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葬

二
筋

紅
楼
夢
研
究
を
め
ぐ
る
批
判
討
論
の
経
過
と
論
難

前

お

き

前
年
度
に
大
挙
を
卒
業
し
た
ば
か
り
と
い
う
新
進
の
畢
徒
が
､
整

名
高
い
単
著
の
研
究
を
批
判
し
た
論
文
に
端
を
馨
し
た
こ
の
批
判
運

動
は
､
貫
に
古
典
交
畢
研
究
界
に
止
ま
ら
ず
､
贋
く
学
術
文
垂
界
全

般
に
伏
在
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
提
起
さ
れ
討
論
さ
れ
る
と

い
う
贋
汎
な
も
の
と
な
っ
た
｡
そ
し
て
そ
の
中
で
は
､
古
典
文
拳
研

究
界
が
思
想
の
上
に
お
い
て
も
業
績
の
上
に
お

い
て
も
甚

だ
し
く

｢
落
後
｣
し
､
社
骨
的
需
要
に
麿
じ
得
な
い
こ
と
､
そ
れ
が
主
と
し

て
嘗
て
中
国
の
畢
術
界
に
お
い
て
支
配
的
位
置
を
占
め
て
い
た
胡
適

の
影
響
を
今
な
お
脱
し
切
れ
な
い
''V
い
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
､
こ
の

影
響
を
梯
拭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
拳
術
鼎
全
般
の
問
題
で
あ

る
こ
と
､
更
に
は
文
蛮
界

1
殻
に
自
由
討
論
の
雰
囲
気
が
炊
け
て
お

り
､
新
た
に
育
っ
て
く
る
勢
力
を
酵
硯
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
､

ま
た
向
上
と
普
及
は
併
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
に
の

つ
と
り
､
研
究
を
推
進
す
る
と
同
時
に
､
古
典
文
挙
を
展
に
人
民
の

も
の
と
す
る
た
め
の
教
育
が

一
層
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
な

ど
が
指
摘
さ
れ
､
討
論
さ
れ
た
｡
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
論
議
は

今
な
お
彼
の
地
に
お
い
て
進
行
し
っ
つ
あ
る
｡

こ
こ
で
は
そ
の
批
判
討
論
の
展
開
を
､
中
心
と
な
っ
た
い
く
つ
か

の
問
題
ご
と
に
分
っ
て
概
観
し
､
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
代
表
的
と
目

さ
れ
る
論
文
の
概
要
聖
不
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
論
鮎
を
明
ら
か
に

し
た
｡
引
用
し
た
論
文
は
必
ず
出
所
を
明
示
し
､
更
に
こ
の
運
動
に

関
す
る
､
限
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
目
隠
し
得
た
限
り
の
資
料
を

1
覧
表
に
し
て
末
尾
に
掲
げ
た
｡

I

古
典
文
革
者
と
し
て
､
殊
に
紅
碍
夢
研
究
家
と
し
て
名
草
あ
る
愈

平
伯
の

｢
紅
棋
夢
塀
｣

(
弟
東
園
書
館
)
が
出
叛
さ
れ
た
の
は

一
九

二
三
年
の
こ
と
で
あ
る
が
､
解
放
後
も
彼
は
北
京
大
挙
文
挙
研
究
所

に
あ
-
､

一
九
五
二
年
九
月
に

｢
紅
棋
夢
研
究
｣

(申
開
首
典
文
挙

叢
刊
之

山
､
某
棟
出
版
社
)
を
出
版
し
た
O
こ
れ
は

｢
紅
楼
夢
坪
｣

中
の
論
文
に
多
少
の
修
改
を
加
え
て
上
中
巻
と
L
t
こ
れ
に
新
た
な
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論
文
若
干
を
下
巻
と
し
て
加
え
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
頃
か
ら
民
族

遺
産
と
し
て
古
典
文
拳
が
大
き
く
採
り
上
げ
ら
れ
は
じ
め
､
古
典
文

畢
整
理
出
版
の
第

l
陣
と
し
て
人
民
文
拳
出
版
社

(
の
ち
作
家
出
版

社
に
移
管
)
か
ら

｢
水
溶
｣
が
出
版
さ
れ
た
の
は
そ
れ
か
ら
丁
度

一

ケ
月
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
翌
五
三
年

｢
三
園
演
義
｣

(
1
1
月
)

に
引
続
い
て

｢
紅
棋
夢
｣

(
二

一月
)
が
新
た
に
出
版
さ
れ
頗
く
謹

ま
れ
る
よ
う
に
な
る
と

(
奥
附
に
九
幕
部
と
あ
る
)
数
す
く
な
い
研

究
書
と
し
て

｢
紅
樟
夢
研
究
｣
は
ま
す
ま
す
多
く
の
読
者
を
得
た
で

あ
ろ
う
し
､
李
希
凡

･
藍
期
の
二
人
が
こ
れ
に
封
す
る
批
判
を
牽
表

す
る
ま
で
の
二
年
間
に
六
版
を
重
ね
た
と
い
わ
れ
る
｡
更
に
命
午
伯

は
こ
の
頃
各
種
の
新
聞
雑
誌
か
ら
原
稿
を
求
め
ら
れ
て
､
資
料

1
覚

の
Ⅰ
､
に
示
し
た

｢
紅
楼
夢
簡
詮
｣
以
下
の
一
連
の
論
文
を
牽
表
し

た
｡
こ
の
一
覧
は
便
宜
上
､
畿
表
日
附
の
順
に
よ
つ
た
が
､
作
家
協

倉
古
典
文
革
部
の
座
談
曾

(
五
四

･
一
〇
･
二
四
)
に
お
け
る
彼
自

身
と
彼
の
助
手
王
楓
噂
の
撃
言
に
よ
れ
ば
､
こ
れ
ら
の
中
で
は

｢
紅

楼
夢
簡
論
｣
が
最
初
に
彼
自
身
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
､

こ
れ
を
胡
喬
木

(
著
名
な
評
論
家
)
に
批
評
し
て
も
ら
っ
て
三
価
埠

に
書
き
改
め
さ
せ
た
の
が

｢
紅
楼
夢
の
思
想
性
と
肇
術
性
｣
で
あ
り
､

紹

介

(紅
楼
夢
研
究
批
判
)

そ
の
他
は
概
ね
そ
の
後
に
こ
の
二
つ
の
論
文
の
趣
旨
を
承
け
て
王
凧

唾
が
代
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
｡

(
光
明
日
報

二

'

1
四
掲

載
の
記
録
に
よ
る
)
-

こ
の
よ
う
に
有
名
人
に
封
し
て
は
無
批
判

に
求
稿
が
集
中
し
､
そ
の
結
果
代
作
の
論
文
が
喪
家
さ
れ
る
と
い
う

よ
う
な
現
象
を
生
じ
た
こ
と
は
ー
李
希
凡

･
藍
聞
ら
の
論
文
が
初
め

は
重
ん
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
相
保
っ
て
､
出
版
界
に
お
け
る
構

成
主
義
の
横
行
と
し
て
'
反
省
批
判
の
1
つ
の
中

心
と
な

っ
た
｡

1

｢
紅
棋
夢
研
究
｣
は
三
十
年
前
の

｢
紅
楼
夢
所
｣
と
本
質
的
に

何
等
変
化
は
な
く
､
し
か
も
そ
れ
が
胡
適
の

｢
紅
棋
夢
考
詮
｣

(
正

東
国
書
館

｢
紅
棋
夢
｣
附
載
､

一
九
二
1
)
を
出
畿
鮎
と
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
､

｢
紅
楼
夢
簡
論
｣
は
所
謂
新
紅
拳
に
お

い
て
通
説
と
な
っ
て
い
る
紅
棋
夢
を
曹
雪
芹
の
自
爆
と
す
る
詮
を
否

定
し
､
進
ん
で
紅
楼
夢
そ
の
も
の
の
性
格
を
分
析
し
ょ
う
と
し
た
も

の
で
命
中
伯
と
し
て
は

l
の
飛
躍
を
不
し
た
も
の
で
あ
る
.
し
か
し

そ
の
観
鮎
が
や
は
り
資
産
階
級
的
唯
心
論
的
立
場
で
あ

る
と
批
判

さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
具
鰭
的
内
容
は
次
の
項
に
譲
る

こ
と
に
す

る
｡愈

平
伯
の
ほ
か
に
こ
の
数
年
間
に
所
謂
新
紅
挙
的
な
紅
楼
夢
研
究
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二
筋

を
凌
表
し
た
人
々
に
は
周
汝
昌

･
英
恩
裕
ら
が
あ
り

(
資
料

l
覧
Ⅰ

参

照
)
､

殊
に
周
汝
呂
の

｢
紅
樽
夢
新
設
｣

の
ご
と
き
は
紅
楼
夢
を

作
者
の
白
博
と
す
る
観
念
に
お
い
て
最
も
徹
底
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
､
そ
れ
程
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
や
は
り
命
平
伯

は
ど
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡

Ⅱ

こ
れ
ら
の
命
平
伯
の
.研
究
を
最
初
に
批
判
し
た
李
希
凡

･
藍
閑
の

合
作
に
な
る
論
文

｢
開
於
紅
棋
夢
簡
論
及
其
他
｣
は
山
東
大
挙
畢
報

之

一
｢
女
史
哲
｣

月
刊
二
五
期

(
五
四

･
九
)

に
牽
表
さ
れ
､
女
萎

戟

(文
拳
垂
術
界
聯
合
食
機
関
誌
)

一
八
期

(
五
四

･
九

二
二
〇
)

に
韓
載
さ
れ
た
｡
こ
の
二
人
は
こ
れ
よ
り
二
年
程
前
に

｢
紅
種
夢
研

究
｣
を
批
判
し
た
論
文
を
文
垂
報
に
寄
せ
た
が
掲
載
を
拝
香
さ
れ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
O

(交
聯

･
作
協
主
席
圃
聯
席
脅
議

｢
女
華
報
に

開
す
ら
決
議
｣
五
四

･
二

一
･
八
に
よ
る
)
次
い
で
二
人
は

｢
光
明

日
報
｣

の
副
刊

｢文
拳
遺
産
｣

二
四
期

二

〇
･
一
〇
)
に

｢
評

『
紅
樟
夢
研
究
と

を
曽
表
し
た
が
､

こ
の
二
つ
の
女

章
は
､
極
め

て
聾
然
た
る
論
文
で
あ
っ
て
､
こ
の
後
命
平
伯
の
研
究
に
封
し
て
数

多
く
の
批
判
が
牽
表
さ
れ
た
が
､
こ
の
二
人
の
指
摘
し
た
範
囲
を
出

る
も
の
は
稀
で
あ
る
｡
た
だ

｢
人
民
安
寧
｣
十
二
月
班
に
掲
載
さ
れ

た
胡
念
胎
の

｢
近
年
来
の
紅
柊
夢
に
関
す
る
研
究
に
お
け
る
錯
誤
観

鮎
を
許
す
｣
は
周
汝
呂

･
呉
恩
裕
ら
.に
封
す
る
批
判
を
も
含
み
､
最

も
包
括
的
で
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
｡
今
回
の
批
判
討
論
に
お
け
る

従
来
の
紅
梯
夢
研
究
に
つ
い
て
の
直
積
的
な
批
判
は
､
以
上
の
三
つ

の
論
文
を
謹
め
ば
概
略
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
李

･
藍
両
氏
の
二

つ
の
論
文
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡

(註

こ
の
中
に
掲
げ
た
項
目
は
要
約
す
る
際
に
便
宜
上
設
け
た
も
の
で
'
も

と
か
ら
あ
る
の
で
は
な
い
)

