
3比

評

津
田
左
右
吉
氏
著

『
交
學
に
現
は
れ
六
ろ
我
が

國
民
思
想
の
研
究
（
貴
族
文
學

　
の
時
代
）
』
」
を
誼
謂
白
し

丈
遊
士
西
田
直
二
鄭

　
　
　
　
　
閑

　
本
書
は
著
者
が
我
國
丈
學
の
上
に
現
は
れ
て
る
る
三
民

思
想
の
種
々
の
相
ご
其
墾
遷
及
び
登
達
の
穫
路
ご
を
研
究

せ
ん
ご
企
て
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
著
者
は
國
文
學
の
時
代

を
三
大
時
期
に
分
ち
、
先
づ
推
古
朝
前
後
を
國
文
學
の
始

ま
り
こ
見
倣
し
、
此
時
代
か
ら
鎌
倉
の
は
じ
め
新
古
今
集

　
　
　
第
二
懸
　
　
批
詳

の
撰
ば
れ
た
頃
ま
で
凡
そ
六
百
年
間
を
貴
族
交
學
の
時
代

ご
し
、
次
に
江
戸
時
代
初
期
ま
で
の
約
四
百
五
十
年
を
武

士
交
學
の
時
代
、
其
後
明
治
十
年
代
、
未
だ
新
文
學
の
現

は
れ
な
い
頃
ま
で
の
二
百
五
十
年
置
李
民
文
學
の
時
代
こ

す
る
に
て
、
本
書
は
三
四
一
期
の
「
貴
族
文
學
の
時
代
」
に

當
π
る
も
の
で
、
爾
今
後
刊
行
せ
ら
る
べ
き
武
士
交
學
の

時
代
及
び
、
豊
麗
交
學
の
時
代
ご
相
性
ち
て
著
者
の
國
民

思
想
に
嗣
す
る
見
解
は
一
貫
す
る
も
の
で
あ
る
Q

（
此
織
か
ら
言
は
や
、
此
の
一
三
の
み
に
よ
っ
て
著
者
の

見
解
を
評
す
る
こ
ご
は
其
當
を
得
だ
る
も
の
で
は
な
い
か

も
知
れ
な
い
が
、
本
書
は
特
色
の
あ
る
著
作
で
め
る
が
爲

め
に
、
取
り
あ
へ
す
濁
立
に
此
書
に
幽
し
て
、
所
戚
を
披

陳
ず
る
次
第
で
あ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
而
し
て
本
書
、
「
貴
族
文
學
の
時
代
」
の
内
容
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
先
づ
序
説
こ
し
て
は
、
上
代
の
國
民
生
活
の
概
要
ご
、
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
學
の
萌
芽
が
何
時
の
代
に
あ
っ
π
か
如
何
な
る
性
質
の
も

津
田
璃
巻
「
悪
説
に
現
に
れ
れ
ろ
我
が
閾
民
思
想
の
珊
究
」
を
蔑
む
第
一
號
　
　
一
〇
五
　
（
一
〇
五
）



　
　
　
第
二
巻
　
　
鋤
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ

の
で
あ
っ
セ
か
ご
を
述
べ
、
次
に
第
一
編
を
貴
族
文
學
磯

ぬ
　
　
も
　
へ

達
時
代
こ
し
、
推
古
朝
前
後
か
ら
天
長
承
和
頃
迄
の
間
を

採
り
、
其
間
の
文
化
の
大
勢
、
文
學
の
概
観
を
述
べ
、
更

に
支
那
思
想
及
び
佛
敷
思
想
、
翻
身
観
、
自
然
観
、
國
ご

家
こ
の
槻
念
、
脛
快
の
趣
昧
等
の
章
を
立
て
、
重
れ
一

に
關
す
る
思
想
を
論
じ
，
て
む
る
。
次
の
第
二
編
は
、
貴
族

も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ぬ
　
　
へ

文
學
の
成
熟
絶
代
こ
し
、
貞
槻
前
後
か
ら
萬
壽
頃
ま
で
を

測
れ
に
充
て
、
前
編
ご
同
じ
く
此
時
代
の
文
化
の
大
勢
、

丈
學
の
概
観
、
並
に
懸
愛
糞
、
権
勢
観
、
佛
敷
及
び
儒
學

思
想
、
智
的
傾
向
、
悲
哀
の
塞
氣
等
の
章
が
あ
り
、
第
三

　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

編
は
貴
族
文
學
の
沈
滞
時
代
こ
し
て
、
長
元
頃
か
ら
承
久

頃
ま
で
を
以
て
し
、
同
じ
く
丈
化
の
大
勢
ご
、
文
學
の
概

槻
が
あ
り
、
其
の
外
に
奮
題
材
ご
新
傾
向
、
厭
世
思
想
、

帥
秘
的
及
び
道
徳
的
傾
向
、
武
士
の
思
想
等
の
・
章
を
立
て

て
分
ち
論
じ
て
み
る
の
で
あ
る
。
是
等
の
編
章
の
目
を
一

見
し
て
も
、
本
書
が
其
内
に
興
味
多
き
問
題
を
捉
ら
へ
、

並
在
來
の
國
丈
學
の
研
究
ご
は
選
を
異
に
し
π
も
の
で
あ

津
国
氏
著
，
丈
學
に
現
は
れ
選
る
我
が
皇
民
思
想
り
研
究
」
を
譲
む

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
　
號
　
　
　
一
〇
六
　
　
（
一
〇
六
）

る
こ
ご
を
推
知
す
る
こ
ご
が
出
馬
る
。

　
本
書
を
通
観
す
る
に
、
貴
族
文
學
が
如
何
な
る
特
異
相

を
有
し
て
み
る
か
、
叉
こ
の
貴
族
文
學
が
如
何
な
る
事
情

の
下
に
螢
生
し
、
興
隆
し
、
叉
衰
頽
し
π
か
ご
云
ふ
全
篇

の
要
旨
も
先
つ
よ
く
通
っ
て
み
る
。
而
し
て
又
各
編
章
の

間
を
概
親
し
て
行
く
に
、
記
事
の
最
も
精
細
で
あ
る
の
は

各
時
代
の
文
學
其
物
に
關
す
る
議
論
で
あ
る
9

　
此
の
黙
か
ら
、
本
書
は
一
の
國
文
學
史
だ
こ
言
ふ
こ
ご

が
出
凝
る
。
少
く
こ
も
甚
だ
近
い
關
係
に
立
っ
て
み
る
も

の
で
あ
っ
て
、
著
者
も
此
の
事
は
其
の
序
の
内
に
言
う
て

居
る
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
然
ら
ば
在
來
の
文
學
史
ご
如
何
な

