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本
書
が
「
文
字
の
文
化
史
」
を
表
題
と
す
る
こ
と
に
は
、
大
い
に
意
味
が
あ

る
。
こ
れ
は
軍
な
る
「
文
字
率
」
あ
る
い
は
「
文
字
事
史
」
で
は
な
く
、
ま
た

「
書
道
史
」
で
も
な
い
。

そ
し
て
記
述
の
大
部
分
は
漢
字
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
た
だ
「
文
字
の
」

と
題
す
る
の
は
、
第
十
二
掌

「
漢
字
の
周
遊
」
に
お
い

て
、
突
阪
文
字
そ
の
他
七
種
の
漢
字
と
は
遣

っ
た
諸
民
族
の
文
字
に
も
及
ん
で

い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
書
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
が
何
で
あ
る
か
は
、
著
者
の
「
あ
と
が
き
」
に
明
言

さ
れ
て
い
る
。

「
ふ
つ
う
の
書
道
史
と
、
歴
史
や
文
事
、
哲
撃
な
い
し
書
一社跡
事

な
ど
と
の
問
L

に
あ
る
つ
賢
大
な
領
域
」
が
、
本
書
に
お
け
る
著
者
の
研
究
の

針
象
で
あ
り
、

「潟
本
の
材
料
や
か
た
ち
、
そ
の
本
の
作
ら
れ
方
、
し
ま
わ
れ

方
、
よ
ま
れ
方
な
ど
」

「書
物
の
内
容
以
前
の
こ
と
が
ら
」
が
、
お
も
な
問
題

と
な
る
。
そ
れ
ら
は
、
集
約
す
れ
ば
、
著
者
が
第
十
三
章
で
、
少
し
く
捌
刷
れ
て

い
る

「
中
閣
の
古
文
書
摩
」
の
基
礎
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

こ
で
は
、
文
字
問
宇
で
取
り
扱
う
字
形
と
そ
の
由
来
、
字
慢
と
そ
の
嬰
遜
な
ど
、

ま
た
書
道
史
で
問
題
と
す
る
書
慢
の
襲
化
、
書
風
の
相
違
な
ど
に
つ
い
て
述
べ

る
の
で
は
な
く
、
文
字
が
書
か
れ
た
材
料
や
そ
れ
を
書
く
の
に
用
い
ら
れ
た
道

具
そ
の
も
の
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
材
料
と
道
具
の
ち
が
い
が
、
ち
が
司
た
書
風
と

書
僅
を
生
む
要
因
で
あ
る
。

「
書
道
史
」
で
は
な
い
か
ら
、
有
名
な
書
家
の
作

風
に
つ

い
て
の
記
述
も
議
論
も
な
い
。
第
九
章
の
「
北
鹿
南
兎
の
設
」
は
、
た

ぶ
ん
著
者
得
意
の
論
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
書
道
史
上
お
な
じ
み
の
南
北
朝
の

碑
刻
法
帖
の
名
は
出
て
こ
な
い
。
著
者
は
個
人
よ
り
は
集
園
を
、
流
仮
よ
り
は

歴
史
の
流
れ
に
重
き
を
お
く
。
本
書
は
中
園
古
文
書
事
へ
の
試
み
で
あ
る
と
同

時
に
、
書
ハ
あ
る
い
は
書
道
〉
の
美
術
考
古
事
的
考
察
を
合
わ
せ
た
も
の
だ
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
技
術
史
、
庚
く
し
て
言
え
ば
文
化
史
事
の
観
貼
か

ら
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
や
っ
ぱ
り

「
文
字
の
文
化
史
」
と
い
う

表
題
は
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

本
書
が
取
り
扱
う
諮
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
も
部
分
的
に
は
、
考
古
事
者
・
文

字
撃
者

・
古
文
書
研
究
家

・
書
誌
翠
者
お
よ
び
書
道
史
家
な
ど
に
、
い
く
ら
か

知
ら
れ
て
い
た
事
質
を
手
が
か
り
と
し
て
は
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
展
開
し
た

