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編
集
部
か
ら
私
に
与
え
ら
れ
た
論
題
は
、
　
「
日
本
史
研
究
に
の
ぞ
む
」
と
い

5
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
だ
が
、
身
の
程
わ
き
ま
え
た
研
究
者
な
ら
、

そ
ん
な
大
そ
れ
た
註
文
に
、
お
い
そ
れ
と
応
じ
ら
れ
る
道
理
が
な
い
。
盲
人
蛇

に
怖
じ
ず
の
愚
だ
け
は
お
か
し
た
く
な
い
か
ら
で
あ
り
、
痴
呆
の
願
い
は
笑
わ

れ
て
も
、
聞
き
入
れ
ら
れ
る
と
は
考
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
私
も
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ま
た
現
実
に
は
日
本
の
歴
史
の
な
か
に
育
く
ま
れ
な
が
ら
、
し
か
も
研
究
と
し

て
は
外
国
の
歴
史
を
手
が
け
て
き
た
も
の
と
し
て
、
人
に
望
む
よ
り
さ
き
に
、

自
分
自
身
で
考
え
て
み
た
い
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
少
し
大
げ
さ
な
い
い

方
だ
が
、
近
代
日
本
に
お
け
る
西
洋
人
文
の
研
究
者
が
、
い
ず
れ
は
逢
著
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
宿
命
的
な
問
題
を
、
祖
国
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
研
究
者
の

問
題
設
定
と
か
ら
ま
せ
て
み
る
こ
と
、
で
き
れ
ば
、
そ
こ
に
と
も
に
正
し
い
史

学
の
方
向
を
ま
さ
ぐ
っ
て
み
る
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
小
稿
で
、
私
が
語
り
う
る

ギ
リ
ギ
リ
の
論
点
に
な
ろ
う
か
、
と
思
う
。

　
戦
後
十
五
年
、
外
国
更
研
究
と
い
わ
ず
、
日
本
に
お
け
る
西
洋
学
研
究
も
、

戦
前
に
較
べ
れ
ば
格
段
の
進
歩
を
と
げ
た
。
そ
れ
は
専
門
の
分
化
に
み
ら
れ
、

年
々
量
産
さ
れ
る
潮
溜
研
究
の
数
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
現
在

で
は
、
す
で
に
消
失
し
て
し
ま
っ
た
名
も
な
い
英
国
一
小
寒
村
の
、
何
年
何
月

の
竿
の
数
さ
え
数
え
か
ね
な
い
論
文
に
接
す
る
と
き
、
そ
も
日
本
人
と
い
う
も

の
が
、
西
洋
研
究
に
注
ぐ
い
た
ま
し
い
ま
で
の
執
著
を
感
じ
る
の
は
、
泓
だ
け

で
も
あ
る
ま
い
。
こ
と
は
史
学
に
の
み
限
ら
れ
な
い
。
外
国
文
学
研
究
に
お
い

て
も
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
家
賃
の
計
算
ま
で
が
、
ま
と
も
に
語
ら
れ
る
現
状
で

　
　
　
　
　
①

あ
る
、
と
き
く
。
益
々
大
学
の
門
に
立
て
か
け
ら
れ
る
片
仮
名
文
字
の
看
板
を

み
よ
。
こ
の
東
の
国
で
は
、
ケ
ネ
ー
の
『
経
済
表
』
発
表
工
O
O
年
記
念
が
知

ら
さ
れ
、
デ
フ
ォ
ー
の
生
誕
三
〇
〇
年
が
祝
わ
れ
、
門
カ
ト
ル
ズ
・
ジ
謳
イ
エ
」

だ
と
い
っ
て
、
ベ
レ
ー
帽
は
祝
杯
を
あ
げ
る
の
だ
。
か
つ
て
詩
人
朔
太
郎
に
と

っ
て
「
フ
ラ
ン
ス
は
余
り
に
遠
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
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ヲ
ス
は
、
こ
ん
な
に
近
い
も
の
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
近
い
と
す
れ
ぽ
、
研

