
實
ら
し
か
ら
ざ
る
も
の
多
き
を
指
摘
し
、
そ
の
大
部
分
は
編
者
の

作
革
ぐ
」
附
會
に
七
つ
る
を
臆
製
し
て
居
る
。
そ
の
著
し
き
も
の
は

袈
徳
太
子
の
憲
法
十
七
條
を
律
令
及
國
史
の
棚
定
編
纂
を
企
て
つ

』
あ
り
し
時
代
の
政
府
の
何
人
か
ゴ
儒
臣
に
命
じ
名
を
聖
者
S
傳

へ
ら
る
、
太
子
に
託
し
て
か
』
る
訓
誠
を
作
ら
し
め
富
僚
の
規
準

ミ
し
た
も
の
で
あ
ら
う
一
こ
い
ふ
が
如
き
は
そ
れ
で
あ
り
，
書
紀
の

編
纂
が
長
年
月
を
要
し
た
の
は
か
エ
る
記
事
を
造
作
す
る
必
要
あ

り
し
爲
噛
こ
し
て
居
る
。
そ
し
て
全
巻
を
蔽
ふ
支
那
思
想
の
中
に
、

な
ほ
日
本
劇
的
思
想
感
情
を
嚢
露
せ
し
め
そ
こ
に
一
種
の
風
格
ミ

生
氣
－
こ
を
生
す
る
に
至
つ
九
ε
し
記
紀
の
相
違
は
勘
考
が
比
較
的

前
の
思
想
を
後
者
が
後
の
時
代
の
そ
れ
を
示
す
馳
に
あ
り
、
ε
結

ん
で
み
る
。
著
者
の
學
風
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
人
の
よ

く
知
み
ミ
こ
ろ
、
そ
の
着
眼
の
奇
警
に
し
て
批
判
の
導
き
こ
ミ
は

云
ふ
を
僕
た
な
い
．
、
只
我
々
の
実
る
乏
こ
こ
ろ
は
我
々
の
合
理
的

要
求
ε
一
致
し
な
い
黙
が
み
れ
ば
そ
れ
を
直
に
作
爲
・
こ
し
專
ら
そ

の
立
場
に
於
て
史
料
を
批
判
す
る
S
い
ふ
態
度
が
果
し
て
正
當
で

あ
る
か
否
か
の
黙
で
あ
る
。
史
料
は
も
う
少
し
愈
重
さ
る
べ
き
で

は
な
い
の
か
。
法
王
帝
説
に
も
太
子
が
十
七
條
法
を
作
り
し
事
が

　
　
　
紹
　
　
　
　
介

見
え
て
居
る
。
作
爲
の
力
を
あ
ま
り
に
大
き
く
見
る
こ
ε
は
あ
ま

り
に
赴
會
を
愚
こ
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
（
菊
制
六
九
八

頁
、
贋
五
、
○
○
園
、
東
京
岩
波
書
店
磁
器
）
〔
肥
後
〕

　
　
　
劔
黙
然
の
研
究
　
　
　
　
　
　
河
口
　
省
三
郎

　
著
者
は
畑
道
の
語
を
解
し
て
「
筆
癖
ミ
は
皇
室
を
奉
戴
し
紳
祇

を
崇
敬
し
て
明
浮
正
直
の
生
活
を
管
み
つ
Σ
日
本
民
族
永
遠
の
生

命
を
展
開
し
行
／
、
ミ
こ
ろ
の
傳
統
的
信
念
で
あ
る
」
噛
こ
い
ひ
、
そ

の
表
現
を
政
治
、
宗
教
、
倫
理
、
教
化
等
の
上
に
認
め
、
そ
れ
ら

冬
方
面
に
於
い
て
そ
の
獲
達
の
跡
を
辿
る
ミ
共
に
、
別
に
三
道
の

経
典
ε
も
い
ふ
べ
き
記
紀
の
性
質
を
考
察
し
、
神
道
の
特
殊
な

表
現
た
る
紳
枇
に
就
い
て
観
擬
を
試
み
る
こ
ミ
に
よ
っ
て
営
々
の

σq

@
昌
2
巴
ω
舞
く
曙
は
完
結
す
る
ご
考
へ
る
。
本
書
は
か
く
の
如
き
方

針
に
從
っ
て
成
れ
る
所
の
も
の
。
叙
蓮
は
極
め
て
簡
略
で
あ
る
が

種
々
な
（
或
は
時
に
雑
多
な
）
資
料
を
掲
げ
、
主
な
る
滲
「
考
書
を
示

し
て
讃
者
の
一
層
進
ん
だ
研
究
に
便
し
て
み
る
。
思
ふ
に
瀞
道
を

以
て
権
者
の
如
く
解
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
殆
さ
國
史
の
全
膿
、
若

し
く
は
少
く
亨
も
其
の
最
も
中
心
的
な
一
部
を
な
す
も
の
一
こ
い
ひ
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介

