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あ
る
や
ん
ご
と
な
き
御
方
の
御
下
問
に
奉
答
し
た
私
の
言
葉
の
要
約
を
摘

記
す
る
。

　
　
　
あ
な
た
の
な
さ
っ
て
る
陶
器
研
究
と
い
う
の
は
釉
薬
の
研
究
が
む
ず

か
し
い
の
で
す
か
。

　
　
　
そ
れ
も
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
番
私
の
重
き
を
置
い
て
お
り
ま

す
の
は 

作  

行 

さ
く
ゆ
き

で
あ
り
ま
す
。

　
と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
作
行
と
は
…
…
と
、
重
ね
て
御
下
問
が
あ
っ
た

の
で
、

　
　
　
土
の
仕
事
、
即
ち
土
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
成
形
上
の
美
醜
に
係
わ
る

点
に
於
て
、
芸
術
上
か
ら
鑑
る
観
点
で
あ
り
ま
す
。
陶
磁
器
は
、
こ
の
土
の
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仕
事
が
芸
術
的
価
値
を
充
分
に
具
え
て
い
る
こ
と
を
第
一
条
件
と
し
ま
す
。

い
か
に
美
し
い
釉
薬
が
塗
布
さ
れ
て
も
、
い
か
に
力
あ
る
模
様
が
付
さ
れ
て

も
、
土
の
仕
事
が
不
充
分
で
は
面
白
く
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
引

き
換
え
、
土
の
仕
事
が
芸
術
的
価
値
を
充
分
に
具
え
ま
す
場
合
は
、
釉
薬
が

掛
か
り
ま
せ
ん
で
も
、
少
し
曲
り
ま
し
て
出
来
そ
こ
ね
ま
し
て
も
、
所
期
の

色
沢
が
出
ま
せ
ん
で
も
、
元
々
根
本
の
土
の
仕
事
の
作
行
が
良
い
の
で
あ
り

ま
す
た
め
に
、
燦
然
と
し
て
有
価
値
に
光
を
放
つ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
う
し
て
、
さ
ら
に
言
上
し
た
内
容

を
摘
記
す
る
と
、
こ
う
で
あ
る
。

　
　
　
古
来
、
有
名
な
る
陶
器
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
土
の
仕
事
が
立
派
に
、

芸
術
的
要
素
を
具
え
る
上
に
、
さ
ら
に
良
き
模
様
が
良
き
筆
者
に
描
か
れ
、
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ま
た
そ
の
上
に
美
し
い
釉
薬
が
掛
か
り
、
適
当
の
施
薬
、
適
宜
の
無
釉
、
あ

る
い
は
彫
紋
が
施
さ
れ
る
。
実
例
を
挙
げ
て
言
え
ば
青
瓷
、
宋
代
に
生
ま
れ

た
青
瓷
砧
と
い
う
、
あ
る
い
は
雨
過
天
青
と
い
う
優
れ
た
る
青
色
釉
の
や
か

ま
し
い
青
瓷
も
、
所
詮
は
土
の
作
行
が
良
い
た
め
の
良
き
色
で
あ
っ
て
、
色

の
優
れ
た
る
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
仮
り
に
宋
青
瓷
の
釉
薬
が
現
在

に
生
ま
れ
出
た
と
し
て
も
、
今
の
作
家
の
力
で
は
、
な
ん
の
問
題
と
も
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
色
が
美
し
い
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
宋
青
瓷
を
尊
ぶ

よ
う
な
尊
び
方
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
万
暦
赤
絵
に
し
て
も
、
古
染
付
に
し

て
も
、
乃
至
朝
鮮
も
の
に
し
て
も
、
い
ず
れ
も
い
ず
れ
も
土
の
作
行
が
良
い

と
い
う
こ
と
が
根
本
価
値
と
な
っ
て
光
彩
を
放
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
瀬

戸
然
り
、
古
唐
津
然
り
、
仁
清
、
乾
山
、
木
米
、
あ
る
い
は
柿
右
衛
門
、
い
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ず
れ
も
い
ず
れ
も
土
の
仕
事
が
根
本
的
に
芸
術
的
要
素
を
具
え
て
有
名
で
あ

