
近
世
に
於
け
る
學
問
の
新
品
晦

第
ナ
七
巷
　
鑑
四
醗
　
　
五
五
二

近
世
に
於
け
ろ
學
問
の
新
傾
向

序

善
邑

吉
　
田

三
　
郎

　
現
代
に
於
け
る
史
學
の
…
進
歩
に
あ
っ
て
特
色
あ
る
も
の
は
、
個
々
の
歴
史
的
事
象
が
、
歴
史
経
…
過
の
全
膿
に
謝
し
て

如
何
な
る
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
を
考
へ
ん
と
す
る
黙
に
あ
る
。
歴
史
的
怨
言
の
塗
騰
的
経
過
の
部
分
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴

凡
て
の
歴
史
事
象
を
灘
解
せ
ん
と
す
る
こ
の
傾
向
は
、
歴
史
を
登
骸
的
に
且
獲
奥
書
に
把
捉
す
る
こ
と
を
重
要
署
す
る
　
轡

も
の
と
云
へ
る
。

　
近
世
な
る
時
代
遜
分
は
現
代
或
は
現
代
思
潮
を
そ
の
萌
芽
的
な
形
に
潤
て
驚
く
み
培
ひ
つ
、
あ
っ
た
徳
川
氏
の
治
世

に
該
嘗
す
る
と
す
る
圭
張
は
、
正
に
右
の
如
き
近
時
の
傾
海
よ
り
せ
ら
れ
た
る
に
他
な
ら
な
い
。
封
建
生
義
的
節
度
の

中
に
堅
く
閉
ざ
さ
ん
と
し
、
叉
と
ざ
し
つ
、
あ
る
徳
川
時
代
の
世
相
に
う
ご
め
く
資
本
主
義
的
飾
度
の
萌
芽
は
、
自
然

主
義
的
實
謹
主
義
的
思
潮
と
し
て
、
次
第
に
、
從
來
よ
り
あ
り
來
つ
た
所
謂
封
建
主
義
的
思
潮
に
戦
を
挑
み
つ
、
あ
る

は
顯
…
著
な
事
實
で
あ
っ
泥
。
「

　
委
し
く
言
は
“
、
徳
川
時
代
を
特
徴
付
け
る
諸
の
事
象
．
封
建
孟
義
の
豊
本
的
な
完
成
、
早
期
資
本
主
義
の
擁
頭
、
世



界
的
舞
壷
へ
の
鯨
儀
な
き
登
場
冨
を
れ
と
關
聯
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
我
國
に
特
殊
な
る
町
人
の
登
達
、
右
の
説
會
的
事

情
に
相
適
ふ
思
想
界
の
新
客
要
素
の
抗
雫
、
・
こ
れ
等
が
や
が
て
此
紙
代
を
近
世
と
断
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
に
早
上
に
於
け
る
學
問
の
歴
更
的
研
究
は
右
の
如
き
趾
會
の
欺
勢
と
、
佛
厳
、
儒
敷
、
國
學
、
皇
師
、
里
国
旧

記
の
隆
替
と
の
叢
叢
を
見
る
こ
と
に
於
て
意
義
あ
る
課
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
に
賀
し
て
は
既
に
幾
多
の
論
述
が
あ
り
、

そ
の
概
説
の
如
き
は
小
論
に
企
及
す
べ
く
も
な
い
。
從
っ
て
本
稿
に
於
て
は
巳
に
研
究
せ
ら
れ
た
る
近
泄
の
學
問
の
隆

替
を
既
知
の
事
柄
と
し
、
徳
川
時
代
の
中
後
期
に
於
て
注
属
す
べ
き
郭
者
数
名
を
纂
げ
て
そ
の
學
問
の
方
法
と
、
そ
れ

を
支
持
す
る
思
想
に
新
た
な
る
傾
向
あ
る
を
指
摘
し
、
從
前
の
諸
説
を
補
足
す
る
に
止
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
。
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
徳
川
時
代
の
斌
會
の
本
質
に
聾
し
て
は
種
々
の
見
解
が
見
ら
れ
る
が
、
と
ま
れ
封
建
制
度
と
す
る
に
は
何
入
も
異
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
ユ
）
　
　
　
　
　
（
註
2
）

な
き
も
の
、
如
く
、
特
に
零
丁
的
封
建
制
度
と
云
ひ
、
專
刷
的
國
家
と
な
さ
ざ
る
ま
で
も
、
少
く
と
も
、
形
式
的
に
は

集
美
的
な
政
治
組
織
が
見
ら
れ
、
そ
れ
を
持
落
せ
ん
が
爲
に
あ
ら
ゆ
る
入
髪
的
な
試
を
し
た
こ
と
に
特
徴
あ
る
こ
と
も

亦
柔
な
き
と
こ
ろ
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
。
換
言
す
る
な
ら
ば
徳
川
幕
府
成
立
の
基
礎
事
業
に
際
し
、
非
封
建
的
な
も
の

を
器
用
し
た
こ
と
あ
る
も
、
武
断
的
政
治
を
以
て
、
織
田
豊
綴
爾
氏
治
世
の
時
急
激
に
進
展
し
た
自
由
に
し
て
霜
取
的
な

諸
の
活
働
、
そ
れ
と
歩
を
共
に
し
こ
の
時
代
に
み
な
ぎ
っ
た
良
ぬ
の
古
新
の
幽
鼻
を
挫
き
、
封
建
生
義
的
色
彩
濃
き
束

縛
を
加
へ
た
こ
と
が
重
大
な
愚
昧
を
有
す
る
。
階
級
的
節
度
の
法
制
的
樹
立
、
儒
學
特
に
朱
子
學
の
奨
働
、
強
要
、
頻

　
　
　
　
渥
轍
に
於
け
る
雛
問
の
薪
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
澱
號
　
　
五
皿
三



　
　
　
　
近
世
に
於
け
る
學
悶
の
新
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
牽
七
塗
　
第
四
號
　
　
五
五
弱

々
と
し
て
心
得
せ
ら
れ
た
奢
移
禁
止
禽
、
鎖
國
政
策
の
採
用
．
墾
鋭
交
代
等
、
こ
の
時
孜
の
史
上
に
現
は
れ
る
重
要
な
る

史
實
に
し
て
、
徳
摺
氏
治
世
の
こ
の
根
本
的
方
釘
の
具
現
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
は
な
い
。
胤
愈
の
寓
然
な
、
或
は
宙
由
な

進
展
に
逆
行
し
、
そ
れ
を
は
“
ん
で
現
駿
を
維
持
せ
ん
と
す
る
政
策
が
こ
の
時
代
位
多
く
企
て
ら
れ
、
而
も
後
続
的
で

．
あ
っ
た
例
は
監
吏
上
に
類
例
を
求
め
難
い
。
明
治
大
正
の
六
十
年
を
維
御
し
更
に
昭
和
の
今
日
に
至
る
も
尚
封
建
訳
義

的
な
も
の
、
カ
あ
る
を
見
る
に
つ
け
、
封
建
的
束
緯
の
徳
規
時
代
に
於
け
る
成
功
を
今
更
の
如
く
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
○

　
併
し
こ
の
こ
と
の
反
面
に
、
そ
の
束
縛
に
抗
し
つ
、
…
進
む
べ
き
諸
要
素
を
許
容
し
た
こ
と
が
、
又
こ
の
時
代
の
露
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
諮
3
）

な
る
特
色
を
な
し
て
み
る
。
幕
府
肖
ら
を
始
め
と
し
諸
大
名
亦
煽
競
う
て
奨
書
し
た
鑛
由
業
、
商
工
業
が
そ
れ
で
あ
る

が
、
そ
鋸
果
響
の
蓬
町
人
の
幕
武
士
の
困
蟻
渠
の
纏
解
髪
蒋
等
封
建
嚢
鶴
肇
②

棄
す
現
象
が
生
じ
、
こ
～
に
資
本
圭
義
説
會
が
準
備
せ
ら
れ
つ
、
あ
っ
た
。

　
資
本
主
義
肚
會
の
特
色
と
し
て
學
者
の
凋
製
す
る
は
、
生
産
手
段
の
私
有
、
生
産
に
於
け
る
無
統
制
、
膚
由
競
醗
、

螢
利
的
生
産
、
勢
働
力
の
商
昂
化
等
で
あ
っ
て
、
こ
れ
等
と
右
の
徳
灘
蒔
代
の
特
色
と
の
關
係
を
見
る
な
ら
ば
、
後
者

が
前
者
の
前
提
條
俘
で
あ
り
、
費
本
主
義
の
萌
芽
が
、
已
に
．
早
期
費
本
霊
義
と
し
て
襲
逮
し
つ
、
あ
っ
た
と
云
へ
る
。

何
故
な
ら
ば
、
鑛
山
亭
、
商
工
業
の
騰
勢
、
雛
市
の
資
達
響
は
貨
幣
資
産
集
積
の
豫
備
健
件
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
資
本

主
義
的
塵
隠
方
法
は
、
多
く
の
挙
々
の
温
習
行
爲
を
肖
己
跨
身
の
購
責
宥
爲
に
集
中
せ
し
め
る
商
入
を
前
提
と
し
．
商

業
資
不
が
嚢
蓬
す
れ
ば
交
換
償
短
を
穏
的
と
す
る
標
に
な
り
、
生
濠
物
を
ば
盤
々
商
激
化
す
る
襟
作
用
す
る
か
ら
で
あ



る
。
又
浪
人
の
壇
卿
や
農
民
の
離
村
は
、
實
は
、
共
に
資
本
主
義
的
工
業
の
成
立
を
可
能
な
ら
し
め
る
一
面
を
も
つ
て

み
る
か
ら
で
あ
る
O

　
第
一
、
第
二
の
こ
の
矛
盾
す
る
二
つ
の
胤
會
の
趨
勢
に
一
定
の
方
向
を
與
へ
た
の
は
所
謂
擬
界
の
大
勢
で
、
吾
國
が
こ

の
大
勢
に
捲
き
込
ま
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
も
こ
の
時
代
の
重
大
な
脚
色
の
一
で
あ
り
明
治
新
政
の
成
立
を
理
解

す
る
最
も
重
要
な
鍵
で
あ
ら
う
。
師
ち
世
界
の
大
勢
が
、
已
に
近
代
資
本
主
義
に
移
ら
ん
と
し
、
外
蕃
貿
易
、
植
民
地
獲

得
の
里
勝
が
國
を
鑛
ざ
し
て
空
蝉
の
甘
夢
を
む
ざ
ぼ
っ
て
み
た
多
勢
を
も
そ
の
渦
中
に
投
入
れ
統
　
國
家
の
要
望
を
無

理
矢
理
に
喚
起
し
た
こ
と
で
あ
る
。
鎖
國
、
開
國
、
尊
王
擾
夷
の
闘
票
の
歴
史
が
遽
に
皇
室
中
心
主
義
を
指
導
精
帥
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

如
く
に
し
て
明
治
新
政
府
に
よ
り
一
統
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
事
情
を
理
解
す
る
に
は
、
吾
特
殊
な
る
古
情
を
き
は
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

と
共
に
十
九
世
紀
に
於
け
る
世
界
の
事
情
を
攻
究
す
る
を
要
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
吾
徳
川
時
代
に
於
け
る
諸
般
の
史
實
は
如
上
の
三
つ
の
特
色
に
よ
っ
て
、
織
り
成
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
今
述

べ
ん
と
す
る
學
問
界
の
諸
特
色
も
亦
こ
れ
に
縮
癒
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
（
註
1
）
　
本
庄
榮
次
郎
署
　
「
概
本
駄
會
史
」

　
（
謎
2
）
　
輻
田
徳
三
薔
「
日
本
経
瀦
吏
論
」

　
（
註
3
）
西
田
直
二
郎
著
「
日
本
文
化
吏
序
説
」

近
世
に
於
け
ろ
學
問
の
鷲
争
議

第
十
七
怒
　
第
四
號
　
　
五
五
五



　
　
　
　
近
世
に
於
け
る
學
問
の
薪
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
毬
　
第
四
號
　
　
五
五
山
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
中
世
精
華
の
宗
敷
的
、
彼
岸
的
な
方
面
を
斥
け
て
近
世
祇
會
の
成
立
と
歩
を
同
う
し
て
、
合
理
主
義
、
現
世
圭
義
を

精
紳
文
化
に
齎
し
た
儒
巌
は
、
倫
理
的
な
根
糠
付
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
封
建
主
義
証
悟
の
理
論
的
永
遠
化
を
説
く

も
の
で
あ
る
と
は
直
ち
に
考
へ
ら
れ
る
慮
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
初
政
時
代
は
前
述
の
如
く
日
本
封
建
舗
度
，
の
完
成
し
た

