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本書の刊行に寄せて

本
書
の
刊
行
に
寄
せ
て

東
京
大
学
教
授
藤
原
克
己　
　

本
書
は
、
上
海
の
同
済
大
学
副
教
授
李
宇
玲
さ
ん
が
、
二
〇
〇
五
年
に
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研

究
科
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
礎
稿
と
し
、
そ
の
後
に
発
表
し
た
論
文
や
新
た
に
書
き
下
ろ
し
た
章
を
加
え

て
一
書
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

書
名
の
示
す
と
お
り
、
本
書
は
奈
良
・
平
安
朝
の
宮
廷
文
化
に
お
い
て
中
国
文
化
が
ど
の
よ
う
に
受
容

さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
。
著
者
は
、
日
中
両
国
の
史
料
を
精
査
し
て
、
奈
良
・
平

安
朝
の
宮
廷
文
化
の
根
底
に
は
唐
代
宮
廷
文
化
の
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
真
剣
に
し
て
か
つ
ア
ッ

プ
・
ト
ゥ
・
デ
ー
ト
な
摂
取
が
あ
っ
た
こ
と
を
克
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
一
方
で
、
ま
た
、
そ
う
し
た
中

国
文
化
の
受
容
の
相
だ
け
で
な
く
、
そ
の
日
本
化
の
様
相
に
も
光
を
当
て
て
い
る
。

本
書
は
、
新
見
に
富
ん
だ
き
わ
め
て
水
準
の
高
い
専
門
的
学
術
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
良
き
入
門
書
、
研

究
案
内
書
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
々
の
論
が
広
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
、
叙
述
が

sam
ple
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懇
切
に
し
て
明
快
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
先
行
研
究
へ
の
目
配
り
が
実
に
行
き
届
い
て
い
て
、
日
本
と
中
国

双
方
の
最
新
の
研
究
に
も
行
き
わ
た
っ
て
お
り
、
個
々
の
問
題
に
関
す
る
研
究
史
を
把
握
し
、
研
究
文
献
を

知
る
う
え
で
も
た
い
へ
ん
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

と
く
に
、
本
論
の
第
一
章
に
「
風
流
と
遊
宴
」
の
章
が
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
、
私
は
大
い
に

強
調
し
て
お
き
た
く
思
う
。

は
じ
め
は
儒
教
的
な
「
教
化
」
や
「
徳
化
」
と
い
っ
た
意
味
に
近
い
言
葉
で
あ
っ
た
「
風
流
」
が
、
老

荘
的
な
清
談
を
、
山
水
の
逍
遙
を
、
さ
ら
に
は
詩
と
音
楽
の
場
と
し
て
の
遊
宴
や
妓
女
と
の
交
遊
な
ど
を
も

包
み
込
む
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
天
子
の
宮
廷
文
化
の
あ
り
か
た
を
も
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
「
風
流
」
の
語
義
変
化
は
、
漢
代
、
六
朝
前
期
、
六
朝
後
期
、
唐
代
と
い
う
時
代
を
追
っ
て
の
中
国
の

政
治
社
会
史
と
文
人
の
精
神
史
と
を
集
約
し
て
い
る
こ
と
を
、
著
者
は
先
行
研
究
を
も
丹
念
に
整
理
し
つ
つ
、

簡
明
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
る
。
政
治
の
中
心
に
い
る
天
子
が
、
政
治
を
超
脱
し
た
風
流
を
志
向
す
る
と
い
う

こ
と
。
そ
し
て
宮
廷
と
い
う
場
が
、
君
臣
間
で
そ
の
よ
う
な
風
流
を
共
有
す
る
場
と
な
る
と
い
う
こ
と
。
し

か
も
そ
の
風
流
の
な
か
に
は
、
女
性
に
対
す
る
艶
情
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
要
約
す
れ
ば
、

「
風
流
」
は
ま
さ
に
日
本
の
奈
良
・
平
安
朝
の
宮
廷
文
化
の
形
成
に
も
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
容

易
に
想
像
さ
れ
よ
う
。
さ
て
著
者
は
こ
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
提
示
し
た
う
え
で
、
続
く
第
二
章

「
風
流
と
踏
歌
」
に
お
い
て
、
天
平
年
間
（
七
二
九
〜
七
四
九
）
の
宮
廷
踏
歌
は
、
盛
唐
・
玄
宗
朝
開
元
年
間
（
七

一
三
〜
七
四
一
）
の
踏
歌
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
、「
美み

や

び

也
備
」
の
用
例
を
含
む
大
伴
旅
人
の
「
梅

花
歌
三
十
二
首
」
の
宴
（
天
平
二
年
）
に
も
そ
の
影
響
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
総
じ
て
天
平
期
の
文
献
に
散

見
す
る
「
風
流
」
に
、
盛
唐
・
開
元
期
の
唐
詩
に
頻
出
す
る
「
風
流
」
の
い
ち
は
や
い
反
響
を
聴
き
取
る
の

で
あ
る
。

第
Ⅱ
部
「
平
安
朝
の
宮
廷
文
学
と
省
試
詩
」
前
半
の
第
三
・
四
章
で
は
、
平
安
朝
の
文
章
生
試
に
課
さ
れ

た
詩
は
、
詩
題
・
形
式
と
も
に
唐
の
科
挙
・
進
士
科
に
課
さ
れ
た
詩
（
省
試
詩
）
に
倣な
ら

っ
た
も
の
が
多
い
こ
と
、

文
章
生
試
だ
け
で
な
く
平
安
前
期
（
醍
醐
朝
・
延
喜
年
間
以
前
）
の
宮
廷
詩
宴
の
詩
題
に
も
、
省
試
詩
の
そ
れ
を
模

し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
文
章
生
試
で
は
進
士
科
と
異
な
っ
て
賦
は
課
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
菅
原
道
真

が
宇
多
天
皇
の
制
に
応
じ
て
作
っ
た
「
未
旦
求
衣
賦
」
は
進
士
科
で
課
さ
れ
た
賦
に
形
式
が
よ
く
似
て
い
る

こ
と
、
の
み
な
ら
ず
、
奇
し
く
も
道
真
作
よ
り
後
に
唐
の
進
士
科
で
も
「
未
明
求
衣
」
の
賦
題
が
課
さ
れ
て

い
る
こ
と
等
々
の
興
味
深
い
事
例
を
指
摘
し
、
平
安
前
期
の
日
本
が
か
く
も
熱
心
に
唐
代
進
士
科
の
省
試
詩

を
学
び
、
詩
に
よ
っ
て
人
材
を
択
ぼ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
事
実
平
安
前
期
に
は
文
章
生
出
身
の
有
能

な
文
人
官
僚
の
活
躍
が
見
ら
れ
た
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
た
う
え
で
、
著
者
は
さ
ら
に
日
中
の
政
治
、
宮
廷
、

文
学
の
あ
り
方
を
比
較
す
る
、
よ
り
広
や
か
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
立
っ
て
、
一
つ
の
重
要
な
問
題
を
提
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起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
代
の
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
省
試
詩
は
、
自
己
の
志
や
感
懐
を
詠
む
と
い
う
詩

の
本
来
の
あ
り
方
か
ら
は
乖
離
し
た
も
の
と
し
て
軽
視
さ
れ
、
詩
人
の
そ
の
後
の
創
作
営
為
と
も
ほ
ぼ
無
関

係
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
平
安
朝
の
文
章
道
の
基
本
的
な
性
格
は
宮
廷
詩
人
の
養
成
に
あ
り
、
文
章

生
試
の
詩
と
宮
廷
侍
宴
詩
と
は
直
結
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
彼
我
の
文
学
に
お
い
て
「
宮
廷
」
と
い
う
場
が
占
め
て
い
た
大
き
さ
の
決
定
的
な
違
い
と

い
う
こ
と
に
思
い
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
来
、
唐
の
宮
廷
詩
宴
は
盛
唐
以
降
は
衰
退
し
た
と
考

え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
中
唐
の
徳
宗
朝
に
も
そ
の
再
興
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
本
書
の
第
七
章
で
は
指

摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
、
唐
代
を
通
し
て
文
学
創
作
の
中
心
的
な
場
が
宮
廷
で
あ

っ
た
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
平
安
朝
を
通
し
て
一
貫
し
て
宮
廷
は
、
漢
詩
の
み
な
ら
ず
和
歌
や
仮
名
散
文

も
含
め
て
、
文
学
創
作
の
求
心
的
な
場
で
あ
り
続
け
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
、
白
居
易
の
『
白
氏
文

集
』
に
は
一
篇
の
侍
宴
応
制
詩
も
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
菅
原
道
真
は
そ
の
詠
作
を
こ
そ
己
れ
の
本
領
と

考
え
て
い
た
と
い
う
点
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

第
五
章
「
菅
原
道
真
と
省
試
詩
」
は
、
省
試
詩
（
文
章
生
試
の
詩
）
と
宮
廷
詩
と
が
直
結
し
て
い
た
あ
り
よ
う

を
、『
菅
家
文
草
』
に
収
め
ら
れ
た
省
試
詩
の
習
作
か
ら
う
か
が
う
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
詩
作
と
は
対
照

的
な
古
体
詩
に
、
道
真
が
独
自
の
表
現
世
界
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
詩
人
の
幅
広
さ

