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著
者
の
緻
密
な
研
究
に
は
日
頃
尊
敬
の
念
を
禁
じ
え
な
い
筆
者
に
は
、
待

望
さ
れ
た
大
著
が
公
刊
さ
れ
た
。
ま
ず
も
っ
て
著
者
に
対
し
心
か
ら
お
喜
び

申
上
げ
た
い
。
通
読
し
て
み
て
こ
の
大
著
の
重
厚
さ
に
ま
ず
驚
う
か
さ
れ
る

の
は
筆
老
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
霊
厚
さ
は
、
著
者
の
今
日
ま
で
の
並

み
並
み
な
ら
ぬ
研
鑛
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
を
倹
た
な
い
。
そ

の
論
旨
は
緻
密
を
極
め
て
お
り
、
著
者
の
ゆ
き
届
い
た
人
柄
が
行
間
に
に
じ

み
出
て
い
る
。
論
著
と
は
か
く
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
好
個
の
サ
ン

プ
ル
を
示
さ
れ
た
思
い
で
あ
る
。
日
頃
軽
卒
な
論
文
を
物
し
て
い
る
筆
者
に

は
正
に
座
右
の
書
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
永
年
の
御
研
究
の
成
果

に
つ
い
て
、
筆
者
は
到
底
そ
れ
を
紹
介
す
る
だ
け
の
能
ヵ
を
持
ち
合
せ
な
い

が
、
あ
え
て
紹
介
の
筆
を
と
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
筆
者
が
著
者
か
ら
う
け

た
学
思
の
何
分
の
一
か
に
も
報
い
、
ま
た
今
後
倍
旧
の
御
指
導
を
仰
ぎ
た
い

気
持
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
序
文
に
お
い
て
著
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
国
家
の
確
立
と
か
か
げ
た

主
題
に
関
し
て
、
権
力
構
造
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
と
ら
え
ん
と
す
る
基
本
的

な
取
組
み
方
を
示
さ
れ
る
。
と
く
に
権
力
を
裁
判
権
と
し
て
具
体
的
に
把
握

し
、
領
主
裁
判
権
と
国
王
裁
判
権
の
対
抗
と
い
う
、
封
建
権
力
の
こ
重
構
造

の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
封
建
瞬
家
の
成
立
過
程
を
み
よ
う
と
さ
れ
る
。

封
建
制
の
定
義
論
争
、
導
入
論
と
連
続
論
と
い
う
学
説
史
的
対
立
を
ふ
ま
え

な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ
ン
ロ
ー
の
形
成
と
い
う
方
向
で
処
理
し
て
ゆ
か

れ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
著
者
の
い
わ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ
ン
ロ
ー
と
は

ど
う
い
う
も
の
か
。
封
建
国
家
の
成
立
過
程
と
関
連
さ
せ
て
把
え
ら
れ
る
場

合
、
あ
え
て
い
え
ば
封
建
的
慣
習
法
の
総
体
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
筆
者
に
は
ま
ず
そ
の
点
を
著
者
に
質
問
し
た
く
思
わ
れ
た
。

　
第
一
章
「
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
に
お
け
る
領
主
裁
判
権
と
国
王
裁
判

権
」
に
お
い
て
は
、
著
老
が
こ
の
大
著
に
お
い
て
目
指
そ
う
と
す
る
領
主
裁

判
権
と
国
王
裁
判
権
の
対
抗
関
係
が
説
萌
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
領
主
裁
判

権
を
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
ー
論
を
参
考
し
て
軍
事
的
、
政
治
的
】
円
支

配
権
と
規
定
さ
れ
つ
つ
も
（
一
八
頁
）
、
集
権
的
な
特
性
を
も
つ
イ
ギ
リ
ス

の
二
重
権
力
構
造
の
理
解
に
は
適
合
的
で
な
い
と
ざ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け

る
領
主
裁
判
権
の
発
生
と
、
そ
の
機
能
の
変
化
を
問
題
と
し
て
ゆ
か
れ
る
。

　
ま
ず
第
一
第
「
イ
ネ
王
の
法
と
領
主
裁
判
権
」
に
お
い
て
、
イ
ネ
時
代
か

ら
イ
ェ
シ
ー
ス
層
ら
領
主
の
私
的
裁
判
権
が
、
血
族
制
に
根
ざ
す
家
父
長
的

保
護
権
に
起
源
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
得
た
と
考
え
（
三
三
－
四
頁
）
、

