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「
穂
換
期
の
文
化
・
思
想
闘
争
」
|
蒋
光
慈
の
文
皐
を
中
心
に
|

佐
治
俊
彦
。

佐
治
論
文
は
、
五
回
以
後
か
ら
抗
日
戦
争
に
い
た
る
中
園
の
政
治
的
文
化
的

情
況
を
背
景
と
し
て
、
中
園
史
上
は
じ
め
て
の
共
産
黛
員
作
家
で
あ
っ
た
蒋
光

慈
の
思
想
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
あ
と
づ
け
て
い
る
。
佐
治
氏
は
、
革
命

の
側
に
た
っ
文
皐
者
と
し
て
み
ず
か
ら
を
位
置
づ
け
た
一
人
の
青
年
が
、
現
賓

の
は
げ
し
い
政
治
吠
況
に
ほ
ん
ろ
う
さ
れ
な
が
ら
も
あ
く
ま
で
文
皐
固
有
の
債

値
を
追
求
し
、
つ
い
に
は
自
己
解
偉
し
て
い
く
過
程
を
克
明
に
あ
と
.つ
け
て
い

る
。
小
生
の
よ
う
に
も
っ
ぱ
ら
政
治
史
に
ば
か
り
目
を
そ
そ
い
で
い
る
人
関
に

と
っ
て
、
政
治
的
激
動
の
な
か
に
い
き
た
一
人
の
人
開
の
い
き
ざ
ま
に
接
近
し

た
本
論
は
大
き
な
魅
力
を
も
っ
て
お
り
、
よ
み
ご
た
え
の
あ
る
論
文
と
な
っ
て

い
る
。

た
だ
し
ひ
と
つ
だ
け
わ
た
し
な
り
の
難
を
い
わ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
は
結
論
の
部
分
で
蒋
光
慈
の
遺
稿
と
な
っ
た
小
説
「
田
野
的
風
」
を
と
り

ジ
u

，a
n
y
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v
ヤ
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o

y
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n
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ヤ
γ

あ
げ
、
そ
の
主
人
公
が
革
命
の
失
敗
の
あ
と
井
伺
山
と
お
ぼ
し
き
山
(
金
剛
山
)

に
の
ぼ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
か
な
り
も

っ
て
ま
わ
っ
た
い
い
か
た
を
し
な
が
ら

も
、
こ
の
こ
と
が
蒋
光
慈
の
、
(
ひ
い
て
は
中
園
文
患
の
〉
す
す
む
べ
き
道
を

暗
示
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
の
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
ど
う
か
と
お
も
わ
れ

る
。
蒋
の
一
生
は
自
己
解
鐙
に
い
た
る
道
と
し
て
え
が
け
ば
よ
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
現
賓
と
は
本
来
残
酷
な
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
わ
た
し
な
り
に
十
篇
の
論
文
に
つ
い
て
の
書
評
を
こ
こ
ろ
み
て
き
た
。

し
か
し
な
に
ぷ
ん
に
も
多
方
面
に
わ
た
る
研
究
で
あ
り
、
す
べ
て
に
つ
い
て
的

確
に
批
評
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
的
は
ず
れ
な
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
紙
面
の
都
合
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
内
容
を
く
わ
し
く
検

討
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

(
北
村

稔

元
代
勾
嘗
官
の
瞳
系
的
研
究

牧

野

修

こ

著

昭
和
五
十
四
年
三
月
東
京

大
明
堂

A
5
版

二

一

頁

牧
野
氏
の
新
著
は
、
元
代
官
制
の
底
迭
を
な
す
膨
大
な
流
外
の
脅
吏
組
織
に

関
す
る
制
度
史
的
解
明
を
意
闘
し
た
書
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
嫁
史
、
令
史
、
典

吏
、
書
吏
、
司
吏
な
ど
の
下
級
吏
員
や
、
貼
書
な
ど
の
脅
吏
見
習
い
の
も
の
が

封
象
と
さ
れ
る
。
嘗
初
科
掌
が
腹
止
さ
れ
た
元
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
中