と
襞
深
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
省
試
詩
に
関
す
る
綿
密
な
研
究
の
積
み
重
ね
の
上
に
書
か
れ
た
の
が
第
六
章
「
夕

霧
の
学
問
」
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
少
女
巻
の
、
光
源
氏
の
子
息
夕
霧
の
大
学
入
学
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ

こ
に
「
な
ほ
才ざ
え

（
＝
漢
才
）
を
も
と
と
し
て
こ
そ
、
大
和
魂
の
世
に
用
ゐ
ら
る
る
方
も
強
う
は
べ
ら
め
」
と
い

う
光
源
氏
の
有
名
な
言
葉
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
著
者
も

言
う
と
お
り
、「
個
々
の
場
面
を
織
り
な
す
儀
式
の
内
実
は
ほ
と
ん
ど
俎
上
に
の
ぼ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
」

か
っ
た
。
な
ぜ
夕
霧
の
元
服
の
儀
は
三
条
の
宮
で
、
字あ
ざ
な
を
付
け
る
儀
式
は
二
条
東
院
で
行
わ
れ
た
の
か
、
入

学
の
儀
は
ど
こ
で
行
わ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
も
そ
も
史
実
に
照
ら
せ
ば
、
元
服
は
大
学
寮
入
学
の
必
須
条
件

で
は
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
光
源
氏
は
ま
だ
十
二
歳
の
夕
霧
を
入
学
に
先
立
っ
て
元
服
さ
せ
た
の

か
。
著
者
は
物
語
の
本
文
を
こ
ま
や
か
に
読
み
解
き
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
点
に
、
光
源
氏
の
漢
学
尊
重
の
姿

勢
を
き
わ
や
か
に
描
き
出
す
た
め
の
作
者
の
行
き
届
い
た
配
慮
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
物
語

の
行
文
か
ら
、
一
挙
に
物
語
世
界
が
奥
行
き
の
あ
る
立
体
的
な
空
間
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
を
覚

え
さ
せ
る
よ
う
な
好
論
で
あ
る
。
論
の
後
半
で
、
夕
霧
の
受
験
す
る
冷
泉
帝
の
朱
雀
院
行
幸
の
際
の
放
島
の

試
に
つ
い
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
吹
上
・
下
巻
で
藤
原
季
英
が
受
験
す
る
朱
雀
院
の
神
泉
苑
行
幸
の
際
の
放

島
の
試
と
と
も
に
、
そ
の
先
蹤
が
寛
平
八
年
の
宇
多
天
皇
の
神
泉
苑
行
幸
に
際
し
て
行
わ
れ
た
省
試
に
求
め

sam
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ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

第
Ⅲ
部
「
平
安
朝
の
宮
廷
文
学
と
遣
唐
使
」
は
、
平
安
朝
の
宮
廷
詩
宴
の
隆
盛
に
関
わ
っ
た
遣
唐
使
の
は

た
ら
き
を
、
重
陽
詩
宴
を
中
心
と
し
て
考
証
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
興
味
深
く
、
感
動
的
で
さ
え

あ
る
の
は
、
第
七
章
「
重
陽
詩
宴
と
遣
唐
使
」
の
、
嵯
峨
天
皇
が
中
唐
の
徳
宗
帝
を
範
と
し
て
敬
慕
し
て
い

た
こ
と
に
論
及
し
た
一
節
で
あ
ろ
う
。
徳
宗
朝
（
七
七
九
〜
八
〇
五
）
は
日
本
の
桓
武
朝
（
七
八
一
〜
八
〇
六
）
と
ほ

ぼ
重
な
り
、
そ
の
間
に
遣
唐
使
は
二
回
派
遣
さ
れ
て
お
り
（
奈
良
朝
最
後
の
遣
唐
使
と
、
菅
原
清
公
、
空
海
ら
平
安
朝
最
初

の
遣
唐
使
）、
そ
れ
ぞ
れ
徳
宗
朝
の
発
足
期
と
最
晩
期
に
あ
た
る
。
そ
し
て
空
海
か
ら
嵯
峨
天
皇
に
「
徳
宗
皇
帝

真
跡
一
巻
」
が
献
上
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
嵯
峨
天
皇
の
謚
号
と
な
っ
た
嵯
峨
院
の
地
名
も
、
徳
宗
帝
の
陵
墓

が
い
と
な
ま
れ
た
嵯
峨
山
に
ち
な
む
も
の
で
あ
る
。
徳
宗
帝
が
宮
廷
詩
宴
の
復
興
に
努
め
た
こ
と
が
、
ま
ず

嵯
峨
天
皇
の
範
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
後
者
の
薄
葬
遺
詔
も
前
者
の
そ
れ
に
倣
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と

著
者
は
指
摘
す
る
。
ち
な
み
に
こ
の
嵯
峨
遺
詔
に
つ
い
て
は
、
私
も
や
や
詳
し
い
注
解
を
試
み
て
、
そ
の
行

文
に
み
な
ぎ
る
厳
粛
荘
重
な
気
迫
の
よ
う
な
も
の
に
心
打
た
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
（
拙
稿
「『
続
日
本
後
紀
』

の
嵯
峨
遺
詔
」、
池
田
温
編
『
日
本
古
代
史
を
学
ぶ
た
め
の
漢
文
入
門
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
所
収
）、
け
だ
し
李
さ
ん
も
ま
た
、

嵯
峨
天
皇
に
深
く
心
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
第
八
章
「
嵯
峨
天
皇
と
重
陽
詩
宴
」
は
、
嵯

峨
天
皇
（
上
皇
）
の
重
陽
詩
賦
作
品
を
時
系
列
上
に
置
い
て
、
そ
の
時
々
に
彼
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
か
ら
そ

の
心
境
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
表
現
分
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
人
天
子
に
対
す
る
共
感
と
敬
愛

が
行
間
に
に
じ
み
出
た
論
で
あ
る
。

最
終
章
「
唐
代
と
平
安
朝
の
宮
廷
文
学
」
は
、
日
本
の
平
安
朝
宮
廷
文
学
に
お
け
る
女
流
文
学
の
開
花
と

い
う
こ
と
か
ら
、
対
比
的
に
中
国
文
学
に
お
け
る
女
性
作
家
に
光
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
唐
の
宮
廷
文
学

に
お
い
て
も
、
女
流
詩
人
の
活
躍
は
見
ら
れ
た
し
、
ま
た
宮
廷
文
化
に
女
性
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
、
ま
ず
前
半
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
本
書
第
一
章
の
風
流
論
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
そ

し
て
ま
た
、
本
書
全
体
を
通
し
て
繰
り
返
し
照
ら
し
出
さ
れ
て
き
た
問
題
、
す
な
わ
ち
、
唐
代
を
通
し
て
宮

廷
が
文
学
創
作
の
中
心
的
な
場
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
の
に
対
し
て
、
日
本
の
ば
あ
い
は
平
安
朝
を
通
し

て
一
貫
し
て
宮
廷
は
文
学
創
作
の
求
心
的
な
場
で
あ
り
続
け
た
と
い
う
違
い
も
思
い
合
わ
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、

唐
代
に
お
い
て
は
女
権
が
伸
張
し
、
女
性
の
教
養
も
高
ま
っ
て
い
た
の
で
、
文
学
の
享
受
層
に
お
け
る
女
性

の
重
み
は
増
し
て
い
た
ろ
う
、
そ
れ
が
中
唐
の
恋
愛
文
学
の
開
花
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と

い
う
、
興
味
深
い
問
題
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
た
し
か
に
、
そ
れ
は
も
は
や
宮

廷
文
学
の
問
題
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
安
朝
の
宮
廷
文
学
を
、
唐
代
の
宮
廷
文
学
と
の
み
比
較
す

る
の
で
は
、
ほ
ん
と
う
の
比
較
文
学
研
究
に
は
な
ら
な
い
。
唐
代
文
学
の
、
宮
廷
文
学
を
超
え
た
広
が
り
を

も
視
野
に
入
れ
て
は
じ
め
て
、
平
安
朝
宮
廷
文
学
の
特
異
な
か
た
ち
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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は
じ
め
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
新
見
に
富
む
専
門
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
良
き
入
門
書
、
研
究
案

内
書
で
も
あ
る
。
奈
良
・
平
安
朝
の
文
学
や
文
化
に
関
心
の
あ
る
人
々
に
、
ま
た
日
本
古
代
史
や
中
国
の
古

典
文
学
に
関
心
の
あ
る
人
々
に
も
、
ぜ
ひ
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
願
い
、
私
の
興
味
と
関
心
に
偏
っ
て
し

ま
っ
た
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
や
や
立
ち
入
っ
た
内
容
紹
介
を
試
み
た
し
だ
い
で
あ
る
。
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章―

本
書
の
問
題
意
識
と
方
法―

本
書
は
「
宮
廷
」
を
視
座
に
、
唐
代
文
学
と
の
相
関
関
係
を
と
お
し
て
、
平
安
朝
文
学
の
内
実
と
本
質
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で

あ
る
。

本
書
で
は
お
も
に
平
安
前
期
を
あ
つ
か
う
が
、
出
典
の
考
証
や
特
定
の
詩
人
の
考
察
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
中
国
文
学
か
ら
の
一

方
的
な
影
響
を
云
々
す
る
の
で
は
な
く
、
文
化
交
流
史
の
視
点
か
ら
、
中
国
文
化
受
容
の
さ
ま
ざ
ま
な
位
相
を
動
態
的
に
と
ら
え
た

