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叢
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董
を
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秀
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氏
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意
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の
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と
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望
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昨
年
(
一
九
七
八
〉
十
月
か
ら
、
私
は
「
元
代
保
護
考
」
と
題
し
て
、
元
代

に
数
多
く
渡
せ
ら
れ
た
一
種
の
法
令
で
あ
る
聖
旨
係
重
の
集
成
を
、
『
香
川
大

事
教
育
風
宇
部
研
究
報
告
』
に
連
載
し
て
き
て
い
旬
。
諸
方
に
抜
刷
を
お
迭
り
し

て
指
正
を
乞
う
た
と
こ
ろ
、
数
々
の
御
敬
一
ホ
を
頂
戴
し
た
が
、
近
ご
ろ
、
滋
質

秀
三
氏
か
ら
長
文
に
わ
た
る
元
代
の
係
資
に
つ
い
て
の
鋭
い
御
指
摘
を
い
た
だ

い
た
〈
一
九
七
九
年
八
月
三
日
附
書
簡
)
。
そ
れ
は
拙
稿
コ
冗
代
僚
蜜
考
」
の

〈
一
)
〈
二
)
が
出
た
段
階
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
氏
の
指
摘
は
直
接
に
は
傑

査
と
い
う
語
の
解
穫
に
疑
問
を
呈
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
讃
の
も
と
、

そ
れ
は
首
面
進
め
つ
つ
あ
る
集
成
作
業
の
方
針
そ
の
も
の
に
か
か
わ
っ
て
、
私

に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
黙
に
も
及
ん
で
い
る
と
感
ぜ
ら
れ
た
。
私
は
さ
っ

そ
く
返
信
を
し
た
た
め
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
氏
の
指
摘
の
い
く

ら
か
は
嘗
ら
な
い
む
ね
反
論
を
試
み
た
(
一
九
七
九
年
八
月
十
四
日
附
書
簡
)
。

そ
れ
に
封
し
て
、
氏
か
ら
は
拙
稿
の
今
後
に
期
待
す
る
と
御
返
事
を
い
た
だ
い

た
が
、
も
と
よ
り
そ
れ
で
私
が
か
か
え
て
い
る
問
題
か
解
決
し
て
し
ま
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
結
論
を
将
来
に
も
ち
こ
さ
ざ
る
を
え
な
い
黙
も
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

本
稿
は
、
二
つ
の
書
簡
の
公
開
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
と
い
う
、
本

誌
に
と
っ
て
は
い
さ
さ
か
異
例
の
形
を
と
る
が
、
こ
れ
は
ひ
と
え
に
島
田
度
次

氏
の
懇
切
な
懲
葱
と
滋
賀
秀
三
氏
の
好
意
あ
る
承
諾
と
に
よ
っ
て
寅
現
し
た
も

の
で
あ
る
。
但
し
、
本
稿
全
慢
の
責
任
は
あ
げ
て
筆
者
一
人
が
負
う
も
の
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

な
お
引
用
す
る
書
簡
に
つ
い
て
は
、
儀
躍
的
な
と
こ
ろ
や
私
事
に
わ
た
る
部

分
を
削
除
し
て
、
内
容
の
寅
質
に
関
わ
る
部
分
を
主
と
し
、
ま
た
本
誌
掲
載
に

際
し
て
一
部
言
葉
遣
い
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ま
ず
滋
賀
氏
の
書
簡
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

貴
著
コ
冗
代
僚
董
考
」

H
口
別
刷
恵
贈
に
あ
ず
か
り
、
厚
く
御
麓
申
上
げ

ま
す
。
さ
き
に
『
東
洋
史
研
究
』
誌
上
で
奔
讃
し
た
至
元
新
格
復
原
の
お
仕

事
に
掛
明
い
て
、
こ
の
度
の
資
箸
の
現
わ
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
法
制
史
を
皐
ぶ

者
に
と
っ
て
大
き
な
喜
び
で
あ
り
ま
す
。

此
度
の
御
論
文
を
奔
見
し
て
一
つ
だ
け
基
本
的
に
気
に
な
り
ま
し
た
の

は
、
「
篠
輩
」
と
い
う
も
の
が
果
し
て
何
か
特
定
の
立
法
形
式
を
意
味
す
る

と
こ
ろ
の
、
い
う
な
れ
ば
一
つ
の
固
有
名
詞
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う

疑
問
を
感
ず
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「
篠
壷
」
と
は
要
す
る
に
。
箇
係
書
き

規
定
。
な
い
し
。
筒
僚
書
き
部
分
e

と
い
う
普
通
名
詞
の
よ
う
に
、
従
来
漠

然
と
理
解
し
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
に
、
「
僚
査
と
認
定
し
た
根
銭
」

(
H
四

六
頁
〉
等
を
問
題
と
す
る
貴
著
に
接
し
て
、
戸
惑
っ
た
次
第
で
す
。

そ
れ
を
確
か
め
た
い
た
め
に
、
典
章
・
通
制
爾
書
を
頻
り
に
あ
れ
こ
れ
ひ

っ
く
り
返
し
な
が
ら
貴
著
の
論
旨
を
検
討
し
、
恩
わ
ぬ
時
間
を
取
り
ま
し

た
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
貴
著
が
如
何
に
周
到
な
デ
ー
タ
集
め
の
準
備
の
上
に

