
欝

人
々
に
対
し
て
も
ま
た
5
ま
し
め
な
い
も
の
が
あ
る

と
信
ず
る
の
で
あ
る
．
、

　
な
お
館
足
な
が
ら
、
こ
の
陵
墓
の
副
離
晶
に
つ
い

て
の
疑
問
に
つ
い
て
触
れ
て
み
よ
う
。
は
し
が
き
に

は
「
大
規
模
に
開
掘
さ
れ
、
墓
室
内
に
あ
っ
た
塞
蓄

嚢
后
の
史
冊
碑
石
を
は
じ
め
翻
藤
品
の
類
ま
で
も
こ

と
ご
と
く
運
び
虫
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
し
と
述
べ

て
お
ら
れ
る
が
残
差
最
の
存
在
は
果
し
て
如
何
な
る

程
度
で
あ
っ
た
か
。
遼
朝
滅
亡
後
、
中
浜
歴
代
の
場

合
の
よ
・
り
に
こ
れ
ら
帝
王
纏
絡
ま
た
こ
と
ご
と
く
発

か
れ
、
蟻
ろ
湯
氏
は
そ
の
最
後
の
人
で
あ
っ
て
、
そ

こ
に
は
殆
ん
ど
め
ぼ
し
い
副
手
品
の
類
は
な
か
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
ら
に
契
丹
文
藻
に
つ
い
て

の
墾
蜀
と
し
て
は
、
　
「
捲
尾
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た

契
丹
文
の
類
別
表
し
に
合
せ
て
わ
れ
わ
れ
門
外
漢
の

た
め
に
契
丹
名
詞
対
照
表
の
ご
と
き
を
作
成
し
て
い

た
だ
ぎ
た
か
っ
た
。
　
〔
座
郵
貯
刊
行
会
諮
行
　
菊
借

版
　
定
価
二
五
、
○
○
○
円
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
小
野
勝
年
一
i

