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ω貧
困
の
原
因
に
「
散
線
賜
」
が
あ
る
。
著
者
は
そ
れ
を
貧
函
の
原
因
と
し

て
し
か
意
味
づ
け
て
い
な
い
が
、
貧
困
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
散
線
賜
」

す
る
の
は
何
故
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
評
者
は
、
官
僚

た
る
も
の
清
潔
た
る
べ
し
、
財
を
貧
つ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
省
時
の
債
値
理
念

が
そ
の
行
震
の
基
底
に
存
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
も
「
散
」
ず
る

封
象
は
大
盤
宗
族
が
多
い
。
と
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
散
線
賜
」
と
は
、
官

僚
の
倫
理
的
要
請
か
ら
起
り
、
宗
族
と
の
精
紳
的
連
絡
を
保
つ
た
め
の
手
段
だ

と
い
う
解
穫
も
可
能
に
な
る
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
、
彼
ら
は
、
き
わ
め
て
自
究

的
な
存
在
な
の
で
あ
っ
て
、
貧
困
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
寄
生
的
性
格
が
う
す
い

と
い
う
解
穆
も
成
り
立
ち
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
が
「
寄
生
官
僚
制
」
設
に
劃
す
る
評
者
の
疑
問
で
あ
る
が
、
「
寄
生
官

僚
制
」
展
開
の
原
動
力
H
H
主
要
因
は
何
か
、
更
に
、
一
ι

次
、
二
次
、
三
次
と
劃

期
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
門
関
祉
合
聞
に
質
的
相
濯
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た

疑
問
が
、
遇
措
帆
す
る
う
ち
に
湧
い
て
き
た
と
と
を
附
け
加
え
て
お
く
。

最
後
に
、
本
書
全
健
に
劃
す
る
感
想
を
述
べ
て
拙
許
を
お
わ
る
ζ

と
に
し
た

著
者
は
、
木
書
を
通
じ
て
、
乙
の
時
期
の
吐
曾
は
私
的
利
害
関
係
に
よ
っ
て

展
開
す
る
と
、
暗
に
主
張
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
評
者
に
は
受
取
れ
た
。
著
者

は
そ
れ
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
と
し
て
考
え
て
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
果
し
て

ζ

の
時
期
の
祉
曾
は
そ
の
よ
う
な
私
的
利
害
関
係
の
み
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
評
者
は
、
私
的
利
害
関
係
に
よ
る
動
き
と
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と

す
る
動
き
が
封
立
・
媒
介
し
合
っ
て
い
る
と
ζ

ろ
に
と
そ
、
乙
の
時
期
の
歴
史

展
開
の
原
動
力
が
存
す
る
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う

に
封
立
・
媒
介
し
合
っ
て
い
る
の
か
、
乙
の
貼
も
本
書
を
通
讃
し
て
考
え
さ
せ

ら

れ

た

問

題

の

一

つ

で

ゐ

る

。

(

東

耳

目

次

)

モ

ン

ゴ

ル
秘
史
|
|
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
物
語
|
|

村

上

正

二
課
注

卒
凡
社
(
東
洋
文
庫
一
六
一
二
二

O
九

二

九

四
)

B

M

W

剣

全
三
省

1

昭
和
四
十
五
年
五
月
三
五
五
頁
(
地
闘
系
圏

各
一
葉
)
、

2

昭
和
四
十
七
年
四
月
四
三
三
頁、

3

昭

和
五
十
一
年
八
月
四
四
六
頁
(
通
審
索
引
、
地
闘
一
葉
〉

本
書
は
、
チ
ン
ギ
ス
汗
時
代
の
モ
ン
ゴ
ル
に
関
す
る
最
も
主
要
な
史
料
の
一

つ
で
あ
る
『
元
朝
日
脚
史
』
全
容
の
評
注
で
、
底
本
に
は
四
部
叢
刊
木
を
用
い
る
。

全
十
二
容
を
三
部
に
分
け
、

1

(
単位一

J
四〉、

2

(
省
五
J
八〉、

3

(谷

九
J
十
一
一
)
と
枚
め
ら
れ
て
お
り
、
線
頁
数
は
千
頁
を
優
に
越
え
る
歴
倒
的
な

鉦
冊
と
な
っ
て
い
る
。
本
葬
注
に
先
立
っ
て
、
我
園
K
は
四
種
の
翻
謬
が
刊
行

さ
れ
て
い
た
が
、
今
回
の
村
上
氏
の
課
業
の
日
本
に
於
け
る
「
秘
史
翻
謬
史
」

上
の
位
置
を
確
認
す
る
震
の
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
列
穆
し
て
み
よ
う
。
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『
成
吉
思
汗
貫
録
』

大
日
本
闘
書
〔
底
本

那
珂
通
世
一
九

O
七
年

H
H
文
廷
式
篤
本
〕

〈
新
版
(
一
九
四
三
年
筑
摩
書
房
〉
に
は
各
種
索
引
、
文
献
目
録
、
そ
の

他
の
付
載
を
加
え
る
。
但
し
、
元
版
と
頁
省
り
行
数
が
異
な
る
の
で
、
頁

数
に
ス
レ
が
生
じ
、
参
照
引
用
に
多
大
の
障
碍
を
来
た
す
に
至
っ
た
〉

二
小
林
高
四
郎
一
九
四

O
年
『
蒙
古
の
秘
史
』
生
活
枇
〔
底
本
H
葉

徳
輝
本
及
び
四
部
叢
刊
本
〕

〈
な
お
、
同
氏
『
元
朝
秘
史
の
研
究
』

(
日
本
島
平
術
振
興
曾

一
九
五
四
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年
)
の
序
文
に
、
乙
の
謀
本
の
他
「
課
注
、
研
究
篇
、
語
奨
僻
典
、
校
勘

記
が
あ
り
、

何
れ
も
別
に
刊
行
す
る
竣
定
で
あ
る
」
(
序
文
三
頁〉
、
と
い

う
が
、
ま
だ
賓
現
に
は
至
っ

て
い
な
い
。
ま
た
、
特
に
謬
注
に
つ
い
て
は

「
私
は
既
に
之
が
全
面
的
改
訂
を
畢
へ
た
の
で
、
や
が
て
面
白
を
一
新
し

て
公
刊
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
(
同
前
書
二
二
頁
)
と
見
え
る
が
、
未
，
に
上

