
全
に
異
質
の
考
え
方
て
あ
る
こ
と
の

問
題
提
起
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
権
田
は
既
存
の
映
画
に
関
す
る
批
判
的
な
言
説
の
無

効
化
を
図
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
当
時
の
支
配
的
な
言
説
を
無
視
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
言
説
に
対
す
る
認
知
は
、

反
論
し
て
も
当
時
の
既
存
の
全
体
的
な
言
説
形
態
（
即
ち
「
映
画
は

問
題
で
あ
る
」
と
い
う
問
題
設
定
）
の
受
け
入
れ
を
意
味
す
る
こ
と

に
も
な
る
。

権
田
の
目
論
見
は
、

入
れ
つ
つ
も
そ
れ
を
読
み
賛
冬
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
か
、

な
読
み
賛
召
は
却
っ
て
既
存
の
支
配
的
な
言
説
形
態
を
強
化
し
、
自

分
の
新
し
い
言
語
か
既
存
の
形
態
に
縛
ら
れ
る
恐
れ
が
潜
ん
で
い
る

こ
と
を
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

映
画
に
関
す
る
言
説
形
態
を
受
け

そ
の
困
難

映
画
の
文
明

そ
の
読
み
替
え
の
中
で
、
権
田
の
映
圃
研
究
に
と
っ
て
重
大
な
の

は
、
「
娯
楽
」
（
権
田
に
よ
れ
ば
「
享
楽
」
）
と
「
文
明
」
の
意
味
の
読

み
直
し
で
あ
る
。
『
活
動
写
真
の
原
理
及
応
用
』
に
て
提
唱
し
て
い
る

権
田
の
独
特
な
目
的
論
的
歴
史
観
は
、
当
時
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ

の
二
つ
の
概
念
を
新
し
い
角
度
か
ら
捉
え
る
こ
と
を
試
み
た
。

発
明
さ
れ
、
世
の
中
に
現
わ
れ
て
く
ろ
新
し
い
物
が
、
社
会
に
正

し
く
定
着
す
る
た
め
に
三
つ
の
時
代
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
、
権
田
は
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
時
代
を
贅
沢
時
代
と
し

て
自
転
車
を
引
き
合
い
に
出
し
描
写
し
て
い
る
。

自
転
車
か
初
め
は
金
持
ち
の
贅
沢
て
し
て
、
別
に
忙
し
く
も
無

い
で
た
ち

い
人
が
さ
も
忙
が
し
相
な
扮
姿
で
不
忍
池
の
周
り
を
何
十
回
も

、
、
、
、

廻
つ
て
居
ま
し
た
。
あ
の
時
分
に
は
自
転
車
は
ち
つ
と
も
物
に

な
つ
て
居
ま
せ
ん
で
し
た
、
人
間
の
文
明
、
人
間
の
社
会
に
と

つ
て
は
で
す
。
（
二
八
二
頁
）

更
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、
其
の
「
実
用
」
を
脱
化
し
て
本
当
の

意
味
の
「
享
楽
」
に
入
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
存
し
ま
す
。

言
ひ
換
へ
ま
す
と
、
活
動
写
真
は
先
づ
「
贅
沢
時
代
」
か
ら

「
実
用
時
代
」
に
入
り
、
而
し
て
「
亨
楽
時
代
」
に
進
ま
な
く

て
は
な
ら
ぬ
の
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
其
の
粋
を
集
め
、
其
れ

を
純
化
し
た
新
ら
し
い
本
当
の
意
味
の
「
享
楽
」
か
生
れ
出
ま

し
た
時
に
、
初
め
て
其
処
に
新
ら
し
い
文
明
か
出
来
上
か
る
の

て
す
。
「
活
動
写
真
の
文
明
」
と
い
ふ
も
の
か
現
は
れ
て
来
る
の

で
す
。
そ
し
て
は
し
め
て
活
動
写
真
と
い
ふ
も
の
＼
結
論
か
出

来
る
訳
に
な
り
ま
す
。
（
三
四
四
頁
）

権
田
の
享
楽
時
代
の
説
明
は
必
ず
し
も
明
解
で
は
な
い
が
、
実
用
物

か
た
た
利
用
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
粋
や
趣
味
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
れ
ば
、
実
生
活
と
娯
楽
が
一
致
し
、
一
種
の
文
明
か
生
ま
れ
る
、

と
い
う
意
味
ら
し
い
。
権
田
の
目
的
論
的
歴
史
観
の
最
後
に
よ
る
段

階
て
物
の
本
質
か
よ
う
や
く
認
め
ら
れ
、
実
現
さ
れ
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
、
こ
こ
て
の
享
楽
・
娯
楽
の
意
味
は
、
既
存
の
娯
楽
1
1

贅
沢

て
は
な
く
、
む
し
ろ
人
々
の
実
生
活
か
ら
生
ま
れ
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
い
わ
ば
生
活
の
進
化
の
頂
点
で

