
評書

林
巳
奈
夫
著

『
中
国
古
玉
器
総
説
』

本
轡
の
目
的

難
　
波
　
純
　
子

　
中
国
の
遺
物
の
中
で
玉
器
は
日
本
人
に
と
っ
て
そ
の
魅
力
を
最
も
理
解
し

に
く
い
遺
物
で
あ
る
。
中
国
の
人
が
古
来
、
あ
れ
ほ
ど
愛
玩
し
て
き
た
遺
物

で
あ
る
と
い
う
の
に
、
な
ぜ
日
本
人
に
は
そ
の
魅
力
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
ろ

う
。
人
間
の
作
り
出
し
て
き
た
も
の
と
い
う
の
は
、
黙
黙
自
然
界
に
存
在
す

る
材
料
に
手
を
加
え
て
、
人
間
の
意
識
を
投
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
田
本
人

が
理
解
し
や
す
い
中
国
の
遺
物
と
し
て
は
、
焼
き
物
や
青
銅
器
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
、
土
や
、
鉱
石
を
溶
か
し
て
得
た
金
属
を
加
工
し
て
形
作
っ
た
も

の
で
あ
り
、
当
然
日
本
で
製
作
さ
れ
た
も
の
も
基
本
的
に
は
同
一
の
質
感
を

我
々
に
与
え
て
く
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
玉
器
と
い
う
の
は
、
自
然
界
に
存

在
す
る
玉
材
を
直
接
加
工
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
質
感
は
そ
の
材
料
が

得
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
環
境
の
元
で
育
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
か
な
か
す
ん

な
り
と
心
に
入
っ
て
こ
な
い
に
違
い
な
い
。
林
巳
奈
夫
氏
の
壷
中
国
樹
玉
器

総
説
瓢
は
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
愚
直
な
我
々
の
玉
器
の
理
解
に
対
す
る
指

南
を
与
え
て
く
れ
る
書
で
あ
る
。
そ
の
前
言
に
は
、
「
こ
の
本
は
中
国
の
古

い
時
代
の
玉
器
を
概
説
し
、
そ
れ
の
演
じ
た
中
国
史
上
で
の
役
割
を
理
解
し

て
も
ら
う
た
め
に
書
か
れ
た
。
中
国
の
石
器
時
代
か
ら
青
銅
器
時
代
、
玉
器

は
貴
族
が
主
役
の
致
治
や
宗
教
の
上
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
か
ら
で
あ

る
。
」
と
あ
る
。
ひ
ら
た
く
い
え
ば
玉
器
に
こ
め
ら
れ
た
申
国
古
代
の
入
々

の
心
を
玉
器
を
通
し
て
読
み
取
ら
ん
と
す
る
の
が
本
書
の
、
そ
し
て
林
氏
の

研
究
の
目
的
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
よ
っ
て
、
対
象
と
す
る
時
代
は
古
代

人
が
玉
器
に
特
に
深
い
思
い
を
抱
い
て
い
た
時
代
、
す
な
わ
ち
「
玉
器
の
出

て
く
る
新
石
器
時
代
か
ら
初
期
の
王
朝
に
お
け
る
玉
器
使
用
の
最
盛
期
を
経

て
、
伝
統
の
余
韻
も
絶
え
よ
う
と
す
る
漢
時
代
末
ま
で
に
限
る
」
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

本
書
中
の
研
究
の
特
徴

　
苦
参
の
玉
器
研
究
が
～
九
六
九
年
の
「
中
国
古
代
の
祭
玉
、
碧
玉
」
（
『
東

方
学
報
』
京
都
第
四
〇
冊
）
以
来
と
す
れ
ば
、
都
合
二
〇
年
あ
ま
り
に
わ
た

る
氏
の
玉
器
の
研
究
は
、
一
旦
一
九
九
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
中
国
古
玉
器

の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
。
以
下
、
前
著
と
い
う
）
に
お
い

て
集
大
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
か
ら
八
年
し
か
経

て
い
な
い
今
年
、
出
版
さ
れ
た
本
書
『
中
国
語
玉
器
総
説
隔
と
、
ど
の
よ
う

な
ち
が
い
が
あ
る
の
か
、
少
し
考
え
て
み
た
い
。
前
著
の
第
一
章
で
は
、
中

国
古
賢
の
研
究
が
玉
器
の
名
称
や
使
用
法
を
周
礼
の
記
述
に
頼
り
き
っ
て
行

わ
れ
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
、
「
新
た
な
考
古
資
料
の
知
識
を
以
っ
て
再
検

