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誼
卿
武
内
義
雄
先
生
の
學
問

誼
卿
武
内
義
雄
先
生
の
學
問

武
内
先
生
、
名
は
義
雄
、
字
は
誼
卿
、
述
庵
と
挑
さ
れ
た
。
伊
勢
の
小
古
曾
の
人
で
あ
る
。
家
は
員
宗
高
田
派
の
寺
院
で
あ
っ
た
。
笈

を
負
う
て
上
洛
さ
れ
、
第
三
高
等
學
校
を
へ
て
明
治
四
十
三
年
七
月
に
京
都
帝
國
大
學
文
科
大
學
支
那
哲
學
史
の
業
を
畢
え
ら
れ
た
。
大

學
の
指
導
敦
授
は
主
と
し
て
は
君
山
狩
野
直
喜
博
士
で
あ
り
、
博
士
の
「
清
朝
學
術
沿
革
史
」
の
講
義
は
と
り
わ
け
て
先
生
に
深
い
感
銘

を
輿
え
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
狩
野
博
士
は
清
朝
考
證
學
を
わ
が
學
界
に
轍
入
し
た
代
表
的
な
學
者
で
あ
る
。
そ
の
講
義
が
す
ば
ら
し

か
っ
た
の
も
嘗
然
で
あ
ろ
う
。
講
義
に
啓
嶺
さ
れ
た
先
生
は
、
や
が
て
閻
若
蝶
の
『
尚
書
古
文
疏
證
』
を
讀
み
、
そ
の
考
證
の
正
確
と
引

證
の
該
樽
と
に
い
た
く
感
動
さ
れ
た
。
先
生
の
生
涯
の
進
路
は
こ
こ
に
定
ま
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
先
生
の
學
問
の
中
心
は
、
や
は

り
清
朝
の
考
證
學
に
あ
っ
た
。

大
學
卒
業
後
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
を
、
先
生
は
郷
里
に
か
え
っ
て
御
祖
母
の
湯
薬
に
侍
し
、
そ
の
後
あ
ら
た
め
て
勉
學
の
志
を
と
げ
る

た
め
に
、
大
阪
府
立
圏
書
館
に
勤
務
さ
れ
た
。
こ
こ
で
先
生
は
西
村
天
囚
氏
の
知
遇
を
う
け
、
そ
の
主
催
す
る
文
會
景
社
に
入
っ
て
浪
速

の
諸
老
先
輩
と
の
交
誼
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
京
都
大
學
の
闘
係
者
、
と
り
わ
け
て
内
藤
湖
南
博
士
の
敦
え
を
う
け
る
こ
と
多

く
、
先
生
の
交
友
は
廣
ま
り
文
章
の
上
達
と
共
に
學
問
も
深
め
ら
れ
た
。
天
囚
先
生
が
尊
敬
さ
れ
た
の
は
桐
城
派
の
古
文
で
あ
る
。
そ
の

派
の
代
表
者
誂
姫
傭
に
、
義
理
・
考
据
・
文
章
の
三
者
を
重
ん
ず
る
説
が
あ
る
の
を
う
け
て
、
天
囚
先
生
は
學
問
の
具
備
す
べ
き
要
件

と
し
て
そ
れ
を
尊
重
さ
れ
た
。
誼
卿
先
生
も
ま
た
そ
の
影
響
を
う
け
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
義
理
と
は
學
問
を
さ
さ
え
る
思

想
精
誹
で
あ
り
、
考
据
と
は
研
究
の
賓
證
的
方
法
で
あ
り
、
文
章
と
は
そ
の
表
現
の
手
段
で
あ
る
。
こ
の
三
者
が
ば
ら
ば
ら
な
も
の
で
な
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さ
て
、
懐
徳
堂
と
の
闊
係
が
生
ま
れ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
間
の
こ
と
で
あ
る
が
、
大
正
八
年
の

て
中
國
へ
留
學
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
天
囚
先
生
の
強
い
推
薦
と
湖
南
博
士
の
特
別
な
は
か
ら
い
と
の
賜
物
で
あ
る
。
中
図
で
は

北
京
に
寓
居
し
て
新
知
識
の
吸
牧
に
つ
と
め
ら
れ
た
が
、
ま
た
華
北
華
中
に
わ
た
っ
て
ひ
ろ
く
各
地
を
歩
か
れ
た
。
戦
國
時
代
の
齊
の
園

都
で
あ
っ
た
臨
痒
を
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
ら
れ
た
こ
と
や
、
老
子
道
徳
鯉
の
唐
碑
を
求
め
て
旅
行
さ
れ
た
こ
と
な
ど
は
、
と
り
わ
け
て
先
生
遊

學
中
の
特
徽
的
な
事
行
で
あ
る
。
臨
面
は
今
こ
そ
と
る
に
足
り
な
い
邊
榔
な
田
舎
町
に
す
ぎ
な
い
が
、
嘗
時
は
人
口
敷
十
萬
と
考
え
ら
れ

る
繁
華
さ
で
、
い
わ
ゆ
る
話
子
百
家
の
人
々
が
集
ま
っ
た
大
都
會
で
あ
っ
た
。
先
生
は
こ
こ
に
往
時
を
偲
ぼ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
道
徳
紐
の
碑
石
に
つ
い
て
は
か
ね
て
魏
稼
孫
の
綬
語
堂
碑
録
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
知
り
、
こ
の
機
會
に
そ
の
拓
本
を
得
よ
う
と

さ
れ
た
も
の
で
、
か
ね
て
か
ら
進
め
て
き
た
老
子
研
究
を
助
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

大
正
十
年
の
初
め
に
中
図
か
ら
蹄
っ
た
先
生
は
懐
徳
堂
講
師
と
し
て
専
任
さ
れ
、
か
た
わ
ら
大
阪
高
等
學
校
・
龍
谷
大
學
な
ど
に
も
講