う
え
で
、
平
安
朝
文
学
の
特
質
と
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

上
代
や
平
安
朝
に
お
け
る
中
国
文
学
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
小
島
憲
之
氏
の
精
緻
な
考
証
を
は
じ
め
と
す
る
幾
多
の
研

究
に
よ
っ
て
、
膨
大
な
数
に
お
よ
ぶ
漢
籍
の
典
拠
と
受
容
の
事
例
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
先
行
研
究
に
よ
り
、
類
書
の
た
く

み
な
利
用
や
、
白
居
易
の
詩
の
流
行
な
ど
、
古
代
日
本
が
い
か
に
中
国
文
学
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
じ
ょ
じ
ょ
に
み
ず
か
ら
の

表
現
の
世
界
を
立
ち
上
げ
て
い
っ
た
か
、
そ
の
過
程
の
細
部
が
ひ
じ
ょ
う
に
丹
念
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
発
掘
作
業
は

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
充
実
に
と
も
な
い
、
今
後
も
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
。

だ
が
そ
の
い
っ
ぽ
う
、
研
究
の
専
門
化
・
細
分
化
に
し
た
が
い
、
個
々
の
受
容
が
い
か
な
る
文
化
的
背
景
の
も
と
に
お
い
て
な
さ

れ
た
も
の
か
と
い
う
大
局
的
な
視
点
が
、
か
え
っ
て
欠
如
し
が
ち
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
そ
の
た
め
、
昨
今
の
和
漢
比

較
研
究
は
、
閉
塞
的
な
状
況
に
直
面
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
い
ま
こ
そ
、
文
学
作
品
の
背
景
に
ひ
そ
む
広
範
な
歴
史
的
経
緯
に

sam
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目
配
り
し
つ
つ
、
思
想
・
時
代
・
環
境
を
ト
ー
タ
ル
に
見
据
え
た
検
証
が
も
と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

た
ん
な
る
漢
籍
の
用
例
や
典
拠
か
ら
の
影
響
を
究
明
す
る
と
い
う
、
ば
く
ぜ
ん
と
し
た
超
時
代
的
な
考
証
に
終
始
す
る
の
で
は
な

く
、
ど
の
典
籍
、
ど
の
言
説
を
ど
う
い
う
文
脈
を
へ
て
い
か
に
し
て
と
り
こ
ん
だ
か
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
い
く
。
こ
う
し
た
跡
づ

け
の
作
業
を
と
お
し
て
、
よ
り
ゆ
た
か
で
複
層
的
な
受
容
史
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
同
時
に
唐
代

と
平
安
朝
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
の
特
質
を
問
い
な
お
す
き
っ
か
け
に
も
な
ろ
う
。
こ
れ
が
い
わ
ば
、
本
書
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
。

か
か
る
観
点
か
ら
、
本
書
は
Ⅰ
「
奈
良
朝
天
平
期
に
お
け
る
風
流
の
受
容
」、
Ⅱ
「
平
安
朝
の
宮
廷
文
学
と
省
試
詩
」、
Ⅲ
「
平
安

朝
の
宮
廷
文
学
と
遣
唐
使
」
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
以
下
、
各
章
の
論
旨
に
ふ
れ
る
ま
え
に
、
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
確

認
し
て
お
き
た
い
。

一　

な
ぜ
、
宮
廷
文
学
か―
同
時
代
的
考
察
の
可
能
性

ま
ず
、
宮
廷
文
学
の
定
義
に
つ
い
て
。
本
書
で
は
広
義
的
に
、「
宮
廷
を
舞
台
に
製
作
さ
れ
た
作
品
」
と
「
宮
廷
に
お
い
て
享
受

さ
れ
た
作
品
」
の
双
方
を
ふ
く
み
う
る
概
念
と
し
て
と
ら
え
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
平
安
朝
の
文
学
は
宮
廷
社
会
を
中
心
に
展
開
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
平
安
初
頭
に
編
ま
れ
た
勅
撰
三
漢
詩
文
集
や
、
王
朝
漢
詩
の
最
高
峰
と
も
い
え
る
『
菅
家
文
草
』
を
ひ
も

と
く
と
、
そ
の
大
半
を
占
め
て
い
る
の
は
、
天
子
の
遊
宴
や
行
幸
の
場
で
詠
ま
れ
た
侍
宴
応
製
詩
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
名
文
学
の
世

界
を
の
ぞ
い
て
み
て
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
宮
廷
貴
族
の
手
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
、
上
代
や
中
世

と
は
異
な
り
、「
宮
廷
文
学
」
は
平
安
朝
文
学
の
中
核
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
平
安
朝
の
宮
廷
文
学
は
い
か
に
し
て
構
築
さ
れ
た
の
か
。
日
本
の
古
代
国
家
は
唐
か
ら
大
量
の
文
物
制
度
を
と
り
い
れ
る

こ
と
を
と
お
し
て
、「
東
夷
の
小
帝
国（１
）」
を
築
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
そ
れ
が
け
っ
し
て

自
国
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
の
営
為
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
自
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
唐
代
の
宮
廷
文
学
を
視
野
に

お
さ
め
る
こ
と
な
し
に
は
、
平
安
朝
の
宮
廷
文
学
を
十
全
に
把
捉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点

は
、
こ
こ
に
あ
る
。

だ
が
、
平
安
朝
と
唐
代
の
宮
廷
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
さ
い
、
つ
ね
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
方
に
逢
着
し
て
し
ま
う
。
つ
ま

り
、
中
国
で
は
初
唐
以
後
、
侍
宴
応
製
詩
は
詠
ま
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
の
説
に
し
た
が
え
ば
、「
宮
廷
文
学
」

と
い
う
共
通
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
と
お
し
て
両
国
の
文
学
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
と
、
い
き
お
い
そ
の
視
線
は
初
唐
に
ば
か
り

向
け
ら
れ
る
結
果
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
、
お
お
む
ね
初
唐
の
漢
籍
を
手
が
か
り
に
、
太
宗
宮
廷
の
影
響
を
分
析
す
る
論

考
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
理
解
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

い
っ
た
い
、
詩
経
以
来
の
伝
統
的
な
「
言
志
」
の
文
学
観
が
根
ぶ
か
く
息
づ
く
中
国
社
会
で
は
、
宮
廷
文
学
じ
た
い
に
た
い
す
る

評
価
は
概
し
て
低
い
。
詩
と
は
感
興
の
わ
く
ま
ま
に
賦
す
も
の
で
あ
り
、
君
徳
を
た
た
え
る
、
政
権
讃
美
色
の
つ
よ
い
侍
宴
応
製
詩

は
詩
の
本
義
か
ら
乖
離
し
た
、
虚
飾
の
文
学
と
考
え
ら
れ
て
い
る（２
）。
と
く
に
唐
詩
の
場
合
、
ふ
つ
う
初
唐
・
盛
唐
・
中
唐
・
晩
唐
の

四
期
に
区
分
さ
れ
る
が
、
盛
唐
か
ら
大
き
く
花
開
き
、
や
が
て
主
流
の
座
を
獲
得
し
て
い
っ
た
在
野
の
文
学
に
く
ら
べ
、
初
唐
の
宮

廷
侍
宴
詩
は
長
き
に
わ
た
り
、
そ
の
洗
練
さ
れ
た
様
式
を
の
ぞ
き
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
価
値
の
な
い
存
在
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

か
か
る
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
た
た
め
、
華
や
か
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
律
詩
の
完
成
に
大
き
く
貢
献
し
た
初
唐
の
宮
廷
サ
ロ
ン
な

ら
ま
だ
し
も
、
盛
唐
以
降
し
だ
い
に
衰
微
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
く
宮
廷
詩
に
関
し
て
は
、
も
は
や
一
顧
だ
に
さ
れ
ず
に
忘
れ
去
ら

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
中
唐
で
は
宮
廷
文
学
が
い
か
に
展
開
さ
れ
た
か
の
問
題
と
な
る
と
、
個
々
の
詩
人
論
に
お
い
て
多
少
ふ

れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
文
学
史
の
流
れ
に
よ
り
そ
っ
て
そ
の
全
体
像
を
描
出
し
よ
う
と
す
る
作
業
は
、
ほ
と
ん
ど
な
お
ざ
り
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に
さ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、
従
来
の
和
漢
比
較
研
究
で
は
、
唐
代
文
学
に
言
及
す
る
さ
い
、
ほ
ぼ
中
国
文
学
研
究
の
領
域
（
こ
こ
で
は
日
本
の
中
国
文
学

研
究
を
さ
す
）
に
お
け
る
既
存
の
枠
組
み
と
常
識
を
ふ
ま
え
て
、
両
者
の
共
通
点
と
相
違
点
を
析
出
し
よ
う
と
す
る
方
法
が
多
く
採
ら

れ
て
き
た
。
が
、
そ
も
そ
も
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
中
国
文
学
研
究
は
、
戦
前
・
戦
中
に
た
い
す
る
反
省
も
あ
り
、
中
国
本
国
か
ら

の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
と
り
わ
け
唐
の
宮
廷
文
学
の
と
ら
え
方
に
お
い
て
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
初
唐
以
降
の
宮
廷
文
学
へ
の
注
視
は
、
日
本
側
の
研
究
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
儒
教
を
も
と
に
国
家
づ
く
り
が
ふ
だ
ん
に
進
め
ら
れ
て
い
た
古
代
中
国
で
、
宮
廷
社
会
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
文
化

