
題
な
の
は
所
見
頁
の
数
字
の
誤
り
で
あ
る
（
例
え

ば
仇
衝
王
の
1
0
〔
正
し
く
は
1
6
〕
、
靴
墨
王
の
痂

〔
6
6
〕
）
、
索
引
と
し
て
の
性
格
上
、
こ
う
し
た
ミ

ス
は
致
命
的
で
あ
り
、
極
力
排
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
分
類
が
二
種
あ
る
た
め
、
両
者
を
対

照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
し
い
文
字
・
数
字
を

確
か
め
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
も
あ
る
が
（
右
の

諸
例
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
例
え
ば
法
敏
の
8
8

〔
8
9
〕
の
よ
う
な
、
恐
ら
く
採
録
ミ
ス
は
、
利
用

者
が
調
べ
直
す
以
外
に
な
い
）
、
そ
う
し
た
作
業

は
当
然
、
校
正
の
際
に
す
ま
せ
て
お
く
べ
き
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
見
出
し
語
の
扱
い
に
精
薄
が
み
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
景
徳
王
に
つ
い
て
、
底
本

の
蓑
記
に
従
っ
て
「
景
徳
」
「
景
徳
大
王
」
「
景

徳
王
」
と
三
様
そ
れ
ぞ
れ
で
採
録
し
て
い
る
の
に

対
し
、
近
仇
首
・
近
仇
首
王
は
一
括
し
て
「
近
仇

首
王
し
で
採
っ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ぼ
前
者
の
よ
う
な
採
り
方
が
望
ま
し
い

が
、
後
者
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
一
貫
し

て
い
れ
ば
許
容
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
高

祖
に
つ
い
て
、
「
高
祖
（
一
唐
高
祖
）
」
と
い
う
よ

う
に
唐
・
梁
・
錬
・
漢
そ
れ
ぞ
れ
別
に
採
っ
て
い

る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
　
「
宣
帝
」
の
よ
う
に
前
漢
・

陳
・
大
皮
の
そ
れ
（
北
斉
は
正
し
く
は
文
宣
帝
）

を
区
別
せ
ず
に
一
括
し
て
採
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。

こ
ち
ら
は
、
当
然
前
者
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
後
者
の
よ
う
な
採
り
方
は
、
索
引
と
し
て
は

ミ
ス
の
部
類
に
属
し
よ
う
。

　
晃
出
し
語
の
扱
い
に
一
貫
性
が
み
ら
れ
な
い
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
底
本
の
誤
り
に
つ
い
て

の
対
応
に
お
い
て
も
い
え
る
。
凡
例
に
よ
れ
ば
、

例
え
ば
「
具
〔
貝
〕
葉
」
の
よ
う
に
〔
〕
内
に

正
し
い
文
字
を
記
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
あ

ま
り
徹
底
し
て
い
な
い
。
先
の
「
倹
景
」
の
例
は
、

誤
り
と
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

が
、
例
え
ば
原
文
「
何
達
王
」
を
、
何
の
こ
と
わ

　
　
　
　
　
へ

り
も
な
く
「
阿
達
耕
し
で
採
っ
て
い
る
、
と
い
う

例
も
あ
り
、
も
う
少
し
慎
重
な
配
慮
が
ほ
し
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
の
他
細
か
い
問
題
点
は
ま
だ
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
史
料
の
索
引
と
し
て
有
効
で
あ
る
た
め
に

は
、
採
録
も
れ
が
な
い
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
れ

に
つ
い
て
少
し
く
み
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
3
頁

の
「
温
柞
」
が
採
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、

「
温
三
王
」
と
し
て
は
採
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は

む
し
ろ
見
出
し
語
の
問
題
と
い
え
る
。
し
か
し
例

え
ば
3
0
頁
の
「
小
」
　
（
前
漢
少
帝
）
の
よ
う
に
、

明
ら
か
な
採
録
も
れ
も
あ
り
、
利
用
に
は
な
お
注

意
を
要
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
閥
題
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

改
訂
増
補
に
際
し
て
是
非
検
討
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
さ
て
お
い
て
も
、

わ
れ
わ
れ
利
用
者
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の

も
の
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
程
充
実
し
た
こ
の
索

引
の
出
現
に
よ
っ
て
、
今
後
の
『
三
国
遺
事
』
研

究
、
ひ
い
て
は
朝
鮮
古
代
研
究
の
ま
す
ま
す
の
発

展
を
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ

れ
に
答
え
る
の
が
、
編
者
の
労
苦
に
対
す
る
さ
さ

や
か
な
返
礼
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
（
一
九
八
○
年
　
二
月
、
韓
国
三
面
文
化
研
究
院
、