堀
　
　
一
郎
碧

　
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究

島
国
の
山
間
信
仰
史
に
若
し
て
は
断
片
的
に
は
既

に
多
数
の
研
究
が
公
に
さ
れ
て
い
る
が
、
之
を
ま
と

め
て
全
体
的
に
展
凱
…
τ
そ
こ
か
ら
難
論
的
な
体
系
を

帰
納
す
る
事
は
今
鼠
迄
行
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
一

般
に
庶
戻
階
晒
の
生
活
が
歴
史
研
究
の
視
野
に
大
き

く
入
っ
て
来
た
の
は
言
う
蓬
も
な
く
文
化
庚
研
究
の

結
果
か
ら
必
然
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

階
糟
は
常
に
歴
輿
の
底
層
を
な
す
と
い
弓
正
に
そ
の

理
由
に
よ
っ
て
所
謬
文
献
更
料
の
中
に
そ
の
姿
を
直

接
現
わ
す
公
算
が
少
く
、
従
っ
て
之
に
対
す
る
実
証

的
研
究
は
そ
こ
に
方
法
上
の
原
理
的
な
緯
畷
を
背
負

は
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
代
民
俗
学
の
勃
興
し

て
来
た
最
大
の
理
由
の
一
竜
笑
に
こ
の
隆
路
を
開
弊

す
る
事
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
こ
の
側
に
於

て
は
未
掘
資
料
は
寧
ろ
無
限
に
近
く
、
今
臼
蓬
の
民

俗
学
は
主
と
し
て
こ
の
無
数
の
伝
承
資
料
の
発
掘
と

整
礫
に
目
標
を
お
い
て
来
た
の
で
あ
る
。
複
雑
多
岐

を
趣
め
る
常
民
生
活
史
に
透
徹
し
た
体
系
を
与
え
る

た
め
に
は
そ
5
し
た
民
俗
掌
の
歯
茎
な
資
料
と
方
注

を
駆
使
し
つ
つ
他
面
に
於
て
膨
大
な
文
献
史
学
の
成

果
を
消
化
し
璽
に
広
く
世
界
の
夫
開
民
族
に
間
す
る

蜘
見
の
裏
附
け
を
要
す
る
点
に
託
て
、
そ
の
作
業
は

単
一
の
尋
問
的
方
法
に
の
み
立
脚
す
れ
ば
足
り
る
研

究
に
比
し
て
絡
…
段
の
嗣
難
を
含
ん
で
い
る
．
、
今
回
上

八
四

梓
さ
れ
た
堀
教
授
（
東
北
大
学
宗
教
学
）
の
七
五
〇

頁
を
こ
え
る
近
業
は
伝
承
の
蕪
幹
を
な
す
民
間
儒
仰

に
つ
い
て
そ
弓
し
た
幾
多
の
困
難
を
は
じ
め
て
克
服

し
た
力
作
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
宗
教
史
の
本
領

か
ら
更
に
広
く
文
学
喫
驚
俗
史
三
会
史
愚
想
史
等
に

竜
三
連
し
艮
俗
掌
・
民
族
誌
二
久
化
人
類
掌
等
も
含
ん

で
広
義
の
歴
史
学
多
年
の
渇
を
癒
す
恵
の
で
あ
る
。

潔
い
洞
察
と
含
蓄
は
本
署
が
東
京
大
掌
に
提
出
さ
れ

た
学
位
論
文
で
あ
る
と
い
う
に
相
応
し
い
。

　
蠣
氏
は
さ
き
に
国
民
精
神
文
化
研
究
所
に
あ
っ
て

昭
瀦
十
五
年
以
来
「
珍
本
仏
教
史
論
」
　
「
日
本
上
代

文
化
と
仏
教
」
　
「
臼
本
上
代
仏
教
文
化
史
」
　
「
伝
教

大
師
」
等
の
著
書
に
よ
っ
て
主
と
し
て
挙
国
上
代
仏

教
に
つ
い
て
次
々
と
斬
新
な
創
見
を
世
に
送
ら
れ
つ

つ
、
繍
財
団
勇
胆
の
学
風
に
接
近
し
て
は
逸
早
く
そ

の
精
髄
を
体
し
昭
和
十
九
年
「
臨
幸
思
想
－
国
昆
信

御
構
本
質
瓢
繭
」
の
好
著
を
物
さ
れ
続
い
て
昭
和
廿
六

年
の
「
民
間
信
仰
」
　
（
岩
波
全
轡
）
に
於
て
は
民
間

信
仰
と
常
民
社
会
と
の
関
連
颪
に
純
民
俗
掌
現
在
の

水
準
を
示
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
出
版
さ
れ
た
本
書

の
序
文
に
よ
れ
ば
、
元
来
「
遊
山
思
想
」
・
本
署
・
「
民

間
儒
仰
」
　
（
岩
波
全
書
）
の
順
に
執
筆
さ
れ
た
三
部

作
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
近
く
拙
版
予
定
の
「
至
幸
思

（エ94）



想
し
改
訂
増
補
版
を
〃
伝
説
篇
”
と
し
本
書
を
〃
宗

教
輿
篇
”
と
し
て
一
体
の
「
我
国
民
聞
倭
仰
史
の
研

究
」
の
成
立
が
見
込
振
れ
「
感
量
信
稗
」
　
（
岩
波
全

轡
）
は
そ
の
後
に
位
置
づ
け
る
の
が
著
者
の
構
想
ら

し
い
。
従
っ
て
湊
署
ぱ
事
実
上
は
標
題
の
慶
7
6
本
の
後

単
部
に
当
る
の
で
あ
る
が
三
部
作
を
一
貫
す
る
主
張

に
・
立
ち
つ
つ
宗
教
炎
と
し
て
そ
れ
自
身
．
完
結
…
し
た
内

容
を
も
た
せ
る
著
者
の
意
図
は
既
に
「
遊
幸
思
想
」

の
序
文
の
中
に
謳
わ
れ
て
い
た
処
で
あ
る
。
文
献
史

斜
罠
硲
資
料
の
双
方
に
つ
い
て
紳
々
の
降
臨
・
示
現
・

依
懸
・
巡
遊
の
儒
仰
襯
念
、
及
び
神
々
の
よ
り
ま
し
ミ
、

置
ト
モ
チ
と
し
て
の
神
路
遊
子
の
実
修
に
国
罠
嫁
御

の
本
質
を
見
ん
と
し
た
照
著
の
後
を
う
け
て
太
害
に

於
て
は
四
部
十
三
篇
に
亘
り
専
ら
宗
教
史
約
立
場
を

鐙
欝
な
引
閑
…
史
料
の
上
に
展
…
開
し
て
い
る
。
吾
が
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
へ