的
理
念
は
、
皇
位
や
王
朝
の
交
替
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
す
る
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
む
し
ろ
、
ノ
ー
で
あ
る
。
じ
っ

さ
い
、
清
朝
の
絶
頂
期
に
君
臨
し
た
乾
隆
帝
（
一
七
一
一
〜
一
七
九
九
）
に
四
万
一
千
八
百
首
に
も
の
ぼ
る
『
御
製
詩
集
』
が
あ
る
よ

う
に
、
異
民
族
の
統
治
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宮
廷
文
学
の
繁
栄
こ
そ
、
無
為
垂
拱
の
明
君
の
治
世
を
象
徴
す
る
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ

し
い
文
化
事
象
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
、
伏
流
水
の
よ
う
に
沈
潜
し
な
が
ら
、
脈
々
と
受
け
つ
が
れ
て
い
る（３
）。
と
す
れ
ば
、
同
じ
唐

王
朝
に
お
い
て
、
安
史
の
乱
を
へ
て
、
中
唐
で
は
往
時
の
栄
光
を
と
り
も
ど
そ
う
と
さ
ま
ざ
ま
な
再
興
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
な
か
、

宮
廷
文
学
に
復
興
の
き
ざ
し
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
お
の
ず
と
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。

い
っ
ぽ
う
、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
、
ち
ょ
う
ど
安
史
の
乱
を
は
さ
ん
で
、
盛
唐
か
ら
中
唐
へ
と
移
行
し
て
い
く
時
期
だ

が―

日
本
で
い
う
と
、
奈
良
天
平
期
か
ら
平
安
前
期
に
あ
た
る―

度
重
な
る
遣
唐
使
の
実
施
を
中
心
に
、
唐
日
の
あ
い
だ
に
朝

廷
間
の
交
流
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。
遣
唐
使
は
た
ん
な
る
文
化
的
使
節
で
は
な
く
、
唐
の
皇
帝
に
朝
貢
品
を
献
上
し
、

外
交
関
係
を
確
認
す
る
政
治
的
役
割
を
同
時
に
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（４
）。
彼
ら
が
唐
で
お
こ
な
っ
た
も
っ
と
も

重
要
な
活
動
は
、
正
月
の
朝
賀
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
儀
礼
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
実
地
見
聞
の
体
験
が
や
が
て
、
奈
良
朝
か
ら
平
安
朝
に
か
け
て
の
宮
廷
儀
式
や
年
中
行
事
の
成
立
と
展
開
に
大
き
く
つ

な
が
っ
た
こ
と
は
、
近
年
の
史
学
研
究
に
よ
っ
て
詳
細
に
復
元
さ
れ
て
い
る（５
）。
い
っ
ぽ
う
、
漢
文
学
生
成
の
見
地
か
ら
い
う
と
、
こ

の
時
期
は
じ
つ
は
と
り
も
な
ら
さ
ず
、
漢
詩
を
軸
と
す
る
宮
廷
文
学
の
創
成
期
で
も
あ
っ
た
。
神
亀
三
年
（
七
二
五
）
の
玉
来
宴
を

初
見
と
し
、
嵯
峨
朝
に
入
っ
て
か
ら
一
気
に
整
備
さ
れ
た
宮
廷
詩
宴
の
歴
史
は
、
唐
の
朝
廷
と
の
緊
密
な
交
流
が
は
か
ら
れ
て
い
た

時
代
を
背
景
に
つ
む
ぎ
だ
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
奈
良
朝
か
ら
平
安
朝
の
宮
廷
文
学
に
お
い
て
、
同
時
代
の
唐
の
宮
廷
か
ら
の
影
響
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
設
問
は
、
平
安
朝
文
学
の
内
実
を
解
明
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
唐
代
の
宮
廷
文
学
の
意
味

を
従
来
の
視
野
と
は
異
な
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
読
み
な
お
す
こ
と
で
も
あ
り
、
ひ
い
て
は
新
た
な
文
化
交
流
史
の
発
見
に
も

つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
い
ま
一
度
、
宮
廷
文
学
に
た
い
す
る
既
成
の
観
念
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
作
品
に
真
摯
に
向
か
い
合

い
、
諸
資
料
を
見
据
え
た
う
え
で
、
同
時
代
的
文
化
交
流
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
ね
ば
り
づ
よ
く
追
い
か
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二　

遣
唐
使
が
も
た
ら
し
た
も
の―

歴
史
と
文
学
の
は
ざ
ま

延
暦
十
三
年
（
七
九
四
）
十
月
、
平
安
京
へ
の
遷
都
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
つ
づ
く
翌
年
の
正
月
十
六
日
に
、
群
臣
を
ま
ね
い
た
祝

宴
の
席
で
、
新
京
の
落
成
を
こ
と
ほ
ぐ
踏
歌
が
披
露
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
に
う
た
わ
れ
た
踏
歌
の
歌
辞
（
七
言
絶
句
）
が
『
類
聚
国

史
』（
巻
七
二
）
に
四
首
伝
わ
っ
て
お
り
、
一
段
ご
と
に
「
新
京
（
年
）
楽
。
平
安
楽
土
。
万
年
春
」
の
リ
フ
レ
ー
ン
が
入
り
、
漢
音

で
く
り
か
え
し
斉
唱
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
正
月
十
六
日
の
踏
歌
は
唐
の
宮
廷
儀
礼
か
ら
と
り
い
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
で
演
じ
ら
れ
た

sam
ple
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の
は
、
こ
の
と
き
が
最
初
で
は
な
く
、
聖
武
天
皇
の
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
正
月
十
六
日
に
、
す
で
に
正
式
に
宮
廷
行
事
と
し
て
発

足
し
て
い
た
（『
続
日
本
紀
』）。
だ
が
、
日
本
古
来
の
音
曲
を
演
奏
す
る
天
平
期
の
宮
廷
踏
歌
・
歌
垣
と
趣
向
が
大
き
く
異
な
る
の
は
、

平
安
京
の
空
に
ひ
び
き
わ
た
っ
た
歌
声
が
漢
音
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
七
言
絶
句
の
歌
詞
と
い
い
、
新
た
な
時

代
の
幕
開
け
を
つ
げ
る
意
思
表
示
と
い
い
、
延
暦
十
四
年
の
新
春
踏
歌
は
じ
つ
に
、
唐
の
先
天
二
年
（
七
一
三
）
の
そ
れ
を
彷
彿
さ

せ
る
演
出
と
な
っ
て
い
る
。

唐
の
先
天
二
年
の
正
月
十
五
夜
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
匠
を
こ
ら
し
た
燈
火
の
も
と
で
、
き
ら
び
や
か
に
着
飾
っ
た
宮
女
た
ち
が
宮
中

か
ら
長
安
の
町
に
練
り
だ
し
て
、
踏
歌
を
奏
し
、
玄
宗
と
官
民
一
同
が
そ
の
見
物
に
興
じ
た
（『
旧
唐
書
』
巻
一
二
九
、
厳
挺
之
伝
）。
元

宵
の
観
燈
行
事
は
唐
代
を
通
じ
て
盛
ん
で
あ
っ
た
が（６
）、
な
か
で
も
先
天
二
年
の
も
の
が
と
り
わ
け
贅
美
を
つ
く
し
た
と
い
わ
れ
、
そ

の
背
景
に
は
、
前
年
の
玄
宗
の
即
位
に
と
も
な
う
太
平
の
世
の
到
来
を
言
挙
げ
す
る
意
図
が
託
さ
れ
て
い
た
と
看
取
さ
れ
る
。
現
存

す
る
史
料
や
文
献
に
唐
の
宮
廷
踏
歌
に
関
す
る
記
述
が
、
こ
の
回
の
も
の
し
か
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
に
盛
大
で
あ
っ
た

よ
う
す
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

国
際
都
市
長
安
の
こ
の
最
先
端
の
流
行
は
、
当
時
唐
に
滞
在
し
て
い
た
遣
唐
使
た
ち
に
よ
り
、
い
ち
は
や
く
日
本
に
も
ち
か
え
ら

れ
た
。
天
平
二
年
、
光
明
子
が
新
皇
后
と
し
て
迎
え
た
は
じ
め
て
の
正
月
十
六
日
に
、
聖
武
天
皇
の
移
幸
に
と
も
な
い
、
皇
后
宮
に

向
か
っ
て
発
進
し
た
百
官
の
踏
歌
の
大
行
列
は
ま
さ
に
そ
の
再
現
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
ほ
ぼ
同
時
代
的
に
進
行
し
て
い
る
宮
廷

踏
歌
の
受
容
は
、
律
令
体
制
を
根
幹
に
据
え
な
が
ら
、
唐
に
な
ら
っ
て
礼
楽
や
朝
儀
を
整
備
し
、
大
唐
帝
国
と
同
様
の
文
化
国
家
づ

く
り
を
め
ざ
す
施
策
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
巨
視
的
に
み
る
と
、
律
令
制
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
七
世
紀
後

半
か
ら
平
安
朝
に
か
け
て
、
唐
の
制
度
お
よ
び
文
化
、
文
学
の
摂
取
の
流
れ
は
、
和
辻
哲
郎
氏
が
「
天
平
時
代
末
期
か
ら
弘
仁
初
期