事
者
は
未
だ
無
か
っ
た
。
も
と
も
と
シ
ナ
撃
者
ま
た
は
東
洋
史
撃
者
よ
り
は
、

も
っ
と
賢
い
讃
者
の
た
め
に
書
か
れ
た
の
だ
か
ら
、
細
か
な
論
設
は
お
お
む
ね

省
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

論
調
は
極
め
て
明
快
で
、
い
さ
さ
か
の
漉
滞
も
な

く
、
讃
後
き
わ
や
か
さ
を
感
ぜ
し
め
る
の
は
、
著
者
の
事
問
の
博
遇
と
精
識
と

に
よ
る
と
恩
わ
れ
る
。
著
者
の
新
領
域
開
拓
の
功
績
は
、
ま
こ
と
に
大
き
い
。

著
者
が
今
年
、
フ
ラ
ン
ス
翠
士
院
よ
り
ス
タ
ニ
ス
ラ
ス

・
ジ

ュ
リ
ア

ン
賞
を
受

け
ら
れ
た
の
は
、
本
書
の
刊
行
を
機
縁
と
す
る
と
言
う
の
は
、
ゆ
え
あ
る
こ
と

で
あ
る
。

-104ー

全
書
十
六
章
。
漢
字
書
官
時
(
刻
鋳
〉
の
材
料
に
即
し
て
大
ま
か
に
分
け
れ
ば

四
つ
の
時
期
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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A
、
金
属
(
銅
〉
ま
た
は
石
・
骨
な
ど
の
時
代

B
、
竹
筒
・
木
簡
の
時
代

c、
紙
の
時
代

D
、
印
刷
の
時
代

第
一

(
A
〉
の
時
代
は
先
秦
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
第
四
章
に
述

べ
て
あ
る
秦
の
統
一
王
朝
ま
で
を
ふ
く
め
て
お
く
。
こ
こ
ま
で
だ
け
で
約
二
千

年
以
上
の
長
い
期
間
で
あ
る
。
漢
字
の
字
僅
で
言
え
ば
、
甲
骨
文
と
金
文
お
よ

び
後
書
(
大
家
・
小
策
〉
が
用
い
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
考
古
事
者
・

古
代
史
家
と
文
字
事
者
が
力
を
そ
そ
い
で
研
究
し
て
き
た
古
器
物
の
銘
文
と
甲

骨
の
刻
文
な
ど
が
、
お
も
な
封
象
と
な
る
。

肢
代
の
甲
骨
文
は
中
関
最
古
の
文
字
と
し
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ

ろ
す
で
に
金
文
も
あ
っ
た
。
青
銅
器
の
銘
文
で
あ
る
。
硬
い
直
線
か
ら
成
る
甲

骨
文
と
、
軟
か
で
「
流
麗
な
」
線
で
で
き
て
い
る
金
文
。
こ
の
二
つ
の
垂
直
鐙
の

同
時
並
存
は
、
ふ
し
ぎ
な
よ
う
だ
が
、
著
者
に
よ
る
と
、
甲
骨
文
は
「
堅
く
て

ツ
ル
ツ
ル
し
た
亀
の
甲
や
獣
骨
の
上
に
」
ほ
ら
れ
た
し
、
銅
器
の
銘
文
は
そ
の

器
が
作
ら
れ
る
と
き
に
鋳
造
さ
れ
た
も
の
で
、
鋳
型
の
原
型
で
あ
る
粘
土
に

「
へ
ラ
一
丁
で
」
文
字
が
ほ
り
こ
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
書
慢
の
遣
い
は
、
亀

の
甲
や
骨
な
ど
と
粘
土
と
の
材
料
の
質
の
遣
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
わ
け
で
あ
る

(
三
八
J
四
一
ペ
ー
ジ
)
。
な
る
ほ
ど
、
そ
の
と
お
り
だ
が
、
評
者
の
如
き
、
言

わ
れ
て
み
る
ま
で
、
全
然
気
が
つ
か
ず
に
い
た
。
金
文
を
ほ
る
(
銅
器
鋳
造
の

や
り
か
た
を
評
者
は
知
ら
な
い
し
、
藤
枝
氏
も
本
書
で
具
鰻
的
に
説
明
し
て
い

な
い
か
ら
、
か
り
に
ほ
る
と
言
っ
て
お
く
が
)
そ
の
た
め
の
道
具
(
こ
れ
も
へ

ラ
の
類
で
あ
ろ
う
が
〉
が
出
土
し
た
こ
と
は
聞
か
な
い
。
し
か
し
甲
骨
文
を
刻

み
つ
け
る
の
に
用
い
た
ら
し
い
道
具
が
、
肢
の
都
あ
と
の
出
土
品
に
あ
る
と
い

う
(
二
四
ペ
ー
ジ
)
。
今
日
の
象
刻
家
な
ど
の
使
う
小
万
と
は
別
の
一
一
一
角
の
か

恥
だ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
今
ま
で
の
文
字
皐
者
が
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
な

か
っ
た
材
料
と
道
具
が
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
慮
に
、
著
者
の
鋭
い
眼

光
が
ひ
ら
め
く
。

た
だ
し
甲
骨
文
も
、
甲
骨
に
刻
み
つ
け
る
前
に
、
筆
を
用
い
て
墨
書
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
文
字
を
墨
書
し
た
だ
け
で
刻
ん
で
は
な
い
骨
が
踊
披
見
さ
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
故
董
作
賓
氏
の
文
を
評
者
は
中
央
研
究
院
(
歴