席
を
持
た
れ
、
研
究
生
活
は
ま
た
い
よ
い
よ
充
質
し
た
。
ち
ょ
う
ど
前
年
に
は
京
都
大
學
支
那
學
會
で
雑
誌
「
支
那
學
」
が
創
刊
さ
れ
て

い
た
が
、
先
生
は
そ
の
第
二
巻
に
八
篇
の
論
文
を
ひ
き
つ
づ
い
て
猿
展
す
る
と
い
う
目
ざ
ま
し
い
活
躍
ぶ
り
を
示
さ
れ
た
。

「
桓
諏
新
論
」
「
孫
子
の
作
者
」

々
で
あ
る
。

「
曲
轄
考
」

こ
と
に
な
り
、
先
生
は
招
か
れ
て
仙
憂
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
正
十
二
年
五
月
の
こ
と
、
先
生
の
齢
三
十
七
歳
の
時
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
以
後
、
東
北
大
學
敦
授
の
職
は
昭
和
二
十
一
年
の
春
ま
で
つ
づ
い
た
。

先
生
の
學
問
修
業
は
も
ち
ろ
ん
生
涯
を
か
け
て
つ
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
大
阪
時
代
ま
で
は
賃
に
純
粋
な
意
味
で
の
修
業
時
代
だ
と

い
え
る
。
そ
れ
に
厨
し
て
、
仙
豪
に
移
ら
れ
て
か
ら
は
む
し
ろ
そ
の
蘊
蓄
を
傾
け
た
活
躍
時
代
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
研
究
上
の
立
場

は
次
第
に
確
立
さ
れ
、
學
界
の
指
尊
的
地
位
に
あ
っ
て
敦
育
に
常
た
ら
れ
た
が
、
ま
た
草
創
賄
に
あ
る
學
部
の
問
題
を
は
じ
め
と
し
て
大

學
全
般
の
紐
鶯
に
も
手
腕
を
疲
揮
さ
れ
た
。

＜ ヽ

『
老
子
原
始
』
の
出
版
は
大
正
十
五
年
。
そ
れ
に
よ
っ
て
京
都
大
學
で
文
學
博
士
の
學
位
を

し
か
し
、

あ
た
か
も
東
北
帝
國
大
學
に
法
文
學
部
が
創
設
さ
れ
る

貫
し
た
共
通
の
性
格
に
お
い
て
結
合
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。

先
生
は
懐
徳
堂
か
ら
派
遣
さ
れ
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得
ら
れ
た
の
は
昭
和
三
年
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
『
老
子
の
研
究
』

『
易
と
中
庸
の
研
究
』
な
ど
の
著
書
、

『
老
子
と
旺
子
』

七
五

『
支
那
思
想
史
』

『
諸
子
概
説
』

『
老
子
』
そ
の
他
の
岩
波
文
庫
の
校
定
繹
注
、
そ
し
て
五
十
餘
篇
及
ぶ
論
文

の
大
部
分
が
陸
績
と
披
表
さ
れ
た
の
は
、
す
べ
て
仙
豪
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
武
内
學
と
も
よ
ぶ
べ
き
特
色
あ
る
學
風
を
樹
立

し
、
國
の
内
外
か
ら
高
く
評
債
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
ま
た
大
學
行
政
の
う
え
で
は
、
猜
任
さ
れ
た
翌
年
に
早
く
も
附
隔
圏
書
館
長

と
し
て
起
用
さ
れ
、
従
来
の
理
科
系
園
書
館
と
新
設
の
文
科
系
國
書
館
と
の
統
合
や
、
文
科
系
圏
書
費
の
借
財
の
整
理
と
い
う
困
難
な
事

業
を
み
ご
と
に
果
た
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
ひ
き
つ
づ
い
て
法
文
學
部
長
・
學
生
課
長
な
ど
を
歴
任
さ
れ
、
昭
和
初
年
の
困
難
な
時
局
の
中

で
大
學
の
た
め
に
盛
砕
さ
れ
た
。
今
日
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
東
北
大
學
の
雑
誌
、
「
文
化
」
が
創
刊
さ
れ
た
の
は
、
先
生
の
學
部
長
時
代

の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
昭
和
二
十
一
年
、
皇
太
子
殿
下
の
御
敦
育
の
た
め
に
先
生
は
東
京
に
移
ら
れ
た
。
終
戦
直
後
の
東
京
で
の
新
生
活
は
な
か
な
か

き
び
し
い
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
三
年
の
後
、
郷
里
の
伊
勢
に
蹄
ら
れ
た
が
、
翌
二
十
五
年
か
ら
お
り
か
ら
新
設
さ
れ
た
ば
か
り

貼
と
し
、

の
名
古
屋
大
學
文
學
部
の
た
め
に
ま
た
講
師
と
し
て
出
向
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
敷
年
に
し
て
そ
れ
を
僻
退
さ
れ
る
と
、
漸
や
く
自
適

の
生
活
に
入
ら
れ
た
。
先
生
は
そ
の
す
ぐ
れ
た
業
蹟
に
よ
っ
て
す
で
に
昭
和
十
七
年
か
ら
帝
國
學
士
院
の
會
員
に
選
定
さ
れ
て
い
た
が
、

退
隠
後
の
昭
和
三
十
五
年
に
文
化
功
榜
者
に
選
ば
れ
、
名
巻
あ
る
功
傍
賞
を
授
け
ら
れ
た
。
四
十
一
年
六
月
、
つ
い
に
不
蹄
の
客
と
な

る
。
齢
八
十
に
敷
日
を
峡
い
た
。

先
生
は
わ
が
中
国
哲
學
界
に
一
期
を
鸞
す
る
大
き
な
足
跡
を
残
さ
れ
た
。
そ
の
學
問
は
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
清
朝
考
證
學
を
出
装