　
　
城
南
則
七
八
○
○
ウ
オ
ン
）

　
　
　
　
　
　
（
田
中
俊
明
　
京
都
大
学
大
学
院
生
）

新
田
一
郎
著

　
『
キ
リ
ス
ト
教
と
ロ
ー
マ
皇
帝
』

　
本
書
は
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
を
ロ
ー
マ
帝

国
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、

一
般
向
き
に
書
か
れ
た
新
書
判
の
書
物
と
は
い
え
、
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介紹

著
者
新
田
玩
が
こ
れ
ま
で
論
文
の
形
で
発
表
し
て

こ
ら
れ
た
諸
研
究
の
成
果
を
充
分
ふ
ま
え
て
書
き

下
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
力
作
で
あ
る
。

　
新
田
氏
は
ロ
ー
マ
帝
国
下
の
キ
リ
ス
ト
教
運
動

を
、
A
・
ト
イ
ン
ビ
ー
に
従
い
、
　
「
内
な
る
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
即
ち
、
一
つ
の
文
明
世
界
の
正

規
の
構
成
メ
ソ
パ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
文
明

の
も
た
ら
す
恩
恵
に
浴
さ
ぬ
精
神
的
に
も
物
質
的

に
も
疎
外
さ
れ
た
人
々
に
よ
る
運
動
と
把
握
し
て

い
る
。
迫
害
期
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
公
認
後
に

あ
っ
て
も
異
端
・
分
離
派
の
運
動
が
そ
れ
に
あ
た

る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
も
こ
の
主
張

に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
以
下
、
七
章
か
ら
成

る
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
第
一
章
は
、
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
前
提
と

し
て
ユ
ダ
ヤ
人
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
歴
史
が
論
じ
ら
れ
、

次
い
で
イ
エ
ス
の
伝
道
と
ユ
ダ
ヤ
人
、
ユ
ダ
ヤ
教

と
の
関
係
、
更
に
は
第
一
次
ユ
ダ
ヤ
戦
争
を
契
機

と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
の
完
全
分

離
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
特
に
、

正
規
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
り
な
が
ら
ユ
ダ
ヤ
社
会

が
も
た
ら
す
恩
恵
に
あ
ず
か
り
え
な
い
、
精
神
的
、

物
質
的
に
疎
外
さ
れ
て
い
る
ガ
リ
ラ
ヤ
の
民
衆
と

イ
エ
ス
と
の
つ
な
が
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
童
・
か
ら
第
四
章
に
か
け
て
は
、
迫
害
時
代

の
キ
リ
ス
ト
教
が
、
特
に
ロ
ー
マ
皇
帝
の
対
キ
リ

ス
ト
教
徒
政
策
の
性
格
に
注
目
し
な
が
ら
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
ま
ず
第
二
章
で
著
者
は
、
ト
ラ
ヤ
ヌ

ス
帝
（
在
位
九
八
～
一
一
七
年
）
と
総
州
総
督
プ

リ
ニ
ウ
ス
と
の
間
の
有
名
な
往
復
書
簡
の
分
析
を

通
じ
て
、
帝
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
以
後
の
キ
リ
ス

ト
教
徒
取
り
扱
い
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ル

ー
ル
と
い
う
べ
き
も
の
と
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、

一
方
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
だ
け
で
有
罪
と

さ
れ
な
が
ら
、
他
方
で
は
有
罪
と
な
る
の
は
現
に

キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
、
棄
教
者

は
無
罪
で
あ
る
と
い
う
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
宗
教
政

策
上
か
ら
も
、
ま
た
ロ
ー
マ
刑
法
の
理
念
か
ら
も

極
め
て
特
異
な
処
断
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と

い
う
。
つ
ま
り
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
示
し
た
措
置
は
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
が
そ
の
名
ゆ
え
に
有
罪
に
な
る
と

