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内

本
書
は
、
著
者
が
一
九
六

0
年
代
に
奮
い
た
諒
嗣
同
・
輩
柄
麟
・
李
大
剣
に

関
す
る
三
篇
の
論
文
(
一

一部
加
筆
や
書
き
直
し
が
施
し
て
あ
る
)
を
柱
に
し
て

関
連
す
る
小
論
文
を
補
論
と
し
て
附
し
、
末
尾
に
書
評
四
篇
を
加
え
て
一
般
に

ま
と
め
た
も
の
で
、
一
軍
立
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
(
カ
ッ
コ
内
は
初
出
年
次

を
表
す
〉
。

第
一
章一

補
論

第
二
章

補
論
I

補
論
E

補
論
E

第
三
牽

書
評

清
末
襲
法
論
と
認
嗣
同
の
思
想
|
|鑓
法
と
聖
人
之
道
|
l
(
一

九
六

O
)

諒
嗣
同
の
「
衝
決
網
羅
」
(
一
九
六
六
)

意
痢
麟
に
お
け
る
革
命
思
想
の
形
成
|
|
戊
成
愛
法
か
ら
辛
亥
革

命
へ
|
|
(
一
九
六
二
〉

「
近
代
化
」
と
民
族

i
l中
園
の
ば
あ
い
|
|
(
一
九
六
二
〉

革
命
思
想
の
三
潮
流
|
|
掘
削
江
・
湖
南
・
庚
東
|
|
〈
一
九
七
七
〉

島
田
度
次
氏
の
批
評
に
答
え
る
ハ
一
九
八
一
〉

「
民
図
」
と
李
大
剣
の
思
想
|
|
辛
亥
革
命
か
ら
五
四
運
動
へ
l
1
l

〈
一
九
六
四
、
た
だ
し
、
初
出
論
文
を
ふ
ま
え
て
一
九
八
一
に
書

き
お
ろ
し
た
〉

ハ略〉

右
の
掌
立
て
を
み
て
わ
か
る
と
お
り
、
第
三
章
の
李
大
剣
論
文
と
第
二
章
の

補
論
E
「
島
田
慶
次
氏
の
批
評
に
答
え
る
」
と
が
、
新
し
く
書
き
お
ろ
し
た
も

の
で
、
他
は
加
筆
や
削
除
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
初
出
論
文
の
再
録
で
あ
る。

設
表
か
ら
二
O
年
近
い
密
論
文
を
中
心
に

一
番
に
ま
と

め
て
公
刊
し
た
意
図

を
、
著
者
近
藤
氏
は
、
中
園
近
代
後
半
の
思
想
史
「
と
く
に
中
園
マ
ル
ク
ス
主

義
、
毛
津
東
思
想
の
形
成
・
展
開
を
考
察
す
る
出
夜
貼
を
築
く
」
た
め
と
「
前

近
代
の
中
園
思
想
史
を
近
代
の
側
か
ら
透
視
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
」

(
二
頁
〉

で
あ
る
と
こ
と
わ
っ
て
い
る。

た
だ
、
著
者
の
意
闘
す
る
基
礎
作
業
と
し
て
、
中
園
近
代
前
半
の
思
想
史
を
、

張
之
洞
や
康
有
信用
で
な
く
諒
嗣
同
で
、
梁
啓
超
や
孫
文
で
な
く
章
柄
麟
で
、
胡

遁
や
陳
濁
秀
で
な
く
李
大
剣
で
考
え
る
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
著
者
の
好
み

に
偏
し
て
い
る
き
ら
い
が
な
い
で
も
な
い
。
著
者
近
藤
氏
は
「
外
か
ら
の
侵
略
、

内
の
座
制
、
と
い
う
課
題
認
識
の
漣
繍
性
」
と
「
民
衆
の
喚
起
、
知
識
人
の
指

導
と
い
う
主
韓
形
成
の
連
繍
性
」
(
一
一
貝
〉
を
ま
ず
重
視
し
た
か
ら
だ
と
さ
れ

る
が
、
本
書
か
ら
は
、

清
末
の
混
飢
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
俳
数
へ
逃
避
し
た

知
識
人
ゃ
、
政
治
と
の
接
鮒
を
最
小
限
に
止
め
て
俸
統
的
撲
摩
に
う
ち
こ
ん
で

い
た
撃
者
や
、
民
衆
の
喚
起
を
促
す
方
向
に
良
正
面
か
ら
反
封
し
て
た
ち
上
っ

た
(例
え
ば
、
五
四
運
動
に
反
針
し
て
北
京
大
塵
を
退
い
た
事
鴻
銘
の
よ
う
な
〉

反
動
イ
ン
テ
リ
等
々
の
思
想
は
一

一顧
だ
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
願
慮

を
認
め
な
い
と
こ
ろ
で
、
本
書
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
以
下
、
主
要
三
論
文
の
趣
旨
を
紹
介
し
、
い
さ
さ
か
感
じ
た
と
こ
ろ

