
て
止
ま
ぬ
著
者
の
ひ
た
む
き
な
探
求
の
故
に
こ
そ
、
む
し
ろ
断
定
を
避
け
蓋

然
性
の
含
み
を
残
す
を
よ
り
至
当
と
観
ぜ
し
め
る
が
如
き
事
例
も
な
し
と
し

な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
毛
と
よ
り
本
書
の
も
つ
優
れ
て
実
証
的
な
成
果
そ
の

も
の
の
価
値
を
些
か
も
低
減
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
ひ
た
す
ら
体
系
化
を

志
向
す
る
著
者
な
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
求
是
の
意
欲
が
期
せ
ず
し
て
斯
学
の
発

展
に
審
与
す
る
成
果
を
将
来
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
り
東
洋
史
学
専

放
者
に
止
ら
ず
、
学
問
対
象
を
共
通
に
す
る
国
史
学
研
究
者
に
よ
る
評
価
が

期
待
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
専
門
領
域
を
異
に
す
る
筆
者
の
批
評
紹
介
に
は

穏
当
を
欠
く
個
所
な
き
を
保
し
難
い
。
偏
え
に
著
者
の
寛
怒
を
乞
う
次
第
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
5
版
　
五
四
一
頁
　
索
引
八
頁
　
一
九
七
六
年
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
止
口
川
弘
文
館
　
　
山
ハ
○
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
北
大
学
文
学
部
教
授
・
伯
台

）

余

英
　
時
・
著

『
論
戴
震
回
章
学
芸
』

　
　
　
－
清
艶
中
期
学
術
思
想
史
研
究
一

工

河
　
田
　
悌
　
一

　
i
東
原
（
戴
震
）
と
実
斎
（
章
学
誠
）
は
ま
さ
に
乾
・
嘉
（
乾
隆
・
嘉

慶
、
一
七
三
六
～
一
八
二
〇
）
の
最
高
の
両
大
師
で
あ
る
。

と
、
か
つ
て
銭
穆
は
そ
の
有
名
な
『
中
国
近
三
百
年
学
術
史
』
で
の
べ
た
。

こ
の
書
の
初
版
が
で
た
の
は
一
九
三
七
年
五
月
、
日
本
が
中
国
に
た
い
し
て

全
面
的
な
戦
い
の
火
ぶ
た
を
切
る
ニ
ヵ
月
前
の
こ
と
で
あ
る
。

　
い
ら
い
四
十
年
。
中
国
（
清
代
）
思
想
史
研
究
も
着
実
に
発
展
を
と
げ
、

戴
震
（
一
七
二
三
～
一
七
七
七
、
同
時
代
の
思
想
家
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
ル
ソ
ー
が
一
七
一
二
年
に
生
ま
れ
、
一
七
七
八
年
に
死
ん
で
い
る
）
と
章

学
誠
（
一
七
三
八
～
一
八
〇
一
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
カ
ン
ト
が
一
七
二
四
年

に
生
ま
れ
、
一
八
〇
四
年
に
死
ん
で
い
る
）
の
思
想
像
を
浮
き
彫
り
に
す
る
、

幾
多
の
す
ぐ
れ
た
成
果
が
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
戴
震
と
章
学
誠
を
、
清
朝
考

証
学
全
盛
な
り
し
時
代
に
き
わ
め
て
独
創
的
な
誓
学
を
構
築
し
た
思
想
家
と

し
て
並
び
称
す
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
定
着
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
が
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
同
時
代
に
生
き
た
戴
震
と
章
学
誠

と
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
と
し
て
別
箇
に
論
ず
る
こ
と
が
多
く
、
当
時

の
学
界
、
思
想
界
の
な
か
で
両
者
が
い
か
な
る
交
渉
を
も
ち
、
学
問
的
影
響

146．　（770）



評∫餌
1需

を
与
え
た
の
か
と
い
う
絡
み
合
い
の
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
一
、

二
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
に
反
し
て
、
題
し
て
『
厳
選
と
章
学
誠
を
論
ず
』
ど
い
う
本
書
は
、

こ
の
す
ぐ
れ
た
二
人
の
思
想
家
の
深
い
絡
み
合
い
の
様
相
を
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
対
照
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
思
想
的
位
相
の
類
似
点
と
差

異
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
中
国
思
想
史
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
な

か
に
定
立
さ
せ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
家
、
歴
史
哲
学
と

の
比
較
研
究
に
よ
っ
て
中
国
の
歴
史
（
哲
）
学
が
も
つ
世
界
史
的
な
意
味
を

も
照
射
し
よ
う
と
す
る
、
野
心
作
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
て
、
本
書
に
ひ
ろ
く
中
国
の
思
想
に
関
心
を
も
つ

研
究
者
に
、
大
い
な
る
示
唆
と
つ
よ
い
刺
戟
を
あ
た
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
著
者
の
余
慶
暗
氏
（
嗣
）
叫
●
紹
一
昌
σ
q
I
ω
げ
一
げ
　
ノ
「
惇
）
は
、
一
九
三
〇
年
天
津
に
生

ま
れ
、
現
在
、
ア
メ
リ
カ
の
市
民
権
を
も
つ
学
者
で
あ
る
。
一
九
六
二
年
、

、
．
≦
o
芝
ω
o
一
望
♂
導
ら
O
②
暮
げ
一
昌
い
緯
葭
国
き
O
ぼ
津
、
、
に
よ
っ
て
、

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
博
士
号
を
う
け
、
一
九
六
九
年
か
ら
現
在
ま
で
同
大
学

の
中
国
史
の
教
授
（
一
九
七
三
年
か
ら
七
五
年
ま
で
二
年
間
、
新
高
書
院
校

長
兼
香
港
中
文
藻
学
副
校
長
と
し
て
香
港
滞
在
、
な
お
本
書
は
こ
の
時
期
の

成
果
で
あ
る
）
で
あ
り
、
今
年
か
ら
は
ア
ー
サ
ー
・
ラ
イ
ト
亡
き
あ
と
の
イ

エ
ー
ル
大
学
の
数
輩
を
も
兼
任
し
て
お
ら
れ
る
。
元
来
の
専
攻
は
漢
代
史
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
漢
代
の
）
経
済
通
商
に
か
ん
す
る
著
老
を
有
す
る
な
ど
幅
広
い
研
究
が
あ

る
が
、
わ
れ
わ
れ
思
想
史
を
専
攻
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
な
に
よ
り
も
、

銭
穆
教
授
の
弟
子
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
書
の
内
容
構
成
は
、
内
篇
と
外
篇
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。
内
篇

は
、
序
言
か
ら
結
論
ま
で
七
つ
の
章
か
ら
成
り
、
戴
震
と
章
夢
違
の
思
想
史

的
交
渉
と
意
義
を
論
じ
る
。
さ
ら
に
外
篇
で
は
、
四
章
す
な
わ
ち
四
篇
の
既

発
表
論
文
を
集
め
て
、
戴
・
章
両
氏
の
思
想
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
思
想

家
の
思
想
と
の
、
主
と
し
て
類
似
点
な
ど
に
論
及
す
る
。
卓
論
た
る
内
外
篇

二
四
八
頁
、
お
よ
び
「
附
録
」
と
し
て
戴
震
の
未
刊
稿
、
章
氏
遺
書
壮
重
な

ど
を
付
し
て
、
計
三
七
三
頁
。

　
な
お
、
本
書
は
未
見
の
読
者
が
多
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
し
て
、
紹
介

に
重
点
を
お
く
書
評
に
し
た
い
と
考
え
る
。
以
下
、
章
を
追
っ
て
著
老
の
論

じ
る
と
こ
ろ
を
ひ
も
と
い
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
章
「
序
言
」
で
は
、
戴
震
と
章
学
誠
に
た
い
す
る
過
去
と
現
在

の
評
価
の
違
い
か
ら
説
き
お
こ
さ
れ
る
。
著
者
は
、
同
時
代
人
の
評
価
が
戴

震
に
た
か
く
章
学
誠
に
ひ
く
か
っ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
の
戴
震
の
名
望
も
考

証
学
者
と
し
て
の
か
れ
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
義
理
」
（
哲
学
）

に
長
じ
て
い
た
か
ら
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
と
す
る
。
だ
か
ら
「
義
理
」

に
す
ぐ
れ
て
い
た
章
学
誠
は
評
価
さ
れ
ず
身
震
も
章
氏
を
眼
中
に
お
い
て
は

い
な
か
っ
た
。
だ
が
現
在
、
戴
章
両
氏
が
顕
彰
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
義
理
の

学
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
学
者
」
を
評
価
す
る
基
準
に
転
換
が
あ

っ
た
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
思
想
史
的
観
点
か
ら
戴
震
と
章
学
誠
を
み
た
場
合
、

