
書

も
の
と
見
る
新
た
な
見
解
が
成
立
っ
て
興
る
の
で
あ

る
Q

　
次
に
羅
漢
堂
・
潟
家
蝿
・
朱
家
中
禺
土
筆
藩
の
近

似
が
、
呆
し
て
そ
の
何
れ
を
先
と
し
何
れ
を
後
に
す

べ
き
か
は
馬
家
国
遺
跡
の
三
型
を
待
っ
て
考
う
べ
き

で
あ
る
と
報
告
者
は
愼
諏
の
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

併
し
現
雀
の
費
料
を
以
て
し
て
果
し
て
不
町
能
な
事
・

’
で
あ
ろ
う
か
Q
こ
Σ
に
又
今
後
の
問
題
の
一
つ
が
あ

る
わ
け
で
あ
る
b
更
に
此
螺
の
遺
跡
に
見
る
彩
陶
と

河
南
仰
瀦
村
・
秦
王
築
或
は
山
西
酉
陰
村
と
の
近
似

か
ら
す
る
甘
粛
河
南
爾
地
域
の
彩
陶
群
を
横
に
綴
ぐ

聯
繋
如
何
は
三
昧
深
い
も
の
が
み
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
如
何
様
に
つ
な
が
る
か
と
い
う
所
に
大
ぎ
な

圃
題
の
一
つ
が
あ
る
憲
・
を
此
書
を
誠
ん
で
叉
思
い
及

ぶ
．
の
で
あ
る
。

　
n
二
念
に
報
ド
告
者
は
土
器
片
の
あ
る
も
の
（
挿
㎞
遡
十

一
）
を
以
て
オ
ル
ド
ス
青
銅
器
と
の
類
似
を
考
え
、

又
羅
漢
覚
繊
土
の
石
巻
を
嵌
入
せ
る
骨
鋸
を
も
つ
て

金
鳳
～
器
に
㍊
型
を
齢
す
る
も
の
と
看
発
し
て
、
オ
ル

ド
ス
式
ナ
イ
フ
を
そ
れ
に
欝
て
て
い
る
が
、
如
何
で

あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
後
者
に
し
て
も
オ
ル
ー
3
ス
式
ナ

イ
フ
が
シ
。
ヘ
リ
ヤ
。
叫
ぶ
古
の
蔀
早
原
糖
羅
鋸
に
山
自
く
か
・
り
．

術
も
長
く
行
わ
れ
た
寓
は
是
認
さ
れ
る
こ
と
乍
ら
、

石
吸
轟
賦
入
の
鎌
の
類
に
董
っ
て
は
エ
ヂ
プ
ト
・
メ
ソ

論
ホ
タ
ミ
ア
難
の
古
代
束
ゐ
ガ
女
…
明
世
環
砕
に
よ
り
＋
叩
く
か

ら
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
事
が
此
の
場
合
顧

み
ら
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
本
報
告
に
依
っ
て
從
來
説
か
れ
て
爽
・
た
齊
家

期
を
最
古
と
す
る
設
つ
た
廿
粛
六
期
説
が
捜
掘
音
の

側
か
ら
修
正
せ
ら
れ
た
事
が
明
か
に
な
り
、
叉
そ
の

記
蓮
を
麺
じ
て
從
來
や
Σ
關
連
の
薄
弱
で
あ
っ
た
廿

九
〇

霜
・
河
南
の
爾
漁
M
の
踏
場
丈
化
の
鷲
の
㊨
關
係
を
考
え

る
上
に
豊
富
な
質
料
を
提
供
し
た
黙
で
注
目
せ
ら
る

べ
き
で
、
巾
國
先
史
時
代
今
後
の
研
究
の
新
展
開
に

一
つ
の
基
礎
を
な
す
葱
愚
な
る
丈
献
た
る
こ
と
は
何

人
に
も
首
肯
さ
わ
る
で
あ
ろ
う
。
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．
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本
門
口
は
ア
ン
グ
ー
ソ
γ
博
士
が
一
九
二
三
年
十
月

