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〃
せ
っ
か
く
書
評
書
い
て
く
れ
た
け
れ
ど
、
あ
な
た
の
理
解
間
違
っ
て
る

と
こ
ろ
あ
る
よ
”
過
去
に
書
評
を
お
ひ
き
う
け
し
て
、
ま
た
い
た
だ
い
た
著

書
へ
の
答
礼
の
手
紙
を
し
た
た
め
て
、
こ
う
し
た
言
葉
に
接
し
た
こ
と
が
一

度
な
ら
ず
あ
る
。
後
で
考
え
な
お
し
て
、
誠
に
恥
入
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

何
故
そ
ん
な
誤
り
を
犯
す
の
か
と
考
え
込
ん
で
し
ま
う
。
読
解
が
浅
い
と
い

え
ぼ
そ
れ
ま
で
の
こ
と
。
自
分
の
思
考
の
わ
く
組
と
し
て
の
固
定
観
念
を
離

れ
て
、
虚
心
に
他
の
人
の
著
書
に
接
す
る
の
は
、
至
難
の
こ
と
で
あ
る
。
時

と
し
て
、
他
の
人
の
研
究
成
果
、
あ
る
い
は
そ
の
奥
の
そ
れ
を
生
ん
だ
も
っ

と
も
人
間
的
な
動
機
に
つ
い
て
は
、
本
当
の
と
こ
ろ
本
人
だ
け
に
し
か
わ
か

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
り
す
る
。
特
に
本
書
の
よ
う
な
総
括
的
な

問
題
提
起
の
書
は
、
重
点
の
置
き
方
に
よ
り
幾
通
り
も
の
読
み
方
が
可
能
で

あ
り
一
層
に
そ
の
思
い
が
つ
よ
い
。

　
本
書
『
近
世
初
期
実
学
思
想
の
研
究
』
は
六
百
頁
の
大
著
で
あ
り
、
二
十

五
年
来
あ
た
た
め
ら
れ
、
そ
し
て
今
後
更
な
る
蓄
積
の
上
に
壮
大
な
体
系
を

な
す
で
あ
ろ
う
「
実
学
研
究
」
と
い
う
著
者
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
一
部
で
あ

る
。

　
「
序
論
」
及
び
「
第
一
章
、
実
学
概
念
の
検
討
」
に
お
い
て
、
こ
の
壮
大

な
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
機
想
と
そ
の
方
法
が
示
さ
れ
る
。
著
者
の
実
学
研
究
の

意
図
の
第
一
は
中
圏
、
朝
鮮
、
臼
本
と
い
う
「
近
世
極
東
儒
教
文
化
圏
」
の

比
較
文
化
研
究
で
あ
り
、
第
二
は
実
学
思
想
の
近
代
化
に
果
し
た
役
割
の
検

討
で
あ
る
。
そ
の
際
、
近
代
化
と
い
う
場
合
、
西
欧
型
の
近
代
化
を
典
型
と

し
、
そ
れ
と
の
比
較
が
行
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
が
、
著
者
は
こ
う
し
た

尋
常
の
方
法
に
対
し
、
日
本
近
代
が
西
洋
文
明
の
み
を
志
向
し
て
来
た
こ
と

へ
の
反
省
を
こ
め
て
、
中
国
、
朝
鮮
の
近
代
化
と
の
比
較
研
究
を
提
唱
す
る
。

続
い
て
、
　
「
近
世
極
東
儒
教
文
化
圏
」
の
近
代
化
過
程
に
お
け
る
比
較
研
究

と
い
う
課
題
を
担
わ
さ
れ
た
「
実
学
思
想
」
の
内
容
の
検
討
が
行
わ
れ
る
。

著
老
に
よ
れ
ば
「
実
学
思
想
」
と
は
き
わ
め
て
多
義
な
概
念
で
あ
る
が
、
そ

の
中
に
一
貫
し
共
通
す
る
も
の
は
「
リ
ア
ル
な
も
の
、
内
容
の
あ
る
も
の
が

真
実
で
あ
る
と
い
う
考
え
」
（
『
同
書
』
五
九
頁
、
以
下
頁
数
の
み
を
示
す
）

で
あ
り
、
そ
れ
は
宗
教
的
実
在
観
か
ら
世
俗
的
実
在
観
へ
の
転
換
の
過
程
に

成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
実
学
思
想
と
は
、
本
来
ポ
レ
ミ
カ
ル
な
概

念
で
あ
り
、
既
成
の
価
値
へ
の
批
判
は
通
常
実
学
と
い
う
欝
葉
を
か
か
げ
て

行
わ
れ
た
。
従
っ
て
何
を
実
と
し
、
何
を
偽
と
す
る
か
に
よ
っ
て
実
学
思
想

の
内
容
が
異
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
内
容
の
差
異
を
通
じ
て
、
実
学
思
想
に

は
治
国
聖
天
下
に
役
立
つ
有
用
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
有
用
性

の
強
調
と
い
う
志
向
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
箸
者
に
よ
れ
ば
日
本
の
近
世
実
学
思
想
の
展
開
は
、
臣
視
的
に
「
人
間
的

真
実
追
求
の
学
問
」
、
　
「
道
徳
的
実
践
の
学
閥
」
（
五
六
頁
）
か
ら
「
実
証
的

実
学
」
、
　
「
実
証
的
、
合
理
的
実
学
」
へ
の
展
開
（
六
ご
頁
）
で
あ
り
、
日

本
近
代
で
は
同
じ
く
「
実
証
的
、
合
理
的
実
学
」
が
主
流
を
し
め
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
有
用
性
は
治
国
平
天
下
を
担
う
統
治
者
の
た
め
の
も
の
で
な
く
、
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社
会
を
構
成
す
る
各
個
人
の
た
め
の
も
の
に
転
化
し
て
い
る
と
い
う
（
六
六

頁
）
。

　
「
極
東
儒
教
文
化
圏
」
の
近
代
化
過
程
の
思
想
史
を
把
握
す
る
の
に
こ
う

し
た
著
者
の
実
学
思
想
を
核
と
す
る
視
点
は
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
着
想
で
あ

る
。
現
実
的
な
も
の
、
実
証
的
な
も
の
を
真
実
と
し
、
し
か
も
有
用
性
、
実

践
性
を
志
向
す
る
こ
と
は
、
著
者
の
雷
葉
を
借
り
れ
ば
「
『
観
想
』
と
『
実

践
』
と
を
峻
別
し
、
　
『
観
想
』
に
学
問
の
成
立
の
根
拠
を
求
め
た
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
以
来
の
哲
学
的
学
問
」
（
六
四
頁
）
、
つ
ま
り
西
洋
の
学
問
的
伝
統
と

は
全
く
異
質
の
東
洋
の
学
聞
の
特
質
で
あ
る
。
従
っ
て
実
学
思
想
と
い
う
視

点
は
西
洋
思
想
と
対
覆
し
、
そ
れ
と
異
質
の
東
洋
思
想
を
把
握
す
る
際
の
も

っ
と
も
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
先
述
の
通
り
著
者
の
実
学
思

想
研
究
の
意
図
は
そ
こ
に
な
い
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
「
近
世
極
東
儒
教
文
化
圏
」
の
形
成
を
担
っ
た
の
は
朱

子
学
で
あ
る
が
、
実
学
概
念
の
内
容
の
変
遷
を
と
ら
え
、
そ
の
近
代
化
過
程

に
お
け
る
役
割
を
東
ア
ジ
ア
規
摸
に
お
い
て
比
較
す
る
に
は
朱
子
学
の
「
理
」

及
び
、
そ
れ
を
把
握
す
る
方
法
で
あ
る
「
格
物
致
知
」
の
内
容
の
検
討
が
、

そ
の
「
測
深
鉛
」
　
（
一
一
九
頁
）
に
な
る
と
い
う
。
著
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
、