史
語
言
研
究
所
〉
の
「
集
刊
」
(
?
〉
で
讃
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。
後
世
(
漢
以

後
)
の
碑
文
な
ど
の
よ
う
に
筆
で
書
い
た
も
の
を
、
で
き
る
だ
け
忠
貫
に
筆
法

.
筆
意
ま
で
模
刻
す
る
の
と
は
同
じ
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
秦
の
世
の
小
築
も
金
文
に
似
た
装
飾
的
書
僅
で
あ
る
が
、
著
者

は
、
そ
の
筆
査
の
ふ
と
さ
が
一
様
で
あ
る
原
因
を
「
い
ま
洋
査
に
使
う
檎
筆
の

よ
う
な
ひ
ら
筆
を
使
っ
て
か
い
た
こ
と
」
に
求
め
た
(
五
三
ペ
ー
ジ
、
ま
た

八
0
ペ
ー
ジ
に
も
再
論
さ
れ
る
〉
。
こ
れ
も
興
味
あ
る
新
設
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
著
者
の
論
法
を
も
っ
て
評
す
れ
ば
、
ひ
ら
筆
の
古
い
質
物
が
愛
見
さ
れ
る

ま
で
は
、
た
だ
ち
に
受
け
入
れ
難
い
。
少
な
く
と
も
努
設
が
必
要
だ
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
に
劉
し
、
秦
の
度
量
衡
の
器
に
刻
さ
れ
た
銘
文
が
、
一
行
四
字
ず
つ

の
印
の
如
き
も
の
で
粘
土
に
押
し
つ
け
て
作
ら
れ
鋳
造
さ
れ
た
と
の
設
は
、
首

肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
の
印
刷
物
の
場
合
か
ら
の
類
推
で
は
あ
ろ

う
が
。第

二
(

B

)

は
大
僅
に
お
い
て
前
漢
か
ら
後
漢
に
か
け
て
の
二
百
年
間
で
あ

る
(
育
代
の
賓
物
も
存
す
る
が
、
数
は
多
く
な
い
)
。
第
五
章
と
第
六
章
に
述

べ
ら
れ
る
。
今
世
紀
に
入
っ
て
、
中
圏
西
北
の
乾
燥
地
域
か
ら
出
土
し
た
多
数

の
「
漢
筒
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
名
の
み
知
ら
れ
て
い
た
木
簡
(
お
よ
び
竹

筒
)
の
質
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
研
究
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
。
最
近
で
は
、

特
に
京
大
人
文
科
皐
研
究
所
で
の
「
居
延
漢
筒
」
の
共
同
研
究
は
、
新
し
い
護

ra 
nu 
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展
を
み
せ
た
。
著
者
は
そ
の
成
果
を
充
分
活
用
し
て
い
る
か
ら
、

第
五
章

「政

治
の
文
字
」
に
お
け
る
記
述
と
議
論
は
、
こ
と
に
生
彩
が
あ
る
。
木
簡
の
材
料

に
つ
い
て
も
、
し
る
さ
れ
る
し
(
七
一
ペ
ー
ジ
て
そ
れ
を
削
る
小
万
の
こ
と

も
説
く

(向
上
)
。
だ
が
居
延
と
機
関
で
護
見
さ
れ
た
漢
代
の
筆
の
質
物
の
こ

と
は
最
も
興
味
を
ひ
く
。

著
者
は
菅
の
雀
豹
の
記
載
を
引
用
し
て
、
こ
の
居
延

築
す
な
わ
ち
拘
束
筆
と
し
、
鹿
の
毛
で
作
ら
れ
た
と
す
る
。

漢
代
の
木
簡
は
、
鹿

遣
の
筆
で
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
(
七
七
J
八
0
ペ
ー
ジ
)。
漢
代
の
ふ
つ
う

の
書
鱒
は
殺
害
〈
と
今
日
で
は
よ
、
ば
れ
る
も
の
〉
で
あ
っ
た
。
著
者
は
、
「
居

延
漢
簡
」
の
篤
異
か
ら
、
漢
代
の
園
境
守
備
隊
の
書
記
役
の
習
字
に
使
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
簡
を
見
出
し
、
隷
書
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
破
際
(
字
の
右
下
の

末
筆
の
は
ね
ロ
〉
の
練
習
の
あ
と
を
し
ら
ベ
た
〈
九
二
ペ
ー
ジ
)
。
著
者
は
こ

こ
で
は
明
言
し
な
い
が、

漢
代
の
石
碑
な
ど
で
よ
く
知
ら
れ
る
殺
害
の
筆
勢

は
、
鹿
高
唱
の
筆
を
用
い
る
こ
と
が
然
ら
し
め
た
と
考
え
る
ら
し
い
。
そ
れ
が
後

の
章
(
第
九
章〉

で
提
出
さ
れ
る
「
北
鹿
南
兎
の
説
」
へ
と
展
開
す
る
の
で
あ

る
。第

六

「印
章
」
と
第
七
「
絹
」
の
二
掌
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
述
べ
る
。
第