成
立
っ
て
い
る
か
を
知
っ
て
敬
服
致
し
ま
す
と
と
も
に
、
わ
た
く
し
と
し
て

-159ー



676 

は
暫
く
離
れ
て
い
た
元
代
法
制
に
非
常
に
新
鮮
な
興
味
を
か
き
た
て
ら
れ
、

そ
し
て
如
何
に
ま
だ
解
っ
て
い
な
い
所
が
多
い
か
を
感
じ
、
一
つ
の
興
奮
を

費
え
ま
し
た
。

疑
問
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
と
し
て
は
、
矢
張
り
従
来
逼
り
の
見
方
を

維
持
し
た
い
と
い
う
考
え
に
落
着
き
ま
し
た
。
別
紙
御
技
見
い
た
だ
け
ま
す

れ
ば
掌
で
あ
り
ま
す
。

元
代
法
源
は
、
思
行
立
法
と
底
分
(
裁
判
〉
の
先
例
か
ら
成
り
、
成
書
と

し
て
は
そ
れ
ら
を
取
捨
配
列
し
た
典
章

・
通
制
等
の
書
が
あ
る
わ
け
で
す

が
、
単
行
立
法
に
は
小
型
の
も
の
か
ら
大
型
の
も
の
ま
で
あ
り
、
篠
査
す
な

わ
ち
簡
保
書
き
形
式
の
も
の
と
言
え
ば
、
自
然
、
比
較
的
大
型
の
畢
行
立
法

(
そ
の
最
大
の
も
の
が
至
元
新
格
)
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し

て
か
よ
う
な
大
塑
里
行
立
法
の
盛
行
は
、
恐
ら
く
元
代
の
特
色
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
典
章
等
に
し
ば
し
ば
分
断
し
て
枚

録
さ
れ
て
い
る
も
の
を
一
つ
に
集
め
、
か
っ
こ
れ
を
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
に
排

列
す
る
と
い
う
作
業
は
、
確
か
に
魂
て
有
意
義
な
も
の
で
あ
り
、
「
元
代

政
治
史
の
動
向
の
中
に
位
置
づ
け
る
」
た
め
に
は
紹
封
必
要
な
前
提
で
あ
る

こ
と
を
感
じ
ま
す
。
御
研
究
の
成
果
が
貰
っ
て
行
く
こ
と
を
待
望
す
る
こ
と

切
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

〈
別
紙
〉僚

輩
と
は
ク
箇
傑
書
き
規
定
ψ

と
い
う
意
味
の
普
通
名
詞
で
あ
る
と

見
る
恨
銭

て

係
資
の
語
は
皇
帝
レ
ベ
ル
の
立
法
す
な
わ
ち
聖
官
僚
査
だ
け
で
な
く
、

中
央
官
廊
レ
ベ
ル
の
立
法
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
た
。
分
設
す
れ
ば

・
・

的
資
著
付
四
一
頁
末
「
『
中
書
省
奏
准
係
重
内
一
款
』
と
み
え
る
も
の
は
、

中
欝
省
系
の
役
所
に
停
逮
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
御
史
護
系
そ
の
他
に
侮

③
 

達
さ
れ
る
候
煮
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
上
司
保
護
』
の
語
が
あ

る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
」
な
る
行
文
に
疑
問
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

疑
問
の
一
。
中
書
省
が
上
奏
し
て
裁
可
を
得
た
法
規
は
、
中
書
省
系
の

役
所
に
だ
け
「
傍
達
さ
れ
た
」
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
か
。
如
何
な
る
機

関
か
ら
の
上
奏
で
あ
れ
、
あ
る
法
規
案
を
皇
帝
が
裁
可
す
れ
ば
、
そ
れ

は
す
な
わ
ち
帝
閣
の
法
と
な
り
、
普
通
的
な
数
カ
を
有
す
る
、
と
見
る

の
が
(
少
な
く
も
清
朝
の
事
態
か
ら
考
え
る
と
)
常
識
と
思
わ
れ
る
。

も
と
よ
り
法
規
内
容
が
或
る
役
所
の
執
務
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ

っ
た
り
、
法
規
本
文
の
な
か
で
或
る
地
域
に
だ
け
適
用
を
限
定
し
て
い

た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
し
か
し
或
る
機
関
の
上
奏
に
か
か
る
と

い
う
立
法
過
程
上
の
事
由
に
よ
っ
て
、
皇
帝
立
法
の
殺
力
が
形
式
的
に

限
定
さ
れ
る
と
い
う
現
象
は
、
元
代
に
お
い
て
も
存
在
し
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

疑
問
の
二
。
「
上
司
候
蜜
」
を
「
中
書
省
奏
准
係
重
」
と
同
類
の
も
の

と
し
て
結
び
つ
け
て
解
四
押
し
て
宜
し
い
か
。
後
者
は
皇
帝
レ
ベ
ル
の
立

法
で
あ
る
に
劃
し
て
、
「
上
司
後
輩
」
は
上
司
の
定
め
た
保
輩
の
意
、

す
な
わ
ち
中
央
官
能
レ
ベ
ル
の
立
法
で
は
あ
る
ま
い
か
。

同
典
章

一
六

〔
打
算
人
吏
分
例
〕
に
、
「
・
・
連
到
中
書
省
僚
査
内

一
款

該
『
須
合
勾
迫
赴
府
・
・
:
:
似
酌
従
質
感
附
』
」
と
見
え
る
の
は
、
中
書
省

の
定
め
た
僚
査
の
意
味
に
解
さ
れ
る
。
か
よ
う
な
も
の
を
漠
然
と
指
稽
す

れ
ば
、
前
掲
の
「
上
司
篠
輩
」
と
い
う
語
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

