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森
田
憲
司
著

元
代
知
識
人
と
地
域
枇
曾

高

橋

J台

丈

「
歴
史
研
究
は
、
所
詮
は
史
料
の
残
存
朕
況
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
し
ま

う
」
と
は
本
書
の
著
者
の
持
論
で
あ
る
が
(
本
書
二
頁
)
、
そ
の
言
に
遣
わ

ず
、
森
田
憲
司
氏
は
一
貫
し
て
「
史
料
論
」
的
な
観
黙
か
ら
一
昨
史
研
究
を
行

っ
て
き
た
方
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
書
に
し
て
も
、
『
元
代
知
識
人
と
地
域

祉
舎
』
と
い
う
表
題
は
も
つ
も
の
の
、
全
編
を
貫
く
員
の
主
題
は
「
知
識

人
」
で
も
「
地
域
枇
曾
」
で
も
な
い
。
士
円
い
活
劇
風
に
い
え
ば
「
あ
る
時
は

運
轄
手
、
ま
た
あ
る
時
は
謎
の
老
人
」
と
い
っ
た
具
合
で
、
「
知
識
人
」
や

「
地
域
枇
舎
」
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
な
が
ら
、
「
し
か
し
て
そ
の
昔
、
態
は
」
、
元
朝
期
の
石
刻
資
料
を
め
ぐ
る

「
史
料
論
」
、
と
い
う
の
が
本
来
日
の
正
鐙
で
あ
る
。
「
史
料
と
し
て
見
た
石

刻
」
、
な
い
し
「
石
刻
資
料
の
史
料
論
」
と
で
も
い
え
よ
う
か
。
本
書
は
要

す
る
に
、
複
数
の
碑
刻
の
性
格
を
詳
細
に
分
析
し
つ
つ
、
そ
の
作
業
を
通
し

て
「
一
一
ん
代
知
識
人
と
地
域
社
舎
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
、
き
わ
め
て
高
度

な
研
究
室
H

で
あ
る
。

本
書
に
い
う
「
知
識
人
」
と
は
何
だ
ろ
う
。
森
田
氏
が
選
ん
で
き
た
碑
刻

」

に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
関
わ
る
人
々
、
時
に
は
撰
者
で
あ
り
、
ま
た
時
に
は

碑
文
の
議
論
の
釣
象
者
で
も
あ
っ
た
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
「
儒
人
」
や
「
儒

戸
」
、
地
域
の
官
僚
・
官
僚
珠
備
軍
た
ち
で
あ
る
。
で
は
「
地
域
枇
合
同
」
と

は
何
だ
ろ
う
。
そ
の
問
刻
を
建
て
た
り
謹
ん
だ
り
す
る
集
圏
、
碑
刻
を
中
心

に
し
て
何
ら
か
の
関
係
を
取
り
結
ぶ
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
、
碑
刻
に
刻
ま
れ

た
文
字
を
介
し
て
結
ぼ
れ
る
、
官
僚
・
官
僚
珠
備
軍
た
ち
の
関
係
・
環
境
で

あ
る
。
本
書
は
常
に
「
石
刻
資
料
」
を
中
心
に
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
人
々
と

地
域
が
問
題
に
さ
れ
る
。
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
碑
刻
の
数
は
多
く
、
そ

の
「
取
り
扱
わ
れ
方
」
も
{
貫
に
多
彩
で
あ
る
。
碑
刻
が
文
物
と
し
て
扱
わ
れ

る
章
も
あ
れ
ば
、
文
献
資
料
と
し
て
抜
わ
れ
る
章
も
あ
る
。
石
刻
書
と
呼
ば

れ
る
編
纂
資
料
が
用
い
ら
れ
る
時
も
あ
れ
ば
、
地
方
志
に
掲
載
さ
れ
る
金
石

の
部
分
が
用
い
ら
れ
る
時
も
あ
る
。
本
書
は
、
あ
る
言
い
方
を
す
れ
ば
、

「
石
刻
資
料
の
扱
い
方
」
の
ア
ナ
リ
I
ゼ
で
も
あ
ろ
う
。
森
出
憲
司
氏
は
、

石
刻
資
料
を
用
い
て
「
元
朝
期
の
知
識
人
な
い
し
知
識
人
集
圏
」
に
閥
わ
る

い
く
つ
か
の
断
面
を
賓
に
鮮
や
か
に
切
り
取
っ
て
く
る
。
そ
の
断
面
の
理
論

的
説
明
に
我
々
は
眼
を
奪
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
本
書
に
お
い
て

最
も
鮮
や
か
な
の
は
、
そ
う
し
た
事
賓
の
指
摘
で
は
な
い
。
ま
る
で
ル
l
テ

ィ
ー
ン
の
よ
う
に
森
田
氏
が
や
っ
て
見
せ
る
原
史
料
の
さ
ば
き
方
で
あ
る
。

氏
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
史
料
の
性
格
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
描

か
れ
う
る
歴
史
像
も
明
ら
か
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
森
同
氏
が
最
も
興
味

を
抱
き
、
時
と
し
て
嬉
々
と
し
て
行
っ
て
い
る
の
も
「
史
料
の
来
歴
と
そ
の

性
格
の
究
明
」
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
第
三
景
「
モ
ン
ゴ
ル
の
中
園
支
配
初
期
に
お
け
る
知
識
人
政

策
の
形
成
」
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
章
は
、
「
戊
戊
の
選
試
」
前
後
の
曲
阜

孔
家
の
状
況
、
な
ら
び
に
そ
の
曲
阜
孔

Y

家
に
到
す
る
モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
の
取
り
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い
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
は
、
中
岡
支
配
に
宗
教
を
た
く
み

に
利
用
し
、
悌
数
は
そ
の
長
を
任
命
し
て
悌
教
徒
に
、
道
教
は
や
は
り
そ
の

長
を
任
命
し
て
道
教
徒
に
管
理
さ
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
同
様
の
方
法

が
「
儒
教
」
に
針
し
で
も
取
ら
れ
た
形
跡
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
「
儒
教
」

の
長
と
は
首
然
孔
家
で
あ
り
、
こ
の
孔
家
に
到
す
る
庭
遇
が
モ
ン
ゴ
ル
の

「
儒
教
」
政
策
、
「
廟
血
甲
子
」
「
官
吏
登
用
」
「
儒
戸
」
等
の
取
り
扱
い
を
物
語

る
こ
と
に
な
る
。
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
中
園
支
配
が
ス
タ
ー
ト
し
た
太
宗
オ
ゲ

デ
イ
朝
期
に
お
け
る
曲
阜
孔
家
問
題
は
、
し
た
が
っ
て
、
単
に
孔
家
内
部
の

総
承
問
題
に
と
ど
ま
ら
ぬ
大
き
な
意
味
合
い
を
も
っ
と
思
わ
れ
る
が
、
森
田

氏
は
こ
の
章
に
お
い
て
、
石
刻
資
料
等
を
用
い
て
『
元
史
』
等
歴
史
記
述
の

空
白
を
補
い
、
第
五
一
代
孔
元
措
が
い
か
な
る
経
緯
を
経
て
桁
聖
公
を
継
承

し
、
孔
)
家
・
孟
家
・
顔
家
の
三
家
が
い
か
に
し
て
「
税
賦
」
を
「
錨
兎
」
せ

ら
れ
た
か
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
る
、
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
こ
で
重

要
な
の
は
氏
が
用
い
た
手
法
で
あ
る
。
森
出
氏
は
、
「
大
朝
一
衰
一
崇
祖
廟
之
記
」

と
い
う
碑
文
を
中
心
に
す
え
、
碑
刻
と
し
て
は
「
丁
西
年
都
圏
公
家
克
差
愛

笥
付
石
刻
」
「
大
蒙
古
園
燕
京
大
慶
喜
豆
寸
西
堂
海
雲
大
鵡
師
碑
」
「
五
十
三
代

孫
中
儀
大
夫
襲
封
桁
聖
公
一
神
道
碑
銘
」
等
、
編
纂
史
料
と
し
て
は
『
孔
氏
組

庭
庚
記
』
「
重
修
曲
阜
豚
志
』
等
を
用
い
な
が
ら
、
「
大
朝
一
一
段
崇
組
廟
之
記
」

の
記
事
の
信
湿
性
を
確
認
し
つ
つ
、
こ
の
碑
刻
が
な
ぜ
建
て
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
背
後
の
事
情
に
一
つ
一
つ
迫
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
大
朝
一
一
夜
崇
組
廟
之
記
」
と
い
う
未
知
の
碑
刻
を
見
出
し
て
紹
介
し
得
た
森

