
批

評

・

紹

介

中
園
重
論
の
展
開

中

村

夫

茂

昭
和
四
十
年
六
月
京
都

A
5
剣

七

六

O
頁

索
引
・
年
表
二

O
頁

中
山
文
肇
堂

圃
版
四
四
葉
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全
書
の
種
裁
は
、
「
荊
浩
筆
法
記
」
が
「
美
術
史
二
十
七
貌
L

に
護
表
さ

れ
た
ほ
か
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
京
都
女
子
大
皐
紀
要
・
同
人
文
論
叢
」
に
連
載

さ
れ
た
「
濁
立
の
奮
稿
」
、
膏
唐
篇
七
、
宋
元
篇
八
の
計
十
五
の
論
文
か
ら
成

り
、
他
に
四
十
四
葉
の
闘
版
と
中
園
重
論
史
年
表
、

書
名
・
人
名
・
事
項
索
引

が
附
さ
れ
て
い
る
。
本
書
を
編
ん
だ
著
者
の
意
闘
は
、
重
皐
書
や
題
駿
類
の
「
思

想
内
容
を
論
理
的
に
分
析
し
整
理
し
、
そ
の
歴
史
的
位
置
や
意
義
を
定
め
、
そ

れ
に
よ

っ
て
中
国
重
論
の
内
面
的
展
開
の
跡
を
纏
系
づ
け
る
」
(
二
頁
〉
ム
と

に
あ
る
。
永
ら
く
中
絶
し
て
い
た
こ
の
研
究
分
野
に
お
い
て
、
最
近
十
五
年
間

営
々
と
こ
の
課
題
に
取
組
み
、
顧
慢
之
か
ら
侃
雲
林
ま
で
、
一
人
よ
く
貫
通
し

た
著
者
の
情
熱
と
篤
皐
に
深
く
敬
意
を
表
し
た
い
。
全
文
八
百
徐
頁
の
大
冊
は

一
偉
業
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
筆
法
記
の
解
讃
、
林
泉
高
致
の
位
置
づ
け
、

元
初
元
季
の
重
論
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
未
設
の
献
言
で
あ

り
、
先
人
の
業
績
を
参
照
、
集
大
成
さ
れ
た
上
で
の
育
唐
篇
の
諸
論
文
と
共

に
、
こ
の
書
の
大
き
な

S
R
5
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
本
書
は
随
所
に
創

見
に
富
む
。
顧
償
之
董
雲
釜
山
記
の
構
圏
、
王
微
微
賓
の
註
線
、
歴
代
名

著

重
記
の
篇
次
に
闘
す
る
指
摘
な
ど
、
ま
だ
仮
設
の
段
階
に
と
ど
ま
る
も
の
の
、

一
提
言
た
る
を
失
わ
な
い
。
筆
者
も
啓
愛
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
甚
だ
多
か
っ
た
。

た
だ
、
こ
こ
で
努
作
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
論
評
を
加
え
る
こ
と
は
、
輿
え
ら

れ
た
紙
微
か
ら
も
筆
者
の
能
力
か
ら
も
共
に
許
さ
れ
な
い
。
牧
載
諸
論
文
の

中
、
「
費
梁
時
代
の
萎
術
思
想
」
(
文
心
雛
龍
と
詩
ロ
問
)
、
「
唐
代
の
書
論」

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
し
、

ま
た
京
都
大
事
人
文
科
事
研
究
所
に
お
い
て
、
長
慶
敏
雄
教
授
を
中
心
と
す
る

漢

・
六
朝
美
術
班
の
進
め
て
い
る
歴
代
名
筆
記
の
和
葬
と
索
引
が
完
成
し
た
践

に
は
、
膏
唐
篇
の
諸
論
文
に
闘
し
、
一
括
し
て
答
え
得
る
機
曾
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
こ
で
は
後
半
の
宋
元
篇
約
四
百
頁
を
主
と
し
て
、
い
さ
さ
か
の
妄
評

を
具
陳
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

日
本
に
お
け
る
中
園
童
夢
書
の
研
究
は
、
内
藤
湖
南
「
唐
以
前
の
重
論
重
史

の
書
」
(
明
治
三
五
年
)
を
も
っ
て
鳴
矢
と
す
る
。
そ
し
て
以
後
の
研
究
封
象

が
唐
及
び
唐
以
前
に
偏
し
て
い
た
こ
と
を
特
徴
の
第
一
と
す
る
。
戦
前
四
篇
の

論
文
(
そ
れ
も
解
題
と
呼
ぶ
の
が
安
笛
の
程
の
も
の
で
あ
る
が
〉
を
除
い
て
、

宋
は
な
く
、
戦
後
も
中
村
教
授
近
作
の
二
篇
を
外
に
し
て
元
は
な
い
。
明
清
に

至
つ
て
は
、
一
・
二
の
翻
謬
を
別
に
し
て
は
、
皆
無
の
扶
態
で
あ
る
。
つ
ま
り

資
料
の
充
貧
し
、
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
研
究
成
果
は
か
え
っ
て
乏
し
か
と
い

う
奇
妙
な
現
象
を
呈
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
史
記
に
も
比
す
べ
き
歴

代
名
窒
記
の
解
明
と
い
う
大
問
題
が
先
行
し
て
い
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
原
査

の
趣
を
ど
れ
ほ
ど
残
し
て

い
る
か
、
剣
断
に
苦
し
む
停
稿
作
品
よ
り
は
、
文
字

℃
書
か
れ
た
登
史
・
重
論
の
記
述
を
よ
り
信
頼
し
よ
う
と
す
る
考
え
に
基
づ
い

た
態
度
・
方
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
侍
存
す
る
遺
品
の
賓
設
的
検
討
を
怠
っ

て
、
文
献
だ
け
で
中
闘
の
美
術
思
想
史

・
油
精
査
史
を
編
述
し
よ
う
と
す
る
こ
の
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方
法
は
、
美
術
史
家
の
手
の
届
か
な
い
魔
で
は
勝
手
な
こ
と
が
言
え
る
陥
奔

