
ナ
ク
シ
ュ

J、ミ

ン
山
ア
ィ

i
数
圏
の
修
業
法
に
つ
い
てl

 
l
 

f
E』
J

本

正

知

は

じ

め

に

タ
リ

i
カ
の
あ
り
方

タ
リ

l
カ
の
内
容

タ
リ

l
カ
の
特
徴

わ

に
り

E お E

t土

じ

め

- 93ー

イ
ス
ラ

1
ム
史
に
お
け
る
ス

l
フ
イ
ズ
ム
の
問
題
は
、
従
来
、
主
に
思
想
史
的
観
貼
か
ら
そ
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
、
す

で
に
多
く
の
濁
創
的
な
研
究
が
瑳
表
さ
れ
て
い
り
か
。

し
か
し
、
ス

l
フ
ィ
I
的
人
間
完
成
を
共
通
の
泊
的
と
し
て
形
成
さ
れ
た
信
仰
共
同
盟
で

q
L
 

あ
る
と
こ
ろ
の
多
く
の
ス

l
フ
ィ
l
数
固
に
つ
い

て
の
研
究
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
ガ
ザ

1
リ
l
、
イ
プ
ン

・
ア
ラ
ピ

ー

な
ど
の
ス
l
フ

イ
ズ
ム
の
大
思
想
家
達
の
思
想
を
縫
承
、
設
展
さ
せ
、
イ
ス
ラ

l
ム
吐
舎
の
中
に
根
を
お
ろ
さ
せ
て
い
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の

ス
l
フ
ィ

l
数
圏
で
あ
っ
た
。

日
本
に
お
い
て
、

い
わ
ゆ
る
ス

l
フ
ィ

l
数
圏
と
は
、
極
め
て
個
人
的
な
鐙
験
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
汎
神
論
的
な
紳
へ
の
信
仰
を
基
礎
に
形
成
、

設
展
し
た
集
圏
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
園
を
匿
別
し
、
個
々
の
信
仰
共
同
盟
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
そ
の
睦
験
に
到
る
共
通

の
修
業
方
法
で
あ
り
、
そ
の
修
業
の
過
程
に
お
い
て
現
れ
る
強
固
な
師
弟
関
係
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
道
、
方
法

285 
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を
意
味
す
る
タ
リ

l
カ
(
百
五
と
は
、
修
業
者
の
た
ど
る
べ
き
道
、
修
業
方
法
を
し
め
ず
言
葉
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
に
は
、
ス

l
フ

ィ
1
数
固
そ
れ
自
瞳
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
到
。
こ
の
修
業
方
法
を
意
味
す
る
タ
リ

l
カ
の
整
備
こ
そ
が
、
数
圏
の
永
績
的
な
組
織

形
成
の
基
礎
と
な
り
、
各
々
の
数
園
の
護
展
の
方
向
を
規
定
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
複
雑
で
困
難
な
専
属
の
ス
l
フ
ィ
l
達
以

外
は
従
事
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
修
業
形
態
の
簡
易
化
を
含
み
、
修
業
へ
の
大
衆
参
加
、
数
園
の
膨
脹
を
う
な
が
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る。

タ
リ

l
カ
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

浸
透
し
て
い
る
地
域
に
急
速
に
慶
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
過
激
な
小
数
園
は
別
と
し
て
、

ま
た
、

ス
l
フ
ィ

l
数
圏
が
、
す
で
に
イ
ス
ラ

l
ム
が
深
く

い
く
つ
か
の
大
数
圏
が
イ
ス
ラ

l
ム
祉
舎
の

各
階
層
に
は
ば
虞
く
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
そ
れ
ら
の
数
園
の
タ
リ

l
カ
は
、

正
統
イ
ス
ラ

l
ム
信
仰
を
奉
ず
る
人
々
に
受
け
入
れ

ら
れ
や
す
い
内
容
を
含
ん
で
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
極
端
な
反
イ
ス
ラ

l
ム
的
傾
向
、
例
え
ば
呪
術
、

ア

-7、
ズ
ム
、
過
度
に
宗
数
的
陶
酔

- 94ー

を
重
視
す
る
こ
と
な
ど
は
、

タ
リ
l
カ
の
中
で
は
、
あ
る
程
度
制
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ス
l
フ
イ
ズ
ム
の
修
業
の
簡
易
化
、
大
衆
参
加
の
問
題
は
、
す
で
に
中
村
慶
治
郎
氏
が
、
ガ
ザ

l
リ
l
の
修
業
論
の
分
析
に
お
い
て
、
そ
の

F

ヘυ

重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
州
、
個
々
の
数
圏
の
タ
リ
l
カ
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
イ
ス
ラ
l

ム
世
界
屈
指
の
大
数
圏
の
一
つ
で
あ
る
ナ
ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
固
の
初
期
の
タ
リ
l
カ
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
い

か
な
る
黙
が
人
々
を
ひ
き
つ
け
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
、

ナ
ク
シ
ュ
バ
ン
デ
ィ

l
数
園
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
こ
の
数
圏
が
イ
ス
ラ

l
ム
圏
各
地
域
に
置
が
っ
た
大
教
園
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
、
そ
の
タ
リ

l
カ
が
比
較
的
よ
く
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
書
き
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

さ
て
、
こ
の
ナ
ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
圏
の
タ
リ

l
カ
は
、
や
は
り
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
せ
い
か
、
い
く
つ
か
の
ス

l
フ
イ
ズ
ム
の
研
究

勾

4

書
、
相
説
書
に
紹
介
さ
れ
て
い
刻
。
ま
た
、
こ
の
数
固
に
関
す
る
論
文
の
中
に
も
、
こ
の
タ
リ

l
カ
の
内
容
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
言
及
し
て

no 

い
る
部
分
が
あ
航
。
特
に
、
バ
ハ

I
・
ア
ッ
デ
ィ
l
ン
の
数
説
集
『
ゴ
ド
ス
ィ
l
イ
ェ
』

(
Oロハ
E
ミ
と
の
校
訂
者
ア
フ
マ
ッ
ド

-
タ

l
ヘ
リ



ー
・
イ
ラ

1
キ
l
は
、
そ
の
序
文
(
玄

Z
包
含
自
己
と
し
て
附
け
ら
れ
た
彼
自
身
の
ナ
ク
シ
ュ
パ
ン
デ
ィ

l
数
圏
の
詳
細
な
研
究
の
中
に
、
そ

の
タ
リ

l
カ
の
各
項
目
に
つ
い
て
の
多
く
の
シ
ャ
イ
フ
達
の
数
読
を
集
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
関
野
英
二
氏
は
、

こ
の
数
圏
の
タ
リ

l
カ
を
紹
介
し
た
後
、
こ
の
数
圏
の
数
義
、
修
業
の
特
徴
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
到
。

以
上
述
べ
ま
し
た
こ
の
数
圏
の
数
義
、
修
行
に
つ
い
て
の
特
徴
を
く
り
か
え
し
ま
す
と
、
そ
の
巌
密
な
ス
ン
ナ
主
義
、
シ
ャ
リ

l
ア
主

A
川
河

z

d
u
，

義
の
他
に
、
ズ
ィ
ク
ル
が
心
の
ズ
ィ
ク
ル
、
秘
密
の
ズ
ィ
ク
ル
で
あ
る
と
い
う
事
、
ま
た
サ
マ
ー
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
、
さ
ら

に
巡
遊
・
遊
行
の
禁
止
、
ま
た
賠
遁
・
濁
居
の
禁
止
と
い
う
事
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
こ
の
数
圏
が
聾
高
の
ズ
ィ
ク
ル
と
か
サ
マ

l
、
巡
遊
、
隠
遁
な
ど
と
い
っ
た
い
わ
ば
外
面
に
現
れ
る
修
行

方
法
、
誰
が
見
て
も
ひ
と
め
で
修
行
し
て
い
る
事
が
分
る
よ
う
な
修
行
方
法
を
し
り
ぞ
け
て
、
あ
く
ま
で
心
の
内
面
で
の
修
行
、
表
面
に

は
出
な
い
修
行
の
方
法
を
重
ん
じ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
、
精
神
主
義
的
な
、
こ

の
敬
園
の
修
行
方
法
に
劃
す
る
態
度
は
、
嘗
時
の
他
の
諸
数
圏
の
あ
り
方
に
劃
す
る
明
白
な
反
援
・
批
判
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ

F
D
 

n
w
u
 

し
て
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ナ
ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
園
の
も
っ
た
宗
数
運
動
史
上
で
の
革
新
性
を
認
め
る
事
が
で
き
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
こ
の
革
新
性
の
故
に
、
こ
の
数
圏
は
ロ
世
紀
以
降
、
じ
よ
じ
よ
に
多
く
の
数
圏
員
を
獲
得
し
、
特
に
テ
ィ
ム

l
ル
朝
時
代

の
中
央
ア
ジ
ア
及
び
ホ
ラ

1
サ
l
ン
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
大
き
な
護
展
を
見
せ
る
事
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
こ
に
間
野
氏
の
あ
げ
た
諸
特
徴
に
つ
い
て
、

モ
レ
は
、
そ
の
起
源
を
、

イ
ス
ラ

1
ム
暦
四
世
紀
に
お
け
る
シ
ャ
リ

l
ア
を
無
視
し
、

ニL

ク

ホ
ラ
サ
l
ン
涯
の
神
秘
主
義
・
ニ
シ
ャ
.
ア
ー
ル
の
マ
ラ
l
マ
テ
ィ
l
ヤ
(
玄
白
釘
自
主
ミ
ω〉

ス
タ
シ
ー
に
よ
る
自
己
の
紳
と
の
関
係
を
誇
示
し
墜
落
す
る
に
い
た
っ
た
バ
グ
ダ
ー
ド
の
ス

l
フ
イ
ズ
ム
へ
の
反
動
と
し
て
興
っ
た
と
さ
れ
る

品。
，

ん
H
い

に
求
め
て
い
る
。

こ
の
マ
ラ
l
マ
テ
ィ
l
ヤ
に
閲

す
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
、
他
の
ス

1
フ
ィ

l
達
と
同
様
に
、
合
一
陸
験
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
紳
を
信
仰
す
る
人
々
で
あ
る

が
、
そ
の
修
業
は
、
一
般
の
人
々
と
の
交
り
の
中
で
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
人
々
に
特
別
覗
さ
れ
な
い
よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
は
自
己
の
下
位
な
る
魂
を
悪
と
み
な
す
の
で
、
自
己
を
極
端
に
卑
下
し
、
人
々
に
特
別
観
さ
れ
る
こ
と
は
必
ず
堕
落
を
ひ
き
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お
こ
す
と
し
、
そ
れ
を
忌
避
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
自
己
の
信
仰
を
組
射
に
人
々
に
も
ら
し
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
、
彼
ら
の
考
え
方

44
 

h
H
V
 

に
は
、
む
し
ろ
明
ら
か
に
他
の
ス

l
フ
ィ

l
達
よ
り
も
な
お
秘
数
的
要
素
が
強
く
、
高
踏
的
で
す
ら
あ
る
。

確
か
化
、
モ
レ
の
指
摘
す
る
よ
う

に
、
ナ
ク
シ
ュ
パ
ン
デ

ィ
l
数
回
の
タ
リ

l
カ
に
は
マ
ラ

l
マ
テ
ィ

l
ヤ
と
共
通
す
る
部
分
が
多
く
み
と
め
ら
れ
る
。

彼
の
設
に
従
う
な
ら

ば
、
ナ
ク
シ
ュ
パ
ン
デ
ィ

l
数
園
の
革
新
性
は
、
む
し
ろ
こ
の
マ
ラ

1
7
テ
ィ

l
イ
ズ
ム
の
秘
数
的
、
高
踏
的
な
要
素
の
克
服
に
求
め
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、

A
司'n

u、

ナ
ク
シ
ュ
パ
ン
デ
ィ

l
数
回
の
設
展
、
す
な
わ
ち
そ
の
修
業

へ
の
大
衆
参
加
を
、
こ
の
数
園
の
タ
リ

l
カ
が
既
存
の
イ
ス
ラ

l

ム
祉
舎
の
人
々
を
強
く
ひ
き
つ
け
る
な
ん
ら
か
の
普
遍
的
特
徴
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に

よ
る
と
偲
定
し
、

タ
リ
l
カ
の
い
か
な
る
黙
に
お
い
て

人
々
を
ひ
き
つ
け
て
い
っ
た
か
を
よ
り
具
瞳
的
に
、
特
に
マ
ラ
l
マ
テ
ィ

l
イ
ズ
ム
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
述
べ
て
み
よ
う
。

そ
の
方
法
は
、

タ
リ
l
カ
の
内
容
を
具
践
的
に
し
め
す
シ
ャ
イ
フ
達
の
言
葉
を
誇
出
し
、
解
四
伴
を
加
え
て
い
く
こ
と
を
中
心
的
作
業
と
す
る
。

使
用
す
る
主
要
文
献
と
略
稽
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に、

『
ゴ
ド
ス
ィ

l
イ
ェ
』
の
序
文
に
お
い
て

ア
フ
マ
ッ
ド
・
タ

l

- 96ー

ヘ
リ

ー
は
、
タ
リ

l
カ
に
つ
い
て
の
多
く
の
シ
ャ
イ
フ
達
の
言
葉
を
集
め
て
い
る
。
序
文
自
鐙
は
タ

l
へ
リ

l
の
論
文
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は

特
に
そ
の
部
分
を
史
料
集
と
し
て
利
用
す
る。

A
N
V
 

'hu-

z
u冨
曲
者
一
同
ロ
白
血〉

E
曲目・閉山同グヨ
削
ロ

σ・
〉
ザ
ヨ
包
】
削
ヨ
ア
ミ
b
L
P
T
日

AHNEqEu
邑
・
呂
田
グ
門
町
吋
白
老
古
門
同
日
目
V

口同

w叶，巾
y
g
p
H
C
E・

o・
冨
ロ
グ
白
ヨ
ヨ
包

σ・
冨
己
玄
ヨ
ヨ
邑
宮
山
片
品
切
ロ

r
z
z
w
ぬ
H
h
b
O
Q
F
E
-
〉庁

HS包
同
，
帥

rHHM
凶
円
削
門
出
ア
叶
巾

r
g
p
巴
司
-

O
Y
A
U

。
邑

3
E
冨
ロ
心
包
含
目
白
・

H
P
E
r
Z
白
ケ
ロ
日
ロ
メ
ゴ

σ・
司
己
的
回
当
者
仙

ι
N
E
m
E
F
N
N
E
E吉
之

長

いて
活

字

句

ミ

戸

a-
a〉『
r
m
r同
吋
冨

5
2ヨ
削
P

M
王子

Anリ

叶伺}回吋白
P
H
C
J
3・

ア
ル
ガ

l
(
F
S
E
E
m
g
が
一
九
六
九
年
に
、

A
N
uv
 

，内

U
、

の
儀
式
の
調
査
の
報
告
も
参
照
し
た
。

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
ボ

ス
ニ
ア
地
方
に
お
い
て
行
っ

た
こ
の
数
圏



I 

タ
リ

l
カ
の
あ
り
方

ス
ン
ナ
主
義
を
と
っ
て
お
り
、
異
端
(
『
弓
曲
。
を

L
り
ぞ
け
、
既
存
の
正
統
涯

A
司，

，向い
、

イ
ス
ラ
l
ム
社
舎
の
秩
序
を
守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
数
圏
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ス
l
フ
イ
ズ
ム
に
お

帥

け
る
神
と
は
極
め
て
個
人
的
な
瞳
験
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
唯
一
の
員
の
賓
在
で
あ
っ
て
、
シ
ャ
リ
l
ア
の
前
提
と
し
て
イ
ス
ラ
l

品
川
ザ

h
v
v
 

ム
正
統
涯
の
信
ず
る
一
紳
数
と
し
て
の
絶
封
超
越
紳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
シ
ャ
リ

1
ア
に
巌
格
に
従
っ
て
い
こ
う
と

ナ
ク
シ
ュ
バ
ン
デ
ィ

l
数
圏
は
巌
密
な
シ
ャ
リ

l
ア
主
義
、

す
る
こ
の
数
圏
の
場
合
、
信
仰
の
内
部
に
二
重
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
重
性
は
、
多
く
の
数
圏
が
大
な
り
小
な
り
共
通
に
有
す
る
と

こ
ろ
の
矛
盾
で
あ
相
。
こ
の
矛
盾
の
解
消
ま
た
は
緩
和
の
た
め
に
、
ナ
ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
圏
で
は
タ
リ

i
カ
を
シ
ャ
リ

l
ア
に
射
し
て
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

ホ

1
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ

l
ル
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

シ
ャ
リ

l
ア
と
タ
リ

l
料
と
員
の
寅
在
♀

2
5
S
が
あ
る
。

シ
ャ
リ
I
ア
と
は
外
面
公
島
町
『
)
に
お
け
る
紳
命
の
途
行
で
あ
る
。

- 97ー

タ

リ
l
カ
と
は
内
面

(
E
E
)
の
集
一
す
る
こ
と
ハ
EB--ヨ
曲
。
の
た
め
に
な
さ
れ
る
努
力
で
あ
り
苦
第
で
あ
る
。

員
の
貫
在
と
は
、

こ
の

集
一
す
る
こ
と
が
(
完
成
し
、
〉
不
動
の
も
の
と
な
る
こ
と
で
あ
る
(
認

可・

8
3
0

古
田
ぷ
ヨ
凶
一
件
と
は
、

ス
l
フ
イ
ズ
ム
の
用
語
で
、

が
唯
一
の

「
員
の
賞
在
」
に
集

(
Y
s
.〉

し
て
し、

くス
ス l
l フ
フィ
イ I
l 達
のの
内修
面業
的に
扶ょ
態る

室窒
官、 石二

味睡
し験
ての

モ遣
お
し、

て

個
々
の
貫
在
♀

2
2
ε

在
が
ば
ら
ば
ら
に
存
在
す
る
一
般
的
な
朕
況
、

v
g
d可
一
回
貯
に
劃
し
て
、

お
よ
び
そ
う
感
じ
る
精
神
朕
態
は
離
散

(ZE乙
と
よ
ば
れ
て
い
刷
。

個
々
の
貫

ホ

l
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ

l
ル
は
、

シ
ャ
リ

l
ア
を
外
面
の
紳
命
の
遂
行
、

タ
リ

l
カ
を
内
面
の
修
業
と
規
定
し
て
お
り
、
彼
の
考
え
方
に
よ
れ

289 

ば
、
シ
ャ
リ

1
ア
と
タ
リ

l
カ
は
抵
鏑
す
る
こ
と
は
な
く
、
表
面
的
に
は
前
述
の
矛
盾
は
回
避
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
面
、
外
面
の
考
え
方
は

多
く
の
数
圏
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。

ス
l
フ
イ
ズ
ム
一
般
の
考
え
方
と
い
っ
て
も
よ
く
、

し
か
し
、

ナ
ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
圏
に
お
い
て
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は、

E
に
み
る
よ
う
に
、

タ
リ
l
カ
の
内
面
性
が
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
タ
リ
l
カ
自
睦
が
シ
ャ
リ
l
ア
に
抵
崩
し
な
い
よ
う
に
、