図
的
行
政
組
織
は
い
か
に
再
編
さ
れ
た
か
、
中
園
人
士
大
夫
階
層
や
脅
吏
階
層

が
異
民
族
支
配
の
も
と
で
ど
の
よ
う
な
境
遇
に
お
か
れ
た
か
と
い
っ
た
問
題
は

従
来
人
々
の
関
心
を
惹
き
な
が
ら
、
複
雑
な
混
同
吏
層
の
研
究
に
は
あ
ま
り
手
が

つ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
牧
野
氏
に
よ
っ
て
こ
の

分
野
の
研
究
に
解
明
の
た
め
の
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
は
大
い
に
意
義
深

い
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
官
と
吏
、
あ
る
い
は
儒
と
吏
と
の

交
流
を
扱
お
う
と
す
る
も
の
だ
け
に
、
宋
代
や
明
代
の
官
制
研
究
と
連
績
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
朝
史
の
範
圏
内
で
の
個
別
的
研
究
に
止
ま
ら
ず
、
中
園

史
の
遁
史
的
理
解
に
も
寄
輿
す
べ
き
テ
1
7
で
あ
ろ
う
。
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ま
ず
著
者
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
、
本
書
の
概
容
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
氏
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は
元
代
の
脅
吏
が
「
行
政
の
事
質
上
の
掌
揮
者
」
と
し
て
の
寅
力
を
有
し
、
し

か
も
彼
ら
が
や
が
て
陸
準
し
て
流
官
に
列
す
る
に
至
る
重
要
な
階
層
で
あ
る
こ

と
を
評
債
し、

全
鐙
を

H
吏
見
醤
い
、
口
司
吏
、
白
書
吏
、
同
典
吏
、
回
令
史

と
嫁
史
の
五
章
に
別
ち
、
入
流
以
前
の
脅
吏
階
層
の
類
別
と
陸
進
の
途
径
を
貧

詮
的
に
追
跡
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
吏
見
習
い
と
は
俸
給
を
受
け
な
い
無
俸
の
膏

吏
で
あ
り
、
貼
書
、
潟
夜
、

主
案
、
書
紋
人
が
こ
れ
に
賞
り
、
や
が
て
司
吏
に

採
用
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
司
吏
は
路
、

府
、
州
、
司
、

豚
に
所
属
す
る
司

吏
が
、
書
吏
は
御
史
牽
、
行
御
史
菱
、
提
刑
妓
察
司
(
の
ち
粛
政
廉
訪
司
〉
に

所
属
す
る
書
吏
が
、
典
吏
は
(
中
古
一
回
〉
省
、
(
六
)
部
、
(
御
史
)
菱
、
(
橿
密
)

院
及
び
行
省
に
所
属
す
る
典
吏
が
そ
れ
ぞ
れ
中
心
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
最
後
に

宣
慰
司
、
行
省
、
(
六
)
部
、
寺
援
等
に
所
属
す
る
令
史
と
省
嫁
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
。
叙
述
の
全
践
を
通
じ
て
、
史
料
か
ら
抽
出
さ
れ
た
出
身
、
遺
跡
輔
の
途

径
の
一
々
が
番
践
を
附
し
て
提
示
さ
れ
、
そ
れ
は
す
べ
て
二
ニ
四
項
に
及
ぶ
。

牧
野
氏
の
研
究
の
方
法
上
の
特
徴
は
、
そ
の
よ
う
な
途
径
の
断
片
を
整
理
し
て

組
み
立
て
、
入
流
に
至
る
下
級
友
円
吏
の
出
世
の
仕
方
の
貧
態
を
鏑
納
的
に
再
現

し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
「
盤
系

的
研
究
」
の
盟
系
と
は
、
そ
の
よ
う
な
陸
準
の
す
じ
道
、
系
統
、
系
列
の
義
に

近
い
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
嫁
令
史
を
頂
黙
と
す
る
勾
嘗
官
系
吏

職
の
遁
鵠
系
統
を
、
第
一
期
世
祖
至
元
初
中
期
、
第
二
期
世
租
至
元
後
期
J
成

宗
大
徳
期
、
第
三
期
武
宗
主
大
以
後
の
三
期
に
区
分
し
て
、
そ
こ
に
部
令
史
笹

系
の
確
立
、
設
展
、
捜
質
の
事
寅
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
が
結
論
で
あ
る
。
ま