時
で
あ
る
が
故
に
、
儒
激
に
よ
っ
て
最
も
合
理
的
な
永
逮
性
が
主
張
せ
ら
れ
、
儒
厳
は
叉
、
こ
の
完
成
し
た
封
建
制
度

に
当
て
、
其
理
論
の
具
禮
化
せ
ら
れ
た
よ
き
實
謹
を
得
る
こ
と
が
勢
多
だ
。
襟
幅
及
び
封
建
諸
書
的
経
濟
學
が
、
徳
川

時
代
の
中
葉
太
宰
野
壷
に
於
て
、
最
高
の
登
展
整
備
せ
る
庶
系
の
建
設
を
完
う
し
た
の
は
其
時
代
の
就
會
の
惜
勢
に
負

ふ
所
大
で
あ
る
。

　
併
し
泰
李
と
云
ひ
昌
李
と
云
ふ
は
、
既
に
そ
の
他
面
に
衰
頽
の
始
を
意
味
し
、
時
の
衰
を
人
々
に
滅
ぜ
し
め
る
。
前
述

の
如
く
歴
史
を
五
二
の
入
聞
書
會
生
活
の
成
果
と
見
て
、
こ
れ
に
そ
の
學
説
の
實
謹
を
求
め
ん
と
す
る
儒
濡
者
に
取
っ

て
困
難
を
ま
ぬ
か
れ
ざ
る
時
期
の
到
來
は
避
く
べ
か
ら
ざ
る
勢
と
云
ふ
べ
く
、
新
井
白
石
（
明
暦
三
年
…
享
保
十
年
）
の

學
問
と
そ
の
時
代
と
の
關
係
に
早
く
も
か
く
の
如
き
も
の
を
見
る
。
即
ち
早
緑
、
寳
永
、
正
徳
，
享
保
の
頃
に
は
饒
に

清
の
浸
入
を
恐
れ
る
必
要
な
く
、
江
戸
開
幕
の
當
初
に
盛
と
な
っ
た
神
道
論
も
、
學
界
を
風
靡
せ
る
如
き
支
那
崇
笄
の
風

調
の
影
．
に
没
し
、
世
は
泰
李
を
謳
は
れ
た
が
、
そ
の
孚
面
に
は
反
封
建
的
要
素
の
擦
頭
漸
く
耀
し
い
も
の
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
家
康
時
代
へ
の
復
古
を
標
語
と
し
た
吉
宗
の
武
臨
政
治
と
相
容
れ
ぬ
白
石
の
封
建
糊
度
修
正
元
受
、
或
は
文

（34）



恰
主
翼
を
支
持
す
る
學
賜
に
は
後
に
蓮
べ
る
如
く
近
代
的
學
冊
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
が
、
か
く
の
如
き
學
問
が
自
石

に
よ
っ
て
樹
立
せ
ら
れ
だ
理
由
は
、
勿
論
其
天
賦
の
聰
明
さ
に
露
す
べ
き
こ
と
多
々
あ
る
は
疑
な
い
が
、
彼
が
封
建
制

度
的
駈
會
の
最
盛
期
を
や
、
過
ぎ
た
時
代
に
生
活
し
、
赤
穗
義
士
事
件
に
よ
っ
て
表
は
さ
れ
る
や
う
な
、
こ
の
封
建
的

、
魁
會
整
理
時
代
、
合
理
化
時
代
を
直
接
に
膿
験
す
る
を
鯨
儀
な
く
せ
ら
れ
元
こ
と
に
あ
る
の
も
亦
否
定
し
得
な
い
で
あ

ら
う
。
即
ち
慮
叙
傳
「
折
焚
登
記
」
に
見
ゆ
る
如
く
掛
冠
は
苦
慮
ら
浪
人
、
藩
士
、
幕
吏
、
外
交
官
た
る
を
除
風
な
く
せ

ら
れ
、
政
治
に
外
交
に
た
つ
さ
は
り
、
暇
の
身
と
7
3
ひ
っ
て
は
其
豊
か
な
濃
紺
に
基
い
て
思
索
し
研
究
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
從
っ
て
彼
の
學
問
の
籏
野
は
、
政
治
、
外
交
、
歴
史
、
地
理
、
言
語
の
各
方
面
に
亙
り
、
そ
の
識
見
の
非
凡
、
吾
等

の
注
目
せ
ざ
る
能
は
ざ
る
も
の
多
く
、
就
中
そ
の
研
究
法
に
於
て
新
た
な
る
も
の
あ
る
を
思
ふ
。
正
確
な
る
事
實
を
學

び
、
・
そ
れ
に
立
脚
し
て
論
ず
る
黙
が
第
一
の
彼
の
質
問
上
の
特
色
で
あ
ら
う
。

　
野
史
通
或
問
に
於
て
、
今
迄
の
吾
國
史
に
於
て
「
是
」
と
す
る
慮
は
何
れ
も
吏
書
撰
述
の
入
の
振
興
に
愚
ぎ
漁
が
自
石

自
身
ぼ
こ
れ
と
趣
を
異
に
し
「
其
事
は
す
な
は
ち
實
の
み
、
軽
業
は
す
な
は
ち
正
の
み
好
む
所
に
あ
り
て
曲
げ
て
説
っ

一
る
べ
か
ら
す
、
師
ち
翼
翼
せ
し
所
の
ご
と
き
は
舞
古
事
臼
本
紀
及
び
古
語
拾
逡
等
の
三
男
し
所
に
し
て
蜘
無
艶

　
　
ゆ
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

に
近
く
其
義
や
、
正
し
き
と
見
ゆ
る
所
を
徴
と
な
し
糠
と
な
し
て
解
く
べ
き
も
の
を
解
作
り
疑
ふ
べ
き
も
の
を
ば
疑
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
の
　
　
　
　

傳
ふ
あ
へ
て
私
の
言
を
容
れ
す
異
端
小
説
の
ご
と
き
に
到
っ
て
は
断
じ
て
是
を
採
ら
」
な
い
こ
と
を
云
ふ
G
け
だ
し
、

實
讃
的
、
考
謹
的
研
究
態
度
を
示
す
に
他
な
ら
な
い
。
叉
古
代
の
紳
話
的
記
述
を
一
切
人
間
の
行
爲
と
し
て
合
理
的
に
解

　
　
　
　
近
世
に
於
け
る
學
問
の
新
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
四
號
　
　
五
五
七

（　，ny一）5　）



　
　
　
　
叢
説
に
於
け
る
學
問
の
蔚
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
四
號
　
　
鉱
五
入

　
　
　
　
　
（
註
王
）

噛
せ
ん
と
す
る
臼
石
の
古
代
史
に
鋼
す
る
態
度
t
青
鷺
の
…
進
歩
し
た
る
民
族
學
的
見
解
か
ら
は
極
め
て
見
る
に
足
ら

漁
け
れ
ど
も
一
も
亦
男
時
の
學
問
界
に
は
斬
新
な
る
も
の
と
云
ふ
べ
く
、
中
世
的
な
思
想
か
ら
近
代
的
な
思
想
へ
の

歩
み
を
こ
、
に
看
取
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
彼
の
排
佛
、
排
基
督
敏
も
同
じ
く
か
、
る
合
理
主
義
的
な
る
審
問
態
度
の
然

ら
し
め
た
と
こ
ろ
で
め
る
。
又
武
家
が
暴
力
を
以
て
朝
廷
か
ら
政
治
を
奪
っ
た
と
す
る
水
戸
書
置
に
冷
し
、
自
石
は
公

武
合
髄
王
義
政
治
具
を
以
て
、
そ
の
非
な
る
を
駁
し
て
み
る
が
、
そ
の
論
盤
は
讃
班
鯨
論
に
見
一
9
る
如
く
明
か
に
歴
史

的
事
實
の
露
納
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
あ
っ
淀
。

　
彼
の
歴
史
研
究
か
ら
目
を
縛
じ
て
更
に
各
種
の
業
績
を
見
る
に
、
こ
・
、
に
も
亦
警
護
で
は
な
く
精
密
に
調
査
せ
ら
れ

た
養
…
考
尊
ら
れ
た
鍵
鵯
講
書
見
聞
と
該
慧
智
繋
ら
得
た
鑛
的
遷
下
風
奪
一
が
駒

所
論
の
基
礎
を
な
す
黙
を
見
逃
し
難
い
◎
「
本
朝
軍
器
考
」
以
下
の
多
く
考
讃
嘆
論
著
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
「
五
事
酪
」

其
他
の
政
治
経
濟
論
、
「
五
十
四
一
考
」
「
蝦
夷
志
」
「
南
島
志
」
の
如
き
地
誌
、
「
同
文
蓮
考
」
「
束
昔
譜
」
「
束
雅
」
の
如

き
言
語
學
、
文
暦
學
的
研
究
、
外
交
史
論
な
る
「
方
策
掌
編
」
等
何
れ
も
こ
の
例
に
も
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
更
に
「
西
洋

紀
聞
」
「
采
覧
異
言
」
に
計
数
を
以
て
事
實
を
見
易
か
ら
し
め
、
廣
く
智
識
を
外
國
の
事
情
に
於
て
求
め
る
を
見
る
が
、

こ
れ
は
從
前
見
る
事
の
出
來
な
い
新
し
い
も
の
で
、
こ
れ
等
に
よ
っ
て
も
彼
の
學
問
の
方
法
が
窺
は
れ
る
。

　
次
に
臼
石
の
思
想
を
見
る
に
「
古
記
の
丈
宇
に
拘
は
ら
す
し
て
其
義
を
語
吉
の
間
に
求
め
實
に
媒
て
事
を
記
し
て
世

の
艦
戒
を
示
す
」
（
古
史
魎
）
と
こ
ろ
の
も
の
が
経
史
で
あ
る
救
に
、
史
論
都
面
心
槻
、
倫
理
槻
、
世
界
概
で
あ
る
と
な
し
得



る
◎
慮
で
、
そ
の
云
ふ
所
に
從
へ
ば
量
界
に
は
東
西
古
今
を
通
す
る
理
が
あ
う
其
理
法
の
ま
、
に
吾
々
入
間
の
歴
吏
は
狡

展
経
過
す
る
。
而
し
て
猛
撃
の
立
場
か
ら
善
と
考
へ
ら
れ
る
事
を
し
た
も
の
に
は
其
一
生
に
或
は
其
子
孫
に
幸
が
癒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

報
し
、
こ
れ
に
反
し
悪
業
を
働
い
た
も
の
に
は
鍋
が
果
す
る
と
云
ふ
。
そ
の
理
法
を
白
石
は
天
命
或
は
天
と
嚇
し
た
。
こ

れ
を
以
っ
て
見
れ
ば
、
臼
石
の
単
勝
の
方
法
の
進
歩
的
な
る
に
も
掩
は
む
す
世
界
槻
に
は
中
世
的
な
も
の
が
未
だ
多
分

に
存
す
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
其
懇
歎
懸
濁
或
は
天
命
が
善
悪
と
い
ふ
聡
警
的
倫
理
聖
断
と
離
れ
難
く
あ
る
、
穿

ち
、
歴
吏
を
人
間
世
界
に
引
戻
し
た
慮
に
徳
川
時
代
的
な
特
徴
を
充
分
に
見
ね
ば
な
ら
鍛
。

　
か
く
の
如
く
白
石
の
學
問
に
は
そ
の
研
究
法
を
支
持
す
る
思
想
と
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
世
界
観
の
倣
然
と
存
す
る
事

實
を
覆
ひ
得
意
口
人
は
そ
の
．
蒼
に
寝
藁
ざ
・
を
禦
竣
而
義
自
ら
は
・
れ
を
容
易
に
解
饗
そ
の
阻

何
等
の
矛
盾
を
意
識
せ
ざ
る
か
に
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
彼
方
の
學
の
ご
と
き
は
、
た
い
形
と
器
と
に
精
し
き
事
を
、
所
謂
形
而
下
な
る
も
の
、
み
を
知
り
て
、
形
而
上
な

　
る
も
の
は
、
い
ま
だ
あ
っ
か
り
聞
か
す
、
さ
れ
ば
天
地
の
ご
と
き
も
こ
れ
を
造
れ
る
も
の
あ
り
と
い
ふ
こ
と
怪
し
む

！
に
は
旋
ら
す
」
（
西
洋
紀
禰
）

と
し
て
基
督
藪
の
「
荒
誕
古
写
嫁
す
る
に
た
ら
」
（
西
洋
愚
論
）
ざ
る
所
以
を
説
い
て
み
る
に
鑑
み
、
白
石
が
形
而
上
の
學
問

