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こ
の
論
文
の
原
形
と
な
る
も
の
を
書
い
た
の
は
十
年
ば
か
り
以
前
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
時
分
に
八
木
春
生
氏
に
よ
っ
て
「
勝
」
に
つ
い
て
の
～
考

①察
』
が
発
表
さ
れ
た
の
で
私
は
発
表
を
と
り
止
め
た
。
似
た
よ
う
な
テ
ー
マ

の
論
文
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
頃
に
な
っ
て
読
み
返
し
て
み
て
、
テ
ー
マ

に
近
い
と
こ
ろ
は
あ
っ
て
も
、
大
分
方
法
が
違
う
と
思
い
、
発
表
す
る
こ
と

に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
一
　
機
織
り
の
機
の
縢
と
紐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
漢
頃
の
西
王
母
に
頭
に
着
け
る
飾
り
が
「
勝
」

と
、
機
織
り
の
道
具
の
部
分
で
あ
る
勝
（
縢
）
、
そ
れ
と
戴
勝
と
い
う
名
の

鳥
の
羽
冠
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
解
釈
に
混
乱
が
見
ら
れ
る
の
で
整
理
し
て

お
こ
う
。
機
織
り
に
使
う
器
具
に
つ
い
て
は
、
万
人
が
理
解
し
て
い
る
と
は

限
ら
な
い
の
で
、
予
め
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
図
1
は
雲
南
石
野
山
文
化
（
甫
漢
平
行
時
代
）
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た

青
銅
製
織
器
明
器
を
も
と
に
、
現
代
の
仮
族
の
民
具
を
参
考
に
し
て
復
原
し

　
　
　
　
ば
た
　
③

た
い
ざ
り
機
の
図
で
あ
る
。
現
代
中
国
語
の
部
品
名
に
現
代
日
本
で
用
い
ら

れ
る
用
語
が
添
え
て
あ
る
。
原
始
的
で
あ
る
だ
け
に
却
っ
て
織
物
を
行
う
最

小
限
度
の
器
具
と
そ
の
機
能
を
理
解
す
る
に
便
宜
で
あ
ろ
う
、
同
図
ω
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
織
手
の
手
首
の
端
の
巻
布
軸
と
、
向
う
の
端
の
経
軸

の
二
本
の
棒
に
、
平
行
し
て
糸
を
か
け
渡
し
、
こ
れ
が
経
、
奇
数
番
目
の
糸

と
、
偶
数
番
目
の
糸
を
分
け
て
間
に
緯
を
通
し
、
始
め
に
奇
数
番
目
が
上
に

出
て
い
た
と
す
る
と
次
に
偶
数
番
目
の
糸
を
上
に
出
し
て
間
に
緯
を
通
す
、

と
い
う
こ
と
を
交
互
に
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
普
通
な
平
織
の
織

物
が
出
来
て
ゆ
く
。

　
図
1
、
ω
、
②
で
経
の
途
中
に
加
わ
っ
て
い
る
も
の
の
内
、
刀
形
の
打
緯

刀
は
経
に
通
し
、
刃
の
所
を
垂
直
に
し
て
緯
が
通
り
易
い
よ
う
に
経
の
間
隔

を
ひ
ろ
げ
、
ま
た
こ
れ
を
水
平
に
し
て
手
前
に
た
た
き
、
緯
の
間
隔
を
つ
め

る
も
の
。
そ
の
左
に
あ
る
提
綜
は
図
2
の
よ
う
に
、
経
を
一
本
お
き
に
引
き
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　　　　　　　　　　　　　　　図1　いざり機の図

図2　経と提綜の図

上
げ
る
棒
で
、
一
本
お
き
の
経
の
下
を
廻
し
た
紐
が
こ
の
棒
に
結

合
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
左
の
分
経
棒
は
経
の
左
右
の
並
び
が
乱
れ

る
の
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
、
経
が
一
本
お
き
に
上
下
を
通
り
越

し
て
い
る
。
こ
の
仕
掛
を
使
っ
て
織
物
を
織
る
工
程
は
王
、
朱
両

氏
が
記
す
逓
り
で
、
思
っ
た
よ
り
手
数
が
多
く
、
面
倒
な
も
の
で

あ
る
が
、
引
用
は
略
す
る
。

　
戴
勝
と
い
う
鳥
に
つ
い
て
は
『
方
柱
』
八
に

　
　
薦
鳩
…
…
自
関
下
東
謂
之
戴
鴛
、
東
斉
海
岱
之
間
…
…
或
謂

　
　
之
戴
勝
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漢代の永遠を象徴する図柄（林）

と
あ
り
、
晋
の
郭
嘆
は
戴
勝
に
注
し
て

　
　
勝
、
所
以
纏
維

と
い
う
。
勝
は
維
を
纏
わ
せ
る
た
め
の
も
の
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、

勝
を
知
る
に
は
維
の
何
た
る
か
を
先
づ
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
維
は
『
説

文
』
に
紐
の
別
体
と
し
て
記
さ
れ
る
が
、
紐
の
所
に
は

　
　
紐
、
機
縷
也

　
　
　
　
は
た

と
い
う
。
機
織
の
機
の
縷
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
昏
怠
裁
は
こ
の
説
文
の

注
に
、
縷
と
は
麻
糸
を
縷
と
い
う
。
絹
糸
を
糸
と
い
う
が
、
縷
で
両
方
を
指

す
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
が
、
こ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と