一
つ
に
は
、
か
れ
ら
の
学
術
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
が
考
証
学
に
あ
っ
た
こ
と
、

二
つ
に
は
、
か
れ
ら
の
哲
学
が
考
証
学
運
動
の
た
め
に
明
確
な
あ
る
方
向
性

を
指
示
し
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
零
墨
は
「
豊
代
中
葉
の
儒
学
理
論
の
代

言
人
」
だ
、
と
い
え
る
。
ま
さ
し
く
か
れ
ら
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

乾
留
の
考
証
学
の
中
に
意
義
あ
る
発
展
の
道
程
を
（
わ
れ
わ
れ
は
）
見
出
せ

な
か
っ
た
ろ
う
し
、
壁
代
儒
学
と
宋
、
明
「
理
学
」
と
の
間
に
思
想
史
的
な

内
的
連
鎖
が
泥
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
見
地
か
ら
、
熱
望
両
名
を
た
か
く
評
価
し
、
本
篇
に
お
い
て
歴

史
的
心
理
的
な
二
つ
の
視
角
か
ら
か
れ
ら
の
思
想
を
捌
出
し
よ
う
と
著
者
は

す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
第
二
章
「
章
実
斎
と
戴
東
原
の
最
初
の
面
会
」
は
、
二
人
の
す
ぐ
れ

た
思
想
家
の
出
会
い
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
、
を
跡
づ
け
る
。

こ
れ
ま
で
両
老
の
最
初
の
出
会
い
を
確
定
し
た
説
は
出
て
い
な
い
の
だ
が
、

著
者
は
、
『
章
氏
遺
書
臨
逸
篇
（
い
ま
『
文
史
通
義
』
、
古
籍
出
版
社
、
一
九

五
六
、
北
京
、
で
は
「
補
遺
篇
」
に
収
録
）
の
「
答
郡
二
雲
書
」
を
根
拠
に
、

そ
れ
を
乾
隆
三
十
一
丙
戌
（
一
七
六
六
）
年
春
夏
の
交
、
場
所
は
北
京
の
休

寧
会
館
、
紹
介
者
は
か
つ
て
紫
陽
書
院
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
鄭
誠
心
（
名

は
盤
質
）
だ
、
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
の
出
会
い
こ
そ
が
章
晶
晶
の
学
問

形
成
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
身
震
は
四
十
四
歳
、

そ
の
思
想
は
「
義
理
こ
そ
体
心
の
源
」
と
す
る
、
考
証
よ
り
義
理
を
重
視
す

る
時
期
に
あ
っ
た
。
一
方
、
二
十
九
歳
の
章
学
誠
は
考
証
学
全
盛
の
学
風
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

圧
力
下
で
も
ん
も
ん
た
る
心
理
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
章

学
誠
は
戴
震
晩
年
の
「
義
理
」
を
主
と
す
る
学
問
的
立
場
か
ら
、
　
「
義
理
へ

の
確
信
」
を
得
る
と
と
も
に
、
義
理
を
空
談
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
戴
氏
の

「
考
証
学
の
挑
戦
」
を
も
う
け
と
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
章
楽
隊

は
、
載
震
の
議
論
の
博
覧
さ
と
鋒
先
の
鋭
利
さ
か
ら
、
の
ち
の
か
れ
に
影
を

　
　
　
　
ほ
じ
お
そ
れ

お
と
す
「
衛
楊
」
と
「
寒
心
」
を
感
受
し
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
推
論
し
て

著
者
は
以
下
の
よ
う
に
こ
の
章
を
結
ぶ
。
　
「
こ
の
後
、
実
斎
の
学
術
思
想
面

に
お
け
る
主
要
な
発
展
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
か
れ
と
東
原
と
の
最
初
の
面

会
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。
　
　
　
　
　
　
砂

　
第
三
章
「
儒
家
知
識
主
義
の
興
隆
」
は
「
清
初
か
ら
戴
東
原
ま
で
」
と
の

副
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
思
想
史
的
な
流
れ
の
な
か
で
戴
章
両
氏

の
位
置
づ
け
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
著
者
は
、
清
代
の
考
証
学
は

明
代
宋
の
程
朱
の
末
学
と
陸
王
末
学
の
義
理
の
争
い
に
遠
旨
し
、
義
理
の
争

い
か
ら
文
献
考
証
に
曲
折
し
て
清
代
儒
象
の
全
面
的
な
経
典
整
理
運
動
が
お

こ
っ
た
、
と
す
る
妥
当
な
意
見
を
の
べ
る
。
そ
し
て
、
方
三
智
、
毒
炎
武
、

閻
若
壕
な
ど
に
も
論
を
は
せ
る
。
ま
た
、
宋
、
明
い
ら
い
の
伝
統
的
知
識
論

を
、
「
徳
性
の
知
」
た
る
「
尊
徳
性
」
一
「
約
」
と
「
一
貫
」
、
と
、
「
聞

見
の
知
」
た
る
「
道
間
学
」
1
「
博
」
と
「
多
識
」
、
の
二
大
潮
流
に
分
か

ち
、
清
朝
考
証
学
は
清
畠
の
顧
炎
武
、
黄
宗
義
、
王
船
山
と
い
う
三
大
学
者

が
「
遣
取
学
」
の
立
揚
を
堅
持
し
、
学
術
が
「
虚
か
ら
実
」
に
入
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
　
「
尊
徳
性
」
か
ら
「
道
問
学
」
へ
変
貌
を
と
げ
た
、
と
み
る
。

そ
れ
を
著
者
は
、
儒
家
知
識
主
義
の
興
隆
0
8
貯
。
樋
口
ぎ
梓
巴
①
0
9
p
一
巻
ヨ

と
よ
ぶ
。
か
か
る
「
理
学
」
か
ら
「
考
証
学
」
へ
、
　
「
尊
徳
性
」
か
ら
「
道

問
学
」
へ
、
の
変
化
発
展
の
な
か
に
、
臆
面
の
位
置
づ
け
を
は
か
る
の
で
あ

る
。
そ
う
し
て
戴
震
の
学
問
の
基
本
的
傾
向
は
、
知
識
を
伝
統
的
な
道
徳
の

紛
擾
の
な
か
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
宋
明
い
ら
い
の
儒
家

が
知
識
の
問
題
を
論
ず
る
際
、
ま
だ
到
達
し
た
こ
と
の
な
い
新
し
い
地
平
を

切
り
拓
い
た
、
と
評
価
す
る
。
と
と
も
に
、
章
忙
々
は
「
魚
燈
の
学
術
、
実

は
朱
子
の
玄
冬
学
よ
り
こ
れ
を
得
る
」
と
い
い
、
襲
自
珍
は
清
代
の
学
術
を

「
総
嫁
学
」
と
規
定
す
る
が
、
こ
の
両
者
の
こ
と
ば
を
合
わ
せ
れ
ば
、
戴
震

の
近
世
儒
学
発
展
史
上
の
中
心
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
指
摘
す

る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
著
藩
の
眼
は
、
第
四
章
「
童
・
実
事
の
史
学
観
点
の
成
立
」
に
お
い

て
そ
の
「
文
史
理
論
の
成
立
過
程
」
に
向
け
ら
れ
る
。

　
章
学
誠
は
一
七
六
六
年
、
戴
震
に
面
会
、
義
理
の
学
に
よ
り
大
き
く
め
ざ

め
て
の
ち
、
六
年
後
の
七
二
年
中
に
二
回
（
一
度
目
は
漏
廷
丞
の
寧
波
の
道
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評書

署
で
、
二
度
目
は
杭
州
の
洋
画
芳
の
と
こ
ろ
で
、
両
者
は
出
会
う
機
会
に
め

ぐ
ま
れ
る
。
こ
の
二
回
の
面
談
に
お
い
て
、
章
学
誠
が
さ
き
に
戴
震
か
ら
受

け
た
強
大
な
威
圧
感
は
、
も
は
や
喪
失
し
て
い
た
。
い
や
逆
に
、
　
「
歴
史
は

古
を
考
え
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
ず
、
古
今
の
変
化
に
通
ず
」
べ
き
も
の
だ
と

し
て
、
呑
込
の
地
方
志
に
た
い
す
る
考
え
に
反
駁
す
る
ま
で
に
、
章
学
匠
は

成
長
し
て
い
た
の
だ
。
さ
ら
に
翌
年
、
戴
震
が
鄭
樵
の
『
通
志
』
を
考
証
が

疏
漏
だ
、
と
慶
し
た
こ
と
に
た
い
し
て
、
e
『
通
志
』
は
史
学
の
範
購
に
属

す
る
も
の
ゆ
え
経
学
考
証
を
尺
度
に
そ
の
得
失
は
測
れ
ぬ
、
⇔
『
通
志
』
の

価
値
は
そ
の
著
者
の
「
別
垂
心
裁
」
と
「
一
家
の
言
」
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
小
過
は
問
題
に
な
ら
ぬ
、
考
証
学
流
の
不
毛
な
る
博
識
よ
り
専
門
独

