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こ
の
B
4
判
に
近
い
大
型
の
嶽
華
太
・
を
持
っ
て
、
委
員
が
書
評
を
依
頼
に
来

ら
れ
た
と
き
に
は
、
い
さ
さ
か
閉
口
し
た
。
十
数
枚
の
原
色
図
版
と
、
百
六
、
刷

七
十
枚
に
及
ぶ
大
型
図
版
と
は
鮮
鋭
に
し
て
美
し
く
、
本
文
の
挿
図
も
各
種
の

手
法
を
と
り
入
れ
て
お
り
、
装
禎
、
内
容
、
定
価
の
い
ず
れ
の
面
か
ら
い
っ
て

も
張
華
の
一
語
に
つ
き
る
。
こ
の
豪
華
こ
そ
古
銅
器
の
書
に
ふ
さ
わ
し
い
本
書

の
特
徴
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
。

、
そ
の
威
容
に
圧
さ
れ
て
、
霞
評
な
ど
は
と
ん
で
も
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
本

文
を
素
読
し
て
の
印
象
で
も
、
本
書
の
麟
的
は
股
周
銅
羅
の
概
観
を
つ
た
え
る

こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
考
は
極
力
さ
け
、
異
端
を
捨
て
、

通
説
を
取
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
章
の
立
て
方
を
み
て
も
、
十
一
章
の
う
ち
、

七
章
は
各
器
の
解
説
と
年
代
観
で
あ
る
が
、
そ
の
分
類
は
容
庚
氏
が
『
商
周
郵

器
通
考
』
で
試
み
、
広
く
一
般
に
採
用
さ
れ
て
い
る
用
途
別
に
よ
る
方
法
に
し

た
が
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
烹
熟
の
器
、
盛
食
の
器
、
盛
酒
の
器
、
飲
酒
の

器
、
水
器
、
楽
羅
、
雑
器
（
武
器
、
車
馬
具
、
服
飾
具
、
鏡
）
の
順
で
あ
る
。

次
の
第
八
章
で
は
玉
に
つ
い
て
ふ
れ
、
第
九
章
で
は
文
様
を
と
り
あ
つ
か
い
、

と
く
に
饗
漸
悟
を
領
袖
と
し
て
、
そ
の
分
祈
を
お
こ
な
っ
て
お
ら
れ
る
。
第
十

章
の
銘
交
の
項
で
は
、
図
形
文
型
、
策
命
文
書
、
寿
詞
の
各
型
式
を
あ
げ
、
そ

れ
が
時
代
順
に
交
替
し
て
行
く
こ
と
を
説
か
れ
、
最
後
の
章
で
は
、
股
周
青
銅

器
の
世
界
を
三
期
に
わ
け
て
、
第
一
期
は
毅
鄭
州
期
か
ら
周
初
ま
で
の
竪
鍵
文

疇
・
代
、
第
二
期
は
西
周
中
期
穣
王
の
頃
か
ら
は
じ
ま
る
策
命
時
代
、
第
三
期
は

春
秋
後
期
の
新
制
が
う
ま
れ
た
動
物
文
時
代
と
し
て
い
る
。
図
版
は
で
き
る
だ

け
新
写
真
を
採
用
し
て
、
豊
窟
に
入
れ
、
文
章
は
こ
れ
ら
の
挿
図
を
十
分
に
活

用
し
て
、
簡
潔
に
し
て
、
要
領
よ
く
、
平
易
に
と
き
す
す
ん
で
お
ら
れ
る
。
こ

の
啓
蒙
駒
性
格
と
張
華
さ
は
、
本
誌
の
読
者
が
要
求
す
る
よ
う
な
繁
蟄
な
書
評

の
対
象
と
な
る
域
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
筆
を
取
っ
た
以
上
、
何
か

問
題
ら
し
き
も
の
を
見
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
気
づ
い
た
一
、
二
の

点
を
次
に
あ
げ
て
、
著
者
な
ら
び
に
読
者
諸
兄
の
御
事
正
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

ち
な
み
に
本
文
の
具
体
酌
内
容
に
つ
い
て
も
、
紹
介
す
べ
き
か
と
も
思
う
が
、

下
手
な
解
説
よ
り
も
、
本
書
を
一
読
し
て
い
た
だ
い
た
方
が
、
よ
り
解
り
や
す

く
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
一
切
省
略
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
さ
て
、
著
者
が
本
文
中
で
と
く
に
意
を
用
い
ら
れ
た
の
は
、
す
で
に
指
摘
し

た
ご
と
く
、
軍
器
の
編
年
観
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
で
も
、
最
初
に
の
べ
て
お