ま
さ
に

内
面
的
な
修
業
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

II 

タ
リ

l
カ
の
内
容

ナ
ク
シ
品
パ
ン
デ
ィ

1
数
固
に
は
、

タ
リ

l
カ
の
貫
践
内
容
を
示
す
十
一
の
規
定
が
あ
り
、
十
一
の
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
①

Emy

色白円

E
B
(呼
吸
に
お
け
る
知
究
)
、
②
ロ
忠
良
宮
円
宮

E
g
(足
許
へ
の
視
線
)
、
③
阻
止

R

E
円
唱
曲
窓
口
(
自
園
で
の
厳
〉
、

出口古

B
S
(集
幽
の
中
で
の
隠
遁
)
、
⑤

E
仏

E
E
(回
想
)
、
⑥

Z
N
m
g
Z
〈
回
鋳
)
、
⑦
ロ

-tr
仏
旧
日
宮
(
注
意
〉
、
③
可
包
含
∞
宮
(
追
憶
)、

⑨
毛

Z
E
-
-
N
E
M削
口
問
(
時
の
知
究
)
、
⑮

dE
A巳
-Ma包
担
任

(
数
の
知
究
)
、
⑪

dEG口
町
ム
門
戸
由

-
Z
(心
の
知
血
児
)
で
あ
る
。

④

rz-話
回
同
向
山
白
円

十
一
の
う
ち
、
③
ま
で
は
ア
ブ
ド
・
ア
ル
ハ

I
リ
ク
が
定
め
、
⑤
か
ら
⑪
ま
で
は
メ
ハ

l
・
ア
ッ
デ
ィ
ン
が
定
め
た
と
す
る
意
見
が
あ
る

湖
、
根
践
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
『
ラ
シ
ヤ
ハ

1
ト
』
に
は
、ァ
ブ
ド

・
ア
ル
ハ
!
リ
ク
が
、
ホ

1
ジ
ャ

・
ヒ
ド

ゥ
ル

(E唱
曲

7
5
4掛

か
ら
⑮
の
規
定
を
教
え
ら
れ
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
(
宮
司
・

ω
3
0
確
か
に
①
J
③
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
示
し
て
お
り
、
⑨
J
⑪
は
補
足

そ
の
意
見
が
正
し
い
か
ど
う
か
の
判
断
は
ひ
か
え
て
お
く
。

- 98ー

的
に
附
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
も
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
段
階
で
は
、

こ
の
十
一
の
言
葉
は
、
パ
ハ
l
・
ア
ッ
デ
ィ

I
ン
の
数
説
集
で
あ
る
『
ゴ
ド
ス
ィ
l
イ
ェ
』
の
中
に
も
具
盤
的
な
修
業
内
容
を
し
め
す
熟
語

と
し
て
現
わ
れ

(
0
3
8
1ωδ
、
十
六
世
紀
初
頭
に
垂
直
か
れ
た

『
ラ
シ
ャ
ハ

l
ト』

に
お
い
て
は

ア
ブ
ド
・
ア
ル
ハ

l
リ
ク
の
定
め
た
規

定
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
順
番
に
説
明
し
て
レ
る
(
自
宅
・

8
1印
3
0
ナ
ク
シ
ュ
パ
ン
デ
ィ

l
数
固
に
お
い
て
は
、
遅
く
と
も
十
四
世

紀
以
降
、
十
一
の
言
葉
の
意
味
す
る
内
容
が
タ
リ

l
カ
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
十
一
の
言
葉
に
射
す
る
ナ
ク
シ
ム
メ
ン
デ
ィ

l
数
回
の
シ
ャ
イ
フ
達
の
解
緯
を
中
一
持
出
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
数
圏
の
タ
リ

ー
カ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

① 

7
0
凹
『
円
同
日
仏
曲
目
(
呼
吸
に
お
け
る
知
受
)



こ
の
言
葉
に
つ
い
て
の
『
ラ
シ
ャ
ハ

l
ト
』
の
著
者
フ
ア
フ
ル
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
・
カ

l
シ
ュ
フ
ィ

l
の
説
明
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

帥

そ
れ
は
、
内
か
ら
の
全
て
の
呼
吸
(
口
氏

g
〉
は
神
と
共
に
い
る
こ
と
の
意
識
(
官
合
乙
と
紳
へ
の
注
意
(
帥
包

rc
と
と
も
に
は
じ
め
ら

ま
た
、 れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
過
程
に
紳
の
忘
却

Q
E
2邑
が
入
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
云
あ
る
(
宮
司
・

8
V

サ
ア

v
ド
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
・
カ

l
シ
ュ
ガ
リ

l
ω
曲
正
巳

-
U
E
開
削
m
y
m
r
白
巴
(
一
四
五
六
波
)
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

}HDmy
弘
同
門
合
目
と
は
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
呼
吸
か
ら
一
つ
の
呼
吸
へ
の
移
行
は
、
神
の
忘
却
か
ら
は
じ
め
る
の
で
は
な
く
、
神
と
共

に
い
る
こ
と
の
意
識
か
ら
は
じ
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
て
の
呼
吸
は
、
紳
(
玄
室
)
|
|
た
た
え
あ
れ
ー
ー
ー

ま
た
、 か

ら
離
れ
、
神
を
忘
れ
る
こ
と
と
と
も
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い

(
E
3・
8
1
ω
3
0

ー

帥

メ
'E"
と
・
ロ
日
ロ
〉
Z
N円
〈
一
四
八
七
波
)
は
、

ア
ラ

l

・
ア
y
J
ア
ィ

l
ン
・
ア

l
ピ
l
ズ
ィ

l

こ
の
言
葉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。

原
則
公
品
目
ム

ω，
g
g
)
で
あ
る
。
も
し
も

一
呼
吸
と
い
え
ど
も
、

神
の
忘
却
と
と
も
に
遁
ぎ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば

彼
ら
は
そ
れ
を
大

- 99ー

rロ曲
Y

仏
国
同
円
山
田
ヨ
は
、

ホ
l
ジ
ャ
ガ
ー
ン

l
l至
高
の
紳
よ
、
彼
ら
の
霊
を
清
め
た
ま
え
|
|
の
タ
リ
l
カ
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な

き
な
罪
と
み
な
し
、
何
人
か
の
者
は
背
信
行
魚

(
E
S
と
数
え
る
ほ
ど
で
あ
る
(
宮
司
・

ω
H
3。

こ
の
数
圏
の
人
々
は
呼
吸
を
非
常
に
重
要
視
し
、

「
ダ
ル
ヴ
ィ

シ
ュ
達
に
と
っ
て
、
全
て
の
呼
吸
は
臨
終
の
最
後
の

一
呼
吸

(
E
F臼
ム
停
乞
乙

で
あ
る
(
官
官

-
E〉
。
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
み
え
る
。
ま
た
、
こ
の
数
圏
の
ズ
ィ
ク
ル
に
お
い
て
も
呼
吸
は
重
要
な
役
割
を
は
た
す
。
ナ
ク

日
常
の
一
つ
一
つ
の
呼
吸
に
際
し
て
、
神
と
共
に
い
る
こ
と
を
意
識
し
、
神
に
注
意
す
る
こ
と
が
タ
リ

シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
圏
に
お
い
て
は
、

ー
カ
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

② 

ロ
S
R
σ
白円

ρ
白
色
曲
目
(
足
許
へ
の
覗
線
〉

フ
ア
フ
ル
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
は
、
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
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そ
れ
は
、
修
道
者
(
臼
曲
目
Fr〉
に
と
っ
て
、

彼
が
砂
漠
と
か
町

ど
こ
を
往
来
し
て
も
彼
の
覗
線
は
彼
の
足
許
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
硯
線
を
あ
ち
こ
ち
に
散
ら
さ
な
い
よ
う
に
し
、
必
要
で
も
な
い
所
に
踏
み
入
ら
ぬ
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
_，_ 
d: 

た
、
お
そ
ら
く
、
ロ
忠
良

Z
円
包
含
ヨ
と
は
、

(
自
己
の
〉
存
在

9
2
2
)
の
隔
り
を
越
え
、

自
己
崇
奔

(r
r
D
仏
宮

5
2
)
の
障
害
を
乗

り
越
え
る
修
道
者
の
(
自
我
の
意
識
を
完
全
に
消
し
去
っ
た
後
に
顕
現
す
る
員
の
貧
在
を
認
識
す
る
た
め
の
内
面
的
修
業
の
〉
放

(g
ヨ)
の
速
さ
を

示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
ば
、

彼
の
視
線
が
到
っ
た
全
て
の
所
に
は

た
だ
ち
に
彼
の
一
歩
(
宮
E
る
が
お
か
れ
る
か
ら
で
あ

る
(
明
N
H
h
u
・
8
)。

こ
の
言
葉
は
、
数
回
員
は
ど
こ
に
行
っ
て
も
自
己
の
足
も
と
に
覗
線
を
置
き
、

よ
そ
見
を
し
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
外
面
的
な
意
味
と
、

放
に
た
と
え
ら
れ
た
内
面
の
修
業
に
お
い
て
も
、

や
は
り
、
他
の
物
に
心
を
奪
わ
れ
ず
い
そ
ぎ
進
め
と
い
う
注
意
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
初
心
の

修
業
者
は
自
己
の
心
を
制
御
す
る
力
を
も
た
な
い
た
め
、
自
分
の
周
囲
の
色
や
形
に
目
を
奪
わ
れ
る
と
き
、
彼
の
心
は
「
集
一
す
る
こ
と
」
か

ら

出

て

し

ま

い

、

彼

の

「

紋

態

」

目

的

達

成

に

お

く

れ

を

と

る

か

ら

で

あ

る

(

0

7
白
石
-
E
J
E
)。

(
官
-
)
は
堕
落
し
、

-100ー

こ
の
下
を
向
い
て
歩
む
と
い
う
謙
虚
な
る
態
度
は
、
自
己
を
卑
下
す
る
こ
と
を
修
業
と
し
て
い
た
マ
ラ

1
7
テ
ィ

l
ヤ
の
影
響
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

③ 

由
同
町
民
牛
記
者
白
押
同
ロ
(
自
図
で
の
旋
)

こ
の
言
葉
の
按
公
民
三
は
、

内
面
と
外
面
の
二
つ
の
意
味
を
も
っ
。

一
つ
は
振
に
た
と
え
ら
れ
た
修
業
に
よ
る
精
紳
嬰
容
の
過
程
で
あ

り

一
つ
は
寅
際
の
旗
、
首
時
ス
l
フ
ィ
l
達
が
行
っ

て
い
た
修
業
の
た
め
の
放
、
巡
遊

・
遊
行
で
あ
る
。

前
者
の
意
味
に
お
い
て
、

フ
ァ
フ
ル
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

倒

そ
れ
は
、
修
道
者
が
人
聞
の
本
性
(
宮
r
E
C
に
お
い
て
放
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

天
使
の
属
性
へ
、
ま
た
非
難
さ
る
べ
き
層
性
か
ら
賞
讃
さ
る
べ
き
属
性
へ
と
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る

(
E
司・台)。

こ
の
説
明
で
は
、
自
園
と
は
、
人
聞
の
本
性
を
さ
す
。
ま
た
、
イ
ン
ド
の
ナ
ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
園
の
最
も
有
名
か
つ
重
要
な
シ
ャ
イ

d
u'
 

A
M
V
 

〉
グ
ヨ
包
明
白
吋
口
企

ω-FFロ
門
町
(
一
五
六
四
J
一
六
二
四
〉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
聞
の
属
性

(
O
E
C
か
ら

フ
、
ア
フ
マ
ッ
ド
・
シ
ル
ヒ
ン

J

ア
ィ

l



こ
の
祝
福
さ
れ
た
る
ハ
自
園
で
の
肢
と
い
う
)
言
葉
は
、
精
神
の
放
〈

m
a
Z
E
P回
目
)
を
示
す
。

!そ
し
て
自
園

(
B
g
m
E・
〉
と
は
、

〈
E
E
E
C
の
内
に
終
り
(
巳

E
E
C
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
曾
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

初
め

こ
れ
が
高
貴
な
る
ナ
グ
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー

数
圏
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
放
(
精
神
の
放
)
は
他
の
タ
リ
l
カ
に
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
移
り
以
外
に
、
ま
た
遠
閣
の
放

(gヨ
ム
仰
向
帥
問
。
の
後
以
外
に
は
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
道
(
ナ
ク
シ

ュ
パ
ン
デ
ィ
l
数
回
の
タ
リ
I
カ
〉
の
修
道

者
は
、

彼
の
第
一
歩
に
お
い
て
、

す
で
に
こ
の
族
ハ
精
神
の
放
)
を
は
じ
め
て
お
り
、

そ
の
娠
の
う
ち
に
遺
園
の
放
を
も
移
え
て
し
ま
う

の
で
あ
る

(
O
玄
司
・
印
白
)
。

さ
て

シ
ル
ヒ
ン
デ
ィ
l
の
数
設
の
中
に
で
て
く
る
「
初
め
の
内
に
終
り
を
ふ
く
ま
せ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
す
で
に
『
ラ
シ
ャ
ハ

1
ト
』

の
中
に
バ
ハ

l
・
ア

ッ
デ
ィ

1
ン
の
言
葉
と
し
て
み
え
て
お
り
(
尽
苫
・
印
S
1
8
3、
シ
ン
メ
ル
の
解
樟
に
よ
れ
ば
、
こ
の
言
葉
の
意
味
は
、

と他
い敬
う圏
この
と長
でい
あ苦
る伸行

とょ
する
れ精
ば紳
、浄

化
を

ナ
ク
シ
ュ
メ
ン
デ
ィ

l
数
圏
で
は
苦
行
を
へ
る
こ
と
な
く
、
初
め
か
ら
内
面
の
修
業
と
し
て
行
う

-101-

「
精
神
の
放
」
に
射
す
る
「
遠
園
の
放
」
と
は
他
数
圏
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
巡
遊
・
遊
行
、
隠
遁
・

濁
居
な
ど
の
苦
行
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

苦
行
を
行
う
と
い
う
外
面
的
な
方
法
を
否
定
し
た
初
歩
の
者
に
も
可
能
な
内
面
的
な
「
精
神
の

放
」
に
よ
る
精
神
浄
化
の
修
業
道
こ
そ
が
、
こ
の
数
圏
の
タ
リ
1
カ
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
の
言
葉
に
よ

っ
て
し
め
さ
れ
て
い
る
。

ま
た

「自
園
で
の
放
」
と
は
、
苦
行
の
一
つ
で
あ
る
貫
際
の
修
業
の
放
を
禁
じ
た
規
定
で
も
あ
る
。

サ
ア
ッ
ド
・
ア
ッ
デ
ィ
l
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

邪
悪
な
人
が
ど
こ
に
移
動
し
た
と
こ
ろ
で
、
邪
悪
の
属
性
か
ら
離
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
邪
悪
さ
が
消
え
て
し
ま

い
は
し
な
い
。

諸
数
圏
の
シ
ャ
イ
フ
達
|
|
至
高
の
紳
よ
、

彼
ら
の
霊
を
清
め
た
ま
え
|
|
の
放
と
定
住
宕
朗
自
主

の
濯
擦
に
つ
い
て
の
態
度
が

293 

致
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
彼
ら
の
あ
る
者
逮
は
(
修
業
の
〉
初
め
に
お
い
て
放
を
行
い
、

終
り
に
お
い
て
定
住
す
る
。

あ
る
者
達
は
初
め
に
お
い
て
も
移
り
に
お
い
て
も
放
を
行
い
、
ま
た
あ
る
者
逮
は
初
め
に
お
い
て
定
住
し
、
移
り
に
お
い
て
放
を
行
い
、 ま

た
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ま
た
あ
る
者
達
は
初
め
に
お
い
て
も
終
り
に
お
い
て
も
定
住
す
る
。
|
|
中
略
|
|
し
か
し
、

ホ

1
ジ
ャ
ガ
ー
ン
1

1
至
高
の
神
よ
、
彼

ら
の
霊
を
清
め
た
ま
え
|
|
の
タ
リ
l
カ
に
お
い
て
の
放
と
定
住
に
つ
い
て
の
態
度
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
め
に
お

い
て
(
こ
の
数
闘
の
)
高
貴
な
人
の
も
と
に
自
ら
を
至
ら
し
め

彼
に
仕
え
て
留
ま
る
と
い
う
旅
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
も
、

自
分
の
住
む
地
域
に
こ
の
数
園

(
3
・E
)
の
人
物
を
み
い
だ
し
た
な
ら
ば
、
旅
を
放
棄
し
、
彼
の
も
と
に
念
、き
、
神
へ
の
注
意
(
同
t
E
)

合
み

の
確
固
た
る
紋
態
(
自
営
れ
)
を
得
る
た
め
の
努
力
を
行
う
の
で
あ
る
(
官
官
・含)。

ホ

l
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ
l
ル
も
「
初
心
者
は
旅
に
お
い
て
混
凱
以
外
の
何
物
も
得
る
こ
と
は
な
い
(
宮
司
・お

宮

司
・
ミ
3
0」
と
述
べ
て
お
り
、

次
に
引
用
す
る
彼
の
言
葉
に
は

シ
ャ

リ
l
ア
主
義
の
立
場
か
ら
、
他
数
園
の
旅
に
劃
す
る
考
え
方
へ
の
明
白
な
批
判
が
み
い
だ
せ
る
。

こ
の
タ
リ
l
カ
に
従
う
者
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
町
や
地
方
に
い
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
親
族
達
や
知
人
達
の
悪
口

や
非
難
、
人
々
の
う
わ
さ
な
ど
が
、
彼
が
シ
ャ
リ

l
ア
に
反
す
る
行
動
を
お
こ
な
っ
た
り
、
加
熱
盆
な
行
動
を
お
こ
す
こ
と
を
さ
ま
た
げ
て

く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

(
他
数
闘
の
〉
い
く
人
か
の
シ
ャ
イ
フ
達
は

こ
れ
に
反
し
て
、

自
園
を
離
れ
、

知
人
達
か
ら
離
別
す
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
く
つ
か
の
形
式
的
な
慣
習
や
本
性
的
に
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
、
初
心
者
は
旅
を
行
う
ベ

き
で
あ
り
、
旅
に
は
っ
き
も
の
の
鍛
錬
や
葛
藤
に
よ
っ
て
、
彼
は
、
全
鎧
に
お
い
て
、
清
浄
さ
と
か
純
粋
さ
と
か
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
な
ど
と
言
っ
て
い
る
(
同
N
N
E
-
h
ω
tミ
ム
)
。

S
F
H
合
同
省
担
窓
口
と
は
旅
に
た
と
え
ら
れ
た
内
面
的
な
精
神
饗
容
の
過
程
を
し
め
し
て
お
り
、
ま
た
、

歩
の
者
に
も
可
能
な
内
面
的
精
神
浄
化
の
修
業
を
タ
リ
l
カ
と
し
て
い
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
言
葉
は
、
苦
行
の
一
つ
で

