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ジ
ョ
ー
ク
が
い
っ
ぱ
い

宮
沢
賢
治
の
作
品
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
る

こ
と
は
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
な

ど
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
誰
し
も
異
論
は
な
い

だ
ろ
う
。「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
も
、
プ
リ

オ
シ
ン
海
岸
の
化
石
調
査
の
大
学
士
な
ど
、

け
っ
た
い
な
人
物
が
登
場
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
般
的
な
賢
治
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
広
く
知
ら
れ
て
い

る
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
か
ら
ス
ト
イ
ッ
ク
な

印
象
を
も
っ
て
い
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い

か
。
有
名
な
詩
「
永
訣
の
朝
」
も
妹
ト
シ
の

死
を
悼
む
重
い
内
容
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
の
賢
治
は
、
ふ
ざ
け
た
騒

ぎ
や
ジ
ョ
ー
ク
が
好
き
な
人
物
だ
っ
た
。
作

品
に
も
ジ
ョ
ー
ク
は
豊
富
に
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
。

そ
れ
な
の
に
、
賢
治
の
評
伝
や
作
品
の
解

釈
は
、
ど
う
も
暗
く
て
、
せ
っ
か
く
の
楽
し

い
作
品
を
つ
ま
ら
な
く
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
は
近
代
文
学
の
評
論
が
、
苦
し
み
や

悩
み
を
評
価
す
る
言
葉
は
豊
富
に
持
っ
て
い

る
の
に
、
ユ
ー
モ
ア
や
ギ
ャ
グ
を
評
価
す
る

言
葉
は
乏
し
い
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
は
っ
き
り
言
っ
て
、
何
か
深
刻
な
悩

み
・
苦
し
み
を
描
い
た
も
の
し
か
文
学
と
し

て
評
価
し
て
こ
な
か
っ
た
。こ
れ
は
病
気
だ
。

私
は
な
ん
と
か
、
賢
治
文
学
の
ユ
ー
モ
ラ

ス
な
と
こ
ろ
を
評
価
し
た
い
と
思
う
。
こ
の

た
び
の
『
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
悪
人
列
伝
』
は
、

そ
れ
が
主
眼
で
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
宮
沢

賢
治
童
話
の
お
か
し
な
や
つ
ら
」
と
し
た
。

強
靱
な
ユ
ー
モ
ア
精
神

賢
治
の
ユ
ー
モ
ア
精
神
は
強
靱
で
あ
る
。

三
十
七
歳
の
病
死
の
前
に
自
分
で
清
書
し
た

百
五
十
一
篇
の
文
語
詩
に
も
、
そ
の
絶
望
的

な
状
況
の
中
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
詩
が
か
な
り

あ
る
。
一
編
だ
け
紹
介
す
る
。

雨
降
り
し
ぶ
く
ひ
る
す
ぎ
を
、

　
　

青
き
さ
ゝ
げ
の
籠
と
り
て
、

巨
利
を
獲
る
て
ふ
副
業
の
、

　
　

銀
毛
兎
に
餌
す
な
り
。

兎
は
つ
い
に
つ
く
の
は
ね
、

　
　

ひ
と
は
頬ほ

あ
か
く
美は

し
け
れ
ば
、

べ
っ
甲
ゴ
ム
の
長
靴
や
、

　
　

緑
の
シ
ャ
ツ
も
着
く
る
な
り
。

こ
の
詩
は
「
副
業
」
と
題
す
る
。
主
人
公

は
若
い
農
民
だ
。
彼
は
雨
の
日
な
の
に
サ
サ

ゲ
の
実
を
摘
ん
で
き
て
兎
に
や
っ
て
い
る
。

上
等
な
毛
皮
が
と
れ
る
銀ぎ
ん
け
う
さ
ぎ

毛
兎
を
育
て
て
巨

利
を
得
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。

け
れ
ど
、
銀
毛
兎
な
ん
て
兎
は
な
い
。
そ

ん
な
イ
ン
チ
キ
な
兎
を
育
て
て
も
、
つ
い
に

報
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
男
は
、
ま
だ
頬
の
赤
い
青
年
で
、
野

良
仕
事
は
好
き
じ
ゃ
な
い
。
顔
は
日
焼
け

も
せ
ず
に
美
し
い
。
そ
れ
で
「
副
業
」
に
精

を
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
べ
っ
甲
ゴ
ム
の
長

靴
や
緑
の
シ
ャ
ツ
を
着
て
め
か
し
こ
ん
で
い

る
。
あ
ま
り
性
根
は
入
っ
て
い
な
い
の
だ
。

ば
か
だ
な
あ
。
け
ど
、
こ
う
い
う
や
つ
、

い
る
よ
ね
、
と
い
う
詩
だ
。

こ
の
詩
の
ユ
ー
モ
ア
は
ヒ
ュ
ー
モ
ラ
ス
、

つ
ま
り
人
間
肯
定
的
で
あ
る
。
他
の
詩
や
童

話
に
も
見
ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
文
語
詩
群

に
顕
著
な
ユ
ー
モ
ア
で
あ
る
。

賢
治
の
最
後
の
作
品
群
で
あ
る
文
語
詩

に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
が
描
か
れ
、
悲
喜

こ
も
ご
も
の
人
生
が
あ
る
。
賢
治
は
、
あ
ま

り
立
派
に
は
生
き
ら
れ
な
い
人
び
と
も
含
め

て
、
そ
の
人
生
を
肯
定
し
た
い
と
願
っ
て
文

語
詩
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
も
あ
る
。
ど

ん
な
人
も
、
そ
れ
な
り
に
い
い
人
生
だ
っ
た

思
い
た
い
し
、
も
し
も
来
世
と
い
う
も
の
が

あ
る
の
な
ら
、
安
ら
か
で
あ
り
た
い
と
祈
る

だ
ろ
う
。
今
度
は
人
や
社
会
の
役
に
も
立
ち

た
い
と
願
う
だ
ろ
う
。

そ
が
青
き
天
の
窓
よ
り

私
は
賢
治
の
文
語
詩
群
を
読
む
と
き
は
、

ど
こ
に
救
い
が
あ
る
の
か
が
解
釈
の
視
点

に
な
る
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
三
十
七
歳
と
い
う
若
い
死
の
一
か
月
ほ

ど
前
に
百
五
十
一
篇
も
の
詩
を
自
ら
清
書
す

る
意
図
が
わ
か
ら
な
い
。

そ
う
思
っ
て
文
語
詩
を
読
む
と
、
す
っ
き

り
し
た
讃
歌
が
多
い
こ
と
に
も
気
づ
く
。

た
と
え
ば
小
岩
井
農
場
の
秋
の
脱
穀
塔
を

舞
台
に
し
た「
塔
中
秘
事
」と
い
う
詩
に「
歓

喜
天
そ
ら
や
よ
ぎ
り
し
、
そ
が
青
き
天
の
窓

よ
り
」
と
い
う
句
が
あ
る
。

こ
の
「
秘
事
」
は
男
女
の
秘
め
事
だ
と
解

釈
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
私
は
そ
う
は
思
わ

な
い
。
秋
の
稔
り
こ
そ
神
秘
な
も
の
の
働
き

で
あ
り
、
恩
恵
で
あ
る
。
脱
穀
塔
の
窓
、
あ

る
い
は
雲
間
に
ぽ
っ
か
り
見
え
る
青
空
に
、

豊
穣
の
歓
喜
天
が
飛
ん
で
い
る
。

そ
も
そ
も
詩
の
原
初
は
神
々
を
た
た
え
る

讃
歌
で
あ
っ
た
。
日
本
の
和
歌
で
は
、
移
ろ

い
ゆ
く
も
の
の
無
常
を
哀
し
む
け
れ
ど
も
、

そ
の
向
こ
う
に
久
遠
の
仏
が
あ
る
。

賢
治
の
「
悪
人
」
も
同
じ
だ
。
そ
こ
に
は
、

ど
う
し
て
も
悪
を
な
し
て
し
ま
う
者
へ
の
同

情
と
共
感
が
あ
り
、
ど
ん
な
人
に
も
救
い
が

あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
。

法
華
文
学
の
巨
き
な
旅

賢
治
は
法
華
経
を
信
奉
し
、「
法
華
文
学

の
創
造
」
を
め
ざ
し
た
。
し
か
し
、
作
品
に

は
直
接
あ
ら
わ
れ
な
い
。
日
蓮
が
「
文
底
秘

沈
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、
法
華
経
は
作
品
の

文
の
底
に
秘
か
に
沈
め
置
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
賢
治
は
、
母
に
自
分
の
童
話
は