ら
れ
る
鼎
の
形
式
変
遷
が
、
最
も
基
本
的
且
っ
総
括
酌
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
に
は
附
図
二
二
、
二
三
が
あ
っ
て
、
各
時
代
の
鼎
の
変
遷
が
一
覧
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
図
の
な
か
に
問
題
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
黙
黙
前
期
の
例
と

し
て
、
大
浪
鼎
の
名
を
記
し
て
い
る
の
は
差
し
つ
か
え
な
い
が
、
そ
の
図
は
大

孟
鼎
で
は
な
く
、
安
陽
後
期
の
鼎
と
し
て
あ
げ
た
図
こ
そ
大
孟
鼎
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
西
周
前
期
の
と
こ
ろ
に
載
せ
て
い
る
麟
は
な
に
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま

相
似
た
も
の
を
求
め
れ
ば
、
　
『
追
考
』
附
図
二
三
の
挙
心
腹
鼎
か
、
あ
る
い
は

白
鶴
美
術
餓
蔵
の
挙
証
鼎
が
あ
る
。
こ
の
両
者
は
極
め
て
似
て
い
る
が
、
銘
交

も
器
の
一
部
も
違
い
、
明
ら
か
に
刷
の
器
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
毒
消
は
こ
れ
ら
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を
岡
一
の
器
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
の
で
、
問
題
の
麟
が
い
ず
れ
を
退
い

た
か
囎
瞭
で
な
い
。
と
く
に
文
様
の
細
部
で
は
、
図
の
方
の
碍
が
細
す
ぎ
た
り
、

筒
に
牙
を
欠
い
て
い
た
り
し
て
、
多
少
の
差
異
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
挙
父

辛
鼎
の
方
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
鼎
は
カ
…
ル
グ
レ
ン
が
股
式
銘
の

指
標
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
た
「
挙
」
の
掌
を
有
し
て
お
り
、
　
「
建
蔽
楼
灘
雛
図

録
』
や
『
商
周
弊
器
通
論
』
で
も
、
共
に
股
代
の
器
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

著
溝
も
本
文
中
に
こ
の
鼎
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
大
器
鼎
式
の
形
体
が
周
初

以
前
に
遡
る
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
蓑
者
の
編
年
観
を
考
慮

す
れ
ば
、
こ
の
両
図
形
は
、
場
所
を
麗
き
ち
が
え
た
単
な
る
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
で

あ
る
と
し
て
い
い
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
5
に
配
置
し
賦
し
た
場

含
、
安
陽
後
期
の
代
表
鼎
と
し
て
、
こ
の
挙
父
辛
鼎
を
あ
げ
る
こ
と
が
適
切
か

ど
う
か
と
い
う
問
題
が
の
こ
さ
れ
る
。
諸
家
が
こ
の
鼎
を
樽
代
と
し
た
の
は
、

専
ら
銘
文
の
形
式
か
ら
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
品
形
は
、
大
孟
鼎
ほ
ど
に

は
下
ぶ
く
れ
で
は
な
い
が
、
脚
は
肩
に
饗
言
文
を
つ
け
、
下
底
が
や
や
際
い
て

い
て
、
獣
脚
式
に
近
い
も
の
で
、
大
黄
鼎
と
同
じ
型
式
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

同
種
の
器
は
ほ
か
に
も
二
、
盲
あ
る
が
、
慶
雲
の
毅
墓
発
掘
で
は
、
一
点
の
出

土
例
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
著
者
も
毅
代
と
す
る
に
十
分
な
証
拠
が
あ
る
と

も
い
え
な
い
と
し
て
、
カ
ー
ル
グ
レ
ン
の
黒
鴨
殿
周
式
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
股
点
式
と
い
う
類
が
、
股
末
か
周
初
か
の
い
ず
れ
か
に
、
明
確
に
時

代
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
薯
考
が
「
股
周
青
銅
器
編
年
の

諸
問
題
」
（
『
東
方
学
報
』
二
三
）
で
説
い
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
い
ま
だ
時
代
の
決
定
し
て
い
な
い
器
を
も
つ
て
、
安
陽
後
期
の
型
式

を
代
表
さ
せ
る
の
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
安
寄
大
司
空
村
第
二
三
九

論
理
か
ら
学
術
発
掘
に
よ
っ
て
出
土
し
た
円
柱
式
脚
の
素
文
鼎
な
ど
を
こ
そ
あ

げ
る
の
が
適
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
次
に
附
図
二
三
時
置
、
西
周
後
期
の
毛
公
鼎
の
図
に
、
上
文
の
中
心
に
突
線

