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ま
え
が
き

 
 

 
 

 
 

 

　
岡
崎
由
美

本
書
は
、
勉
誠
出
版
か
ら
同
時
刊
行
さ
れ
る
翻
訳
『
楊よ
う
か
し
ょ
う

家
将
演え
ん

義ぎ

』（
上
・
下
巻
）
を
、
よ
り
深
く
楽
し
む
た
め
の
解
説

書
で
す
。
解
説
書
と
は
い
え
、
中
国
の
歴
史
、
文
学
、
演
劇
、
民
俗
文
化
等
の
分
野
の
最
先
端
の
研
究
の
成
果
が
、
わ
か

り
や
す
く
開
陳
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
、
ど
の
ペ
ー
ジ
か
ら
読
み
始
め
て
い
た
だ
い
て
も
か
ま
い
ま

せ
ん
。『
楊
家
将
演
義
』
を
テ
ー
マ
に
は
し
て
い
ま
す
が
、
本
書
の
中
身
は
、『
楊
家
将
演
義
』
を
通
し
て
見
る
、
中
国
伝

統
文
化
史
の
万
華
鏡
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。

さ
て
、
そ
も
そ
も
『
楊
家
将
演
義
』
っ
て
何
、
と
い
う
方
々
に
は
、
そ
れ
こ
そ
小
説
本
編
の
『
楊
家
将
演
義
』
と
本
書

の
解
説
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
明
代
の
通
俗
戦
記
小
説
で
、
北
宋
の
時
代
を

背
景
と
し
て
い
ま
す
。
中
国
の
北
方
地
方
を
舞
台
に
、
北
宋
と
遼
（
契
丹
）
の
戦
い
に
身
を
投
じ
た
楊
家
の
将
軍
た
ち
を

主
人
公
と
し
た
群
像
劇
で
す
。
父
が
将
軍
で
、
母
が
将
軍
で
、
七
男
二
女
の
兄
弟
姉
妹
が
将
軍
で
、
夫
が
将
軍
で
妻
が
将

軍
で
、
孫
が
将
軍
で
そ
の
嫁
が
将
軍
…
…
こ
ん
な
小
説
は
ち
ょ
っ
と
日
本
に
は
な
い
で
し
ょ
う
。
楊よ
う
ぎ
ょ
う

業
を
当
主
と
す
る
楊

一
族
は
、『
宋
史
』
に
も
伝
の
あ
る
実
在
の
一
族
で
す
が
、
そ
こ
に
七
、八
割
が
た
の
虚
構
を
加
え
て
歴
史
英
雄
戦
記
に
仕

立
て
上
げ
た
も
の
で
す
。
父
母
、
兄
弟
、
夫
婦
に
よ
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
軍
団
が
主
役
の
『
楊
家
将
演
義
』
は
、
後
に
「
家
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3 2楊家将演義　読本―まえがき―

中
国
で
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
長
く
人
口
に
膾
炙
し
た
物
語
は
、
小
説
の
み
な
ら
ず
、
演
劇
や
ら
口
承
芸
能
や
ら
、
あ

る
い
は
絵
画
や
民
間
工
芸
品
の
モ
チ
ー
フ
や
ら
、
マ
ル
チ
・
メ
デ
ィ
ア
で
発
達
し
、
広
ま
り
、
そ
し
て
現
代
な
ら
、
映
画

や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
、
ア
ニ
メ
や
漫
画
、
ゲ
ー
ム
等
で
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。『
楊
家
将
演
義
』
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
中
国
で
は
極
め
て
よ
く
知
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
だ
け
に
、
中
国
の
人
々
は
小
説
だ
け
で
な
く
、
芝
居
も
伝
承
も
ド
ラ

マ
も
ひ
っ
く
る
め
て
、
な
ん
と
な
く
全
体
と
し
て
の
「
楊
家
将
」
物
語
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
こ
の

点
は
、
我
が
国
の
民
間
に
お
け
る
忠
臣
蔵
や
戦
国
武
将
物
語
、
幕
末
の
志
士
物
語
に
対
す
る
物
語
観
に
似
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、『
楊
家
将
演
義
』
も
ま
た
、
中
国
の
文
化
史
に
深
く
浸
透
し
た
物
語
で
あ
り
、
そ
の
小
説
作
品
と
し
て
の
あ
り
方

も
、
背
景
と
な
る
歴
史
と
共
に
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
本
書
で
は
、『
楊
家
将
演
義
』
を
楽
し
む
た
め
に
以
下
の
四
種
の
メ
ニ
ュ
ー
を
用
意
し
ま
し
た
。