を
つ
け
加
え
て
み
よ
う
。

*

ψ

守

勢

第
一

4

章
の
諒
嗣
同
論
文
の
趣
旨
は
、
著
者
自
身
が
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お

ら
れ
る
。

「
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
ひ
き
ず
り
こ
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
崩
境
に
瀕
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し
て
い
る
郷
村
を
救
い
、
秩
序
の
回
復
を
は
か
る
こ
と
が
諌
嗣
同
の
目
的
で
あ

る
こ
と
、
そ
れ
が
彼
の
思
想
の
天
本
的
立
場
、
「
仁
1

遁
」
の
一
慢
性
と
釘
隠
し

て
い
る
こ
と
、
が
本
章
の
趣
旨
で
あ
る
。
く
わ
し
く
い
う
と
、

諮
嗣
同
は
「
網

羅
」
・
「
名
」
を
否
定
し
た
が
、
そ
の
否
定
は
そ
れ
が
我
に
基
づ
く
も
の
と
し
て

の
否
定
で
あ
り
、

一つ
ま
り
は
「
無
我
』
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
「
無
我
」
は
、

以
太
の
一
慢
性
H

「
仁
|
逼
」
世
界
の
中
に
お
け
る
「
無
我
」
で
あ
り
、
そ
の

中
に
お
け
る
意
識
の
立
場
の
否
定
で
あ
っ
て
、
意
識
の
存
在
に
劉
す
る
第
二
義

性
の
主
張
で
あ
り
、
個
別
者
の
全
鐙
に
射
す
る
第
二
義
性
の
主
張
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
が
、
「
そ
の
中
で
は
個
人
が
た
だ
偶
然
に
す
.
き
な
か
っ
た
り
、
ま
た
そ

の
中
で
は
個
人
が
純
粋
に
自
然
愛
生
的
な
構
成
部
分
と
な
っ
て
い
た
り
す
る
と

こ
ろ
の
貸
鐙
」
で
あ
る
「
ア
ジ
ア
的
所
有
形
態
」
(
マ
ル
グ
ス
「
資
本
制
生
産

に
先
行
す
る
諸
形
態
」
〉
と
い
う
規
定
と
劉
臆
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

珠
想
が
立
つ
。
勿
論
、
中
園
の
村
落
共
同
種
の
寅
献
、
そ
の
近
代
に
お
け
る
崩

壊
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
思
想
の
え
が
い
た

世
界
を
通
し
て
そ
の
よ
う
な
共
同
値
を
珠
想
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
」

〈
四
四
頁
)

評
者
に
は
、
覆
嗣
同
の
思
想
が
郷
村
救
済
に
終
始
す
る
よ
う
に
も
、
又
天
本

的
立
場
と
い
っ
た
あ
い
ま
い
な
規
定
に
臆
ず
る
よ
う
に
も
思
え
な
い
が
、
い
ま

は
お
こ
う
。
た
だ
、
注
目
に
償
す
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
天
本
的
立
場
な
い
し

「
意
識
の
存
在
に
製
す
る
第
二
義
性
の
主
張
」
が
、
マ
ル
ク
ス
の
「
ア
ジ
ア
的
所

有
形
態
」
に
封
臨
隠
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
著
者
は
「
珠
想
」

と
い
う
が
、
単
な
る
思
い
つ
き
で
な
い
と
す
れ
ば
本
章
の
裂
表
よ
り
す
で
に
二

O
年
が
経
過
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
も
う
少
し
補
足
説
明
か
あ
っ
て
も
よ
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
章
の
諒
嗣
同
の
思
想
に
関
す
る
評
債
は
1