朱
子
学
の
「
理
」
に
は
①
超
越
的
形
而
上
的
性
格
、
つ
ま
り
所
以
然
の
故
で

あ
り
、
　
「
気
と
の
関
係
で
い
え
ば
気
の
理
で
な
く
気
に
対
す
る
理
」
　
（
一
〇

七
頁
）
。
②
後
天
的
経
験
的
牲
格
、
　
つ
ま
り
厨
当
然
の
則
で
あ
り
、
　
「
総
じ

て
い
え
ぼ
理
は
気
の
中
に
も
存
在
す
る
」
（
一
〇
八
頁
）
。
③
人
倫
的
性
格
の

三
つ
が
あ
り
、
　
「
価
値
多
面
の
優
位
の
う
ち
に
そ
れ
が
分
化
す
る
こ
と
な
く
、

澤
然
と
一
つ
に
な
っ
て
い
た
」
　
（
一
〇
八
頁
）
と
い
う
。
著
者
の
い
う
「
人

問
的
真
実
追
求
の
学
問
」
、
「
道
徳
的
実
践
の
学
問
」
と
い
う
実
学
は
こ
う
し

た
理
気
論
を
基
礎
に
成
立
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
近
代
化
過
程
に
お
け
る

実
学
の
展
開
は
こ
の
朱
子
学
の
「
理
」
の
渾
然
と
し
た
体
系
が
分
化
す
る
過

程
で
も
あ
り
、
そ
の
分
化
の
具
体
的
様
相
は
①
「
理
」
の
超
越
的
形
而
上
的

性
格
の
側
面
を
強
く
し
、
道
義
の
学
と
し
て
の
朱
子
学
を
強
調
す
る
こ
と
。

②
「
理
」
の
経
験
的
性
格
の
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
（
こ
れ
に
は
自
然
界
、

人
間
裁
着
、
古
典
等
々
を
対
象
と
し
た
経
験
的
認
識
が
含
ま
れ
る
）
。
③
物

の
理
を
外
に
向
っ
て
究
め
る
方
向
を
否
定
し
、
自
分
の
心
の
中
に
あ
る
道
徳

的
、
形
而
上
的
理
、
な
い
し
、
自
分
の
心
の
中
に
あ
る
直
観
的
道
徳
力
と
し

て
の
良
知
に
め
ざ
め
る
方
向
、
そ
の
他
④
、
⑤
の
分
化
の
方
向
が
設
定
さ
れ

て
い
る
が
本
書
に
は
実
接
に
か
か
わ
ら
な
い
の
で
こ
こ
で
は
省
略
し
て
紹
介

し
な
い
。
こ
う
し
た
朱
子
学
の
分
化
の
過
程
を
著
者
は
「
主
調
派
」
と
「
平

気
派
し
へ
の
分
化
と
総
括
す
る
が
（
一
＝
一
蓋
）
、
こ
こ
で
「
主
著
派
」
と

は
先
述
の
「
実
証
的
実
学
」
、
「
実
証
的
、
合
理
的
実
学
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容

の
も
の
と
読
め
る
。

　
も
と
よ
り
「
樋
東
儒
教
文
化
圏
」
内
の
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
で
は
こ
の
朱

子
学
の
分
化
の
具
体
的
様
相
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
る
。
中
国
の
場
合
、
朱
子
学

が
ほ
ぼ
原
型
を
の
こ
し
て
教
条
化
し
、
近
代
化
傾
向
を
示
す
と
こ
ろ
の
囲
四

界
初
の
経
世
課
題
の
実
学
、
清
朝
下
の
利
用
厚
生
の
実
学
、
情
の
解
放
を
主

張
し
た
気
の
哲
学
等
々
が
い
つ
れ
も
順
調
に
発
展
せ
ず
、
実
学
思
想
の
展
開

が
ス
ロ
ー
テ
ン
ポ
で
あ
っ
た
。

　
又
、
朝
鮮
の
場
合
に
は
、
李
朝
後
期
、
経
世
致
用
学
派
と
利
用
厚
生
学
派

の
二
つ
の
実
学
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
少
数
派
で
あ
り
、
思
弁
的
合
理

主
義
の
保
守
的
な
朱
子
学
が
多
数
を
占
め
た
。
こ
う
し
た
中
国
、
朝
鮮
の
実

学
思
想
の
展
開
に
対
し
、
日
本
は
著
る
し
い
特
色
を
も
つ
と
い
う
。
そ
れ
は

約
言
す
れ
ば
、
「
主
気
派
」
に
属
す
る
「
経
験
主
義
的
合
理
主
義
」
、
あ
る
い

は
「
実
証
的
、
合
理
的
実
学
」
が
一
つ
の
大
き
な
流
れ
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
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評

る
。
具
体
的
に
は
近
世
初
期
、
朱
子
学
者
で
あ
り
つ
つ
、
　
「
経
験
主
義
的
合

理
主
義
し
の
側
面
を
あ
わ
せ
も
っ
た
林
七
山
、
貝
原
益
軒
、
新
井
白
石
ら
の

例
で
あ
り
、
古
学
派
の
山
鹿
素
行
、
伊
藤
町
斎
、
東
涯
ら
も
こ
の
系
譜
に
位

置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
上
に
、
荻
生
租
徐
、
太
宰
春
台
、
海
保
春
陵
ら
の
「
実

証
的
、
合
理
的
実
学
」
が
開
花
す
る
。
近
世
中
期
以
降
の
洋
学
の
受
容
は
こ

の
「
経
験
主
義
的
合
理
主
義
」
、
あ
る
い
は
「
実
証
的
、
合
理
的
実
学
」
の

基
盤
の
上
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
明
治
以
降
の
日
本
の
急
速
な
西
洋
文

明
の
移
殖
も
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
総
じ
て
中
国
、
朝
鮮
に
比
べ
、
日
本

は
実
学
思
想
の
展
開
が
急
テ
ン
ポ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
こ
う
し
た
彼
我

の
相
違
を
生
み
出
し
た
社
会
的
原
因
と
し
て
中
国
に
お
け
る
清
朝
下
の
異
三

族
支
配
、
中
華
思
想
、
伝
統
文
化
の
層
の
厚
さ
の
聞
題
、
朝
鮮
に
お
け
る
両

班
階
級
の
保
守
性
、
事
大
意
識
、
党
派
争
い
の
存
在
等
々
の
諸
因
が
列
挙
さ

れ
る
。
だ
が
日
本
と
の
対
比
に
お
い
て
重
要
な
の
は
科
挙
の
存
在
の
有
無
で

あ
り
、
中
国
、
朝
鮮
に
は
科
挙
が
存
在
し
た
た
め
に
教
条
化
さ
れ
た
朱
子
学

の
つ
め
込
み
、
あ
る
い
は
古
典
の
知
識
、
修
辞
上
の
訓
練
等
々
に
終
始
し
た

の
に
対
し
、
日
本
で
は
そ
れ
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
に
、
却
っ
て
自
由
な
研

究
が
可
能
と
な
り
、
学
派
の
多
様
性
が
生
ま
れ
、
特
に
技
術
論
的
視
点
の
実

学
が
発
達
し
た
。
加
え
る
に
儒
学
を
担
う
階
級
が
武
士
。
商
人
・
農
民
と
広

汎
で
あ
っ
た
こ
と
も
こ
の
傾
向
を
助
長
し
た
。
著
者
が
福
沢
諭
吉
の
日
本
の

明
治
維
新
が
成
功
し
た
の
は
維
新
の
指
導
者
が
無
学
だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う

言
葉
を
引
用
し
、
臼
本
の
近
世
社
会
の
儒
学
の
水
準
を
語
る
個
所
は
印
象
的

で
あ
る
。

　
以
上
の
べ
た
著
者
の
「
極
東
儒
教
文
化
圏
」
の
設
定
、
そ
の
中
で
の
近
代

化
の
比
較
思
想
史
と
い
う
視
点
は
全
く
新
し
い
試
み
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は

こ
こ
に
始
め
て
、
十
一
、
二
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
迄
の
東
ア
ジ
ア
の
思
想
史

