
批

評
・
紹

介

中

書

論

集

園

中

国

勇

次

郎

昭
和
四
十
五
年
四
月

B
5剣
四

O
O頁

墓
京、

二
玄
吐
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中
国
勇
次
郎
氏
の
『
中
図
書
論
集
』
が
二
玄
吐
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

B
5

判
・
四

O
O頁
の
大
冊
で
あ
る
。
こ
の
種
の
書
物
の
刊
行
は
、
中
闘
の
書
お
よ

び
文
化
を
愛
す
る
す
べ
て
の
人
々
の
久
し
い
要
由
主
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

喜
び
も

ひ
と
し
お
大
き
い
。

中
闘
を
封
象
と
す
る
事
聞
の
中
で
も
、

書
と
い
う
ジ
ャ

γ
ル
は
ど
う
も
事
者

の
あ
い
だ
で
い
つ
も
総
子
あ
っ
か
い
に
さ
れ
て
き
た
観
が
あ
る
。
あ
る
意
味
で

は
特
殊
な
分
野
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
あ
ま
り
に
身
近
か
な
分
野
で
あ
る
た

め
で
あ
ろ
う
か
。
文
筆
、
史
事
、
哲
事
の
人
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
東
洋
美
術
の

専
門
家
で
さ
え
、
書
の
こ
と
に
あ
ま
り
燭
れ
た
が
ら
ず
、
た
と
え
燭
れ
て
も
全

集
や
シ
リ
ー
ズ
も
の
の
解
説
を
ア
ル
バ
イ
ト
に
執
筆
す
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
。

ま
し
て
賞
際
の
書
作
家
は
、
技
術
や
感
覚
の
練
磨
に
忙
し
い
か
ら
、
書
の
文
化

史
や
書
の
事
術
論
な
ど
を
深
く
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
と
す
る
人
も
た
い
へ
ん
少

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
方
で
は
、
最
近
文
部
省
が
小
皐
校
の
毛
筆
書
官
持
を

復
活
す
る
こ
と
に
ふ
み
き
っ
た
こ
と
な
ど
も
手
つ
だ
っ
て
、
出
版
界
は
ち
ょ

っ

と
し
た
書
道
ブ
l
ム
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
態
よ
ろ
こ
ば
し
い
現
象
で
あ
る

が
、
そ
の
出
版
物
の
内
容
に
つ
い
て
み
る
と
、
あ
い
か
わ
ら
ず
通
俗
で
浅
薄
な

著

も
の
が
多
い
。
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
本
書
の
刊
行
は
我
々
の
渇
を
い
や
す

に
十
分
で
あ
り
、
瓦
礁
に
埋
ま
っ
た
珠
玉
の
よ
う
な
濁
自
の
光
彩
を
放
つ
に
至

る
の
で
あ
る
。

著
者
中
日
勇
次
郎
氏
は
昭
和
十
年
に
京
都
帝
聞
大
皐
文
事
部
支
那
語
事
支
那

文
筆
科
を
卒
業
さ
れ
、
大
谷
大
事
数
授
、
京
都
市
立
美
術
大
皐
(
現
義
術
大
事
〉

教
授
、
同
事
長
を
経
て
、
昭
和
四
十
五
年
に
退
官
、
現
在
同
大
皐
名
審
教
授
で
あ

る
。
宋
詞
の
研
究
か
ら
出
設
さ
れ
、
近
世
文
人
の
生
活
と
思
想
に
及
ん
だ
業
績

は、

『宋
代
の
詞
』(
昭
和
十
五
年
八
月
)
、
『
隷
註
詞
選
』
(
昭
和
十
七
年
十
二
月〉
、

『
課
註
考
鍵
徐
事
』
(
昭
和
十
八
年
十
月
)
、
『
文
房
清
玩
』
一

、
二
、
三

(
昭
和
三
十

六
年
八
月
l
三
十
七
年
九
月
)
、
『
懸
代
名
調
選
』
(昭
和
四
十
年
七
月
〉
な
ど
の

著
作
と
な
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
近
年
で
は
と
く
に
書
道
史
関
係
の
研
究
に