究
が
微
に
入
り
、
細
を
穿
っ
て
な
ん
の
不
思
議
も
な
い
。
だ
が
、
も
う
少
し
考

え
れ
ば
、
遠
近
の
距
離
は
東
西
に
と
っ
て
絹
対
的
な
も
の
で
も
あ
る
は
ず
だ
。

と
こ
ろ
が
、
西
に
お
い
て
は
、
東
と
は
逆
に
、
私
は
余
り
に
も
遠
い
「
知
ら
れ

ざ
る
日
本
」
を
嘆
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
ま
ま
で
は
当
然
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
て
き
た
、
こ
れ
ら
洋
花
の
燈
欄
に
、
少
な
く
と
も
私
は
、
こ

と
新
し
く
驚
か
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
知
る
は
知
ら
ぬ
に
優
る
、
と
い
う
説
も
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
い

か
に
咲
い
て
も
、
徒
花
は
あ
く
ま
で
徒
花
だ
、
と
い
う
こ
と
も
依
然
事
実
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
天
然
記

念
物
化
し
た
京
都
と
い
う
東
洋
の
古
都
の
名
を
知
る
人
は
少
い
が
、
あ
る
い
は

『
北
海
遊
』
、
あ
る
い
は
『
日
本
経
済
の
復
興
』
と
い
う
着
眼
の
も
と
に
、
年
数

点
の
研
本
研
究
を
読
み
う
る
国
人
と
、
天
然
記
念
物
化
し
た
中
世
聖
母
耕
地
の

残
存
や
ス
ト
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ン
・
エ
イ
ヴ
ン
に
、
一
片
の
学
問
的
旅
愁

を
憩
わ
せ
る
こ
と
の
多
い
こ
の
国
人
と
で
は
、
　
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
の
質
が

そ
も
そ
も
問
題
で
は
な
い
か
、
と
も
思
う
。
ま
た
、
同
じ
記
念
物
で
も
よ
い
。

西
欧
の
古
刹
に
嘆
仰
す
る
さ
き
に
、
は
た
し
て
幾
人
が
、
京
都
の
古
寺
の
輪
奥

り
美
に
誘
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
て
く
れ
ば
、
　
「
知
る
」
と
い
う
こ

と
、
す
な
わ
ち
専
門
分
化
と
い
・
う
こ
と
が
、
西
洋
学
に
お
い
て
も
、
た
と
え
不

可
避
な
方
向
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
手
放
し
で
は
慶
賀
で
き
な
い
、
ひ
と

つ
の
理
由
が
明
ら
か
に
な
っ
た
、
と
思
う
。
だ
が
、
こ
の
専
門
分
化
と
い
う
こ

と
も
、
も
う
少
し
些
細
に
眺
め
て
み
る
と
、
わ
が
岡
に
お
け
る
場
膏
は
、
そ
の

事
実
知
識
の
深
化
が
、
多
く
の
場
合
、
外
團
の
そ
れ
に
促
が
さ
れ
た
結
果
で
あ

る
こ
と
、
い
や
、
そ
れ
を
要
約
し
た
も
の
、
そ
の
意
味
で
か
な
ら
ず
も
オ
リ
ジ

ナ
ル
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
誰
よ
り
も
研
究
者
自
身
が
も
っ
と
も
よ
く
知
っ

て
い
る
。
朔
太
郎
で
は
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
依
然
と
し
て
遠
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
稀
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
た
と
え
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、

何
年
間
か
を
そ
れ
に
費
し
て
調
べ
上
げ
る
し
か
じ
か
の
結
果
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー

ル
の
家
賃
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
い
ま
極
東
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
と
、

ど
う
関
係
を
と
り
結
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
題
は
去
ら
な
い
。

そ
れ
ら
は
、
お
よ
そ
増
発
研
究
の
進
む
に
つ
れ
て
、
外
事
研
究
者
の
心
に
わ
だ

か
ま
る
シ
コ
リ
と
し
て
、
腫
れ
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、

祖
国
と
い
う
安
定
し
た
台
座
の
う
え
で
、
研
究
の
ひ
と
こ
ま
ひ
と
こ
ま
が
、
骨

肉
の
一
部
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
、
と
い
う
安
心
感
に
棟
さ
す
一
た
と
え
無

自
覚
で
も
一
卸
本
史
研
究
者
と
の
差
異
を
、
外
国
史
研
究
者
は
、
そ
う
な
っ

た
刹
那
か
ら
形
影
の
ご
と
く
あ
い
伴
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
、
か
く
い
う