い
う
前
例
の
な
い
苛
酷
な
取
り
締
り
規
定
を
原
則

的
に
は
維
持
し
つ
つ
も
、
そ
の
原
則
の
適
用
は
で

き
る
だ
け
避
け
よ
う
と
す
る
こ
れ
ま
た
前
例
の
な

い
寛
大
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ロ
ー
マ

帝
国
を
神
の
国
と
対
立
す
べ
き
サ
タ
ン
の
王
国
と

規
定
し
、
　
「
ロ
ー
マ
の
平
和
」
を
可
能
と
し
た
伝

統
的
神
々
の
力
を
無
視
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
徒

を
、
放
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し

「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
流
す
血
が
新
た
な
生
命
を
生

む
種
子
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
に
か

え
っ
て
発
展
の
場
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
迫
害
、
殉
教
は
、
こ
れ
を
で
き
る
だ
け
制
限
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ロ
ー
マ
帝
国
の
ジ
レ

ン
マ
を
、
著
者
は
こ
の
措
置
の
中
に
読
み
と
っ
て

い
る
。
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
こ
の
原
則
が
以
後
継
承
さ

れ
て
ゆ
き
、
迫
害
は
あ
っ
た
が
、
三
世
紀
半
ば
に

到
る
ま
で
全
般
的
に
み
れ
ば
皇
帝
の
対
キ
リ
ス
ト

教
政
策
に
は
寛
大
な
面
が
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
を
著
者
は
、
「
思
想
犯
、
政
治
犯
に
き

わ
め
て
不
寛
容
な
近
代
国
家
に
比
べ
、
そ
れ
は
驚

く
ほ
ど
の
寛
大
な
態
度
と
い
っ
て
よ
い
。
」
と
評

し
て
い
る
。
第
三
章
は
、
デ
キ
ウ
ス
帝
（
在
位
工

四
九
～
二
五
一
年
）
以
降
の
コ
ニ
世
紀
の
迫
害
」

を
取
り
扱
う
が
、
激
し
さ
を
増
し
た
こ
の
迫
害
に

お
い
て
も
、
原
則
は
厳
し
く
し
か
し
適
用
は
慎
重

に
と
い
う
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い
る

こ
と
、
迫
害
帝
の
ね
ら
い
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
改
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宗
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
全
戸
ー
マ
人
の
一
致
し

た
帰
依
に
よ
り
神
々
の
恩
瀧
を
え
て
帝
国
の
危
機

を
克
服
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
限
り
で
皇
帝
の
敬
慕
な
宗
教
心
が
そ
の
背
景

に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
四
章
で
は
、
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
穿
下
の

大
鷺
害
が
ま
ず
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
デ
ィ

オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
の
場
合
す
ら
、
ト
ラ
ヤ
ヌ

ス
以
来
の
原
則
か
ら
そ
れ
ほ
ど
は
ず
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
総
じ
て
著
者

に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
皇
帝
の
キ
リ
ス
ト
教
迫
害
は

信
徒
の
抹
殺
で
は
な
く
伝
統
的
宗
教
へ
の
復
帰
の

す
す
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
近
代
以
降
の
独
裁

者
に
み
ら
れ
る
非
人
間
的
な
徹
底
し
た
宗
教
迫
警

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
ロ
ー
マ
は
原
則
は
と
も
か
く
、
実
質
的
に
は

穏
和
な
追
害
者
で
あ
り
つ
つ
迫
害
者
の
役
割
を
は

た
し
、
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
会
の
発
展
に
貢
献
し

た
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
著
者
の
基
本
的
認
識

で
あ
る
。
同
町
で
は
さ
ら
に
、
結
果
的
に
公
認
を

か
ち
え
た
キ
リ
ス
ト
教
の
勝
利
の
原
因
に
つ
い
て
、

内
外
荷
要
因
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
著
表
は
特

に
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
大
迫
害
を
は
ね
返

す
こ
と
が
で
き
た
主
要
な
力
の
秘
訣
と
し
て
、
キ

リ
ス
ト
教
の
担
い
手
の
変
化
、
即
ち
、
都
市
的
運

動
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
農
民
層
の
宗
教
へ

の
移
行
を
強
調
し
て
い
る
。

　
第
五
章
以
降
で
は
公
認
後
の
キ
リ
ス
ト
教
の
状

況
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
五
章
で
は
コ
ン

ス
タ
ソ
テ
ィ
ヌ
ス
の
登
場
と
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
政

策
が
主
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
は

つ
づ
く
第
六
章
と
と
も
に
、
著
者
新
田
野
が
巨
大

な
研
究
蓄
積
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
分
野
で
あ
り
、

そ
れ
を
充
分
ふ
ま
え
た
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
キ
リ
ス
ト
教
を
公
認
し
た
有
名
な
ミ