梓
を
み
て
い
な
い
。
乙
れ
ら
の
柚
原
告
や
、
該
隷
書
の
注
の
量
な
ど
か
ら
推

察
す
る
と
、
乙
れ
は
試
誇
的
な
存
在
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
〉

三

山

口

修

一
九
六
一
年
『
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
賞
録
』
筑
摩
書
一
男
性
界

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
全
集
辺
(
一

一二
三
J
三
O
四
頁
)
〔
底
本
H
明
記
せ

ず
〕〈

後
述
す
る
通
り
、
幾
つ
か
の
新
機
軸
と
、
随
慮
に
挿
入
さ
れ
た
系

園
、
地
闘
な
ど
の
配
慮
に
よ
っ

て
、
所
謂
「
一
般
向
け
」
の
謬
と
し
て
、

一
つ
の
有
り
う
べ
き
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
〉

四
岩
村
忍
一
九
六
三
年
ヨ
冗
朝
秘
史
1

チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
貫
録
』
中

央
公
論
一位
中
公
新
書

一
八
〔
底
本
H
H
明
記
せ
ず
〕

〈「
リ
l
タ
フ
ル
な
形
」
で
、
一
般
に

『
秘
史
』
を
停
え
る
と
い
う
趣
旨

に
よ
り
、
適
宜
省
略
に
従
う
。
卸
ち
、
厳
密
に
い
え
ば
、
完
認
で
は
な
い
ゾ

以
上
の
如
く
で
あ
る
(
乙
の
他
に
、
一
九
一
七
年
に
朝
鮮
研
究
曾
(
京
城
)

か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
元
朝
秘
史
註
』
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
李
文
田

『
元
朝
秘
史

注
』
よ
り
の
再
評
で
あ
り
、
一
腹
除
外
し
た
)
。
な
お
、
乙
と
で
是
非
一
言
し

て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
翻
何
時
の
内
で
、
口
県
の
意
味
で
の
諜
注
|
|
卸
ち
、

全
容
に
わ
た
っ
て
仔
細
に
問
題
貼
を
捉
え
、
か
つ
検
討
す
る
と
い
う
作
業
を
徹

底
し
て
行
な
っ
て
い
る
も
の
ー
ー
と
自
他
と
も
に
首
肯
し
う
る
の
は
、
那
珂

ハ
一
九

O
七
〉
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
現
象
で
あ
る
。

き
て
、
右
の
如
き
『
秘
史
』
翻
謬
状
況
を

念
頭
に
置
い
て
、
最
近
の
『
秘

史
』
研
究
に
見
ら
れ
る
ト
ピ
ッ
ク
を
探
っ
て
み
る
と
、
最
も
重
要
な
も
の
と
し

て
、
そ
の
年
代
記
的
側
面
(
と
り
わ
け
年
代
記
述
)
に
於
け
る
明
白
な
歪
曲

が
、
正
し
く
も
指
摘
さ
れ
た
事
を
摩
げ
え
よ
う
(
吉
田
順
一
「
元
朝
秘
史
の
歴

史
性
ー
そ
の
年
代
記
的
側
面
の
検
討
l
」

『史
観
』

七
八
、
一
九
六
八
年
な

ど
〉
。
そ
し
て
、

ζ

の
方
面
か
ら
の
考
察
は
、
『
秘
史
』
の
普
通
の
意
味
で
の
史

料
と
し
て
の
償
値
さ
え
も
、
全
面
的
に
否
む
よ
う
な
極
論
ま
で
生
ん
だ
。
し
か

し
『
秘
史
』
の
重
要
性
は
、
こ
れ
ら
新
し
い
親
貼
か
ら
の
仮
借
な
い
検
討
に
も

拘
ら
ず
、
線
鐙
と
し
て
は
、
さ
ほ
ど
滅
失
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
『
-秘
史
』
に
は
、
宮
に
狭
い
意
味
で
の
「
年
代
記
」
と
し
て
の

一
面
の
み
な
ら
ず
、
別
の
見
地
か
ら
の
批
判
門
的
な
考
察
を
誘
起
督
駒
し
、
ま
た

そ
れ
を
徒
労
に
柑
膨
ら
せ
な
い
だ
け
の
、
多
面
的
な
「
史
料
」
と
し
て
の
属
性
が

確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
ζ

ろ
か
、
見
方
を

費
え
れ
ば
、
『
秘
史
』
へ
の
精
密
か
つ
多
様
な
比
較
結
検
と
い
う
新
た
な
方
法

に
よ
る
乙
の
種
の
研
究
の
出
現
に
よ
っ
て
、
我
々
は
該
史
料
に
蔚
大
な
未
開
拓

の
研
究
分
野
が
横
た
わ
っ
て
い
る
事
に
、
改
め
て
思
い
を
致
す
に
至
っ
た
と
い

-え
L
4

・コ。
乙
の
よ
う
な
研
究
上
の
新
た
な
局
面
に
立
ち
、

『秘
史
』
撃
の
進
展
に
更
に

拍
車
を
加
え
る
か
の
よ
う
に
、
今
問
題
に
し
て
い
る
村
上
正
二
氏
の
最
新
の
謬

注
が
、
前
後
七
年
を
要
し
て
乙
の
程
よ
う
や
く
完
結
を
み
た
の
で
あ
る
。

乙
の
、
本
邦
第
五
番
目
の
新
謬
注
は
、
先
行
の
諸
課
業
に
射
し
て
、
ど
の
よ

う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
よ
り
も
先
づ
、

喜
び
を
も
っ
て

言
い
た
い
の
は
、
本
書
が
、
諜
注
者
自
身
の

そ
ン
コ
ル
同
学
者
と
し
て
の
赫
々
に

る
キ
ャ
リ
ア
の
、
質
り
多
き
中
間
報
告
で
あ
る
と
同
時
に
、
『
秘
史
』
研
究
史

上
に
異
に
意
義
深
い
マ
イ
ル
ス
ト
ー

ン
と
し
て
位
置
づ
け
し
う
る
内
容
を
も
っ

-136ー
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て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

官
頭
に
も
列
摩
し
た
よ
う
に
、
元
来
我
園
は
『
秘
史
』
の
爾
謬
の
最
多
産
圏

で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
『
秘
史
』
研
究
の
禦
明
期
に
初
め
て
公
刊
さ
れ
た