八
か
ら
第
十
一
ま
で
の
四
章
は
、
著
者
の
最
も
得
意
と
す
る
致
爆
撃
の
範
囲
で

あ
る
か
ら
、
生
彩
は
一
段
と
加
わ
り
、
創
見
も
ま
た
最
も
多
い
。
こ
の
四
章

は
、
さ
き
の
医
分
で
言
え
ば
、
第
三

(
C
)
の
紙
の
時
代
に
あ
て
ら
れ
る
。
第

八
章

「
紙
の
出
現
」
は
西
暦
一

O
O年
ご
ろ
の
奈
倫
の
泰
明
の
こ
と
か
ら
始
ま

る
が
、

著
者
に
よ
れ
ば
、
現
存
の
世
界
最
古
の
紙
は

ロ
プ
ノ
ル
附
近
出
土
の
も

の
で
、
特
に
そ
の
『
李
柏
文
書
』
で
あ
り
、
そ
の
日
付
は
威
和
三
年
(
三
二
八

年
〉
で
あ
る
。
別
に
敦
煙
附
近
で
設
見
さ
れ
た
ソ
グ
ド
語
の
文
書
が
あ
っ
て
、

二
世
紀
の
物
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

「
中
国
の
印
刷
術
と
そ
の
西
方
へ
の
停

揺
」
の
著
者
カ
l
タ
ー
は
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
た
(
吋
・
司
・
。
R
H
O
H
W
叶
，

Z

日ロ〈巾ロ巴
O

コ
O
同

P
5
2口四
百
の
乞
口
白
血
ロ
L
H
Z
ω
司
吋

g
L
d
J
1
命
的
同
毛
阻
止
・

2
9司

ペ
2
r
S
N印
一
一
九
五
五
年
の
新
版
が
あ
る
。
い
ま
奥
調
停
炎
氏
の
漢
誇
「
中
関

印
刷
術
的
夜
明
和
官
的
西
停
」
一
九
五
七
年
、

上
海
に
よ
る
〉
。
藤
枝
氏
は
質

物
を
調
査
し
、
そ
の
紙
質
か
ら
し
て
五
二
八
年
ま
た
は
五
三
八
年
、
北
貌
の
末

の
物
と
す
る
。
我
わ
れ
は
著
者
の
目
験
を
信
頼
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

敦
埋
か
ら
出
た
潟
本
は
漢
文
の
も
の
だ
け
で
、
小
さ
な
断
片
を
含
め
る
と
、

激
高
貼
に
達
す
る
。
日
付
の
明
記
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
四

O
六
年
|
|
一
O
O

四
年
の
六
百
年
あ
ま
り
の
期
間
に
書
か
れ
た
と
分
る
(
一
四
九
ペ

ー
ジ

ー

そ

の
書
館
を
み
て
ゆ
く
と
、
三
世
紀
か
ら
四
世
紀
ま
で
は
隷
書
そ
の
ま
ま
の
書
慢

で
あ
っ
た
の
が
、「
次
第
に
柔
ら
か
な
筆
つ
き
に
な
り
」
「
だ
い
た
い
六

O
O年

あ
た
り
」
「隔
の
頃
に
い
ま
階
番
と
呼
ぶ
書
館
が
完
成
す
る
。
」
こ
の
鑓
化
は
、

木
簡
を
書
く
の
に

用
い
ら
れ
た

鹿
乏
の
筆
に
か
わ
っ
て
、
雀
豹
の
い
う
「
今

筆
」
す
な
わ
ち
兎
の
毛
の
筆
が
使
わ
れ
た
た
め
だ
と
著
者
は
言
う
(
一
五
五
ペ

ー
ジ
)
。
そ
れ
は
北
朝
と
南
朝
の
書
風
の
相
違
の
も
と
で
も
あ
っ
て
、
筆
の
材

質
か
ら
論
ず
る
限
り
、
著
者
の
「
北
鹿
南
兎
の
設
」
を
首
肯
せ
‘
ざ
る
を
得
な
い
。

た
だ
評
者
は
、
兎
翠
の
筆
は
、
先
ず
王
毅
之
ら
南
朝
の
草
書
の
慢
を
生

J

ぜ
し

め
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
革
審
は
も
っ
と
古
く
か
ら
、
間
早
に
早
く
書
く
た
め

の
賞
用
だ
け
で
な
く
、

墾
術
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
藤
枝
氏
が
注
意
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
(
七
七
ペ
ー
ジ
)
、
漢
代
、