に
一
つ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
し
て
、
東
ア
ジ

ア
で
唯
一
の
近
代
化
に
成
功
し
た
日
本
と
い
う
場
合
の
思
想
史
上
の
位
置
づ

け
が
明
確
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
著
者
は
日
本
に
お
い
て
近
世
中
期
以
降
、
　
「
経
験
主
義
的
合
理
主

義
」
、
あ
る
い
は
「
実
証
的
、
合
理
的
実
学
」
が
時
代
思
潮
を
お
お
い
つ
く

し
た
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
又
そ
れ
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
日
本
の

近
代
化
を
全
面
的
に
賛
美
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

　
近
世
期
を
通
じ
、
上
述
の
タ
イ
プ
の
実
学
と
「
人
間
的
真
実
追
求
の
学

問
」
、
「
道
徳
的
実
践
の
学
事
」
と
い
う
二
つ
の
タ
イ
プ
の
実
学
は
「
相
互
に

批
判
し
あ
い
な
が
ら
、
相
互
に
補
足
し
あ
う
よ
う
な
社
会
機
能
を
果
し
て
い

た
」
　
（
＝
一
〇
頁
）
の
で
あ
り
、
後
者
の
タ
イ
プ
の
実
学
は
「
人
間
や
社
会

に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
そ
う
し
た
角
度
か
ら
近
代
化
を
進
め
、
時
に
は

経
験
主
義
的
合
理
主
義
の
実
学
の
も
た
ら
す
マ
イ
ナ
ス
の
面
を
匡
正
し
た
」

（
＝
一
〇
頁
）
と
い
う
。
同
じ
発
想
で
、
義
者
は
「
近
代
的
実
学
」
を
発
達

さ
せ
な
か
っ
た
中
国
に
つ
い
て
も
「
そ
れ
は
中
鼠
の
近
代
化
を
困
難
に
し
た

か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
困
難
性
を
克
服
し
た
と
き
、
中
国
文
化
の
創
造
性

を
高
め
た
」
　
（
八
一
頁
）
と
結
論
す
る
。

　
以
上
が
著
者
の
実
学
思
想
研
究
と
い
う
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
構
想
で
あ
る
が
、

本
書
の
以
下
の
各
級
は
、
こ
の
壮
大
な
体
系
の
一
部
、
近
世
初
期
の
「
人
間

的
真
実
追
求
の
学
問
」
、
「
道
徳
的
実
践
の
学
問
」
と
い
う
実
学
の
部
分
の
綱

別
研
究
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
互
い
に
師
弟
関
係
に
あ
り
つ
つ
も
両
者
異
っ
た
思
想
を
も
ち
、

生
き
方
を
し
た
思
想
家
、
藤
原
黒
本
と
林
車
山
（
「
第
二
章
、
藤
原
下
窩
と
林

新
山
」
）
、
中
江
藤
樹
と
熊
沢
野
山
（
「
第
四
章
、
中
江
藤
樹
の
実
学
観
と
そ
の

心
学
一
中
期
と
く
に
後
期
を
中
心
と
し
て
一
」
。
「
第
五
章
、
熊
沢
蕃
山
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の
実
学
観
と
経
世
済
民
の
思
想
」
）
及
び
禅
僧
で
あ
り
つ
つ
実
学
思
想
を
展

開
し
た
沢
庵
（
「
第
三
章
、
沢
庵
と
そ
の
思
想
一
－
実
学
的
思
惟
と
仏
教
・
儒

教
の
交
渉
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
1
）
を
と
り
あ
げ
、
著
者
は
こ
う
し
た
近

世
初
期
の
実
学
を
「
心
学
的
実
学
」
と
概
括
す
る
。
従
来
こ
れ
ら
の
儒
学
老

は
朱
子
学
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
陽
明
学
と
い
う
視
点
か
ら
抱
握
さ
れ
た

が
、
著
者
は
こ
の
尋
常
の
視
点
を
斥
け
る
。
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
は
、
申

国
の
場
合
の
よ
う
に
朱
子
学
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
思
想
史
的

位
相
を
も
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
両
親
を
「
心
学
的
実
学
」
と
概
括
し
た

著
者
の
視
点
は
正
鵠
を
得
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
禅
僧
で
あ
り
つ
つ
も

実
学
思
想
を
展
開
し
た
沢
庵
を
加
え
た
の
は
心
学
的
実
学
で
は
禅
儒
一
致
の

形
態
が
多
く
、
儒
者
達
の
排
仏
の
口
吻
の
激
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

心
学
に
禅
と
の
類
似
性
が
指
摘
出
来
る
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
禅
の
側
か
ら

す
る
実
学
思
想
を
提
示
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
あ
る
い
は
著
者
の
意
図
を
大
き
く
歪
め
る
か
も
知
れ
ぬ
危
険

を
承
知
で
、
私
な
り
の
読
み
方
と
し
て
、
藤
原
握
窩
と
林
羅
山
、
中
江
藤
樹

と
熊
沢
蕃
山
に
つ
い
て
、
同
じ
く
「
心
学
的
実
学
」
を
志
向
し
な
が
ら
、
何

故
両
老
の
相
違
が
生
れ
た
か
を
基
軸
に
著
者
の
分
析
を
紹
介
し
た
い
。
　
（
第

三
章
の
沢
庵
を
扱
っ
た
章
は
前
後
の
章
と
性
格
を
異
に
し
、
か
つ
、
私
は
禅

に
全
く
無
知
な
の
で
紹
介
及
び
論
評
を
避
け
た
い
）

　
著
者
が
実
学
思
想
の
内
容
を
知
る
「
測
深
鉛
」
だ
と
し
た
「
理
」
に
つ
い

て
、
影
響
は
空
気
論
を
抜
き
に
「
理
」
の
み
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
特

色
で
あ
り
、
そ
の
「
理
」
に
は
超
越
的
形
而
上
的
性
格
、
及
び
経
験
的
性
格

は
な
く
、
専
ら
道
徳
的
性
格
の
も
の
に
限
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
「
理
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

窮
め
る
た
め
の
惧
窩
の
格
物
観
は
、
朱
子
学
と
異
り
「
格
物
」
を
「
物
を
格

る
」
と
よ
み
、
こ
こ
で
「
物
ト
ハ
塵
ナ
り
し
と
い
う
が
、
そ
れ
は
心
中
の

「
意
識
的
な
思
慮
」
を
さ
し
、
そ
れ
を
去
る
こ
と
に
よ
り
、
　
「
至
善
」
が
あ

ら
わ
れ
る
と
い
う
。
　
「
至
善
」
と
は
「
明
徳
・
親
魂
ノ
根
源
ノ
出
ヅ
ル
処
ノ

理
」
と
も
い
わ
れ
、
経
世
的
関
心
の
根
源
で
も
あ
っ
た
が
「
人
己
合
一
」
、

「
内
外
合
一
」
の
原
理
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
核
に
握
窩
は
陸
王
学
等
儒
学
各

