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（
前
号
か
ら
つ
づ
く
）

第
二
節
買
逹
の
思
想

田
中
こ
れ
も
き
っ
か
け
は
、
狩
野
直
喜
先
生
の
『
両
淡
学
術
考
』
で
買

逹
を
「
曲
学
阿
世
の
風
」
が
あ
る
と
評
さ
れ
た
こ
と
か
ら
な
ん
で
す
。
こ

れ
は
、
中
国
で
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
た
の
を
繰
り
返
し
た
だ
け
な
ん
で
す

が
、
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
古
文
家
で
あ
り
な
が
ら
識
緯
説
を
利
用
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

加
地
そ
の
へ
ん
も
、
い
か
に
も
明
快
と
い
う
か
、
明
快
す
ぎ
る
と
い
う

~0 
力田

中
私
、
こ
れ
を
調
べ
よ
う
と
し
た
ん
で
す
。
買
泡
と
い
う
の
は
や
は

り
識
綽
説
を
引
い
た
し
、
し
か
し
買
逹
と
い
う
の
は
決
し
て
偏
っ
た
立
場

の
人
で
は
な
く
て
、
あ
る
時
述
べ
た
事
柄
を
別
の
と
こ
ろ
で
は
反
対
の
こ

と
を
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
奏
文
の
な
か
で
公
羊
学
派
の
「
権
」
の

考
え
方
を
否
定
し
な
が
ら
、
別
の
と
こ
ろ
に
は
「
権
」
を
肯
定
す
る
主
張

も
あ
る
。
で
す
か
ら
、
買
逹
が
識
緯
説
を
主
張
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
だ

か
ら
談
緯
説
の
学
者
で
あ
る
と
見
る
必
要
は
何
も
な
く
て
、
調
べ
て
み
る

対
談

『
両
漠
思
想
の
研
究
』

と
買
逹
は
識
緯
を
批
判
し
た
よ
う
な
記
述
(
-
四
七
頁
）
も
あ
る
ん
で
す
。

『
後
炭
紀
』
の
な
か
で
は
、
買
逹
な
ど
が
識
緯
の
学
は
い
け
な
い
と
し
た

と
言
っ
て
ま
す
し
、
張
衡
の
言
躯
の
な
か
に
も
、
買
逆
が
識
綽
の
中
で
互

い
に
矛
盾
す
る
も
の
を
指
摘
し
た
、
識
緯
を
説
く
者
は
そ
れ
に
対
し
て
説

明
で
き
な
か
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
買
逹
と
い
う
も
の
は
識

緯
に
対
し
て
非
常
に
幅
の
広
い
理
解
を
し
て
い
た
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
。
決
し
て
あ
る
ひ
と
つ
だ
け
取
り
上
げ
て
買
述
を
非
雌
す
べ
き
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
い
ち
ば
ん
言
い
た
か
っ
た
こ
と
で
す
。
い

ま
と
し
て
み
ま
す
と
、
も
っ
と
そ
の
点
を
強
調
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と

思
っ
て
い
る
く
ら
い
で
す
。

ま
ぁ
買
逹
に
つ
い
て
の
論
文
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
し
、

ゼ
ロ
と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
す
。
部
分
的
に
は
、
鎌
田
正
先
生
が

『
左
伝
の
成
立
と
そ
の
展
開
』
の
な
か
で
買
述
の
説
を
引
い
て
お
ら
れ
る

だ
け
で
、
こ
れ
は
ま
ぁ
説
明
と
し
て
引
い
て
い
る
だ
け
で
す
。

加
地
「
し
か
し
、
漢
は
発
の
後
と
す
る
説
と
暦
法
に
関
す
る
も
の
の
二

つ
が
現
存
の
か
れ
の
著
述
に
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
他
の
識
緯
を
用
い
る
例

（
下
）

廿

読
者

jJ

伸

著

者

田

地中

喜巳行
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は
全
く
な
く
」
(
-
四
七
頁
）
と
断
言
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
い
ヘ

ん
な
こ
と
で
す
ね
。
断
言
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
。

田
中
集
め
た
本
が
あ
る
ん
で
す
。
重
沢
先
生
の
も
の
、
あ
れ
を
ず
っ
と

当
た
っ
て
み
た
ん
で
す
が
な
か
っ
た
で
す
。
で
す
か
ら
、
ま
ず
だ
い
じ
ょ

う
ぶ
だ
と
思
っ
た
の
で
す
が
ね
。

加
地
ま
ず
、
残
っ
て
い
る
注
と
い
う
も
の
の
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
ま

ず
全
体
像
が
そ
こ
に
で
て
い
る
で
し
ょ
う
ね
。
ど
っ
か
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

片
鱗
で
も
な
け
れ
ば
お
か
し
い
わ
け
で
す
よ
ね
。

田
中
傾
向
と
し
て
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

加
地
買
逹
の
こ
の
立
場
と
い
う
の
は
、
『
白
虎
通
』
と
は
つ
な
が
ら
な

く
て
い
い
ん
で
す
ね
。

田
中
つ
な
が
ら
な
く
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

加
地
「
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
代
は
そ
の
礼
教
の
世
界
に
背
を
向
け
て
山

林
等
へ
逃
避
す
る
人
々
を
も
生
み
出
し
て
い
る
。
」
(
-
五

0
頁
）
、
こ

れ
は
松
本
雅
明
さ
ん
の
説
の
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

こ
れ
、
実
証
的
証
拠
あ
る
ん
で
す
か
。

田
中
逸
民
伝
そ
の
他
を
あ
げ
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
否
定
し
に
く
い
で
す
。

こ
う
い
う
人
物
、
い
る
ん
で
す
ね
。

加
地
そ
れ
は
、
知
識
人
で
。

田
中
あ
ん
ま
り
詳
し
く
書
い
て
な
い
ん
で
、
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、

イ
ソ
テ
リ
で
す
ね
。

加
地
私
ね
、
礼
教
的
世
界
を
逃
れ
る
人
は
お
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
で

も
、
逃
れ
た
人
は
何
も
山
へ
い
か
な
く
て
も
い
い
で
し
ょ
、
都
会
に
住
ん

で
お
っ
て
も
別
に
か
ま
わ
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
あ
え
て
山
林
へ
行
っ
た
と

い
う
の
は
、
何
か
こ
ぅ
‘
非
常
に
気
に
な
る
ん
で
す
が
。
だ
っ
て
、
老
子

は
別
に
山
に
行
け
と
は
言
っ
て
ま
せ
ん
ね
。
街
の
ど
真
ん
中
に
お
っ
て
も

い
い
ん
で
し
ょ
う
。
特
殊
現
象
で
し
ょ
う
か
。

田
中
前
に
ね
、
前
漢
が
減
ん
で
王
芥
・
後
漠
へ
と
続
く
時
代
に
は
、
明

ら
か
に
戦
乱
を
逃
れ
て
隠
れ
た
人
が
い
た
ん
で
す
ね
。
現
実
に
身
の
危
険

が
あ
っ
て
ね
。
そ
う
い
う
伝
統
も
ま
だ
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
と
、
そ

れ
か
ら
官
戦
に
つ
き
な
が
ら
隠
遁
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
代
ま
だ
で

て
こ
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
退
こ
う
と
思
え
ば
、
田
舎

く
ら
い
に
い
か
な
い
と
当
時
の
人
に
と
っ
て
逃
避
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
、
後
漢
の
道
家
思
想
の
な
か
で
も
言
う
の
で
す

が
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
が
あ
る
の
で
す
ね
、
そ
ん
な
惑
じ
が
あ
る
ん
で
す
。

加
地
な
る
ほ
ど
ね
。
い
ゃ
わ
か
り
ま
す
。
わ
た
し
ね
ぇ
、
な
ん
で
山
林

に
行
っ
た
の
か
、
本
当
に
行
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
山
林
へ
行
っ
た
こ
と

を
知
ら
し
め
る
た
め
に
行
っ
た
わ
け
で
し
ょ
。
こ
れ
は
、
本
当
の
隠
者
で

し
た
ら
、
あ
と
を
隠
さ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

田
中
そ
う
す
る
と
、
文
献
に
出
て
こ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

加
地
そ
う
で
す
ね
。
文
献
に
出
て
く
る
の
が
お
か
し
い
ん
で
す
よ
ね
。

だ
か
ら
逸
民
伝
に
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
は
本
当
の
悶
者
じ
ゃ
な
い
ん
で

す
ね
。

田
中

加
地

田
中

だ
か
ら
、
的
敬
さ
れ
た
逸
民
が
載
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

形
容
矛
盾
で
す
ね
。

し
か
も
、
彼
ら
は
す
ぐ
れ
た
人
物
だ
と
し
て
朝
廷
に
招
か
れ
る
ん

笑

(44) 
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で
す
。
そ
う
す
る
と
、
戻
っ
て
き
ま
す
ね
、
大
部
分
が
。

加
地
じ
ゃ
あ
、
も
う
逸
民
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。

田
中
も
ち
ろ
ん
拒
絶
す
る
人
も
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
表
む
き
の
理
由

は
と
も
か
く
、
や
っ
ぱ
り
そ
の
時
点
で
行
か
な
い
ほ
う
が
得
だ
と
考
え
た

に
違
い
な
い
ん
で
す
。
行
か
な
か
っ
た
の
は
。

加
地
条
件
が
わ
る
い
と
。
じ
ゃ
あ
、
諸
葛
孔
明
の
三
顧
の
礼
と
い
う
の

も
、
あ
ん
が
い
ね
え
、
三
回
目
を
断
っ
た
ら
、
も
う
来
な
か
っ
た
り
し
て
。

（笑）第
三
節
許
慎
と
古
文
学

田
中
こ
こ
は
『
五
経
異
議
』
を
中
心
に
取
り
上
げ
ま
し
て
、
許
慎
の
経

学
説
批
判
を
通
し
て
、
許
慎
の
思
想
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。

彼
に
は
職
緯
に
対
す
る
態
度
が
両
面
あ
っ
た
ん
で
す
ね
、
『
五
経
異
議
』

な
ん
か
で
は
は
っ
き
り
と
古
文
学
説
を
と
る
、
そ
し
て
『
五
経
異
議
』
の

中
で
も
感
帝
王
説
、
つ
ま
り
聖
人
は
特
殊
な
生
ま
れ
方
を
す
る
と
か
、
お

母
さ
ん
が
天
の
精
を
受
け
た
り
な
ん
か
し
て
、
そ
う
い
う
も
の
は
な
い
ん

だ
と
、
許
慎
は
批
判
す
る
わ
け
で
す
。
い
わ
ゆ
る
識
緯
的
な
考
え
を
否
定

す
る
。
『
説
文
解
字
』
の
序
文
で
も
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
恣
謡

的
な
文
字
の
解
釈
を
批
判
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
一
方
で
『
説
文
解
字
』

の
本
文
で
は
、
識
緯
説
も
取
り
入
れ
た
解
釈
も
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は

何
故
だ
ろ
う
と
。
買
逹
の
場
合
と
違
っ
た
識
緯
に
対
す
る
態
度
が
あ
っ
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
論
が
、
許
慎
が
文
字

学
者
で
『
説
文
解
字
』
を
書
い
た
、
つ
ま
り
字
書
と
い
う
も
の
は
、
単
に

非
合
理
を
否
定
す
る
だ
け
の
合
理
性
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
非
合
理
を
非

合
理
と
認
め
な
が
ら
、
文
字
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
意
味
は
、
あ
る
が
ま

ま
に
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
い
う
客
観
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な

い
、
そ
う
い
う
自
覚
、
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
も
、
そ
う
い
う
立
場

を
と
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
識
緯
を
問
題
と
す
る
な
ら

ば
否
定
し
た
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
事
実
を
述
べ
る
字
書
を
著
す
場
合

に
は
、
そ
れ
は
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
解

釈
し
ま
し
た
。

加
地
す
る
と
許
慎
の
場
合
は
、
識
緯
を
客
糾
視
し
て
ゆ
く
と
い
う
ふ
う

な
発
想
で
見
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
す
か
ね
。
哀
•
平
の
こ
ろ
で
す
か

起
こ
っ
て
く
る
の
は
、
あ
の
こ
ろ
の
あ
た
り
か
ら
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
あ
っ
た

の
が
大
体
こ
う
、
ま
と
ま
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
す
か
ね
ぇ
。

田
中
逆
に
い
い
ま
す
と
、
あ
ま
り
お
か
し
い
も
の
は
ふ
る
い
に
か
け
ら

れ
、
使
用
に
耐
え
う
る
よ
う
な
も
の
が
生
き
残
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。
こ
れ
は
も
う
、
識
綽
な
ん
か
の
研
究
す
る
方
が
大
い
に
明
ら
か
に
し