謬
注
|
|
即
ち
那
珂
(
一
九

O
七
)
|
|
が
、
ζ

の
圏
の
言
葉
で
篤
さ
れ
た
乙

と
、
し
か
も
そ
の
質
た
る
や
、
本
書
に
於
い
て
も
「
最
近
相
つ
い
で
現
わ
れ
た

内
外
の
碩
撃
の
『
秘
史
』
の
評
注
蓄
に
比
し
て
、
乙
の
那
珂
の
『
貫
録
』
が
放
つ

燦
然
た
る
光
で
は
、
い
ま
だ
に
奪
末
の
衰
え
を
見
せ
て
い
な
い
」

(
2
の
-w
頁
)

と
い
わ
れ
る
如
く
、
驚
異
的
に
高
い
水
準
を
示
し
て
い
た
、
と
い
う
事
情
に
基

づ
く
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
我
々
は
、
誇
り
を
以
て
依
援
し
う

る
『
秘
史
』
の
諜
注
を
、
世
界
に
先
駆
け
て
得
る
事
が
で
き
た
(
或
い
は
、
得

て
し
ま
っ
た
〉
の
で
あ
る
。

ζ

の
偉
大
な
先
翠
の
手
で
、
し
か
も
殆
ん
ど
濁
力

で
開
墾
さ
れ
た
地
に
、
そ
の
あ
と
モ
ン
ゴ
ル
撃
の
塑
か
な
結
賓
が
何
ほ
ど
か
有

り
え
た
の
も
蓋
し
笛
然
と
い
え
よ
う
。
我
々
は
、
本
書
の
出
現
に
よ
っ
て
、
貨

に
七
十
年
の
長
き
を
闘
し
て
、
迭
に
碩
儒
那
珂
通
世
の
記
念
碑
的
な
割
開
業
に
謝

す
る
誠
賓
な
改
訂
を
得
た
思
い
で
あ
る
。
草
創
期
の

E
星
も
以
て
膜
す
べ
し
、

と
い
え
よ
・
フ
。

勿
論
、
前
述
の
如
く
、
何
種
か
の
謬
業
が
乙
の
聞
に
刊
行
さ
れ
た
し
、
そ
の

夫
々
に
見
る
べ
き
収
穫
が
め
っ
た
事
も
否
定
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
我
々
は
、

そ
れ
ら
後
績
の
隷
書
の
刊
行
意
闘
に
、
奇
し
く
も
共
通
す
る
姿
勢
を
見
出
し
う

る
で
あ
ろ
う
。
卸
ち
、
那
珂
の
謬
文
を
ば
難
解
で
あ
る
と
許
し
、
一
般
用
に
も

っ
と
讃
み
易
い
形
の
も
の
を
提
供
す
る
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
確
か
に

那
珂
の
格
調
の
高
い
擬
古
文
に
は
、
斯
様
な
指
摘
を
招
く
節
も
な
〈
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
筆
者
の
個
人
的
見
解
と
し
て
は
、
あ
の
周
到
な
配

慮
|
|
『
貫
録
』
の
序
論
を
一
見
せ
よ
ー
ー
を
行
な
っ
た
上
で
の
蒼
古
の
趣
き

を
湛
え
た
謬
文
が
、
理
解
し
難
い
程
に
ま
で
、
我
園
の
文
運
が
凋
落
し
た
と
は

思
え
な
い
の
で
あ
る
が

:
・
・
。
筆
者
の
こ
の
考
え
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
『
秘

史
』
の
引
用
が
、
大
抵
那
珂
の
謬
文
を
以
て
食
さ
れ
て
い
る
事
賓
に
よ
っ
て

も
、
あ
る
程
度
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
那
珂
の
課
業
に
も
、
誤
謬
が
た
ま
さ
か
見

え
る
事
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
小
林
(
一
九
四

O
)
が
、
そ
の
序
文
中
で

「
歴
史
家
は
何
等
の
批
判
も
な
く
貫
録
を
引
用
し
て
立
論
の
根
援
と
す
る
」
(
序

文
六
頁
)
弊
を
論
難
し
た
の
も
、
そ
の
迭
の
事
情
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
と
れ
は
全
く
そ
の
責
め
を
斯
か
る
引
用
者
に
錦
す
べ
き
性
質
の
も
の
で

あ
っ
て
、
お
よ
そ
原
文
と
校
合
批
正
し
な
い
で
「
批
剣
も
な
く
」
謬
文
を
引
用

す
る
な
ど
、
寧
ろ
そ
の
事
自
僅
が
異
常
な
の
で
あ
る
。
引
用
さ
れ
る
側
の
謬
書

の
寝
趨
と
、
引
用
者
の
見
識
と
は
全
く
別
の
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者

は
、
例
え
ば
小
林
〈
一
九
四

O
〉
の
「
解
題
」
に
「
ほ
ん
の
一
例
」
(
二

O
頁
)

と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
よ
う
な
、
那
珂
の
誤
り
の
あ
り
方
が
、
途
に
何
人
の
手
に

よ
っ
て
も
き
ち
ん
と
し
た
形
で
整
理
さ
れ
な
か
っ
た
の
を
、
那
珂
の
謬
注
と

『
秘
史
』
研
究
の
進
歩
の
矯
に
惜
し
む
も
の
で
あ
る
。
若
し
そ
の
よ
う
な
マ
↑
一

ュ
ア
ル
形
式
の
も
の
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
那
珂
の
孤
濁
な
苦
闘
を
顕

彰
し
、
ま
た
そ
の
後
皐
へ
の
身
に
剰
る
皐
恩
に
針
す
る
何
よ
り
も
員
撃
な
返
趨

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
嘗
然
「
無
批
列
な
引
用
」
と
い
う
よ
う
な
不
幸
な
事

態
も
避
け
え
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
那
珂
の
推
厳
の
限
り
を
蓋
し
た
謬
注
は
、

盆
々
定
謬
と
し
て
の
位
置
を
固
め
て
、
常
に
今
目
的
な
も
の
と
し
て
有
数
な
利

用
を
さ
れ
た
事
で
あ
ろ
う
。
新
た
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
素
謬
を
綴
出
さ
せ
る
事

よ
り
も
、
俊
一

4

ろ
今
述
べ
た
よ
う
な
地
味
な
検
討
作
業
と
そ
が
行
な
わ
れ
る
べ
き

で
は
な
か
っ
た
か
。

と
こ
ろ
で
本
書
の
序
文
に
も
、
乙
の
一
種
定
型
化
し
た
〈
那
珂
H
難
解
〉
の

パ
タ
ー
ン
が
現
わ
れ
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
結
果
と
し
て
そ
の
謬
業
は
、
屋