を
い
っ
て
い
る
の
か
と
言
う
こ
と
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
『
説
文
』
の
す
ぐ
次
に
出
て
来
る
綜
を
併
せ
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
㎎
説
文
』
に

　
　
綜
、
機
縷
也

と
、
紐
と
全
く
同
じ
解
釈
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
綜
の
何
た
る
か
は
容

易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
綜
幅
の
条
の
『
義
上
品
に
は
『
六
書
故
』

　
　
合
縣
為
縷
、
機
所
用
提
経
也

や
斜
切
経
音
義
扇
巻
二

　
　
綜
謂
機
縷
持
糸
交
者
、
屈
縄
索
経
、
嫁
鏡
開
合
也
等

と
あ
る
の
を
引
い
て
解
説
す
る
通
り
、
今
日
の
綜
続
で
あ
る
（
今
日
は
綜
で

は
な
く
針
金
を
使
う
）
。
丈
夫
な
綜
を
～
本
置
き
、
経
綜
の
下
か
ら
虚
し
、

上
に
引
き
上
げ
て
稜
の
通
る
開
口
を
作
る
仕
掛
で
あ
る
（
図
2
）
。

　
『
説
文
撫
に
紐
も
綜
も
同
様
に
「
機
縷
也
」
と
い
う
か
ら
、
両
者
が
同
じ

部
品
の
異
な
っ
た
名
称
と
解
す
れ
ば
、
始
め
に
引
い
た
『
方
雷
』
郭
瑛
の
注

に
「
維
を
毒
す
る
所
以
だ
と
い
う
勝
と
は
、
図
1
の
提
綜
の
結
ば
れ
た
横
棒

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
『
説
文
幅
で
紐
と
綜
は
同
じ
説
解
が
つ
い
て
は
い
る
が
、
こ
れ

は
説
明
を
簡
略
化
し
た
た
め
に
同
じ
言
い
廻
し
に
な
っ
た
だ
け
で
、
両
者
は

別
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
つ
の
語
が
同
じ
も
の
で
あ
る
場
合
、

咽
説
文
撫
で
は
「
紐
は
綜
な
り
」
「
綜
は
紐
な
り
」
と
い
っ
た
型
式
に
な
る

の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
肝
脳
上
古
堆
出
土
の
前
　
一
世
紀
前
半
の

『
倉
如
上
』
残
簡
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
機
柱
縢
複
、
経
綜
簾
纏

と
あ
り
、
機
織
り
関
係
の
語
彙
を
列
記
し
た
中
に
紐
と
綜
と
は
並
ん
で
記
さ

れ
、
両
者
が
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
先
に
記
し
た
よ
う
に
綜
の
結
ば
れ
た
棒
（
図
1
で
の
画
面
の
棒
）

を
縢
と
す
る
と
具
合
の
悪
い
の
は
次
の
縦
逸
の
機
賦
（
『
類
聚
睡
六
五
）
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
黄
帝
が
布
吊
の
製
作
を
始
め
、
匠
人
を
し
て
著
名
な
山
か

ら
材
木
を
採
っ
て
機
を
作
ら
せ
た
こ
と
を
述
べ
る
中
に
、

　
位
官
廻
転

と
あ
る
。
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網代の永遠を象徴する図柄（林）

　
『
説
文
臨
榎
に
つ
い
て
『
斜
藝
室
随
筆
』
（
『
詰
林
』
五
、
二
五
二
五
～
二

五
二
六
頁
）
に
復
は
榎
で
、
勝
も
榎
も
夫
々
経
と
、
出
来
た
織
物
を
巻
き
と

る
も
の
だ
か
ら
廻
転
と
言
っ
た
の
だ
、
と
し
て
い
る
。
そ
う
と
し
か
取
り
え

ま
い
。
そ
う
す
る
と
さ
き
の
図
1
、
2
の
「
提
綜
」
は
廻
転
す
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
、
縢
と
呼
ば
れ
た
可
能
性
は
排
除
さ
れ
る
。
縢
と
榎
と
は
、
機
で

は
対
に
な
っ
た
、
経
を
巻
い
て
お
く
も
の
と
、
織
れ
た
織
物
を
巻
き
と
っ
て

お
く
も
の
、
と
取
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
、
纒
を
巻
と
っ
て
置
く
部
分
を
縢
と
し
た
場
合
、
さ
き
に
引
い
た

哩
方
言
』
郭
評
注
に
雷
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
は
ま
つ
わ
ら
せ
て
お
く
糸

は
附
属
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
は
国
立
民
族
学

博
物
館
の
吉
本
忍
教
授
の
考
え
で
あ
る
が
、
織
物
が
終
っ
た
時
、
経
糸
の
巻

い
て
あ
っ
た
縢
と
、
経
糸
の
下
を
く
ぐ
ら
せ
て
あ
っ
た
紅
は
残
っ
て
い
る
。

紐
は
引
上
げ
る
べ
き
経
糸
の
一
本
お
き
の
下
を
く
ぐ
ら
せ
て
あ
る
。
布
一
枚

を
織
る
毎
に
～
々
紐
を
経
糸
の
下
に
く
ぐ
ら
せ
る
の
も
面
倒
だ
か
ら
、
織
り

終
っ
た
ら
経
糸
は
当
然
紐
の
手
前
で
切
り
、
次
の
織
物
を
織
る
時
、
経
糸
は

切
り
残
り
に
つ
な
い
だ
ら
よ
い
。

　
縢
に
は
紐
の
引
掛
っ
た
経
糸
の
残
り
が
附
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
図
3