て
も
ら
い
た
い
点
で
す
ね
。

加
地
「
今
文
説
は
夫
婦
間
の
自
然
な
情
愛
を
社
会
的
な
上
下
の
位
餃
に

優
先
さ
せ
た
、
い
わ
ば
人
間
的
な
考
え
な
の
に
対
し
、
左
氏
説
は
そ
の
逆

で
」
（
一
五
六
頁
）
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
先
ほ
ど
の
議
論
と
つ
な

が
り
ま
す
が
、
『
易
』
の
序
卦
伝
と
の
辿
関
も
や
っ
ぱ
り
あ
る
で
し
ょ
う

ね
。
こ
こ
は
、
だ
か
ら
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
の
間
題
を
考
え
る
ひ
と
つ
の

ポ
イ
ソ
ト
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
わ
ね
。

そ
れ
か
ら
、
非
常
に
魅
力
を
感
じ
た
の
は
、

「
『
異
厳
』
及
ぴ
『
白
虎

(45) 
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通
』
の
今
文
説
の
卿
大
夫
世
襲
否
定
は
、
政
治
の
中
心
に
い
る
官
僚
を
念

頭
に
置
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
儒
家
説
と
し
て
の
現
実
批
判
を
込

め
て
、
そ
の
よ
う
な
者
の
官
位
の
世
襲
を
否
定
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
」

（
一
六
二
頁
）
と
い
う
と
こ
で
す
。
当
時
の
、
歴
史
的
な
事
実
を
背
景
に

お
い
て
ら
っ
し
ゃ
る
。
私
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
は
非
常
に
魅
力
を
惑
じ

る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
経
学
と
い
え
ば
一
定
の
経
書
の
な
か
の
整
合
性
、

あ
る
い
は
理
屈
を
説
明
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
経
書
の
な
か
の
こ
と
ば

で
証
明
し
て
ゆ
く
、
な
ん
か
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ

こ
へ
、
先
生
が
経
学
の
解
釈
に
お
い
て
、
意
味
付
け
に
ね
、
歴
史
性
を
尊

入
し
て
こ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
歴
史
的
事
実
と
つ
な
ぎ
な
が
ら
の
経
学
解
釈

と
い
う
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
お
も
し
ろ
い
。
こ
れ
は
、
後
半
の
何
休
の

思
想
の
と
こ
ろ
で
言
お
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
い
ま
た
ま
た
ま
出

て
き
た
の
で
申
し
ま
し
た
。

田
中
ま
さ
し
く
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
批
判
を
、
最
初
の
原

稿
を
出
し
た
時
に
も
受
け
ま
し
た
の
で
、
私
も
用
心
し
な
け
れ
ば
と
。

加
地
そ
う
で
す
ね
。
経
学
的
解
釈
を
歴
史
的
史
実
と
短
絡
化
し
て
結
び

つ
け
る
と
い
う
の
は
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
ぁ

と
い
う
ふ
う
に
は
思
い
ま
す
。
で
、
そ
れ
は
ど
な
た
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん

で
す
か
。

田
中
沢
田
多
喜
男
先
生
で
す
。
君
の
や
り
方
は
お
も
し
ろ
い
、
し
か
し

用
心
は
し
な
い
と
い
け
な
い
、
簡
単
に
す
ぐ
結
び
つ
け
る
よ
う
に
結
論
を

い
そ
い
で
は
だ
め
だ
、
と
。

加
地
「
と
す
る
の
が
―
つ
の
合
理
的
な
見
方
な
の
で
あ
っ
て
、
後
の
人

知
の
発
達
し
た
段
階
の
科
学
的
な
合
理
性
で
そ
れ
を
否
定
す
る
ほ
う
が
、

む
し
ろ
誤
り
に
近
い
と
い
え
よ
う
。
」
（
一
六
三
頁
）
と
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
同
感
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
「
専
制
権
力
を
握
る
皇
帝
と
そ
の
側
近
、
そ
し
て
そ
こ
で

採
用
さ
れ
る
よ
う
な
形
の
孔
子
の
教
え
を
提
供
す
る
者
が
、
当
然
、
神
秘

化
を
指
示
し
、
権
力
機
構
か
ら
離
れ
て
い
た
者
が
こ
れ
を
否
定
で
き
よ
う
。
」

（
一
六
四
頁
）
と
あ
り
ま
す
が
、
権
力
機
構
か
ら
離
れ
て
い
た
者
だ
け
じ
ゃ

な
く
て
、
権
力
機
構
に
お
る
も
の
の
知
識
人
も
ど
う
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、

非
常
に
複
雑
な
人
間
関
係
と
い
う
感
覚
の
問
題
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ヘ

ん
は
い
ろ
ん
な
議
論
が
も
っ
と
出
て
き
そ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
が
。

そ
れ
と
、
「
と
こ
ろ
で
、
古
文
学
派
は
中
小
地
主
隠
を
代
表
す
る
と
い

う
意
見
が
あ
る
。
」
（
一
七
二
頁
）
と
い
う
厖
友
蘭
の
意
見
が
あ
っ
て
、

あ
と
が
き
に
「
旧
拙
稿
に
は
、
古
文
学
派
を
中
小
地
主
層
と
結
び
つ
け
る

解
釈
に
ほ
ぽ
同
調
し
て
推
論
し
た
個
所
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
発

表
当
時
、
慎
重
さ
に
欠
け
る
と
い
う
指
摘
や
注
意
を
受
け
た
。
納
得
で
き

る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
本
書
で
は
訂
正
し
た
」
（
三
二

0
頁
）
と
あ
り

ま
す
が
、
中
小
地
主
層
を
代
表
す
る
と
は
し
な
い
ん
で
す
か
。

田
中
よ
く
聞
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
も
っ
と
も
し
ゃ
べ
り

た
か
っ
た
こ
と
な
の
で
す
か
ら
。
こ
の
も
と
の
論
文
は
『
舞
鶴
工
業
高
等

専
門
学
校
紀
要
』
に
載
っ
た
も
の
で
、
あ
ん
ま
り
読
ん
で
も
ら
え
な
い
性

質
の
も
の
で
す
か
ら
、
非
常
に
た
く
さ
ん
の
人
に
抜
圃
り
を
お
送
り
し
た

ん
で
す
。
そ
し
て
、
批
判
や
注
慈
な
ん
か
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
い
ち
ば

ん
大
き
か
っ
た
の
は
、
い
ま
先
生
が
取
り
上
げ
て
下
さ
っ
た
こ
と
な
ん
で
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す
。
こ
の
前
の
論
文
で
は
、
今
文
学
派
と
い
う
の
は
豪
族
お
よ
び
刺
廷
の

権
力
で
、
古
文
学
派
と
い
う
の
は
中
小
地
主
闊
の
意
思
を
反
映
す
る
と
い

う
、
褐
友
蘭
氏
そ
の
他
の
中
国
の
人
の
説
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
ふ
ま
え

て
、
論
を
進
め
る
よ
う
な
こ
と
を
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
田

済
先
生
・
沢
田
多
喜
男
先
生
や
後
藤
延
子
先
生
も
、
せ
っ
か
ち
に
学
派
と

基
層
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
よ
ほ
ど
用
心
し
な
い
と
だ
め
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
。
も
し
結
ぴ
つ
け
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
古
文
学
派
の
学
者
達
が
中
小
地

主
層
の
出
身
だ
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
ろ
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
東
洋

史
の
佐
藤
武
敏
先
生
で
し
た
。
私
、
佐
藤
先
生
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
分

か
ら
な
か
っ
た
も
の
で
お
た
ず
ね
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
し
た
ら
お
手

紙
い
た
だ
い
て
。
ま
さ
し
く
そ
う
な
ん
で
、
前
の
論
文
が
鴻
友
蘭
氏
に
す

ぐ
飛
び
付
い
て
、
こ
こ
で
は
直
し
た
ん
で
す
。
今
に
し
て
思
え
ば
直
し
方

が
足
り
な
い
ん
で
、
そ
こ
ま
で
論
を
進
め
な
く
て
、
そ
れ
で
い
い
ん
で
、

そ
れ
は
批
判
を
受
け
て
助
か
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

加
地
漉
友
蘭
も
名
立
た
る
学
者
で
す
か
ら
、
何
か
根
拠
が
あ
っ
た
は
ず

で
す
ね
。
そ
れ
は
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
私
は
厖
友
蘭
の
『
中
国
哲
学
史
新

編
』
に
は
、
非
常
に
批
判
的
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
も
ね
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
漉
友
蘭
が
言
っ
て
い
る
な
ら
ば
ね
、
な
に
か
根
拠
が
あ
っ

た
は
ず
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
や
っ
ば
し
知
っ
と
く
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

漉
友
蘭
は
ま
だ
生
き
て
い
ま
す
し
ね
。
聞
い
て
お
か
な
あ
き
ま
せ
ん
な
ぁ
。

田
中
そ
れ
か
ら
、
あ
と
ふ
た
つ
申
し
上
げ
た
い
ん
で
す
が
。
九
州
に
お

ら
れ
る
辺
土
名
朝
邦
先
生
と
か
、
宮
城
教
育
大
の
島
森
哲
男
先
生
と
か
は

で
す
ね
、
『
五
経
異
議
』
を
取
り
扱
う
の
な
ら
、
郷
玄
の
『
駁
五
経
異
議
』

が
あ
る
。
そ
れ
と
の
関
述
か
ら
も
見
な
い
と
い
け
な
い
と
言
わ
れ
た
の
で

す
。
で
も
私
、
も
う
そ
こ
ま
で
手
を
拡
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と

い
う
の
が
実
状
で
あ
り
ま
し
て
、
分
か
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、
郷
玄
と

の
比
較
を
し
た
ら
、
も
っ
と
明
確
な
新
し
い
も
の
が
で
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
。そ

れ
か
ら
、
ひ
と
つ
私
の
ミ
ス
な
ん
で
す
が
、
「
次
に
、
古
文
家
ら
し

い
も
の
と
思
え
る
が
、
許
慎
は
教
条
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
」

（
一
六
六
頁
）
以
下
の
段
落
で
す
。
つ
ま
り
、
『
五
経
異
議
』
で
は
普
通

古
文
学
の
左
氏
説
を
採
る
ん
で
す
が
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
公
羊
説
も
採
っ

た
場
合
も
あ
る
ん
で
す
。
そ
の
例
が
「
未
踪
年
之
君
」
と
い
う
と
こ
な
ん

で
す
。
そ
れ
は
、
宗
廟
を
立
て
る
か
立
て
な
い
か
な
ん
で
す
が
。
こ
れ
は
、

池
田
秀
三
先
生
か
ら
前
の
原
稿
を
発
表
し
た
時
に
、
す
ぐ
に
ご
批
判
を
い

た
だ
き
ま
し
て
、
誤
読
だ
と
。
私
、
も
ぅ
ま
っ
た
く
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
と
、
礼
状
を
だ
し
て
お
き
な
が
ら
、
こ
の
本
を
書
く
時
に
う
か
つ

に
も
、
ご
指
摘
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
引
用
文
の
「
左

氏
説
云
」
の
文
を
「
不
得
縁
君
父
」
で
切
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
が

間
違
い
だ
と
い
わ
れ
て
、
こ
れ
は
下
に
つ
づ
く
ん
だ
と
、
池
田
先
生
が
お
っ

し
ゃ
る
に
は
、
「
君
父
に
子
有
れ
ば
、
則
ち
為
に
廟
を
立
て
、
子
無
く
ん

ば
、
則
ち
廃
す
る
に
縁
る
を
得
ず
」
と
読
む
ん
だ
と
。
こ
こ
は
左
氏
説
で

は
、
未
蹄
年
の
君
に
子
供
が
あ
っ
た
ら
廟
を
立
て
る
、
な
か
っ
た
ら
立
て

な
い
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
ん
な
こ
と
に
よ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、

ど
ん
な
場
合
で
も
立
て
る
と
。
公
羊
説
は
子
供
が
あ
っ
た
ら
立
て
る
け
れ

ど
も
、
子
供
が
な
け
れ
ば
立
て
な
い
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
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『
駁
五
経
異
議
』
を
見
れ
ば
さ
ら
に
は
っ
き
り
分
か
る
こ
と
で
す
。
こ
こ

は
、
ま
っ
た
く
私
の
ミ
ス
で
、
指
摘
さ
れ
納
得
し
な
が
ら
、
こ
の
本
に
ま

と
め
る
時
、
訂
正
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
研
究
者
と
し

て
ず
さ
ん
な
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
は
、
も
う
本
を
買
っ
て
下
さ
っ
た
方
に

は
申
し
訳
な
い
ん
で
、
こ
の
部
分
の
論
旨
は
、
許
慎
が
左
氏
説
を
す
て
て
、

公
羊
説
を
と
っ
た
の
が
事
実
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
資
料
は
逆
で
、

使
え
な
い
ん
で
す
が
、
し
か
し
こ
の
節
の
主
旨
自
体
は
変
え
ま
せ
ん
。
や
っ

ぱ
し
、
古
文
学
者
で
あ
る
ん
で
す
が
、
教
条
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
納
得