上
屋
を
重
ね
る
の
弊
に
陥
る
事
は
|

|
幸
い
に
し
て
|
|
な
か
っ
た
。
ζ
ζ

で
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の
謬
注
者
の
畏
の
狙
い
が
、
「
一
般
向
げ
」
の
讃
み
易
い
新
認
を
提
供
す
る
に

あ
っ
た
だ
け
で
な
い
事
は
、
彫
心
制
撤
回
{
円
の
極
み
と
で
も
い
う
べ
き
韻
文
の
謬
を

一
瞥
す
れ
ば
思
い
半
ば
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
思
念
の
限
り
ゅ
守
護
し
た
槻
さ
え

あ
る
一
つ
一
つ
の
謬
語
は
、
「
卒
易
な
改
評
」
を
、
と
い
う
笛
初
の
措
{疋
と
は

間
々
相
容
れ
ぬ
よ
う
に
は
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

徒
し
事
め
い
た
前
置
き
は
さ
て
措
き
、
庖
大
な
本
書
の
メ
リ
ッ
ト
に
注
目
し

て
み
よ
う
。
先
ず
第
一

に
、
ま
た
笛
然
の
事
乍
ら
、
そ
れ
が
隷
注
と
い
う
ス
タ

イ
ル
を
と
っ
て
い
る
貼
で
あ
る
。

乙
れ
だ
け
の
密
度
の
注
を
付
す
と
い
う
事

は
、
箪
に
謬
注
者
の
数
十
年
に
亙
る
『
秘
史
』
研
究
の
、
そ
し
て
モ
ン
ゴ
ル
夙
寸

の
知
見
の

E
大
な
蓄
積
を
盤
縮
し
て
開
陳
す
る
と
い
う
極
め
て
償
値
あ
る
作

業
、
と
の
許
債
.た
け
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
乙
の
場
合
の
よ
う
に
、
史
料

の
禰
誇
と
い
う
時
に
は
、
注
は
刊
拝
者
の
知
っ
て
い
る
事
と
知
ら
な
い
事
と
を
、

冷
般
な
ま
で
に
第
三
者
に
告
げ
る
標
識
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ

は、

傍
誇
及
び
総
詳
の
二

つ
の
ヒ
ン
ト
に
よ
り
、
不
明
の
部
分
を
糊
塗
し
て
課

し
去
る
と
い
う
、
考
え
様
に
よ
っ
て
は
誘
惑
的
な
捷
径
を
自
ら
の
手
で
塞
ぐ
事

と
同
義
で
あ
る
(
何
と
い
っ
て
も

『
秘
史
』
は
、
総
評
を
い
わ
ば
重
課
し
て
い

て
も
、
そ
の
旨
明
記
せ
ぬ
限
り
、
第
三
者
に
は
そ
の
迭
の
事
情
は
緋
別
し
難

い
、
と
い
う
事
が
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
危
険
な
構
造
を
本

来
的
に
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
)
。
と
も
か
く
、

ζ

の
彩
し
い
量
の
注
に
よ
り
、

我
々
は
『
秘
史
』
を
め
ぐ
る
研
究
が
ど
の
段
階
に
あ
る
の
か
、
或
い
は
ど
れ
だ
け

の
問
題
が
解
決
さ
れ
、
或
い
は
考
察
を
拒
ん
で
立
ち
塞
が
っ
て
い
る
か
、
と
い
う

事
ま
で
も
一
貫
し
て
知
り
う
る
に
至
っ
た
。
乙
れ
は
私
的
な
感
慨
で
あ
る
が
、

筆
者
の
如
く
研
究
の
と
ば
口
に
つ
い
た
ば
か
り
で
、
そ
の
閥
心
も
極
め
て
偏
狭

と
い
う
者
に
と
っ
て
は
、
乙
れ
ら
諸
問
題
貼
を
通
覧
し
う
る
事
の
有
難
き
は
一

入
身
に
泌
み
る
の
で
あ
る
。
乙
の
意
味
で
、
特
に
今
回
の
『
秘
史
』
の
邦
謬
は

誇
注
者
に
人
を
得
た
と
確
言
す
る
事
が
で
き
よ
う
。

第
二
に
、
す
ぐ
れ
て
外
見
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
邦
謬
と
し
て
は

初
め
て

「節
」
に
よ
る
表
示
を
採
用
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
我
園
の

モ
ン

ゴ
ル
撃
、
就

中
今
問
題
に
し
て
い
る

『
秘
史
』
の
評
業
は
、
か
く
も
多
き
を
数
え
る
わ
り
に

は
、
諸
外
園
で
言
及
さ
れ
る
事
が
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
日
本
語

の
言
語
的
少
数
性
、
園
際
交
流
の
不
足
な
ど
様
々
な
要
素
が
錯
綜
し
て
い
る
の

で
ゐ
ろ
う
が
、

『秘
史
』
研
究
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
先
づ
そ
の
引
用
の
際
の
表

示
形
式
の
差
異
に
誰
し
も
気
が
つ
乙
う
。
欧
米
の

『
秘
史
』
研
究
は
、
各
段
落

毎
に
そ
の
末
尾
に
小
字
で
総
評
が
付
さ
れ
る
、
匡
切
り
の
判
り
易
い
原
典
の
叙

述
様
式
に
基
づ
い
て
、
節
(
一
つ
の
段
落
)
に
よ
っ
て
或
る
個
所
を
示
す
方
法

が
夙
よ
り
定
着
し
て
い
た
(
笛
然
そ
乙
で
は
、
倉
敷
は
第
二
義
と
な
る
〉
。
そ

れ
に
劉
し
我
園
で
は
、
停
統
的
な
漢
籍
の
引
用
表
示
形
式
を
裂
い、

各
数
が
第

一
の
要
件
と
な
り
、
そ
の
次
に
何
葉
目
、
何
行
と
表
わ
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ

た

(
勿
論
、
言
語
撃
的
研
究
な
と
で
、
文
中
の
或
る
特
定
の
車
語
を
示
す
時
な

ど
は
、
内
外
を
問
わ
ず
怨

・
葉
・
行
の
表
示
に
従
う
)
。
そ
し
て
、
我
園
の
こ

の
奮
套
(
或
い
は
停
統
)
は
、
本
書
が
出
現
す
る
ま
で
墨
守
さ
れ
描
明
け
た
。
ζ

の
テ
ク
ニ
カ
ル
な
阻
断
は
、
彼
我
相
互
に
無
視
し
難
い
阻
害
要
因
で
あ
り
綴
け

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
、
欧
米
の

『
秘
史
』
研
究
の
参
照
に
便
な
る
よ

う
に
と
て
、
自
分
の
手
で
節
の
通
し
養
鋭
を
書
き
込
む
努
か
ら
迭
に
解
放
さ
れ

た
。
諸
外
園
の
研
究
者
も
、
と
の
行
き
届
い
た
廃
置
に
よ
っ
て
、
多
く
の
恩
恵

を
受
け
る
事
に
な
る
だ
ろ
う
。
近
来
の
慶
事
と
い
う
べ
き
配
慮
で
あ
る
。

第
三
に
、
『
秘
史
』
の
い
わ
ば
「
さ
わ
り
」
で
あ
る
韻
文
の
部
分
を
完
全
に
改

行
し
て
、
他
か
ら
明
瞭
に
匿
分
し
て
い
る
事
も
見
逃
せ
ぬ
庭
置
で
あ
る
。
乙
れ

は
、
本
邦
の
誇
と
し
て
は
、
曾
て
山
口
(
一
九
六
一
)
に
も
採
用
さ
れ
た
シ
ス

テ
ム
で
あ
る
が
、
本
書
は
更
に
そ
れ
を
徹
底
し
て
い
る
。
と
の
韻
文
の
部
分
が
、
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『
秘
史
』
が
含
み
持
つ
様
々
の
性
格
の
一
つ
|
|
卸
ち
英
雄
叙
事
詩
的
な
要
素

ー
ー
を
代
表
し
て
い
る
事
は
周
知
の
如
く
で
ゐ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
観
覧
的
に

も
際
立
て
ら
れ
る
と
、
愈
々
そ
の
方
向
の
考
察
の
必
要
性
を
痛
感
せ
ざ
る
を
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
併
せ
て
我
々
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
皐
者
が
説
く
、
『
秘
史
』
に

先
立
つ
無
文
献
時
代
を
、
ロ
承
文
撃
の
時
代
と
位
置
づ
け
る
、
周
知
の
通
り
の

息
の
長
い
設
定
を
、
真
剣
に
傾
聴
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
四
に
、
『
秘
史
』
の
史
料
と
し
て
の
性
格
に
謝
す
る
見
解
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
事
が
注
目
さ
れ
る
。
前
述
吉
田
氏
の
研
究
以
来
、
年
代
記
と
し
て
の
『
一
秘

史
』
の
史
料
債
値
が
批
判
の
的
と
な
っ
て
き
た
が
、
逆
に
そ
れ
を
積
極
的
に
認

め
よ
う
と
す
る
評
注
者
の
立
場
か
ら
の
、
一
番
新
し
い
段
階
に
於
け
る
様
々
の

指
摘
は
、
説
得
的
な
部
分
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
『
秘
史
』
の
歴
史

記
述
の
手
法
は
、
「
編
年
鰻
的
記
述
様
式
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
物
語
的

記
述
様
式
」
と
で
も
い
う
べ

き
濁
特
の
方
法
論
に
嬢
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
、

と
の
新
し
い
定
義
が
提
出
さ
れ
て
い
る

(
1
の
一
一
一
一
七
頁
)
。
ま
た
『
秘
史
』

に
多
く
見
ら
れ
る
、
虚
賓
不
分
明
の
記
述
に
就
い
て
は
、
〈
パ
ル
ジ
ュ
ナ
の
水

飲
み
〉
の
部
分
の
注
で
言
及
し
、
停
承
に
基
づ
く
塩
構
が
混
入
し
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
、
全
て
を
そ
の
観
鮎
か
ら
断
ず
れ
ば
、
「
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
停
記

自
鰻
が
虚
構
の
歴
史
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
も
生
じ
て
来
よ
う
。
歴
史
叙

述
に
お
け
る
翼
賓
と
虚
構
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
」
〈
2
の一一一

O
頁
)
斯

か
る
叙
述
は
取
扱
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
も
見
ら
れ
る
。
乙
の
史
料
批

判
上
の
心
得
の
原
貼
に
立
ち
返
っ
て
の
意
見
は
、
と
も
す
れ
ば
度
を
過
ど
し
が

ち
と
も
い
え
る
よ
う
な
『
秘
史
』
の
史
料
債
値
に
糾
問
す
る
指
揮
K
態
え
た
、
穏

健
で
は
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
だ
け
に
揺
ぎ
な
い
鍛
案
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
な
お
、
謬
注
者
の
、
『
秘
史
』
の
史
料
的
債
値
へ
の
疑
問
が
明
ら
か

な
形
で
提
示
さ
れ
た
段
階
以
降
に
於
け
る
、
本
見
解
に
先
立
つ
多
史
料
と
し
て

の
『
秘
史
』
親
。
は
、
一
九
六
八
年
の
時
黙
で
の
も
の
が
知
り
う
る
(
野
尻
湖

ク
リ
ル
タ
イ
の
『
秘
史
』
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
席
上
で
の
護
言
。
そ
の
記
録
は
、
岡

田
英
弘
「
第
五
回
野
尻
湖
ク
リ
ル
タ
イ
」
『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研

究
』
二
、
一
九
六
九
年
、
二
一

O
頁
に
見
え
る
)
が
、
そ
の
際
の
も
の
と
比
べ

て
も
、
今
回
の
諸
言
及
は
遥
か
に
積
極
的
な
姿
勢
か
ら
篤
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

第
五
に
、
系
園
や
地
固
な
ど
の
視
覚
的
な
援
助
が
必
要
に
謄
じ
て
随
慮
に
挿

入
さ
れ
て
い
る
の
も
有
難
い
。
ー
の
谷
末
に
付
さ
れ
た
「
モ
ン
ゴ
ル
部
族
の
系

園」

で
は
、
同
時
代
史
料
と
の
校
定
の
上
で
闘
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
各
史
料

に
よ
る
名
稽
の
異
同
が
一
目
瞭
然
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
議
系
闘
の

中
で
も
謬
注
者
は
、
従
来
通
行
し
て
い
た
世
系
上
の
錯
誤
を
、
該
時
代
研
究
の

成
果
に
よ
っ
て
良
く
批
正
し
て
い
る
。
今
後
、
本
書
で
提
示
さ
れ
た
系
岡
群

が
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
停
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お