こ
と
も
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
な
ど
と
い
う
も
の
は
頭
か
ら
否
定
し
て
諦
観
す
る

も
の
、
人
の
フ
レ
ー
ム
の
な
か
を
突
走
っ
て
お
れ
ば
、
な
に
か
や
っ
て
い
る
気

に
な
っ
て
い
る
も
の
、
研
究
は
個
人
的
趣
味
の
岡
題
だ
と
し
て
、
高
を
く
く
っ

た
祖
図
忘
失
蒋
に
は
、
も
と
も
と
繭
し
ょ
・
㌻
も
な
い
疑
念
で
は
あ
る
。
だ
が
、
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そ
の
祖
国
忘
失
看
さ
え
、
外
國
渡
航
の
さ
い
は
、
鷹
と
し
た
「
隠
本
国
畏
」
の

パ
ス
ポ
ー
ト
を
た
ず
さ
え
る
の
だ
。
そ
し
て
、
も
し
も
か
れ
ら
が
、
現
代
と
い

5
国
際
状
況
の
な
か
で
、
自
己
の
背
中
に
焼
き
つ
い
た
こ
の
「
国
民
」
の
烙
印

と
自
己
の
思
想
と
の
あ
い
だ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
考
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
知

性
の
弱
さ
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　
つ
ま
り
、
外
国
研
究
蔚
は
、
一
方
で
は
い
や
お
う
な
く
、
　
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」

と
い
う
足
揚
に
立
ち
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
の
全
能
を
外
国
文
明
の
究
明
に
捧

げ
る
。
現
に
天
井
の
木
走
を
み
な
が
ら
、
思
念
は
石
の
迷
路
を
さ
ま
よ
う
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
，
の
学
酌
情
熱
が
高
ま
れ
ば
蕩
ま
る
ほ
ど
、
両
巻
の
緊

張
関
係
は
、
ま
す
ま
す
は
げ
し
い
も
の
と
な
る
。
こ
の
関
係
は
ど
う
し
て
解
か

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
つ
い
に
解
か
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
5
な
繁
張
を
突
破
す
る
方
向
が
、
従
来
示
唆
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い

う
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
観
念
的
な
祖
国
脱
三
盛
は
闘
題
外
に
お
く
と
し
て
、

そ
の
方
向
の
ひ
と
つ
は
、
外
圏
に
古
典
を
み
、
そ
れ
を
拠
る
べ
き
規
範
と
し
、

ま
た
そ
こ
ま
で
の
到
達
可
能
性
を
考
え
た
ひ
と
び
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ

の
方
向
は
古
来
、
こ
と
に
明
治
以
降
は
、
外
国
研
究
の
も
っ
と
も
支
配
的
な
姿

勢
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
方
向
に
も
、
そ
の
態
疲
に

お
い
て
、
軟
硬
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
方
向
が
、
軽
読

な
欧
化
主
義
を
も
含
め
て
、
支
配
的
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
半
面
に
詳
略

な
超
臼
本
主
義
の
ネ
メ
シ
ス
が
僻
…
ん
で
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
ふ
れ

る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
方
向
が
真
剣
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
が
あ
る
程

度
に
は
、
す
ぐ
る
「
賭
い
谷
間
」
の
光
と
は
な
り
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
敗
戦

と
同
時
に
、
そ
の
谷
戸
を
通
り
ぬ
け
た
と
き
、
ふ
た
た
び
そ
れ
が
膨
面
た
る
光

芒
と
な
っ
て
現
れ
も
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
と
は
、
例
を
自
分
の
専
門
と

し
て
き
た
英
国
史
に
と
れ
ば
、
そ
こ
に
資
本
主
義
の
古
典
的
発
展
を
み
、
議
会

主
義
の
完
成
を
み
、
近
代
人
の
エ
ー
ト
ス
を
み
、
ま
た
あ
る
も
の
は
独
会
主
義

の
雛
鯉
を
、
要
す
る
に
近
代
化
の
古
典
を
み
る
、
と
い
う
行
き
か
た
で
あ
っ
た
。

こ
の
近
代
主
義
に
安
住
し
え
な
い
も
の
は
、
古
典
を
他
処
に
求
め
た
。
だ
が
、

古
典
を
外
国
に
仰
ぐ
、
と
い
う
心
的
態
度
は
、
い
ず
れ
変
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