的
典
章
三
四
〔
蒙
古
軍
騒
僚
輩
〕
は
内
容
を
見
る
と
、
中
書
省
の
下
し
た

筒
篠
書
き
規
定
で
あ
っ
て
、
皇
帝
の
聖
旨
を
承
け
て
い
な
い
。
に
も
拘
ら

ず
、
元
典
章
編
者
は
こ
れ
を
「
燦
重
」
と
稽
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
さ
し
く

「
中
審
省
候
蜜
」
の
一
つ
の
見
本
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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二
、
多
数
の
箇
篠
書
き
規
定
の
う
ち
、
或
る
も
の
は
「
篠
重
」
と
い
う
名
で

呼
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
他
の
も
の
は
「
篠
査
」
と
呼
ん
で
は
な
ら
な
い
、
と

い
ろ
区
別
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
(
そ
の
意
味
は
、
た
と
え
ば
、

元
塑
以
降
宋
代
を
通
じ
て
「
律
」
と
「
殺
」
と
い
う
こ
つ
の
刑
法
典
が
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
同
じ
く
刑
罰
を
定
め
た
俊
文
で
あ
っ
て

も
、
或
る
も
の
は
律
と
呼
ぴ
他
の
も
の
は
殺
と
呼
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
匡
別
が
あ
っ
た
。
「
篠
登
」
と
い
う
語
を
め
ぐ
っ
て
は
さ
よ
う
な

問
題
は
起
り
ょ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
J

的
聖
回
目
の
前
文
の
な
か
で
「
候
貧
」
と
い
う
例
も
あ
る
が
(
且
草
者
口
七

八
・
七
九
頁
等
〉
、
す
べ
て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
例
は
少
な
い
。
前

文
で
「
僚
蜜
」
と
言
っ
て
も
言
わ
な
く
て
も
、
資
質
に
違
い
が
あ
る
わ
け

で
な
い
。

帥
後
か
ら
そ
の
う
ち
の
一
筒
僚
に
言
及
す
る
時
に
「
:
:
:
燦
鐙
内
一

款
」

と
い
う
例
が
多
い
が
、
や
は
り
す
べ
て
で
な
い
。
「
中
書
省
欽
奉
聖
旨
内

一
款
」
(
典
章
二
筋
官
吏
)
、
「
詔
室
田
内
一
款
」
〈
典
章
二
求
直
言
)
等
々

い
う
の
も
、
寅
質
的
な
遭
い
が
あ
る
わ
け
で
な
い
。

村
元
血
ハ
掌
編
者
が
標
目
に
「
僚
萱
」
と
言
う
場
合
も
あ
り
言
わ
な
い
場
合

〈
む
し
ろ
そ
の
方
が
多
い
)
も
あ
る
。
例
と
し
て

・・

典
章
三
六
〔
禁
使
臣
僚
蜜
〕
と
次
の
〔
使
臣
不
遇
三
姑
〕
の
内
容
を
見

比
べ
る
と
、
費
質
的
な
性
格
の
相
違
は
認
め
ら
れ
な
い
。
標
自
の
字
面

の
遠
い
か
ら
、
一
方
は
篠
鐙
で
あ
り
他
方
は
僚
査
で
な
い
と
言
っ
て
見

て
も
そ
れ
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

三
、
前
記
的
納
付
い
ず
れ
か
の
関
連
に
お
い
て
「
傑
壷
」
(
な
い
し
「
僚
格
」

I

「
J

傑
款
」
)
の
語
が
現
存
資
料
か
ら
夜
見
さ
れ
る
と
き
、
こ
れ
を
「
脇
田
重
と

認
定
」
す
る
、
と
い
う
の
が
費
者
の
方
法
論
と
奔
察
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で

は
偶
然
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
は
す
ま
い
か
。
貴
著
同
八
三
頁
「
た

だ
問
題
な
の
は
、
明
確
に
保
登
と
は
稽
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」
と

は
、
偶
然
の
支
配
に
は
甘
ん
じ
ら
れ
な
い
所
か
ら
生
ず
る
苦
悩
の
言
と
見

る
の
は
僻
目
で
あ
ろ
う
か
。

次
は
私
の
滋
賀
氏
へ
の
返
信
で
あ
る
。

こ
の
た
び
は
身
に
絵
る
御
鄭
重
な
お
手
紙
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
て
、
誠
に

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
何
よ
り
も
拙
稿
を
克
明
に
、
原
史
料
を
も
つ
き
あ

わ
せ
て
讃
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
感
激
の
至
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先

生
の
御
指
摘
は
拙
稿
の
今
後
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
後
に
小
生
の

考
え
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
御
批
剣
を
あ
お
ぎ
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、

と
に
か
く
意
欲
を
新
た
に
し
て
仕
事
を
し
て
ゆ
き
た
い
と
念
願
い
た
し
て
お

り
ま
す
。

ま
ず
私
の
仕
事
の
契
機
と
意
図
か
ら
室
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
元
典
章

を
政
治
史
料
と
し
て
十
分
に
利
用
し
た
い
と
思
い
、
元
典
章
中
の
全
て
の
年

時
を
カ
l
ド
に
と
っ
た
の
は
も
う
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
を
も
と
と
し
て
、
近
い
う
ち
に
『
元
典
章
年
代
索
引
』
と
い
う
小
著
の
刊