『
楊
家
将
演
義
』
に
ま
つ
わ
る
解
釈

『
楊
家
将
演
義
』
と
は
ど
う
い
う
小
説
か
、
と
い
う
小
説
そ
の
も
の
に
関
す
る
解
説
で
す
。

「『
楊
家
将
演
義
』
前
後
の
歴
史
小
説
」
で
は
、
中
国
の
歴
史
小
説
の
成
り
立
ち
と
そ
の
中
で
の
『
楊
家
将
演
義
』
の

位
置
づ
け
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
ま
た
、「『
楊
家
将
演
義
』
に
つ
い
て

―
『
北
宋
志
伝
』
と
『
楊
家
府
演
義
』

と
そ
の
祖
本
」
で
は
、
小
説
の
内
容
を
取
り
上
げ
ま
す
。『
楊
家
将
演
義
』
は
様
々
な
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
ま

た
ス
ト
ー
リ
ー
の
異
な
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
比
較
し
つ
つ
『
楊
家
将
演
義
』
の
形
成
と
発
展
を

解
説
し
ま
す
。

将
」
小
説
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
代
表
格
と
な
り
ま
し
た
。
元
来
中
国
の
英
雄
戦
記
物
は
、
日
本
の
真
田

十
勇
士
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
英
雄
豪
傑
が
束
に
な
っ
た
軍
団
も
の
が
大
好
き
で
す
が
、
乱
世
の
群
雄
と
そ
の
家
臣
団
が
割

拠
す
る
『
三さ
ん
ご
く国

志し

演え
ん

義ぎ

』
や
、
在
野
の
豪
傑
が
義
兄
弟
の
杯
で
結
ば
れ
た
『
水す
い

滸こ

伝で
ん

』
と
は
、
ち
ょ
っ
と
作
り
が
違
っ
て

い
ま
す
。

女
が
将
軍
と
は
荒
唐
無
稽
な
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
中
国
に
は
古
来
、
唐
の
太
祖
の
娘
平へ
い
よ
う
こ
う
し
ゅ

陽
公
主
が
率

い
た
、
女
性
だ
け
の
軍
事
支
援
部
隊
で
あ
る
娘じ
ょ
う子し

軍ぐ
ん

や
、
南
宋
末
農
民
反
乱
軍
の
女
頭
領
で
楊よ
う

家か

梨り

花か

槍そ
う

の
使
い
手
と
伝

え
ら
れ
る
楊よ
う
み
ょ
う
し
ん

妙
真
、
あ
る
い
は
『
明
史
』
の
列
伝
に
名
を
遺
し
た
女
将
軍
秦し
ん
り
ょ
う
ぎ
ょ
く

良
玉
、
な
ど
、
果
敢
に
戦
闘
に
身
を
投
じ

た
女
性
た
ち
の
伝
承
は
数
多
く
あ
り
、
あ
な
が
ち
根
拠
の
な
い
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
明
代
の
江
南
の

お
祭
り
で
、
花
柳
界
の
お
姐
さ
ん
た
ち
が
楊
家
の
女
将
軍
た
ち
に
仮
装
し
て
練
り
歩
い
た
、
と
い
う
記
録（

1
）も

あ
り
ま
す
。

楊
家
の
女
将
軍
た
ち
は
虚
構
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
す
が
、
古
く
か
ら
お
祭
り
の
コ
ス
プ
レ
に
使
わ
れ
る
ほ
ど
著
名
で
あ
っ

た
の
は
確
か
で
す
。『
楊
家
将
演
義
』
は
、
北
宋
の
史
実
を
背
景
に
し
て
活
躍
す
る
男
た
ち
の
群
像
も
さ
り
な
が
ら
、
実

は
「
楊よ
う
も
ん門

女じ
ょ
し
ょ
う

将
」
と
呼
ば
れ
る
楊
家
の
女
将
軍
た
ち
も
、
こ
の
物
語
を
広
め
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
特
に
、

楊
家
の
ゴ
ッ
ド
マ
ザ
ー
佘し
ゃ
た
い
く
ん

太
君
、
そ
の
娘
の
八
娘
と
九
妹
、
楊
六
郎
の
妻
で
、「
郡ぐ
ん
し
ゅ主
」（
王
家
の
姫
君
に
用
い
る
称
号
）
と

呼
ば
れ
る
柴さ
い

夫ふ

人じ
ん

、
元
山
賊
の
大
姐
御
で
楊
宗
保
の
押
し
か
け
女
房
に
な
っ
た
穆ぼ
く
け
い
え
い

桂
英
な
ど
は
、
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
男
勝
り

の
強つ
わ
も
の者
で
す
。
こ
う
い
う
女
戦
士
の
存
在
感
も
、
日
本
で
よ
く
知
ら
れ
た
『
三
国
志
演
義
』
や
『
水
滸
伝
』
と
一
味
違
う