に
嚢
流
し
た
朱
苦
患
遺
蹟
の
正
式
な
報
出
ロ
甑
h
で
あ

る
。
こ
の
遺
蹟
に
つ
い
で
は
、
既
に
「
甘
粛
考
古

記
」
「
黄
土
地
帯
」
，
に
於
て
鴬
及
さ
れ
て
贋
り
、
叉

鱒
催
屠
…
銑
薫
陸
の
影
　
陶
犠
ハ
に
つ
い
て
は
木
・
紀
要
の
第
十

五
巻
（
一
九
四
三
年
刊
）
で
や
玉
精
し
く
違
べ
ら
れ

て
屠
る
。
三
っ
て
本
書
の
主
と
す
る
析
は
纂
肚
と
そ

の
禺
土
品
、
彩
陶
を
除
く
住
厩
壮
禺
土
品
で
あ
る
り

　
こ
の
楷
｝
跡
雪
は
、
〃
桝
謂
甘
議
…
仰
珈
剛
期
巾
の
肌
坂
も
重
需
炎

な
も
の
と
し
て
、
長
い
間
そ
の
養
料
φ
首
罪
が
待
た

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
邸
ち
此
塵
に
接
て
は
、
約
五

十
基
に
も
達
す
る
史
前
器
が
組
織
的
に
渡
掘
さ
れ
、

叉
、
墓
証
と
住
厨
証
と
が
共
に
獲
見
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
報
ぜ
ら
れ
た
。
厨
が
廿
粛
仰
溜
期
の
そ
の
他
？

遺
蹟
に
於
て
は
、
紐
織
的
に
獲
掘
せ
ら
れ
た
墓
は
、

小†

R
の
養
家
曲
欝
大
鷺
た
穿
一
嵩
で
あ
り
、
又
ア
ン
ダ

ー
ソ
ン
博
士
は
半
山
幕
地
と
馬
象
纂
住
艦
壮
と
が
同

一
の
住
堤
に
よ
っ
て
瀞
ま
れ
た
も
の
と
論
暫
し
て

（　211g　）



屠
ら
れ
る
が
、
こ
劇
は
必
ず
し
も
充
分
な
誰
操
を
有

し
て
居
な
い
様
に
感
ぜ
ら
れ
る
が
爲
で
あ
る
。
併
し

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
大
き
な
興
味
は
、
木
書
に
於
て

は
や
は
り
充
分
に
溝
た
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

即
ち
、
門
地
は
す
べ
て
櫓
…
翫
さ
れ
て
焦
り
、
住
層
濫
、

．
の
孟
万
も
細
…
織
的
嚢
掘
が
押
灯
わ
れ
な
か
っ
た
の
に
旧
　
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。
盆
地
が
…
撹
慰
さ
れ
て
い
た
の
は
、

博
士
に
よ
れ
ば
地
震
の
結
果
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
居

る
。
後
の
人
出
的
な
擁
織
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
墓

が
酬
様
に
胤
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
不
可
解
で
あ
り
、

埋
葬
の
訳
筆
に
よ
る
毛
す
れ
ば
、
副
葬
の
土
器
の
破

片
迄
が
か
な
り
離
劇
た
地
鮎
に
移
動
し
て
い
る
こ
と

も
説
㎜
男
が
つ
か
な
い
。
さ
れ
ば
右
の
盈
潔
底
に
よ
る
撫

す
べ
塑
の
結
果
と
す
る
の
が
最
も
要
営
な
見
解
で
あ
．

ろ
う
。
又
住
居
駈
が
穐
跳
楓
㎝
せ
ら
九
γ
な
か
っ
た
の
は
、

そ
の
最
良
の
部
分
が
現
在
の
入
家
の
下
に
な
っ
て
い

る
こ
と
」
、
「
墓
地
の
二
見
に
よ
っ
て
、
そ
の
方
に
よ

り
多
く
の
興
味
が
持
た
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
從
っ

て
、
所
牧
あ
住
居
、
息
急
土
品
は
、
主
と
し
て
先
獲
せ

る
博
士
の
智
者
が
、
博
士
の
到
蒲
以
繭
に
採
集
し
た

も
の
で
あ
る
ゆ
以
上
の
如
き
鮫
陥
は
あ
る
が
、
木
犀

駿
は
な
ほ
甚
だ
興
味
に
欝
む
も
の
で
あ
る
の
で
魏

乖
、
本
書
の
入
手
が
可
な
り
園
難
と
思
わ
れ
る
と
こ

　
う
か
ら
、
筒
軍
に
で
は
あ
る
が
、
以
下
に
墓
．
琉
の
内

　
容
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
酬
蓮
噛
駿
の
位
置
は
門
W
心
浦
省
の
西
漸
’
よ
り
西
窺
ワ
河
を
糊
｝