行
を
議
定
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
作
り
な
が
ら
思
っ
た
の
は
、
元
代
の
俊

格
・
傑
査
な
ど
の
法
令
は
と
に
か
く
整
理
し
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

「
唐
律
と
明
律
の
比
較
論
」
を
超
え
る
た
め
に
は
、
元
の
法
律
を
中
関
項
と

し
て
設
定
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
紋
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
限
定
を
加
え
て
お
く
こ
と
が
方
法
と
し
て
使

別
で
あ
り
、
「
燦
筆
」
は
ひ
と
つ
の
目
安
・
基
準
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
他
の
聖
旨
や
中
書
省
な
ど
上
級

官
鹿
の
立
法
(
格
例
と
か
事
理
と
み
え
る
こ
と
が
多
い
)
の
法
源
と
し
て
の
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重
要
性
を
軽
く
扱
お
う
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
筒
保
書
き
規
定
に

速
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
自
陸
ひ
と
つ
の
ス
タ
イ
ル
を
備
え
て
お
り
、
篠

格

・
燦
査
は
歴
史
的
淵
源
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
激
測
し
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。
た
だ
、
や
り
は
じ
め
て
み
る
と
な
か
/
¥
悩
み
は
深
い
の
で
し

て
、
剣
別
に
苦
心
す
る
も
の
が
さ
ま
ん
k
s
あ
り
、
ま
た
年
時
の
記
載
の
な
い

僚
査
が
あ
と
で
そ
れ
と
判
明
し
た
り
で
、
す
で
に
補
訂
の
必
要
が
あ
る
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
私
は
や
は
り
要
旨
俊
道
(
聖
旨
、
詔
書
、
詔
書
俊
輩
、
保
査
な

ど
、
通
じ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
御
指
摘
の
通
り
で
す
)
と
、
上

級
官
艇
の
援
す
る
政
令
と
は
区
別
し
て
お
き
た
い
と
考
え
ま
す
。
係
格
と
い

う
も
の
が
赦
の
系
譜
に
連
な
る
と
い
う
激
測
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

と
、
形
式
上
の
匡
別
が
あ
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
か
ら
で
す
。

「
上
司
篠
輩
」
に
つ
い
て
は
脱
稿
後
考
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
上

級
官
臆
が
引
用
す
る
と
か
再
確
認
す
る
と
か
し
て
下
級
宮
殿
に
下
し
た
聖
官

僚
査
の
意
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
や
は
り
蛍
時
の
文
移
と
い
う
こ
と

を
念
頭
に
お
か
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
の
で
、
あ
の
よ
う
な
文
言
で
表
現
し
た
の

で
し
た
が
、
中
書
省
だ
け
と
極
め
て
限
定
的
に
解
得
し
た
つ
も
り
は
な
か
っ

た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
中
書
省
奏
准
俊
道
」
と
「
上
司
僚
輩
」
と
を
同
一

に
扱
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
こ
は
私
の
文
章
の
ま
ず
さ

も
あ
る
と
反
省
し
て
お
り
ま
す
。
今
「
上
司
篠
登
」
は
「
中
書
省
降
到
昨
探

査
」
と
い
う
の
に
相
賞
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

@
典
章
二
二
戸
部
巻
八
・
私
茶
罪
例
候

@
典
章
二
二
戸
部
各
八

・
私
造
酒
細
胞
依
匿
税
例
科
断
僚

の
典
章
五
九
工
部
巻
二

・
禁
治
拘
刷
茶
船
僚

な
ど
あ
り
ま
す
が
、
@
@
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り
し
た
こ
と
が

言
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
の
に
つ
い
て
は
同
文
の
も
の
が
左
記
に
み
え
ま
す
。

@
典
章
二
二
戸
部
谷
八
・
優
附
茶
戸
篠

@
に
は
「
叉
一
款
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
前
に
は
「
叉
欽
奉
聖
旨
篠
査
内

一
款
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
同
じ
く
「
聖
旨
燦
輩
」
の
引
用
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

上
司
係
査
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
「
誕
克
人
、
若
有
隠
蔽
寧
器
・

・
」
が
、
聖

旨
傑
査
に
相
賞
す
る
こ
と
が
剣
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
不
明
で
す
。
先
生
が

上
司
篠
輩
に
相
賞
す
る
と
御
指
摘
の
「
連
到
中
書
省
保
苧
同
一

款
該
、
須
合

勾
迫
赴
府
制
酎
酌
従
貫
一
熔
附
」
は
、
至
一克
六
年
二
月
の
「
嘉
納
道
提
刑
按

察
司
要
旨
篠
輩
」
(
拙
稿
口
九
六
頁
、
五
行
目
)
に
相
嘗
し
ま
す
。
こ
れ
な

ど
も
「
降
到
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
が
脱
落
し
て
い
る
か
、
そ
う
省
略
す
る
習

⑤
 

慣
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

「蒙
古
軍
騨
肱
院
議
」
の
僚
を
指
摘
さ
れ
て
、
先
生
が
相
首
に
元
典
章
を
検

討
さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
も
気
が
つ
い
て
い
て
、

こ
れ
だ
け
は
別
に
こ
と
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
し

た
。
編
者
が
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
る
際
の
問
題
、が
か
ら
む
と
思
い
ま
す
。