は
そ
の
写
真
で
あ
る
。
綜
続
が
針
金
製
で
あ
る
か
ら
、
少
し
勝
手
が
違
う
が
。

戴
勝
、
畠
田
と
い
う
鳥
の
名
は
、
こ
の
経
糸
の
残
り
の
引
掛
っ
た
勝
や
、
経

糸
の
残
り
に
引
掛
っ
た
維
を
頭
に
載
せ
て
い
る
よ
う
な
様
子
だ
、
と
い
う
名

称
で
あ
る
。

　
こ
の
鳥
（
§
§
織
§
琶
は
和
名
ヤ
ツ
ガ
シ
ラ
と
言
い
日
本
に
は
旅
鳥
と

し
て
渡
来
す
る
が
多
く
は
な
い
と
い
う
。
ハ
ト
よ
り
少
し
小
さ
い
鳥
だ
が

（
図
4
）
私
は
実
物
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
鳥
の
習
性
を
記
す
と
次
の

　
　
　
　
　
⑤

ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
通
常
～
羽
で
開
け
た
畑
や
郊
外
の
原
の
木
の
上
に
見
か
け
る
。
食
物
は

　
　
地
面
で
あ
さ
る
。
邪
魔
が
入
る
と
近
く
の
木
や
岩
の
上
に
飛
ん
で
ゆ
き
、

　
　
或
い
は
か
な
り
距
離
を
飛
び
地
上
に
お
り
る
。
頭
上
の
冠
羽
は
い
つ
も

　
　
は
伏
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
興
奪
す
る
と
そ
れ
を
言
え
立
た
せ
て
開
き
、

　
　
鮮
麗
で
あ
る
。
鳴
き
声
は
ポ
、
ポ
、
ポ
と
い
う
ご
と
く
で
、
一
度
に
三

　
　
声
鳴
く
。
普
通
人
は
こ
の
鳴
き
声
で
こ
の
鳥
を
名
づ
け
る
。
よ
く
一
度

　
　
に
数
回
鳴
き
、
高
い
音
か
ら
低
い
音
に
変
り
、
鳴
き
方
は
非
常
に
早
い
。

　
　
鳴
く
時
に
羽
冠
は
立
ち
、
次
第
に
伏
せ
る
。
一
度
鳴
く
毎
に
こ
れ
を
く

　
　
り
返
す
。
羽
冠
を
そ
ば
立
て
る
の
と
共
に
、
喉
は
頸
の
伸
長
に
従
っ
て

　
　
前
方
に
ふ
く
ら
み
、
頭
も
下
か
ら
急
に
持
ち
上
げ
ら
れ
、
う
な
つ
い
て

　
　
い
る
が
如
く
で
、
大
変
お
も
し
ろ
味
が
あ
る
。

　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
鳥
の
ヤ
ツ
ガ
シ
ラ
が
縢
、
紐
と
似
て
い
る
の
は
形
だ
け
で
あ
る
。
葉
玉
森

は
『
段
虚
書
契
前
編
集
釈
』
（
一
、
五
）
に
林
義
光
を
引
き
、
甲
骨
文
の
壬

（
工
）
は
縢
の
古
文
で
、
経
を
持
す
る
も
の
で
そ
の
象
形
で
あ
る
。
縢
（
蒸
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韻
）
と
壬
（
侵
韻
）
は
双
声
で
労
韓
で
あ
る
（
子
音
は
同
じ
、
韻
は
通
じ
な

い
が
、
通
ず
る
可
能
性
は
あ
る
）
。
故
に
『
礼
記
』
の
戴
勝
は
『
ホ
雅
』
で

戴
鴛
に
作
る
、
と
言
う
の
を
引
き
、
そ
の
説
に
賛
し
て
い
る
。
元
同
僚
の
浅

原
達
郎
氏
に
き
い
た
と
こ
ろ
、
壬
と
勝
の
韻
の
通
じ
た
可
能
な
証
拠
と
し
て
、

氏
に
よ
れ
ば
朕
と
勝
、
縢
の
譜
声
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
由
。

　
博
学
　
　
　
　
　
蒸
部

　
舌
音
　
　
朕
　
　
縢

　
歯
音
　
　
壬
　
　
勝

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
。

　
次
は
漢
時
代
に
流
行
し
た
神
様
、
西
王
母
が
頭
に
飾
る
、
棒
の
両
端
に
飾

り
を
つ
け
た
所
謂
勝
、
こ
の
形
が
漢
時
代
の
機
織
機
の
画
像
で
経
本
に
飾
ら

れ
て
い
る
の
で
（
図
5
）
話
は
複
雑
に
な
る
。

　
さ
き
の
図
1
の
よ
う
な
原
始
的
な
機
で
は
長
さ
数
十
セ
ン
チ
の
布
し
か
織

れ
な
い
が
、
経
を
も
つ
と
長
く
し
て
経
を
単
軸
に
巻
き
と
っ
て
お
き
、
綜
続

の
上
げ
下
げ
も
ペ
ダ
ル
で
操
作
す
る
よ
う
発
達
し
た
機
が
漢
時
代
の
画
像
に

見
ら
れ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
図
5
は
画
像
石
に
類
例

の
多
い
型
式
で
あ
る
。
図
5
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
経
軸
の
両
端
に
、
西
王