闘
僑
仰
の
歴
史
蘭
形
成
に
当
っ
て
言
わ
ば
能
化
の
側

に
立
つ
た
信
仰
宜
布
者
即
ち
畏
閥
の
呪
衛
宗
教
的
遊

行
者
の
機
能
に
最
も
高
い
位
置
を
認
め
る
前
署
以
来

の
立
場
は
そ
の
ま
ま
本
書
に
も
引
つ
が
れ
、
第
一
部

．
簗
一
編
に
之
を
「
俗
鋤
農
と
規
定
し
て
修
験
系
、
念

仏
系
、
俗
神
道
陰
陽
道
系
に
大
別
し
金
扇
の
序
説

に
当
て
る
．
、
即
ち
鎌
難
を
極
め
る
災
聞
信
佛
．
の
分
野

も
系
統
的
に
は
こ
の
こ
一
つ
に
分
か
れ
同
時
に
之
は
夫

欝

評

々
上
代
、
中
世
、
近
世
の
重
点
を
な
す
捲
標
に
も
擬

せ
ら
れ
る
。
繁
二
部
（
第
コ
編
i
第
五
編
）
で
は
修

験
山
　
伏
の
機
能
と
形
態
を
論
じ
、
先
ず
上
代
仏
教
の

弓
術
的
性
絡
と
最
澄
空
海
の
山
林
仏
数
か
ら
平
安
仏

教
の
常
数
呪
術
化
と
験
者
の
重
態
に
ふ
れ
、
そ
の
呪

力
獲
得
手
段
と
し
て
の
鶏
林
精
緻
が
や
が
て
一
般
に

も
頭
陀
巡
礼
の
風
を
馴
致
し
た
る
に
応
じ
諸
岡
の
霊

山
名
寺
に
御
汚
先
達
の
発
生
を
見
、
ひ
い
て
験
者
の

各
地
方
の
山
に
於
け
る
劉
拠
集
団
化
が
東
台
両
密
の

支
配
下
に
帰
属
す
る
他
方
、
下
級
の
行
者
先
濫
が
露

出
の
信
仰
を
も
つ
て
地
方
に
分
散
遊
行
し
霞
・
檀
那

場
。
檀
廻
制
度
を
成
立
さ
せ
る
過
程
を
主
と
し
て
熊

野
・
羽
黒
・
並
並
に
つ
い
て
考
証
す
る
の
で
あ
る
。
又

祖
霊
が
山
と
里
を
往
復
す
る
観
念
表
出
、
山
前
里
宮

の
二
窺
形
態
、
民
聞
年
中
行
事
、
葬
送
習
櫓
か
ら
、
山
　

中
畑
鼻
観
念
及
び
死
霊
の
山
申
往
来
を
想
定
し
、
か

か
る
山
の
精
霊
と
交
帯
し
て
そ
の
講
堂
を
身
に
つ
け

た
人
神
的
呪
術
者
に
験
者
の
源
流
を
見
、
叉
そ
こ
に

山
嶽
信
仰
の
原
始
形
態
を
考
え
て
い
る
．
．
第
三
部
（
第

六
編
i
第
八
編
）
は
浄
土
教
の
展
開
及
び
そ
の
民
閥

に
沈
降
し
た
形
態
と
機
翼
に
当
て
、
髭
叡
出
の
常
行

三
昧
堂
以
後
、
空
也
、
源
信
、
良
忍
、
注
然
、
親
電
と

次
第
す
る
蜜
本
心
土
教
の
系
譜
を
追
っ
て
そ
の
畏
聞

受
容
、
沙
弥
生
活
、
道
腸
形
式
に
及
び
、
つ
い
で
一

遍
に
続
く
遊
行
上
人
の
庶
毒
性
と
踊
念
仏
に
ふ
れ
、

毛
坊
主
、
僧
妻
帯
、
糖
蜜
世
俗
化
を
論
じ
、
旗
屋
、

茶
第
、
さ
さ
ら
、
翻
心
等
蕎
地
に
土
蒼
し
た
所
謬
特

殊
部
落
民
の
呪
術
宗
教
的
櫛