す
れ
ば
今
文
学
説
を
と
る
と
、
こ
れ
は
別
の
資
料
を
挙
げ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
第
二
版
で
は
何
と
か
で
き
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

第
四
節
鄭
玄
「
発
墨
守
」
等
三
篇
の
特
色

田
中
こ
れ
は
、
後
漠
末
の
い
わ
ゆ
る
党
錮
の
禁
で
弾
圧
さ
れ
た
党
人
派

が
、
厳
し
い
状
況
の
な
か
で
ど
ん
な
国
家
像
を
描
い
て
い
た
だ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
て
、
そ
れ
が
郷
玄
の
「
発
墨
守
」
等
三
篇
の
な
か
に
反

映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

「
発
墨
守
」
な
ど
の
著
作
は
郷
玄
の
経
伝
の
注
で
は
な
い
ん
で
、
わ
り
と

自
由
に
郷
玄
が
自
分
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
こ
に
に

じ
み
出
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
た
ん
で
す
。
始
め
か
ら
見
通

し
を
立
て
ま
し
て
、
そ
し
て
混
乱
の
時
代
に
理
想
的
世
界
の
実
現
を
求
め

た
り
し
な
く
て
、
む
し
ろ
後
漠
前
期
の
明
帝
・
章
帝
期
な
ど
の
よ
う
な
、

後
漠
で
最
も
よ
く
治
ま
っ
た
時
代
を
実
現
し
た
い
と
思
っ
た
ん
で
は
な
い

か
、
し
か
も
そ
れ
は
天
子
が
専
制
と
い
う
の
じ
ゃ
な
く
て
、
天
子
が
外
戚

と
か
豪
族
と
か
と
の
妥
協
の
上
で
、
し
か
も
全
体
の
統
治
の
安
定
が
保
た

れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
求
め
た
の
だ
ろ
う
と

い
う
見
通
し
、
そ
れ
を
「
発
墨
守
」
等
三
篇
の
な
か
に
見
出
そ
う
考
え
た

わ
け
で
す
。
そ
の
根
拠
は
(
-
九
七
頁
）
注
（
認
）
に
あ
げ
て
お
り
ま
す

東
晋
次
先
生
の
「
後
漢
末
の
清
流
に
つ
い
て
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の

中
で
、
私
が
い
ま
言
い
ま
し
た
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、

そ
れ
を
根
拠
に
し
た
ん
で
す
。
こ
の
論
文
は
そ
れ
が
言
い
た
か
っ
た
ん
で

す
。
と
同
時
に
欠
点
も
そ
こ
に
あ
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
論
文
を
東
先
生
に

送
り
ま
し
て
、
先
生
の
お
考
え
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
と
申
し
ま

し
た
ら
、
東
先
生
が
読
ん
で
下
さ
い
ま
し
て
、
「
発
墨
守
」
等
三
篇
に
お

け
る
郷
玄
の
思
想
の
特
色
と
党
人
派
の
現
実
的
な
考
え
と
の
間
を
結
び
つ

け
て
い
る
け
れ
ど
も
、
結
び
つ
き
方
の
証
明
が
不
十
分
だ
と
批
判
し
て
下

さ
い
ま
し
た
。
ま
さ
し
く
そ
う
な
ん
で
す
ね
、
そ
れ
で
も
強
引
に
結
び
つ

け
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
が
、
い
ま
と
な
っ
て
は
、
不
十
分
な
と
こ
が
不
十
分

な
ま
ま
で
残
っ
た
論
文
だ
っ
た
と
。
た
だ
言
え
る
こ
と
は
、
郷
玄
は
何
休

に
比
べ
て
現
実
的
で
あ
る
と
。
何
休
を
批
判
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん

で
す
が
、
ど
の
項
目
を
あ
げ
て
み
て
も
で
す
ね
、
何
休
が
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
理
想
主
義
的
な
の
に
対
し
て
、
郷
玄
は
現
実
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す

る
。
何
休
が
鋭
く
分
析
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
郷
玄
は

総
合
的
に
、
全
体
的
に
調
和
を
取
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
こ

と
は
、
こ
の
論
文
で
や
れ
た
ひ
と
つ
の
成
果
だ
と
思
う
ん
で
す
。
た
だ
所

期
の
目
的
は
十
分
に
は
達
せ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
私
の
偽
ら
ざ
る
心

境
で
す
。
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加
地
し
か
し
、
鄭
玄
と
い
う
の
が
ど
っ
ち
か
と
い
う
と
折
衷
主
義
者
で

し
ょ
。
あ
あ
い
う
折
衷
主
義
で
す
る
発
想
、
一
種
の
バ
ラ
ソ
ス
感
覚
と
い

い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
の
に
長
け
て
い
る
人
で
す
か
ら
、
現
実
の
問
題
に

お
い
て
も
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
人

の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
か
人
格
と
か
い
う
も
の
が
、
学
問
の
方
法
と
か
性

格
と
い
う
も
の
に
で
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
、
郷
玄

は
今
文
・
古
文
両
学
説
を
も
通
じ
て
い
く
と
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
や
っ

ば
り
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
問
題
は
い
ち
お
う
置
く
と
し
て
。
「
文
公
五
年
の
経
に
、
周
王
が

魯
に
使
者
を
や
り
、
文
公
の
祖
母
の
葬
儀
の
た
め
の
「
含
」
（
死
者
の
ロ

に
含
ま
せ
る
玉
）
と
「
贈
」
（
葬
儀
用
の
車
馬
）
を
贈
っ
た
と
あ
る
。
こ

れ
を
『
左
伝
』
は
礼
に
適
う
と
し
、
『
公
羊
』
は
異
な
る
二
物
を
一
人
だ

け
で
届
け
る
の
は
非
礼
だ
と
す
る
。
」
(
-
七
七
頁
）
と
い
う
と
あ
っ
て
、

左
伝
と
公
羊
伝
が
議
論
を
し
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
国
家
的
な

大
礼
の
場
合
に
は
、
こ
れ
は
元
来
は
共
通
す
る
礼
な
ん
て
あ
っ
た
ん
で
す

か
ね
。
そ
の
家
で
嫁
と
り
を
す
る
と
か
は
、
周
知
の
礼
で
す
よ
ね
。
し
か

し
、
大
礼
の
時
は
大
筋
は
決
ま
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
よ
。
し
か
し
、
新

し
い
ケ
ー
ス
が
出
て
き
た
り
す
る
場
合
に
は
、
前
例
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で

す
か
。
結
局
、
新
た
に
つ
く
る
し
か
。
そ
う
し
た
ら
、
当
然
解
釈
が
い
く

つ
も
出
て
き
ま
す
ね
。
そ
の
時
、
こ
う
決
定
し
た
と
い
う
決
定
が
ワ
ソ
オ

プ
ゼ
ム
で
す
ね
。
い
ろ
ん
な
選
択
の
仕
方
が
あ
っ
て
こ
う
い
う
ふ
う
に
や

る
と
い
う
ん
で
し
ょ
。
そ
れ
が
、
後
の
人
か
ら
お
か
し
い
と
言
い
出
せ
る

わ
け
で
。
私
か
え
っ
て
礼
の
方
が
問
題
あ
る
と
思
う
ん
で
す
わ
。
個
人
儀

礼
的
な
家
礼
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
は
だ
い
た
い
ワ
ソ
パ
タ
ー

ソ
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
議
論
が
で
て
く
る
の
か
な
ぁ

と
思
う
ん
で
す
。
た
だ
郷
玄
の
場
合
、
本
領
は
ど
こ
に
お
か
れ
ま
す
か
、

こ
の
発
墨
守
に
で
す
か
。

田
中
や
っ
ぱ
り
礼
を
中
心
と
し
た
も
の
に
。
だ
か
ら
、
こ
れ
を
書
い
た

時
も
跡
路
は
あ
っ
た
ん
で
す
。
郷
玄
の
最
も
重
要
な
も
の
で
な
く
て
、
枝

雖
の
資
料
を
取
り
上
げ
て
議
論
し
て
も
。

加
地
枝
躯
と
い
う
よ
り
か
、
あ
る
論
争
と
非
難
と
い
う
こ
と
で
、
わ
り

に
シ
ャ
ー
プ
に
焦
点
が
こ
の
論
文
に
は
出
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
取

り
組
み
や
す
い
点
は
あ
る
か
も
わ
か
ら
ん
で
す
ね
。

田
中
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
与
し
や
す
い
も
の
を
選
匠
う
と
し
た
。
研

究
者
と
し
て
は
、
や
や
安
易
な
。

加
地
い
や
い
や
。
で
、
こ
の
「
後
炭
の
経
学
」
と
い
う
ジ
ャ
ソ
ル
、
こ

れ
は
後
か
ら
つ
け
た
も
の
で
す
ね
°

田
中
こ
の
論
文
の
な
か
で
何
休
と
か
、
買
述
と
か
、
許
似
と
か
の
場
合

で
す
と
、
後
漢
の
今
古
文
学
を
や
り
た
い
と
い
う
慈
識
は
あ
っ
た
ん
で
す
。

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
日
原
先
生
が
古
文
学
派
は
国
家
主
義
的
で
、

今
文
学
派
が
保
守
的
と
さ
れ
る
発
想
な
ん
で
す
ね
。
わ
た
し
、
そ
う
い
う

ん
で
は
な
い
、
も
っ
と
何
か
別
の
広
い
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
漢
代
思

想
を
勉
強
す
る
人
間
は
積
み
上
げ
て
、
日
原
先
生
の
も
―
つ
の
業
績
、
藤

川
先
生
の
も
―
つ
の
業
紹
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
で
、

も
っ
と
も
っ
と
別
の
面
を
開
発
し
よ
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ

が
結
果
的
に
こ
の
本
の
第
三
章
に
ま
と
ま
っ
た
の
で
す
。
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加
地
鄭
玄
の
場
合
は
、
取
り
あ
げ
か
た
が
難
し
い
と
思
い
ま
す
ね
。
だ

か
ら
、
鄭
玄
の
場
合
に
も
方
法
性
と
い
い
ま
す
か
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し

て
あ
の
人
の
研
究
を
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
あ
っ
そ
う
そ
う
、

月
洞
譲
さ
ん
が
鄭
玄
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
「
山
」
な
ら
「
山
」
、
「
川
」

な
ら
「
川
」
と
い
う
ふ
う
に
こ
と
ば
を
ア
イ
ウ
エ
オ
順
に
カ
ー
ド
を
作
っ

て
い
ま
す
。

田
中
知
ら
な
い
で
す
。
全
然
。
何
に
載
っ
た
の
で
す
か
。

加
地
月
洞
さ
ん
が
御
自
分
で
ガ
リ
切
っ
た
ん
で
す
。
た
し
か
第
一
冊
が

出
た
き
り
で
、
全
体
の
三
分
の
一
か
、
そ
れ
位
で
す
。
あ
の
本
、
便
利
で

す
よ
。
も
ち
ろ
ん
、
検
索
し
た
あ
と
は
原
文
を
見
ま
す
が
。
そ
の
後
、
刊

行
さ
れ
て
な
い
ん
で
す
よ
。
鄭
玄
の
注
を
切
り
張
り
し
た
本
で
す
。
あ
れ

出
ぇ
へ
ん
か
な
。
い
っ
ぺ
ん
今
度
、
戸
川
芳
郎
さ
ん
と
相
談
し
よ
う
か
な
。

戸
川
さ
ん
と
は
、
昔
か
ら
あ
れ
が
出
た
ら
え
え
な
ぁ
と
言
う
て
た
ん
で
す

よ。
第
四
章
何
休
の
思
想

加
地
何
休
の
思
想
な
ん
で
す
が
、
何
休
の
思
想
を
ま
と
め
て
書
く
と
い

う
の
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

田
中
な
い
で
す
ね
。
部
分
的
に
は
中
国
に
も
日
本
に
も
あ
り
ま
す
が
。

加
地
そ
れ
で
は
第
一
節
の
「
両
漢
の
外
戚
観
と
何
休
の
解
釈
」
に
つ
い

て
お
話
し
願
え
ま
す
か
。

田
中
『
前
漠
書
』
・
『
後
漠
書
』
を
読
ん
で
ま
す
と
、
経
書
の
句
を
引

用
し
て
、
そ
れ
を
根
拠
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
時
々
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の

中
で
特
に
「
母
は
子
を
以
て
尊
し
」
と
い
う
句
が
何
度
も
目
に
つ
く
ん
で

す
。
こ
れ
を
何
休
は
一
体
ど
う
と
ら
え
て
い
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の

句
自
体
が
前
漠
・
後
漠
で
は
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ

に
私
の
興
味
が
わ
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
で
先
ず
経
学
の
内
部
で
、