討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鞘
周
忌
嚇
の
瑞
雲
に
関
す
る
記
載
の
も
と
と
な
っ
た

材
料
や
そ
の
性
質
、
そ
の
扱
わ
れ
方
が
明
ら
か
に
な
り
、
我
々
が
『
周
礼
』

の
記
載
を
ど
の
よ
う
に
資
料
と
し
て
使
用
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
見
極
め
が

つ
い
て
来
る
の
で
あ
る
。
」
「
個
々
の
種
類
の
玉
器
に
つ
い
て
の
面
倒
な
考
証

が
続
き
、
最
後
の
章
で
新
た
に
処
理
し
な
お
し
た
材
料
を
ふ
ま
え
、
さ
ら
に

関
連
の
考
古
学
、
西
周
金
文
資
料
、
文
献
資
料
を
参
照
し
て
考
察
を
進
め
た
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場
合
、
祭
玉
、
瑞
玉
が
本
来
持
っ
て
い
た
は
ず
の
社
会
的
、
宗
教
的
役
割
や

そ
の
時
代
的
変
遷
の
あ
と
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
に
よ
る
と
林
氏
の
当
初
の
玉
器
研

究
は
、
『
周
礼
』
の
記
載
を
考
証
す
る
こ
と
が
第
一
目
的
で
あ
り
、
考
古
資

料
は
そ
の
た
め
の
補
助
的
な
道
具
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
よ
っ
て
、
前
著
に
お
け
る
氏
の
論
の
展
開
の
方
法
は
、
ま
ず
、
新

し
い
時
期
の
図
像
や
文
献
資
料
に
つ
い
て
の
記
述
に
始
ま
り
、
そ
こ
か
ら
古

い
時
代
の
も
の
へ
と
視
点
を
移
し
て
ゆ
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
る
も
の
が

多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
『
中
国
古
玉
器
総
説
』
で
は
考
古
資
料
に
つ
い
て

の
分
析
が
す
っ
か
り
主
役
の
座
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
ひ
と
つ
の
大
き
な
特

徴
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
私
の
理
解
し
て
い
る
限
り
で
は
二
点
あ
る
よ
う

に
思
う
。

　
～
つ
め
は
、
コ
九
七
〇
年
代
の
終
り
頃
か
ら
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
考
古

関
係
資
料
が
急
増
し
、
多
く
の
事
実
が
新
た
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
」
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
新
石
器
時
代
の
玉
器
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
の

間
に
出
土
し
た
資
料
が
、
そ
れ
ま
で
の
玉
器
に
つ
い
て
の
理
解
を
ほ
ぼ
丸
ご

と
「
新
し
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
過
書
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
朽
野
文

化
の
漸
江
省
余
杭
県
半
山
遺
跡
・
瑞
山
遺
跡
を
は
じ
め
と
す
る
遺
跡
出
土
の

神
像
の
刻
ま
れ
た
玉
器
を
は
じ
め
、
紅
山
文
化
の
牛
河
梁
遺
跡
ほ
か
の
玉

器
・
石
家
河
文
化
の
四
面
像
・
山
東
龍
山
文
化
の
臨
胸
県
朱
封
遺
跡
の
玉
器

な
ど
の
例
は
、
質
・
量
と
も
に
め
ざ
ま
し
い
情
報
を
提
供
し
て
お
り
、
申
国

で
は
こ
れ
ら
の
資
料
を
集
成
し
た
図
録
が
次
々
に
出
版
さ
れ
て
い
る
状
況
に

あ
る
。
林
氏
は
こ
の
よ
う
な
重
要
な
出
土
資
料
が
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
る

以
前
か
ら
す
で
に
、
既
存
の
い
わ
ゆ
る
伝
世
資
料
や
土
器
な
ど
他
の
器
物
上

の
情
報
を
援
用
し
つ
つ
、
ま
た
新
出
の
資
料
を
そ
の
都
度
扱
い
つ
つ
、
そ
し

て
よ
り
時
代
の
下
る
各
種
の
図
像
の
源
流
を
遡
る
と
い
う
方
法
を
用
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
～
人
先
ん
じ
て
現
在
の
常
識
に
迫
っ
て
こ
ら
れ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
最
近
の
中
国
新
石
器
時
代
の
地
域
性
を
重
視
し
た
研
究
の
成
果
は