田
氏
の
功
績
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
強
制
し
す
ぎ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
が

(
「
大
朝
褒
崇
祖
廟
之
記
」
の
「
褒
崇
」
が
す
べ
て
「
崇
褒
」
に
誤
っ
て
い

る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
)
、
し
か
も
氏
は
、
こ
う
し
た
作
業
を
遇
し

て
「
大
朝
一
一
段
崇
祖
廟
之
記
」
と
「
丁
凶
年
都
圏
公
家
兎
差
護
笥
付
石
刻
」
の

753 

」

立
石
・
な
ら
び
に
『
孔
氏
租
庭
庚
記
』
の
「
重
開
」
が
孔
元
措
復
活
の
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
三
種
の
文
献
に
は
孔
一
川
用
・
孔
之

全
父
子
の
名
が
鉄
落
し
て
い
る
こ
と
を
議
明
す
る
。
い
わ
ば
、
「
大
刺
褒
崇

祖
廟
之
記
」
の
来
歴
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
「
一
五
史
』
の
歓
を
補
い
、
歴
史

記
述
が
な
ぜ
空
白
な
の
か
を
最
終
的
に
は
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
森
田
氏
の
方
法
は
、
も
ち
ろ
ん
氏
の
夜
明
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
清
朝
考
詮
悶
晶
子
の
成
果
に
根
ざ
し
た
、
き
わ
め
て
惇
統
的
な
手

法
と
い
え
る
。

た
と
え
ば
、
森
同
氏
も
引
く
銭
大
一
聞
を
例
と
し
て
み
よ
う
。
銭
大
所
『
潜

研
堂
金
石
文
政
尾
』
一
八
に
は
、
本
書
の
内
容
と
も
閥
わ
る
「
主
建
至
型
文

宣
王
廟
碑
」
と
い
う
大
徳
五
年
の
碑
刻
が
琴
、
げ
ら
れ
る
。
こ
の
碑
を
論
じ
て

銭
大
所
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

こ
の
碑
は
「
克
貞
改
一
川
の
と
き
、
先
聖
五
三
代
の
孫
・
需
州
の
す
・
孔

治
が
入
朝
し
、
璽
童
日
も
て
、
中
儀
大
夫
・
襲
封
桁
聖
公
・
月
俸
百
千
・

秩
四
品
を
錫
命
せ
ら
れ
た
。
孔
氏
の
位
貸
は
惇
わ
ら
さ
る
こ
と
久
し
き

も
、
こ
こ
に
至
っ
て
乃
ち
復
す
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
を
『
一
川
史
』
に
照

ら
し
て
み
る
と
、
世
租
の
百
十
元
一
三
年
六
月
に
「
孔
子
五
三
一
代
の
孫
・

曲
阜
豚
引
・
孔
治
を
権
主
杷
事
と
し
た
」
と
は
述
べ
る
が
、
元
貞
に
初

め
て
襲
封
街
聖
公
と
し
た
と
い
う
記
事
は
な
い
。
「
一
川
史
』
が
こ
れ
を

落
と
し
て
い
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
。
ま
た
、
『
元
史
』
は
至
一
川
四
年
に

曲
阜
賓
室
廟
が
救
修
さ
れ
た
こ
と
を
載
せ
る
。
こ
の
こ
と
を
「
重
建
至

聖
文
官
二
土
廟
碑
」
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
至
一
川
四
年
に
建
て
た
の
は
杢

文
閣
・
杏
壇
・
斎
藤
・
皐
舎
だ
け
で
あ
り
、
種
殿
に
は
手
を
つ
け
て
い

な
い
。
大
徳
一
瓦
年
に
な
っ
て
本
殿
・
後
寝
殿
が
そ
ろ
い
、
祭
田
・
酒
掃

戸
も
輿
え
ら
れ
、
立
汲
な
碑
文
が
建
て
ら
れ
て
、
そ
の
碑
が
今
で
も
残
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っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
至
元
四
年
は
比
べ
る
べ
く
も
な
い
。
そ
れ
な
の

に
、
『
元
史
』
を
書
い
た
も
の
は
至
元
四
年
を
載
せ
て
大
徳
五
年
を
載

せ
な
い
。
こ
れ
は
一
穂
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

右
の
文
章
は
「
重
建
至
聖
文
宣
王
廟
碑
」
の
拓
本
に
附
さ
れ
た
股
文
で
あ

ろ
う
か
ら
、
銭
大
析
が
元
米
公
に
す
る
こ
と
を
青
山
園
し
て
書
い
た
か
否
か
分

か
ら
な
い
が
、
論
文
を
書
く
な
ら
こ
ん
な
風
に
書
け
な
い
も
の
か
と
、
銭
大

析
の
文
章
を
讃
む
と
私
は
い
つ
も
思
っ
て
し
ま
う
。
「
重
建
至
宝
文
官
一
王
廟

問
」
は
『
園
朝
文
類
』
巻
一
九
に
掲
載
さ
れ
る
か
ら
、
銭
大
析
に
と
っ
て
は

未
知
の
内
存
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
本
碑
の
拓
本
を
入
手
し
た
銭
大
析
は
、

恐
ら
く
記
憶
を
頼
り
に
『
元
史
』
の
本
紀
を
繰
り
、
至
一
川
四
年
と
一
一
二
年
の

記
事
を
確
認
し
て
(
つ
ま
り
、
世
祖
ク
ピ
ラ
イ
が
襲
封
桁
聖
公
を
認
め
な
か

っ
た
こ
と
を
銭
大
所
は
以
前
か
ら
知
っ
て
い
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
本
紀
の

中
に
さ
り
げ
な
く
書
か
れ
た
至
一
万
四
年
と
一
一
一
一
年
の
記
事
を
見
つ
け
出
し
て

く
る
は
ず
が
な
い
て
こ
の
政
文
を
メ
モ
代
わ
り
に
書
い
た
の
で
あ
る
。
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
は
二
つ
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
簡
潔
な
指
摘
の
中

に
元
朝
期
の
孔
家
の
賓
情
、
モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
の
庭
遇
、
『
元
史
』
の
不
足
が

暗
示
さ
れ
た
賓
に
含
み
の
多
い
文
章
で
あ
る
。
「
重
建
至
聖
文
宣
王
廟
碑
」

と
い
う
碑
刻
を
契
機
・
愛
端
と
し
て
、
そ
の
内
符
を
他
の
史
料
と
比
較
・
校

合
し
、
「
記
述
さ
れ
な
か
っ
た
事
賓
の
存
在
」
と
「
記
述
し
な
か
っ
た
史
書

の
責
任
」
を
示
す
。
石
刻
資
料
の
こ
う
し
た
扱
い
方
が
森
田
氏
の
そ
れ
と
同

様
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
森
出
氏
は
、
石
刻
史
料
に
針
す
る
ア

プ
ロ
ー
チ
の
方
法
の
多
く
を
銭
大
折
等
清
朝
の
考
詮
血
学
者
に
負
っ
て
い
る
の

だ
。
と
い
う
よ
り
、
歴
史
研
究
の
基
本
姿
勢
を
恐
ら
く
中
園
皐
の
惇
統
に
負

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
氏
は
、
多
様
な
文
献
か
ら
史
料
を
探
し

出
し
て
く
る
喚
覚
、
そ
の
史
料
の
性
格
を
映
ぎ
分
け
る
唄
貸
に
特
別
に
優
れ

」

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
森
田
氏
の
場
合
は
、
銭
大
所
の
よ
う