ラ
ノ
勅
令
に
始
ま
り
、
そ
の
治
世
を
一
貫
し
て
流

れ
て
い
る
コ
ソ
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
宗
激
寛
容
主

義
が
問
題
に
さ
れ
て
お
り
、
著
者
は
、
そ
れ
が
ブ

ル
ク
ハ
ル
ト
の
い
う
よ
う
な
宗
教
的
曖
昧
性
、
異

言
酌
伝
統
の
残
渾
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
寛
容
こ
そ
が
宗
教
の
本
質
に
触
れ
る
と
の
立
場

に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の

寛
容
主
義
は
彼
の
後
継
者
に
し
ば
し
ば
踏
襲
さ
れ

た
も
の
の
ヴ
ァ
レ
ソ
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
ニ
世
そ
し
て

テ
オ
ド
シ
ウ
ス
一
世
に
な
る
と
変
化
し
、
結
局
カ

ト
リ
ッ
ク
国
教
主
義
が
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た

が
、
そ
れ
は
間
時
に
、
か
つ
て
迫
害
の
な
か
に
あ

っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
生
命
を
賭
け
て
獲
得
し
、

ミ
ラ
ノ
勅
令
に
よ
り
成
文
化
さ
れ
た
信
仰
の
自
由

の
主
張
が
キ
リ
ス
ト
教
皇
帝
そ
の
人
に
よ
っ
て
否

定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ

こ
で
、
第
六
章
は
「
異
端
・
分
離
派
運
動
の
意

義
」
と
題
し
て
、
帝
国
の
国
撒
と
な
り
体
制
内
の

宗
教
と
な
る
こ
と
に
よ
り
急
速
に
世
俗
化
す
る
カ

ト
リ
ッ
ク
甜
教
会
の
外
に
あ
っ
て
、
甜
教
会
全
僧
体
の
刷

新
に
主
要
な
役
割
を
演
じ
た
と
著
者
が
意
義
づ
け

す
る
ド
ナ
ー
ト
ゥ
ス
派
の
分
離
運
動
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
迫
害
の
停
止
後
北
ア
フ
リ
カ
で
生
じ
た

ド
ナ
ー
ト
ゥ
ス
派
の
分
麟
…
運
動
は
、
大
迫
害
期
間

中
の
背
教
者
の
処
置
を
め
ぐ
り
、
そ
の
激
会
復
帰

を
条
件
つ
き
で
認
め
よ
う
と
す
る
穏
健
派
と
、
こ

れ
を
断
固
拒
否
す
る
厳
格
派
（
ド
ナ
ー
ト
ゥ
ス

派
）
の
争
い
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ロ

ー
マ
帝
国
を
逡
巡
さ
せ
て
長
期
間
継
続
し
、
結
局

ロ
ー
マ
世
界
か
ら
北
ア
フ
リ
カ
を
分
離
さ
せ
て
し

ま
う
要
因
と
な
っ
た
。
著
者
は
、
特
に
こ
の
運
動

を
支
え
た
カ
の
秘
訣
を
農
民
層
キ
リ
ス
ト
教
徒
が

運
動
の
中
心
的
担
い
手
と
な
っ
た
こ
と
の
中
に
求

め
る
立
場
を
重
視
し
て
お
り
、
更
に
著
者
に
よ
り
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こ
の
運
動
の
中
心
的
担
い
手
と
さ
れ
る
典
型
的
ピ

ュ
ー
リ
タ
ン
の
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
農
民
巡
礼
者
集
団
キ

ル
ク
ム
ケ
リ
オ
ー
ネ
ス
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
が

鰹
閣
さ
れ
、
終
末
的
。
殉
教
志
向
的
性
格
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。
結
論
と
し
て
、
こ
の
キ
ル
ク

ム
ケ
リ
オ
ー
ネ
ス
を
中
心
と
す
る
ド
ナ
ー
ト
ゥ
ス

派
の
運
動
は
、
政
治
・
社
会
上
の
改
革
を
意
図
す

る
も
の
で
は
な
く
、
「
内
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」

に
よ
る
典
型
的
な
宗
教
運
動
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
最
後
の
第
七
章
・
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教

の
勝
利
と
ロ
ー
マ
帝
国
の
没
落
と
の
関
係
が
語
ら

れ
て
い
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
ア
フ
リ
カ

で
伝
統
的
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
系
譜
の
上
に

立
つ
燧
民
型
の
信
仰
を
も
ち
、
そ
の
点
で
ド
ナ
ー

ト
ゥ
ス
派
と
同
じ
基
盤
に
立
っ
て
い
た
こ
と
が
特

に
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
の
内
容
で
あ
る
初
期
キ
リ
ス
ト
教
と
ロ
ー