断
の
「
専
家
」
の
ほ
う
が
ま
さ
る
、
と
章
学
誠
は
い
う
。
す
な
わ
ち
著
者
は
、

王
春
の
学
問
か
ら
刺
戟
を
う
け
て
の
ち
こ
の
六
年
間
に
、
史
学
を
立
脚
点
と

し
て
、
正
面
に
た
い
し
て
自
信
を
も
っ
て
立
ち
向
か
う
ま
で
に
章
学
誠
は
な

っ
た
、
と
分
析
す
る
。

　
と
す
れ
ば
、
そ
の
自
信
は
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
に
つ
い

て
著
者
は
、
章
学
堂
が
経
学
と
史
学
は
ど
ち
ら
も
窮
極
の
「
道
」
に
至
る
べ

ぎ
も
の
で
高
下
の
差
は
な
い
と
考
え
た
こ
と
、
さ
ら
に
学
問
に
入
る
に
は
考

証
で
な
く
て
も
よ
い
、
　
「
識
郷
と
大
義
」
か
ら
で
も
入
れ
る
の
だ
と
考
え
た

か
ら
だ
、
と
解
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
一
七
七
一
年
～
七
三
年
間
と
り
わ
け

親
密
に
交
わ
っ
た
友
人
、
郡
晋
漁
の
祖
父
の
従
兄
（
黄
雲
眉
『
郡
二
雲
先
生

年
譜
』
）
、
郡
廷
采
（
字
は
念
魯
）
の
『
思
潮
覚
文
集
』
を
読
ん
だ
こ
と
、
こ

の
数
年
間
に
か
れ
の
生
涯
の
最
大
の
著
作
『
文
史
通
義
』
の
構
想
が
で
き
た

こ
と
、
も
あ
ず
か
っ
て
力
が
あ
っ
た
、
と
い
う
。
そ
し
て
章
氏
は
自
ら
の
学

の
依
る
べ
き
拠
点
を
史
学
に
お
い
て
、
学
は
「
性
情
の
説
に
も
と
つ
く
」
も

の
で
あ
る
と
述
べ
て
考
証
学
（
流
行
）
の
「
風
気
を
追
う
」
こ
と
に
反
対
し

た
の
だ
。
し
か
し
そ
う
し
た
章
学
誠
も
や
は
り
（
考
証
学
の
）
「
時
代
の
子
」

で
あ
っ
た
。
か
れ
は
一
七
七
四
年
、
　
『
和
州
志
』
な
る
地
方
志
編
輯
と
い
う

文
献
整
理
の
実
際
活
動
、
広
い
意
味
で
の
清
朝
風
の
学
問
に
従
事
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
　
「
郷
樵
は
史
識
あ
る
も
未
だ
史
学
あ
ら
ず
、
曽
輩

は
史
学
を
語
う
る
も
三
法
を
具
え
ず
、
劉
知
幾
は
史
法
を
得
る
も
史
意
を
得

ず
」
と
評
す
る
ま
で
の
立
場
に
立
つ
。
さ
ら
に
一
七
八
八
年
に
は
、
畢
涜
の

た
め
に
『
史
籍
考
』
を
編
集
す
る
文
献
整
理
作
業
を
へ
て
「
六
経
皆
史
」
の

見
解
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
ご
と
く
章
学
誠
の
思
想
形

成
を
み
て
き
て
、
著
者
は
、
章
学
誠
の
「
義
理
」
の
学
の
発
展
は
結
局
、
文

献
整
理
と
い
う
実
際
活
動
と
結
び
つ
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
れ

の
思
想
は
総
覧
の
経
学
考
証
と
同
じ
く
、
　
「
儒
家
知
識
主
義
の
枠
組
」
の
も

と
で
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
両

者
の
相
違
点
は
、
言
忌
が
最
後
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
六
経
に
求
め
た
の
に
た
い

し
、
章
学
誠
は
そ
れ
を
歴
史
に
求
め
た
に
す
ぎ
ぬ
、
と
論
ず
る
。

　
で
は
、
い
っ
た
い
、
そ
の
「
六
経
重
心
」
説
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
つ

づ
く
第
五
章
で
、
「
章
実
悪
の
『
六
経
皆
史
』
説
と
『
朱
陸
異
同
』
説
」
、
が

の
べ
ら
れ
る
。

　
著
老
の
説
く
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

「
六
経
皆
史
」
説
は
顧
炎
々
い
ら
い
戴
震
ま
で
の
中
心
理
論
、
　
「
経
学
は
即

ち
理
学
」
　
（
顧
炎
武
の
語
）
に
た
い
す
る
有
力
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、

か
つ
清
色
学
術
史
上
の
一
大
創
言
で
あ
る
。
章
学
誠
は
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
、

e
「
六
経
磁
器
」
と
い
う
従
来
の
経
書
観
を
打
破
し
、
⇔
六
経
は
時
間
の
制

限
を
超
越
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
、
つ
ま
り
六
経
は
三
代
の
釜
師
未
分
の
歴
史

　
プ
ロ
セ
ス

二
進
程
を
示
す
だ
け
で
、
三
代
以
後
の
道
を
六
経
か
ら
は
さ
が
し
出
せ
ぬ
、

⇔
「
六
経
は
す
で
に
以
て
道
を
尽
す
に
足
ら
ず
」
で
あ
る
以
上
、
経
学
者
が
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考
証
訓
詰
に
従
事
す
る
の
も
無
意
味
だ
、
と
い
う
こ
と
、
を
表
明
し
た
。
と

す
れ
ば
、
三
代
以
下
の
道
は
と
う
ぜ
ん
歴
史
の
中
か
ら
求
め
ね
ば
な
ら
な
い

の
だ
。
つ
ま
り
章
学
誠
は
韓
愈
の
「
経
を
宗
と
し
て
史
を
宗
と
せ
ず
」
　
「
道

は
六
経
に
あ
り
」
と
す
る
「
原
道
」
の
観
点
に
異
議
を
申
し
立
て
、
　
「
史
に

因
り
て
道
を
見
る
」
、
道
は
歴
史
の
進
展
の
う
ち
に
不
断
に
顕
現
す
る
、
と

い
う
新
た
な
「
原
道
」
の
観
念
を
う
ち
た
て
た
、
と
。
以
上
の
如
く
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
　
こ
う
し
た
章
学
誠
の
「
六
経
皆
史
」
説
は
ま
さ
し
く
戴
震

の
「
字
義
制
度
名
物
に
従
事
す
る
に
陥
れ
ば
、
以
て
そ
の
語
言
に
通
ず
る
な

し
」
と
す
る
考
証
学
、
　
「
道
は
六
経
に
あ
り
」
と
す
る
伝
統
的
経
学
観
、
に

た
い
す
る
大
い
な
る
反
論
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　
つ
い
で
さ
ら
に
、
　
『
文
史
通
義
』
の
な
か
で
「
六
経
皆
史
」
説
と
並
ぶ
重

要
な
理
論
、
と
著
者
の
考
え
る
、
　
「
朱
陸
異
同
」
論
が
の
べ
ら
れ
る
。
そ
こ

で
は
一
七
七
七
年
に
書
か
れ
た
「
朱
陸
篇
」
、
そ
の
思
想
体
系
が
完
成
し
た

最
晩
年
の
一
八
○
○
年
（
死
の
一
年
前
）
の
作
「
漸
東
学
術
」
を
主
た
る
材

料
に
、
宋
い
こ
の
学
術
の
二
大
潮
流
1
一
朱
子
学
派
と
陸
象
山
王
陽
明
学
派

と
い
う
思
想
史
的
流
れ
ー
ー
の
な
か
に
、
章
学
童
が
自
ら
の
学
と
亡
霊
の
学

を
い
か
に
位
置
づ
け
て
い
る
か
、
が
考
察
さ
れ
る
。
章
学
誠
は
青
女
の
学
の

遠
音
を
寓
言
綴
、
着
岸
武
を
へ
て
遠
く
「
尋
問
学
」
の
朱
子
に
も
と
め
、
そ

の
学
風
は
、
　
「
博
雅
し
を
尊
び
「
経
学
即
ち
理
学
」
と
す
る
漸
西
の
学
、
と

定
義
す
る
。
そ
し
て
自
ら
の
学
は
、
黄
宗
義
、
五
宗
周
、
王
陽
明
、
陸
象
山

と
さ
か
の
ぼ
る
「
尊
徳
性
」
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
一
貫
」
を