お
風
の
交
渉
が
あ
る
か
、
本
書
研
究
の
特
色
を
先
づ
此
方

面
か
ら
述
べ
て
見
や
う
〇

　
　
　
　
　
二

　
日
本
丈
學
の
歴
史
的
研
究
は
、
其
個
々
の
作
品
、
作
者

に
關
し
て
も
、
叉
一
般
的
考
察
に
於
て
も
近
時
著
し
い
進

歩
を
な
し
セ
。
故
藤
岡
博
士
の
「
國
交
矧
全
史
、
気
安
朝

畢



篇
」
尾
上
入
郎
氏
の
、
國
文
學
新
史
」
、
叉
芳
賀
博
士
の
「
風

民
性
霜
取
」
な
ご
は
、
同
じ
く
國
文
學
者
の
手
に
な
り
、

大
体
嗣
じ
く
國
丈
學
を
其
樹
象
こ
し
把
研
究
で
あ
る
が
、

盛
れ
ぐ
異
つ
π
研
究
方
法
ご
態
度
ご
を
代
表
し
て
み
る

や
う
に
思
は
れ
る
。
藤
岡
博
士
の
4
安
無
電
は
、
此
時
代

の
文
學
研
究
の
樺
威
ご
七
て
、
纏
る
時
期
の
聞
、
他
人
の

研
究
を
抑
へ
忙
ほ
ざ
の
良
著
で
あ
っ
て
、
細
部
に
於
て
は

固
よ
り
多
少
の
議
論
を
獲
し
把
け
れ
ご
も
先
づ
此
時
代
の

作
者
作
品
に
溢
す
る
研
究
を
一
億
完
成
し
陀
ご
さ
へ
見
ら

れ
把
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
其
態
度
の
桶
面
に
綿
密
精
緻

な
考
謹
家
島
る
ご
共
に
、
一
面
に
於
て
は
文
學
を
藝
術
的

作
品
こ
し
て
見
て
行
き
、
之
れ
を
批
評
し
、
且
つ
塗
れ
を

樂
む
ご
云
ふ
、
言
は
や
藝
術
翫
賞
家
こ
も
言
ふ
べ
き
こ
こ

ろ
が
所
在
に
現
は
れ
て
る
た
。

　
叉
文
學
史
の
躰
系
を
作
者
の
列
傳
、
作
品
の
年
代
記
的

騙
列
か
ら
離
し
時
代
の
思
潮
や
思
想
の
源
泉
等
に
注
意
し

だ
も
の
で
稽
、
特
色
の
あ
る
も
の
に
は
鈴
木
暢
幸
氏
の
「
日

第
二
巻
　
批
詐
　
津
田
名
謁
「
洋
盤
に
現
は
れ
理
る
我
が
圃
民
患
想
の
研
究
し
を
駿
む

本
文
學
史
論
」
、
叉
故
藤
岡
博
士
の
「
國
文
學
吏
講
話
」
な
ご

あ
る
が
、
此
時
代
思
潮
を
最
も
強
く
能
い
π
の
は
尾
上
氏

の
「
日
本
文
學
新
史
」
で
其
功
績
は
時
代
の
文
學
に
共
通
に

し
て
其
中
核
を
な
し
て
み
る
大
麻
碑
を
求
め
、
是
か
ら
國

民
思
想
生
活
の
大
道
を
薔
か
ん
こ
し
π
こ
ご
で
あ
る
。
時

代
文
學
の
奥
底
に
横
っ
て
み
る
勢
力
を
置
き
出
し
、
其
時

代
文
學
の
傾
向
を
考
へ
る
こ
こ
ろ
は
、
史
學
に
於
け
る
掘

念
論
者
の
態
度
の
や
う
な
ご
こ
ろ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
芳
賀
博
士
の
「
國
民
二
十
論
」
は
新
史
よ
り
以
前
に
出
た

も
の
で
あ
る
が
、
文
學
を
圭
こ
し
て
見
た
前
妻
性
の
登
露

劫
討
つ
ね
花
も
の
で
矢
張
歴
吏
読
研
究
こ
し
て
見
る
べ
き

も
の
で
あ
る
ご
考
へ
る
。

　
さ
て
か
や
う
に
過
去
の
文
學
史
方
面
の
研
究
を
回
顧
す

る
ご
、
本
書
「
文
墨
・
に
現
は
れ
だ
る
國
民
思
想
の
研
究
、

貴
族
文
學
の
時
代
」
の
、
文
學
の
取
扱
ひ
方
に
於
け
る
特

色
ご
、
著
者
の
之
れ
に
…
封
ず
る
研
究
態
度
ご
を
明
ら
か
に

了
解
す
る
こ
ご
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
一
〇
七
　
（
一
〇
て
）