A
4
N，
 

ム
uv

あ
る
他
敬
固
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
修
業
の
旅
の
否
定
を
し
め
す
も
の
で
も
あ
る
。

」の
数
圏
が
苦
行
に
よ
ら
な
い
初

④ 

rr白
-
唱
曲
丹
仏
母
国
三
ロ
ヨ
白
ロ
(
集
闘
の
中
で
の
隠
遁
)

こ
の

r
g
Z巳
(
隠
遁
〉
と
い
う
言
葉
も
旅
と
同
様
に

二
つ
の
意
味
が
あ
る
。

心
の
内
面
は
外
界
か
ら
離
れ
、
紳
を
観
想
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
面
的
な
意
味
は
、

一
つ
は
内
面
的
意
味
で
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
も

ス
l
フ
ィ

l
達
が
修
業
の
た
め
に
行
っ
て
い



た
隠
遁
、
す
な
わ
ち
、
世
捨
人
と
し
て
の
生
活
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
言
葉
も
外
面
的
な
隠
遁
を
否
定
し
、
内
面
的
な
隠
遁
こ
そ
が
ナ
ク
シ

ユ
e

ハ
ン
デ
ィ
ー
数
圏
の
タ
リ
l
カ
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
内
面
的
意
味
に
お
い
て
、
修
業
法
の
一
つ
で
あ
る
ズ
ィ
ク
ル
に
つ
い
て
、

ア
フ
ド

ア
ノレ
ノ、

リ

ク
の

リ

フ
ァ伺

で
あ
'つ
Tこ
ホ

ジ
ャ
・
ア
ウ
リ
ヤ
l
・
カ
ピ

l
ル

F
r
d品
官
〉
当

-q削
1

関
白
『
可
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

w
g
Z忠
弘
氏
白
旦
ロ
自
由
ロ
(
集
園
の
中
で
の
隠
遁
〉
と
は
、
人
が
ズ
ィ
ク
ル
に
浪
人
し
沈
潜
す
る
と
、

も
し
、
そ
の
人
が
市
場
に
入
っ
て

い
っ
た
と
し
て
も
、

ズ
ィ
ク
ル
が
心
の
賓
在
♀
2
5
ω
主
主
)
を
支
配
す
る
が
た
め
に
、
ど
ん
な
言
葉
も
撃
も
そ
の
人
に
は
聞
こ
え
な
い

穏
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
宮
司
・

8
)。

ま
た
、
修
業
者
の
内
面
の
紳
と
の
か
か
わ
り
方
と
外
面
的
な
日
常
生
活
と
の
関
係
も
や
は
り
「
集
圏
の
中
で
の
隠
遁
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
バ
ハ

l
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
が
巡
躍
の
途
中
、

ヘ
ラ

l
ト
に
立
寄
っ
た
お
り
に
そ
こ
で
も
た
れ
た
集
舎
で
の
問
答
が
俸
え
ら
れ
て

「
あ
な
た
援
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
聾
の
ズ
ィ
ク
ル
♀
E
E--
』
岳
円
)
も
隠
遁
も
サ
マ
ー
も
行
い
に
な
り
ま
せ
ん
が
、

リ
l
カ
の
基
礎
は
い
っ
た
い
な
ん
で
し
ょ
う
か
に
と
た
ず
ね
る
と

あ
な
た
援
の
タ

-103一

い
る
。

「
そ
れ
は
、

ホ

l
ジ
ャ
・
ア
プ
ド
・
ア
ル
ハ

l
リ
ク
・
グ
ジ
ュ
ド
ヮ

ワ

l
ニ
1

1

1
紳
よ
、
彼
の
秘
密
を
清
め
た
ま
え
|
|
の
数
圏
の

た

「
そ
れ
で
は

r
r包
君
主
内
同
氏
自
』
ロ
目
白
ロ

と
は
な
ん
で
す
か
。
」 同ハ

E
Z三

門
回
目
同

g
yヨ
白
ロ
と
い
う
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
た
ず
ね
る
と
「
外
面
公
害

ε
は
人
々
と
共
に
あ
り
、

と
答
え

内
面

〈
『
脚
色
ロ
)
は
紳
と
共
に
あ
る
こ
と
で
す
よ
と
答
え
た
〈
O
云
司
・
包
〉
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
外
面
的
な
意
味
に
お
け
る
隠
遁
の
否
定
で
も
あ
る
。
バ
ハ

1
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
タ
リ
l
カ
の
内
面
的
系
譜
(
ロ

Z
m
t
r削
江
口
同
〉
は
次
の
よ
う
に
停
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
群
集
の
中
で
の
、

ま
た
離
散
(
同
由
同
H
F

官〉

の
紋
態
の
中
で
の
心
の
集
一
す
る
こ
と

(
Y
B
d
E
C
は
隠
遁
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
よ
り
高
次
な
も
の
で
あ
る
(
O
司
・

2
・
EMU-品

ω)
。
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、ー
の

-hy
白
-42円
円
由
民
白
ロ

Y
g
g
と
い
う
言
葉
は
、

外
面
的
意
味
の
隠
遁
を
否
定
し
、

人
々
と
の
日
常
の
生
活
の
中
で
の
内
面
的
隠
遁
・
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「
集
一
す
る
こ
と
」
を
重
視
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
は
、
人
々
に
特
別
親
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
、
自
己
の
信
仰
を
秘

し
、
人
々
と
の
交
り
の
中
で
修
業
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
マ
ラ
l
マ
テ
ィ
l
ヤ
の
消
極
的
な
「
集
園
の
中
で
の
隠
遁
」
を
こ
え
る
も

ナ
ク
シ
ュ
パ
ン
デ
ィ
l
数
圏
は
、
「
集
圏
の
中
で
」
と
い
う
言
葉
に
、
も
っ
と
積
極
的
な
意
味
を
も
た
せ
た
。
そ
れ

は
、
こ
の
数
回
が
ス
フ
バ
ト

0
5
5
C
を
タ
リ
l
カ
の
基
礎
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

シ
ン
メ
ル
は
、
こ
の
言
葉
の
意
味
を
「
高
い
精
神

倒

的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
師
と
弟
子
と
の
親
密
な
る
禽
話
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
数
固
に
お
け
る
ス
フ
パ
ト
と
い
う
言
葉
の
使
わ
れ
方
を
検
討
す

の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

る
と
、
そ
の
よ
う
な
曾
話
が
も
た
れ
る
師
弟
関
係
、

交
際
、
ま
た
は
、

そ
の
よ
う
な
曾
合
を
も
意
味
す
る
。
し
か
し
翻
措
辞
す
る
遁
首
な
日
本
語

が
な
い
た
め
、
そ
の
ま
ま
ス
フ
バ
ト
と
し
て
お
く
。

さ
て
、
バ
ハ
l
・
ア
ッ
デ
ィ

I
ン
は
、
こ
の
ス
フ
バ
ト
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

品
川
リ

h
u
v
 

我
々
の
タ
リ
l
カ
は
ス
フ
バ
ト
で
あ
る
。
隠
遁
に
は
名
撃
が
あ
る
が
、
名
撃
に
は
破
滅
が
あ
る
。
至
福
は
集

一
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ

-104ー

し
て
、
互
い
の
中
に
互
い
の
否
定
を
含
み
つ
つ
も
、
集
一
す
る
こ
と
は
ス
フ
バ
ト
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る

(
Z
司
・8
吋
・
宮
司
・

ι30

嘗
時
に
あ
っ
て
も
、

舎
話
、
舎
合
と
内
面
的
な
集
一
、
集
中
は
互
い
に
相
容
れ
な
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
数
圏

ま
た
、

「集

一
す
る
こ
と
」
を
ス
フ
バ
ト
の
中
に
求
め
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
隠
遁
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

帥

お
そ
ら
く
ア
プ
ド
・
ア
ル
ハ

l
リ
ク
の
言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
パ
ハ

l

・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
は
ホ

1
ジ
ャ
ガ
ー

ン
に
停
え
ら
れ

で
は

て
き
た
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

隠
遁
の
門
を
閉
じ
、
奉
仕

(
r
r
F
E
C
の
門
を
聞
け
。

門
を
閉
じ
、
ス
フ
バ
ト
の
門
を
聞
け

(
O
司・

2
)。

シ
ャ
イ
フ
と
し
て
の
門
を
閉
じ
、
友
と
し
て
の
門
を
開
け
。
濁
居
(
ピ
N
E
C
の

隠
遁
や
猫
居
を
禁
じ
、
弟
子
の
奉
佐
を
受
け
入
れ
、

シ
ャ
イ
フ
と
し
て
で
は
な
く
、
友
と
し
て
の
ス
フ
バ
ト
を
も
つ
こ
と
が
勤
め
ら
れ
て
い

「
集
一
す
る
こ
と
」
を
み
い
だ
す
の
で
あ
り
、
シ
ャ
イ
フ
は
、

積
極
的
に
、
友
と
し
て
弟
子

「
人
々
と
共
に
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
皐
に
人
々
と
の
交
り
の
う

「集
圏
の
中
に
」

る
。
弟
子
は
シ
ャ
イ
フ
と
の
ス
フ
バ
ト
の
中
に
、

を
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば



ち
に
修
業
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
積
極
的
に
ス
フ
パ
ト
を
遁
し
て
、
人
々
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
解
穫
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

お
そ
ら
く
、
こ
の
ス
フ
パ
ト
の
修
業
法
こ
そ
、
③
の
初
歩
の
者
に
も
可
能
な

「
精
神
の
旅
」

の
内
容
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

こ
の
黙
に
お
い

て

マ
ラ
l
マ
テ
ィ

l
ヤ
の
秘
激
的
、
高
踏
的
要
素
は
克
服
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

品
明
凶
v

h
M
V
 

ホ
l
ジ
ャ
・
ア
ラ

I
・
ア
ッ
デ
ィ
l
ン
・
ア
ッ
タ
l
ル
穴
y
d『
帥

Ya〉
EU
同

--uza〉
叶
作
曲
同
(
一
四

O
O波〉

は
次
の

ス
フ
バ
ト
に
つ
い
て
、

よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

ス
フ
バ
ト
は
確
立
さ
れ
た
慣
習
で
あ
り
、

な
い
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
規
範

Q
e
r〉
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
(
宮
司
・

5
N〉。

一
日
ご
と
に
、
ま
た
は
二
日
ご
と
に
、
こ
の
数
圏
の
人
々
と
の
ス
フ
バ
ト
を
も
た
ね
ば
な
ら

ま
た
、

一
般
に
ス

l
フ
ィ

l
達
の
最
も
重
要
な
修
業
法
と
さ
れ
て
い
る
ズ
ィ
ク
ル
と
ス
フ
パ
ト
の
関
係
に
つ
い
て
、

ホ
1
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ

l

ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ら
ば

そ
こ
に
お
い
て
、

心
を
神
|
|
た
た
え
あ
れ
ー
ー
に
集
一

ズ
ィ
ク
ル
を
唱
え
る
必
要
は
な
い
。

C
曲
目
.
)
さ
せ
、

卒
安
を
得
た
な
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集
一
す
る
こ
と
を
禽
得
し
た
人
々
と
の
ス
フ
パ
ト
に
坐
し

な
ぜ
な
ら
ば
、

ズ
ィ
ク
ル
の
目
的
は

こ
の
よ
う
な
(
紳
と
の
〉
関
係

(
P
F
O
E
〉
を
得
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
(
河
凶
司
・

&
30

こ
の
敬
圏
が
、

い
か
に
ス
フ
パ
ト
を
重
要
視
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

の
記
述
に
よ
れ
ば
、

ジ
ャ

・
ア
フ
ラ
l
ル
の
そ
れ
は
、

『
ラ
シ
ヤ
ハ

l
ト』

数
圏
の
シ
ャ
イ
フ
達
は
常
に
ス
フ
バ
ト
の
集
禽
(
日
と
ご
臼
)
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、

一
晩
に
わ
た
る
こ
と
も
あ

っ
た
と
言
う
(
宮

司・企

ε。

ホ

さ
て

ス
フ
パ
ト
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、

い
か
な
る
舎
話
が
か
わ
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
史
料
の
中
に
み
い
だ

す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

ホ
i
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ
l
ル
は
、
パ
ハ
l
・
ア
ッ
デ
ィ
l
ン
の
弟
子
の
ホ

1
ジ
ャ
・
ア
ラ

I
・
ア
ッ
デ
ィ
l
ン
・

グ
ジ
ュ
ド
ゥ
ワ

l
ニ
l
穴
}阿
君
帥
]
白
‘
〉

E.
曲
目
・

U
E

。rz
E
Z君
削
巴
と
初
め
て
ス
フ
バ
ト
を
も
っ
た
時
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
話
し
て

297 

い
る
。
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一一一
日
自
に
、
彼
(
ア
ラ
l

・
ア
ッ
デ
ィ
l
ン
)
は
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

「
あ
な
た
は

や
っ
て
き
て
、

私
と
ス
フ
バ
ト
を
も
ち

ま
し
た
が

そ
の
目
的
は
な
ん
で
す
か
。
も
し
も
、

シ
ャ
イ
フ
と
し
て
の
言
動
公

Z
ユrc
や
聖
者
の
奇
蹟

(
E品
自
己
)
を
見
る
た
め
に

き
た
の
な
ら
、
あ
な
た
は
求
め
る
も
の
を
こ
こ
で
み
い
だ
す
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
も
し
も
私
の
ス
フ
バ
ト
か
ら
影
響
を
受

け
て
、
自
己
の
中
に
、
以
前
と
の
相
違
を
み
い
だ
し
た
の
な
ら
、
私
の
上
に
神
の
祝
福
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
。
」

A
川
wza

'
M相
、

に
神
の
祝
福
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

そ
し
て
ま
た

「
あ
な
た

こ
れ
に
よ
る
と
、

ス
フ
バ
ト
に
お
い
て
は
、

一
般
的
な
シ
ャ
イ
フ
と
し
て
の
言
動
や
そ
の
奇
蹟
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ

v
」

+
a
h

、

t
t
 そ
の
影
響
に
よ
っ
て
、
弟
子
自
身
の
な
ん
ら
か
の
精
神
嬰
容
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
「
集
一
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
内

容
は
紳
秘
主
義
的
な
こ
と
が
ら
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

ス
フ
パ
ト
は
人
々
に
聞
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

ア
ル
ガ
ー
が
ボ
ス
ニ
ア
地
方
の
こ
の
数
回
の
テ
ッ
ケ

(zrZ)
に
お
い
て
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、

ズ
ィ
ク
ル
の
行
の
後
、
信
者
達
は
別
室

の

gmzso含
印
刊
に
移
り

そ
こ
で
、

自
由
に
タ
バ
コ
を
す
っ
た
り
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
だ
り
し
な
が
ら
、

二
時
開
ば
か
り
宗
教
的
な
談
話
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に
従
事
す
る
と
い
う
。
そ
こ
で
話
さ
れ
る
内
容
は
、
過
去
や
現
在
の
聖
者
達
の
生
涯
に
つ
い
て
と
か
、

コ
1
ラ
ン
の
章
句
や
預
言
者
の
言
葉
に

、UH
U，

A
凶
い

つ
い
て
の
意
見
と
か
で
あ
り
、
談
話
は
き
わ
め
て
自
然
で
誠
貫
な
る
態
度
で
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

ス
フ
バ
ト
の
惇
統
が
生
き
つ
づ

け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

④
の
言
葉
は
、
③
と
同
様
に
、
外
面
的
意
味
の
隠
遁
を
否
定
し
、
内
面
的
意
味
の
隠
遁
を
タ
リ

1
カ
と
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
旅
や
隠
遁
な
ど
の
苦
行
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
信
徒
と
の
ス
フ
バ
ト
を
重
要
戒
し
て
い
た
こ
と
を
表
現
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ス
フ
パ
ト
の
重
硯
こ
そ
が
、

ナ
ク
シ
ュ
パ
ン
デ
ィ

l
数
園
が
マ
ラ

l
マ
テ
ィ

l
イ
ズ
ム
の
秘
数
性
、
高
踏
性

を
越
え
て
い
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。

⑤ 

山
『
削
仏

r阻
止
(
回
想
)

」
の
数
圏
に
お
い
て
も
、

①
②
の
日
常
的
修
業
や
ス
フ
バ
ト
の
他
に
、

特
別
な
精
神
の
訓
練
法
も
行
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、

信
仰
告
白



(ωEELと
の
言
葉
を
集
圏
で
唱
え
る
ズ
ィ
ク
ル
で
あ
る
。
凶
『
包

E
E
と
は
ズ
ィ
ク
ル
を
行
う
こ
と
を
さ
す
。

こ
こ
で
は
、

ズ
ィ
ク
ル
に
よ

る
一
神
秘
桂
験
の
内
容
に
は
燭
れ
ず
に
、

タ
リ
l
カ
と
し
て
の
外
面
的
形
式
を
述
べ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、

ナ
ク
シ
ュ
パ
ン
デ
ィ

l
数
圏
の
ズ
ィ
ク
ル
は
「
心
の
ズ
ィ
ク
ル
」

(L
r
F
1
官
-r
o
と
呼
ば
れ
る
撃
を
出
さ
ず
に
お
こ
な
う
ズ
ィ
ク

ル
で
あ
る
。

『
ラ
シ
ャ
ハ

l
ト
』
に
よ
れ
ば
、

ホ
l
ジ
ャ
ガ
ー
ン
数
圏
の
ズ
ィ
ク
ル
は
初
代
ア
プ
ト
・
ア
ル
ハ

l
リ
ク
が
ホ

1
ジ
ャ
・
ヒ
ド
ゥ

ル
か
ら
教
え
ら
れ
た
「
秘
密
の
ズ
ィ
ク
ル
」

(ιr
--ロム

r
rロ
-F占
)

と
呼
ば
れ
る
聾
を
出
さ
な
い
ズ
ィ
ク
ル
で
あ
っ
た
が
(
宮
司
・
ω
ご、

三
代
目

一
波
〉
の
時
代
に

「
公
の
ズ
ィ
ク
ル
」

冨
曲

f
g包
〉
ロ
』
山
門
・
明
白
血
守
口
白
項
目
(
一
二
八
六
/
八
七
叉
は
二
ニ
一
五
/
一
六
叉
は
二
二
一

O
/
一

2
r
F
2
〆
E
E
E
)
と
呼
ば
れ
る
撃
を
出
し
て
お
こ
な
う
ズ
ィ
ク
ル
が
採
用
さ
れ
、

六
代
目
サ
イ
ッ

マ
フ
ム

l
ド
・
ア
ン
ジ

1
ル
・
フ
ア
グ
ナ
ヴ
ィ

l

ド
・
ア
ミ

l
ル
・
コ
ラ
l
ル

ωミ
一可
広
〉
ヨ
可
穴
己
同
日
(
一
一
一
一
七
一
波
〉
の
時
代
ま
で
、

そ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
(
河
N

唱・由印)。

し
か
し

七
代
目
バ
ハ

l

・
ア
ッ
デ
ィ

i
ン
は
、
こ
の
「
公
の
ズ
ィ
ク
ル
」
に
射
し
て
、

ア
プ
ド
・
ア
ル
ハ

I
リ
ク
の
霊
的
な
数
え
に
よ
り
「
秘
密
の
ズ

ィ
ク
ル
」
を
再
び
採
用
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
(
宮
司
・
申
3
。