派
へ
の
「
折
衷
的
態
度
」
を
も
ち
え
た
。
総
じ
て
著
者
は
握
窩
の
思
想
を
一

貫
す
る
も
の
は
「
内
面
的
体
験
の
強
調
」
　
（
一
六
五
頁
）
だ
と
い
う
。
梶
野

晩
年
の
「
隠
居
放
言
」
の
生
活
に
つ
い
て
、
著
老
は
親
友
赤
松
広
通
を
殺
し

た
家
康
に
仕
え
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
儒
者
と
し
て
仕

え
る
こ
と
に
対
す
る
仏
教
勢
力
か
ら
の
妨
害
等
を
そ
の
動
機
と
し
て
あ
げ
て

い
る
。

　
羅
山
は
こ
う
し
た
握
窩
の
禅
的
傾
向
の
あ
る
陸
王
学
と
の
折
衷
的
態
度
を

鋤
判
し
、
朱
陸
の
弁
を
強
調
す
る
朱
子
学
看
で
あ
っ
た
。
だ
が
著
者
は
、
野

山
を
「
知
的
理
解
と
い
う
角
度
か
ら
朱
子
学
に
対
し
た
の
で
あ
っ
て
、
思
想

の
深
さ
と
い
う
点
で
は
物
足
り
な
い
」
　
（
一
一
＝
一
一
頁
）
と
評
し
、
宵
山
の
本

領
は
、
聖
明
の
経
学
だ
け
で
な
く
、
諸
子
、
史
書
、
兵
書
、
博
物
学
、
本
草

学
関
係
、
医
書
、
天
主
教
関
係
等
々
に
及
ぶ
博
学
多
識
に
あ
っ
た
と
す
る
。

羅
山
の
「
理
」
の
内
容
は
超
越
的
形
而
上
的
性
格
の
も
の
は
な
く
、
万
物
に

宿
っ
た
「
理
」
が
中
心
で
あ
る
。
と
く
に
人
間
の
心
に
あ
っ
て
は
「
上
気
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
構
造
」
　
（
二
二
四
頁
）
に
注
目
し
、
こ
の
動
的
に
把
握
さ

れ
た
人
心
が
そ
の
心
学
の
内
容
で
あ
り
「
理
当
心
地
神
道
」
の
墓
詣
で
も
あ

る
。
云
云
の
「
理
当
心
地
神
道
」
に
お
け
る
神
道
の
朱
子
学
的
解
釈
の
構
造

を
解
明
し
て
本
書
は
説
得
的
で
あ
る
。
裾
山
の
「
理
」
の
今
一
つ
の
性
格
は

主
と
し
て
古
典
の
実
証
的
、
合
理
的
研
究
、
あ
る
い
は
経
験
科
学
へ
の
関
心

に
み
ら
れ
る
「
経
験
主
義
的
合
理
主
義
」
の
側
面
で
あ
り
、
著
者
は
黒
山
の

墨
摺
と
は
異
る
思
想
家
と
し
て
の
質
を
む
し
ろ
こ
の
点
に
見
て
い
る
。
留
山
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評書

は
又
、
渥
窩
と
異
り
草
創
期
の
江
戸
幕
府
に
仕
え
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
朱

子
学
者
羅
臼
は
幕
府
の
強
要
す
る
価
値
体
系
と
自
身
の
そ
れ
と
の
矛
盾
の
淵

に
立
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
秀
忠
の
命
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
た
「
六
鱈
」
、

「
黄
石
窟
三
略
」
、
「
漢
書
」
等
の
兵
書
類
そ
の
他
の
講
義
で
あ
り
、
家
康
の

命
に
よ
る
剃
髪
、
道
春
へ
の
改
名
で
あ
る
。
こ
う
し
た
江
戸
幕
府
へ
の
従
属

が
羅
山
の
朱
子
学
に
ど
う
い
う
影
響
を
与
え
た
か
を
著
者
は
「
心
モ
チ
ノ
丘
ハ

法
」
と
い
う
力
で
は
な
く
心
に
よ
る
支
配
の
思
想
、
　
「
六
爾
」
特
有
の
天
下

思
想
、
　
「
敬
」
が
吉
凶
と
い
う
功
利
的
観
点
か
ら
説
か
れ
て
い
る
こ
と
等
々

を
指
摘
す
る
。
（
二
五
四
頁
i
二
五
五
頁
）

　
総
じ
て
梶
窩
と
専
掌
に
つ
い
て
、
単
に
「
上
下
定
分
の
理
」
を
と
く
幕
藩

制
度
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
評
価
を
こ
え
、
こ
こ
十
年
来
長
足
の
進

歩
を
と
げ
た
現
今
の
水
準
の
研
究
成
果
を
吸
収
し
て
詳
細
な
分
析
が
示
さ
れ

て
い
る
。
特
に
先
述
の
朱
子
学
の
「
主
医
派
」
と
「
山
気
派
」
へ
の
分
化
に

李
延
平
の
「
延
平
答
間
」
、
羅
整
庵
の
「
困
知
記
」
が
大
き
な
意
味
を
も
っ

た
こ
と
。
慢
窩
の
「
大
学
要
略
」
が
明
車
の
三
教
一
致
論
者
林
兆
恩
の
「
大

学
正
義
纂
」
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
羅
山
の
乗
子
学
が
集
注
や
或
問

は
と
も
か
く
、
他
は
「
性
理
大
全
」
、
陳
北
漢
の
「
性
理
字
義
」
等
の
い
わ

ば
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
陸
王
批
判
は
羅
山

独
自
の
も
の
で
な
く
空
理
の
「
異
端
弁
正
」
、
「
学
蔀
通
弁
」
な
ど
陸
王
学
批

判
の
書
を
読
ん
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
等
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

中
国
か
ら
の
経
学
関
係
の
書
物
の
輸
入
、
摂
取
の
状
況
は
今
日
の
研
究
で
は

未
踏
の
分
野
で
あ
る
。
著
者
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
中
国
の
儒
学
史
上
、
あ

ま
り
重
要
視
さ
れ
濾
著
書
が
、
わ
が
儒
林
に
お
い
て
重
い
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め

る
こ
と
は
ま
ま
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
偶
然
的
契
機
が
介
在
す
る
こ
と
を

認
め
な
い
わ
け
に
行
か
な
い
。
が
そ
こ
に
ひ
そ
む
か
も
知
れ
ぬ
何
ら
か
の
歴

史
的
必
然
の
探
求
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　
続
く
、
第
四
章
、
第
五
章
は
藤
樹
と
蕃
山
の
分
析
に
あ
て
ら
れ
る
。
藤
樹

の
思
想
に
は
天
の
人
格
的
表
現
と
し
て
の
皇
上
帝
の
崇
拝
と
い
う
宗
教
的
性

格
、
及
び
、
太
虚
の
思
想
と
い
う
形
而
上
的
性
格
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
先

の
握
窩
や
豊
山
が
欠
落
さ
せ
た
超
越
的
形
弼
上
的
性
格
の
「
理
」
の
発
展
で

あ
る
。
と
共
に
今
一
つ
、
藤
樹
に
は
「
心
の
活
急
な
働
き
や
状
況
に
適
し
た

行
為
の
重
視
」
　
（
三
八
一
頁
）
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
こ
れ
は
中
期
の
藤
樹

に
あ
っ
て
「
時
・
処
・
位
論
」
と
い
う
独
自
の
思
想
と
な
る
。
「
蒋
・
処
・

位
論
」
と
は
そ
の
モ
チ
ー
フ
は
「
儒
書
に
の
す
る
所
の
礼
法
」
を
絶
対
視
す

る
「
格
法
主
義
」
へ
の
上
下
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
状
況
追
随

の
悪
し
き
現
実
主
義
に
堕
し
な
い
た
め
の
究
極
的
原
理
と
状
況
倫
理
の
統
合

の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
統
合
は
「
権
の
道
」
の
提
唱
に
よ
り
ま
た
精
密
化
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
権
と
は
経
に
反
し
て
善
な
り
」
と
い
う
の
が
儒
家
通
常

の
解
釈
で
あ
っ
た
が
、
藤
樹
は
こ
れ
に
異
を
と
な
え
、
　
「
権
は
聖
人
の
妙
用
、

神
道
の
惣
名
」
と
独
自
の
解
釈
を
あ
た
え
る
。
そ
の
意
味
は
著
者
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
、
　
「
天
と
合
一
し
て
自
由
に
、
自
然
に
な
す
こ
と
が
こ
と
ご
と
く

状
況
に
適
す
る
（
1
1
時
中
）
創
造
的
行
為
」
（
三
五
九
頁
）
な
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
行
い
う
る
の
が
聖
人
だ
と
い
う
。
総
じ
て
「
時
・
処
・
国
論
」
と
「
権
」

の
思
想
と
は
「
藤
樹
の
実
学
の
宗
教
的
性
格
と
実
践
的
性
格
の
統
一
」
（
三

五
九
頁
）
と
規
定
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
藤
樹
の
こ
う
し
た
実
践
的
性
格
は