領
主
は
、
家
父
長
に
似
て
、
領
民
の
犯
罪
事
件
に
関
す
る
賠
償
金
き
σ
Q
一
峯

を
支
払
う
義
務
を
負
っ
た
が
、
そ
の
代
り
に
犯
罪
を
犯
し
た
領
民
に
対
し
て

裁
判
権
を
行
使
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
著
老
は
、
領
主
裁

判
権
は
本
来
、
家
父
長
的
保
護
権
に
根
ざ
す
蒼
生
的
な
起
源
を
も
つ
も
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
王
権
と
の
対
抗
関
係
の
中
に
投
入
さ
れ
て
ゆ
く

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
王
権
は
何
に
起
源
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
く
る
の
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
が
、
実
は

こ
の
疑
問
は
以
下
の
諸
章
を
通
じ
て
筆
者
に
つ
き
ま
と
う
疑
問
と
な
っ
た
。

　
つ
ぎ
に
第
二
節
「
土
地
権
利
文
書
の
イ
、
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
条
項
と
領
主
裁
判

権
」
に
お
い
て
、
八
・
九
世
紀
以
降
多
く
な
る
土
地
権
利
文
書
を
利
し
て
領
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主
裁
判
権
が
成
長
し
て
く
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。
と
く
に
家
父
長
の
保
護

権
の
遺
制
と
み
ら
れ
る
領
主
の
賠
償
金
舞
σ
q
一
飛
支
払
い
義
務
規
定
が
消
滅

し
た
こ
と
を
重
視
し
、
八
・
九
世
紀
に
な
る
と
、
領
主
は
窪
σ
q
隷
創
支
払
い

に
よ
っ
て
領
畏
裁
判
権
を
行
使
し
、
罰
金
を
取
得
す
る
と
い
う
権
利
を
取
得

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
領
主
の
義
務
規
定
が
権
利
規
定
に
転
化

し
た
と
い
う
事
態
の
中
に
、
領
主
裁
判
権
が
次
第
に
成
長
し
て
ゆ
く
過
程
が

み
ら
れ
る
（
四
九
頁
）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
は
、
領
主
裁
判

権
の
行
使
は
、
主
権
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
イ
．
・
＝
二
一
テ
ィ
と
し
て
で
は
な
く
、

む
し
ろ
国
王
か
ら
授
権
さ
れ
る
も
の
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
こ
と
（
四
九
頁
）

に
注
目
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
集
権
的
構
造
に
注
意
を
喚
起
さ
れ
る
。
そ
し

て
第
三
節
「
サ
ク
・
ア
ン
ド
・
ソ
ク
理
念
の
成
立
」
に
お
い
て
、
ク
ヌ
ー
ト

王
時
代
を
中
心
に
考
察
を
進
め
ら
れ
る
が
、
サ
ク
・
ア
ン
ド
・
ソ
ク
の
成
立

に
関
す
る
緻
密
な
学
説
史
を
追
い
な
が
ら
、
領
主
裁
判
権
の
発
展
を
国
王
権

と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
著
者
の
立
場
を
一
層
明
確
に

し
て
ゆ
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ク
ヌ
ー
ト
王
蒔
代
に
は
、
国
王
管
轄
事
件
の

保
留
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
国
王
裁
判
権
の
発
展
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
領
主

裁
判
擢
の
方
も
体
系
的
な
発
展
を
と
げ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
筆
者
に
は
、
著
者
の
結
論
に
つ
い
て
何
も
加
え
る
べ
き
も
の
は
な

い
が
、
た
だ
、
ざ
き
に
あ
げ
た
王
権
の
起
源
如
何
と
い
う
疑
問
が
念
頭
か
ら

離
れ
な
い
問
題
と
し
て
残
っ
た
。

　
第
二
章
「
ハ
ン
ド
レ
ド
の
成
立
」
に
お
い
て
は
、
国
家
地
方
行
政
の
単
位

組
織
と
し
て
の
ハ
ン
ド
レ
ド
が
王
権
の
集
権
的
統
治
へ
の
志
向
を
示
す
も
の

で
あ
る
と
い
う
視
角
か
ら
論
じ
ら
れ
る
。

　
第
一
節
に
お
い
て
は
、
ハ
ン
ド
レ
ド
の
自
治
警
察
的
機
能
、
司
法
的
機
能
、

財
政
的
機
能
、
軍
事
的
機
能
が
説
明
さ
れ
、
地
方
行
政
の
単
位
組
織
と
し
て

重
要
な
機
能
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
第
二
節
に
お
い

て
は
、
ハ
ン
ド
レ
ド
の
成
立
過
程
が
論
ぜ
ら
れ
、
王
領
地
を
中
心
と
し
た
、

か
な
り
大
規
模
な
行
政
区
が
人
為
的
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、