な
清
朝
の
人
で
は
な
い
か
ら
、
「
札
記
」
や
「
政
文
」
と
い
っ
た
形
で
研
究

成
果
を
示
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
清
朝
人
が
「
札
記
」
や
「
政
文
」
で
行
っ

た
こ
と
を
、
「
論
文
」
と
い
う
賓
に
間
延
び
し
た
形
式
に
翻
案
し
て
示
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
森
田
氏
は
清
朝
考
詮
向
晶
子
よ
り
は
る
か

に
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
ま
い
か
。

森
田
氏
は
し
た
が
っ
て
、
銭
大
析
の
石
刻
皐
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
の
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
、
銭
大
析
は
碑
刻
を
拓
本
で
し
か
見
て
い
な
い
と
思
わ

れ
る
の
に
封
し
、
森
田
氏
は
な
る
べ
く
現
物
を
見
ょ
う
と
す
る
。
ま
た
、
銭

大
所
は
政
府
の
愛
給
文
書
生
寸
を
刻
し
た
よ
う
な
「
俗
」
な
碑
文
は
あ
ま
り
問

題
に
し
な
い
が
、
森
田
氏
は
、
た
と
え
ば
第
四
章
「
石
刻
と
編
纂
資
料
」
で

扱
う
よ
う
に
、
あ
ま
り
「
雅
」
と
は
い
え
な
い
「
至
元
三
一
年
七
月
崇
奉
儒

学
聖
旨
問
」
の
よ
う
な
発
給
文
書
も
問
題
に
す
る
。
ま
た
、
森
田
氏
は
跡
刻

を
銭
大
所
以
上
に
即
物
的
に
見
ょ
う
と
す
る
。
碑
刻
は
文
字
資
料
で
あ
る
前

に
一
つ
の
建
造
物
で
あ
る
。
文
字
資
料
と
し
て
み
た
場
合
で
も
、
編
纂
資
料

に
移
録
さ
れ
る
碑
陽
の
み
な
ら
ず
、
碑
陰
や
碑
側
に
も
し
ば
し
ば
文
字
は
刻

さ
れ
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
が
歴
史
研
究
の
資
料
と
な
り
う
る
。
森
田
氏
は
つ

ま
り
、
清
朝
の
石
刻
皐
に
考
古
附
学
的
方
法
や
文
書
撃
的
方
法
を
加
味
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。

森
田
氏
の
そ
う
し
た
姿
勢
が
遺
憾
な
く
後
揮
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り

「
至
元
一
一
一
一
年
七
月
崇
奉
儒
撃
聖
旨
碑
」
を
論
じ
た
第
四
章
で
は
あ
る
ま
い

か
。
「
至
元
三
一
年
七
月
崇
奉
儒
準
型
旨
碑
」
と
い
う
の
は
、
世
岨
ク
ピ
ラ

イ
が
死
ん
だ
至
元
二
二
年
に
、
新
帝
・
成
宗
テ
ム
ル
が
中
圏
全
土
の
地
方
街

門
に
宛
て
て
溌
令
し
た
「
儒
息
子
保
護
」
の
聖
旨
で
あ
る
が
、
こ
の
章
に
お
い
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て
森
田
氏
は
、
同
文
の
碑
刻
・
引
用
が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
る
こ
の
資
料
を

取
り
上
げ
、
ま
る
で
金
太
郎
飴
の
よ
う
に
退
屈
な

mTげ
人
が
賓
は
い
か
に
面
白

い
史
料
と
な
り
得
る
か
、
複
数
の
碑
刻
・
編
纂
資
料
を
比
較
・
校
合
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
示
し
て
く
れ
る
。
「
森
田
流
石
刻
同
学
」
が
石
を
い
か
に
し
て
金

に
愛
え
る
か
、
そ
の
マ
ジ
ッ
ク
を
目
の
嘗
た
り
に
す
る
一
章
で
あ
る
。

「
至
元
一
三
年
七
月
崇
奉
儒
事
聖
旨
碑
」
を
す
べ
て
横
に
並
べ
て
比
較
し

て
み
る
と
、
金
太
郎
飴
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
の
碑
刻
は
、
「
形
式
や
字
句
に

お
い
て
(
貫
は
一
つ
と
し
て
同
じ
も
の
が
な
い
」
(
一

O
六
頁
)
、
と
氏
は
い
う
。

そ
の
こ
と
か
ら
氏
は
、
「
石
刻
を
文
書
と
し
て
扱
う
」
こ
と
に
疑
問
を
提
出

し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

古
文
書
準
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
れ
が
可

能
な
こ
と
が
石
刻
資
料
の
魅
力
な
の
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
解
決
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
法
論
的
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
(
一
二

O
頁
)

0

お
解
り
だ
ろ
う
か
。
森
岡
氏
は
世
の
石
刻
撃
の
二
歩
も
二
歩
も
前
を
歩
い
て

い
る
の
だ
。

氏
も
遮
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
地
方
志
で
あ
れ
、
石
刻
書
で
あ
れ
、

拓
本
で
あ
れ
、
石
刻
そ
の
も
の
で
あ
れ
、
資
料
の
米
源
は
と
り
あ
え
ず
問
題

に
せ
ず
」
、
新
し
い
資
料
が
見
つ
か
っ
て
、
そ
れ
が
照
史
研
究
の
役
に
立
て

ば
よ
い
と
い
う
見
方
が
、
石
刻
に
あ
ま
り
関
心
の
な
い
大
方
の
研
究
者
の
意

見
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
し
た
中
で
、
愛
給
文
書
を
刻
し
た
碑
刻
が
あ
る

こ
と
に
い
ち
早
く
注
目
し
、
そ
れ
ら
を
古
文
書
同
学
的
に
扱
う
可
能
性
に
着
目

し
た
の
は
、
賓
は
氏
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
、
中
園
は
日

本
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
遣
っ
て
文
書
の
買
物
が
き
わ
め
て
少
な
い
。
が
、
愛
給

文
書
を
刻
し
た
碑
刻
の
中
に
は
時
に
印
璽
や
花
押
ま
で
附
い
て
い
る
も
の
が

755 

」

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
原
文
書
を
原
形
ど
お
り
に
石
に
彫
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
「
文
書
が
な
い
」
と
い
う
中
園
史
的
学
の
資
料
的
扶
落
を
石
刻
資

料
が
補
い
得
る
。
石
刻
資
料
に
そ
れ
な
り
の
閥
心
が
集
ま
っ
て
し
か
る
べ
き

だ
ろ
う
。
し
か
る
に
森
出
氏
は
、
世
間
が
よ
う
や
く
そ
の
可
能
性
に
気
手
つ
き

始
め
た
頃
に
、
石
刻
資
料
の
来
源
を
巌
密
に
匝
別
し
、
石
刻
の
現
物
や
拓
本

を
よ
り
即
物
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
碑
刻
を
文
書
の
一
種
と
し
て

扱
う
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
兆
す
前
に
先
ん
じ

て
憂
え
て
」
い
る
の
で
あ
り
、
世
の
多
く
の
研
究
者
は
氏
の
議
論
の
方
向
さ

え
測
り
か
ね
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
氏
は
、
以
上
の
こ
と
を
前
提

と
し
な
が
ら
、
「
中
央
」
で
作
ら
れ
た
漢
文
正
文
と
し
て
の
「
聖
旨
」
が
地

方
に
惇
達
さ
れ
、
地
方
の
事
情
・
朕
、
侃
・
必
要
に
あ
わ
せ
て
文
書
は
一
部
愛

形
さ
れ
、
官
磨
聞
の
や
り
取
り
に
関
わ
る
部
分
が
省
略
さ
れ
た
り
、
必
要
な

部
分
だ
け
が
抜
書
き
さ
れ
た
り
し
て
石
刻
や
編
纂
史
料
に
な
っ
た
こ
と
を
、

き
わ
め
て
ク
リ
ア
に
論
詮
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
議
論
の
す
べ