総
轄
を
見
、
死
霊
の
表
れ

で
あ
る
害
虫
、
疫
病
等
に
対
す
る
念
仏
の
呪
術
性
に

蒼
目
し
て
踊
念
仏
と
御
盤
儒
御
と
の
関
連
に
及
ぶ
。

時
期
的
に
い
っ
て
こ
の
部
分
は
従
来
臼
本
仏
教
史
の

研
究
が
最
も
重
点
を
指
向
し
た
処
で
あ
る
が
、
方
法

的
歓
陥
の
故
に
常
に
そ
の
視
野
の
外
に
放
観
し
て
来

た
底
層
を
新
し
く
風
俗
学
の
方
法
を
導
入
す
る
事
に

よ
っ
て
鮮
か
に
掘
り
趨
し
て
い
る
が
、
た
だ
必
要
以

上
に
多
い
仏
教
輿
の
祖
述
は
啓
蒙
霧
で
な
い
本
審
の

如
き
に
は
あ
ら
ず
も
が
な
の
感
が
な
い
で
も
な
い
。

第
四
部
（
第
九
編
－
第
十
二
編
）
は
慣
神
道
陰
陽
道

系
で
あ
っ
て
長
萸
、
夙
、
陰
陽
師
、
唱
門
師
、
院

内
、
さ
ん
じ
よ
等
の
近
世
特
殊
災
漂
泊
民
の
社
会
的

呪
術
宗
教
的
機
能
と
そ
の
季
節
的
な
来
訪
行
事
の
広

汎
な
分
布
の
中
か
ら
古
代
の
民
間
陰
陽
師
的
な
瞬
術

様
式
を
探
ら
ん
と
し
、
無
出
東
↓
無
燈
文
書
等
を
擾
召

し
て
三
昧
聖
（
隠
亡
）
と
勧
進
聾
と
の
閣
連
及
び
巫

女
と
遊
女
と
の
開
智
、
そ
の
漂
泊
か
ら
定
着
に
到
る

過
程
、
及
び
巫
女
接
神
、
処
女
受
胎
．
ぎ
三
蝕
8
の

八
五

（195）



欝

評

儀
札
の
原
因
を
神
に
対
す
る
瓢
。
豊
欝
歌
曲
に
み
る

一
方
、
亡
霊
愚
直
的
口
承
文
芸
の
聚
達
を
宮
女
の
託

宜
綾
術
の
退
化
に
随
伴
し
た
現
象
と
み
て
い
る
。
最

後
の
第
十
　
掌
編
「
顛
落
信
御
に
於
け
る
人
神
の
襖
念

と
宗
教
的
遊
行
者
の
暴
富
的
挫
絡
と
機
能
」
は
本
書

の
結
論
的
部
分
を
な
し
「
叢
心
事
一
コ
宮
神
人
絵
系

図
し
に
於
け
る
紳
人
隔
牡
羊
続
伝
承
を
典
型
と
し
て
、

人
が
神
に
扮
し
神
を
代
弁
し
往
々
紳
幌
を
主
張
す
る

人
神
信
仰
の
原
型
を
探
り
、
結
局
之
が
前
著
に
於

て
吾
国
事
薄
煙
佛
に
特
徴
的
と
み
た
激
ハ
幸
思
懇
と
同

綴
に
発
し
た
も
の
で
あ
り
錘
魂
槻
念
、
農
讐
儀
礼
と

コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
し
て
民
間
僻
仰
の
中
心
を
な
す
纏

先
崇
拝
の
禰
型
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
著
者

盲
身
の
「
結
語
」
を
籍
り
れ
ば
「
こ
の
入
紳
鎌
式
の

儒
簡
型
は
そ
の
要
素
と
し
て
天
理
又
は
海
の
彼
方
に

想
宛
さ
れ
る
一
種