私
は
こ
の
方
向
の
善
意
を
儒
ず
る
も
の
で
あ
る
し
、
二
、
三
の
唯
我
独
尊
約
な

西
欧
諸
国
民
に
は
真
似
の
で
ぎ
ぬ
積
極
的
な
国
畏
的
資
質
だ
と
さ
え
思
っ
て
い

る
。
け
だ
し
、
他
の
長
所
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
を
白
限
視
す
る
こ
と

し
か
知
ら
ぬ
も
の
に
、
向
上
を
期
待
す
る
こ
と
の
不
陸
能
な
こ
と
、
人
達
社
会

だ
ろ
う
が
、
崩
際
祇
会
だ
ろ
う
が
、
同
断
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
注

意
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
方
向
を
も
つ
て
す
れ
ぽ
、
す
な
わ
ち
外
園
に
古
典

を
仰
ぐ
、
と
い
う
方
向
か
ら
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
　
「
英
国
は
、
最
後
ま
で
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

建
制
度
の
形
骸
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
闘
家
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」
と
い
う
蛍
岡
葉

の
意
味
は
理
解
で
き
な
い
。
は
や
い
話
が
、
そ
こ
に
は
世
襲
王
家
が
あ
り
、
實

鼻
朕
曽
か
お
り
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
が
ゆ
の
る
。
温
い
た
、
大
・
万
の
伽
央
㎞
圏
訪
雌
牛
q

が
そ
こ
に
感
じ
る
一
種
の
ス
ノ
ッ
ビ
ズ
ム
さ
え
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
と
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と
も
に
、
私
も
ま
た
こ
れ
を
英
国
国
民
性
の
重
要
な
要
素
だ
、
と
考
え
た
い
。

英
国
が
古
典
的
近
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
B
・
B
・
C
放
送
の
英
語
が

古
典
的
だ
、
と
い
う
こ
と
に
等
し
い
。
そ
れ
は
民
衆
の
一
表
層
に
イ
ソ
テ
リ
ジ

ブ
ル
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、
視
角
を
か
え
れ
ば
、
英
国
に
古
典
的
近

代
を
み
る
と
同
様
、
封
建
的
…
残
津
の
こ
れ
ほ
ど
多
い
国
も
ま
た
稀
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
、
も
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
は
、
た
と
え
ば
英
圏
を
古
典
面
し
た
見
解
の

行
き
つ
い
た
欠
陥
は
、
大
英
帝
属
（
現
在
で
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
）
の
現
実
を

視
野
の
ぞ
と
に
外
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。
大
英
帝
国
の
樹
立
が
、
古
典
的
な

資
本
主
義
発
展
の
帰
結
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
は
つ
い
て
も
、
植
罠
主
義
の
現

実
と
資
本
主
義
の
搾
取
性
は
、
古
典
性
と
い
う
価
値
酌
な
ヴ
ェ
ー
ル
の
か
げ
に

お
し
か
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
隆
盛
を
み
た
わ
が
国
英
圏
史
研

究
の
現
状
を
み
て
も
、
そ
こ
に
ど
れ
だ
け
の
大
英
帝
国
論
が
あ
っ
た
か
。
あ
る

も
の
は
、
こ
う
い
っ
て
、
雪
μ
い
す
ぎ
で
な
け
れ
ば
、
　
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」
問
題

の
ま
す
ま
す
微
に
入
り
、
細
を
穿
つ
研
究
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
だ
け
の
説
明