尊
び
「
専
察
」
の
史
学
を
主
と
す
る
漸
東
の
学
だ
、
と
定
義
す
る
。
そ
の
際
、

章
氏
自
身
は
、
　
「
照
臨
の
学
、
性
命
を
言
う
も
の
必
ず
史
に
究
わ
む
、
此
れ

　
　
す
ぐ

そ
の
卓
る
所
以
な
り
」
と
の
価
値
判
断
か
ら
「
理
学
と
史
学
を
結
合
」
す
る

墨
東
の
学
の
方
が
、
　
「
経
学
か
ら
理
学
を
講
じ
る
」
漸
西
の
学
よ
り
す
ぐ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
過
度
に
強
調
し
て
、
漸
西
の
学
へ
の
反
発
を
示
す

の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
章
雪
景
の
考
え
を
署
者
は
紹
介
し
、
章
氏
の
こ
の
思
想
史
的
見

方
－
漸
東
に
綿
々
た
る
史
学
の
伝
統
が
存
在
し
た
こ
と
を
無
理
に
（
？
）
誇

張
、
顕
彰
し
、
漸
西
の
学
を
低
く
評
価
す
る
一
は
、
漸
西
の
学
者
た
る
戴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

震
と
い
う
学
問
的
強
敵
が
一
貫
し
て
か
れ
に
心
理
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
与
え

て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
だ
、
と
分
析
す
る
。

　
と
す
れ
ば
戴
章
両
者
の
思
想
史
的
な
存
在
意
義
は
ど
こ
に
求
め
れ
ば
よ
い
．
．

の
か
。
そ
れ
を
著
者
は
次
の
よ
う
に
逆
説
的
に
結
論
す
る
。
す
な
わ
ち
、
戴

震
は
程
朱
を
「
敬
を
論
ず
る
に
詳
な
る
も
、
学
を
論
ず
る
に
略
な
り
」
と
批

判
し
な
が
ら
も
、
逆
に
か
れ
は
、
程
朱
の
「
窮
理
致
知
」
の
論
、
「
戸
戸
学
」

の
伝
統
を
徹
底
化
し
た
、
ま
た
他
方
、
章
学
誠
は
自
ら
の
学
を
漸
東
の
史
学

に
も
と
め
、
陸
象
山
、
王
陽
明
の
教
え
に
さ
か
の
ぼ
り
な
が
ら
、
そ
の
「
尊

徳
性
」
の
陸
王
を
「
道
問
学
」
の
陸
王
に
変
え
、
性
情
を
前
視
し
な
が
ら
も

空
理
を
談
ぜ
ざ
る
「
一
象
の
言
」
を
な
し
た
、
と
。

　
ま
た
こ
の
章
で
は
、
章
学
誠
の
「
認
同
感
」
．
．
ω
①
口
ω
①
o
臨
δ
o
簿
嘗
団
、
、
か

ら
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
想
起
し
て
み
た
り
、
章
氏
の
「
高
虜
」
と

「
沈
潜
」
と
い
う
入
間
類
型
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
．
．
言
民
①
や
ヨ
一
巳
①
身
①
器
、
、

と
．
．
酔
8
σ
q
劉
日
ぎ
α
①
身
②
。
。
ω
．
．
あ
る
い
は
章
氏
の
い
う
「
博
雅
」
と
「
貸
家
」

を
ア
イ
ザ
イ
ア
・
パ
ー
リ
ソ
の
「
き
つ
ね
」
と
「
は
り
ね
ず
み
」
　
（
「
き
つ

ね
」
は
多
く
の
こ
と
を
知
り
、
　
「
は
り
ね
ず
み
」
は
た
だ
一
つ
の
大
事
の
み

を
知
る
。
邦
訳
『
バ
リ
ね
ず
み
と
狐
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
）
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
照
嚇
し
て
み
た
り
し
て
、
比
較
思
想
史
的
分
析
を
加
え
て

い
る
こ
と
な
ど
含
蓄
が
あ
り
、
な
か
な
か
興
味
深
い
。

　
第
六
章
「
戴
東
原
と
清
代
考
証
学
の
学
風
」
で
は
戴
震
と
当
時
の
考
証
学
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評澱凶

器
学
風
と
の
錯
綜
に
注
目
し
、
そ
の
学
問
の
重
点
の
変
化
の
道
程
を
た
ど
る
。

こ
の
章
は
外
篇
の
「
戴
震
の
『
経
考
』
と
早
期
学
術
の
方
向
」
と
と
も
に
、

本
書
の
蕉
巻
と
い
っ
て
よ
い
部
分
で
あ
ろ
う
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
著
者

は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。

　
戴
震
は
考
証
学
全
盛
の
時
代
に
あ
っ
て
、
考
証
と
義
理
と
を
兼
備
し
た
ま

れ
な
学
老
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
考
証
学
に
よ
っ
て
の
み
有
名
で
、
そ
の
義
理

の
学
を
称
賛
し
た
の
は
章
学
誠
だ
け
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
　
『
原
善
』
『
論

性
』
な
ど
の
諸
篇
に
た
い
し
て
同
時
代
の
学
者
朱
箔
や
銭
大
所
は
「
義
理
を

空
談
す
、
以
て
作
す
な
く
し
て
可
な
り
」
と
の
べ
た
。
そ
う
し
た
学
問
的
雰

囲
気
に
戴
震
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
な
か
で
戴
震
は
ど

う
生
き
た
の
か
。
戴
震
は
一
七
五
四
年
三
十
二
歳
の
と
き
北
京
に
上
京
、
ま

た
た
く
間
に
、
経
学
考
証
で
最
高
権
威
に
な
っ
た
。
い
ら
い
晩
年
ま
で
の
二

十
余
年
、
考
証
学
者
と
し
て
名
声
を
保
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
に

は
、
訓
詰
明
ら
か
に
し
て
の
ち
義
理
も
明
ら
か
、
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
、

考
証
は
義
理
に
と
っ
て
必
要
に
し
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
基
礎
と
認
め
た
こ
と
、

二
つ
に
は
十
八
世
紀
の
中
国
に
お
い
て
は
、
考
証
は
一
つ
の
職
業
と
し
て
あ

っ
た
こ
と
、
に
よ
る
。

　
さ
て
、
右
上
が
義
理
を
論
じ
た
こ
と
に
た
い
し
て
は
二
種
類
の
反
対
が
み

ら
れ
た
。
第
一
種
は
、
伝
統
的
な
程
朱
の
義
理
観
か
ら
、
戴
震
の
異
端
ぶ
り

を
攻
撃
す
る
、
銚
鼎
、
尿
流
升
、
油
鼠
芳
、
翁
方
綱
ら
、
第
二
種
は
、
訓
詰

考
証
の
立
場
か
ら
二
三
の
義
理
の
学
に
不
満
の
意
を
唱
え
た
上
記
の
朱
箔
、

銭
大
所
ら
。
そ
れ
に
た
い
し
て
戴
震
は
、
前
者
の
人
び
と
に
は
抗
拒
の
態
度

を
と
っ
た
が
、
後
者
の
人
び
と
に
は
正
面
切
っ
て
反
論
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の

圧
力
を
緩
和
す
る
た
め
『
緒
言
』
の
書
名
を
『
字
義
馬
事
』
と
変
え
る
な
ど

の
策
を
弄
す
る
。
こ
う
し
た
戴
震
の
苦
心
を
、
著
者
は
十
五
、
六
世
紀
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
古
典
文
献
学
老
℃
三
δ
一
〇
σ
q
凶
珠
た
ち
、
た
と
え
ば
〇
三
一
一
建
ヨ
。

しづ

､
ゆ
に
比
せ
ら
れ
る
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
戴
震
の
程
朱
の
義
理
に
た
い

す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
次
の
ご
と
く
分
析
す
る
。
一
七
五
四
年
上
京
以
前

か
れ
は
宋
儒
に
反
対
し
て
い
な
か
っ
た
。
入
闘
い
ご
北
京
の
考
証
学
老
（
紀

胸
な
ど
）
の
反
宋
儒
的
風
気
に
感
染
し
て
反
発
が
生
ま
れ
、
五
七
年
揚
州
で

恵
棟
と
会
っ
た
こ
と
か
ら
反
宋
学
意
識
は
強
ま
っ
た
。
そ
し
て
著
作
で
搭
乗

批
判
を
は
じ
め
た
の
は
六
九
年
の
『
緒
言
』
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
紀

胸
、
恵
棟
は
訓
詰
名
物
の
立
場
か
ら
た
だ
宋
儒
を
攻
優
し
、
　
「
破
る
あ
り
て

立
つ
る
な
し
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
戴
氏
は
「
破
る
あ
り
立
つ
る
あ
り
」