て
が
、
金
太
郎
飴
の
断
而
を
賓
際
に
見
比
べ
て
み
る
と
い
う
、
一
見
愚
か
に

み
え
な
が
ら
賓
に
ソ
フ
ィ
ス
ト
ケ
イ
卜
さ
れ
た
設
想
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
森
田
氏
を
以
前
か
ら
都
合
的
な
方
だ
と
思
っ
て

い
た
が
、
第
四
章
は
、
清
朝
考
誼
血
字
の
石
刻
皐
に
森
田
氏
が
何
を
附
け
加
え

た
か
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
氏
の
護
想
の
洗
練
を
立
詮
す
る
、
興
味
深
い

一
章
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
、
森
田
氏
と
銭
大
所
と
を
比
較
し
た
場
合
、
清
朝
考
賛
同
学
者
の
最
も

基
本
的
な
十
刀
法
を
森
田
氏
は
時
に
故
意
に
捨
象
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ

と
が
あ
る
。
碑
刻
を
即
物
的
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
氏
は
確
か
に
多
く
の
成

果
を
出
し
た
が
、
碑
文
が
文
章
で
あ
る
以
k
、
銭
大
所
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、

内
容
や
表
現
か
ら
事
賓
に
迫
る
方
法
も
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
が

十
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最
も
初
歩
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
法
と
い
え
ま
い
か
。
た
と
え
ば
、
「
至
元

一
一
一
一
年
七
月
崇
奉
儒
肇
聖
旨
碑
」
を
論
じ
た
第
四
章
で
い
う
な
ら
ば
、
こ
の

章
の
冒
頭
に
「
至
元
三
一
年
七
月
崇
奉
儒
皐
聖
旨
砕
」
の
「
讃
み
」
を
示
し

て
次
の
よ
う
に
い
う
。

曲
中
の
林
廟
・
上
都
・
大
都
・
諸
ろ
の
路
府
州
豚
邑
の
麿
ゆ
る
設
け
ら

れ
た
る
の
廟
墜
・
書
院
は
、
世
組
皇
帝
の
聖
旨
に
照
依
し
て
、
禁
約
す

A
hノ
ノ
¥

こ
こ
に
い
う
「
麿
ゆ
る
設
け
ら
れ
た
る
の
廟
皐
」
は
、
「
懸
」
を
「
麿
有
」

の
「
有
」
が
脱
落
し
た
も
の
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
「
麿
ゆ
る
」
と
い
う
讃
み

方
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
あ
ら
ゆ
る
」
と
讃
ん
で
い
る
の
だ

が
、
だ
と
す
れ
ば
、
「
至
一
川
つ
二
年
七
月
崇
奉
儒
皐
聖
己
円
碑
」
の
異
文
の
中

に
「
諸
路
府
州
豚
邑
臆
有
設
廟
準
・
書
院
」
と
書
か
れ
る
例
が
あ
る
こ
と
を

一
不
す
な
り
(
私
の
知
る
限
り
そ
の
よ
う
な
例
は
な
い
が
)
、
「
磨
設
」
に
つ
い

て
何
ら
か
の
語
注
を
附
け
る
な
り
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
に
、
こ

こ
は
恐
ら
く
「
あ
ら
ゆ
る
設
け
ら
れ
た
る
の
廟
皐
・
書
院
」
で
は
な
い
。

「
庭
設
」
は
、
元
朝
期
の
普
通
の
護
給
文
書
で
あ
れ
ば
「
合
設
」
と
書
か

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
設
け
て
し
か
る
べ
き
」
の
意
で
あ
っ

て
、
「
ま
だ
設
け
ら
れ
て
い
な
い
」
場
合
ま
で
含
み
得
る
。
原
文
に
い
う

「
曲
阜
林
廟
、
上
都
、
大
都
、
諸
路
、
府
州
牒
口
巳
懸
設
廟
墜
・
書
院
」
は
、

「
全
図
津
々
浦
々
、
口
巴
に
い
た
る
ま
で
、
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
廟
撃
・
書
院

は
」
の
意
で
あ
っ
て
、
朝
廷
側
の
き
わ
め
て
理
念
的
な
、
「
廟
向
学
・
書
院
は

上
都
、
大
都
、
諸
路
か
ら
口
巴
に
い
た
る
ま
で
遍
く
設
置
す
べ
き
で
あ
る
」
と

い
う
原
則
に
基
づ
い
て
の
護
一
百
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
各
地
の
「
至
一
冗

三
一
年
七
月
崇
奉
儒
皐
聖
旨
碑
」
に
お
け
る
「
一
階
設
」
の
有
無
は
、
ま
さ
に

氏
の
推
論
ど
お
り
、
「
地
方
の
事
情
・
状
況
・
必
要
に
あ
わ
せ
て
丈
書
が
愛

」

形
さ
れ
る
」
一
つ
の
具
健
的
目
安
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
碑
刻
が
建
て
ら
れ

た
現
地
の
賓
情
に
何
が
し
か
沿
う
形
で
原
文
書
の
文
言
の
取
拾
選
揮
が
行
わ

れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
文
字
の
比
較
・
校
合
は
、
書
き
子
の
ミ
ス
を
指
摘

す
る
こ
と
が
日
的
で
な
い
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
文
字
の
異
同
の
背
後

に
は
、
時
と
し
て
思
考
・
環
境
の
遣
い
が
あ
る
。
そ
の
思
考
・
環
境
の
遣
い

を
指
摘
し
て
こ
そ
校
合
作
業
は
ト
全
の
意
味
を
も
ち
得
る
。
森
田
氏
は
複
数

の
「
至
元
三
一
年
七
月
崇
奉
儒
皐
聖
己
円
碑
」
を
校
合
し
て
、
碑
刻
を
文
書
と

し
て
み
る
危
う
さ
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
見
事
に
引
き
出
し
た
が
、
そ
れ
ら
字

句
の
異
同
が
そ
も
そ
も
現
地
の
何
に
起
因
す
る
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考

諮
さ
れ
て
い
な
い
。
氏
は
、
碑
刻
の
「
中
身
」
に
入
る
こ
と
を
時
に
故
意
に

避
け
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
私
か
ら
す
れ
ば
、
最
も
肝
心
の
こ
と
が
語

ら
れ
な
い
気
が
す
る
の
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
「
至
元
二
二
年
七
月
崇
奉
儒
皐
聖
旨
碑
」
に
つ
い
て

私
が
感
じ
た
疑
問
を
も
う
少
し
述
べ
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
。
こ
の
碑
文
は
、

森
出
氏
の
要
約
に
よ
れ
ば
、
「
①
廟
凶
晶
子
へ
の
保
護
、
特
に
官
員
・
使
臣
・
軍

馬
に
よ
る
擾
乱
の
禁
止
、
②
廟
山
字
の
出
産
に
つ
い
て
、
③
廟
撃
の
任
務
と
し

て
の
人
材
の
養
成
、
④
各
地
方
行
政
機
関
へ
の
廟
肇
保
護
の
命
令
、
の
四
つ

で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
政
策
が
、
前
代
の
カ
ア
ン
、
ク
ピ
ラ
イ
と
愛
わ
り
な
き

こ
と
の
宣
言
」
(
一

O
三
頁
)
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
『
廟
皐
典
櫨
』
な
ど
を

用
い
た
森
同
氏
の
考
誼
に
よ
れ
ば
、
「
儒
人
」
等
が
江
南
各
地
で
不
利
盆
を

こ
う
む
っ
た
際
に
こ
の
聖
旨
が
引
か
れ
、
「
儒
人
」
等
の
保
護
が
園
ら
れ
た

賓
例
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
氏
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
れ
ば
、

「
こ
の
種
の
聖
旨
も
、
車
な
る
「
お
ニ
豆
莱
」
に
し
か
す
ぎ
な
い
存
在
な
の
で

は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
意
味
と
力
が
あ
っ
た
」
(
一
一
一
二
頁
)
こ
と
に
な
り
、

「
至
元
一
三
年
七
月
崇
奉
儒
皐
聖
旨
碑
」
の
用
い
ら
れ
方
と
各
地
域
の
状
況
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の
摺
り
あ
わ
せ
が
常
然
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
後
給
文
書