そ
し
て

そ
れ
以
降
、

無
言
で
行
う
ズ
ィ
ク
ル
が

「
心
の
ズ
ィ
ク
ル
」

と
し
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て
、
数
圏
の
タ
リ
l
カ
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

サ
ア
ッ
ド
・
ア
ッ
デ
ィ

i
ン
は
、

そ
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

ズ
ィ
ク
ル
の
訓
練
の
方
法
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

〉

-
z
y
zロ
σ曲
目
自
由
仏
目
白
D
-

E
Z
Y
〈
ア
ッ
ラ
!
以
外
に
神
は
な
く
、
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
は
そ
の
使
徒
で
あ
る
J

と
唱
え
、
そ
の
聞
に
、
弟
子
〈
日
ロ
ュ

ε
は
自
分
の
心
を
準
備
し
、

ロ
を
か
た
く
と
じ
、
舌
を
上
あ
ご
に
つ
け
て
、
歯
を
か
み
合
せ
、
息
を
と
め
る
。

ま
ず
、

シ
ャ
イ
フ
が
心
で
、
円
陣
己
町
長
由
主
帥

シ
ャ
イ
フ
の
心
に
封
時
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
目
を
と
じ
、

そ
し
て

シ
ャ
イ
フ
に
あ
わ
せ
て
、
全
て
の
敬
意
と
力
で
も
っ
て
、
ズ
ィ
ク
ル
を
始
め
、
舌
で
は
な
く
心
で
唱
え
る
。
ズ
ィ
ク
ル
の
甘
美

さ
(
宮
Z
d司
包
)
の
影
響
、
か
心
に
達
す
る
よ
う
に
、
息
を
こ
ろ
し
て
、

一
息
に
三
度
唱
え
る
の
で
あ
る
(
自
宅
・8
J主〉。

モ
レ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
無
言
の
ズ
ィ
ク
ル
は
、

ナ
ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
園
の
マ
ラ
l
マ
テ
ィ

l
ヤ
の
影
響
を
し
め
す
も
の
の
一
つ
で
あ

299 

る。
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し
か
し
、

上
に
述
べ
た
経
緯
に
よ
っ
て
も
知
り
う
る
よ
う
に
、

ズ
ィ
ク
ル
に
封
し
て
異
っ
た
二
つ
の
立
場
が
存
在
し
た
と
思
わ
れ
、
ズ
ィ
ク

帥

こ
の
数
圏
に
と
っ
て
大
問
題
で
あ
っ
た
。
バ
ハ

l

・
ア
ッ
デ
ィ
!
ン
自
身

ル
が
無
言
で
行
わ
れ
る
べ
き
か
、
撃
を
出
し
て
行
わ
る
べ
き
か
は
、

も
、
聾
を
出
す
ズ
ィ
ク
ル
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
彼
の
敬
設
の
中
に
、

「
心
の
、
ス
ィ
ク
ル
」
と
「
舌
の
ズ
ィ
ク
ル
」

(F-rz

-a
E
C
が
同
じ
目
的
を
も
つ
も
の
と
し
て
並
置
さ
れ
て
い
る

(
O
司
・
ωε
。
フ
ア
フ
ル
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
も
、
可
包

E
E
の
言
葉
に
つ
い
て
、

「
そ
れ
は
、
舌
の
ズ
ィ
ク
ル
ま
た
は
心
の
ズ
ィ
ク
ル
の
こ
と
で
あ
る
(
宮
司
・
ι
ω
)
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、

ホ

i
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ

l
ル
の
孫
弟
子
に
あ
た
り
、
中
央
ア
ジ
ア
の
最
も
有
名
な
シ
ャ
イ
フ
の
一
人
で
あ
る
通
稽
マ
フ
ド
ゥ

l
ミ
1
・

ア
ザ
ム
冨
と
円
「
円
山
口
B
M
〉‘
N

曲
目
ア
フ
マ
ド
・
カ

l
サ
l
ニ
l

冨

2rL削
口
同
開
y
d〈
旧
宮

mH
〉
ゲ
ヨ
田
仏
関
川
山
田
帥
口
同
〈
一
四
六
一
/
六
二
J
一
五
四
二
/
四

、引
J
，

ム
凶刊
、

一
一
一
)
は
、
聾
を
出
さ
な
い
ズ
ィ
ク
ル
を
傘
重
し
つ
つ
も
、
聾
を
出
す
ズ
ィ
ク
ル
を
容
認
し
て
い
た
と
い
う
。
十
九
世
紀
の
ト
ル
コ
に
お
い
て

帥

も
、
こ
の
数
回
が
撃
を
出
し
て
ズ
ィ
ク
ル
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
ア
ル
ガ

1
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
ボ
ス
ニ
ア
地
方
の
数
回

内
司

'川
村
、

の
現
行
の
ズ
ィ
ク
ル
は
撃
を
出
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
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こ
こ
で
、
聾
を
出
さ
な
い
ズ
ィ
ク
ル
と
撃
を
出
す
ズ
ィ
ク
ル
の
内
容
の
違
い
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
前
者
に
従
事
す
る
人
の
目
を
と
じ
、

無
言
で
坐
す
る
姿
は
、
そ
の
内
面
に
お
い
て
、
た
だ

一
人
で
紳
に
向

っ
て
針
峠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
前
者
は
個
人
の
強
い
集
中
力

と
意
識
的
努
力
を
必
要
と
す
る
。

一
方
、
後
者
は
、

サ
マ
!
と
同
様
、
護
音
し
、
唱
和
す
る
こ
と
に
よ

っ
て、

リ
ズ
ミ
カ
ル
な
響
き
と
集
園
へ

の
一
睡
感
に
よ
る
宗
教
的
陶
酔
感
を
容
易
に
得
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

は
、
個
人
の
主
鐙
的
、
意
識
的
精
神
力
に
よ
る
修
業
を
重
視
す
る
立
場
に
立
ち
、
聾
を
出
す
ズ
ィ
ク
ル
を
も
認
め
る
人
々
は
、
修
業
の
中
に
、

す
な
わ
ち
、

盤
を
出
さ
な
い
ズ
ィ
ク
ル
を
行
う
人
々

集
固
で
お
こ
な
う
修
業
の
数
用
に
よ
る
宗
数
的
陶
酔
感
を
あ
る
程
度
み
と
め
て
い
こ
う
と
す
る
立
場
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

ナ
ク
シ
ュ
パ
ン
デ

ィ
1
数
回
に
お
い
て
、
前
者
の
立
場
が
主
流
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、

マ
ラ
l
マ
テ
ィ

l
ヤ
の
影
響
を
色
濃
く
残
し

よ
り
精
神
主
義
的
な
前

者
の
立
場
が
、
既
存
の
正
統
汲
イ
ス
ラ

l
ム
枇
舎
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
、
撃
を

出
す
ズ
ィ
ク
ル
の
復
活
を
教
圏
史
上
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、

後
者
の
立
場
も
敬
圏
の
内
部
に
存
在
し
つ
づ
け
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て



補
註
川

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑤ 

-
品
目
的
曲
目
宮
(
回
鋳
〉

フ
ア
フ
ル
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
は
、

Z
N
m
g
Z
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

A
N
w
v
 

'M
料
、

そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
ズ
ィ
ク
ル
を
行
う
者

2
E
E
C
が
、
心
の
舌
に
よ
っ
て
、
良
き
言
葉

(
E
2
5月
三
宮
ヨ

FZ)
を
唱
え
る
た
び
に
、

「
神
よ
、
私
の
目
標
は
あ
な
た
で
あ
り
、
ま
た
あ
な
た
の
満
足
で
あ
り
ま
す
。
」
と
唱
え
る
こ
と

そ
の
後
に
同
じ
(
心
の
)
舌
に
よ
っ
て
、

な
ぜ
な
ら
ば
、

E
N
m
g
Z
の
言
葉
は
、
彼
の
ズ
ィ
ク
ル
を
純
粋
に
保
つ
た
め
に
、

空
し
く
す
る
た
め
に
、
良
き
も
の
で
あ
れ
悪
し
き
も
の
で
あ
れ
全
て
の
想
念
会

z
t
c
を
否
定
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
(
担

3
・企
J

で
あ
る
。

ま
た
彼
の
頭
を
過
ぎ
去
っ
た
物
事
か
ら

品目)。

⑥
の
言
葉
は
、
ズ
ィ
ク
ル
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
精
神
状
態
を
持
績
さ
せ
る
た
め
の
言
葉
を
、

た
、
こ
の
言
葉
は
「
舌
の
ズ
ィ
ク
ル
」
の
場
合
に
は
撃
を
だ
し
て
唱
え
、
「
心
の
ズ
ィ
ク
ル
」
の
場
合
に
は
撃
を
だ
さ
ず
に
唱
え
る
と
言
わ
れ

て
お
り

(
O
玄
司
・

8
〉
、
ズ
ィ
ク
ル
に
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ズ
ィ
ク
ル
の
後
に
唱
え
る
こ
と
を
さ
す
。

ま
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ま
た
⑨
の
言
葉
の
説
明
の
中
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ズ
ィ
ク

ル
を
離
れ
、
車
濁
に
唱
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

⑦
巳
関
与

E
F円
(
注
意
〉

4
ハソ

'M
胸
、

ロH

関
与
円
日
間
的

Z
と
は
、
人
聞
の
心

2ε
の
上
を
過
ぎ
て
い
く
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
、
す
な
わ
ち
想
念

(
r
E
1
円
)
に
注
意
す
る
こ
と
を
さ
す
。

こ
の
言
葉
に
つ
い
て
、

フ
ア
フ
ル
・
ア
ッ
デ
ィ

i
ン
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
一
呼
吸
に
何
度
か
良
き
言
葉

(
E
-
5中
三
宮
ヨ

FZ)
を
唱
え
(
す
な
わ
ち
ズ
ィ
ク
ル
を
行
う
こ
と
〉
、

(rzt円
)
が
向
わ
な
い
と
い
う
よ
う
な
諸
想
念
の
膜
想
(
自
己
品
官

z
t
r
r
2在
司
)
の
こ
と
で
あ
る
(
宮
司
・
品
目
)
。 そ

の
言
葉
以
外
に
想
念

こ
の
ヨ

5
2同
宮
と
い
う
草
語
は
、
「
ヨ
ロ
円

E
白
宮
を
命
じ
た
(
宮
司
・

5N)。」

と
い
う
よ
う
に
草
濁
に
も
使
わ
れ
、

「
監
視
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
口
一
也
町
内

-rz
と
は
想
念
に
注
意
し
監
視
す
る
と
い
う

確
か
に
膜
想
と
い
う

301 

意
味
で
あ
る
が
、
本
来
の
意
味
は
「
注
目
す
る
こ
と
」
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膜
想
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る
。

サ
ア
ッ
ド

・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

一
時
開
、
二
時
間
、

ま
た
は
そ
れ
以
上
、
可
能
な
限
り
、

想
念
に
注
意
し

(E
t
F
E
E
L
)

(
紳
以
外
の
)
他
の
も
の
が

彼
の
想
念

を
よ
ぎ
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
宮
司
・
怠
)
。

ま
た
、

ホ
l
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ
l
ル
の
弟
子
の
マ
ウ
ラ
l
ナ

1
・
カ
l
シ
ム

宮
曲
者
-u
ロ仰

。
削
色
白
(
一
四
八
一
波
)

は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い

る。

ロ
日
関
与
円
山

r
z
の
確
固
た
る
朕
態
(
ヨ
ω
Z
E
)
は
以
下
の
よ
う
な
程
度
に
ま
で
達
す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
夜
明
け
の
日
の
出
の

自
己

g
r
zミ
ェ
と
を
離
す
こ
と
に
よ

っ
て、

時
か
ら
正
午
近
く
〈

n
E日
r
t
g
z
E
)
ま
で
、
そ
の
聞
の
全
て
の
時
間
、
自
分
を
中
心
と
す
る
事
物
か
ら
、
事
物
を
想
い
描
く
力
(
』口耳
曲
1

(
紳
以
外
の
)
他
の
こ
と
が
現
れ
る
こ
と
か
ら
心

2
5
を
保
持
す
る
(
口
一
向
島
含
与
。
こ
と
が

口一
m
mw
}

戸
内
同
削
∞
宮
と
は
、

心
を
次
々
と
過
ぎ
て
い
く
想
念
や
、

心
の
中
の
「
事
物
を
想
い
描
く
カ
」
に
注
意
し
、
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

-110ー

で
き
る
の
で
あ
る
(
宮
司
・
怠
)
。

心
に
神
以
外
の
も
の
が
現
出
し
な
い
朕
態
を
保
持
す
る
と
こ
ろ
の
膜
想
を
行
う
こ
と
を
さ
す
。

し
か
し
、
こ
の
膜
想
は
、
想
念
を
完
全
に
消
し
去

っ
て
し
ま
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
次
の

ホ
l
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ

l
ル
の
言

葉
は
、
ス
l
フ
ィ

l
達
が
人
聞
の
心
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
し
め
し
て
い
る
。

そ
の
心
に
、

い
。
む
し
ろ
、
そ
の
目
的
は
、
想
念
が
紳
と
共
に
い
る
こ
と
の
意
識
(
宮
合
『
)
を
妨
害
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ

想
念
へ
の
注
意

♀】『
N
ム

E副
作
弓
)

の
意
味
は

修
道
者
に
は

一
つ
の
想
念
も
決
し
て
現
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な

た
か
も
、
小
枝
が
流
れ
る
水
に
落
ち
た
と
し
て
も
、

水
を
流
れ
か
ら
止
め
え
な
い
が
ご
と
く
で
あ
る
(
O
P
-
3
・
含
J
品

N
)
。

こ
の
数
回
の
シ
ャ
イ
フ
達
は
、
口
一
也

r
E∞
Z
と
し
て
な
ん
時
聞
か
の
膜
想
を
行
っ
て
お
り
、

ブ
ハ

l
ラ
の
バ
ザ

l
ル
の
中
の
マ
ス
ジ
ド
に
お
い
て
膜
想
を
お
こ
な
い
、
四
十
日
間
、

ホ
l
ジ
ャ
・
ア
ウ
リ
ヤ

1
・
カ
ビ

l
ル
は
、

一つ

の
想
念
も
彼
を
苦
し
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い



よ
り
具
睦
的
に
、
例
え
ば
集
固
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な

場
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
記
述
は
史
料
の
中
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
『
ラ
シ
ヤ
ハ

l
ト
』
に
は
、
シ
ャ

イ
フ
達
が
、
聖
者
の
廟
な
ど
に
一
人
で
坐
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
時
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

う
話
が
博
え
ら
れ
て
い
る
〈
宮
司
・
印
N
〉。

し
か
し
、

③ 

可削仏門同臥印

Z
〈追
憶
)

U

可
削
仏
門
前
田

Z
と
は
、

ホ
l
ジ
ャ
ガ
ー
ン
及
び
ナ
ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
圏
の
タ
リ

l
カ
の
到
達
す
べ
き
朕
態
を
さ
す
。

ハハ

l
・
ア
γ
デ
ィ

l
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

舌
の
ズ
ィ
ク
ル
と
心
の
ズ
ィ
ク
ル
と
諸
想
念
の
膜
想
(
自
信
弘
官

Z
ヨ

rzst乙
で
あ
る

E
m同

r
L宮
宮
の
目
的
は

u
b仏
含
∞

Z
で

紬
開

あ
り
、
そ
れ
は
、
観
照
韓
験
〈
自

E
E
r包
と
で
あ
り
、
自
己
治
滅
す
る
こ
と
令
官

;
E
Eと
で
あ
る

(
O
司
-
U
3。

ま
た

フ
ア
フ
ル
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
は
③
の
言
葉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
な
い

A
明
叫す

'M
明
、

法
悦

2
E
Z〉
の
朕
態
に
お
け
る
紳
ー
ー

ま
た
、
幾
人
か
の
人
々
は
、
こ
の
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
こ
う
言
っ
て
い
る
。

(Za問

razc
紳
と
共
に
い
る
こ
と
の
意
識
(
官
官
。

こ
れ
ら
全
て
(
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
①
J
⑦
の
言
葉
〉
の
目
的
で
あ
る
可
包
含
田
宮
と
は
、

た
た
え
あ
れ
ー
ー
へ
の
注
意

Q
t
g
の
持
績
で
あ
る
。

で
あ
る
と
。

ま
た
、

員
理

探

究

の

人

々

観

照

鐙

験

(

自

E
E
Z含)、

て
、
心
の
中
で
神
の
観
照
(
臼

E
z
e
を
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

u
『
包
含
田
宮
を
得
る
こ
と
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
宮
司
・

(5--Fgft』
)
の
も
と
に
お
い
て
は
、

す
な
わ
ち
、

本
質
的
愛
(
宮

r
r
ι
ι
E
2〉

に
よ
っ

色
町
)
。

二
人
の
数
設
の
引
用
に
よ
り
、
可
包
含
∞
宮
と
は
、

神
秘
的
「
観
照
鐙
験
」
、

「
自
己
消
滅
」
、

完
全
な

「
紳
と
共
に
い
る
こ
と
の
意
識
」

を
さ
す
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
ス

I
フ
ィ

l
達
の
修
業
の
目
的
で
あ
り
、
同
一
の
境
地
を
さ
し
て
い
る
。

「
観
照
韓
験
」
と
は
「
自

303 

己
消
滅
」
の
睡
験
で
あ
り
、
そ
の
法
慌
の
中
で
こ
そ
、

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

直
接
紳
に
向
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

員
の

「
紳
と
共
に
い
る
こ
と
の
意
識
」
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可
包
}
内
阻
止
と
は
、

ホ

l
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ
l
ル
は
、
⑤
⑥
⑦
③
の
言
葉
の
関
係
に
つ
い
て
、
衣
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

ズ
ィ
ク
ル
に
お
い
て
努
力
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ゲ
削

N
m
g
Z
と
は
、

良
き
言
葉
を
唱
え
る
た
び
に

そ
れ
に
つ
づ

ま
た
、け

て
心
で
「
神
よ
、
私
の
目
標
は
あ
な
た
で
あ
り
、

ま
た
、
あ
な
た
の
満
足
で
あ
り
ま
す
。
」

と
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

え
あ
れ
|
|
へ
回
掃
す
る
こ
と
宮
』
ろ
で
あ
り
、
ロ

-
t
v
E
F同
と
は
、
無
言
で
こ
の
紳
へ
の
回
簡
を
保
持
し
つ
づ
け
る
こ
と
(
自
己
官
・

r
s乙
で
あ
り
、
〕
『
包
含
印
宮
と
は
、
ロ
-m同
rιrz
に
お
い
て
確
固
と
な
る
こ
と

(
Eち

r乙
で
あ
る
(
自
宅
・
怠
J
ミ)。

ズ
ィ
ク
ル
、

E
N
m
g
F
2関
与
含
印
宮
の
目
的
は
、
全
て
紳
へ
の
回
開
で
あ
り
、
〕
『
削
仏
門
凶
削
田
宮
と
は
そ
の
回
婦
の
成
就
し
た
紋
態
な
の
で