一
条
が
落
ち
て
い
る
の
は
些
細
な
こ
と
で
あ
る
が
、
西
周
中
期
の
例
と
し
て
、

蔽
鼎
の
図
を
の
せ
て
い
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
郭
沫
若
氏
が
『
両

朝
金
文
辞
大
系
孜
釈
』
に
お
い
て
、
穆
王
の
時
器
と
し
た
の
に
従
わ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
こ
の
器
の
年
代
観
に
は
有
力
な
異
説
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は

伊
藤
道
治
氏
の
「
新
出
繭
周
金
文
編
年
の
諸
問
題
」
（
糊
”
史
林
』
四
一
の
騰
）
に

判
り
ゃ
す
く
解
説
し
て
あ
み
が
、
容
某
氏
は
三
王
晦
代
の
も
の
と
し
、
陳
夢
家

声
は
庚
王
代
に
あ
て
て
い
る
。
も
し
郭
氏
の
説
を
採
用
し
て
、
西
周
中
期
の
代

表
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
郭

氏
が
こ
の
器
形
に
類
似
し
、
時
代
上
の
へ
だ
た
り
も
な
い
器
と
し
て
あ
げ
て
い

る
師
餅
鼎
は
、
郭
氏
自
ら
は
成
王
時
代
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
織
鼎
と
共
に
三

山
婆
心
梁
薬
陰
か
ら
伴
緩
し
た
器
に
、
遇
頗
が
あ
り
、
こ
の
両
器
は
貝
塚
茂
樹

氏
の
金
文
の
群
標
識
研
究
で
は
、
同
一
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
、
西
窓
初
期
の
も

の
で
あ
る
。
著
雲
霞
身
も
粟
興
は
買
初
の
器
と
し
て
取
り
あ
つ
か
っ
て
お
ら
れ

る
。
陳
氏
は
師
族
霊
を
も
ふ
く
め
て
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
康
王
時
代
の
器
と
し

．
て
い
る
。
若
し
一
歩
を
譲
っ
て
、
こ
れ
が
叢
書
以
前
の
器
と
す
る
確
証
が
得
ら

れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
問
題
の
器
を
西
周
中
期
の
代
表
に
と
り
だ
す

こ
と
は
適
当
で
な
か
ろ
う
。
ま
し
て
、
そ
の
器
形
や
文
様
が
、
む
し
ろ
西
国
初

期
の
特
色
を
十
分
に
備
え
て
い
る
に
お
い
て
は
、
な
ほ
さ
ら
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
西
周
中
期
の
例
と
し
て
は
何
を
あ
ぐ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た

く
し
は
郭
、
容
、
陳
の
三
宝
が
共
に
穆
王
の
時
器
と
い
っ
て
い
る
刺
鼎
か
、
あ

る
い
は
共
王
代
と
い
う
趙
曹
鼎
、
師
湯
父
鼎
な
ど
を
考
え
た
い
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
三
聖
が
し
も
ぶ
く
れ
の
点
は
蔽
鼎
の
流
れ
を
う
け
て
い
る
が
、
よ
り
扁
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itr一

平
で
あ
り
、
脚
は
前
二
者
が
細
身
の
円
柱
式
、
後
一
者
は
躍
層
飾
り
を
付
け
た

下
ひ
ら
き
の
獣
脚
式
で
あ
る
。
こ
れ
を
お
け
ば
、
次
の
西
周
後
期
初
頭
の
大
匙

鼎
は
そ
の
傾
向
の
さ
ら
に
進
ん
だ
姿
と
し
て
説
明
が
つ
く
し
、
次
の
毛
公
鼎
は

胴
部
が
半
球
形
を
し
た
新
型
式
が
定
型
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
流
れ
は

春
秋
、
戦
国
の
鼎
に
発
展
す
る
と
解
し
た
ら
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

　
な
ほ
、
こ
の
変
遷
図
で
は
異
姓
前
期
が
上
略
さ
れ
て
い
る
が
、
河
南
省
挾
県

上
村
給
の
號
国
慕
か
ら
出
土
し
た
聖
子
叔
作
鼎
、
界
小
叔
作
鼎
を
挙
げ
た
ら
ど

う
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
孟
鼎
式
の
退
嬰
で
あ
り
、
後
馬
は
毛
公
諸
式
の
発
展
で

あ
る
。

　
次
に
別
の
問
題
と
し
て
、
図
文
の
名
称
に
つ
い
て
一
言
し
て
み
ょ
う
。
　
一
体

二
黒
の
図
交
を
整
理
し
た
の
は
振
興
戎
で
あ
っ
て
、
郭
、
陳
両
氏
は
あ
ま
り
ふ

れ
ず
、
容
氏
の
名
称
が
一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
ま
ず
第
一
、
に
取
り
あ