A
､

｢
紅
棋
夢
簡
論
｣
及
び
其
他
に
つ
い
て
'

1
､
紅
樟
夢
の

｢
現
実
意
義
｣
と
命
氏
の
評
慣

乾
隆
時
代
は
清
朝
素
顔
の
前
奏
と
し
て
'
封
建
統
治
集
囲
た
る
官

僚
地
主
階
級
が
内
部
か
ら
腐
敗
開
演
し
っ
つ
あ
っ
た
｡
曹
雪
芹
の

偉
大
さ
は
､
彼
自
身
は
過
去
の
華
や
か
さ
に
留
額
と
し
て
い
た
に

も
拘
ら
ず
､
意
識
下
に
患
い
て
官
僚
地
主
階
級
の
必
然
的
に
滅
亡

し
ゆ
く
運
命
を
複
如
し

､

そ
の
矛
盾
腐
敗
の
現
実
を
要
衝
形
象
と

し
て
描
き
出
し
た
鮎
に
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
作
品
中
に
表
わ
れ
た
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作
者
の
世
界
観
の
落
後
的
要
素
を
も
っ
て
作
品
の
現
実
的
意
義
を

論
断
し
て
は
な
ら
な
い
｡
作
者
の
表
現
し
た
垂
術
形
象
の
異
質
性

か
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
る
｡
盲
典
作
家
の
規
貿
主
義
作
品
は
往
々

に
し
て
彼
の
世
界
観
と

一
致
せ
ず
'
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
場
合
す

ら
あ
る
｡
(
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
指
摘
し
た
バ
ル
ザ

ッ
ク
の
例
を
引
用
)

愈
先
生
は

｢
擁
護
賛
美
す
る
で
も
な
く
曝
露
批
判
す
る
で
も
な

い
J
と
い
う
陵
味
な
詮
を
出
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は

｢
紅
楼
夢
研

究
｣
に
お
い
て
紅
棋
夢
の
思
想
性
を
否
定
し
た
考
え
を
更
に
進
め

た
も
の
で
あ
る
｡

｢
紅
楼
夢
研
究
｣
で
は

｢
水
砕
｣
を

｢
過
火
的

怒
書
｣

(
は
げ
し
す
ぎ
る
怒
り
の
書
)
と
庶
し
め
､

｢
紅
棋
夢
｣

の

｢
怨
み
て
怒
ら
ざ
る
風
格
｣
を
稀
揚
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は
硯

塞
主
義
の
批
評
原
則
を
離
れ
､
階
級
的
観
鮎
を
離
れ
て
紅
棲
夢
の

反
封
建
的
な
現
賓
的
意
義
を
無
税
し
た
も
の
で
あ
る
｡

2
､
禽
先
生
は
更
に
紅
棋
夢
が
規
賞
主
義
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
否

定
し
た
｡
先
生
は

｢
紅
楼
夢
の
主
要
観
念
は
色
と
茎
で
あ
る
｣
と

い
っ
て
い
る
が
､
わ
れ
わ
れ
も
作
者
の
虚
無
的
宿
命
論
的
世
界
観

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
曹
雪
芹
の
偉
大
な
る
所
以

は
規
軍
王
義
的
創
作
方
法
が
そ
の
落
後
的
世
界
観
を
凌
駕
し
て
い

紹

介

(紅
楼
夢
研
究
批
判
)

る
鮎
に
あ
る
O
紅
樟
夢
は

｢
色
茎
｣
観
念
の
具
鱒
化
で
は
な
く
､

い
き
い
き
し
た
規
貿
人
生
の
悲
劇
で
あ
る
｡

3
､
登
場
人
物
に
封
す
る
親
方

命
発
生
は
人
物
形
象
を
作
者
が
現
箕
生
活
よ
り
概
括
創
造
し
乗
っ

た
も
の
と
は
考
え
ず
'
作
者
の
思
想
観
念
を
表
現
し
た
も
の
と
み

る
｡

(註
｡

｢紅
塵
夢
簡
論
｣
で
は
作
者
と
登
場
人
物
と
の
関
係
を
滞
基

を
さ
す
人
と

将
碁
の
駒
に
例
え
て
い
る
)
こ
れ
も

｢
紅
樟
夢
研
究
｣
に

お
け
る
考
え
方
を
一
歩
進
め
た
も
の
で
'
例
え
ば
｢
紅
楼
夢
研
究
｣

の
中
の

｢
欽
黛
合

1
訣
｣
1

賢
紋
と
黛
玉
は
作
者
の
考
え
る
二

種
の
美
を
そ
れ
ぞ
れ
象
徴
し
､
作
者
は
こ
れ
を
平
等
に
甲
乙
な
き

も
の
と
考
え
て
い
た
と
L
t

｢爾
峯
封
時
､
蟹
水
分
流
､
各
壷
其

妙
､
英
能
上
下
｣
と
評
し
て
い
る
｡

(｢
紅
楼
夢
研
究
｣

二

二

頁
)
し
か
し
な
が
ら
嘗
紅
単
著
の

｢
右
黛
左
欽
｣
の
L詮
に
は
牽
強

附
合
も
多
い
と
は
い
え
､
作
中
で
資
玉
が
賓
紋
を
愛
せ
ず
黛
玉
を

愛
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
.
疑
い
も
な
く
賢
玉
と
黛
玉
と

は
作
者
の
創
造
せ
る
骨
定
的
人
物
形
象
で
あ
り
､
封
建
官
僚
家
庭

の
反
逆
者
で
あ
る
｡
彼
等
は
頑
教
停
韓
に
反
封
し
､
功
名
利
緑
を

蔑
硯
し
､
こ
う
し
た
共
通
の
精
神
生
活
の
中
に
愛
し
合
う
よ
う
に
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中
国
文
畢
報

第

二
瀞

な
っ
た
｡
賓
紋
は
こ
れ
に
反
し
封
建
官
僚
家
庭
の
要
求
に
適
っ
た

｢
ま
と
も
な
｣
人
間
な
の
で
あ
る
｡

4
､
紅
楼
夢
の
倖
統
性
に
つ
い
て
の
愈
先
生
の
見
解

り
愈先
生
は

｢
紅
樟
夢
の
､王
要
観
念
は
色
峯
で
あ
り
'
明
代
の
金

瓶
梅
は
そ
れ
に
演
技
の
影
響
を
輿
え
て
い
る
｣
と
い
っ
て
い
る

が
､
こ
れ
は
紅
棋
夢
金
翫
梅
に
封
し
て
の
み
な
ら
ず
､
中
歯
古

典
規
寅
主
義
文
単
の
牽
展
に
封
す
る
明
ら
か
な
歪
曲
で
あ
る
｡

佃
命
先
生
は
ま
た
､
碧
玉
と
黛
三
が
西
廟
記
を
引
用
し
て
お
も
い

を
語
る
朗

(
二
三

二

一六

･
四
九
回
)
及
び
括
為
の
類
似
し
た

朗
を
例
と
し
て
､
こ
れ
を

｢
西
廟
に
も
と
ず
く
｣
侍
統
性
だ
と

い
っ
て
い
る
が
､
と
す
れ
ば
著
名
な
作
品
を
引
用
し
さ
え
す
れ

ば
そ
の
名
作
を
臓
承
す
る
偉
統
性
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
､
も

し
そ
う
な
ら
侍
統
性
と
は
何
の
慣
値
も
な
い
｡

周
東
に
先
生
は

｢
紅
楼
夢
は
更
に
古
い
文
挙
の
俸
紀
を
機
承
し
て

お
り
､
詮
部
に
限
ら
ず
左
偉

･
史
記
の
類
､
楽
府
詩
詞
の
類
な

ど
､
そ
し
て
荘
子

･
離
騒
は
特
に
顧
著
で
あ
る
｣
と
し
二

1
･

二
二
･
六
三

･
七
八
各
回
を
奉
げ
て
い
る
が
､
こ
れ
ら
は
作
者

の
文
挙
的
素
養
を
指
摘
し
た
に
す
ぎ
ず
､
文
啓
上
の
術
語
と
そ

の
概
念
を
ま
ず
明
ら
.か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

㈲
此
の
外
先
生
は
酉
腐
記

･
西
遊
記

･
水
唐

･
金
瓶
梅
な
ど
と
措

葛
方
法
に
お
い
て
類
似
す
る
部
分
を
奉
げ
て
紅
楼
夢
の
偉
妖
怪

を
論
語
し
て
い
る
｡

結
局
曹
雪
芹
が

｢書
き
抜
き
｣
の
専
門
家
だ
と
い
う
結
論
を
得
る

だ
け
で
､
紅
棋
夢
の
偉
統
性
に
閲
し
て
は
何
等
明
ら
か
な
概
念
を

得
ら
れ
な
い
｡

5
､
紅
種
夢
の
侍
統
性
と
は
､

わ
れ
わ
れ
は
文
拳
の
停
統
性
と
は
､
糾
規
賓
主
義
創
作
方
法
の
楼

承
と
葱
拾
､

㈱人
民
性
の
檎
承
と
牽
揮
､
ゆ
民
族
風
格
の
檎
承
革

新
と
創
造
'
で
あ
る
と
考
え
る
｡
そ
れ
は
根
本
的
に
は
萎
術
的
美

挙
的
態
度
の
問
題
､
す
な
わ
ち
そ
れ
と
規
賀
生
活
と
の
関
係
で
あ

る

｡3紅
楼
夢
に
お

け
る
人
民
性
の
侍
舵
｡

)

.

a
こ
れ
以
前
の
小
詮
に
も
曝
露
性
の
作
品
は
あ
る
が
､
紅
棋
夢

･しに
到
っ
て
作
者
は
最
も
深
刻
に
封
建
官
僚
地
主
階
級
の
生
活
内

容
を
描
き
出
し
､
更
に
封
建
制
慶
に
お
け
る
殆
ん
ど
す
べ
て
の

問
題
に
解
れ
て
い
る
0

1

こ
こ
で
も
作
者
の
世
界
観
か
ら
ノJ
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な
く
､
作
品
自
鰐
の
客
観
的
な
人
民
性
を
分
析
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
｡

＼J･
b
又
紅
楼
夢
の
人
民
性
は
作
者
の
創
造
し
､
肯
定
し
た
典
型
の

Zq中
に
も
表
れ
て
い
る
｡
彼
は
封
建
制
慶
に
反
逆
し
､
こ
れ
を
軽

蔑
す
る
賓

･
黛
を
理
想
的
人
物
と
し
､
特
に
彼
等
の
愛
情
を
肯

定
し
た
｡
こ
れ
は
又
作
者
の
封
建
制
慶
に
封
す
る
蔑
視
と
反
抗

を
表
わ
し
て
い
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
作
者
が
歴
史
的
な
典
型
人
物

創
造
を
通
じ
て
こ
こ
に
到
達
し
た
も
の
と
考
え
る
｡
林
黛
三
は

健
鷺
鷺

(西
柄
記
の
ヒ
ロ
イ
ン
)
杜
覧
娘

(還
魂
記
の
ヒ
ロ
イ
ン
)な

ど
の
歴
史
的
典
型
と
同

一
類
型
に
屠
す
る
｡

㈲
紅
楼
夢
に
お

け
る
規
寅
主
義
171停
統

作
者
は
自
分
の
理
解
し
た
生
活
の
虞
茸
の
す
が
た
な
描
き
出
そ

う
と
し
た
｡
第

一
回
の
石
と
重

々
通
人
と
の
封
話
は
作
者
の
規

葦
主
義
的
創
作
見
解
を
反
映
し
て
い
る
｡
作
者
は
そ
の
世
界
観

の
如
何
に
係
ら
ず
'
生
活
の
展
面
目
を
歪
曲
す
る
こ
と
な
く
､

本
質
上
客
観
的
に
そ
れ
を
反
映
し
得
た
｡
こ
れ
も
中
国
首
典
視

覚
主
義
作
家
の
貴
重
な
偉
旅
を
檎
承
し
た
も
の
で
あ
る
｡

6

㌧

結

U.'J

命
先

生
は

｢
紅
模
夢
研
究
｣
で
は
嘗
紅
畢
豪
を
批
判
し
､

｢
紅
棋

紹

介

(紅
棒
夢
研
究
批
判
)