ま
だ
隷

書
の
時
代
に
も
草
趨
は
す
で
に
有
っ

た
の
で
あ
っ
て
、
ふ
つ
う
章
草
と
よ
ぶ
。

破
礁
は
な
お
毅
蓄
の
風
を
存
す
る
。
同
じ
く
鹿
乏
を
用
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
南
朝
の
人
が
兎
翠
を
使
っ
て
書
く
と
、
な
だ
ら
か
な
い
わ
ゆ
る
今
草
、

日
本
の
草
飯
名
の
も
と
に
な
る
書
健
と
な
っ
た
。
そ
の
形
が
南
朝
人
の
好
み
に

投
じ
た
に
違
い
な
い
が
、
道
具
〈
筆
)
の
材
質
が
、

書
風
の
様
式
の
決
定
的
要

因
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
同
じ
兎
牽
で
棺
書
を
も
書
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く
う
ち
に
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
筆
に
適
し
た
書
風
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

評
者
の
臆
測
を
述
べ
る
の
は
、
こ
の
文
の
目
的
で
は
な
い
。
し
か
し
本
書
を
讃

む
ひ
と
は
、
藤
枝
氏
の
新
設
か
ら
、
さ
ら
に
数
歩
を
進
め
た
い
と
欲
す
る
で
あ

ろ
う
か
ら
、
つ
い
多
言
し
た
次
第
で
あ
る
。

第
六
「
印
章
」
の
章
で
、
印
章
の
起
原
が
中
園
で
は
極
め
て
古
く
、
段
代
に

さ
か
の
ぼ
る
た
め
、
嘗
初
は
何
に
用
い
た
か
知
ら
れ
な
い
と
い
う
(
九
九
ペ
ー

ジ
〉
。
し
か
し
漢
代
で
は
木
簡
の
文
書
を
し
ば
っ
て
封
を
す
る
粘
土
(
封
泥
)

に
お
し
つ
け
る
の
が
印
章
の
用
途
で
あ
っ
た
。
こ
の
貫
例
と
解
説
は
第
五
章
と

第
六
章
に
飲
け
て
い
る
。
一

O
六
ペ
ー
ジ
に
「
封
印
し
た
木
簡
」
の
圃
版
が
載

せ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
す
ぐ
漢
印
に
朱
肉
を
つ
け
て
捺
す
の
は
邪
道

で
あ
る
と
言
う
。
こ
こ
は
、
も
う
少
し
封
泥
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
説
明
が
欲

し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
西
洋
の
事
者
は
、
古
代
の
中
東
、
ス
メ
ル
で
印
章
は
(
園
筒
で
あ
る

が
)
や
は
り
粘
土
に
お
し
つ
け
て
使
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
中
国
の
印
章
の

使
用
法
に
、
そ
の
影
響
が
あ
る
と
説
く
(
グ
ロ
リ
エ
「
書
物
の
歴
史
」
大
塚
幸

男
課
、
〈
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
〉
一
七
六
、
一
九
五
五
年
、
白
水
社
、
二
五
ペ
ー

ジ
)
。
こ
の
設
を
認
め
る
か
ど
う
か
も
、
二
一目
し
て
欲
し
い
こ
と
の
一
つ
で
あ

る。
第
七
章
「
絹
」
で
は
、
現
存
最
古
の
絹
に
書
か
れ
た
文
字
、
紀
元
前
四
世
紀

ご
ろ
の
「
楚
の
由
巾
書
L

に
つ
い
て
の
話
が
多
く
の
紙
面
を
占
め
て
い
る
。
そ
の

叙
述
は
お
も
し
ろ
く
諌
め
る
け
れ
ど
、
抜
大
篤
同
県
を
賓
見
し
た
著
者
が
提
出
し

た
、
そ
の
字
は
木
筆
の
類
で
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
の
答
え
は
な

い
。
確
か
に
む
つ
か
し
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
著
者
の
論
断
を
聞
き
た
く
思
う

の
は
、
評
者
一
人
で
は
あ
る
ま
い
。

第
十
章
「
古
文
書
」
に
も
注
目
す
べ
き
提
言
は
多
い
。
唐
代
古
文
書
事
は
、

そ
の
ほ
と
ん
が
敦
煙
な
ど
で
二
十
世
紀
ま
で
土
中
に
埋
も
れ
て
い
た
反
古
紙
、

中
国
語
で
い
う
「
駿
紙
堆
」
の
調
査
の
上
に
成
り
立
つ
の
だ
か
ら
、
著
者
の
い

う
如
く
「
ま
る
で
考
古
撃
の
よ
う
な
古
文
書
撃
を
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
い
わ

