
》
（
》
Ｑ

ち
な
ふ
ち
、
「
四
年
の
間
、
草
稿
を
十
一
度
ま
で
認
め
か
へ
て
」
板
下
に

渡
し
た
と
い
う
「
解
体
新
書
」
の
こ
の
部
分
（
鼻
編
第
十
一
）
は
つ
ぎ
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

レ

シ
テ
ス

「
ｏ
夫
鼻
者
隆
起
而
居
二
面
之
中
口
上
額
下
一
」

す
な
わ
ち
「
フ
ル
ヘ
ッ
ヘ
ン
ド
」
は
「
隆
起
」
の
な
か
に
と
け
こ
ん
だ
か

た
ち
で
あ
る
〕

七

前
野
良
沢
は
、
か
つ
て
太
宰
府
神
社
の
神
前
で
、
自
分
は
和
蘭
の
術
に
従

事
し
て
い
る
が
、
い
や
し
く
も
道
を
き
わ
め
ず
に
、
承
だ
り
に
有
名
に
な
る

手
段
に
は
し
た
く
な
い
と
誓
っ
た
と
い
う
。
良
沢
が
あ
れ
だ
け
深
入
り
し
て

た
「
解
体
新
書
」
に
、
玄
白
が
「
序
」
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
こ
の
理
由
で
こ

と
わ
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
良
沢
が
「
解
体
新
書
」
の
訳
述
に
ど
の
よ
う
な
か

た
ち
で
か
か
わ
っ
た
か
は
、
「
新
書
の
訳
文
」
の
な
か
で
さ
が
し
求
め
る
よ

り
ほ
か
な
い
。
「
新
書
」
に
訳
述
の
不
備
が
見
つ
か
る
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て

良
沢
の
せ
い
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
ま
で
に
ま
と
ま
っ
た

こ
と
は
、
良
沢
の
労
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
に
ち
が
い
な
い
。

（
本
講
演
は
昭
和
五
十
八
年
十
月
例
会
に
て
発
表
し
た
。
）

江
戸
医
学
館
の
考
試
弁
書
『
嬢
滴
狂
辨
』
に
つ
い
て

ｌ
当
時
の
精
神
病
学
説
を
ゑ
る
ｌ

岡
田
靖
雄

こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
の
は
、
医
学
館
に
お
け
る
精
神
病
学
答
案
集
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。
二
二
名
分
の
う
ち
一
四
名
分
の
名
が
は
い
っ
て
い
て
、

そ
の
な
か
に
桂
川
甫
悦
（
の
ち
藤
澤
次
謙
、
一
八
三
五
’
一
八
八
一
）
お
よ

び
多
紀
安
琢
（
元
瑛
、
一
八
二
四
’
一
八
七
六
）
の
名
が
あ
る
の
で
、
一
八

五
○
年
（
嘉
永
三
年
）
ご
ろ
の
も
の
か
。
と
じ
こ
ま
れ
て
い
る
最
初
に
「
癩

墹
狂
辨
校
字
」
が
つ
い
て
い
て
、
各
篇
に
つ
い
て
文
章
・
用
字
を
批
評
し
、

ま
た
「
痛
澗
狂
辨
批
語
」
は
主
と
し
て
内
容
を
批
評
し
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
が
白
文
の
漢
文
で
あ
る
の
で
、
全
篇
を
よ
ゑ
く
だ
し
え
て
は
い

な
い
が
、
そ
の
内
容
は
、
「
願
」
、
「
滴
」
、
「
狂
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
、
病

態
生
理
（
漢
方
医
学
的
な
考
え
方
）
お
よ
び
治
療
法
を
、
「
素
問
」
、
「
霊
枢
」
、

「
難
経
」
な
ど
を
引
用
し
て
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
い
た
い
の
も
の

は
、
「
頽
澗
」
は
一
病
で
あ
る
が
、
一
○
歳
以
下
の
癩
澗
を
「
滴
」
と
い
い
、

成
人
の
そ
れ
を
「
顕
」
と
い
う
と
し
て
お
り
、
「
狂
」
を
精
神
病
で
あ
る
と

す
る
。
自
分
の
経
験
に
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
で
も
ふ
れ
て
い
る
の
は
二
篇
だ
け

で
あ
る
。
「
顔
」
お
よ
び
「
滴
」
を
異
病
と
し
て
い
て
、
「
批
語
」
に
、
そ
の

説
当
を
か
く
な
ど
か
か
れ
て
い
る
も
の
が
四
篇
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
察
す
る
と
、
医
学
館
で
は
、
顕
・
澗
・
狂
と
は
こ
う
い
う
も

の
だ
、
と
い
う
形
で
は
お
し
え
て
い
な
い
。
古
典
の
読
象
方
を
お
し
え
て
い

て
、
そ
れ
ら
か
ら
な
に
を
つ
か
承
と
る
か
は
、
ま
な
ぶ
者
に
ま
か
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
医
学
館
に
お
け
る
教
育
は
、
考
証
派
と
さ

れ
る
多
紀
家
の
学
問
の
方
法
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

岡
田
の
報
告
要
旨
は
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
岡
田
は
演
題
を
は
じ

め
「
幕
府
医
学
館
…
」
と
し
て
い
た
が
、
宗
田
一
氏
は
、
医
学
館
の
刊
行
物

に
は
「
江
戸
医
学
」
と
は
い
っ
て
い
た
し
、
固
有
名
詞
と
し
て
「
江
戸
医
学

館
」
の
名
を
つ
か
っ
て
い
く
こ
と
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
ま
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た
、
山
田
光
胤
氏
ほ
か
漢
方
専
門
の
方
が
た
が
、
「
類
」
、
「
滴
」
、
「
狂
」
の