目
覚
し
い
も
の
が
あ
り
、
玉
器
の
方
面
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
成
果
を
と

り
入
れ
て
解
釈
が
行
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
悪
騒
が
こ
の
あ
た
り
で
も
う
一

度
こ
れ
ら
の
玉
器
を
、
新
た
な
新
石
器
時
代
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
最
初

か
ら
ま
と
め
て
な
お
し
て
お
き
た
い
と
考
え
ら
れ
た
の
も
十
分
納
得
の
ゆ
く

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
よ
り
新
し
い
無
期
の
玉
器
に
つ
い
て
は
、
「
圭
に
つ
い
て
（
下
）
」
（
『
泉
屋

博
古
館
紀
要
暁
第
一
三
巻
、
一
九
九
七
年
）
に
記
さ
れ
て
い
る
氏
の
言
葉
が

鍵
を
握
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
『
周
礼
』
記
載
の
玉

器
を
考
古
資
料
と
結
び
つ
け
て
解
釈
を
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
だ
け

で
は
圭
の
実
際
の
使
用
法
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
自
ら
そ
の
限

界
を
指
摘
さ
れ
、
こ
の
論
考
で
は
「
そ
れ
で
は
考
古
学
の
資
料
を
主
に
し
て

考
え
る
と
ど
う
い
う
こ
と
が
わ
か
る
か
。
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
主
に
墓
に

お
け
る
副
葬
の
原
位
置
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
圭
の
使
用
法

ひ
い
て
は
そ
れ
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
方
法
は
、
本
書
第
二
部
の
後
半
、
す
な
わ
ち
第
六
章

以
降
に
お
い
て
、
特
に
顕
著
に
駆
使
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
二
つ
め
の
理
由
を
説
明
す
る
た
め
に
、
第
二
部
の
序
言
の
中
の

言
葉
を
ま
ず
ひ
い
て
お
き
た
い
。
「
筆
者
は
大
学
で
考
古
学
の
訓
練
を
受
け

た
の
で
、
遺
物
を
手
に
と
り
、
研
究
す
る
の
が
大
好
き
で
あ
る
。
」
「
（
こ
こ

か
ら
は
）
玉
器
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
。
」
と
。
私
に
は
、
こ
の
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評書

言
葉
の
中
に
本
書
の
特
徴
が
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

第
一
部
の
第
一
章
・
第
二
章
、
そ
し
て
こ
と
に
第
二
部
全
体
に
は
、
林
氏
が
、

日
本
国
内
の
み
な
ら
ず
、
米
国
や
中
国
へ
と
み
ず
か
ら
足
を
運
び
、
博
物
館

や
文
物
調
査
機
関
、
あ
る
い
は
展
覧
会
会
場
で
、
玉
器
そ
の
も
の
を
手
に
と

り
、
観
察
し
、
あ
る
い
は
自
ら
玉
器
を
模
倣
し
て
玉
器
や
石
器
を
製
作
さ
れ

た
経
験
に
基
づ
く
論
考
が
満
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
論
考
に

基
づ
い
て
、
玉
器
の
発
達
の
様
梢
や
林
氏
の
真
骨
頂
で
あ
る
図
像
の
解
釈
論

が
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

構
成
と
各
章
の
特
徴

さ
て
、
本
書
の
特
徴
を
よ
り
詳
し
く
説
明
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
構
成
に

つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。

第
　
部
　
総
論

　
第
一
章
　
玉
材

　
　
第
二
章
・
玉
器
の
加
工
法

　
第
三
章
　
古
玉
器
の
名
称
と
用
法

第
～
　
部
　
各
晴
代
の
玉
器

　
第
四
章

　
第
五
章

　
第
六
章

　
第
七
章

　
第
八
章

　
第
九
章

　
第
十
章

以
下
に
は
、

七
六
〇
〇
〇
一
叢
三
〇
〇
〇
年
の
玉
器

前
三
〇
〇
〇
～
前
二
〇
〇
〇
年

紬
剛
二
〇
〇
〇
～
晶
剛
一
五
〇
〇
年

股
嘘
文
化

西
周
音
溝

春
秋
、
戦
国
時
代

漢
時
代

も
う
少
し
詳
し
い
内
容
の
紹
介
を
し
て
み
た
い
。

　
第
一
部
は
玉
器
の
入
門
編
と
で
も
い
え
よ
う
か
。
第
一
章
で
は
玉
材
に
つ

い
て
、
『
説
文
』
や
『
管
子
』
に
、
水
の
徳
が
玉
に
集
い
、
人
間
の
徳
に
も

つ
な
が
る
と
い
う
考
え
方
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
端
を
発
し
て
中
国
人
の

玉
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
精
神
的
な
観
点
か
ら
迫
る
。
そ
の
後
、
｝
転

し
て
科
学
的
な
観
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
軟
玉
に
つ
い
て
鉱
物
学
的
な
分
析
を

以
っ
て
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
玉
質
の
ラ
ン
ク
や
玉
材
の
産
地
に
つ
い
て
の

デ
ー
タ
を
ふ
ま
え
た
分
析
と
続
く
。
こ
の
章
に
よ
っ
て
、
玉
器
の
も
つ
何
と

も
表
現
し
が
た
い
質
感
に
つ
い
て
の
理
解
が
深
め
ら
れ
よ
う
。

　
第
二
章
で
は
玉
器
の
加
工
法
に
つ
い
て
、
考
察
が
行
わ
れ
る
。
玉
器
の
半

製
品
の
例
、
明
・
清
か
ら
現
代
に
至
る
民
俗
例
、
各
自
の
玉
器
に
残
る
製
作

痕
、
林
氏
自
ら
行
っ
た
製
作
実
験
、
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
方
法
を
駆
使
し

て
そ
の
製
作
技
法
の
実
際
に
迫
っ
て
い
る
。
概
ね
は
一
九
九
五
年
に
発
表
さ

れ
た
論
考
中
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
見
解
も
ま
じ
え

て
書
き
な
お
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
章
　
古
玉
器
の
名
称
と
用
法
は
、
部
分
的
に
は
前
著
『
申
国
古
玉
器

の
研
究
』
第
一
章
に
お
い
て
集
大
成
さ
れ
た
名
称
と
用
法
に
関
す
る
詳
し
い

論
考
の
コ
ン
パ
ク
ト
版
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
「
新
し
い
資
料
も
年
と

共
に
当
然
増
加
し
、
自
分
の
判
断
も
変
っ
て
く
る
」
こ
と
か
ら
、
考
え
を
多

少
変
更
さ
れ
た
部
分
も
あ
り
、
決
し
て
同
一
内
容
の
コ
ン
パ
ク
ト
版
で
は
な

い
。
特
に
、
良
渚
文
化
の
踪
や
錐
形
器
に
つ
い
て
は
、
前
著
よ
り
も
緻
密
な

羽
根
紋
様
の
分
析
を
行
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
銀
器
種
の
使
用
法
の
理
解
を
改

め
て
試
み
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
侃
玉
・
装
身
具
に
つ
い
て
は
新
た
に
書
き

加
え
ら
れ
た
項
が
少
な
く
な
い
。

　
か
わ
っ
て
、
第
二
部
　
各
時
代
の
玉
器
　
で
は
、
時
代
を
追
っ
て
、
す
な

わ
ち
二
六
〇
〇
〇
年
～
前
三
〇
〇
〇
年
（
新
石
器
時
代
前
期
）
・
前
三
〇
〇
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○
年
～
前
二
〇
〇
〇
年
（
同
後
期
）
・
前
二
〇
〇
〇
年
～
前
一
五
〇
〇
年

（
二
里
頭
・
二
里
岡
文
化
）
・
股
櫨
文
化
・
西
周
時
代
・
春
秋
・
戦
国
蒋

代
・
漢
時
代
の
各
時
期
に
分
け
て
、
玉
器
の
発
達
の
様
相
を
描
き
出
し
て
い

る
。
全
般
的
に
は
、
各
時
期
の
遺
物
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
出
土
地
域
を
区
分

し
た
後
に
各
地
で
出
土
し
て
い
る
玉
器
を
多
種
ご
と
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
と
り