　
る
こ
と
十
七
粁
の
北
岸
、
同
河
に
そ
鼠
ぐ
一
支
流
の

　
西
、
小
高
い
丘
陵
の
麓
の
ゆ
る
や
か
な
斜
面
上
に
あ

　
つ
て
貴
徳
地
方
や
礎
盤
流
域
の
遺
蹟
の
如
く
馬
蔭
・
嘗

　
地
上
に
な
い
欝
欝
は
北
方
が
撰
が
つ
た
三
角
形
を
な

　
し
、
南
北
の
長
さ
八
百
五
十
米
、
幅
の
最
も
呪
い
と

　
こ
ろ
は
四
百
七
十
米
で
、
面
耕
〔
は
約
二
十
三
軍
方
米

　
を
算
し
、
北
部
に
仕
居
駈
の
最
良
の
部
分
が
あ
り
、

　
墓
琉
の
獲
架
せ
ら
れ
．
た
部
分
は
束
酉
十
五
栄
南
北
十

　
米
足
ら
ず
で
、
そ
け
中
に
四
十
七
基
の
墓
が
あ
っ

　
た
℃
他
の
中
國
先
史
慕
と
同
様
に
、
殆
ど
何
等
の
撒

　
梅
も
な
く
、
た
罫
塘
穴
を
掘
っ
て
、
中
に
慧
骸
と
土

　
羅
そ
の
他
の
認
葬
品
を
入
れ
、
再
び
土
を
覆
っ
た
式

　
で
あ
り
、
深
さ
は
現
在
の
地
表
下
、
約
一
米
よ
り
三

・
米
の
悶
で
、
二
米
内
外
の
も
．
の
が
最
も
多
い
。
前
違

　
の
蝿
鳳
に
よ
っ
て
、
遺
骸
の
方
．
町
や
姿
勢
は
多
く
明

瞭
を
温
く
が
、
二
、
三
仰
臥
仲
展
葬
と
息
わ
れ
る
も
の

　
（
第
＋
肺
魚
墓
・
第
三
＋
二
號
墓
・
第
四
＋
六
號
慕

　
等
）
や
、
同
じ
く
叢
薄
葬
で
あ
る
が
、
伏
臥
せ
る
も

　
の
（
第
四
號
幕
）
、
右
を
下
に
す
る
と
思
わ
れ
る
も
、

　
の
（
第
三
十
三
號
購
）
が
あ
る
。
屈
葬
の
有
無
は
不

明
で
あ
る
Q

　
副
葬
品
は
す
べ
て
そ
の
原
位
置
を
確
め
得
な
い
。

隠
事
の
彩
陶
は
雫
山
籠
証
出
土
の
も
の
よ
り
翼
々
時

代
の
下
る
も
の
で
あ
っ
て
、
博
士
の
所
謂
後
期
仰
潔

期
に
属
す
る
。
急
熱
叉
は
口
患
部
に
ニ
ケ
或
は
繍
ケ

の
縦
の
把
手
を
有
す
る
壼
が
殆
ん
ど
大
部
・
分
を
占

め
、
竪
襟
は
中
心
部
の
火
き
な
蓮
渦
丈
、
及
び
菱
型

丈
を
主
と
し
、
霊
山
墓
鉦
強
土
品
に
直
接
窪
く
も
の

で
あ
る
Q
そ
れ
に
厨
講
鳥
。
客
7
弓
夢
葺
窪
．
躊
が
翔
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
云
う
迄
喝
な
い
。
丈
二
上
注
意