に
か
け
て
の
変
遷
は
、
漸
を
追
う
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
こ
に
も
境
界
線
は
な
い（７
）」
と
の
べ
た
よ
う
に
、
あ
い
つ
ぐ
遣
唐
使
の
派
遣
事

業
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
、
お
お
か
た
分
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
一
貫
し
て
つ
づ
い
て
い
た
。

そ
し
て
、
平
安
な
る
べ
き
永
遠
の
王
都
を
祈
念
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
演
出
と
し
て
、
踏
歌
が
え
ら
ば
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
奈
良

天
平
期
以
来
の
唐
風
政
策
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
と
同
時
に
、
伝
統
的
な
曲
目
を
使
用
す
る
の
で
は
な
く
、

玄
宗
宮
廷
の
踏
歌
詞
を
模
し
て
、
漢
詩
の
歌
辞
を
新
作
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
ま
で
の
ど
の
時
代
よ
り
も
い
っ
そ
う
唐
、
そ
れ
も
盛

唐
に
擬
し
た
壮
大
な
王
朝
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
桓
武
朝
の
並
々
な
ら
ぬ
意
気
込
み
が
つ
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
漢
語

に
よ
る
踏
歌
は
、
か
つ
て
風
巻
景
次
郎
氏
が
い
み
じ
く
も
説
い
た
よ
う
に
、
外
来
文
化
の
咀
嚼
と
い
う
面
に
お
い
て
、「
も
は
や
律

令
や
皇
城
の
構
想
や
朝
廷
の
礼
服
が
唐
代
の
制
度
を
多
く
摂
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
物
質
的
な
一
面
ば
か
り
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
」
の
で
あ
る（８
）。
そ
れ
は
、
や
が
て
来
る
べ
き
平
安
宮
廷
に
お
け
る
和
歌
の
衰
退
と
漢
詩
文
の
繁
栄
を
予
兆
す
る
画
期
的
な

で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
宮
廷
踏
歌
と
と
も
に
、
天
平
期
に
は
唐
礼
一
百
三
十
巻
や
経
論
五
千
余
巻
を
は
じ
め
と
す
る
大
量
の
典
籍
が
、
吉
備
真
備
や

玄
昉
ら
遣
唐
使
た
ち
に
よ
っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
だ
が
、
精
力
的
、
か
つ
体
系
的
に
唐
の
文
物
を
輸
入
し
よ
う
と
し
た
彼
ら

に
く
ら
べ
、
平
安
朝
の
遣
唐
使
の
場
合
、
文
化
面
に
お
け
る
そ
の
貢
献
度
は
、
お
も
に
仏
教
界
の
め
ざ
ま
し
い
発
展
に
注
目
が
あ
つ

ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
最
澄
や
空
海
に
よ
る
最
新
仏
教
の
伝
来
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
分
野
に
関
し
て
は
、
菅
原
清
公
が
学
者

と
し
て
大
成
し
た
こ
と
や
琵
琶
の
名
手
で
あ
る
藤
原
貞
敏
な
ど
の
例
の
よ
う
に
、
個
人
の
学
芸
次
元
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る

ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る（９
）。

と
い
う
の
も
、『
続
日
本
紀
』
と
う
っ
て
か
わ
り
、
平
安
朝
の
国
史
類
に
遣
唐
使
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
た
文
物
に
関
す
る
言
及

が
「
彩
幣
、
綾
、
錦
、
香
薬
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（『
日
本
紀
略
』
大
同
二
年
正
月
）。
だ
が
、
史
料
の
分
析
だ
け
で
な
く
、

同
時
代
の
両
国
の
文
学
テ
キ
ス
ト
の
解
読
を
と
お
し
て
、
平
安
朝
の
遣
唐
使
の
活
躍
に
新
た
な
光
を
あ
て
る
と
、
こ
れ
ま
で
ベ
ー
ル

sam
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に
包
ま
れ
て
い
た
そ
の
実
態
が
少
し
ず
つ
姿
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
。
個
別
の
研
究
が
精
緻
化
す
る
い
ま
、
知
識
の
共
有
を
め
ざ
し
て

近
隣
諸
学
の
連
携
が
い
わ
れ
て
ひ
さ
し
い
が
、
歴
史
学
と
文
学
の
あ
い
だ
に
依
然
と
し
て
方
法
論
的
な
溝
が
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う

に
お
も
わ
れ
る
。
伝
統
的
な
「
学
」
の
境
界
（
歴
史
学
と
文
学
、
中
国
文
学
と
日
本
文
学
）
を
越
え
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
古
代
の
共
時
的
世

界
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。

三　

宮
廷
詩
人
と
律
令
官
人―

ふ
た
つ
の
省
試

唐
帝
国
を
最
盛
期
に
み
ち
び
い
た
玄
宗
朝
か
ら
移
入
し
た
文
物
制
度
は
む
ろ
ん
、
踏
歌
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
盛
唐
に
範
を
あ
お

い
だ
も
っ
と
も
象
徴
的
な
文
化
政
策
の
ひ
と
つ
に
、
科
挙
の
進
士
科
試
験
を
ま
ね
て
、
詩
賦
を
課
す
る
文
章
生
試
を
採
用
し
た
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
平
安
朝
漢
文
学
の
主
た
る
担
い
手
は
ほ
か
で
も
な
く
、
文
章
生
出
身
の
官
僚
文
人
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
な
ぜ
桓
武
朝
に
お
い
て
文
章
生
試
が
は
じ
め
ら
れ
た
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
試
験
が
唐
の
進
士

科
の
よ
う
に
詩
賦
形
式
に
よ
っ
た
か
な
ど
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
大
き
な
原
因
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
関
連
の
文
献
記
録
が
散
逸
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
文
章
生
試
導
入

の
背
景
に
つ
い
て
、
桃
裕
行
氏
が
人
間
の
共
通
の
美
的
感
情
に
う
っ
た
え
る
三
史
や
『
文
選
』
な
ど
が
教
科
書
と
し
て
も
ち
い
ら
れ

た
こ
と
や
、
公
文
書
の
作
成
に
お
け
る
漢
文
の
実
用
性
な
ど
に
よ
り
、
文
章
科
へ
の
貴
族
の
関
心
が
高
ま
り
、
定
員
以
上
の
入
学
希

望
者
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
指
摘
し
て
以
来（あ
）、
史
家
の
あ
い
だ
で
こ
れ
が
ほ
ぼ
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
漢
語
の

踏
歌
の
一
件
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
徹
底
し
た
唐
制
の
模
倣
を
志
向
す
る
桓
武
朝
と
い
う
時
代
背
景
を
念
頭
に
入
れ

て
考
慮
す
る
と
、
唐
の
科
挙
の
形
式
を
ふ
ま
え
た
文
章
生
試
の
導
入
を
、
は
た
し
て
従
来
の
よ
う
な
見
方
で
と
ら
え
て
い
い
の
だ
ろ

う
か
。

現
存
の
史
料
か
ら
文
章
生
試
が
確
認
で
き
る
の
は
、
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
の
菅
原
清
公
の
例
が
初
見
で
あ
る
（『
続
日
本
後
紀
』
承

和
九
年
十
月
十
七
日
条
）。
ま
た
、『
経
国
集
』
巻
十
四
に
南
淵
弘
貞
の
「
奉
試
詠
梁
」
が
お
さ
め
ら
れ
て
お
り
、
延
暦
十
五
年
（
七
九

六
）
の
文
章
生
試
の
答
案
と
目
さ
れ
る
。
一
連
の
資
料
を
綜
合
し
て
み
る
と
、
文
章
生
試
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
桓
武
朝
に
入
っ
て

か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
発
足
当
初
か
ら
、
試
験
形
式
が
「
詩
も
し
く
は
賦
を
試
み
る
」（
弘
仁
十
一
年
太
政
官
符
）
と
さ
だ
め
ら
れ
た
可

能
性
が
高
い
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
詩
賦
形
式
の
試
験
は
明
ら
か
に
唐
の
進
士
科
の
先
例
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
唐

代
で
は
そ
れ
が
定
制
に
な
っ
た
の
は
、
玄
宗
朝
の
天
宝
十
年
（
七
五
一
）
あ
た
り
か
ら
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
唐
に
遅
れ
る
こ
と
わ

ず
か
三
十
年
あ
ま
り
に
し
て
、
平
安
朝
に
お
い
て
は
や
く
も
と
り
い
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
摂
取
が
た
ん
な
る
形
式
の
借
用
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
史
上
に
名
を
の
こ
す
文
章
生
が
ご
く
稀

だ
っ
た
の
に
た
い
し
、
文
章
生
試
の
導
入
に
と
も
な
い
、
朝
政
に
参
与
す
る
い
っ
ぽ
う
、
宮
廷
詩
人
と
し
て
天
皇
の
遊
宴
に
は
べ
り
、

詩
賦
を
競
作
す
る
文
章
生
出
身
の
律
令
官
人
が
輩
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
明
瞭
に
う
か
が
わ
れ
る
。
彼
ら
は
い
わ
ば
、
唐

の
科
挙
出
身
者
さ
な
が
ら
の
面
目
躍
如
た
る
活
躍
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
と
文
学
の
あ
り
か
た
は
、
詩
賦