晩
年
に
は
失
わ
れ
、
宗
教
的
色
彩
が
強
く
な
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
著
者
の
藤
樹
研
究
の
今
一
つ
の
課
題
は
何
故
晩
年
実
践
的
難
中
を

喪
失
し
た
か
の
解
明
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
闇
題
を
知
行
合
一
と
い
う
実
践

性
を
強
調
す
る
陽
明
学
と
藤
樹
の
思
想
の
相
違
を
軸
と
し
て
解
明
す
る
。
だ

が
こ
う
し
た
視
点
は
す
で
に
定
説
と
な
っ
た
感
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
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単
に
ふ
れ
る
に
と
ど
め
る
。
第
一
は
「
格
物
」
の
理
解
で
あ
り
、
藤
樹
は
陽

　
　
　
　
　
　
む

明
学
と
異
り
「
物
し
を
「
貌
言
視
聴
思
」
の
五
事
と
す
る
。
こ
の
五
事
は
す

べ
て
個
人
的
事
柄
で
あ
り
「
関
心
が
自
己
の
心
の
あ
り
よ
う
に
収
敏
さ
れ
」

（
三
八
一
頁
）
、
外
界
と
の
関
心
を
失
い
や
す
い
。
第
二
は
こ
の
「
格
物
」
理

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む

解
に
関
連
し
て
「
誠
意
」
の
意
を
「
受
認
強
悪
ノ
淵
源
」
と
し
、
「
誠
に
す

る
」
と
は
こ
れ
を
省
察
克
治
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
は
藤
樹
に
お

け
る
「
心
置
」
の
重
視
と
い
え
る
が
、
当
然
そ
れ
は
政
治
論
で
あ
る
「
大

学
」
三
綱
領
の
理
解
を
陽
明
学
と
異
っ
た
も
の
に
す
る
。
つ
ま
り
藤
樹
の
場

合
「
磁
区
」
が
「
親
民
ハ
心
馳
二
本
テ
講
ズ
、
事
　
二
就
テ
見
ル
コ
ナ
カ
レ
」

と
政
治
的
実
践
が
「
親
愛
の
清
」
と
い
う
心
情
の
問
題
と
さ
れ
、
し
か
も
そ

れ
は
「
明
明
徳
」
の
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
藤
樹
に
あ
っ
て

は
、
天
下
へ
の
関
心
が
政
治
的
関
心
で
な
く
「
天
下
の
万
物
と
の
宗
教
的
一

体
感
」
　
（
三
九
九
頁
）
と
な
り
、
天
人
合
一
思
想
は
「
超
越
者
と
の
合
一
の

体
験
」
　
（
三
九
七
頁
）
に
よ
り
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
な
る
。
加
え
る
に
合

一
の
対
象
で
あ
る
天
は
、
晩
年
に
は
人
格
的
超
越
者
と
し
て
の
崇
敬
の
対
象

で
あ
る
と
共
に
、
応
報
を
な
す
超
越
者
と
し
て
の
側
面
を
あ
わ
せ
も
ち
、
こ

の
点
に
著
者
は
道
教
の
応
報
思
想
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
。
仏
・
道
・
儒

の
三
教
一
致
論
考
と
評
せ
ら
れ
た
晩
年
の
藤
樹
の
思
想
に
つ
い
て
儒
教
を
中

核
に
そ
の
融
合
の
様
相
が
克
明
に
解
き
明
か
さ
れ
て
い
る
。

　
藤
樹
中
期
の
思
想
を
う
け
つ
い
だ
嵐
山
は
藤
樹
と
違
っ
て
現
実
社
会
へ
の

実
践
的
関
心
を
失
わ
ず
、
理
想
主
義
的
経
世
論
を
編
み
出
し
た
。
当
然
蕃
山

に
つ
い
て
の
分
析
は
何
故
蕃
山
に
は
こ
う
し
た
方
向
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
、

と
い
う
両
者
の
相
違
を
分
析
の
基
軸
と
し
、
蕃
山
の
「
心
学
的
実
学
」
と
理

想
主
義
的
経
世
論
の
架
橋
の
あ
と
が
辿
ら
れ
る
。

　
藤
樹
と
の
行
違
は
第
一
に
「
明
明
徳
、
親
民
」
に
つ
い
て
の
解
釈
の
相
違

で
あ
り
、
守
山
の
場
合
、
　
「
明
明
徳
」
と
は
五
倫
の
交
り
と
い
う
具
体
的
な

人
間
関
係
の
場
で
の
行
為
を
さ
し
「
愚
民
し
と
は
為
政
者
の
観
点
か
ら
天
の

民
と
し
て
の
人
に
親
し
む
こ
と
だ
と
い
う
。
著
者
は
他
に
「
万
物
一
体
の

仁
」
、
「
事
上
磨
練
」
の
思
想
を
あ
げ
る
（
四
六
一
頁
）
が
、
藤
樹
と
蕃
山
の

実
践
的
関
心
の
あ
り
方
の
相
違
に
つ
い
て
著
者
の
結
論
を
や
や
粗
笑
に
要
約

す
れ
ば
鷺
山
の
方
が
陽
明
学
の
実
践
性
を
忠
実
に
う
け
つ
い
で
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
か
。
次
い
で
こ
う
し
た
実
践
的
姿
勢
を
も
っ
た
伯
山
に
お
い

て
、
そ
の
「
心
学
的
実
学
」
と
経
世
論
と
の
架
橋
の
問
題
で
あ
る
。

　
蕃
山
は
「
太
虚
」
を
究
極
的
実
在
と
す
る
が
、
そ
れ
は
動
静
を
含
ん
だ
不

動
で
あ
っ
て
か
つ
、
生
々
と
い
う
生
命
的
性
格
を
も
つ
。
（
四
三
六
頁
）
こ

の
「
太
虚
」
は
又
人
聞
の
心
の
本
体
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
心
に
体
得
す
る
の

が
「
中
和
の
心
法
」
（
四
四
八
頁
）
で
あ
る
。
「
中
和
の
心
法
」
と
は
蕃
山
は

中
と
和
の
接
触
点
を
「
心
ノ
神
明
」
と
い
い
そ
こ
を
手
が
か
り
と
し
て
「
慎

独
」
、
「
誠
意
」
と
い
う
内
へ
向
う
独
特
の
修
養
で
あ
る
。
こ
の
心
法
の
結
果

「
無
心
に
な
ろ
う
と
す
る
心
さ
え
な
い
無
心
」
　
（
四
五
三
頁
）
の
状
態
に
な

る
が
、
そ
れ
は
も
は
や
「
天
道
が
至
誠
止
む
こ
と
の
な
い
造
化
の
作
用
を
つ

づ
け
る
」
（
四
五
三
頁
）
と
等
し
く
、
最
高
の
境
地
で
あ
る
。
　
こ
の
蕃
山
の

「
心
学
的
実
学
」
に
あ
っ
て
は
政
治
、
つ
ま
り
経
世
済
民
の
薯
業
と
は
天
地

の
生
々
の
心
に
従
い
、
そ
の
生
々
を
助
け
る
行
為
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
こ
と

は
第
一
義
的
に
「
人
や
そ
の
他
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
そ
の
生
を
と
げ
し

め
る
」
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
政
治
と
い
う
行
為
の
所
産
で
あ
る
こ

と
に
人
民
が
気
づ
か
ぬ
こ
と
が
最
高
の
政
治
、
つ
ま
り
「
順
」
で
あ
る
。
（
四

六
三
頁
）

　
こ
の
理
想
主
義
的
政
治
の
実
現
の
手
段
が
藤
樹
よ
り
、
う
け
つ
い
だ
「
時

・
処
・
藩
論
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
蕃
山
が
独
自
に
具
体
化
し
た
「
人
情
・
事
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評書