た
そ
の
論
謹
の
た
め
の
断
片
は
、
『
元
典
章
』
一

一一
吏
部
巻
六
・
吏
制
と
『
元

史
』
各
八
=一

・八
四
・
選
拳
志
か
ら
主
と
し
て
抽
出
さ
れ
、
文
集
そ
の
他
に
も

相
嘗
に
目
を
~適
さ
れ
て
い
る
が
、

『
元
典
章
』

を
主
た
る
史
料
と
し
て
こ
の
研

究
に
取
り
組
ま
れ
た
と
こ
ろ
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

氏
の
方
法
は
「
そ
れ
が
い
か
に
あ
っ
た
か
」
と
い
う
関
心
に
貫
か
れ
て
お

り
、
遷
師
時
途
径
の
抽
出
や
考
満
期
開
の
計
算
に
み
ら
れ
る
史
料
へ
の
取
り
組
み

方
の
粘
り
強
さ
に
は
、
議
み
進
む
う
ち
に
到
底
及
び
難
き
を
血
児
え
る
ほ
ど
で
あ

る
。
制
度
史
の
陥
り
が
ち
な
無
味
乾
燥
さ
は
、
制
度
改
編
の
際
の
政
治
情
勢
の

分
析
や
膏
吏
考
満
時
の
年
齢
の
試
算
な
ど
に
よ
っ
て
教
わ
れ
て
、
讃
者
に
イ
メ

ー
ジ
を
形
成
さ
せ
る
の
に
役
立
っ

て
い
る
。
元
代
に
は
科
翠
の
途
が
閉
ざ
さ
れ

た
た
め
に
膏
吏
と
し
て
就
職
す
る
途
を
選
ぶ
も
の
が
多
く
な
っ
た
と
は
こ
れ
ま

で
も
設
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
大
徳
七
年
の
司
吏
公
選
制
に
お
け
る

儒
人
出
身
司
吏
の
通
例
化
な
ど
、
そ
の
よ
う
な
風
潮
を
努
霧
と
さ
せ
る
叙
述
が

み
ら
れ
る
。
有
吏
は
入
流
し
て
資
口
問
官
に
列
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
の
で
あ
る

が
、
同
じ
資
口
問
官
に
な
る
に
し
て
も
吏
職
の
最
高
の
地
位
で
あ
る
省
援
に
到
達

す
る
に
は
、
早
く
か
ら
入
流
出
職
し
て
地
方
官
に
な
る
よ
り
は
、
出
来
る
か
ぎ

り
中
央
街
門
の
吏
職
の
経
歴
を
ふ
む
方
が
は
る
か
に
有
利
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ

を
望
む
空
気
が
強
か
っ
た
と
い
う
〈
一
六
七
頁
)
。

こ
の
指
摘
は
吏
員
陸
進
途

径
の
遺
跡
か
ら
尊
き
出
さ
れ
た
最
大
の
成
果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
成
宗
大

徳
期
に
お
け
る
官
冗
現
象
か
ら
武
宗
至
大
期
に
お
け
る
職
官
書
吏
の
登
場
や
南

人
出
身
書
吏
へ
の
抑
歴
の
指
摘
は
、
制
度
史
の
一
面
か
ら
の
叙
述
で
あ
る
に
し

て
も
注
目
す
べ
き
も
の
と
思
う
。

-122-

次
に
筆
者
に
と
っ
て
気
に
な
る
い
く
つ
か
の
黙
を
指
摘
し
た
い
。
ま
ず
本
書

の
タ
イ
ト
ル
に
も
か
か
わ
る
勾
嘗
官
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
氏
の
勾
嘗
官
に
つ

い
て
の
定
義
は
本
書
の
末
の
方
に
至
っ

て
あ
ら
わ
れ
る
。
即
ち

『
元
典
章
』

九

吏
部
巻
三
胃
頭
の
「
勾
省
官
九
品
職
官
内
選
任
」
の
僚
に
み
え
る
、
至
元
七
年

に
九
ロ
聞
の
職
事
官
を
六
部
の
勾
嘗
官
に
充
嘗
す
る
懸
念
策
が
行
な
わ
れ
た
と
の
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事
例
を
根
議
と
し
て
、
そ
こ
で
い
う
勾
蛍
官
は
「
部
令
史
の
田
高
橋
に
ち
が
い
な