す
べ
き
黙
は
、
蓮
渦
丈
が
や
」
島
形
と
な
り
、
中
心

が
三
ケ
の
も
の
や
、
巻
き
方
が
反
撃
に
な
っ
た
も
の

の
存
す
る
こ
と
も
、
雫
山
墓
駈
田
土
の
も
の
に
は
見

ら
れ
ぬ
便
化
し
単
純
化
し
た
も
の
、
文
、
明
ら
か
に

馬
廠
期
と
患
わ
れ
る
も
の
Σ
存
す
る
こ
と
な
ど
で
あ

る
Q
小
†
山
影
前
芸
土
の
も
の
に
は
殆
ど
使
用
さ
れ
て

い
な
い
ス
リ
ッ
プ
が
…
問
々
使
用
さ
れ
「
て
い
る
こ
と
も

注
目
に
値
す
る
。
形
態
に
於
て
開
題
と
な
る
の
は
、

丈
様
は
こ
げ
期
の
草
露
あ
る
も
の
が
あ
り
な
が
ら
、

．
口
豊
幡
が
鞍
型
を
な
す
も
の
Σ
存
す
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
こ
れ
は
今
迄
全
く
類
の
無
い
も
の
で
あ
り
、
山
半

図
譜
・
寺
窪
手
の
鞍
型
の
口
絵
蔀
．
と
の
關
係
如
何
が

大
き
な
興
味
を
・
く
」
る
の
で
あ
る
。
彩
陶
以
外
で
は

（23の
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形
態
や
胎
土
は
彩
陶
と
同
様
で
あ
り
な
が
ら
桜
田
を

粂
く
有
ぜ
ぬ
も
の
、
邊
家
事
大
鑑
出
土
の
も
の
と
同

系
統
の
突
幣
あ
る
粗
陶
、
及
び
、
縄
稽
丈
を
有
す
る

粗
切
が
あ
る
。
石
器
は
石
斧
数
ケ
で
取
り
立
て
製
…
冨

う
程
の
も
の
な
く
、
骨
角
器
と
し
て
は
、
骨
針
少
数

と
燧
石
の
残
を
嵌
込
ん
だ
ナ
イ
フ
ー
ケ
が
禺
土
し
て

い
る
。
こ
の
ナ
イ
フ
は
ほ
穿
完
形
を
止
め
た
貴
煎
な

も
の
で
あ
っ
て
、
他
に
破
片
数
ケ
が
住
居
祉
か
ら
冊
［

土
し
、
こ
の
型
の
ナ
イ
ラ
が
可
成
潮
用
い
ら
れ
辱
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
Q
装
身
具
と
し
て
は
ト
ル
コ
石
。