げ
た
い
の
は
、
容
氏
が
記
文
と
い
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
側
｝
山
形
の
怪
獣
文

で
、
細
長
い
体
魑
が
鍵
形
、
山
形
、
S
字
形
と
い
ろ
い
ろ
に
変
化
し
た
表
現
を

と
っ
て
は
い
る
が
、
顔
に
大
饗
、
頭
上
に
一
角
、
体
下
に
一
足
を
つ
け
て
い
る

の
を
原
則
と
し
て
い
る
。
た
だ
口
部
の
表
現
に
二
種
あ
っ
て
、
・
上
、
下
顎
が
反

紺
に
そ
っ
た
耀
口
型
と
、
下
に
曲
っ
た
鳥
暁
型
に
わ
け
ら
れ
る
。
著
岩
は
こ
の

区
鯛
を
重
視
し
、
善
導
を
黙
認
文
、
後
者
を
縫
鳳
文
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
点

で
は
容
庚
の
説
を
一
歩
進
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
に
、
写
実
的
な

蓑
現
の
鳳
鳥
形
を
岡
じ
薙
鳳
と
呼
ん
で
、
風
説
と
同
一
部
類
に
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
問
題
が
あ
る
。
鳳
鳥
形
を
礎
鳳
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
日
本
考
古
学
の
黎
明
期

の
学
者
が
後
漢
鏡
の
｝
つ
を
漣
鳳
鏡
と
命
名
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
名
称
の
適
切
で
な
い
こ
と
は
、
梁
上
椿
な
ど
の
中
国
学
者
が
つ
よ
く

竃
課
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
体
こ
の
三
つ
の
図
形
の
系
統
的
な
関
係
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
鳳
鳥
形
は
著
者
の
い
わ
れ
る
竪
誓
文
時
代
の
図
文
中
で
は
、

甚
だ
写
実
的
で
あ
る
上
に
、
あ
く
ま
で
も
鳥
で
あ
っ
て
、
鳥
以
外
の
要
素
は
ふ

く
ま
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
他
の
二
図
形
は
饗
盤
同
様
に
非
写
実
約
表
現
で

あ
り
、
と
く
に
問
題
の
鳥
噛
型
の
も
の
も
、
体
魑
や
角
は
獣
的
で
あ
る
。
い
わ

ば
鳥
獣
混
合
型
で
あ
る
。
し
か
も
図
形
と
し
て
の
系
統
は
、
龍
旧
型
獣
文
と
共

－
に
饗
腰
文
の
一
側
面
か
ら
発
展
し
た
と
甑
4
3
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
両
形

は
同
じ
型
式
の
申
の
整
式
分
類
と
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
純
粋
の
鳳
鳥
形
と
は
あ

く
ま
で
も
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
を
饗
文
と
す
る
か
、
魑
文
と
呼
ぶ
か
は
、
ま
た
別
の
考
証

が
い
る
。
ま
ず
『
説
文
』
か
ら
当
る
と
、
　
「
整
は
龍
の
如
く
に
し
て
、
一
足
、

角
手
あ
り
、
人
簡
の
形
を
な
す
」
と
あ
り
、
魑
に
つ
い
て
は
段
注
に
「
蜥
蝸
の

類
」
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
『
山
海
経
論
を
み
れ
ば
、
　
「
蔓
は
牛
の
如
く
、

無
角
に
し
て
一
足
」
と
い
い
、
　
『
国
語
』
の
葦
注
で
は
、
題
を
小
蛇
と
い
っ
て

い
る
。
こ
の
図
形
が
い
ず
れ
に
あ
た
る
か
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
確
認
し
が
た
い

が
、
　
一
足
と
い
う
点
を
重
視
し
て
、
こ
れ
ら
を
諺
文
と
呼
ん
だ
容
認
の
呼
称
は
、

環
在
の
と
こ
ろ
筋
が
通
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
亜
式
を
区

別
す
る
に
は
、
源
氏
が
つ
か
っ
て
い
る
礎
鳳
文
、
藥
龍
文
の
名
称
を
使
っ
た
の

で
は
不
都
合
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
郭
氏
は
鰍
鳥
形
を
日
本
式
に
縫
鳳
文
と

い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
容
庚
式
に
単

に
上
文
ま
た
は
鳥
文
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
籍
甲
冑
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
も
窓
庚
氏
の
名
称
に
あ
る
が
、
本
書