に
於
て
は
聡
敏
的
天
命
論
に
依
る
べ
く
，
形
而
下
的
、
膚
蘭
科
難
球
智
識
に
製
す
る
限
り
西
洋
の
近
代
科
學
を
正
嘗
と

す
べ
き
で
あ
る
と
の
こ
重
興
環
説
に
似
た
解
決
法
を
取
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
近
世
に
於
け
ろ
愚
問
の
蔚
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
錦
十
七
巷
　
面
擦
號
　
　
皿
五
九



　
　
　
　
　
近
珊
｝
に
於
け
ろ
墨
丁
照
四
の
一
耕
傾
㈲
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
〃
十
5
七
伽
奄
　
櫓
囲
澱
…
號
　
　
　
五
論
ハ
○

　
卑
見
を
以
て
す
れ
ば
、
か
く
の
如
き
矛
盾
の
繋
る
所
以
は
、
自
爆
が
儒
敏
爾
盛
ん
な
時
代
に
成
人
し
、
逸
走
的
な
考

を
意
識
…
鱈
に
或
は
無
意
識
的
に
騰
裏
に
深
ぐ
廃
せ
ら
れ
た
こ
と
、
嚢
へ
始
め
だ
と
は
云
へ
爾
時
代
は
無
縫
盤
土
義
的
節
度

の
崩
壊
を
豫
評
す
る
に
は
至
っ
て
居
ら
す
、
修
正
改
良
を
要
す
る
軽
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
等
に
齢
す
べ
き
で
あ
る

と
考
へ
る
。
批
難
的
、
實
量
的
、
愛
護
的
、
蹄
納
的
或
は
又
合
理
的
の
學
問
方
法
は
儒
激
の
現
世
主
義
の
新
展
開
及
び

時
世
に
帯
剣
と
修
正
の
除
地
を
生
じ
た
結
果
と
云
ひ
得
べ
く
、
そ
れ
故
に
こ
れ
等
の
新
し
い
傾
向
は
叩
石
以
前
の
世
に

つ
な
が
る
よ
り
は
む
し
ろ
來
る
べ
き
時
に
よ
り
多
く
闘
は
る
こ
と
あ
る
を
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
（
註
1
）
　
榊
に
人
な
り
。
天
の
浮
橋
と
に
門
連
衡
之
戦
艦
」
で
あ
る
。
半
農
雄
虞
ほ
土
地
開
拓
に
他
な
ら
な
い
Q
勇
一
つ
に
し
て
磁
四
つ
あ
り
と
云
ふ
は
島

　
　
　
の
地
勢
其
鱒
…
薙
お
の
つ
か
ら
四
つ
に
分
、
れ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
入
岐
大
蛇
が
一
勇
戦
尾
あ
る
と
云
ふ
ば
、
一
人
で
入
谷
入
尾
の
地
に
糠
つ
ぬ
の
な
我
國

　
　
　
の
丈
の
纏
か
ら
斯
く
云
っ
た
の
で
あ
る
。
口
本
紀
や
宵
語
拾
源
磁
に
男
女
二
柱
の
紳
が
海
・
川
。
山
等
な
生
み
給
う
糞
と
あ
る
の
に
心
得
ら
れ
ぬ
等
々
從

　
　
　
來
「
帥
道
の
不
測
」
と
云
ふ
｝
語
に
よ
っ
て
榊
秘
的
に
解
し
去
つ
糞
古
代
更
の
諸
記
蓮
を
人
墨
黒
爲
に
遣
幸
し
合
理
的
に
解
か
ん
と
し
て
み
ろ
。

　
（
註
2
）
談
史
絵
論
の
所
々
に
「
天
ノ
磨
報
ア
ヤ
マ
タ
ズ
ト
云
フ
ベ
ジ
」
「
天
命
ノ
終
〃
姿
ナ
呼
」
昊
ノ
〃
ミ
シ
給
ハ
ヌ
ナ
ル
ベ
シ
」
「
天
ノ
有
泣
ニ
ク
ミ

　
　
　
シ
給
フ
堅
手
ラ
ケ
シ
ト
モ
串
ス
ベ
シ
」
「
天
ノ
御
計
ヒ
ナ
ル
ベ
シ
」
「
天
ノ
方
二
籔
〃
砕
ニ
シ
カ
ク
泄
々
ス
ル
事
ナ
シ
ト
密
事
マ
コ
ト
ナ
ル
哉
」
「
汝
ヨ

　
　
　
吟
偉
テ
汝
二
漏
別
ノ
理
ト
ゾ
ミ
エ
タ
ル
し
等
奥
碓
具
に
封
ず
る
孤
梱
理
的
朔
臨
明
が
都
へ
・
う
れ
．
て
る
る
。

（　r．s　）

「鴨

四

　
封
建
的
就
會
採
卵
は
、
砿
石
の
時
代
を
経
過
し
た
頃
に
は
、
更
に
衰
頽
の
姿
を
現
じ
、
他
面
に
、
そ
れ
だ
け
ま
た
駈

謂
早
期
資
本
生
義
的
魔
會
が
成
熟
し
つ
、
あ
っ
た
。
三
浦
梅
園
は
こ
の
時
代
（
享
保
九
年
～
寛
政
二
年
）
に
現
は
れ
て
、



時
代
の
傾
向
を
よ
く
そ
の
學
問
に
於
て
反
映
し
て
み
る
。
ま
つ
彼
の
藩
述
「
上
原
」
に
於
て
は
、

　
「
今
金
銀
鉱
ク
諸
隊
貰
ノ
通
利
自
由
ナ
リ
シ
カ
バ
、
之
ヲ
都
會
一
二
逮
ビ
蓋
シ
テ
蕉
穀
新
穀
二
海
事
不
レ
能
、
故
テ
今
鳥
山

　
ノ
纏
ヲ
ト
ル
モ
ノ
ハ
有
金
ノ
家
コ
レ
ラ
気
書
ス
レ
バ
上
下
ノ
宝
鑑
蜴
、
是
ヲ
以
テ
名
駅
諸
侯
面
傷
ヲ
有
ス
ル
モ
露
寒

　
ハ
富
商
二
併
セ
ラ
ヒ
Z
ぞ
」

と
述
べ
、
漁
利
心
の
横
議
、
遊
人
の
増
加
、
人
口
の
郡
會
集
中
等
の
事
宜
を
指
摘
し
、
此
等
の
弊
を
如
何
に
矯
正
す
べ

き
や
に
つ
き
論
じ
て
み
る
Q
更
に
當
時
の
學
問
界
の
状
勢
如
何
に
と
云
ふ
に
、
端
然
主
義
的
な
交
學
は
愈
々
民
衆
に
む
か

へ
ら
れ
、
吉
宗
の
學
問
奨
栂
、
享
保
五
年
の
洋
書
喩
入
の
禁
を
緩
め
る
こ
と
な
ど
あ
っ
て
、
数
學
、
天
文
暦
學
、
欝
學
、
博

物
學
の
登
達
も
飾
罫
で
あ
る
。
藪
學
は
延
簑
天
和
の
交
に
閣
孝
和
が
始
め
て
純
然
た
る
日
本
鋸
南
即
ち
勲
蜜
術
を
登
明

し
て
以
來
の
進
歩
は
署
し
く
、
安
永
天
明
の
際
に
及
ん
で
安
島
直
直
、
藤
田
定
資
財
輩
出
し
て
斯
界
に
劃
期
的
な
躍
進
振

　
　
（
註
1
）

を
示
し
、
天
文
樹
帯
亦
保
井
（
澁
川
）
春
海
、
麻
田
剛
立
の
天
才
を
生
み
、
馨
學
界
に
あ
っ
て
は
山
脇
東
洋
出
て
漢
法
に

「
期
を
劃
し
う
杉
田
玄
臼
の
「
解
膿
新
書
」
翻
繹
の
完
成
と
共
に
蘭
方
亦
隆
盛
に
趨
き
、
稻
生
若
水
、
青
木
昆
陽
、
野
呂

元
凶
の
名
が
博
物
學
界
に
表
は
れ
、
才
人
迷
鳥
源
内
は
西
洋
物
理
學
を
知
っ
た
。
麻
田
面
立
と
梅
園
と
の
親
交
の
あ
っ

た
こ
と
は
（
生
山
錐
．
…
梅
園
全
集
上
塗
梅
園
學
の
中
心
を
な
す
と
考
へ
ら
れ
る
自
然
出
合
的
宇
宙
槻
に
大
な
る
影
響
を
輿
へ
だ

が
、
こ
の
こ
と
は
、
右
の
如
き
一
世
の
學
問
上
の
風
潮
が
深
く
梅
園
學
と
關
画
せ
る
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。

　
梅
園
は
元
來
醤
を
業
と
す
る
儒
者
で
あ
る
が
、
自
石
よ
り
更
に
學
問
の
領
野
は
多
方
面
に
亙
り
、
專
門
の
選
奨
、
生
麗

　
　
　
　
近
世
に
源
於
ゆ
り
る
撃
問
の
新
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
・
七
巷
　
　
第
四
號
　
　
　
五
晶
二
一

（39）



　
　
　
　
近
惜
一
に
於
け
ろ
墨
・
問
の
新
傾
面
蝿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
〃
ふ
一
七
撫
讐
　
　
戴
謝
四
駅
酬
　
　
五
ゐ
ハ
ニ

衛
生
學
、
経
學
を
始
め
哲
學
、
倫
埋
、
滋
徳
、
宗
門
、
毅
育
．
政
治
．
空
聾
、
天
文
、
暦
學
、
地
理
、
歴
史
、
語
誌
、
博
物
等
諸
般
の

學
問
に
研
究
の
手
を
籏
げ
蓮
す
所
の
著
書
は
三
十
縫
種
の
多
き
に
及
ん
で
居
る
。
就
中
畢
生
の
努
力
の
結
晶
な
る
隠

語
、
贅
語
、
敢
語
の
所
謂
「
梅
園
三
語
」
に
於
て
圭
鼓
せ
る
條
理
學
、
及
び
世
上
之
を
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
の
纏
濟
學
に
比

肩
す
と
云
ふ
前
掲
経
濟
學
説
の
「
償
原
」
は
著
名
で
あ
る
。

　
三
語
そ
の
外
各
種
の
論
著
に
よ
っ
て
梅
園
學
成
立
の
経
過
を
窺
ふ
に
、
彼
は
先
づ
一
切
の
も
の
に
癒
し
て
疑
を
抱
き

敢
然
と
し
て
昂
然
そ
の
も
の
に
面
し
、
一
切
の
先
入
見
を
捨
て
去
っ
て
寅
然
を
薩
視
し
て
、
そ
こ
に
爵
然
法
則
を
獲
見

せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
切
を
疑
ふ
こ
と
を
そ
の
哲
學
的
思
索
の
第
一
歩
と
し
た
黙
、
や
が
て
彼
が
近
事
哲
學
の

鼻
租
デ
カ
ル
ト
に
比
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
郎
ち
「
造
物
無
謬
」
（
全
集
上
巻
）
に

　
「
総
テ
天
地
二
蓬
槻
セ
ン
ト
ナ
ラ
バ
人
ヲ
棄
、
人
ヲ
モ
軸
物
ヲ
モ
同
ジ
フ
ニ
傍
槻
シ
テ
而
後
人
二
選
ベ
シ
、
天
地
二

　
私
ノ
覆
載
ナ
ク
購
月
二
私
ノ
照
シ
無
シ
」

と
直
配
に
學
問
に
調
す
る
態
度
が
披
涯
せ
ら
れ
て
あ
る
が
、
要
は
自
然
の
客
概
的
認
識
に
よ
っ
て
論
ず
る
こ
と
の
懸
軍

さ
を
云
ふ
の
で
あ
る
。

　
從
っ
て
こ
の
書
の
理
論
が
入
賞
解
剖
、
動
植
物
の
解
剖
、
観
察
の
鑑
納
、
更
に
は
今
霞
の
物
理
學
の
初
歩
的
實
験
を

論
襟
と
す
る
の
は
、
性
理
學
に
局
齎
せ
る
一
般
の
儒
話
者
と
趣
を
異
に
せ
る
梅
園
の
學
問
て
不
思
議
で
は
な
い
。
一
例

を
示
す
に
氣
と
は
從
來
考
へ
ら
れ
た
標
な
氣
で
は
な
く
存
在
を
實
謹
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（　；tQ　）



　
「
水
入
を
製
す
る
に
二
面
を
う
が
つ
」
器
に
水
な
き
時
事
器
に
み
つ
、
一
勺
の
水
入
ば
一
勺
の
氣
出
云
々
）
（
造
物
除
誕
）