ア
マ
ゾ
ン
石
の
市
議
数
ケ
（
そ
の
内
少
数
は
既
に
本

紀
要
町
十
五
巷
々
頭
に
康
色
版
で
示
ざ
れ
て
い
る
）
、

特
に
興
味
を
引
く
も
の
と
し
て
子
安
貝
を
換
し
た
骨

製
品
が
あ
る
。
大
理
石
製
の
小
王
は
非
常
に
愛
用
さ

れ
た
ら
し
く
、
何
百
と
云
う
数
に
上
っ
て
屠
り
、
中

に
眠
ル
コ
石
や
骨
の
小
玉
も
少
数
混
じ
て
い
る
。
披

針
型
の
叢
記
や
短
漕
形
の
小
轟
1
3
板
は
、
恐
ら
く
最
も

軍
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
師
脚
に
門
瀬
冤
土
地
帯
」
に

煮
て
博
士
自
身
が
紹
介
し
て
居
ら
や
る
こ
と
で
は
あ

り
、
そ
の
後
別
に
新
し
い
見
解
も
示
し
て
居
ら
れ
ぬ

赦
、
こ
義
で
は
省
略
す
る
。
た
穿
小
骨
板
は
豫
想
以

上
に
多
数
で
、
第
六
號
墓
の
如
き
は
百
ケ
以
．
上
を
算

し
て
い
る
こ
と
だ
け
を
摯
げ
て
置
く
。

　
　
次
に
億
屠
駈
撫
土
の
彩
陶
以
外
の
土
器
で
は
、
墓

　
坑
繊
土
の
も
の
と
同
じ
く
、
彩
陶
と
、
岡
檬
で
た
ゴ
彩

　
丈
の
み
を
鮫
く
も
の
、
突
一
帯
丈
あ
届
粗
陶
、
繍
臨
席
丈

　
あ
る
粗
陶
を
主
と
し
、
そ
の
他
に
底
部
や
把
手
の
形

　
な
ど
よ
り
祁
當
時
代
の
下
る
と
患
わ
れ
る
も
の
や
、

　
齊
家
期
の
土
器
片
ニ
ケ
、
｝
災
に
は
冒
附
の
足
と
考
え
ら

　
れ
る
も
の
ぬ
池
葬
左
す
る
が
、
細
い
織
陰
型
彼
掘
が
な
さ
れ

　
て
居
な
い
以
上
、
そ
れ
●
ら
相
互
の
關
係
を
云
々
す
る

　
こ
と
は
出
癖
な
い
。
博
士
は
齊
家
期
の
破
片
の
存
在

　
を
以
て
、
蜜
己
の
編
年
に
都
ム
”
の
よ
い
解
羅
を
下
し

　
て
騰
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
殆
ど
根
操
の
無
い
も
の
と

　
云
う
の
外
な
い
。
彩
陶
に
つ
い
て
は
、
既
に
木
紀
要

　
の
第
十
五
巷
に
掬
べ
‘
ら
劇
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る

　
と
宇
山
墓
玩
系
の
自
㊦
暮
ご
b
帥
詳
。
凶
日
を
お
す
る
も

　
の
と
、
簿
士
が
佳
難
業
土
器
と
せ
ら
れ
る
馬
家
鱗
系

　
の
黒
線
丈
の
土
器
と
が
混
じ
て
居
り
、
盛
者
を
同
一

　
時
期
と
せ
ら
れ
る
博
士
の
立
論
に
好
都
合
で
あ
り
、

　
叉
墓
坑
出
　
土
の
も
の
に
は
馬
勘
猷
審
系
の
も
の
は
一
ケ

　
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
羅
漢
壁
や
南
甘

　
齋
に
於
け
る
諸
遺
跡
に
於
て
は
、
黒
線
丈
土
器
の
み

　
で
豊
山
墓
祉
系
の
q
o
客
財
℃
勲
馨
9
．
＝
を
有
す
る
土

　
器
が
｝
、
片
も
禺
土
し
て
屠
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
抵
蹟
の

、
住
民
は
臼
露
臨
μ
唱
饅
葺
。
糊
目
を
有
す
る
葬
m
川
土
器
を

用
い
な
か
つ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
O
こ
瓦
で
羅

漢
裳
街
土
の
無
線
丈
土
器
と
、
馬
寂
響
・
朱
家
塞
碍

土
の
罫
線
丈
土
器
と
の
同
時
代
性
を
坐
る
な
ら
ば
、

傘
山
系
の
土
器
と
馬
溜
小
鴨
系
の
土
器
と
が
、
同
博
代

で
あ
っ
て
、
畢
な
る
用
途
の
霜
違
で
あ
る
と
云
い
切

る
に
は
ま
だ
程
逡
い
の
で
は
あ
る
ま
，
い
か
。
こ
の
問

題
は
、
藁
履
鮭
と
嘉
無
と
が
近
接
し
て
二
見
さ
れ
た

こ
の
朱
保
湿
遣
蹟
に
試
敵
て
解
明
せ
ら
れ
る
こ
と
を
期

私
し
て
房
た
の
で
あ
る
が
、
住
居
祉
の
組
織
的
被
掘

が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
途
に
・
實
現
せ
ら
れ
な

か
っ
た
。
そ
の
他
の
住
血
塊
嘉
酒
品
と
し
て
は
、
羅

漢
蛍
抵
跡
の
特
色
を
な
す
側
面
に
刻
み
日
の
入
っ
た

看
扁
庖
丁
が
此
庭
に
於
て
喝
偶
少
し
て
い
る
こ
と
Σ
、

骨
製
の
鋤
と
考
え
ら
れ
る
珍
ら
し
い
愚
物
が
相
當
歎

幽
乱
し
て
い
る
こ
と
が
口
立
つ
た
黙
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
錯
難
し
た
幕
鉦
の
幾
掘

品
を
、
途
に
ご
筑
迄
整
理
せ
ら
劃
て
風
鳥
さ
細
申
，

國
の
先
史
時
代
の
解
明
に
並
要
な
贅
料
を
提
供
せ
ら

れ
た
博
士
の
努
力
に
卜
し
て
吾
々
は
深
い
敬
慧
を
梯

は
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
－
藤
澤
長
治
一

（　2：・｝5　）