那
珂
新
版
〈
一
九
四
三
)
、
小
林
(
一
九
四

O
)
に
綴
い
て
、
本
書
に
も
か
な

り
精
細
な
索
引
が
あ
る
。

ζ

れ
に
よ
っ
て
本
文
中
の
語
裂
は
勿
論
の
こ
と
、
謬

注
者
の
彪
大
な
知
見
を
傾
注
し
た
多
数
の
注
も
検
索
で
き
る
(
注
の
頁
数
は
イ

タ
リ
ッ
ク
鵠
活
字
で
表
示
さ
れ
、
本
文
中
の
語
会
と
容
易
に
医
別
し
う
る
庭
理

が
な
き
れ
て
い
る
)
。
但
し
、
注
の
う
ち
の
興
味
深
い
考
察
の
幾
っ
か
が
、
索

引
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
(
ほ
ん
の
数
例
を
翠
げ
る
と
、

「
空
色
の
盃
」

2
の
一
八
一
頁
、
「
サ
チ
ュ
リ
」

1
の
一
七
一

一具
、
「
ジ
ャ
ダ
」

1
の
三
二
四
頁
、
「
ダ
グ
タ
イ
」

2
の
一
七
四
頁
、
「
莫
州
」

3
の
一
四
八
頁

等
々
〉
。
如
上
の
、
い
わ
ば
附
録
的
な
幾
つ
か
の
措
置
は
、
本
書
の
有
用
性
を
更

に
古
同
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

き
て
、
本
書
に
は
、
ま
だ
ま
花
稽
揚
す
べ
き
美
貼
が
残
さ
れ
て
は
い
る
が
、

書
評
と
銘
う
つ
以
上
、
小
文
を
箪
な
る
舌
足
ら
ず
の
周期
詞
に
終
わ
ら
せ
る
わ
付
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に
も
行
か
な
い
。
そ
ζ

で
、
以
下
に
筆
者
な
り
の
疑
問
貼
を
幾
っ
か
呈
し
て
葬

注
者
の
御
教
示
を
乞
い
た
い
。

先
づ
、
静
語
の
安
笛
性
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
謬
の
方
式
の
各
要

素
に
亙
っ
て
い
る
。
例
示
し
て
み
よ
う
。
一
つ
に
は
、
官
職
名
な
ど
の
よ
う
な

「
術
語
」
の
諜
で
ゐ
り
、
そ
乙
で
は
全
く
目
新
し
い
評
語
が
一
再
な
ら
ず
現
わ

れ
る
。
耳
目
に
馴
染
ん
だ
原
語
は
、
既
に
そ
れ
だ
け
で
タ
l
ム
と
し
て
一
人
歩

き
を
し
て
お
り
、
ま
し
て
そ
の
タ
ー
ム
を
表
題
に
冠
し
た
論
説
も
少
し
く
あ
る

と
い
う
背
景
に
於
い
て
は
、
或
る
タ
l
ム
の
原
語
表
記
は
潜
在
的
な
生
存
権
さ

え
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
よ
り
安
笛
性
の
高
い
詩
語
を
模
索
す
る

努
力
は
、
勿
論
同
県
教
な
誇
注
作
業
の
基
本
的
要
件
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
か
と

言
っ
て
、
一
つ
の
タ

i
ム
を
め
ぐ
っ
て
、
幾
つ
も
の
謬
語
が
併
立
す
る
の
も
、

徒
ら
に
混
飢
を
惹
起
す
る
と
い
う
紀
憂
は
別
と
し
て
も
、
常
態
を
少
し
く
逸
し

た
現
象
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
「
ジ
ャ
サ
ウ
ル
」
に
「
検
非
違
使
」

と
い
う
剤
師
語
が
奥
え
ら
れ
て
い
る

(3
の
三
五
三
頁
)
の
を
見
に
時
、
筆
者
は

殆
ん
と
戸
惑
い
に
近
い
感
を
抑
え
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
地
名
人

名
の
如
く
、
も
っ
と
原
語
へ
の
執
着
性
が
強
い
と
思
わ
れ
る
固
有
名
詞
に
も
、

課
注
者
の
深
い
(
或
い
は
深
す
ぎ
る
)
課
し
ζ

み
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
那

珂
(
一
九

O
七
)
で
原
語
表
記
さ
れ
て
い
る
ク
ス
ト
ゥ
・
シ
ト
エ
ン
、
ナ
ラ
ト

ゥ
・
シ
ト
エ
ン
〔
聞
包
ω
(
宅
〉
〕
は
、
本
書
で
は
「
ポ
プ
ラ
が
盈
」
、
「
松
が

盈」

(1
の
二
八
四
頁
)
と
夫
々
謬
し
込
ま
れ
て
い
る
し
、

一
ル
カ
・
サ
ン
グ

ン
(
那
珂
)
は
「
セ
ン
グ
ン
坊
や
」
に
、
あ
の
有
名
な
シ
ャ
マ
ン
、
テ
プ

・
テ

ン
ゲ
リ
は
一
貫
し
て
「
天
つ
榊
一
必
」
と
表
わ
さ
れ
て
い
る
(
乙
の
「
天
つ
紳

亙
」
な
る
隷
語
は
、
四
陸
自

()C
冒
頭
の
「
テ
プ
」
と
い
う
略
穏
に
針
し
、

「
天
つ
」
と
い
う
認
を
奥
え
る
奇
妙
さ
を
招
い
て
い
る
。
し
か
も
、
ユ

ニ
ー
ク

な
と
れ
ら
の
謬
語
の
殆
ん
ど
が
、
あ
の
精
細
な
索
引
で
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、

逆
に
、
原
語
か
ら
検
索
す
る
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
邦
謬
語

は
、
そ
の
う
し
ろ
に
括
弧
内
に
入
れ
て
付
記
さ
れ
る
だ
け
で
、
謬
語
と
し
て
は

別
途
に

エ
ン
ト
リ
ー
さ
れ
て
い
な
い
潟
、
却
時
語
か
ら
は
直
接
検
索
し
え
な
い
と

い
う
不
可
解
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
折
角
の
丹
精
を
充
分
に
経
た
と
思
わ

れ
る
評
語
だ
け
に
、
一
旦
提
示
し
た
か
ら
に
は
、
本
文
中
だ
け
で
な
く
、
索
引

に
於
い
て
も
必
要
な
程
度
に
項
目
を
確
保
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
。
箪
に
語

義
を
明
ら
か
に
す
る
震
に
け
な
ら
、
注
で
明
記
す
れ
ば
よ
い
し
、
若
し
そ
れ
で

は
観
究
的
に
不
便
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
語
の
直
後
に
割
注
で
も
加
え
る
と
い