そ
れ
が
ハ
ン
ド
レ
ド
の
先
行
形
態
と
し
て
注
目
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

ハ
ン
ド
レ
ド
の
成
立
は
決
し
て
こ
の
よ
う
に
単
純
に
、
国
王
の
集
権
体
制
志

向
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
著
者
は
、
第
三
節
に
お
い
て
、
ハ
ソ

ド
レ
ド
の
二
つ
の
類
型
を
論
じ
、
ハ
ソ
ド
レ
ド
が
成
立
し
て
く
る
の
と
ほ
ぼ

同
時
に
、
　
ハ
ソ
ド
レ
ド
の
私
領
化
が
進
行
し
て
い
た
事
実
に
注
目
さ
れ
る

（
九
五
頁
）
。
ジ
ョ
リ
フ
は
、
こ
う
し
た
ハ
ソ
ド
レ
ド
の
私
領
化
を
、
国
王

か
ら
ハ
ン
ド
レ
ド
支
配
権
を
特
権
と
し
て
与
え
ら
れ
た
ヰ
窪
。
三
ω
巴
な
も

の
が
富
猛
巴
な
権
限
に
転
化
し
た
と
理
解
し
て
、
そ
れ
を
h
窪
O
駐
ω
難
と

よ
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
著
者
は
、
こ
う
し
た
ジ
ョ
リ
フ
の
解
釈
を
批
判
し
、

王
権
に
基
づ
く
ず
呂
。
ぼ
の
巴
な
も
の
と
、
封
建
領
主
権
に
固
有
な
並
置
鉱

な
も
の
と
は
、
本
来
、
対
抗
す
べ
き
二
つ
の
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
著
者
の
ジ
ョ
リ
フ
批
判
に
は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
が
、
封
建
領
主
権
を
血

族
制
に
根
ざ
す
家
父
長
点
保
護
権
に
起
源
す
る
固
有
の
権
限
と
す
る
（
三
三

一
四
頁
）
著
者
の
封
建
領
主
権
解
釈
の
基
本
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
し
、
ま

た
、
封
建
領
主
権
と
国
王
権
と
の
対
抗
関
係
と
し
て
書
き
下
さ
れ
た
こ
の
大

著
の
基
本
的
意
図
を
明
確
に
打
出
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
う
し
た
著
者
の

基
本
的
見
解
に
対
し
若
干
の
疑
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
段
に

述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
著
者
の
所
論
を
追
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
す
な
わ
ち
著
者
は
、
主
題
の
ハ
ン
ド
レ
ド
の
私
領
化
に
つ
い
て
、
第
一
章

に
得
た
結
論
と
並
行
さ
せ
て
、
ハ
ン
ド
レ
ド
を
私
領
化
し
た
封
建
領
主
（
権
）

も
、
一
〇
世
紀
を
転
機
と
し
て
、
漠
然
た
る
管
轄
権
か
ら
明
確
な
封
建
的
特

権
に
転
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
見
通
し
を
立
て
な
が
ら
（
一
〇
八
頁
）
、
　
ハ
ン
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評

ド
レ
ド
の
私
領
化
の
契
機
は
、
国
王
に
よ
る
特
権
授
与
の
中
に
見
出
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
ハ
ソ
ド
レ
ド
の
私
領
化
は
ハ
ソ
ド
レ
ド
の
成
立
期
と

一
致
、
並
行
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
（
　
○
八
頁
）
、

ハ
ソ
ド
レ
ド
の
私
領
化
は
、
決
し
て
王
権
の
弱
小
化
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ソ
ド
レ
ド
の
二
つ
の
類
型
は
、

一
〇
世
紀
に
お
け
る
国
王
の
集
権
的
国
家
統
治
体
制
の
、
い
わ
ば
二
つ
の
型

で
あ
っ
た
と
い
う
、
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
国
制
史
理
解
に
き
わ
め
て
重
要

な
結
論
を
与
え
ら
れ
る
（
一
〇
九
頁
）
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
に
お
い
て
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
一
〇
世
紀
に
発
展
し

た
国
王
令
状
≦
目
客
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
辺
り
か
ら
著
者
は
よ
う