う
る
。
實
に
そ
れ
は
著
者
の
い
ふ
郊
く
臼
本
御
族
の
生
活
厭
理
で

あ
り
、
日
本
文
化
の
根
砥
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
然
る
に
民
族
の
特
殊

性
の
理
解
は
近
時
に
於
け
る
最
も
困
難
な
る
間
接
の
一
で
あ
る
。

聖
な
る
趣
味
や
愛
國
心
や
其
他
あ
ら
ゆ
る
恣
意
に
基
く
超
越
的
観

念
論
的
筆
生
を
避
け
る
ミ
共
に
氣
候
風
土
に
よ
る
素
朴
な
る
地
理

的
決
定
論
に
堕
し
な
い
が
儒
に
は
特
に
深
重
な
る
方
法
論
的
反
省

を
必
要
ε
す
る
。
若
し
之
を
鉄
く
な
ら
ば
如
何
に
章
笛
を
改
め
叙

述
の
艘
裁
を
憂
へ
る
も
畢
寛
明
治
句
論
の
多
く
の
類
書
－
こ
何
等
擦

ぶ
所
が
な
い
も
の
ミ
な
る
で
あ
ら
う
。
さ
あ
れ
所
謂
方
法
論
的
反

省
が
輩
な
る
紬
象
的
論
理
的
思
辮
で
は
な
く
し
て
具
罷
的
な
現
實

に
即
し
て
の
も
の
で
あ
る
ε
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
書
の
如
き
も
正

に
そ
の
土
毫
ε
な
り
、
よ
り
新
し
い
研
究
の
早
足
鮎
、
こ
し
て
十
分

な
る
實
際
的
敷
用
を
果
た
す
で
あ
ら
う
。
（
菊
判
三
九
二
頁
、
定
贋

三
、
○
○
圓
、
來
京
森
江
書
店
）

醗
日
本
報
徳
史

清
原
　
貞
雄
著

　
歴
史
認
識
の
根
抵
に
存
す
る
歴
史
家
の
世
界
観
人
生
観
の
意
義

に
就
い
て
は
近
時
多
く
論
ぜ
ら
れ
て
る
る
が
道
徳
史
の
如
き
も
の

　
　
　
　
　
　
第
十
五
総
　
第
三
號
　
　
四
四
八

に
於
い
て
そ
れ
は
特
に
重
要
な
る
も
の
が
あ
る
。
蓋
し
等
し
く
歴

史
的
研
究
・
こ
辮
せ
ら
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
も
外
部
的
な
る
事
實
の

考
詮
確
認
等
に
は
比
較
的
主
観
的
要
素
の
混
入
す
る
こ
ざ
が
少
い

に
反
し
、
蓮
徳
的
事
象
の
如
き
も
の
に
關
…
し
て
は
歴
史
家
が
全
然

客
観
的
た
る
こ
ε
が
甚
だ
難
い
か
ら
で
あ
る
。
從
っ
て
か
く
の
如

き
著
述
に
於
い
て
は
著
者
が
現
在
如
何
な
る
道
徳
的
見
解
を
有
す

る
か
を
知
る
こ
一
こ
に
依
っ
て
容
易
に
そ
の
書
の
問
題
、
そ
の
方
法
、

從
っ
て
そ
の
限
界
を
も
窺
ふ
こ
ε
が
出
摺
る
で
あ
ら
う
。

　
こ
の
書
の
薯
者
は
憂
國
の
士
で
あ
る
。
現
時
我
國
の
最
も
重
大

な
る
問
題
は
経
学
國
難
ε
思
想
遭
難
ミ
で
あ
り
、
冠
者
は
密
接
不

離
の
附
係
に
あ
る
も
然
も
要
す
る
に
そ
の
解
決
は
國
民
需
紳
の
作

興
、
馬
丁
道
徳
の
向
上
に
倹
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
而
し
て
國
民
精
憩
國

民
道
徳
の
振
作
向
上
は
道
徳
に
關
す
る
普
叙
任
原
理
を
明
か
に
す

る
の
み
で
は
十
分
で
な
く
、
そ
の
實
践
の
根
張
こ
し
て
我
國
の
歴

史
的
事
惰
並
に
そ
の
國
民
性
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
ミ
し
、
ま
つ