著
者
近
藤
氏
の
そ
の
後

の
研
究
で
繁
化
し
た
こ
と
が
著
者
自
身
の
次
の
よ
う
な
言
葉
で
'知
ら
れ
る
ρ

「
本
稿
を
書
い
た
時
は
、
調
嗣
同
の
思
想
が
、
激
烈
で
は
あ
る
が
、
改
一
良
思
想

の
枠
の
中
に
あ
り
、
革
命
思
想
で
は
な
い
、
と
い
う
側
面
を
重
視
し
た
。
ま
た

立
憲
涯
に
縫
承
さ
れ
て
い
く
筋
を
考
え
た
。

以
後
、
辛
亥
革
命
の
思
想
を
研
究
し
て
み
て
、
需
の
思
想
の
激
烈
き
と
改
一
良

の
枠
と
の
矛
盾
を
よ
り
重
視
す
べ
き
で
あ
り
、
語
の
「
湖
南
自
立
」
の
路
線
が

湖
南
革
命
波
に
継
承
さ
れ
て
い
く
筋
を
重
視
す
べ
き
だ
、
と
考
え
る
に
至
っ

た

。

」

(

三

九

頁

〉

*

*

*
 

第
二
章
の
一
章
一
柄
麟
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
ま
ず
三
項
目
の
指
標
を
預

備
的
に
提
示
し
て
考
察
を
進
め
て
お
ら
れ
る
が
、

今ま
ず
そ
の
第
二
項
に
次
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る
。

「
製
法
涯
の
諒
嗣
同
に
お
い
て
は
、
人
民
は
一
鐙
と
し
て
開
明
的
郷
紳
に
把

握
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
康
有
震
は
こ
の
基
礎
の
上
に
一
君
蔦
民
緯
制
を
再

編
成
し
よ
う
と
し
た
。
と
す
る
と
、
も
う
一
枚
外
皮
を
ぬ
い
だ
章
柄
麟
に
お
い

て
は
、
す
で
に
天
子
に
も
郷
紳
に
も
把
佃
曲
さ
れ
ぬ
そ
れ
自
健
と
し
て
の
人
民
が

露
呈
す
る
方
向
に

一
歩
進
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
」

(

五

人

頁

〉

こ
の
よ
う
な
指
標
に
従
っ
て
著
者
は
、
一
章
柄
麟
が
同
盟
舎
の
機
関
誌
『
民
報
』

に
溌
表
し
た
「
無
紳
論
」

「建
立
宗
教
論
」
「
人
無
我
論
」
等
の
例
数
理
論
を
援

用
し
た
革
命
論
に
お
い
て
、
社
舎
集
園
聞
の
闘
争
を
衆
生
の
苦
と
し
、
闘
争
を

究
極
的
に
消
滅
す
る
た
め
の
祉
曾
的
活
動
(
排
満
革
命
〉
が
「
度
脆
衆
生
の
菩

薩
行
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
思
想
史
的
評
債
を
導
き
出
し

て
お
ら
れ
る
。

「
こ
の
度
脱
衆
生
の
菩
薩
仔
が
一
人
一
人
の
依
自
不
依
他
の
骨
を
通
し
て
賞

現
さ
れ
る
と
と
、
問
題
か
座
迫
に
一
抵
抗
す
る
個
慢
の
自
意
識
の
場
面
に
、
宝
鐙
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の
側
に
も
ど
さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
章
掘
削
麟
の
思
想
の
最
大
の
思
想
史
的
意

義
で
あ
る
。
元
来
バ
ラ
バ
ラ
な
個
酬
胞
が
、
自
分
の
上
に
加
え
ら
れ
た
歴
迫
に
自

ら
怒
り
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
時
に
の
み
、
自
意
識
内
部
に
衆
生
が
あ
ら
わ
れ
、

菩
薩
行
と
な
る
、
こ
こ
に
章
痢
麟
は
革
命
を
考
え
る
。
(
中
略
〉
こ
れ
は
人
民
を

生
命
態
と
し
て
配
慮
す
る
聖
人
・
君
主
か
ら
、
歴
迫
に
抵
抗
す
る
主
般
的
な
個

々
の
人
民
へ
の
思
想
史
的
勝
換
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
」
(
八
四
頁
、
文
中

の
傍
黙
は
著
者
に
よ
る
〉

こ
れ
は
、
著
者
の
議
備
的
指
標
に
ぴ
っ
た
り
呼
臨
隠
し
た
結
論
で
あ
ろ
う
が
、

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

「
章
柄
麟
の
反
「
近
代
化
」
の
思
想
は
、
古
い
構
造
を
通
じ
て
な
し
く
ず
し

の
改
一
艮
を
は
か
る
上
か
ら
の
近
代
化
に
反
針
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
古
い
構
造