母
の
頭
に
見
る
よ
う
な
、
籔
文
「
五
」
の
字
の
真
ん
中
に
円
を
つ
け
た
よ
う

な
図
像
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
形
に
つ
い
て
『
山
海
経
駈
に
西
王
母
が

玉
勝
を
戴
く
と
い
う
所
伝
が
あ
る
。

　
㎎
山
海
経
瓢
北
山
経
に

　
　
西
王
母
、
鱗
状
如
人
、
違
乱
隠
隠
而
善
嚇
、
蓬
髪
戴
勝

と
、
す
な
わ
ち
、
酉
王
母
は
、
そ
の
状
は
人
の
如
く
で
虎
児
あ
り
て
善
く
響

く
、
蓬
髪
に
し
て
勝
を
戴
く
、
と
あ
り
、
郭
瑛
は
注
に

　
　
勝
、
玉
勝

と
、
即
ち
、
勝
は
玉
勝
だ
、
と
い
う
。
郭
撲
の
い
う
玉
勝
に
つ
い
て
は
後
漢

時
代
の
祥
瑞
図
が
想
起
さ
れ
る
。
山
東
省
慕
祥
県
の
よ
く
知
ら
れ
る
武
門
の

墓
澗
堂
の
天
井
に
彫
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
石
第
二
段
、
左
端
に
、
画

像
石
で
西
王
母
が
頭
に
着
け
て
い
る
よ
う
な
、
真
中
に
車
軸
の
よ
う
な
棒
の

入
っ
た
も
の
一
対
が
画
か
れ
（
図
7
、
図
8
両
側
は
上
下
に
重
な
っ
た
勝

形
）
、
文
字
は
、

　
　
…
…
王
者
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
し
か
残
ら
な
い
。
容
庚
は

　
　
山
登
金
石
志
疑
上
閾
踊
字
買
玉
勝
、
然
適
量
志
否
応
図
記
皆
有
金
勝
而

　
　
無
益
勝
、
通
説
不
足
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
い
う
。
こ
の
形
は
祥
瑞
で
八
木
氏
が
沢
山
拾
っ
て
い
る
よ
う
に
、
後
漢
時

代
の
金
石
に
多
く
残
っ
て
い
る
が
、
当
時
何
と
呼
ば
れ
た
も
の
か
明
か
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
。
唐
時
代
の
鏡
文
に
祥
瑞
と
し
て
画
か
れ
、
こ
の
忍
車
祠
で
円
の
外
側
に

附
く
四
つ
の
突
起
が
八
つ
に
な
っ
て
い
る
が
、
同
系
の
も
の
た
る
こ
と
は
疑

い
な
く
、
傍
に
「
金
勝
」
と
あ
る
。
こ
の
武
氏
祠
の
図
も
、
容
庚
の
考
え
た
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漢　嘉祥県附近

よ
う
に
「
金
勝
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
形
の
頭
飾
に

名
が
な
い
と
面
倒
だ
か
ら
、
仮
に
金
・
玉
鶴
形
と
呼
ぼ
う
。

二
　
西
王
母
の
金
・
玉
勝
形
の
起
源

　
こ
の
形
は
ど
こ
か
ら
生
れ
た
か
。
西
王
母
の
金
・
玉
勝
形
の
頭
飾
の
古
い

形
は
方
格
規
短
四
神
鏡
に
あ
り
、
岡
村
氏
が
拾
い
出
し
て
い
る
。
そ
の
西
王

母
は
正
座
す
る
者
の
他
、
横
坐
り
の
者
が
い
る
が
、
頭
に
着
け
て
い
る
の
は

水
平
の
棒
の
両
端
に
短
い
棒
の
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
経
を
巻
い
た
も
の

で
あ
る
勝
が
、
無
制
動
の
ま
ま
幾
ら
で
も
廻
転
し
て
糸
が
ほ
ど
け
て
ゆ
く
の

を
防
ぐ
た
め
で
あ
れ
ば
、
両
端
に
短
い
棒
を
加
え
た
こ
の
形
で
済
む
は
ず
で

189 （915）
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漢代の永遠を象徴する図柄（林）
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あ
る
。
図
5
の
よ
う
に
、
両
端
を
わ
ざ
わ
ざ
金
・
玉
鴬
野
に
作
っ
た
の
は
、

そ
の
形
が
象
徴
的
な
意
味
を
担
っ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
解
す
る
他
な
い
だ
ろ

、
つ
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
金
・
玉
陣
形
は
ど
う
い
う
意
味
を
担
っ
て
い
た
か
。
こ
の

形
は
X
と
円
と
か
ら
成
る
。
×
字
形
に
つ
い
て
先
史
時
代
の
紋
様
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
⑩