ゆ
る
敦
爆
撃
は
こ
の
よ
う
な
綿
密
な
作
業
を
裏
付
け
に
し
て
始
め
て
強
固
な
基

礎
の
上
に
立
つ
わ
け
で
あ
る
。
著
者
は
中
闘
で
古
文
書
事
が
設
逮
し
な
か
っ
た

原
因
を
、
古
文
書
が
保
存
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
錦
す
る
。
そ
し
て
保
存
さ
れ

な
か
っ
た
理
由
は
、
前
王
朝
の
文
書
は
無
償
値
に
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ

れ
を
所
持
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
危
険
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
ご
七

一
ペ
ー
ジ
〉
。
こ
れ
は
大
き
な
要
因
に
違
い
な
い
。
し
か
し
評
者
は
、
明
代
(
?
〉

以
後
ひ
ろ
ま
っ
た
「
敬
惜
字
紙
」
の
信
仰
が
そ
れ
を
助
け
た
と
考
え
る
。
お
よ

そ
文
字
を
書
き
つ
け
た
紙
は
、
そ
ま
つ
に
扱
つ
て
は
な
ら
ず
、
た
だ
棄
て
た
だ

け
で
は
い
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
定
の
場
所
に
集
め
て
焼
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
な
る
と
古
文
書
の
残
存
す
る
可
能
性
は
極
め
て
少
な
く
な
る
。
た

だ
し
例
外
は
あ
る
。
古
人
ま
た
は
同
時
代
の
名
家
の
筆
跡
・
釜
の
た
ぐ
い
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

第
十
一
章
「
新
し
い
書
物
の
か
た
ち
」
で
述
べ
ら
れ
た
容
物
か
ら
折
本
、
冊

子
本
へ
の
曲
変
化
の
緩
相
は
、
い
わ
ゆ
る
書
誌
皐
者
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で

あ
る
が
、
多
数
の
敦
煙
篤
本
の
質
物
の
調
査
に
も
と
づ
く
立
言
で
あ
る
庭
に
強

み
が
あ
る
。
こ
の
章
の
「
敦
爆
に
お
け
る
ベ
ン
書
き
」
は
最
も
注
目
す
べ
き
漫

言
で
る
っ
て
、
漢
字
が
そ
ん
な
早
い
時
代
に
ベ
ン
で
書
か
れ
て
い
よ
う
と
は
、

我
わ
れ
の
想
像
し
な
か
っ
た
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
ベ
ン
の
材
質
が
木
や
葦
で
あ

る
こ
と
も
確
か
め
ら
れ
た
。
敦
爆
潟
本
の
中
に
、
た
だ
そ
ま
つ
な
走
り
書
き
だ

と
言
っ
て
し
ま
え
な
い
書
風
の
も
の
が
あ
る
の
は
事
責
だ
が
、
そ
れ
は
ベ
ン
書

き
の
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
十
二
章
「
漢
字
の
周
遊
」
は
少
し
簡
略
す
ぎ
る
。
チ
ベ

ッ
ト
字
が
イ
ン
ド

-107ー



416 

の
デ
ヴ
ァ
ナ
l
ガ
リ
か
ら
出
た
と
い
う
如
き
は
、
恐
ら
く
イ
ン
ド
事
者
に
異

議
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ト
ル
コ
字
・
ウ
ィ
グ
ル
文
字
・
チ
ベ

ッ
ト
字
な
ど

が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
筆
を
使
っ
て
普
か
れ
た
か
に
つ
い
て
も
、
説
明
が
あ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
評
者
は
む
か
し
北
京
で
蒙
古
人
の
ラ
マ
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
語
と

蒙
古
語
を
ほ
ん
の
少
し
習
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
ラ
マ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
字
を

ベ
ン
で
書
き
、
蒙
古
字
は
毛
筆
で
書
い
た
。
そ
の
ベ
ン
で
書
く
と
こ
ろ
を
確
か

に
見
た
の
だ
が
、
竹
筆
だ
っ
た
か
木
(
葦
)
で
あ
っ
た
か
は
注
意
し
な
か
っ

た
た
め
、
記
憶
が
な
い
。
こ
れ
は
著
者
は
た
ぶ
ん
熟
知
し
て
お
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
た
ず
ね
た
く
思
う
。

第
十
二
章
以
下
は
印
刷
の
歴
史
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
第
十
四
章
で
石
刻
と
拓

本
の
記
述
が
挿
入
さ
れ
る
。
誰
で
も
興
味
を
も
つ
こ
と
だ
が
、
印
刷
の
起
原
、

特
に
掠
印
か
ら
木
版
印
刷
に
移
る
経
過
は
、
近
年
、
天
理
闘
書
館
を
中
心
と
し

て
行
な
わ
れ
た
有
名
な
百
寓
塔
陀
羅
尼
の
印
本
が
ど
の
よ
う
に
造
ら
れ
た
か
の

研
究
を
ふ
ま
え
て
い
る
か
ら
朔
貨
で
説
得
性
が
あ
る
。
印
刷
の
前
段
階
と
い
う

べ
き

「印
沙
例
」
な
ど
の
記
述
を
讃
む
と
、
印
刷
術
が
例
数
、
特
に
密
教
と
深

く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
評
者
は
又
一
つ
の
想
像
を

禁
じ
え
な
い
。
道
教
も
ま
た
印
刷
術
の
起
原
に
何
ら
か
の
か
か
わ
り
が
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
数
の
護
符
に
似
た
も
の
を
道
教
で
も
頒
布
す
る
。
そ
の