　
　
　
第
二
巻
　
撹
評

　
著
盾
が
從
來
の
文
學
史
研
究
の
列
傳
的
年
代
記
的
な
る

に
不
満
を
威
じ
早
早
は
上
述
の
日
本
文
學
新
史
ご
似
て
み

る
し
、
又
古
代
よ
り
李
董
朝
末
ま
で
を
あ
る
一
種
の
二
軍

に
総
括
し
陀
基
礎
槻
念
に
於
て
も
彼
著
ご
似
通
っ
た
黙
も

あ
り
、
其
他
細
部
々
々
に
亘
り
て
前
掲
述
作
の
、
所
説
や
態

度
ご
同
異
を
認
め
る
が
、
然
も
本
書
の
文
學
の
取
扱
ひ
方

に
曾
て
、
彼
等
何
れ
の
書
に
も
許
す
こ
ご
の
田
家
な
い
特

色
こ
し
て
明
瞭
に
現
は
れ
て
る
る
も
の
は
、
文
學
的
作
品

ご
時
代
思
想
ご
肚
踏
歌
態
こ
の
間
に
因
果
の
關
係
を
最
も

巧
に
設
定
し
π
・
一
ご
で
あ
る
。
丈
學
を
藝
術
的
作
品
こ
し

て
之
れ
を
嘆
賞
せ
ん
こ
す
る
態
度
は
此
庭
に
於
て
已
に
な

く
、
冷
か
に
文
學
を
以
て
π
㎏
入
聞
精
紳
の
所
産
こ
し
て

見
て
行
き
、
之
れ
を
作
つ
陀
時
代
思
想
ご
其
思
想
の
持
圭

で
あ
る
當
代
肚
會
の
騰
躯
を
解
剖
し
や
う
こ
す
る
の
が
本

書
著
者
の
態
度
で
あ
る
。
．

　
前
掲
の
「
國
文
學
全
史
、
否
安
朝
議
」
や
「
総
本
文
學
新

更
」
な
ざ
に
も
文
學
ご
時
代
思
潮
、
魅
曾
朕
態
こ
の
關
係
は

津
揖
氏
著
「
丈
學
に
現
に
れ
解
る
我
が
鴎
貰
患
想
の
研
究
」
を
諦
む

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
一
〇
八
　
（
一
6
入
）

説
い
て
み
る
が
、
然
し
其
れ
は
π
い
一
般
的
に
、
或
は
全
体

こ
し
て
墨
壷
の
平
骨
を
認
め
て
み
る
か
叉
は
其
概
略
を
記

す
に
過
ぎ
な
い
○
然
る
に
毒
虫
に
予
て
は
、
・
最
も
こ
れ
を

皇
張
し
π
も
の
で
あ
る
。
其
肚
會
の
實
生
活
に
凡
て
の
思

想
登
生
の
根
慷
を
取
り
、
探
れ
か
ら
丈
學
の
内
容
及
び
外

形
ま
で
も
説
明
し
や
う
こ
し
だ
も
の
で
あ
る
。
其
故
文
學

の
一
作
品
に
就
て
も
其
れ
に
含
ま
れ
る
る
全
体
の
思
想
は

勿
論
其
局
部
々
々
に
存
す
る
片
言
隻
句
、
叉
は
形
容
修
僻

の
程
に
於
て
も
其
肚
會
な
り
其
時
代
ご
關
係
の
つ
く
も
の

に
は
見
逃
さ
す
、
一
憾
の
因
果
的
説
朋
を
試
み
や
う
こ
し

π
o
尤
も
躍
れ
に
は
其
弊
も
件
っ
て
み
る
が
、
上
蓮
の
著

者
の
態
度
は
本
書
の
到
る
庭
に
見
る
こ
ご
の
出
來
る
特
色

で
あ
っ
て
、
叉
本
書
の
便
値
も
此
塵
に
求
む
べ
き
で
あ
ら

う
ご
考
へ
る
Q

　
例
へ
ば
、
上
代
に
於
け
る
長
歌
の
盛
衰
を
考
へ
る
に
も

，
軍
に
母
語
の
聲
調
、
構
成
上
修
善
上
の
關
係
か
ら
の
み
で

は
な
く
、
長
歌
ご
阯
會
階
級
こ
の
關
係
を
見
、
其
作
者
も



其
講
者
も
知
識
階
級
に
限
ら
れ
る
こ
ご
の
推
論
を
し
、
且

叉
其
時
代
が
公
衆
的
・
曾
合
の
無
い
時
代
で
あ
る
か
ら
、
か
，

》
る
も
の
を
歌
ふ
塩
合
が
少
な
く
、
儀
式
饗
宴
に
朗
吟
せ

ら
れ
な
い
ご
云
ふ
肚
會
事
情
の
方
か
ら
も
観
察
し
、
途
に

隠
れ
が
實
生
活
ご
離
れ
、
衰
頽
の
因
を
な
し
、
知
識
階
級

の
遊
戯
こ
し
て
は
、
當
代
流
行
の
漢
詩
賦
に
其
地
を
譲
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
つ
を
説
い
て
み
る
。
（
ま
跨
コ