「
あ
り
が
た
い
仏
さ
ん
の
教
え
を
書
い
た
も

の
」
だ
か
ら
、「
い
つ
か
は
、
き
っ
と
、
み

ん
な
で
よ
ろ
こ
ん
で
読
む
よ
う
に
な
る
ん
す

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
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滴
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。
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じ
ゃ
」
と
語
っ
た
と
い
う
。

た
し
か
に
喜
ん
で
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、「
仏
さ
ん
の
教
え
」
の
ほ
う
は
、
ど

う
も
分
が
悪
い
。
賢
治
は
好
き
だ
け
れ
ど
、

法
華
信
者
だ
っ
た
と
は
思
い
た
く
な
い
と
い

う
人
も
多
い
の
で
あ
る
。

そ
の
一
因
は
、
近
代
仏
教
学
で
仏
教
を
む

や
み
に
思
想
的
に
考
え
て
現
実
離
れ
し
、
も

の
ご
と
を
つ
ま
ら
な
く
し
て
い
る
こ
と
だ
。

宗
教
は
必
ず
、
に
ぎ
や
か
な
法
会
や
祭
礼
を

伴
う
こ
と
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
。

祭
礼
は
神
社
の
狂
言
神
楽
の
よ
う
に
、
お

か
し
く
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
も
の
で
も
あ
る
。
賢

治
の
生
家
の
宗
旨
だ
っ
た
真
宗
の
寺
々
で
昔

は
よ
く
お
こ
な
わ
れ
た
節
談
説
教
に
も
落
語

み
た
い
な
話
が
多
い
。
説
教
僧
が
投
げ
銭
の

割
を
ね
ら
っ
て
面
白
く
演
じ
た
か
ら
だ
が
、

そ
う
い
う
の
は
具
合
が
悪
い
と
教
団
指
導
部

の
ま
じ
め
な
人
た
ち
が
言
い
出
し
て
、
禁
止

し
た
ら
し
い
。
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
賢
治
の
「
法
華
文
学
」
に
お
い

て
は
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
や
「
永
訣
の
朝
」

と
い
っ
た
悲
し
い
詩
も
、
け
っ
た
い
な
「
悪

人
」
た
ち
も
同
居
し
て
い
る
。
賢
治
の
好
み

の
言
葉
で
言
え
ば
、「
善ス
ガ
タ逝
の
示
さ
れ
た
光

の
道
」
に
つ
な
が
る
「
巨
き
な
旅
」
の
ひ
と

こ
ま
な
の
だ
か
ら
。

今
ま
で
の
賢
治
論
は
、

せ
っ
か
く
の
お
も
し
ろ
い
話
を
つ
ま
ら
な
く
し
て
い
た
!?

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
わ
ら
っ
た
よ
」
で
有
名
な
『
や
ま
な
し
』、

幻
想
的
な
情
景
が
印
象
的
な
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』、

今
な
お
根
強
い
人
気
を
誇
る
『
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
』、

伝
説
の
広
場
を
め
ぐ
る
冒
険
譚
『
ポ
ラ
ー
ノ
の
広
場
』
…
。

コ
ミ
カ
ル
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
、
で
も
時
に
悲
し
く
怖
い
。

そ
ん
な
宮
沢
賢
治
作
品
の
新
し
い
楽
し
み
方
。

大
角
修　
著

四
六
判
並
製
・
定
価
二
一
〇
〇
円
（
税
込
）

イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
悪
人
列
伝

宮
沢
賢
治
童
話
の
お
か
し
な
や
つ
ら

は
じ
め
に
│
賢
治
の
マ
ジ
ッ
ク

森
の
奥
に
て
呼
ぶ
も
の
の
声
が
す
る
│
い
つ
か
秋
の
日
に

　
　
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫

イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
悪
人
列
伝
│
も
の
の
は
ず
み
・
事
の
な
り
ゆ
き
論

　
　
土
神
と
き
つ
ね
／
大
し
た
や
つ
ら
／
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
の
墓
碑
銘

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
ゆ
ら
ぎ
│
青
い
昔
の
幻
燈
の
よ
う
に

　
　
ポ
ラ
ー
ノ
の
広
場
／
雪
渡
り
／
や
ま
な
し

反
浄
土
│
ね
ん
ね
こ
狸
の
大
罪

　
　
蜘
蛛
と
な
め
く
じ
と
狸
／
二
十
六
夜

三
つ
の
レ
ク
イ
エ
ム
│
ね
ず
み
た
ち
の
ア
ン
ハ
ッ
ピ
ー

　
　
ツ
ェ
ね
ず
み
／
鳥
箱
先
生
と
フ
ウ
ね
ず
み
／
ク
ン
ね
ず
み

西
根
山
有
情
│
か
あ
い
そ
う
論

　
　
山
男
の
四
月
／
祭
の
晩
／
銀
河
の
彼
方
に
／
銀
河
鉄
道
の
夜
／
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ

お
わ
り
に
│
衝
撃
の
ペ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム

こ
の
た
び
勉
誠
出
版
か
ら
、
二
〇
一
〇
年

十
二
月
一
日
前
後
六
日
間
に
行
わ
れ
た
「
慶

應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
開
設
五

〇
年
記
念 

書
誌
学
展
」
の
図
録
に
基
づ
き
、

書
誌
学
用
語
索
引
を
附
し
て
表
紙
や
題
目
を

一
新
し
た
、『
図
説 

書
誌
学―

古
典
籍
を
学

ぶ
』
が
刊
行
さ
れ
た
。

斯
道
文
庫
の
「
書
誌
学
展
」
は
、
使
用
施

設
の
都
合
や
安
全
管
理
の
問
題
か
ら
、
六
日

間
と
会
期
が
短
く
、
せ
っ
か
く
関
心
を
も
っ

て
い
た
だ
い
た
方
か
ら
も
、
足
を
運
べ
な
い

と
お
叱
り
を
頂
戴
し
た
。
私
共
と
し
て
も
、

な
る
べ
く
多
く
の
方
に
書
誌
学
と
い
う
学
問

分
野
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い

を
抱
き
な
が
ら
、
心
苦
し
い
気
持
ち
で
会
期

を
終
え
た
。

ま
た
、
展
示
会
の
内
容
を
記
憶
に
止
め
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
現
在
の
斯
道
文
庫
が
取

り
組
ん
で
い
る
書
誌
学
の
あ
ら
ま
し
と
展
示

品
の
解
説
を
述
べ
、
勉
誠
出
版
の
協
力
を
得

て
上
記
の
図
録
を
製
作
し
た
所
、
い
ろ
い
ろ

と
不
備
も
あ
る
が
、
お
お
む
ね
好
意
的
な
反

応
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
会
期

の
最
終
日
、
第
一
線
の
研
究
者
を
お
招
き
し

た
同
時
開
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
、
多
く
の

聴
衆
が
集
ま
っ
て
下
さ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

終
了
ま
で
数
時
間
を
残
し
、
用
意
の
冊
数
す

べ
て
を
、
底
を
払
っ
て
お
頒
か
ち
し
て
し
ま

う
仕
儀
と
な
っ
た
。
会
場
の
混
雑
と
併
せ
、

ご
不
便
を
お
か
け
し
た
こ
と
を
、
こ
の
場
を

借
り
て
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い
。

こ
の
図
録
に
対
し
、
幾
分
か
取
り
柄
も
あ

る
と
、
勉
誠
出
版
編
集
部
に
お
認
め
い
た
だ

き
、
製
作
段
階
か
ら
市
販
版
の
増
刷
を
お
考

え
い
た
だ
け
た
こ
と
は
、
私
共
に
と
っ
て
非

常
な
幸
い
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
展
示
会
で

の
不
備
を
、
多
少
と
も
補
う
こ
と
が
で
き
よ

う
か
と
、
こ
の
た
び
の
刊
行
を
あ
り
が
た
く

思
っ
て
い
る
。

さ
て
、
今
回
の
増
刷
で
は
、
一
展
示
会
の

図
録
と
い
う
性
質
を
帯
び
な
が
ら
も
、
一
般

の
読
者
を
想
定
し
た
題
目
に
改
め
、
表
紙
も

鮮
や
か
な
意
匠
に
一
新
さ
れ
た
。
こ
う
し
た

効
果
的
な
改
装
は
学
者
の
よ
く
す
る
所
で
は

な
く
て
、
も
ち
ろ
ん
編
集
部
の
肝
煎
り
の
お

か
げ
で
あ
る
。

古
典
を
見
て
い
て
も
、
同
じ
本
に
異
な
る

題
目
を
つ
け
、
題
目
を
改
め
た
後
の
方
が
広

く
行
わ
れ
た
事
例
は
よ
く
見
受
け
る
。
思
い

つ
く
ま
ま
に
挙
げ
る
と
、鎌
倉
時
代
の
儒
者
・

菅
原
為
長
編
と
伝
え
る
金
言
集
の『
管
蠡
抄
』

は
、
江
戸
時
代
に
は
『
博
覧
古
言
』
と
し
て

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
学
者
は
起
源
を

重
ん
じ
て
前
者
を
用
い
る
が
、
近
世
に
後
者

が
通
名
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
、
大
き
な
意
味

が
あ
る
。

本
の
題
目―

『
図
説 

書
誌
学
』の
刊
行
に
よ
せ
て

住
吉
朋
彦

（
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
准
教
授
）

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

古
典
に
お
け
る
本
の
題
目
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
図
録
に
詳
し
く
述
べ
る
暇
が
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
本
の
名
を
表
わ
す
題
目
は
、