論
じ
た
者
が
い
る
が
、
漢
人
の
観
念
は
『
説
文
』
「
五
」
字
に
つ
い
て
よ
く

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に

　
　
五
、
五
行
也
、
杁
工
、
套
好
書
天
地
間
交
午
也
、
×
、
古
文
五
如
此
。

と
い
う
。
段
注
に
二
は
天
地
を
象
る
、
と
。
会
と
易
、
が
天
地
の
間
で
交
わ

り
午
す
る
の
だ
。
×
、
古
文
で
五
を
こ
の
よ
う
に
書
く
、
と
あ
る
。
五
は
五

行
だ
、
と
い
う
が
、
以
下
の
陰
陽
云
云
と
ど
う
関
係
す
る
か
、
各
注
釈
者
は

触
れ
る
者
が
な
い
。
そ
こ
で
こ
れ
は
と
り
除
け
て
考
え
を
進
め
よ
う
。
「
交

わ
り
午
す
る
」
と
い
う
午
は
『
説
文
』
に

　
　
午
、
梧
也
、
五
月
陰
気
午
逆
陽
、
蟹
地
而
出
也
、
此
与
・
矢
同
意

と
、
す
な
わ
ち
午
と
は
悟
の
意
味
で
あ
る
。
五
月
に
陰
の
気
は
陽
と
違
い
、

あ
い
反
し
、
地
を
突
き
貫
い
て
出
て
く
る
、
こ
れ
は
矢
と
同
じ
意
味
で
あ
る

（
午
の
籔
文
の
上
端
が
矢
の
行
文
と
同
形
で
あ
る
こ
と
を
醤
う
）
と
い
う
。

魍
説
文
』
に
は
は
逆
の
意
で
「
迎
え
る
」
と
い
う
実
以
だ
と
さ
れ
る
。
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か

月
に
陰
の
気
が
地
を
突
き
破
っ
て
頭
を
出
し
、
陽
を
逆
え
、
逆
転
す
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
『
釈
名
訓
釈
天
に
も
、

　
　
午
、
許
也
、
陰
気
従
下
上
、
与
髭
男
逆
鱗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か

と
、
即
ち
午
と
は
件
（
逆
え
る
）
の
意
で
あ
る
。
陰
の
気
が
や
が
て
こ
れ
と

交
替
す
べ
く
、
そ
れ
を
迎
え
、
逆
転
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
漢
時
代

の
観
念
で
「
五
字
形
」
な
い
し
×
形
に
よ
っ
て
陰
陽
交
互
の
盛
衰
、
交
錯
、

上
位
の
交
替
、
強
弱
の
逆
転
　
　
そ
れ
に
は
永
遠
に
つ
づ
く
寒
暑
の
同
じ
サ

イ
ク
ル
の
く
り
返
し
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
る
　
　
が
象
徴
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
×
字
形
は
真
中
に
「
元
気
」
を
表
わ
す
壁
を
配
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
れ
が
陰
陽
の
気
の
交
錯
、
転
換
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
一
層
判
明
に
示
す

こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
×
型
に
壁
を
加
え
た
形
は
西
王
母
の
勝
に
限
ら
ず
、
図
6
～
8
な
ど
い
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
う
な
形
で
繰
返
し
使
わ
れ
る
図
柄
で
あ
っ
た
。
特
に
取
り
上
げ
る
に
謡
い

す
る
の
は
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
図
1
0
の
ご
と
く
、
闊
の
問
に
縄
を
十

字
に
か
け
、
そ
れ
に
壁
を
つ
け
た
画
像
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
縄
で
大
き
な

壁
を
空
中
に
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
る
わ
け
は
な
い
。
こ
の
画
像
に
も
×
と
壁
と
い

う
象
徴
的
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
最
近
四
川
省
で
発
見
さ
れ
た
も
の

で
、
巫
山
食
言
溝
子
崖
墓
の
出
土
で
（
図
1
1
）
、
後
漢
晩
期
の
も
の
と
さ
れ

る
。
八
木
氏
も
と
り
上
げ
て
い
る
の
で
簡
略
に
記
せ
ば
、
金
銅
製
の
金
具
で

経
～
尺
ば
か
り
、
木
棺
に
打
ち
つ
け
ら
れ
た
ら
し
い
。
中
央
に
閾
が
彫
ら
れ
、

闘
の
間
に
屋
根
が
渡
さ
れ
「
天
門
」
と
書
か
れ
る
。
画
像
石
の
閾
の
向
う
が
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漢代の永遠を象徴する図柄（林）

天
国
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
点
貴
重
で
あ
る
。
闊
の
問
に
神
様
が
坐
る

の
も
妙
だ
か
ら
、
向
う
の
天
国
に
居
る
に
違
い
な
い
。
壁
と
い
う
玉
器
が
強

度
の
陽
の
気
（
そ
の
精
は
日
）
と
、
強
度
の
陰
の
気
（
そ
の
精
は
月
）
の
分

化
す
る
以
前
の
状
態
「
元
気
」
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
筆
者
の
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

前
に
証
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
万
物
の
生
産
、
生
育
の
源
泉
と
な
る
陰
と
陽

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
未
分
裂
の
状
態
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

闘
の
間
に
座
っ
た
神
が
天
上
に
あ
っ
て
再
生
、
不
死
の
神
的
能
力
を
持
っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
た
、
と
い
う
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
出