期一

j
三
代
集
和
歌
の
智
巧
的
な
る
は
、
無
事
業
の
雲
煙
が

入
生
を
遊
戯
化
し
ζ
め
だ
こ
し
。
（
二
四
三
　
　
　
六
頁
）
或
は
叉
婁

朝
中
期
の
物
語
は
結
構
の
黙
に
於
て
何
れ
も
不
十
分
で
あ

る
が
當
時
の
讃
者
は
筋
に
重
き
を
麗
か
な
か
っ
た
の
で
、

其
れ
は
否
安
朝
人
の
生
活
が
其
日
叢
々
の
境
遇
に
反
癒
す

る
外
に
何
物
も
な
か
つ
π
、
め
に
物
語
あ
亦
ま
ご
ま
つ
強

筋
を
見
よ
う
こ
し
な
か
つ
π
の
で
あ
る
こ
し
、
江
戸
壁
代

に
は
、
貫
入
が
因
果
慮
報
ご
云
ふ
槻
念
が
強
く
且
－
っ
榮
枯

盛
衰
が
複
薙
に
な
っ
て
き
把
澱
會
の
中
に
生
活
し
て
ゐ
把

故
、
江
戸
董
に
は
筋
が
主
こ
な
っ
て
み
る
（
嶽
レ
こ
し

　
　
　
第
ご
巻
　
　
幾
評

津
田
氏
署
「
丈
墨
・
に
貌
に
れ
れ
る
我
が
國
民
思
想
の
研
究
」
を
掠
む

て
る
る
な
ご
、
是
非
の
論
は
刷
こ
し
て
、
著
者
の
態
度
の

一
端
が
窺
は
れ
る
〇

　
　
　
　
　
三

次
に
本
書
の
特
色
こ
し
て
學
ぐ
べ
き
は
、
時
代
文
化
の
記

逓
で
あ
る
。
時
代
の
文
化
が
其
程
學
ご
如
何
ほ
こ
の
交
渉

が
あ
る
か
ご
云
ふ
こ
ご
は
最
早
多
く
説
く
を
要
せ
な
い
。

著
者
が
各
戸
の
初
に
畳
い
だ
「
文
化
の
大
勢
」
は
、
各
廣
劃

せ
ら
れ
把
時
代
の
文
化
の
概
観
で
め
つ
て
、
其
れ
は
著
者

の
目
に
映
し
だ
る
ご
こ
ろ
の
時
代
文
化
の
諸
相
を
記
し
た

る
も
の
で
あ
る
、
解
れ
は
や
が
て
引
い
て
時
代
思
潮
の
淵

源
こ
し
て
観
察
し
や
う
こ
す
る
著
者
の
心
組
で
あ
る
ら
し

い
。
而
し
て
各
篇
の
首
に
文
化
の
大
勢
を
記
し
て
あ
る
の

み
で
な
く
、
樹
無
才
の
内
に
立
て
も
好
ん
で
著
者
は
文
化

史
的
観
察
を
試
み
ん
ご
務
め
て
居
っ
て
、
物
語
の
登
達
を

論
じ
て
も
是
れ
ご
絵
欝
こ
の
間
に
横
は
る
交
渉
を
考
へ
て

物
語
が
単
層
的
に
な
つ
π
ご
共
に
絡
需
も
爲
實
的
に
な
つ

π
こ
ご
は
絡
書
の
愛
翫
者
が
其
れ
に
覚
し
て
も
物
語
に
封

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
一
〇
九
　
（
一
〇
九
）



第
ご
巻
　
　
批
　
詐
　
　
津
田
氏
碧
「
曳
學
に
現
に
れ
ぬ
ろ
我
が
國
民
思
想
の
研
究
」
を
臨
む

す
る
ご
同
様
の
心
理
を
以
て
向
っ
て
み
た
こ
ご
、
日
記
や

紀
行
が
年
篭
界
に
入
り
、
物
語
こ
な
り
小
説
こ
な
る
ご
同

…
糠
に
、
総
書
も
ま
陀
そ
れ
に
つ
れ
て
物
語
絡
こ
な
つ
陀
ご

云
ふ
や
う
な
心
理
的
の
説
明
は
著
者
の
此
方
面
に
於
け
る

着
眼
の
秀
抜
な
る
を
戚
せ
し
む
る
の
で
あ
る
、
叉
第
二
編

の
権
勢
観
の
内
に
於
て
も
、
人
道
的
精
紳
が
人
間
の
肚
會

性
か
ら
來
る
自
然
の
人
情
こ
し
て
、
又
特
殊
の
貴
族
的
修

練
及
び
趣
味
か
ら
螢
達
す
る
・
と
を
説
き
、
是
れ
か
下
層
階

級
に
及
ば
な
か
つ
π
の
は
枇
政
ご
迷
信
の
旙
め
こ
す
る
よ

b
も
、
自
然
な
素
朴
な
事
情
の
頽
壌
し
沈
の
に
あ
る
こ
し

て
み
る
黙
な
ざ
も
一
種
の
説
朋
法
こ
し
て
面
自
く
、
又
租

こ
び
離
れ
て
、
耶
安
朝
末
期
の
和
歌
に
於
て
俊
成
が
唱
へ

出
し
π
幽
玄
騰
ご
云
ふ
一
種
の
総
出
本
位
叉
は
鯨
情
本
位

ご
云
ふ
べ
き
和
歌
の
風
躰
が
出
現
し
セ
の
が
是
れ
丈
化
の

沈
滞
期
を
表
は
す
も
の
だ
こ
し
て
、
此
の
幽
玄
躰
ご
文
化

沈
滞
ご
言
ふ
懸
け
離
れ
π
二
個
の
槻
念
の
間
を
關
係
つ
け

る
元
め
却
っ
て
苦
し
い
設
朋
に
陥
っ
て
み
る
の
も
、
著
者

　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
州
　
　
一
一
〇
　
（
一
一
〇
）

の
餐
多
こ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
姻
懲
。
か
や
う
に
著

者
は
各
所
に
文
化
翻
身
の
叙
述
を
怠
ら
な
い
が
、
こ
の
文

化
史
的
記
述
は
、
本
書
を
し
て
多
大
の
新
昧
ご
儂
値
ご
を

