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i
「
饗
餐
文
の
彼
方
」
補
正
一

伊

藤

道

治

　
本
日
の
発
表
の
題
目
と
し
て
、
　
「
股
代
の
宗
教
と
廊
廟
」
と
い
う
大
変
大
き
な
標
題
を
か
か
げ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
私
が
お
話
し
よ
う
と
考

え
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
宗
教
と
社
会
と
の
接
点
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
、
あ
る
一
つ
の
ご
く
限
ら
れ
た
問
題
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
し
か

も
大
変
空
想
的
な
話
で
あ
り
ま
し
て
、
お
聞
き
苦
し
い
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
暫
く
時
間
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　
は
じ
め
に
問
題
の
提
起
を
兼
ね
て
、
あ
る
文
章
を
読
み
ま
す
。

　
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
分
析
の
過
程
で
、
表
現
的
芸
術
と
非
表
現
的
芸
術
の
工
元
論
が
、
別
の
二
元
論
に
、
す
な
わ
ち
彫
刻
と
描
画
、
顔
と
装

　
飾
、
個
入
と
役
割
、
個
溺
的
存
在
と
社
会
的
機
能
、
共
同
体
と
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
い
う
よ
う
な
二
元
論
に
変
形
す
る
の
を
み
て
き
た
。
こ
れ

　
ら
す
べ
て
は
、
結
局
二
元
論
を
確
証
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
；
兀
立
は
、
塑
像
的
表
現
と
画
像
的
蓑
現
と
の
あ
い
だ
で
胡
関
関
係
で
あ
る

　
と
と
も
に
、
分
割
表
現
の
原
理
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
出
形
態
の
真
の
『
公
分
母
』
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。

　
い
ま
私
が
読
み
あ
げ
ま
し
た
文
章
は
、
レ
ヴ
ィ
隅
ス
ト
ロ
ー
ス
の
「
ア
ジ
ア
と
ア
メ
リ
カ
の
芸
術
に
お
け
る
図
象
表
現
の
分
割
性
」
と
題
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
論
文
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
で
て
ま
い
り
ま
し
た
分
割
表
現
と
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
股
周
時
代
の
青
銅
器
に
特
徴
的
な
襲
餐
文

の
表
現
技
法
が
そ
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
立
体
的
な
動
物
を
尾
の
方
か
ら
鼻
先
に
む
け
て
左
右
に

分
割
し
、
そ
れ
を
鼻
筋
を
中
心
と
し
て
左
右
に
展
開
し
、
平
面
に
表
現
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
動
物
は
鼻
筋
の
部
分
に

よ
っ
て
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
な
が
ら
、
顔
や
胴
体
は
左
右
に
そ
の
側
面
を
描
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
図
1
方
鼎
の
写
真
の
よ
う
に
、
本
来
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立
体
で
あ
る
べ
き
顔
の
両
側
面
を
、
鼻
筋
を
中
心
に
し
て
左
右
に
平
面
的
に
展
開
し
て
顔
の
正
面
図
を
構
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
は
一
見
平
面
で
は
あ
る
が
立
体
を
意
識
し
、
内
面
に
そ
れ
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
顔
の
み
で
あ
り
ま
す
が
、

図
2
に
な
り
ま
す
と
、
非
常
に
装
飾
化
抽
象
化
さ
れ
て
は
お
り
ま
す
が
、
明
ら
か
に
胴
部
を
も
ふ
く
め
て
表
現
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
図
1

と
2
の
二
つ
は
、
前
者
が
西
周
時
代
の
前
期
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
股
後
期
の
前
半
す
な
わ
ち
安
陽
の
古
い
段
階
に
属
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
股
代
中
期
の
も
の
で
あ
る
こ
の
盃
（
図
3
）
や
、
鄭
専
属
家
荘
或
い
は
鰯
雲
琉
璃
閣
で
発
見
さ
れ
た
股
中
期
の
青
銅
器

（5）令方郵（西経前期）

（6）笙（段後期）

灘
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の
襲
甕
文
は
、
明
ら
か
に
胴
部
を
も
ふ
く
ん
だ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
股
後
期
後
半
の
鼎
（
図
4
）
や
西
周
前
期
の
令
方
葬
（
図
5
）
或
い
は