が
、
最
初
か
ら
用
意
さ
れ
て
い
た
、
少
く
と
も
そ
の
危
険
は
常
に
伴
っ
て
い

た
。
だ
か
ら
古
代
鎗
董
史
の
様
式
や
展
開
が
、
美
術
史
家
の
努
力
に
よ
っ
て
少

し
ず
つ
明
る
み
に
だ
さ
れ
、
査
論
研
究
家
に
と

っ
て
、
も
は
や
濁
断
的
な
類
推

と
自
己
陶
酔
が
不
可
能
に
な

っ
た
時
、
同
時
に
唐
・
六
朝
を
相
手
に
し
た
観
念

的
な
方
法
で
は
、
内
容
的
に
も
激
量
的
に
も
手
に
お
え
な
く
な
っ
た
宋
以
後
の

重
論
に
封
し
た
時
、
査
論
研
究
家
は
美
術
史
家
の
業
績
に
忽
ち
墜
倒
さ
れ
、
そ

れ
ま
で
の
研
究
の
空
し
さ
、
無
意
味
さ
を
知
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
重

論
研
究
者
は
、
美
術
史
家
の
活
動
す
る
領
域
に
至
っ
て
、
や
む
な
く
兵
を
ひ
守

あ
げ
た
と
云
一口
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
唐
及
び
麿
以
前
に
研
究
が
偏
し
て
い
た
と
い

う
よ
り
は
、
む
し
ろ
以
後
の
研
究
が
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
挫
折
し
た
と
い
う

表
現
が
よ
り
正
確
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
宋
元
以
後
の
董
論
の
研
究
が
行
わ
れ

な
か
っ
た
の
は
、
賓
は
嘗
然
の
結
末
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
先
撃
の
方
法
論
的
疑
義
に
封
し
、
こ
の
本
の
著
者
が
ど
の
よ
う
な
批

判
と
自
覚
の
上
に
立
た
れ
て
出
愛
さ
れ
た
か
、
「
序
言
」
か
ら
は
う
か
が
え

ぬ
。
た
し
か
に
考
震
は
一
段
と
精
細
を
加
え
て
い
る
。
か
つ
て
不
充
分
だ
っ
た

書
誌
事
的
文
献
批
判
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
南
北
雨
宋
の
「
絶
筆
の
傾

向
」
二
篇
は
純
然
た
る
美
術
史
の
評
述
で
あ
る
。
し
か
し
大
き
く
見
て
、
こ
の

書
物
の
方
向
も
ま
た
従
来
の
研
究
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
部
分
的
に
は
覆
車
の

同
じ
轍
を
踏
ま
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
僑
わ
ら
ぬ

感
慨
で
あ
っ
た
。

「
一
冗
季
の
重
論
」
(
昭
和
三
三
年
〉
か
ら
、
「
顧
憧
之
の
賓

論
」
(
昭
和
三
七
年
)
へ
と
腫
を
返
さ
れ
た
こ
と
が
、
既
に
象
徴
的
な
事
柄
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

過
去
の
重
論
研
究
の
犯
し
た
最
大
の
謬
誤
は
、
壷
蹟
の
無
視
・
軽
視
と
い
う

鮎
に
あ
っ
た
。
重
論
は
一
箇
の
鍾
系
を
形
造
っ
て
も
、
そ
れ
自
慢
で
完
結
す
る

も
の
で
は
な
い
。
現
賓
と
し
て
制
作
が
主
で
あ
っ
て
、
立
論
は
従
で
あ
る
。
査

跡
と
比
較
封
照
し
、
理
論
の
具
僅
化
、
表
現
の
達
成
と
限
界
を
検
討
し
な
け
れ

ば
、
査
論
の
意
味
も
不
正
確
な
ら
、
研
究
そ
の
も
の
も
不
完
全
な
こ
と
は
、
知

れ
き
っ
た
道
理
で
あ
る
。
こ
の
書
物
の
場
合
、
李
街
の
竹
譜
詳
録
は
、
そ
の
作

業
が
最
も
容
易
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
ま
た

「張
彦
遠
を
承
け
て
は
じ
め
て
深

遠
精
密
な
る
作
査
理
論
を
う
ち
立
て
た
の
が
」
荊
浩
の
筆
法
記
で
あ
る
な
ら
ば

(
三
四
八
頁
〉
、
著
者
の
括
入
し
た
省
末
二
葉
の
荊
浩
の
作
品
(
そ
の
中
一
葉

は
荊
浩
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
山
水
重
で
あ
る
が
〉
に
つ
い
て
、
そ
の
理
論

が
ど
の
よ
う
に
穎
現
さ
れ
て
い
る
か
、
一
言
も
言
及
し
な
い
の
は
片
手
落
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

従
来
の
研
究
の
第
二
の
弊
は
、
ど
こ
ま
で
も
室
開
字
書
の
中
だ
け
で
輩
論
を
解

決
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
唐
宋
の
難
解
な
字
句
の
論
謹
を
、
明
清
の
童

夢
書
か
ら
任
意
に
引
用
し
て
事
足
れ
り
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
縦

の
系
列
の
み
を
追
っ
て
、
横
へ
の
視
野
が
紋
け
て
い
た
。
こ
の
傾
向
は
ひ
と
り

訓
詰
に
限
ら
な
い
。
査
皐
書
を
扱
う
あ
ら
ゆ
る
面
で
、
配
慮
に
乏
し
か
っ
た
。

そ
の
駄
に
つ
い
て
、
こ
の
書
物
も
ま
た
、
十
二
分
に
克
服
し
て
い
る
と
は
い
い

難
い
。
た
と
え
ば
巨
然
に
つ
い
て
の
宣
和
査
譜
の
稽
揚
を
著
者
の
よ
う
に
(
五

一
O
頁
)
、
そ
の
ま
ま
受
け
と
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
。
嘗
時
の
詩
文
集

に
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
程
現
わ
れ
ぬ
巨
然
の
作
品
が
、
百
三
十
六
本
も
御
府

の
収
蔵
に
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
見
逃
せ
ぬ
矛
盾
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
気