の
優
劣
に
よ
っ
て
有
能
な
人
材
を
選
抜
す
る
唐
の
進
士
科
の
理
念
と
か
な
り
相
似
し
た
面
が
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
嵯
峨
朝
に
な
る
と
、
こ
の
文
化
路
線
は
よ
り
推
進
さ
れ
、
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
に
つ
い
に
、
文
章
博
士
の
位
階
が

従
五
位
下
に
ま
で
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
。
文
章
博
士
の
唐
名
が
の
ち
に
翰
林
学
士
と
称
さ
れ
た
よ
う
に
、
も
は
や
大
学
寮
の
教
官
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
、
天
子
に
近
侍
し
、
政
治
の
諮
問
に
あ
ず
か
る
使
命
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
文
章
道
出
身
の
学
儒
が
、

唐
の
科
挙
出
身
の
新
興
官
僚
層
の
よ
う
に
朝
政
に
参
画
す
る
可
能
性
は
、
右
大
臣
に
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
菅
原
道
真
に
よ
っ
て
最
大

限
ま
で
た
め
さ
れ
た
と
同
時
に
、
そ
の
失
脚
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
や
が
て
終
焉
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
九
世
紀
ま
で
の
古
代
日
本
は
つ
ね
に
積
極
的
に
制
度
文
物
を
輸
入
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
唐
王
朝

と
同
質
の
文
化
を
共
有
し
よ
う
と
す
る
、
一
種
の
擬
似
大
唐
帝
国
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
こ

か
ら
生
ま
れ
た
漢
文
学
は
唐
の
そ
れ
と
同
質
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

両
者
の
大
き
な
違
い
と
し
て
、『
菅
家
文
草
』
に
侍
宴
応
製
作
が
大
量
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
、『
白
氏
文
集
』
に
そ
れ

が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
多
様
な
受
容
の
背
景
に
は
、
ど
ん
な
文
化
的
要
因
が
潜
在
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
ほ
ぼ
同
じ
制
度
に
も
と
づ
い
て
生
み
出
さ
れ
た
省
試
詩
の
比
較
を
と
お
し
て
、

そ
の
真
相
に
せ
ま
っ
て
み
る
の
は
、
必
要
不
可
欠
な
視
点
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
。

四　
「
国
風
暗
黒
」
の
再
検
討

さ
て
、
平
安
初
期
に
『
凌
雲
集
』『
文
華
秀
麗
集
』『
経
国
集
』
と
い
う
三
大
漢
詩
文
集
が
あ
い
つ
い
で
編
纂
さ
れ
た
時
代
の
こ
と

を
、
文
学
史
の
う
え
で
「
国
風
暗
黒
時
代
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。
小
島
憲
之
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
呼
称
を
最
初
に
学
界
に
流
布
さ

せ
た
の
は
、
師
の
吉
沢
義
則
で
あ
っ
た
ら
し
い（い
）。
も
っ
と
も
、
国
風
や
国
風
文
化
と
い
う
概
念
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
語
ら
れ
は
じ
め
た
の

は
、
さ
ら
に
明
治
時
代
の
「
国
文
学
」
形
成
期
に
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
こ
に
近
代
日
本
に
お
け
る

「
国
文
学
史
」
の
成
立
問
題
も
自
然
と
か
ら
ん
で
く
る
。
が
、
そ
の
詳
し
い
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
先
行
研
究（
う
）に
ゆ
だ
ね
、
こ
こ
で

は
宮
廷
文
学
の
視
点
か
ら
、
勅
撰
三
集
の
時
代
は
は
た
し
て
「
国
風
」
が
完
全
に
暗
黒
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
見
つ

め
な
お
し
て
み
た
い
。

弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
か
ら
天
長
四
年
（
八
二
七
）
に
か
け
て
、
わ
ず
か
十
数
年
の
あ
い
だ
に
勅
撰
三
集
が
あ
い
つ
い
で
な
り
、
弘

仁
九
年
（
八
一
八
）
に
は
朝
会
の
礼
法
、
男
女
の
常
服
か
ら
都
の
諸
門
閣
名
に
い
た
る
ま
で
唐
式
に
あ
ら
た
め
ら
れ
（『
日
本
紀
略
』）、

宮
廷
文
化
は
唐
風
一
色
に
う
る
わ
し
く
塗
り
か
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
林
鵞
峰
が
「
本
朝
詩
章
の
盛せ
い

、
此こ
の

時と
き

に
過
ぎ
た
る
は
無
し
」

（『
本
朝
一
人
一
首
』
巻
三
）
と
評
す
る
ほ
ど
、
漢
詩
文
芸
が
大
き
く
開
花
し
、
和
歌
が
公
式
の
場
か
ら
姿
を
消
し
た
。
今
日
の
近
代
的

な
価
値
観
か
ら
み
る
と
、
こ
う
し
た
唐
風
一
辺
倒
の
時
代
は
か
な
り
異
様
に
受
け
止
め
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
あ
く
ま

で
唐
帝
国
を
中
心
に
国
際
秩
序
が
構
築
さ
れ
て
い
た
当
時
の
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
に
お
い
て
は
、
か
か
る
現
象
は
け
っ
し
て
日
本
独
自

の
傾
向
で
は
な
く
、
濃
淡
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
唐
周
辺
の
国
々
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
共
通
し
て
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
同
じ
儒
教
的
政
治
理
念
に
も
と
づ
き
、
律
令
制
の
構
築
と
再
建
を
実
行
し
て
き
た
古
代
中
国
と
日
本
が
、
け
っ
き
ょ

く
異
な
る
歴
史
を
閲
す
る
に
い
た
っ
た
よ
う
に
、
唐
の
宮
廷
文
学
を
手
本
に
し
な
が
ら
成
長
し
は
じ
め
た
平
安
朝
の
文
学
も
ま
た
、

独
自
の
展
開
を
遂
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
両
者
の
分
岐
点
は
い
っ
た
い
い
つ
、
ど
こ
で
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
淵
源
を
た
ど
っ

て
ゆ
く
と
、
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
国
風
暗
黒
」
と
い
わ
れ
る
こ
の
時
代
に
た
ど
り
つ
く
の
で
あ
る
。

勅
撰
三
集
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
個
々
の
作
品
を
ひ
も
と
く
と
わ
か
る
よ
う
に
、
唐
の
文
学
を
つ
よ
く
志
向
し
な
が
ら
も
、
し
だ

い
に
唯
美
的
・
情
趣
的
世
界
へ
と
い
ち
じ
る
し
く
傾
斜
し
て
い
っ
た
一
面
が
明
確
に
み
て
と
れ
る
。
比
喩
な
ど
の
技
巧
を
多
用
し
、

繊
細
な
描
写
に
こ
だ
わ
る
詩
風
は
や
が
て
古
今
集
的
歌
風
の
確
立
に
つ
な
が
っ
て
い
く
が（え
）、
し
か
し
ま
さ
に
徹
底
し
た
模
倣
を
意
図

し
よ
う
と
す
る
嵯
峨
朝
を
転
換
点
に
、
平
安
朝
文
学
は
唐
の
そ
れ
と
は
異
な
る
方
向
へ
と
歩
み
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

変
化
は
な
ぜ
あ
ら
わ
れ
た
の
か
。
そ
の
具
体
的
な
変
貌
の
あ
り
よ
う
と
要
因
を
究
明
す
る
に
は
、
文
学
作
品
の
内
面
世
界
と
そ
の
外

部
に
揺
曳
す
る
歴
史
の
文
脈
と
を
む
す
び
つ
け
て
検
討
す
る
の
が
、
肝
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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本
書
へ
の
い
ざ
な
い

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
も
と
づ
き
、
本
書
は
三
部
構
成
か
ら
な
り
、
奈
良
朝
天
平
期
か
ら
平
安
朝
に
い
た
る
ま
で
の
文
学
史

を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
古
代
日
本
に
お
け
る
中
国
文
化
の
受
容
の
様
相
お
よ
び
宮
廷
文
芸
と
漢
詩
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。

こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
設
定
を
し
た
の
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
古
代
日
本
に
お
け
る
中
国
文
化
や
文
学
の
受
容
は
平
安
京
の
遷
都

に
よ
っ
て
隔
絶
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
唐
風
政
策
の
強
化
に
と
も
な
い
、
一
貫
性
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
平
安
朝
の

漢
文
学
は
、
奈
良
朝
天
平
期
以
来
の
ゆ
た
か
な
伝
統
を
受
け
つ
ぎ
な
が
ら
成
長
を
遂
げ
た
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

Ⅰ
「
奈
良
朝
天
平
期
に
お
け
る
風
流
の
受
容
」
で
は
、
天
平
期
の
文
献
に
は
じ
め
て
出
現
し
た
「
風
流
」
の
問
題
に
ス
ポ
ッ
ト
を

あ
て
、
盛
唐
の
「
風
流
」
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
、
同
時
代
的
文
化
受
容
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

八
世
紀
前
半
に
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
た
漢
語
「
風
流
」
は
、
訓
読
の
問
題
と
か
ら
ん
で
、
奈
良
朝
宮
廷
文
化
の
構
築
に
お
け
る
機

能
や
後
期
万
葉
の
歌
風
へ
の
影
響
な
ど
の
視
点
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
考
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で

は
六
朝
な
い
し
初
唐
の
『
遊
仙
窟
』
の
風
流
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
研
究
の
現
状
を
受
け
、
第