あ
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
「
文
明
」
と
呼
ぶ
権
田
は
、
当
時
の
西
洋
の

科
学
、
知
識
、
文
化
な
と
と
い
う
ふ
う
に
定
義
さ
れ
た
文
明
を
日
本

6
 



人
の
実
生
活
に
取
り
戻
し
、
高
級
階
級
の
世
界
か
ら
一
般
市
民
の
世

界
に
引
き
戻
し
た
。

観
客
に
よ
る
映
画
娯
楽

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
実
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
実
用

物
の
純
化
と
し
て
の
娯
楽
は
、
あ
く
ま
で
も
人
々
に
よ
っ
て
創
ら
れ

る
物
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
娯
楽
を
考
え
た
権
田
は
、
映
画

娯
楽
に
お
け
る
観
客
の
役
割
に
関
心
を
寄
せ
、
そ
の
点
に
、
映
画
の

特
長
を
見
い
出
し
た
。

こ
の
廉
価
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
＼
、
時
間
が
短
か
く
て
済
む
と

い
ふ
こ
と
が
、
活
動
劇
が
一
般
下
層
階
級
の
亨
楽
に
適
す
る
原

因
と
な
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
や
が
て
現
今
の
活
動
写

真
隆
盛
の
一
重
要
原
因
と
な
つ
て
ゐ
る
の
て
御
坐
い
ま
す
が
、

此
の
為
め
に
活
動
劇
は
又
或
る
一
種
の
特
長
を
表
す
よ
う
に
な

る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
社
会
の
一
般
非
知
識
階
級
が
享
楽

の
主
体
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（
四
一0頁
）

権
田
に
と
っ
て
、
時
間
、
お
金
、
教
養
な
ど
を
必
要
と
す
る
江
戸
の

花
柳
界
の
「
通
」
の
文
化
、
ま
た
上
か
ら
生
ま
れ
下
へ
押
し
付
け
ら

れ
た
か
の
よ
う
な
管
理
さ
れ
た
文
化
と
違
っ
て
、
映
画
は
時
間
も
お

金
も
教
養
も
必
要
で
は
な
い
か
ら
、
一
般
下
層
階
級
が
主
体
と
な
り
、

注
目
し
た
の
か
の
説
明
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

む
ち
ん
、
百
科
辞
典
的
な
る
『
活
動
写
真
の
原
理
及
応
用
』
は
作

品
の
内
容
や
形
式
を
完
全
に
無
視
し
た
わ
け
て
は
な
い
。
が
、
そ
の

内
容
の
考
察
は
各
々
作
品
の
意
味
生
成
方
法
よ
り
も
、
観
客
か
い
か

に
そ
の
内
容
を
構
築
す
る
か
の
方
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
権
田
に

と
っ
て
映
画
の
美
学
は
彼
の
言
う
「
内
容
美
」
で
形
成
さ
れ
る
が
、

(

8

)

 

こ
れ
は
岩
本
の
説
明
で
の
「
表
層
美
」
よ
り
も
、
文
字
通
り
観
客
が

作
品
の
内
に
容
れ
る
美
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
権

田
の
庄
目
は
平
面
で
音
や
色
か
な
い
映
画
に
も
か
か
わ
ら
す
そ
れ
を

現
実
の
よ
う
に
見
よ
う
と
す
る
観
客
の
心
理
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ

こ
。t
 店

動
劇
で
も
こ
の
様
で
平
面
を
立
体
化
す
る
と
い
ふ
無
意
識
で

は
あ
る
が
骨
の
折
れ
る
努
力
の
為
め
に
、
見
る
人
の
自
己
が
飛

び
出
し
ま
す
。
そ
し
て
活
動
劇
中
の
人
物
の
表
は
す
あ
の
内
容

芙
、
感
情
美
は
実
に
観
者
の
主
観
的
内
容
、
主
観
的
感
情
の
美

に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
舞
台
の
上
の
悲
劇
中
の
人
物

の
為
め
に
泣
き
ま
す
の
は
、
其
の
舞
台
の
上
に
あ
る
世
界
の
人

物
に
自
己
の
感
情
を
移
入
し
て
、
そ
し
て
泣
く
の
で
す
か
、
活

動
写
真
の
悲
劇
で
は
、
自
己
の
今
住
む
世
界
に
、
自
己
と
同
じ

感
情
を
持
っ
た
人
物
を
活
躍
さ
せ
て
、
其
の
運
命
の
為
め
に
泣

く
の
で
す
。
（
四
0
一
頁
）

実
生
活
を
一
致
す
る
文
明
的
な
娯
楽
を
創
る
こ
と
か
可
能
な
メ
デ
ィ

ア
で
あ
る
。
結
局
、
全
て
の
発
明
は
文
明
に
な
る
確
率
か
同
じ
で
は

な
く
、
現
代
と
い
う
歴
史
の
頂
点
時
代
に
お
い
て
、
映
画
は
よ
り
優

れ
て
い
る
娯
楽
文
明
を
実
現
で
き
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
最
も
可
能
性