韻
の
文
字
は
米
帯
・
蓋
迫
・
李
薦
等
、
嘗
時
一
流
の
鑑
識
家
達
は
い
ず
れ
も
用

い
て
い
な
い
。
つ
ま
り
素
性
の
正
し
い
輩
皐
書
は
気
韻
と
い
う
陵
味
な
熟
語
を

使
用
す
る
の
を
、
意
識
し
て
避
け
て
い
た
と
考
え
る
。
殊
に
「
山
水
の
気
韻
」

と
い
う
、
捕
特
移
さ
れ
た
用
語
例
は
、
ま
だ
ご
く
一
部
の
壷
訣
書
に
し
か
現
わ
れ
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な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
宋
賓
の
澄
み
き
っ
た
欝
諮
な
格
調
は
、
今
日
気
韻
と
よ

ぶ
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
気
韻
の
用
語
史
と
、
集
積
の
表
現
史
と
は

少
な
か
ら
ぬ
森
離
が
存
在
す
る
。
気
韻
の
論
議
は
、
こ
の
事
費
を
無
視
し
て
は

す
ま
さ
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
前
述
の
庚
川
査
駿
・
徳
隅
策
責
ロ
同
等
、
米
北
巾

の
蜜
史
と
並
ぶ
蜜
皐
蓄
を
、
著
者
が
封
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
誠
に
残
念

で
あ
っ
た
。

重
論
の
捉
え
方
、
扱
い
方
の
問
題
貼
は
、
同
時
代
の
も
の
ば
か
り
に
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
も
と
も
と
詩
書
の
教
養
に
比
し
て
、
一
段
低
く
認
識
さ
れ
て
い

た
繍
査
の
こ
と
で
あ
る
。

一
個
人
の
思
想
構
造
の
場
で
、
重
論
が
ど
の
よ
う
な

比
重
を
も
っ
て
い
た
か
、
慎
重
な
詮
索
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
穏
や
玄
事
の

文
字
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
「
護
得
」
「
大
悟
」
の
心
境
と
結
び
つ

け
る
の
は
性
急
に
過
ぎ
は
し
な
い
か
。
蘇
東
披
の
重
論
の
徐
裕
と
可

g可
を

著
者
は
多
く
見
落
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

査
論
の
作
者
が
、
ど
の
流
仮
に
麗
し
、
何
を
念
頭
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
か

に
つ
い
て
の
知
識
は
、
不
可
飲
の
基
本
的
篠
件
で
あ
る
。
林
泉
高
致
の
「
必
ら

ず
厳
重
に
し
て
以
て
こ
れ
を
粛
し
め
:・

:
必
ら
ず
格
動
し
て
以
て
こ
れ
を
周
ら

せ
:
:
:
軽
心
以
て
こ
れ
を
挑
む
者
は
其
の
形
脱
略
し
て
固
な
ら
ず
:
・慢
心
し

ゆ
る
が

て
こ
れ
を
忽
せ
に
す
る
者
は
、
其
の
鐙
疎
率
に
し
て
脅
し
か
ら
ず

・:・』

の一
、

段
は
、
著
者
の
い
う
「
心
を
専
一
に
し
て
封
象
を
究
明
す
る
潟
賞
へ
の
努
力
」

(
四
七
四
頁
〉
を
強
調
す
る
軍
純
な
作
査
の
訣
を
説
い
た
も
の
で
は
あ
る
ま

い
。
郭
照
が
鋭
く
排
斥
し
て
い
る
の
は
、
中
唐
以
降
の
江
南
水
墨
重
の
逸
品
蛮

風
で
あ
っ
て
、
た
だ
漠
然
と
疎
放
縦
怒
な
制
作
態
度
を
責
め
て
い
る
の
で
は
な

い
。
更
に
「
巌
重
一
」
「
格
動
」
の
如
き
、
警
術
的
感
動
で
は
な
く
、
制
作
上
で

は
二
義
的
な
問
題
を
、
第
一
義
と
し
て
力
説
丸
て
い
る
作
篤
的
な
黙
に
こ
そ
、

や
が
て
李
郭
波
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
招
来
す
る
、
北
宋
登
院
童
家
の
査
論
の
限

界
を
讃
む
べ
き
で
あ
る
う
。

査
論
研
究
者
は
、
董
皐
書
の
停
統
が
連
綿
不
断
の
も
の
で
あ
っ
た
と
錯
覚
し

が
ち
で
あ
る
。
事
貨
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
一
つ
は
山
水
蜜
法
の
空
白
で

あ
っ
て
、
宋
李
澄
受
山
水
訣
か
ら
、
元
黄
公
望
鷹
山
水
訣
(
黄
大
療

の
も
の
か
ど
う
か
、
問
題
は
あ
る
の
だ
が
〉
ま
で
、
約
二
百
年
間
類
警
が
現
わ

れ
な
い
。
品
評
類
に
関
し
て
は
、
南
宋
張
激
の
董
録
慶
遺
か
ら
、
元

湯
屋

の
董
撃
に
至
る
百
徐
年
問
、
重
史
・
董
論
の
書
と
も
ど
も
、
文
献
資
料
の
空
白

が
生
じ
て
い
る
。
霊
園
閣
の
感
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
断
層
に
つ
い
て

も
、
筆
者
は
著
者
の
意
見
を
期
待
し
て
い
た
が
、
果
さ
れ
な
か
っ
た
。

賓
際
、
董
蹟
に
唱

g
r
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
書
の
マ
イ
ナ
ス
と
し

て
働
い
て
い
る
。
著
者
が
員
筆
と
し
て
推
賞
さ
れ
る
、
武
宗
元
「
朝
元
仙
伎

闘
」
(
三
八
七
頁
〉
、
馬
遼
「
秋
江
漁
隠
圃
」

2
ハ
O
九
頁
)
、
越
孟
堅
「
麟

寒
三
友
圏
」
(
六
二
九
頁
)
、
越
孟
頬
「
重
江
盤
峰
園
」
(
六
五
四
頁
)
な
と

は
、
表
現
の
鈍
さ
、
稚
拙
さ
、
新
し
さ
か
ら
い
っ
て
、
到
底
正
筆
と
は
見
な
さ

れ
な
い
。
智
積
院
「
濠
布
図
」

2
ハ
O
八
頁
〉
の
鍍
法
と
鮎
苔
は
、
全
く
後
世

の
補
筆
で
あ
っ
て
「
李
唐
・
馬
遼
に
近
い
」
と
い
う
指
摘
は
無
意
味
で
あ
る
。

ま
た
「
破
経
園
」
(
六
一
六
頁
〉
は
著
者
の
い
う
「
わ
け
て
も
上
方
の
松
の
意

味
深
い
配
置
と
前
景
の
笹
の
葉
と
の
謝
照
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、
梁
措
の
正
筆
と