も
力
を
注
が
れ
、

『王
義
之
を
中
心
と
す
る
法
帖
の
研
究
』

(
昭
和
三
十
五
年
十

一
月
)
、
『
貫
名
首
相
翁
』(上
田
桑
鳩
氏
と
共
著
、
昭
和
三
十
七
年
四
月
刊
『
日
本
の

後
刻
』
(
昭
和
四
十

一
年
十

一
月
〉
、
『
書
』
(
昭
和
四
十
二
年
五
月
)
、
そ
し
て

本
書
お
よ
び
本
書
と
姉
妹
編
を
な
す
『
日
本
書
道
の
系
譜
』
(
昭
和
四
十
五
年
九

月
〉
な
ど
の
大
作
を
あ
い
つ
い
で
脂
製
表
さ
れ
、
さ
ら
に
現
在
中
央
公
論
枇
か
ら

『
書
道
義
術
』
金
二
十
容
が
氏
の
責
任
編
集
の
も
と
に
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

近
年
、
欧
米
に
お
け
る
東
洋
ブ
l
ム
の
波
に
の
っ
て
、

書
も
よ
う
や
く
国
際

的
な
美
術
界
の
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、
西
洋
美
撃
の
立
場
か
ら
書
の
襲

術
性
に
つ
い
て
新
た
な
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
一
部
の
美
事
者
や

書
家
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
き
た
(
例
え
ば
井
島
勉
博
士
の
『
番
の

美
撃
と
書
教
育
』
な
ど
〉
。
と
こ
ろ
が
、

書
を
生
ん
だ
母
国
で
あ
る
中
園
や
日

本
に
お
い
て
、

蓄
の
襲
術
的
認
識
が
ど
の
よ
う
に

展
開
さ
れ
て

き
た
か
と
い

う
、
肝
心
の
内
側
か
ら
の
基
礎
的
な
研
究
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
手
が
つ
け
ら
れ

て
い
な
い
現
吠
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
書
論
の
謬
注
と
い
っ
た
も
の
は
、
た
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と
え
ば
『
園
謬
書
論
集
成
』
を
は
じ
め
と
し
て
い
く
つ
か
刊
行
さ
れ
て
き
た

が
、
各
時
代
の
書
論
を
、
新
し
い
由
宇
聞
の
方
法
で
分
析
し
、
穫
系
づ
け
る
と
い

う
試
み
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
有
様
で
あ
る
。

文
撃
に
、
鈴
木
虎
雄
博
士
の
『
支
那
詩
論
史
』、

青
木
正
見
博
士
の

『清
代

文
事
評
論
史
』
の
名
著
が
あ
り
、
給
査
に
も
金
原
省
吾
氏
の

『支
那
上
代
叢
論

研
究
』
、
中
村
茂
夫
氏
の
『
中
園
重
論
の
展
開
』
な
ど
の
力
作
が
あ
る
の
に
劃

し
て
、
書
に
は
こ
れ
ら
に
匹
敵
で
き
る
ほ
ど
の
著
述
が
な
い
。
こ
の
こ
と
を
た

い
へ
ん
寂
し
く
感
じ
て
い
た
の
は
ひ
と
り
私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
私

は
自
分
の
研
究
テ
l

マ
の
一
つ
と
し
て
、
詩
論
史
や
重
論
史
の
方
法
を
参
考
に

し
つ
つ
、
中
図
書
論
史
と
い
う
も
の
を
何
と
か
趨
系
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
私
に
、
撃
生
時
代
以
来
い
つ
も
無
二
の
指
針
を
奥
え

て
く
れ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
『
中
図
書
論
集
』
の
内
容
を
な
す
諸
論
考

で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
論
文
が
雑
誌
や
紀
要
、
全
集
な
ど
に
設
表
さ
れ
る
た
び
に
愛
讃
し

て
き
た
し
、
講
演
な
ど
の
席
で
親
し
く
奔
酷
罰
し
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
今
回

あ
ら
た
め
て
通
讃
し
て
み
て
、
本
格
的
な
中
図
書
論
史
の
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
を

心
か
ら
喜
び
た
い
と
思
う
。

し
か
し
一
方
で
は
、
あ
ま
り
に
も
す
ぐ
れ
た
先
遂

の
業
績
に
謝
し
て
い
だ
く
一
種
の
紹
望
感
、
征
服
し
て
ゆ
く
に
は
あ
ま
り
に
も

険
し
い
高
峰
と
な
っ
て
私
の
前
に
大
き
く
立
ち
は
だ
か
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
感

じ
も
、
正
直
い
っ
て
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
『
中
図
書
論
集
』