で
、
　
「
理
」
に
新
た
な
意
味
を
付
与
し
自
分
自
身
の
義
理
の
体
系
を
形
成
し

た
、
と
戴
震
を
た
か
く
評
価
す
る
。

　
し
か
ら
ば
一
七
五
五
年
、
　
「
義
理
」
　
「
考
証
」
　
「
辞
章
」
と
い
う
三
分
法

を
も
っ
と
も
早
く
（
駅
亭
に
先
だ
っ
て
）
提
出
し
た
戴
震
の
、
そ
の
思
想
発
展

は
ど
の
よ
う
に
時
期
区
分
さ
れ
る
の
か
。
著
者
は
そ
れ
を
三
段
階
に
分
け
る
。

　
一
、
一
七
五
四
年
の
入
都
、
あ
る
い
は
一
七
五
七
年
揚
州
で
寄
棟
と
面
談

す
る
ま
で
の
時
期
。
こ
の
時
期
は
義
理
を
第
一
義
の
学
、
考
証
を
第
二
義
的

な
も
の
と
す
る
。
が
、
義
理
の
面
で
心
得
は
な
く
、
程
朱
の
義
理
と
六
経
孔

孟
の
言
と
分
岐
あ
り
、
と
は
そ
れ
ほ
ど
つ
よ
く
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
二
、

一
七
六
六
年
を
分
水
嶺
と
す
る
十
年
間
で
、
恵
棟
一
派
と
接
近
し
宋
儒
の
義

理
に
反
対
し
、
考
証
と
義
理
と
を
紺
等
の
地
位
に
置
く
。
ま
た
、
　
『
原
善
』

初
繭
も
で
き
、
自
ら
の
義
理
の
構
想
に
着
手
。
三
、
晩
年
最
後
の
十
年
は
、

「
義
理
は
即
ち
考
籔
文
章
二
丁
の
源
な
り
」
と
す
る
義
理
重
視
の
立
場
に
立

つ
。
が
、
名
物
訓
話
は
義
理
の
是
非
を
決
定
す
る
唯
一
の
標
準
だ
、
と
も
の

べ
て
、
考
証
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
ま
さ
し
く
新
た
な
価
値
体
系
を
確
立

し
た
時
期
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
戴
震
の
思
想
を
時
期
区
分
し
、
著
者
は
、
胡
適
が
信
用
し

な
か
っ
た
戴
術
善
が
記
す
戴
震
の
「
臨
終
の
言
」
一
生
平
の
読
雷
、
絶
え

て
復
た
記
せ
ず
、
此
こ
に
到
り
て
方
め
て
義
理
の
学
は
以
て
心
を
養
う
べ
き

を
知
る
一
を
、
か
れ
の
最
晩
年
の
心
理
状
態
を
示
す
も
の
と
認
め
、
　
「
義

理
を
そ
の
心
の
最
後
の
帰
宿
の
地
と
し
た
」
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
七
章
「
後
論
」
。
以
上
の
よ
う
に
の
べ
来
た
っ
た
著
者
は
、
結
論
を
出

す
。
そ
れ
を
私
な
り
に
要
約
す
れ
ば
こ
う
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
戴
震
と
章

学
誠
は
、
e
と
も
に
家
庭
環
境
が
困
窮
し
て
い
た
、
⇔
科
挙
で
し
ば
し
ば
挫

折
し
た
、
肉
故
郷
で
学
問
基
礎
を
確
立
し
て
の
ち
北
京
に
赴
き
学
界
と
接
触

を
も
っ
た
、
㈲
地
方
志
な
ど
の
文
献
整
理
で
生
計
を
た
て
た
、
㈲
終
身
学
問

の
追
求
を
事
と
し
た
が
、
正
式
に
は
入
為
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
五
つ
の
共

通
点
を
も
ち
、
清
代
中
期
の
学
者
の
一
典
型
と
認
め
う
る
。
と
と
も
に
、
思

想
的
に
み
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
時
代
の
学
風
に
満
足
せ
ず
、
義
理
の
立
場
に
立

っ
た
。
だ
が
思
想
家
た
る
人
間
類
型
と
し
て
両
者
に
は
差
異
が
あ
る
。
章
学

誠
は
一
貫
し
て
（
「
き
つ
ね
」
の
）
時
代
に
な
じ
ま
ぬ
「
は
り
ね
ず
み
」
で
あ

り
、
つ
ね
に
心
理
的
圧
力
を
は
ね
か
え
そ
う
と
世
の
中
に
激
憤
し
て
公
然
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

時
代
に
挑
戦
し
、
著
作
を
『
文
史
通
義
』
と
名
づ
け
義
理
の
立
場
を
鮮
明
に

し
た
。
戴
冠
も
本
質
的
に
は
「
は
り
ね
ず
み
」
に
属
す
る
人
間
で
結
局
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

立
場
を
貫
い
た
け
れ
ど
も
、
　
『
孟
子
字
義
疏
証
』
と
漂
う
っ
て
時
代
風
潮
に

妥
協
を
よ
そ
お
っ
た
り
も
し
た
、
と
断
ず
る
。

　
か
く
て
、
近
世
儒
学
発
展
史
か
ら
み
て
、
考
証
学
は
宋
明
理
学
の
義
理
の

争
い
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
罫
書
両
氏
は
、
ど
ち
ら
も

そ
の
考
証
学
の
運
動
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
、
と
結
論
す
る
の
で
あ

る
。

亙

　
以
上
の
ご
と
き
内
篇
が
終
わ
っ
て
、
外
篇
の
第
一
章
で
は
、
　
「
戴
震
の

『
経
考
』
と
早
期
学
術
の
方
向
」
と
い
う
題
目
で
、
戴
氏
の
初
期
の
思
想
が

解
剖
さ
れ
、
ま
た
か
れ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
、
江
南
と
の
関
係

が
考
察
さ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
著
者
は
、
　
『
戴
灰
遺
書
』
未
収
の
『
経
紀
』
　
『
経
考
附
録
』

（
両
面
は
著
者
の
時
期
区
分
で
い
う
第
一
期
、
北
京
上
京
以
前
に
書
か
れ
た

も
の
）
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戴
震
の
初
期
思
想
は
、
陸
王
を
排
し

程
朱
を
主
と
し
、
朱
子
の
「
道
藩
学
」
を
服
腐
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

「
志
は
道
を
聞
く
に
存
す
」
と
い
う
治
学
精
神
を
具
有
し
て
い
た
こ
と
、
さ

ら
に
論
学
の
中
心
観
念
と
し
て
、
二
面
明
ら
か
に
し
て
の
ち
義
理
も
明
ら
か
、

と
す
る
考
え
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
実
証
す
る
。
そ
し
て
こ
の
両
書

に
よ
っ
て
、
戴
震
の
後
期
の
思
想
の
発
展
は
す
べ
て
理
解
し
う
る
、
と
著
老

は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
両
書
に
し
ば
し
ば
江
永
の
名
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
　
「
清
代
学
術

史
上
の
一
大
公
案
」
と
も
い
う
べ
き
江
永
と
戴
震
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
。

従
来
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
三
つ
の
見
解
が
存
在
し
た
。
e
解
止
、
魏

源
、
王
国
維
の
、
戴
震
は
早
年
に
江
畔
に
師
事
し
た
が
晩
年
に
師
た
る
天
永

に
背
い
た
、
と
い
う
説
。
⇔
戴
震
は
江
永
を
師
と
し
て
一
生
礼
を
尽
し
た
、

と
い
う
垂
簾
の
説
。
⇔
「
江
戴
の
誼
は
師
友
の
問
に
あ
り
、
未
だ
嘗
て
著
籍

し
て
弟
子
に
は
為
ら
ず
」
と
す
る
命
拾
舞
の
説
、
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し

て
、
著
者
自
身
は
、
江
戴
両
氏
が
接
触
を
も
っ
た
時
期
と
両
者
の
間
に
正
式

の
師
弟
関
係
が
あ
る
か
否
か
、
を
追
跡
し
、
従
来
信
用
せ
ら
れ
て
き
た
段
玉

裁
の
『
東
原
年
譜
』
（
戴
氏
死
後
三
十
七
年
後
の
一
八
一
四
年
、
段
氏
八
十
歳
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評書

の
と
ぎ
完
成
）
よ
り
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
洪
榜
撰
『
戴
先
生
行
状
』
　
（
戴