い
」
と
さ
れ
、

勾
蛍
と
は
「
行
政
文
書
作
成
の
し
ご
と
」
の
こ
と
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
。
な
お
序
論
に
お
い
て
も
「
勾
嘗
官
は
元
代
で
も
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な

い
官
用
語
で
あ
る
が
、
吏
制
上
令
史
、
嫁
史
を
指
し
:
:
:
」
(
一
一
一
頁
)
と
言
わ

れ
る
。
し
か
し
「
勾
嘗
官
」
の
語
は
こ
れ
よ
り
ほ
か
、

『元
典
章
』
の
他
の
個

所
に
は
み
え
ず
、
頻
出
す
る
「
勾
嘗
」
の
語
は
必
ず
し
も
「
文
書
作
成
の
し
ご

と
」
に
限
ら
ず
、
部
令
史
系
統
の
脅
吏
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
と
も
限
ら

な
い
。

は
や
く
は
中
統
二
年
四
月
二
十
日
の
僚
査
に
も
「
随
街
門
の
勾
嘗
の

人
」
と
み
え
る
が
、
勾
山
富
と
は
「
仕
事
を
す
る
」
こ
と
一
般
に
つ
い
て
い
う
の

で
あ
り
、
『
元
典
章』

で
は
動
詞
と
し
て
讃
む
こ
と
も
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
ま
た
貧
際
の
職
務
内
容
は
別
と
し
て
、
官
制
上
の
用
語
と
し
て
は
宋
代
の

賞
職
〈
差
遣
)
を
一示
す
語
の
一
つ
で
あ
る
勾
嘗
公
事
に
連
な
る
も
の
に
ち
が
い

な
い
。

『
元
典
章
』
中
の
一
時
期
の
一
事
例
に
よ
っ
て
勾
嘗
官
を
定
義
す
る
こ

と
に
跨
踏
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
な
お
楊
樹
藩
氏
の
『
中
園
文
官
制
度
史
』

(
一
九
七
六
)
に
は
、

『元
典
章
』
の
同
じ
僚
を
根
接
と
し
て
「
勾
嘗
」
に
つ

い
て
の
解
説
が
あ
り
、
そ
こ
で
は

e
在
額
外
充
任
莱
職
之
意
、
充
額
外
官
者
、

稽
「
勾
嘗
官」
タ
と
み
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
元
代
官
制
史
上
で
正
官
と
首
領
官
の
匡
別
が
強
調
さ
れ
て
き
た

が、

首
領
官
に
つ
い
て
そ
の
範
圏
を
慶
く
定
義
す
る
愛
宕
松
男
氏
の
見
解
が
存

在
す
る
〈
『岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
九

「元
の
中
園
支
配
と
漢
民
族
社
曾
」
)
。

即
ち
典
史
、
吏
目
、
司
吏
、
提
控
案
服
、
照
磨
、
管
勾
架
閣
、
令
史
、

経
歴、

都
事
な
ど
、
牧
野
氏
の
い
う
勾
嘗
官
を
含
め
て
、

人
吏
(
無
俸
の
膏
吏
〉
の
上

に
立
つ
事
務
官
を
指
す
も
の
と
し
て
、
上
級
の
首
領
官
な
ら
ば
品
秩
を
有
す
る

が
、
大
多
数
は
資
口
問
を
も
た
な
い
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
設
に
射
し
て
牧
野
氏
が

ど
の
よ
う
な
所
見
を
も
た
れ
る
の
か
聞
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
思
う
に
、
牧

野
氏
が
脅
吏
と
い
う
汎
稽
を
避
け
、

首
領
官
の
語
を
用
い
ず
に
勾
省
官
を
強
調

さ
れ
る
の
は
、
氏
が
忍
円
吏
の
入
流
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
て
、

経
歴
や
管
勾
な

ど
の
品
秩
を
有
す
る
首
領
官
と
区
別
す
る
必
要
が
あ

っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
蓬
師
時
途
径
の
追
跡
の
末
に
、
名
は
低
く
と
も
賓
の
高
い
未
入
流
の
膏
吏