マ
帝
圏
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
史
と
キ
リ

ス
ト
教
史
の
両
面
か
ら
莫
大
な
研
究
蓄
積
が
生
み

出
さ
れ
て
お
り
、
わ
が
圏
で
も
重
要
テ
ー
マ
に
つ

い
て
は
比
較
的
よ
く
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、

最
近
で
は
若
手
研
究
者
を
中
心
に
史
料
と
研
究
史

の
精
力
的
な
整
理
と
吟
味
が
行
わ
れ
、
プ
ロ
ソ
ポ

グ
ラ
フ
ィ
ヅ
シ
ュ
な
研
究
成
果
の
受
容
な
ど
研
究

の
新
た
な
深
化
の
方
向
も
獲
得
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

か
か
る
晴
点
に
あ
っ
て
、
多
く
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を

通
じ
て
コ
ソ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ヌ
ス
の
問
題
な
ど
に
重

大
な
発
言
を
行
っ
て
こ
ら
れ
た
新
田
氏
が
、
平
易

な
叙
述
を
通
し
て
で
は
あ
れ
、
御
自
身
の
業
績
を

主
軸
に
通
史
的
な
ま
と
め
を
な
さ
れ
た
こ
と
は
、

ま
こ
と
に
貴
重
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
迫
害
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
審
問
に
つ
い

て
述
べ
る
際
、
総
督
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
間
に

交
さ
れ
た
対
話
を
そ
の
ま
ま
の
形
式
で
引
用
す
る

な
ど
ビ
ビ
ッ
ド
な
叙
述
が
行
わ
れ
、
近
世
臼
本
の

キ
リ
ス
ト
教
政
策
と
比
較
し
て
論
ず
る
部
分
も
あ

る
な
ど
、
専
門
外
の
人
に
も
大
い
に
興
味
深
い
一

書
に
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
国
家
と
宗
教
の

関
係
を
考
え
る
際
に
本
書
は
多
く
の
示
竣
を
与
え

て
く
れ
よ
う
。
ハ
ン
デ
ィ
な
書
で
あ
る
だ
け
に
、

広
く
各
方
薗
の
方
々
に
読
ん
で
い
た
だ
け
る
こ
と

を
期
待
し
た
い
。

　
　
　
　
（
新
書
判
　
二
三
四
頁
　
一
九
八
○
年
七
月

　
　
　
　
教
育
社
　
八
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
（
南
川
高
志
　
京
都
大
学
大
学
院
生
）

し
か
ま
こ
う
す
け

四
竃
孝
輔
著

　
『
侍
従
武
官
日
記
』

　
「
大
正
」
期
は
そ
の
前
後
に
比
し
て
天
皇
の
存

在
感
の
薄
い
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ

は
大
正
政
変
の
蒋
に
詔
勅
の
権
威
が
吹
き
飛
ん
だ

こ
と
、
そ
し
て
「
御
大
典
」
は
行
な
わ
れ
た
も
の

の
当
の
大
正
天
皇
が
病
弱
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
で

あ
ろ
う
。
天
皇
の
病
は
そ
の
後
進
行
し
、
一
九
二

一
年
に
は
摂
政
を
概
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　
さ
て
本
日
記
は
「
昭
和
軍
事
史
叢
書
」
の
一
冊

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
海
軍
大
佐
四
竈
孝

輔
が
一
九
一
七
年
二
月
に
侍
従
武
官
に
任
ぜ
ら
れ

た
時
か
ら
一
九
二
六
年
十
二
月
の
大
正
天
皇
の
死

ま
で
（
こ
の
間
二
三
年
十
ご
月
島
侍
従
武
官
、
二

五
年
十
二
月
任
海
軍
中
将
）
の
聞
の
宮
中
日
誌
で

あ
る
。
た
だ
政
治
上
の
枢
機
に
わ
た
る
事
項
は
多

く
な
い
し
、
例
え
ば
宮
中
某
重
大
事
件
に
つ
い
て

の
記
述
も
と
お
り
い
っ
ぺ
ん
の
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
も
、
そ
の
筆
使
い
は
『
木
戸
幸
一
日
記
』
を

思
わ
せ
る
し
、
宮
中
儀
式
の
記
述
は
詳
し
く
（
図

解
入
り
）
、
軍
人
の
拝
謁
記
事
も
多
い
（
特
に
シ
ベ

リ
ア
出
兵
に
関
し
て
）
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
日
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