股
後
期
の
笙
（
図
6
）
の
雲
華
文
は
、
股
中
期
3
の
盃
や
2
の
鼎
か
ら
西
里
前
期
の
方
書
1
へ
向
う
過
渡
的
な
性
格
を
示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
ま
し
よ
う
。
図
4
・
5
で
は
、
胴
部
は
極
め
て
縮
少
化
さ
れ
、
顔
の
一
部
か
の
よ
う
に
つ
け
ら
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
製
作
者
の
意
識
は
明

ら
か
に
顔
へ
よ
り
強
く
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
と
い
う
点
は
、
の
ち
に
も
う
一
度
ふ

れ
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。

　
で
は
、
さ
き
に
読
み
あ
げ
ま
し
た
レ
ヴ
イ
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
の
言
葉
の
な
か
に
で
て
ま
い
り
ま
し
た
塑
像
的
表
現
と
画
像
的
表
現
と
は
何
を
意

川代の宗教と社会（伊藤）
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眠
し
て
い
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
襲
餐
文
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
類
型
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
は
そ
の
論
文
の
な
か
で
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
の
有
名
な
中
国
学
老
で
あ
る
B
・
カ
ー
ル
グ
レ
ン
の
説
に
ふ
れ
、
B
・
カ
ー
ル
グ
レ
ン
が
A
様
式
と
す
る
も
の
、
例
え
ば
さ
き
に
あ

げ
た
一
の
方
鼎
の
馨
乱
文
な
ど
は
塑
像
的
表
現
で
あ
り
、
B
・
カ
ー
ル
グ
レ
ン
が
B
様
式
と
す
る
自
（
図
7
）
・
瓶
（
図
8
と
図
9
）
な
ど
の
襲
甕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

文
を
画
像
的
表
現
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
8
・
9
な
ど
は
、
非
常
に
装
飾
化
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
一
見
讐
盤
文
で
は
な
い
か
の
よ
う
な
印
象

を
与
え
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
7
や
図
1
0
の
鼎
・
図
1
1
の
爵
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
れ
が
極
端
に
装
飾
化
さ
れ
た
旧
劇
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
レ
ヴ
イ
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
の
言
葉
で
言
え
ば
、
画
像
的
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
換
言
す
れ
ば
平
面
的
で
あ
る
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
お
　
　
も
　
　
た

言
え
ま
し
よ
う
。
平
面
の
う
え
に
細
い
輪
郭
線
を
彫
り
込
ん
で
、
緻
密
な
文
様
を
描
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
図
1
2
の
尊
－
藩
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
あ
　
　
へ
　
　
も
　
　
カ

期
1
や
図
1
3
の
肇
－
般
後
期
前
半
一
の
襲
甕
文
は
、
輪
郭
線
を
書
き
加
え
た
も
の
と
言
え
ま
す
が
、
や
は
り
平
面
的
で
あ
り
、
画
像
的
で
あ
り

ま
す
。
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こ
れ
に
対
し
て
A
様
式
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
青
銅
器
の
表
面
か

ら
襲
甕
文
の
肉
体
を
も
り
あ
げ
た
と
い
い
ま
す
か
、
肉
体
を
貼
り
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

け
た
と
い
っ
た
方
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彫
り

も
　
　
も

出
す
と
い
う
方
法
で
も
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
よ
り
塑
像
的
或

は
立
体
的
へ
と
近
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

図
1
4
の
白
は
そ
の
点
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
し
、

さ
き
に
あ
げ
た
一
や
4
・
5
の
躾
騒
騒
も
そ
う
言
え
る
か
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
図
1
5
の
尊
な
ど
は
、
描
画
と
塑
像
と
の
二
つ
の
性
格
を

併
せ
も
っ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
実
際
に
は
、
多
く
の
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青
銅
器
の
缶
偏
は
、
こ
の
二
つ
の
様
式
の
各
種
の
中
間
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
A
、
あ
れ
は
B
と
い
っ
た
よ
う
に
簡
単
に
類
別
で

き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
類
型
化
し
て
行
け
ば
、
こ
う
し
た
二
つ
の
様
式
が
紬
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
の
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
見
ま
す
と
、
共
補
体
と
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
い
っ
た
対
立
す
る
か
に
見
え
る
二
元
性
は
、
　
一
方
で
は
B
様
式
と
A