と
い
う
書
名
を
見
て
、
世
に
通
行
す
る
書
論
の
断
片

的
な
謬
注
の
よ
う
な
も
の
を
期
待
す
る
讃
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
目
次
を

一
鎖

し
た
だ
け
で
、
事
の
意
外
さ
に
お
ど
ろ
く
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
さ
め
ら
れ
た
二

十
五
篇
の
論
考
は
、
い
ず
れ
も
精
微
な
賞
霊
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
卓
抜
な
論
理
を

も
っ
て
構
築
さ
れ
た
濁
自
の
研
究
論
文
ば
か
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
中

図
書
論
集
』
と
い
う
書
名
は
、
控
え
め
す
ぎ
て
や
や
ふ
さ
わ
し
く
な
い。

暢
達

で
き
め
の
こ
ま
か
い
文
僅
は
、
著
者
の
慢
質
に
よ
る
の
か
、
長
年
詞
徐
の
研
究

に
た
ず
さ
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
教
養
に
よ
る
の
か
、

い
ず
れ
に
せ
よ
中
国
を
釘
象

と
す
る
研
究
論
文
に
あ
り
が
ち
の
難
解
さ
は
、

少
し
も
見
ら
れ
な
い
。

そ
の
内
容
を
目
次
に
よ
っ
て
左
に
掲
げ
、
解
説
の
便
宜
上
原
本
に
な
い
番
放

を
打
た
せ
て
い
た
だ
く
。

中
闘
の
書口
問
論

番
の
時
代
性

漢
字
の
書
種
と
字
形

草
蓄
の
饗
術
性

鍾
鯨
と
そ
の
書

資
庭
経
諸
本
鑑
賞
記

孝
女
曹
蛾
碑
奨
蹟
本
お
よ
び
諸
本

南
北
朝
の
篤
経

北
朝
の
石
刻

唐
借
慎
素
の
書

欧
陽
胞
聞
の
筆
説
・
試
筆

蘇
東
披
の
書
と
書
論

黄
山
谷
の
書
と
書
論

米
常
著
書
所
見
法
書
考

米
帝
著
書
所
見
法
書
目
録

米
背
番
史
所
見
唐
宋
公
私
印
考

古
法
書
の
異
蹟
本
と
臨
事
本

古
法
書
の
袋
背
と
紙
絹

宋
宣
同
宗
の
翰
墨
志

1 2 3 4 5 6 
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却
奥
訟
の
務
総
書

幻
菱
完
章
の
書
事

詑
宋
拓
寅
育
策
法
帖
鑑
賞
記

幻
明
清
時
代
の
書
の
特
性

M
張
瑞
聞
の
詩
と
書

お
北
碑
波
の
書
論

こ
れ
ら
を
通
覧
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
初
め
の
四
篇
が
線
論
的
な
も
の
、
以

下
各
論
的
な
も
の
が
時
代
順
に
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
二
十
五
篇
の
論
文

を
内
容
の
上
か
ら
分
類
す
る
と
、
重
複
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
付
書
論
史
に
関

す
る
も
の
ー
ー
ー
ロ
ロ
日
印
刷
μ

缶
、
同
書
と
そ
の
時
代
性
に
闘
す
る
も
の
|

|

2
8
9
泊
、
白
書
凪
涯
に
闘
す
る
も
の
|
|
3
4
却
、
伺
特
定
の
書
家
に
闘
す
る

も
の
|
|
6
M
U
日
目
別
n
M
、
伺
古
法
書
の
停
来
と
鑑
賞
に
闘
す
る
も
の

1
1
6
7
日
目
M
U
m
n
な
ど
に
分
類
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
分
類
の
し
か

た
は
、
あ
る
い
は
著
者
の
方
法
に
そ
む
く
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
は
便
宜
上
こ

の
五
つ
に
分
け
て
内
容
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

こ
れ
ら
の
う
ち
も
っ
と
も
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
ま
た
も
っ
と
も
示
唆
に
富
む

の
は
、
口
書
と
そ
の
時
代
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
2
「書
の
時

代
性
」
に
お
い
て
は
、
奮
来
明
清
の
書
論
家
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
育

は
韻
を
向
び
唐
は
法
を
向
ぶ
云
云
L

と
い
う
書
の
時
代
性
に
関
す
る
設
を
手
ぎ

わ
よ
く
整
理
し
て
、

音

韻

理

瀦

酒

紳

仙

唐

法

整

旗

開

謹

巌

聖

人

宋

意

縦

逸

豪
傑

元

明

態

風

流

文

人

と
い
う
形
で
示
し
、
さ
ら
に
「
清
は
撃
を
向
ぶ
L

の
一
一
慣
を
補
足
す
る
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
書
風
の
饗
化
と
い
う
も
の
が
、
賓
は
儒
敬
、
俳
敬
、
道
教
な