に
よ
っ
て
も
、
外
国
史
研
究
の
こ
の
方
向
が
、
根
本
的
に
は
そ
の
メ
ン
タ
ル
・

ア
テ
ィ
テ
ユ
ー
ド
そ
の
も
の
が
、
問
題
を
含
む
こ
と
を
知
る
。
前
議
し
た
よ
う

に
、
私
は
こ
の
方
向
の
メ
リ
ッ
ト
を
十
分
に
認
め
る
。
が
、
同
時
に
永
年
の
国

斑
的
心
術
と
な
っ
た
西
欧
古
典
視
の
歴
史
観
が
真
の
歴
史
的
現
実
の
把
握
を
さ

ま
た
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
恐
れ
る
の
で
あ
る
。

　
外
國
研
究
の
第
二
の
行
き
方
は
、
外
国
の
社
会
発
展
と
か
あ
る
い
は
思
想
展

開
の
な
か
に
、
わ
れ
わ
れ
の
そ
れ
と
の
共
通
項
を
み
い
だ
そ
う
と
す
る
方
法
で

あ
る
。
外
国
研
究
が
一
定
の
限
度
に
達
す
る
と
き
、
そ
こ
に
空
闘
を
こ
え
た
意

外
な
近
似
性
を
晃
幽
す
の
は
、
こ
れ
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
学
問
酌
経
験
の
教
え
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
外
国
女
学
に
対
す
る
共
感
が
芽
生
え
る
ば
か
り

で
な
く
、
氏
族
制
∵
封
建
捌
・
荘
園
制
・
地
主
制
・
絶
対
主
義
・
市
厩
革
命
等

，
々
も
ま
た
問
題
と
な
り
え
、
や
が
て
歴
史
発
展
の
合
法
癌
性
と
い
う
解
釈
が
生

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
禽
法
則
な
る
前
提
の
う
え
に
、
彼
の
メ
ジ
ュ
ア
は
我
の
メ

ジ
ェ
ア
と
な
り
、
我
の
メ
ジ
ュ
ア
は
ま
た
彼
の
メ
ジ
ュ
ア
と
な
る
。
こ
の
方
向

が
「
比
較
研
究
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
実
の
り
多
い
方
法

で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
再
幽
す
る
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
こ
の
彼
我
の
共
通

性
認
識
に
い
た
る
過
程
と
平
行
し
て
、
正
し
く
そ
こ
に
、
外
国
史
な
ら
び
に
外

　
　
　
　
ヤ
　
　
　
う
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

国
文
明
の
異
質
性
認
識
と
い
う
過
程
が
は
じ
ま
る
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
経
験
の

教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
に
こ
の
共
通
性
認
識
の
過
程
に
お
い
て
、
わ
れ
わ

れ
は
暗
号
解
読
法
に
も
似
た
言
藷
憲
章
操
作
を
く
り
か
え
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ

し
て
、
こ
の
共
通
観
念
の
取
得
そ
の
も
の
が
、
実
は
　
…
而
語
学
的
な
翻
訳
の
結
果

で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
。
こ
う
し
て
、
共
通
タ
ー
ム
は
、
翻
訳
さ
れ
た
途
端

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
そ
の
内
実
が
捨
象
さ
れ
、
逆
に
そ
の
内
実
が
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
知
識
で
充

塀
さ
れ
て
い
る
場
合
の
多
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
結
局
描
い
て
い

る
の
は
、
趨
国
の
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
。
そ
こ
を
反
省
す
れ

ば
、
言
語
の
背
後
に
あ
る
か
れ
の
現
実
に
、
わ
れ
わ
れ
は
案
外
遠
い
こ
と
に
気
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が
っ
く
。
た
と
え
ば
、
簡
単
な
交
ψ
乎
の
羅
列
に
す
ぎ
ぬ
ア
ン
ダ
獄
・
サ
ク
ソ
ン

的
表
境
の
意
味
す
る
も
の
に
、
棄
難
を
感
じ
る
の
は
、
天
下
の
神
語
を
語
る
日

本
人
だ
け
で
は
な
い
。
英
語
が
い
ち
お
う
共
通
語
と
な
っ
た
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ

リ
カ
の
あ
る
種
の
文
化
抵
界
に
お
い
て
も
ま
た
面
様
で
あ
る
。
い
な
、
そ
れ
が

も
っ
と
も
簡
単
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
も
っ
と
も
至
難
な
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン

酌
個
性
が
そ
こ
に
あ
る
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
横
光
利
一
の

開、

ｷ
愁
」
の
下
露
を
思
い
だ
す
1

　
　
僕
な
ん
な
考
え
て
い
た
の
と
、
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
少
し
違
う
な
。
こ

　
れ
は
こ
ち
ら
の
方
が
文
化
が
高
い
か
ら
だ
と
い
う
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
。