来
よ
う
。

　
　
　
か
せ

　
次
に
柞
の
図
。
図
1
2
は
南
陽
の
画
像
博
の
一
部
で
あ
る
。
頭
に
勝
を
載
せ

た
女
が
山
の
麓
に
座
り
、
梓
を
操
っ
て
い
る
。
柞
は
図
1
3
に
見
る
よ
う
に
、

上
下
六
〇
セ
ン
チ
ば
か
り
の
工
字
形
の
道
具
。
写
真
に
見
る
よ
う
に
紡
い
だ

糸
を
こ
れ
に
巻
き
と
る
。
一
定
の
長
さ
が
巻
け
た
ら
こ
れ
か
ら
外
し
、
練

（
長
く
巻
い
た
糸
の
束
）
に
す
る
。
織
物
に
す
る
糸
は
こ
う
し
て
か
ら
染
め

た
り
、
糊
を
つ
け
た
り
す
る
。
こ
の
柞
は
筆
者
の
こ
し
ら
え
た
物
、
操
っ
て

い
る
の
は
女
房
。
垂
耳
の
こ
の
明
白
な
梓
の
図
を
、
日
本
の
考
古
学
者
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
魚
捕
り
の
道
具
な
ど
と
す
る
者
の
あ
る
の
は
解
せ
な
い
。

　
西
王
母
と
七
夕
の
織
女
の
起
原
的
な
深
い
係
わ
り
に
つ
い
て
は
小
南
一
郎

氏
の
著
書
魍
西
王
母
と
七
夕
伝
説
騙
に
周
匝
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
そ
れ

に
譲
る
と
し
て
、
西
王
母
が
機
織
り
に
関
係
の
あ
る
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
に

し
て
も
、
な
ぜ
柞
と
り
を
す
る
の
か
に
つ
い
て
筆
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

柿
に
巻
か
れ
る
糸
は
、
先
に
記
し
た
×
字
形
を
画
く
、
正
確
に
は
籔
文

「
五
」
字
形
を
画
く
。
図
1
3
左
図
で
言
え
ば
、
こ
れ
を
9
0
回
転
し
た
の
が
羅

文
「
五
」
字
形
で
あ
る
が
。
樟
の
上
下
の
横
隔
の
間
を
下
か
ら
斜
め
上
へ
、

ま
た
下
へ
、
反
対
の
端
の
下
か
ら
斜
め
上
へ
、
天
地
の
間
を
「
交
互
」
す
る
、

と
い
う
運
動
で
あ
る
。
前
に
記
し
た
図
形
は
静
的
で
あ
り
、
線
を
目
で
追
う

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
交
錯
し
、
交
替
し
、
陰
陽
が
入
れ
替
り
、
再
び

も
と
の
所
に
廻
帰
す
る
、
と
い
う
内
容
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
糸
が
同
じ
図
形
を
画
き
な
が
ら
限
り
な
く
循
環
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く
。

「
五
」
字
形
の
象
徴
が
こ
れ
ほ
ど
直
戴
的
な
表
現
さ
れ
る
も
の
は
他
に
な
い

一
と
い
う
「
五
」
字
形
の
象
徴
は
、
こ
の
女
で
あ
れ
ば
誰
し
も
が
従
事
し

た
、
ま
さ
に
こ
の
「
か
せ
と
り
」
の
作
業
に
つ
い
て
の
思
索
か
ら
生
れ
た
、

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
頭
の
要
ら
な
い
単
純
な
往
復
、
午
逆
、
回
転

の
「
五
」
字
形
の
運
動
を
手
で
く
り
返
し
な
が
ら
、
暇
な
頭
は
愛
す
る
人
を

想
い
、
相
似
た
肉
体
の
運
動
を
連
想
し
て
、
こ
れ
に
陰
陽
と
い
っ
た
発
想
も

結
び
つ
け
て
中
国
太
古
以
来
の
物
質
的
繁
栄
を
願
っ
た
で
あ
ろ
う
、
中
国
入

は
こ
の
運
動
か
ら
不
死
、
永
遠
と
い
う
も
の
を
思
索
し
た
、
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
図
1
2
周
紀
元
前
一
世
紀
豊
頃
の
遺
物
に
見
ら
れ
る
西
王
母
は
、

金
・
玉
勝
を
頭
に
戴
く
前
に
、
手
で
そ
の
図
形
を
え
が
く
作
業
を
行
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
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漢代の永遠を象徴する図柄（林）

　
柞
に
巻
い
た
糸
は
曲
り
角
が
角
張
り
、
籔
文
「
五
」
字
形
を
な
す
が
、
そ

れ
に
巻
き
つ
け
て
ゆ
く
運
動
は
「
8
」
字
形
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
「
8
」

字
形
の
く
り
返
し
を
横
に
ば
ら
っ
と
開
い
て
形
成
し
た
様
々
な
図
案
が
あ
る
。

図
1
4
は
四
川
省
成
都
発
見
の
画
像
塔
で
、
後
二
世
紀
頃
の
も
の
で
あ
る
。
閥

の
一
方
の
柱
と
思
わ
れ
る
も
の
が
立
ち
、
左
に
半
髪
を
持
っ
た
門
衛
、
右
に

送
迎
の
役
人
と
い
っ
た
盾
を
持
っ
た
人
物
が
立
つ
。
後
者
の
上
方
に
は

「
8
」
字
形
の
中
間
を
引
伸
し
、
そ
の
直
線
部
分
を
交
叉
さ
せ
る
形
で
横
に

連
ね
た
、
一
筆
が
き
の
図
柄
が
あ
る
。
当
時
の
名
称
は
わ
か
ら
な
い
が
、
近

世
の
吉
祥
図
案
に
盤
翠
黛
と
い
う
の
が
あ
る
。
形
が
似
て
い
る
の
で
そ
う
呼

ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
こ
の
図
柄
が
闘
の
上
層
の
脇
の
空
中
に
画
か
れ
て
い
る
の
は
、
図
9
の
壁