の
最
底
漫
に
あ
る
人
民
の
立
場
か
ら
、
古
い
構
造
と
一
緒
に
近
代
化
を
も
否

定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
中
園
革
命
の
基
本
的
な
方
向
が
暗
示
さ
れ
て
い

る
。
」
(
一
一
二
頁
〉

以
上
の
章
柄
麟
論
文
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
島
田
度
次
氏
が
「
太
炎
の
立
場

が
人
民
的
で
あ
る
と
い
う
あ
ま
り
に
深
遠
な
解
稗
を
、
太
炎
の
こ
の
併
撃
か

ら
、
あ
る
特
殊
な
局
面
に
お
け
る
太
炎
の
言
設
を
ほ
と
ん
ど
無
制
限
に
、
否
、

無
節
制
に
扱
大
、
太
炎
の
所
論
の
あ
る
部
分
、
そ
こ
に
可
能
的
に
讃
み
と
れ
る

と
こ
ろ
を
ひ
た
す
ら
演
棚
押
す
る
方
法
に
よ
っ
て
導
ぴ
き
だ
し
た
」
(
も
と
『
中

園
革
命
の
先
編
者
た
ち
』
に
み
ゆ
、
引
用
文
は
近
藤
氏
に
よ
る
要
約
、
一
四

O

頁
〉
と
批
剣
し
て
い
る
。
著
者
近
藤
氏
は
、
そ
れ
に
答
え
て
「
漁
想
を
た
て
て
」

章
痢
麟
の
思
想
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
普
遍
安
嘗
性
は
「
自
分
の
思

想
性
を
以
て
劉
象
理
解
を
支
え
、
裏
打
ち
し
よ
う
と
し
た
」
ハ
一
四
一
頁
〉
黙

に
あ
る
と
癖
開
閉
さ
れ
て
い
て
、
大
袋
興
味
深
い
。

と
い
う
の
も
、
著
者
近
藤
氏
は
、
島
田
度
次
氏
の
論
文
を
も
と
に
島
田
氏
の

研
究
方
法
で
は
「
思
想
史
を
、
思
想
家
の
経
歴
の
調
査
と
著
作
の
爾
謬
・
紹
介

に
、
せ
い
ぜ
い
註
律
に
解
消
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
」
(
一
四
三
頁
〉

と
危
憾
し
て
お
ら
れ
る
が
、
著
者
近
藤
氏
自
身
が
「
ア
ヘ
ソ
戦
争
以
来
の
中
園

人
の
思
想
的
管
盛
岡
を
評
債
し
、
解
説
す
る
こ
と
よ
り
も
、
ま
ず
も
の
を
ナ
マ
の

ま
ま
提
示
し
」
た
『
原
典
中
園
思
想
史
』
(
第
一
巻
、
線
序
〉
の
編
集
人
の
ひ

と
り
に
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
の
だ
か
ら
、
な
ま
じ
な
評
債
や
解
説
へ
の
危
慢

は
、
共
通
の
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
る
に
辛
亥
革
命
後
の
保
守
反
動
的

な
牽
痢
麟
思
想
に
つ
い
て
、
著
者
は
「
あ
ま
り
考
え
る
気
に
な
れ
な
か
っ
た
」

が
「
い
ず
れ
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
(
一
四
八
|
九
頁
〉
と
言
っ
て
お
ら

れ
る
。
ど
う
も
評
者
に
は
、
著
者
近
藤
氏
の
「
思
想
性
」
な
る
も
の
が
、
自
分

の
都
合
に
偏
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
仕
方
が
な
い
。

且

宵

且

守

勢

第
三
-
章
の
李
大
剣
の
思
想
は
、
李
大
剣
の
全
生
涯
を
お
お
う
も
の
で
は
な

く
、
一
九

一
三
年
か
ら
一
九
二
一
年
の
中
園
共
産
黛
成
立
時
期
ま
で
を
「
出
設」

「
摸
索
」
「
展
開
」
の
一
一
一
段
階
に
分
け
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、