や
く
征
駅
後
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
封
建
国
家
の
確
立
を
見
通
さ
れ
、
イ
ギ
リ

ス
封
建
制
を
、
騎
士
役
に
よ
る
土
地
保
有
の
成
立
と
い
う
局
面
に
限
定
せ
ず
、

レ
ー
ン
制
を
国
家
的
権
力
秩
序
に
再
編
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
王
権
の
発
展
と

い
う
局
面
を
加
え
、
具
体
的
に
は
ケ
ー
ネ
ヘ
ム
を
利
用
し
て
コ
モ
ン
ロ
ー
体

系
の
確
立
と
い
う
線
で
ま
と
め
て
ゆ
く
と
い
う
、
き
わ
め
て
大
き
な
論
旨
を

設
定
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
は
、
征
駅
以
後
に
お
け
る
国
王
裁
判
権
に
よ
る

領
主
裁
判
権
の
包
摂
、
そ
の
【
体
化
と
進
展
（
二
五
頁
）
、
さ
ら
に
は
イ

ギ
リ
ス
封
建
制
を
イ
ギ
リ
ス
封
建
国
家
と
し
て
把
え
て
ゆ
く
著
者
の
基
本
的

見
解
（
一
一
六
頁
）
が
再
び
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
令
状
の
起
源
が
説
か
れ
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
b
d
ρ
頃
㌣

o
δ
口
σ
q
犀
に
し
た
が
っ
て
ほ
ぼ
一
〇
世
紀
末
と
考
え
、
第
二
節
に
お
い
て
令

状
が
成
立
し
た
系
譜
を
説
か
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ク
の
影
響
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
国
譲
史
が
自
ら
生
み
出
し
た
と
い
う
要
素
も
強

調
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
筆
者
は
、
第
二
節
の
題
名
「
令
状
成
立
の
時

代
的
背
景
」
は
、
第
二
節
の
所
論
を
あ
ら
わ
す
に
は
不
適
当
で
、
む
し
ろ

「
令
状
成
立
の
系
譜
」
と
さ
れ
た
方
が
よ
か
っ
た
か
と
感
じ
た
が
、
勝
季
な

感
想
を
許
し
て
頂
き
た
い
。
第
三
節
に
お
い
て
は
令
状
の
機
能
が
説
か
れ
る

が
、
行
政
、
司
法
各
般
に
旦
る
誠
に
雑
多
な
権
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
そ

の
特
微
で
あ
る
と
し
、
第
一
章
、
第
三
節
で
論
じ
ら
れ
た
サ
ク
・
ア
ン
ド
・

ソ
ク
の
授
権
に
象
徴
さ
れ
る
領
主
裁
判
権
の
発
展
と
の
関
係
が
き
わ
め
て
深

く
、
そ
れ
自
体
、
国
王
裁
判
権
の
発
展
の
反
映
で
あ
る
と
い
う
、
興
味
深
い

逆
説
的
解
釈
を
と
ら
れ
る
（
＝
二
九
頁
）
。
そ
し
て
シ
ー
ル
ω
①
巴
な
ど
の
定

式
化
な
ど
を
考
え
合
せ
て
、
一
〇
世
紀
末
か
ら
ク
ヌ
ー
ト
王
時
代
に
、
サ
ク

ソ
ン
集
権
王
政
を
進
め
て
ゆ
く
不
可
欠
の
手
毅
と
し
て
成
立
、
発
展
し
て
く

る
も
の
と
説
か
れ
る
。
第
三
章
の
結
論
と
と
も
に
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
国

義
歯
理
解
に
有
効
な
結
論
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
第
四
章
で
は
陪
審
制
の
問
題
が
と
り
あ
っ
か
わ
れ
る
。
第
一
節
に
お
い
て

バ
ー
ナ
ー
ド
頃
琴
ロ
霞
創
を
中
心
と
し
た
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
起
源
説
を

検
討
さ
れ
、
　
一
一
六
四
年
以
前
に
陪
審
制
が
存
在
し
た
こ
と
は
疑
え
な
い
と

し
て
も
、
た
だ
ち
に
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
起
源
説
を
と
る
こ
と
に
は
難
点

が
多
い
と
結
論
し
（
一
七
〇
頁
）
、
第
工
飾
に
お
い
て
、
ケ
ー
ネ
ヘ
ム
に
拠

り
つ
つ
、
カ
ロ
リ
ン
グ
起
源
の
事
実
審
理
と
、
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
以
来