ど
の
宗
教
思
想
の
嬰
遷
お
よ
び
か
ら
み
あ
い
を
反
映
し
て
い
る
事
賓
を
あ
と
づ

け
、
現
代
に
お
け
る
書
の
あ
り
方
を
示
唆
す
る
。

こ
の
部
分
は
本
書
の
中
で
も

も
っ
と
も
精
彩
の
あ
る
ベ
l
ジ
で
あ
り
、

中
国
の
文
化
史
を
考
え
る
上
に
も
大

き
な
示
唆
を
奥
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る。

こ
の
よ
う
な
時
代
性
の
相
違
は
、
車

に
書
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
他
の
文
化
現
象
、
た
と
え
ば
文
事
、
倫
相
壷
、

工
襲
な
ど
に
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
現
象
が
橡
想
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
宗
教
思

想
ば
か
り
で
な
く
、
各
時
代
の
紅
曾
構
造
や
政
治
形
態
を
も
多
少
反
映
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
う
い
う
方
面
か
ら
の
解
明
も
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、非
常

に
慶
大
な
文
化
史
の
展
望
が
関
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
私
は
最
近

「文
字
造
形

に
現
わ
れ
た
時
代
性
L

〈
白
禁
固
続
、
の
ち
書
皐
二
二
容
三
披
に
縛
載
〉
に
お

い
て
、
こ
の
問
題
を
多
少
ち
が
っ
た
角
度
か
ら
考
察
し
て
お
い
た
か
ら
、
参
照

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
〉
。

同
じ
く
書
の
時
代
性
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て、

8
「南
北
朝
の
篤
経
』

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ス
タ
イ
ン
、
フ
ラ

ン
ス
の
ベ
リ
オ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
さ
ら

に
わ
が
園
や
中
園
に
っ
た
わ
る
こ
の
時
代
の
紀
年
経
を
時
代
順
に
な
ら
ベ
、
そ

こ
に
現
わ
れ
る
書
風
の
襲
濯
が
、
賞
は
石
刻
に
現
わ
れ
た
書
風
の
娼
変
遷
と
だ
い

た
い
卒
行
し
て
い
る
事
貨
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。

9

「
北
朝
の
石
刻
」
で
は
、
南
朝
の

書
論
で
よ
く
行
な
わ
れ
て
き
た
天
然

(
精
紳
)
と
工
夫

(技
巧
)
と
い
う
二
つ
の
方
面
か
ら
書
を
論
じ
る
方
法
を
、

北
朝
の
石
刻
に
も
臨
応
用
し
て
、
精
一
紳
面
で
す
ぐ
れ
て
い
る
張
猛
龍
碑
な
ど
を
第

一
類
と
し
、
技
巧
面
で
す
ぐ
れ
て
い
る
高
貞
碑
な
ど
を
第
二
類
と
し
、
精
神
と

技
巧
の
調
和
し
た
敬
史
君
額
融
情
碑
な
ど
を
第
三
類
と
い
う
よ
う
に
分
類
し
て
い

る
。
南
朝
の
書
論
の
方
法
を
北
朝
に
も
臨
応
用
し
た
愛
想
は
お
も
し
ろ
い
け
れ
ど

も
、
-
つ
の
書
を
精
一
柳
緩
(
著
者
に
よ
る
と
自
然
綴
)
と
か
、
技
巧
振
と
か
、
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中
和
波
な
ど
と
庖
別
す
る
し
か
た
は
、
今
日
の
我
々
か
ら
み
る
と
、
や
や
安
易

で
形
式
的
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
無
が
す
る
。
た
と
え
ば
高
貞
碑
や

郷
道
昭
の
飾
品裁
下
碑
な
ど
を
、
患
に
「
技
巧
源
」
と
断
ず
る
こ
と
に
は
多
少
の

鴎
踏
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
北
朝
の
石
刻
を
碑
と
墓
誌
に
よ
っ
て
代
表