縮
窄
－
こ
し
て
日
本
道
徳
史
の
橿
値
、
日
本
道
徳
の
要
素
、
日
本
の
特

性
、
國
民
性
説
を
論
じ
、
本
論
に
於
い
て
は
國
有
文
化
時
代
の
道
徳

思
想
以
下
階
代
を
逐
う
て
最
近
明
治
大
正
時
代
に
ま
で
及
ぶ
。
そ

（工06）



の
説
叙
の
棒
裁
は
ほ
黛
著
者
の
智
者
日
本
漁
民
思
想
史
乃
至
日
本

史
學
史
等
に
同
じ
い
β
事
の
現
代
に
属
す
る
も
の
は
も
ε
よ
り
署

者
の
重
き
を
お
く
所
で
な
い
で
は
あ
ら
う
が
馬
賊
駄
思
潮
の
輪
入

を
巻
け
る
章
節
に
於
い
て
一
二
人
名
の
誤
が
あ
り
、
其
の
思
想
の

理
解
の
上
に
如
何
ミ
思
は
れ
る
箇
所
の
認
め
ら
れ
る
の
は
偶
支
不

用
意
に
綴
つ
る
所
か
、
敢
へ
て
以
っ
て
彪
大
な
る
大
冊
全
盟
の
輕

重
を
問
は
る
」
に
至
る
が
如
き
こ
ミ
な
く
ん
ば
幸
で
あ
．
る
。
（
菊
判

七
五
六
頁
、
素
肌
五
、
五
〇
園
、
東
京
中
飯
館
）
〔
以
上
柴
田
〕

⑳
堺
　
市
　
浄
ケ
第
二
．
三
．
四
．
七
巷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堺
市
史
編
纂
私
生

　
⊥
不
識
昨
年
七
月
號
に
紹
介
せ
る
第
一
、
六
、
・
七
総
三
鵡
川
に
つ
い

で
第
二
、
三
、
四
、
七
巻
閃
冊
が
新
に
出
版
ざ
れ
た
。
本
史
の
特

長
償
値
に
就
い
て
は
薗
回
や
』
詳
述
す
る
所
。
か
あ
っ
た
か
ら
各
巻

を
蓬
ふ
て
概
略
の
紹
介
を
試
み
た
い
。

　
第
二
巻
は
本
編
第
ニ
ー
こ
し
て
、
第
一
巻
の
第
二
圓
魁
明
般
の
堺

蹄
着
の
後
を
う
け
て
、
第
三
回
溝
明
船
の
出
帆
よ
り
豊
．
華
氏
の
滅

亡
に
至
る
間
堺
の
最
も
光
輝
あ
る
全
盛
期
の
姿
が
全
幅
的
に
展
開

　
　
　
紹
　
　
　
　
介

さ
れ
て
み
る
。
遣
明
船
に
於
け
る
堺
商
人
の
活
躍
は
延
い
て
B
明

外
交
貿
易
の
金
歴
史
を
跡
づ
け
る
事
で
あ
り
、
海
蓮
上
院
む
る
勢

力
は
交
通
商
業
の
隆
盛
を
思
は
せ
商
人
の
商
行
爲
、
風
雅
の
記
蓮

は
一
興
味
あ
る
色
彩
を
與
へ
て
る
る
。
又
永
き
職
徽
中
此
町
の
軍

畑
ミ
富
§
か
如
何
に
重
要
視
さ
れ
た
か
、
其
商
業
の
獲
達
ε
自
治

艦
の
嚢
達
く
」
に
よ
っ
て
町
の
繁
榮
を
見
、
次
で
斯
る
好
適
な
る
土

地
の
事
情
に
よ
っ
て
當
時
の
実
像
の
災
鵬
か
ら
保
護
さ
れ
叉
新
に

護
生
し
た
文
化
の
諸
粗
が
記
憶
さ
れ
て
る
る
が
、
此
は
輩
に
堺
に

於
い
て
の
み
な
ら
す
全
日
本
に
於
け
る
文
化
の
三
三
ミ
獲
展
の
上

、
に
光
輝
あ
る
一
笛
で
あ
る
。
佛
教
に
於
い
て
は
大
徳
寺
の
有
力
な

、
る
支
持
者
、
こ
し
て
、
異
宗
噸
こ
し
て
追
は
れ
た
一
向
、
日
蓮
宗
の
避
、

難
所
ε
し
て
大
き
な
功
積
有
っ
て
み
る
が
、
こ
の
事
情
は
縄
え
ざ

る
迫
害
に
学
ん
だ
耶
蘇
教
に
取
っ
て
も
京
畿
布
教
の
無
二
の
根
堅

地
ε
し
て
重
大
な
地
位
を
示
濡
れ
て
み
る
。
怨
書
出
版
に
於
て
は

讐
書
大
全
、
論
語
如
き
特
殊
な
る
も
の
エ
出
版
に
異
色
が
あ
る
が
、

茶
湯
に
於
て
磨
製
よ
り
利
休
に
至
る
茶
湯
の
血
続
が
此
町
の
人
に

よ
つ
て
受
簸
ぎ
嚢
展
さ
れ
た
も
の
ε
し
て
堺
市
民
の
最
も
誇
ミ
す

る
も
の
を
詳
述
し
て
み
る
。
文
藝
に
於
け
る
堺
傳
授
、
隆
墨
書
の
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