が
高
い
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
観
客
に
よ
る
映
画
娯
楽
を
強
調
し
た
権
田
は
、
映
画
の

一
般
社
会
へ
の
浸
透
度
の
評
価
に
止
ま
ら
す
、
映
画
の
美
学
と
意
味

生
成
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
観
客
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
の
か
を
も
考
察
し
た
。
一
般
人
と
映
画
の
接
点
の
場
と
し
て
権

田
は
ま
ず
興
行
の
場
を
重
視
し
た
。

活
動
写
貞
か
真
に
活
動
写
真
と
し
て
其
の
本
来
の
面
目
を
現
は

し
来
り
、
現
代
人
の
生
活
、
現
代
人
の
情
調
に
力
強
く
織
込
ま

れ
る
様
に
な
り
ま
す
の
は
、
実
は
こ
の
「
活
動
写
頁
の
興
行
」

と
い
ふ
こ
と
を
侯
つ
て
初
め
て
行
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
(
-
―
―

五
六
頁
）

こ
の
考
え
方
は
興
行
中
心
の
当
時
の
日
本
の
映
画
文
化
形
態
に
一
致

し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
芸
術
と
生
活
の
接
点
に
注
目
し
た

権
田
に
ふ
さ
わ
し
い
映
画
観
で
あ
る
。
映
画
作
品
が
実
際
に
出
来
上

が
る
の
が
製
作
の
場
で
は
な
く
映
画
館
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
な

ぜ
彼
が
作
品
の
内
容
や
形
式
で
は
な
く
、
戊
草
の
よ
う
な
映
画
街
に

既
に
立
体
で
あ
る
舞
台
劇
の
人
物
に
対
し
て
、
同
じ
人
間
で
あ
る
か

ら
当
然
知
的
に
共
通
の
感
情
は
感
じ
る
が
、
観
客
の
努
力
に
よ
っ
て

「
立
体
化
」
さ
れ
た
映
画
の
人
物
は
、
観
客
の
感
情
そ
の
も
の
で
成

り
立
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
人
物
へ
の
自
己
の
投
射
（
飛

び
出
し
）
で
あ
る
、
と
権
田
は
考
え
る
。
従
っ
て
、
観
客
が
他
人
と

の
共
感
か
ら
と
い
う
よ
り
は
自
己
の
認
識
か
ら
泣
く
。
確
か
に
舞
台

上
の
俳
優
は
肉
体
そ
の
ま
ま
で
観
客
の
前
に
現
れ
る
か
、
そ
れ
故
こ

そ
観
客
が
自
己
を
投
射
て
き
ず
、
映
画
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
実
生
活

と
の
一
致
か
不
可
能
で
あ
る
。
観
客
の
参
加
に
よ
っ
て
映
画
の
世
界

と
実
世
界
と
の
繋
か
り
か
で
き
た
こ
の
映
画
固
有
の
内
容
美
は
、
他

の
メ
テ
ィ
ア
に
比
べ
て
な
ぜ
映
画
娯
楽
か
実
生
活
に
応
用
さ
れ
、
「
文

明
」
と
な
る
ま
で
に
進
透
し
た
一
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
分
析
し
た
権
田
は
、
観
客
の
役
割
を
強
調
し
、
殻
終

的
に
観
客
に
よ
る
映
画
の
意
味
の
決
定
権
を
認
め
た
。
芝
居
に
お
い

て
観
客
全
員
が
同
様
の
反
応
を
示
す
こ
と
と
違
い
、
映
画
に
お
い
て

男
性
か
女
性
か
、
人
に
よ
っ
て
反
応
が
異
な
る
こ
と
を
気
付
い
た
権

田
は
、
こ
う
説
明
し
た
。

活
動
劇
て
は
自
己
か
跳
ね
回
る
の
で
す
、
主
観
の
世
界
の
因
果

の
関
係
に
其
の
劇
を
は
め
込
ん
で
行
き
ま
す
。
所
て
主
観
の
内

容
は
人
々
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
す
（
略
）
。
従
つ
て
其
の

, 
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結
果
は
個
人
的
な
も
の
と
な
つ
て
、
種
類
の
差
と
い
ふ
泣
き
方

を
し
ま
す
。
（
四
一
五
頁
）

＼
こ
。

し
↑

そ
の

ま
さ
に
そ

各
々
の
観
客
か
自
分
自
身
の
自
己
を
投
射
し
、
映
画
を
立
体
化
す
る

と
す
る
な
ら
ば
、
出
来
上
か
っ
た
映
画
は
結
局
そ
の
個
人
に
よ
っ
て

作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
こ
そ
は
権
田
の
「
映
像
」
を
無
視
し