は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
高
桐
院
の
李
唐
蜜
が

「金
地
院
の
秋
冬
山

水
闘
の
護
展
で
あ
る
」
(
六

O
三
頁
)
、
「
院
僅
童
家
の
行
き
詰
り
を
打
開
し

た
の
が
梁
構
で
あ
る
」
(
六
一
二
頁
〉
、
「
そ
の
査
に
聯
披
綴
を
最
も
多
く
用

い
た
の
が
貰
公
望
で
あ
る
」
(
六
八

O
頁
)
、
「
王
維
流
の
山
水
蜜
に
水
塁
、か

歓
け
て
い
た
」
(
四
九
二
頁
)
な
ど
の
評
述
は
、
「
燕
、
文
責
が
太
宗
朝
の
待
詔

で
あ
っ
た
」
(
四

O
O頁
〉
、
「
湿
日
観
が
亡
宋
に
節
を
た
て
た
L

2
ハ
二
七
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頁
〉
な
ど
の
、
資
料
的
裏
附
け
の
未
設
見
の
事
柄
と
共
に
、
承
服
し
難
い
見
解

で
あ
る
。
(
大
阪
市
立
美
術
館
裁
の
燕
文
貴
「
江
山
楼
閣
園
出
世
」
の
款
署
は
後

入
れ
で
あ
る
)

ち
な
み
に
い
え
ば
、
馬
麟
の
「
夕
陽
山
水
」

2
ハ
一
一
頁
)
の
「
気
品
の
あ

る
題
賛
の
書
」
は
、
園
華
第
二
四
七
腕
所
載
の
夏
圭
と
稀
す
る
池
上
国
棋
聞
と

一
筆
で
あ
り
、
李
公
麟
の
「
五
馬
圃
谷
」
(
三
九

O
頁
〉
は
、
現
在
原
寸
大
の

複
製
に
よ
っ
て
み
ら
れ
る
も
の
と
、
洞
天
清
隊
集
・
園
華
三
八

O
挽
の
掲
載
順

序
と
は
異
同
が
あ
り
、
一
一
一
頭
目
の
照
夜
白
は
、
題
字
か
ら
も
、
そ
の
裁
り
方
か
。

ら
も
、
完
全
に
後
補
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
著
者
の
鑑
賞
は
、
時
と
し
て
文
事
的
、
徐
り
に
文
率
的
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
「
人
物
の
明
る
い
笑
い
に
伴
な
う
、
瞬
時
も
や
ま
ぬ
自
由
な
身
罷
運

動
だ
け
が
萱
中
の
天
地
に
躍
動
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
賞
慢
描
篤
を
否
定
し
、

賓
趨
な
き
運
動
そ
の
も
の
が
蜜
面
の
す
べ
て
の
造
形
に
浸
透
し
て
い
る
黙
で
・
.

:
」
(
因
陀
羅
「
寒
山
拾
得
闘
」
六
一
七
頁
)
や
、
「
二
本
の
喬
松
と
人
物
と

が
ド
ラ
マ
の
主
役
で
あ
り
:
:
:
且
っ
そ
の
主
人
公
を
無
限
な
自
然
空
聞
か
ら
設

す
る
力
に
抵
抗
す
る
壮
烈
な
存
在
と
し
て
描
い
て
い
る
L

(

静
嘉
堂
文
庫
磁

「
風
雨
山
水
闘
」
六

O
七
頁
)
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
最
た
る
も
の
が

「
限
り
な
く
底
い
空
間
の
中
で
、
こ
の
一
般
の
釣
舟
は
ひ
と
り
漂
い
つ
つ
己
が

存
在
を
壮
烈
に
主
張
し
て
い
る
」
(
六

O
八
頁
〉
と
す
る
「
寒
江
濁
釣
圃
」
で

あ
ろ
う
。
一
般
の
釣
舟
と
江
水
の
力
と
の
封
照
に
「
タ
イ
ナ
ミ
ツ
ク
な
馬
遼
の

構
闘
方
式
」
を
想
定
す
る
こ
と
も
、
「
徽
宗
朝
の
徐
白
空
間
の
護
明
に
さ
ら
に

新
し
い
意
義
を
賦
輿
し
た
」
と
見
る
こ
と
も
、
も
と
よ
り
著
者
の
自
由
で
あ
る

が
、
一
種
こ
の
小
幅
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
名
重
で
あ
る
か
、
ど
う
か
、
董
面
に
賓

在
す
る
以
上
に
徐
分
な
詩
情
と
想
像
を
、
観
者
の
側
で
提
供
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
危
倶
と
反
省
は
、
や
は
り
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

美
事
者
と
し
て
の
著
者
の
恩
鶏
は
、
次
の
如
き
、
筆
者
に
は
至
極
難
解
な
一
節

を
生
ん
で
い
る
。
「
形
色
の
意
義
そ
の
も
の
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
境
位
に
お

い
て
、
し
か
も
形
色
の
統
一
に
執
し
な
い
場
合
に
は
、
た
と
え
描
い
て
も
そ
の

筆
跡
は
も
と
も
と
無
統
一
の
た
め
に
査
を
な
さ
ぬ
の
が
嘗
然
で
あ
る
に
も
拘
ら

ず
、
筆
者
の
才
能
に
闘
す
る
稀
有
の
偶
然
と
し
て
、
統
一
、
無
統
一
の
ぎ
り
ぎ

り
の
限
界
の
と
こ
ろ
で
、
統
一
が
成
立
し
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
査
を
調
機
査