帥
中め一る。司

副
仏
門
目
白
印
宮
と
は
、
神
へ
の
回
婦
の
最
終
的
境
地
、
神
の
観
照
鐙
験
を
あ
ら
わ
し
、
そ
れ
は
、
こ
の
敬
圏
の
タ
リ
1
カ
の
寅
践
の
目
的
で
あ
る
。

⑨ 

者

2
0同・
-
B
B削
口
同
(
時
の
知
費
)

こ
の
言
葉
に
つ
い
て
、
パ
ハ

l

・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

道
を
、
過
ぎ
ゆ
く
者
の
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
当

Z
巳
'
F
g
g同
色
(
時
の
知
究
)
と
は
、
神
の
し
も
ベ
は
、

い
て
、
自
分
の
属
性
主
E
C
や
拭
態
(
冨
】
)
が
ど
の
よ
う
で
あ
り
、
紳
へ
の
感
謝
が
必
要
で
あ
る
か
、

全
て
の
時
(
自
ヨ
宮
C

に
お

ま
た
、

神
の
許
し
が
必
要
で
あ

る
か
ど
う
か
、
自
分
の
吠
況
を
知
質
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
自
?
ミ
)
。

ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

修
道
者
の
な
す
べ
き
事
の
基
礎
は
、
呼
吸
が
紳
と
共
に
い
る
こ
と
の
意
識
と
共
に
な
さ
れ
た
か
、
ま
た
、
神
の
忘
却
と
共
に
な
さ
れ
た

か
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
に
、

42A口問・
F

N

曲
目
印
包
に
お
け
る
時
間
(
回
同
〆
円
)
の
上
に
お
か
れ
る
。

も
し
も
、

間
早
に
呼
吸
の
上
に
基
礎

を
お
い
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
属
性
を
知
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
〈
宮
司
・
ミ
)
。

ま
た
、

3
色町
'
F
N
曲
目
削
ロ
刊
は
、
ス

l
フ
ィ

1
達
の
聞
で
い
わ
れ
る
検
査
官
ロ
官
Z
Z
)
を
意
味
す
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

検
査
ハ
自
己
宮
E
E
)
と
は
、
我
々
の
上
を
過
ぎ
去
っ
た
あ
る
時
間

(
ω
B
H
C
を
、
紳
と
と
も
に
い
る
こ
と
の
意
識
、
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
、



神
の
忘
却
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
我
々
自
身
が
検
査
し

(
E
b曲目
Z
E
E自
)
、
全
て
が
不
完
全
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
、

E
N
m
g
Z
を

お
こ
な
い
、
再
び
事
に
と
り
か
か
る
こ
と
で
あ
る
(
担
司
・
ミ
)
。

⑨
の
言
葉
は
、
す
で
に
述
べ
た
①
②
の
内
容
を
補
足
す
る
も
の
で
あ
る
。
全
て
の
呼
吸
へ
の
注
意
で
あ
る
①
と
漠
然
と
タ
リ

1
カ
全
般
の
注

意
と
し
て
定
め
ら
れ
た
②
の
内
容
を
、
あ
る
時
間
ご
と
に
検
査
し
、
確
認
し
、
反
省
す
る
の
で
あ
る
。

⑮ 

d
q
Z
G
巳
a

F

h

包
包
円
(
敷
の
知
究
)

者
己
ρ
口
町
・
て
包
注
目
と
は
、

ズ
ィ
ク
ル
に
お
い
て
、

一
呼
吸
に
何
度
信
仰
告
白
の
言
葉
を
唱
え
る
か
に
つ
い
て
の
注
意
で
あ
る
。
バ
ハ

l
・
ア

ッ
デ
ィ

l
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

心
の
ズ
ィ
グ
ル
に
お
け
る
教
の
注
意

2.3al日

正
包
)
は
、
離
散
し
た
想
念
の
集
一
の
た
め
で
あ
る
。

|
|
中
略
1

1
ズ
ィ
ク
ル
を

行
う
者
は
、

一
呼
吸
に
、
三
固
ま
た
は
五
固
ま
た
は
七
固
ま
た
は
一
二
回
唱
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
必
ず
奇
数
回
で
あ
る
こ
と
が
必
要

-113-

で
あ
る
(
百
唱
・
怠
)
。

ア
ル
ガ
ー
に
よ
る
現
行
の
ズ
ィ
ク
ル
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
ズ
ィ
ク
ル
を
唱
え
る
テ
ン
ポ
は
段
々
と
早
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お

命
リ
ザ

ト

b
、り

、
バ
ハ

1
・
ァ
ッ
デ
ィ

l
ン
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
ズ
ィ
ク
ル
に
お
い
て
一
呼
吸
に
唱
え
ら
れ
る
言
葉
の
回
数
を
段
々
と
増
や
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

一
呼
吸
に
二
一
回
よ
り
多
く
唱
え
る
こ
と
は
、

か
え
っ
て
ズ
ィ
ク
ル
の
数
果
を
そ
こ
な
う
と
さ
れ
て

い
る
。
パ
ハ

I
・
ア
ッ
デ
ィ

1
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

心
の
ズ
ィ
ク
ル
に
お
い
て
、

(
唱
え
る
)
数
が
一
二
回
を
こ
え
、

ズ
ィ
ク
ル
の
影
響
と
は
、
否
定
の
言
葉

(
E
己
岳
民
紳
は
な
い
〉
を
唱
え
る
時
に
お
い
て
は
、

肯
定
の
言
葉

2
z
E
E戸

U

ア
ッラ
l
以
外
に
は
)
を
唱
え
る
時
に
お
い
て
は
、

そ
の
影
響
が
明
瞭
で
な
く
な
る
な
ら
ば
、

そ
の
事
の
無
盆
さ
の
誼
援

人
間
性
の
存
在
守
口
』

EIF

神
性
の
吸
引

F
L
U
E
Z

で
あ
る
。

Z臼
E
ュ
ミ
由
同
)
が
否
定
さ
れ
、

伺

ロ
-
o
r
q
E
C
の
支
配
の
影
響
の
一
つ
を
自
賛
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
O
唱
・
出
・
河
同
司
ム
∞
〉
。
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ズ
ィ
ク
ル
に
お
い
て
は
、
唱
え
ら
れ
る
言
葉
の
意
味
が
自
己
の
心
に
興
え
る
影
響
を
意
識
し
つ
つ
唱
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
多
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く
唱
え
る
こ
と
に
意
味
は
な
く
、

一
呼
吸
に

一
二
回
以
上
唱
え
る
数
を
ふ
や
す
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
⑤
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
ナ

ク

シ
ュ
バ
ン
デ
ィ

l
数
回
の
無
言
の
ズ

ィ
ク

ル
は
は
っ
き
り
と
教
を
も
認
識
し
う
る
明
瞭
な
意
識
で
も
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑪ 

d

〈己
Ov
口問・回。釦
-
Z
(心
の
知
究
)

者己門戸口問ム円山田
-
Z
と
は
「
心
の
ズ
ィ
ク
ル
」

2rFrエ
官

-rc
の
内
容
を
意
味
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。

ス
I
フ
イ
ズ
ム
の
術
語
と
し
て
の

ρ
丘一
u

と
は

ス

l
フ
ィ

l
遠
の
貫
在
鎧
験
と
し
て
の
精
神
第
容
の
過
程
に
お
い
て

一
般
的
な
心
、
精

神
と
呼
ば
れ
る

E
r
及
び
ベ
ル
シ
ア
語
門
邑
の
領
域
と
、
や
が
て
心
の
中
に
聞
け
て
く
る
包
丁
(媛
〉
の
領
域
の
聞
に
あ
り
、

神
が
饗
容
す
る
段
階
の
領
域
の
心
の
状
態
を
さ
す
。
宮
冒
の
領
域
に
お
い
て
、
人
聞
に
本
性
的
に
含
ま
れ
て
い
る
統
合
的
一
者
と
し
て
の
紳

帥

の
紳
性
が
人
聞
の
上
に
現
れ
て
く
る
と
言
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、

決
定
的
に
精

官
-σ

は
「
人
聞
の
統
合
的
一
者
性
の
寅
在
」

(
σ
2
2曲
寸
阿
古
田
ぺ
守
ヨ
古
印
刷
ロ
同
)

(宮
司
-HS・
2
官
・

8
3
で
あ
る
と
さ
れ
、

門官
-σ

を
知
費
す
る
こ
と
は

人
聞
の
中
の
神
性
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、

神
の
貫
在
を
鐙
験

-114ー

的
に
知
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
官
5
は
単
に
霊
的
な
存
在
で
は
な
く
、

同

「
そ
れ
(
宮
-
F
)

は
、
落
入
〈
f
z
E
C
に
よ
っ
て
、
清
浄
な
る
物
盟
公
石
田

1
F

自

E
R
8
5

と
し
て
あ
る
(
官
官
・
5
P
Z
司
・8u)。
」
と
言
わ
れ
、

上
に
述
べ
た
決
定
的
に
精
神
が
嬰
容
す
る
段
階
の
領
域
と
し
て
の
性
質
を
も
っ
超
感
魔

的
な
認
識
器
官
と
し
て
肉
鐙
の
中
に
存
在
す
る
。

ナ
ク
シ
ュ
バ
ン
デ
ィ

l
数
園
に
お
い
て
は

も
み
の
木
の
越
果

(
g
f
Bム

m
2
2
52〉
の
形

を
し
て
、
人
聞
の
左
の
胸
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

当
ロ
ρ
口問
'H
官

-Z
の

官

-σ

の
意
味
は

霊
的
存
在
と
し
て
の
内
容
と
物
質
的

存
在
と
し
て
の
内
容
に
分
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

フ
ァ
フ
ル
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
は
、

d
z
o
u
同・F

円阿倍
-Z
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
二
つ
の
意
味
よ
り
な
る
。
そ
の
一
つ
は
、
ズ
ィ
ク
ル
を
行
う
者
の
心
(
主
)
が
、

す
る

(
Z
A広

3
帥
問
削

E
E
ω
E
Z也
Z
A-
-2
5削

B
E
E
--〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

u
b仏
仏
倒
的
宮
の
範
鴎
に
属

紳
ー
ー
た
た
え
あ
れ
ー
ー
を
知
費
し
注
意

す
る
(
担
司
・

8
)。



ま
た
、

ホ
l
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ

I
ル
に
よ
れ
ば
、

言
50-〉
、
護
見
守
口
』
口
⑦
と
も
呼
ば
れ
る
(
宮
司
呂
〉

0

唱
ロ
A
口
町
ム
円
耐
え
古
と
呼
ば
れ
る
こ
の
よ
う
な
知
畳
お
よ
び
「
紳
へ
の
注
意
」

(
同
問
削
古
〉
は
、

同
様
に
、
翻
照
令
官

Zε
、
合

第
一
の
意
味
に
お
け
る
当

Z
ロ

rρ
巳
宮
と
は
、
〕
『
包
含
田
宮
と
同
様
な
境
地
で
あ
り
、
神
秘
的
観
照
鐙
験
で
あ
り
、
合
一
睡
験
で
あ
り
、

員
の
貰
在
と
し
て
の
紳
の
護
見
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
「
心
の
ズ
ィ
ク
ル
」
の
目
的
な
の
で
あ
る
。

第
二
の
意
味
は
、
物
質
的
存
在
と
し
て
の
宮
5

の
知
畳
で
あ
る
。

フ
ァ
フ
ル
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

第
二
の
意
味
は
、

ズ
ィ
ク
ル
を
行
う
者
が
、

心
(
主
)
を
知
畳
す
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
は
、

ズ
ィ
ク
ル
の
問
、

一
個
の
も

み
の
木
の
盤
果
の
よ
う
な
形
の
も
の
に
向
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
の
形
を
言
っ
た
も
の
で
あ
り
、
左
の
胸
に
針
臨
服
す
る
鐙
の
左
側
に
あ

る
。
そ
れ
を
、

た
え
ま
な
く
、

は
っ
き
り
と
ズ
ィ
ク
ル
に
向
け
、

ズ
ィ
ク
ル
と
そ
の
内
容
に
劃
し
て
不
注
意
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
(
河
H
H
ν

・印。)
。

F
K
U
 

噌

Aτ
i
 

門出血
F
の
第
二
の
意
味
に
お
け
る
当

Z
民
ム
官
-Z
の
よ
り
具
鐙
的
な
方
法
は
、
ズ
ィ
ク
ル
の
言
葉
の
唱
え
方
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

円
陣

E
Z
E仰
と
E
V
と
い
う
言
葉
を
唱
え
る
時
、
意
識
の
集
中
貼
を
戸
闘
と

ナ
ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
圏
の
ズ
ィ
ク
ル
に
お
い
て
は

い
う
言
葉
を
心
の
中
で
唱
え
な
が
ら
、

と
い
う
言
葉
と
共
に
、
集
中
貼
を
、
左
の
胸
の
門
右
手
に
向
っ
て
、

倒る
。
そ
し
て
、
こ
の
方
法
に
よ
る
ズ
ィ
ク
ル
を
績
け
て
い
っ
た
な
ら
ば
、

へ
そ
の
下
か
ら
胸
へ
と
あ
げ
て
い
き
、

と
唱
え
つ
つ
右
腕
の
方
へ
移
動
さ
せ
、

そ
の
熱
が
肢
瞳
に
い
き
わ
た
る
が
ご
と
く
、

己
即
日
同
釦

に
]
削
〉
ロ
削
}
回

力
強
く
打
ち
込
む
の
で
あ

や
が
て
、
第
二
の
意
味
に
お
け
る
官
F

の
知
費
は
、
第
一
の
意
味

に
お
け
る
知
究
へ
と
襲
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

宅百円山口問ム

ρ
巳
宮
と
は
、

「
心
の
ズ
ィ
ク
ル
」

の
目
的
及
び
方
法
を
表
現
し
た
言
葉
で
あ
り
、

「
心
の
ズ
ィ
ク
ル
」

の
本
質
的
内
容
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
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III 

タ
リ

l
カ
の
特
徴
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次
に
、

E
に
お
い
て
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
ナ

ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ

ー
数
回
の
タ
リ
l
カ
の
特
徴
を
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
①
J
⑦
の
修
業
の
目
的
は
⑧
で
あ
る
。
ま
た
⑨
は
①
②
を
補
足
し
、
⑮
⑪
は
「
心
の
ズ
ィ
ク
ル
」
の
内
容
で
あ
り
、

⑤
を
補
足
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
⑪
は
同
じ
く
「
心
の
ズ
ィ
ク
ル
」
の
目
的
を
し
め
す
も
の
で
あ
り
、

③
と
同
じ
範
暗
に
属
す
る
。

こ
う
分
類
し
て
み
る
と
、

E
の
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
⑨
⑩
⑪
は
後
に
附
け
加
え
ら
れ
た
補
足
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
特
に
、
⑤
に
劃
し
て
、
⑩
⑪
は
、
数
回
の
ズ
ィ
ク
ル
の
方
法
を
よ
り
具
鐙
的
に
細
か
く
定
め
て
い
る
。

「
心
の
ズ
ィ
ク
ル
」
の
方
法
が

激
闘
創
設
嘗
時
か
ら
存
在
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
後
に
開
渡
又
は
他
数
固
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
か
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
も
し
も
、

最
後
の
三
つ
の
言
葉
が
、
パ
ハ
l
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
に
よ
っ
て
附
け
加
え
ら
れ
た
と
い
う
説
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
、
バ
ハ

l
・

ア
ッ
デ
ィ
l

ン
の
数
園
史
上
の
意
味
は
、
タ
リ
l
カ
の
面
で
い
え
ば
、
新
た
に
「
心
の
ズ
ィ
ク
ル
」
の
方
法
を
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

次
に
、
十
一
の
言
葉
の
意
味
す
る
内
容
に
従
っ
て
分
類
す
る
と
、
①
②
③
④
⑨
は
タ
リ

l
カ
全
般
及
び
日
常
生
活
に
関
す
る
内
容
、
⑤
⑤
⑮

⑪
は
ズ
ィ
ク
ル
に
閲
す
る
内
容
、
⑦
は
、
口
一
四
仙

Y
E
F同
と
呼
ば
れ
る
膜
想
の
修
業
に
閲
す
る
内
容
、
③
⑪
は
、

タ
リ
l
カ
の
貫
践
の
目
的
を

G
U
 

示
す
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
分
類
に
し
た
が
っ
て

ま
ず
、

タ
リ
l
カ
の
日
常
生
活
に
閲
す
る
内
容
の
特
徴
と
し
て
、
ー
で
述
べ
た
よ
う
に
、

タ
リ
l
カ
が
シ
ャ
リ

ー
ア
の
世
界
に
抵
燭
し
な
い
よ
う
に
、

ま
さ
し
く
内
面
的
な
修
業
法
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ス
l
フ
ィ

l
達
の
特
殊
な
修
業
法
が
、
内
面
的
意
味
に
か
え
ら
れ
、

日
常
の
生
活
を
績
け
な
が
ら
も
行
い
う
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
③
④

の
言
葉
の
意
味
す
る
内
容
は
、
こ
の
数
回
の
在
家
主
義
的
側
面
を
は
っ
き
り
し
め
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
に
特
別
視
さ
れ
な
い
修
業
を

重
親
し
た
マ
ラ
l
マ
テ
ィ

l
ヤ
の
俸
統
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
が
、
④
の
言
葉
の
青
山
味
す
る
こ
の
数
圏
の
人
々
と
の
ス
フ
バ
ト
の
重
-
成
は
、

ー
マ
テ
ィ
l
イ
ズ
ム
の
秘
数
的
、
高
踏
的
側
面
を
克
服
す
る
も
の
で
あ
る
。
ス
フ
バ
ト
の
重
視
が
、
ナ
ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
圏
の
タ
リ
l
カ

ーミF

フ

の
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

シ
ャ
リ
l
ア
主
義
、
在
家
主
義
、

ス
フ
メ
ト
重
親
、
こ
の
三
つ
が
ナ
ク
シ
ュ
メ
ン
デ
ィ
数
圏
の
タ
リ
l
カ
の
特
徴
で
あ
る
。



次
に
、

ズ
ィ
ク
ル
に
闘
す
る
内
容
で
あ
る
が
、
そ
の
特
徴
は
、
こ
の
数
圏
の
ズ
ィ
ク
ル
が
聾
を
出
さ
ず
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
無

マ
ラ
l
マ
テ
ィ

l
イ
ズ
ム
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ズ
ィ
ク
ル
が
聾
を
出
し
て
行

言
の
ズ
ィ
ク
ル
も
、

わ
れ
る
べ
き
か
撃
を
出
さ
ず
に
行
わ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
数
圏
の
シ
ャ
イ
フ
達
の
態
度
は
一
貫
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

の
致
用
の
面
か
ら
、

ズ
ィ
ク
ル

マ
ラ

l
マ
テ
ィ

l
ヤ
の
俸
統
に
反
劃
す
る
立
場
が
存
在
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
ズ
ィ
ク
ル
の
方
法
に