・
様
式
と
い
っ
た
二
つ
の
類
型
の
馨
餐
文
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
二
つ
の
類
型
の
襲
難
文
は
、
駿
塾
文
を
表
現
す
る
た
め

の
分
割
技
法
と
い
う
一
つ
の
技
法
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
水
平
的
な
共
同
体
と
垂
直
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
い
う
二
つ
の

対
立
す
る
方
向
の
も
の
が
、
股
代
の
社
会
で
は
統
一
さ
れ
て
一
つ
に
機
能
し
て
い
た
と
雷
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
レ
ヴ
ィ
ー
ス
ト
ロ
…
ス
の

言
う
「
構
造
」
と
い
う
命
題
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
別
と
し
て
、
私
流
に
書
う
な
ら
ば
、
当
時
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
は
、
共
同
体
を

基
礎
と
し
、
そ
れ
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
ま
た
機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
　
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」

と
い
う
問
題
も
か
ら
ん
で
来
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
問
題
を
馨
餐
文
に
限
定
し
て
、
先
に
進
む
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
レ
ヴ
イ
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
の
説
は
、
一
九
四
四
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
説
は
ア
メ
リ
カ
西
北
海
岸
の
民
族
調
査

を
も
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
中
国
に
関
し
て
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
B
・
カ
ー
ル
グ
レ
ン
の
研
究
の
ほ
か
に
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

表
さ
れ
た
H
・
G
・
ク
リ
ー
ル
や
W
・
P
・
イ
エ
ー
ツ
の
説
を
利
用
し
て
、
推
測
を
行
な
い
、
将
来
研
究
が
進
め
ば
、
自
説
が
証
明
さ
れ
る
と

確
信
す
る
と
い
う
段
階
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
甲
骨
文
に
よ
る
毅
代
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
か
っ
た
段
階
に
あ
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
甲
骨
文
の
研
究
に
も
と
づ
い
て
、
ど
ん
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
を
見
よ
う
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
甲
骨
文
資
料
の

大
半
を
占
め
る
祭
祀
関
係
の
資
料
に
よ
っ
て
考
え
て
見
ま
す
と
、
内
祭
と
よ
ば
れ
る
も
の
と
、
暴
走
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
二
つ
に
大
鯛
さ
れ
ま

す
。
内
祭
と
言
い
ま
す
の
は
、
殴
王
朝
の
祖
先
祭
祀
で
あ
り
、
外
祭
と
言
い
ま
す
の
は
、
山
川
の
神
や
股
に
征
服
さ
れ
た
国
族
の
守
護
神
に
対

す
る
祭
祀
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
本
来
、
股
の
神
で
は
な
く
、
股
の
勢
力
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
そ
の
支
配
下
に
入
っ
た
族
の
神
を
祭
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
股
と
皇
族
と
の
間
の
精
神
的
な
紐
帯
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
政
治
的
な
意
味
の
強
い
祭
薦
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

1工2 （44S）
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こ
の
外
祭
の
神
は
、
風
雨
や
稔
り
な
ど
を
左
右
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
股
王
を
は
じ
め
、
股
の
人
び
と
に
直
接
的

に
働
き
か
け
る
力
は
、
原
則
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
内
々
と
い
う
の
は
、
股
の
先
王
を
中
心
と
す
る
祖
先
祭
祀
で
あ
り
、
こ
れ
は
股
の
人
び
と
の
肉
体
に
も
直
接
働
き
か
け
る
力

を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
神
は
、
股
の
共
同
体
を
結
び
つ
け
る
中
心
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
甲

骨
文
の
初
期
に
は
、
こ
の
内
祭
と
外
祭
と
を
統
一
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
帝
i
天
の
神
と
い
わ
れ
る
…
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
内
祭
と
い
わ
れ
る
祖
先
祭
認
に
も
、
二
つ
の
型
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
よ
り
廠
縁
を
重
視
す

る
も
の
と
、
も
う
一
つ
は
傍
系
を
も
含
め
て
王
位
継
承
者
を
祭
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
前
者
は
父
子
相
続
を
行
な
っ
た
直
系
王
を
祭
祀
の
中
心

に
お
く
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
兄
弟
相
続
を
し
た
傍
系
軸
先
を
も
ふ
く
め
た
王
位
に
即
い
た
も
の
を
祭
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
前
者
は
共
船
体

の
中
心
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
む
し
ろ
外
に
向
い
、
政
治
権
力
の
中
心
を
求
め
た
も
の
と
言
え
ま
す
。