ま
た
中
心
と
し
て
い
る
。
最
も
狭
い
意
味
で
は
閻
若
珠
の
尚
書
研
究
を
模
範
と
し
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
先
生
の
學
問
は

そ
う
し
た
方
法
を
そ
の
ま
ま
瞬
使
し
て
日
本
の
學
界
で
活
躍
し
た
と
い
う
、

た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
原
典
批
判
を
主

と
し
た
思
想
史
研
究
法
と
し
て
新
し
い
獨
特
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

先
生
の
學
問
は
ま
ず
何
よ
り
も
原
典
を
忠
質
に
讀
む
こ
と
か
ら
出
披
す
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
古
典
研
究
な
い
し
歴
史
研
究
に
と
っ
て

誼
卿
武
内
義
雄
先
生
の
學
問

の
研
究
』



の
仕
事
を
決
心
さ
れ
た
と
き
、
先
生
は
ま
ず
園
内
の

誼
卿
武
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先
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問

の
寓
本
で
善
本
と
い
わ
れ
る
も
の
が
ど
れ
ほ
ど

「
誤
む
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
そ
も
そ
も
ふ
つ
う
の

「
夫
れ

極
め
て
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、
先
生
の
ば
あ
い
そ
れ
は
特
に
厳
格
で
あ
っ
た
。

意
味
で
の
「
讀
む
」
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
先
生
は
い
つ
も
王
引
之
の
舌
人
の
意
識
を
高
く
評
債
し
て
お
ら
れ
た
。

三
代
の
語
言
と
今
の
語
言
と
は
燕
と
越
と
の
相
語
る
が
如
し
。
吾
れ
の
小
學
を
治
む
る
や
、
吾
れ
こ
れ
が
舌
人
と
な
る
な
り
。
」
と
い
う

の
が
、
墓
誌
銘
に
引
か
れ
た
王
引
之
自
身
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
古
典
語
と
い
う
特
別
な
領
域
を
考
え
た
う
え
で
、
そ
の
難
解
を
克
服
す
る

た
め
に
自
ら
通
諄
を
志
願
し
た
彼
は
、
「
吾
れ
の
経
を
治
む
る
や
、
大
道
に
お
い
て
は
敢
え
て
承
け
ず
、
た
だ
小
學
を
好
む
の
み
」
と
さ

え
言
い
き
っ
て
、
ひ
た
す
ら
舌
人
と
し
て
の
使
命
感
に
生
き
た
。
小
學
す
な
わ
ち
訓
詰
學
は
古
典
を
讀
む
た
め
の
必
須
の
要
件
で
あ
る
。

そ
れ
を
忽
せ
に
し
て
正
し
い
讀
解
は
あ
り
え
な
い
。
先
生
は
段
玉
裁
の
『
説
文
解
字
注
』
、
王
念
孫
の
『
廣
雅
疏
證
』
、
王
引
之
の
『
経
偲

繹
詞
』
な
ど
の
業
績
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
す
こ
ぶ
る
推
重
さ
れ
た
。

し
か
し
、
古
典
を
正
し
く
讀
む
た
め
に
は
訓
詰
の
力
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
古
典
、
と
り
わ
け
て
久
し
い
間
を
筆
寓
で
偲
承
さ
れ
て

き
た
も
の
に
は
、
嘗
然
博
承
の
間
の
誤
り
が
あ
る
。
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
訂
す
用
意
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
何
よ
り
も
徹
底

し
た
校
勘
學
の
方
法
が
必
要
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
中
國
の
古
典
に
つ
い
て
の
校
勘
は
、
わ
が
亨
保
年
間
に
山
井
鼎
に
よ
っ
て

先
鞭
が
つ
け
ら
れ
、
中
國
で
も
そ
れ
を
う
け
た
院
元
ら
を
は
じ
め
と
し
て
活
撥
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。
先
生
の
校
勘
學
も
ま
た
先
生
の
ば

あ
い
は
特
に
目
録
學
の
利
用
と
い
う
新
し
い
方
法
が
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
餘
人
の
追
閲
を
評
さ
れ
な
い
精
緻
な
徹
底
ぶ
り
が
あ
っ
た
。
そ

の
す
ば
ら
し
い
成
果
は
、
『
論
語
』
や
『
老
子
』
な
ど
の
校
定
本
と
し
て
、
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
具
餞
的
な
方
法
論

は
『
論
語
の
研
究
』
の
初
め
に
詳
し
く
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
論
語
』
の
校
定
本
が
で
き
あ
が
る
紐
過
を
追
い
な
が
ら
、
先
生
の
校
勘
學

を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。

岩
波
文
庫
本

あ
る
か
を
調
べ
ら
れ
、
中
に
つ
い
て
宮
内
省
園
書
寮
の
嘉
暦
紗
本
と
東
洋
文
庫
の
正
和
紗
本
と
に
注
目
し
て
、
そ
の
本
文
校
訂
に
ま
ず
従

事
さ
れ
た
。
院
元
の
仕
事
を
の
り
こ
え
、
そ
し
て
日
本
人
と
し
て
の
利
貼
を
披
揮
す
る
に
は
、

日
本
の
古
紗
本
を
利
用
す
る
の
が
第
一
と

七
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誼
卿
武
内
義
雄
先
生
の
學
問

少
な
く
な
い
。

七
七

考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
先
生
は
そ
の
校
訂
を
す
す
め
る
か
た
わ
ら
、
ま
た
他
の
善
本
を
求
め
て
検
討
を
加
え
て
い
る
う
ち
に
、