一
章
「
風
流
と
遊
宴
」
で
は
、
諸
文
献
に
お
け
る
風
流
の
用
例
を
分
析
し
、
唐
代
に
い
た
る
ま
で
の
語
義
の
変
化
を
概
観
し
た
う
え

で
、
風
流
の
文
化
理
念
が
い
か
に
成
立
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
二
章
「
風
流
と
踏
歌
」
は
、
宮
廷
踏
歌
の
受
容
を
手
が
か
り
に
、
天
平
期
の
風
流
と
盛
唐
の
風
流
の
関
連
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。

聖
武
朝
で
は
踏
歌
の
主
役
が
「
風
流
有
る
者
」（『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
二
月
一
日
条
等
）
と
評
さ
れ
た
の
は
、
盛
唐
宮
廷
の
風
流
精
神

の
影
響
を
受
け
た
こ
と
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
な
お
、
本
章
は
、
古
代
日
本
に
お
け
る
中
国
文
化
や
文
学
の
受
容
に
は
、
約
五
十

年
か
ら
百
年
の
ず
れ
が
あ
る
と
す
る
従
来
の
通
説
に
た
い
す
る
見
な
お
し
の
試
み
で
も
あ
る
。

Ⅱ
「
平
安
朝
の
宮
廷
文
学
と
省
試
詩
」
は
、
お
も
に
平
安
朝
と
唐
代
の
省
試
詩
（
試
帖
詩
）
の
比
較
を
と
お
し
て
、
両
者
の
類

似
と
相
違
を
析
出
し
た
う
え
、
平
安
朝
の
漢
詩
文
芸
と
唐
代
の
そ
れ
と
の
根
本
的
な
性
格
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ

る
。平

安
朝
の
文
章
生
試
に
お
け
る
詩
賦
の
導
入
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
唐
代
の
進
士
科
試
験
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
具
体
的
な
省
試
詩
の
製
作
に
お
い
て
も
、
唐
の
先
例
か
ら
の
影
響
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
考
え
ら
れ
よ
う
。
第
三
章
の
「『
経
国
集
』

の
試
帖
詩
考
」
と
第
四
章
の
「
平
安
朝
に
お
け
る
唐
代
省
試
詩
の
受
容
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
平
安
初
期
と
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
省
試

詩
の
受
容
の
あ
り
か
た
を
検
証
す
る
。

第
三
章
で
は
、
桓
武
朝
で
は
文
章
生
試
が
は
じ
ま
っ
た
当
初
、
ほ
ぼ
唐
の
進
士
科
試
験
と
同
じ
よ
う
な
出
題
基
準
が
採
用
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
新
た
に
指
摘
し
、
か
つ
そ
の
後
の
推
移
を
追
い
な
が
ら
、
詩
を
課
す
文
章
生
試
は
平
安
朝
漢
文
学
に
お
い
て
は
い
か
な

る
意
味
を
有
し
て
い
た
か
を
論
じ
る
。

第
四
章
で
は
、
唐
代
の
省
試
詩
題
が
平
安
朝
の
文
章
生
試
の
課
題
だ
け
で
な
く
、
宮
廷
詩
宴
の
題
に
も
借
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
。
平
安
朝
の
文
章
生
試
で
は
、
詩
賦
を
同
時
に
課
す
る
唐
の
進
士
科
試
験
と
異
な
り
、
精
巧
な
構
成
を
要
す
る

賦
は
試
験
科
目
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
閏
九
月
十
二
日
の
宮
中
の
作
文
会
に
お
い
て
、
宇
多

天
皇
は
菅
原
道
真
ら
十
二
人
の
儒
士
た
ち
に
「
未
旦
求
衣
賦
」
と
「
霜
菊
詩
」、
す
な
わ
ち
詩
賦
を
一
首
ず
つ
つ
く
る
よ
う
命
じ
て

い
る
。
こ
う
し
た
形
式
は
唐
の
省
試
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
基
底
に
ひ
そ
む
唐
代
に
お
け
る
政
治
と
文
学
の
あ

り
か
た
に
な
ら
お
う
と
し
た
宇
多
親
政
の
意
図
を
論
ず
る
。

な
お
、
こ
こ
で
は
両
章
の
題
名
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
試し
じ
ょ
う帖
詩し

」
と
「
省し
ょ
う
し試
詩し

」
を
使
い
分
け
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
付
言
し
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て
お
き
た
い
。
唐
代
で
は
、
開
元
二
十
四
年
（
七
三
六
）
よ
り
進
士
科
の
試
験
が
尚
書
省0

礼
部
に
よ
っ
て
管
掌
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
た
め
、「
省
試
」
と
も
呼
ば
れ
、
そ
の
答
案
の
詩
も
「
省
試
詩
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
省
試
に
「
帖
じ
ょ
う

経け
い

」
と
い
う
課
目

（
経
書
の
一
部
を
紙
で
貼
り
付
け
、
そ
の
内
容
を
あ
て
さ
せ
る
試
験
。「
試
帖
」
と
も
い
う
）
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
省
試
詩
」
を
「
試

帖
詩
」
と
も
い
う
。

い
っ
ぽ
う
、
平
安
朝
で
は
文
章
生
試
が
大
学
寮
か
ら
式
部
省
に
移
管
さ
れ
て
か
ら
、「
省
試
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

唐
例
に
準
じ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
式
部
省
に
よ
る
文
章
生
試
の
運
営
が
確
認
で
き
る
の
は
、
承
和
六
年
（
八
三
九
）

が
初
見
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
品
の
性
質
じ
た
い
に
違
い
が
な
い
も
の
の
、『
経
国
集
』
所
収
の
文
章
生
試
の
詩
作
は
厳
密
に

「
省
試
詩
」
と
い
え
な
い
た
め
、
九
世
紀
後
半
と
区
別
し
て
「
試
帖
詩
」
と
表
記
す
る
。

つ
づ
く
第
五
章
「
道
真
と
省
試
詩
」
は
、
菅
原
道
真
の
詩
人
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
、
文
章
生
試
に
合
格
す
る
た
め
の
練
習
作
を

糸
口
に
、
白
居
易
の
詩
や
同
時
代
の
平
安
朝
漢
文
学
と
照
ら
し
あ
わ
せ
な
が
ら
、
道
真
の
詩
人
と
し
て
の
形
成
を
問
い
な
お
す
。
と

く
に
古
体
詩
の
創
作
意
識
の
変
化
を
通
じ
て
、
詩
人
道
真
が
平
安
朝
漢
詩
史
に
お
い
て
い
か
に
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て

論
じ
る
。

第
六
章
「
夕
霧
の
学
問
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
各
章
と
や
や
趣
を
異
に
し
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
文
章
道
の
問
題
を
と
り
あ
げ

る
。
少
女
巻
に
現
存
の
平
安
朝
の
記
録
類
に
も
文
学
作
品
に
も
み
ら
れ
な
い
、
字
を
つ
け
る
儀
式
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、

夕
霧
の
学
問
の
物
語
を
歴
史
文
脈
の
な
か
で
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
、
そ
の
意
味
づ
け
を
試
み
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
掉
尾
を

飾
る
放
島
試
に
つ
い
て
、
寛
平
八
年
二
月
二
十
三
日
の
宇
多
天
皇
の
神
泉
苑
行
幸
の
先
例
を
新
し
く
つ
き
と
め
、
摂
関
政
治
の
最
盛

期
に
生
き
な
が
ら
、
あ
え
て
虚
構
の
世
界
に
お
い
て
文
章
道
の
理
想
を
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
物
語
作
者
の
心
意
を
透
視
し
て
み

る
。Ⅲ

「
平
安
朝
の
宮
廷
文
学
と
遣
唐
使
」
で
は
、
平
安
朝
に
お
け
る
重
陽
詩
宴
の
受
容
の
あ
り
か
た
に
注
目
し
、
嵯
峨
朝
と
中
唐
の

緊
密
な
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
学
界
の
通
念
や
常
識
に
と
ら
わ
れ
ず
、
作
品
の
内
な
る
世
界
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
時
代
の
環

境
を
た
ど
り
な
お
し
、
新
た
な
文
学
交
流
史
の
可
能
性
を
提
言
す
る
。

第
七
章
「
重
陽
詩
宴
と
遣
唐
使
」
は
、
ま
ず
重
陽
詩
宴
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発

し
、
唐
の
宮
廷
文
学
と
同
時
代
の
遣
唐
使
の
動
向
を
視
野
に
お
さ
め
た
う
え
で
、
平
安
初
期
に
お
け
る
重
陽
詩
宴
の
伝
来
の
経
緯
を

解
明
す
る
。
年
中
行
事
の
み
な
ら
ず
、
文
学
作
品
の
場
合
も
お
お
か
た
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
中
国
に
あ
っ
た
も
の
が
、

い
つ
の
間
に
か
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
あ
い
ま
い
で
安
直
な
認
識
を
根
底
か
ら
問
い
な
お
す
試
み
で
も
あ
る
。

第
八
章
「
嵯
峨
天
皇
と
重
陽
詩
宴
」
は
、
平
安
初
期
に
お
い
て
重
陽
詩
宴
が
い
か
に
受
容
さ
れ
た
に
つ
い
て
検
証
し
、
前
章
と
対

を
な
す
。
勅
撰
三
集
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
二
十
四
首
の
重
陽
詩
賦
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
具
体
的
に
唐
の
宮