持
ち
凍
ら
し
め
π
も
の
こ
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
而
し

て
文
化
吏
的
記
述
に
富
む
鮎
に
於
て
善
化
更
研
究
者
が
此

の
書
に
よ
っ
て
、
問
題
を
提
供
せ
ら
る
、
こ
ご
が
少
く
な

い
で
あ
ら
う
〇

　
　
　
　
　
四

　
叉
次
に
、
畢
ぐ
べ
き
特
色
は
、
論
断
の
自
由
な
る
こ
ご

、
清
新
な
る
こ
ご
で
あ
る
。
か
》
る
種
．
類
の
研
究
は
さ
き

に
も
一
言
し
π
如
く
其
類
の
少
な
い
も
の
で
、
本
書
は
先

づ
此
の
方
面
の
研
究
に
於
て
は
新
ら
し
き
試
み
ご
言
ふ
こ

ご
が
出
立
、
從
っ
て
其
論
断
の
夫
れ
夫
れ
に
趣
の
異
っ
控

も
の
が
出
て
來
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
た
や
か
、
る
大
体

の
意
味
に
於
て
で
は
な
く
、
各
部
分
の
議
論
が
生
々
濃
洌

だ
る
こ
こ
ろ
に
其
の
特
色
が
あ
る
ご
云
ふ
の
で
あ
る
。
本

書
は
兎
に
角
太
古
か
ら
鎌
倉
初
期
に
至
る
ま
で
の
時
期
に



就
い
て
数
百
頁
の
議
論
を
載
せ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
其

問
に
は
一
こ
し
て
未
だ
世
に
知
ら
れ
な
い
新
史
料
を
利
用

し
た
の
で
は
な
く
、
叉
稀
観
の
珍
籍
を
窺
っ
て
考
説
を
立

て
た
の
で
も
な
い
、
何
庭
の
頁
に
も
古
黒
本
の
有
難
さ
を

述
ぶ
る
こ
ご
な
し
に
、
だ
、
坊
間
流
布
の
割
増
に
慧
っ
て

こ
れ
だ
け
の
業
績
を
翠
げ
而
も
護
者
を
倦
ま
ざ
ら
し
む
る

も
の
は
、
こ
の
議
論
が
新
奇
に
し
て
叉
自
由
奔
放
な
ご
こ

ろ
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
所
在
に
濁
創
的
な
見
解
を
頗
る

大
湊
に
登
表
し
て
み
る
Q
叉
從
來
知
れ
て
み
る
論
結
も
、

其
れ
ま
で
に
導
い
て
行
く
方
法
に
新
し
い
見
解
が
這
入
っ

て
み
る
。
例
へ
ば
著
看
が
伊
勢
物
語
を
論
ず
る
條
を
見
て

も
、
藤
岡
博
士
が
業
季
の
自
作
説
を
肯
定
し
、
芳
賀
博
士
が

業
報
を
主
人
公
こ
す
る
假
携
の
歌
物
語
こ
す
る
に
嘱
し
、

本
書
著
者
は
初
め
か
ら
小
説
ご
℃
て
見
、
元
や
小
説
の
幼

稚
な
時
代
で
あ
る
か
ら
、
結
簿
か
輩
純
で
、
主
人
公
業
李

．
の
自
転
ら
し
く
見
ね
る
の
で
あ
る
こ
し
元
な
ざ
も
、
大
体

は
芳
賀
博
士
の
説
か
ら
歯
痛
だ
ら
う
が
、
兎
に
角
か
は
つ

　
　
　
第
二
巻
　
　
批
評

て
る
る
。
僧
官
も
亦
多
い
け
れ
こ
も
奮
來
の
所
詮
に
拘
泥

し
な
い
の
も
一
特
色
で
あ
る
Q

津
田
氏
碧
「
黙
思
に
田
鶴
い
れ
六
る
我
が
國
畏
思
想
の
研
究
」
を
駅
む
第

　
煮
れ
ご
共
に
本
書
は
理
論
の
透
徹
ご
、
條
埋
の
整
然
を

求
め
ん
こ
し
た
著
表
の
態
度
が
よ
く
表
は
れ
て
る
て
、
議

論
こ
し
て
は
一
面
的
ご
思
は
る
所
が
あ
る
け
れ
ざ
も
、
理

路
の
一
貫
し
て
カ
る
こ
ご
、
趣
旨
の
含
糊
摸
稜
π
る
こ
こ

ろ
の
な
い
の
は
矢
張
長
所
こ
し
て
暴
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

県
外
、
丞
書
は
時
代
か
ら
言
へ
ば
、
記
事
が
國
吏
の
古
代

に
局
限
せ
ら
れ
て
る
る
け
れ
ざ
も
、
事
項
に
よ
っ
て
は
、

馴
れ
が
日
本
の
全
歴
史
過
程
の
上
欄
如
何
な
る
地
位
を
取

っ
て
み
る
か
ご
い
ふ
織
な
ざ
に
も
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た

並
々
に
明
治
や
現
代
生
活
、
泰
西
文
化
の
批
判
を
交
へ
て

古
代
生
活
の
性
質
を
明
か
に
し
や
う
こ
す
る
態
度
も
結
構

で
あ
る
し
、
街
ほ
古
代
思
潮
が
遙
か
な
る
後
の
時
代
に
及

ぼ
し
だ
影
響
な
ざ
も
説
い
て
み
る
Q
我
が
國
特
有
の
優
美

な
る
花
鳥
風
月
の
趣
味
が
萬
葉
に
於
て
十
分
登
回
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
號
　
　
　
一
一
一
　
（
一
一
一
）