印
本
も
案
外
に
早
く
か
ら
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
朱
泥

(
印
肉
)
を
つ
け
て
印
を
お
す
こ
と
は
、
道
教
で
始
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
評
者
に
は
こ
れ
を
鐙
す
べ
き
資
料
が
今
ま
だ
無
く
空
想
に
と
ど
ま
る
け
れ

ど
も
、
印
刷
術
の
設
建
に
は
道
数
も
一
役
買
っ
て
い
そ
う
な
気
が
す
る
。

宋
元
以
後
の
刊
本
の
話
は
、
ま
っ
た
く
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
活
字
版
の
項

は
特
に
お
も
し
ろ
い
。
宋
代
に
畢
昇
が
活
字
を
考
案
し
た
こ
と
は
、
「
夢
渓
筆

談
」
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
記
載
に
従
っ
て
、
著
者

が
陶
磁
印
の
専
門
家
と
と
も
に
試
み
た
質
験
で
は
、
泥
の
活
字
と
い
う
も
の
が

(
質
は
素
焼
の
う
ち
に
字
を
彫
り
、
さ
ら
に
焼
い
て
固
め
る
〉
、
賞
用
に
は
い

ろ
い
ろ
不
使
が
あ
る
と
分
っ
た
と
い
う
(
二
六
四
ペ
ー
ジ
以
下
)
。
彫
り
に
く

そ
う
な
木
活
字
が
、
か
え
っ
て
多
く
使
わ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
ま
た
漢
文
の

書
籍
の
活
字
版
で
刷
っ
た
本
の
質
物
は
宋
元
時
代
の
も
の
は
現
存
し
な
い
。
今

見
ら
れ
る
最
古
の
活
字
版
本
は
十
四
世
紀
の
西
夏
文
字
の
併
典
で
あ
る
(
二
七

0
ペ
ー
ジ
以
下
。
こ
れ
は
著
者
の
護
見
で
あ
っ
て
、
印
刷
の
歴
史
の
書
物
に
は

載
っ
て
い
な
い
)
。
こ
の
愛
見
の
端
緒
と
な
っ
た

十
年
ほ
ど
前
の
一
目
、
評
者

も
た
ま
た
ま
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
が
、
(
西
夏
文
の
「
華
巌
経
」
の
数
容
に

つ
き
〉
「
活
字
に
墨
を
つ
け
、
一
身
手
で
捺
し
た
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
の
ち

精
査
の
折
に
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
評
者
の
考
え
及
ば
ぬ
所
で
あ
っ

た
著
者
の
思
い
違
い
と
想
わ
れ
る
貼
が
な
い
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
石

経
」
の
節
で
、
石
に
儒
数
の
経
書
を
刻
し
た
最
初
で
あ
る
後
漢
の
燕
一
中
石
経
に

つ
い
て
、
「
易
経
以
下
九
つ
の
経
典
」
と
あ
る
(
二
四
二
ペ
ー
ジ
)
は
何
か
の

ま
ち
が
い
で
、
こ
の
石
経
は
論
語
を
加
え
て
も
七
種
に
し
か
な
ら
な
い
(
「
周

易」

「倫
書
」「
詩
」「
儀
櫨
」
「
春
秋
」

「論
語
」
の
う
ち
、
「
春
秋
」
は
「
経
」

と
「
公
羊
侍
」
を
二
つ
に
数
え
て
七
つ
と
な
る
)
。
誤
植
か
も
知
れ
な
い
。
も

う
一
つ
だ
け
翠
げ
る
と
、
二
五
四
ペ
ー
ジ
の
園
版
九
六
に
後
漢
書
(
京
大
人
文

科
皐
研
究
所
蔵
)
の
骨
局
員
が
「
元
版
の
一
例
L

と
し
て
出
て
い
る
の
は
合
鮎
が

ゆ
か
な
い
。
評
者
の
質
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
は
明
白
に
南
宋
の
刊
本
で