の
他
界
観
念
を
伴
う
処
の
死
者
又

は
4
6
盤
集
拝
に
淵
源
し
そ
の
発
展
段
階
に
於
て
種
々

の
驚
喜
分
化
を
辿
っ
た
」
が
「
そ
れ
は
叉
当
然
農
耕

祉
会
と
の
結
合
に
よ
っ
て
一
方
で
は
祖
先
又
は
祖
…
釜

の
概
念
を
導
き
出
す
一
の
繁
因
を
な
す
と
共
に
他
面

で
は
穀
霊
と
結
合
し
て
こ
こ
に
死
者
及
び
祖
撃
墜
侮

の
農
麟
社
会
的
影
像
を
形
成
し
て
来
た
も
の
」
と

す
る
の
が
薯
者
の
繍
…
く
大
要
の
シ
ェ
ー
マ
で
あ

る
。　

吾
々
は
こ
こ
に
姶
め
て
吾
が
民
聞
信
仰
史
に
つ
い

て
一
の
体
系
を
与
え
ら
れ
た
。
臼
本
民
俗
掌
の
開
撫

嚢
で
あ
る
郷
田
國
颯
四
氏
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
紘
論
文

「
巫
女
考
」
　
「
毛
坊
主
考
」
　
（
郷
土
研
究
第
一
・
二

巻
）
故
血
紅
信
夫
薄
土
の
「
常
世
及
び
ま
れ
び
と
」

（
民
族
第
四
ノ
一
）
に
受
け
た
感
銘
か
ら
｛
揖
発
し
て

十
年
二
期
の
結
果
と
序
↑
交
に
告
白
し
て
い
る
が
、
従

来
氏
が
発
表
せ
ら
れ
た
諸
種
の
論
文
の
内
容
は
す
べ

て
何
等
か
の
形
で
太
論
著
の
申
に
集
大
成
さ
れ
、
文

献
、
伝
承
の
両
域
に
亘
り
誠
に
精
力
的
な
博
引
傍
証

を
積
重
ね
つ
つ
錯
維
極
り
な
き
吾
が
戻
間
信
仰
輿
を

体
系
的
に
配
列
し
幾
多
研
究
者
を
芒
洋
の
歎
か
ら
解

放
さ
れ
た
労
に
対
し
深
い
敬
意
を
表
し
た
い
。
元
来

民
硲
掌
は
系
劇
的
に
園
掌
の
伝
統
を
荷
5
た
め
に
、

民
間
僑
仰
に
至
大
の
影
響
を
与
え
た
仏
教
に
対
し
．
て

一
種
の
不
食
嫌
い
と
も
い
う
べ
爵
偏
見
を
も
つ
半
面
、

従
来
の
仏
教
輿
家
を
は
じ
め
一
般
の
宗
教
史
家
に
は

民
俗
学
的
感
覚
に
欠
く
る
点
が
多
か
っ
た
。
又
純
然

た
る
海
野
の
学
と
し
て
発
達
し
た
民
俗
学
の
文
献
ゆ
、
曲

紬
か
く
諸
地
に
散
在
し
、
之
が
現
酬
に
研
究
上
最
大
の

障
害
を
な
し
て
い
る
．
．
も
と
東
大
に
於
て
印
縫
誓
学

を
専
攻
さ
れ
、
又
日
本
民
俗
掌
会
理
事
と
し
て
鄭
重

八
六

鼠
食
氏
の
薫
陶
．
の
下
に
そ
の
完
幽
し
た
コ
レ
ク
シ
隷

．
ン
を
遺
憾
な
く
利
用
さ
れ
た
掘
氏
に
、
し
て
始
め
て
右

の
幾
つ
か
の
障
観
劇
を
も
排
除
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
民
間
信
仰
の
底
脈
を
発
掘
す
る
不
潔
・
業