　
つ
ま
り
頭
の
呼
吸
の
仕
方
が
違
う
ん
で
す
ね
。
僕
な
ん
か
ど
ち
ら
か
と
い
う

　
と
、
来
る
ま
で
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
式
の
呼
吸
の
化
方
だ
つ
た
ん
で
す
が
、
し
か

　
し
心
は
や
は
り
、
臼
本
人
の
呼
吸
だ
つ
た
と
い
う
こ
と
が
、
少
し
ば
か
り
分

　
か
り
か
け
て
き
ま
し
た
ね
。

　
私
は
、
こ
の
露
葉
は
な
に
げ
な
い
よ
う
で
深
刻
だ
、
と
思
う
。
そ
し
て
、
大

な
り
少
な
り
、
日
本
に
お
け
る
西
欧
研
究
者
が
い
っ
か
は
行
き
つ
く
十
宰
路
で

あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
、
行
っ
た
道
を
と
っ
て
か
え
す
も
の
も

あ
る
。
横
に
そ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
十
字
の
真
巾
で
逡
巡
し
た
あ
げ
く
、
正
路

を
発
見
す
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
共
通
性
発
兇
と
い

っ
た
こ
の
研
究
方
法
も
、
一
方
に
お
い
て
こ
の
異
質
性
に
淵
か
れ
た
眼
に
よ
っ

て
バ
ラ
ン
ス
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
遠
く
か
ら
み
る
と
き
は
、
対
象
に
つ
い
て
実

に
滑
稽
な
像
を
画
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
英
園
史

研
究
に
お
け
る
寄
生
地
主
論
の
ご
と
き
、
日
本
史
研
究
の
結
果
を
遮
等
し
た
、

性
急
な
共
通
概
念
の
輸
出
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
と
し
て
、
学
界
と
い
う

せ
ま
い
コ
ッ
プ
の
な
か
に
、
一
時
の
問
題
を
お
こ
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
決
し

て
永
続
き
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
く
り
返
し
て
い
っ
て
お
く
が
、
私
は
思
量
研
究
の
、
以
上
二
つ
の
方
向
の
効

用
を
十
分
に
評
価
す
る
。
そ
れ
が
方
法
と
し
て
、
善
用
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
。
方
法
が
事
実
と
し
て
強
弁
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
。
方
法
で
あ
り
、

ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
た
え
ず
別
の
視
角
か
ら
チ
ュ
ッ

ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
余
地
あ
る
こ
と
を
、

以
上
の
説
明
は
の
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
一
般
に
、
外
賑
研
究
と
い
わ
ず
、
外

目
へ
の
近
接
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
平
衡
感
覚
な
い
し
繭
購
感
覚
に
か
け
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
日
本
人
の
も
つ
通
有
性
と
し
て
、
泓
は
こ
こ
で
指
摘
し
て
お

い
て
よ
い
か
、
と
思
う
。
そ
れ
は
、
外
野
研
究
岩
の
テ
，
万
リ
ー
を
特
災
な
色
に

、
染
め
上
げ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
い
や
、
外
園
研
究
者
だ
け
の
欠
陥
に
帰

す
べ
き
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
西
欧
人
に
よ
く
あ
る
口
吻

で
は
な
い
が
、
　
「
東
は
東
、
西
は
西
」
な
の
か
。
そ
れ
で
は
、
問
題
を
白
紙
に

か
え
す
に
ひ
と
し
い
。
こ
こ
で
、
私
は
、
小
稿
の
表
題
に
か
え
る
わ
け
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

が
、
む
し
ろ
単
刀
直
入
に
、
東
と
西
の
結
び
つ
き
を
や
る
の
な
ら
、
事
実
結
び
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批判　と　反　省

へ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ぬ

つ
い
た
局
面
か
ら
始
め
よ
、
と
提
属
し
た
い
。
こ
の
際
、
私
は
、
ど
の
方
法
が

よ
い
、
と
い
う
よ
う
な
究
極
論
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
前
に
も
の
べ
た

と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
リ
ッ
ト
は
あ
ろ
う
。
だ
が
、

も
し
私
の
聞
違
い
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
第
三
の
方
向
が
、
従
来
ど
れ
ほ
ど
の

熱
意
を
も
つ
て
や
ら
れ
て
き
た
か
に
、
疑
問
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