公
羊
学
の
内
部
で
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
来
た
か
を
、
最
初
に

あ
と
を
付
け
て
み
た
わ
け
で
す
。
す
る
と
、
「
母
は
子
を
以
て
雌
し
」
と

い
う
の
は
、
ど
う
も
妾
腹
の
子
供
の
場
合
で
、
正
夫
人
の
場
合
は
問
題
で

な
い
ん
で
す
が
、
側
室
の
子
供
が
、
庶
子
が
天
子
に
な
っ
た
場
合
、
側
室

で
あ
っ
た
お
母
さ
ん
を
ど
う
尊
ぶ
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
調
べ
て
み

ま
し
た
ら
、
後
漠
の
公
羊
学
派
と
左
伝
派
と
穀
梁
学
派
と
で
で
す
ね
、
解

釈
が
違
う
こ
と
が
分
か
っ
た
ん
で
す
。
「
母
は
子
を
以
て
尊
し
」
の
句
を

よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
側
室
か
ら
天
子
の
母
に
な
っ
た
人
を
重
ん
ず
る
の

が
左
伝
学
派
、
穀
梁
学
派
は
や
っ
ぱ
り
正
夫
人
と
の
差
別
を
明
確
に
つ
け

る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
中
間
に
公
羊
学
派
が
あ
る
、
と
い
う
の

が
判
明
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
現
実
の
両
漠
の
四
百
年
の
間

で
、
こ
の
句
は
ど
ん
な
働
き
を
し
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
一
貫
し
て
外

戚
の
尊
貴
を
根
拠
づ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
明
ら

か
に
し
ま
し
た
。
そ
の
経
学
説
に
お
け
る
差
異
そ
れ
か
ら
歴
史
的
現
実
に

お
け
る
こ
の
句
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
何
休
は
ど
う
だ
っ
た
か

と
。
何
休
は
か
な
り
忠
実
に
公
羊
の
立
場
を
と
る
と
、
い
う
こ
と
を
述
べ

ま
し
た
。
す
る
と
、
最
後
に
推
論
と
し
て
、
何
休
は
外
戚
の
力
を
借
り
た

か
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
か
、
し
か
も
外
戚
も
細
か
く
分
け
る
と
、
天
子
の
母

の
外
戚
と
、
天
子
の
妻
の
外
戚
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
殻
梁
説
は

(50) 
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妻
の
方
、
左
氏
説
は
母
の
方
に
都
合
の
い
い
理
論
じ
ゃ
な
い
か
と
。
何
休

は
、
公
羊
伝
の
立
場
が
都
合
が
い
い
も
の
で
す
か
ら
、
公
羊
伝
の
立
場
に

た
っ
て
両
方
と
も
認
め
て
。

加
地
公
羊
の
学
説
の
学
者
だ
か
ら
、
公
羊
を
と
っ
た
と
い
う
の
で
は
な

い
ん
で
す
ね
。

田
中
そ
れ
は
第
一
と
し
て
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
て
、
何
休

の
方
に
は
両
方
と
も
配
慮
し
た
い
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
で
は
と
、

こ
れ
は
も
う
、
推
測
だ
け
で
す
が
。
そ
う
い
う
こ
と
を
述
べ
た
ん
で
す
。

こ
れ
は
、
日
本
中
国
学
会
の
会
場
で
発
表
し
た
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
。
と

こ
ろ
が
、
研
究
発
表
し
た
時
も
、
何
休
の
独
自
性
が
あ
ん
ま
り
出
て
い
な

い
と
い
う
よ
う
な
批
判
を
受
け
た
ん
で
す
。
た
し
か
に
、
そ
う
い
う
よ
う

な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
公
羊
学
派
だ
か
ら
公
羊
学
説
を
と
る
だ
け
み

た
い
に
、
私
の
論
文
が
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
面
が
あ
る
ん
で
す
。
で
す

か
ら
、
そ
の
点
は
弱
か
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
以
上
の
冒
険
は
で
き
な
い

で
、
推
測
と
し
て
、
外
戚
の
力
を
借
り
た
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
、
な
ん
と
か
面
目
を
立
て
た
と
い
う
よ
う
な
箇
所
だ
っ
た
の
で
す
。

加
地
い
や
ぁ
、
私
は
逆
に
歴
史
的
事
実
と
つ
な
ぎ
な
が
ら
、
経
学
の
解

釈
を
す
る
と
い
う
方
法
が
こ
こ
で
出
て
い
る
と
、
そ
う
理
解
し
た
ん
で
す
。

私
、
学
生
時
代
に
、
演
習
で
公
羊
伝
・
殻
梁
伝
を
両
方
読
む
と
い
う
の

が
あ
っ
た
ん
で
す
。
ま
ず
最
初
に
見
る
の
は
狩
野
直
喜
先
生
の
『
中
国
哲

学
史
』
で
す
よ
ね
、
あ
そ
こ
の
中
に
何
休
て
の
は
二
か
所
出
て
く
る
ん
で

す
。
昨
日
、
確
認
し
た
ん
で
す
け
ど
ね
。
し
か
し
、
何
休
の
名
前
を
紹
介

し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
ぜ
ん
ぜ
ん
思
想
に
ふ
れ
て
な
い
ん
で
す
。
私
、

演
習
は
じ
ま
る
前
に
、
何
休
て
ど
ん
な
オ
ッ
サ
ソ
や
ろ
思
う
て
ね
。
そ
り
ゃ
、

始
め
ち
ょ
っ
と
分
か
ら
ん
や
つ
や
、
見
当
も
つ
か
ん
や
つ
や
、
と
い
う
感

じ
が
し
た
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
狩
野
さ
ん
あ
た
り
で
は
、
何
休
と
い
う
の

は
、
少
な
く
と
も
普
通
購
義
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う

ん
で
す
。
こ
こ
で
、
前
の
と
こ
ろ
と
合
わ
せ
て
感
じ
た
と
こ
ろ
を
述
べ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
そ
れ
は
例
え
ば
買
逹
の
と
こ
だ
と
思
う
ん
で
す

が
ね
、
買
逹
の
思
想
を
み
る
時
に
、
「
権
」
・
「
反
（
復
讐
）
」
と
い
っ

た
あ
る
概
念
を
先
ず
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
と

い
う
な
か
で
、
買
逹
の
思
想
を
考
え
て
ゆ
く
と
。
そ
の
こ
と
は
鄭
玄
の
と

こ
で
は
「
君
臣
の
礼
・
臣
下
の
礼
」
と
い
う
形
で
な
さ
っ
た
。
こ
の
あ
る

特
定
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
の
概
念
を
明
ら
か

に
し
て
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら
思
想
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
れ
は
、

だ
い
た
い
金
谷
先
生
の
方
法
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
ど
う
で
す
か
。

田
中
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
で
す
、
自
分
で
は
。

加
地
私
の
記
憶
で
は
、
金
谷
先
生
が
そ
う
い
う
方
法
で
し
て
お
ら
れ
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
方
法
的
な
と
こ
ろ
で
は
、
た
い

へ
ん
金
谷
先
生
を
継
い
で
お
ら
れ
る
と
い
う
感
じ
が
し
ま
し
た
。

な
ん
と
い
っ
て
も
、
「
両
漠
の
外
戚
観
と
何
休
の
解
釈
」
の
一
節
が
い

ち
ば
ん
お
も
し
ろ
い
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
。
こ
れ
、
学
会
の
発
表
で
は
、

何
休
は
公
羊
学
と
の
つ
な
が
り
だ
け
だ
、
と
い
う
よ
う
な
議
論
だ
け
だ
っ

た
ん
で
す
か
。

田
中
い
え
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
、
何
休
と
の
つ
な
が
り
を
も
っ
と
し
ゃ
べ

れ
と
質
問
が
出
ま
し
て
、
私
も
始
め
か
ら
足
り
な
い
ん
で
す
が
と
断
っ
た
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374 

ん
で
す
が
。
司
会
を
日
原
先
生
が
な
さ
い
ま
し
て
、
そ
の
時
に
私
悪
い
点

も
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
何
休
を
前
面
に
だ
し
た
ん
で
す
。
何
休
の
外
戚
観

を
先
に
だ
し
ま
し
て
、
だ
か
ら
こ
の
中
で
比
重
は
、
何
休
が
半
分
に
も
満

た
な
い
と
思
い
ま
す
ん
で
。

加
地
何
休
の
比
重
が
減
っ
て
き
た
と
。

田
中
そ
う
で
す
。

加
地
し
か
し
、
私
は
こ
こ
が
い
ち
ば
ん
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
ね
。
で

す
か
ら
、
人
に
よ
っ
て
お
も
し
ろ
い
と
思
う
と
こ
ろ
は
違
う
ん
じ
ゃ
な
い

ん
で
し
ょ
う
か
。

田
中
町
田
三
郎
先
生
も
、
こ
れ
が
お
も
し
ろ
い
と
、
や
は
り
同
じ
こ
と

を
言
わ
れ
ま
し
た
。
全
体
の
な
か
で
、
こ
れ
が
い
ち
ば
ん
ス
マ
ー
ト
だ
と
。

実
は
嬉
し
い
こ
と
で
し
て
、
こ
れ
い
ち
ば
ん
新
し
い
ん
で
す
。
や
は
り
、

い
ち
ば
ん
新
し
い
の
を
誉
め
て
い
た
だ
く
の
が
、
積
み
重
ね
で
す
か
ら
、

そ
り
ゃ
嬉
し
い
で
す
よ
。
•

加
地
そ
り
ゃ
、
町
田
氏
と
私
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
お
そ
ら
く
読
者
が
、

完
全
に
通
読
し
た
人
だ
っ
た
ら
、
一
般
的
に
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
な
ぁ
と
思

う
ん
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
も
、
た
い
へ
ん
失
礼
な
こ
と
を
申
し
ま
す
が
、

こ
こ
の
何
休
の
と
こ
ろ
は
コ
ク
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
コ
ク
が
あ
る
と
い
う

の
は
、
大
変
失
礼
な
申
し
上
げ
か
た
で
す
け
れ
ど
も
。
若
い
こ
ろ
お
古
き

に
な
っ
た
と
こ
ろ
は
、
蒸
留
水
の
よ
う
な
惑
じ
が
す
る
ん
で
す
。

田
中
そ
う
で
す
か
ね
、
私
ま
だ
そ
の
違
い
が
、
自
分
で
分
か
ら
な
い
の

で
す
が
。

加
地
な
か
な
か
憎
い
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
余
裕
が
あ
る
ん
で
す
。

町
田
さ
ん
の
印
象
と
私
の
印
象
が
、
合
っ
て
い
る
わ
け
で
す
わ
。

田
中
い
や
、
町
田
先
生
に
も
あ
り
が
た
い
っ
て
言
っ
た
ん
で
す
が
。
今
、

言
っ
て
い
た
だ
く
と
な
お
さ
ら
娘
し
い
で
す
。

加
地
イ
メ
ー
ジ
で
い
う
と
、
立
体
的
な
ん
で
す
ね
。
お
若
い
こ
ろ
の
も

の
は
、
平
板
と
い
う
か
、
し
か
も
、
こ
の
何
休
の
は
「
母
は
子
を
以
て
尊

し
」
と
こ
れ
だ
け
で
し
ょ
‘
問
題
は
。
だ
け
ど
、
そ
れ
を
立
体
化
し
て
い

る
。
な
ぜ
こ
う
な
の
か
と
い
う
論
証
の
た
た
み
か
け
が
立
体
的
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
読
ま
せ
る
ん
で
す
。

第
二
節
「
進
」
か
ら
見
た
夷
秋
観

田
中
こ
れ
も
で
す
ね
、
「
進
」
と
い
う
言
業
だ
け
を
取
り
上
げ
た
ん
で

す
。
何
休
の
歴
史
観
と
し
て
、
「
三
世
異
辞
」
（
「
張
三
世
」
・
「
異
外

内
」
）
・
進
歩
史
観
み
た
い
な
も
の
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
。

し
か
し
、
迎
歩
史
観
的
な
も
の
の
な
か
で
も
っ
と
も
大
事
な
の
は
、
太
平

の
世
な
ん
で
す
ね
。
太
平
の
世
、
つ
ま
り
「
夷
秋
も
進
ん
で
蜀
に
至
る
」

と
、
こ
れ
が
進
歩
史
観
的
な
も
の
の
い
ち
ば
ん
重
要
な
点
で
、
そ
れ
以
前

の
升
平
ま
で
は
、
す
で
に
『
公
羊
伝
』
の
中
に
あ
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、

三
番
目
の
太
平
が
何
休
の
独
自
性
、
あ
る
い
は
淡
代
公
羊
学
の
独
自
性
な

ん
で
す
。
そ
し
て
「
夷
秋
も
進
ん
で
爵
に
至
る
」
と
い
う
時
の
、
「
進
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
た
ら
、
何
休
の