実
世
凱
脅
制
に
反
封
す
る
思
想
管
震
の
中
で
季
大
判
か
「
東
洋
的
自
由
(
政
治

か
ら
の
自
由
)
と
自
由
の
侵
害
に
劃
す
る
反
抗
の
停
統
と
を
土
蓋
と
し
て
、
そ

の
上
に
近
代
的
民
権
〈
政
治
へ
の
自
由
)
を
樹
立
す
る
こ
と
」
を
志
向
し
た
(
一

九
O
頁
〉
と
さ
れ
、
そ
の
論
理
が
一
九
一
六
年
の
論
文
「
民
発
と
政
治
]
に
も

貫
ぬ
か
れ
て
い
て
、
そ
こ
に

「
上
か
ら
の
一
定
の
知
識
の
強
制
に
劃
す
る
拒
否

(
消
極
〉
を
、
民
自
身
に
よ
る
各
自
の
知
の
開
設
(
積
極
〉
に
溌
展
さ
せ
る
環
、

『
散
砂
の
自
由
』
の
民
に
到
す
る
知
識
人
の
内
在
的
指
導
、
と
い
う
重
要
な
問

題
の
端
緒
が
見
え
た
」
〈
一
九
四
頁
〉
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と

が
夜
展
し
て
、
五
回
運
動
時
期
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
導
入
に
と
も
な
う

「
問
題

と
主
義
」
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
、
「
『
祉
舎
上
多
数
人
』
自
身
が
駐
曾
問
題

-136-
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を
認
識
し
解
決
す
る
、
そ
の
た
め
の
「
工
具
」
引
主
義
を
宣
俸
す
る
役
割
を
知

識
人
が
掬
う
、
と
い
う
新
し
い
認
識
論
小
運
動
論
」
の
確
立
に
つ
な
が
っ
た
と

さ
れ
、
こ
れ
は
「
『
散
砂
の
自
由
』
の
民
に
、
上
か
ら
一
定
の
知
識
を
強
制
す

る
の
で
な
く
、
民
自
身
に
各
自
の
多
様
な
知
を
開
裂
さ
せ
、
討
議
を
蚕
さ
せ
統

一
意
志
を
形
成
さ
せ
る
、
と
い
う
『
民
勢
と
政
治
』
で
提
起
し
た
難
聞
を
解
く

鍵
を
夜
見
し
た
と
い
え
る
。
」
(
二
四
一
一
貝
)
と
許
債
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
著
者

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
民
衆
と
を
知
識
人
が
つ
な
ぎ
、
知
識
人
が
民
衆
と
共
同

し
て
運
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
祉
曾
問
題
を
解
決
し
て
い
く
と
い
う
李
大
剣
の

確
立
し
た
思
想
が
以
後
の
中
園
革
命
の
基
本
的
方
向
に
な
っ
た
と
い
う
(
二
四

二
頁
〉
。
以
上
が
、
李
大
剣
論
文
の
趣
旨
で
あ
り
、
い
わ
ば
本
書
の
た
ど
り
つ

い
た
結
論
で
も
あ
る
。

こ
の
李
大
剣
論
で
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
「
散
砂
の
自
由
の
民
」
と
い
う

規
定
で
あ
ろ
う
。
著
者
近
藤
氏
は
、
中
園
近
代
を
「
人
民
が
『
奴
隷
』
か
ら

『
人
』
と
な
っ
て
い
っ
た
過
程
ど
見
る
」
(
}
四
一
頁
)
と
言
っ
て
お
り
、
ま
さ

か
、
奴
識
が
散
砂
的
自
由
を
も
っ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
、
人
と
な
る