あ
げ
、
玉
器
自
体
の
特
徴
の
分
析
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
形
状
、
装
飾
、
装

着
方
法
・
製
作
痕
な
ど
の
特
徴
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
を
加
え
、
編
年
す
な

わ
ち
発
達
過
程
に
つ
い
て
説
明
し
て
ゆ
く
と
と
も
に
、
墓
や
埋
納
坑
に
お
け

る
出
土
状
況
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
器
の
使
用
方
法
を
考
察

す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
。

　
前
著
に
お
い
て
も
、
新
石
器
時
代
の
踪
、
石
庖
丁
形
玉
器
、
骨
詩
形
玉
器

に
つ
い
て
、
ま
た
玉
器
の
縁
を
飾
る
い
わ
ゆ
る
「
銀
牙
」
に
つ
い
て
、
か
な

り
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
編
年
的
研
究
や
形
態
・
用
途
の
分
析
が
行
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
本
書
に
お
け
る
よ
う
な
地
域
区
分
を
前
面
に
押
し

出
し
て
か
ら
発
達
過
程
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
う
と
い
う
方
法
は
と
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
。
今
回
は
、
ま
ず
第
一
に
地
域
差
を
箭
提
と
し
て
記
述
が
進
め

ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
変
化
の
方
向
性
が
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
、
説

得
力
が
増
し
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
う
。
ま
た
、
特
に
玉
器
が
各
地

で
独
自
に
発
達
す
る
新
石
器
時
代
後
半
の
玉
器
に
つ
い
て
は
、
各
地
域
相
互

の
交
流
関
係
や
地
域
差
に
つ
い
て
、
詳
し
い
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
書

に
お
け
る
玉
器
の
編
年
研
究
の
対
象
は
、
数
器
種
に
と
ど
ま
ら
ず
実
に
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
読
者
は
お
お
い
に
情
報
処
理
能
力
を
必
要
と
さ
れ

る
の
で
は
あ
る
が
、
所
々
に
他
の
時
期
他
の
地
域
の
遺
物
と
の
関
連
を
示
唆

す
る
ヒ
ン
ト
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
読
ん
で
ゆ
く
上
で
理
解
に
は
困
ら
な

い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
林
氏
の
玉
器
研
究
の
展
開
の
経
緯
と
、
玉
器
そ
の
も
の
の
発

達
の
経
緯
と
そ
れ
に
対
す
る
林
氏
の
興
味
の
あ
り
よ
う
の
違
い
に
よ
っ
て
、

林
山
の
玉
器
に
つ
い
て
の
解
釈
に
は
、
二
つ
の
大
き
な
根
幹
と
な
る
流
れ
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。
無
論
、
そ
れ
ら
は
複
雑
に
絡
ま
り
あ
っ
て
い
る
の
で
、

単
純
に
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
。

　
そ
の
一
つ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
玉
器
に
表
わ
さ
れ
た
神
像
と
そ
の
背
後

に
あ
る
古
代
の
日
月
神
信
仰
の
解
釈
で
あ
る
。
前
著
で
は
、
罪
代
の
「
気
」

の
表
現
に
端
を
発
し
て
、
時
代
を
追
っ
て
そ
の
源
流
を
さ
か
の
ぼ
り
、
良
渚

文
化
の
神
像
や
河
鱒
渡
文
化
の
骨
器
に
表
わ
さ
れ
た
双
鳥
の
太
陽
と
月
の
象

徴
表
現
に
ゆ
き
つ
く
、
と
い
う
論
考
に
か
な
り
の
ペ
ー
ジ
数
が
費
や
さ
れ
て

い
る
。
や
や
大
胆
と
も
思
え
る
こ
の
見
解
は
、
そ
の
後
気
象
学
の
知
識
を
と

り
こ
ま
れ
て
少
し
ず
つ
深
め
ら
れ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
趣
旨
の
見
解
に
達
す
る

に
至
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
双
鳥
は
、
太
陽
が
東
に
昇
る
時
、
そ
の
途
に
沿