の
中
に
地
方
の
特
殊
事
情
が
ど
の
程
度
反
映
さ
れ
て
い
る
か
、
問
文
の
内
符

そ
の
も
の
の
よ
り
細
か
な
分
析
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
氏
は
曲
阜
・
顔
子
廟
に
現
存
す
る
「
(
大
徳
一

O
年
)
克
困
公
廟
櫨
部
禁
約
碑
」
と
「
(
大
徳
二
年
)
亮
園
公
廟
中
書
省

禁
約
碑
」
を
二
二
頁
以
下
で
引
用
す
る
。
こ
の
二
碑
は
、
氏
も
述
べ
る
通

り
よ
く
分
か
ら
な
い
黙
が
あ
る
。
と
も
に
溌
給
文
書
を
碑
刻
に
し
た
も
の
で
、

合
時
の
「
傍
詠
」
の
形
式
を
か
な
り
忠
賓
に
残
す
も
の
と
思
わ
れ
る
(
こ
う

言
う
と
氏
に
叱
ら
れ
そ
う
だ
)
が
、
ほ
ぼ
同
内
需
什
で
あ
り
な
が
ら
わ
ず
か
な

間
隔
を
聞
置
い
て
矢
継
ぎ
早
に
後
給
さ
れ
、
し
か
も
、
先
に
護
給
さ
れ
た
は
ず

の
「
(
大
徳
一

O
年
)
売
図
公
廟
櫨
部
禁
約
碑
」
の
方
が
後
で
碑
刻
に
な
っ

た
節
が
あ
っ
て
、
背
後
に
い
か
な
る
政
治
情
勢
が
あ
っ
た
か
多
く
の
疑
問
が

残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
背
景
を
考
え
る
上
で
も
、
こ
の
二
碑
の
原

文
書
が
「
ど
う
い
う
経
緯
に
よ
っ
て
、
誰
か
ら
誰
へ
護
給
さ
れ
た
も
の
か
」
、

も
う
少
し
巌
密
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
ず
「
(
大
徳
一

O
年
)
究
園
公
廟
櫨
部
禁
約
碑
」
に
つ
い
て
は
、
冒
頭

に
「
皇
帝
聖
旨
裏
、
中
書
礎
部
」
と
い
う
か
ら
、
設
給
者
は
中
主
目
礎
部
。
顔

子
第
五
三
代
の
孫
・
顔
津
の
「
亜
聖
完
園
公
廟
宇
に
官
給
の
秘
文
が
な
く
、

尉
雑
人
等
が
非
理
に
察
漬
す
る
の
を
心
配
す
る
」
と
い
う
上
告
を
う
け
、

「
所
在
の
監
司
に
し
か
る
べ
く
究
治
せ
し
め
」
「
諸
人
に
曜
抗
議
し
て
通
知
せ

し
む
る
」
た
め
に
梼
文
を
護
給
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
い
う
「
諸

人
」
と
は
「
至
元
一
三
年
七
月
崇
奉
儒
皐
聖
旨
碑
」
に
い
う
「
諸
人
」
、
す

な
わ
ち
「
雫
-
元
一
一
一
一
年
七
月
崇
奉
儒
皐
聖
旨
碑
」
の
宛
先
で
あ
る
「
中
外
百

司
官
吏
人
等
」
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
(
「
官
吏
人
生
寸
」
は
官
吏
た
ち
の
意
)

0

一
方
の
「
(
大
徳
一
一
年
)
菟
図
公
廟
中
書
省
禁
約
碑
」
は
、
冒
頭
に
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」

「
皇
帝
聖
旨
裏
、
中
書
省
」
と
い
う
か
ら
、
都
民
給
者
は
参
知
政
事
以
上
の
宰

相
ク
ラ
ス
。
「
亜
聖
克
園
公
廟
宇
は
(
曲
阜
林
廟
、
上
都
・
大
都
・
諸
路
・

府
州
豚
邑
の
廟
皐
・
書
院
と
)
一
髄
に
禁
約
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、

「
都
省
(
六
部
の
尚
書
た
ち
)
に
出
梼
暁
詠
せ
し
め
」
、
「
各
令
に
暁
詠
し
て

通
知
せ
し
む
」
、
と
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
暁
議
各

令
通
知
」
は
、
「
暁
議
し
て
各
お
の
に
通
知
せ
し
む
」
と
讃
む
の
で
は
な
く
、

「
各
令
に
暁
議
し
て
通
知
せ
し
む
」
、
す
な
わ
ち
「
各
令
」
は
「
各
令
長
」
、

「
中
外
百
司
の
長
」
に
悟
ら
し
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
見
る
な
ら
ば
、
大
徳
一

O
年
の
段
階
で
は
、
(
顔
子
の
子
孫
に

つ
い
て
の
差
溌
の
兎
除
は
己
に
あ
っ
た
と
し
て
も
)
顔
子
廟
の
保
護
に
つ
い

て
の
愛
令
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
顔
子
第
五
三
代
の
孫
・
顔
浮
は
、

(
何
か
の
具
健
的
ト
ラ
ブ
ル
が
恐
ら
く
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
)
保
護

の
溌
令
を
求
め
て
、
島
ナ
校
関
係
だ
か
ら
礎
部
へ
上
告
し
、
「
廟
向
学
・
書
院
の

保
護
を
う
た
っ
た
聖
旨
」
が
引
用
さ
れ
た
携
文
の
愛
給
を
受
け
る
。
だ
が
、

こ
れ
は
「
廟
肇
・
書
院
の
保
護
を
礎
部
が
確
認
し
た
文
書
」
に
過
ぎ
な
か
っ

た
の
で
、
翌
年
、
「
亜
聖
売
同
公
廟
そ
の
も
の
の
保
護
を
宰
相
ク
ラ
ス
が
う

た
っ
た
文
書
」
の
護
給
を
あ
ら
た
め
で
受
け
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ

を
銭
大
折
風
に
い
う
な
ら
ば
、
「
亜
聖
売
園
公
廟
の
保
護
は
貰
に
大
徳
一
一

年
に
は
じ
ま
る
。
『
元
史
』
が
そ
れ
を
載
せ
な
い
の
は
、
ど
う
し
た
わ
け
だ

ろ
、
つ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
私
が
こ
こ
で
最
も
興
味
深
く
思
う
の
は
、
「
百
七
元
一
一
一
一
年
七
月

崇
奉
儒
皐
聖
旨
碑
」
に
し
て
も
「
(
大
徳
一

O
年
)
克
岡
公
廟
躍
部
禁
約
碑
」

や
「
(
大
徳
二
年
)
売
園
公
廟
中
書
省
禁
約
碑
」
に
し
て
も
、
「
暁
論
」
の

封
象
が
す
べ
て
「
中
外
百
司
官
吏
人
等
」
や
「
各
令
長
」
に
な
っ
て
い
る
黙

で
あ
る
。
「
(
大
徳
一

O
年
)
売
園
公
廟
櫨
部
禁
約
碑
」
に
至
っ
て
は
、
提
刑
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按
察
司
に
言
及
し
て
「
所
在
の
監
司
に
し
か
る
べ
く
究
治
せ
し
め
」
と
ま
で

い
う
。
提
刑
按
察
司
と
は
役
人
を
取
り
締
ま
る
役
所
だ
か
ら
、
「
所
在
の
監

司
」
が
「
究
治
」
す
る
の
が
地
方
街
門
の
役
人
で
あ
っ
た
こ
と
、
一
三
一
ワ
つ
ま
で

も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
大
徳
一

O
年
の
丈
書
を
護
給
し
た
中
書

礎
部
は
、
車
型
売
園
公
廟
に
お
い
て
起
こ
り
得
る
ト
ラ
ブ
ル
を
具
鑓
的
に
想

定
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
「
中
外
百
司
官
吏

人
等
」
や
「
諸
人
」
「
各
令
長
」
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
不
特
定
多
数
の
任

意
の
人
た
ち
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
音
ω
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。