篠
件
が
散
砂
的
自
由
の
保
持
に
よ
る
と
み
る
べ
き
か
と
も
恩
わ
れ
る
。
だ
が
必

ず
し
も
そ
う
で
な
い
ら
し
い
。
と
い
う
の
は
著
者
近
藤
氏
は
す
で
に
章
柄
麟
の

思
想
を
論
じ
て
「
(
章
柄
麟
が
〉
人
民
を
、
異
民
族
王
朝
の
支
配
の
客
僅
か
ら

民
族
革
命
の
主
般
に
穂
化
し
、
清
朝
の
下
に
お
け
る
近
代
園
家
、
代
議
制
、
資

本
主
義
を
、
人
民
の
「
散
砂
の
自
由
」
・
卒
等
に
劃
す
る
侵
害
と
し
て
桓
否
す

る
〈
中
略
〉
下
か
ら
の
道
を
き
り
ひ
ら
い
た
」
(
一
四
ニ
頁
〉
と
い
い
、
そ
の

根
誠
に
一
章
幅
削
麟
「
四
惑
論
」
(
一
九

O
入
〉
に
「
『
祉
禽
に
よ
っ
て
個
人
を
抑
制

す
る
』
『
公
理
』
の
強
制
に
『
正
慮
・
正
味
・
正
色
の
一
定
し
た
基
準
が
あ
る

の
で
な
く
、
高
物
を
し
て
お
の
お
の
好
む
と
こ
ろ
に
従
わ
せ
る
』
と
い
う
『
斉

物
』
の
思
想
を
以
て
抵
抗
し
た
」
と
あ
る
か
ら
(
一
九
九
頁
〉
と
言
わ
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
「
四
惑
論
」
は
西
欧
流
の
「
公
理
」
「
進
化
」
「
唯
物
」
「
自
然
」

を
惑
い
と
し
て
斥
け
る
の
が
目
的
で
あ
り
、
結
果
的
に
牽
柄
麟
は
清
末
警
中
園

の
現
朕
を
肯
定
的
に
み
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
年
裂
表
の
「
代
議
然

杏
論
」
に
お
い
て
、
一
軍
病
麟
は
西
欧
の
議
舎
制
や
、
そ
れ
ま
で
自
分
自
身
が
主

張
し
て
い
た
「
共
和
政
治
」
を
も
桓
否
し
、
中
園
人
民
は
専
制
の
奴
隷
だ
っ
た

と
い
う
代
り
に
中
闘
に
は
す
で
に
秦
漢
以
来
二
千
年
に
わ
た
っ
て
「
放
任
で
卒

等
」
(
つ
ま
り
散
砂
の
自
由
民
)
だ
っ
た
と
い
い
、
つ
い
に
代
議
政
健
よ
り
専

制
の
方
が
ま
し
で
あ
る
と
主
張
し
は
じ
め
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
牽
柄
麟
に
お
け

る
人
民
の
散
砂
的
自
由
卒
等
の
主
張
と
い
う
の
は
、
人
民
の
主
鐙
的
繁
革
を
担

否
し
た
章
柄
麟
思
想
の
保
守
化
の
所
産
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

カ
こ
の
こ
と
は
、
辛
亥
革
命
成
功
後
、
統
一
あ
る
閤
民
園
家
形
成
の
た
め
に
「
散

砂
の
自
由
」
そ
の
も
の
が
孫
文
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と

で
も
わ
か
る
(
例
え
ば
、
一
九
二
一
「
共
和
奥
自
由
之
岡
県
諦
」
・
一
九
一
八
『
建

園
方
略
H
心
理
建
設
』
第
六
章
等
参
照
〉
。
だ
が
、
著
者
近
藤
氏
は
章
柄
麟
の

「
散
砂
的
自
由
」
の
把
鐙
が
、
民
園
後
の
李
大
剣
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
に

よ
る
人
民
の
内
在
的
指
導
に
愛
展
し
、
孫
文
の
『
建
園
方
略
』
(
心
理
建
設
〉

に
お
け
る
「
先
知
先
舞
」
〈
孫
文
〉
が
「
後
知
後
先
」
〈
革
命
黛
員
〉
を
動
か
し

て
「
不
知
不
受
」
〈
人
民
)
を
指
導
す
る
と
い
う
論
理
枠
を
突
破
で
き
た
(
二

四
二
頁
〉
と
評
債
す
る
。
こ
の
-
評
僚
は
著
者
近
藤
氏
が
か
つ
て
「
章
痢
麟
と
孫

文
」
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、
章
幅
削
麟
は
、
観
念
を
絶
封
化
し
、
の
ち
現
寅

か
ら
自
己
を
遮
断
し
て
し
ま
う
消
極
的
な
思
想
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
の
に
劉
し

て
、
孫
文
は
、
行
動
を
重
視
し
理
想
を
下
に
お
ろ
す
こ
と
で
民
園
後
も
革
命
論

の
原
型
を
供
し
え
た
と
論
じ
た
ハ
『
近
代
中
園
の
思
想
と
文
皐
』
、
一
九
六
七
、

大
安
〉
の
と
は
、
ま
っ
た
く
ニ
品
7
γ
ス
を
異
に
す
る
。
と
り
わ
け
「
章
柄
麟

ヴ
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の
考
え
た
革
命
家
・
人
民
は
、
併
数
(
唯
識
〉
・
荘
子
(
揖
円
物
論
〉
と
い
う
消
極