う
方
法
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
か
く
も
劃
期
的
な
詳
業
で
あ
る
に
け
に
、
今
後
蔚
く
一
般
に
引
用
さ
れ
る

事
が
議
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
ζ

れ
ら
の
新
し
く
創
出
さ
れ
に
評
語
が
と
の
よ

う
に
扱
わ
れ
る
べ
き
か
、
は
検
討
を
要
す
る
課
題
で
は
あ
る
。

次
に
、
乙
れ
は
設
費
震
が
最
も
鋭
く
劉
立
す
る
貼
で
あ
ろ
う
が
、
謬
注
者

が
注
の
随
庭
で
行
な
っ
て
い
る
大
胞
な
推
測
に
つ
い
て
で
あ
る
。

多
く
の
場

合
、
謬
注
者
は
「
臆
説
」
で
あ
る
と
断
わ
っ
て
は
い
る
が
、
論
設
な
し
(
ぬ
き
)

の
新
設
が
数
多
く
現
わ
れ
て
い
る
。
筆
者
が
最
も
注
目
を
強
い
ら
れ
た
も
の
を

一
例
だ
け
翠
げ
る
と
、
注
の
中
で
も
何
度
か
言
及
さ
れ
、
「
解
説
」
で
改
め
て

詳
述
さ
れ
て
い
る
、
「
ベ
キ
」
に
よ
っ
て
『
秘
史
』
の
原
型
が
創
造
さ
れ
、
語

り
と
し
て
停
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
設

(
3
の
三
九
六
J
三
九
八
頁
)
で
あ

る
。
乙
れ
は
確
か
に
『
秘
史
』
の
幾
つ
か
の
側
面
の
、
或
る
部
分
に
劃
し
て
は

説
得
的
ー
ー
と
い
う
よ
り
は
寧
ろ
魅
力
的
ー
ー
な
論
で
は
あ
る
が
、
他
の
史
料

の
用
例
は
と
も
か
く
、

『
秘
史
』
自
慢
の
内
に
そ
の
傍
設
が
な
い
の
が
、
乙
の

鋭
い
推
測
ぞ
決
定
的
な
も
の
に
す
る
の
を
殿
し
く
阻
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

筆
者
は
、
若
し
ベ
キ
居
が
斯
様
な
機
能
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
侍
達

物
た
る
『
秘
史
』
の
何
腐
か
に
、
語
り
手
た
る
べ
キ
自
身
の
我
田
引
水
的
な
、
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或
い
は
自
重
白
調
的
な
要
素
が
織
り
込
ま
れ
て
い
た
り
、
ま
た
少
な
く
と
も
そ

の
痕
跡
く
ら
い
は
残
っ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
が
如
何
で

あ
ろ
う
か
(
「
往
古
の
言
葉
を
尋
め
、
翁
ら
の
教
え
を
引
い
て
」
〔
叩
認
(
国
)

1
の
一
一
一
一
一
頁
〕
と
い
う
錨
寓
が
あ
る
が
、
乙
れ
な
ど
は
誇
注
者
の
い
う
よ
う

な
口
碑
の
「
侍
え
か
た
」
を
暗
示
す
る
最
も
生
々
し
い
ヒ
ン
ト
な
の
か
も
し
れ

な
い
)
。
本
書
に
は
、
乙
の
類
の
、
或
い
は
更
に
大
謄
な
注
稗
が
多
く
自
に

つ

く
が
、
此
庭
で
検
討
す
る
遣
は
な
い
。
人
、
或
い
は
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
俵

令
「
臆
測
」
と
断
わ
っ
て
い
て
も
、
論
器
起
を
省
い
た
推
断
は
撃
問
的
で
は
な
い

と
。
し
か
し
筆
者
は
、
乙
の
種
の
所
謂
研
究
論
文
の
中
に
は
な
か
な
か
現
わ
れ

難
い
推
測
は
、
基
本
的
に
は
、
奥
え
手
に
と
っ
て
も
受
け
と
り
手
に
と
っ
て

も
、
プ
ラ
ス
の
許
僚
を
奥
え
る
べ
き
も
の
と
思
う
。

隷
注
者
に
し
て
み
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
興
味
深
い
推
測
は
、
「
唆
め
て
」
お
け
ば
、
い
つ
の
日
か
質
設
の

裏
打
ち
を
得
て
、
「
ま
と
も
」
な
専
論
に
ま
で
純
化
で
き
る
か
も
し
れ
ぬ
も
の

を
、
惜
し
気
も
な
く
ナ
マ
の
形
で
提
供
す
る
わ
け
で
あ
る
し
、
況
ん
や
利
用
者

に
と
っ
て
み
れ
ば
、
考
察
の
モ
メ
ン

ト
を
居
な
が
ら
に
し
て
得
ら
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
。

そ
れ
か
ら
、
残
念
乍
ら
、
課
注
者
自
身
も
2
、
3
の
「
は
し
が
き
」
で
述
べ

る
如
く
、
校
正
モ
レ
に
由
来
す
る
と
恩
わ
れ
る
謀
記
が
散
見
さ
れ
る
黙
に
言
及

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
注
の
部
分
に
用
い
ら
れ
て
い
る
小
ポ
イ
ン
ト
活
字
を
見
る

と
、
校
正
時
の
恐
る
べ
き
勢
力
が
脳
裡
に
う
か
ぴ
、
斯
く
誤
植
を
言
穆
げ
す
る

の
は
比
一
一
か
心
苦
し
い
。
だ
が
、
本
静
注
蓄
が
依
録
す
る
に
足
る
も
の
と
し
て
、

我
々
が
今
後
活
用
す
る
に
相
態
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
だ
け
に
、
そ
乙
ま
で
の

細
心
さ
が
是
非
と
も
欲
し
か
っ
た
。
確
か
に
、
引
用
文
献
の
頁
数
ゃ
、
洋
書
の

著
者
名
や
書
名
の
誤
綴
な
ど
、
賓
物
に
あ
た
れ
ば
、
利
用
者
の
方
で
誤
り
を
裂

見
し
て
容
易
に
手
直
し
の
き
く
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
誤
植
が
内
容
に
直
接

閥
る
時
に
は
そ
う
は
行
か
な
い
。
例
を
摩
げ
よ
う
。
有
名
な
八
十
八
功
臣
の
う

ち
、
主
な
人
物
に
は
、
初
出
時
に
注
が
付
さ
れ
、
順
位
も
そ
の
際
に
漢
数
字
で

記
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
約
一
割

(
鍍
密
に
は

8
一部
)