廷
文
学
を
い
か
に
摂
取
し
、
ま
た
ど
ん
な
文
脈
を
へ
て
そ
こ
か
ら
離
陸
し
、
新
た
な
境
地
を
切
り
拓
い
て
い
っ
た
か
の
過
程
を
掘
り

お
こ
し
、「
国
風
暗
黒
時
代
」
に
お
け
る
日
本
文
学
の
特
質
の
形
成
に
つ
い
て
論
じ
る
。

そ
し
て
、
本
書
を
し
め
く
く
る
終
章
「
唐
代
と
平
安
朝
の
宮
廷
文
学
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
各
論
を
と
ら
え
か
え
す
視
点
か
ら
、

唐
代
文
学
と
平
安
朝
文
学
の
最
大
の
差
異
で
あ
る
、
和
歌
と
散
文
に
お
け
る
女
性
の
重
要
性
に
注
目
す
る
。
中
国
で
は
古
来
、
名
高

い
詩
人
や
文
学
者
が
ほ
と
ん
ど
男
性
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
平
安
朝
で
は
男
性
貴
族
だ
け
で
な
く
、
紫
式

部
や
清
少
納
言
な
ど
女
性
に
よ
る
文
学
活
動
も
活
発
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
古
代
日
本
に
お
け
る
女
性
作
家
の
活
躍
を
唐
代
文
学

の
側
か
ら
な
が
め
て
み
る
と
、
じ
つ
に
特
異
な
風
景
に
み
え
る
。
じ
っ
さ
い
、
は
じ
め
て
『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
に
ふ
れ
た

と
き
、
多
く
の
中
国
人
読
者
が
、「
な
ぜ
日
本
で
は
、
い
ち
ば
ん
有
名
な
古
典
の
作
品
が
、
女
性
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
の
か
」

と
、
不
思
議
に
お
も
う
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
宮
廷
文
学
と
い
う
視
点
か
ら
唐
代
と
平
安
朝
を
比
較
し
て
み
る
と
、
初
唐
か
ら
中
唐
に
か
け
て
や
は
り
平
安
朝
と
同

じ
よ
う
に
女
性
の
活
躍
が
み
ら
れ
る
。
彼
女
た
ち
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
顔
ぶ
れ
で
、
そ
し
て
ど
ん
な
作
品
を
つ
く
り
、
宮
廷
文
学

の
製
作
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
。
ま
た
、
平
安
朝
と
く
ら
べ
る
と
、
唐
の
文
学
へ
の
影
響
は
、
平
安
朝
の
女
流
作
家
の
そ
れ

と
は
共
通
し
た
面
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
相
違
の
ほ
う
が
大
き
い
の
だ
ろ
う
か
。
終
章
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
念
頭
に
お
き
つ

つ
、
平
安
朝
文
学
と
い
う
鏡
を
と
お
し
て
唐
の
宮
廷
文
学
を
な
が
め
て
み
た
い
。
そ
の
後
に
ふ
た
た
び
平
安
朝
文
学
に
立
ち
返
っ
て
、

古
代
日
本
に
お
け
る
女
性
と
宮
廷
文
学
の
関
係
を
検
証
す
る
。
こ
う
し
た
従
来
の
研
究
の
枠
組
み
か
ら
一
歩
は
な
れ
た
、
両
者
を
相

対
化
す
る
作
業
は
、
よ
り
内
側
に
踏
み
込
ん
で
両
国
文
学
の
特
質
に
接
近
す
る
た
め
の
試
み
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
新
た
に
ど

ん
な
文
学
的
、
文
化
的
展
望
が
ひ
ら
け
て
く
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
足
掛
か
り
に
も
な
る
か
と
お
も
う
。

注（
1
）
石
母
田
正
「
日
本
古
代
に
お
け
る
国
家
意
識
に
つ
い
て―

古
代
貴
族
の
場
合―

」（
同
『
日
本
古
代
国
家
論
』
第
一
部
、
岩
波
書

店
、
一
九
七
三
年
）。

（
2
）
同
じ
よ
う
な
見
方
は
平
安
朝
の
侍
宴
応
製
詩
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
大
曾
根
章
介
氏
は
「
公
宴
詩
会
の
際
の
兼
題
擬

作
の
詩
が
本
義
を
外
れ
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
へ
彫
心
鏤
骨
し
て
麗
句
を
配
し
衆
人
の
賞
讃
を
得
た
と
し
て
も
、
真
の
詩
か
ら
遠
く
離
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ら
う
」
と
論
じ
る
（「
菅
原
道
真―

詩
人
と
鴻
儒―

」『
日
本
文
学
』
一
九
七
三
年
九
月
、
同

『
日
本
漢
文
学
論
集 

第
二
巻
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
所
収
）。

（
3
）『
清
高
宗
（
乾
隆
）
御
製
詩
文
全
集
』（
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
に
よ
れ
ば
、『
御
製
詩
集
』
と
皇
太
子
時
代
の
『
楽

善
堂
全
集
』、
没
後
に
編
ま
れ
た
『
御
製
詩
餘
集
』
の
三
集
を
あ
わ
せ
て
、
乾
隆
帝
の
詩
作
は
四
万
三
千
六
百
三
十
首
に
も
お
よ
ぶ
と
い
う
。

も
っ
と
も
、
臣
下
た
ち
に
よ
る
代
作
が
多
数
ふ
く
ま
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
君
臣
唱
和
の
儒
教
的
文
学
理
念
は
、
中
国
の
王
朝

に
お
い
て
は
一
貫
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
4
）
東
野
治
之
『
遣
唐
使
船―

東
ア
ジ
ア
の
な
か
で
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
）
は
遣
唐
使
の
出
発
時
期
が
航
海
に
い
い
と
は
い

え
な
い
夏
に
多
か
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、
長
安
で
の
元
日
朝
賀
に
参
列
す
る
た
め
に
危
険
な
船
旅
を
し
た
と
指
摘
す
る
。
な
お
、
八
世
紀

以
降
の
遣
唐
使
派
遣
の
目
的
に
つ
い
て
、
森
公
章
『
遣
唐
使
の
光
芒　

東
ア
ジ
ア
の
歴
史
の
使
者
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
は

政
治
や
外
交
で
は
な
く
、
お
も
に
唐
文
化
の
移
入
に
あ
る
と
説
く
。

（
5
）
古
瀬
奈
津
子
『
遣
唐
使
の
見
た
中
国
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）、
大
津
透
『
古
代
の
天
皇
制
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）

な
ど
。

（
6
）
石
田
幹
之
助
「
元
宵
観
燈
」（
同
『
増
訂
長
安
の
春
』
東
洋
文
庫
、
一
九
六
七
年
）。

（
7
）
和
辻
哲
郎
『
古
寺
巡
礼
』（
岩
波
書
店
、
一
九
一
九
年
）。

（
8
）
風
巻
景
次
郎
「
古
代
詩
と
中
世
詩
の
間
」（『
風
巻
景
次
郎
全
集
第
五
巻
和
歌
の
伝
統
』
桜
楓
社
、
一
九
七
一
年
）。

（
9
）
大
津
透
「
平
安
時
代
前
期
の
中
国
化
と
遣
唐
使
」（
同
『
日
本
古
代
史
を
学
ぶ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）。
ま
た
、
鈴
木
靖
民
「
遣

唐
使
と
古
代
の
東
ア
ジ
ア
」（
遣
唐
使
船
再
現
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
編
『
遣
唐
使
船
の
時
代―

時
空
を
駆
け
た
超
人
た
ち
』
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
一
〇
年
）
も
「
九
世
紀
前
半
期
の
遣
唐
使
は
、
国
際
政
治
や
唐
皇
帝
と
の
関
係
が
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
ず
、
最
新
の
仏
教
導
入
を
主

と
す
る
文
化
的
、
思
想
的
な
意
義
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
特
色
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
10
）
桃
裕
行
「
平
安
時
代
初
期
の
大
学
寮
の
盛
容
と
大
学
別
曹
の
設
立
」（
同
『
上
代
学
制
の
研
究
』
目
黒
書
店
、
一
九
四
七
年
。『
桃
裕
行

著
作
集
第
一
巻
上
代
学
制
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
）。

（
11
）
小
島
憲
之
「
国
風
暗
黒
時
代―

そ
の
時
代
区
分
を
め
ぐ
っ
て―

」（
同
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学 

中
（
上
）』
塙
書
房
、
一
九
八
六

年
）。

（
12
）
神
野
藤
昭
夫
「
近
代
国
文
学
の
成
立
」（
酒
井
敏
・
原
国
人
編
『
森
鷗
外
論
集―

歴
史
に
聞
く―

』
新
典
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
同

「
近
代
国
文
学
か
ら
国
際
化
時
代
の
日
本
文
学
研
究
へ―

日
本
文
学
像
は
ど
う
捉
え
ら
れ
て
き
た
か―

」（
跡
見
学
園
女
子
大
学
『
人

文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
四
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
河
添
房
江
「『
国
風
文
化
』
の
再
検
討
」（
同
『
源
氏
物
語
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
日
本
放
送

出
版
協
会
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。

（
13
）
藤
原
克
己
「
承
和
以
前
と
以
後
の
王
朝
漢
詩
」（
同
『
菅
原
道
真
と
平
安
朝
漢
文
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）。
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