っ
た
所
に
生
ず
る
太
陽
柱
と
、
そ
の
上
端
の
遮
の
花
に
見
た
て
ら
れ
た
上
端

接
弧
、
パ
リ
ー
弧
と
い
っ
た
輩
に
原
形
を
も
っ
た
日
月
の
神
を
表
わ
し
た
も

の
で
あ
り
、
良
媒
文
化
の
卵
形
の
目
を
持
つ
神
像
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
翌
翌
文
化
に
お
い
て
こ
の
神
像
と
組
み
合
わ
せ
て
使
わ
れ
る
白

目
を
持
つ
神
像
の
つ
け
る
羽
根
紋
様
は
、
そ
の
日
月
の
「
気
」
の
表
現
に
起

源
を
持
ち
、
そ
れ
を
鳥
の
羽
根
を
も
っ
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

火
の
神
、
大
火
（
ア
ン
タ
レ
ス
）
星
の
象
徴
で
あ
る
イ
ヌ
ワ
シ
の
図
像
と
共

に
用
い
ら
れ
る
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
は
、
第
一
部
第
三

章
、
お
よ
び
簑
蔀
の
前
半
の
多
く
の
考
察
が
こ
の
見
解
に
立
脚
し
て
お
り
、

さ
ら
に
、
こ
の
見
解
の
正
当
牲
を
強
化
し
、
よ
り
深
め
る
か
た
ち
で
表
さ
れ

て
い
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
玉
器
の
上
か
ら
精
神
世
界
を
あ
ら
わ
す
象
徴
的
図
像
が
ほ
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tl書

ぼ
消
え
去
り
、
政
治
的
な
色
彩
が
濃
く
な
る
二
里
頭
文
化
期
以
降
の
玉
器
の

も
つ
象
徴
性
の
解
釈
で
あ
る
。
本
書
の
第
二
部
後
半
で
は
、
こ
の
時
期
以
降
、

武
器
や
農
具
に
由
来
す
る
玉
器
が
増
加
し
、
特
に
二
里
頭
文
化
期
か
ら
二
代

に
か
け
て
の
武
器
に
由
来
し
て
発
達
す
る
壼
は
、
そ
の
神
秘
的
な
力
に
よ
っ

て
被
葬
者
の
守
護
の
役
割
を
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
西
周
後
期
以
来
、

日
月
の
「
元
気
」
の
象
徴
と
し
て
残
存
す
る
壁
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
墓
に
副

葬
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
次
第
に
形
骸
化
さ
れ
る
過
程
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
前
述
の
よ
う
に
第
二
部
後
半
の
各
章
で
駆
使
さ

れ
る
、
墓
に
お
け
る
玉
器
の
副
葬
状
態
の
詳
細
な
分
析
に
基
づ
い
て
導
き
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
三
期
の
そ
の
他
の
玉
器
に
つ
い
て
も
同

様
に
墓
や
埋
玉
坑
に
お
け
る
出
土
位
置
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
、
装
身
具
や
瞑

目
・
玉
衣
な
ど
に
つ
い
て
の
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。
私
個
人
と
し
て
は
微

玉
の
詳
細
な
観
察
を
基
に
、
そ
の
仕
上
げ
の
優
劣
の
存
在
と
持
ち
主
の
生
前

の
愛
玩
度
や
使
用
頻
度
に
つ
い
て
雷
及
さ
れ
た
考
察
が
大
変
興
味
深
く
感
じ

た
が
、
こ
の
よ
う
な
考
察
は
氏
の
着
眼
点
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
と
観
察
眼
の
た
ま

も
の
で
あ
ろ
う
。

　
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
玉
器
に
は
象
徴
性
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、

特
に
新
石
器
時
代
の
玉
器
上
に
刻
さ
れ
た
紋
様
が
当
時
の
精
神
世
界
を
表
現

し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
解
釈
を
通
し
て
玉

器
そ
の
も
の
の
象
徴
性
を
問
う
、
と
い
う
林
氏
の
提
示
し
た
命
題
は
、
玉
器

研
究
者
に
と
っ
て
の
究
極
の
課
題
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
命
題
に
果
敢
に
挑

み
つ
づ
け
る
林
氏
の
、
特
に
新
石
器
時
代
の
玉
器
に
つ
い
て
お
こ
な
っ
た
よ

う
な
大
胆
な
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
証
明
方
法
を
も
含
め
て
、
今
後
、

学
界
に
お
い
て
よ
り
活
発
に
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
書
中
の
新
石
器
時
代
の
玉
器
に
つ
い
て
の
記
述
に
は
玉
材