書
物
に
関
す
る
重
要
事
項
の
一
で
あ
り
、
特

に
図
書
の
目
録
作
り
で
は
、
ど
の
形
を
採
用

す
べ
き
か
と
腐
心
す
る
場
合
が
多
い
。

漢
籍
に
お
け
る
題
目
の
在
り
方
は
、
古

く
か
ら
本
文
の
首
に
明
示
す
る
慣
習
が
あ
っ

て
比
較
的
安
定
し
て
お
り
、
本
文
首
題
、
い

わ
ゆ
る
「
内
題
」
を
そ
の
図
書
の
総
名
と
す

る
こ
と
が
、
書
誌
学
の
約
束
事
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
例
え
ば
、
宋
代
の
版
本
の
系
統

で
は
、
時
に
序
目
の
題
が
内
題
を
兼
ね
る
構

造
を
も
っ
て
い
た
り
、
禅
籍
で
は
巻
立
て
や

標
題
が
柔
軟
自
在
で
あ
っ
た
り
、
例
外
的
な

処
置
を
要
す
る
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
、
名
は
体
を
表
わ
し
、
題
目
か
ら

本
文
の
内
容
を
推
す
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど

も
、
新
し
い
規
範
に
即
応
す
べ
き
韻
書
（
音

に
基
づ
く
分
類
を
施
し
た
字
書
）
や
、
商
業
的
な

類
書
（
中
国
式
の
百
科
全
書
）
な
ど
で
は
、「
大

明
成
化
庚
寅
重
刊
改
併
五
音
集
韻
」
と
、
年

号
を
冠
し
て
出
版
の
新
し
さ
を
謳
っ
た
り
、

「
新
編
排
韻
増
広
事
類
氏
族
大
全
」
と
、
編

集
の
創
意
を
強
調
し
た
り
、
題
目
が
本
の

顔
と
も
な
る
こ
と
を
見
越
し
、
本
文
の
価
値

を
高
唱
す
る
。
し
か
し
、
ち
ょ
っ
と
し
た
変

更
や
工
夫
を
大
仰
に
称
し
た
場
合
も
あ
る
か

ら
、
題
目
の
意
味
す
る
所
は
、
常
に
本
文
の

伝
流
を
踏
ま
え
て
測
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。漢

訳
仏
典
に
は
、
イ
ン
ド
の
習
慣
を
受
け

て
、
漢
語
の
図
書
と
し
て
は
例
外
的
な
形
の

題
目
が
多
い
。
特
に
具
名
と
呼
ば
れ
る
お
経

の
正
式
名
は
、
し
ば
し
ば
非
常
に
長
く
、
そ

れ
ぞ
れ
に
略
称
を
伴
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
『
楞
厳
経
』
は
、
具
さ

に
は
「
大
仏
頂
如
来
密
因
修
証
義
諸
菩
薩
万

行
首
楞
厳
経
」
と
言
う
し
、『
大
毘
盧
舎
那

仏
神
変
加
持
経
』
は
、
具
名
に
は
含
ま
れ
な

い
「
大
日
経
」
と
い
う
略
称
を
も
つ
。

ま
た
翻
訳
の
重
層
も
、
本
文
と
題
目
の

関
係
を
複
雑
に
す
る
。『
大
方
広
仏
華
厳
経
』

の
六
十
巻
本
と
八
十
巻
本
は
、
同
じ
題
目
で

は
あ
る
が
、
単
な
る
巻
立
て
の
相
違
で
は
な

く
、
別
訳
に
当
た
っ
て
い
る
し
、
逆
に
『
正

法
華
経
』
と
『
妙
法
蓮
華
経
』
は
、
題
目
、

訳
文
こ
そ
異
な
る
が
、
基
に
す
る
本
文
ど
う

し
は
緊
密
な
関
係
に
あ
る
。

日
本
の
図
書
で
は
、
書
物
の
表
紙
な
ど
に

記
し
て
内
容
を
知
ら
せ
る
「
外
題
」
を
も
つ

だ
け
で
、
本
文
に
は
名
目
を
含
ま
な
い
こ
と

が
あ
る
。
中
国
流
の
体
式
を
追
っ
た
場
合
も

も
ち
ろ
ん
多
く
、
勅
撰
集
な
ど
、
朝
廷
の
周

辺
の
公
的
な
撰
述
で
あ
る
時
に
は
そ
の
限
り

で
は
な
い
が
、
私
的
な
撰
述
や
古
典
の
注
釈

で
あ
っ
た
り
、
成
長
過
程
の
未
定
稿
が
写
し

継
が
れ
て
い
た
り
す
れ
ば
、
外
題
の
あ
っ
た

表
紙
が
失
わ
れ
、無
名
の
ま
ま
流
通
し
た
り
、

題
目
は
あ
っ
て
も
、
後
世
の
呼
称
で
あ
っ
た

り
し
て
、
題
目
を
定
め
る
に
も
類
本
の
対
査

が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
日
本
の
図
書
の
題
目
に
は
暗
示
的
な

も
の
が
目
に
つ
き
、例
え
ば
大
江
匡
房
の『
江

談
抄
』
の
一
本
が
「
水
言
抄
」（「
江
談
」
の
字

の
偏
）
と
呼
ば
れ
た
り
、
源
親
行
の
『
源
氏

物
語
』
の
注
釈
が
「
水
原
抄
」（「
源
」
の
字
の

分
か
ち
書
）
と
称
さ
れ
た
り
と
、
判
じ
物
の

よ
う
な
題
目
が
あ
り
、
あ
ま
り
有
名
で
な
い

作
品
の
場
合
に
は
、
に
わ
か
に
意
を
通
ぜ
ず

当
惑
さ
せ
ら
れ
る
。

日
本
で
は
、
た
と
え
舶
来
の
漢
籍
で
あ
っ

て
も
、
外
題
に
は
具
名
を
書
か
ず
、
略
称
や

異
称
を
記
す
こ
と
が
あ
る
。
漢
文
化
の
涵
養

も
著
し
い
室
町
期
の
禅
僧
た
ち
が
、
宋
元
版

の
『
王
状
元
集
百
家
注
分
類
東
坡
先
生
詩
』

を
日
本
在
来
の
表
紙
に
く
る
む
場
合
、
奥
ゆ

か
し
く
「
雪
堂
詩
」（
蘇
軾
の
号
）
等
の
異
称
を

題
簽
に
認
め
る
。
ま
た
『
論
語
』
の
版
本
を

敢
え
て
「
六
藝
喉
衿
」（『
孟
子
題
辞
』
に
お
け
る

『
論
語
』
の
評
語
）
と
呼
ん
だ
外
題
も
あ
る
。
そ

の
名
を
直
に
指
さ
な
い
こ
と
で
、
本
文
の
玄

妙
な
価
値
を
尊
ぶ
習
慣
と
も
見
ら
れ
よ
う
か
。

江
戸
時
代
の
儒
者
・
伊
藤
仁
斎
は
は
じ
め
、

主
著
と
な
る
自
ら
の
『
論
語
』
の
注
釈
書
で
、

「
最
上
至
極
宇
宙
第
一
論
語
」
と
異
例
の
美

称
を
用
い
た
が
、
後
に
は
削
ら
れ
『
論
語
古

義
』の
名
に
落
ち
着
い
た
。
国
学
者
の
場
合
、

本
居
宣
長
の
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
は
、

象
徴
的
な
「
玉
の
小
櫛
」
の
部
分
を
外
題
に

と
っ
た
。
ま
た
草
双
紙
の
題
目
は
、
内
容
へ

の
期
待
を
高
め
る
題
簽
の
名
が
主
で
、
こ
れ

は
売
れ
行
き
に
直
結
し
た
た
め
か
、
し
ば
し

ば
変
更
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
本
の
題
目
に

は
、
時
代
や
地
域
の
違
い
に
よ
っ
て
、
揺
れ

「
書
物
」
と
い
う
文
化
遺
産
の
継
承
の
た
め
に―

昭
和
三
五
年
の
開
設
以
来
、
書
誌
学
の
専
門
研
究
所
と
し
て

学
界
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
斯
道
文
庫
所
蔵
の
豊
富
な
古
典
籍
の
中
か
ら
、