「
中
外
百
司
官
吏
人
等
」
「
諸
人
」
「
各
令
長
」
が
誰
を
指
す
か
は
賞
時
の
現

地
に
あ
っ
て
は
明
白
で
あ
り
、
し
か
も
「
中
外
百
司
官
吏
人
等
」
「
諸
人
」

「
各
令
長
」
と
し
か
表
現
で
き
な
い
特
殊
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

ふ
以

「
至
元
三
一
年
七
月
崇
奉
儒
学
聖
旨
碑
」
は
、
森
田
氏
が
論
じ
て
お
ら
れ

る
よ
う
に
、
各
地
域
の
具
樫
的
朕
況
・
問
題
に
謄
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
切
り
貼

り
さ
れ
、
別
の
護
給
文
書
に
姿
を
締
伝
え
て
碑
に
刻
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
う
し

て
刻
さ
れ
た
一
碑
一
碑
は
、
存
外
深
刻
で
具
髄
的
、
し
か
も
本
質
的
な
事
情

を
か
か
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
現
存
の
文
書
か
ら
注
意
深
く
、

可
能
な
限
り
詳
細
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
こ
と
が
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
第
一

の
任
務
だ
と
思
わ
れ
る
。
石
刻
資
料
が
元
朝
史
研
究
に
お
い
て
き
わ
め
て
重

要
な
意
味
を
も
ち
得
る
理
由
の
一
つ
は
、
そ
こ
に
記
遮
さ
れ
た
地
方
の
状
況

が
時
と
し
て
政
権
の
本
質
を
物
語
っ
て
い
る
貼
に
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
す

る
な
ら
ば
、
森
出
氏
が
本
書
で
行
っ
た
作
業
は
地
域
性
に
着
目
し
た
も
の
で

は
あ
り
な
が
ら
、
あ
ま
り
に
「
一
般
化
」
さ
れ
す
ぎ
た
嫌
い
が
あ
る
。

本
書
に
つ
い
て
の
私
な
り
の
補
足
を
も
う
一
つ
述
べ
さ
せ
て
も
ら
お
う
。

」

第
三
車
「
モ
ン
ゴ
ル
の
中
園
支
配
初
期
に
お
け
る
知
識
人
政
策
の
形
成
」

が
き
わ
め
て
重
要
で
優
れ
た
一
章
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
だ
が
、

こ
の
章
で
中
心
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
「
大
朝
褒
崇
組
廟
之
記
」
は
私
向
身
も

か
つ
て
興
味
を
持
ち
、
森
田
氏
が
用
い
た
の
と
同
じ
拓
本
を
も
と
に
録
文
を

作
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
経
験
を
も
と
に
、
氏
が
書
か
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
幾
っ
か
補
足
し
て
み
た
い
。

先
ず
文
字
と
模
裁
に
関
わ
る
問
題
か
ら
述
べ
て
み
よ
う
。

「
大
朝
一
衰
一
山
宗
組
廟
之
記
」
が
ど
れ
く
ら
い
の
大
き
さ
で
、
一
行
何
字
、
何

行
の
文
章
な
の
か
、
森
出
氏
は
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
最
も
基
礎
的
な
情
報
を

書
い
て
い
な
い
。
本
書
九
四
頁
の
録
文
は
、
一
行
の
字
数
、
行
数
、
改
行
、

空
格
等
、
一
麿
す
べ
て
を
碑
の
原
形
ど
お
り
に
窮
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
基
礎
情
報
が
な
い
た
め
、
ど
う
し
て
そ
う
し
た
書
式
に
な
っ
て
い
る

の
か
、
注
意
深
い
護
者
で
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

か
も
、
も
と
の
碑
文
は
空
格
が
二
字
分
取
ら
れ
て
い
る
の
に
針
し
、
本
録
『
リ
人

は
一
字
分
し
か
取
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
も
と
の
碑
文
が
一
行
五
八
字
、
行

末
が
そ
ろ
っ
た
整
然
た
る
健
裁
を
取
る
の
に
到
し
、
森
田
氏
の
録
文
は
各
行

の
字
数
が
バ
ラ
バ
ラ
な
、
明
瞭
な
様
式
感
を
も
た
な
い
、
卑
俗
な
碑
文
に
み

え
て
し
ま
う
。
「
大
朝
褒
崇
祖
廟
之
記
」
は
あ
ま
り
大
き
な
碑
で
は
な
く
そ

の
傷
み
も
深
刻
だ
が
、
八
分
室
H

の
美
し
い
童
日
韓
を
も
っ
た
、
元
来
そ
れ
な
り

の
美
碑
で
あ
る
。
「
書
か
れ
た
内
容
」
だ
け
に
石
刻
資
料
の
意
味
が
あ
る
の

で
な
い
こ
と
は
森
同
氏
も
先
刻
ご
承
知
で
あ
ろ
う
が
、
本
書
の
主
題
や
覗
貼

を
考
え
る
と
、
こ
こ
で
の
氏
の
不
注
意
は
単
な
る
ミ
ス
を
超
え
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

各
行
の
行
末
が
不
揃
い
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
録
文
を
作
成
す
る
際
の
単

純
な
不
注
意
か
ら
生
ま
れ
る
脱
字
の
せ
い
も
あ
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
も
と

十
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の
碑
文
の
鐙
裁
を
正
確
に
寓
そ
う
と
し
な
い
か
ら
、
脱
字
が
あ
っ
て
も
そ
れ

に
気
が
附
か
な
い
と
い
う
事
態
が
起
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
と
え
ば
、

九
四
頁
の
録
文
の
二
行
日
「
量
不
能
」
は
「
量
敢
不
能
」
、
一

O
行
日
「
謁

山
相
」
は
「
謁
山
相
」
、
二
行
目
「
復
奮
観
」
は
「
復
渥
奮
観
」
。

ま
た
、
「
大
朝
褒
崇
岨
廟
之
記
」
に
関
わ
る
更
に
大
き
な
問
題
は
、
こ
の

研
刻
の
碑
陰
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
黙
だ
ろ
う
。
「
大
朝
褒
崇
組
廟
之
記
」

に
は
碑
陰
記
が
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
内
容
は
、
砕
陽
に
記
述
さ
れ
る
人
物

に
閥
わ
る
重
要
な
情
報
を
含
む
。
た
と
え
ば
、
氏
が
八
二
一
頁
で
問
題
に
さ
れ

る
「
燕
京
義
士
粛
元
素
(
素
は
名
の
一
部
で
は
な
く
、
賓
は
「
か
ね
て
」
と

諌
む
と
な
る
道
士
は
、
こ
の
碑
陰
記
に
よ
れ
ば
「
石
抹
元
(
粛
は
石
抹
の

漠
姓
)
、
字
は
善
卿
」
と
い
う
奮
金
朝
の
契
丹
人
と
い
う
。
「
こ
の
石
刻
は
現

在
も
曲
阜
の
孔
子
廟
の
大
成
門
の
東
側
に
存
在
し
」
と
本
書
六
九
頁
に
言
、
つ

よ
う
に
、
氏
も
本
碑
を
現
地
で
見
ら
れ
た
は
ず
だ
か
ら
碑
陰
記
の
こ
と
を
ご

存
知
な
い
と
は
思
え
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
た
、
一
つ
一
つ
の
文
字
に
関
わ
る
疑
問
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
一
行
目
「
縄
里
」
は
「
郷
里
」
、
二
行
目
「
久
絵
」
は
「
久
尖
」
、
三
行

目
「
境
被
領
中
書
」
は
「
愛
被
領
中
書
」
、
四
行
目
「
轄
」
は
「
瞬
時
」

(
こ
れ
は
車
な
る
失
校
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
)
、
六
行
日
「
議
申
」
は
「
盆

都
」
、
「
麻
」
は
「
府
」
、
九
行
目
「
世
之
*
」
は
「
世
之
教
」
、
「
丞
相
」
は

「
山
相
」
、
二
一
行
日
「
*
流
光
遠
」
は
「
延
流
光
遍
」
、
二
二
行
目
「
*

窮
」
は
「
無
窮
」
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
ら
に
、
六
行
目
に
あ
る
「
盆
*
」
を
も
し
「
盆
都
」
と
謹
む
と
す
れ
ば
、