と
物
質
の
不
可
入
性
に
關
す
る
初
等
物
理
量
の
實
験
に
よ
り
こ
れ
が
説
明
を
な
し
て
み
る
。

　
梅
園
の
學
問
に
今
一
つ
顯
著
な
る
合
理
主
義
。
平
冠
秘
主
義
は
．
青
壮
年
時
代
天
地
間
に
條
理
を
見
出
さ
ん
と
天
文

學
に
專
念
し
、
更
に
各
種
の
學
問
研
究
に
於
て
石
の
如
き
自
然
科
學
岩
館
納
法
を
深
め
た
翼
然
の
脇
結
で
あ
ら
う
。
宗

敏
的
信
念
を
嘲
笑
し
て
修
業
の
爲
に
身
を
さ
い
な
む
愚
を
そ
し
り
、
其
節
を
悉
達
太
子
の
責
に
蹄
し
、
或
は
巫
の
言
が

あ
た
る
こ
と
の
全
く
偶
然
な
る
を
妊
娠
と
所
薦
に
必
然
論
な
閣
縦
な
き
故
を
以
て
説
明
し
、
或
は
「
3
6
紳
悦
惚
な
る
時

は
い
か
な
る
事
を
も
み
き
く
べ
し
」
と
幽
露
に
關
す
る
心
理
學
的
な
見
解
を
述
べ
、
有
馬
山
清
凍
院
僑
石
女
の
物
語
を

例
と
し
て
佛
澱
に
云
ふ
天
堂
地
獄
は
生
前
深
い
印
象
を
受
け
た
景
色
に
他
な
ら
す
、
愚
夫
愚
婦
の
非
を
な
す
を
氾
み
善
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

を
な
す
遽
を
開
か
ん
と
し
た
、
「
佛
の
方
便
」
が
か
、
る
も
の
、
存
在
を
云
ふ
の
み
と
し
、
諸
公
が
湊
川
の
戦
死
の
際
、

七
度
人
間
に
生
れ
鼠
賊
を
滅
ぼ
さ
ん
と
云
っ
た
と
傳
へ
ら
れ
て
る
る
が
．
こ
れ
は
正
成
の
言
と
は
思
は
れ
な
い
、
恐
ら

く
筆
者
憤
を
も
ら
す
言
で
あ
ら
う
、
等
々
、
其
の
著
「
死
生
輝
」
に
は
中
世
的
な
盆
暗
思
想
を
蝉
脱
し
て
合
理
主
義
的
立

場
に
立
つ
彼
の
面
目
躍
如
た
る
多
く
の
語
が
あ
る
。

　
以
上
は
二
三
の
例
に
渦
…
ぎ
な
い
が
か
く
の
・
如
き
方
法
を
以
て
眼
に
見
、
耳
に
聞
き
、
膚
に
熟
す
る
野
里
界
の
諸
現
象

の
間
に
存
す
る
法
期
一
條
理
－
を
瞥
見
し
、
酒
器
理
を
精
紳
的
方
面
に
も
擾
早
し
、
人
事
界
の
現
象
も
亦
隆
然
の

法
則
、
層
理
を
も
つ
て
す
れ
ば
翻
然
た
る
も
の
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
郎
ち
儒
藪
的
世
界
槻
と
慮
盗
難
學
的
宇

　
　
　
　
近
惜
一
に
於
け
る
墜
・
問
の
鵬
制
鯖
…
｛
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
・
七
絵
　
　
第
「
四
昭
島
　
　
　
五
山
一
三



　
　
　
　
近
世
に
「
於
漕
）
呼
0
畢
開
凹
の
甜
耕
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
q
十
七
巷
　
　
第
黒
鼠
繁
晒
，
　
　
五
山
ハ
四

宙
槻
と
の
結
合
に
よ
り
梅
園
の
條
理
學
が
啓
兀
成
せ
ら
れ
る
。

　
こ
、
に
吾
人
は
白
石
に
比
し
て
よ
り
徹
底
し
た
豪
然
科
學
的
方
法
を
持
し
、
蔚
然
下
学
に
於
て
も
更
に
徽
弄
せ
る
梅

園
に
あ
っ
て
儒
敏
が
採
用
せ
ら
れ
儒
澱
的
な
倫
理
観
を
以
て
封
建
主
義
飛
愈
の
永
遠
性
が
主
張
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
理

由
を
説
明
せ
ね
ば
な
ら
訟
。

　
梅
園
も
白
石
と
同
じ
く
儒
學
的
室
氣
に
成
怨
し
、
そ
の
住
む
世
界
た
る
封
建
的
説
會
節
度
の
現
在
の
事
情
は
、
假
倉

改
革
の
要
あ
り
と
す
る
も
爾
罷
る
べ
き
就
會
を
豫
見
せ
し
め
る
に
は
至
ら
す
、
從
っ
て
彼
に
取
っ
て
は
本
志
的
の
封
建

生
義
以
外
に
自
然
歌
態
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
最
語
」
明
善
第
二
の
冒
頭
に
は
、
　
　
　
　
り

　
－
舟
生
レ
我
、
親
豊
得
レ
不
監
尊
哉
、
巳
有
レ
我
君
主
得
レ
不
レ
電
哉
Q
故
天
下
之
野
駒
慰
與
レ
父
也
、
瓶
子
之
奉
レ
父
、
麗
毎
回
レ
σ

　
　
　
　
ゆ
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
の
　
　
　

　
君
天
地
之
定
分
而
不
レ
可
＝
以
易
一
者
也
」

と
あ
る
が
、
こ
の
論
法
こ
そ
其
問
の
事
情
を
彼
宮
ら
に
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
要
す
る
に
梅
園
の
思
想
、
學
問
は
當
時
劃
時
代
的
に
進
歩
し
た
翻
然
科
學
、
特
に
天
文
學
に
最
大
の
信
頼
を
悪
き
其

思
想
を
擾
属
し
て
儒
敷
的
世
界
槻
を
理
論
的
に
完
成
し
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
よ
く
論
難
の
學
問
堺
、
思
想
界
ひ
い
て

は
肚
裏
の
著
し
い
特
色
が
具
現
せ
ら
れ
て
み
る
。
梅
園
の
高
弟
に
帆
足
萬
里
出
で
て
物
理
書
「
窮
理
通
」
を
著
は
し
、
か

の
鏡
鞍
明
和
事
件
の
頃
安
藤
昌
盆
「
寅
然
眞
螢
道
」
を
物
し
て
薩
耕
を
鴬
重
し
、
無
官
的
な
規
範
に
製
し
て
鋭
い
批
難
を



投
げ
て
み
る
こ
と
を
思
ひ
合
せ
る
時
こ
の
贋
の
万
年
界
の
新
傾
向
を
よ
り
ょ
く
理
解
す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
梅
園
に
や
、
後
れ
て
世
に
毘
で
時
代
の
學
問
の
新
傾
向
を
捲
ふ
も
の
と
し
て
は
本
居
宣
長
（
享
保
十
五
年
i
享
和
元

年
）
と
本
多
利
明
（
延
享
元
年
i
・
文
政
四
年
）
の
爾
潜
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
宣
長
は
古
無
業
勤
の
流
に
樟
さ
し
、

加
茂
眞
淵
、
僧
契
沖
の
影
響
を
受
け
、
當
時
の
鼠
然
主
義
的
傾
向
の
波
に
乗
じ
、
卓
抜
な
る
考
謹
面
的
文
豊
沼
的
方
法

に
よ
っ
て
、
我
國
の
歴
史
事
實
を
槍
討
し
、
細
断
し
、
封
建
制
度
の
内
部
的
腐
敗
と
、
外
國
資
本
主
義
の
歴
迫
に
當
面

し
て
盤
≧
國
家
的
自
薦
を
深
め
、
極
端
な
る
奪
内
思
想
を
以
て
墨
家
意
識
の
振
興
を
無
二
し
た
。
伊
勢
松
坂
に
欝
を
業

と
し
賓
傍
ら
師
編
の
馨
を
楽
し
て
不
滅
の
名
暴
言
傳
四
＋
四
懇
を
完
婆
罎
の
奪
い
や
が
上
に
働

高
く
、
秘
本
玉
卓
立
の
著
に
よ
っ
て
時
代
の
代
表
的
経
濟
學
者
と
謳
は
れ
た
事
實
は
已
に
周
知
に
面
す
る
が
、
そ
の
學

問
の
方
法
に
於
て
も
亦
雰
凡
な
る
も
の
が
あ
る
。

　
「
講
義
盤
旨
駁
戎
慨
言
」
の
爾
著
は
宣
長
の
．
奪
内
思
想
の
根
慷
を
説
明
す
る
も
の
で
其
結
論
の
是
非
に
關
し
て
は
議
論

の
籐
地
あ
る
と
し
て
も
、
歴
病
的
考
讃
文
漱
學
的
の
判
断
は
、
ま
さ
に
敬
服
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
こ
の
初
期
の
交
献

學
的
方
法
が
名
著
「
古
事
記
傳
」
に
極
め
ら
れ
る
迄
彼
の
學
問
は
日
…
進
月
歩
止
る
と
こ
ろ
な
き
有
様
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

間
研
究
の
態
度
は
「
玉
勝
間
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
の
　
　
ゆ
　
　
の
　
　
　
　
　
の

　
「
凡
て
新
た
な
る
説
を
出
す
は
い
と
大
事
な
り
。
い
く
度
も
か
へ
さ
ひ
思
ひ
て
．
よ
く
確
か
な
る
よ
り
ど
こ
ろ
を
と

　
　
　
　
近
世
に
論
於
ゆ
り
る
學
問
の
薪
闘
傾
祠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
　
第
M
四
號
　
　
　
五
山
ハ
五



　
　
　
　
近
世
に
陪
於
け
ろ
墨
・
闘
の
薪
侮
…
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鱗
∴
γ
七
巷
　

策
四
周
　
　
　
五
山
ハ
山
ハ

　
ら
へ
、
何
慮
ま
で
も
ゆ
き
と
ほ
り
て
、
違
ふ
所
な
く
動
く
ま
じ
き
に
あ
ら
す
ば
、
た
や
す
く
諭
す
ま
じ
き
わ
ざ
な
も
」

と
あ
る
如
く
、
徒
ら
に
新
奇
の
説
を
出
す
を
縛
め
、
あ
く
ま
で
實
誰
納
方
法
を
重
ん
ず
る
を
言
ひ
、
又
齢
納
的
に
忍
業

さ
の
透
徹
を
期
す
べ
き
を
説
い
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
若
し
露
納
的
に
結
論
に
達
し
難
い
場
合
は
疑
の
ま
、
保
留
し
到

漸
を
後
人
に
侯
つ
を
そ
の
常
と
し
て
み
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
－
）

，
更
に
例
讃
を
訓
話
註
繹
に
求
め
て
も
眞
澱
と
は
論
讃
の
態
度
を
異
に
し
て
、
易
き
よ
り
次
第
に
難
き
に
入
り
種
々
の

用
例
か
ら
蹄
納
し
た
る
極
め
て
愼
重
な
る
結
論
を
墨
げ
、
濁
断
や
先
入
見
か
ら
の
演
繹
的
春
怨
を
呈
し
て
み
る
こ
と
が

穏
立
っ
て
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
從
っ
て
、
か
く
の
如
き
宣
長
の
學
問
方
法
と
は
全
然
反
欝
の
立
場
に
あ
る
儒
厳
主
義
乃
至
は
多
型
を
歓
い
だ
重
層
的
　
σ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

支
那
崇
舞
、
或
は
漢
心
は
最
も
煩
は
し
く
、
不
爵
然
、
不
當
と
し
て
、
絡
始
こ
れ
に
興
し
て
抗
索
を
綾
け
た
の
は
當
然

の
こ
と
で
あ
ら
う
○
己
の
往
む
時
代
に
於
け
る
此
人
爲
的
な
窮
屈
さ
を
厭
ふ
宣
長
の
心
に
愛
着
を
威
せ
し
め
た
も
の
は
、

從
っ
て
自
然
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
自
然
へ
の
愛
着
と
豪
然
朕
態
の
奪
重
は
や
が
て
彼
の
學
問
を
一
貫
す
る
特

色
を
な
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
○
物
の
あ
は
れ
を
そ
の
ま
、
に
書
き
な
す
も
の
が
小
説
で
あ
り
、
人
情
の
自
然
を
歌
ふ
も

の
が
和
歌
で
あ
）
、
善
書
は
宜
し
く
寓
實
的
で
あ
る
べ
く
、
入
問
の
本
然
の
姿
自
然
の
姿
は
吾
國
上
代
人
の
自
然
的
生
活