氏
逝
去
の
翌
年
に
成
る
）
の
方
が
信
頼
で
き
う
る
と
し
て
、
第
三
の
許
氏
の

見
解
に
賛
成
す
る
。
以
下
、
王
艇
『
戴
東
原
先
生
墓
志
銘
』
、
銭
大
所
『
戴

先
生
震
伝
』
『
江
先
生
永
観
』
、
余
廷
燦
『
戴
東
原
先
生
中
略
』
、
章
長
男
『
書

朱
陸
篇
章
』
、
戴
震
『
江
慎
修
先
生
事
許
状
』
な
ど
の
資
料
を
博
引
し
、
正

式
の
弟
子
は
「
師
の
名
謁
を
避
く
」
、
「
弟
子
の
名
も
し
恰
も
師
に
同
じ
な
れ

ば
則
ち
当
に
改
易
す
べ
し
」
と
い
う
有
名
な
（
二
団
子
と
周
期
纈
、
周
正
思

と
朱
子
の
）
例
証
を
引
い
て
こ
う
論
ず
る
。
i
戴
震
は
早
年
に
師
の
礼
を

以
っ
て
江
永
を
「
暗
幕
斎
先
生
」
と
呼
ん
だ
け
れ
ど
も
、
晩
年
に
は
江
永
の

学
は
も
は
や
「
道
を
聞
く
」
に
足
ら
ず
と
考
え
、
「
著
郡
の
老
儒
江
慎
修
永
」

と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
ー
ー
と
。

　
こ
の
章
の
著
老
の
推
論
を
、
評
者
の
私
は
筆
力
足
ら
ず
し
て
十
分
に
描
写

で
き
ぬ
が
、
実
に
見
事
な
論
証
で
、
ま
さ
に
密
室
で
ベ
ッ
ド
・
デ
イ
テ
ク
テ

ィ
ブ
を
読
む
感
が
し
た
こ
と
を
告
白
し
て
お
く
。

　
第
二
か
日
戴
東
原
と
伊
藤
仁
斎
」
。
　
一
九
二
六
年
、
青
木
晦
蔵
（
一
八
六

六
～
一
九
三
一
元
大
谷
大
学
教
授
）
が
『
斯
文
』
に
連
載
し
た
論
文
「
伊

藤
仁
斎
と
戴
東
原
」
に
触
発
さ
れ
書
か
れ
た
も
の
、
と
い
う
。
仁
斎
（
一
六

二
七
～
一
七
〇
五
）
の
『
語
孟
字
義
』
と
戴
震
『
孟
子
字
義
疏
証
』
と
は
書

名
だ
け
で
な
く
、
内
容
も
き
わ
め
て
似
て
い
る
が
、
こ
れ
は
戴
氏
が
仁
斎
の

書
を
読
ん
だ
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
す
る
青
木
の
疑
問
に
た
い
し
、
著
者
は
、

仁
斎
の
書
が
中
国
に
輸
入
さ
れ
て
お
ら
ぬ
と
い
う
確
証
は
な
い
が
、
日
本
の

古
学
派
が
起
こ
る
歴
史
的
背
景
が
、
明
末
清
初
の
中
国
の
儒
学
の
動
向
と
思

想
史
上
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
中
日

両
国
の
儒
学
の
流
れ
が
照
応
一
致
す
る
こ
と
、
ゆ
え
に
仁
斎
東
原
両
氏
の
説

は
、
儒
学
が
「
尊
徳
性
」
か
ら
「
道
問
学
」
に
転
換
し
て
の
ち
必
ず
み
ら
れ

る
内
在
的
発
展
だ
、
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
章
雲
斎
と
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
歴
史
思
想
」
。
　
こ
れ
は
著
者
が

一
九
五
七
年
、
　
『
自
由
学
人
』
誌
に
執
筆
し
た
、
も
っ
と
も
若
書
き
の
も
の

で
あ
る
が
、
　
「
中
西
歴
史
哲
学
の
若
干
の
比
較
」
と
の
副
題
ど
お
り
、
章
学

田
の
思
想
を
、
E
・
H
・
カ
ー
に
よ
っ
て
「
歴
史
哲
学
に
重
大
な
貢
献
を
し

た
二
十
世
紀
唯
一
の
イ
ギ
リ
ス
の
思
想
家
」
と
評
さ
れ
る
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド

（一

ｪ
八
九
～
一
九
四
三
）
の
代
表
作
．
．
↓
冨
己
＄
O
h
三
ω
8
Q
、
、
お
禽

（
邦
訳
『
歴
史
の
観
念
』
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
七
〇
）
と
比
較
分
析
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
　
『
文
史
通
義
』
の
も
つ
現
代
的
意
味
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
著
者
は
、
中
国
史
学
に
お
け
る
人
文
の
伝
統
、
史
学
に
お
け
る
言
、

と
事
の
合
一
、
筆
削
の
義
と
一
家
の
言
、
と
い
う
三
つ
の
角
度
か
ら
両
者
の

歴
史
哲
学
を
検
討
し
、
両
者
の
歴
史
観
は
き
わ
め
て
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
多

い
が
、
そ
の
最
大
の
共
通
点
は
「
史
学
の
自
主
」
．
．
ρ
箕
。
ロ
。
ヨ
団
。
臨
三
ω

8
屯
、
、
に
た
い
す
る
強
烈
な
要
求
に
あ
る
、
と
論
じ
る
。
　
コ
リ
ソ
グ
ウ
ッ

ド
は
、
二
十
世
紀
の
新
理
想
主
義
．
．
累
o
o
山
畠
。
巴
δ
影
、
”
の
重
鎮
と
し
て
、
近

代
史
学
思
想
の
二
つ
の
重
要
な
潮
流
で
あ
る
、
ラ
ン
ケ
流
の
「
歴
史
主
義
」

、
．
臨
ω
8
ユ
9
ω
白
、
、
と
コ
ン
ト
流
の
「
実
証
主
義
」
、
、
唱
。
。
。
篤
く
卜
占
、
、
に
た
い

す
る
反
動
と
修
正
を
意
図
し
て
「
史
学
の
自
主
」
を
主
張
し
た
。
そ
れ
と
同

じ
く
、
章
学
誠
も
、
孔
子
、
司
馬
遷
な
ど
の
史
学
の
尊
厳
と
独
立
と
い
う
、

人
文
の
伝
統
を
基
礎
に
、
形
代
の
経
学
考
証
学
に
た
い
す
る
強
烈
な
抵
抗
と

し
て
「
史
学
の
自
主
」
を
説
い
た
、
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
著
者
自
身
、
現

在
な
お
章
西
翠
や
コ
リ
ソ
グ
ウ
ッ
ド
の
い
う
史
学
の
自
主
性
が
、
史
学
が
社

会
科
学
の
応
用
学
に
な
っ
て
し
ま
わ
ぬ
た
め
に
も
必
要
だ
、
と
の
べ
る
の
で

あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
比
較
検
討
の
作
業
は
、
は
っ
き
り
い
っ
て
私
に
と
つ
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て
け
っ
し
て
理
解
し
や
す
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
著
者
が
史
学
の
自
立

性
と
い
う
点
で
、
章
学
識
と
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
に
大
い
な
る
共
感
を
抱
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
感
得
で
き
た
。

　
そ
し
て
第
四
章
「
章
実
斎
と
童
二
樹
一
｝
つ
の
史
料
の
粗
卑
一
」
は
、

酒
林
の
『
文
献
記
臆
録
』
の
郡
晋
屈
伝
に
ひ
か
れ
る
章
学
誠
（
章
を
そ
の
書

で
は
張
に
つ
く
る
が
）
の
記
事
に
、
か
れ
が
若
い
と
き
、
童
鉦
（
二
樹
）
と

交
遊
し
た
、
と
み
え
る
が
、
そ
れ
が
事
実
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た

も
の
で
、
資
料
に
対
す
る
信
懸
口
に
注
意
を
喚
起
す
る
短
文
で
あ
る
。

　
一
こ
れ
で
外
篇
も
終
わ
る
。

　
以
上
で
大
雑
把
で
は
あ
る
が
、
本
書
の
の
べ
る
と
こ
ろ
を
要
約
し
た
。
い

さ
さ
か
断
章
取
義
の
紹
介
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
が
、
読
過
の

際
感
じ
た
点
を
い
く
つ
か
つ
け
加
え
て
、
こ
の
書
評
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
本
書
を
通
読
し
て
感
じ
る
こ
と
は
、
著
者
の
予
震
、
章
親
掛
に
た
い

す
る
恩
想
的
評
価
、
歴
史
的
な
位
置
づ
け
が
、
き
わ
め
て
妥
当
で
あ
り
、
読

む
ひ
と
を
納
得
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
一
部

「
思
想
史
家
」
に
見
ら
れ
る
が
ご
と
き
、
あ
る
思
想
象
の
片
言
一
句
を
と
り

あ
げ
、
そ
れ
を
演
繹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
独
創
的
」
に
し
て
「
特
異
な
」

思
想
家
像
を
う
ち
た
て
る
、
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
い
さ
さ
か
も
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
い
て
、
本
書
が
そ
の
方
法
の
独
創
性
と
多
く

の
新
し
い
指
摘
に
み
ち
み
ち
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
要
約
紹
介
を
読
ん
だ
だ