　
し
た
が
い
ま
し
て
、
竈
祭
と
内
祭
、
或
い
は
よ
り
血
縁
を
重
視
す
る
根
底
祭
祀
と
、
政
治
に
一
層
の
関
心
を
し
め
す
祖
先
祭
祀
と
い
っ
た
共

存
関
係
、
す
な
わ
ち
共
同
体
と
政
治
権
力
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
の
共
存
関
係
が
、
襲
甕
文
と
い
う
分
割
技
法
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
意
識
形
態
と

対
応
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
三
百
年
ほ
ど
に
及
ぶ
間
の
甲
骨
文
の
変
化
を
見
ま
す
と
、
さ
き
の
年
祭
と
内
祭
と
の
共
存
関
係
は
の
ち
に
崩
れ
、
聖
祭
は

内
官
に
集
合
化
さ
れ
は
じ
め
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
本
来
異
族
神
で
あ
っ
た
も
の
が
、
股
の
祖
先
神
の
系
列
に
加
え
ら
れ
は
じ
め
る
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
一
見
股
の
人
び
と
の
闘
の
血
縁
意
識
の
強
化
と
も
と
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
本
質
的
に
は
血
を
同
じ
く
す
る
も
の

と
い
う
共
同
体
意
識
の
弛
緩
で
あ
り
崩
壌
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
は
祖
先
祭
祀
の
変
化
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
傍
系
を
も
ふ
く
ん

だ
王
位
継
承
者
す
べ
て
を
祭
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
祖
先
祭
祀
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
先
王
祭
麗
と
い
う
べ
き
も
の
に
な
る
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
明
ら
か
に
共
同
体
内
部
、
或
い
は
共
同
体
間
の
等
質
性
が
失
な
わ
れ
て
、
王
を
中
心
と
す
る
政
治
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー

が
次
第
に
確
固
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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こ
の
よ
う
な
変
化
と
同
時
に
、
股
の
祖
先
神
の
働
き
に
も
、
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
本
来
的
に
は
祖
先
神
は
、
善

悪
い
ず
れ
に
も
働
き
、
し
か
も
そ
の
善
と
悪
と
の
転
換
が
、
生
人
に
は
予
測
で
き
な
い
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ど
の
祖
先
が
タ

タ
リ
を
し
て
い
る
か
を
、
股
の
人
び
と
は
ト
占
に
よ
っ
て
確
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
無
気
味
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
が
、
の
ち
に
は
生
人
を
た
す
け
る
善
き
神
と
い
っ
た
面
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
王
権
が
確
固
と
し
た
も
の
に
な
る
の
に
つ
れ
て
、
宗
教
の
世
界
に
あ
ら
わ
れ
た
変
化
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
王
を
頂
点
と
す
る
政
治
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
社
会
に
定
着
す
る
に
つ
れ
て
、
王
朝
に
お
け
る
血
統
を
重
視
す

る
祖
先
祭
肥
が
、
む
し
ろ
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
王
位
を
重
視
す
る
黙
認
に
変
化
し
た
の
で
あ
り
、
死
ん
だ
先
正
は
善
き
王
で
あ
っ
た
と
同
じ

よ
う
に
死
後
は
よ
き
神
と
し
て
崇
拝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
現
在
の
王
を
も
陶
じ
よ
う
に
よ
き
王
で
あ
る
こ
と
を
人

び
と
に
保
証
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
と
は
逆
に
共
同
体
の
血
縁
に
よ
る
結
合
意
識
は
弛
緩
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
甲
骨
文
に
よ
っ
て
考
え
て
来
た
当
時
の
祭
肥
の
動
き
と
、
は
じ
め
に
ふ
れ
ま
し
た
レ
ヴ
ィ
に
ス
ト
ロ
ー
ス
が
襲
餐
文
に
よ
っ
て
雷
わ

ん
と
し
た
こ
と
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
よ
う
か
。

　
こ
こ
で
問
題
に
な
る
こ
と
は
、
聖
餐
文
の
時
期
的
な
変
化
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
膝
ス
ト
ロ
ー