を
評
債
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
私
は
推
測
し
て
い
る
。

ま
た
氏
が
最
終
的
に
得
た
諸
途
径
と
そ
の
総
合
の
結
果
は
何
を
物
語
る
で
あ

ろ
う
か
。
結
語
に
お
い
て
い
わ
れ
る
確
立
期
、
設
展
期
、

同捜
質
期
の
時
期
区
分

は
、
蓮
師
時
途
径
の
幾
化
と
い
う
観
貼
か
ら
す
れ
ば
そ
う
言
え
る
に
し
て
も
、
説

得
性
に
お
い
て
何
か
物
足
ら
な
い
感
じ
を
菟
れ
な
い
。
例
え
ば
、
官
吏
冗
満
現

象
の
針
策
と
し
て
の
吏
職
の
多
段
化
が
吏
職
の
整
備
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も

な
お
さ
ず
吏
制
の
設
展
だ
と
い
わ
れ
で
も
、
氏
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
あ

る
程
度
了
解
で
き
る
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
必
ず
し
も
政
治
史
の
全
動
向
に
関

連
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
請
給
の
問
題
な
ど
吏
制
の
他
の
側
面
や
官
制

の
上
部
構
造
と
の
連
繋
へ
の
言
及
が
あ
れ
ば
、
制
度
の
柿
特
捜
を
も
っ
と
動
き
の

あ
る
現
象
と
し
て
訴
え
か
け
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
と
思
う
。
そ
う
い
う
意

味
で
、
氏
が
最
後
に
時
抗
言
し
て
お
ら
れ
る
科
穆
制
と
の
関
係
は
非
常
に
重
要
な

終
来
の
課
題
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

本
書
の
中
に
は
、
時
に
重
大
な
事
柄
を
極
め
て
簡
単
な
言
葉
で
片
附
け
ら
れ

て
説
明
が
足
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

勾
嘗
官
は
園
家
行
政
の
事
貧
上
の
掌
握
者
で
あ
り
:
:
:
〈
三
頁
〉

地
方
監
察
の
職
務
は
、
事
貧
上
は
書
吏
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら

れ
る
。

(
七
四
頁
)

改
編
の
事
情
は
慾
蔓
遁
紀
に
詳
し
い
が
、
要
す
る
に
按
察
司
が
牧
賄
の
府

と
化
し
て
い
た
た
め
と
い
う
。

(八

O
頁
〉

天
下
の
政
務
は
六
部
令
出入が
事
賃
上
掌
窪
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
:
:
:
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(
一
四
三
貝
〉

嫁
令
史
は
図
家
行
政
の
要
で
あ
り
・
:
:
(
一
九
三
頁
)

言
葉
尻
を
と
ら
え
る
よ
う
で
恐
縮
だ
が
、
こ
れ
ら
の
内
に
は
史
料
の
性
格
か
ら

し
て
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
る
の
が
嘗
然
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
、
史
料
を

受
け
と
め
た
論
者
の
立
場
か
ら
叙
述
し
て
ほ
し
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
第
二
章
の
末
に
附
さ
れ
た
「
人
吏
と
吏
員
に
つ
い
て
」
の
項
に
お
い

て
は
、
『
吏
皐
指
南
』
が
吏
人
と
人
吏
を
区
別
し
て
概
念
規
定
し
て
い
る
こ
と

を
疑
問
視
し
て
、
数
多
く
の
用
例
を
懇
げ
た
上
で
「
人
吏
、
吏
人
、
吏
員
の
三

語
は
同
義
で
互
に
換
置
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
稀
に
は
・
:
:
人
吏
が
吏
見
習

い
を
指
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
一
般
に
は
文
書
起
案
を
主
務
と
す
る

流
外
寄
吏
を
さ
す
も
の
と
し
て
よ
い
」
と
結
論
さ
れ
る
。
吏
人
と
人
吏
が
言
い

か
え
可
能
で
あ
る
こ
と
に
異
議
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
『
吏
皐