（
時
）
竜
華
」
・
「
歯
糞
論
」
で
あ
る
。
蕃
山
の
場
合
、
「
時
・
処
・
位
論
」
と

は
道
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
法
や
礼
は
時
・
処
・
位
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
両
者
を
区
沖
す
る
。
こ
の
「
時
・
処
・
難
論
」

の
具
体
化
で
あ
る
「
人
情
・
事
（
時
）
講
論
」
で
は
、
「
法
令
禁
欄
を
な
る

べ
く
少
な
く
、
人
情
を
考
え
、
天
地
の
事
変
に
し
た
が
う
こ
ま
や
か
な
礼
式

を
な
る
べ
く
多
く
し
て
『
風
俗
』
を
よ
く
す
る
」
　
（
四
七
〇
頁
）
こ
と
が
政

治
の
理
想
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
治
を
担
い
う
る
人
材
が
「
本
論
」
で
あ
り
、

「
本
々
」
と
は
有
徳
性
と
区
別
さ
れ
た
門
才
能
範
隔
し
で
あ
り
、
実
際
の
政

治
で
は
有
徳
性
と
補
完
関
係
に
あ
る
。
民
本
主
義
と
も
い
う
べ
き
先
の
理
想

の
政
治
が
「
本
署
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
と
き
「
時
・
処
・
位
の
中
」
に
あ

た
り
、
「
天
下
の
大
本
」
、
「
天
地
の
真
」
（
四
七
一
頁
）
に
か
な
い
、
こ
れ
が

蕃
山
の
理
想
主
義
的
政
治
の
具
体
像
で
あ
る
。
参
勤
交
代
の
制
の
緩
和
等
々

の
蕃
山
の
具
体
的
政
策
に
つ
い
て
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
の

で
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。

　
「
『
心
学
』
的
実
学
」
と
題
す
る
終
章
の
ま
と
め
に
お
い
て
著
者
は
以
上

の
べ
た
近
世
初
期
の
儒
学
が
「
心
学
」
と
い
う
べ
き
特
徴
を
も
っ
た
原
因
と

し
て
、
外
在
的
に
は
遊
車
一
致
の
伝
統
、
清
原
家
の
学
問
の
中
の
神
道
主
要

素
、
中
国
並
び
に
朝
鮮
の
心
学
的
傾
向
を
も
つ
儒
学
の
影
響
等
々
を
あ
げ
、

内
在
的
に
は
戦
国
末
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
の
社
会
的
動
乱
の
中
で
自
分

の
心
以
外
に
よ
り
ど
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
心
的
体
験
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
こ

の
「
心
学
」
は
多
く
の
場
合
、
理
気
嵩
に
つ
い
て
は
理
気
合
一
の
立
場
を
と

り
心
の
動
的
な
あ
り
よ
う
に
注
目
し
、
心
の
あ
り
方
の
純
化
を
通
じ
て
天
と

舎
一
し
ょ
う
と
す
る
天
人
合
一
思
想
で
あ
っ
た
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
幕
藩
制
社
会
は
儒
学
よ
り
は
む
し
ろ
法
家
思
想
を
そ
の
支

配
の
原
理
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
っ
近
世
中
期
に
は
社
会
の
安
定
、
諸
産

業
の
発
達
に
よ
り
、
理
気
合
一
論
に
よ
る
「
心
学
的
実
学
し
は
主
流
を
し
め

え
ず
、
心
理
派
と
主
気
心
へ
の
分
化
が
起
り
、
　
「
主
気
慰
」
に
属
す
る
「
経

験
主
義
的
合
理
主
義
」
、
「
実
証
的
、
合
理
的
実
学
」
が
主
流
を
し
め
る
。
こ

う
し
た
実
学
の
展
開
が
「
極
東
儒
教
文
化
圏
」
内
で
も
っ
た
位
糟
に
つ
い
て

は
先
に
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
。
以
上
が
著
者
の
意
図
を
歪
め
る
程
の
短
絡

的
な
本
書
の
概
容
の
紹
介
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
著
者
が
本
書
で
と
り
あ
げ
た
こ
の
「
心
学
的
実
学
」
、
即
ち
「
人

間
的
真
実
追
求
の
学
聞
」
、
あ
る
い
は
「
道
徳
的
実
践
の
楽
弓
」
と
い
う
実

学
は
こ
の
実
学
思
想
を
担
っ
た
思
想
家
の
主
観
に
お
い
て
は
現
実
の
政
治
社

会
に
有
用
な
も
の
で
あ
り
、
天
地
自
然
の
営
み
に
参
画
す
る
と
い
う
広
遠
な

目
的
意
識
に
貫
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
彼
等
の
生
き
た
幕
藩
体
制
祉
会
は
儒
学
と
は
別
の
原
理
に
よ
っ
て
組

織
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
儒
者
が
政
治
的
撚
界
へ
進
出
す
る
た
め
の
制
度
で
あ

る
科
挙
の
制
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
、
儒
学
の
礼
の
体
系
が
日
常
生
活
の
細

部
を
規
制
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
等
々
は
著
者
の
論
述
の
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
に
儒
学
を
生
ん
だ
中
国
と
そ
れ
を
受
容
し
た
日
本
の
民
族
性
の
相
違
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

加
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
大
切
な
こ
と
は
本
来
「
政
治
的
な
る
も
の
」

と
は
儒
学
の
こ
の
「
心
学
的
実
学
」
と
は
全
く
別
の
原
理
を
も
つ
も
の
で
あ

り
、
儒
老
と
は
政
治
の
た
め
の
学
問
に
心
血
を
そ
そ
ぎ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
行

う
場
を
も
た
ぬ
、
政
治
的
世
界
の
マ
ー
ジ
ナ
ル
マ
ン
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ

う
。
従
っ
て
「
心
学
的
実
学
」
と
は
そ
れ
を
担
っ
た
思
想
家
の
個
人
の
主
観

と
は
別
に
幕
藩
制
社
会
で
は
す
み
や
か
に
形
骸
化
し
「
無
用
の
学
」
と
な
る

べ
ぎ
蓋
然
性
を
常
に
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
著
者
が
本
書
で
分
析
し
た
思
想
家
の
営
み
は
こ
う
し
た
幕
藩
制
社
会
に
受

容
さ
れ
た
「
心
学
的
実
学
」
が
「
有
用
の
学
」
で
あ
り
つ
づ
け
る
た
め
の
努
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力
の
あ
と
と
も
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
際
に
渥
窩
と
羅
山
、

藤
樹
と
蕃
山
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
の
解
決
を
示
す
。
本
稿
で

著
者
の
意
図
を
歪
め
る
か
も
知
れ
ぬ
危
険
を
承
知
で
両
者
を
対
比
し
て
掘
離

し
た
の
は
実
は
理
由
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
こ
で
の
整
理
に
よ
れ

ば
、
晩
年
の
握
窩
や
藤
樹
は
「
心
学
的
実
学
」
を
「
有
用
の
学
」
た
ら
し
め

る
こ
と
に
失
敗
し
、
そ
の
主
観
的
意
図
は
ど
う
で
あ
れ
「
無
用
の
学
」
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
、
羅
山
や
蕃
山
は
異
る
。
羅
由
は
「
経
験
主
義
的

合
理
主
義
」
や
柴
子
学
と
政
治
的
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
と
く
兵
書
の
世
界
の
融

合
等
に
よ
り
、
又
中
期
の
藤
樹
は
「
時
・
処
・
位
論
」
に
よ
り
、
そ
れ
を
う

け
つ
い
だ
蕃
山
は
「
人
情
・
事
（
階
）
変
体
」
、
「
本
組
論
」
等
に
発
展
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
　
「
有
用
の
学
」
た
り
え
た
。
こ
う
し
た
「
心
学
的
実
学
」

を
「
有
用
の
学
」
た
ら
し
め
る
た
め
の
思
想
的
営
為
は
、
著
者
の
「
実
学
思

想
研
究
」
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
始
め
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
有
用
の
学
」
と
「
無
用
の
学
」
の
思
想
史
的
位
相
や
社
会
的
機