闘
す
る
異
っ
た
立
場
の
存
在
も
、
数
圏
史
的
側
面
に
お
け
る
ナ
ク
シ
ュ
バ
ン
デ
ィ

1
数
圏
の
タ
リ

1
カ
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

ロ
-m仰
}
戸
内
町
印
宮
と
呼
ば
れ
る
膜
想
の
修
業
方
法
は
、

シ
ャ
イ
フ
達
の
数
設
か
ら
推
察
さ
れ
る
か
ぎ
り
、

日
常
的
に
随
時
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、

ナ
ク
シ
ュ
バ
ン
デ
ィ

l
数
圏
猫
自
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
し

こ
の
数
圏
で
は
タ
リ

l
カ
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

こ
う
い

っ
た
膜
想
が
、

得
ず
、③

O
の
し
め
す
タ
リ
l
カ
の
貫
践
目
的
は
、
全
て
の
ス

1
フ
ィ

l
達
に
共
通
の
観
照
鐙
験
、
合
一
健
験
、
自
己
消
滅
鐙
験
で
あ
り
、
汎
神
論
的

紳
の
貫
在
鐙
験
で
あ
る
。
そ
の
鐙
験
以
降
、
こ
の
数
圏
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
修
業
を
績
け
て
い
く
か
は
、
本
稿
で
と
り
扱
っ
た
タ
リ

i
カ
と

内
容
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
、
今
回
は
考
察
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
た
だ
、
ス

l
フ
ィ

l
達
に
と
っ
て
は
、
こ
の
鐙
験
以
降
が
貫
在
の
世
界
で
あ

-117-

り
、
全
て
の
事
象
が
、
こ
の
世
界
か
ら
の
目
を
通
し
て
理
解
さ
れ
、
意
味
づ
け
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

お

わ

り

tこ

こ
こ
で
、

は
じ
め
に
述
べ
た
ス

l
フ
ィ

1
数
圏
の
修
業
へ
の
大
衆
参
加
の
問
題
の
覗
黙
か
ら
、
も
う
一
度
ナ
ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
圏
の
タ

リ
I
カ
の
特
徴
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
こ
の
数
圏
の
タ
リ
l
カ
の
在
家
主
義
的
側
面
は
、

マ
ラ

l
マ
テ
ィ

l
イ
ズ
ム
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

ス
フ
バ
ト
の
重
視
に

よ
っ
て
、
そ
の
秘
激
的
、
高
踏
的
側
面
は
克
服
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
マ
ラ
l
マ
テ
ィ
l
イ
ズ
ム
と
の
関
連
で
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
数
圏

309 

の
タ
リ
l
カ
の
シ
ャ
リ
l
ア
主
義
、
在
家
主
義
を
、
数
圏
が
既
存
の
イ
ス
ラ
l
ム
祉
舎
に
お
い
て
大
衆
的
基
盤
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
に
お
い
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て
有
数
に
作
用
せ
し
め
た
の
は
、
人
々
に
聞
か
れ
た
ス
フ
パ
ト
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

シ
ャ
リ

l
ア
主
義
、

ス
フ
パ
ト
が
あ
っ
て
こ
そ

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

在
家
主
義
は
大
衆
の
修
業
参
加
に
青
謀
を
も
ち
え
た
の
で
あ
り
、
こ
の
ス
フ
バ
ト
が
数
固
に
大
衆
を
と
り
込
ん
で
い
く
最
も
重
要
な
要
因
で
あ

次
に
、
こ
の
数
回
の
タ
リ
l
カ
の
ズ
ィ
ク
ル
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
バ
ハ

l

・
ア
ッ
デ
ィ

l

ン
に
よ
っ
て
無
言
の
ズ
ィ
ク
ル
が
復
活
さ
れ
た

後
、
こ
の
数
回
が
中
央
ア
ジ
ア
各
地
域
に
康
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
強
い
白
魔
的
な
精
神
的
努
力
を
必
要
と
す
る
こ
の
無
言

ズ
ィ
ク
ル
は
墜
を
出
し
て
行
う
べ
き
と
す
る
立
場
が
存
在
し
、

そ
れ
は
、

の
ズ
ィ
ク
ル
が
こ
の
数
園
の
正
統
汲
的
性
格
と
相
倹
っ
て
、
人
々
を
ひ
き
つ
け
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

修
業
の
中
に
集
園
的
陶
酔
を
み
と
め
る
立
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

し
か
し
、
数
圏
内
部
に
も
、

る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
、
大
衆
の
中
の
、

ズ
ィ
ク
ル
に
き
び
し
い
精
神
的
訓
練
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
集
圏
的
陶
酔
感
を
も
と
め
る
人
々
を

も
数
固
の
中
に
と
り
入
れ
よ
う
と
す
る
立
場
が
存
在
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ズ
ィ
ク
ル
の
あ
り
方
は
、

今
後
の
数
回
史
の
研
究
の
テ

l
マ
の
一
つ

で
あ
る
。

以
上
、

ナ
ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
回
の
タ
リ

l
カ
に
つ
い
て
、

形
態
の
分
析
に
お
い
て
、

一
つ
の
覗
貼
を
あ
た
え
う
る
も
の
と
思
う
。
そ
し
て
、

較
、
封
照
の
た
め
の

一
つ
の
親
貼
を
あ
た
え
う
る
で
あ
ろ
う
。

註ω
↓-rcsc-
叫

d
t
h
n
ミ
』
u
E
h
a。、
F
R
Q
N
(
U
S
町
内
、
な
言
句
史
、
同
書

AHE出
叫

d
b
。
な
司
N-

N
〈。
---
寸
oru、0
・呂田、可・

同ν
白
同
件
。
ロ
ぬ
は
イ
プ
ン
・
ア

ラ
ビ
l

(
一
一
六
五
J
一
二
四

O
〉
の
思
想
の
分
析
に
よ
っ
て
、
ス
l
フ

イ
ズ
ム
湖
特
の
哲
準
的
世
界
観
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
同
『
イ
ス
ラ
l

ム
哲
皐
の
原
像
』
岩
波
書
広
、
一
九
八

O
年
は
我
々
が
手
に
し
う
る
ス
ー

プ
イ
ズ
ム
の
解
説
と
し
て
は
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
氏 や

や
詳
し
く
述
べ
て
き
た
が
、

oo --
1
A
 

そ
の
内
容
は
、
今
後
の
こ
の
数
圏
の
護
展
の

ま
た
、

そ
の
内
容
は
、

比

他
数
圏
の
研
究
に
お
い
て
も
、

の
翻
謀
、
ル
l
ミ

l

『ル
l
ミ

l
語
録
』
岩
波
書
庖
、
一
九
七
八
年
に
よ

って
、
我
々
は
直
接
、
ス
l
フィ
l
の
大
思
想
家
ジ
ャ
ラ
l
ル
・
ア
ッ
デ

ィ

1
ン
・
ル
l
ミ

l

(
一二

O
七
J
一
二
七
一
二
)
の
思
想
に
接
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
中
村
康
治
郎
氏
は
、
イ
ス
ラ
1
ム
思

怨
史
上
の
カ
ザ
l
リ
ー
を
正
統
汲
紳
皐
と
ス
l
フ
イ
ズ
ム
と
の
接
黙
と
み

な
し
、
彼
の
ス
l
フ
ィ
ー
と
し
て
の
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
の
一
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速
の
論
文
を
稜
表
し
て
お
り
、
最
近
、
そ
れ
が
一
冊
の
本
『
ガ
ザ
l
リ
ー

の
祈
祷
論
|
|
イ
ス
ラ
ム
紳
秘
主
義
に
お
け
る
修
行
|
|
』
大
明
堂
、
一

九
八
二
年
と
し
て
出
版
さ
れ
、
参
照
が
便
利
に
な
っ
た
。

ω
日
本
に
お
け
る
ス
l
フ
ィ
l
数
闘
の
研
究
と
し
て
は
、
古
林
清

一
「
エ

ジ
プ
ト
に
お
け
る
ス

l
フ
ィ

1
数
閣
の
成
立
」
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
一
一
一
ー

二
、
一
九
七
三
年
、
同
「
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
ス
l
フ
ィ
l
数
固
と
聖
者

崇
奔
」
『
史
林
』
五
八
|
二
、
一
九
七
五
年
、
関
野
英
二
「
ナ
ク

シ
ュ
パ

ン
デ
ィ
l
数
闘
に
関
す
る
究
書

ω」
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
中
東
の
祉
曾
湊

化
と
イ
ス
ラ
ム
に
ー
関
す
る
総
合
研
究
」
|
|
報
告
と
討
論
の
記
録
|
|

5
、
イ
ラ
ン
分
科
舎
』
園
立
民
族
拳
博
物
館
、
一
九
八

O
年
、
が
あ
る
。

ω
ス
l
フ
イ
ズ
ム
の
イ
ス
ラ

1
ム
祉
舎
に
輿
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
ギ
プ

(
出
・
〉

-
m・
0
5
r
)
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(
一
二
五
八
年
の
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
バ
グ
ダ
ー
ド
攻
略
の
後
〉
イ
ス

ラ
l
ム
正
統
汲
の
制
度
は
、
次
の
世
紀
に
復
興
は
し
た
も
の
の
、
異
数

の
王
侯
遠
の
支
配
の
も
と
に
、
光
彩
を
失
ぃ
、
か
つ
て
の
影
響
力
を
と

り
も
ど
す
に
は
あ
ま
り
に
そ
の
祉
舎
的
、
政
治
的
基
盤
は
弱
酸
化
し
て

し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
新
し
い
困
難
な
環
境
の
下
で
、
イ
ス
ラ
l
ム
共

同
践
の
統
一
を
護
持
す
る
機
能
は
ス

l
フ
ィ

l
運
動
が
引
縫
い
だ
。

|
|
中
略
1

1
ス
l
フ
ィ

1
運
動
は
、
正
統
一
際
の
制
度
と
は
逆
に
、
大

衆
へ
の
働
き
か
け
を
基
礎
に
し
て
お
り
、
(
そ
れ
に
よ
っ
て
〉
宗
数
的

統
一
の
新
し
い
組
織
が
、
大
衆
的
基
盤
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
た

s
s
b
a
s
sぬ
の
を
ご
H
E
S
ミ
足
。
苦

ε同
お
さ
む
S
与
-

M
N

・
門
ど

F
F
-
E
-
g白
ロ
向
。
三
』
・

ωZd司
自
晶
君
5
5呂
田
P
H
U
O
F

図
。
師
同

o
p
呂町

U
N

・目
u-
M
由)。

そ
し
て
、
こ
の
運
動
を
中
心
的
に
携
っ
た
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ャ
イ

フ
を
中
心
と
し
て
組
織
的
に
構
成
さ
れ
た
ス
l
フ
ィ
l
諸
数
幽
で
あ
っ
た

と
し
て
い
る
(
出
・
〉

-
m・
0
5
y
。司

-
a
f
司
官
・
日
由

1
8
)。
ギ
プ
の

言
葉
に
従
う
な
ら
ば
、
十
三
世
紀
以
降
の
イ
ス
ラ
l
ム
共
同
盟
の
歴
史
は

各
々
の
ス
l
フ
ィ
l
数
闘
の
歴
史
の
集
合
僅
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
覗
黙
か
ら
、
西
欧
に
お
い
て
は
、
個
々
の
数
闘
に
つ
い
て

の
寅
設
的
研
究
が
行
わ
れ
る
一
方
、
ト
リ
ミ
ン
ガ
ム
己
・

ω・
吋
ユ
呂
田
町
，

Y
卵
白
)
は
そ
の
著
『
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
ス
l
フ
ィ
l
敬
園
』

(
吋
宮

与
え

j

民
。
守
、
司
同
刊
誌
切
な
音
"
F
O白色

o
p
g吋
同
)
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の

研
究
を
ふ
ま
え
て
、
イ
ス
ラ
l
ム
世
界
に
お
け
る
ス
l
フ
ィ

1
数
幽
一
般

の
愛
展
を
包
括
的
に
論
じ
、
設
展
の
歴
史
を
三
つ
の
段
階
に
区
分
し
た

己・

ω・、円同一岡田山口同一
}MEM・。目
y

円一了間》・

5
3
0
こ
の
著
に
よ
っ
て
、
我

々
は
、
一
般
の
ス
l
フ
ィ
l
敬
圏
の
形
成
期
か
ら
現
代
ま
で
の
歴
史
の
概

略
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
今
後
の
激
闘
研
究
の
問
題
黙
を
整

理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
彼
の
激
闘
史
の
三
段
階
匡
分
は
、
す
で
に

古
林
清
一
「
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
ス
l
フ
ィ
l
数
園
の
成
立
」
六
一
二
頁
J

六
四
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

ω
本
稿
で
は
、
今
後
、
タ
リ
l
カ
と
い
う
言
葉
を
特
に
注
記
し
な
い
か
ぎ

り
、
修
業
方
法
、
神
秘
主
義
修
業
道
と
い
う
意
味
と
し
て
使
い
、
数
圏
そ

れ
自
鐙
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
は
使
わ
な
い
。

同

中

村

康

治

郎

「
ガ
ザ
|
リ
!
の
神
秘
修
行
論
(
一

)
l
l
u
r
-
r円
と

ロ
ロ
ベ
を
中
心
と
し
て
|
|
」

『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
五
三
冊
、

一
九
七
一
年
、
一

O
七
頁
、
同
『
ガ
ザ
l
リ
l
の
祈
諸
問
論
|
|
イ
ス
ラ
ム

紳
秘
主
義
に
お
け
る
修
行
|
|
』
一
五
八
一
員
。

例
ナ
ク
シ
ュ
パ
ン
デ
ィ

l
数
園
は
、
ホ

l
ジ
ャ
・
ュ

l
ス
フ
・
ハ
マ
ダ

l

-119一
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ニ
!
日
ハ
「
唱
と

ωJヘ
U
E同
国
曲目
白
念
巴

(一

O
四
八

1
一
一
四

O
〉
の
弟

子
ホ

1
ジ
ャ
・
ア
ブ
ド

・
ア
ル
ハ

l
リ
ク

・
グ
ジ
ュ
ド
ク
ワ

l

一
!

日内
『耳
削
冒
険
〉
正
巳
山
内
Z
-
2
0
z
z
g
a宅
山
口
同
(
一

一
七
九
四世
〉
に
よ

っ

て
中
央
ア
ジ
ア
の
ブ
ハ

1
ラ
に
興
さ
れ
た
数
回
で
あ
る
が
、
最
初
は
ホ

l

ジ
ャ
ガ
ー
ン

穴
7
4
〈
ど
お
宮
す
な
わ
ち
ホ

l
ジ
ャ
遠
の
激
闘
と
呼
ば
れ

て
い
た
。
し
か
し
、

ア
プ
ド

・
ア
ル
ハ

l
リ
ク
か
ら
七
代
目
に
激
闘
の
中

間関
の
租
と
み
な
さ
れ
る
パ
ハ

l

・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
・
ナ
ク
シ
ュ
バ
ン
ド

穴
『
耳
削
]
釦
回
ω『削

w

弘
1
0
E
Y
Aロ
σω
ヨ
ヨ
包

Z
2目
r
r
g一《
同
(
一
三
一
七
!

一
三
八
九
)
が
で
て
、
彼
の
弟
子
遥
に
よ
っ
て
、
プ
ハ

l
ラ
か
ら
中
央
ア

ジ
ア
の
各
都
市
に
ひ
ろ
が

っ
て
い
っ

た
。
そ
し
て
、
パ
ハ

l
・
ア
ッ
デ
ィ

l

ン
の
時
代
以
降
こ
の
ホ

l
ジ
ャ
ガ

ー
ン
数
闘
は
ナ

ク
シ

ュ
パ
ン
デ

ィ
l
数

回
(
2
2目

r
g
E石
三
〉
と
呼
ば
れ
、
テ
ィ
ム
l
ル
朝
後
期
の
サ
マ
ル
カ
ン

ド
政
権
に
射
し
て
大
き
な
設
言
力
を
も
っ
た
通
総
ホ
1

ジ
ャ

・
ア
フ
ラ
ー

ル
穴
r
d〈仙
宮
〉
f
円削
『
一日ハ
rdぐと釦

Z
S
町
内
じ

り
z

-c
r
3
ι

〉
口
同
「

(一

四

O
四
J
一
四
九

O
)、
イ
ラ
ン
文
摩
史
上
に
有
名
な
へ
ラ
l
ト
の

詩
人
ジ
ャ
ミ
l

メ
E
白
「
刃
向
島
田
副
ロ
』
回
日
同
〈
一
四
一

四
J
一
四
九
二
)

は
、
パ
ハ

1
・
ア
ッ

デ
ィ

1
ン
の
弟
子
逮
の
系
譜
の
上
に
位
置
す
る
。
そ

し
て
、

二
ハ
世
紀
以
降
は
、
ホ
1

ジ
ャ

・
ア
フ
ラ

l
ル
の
弟
子
遠
の
系
譜

上
に
つ
ら
な
る

シ
ャ
イ
フ
遼
に
よ
っ

て
、
数
闘
は
オ
ス

マ
ン
朝
治
下
の
各

地
域
、

ム
ガ
ー
ル
朝
治
下
の
イ
ン
ド
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
系
モ
グ
l
ル
治
下
の

東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
へ
と
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ホ
l
ジ
ャ

・
ア
フ
ラ
l
ル
及
び
ナ
タ
シ
ュ
パ
ン
デ

ィ
l
数
阿
聞
が
テ
ィ
ム

l
ル
靭
枇
舎
に
お
い
て
果
し
た

重
要
な
役
割
に
つ
い
て
は
、
開
野
英
二

「
テ
ィ
ム
l
ル
朝
の
社
曾
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』

8
、岩
波
書
広
、一

九
六
九
年
、
三
一
五
頁
J
一一一一一一一良
参
照
。
ま
た
、
ナ
ク
シ
ュ
パ

ン
デ

ィ

ー
数
幽
の
通
史
と
し
て
は
、

z.
〉
-
同
白
刀
、
H
，

Z
Z
Z目
r
gロ含
O
正
常

一

〉
司
z
-
5
M
E
mwミ

ωEdqO〕『

O町
二

ω
Z
5
5ミ
何
百
円
四

ωH問ロ
5
2ロ
n
p

-凶

h
d
n
m
Q
b
N
Q喜九円。

-vp円〈・
5
3・
3
・
HN
ω
J
5
N
が
あ
る
。
ま
た
、

ア
ル
ガ
ー
に
は
、
回
一
E
5
m
g
-
u
r
一円同
-
Z
2
0問
。
ロ
子
。

ZRHωrr白ロ仏同

吋

R
H
A民・

5
N円
hhお
い
て
柄
。
お
ひ
な
苦
吟

NUFN目。柄。』守、
HL可
Q
R叫
匂
之
内
w
R
P
E・

。
。。
円m
o
Hり・
国
O
E
S
-
-
〉
-
Eミ・

Z
・
J
?
s
a
-
3
-
M
E
I
N
S
が

あ
り
、
ナ
ク

シ
ュ
パ
ン
デ
ィ
l
激
闘
研
究
に
必
要
な
史
料
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