た
理
由
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
社
会
、
と
り
わ
け
社
会

の
中
の
個
人
の
観
客
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
映
画
は
、
作
家
論
ま
し
て

や
作
品
論
は
不
要
ど
こ
ろ
か
不
可
能
で
は
な
い
か
。
権
田
か
想
像
し

た
映
画
に
は
、
作
家
の
精
神
や
映
像
の
効
果
よ
り
も
、
観
客
の
感
情

か
存
在
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
映
画
研
究
は
作
家
や
作
品
よ
り
も

ま
ず
観
客
を
研
究
す
べ
き
と
い
う
結
論
は
当
り
前
で
あ
っ
た
。

後
、
実
際
の
映
画
観
客
の
調
査
に
乗
り
出
し
た
権
田
は
、

の
道
を
選
ん
だ
。

文
明
へ
の
映
画
改
革

権
田
に
と
っ
て
映
画
に
お
け
る
観
客
の
参
加
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
は
、

映
画
の
現
代
性
の
証
し
の
一
っ
で
あ
っ
た
か
、
他
の
様
々
な
側
面
に

お
い
て
彼
は
、
映
画
か
現
代
に
適
し
て
い
る
説
を
展
開
し
た
。
ま
ず
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
な
ど
の
思
想
を
引
用
し
な
か
ら
、
彼
は
「
意
思
的
I

実
際
的
ー
直
観
的
統
覚
的
ー
動
的
~
生
活
の
肯
定

内
容
の
拡
充
」
（
四
四
四
頁
）
と
い
っ
た
現
代
思
想
の
特
徴
を
、

実
生
活
の
高
調
な
ん
で
す
、
生
活
内
容
の
充
実
な
の
で
す
。
形

式
の
纏
り
に
重
き
を
置
く
芸
術
が
喜
ば
れ
な
い
で
、
内
容
の
カ

に
中
心
を
定
め
様
と
す
る
芸
術
が
歓
迎
さ
れ
、
生
活
の
外
に
楽

し
む
芸
術
が
現
代
か
ら
敬
遠
せ
ら
れ
て
、
生
活
其
物
の
中
に
楽

し
む
芸
術
が
喝
采
せ
ら
れ
る
の
は
こ
の
為
め
に
て
す
。
活
動
写

真
か
歓
迎
さ
れ
る
大
原
因
は
現
代
生
活
の
此
の
側
面
に
あ
る
の

で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
（
四
五
一
頁
）

権
田
に
と
っ
て
映
画
の
出
現
は
、
古
い
芸
術
観
の
終
焉
を
告
け
る
出

来
事
に
等
し
い
。

し
か
し
、
い
か
に
映
画
か
現
代
に
適
し
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
と
は
言

え
、
ま
だ
そ
の
可
能
性
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
、
と
権
田
は
嘆

今
ま
で
の
活
動
写
真
の
劇
は
、
舞
台
の
代
用
物
と
い
ふ
様
な
っ

も
り
て
作
ら
れ
た
り
、
見
ら
れ
た
り
し
て
居
ま
し
た
。
此
れ
か

間
違
の
抑
々
の
原
因
な
の
て
す
。
活
動
写
真
に
は
其
れ
に
特
有

な
芙
の
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
気
か
付
か
な
か
っ
た
か
ら
て
す
。

気
か
付
い
て
も
上
手
に
応
用
し
て
行
か
う
と
苦
心
し
た
人
か
な

か
っ
た
か
ら
て
す
。
尤
も
無
我
夢
中
に
特
長
を
応
用
し
て
は
居

り
ま
す
か
、
其
の
特
有
な
美
を
十
分
に
研
究
し
て
こ
れ
を
申
分

な
く
利
用
し
て
行
か
う
と
心
掛
け
た
入
か
無
い
様
に
思
は
れ
ま

映
画
は
芸
術
的
こ
実
現
し
て
い
る
と
評
価
し
た
。

ま
た
次
ぎ
に
、
映
画
か
現
代
の
経
済
社
会
に
適
し
て
い
る
こ
と
を

論
じ
た
。

活
動
写
真
は
（
略
）
「
芸
術
の
企
業
化
」
で
す
。
低
廉
の
価
て
芸

術
を
販
売
す
る
も
の
な
の
て
す
。
今
迄
は
享
楽
を
す
る
こ
と
か

出
来
な
か
っ
た
社
会
の
下
層
階
級
に
芸
術
を
愉
し
む
る
こ
と
が

出
来
る
の
て
す
。
（
略
）
い
＼
え
、
其
れ
は
か
り
て
は
あ
り
ま
せ

ん
、
（
略
）
活
動
写
真
は
文
化
の
横
と
縦
と
の
区
別
を
撤
廃
す
る

も
の
て
す
横
の
区
別
と
は
上
下
階
級
の
間
の
文
化
の
区
別
を

い
ひ
ま
し
て
、
縦
の
区
別
と
は
距
離
に
よ
る
文
化
の
区
別
を
い

ふ
の
で
す

C

此
の
様
に
し
て
活
動
写
真
は
文
化
の
普
運
て
ふ
こ

と
に
於
て
愕
秀
な
特
長
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の
て
あ
る
と
云
は
な