的
後
退
的
原
理
に
根
織
づ
け
ら
れ
(
中
略
〉
い
か
な
る
積
極
的
な
展
墓
も
償
値
・

秩
序
も
そ
の
上
に
構
築
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
」
(
同
右
、
四
四
頁
〉
と

の
べ
ら
れ
て
い
る
の
と
は
、
大
き
な
相
呉
で
あ
る
。
著
者
が
設
を
異
に
さ
れ
た

こ
と
自
健
は
問
題
で
は
な
い
が
、
本
書
に
牧
録
さ
れ
な
か
っ
た
右
の

「牽
痢
麟

と
孫
文
」
論
文
の
評
債
の
方
が
、
そ
の
後
の
中
園
革
命
史
を
考
え
て
も
安
蛍
な

面
の
あ
る
こ
と
は
い
ち
が
い
に
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
中
園
人
民
を
散
砂
の
自
由
と
み
る
設
は
、
人
民
主
義
〈
?
〉
的

立
場
を
と
る
著
者
の
理
想
か
も
し
れ
な
い
が
、
史
寅
に
お
い
て
も
、
駐
舎
科
皐

的
な
理
論
規
定
に
お
い
て
も
あ
ま
り
に
漠
然
と
し
て
い
る
。
ま
し
て
、
マ
ル
ク

ス
主
義
を
導
入
し
た
中
園
革
命
に
よ
っ
て
中
園
人
民
の
散
砂
的
自
由
が
確
保
さ

れ
た
り
、
貧
現
さ
れ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
ず
、
著
者
近
藤
氏
の
今
後
の
研
究
か

ど
う
進
展
す
る
の
か
暫
く
見
守
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

併

発

U
T

最
後
に
本
書
は
、
大
局
的
に
み
れ
ば
、
一
九
六

0
年
代
、
い
わ
ゆ
る
近
代
主

義
の
立
場
で
な
さ
れ
た
野
村
浩
一
氏
『
近
代
中
園
の
政
治
と
思
想
』
に
匹
敵
す

る
、
人
民
主
義
(
?
〉
的
立
場
で
な
さ
れ
た
一
九
八

0
年
代
を
代
表
す
る
，努
作

で
あ
ろ
う
。
前
者
が
そ
の
あ
ま
り
の
園
式
化
に
批
剣
が
あ
び
せ
ら
れ
た
よ
う

に
、
本
書
の
人
民
主
義
(
?
〉
的
な
試
み
に
も
、
著
者
の
性
急
な
論
鳴
か
目
立

つ
の
は
残
念
で
あ
る
ハ
そ
の
一
一
部
は
右
に
指
摘
し
た
)
。
研
究
方
法
に
つ
い
て

西
順
臓
氏
が
一
定
の
立
場
か
ら
す
る
髄
系
的
研
究
よ
り
「
出
た
と
こ
勝
負
の
方

が
ま
と
も
で
正
直
を
通
せ
る
」
(
本
書
所
牧
西
順
蔵
著
『
中
園
思
想
論
集
』
書

評
に
み
ゆ
。
二
七
九
頁
〉
と
い
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
愛
言
は
本
書

を
よ
く
も
わ
る
く
も
許
し
与
え
て
い
て
面
白
い
。
た
し
か
紅
、
一

2

定
の
立
場
か
ら

お
さ
え
る
院
は
、
中
園
近
現
代
思
想
は
、
あ
ま
り
に
も
混
沌
と
し
て
い
る
。
逆

に
、
一
時
期
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン

・
毛
津
東
思
想
と
い
う
特
定
の
立
場
か

ら
す
る
論
断
の
影
響
も
強
す
ぎ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
が
猫
自
の

人
民
主
義
?
)
的
立
場
(
と
い
ち
お
う
名
づ
け
る
が
、
こ
れ
も
明
確
な
規
定

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
〉
を
貫
ぬ
こ
う
と
し
た
努
力
は
、
-
評
領
さ
れ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
著
者
の
研
究
の
更
な
る
進
展
を
祈
っ
て
、
っ
た
な
い
書
評
の
筆
を
お
こ

〉
円
J

。

一
九
八
一
年
十
二
月
東
京
勤
草
書
房

A
五
版
二
八
四
頁

三
二

O
O園
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