歴
史
観
の
一
面
が
で
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
、
「
進
」
と
い
う

言
胞
が
、
何
休
の
注
の
な
か
で
ど
う
出
て
い
る
か
を
帰
納
的
に
調
べ
て
み

よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。
「
進
」
と
い
う
文
字
の
幅
が
ひ
ろ
く
、
道
義
的
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に
進
ん
で
爵
位
を
得
る
こ
と
だ
け
で
な
く
て
、
実
利
的
に
も
功
利
的
に
も
、

中
国
に
と
っ
て
夷
秋
が
有
益
に
な
る
、
お
互
い
に
有
益
で
あ
る
と
い
う
場

合
も
あ
る
ん
で
す
が
、
非
常
に
広
い
意
味
の
「
進
」
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
私
、
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
従
来

い
わ
れ
て
い
る
何
休
の
「
太
平
の
世
」
と
い
う
の
は
、
中
華
と
夷
秋
と
の

差
異
が
な
く
な
っ
て
、
天
下
が
ひ
と
つ
に
な
る
、
中
国
の
天
子
の
も
と
に

天
下
が
ひ
と
つ
に
な
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
理
解
だ
け
で
は
不
十
分
で
は

な
い
か
、
も
っ
と
相
互
協
力
的
な
、
共
存
的
な
も
の
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
か

ろ
う
か
、
最
後
の
こ
れ
は
推
測
で
す
が
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
ま
と
め

て
い
る
と
い
う
部
分
で
す
。

加
地
そ
し
て
何
休
が
「
夷
秋
も
人
間
で
あ
る
」
（
二
三
六
頁
）
と
い
う

発
見
へ
行
く
わ
け
で
す
ね
。
だ
い
た
い
、
中
国
人
と
い
う
の
は
、
漠
民
族

主
義
者
で
す
か
ら
、
夷
秋
と
い
う
も
の
に
理
解
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
、

漠
民
族
か
ら
し
て
み
た
ら
た
い
へ
ん
な
こ
と
で
す
ね
。
ふ
つ
う
は
ま
あ
蔑

視
す
る
か
、
恐
れ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
が
。
何
休
は
そ
う

い
う
夷
秋
に
対
す
る
、
あ
る
意
味
で
は
理
解
を
も
っ
と
い
う
の
は
、
張
災

の
示
唆
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
原
因
と
し
て
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

田
中
そ
れ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
『
公
羊
伝
』
よ
り
『
穀
梁
伝
』
の
ほ
う

が
、
夷
秋
に
対
す
る
配
慮
は
ち
ょ
っ
と
強
い
ん
で
す
。
こ
れ
は
ま
た
、

『
穀
梁
伝
』
の
夷
秋
観
と
い
う
の
で
考
え
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
で
す
が
、

た
だ
現
象
だ
け
を
見
ま
す
と
、
夷
狭
が
進
む
と
い
う
事
柄
に
対
し
て
配
慮

を
示
し
て
い
る
の
は
、
『
殻
梁
伝
』
の
方
が
多
い
ん
で
す
。
で
、
何
休
の

「
進
」
と
い
う
言
業
が
『
穀
梁
伝
』
で
も
同
じ
よ
う
に
夷
秋
を
問
題
に
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
み
る
と
、
明
ら
か
に
『
穀
梁
伝
』
の
説
に
従
っ
た

と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
ん
で
す
。
『
穀
梁
伝
』
の
ほ
う
が
、
も
う
少
し

夷
秋
に
対
し
て
幅
が
広
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
か
ら
の

影
響
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
の
ふ
た
つ
で
す
ね
。

加
地
す
る
と
、
後
摸
時
代
に
な
っ
て
く
る
と
前
漠
の
大
匈
奴
作
戦
と
迎
っ

て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
も
う
少
し
夷
秋
と
の
接
触
が
深
く
な
っ
て
理
解

が
深
ま
っ
た
と
い
う
、
歴
史
的
事
実
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

田
中
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
の
反
映
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
ん
で
す
。

加
地
中
国
人
の
持
っ
て
い
た
世
界
観
と
い
う
も
の
が
、
少
し
変
質
す
る

わ
け
で
す
ね
。

田
中
考
え
方
の
枠
も
広
ま
っ
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
た
だ
し
、
張
災

の
よ
う
な
考
え
方
は
ご
く
少
数
派
で
す
。
何
休
だ
っ
て
、
大
上
段
に
夷
秋

を
排
除
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
広
く
さ
ぐ
っ
て
み
た
ら
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
、

と
い
う
位
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
強
調
し
す
ぎ
る
と
事
実
か
ら

遊
離
す
る
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
「
張
三
世
」
な
ど
を
出

す
た
め
に
は
、
そ
こ
ま
で
踏
み
こ
ま
な
い
と
、
夷
秋
に
対
す
る
配
應
を
も

う
一
歩
進
め
な
い
と
、
そ
り
ゃ
生
ま
れ
て
こ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

こ
と
が
言
い
た
か
っ
た
ん
で
す
。

加
地
こ
の
時
期
の
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
匈
奴
と
か
北
方
の
異
民
族
た

ち
は
、
記
録
っ
て
な
い
ん
で
す
か
。
つ
ま
り
、
彼
ら
自
身
の
記
録
と
い
う

も
の
は
。

田
中
そ
り
ゃ
な
い
で
す
。
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加
地
本
当
は
、
中
国
側
の
資
料
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
向
こ
う
側
の
言
い

分
が
あ
る
と
、
も
っ
と
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
が
ね
。
だ
か
ら
、
漢
民
族
の

持
っ
て
い
る
夷
狭
観
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
も
し
こ
こ
で
何
休
が
夷
秋

で
も
人
間
と
し
て
認
め
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
の
す

ご
く
大
き
な
変
化
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
た
だ
、
魏
•
晋
か
ら
六
朝
に
か
け

て
は
、
北
方
系
の
や
や
こ
し
げ
な
異
民
族
が
王
朝
を
作
っ
て
き
ま
す
か
ら

ね
。
そ
の
こ
ろ
に
、
何
休
の
評
価
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
し
た
か
。

田
中
一
般
に
は
魏
・
晋
以
後
、
公
羊
学
は
伸
び
な
い
ん
で
す
。

加
地
何
休
が
夷
秋
に
対
す
る
同
情
的
な
理
解
を
示
し
た
、
と
い
う
の
は

新
し
い
指
摘
で
す
ね
。
や
は
り
、
中
国
人
の
世
界
観
に
大
き
く
つ
な
が
っ

て
く
る
問
題
で
す
ね
。
そ
れ
と
、
こ
こ
の
注
が
長
い
の
は
、
何
か
わ
け
で

も
お
あ
り
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

田
中
こ
こ
は
、
三
世
区
分
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
長
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

第
三
節
災
異
解
釈

田
中
何
休
の
注
に
識
緯
と
と
も
に
、
災
異
が
非
常
に
多
い
と
い
う
の
は
、

前
々
か
ら
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
し
か
も
こ
れ
は
日
原
先
生
が

何
休
の
注
を
踏
ま
え
て
お
っ
し
ゃ
つ
た
ん
で
す
が
、
何
休
は
「
災
」
と

「
異
」
を
区
別
し
て
、
「
異
」
と
い
う
の
を
教
化
と
結
び
つ
け
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
つ
て
い
る
ん
で
す
、
事
実
そ
の
通
り
な
ん
で
す
。

何
休
の
注
の
な
か
で
災
異
思
想
が
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
を

調
べ
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
「
災
」
と
「
異
」
と
で
何
休
の
注
に
違
い
が
な
い
か
ど
う
か
、

ま
ず
調
べ
て
み
ま
し
た
。
「
異
」
と
「
災
」
は
『
公
羊
伝
』
自
身
、
「
異

を
記
す
な
り
」
「
災
を
記
す
な
り
」
と
区
別
し
て
い
ま
す
ん
で
非
常
に
分

か
り
や
す
い
。
そ
う
し
ま
す
と
、
何
休
の
解
釈
を
『
漠
書
』
五
行
志
に
見

ら
れ
ま
す
、
前
漠
の
災
異
学
者
の
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
の
説
と
比
較
し
て

み
ま
す
と
、
だ
い
た
い
「
災
」
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
前
の
説
を
踏
襲
す
る
の

で
す
が
、
「
異
」
に
関
し
て
は
か
な
り
独
自
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
と
。

こ
れ
は
日
原
先
生
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
「
災
」
よ
り
も
「
異
」

の
ほ
う
が
教
化
と
し
て
あ
り
、
「
災
」
は
罰
と
し
て
あ
る
ん
で
す
。
「
異
」

は
教
化
で
、
教
化
と
い
う
の
は
今
後
さ
ら
に
よ
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
わ

け
で
す
。
「
異
」
を
重
ん
じ
て
い
る
と
い
う
日
原
先
生
の
ご
指
摘
と
も
合

う
わ
け
で
す
。
そ
の
「
異
」
の
な
か
で
も
、
特
色
あ
る
も
の
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
取
り
上
げ
た
の
は
、
儘
公
の
と
こ
ろ
に
あ
る
雨
が
降
ら
な
い

と
い
う
日
照
り
の
記
述
と
、
宣
公
の
と
こ
ろ
に
あ
る
害
虫
が
生
じ
た
と
い

う
記
述
の
ニ
カ
所
で
す
。
こ
れ
は
両
方
で
述
べ
て
い
る
何
休
の
言
策
に
似

て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。

ど
う
も
、
雨
が
降
ら
な
い
と
い
う
の
は
「
災
」
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
ん

で
す
が
、
こ
れ
は
「
異
」
だ
と
、
実
害
が
な
か
っ
た
ら
異
変
だ
と
さ
れ
て

い
る
ん
で
す
。
そ
こ
で
、
何
休
は
現
在
改
め
な
い
と
将
来
よ
く
な
い
こ
と

が
あ
る
ぞ
と
い
う
警
告
で
あ
る
と
、
解
釈
し
て
い
る
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が

倍
公
に
対
す
る
警
告
の
後
、
倍
公
は
自
分
の
悪
か
っ
た
点
を
改
め
て
、
そ

し
て
そ
の
結
果
、
あ
く
る
年
豊
作
に
恵
ま
れ
ま
し
た
、
そ
う
す
る
と
、
そ

の
雨
の
降
ら
な
か
っ
た
の
は
、
警
告
で
あ
る
と
と
も
に
、
将
来
豊
作
に
な
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る
と
い
う
、
よ
り
め
で
た
い
も
の
を
禅
き
出
す
、
望
ま
し
い
瑞
兆
で
あ
り

吉
兆
で
あ
る
と
い
う
ふ
た
つ
の
意
味
を
、
こ
の
雨
が
降
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
何
休
は
込
め
て
い
る
、
こ
れ
が
特
色
で
あ
る
と
。
宜
公
一
五
年
の
害

虫
の
出
現
は
、
厳
し
い
税
制
、
い
ま
ま
で
よ
り
効
果
の
あ
る
税
制
を
行
な

お
う
と
し
た
だ
け
で
、
そ
れ
に
対
し
て
害
虫
が
生
じ
る
と
い
う
警
告
を
出

す
。
こ
れ
は
、
こ
の
ま
ま
だ
と
だ
め
だ
と
い
う
警
告
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ま
も
な
く
宣
公
は
こ
れ
を
取
り
止
め
ま
す
。
そ
れ
で
警
告
は
功
を
奏
し
た

と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
も
、
良
い
方
向
へ
向
か
え
、
と
い
う
警
告
で
あ
る

と
と
も
に
、
良
い
こ
と
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
め
で
た
い
し
る
し

で
も
あ
る
と
。
そ
れ
が
、
雨
が
降
ら
な
い
こ
と
と
類
似
し
て
い
る
と
い
う

ふ
う
に
考
え
ま
し
た
。
今
度
は
、
そ
の
考
え
を
哀
公
一
四
年
の
獲
麟
に
あ

て
は
め
て
み
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
麒
麟
が
捕
ら
え
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、

二
つ
の
意
味
が
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
は
孔
子
が
亡
く
な
る
と
い
う
意
味
、
し

か
し
そ
れ
を
自
覚
し
た
孔
子
が
、
『
春
秋
』
に
自
分
の
道
を
込
め
て
後
世

に
残
し
た
、
そ
の
お
か
げ
で
後
世
の
人
は
『
春
秋
』
を
通
じ
て
孔
子
の
教

え
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
『
春
秋
』
と
い
う
偉
大
な
も
の
が
、
後
世
に

残
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
獲
麟
は
、
孔
子
の
死
と
い
う
不
吉
と
、

『
春
秋
』
が
残
さ
れ
る
と
い
う
吉
の
両
面
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
禅