―
つ
の
事
賀
を
確
か
め
ら
れ
た
、
そ
れ
は
嘉
暦
紗
本
も
正
和
紗
本
も
そ
の
本
文
の
異
同
に
は
似
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
は
雨
者
が
共
に

明
紐
博
士
清
原
敦
隆
の
校
訂
本
の
流
れ
を
う
け
て
い
る
た
め
で
、
津
藩
の
有
造
館
本
も
ま
た
こ
れ
ら
と
同
じ
系
統
で
あ
る
が
、
要
す
る
に

わ
が
國
に
博
わ
る
『
論
語
』
の
善
本
は
そ
の
源
を
冽
る
と
清
原
家
か
ら
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
わ
が
國
の
紗
本
を

た
が
い
に
比
べ
て
み
て
も
さ
し
て
大
き
な
異
同
は
み
ら
れ
な
い
。
異
同
が
は
げ
し
い
の
は
こ
れ
ら
の
紗
本
と
中
國
傭
束
の
版
本
と
を
比
べ

た
ば
あ
い
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
清
家
本
の
定
本
と
中
國
版
本
の
祖
本
と
を
得
て
そ
れ
を
封
校
し
た
な
ら
ば
、
最
善
の
テ
ク
ス
ト
が

得
ら
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
の
が
、
先
生
の
考
え
で
あ
っ
た
。
清
家
本
に
つ
い
て
は
、
そ
の
證
本
が
幕
末
の
模
刻
で
は
あ
る
が
古
い
面
目
を

偲
え
て
北
野
學
堂
か
ら
出
て
い
る
。
先
生
は
そ
れ
を
底
本
と
す
る
こ
と
に
決
め
ら
れ
た
。
問
題
は
中
國
の
方
で
あ
る
が
、
そ
の
祖
本
を
求

め
る
う
え
で
目
録
學
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
般
に
中
國
で
の
本
の
種
顔
と
版
本
の
敷
は
お
び
た
だ
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
そ
れ
を
整
理
し
た
目
録
解
題
の
類
も
ま
た

『
論
語
』
に
つ
い
て
、
昔
か
ら
今
ま
で
の
そ
の
版
本
を
す
べ
て
手
も
と
に
集
め
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能

で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
目
録
類
を
利
用
す
れ
ば
個
々
の
版
本
の
性
格
も
あ
る
て
い
ど
ま
で
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
先
生
は
そ
れ
を

巧
み
に
操
作
さ
れ
て
多
く
の
テ
ク
ス
ト
の
親
子
闘
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
そ
の
博
承
の
系
譜
を
作
っ
て
、
要
す
る
に
そ
れ
ら
は
唐
の
開
成

石
紐
の
流
れ
を
汲
む
も
の
だ
と
結
論
さ
れ
た
。
校
勘
は
今
や
最
も
簡
箪
な
形
で
行
な
わ
れ
る
。
清
家
の
證
本
を
開
成
石
紐
で
封
校
す
る
こ

と
を
主
軸
と
す
る
の
で
あ
る
。
岩
波
文
庫
本
『
論
語
』
の
本
文
は
こ
う
し
て
定
め
ら
れ
た
。

し
い
ば
あ
い
は
た
だ
敷
の
多
い
の
を
誇
り
と
し
て
、

さ
て
、
こ
の
紐
過
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
先
生
の
校
勘
學
の
特
色
は
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
山
井
に
し
て
も
院
元
に
し

て
も
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
一
般
の
校
勘
家
も
そ
う
で
あ
る
が
、
た
だ
異
本
を
集
め
て
比
べ
あ
わ
せ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
今
日
で
も
、
甚
だ

さ
ま
ざ
ま
な
異
本
を
か
き
集
め
る
こ
と
に
腐
心
す
る
校
勘
家
も
あ
る
。
先
生
の
校
勘

は
そ
れ
と
は
違
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
異
本
を
さ
が
し
求
め
る
努
力
の
必
要
な
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
女
い
。
中
國
留
學
中
に



を
偲
え
て
い
る
は
ず
の
王
弼
本
に
つ
い
て
は
、

い
偲
本
に
乏
し
く
、
賂
に
困
難
が
大
き
い
。

誼
卿
武
内
義
雄
先
生
の
學
問

の
原

老
子
の
碑
文
を
訪
ね
て
拓
本
を
集
め
ら
れ
た
こ
と
は
上
に
述
べ
た
が
、
園
内
で
は
各
地
の
圏
書
館
や
蔵
書
家
を
訪
ね
て
先
生
は
善
本
の
痰

見
に
努
め
ら
れ
た
。
中
園
の
版
本
と
は
違
っ
た
わ
が
書
紗
本
の
優
秀
性
を
宣
揚
し
た
先
生
の
功
績
は
大
き
い
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
大

切
な
の
は
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
等
債
値
に
み
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
の
性
質
を
見
き
わ
め
て
校
勘
の
資
料
と
し
て

の
債
値
の
軽
重
を
判
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
校
勘
の
資
料
は
「
多
き
を
貴
ば
ず
、
精
な
る
を
尊
ぶ
」
と
い
う
わ
け
で
、
精
善
な
資
料
を

よ
り
す
ぐ
っ
て
こ
そ
精
善
な
定
本
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
精
善
な
資
料
を
得
る
た
め
の
方
法
が
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
示

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

先
生
は
『
老
子
』
の
本
文
校
定
に
お
い
て
も
こ
の
方
法
を
と
ら
れ
る
。
先
生
の
校
定
さ
れ
た
『
老
子
』
に
は
二
種
類
あ
る
が
、
そ
れ
は

な
ん
の
た
め
で
あ
っ
た
か
。
二
種
類
と
い
う
の
は
改
造
祉
か
ら
出
た
『
老
子
の
研
究
』
中
の
も
の
と
、
岩
波
文
庫
の
諄
注
本
の
テ
ク
ス
ト