は
い
く
つ
か
の
条
件
に
恵
ま
れ
た
民
の
手
に
よ
っ
て

一
応
な
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
広
く
文
化
史

の
立
場
か
ら
み
る
と
き
猶
そ
こ
に
相
番
の
問
題
が
遺

さ
れ
で
旨
い
る
。
隙
々
の
問
題
は
儲
措
ぎ
何
よ
り
も
奇

異
な
の
は
屍
闘
僧
仰
と
い
い
乍
ら
氏
神
、
旦
那
寺
、

仏
壇
、
神
糊
、
囲
嬢
裏
等
共
岡
体
と
の
隠
鬼
を
含
む

部
颪
は
全
く
黙
殺
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
り
、
叉
祖
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

と
穀
霊
と
の
習
合
と
い
う
言
葉
は
何
團
も
繰
返
さ
れ

て
い
る
が
そ
の
笑
態
の
分
析
は
殆
ん
ど
行
わ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
む

な
い
．
、
総
じ
〆
鬼
前
著
以
来
民
間
信
佛
に
於
け
る
能
化

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

の
側
に
重
点
が
あ
り
所
化
の
側
で
あ
る
常
民
生
活
の

社
会
経
済
更
的
地
盤
と
の
額
即
関
係
が
何
故
か
全
く

婚
外
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
些
か
不
満
を
禁
じ
得
な

い
処
で
あ
る
。
之
は
元
来
臓
卜
焚
た
る
こ
と
を
月
標

と
し
た
本
誌
の
意
図
の
外
に
あ
る
と
い
5
処
か
亀
し

れ
ぬ
が
共
同
体
の
、
阪
履
、
生
産
手
段
の
獲
得
隔
、
邸
常
畏

の
生
濡
を
根
源
的
に
支
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
儒
御

面
と
の
間
に
は
不
離
の
癒
互
癩
果
閥
係
が
あ
り
、
そ

の
一
方
を
捨
離
し
て
は
億
方
を
真
に
異
体
的
に
考
え
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る
事
が
鐵
来
な
い
性
格
を
も
つ
て
い
る
。
　
即
ち
家

族
、
晦
族
、
対
熱
冷
、
農
事
、
林
業
、
狩
猟
（
漁
業
）

等
々
を
甚
盤
と
し
つ
つ
同
時
に
之
の
成
立
を
支
え

て
来
た
宗
…
敬
約
契
儲
…
が
氏
の
所
謂
遊
幸
人
神
観
念
と

如
何
な
る
重
連
に
立
つ
も
の
か
。
穀
霊
や
氏
神
を
い

5
本
霧
．
の
結
語
の
前
に
は
猶
可
成
り
飛
躍
さ
れ
た
空

白
が
お
か
れ
て
い
る
様
で
あ
る
。
「
龍
華
信
仰
」
（
岩

波
全
量
）
は
現
行
民
俗
か
ら
こ
の
面
［
に
鍬
を
入
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
更
に
之
を
逼
・
去
に
遡
り
本
　
署
と
の

闘
の
橋
梁
を
架
す
る
こ
と
は
独
り
氏
の
み
の
問
題
に

止
ら
ず
、
広
義
の
文
化
史
全
般
の
問
題
で
あ
り
任
務

で
あ
ろ
5
。
、
太
書
は
そ
の
た
め
の
有
力
な
前
進
拠
点

を
提
供
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
後
日
本
の
民
間
信

託
に
関
し
て
は
一
度
は
之
を
通
過
し
な
く
て
は
な
ら

ぬ
と
い
〉
づ
状
態
が
こ
こ
当
分
は
続
く
で
あ
ろ
5
．
冒

（
創
元
社
刊
、
一
七
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
…
竹
田
聴
洲
…
1