き
だ
し
て
い
る
。
で
は
、
そ
れ
が
何
休
の
生
き
て
い
た
時
代
で
は
ど
う
い

う
意
味
を
待
っ
か
と
い
う
と
、
彼
の
生
き
た
時
代
は
後
漠
王
朝
が
衰
え
て

い
っ
た
時
で
し
て
、
こ
の
衰
え
る
と
い
う
こ
と
は
不
吉
な
こ
と
で
す
が
、

し
か
し
何
休
は
こ
の
衰
え
は
、
次
の
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
た
め
の
も

の
と
見
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
つ
ま
り
災
異
説
み
た
い
な
も
の
で
と
ら

え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
。
だ
か
ら
、
何
休
自
身
も
『
公
羊
伝
』
の
注

を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
苦
し
い
時
代
に
生
き
な
が
ら
、
新
し
い
時

代
の
た
め
の
自
己
の
責
務
、
孔
子
の
道
を
鮮
明
に
す
る
と
い
う
自
分
の
道

を
学
び
と
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
ふ
う
に
結
論
づ
け
て
、
何
休
の

注
に
対
し
て
、
従
来
三
通
り
く
ら
い
あ
る
解
釈
の
う
ち
の
、
ひ
と
つ
を
と
っ

た
ん
で
す
。
そ
の
解
釈
と
い
う
の
は
、
ひ
と
つ
は
稲
莱
一
郎
先
生
の
お
っ

し
ゃ
る
よ
う
に
、
何
休
は
現
実
の
苦
し
さ
か
ら
逃
避
し
て
観
念
的
に
古
代

へ
逆
も
ど
り
し
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
重
沢
先
生
と
同
じ
よ
う
な

も
の
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
中
嶋
隆
蔵
先
生
の
書
か
れ
た
よ
う
に
、
現
実
を

改
革
で
き
る
、
後
漠
王
朝
は
建
直
し
が
き
く
と
思
っ
て
、
現
実
の
た
め
に

提
言
し
た
ん
だ
と
い
う
も
の
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
本
多
龍
成
先
生

の
い
わ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
将
来
を
目
指
し
て
注
を
書
い
た
ん
だ
と
い

う
も
の
で
す
。
私
、
最
後
の
解
釈
に
加
担
し
て
、
何
休
の
災
異
解
釈
か
ら

は
本
多
竜
成
先
生
の
解
釈
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
っ
た
の
が
、
私
の

論
文
の
趣
旨
で
す
。

加
地
こ
の
第
三
節
の
災
異
解
釈
と
い
う
の
は
、
災
異
と
い
う
問
題
を
軸

に
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
何
休
の
全
体
的
な
と
ら
え
方
を
す
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
ね
ら
い
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
私
ね
、
こ
の
災
と
異
の
違
い
そ
の
他

い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
り
ま
す
が
、
二
五

0
頁
に
あ
る

日
食
に
つ
い
て
非
常
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
知
っ
た
ん
で
す
。
中
山
茂
さ

ん
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
し
て
『
宇
宙
の
科
学
史
』
と
い
う
N
H
K
の
市

民
大
学
講
座
の
テ
キ
ス
ト
(
-
九
八
六
年
一
月
？
三
月
期
）
を
書
い
て
お

ら
れ
る
。
現
在
前
漠
の
中
国
に
お
い
て
実
際
に
あ
っ
た
日
食
数
は
計
算
で

(55) 
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[
下
図
に
つ
い

5
高
祖
は

別
格
と
し
て
除
け
ば
、
日
食

の
数
が
最
も
少
な
い
の
は
宣

帝
で
、
次
は
文
帝
で
あ
る
。

す
る
と
宜
帝
の
世
は
よ
く
治

ま
り
、
文
帝
の
そ
れ
が
こ
れ

に
次
ぐ
こ
と
に
な
る
。
例
え

ば
、
応
励
『
風
俗
通
義
』
正

失
篇
の
「
孝
文
帝
」
の
項
に
、

文
帝
よ
り
宣
帝
を
高
く
評
価

す
る
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
文
帝
の
時
代
は
太
平
に
近

か
っ
た
と
す
る
世
評
を
成
帝

が
取
り
上
げ
、
劉
向
に
た
ず

ね
た
話
が
引
か
れ
て
い
る
。

劉
向
は
、
宜
帝
の
時
代
は
中

国
の
内
外
が
平
和
に
治
ま
り
、

文
帝
以
上
の
治
政
で
あ
っ
た

と
答
え
て
お
り
、
応
励
も
そ

れ
に
同
意
し
て
い
る
。
前
漢

と
後
漠
そ
れ
ぞ
れ
の
二
人
の

知
識
人
の
評
価
と
、
こ
の
グ

ラ
フ
の
示
す
も
の
と
が
一
致

し
て
い
る
。
（
田
中
麻
紗
巳
）

漢代中国の記録された日食数から観測されるべき日食数を引いた年平均値
呂后の時は悪政のため実際に起こった日食の数よりも日食の記録数が多く、

逆に高祖や宣帝は普政であったと考えられる。
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『宇宙の科学史』より

す
ぐ
わ
か
る
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
の
記
録
の
数
は
そ
の
と
お
り

書
い
て
お
ら
ん
と
。
そ
れ
に
呂
后
の
時
代
に
は
実
際
よ
り
日
食
の
記
録
が

多
い
と
。
文
帝
・
宣
帝
と
か
、
あ
る
意
味
で
は
非
常
に
重
要
な
時
代
で
す

ね
。
そ
の
時
に
は
、
善
政
と
い
う
形
で
日
食
の
数
を
引
い
て
お
る
と
い
う

わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
表
を
作
っ
て
い
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
非
常
に
意

図
的
な
記
録
だ
と
、
中
山
氏
は
い
う
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
、
中
山
氏
に

問
い
合
わ
せ
を
だ
し
て
、
ど
こ
の
論
文
で
お
書
き
に
な
っ
た
ん
で
す
か
と

聞
こ
う
と
思
っ
て
、
ま
だ
聞
い
て
な
い
ん
で
す
が
。
こ
れ
ね
、
ち
ょ
っ
と

感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
と
い
う
の
は
、
我
々
日
食
の
記
録
と

い
う
の
は
事
実
記
録
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
わ
ね
、
む
か
し
新
城
さ
ん
と
飯

島
さ
ん
と
の
論
争
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
中
山
氏
が
こ
う
書
い
て
い
る
以
上
、
な
に
か
根
拠
あ
る
と

思
う
ん
で
す
。
は
た
し
て
漠
代
で
、
事
実
と
い
う
も
の
が
正
確
に
書
か
れ

て
い
た
も
の
か
ど
う
か
、
ま
ず
問
題
あ
る
な
と
私
惑
じ
た
ん
で
す
。
ま
ぁ

日
食
の
場
合
、
観
測
で
す
か
ら
部
分
日
食
な
ん
て
い
う
の
は
難
し
い
と
思

う
ん
で
す
が
。
し
か
し
ね
ぇ
、
長
い
経
験
と
天
文
学
の
レ
ベ
ル
か
ら
す
れ

ば
、
当
時
部
分
日
食
と
い
え
ど
も
観
測
は
で
き
た
は
ず
で
す
ね
。
そ
う
す

る
と
、
「
異
」
の
場
合
に
し
て
も
、
「
災
」
に
し
て
も
、
こ
れ
本
当
に
あ
っ

た
も
の
を
書
い
た
の
か
、
あ
っ
て
も
書
か
な
か
っ
た
り
し
た
も
の
か
と
い

う
、
歴
史
事
実
的
な
問
題
が
依
然
と
し
て
残
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
し

た
ら
、
魯
の
春
秋
期
の
記
録
自
身
に
対
し
て
も
、
何
休
が
素
直
に
全
部
事

実
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
私
疑
問
が
あ
る
な
ぁ
と
い

う
惑
じ
が
ち
ょ
っ
と
あ
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
何
休
が
取
り
上
げ
る
場
合

(56) 
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に
お
い
て
も
、
歴
史
事
実
的
な
と
こ
ろ
で
と
ら
え
て
い
る
と
は
限
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

田
中
こ
の
表
、
興
味
あ
り
ま
す
ね
。
後
漠
で
で
す
ね
、
前
漠
王
刺
を
ど

う
評
価
す
る
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
が
ひ
と
つ
あ
る
ん
で
す
よ
。
後
樅
で
問

題
に
な
る
の
は
、
宜
帝
の
時
代
と
文
帝
の
時
代
と
ど
ち
ら
が
よ
り
良
く
治

ま
っ
た
時
代
か
、
と
い
う
点
で
す
。
だ
い
た
い
私
の
見
ま
し
た
と
こ
ろ
、

宜
帝
は
評
価
さ
れ
る
ん
で
す
。
文
帝
は
そ
こ
ま
で
い
か
な
い
ん
で
す
。
こ

の
表
は
、
そ
の
通
り
で
て
い
る
ん
で
す
よ
。
高
祖
よ
り
宜
帝
が
上
で
す
ね
、

宜
帝
•
高
祖
・
文
帝
で
す
ね
。
ま
あ
高
祖
は
別
格
で
す
が
。
こ
れ
、
貴
重

で
す
ね
、
後
漢
の
前
漠
に
対
す
る
見
方
が
如
実
に
出
て
い
ま
す
ね
o

加
地
そ
れ
は
、
つ
ま
り
イ
ソ
チ
キ
記
録
な
ん
で
す
ね
。
あ
る
べ
き
も
の

が
書
い
て
な
い
わ
け
で
す
。

田
中
日
食
と
い
う
も
の
は
、
不
吉
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
で
す
か

ら
。
こ
れ
は
将
来
に
対
す
る
不
安
を
駆
り
立
て
る
よ
う
な
も
の
な
ん
で
す
。

加
地
そ
の
記
録
を
あ
え
て
落
と
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

田
中
こ
り
ゃ
こ
の
表
は
ぜ
ひ
と
も
使
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
も
の
で
す
ね
。

し
か
も
、
客
観
的
な
事
実
と
そ
の
記
録
と
の
違
い
で
す
ね
、
恣
意
的
な
も

の
で
は
な
い
で
す
か
ら
ね
。
こ
り
ゃ
重
大
で
す
よ
。
こ
れ
か
ら
見
る
と
武

帝
は
意
外
と
低
い
ん
で
す
ね
°

加
地
こ
の
成
帝
が
ね
、
き
っ
ち
り
と
事
実
ど
お
り
と
い
う
の
は
、
可
も

な
い
不
可
も
な
い
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
ね
。

田
中
こ
れ
を
見
る
と
後
漠
人
の
意
識
が
ず
ば
り
表
わ
れ
て
ま
す
ね
。

加
地
こ
の
記
録
は
、
前
漢
に
で
き
た
も
の
で
す
ね
。
だ
っ
て
、
『
漠
書
』

を
班
固
が
書
く
時
に
は
、
も
と
に
な
る
前
漠
時
代
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て

い
る
わ
け
で
し
ょ
。
つ
ま
り
、
前
漢
時
代
の
人
が
記
録
を
抹
殺
し
て
い
る

わ
け
で
し
ょ
。
そ
う
で
す
よ
、
前
漠
時
代
人
の
意
識
が
そ
れ
で
す
よ
。
だ

か
ら
、
そ
う
い
う
判
断
と
い
う
も
の
が
、
後
淡
に
伝
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

田
中
後
漢
を
調
べ
て
い
て
、
前
漠
を
ど
う
見
て
い
た
か
と
い
う
の
に
、

び
っ
た
り
合
う
ん
で
す
よ
、
こ
れ
は
。

加
地
や
っ
ぱ
り
、

N
H
K
の
市
民
大
学
講
座
も
見
な
あ
か
ん
と
い
う
こ

と
で
す
な
ぁ
。
（
笑
）
こ
の
対
談
を
文
章
に
す
る
と
き
使
い
ま
し
ょ
。

田
中
読
ん
だ
人
が
得
す
る
よ
う
な
こ
と
を
、
や
っ
ぱ
り
い
わ
な
い
と
。

（笑）

加
地
古
代
の
天
文
学
と
い
う
も
の
は
、
二
重
帳
疱
だ
と
思
う
ん
で
す
。

本
当
の
デ
ー
タ
を
記
し
た
事
実
帳
蒋
と
発
表
用
の
帳
疱
と
。
そ
の
二
重
帳

態
の
う
ち
ど
ち
ら
が
残
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
後
漢
の
時
代
に
は
。

田
中
科
学
者
が
調
べ
て
み
て
客
競
的
な
事
実
が
分
か
る
ん
な
ら
、
比
較

で
き
る
ん
で
す
が
、
そ
う
で
な
い
の
は
ち
ょ
っ
と
。

加
地
後
漢
時
代
に
は
、
事
実
帳
疱
は
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
た
だ

し
、
事
実
帳
簿
の
よ
う
な
観
測
技
術
は
、
伝
わ
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は

ま
だ
残
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
天
文
の
担
当
者
の
と
こ
も
、
あ