く
て
は
な

r

二
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
（
四
五
一
ー
四
五
三
頁
）

資
本
主
義
を
肯
定
し
な
か
っ
た
権
田
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ

が
質
し
た
、
そ
し
て
映
画
が
象
徴
し
て
い
る
「
芸
術
の
企
業
化
」
が
、

彼
も
望
ん
だ
上
下
文
化
の
差
を
解
消
し
た
こ
と
を
評
価
し
た
。
そ
の

点
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
と
違
っ
て
、
企
業
化
が
拍
車
を
か
け
た
芸
術
そ

の
も
の
の
改
革
を
容
認
し
た
。
カ
ン
ト
か
代
表
し
て
い
る
ブ
ル
ジ
ョ

ア
芸
術
観
を
批
判
し
た
権
田
に
と
っ
て
、
新
し
い
芸
術
と
は
、

す
。
こ
れ
は
誠
に
歎
か
は
し
い
事
柄
で
あ
り
ま
し
て
、
活
動
写

真
か
贅
沢
時
代
、
道
楽
時
代
か
ら
脱
け
出
し
て
本
当
の
享
楽
時

代
に
入
り
ま
す
為
め
に
は
無
く
て
叶
は
ぬ
研
究
の
方
面
て
あ
ら

う
と
存
し
ま
す
。
（
二
四
六
頁
）

要
す
る
に
研
究
さ
れ
な
け
れ
は
映
画
が
文
明
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、

で
も
な
い
。

そ
こ
に
権
田
の
映
画
研
究
の
自
己
正
当
化
か
見
え
な
い

以
上
の
よ
う
に
権
田
の
『
活
動
写
真
の
原
理
及
応
用
』
の
映
画
研

究
の
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
そ
こ
に
い
く
つ
か
の

基
本
的
な
矛
盾
か
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
権

田
が
置
か
れ
た
矛
盾
的
な
歴
史
状
況
の
肖
像
を
叢
後
に
描
い
て
見
た

¥

o

 

し

最
初
の
問
題
と
し
て
、
映
画
文
明
に
お
け
る
下
層
階
級
の
主
体
性

を
主
張
し
た
権
田
は
、
問
題
と
な
る
映
画
か
「
観
る
人
々
の
亨
楽
的

態
度
の
間
違
つ
て
ゐ
る
罪
て
も
あ
り
ま
す
」
〈
三
四
五
頁
）
と
い
う
発

言
の
よ
う
に
、
な
ぜ
保
護
す
べ
き
観
客
を
批
判
し
た
の
か
、
と
い
う

こ
と
か
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
批
判
か
目
的
論
的
歴
史
観
に
埜
づ
い

て
い
る
こ
と
か
―
つ
の
問
題
て
あ
る
。
権
田
は
幾
度
も
理
想
主
義
を

批
判
し
た
か
、
進
歩
主
義
や
、
映
画
に
対
す
る
革
新
精
神
と
い
っ
た

矛
盾
に
置
か
れ
た
権
田
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言
説
状
況
の
根
底
を
拒
否
せ
ず
、
映
画
は
さ
ら
に
上
昇
す
る
余
裕
が

あ
る
と
い
う
前
提
を
容
認
し
た
。
他
の
論
客
と
違
っ
て
、
そ
の
革
新

は
上
か
ら
の
管
理
さ
れ
た
革
新
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、
彼
が
主

(

9

)

 

張
し
、
そ
の
点
で
は
、
「
自
然
成
長
主
義
者
」
と
呼
は
れ
て
い
る
が
、

権
田
に
と
っ
て
「
自
然
」
に
も
理
が
あ
る
。
そ
の
理
は
、
目
的
論
的

歴
史
観
が
提
平
す
る
目
的
と
も
、
彼
か
前
提
し
た
歴
史
的
状
況
と
芸

術
の
有
機
的
な
一
致
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
理
の
存
在
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
映
画
の
よ
う
な
芸
術
の
成
長
が
理
に
反
し
て
間
違
っ
て

い
る
方
向
に
進
む
可
能
性
を
も
認
め
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
場
合
に
、

正
す
必
要
が
出
て
来
る
。
文
化
管
理
を
初
期
時
代
に
強
く
抵
抗
し
た

権
田
は
、
そ
れ
で
も
一
九
三
九
年
の
映
画
法
の
よ
う
な
「
映
画
の
質

的
向
上
を
促
し
映
画
事
業
の
健
全
な
る
こ
と
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
」
文
化
統
制
の
原
理
と
無
関
係
で
あ
る
と
は
言
え
ま
い
。