の
誤
記
が

み
ら
れ
る
。
そ
の
誤
り
が
誤
植
で
あ
る
事
は
、
四
回
。
M

(

〈
園
)
の
「
八
十
八
功
臣

任
命
」
を
確
認
す
れ
ば
判
明
す
る
が
、
事
柄
が
重
要
な
も
の
だ
け
に
、
誤
解
を

招
く
材
料
が
あ
る
の
は
困
る
。
別
の
所
に
、
安
全
婦
と
し
て
、
ま
た
有
盆
な
工

具
と
し
て
「
八
十
八
功
臣
表
」
を
悶
表
に
し
て
、
出
身
族
名
、
各
史
料
の
表
記

な
ど
の
簡
単
な
情
報
を
盛
り
込
む
手
法
も
あ
っ
た
の
に
、
と
思
わ
れ
る
。
現
に

そ
れ
は
、
那
珂
新
版
(
一
九
四
三
)
に
見
え
る
有
余
な
試
み
で
あ
っ
た
だ
け

に
、
本
書
が
そ
れ
を
襲
わ
な
か
っ
た
の
は
少
し
く
悔
ま
れ
る
。
と
れ
ら
重
要
な

部
分
の
誤
記
の
、
軽
率
な
引
用
に
よ
る
誤
謬
の
鎖
大
再
生
産
(
?
)
や
、
或
い

は
「
マ
マ
」
の
ル
ビ
を
ふ
っ
た
あ
ざ
と
い
引
用
を
見
な
く
て
も
澱
む
よ
う
に
す

る
震
に
も
、
何
ら
か
の
形
で
の
正
誤
訂
正
が
公
け
に
さ
れ
る
事
を
笠
む
も
の
で

あ
る
。
も
う
一
つ
、
注
記
に
就
い
て
指
摘
し
た
い
の
は
、
引
用
文
献
表
示
の
方

式
が
十
分
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
略
記
方
法
に
も
ユ
レ
が
見
ら
れ
る
事
で

あ
る
。

ζ

れ
ら
は
、
務
め
周
到
な
原
則
さ
え
設
定
し
て
お
け
ば
、
容
易
に
避
け

え
た
で
あ
ろ
う
に
、
と
惜
し
ま
れ
る
。
原
則
の
不
徹
底
と
い
う
鮎
で
は
、
押
韻

部
を
示
す
。
印
が
忠
賞
に
付
さ
れ
て
い
な
い
の
も
目
立
つ
(
縛
鳶
な
ら
ぬ
、
初

審
の
謬
語
に
押
韻
マ

l

p
を
付
す
、
と
い
う
事
の
有
数
性
は
扱
措
く
と
し
て
)
。

殊
に
、

2
、
3
に
は
、

乙
の
押
韻
マ

l
ク
が
殆
ん
ど
見
笛
ら
ぬ
の
は
何
故
で
あ

ろ
う
か
。

謬
語
に
よ
っ
て
は
、
左
(
原
語
の
片
仮
名
表
記
)
・
右
(
謬
諾
の
讃

み
)
の
南
方
に
ル
ビ
を
伴
な
う
魚
、
全
部
に
亙
っ
て

7
1
ク
を
付
す
事
の
閑
難

さ
は
或
る
程
度
想
像
し
う
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
全
三
容
の
う
ち
ー
だ
け

に
、
そ
れ
も
思
い
出
し
た
よ
う
に
所
々
付
さ
れ
て
い
る
の
み
で
は
、
押
韻
表
示

は
あ
ら
ず
も
が
な
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
書
の
回
収
蓮
の
う
ち
特
に
自
に
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つ
く
も
の
で
、
利
用
者
と
し
て
は
不
満
で
あ
る
(
因
み
に
、
と
の
貼
で
は
、
既

に
同
様
の
方
式
に
よ
っ
て
い
た
山
口
(
一
九
六
一
)
が
最
も
徹
底
し
て
い
る
)
。

き
て
、
そ
ろ
そ
ろ
紙
幅
が
重
き
て
き
た
が
、

ζ

の
拙
い
書
評
は
、
壮
大
な
構

築
物
と
い
う
観
の
あ
る
本
書
の
内
部
に
立
ち
入
っ
て
貼
検
す
る
事
も
な
く
、
結

局
そ
の
外
周
を
俳
佃
し
な
が
ら
、
か
つ
は
只
管
そ
の
大
な
る
に
感
嘆
し
、
か
つ

は
表
面
的
な
疑
問
の
み
を
怒
意
的
に
指
摘
す
る
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
小
文
が
斯
様
な
形
と
な
っ
た
の
は
、
本
書
以
前
に
四
種
の
評
を
持
つ
我

図
に
於
い
て
は
、
そ
れ
ら
銑
出
の
詳
業
を
仙
総
括
し
た
上
で
論
を
展
開
す
る
事
が

必
須
の
要
件
で
あ
る
と
筆
者
が
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
に
個
別
的
な
問
題
に

つ
い
て
は
、
首
然
各
分
野
の
専
攻
者
が
検
分
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
も
想
像
さ
れ

る
。
敢
え
て
烏
街
φ
沙
汰
を
避
け
た
所
以
で
あ
る
。
だ
が
結
果
と
し
て
、
小
文

が
、
本
邦

『秘
史
』
翻
諜
史
の
稚
拙
な
ま
と
め
と
も
、
木
書
の
紹
介
と
も
つ
か

ぬ
中
途
中
十
端
な
も
の
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
割
評
注
者
及
び
朝
間
者
に
桝
到
し
申
し
詳

な
い
事
だ
が
、
力
の
及
ば
な
か
っ
た
所
震
で
あ
る
。
な
お
小
文
中
に
於
い
て
、

簡
を
失
し
た
り
、
誤
解
に
基
づ
い
た
言
辞
が
、
或
い
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が、

ζ

れ
ま
た
筆
者
の
未
熟
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
何
卒
御
諒
怨
賜
わ
り

た
い
。
最
後
に
、割問
注
者
が
、
と
の
劃
期
的
な
業
績
に
止
ま
ら
れ
る
事
な
く
、

愈
々
事
界
を
禅
盆
す
る
御
健
筆
を
揮
わ
れ
ん
ζ

と
を
、
衷
心
よ
り
お
祈
り
し
、

今
後
と
も
我
々
後
進
を
厳
し
く
御
数

vM
下
さ
る
よ
う
実
求
し
て
や
ま
な
い
。

(原
山

煙
)
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