と
よ
ん
で
よ
い
」
(
六
一
七
頁
)

著
者
の
ロ
ロ

5
5
な
解
稗
は
、
気
は
「
筆
家
の
精
神
の
理
想
的
吠
態
」
(
三

四
六
頁
)
、
韻
と
は
「
繕
董
の
寓
質
表
現
に
お
け
る
、
表
現
抑
制
の
原
理
」
(
三

三
七
頁
、
三
四
三
頁
)
と
い
う
貼
で
も
顕
著
に
護
揮
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
胸
中
の
丘
裂
を
異
に
客
観
的
に
賓
在
す
る
賓
景
ら
し
く
描
き
出
す
こ
と
」

(
四
四
六
頁
)
を
さ
し
て
「
客
観
的
潟
質
主
義
」
と
規
定
す
る
貼
で
も
同
様
で

あ
る
。
こ
う
し
た
概
括
は
、
米
市
父
子
・
高
克
恭
・
王
蒙
ら
を
「
主
観
的
視
覚

的
篤
質
主
義
」
、
倒
瑠
・
央
銀
を
「
調
的
象
徴
主
義
」
と
す
る
見
解
に
共
通
な

本
書
の
特
色
で
あ
る
が
、
ど
れ
も
論
断
を
下
さ
れ
る
手
績
き
と
、
用
語
表
現
の

適
切
性
、
一
括
し
た
内
容
の
嘗
否
と
い
う
三
貼
で
若
干
の
不
安
が
あ
る
。

最
後
に
本
書
の
誤
字
・
誤
讃
に
つ
い
て
燭
れ
て
お
き
た
い
。
原
文
に
績
い
て

掲
げ
た
薦
文
と
の
聞
に
相
暗
回
数
、
字
句
の
異
同
が
あ
る
の
は
不
注
意
か
ら
で
あ

ろ
う
が
、
そ
の
他
の
書
き
下
し
文
に
も
、
脱
略
と
錯
誤
は
著
る
し
い
。
こ
れ
は
、

初
め
に
記
し
た
本
書
の
重
要
な
指
摘
の
折
角
の
償
値
を
少
し
く
傷
つ
け
る
も
の

と
恩
わ
れ
る
。
以
下
主
要
な
も
の
を
あ
げ
て
お
く
。

「
余
紹
宋
氏
も
い
う
よ
う
に
、
標
記
の
童
家
の
得
意
と
す
る
壷
材
で
は
な

く
」
〈
二
五
二
頁
〉
は
、
著
者
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
室
田
童
書
録
解
題
に
な
く
、

「
手
掌
や
頭
警
に
墨
を
つ
け
て
:
:
:
」
(
二
五
六
頁
)
は
、
唐
朝
名
壷
録
に
も
、
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著
者
の
引
く
原
文
(
二
六
二
頁
)
に
も
な
く
、
「
輿
可
の
文
:
:
・
」
(
五
六
三

頁
)
は
、
東
披
詩
集
省
二
十
七
に
な
く
、
越
子
周
「
水
仙
園
」
(
六
五
一
頁
)

は
、
銭
網
珊
瑚
に
な
く
、
「
田
鹿
を
棄
て
:
:
・
」
(
七

O
三
頁
)
は
、
素
衣
詩
に

な
く
、
「
順
逆
推
移
」
の
詩
(
七
一
一
一
一
頁
〉
は
、
「
江
渚
茅
屋
雑
輿
四
首
」
の

う
ち
に
な
い
。
ま
た
、
「
開
花
を
華
と
い
ふ
」
(
説
文
)
(
一
二
三
一
頁
〉
は
、

説
文
通
訓
定
撃
の
、
「
陰
陽
精
霊
の
策
」
(
易
繋
辞
〉
(
三
一
三
ニ
頁
)
は
、
繋

辞
疏
の
、
「
玄
長
子
」
(
道
戴
太
玄
部
甚
下
〉
(
二
六
三
頁
)
は
、
玄
員
子
外

篇
の
、
管
子
七
法
の
註
(
三
三
四
頁
〉
は
本
文
の
、
東
披
詩
集
単
位
二
十
九
(
四
九

O
頁
〉
は
容
二
十
八
の
、

J

「
春
岸
に
灘
蕪
生
じ
:
:
:
」
(
容
七
〉
(
七

O
八
頁
)

は
、
各
二
の
、
「
端
座
し
て
春
樹
に
・
・
:
」
(
単
位
一
一
〉
(
七

O
八
頁
)
は
、
省

一
の
、
「
従
り
て
知
る
・
:
:
」
(
容
三
〉
(
七
一

O
頁
)
は
、
容
五
の
、
い
ず

れ
も
誤
り
で
あ
る
。

ま
た
、
「
樹
不
言
之
闘
」
に
妊
子
徐
無
鬼
の
郭
象
注
を
引
く
の
は
〈
三
五

二
頁
)
、
不
適
嘗
で
、
む
し
ろ
老
子
第
四
十
三
章
「
不
言
之
敬
、
無
篤
之
盆
」

を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
気
の
字
義
は
第
一
に
身
慢
に
卸
し
た
生
命
力
を

い
い
」
(
一
二
三
一
一
頁
〉
は
、
気
字
の
成
り
立
ち
を
無
視
し
た
暴
論
で
あ
る
。
「
山

水
草
木
は
組
成
す
る
の
み
と
述
べ
て
い
る
が
、
景
玄
の
こ
の
説
は
粗
雑
で
あ

る
」
合
一
六

O
頁
)
は
、
陸
探
微
に
奥
え
ら
れ
た
評
語
で
あ
っ
て
、
朱
景
玄
の

立
論
で
は
な
い
。
「
徐
照
の
査
は
模
す
べ
か
ら
ず
」
(
五
四
一
一
貝
〉
は
、
賛
僻
で

あ
っ
て
、
「
米
帯
の
心
に
遁
わ
ぬ
」
の
で
は
な
い
。
「
越
筆
」
(
二
五
六
頁
)
は

地
方
様
式
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
六
法
の
妙
、
逃
る
る
な
し
」
(
二