的

〉

・
ω
n
E
B
B
o
-
-
ミ
いてに

E
N
9
3
2
3
耐
久

E
Q
F
2
3
0
-

同
三
・

5
a
・目
u

・
ω霊
・
』
・
ω・
吋
円
一
ヨ
日
間
Z
B・
0目M
・

2
了
目
当
・

8ω
J

N
O
P

日
本
に
お
い
て
も
、

黒
柳
恒
男
「
一
柳
秘
主
義
数
回
」
『
イ
ス
ラ
ム

世
界
』
世
界
文
化
社
、
一
九
六
八
年
、
七
六
頁
に
、
タ
リ
l
カ
の
内
容
が

簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

仙
w

ζ
・

ζ
o
-
P
〉
E
O
C『内田口

U
R
b
玄
Z
E
E
-
F
3
5
E
2
2問。

包可聞神戸』己
mw
《目。切削
W
Y帥

.ω
内田
ln回目口

Zmwa山『
ωロ
《
ゲ
河
内
GR
hw
札

2hHNhnpwh

な
NQ
若々
NEM-H也
印
由
・
司
-m叶
-
E
-
E
m
ω
♂
叫
]
吉
之
A
M
V
E
吉
凶
問
。
、
た
コ

唱司・

Hωω
j
ム
ωι
・

仙
川
関
野
英
二
「
ナ
ク
シ
ユ
パ
ン
デ
ィ

l
数
闘
に
闘
す
る
究
書
川
」
一
六
六

頁。

M
W

ナ
ク
シ
で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
闘
の
ズ
ィ
ク

ル
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、

ス
l
フ
イ
ズ
ム
の
修
業
方
法
と
し
て
の
ズ
ィ
ク
ル
の
愛
生
、
展
開
に
つ
い

て
は
、
同
R
匂町
内
。
、
号
、
ミ
。
¥
』
ー
に
お
草

色
ロ内田
・
。内凶
・〉
・
ロ
・
司
司
-NNω
J
N〆

制

E
E
o
a
d回日開ハ
mu・(問、
.
0
R
P
C
参
照
。
ま
た
、
こ
の
註
は
次
の
帥

の
註
と
同
様
、
本
稿
の
筆
者
が
つ
け
た
も
の
で
、
関
野
氏
の
論
文
に
つ
け

ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。
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M
W

サ
マ

l

(
自
自
帥
供
〉
と
は
、
ス

l
フ
ィ

l
の
修
業
法
の
一
つ
で
、
集
圏

で
音
楽
に
合
わ
せ
て
歌
わ
れ
る
コ

l
ラ
ン
や
神
秘
主
義
詩
を
聞
く
こ
と
で

あ
る
。
+
マ
ー
に
つ
い
て
は
、
』
・

ω・、『ユ
E
Z同
『
曲
目
・
。
目
y
n
F了
間
回
司
-

H
E
I呂
町
参
照
。

ω

F

H
玄

o
-
p
s
-
n
x
J
3・印
N
1
2・

帥
マ
ラ
l
マ
テ
ィ
l
ヤ
に
つ
い
て
は
、
〉
r
D
，〉
『
門
戸
弘
・
河
色
川
田
山
田
口

ω巳
仙
百
回

(一

O
二
一
夜
)
の
担
目
印
E

曲
目
白
玄
包
帥
自
由
巳
ミ

P

Z

〉

Z
R〉
Z
・

‘〉
b
p
k曲目
'hhnHNbヨ
ミ
ミ
い
E
E
R
H
R
H
N・'VMH-eいてお

g
b
bと
と

PH勺ミ
F

S
E
a
-

。ωE
r
S
8・目当
-
g
J
∞
叶
に
俸
え
ら
れ
て
お
り
、

ζ
・
ω・
ω
E
F

、H，ro
肘円

Z
n
ω
O同
玄
NL仙阿国民副司白

ω
C
2師
自
自
《
山
手
。

ω
2ヨ
O口
。
ロ
子
。

豆
g
a
-
叫

d
t
h
h
S
N
N喜
司

司
-
E
z
-
-
g
-
ロ0
・
ア
呂
田
∞
に
、
そ

の
四
五
傑
項
の
数
義
の
翻
謬
と
解
説
が
の
せ
ら
れ
て
お
り
、
大
略
を
し
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

』
・
ω・、叶『
FSFロ同
E
B
-
O
M》・
2
了
間
】
司

-
N
E
J

N
由
吋
に
も
マ
ラ
l
マ
テ
ィ
l
ヤ
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

帥

ト

リ

ミ
ン

ガ
ム
も
、
モ
レ
の
設
に
従

っ
て
い
る
こ
・

ω・
吋
江
田

5
問

}gB-

。目
u

・
2H・・目
u
・町一凶・

NCω-N自
由
)
。

帥
シ
ン
メ
ル
は
根
接
は
し
め
し
て
い
な
い
が
、
ナ
タ
シ
ュ
パ
ン
デ
ィ

l
数

闘
が
手
工
業
ギ
ル
ド
や
商
人
達
と
の
関
係
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
(
〉
・

ω円
E
E
g
o
-
-
o
-
Y
2了
司
・
ω白
印
)
。
確
か
に

『
ラ
シ
ヤ

ハ
l
ト
』
〈
河
g
r曲
fa--a〉
百
一
色
・
司
ミ
F
N
-
司
-AN也
・
以
降
河
と
略

述
す
る
〉
に
は
、
こ
の
数
回
が
「
市
場
の
人
々
と
商
人
達
の
数
幽
」

(
ザ

R
E
F
-
g
ω
正
巳
ヨ
ム
『
帥
乱
『

d
Z
E』
』
副
司
)
と
言
わ
れ
て
お
り
、
ま

た
、
激
闘
の
シ
ャ
イ
フ
達
に
は
、
花
造
り
、
織
工
、
陶
工
な
ど
で
あ
っ
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
者
が
い
る
(
河
H

司

-g-s・叶
3
0
し
か
し
、
『
ラ

シ
ヤ
ハ

l
ト
』
に
よ
れ
ば
、
ホ

l
ジ
ャ

・
ア
フ
ラ

l
ル
の
も
と
で
、
テ
ィ

ム
l
ル
朝
の
王
族
、
ア
ミ

l
ル
達
、
ウ
ラ
マ

l
、
農
民
な
ど
も
数
圏
の
修

業
に
参
加
し
て
お
り
、
数
園
を
中
心
的
に
捻
っ
た
の
は
、
都
市
の
職
人
、

商
人
達
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
修
業
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
階

層
の
人
々
が
参
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

帥
『
ナ
フ
ア
ハ

I
ト
』
は
、
有
名
な
ジ
ア
ミ
ー
が
多
く
の
数
回
の
シ
ャ
イ

フ
逮
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
彼
は
ナ
ク
シ

で
ハ
ン
デ
ィ
ー
数
回
に
属
し
て
お
り
、
『
ナ
フ
ア
ハ
l
ト
』
の
ナ
ク
シ
ユ

パ
ン
デ

ィ
1
数
闘
の

シ
ャ

イ
フ
逮
に
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
は
、
現
在
、

我
々
が
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
史
料
を
使
っ
て
書
か
れ
た
と
恩
わ
れ
る
箇

所
が
あ
り
、
ナ
ク
シ
ュ
パ
ン
デ

ィ
1
数
闘
の
研
究
の

基
本
的
史
料
で
あ

九
v

。

帥
『
ラ
シ
ヤ
ハ
l
ト
』
は
一
径
が
、
数
闘
の
創
始
者
ア
プ
ド
・
ア
ル
ハ
l

リ
ク
か
ら
十
六
世
紀
ま
で
に
中
央
ア
ジ
ア
で
活
躍
し
た
シ
ャ

イ
フ
遠
の
小

停
か
ら
な
り
、
二
巻
は
、
ホ

1
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ
l
ル
の
俸
記
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
史
料
は
、
出
・
∞

2
2広
岡

P
A，ro
河
grHw
-EZEa〉
5ω-
aza-包
-

、
。
ミ
・
お
お
向
。
¥
H
F内
勾
。
い
て
と
み
包
QH帆
円
句
。
町
民
内
々
。
¥
C
Z
Q
H
N
Wミ
H
Q
S

S
R同旬、町内
g
n
p
g
H由
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
ら
い
、
こ
の
数
図
研
究

の
最
も
基
本
的
な
史
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
テ
キ

ス

ト
と
し
て
テ
ヘ
ラ
ン
版
以
外
に
、
ヵ

l
ン
プ
ー
ル
版
、
一
九
一
一
一
一
年
も
参

照
し
た
が
、
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
版
、
一

九
一
一
年
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

同

国
・
〉
-
同
町
・

ω
O
B
o
z
o
S回
。
ロ

p
o
Z
Z臼
r
gロ
岳
、
H

，R
Z民
弓

F
E
E
-
宮
内
割
、
号
、
E
H
h
h
a戸
同
恒
三
・

3
・
5
ω
J
H∞寸・

帥

関
野
英
二

「
ナ
ク

シ
で
ハ
ン
デ

ィ
ー
数
圏
に
関
す
る
血
児童田

ω」
一
六
四

頁。

-121-



314 

帥
寅
在
と
は
、
哲
撃
的
意
味
に
お
け
る
英
語
日
巴
々
、
ア
ラ
ビ
ア
語
ハ

キ

l
ヵ

2
2
5乙
で

あ
り
、
鐙
験
主
槻
と
は
濁
立
に
客
槻
的
に
存
在
す

る
も
の
を
意
味
す
る
が
、
自
然
を
生
滅
愛
化
の
現
象
界
と
み
る
紳
秘
主
義

者
の
場
合
、
質
在
と
は
、
自
然
の
現
象
的
規
定
を
超
越
す
る
恒
常
不
努
の

形
而
上
皐
的
本
種
、
す
な
わ
ち
紳
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
シ
ャ
イ
フ
遠

の
言
葉
の
中
で
も
、
ハ
キ
l
カ
は
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
使
わ
れ
て
お

り
、
区
別
す
る
た
め
に
恒
常
不
獲
の
形
而
上
準
的
本
位
を
意
味
す
る
場
合

は
「
員
の
寅
在
」
と
謬
す
る
。

帥
ス
i
フ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
紳
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
井
筒
俊
彦
『
イ
ス

ラ
l
ム
哲
撃
の
原
像
』
九
二
頁

1
一
O
三
頁
に
お
い
て
、
一
一
刺
激
の
紳
と

封
比
さ
れ
明
解
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

凶
激
闘
の
側
か
ら
言
え
ば
、
一
仰
の
概
念
の
矛
盾
は
、
修
業
の
最
終
的
境
地

に
お
い
て
解
消
す
る
。
例
え
ば
、
毛
色
ぞ
(
聖
者
〉
、
毛
色
白
百
件
(
聖
者
た

る
こ
と
)
の
概
念
が
あ
る
。
こ
の
毛
色
間
百
件
と
は
ス

l
フ
ィ

l
淫
の
修

業
の
最
終
的
段
階
に
お
い
て
開
け
て
く
る
境
地
で
あ
り
、
司
ω
-
J
(聖
者
〉

と
は
預
言
者

(
E
E己
の
一
仰
に
射
す
る
関
係
と
同
様
な
関
係
を
紳
に
制
到

し
で
も
つ
に
い
た
っ
た
人
関
と
い
わ
れ
る

(
O
-u
-
g
)。
す
な
わ
ち
、

曜
と
旧
宮
内
(
聖
者
た
る
こ
と
)
の
境
地
に
お
い
て
、
初
め
て
、
神
が
預
言

者
に
下
し
た
酪
示
の
良
の
青
山
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。

見
方
を
か
え
れ
ば
、
ス
l
フ
イ
ズ
ム
が
単
な
る
紳
秘
主
義
で
は
な
く

て
、
イ
ス
ラ
l
ム
神
秘
主
義
で
あ
り
う
る
の
も
、
こ
の
二
つ
の
紳
概
念
の

矛
盾
の
解
消
を
中
心
的
命
題
と
し
て
設
定
す
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
矛
盾

を
い
か
に
解
消
す
る
か
が
ス

l
フ
イ
ズ
ム
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ

ぷ
ノ
。

ス
l
フ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
聖
者
と
預
言
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
、
H
J

H
N
C
Z
F
。
司
・

2
・・官官
-
M
印

ω
J
N
B
参
照
。
ま
た
、

毛
色
帥
司
氏
の
概
念
に

つ
い
て
は
、
h
ω
・
寸
ユ

B
E
m
-
M
E
M・
0

司・

2
了
官
官
・
H
a
i
H
S
に
詳
し

く
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
彼
は
他
数
闘
の
シ
ャ
リ
1

ア
に
つ
い
て
の

考
え
方
に
も
畑
刷
れ
て
い
る
。

同

原

文

で

は

佐

官
正
Y

宮
ユ
宮
内
と
な

っ
て
い
る
が
、

よ
り
一
般
的
な

形
と
す
る
た
め
、
最
後
の
タ

l
マ
ル
プ
l
タ
を
落
と
し
、
カ
タ
カ
ナ
書
き

し
た
o

M
W

ス
l
フ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
集
一
と
離
散
の
概
念
に
つ

い
て
は
、
井
筒
俊

彦
『
イ
ス
ラ
l
ム
哲
皐
の
原
像
』
一
六
九
頁
J
一
七
五
頁
、
と

-zc-c'

d
i
-
-
M門号、
q
a
F
ミ
与
な
少
可
・
『
可
刃
・
〉

-znrorg-
同
』
・
者
-

Q
E
玄
命
日

o
z
m
-
ω
3
2
×
〈
戸

5
3・
3
・
M
m
N
J
M
g
参
照
。

同
』
・

ω・、吋『
H
g
E
m
Z
B・
S
・
2
f
官
-MOω
・
0
7占
H
M

・
2
・

M
w
r
r正
司
又
は

r
E会
『
。
こ
の
人
物
は
、
コ
l
ラ
ン
の
中
に
も
現
れ
て

い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
民
開
設
話
に
は
し
ば
し
ば
現
れ
る
イ
ス
ラ
l
ム

の
精
密
で
あ
る
。
そ
の
起
源
に
は
諸
設
が
あ
る
。
日
ハ

rFF
に
つ
い
て
は
、

』・間以・回同
0
4
P
叫
db
G
U
R
H
w
d
a
p
s
-
。w・
0
ミ
S
H
a
h
h叫
hvN
コhN
去
に
な
ヨ
・
口
角
川
君

回目唱『
2
2
0
P
F
S
L
o
p
-
g∞・官官
-Hoo
-
5
Y
H吋品
、，，
tH討
に
詳
し
い
。

ま
た
、
ァ
プ
ド

・
ア
ル
ハ
l
リ
ク
は
、
こ
の
人
物
か
ら
「
秘
密
の
ズ
ィ

ク
ル
」
も
数
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
ナ
ク
シ
ュ
パ
ン
デ
ィ

l
敬
闘
の

タ
リ
l
カ
の
起
一
源
を
考
え
る
際
に
興
味
の
あ
る
話
で
あ
る
。

助
ゲ
ロ
合
司
と
は
、
「
紳
が
現
在
す
る
こ
と
」
「
紳
と
共
に
い
る
こ
と
」

そ
の
も
の
を
さ
す
意
味
で
あ
る
が
、
ま
だ
、
人
聞
の
意
識
の
上
で
の
概
念

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
コ
刊
と
共
に
あ
る
こ
と
の
意
識
」
と
諜
し

た
。

122-



315 

倒
サ
ア
ッ
ド
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン

・
カ
l
シ
ュ
ガ
リ
ー
は
、
ジ
ャ
l
ミ
l
の

師
で
あ
り
、
へ
ラ

1
ト
の
ナ
ク
シ
ユ
パ
ン
デ
ィ

l
数
圏
の
基
礎
を
き

e
つ
い

た
人
物
で
あ
る
。

倒

サ

ア

ッ

ド

・
ア

ッ
デ
ィ

I
ン
・
カ

I
シ
ュ
ガ
リ
l
の
へ
ラ
l
ト
に
お
け

る
高
弟
の
一
人
で
あ
る
。

帥

ス

l
フ
イ
ズ
ム
の
人
閲
の
本
性
(
宮

rp)
に
つ

い
て
の
考
え
方
に
つ

い
て
は
、
↓

.
H
N
E
E
-
3・円一昨・・

3
・M
M
H
J
M
M
叶
参
照
。

制
シ
ル
ヒ
ン
デ
ィ

l
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、

穴
・
〉
-
Z
M
Eヨ
r
Z
2各・

宮
ロ
《
H
M
F
2
5ロ
円
。
。
ロ

7
A
C同
}

回

向

込

用

N
c
-
2目
白
ロ
品
目
u
o
t
t
n
p
m
N
Q苦凡円

。N
h
N
H
R
2
・〈
o--up
呂町印・

3
・
A
A
J
A
∞
-
〉
-ω
円
}
己
ヨ
ヨ
己
・

0

司
-
n
F
・

3
・
ω白
下
(ω
叶O

に
略
述
さ
れ
て
い
る
。

倒
〉
・

ω円
E
B
B
o-
-
a
-
n
xよ
司
・
8
由・

帥
ヨ
色
白

E
と
は
、
「
状
態
」
(
宮

σ
が
時
に
失
わ
れ
た
り
、
堕
落
し
た

り
す
る
可
能
性
が
あ
る
属
性
を
さ
す
の
に
針
し
て
、
葬
得
し
、
不
動
の
も

の
と
な
っ
た
属
性
を
さ
す
言
葉
で
あ
る
(
玄
与
ω
ヨ
ヨ
包

ζ
ロ
J
P
匂

p

w--vgha
民、九刷、
2
・、
円，
o
r
s
p
z・
5
品
N
1
5品
〆
司
・
8
S
)。

制
省
時
の
イ
ス
ラ
l
ム
世
界
各
地
に
お
い
て
、
。

ω-g含
ユ
ミ
白

と
呼
ば

れ
る
ス

1
フ
ィ
l
遠
の
活
動
が
み
ら
れ
、
ト
リ
ミ
ン
ガ
ム
に
よ
れ
ば
、
彼

ら
は
特
異
な
服
袋
を
し
、
口
ひ
げ
を
残
し
て
、
頭
髪
と
ま
ゆ
を
そ
り
お
と

し
、
イ
ス
ラ
1

ム
圏
各
地
を
遍
歴
す
る
と
い
う
修
業
の
方
法
を
と
っ
て
い

た

己

・
ω・
吋

2
B
Emr柏戸
H
F
o
u
-
e
f
官
官

-
N
S
J
N由
申
〉
。
し
か
し
、
口

ひ
げ
は
残
し
て
い
た
と
い
う
設
も
あ
り
(
同
V
〈
乙
・
ロ
司
・
ミ
3
、
現
在

儲
註

ω

の
と
こ
ろ
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
剣
断
で
き
な
い
。
彼
ら
に
関
す
る
記
述