郎
ち
惟
紳
血
道
に
あ
り
と
す
る
。
契
沖
か
ら
う
け
た
中
古
文
學
の
精
細
な
文
覚
學
的
考
察
．
其
淵
よ
り
引
縫
い
だ
古
道
の

學
獅
ち
古
代
史
研
究
、
萬
葉
の
理
解
は
、
か
、
る
霞
然
を
、
奪
重
す
る
思
想
に
基
く
宣
長
の
古
道
説
に
登
督
し
て
行
っ
た
○



　
文
…
獣
學
的
に
考
謹
せ
ら
れ
た
原
始
的
な
、
立
っ
て
膚
然
釈
態
に
近
い
と
せ
ら
れ
る
古
代
人
の
数
々
の
生
活
が
、
當
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謎
3
）

の
証
愈
の
不
膚
然
さ
を
か
こ
ち
、
窮
屈
さ
を
厭
う
た
宣
長
自
身
に
と
っ
て
、
合
理
的
と
考
へ
ら
れ
た
こ
と
が
復
古
主
義

を
叫
ば
し
め
古
遣
説
を
唱
へ
し
め
た
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
9

　
右
翼
説
の
物
語
る
古
代
入
の
生
活
中
、
不
可
解
な
、
或
は
認
容
し
が
た
い
と
こ
ろ
の
も
の
ま
で
も
、
惟
聯
の
道
と
奪
び
、

　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

「
紳
蓮
の
不
可
知
」
を
も
っ
て
説
明
し
絡
う
、
・
論
理
を
超
越
さ
せ
た
黙
は
、
確
か
に
現
代
人
の
論
理
、
又
は
こ
れ
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ

て
立
て
る
合
理
主
義
と
は
相
容
れ
訟
に
相
違
な
い
が
、
彼
の
學
説
に
於
け
る
こ
の
矛
盾
を
責
む
る
に
先
立
っ
て
、
彼
に

よ
っ
て
登
羅
せ
ら
れ
た
客
若
生
義
、
實
謹
生
義
或
は
文
飾
學
的
方
法
の
偉
大
さ
を
敬
し
、
そ
の
學
問
に
み
な
ぎ
る
膚
然

駿
態
奪
重
の
態
浸
の
意
義
を
深
く
省
察
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
、

　
宣
長
の
學
問
は
、
一
方
李
訳
語
胤
、
南
里
有
隣
等
の
紳
道
論
者
に
よ
っ
て
一
種
の
宗
激
に
楼
展
し
、
漸
く
近
代
的
な

學
問
の
雰
法
か
ら
遠
ざ
か
る
が
、
他
方
交
獄
學
的
方
法
、
席
織
生
義
、
實
謹
主
義
、
自
然
状
態
の
愛
好
と
尊
重
の
態
度
、

こ
れ
等
は
　
所
謂
國
學
と
し
て
雌
蕊
し
、
そ
れ
に
は
、
考
讃
評
歴
史
學
者
、
國
語
筆
者
乃
至
は
古
代
制
度
の
研
究
者
な

る
よ
き
後
綴
者
を
輩
出
せ
し
め
、
正
常
な
近
代
的
科
學
へ
の
道
を
垢
み
進
め
て
來
た
。

　
（
註
1
）
「
ま
っ
た
や
す
｝
事
な
い
く
度
も
か
へ
さ
ひ
考
へ
、
と
ひ
も
明
ら
め
て
よ
く
え
た
ら
・
、
後
こ
そ
か
糞
き
ふ
し
た
ば
思
ひ
か
く
．
、
き
わ
ざ
な
れ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
勝
間
）

　
（
註
・
鮮
　
「
　
問
戯
し
ず
、
溢
ノ
知
ら
ん
と
な
れ
ば
，
　
づ
高
吟
な
き
よ
く
の
ぞ
き
去
る
べ
し
、
か
ら
意
の
清
く
の
ぞ
こ
ら
ぬ
ほ
ど
に
、
い
か
に
古
書
な
よ

　
　
　
み
て
乳
考
へ
て
も
、
古
へ
の
意
ほ
知
り
が
カ
く
、
古
の
こ
・
う
か
知
ら
で
ほ
、
廼
ロ
知
り
が
た
碁
わ
ざ
に
な
む
有
け
ろ
。
そ
も
一
甦
ほ
、
も
と
畢

　
　
　
　
姪
世
に
〃
於
P
り
る
墨
・
問
の
新
傾
痢
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
　
第
四
號
　
　
　
五
山
ハ
・
七

（　bo一　）



　
　
　
　
　
近
世
に
於
け
ろ
鶏
口
の
新
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
；
七
塗
　
　
第
一
閥
號
　
　
　
五
山
舷
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
の
　
ユ
　
ゆ
　
　
む
　
ゆ
　
ゆ
　
　
ゆ
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
も
　
る
　
あ

　
　
　
問
を
し
て
知
る
こ
と
に
ほ
あ
ら
す
。
生
れ
な
が
ら
の
講
修
な
ろ
ぞ
這
に
に
轟
け
る
。
眞
心
と
ほ
善
く
も
あ
し
く
も
生
れ
つ
き
’
六
る
ま
、
の
心
な
云

　
　
　
ふ
。
然
う
に
後
の
世
の
人
ほ
、
お
し
な
べ
て
か
の
漢
心
に
の
み
う
つ
り
て
、
眞
心
な
ば
う
し
な
ひ
て
乳
れ
ば
、
今
に
學
問
ぜ
ざ
れ
ば
、
滋
恥
え
知
ら

　
　
　
ざ
う
に
こ
そ
あ
れ
」
（
玉
勝
間
）

　
　
　
爾
儒
教
生
義
搾
撃
に
駅
戎
慨
書
、
旧
型
鎚
、
玉
勝
間
の
「
か
ら
人
の
お
や
の
お
も
ひ
に
功
な
や
つ
す
こ
と
」
「
富
貴
を
ね
が
に
ざ
る
た
よ
き
事
に
す
ろ

　
　
　
論
ひ
」
「
う
匡
べ
を
つ
く
る
世
の
な
ら
び
」
「
金
銀
ほ
し
か
ら
め
か
ほ
す
る
事
し
等
に
も
直
裁
に
蓮
べ
ら
れ
て
る
る
・

　
　
（
註
3
）
「
秘
本
玉
厳
し
の
著
に
於
て
祉
倉
の
現
歌
の
拝
開
に
つ
き
纏
々
説
く
と
こ
ろ
あ
ろ
も
亦
そ
の
間
の
事
情
を
雄
辮
に
観
明
せ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ

　
　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
り
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
の
　
　
の
　
　
　

　
　
（
註
4
）
「
か
ら
ぶ
み
の
説
は
、
い
と
か
し
こ
く
に
聞
ゆ
れ
ど
も
人
の
さ
と
り
ば
限
り
し
あ
れ
ば
、
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
有
て
、
か
の
人
の
輝
く
み
を
も
て
、

　
　
　
人
為
つ
く
ら
ん
と
す
れ
ど
も
つ
び
に
作
り
う
ろ
こ
と
あ
象
は
ざ
る
こ
と
あ
る
が
如
く
な
る
た
。
淋
代
の
つ
六
へ
ご
と
は
か
の
閏
の
内
の
態
の
見
る
め

　
　
　
に
ば
か
な
く
お
ろ
か
な
れ
ど
も
、
よ
く
人
た
造
り
な
す
に
同
じ
き
や
。
此
ふ
糞
つ
た
想
ひ
わ
乏
し
て
、
融
…
世
の
事
ど
も
の
、
う
に
べ
に
な
に
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
ね
　
　
お
　
　
の
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
の
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
わ
り
あ
り
げ
も
な
く
、
は
か
な
く
お
ろ
か
に
き
こ
ゆ
れ
ど
も
、
ま
こ
と
に
に
人
の
智
の
及
び
が
響
く
は
か
り
が
六
き
深
き
こ
と
わ
り
の
ぞ
な
に
り
糞

　
　
　
ン
め
ろ
こ
と
存
さ
と
り
ぬ
か
し
と
そ
」
（
玉
勝
間
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
嬢

　
数
學
者
と
し
て
、
地
理
走
者
と
し
て
、
天
文
學
者
と
し
て
、
將
た
経
濟
學
者
と
し
て
名
高
い
本
多
利
明
は
、
既
に
記

し
た
如
く
宣
長
と
ほ
や
同
時
代
の
學
者
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
は
利
明
の
言
葉
を
籍
る
な
ら
ば
、
「
偶
に
も
窮
理
を
好
む
者

あ
れ
ば
、
異
學
異
説
の
徒
と
名
づ
け
ら
れ
諸
入
に
忌
嫌
は
れ
る
」
如
き
詳
言
を
末
だ
股
せ
す
、
「
心
得
あ
る
も
吾
も
人
も

獣
し
て
」
（
酉
城
物
語
）
窮
理
の
こ
と
を
矯
に
せ
澱
の
が
遜
常
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
所
謂
學
者
の
態
度
を
難
じ
て
、

　
　
「
其
心
根
よ
り
書
籍
を
多
く
蕾
ま
ざ
れ
ば
博
覧
の
名
を
取
難
し
と
一
圖
に
凝
塊
、
時
勢
に
も
移
り
合
ひ
が
た
き
こ
と

く　・1・　（；　）



　
も
露
な
く
、
片
惜
張
て
．
即
詩
文
杯
を
手
柄
の
機
に
畳
え
衆
人
を
硯
下
し
、
高
慢
胸
外
に
洩
れ
衆
人
に
忌
漁
る
な
り
、

　
淺
は
か
な
る
次
第
な
ら
す
や
、
思
ふ
に
學
問
の
滋
は
さ
に
あ
る
ま
じ
」
（
西
域
物
琶

と
敢
然
云
放
つ
た
彼
の
造
面
が
、
洋
叢
家
司
馬
江
漢
画
と
同
じ
く
時
流
に
異
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
了
解
し
得
る
で

あ
ら
う
。

　
聖
経
を
無
用
と
し
、
讃
経
の
聾
を
蛙
の
膚
聲
と
聞
ぎ
，
紳
道
の
定
期
紳
秘
に
し
て
愚
民
の
澤
に
は
些
し
も
な
ら
澱

（
西
域
物
語
）
と
云
ふ
彼
の
學
問
の
本
旨
と
す
る
所
は
、
衆
人
に
背
か
す
、
頑
愚
を
も
よ
く
容
れ
、
國
家
に
盆
あ
る
道
を
努
め

守
る
に
外
な
ら
な
い
（
西
域
物
語
）
の
で
、
こ
、
に
彼
の
國
家
意
識
、
學
問
の
客
槻
性
に
鋼
す
る
要
求
、
専
意
の
民
衆
化
的
傾

向
を
窺
ふ
こ
と
が
忠
去
る
。
さ
て
學
賜
が
右
の
如
き
性
質
で
あ
る
爲
に
は
如
何
な
る
方
法
に
よ
る
べ
き
か
○
彼
に
よ
れ
ば

學
問
は
先
づ
窮
理
學
か
ら
入
る
を
捷
痙
と
す
る
（
西
域
物
語
）
が
、
こ
の
窮
理
學
と
は
天
地
の
學
即
ち
天
文
暦
数
の
學
で
、

こ
れ
に
暗
く
て
は
何
一
つ
わ
か
ら
な
い
。
而
も
こ
れ
を
學
ぶ
に
は
数
學
、
推
歩
、
測
量
の
法
か
ら
始
め
る
の
が
順
序
で

あ
る
Q
（
酉
城
物
語
）
言
葉
を
換
へ
る
な
ら
ば
、
學
問
の
根
本
は
数
理
、
推
歩
、
測
量
に
あ
る
と
云
ふ
に
他
な
ら
澱
。

　
從
っ
て
、
不
便
な
支
那
丈
宇
を
幾
萬
も
記
憶
し
、
臆
説
杜
撰
な
大
明
以
前
の
書
を
解
離
す
る
に
過
ぎ
な
い
様
な
漢

學
、
怨
讐
に
は
素
よ
り
賛
同
す
る
筈
は
な
く
、
精
緻
な
る
而
も
登
臨
に
な
づ
ま
ざ
る
西
洋
學
に
信
を
麗
く
は
極
め
て
あ
り

得
べ
き
で
、
「
天
下
二
無
敵
」
の
隊
羅
巴
の
今
日
あ
る
所
以
は
、
五
六
チ
年
の
雑
載
を
省
み
、
治
瀧
の
根
本
を
推
し
、
膚