さ
せ
て
お
ら
れ
る
が
、
や
は
り
龍
門
の
造
像
記
な
ど
は
も
っ
と
も
っ
と
重
視
さ

れ
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
「
明
清
時
代
の

書
の
特
性
」
に
お
い
て

も、

2
「
書
の
時
代
性
」
と
同
じ
よ
う
な
立
場
か
ら
、
こ
の
時
代
の
書
の
特
性

に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
付
の
書
論
史
に
闘
す
る
も
の
に
も
ど

っ
て
、
-
「
中
園
の
書
品
論
」

で
は
、
書
を
品
評
す
る
と
き
に
口
問
第
法
、
比
況
法
、
品
性
法
と
い
う
=
一つ
の
方

法
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
各
日
間
評
形
式
の
消
長
が
た
ど
ら
れ
る
。
品
評
の
基

準
に
つ
い
て
は
、
南
朝
の
醤
論
で
は
よ
く
天
然
と
工
夫
、
心
と
手
、
意
と
筆
と

い
う
も
の
を
封
照
さ
せ
る
場
合
が
多
い
こ
と
は
、
著
者
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
で

あ
る
が
、
こ
の
他
に
も
「
骨
勢
」
と
「
掬
趣
」
と
い
う
封
立
概
念
の
あ
っ
た
こ
と

も
見
洛
し
で
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
の
骨
勢
・

掬
越
の
封
置
法
は
羊
欣
の
古

来
能
書
人
名
に
は
じ
ま
り
、
王
倫
度
の
論
書
を
綬
て
、
張
懐
描
唱
の
書
論
で
と
く

に
種
系
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。
議
論
の
歴
史
を
概
観
し
て
、

「
古
い
書
口
聞
で
は
毒
機
と
か
技
法
と
い
う
も
の
を
重
要
な
要
素
と
し
て
と
ら
え

て
い
る
が
、
後
世
に
な
る
ほ
ど
性
情
を
大
切
な
要
素
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
に

な
り
L

、
い
わ
ゆ
る
ロ
間
性
法
が
護
達
す
る
と
い
う
指
摘
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。

し
か
し
こ
の
論
文
は
主
と
し
て
『
法
書
要
録
』
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
い
う
形

で
話
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
扱
う
資
料
が
限
ら
れ
、
叙
述
も
や
や
卒

板
に
な
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。

日
は
宋
代
の
書
の
個
性
的
傾
向
を
み
ち
び
い
た
欧
揚
備
の
「
筆
設
」
と
「
試

筆
」
を
解
説
し
翻
調
押
し
た
も
の
で
あ
る
。

u
nは
む
し
ろ
作
家
論
と
し
て
と
り

扱
う
の
が
遁
嘗
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
蘇
東
波
や
黄
山
谷
が
、
人
間
の
主
僅

性
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
貌
音
の
書
に
「逸
気
」
と
い
う
も
の
、
す
な
わ
ち
「
高

い
心
が
そ
の
ま
ま
に
現
わ
れ
た
に
ご
ら
ぬ
う
つ
く
し
さ
」

を
見
出
し
、
そ
れ
を

嬢
に
し
て
新
し
い
蓄
を
つ
く
り
あ
げ
て
い

っ
た
彼
ら
の
姿
が
い
き
い
き
と
描
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
四
幻
は
宋
代
に
お
け
る
侍
統
波
の
書
論
を
扱
っ
た

も
の
で
あ
る
。

お
「
北
碑
波
の
書
論
」
は
、
清
朝
考
謹
皐
の
護
遣
に
と
も
な
っ
て
書
の
方
で

も
北
朝
の
石
刻
資
料
に
封
す
る
評
債
が
高
ま
り
、
そ
の
理
論
が
院
元
、

包
世

臣
、
康
有
震
ら
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
深
め
ら
れ
種
系
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
か

を
あ
と
づ
け
た
も
の
で
、
品
世
末
に
は
こ
の
三
家
を
批
剣
的
に
う
け
つ
い
だ
劉
威

折
の
弄
翰
徐
濯
の
設
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
著
者
は
こ
の
よ
う
な
清

朝
の
北
碑
偏
重
の
傾
向
を
批
剣
し
て
、

碑
と
帖
と
は
正
反
封
の
立
場
に
あ
る
も

の
で
は
な
く
、
本
来
性
質
の
異
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
「
も
し
蓄
の
正
統

と
い
う
こ
と
を
い
う
な
ら
ば
、
漢
民
漢
の
文
化
の
栄
え
た
南
朝
に
お
い
て
、
遺

口
聞
こ
そ
少
な
い
け
れ
ど
も
、
神
田
然
ひ
き
つ
が
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
L