ス
は
、
襲
告
文
に
A
と
B
の
二
様
式
を
認
め
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
二
つ
の
様
式
に
は
時
代
の
上
で
差
異
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
8
様
式
が
古
い
要
素
を
伝
え
て
い
る
の
に
対
し
、
A
様
式
が
新
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
こ
の
二
様
式
は
遷
代
後
期
に
は
併
存
し
て

い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
釧
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
こ
の
二
つ
の
共
存
を
考
察
の
手
掛
り
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
中
期

の
早
馬
文
で
あ
る
3
と
比
較
し
て
見
れ
ば
、
B
様
式
の
2
や
7
・
1
0
な
ど
は
、
明
ら
か
に
中
期
の
発
展
と
複
雑
化
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
そ
し

て
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
動
物
の
胴
部
を
も
ふ
く
め
て
、
分
割
技
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
動
物
を
分
割
技
法
に
よ
っ
て
文
様
と
し
て
蓑
現
す
る
こ
と
が
、
例
え
ば
共
同
体
と
政
治
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
対
立
的
統
一
の
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田代の宗教と役会（伊藤）

⑯　方自’（股後期）

意
識
と
相
関
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
中
期
或
い
は
B
様
式

の
襲
塗
文
こ
そ
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。　

で
す
か
ら
、
胴
部
を
縮
少
し
て
顔
面
に
重
点
が
お
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
来
た
こ
と
、
ま
た
次
第
に
塑
像
的
表
現
に
移
っ
て
来
た
こ
と

は
、
お
そ
ら
く
王
を
中
心
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
優
位
を
占
め
は

じ
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
そ

し
て
塑
像
的
表
現
は
、
股
代
後
期
の
後
半
に
は
、
基
本
的
に
は
器
の

表
面
を
装
飾
す
る
従
来
の
方
針
を
と
り
な
が
ら
、
そ
の
器
形
を
利
用
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要
素
が
消
え
て
、
善
き
神
と
し
て
の
働
き
の
み
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
こ
と
と
平
行
す
る
現
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

は
本
来
蓑
単
文
が
無
表
情
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
神
性
を
表
現
し
て
い
た
の
に
対
し
、
む
し
ろ
そ
の
本
来
の
宗
教
的
な
意
味
が
次
第
に
希

薄
に
な
っ
て
来
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
唯
一
の
資
料
で
あ
り
ま
す
が
、
図
2
1
の
人
面
方
鼎
で
は
、
襲
玉
文
の
お
か
れ
る
旨

き
と
こ
ろ
を
、
人
面
に
お
き
か
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
躾
甕
文
の
も
つ
神
性
の
意
義
が
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て

し
て
、
よ
り
立
体
的
な
表
現
を
と
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
図
1
6
の
方
自
、
図
1
7
の
方
盃
や
図
1
8

の
甑
の
足
の
つ
け
根
の
部
分
の
饗
餐
文
は
そ
の
例
で
あ
り
ま
す
が
、
図
1
9
の
尊
の
文
様
は
塑
像

的
頭
部
と
分
割
技
法
に
よ
る
胴
体
と
を
た
く
み
に
組
み
合
せ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ

の
1
9
に
な
り
ま
す
と
、
大
変
リ
ア
ル
で
美
事
な
虎
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
賜
餐
文

の
も
つ
奇
怪
さ
は
む
し
ろ
失
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
図
2
0
の
自
は
、
こ
の

19

ﾌ
文
様
の
主
題
を
完
全
に
立
体
化
し
塑
像
化
し
て
二
形
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

こ
の
二
つ
は
い
ず
れ
も
人
間
の
形
を
し
た
悪
霊
を
、
鍵
形
を
し
た
饗
甕
が
呑
み
込
も
う
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
も
こ
の
よ
う
な
変
化
と
平
行
す
る
よ
う
に
し
て
、
離
離
文
の
顔
に
表
情
が
あ
ら
わ
れ
て

来
ま
す
。
そ
の
方
法
は
主
と
し
て
、
1
8
の
よ
う
に
眼
に
ヒ
ト
ミ
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
は
、
中
期
や
B
様
式
の
襲
羅
文
に
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ

れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
し
、
後
期
に
も
行
な
わ
れ
な
い
も
の
が
可
成
り
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
。
西
周
時
代
に
は
む
し
ろ
ほ
と
ん
ど
の
も
の
に
ヒ
ト
ミ
を
入
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

問
題
は
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
簡
単
に
結
論
の
み
を
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
こ