然
と
國
家
を
豊
饒
に
す
べ
き
道
理
を
究
て
制
度
を
建
て
た
か
ら
で
あ
る
（
西
域
物
語
）
と
断
じ
、
「
算
数
二
業
シ
キ
故
天
文
暦

　
　
　
　
近
世
に
㍉
於
瀞
り
ろ
學
鮒
凹
の
萩
傾
慮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
が
十
・
七
巷
　
　
第
四
曲
観
　
　
　
五
山
ハ
九

（4？）



　
　
　
　
近
世
に
於
け
ろ
畢
問
の
薪
傾
向
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箪
ナ
七
賢
　
策
四
號
　
　
五
七
〇

法
測
定
二
面
ク
渡
海
ノ
法
期
ヲ
詳
ニ
シ
大
世
界
ノ
大
洋
を
渡
海
ス
声
コ
ト
掌
ヲ
廻
ス
ガ
如
し
く
で
あ
る
と
讃
嘆
し
て
み

る
。
（
経
世
藤
策
）
僧
侶
、
儒
岩
、
騨
萢
家
等
の
油
世
論
は
、
民
を
し
て
佛
を
儒
ぜ
し
め
紳
を
敬
せ
し
め
聖
入
の
藪
を
守
ら

し
め
、
以
て
封
建
制
度
の
坪
内
に
止
ら
し
め
る
に
あ
り
、
商
事
は
賎
し
め
ら
れ
農
民
は
専
心
業
を
煽
ま
し
め
ら
れ
、
倫

約
と
丸
裸
を
標
語
と
す
る
お
上
の
命
に
は
絶
無
に
從
順
な
る
べ
き
を
と
く
。
然
る
に
利
明
は
制
度
を
完
備
す
る
こ
と
を

始
め
諸
の
物
質
的
條
件
を
具
へ
る
こ
と
こ
そ
統
治
策
の
第
一
條
件
で
あ
り
、
刷
度
を
布
く
に
先
立
ち
、
先
づ
土
地
人
民

の
地
理
的
案
件
、
閣
係
、
物
産
の
状
態
に
就
い
て
計
数
的
に
精
密
な
る
調
査
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
み
る
。

換
言
す
れ
ば
、
前
者
の
云
ふ
善
政
が
所
謂
徳
治
で
あ
っ
て
精
血
的
な
る
も
の
無
形
な
る
も
の
一
徳
を
施
す
を
第
二
と

す
る
に
反
し
、
後
者
は
物
質
的
な
養
を
全
う
す
る
こ
と
を
以
て
善
政
と
す
る
。
西
域
物
語
に

　
「
五
常
の
い
ま
だ
萌
さ
ざ
ろ
前
に
國
の
本
あ
り
、
其
國
の
本
は
期
夫
婦
な
り
、
其
夫
婦
に
子
孫
あ
り
、
是
を
善
く
養

　
ふ
を
以
國
の
本
が
立
つ
な
り
、
其
幽
の
本
の
壇
殖
に
行
支
な
く
能
率
ひ
翻
る
仕
方
あ
り
、
是
を
善
政
と
云
ふ
」

と
あ
る
が
、
こ
の
善
政
の
具
膿
案
が
経
澱
秘
策
に
云
ふ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
経
世
秘
策
と
は
．
今
田
の
概
念
を
以
て
す
れ
ば
、

立
家
的
螢
利
主
義
に
よ
る
富
國
策
の
謂
で
、
そ
の
方
法
は
保
内
の
商
業
、
工
業
、
農
業
を
國
家
が
統
翻
し
て
適
當
な
獲
展

を
遽
げ
し
め
、
鼠
て
國
内
の
物
産
ゼ
富
饒
一
し
、
風
調
の
李
均
を
計
り
、
欠
口
塔
煎
の
結
果
翻
然
に
膨
辰
す
る
清
風
に
癒

す
べ
く
し
．
更
　
必
，
．
、
．
的
に
來
，
海
霧
内
、
し
．
於
け
－
，
物
産
の
入
日
に
樹
す
る
不
足
を
、
露
…
畠
の
開
拓
、
外
弁
及
び
．
飯
島
と

の
咬
易
の
利
を
以
て
補
は
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
経
世
秘
策
並
補
遺
の
記
述
に
は
、
先
に
述
べ
た
如
く
科
學
的
方
法

（　．is’　）



が
各
所
に
窺
は
れ
る
が
、
彼
が
四
大
急
務
と
し
て
塵
溜
に
主
唱
す
る
も
の
が
焔
硝
の
採
鵠
、
諸
金
探
鑛
、
船
舶
碁
戦
、

旙
島
の
開
…
，
、
の
四
蒋
で
あ
り
、
小
急
務
と
す
る
と
こ
ろ
も
新
銅
よ
り
金
銀
を
絞
取
仕
方
、
潮
の
滴
盤
よ
り
焔
硝
を
抜
取

仕
方
、
家
徹
充
を
館
銭
瓦
に
製
す
る
仕
方
、
紙
張
障
子
を
厚
歯
破
璃
障
子
に
製
作
す
る
仕
方
の
研
究
、
普
及
等
日
常
生

活
に
即
せ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、

　
「
當
時
の
國
務
に
前
勢
あ
り
、
趨
勢
あ
り
、
本
選
あ
り
、
末
尾
あ
り
。
此
前
後
本
末
の
首
尾
貫
通
し
て
而
後
興
業
を

　
企
ざ
れ
ば
、
決
し
て
成
就
せ
す
、
其
本
末
首
尾
貫
蓮
は
何
に
縁
て
か
明
臼
に
せ
ん
と
な
ら
ば
期
ち
算
数
を
以
て
皇
と

　
な
し
、
天
文
地
理
渡
海
の
遊
に
透
脱
し
、
何
一
閾
同
な
き
襟
に
せ
ざ
れ
ば
物
事
に
差
支
る
こ
と
の
み
多
く
て
、
何
事

も
末
遽
て
、
相
画
す
る
こ
と
な
り
が
た
し
…
…
…
人
溢
に
預
る
器
は
度
量
衡
秒
の
四
器
あ
り
て
事
を
舞
楽
す
る
こ
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

　
と
明
自
な
り
。
是
此
工
夫
鍛
錬
の
道
具
な
れ
ば
、
算
数
を
以
て
総
根
と
し
、
此
道
具
を
用
て
、
是
を
御
し
、
入
溢
正

　
回
す
る
な
る
べ
し
」
（
経
涯
秘
策
）

と
経
轡
秘
策
の
國
務
総
論
に
云
ふ
を
見
れ
ば
、
利
朋
の
學
説
に
あ
っ
て
唐
然
科
學
的
な
る
方
法
が
探
用
せ
ら
れ
、
数
學

が
そ
の
根
芋
を
な
し
、
こ
れ
に
よ
り
て
善
政
を
意
圖
し
て
み
る
と
い
ふ
卑
見
が
、
必
ず
し
も
事
實
を
趣
ふ
る
も
の
で
な

い
こ
と
が
明
に
な
る
と
思
ふ
。

　
経
世
秘
策
に
於
て
今
一
つ
注
目
す
べ
き
は
利
明
が
封
建
的
な
束
縛
か
ら
世
人
を
救
ひ
、
自
然
の
成
長
に
任
さ
う
と
し

た
黙
で
あ
ら
う
。
郎
ち
利
明
の
善
政
は
前
述
の
如
く
自
然
の
油
気
壇
加
に
順
癒
し
て
、
そ
れ
を
養
ひ
育
む
こ
乏
に
あ

　
　
　
　
近
世
に
於
け
る
學
澗
の
薪
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
十
七
巻
　
第
畷
號
　
　
五
七
一



　
　
　
　
近
世
に
於
け
る
面
識
の
新
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
＋
七
巻
第
四
號
　
五
七
二

り
、
そ
の
入
口
壇
加
の
結
果
生
す
る
國
内
物
産
の
不
足
の
補
充
は
商
業
の
利
盆
に
よ
っ
て
、
巌
密
に
云
へ
ば
、
國
家
的

統
制
の
下
に
行
ふ
外
國
貿
易
に
よ
っ
て
な
さ
る
べ
し
と
云
ふ
が
、
一
つ
は
人
口
の
肖
然
増
加
に
加
へ
ら
れ
た
封
建
主
義

的
な
不
膚
然
さ
i
所
謂
ま
び
き
の
如
き
ー
ー
1
か
ら
逃
れ
て
自
然
状
態
に
復
費
せ
ん
と
す
る
聲
で
あ
り
、
他
は
又
自
然

の
趨
勢
と
し
て
成
長
し
行
く
商
業
繧
濟
赴
會
に
甥
す
る
封
建
主
義
的
束
縛
を
菱
除
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
郎
ち
利

明
も
宣
長
と
は
異
っ
た
立
場
か
ら
で
は
あ
る
が
、
自
然
歌
態
奪
重
の
態
度
を
表
示
し
て
み
る
の
で
、
思
者
が
現
實
の
困
難

の
解
決
を
自
然
に
順
懇
す
る
こ
と
に
求
め
よ
う
と
し
た
意
味
深
い
一
致
が
あ
る
。
け
だ
し
歴
吏
的
形
成
が
そ
の
生
命
を

失
っ
て
形
骸
の
み
と
な
っ
て
存
在
す
る
に
至
っ
て
年
月
が
久
し
く
経
過
す
る
と
、
人
間
の
精
憩
は
常
に
そ
の
幾
世
紀
問

に
つ
け
泰
た
塵
事
無
難
な
ら
む
が
爲
に
・
恰
か
嘉
の
ア
ン
タ
ォ
イ
ス
薪
鮮
菱
縫
む
毒
に
常
に
そ
働

の
母
な
る
土
に
鯛
れ
た
如
く
、
そ
の
永
久
不
遜
の
性
の
本
質
に
遡
っ
て
水
汲
み
、
自
然
の
古
き
原
始
的
実
態
に
復
蹄
せ

　
　
　
（
註
1
）
・

ん
と
す
る
。
師
右
の
如
き
意
味
に
於
て
、
宣
長
や
利
明
の
膚
然
朕
態
を
奪
ぷ
心
に
は
、
改
造
的
な
と
云
は
ん
よ
り
も
寧

ろ
革
新
的
な
意
義
あ
り
と
云
は
ね
ば
な
ら
澱
◎

　
人
格
圓
満
性
質
穏
健
な
宣
長
が
、
自
然
の
姿
を
古
代
の
生
活
に
見
出
し
、
そ
れ
を
現
量
の
規
範
に
し
ょ
う
と
し
て
復

古
主
義
に
隔
っ
た
如
く
、
利
明
は
叉
現
實
の
外
囲
勢
力
の
歴
迫
と
願
解
町
人
階
級
の
遽
頭
に
眩
惑
し
て
封
建
胤
會
を
支

持
す
る
農
民
階
級
の
困
窮
に
毒
す
る
深
き
考
慮
を
敏
き
、
從
っ
て
論
ず
る
と
こ
ろ
進
歩
的
な
る
に
も
拘
は
ら
す
、
現
實

の
時
勢
に
恥
し
た
實
際
的
聾
策
と
な
り
得
な
か
っ
た
こ
と
は
否
定
出
営
な
い
。
し
か
し
學
問
の
獲
展
、
思
想
展
開
の
事



實
と
し
て
こ
れ
を
槻
る
と
き
は
已
述
の
如
き
意
味
は
十
分
考
へ
ら
れ
る
。

　
（
註
1
）
　
村
岡
典
嗣
課
　
近
世
哲
小
吏
　
査
（
♂
≦
昆
。
∋
鎧
9
0
蕊
。
ぼ
9
ε
山
①
属
g
二
①
三
目
鍾
三
。
の
。
9
剛
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
七

　
宣
長
の
古
道
説
を
獲
困
せ
し
め
た
粟
田
篤
胤
｝
派
の
宗
激
的
紳
序
論
を
、
本
多
利
明
の
開
國
貿
易
論
の
立
場
か
ら
考

へ
直
し
た
か
の
槻
が
あ
る
佐
藤
信
淵
（
明
和
六
年
「
芸
態
三
年
）
は
、
ま
た
近
世
學
問
登
展
の
上
に
當
然
取
ゐ
べ
き
位
遣

を
も
つ
て
み
る
。
信
淵
は
若
く
し
て
父
を
失
ひ
、
故
郷
秋
田
を
去
っ
て
江
戸
に
出
で
、
蘭
學
者
宇
田
川
玄
随
か
ら
植
物
物

産
學
を
、
井
上
仲
、
木
村
泰
藏
か
ら
天
文
、
地
理
、
累
算
、
測
量
の
諸
術
を
受
け
實
謹
的
な
學
問
の
正
確
さ
を
夙
く
よ
り