特
に
書
誌
学
的
観
点
か
ら
重
要
な
も
の
を
選
出
。

豊
富
な
カ
ラ
ー
図
版
・
解
説
を
通
覧
す
る
こ
と
で
、

書
誌
学
の
理
念
・
プ
ロ
セ
ス
・
技
術
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。

巻
末
に
は
「
書
誌
学
用
語
索
引
」
を
附
し
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ツ
ー
ル
と
し
て
も
充
実
。

古
典
籍
を
知
る
資
料
集
と
し
て
必
備
の
一
冊
。

慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫 

編

Ａ
４
判
並
製
・
定
価
三
六
七
五
円
（
税
込
）

図
説 

書
誌
学

古
典
籍
を
学
ぶ

や
幅
が
あ
る
。
本
の
種
類
を
特
定
し
、
他
と

の
区
別
を
つ
け
る
上
で
は
、
そ
の
変
化
に
苦

慮
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
本
の
異
名
も
書
物

を
め
ぐ
る
文
化
の
一
端
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

話
は
逸
れ
た
が
、
今
回
、
私
共
の
『
書
誌
学

展
図
録
』
は
、『
図
説 

書
誌
学―
古
典
籍
を

学
ぶ
』
と
名
を
変
え
た
。
こ
う
し
て
世
に
送

り
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
本
も
命
運
を
変

え
、
一
研
究
所
の
頒
布
品
が
、
よ
り
広
い
読

書
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
私
共
に
と
っ
て
耳

の
痛
い
ご
批
判
も
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ま
で
と

は
異
な
る
反
響
を
い
た
だ
く
こ
と
を
、
執
筆

者
の
一
人
と
し
て
心
待
ち
に
し
て
い
る
。
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メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

十
七
歳
の
若
き
日
、
無
所
有
奉
仕
の
師
・

西
田
天
香
さ
ん
に
身
を
投
じ
た
私
は
、
只
ひ

た
す
ら
に
托
鉢
生
活
に
い
の
ち
を
捧
げ
た
。

入
園
の
決
意
に
導
い
た
師
の
一
言
は
「
人
間

は
偉
く
な
ら
な
く
て
い
い
、
立
派
に
な
ら
な

く
て
い
い
、
人
間
は
お
役
に
立
つ
人
に
な
る

こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
教
示
で
あ
っ
た
。

何
か
を
求
め
て
苦
悩
し
て
い
た
私
は
、
自

分
を
捨
て
て
捧
げ
る
生
き
方
の
あ
る
こ
と
に

感
動
し
、
弟
子
に
さ
せ
て
下
さ
い
と
伏
し
て

懇
願
し
た
。
そ
の
時
の
畳
の
目
を
今
で
も
鮮

明
に
覚
え
て
い
る
。

一
日
一
日
が
感
動
と
目
覚
め
の
托
鉢
奉

仕
の
下
坐
行
で
あ
っ
た
。「
求
め
る
心
は
淋

し
い
、
捧
げ
る
心
が
豊
か
で
あ
る
」。「
車
が

動
く
た
め
に
は
油
が
必
要
で
あ
る
が
、
車
が

動
き
出
す
と
油
は
見
え
な
く
な
る
。
そ
の
光

栄
あ
る
一
滴
の
油
に
な
ろ
う
で
は
な
い
か
」。

求
道
と
捨
身
の
心
身
の
置
き
ど
こ
ろ
の
言
下

に
魂
の
蘇
生
の
躍
動
を
覚
え
た
。

し
か
し
、
天
香
さ
ん
は
い
わ
ゆ
る
一
般
の

宗
教
指
導
者
の
よ
う
に
教
説
を
以
っ
て
導
く

師
で
は
な
か
っ
た
。「
托
鉢
か
ら
学
び
な
さ

い
」、
現
実
の
問
題
の
奥
に
は
必
ず
真
実
が

あ
る
。
そ
の
働
き
に
目
覚
め
る
こ
と
で
あ
る

と
い
う
導
き
方
で
あ
っ
た
。

し
か
し
未
熟
な
私
は
、
だ
ん
だ
ん
光
の
見

え
な
い
ト
ン
ネ
ル
の
闇
の
中
で
身
動
き
が
出

来
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
ト
ン
ネ
ル

の
向
う
に
は
、
光
い
っ
ぱ
い
の
原
っ
ぱ
が
あ

る
と
信
じ
て
、
一
歩
々
々
歩
み
つ
づ
け
た
。

省
み
れ
ば
、
妥
協
す
る
こ
と
な
く
、
き
び
し

く
、
あ
た
た
か
く
、
最
後
ま
で
具
体
的
な
問

題
を
通
し
て
導
い
て
下
さ
っ
た
師
恩
に
伏
し

て
御
礼
申
し
上
げ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

そ
ん
な
心
の
ト
ン
ネ
ル
の
中
で
、
灯
を

を
見
い
だ
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
孔

子
の
論
語
に
し
た
た
め
て
あ
っ
た
「
三
人

行お
こ

な
え
ば
、
必
ず
わ
が
師
あ
り
」
と
い
う
教

説
で
あ
る
。
孔
子
は
、
父
は
地
方
の
下
級
役

人
で
あ
り
、
母
は
差
別
を
さ
れ
た
階
級
の
生

い
立
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
。
従
っ
て
幼
少
時

代
は
友
達
の
少
な
い
境
遇
に
あ
り
、
そ
の
限

ら
れ
た
生
活
環
境
の
中
か
ら
見
い
出
し
た
人

生
訓
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
一
説
に
よ
る

と
、
一
人
、
一
人
を
見
つ
め
る
深
さ
の
中
か

ら
、
孔
子
の
教
え
の
中
心
を
な
す
「
礼
」
の

主
論
が
生
み
出
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
人
で
苦
し
ん
で
い
る
闇
と
は
何
か
、
自