あ
り
、
海
内
の
孤
本
と
い
う
べ
き
精
艇
で
あ
る
。
も
し
何
か
元
版
と
認
め
る
べ

き
設
践
が
あ
る
な
ら
ば
、
提
示
を
希
望
す
る
。
こ
れ
は
箪
な
る
誤
植
で
は
あ
り

え
な
い
か
ら
敢
え
て
一
言
し
て
お
く
。

本
書
は
初
め
に
言
っ
た
如
く
、
文
字
と
書
き
物
を
劉
象
と
し
た
「
文
化
史
」
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で
あ
っ
て
、
考
古
皐
と
古
文
書
皐
お
よ
び
技
術
史
を
総
合
し
た
新
し
い
領
域
を

ひ
ら
き
、
創
見
に
満
ち
た
著
述
で
あ
る
。
叙
述
、が
卒
明
で
る
る
放
を
も
っ
て
通

俗
書
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
事
問
的
償
値
は
極
め
て
高
い
。

一
見
し
て
、

は
な
は
だ
容
易
な
よ
う
な
護
言
も
、
す
べ
て
著
者
の
多
年
の
調
査
と
研
究
が
背

後
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
著
者
の
撃
問
(
特
に
本
書
に
あ
ら
わ
れ
る
限
り
)
に

つ
い
て
は
、
羅
振
玉
が
王
園
維
の
「
観
堂
集
林
」
に
序
し
て
言

っ
た
数
語
を
移

し
て
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
日
く
「
徴
君
(
王
国
維
を
さ
す
〉
の

護
婦
、
園
朝
二
百
徐
年
中
に
於
て
最
も
程
易
幡
町
(
落
田
〉
先
生
及
び
臭
察
粛
(
大

激
〉
中
丞
に
近
し
。
程
君
の
書
は
、
精
識
を
以
て
勝
り
、
而
し
て
目
験
を
以
て

之
を
輔
く
。
:
:
:
奥
君
の
書
は
、
全
く
近
出
の
文
字
器
物
を
以
て
言
を
立
つ
。

其
の
源
は
程
君
に
出
で
て
、
而
し
て
精
博
は
則
ち
之
に
遜
る
。
徴
君
は
程
君
の

皐
識
を
具
え
、
奥
君
の
軌
踊
に
歩
す
。
叉
た
古
文
字
古
器
物
の
大
い
に
出
づ
る

世
に
嘗
る
。
故
に
其
の
規
撫
は
程
君
よ
り
大
に
し
て
市
し
て
精
博
は
呉
君
に
過

ぎ
た
り
。
」
程
落
田
の
事
問
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
「
目
験
」
の
二
字
は
藤
校
教

授
の
場
合
に
も
適
切
な
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
れ
東
西
諸
園
の
文
字
語
言

に
遇
、ぜ
ら
れ
る
鮎
に
至
つ
て
は
、
教
授
は
王
園
維
を
ふ
く
め
た
諸
家
の
上
に
駕

し
て
出
づ
と
稽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
博
通
と
精
識
に
加
え
、

多
才
多
慈

の
著
者
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
本
書
は
豆
冊
で
は
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
「
規
傑
大

な
り
」
と
謂
う
べ
き
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
(
小
川
環
樹
)
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中
園
近
代
化
の
経
済
構
造

横

英

著

山

昭
和
四
十
七
年
三
月

A
5
剣
一
二
一
一
頁

東
京

亜
紀
書
房

周
知
の
と
お
り
、
戟
後
に
め
、
ざ
ま
し
い
進
展
を
と
げ
た
と
い
わ
れ
る
明
清
史

の
主
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
所
謂
「
資
本
主
義
の
萌
芽
問
題
」
が
あ
っ
た
。

「
資
本
主
義
の
萌
芽
」
と
い
う
用
語
は
中
園
か
ら
の
借
り
も
の
で
あ
る
が
、
中

園
祉
曾
に
制
到
す
る
停
滞
論
的
理
解
へ
の
批
判
と
克
服
、
一
九
四
九
年
を
頂
貼
と

す
る
中
園
の
政
治
的
繁
革
の
歴
史
的
性
格
の
追
求
と
い
う
目
的
意
識
を
も
っ

て
、
一
時
期
、
か
な
り
の
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
著
者
も
ま

た
、
こ
の
事
問
的
活
況
を
う
み
だ
し
た
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程

で
、
個
別
論
文
と
し
て
登
表
さ
れ
た
蓄
積
を
基
礎
と
し
て
成
っ
た
の
が
、
本
書

で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
う
か
が
う
の
に
便
利
で
あ
る
か
ら
、
は
じ
め
に
、
目
次

を
掲
げ
て
お
こ
う
。

緒
昔
一
回

第
一
部
清
代
の
都
市
絹
織
物
業
の
生
産
形
態

第
一
章
研
究
上
の
問
題
鮎

第
二
章
生
産
組
織
の
分
析

第
一
節
生
産
諸
形
態

第
二
節
機
屋
の
経
営

第
三
節
元
機
屋
と
賃
機
屋
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