と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
中
国
で
ド
ラ
マ
化
さ
れ
る
と
常
に
、
こ
の
「
楊
門
女
将
」
に
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
る
豪
華
女
優
陣

が
話
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
穆
桂
英
で
す
。
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小
説
へ
の
影
響
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。「
舞
台
の
上
の
『
楊
家
将
演
義
』」
は
、
現
在
も
演
じ
ら
れ
て
い
る
中
国

の
伝
統
演
劇
に
お
け
る
「
楊
家
将
」
に
つ
い
て
、
文
字
を
読
む
小
説
と
は
異
な
る
、
舞
台
と
し
て
の
特
徴
や
面
白
さ

か
ら
解
説
し
ま
す
。「
京
劇
の
楊
家
将
物
と
現
代
中
国
」
で
は
、
京
劇
の
楊
家
将
物
語
の
上
演
・
演
出
の
変
革
を
通

じ
て
、
現
代
中
国
の
政
治
的
あ
る
い
は
文
化
的
状
況
と
の
関
わ
り
を
解
説
し
ま
す
。
実
は
、
京
劇
の
日
本
公
演
で
も

『
三さ
ん
ち
ゃ
こ
う

岔
口
』
な
ど
は
し
ば
し
ば
演
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
小
説
の
み
な
ら
ず
、
舞
台
の
楊
家
将
に
も
ぜ
ひ
親
し
ん
で
下

さ
い
。

 

『
楊
家
将
演
義
』
の
様
々
な
視
点

小
説
・
演
劇
以
外
の
マ
ル
チ
な
視
点
か
ら
『
楊
家
将
演
義
』
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

「『
楊
家
将
演
義
』
の
虚
実
か
ら
み
え
て
く
る
も
の
」
は
、
史
実
と
虚
構
の
関
わ
り
か
ら
、『
楊
家
将
演
義
』
が
ど
の

よ
う
に
娯
楽
小
説
と
し
て
成
り
立
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
解
説
し
ま
す
。「
映
像
メ
デ
ィ
ア
に
於
け
る
『
楊
家

將
演
義
』

―
映
画
と
テ
レ
ビ
の
世
界
」
は
、
タ
イ
ト
ル
通
り
、
今
で
も
リ
メ
イ
ク
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
『
楊
家

将
演
義
』
の
映
画
・
ド
ラ
マ
に
つ
い
て
紹
介
、
解
説
し
ま
す
。
D
V
D
レ
ン
タ
ル
さ
れ
て
い
る
作
品
も
あ
り
ま
す

の
で
、
そ
ち
ら
も
お
楽
し
み
下
さ
い
。「
日
本
人
は
中
国
の
歴
史
小
説
を
ど
う
読
ん
で
き
た
の
か

―
「
通
俗
軍
談
」

を
中
心
に
」
で
は
、
江
戸
か
ら
近
代
の
日
本
に
お
け
る
、
中
国
歴
史
小
説
の
受
容
史
を
解
説
し
ま
す
。
実
は
、『
楊

家
将
演
義
』
の
中
国
語
原
著
は
江
戸
時
代
に
早
く
か
ら
日
本
へ
伝
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
本
解
説
に
あ
る
通

り
、
現
代
に
至
る
ま
で
日
本
語
訳
は
刊
行
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
今
回
の
翻
訳
は
本
邦
初
訳
と
な
り
ま
す
。「
楊
家
将

『
楊
家
将
演
義
』
の
舞
台
と
な
っ
た
時
代

歴
史
背
景
の
解
説
で
す
。
唐
末
か
ら
五
代
十
国
を
経
て
北
宋
と
い
う
時
代
は
、
や
は
り
日
本
人
に
と
っ
て
は
ち
ょ
っ

と
遠
い
時
代
で
し
ょ
う
。
或
い
は
昔
、
世
界
史
の
授
業
で
五
代
十
国
を
覚
え
る
の
が
面
倒
だ
っ
た
、
と
い
う
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
本
書
を
読
ん
で
、
そ
う
い
っ
た
国
名
の
羅
列
だ
け
の
中
国
史
と
は
お
さ