と
い
う
基
本
的
な
態
度
を
う
ち
出
し
て
お
ら
れ
る
。

白
書
慢
に
関
す
る
も
の
の
う
ち
、

3
「漢
字
の
書
慢
と
字
形
」
は
、

古
今
の

書
慢
と
そ
の
特
質
を
論
じ
っ
く
し
て
徐
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
草
書
は
元
来
略

種
と
し
て
お
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
や
が
て
も
っ
と
も
自
由
で
純
粋

な
義
術
性
を
備
え
る
に
至
っ
た
と
し
て
、

草
書
の
嬰
濯
を
た
ど
っ
た
の
が
4

「
革
審
の
義
術
性
」
で
あ
る
。
加

「奥
設
の
滋
総
書
」
は
南
宋
の
奥
訟
の
書
い

た
滋
総
書
と
い
う
特
殊
な
書
趨
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

伺
特
定
の
書
家
に
闘
す
る
も
の
と
し
て
は
、
軸
到
の
鍾
何
師
、
唐
の
懐
索
、
宋

の
蘇
東
披
・
黄
山
谷
、
明
の
張
瑞
圃
な
ど
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
ま
ず
5

「鍾
鉱
と
そ
の
書
L

で
は
、
後
世
後
漢
の
張
芝
、
東
膏
の
王
義
之
と
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な
ら
ん
で
中
園
に
お
け
る
書
の
三
筆
の
一
人
に
か
ぞ
え
ら
れ
る
鍾
訴
の
書
が、

賓
際
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い
ろ
ん
な

文
献
や
南
朝
の
書
論
な
ど
を
手
が
か
り
に
し
て
考
察
し
て
ゆ
く
c

そ
の
結
果、

「
か
れ
の
生
き
た
漢
貌
の
こ
ろ
は
、
英
雄
豪
傑
が
天
下
を
牌
腕
し
た
時
代
で
あ

り
、
そ
の
特
質
は
豪
快
な
気
象
の
あ
ら
わ
れ
に
あ
っ
た
こ
と
を
想
う
と
、
か
れ

の
書
に
も
精
一
脚
力
の
強
さ
と
鋭
さ
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
き
び
し
い
も
の
が
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
法
帖
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
た
だ
車
に
淳
古
と
い
う
書
風

だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
」
と
い
う
非
常
に
啓
示
的
な
推
測
に
達
し

て
お
ら
れ
る
。

唐
の
開
元
・
天
貨
の
こ
ろ
か
ら
狂
草
と
い
わ
れ
る
新
し
い
書
風
が
流
行
す
る

が
、
そ
の
代
表
的
な
人
物
で
あ
る
懐
素
の
書
を
論
じ
た
の
が
叩
「
唐
借
懐
素
の

書
」
で
あ
る
。
懐
専
用
の
侍
記
は
茶
道
で
名
高
い
陸
弱
の
書
い
た
「
唐
信
懐
素

停
」
が
あ
り
、
ま
た
彼
の
草
書
は
嘗
時
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
美
し
い
言
葉
で

う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
彼
の
逸
事
や
書
風
を
明
ら
か
に

し
、
さ
ら
に
彼
の
書
が
後
世
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
あ
と
づ
け

て
お
ら
れ
る
。

ロ
と
臼
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
付
書
論
史
の
項
で
燭
れ
た
が
、
著
者
は
蘇
東
披

の
書
を
許
し
て
、
「
行
雲
流
水
の
自
然
さ
の
な
か
に
豪
放
置
崩
落
な
性
格
が
そ
の

ま
ま
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
か
れ
の
一
生
を
貫
徹
し
た
高
い
精

神
が
、
忠
誠
な
ま
ご
こ
ろ
と
あ
た
た
か
い
慈
悲
の
情
を
こ
め
て
秘
め
ら
れ
て
い

る
の
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
。

東
披
の
書
を
も
っ
と
も
よ
く
理

解
し
た
の
は
、
彼
を
師
と
仰
い
だ
黄
山
谷
で
あ
る
。
山
谷
は
普
通
に
は
詩
人
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
東
披
と
な
ら
ん
で
す
ぐ
れ
た
書
も
の
こ
し
て
お
り
、