　
　
　
第
二
巻
　
　
批
詐

て
、
そ
れ
よ
り
後
、
明
治
時
代
欧
洲
の
思
想
が
入
っ
て
賜

る
ま
で
殆
等
化
が
無
か
つ
誓
芸
ふ
記
事
（
一
七
七
頁
）
が
あ

っ
π
が
、
予
は
嘗
て
日
本
人
の
自
然
親
の
こ
ご
を
考
へ
た

時
我
等
の
自
然
美
の
見
方
に
は
一
の
型
が
早
く
か
ら
定
っ

ゼ
ゐ
π
、
其
の
中
の
一
因
こ
し
て
古
今
集
の
和
歌
が
後
の

霊
代
に
廣
く
讃
ま
れ
、
其
中
に
あ
る
自
然
の
全
し
方
が
末

筆
を
な
し
て
永
く
日
本
人
を
支
配
し
だ
こ
云
ふ
様
の
こ
ご

を
考
へ
π
が
、
出
押
歯
の
解
毒
に
少
し
相
異
は
あ
る
が
同

じ
考
へ
方
が
此
の
著
述
の
上
に
見
る
を
得
て
自
分
こ
し
て

楡
快
に
威
b
π
Q

津
閏
矯
著
「
丈
學
に
現
ば
れ
黙
る
我
が
岡
畏
思
想
の
研
究
」
を
縛
む

　
以
上
は
一
讃
の
際
に
於
け
る
、
本
書
の
特
色
ご
価
値
に

就
て
戚
じ
π
諸
法
で
あ
る
Q
繋
れ
ご
共
に
建
つ
だ
方
面
の

夢
想
も
叉
蕪
に
概
言
し
π
く
思
ふ
の
で
あ
る
○

　
　
　
一
颪

　
凡
そ
里
民
思
想
の
研
究
は
、
困
難
な
る
問
題
で
あ
る
は

言
ふ
ま
で
も
な
い
。
其
困
難
は
一
は
其
方
法
の
上
か
ら
一

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
一
一
二
（
一
一
二
）

は
驚
風
材
料
の
上
か
ら
照
る
。
其
方
法
こ
し
て
は
其
封
象

起
る
國
民
思
想
を
認
識
し
行
く
手
績
の
宜
し
き
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
す
、
材
料
こ
し
て
は
出
罵
る
だ
け
多
方
面
に
、

其
資
料
の
蒐
集
せ
ら
れ
る
こ
ご
を
望
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

其
研
究
成
果
の
良
否
は
よ
っ
て
此
に
か
、
る
の
で
あ
る
が

量
れ
を
研
究
者
の
側
か
ら
言
ふ
な
ら
ば
、
多
方
面
の
資
料

を
累
積
し
槌
る
上
に
研
究
者
の
深
い
考
慮
を
要
せ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
G
博
く
饗
す
る
理
解
力
の
上
に
透
徹
す
る
思
索

の
力
を
侯
π
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
過
去
の
時
代
の
國
民

思
想
の
研
究
は
歴
史
家
の
職
分
だ
こ
は
言
へ
る
が
、
軍
に

普
通
の
過
去
の
事
件
に
通
思
す
る
ご
云
ふ
人
々
に
よ
っ
て

多
く
期
待
せ
ら
る
べ
き
で
な
く
、
思
考
力
に
於
て
特
殊
の

能
力
め
る
人
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
や
う
な
完
全

な
意
味
は
別
こ
し
て
費
料
の
關
係
上
な
り
、
其
研
究
者
の

學
問
の
素
地
か
ら
用
ひ
慣
れ
π
材
料
、
馴
練
せ
ら
れ
π
観

察
力
に
よ
っ
て
惚
惚
思
想
の
研
究
を
増
し
て
行
く
こ
ご
は

甚
だ
望
ま
し
き
も
の
で
あ
う
、
染
革
問
題
の
研
究
の
進
歩



の
上
に
寄
織
す
る
こ
ご
の
大
な
る
も
の
で
あ
ら
う
。
然
し
學
以
外
の
諸
事
相
に
亘
っ
て
著
者
の
槻
察
を
蓮
べ
て
る
る

其
腱
に
は
又
夫
れ
に
封
し
て
議
論
が
生
じ
て
來
る
。
　
　
　
の
は
、
本
書
の
特
色
こ
し
て
先
き
に
學
げ
だ
こ
こ
ろ
で
あ

　
雪
娘
に
丈
學
に
現
は
れ
セ
る
國
民
思
想
ご
云
ふ
こ
ご
は
　
る
が
叉
、
此
の
瓢
の
嗜
り
易
き
歓
識
を
極
め
て
有
効
に
補

言
ひ
換
ふ
れ
ば
、
國
民
思
想
が
、
如
何
に
丈
學
の
上
に
現
　
嚇
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

は
れ
て
み
る
か
ご
云
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
研
究
者
か
ら
言
へ
　
　
然
し
著
者
は
叉
さ
き
に
も
掲
げ
た
如
く
、
論
断
の
自
由

ぱ
文
學
を
材
料
こ
し
て
研
究
し
だ
る
暴
民
思
想
ご
云
ふ
こ
　
を
喜
び
、
議
論
の
透
徹
を
好
み
、
又
鍍
部
面
単
な
る
書
僻

ご
で
あ
っ
て
、
國
民
思
想
が
元
家
文
學
に
の
み
表
現
せ
ら
　
は
其
筆
の
趨
る
こ
こ
ろ
、
温
習
掘
を
振
り
切
っ
て
、
蹄
納

れ
る
の
で
な
い
以
上
、
材
料
の
上
に
制
限
が
あ
る
の
だ
か
　
的
推
理
で
あ
る
べ
き
こ
こ
ろ
が
演
繹
的
展
開
に
憂
っ
て
ゐ

ら
嚴
密
な
こ
ご
を
言
へ
ば
其
か
ら
彫
る
國
民
思
想
の
研
究
　
る
こ
こ
ろ
が
少
く
な
い
や
う
に
見
受
け
る
。
本
書
の
序
文

の
結
論
に
為
制
限
が
あ
る
謬
で
め
る
。
，
而
し
て
七
三
を
越
　
に
圷
内
博
士
が
「
氣
任
せ
な
る
こ
ご
。
逆
捻
的
の
如
く
」
ご

へ
る
こ
ご
は
論
理
上
許
さ
れ
な
い
諜
で
あ
る
。
か
や
う
な
　
言
は
れ
て
る
る
の
も
此
々
の
意
癒
合
か
ご
も
考
へ
ら
れ
る

種
類
の
研
究
問
題
が
往
々
に
し
て
誤
っ
て
喋
る
こ
こ
ろ
は
　
の
で
あ
る
。

此
の
關
係
に
よ
る
の
で
あ
る
。
本
書
「
文
學
に
現
は
れ
た
　
四
季
や
懸
歌
の
多
い
三
代
集
の
題
材
か
ら
見
て
、
公
共
的

る
我
が
國
民
思
想
の
研
究
し
は
其
推
断
ご
記
述
の
間
．
に
多
　
精
紳
や
國
民
國
家
祉
會
に
賊
す
る
思
想
な
ご
が
初
め
か
ら

く
の
注
意
を
彿
っ
て
あ
っ
て
、
此
論
理
上
の
陥
罪
に
足
を
・
無
い
ご
言
ふ
風
に
一
氣
に
論
断
し
や
．
、
．
こ
す
る
類
は
此
の

入
れ
な
い
や
う
に
し
て
み
る
の
は
喜
ば
し
い
。
本
書
贈
呈
　
例
で
あ
る
。
（
二
五
尾
－
二
六
〇
頁
）

の
壁
頭
に
は
各
々
の
時
期
の
文
化
の
趨
勢
を
記
し
て
、
丈
　
　
　
　
　
　
六

　
　
　
第
二
巻
　
　
批
　
評
　
　
津
潤
鍋
墨
ハ
誤
爆
に
現
留
れ
ナ
閉
る
我
が
國
封
思
想
の
研
究
」
を
鯉
…
む
　
第
　
一
三
　
　
　
一
一
三
　
（
二
三
）