能
の
相
違
は
今
は
敢
え
て
問
わ
な
い
で
お
こ
う
。

　
問
題
の
第
一
は
「
心
学
的
実
学
」
を
「
有
用
の
学
」
た
ら
し
め
る
た
め
の

思
想
的
営
為
の
内
容
、
あ
る
い
は
「
心
学
的
実
学
」
と
ど
の
よ
う
な
論
理
的

関
連
を
も
っ
て
上
述
の
「
有
用
の
学
」
が
生
み
出
さ
れ
た
か
と
い
う
点
で
あ

る
。　

羅
山
に
つ
い
て
。
そ
の
「
経
験
主
義
的
合
理
主
義
」
な
る
も
の
i
私
は

こ
の
概
念
に
大
き
な
疑
問
を
も
つ
が
そ
れ
は
後
述
す
る
一
は
著
者
に
よ
る

と
、
朱
子
学
の
「
所
当
然
の
則
」
に
由
来
し
、
羅
山
の
場
合
、
そ
れ
は
旺
盛

な
知
的
関
心
に
よ
っ
て
経
典
解
釈
の
面
で
発
揮
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
も
は
や

「
非
朱
子
学
的
知
的
活
動
」
　
（
二
五
八
頁
）
で
あ
り
、
羅
山
は
朱
子
学
を
信

仰
す
る
こ
と
篤
い
が
故
に
安
ん
じ
て
こ
う
し
た
活
動
を
行
い
え
た
と
い
う
。

著
者
の
い
う
「
非
朱
子
学
的
知
的
活
動
」
と
は
見
方
を
変
え
れ
ば
仁
山
の
朱

子
学
の
創
造
性
と
も
い
い
う
る
が
、
こ
う
し
た
創
造
性
が
朱
子
学
の
「
所
当

然
の
則
」
の
も
つ
、
経
験
主
義
的
側
面
に
加
え
て
、
知
的
関
心
の
旺
盛
さ
や

朱
子
学
信
仰
の
篤
さ
と
い
う
論
理
的
思
考
以
前
の
無
自
覚
的
動
機
に
よ
っ
て

説
明
さ
れ
る
。
無
自
覚
的
動
機
こ
そ
、
も
っ
と
も
人
間
ら
し
い
と
も
い
え
る

が
、
そ
れ
で
は
「
創
造
性
」
の
内
容
が
今
一
つ
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
同
じ

く
羅
山
を
幕
府
の
価
値
体
系
へ
に
接
近
さ
せ
た
兵
書
等
々
の
思
想
と
朱
子
学

と
の
融
合
の
あ
り
方
も
明
晰
さ
を
欠
く
。

　
藤
樹
に
つ
い
て
。
著
者
が
「
宗
教
的
性
格
と
実
践
的
性
格
の
統
一
」
の
た

め
の
試
み
と
い
う
「
時
・
処
・
難
論
」
に
つ
い
て
、
　
「
権
」
の
思
想
に
よ
る

格
法
主
義
批
判
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
説
得
的
で
あ
る
も
、
　
「
天
と
合
一
し

て
自
由
に
、
自
然
に
な
す
こ
と
が
こ
と
ご
と
く
状
況
に
適
す
る
創
造
的
行
為
」

（
前
敗
）
と
い
う
説
明
は
陽
明
学
の
中
の
天
人
合
一
思
想
が
そ
の
素
地
に
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
の
み
で
、
創
造
的
行
為
の
思
想
の
内
容
、
そ
の
陽
明
学
と

の
関
連
に
つ
い
て
、
よ
り
以
上
の
言
及
が
な
い
。
こ
の
藤
樹
の
「
時
・
処
・

位
論
」
を
受
け
つ
い
で
、
経
世
的
関
心
を
失
わ
な
か
っ
た
蕃
山
の
場
合
、
彼

に
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
蕃
夷
の
方
が
陽
明
学
の
実
践
性
の
忠
実
な
受

容
考
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
「
時
・
処
・
位
論
」
が
「
人
情
・
事
（
時
）

変
論
」
、
「
本
才
論
」
と
具
体
化
さ
れ
、
藤
樹
の
も
っ
て
い
た
観
念
性
を
払
拭

し
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
覇
者
の
実
学
研
究
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
い
え
ば
、

蕃
山
の
こ
う
し
た
「
心
学
的
実
学
」
と
経
世
論
と
の
架
橋
の
論
理
は
核
心
的

な
問
題
の
筈
で
あ
る
。
そ
れ
が
陽
萌
学
に
由
来
す
る
実
践
性
に
還
元
さ
れ
る

と
、
そ
の
独
自
の
思
想
的
営
為
の
あ
と
が
示
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
観
念
牲
を

な
く
し
「
具
体
的
」
で
あ
る
こ
と
は
果
し
て
思
想
の
創
造
性
を
意
味
す
る
も

の
だ
ろ
う
か
。
総
じ
て
「
心
学
的
実
学
」
が
真
の
実
学
で
あ
る
た
め
に
有
用
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評書

誌
を
追
求
し
た
そ
の
独
自
の
思
想
的
営
為
が
明
確
で
な
い
。

　
第
二
は
先
に
保
留
し
た
「
経
験
主
義
的
舎
理
主
義
」
に
関
す
る
問
題
で
あ

り
、
こ
れ
は
著
者
が
本
書
で
示
さ
れ
た
実
学
思
想
の
近
代
化
過
程
に
果
し
た

役
割
に
も
か
か
わ
る
。
　
「
経
験
主
義
的
合
理
主
義
し
な
る
概
念
に
つ
い
て
、

著
者
は
経
験
主
義
と
合
理
主
義
と
は
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
誰
し

も
懐
く
疑
問
を
十
分
に
予
想
し
た
上
で
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
敢
え
て
立
て
た

概
念
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
著
者
が
こ
の
概
念
を
立
て
た
理
由
と
は
同
じ
く
経

験
論
に
立
ち
な
が
ら
も
非
合
理
主
義
を
と
っ
た
荻
生
租
稼
と
合
理
主
義
に
立

つ
貝
原
益
軒
ら
朱
子
学
者
（
こ
こ
に
羅
山
も
含
く
め
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
）

と
を
区
別
す
る
必
要
か
ら
だ
と
い
う
。
（
一
三
五
頁
）
　
と
す
る
な
ら
ば
「
経

験
主
義
的
合
理
主
義
」
と
は
こ
れ
ら
の
朱
子
学
者
に
み
ら
れ
る
独
自
の
も
の

ら
し
い
。
先
述
の
如
く
そ
れ
は
朱
子
学
の
「
所
当
然
の
則
」
に
由
来
す
る
と

い
う
が
、
著
者
は
こ
の
朱
子
学
の
「
所
当
然
の
則
」
と
い
う
「
理
」
一
こ

こ
で
も
朱
子
学
の
場
合
、
理
気
二
元
論
で
あ
り
「
気
に
対
す
る
理
」
で
あ
る

一
と
気
ご
兀
論
、
あ
る
い
は
理
気
合
一
論
の
「
理
は
気
の
条
理
」
1
1
「
気
の

理
」
と
を
い
つ
の
間
に
か
混
同
し
、
著
者
の
い
う
「
主
気
派
」
と
同
一
視
す

る
。
箸
考
の
取
り
上
げ
た
「
心
学
的
実
学
」
者
達
は
朱
子
学
を
標
榜
し
な
が

ら
理
気
合
一
論
者
で
あ
っ
た
し
、
理
気
一
一
元
論
に
対
し
、
気
一
元
論
、
あ
る

い
は
理
気
罐
一
論
が
も
っ
た
意
味
は
中
圏
と
日
本
で
は
お
の
つ
か
ら
異
な
ろ

う
。
し
か
し
両
者
は
厳
密
に
区
別
さ
る
べ
き
範
躊
で
あ
り
、
こ
の
同
一
視
が

朱
子
学
の
「
経
験
主
義
的
合
理
主
義
」
な
る
概
念
を
不
新
年
に
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
羅
山
の
場
合
の
不
明
瞭
さ
に
つ
い
て
は
先
に
指
摘
し
た
が
、
貝