る
こ
と
は
争
え
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
私
の
製
作
上
必
然
の
欲
求
と
し
て
、
学
者
の
欲
求
が
常
に
集
書

に
あ
る
よ
う
に
、
古
え
よ
り
伝
え
る
と
こ
ろ
の
古
陶
名
器
を
出
来
得
る
か
ぎ

り
聚
集
し
、
与
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
広
く
古
え
を
見
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。

　
釉
薬
の
研
究
も
大
事
で
あ
り
、
決
し
て
等
閑
に
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
土
の
作
行
を
第
一
義
と
し
て
重
く
考
え
て
い
る
。
故
に
良
い
陶
器
を
作

る
こ
と
は
、
別
段
に
わ
ざ
わ
ざ
構
え
て
意
匠
の
工
夫
を
施
す
に
も
及
ば
な
い
。

目
新
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
狙
う
に
も
及
ば
な
い
。
色
に
於
て
も
是
非

と
も
こ
う
で
な
く
て
は
と
決
め
て
か
か
る
要
は
な
い
。
漫
然
と
新
奇
を
衒
う

よ
う
な
こ
と
は
な
お
さ
ら
思
う
要
も
な
い
。
そ
も
そ
も
形
に
於
け
る
意
匠
、
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釉
薬
表
現
の
色
調
、
着
け
模
様
な
ど
に
よ
る
賢
し
い
働
き
は
主
と
し
て
理
智

の
み
に
よ
っ
て
出
来
て
い
る
の
が
現
代
の
芸
術
で
あ
る
。
名
は
芸
術
で
あ
っ

て
も
、
実
は
、
芸
術
で
も
な
ん
で
も
な
い
、
美
の
表
現
を
標
準
と
し
た
智
恵

比
べ
で
あ
る
。
帝
展
な
ど
の
出
品
物
を
見
る
と
、
絵
画
と
言
わ
ず
、
工
芸
と

言
わ
ず
、
い
ず
れ
も
意
匠
図
案
の
智
恵
比
べ
で
あ
る
。
色
調
取
り
合
わ
せ
の

智
恵
比
べ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
作
者
の
智
恵
比
べ
の
み
に
よ
っ
て
毎
年
、

柄
と
模
様
と
色
調
と
が
仰
々
し
く
取
り
換
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
の
仕
事
が

帝
展
及
び
そ
の
他
で
あ
る
が
、
鑑
賞
家
も
ま
た
作
者
同
様
に
智
恵
を
以
て
理

智
鑑
賞
を
な
す
が
た
め
に
、
と
も
か
く
一
時
的
に
現
代
美
術
は
支
持
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
も
の
の
、
本
当
の
こ
と
、
芸
術
の
こ
と
は
所
詮
智
恵
の
問
題
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
実
は
真
心
の
問
題
で
あ
り
、
熱
情
の
問
題
で
あ
る
の
で
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あ
る
か
ら
、
永
く
後
に
残
る
作
品
は
知
恵
の
み
で
作
る
こ
と
は
ダ
メ
だ
と
い

う
こ
と
が
明
白
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
今
日
の
状
態
は
別
と
し
て
、
昔
は
如
何
。
昔
は
と
顧
る
と
き
、

古
え
の
人
は
い
か
に
考
え
て
も
、
今
の
人
よ
り
は
真
心
が
多
い
。
年
代
を
遡

れ
ば
遡
る
ほ
ど
、
真
心
の
持
ち
主
が
多
か
っ
た
こ
と
を
幾
多
の
事
実
が
物
語

っ
て
い
る
よ
う
だ
。
真
心
の
仕
事
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
未
来
永
劫
、
昔
の
芸
術