夢
簡
静
｣
で
は
紅
楼
夢
を
全
く
作
者
の
家
事
と
見
徹
す
新
考
謬
学

派
を
批
判
し
た
｡
こ
れ
ら
の
批
判
は
常
然
慣
値
あ
る
も
の
だ
が
､

命
発
生
の
観
鮎
と
方
法
は
､
基
本
的
に
は
従
来
の
紅
畢
家
の
背
嚢

を
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
考
詮
的
方
法
は
時
代
の
先
後
や
具
備

を
群
別
す
る
な
ど
､

一
定
の
範
囲
内
で
の
み
活
動
し
得
る
も
の
で

あ
る
｡
し
か
る
に
愈
発
生
は
そ
れ
を
垂
術
形
象
の
分
析
に
麿
用
し

た
O
そ
の
結
果
以
上
の
よ
う
な

1
蓮
の
反
視
等
主
義
的
形
式
的
結

論
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
｡

以
上

｢
開
於
紅
棋
夢
簡
論
及
其
他
｣
に
つ
い
て
は
'
批
判
し
た
二
人

の
紅
楼
夢
に
封
す
る
見
解
が
､
よ
り
明
瞭
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
､

や
や
詳
し
く
述
べ
た
が

｢
許
紅
楼
夢
研
究
｣
の
方
は
簡
単
に
事
項
を

馨
示
す
る
に
止
め
る
｡

B
､

｢
紅
楼
夢
研
究
｣
を
許
す

l
､
こ
の
書
の
成
果
は

｢
桝
僑
存
置
｣
殊
に
模
作
四
十
回
に
つ
い
て

の
精
密
な
考
詮
に
あ
る

｡

2
1
し
か
し

｢
紅
棋
夢
｣
が
近
代
首
典
現
貴
主
義
文
拳
の
一
高
峯
で

あ
る
こ
と
を
認
め
ず
､
単
な
る
事
賞
の
記
録
､
す
な
わ
ち
宙
雪
芹

の
白
俸
で
あ
る
と
見
徹
し
た
｡
例
え
ば
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文
革
報

第
二
筋

(IAイa
晋
府
の
衰
敗
に
つ
い
V
l二
つ
の
原
因
-

｢
抄
家

｣､
｢
白
棲
｣
､

･ー＼
｢

枯

乾
｣
を
馨
げ
て
い
る

(｢
紅
棋
夢
研
究
｣

一
六
三
貢
)
が
､
こ

れ
ら
は
表
面
現
象
に
す
ぎ
な
い
｡

-ヽノb人
物
に
つ
ふ

て

3雪
芹
が
晩
年
窮
困
し
た
か
ら
賢
玉
も
貧
困
に

/l～
よ

っ

て
出
家
し
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
論
じ
た
｡

(
同
書

一

四
六

-
一
五
〇
貢

)佃賓
欽
黛
宝
に
つ
い
て
は

｢
開
於
紅
棋
夢
簡

論
及
其
他
｣
に
の
べ
た
か
ら
略
す
｡

-ヽC
手
法
に
つ
い
て
白
鷹
主
義
の
需
生
方
法
で
あ
る
と
し
､
作
品
全

∩_p
鴇
を

｢
好

一
面
公
平
的
鎮
子
｣

(
同
書

二

七
貢
)
と
許
し
た
.

＼ーノd同
様
に
紅
楼
夢
が
悲
劇
た
る
所
以
壷
も
異
に
そ
れ
が
寒
害
を
罵

･1-ヽ
し
た
か
ら
と
詮
明
し
て
い
る
.

(
同
書

二

一〇
貢
)

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
規
塞
主
義
安
寧
の
.成
果
を
歪
曲
し
て
い
る
｡

IiZl
e
ま
た
紅
樟
夢
の
.
｢
怨
而
不
怒
的
風
格
｣
を
推
稀
し
た

(
同
書

l

′＼ヽ
二

四

頁
)
が
､
こ
れ
は
戦
闘
性
に
富
む
規
軍
王
義
の
停
統
を
肥
し

め
る
も
の
で
あ
る
｡

3
､

｢
も
と
も
と
文
草
を
批
評
す
る
閉
方
は
偏
り
や
す
い
も
の
で
あ

る
か
ら
甲
は
是
と
し
乙
は
非
と
し
原
則
は
な
い
｣

(
同
書

二

五

貢
)
と
い
っ
て
い
る
が
､
文
畢
批
評
は

一
定
の
階
級
的
立
場
か
ら

出
牽
す
る
の
で
､
原
則
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
｡
先

生
は
か
か
る
主
観
的
見
解
か
ら
出
費
L

S紅
棋
夢
を
白
鷹
主
義
馬
生
作
品
と
見
倣
し
､
そ
の
説
要
償
値
を

否
定
し
､
作
者
の
手
法
を
歪
曲
し
た
o

佃
階
級
的
観
鮎
か
ら
出
牽
せ
ず
､
形
式
主
義
的
な
部
分
を
も
っ
て

全
面
を
掩
う
頗
末
な
考
詮
に
終
始
し
､
紅
樟
夢
の
内
容
解
程
を
歪

曲
し
た
｡

周
作
者
の
動
機
を

｢
是
感
嘆
自
己
身
世
的
｣

｢
是
薦
情
場
懐
悔
而

作
的
｣

｢
是
雷
十
二
紋
作
本
俸
｣
の
三
つ
に
ま
と
め
る

(
同
書

一

〇
五

-
二

〇
貢
)
と
い
う
形
式
主
義
に
陥
っ
た
｡

4
､
考
辞
は
あ
る
範
囲
内
で
文
拳
批
評
を
助
け
る
も
の
で
あ
る
が
､

そ
れ
を
以
て
文
畢
批
評
に
代
え
よ
う
と
す
も

の
は
誤
り
で
あ
る
｡

5
､
結
び
､
1

命
先
生
の
目
撃
王
義
主
観
主
義
的
見
解
は
胡
適
を

襲
う
も
の
で
あ
る
｡
紅
棋
夢
が
現
貿
主
義
の
傑
作
で
あ
り
､
典
型

的
配
合
的
人
間
の
悲
劇
で
あ
る
こ
と
を
否
定
L
t
個
別
的
家
庭
の

個
別
的
人
物
の
悲
劇
と
L
V
'
日
英
主
義
的
寓
生
的
作
品
で
あ
る

と
歪
曲
す
る
の
は
､
｢新
索
隠
涯
｣
の
共
通
目
標
で
あ
っ
た
｡
｢
紅

棋
夢
研
究
｣
は
そ
の
代
表
的
な
成
果
で
あ
る
｡
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今
回
の
批
判
運
動
の
口
火
を
切
っ
た
二
つ
の
論
文
の
内
容
は
概
ね
以

上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
よ
り
約
二
週
間
後

に
鍾
洛
の

｢
紅
模
夢
研
究
中
の
誤
れ
る
観
鮎
に
封
す
る
批
判
を
重
税
せ
ね
ば
な

ら
な
い
｣
と
い
う

l
文
が

｢
人
民
日
報
｣

(
一
〇
･
二
三
)
(斯
桐
畑
鵬

潤
)に
載
せ
ら
れ
た
｡

｢
人
民
日
報
｣
は
現
在
中
国
に
お
け
る
刊
行
物

の
中
で
最
も
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
お
り
､
こ
の
1
文
は
今
回
の

批
判
討
論
が
こ
れ
だ
け
大
き
な
も
の
に
牽
展
し
た
契
機
を
作
っ
た
も

の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡
翌
二
十
四
日
'
作
家
協
倉
古
典
文

畢
部
に
よ
っ
て

｢
紅
棋
夢
研
究
座
談
禽
｣
が
開
か
れ
､
部
長
鄭
振
鐸

を
は
じ
め
'
呉
組
細

･
濁
至

･
静
索

｡
周
揚

･
何
其
芳

･
老
舎

･
呉

恩
裕
ら
著
名
な
評
論
家

･
作
家

･
文
拳
研
究
者
に
命
平
伯

･
三
価

等

･
藍
朝
里
父
え
た
四
十
九
名
が
出
席
し
た
｡
こ
こ
で
は
李
藍
の
論

文
に
封
し
､
例
え
ば
〇
日
然
主
義
の
概
念
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
､

○
命
平
伯
の
論
文
中
か
ら
の
引
用
の
仕
方
に
妥
常
を
快
く
部
分
が
あ

る
こ
と
､
○
歴
史
現
象
に
つ
い
て
更
に
具
鰭
的
分
析
が
必
要
で
あ
る

こ
と
､
○
曹
雪
芹
白
身
の
丈
垂
観
に
つ
い
て
の
評
債
が
過
大
で
あ
る

こ
と
な
ど
の
反
批
判

(
以
上
主
と
し
て
英
粗
銅
の
指
摘
)
も
提
出
さ

れ
た
が
､
し
か
し
〇
二
人
の
批
判
が
基
本
的
に
正
し
い
こ
と
､
○
そ

紹

介

(紅
楼
夢
研
究
批
)

し
て
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
資
産
階
級
的
観
念
論
的
思
想
は
文
輿
研
究

界

一
般
に
深
く
根
を
下
し
て
い
る
こ
と
､
○
今
後
こ
れ
を
反
省
し
､

粛
清
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
､
○
更
に
そ
の
.根
源
で
あ
る
胡
適
の

反
動
的
思
想
及
び
そ
の
研
究
方
法
に
封
し
徹
底
的
に
同
率
す
べ
き
こ

と
を
確
認
し
た
｡
叉
こ
の
席
上
で
禽
平
伯
は
自
分
の
研
究
が
興
味
か

ら
出
費
し
て
枝
葉
的
考
詮
に
終
始
し
た
こ
と
､
及
び
社
倉
的
需
要
に

腹
ず
る
た
め
に
､
あ
ま
り
責
任
を
負
え
な
い
文
章
を
聾
表
し
､
不
正

確
な
意
見
を
も
っ
て
頭
者
に
影
響
を
輿
え
た
こ
と
を
自
己
批
判
し
､

自
分
に
封
し
て
多
く
の
批
評
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
､
今
後

更
に
畢
習
を
進
め
て
行
く
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
O
叉
藍
糊
は
彼

ら
に
封
す
も
反
批
判
に
封
し
､
○
曹
雪
芹
が
理
論
上
も
現
実
主
義
を

表
明
し
た
と
い
う
の
は
､
従
来
の
公
式
的

･
概
念
的
創
作
方
法
に
反

封
し
て
い
る
瓢
が
規
貿
主
義
の
精
神
に
合
致
す
る
と
い
う
意
味
で
あ

る
こ
と
､
○
自
然
主
義
と
硯
賓
主
義
の
問
題
に
つ
い
て
は
英
産
業
第

十
九
回
大
倉
に
お
け
る
マ
レ
ン
コ
フ
の
讐

口(舶
納
針
箭

謂

臥
鎧

如
い掴

離
開
相
的
篭

)
が
理
解
を
助
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
'
な
ど
の
番

え
を
出

し
､
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
愈
発
生
を
尊
敬
し
て
い
る
と
結