概
念
の
変
遷
な
ど
に
つ
い
て
追
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

司
会
の
緒
方
富
雄
氏
は
江
戸
医
学
館
に
お
け
る
教
育
の
実
態
に
つ
い
て
質

問
を
く
り
か
え
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
具
体
的
な
こ
と
は
あ
ま
り
解
明
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
『
癩
澗
狂
辨
』
は
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
貴

重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
が
、
討
論
の
な
か
で
指
摘
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
れ
は

わ
た
し
た
ち
の
精
神
科
医
療
史
研
究
会
が
明
治
古
典
会
で
入
手
し
た
も
の

で
、
ほ
と
ん
ど
の
用
紙
は
「
医
学
館
」
と
は
い
っ
て
い
る
罫
紙
で
あ
る
。
今

後
各
位
の
協
力
を
え
て
、
こ
の
内
容
の
充
分
な
解
明
に
努
力
し
た
い
。（

自
抄
）

蘭
医
ボ
ン
。
へ
と
日
本

宮
永
孝

ポ
ン
。
へ
書
簡
の
多
く
は
、
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
弁
務
官
（
ド
ン
ヶ
ル
・
ク
ル

チ
ウ
ス
）
と
バ
タ
ピ
ア
の
総
督
に
宛
て
て
出
し
た
も
の
か
ら
成
っ
て
い
る
。

ボ
ン
。
へ
書
簡
の
現
物
は
ハ
ー
グ
の
国
立
文
書
館
に
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
と
っ
た
も
の
が
東
大
の
史
料
編
纂
所
に
あ
る
。
今
回
、

解
読
で
き
た
の
は
、

一
一
八
五
七
年
（
安
政
四
）
の
分
が
九
通

二
一
八
五
八
年
（
安
政
五
）
の
分
が
十
一
通

三
一
八
五
九
年
（
安
政
六
）
の
分
が
十
二
通

の
、
計
三
十
二
通
で
あ
る
。

そ
の
外
、
ポ
ン
・
ヘ
が
バ
タ
ピ
ア
の
「
国
立
医
薬
貯
蔵
所
」
、
、
詞
檮
碗
冒
秒
‐

噌
圃
日
ぐ
ゅ
ロ
鴨
月
の
吻
目
佳
堅
ｇ
に
宛
て
て
出
し
た
、
薬
と
医
療
品
の
注
文
書

も
何
通
か
解
読
で
き
た
。

ボ
ン
。
ヘ
が
長
崎
を
発
ち
、
帰
国
の
途
に
つ
い
た
の
は
、
一
八
六
二
年
（
文

久
二
）
十
二
月
一
日
（
和
暦
九
月
十
日
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
八
六
○
年

（
万
延
元
年
）
か
ら
一
八
六
二
年
（
文
久
二
）
十
二
月
ま
で
の
期
間
に
出
し

た
書
簡
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
見
当
ら
な
い
。
日
本
滞
在
中
の
最
後
の
二
カ

年
間
分
は
、
閲
読
で
き
な
か
っ
た
。

ボ
ン
・
へ
書
簡
の
中
に
は
、
史
料
的
な
価
値
が
高
い
も
の
と
、
そ
う
で
な
い

も
の
が
あ
る
。
が
、
多
少
と
も
お
も
し
ろ
い
内
容
の
も
の
だ
け
に
つ
い
て
述

べ
て
承
る
。

ボ
ン
。
ヘ
が
長
崎
に
着
い
た
の
は
、
一
八
五
七
年
（
安
政
四
）
九
月
二
十
一

日
の
夜
の
こ
と
で
あ
る
が
、
書
簡
か
ら
考
察
す
る
と
か
れ
は
す
ぐ
フ
ァ
ン
・

デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
医
師
と
交
替
し
そ
の
す
ま
い
に
入
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
ボ
ン
。
へ
は
一
カ
月
以
上
も
、
ヤ
パ
ン
号
（
の
ち
の
威
臨
丸
）
の
艦
内
で

暮
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
八
五
七
（
安
政
四
年
）
十
月
二
十
四
日
付
の
書
簡
は
、
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・

プ
ル
ッ
ク
か
ら
薬
や
医
薬
品
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
た
が
書
類
の
フ
ァ
イ

ル
や
手
紙
類
は
一
切
渡
し
て
も
ら
え
ず
、
ま
た
住
居
も
空
け
な
い
の
で
、
難

渋
し
て
い
る
旨
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。

一
八
五
八
年
（
安
政
五
）
八
月
二
十
六
日
付
の
書
簡
は
、
ア
ジ
ア
・
コ
レ

ラ
が
発
生
し
た
た
め
に
、
薬
を
多
量
に
請
求
し
て
い
る
。
翌
一
八
五
九
年

（
安
政
六
）
六
月
十
日
付
の
書
簡
の
中
で
は
、
シ
ナ
の
蛭
（
ひ
る
）
を
五
千

三
百
び
き
購
入
し
て
欲
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
ボ
ン
・
へ
は
「
日
本
の
蛭
よ

り
も
、
シ
ナ
の
そ
れ
の
方
が
、
体
も
大
き
く
、
よ
く
血
を
吸
う
。
長
崎
で
は

日
本
の
１
－
４
の
値
段
で
購
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
っ
て
い
る
。

／”戸､
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