で
は
薫
製
と
は
違
っ
た
図
文
に
こ
の
名
を
使
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
善
夫
克
鼎

の
説
明
の
と
こ
ろ
で
、
　
「
頸
蔀
に
は
難
餐
く
ず
れ
の
文
様
が
あ
る
が
、
胴
腹
に

は
籍
曲
文
と
で
も
名
づ
く
べ
き
波
状
の
曲
線
文
が
あ
る
」
と
記
し
て
お
ら
れ
る
。

（927）／55



と
こ
ろ
が
、
容
氏
は
動
物
の
側
而
形
か
ら
変
化
し
た
S
掌
状
の
図
文
で
、
　
「
体

艦
の
漏
壷
が
一
上
一
下
し
て
共
に
曲
り
、
中
央
に
目
形
の
あ
る
も
の
漏
を
い
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
善
夫
克
鼎
で
は
、
頸
部
の
疑
融
く
ず
れ
の
文
様
を
こ
そ

鱗
呪
文
と
称
し
、
胴
腹
の
波
状
文
は
環
帯
交
ま
た
は
波
文
と
呼
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
郭
氏
は
こ
の
波
状
文
を
窮
曲
文
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は

繍
立
文
の
意
で
あ
る
が
、
こ
の
語
の
鐵
典
『
禺
簾
舞
秋
』
に
「
周
鼎
に
纐
曲
あ

り
云
々
」
の
注
に
「
一
に
窮
に
作
る
」
と
あ
る
の
を
不
乱
は
と
っ
て
、
窮
は
臨

で
あ
る
か
ら
、
窮
曲
と
い
う
方
が
正
し
い
と
し
て
い
る
。
試
み
に
籍
の
意
を
し

ら
べ
て
み
る
と
、
　
「
盗
む
」
　
「
私
か
に
扁
　
「
浅
い
」
な
ど
で
あ
っ
て
、
図
像
上

の
特
別
な
意
味
を
示
す
よ
う
に
も
思
わ
れ
な
い
。
郭
氏
が
謡
曲
文
を
波
状
文
に

あ
て
た
の
は
、
単
に
曲
折
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
こ
め
波
状
文
は
ケ
ヤ

キ
の
木
理
を
彷
ね
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
郭
氏
は
容
氏
の
い
わ
ゆ
る
籍
曲
文
の
類
を
嚢
平
文
の
変
化
し
た
も
の

と
み
な
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
変
化
形
に
応
じ
て
、
網
礎
文
、
盤
礎
文
、
変
相
盤

縫
文
な
ど
と
呼
ん
で
い
て
、
そ
れ
は
『
博
古
國
録
』
に
蠣
蔓
文
、
交
蔓
文
と
呼

ん
で
い
る
の
と
主
旨
を
一
に
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
す
る
と
、
わ
た
く
し
は
大
局
的
に
は
郭
氏
の
説
を
是
と
す

る
が
、
本
書
の
絹
法
は
容
郭
両
説
の
混
用
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
図
が
奈
辺
に
あ

る
の
か
は
明
瞭
で
な
い
。

　
以
上
、
本
書
を
一
読
し
て
、
気
づ
い
た
点
を
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
た
が
、

こ
れ
は
頃
来
、
評
看
が
解
明
に
附
し
ん
で
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
機

会
に
著
者
な
ら
び
に
読
者
諸
氏
の
御
教
示
を
得
た
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
一
部
の
ミ
ス
は
出
版
に
要
し
た
短
時
．
日
に
そ
の
責
を
帰
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

本
書
の
真
価
を
い
さ
さ
か
で
も
破
壊
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
よ
う
な

啓
蒙
的
著
書
が
、
い
ま
少
し
安
価
に
、
広
く
一
毅
読
者
に
二
二
せ
ら
れ
る
こ
と

を
望
む
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
か
。
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訂
　
　
　
正

四
二
巻
五
号
所
載
渡
辺
・
弓
削
共
訳
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
…
バ
：
「
古
代
社
会

経
済
史
偏
の
書
評
の
際
ア
マ
ー
ス
ト
・
パ
ピ
リ
を
ア
マ
ー
ス
ト
大
学
所
蔵

と
記
し
ま
し
た
が
、
闘
預
学
院
大
学
粟
．
野
頼
之
祐
教
授
の
御
指
摘
に
よ
り

ま
す
と
こ
れ
は
モ
ル
ガ
ン
大
学
、
所
蔵
で
あ
り
ま
す
の
で
訂
正
さ
せ
て
戴
き

ま
す
。
　
（
浅
香
正
）
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