と
く
に
理
論
的
な
方
面
で
は
東
披
よ
り
も
い
っ
そ
う
深
く
掘
り
下
げ
て
い
る
。

山
谷
の
書
論
の
中
で
も
と
く
に
、
額
田
県
卿
の
筆
法
が
二
王
と
合
致
し
て
い
る
と

い
う
説
、
ま
た
中
唐
以
後
の
革
新
的
な
書
家
と
さ
れ
る
張
旭
や
楊
凝
式
で
さ
え

E

日
人
の
超
逸
紹
慶
の
逸
気
を
得
て
い
る
と
い
う
考
え
方
を
、
著
者
は
と
く
に
と

り
あ
げ
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
。
宋
の
書
の
濁
自
な
性
格
は
、
耳
目
の
書
の
う

け
い
れ
か
た
に
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
、
得
統
の
纏
承
と
い
う

貼
で
今
後
も
非
常
に
重
要
な
観
角
を
ひ
ら
く
も
の
と
い
え
よ
う
。

東
披
と
山
谷
を
論
じ
て
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
こ
れ
に
つ
づ
け
て
「
米
帯
の
書

と
書
論
」
と
で
も
題
す
る
一
篇
が
ほ
し
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

M
「
張
瑞
薗
の
詩
と
書
」
は
、
明
末
清
初
の

人
張
瑞
圃
の
文
集
『
白
奪
奄

集
』
に
あ
ら
わ
れ
た
彼
の
人
間
像
と
、
彼
の
書
に
あ
ら
わ
れ
た
造
形
上
の
特
質

と
を
、
有
機
的
に
閥
連
さ
せ
な
が
ら
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
本
論
の
末

尾
に
お
い
て
、
「
か
れ
の
書
を
知
る
に
は
ま
ず
ど
う
し
て
も
か
れ
の
人
間
と
し

て
の
経
歴
や
そ
の
性
格
や
そ
の
才
能
な
ど
に
つ
い
て
、

く
わ
し
〈
観
察
を
行
う

必
要
が
あ
る
。
(
中
略
)
一
人
の
書
人
を
と
ら
え
て
も
、
そ
の
詩
文
を
讃
む
か

讃
ま
な
い
か
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
理
解
度
の
ひ
ら
き
が
生
じ
る
」
と

附
記
し
て
い
る
。
著
者
は
一
人
の
書
家
を
論
じ
る
と
き
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
詩

文
の
讃
解
を
不
可
飲
の
作
業
と
し
て
重
蔵
す
る
。

そ
れ
と
と
も
に
一
方
で
は
こ

れ
ま
で
の
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

自
問健
的
な
書
作
品
そ
の
も
の
を
深
く
鑑

賞
し
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
造
形
的
な
特
質
を
、
も
っ
と
も
適
切
で
し
か
も
も

っ
と
も
卒
明
な
言
葉
で
言
い
現
わ
す
こ
と
に
、
並
々
な
ら
ぬ
努
力
を
か
た
む
け

て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。
こ
う
し
た
態
度
な
り
方
法
こ
そ
、

奮
来
の
書
の
研
究

に
も
っ
と
も
依
け
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
後
に
伺
古
法
書
の
停
来
と
鑑
賞
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
同
じ
著
者
に
よ
っ

て
『
主
義
之
を
中
心
と
す
る
法
帖
の
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
、

本
書
に
も
王

義
之
の
糞
庭
経
、
孝
女
曹
蛾
碑
、
そ
し
て
宋
拓
賓
耳
目
菊
法
帖
に
つ
い
て
の
詳
細

な
研
究
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
6
は
本
文
と
圃
版
あ
わ
せ
て
五
十
四
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頁、

nは
同
じ
く
七
十
一
頁
と
い
う
全
篇
を
通
じ
て
の
大
作
で
あ
る
。
こ
う
い

う
寅
設
的
で
重
厚
な
長
文
を
、
た
だ
目
的
も
な
く
漫
然
と
通
讃
す
る
に
は
、

か

な
り
の
根
気
を
必
要
と
す
る
が
、
各
法
帖
に
つ
い
て
多
少
と
も
詳
し
く
調
べ
て

み
よ
う
と
す
る
人
は
、
資
料
の
探
索
の
慶
さ
と
そ
れ
を
整
理
す
る
手
ぎ
わ
の
よ

さ
に
、
あ
ら
た
め
て
感
心
す
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
長
大
な
鑑
賞
記
が
必
要
で