典
章
三
六
の
「
禁
使
臣
僚
輩
」
と
「
使
臣
不
過
三
姑
」
の
雨
僚
は
性
絡
が

遭
う
と
思
い
ま
す
。
前
者
は
解
設
済
み
と
し
句
、
後
者
は
次
の
よ
う
な
手
線

き
で
渡
せ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

-
河
南
等
路
行
部
の
問
題
提
起
(
見
に
欽
奉
し
た
る
聖
旨
に
は
こ
う
あ

る
が
、
照
得
云
云
)

2
省
部
が
回
答
と
し
て
奥
え
た
(
箇
係
書
き
の
)
命
令
(
議
得
云
云
)

法
律
と
し
て
の
貧
数
性
に
雨
者
が
ど
の
よ
う
な
差
が
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で

あ
り
ま
せ
ん
が
、
立
法
手
績
き
は
異
な
る
と
思
い
ま
す
。
後
者
の
如
き
も
の

が
篠
査
と
言
わ
れ
て
引
用
さ
れ
る
な
ら
問
題
で
す
が
、
数
多
く
の
僚
査
は
ほ
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と
ん
ど
全
て
が
墓
旨
俊
査
に
枚
品
叙
さ
れ
る
よ
う
で
、
そ
こ
に
私
と
し
て
の
目

安
を
立
て
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

不
明
確
な
部
分
は
な
お
存
在
し
ま
す
し
、
【
参
考
】
と
し
て
断
定
を
避
け

た
り
、
考
察
の
際
の
苦
悩
は
素
直
に
そ
の
ま
ま
残
し
て
お
こ
う
と
い
う
嘗
面

の
心
算
で
す
。

な
ぜ
聖
旨
燦
董
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
が
救
・

令
・
格
に
連
な
り
、
そ
こ
に
は
必
ず
や
明
律
・
明
令
に
影
響
を
輿
え
た
も
の

が
あ
る
に
違
い
な
い
と
思
う
か
ら
で
す
〈
も
っ
九
も
聖
旨
篠
董
以
外
の
所
謂

「
格
例
」
か
ら
縫
受
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
)
。
そ
の
た
め
の
基
礎
調
査

と
も
な
る
は
ず
だ
か
ら
と
い
う
の
で
、
と
も
か
く
作
業
を
開
始
し
た
次
第
で

ご
ざ
い
ま
す
。

今
後
と
も
宜
し
く
御
教
導
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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以
上
、
滋
賀
氏
と
筆
者
の
聞
で
か
わ
さ
れ
た
往
復
書
簡
を
紹
介
し
た
。
し
か

し
書
簡
の
中
に
は
、
拙
稿
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
、
後
方
が
多
言
を
要
せ
ず
に
諒

解
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
敷
延
し
て
説
明
し

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
細
か
い
参
照
す
べ
き
事
が
ら
に
つ
い
て
は
註
を
附
し

て
お
い
た
。
し
た
が
っ
て
も
ち
ろ
ん
原
書
簡
に
註
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

氏
の
指
摘
の
要
黙
は
、
保
査
が
特
定
の
立
法
形
式
を
ふ
む
法
令
を
意
味
す
る

固
有
名
詞
で
は
な
く
、
箇
保
書
き
規
定
を
意
味
す
る
普
通
名
詞
と
考
え
る
べ
き

で
あ
り
、
保
査
す
べ
て
が
皇
帝
の
立
法
す
な
わ
ち
聖
旨
僚
査
に
直
結
す
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
に
あ
る
。
こ
れ
に
到
し
て
私
は
自
分
の
見
解
を
撤
回
す
る
に

は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
結
論
的
に
は
述
べ
て
お
り
、
な
お
こ
の
方
法
が
僚
蓋

集
成
の
た
め
の
作
業
仮
設
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
い
る
。

私
が
篠
壷
を
↓
つ
の
範
鳴
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
線
接
に
つ
い

て
、
拙
稿
(
一
〉
と
重
複
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
参
考
の
た
め
に
こ
こ
で
再
読

し
て
お
こ
う
。
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
る
要
旨
候
査
に
は
、
一
定
の
形
式
上
の

特
徴
を
具
え
た
前
文
が
附
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
示
せ
ば
次
の

よ
う
で
あ
る
。

。
至
元
四
年
月
、
欽
奉
聖
旨
。
道
輿
随
路
逮
魯
花
赤
・
管
民
官
・
締
運

司
・
管
軍
奥
魯
官
・
工
匠
・
鷹
房
・
打
捕
諸
色
頭
目
人
等
。
接
制
園
用
使

司
奏
、
:
・
:
今
降
昨
探
査
、
逐
一
区
鹿
子
后
。
(
典
章
二
二
戸
部
品
位
八
・
立

洞
冶
線
管
府
保
)

。
至
元
二
十
五
年
三
月
、
欽
奉
翠
旨
。
嬢
街
書
省
奏
、
・
:
:
乞
降
聖
旨
禁
治

事
。
准
奏
。
所
有
篠
輩
、
逐
一
匡
慮
如
后
。
(
典
章
二
二
戸
部
各
八
・
権

茶
蓮
司
僚
童
保
)