が
後
の
人
の
心
を
打
つ
の
で
あ
る
。

　
仮
り
に
古
え
の
人
の
持
っ
た
智
恵
だ
け
を
見
て
も
感
心
す
る
に
は
す
る
が
、

な
ん
と
言
っ
て
も
根
本
は
古
人
の
真
心
と
熱
情
に
な
っ
た
点
に
、
我
々
後
人

は
動
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
全
く
こ
う
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
私
は
古
人
の
仕
事
を
眺
め
る
。
そ
う
し
て
古
人
の
心
を
読
ま
ん
と
す
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る
。
少
し
ず
つ
で
も
古
人
の
心
が
読
め
て
来
る
と
実
に
う
れ
し
い
。
そ
れ
と

い
う
の
は
、
自
分
も
古
人
の
よ
う
に
、
心
で
仕
事
を
し
て
み
た
い
と
思
う
か

ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
心
の
作
品
が
生
ま
れ
る
と
、
は
た
と
膝
を
打
た
な
い

訳
に
は
い
か
な
い
。
古
え
の
人
は
、
こ
の
調
子
だ
な
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

　
こ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
が
進
む
と
、
敢
え
て
創
作
な
ど
と
言
っ
て
、
変
っ

た
デ
ザ
イ
ン
や
変
っ
た
色
を
表
わ
す
今
の
作
家
の
態
度
が
余
計
な
苦
労
を
し

て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
来
る
。
創
作
は
智
恵
が
先
じ
ゃ
な
い
、
心
が
先

だ
、
真
心
の
発
露
だ
、
真
心
あ
っ
て
、
そ
れ
を
扶
け
る
智
恵
が
補
佐
役
と
し

て
付
き
従
え
ば
良
い
の
だ
と
感
ず
る
。
借
り
も
の
の
智
恵
な
ん
か
は
ど
う
で

も
よ
い
の
だ
。
同
じ
智
恵
で
も
自
然
と
自
己
の
天
分
か
ら
に
じ
み
出
る
智
恵

で
な
く
て
は
、
固
よ
り
創
作
な
ど
と
権
威
が
る
も
の
は
生
ま
れ
る
訳
の
も
の
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で
は
な
い
の
だ
。
生
ま
れ
つ
き
の
智
恵
の
な
い
も
の
は
生
ま
れ
つ
き
の
真
心

を
以
て
、
進
め
ば
よ
い
の
だ
。
正
義
無
敵
だ
、
祈
ら
ず
と
も
神
は
守
る
。
正

直
の
頭
に
神
は
宿
る
。
智
恵
は
そ
の
上
そ
の
上
の
か
ぎ
り
が
な
い
。
こ
れ
を

逐
う
こ
と
は
智
恵
の
な
い
こ
と
だ
。
真
心
は
一
つ
で
二
が
な
い
。
正
に
純
一

だ
。
だ
か
ら
純
一
の
真
心
に
な
る
熱
情
を
以
て
す
る
こ
と
だ
。
そ
れ
に
は
敵

は
な
い
は
ず
だ
。
だ
か
ら
、
陶
器
を
作
る
に
し
て
も
別
人
と
変
っ
た
こ
と
を

す
る
こ
と
は
な
い
。
古
人
と
変
っ
た
こ
と
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。
況
や
古

人
の
仕
事
は
大
概
は
行
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
い
る
。
新
奇
を
競
う
者
は
、

古
人
の
仕
事
が
明
瞭
に
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
無
知
な
者
は
向
こ
う
見
ず

な
こ
と
を
平
気
で
や
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
古
え
に
対
し
て
無
学
の
所
産
で

あ
る
。
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こ
れ
を
書
に
つ
い
て
み
る
と
き
、
顔
真
卿
が
日
本
と
書
い
て
も
、
欧
陽
詢

が
日
本
と
書
い
て
も
、
は
た
ま
た
、
今
の
人
た
ち
が
日
本
と
書
い
て
も
大
し

て
形
が
ち
が
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
大
体
同
じ
で
あ
っ
て
、

ど
こ
と
な
し
に
少
し
の
ち
が
い
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
少
し
の
ち

が
い
が
大
な
る
相
違
を
き
た
し
て
い
る
点
が
、
吾
人
の
も
っ
と
も
注
目
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
観
点
で
あ
る
の
で
あ
る
。
無
暗
に
形
ば
か
り
変
え
て
み
た