に
つ
い
て
の
情
報
が
多
く
、
読
者
も
そ
の
質
感
を
頭
の
中
に
描
き
や
す
い
。

し
か
し
股
三
期
以
降
少
し
ず
つ
玉
の
色
の
好
み
が
変
わ
り
、
ま
た
、
玉
材
の

生
産
地
も
変
わ
る
た
め
か
玉
器
の
色
調
や
質
感
が
変
化
し
た
り
、
バ
ラ
エ
テ

ィ
ー
に
富
む
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
の
に
、
春
秋
・
戦
国
時
代
以

後
の
章
で
は
、
心
材
に
つ
い
て
の
記
載
が
や
や
す
く
な
く
、
そ
の
色
合
い
や

玉
質
の
変
化
の
状
況
が
読
者
に
わ
か
り
に
く
い
部
分
が
あ
る
。
戦
国
～
漢
代

の
玉
材
や
色
彩
感
覚
の
変
化
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
ご
教
示
願
い
た
い

と
い
う
の
は
欲
張
り
で
あ
ろ
う
か
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
本
書
の
体
裁
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
写
真
と
図
を
見
開
き
の
片
側
の

ペ
ー
ジ
に
な
ら
べ
、
も
う
片
側
に
文
章
が
く
る
よ
う
に
考
慮
し
て
編
集
し
て

あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
部
の
記
述
の
中
に
第
　
部
第
三
章
の
図
版
が
引
用

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
ペ
ー
ジ
を
繰
り
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

お
お
む
ね
、
豊
窟
な
図
版
の
中
か
ら
目
当
て
の
図
が
す
ぐ
に
見
つ
か
る
の
で
、

文
章
の
理
解
を
助
け
て
く
れ
る
。
林
氏
ご
自
身
、
あ
と
が
き
に
「
図
が
多
い

と
思
っ
て
も
、
こ
れ
位
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
手

元
に
こ
れ
だ
け
の
玉
器
の
資
料
を
そ
ろ
え
お
お
せ
て
い
な
い
不
精
な
読
者
に

と
っ
て
は
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
攣
り
で
あ
る
。
ま
た
、
読
者
自
身
が
何

か
玉
器
資
料
に
つ
い
て
時
期
や
特
徴
を
検
索
し
よ
う
と
思
う
と
き
に
は
、
こ

の
書
の
図
版
を
繰
っ
て
類
似
の
器
を
見
つ
け
れ
ば
よ
い
の
で
、
便
利
な
こ
と

こ
の
上
な
い
。

　
な
お
、
こ
れ
は
出
版
社
へ
の
注
文
で
あ
る
が
、
「
珠
」
・
「
繰
」
籍
な
ど
の

字
の
形
態
が
あ
ま
り
美
し
く
な
い
。
こ
う
し
た
標
準
日
本
語
フ
ォ
ン
ト
に
な

い
漢
字
は
外
字
と
し
て
作
成
す
る
際
に
そ
の
形
を
よ
く
吟
毒
し
て
ほ
し
い
。
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古
代
の
崇
高
な
神
器
の
話
で
あ
る
の
に
、
字
体
の
せ
い
で
な
に
か
そ
の
品
格

が
落
ち
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
す
る
の
は
、
も
っ
た
い
な
い
限
り
で
あ
る
。

　
本
書
を
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、
林
氏
が
玉
器
の
魅
力
に
す
っ
か
り
と
り
つ
か

れ
、
我
々
と
は
別
の
次
元
に
入
り
こ
ん
で
し
ま
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て

な
ら
な
い
。
そ
し
て
本
書
は
林
氏
の
こ
う
し
た
玉
器
へ
の
深
い
愛
着
を
背
景

に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
氏
の
い
に
し
え
人
と
の
対
話
の
記
録
の
よ
う

に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
玉
器
を
素
人
に

解
説
す
る
の
が
穏
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
徹
頭
徹
尾
林
氏
が
描
い
て
い
る
古

代
人
の
精
神
世
界
が
一
筋
の
太
い
流
れ
と
し
て
貫
き
通
さ
れ
て
い
る
。
読
者

は
読
み
込
む
ほ
ど
に
そ
の
世
界
に
引
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
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