ん
で

い

る｡

(
以
上

｢
光
明
日
報

･
文
畢
遺
産
｣
二
九
期
所
載
の
記
録
に
よ
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第

二
射

ら
)
こ
れ
以
後
従
来
の
紅
模
夢
研
究
に
封
す
る
批
判
と
同
時
に
文
革

研
究
の
態
慶
方
法
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
反
省
､
資
産
階
級
的
思
想

特
に
胡
適
の
影
響
に
封
す
る
批
判
を
問
題
に
し
た
贋
汎
な
批
判
運
動

に
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
､

｢
光
明
日
報
｣
は
殆
ん
ど
十

一
月
中
に

わ
た
っ
て
特
に

｢
紅
梅
夢
研
究
中
の
唯
心
論
観
鮎
を
批
判
す
｣

と

題
す
る
偶
を
設
け
て
､
連
日
各
地
に
お
け
る
討
論
の
進
行
を
報
道
し

て
い
る
｡
そ
の
.倖
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
全
国
の
大
挙
そ
の
他
の
畢

校
､
文
尊
重
術
界
聯
合
曾
及
び
作
家
協
倉
の
各
地
区
組
織
､
そ
の
他

各
種
の
文
化
圏
照
に
ょ
つ
て
討
論
倉
ま
た
は
座
談
倉
が
行
わ
れ
て
お

り
'
こ
の
批
判
運
動
が
非
常
に
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
親
わ

れ
る
｡

Ⅱ

こ
こ
で
こ
の
贋
汎
な
批
判
運
動
の
.展
開
に
つ
い
て
は
暫
ら
く
後
ま

わ
し
に
し
て
､
傍
流
的
に
起
っ
た
､
し
か
し
根
底
に
お
い
て
や
は
-

つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
､

｢
文
垂
報
｣
に
封
す
る
批
判

を
通
観
す
る
｡
こ
の
間
題
を
最
初
に
と
り
上
げ
た
の
は
や
は
り

｢
人

民
日
報
｣
で
十
月
二
十
八
日
の
同
鵬
に
慕
水
禍

(
す
な
わ
ち
居
凡

陀
)
の
.
｢
文
垂
報
の
.編
者
に
質
問
す
る
｣
が
掲
載
さ
れ
た
｡
こ
れ
は

さ
き
の

｢
閑
於
紅
棋
夢
簡
論
及
其
他
｣
が
女
垂
報
に
韓
載
さ
れ
た
と

き
に
添
え
ら
れ
た
按
語
に
作
者
を
軽
ん
ず
る
口
吻
が
感
じ
ら
れ
る
こ

と
を
不
満
と
し
､
又
同
誌
の
五
三
年
九
坂

(
五
三

｡
五

･二

五
)
に

愈
平

伯
の

｢
紅
横
夢
研
究
｣
を
推
薦
し
た
文
章
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
奉
げ
V
'
と
も
に
古
典
文
畢
研
究
中
の
唯
心
論
を
容
認
し
､

且
つ
頭
揺
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
､
ま
た
こ
れ
は
有
名
人
に
封
し

て
は
無
批
判
に
頭
を
下
げ
､
無
名
の
人
や
青
年
に
封
し
て
は
冷
淡
でだ

ん

完
全
無
紋
を
要
求
し
て
舵
し
め
る
と
こ
ろ
の

｢
資
産
階
級
の
貴
族

老

た爺
式
態
度
｣
で
あ
る
と
批
判
し
た
｡
更
に
こ
の
よ
う
な
態
度
は
今
に

は
じ
ま
る
も
の
で
な
く
､
例
え
ば
嘗
て
新
進
作
家
李
準
の
す
ぐ
れ
た

作
品

｢
不
能
走
郵

一
俵
路
｣
が
現
れ
た
と
き
に
も
類
似
の
事
情
が
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
､
且
つ
こ
れ
は
単
に

｢
文
垂
報
｣
の
み
の
問
題

で
な
く
出
版
界

一
般
に

｢
新
た
に
育
っ
て
く
る
カ
｣
の
前
進
を
阻
み

｢
有
名
人
を
歓
迎
し
､
無
名
人
を
軽
視
す
る
｣
風
潮
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
o
こ
れ
に
劃
し
｢
文
豪
報
｣
主
綱
の
橘
雪
峯
は
こ
の
哀
水
拍

の
文
章
を
同
誌
二
十
坂

(
二

･
七
､
こ
の
既
は
特
に
畿
行
が
遅
れ

た
)
の
巻
頭
に
韓
戟
し
､
そ
の
.後
に

｢
私
が
文
肇
報
で
犯
し
た
誤
り
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を
検
討
す
る
｣
と
い
う
文
章
を
掲
げ
て
京
水
壇
の
指
摘
を
全
面
的
に

認
め
､
李

･
藍
の
論
文
に
附
し
た
按
語
及
び
五
三
年
九
期
の
新
専
刊

欄
で

｢
紅
樟
夢
研
究
｣
を
推
薦
し
た
文
章
は
自
分
が
書
い
た
こ
と
を

述
べ
て

(後
者
に
は

｢
静
之
｣
の
署
名
が
あ
る
)
自
己
批
判
を
し
た
o

次
い
で
二

l
託

(
二

･
三

〇
)
に
は
絹
帝
都
と
し
て

｢
熱
烈
に
心

か
ら
文
肇
報
に
封
し
厳
格
な
批
評
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
歓
燕
す
る
｣

と
い
う
文
章
を
巻
頭
に
掲
げ
た
｡

一
万
十
月
三
十

一
日
か
ら
八
回
に

わ
た
っ
て
開
か
れ
た
文
革
率
術
鼎
聯
合
脅
(文
聯
)
と
作
家
協
脅

(
作

協
)
の
繭
主
席
圏
の
横
大
聯
席
脅
議
で
は
紅
樟
夢
の
研
究
に
関
す
る

討
議
と
併
行
し
て
こ
の

｢
文
垂
報
｣
の
問
題
を
採
り
上
げ

(
こ
れ
に

関
す
る
主
要
撃
言
は

｢
文
蛮
報
｣
二
二
坂
に
収
め
ら
れ

て
い
る
)
､

十
二
月
八
日
の
最
終
的
な
合
議
に
お
い
て
は
郭
洗
若
の

｢
三
つ
の
提

案
｣
(
こ
の
内
容
は
次
の
項
に
譲
る
)
が
提
出
さ
れ
る
と
同
時
に
｢
文

蛮
報
に
関
す
る
決
議
｣
を
探
摸
し
た
O
こ
の
決
議
で
は

｢
文
垂
報
｣

骨
ぜ
ず
'
自
由
討
論
の
展
開
を
阻
み
､
大
衆
を
挽
離
し
た
官
僚
主
義

的
5.T版
物
と
な
っ
て
い
た
こ
と
､
前
に
絹
韓
委
員
倉
を
設
け
て
い
た

の
.に
主
編
の
提
案
で
解
散
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
の

紹

介

(紅
楼
夢
研
究
批
判
)

ち
､
概
ね
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
六
項
の
決
議
を
し
た
｡

l
'

｢
文
肇
報
｣
に
新
た
に
絹
韓
委
員
倉
を
設
け
､
集
照
領
準
の
原

則
を
真
滝
す
る
｡

2
､
新
編
輯
妻
は
新
方
針
を
提
出
し
､
従
来
の
誤
ま
り
を
克
服
す
る
｡

｢
文
垂
報
｣
の
内
容
は
文
垂
批
評
字
王
と
し
､
文
賓
を
人
民
生
活

と
密
切
に
結
び
つ
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

3
､
作
協
主
席
圏
は

｢
文
豪
報
｣

に
封
す
る
指
導
を
改
善
す
る
｡

｢
文
豪
報
｣
は
仕
事
の
上
で
政
府
文
化
部
と
密
切
な
連
絡
を
保
つ
0

4
､

｢
人
民
文
学
｣
そ
の
他
の
刊
行
物
に
文
垂
批
評
を
強
化
さ
せ
､

批
評
と
自
由
討
論
の
具
照
的
計
童
を
提
出
さ
せ
る
0

5
､
作
家
協
倉
'
戯
剣
豪
協
倉
､
音

楽
家
協
骨
､
美
術
家
協
禽
及
び

そ
の
各
地
方
分
骨
の
刊
行
物
､
並
び
に
各
省
市
文
聯
の
刊
行
物
の

編
輯
機
構
に
こ
の
決
議
に
も
と
ず
い
て
仕
事
を
検
査
し
､
改
善
す

る
よ
う
に
さ
せ
る
｡

6
､
作
協
主
席
園
は
五
五
年
春
に
第
二
次
理
事
倉
を
開
催
し
､
作
協

の
指
導
工
作
を
討
論
し
改
善
す
る
｡

女
聯

･
作
協
主
席
圏
の
決
議
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
､

｢
文
萎
報
｣
二
十
三

･
四

(合
併
)
託
に
は
こ
の
決
議
を
掲
敬
す
る
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夢

二
班

と
同
時
に
同
誌
の
編
輯
横
棒
が
改
組
さ
れ
た
こ
と
を
蟹
表
し
た
｡
こ

れ
に
よ
れ
ば
庚
濯

･
侯
金
鏡

･
秦
兆
陽

･
馬
雪
峯

･
責
薬
眠

･
劉
白

羽

･
三
番
の
七
人
を
以
て
綱
輯
委
点
食
を
組
織
し
､
そ
の
中
野

侯
･

秦
の
三
人
を
常
務
絹
輯
委
員
と
す
る
と
な
っ
て
い
る
.
な
お

こ
れ
ま

で
の
主
編
､
凋
雪
峯
が
依
番
と
し
て
絹
輯
委
点
食
に
名
を
連
ね
て
い

る
こ
と
は
､
愈

平
伯
が
北
京
大
挙
の
研
究
所
を
去
っ
た
と
い
う
報
道

を
牽
か
な
い
こ
と
と
並
ん
で
､
今
回
の
批
判
遊
動
が
決
し
て
個
人
攻

撃
で
は
な
い
こ
と
聖
不
し
て
い
る
.