　
　
　
第
二
巻
　
批
詐

　
伺
榛
に
本
書
讃
過
の
際
戚
す
る
こ
ご
は
、
叙
述
の
問
、

共
封
象
巡
る
丈
學
な
り
、
其
か
ら
見
に
る
生
活
な
り
に
封

し
て
梢
々
熟
慮
ご
同
情
ご
を
敏
い
て
る
な
い
で
あ
ら
う
か

ご
思
は
れ
る
乙
で
あ
る
。
同
情
を
映
く
ご
言
ふ
意
は
、
著

者
が
丈
學
の
作
品
に
焦
し
て
其
外
形
に
目
を
注
ぐ
こ
ご
の

、
急
に
し
て
参
朝
に
潜
む
も
の
に
甥
す
る
、
考
察
に
於
て
親

切
が
足
り
な
か
つ
π
ら
う
か
ご
云
ふ
意
味
で
あ
る
。
著
者

は
、
和
歌
に
顧
て
見
て
も
、
其
技
巧
方
面
に
繋
り
多
く
着
．

目
し
て
み
る
や
う
に
見
ね
る
。
著
宥
は
、
和
歌
の
作
品
に

劃
し
て
詩
人
的
急
心
を
以
て
、
時
々
隠
れ
に
癒
酬
し
て
み

る
、
併
し
樹
技
巧
論
條
辮
論
の
窄
め
に
、
却
っ
て
其
内
母

港
想
を
逸
散
さ
し
て
み
る
や
う
に
見
受
け
る
こ
ご
が
多
い

議
論
こ
し
て
は
、
外
形
を
取
扱
っ
て
み
る
だ
け
に
明
快
で

あ
り
、
客
凱
的
に
共
藤
西
を
採
る
か
ら
、
何
人
に
も
蝕
ハ
議

論
の
筋
は
通
る
の
で
あ
る
。
元
來
が
印
象
的
な
短
詩
形
の

和
歌
で
あ
り
Q
其
内
容
止
は
護
む
入
々
の
圭
観
的
下
値
に

よ
っ
て
、
多
少
の
異
同
が
あ
る
の
だ
か
ら
議
論
こ
し
て
は

津
田
氏
碧
、
丈
學
じ
現
は
れ
れ
る
我
が
國
民
思
想
の
研
究
」
を
譲
…
む

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
一
［
四
　
（
一
一
四
）

模
糊
π
り
易
い
が
。
吾
入
は
其
慰
者
の
間
に
存
す
る
複
雑

な
關
係
に
聡
し
、
爾
少
し
考
慮
を
煩
し
π
く
思
っ
た
の
で

あ
る
。
漢
詩
に
て
も
同
様
で
あ
る
。
難
風
藻
の
詩
が
知
識

本
位
、
技
巧
本
位
に
て
情
生
活
の
表
現
こ
し
て
何
等
三
値

が
な
い
こ
し
π
（
五
二
頁
）
た
．
ざ
も
此
例
で
φ
⇔
。
（
却
っ
て
著

者
が
此
時
代
の
私
生
活
の
外
線
曇
現
を
説
く
條
に
萬
葉
集

の
歌
ご
共
に
、
雪
風
藻
の
詩
序
を
引
用
す
る
如
く
（
六
一
頁
）

其
器
財
亦
萬
葉
ご
比
較
し
て
、
ご
れ
だ
け
日
本
的
の
思
想

が
入
っ
て
居
る
か
ご
見
る
が
よ
い
○
）
古
今
集
を
取
扱
ふ
に

も
、
七
山
は
技
巧
論
か
ら
入
っ
て
、
技
巧
主
義
知
的
吟
詠

こ
し
把
ま
で
は
よ
い
が
、
此
一
面
か
ら
却
っ
て
内
容
の
複

蕪
多
様
を
否
定
せ
ん
こ
す
る
傾
が
あ
る
。
古
今
集
和
歌
の

圭
観
的
、
思
惟
的
な
方
面
に
複
難
な
意
味
の
存
す
る
を
没

却
せ
ん
こ
し
て
み
る
Q
同
檬
の
傾
向
は
本
書
の
新
古
今
三

論
に
も
あ
ら
は
れ
て
み
る
。
新
古
今
集
調
の
特
色
は
全
く

技
巧
の
貼
に
あ
り
こ
し
て
、
俊
成
の
幽
玄
躰
ご
、
三
子
定

家
が
中
心
こ
な
っ
た
新
古
今
調
ご
を
同
じ
く
技
巧
の
方
面



か
ら
総
括
し
や
う
こ
し
た
（
踵
九
五
頁
）
の
も
薯
の
態
度
が
響

る
。
結
局
薯
者
は
、
古
ム
コ
時
代
か
三
新
古
今
時
代
に
及
ん

だ
和
歌
の
薮
達
愛
遷
を
、
根
抵
の
黒
想
は
動
か
な
い
で
理

智
的
な
も
の
か
ら
除
毒
圭
義
の
も
の
に
な
つ
π
の
は
繊
細

な
技
巧
の
力
に
よ
つ
π
ざ
し
て
み
る
。

　
吾
人
は
此
の
言
を
な
す
の
は
、
外
翼
に
文
學
の
評
論
を

す
る
た
め
で
は
な
い
。
著
者
の
、
此
の
技
巧
方
面
に
特
に

注
意
し
、
其
内
容
の
考
察
に
百
々
不
親
切
で
あ
る
芝
は
、

本
書
の
主
旨
に
る
思
想
研
究
に
於
て
割
合
重
大
な
影
響
郵

亭
へ
う
も
の
で
な
か
ら
う
か
ご
考
へ
る
か
ら
で
あ
る
〇

　
　
　
　
　
七

　
次
に
叉
本
書
に
は
、
佛
敷
思
想
、
支
那
思
想
が
可
成
詳

説
せ
ら
れ
て
る
る
が
、
人
に
よ
っ
て
は
著
者
ご
見
解
を
異

に
す
る
こ
こ
ろ
が
多
い
で
あ
ら
う
ゆ
異
國
の
趣
味
情
調
が

我
國
民
の
為
れ
に
融
和
し
行
く
穫
路
に
就
て
の
薯
者
の
所

論
は
、
吾
人
の
見
る
こ
こ
ろ
で
は
、
異
國
文
學
が
我
國
文

學
に
露
締
し
行
く
こ
ご
の
説
明
は
甚
だ
巧
み
で
あ
る
が
、

佛
敷
や
儒
敷
に
關
す
る
も
の
に
◎
い
て
は
、
吾
人
ご
所
見

を
異
に
す
る
こ
ご
が
少
く
な
い
Q
著
者
は
外
報
思
想
に
就

て
初
め
か
ら
凡
て
差
別
的
に
考
へ
把
た
め
論
理
が
明
澄
で

あ
る
け
れ
こ
も
、
却
っ
て
玉
露
を
犠
牲
に
も
な
い
で
あ
ら

う
か
ご
思
ふ
○

　
著
者
は
佛
敷
を
以
て
異
國
思
想
こ
し
て
固
有
思
想
ご
常
．

に
匿
劃
す
る
こ
ご
が
峻
嚴
で
、
各
時
代
の
爾
思
想
の
混
溝

を
甚
し
く
機
械
的
に
見
過
ぎ
だ
風
が
あ
る
○
宗
敏
信
仰
こ

し
て
半
里
的
の
傾
向
、
普
遍
の
現
象
が
遅
霜
固
有
思
想
ご

此
の
外
來
信
仰
こ
の
閲
に
如
何
に
働
い
た
か
ご
云
ふ
こ
ご

を
多
く
顧
み
な
か
っ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
元
來
が
心
盤

上
の
現
象
で
め
る
の
だ
か
ら
、
其
螢
生
上
の
關
係
な
り
、

其
歴
史
を
異
に
し
て
み
る
ご
云
ふ
事
柄
を
超
越
し
て
融
合

黙
を
多
く
見
出
す
こ
ご
の
易
い
も
の
で
な
か
ら
う
か
。
著

者
は
儒
敷
に
就
て
も
同
じ
態
度
で
あ
る
○
儒
敷
の
道
徳
上

の
用
語
は
支
那
の
も
の
を
採
用
し
把
が
、
其
等
に
該
當
す

る
溢
徳
的
意
識
は
位
記
以
前
か
ら
存
在
し
得
元
も
め
で
あ

第
二
巻
　
　
批
　
評
　
　
津
田
氏
碧
「
曳
學
に
現
け
い
れ
撚
る
我
が
國
伐
思
想
の
研
究
」
を
讃
む
第
一
號
　
　
一
一
五
　
（
一
一
五
）



　
　
　
第
二
巻
　
　
批
評

ら
う
。
何
威
の
國
民
に
も
．
民
族
に
も
相
當
文
化
の
登
達

し
セ
ご
こ
ろ
に
は
、
共
殖
な
人
間
性
ご
云
ふ
様
の
も
の
、

存
在
を
考
へ
る
こ
ご
が
出
來
る
の
で
、
量
器
が
凡
て
支
那

の
就
會
に
送
達
し
把
か
ら
赴
會
歌
態
を
異
に
し
π
こ
こ
ろ

に
は
全
く
行
は
れ
難
い
も
の
、
や
う
に
解
し
だ
の
墨
省
ほ

考
慮
を
要
す
る
し
、
叉
そ
れ
に
し
て
も
斑
晶
朕
態
の
相
異

に
つ
い
て
の
著
者
の
見
解
が
不
明
瞭
で
あ
る
。

　
佛
敷
に
曝
し
て
も
、
著
者
の
差
別
的
に
見
て
行
く
論
理

が
大
分
繭
を
な
し
て
み
る
や
う
に
思
は
れ
る
○
佛
敷
露
盤

の
初
め
に
於
て
は
、
在
民
在
來
の
信
仰
こ
の
間
に
衝
突
が

あ
っ
た
、
著
者
が
、
幼
稚
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
こ
こ
ろ
へ
突

然
支
那
の
思
想
が
入
り
、
ま
π
佛
敷
が
入
り
、
外
來
思
想

の
方
が
程
度
が
高
い
も
の
で
あ
る
か
ら
知
識
こ
し
て
受
入

れ
る
乙
が
出
翻
る
が
實
際
生
活
ご
融
和
し
な
い
ご
云
ひ
叉

所
傭
佛
敷
も
、
蕾
い
昔
な
が
ら
の
幼
稚
な
宗
敷
に
佛
敷
の

衣
を
着
せ
柁
の
で
木
や
石
の
代
り
に
仁
王
を
葬
ん
だ
だ
け

の
こ
で
あ
る
こ
し
π
め
も
、
佛
敷
真
正
の
始
め
に
佛
を
蕃

津
田
顕
著
「
文
學
に
現
は
れ
六
る
我
が
國
民
愚
想
の
研
究
」
を
讃
む

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
　
號
　
　
　
一
　
一
六
　
　
（
」
　
一
六
）