分
の
壁
を
破
れ
な
い
執
わ
れ
で
あ
り
、
他
か

ら
学
ぼ
う
と
し
な
い
と
い
う
よ
り
も
、
他
が

見
え
て
い
な
い
あ
が
き
に
あ
る
こ
と
に
ハ
ッ

と
気
づ
か
さ
れ
て
、「
一
日
三
学
」、
一
日

三
人
の
人
に
学
ぼ
う
と
発
願
を
さ
せ
て
頂
い

た
。な

ん
で
も
な
い
よ
う
な
こ
と
で
あ
る

一
日
三
学

石
川　

洋

（
托
鉢
者
）

が
、
一
日
三
人
を
師
と
し
て
拝
し
、
学
ん

だ
こ
と
を
記
録
し
始
め
る
と
、
一
日
の
大
半

を
そ
れ
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。又

、
内
容
は
粗
末
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、

次
第
に
多
く
の
人
に
許
さ
れ
て
生
か
さ
て
い

る
感
謝
と
感
動
を
覚
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
な
っ
た
。

「
や
る
な
ら
決
め
よ
、
決
め
た
ら
迷
う
な
」

の
決
意
は
、そ
の
時
生
ま
れ
た
誓
い
で
あ
る
。

長
い
人
生
の
間
に
は
「
一
日
一
恩
」、「
一
日

一
根
」
と
、
そ
の
深
め
方
を
変
え
、
わ
が
人

生
の
戒
め
と
し
て
き
た
。

今
、
八
十
一
歳
を
迎
え
、「
晩
晴
」、「
人

生
本
来
晩
晴
を
重
ん
ず
」
と
終
わ
り
か
ら
始

め
る
魂
の
見
つ
め
方
を
心
し
て
い
る
。

こ
の
一
書
も
「
一
日
三
学
」
の
わ
が
人
生

の
記
録
と
し
て
お
受
け
と
め
下
さ
り
、
御
高

導
を
乞
い
願
う
も
の
で
す
。

（『
や
る
な
ら
決
め
よ　

決
め
た
ら
迷
う
な
』

よ
り
抜
粋
）

托
鉢
者
・
石
川
洋
が
易
し
い
言
葉
で
伝
え
る
、

人
生
を
豊
か
に
す
る
話
の
数
々

あ
な
た
が
、
人
間
関
係
に
疲
れ
た
と
き
、

子
育
て
に
悩
ん
だ
と
き
、

仕
事
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
き

生
き
る
力
を
失
っ
た
と
き
…

そ
っ
と
こ
の
本
を
開
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

き
っ
と
乗
り
越
え
る
光
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。 

石
川
洋　
著

四
六
判
並
製
・
定
価
一
〇
五
〇
円
（
税
込
）

や
る
な
ら
決
め
よ 

決
め
た
ら
迷
う
な

し
た
き
り
雀
、
浦
島
太
郎
、
か
ぐ
や
姫
…

我
々
が
親
し
ん
で
き
た
お
伽
噺
に
は

「
生
き
る
力
」
が
描
か
れ
て
い
た
。

素
朴
で
た
く
ま
し
い
庶
民
の
信
条
を

さ
ら
け
だ
し
な
が
ら
、
人
間
生
活
の
希
望
を

語
り
か
け
る
お
伽
噺
。

そ
れ
は
、
現
代
を
生
き
る

我
々
の
救
い
と
も
な
る
。 

石
川
洋 

著

四
六
判
並
製 

定
価
一
八
九
〇
円
（
税
込
）

生
命
讃
歌 

お
伽
噺

人
間
愛
叢
書

障
害
者
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
難
民
た
ち
と
の

触
れ
あ
い
、

人
生
を
変
え
た
師
た
ち
と
の
出
会
い
。

無
手
の
聖
尼
・
大
石
順
教
尼
、
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
、

坂
村
真
民
な
ど
か
ら
学
ん
だ

「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
。

人
生
に
お
い
て
究
極
に
大
切
な
も
の
は
、

「
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
「
あ
り
が
と
う
」
で
あ
る
。

石
川
洋 

著

四
六
判
上
製 

定
価
一
八
九
〇
円
（
税
込
）

あ
り
が
と
う
宣
言

人
間
愛
叢
書

http://www.bensey.co.jp/mm.html
http://www.bensey.co.jp/book/2305.html
http://www.bensey.co.jp/book/2305.html
http://www.bensey.co.jp/book/2305.html
http://www.bensey.co.jp/book/2144.html
http://www.bensey.co.jp/book/2144.html
http://www.bensey.co.jp/book/2144.html
http://www.bensey.co.jp/book/2212.html
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メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

立
松
和
平

（
作
家
）

振
り
返
れ
ば
私
が
い
る―

早
稲
田
大
学
に
入
学
す（
四
）

「
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
新
聞
会
」
の
活
動

は
少
し
ず
つ
は
じ
め
て
い
た
。
新
聞
会
は
翌

年
の
受
験
生
の
た
め
に
学
内
案
内
の
本
を
毎

年
夏
に
発
刊
し
て
い
て
、
私
は
そ
の
本
の
写

真
を
す
べ
て
ま
か
さ
れ
た
り
し
た
。
ま
た
新

聞
に
は
書
評
な
ど
も
書
き
は
じ
め
て
い
た
。

学
内
で
は
相
変
わ
ら
ず
集
会
が
あ
り
、

デ
モ
が
あ
っ
た
り
し
た
。
学
部
単
位
の
学

生
大
会
が
開
か
れ
、
決
を
と
る
と
ス
ト
解

除
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
、
次
々

と
バ
リ
ケ
ー
ド
が
撤
去
さ
れ
て
い
っ
た
。

ス
ト
派
は
学
生
大
会
を
開
き
た
く
な
い
。

政
治
経
済
学
部
の
学
生
大
会
は
、
学
内
で

は
最
後
に
開
か
れ
た
。
全
学
共
闘
会
議
議

長
は
政
経
学
部
の
大
口
昭
彦
で
、
第
一
次

早
大
闘
争
の
本
部
は
政
経
学
部
自
治
会
に

あ
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

一
年
生
は
あ
く
ま
で
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
で
投

票
権
は
な
か
っ
た
が
、
私
は
周
辺
の
仲
間
と

と
も
に
学
生
大
会
に
望
ん
だ
。
一
年
生
た
ち

は
最
後
部
の
二
階
席
に
集
ま
り
、
時
折
声
を

合
わ
せ
て
叫
ん
だ
。

「
共
闘
会
議
粉
砕
！
」

壇
上
で
は
各
組
織
の
代
表
が
次
々
と
立
っ

て
演
説
を
す
る
。
で
き
る
だ
け
長
い
時
間
を

費
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
時
間
切
れ
で
流
会

に
な
る
。
そ
れ
が
狙
い
で
あ
る
。
ど
ん
な
に

早
く
て
も
大
会
終
了
ま
で
に
は
夜
が
明
け
る

は
ず
で
あ
っ
た
。

学
生
大
会
は
ま
こ
と
に
退
屈
き
わ
ま
り

な
か
っ
た
。
演
説
の
内
容
は
、
演
説
者
の
所

属
す
る
組
織
の
名
を
聞
い
た
だ
け
で
わ
か
っ

た
。
大
口
昭
彦
全
学
共
闘
会
議
議
長
、
彦

由
常
宏
副
議
長
の
姿
を
見
た
の
も
、
こ
の
時

が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
彦
由
常
宏

と
は
後
年
親
交
を
結
び
、
剣
道
の
稽
古
を
つ

け
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
学
生
服
を
着
た

彦
由
副
議
長
は
、
こ
の
時
政
治
組
織
中
核
に

所
属
し
て
い
て
、
後
に
除
名
さ
れ
た
。
連
日

連
夜
の
闘
争
に
よ
る
過
労
の
せ
い
か
、
氏
が

壇
上
で
血
を
吐
い
て
倒
れ
た
の
が
印
象
的
で

あ
っ
た
。

こ
の
学
生
大
会
に
は
、
ス
ト
解
除
を
求
め

る
一
般
学
生
が
多
数
参
加
し
て
い
た
。
ス
ト

に
関
す
る
議
決
の
動
議
が
た
び
た
び
ス
ト
解

除
派
の
学
生
か
ら
出
さ
れ
る
が
、
ス
ト
派
か

ら
否
決
さ
れ
る
。
そ
の
く
り
返
し
で
あ
っ
た

が
、
と
う
と
う
ス
ト
続
行
か
解
除
か
の
決
議

が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
会
場
は
騒
然
と

な
っ
て
暴
力
的
な
気
分
が
あ
ふ
れ
た
。

結
局
挙
手
に
よ
る
投
票
と
な
り
、
ス
ト
は

解
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ス
ト
派
学
生
が
前

の
ほ
う
に
集
ま
り
、
大
口
議
長
が
悲
痛
な
雰

囲
気
で
演
説
を
す
る
姿
が
私
の
脳
裏
に
焼
き

つ
い
て
い
る
。

外
に
で
る
と
夜
が
明
け
て
い
た
。
百
五
十

日
間
に
わ
た
る
早
稲
田
大
学
全
学
ス
ト
は

終
っ
た
の
だ
。

早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
新
聞
は
客
観
中
立

報
道
の
立
場
を
と
る
新
聞
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
会
の
内
部
で
は
、
客
観
中
立
と
い
う

立
場
な
ど
あ
る
の
か
と
い
う
議
論
が
あ
り
、

そ
の
こ
と
で
激
し
い
対
立
が
起
こ
っ
て
い

た
。
百
五
十
日
に
わ
た
る
全
学
ス
ト
の
後
遺

症
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
左
翼
的
な
影
響

を
受
け
て
ス
ト
に
参
加
し
た
も
の
は
、
早
稲

田
キ
ャ
ン
パ
ス
新
聞
は
秩
序
的
体
制
的
だ
と

思
う
よ
う
に
な
り
、
客
観
中
立
の
立
場
と
は

す
な
わ
ち
右
翼
的
な
大
学
当
局
の
立
場
を
代

弁
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
す
よ
う
に

な
っ
た
。
私
も
そ
の
よ
う
に
感
じ
は
じ
め
て

い
た
が
、
私
自
身
の
思
想
は
そ
れ
ほ
ど
強
固

と
い
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
新
聞
会
の
執

行
部
は
客
観
中
立
派
が
占
め
、
人
的
配
置
も

そ
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま

だ
ど
ち
ら
の
派
と
も
い
え
な
い
多
く
の
一
年

生
は
、
両
派
か
ら
喫
茶
店
で
話
そ
う
と
誘
わ

れ
た
り
し
た
。

そ
ん
な
時
、
新
聞
会
慣
例
の
夏
の
合
宿
が

外
房
の
海
水
浴
場
で
あ
っ
た
。
夏
休
み
の
電

車
は
満
員
で
、車
内
で
私
は
立
っ
て
い
っ
た
。

部
員
も
車
内
に
ば
ら
ば
ら
に
散
っ
て
い
た
の

だ
が
、
別
の
グ
ル
ー
プ
が
乗
り
あ
わ
せ
た
客

に
家
庭
教
師
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
頼
ま
れ
、
下

宿
が
近
い
と
い
う
こ
と
で
私
に
そ
の
役
が
ま

わ
っ
て
き
た
。

合
宿
と
い
っ
て
も
、
浜
で
サ
ッ
カ
ー
を
し

た
り
、
遊
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

反
体
制
派
は
一
年
生
も
含
め
て
一
人
も
参
加

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

九
月
に
な
っ
て
か
ら
と
う
と
う
早
稲
田

キ
ャ
ン
パ
ス
新
聞
会
の
総
会
が
開
か
れ
た
。

対
立
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
の
で
、
ミ
ニ
学

部
集
会
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
時
も
一
年

生
は
議
決
権
の
な
い
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
で
あ
っ

た
。論

争
は
荒
れ
た
の
だ
が
、
執
行
部
の
予

定
の
と
お
り
最
後
に
投
票
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
反
体
制
派
は
破
れ
て
キ
ャ
ン
パ
ス
新