け
か
ら
で
も
、
あ
る
程
度
う
か
が
い
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
も
し
、
読
者
が
こ
の
書
を
一
読
さ
れ
る
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
、
た
ん
に

思
懇
の
特
徴
を
羅
列
す
る
の
み
で
事
足
れ
り
と
す
る
平
板
な
実
証
論
文
に
は

な
い
面
白
さ
、
を
感
取
さ
れ
る
も
の
と
信
じ
る
。

　
で
は
そ
の
面
白
さ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
思
想
に

投
影
す
る
心
理
的
側
面
を
重
視
す
る
、
著
者
の
方
法
論
に
も
と
め
ら
れ
よ
う
。

つ
ま
り
思
想
家
の
、
時
代
風
潮
や
他
の
思
想
家
に
た
い
す
る
微
妙
な
心
理
的

な
騎
に
、
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
て
、
そ
れ
を
糸
の
ほ
つ
れ
を
と
く
が
ご
と

く
謎
と
き
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
者
は
自
ら
の
思
想
史
解
釈
に

大
き
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
著
者
は
、
じ
つ
に
多
く
の
資
料
や
先
人
の
説
を
あ
つ
め
、
中
国
、

日
本
、
欧
米
（
た
と
え
ば
、
℃
・
U
Φ
津
綜
く
竃
ρ
、
、
O
ン
p
コ
G
q
出
も
，
q
Φ
げ
占
姻
”
Φ
ロ
σ
q
窪
◎

国
貯
麟
瞳
ω
8
ユ
。
α
q
巴
ρ
℃
げ
ざ
．
、
芝
．
ρ
し
d
＄
巴
。
団
ρ
β
創
国
．
9
℃
償
一
δ
団
げ
㌶
昌
ピ

a
。
。
層
建
夏
ミ
貯
誠
ミ
G
ミ
“
ミ
ミ
周
載
智
㌧
ミ
3
0
惹
。
巳
d
三
ノ
、
巳
剛
器
ω
ρ

お
①
押
U
p
〈
乙
宅
ゴ
、
凶
ω
9
ど
§
馬
肥
意
§
ミ
§
二
月
ミ
ミ
○
｝
ミ
・
・
恥
葬
藤
忠
－

寒
、
§
喚
〔
嵩
ω
。
。
1
μ
G
。
O
ご
・
深
ヨ
一
h
o
三
q
三
く
・
隔
日
窃
ρ
這
①
O
）
の
各
国
語
で
書

か
れ
た
従
来
の
研
究
業
績
に
あ
た
っ
て
そ
の
成
果
を
吸
収
し
、
そ
の
正
す
べ

き
は
正
し
、
引
く
べ
き
は
引
い
た
そ
の
上
で
、
自
己
の
説
を
構
築
し
て
い
る
。

こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
思
想
史
研
究
者
と
し
て
の
著
者
の
誠
実
に
し
て
真
蟄

な
態
度
を
見
て
と
れ
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
発
言
に
た
い
す
る
自
負
を
も
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
欧
米
に
住
む
中
国
人
学
者
の
つ
ね
と
し
て
、
時
に
は
、
孔
子
と
司
馬

遷
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
と
ッ
キ
ジ
デ
ス
か
ら
歴
史
を
論
じ
、
清
朝
の
考
証
学
者
を

十
六
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
文
献
学
老
に
比
し
、
中
国
文
明
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
明
を
比
較
思
想
史
の
ま
な
板
の
上
に
の
せ
て
論
じ
る
。
こ
う
し
た
方
法

を
あ
る
い
は
好
ま
ぬ
読
者
も
あ
ろ
う
が
、
評
者
の
わ
た
し
は
、
皮
相
な
る
ハ

イ
カ
ラ
主
義
で
は
な
く
し
て
自
己
の
有
す
る
伝
統
的
文
明
を
価
値
あ
る
も
の

と
し
て
捉
え
る
わ
る
び
れ
な
さ
P
に
、
中
国
人
と
し
て
の
著
者
の
ア
イ
デ
ン
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評書

テ
ィ
テ
ィ
ー
と
自
信
と
を
感
得
さ
せ
ら
れ
た
。
だ
が
そ
の
際
、
政
治
思
想
と

し
て
み
た
ば
あ
い
明
白
で
あ
ろ
う
儒
教
の
否
定
的
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
、
経
学

の
も
つ
限
界
性
、
に
論
及
せ
ず
、
工
千
年
来
の
中
国
文
明
を
さ
さ
え
て
き
た

儒
教
の
積
極
的
側
面
の
み
を
評
価
し
す
ぎ
る
、
と
の
印
象
を
う
け
た
の
も
事

実
で
あ
る
。

　
が
、
と
も
あ
れ
、
ど
の
よ
う
な
書
物
も
批
判
し
よ
う
と
お
も
え
ば
、
す
べ

て
批
判
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
か
り
に
も
し
、
本
書
に
不
満
を
も
つ
ひ
と
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
本

書
が
あ
ま
り
に
も
思
想
の
内
在
的
発
展
に
重
点
を
お
い
て
内
側
だ
け
か
ら
書

か
れ
す
ぎ
、
外
側
つ
ま
り
思
想
の
社
会
に
お
け
る
あ
り
方
、
帯
代
な
ら
清
朝

統
治
下
と
い
う
時
代
の
社
会
的
環
境
と
政
治
的
風
土
の
な
か
で
思
想
家
お
よ

び
そ
の
思
想
が
受
け
る
限
界
性
を
指
摘
す
る
と
い
う
側
面
、
が
不
足
し
す
ぎ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
例
を
と
れ
ば
、
乾
嘉
の
考
証
学
の
隆
盛

に
つ
い
て
も
、
著
者
は
、
明
末
の
朱
子
学
派
と
陽
賜
学
派
の
義
理
の
論
争
へ

の
反
動
に
よ
っ
て
「
尊
徳
性
」
か
ら
「
道
問
学
」
へ
と
い
う
学
術
的
変
貌
が

み
ら
れ
た
、
と
い
う
側
面
を
指
摘
す
る
の
み
に
と
ど
ま
る
。
け
れ
ど
も
か
か

る
思
想
の
内
在
的
発
展
の
視
角
と
は
別
の
観
点
も
存
在
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
現
代
中
国
の
代
表
的
思
想
史
家
・
侯
外
罐
は
い
う
。
「
十
八
世
紀

に
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
漢
学
が
一
世
を
風
靡
す
る
専
門
の
学
と
な
る
。
こ
れ

は
清
朝
封
建
統
治
勢
力
が
相
対
的
安
定
期
に
は
い
っ
た
こ
と
と
密
接
な
関
係
、

と
り
わ
け
康
煕
い
ら
い
の
反
動
的
文
化
政
策
と
密
接
な
関
係
、
を
も
っ
て
い

る
」
（
『
中
国
早
期
啓
蒙
思
想
史
』
四
一
〇
頁
）
、
と
。
こ
う
し
た
論
に
た
い

し
て
、
著
者
は
や
は
り
、
答
え
を
だ
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
さ
ら
に
ま
た
先
の
、
著
者
の
儒
教
に
た
い
す
る
包
容
的
か
つ
肯
定
的
姿
勢

に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
章
愈
々
が
儒
教
倫
理
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

面
に
お
い
て
き
わ
め
て
名
評
擁
護
意
識
の
濃
厚
な
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

動
的
と
い
っ
て
も
よ
い
人
物
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
考
慮

し
て
お
ら
れ
な
い
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
本
書
に
蜀
望
す
る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
思
想
の

政
治
的
社
会
的
情
況
の
な
か
で
も
つ
意
味
、
下
部
構
造
か
ら
の
規
定
性
に
つ

い
て
、
一
章
で
よ
い
か
ら
論
じ
て
ほ
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
最
後
に
も
う
一
つ
だ
け
、
本
書
で
欠
如
し
て
い
る
点
を
つ
け
加
え
て
お
か

ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
戴
震
の
自
然
哲
学
と
で
も
い
う
べ
き
側
面
へ
の
言

及
の
欠
落
で
あ
る
。
さ
き
に
わ
た
し
は
、
本
書
内
篇
第
六
章
お
よ
び
外
篇
第

一
章
の
、
戴
震
に
か
ん
す
る
論
を
、
こ
の
書
の
圧
巻
だ
と
の
べ
た
。
ま
さ
に

こ
の
論
に
よ
っ
て
、
戴
震
の
思
想
的
発
展
の
過
程
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
よ
り

は
る
か
に
進
ん
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
こ
で
は
戴
震
の
義
理
と
考
証
へ
の
学
問
的
比
重
の
か
け
方
の
追
求
、
に
論

点
が
か
た
よ
り
す
ぎ
て
、
血
書
の
学
問
全
般
に
た
い
す
る
評
価
が
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
戴
震
の
学
の
い
ま
一
つ
の
軸
で
あ