映
画
理
論
的
に
見
る
と
、
こ
の
問
題
は
、
映
両
に
本
質
が
存
在
す

る
と
い
う
主
張
に
還
元
で
き
る
。
当
時
の
映
画
に
関
す
る
世
界
的
な

言
説
状
況
に
お
い
て
、
こ
れ
は
希
有
の
主
張
で
は
な
か
っ
た
。
ど
こ

の
国
で
も
、
保
守
の
知
識
人
、
宗
教
家
、
教
育
家
、
政
治
家
等
か
ら

批
判
を
受
け
た
映
画
を
保
護
し
評
価
す
る
た
め
に
、
映
画
か
新
芸
術

で
あ
る
と
主
張
す
る
論
説
は
よ
く
み
ら
れ
た
。
し
か
し
当
時
の
知
的

な
言
説
形
態
に
お
い
て
、
そ
の
主
張
を
論
証
す
る
た
め
に
、
映
画
に

は
他
の
芸
術
に
な
い
何
か
が
存
在
し
、
そ
の
差
異
に
よ
る
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
1
1

本
質
を
提
唱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
か
、

用
が
研
究
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
追
求
し
て
い
く
と
、
権
田
は
研
究

1
1

知
の
イ
デ
ィ
オ
ロ

ギ
ー
性
に
対
す
る
自
覚
に
欠
け
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
ず
研
究
は
問
題
と
な
っ
た
映
画
を
正
す
手
段
で
も
あ
る
が
、
そ
の

映
画
を
問
題
に
す
る
言
説
に
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
ー
が
内
包
し
て
い
る
こ

と
は
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
権
田
も
「
活
動
写
真
を
喜
ぶ
奴
の
興

味
の
下
劣
を
憐
れ
む
」
の
よ
う
な
発
言
の
階
級
的
な
思
考
を
気
付
い

た
が
、
彼
自
身
の
言
う
「
今
ま
て
の
活
動
写
真
の
劇
は
、
舞
台
の
代

用
物
と
い
ふ
様
な
つ
も
り
で
作
ら
れ
た
こ
と
か
間
違
い
の
原
因
」
と

い
う
考
え
に
も
舞
台
の
代
用
物
を
好
む
下
層
階
級
に
対
す
る
蔑
視
か

潜
ん
で
い
る
こ
と
を
見
抜
け
な
か
っ
た
。
却
っ
て
映
画
の
本
質
と
い

う
研
究
は
見
い
出
す
自
然
に
よ
っ
て
そ
れ
か
隠
蔽
さ
れ
た
。
い
く
ら

当
時
の
純
映
画
劇
を
訴
え
た
知
識
人
の
批
評
家
た
ち
よ
り
下
層
階
級

の
文
化
を
肯
定
し
よ
う
と
し
た
と
は
言
え
ど
も
、
権
田
は
結
局
自
分

の
階
級
意
識
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
点
で
は
、
権
田
の
観
客
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア

て
は
な
い
と
言
い
が
た
い
の
で
は
な
い
か
。
映
画
作
品
か
各
個
人
の

自
己
投
射
に
よ
っ
て
出
来
上
か
る
と
い
う
考
え
で
解
る
よ
う
に
、
彼

の
映
画
観
客
の
イ
メ
ー
ジ
は
連
体
的
な
集
団
よ
り
も
原
子
的
な
個
人

の
集
ま
り
と
言
え
る
。
実
際
に
、
権
田
は
児
童
と
映
画
の
調
査
結
果

の
中
で
、
個
人
的
な
自
己
投
射
を
妨
げ
る
映
画
館
内
の
児
童
の
集
団

的
行
動
を
批
判
し
た
。
権
田
の
民
衆
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
え
え
し
ゃ
な

こ
の
よ
う
に
権
田
の
映
画
研
究
が
抱
え
て
い
る
い
く
つ
か
の
矛
盾

は
、
当
時
の
映
画
百
説
史
的
過
度
期
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
。
当
時
の
下
層
階
級
の
映
画
状
況
を
言
説
に
し
よ
う

と
す
る
試
み
の
中
に
、
そ
の
状
況
と
抵
抗
し
て
い
る
、
後
に
映
画
界

に
お
い
て
も
支
配
的
と
な
る
別
の
映
画
像
か
交
え
て
い
る
。
一
九
一

0
年
代
か
ら
一
九
二
0
年
代
に
か
け
て
、
日
本
の
映
画
文
化
は
、
社

結
論

い
か
」
の
よ
う
な
ア
ナ
キ
ー
的
な
群
れ
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
代
の
映
画
論
に
お
い
て
、
彼
は
ミ
リ
ア
ム

・
ハ
ン
セ
ン
か
無
声
映
画
観
客
に
見
ら
れ
る
集
団
的
な
公
共
圏

(
pu
b
l
i
c
 s
p
h
e
r
e
)よ
り
も
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
消
費
者
、
つ
ま