の
一
団
の
宜
誓
せ
る
近
隣
者
に
よ
る
認
定
証
言
と
の
両
者
が
、
ヘ
ン
リ
ー
二

世
時
代
の
霧
匹
N
舘
に
結
晶
し
て
ゆ
く
も
の
と
い
う
基
本
的
理
解
を
示
さ
れ

る
。
忌
寸
は
、
そ
の
間
の
バ
ー
ナ
ー
ド
説
を
著
者
に
し
た
が
っ
て
読
ん
だ
限

り
に
お
い
て
、
か
な
り
積
極
的
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
起
源
説
を
ぬ
目
貫
し

　
（
二
〇
四
頁
）
、
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
隣
人
共
同
体
の
関
与
を
重
視
し
て

い
る
（
二
〇
〇
頁
、
註
ω
）
感
を
得
た
。
著
者
は
、
ヘ
ン
リ
ー
二
世
以
前
の

ア
ソ
グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ソ
期
の
論
証
を
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
ソ
グ
ロ
・

ノ
ル
マ
ン
期
の
豊
富
な
論
証
が
そ
の
ま
ま
フ
ラ
ン
ク
超
源
説
の
重
視
に
つ
な
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が
る
と
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
。
筆
者
は
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク

ソ
ン
連
続
説
に
関
心
を
懐
く
偏
見
を
も
つ
者
で
あ
る
こ
と
は
自
戒
し
て
い
る

が
、
そ
れ
に
し
て
も
ケ
ー
ネ
ヘ
ム
が
か
な
り
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
起
源
説

を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
著
者
よ
り
読
み
と
っ
た
が
、
そ
の
辺
の
著
者
の
ケ

ー
ネ
ヘ
ム
理
解
、
と
く
に
ケ
ー
ネ
ヘ
ム
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
起
源
説
批

判
、
ケ
ー
ネ
ヘ
ム
の
バ
ー
ナ
ー
ド
批
判
と
い
う
も
の
を
も
う
少
し
強
調
し
て

頂
け
れ
ば
、
第
一
節
「
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
起
源
説
」
と
第
二
節
「
二
重

起
源
説
」
と
の
関
連
、
著
者
の
ケ
ー
ネ
ヘ
ム
評
価
な
ど
が
、
さ
ら
に
一
層
明

確
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
深
く
し
た
。
ま
こ
と
に
望
蜀
の

望
み
を
托
し
て
甚
だ
筆
者
と
し
て
は
不
本
意
で
あ
る
が
、
著
者
が
述
べ
ら
れ

た
通
り
、
例
の
封
建
制
導
入
論
、
断
絶
論
と
、
封
建
制
連
続
論
と
い
う
熱
っ

ぽ
い
論
争
に
新
し
い
局
面
を
加
え
る
も
の
（
二
〇
四
頁
）
で
あ
り
、
従
来
少

な
く
と
も
わ
が
国
で
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
局
面
を
発
掘
さ
れ
た
研
究
で
あ

り
、
貴
重
な
成
果
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
五
章
か
ら
論
点
が
舅
確
に
ノ
ル
マ
ソ
三
論
後
に
移
る
が
、
征
服
後
の
諸

王
が
シ
ェ
リ
フ
の
封
建
化
に
ど
う
対
抗
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
事
情
を
、
地
方

司
法
官
制
、
巡
察
制
を
中
心
に
考
察
さ
れ
る
。
第
一
節
に
お
い
て
は
地
方
司

法
官
制
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
ア
ソ
グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ソ
期
の
地
方
司
法
組
織
を

詳
細
に
検
討
し
、
ア
ソ
グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ン
期
に
お
い
て
は
シ
ェ
リ
フ
、
中
央

特
派
司
法
官
、
そ
れ
に
問
題
の
地
方
司
法
官
と
い
う
三
老
が
相
並
ん
で
存
在

し
て
い
た
が
（
二
二
四
頁
）
、
こ
の
三
者
は
そ
の
機
能
に
お
い
て
朱
分
化
の

状
態
で
あ
り
、
ま
た
、
兼
摂
し
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
（
二
三
一
－

二
頁
）
を
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
地
方
司
法
官
に
は
在
地
性
が
強
く
、
地
方

司
法
官
制
が
そ
の
ま
ま
大
巡
察
制
に
移
行
し
た
と
は
到
底
理
解
出
来
な
い

（
二
三
五
頁
）
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
大
巡
察
制
の
系
譜
は
ど
う
か
と
い
う