淋
ご
記
し
て
み
る
こ
ご
な
，
ご
に
思
ひ
合
せ
て
、
此
の
考
へ

が
大
体
に
於
て
然
る
べ
き
こ
ご
、
信
ず
る
、
然
し
吾
人
は

是
か
ら
出
登
し
て
此
の
事
項
は
舌
面
が
吾
國
民
の
思
想
に

如
何
な
る
黙
に
早
く
融
合
黙
を
持
つ
花
か
を
窺
ふ
べ
き
も

の
だ
こ
し
だ
い
。
是
れ
よ
9
、
漸
次
、
儀
式
法
敵
か
ら
佛
敏

の
思
想
が
理
解
せ
ら
れ
國
民
思
想
の
内
に
流
れ
込
ん
だ
こ

ご
を
考
へ
る
の
で
、
叉
是
れ
は
極
め
て
自
然
に
進
ん
だ
こ

ご
、
思
ふ
。
儀
式
こ
し
て
行
は
れ
、
叉
詔
勅
な
ざ
に
早
く
出

て
み
る
放
生
會
の
思
想
な
ざ
は
一
寸
文
化
の
進
ん
だ
人
聞

の
鹿
笛
に
は
容
易
に
了
解
せ
ら
れ
る
こ
ご
で
あ
る
し
生
活

の
上
な
ざ
に
影
響
の
受
け
易
い
も
の
で
あ
る
。
か
く
論
ず

れ
ば
奈
良
朝
な
ご
に
は
佛
敷
が
漏
話
常
民
思
想
の
上
に
浸

染
し
て
來
た
こ
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
著
者
は
萬
葉
に
現

は
れ
π
下
敷
の
思
想
の
影
響
が
少
な
い
か
ら
こ
て
否
定
し

や
う
こ
す
る
け
れ
ざ
も
、
要
事
が
翠
げ
た
佛
敷
的
思
想
の
、

僻
句
の
上
に
現
は
れ
て
る
る
数
首
を
見
て
も
十
分
で
め

る
〇
一
体
に
言
語
の
雅
馴
を
奪
遼
和
寒
に
は
外
点
納
な
患



想
の
露
は
に
出
る
こ
ご
を
阻
め
だ
こ
ご
も
め
ら
う
か
ら
、

強
ち
に
数
の
大
小
か
ら
薗
ち
に
論
ず
乃
こ
ご
は
考
慮
を
要

す
る
の
で
あ
ら
う
。
（
二
一
頁
〇
四
九
頁
五
一
頁
。
参
照
）

李
安
朝
の
佛
敷
ご
画
民
生
活
に
關
し
て
も
、
著
者
は
佛

敷
々
理
を
只
論
理
上
の
遊
戯
こ
し
驚
歎
の
無
燈
等
を
軍
な

る
流
行
の
如
く
説
き
去
ら
う
こ
し
紀
の
は
鯨
り
淡
白
で
あ

る
。
（
遷
脳
性
各
別
を
説
遅
駆
の
馨
三
山
皆
戒

佛
を
演
べ
π
北
嶺
の
學
侶
の
論
議
は
一
座
の
法
麺
を
賑
は

す
鈍
い
論
理
上
の
遊
戯
こ
し
て
見
る
こ
ご
は
出
勝
な
い
。

理
槻
の
野
際
が
事
観
こ
な
り
、
或
槻
営
繕
の
念
佛
が
專
修

念
佛
に
縛
じ
行
く
こ
ご
が
祉
會
や
時
代
の
思
想
ご
没
交
捗

の
や
う
に
考
へ
る
こ
ご
が
早
断
に
蓮
ぎ
て
み
る
。
同
檬
に

源
氏
物
語
に
「
聲
早
き
人
々
経
な
ざ
護
ま
せ
て
夜
一
夜
め

そ
び
給
ふ
」
こ
か
枕
草
子
に
「
経
よ
み
歌
う
陀
ひ
」
こ
め
る

か
ら
こ
て
宗
敷
を
溜
閑
遊
玩
具
こ
す
る
は
早
計
で
あ
る
Q

雄
花
物
語
の
「
御
堂
の
甘
雨
、
佛
い
こ
お
か
し
げ
に
て
し
の

お
か
し
げ
の
語
も
左
程
遊
戯
的
の
意
こ
し
が
言
い
。
當
代

の
法
輩
経
三
諦
な
ご
も
極
め
て
輕
い
意
味
に
観
て
み
る
σ

此
等
物
語
類
の
内
か
ら
特
長
時
代
宗
敷
上
の
信
仰
を
探
ら

う
こ
す
る
な
ら
ば
、
御
堂
關
臼
記
な
ご
を
も
一
癒
顧
み
る

要
が
あ
る
。
さ
う
で
な
く
こ
も
物
語
や
日
記
の
内
か
ら
も

敬
慶
な
宗
敷
信
仰
の
材
料
を
得
る
こ
ご
は
、
さ
ほ
ざ
困
難

で
な
い
筈
で
あ
る
。
（
窺
轡

　
か
や
う
に
佛
敷
の
思
想
に
落
す
る
方
面
の
記
述
が
爾
著

者
の
熟
慮
を
煩
は
す
バ
、
き
所
が
多
い
で
な
か
ら
う
か
ご
思

は
れ
る
。
栂
ほ
著
者
の
自
然
観
を
論
ず
る
條
に
於
て
も
佛

敷
の
方
面
か
ら
來
泥
自
然
親
の
上
の
影
響
な
ご
も
看
過
さ

れ
て
み
る
や
う
で
あ
る
○

　
李
安
朝
時
代
に
於
け
る
佛
敷
ご
臼
然
槻
の
關
係
は
興
昧

限
る
問
題
で
あ
ら
う
ご
考
へ
る
ゆ
法
華
経
の
讐
喩
品
や
如

來
「
壽
量
品
に
あ
る
園
林
．
諸
皇
継
、
七
十
難
色
樹
な
ご
の
語

浄
土
敏
興
隆
に
俘
ひ
阿
彌
陀
維
な
ざ
に
説
か
れ
て
み
る
極

樂
の
荘
幾
等
が
眼
前
の
自
然
を
見
る
上
に
全
く
没
交
渉
だ

こ
云
ひ
得
や
う
か
。
巳
に
美
術
の
上
に
は
其
の
影
響
も
あ

第
二
巻
　
　
批
　
評
　
　
津
田
外
孫
「
丈
學
に
現
は
れ
れ
る
我
が
國
民
思
想
の
研
究
」
を
談
む
第
一
號
　
　
一
一
七
　
（
一
一
七
）



　
　
　
第
二
巷
　
　
鵬
評

る
の
で
め
る
か
ら
、
交
戦
の
方
面
に
於
て
も
此
等
が
當
代

人
の
自
然
槻
に
影
響
が
な
か
っ
π
ご
は
言
へ
な
い
で
あ
ら

う
。
實
際
生
活
の
上
に
於
て
も
中
右
記
な
ご
の
公
卿
の
臼

記
に
雲
霧
な
ご
の
美
を
見
て
、
佛
天
の
盤
恋
を
想
像
し
槌

や
う
の
記
事
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
譲
ひ
物
の
梁
塵
心
意
の

内
に
も
法
華
経
等
の
佛
典
の
翻
案
か
ら
重
る
の
が
多
く
あ

る
O
彌
陀
の
相
好
を
秋
月
、
青
蓮
、
白
雪
に
連
想
す
る
こ

ご
が
金
光
明
経
四
天
王
護
虚
無
、
蓮
華
書
冊
品
の
所
説
ご

油
溝
あ
る
こ
ご
は
明
白
で
、
自
然
界
を
佛
陀
の
所
縁
に
求

め
允
も
の
敢
て
少
も
な
い
の
で
め
る
。

瀧
u
賦
氏
著
「
文
學
ド
ド
現
」
ほ
れ
糞
ろ
我
が
圃
｝
民
田
脚
長
の
概
究
」
を
酬
黒
む

　
以
上
は
同
じ
く
本
書
讃
過
に
際
し
心
に
浮
ん
だ
望
蜀
の

威
で
あ
る
○
固
よ
り
是
等
は
著
者
ご
吾
人
が
見
解
を
異
に

し
陀
ご
云
ふ
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
著
者
の
此
の

多
大
の
勢
作
に
謝
し
て
罪
議
を
來
む
の
馬
歯
で
は
な
い
。

從
っ
て
本
書
の
特
色
ご
債
値
に
於
て
多
く
係
る
こ
こ
ろ
で

は
な
か
ら
う
ご
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
一
一
八
（
一
一
八
）

　
要
す
る
に
本
書
は
論
断
の
爽
新
ご
理
路
の
整
然
た
る
ご

に
於
て
勝
れ
、
特
色
め
る
碁
盤
を
以
て
從
來
ご
蝕
程
異
っ

セ
形
式
の
下
に
、
上
代
文
學
の
形
貌
を
捉
へ
、
國
民
思
想

の
推
移
を
關
明
せ
ん
こ
し
た
も
の
で
、
著
者
の
此
黙
に
於

け
る
功
績
の
甚
だ
大
な
る
も
の
が
あ
る
、
図
入
ご
見
解
の

異
っ
陀
こ
こ
ろ
も
あ
る
が
、
上
述
諸
種
の
特
色
長
所
は
何

人
も
垂
れ
を
認
む
べ
き
も
の
で
國
文
學
の
研
究
者
、
或
は

文
化
史
研
究
に
興
味
を
有
す
る
人
々
に
蓋
し
て
幾
多
の
問

題
を
提
供
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
吾
人
は
績
刊
せ
ら
る
べ

き
武
家
文
學
時
代
、
羅
民
文
學
ご
相
器
ち
て
、
著
者
に
よ

り
て
國
民
思
想
推
移
の
研
究
が
我
學
界
に
初
め
て
提
出
せ

ら
れ
る
こ
ご
を
喜
び
、
其
の
愛
遷
推
移
が
著
者
濁
有
の
論

断
の
下
に
如
何
に
膚
身
せ
ら
る
、
か
を
見
る
こ
ご
を
樂
し

く
待
つ
も
の
で
あ
る
。
元
や
本
文
中
薯
者
の
意
の
存
す
る

こ
こ
ろ
を
誤
り
、
字
句
の
灘
に
姻
は
ざ
る
も
の
あ
ら
ば
、

幸
に
著
者
の
御
寛
恕
を
希
ふ
ご
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
五
。
†
丁
廿
九
魂
稿
）