と
で
あ
っ
て
、
雨
者
の
本
文
に
は
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
後
か
ら
出
た
も
の
が
魯
作
の
誤
り
を
訂
し
た
も
の
で
、

従
っ
て
菌
作
は
新
作
と
比
べ
る
と
無
債
値
だ
、

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
同
じ
『
老
子
』
の
本
文
で
も
、
質
は
一
方
は
魏
の

王
弼
が
注
繹
を
加
え
た
原
本
の
復
活
を
め
ざ
し
て
お
り
、
地
方
は
河
上
公
注
本
の
復
原
を
意
圏
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
義
を
持
つ

も
の
で
あ
っ
た
。
『
論
語
』
の
ば
あ
い
に
そ
の
偲
本
の
二
つ
の
系
統
が
大
別
で
き
た
よ
う
に
、
『
老
子
』
の
儲
本
に
つ
い
て
は
、
王
弼
注

本
と
河
上
公
注
本
と
そ
し
て
庖
の
玄
宗
皇
帝
の
御
注
と
の
三
つ
の
系
統
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
玄
宗
御
注
は
嘗
時
に
建
て
ら
れ
た
石
経
な
ど

も
あ
っ
て
、
そ
の
原
形
は
比
較
的
分
か
り
や
す
い
が
、
前
の
二
者
は
そ
う
で
な
い
。

河
上
公
本
に
は
敦
燻
か
ら
出
た
も
の
や
わ
が
國
で
の
古
紗
本
な
ど
が
幾
種
類
も
あ
っ
て
ま
だ
手
か
が
り
ら
得
ら
れ
る
が
、
最
も
古
い
形

き
な
り
原
本

ふ
つ
う
な
ら
、
そ
う
し
た
困
難
の
大
き
い
王
弼
本
な
ど
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
要
す
る
に
古
い
時
代
の
寓
本
や
版
本
な
ど
を
集
め
て
い

の
本
文
を
校
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

本
、
河
上
公
本
は
河
上
公
本
と
し
て
復
原
し
た
う
え
で
、

武
内
先
生
は
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
を
王
弼
本
は
王
弼

さ
て
そ
れ
ら
の
三
系
統
の
祖
本
を
校
勘
し
て
最
も
古
い
形
で
の

七
八



本
を
得
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
岩
波
文
庫
本
と
改
造
社
版
と
の

の
は
、
こ
の
怠
味
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
同
時
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
さ
ら
に
止
揚
さ
れ
て
最
も
古
い

進
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

武
内
校
勘
學
の
す
ぐ
れ
た
特
色
は
ほ
ぼ
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

れ
な
い
が
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
成
果
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
除
り
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
先
生
の
學
問
は
も
と
よ
り
精
善
な
校
定

に
は
そ
れ
は
必
須
の
こ
と
で
あ
る
が
、

い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
哲
學
な
い
し
思
想
史
學
と
し
て
の
分
野
か
ら
み
れ
ば
部
分
的
な
基
礎
作
業
に
す
ぎ
な
い
。
基
礎
作
業
で
あ
る
か
ら

し
か
し
基
礎
は
や
は
り
基
礎
で
あ
っ
て
、
駕
籠
か
き
は
つ
い
に
駕
籠
の
中
の
人
で
は
な
い
。
し
か

も
基
礎
的
な
仕
事
と
し
て
は
な
お
他
に
も
う
―
つ
の
重
要
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
古
典
研
究
に
必
要
な
基
礎
的
研
究
と
し
て
、
校

勘
學
に
よ
っ
て
正
確
な
テ
ク
ス
ト
を
作
る
こ
と
の
他
に
先
生
が
指
摘
し
た
も
の
は
、
原
典
の
批
判
を
行
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

校
勘
が
箪
に
異
本
を
比
べ
あ
わ
せ
て
そ
の
相
違
黙
を
指
摘
す
る
だ
け
に
止
ま
る
な
ら
何
の
問
題
も
な
い
。
そ
の
相
違
の
ど
ち
ら
が
正
し

い
か
を
判
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
問
題
が
起
こ
る
の
み
で
あ
る
が
、
異
文
の
有
無
に
閥
係
な
く
本
文
の
誤
り
を
襲
見
し
て
訂
正
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、
問
題
は
一
層
複
雑
で
あ
る
。
原
典
批
判
と
い
う
こ
と
ぱ
、
す
で
に
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。
先
生
の
王
弼
本
『
老
子
』
の
校
定
は
、

り
、
本
文
の
押
韻
の
闊
係
を
考
え
た
り
、
思
想
内
容
の
検
討
を
行
な
っ
た
り
し
な
が
ら
、
批
判
的
修
正
を
加
え
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
か
な
り
の
て
い
ど
ま
で
原
典
批
判
の
方
法
が
併
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
生
の
い
う
原
典
批
判
が
ど
う

誼
卿
武
内
義
雄
先
生
の
學
問

味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
成
立
の

七
九

『
論
語
の
研
究
』

い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

王
弼
本
の
善
い
偲
本
が
少
な
い
と
い
う
制
約
の
た
め
に

本
を
作
る
こ
と
だ
け
で
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

形
を
導
び
き
出
す
た
め
の
礎
石
で
も
あ
る
。
先
生
の
意
闘
と
し
て
は
、

の
校
勘
技
術
の
そ
の
優
秀
さ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
ふ

こ
の
の
ち
御
注
本
を
校
定
し
た
う
え
で

の
校
勘
へ
と
仕
事
を

校
定
本
を
作
る
こ
と
は
そ
れ
自
臆
で
―
つ
の
完
結
性
を
持
つ
重
要
な
仕
事
に
違
い
な

特
に
王
弼
の
注
文
を
参
考
し
た

『
論
語
の
研
究
』
に
お
い
て
極
め
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
れ
は
原
典
の
内
容
を
批
判
的
に
吟