指
南
』
が
吏
人
を
詩
俸
、
人
吏
を
無
俸
と
し
て
い
る
黙
を
見
過
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
か
。
私
に
は
忍
円
吏
が
俸
給
を
支
給
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
意
識
が
一

方
で
確
か
に
働
い
て
い
た
こ
と
を
重
く
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
え
て
な
ら
な

、。、
L
V

と
こ
ろ
で
、
近
時
影
印
刊
行
さ
れ
た
元
刊
本

『
元
典
章
』
は
我
々
に
計
り
知

れ
な
い
利
便
を
輿
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
沈
刻
木
を
陳
垣
の
校
補
に
よ
っ
て
逐

一
補
訂
す
る
こ
と
が
絞
か
せ
ぬ
手
績
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
簸
る
べ

き
底
本
と
し
て
元
刊
本
を
使
用
し
う
る
こ
と
は
貨
に
劃
期
的
な
こ
と
と
い
え
よ

う
。
牧
野
氏
は
『
一冗
典
章
』
を
引
用
し
て
そ
の
文
中
に
し
ば
し
ば
「
元
刻
作
某

字
」
な
ど
の
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
ま
ず
元
刻
に
よ
る
の
を
原
則
と

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
異
種
俗
字
の
類
は
元
刊
本
に
か
え
っ
て
多
い
よ

う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
要
な
問
題
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
蓋
院
司
農
司
令
誇

史
」
の
令
の
字
を
補
っ
て
「
筆
者
補
。
元
刻
有
令
{
子
」
と
註
し
て
い
る
(
一
七

七
頁
)
の
を
み
る
と
、
私
は
氏
が
元
刊
本
を
利
用
し
難
か
っ
た
時
期
に
『
元
典

章
』
の
校
定
講
讃
に
梯
わ
れ
た
労
苦
を
よ
く
承
知
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
元
刊
本
の
一
義
的
な
有
用
性
を
強
調
し
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
著
者
が
愛
媛
大
泉
の
論
集
に
分
載
さ
れ
た
も
の
に
手
を
加
え
て
成
っ

た
も
の
で
あ
る
が
、
五
頁
に
脱
落
が
あ
る
の
を
は
じ
め
、
こ
の
書
を
編
む
段
階

で
多
少
の
校
正
ミ
ス
が
み
ら
れ
る
の
は
残
念
で
あ
る
。

過
去
の
制
度
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
安
際
に
は
制
度
の
坪
外
の
運
用
が
行
な

わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
本
来
の
姿
を
究
明
す
る
濁
自
の
債
値

が
あ
る
と
思
う
。
法
制
は
そ
れ
自
身
の
中
で
矛
盾
を
か
か
え
で
は
な
ら
ず
、
と

も
あ
れ
見
事
な
整
合
的
な
完
成
口
問
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
史
の
官
人
制

の
議
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
数
式
を
用
い
て
制
度
の
仕
組
み
を
表
現
す
る
こ

と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
今
日
に
残
る
法
令
や
質
例
か
ら
隠
さ
れ
た
原
則
、

規
則
を
掘
り
起
こ
す
努
力
は
貴
重
で
あ
る
。
牧
野
氏
の
本
書
に
お
け
る
研
究
は

元
代
官
制
の
一
部
分
に
焦
黙
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
究
明
に

一
歩

を
踏
み
だ
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
最
後
に
希
望
と
し
て
述
べ
れ
ば
、
日
本
圏
内

で
も
制
度
研
究
、
官
僚
研
究
の
積
み
重
ね
が
あ
る
し
、
圏
外
で
も
謬
全
土
口
氏

(『明
代
膏
吏
』
一
九
六
九
)
や
孫
閤
棟
氏
(
『
唐
代
中
央
重
要
文
官
遷
鱒
途
径

研
究
』

一
九
七
八
〉
な
ど
の
研
究
も
あ
る
こ
と
だ
か
ら
、
こ
の
研
究
を
元
代
史

の
特
殊
な
個
別
研
究
に
悼
膨
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
前
後
の
時
代
に
お
け
る
官
制
研

究
や
官
僚
・
混
同
吏
の
研
究
と
接
貼
を
意
図
し
て
求
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

う

。

(

稲

松

正
)
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