ん
ま
り
信
用
な
ら
ん
な
と
い
う
惑
じ
が
。

田
中
あ
っ
、
そ
れ
か
ら
、
コ
メ
ソ
ト
し
て
お
き
た
い
ん
で
す
が
、
「
平

安
の
た
め
の
苦
難
は
是
認
す
る
、
と
一
般
化
で
き
る
な
ら
、
後
漢
の
当
時

の
深
刻
な
事
態
も
、
新
し
い
平
安
を
生
み
出
す
た
め
に
は
必
要
な
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
（
二
六
二
頁
）
と

(57) 
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い
う
と
こ
ろ
は
推
論
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
乱
世
も
新
し
い
も
の
を
生
み

出
す
た
め
に
仕
方
が
な
い
と
、
い
う
ふ
う
に
と
っ
た
ん
で
す
が
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
森
秀
樹
先
生
か
ら
批
判
を
受
け
ま
し
て
、
そ
ん
な
こ
と
考
え

る
は
ず
は
な
い
と
。
い
わ
ば
乱
世
に
苦
し
む
庶
民
を
切
り
捨
て
る
よ
う
な

論
だ
、
仕
方
が
な
い
な
ら
我
慢
し
ろ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
何
休
が
考
え

る
は
ず
が
な
い
と
、
そ
れ
は
読
み
こ
み
す
ぎ
、
偏
っ
た
解
釈
だ
と
い
う
批

判
を
口
頭
で
受
け
た
ん
で
す
。
私
は
、
そ
う
い
う
批
判
を
受
け
る
こ
と
は

少
し
予
想
し
て
い
た
ん
で
す
。
け
ど
、
あ
え
て
新
し
い
も
の
を
と
思
っ
て

書
い
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
証
明
で
は
な
く
、
た
ん
に
推
論
で
す
の
で
、
そ

こ
ま
で
言
っ
た
ら
間
違
い
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
で
き
れ
ば
「
苦

難
」
と
い
う
言
業
を
避
け
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
必
要
悪
だ

と
言
っ
た
の
は
い
き
す
ぎ
だ
、
と
云
わ
れ
た
ら
ま
っ
た
く
そ
う
だ
と
思
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
は
今
書
く
と
し
た
ら
こ
こ
ま
で
書
か
な
い
と
思

い
ま
す
。

第
五
章
道
家
思
想

第
一
節
「
鵬
鳥
賦
」
と
『
荘
子
』

田
中
買
誼
が
こ
の
賦
を
作
っ
た
こ
と
は
前
か
ら
注
目
さ
れ
て
お
り
ま
し

て
、
こ
の
最
初
に
あ
げ
ま
し
た
よ
う
に
金
谷
先
生
と
伊
東
富
雄
先
生
が
、

そ
れ
ぞ
れ
書
い
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
お
二
人
の
書
い
て
ら
っ
し
ゃ
る
以
外

の
解
釈
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
最
初
の
動
機
で
し
た
。
そ
し
て
、
こ

の
賦
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
前
半
と
後
半
で
ち
ょ
っ
と
様
子
が
ち
が
う
ん

で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
考
え
て
、
私
は
確
か
に
こ
の
賦

は
、
『
荘
子
』
の
思
想
を
踏
ま
え
た
超
越
の
世
界
、
現
実
を
は
る
か
に
下

に
見
く
だ
し
て
、
超
越
の
世
界
を
讃
え
る
賦
だ
と
云
わ
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
ど
う
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
ヽ
と
思
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
で
、
現
実
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
て
、
大
丈
夫
だ
と
足
場
を
固
め

た
上
で
、
超
越
の
世
界
を
詠
ん
で
い
る
ん
だ
と
い
う
の
が
、
私
の
解
釈
で

す
。
た
ぶ
ん
、
私
が
始
め
て
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
一
般
に
は

現
実
を
見
捨
て
て
、
超
越
の
世
界
を
選
ん
だ
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
、

今
度
は
買
誼
自
身
の
生
き
方
を
考
え
て
み
た
ら
、
こ
の
賦
を
作
っ
た
当
時
、

長
沙
に
左
遷
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
賦
を
湛
い
た
時
、

中
央
に
戻
る
可
能
性
と
い
う
も
の
は
全
然
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
、
も
し

か
し
た
ら
、
こ
の
あ
た
り
後
で
批
判
を
受
け
る
の
で
す
が
、
買
誼
は
中
央

へ
戻
る
運
励
で
も
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

加
地
そ
り
ゃ
、
先
生
、
正
解
で
す
よ
。

田
中
そ
ん
な
こ
と
も
考
え
て
、
結
局
一
種
の
遊
び
で
こ
の
賦
を
作
っ
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
『
荘
子
』
が
文
学
の
世
界
に
取
り

入
れ
ら
れ
る
最
初
の
も
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
決
し
て
『
荘
子
』
の

思
想
と
い
う
も
の
は
、
先
秦
の
時
代
の
よ
う
な
受
け
入
れ
方
を
、
『
荘
子
』

そ
れ
自
体
で
は
体
制
社
会
に
な
っ
た
ら
と
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
だ
か

ら
『
荘
子
』
で
も
『
老
子
』
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
現
実

の
世
界
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
な
が
ら
、
し
ば
し
超
俗
の
世
界
に
心
を
遊
ば

せ
て
、
現
実
の
憂
を
忘
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
形
式
が
将
来
出
て
く
る
、

そ
う
い
う
も
の
の
最
初
の
こ
ろ
の
例
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
解
釈
し
た
ら

こ
の
賦
を
生
か
せ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
、
こ
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の
部
分
の
私
の
考
え
で
す
。

加
地
そ
の
復
帰
運
動
で
す
か
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
ね
。
「
二
千
石
の
高

官
で
あ
り
、
そ
の
経
済
力
は
低
湿
な
地
と
い
え
ど
も
健
康
を
守
る
手
当
て

を
す
る
の
に
、
不
足
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
（
二
七
三
頁
）

と
、
中
国
の
歴
史
で
左
遷
さ
れ
た
ち
ゅ
う
の
あ
る
で
し
ょ
‘
し
か
し
左
遷

さ
れ
た
云
う
て
も
、
む
こ
う
で
百
姓
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
。

え
ら
い
さ
ん
で
し
ょ
。
こ
の
へ
ん
も
我
々
が
考
え
が
ち
な
無
残
な
左
造
と

は
違
う
ん
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
賦
と
い
う
も
の
は
、
物
づ
く
し
な
ん
で
し
ょ
。
こ
こ
に
は
、

論
理
性
と
か
そ
ん
な
も
の
は
必
要
な
い
わ
け
で
、
連
想
の
物
づ
く
し
の
流

れ
の
な
か
で
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
な
か
で
、
荘
子
を
生
か
し
て
来

た
の
は
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
荘
子
と
い
う
も
の
が
、
荘
子
そ
の
も
の
と

は
別
に
生
か
さ
れ
て
来
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
代
か
ら
で
す
か
。

田
中
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
記
録
に
残
っ
た
の
は
、
こ
れ
が
初
期
だ
と
。

ま
ぁ
、
『
荘
子
』
の
外
・
雑
篇
に
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
『
荘

子
』
そ
の
も
の
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
そ
こ
ま
で
は
応
用
と
見
な
く

て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

加
地
だ
い
た
い
老
荘
は
文
学
に
な
り
や
す
い
ん
で
す
よ
ね
。
儒
教
は
な

ら
ん
で
す
わ
。
仁
・
義
な
ん
て
、
お
も
し
ろ
く
も
お
か
し
く
も
な
い
、
お

説
教
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
儒
教
が
文
学
に
な
ら
ん
と
い
う
の
は

悲
閲
的
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
老
荘
で
す
よ
。
そ
の
意
味
で
は
、
買
誼
は
セ

ソ
ス
あ
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
●
こ
れ
を
最
初
に
取
り
上
げ
た
と
い
う
の
は
。

「
現
在
、
我
々
が
「
鵬
賦
」
を
読
ん
で
惑
銘
を
受
け
る
」
と
、
こ
の
感
銘

の
原
点
は
死
生
観
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。
こ
れ
も
な
ん
と
い
い
ま
す
か
、
大
人
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
感
覚

か
ら
い
う
生
死
の
も
っ
て
い
る
重
さ
を
い
う
ん
で
す
か
。

田
中
そ
う
で
す
。

加
地
そ
う
す
る
と
、
老
荘
と
い
う
も
の
に
、
一
種
の
発
想
の
パ
タ
ー
ソ

化
と
い
う
も
の
が
で
き
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ど
う
な
ん
で

し
ょ
う
。

田
中
老
荘
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
す
か
。
そ
う
で
す
ね
、
少
な
く
と
も

こ
の
買
誼
の
こ
ろ
は
、
『
老
子
』
も
『
荘
子
』
も
で
き
て
い
た
で
し
ょ
う

か
ら
、
そ
こ
ま
で
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

加
地
そ
う
す
る
と
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
や
が
て
は
、
三
国
・
魏
・
晋
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
い
ゃ
私
ね
、
『
老
子
』
八
十
一
章
の
中

で
農
村
的
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
い
う
の
は
最
後
の
章
だ
け
で
し
ょ
。
だ
か

ら
、
あ
の
農
村
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
が
ど
う
し
て
で
き
た
の
か
不
思
議

に
思
う
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
こ
の
『
荘
子
』
の
文
学
へ
の
取
り
入
れ
あ

た
り
ぐ
ら
い
か
ら
、
変
型
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
の
で

す
が
。

田
中
『
老
子
』
の
場
合
そ
う
で
す
ね
。
農
村
が
あ
そ
こ
で
、
ピ
ョ
コ
ソ

と
出
て
く
る
で
す
ね
。
あ
と
は
な
い
で
す
ね
°

加
地
あ
と
は
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
い
う
か
、
政
治
技
術
と
い
う
か
、
そ
ん

な
話
ば
っ
か
り
で
し
ょ
。
そ
れ
か
ら
、
軍
事
も
や
は
り
か
な
り
関
係
あ
っ

た
と
思
う
ん
で
す
、
『
老
子
』
は
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
と
述
っ
た
も
の
が

最
後
の
章
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
非
常
に
拡
大
さ
れ
て
。
お
か
し
な
こ
と
で
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す
ね
。
た
だ
、
そ
れ
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
、
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
こ

れ
が
あ
れ
ば
非
常
に
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
文
学
研
究
者
は
ど
う
い
っ
て

ま
し
た
。

田
中
そ
れ
は
、
私
も
聞
き
た
い
ん
で
す
。
旧
稿
を
出
し
た
時
か
ら
、
気

に
し
て
い
る
ん
で
す
。
ど
う
見
て
く
れ
る
か
な
ぁ
と
。
中
国
哲
学
の
人
よ

り
む
し
ろ
、
文
学
の
人
が
な
ん
と
い
っ
て
く
れ
る
か
と
。

加
地
た
だ
、
本
書
の
名
前
が
『
両
漠
思
想
の
研
究
』
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ

と
目
に
つ
か
な
い
ん
で
し
ょ
う
ね
、
そ
の
点
が
ち
ょ
っ
と
残
念
で
す
ね
。

第
二
節
武
帝
期
の
黄
老
派
汲
謡

田
中
こ
の
本
書
全
体
の
な
か
で
も
、
汲
賠
と
い
う
人
は
著
述
を
残
し
た

わ
け
で
も
な
い
し
、
思
想
家
と
い
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
ち
ょ
っ
と
選

ん
だ
も
の
が
変
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
こ
こ
は
、
『
史
記
』
の

一
篇
だ
け
を
取
り
上
げ
て
い
ろ
い
ろ
と
考
察
し
た
だ
け
な
ん
で
す
。
こ
こ

で
最
も
い
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
武
帝
の
時
代
に
儒
教
は
国
教
化
さ
れ
高

く
評
価
さ
れ
る
ん
で
す
が
、
ど
っ
こ
い
黄
老
思
想
も
い
ま
だ
に
生
き
て
お
っ

た
と
。
決
し
て
武
帝
の
時
代
は
僻
教
一
色
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

こ
う
い
う
黄
老
派
の
人
も
生
き
て
活
躍
す
る
場
も
あ
っ
た
と
い
い
た
い
わ

け
で
す
。
決
し
て
武
帝
の
時
代
が
、
あ
る
固
ま
っ
た
時
代
と
い
う
の
じ
ゃ

な
く
て
、
か
な
り
幅
の
あ
る
、
別
の
面
か
ら
す
る
と
、
い
い
か
げ
ん
な
そ

う
い
う
も
の
を
残
し
て
い
た
時
代
、
だ
か
ら
文
帝
の
こ
ろ
ま
で
行
な
わ
れ

た
黄
老
の
無
為
の
思
想
、
決
し
て
そ
れ
は
中
央
で
武
帝
が
儒
教
を
国
教
化

し
た
っ
て
、
地
方
の
そ
う
い
う
も
の
が
、
す
ぐ
に
改
ま
る
と
い
う
も
の
で

も
な
い
ん
だ
と
。
そ
う
い
う
意
味
も
こ
め
て
、
こ
の
人
物
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
思
想
史
の
上
で
見
方
の
ふ
く
ら
み
を
も
た
せ
た
い
と
い