や
図
1
0
の
×
字
形
の
帯
に
貫
か
れ
た
壁
を
思
い
起
さ
せ
る
。
そ
し
て
壁
の
場

合
と
同
様
、
こ
れ
が
閉
に
つ
な
が
れ
た
装
飾
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
象

徴
的
な
意
味
を
荷
つ
た
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
画
き
そ
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
点
は
、
壁
の
場
合
よ
り
も
さ
ら
に
明
白
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
こ
れ
が

ど
う
い
う
内
容
を
持
っ
た
図
柄
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
直

接
の
証
拠
に
基
づ
い
て
指
し
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
れ
が
あ
い

迎
え
て
交
叉
し
、
折
り
返
し
て
ま
た
も
と
の
所
に
廻
帰
す
る
線
を
も
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
点
、
「
五
」
字
形
と
共
通
し
、
ま
た
そ
れ
が
閾
の
脇
に
現
れ

る
点
も
同
様
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
考
え
、
そ
の
象
徴
す
る
内
容
も
親
縁
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
盤
長
の
図
柄
に
つ
い
て
聞
宥
は
意

味
は
不
明
だ
と
し
な
が
ら
干
一
九
四
〇
・
下
に
爪
に
杁
う
似
た
字
が
飯
野
に

あ
り
（
図
1
5
㈹
）
四
川
省
楽
山
崖
墓
に
図
1
5
ω
の
よ
う
な
図
が
あ
る
こ
と
に

注
意
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
　
筆
書
き
は
シ
ュ
メ
ー
ル
、
イ
ン
ダ
ス
文
明

に
も
知
ら
れ
る
ら
し
い
が
こ
こ
で
は
深
追
い
し
な
い
。
図
1
5
に
古
代
中
国
の

例
を
若
干
引
い
て
お
く
。

　
以
上
、
こ
の
盤
長
薯
は
マ
イ
ナ
ー
な
も
の
と
し
て
も
、
象
文
「
五
」
字
形

を
骨
格
と
す
る
金
・
玉
勝
形
の
象
徴
を
通
じ
て
、
全
て
の
漢
人
（
特
に
女

性
）
が
仙
界
で
の
再
生
な
ど
で
な
く
、
現
実
の
子
孫
繁
昌
、
五
穀
豊
穣
を
願

望
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
論
じ
た
。

①
　
八
木
一
九
九
二
。

②
土
肥
一
九
七
一
に
よ
る
。

③
王
、
朱
一
九
八
○
、
三
〇
〇
頁
図
に
よ
る
。

④
文
物
局
古
文
献
研
究
室
等
一
九
八
三

⑤
鄭
一
九
六
三
、
＝
　
二
五
頁
。

⑥
葉
一
九
三
四
、
一
、
五

⑦
容
一
九
三
六
、
三
六
葉
。

⑧
八
木
～
九
九
二
、
八
三
～
＝
四
頁

⑨
小
南
一
九
七
九
、
愛
楽
2

⑩
王
一
九
九
四

⑪
　
林
一
九
九
一
、
三
三
二
～
三
五
〇
頁

⑫
高
一
七
八
七
、
八
木
一
九
九
二
に
「
昇
仙
思
想
」
関
係
と
し
て
い
ろ
い
ろ
拾
わ

　
れ
て
い
る
。
当
時
「
昇
仙
思
想
」
が
流
行
し
て
い
た
と
は
筆
者
は
思
わ
な
い
。
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⑬
趙
他
～
九
九
〇