會
得
し
た
。
（
物
雲
霧
論
及
経
濟
要
論
）
當
時
は
已
に
洋
學
の
怨
讐
に
輸
入
せ
ら
れ
る
こ
と
多
く
、
和
蘭
書
の
鐸
述
相
次
ぎ
宮

然
科
學
を
始
め
磁
心
の
諸
黒
田
が
我
學
界
に
漸
く
勢
力
を
張
り
來
つ
淀
頃
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
彼
の
學
究
に
少
な
か

ら
ざ
る
便
宜
を
與
へ
た
に
相
違
な
い
Q
又
他
面
不
安
な
赴
會
一
統
一
國
家
の
要
望
が
大
と
な
り
、
馬
道
論
が
世
入
に

注
目
せ
ら
れ
た
こ
と
は
多
く
こ
れ
に
趨
貧
す
る
の
で
あ
る
が
一
を
、
殊
に
有
名
な
天
明
の
大
磯
饅
を
幼
年
時
代
に
膿

験
し
た
こ
と
も
亦
そ
の
虚
血
的
活
動
t
大
な
右
影
響
を
輿
へ
な
い
で
は
止
ま
な
か
つ
π
で
あ
ら
う
。
彼
の
カ
メ
ラ
リ
ス

　
　
　
　
（
註
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

ト
的
學
風
と
、
現
時
鷹
へ
ら
れ
て
る
る
國
家
工
賃
主
義
的
な
暴
説
は
、
か
く
の
如
き
時
世
と
彼
の
生
涯
が
然
ら
し
め
た

と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は
異
論
な
き
も
の
、
如
く
で
あ
る
。

　
信
淵
の
恩
典
に
は
荻
生
租
來
、
熊
澤
蕃
山
、
太
宰
春
皇
等
の
毒
素
と
経
濟
學
説
、
そ
れ
の
根
本
と
な
っ
て
み
る
支
那

　
　
　
　
近
世
に
於
け
ろ
墨
問
の
新
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
雀
　
纂
四
號
　
、
五
七
三

（51）



　
　
　
　
近
世
に
於
け
ろ
難
問
の
薪
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
讐
　
第
四
號
　
　
獣
七
圏

の
儒
敏
並
農
政
學
説
、
本
多
利
明
の
開
國
貿
易
論
・
天
文
・
地
理
、
問
宮
倫
宗
・
伊
能
患
敬
の
天
文
地
理
測
量
學
、
李
田
面
胤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

の
皇
女
の
取
入
れ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
は
已
に
論
漸
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
　
か
一
の
如
き
廣
汎
な
領
域
に
わ
た
る

雑
多
な
學
問
を
綜
合
し
て
國
家
厳
會
主
義
と
も
云
ふ
べ
き
妄
説
を
完
成
し
た
黙
に
彼
の
偉
大
さ
が
あ
り
、
學
説
の
轡
展

す
る
樫
路
に
興
味
多
く
意
味
深
き
も
の
あ
る
を
畳
え
る
。

　
更
に
云
は
い
信
淵
學
の
騰
系
に
は
、
モ
侯
財
産
管
理
者
の
道
を
と
く
ヵ
メ
ラ
ジ
ス
ト
の
如
く
．
理
財
學
も
あ
れ
ば
農

學
・
工
業
學
・
鑛
．
業
學
に
關
す
る
も
の
も
含
ま
れ
、
彼
が
最
後
に
郵
達
し
た
學
説
に
於
て
は
、
総
て
私
議
な
る
も
の
を
排

し
、
　
一
切
の
経
濟
生
活
や
國
尿
の
統
制
の
下
に
樹
立
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
す
と
し
、
藁
家
の
四
民
を
生
し
、

政
唇
慕
霧
・
れ
を
重
し
支
配
三
墓
事
鵬
、
塁
、
難
陸
軍
、
水
蕩
六
寧
讐
、
そ
の
下
働

に
草
・
鑛
・
匠
・
傭
・
舟
・
漁
等
職
業
別
の
八
民
を
新
に
観
せ
し
め
、
租
税
を
一
、
切
製
し
、
國
家
政
策
の
費
用
は
事
業
公
管

の
利
潤
の
一
部
に
よ
っ
て
支
虚
し
、
生
産
資
本
も
、
一
切
の
土
地
も
、
國
有
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
垂
統
秘
錐
×
復
古
法
）
更
に

東
京
西
京
を
つ
く
り
、
海
底
、
南
海
、
中
州
、
古
志
、
陸
奥
の
各
地
に
治
所
を
定
め
、
軍
備
を
充
肥
し
、
産
業
を
振
興
し
、
國

家
の
實
力
を
充
分
に
（
、
か
く
の
如
く
し
て
中
央
集
樺
の
實
が
畢
が
つ
た
騰
に
は
、
満
洲
を
纒
略
し
て
支
蜘
の
死
命
を

制
し
、
次
に
支
那
を
一
統
し
た
る
後
、
大
東
洋
軍
を
以
っ
て
鰍
洲
を
席
指
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
こ
そ
吾
日
本
の
本
來

有
す
る
使
命
で
あ
る
と
云
ふ
。
こ
の
説
は
A
宏
漠
た
る
経
給
を
説
い
て
甚
し
く
塞
想
的
と
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
爾
ほ

當
特
認
の
前
襟
事
態
に
讃
し
て
考
案
せ
ら
れ
た
下
見
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
朋
ら
か
に
下
家
魁
會
主
義
的
な
學
が
癸
展



し
て
み
る
を
見
る
の
で
み
る
α

　
塵
で
今
吾
人
の
論
黙
、
と
な
る
の
は
、
右
の
如
き
學
説
は
如
何
な
る
思
想
豊
根
慷
に
依
る
も
の
な
る
か
に
係
る
も
の

で
あ
る
が
、
表
面
的
に
は
極
め
て
隠
秘
的
な
る
が
如
く
に
し
て
、
而
も
本
來
然
ら
ざ
る
も
の
な
る
を
承
認
せ
ね
ば
な

ら
な
い
◎

　
彼
の
宇
宙
観
を
書
表
は
し
だ
「
天
柱
記
」
並
「
鋳
造
化
育
論
」
に
総
て
、
支
那
、
天
竺
、
厄
勒
祭
器
、
羅
灘
、
智
徳
亜
、
随
臼

多
の
諸
稗
を
何
れ
も
吾
國
紳
の
説
傳
と
し
「
皇
醗
天
紳
の
天
地
を
当
館
し
、
入
帥
を
滋
息
す
る
は
、
智
是
れ
天
環
鵡
の

欝
機
に
係
る
し
（
天
柱
認
）
こ
と
を
記
録
に
よ
っ
て
謹
明
せ
ん
と
し
、
或
は
又
、
紳
を
祭
る
こ
と
を
治
世
の
要
素
と
し
「
伊
勢
爾

大
畠
の
御
頷
ナ
ニ
切
石
と
定
め
、
且
往
古
の
諸
例
を
綾
へ
復
し
て
、
日
本
総
星
置
京
十
三
省
の
重
留
に
課
し
て
、
各
其

土
産
を
獄
ら
し
む
べ
し
」
（
混
同
秘
策
）
と
擁
し
、
或
は
又
世
界
一
統
の
理
由
を
述
べ
て
「
皇
大
國
は
大
地
の
最
初
に
成
れ
る

國
に
し
て
世
界
萬
國
の
根
本
な
り
」
と
断
じ
（
混
岡
秘
策
）
哲
人
昇
天
説
を
唱
へ
、
治
者
と
被
治
者
、
帝
廟
の
現
世
に
め
る
は

紳
の
意
志
で
あ
る
等
と
論
じ
て
み
る
と
こ
ろ
は
世
の
早
道
者
流
と
撰
ぶ
所
な
き
か
の
如
く
に
も
見
え
る
。

　
乍
併
周
知
の
如
く
信
淵
學
に
は
學
説
上
の
登
展
が
あ
り
、
そ
の
前
期
の
も
の
に
於
て
は
か
く
の
如
き
も
の
は
な
く
、

所
謂
信
淵
の
経
濟
學
（
即
ち
今
日
の
概
念
で
は
政
治
學
政
策
學
）
は
天
文
學
地
理
學
の
實
讃
的
知
識
か
ら
な
る
を
最
も
著

し
い
特
色
と
し
て
み
る
し
、
前
記
の
如
く
彼
の
幼
年
期
の
學
問
は
か
く
の
如
き
彼
の
學
問
方
法
の
極
め
て
自
然
で
あ
る

を
思
は
し
め
る
の
で
あ
る
Q
叉
混
同
秘
策
に
前
述
の
如
き
紳
秘
的
な
論
述
と
共
に
、

　
　
　
　
近
世
に
於
け
ろ
學
問
の
新
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飾
十
七
巷
　
第
糊
號
　
　
五
七
五

（53）



○

　
　
　
　
近
世
に
於
け
る
畢
覇
の
薪
傾
醗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
照
號
　
　
五
七
六

　
「
三
台
六
府
の
政
策
も
、
三
蓋
妙
用
の
武
備
も
共
に
饗
し
と
錐
ど
も
世
界
萬
國
の
地
理
を
講
明
し
て
、
其
形
勢
の
便

宜
に
從
て
、
節
度
虚
置
を
叢
さ
ざ
れ
ば
宇
内
混
嗣
の
大
業
を
成
就
す
る
こ
と
能
は
す
」

と
云
ふ
如
き
科
學
的
な
論
断
が
随
所
に
見
ら
れ
、
中
年
時
代
の
経
濟
學
説
に
あ
っ
て
龍
駕
な
部
分
を
な
し
元
農
政
論
に

経
濟
の
三
論
中
第
一
に
置
か
れ
る
農
政
十
三
法
の
如
き
は
、
特
に
頭
語
圭
義
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
を

紳
秘
主
義
者
と
見
微
す
に
先
立
ち
今
一
鷹
の
考
慮
を
要
す
る
Q

　
前
野
勃
興
し
た
下
田
風
面
を
中
心
と
す
る
紳
風
説
の
天
地
開
富
盛
を
自
然
科
質
的
宇
宙
魏
を
以
て
合
理
的
に
説
明
し

得
る
こ
と
を
見
出
し
た
時
、
信
淵
の
演
繹
的
紳
愈
愈
な
記
述
が
始
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
信
淵
轡
ら
天
柱
記
の
序
に
診
て

云
ふ
塞
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
前
記
の
疑
を
晴
ら
す
も
の
、
如
く
見
え
る
。

　
「
抑
衡
融
闘
剛
古
癒
阿
記
、
難
ノ
有
予
實
誰
臥
㎜
男
可
二
極
翰
黙
信
∵
漕
『
、
然
亦
荒
唐
加
ヂ
説
レ
露
ダ
」
（
錯
造
化
育
論
）

と
の
彼
の
言
葉
こ
そ
は
、
そ
の
本
心
の
物
語
ら
れ
た
も
の
で
、
呉
騰
酌
な
實
讃
を
得
て
含
理
的
に
説
明
し
得
る
限
り
古

傳
に
よ
っ
た
と
云
ふ
膚
然
科
學
的
態
度
と
紳
道
學
説
と
の
抱
合
の
維
過
が
こ
、
に
示
さ
れ
て
み
る
。

　
吾
古
癖
に
見
ゆ
る
天
環
矛
の
天
魏
開
關
の
紳
話
説
説
明
と
融
然
科
學
的
天
地
開
瀾
説
、
天
膿
運
行
説
の
類
似
が
彼
の

「
皇
霊
元
運
説
」
や
「
伊
舞
諾
之
私
運
説
」
を
出
だ
さ
し
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
「
天
柱
記
」
並
「
錯
造
化
育
論
」
に
眼
を

話
す
穐
の
も
の
は
必
ず
承
認
す
る
で
あ
ら
う
が
、
こ
の
爾
書
の
大
部
分
が
明
か
に
吉
雄
唾
壷
謬
の
「
遠
西
畑
象
圓
読
」
の

　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

嶢
直
し
で
あ
る
こ
と
は
右
の
如
き
解
騨
に
劉
す
る
絶
大
の
支
持
で
あ
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
。

（：，S　）



　
例
へ
ば
天
地
営
造
の
妙
機
、
即
ち
天
文
暦
術
の
本
原
、
萬
物
化
育
の
墓
原
で
あ
る
と
云
ふ
所
謂
「
産
鑑
の
元
畜
」
の

四
定
例
一
凡
そ
生
す
る
早
手
す
其
本
物
の
外
帯
を
論
る
（
旋
回
の
定
例
）
、
凡
そ
分
生
す
る
者
は
必
ず
其
木
物
を
中
心