Ⅳ

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
､
討
論
が
炭
汎
に
進
行
し
て
ゆ
く
中
に
最

初
は
倉
卒
伯
の
研
究
に
封
し
て
牽
せ
ら
れ
た
批
判
が
､
裳
は
文
勢
研

究
界
更
に
畢
術
界

一
般
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
'
討
論
の

中
心
は
そ
う
し
た

1
蝦
的
な
問
題
に
移
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
､

女
聯

･
作
協

･
両
主
席
囲
聯
席
倉
議
の
最
終
的
倉
合

(
一
二

･
八
)

で
､
文
聯
主
席
郭
抹
若
が
蔑
表
し
た

｢
三
鮎
建
議
｣
(
三
つ
の
提
案
)

は
今
回
の
一
大
批
判
運
動
の
基
本
的
な
線
を
明
瞭
に
示
し
た
も
の
と

し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡

第

l
'
わ
れ
わ
れ
は
資
産
階
級
の
唯
心
論
的
思
想
に
封
す
る
闘
事
を

強
固
に
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

第
二
､
わ
れ
わ
れ
は
贋
汎
に
畢
術
上
の
自
由
討
論
を
展
開
し
'
建
設

的
な
批
評
を
提
唱
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

第
三
､
わ
れ
わ
れ
は
新
た
に
生
れ
て
く
る
カ
を
育
て
る
こ
と
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
し
て
こ
の
あ
と
各
項
に
つ
い
て
数
行
し
詮
明
し
て
い
る
が
､
殊
に

第

一
項
に
つ
い
て
は
畢
術
界
に
お
け
る
胡
適
の
影
響
を
粛
清
す
べ
き

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
｡
李

･
藍
の

｢
紅
楼
夢
研
究
を
許
す
｣
で
は

す
で
に
命
中
伯
の
錯
誤
が
胡
適
の
影
響
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
が
､
陸
侃
如

(
山
東
大
挙
教
授
)
は
十

一
月
七
日
の
山
東
大
挙
に

お
け
る
座
談
倉
に
お
い
て
そ
れ
が
盲
典
文
挙
研
究
界

一
般
の
問
題
で

あ
る
こ
と
を
述
べ

(｢
文
肇
報
｣

二
1
坂
)

胡
適
が
研
究
界
に
遺
し

た
弊
害
の
主
な
る
も
の
と
し
て
次
の
二
つ
､
す
な
わ
ち
糾
研
究
の
た

め
の
研
究
､
考
詮
の
た
め
ゐ
考
諾
う

㈲盲
典
傑
作
の
積
極
的
意
義
を

歪
曲
し
､
作
品
の
政
治
的
内
容
及
び
闘
率
性
を
抹
殺
し
た
こ
と
を
指

摘
し
た
｡
前
者
は
い
わ
ゆ
る

｢
虞
理
の
た
め
に
虞
理
を
求
め
る
｣
の

ス
ti
I
ガ
ン
を
も
っ
て
､
｢
歴
史
癖
｣

｢
考
琵
癖
｣
を
張
調
し
､
｢
科
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撃
的
｣
の
美
名
に
か
く
れ
て
多
く
の
人
々
を
繁
頗
な
考
詮
の
中
に
逃

避
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
後
者
は

｢
紅
模
夢
｣
を
曹
雪
芹
の

白
侍
と
し
て
百
%
,王
義
の
傑
作
で
あ
る
と
主
張

し
､
或

い
は

｢
水

溶
｣
の
作
者
施
耐
庵
や
､

｢
楚
蔚
｣
の
詩
人
屈
原
の
存
在
を
否
定
し

た
と
い
う
類
を
指
す
｡
季
長
之

(
北
京
師
範
大
草
教
授
)
の

｢
胡
適

の
思
想
面
貌
と
開
放
整
理
｣
(｢
光
明
日
報
｣

〓

l
･
二
八
)
で
は
賓

に
詳
し
く
､
S
胡
適
は
民
族
的
虚
無
主
義
者
で
あ
り
'
帝
国
主
義
勢

力
の
御
用
単
著
で
あ
る
こ
と
､

掬国
政
整
理
の
反
動
性
'
周
囲
故
整

理
を
口
に
し
な
が
ら
賞
は
何
ら
業
続
を
奉
げ
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ

て
い
る
｡
胡
適
に
封
し
て
は
文
畢
研
究
界
に
お
け
る
影
響
の
み
な
ら

ず
､
哲
畢
歴
史
拳
の
方
面
に
お
け
る
影
響
が
検
討
さ
れ
､
そ
の
思
想

的
出
畿
鮎
で
あ
る
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
に
封
す
る
批
判
に
及
び
､
更
に

実
際
の
政
治
活
動
ま
で
が
批
判
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
方
面
に
関

し
て
は
更
に
人
を
得
て
詳
細
な
解
説
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
｡

盲
典
文
拳
の
現
状
を
1
酸
的
な
形
で
反
省
し
て
い
る
も
の
と
し
て

は
陸
侃
如
ら
山
東
大
草
教
師
の
集
鰭
討
論

(
二

･
七
)
を
同
大
拳

の
梁
希
透
が
整
理
し
た

｢
わ
れ
わ
れ
の
紅
楼
夢
研
究
に
封
す
る
初
歩

紹

介

(紅
楳
夢
研
究
批
判
)

意
見
｣
(｢
女
垂
報
｣
二
二
壁
)
が
あ
り
､
そ
の
中
で
は
資
産
階
級
的

唯
心
論
思
想
が
女
蛮
創
作
及
び
文
要
研
究
に
封
す
る
態
度
の
上
に
表

わ
れ
た
も
の
と
し
て
次
の
三
種
を
拳
げ
て
い
る
｡

l
､
垂
術
の
た
め
の
蛮
術

･
研
究
の
た
め
の
研
究
と
い
う
観
鮎
｡

2
､
矛
盾
を
抹
殺
せ
る
階
級
調
和
論
｡

3
'
不
可
知
論
的
観
鮎
｡

こ
の
討
論
倉
に
お
け
る
個
々
の
撃
言
は
五
五
年

一
月

の

｢
女
史

哲
｣
に
畿
表
す
る
と
附
言
し
て
あ
る
が
､
同
誌
を
今
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
｡

ま
た
王
啓

(
北
京
大
挙
教
授
)
の

｢
首
典
文
拳
研
究
工
作
の
現
状

を
語
る
｣
(｢
文
垂
報
｣
二
三

･
四
壁
)
は
問
題
を
具
照
的
に
詮
明
し

て
あ
っ
て
極
め
て
興
味
深
い
｡
次
に
そ
の
要
旨
を
し
る
す
｡

｢
談
盲
典
文
畢
研
究
工
作
的
現
状
｣

紅
楼
夢
に
関
す
る
討
論
の
中
に
盲
典
文
畢
研
究
が
規
賓
社
食
の
費

展
に
封
し
て
著
し
く
落
後
し
て
お
り
､
し
か
も
す
べ
て
の
畢
術
部

門
中
お
そ
ら
く
最
も
甚
だ
し
い
こ
と
が
曝
露
さ
れ
た
｡
こ
こ
に
そ

の
原
因
を
検
討
し
て
み
る
｡

3
他
の
畢
術
部
門
と
封
比
し
て
み
る
な
ら
ば
､

a
､
経
済
峯

･
文
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夢

二
伊

垂
拳
は
五
四
以
来
共
産
主
義
文
化
思
想
が
次
第
に
指
導
的
地
位
を

占
め
､
三
十
年
間
に
多
大
の
成
果
を
奉
げ
て
い
る
｡
b
､
自
然
科

挙
は
嘗
て
資
産
階
級
思
想
の
影
響
が
甚
だ
大
き
か
っ
た
が
､
解
放

以
後
科
挙
院
の
指
導
の
下
に
蘇
聯
を
拳
ぶ
の
に
特
別
な
利
便
と
有

利
な
保
件
を
も
ち
､
こ
の
数
年
問
に
す
ぼ
ら
し
く
蔑
展
し
た
o

c
､

中
国
の
具
鰹
的
歴
史
畿
展
に
関
す
る
部
門
は
蘇
聯
を
畢
ぶ
に
そ
の

よ
う
な
利
便
を
も
た
な
い
｡
そ
の
裡
論
及
び
研
究
経
験
を
畢
び
つ

つ
も
創
造
的
研
究
変
更
す
る
｡
し
か
し
申
開
史
及
び
中
国
思
想
史

を
マ
ル
ク
ス
主
義
を
も
っ
て
研
究
し
は
じ
め
た
の
.は
第
二
次
園
内

故
事

(
㌫
翫

警

記

枇
妃
靴
卯
的
矯

儲
)
前
後
の
こ
と
で
あ
り
､
郭
抹

若
の

｢
中
国
苗
代
配
合
研
究
｣

(註
'
一
九
三
〇
年
初
版
)
は
そ
の

開
山
的
著
作
で
あ
る
｡
そ
し
て
な
お
幾
多
の
問
題
を
魂
し
っ
つ
も

か
な
り
な
成
果
を
み
'
す
で
に
新
鶴
鮎
を
も
っ
て
す
る
中
国
通
史

及
び
中
開
思
想
史
の
著
作
も
現
れ
て
い
る
｡
d
､
こ
れ
に
封
し
､

基
本
的
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
観
鮎
方
法
を
も
っ
て
す
る
中
国
史
挙

史
は
ま
だ

1
冊
も
な
い
し
､
に
わ
か
に
生
み
出
す
こ
と
も
困
難
で

あ
る
｡
第
二
次
故
事
の
こ
ろ
､
こ
の
種
の
研
究
を
試
み
た
人
も
あ

っ
た
が
､
中
途
に
放
棄
す
る
か
､
胡
適
の
息

憩
に
ま
き
こ
ま
れ
て

し
ま
っ
た
｡
だ
か
ら
研
究
の
開
始
は
正
確
に
は
解
放
以
後
の
こ
と

で
あ
り
､
歴
史
や
哲
畢
な
ど
と
比
べ
て
も
二
十
年
は
遅
れ
て
い
る
｡

今
な
お
試
験
的
摸
索
的
段
階
で
あ
る
｡

佃で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
開
始
が
遅
れ
た
の
.で
あ
ろ
う
か
､
女
畢

戦
線
に
お
い
て
は
五
四
以
東

無
産
階
級
的
思
想
が
常
に
指
導
的
地

位
を
占
め
て
い
た
が
､
革
命
圃
率
が
激
化
す
る
に
つ
れ
､
革
命
文

化
戦
線
の
活
動
は
地
下
に
在
っ
た
O
そ
こ
で
古
典
女
畢
研
究
領
域

内
に
陣
地
を
占
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
魯
迅

は
早
く
か
ら
古
典
文
畢
研
究
の
配
合
主
義
文
化
建
設
に
お
け
る
重

要
性
に
束
づ
き
､
中
国
文
革
史
の
著
作
を
志
し
て
い
た
が
､
こ
う

し
た
環
境
の
下
で
は
速
に
成
し
得
な
か
っ
た
｡

5̂2,解
放
以
南

の
古
典
文
畢
研
究
鼎
で
は
､
胡
適

1
派
の
学
者
た
ち

が

｢
固
故
整
理
｣
を
横
棒
L
t
軍
間
の
研
究
に
つ
い
て
資
産
階
級

的
な
思
想
と
方
法
を
ば
ら
ま
い
た
の
で
あ
る
が
､
そ
の
成
果
は
小

詮
戯
曲
以
外
は
清
朝
の
畢
者
た
ち
の
そ
れ
を
越
え
て
い
な
い
｡
し

か
も
小
詮
戯
曲
に
お
い
て
す
ら
､

り3､
作
者
の
身
世
経
歴
の
考
澄
､

b
､
版
本
目
録
の
校
定
､

C
､
も
の
が
た
り
の
源
流
痛
撃
に
つ
い

て
の
考
察
､
の
三
つ
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
｡
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3現
状
-

古
典
文
単
の
研
究
者
は
長
期
の
訓
練
と
綴
験
が
必
要

で
あ
る
が
'
作
家
協
脅
古
典
文
畢
部
の
調
査
で
は
､
古
典
文
学
に

関
す
る
論
述
を
も
つ
研
究
者
は
約
百
二
十
人
で
あ
り
､
数
千
年
殊

の
文
革
遺
産
の
豊
富
さ
､
及
び
六
倍
人
民
の
文
化
的
需
要
を
考
え

な
く
て
も
､
非
常
に
少
な
す
ぎ
る
｡
し
か
も
そ
の
す
べ
て
が
思
想

上

･
方
法
上
､
資
産
階
級
の
影
響
を
受
け
て
来
て
お
り
､
正
確
な

研
究
方
法
を
把
握
す
る
こ
と
は
賓
質
的
に
は
思
想
改
造
の
問
題
で

あ
る
O
-

し
か
し
な
が
ら
不
断
に
遇
進
し
っ
つ
あ
り
､
今
回
の

紅
楼
夢
に
関
す
る
討
論
も
そ
の
顧
著
な
例
で
あ
る
｡
且
つ
一
方
に

新
し
い
研
究
者
が
次
第
に
成
長
し
っ
つ
あ
る
｡

｢
光
明
日
報
｣
の

副
刊

｢
文
革
遺
産
｣

に
は
非
常
に
多
く
の
原
稿
が
寄
せ
ら
れ
る

が
'
そ
の
筆
者
は
殆
ん
ど
さ
き
の
百
二
十
人
以
外
の
人
で
あ
る
｡

こ
の

｢
文
畢
遺
産
｣
は
今
の
と
こ
ろ
水
準
が
高
い
と
は
言
え
な
い

が
讃
者
た
ち
に
非
常
に
歓
迎
さ
れ
て
お
り
､
ま
た
古
典
文
畢
名
著

の
刊
行
以
来
古
典
文
革
に
封
す
る
関
心
が
殊
に
青
年
た
ち
の
間
で

極
め
て
普
遍
的
に
な
っ
て
来
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
同
時
に
古
典