の
表
情
の
出
現
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
、
祖
先
神
の
働
き
の
う
ち
の
悪
魔
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
こ
と
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百代の宗教と社会（伊藤）

⑳　乳虎自（般後期）

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
面
そ
の
も
の
に
は
あ
る
種
の
無
気
味
さ
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
当
時
の
神
性
を
さ
ぐ
る
手
掛
り
を
え
る
の
で
あ
り

ま
す
が
、
神
性
を
示
す
た
め
に
は
、
本
来
そ
れ
は
人
間
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
人
間
以
外
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
中
国
で
は
重

富
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
同
様
に
さ
き
に
あ
げ
た
1
9
の
虎
や
、
侯
家
荘
の
大
話
か
ら
出
土
し
た
牛
鼎
・
欄
干
の
牛
や
鹿
な
ど
も
、
本
来
の

青
銅
器
の
文
様
に
与
え
ら
れ
た
神
性
が
失
な
わ
れ
た
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
イ
ニ
シ
エ
イ
シ
ョ
ン
や
祭
祀
の
と
き
に
使
用
さ
れ
る

仮
面
の
も
つ
意
義
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
仮
面
が
奇
怪
な
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
着
け
た
人
物

は
は
じ
め
て
神
性
を
得
る
の
で
あ
り
、
別
の
人
格
に
再
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
奇
怪
さ
が
失
わ
れ
る
こ
と
、

神
性
の
失
わ
れ
る
こ
と
、
こ
う
い
つ
た
こ
と
も
、
実
は
立
体
化
、
そ
し
て
王
を
中
心
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
強
化
、
共
同
体
意
識
の
弛
緩
と

平
行
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
最
近
の
報
告
に
よ
り
ま
す
と
、
河
南
省
野
師
県
二
里
頭
遺
蹟
か
ら
は
、
大
き
な
宮
殿
肚
と
思
わ
れ
る
も
の
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
、
股
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前
期
文
化
の
時
代
に
か
な
り
大
き
な
政
治
権
力
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
股
中
期
の
時
代
に
は
、
青
銅
器
を

そ
の
権
威
の
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
族
長
た
ち
が
各
地
に
繊
現
し
て
い
た
こ
と
も
、
考
古
学
的
に
確
か
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
段

階
で
は
ま
だ
政
治
的
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
共
同
体
と
の
二
野
の
バ
ラ
ン
ス
は
保
た
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
襲
餐
文
は
政
治
的
ヒ
エ
ラ
ル

ヒ
ー
と
共
同
体
と
の
二
元
性
の
統
一
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
レ
ヴ
ィ
到
ス
ト
ロ
…
ス
の
考
え
方
を
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
う
い
つ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
後
期
に
な
る
と
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
来
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
以
上
に
の
べ
て
来
た

襲
甕
文
の
変
化
、
合
縦
の
変
化
の
背
後
に
う
か
が
え
る
の
で
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
股
代
末
期
に
な
っ
て
、
族
長
た
ち
が
は
じ
め
て
自
己
の
功
績

を
、
そ
の
権
威
の
象
微
で
あ
る
青
銅
器
に
記
録
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
蹄
ち
個
人
が
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
と
も
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
レ
ヴ
ィ
罰
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
A
・
B
の
二
様
式
を
同
一
時
限
の
う
ち
に
と
ら
え
て
、
二
元
性
の
統
一
を
股
代
後
期
に
見
よ
う
と
し
た

の
で
あ
り
ま
す
が
、
彼
の
研
究
が
発
表
さ
れ
た
当
時
と
比
較
し
て
、
現
在
で
は
股
に
関
す
る
研
究
は
、
格
段
の
発
展
を
見
た
の
で
あ
り
、
そ
の

結
果
に
よ
れ
ば
、
彼
の
考
え
方
は
む
し
ろ
、
股
前
期
或
い
は
中
期
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
雷
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

し
て
常
に
時
の
流
れ
と
い
う
も
の
を
重
視
す
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
定
心
文
の
B
様
式
か
ら
A
様
式
へ
の
変
化
、
い
い
か
え
れ
ば
、
描
画

か
ら
彫
像
、
平
面
か
ら
立
体
へ
と
い
う
変
化
が
、
共
同
体
的
な
祖
先
祭
祀
か
ら
政
治
的
な
先
王
祭
祀
へ
と
い
う
変
化
、
共
同
体
的
平
等
か
ら
族