六
一
一
良
〉
は
、
「
筆
精
を
逃
す
こ
と
な
し
」
の
、
「
亦
そ
の
然
る
を
知
ら
ざ
る
な

り
」
(
一
一
六
六
頁
)
は
、
「
そ
の
然
る
を
知
ら
ず
し
て
然
る
な
り
L

の
、
「
中
聞

に
勝
限
の
形
を
な
す
」
(
六
六
四
頁
)
は
、
「
方
勝
眼
」
の
、
「
香
頭
」
(
六
六
七

頁
〉
は
、
「
丁
香
頭
」
の
、
「
其
の
用
筆
は
」

2
ハ
八
四
頁
)
は
、
「
其
の
用
筆

529 

を
観
る
に
L

の
、
「
身
は
馬
を
相
す
る
九
方
自
本
」
(
六
九
一
頁
)
は
、
「
前
身
」

の
、
「
義
を
見
れ
ば
必
ら
ず
翁
す
」
(
六
九
九
貰
〉
は
、
「
篤
さ
ん
と
恩
ふ
」
の
、

「
省
筆
を
極
め
て
」
(
七
四
二
頁
)
は
、
「
極
む
と
雄
も
」
の
、
脱
誤
で
あ
り
、

ま
た
、
「
然
れ
ど
も
未
だ
壷
家
の
三
昧
を
遊
戯
と
な
す
を
得
ず
」
(
六
八
三
頁
〉

は
、
著
者
に
従
っ
て
園
華
五
一
八
披
の
題
駿
(
原
寸
大
潟
箕
)
に
つ
い
て
み
て
も
、

未
字
は
な
い
。
「
嫡
総
じ
て
鍍
法
は
一
法
だ
け
を
取
っ
て
は
い
け
な
い
。
(
)
、

今
人
は
そ
れ
が
で
き
な
い
故
に
」
(
七
四
二
頁
〉
は
(
)
に
あ
た
る
原
文
を

省
略
し
た
た
め
に
、
「
そ
れ
」
が
指
示
す
る
内
容
を
誤
ま
ら
せ
て
い
る
。

原
典
か
ら
引
用
す
る
際
の
誤
字
の
例
も
少
く
な
い
。
こ
れ
ら
は
刊
本
の
別
に

よ
る
異
同
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
其
の
麗
た
る
や
嫡
母
」
(
二

五
四
頁
)
↓
「
正
た
る
や
」
、
「
魂
夢
日
に
回
へ
る
を
徹
ふ
」

2
ハ
二
七
頁
)
↓

「
日
に
裳
回
す
」
(
容
末
闘
版
、
第
三
七
圏
参
照
(
「
仙
を
閣
と
し
」
(
六
=
一
四

頁
〉
↓
「
仙
に
閣
ゲ
」
、
「
何
ぞ
風
習
の
」
(
六
三
四
頁
)
↓
「
夙
習
の
」
、
「
今

食
は
亀
魚
に
及
ぼ
す
」
(
六
四
八
頁
〉
↓
「
食
を
分
っ
て
」
、
大
観
録
「
小
筆
」

(
六
五

O
頁
)
↓
「
小
墨
」
、
「
不
離
不
飢
」
(
六
六
五
頁
)
↓
「
不
雑
不
税
」

「
或
は
人
の
形
」
(
六
六
七
頁
〉
↓
「
叉
の
形
」
、
「
死
も
其
の
時
に
嘗
ら
ば

わ
す

良
に
呼
ぶ
ベ
し
」
(
六
九
九
頁
〉
↓
「
良
に
可
な
り
可
」
、
「
至
幾
は
諮
る
べ
か

ら
ず
」
(
六
九
九
頁
〉
↓
「
譲
」
、
「
恩
ふ
所
は
命
名
を
垂
る
る
に
あ
り
」
〈
七

O
O頁
)
↓
「
令
名
を
」
、
「
誰
か
阜
白
を
分
た
ん
」
(
七
一
四
頁
〉
↓
「
阜
白

を」

。
こ
の
他
、
六
三
四
頁
の
「
三
数
記
」
の
上
の
記
字
は
初
で
あ
る
。

個
有
名
詞
の
誤
り
と
し
て
は
、
陳
諦

(一
二
ハ
O
頁
)
↓
語
、
章
鴎

〈四
七
二

頁
)
↓
齢
、
越
希
鴻
(
同
)
↓
鵠
、
陳
懐
立
ハ
四
九
一
頁
〉
↓
程
懐
立
、
胡
瑠

(
五
六
七
頁
〉
↓
理
、
出
敵
郵
ハ
六
四
七
頁
〉
↓
殿
、
成
公
綬
ハ
三
四
九
頁
〉
↓

綾
、
目
代
春
秋
(
一
六
八
頁
)
↓
呂
氏
、
唐
詩
記
事
(
二
五
五
頁
〉
↓
紀
事
、

綴
耕
録
(
六
五
一
頁
、
六
七

O
頁
〉
↓
綴
、
泥
古
録
(
四
二
一
頁
、
六
一

一
一
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頁
、
六
五
五
頁
〉
↓
泥
、
式
古
童
書
遊
紫
斑
(
六
二
七
頁
)
↓
梁
考
、
安
園
寺

(
二
五
七
頁
)
↓
唐
安
寺
、
秦
野
(
六
九
九
頁
)
↓
秦
郵
、
等
が
あ
り
、
ま
た
、

「
翌
日
命
意
を
避
け
ば
」
(
三
九
七
頁
)
は
間
総
資
鑑
の
原
文
、
「
翌
日
観
院
深

に
命
じ
て
蜜
か
し
め
し
に
」
と
、
「
節
に
は
分
断
と
と
も
に
連
日
脚
あ
り
」
(
六
六

五
頁
)
は
、
原
文
「
分
断
の
成
に
連
腐
を
要
す
」
と
、

「
上
の
一
筆
が
簡
の
雨

端
の
廃
で
洛
に
凸
起
し
」
(
六
六
六
頁
)
は
、
原
文
「
雨
頭
放
起
」
と
、

「筆

を
し
っ
か
り
握
り
、
虚
起
一
抹
し
て

」
(
六
六
七
頁
)
は
、
原
文
「
賓
按
而
虚

起
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
異
に
し
た
課
剤
師
で
あ
る
。
ま
た
、
「
風
枝