り
独
り
で
映
像
を
消
費
す
る
観
客
を
想
像
し
た
。
さ
ら
に
権
田
の
統

計
的
な
調
査
方
法
は
、
こ
の
よ
う
な
観
客
の
イ
メ
ー
ジ
に
適
し
た
と

言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
方
法
に
お
い
て
観
客
は
集
団
と
し
て

の
独
自
の
存
在
て
は
な
く
、
あ
く
ま
て
も
個
人
の
回
答
の
集
計
で
あ

る
。
す
で
に
個
人
的
な
体
験
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
映
画
に
対
し
て
統

計
的
な
調
査
方
法
を
実
施
す
る
の
は
、
権
田
に
と
っ
て
最
適
た
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
に
も
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
ー
か
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
後
の

権
田
の
統
計
的
調
査
の
結
果
は
、
民
衆
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
よ

り
も
、
調
査
に
よ
っ
て
そ
の
観
客
を
創
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
問
か
残
る
か
ら
で
あ
る
。

映
画
か
観
客
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
考
え
た
権
田
の
映
画
論
に
お
い

て
、
こ
の
本
質
の
提
唱
は
映
画
の
社
会
性
と
矛
盾
し
、
映
画
を
自
ら

の
生
活
に
取
り
入
れ
る
観
客
の
力
を
制
限
す
る
意
味
が
あ
っ
た
。

権
田
は
、
映
画
の
本
質
を
肯
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
映
画
の

実
際
の
存
在
を
肯
定
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
に
、
映
画
を
問
題

視
す
る
風
潮
が
あ
っ
た
。
い
く
ら
権
田
か
そ
の
考
え
方
を
批
判
し
た

と
は
言
え
、
既
存
の
映
画
に
何
も
問
題
か
な
い
と
い
う
主
張
の
困
難

さ
は
、
支
配
的
な
言
説
設
定
の
避
け
か
た
さ
を
語
っ
て
い
る
。
権
田

の
言
説
的
戦
略
は
巧
妙
に
そ
れ
を
挑
ん
だ
が
、
問
題
と
し
て
の
映
画

と
い
う
設
定
を
受
け
入
れ
た
以
上
、
映
画
を
正
す
べ
き
、
規
制
す
べ

き
存
在
と
し
て
定
義
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
定
義
の
言

説
自
体
の
読
み
替
え
が
結
局
権
田
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
映
画
は
、
外
部
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば

「
映
画
」
に
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
一
九
一
0
年
代
、
そ
の
外

部
の
力
は
主
に
検
閲
と
研
究
で
あ
っ
た
。
権
田
は
前
者
に
対
し
て
否

定
的
、
後
者
に
対
し
て
肯
定
的
で
あ
っ
た
か
、
彼
の
最
初
の
映
画
調

査
で
あ
っ
た
帝
国
教
育
会
の
た
め
の
児
童
と
映
画
の
調
査
か
一
九
一

七
年
の
東
京
府
の
「
活
動
写
真
興
行
取
締
規
則
」
の
布
告
の
機
会
と

な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
研
究
と
検
閲
に
緊
密

な
関
係
が
あ
っ
た
。
最
終
的
に
権
田
は
知
の
権
力
を
問
題
に
し
な

か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
研
究
に
よ
っ
て
真
の
映
画
文
明
を
形
成
で
き

る
と
思
っ
た
彼
は
、
そ
の
研
究
の
定
義
か
ら
外
れ
る
他
の
映
画
の
実

13 権田保之助と観客の映画文明 12 



想
を
中
心
に
」
『
早
稲
田
大
学
教
育
学
部

教
育
・
体
育
学
編
）
』
第
四
六
号
二
九
九
八
年
二
月
）
を
参
照
。

(
3
)
中
村
紀
雄
「
解
説
」
『
権
田
保
之
助
著
作
集

一
九
七
五
年
）
を
参
照
。

七
四
年
）
八
七
頁
を
参
照
。

(
1
4
)仲
村
祥
一
「
解
説
」
『
権
田
保
之
助
著
作
集

(
1
5
)
M
i
r
i
a
m
 H
a
n
s
e
n
,
 B
a
b
e
l
 a
n
d
 B
a
b
y
l
o
n
:
 
S
p
e
ct
at
o
r
s
h
ip 

a
n
d
 A
m
e
r
ic
a
n
 S
il
e
n
t
 F
il
m
 (
C
a
m
b
r
id
g
e
:
 H
a
r
v
a
r
d
 

を
参
照
。

註

U
m
v
e
r
s
ity P
r
e
s
s
,
 1
9
9
1
)
 

あ
る
。

第
一
巻
』
（
前
掲
）
。

第
四
巻
』
（
文
和
書
房

会
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
映
画
か
ら
映
画
の
本
質
に
よ
っ
て
定
義
さ