同
箇
所
に
つ
い
て
の
七
七
頁
の
訓
護
「
中
書
も
又
た
足
ら
、
ざ
る
を
慮
い
、
井

せ
て
(
責
)
暦
の
金
を
盆
す
る
を
以
て
こ
れ
を
増
せ
り
。
其
の
事
は
己
に
断

事
官
山
丞
相
の
麻
に
附
せ
ら
る
れ
ば
、
治
は
常
に
親
ら
詣
る
べ
し
」
は
、
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」

「
中
書
も
又
た
足
ら
ざ
る
を
慮
い
、
井
せ
て
盆
都
の
暦
金
を
以
て
こ
れ
を
増

せ
り
。
其
の
事
は
巳
に
断
事
官
山
丞
相
府
に
附
し
た
り
。
君
は
嘗
に
親
ら
詣

る
べ
し
」
と
改
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
部
分
、
森
田
氏
が
引

く
「
孔
氏
組
庭
虞
記
」
巻
五
「
歴
代
崇
重
所
牧
命
令
文
」
に
も
「
諸
路
暦
日

銀
一
宇
修
賓
室
廟
、
盆
都
東
平
雨
路
、
童
数
分
附
襲
封
孔
元
措
、
修
完
曲
阜

本
廟
」
と
あ
り
、
「
大
朝
一
一
凌
崇
祖
廟
之
記
」
の
前
文
に
「
本
路
の
暦
日
の
佳
い

る
所
の
白
金
(
銀
)
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
「
盆
*
暦
金
」
が
「
盆
都
暦
日
白

金
」
の
謂
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
氏
が
な
ぜ
こ
ん

な
車
純
な
ミ
ス
を
犯
し
た
の
か
不
思
議
で
な
ら
な
い
。

氏
の
不
注
意
は
ま
た
、
本
書
七

O
頁
に
掲
げ
ら
れ
る
四
つ
の
文
献
の
議
み

に
も
及
ぶ
。

た
と
え
ば
『
孔
氏
租
庭
庚
記
』
巻
五
の
「
歴
代
崇
重
所
牧
命
令
文
」
の
解

穣
は
ど
う
だ
ろ
う
。
九
八
頁
の
資
料
四
に
い
う
「
不
構
酒
掃
等
事
」
の
「
等

事
」
は
、
文
書
に
附
さ
れ
た
標
題
を
い
う
時
の
「
等
事
」
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
上
文
に
い
う
「
擦
襲
封
桁
聖
公
孔
元
措
来
申
」
を
う
け
、
「
米
申
」

の
標
題
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
「
宣
聖
子
孫
」
以
下
「
不
構
泊
掃
」
ま
で
は

孔
元
措
の
「
来
申
」
を
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
擦
孔

氏
子
孫
一
十
五
家
・
亜
聖
顔
子
後
八
家
・
郷
国
公
後
二
家
・
廟
戸
産
自
依
百
戸
、

奉
上
総
線
・
顔
色
・
税
碩
・
軍
役
・
大
小
差
議
、
並
行
錫
兎
」
は
「
孔
氏
の

子
孫
一
十
五
家
・
亜
聖
顔
子
の
後
八
家
・
那
国
公
の
後
二
家
・
廟
戸
は
奮
に

依
る
百
戸
に
抜
き
で
は
、
上
を
奉
じ
て
紙
線
・
顔
色
・
挽
碩
・
軍
役
・
大
小

差
設
は
並
び
に
鏑
兎
を
行
え
」
と
讃
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
の
「
奉

上
」
は
「
上
司
の
命
に
従
っ
て
」
の
意
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
「
税

碩
」
は
用
例
を
見
な
い
語
で
は
あ
る
が
、
恐
ら
く
「
税
石
」
の
謂
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
何
ら
か
の
註
記
が
必
要
な
語
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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そ
し
て
、
こ
の
場
合
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
、
こ
の
「
際
代
崇
重
所
牧

命
令
文
」
が
本
書
に
引
用
さ
れ
た
部
分
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
さ
ら
に
前
文
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
前
文
と
森
田
氏
所

引
の
部
分
を
釘
照
し
つ
つ
熟
議
す
れ
ば
、
そ
こ
に
自
ず
か
ら
、
氏
が
論
じ
て

い
な
い
新
た
な
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

前
文
と
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
(
拾
頭
、
改
行
、
空
格
は
原
形
ど
お

り
と
す
る
)
。

大
蒙
古
朝

皇
帝
聖
旨
節
文
。
援
襲
封
孔
元
措

奏
告
、
「
燕
京
南
ぃ
是
正
寸
慮
、
向
有
大
常
雄
総
雨
官
、
及
工
人
等
。
乞
行
拘

刷
事
」
。
准
奏
、
若
有
前
項
人
等
・
並
家
属
、
用
鋪
頭
口
起
移
、
赴
東

平
府
地
分
佐
坐
、
八
刀
付
孔
一
一
ん
措
牧
管
。
令
本
路
課
税
所
、
量
給
口
線
養

済
、
就
於
本
廟
閲
習
、
聴
候

朝
廷
不
測
用
度
。
井
白
来
有
底
櫨
冊
詞
章
・
楽
器
鐘
磐
等
物
、
霊
行
拘

刷

見

数

。

申

奏

一
各
慮
若
有
未
見
人
数
、
逐
旋
拘
刷
。
(
大
蒙
古
朝
の
皇
帝
聖
旨
の
節

文
。
襲
封
・
孔
元
措
が
「
燕
京
・
南
京
等
庭
に
は
ま
だ
太
常
穫
祭
官
お

よ
び
職
人
生
寸
が
お
り
、
持
(
月
録
を
行
い
た
い
」
と
訴
え
て
き
た
。
も
し
そ

の
よ
う
な
者
と
'
家
族
が
い
れ
ば
、
日
畔
惇
馬
を
使
っ
て
移
動
さ
せ
、
東
市
下

府
の
土
地
に
住
ま
わ
せ
、
孔
元
措
に
手
渡
し
て
管
理
さ
せ
よ
。
そ
の
路

の
課
税
所
は
人
数
分
の
糧
食
を
支
給
し
、
そ
の
廟
に
お
い
て
稽
古
を
さ

せ
、
朝
廷
の
徴
用
に
備
え
さ
せ
よ
。
以
前
か
ら
あ
る
櫨
櫛
・
詞
章
・
楽

器
・
鏡
磐
等
の
物
は
そ
の
数
を
こ
と
ご
と
く
登
録
せ
よ
。
ま
だ
知
ら
れ

て
い
な
い
太
常
穫
祭
官
や
職
人
が
も
し
い
れ
ば
、
上
司
に
上
巾
し
て

次
々
に
登
録
せ
よ
o
)

」

こ
の
文
章
の
末
尾
「
申
奏
一
各
庭
若
有
未
見
人
数
、
一
途
旋
拘
刷
」
は
よ
く
判

ら
な
い
が
、
「
こ
は
明
ら
か
な
誤
り
だ
か
ら
、
「
申
奏
こ
を
「
申
奉
上
」

と
校
訂
す
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。
「
奏
こ
を
「
奉
上
」
の
字
形
か
ら
来
る

誤
り
と
見
る
の
で
あ
る
(
「
上
」
を
「
一
」
に
誤
る
例
は
ま
ま
見
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
)