問
題
が
第
二
節
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
著
者
は
ま
ず
特
派
巡
察
制
と
、
大
規

模
な
　
定
期
間
巡
回
す
る
大
巡
察
制
と
を
区
別
し
、
前
者
は
特
定
の
訴
訟
に

限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
後
者
は
す
べ
て
の
訴
訟
を
聴
聞
す
る
所
に
そ
の
特
徴

が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
　
（
二
四
〇
頁
）
、
巡
察
制
よ
り
大
巡
察
制
へ
の
転

化
の
時
点
は
一
一
二
四
年
ご
ろ
と
考
え
、
そ
れ
以
前
は
制
度
的
に
も
機
能
的

に
も
流
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
か
ら
特
派
判
事
か
ら
巡
回
判
事

へ
の
線
が
明
確
に
出
て
く
る
（
二
五
〇
頁
）
。
そ
し
て
一
一
六
六
－
八
年
に
は

地
方
司
法
官
制
が
廃
止
さ
れ
、
大
巡
察
制
が
綱
度
と
し
て
確
立
す
る
と
い
う

見
通
し
を
与
え
、
ヘ
ソ
リ
！
二
世
時
代
に
中
央
集
権
の
線
が
明
確
に
出
て
来

た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
地
方
司
法
官
制
の
在
地
性
如
何
が
問
題
と
な
る

が
、
ア
ン
ダ
μ
・
ノ
ル
マ
ソ
期
に
な
お
地
方
司
法
官
、
中
央
特
派
判
事
の
制

度
が
流
動
的
、
未
分
化
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
ま
た
史
料
的
に
も
甚
だ

制
約
が
多
い
た
め
に
甚
だ
困
難
な
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
国
王
特
派
判
事
が
地

方
司
法
官
を
抑
え
る
た
め
に
任
命
、
派
遣
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
よ
う
な
史
料

が
期
待
さ
れ
る
が
、
著
者
は
、
大
巡
察
制
の
成
立
を
通
じ
て
国
王
の
集
権
的

統
治
体
系
の
確
立
を
論
じ
ら
れ
る
。

　
著
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
を
封
建
国
家
の
確
立
、
レ
ー
ン
制
の
国
家
権

力
的
秩
序
へ
の
編
成
と
と
ら
え
ら
れ
、
国
王
権
と
封
建
領
主
権
と
の
対
抗
関

係
、
力
関
係
の
究
明
を
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
第
六
章
「
コ
モ
ン
ロ
ー
体
系

の
成
立
と
国
王
令
状
」
の
第
一
節
に
お
い
て
も
、
二
六
二
頁
以
下
に
お
い
て

そ
の
点
を
力
説
さ
れ
る
。
さ
き
に
も
述
べ
た
通
り
、
著
者
が
、
封
建
領
主
権
、

そ
の
領
民
支
配
の
根
拠
を
血
族
制
に
根
ざ
す
家
父
長
権
に
も
と
づ
け
ら
れ
る

（
二
七
三
頁
）
点
は
十
分
に
理
解
出
来
る
が
、
そ
れ
が
や
が
て
王
権
と
の
対

抗
関
係
に
入
る
と
さ
れ
る
（
二
七
三
－
四
頁
）
点
が
、
筆
者
に
は
実
は
本
丁

全
篇
を
通
じ
て
の
疑
問
と
し
て
残
さ
れ
た
。
と
く
に
筆
者
は
、
著
者
の
封
建
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評漁
一

領
憲
権
の
発
展
に
関
す
る
賠
償
金
塁
。
Q
一
乙
支
払
い
規
定
の
性
格
変
化
論
、

領
主
の
義
務
規
定
よ
り
権
利
規
定
へ
の
変
化
論
（
四
九
頁
）
を
高
く
評
価
し

た
い
が
、
著
者
は
、
雪
σ
q
一
二
支
払
い
規
定
の
性
格
変
化
に
つ
い
て
、
二
七

四
頁
に
お
い
て
、
逆
に
国
王
権
の
発
展
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
は
、

聲
σ
Q
ま
支
払
い
規
定
の
性
格
変
化
に
象
徴
さ
れ
る
領
主
権
の
発
展
が
、
国

王
権
の
発
展
を
逆
説
的
に
よ
び
起
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
ど
う
か
。
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
国
王
権
と
封
建
頷
主
権
と
の