れ
た
映
画
へ
、
興
行
で
意
味
を
決
定
す
る
映
画
か
ら
、
製
作
で
で
き

た
テ
ク
ス
ト
で
決
定
す
る
映
画
へ
、
集
団
と
し
て
活
躍
す
る
観
客
か

ら
、
消
費
者
と
し
て
受
容
す
る
観
客
へ
、
と
推
移
し
た
。
権
田
か
そ

の
両
極
の
要
素
を
抱
え
て
い
た
こ
と
か
映
画
言
説
史
に
と
っ
て
興
味

深
く
、
ま
た
後
の
支
配
的
な
映
画
形
態
の
形
成
課
程
を
理
解
す
る
上

に
お
い
て
貴
重
な
証
言
者
で
あ
る
と
言
え
る
。
と
同
時
に
、
映
画
の

可
能
性
を
考
え
る
上
で
、
彼
が
描
き
出
し
た
映
像
よ
り
も
観
客
か
中

心
で
あ
る
映
画
像
は
、
映
画
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
形
態
の
想
像
を

刺
激
す
る
に
違
い
な
い
。

(
1
)
例
え
ば
権
田
と
今
和
二
郎
の
研
究
を
「

e
t
h
n
o
g
r
a
p
h
e
r
s

of
 
m
o
d
 

e
r
n

i
t
y
」
と
し
て
扱
うM
ir
ia
m

S

il
v
e
r
b
e
r
g
.
 
"
C
o
n
s
tr
u
c
ti
n
g
 

th
e
 J
a
p
a
n
e
s
e
 E
th
n
o
g
r
a
p
h
y
 of
 

M
o
d
e
r
n
ity." J
o
u
r
n
aミ

A
s
ia
n
 S
tu
d
ie
s
 5
1
.
1
 
(
F
e
b
r
u
a
r
y
 19
9
2
)
,
 3
0
|
5
4と
い
う
捌
豆
か

(
2
)
坂
内
夏
子
「
権
田
保
之
助
の
娯
楽
論
に
関
す
る
考
察
ー
形
成
期
の
思

学
術
研
究
（
教
育
・
社
会

(
4
)
T
h
e
 P
h
o
to
p
l
ay
:

4

 P
sy
c
h
o
l
og
i

c
a
l
 S
t
u
dy
は
、
後
に
谷
川

哲
三
に
よ
っ
て
久
世
昂
太
郎
と
い
う
名
前
で
和
訳
さ
れ
、

年
に
大
村
書
店
か
ら
発
行
さ
れ
た
。

(
5
)
佐
藤
忠
男
．
『
日
本
映
画
理
論
史
』
（
評
論
社
、
一
九
七
七
年
）
二
八
頁
。

(
6
)
岩
本
憲
児
「
先
駆
的
映
画
研
究
者
・
権
田
保
之
助
」
『
早
稲
田
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
三

0
輯
(
-
九
八
四
年
）
一
九
九
頁
。

(
7
)
権
田
保
之
助
、
『
活
動
写
真
の
原
理
及
応
用
』
（
内
田
老
鶴
圃
、
一
九
一

四
年
）
一
ー
ニ
頁
。
以
降
、
こ
の
著
作
か
ら
の
引
用
の
ペ
ー
ジ
指
定

を
本
文
の
中
に
示
す
。

〈9
)
『
余
暇
生
活
の
研
究
』
の
復
刻
版
（
光
生
館
刊
）
の
解
説
を
担
当
し
た

氏
原
正
冶
の
言
葉
。
岩
本
憲
児
「
先
駆
的
映
画
研
究
者
・
権
田
保
之

助
』
、
前
掲
に
引
用
。

(
1
0
)映
画
法
の
第
一
条
に
登
場
す
る
文
句
。

第
一
巻
』
（
文
和
書
房
、
一
九

一
九
二
四

(
1
1
)
『
ジ
ゴ
マ
』
事
件
に
よ
る
「
社
会
問
題
と
し
て
の
映
画
」
の
定
義
の
言

説
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
『
ジ
ゴ
マ
』
と
映
画
の
”
発

見
“
映
画
言
説
史
序
説
」
『
映
像
学
』
五
八
号
（
一
九
九
七
年
）
を
参

照
し
た
い
。

(
1
2
)当
時
は
そ
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
井
手
鉄
処
「
帝
国
教

育
会
長
沢
柳
政
太
郎
氏
に
呈
す
」
『
后
動
之
世
界
』
(
-
九
一
七
年
一
―

月
）
を
参
照
。

(
1
3
)権
田
保
之
助
、
『
権
田
保
之
助
著
作
集

(
8
)
岩
本
「
先
駆
的
映
画
研
究
者
・
権
田
保
之
助
」
、
前
掲
、

一
九
六
頁
。
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