雨
枝
は
類
に
絹
れ
て
長
い
」
(
六
六
七
頁
)
は
、

「
納
に
よ
っ
て
長
く
せ
よ
」

の
、
「
一
律
に
説
明
で
き
な
い
」
(
同
)
は
、
「
一
律
に
拘
わ
っ
て
は
い
け
な

い
」
の
、
「
一
例
を
あ
げ
て
抹
去
す
る
こ
と
は
で
さ
な
い
」
(
同
)
は
、
「
一

僚
に
抹
去
し
て
は
い
け
な
い
」
の
誤
認
で
あ
る
。
ま
た
、
「
要
は
賞
際
の
竹
に

つ
い
て
よ
く
観
察
せ
よ
と
い
う
」
(
六
六
七
頁
)
は
原
文
に
な
く
、
「
空
飛
ぶ

鳥
を
見
て
も
」
(
七
O
五
頁
)
も
原
文
に
な
い
慾
意
的
な
誤
謬
で
あ
る
。

句
識
の
切
り
方
の
譲
り
も
、
か
な
り
目
立
つ
。

「
生
意
は
未
だ
全
株
に
許
さ

ず
、
折
枝
は
」
(
五
六
六
頁
)
↓
「
生
意
は
未
だ
許
さ
れ
ず
、
全
株
・
折
枝
は
」
、

「
専
ら
開
閉
土
道
を
修
め
、
行
高
卓
」
(
六
二
七
頁
)
↓
「
湾
土
を
修
め
、
道
行

高
卓
」
、
「
根
生
街
長
よ
り
生
成
社
老
に
至
る
ま
で
、
枯
体
風
雨
:
・
」
(
六
六

三
頁
〉
↓
「
生
成
枇
老
枯
療
に
至
る
ま
で
、
風
雨
」
、

「
絡
に
し
だ
こ
れ
を
停

へ
ん
と
憶
ふ
。
好
事
は
」
(
六
六
八
頁
)
↓
「
好
事
に
傍
へ
ん
と
憶
ふ
」
、
「
術

し
て
仰
ぎ
、
息
飛
道
人
に
因
り
て
、
其
の
同
県
を
界
上
に
篤
せ
り
」
ハ
六
八
九
頁
)

↓
「
因
っ
て
息
策
道
人
は
L

、
「
議
聞
を
灘
む
る
こ
と
数
千
谷
、
手
に
自
ら
賄
称

名
琴
を
勘
定
し
、
左
右
に
陳
列
し
」
(
六
九
七
頁
〉
↓
「
数
千
谷
、
手
に
自
ら

勘
定
し
、
鼎
券
名
琴
は
左
右
に
陳
列
し
」
、
「
向
背
せ
さ
る
な
し
、
勢
を
遣
す

こ
と
な
く
、
洪
繊
形
を
遁
る
な
し
」
(
一
二
ハ
六
頁
〉
↓
「
向
背
、
勢
を
遺
す
な

く
、
洪
繊
形
を
遁
す
こ
と
、
な
か
ら
ざ
る
は
な
し
」
内

訓
讃
の
誤
ま
り
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。
「
且
想
事
髪
も」

〈
一
七
四
頁
)
↓
「
落
髪
を
回
想
す
る
も
」
、
「
定
め
て
詩
人
に
あ
ら
ざ
る
を
知

る
」
原
文
(
定
非
知
詩
人
)
(
四
八
八
頁
〉
↓
「
詩
を
知
る
人
に
あ
ら
ず
」
、
「
旦

ら
く
起
き
て
」
(
六
四
一
頁
)
↓
「
あ
け
が
た
起
き
て
」
、
「
心
掛
骨
漢
に
上
る
な

く
」
(
六
六

O
頁
)
↓
「
無
心
に
し
て
容
漢
に
上
る
」
、
「
疾
を
示
し
」
(
六
九

八
頁
)
↓
「
一
一
小
疾
し
」
、
「
載
ち
て
び
、
載
ち
釣
ら
ん
」
(
七

O
一
頁
)
↓
「
℃

し
」
、
ご
扇
の
仁
夙
に
病
め
ば
」
(
七

O
五
頁
)
↓
「
病
ひ
は
」
、
「
以
て
こ

に
ず

れ
を
枇
け
ん
と
す
」
(
七
一
九
頁
)
↓

(
書
と
査
と
を
)
「
あ
は
せ
ん
と
す
」

等
々
。

以
上
は
播
入
さ
れ
た
正
誤
表
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
院
銀
で
あ
る
が
、
そ

の
全
部
を
蓋
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
敢
え
て
列
摩
し
た
の
は
、
こ

れ
ら
錯
誤
が
、
胃
頭
に
述
べ
た
研
究
方
法
へ
の
疑
義
と
不
可
分
の
性
質
を
も
っ

と
恩
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

七
組
の
一
句
が
六
字
し
か
な
か
っ
た
り
、
本
来
三
つ
の
紹
句
で
あ
る
も
の

が
、
途
中
を
省
略
し
て
律
詩
ま
が
い
の
も
の
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い

っ
た

粗
雑
さ
と
共
に
、
「
大
方
の
利
用
を
考
慮
し
て
全
部
訓
識
に
改
め
た
」
(
九
頁
)

引
用
漢
文
は
、
し
ば
し
ば
文
義
の
通
じ
な
い
ば
か
り
か
、
時
に
は
否
定
・
肯

定
、
主
客
の
闘
係
が
顛
倒
し
て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
q

そ
し
て
、
こ
れ
ら
稗
文
に
共
通
す
る
ふ
し
ま
わ
し
は
、
訓
讃
穫
の
慈
し
き
マ

ン
ネ
リ
ス
ム
に
申
帯
さ
れ
た
、
一
種
ム
l
ド
的
固
定
観
念
を
著
者
の
う
ち
に
形
造

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
文
義
は
こ
の
固
定
観
念
に
従
っ
て
、
犠
牲
に
さ