と
し
て
慣
に
西
よ
り
東
に
運
逃
す
（
蓮
動
の
定
例
）
、
凡
そ
本
物
を
踵
る
こ
と
遠
き
者
は
其
行
く
こ
と
遽
な
り
（
邊
蓮
の

定
例
）
、
凡
そ
分
生
す
る
者
は
必
ず
其
物
の
餐
膿
に
駄
ふ
（
形
膿
の
定
例
）
」
の
如
き
は
今
照
の
天
交
物
理
上
よ
り
見
れ

ば
語
る
に
足
ら
ざ
乃
も
の
で
あ
ら
う
が
、
兎
も
角
も
天
文
槻
測
か
ら
得
た
天
文
物
理
の
法
鋼
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
Q

　
更
に
彼
を
し
て
宇
宙
掘
を
我
紳
墨
家
の
説
に
則
っ
て
表
現
せ
し
め
た
第
二
の
理
歯
は
、
古
事
記
の
所
載
す
る
二
貴
子

生
成
の
條
に
あ
る
と
す
べ
き
理
が
め
る
。
「
凡
禁
昌
夫
婦
穂
落
〔
嬉
一
叢
必
邪
魔
左
溢
之
藪
…
也
、
其
以
レ
背
二
天
造
之
趣
意
一
也
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

（
錯
造
化
高
論
）
と
云
ふ
信
淵
に
と
っ
て
自
然
現
象
帥
棘
意
の
表
現
で
あ
っ
元
に
相
違
な
く
、
そ
れ
赦
吾
古
記
に
於
て
諾
冊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

二
紳
の
貴
子
生
成
の
寓
實
的
記
述
が
、
己
の
信
ず
る
薗
然
科
射
的
思
想
に
反
か
ざ
る
を
以
て
、
特
に
こ
れ
を
論
じ
た
も
の

と
見
る
べ
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
彼
が
自
然
科
學
的
宇
宙
凱
の
時
勢
に
適
署
し
だ
叙
述
方
法
と
し
て
、
右
紳
道
説
を
採

用
し
た
こ
と
の
可
能
性
を
推
察
し
得
る
で
あ
ら
う
。
同
襟
の
こ
と
は
更
に
彼
の
経
濟
説
中
重
要
な
部
分
が
吾
古
代
の
神

i
・
少
連
名
i
i
の
意
と
し
て
記
述
し
得
る
こ
と
を
見
算
し
た
こ
と
に
つ
い
て
（
天
柱
詑
）
も
云
ひ
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
Q

　
（
註
－
）
松
崎
藏
之
助
「
a
本
の
か
め
ら
り
す
と
」
（
國
家
學
會
雑
誌
）

　
（
註
2
）
　
河
上
　
肇
「
幕
宋
の
証
會
生
義
者
佐
藤
信
淵
」
（
京
都
法
學
會
雑
誌
）

　
　
　
　
朋
仁
五
郎
著
「
佐
藤
信
淵
に
關
す
る
墓
礎
的
研
究
】

　
（
註
3
）
　
羽
仁
五
部
著
「
前
掲
書
し

　
　
　
　
近
世
に
於
け
る
攣
筒
の
新
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
四
醗
　
　
五
七
七



　
　
　
　
近
世
に
於
け
る
漿
問
の
薪
傾
晦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
＋
七
巷
第
四
號
　
五
七
八

　
（
識
4
）
　
同
一
、
　
右
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
以
上
五
人
の
學
者
に
つ
い
て
徳
川
季
世
に
於
け
る
逡
歩
的
な
學
問
の
傾
向
を
瞥
見
し
た
が
、
特
に
こ
れ
等
の
人
々
を

暴
げ
た
理
歯
は
、
偶
々
此
等
の
人
々
に
着
て
時
代
の
欝
欝
の
新
傾
向
が
最
も
よ
く
代
表
せ
ら
れ
て
み
る
と
見
ら
れ
る
か

ら
で
あ
っ
た
。
換
言
す
る
な
ら
ば
白
石
か
ら
信
淵
へ
の
総
髭
が
、
や
が
て
蒔
代
の
學
問
の
新
た
な
る
展
開
の
歩
で
あ
る

こ
と
を
云
ひ
得
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
等
に
見
ら
れ
る
新
傾
向
は
あ
た
か
も
本
論
の
冒
頭
に
述
べ
た
こ
の
頃
の
就

會
の
傾
向
に
相
癒
す
る
も
の
あ
る
を
否
定
し
難
い
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
徳
川
時
代
中
期
に
於
て
封
建
的
杜
會
が
完
成
し
、
や
が
て
そ
れ
が
崩
繁
し
π
が
、
そ
の
就
會
的
状
態
は
先
づ
そ
の
完
　
σ

成
を
守
成
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
是
に
於
て
儒
激
の
日
本
的
な
完
成
が
見
ら
れ
、
そ
の
現
世
主
義
約
傾
向
は
近
代
的
學

問
の
基
礎
を
固
め
た
。
次
い
で
封
建
的
憲
章
の
行
詰
と
崩
壌
の
徴
と
は
人
々
の
心
に
物
事
の
由
來
の
登
生
的
研
究
を
不

可
避
的
に
喚
漣
し
、
、
他
方
資
本
主
義
的
要
素
の
優
勢
と
、
そ
れ
に
封
ず
る
封
建
的
な
干
渉
と
束
縛
は
、
こ
の
人
爲
的
な

も
の
か
ら
解
放
せ
ら
れ
ん
と
す
る
要
求
を
同
然
の
中
に
培
は
す
は
や
ま
な
い
。
現
世
的
合
理
生
卵
的
傾
向
、
管
黒
蓋
義
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
－
）

数
槻
念
の
如
き
も
の
が
、
こ
の
貨
弊
経
濟
酌
機
構
の
登
展
に
よ
っ
て
促
織
せ
ら
れ
、
爵
然
主
義
思
想
が
考
讃
學
的
文
獄
學

的
な
學
問
方
法
に
よ
っ
て
、
愈
々
墜
實
に
…
進
め
ら
れ
露
納
的
、
實
験
的
な
る
結
論
が
、
從
來
の
演
縄
　
的
な
能
面
に
寄
し
て

勝
利
を
制
し
行
く
こ
と
は
揺
落
の
趨
勢
と
見
ら
れ
る
。
一
入
の
學
者
が
多
く
の
學
問
の
領
野
に
研
究
の
手
を
籏
げ
た
理



由
の
一
つ
は
論
法
の
市
議
學
的
で
あ
り
、
露
納
的
で
あ
り
、
幾
多
の
資
料
を
要
求
し
た
結
果
で
あ
る
と
断
愉
し
て
よ
い

と
考
へ
る
。

　
又
徳
川
時
代
に
封
建
的
束
縛
の
カ
が
絶
大
で
あ
っ
て
よ
き
玄
奥
を
果
し
た
こ
と
は
資
本
ま
義
的
精
帥
の
骨
子
た
る
べ

き
自
由
黒
影
と
個
人
主
義
の
登
蓬
を
阻
害
し
、
資
本
主
義
的
な
政
治
論
、
縷
藩
論
の
進
歩
を
妨
げ
、
製
表
の
説
會
に
甥

す
る
具
騰
的
な
展
望
を
不
可
能
に
絡
ら
し
め
た
。
白
石
、
梅
園
、
宣
長
に
全
く
こ
の
事
な
く
利
明
、
信
濃
共
に
黙
想
的
に
し

て
具
膿
的
な
る
黙
に
敏
く
る
と
こ
ろ
あ
る
は
、
恐
ら
く
か
く
の
如
き
理
由
を
有
す
る
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
事
は
我
明
治

維
新
の
政
治
蓮
勤
が
盲
昌
的
で
あ
り
前
途
に
謝
す
る
見
蓮
を
歓
き
つ
、
世
界
の
大
勢
の
渦
に
暑
き
込
ま
れ
た
と
云
ふ
こ

と
＼
關
聯
す
る
と
・
ろ
で
・
の
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
徳
川
時
代
の
右
の
暴
き
國
内
的
の
事
情
に
徐
儀
な
き
一
定
の
方
向
を
強
要
し
た
琶
界
の
大
勢
は
、
思
想
界
に
墨
家
的

統
一
の
要
求
，
を
無
理
強
ひ
に
し
、
巳
に
述
べ
た
如
く
に
し
て
漸
く
盛
ん
と
な
っ
た
歴
史
研
究
の
結
果
と
相
作
用
し
、
國
家

的
意
識
を
高
め
、
吾
國
に
特
殊
な
る
皇
室
の
あ
ら
せ
ら
れ
π
こ
と
、
及
び
折
か
ら
勢
力
の
均
衡
を
破
ら
ざ
ら
ん
と
し
て

互
ひ
に
相
警
め
る
に
至
っ
た
欧
米
諸
富
の
博
学
と
い
ふ
吾
國
に
取
っ
て
は
極
め
て
偶
然
的
な
藁
筆
に
よ
っ
て
、
こ
、
に

明
治
新
政
府
の
樹
立
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
難
論
思
想
は
又
學
問
上
に
影
響
す
る
慮
多
く
、
怠
者
何
れ
も
何
等
か

の
方
途
を
以
て
國
家
的
統
一
を
な
さ
ん
と
し
、
學
問
秦
盤
に
國
家
主
義
的
色
形
を
帯
び
し
め
る
と
云
ふ
新
し
い
傾
を
有

し
て
み
る
Q

　
　
　
　
近
数
に
於
け
る
學
悶
の
薪
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
第
四
號
　
　
五
七
九



　
　
　
近
世
に
於
け
る
學
問
の
薪
傾
向
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
四
號
　
　
五
入
○

　
織
豊
時
代
以
來
漸
時
侵
入
し
て
尻
鞘
問
界
特
に
冷
然
鞍
壷
界
に
劃
期
的
な
革
新
と
躍
進
を
興
へ
た
も
の
が
洋
學
で
あ

る
こ
と
又
音
な
く
，
こ
、
に
近
世
に
於
け
る
華
墨
一
の
新
傾
向
が
、
歓
乗
諸
國
と
の
關
係
に
隔
て
最
も
注
凝
す
べ
き
も
の

あ
る
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
國
學
塁
學
の
他
の
淵
源
が
勤
支
蘭
係
に
も
之
を
求
め
得
べ
く
、
考
謹
學
、
文
獄
…
學

の
方
法
の
範
が
清
朝
の
學
問
に
よ
っ
て
指
示
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
挽
型
の
容
易
に
受
納
せ
ら
れ
る
墓
礎
と
な
っ
た
こ
と
も

覆
は
れ
沁
事
實
で
あ
っ
た
。

　
か
く
て
徳
川
時
代
に
於
け
る
學
問
の
新
傾
向
は
、
時
代
の
新
し
い
唇
面
事
情
に
鞭
燵
せ
ら
れ
つ
、
、
從
來
の
學
問
傳
統

や
外
來
の
既
成
學
問
を
適
宜
に
綜
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
π
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
～
に
看
過
す
べ
か
ら
ざ

る
は
、
此
等
の
声
問
が
没
我
槻
念
、
保
守
主
義
、
主
情
主
義
、
無
中
割
中
主
静
的
學
問
、
績
繹
的
燭
断
に
よ
っ
て
論
を
な

す
絶
墨
主
義
等
の
如
き
所
謂
封
建
‡
義
的
精
確
、
封
建
主
義
的
學
問
の
無
力
無
意
味
さ
を
學
問
的
に
明
ら
か
に
し
し

か
の
幕
宋
の
複
難
錯
綜
せ
る
情
勢
の
下
に
あ
っ
て
は
直
ち
に
政
治
的
改
革
を
指
導
す
べ
き
精
淋
や
理
論
と
な
っ
て
顯
は

れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
～
以
て
來
る
べ
き
時
代
の
幽
晦
や
學
問
の
獲
降
す
べ
き
基
礎
を
固
め
滋
を
清
め
る
と
云
ふ
役

臼
を
な
し
、
革
新
的
な
歴
史
的
意
義
を
搬
う
だ
こ
と
で
あ
る
。

　
新
傾
向
荷
澹
潜
の
階
級
、
學
質
的
に
見
だ
る
新
傾
向
等
論
ず
べ
く
し
て
未
だ
本
稿
に
齎
せ
ら
れ
ざ
る
黙
は
多
々
あ
る

が
こ
れ
等
に
つ
い
て
は
池
艮
大
方
の
叱
正
を
乞
ふ
心
算
で
あ
る
Q

　
（
註
1
）
　
西
田
改
二
郎
著
「
日
本
交
化
史
序
競
し

（　5，S　）