と
こ
ろ
で
、
う
ま
い
字
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
り
、
う
ま
い
書
と
し
て
の
要

素
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
摂
津
大
掾
だ
か
ら
と
て
別
段
義
太
夫
の
節
リ
ズ
ム
を
改
変
し
て
語
っ
た
の

で
は
な
い
。
や
は
り
世
間
並
み
の
義
太
夫
の
節
で
語
っ
た
の
で
あ
る
。
今
の

延
寿
太
夫
に
し
て
も
、
松
尾
太
夫
に
し
て
も
大
体
は
在
来
の
清
元
で
あ
り
常
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磐
津
で
あ
っ
て
、
改
変
独
自
の
節
付
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
他
の

人
と
同
じ
仕
事
を
同
じ
方
法
に
や
っ
て
み
て
も
、
結
果
に
於
て
は
人
次
第
で

大
い
に
相
違
を
生
じ
、
幾
百
千
人
中
摂
津
一
人
を
特
異
の
名
人
と
な
す
と
か
、

松
尾
、
延
寿
を
出
色
と
な
す
な
ど
、
正
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
陶
器
に
於
て
も
楽
家
の
楽
茶
碗
の
如
き
は
、
長
次
郎
以
来
数
代
を
重
ね
、

各
々
名
を
成
し
て
い
る
と
は
言
う
も
の
の
、
長
次
郎
と
言
い
、
の
ん
こ
う
と

言
い
、
こ
の
両
人
は
特
に
出
色
で
あ
っ
て
、
立
派
に
芸
術
的
生
命
を
具
え
、

特
に
秀
で
た
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
変
化
に
乏
し
い
楽
茶
碗
、

あ
る
い
は
黒
無
地
塗
り
の
茶
器
棗
の
如
き
に
於
て
も
一
つ
は
芸
術
と
し
て
燦

然
た
る
も
の
あ
り
、
一
つ
は
二
束
三
文
取
る
に
足
ら
ざ
る
も
の
あ
り
、
驚
く

べ
き
賢
愚
高
低
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
な
に
が
ゆ
え
で
あ
る
か
に
考
え
及
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
に
考
え
及
ぶ
と
き
に
於
て
発

見
さ
れ
る
も
の
は
他
で
は
な
い
、
た
だ
姿
は
同
じ
で
あ
り
、
柄
は
似
た
も
の

で
あ
っ
て
も
、
内
容
が
ち
が
う
。
た
だ
こ
れ
だ
け
を
発
見
す
る
ば
か
り
で
あ

る
。
こ
れ
以
外
に
は
全
く
な
に
も
の
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
内
容
を
解
剖

す
る
と
き
、
内
容
に
は
先
天
的
に
成
る
優
れ
た
る
も
の
が
存
在
す
る
。
後
天

的
に
具
わ
っ
た
優
れ
た
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
の
二
つ
の
存
在
と
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
程
度
を
以
て
作
す
結
果
に
様
々
な
姿
を
表
わ
し
、
様
々
の
高
低
を
現

わ
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
私
の
陶
器
を
作
る
場
合
に
於
け
る
作
行
に
重
き
を
置
く
と
い
う
の

は
、
自
己
の
内
容
に
重
き
を
置
く
こ
と
で
あ
り
、
自
己
の
心
を
作
品
に
写
さ
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ん
と
す
る
願
い
ご
と
で
あ
る
。
従
っ
て
模
様
や
色
は
、
根
本
を
飾
る
た
め
の

補
助
に
す
ぎ
な
い
第
二
義
的
研
究
と
も
言
い
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
但
し
、

こ
れ
は
私
の
一
個
的
作
器
観
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
高
貴
の
方
が
な
ん
と
御
得
心
遊
ば
さ
れ
た
か
は
私
の
関
す
る
と
こ
ろ
で
は

な
い
が
、
こ
の
奉
答
に
よ
っ
て
、
ひ
た
す
ら
身
に
余
る
光
栄
を
感
じ
た
こ
と

は
真
実
に
光
栄
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
六
年
）
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の
フ
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れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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