⑭
注
⑪
に
同
じ
。

⑯
潅
陰
市
博
物
館
一
九
八
八
図
二
〇
の
申
心
の
円
の
中
に
棟
と
糸
巻
を
持
っ
て
立

　
つ
山
繭
の
神
が
い
る
。
頭
上
に
尖
っ
た
耳
が
あ
り
、
勝
は
な
い
が
、
西
王
母
の
古

　
い
形
で
あ
ろ
う
か
。
戦
国
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

⑯
寺
沢
一
九
九
四
、
二
九
二
～
二
九
三
頁
に
紹
介
。

⑰
聞
一
九
五
五
、
第
八
一
図
解
説
。

國
出
典
目
録

図図図図図図図図図図図図図図図
15　14　13　12　11　10　987654321

王
等
～
九
八
○
、
図
三
よ
り
。

筆
者
図

筆
者
写
真

鄭
一
九
申
出
　
二
、
図
版
一
九
、
　
6
9

犀
巳
㊤
。
。
刈
　
算
一
ト
。
（
p
⑩
刈
）

南
京
博
物
院
～
九
八
一
、
図
版
三
、
3

林
一
九
八
九
、
第
五
章
附
図
、
附
図
4
7

盧
一
九
九
三
、
二
五
七

〇
ξ
課
目
二
一
Φ
H
ρ
昌
。
旨
8

山
東
省
博
物
館
等
～
九
八
二
、
図
三
三
〇

趙
等
一
九
九
〇
、
図
一
、
二

南
陽
文
物
研
咽
究
所
一
九
九
〇
、
図
版
一
六
〇

筆
者
撮

重
慶
市
博
物
館
～
九
五
七
、
図
版
三
七

ω
、
ω
、
薫
　
九
四
八
、
二
三
〇
七
、
二
四
一
八
　
㈹
、
単
一
九
四
〇
、
下
、

二
　
ω
、
中
国
科
学
院
考
み
白
研
…
究
所
一
九
五
六
、
図
版
一
〇
～
二
、
～
二
、
　
　
㈲
胃
、

干
一
九
五
六
、
下
龍
　
㈲
、
四
川
大
学
考
古
専
業
七
八
級
実
習
隊
等
～
九
八

五
、
図
四
、
5
　
ω
、
幻
日
。
一
州
⑩
課
箕
ω
①
　
㈲
忍
笠
地
区
文
物
組
等
一

九
八
二
、
図
＝
二
　
㈲
山
東
省
文
物
管
理
委
員
会
一
九
五
五
、
図
版
九

引
用
文
献
目
録

王
業
昌
一
九
九
四
博
論
彩
陶
紋
”
×
”
和
“
＊
”
的
生
殖
崇
拝
内
酒
㎎
中
原
文
物
h

　
一
九
九
四
、
一
、
三
二
～
三
七
頁
。

小
南
一
郎
｝
九
九
～
『
西
王
母
と
七
夕
伝
承
輪
東
京

高
文
一
九
八
七
『
四
川
漢
代
画
像
碑
㎞
上
海

山
東
省
文
物
管
理
委
員
会
一
九
五
五
「
禺
城
漢
墓
清
理
簡
報
」
『
文
物
参
考
資
料
恥

　
～
九
五
五
、
六
、
七
七
～
八
八
頁
。
、

山
東
省
博
物
館
、
山
東
省
文
物
考
古
研
究
所
一
九
八
二
、
『
山
東
漢
画
像
石
選
集
隔

　
済
南

重
慶
市
博
物
館
飾
一
九
五
七
『
重
慶
市
博
物
館
蔵
四
川
漢
画
像
石
選
集
㎞
北
京

済
寧
地
区
文
物
組
、
嘉
祥
県
文
管
所
　
九
八
二
「
山
東
嘉
祥
宋
山
一
九
八
O
年
出
土

　
餉
四
漢
画
儂
…
石
」
噸
文
物
撫
　
一
九
八
二
、
五
、
六
〇
～
七
〇
頁
。

四
川
大
学
考
古
学
専
業
七
八
級
実
習
隊
、
長
寧
県
文
化
館
一
九
八
五
「
四
川
長
寧
”

　
七
↑
洞
東
漢
紀
年
画
像
崖
墓
」
噸
考
古
与
文
物
』
　
一
九
八
五
、
五
、
四
三
～
五
五

　
頁
。

趙
殿
増
、
衰
曙
光
「
“
天
門
”
考
兼
論
「
四
川
画
像
碑
（
石
）
的
組
合
与
主
題
」
『
四

　
川
文
物
』
　
～
九
九
〇
、
⊥
ハ
、
＝
～
～
一
一
百
パ
。

中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
一
九
五
六
糊
輝
県
発
掘
報
告
』
北
京

鄭
作
新
一
九
六
三
魍
中
国
経
済
動
物
』
鳥
類
、
北
京

土
肥
悦
子
一
九
七
一
㎎
手
織
の
蕃
本
』
、
東
京

薫
作
賓
｝
九
四
八
『
小
屯
』
甲
編

文
物
聖
目
文
献
研
究
室
、
安
徽
省
阜
陽
博
物
館
、
率
陽
漢
簡
《
倉
頷
篇
》
一
九
八
三

　
『
文
物
輪
一
九
八
三
、
一
一
、
二
五
～
三
四
頁

寺
沢
薫
～
九
九
四
「
鷺
と
魚
と
シ
ャ
ー
マ
ン
と
一
銅
銀
の
図
像
考
（
1
）
一

　
開
同
志
社
大
学
考
古
学
シ
リ
ー
ズ
W
、
日
本
考
古
学
と
信
仰
』
二
八
五
～
三
～
二
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頁
。

南
陽
文
物
研
究
所
一
九
九
〇
糊
南
陽
漢
代
画
像
碑
』
北
京

林
巳
奈
夫
一
九
八
九
『
漢
代
の
神
神
隔
京
都

聞
宥
一
九
五
五
『
四
川
漢
代
画
像
石
選
集
』
上
海

八
木
春
生
～
九
九
二
響
勝
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
一
門
勝
扁
と
昇
仙
思
想
の

　
関
係
を
中
心
と
し
て
…
』
『
美
学
美
術
史
論
集
暁
星
九
三
、
成
城
大
学
大
学
院

　
文
学
研
究
課
、
⊥
ハ
九
～
一
一
二
四
頁
。

盧
兆
蔭
一
九
九
三
『
中
国
玉
器
全
集
』
4
、
石
家
荘

｛谷

ﾕ
鵬
一
九
一
二
六
㎎
漢
武
梁
祠
画
像
考
吊
輪
猫
脚
尿

葉
玉
森
一
九
三
四
欄
股
櫨
書
契
前
編
集
釈
㎞

涯
陰
市
博
物
館
一
九
八
八
「
二
曲
下
庄
戦
国
墓
」
『
考
古
学
報
』
一
九
八
八
、
二
、

　
一
八
九
～
二
三
二
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
　
藤
沢

漢代の永遠を象徴する図柄（林）
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