そ
の
原
典
の
資
料
と
し
て
の
性
格
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

つ
の
『
老
子
』
が
、

と
も
に
先
生
の
榜
作
と
し
て
債
値
が
高
い



『
論
語
』
に
つ
い
て
の
そ
う
し
た
原
典
批
判
は
、
す
で
に
伊
藤
仁
齋
や
雀
東
壁
に
よ
っ
て
も
す
ぐ
れ
た
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

齋
は
『
論
語
』
二
十
篇
の
う
ち
前
半
の
上
論
十
篇
が
古
く
後
半
の
下
論
十
篇
は
後
次
の
績
集
で
あ
ろ
う
と
し
た
が
、
祖
東
壁
も
同
じ
考
え

で
さ
ら
に
下
論
中
で
も
最
後
の
五
篇
を
疑
わ
し
い
と
し
た
。
武
内
先
生
の
研
究
は
そ
れ
ら
を
わ
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
内
藤
湖
南
博

士
の
『
爾
雅
の
新
研
究
』
や
『
易
疑
』
に
示
さ
れ
た
原
典
批
判
の
方
法
か
ら
多
く
を
學
ば
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
生
の
ば
あ

い
に
は
こ
れ
ら
の
先
人
と
違
っ
た
新
し
い
方
法
が
加
味
さ
れ
た
、
そ
れ
は

と
い
う
書
物
の
来
歴
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

原
初
の
形
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
獨
特
の
方
法
を
併
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
論
語
』
と
い
う
名
稲
が
は
っ
き
り
出
て
く
る
の
は
漢
代

の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
に
は
「
個
に
曰
わ
く
」
と
い
っ
た
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
質
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
書
物
が
今
日
の
『
論

語
』
と
し
て
定
着
す
る
以
前
に
は
ど
う
い
う
形
で
偲
わ
っ
て
い
た
か
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
こ
と
が
こ
の
書
物
の
資
料
と
し
て
の
性
格
に
ど

の
よ
う
な
闊
係
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
営
然
問
題
に
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。

先
生
の
研
究
は
、
こ
の
た
め
に
後
漠
の
『
論
衡
』
の
記
載
に
注
目
す
る
。
誤
字
満
紙
と
い
う
べ
き
記
載
は
、
先
生
の
讀
解
に
よ
っ
て
古

い
『
論
語
』
と
し
て
齊
魯
二
篇
本
と
河
間
七
篇
と
の
二
種
類
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
、
漠
代
に
壁
中
か
ら
骰
見
さ
れ

た
古
論
語
の
篇
次
で
は
第
一
學
而
の
次
に
第
十
郷
鴬
が
お
か
れ
て
お
り
、
そ
の
二
篇
で
ま
と
ま
っ
た
―
つ
の
『
論
語
』
と
み
ら
れ
る
と
い

う
事
賀
を
そ
れ
に
ひ
き
合
わ
せ
て
、
こ
の
二
篇
こ
そ
が
齊
魯
二
篇
本
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
上
論
十
篇
の
う
ち
こ
の
二
篇
と
子
竿
篇
と
を
除

い
た
七
篇
が
河
間
七
篇
本
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
さ
ら
に
下
論
十
篇
に
つ
い
て
は
、
季
氏
、
陽
貨
、
微
子
の
三
篇
は
異
質
な
も
の
で
、
こ
れ

を
除
い
た
七
篇
が
ま
た
―
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
『
論
語
』
で
あ
る
と
し
た
。
こ
う
し
て
分
類
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
み
る
と
、

河
間
七
篇
本
が
最
も
素
朴
で
曾
子
・
孟
子
派
の
博
え
た
語
録
と
み
ら
れ
る
の
に
劉
し
て
、
下
論
の
七
篇
は
子
貢
を
中
心
と
し
て
齋
に
博
え

ら
れ
た
や
や
新
し
い
資
料
で
あ
り
、
齊
魯
二
篇
本
は
上
の
雨
者
を
折
衷
し
て
で
き
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
結
論
は
そ
の
後
の
卑

界
で
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
、
従
束
―
つ
の
ま
と
ま
り
に
お
い
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
『
論
語
』

は
そ
こ
に
こ
そ
重
貼
を
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
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雄
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の
學
問
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が
、
そ
の
成
立
の
事
情
か
ら
す
る
と
幾
つ
か
の
段
階
が
あ
り
、
そ
れ
に
應
じ
て
資
料
と
し
て
の
性
格
に
も
分
別
の
あ
る
こ
と
が
、

認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
貴
重
な
こ
と
は
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
原
典
批
判
の
方
法
論
で
あ
る
。
和

辻
哲
郎
・
西
田
幾
多
郎
の
雨
博
士
ら
が
賞
讃
さ
れ
た
の
も
、
ま
さ
に
そ
の
黙
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

ノ＼

外
的
な
事
情
を
他
の
資
料
に
つ
い
て
探
索
し
て
い
る
。
齊
魯
二
篇
本
と
か
河
間
七
篇
本
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
り
、

を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
目
録
學
の
應
用
も
看
取
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ひ
ろ
く

文
章
や
こ
と
ば
を
吟
味
す
る
と
い
う
い
わ
ば
内
面
的
な
批
判
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
偲
承
の
し
か
た
を
し
て
き
た
か
と
い
う

ま
た
古
論
語
の
篇
次

目
録
學
を
應
用
し
た
文
獣
批
判
と
し
て
は
、
先
生
の
『
荘
子
』
研
究
が
最
も
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
に
博
わ
る
『
旺
子
』

三
十
三
篇
の
本
文
は
、
晋
の
郭
象
が
刷
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
果
た
し
て
そ
れ
以
前
の
古
い
『
荘
子
』
と
ど
う
い
う
闊
係
に
あ