対
抗
関
係
は
、
単
な
る
対
抗
関
係
で
な
く
、
い
わ
ば
な
れ
合
い
的
な
、
あ
る

前
提
を
認
め
合
っ
た
対
抗
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
卑
見
を
述
べ

て
心
苦
し
い
が
、
そ
の
前
提
、
つ
ま
り
両
者
の
薄
抗
関
係
を
対
抗
関
係
と
し

て
成
立
せ
し
め
る
土
俵
は
、
王
国
の
慣
行
、
い
わ
ば
｛
o
野
蚕
芝
で
あ
り
、

国
王
権
は
そ
う
し
た
｛
◎
涛
一
審
．
を
管
轄
す
る
立
場
に
あ
る
も
の
、
ま
た
封

建
領
主
権
は
そ
う
し
た
国
王
権
を
代
行
す
る
立
場
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

う
し
た
共
通
の
土
俵
の
上
に
立
っ
て
は
じ
め
て
、
国
王
権
と
封
建
領
主
権
と

の
対
抗
関
係
が
対
抗
関
係
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
さ
せ

ら
れ
た
。
二
七
五
頁
に
お
い
て
、
王
国
の
平
和
を
侵
犯
す
る
刑
事
事
件
の
断

罪
に
関
す
る
限
り
王
権
の
至
上
性
と
い
う
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
以
来
の
原

則
が
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
　
「
レ
ー
ン
制
か
ら
派
生
す
る
授
封
者
に
固
有
の

封
建
的
裁
判
権
は
、
王
権
と
の
間
に
、
刑
事
訴
訟
の
場
合
と
は
異
質
の
対
抗

関
係
を
創
出
す
る
」
、
あ
る
い
は
「
レ
ー
ン
制
の
系
列
に
お
け
る
封
建
的
裁

判
権
と
国
王
裁
判
権
と
の
対
抗
的
一
二
元
的
関
係
は
、
征
服
と
と
も
に
大
陸

か
ら
導
入
さ
れ
、
ア
ン
グ
ク
・
ノ
ル
マ
ソ
期
を
通
じ
て
何
ら
の
原
理
的
調
整

を
う
け
る
こ
と
な
く
温
存
さ
れ
て
き
た
」
と
論
ぜ
ら
れ
る
意
図
は
、
筆
者
に

は
理
解
し
難
い
も
の
が
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ン
リ
ー
二
世
時
代
、
両
者
の
対
抗
関
係
が
、
コ
モ
ン
ロ
ー

体
系
の
成
立
を
介
し
て
接
合
、
整
序
さ
れ
て
く
る
（
二
七
七
頁
）
。
　
コ
モ
ン

ロ
ー
体
系
の
成
立
を
、
王
権
原
理
と
垂
穂
原
理
と
の
一
体
化
、
王
権
の
至
上

性
の
確
立
と
し
て
み
て
ゆ
か
れ
る
辺
り
は
、
本
書
の
論
点
の
要
と
な
る
と
こ

ろ
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
コ
モ
ン
ロ
ー
体
系
の
成
立
は
、
王
権
原
理
と
封
建

原
理
と
の
一
体
化
、
両
原
理
の
調
和
で
あ
り
、
コ
モ
ン
ロ
ー
体
系
は
、
そ
の

両
原
理
を
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

　
第
二
節
に
お
い
て
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ン
時
代
に
お
け
る
国
王
令
状

を
、
ケ
ー
ネ
ヘ
ム
に
従
っ
て
そ
の
機
能
別
に
、
シ
ェ
リ
フ
宛
て
令
状
、
権
利

令
状
、
プ
ラ
エ
キ
ペ
令
状
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
著
老
の
き
わ
め
て
緻
密

な
分
析
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
著
者
が
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
の

は
、
封
建
法
廷
に
対
し
て
裁
判
命
令
が
出
さ
れ
て
、
そ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
ぬ

時
に
は
国
王
法
廷
に
移
送
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
た
プ
ラ
エ
キ
ペ
令
状
で
あ
る
。

プ
ラ
エ
キ
ペ
令
状
は
、
権
利
令
状
か
ら
派
生
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
国

玉
法
廷
へ
の
移
送
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
国
王
裁
判
権
の
優
越
を
示
す
（
三

二
九
頁
）
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
ア
ン
グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ン
期
の
実
務
的
所
産
で
あ
る
多
種
多
様
な
令