聞
会
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
て
お
前
は

ど
う
す
る
の
か
と
、
私
は
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
客
観
中
立
報
道
な
ど
体
制
を
守
る

た
め
の
幻
想
に
過
ぎ
な
い
と
思
い
は
じ
め
て

い
た
私
は
、「
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
新
聞
会
」

を
去
る
こ
と
に
し
た
。
残
っ
た
執
行
部
の
メ

ン
バ
ー
の
顔
ぶ
れ
か
ら
、
ど
ん
な
新
聞
が
発

刊
さ
れ
る
か
想
像
が
つ
い
た
。
先
頃
の
全
学

ス
ト
を
後
に
第
一
次
早
大
闘
争
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
る
の
だ
が
、
闘
争
終
了
と
同
時
に
あ
っ

こ
っ
ち
で
サ
ー
ク
ル
組
織
の
分
裂
が
起
こ
っ

て
い
た
。

去
っ
て
い
っ
た
メ
ン
バ
ー
は
、
後
に
「
早

稲
田
新
聞
」
を
発
刊
す
る
。
主
観
に
満
ち
た

文
学
的
な
新
聞
で
あ
っ
た
。昔
か
ら
あ
る「
早

稲
田
大
学
新
聞
」
と
は
ま
っ
た
く
別
物
で
あ

る
。私

は
誘
わ
れ
た
が
、
早
稲
田
新
聞
に
は
参

加
し
な
か
っ
た
。
ど
ん
な
組
織
に
も
所
属
せ

ず
、
文
学
的
な
方
向
へ
と
一
人
で
歩
む
つ
も

り
で
あ
っ
た
。

http://www.bensey.co.jp/mm.html
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メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

饅
頭
の
語
源

小
林
祥
次
郎

饅
頭頭

を
チ
ュ
ウ
と
読
む
の
は
唐
音
（
鎌
倉
時

代
以
後
に
入
っ
た
漢
字
音
）
だ
。
つ
ま
り
マ
ン

ヂ
ュ
ウ
が
輸
入
さ
れ
た
の
は
、
鎌
倉
時
代
以

後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
道
元
の
『
正
法
眼

蔵
』（
看
経
）
に
、
仏
殿
の
釈
迦
の
前
で
経
を

読
む
時
に
、
麺
一
椀
・
羹
一
杯
・
饅
頭
六
七

個
を
僧
に
配
る
こ
と
が
見
え
る
の
が
、
日
本

で
の
最
古
の
例
か
。
振
り
仮
名
が
無
い
か
ら

何
と
読
ん
だ
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
文
安
元

年
（
一
四
四
四
）
成
立
の
辞
書
『
下
学
集
』
で

マ
ン
ヂ
ウ
と
読
ん
で
い
る
の
で
、
こ
れ
よ
り

少
し
前
だ
が
、
道
元
も
マ
ン
ヂ
ウ
と
言
っ
て

い
た
と
考
え
た
い
。

饅
頭
の
起
源
に
つ
い
て
、
諸
葛
孔
明
が

作
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。宋
の
高
丞
の『
事

物
紀
原
』（
九
）
に
、
二
二
五
年
に
孔
明
が

南
蛮
を
征
伐
し
た
時
に
、
蛮
地
に
は
邪
術
が

多
い
か
ら
、
神
に
祈
っ
て
陰
兵
を
借
り
る
の

が
良
い
、
神
を
祭
る
の
に
蛮
俗
で
は
人
を
殺

し
て
そ
の
首
を
用
い
る
と
神
が
受
け
入
れ
る

と
言
わ
れ
た
の
に
、
孔
明
は
羊
や
豕ぶ
た

の
肉
を

包
ん
だ
麪
（
小
麦
粉
）
で
人
の
頭
を
か
た
ど
っ

た
も
の
に
換
え
た
が
、
神
は
受
け
入
れ
た
、

後
人
は
饅
頭
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
、
と
あ

る
。『
三
国
志
演
義
』（
九
一
回
）
に
も
少
し

違
う
形
で
出
て
い
る
。
村
瀬
栲
亭
の
『
芸
苑

日
渉
』1807

（
一
〇
）
に
引
く
『
七
修
類
藁
』

と
い
う
本
に
は
、「
蛮
頭
」
だ
っ
た
が
訛
っ

て
「
饅
頭
」
に
な
っ
た
と
あ
る
そ
う
だ
。

青
木
正
児
『
中
華
名
物
考
』（
昭
和
三
四
年
）

で
は
、「
是
等
は
取
る
に
足
ら
ぬ
俗
説
で
あ

る
。」
と
一
蹴
し
て
、「
古
く
は
『
餅
賦
』（
晋

の
束
晢
の
文
）
に
『
曼
頭
』
と
書
い
て
あ
り
、

後
に
食
品
だ
か
ら
、『
饅
』
の
字
を
書
く
や

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
此
の
曼
の
字
を
考

へ
て
見
る
に
、
…
皮
膚
の
き
め
0

0

が
細
か
く
、

つ
や
つ
や
し
て
ゐ
る
意
味
に
用
ゐ
ら
れ
て

ゐ
る
か
ら
、
曼
頭
と
云
ふ
の
も
此
物
が
其
の

や
う
な
感
じ
が
す
る
か
ら
起
っ
た
名
で
は
な

か
ら
う
か
。」
と
す
る
。
少
し
違
う
が
、
北

慎
言
『
梅
園
日
記
』（
二
）（
弘
化
二
年1845
刊
）

で
は
、
曼
は
覆
う
も
の
、
頭
は
宴
席
で
最
初

に
出
す
も
の
の
意
味
で
は
な
い
か
と
す
る
。

諸
葛
孔
明
と
す
る
説
は
面
白
い
が
、
こ
う
い

う
話
は
有
名
な
人
名
に
こ
じ
つ
け
る
こ
と
が

多
い
か
ら
、
あ
ま
り
あ
て
に
し
な
い
ほ
う
が

宜
し
か
ろ
う
。

饅
頭
の
神
を
祭
る
神
社
が
あ
る
。
奈
良
市

※
詳
細
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
ご
入
り
用
の
方
は
、
小
社
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