こ
の
よ
う
に
、
聖
旨
僚
査
の
愛
せ
ら
れ
る
劉
象
を
示
し
た
り
、
あ
る
い
は
原
案

の
上
奏
が
行
な
わ
れ
た
経
緯
を
示
す
も
の
が
標
準
的
で
あ
り
、
以
下
に
一
、
一
、

と
燦
文
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
僚
査
と
い
う
も
の
が
皇
帝
の
権
威
の
裏
附
け
を

有
す
る
こ
と
は
、
『
元
典
章
』
の
元
刊
本
に
傑
査
の
字
が
謹
頭
さ
れ
て
い
る
の

を
み
て
も
納
得
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
篠
例
あ
る
い
は
患
に
僚
と
あ
る
も
の
も
撞

頭
す
る
の
を
例
と
す
る
。
保
査
制
定
の
き
っ
か
け
を
な
し
た
上
奏
が
蒙
文
直
誇

鐙
で
書
か
れ
て
い
て
も
、
各
候
文
は
通
常
四
字
句
や
六
字
句
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
法
律
の
文
鎧
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
面
か
ら
観
察
す
る

と
、
保
査
は
中
図
的
法
律
の
範
時
の
内
に
あ
る
も
の
で
、
恐
ら
く
宋
代
の
教
の

系
統
を
引
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
形
式
上
類
似
の
も
の
と
し
て
は
、
『
慶
元
僚

法
事
類
』
巻
三
六
・
商
税
に
、
随
救
申
明
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

淳
照
伍
年
建
月
蕉
拾
陸
日
、
数
。
勘
禽
、
諸
州
軍
牧
税
分
数
、
自
有
成
法、

約
束
非
不
殿
備
。
訪
問
、
州
豚
多
有
違
戻
。
今
具
下
項
。
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こ
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
、
以
下
に
箇
保
書
き
の
規
定
が
列
記
さ
れ
旬
。
さ
ら

に
僚
査
は
「
教
習
蒙
古
文
字
保
護
」
「
勧
農
係
資
」
の
ご
と
く
、
題
名
を
と
も

な
っ
て
m
附
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
か
ら
、
間
早
に
箇
篠
書
き
規
定
と
い
う

に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
る
種
の
法
令
を
指
示
す
る
名
穏
と
し
て
、
僚
蛮
の
語
は
用

い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
は
元
代
の
傑
査
と
い
う
法
令
は
、
皇
帝
聖
旨
と
一
慢
の
形
式
で
渡
せ
ら
れ

た
も
の
、
皇
帝
聖
旨
が
燦
規
を
包
み
こ
ん
で
い
る
も
の
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が

本
来
的
で
典
型
的
な
形
態
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
集
成
作
業
を
進

め
て
い
く
と
、
私
の
輿
え
よ
う
と
す
る
限
定
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
中
閲
的
形
態

と
も
い
う
べ
き
も
の
が
寅
際
に
は
出
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
典
章
二

二
戸
部
品
位
八
「
新
降
醗
法
事
理
」
の
僚
に
は
、
二
十
四
僚
の
そ
れ
ぞ
れ
が
相
首

長
文
の
燦
澄
が
み
え
る
が
、
そ
の
内
容
は
地
域
ご
と
に
細
則
を
定
め
る
な
ど
、

あ
ま
り
に
も
細
か
い
僚
規
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
「
あ
ら
ゆ
る
法
を
立
て
合

に
行
な
ふ
べ
き
の
事
現
は
、
中
議
省
に
命
じ
て
僚
査
を
定
立
せ
し
め
云
云
」
と

の
聖
旨
を
う
け
て
、
中
書
省
が
「
聖
芭
回
の
事
意
に
欽
依
し
て
、
通
じ
て
参
考
を

行
な
ひ
議
立
し
た
る
僚
査
は
、
後
に
関
坐
す
。
仰
せ
て
欽
依
施
行
せ
よ
」
と
い

う
大
筋
の
形
式
で
渡
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
例
か
ら
す
る
と
、
拙
稿
(
一
)
に

お
い
て
「
中
書
省
な
ど
の
上
級
官
聴
が
皇
帝
聖
旨
の
意
を
慢
し
て
下
級
官
胞
に

む
け
て
設
す
る
政
令
は
、
聖
旨
篠
査
と
は
別
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
の
は
、

限
定
し
す
ぎ
た
定
義
附
け
で
あ
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。
箇
保
書
き
規
定
の
す

べ
て
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
皇
帝
要
旨
と
近
い
関
係
に
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

は
、
僚
蛮
と
穂
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
滋
賀
氏

の
指
摘
も
い
く
ら
か
受
け
容
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。

さ
ら
に
衣
の
よ
う
な
事
例
が
、
ま
た
私
を
大
い
に
悩
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
曲
穴

章
六
蔓
網
巻
二
「
療
訪
司
合
行
僚
例
」
の
僚
に
み
え
る
箇
係
書
き
規
定
は
、
中

書
省
が
御
史
翠
に
む
け
て
降
し
た
割
付
中
に
、
「
欽
奉
聖
旨
」
と
聖
旨
を
引
用

し
た
の
ち
に
、
「
都
省
、
今
議
到
せ
る
合
に
行
な
ふ
べ
き
事
理
は
、
仰
せ
て
依

准
施
行
せ
よ
」
と
し
て
渡
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
上
級
官
磁
の
立
法
と
い
う