れ
た
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
論
文
の
二

・
三
が
結
論
を
導
く
に
急
且
直
線
的

で
あ
っ
て
、
記
述
に
軍
調
な
印
象
を
奥
え
が
ち
で
あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ

ろ
う
。
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ま
た
誤
讃
が
集
中
的
な
傾
向
を
も
つ
の
は
、
歴
代
蜜
事
書
を
貫
通
、
種
系
づ

け
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
、
先
行
諸
論
文
と
の
時
代
的
間
隙
を
埋
め
よ
う
と
、

草
々
裡
に
執
筆
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
論
文
に
精
粗
の
差
が
生
じ
て
い
る
の

も
、
こ
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。

勿
論
こ
れ
ら
は
細
部
の
最
瑳
で
あ
っ
て
、
全
篇
の
大
要
に
は
影
響
が
な
い
と

い
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
し
か
し

一
連
の
不
正
確
な
讃
解
に
よ
っ

て
、
原
資
料
に
含
ま
れ
る
無
数
の
枝
葉
・
細
流
を
見
失
っ
た
こ
と
も
事
賞
で
あ

ろ
う
。
許
者
は
そ
の
こ
と
を
惜
し
む
の
で
あ
る
。

中
園
重
論
の
研
究
は
、
と
も
す
れ
ば
観
念
的
、
濁
善
的
に
な
り
が
ち
で
あ

る
。
そ
の
弊
に
意
を
致
さ
れ
て
、
こ
の

「
孤
濁
な
研
究
」

〈一

O
頁
〉
の
た
め

に
、
今
後
明
代
以
降
の
重
論
の
展
開
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
く
よ

う
、
心
か
ら
願
っ
て
や
ま
な
い
。

(
古
原
宏
伸
)

義
和
国
運
動
六
十
周
年
紀
念
論
文
集

中
園
科
畢
院
山
東
分
院
歴
史
研
究
所
編

一
九
六
一
年
一
二
月

A
5
剣
二
七
四
頁

本
書
は
、
題
名
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
九
六

O
年
が
義
和
園
事
件

の
六

O
周
年
に
あ
た
る
た
め
、
そ
れ
を
-記
念
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

六
一
年
一
一
一
月
の
出
版
で
あ
る
か
ら
、
新
刊
と
い
う
に
は
少
々
時
が
た
ち
す
ぎ

て
い
る
の
だ
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
我
園
に
入
っ
た
部
数
は
か
な
ら
ず
し
も

多
く
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
私
自
身
も
つ
い
に
入
手
し
え
ず
じ
ま
い
に
な
っ

た
。

北
京

中
華
書
局
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こ
の
論
文
集
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
一
六
篇
の
論
文
は
、
大
き
く
二
つ
に
わ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
編
集
者
の
説
明
に
も
あ
る
よ
う
に
、
前
宇
の
六
篇
は
、

「
義
和
閣
の
反
帝
愛
園
の
関
手
精
一
柳
を
震
揚
し
、
義
和
圏
運
動
の
性
質
と
歴
史

的
意
義
を
論
述
し
、
帝
園
主
義
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
の
侵
略
的
本
性

を
暴
露
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
残
り
の
一

O
篇
は
、
主
と
し
て
「
各
地
域
に
お

け
る
義
和
圏
の
英
雄
的
関
字
」
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
の
説
明
か
ら
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
ま
た
全
脇
田

を
遇
讃
し
た
後
に
受
け
る
印
象
も
や
は
り
そ
う
な
の
だ
が
、
き
わ
め
て
今
目
的

立
場
か
ら
書
か
れ
、
編
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
本
論
文
集
の
最
も
大
き
な
特

色
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
立
場
か
ら
、
義
和
圏
運
動
の
な
か
に
歴
史
的
教

訓
を
も
と
め
、
そ
れ
を
今
日
の
愛
園
心
の
震
揚
に
役
立
て
よ
う
と
企
圃
し
て
い

る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
谷
頭
の
察
溺
「
帝
園
主
義
的
薄
命
不
曾

彼
長
了
」
は
、
ま
ず
、
義
和
園
運
動
を
、
一
九
世
紀
末
に
お
け
る
帝
園
主
義
の

侵
略
に
よ
っ
て
危
急
存
亡
の
窮
地
に
お
い
こ
ま
れ
た
中
園
に
愛
生
し
た
人
民
の

反
帝
園
主
義
閤
$
4
1
1白
植
民
地
主
義
の
直
接
的
封
立
物
と
規
定
す
る
。
そ
し
て

義
和
圏
が
清
朝
政
府
の
支
持
を
得
ず
、
ま
た
得
る
こ
と
も
望
ま
ず
に
、
人
民
み

ず
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
帝
圏
主
義
の
侵
略
に
封
抗
し
よ
う
と
し
た
反
帝
愛
園
の

運
動
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
の
ち
、
そ
の
英
雄
的
閲
容
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
八
園
連
合
軍
お
よ
び
清
朝
正
規
軍
に
よ
っ
て
無
惨
に
も
鎖
慶
さ
れ
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
の
ベ
る
。
そ
の
あ
と
一
縛
し
て
現
在
の
地
鮎
に
た
ち
、
六

O
年
を

経
過
し
た
今
日
に
お
い
て
は
、
世
界
の
情
勢
、か
一
愛
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
、
帝
政
ロ
シ
ア
は
枇
曾
主
義
園
に
か
わ
り
、
ド
イ
ツ
は
枇
曾
主
義
と
資
本
主

義
の
二
つ
の
園
に
分
裂
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
中
立
政
策
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
、

イ
タ
リ
ア
・
日
本
は
す
べ
て
の
植
民
地
を
喪
失
し
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
も

資
本
主
義
世
界
に
お
け
る
指
導
的
地
位
を
奪
わ
れ
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
ア
ジ
ア

・
ア
フ
リ
カ
・
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
の
民
族
主
義
は
空
前
の
高
ま
り
を
示
し
、

ま
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