る
、
天
文
日
算
な
ど
の
科
学
思
想
へ
の
論
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

周
知
の
ご
と
く
、
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
初
め
、
西
欧
か
ら
の
宣
教
師

伝
来
と
と
も
に
西
欧
の
科
学
技
術
（
西
法
）
が
中
国
に
導
入
さ
れ
た
。
そ
し

て
そ
の
西
法
は
、
戴
震
に
も
富
永
か
ら
伝
授
さ
れ
た
一
「
清
朝
に
お
け
る

本
格
的
な
科
学
思
想
の
芽
生
え
は
、
よ
う
や
く
こ
の
戴
震
あ
た
り
に
見
出
せ

る
」
（
近
藤
光
男
『
戴
震
集
』
八
頁
、
朝
日
文
明
選
）
一
と
、
従
来
い
わ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
戴
震
に
お
け
る
西
法
と
科
学
思
想
に
つ
い
て
も
「
外

篇
」
に
一
言
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
一
、
二
批
判
が
ま
し
き
需
葉
を
吐
い
た
が
、
そ
れ
は
本
書
の
存
在

価
値
を
い
さ
さ
か
も
そ
こ
な
う
も
の
で
は
な
い
。
清
朝
考
証
学
全
盛
期
に
義
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理
の
学
の
も
っ
た
意
味
を
、
思
想
史
の
内
在
的
発
展
と
い
う
流
れ
の
な
か
に

さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
著
者
の
主
眼
は
、
見
事
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

著
書
と
別
の
立
場
か
ら
は
批
判
も
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
の
べ
た
に

す
ぎ
な
い
。

　
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
確
か
な
目
く
ば
り
で
な
さ
れ
る
史
料
の
読
み
、
そ
れ

で
い
て
き
わ
め
て
新
鮮
な
思
想
解
釈
。

　
わ
た
し
は
近
頃
よ
ん
だ
専
門
の
書
物
の
な
か
で
こ
れ
ほ
ど
知
的
な
刺
戟
を

う
け
た
も
の
は
な
い
。
本
書
は
戴
震
と
章
学
誠
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
モ
ノ

グ
ラ
フ
ィ
1
で
あ
る
。
今
後
、
戴
震
と
章
学
誠
を
論
ず
る
も
の
は
、
い
や
清

代
思
想
史
を
志
す
も
の
は
、
本
書
を
読
ま
ず
し
て
立
論
は
で
き
ぬ
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

　
①
　
外
務
省
海
外
研
修
生
と
し
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
留
学
中
の
杉
本
信
行
氏
を
通

　
　
じ
て
、
余
当
時
教
授
の
略
歴
と
著
作
の
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
主

　
　
な
る
業
積
を
挙
げ
る
。

　
　
　
A
、
覇
央
文
著
書
。
這
§
ミ
驚
§
亨
G
ミ
壽
湧
馬
肉
ミ
ミ
帆
§
嵩
鴫
㎏
N
恥
へ
1
賊
矯
ヘ
ト
鼠
9
ミ
q
奥

　
　
鼠
O
ミ
謹
亀
卜
§
喧
§
鷺
§
馬
ミ
ミ
㌃
ミ
寒
賢
§
ミ
．
（
三
9
渕
。
げ
。
詳
囲
慧
。
汗

　
　
僧
鵠
α
国
．
ρ
い
冨
y
寓
日
く
僧
上
噂
巳
①
ρ
　
寄
貸
§
§
ミ
肉
巷
§
気
§
§
寒
濤

　
　
G
ミ
嚇
ミ
糟
鼠
硫
ミ
亀
§
馬
ぎ
砺
馬
ミ
罫
ミ
馬
ミ
駿
§
－
切
ミ
守
袋
蕊
ミ
胴
奪
§
§
§

　
　
謁
ミ
ミ
ご
起
勲
d
三
く
・
o
隔
O
餌
一
凱
。
巴
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騨
勺
H
o
q
o
ω
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㊤
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B
、
中
国
文
著
書
。
『
憎
悪
革
命
論
』
、
自
由
出
版
社
、
香
港
、
一
九
五
四
、
『
自

　
　
由
与
平
等
之
問
』
、
同
上
、
一
九
五
五
、
　
『
文
明
論
衡
』
、
高
原
出
版
社
、
一
九
五

　
　
五
、
『
方
以
智
晩
節
考
』
、
新
亜
書
院
香
港
碑
文
大
学
、
一
九
七
二
、
　
『
歴
史
与
思

　
　
想
』
、
聯
経
出
版
、
台
北
、
一
九
七
六
。

　
　
　
C
、
英
文
論
文
。
、
、
ご
富
§
Q
H
ヨ
日
自
9
＝
畠
一
一
μ
夢
Φ
蜜
豆
畠
9
譲
磐
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二
二
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、
、
§
蟻
、
暑
ミ
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o
ミ
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ミ
＆
込
笥
ミ
蝋
“
9
軸
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軌
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題
曜
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軌
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コ
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⑦
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ゴ
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α
ω
o
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窪
σ
Q
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、
淘
§
乱
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§
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ρ
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玉
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o
o
α
四
ロ
α
司
暮
言
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出
器
〇
三
ロ
F
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．
貯
O
財
雪
σ
q
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．
ρ
層
巴
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ぎ
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・
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お
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近
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D
、
中
團
文
論
文
。
「
五
四
運
動
的
再
検
討
」
『
人
生
』
七
－
一
二
「
東
漢
政
権

　
之
建
立
与
士
族
大
営
之
関
係
」
　
『
新
亜
学
報
』
｝
1
二
、
一
九
五
六
、
　
「
一
個
人

　
文
主
義
的
歴
史
観
」
　
『
祖
国
』
一
四
－
一
〇
、
一
九
五
六
、
　
「
陳
寅
格
先
生
〈
論

　
再
生
縁
〉
雷
後
」
　
『
人
生
陣
一
九
瞬
、
一
九
五
八
、
「
漢
晋
之
際
士
之
新
自
覚
与

　
新
思
潮
」
『
新
亜
学
報
』
四
－
一
、
一
九
五
九
、
　
「
文
芸
復
興
与
人
文
思
潮
」
『
新

　
亜
書
院
学
術
年
刊
』
一
、
一
九
五
九
、
　
「
従
宋
明
儒
学
的
発
展
論
渚
代
思
想
史
」

　
『
中
闘
学
人
』
二
、
一
九
七
〇
、
　
「
方
中
履
及
其
古
今
釈
疑
」
　
『
書
目
季
刊
』
六

　
一
％
、
｝
九
七
二
、
　
「
史
学
、
史
家
与
時
代
」
　
『
幼
獅
月
刊
』
三
九
－
五
、
　
「
近

　
代
紅
学
的
発
展
与
紅
学
革
命
」
　
『
香
港
中
文
大
学
学
報
』
二
一
一
、
　
「
関
口
紅
楼

　
夢
的
作
者
和
思
想
問
題
」
『
中
華
月
報
』
七
〇
五
、
　
「
何
以
必
須
学
術
自
由
」
『
明

　
報
月
刊
』
一
〇
〇
、
　
「
章
学
用
的
六
経
皆
多
量
霊
夢
陸
異
同
論
」
　
『
新
亜
学
術
年

　
刊
』
　
一
六
、
　
「
戴
震
易
経
参
与
早
期
学
術
書
向
」
　
『
銭
老
先
生
八
十
歳
紀
念
論
…
文

　
集
』
、
「
戴
東
原
与
伊
藤
仁
斎
」
『
食
貨
』
四
一
九
、
以
上
一
九
七
四
、
　
「
戴
震
与
清

代
考
証
学
風
」
　
『
新
亜
学
報
』
一
一
－
二
、
　
「
略
論
清
夏
儒
学
的
新
動
向
」
　
『
中

　
華
月
刊
』
七
二
三
、
一
九
七
五
、
　
「
清
代
思
想
史
的
一
個
告
解
釈
」
　
『
中
華
文
化

　
復
興
月
刊
』
九
i
一
、
　
「
反
智
論
与
中
国
政
治
伝
統
」
　
『
明
報
月
刊
』
一
二
二
～

　
三
、
一
九
七
穴
。

②
島
田
慶
次
「
歴
史
的
理
性
批
判
i
『
六
経
皆
史
』
の
説
」
（
『
岩
波
講
座
哲
学

　
4
』
、
岩
波
書
店
、
　
｝
九
六
九
）
、
拙
稿
「
四
時
代
人
の
眼
i
章
学
誠
の
戴
震

　
観
」
（
『
中
国
哲
学
史
の
展
望
と
摸
索
』
、
創
文
社
、
一
九
七
六
所
収
）
参
照
。
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門
書
店
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駄
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経
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学
部
助
教
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