ら
ば
し
て
下
さ
い
。

ま
ず
、「
唐
末
五
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て

―
英
雄
た
ち
が
活
躍
し
た
激
動
の
時
代
」
と
「
宋
代
の
時
代
的
特
徴
と

は
何
か
」
で
は
、
単
に
歴
史
の
流
れ
を
解
説
す
る
の
で
は
な
く
、
楊
家
将
を
誕
生
せ
し
め
た
時
代
の
特
色
や
価
値

観
、
歴
史
の
構
造
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。「
架
空
の
現
実
に
生
き
る
ひ
と
び
と

―
『
楊
家
将
演
義
』
の
な
か
の

軍
職
」
で
は
、『
楊
家
将
演
義
』
が
戦
記
小
説
で
あ
り
、
様
々
な
地
位
、
身
分
の
軍
人
た
ち
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、

宋
代
の
軍
制
と
官
職
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。「『
楊
家
将
演
義
』
の
時
代
に
お
け
る
社
会
情
勢
に
つ
い
て

―
都

市
生
活
と
婚
姻
事
情
を
中
心
に
」
で
は
、『
楊
家
将
演
義
』
の
風
俗
描
写
の
背
景
と
い
う
観
点
か
ら
、「
都
市
化
」
と

「
婚
姻
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
い
わ
ゆ
る
中
国
近
世
に
お
け
る
社
会
情
勢
の
大
き
な
変
化
の
特
徴
を
解
説
し
ま
す
。

『
楊
家
将
演
義
』
と
演
劇
と
の
関
係

『
楊
家
将
演
義
』
が
広
く
人
口
に
膾
炙
す
る
に
あ
た
っ
て
、
演
劇
は
大
き
な
影
響
力
が
あ
り
ま
し
た
。

「
元
・
明
演
劇
に
お
け
る
楊
家
将
物
語
」
で
は
、
小
説
成
立
前
に
流
布
し
て
い
た
演
劇
の
「
楊
家
将
」
物
語
お
よ
び
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物
語
の
神
仙
説
話
」
で
は
、
楊
家
将
物
語
に
登
場
す
る
神
仙
や
妖
術
を
通
じ
て
、
中
国
民
間
の
宗
教
文
化
を
解
説

し
ま
す
。「
家ウ
チ

で
楽
し
む
「
楊
家
将
」
年
画
」
は
、
中
国
の
旧
正
月
に
門
戸
に
貼
る
縁
起
物
の
版
画
「
年
画
」
の
モ

チ
ー
フ
を
取
り
上
げ
、『
楊
家
将
演
義
』
が
中
国
の
民
間
伝
統
美
術
の
中
に
ど
の
よ
う
に
浸
透
し
、
楽
し
ま
れ
て
い

る
か
を
解
説
し
ま
す
。「
楊
家
将
小
説
の
版
本
と
挿
画
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
明
代
の
様
々
な
楊
家
将
小
説
の
テ
ク
ス

ト
を
挿
絵
か
ら
読
み
解
き
つ
つ
、
楊
家
将
小
説
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
書
物
そ
の
も
の
の
あ
り
方
か
た
や
そ
の
背
景
と

な
る
明
代
の
出
版
文
化
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

以
上
に
加
え
、
巻
末
に
「
楊
家
将
演
義
人
物
事
典
」
と
「
楊
家
将
演
義
」
関
連
地
図
を
附
し
ま
し
た
。「
人
物
事
典
」

で
は
、
翻
訳
の
底
本
と
し
た
『
北
宋
志
伝
』
の
主
要
登
場
人
物
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、
楊
家
将
小
説
の
別
バ
ー
ジ
ョ

ン
で
あ
る
『
楊
家
府
演
義
』
と
の
設
定
や
名
称
の
比
較
も
加
え
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
本
書
は
、「
ま
る
ご
と
楊
家
将
」
読
本
で
あ
る
と
同
時
に
、
中
国
の
歴
史
や
文
化
に
多
面
的
に
触
れ
る
機

会
も
提
供
し
た
つ
も
り
で
す
。『
楊
家
将
演
義
』
と
い
う
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
ち
ょ
っ
と
毛
色
の
違
う
戦
記
小
説
と
、

そ
れ
を
生
み
出
し
た
想
像
力
豊
か
な
中
国
文
化
の
世
界
を
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

注

 （
１
）
明
・
范
濂
『
雲
間
拠
目
抄
』
巻
五
「
風
俗
」、
明
・
王
穉
登
『
呉
社
編
』。
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