あ
る
こ
と
自
鐙
、
今
日
伴
え
ら
れ
る
義
之
の
書
、
あ
る
い
は
法
帖
の
形
で
侍
え

ら
れ
る
も
の
が
、
い
か
に
深
い
謎
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
か
を
物
語
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

H
四
日
は
米
北
巾
の
著
書
に
見
え
る
法
書
お
よ
び
鑑
穀
印
に
つ
い
て

調
べ
た
も
の
、
口
同
は
士口
法
書
の
保
存
の
し
か
た
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ

る。
以
上
、
私
は
本
書
の
内
容
を
五
つ
の
項
目
に
わ
け
で
簡
軍
に
紹
介
し
て
み

た
。
全
健
を
通
識
し
て
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
こ
と
は
、
書
を
愛
す
る
著
者
の
並

並
な
ら
ぬ
心
ば
え
で
あ
り
、
し
か
も
書
を
観
念
の
中
で
抽
象
化
す
る
の
で
は
な

く
、
つ
ね
に
文
化
の
線
纏
的
な
ひ
ろ
が
り
の
中
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
態
度
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
本
書
が
、
方
法
の
新
し
さ
と
内
容
の
豊
か
さ
に
お
い
て

劃
期
的
な
業
績
で
あ
る
こ
と
は
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
う
け

つ
ぎ
ど
の
よ
う
に
護
展
さ
せ
て
ゆ
く
か
は
、
今
後
我
々
に
の
こ
さ
れ
た
大
き
な

課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
私
は
、
本
書
が
軍
に
書
畢
者
ば
か
り
で
な
く
、
む

し
ろ
中
園
史
と
く
に
中
園
の
文
化
史
を
専
攻
す
る
異
動
車
な
研
究
者
に
よ
っ
て
慶

く
讃
ま
れ
、
正
し
く
評
領
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

(
杉
村
邦
彦〉

義

和

研

究

圏

ii 

玄

之

著

一
九
六
三
年
十
二
月

A
5
剣
二
五
四
頁

牽
ゴヒ

中
国
皐
術
著
作
奨
助
委
員
曾

書
評
と
か
紹
介
と
か
を
気
軽
に
ひ
き
う
け
て
お
き
な
が
ら
、
締
切
が
せ
ま
る

と
と
も
に
重
苦
し
い
気
持
ち
に
お
そ
わ
れ
る
の
は
い
つ
も
の
こ
と
だ
が
、
こ
ん

ど
の
場
合
、
と
り
わ
け
そ
の
感
を
強
く
す
る
。
そ
の
原
因
は
、

本
書
に
た
ち
向

か
っ
て
み
て
も
、
共
感
に
せ
よ
反
震
に
せ
よ
、
こ
ち
ら
の
側
に
そ
れ
ほ
ど
強
い

感
情
の
高
ま
り
が
お
こ
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
責
任
は
私
に
も
あ

る
が
、
著
者
の
側
も
ま
た
一
宇
の
責
任
を
お
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一

言
で
い
え
ば
、

そ
れ
は
著
者
の
義
和
圏
運
動
全
鰻
に
射
す
る
姿
勢
の
問
題
で
あ

る
。
二
百
数
十
ペ

ー
ジ
の
こ
の
木
の
な
か
で
、
著
者
は
義
和
圏
運
動
に
封
す
る

自
己
の
許
債
を
提
示
し
て
い
な
い
。
む
ろ
ん
、
著
者
の
考
え
方
が
う
か
が
い
し

れ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
全
健
を
通
讃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
十

分
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
が
、
な
ぜ
か
、
著
者
は
英
正
面
か
ら
そ
れ
を

論
じ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
本
書
は
義
和
圏
運
動
を

一
謄
包
括
的
に
論
じ
な
が
ら
、
結
論
に
あ
た
る
章
を
も
う
け
て
い
な
い
。
最
後

ま
で
讃
み
進
ん
で
み
る
と
、
な
に
か
中
途
半
端
に
終
わ
っ
て
い
る
感
を
ぬ
ぐ
い

き
れ
な
い
。
こ
れ
は
「
大
陸
雑
誌
」
に
護
表
し
た
論
文
を
集
め
た
と
い
う
本
書

の
な
り
た
ち
に
も
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
全
置
の
構
成
を
示
す
と
、
本
書
は
つ
、
ぎ
の
各
章
よ
り
な
っ
て
い
る
。

第
一
章
義
和
園
的
源
流
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