原
益
軒
に
つ
い
て
著
者
の
前
著
「
徳
川
合
理
主
義
の
系
譜
」
に
お
い
て
、
益

軒
は
「
多
聞
多
見
」
、
「
博
学
」
を
強
調
し
、
「
天
下
理
外
の
妙
な
し
」
と
す

る
合
理
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
博
学
と
合

理
主
義
の
両
者
の
論
理
的
関
連
に
つ
い
て
は
や
は
り
不
問
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
益
軒
は
確
か
に
「
大
和
本
草
」
と
い
う
著
書
を
も
つ
博
物
学
者
で
あ
っ
た
。

だ
が
こ
う
し
た
博
物
学
は
儒
学
を
生
ん
だ
中
国
の
特
有
の
「
科
学
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
こ
で
は
個
物
を
個
物
と
し
て
そ
の
具
象
性
、
現
象
性
の
ま
ま
に
掘

魅
す
る
こ
と
を
好
み
、
し
か
も
こ
う
し
た
具
象
的
な
個
物
を
無
秩
序
な
具
象

性
の
中
に
放
棄
せ
ず
体
系
化
し
統
｝
的
に
把
握
す
る
方
法
が
「
分
類
学
」
で

あ
り
、
博
物
学
は
こ
う
し
た
方
法
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
。
　
（
中
国

の
「
博
物
学
」
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
理
解
は
山
田
慶
児
「
中
国
の
文
化
と

思
考
様
式
」
　
『
混
沌
の
海
へ
』
所
収
に
大
き
な
示
唆
を
得
た
。
）
　
益
軒
の
博

物
学
は
こ
の
儒
教
文
化
の
生
ん
だ
「
科
学
」
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
博
物
学
は
認
識
論
的
に
は
特
有
の
「
素
朴
実
在
論
」
と
で
も
い
う

べ
き
も
の
で
、
認
識
の
基
礎
を
厳
密
に
経
験
に
限
定
す
る
経
験
論
と
は
異
る

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
思
弁
的
、
先
験
的
体
系
と
も
共

存
し
得
、
殊
更
に
「
経
験
主
義
的
合
理
主
義
」
な
る
概
念
は
成
立
し
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
だ
が
こ
う
し
た
こ
と
は
私
の
誤
解
で
あ
っ
て
朱
子
学
の
中
に
、
あ
る
い
は

そ
の
解
体
過
程
に
生
ま
れ
た
「
主
気
働
」
の
中
に
「
経
験
主
義
的
合
理
主
義
」

な
る
も
の
が
存
在
す
る
と
仮
定
し
よ
う
。
著
者
は
そ
の
上
に
「
合
理
的
、
実

証
的
実
学
」
が
展
開
し
、
そ
れ
が
、
わ
が
扇
へ
の
洋
学
（
一
応
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
近
代
科
学
と
と
ら
え
て
よ
か
ろ
う
）
の
輸
入
の
素
地
に
な
っ
た
と
い
う
。

敢
え
て
短
絡
す
れ
ぼ
著
者
は
「
経
験
主
義
的
合
理
主
義
」
な
る
も
の
の
無
限

の
拡
大
の
彼
方
に
「
近
代
科
学
」
を
設
定
す
る
。
こ
の
短
絡
が
左
程
不
当
で

な
い
の
は
福
沢
諭
吉
の
実
学
と
江
戸
時
代
の
「
合
理
的
、
実
証
的
実
学
」
と

は
そ
の
担
い
手
が
異
る
だ
け
で
あ
り
、
思
想
内
容
の
質
的
な
差
異
を
み
な
い
、

従
っ
て
福
沢
に
「
実
学
の
転
回
」
を
、
つ
ま
り
そ
の
実
学
に
画
期
的
意
味
を
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み
な
い
（
五
五
二
頁
）
こ
と
に
よ
っ
て
傍
証
さ
れ
よ
う
。

　
こ
う
し
た
著
者
の
実
学
思
想
の
近
代
化
過
程
へ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
チ
ィ
ヅ
に

対
し
、
さ
し
あ
た
り
、
次
の
点
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
い
う
迄
も
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
自
然
科
学
は
自
然
と
人
間
の
分
離
の

上
に
人
間
に
と
っ
て
の
有
用
盤
を
離
れ
た
、
自
己
目
的
と
し
て
の
自
然
探
求

に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
「
無
用
の
学
」
で
あ
り
、
　
「
虚

学
」
で
あ
る
。
又
そ
の
力
学
的
世
界
観
、
原
子
論
的
世
界
観
は
直
接
的
な
経

験
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
現
象
を
不
正
確
な
も
の
と
し
て
斥
け
、
世
界
を
原

子
と
そ
の
運
動
に
還
元
し
て
氾
握
し
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
経
験
的
認
識
の
無

限
の
拡
大
の
上
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
。
加
え
て
原
子
と
そ
の
運
動
に
よ

る
世
界
観
は
周
知
の
よ
う
に
「
気
」
を
基
底
的
物
質
と
す
る
「
極
東
儒
教
文

明
圏
」
の
世
界
観
と
は
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
。

　
上
述
の
如
き
著
者
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
あ
っ
て
は
両
表
の
こ
う
し
た

異
質
性
は
問
題
に
な
ら
ず
、
従
っ
て
又
「
擾
東
儒
教
文
化
」
の
生
ん
だ
「
科

学
」
の
特
質
の
内
容
も
明
ら
か
と
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
極
東
儒
教
文

化
と
は
未
成
熟
、
未
発
達
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
と
し
て
の
位
相
し
か
も
た
な

い
。

　
朱
子
学
の
分
化
過
程
に
生
ま
れ
た
「
経
験
主
義
的
合
理
主
義
」
な
る
も
の

が
、
極
東
儒
教
文
化
特
有
の
「
科
学
」
の
方
法
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た

も
の
の
全
貌
は
、
著
者
の
よ
う
な
視
点
で
な
く
、
一
度
は
極
東
儒
教
文
化
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
を
全
く
洌
の
も
の
と
し
て
区
別
す
る
視
点
に
よ
っ
て
の
み
明

ら
か
と
な
ろ
う
。

　
そ
の
他
著
者
も
随
勝
で
ふ
れ
ら
れ
る
「
無
用
の
学
」
の
意
味
に
つ
い
て
、

あ
る
い
は
近
代
化
過
程
を
「
体
制
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
価
値
観
の
相
違
を
越

え
て
」
比
較
研
究
す
る
と
い
う
い
わ
ば
近
代
に
つ
い
て
の
「
中
性
的
態
度
」

に
よ
る
掘
握
（
＝
一
貢
）
に
つ
い
て
、
私
は
著
藩
の
立
場
に
異
論
が
あ
る
。

し
か
し
今
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
べ
る
理
論
的
準
備
も
、
ま
た
紙
幅
も
な
い
。

　
蟹
頭
の
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
大
著
『
近
世
初
期
実
学
思
想
の
研
究
』
の

か
な
り
歪
ん
だ
私
な
り
の
読
解
に
立
っ
た
書
評
で
あ
り
、
著
老
の
意
図
を
正

確
に
把
握
出
来
た
と
い
う
自
信
は
全
く
な
い
。

　
七
三
に
わ
た
る
が
、
二
十
年
前
、
著
者
の
実
学
研
究
に
つ
い
て
の
講
義
を

拝
聴
し
た
頃
の
、
成
績
の
悪
い
癖
に
小
生
意
気
だ
っ
た
女
子
学
生
そ
の
ま
ま

の
口
吻
だ
と
、
先
生
は
お
許
し
を
い
た
だ
き
た
い
。

（
A
5
潤

○
円
）

五
九
八
頁
　
索
引
三
二
頁
　
一
九
八
○
年
二
月
　
創
文
社
　
七
五
〇

（
四
天
王
寺
女
子
大
醗
文
學
部
助
数
授

3
）
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