う
よ
う
な
意
図
も
あ
っ
た
ん
で
す
。
ま
ぁ
汲
賠
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
う

ま
く
浮
き
彫
り
に
で
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、

思
想
論
文
と
し
て
は
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
反
省

は
、
い
ま
だ
に
あ
り
ま
す
。
彼
に
は
思
想
そ
の
も
の
自
体
の
著
述
な
ん
て

何
も
な
い
ん
で
、
歴
史
的
事
象
だ
け
を
と
っ
て
で
す
ね
。
た
だ
、
汲
賄
と

い
う
人
物
が
一
面
で
は
、
他
人
を
羨
ん
だ
り
、
武
帝
に
可
愛
が
ら
れ
て
出

世
す
る
や
つ
の
陰
口
を
き
い
た
り
、
と
い
う
い
か
に
も
人
間
的
な
面
が
あ

り
ま
す
。

加
地
で
も
、
汲
賠
自
身
、
思
想
家
で
も
な
ん
で
も
な
い
ん
で
す
か
ら
、

元
来
が
ま
と
め
を
す
る
な
ん
て
い
う
の
が
無
理
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

田
中
ち
ょ
っ
と
そ
う
い
う
点
が
あ
り
ま
し
て
。

加
地
こ
れ
は
こ
れ
で
汲
賠
と
い
う
人
物
を
通
し
て
み
た
ス
ケ
ッ
チ
で
す

ね
。
こ
の
こ
ろ
は
司
馬
談
だ
っ
て
黄
老
で
し
ょ
。

田
中
だ
か
ら
、
ま
だ
残
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

加
地
私
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
で
は
特
に
意
見
は
な
い
ん
で
す
が
。
「
仰

教
に
は
本
来
、
中
央
に
お
け
る
そ
れ
が
法
家
の
説
と
妥
協
で
き
る
よ
う
な

一
面
が
あ
り
」
（
二
九
七
頁
）
と
あ
り
ま
す
が
、
儒
家
と
法
家
の
接
点
と

い
う
も
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
私
は
、
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
仰
教
に
あ
る
厳
し
さ
と
い
う
も
の
が
、
法
家
的
な
も
の
と
あ
い
共
通

す
る
と
思
う
ん
で
す
が
。
決
し
て
法
家
が
特
殊
な
も
の
と
思
わ
ん
の
で
す

よ
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
儒
家
・
法
家
・
道
家
が
渾
然
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
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と
い
う
司
馬
遷
の
よ
う
な
も
の
が
、
前
漢
時
代
知
識
人
の
典
型
で
す
ね
。

第
三
節
後
漢
の
道
家
思
想

田
中
後
漠
の
道
家
思
想
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
研
究
論
文
が
な
い
と

い
う
こ
と
が
こ
れ
を
書
い
た
き
っ
か
け
で
す
。
前
漠
に
つ
い
て
は
、
金
谷

先
生
も
ち
ょ
っ
と
『
秦
摸
思
想
史
研
究
』
で
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
し
、
木

村
英
一
先
生
も
『
老
子
の
新
研
究
』
の
付
録
に
さ
れ
た
も
の
で
少
し
述
べ

て
お
ら
れ
ま
す
。
が
、
後
漢
に
つ
い
て
は
サ
ー
と
通
し
て
い
る
だ
け
で
。

で
、
私
『
後
漢
書
』
を
使
お
う
と
思
い
ま
し
て
、
処
世
と
か
実
践
と
か
に

お
け
る
考
察
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
行
な
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
老

荘
の
著
述
を
通
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
老
荘
の
実
践
者
達
を
通
し
て
後
淡

の
道
家
思
想
を
見
て
み
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
論
文
の
特
色
に
も
な

り
ま
す
。
で
す
が
、
文
献
と
し
て
は
な
い
ん
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
『
淮

南
子
』
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
前
漢
に
は
あ
り
ま
す
が
、
後
漠
に
は
そ

れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
も
の
が
残
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
も
う
、
儒
教
ば
っ

か
り
で
し
て
、
で
す
か
ら
後
漠
の
道
家
思
想
と
い
う
と
、
そ
ん
な
も
の
し

か
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
ち
着
い
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
、
テ
ー
マ
と
し
て
は
『
老
子
』
と
『
荘
子
』
の
う
ち
ど
ち
ら
が

後
漠
で
流
行
し
た
の
か
、
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
に
絞
っ
た
ん
で
す
。

そ
う
し
て
み
ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
大
部
分
が
で
す
ね
、
『
老
子
』
の
思
想

な
ん
で
す
。
こ
れ
は
前
漠
も
ほ
匠
同
じ
な
ん
で
す
。
前
漢
の
黄
老
思
想
以

来
な
ん
で
す
が
、
荘
子
的
な
も
の
は
ご
く
僅
か
だ
っ
た
ん
で
す
。
じ
ゃ
、

な
ぜ
老
子
的
な
も
の
が
強
か
っ
た
の
か
。
私
考
え
た
ん
で
す
が
、
『
老
子
』

を
説
く
人
が
同
時
に
孔
子
の
教
え
に
も
触
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
後
漢

の
特
色
な
ん
で
す
。
決
し
て
、
『
老
子
』
だ
け
の
も
の
じ
ゃ
な
く
、
伯
学

と
う
ま
く
調
和
し
て
併
存
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
両
者
の
共
通
点
が
ど
こ

に
あ
る
か
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
体
制
社
会
に
な
り
ま
し
て
、
そ
り
ゃ

拘
束
は
ふ
え
た
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
体
制
に
守
ら
れ
て
、
秩
序
を
破
ら

な
い
か
ぎ
り
、
生
活
は
一
応
で
き
る
と
。
平
和
で
、
国
内
の
内
乱
ぐ
ら
い

の
も
の
で
し
て
、
戦
国
時
代
の
よ
う
な
乱
世
は
こ
な
い
、
そ
う
い
う
な
か

で
生
き
て
行
く
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
自
体
を
喜
ぶ
人
々
の
心
、
そ
の
生
き

ぬ
い
て
い
く
、
し
か
も
喜
び
な
が
ら
楽
し
み
な
が
ら
、
現
実
の
世
界
を
生

き
て
い
こ
う
と
い
う
人
間
の
気
持
ち
と
い
う
も
の
が
底
流
に
あ
っ
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
。
そ
の
な
か
で
『
老
子
』
の
思
想
が
孔
子
の
思
想
と
共
存
で
き
る

面
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
老
子
』
の
思
想
の
な
か
に

は
、
現
実
を
生
き
ぬ
こ
う
と
す
る
し
た
た
か
な
面
が
一
面
と
し
て
あ
る
わ

け
で
す
。
そ
う
い
う
面
が
か
な
り
後
漠
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
ん
じ
ゃ

な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
と
い
う
ふ
う
に
、
解
釈
し
ま
し
て
、
そ
う
い
う
倫

理
と
か
道
徳
と
か
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
以
前
の
と
に
か
く
生
き
ぬ
い
て

い
こ
う
と
い
う
謡
欲
を
「
生
命
主
義
」
と
呼
ん
で
、
こ
れ
は
意
味
は
少
し

違
い
ま
す
が
木
村
英
一
先
生
も
使
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
こ
の
「
生

命
主
義
」
と
い
う
も
の
を
基
盤
に
お
い
て
、
『
老
子
』
も
儒
教
も
受
け
入

れ
ら
れ
、
そ
れ
が
後
漠
の
な
か
で
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
ん
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
『
荘
子
』
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
一
般
に
も
言
わ
れ
る
の
で

す
が
、
や
っ
ぱ
り
魏
晋
に
な
っ
て
分
裂
の
時
代
に
な
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
。
だ
か
ら
、
老
荘
思
想
と
い
う
も
の
は
魏
晋
に
至
ら
な
い
と
出
て
こ

(61) 
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な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
ま
ぁ
派
生
的
な
見
通
し
も
述
べ
た
も
の
な
ん
で

す
。
実
践
や
処
世
に
関
し
て
い
え
ば
、
後
漠
の
老
荘
思
想
は
、
こ
の
よ
う

な
解
釈
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

加
地
私
ね
、
こ
の
御
著
書
の
最
後
を
飾
る
「
後
漠
の
道
家
思
想
」
の
部

分
、
た
い
へ
ん
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
こ
の
資
料
さ

が
す
の
は
た
い
へ
ん
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

田
中
列
伝
を
か
な
り
一
生
懸
命
読
み
ま
し
た
。

加
地
そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ね
、
わ
か
る
ん
で
す
わ
。
三

0
二
頁
か
ら

始
ま
る
も
の
は
、
ま
ぁ
丹
念
に
。
私
も
学
者
の
端
く
れ
で
す
か
ら
、
こ
れ

は
た
い
へ
ん
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

田
中
努
力
し
ま
し
た
。
な
ん
と
か
読
み
通
し
て
い
き
ま
し
て
。

加
地
同
じ
商
売
や
っ
て
ま
す
か
ら
、
分
か
る
ん
で
す
よ
ね
。
こ
の
へ
ん

の
大
変
さ
と
い
う
も
の
は
。
そ
れ
を
田
中
先
生
の
お
人
柄
と
い
う
か
、
さ

り
げ
な
く
ね
。
三

0
二
頁
か
ら
三

0
六
頁
く
ら
い
ま
で
、
大
変
な
ご
苦
労

だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
は
、
敬
意
を
表
し
ま
す
。
そ
れ
で
、
老
荘
で

は
な
か
っ
た
と
、
『
荘
子
』
は
読
ま
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
少

な
く
と
も
表
に
出
て
こ
な
い
と
。
そ
の
理
由
、
い
ま
ふ
っ
と
思
っ
た
ん
で

す
が
、
当
時
『
荘
子
』
を
思
想
書
と
し
て
読
ん
で
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
と
思

う
ん
で
す
。
文
学
書
か
な
に
か
お
も
し
ろ
半
分
の
楽
し
み
で
、
寝
っ
こ
ろ

が
っ
て
読
ん
で
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
り
ゃ
お
も
し
ろ
い
で
す

も
の
。
『
荘
子
』
は
、
今
日
で
い
う
小
説
の
た
ぐ
い
か
そ
ん
な
ん
だ
っ
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

田
中
そ
れ
に
反
し
て
、
『
老
子
』
に
は
生
活
の
知
恵
み
た
い
な
も
の
が

あ
る
ん
で
す
。
座
右
の
銘
み
た
い
に
で
す
ね
°

加
地
し
か
も
短
く
て
、
憶
え
や
す
い
で
し
ょ
。
あ
れ
と
『
論
語
』
と
つ

き
あ
わ
せ
た
ら
、
だ
い
た
い
、
世
の
中
生
き
て
ゆ
く
知
恵
と
い
う
も
の
は
、

ど
っ
ち
か
に
あ
る
ん
で
す
ね
。
両
極
端
で
す
か
ら
。

田
中
だ
か
ら
実
務
的
に
有
益
な
ん
で
す
ね
°

加
地
老
子
が
中
心
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
初
め
て
で
す
ね
。
な
に
か
、

老
荘
思
想
と
い
う
も
の
は
先
秦
に
あ
っ
て
ず
っ
と
読
ま
れ
て
い
た
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
な
ん
か
、
中
国
哲
学
史
の
我
々
の
常
識
と
い
う

の
か
定
説
と
い
う
の
は
、
実
態
と
あ
ま
り
に
違
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
気

が
す
る
ん
で
す
ね
。

御
著
書
（
研
文
出
版
・
一
九
八
六
年
）
を
読
み
ま
し
て
、
た
い
へ
ん
勉

強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
「
あ
と
が
き
」
の
と
こ
ろ
で
す
が
、

こ
の
よ
う
に
初
出
の
論
文
を
お
記
し
に
な
る
と
い
う
の
は
、
重
要
な
こ
と

で
す
ね
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
変
え
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
お
書
き

で
す
か
ら
、
今
後
の
学
者
は
こ
の
本
書
で
引
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
ね
。

田
中
そ
う
で
す
。
そ
う
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

＊
こ
の
対
談
は
、
一
九
八
七
年
八
月
二
十
三
日
、
大
阪
の
ガ
ー
デ
ソ
パ
レ

ス
に
お
い
て
行
な
っ
た
も
の
の
後
半
で
あ
る
。
テ
ー
プ
か
ら
の
文
字
記

録
は
滝
野
邦
雄
氏
（
和
歌
山
大
学
）
に
よ
る
。
対
談
者
両
名
、
深
く
惑

謝
申
し
あ
げ
る
。

（終
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