宇
都
宮
清
吉
著

　
憧
　
約
　
研
　
究

　
こ
れ
は
李
下
に
記
し
た
様
に
、
名
大
研
変
論
集
に

収
め
ら
れ
た
論
文
で
あ
る
が
、
氏
の
多
く
の
漢
代
史

研
究
の
中
、
特
に
代
蓑
的
な
労
作
で
あ
る
．
、
氏
が
こ

轡

回

れ
ま
で
護
国
古
代
炎
、
殊
に
漢
代
史
に
お
い
て
、
幾

多
の
優
れ
た
菜
績
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
今
更
誉
ら

ま
で
も
な
い
が
、
鎧
戸
者
に
お
い
て
は
、
氏
が
こ
れ
ま

で
に
渉
猟
…
し
た
数
々
の
資
料
を
駆
使
し
、
過
ま
永
年

に
わ
た
っ
て
培
っ
た
顯
…
蓄
を
傾
け
て
、
羅
馬
社
会
経

済
の
全
魏
を
立
体
的
に
揺
慰
し
、
氏
独
特
の
卓
越
せ

る
見
解
を
表
明
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ

っ
た
色
々
の
疑
点
を
解
答
．
し
た
箇
所
も
多
く
、
中
鼠

古
代
変
に
多
大
の
貢
献
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
著
者
が
憧
約
㌔
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
奴
隷
そ
の
も

の
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
た
文
学
作
晶
が
、
西
洋
に
は

数
．
多
く
存
在
す
る
の
に
、
中
国
に
は
殆
ん
ど
唯
一
と

言
っ
て
も
よ
い
位
少
く
、
而
も
こ
れ
を
厳
密
に
校
勘

し
て
見
た
結
果
、
木
簡
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

ろ
ろ
と
の
推
定
を
下
し
得
る
確
実
な
資
料
で
あ
る
と

こ
ろ
が
ら
、
こ
の
作
贔
の
持
つ
真
の
意
義
を
究
．
明
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
代
奴
隷
の
本
質
、
並
に
そ
の

麿
景
と
な
る
奴
隷
所
膚
者
の
土
地
経
鴬
の
実
相
を
開

か
に
し
、
中
国
古
代
輿
上
に
お
け
る
奴
隷
欄
一
般
に

つ
い
て
の
、
正
し
い
煮
見
を
表
馨
し
よ
5
と
す
る
も

の
で
あ
る
．
、
億
約
の
テ
キ
ス
ト
は
ど
れ
程
古
く
晃
て

も
、
芸
文
類
・
聚
以
上
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
そ
の
た
め
特
電
の
伝
本
の
校
合
だ
け
で
は
、
王

褒
の
原
品
に
近
接
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
然

る
に
海
難
は
、
誓
約
が
糧
文
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
押

韻
の
関
係
を
た
ど
っ
て
、
素
れ
た
旬
序
を
正
し
、
本
来

の
姿
に
ま
で
近
接
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
擁
約
に
つ

い
て
の
．
研
究
が
極
め
て
少
い
と
こ
ろ
が
ら
見
て
も
、

本
葺
の
世
に
公
に
さ
れ
た
意
義
肺
．
…
極
め
て
大
き
い
．
．

　
憧
約
は
賦
で
あ
り
、
賦
は
中
国
人
の
伝
統
的
な

考
え
に
よ
れ
ば
、
瓢
諭
女
学
と
し
て
の
．
意
昧
を
も

つ
。
こ
の
賦
の
中
で
王
褒
は
、
奴
隷
が
支
配
者
か
ら

受
け
る
実
に
酷
烈
な
仕
打
を
画
い
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
事
笑
そ
の
も
の
の
表
明
で
は
な
く
、
文

面
に
画
か
れ
た
表
面
的
事
実
を
、
　
一
つ
の
誠
諭
と
し

て
聞
き
と
ら
せ
る
作
用
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
即
、
ち

表
面
に
画
か
れ
た
纂
笑
を
、
　
一
つ
の
誠
諭
と
し
て
感

得
せ
し
め
、
表
面
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
裏
面
に
あ

る
何
者
か
を
暗
に
悟
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
、
賦
独
特
の

交
学
才
効
果
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
．
、
か
く
し
て
表
面

の
事
実
の
酷
烈
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
却
っ
て
そ
の

中
に
画
か
れ
た
主
人
対
奴
隷
闘
の
入
間
的
連
繋
が
キ

ャ
ッ
チ
出
来
る
と
の
見
解
を
と
る
．
、
従
っ
て
王
褒
は

億
約
に
お
い
て
、
奴
隷
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
．

か
ら
見
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
勿
論
賦
の
文

学
的
性
絡
の
み
か
ら
、
憧
約
を
右
の
様
に
解
釈
す
る

八
七
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