立
松
和
平
全
小
説

◆
目
次
◆

遠
雷

春
雷

振
り
返
れ
ば
父
が
い
る
１
（
立
松
心
平
）

解
説
（
黒
古
一
夫
）

＊
詳
し
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
ご
ざ
い
ま
す
。　

　
ご
希
望
の
方
は
、
小
社
ま
で
ご
連
絡

　
く
だ
さ
い
。

ま
だ
遠
か
っ
た
が
、

雷
は
確
実
に
近
づ
い
て
き
た
。

先
祖
伝
来
の
田
畑
を
売
り
、
残
っ
た
土
地
で

ト
マ
ト
を
栽
培
し
な
が
ら
農
業
生
活
を
取
り

戻
そ
う
と
奮
闘
す
る
満
夫
。
中
央
と
地
方
、

都
市
と
農
村
、
家
族
と
個
人
、
経
済
成
長
と

労
働
構
造
…
…
。
ひ
と
び
と
が
生
を
営
む
境

界
線
上
に
現
れ
た
〈
崩
壊
〉
を
予
感
し
、
時

代
の
核
心
を
射
て
書
か
れ
た
『
遠
雷
』。〈
土
〉

を
手
放
し
、〈
家
〉
か
ら
離
れ
た
人
間
の
生
は
、

本
来
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
。
続
編
『
春
雷
』
と
と
も
に

前
期
立
松
文
学
の
最
高
峰
を
な
す
、
代
表
的

傑
作
。

全
３
期
全
30
巻

月
１
冊
ず
つ
刊
行
予
定

Ａ
５
判
上
製
・

各
巻
本
体
価
格
四
七
二
五
円
（
税
込
）

第
１
期
（
全
９
巻
）

第
１
巻　
青
春
の
輝
き

第
２
巻　
惑
い
と
彷
徨

第
３
巻　
異
議
あ
り
の
声

第
４
巻　
闘
い
の
果
て

第
５
巻　
旅
に
棲
ん
で

第
６
巻　
「
戦
後
」
の
は
じ
ま
り

第
７
巻　
昭
和
と
い
う
時
代

第
８
巻　
歴
史
へ
の
ま
な
ざ
し

第
９
巻　
冒
険
に
駆
り
立
て
ら
れ
て

第
２
期
（
全
11
巻
）

第
10
巻　
境
界
を
生
き
る
1
（
解
体
す
る
共
同
体
・
家
族
）

第
11
巻　
境
界
を
生
き
る
2
（
滅
亡
か
ら
救
い
へ
）

第
12
巻　
境
界
を
生
き
る
3
（
破
壊
さ
れ
る
農
）

第
13
巻　
境
界
を
生
き
る
4
（
農
へ
の
思
い
）

第
14
巻　
こ
こ
よ
り
他
の
場
所

第
15
巻　
越
境
者
た
ち

第
16
巻　
永
遠
へ
の
旅
立
ち

第
17
巻　
母
へ
の
憧
憬

第
18
巻　
愛
の
形

第
19
巻　
周
辺
に
立
つ

第
20
巻　
も
う
一
つ
の
世
界

第
3
期
（
全
10
巻
）

第
21
巻　
父
祖
の
地
へ

第
22
巻　
反
権
力
と
い
う
生
き
方

第
23
巻　
庶
民
列
伝

第
24
巻　
お
の
れ
を
信
じ
て

第
25
巻　
生
命
へ
の
凝
視

第
26
巻　
生
き
て
い
く
「
私
」

第
27
巻　
晩
年
へ

第
28
巻　
救
世

第
29
巻　
道
の
人
1

第
30
巻　
道
の
人
２ 

第
一
期
完
結
・
第
二
期
刊
行
開
始

つ
ね
に
時
代
と
と
も
に
歩
み
、

真
摯
な
視
線
で
現
代
を
見
つ
め
、

人
間
と
は
何
か
を
問
い
続
け
る
続
け
る

立
松
文
学
の
連
峰
の
ご
と
き
名
作
群
。

立
松
和
平
の
四
〇
年
以
上
に
わ
た
る
創
作
か
ら
、

七
三
冊
に
及
ぶ
小
説
作
品
の
全
て
を
集
成
。

各
巻
に
は
新
た
な
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
、
年
代
順
を

考
慮
し
つ
つ
テ
ー
マ
毎
に
巻
構
成
を
行
っ
た
。

一
〜
九
巻
末
に
著
者
自
身
に
よ
る
書
き
下
ろ
し

メ
モ
ワ
ー
ル
「
振
り
返
れ
ば
私
が
い
る
」
を

収
録
。

一
〇
巻
か
ら
は
、
子
息
・
横
松
心
平
氏
に
よ
る

エ
ッ
セ
イ
「
振
り
返
れ
ば
父
が
い
る
」
を
収
め
る
。

第
10
巻

境
界
を
生
き
る
１

饅
頭
の
祖
神　
林
神
社

http://www.bensey.co.jp/mm.html
http://www.bensey.co.jp/book/2187.html
http://www.bensey.co.jp/book/2294.html
http://www.bensey.co.jp/book/2294.html
http://www.bensey.co.jp/book/2294.html
http://www.bensey.co.jp/book/2294.html
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漢カ
ン
ゴ
ク国
町
の
漢か
ん
ご
う国
神
社
の
境
内
に
林
神
社
が
あ

り
、「
饅
頭
の
祖
紳　

林
神
社
」
と
い
う
石

碑
が
立
っ
て
い
る
。
宋
に
渡
っ
た
建
仁
寺
の

龍
山
に
従
っ
て
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
に
日

本
に
来
た
林り
ん
じ
ょ
う
い
ん

浄
因
が
、
奈
良
に
住
ん
で
饅
頭

を
作
り
始
め
た
と
い
う
（
漢
国
神
社
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
「
漢
国
神
社
由
緒
略
記
」「
林
神
社
略
縁
起
」

に
よ
る
）。
こ
れ
は
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
の

黒
川
道
祐
著
の
京
都
の
地
誌
『
雍
州
府
志
』

（
六
）
に
見
え
る
の
が
最
初
か
（
子
孫
だ
と
い
う

東
京
都
中
央
区
の
塩
瀬
総
本
家
に
は
も
っ
と
古
い
資

料
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
）。
確
証
は
無
い
よ
う
だ

が
、
い
ち
お
う
こ
れ
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

鎌
倉
室
町
時
代
に
は
、
栄
西
や
道
元
を
は
じ

め
多
く
の
禅
宗
の
僧
侶
が
中
国
に
渡
っ
て
い

る
。
そ
う
い
う
僧
侶
や
そ
の
周
囲
の
人
が
、

中
国
で
の
風
習
を
伝
え
た
こ
と
は
十
分
に
考

え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
浄
因
の
子
孫
の
林

宗
二
（
一
四
九
八―

一
五
八
一
）
が
室
町
末
期

に
出
版
し
た
と
言
わ
れ
る
辞
書
『
節
用
集
』

の
一
本
を
饅
頭
屋
本
と
呼
ん
で
い
る
。

林
浄
因
よ
り
前
の
道
元
が
書
い
た
も
の
に

「
饅
頭
」
と
い
う
語
が
あ
る
の
で
、
浄
因
か

ら
饅
頭
が
始
ま
る
と
す
る
の
は
矛
盾
す
る
よ

う
だ
が
、
道
元
は
中
国
で
の
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
林
浄
因
は
饅
頭

作
り
を
職
業
に
し
た
最
初
だ
と
考
え
れ
ば
、

説
明
が
付
く
だ
ろ
う
。

「
十
字
」
と
い
う
食
品
が
饅
頭
だ
と
い
う

説
も
あ
る
（
嬉
遊
笑
覧
）。
中
国
の
史
書
『
晋

書
』（
何
曾
伝
）
に
、
何
曾
は
贅
沢
で
蒸
し
た

餅
の
上
を
拆さ

い
て
十
字
を
付
け
な
く
て
は
食

べ
な
か
っ
た
と
あ
る
の
に
よ
る
と
言
う
。
平

安
末
期
の
辞
書
『
色
葉
字
類
抄
』
に
「
十
字

　

ジ
ウ
ジ　

餅
名
」
と
あ
り
、
鎌
倉
幕
府
の

記
録
『
吾
妻
鏡
』
の
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）

十
一
月
二
十
九
日
の
条
に
、
源
実
朝
の
誕
生

の
百
日
の
祝
い
に
幕
臣
た
ち
に
十
字
を
送
っ

た
と
あ
る
。平
安
末
期
に
は
あ
っ
た
も
の
だ
。

こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、名
は
違
っ
て
い
て
も
、

饅
頭
の
実
体
は
道
元
や
林
浄
因
よ
り
も
前
に

伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ

と
も
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
こ
ろ
成
立
の

『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』の
五
十
七
番「
調
菜
」

に
、「
砂
糖
饅
頭
、
菜
饅
頭
、
い
づ
れ
も
よ

く
蒸
し
て
候
」
と
あ
る
。
砂
糖
饅
頭
と
い
う

の
は
砂
糖
で
小
豆
を
煮
た
餡
の
入
っ
て
い
る

も
の
、
菜
饅
頭
と
い
う
の
は
野
菜
を
詰
め
た

も
の
と
言
う
。
中
国
風
の
も
の
と
日
本
独
自

の
も
の
と
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。『
醒
睡

笑
』（
七
）
に
は
、
小
豆
ば
か
り
入
っ
た
饅

頭
と
砂
糖
饅
頭
と
を
比
較
す
る
話
が
あ
る
。

砂
糖
の
入
ら
な
い
小
豆
の
饅
頭
も
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。「
蒸
し
て
候
」と
あ
る
の
だ
か
ら
、

今
の
製
法
と
あ
ま
り
違
い
は
無
い
よ
う
だ
。

『
日
葡
辞
書
』
に
も
、「M

angiǔ

（
マ
ン
ヂ
ュ
ゥ
）

　