東
と
西
と
の
「
嵩
会
い
扁
の
歴
炎
と
、
そ
の
大
団
円
と
し
て
の
「
鎖
蟹
」
の
問

題
、
幕
末
維
薪
史
に
対
す
る
西
欧
の
イ
ン
パ
ク
ト
ー
全
く
一
例
に
す
ぎ
な
い

が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
、
も
っ
と
も
っ
と
活
蔽
に
と
り
組
ま
れ
て
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
弧
立
し
た
日
本
の
歴
史
に
と
っ
て
、
　
「
揚
会
い
扁
の
問
題
は
、
基

本
的
な
歴
史
の
主
流
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
議
論
の
で
る
だ
ろ
う
こ
と
を
、

私
は
知
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
・
り
考
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
瞬
［
際
的
…
シ
テ
ユ
ー

エ
ー
シ
ョ
ソ
の
な
か
に
、
隔
週
史
を
位
鶯
づ
け
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
、
案

外
孤
立
的
な
自
岡
の
閉
鎖
的
歴
史
性
に
由
来
す
る
限
鏡
の
く
も
り
で
あ
る
か
も

分
ら
な
い
の
で
あ
る
。
極
思
す
れ
ば
、
私
は
望
洋
史
家
の
立
場
か
ら
、
戴
洋
史

研
究
の
あ
る
べ
き
姿
も
、
こ
の
西
洋
と
日
本
と
の
「
出
会
い
偏
の
野
津
か
ら
、
内

研
究
人
員
の
う
え
で
も
、
研
究
密
度
の
う
え
で
も
、
幾
何
学
級
数
的
に
ふ
く
ら

み
を
ま
し
て
い
て
こ
そ
、
本
当
だ
、
と
思
う
。
ま
た
、
そ
れ
が
お
よ
そ
健
全
な

常
識
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
に
は
た
え
ず
旧
本
史
研
究
と
の
接
触

を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
あ
る
優
秀
な
鱗
洋
古
代
史
中
等
政
学
徒
が
、
と
あ
る
留
学
試
験
の
席
上
、
　
「
日

本
で
は
、
そ
れ
で
食
っ
て
ゆ
け
る
ポ
ス
ト
が
あ
る
の
か
扁
と
突
込
ま
れ
た
、
と

き
く
。
私
も
そ
れ
に
類
し
た
質
問
に
は
、
滞
欧
中
い
く
ど
と
な
く
出
会
わ
し
た

経
験
を
も
つ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
を
俗
物
的
質
問
と
し
て
一
笑

に
付
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
な
ん
と
で
も
理
窟
は
つ
く
。
だ
が
、
俗
物

主
義
は
、
案
外
世
界
的
な
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
偉
大
な
俗
物

の
く
に
英
国
の
片
隅
で
、
と
き
お
り
私
は
そ
う
い
5
こ
と
を
感
じ
た
。
そ
し
て
、

わ
が
国
西
洋
学
の
現
状
を
ふ
り
か
え
る
と
き
、
r
こ
の
俗
物
主
義
的
常
識
と
の
あ

ま
り
の
懸
隔
に
、
俗
物
主
義
を
笑
い
え
な
い
あ
る
種
の
ジ
レ
ゾ
マ
を
感
じ
た
こ

と
も
纂
実
で
あ
る
。
こ
の
懸
隔
、
つ
ま
り
常
識
論
の
軽
視
、
な
い
し
そ
れ
に
対

す
る
無
興
趣
が
、
お
そ
ら
く
わ
が
園
文
化
の
国
斑
的
性
格
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

だ
が
、
一
方
、
こ
の
性
格
が
、
た
と
え
ば
、
西
欧
へ
の
ア
テ
ィ
テ
ユ
ー
ド
に
お

い
て
、
一
種
の
冬
型
状
態
を
現
出
し
た
経
緯
も
ま
た
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