に
ふ
さ
わ
し
い
印
象
を
興
え
る
。
と
こ
ろ
が
典
章
凶
朝
綱
各
一
「
省
部
減
繁

格
例
」
第
二
僚
に
は
、
さ
き
の
傑
規
中
の
一
僚
「
燦
訪
司
官
、
委
任
既
重
、
却

不
得
苛
細
生
事
云
云
」
を
引
用
す
る
の
に
、
こ
れ
を
「
立
廉
訪
司
分
治
僚
査
内

一
款
」
と
稽
し
、
し
か
も
引
用
保
規
の
末
尾
に
「
欽
此
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ

こ
に
は
標
題
を
も
含
め
て
、
は
か
ら
ず
も
傑
輩
、
事
理
、
格
例
、
傑
例
の
誇
が

み
え
る
が
、
か
と
い
っ
て
こ
れ
ら
の
語
が
同
義
と
は
限
ら
な
い
。
私
は
や
は
り

引
用
の
篠
進
を
聖
旨
と
同
じ
よ
う
に
、
「
欽
此
」
の
語
で
う
け
る
こ
と
に
注
目

し
た
い
と
思
う
。

『
元
典
章
』
の
各
僚
を
一
つ
の
文
書
と
し
て
み
る
と
き
、
そ
こ
に
は
必
ず
や

大
幅
な
節
略
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
不
適
正
な
節
略
も
あ
ろ
う
し
、
膏

吏
の
気
ま
ぐ
れ
す
ら
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

元
代
の
文
書
の
作
成
者
、
編
賀
補
者

に
こ
れ
を
た
だ
す
手
段
が
な
い
以
上
、
我
々
は
面
倒
で
も
そ
の
残
さ
れ
た
文
書

の
骨
格
か
ら
、
文
書
形
式
や
立
法
形
式
を
考
え
る
よ
り
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
私
が
書
簡
中
に
漁
測
と
し
て
ふ
れ
て
い
た
篠
査
の
歴
史
的
淵
源
に

関
し
て

一
言
し
て
お
く
。
燦
格
の
語
そ
の
も
の
は
古
く
は
六
朝
あ
た
り
ま
で
さ

か
の
ぼ
り
う
る
。

。
後
遺
犯
、
般
其
諜
坐
。
主
者
詳
其
僚
格
、
速
施
行
。
(
『
初
皐
記
』
巻
二

三
・
信
第
七
・
宋
孝
武
帝
沙
汰
沙
門
詔
〉

。
詔
日
、
:
:
:
可
依
周
・
漢
醤
典
、
有
罪
入
勝
、
外
詳
気
候
格
、
以
時
奏

問
。
(
『
梁
書
』
径
二

・
武
帝
紀
天
監
元
年
四
月
庚
午
篠
)

こ
の
よ
う
に
、
篠
格
の
語
は
詔
豊
富
の
末
尾
に
お
い
て
蛍
局
者
に
射
し
て
篠
規
の

作
成
を
命
ず
る
場
合
に
あ
ら
わ
れ
る
。
い
ま
、
元
代
に
お
い
て
僚
査
と
候
絡
が
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通
じ
て
使
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
元
の
篠
董
・
篠
格
を
六
割
咽

の
傑
格
と
同
一
読
す
る
の
は
早
計
に
失
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
針
比
を
通
じ

て
、
元
代
の
篠
査
の
位
置
を
摸
索
し
解
明
す
る
ヒ
ン
ト
は
輿
え
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
私
が
拙
稿
(
一
)
に
お
い
て
提
案
し
た
「
征
服
王
朝
成
立
の
根
抜
の

一
つ
に
、
中
図
的
貧
務
主
義
を
想
定
し
て
」
み
た
ら
ど
う
か
と
い
う
問
題
関
心

に
照
ら
し
て
、
そ
れ
を
期
待
す
る
の
は
過
剰
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
別
に
論
ず
る
機
舎
を
も
ち
た
い
。

法
制
史
の
専
門
家
で
あ
る
滋
賀
氏
の
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
私
は
、
こ
の
ま

ま
傑
筆
集
成
の
論
考
を
書
き
進
め
る
の
は
考
え
も
の
か
と
は
じ
め
は
思
っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
い
う
こ
と
は
誰
か
が
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
考
え
て
い

た
し
、
滋
賀
氏
も
集
成
そ
の
も
の
に
呉
を
嶋
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
も
と
よ
り
な

い
か
ら
、
か
え
っ
て
氏
の
御
指
摘
を
消
化
し
て
今
後
の
集
成
作
業
に
活
か
す
べ

き
だ
と
思
い
直
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
集
成
作
業
を
進
行
し
た
方
が
該
首
の
僚

交
を
設
見
す
る
の
に
便
宜
が
あ
り
、
他
の
時
代
の
法
令
と
の
比
較
も
行
な
い
や

す
い
は
ず
だ
と
考
え
て
い
る
。

以
上
に
取
り
あ
げ
た
諸
問
題
は
、
お
そ
ら
く
行
き
詰
ま
り
の
議
論
に
は
な
ら

な
い
と
思
う
。
さ
ら
な
る
精
査
、
検
討
を
通
じ
て
、
将
来
に
お
い
て
解
決
さ
れ

る
可
能
性
も
あ
る
課
題
で
あ
ろ
う
。
滋
賀
氏
に
は
、
拙
な
い
論
考
に
つ
い
て
有

盆
な
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
ば
か
り
か
、
な
お
私
が
こ
の
よ
う
な
一
文
を
書
く