文
峯
の
分
析
と
研
究
が
緊
急
の
社
食
的
需
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
O

紹

介

(
紅
榛
夢
研
究
批
判
)

仰
解
放
以
乗
の
研
究
の
発
展
状
況
-

解
放
後
に
最
も

早
く
出
た

文
革
史
的
著
作
は

｢
中
国
人
民
交
換
史
｣
で
あ
る
が
､

そ
の
中
で

は
た
だ
楽
府

･
民
歌
な
ど
が
講
じ
ら
れ
た
だ
け
で
､
杜
詩
や

｢
紅

楼
夢
｣
の
よ
う
な
作
品
は
殆
ん
ど
探
り
上
げ
て
い
な
い
｡
こ
れ
は

古
典
文
挙
中
の
人
民
性
に
封
す
る
理
解
を
誤
っ
て
い
る
｡
ま
た
解

放
後
に
最
も
早
く
採
り
上
げ
ら
れ
た
作
家
は
白
眉
易
で
あ
る
が
､

そ
れ
は
彼
の
試
論
詩
の
中
に
明
ら
か
に
人
民
に
同
情
的
な
詩
句
が

あ
る
か
ら
で
､
そ
の
他
の
例
え
ば

｢
長
恨
歌
｣
や

｢
琵
琶
行
｣
な

ど
を
い
か
に
み
る
べ
き
か
は
今
な
お
未
解
決
で
あ
る
O
こ
の
数
年

間
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
古
典
作
家
作
品
は
ー
第

一
段
階
は
白
居

易

･
杜
甫

･
｢
水
筒
｣
を
代
表
と
し
､
第
二
段
階
は
李
白

･
陶
淵

明

･
｢
紅
棋
夢
｣
を
代
表
と
す
る
｡
前
者
は
作
品
中
の
人
民
性
を

字
句
の
上
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
､
あ
ま
り
論
宰
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
｡
現
在
第
二
段
階
に
は
い
っ
て
い
る
が
､
こ
れ

ら
の
作
家
作
品
は
概
ね
肯
定
さ
れ
て
は
い
る
も
の
.の
､
そ
の
観
方

は
な
お
紛
岐
し
て
い
る
｡
何
故
な
ら
､
そ
の
中
の
人
民
性
は
表
現

が
複
雑
で
曲
折
し
て
い
る
か
ら
､
具
鰭
的
な
分
析
を
要
し
､
現
在

な
お
討
論
の
段
階
に
あ
る
O
第
三
段
階
は
お
そ
ら
く
蘇
我
と

｢
三
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第

二
肝

囲
演
義
｣
で
あ
ろ
う
.
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
は
日
下
み
ん
な
が
困
難

を
感
じ
て
近
ず
こ
う
と
し
な
い
問
題
だ
か
ら
｡
こ
こ
に
も
わ
れ
わ

れ
の
首
典
文
畢
研
究
の
現
在
の
永
準
が
反
映
さ
れ
て
い
る
｡

朝
鮮
数
寄
の
こ
ろ
､
愛
国
主
義
を
宣
俸
す
る
あ
ま
-
に
菅
文
化
に

封
し
乗
牧
併
著
の
傾
向
が
あ
り
､

一
部
の
封
建
性
の
糟
粕
の
ご
と

き
も
の
ま
で
が
不
常
に
稀
接
さ
れ
た
こ
と
が
あ
つ
た
が

｢
三
反
｣

I･.‥
い

.

.

..･･

.･･.
_.
.
'

･･
'l･
t

･
･･
･･
･･
.

ら
れ
た
｡
第
二
次
文
革
垂
術
工
作
者
代
表
大
倉

(
五
三
年
九

･
十

月
､

｢
文
要
報
｣
五
三
年

1
九
既
は
そ
の
時
輯
)
以
後
､
古
典
畢

習
が

1
位
に
重
税
さ
れ
､
こ
と
に
青
年
の
問
で
古
典
文
拳
が
廉
く

謹
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
し
か
し
'
指
導
的
な
正
確
な
分
析
的

研
究
が
放
け
て
虫

-
､
又
文
垂
界
も
こ
の
方
面
に
封
す
る
注
意
が

不
十
分
で
､
例
え
ば

｢
文
薬
報
｣
は
こ
れ
ま
で
に
古
典
文
勢
師
係

の
文
章
を
い
く
ら
か
載
せ
る
に
は
載
せ
た
が
､
質
量
と
も
に
不
十

分
で
あ
り
､
し
か
も
十
分
な
討
論
を
さ
せ
な
い
の
で
､
あ
ま
り
正

確
で
な
い
文
章
に
も

｢
標
威
｣
性
を
も
た
せ
る
結
果
を
生
じ
て
い

る

｡
ま
た
こ
れ
ま
で
は
､
盲
典
文
畢
研
究
に
関
し
て
は

｢
結
論
｣
的
性

質
を
も
っ
た
著
作
の
み
出
版
し
て
い
る
が
､
こ
の
.よ
う
な
慎
重
な

態
度
は
賀
際
的
で
な
く
'
却
っ
て
研
究
工
作
の
進
展
を
阻
害
し
て

い
る
｡
私
は
囲
家
出
版
機
関
が
そ
の
選
題
計
量
に
お
い
て
､
規
賓

の
水
準
に
基
い
て
古
典
研
究
方
面
の
出
版
を
行
う
よ
う
提
諌
す
る
.

作
家
協
倉
の
首
典
文
革
部
は
も
う
少
し
清
澄
に
仕
事
を
し
て
も
ら

い
た
い
｡
作
協
は
作
家
た
ち
の
畢
習
や
生
活
鰭
験
や
作
品
討
論
な

ど
に
つ
い
て
の
活
動
を
し
て
い
る
が
､
古
典
文
革
部
は
こ
の
.種
の

活
動
を
殆
ん
ど
し
て
い
な
い
｡

｢
文
革
遺
産
｣
(｢
光
明
日
報
｣
副

刊
)
を
絹
輯
す
る
こ
と
が
古
典
文
革
部
の
唯

一
の
活
動
の
よ
う
で

あ
る
が
､
こ
れ
も
常
麿
カ
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
､
現
状

か
ら
み
て
盲
典
文
畢
専
門
の
期
刊
-

｢
歴
史
研
究
｣
の
ご
と
き

-

が
創
刊
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡

そ
の
外
研
究
工
作
の
現
状
に

注
意
し
､
牽
表
さ
れ
た
著
作
に
つ
い
て
の
討
論
や
批
評
､
古
典
教

育
の
問
題
､
研
究
工
作
者
の
連
絡
や
補
助
な
ど
の
仕
事
を
も
つ
と

強
化
す
べ
き
で
あ
る
｡

Ⅴ

今
回
の
批
判
運
動
は
見
方
に
よ
れ
ば
民
族
潰
産
と
し
て
古
典
文
畢

176



を
大
量
に
出
版
し
て
大
衆
に
提
供
し
た
の
に
､
大
衆
を
指
導
す
る
文

峯
研
究
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
が
そ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
も
い

え
る
と
思
う
が
､
従
っ
て
文
畢
研
究
に
封
す
る
反
省
批
判
と
共
に
古

典
教
畢
問
題
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
首
府
で
あ
ろ
う
.
こ
の

間
題
に
つ
い
て
は
､
は
や
く
十

一
月
十
三
日
の

｢
人
民
日
報
｣
に
李

庚
の

｢
青
年
が
古
典
文
畢
作
品
を
閲
読
す
る
こ
と
を
正
確
に
指
導
せ

よ
｣
と
い
う
文
章
が
聾
表
さ
れ
て
3,だ
ょ
う
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
こ

の
柄
を
成
す
ま
で
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡

｢
文
垂
報
｣
編

輯
部
は
十

l
月
二
十
五
日
に
こ
の
間
題
に
関
す
る
座
談
倉
を
開
催
し

た

が

､
こ
の
座
談
倉
に
は
作
家
協
骨
張
天
翼
､
作
協
文
革
講
習
所
責

殿
-
北
京
大
審
王
環
を
は
じ
め
､

｢
文
垂
峯
習
｣
･
｢
語
文
単
習
｣
･

｢
中
国
青
年
｣

･
｢
中
畢
生
｣

･
｢
工
人
日
報
｣
等
工
員
階
級
や
青

少
年
を
封
象
と
す
る
出
版
物
の
綿
輯
者
及
び
青
年
圏
や
中
畢
検
閲
係

の
代
表
十
四
人
が
出
席
し
て
い
る
.
そ
の
席
上
で
は
､
文
挙
皇
試
み

な
れ
な
い
人
々
が
古
典
文
草
に
封
し
て
牽
す
る
極
め
て
素
朴
な
疑
問

な
ど
も
い
ろ
い
ろ
採
り
上
げ
ら
れ
て
丁
寧
に
検
討
さ
れ
て
お
り
､
古

典
を
贋
汎
な
大
衆
の
も
の
に
し
ょ
う
ー

言
い
か
え
れ
ば

一
粒
大
衆

の
教
養
を
そ
こ
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
健
康
窒

息
歓
が
教
わ
れ
る
｡

勅

介

(紅
楼
夢
研
究
批
判
)

(｢
女
墾
報
｣
二
十
一二
･
四
坂
に
そ
の
記
録
が
あ
る
｡
)
こ
の
間
題
は

第
二
次
文
代
大
倉
で
す
で
に
採
り
上
げ
ら
れ
､
そ
の
席
上
で
周
揚
は

古
典
文
革
垂
術
の
整
理
研
究
は
わ
れ
わ
れ
の
重
要
任
務
の
一
つ
で
あ

る
と
述
べ
た
あ
と
で
､

｢
民
族
的
古
典
文
拳
墾
術
遺
産
を
整
理
研
究

す
る
こ
と
は
､

一
つ
に
は
新
し
い
文
畢
垂
術
の
創
造
と
民
族
偉
蹄
と

変
結
び
つ
け
る
た
め
で
あ
り
､

1
つ
に
は
こ
れ
ら
の
倖
銃
的
要
術
文

単
を
科
挙
的
な
整
理
加
工
を
経
て
再
び
人
民
大
衆
の
中
に
普
及
さ
せ
'

今
日
の
人
民
の
有
益
な
共
同
の
精
神
的
財
産
た
ら
し
む
る
た
め
で
あ

る
｡｣

と
述
べ
､

そ
の
後
で

｢
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
文
撃
要
衝
工

作
に
お
い
て
'
提
高

(
向
上
)
の
み
を
目
指
し
て
普
及
に
注
意
し
な

い
の
は
誤
っ
た
道
で
あ
る
｡
毛
深
東
が
指
示
し
た

『
文
豪
は
工
農
兵

の
た
め
に
服
務
す
る
』
と
い
う
方
向
及
び
提
高
と
普
及
の
正
確
な
関

係
に
つ
い
て
の
規
定
､
1

『
普
及
の
基
礎
の
上
に
立

っ
て
提
高

(向
上
)
す
る
』
と

『
捷
高

(向
上
)
の
.指
導
の
下
に
普
及
す
る
』

と
は
､
わ
れ
わ
れ
の
文
拳
垂
術
事
業
に
お
い
て
厳
格
に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
原
則
で
あ
る
｡｣
と
述
べ
て
い
る
｡
(｢
文
垂
報
｣
五
三
年

l
九
坂
)
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
今
回
の
批
判
運
動
を
通
じ
て
顧
著
に