状
を
分
類
す
る
こ
と
だ
け
に
終
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
令
状
を
基
底

に
お
い
て
動
か
す
法
原
理
そ
れ
自
体
の
発
展
を
、
著
者
は
第
三
節
に
お
い
て

解
明
さ
れ
る
。
著
者
は
、
再
び
、
封
建
国
家
に
お
い
て
は
王
権
原
理
が
レ
ー

ン
制
の
中
に
貫
徹
さ
れ
る
べ
き
も
の
（
三
二
二
頁
）
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、

権
利
令
状
の
訴
訟
開
始
令
状
と
し
て
の
機
能
と
、
プ
ラ
エ
キ
ペ
令
状
の
国
王

法
廷
へ
の
移
送
、
召
喚
と
い
う
機
能
を
強
調
し
、
理
論
的
に
は
国
王
の
専
制

も
可
能
と
な
り
う
る
政
治
手
段
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
著

者
は
、
実
際
運
用
薦
で
は
、
王
と
貴
族
と
の
力
闘
係
で
左
右
さ
れ
る
も
の
で
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あ
る
と
い
う
点
を
強
調
さ
れ
る
（
三
三
四
頁
）
。
と
く
に
令
状
は
、
　
ヘ
ン
リ

ー
二
世
の
一
片
の
立
法
に
よ
っ
て
成
立
し
て
く
る
も
の
で
は
な
く
、
王
国
の

慣
習
の
発
展
に
従
っ
て
発
堕
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
（
三
三
六
頁
）
、
国
王

が
不
適
法
な
訴
え
か
ら
被
告
を
保
護
し
、
ま
た
原
告
の
嵐
訴
権
を
も
保
護
し

て
、
広
く
訴
訟
に
関
す
る
一
般
的
保
護
を
目
指
し
た
と
こ
ろ
に
董
権
の
至
上

性
の
確
立
が
窺
え
る
と
さ
れ
（
三
三
七
頁
）
、
王
権
原
理
の
至
上
性
は
原
理

的
に
確
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
事
実
と
し
て
（
コ
モ
ン
ロ

ー
体
系
の
中
で
）
確
立
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
（
三
五
〇
頁
）
と
い
う
所

論
は
き
わ
め
て
貴
重
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
国
王
の
訴
訟
に
関
す
る

一
般
的
保
護
は
、
著
者
も
示
さ
れ
る
如
く
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
、

エ
ゼ
ル
レ
ッ
ド
雪
囲
時
代
に
も
そ
の
例
が
み
ら
れ
る
（
三
四
四
i
五
頁
）
が
、

著
者
が
あ
え
て
ア
ソ
グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ソ
時
代
の
集
権
原
理
、
王
権
原
理
を
強

訴
さ
れ
る
の
は
、
征
服
後
導
入
さ
れ
た
封
建
原
理
の
定
着
が
契
機
と
な
っ
た

（
三
五
九
頁
）
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
に
は
、
著
者
が
、
ア
ソ
グ
ロ
・
ノ

ル
マ
ン
以
前
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
に
お
け
る
王
権
原
理
と
封
建
原

理
と
の
対
抗
関
係
を
ど
う
評
価
さ
れ
る
か
、
さ
き
に
述
べ
た
王
権
原
理
と
封

建
原
理
と
の
対
抗
関
係
そ
の
も
の
に
関
す
る
疑
問
と
と
も
に
、
今
後
、
著
者

の
御
教
示
を
得
て
検
討
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と

思
わ
れ
た
。

　
著
者
の
多
年
に
亘
る
研
究
の
結
晶
を
豊
か
に
も
ら
れ
た
本
書
を
、
限
ら
れ

た
紙
幅
で
紹
介
す
る
こ
と
は
筆
者
の
到
底
な
し
う
る
所
で
は
な
い
。
筆
者
の

つ
た
な
い
紹
介
が
本
書
の
真
価
を
損
な
い
は
し
な
か
っ
た
か
と
怖
れ
て
い
る
。

文
中
安
易
な
感
想
や
疑
問
を
さ
し
は
さ
ん
だ
が
、
著
者
の
御
労
作
に
対
し
て

失
礼
な
感
想
と
な
り
、
ま
た
的
外
れ
な
疑
問
と
な
っ
た
こ
と
を
怖
れ
て
い
る
。

著
者
の
御
寛
容
と
旧
に
倍
す
る
御
教
導
を
賜
わ
り
た
い
と
念
願
し
て
い
る
。
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