る
か
。
『
漢
書
』
藝
文
志
の
著
録
で
は
『
旺
子
』
は
五
十
二
篇
と
あ
っ
て
、
す
で
に
こ
こ
に
食
い
違
い
が
あ
る
。
先
生
は
『
紐
典
繹
文
』

叙
録
の
記
述
を
吟
味
し
な
が
ら
、
内
篇
七
・
外
篇
二
八
・
雑
篇
一
四
・
解
説
三
の
計
五
十
二
篇
か
ら
成
る
漠
以
来
の
奮
様
式
の
も
の
と
、

内
篇
七
・
外
篇
二

0
の
計
二
十
七
篇
か
ら
成
る
晋
代
の
刷
定
本
と
、
さ
ら
に
そ
の
劃
定
本
に
も
と
ず
き
な
が
ら
害
式
本
を
参
酌
し
て
増
補

を
加
え
た
郭
象
三
十
三
篇
本
と
い
う
推
移
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
さ
て
そ
れ
ら
の
内
容
の
相
互
闊
係
を
考
え
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
郭

象
本
以
外
は
亡
ん
で
し
ま
っ
て
存
在
し
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
嘗
時
の
断
片
的
な
引
用
を
集
め
て
そ
れ
ら
の
面
目
を
考
え
る
よ
り
し
か

た
が
な
い
。
例
え
ば
、
恵
施
篇
と
い
う
今
日
に
無
い
篇
名
が
嘗
時
に
み
ら
れ
る
が
、
今
日
の
天
下
篇
は
そ
の
前
半
だ
け
で
ま
と
ま
っ
て
い

て
そ
の
後
半
で
は
恵
施
ら
一
派
の
論
説
が
集
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
も
と
の
恵
施
篇
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
考
證

が
重
ね
ら
れ
て
、
今
日
の
郭
象
本
の
資
料
と
し
て
の
性
格
が
結
論
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
武
内
學
の
本
領
と
も
い
う
べ
き
中
心
は
、

賓
に
こ
の
原
典
批
判
の
方
法
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
先
生
は
こ
の
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
の
校
定
と
原
典
批
判
と
い
う
基
礎
學
の
面
で
書
＿
期
的
な
足
跡
を
残
さ
れ
た
が
、
先
生
の
業
績
は

な
お
こ
れ
だ
け
に
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
武
内
學
の
成
果
を
た
だ
基
礎
學
の
分
野
に
限
っ
て
、
先
生
の
こ
と
を
一
般
の
文
獣
學
者
と
同
一

誼
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語
』
の
内
容
に
つ
い
て
そ
の



視
す
る
人
々
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。
先
生
自
ら
が
原
典
批
判
ま
で
を
古
典
研
究
の
基
礎
的
研
究
だ
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
そ
れ
を
基
礎
だ
と
す
る
自
覺
は
、
常
然
に
も
そ
の
基
礎
の
う
え
に
築
か
れ
る
べ
き
も
の
を
豫
想
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
。
古
典
を
正
し
く
頑
み
、
そ
の
原
典
の
資
料
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
時
代
の
思
想
状
況
を
科
學

的
賓
證
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
原
典
批
判
の
方
法
を
利
用
し
た
思
想
史
研
究
と
い
う
べ
き
ら
の
が
ひ
ら
か
れ
た
。

と
の
原
典
批
判
を
行
な
い
な
が
ら
、
そ
の
基
礎
の
う
え
に
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
物
の

『
易
と
中
庸
の
研
究
』
は

成
立
の
段
階
が
思
想
骰
展
の
系
譜
を
示
し
て
お
り
、

と

の
で
あ
る
。

『
中
庸
』
の
な
か
で
、
過
不
及
の
な
い
雨
端
の
中
と
い
う
概
念
が
宇
宙
人
生
を
つ
ら
ぬ
く
根
本
理
法
と
し
て
の
誠
の
哲
學
ヘ

と
殺
展
し
て
い
る
の
と
到
應
し
て
、
『
易
他
』
に
お
い
て
は
三
つ
の
披
展
段
階
が
あ
り
、
卜
筑
の
書
か
ら
中
正
の
徳
を
目
ざ
す
倫
理
目
標

が
立
て
ら
れ
、
や
が
て
誠
の
絶
劉
的
立
場
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
趣
き
が
、
闊
連
的
に
論
證
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
さ

き
に
み
た
原
典
批
判
の
方
法
の
中
に
も
す
で
に
思
想
の
骰
展
推
移
に
つ
い
て
の
考
察
ぱ
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。
思
想
内
容
に
つ
い
て
考
慮
を

し
な
い
輩
な
る
形
式
だ
け
の
考
察
で
は
、
決
し
て
す
ぐ
れ
た
原
典
批
判
に
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
原
典
批
判
の
方
法
と

思
想
史
研
究
の
方
法
と
は
常
に
協
調
闊
係
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
研
究
の
立
場
を
ど
ち
ら
に
重
貼
を
お
い
て
と
る
か

『
易
と
中
庸
の
研
究
』
は
思
想
の
歴
史
的
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
目

標
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
『
論
語
の
研
究
』
よ
り
は
方
法
論
的
に
は
ま
た
一
歩
を
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。先

生
の
思
想
史
研
究
者
と
し
て
の
手
腕
は
こ
の
よ
う
に
到
る
と
こ
ろ
で
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
遺
憾
な
く
装
揮
さ
れ
た
の
は
い
う
ま
で

も
な
く
『
支
那
思
想
史
』
の
著
述
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
、
出
版
さ
れ
て
か
ら
三
十
年
を
へ
た
今
日
も
、
な
お
新
し
い
意
味
を
失
な
わ
な