こ
と
を
も
快
く
御
諒
解
い
た
だ
い
た
。
そ
の
こ
と
に
、
私
は
深
甚
の
謝
意
を
表

し
て
や
ま
な
い
。
こ
の
う
え
は
博
雅
の
御
叱
正
、
御
敬
一亦
を
賜
れ
ば
、
幸
こ
れ

に
過
ぎ
る
も
の
は
な
い
。
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詮①
「
元
代
僚
董
考
」
(
一
〉
〈
『
香
川
大
拳
教
育
皐
部
研
究
報
告
』
第
一
部

第
四
五
続
・
一
九
七
八
・
一

0
・
所
収
)
、
同
〈
二
)
(
第
四
六
時
肌
・
一
九

七
九
・
三
・
所
収
〉
、
同
(
三
)
(
第
四
七
披
・
一
九
七
九
・
一

0
・
所

牧
)
、
同
(
四
)
(
第
四
八
続
・
掲
載
預
定
)

②
拙
稿
(
一
)
三
八
頁
。

③
『
元
典
章
』
三
五
兵
部
袋
二
・
拘
禁
借
入
弓
箭
の
僚
に
い
う
。

曾
験
上
司
候
登
内
一
款
。
「
漢
克
人
、
若
有
隠
裁
軍
器
、
懸
槽
弓
箭
、

創
使
赴
官
途
納
、
品
川
禁
闘
機
等
事
。
」

④
一
九
八

0
・
五

・
同
朋
含
・
刊
行
激
定
。

⑤

そ
の
候
重
の
一
僚
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

各
路
所
管
州
・
鯨
、
若
有
取
曾
文
字
、
立
式
定
限
怠
慢
者
、
随
即
究
治
、

並
不
得
飢
行
勾
振
。
如
須
合
赴
府
類
機
文
字
、
変
人
所
用
飲
食
・
油

火
・
紙
札
、
仰
本
管
上
司
、
於
砥
態
銭
内
、
制
酎
酌
従
貧
態
副
。
還
者
、

仰
提
刑
按
察
司
、
究
治
。

滋
賀
氏
の
指
摘
さ
れ
た
の
は
こ
の
候
文
の
中
関
部
分
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
御
指
摘
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
を
愛
見
し
え
て
、
感
謝
に
た
え
な
い
。

⑥
い
ま
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
、
「
中
書
省
奏
准
僚
輩
」
を
省
略
し

て
「
中
書
省
脇
田
登
」
と
稽
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
但
し
、
も
し
そ
う
だ
と

し
て
も
こ
こ
の
論
旨
は
嬰
ら
な
い
。

⑦
拙
稿
(
一
〉
五

O
頁。

③
内
藤
乾
吉
「
大
明
令
解
読
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
巻
第
五
競
・
一
九

三
七
・
所
枚
〉

参
照
。

@
こ
こ
ま
で
が
拙
稿
(
一
〉
と
重
複
す
る
内
容
で
あ
る
。

@
は
じ
め
の
例
は
、
大
庭
惰
氏
が
「
居
延
出
土
の
詔
書
冊
と
詔
書
断
衡
に
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つ
い
て
」
(
『東
西
田
学
術
研
究
所
論
叢
』
五
二
・
一
九
六
一

・
所
牧
)
に
お

い
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
氏
「
漢
代
詔
書
の
形
態
に
つ
い
て
L

(
『
史
泉
』
第
二
六
競
・
一
九
六
三
・
所
牧
)
に
お
い
て
は
、
そ
の
例
を
引

い
て
、

漢
代
の
詔
書
中
の
兵
令
、
議
令
文
言
が
仙
波
化
し
た
も
の
と
さ
れ

る
。
そ
れ
は
「
皇
帝
が
一
部
の
官
僚
に
政
策
の
大
綱
、
叉
は
意
志
の
指
向

を
し
め
し
、
詳
細
な
立
法
を
委
託
し
た
場
合
に
用
い
ら
れ
」
る
形
式
と
い

わ
れ
る
。

(
一
九
七
九
・
一
一
・
三

O
)

〔
追
記
〕

本
稿
脱
稿
の
の
ち
、
滋
賀
氏
に
一
議
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、

次
の
よ
う
な

コ
メ
ン
ト
を
附
載
す
べ
き
も
の
と
し
て
頂
戴
し
た
。
そ
の
ま
ま
掲
げ
さ
せ
て
い

た
だ
く
。確

定
稿
の
校
閲
を
求
め
ら
れ
た
機
曾
に
、
議
者
の
無
用
の
負
搭
を
省
く
た

め
に
一
言
し
て
お
き
た
い
。
拙
問問別
紙
一
の
伺
お
よ
び
こ
の
付
に
摩
げ
た
資

料
に
つ
い
て
、
植
松
氏
の
反
論
は
全
く
安
蛍
で
あ
り
、
教
示
を
謝
す
る
。
た

ん
な
る
聖
旨
と
聖
旨
篠
登
を
区
別
す
る
こ
と
が
常
に
可
能
で
あ
ろ
う
か
、
そ

も
そ
も
匡
別
を
論
ず
る
こ
と
に
本
質
的
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

疑
問
は
依
然
と
し
て
残
る
。
疑
問
は
そ
れ
と
し
て
、
植
松
氏
の
作
業
が
極
め

て
有
盆
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
敬
意
を
禁
じ
得
な
い
。

(
滋
賀
)
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