な
っ
て
来
た
こ
と
で
､
例
え
ば
従
来
大
衆
の
文
垂
生
活
と
結
合
し
て
､
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節

二
筋

専
ら
創
作
の
牽
表
や
現
代
文
撃
に
関
す
る
指
導
を
行
っ
て
来
た
刊
行

物
1

｢
文
襲
撃
習
｣
や

｢
光
明
日
報
｣
副
刊
の

｢
文
垂
生
活
｣
な

ど
に
､
し
ば
し
ば
古
典
に
関
す
る
紹
介
批
判
や
諌
者
の
.感
想
な
ど
が

載
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
解
放
後

｢
識
字
教
育
｣

か
ら
出
番
し
､
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
お
け
る
嬰
習
グ
ル
ー
プ
の
活
動
が

非
常
に
贋
汎
且
つ
清
澄
な
も
の
.と
な
-
､
文
垂
教
育
が
相
首
に
普
及

し
て
い
る
今
日
､
更
に
大
衆
の
文
化
水
準
の
向
上
を
目
指
す
動
き
と

し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

あ

と

が

き

従
来
の
紅
樟
夢
研
究
に
徹
底
的
な
批
判
を
行
っ
た
か
ら
に
は
､
新

し
い
観
鮎
よ
-
す
る
紅
樺
夢
研
究
が
現
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈

で
あ
り
､
こ
の
批
判
が
は
じ
ま
つ
て
か
ら
後
に
紅
種
夢
そ
の
も
の
を

論
じ
た
文
章
を
資
料

一
覧
の
最
後
に
掲
げ
た
が
､
本
格
的
な
分
析
研

究
は
な
お
今
後
に
侠
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
.
し
か
し
な
が
ら
､

こ
C
L数
年
来
と
み
に
増
加
し
っ
つ
あ
っ
た
古
典
文
拳
に
関
す
る
出
版

は
お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
活
澱
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
､
三
環

が
提
議
し
た
作
家
協
倉
の
盲
典
文
畢
専
門
の
期
刊
も
あ
る
い
は
実
現

す
る
か
も
し
れ
な
い
｡
ま
た
牽
表
さ
れ
た
研
究
に
封
し
､
批
判
反
批

判
と
活
磯
に
討
諭
さ
れ
る
傾
向
は
す
で
に
種

々
の
刊
行
物
を
通
じ
て

感
じ
ら
れ
る
し
､

1
殴
向
き
の
出
版
物
に
古
典
関
係
の
.文
章
が
増
え

て
乗
た
こ
と
は
前
項
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
｡
鵠
じ
て
今
回
の
批

判
運
動
-

そ
れ
は
現
在
も
な
お
進
行
し
っ
つ
あ
る
の
だ
が
1

の

成
果
と
い
う
べ
き
も
の
は
今
後
大
い
に
注
目
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
｡

関
係
資
料

一
覧

(附
託
'
こ
の
l
覚
に
お
け
る
分
項
は
l
贋
本
文
中
の
項
目
と
照
麿
す
る
よ

-
に
な
っ
て
い
る
が
'
い
-
つ
も
の
間
題
に
ま
た
が
っ
て
論
じ
た
も
の
も
多

い
の
で
蹟
符
な
分
頁
は
で
き
な
い
D
な
お
護
符
年
月
の
-
ち
年
を
略
し
て
あ

る
の
は
一
九
五
四
年
'

｢

｣
を
附
し
た
も
の
は
畢
行
本
'
文
具
遺
産
と
あ

る
の
は
光
明
日
報
副
刊
文
題
遺
産
､
人
民

･
光
明
と
あ
る
の
fjr人
民
日
報

･

光
明
日
報
の
略
｡
ま
た

｢文
革
報
｣
二
十
三
･
四
親
は
合
併
親
で
あ
る
)
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Ⅰ

紅
楼
夢
考

讃

(｢
紅
模
夢
｣
附
線

亜
東
園
書
館
一
九
二
一
)

放
乾
隆
庚

辰
本
脂
硯
欝
軍
評
石
頭
記
抄
本

(胡
通
論
畢
近
著
第

一

集
下

商
務
印
書
館

一
九
三
五
)

｢紅
楼
夢
塀
｣

(亜
東
際
番
館

一
九
二
三
)

｢紅
塵
夢
研
究
｣

(卑
棟
出
版
社

一
九
五
二
)

紅
塵
夢
憶
説

(天
津
大
公
報

一
九
五
三
㌧
一
二
､

1
九
)
未
見



同 同 異 周 回 同 同 同 同 同 同
恩 汝
裕 昌

故
旧
窓
枝
讃
紅
笹
夢

(上
洛
文
匝
報

一
'
二
五
)
未
見

讃
紅
楼
夢
隣
室

(香
港
大
公
報

7
-
四
月
連
載
)
未
見

紅
塵
夢
的
思
想
性
和
薬
術
性

(東
北
文
学
2

二
月
)
未
見

紅
楼
夢
簡
論

(新
建
設
3

三
月
)

嘗
雪
芹
的
卒
年

(文
畢
遺
産
-

三
㌧

一
)
未
見

紅
楼
夢
評
介

(日
本
語
版
紅
楼
夢
に
つ
い
て
)

(人
民
中
国
6

六
'
二
五
)

輯
録
脂
硯
賛
本
紅
樫
夢
評
証
的
経
過
(文
革
遺
産
E

七
㌧

一
〇
)

｢紅
楼
夢
新
語
｣

(菜
棟
出
版
赦

五
三
'
九
)

管
等
芹
的
紅
樫
夢
輿
政
治

(新
散
薬
16

八
月
)

嘗
雪
芹
生
平
〓
三
尊

(国

17
･
九
月
)

永
忠
弔
嘗
雪
芹
的
二
言
日
詰

(文
畢
遺
産
91

九
㌧
七
)

李 余 巌 花 王 諸
士 敦 紺

易 銘 易 寧 環 響

Ⅱ

李
希
凡
､
監
物

関
於
紅
鼻
夢
簡
論
及
其
他
(文
史
哲
9

文
垂
報
18

九
月
)

同

許
紅
楼
夢
研
究

(文
革
遺
産
24

T
O
t

T
O
)

鍾

洛

歴
訪
重
硯
封
紅
桜
夢
研
究
中
的
錯
誤
親
鉱
的
批
判

(人
民
日
報

一

〇
､
二
三
㌧
文
垂
月
報
11

二

月
)

高
話
開

封
闘
於
紅
棲
夢
簡
論
及
其
飽
和
評
紅
楼
夢
研
究
覇
文
的

一
粘
補
充

意
見

(文
畢
遺
産
27

一
〇
'
三
こ

編

輯

中
国
作
家
協
昏
古
典
文
馨

部召
関
的
紅
橿
夢
研
究
座
談
昏
記
録

(文
学
遺
産
29

二

㌧

一
四
)

余
冠
英

雷
什
磨
不
能
従
大
鹿
着
眼
～

(文
革
遺
産
29

二

㌧

一
四
)

鮎

介

(紅
楼
夢
研
究
批
判
)

王
達
津

顧
軽
蔑

劉
梧
文

王
鳳
肇

丁

力

呉
組
縄

張
噴
虎

程
千
帆

帯

山

李
希
凡
､

胡
念
胎

葡
玩
傑

論
欽
黛
合

一
論
的
思
想
根
源

(丈
垂
報
21

二

､

7
五
)

従
敵
平
伯
先
生
封
紅
捗
夢
的
研
究
談
到
考
旗

(国
右
)

散
平
伯

｢紅
樫
夢
研
究
｣
是
反
愛
国
主
義
的

(国
有
)

従
紅
楼
夢
舛
到
紅
楼
夢
簡
論

(国
有
)

錯
在
郷
裡

(天
津
大
公
報

7
1
㌧
二
〇
)

評
敵
平
伯
先
生
封
紅
塵
夢
後
四
十
回
的
l
些
看
法

(文
革
遺
産
3

1
1
'
二
一
)

〟
怨
而
不
怒
″
(

天
津
大
公
報

7
二

二
〇
)

評
敵
平
伯
在
詞

的

研
究
方
面
的
唯
心
論
思
想

(文
学
遺
産
31

J

l
'
二
八
)

従
封
敵
平
伯
研
究
紅
橿
夢
的
批
判
談
起

(国
有
)

談
敵
平
伯
先
生
在
紅
笹
夢
折
究
工
作
中
的
錯
誤
態
度

(同
者
)

大
都
是
俳
優
文
摩
鳩
-

(文
義
朝
22

〓

'
三
〇
)

許
愈
平
伯
先
生
的
紅
楼
夢
研
究
工
作
並
略
談
紅
楼
夢

(文
革
遺
産

32

二

lt
五
)

敵
平
伯
研
究
紅
楼
夢
的
錯
誤
的
叉
l
根
源
(人
民
日
報

7
二
･
八
)

徒

｢紅
楼
夢
的
風
格
｣
看
資
産
階
級
的
実
費
離
散

(文
垂
月
報
1

十
二
月
)

敵
苧
伯
的
錯
誤
文
蛮
思
想
的

一
寛
性

(人
民
日
報

一
二
㌧
二
〇
)

藍
鰯

新
紅
草
的
功
過

(人
民
日
報
)

許
近
年
東
関
於
紅
塵
夢
研
究
中
的
錯
誤
戟
鮎

(人
民
文
寧
21

十

二
月
)

許
紅
楼
夢
新
選

(文
畢
遺
産
37

一
九
五
五
t

T

t

〓
ハ
)
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周
培
桐

駁
紅
榎
夢
新
語
中
的
偶
定
(文
革
遺
護
39
一
九
五
五
'

∵

三
〇
)

Ⅱ

裏
水
拍

質
問
文
垂
報
編
者

(人
民
日
報

一
〇
'
二
八

文
泰
報

20

一

1
'
七
)

漏
雪
峰

換
討
我
在
文
垂
報
所
犯
的
錯
誤

(交
番
報
20

〓

'
七
)

文
蛮
報
編
輯
部

熱
烈
地
誠
意
地
歌
迎
封
文
垂
報
進
行
蕨
属
的
批
評

(文
豪

報
21

〓

'
五
)

文
垂
報
記
者

批
判
文
垂
報
的
錯
誤
和
歌
粘

(文
範
頼
21

二

､
三
〇
)

編
輪
郭

一
年
釆
讃
者
封
文
塾
報
的
批
判

(国
有
)

戚
克
家

･
劉
白
羽

･
胡
風

･
康
濯
･衰
水
拍
･老
舎

封
文
豪
報
的
批
評
1

文
聯
作
協
主
席
国
境
大
聯
席
大
倉
上
室
l己
(国
有
)

周

揚

我
僧
必
須
戦
闘
-

購
大
聯
席
大
骨
上
撃
吉

(人
民

･
光
明

一

4

二
へ
三
〇

文
萎
報
3.