長
権
の
確
立
へ
と
い
う
変
化
と
対
応
し
、
さ
ら
に
そ
れ
は
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
共
同
体
と
の
統
一
か
ら
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
優
位
へ
と
い
う
変
化
と

対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
よ
り
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
歴
史
学
と
構
造
主
義
と
の
問
題

が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
し
、
こ
れ
は
ま
た
通
時
と
共
時
と
を
ど
う
結
合
さ
せ
る
か
と
い
う
構
造
主
義
自
体
の
問
題
で
も
あ
る
と
も
思
う
の
で
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
私
に
と
り
ま
し
て
は
、
こ
の
二
つ
の
変
化
の
対
応
と
同
じ
関
係
が
他
の
古
代
文
明
の
・
つ
ち
に
も
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
、
大
変
大
雑
把
に
、
馨
釜
文
の
変
遷
と
そ
の
背
後
に
見
ら
れ
る
毅
代
の
社
会
の
動
き
と
の
関
係
を
見
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
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代の宗教と社会（伊藤）

よ
う
な
動
き
は
、
西
周
時
代
の
前
期
に
も
ひ
き
つ
が
れ
て
行
き
ま
す
。
と
い
う
よ
り
は
、
社
会
的
な
動
き
か
ら
見
れ
ば
、
殿
の
後
期
と
西
周
の

前
期
と
は
一
つ
の
大
き
な
時
代
と
し
て
く
く
ら
れ
る
可
き
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
西
周
の
中
期
に
入
っ
て
参
り
ま
す
と
、
文
様

に
全
く
新
し
い
要
素
が
あ
ら
わ
れ
て
参
り
ま
す
。
そ
れ
は
波
状
文
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
超
文
な
ど
が
加
わ
っ
て
来
ま
す
。
そ
れ

ら
は
、
讐
聲
文
と
は
ち
が
っ
て
、
線
或
い
は
帯
で
構
成
さ
れ
る
幾
何
学
的
な
文
様
で
あ
る
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
嚢
貫
文
と

は
全
く
性
格
の
こ
と
な
っ
た
も
の
と
雷
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
馨
餐
文
の
変
化
と
社
会
の
変
化
と
に
つ
い
て
お
話
を
し
て

参
り
ま
し
た
私
と
し
ま
し
て
は
、
当
然
も
っ
と
大
き
な
変
化
で
あ
り
ま
す
と
こ
ろ
の
、
蓑
餐
文
か
ら
幾
何
学
文
へ
の
変
化
は
、
ど
の
よ
う
な
意

識
の
変
化
、
さ
ら
に
は
社
会
の
変
化
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す

が
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
現
在
の
私
に
は
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
は
な
い
と
申
し
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
勿
論
、
波
状
文
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
個
別
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
て
い
い
ま
す
な
ら
ば
、
　
「
山
」
と
「
谷
」
と
が
交
互
に
無
限
に
く
り
か
え
さ
れ
て
ゆ
く
波
状
文
の
裏
面
に
あ
る
意
識
は
、

「
昭
穆
制
」
と
い
わ
れ
る
宗
廟
の
輝
度
を
通
し
て
表
現
さ
れ
た
祖
先
祭
祀
を
意
味
し
、
無
限
運
動
は
血
統
の
永
続
を
祈
求
す
る
意
識
を
表
現
し

て
い
る
と
も
言
え
ま
し
よ
う
。
か
つ
て
ふ
れ
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
が
、
西
金
中
期
か
ら
、
金
文
に
は
、
　
「
子
女
年
女
永
く
宝
と
し
て
用
い
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
と
を
」
と
い
う
慣
用
的
な
言
葉
の
使
用
が
一
般
化
し
て
参
り
ま
す
こ
と
と
平
行
す
る
現
象
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
そ
し
て
殿
以
来
の
古
い
共

同
体
が
分
解
し
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
新
し
い
「
宗
法
制
」
家
族
が
成
立
し
て
き
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
青
銅
器
を
帯
状
に
と
り
ま
く
鱗
文
は
、
一
つ
一
つ
の
鱗
文
は
代
女
の
族
長
、
そ
れ
は
「
宗
法
制
」
家
族
の
な
か
の
際
立
っ
た
存
在
で
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
が
帯
状
に
連
な
っ
て
器
を
と
り
ま
く
と
い
う
こ
と
は
、
血
統
と
い
う
点
で
考
え
れ
ば
、
永
遠
に
つ
づ
く
な
か
の
一
つ
の
環
に