小
麦
の
小
さ
な
パ
ン
で
あ
っ
て
、
湯
の
蒸

気
で
蒸
し
た
物
」
と
あ
る
。

明
の
遺
臣
で
日
本
に
亡
命
し
て
水
戸
光

圀
に
仕
え
た
朱
舜
水
（
一
六
〇
〇―

八
二
）
が
、

中
国
の
饅
頭
は
鶏
・
鵝
・
鴨
の
肉
、
或
い
は

猪
肉
・
猪
油
を
餡
と
す
る
と
述
べ
て
い
る
（
朱

氏
談
綺
・
下
）。
こ
れ
は
今
の
中
華
饅
頭
の
よ

う
な
も
の
だ
。
逆
に
考
え
れ
ば
、
日
本
の
饅

頭
は
肉
類
で
は
な
い
餡
が
入
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

江
戸
時
代
の
文
学
に
よ
く
見
え
る
饅
頭

は
、
江
戸
浅
草
で
売
っ
て
い
た
米よ
ね

饅
頭
だ
。

井
原
西
鶴
の
『
好
色
五
人
女
』（
四
）
で
は
、

ヒ
ロ
イ
ン
の
お
七
か
ら
欲
し
い
も
の
を
尋

ね
ら
れ
た
小
坊
主
が
「
そ
れ
な
ら
、
銭
八
十

と
、
松
葉
屋
の
カ
ル
タ
と
、
浅
草
の
米
饅

頭
五
つ
と
、
世
に
こ
れ
よ
り
欲
し
い
も
の
は

な
い
」
と
言
う
。
山
東
京
伝
に
は
『
米
饅
頭

始
』1780

と
い
う
黄
表
紙
（
大
人
向
け
の
パ
ロ

デ
ィ
絵
本
）が
あ
る
。
そ
の
語
源
に
つ
い
て
は
、

①
慶
安
（
一
六
四
八―

五
二
）
の
こ
ろ
、
鶴
屋

の
娘
の
お
つ
る
が
作
り
始
め
た（
菊
岡
沾
涼『
本

朝
世
事
談
綺
』
一
）、
②
常
の
饅
頭
は
麪
こ
む
ぎ
の
こで
作

る
が
、こ
れ
は
米
で
作
る
か
ら
（
山
東
京
伝
『
骨

董
集
』
上
）、
③
遊
女
を
「
よ
ね
」
と
言
う
。

女
郎
饅
頭
と
言
う
こ
と
だ
ろ
う
。
野
郎
餅
と

い
う
も
の
も
あ
る
（
柳
亭
種
彦
『
用
捨
箱
』
上
）、

な
ど
の
説
が
あ
る
。

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新
刊
・
近
刊
書
籍 

新
編
森
克
己
著
作
集
編
集
委
員
会　
編

Ａ
５
判
上
製
・
定
価
一
〇
五
〇
〇
円
（
税
込
）

新
編
森
克
己

著
作
集 

４

増
補
日
宋
文
化
交
流
の
諸
問
題

笠
原
十
九
司　
編

Ａ
５
判
上
製
・
定
価
二
六
二
五
円
（
税
込
）

戦
争
を
知
ら
な
い
国
民
の
た
め
の
日
中
歴
史
認
識

『
日
中
歴
史
共
同
研
究
〈
近
現
代
史
〉』
を
読
む

中
山
エ
イ
子　
著

Ａ
５
判
上
製
・
定
価
八
四
〇
〇
円
（
税
込
）

明
治
唱
歌
の
誕
生

井
本
英
一　
編

Ａ
５
判
並
製
・
定
価
二
一
〇
〇
円
（
税
込
）

ア
ジ
ア
遊
学
137

東
西
交
渉
と
イ
ラ
ン
文
化

白
居
易
研
究
会　
編

Ａ
５
判
上
製
・
定
価
四
四
一
〇
円
（
税
込
）

白
居
易
研
究
年
報 

第
十
一
号　

特
集
『
長
恨
歌
』

饅
頭
の
祖
神　
林
神
社

http://www.bensey.co.jp/mm.html
http://www.bensey.co.jp/book/2254.html
http://www.bensey.co.jp/book/2254.html
http://www.bensey.co.jp/book/2254.html
http://www.bensey.co.jp/book/2254.html
http://www.bensey.co.jp/book/2254.html
http://www.bensey.co.jp/book/2273.html
http://www.bensey.co.jp/book/2273.html
http://www.bensey.co.jp/book/2273.html
http://www.bensey.co.jp/book/2300.html
http://www.bensey.co.jp/book/2302.html
http://www.bensey.co.jp/book/2302.html
http://www.bensey.co.jp/book/2302.html
http://www.bensey.co.jp/book/2327.html
http://www.bensey.co.jp/book/2327.html
http://www.bensey.co.jp/book/2327.html
http://www.bensey.co.jp/book/2327.html
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◇◆ Webページのご案内 ◆◇ http://www.bensey.co.jp/

近刊を含む書籍の内容紹介から、新刊・既刊書籍のご購入、最新ニュース・書評掲載情報など。

◇◆ ご注文方法 ◆◇
① web ページによるご注文 http://www.bensey.co.jp/howtobuy.html
②電話・FAX によるご注文 電話：03-5215-9021　FAX：03-5215-9025

◇◆ お支払い方法 ◆◇
銀行振込・郵便振替・代金引換払＊・クレジットカード＊＊等がご利用いただけます。
（いずれの場合も、送料が別途 300 円かかります）
①銀行振込の場合
三菱東京 UFJ 銀行麹町支店普通 3848245 ベンセイシュッパン（カ
②郵便振替の場合
00120-3-41856 勉誠出版株式会社

＊ 代金引換払の場合、別途代引手数料として 315円かかります。
 （ご注文が 3,000円未満の場合のみ）
＊＊ クレジットカードのご利用は、当社サイトからのご注文に限ります。

⇨目次に戻る

投
稿
募
集

「
勉
誠
通
信
」
へ
の
ご
寄
稿
を
募
集
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

現
在
の
ご
研
究
内
容
の
紹
介
や
、
ご
興
味
を
も
た
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
ご
自
由
に
お
書
き

い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

◆ 

執
筆
分
量
：
誌
面
二
頁
（
一
五
〇
〇
字
程
度
）
な
い
し
三
頁
（
二
三
〇
〇
字
程
度
）

◆ 

入
稿
形
式
：
テ
キ
ス
ト
形
式
（
ワ
ー
ド
、
一
太
郎
形
式
も
可
）

◆ 

謝
礼
：
ご
執
筆
誌
面
一
頁
に
つ
き
一
〇
〇
〇
円
分
の
ポ
イ
ン
ト
を
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。

 

ポ
イ
ン
ト
は
、
小
社
の
書
籍
を
直
販
に
て
ご
購
入
い
た
だ
く
際
に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

◆ 

お
問
合
せ
お
よ
び
送
付
先
：m

m
info@

bensey.co.jp

メ
ー
ル
タ
イ
ト
ル
に
「
勉
誠
通
信
用
原
稿
」
と
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

編
集
後
記

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
二
〇
一
一
年
最
初
の
勉
誠
通
信
で
す
。
昨
年
は
大
変

お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

弊
社
で
は
、
昨
年
一
〇
八
点
の
書
籍
を
刊
行
い
た
し
ま
し
た
。
本
年
も
よ
り
良
い
書
籍
を
、
よ

り
多
く
皆
様
に
お
届
け
で
き
ま
す
よ
う
、
努
力
し
て
参
り
ま
す
。

今
年
の
お
正
月
は
、
淡
路
島
に
あ
る
日
本
最
古
の
社
と
言
わ
れ
て
い
る
伊い

弉ざ
な

諾ぎ

神
宮
に
初
詣

に
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
元
々
、
神
社
や
お
寺
を
巡
る
の
が
好
き
な
の
で
、
日
本
最
古
と
聞
い

て
、
一
度
は
行
か
ね
ば
！　

と
思
っ
て
い
た
神
社
で
し
た
。
こ
こ
は
伊
弉
諾
命
が
淡
路
島
を
生

み
、
群
神
を
生
み
終
え
て
幽
宮
を
淡
路
之
洲
に
営
ん
だ
の
が
始
ま
り
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
真
東

に
伊
勢
神
宮
、
真
西
に
対
馬
一
宮
が
あ
る
ら
し
く
、
こ
う
い
う
方
角
を
も
鑑
み
た
神
社
の
設
計

は
本
当
に
面
白
く
て
感
動
し
ま
す
。
鳥
居
な
ど
は
意
外
に
新
し
く
、
参
道
に
は
ず
ら
っ
と
出
店

が
並
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
さ
す
が
に
本
殿
は
風
格
が
あ
り
、
い
い
御
利
益
を
も
ら
え
た
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。

実
は
、
初
詣
に
は
三
社
へ
行
き
、
そ
れ
ぞ
れ
で
お
み
く
じ
を
ひ
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
全
て
に

「
慢
心
せ
ず
、身
を
慎
ん
で
精
進
す
る
よ
う
に
」
と
書
か
れ
て
い
て
驚
き
ま
し
た
。〈
身
を
慎
む
〉

と
い
う
の
が
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
分
か
ら
ず
、少
々
難
題
で
す
が
、少
し
で
も
運
が
開
く
よ
う
、

日
々
精
進
し
て
い
こ
う
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
武
内
）