1
二
'
三
〇
)

2

文
聯

･
作
協
聯
席
大
骨

開
於
文
革
報
的
決
議

(人
民

･
光
明

三

㌧
九

4

文
豪
報
3･

二
1.'
三
〇
)

2

錘
散
文

文
塾
報

刊載

紅
塵
夢
研
究
介
紹
文
祈
犯
的
錯
誤

(光
明
日
報

二
一'

‥
∵

4

失
望
庭
等

封
文
轟
報
的
批
評

(文
塾
報

3
･

一
二
､
三
〇
)

2

Ⅳ

節

蕪

堅
決
開
展
封
古
典
文
題
研
究
中
資
産
階
級
思
想
的
闘
争

(文
豪
報

20

一
二

七
)

陳
友
琴

我
参
加
紅
楼
夢
研
究
座
談
魯
以
後
的
感
想

(文
革
遺
産
28

〓

'

七
)

編

輯

中
国

作
家
協
禽
古
典
文
摩
部
召
関
的
紅
楼
夢
研
究
座
談
昏
記
録

(文
畢
遺
産
29

二

､

一
四
)

呉

小
如

我
酎
於
討
論
紅

楼
夢
問
題
的
課
識
和
感
想

(文
豪
報
21

二

.

｣
‡
)

黄
薬
眠

我
在
這
次
紅
塵
夢
研
究
的
討
論
中
節
聯
想
到
的
和
鮭
禽
到
的

(同

着
)

林
夢
雲

従
紅

塵
夢
的
討
論
所
想
起
的

(文
奉
学
習
8

二

月
)

記

者

不
能
容
菰
資
産
階
級
思
想
憧
績
盛
距
古
典
文
畏
研
究
的
領
域
-

- ∴ ~ 一輝 家 功

開
於
紅
曝
夢
問
題
討
論
的
綜
合
述
評

(同
右
)

堅
持
原
則
堅
持
批
評

(文
蛮
月
報
11

一
一
月
)

考
讃
引
入
的
迷
宮

(同
者
)

堅
決
和
文
塾
頭
城
中
的
資
葱
階
級
思
想
作
闘
争

(国
有
)

批
判
紅
楼
夢
研
究
中
唯
心
戟
鮎
的
意
義
(光
明
日
報

二

㌧
二
六
)

｢
幽
居
｣
和

｢聾
断
｣

(天
津
大
公
報

二

㌧
二
七
)

二
義

建
議

(人
民

･
光
明

1
二
㌧
九

天
帝
大
公
報

一
二
'

1
五

文
義
朝
3･4

三

,
三
〇

科
挙
通
報

五
五
､

｣
)

2

良
好
的
開
端

(人
民
･
光
明

1二
､
九

天
津
大
公
弔

一
二
㌧

4

.

､T
.I.･l
㍉

∴

.I..
･

･

.

.l
l

是
新
事
物
還
是
現
象

(同
着
)

是
清
醒
的
時
候
了

(国
有
)
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羅
務

田
窪

清梓年
陸
侃
如

同
李

鳳

陳
元
曙

羅
梶
樺

季
長
之

葬

儀

何
幹
之

三

珠

贋
安
泰

国
軍
需
要
力
量

(丈
垂
月
報
12

一
二
月
)

必
須
開
展
文
垂
批
評
和
自
由
討
論

(同
者
)

資
産
階
級
思
想
的
反
動
性
'
危
害
性

(光
明
'
哲
畢
研
究
2

1

九
五
五
㌧

1
'
二
六
)

蕨
属
地
帝
清
胡
適
反
動
思
想
在
新
中
閥
畏
縮
界
裡
現
存
的
毒
害

(文
革
遺
産
27

一
〇
'
三
1
)

胡
適
反
動
思
想
給
予

古典
文
畢
研
究
的
毒
害
-

山
東
大
畢
座
談

倉
上
琶
盲

(文
豪
報
21

二

'

1
五
)

清
除
胡
適
源
思
想
流
章

(文
豪
寧
習
8

二

月
)

粛
清
古
典
文
畢
研
究
中
宴
用
主
義
的
毒
素

(文
豪
報
22

一
一
'

三
〇
)

批

判
胡
適
文
偉
観
鮎
和
治
摩
方
法
-
乗
評
愈
平
伯
先
生
的
紅
楼

夢
研
究

(文
革
遺
産
35

一
二
㌧

二
六
)

胡
適
的
忠
恕
面
貌
和
国
散
整
理

(光
明
日
報

一
二
㌧
二
八
)

4

胡
適
思
想
的
反
動
本
質
和
官
在
文
垂
界
的
流
竃

(文
豪
報
3
･

一

2

二
'
三
〇
)

五
四
以
来
胡
適
源
思
楼
歪
曲
了
中
国
古
典
文
革

(光
明
日
報

1

九
五
五
､

1
'
七
)

斥
胡
通
勤
儒
林
外
史
的
誕
偵

(文
学
遺
産
37

一
九
五
五
㌧

T
'

一
六
)

批
判
胡
適
所
謂
料
率
的
方
法
及
其
他

(文
革
遺
産
38

一
九
五
五
､

一
㌧
二
三
)

紹

介

(紅
楼
夢
研
究
批
判
)

張
志
番

必
須
課
滞
胡
適
考
壊
尊
的
反
動
性

(同
前
)

三
文
深

保
衛
我
㈹
珍
貴
的
文
贋
遺
売
I

批
判
胡
通
勤
我
琵
古
典
小
説
戯

曲
的
歪
曲

(文
革
遺
産
39

一
九
五
五
㌧

一
､
三
〇
)

王
若
水

清
除
胡
適
反
動
暫
畢
通
電

(人
民
日
報

一
一
㌧
五
)

任
値
愈

胡
適
嘗
除
主
義
思
想
方
法
批
判

(光
明
'
哲
学
研
究
19

一
二
㌧

こ

周

一
艮

批

判

胡
適
反
動
歴
史
観

(光
明
'
史
学
15

一
二
㌧
～
)

孫
定
図

批
判
胡
適
菅
尾
思
想
的
反
動
寛
質
Ⅰ
甘
Ⅱ

(光
明
'
哲
畢
研
究

2

21
22

一
二
㌧

1
五

丁
二
'

一
九

1
九
五
五
'

1
.

1
二
)

匠
子
嵩
等

批
判
胡
適
反
動
政
治
思
想

(人
民
日
報

1
二
'

1
七
)

楊
正
典

徹
底
葡
清
反
動
暫
畢
思
想
貴
用
主
義
的
影
響

(同
前

1
二
㌧
二

〇
)

曾
文
経

五
四
連
動
前
後
胡
適
的
政
治
両
日

(同
前

二
一､
二
七
)

編

輯

批
判
商
連
主
観
唯
心
論
的
歴
史
観
輿
方
法
論
-

北
京
大
草
歴
史

系
教
師
陸
談
合
撃
吉
摘
要

(光
明
'
史
畢
47

一
九
五
五
'

二

六
)

張

潤

畢
者
-

政
治
陰
謀
家
-

胡
適
在
思
想
上
和
政
治
上
的
反
動
本

質

(人
民
日
報

一
九
五
五
'

二

一
五
)

罵
清
健

･
麗
娩
清

胡
適
反
動
思
想
的
資
質
(文
豪
畢
習

丁
九
五
五
㌧

1
)

1.4
1慶
淑

批
判
胡
適
的
不
朽
論
(光
明
'哲
学
研
究
23

一
九
五
五
二

'
二
大
)

徐
仲
勉

胡
適
是
思
横
忠
寛
地
籍
帝
観
主
義
数
努
的

(光
明
日
報

一
九
五

五
'

一
'
二
八
)
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中
国
文
拳
報

夢

二
放

鄭
林
荘

胡
適
反
動
思
想
封
我
的
影
響
(光
明
日
報

一
九
五
五
㌧
二
㌧

T
)

童
書
業

批
判
胡
適
覚
酸
主
義
考
凄
畢

(光
明
､
史
学
49

一
九
五
五
'
二
へ

三
)

薬
倍

恩

胡
適
反
唯
物
論
的
歴
史
観
粘
批
判

(同
前
)

李

蓮

｢胡
適
反
動
思
想
批
判
｣

(湖
北
人
民
出
版
正
)
未
見

染
希
房
整
理

我
僧
封
於
紅
楼
夢
研
究
的
初
歩
意
見
-

山
東
大
塔
教
師
集

隠
討
論

(文
薮
報
22

一
一
'
三
〇
)

4

主

構

談
古
典
文
畢
研
究
工
作
的
現
状

(文
蛮

報

つ

山

二
一㌧
三
〇
)

2

呉
小
如

我
折
看
到
的
旦
肌
古
典
文
嬰
研
究
工
作
車
的

l
些
問
題

(
同
前
)

Ⅴ

郭
紹
虞

従
批
判
紅
楼
夢
研
究
問
題
談
到
古
典
文
摩
数
犀
閉
廷

(光
明
日
報

一
二
㌧
三
〇
)

編
軽
部

加
張
封
青
年
閲
畠
古
典
文
笹
作
品
的
指
導
-

記
聞
於
青
年
開
講

4

古
典
文
尊
作
品
指
導
工
作
座
談
合

(文
豪
報
3
.

一
二
'
三
〇
)

2

張
天
翼

関
於
指
導
青
年
開
通
古
典
文
畢
作
品
的
幾
鮎
意

見

(同
前
)

Ⅵ

劃
乗
義

試
論

常
襲
玉
杯
黛
玉
婚
姻
悲
劇
的
根
本
原
因

(文
学
遺
産
30

一

二

二
一
)

谷

略

談
談
習
賛
玉

(光
明
'
文
豪
生
活
33

二

㌧
二
七
)

許
之
喬

紅
楼
夢
是
属
於
人
民
的

(文
豪
畢
習
8

二

月
)

顔
揖
奮

封
貿
蟹
玉
性
格
的
分
析

(光
明
､
文
塾
生
滑
34

一
二
㌧
四
)

鞠

盛

買
蟹
玉
是
規
豊
逃
避
番
場
～

(同
前
)

敵

冬

試
論
林
黛
玉
和
醇
賛
銀
的
思
想
性
格

(同
前
3

7
二
㌧

〓

)

演

之

試
談
紅
陵
夢
的
傾
向
性

(文
学
遺
産
35

一
二
へ
二
六
)

渦
流
君

談
劉
姥
姥

(同
前
)

4

王
足
寄

花
襲
人
論

(文
義
朝
3
･

一
二
㌧
三
〇
)

2

季
希
凡

･
楊
連
中

論
紅
塵
夢
悲

劇

性
衝
突
的
時
代
意
義

(文
垂
畢
召
9

一
二
月
)

余
樹
夢

路
談
杯
愛
三

(同
前
)

老

台

紅
楼
夢
並
不
是
夢

(人
民
文
学

一
二
月
)

白

眉

貿
蟹
玉
的
典
型
意
義
-

紅
楼
夢
札
記

(同
前
)

林
冬
平

紅
楼
夢
的
視
覚
主
義

成
就
(同
前
)

鞠

盛

徒
費
孟
挨
打
若
林
黛
玉
興
辞
賛
叡

(文
義
挙
召

1
九
五
五
､
一
)

黄

饗

貿
政
辞
賛
奴
籍
什
匪
是
反
面
人
物

(同
前
)

辞

儀

従
賀
賛
式
談
到
忠
横
着
古
典
作
品
裳
的
正
面
人
物

(同
前
)

王
定

一

尤
三
姐
的
反
抗
精
紳

(同
前
)

周
増
嗣

･
張
裸
等

･
李
大
珂

劉
老
老
是
忠
様
的

l
個
人
-

許
漏
況
君
先

生

｢談
劉
老
老
｣

(文
拳
遺
産
39

一
九
五
五
'

二

三
〇
)

(
京
都
大
撃

村
上
瞥
見
)
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