　
私
の
提
…
百
が
、
ま
ず
こ
う
し
た
鞍
行
状
態
の
矯
伍
に
、
い
く
ぶ
ん
か
役
立
て

ば
幸
い
で
あ
る
、
と
思
う
。
寒
暖
譜
の
よ
う
に
、
閥
と
束
の
目
盛
り
を
立
て
、

そ
の
温
度
だ
け
を
読
み
く
ら
べ
る
よ
う
な
歴
史
学
に
、
わ
れ
わ
れ
は
少
し
く
精

力
を
さ
き
す
ぎ
た
。
い
や
、
そ
れ
も
ま
だ
ま
だ
必
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、

こ
こ
ら
あ
た
り
で
、
現
実
の
歴
史
の
交
錨
の
な
か
に
身
を
お
い
て
、
盃
め
ら
れ

た
平
衡
感
覚
を
と
り
も
ど
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
す
ま
す
交
渉
を
ま
し
て
ゆ
く
、

東
西
史
の
な
か
で
、
今
後
の
わ
れ
わ
れ
の
課
題
実
現
の
た
め
に
も
そ
の
根
対
感

覚
は
必
．
要
な
の
で
あ
る
。
学
問
三
業
の
う
え
に
お
い
て
も
、
田
本
懇
篤
と
翠
嵐
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史
簸
と
が
、
別
々
の
史
料
に
読
む
観
盛
り
を
あ
げ
つ
ら
う
ば
か
り
で
な
く
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヤ
　
　
　
し
　
　
　
へ

東
西
結
び
つ
い
た
周
面
の
同
一
史
料
の
う
え
に
げ
戦
c
c
鳥
。
＜
巽
す
る
日
の
あ
る

こ
と
を
、
私
は
待
望
す
る
。
そ
こ
に
、
東
西
史
家
な
い
し
研
究
者
の
、
限
り
な

く
も
豊
か
な
協
力
の
場
が
ひ
ら
け
る
、
と
思
う
。
身
近
く
は
、
史
学
科
本
来
の

機
能
も
発
揮
で
き
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
も
の
知
ら

ぬ
痴
呆
の
願
い
で
あ
ろ
う
か
。

∴
岐
後
に
、
私
は
、
さ
き
に
も
引
用
し
た
こ
と
の
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

ル
の
こ
と
ば
を
思
う
の
だ
。
　
「
何
と
い
っ
た
つ
て
、
そ
れ
は
君
の
文
明
だ
。
そ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
は
窟
溜
身
な
の
だ
。
い
か
に
憎
も
う
が
、
笑
お
う
が
、
片
時
も
そ
れ
か
ら
離

れ
て
、
心
安
ら
か
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
」
こ
の
奇
特
な
社
会
主
義
者
が
、
こ

こ
で
門
溜
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
繕
を
向
け
か
え
た
う
え
で
、
私
も
ま
た
こ
の
ギ
リ
ギ
リ
結
着
の
立
場
を

ば
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
認
識
の
出
発
点
だ
、
と
信
ず
る
。
肉
国
文
化
に
口
欝
吹
い

て
す
ま
し
て
い
る
歴
史
家
を
泓
は
軽
蔑
す
る
。

　
④
加
藤
周
一
「
外
国
交
学
の
う
け
と
り
方
と
戦
後
扁
（
『
文
学
』
二
八
母
五

　
　
巻
、
｝
九
六
〇
年
）
五
頁
。

　
②
　
0
8
茜
o
O
コ
〈
⑦
｝
ご
国
昌
σ
q
㌶
口
鼻
欄
。
¢
円
図
諮
σ
q
す
β
ρ
お
。
η
P

〔
付
言
〕
　
嗣
様
な
発
蕎
を
私
は
以
下
の
も
の
で
も
害
ぎ
つ
け
て
お
い
た
。
　
「
英

国
地
方
史
研
究
管
見
㈲
一
外
国
史
を
ど
う
う
け
と
る
か
一
」
（
『
西
洋
史

学
』
4
7
号
、
　
一
九
六
〇
年
）
　
「
新
し
い
国
民
史
研
究
の
提
唱
」
（
『
新
し
い
歴
史

学
の
た
め
に
』
一
九
六
〇
年
）

史
学
研
究
会
例
会
予
告

日
　
時

場
　
所

六
月
三
日
（
土
）
午
後
一
時

京
都
大
学
史
学
科
第
二
教
室

講
師
・
演
題

「
太
閤
検
地
論
」
の
批
判
に
審
え
る

宮
川
満
氏

150 （470）