0

そ
し
て
、
こ
の
文
章
を
森
田
氏
が
引
用
し
た
部
分
と
並
べ
る
と
ど
う
な
る

よ刀

札
魯
火
赤
也
可
那
演
胡
都
虎
・
斡
魯
不
、
衆
礼
魯
火
赤
那
演
言
語
。
擦

襲
封
桁
聖
公
孔
一
冗
措
来
申
、
「
宣
聖
子
孫
、
歴
代
並
克
賦
役
。
見

有
一
十
五
家
、
歴
代
奮
有
地
土
六
百
頃
、
兎
賦
役
供
給
祭
紀
。
又
看
林

廟
戸
奮
設
百
戸
、
見
有
十
戸
、
不
構
酒
掃
等
事
」
。
如
文
字
到
日
、
仰

孔
元
措
依
奮
襲
封
街
聖
公
、
主
奉
先
聖
記
事
。
:
:
:
(
ジ
ヤ
ル
グ
チ
・

イ
エ
ケ
・
ノ
ヤ
ン
の
胡
都
虎
と
斡
魯
不
等
ジ
ヤ
ル
グ
チ
・
ノ
ヤ
ン
た
ち

の
言
葉
。
襲
封
桁
聖
公
孔
元
措
の
「
宣
聖
の
子
孫
は
一
燃
代
賦
役
を
兎
ぜ

ら
れ
て
お
り
、
今
い
る
一
五
家
の
者
と
歴
代
認
め
ら
れ
て
き
た
六

0
0

頃
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
賦
役
を
兎
じ
て
祭
紀
の
用
度
に
嘗
て
る
、
ま

た
、
看
林
廟
戸
は
元
来
は
一

O
O戸
、
今
は
一

O
円
残
っ
て
お
り
、
酒

掃
戸
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
上
申
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令

書
が
着
い
た
日
に
孔
一
川
措
に
桁
聖
公
を
襲
封
さ
せ
、
山
旦
聖
廟
の
祭
記
を

取
り
仕
切
ら
せ
・
・
・
・
・
・
)

前
文
が
「
大
蒙
古
朝
皇
帝
聖
旨
節
文
」
と
始
ま
り
、
森
同
氏
が
引
用
し
た

部
分
は
「
礼
魯
火
赤
也
可
那
演
胡
都
虎
・
斡
魯
不
・
衆
札
魯
火
赤
那
演
言

語
」
と
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
問
題
な
の
が
、
こ
れ
ら
一
連
の
文
章

が
全
樫
で
一
つ
の
「
皇
帝
聖
旨
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
皇
帝
聖
旨
」
「
那

演
言
語
」
そ
れ
ぞ
れ
が
濁
立
し
た
二
つ
の
文
章
な
の
か
、
と
い
う
黙
で
あ
る
。
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こ
れ
は
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
二
つ
の
文
章
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
一
つ
の

命
令
書
が
二
つ
の
部
分
か
ら
出
来
て
い
る
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
別
々
の
命

令
書
が
並
べ
て
置
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
ど
う
だ
ろ
う
、
「
仰
孔
一
冗

措
依
蕎
襲
封
桁
聖
公
」
、
す
な
わ
ち
孔
一
冗
措
に
街
聖
公
の
襲
封
を
承
認
す
る

部
分
は
「
那
演
言
語
」
の
中
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
聖
旨
」
の
中
に
あ
る

の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
前
牛
の
「
大
蒙
古
朝
皇
帝
聖
旨
節
文
」
の
中
に
は

「
孔
一
川
措
を
か
つ
て
襲
封
桁
聖
公
に
封
じ
た
」
と
す
る
記
述
さ
え
な
く
、
孔

一
花
措
の
肩
書
き
に
し
て
も
「
襲
封
孔
元
措
」
と
い
う
妙
な
書
か
れ
方
に
な
っ

て
い
る
(
吏
腰
健
に
よ
る
こ
の
皇
帝
聖
旨
は
、
そ
も
そ
も
誰
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
の
で
あ
ろ
う
)
。

氏
が
解
説
さ
れ
た
「
大
朝
褒
山
宗
祖
廟
之
記
」
を
も
う
一
度
よ
く
讃
ん
で
い

た
だ
き
た
い
。
こ
の
文
章
は
耶
律
田
山
、
海
雲
、
耶
律
楚
材
、
巌
一
貫
等
、

鈴
々
た
る
メ
ン
バ
ー
に
言
及
す
る
が
、
「
皇
帝
」
や
「
聖
旨
」
に
は
一
字
と

し
て
論
及
し
な
い
。
本
碑
は
元
来
「
孔
元
措
復
活
の
マ
ニ
フ
エ
ス
ト
」
な
の

だ
か
ら
、
「
皇
帝
」
や
「
聖
旨
」
に
孔
元
措
が
絡
め
ば
言
及
し
な
い
は
ず
は

な
い
だ
ろ
う
。
森
田
氏
は
、
本
書
八
四
頁
で
「
こ
こ
で
聖
旨
の
丈
言
(
「
那

演
言
語
」
の
部
分
を
指
し
て
こ
の
よ
う
に
い
う
)
を
も
参
照
し
つ
つ
、
他
の

宗
数
と
の
関
連
か
ら
丁
一
白
年
の
鏑
克
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
」
と
述
べ
、

「
丁
酉
年
の
鍋
兎
」
が
聖
旨
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
自
明
の
こ
と
と
さ

れ
る
。
だ
が
、
賓
は
そ
う
で
は
な
い
。
孔
元
措
の
「
襲
封
桁
聖
公
」
が
「
聖

旨
」
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
と
は
、
森
田
氏
が
拳
げ
る
四
つ
の
史
料
は
何
一

つ
述
べ
て
い
な
い
の
だ
。
事
態
は
「
大
朝
褒
崇
祖
廟
之
記
」
が
ま
さ
に
記
述

す
る
通
り
な
の
で
あ
っ
て
、
巌
賓
の
仲
裁
を
経
た
の
ち
、
田
山
丞
相
等
・
札

魯
火
赤
也
可
那
演
の
承
認
を
得
て
孔
元
措
は
「
桁
聖
公
」
を
「
襲
封
」
し
、

761 

」

孔
・
孟
・
顔
一
二
家
の
「
差
設
が
繍
克
」
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
氏
は
「
大
朝
一
褒一

山
宗
祖
廟
之
記
」
を
肘
い
て
「
史
賓
」
を
修
正
し
よ
う
と
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の

「
大
朝
一
一
段
崇
租
廟
之
記
」
が
記
述
す
る
「
史
賓
」
を
、
な
ぜ
も
っ
と
素
直
に

引
き
出
そ
う
と
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
引
用
し
た
銭
大
所
の
『
潜
研
堂
金
石
丈
股
尾
』
一
八
「
重
建
至
聖

文
宣
王
廟
碑
」
を
、
こ
こ
で
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。

こ
の
碑
は
「
一
克
貞
改
一
川
の
と
き
、
先
聖
五
十
二
一
代
の
孫
・
密
州
の
予
・

孔
治
が
入
朝
し
、
爾
封
書
も
て
、
中
儀
大
夫
・
襲
封
桁
聖
公
・
月
俸
百

千
・
秩
四
品
を
錫
ム
叩
せ
ら
れ
た
。
孔
氏
の
世
爵
は
惇
わ
ら
ざ
る
こ
と
久

し
き
も
、
こ
こ
に
至
っ
て
乃
ち
復
す
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
を
『
元
史
』

に
照
ら
し
て
み
る
と
、
世
組
の
至
元
二
二
年
六
月
に
「
孔
子
五
三
代
の

孫
・
出
阜
勝
手
・
孔
治
を
権
主
記
事
と
し
た
」
と
は
述
べ
る
が
、
元
貞

に
初
め
て
襲
封
桁
聖
公
と
し
た
と
い
う
記
事
は
な
い
。
『
元
史
』
が
こ

れ
を
落
と
し
て
い
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
。

い
か
が
で
あ
ろ
う
。
銭
大
所
の
右
の
護
言
は
、
私
が
こ
こ
で
補
足
し
た
事

柄
を
含
ん
で
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
が
思
う
に
、
モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
が
ハ

l
ン

の
名
に
よ
っ
て
「
襲
封
街
聖
公
」
を
承
認
し
た
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で

「
元
貞
元
年
の
聖
旨
」
が
最
初
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
こ
と
に

銭
大
析
は
恐
ら
く
心
付
い
て
い
た
。
右
の
文
章
に
績
く
銭
大
析
の
設
言
は
、

彼
が
い
か
に
巌
密
に
史
料
を
讃
ん
で
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ

れ
る
。

二
O
O
四
年
二
月
東
京
汲
古
書
院

A
五

判

三

O
一一一十一

O
頁

九

0
0
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