し
か
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
識
を
示
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
説
呈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
も
う
お
気
付
き
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
個
々
の
文
様
の
説
明
だ
け
で
は
、
解
答
が
で
き
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
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の
よ
う
な
意
識
を
表
現
す
る
た
め
に
、
単
蹄
文
に
か
わ
っ
て
、
ど
う
し
て
こ
う
い
つ
た
鱗
文
や
波
状
文
が
選
ば
れ
、
他
の
た
と
え
ば
螺
旋
文
や

渦
巻
文
、
或
は
も
っ
と
こ
と
な
っ
た
表
現
方
法
が
選
ば
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
聞
耳
ま
で
説
明
す
べ
き
だ
と
言
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
ら

た
古
い
共
同
体
と
「
宗
法
制
」
家
族
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
ち
が
い
、
　
「
宗
法
制
」
家
族
を
成
立
さ
せ
た
「
力
」
は
何
か
と
い
う
こ
と
も
説
明

い
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
振
り
出
し
に
も
ど
っ
て
、
股
の
と
き
に
は
な
ぜ
馨
整
文
と
い
う
表
現
形
式
を
と
り
、
他
の
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
に
す
べ
き
だ
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
古
い
共
同
体
と
「
宗
法
欄
」
家
族
と
い

う
問
題
は
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
と
り
ま
し
て
も
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
股
か
ら
西
周
前
期
ま
で
と
、
そ

れ
以
降
の
族
構
成
と
で
は
、
異
質
ら
し
い
と
い
う
程
度
に
し
か
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
「
宗
法
制
」
と
カ
ッ
コ
を
つ
け
て
あ

る
の
で
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
聞
題
に
な
り
ま
す
と
、
も
う
こ
れ
は
歴
史
学
の
領
分
で
は
な
く
な
る
と
い
え
ま
す
。
下
手
を
す
れ
ば

観
念
の
遊
戯
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
今
日
の
と
こ
ろ
は
、
殿
代
に
は
襲
業
文
と
い
う
表
現
形
式
が
あ
り
、
そ
れ
が

次
第
に
変
化
し
た
背
後
に
は
、
社
会
的
に
も
、
政
治
的
に
も
、
宗
教
的
に
も
、
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
、
こ
の

お
話
を
終
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
附
記
　
本
論
は
一
九
七
四
年
十
一
月
二
日
の
史
学
研
究
会
総
会
に
お
い
て
行
な
っ
た
講
演
の
記
録
に
一
・
二
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
そ
の
概
要
は
か
つ
て
「
襲
盤
文
の
彼
方
」
　
（
拙
著
『
中
国
古
代
王
朝
の
形
成
』
所
収
）
と
い
う
標
題
の
論
説
の
第
三
節
と
し
て
発
表
し
た

　
　
が
、
こ
の
講
演
の
機
会
に
補
正
を
加
え
た
。
両
者
を
併
せ
て
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
①
　
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
翻
ス
ト
ロ
ー
ス
著
、
荒
川
幾
男
ほ
か
訳
『
構
造
人
類
学
』
　
　
　
　
④
般
・
周
の
青
銅
器
と
神
々
（
『
日
本
美
術
工
芸
』
第
照
○
八
号
）
、
の
ち
「
饗
墾

　
　
（
一
九
七
二
年
五
月
み
す
ず
轡
務
）
所
収
。
な
お
原
論
文
は
　
九
四
五
年
に
発
衷
　
　
　
文
の
彼
方
」
第
～
節
第
二
節
と
し
て
訂
正
の
う
え
拙
著
『
中
国
古
代
王
朝
の
形

　
　
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
』
（
昭
和
鴛
○
年
三
月
創
文
往
）
に
再
録
。

　
②
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9
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⑥
　
「
新
拙
金
文
資
料
の
も
つ
意
義
」
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平
凡
社
『
書
道
全
集
』
第
二
六
巻
、
の
ち

　
　
蜜
鰭
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ヨ
O
｛
蜀
母
団
窃
需
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圃
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ω
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ざ
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9
β
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中
国
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代
王
朝
の
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成
』
再
録
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