は
『
ラ
シ
ャ
ハ
l
ト
』
に
も
あ
ら
わ
れ
(
河
N
3・
2
ω
l
E
3、
タ
シ
ュ

ケ
ン
ト
で
の
活
動
が
確
認
さ
れ
、
関
野
英
二
「
十
五
世
紀
初
頭
の
モ
グ
l

リ
ス
タ

ー
ン
|
|
ヴ
ア
イ
ス
汗
の
時
代
1
1
」
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
一
一
一
ー

て
一
一
一

頁

1
二
二
一
良
に
よ
れ
ば
、
十
五
世
紀
初
頭
の
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン

に
お
い
て
も
彼
ら
の
活
動
が
み
ら
れ
た
。
③
の
言
葉
は
、
カ
ラ
ン
ダ
リ
l

ヤ
の
行
っ
て
い
た
よ
う
な
修
業
に
封
し
て
の
い
ま
し
め
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

同
『
ラ
シ
ヤ
ハ

l
ト
』
の
ホ

l
ジ
ャ
ガ
ー
ン
逮
に
つ
い
て
の
記
述
に
よ
れ

ば
、
彼
ら
は
ハ
リ
l
フ
ア

(
Eと
は
ω)

と
呼
ば
れ
る
自
己
の
後
縫
者
を

指
名
し
て
い
た
。

M
W

〉・

ω
n
E
s
s
o
-
-
8・
2
了
間
u

・
ω
2・

M
W

嘗
時
の
ス
l
フ
ィ
l
遣
の
中
に
、
き
び
し
い
隠
遁
生
活
を
お
く
る
修
業

を
お
こ
な
い
、
人
々
の
崇
奔
を
得
て
い
た
人
々
げ
か
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
パ
ハ
l
・
ア
ッ
デ
ィ
l
ン
は
、
マ
ラ
l
マ
テ
ィ

I
ヤ
と
同
じ
見
解

で
彼
ら
を
非
難
し
て
い
る
。
『
ラ
シ
ヤ
ハ

l
ト
』
に
よ
る
と
、
ホ

l
ジ

ャ
・
ア
フ
ラ
l
ル
の
時
代
に
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
は
、

d
r
fヨ
-P
ま
た
は

}ハ

Z-ヨ
ミ
白
と
呼
ば
れ
る
数
図
が
あ
り
、
郊
外
の
ヌ

l
ル
山
の
道
場

。
E
m白
円
)
に
お
い
て
修
業
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
停
え
ら
れ
て
い
る

(河

N
3

印

S
J
E
3
。

帥
ほ
と
ん
ど
同
じ
言
葉
が
、
ア
プ
ド
・
ア
ル
ハ

l
リ
ク
の
言
葉
と
し
て

『
ラ
シ
ヤ
ハ

l
ト
』
に
俸
え
ら
れ
て
い
る

(HNH
司-
M
印
N・
同NN
MU
・
8
C。

帥
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
・
パ
ー
ル
サ
!
と
並
ん
で
、
パ
ハ
1

・
ア
ッ
デ
ィ
l
ン

の
最
も
重
要
な
後
縫
者
で
あ
る
。
サ
ア
ッ
ド
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
・
カ
l
シ

ユ
ガ
リ
ー
は
彼
の
孫
弟
子
に
あ
た
り
、
ホ
l
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ
l
ル
の
師

マ
ウ
ラ
l
ナ
l
・
ヤ
l
ク
l
プ

・
チ
ャ
ル
ヒ
l
y
A
ω
唱
釘
ロ
町
田
〈
ω
〆
口
『

。Z『

r
E
〈
一
四
四
七
波
)
は
、
彼
の
弟
子
で
も
あ
っ
た
。

制
テ
ヘ
ラ
ン
版
、

一
二
四
頁
で
は
、
最
後
の
部
分
の
意
味
が
遁
ぜ
ず
、
ヵ
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ー
ン
.ア
ー
ル
版
、
七

O
頁
J
七
一
頁
に
従
っ
た
。

帥

ェ
・
〉
一四
ω
♂
句
S
E
旬角。
N
E
S
S
G
弓
A
M
E
E
R
t
吋
司
ミ
ミ

3

NW2ミ
Q

・

3
・
H
g
J
H
∞叶

帥

〉・

ω門主
E
B
o
-
-
3
・
2
了
司
・
ロ
印
・

彼
女
は
、
雨
方
の
立
場
の
主
張

を
紹
介
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
単
に
獲
を
だ
す
こ
と
だ
さ
な
い
こ
と
を

い
か
に
正
賞
化
す
る
か
の
主
張
で
あ
っ
て
、
ズ
ィ
ク
ル
の
内
容
や
数
果
に

は
ま
っ

た
く
鰯
れ
て
い
な
い
。

帥

巨
帥H
6
室
長
室
岡
、
同
ぷ
H
Z
n
-
U

ヘ、2R
R
h
p
玄
O
円

R
E
-
H申
叶
由

・

2
℃・

日印
印
の
校
訂
者

O
・

e-
〉
R
Z
Z可
E
R
S
Z

に
よ

っ
て
附
け
ら
れ
た
謬
註

に
よ
る。

そ
れ
に
よ
る
と
、
マ

フ
ド
ゥ
l
ミ

l

・
ア
ザ
ム
は
サ
マ
ー
も
容

認
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

川例
』
・

ω・
吋
ユ
B
5
m
r
ω
E
O
H》・
2
了
日
u
-
M
O
N
-

ロ
O円。印・

帥

ア
ル
ガ
ー
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
現
行
の
撃
を
出
す
ズ
ィ
ク
ル
は
、
時

代
的
に
新
し
い
要
素
も
つ
け
加
え
ら
れ
て
お
り
、
唱
え
ら
れ
る
言
葉
も
段

階
ご
と
に
拙炭
化
す
る
な
ど
か
な
り

綾
雑
な
も
の
で
あ
る
(
戸

〉

K
R
-

ω。自
0
2
2
2
0ロ
ュ
5
Z
Z
ω
r
gロ
含
叶
2
2巳
百
∞
O
M
E
P
E
y

g
U1
5
3。
ま
た
、
ア
ル
ガ
l
は
、
現
行
の
耐
引
を
出
す
ズ
ィ
ク
ル
は
カ

l
デ
イ
リ
ー
ャ
敬
幽
か
ら
と
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る

(Z-

E
m
R
E
P・
3
・
5
中

t
s
c。

帥
「
良
き
言
葉」

と
は
信
仰
告
白
の
言
葉
の
こ
と
で
あ
り
、
「
良
き
言

葉
」
を
唱
え
る
と
は
ズ
ィ

ク
ル
を
行
う
こ
と
を
さ
す
。

帥

〉

戸'
E
3
4々
E
O』u
・円日
同」日
U

同y
ω
∞斗

1
8
∞・

ω
r
E
U
M
巳

-U
Z
〉
f
自
主
・

L
P
V
E
?と
ム
匂
品
、
い
て
U
、P
F
c
r
E
F
Z・
5
NN-
HM・
5
・
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
ス
l
フ
ィ

l
遠
の
考
え
で
は
、

rr
E
『
と
は
心
の
上

を
過
ぎ
て
い
く
考
え
や
想
像
に
す
ぎ
な
く
、
心
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

同

E
E
M
E
E
D
と
は
、
ス
l
フ
ィ
l
迷
が

r包
-
(自
己
消
滅
)
と
呼

ぶ
と
こ
ろ
の
鰻
験
で
あ
る
。

rz.
に
つ
い
て
は
、

井
筒
俊
彦
『
イ
ス
ラ

l
ム
哲
皐
の
原
像
』
九
三
頁
J
一
O
三
頁
に
お
い
て
そ
の
内
容
が
説
明
さ

れ
て
い
る。

同脚

内田町
ω
司
』
と
い
う
言
葉
は、

味
わ
う
こ
と
を
意
味
し
、
ス
l
フ
ィ
l
迷

は
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、

本
質
的
愛
す
な
わ
ち
紳
の
愛
の
酒
を
飲
む
味

わ
い
を
意
味
さ
せ
、
神
の
貧
在
を
陵
験
的
に
知
る
至
上
の
法
悦
を
表
現
し

て
い
る

(ω
『
ω
日
聞
と

a
U
Z
〉
σ
自白《
Y

O

司
・
門
戸
・
目
y
H
∞)
。

『
ラ
シ
ヤ

ハ

l
ト
』
や
『ゴ

ト
ス
ィ
l
イ
ェ

』
に
お
い
て
も
、

-包
r
ι
Z丹
(
歓
喜
)、

耳
岱
』
内
四
(
陶
酔
)
な
ど
の
言
葉
と
並
置
さ
れ
て

使
わ
れ
て
お
り
、
観
照
値

験
の
無
上
の
快
感
を
表
現
し
て
い
る

(ο
司
・日
N
.
明

N
H

司
・
5
3。

帥

回
錦
す
る
と
は
、
唯
一
の

「輿
の
究
在
」
へ
「
集
一
す
る
こ
と
」
を
あ

ら
わ
す
。
l
で
述
べ
た
よ
う
に
、
タ
リ
l
カ
と
は
、
「
集
一
す
る
こ
と
」

の
た
め
に
お
こ
な
う
努
力
で
あ
る
。

帥

国
・
〉

-mF
句
。
苦
肉
ミ
ミ
2

3

HFぬ
弓
A
M
E
s
h同同
叫d
b
、
ミ
ミ

S

』ω
2ミ
p
-
u
-H∞印
・

倒

γ
E
r
と
は
、
引
く
こ
と
、
引
き
つ
け
る
こ
と
の
意
味
で
あ
り
、
紳
の

側
か
ら
人
間
を
自
分
の
方
に
引
き
つ
け
る
行
魚
、
力
ま
た
は
そ
の
影
響
を

あ
ら
わ
す
。
そ
し
て
、
紳
が
引
き
つ
け
た
こ
と
と
は
神
の
観
照
鐙
験
を
あ

ら
わ
し
、
日
hw
』ι
r
u
r
(引
き
つ
け
ら
れ
た
る
者
〉
と
は
、
こ
の
鐙
験
を
も

っ
た
人
々
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

伺

ス

l

フ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
意
識
構
造
の
諸
概
念
に
つ
い
て
は
、
井
筒
俊

彦

『
イ
ス
ラ
l
ム
哲
皐
の
原
像
』
六
九
頁
J
七
四
頁
に
、
表
層
か
ら
深
層

に
至
る
諸
段
階
の
モ
デ
ル
と
し
て
設
明
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
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れ
ら
の
概
念
は
、
修
業
の
諸
段
階
に
お
け
る
人
聞
の
朕
態
を
分
別
し
て
表

現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
数
闘
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
分
別
の
考

え
方
を
と
っ
て
お
り
、
パ
ハ

l

・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
に
よ
る
こ
れ
ら
の
諸
概

念
の
設
明
も
、
井
筒
氏
の
一
般
的
な
ス
l
フ
イ
ズ
ム
の
そ
れ
と
一
致
す
る

が
、
口
広
ω
は
ベ
ル
シ
ア
語
の
品
目
{
と
表
現
さ
れ
て
い
る

(
0・
H
Y
ω
3。

官
F
に
つ
い
て
は
、
吋
-
F
E
M
C・
S
-円

F
F
・
-u
司-
M
印
H
l
N日
N・
ωミ
司
王

』
印
刷町

民

ωと』
E
f
N可号、
HQ3hム
ド
宮

hphHHSRHDHNNbTNHHghH
同

JQa』VH
・

5
工品、」
d
R
、F
F
S
F
国・

5
E
-

同

γω
∞
。
参
照
。

帥

τ-D-と
は
、
人
聞
が
紳
の
一
者
性
を
本
性
的
に
有
し
て
お
り
、
そ
れ

が
、
あ
る
形
態
を
と
っ
て
肉
鐙
の
中
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
形
態
を
と
っ
て
神
性
が
人
関
の
中
に
落
ち
入
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

f
E巳
は
、
ハ
ッ
ラ
l
ジ
伺
5
ミ
ロ
『
・

玄
自
ち
同
巳

BEEと
(
九
八
二
泊以
)
の
キ
リ
ス
ト
数
の
「
受
肉
」
と
非
常

に
よ
く
似
た
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
る
ザ
己
巳
と
は
本
質
的
に
違
う
も
の

で
あ
る
。

}
百
戸
巳
に
つ
い
て
は

ωミ
ヨ
品
』
三
日

ωと
E
E・
0

目y
n
F
-

ヲ
ロ
由

参
照
。

伺

同

NHU・
念
・
』
・

ω・
ι
，ュ
B
Z
m
r
ω
日・。目
u

・
2
f
M
U
-
M
O
M
-
M
H
O
E
B
-
-
n
y

り
は
ぬ
町
、
V

民
主
R
F
S
N
)耳
目
帆
同
町
宮
、
札
S
河
内
、
之
内

2
・
N
民
主
同
町
、
吋
丘
町

H

C
N
E
t
s
n同

F
マ
P
4
5
2
g
p
p
s
a
-
百
-
S∞J
ι
c
r
井
筒
俊

彦
『
イ
ス
ラ

l
ム
哲
皐
の
原
像
』
八

O
I八
二
一
良
。

ア
ル
ガ
l
の
調
査
し
た
現
行
の
ズ
ィ
ク
ル
で
は
、
こ
の
鐙
内
の
循
浸
透

動
は
、
「
仰
と
い
う
撃
を
愛
し
な
が
ら
、
右
肩
か
ら
は
じ
め
ら
れ
、
右
胸
、

へ
そ
の
上
、
左
胸
と
い
う
順
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
〈
出
・
〉
ぽ
曲
♂
句
。
連
内

ミ
ミ
2
3
H
E
Z
A
M
V
E
R叶
吋
雪
間
宏
之
冶
切

S
三
♂
司
・
H
g〉
。

補
註ω

ナ
タ
シ
ュ
バ

γ
デ
ィ
l
激
闘
が
、
サ
マ
ー
を
き
び
し
く
禁
じ
て
い
る
こ

と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
サ
マ
ー
を
禁
ず
る
こ
と
と
撃
を
出
し
て
ズ
ィ
ク

ル
を
行
う
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
は
同
じ
理
由
に
よ
る
も
の
と
い
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
パ
ハ
l
・
ア
ッ
テ
ィ
ー
ン
の
弟
子
の
中
に
も
、
は
な
は
だ

サ
マ
ー
を
好
む
も
の
が
お
り
、
師
の
前
で
サ
マ
ー
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う

こ
と
が
俸
え
ら
れ
て
い
る
(
河
同
司
・
己
印
)
。

ω
永
資
の
京
都
大
翠
人
文
科
皐
研
究
所
内
藤
文
庫
本
『
回
彊
士
山
』
に
は
、

カ
ラ
ン
ダ
l
ル
数
徒
と
思
わ
れ
る
「
海
運
逮
L

の
園
が
あ
る
。
そ
の
人
物

は
、
は
だ
し
で
特
異
な
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
が
、

頭
髪
も
ロ
ひ
げ
も
あ
ご
ひ
げ
も
そ
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
闘
の
所
在
は
、

本
田
貿
信
氏
の
御
敬
一
ホ
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

q
b
 



　

（1）The disputes may be divided into two stages. The firststage began

on April 19th when the strike occurred and ended on May 10th when

the laborers had obtained ａ certain victory.After May 11th, the disputes

between the　employers and the laborers　began　again. Soldiers were

summoned to suppress the unrest until May 29 th. The nature of the

struggle and the form it took in these two stages di琵ered completely｡

　

（2）Ｔｈｅ

　

factory

　

workers

　

who

　

had

　

responsible

　

positions

　

assumed

leadership in the disputes｡

　

（3）The disputes were essentiallyan economic struggle. Their potential

was too limited to develop into or change into ａ nationalistic　and　anti-

imperialist movement.

THE METHODS OF DISCIPLINE IN THE

　　　　　　

NAQSHBANDI ORDER

　　　　　　

Kawamoto Masatomo

　　

Heretofore, not many scholars have researched the　position of the

Sufi Orders in the history of Islam. Even basic aspects of the orders^

such as the kind of goals they pursued and the kind of methods of

discipline they practiced have not yet been clarified.

　　

This treatise will explain the contents of the methods of discipline

practiced by the large and prominent Islamic order, the Naqshbandi Order,

during its early period. l shall try to indicate several characteristics of the

order that caused its development into such ａ great order. The characte-

ristics of the order's methods of discipline that have already been clarified

are (1) regard for the sunna and the ｓhaｒia.(2) esteem held for the partici-

pation of lay members by attaching importance to the internal ascenticism,

to which l want to add (3) importance attached to the ｓｕｈｈａｔ(intimate

conversations) held between disciples and the ｓｈａｙｋｈ.Thisemphasis on

theぶuhbat indicates ａ turn away from the secret and closed nature of the

former orders, and made　effective the two former　characteristics　in

expansion and development of the Naqshbandi Order in the contemporary

Islamic society｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－



　　

Another characteristic of the order's methods of discipline, the Ｓ心址

ｄｈｉｋｒ.　alsohad an important effect on the　expanding　influence　of the

order, although this method deeply retained the aspect of secrecy. In the

history of the order・ｏｃａｌｄ臨ｋ『was often used as the dhikｒ of the

order. This fact　evidences　the　continued　ｅχistence　of　persons　who

opposed to the ｓilentｄｈｉｋｒｍ the order.

PEKING AND PROVINCIAL GOVERNMENTS IN THE

　　

QING FINANCIAL ADMINISTRATION： ON THE

　　　

SYSTEM OF FITTING ALLOCATION 酌撥制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　

IWAI Shigeki

　　

The enactment oi　tｈｅ　ｒｅｇｕlatｉｏｎｆｏｒｆｉttｉｎｇａｌｌｏｃａtin酌撥條例in

1724 introduced tｈｅ　ｓｐｒｉｎｇａｎｄ ａｕtｕｍｎ　ａｃｃｏｕｎtｒｅｇｉｓtｅｒ春秋撥珊（＝季

報冊）tｏ the Hubu, in adition to the ｅχisting system ｏｉ　ａｐｐｒｏｐｒiatｉｏｎｉｎ

th≪　fiｒｓtｍｏｎth OJ’ the ｙｅａｒ正月撥餉and the remittance to Peking and

other provinces. According to this regulation, the Hubu managed the flow

of gains and losses of regular fiscal items正額銭糧in the local treasuries

at appropriate times. Furthermore, based on the actual state of the local

treasuries, the remittance to Peking and other provinces　was allocated.

In this way, it became　possible for　the Hubu to　adjust　an ｅ伍cient

national financial administration. The local treasuries were united around

the central Hubu treasury. Connected organically, both treasuries became

linked

　

together as　one national treasury.　Concerning　the national

government's regular fiscal　items, the financial　administration　in　each

province

　

only

　

obeyed

　

the

　

expenditure

　

provisions

　

and

　

the

　

amount of

allocations that were determined by the Hubu. Ａ thoroughly centralized

control was thus realized.

　　

The national government's financial administration based　upon this

principle of “&θ撥”was changed after the Taiping rebellion into ａ

system based upon the principle of “なzｇ擁”whereby ａ 丘χed amount

equal to the capital's remittance　was　alloctaed to　each　province. This

change manifests itself in the introduction of income of the Z以珈麓金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－４－