い
名
著
と
し
て
國
の
内
外
で
評
判
が
高
い
が
、

に
よ
っ
て
考
異
の
あ
る
の
ほ
嘗
然
で
あ
る
が
、
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し
か
も
雨
者
の
疲
展
段
階
に
は
密
接
な
相
互
闊
係
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も

ま
ず
そ
れ
が
哲
學
史
で
は
な
く
て
思
想
史
と
い
う
名
稲
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。
嘗
時
で
は
哲
學
史
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
て
、
思
想
史
と
い
う
名
稲
は
な
お
珍
し
か
っ
た
。
先
生
が
あ
え
て
こ
の
名
を

ノ＼



「
道
敦
の
成
立
」
な
ど
、
近
世
で
は
「
儒
學
の
新
傾
向
」

想
の
流
れ
を
そ
の
ま
ま
流
動
的
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
は
嘗
時
と
し
て
は
極
め
て
新
し
い
方
法
で
、
以
後
の
中
國

思
想
史
學
の
稜
展
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
『
支
那
思
想
史
』
の
特
色
と
し
て
は
な
お
中
國
佛
敦
思
想
の
流
れ
を
お
お
は
ば
に
と
り
入
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
中
図
佛
敦

史
の
研
究
ぱ
獨
自
の
も
の
と
し
て
す
で
に
す
ぐ
れ
た
成
果
を
あ
げ
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
、
中
國
哲
學
の
分
野
で
は
そ
れ
を
人
ま
か
せ
に
し
て

殆
ん
ど
ふ
れ
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
印
度
思
想
を
母
胎
と
は
し
て
い
て
も
中
國
の
土
製
に
育
っ
て
中
國
固
有
の
思
想
と

の
接
燭
か
ら
生
ま
れ
た
は
ず
の
佛
敦
思
想
が
中
國
思
想
史
の
中
に
と
り
こ
ま
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
今

日
で
は
、
宋
學
以
後
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
者
が
佛
数
に
つ
い
て
の
知
識
を
か
な
り
の
て
い
ど
ま
で
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
営
然
の

常
識
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
中
國
哲
學
の
研
究
者
の
あ
い
だ
か
ら
も
深
い
佛
敦
研
究
者
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
武
内
先
生
の
『
思
想
史
』

は
そ
う
し
た
風
潮
を
は
じ
め
て
開
い
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
先
生
が
こ
う
し
た
重
要
な
新
方
向
を
開
か
れ
た
に
つ

い
て
は
、
佛
門
出
身
者
と
し
て
佛
敦
に
闘
す
る
知
識
が
豊
か
で
あ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
や
は
り
何
と
い
っ
て
も
、

思
想
史
と
い
う
も
の
に
封
す
る
認
識
の
し
か
た
に
、
従
来
と
は
違
っ
た
新
鮮
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
最
大
の
理
由
で
あ
っ
た
と

上
世
で
は

「
孔
門
の
二

誼
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稜
下
の

「
佛
敦
の
新
傾
向
」

「
論
理
學
の
装
達
」

な
ど
、

中
世
で
は

ノ＼

選
ん
だ
の
は
、
も
ち
ろ
ん
著
述
の
内
容
に
つ
い
て
そ
れ
だ
け
の
新
し
い
意
闘
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
哲
學
史
で
は
い
わ
ゆ
る

列
他
式
の
も
の
が
多
く
、
思
想
家
の
個
人
個
人
を
き
り
離
し
た
叙
述
に
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
一
思
想
家
の
事
蹟
や
思
想
睦
系
が
わ
か
り

や
す
い
と
い
う
利
貼
は
あ
る
が
、
反
面
で
は
―
つ
の
思
想
骸
系
の
展
開
の
跡
と
か
、
全
盟
と
し
て
の
思
想
の
推
移
猿
展
の
あ
り
さ
ま
な
ど

と
い
う
、
思
想
自
證
の
歴
史
的
考
察
に
は
い
う
ら
み
が
あ
っ
た
。
先
生
の
『
支
那
思
想
史
』
に
は
そ
の
映
黙
を
補
っ
て
〗
県
の
思
想
の

中
世
期
（
三
敦
交
渉
の
時
代
）
・
近
世
期
（
儒
敦
革
新
の
時
代
）
と
い
う
三
期
に
分
け
ら
れ
る
。

史
に
し
よ
う
と
す
る
意
園
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
先
生
は
思
想
史
の
全
證
を
上
世
期
（
上
は
諸
子
時
代
、
下
は
紐
學
時
代
）
・

そ
し
て
そ
の
章
目
の
敷
例
を
示
す
と
、

「
儒
敦
よ
り
老
旺
へ
」

の
勃
興
」

「
老
荘
よ
り
佛
敦
へ
」

「
宋
學
の
大
成
」
な
ど
、

い
ず
れ
も
思



誼
卿
武
内
義
雄
先
生
の
學
問

思
う
。
先
生
の
思
想
史
上
に
お
け
る
貢
獣
は
、
今
や
一
層
明
白
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

中
國
哲
學
な
い
し
思
想
史
學
の
研
究
は
、
新
し
い
中
園
の
學
者
た
ち
の
活
動
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
近
年
と
み
に
そ
の
方
法
論
に
つ
い
て

活
漁
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
誼
卿
先
生
の
學
問
に
劉
す
る
今
日
の
わ
が
學
界
の
評
債
は
、
決
し
て
低
い
も
の
と
は
思
わ
な
い
が
、
古
典

研
究
に
必
須
の
基
礎
的
研
究
と
そ
の
原
典
批
判
を
ふ
ま
え
て
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
思
想
史
研
究
法
と
は
、
さ
ら
に
も
っ
と
ひ
ろ
く
學
ば
れ

て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

八
四




