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晶

蘇

峰

と

漢

初

期

発

想

基

底

L 、
ピコ

の

初
期
氏
友
社
派
に
お
け
る
漢
学
の
世
界
の
概
要
に
つ
い
て
、
私
は
か
つ
て
考
え
た
こ
と
が
あ

お
山
つ
ま
り
、
『
国
民
之
友
』
に
お
け
る
蘇
峰
を
中
心
と
す
る
民
友
社
派
の
人
々
の
漢
学
教
養

聞
に
つ
い
て
、
と
く
に
漢
学
、
漢
文
学
の
使
用
の
状
況
を
眺
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
略

二
つ
の
考
え
を
持
つ
に
到
っ
た
。
一
つ
は
、
漢
学
の
世
界
に
よ
り
そ
い
己
れ
の
論
理
を
組
み
立

て
、
語
る
、
い
わ
ば
漢
学
準
拠
の
形
か
ら
、
己
れ
の
論
理
に
漢
学
の
世
界
を
入
れ
こ
ん
で
ゆ

く
、
い
わ
ば
漢
学
傍
証
の
形
へ
移
行
し
て
い
る
気
配
が
あ
る
こ
と
、
一
つ
は
、
そ
こ
で
佼
わ
れ

た
漢
学
の
世
界
に
き
わ
だ
っ
た
「
偏
り
」
が
な
い
、
す
な
わ
ち
、
か
な
り
広
範
な
教
義
圏
を
持

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
概
略
に
つ
い
て
考
え
て
は
み
た
が
、
現
実
に
、

何
が
ど
う
扱
わ
れ
、
何
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
な
ど
の
具
体
に
つ
い
て
は
述
べ
る
に
到

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
と
く
に
徳
広
蘇
降
に
視
点
を
当
て
、
彼
が
持
っ
て
い
た
漢
学
教
義

の
世
界
の
実
態
に
つ
い
て
少
し
管
見
を
加
え
て
み
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ

令乙る。
「
政
治
社
会
経
済
及
文
学
之
評
論
」
と
『
国
民
の
友
』
の
表
題
に
記
さ
れ
て
い
た
が
、
文
字

通
り
、
各
々
に
突
に
自
在
に
健
筆
を
相
伴
っ
た
蘇
降
は
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
、
生
の
漢
文
を
き

わ
め
て
多
彩
に
使
用
し
て
い
る
。
多
岐
に
わ
た
る
こ
れ
ら
漢
文
群
を
使
用
例
か
ら
考
え
て
、
私

は
四
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
み
た
い
。
第
一
一
は
、
蘇
降
の
思
想
や
発
想
の
源
の
一
つ
に
な
っ
た

と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
必
ず
し
も
す
べ
て
原
発
恕
を
そ
こ
に
得
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、

論
の
柿
強
や
傍
証
と
し
て
の
役
割
が
強
い
も
の
も
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
、
蘇
降
が
様
々
に
提

示
し
、
明
治
の
言
論
界
を
リ
ー
ド
し
た
諸
思
想
の
基
底
の
一
つ
に
漢
学
の
世
界
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
原
発
恕
群
と
で
も
言
お
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
稿
の
力
点
を

そ
こ
に
置
き
た
い
の
で
、
こ
こ
で
の
例
示
は
今
は
避
け
る
。

立立ム
寸こ・

て

根

林

混

第
二
は
、
第
一
に
近
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
中
身
、
か
、
蘇
峰
の
思
想
を
支
払
え
る
原

発
想
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
当
該
論
理
の
展
開
部
に
対
す
る
内
的
呼
応
や
内
的
対
応

を
な
す
よ
う
な
漢
文
群
で
あ
る
。
使
わ
れ
た
漢
文
例
も
、
各
個
に
お
い
て
は
対
応
す
る
一
つ
の

論
理
を
持
つ
が
、
あ
く
ま
で
、
論
理
の
一
部
に
対
す
る
呼
応
論
で
し
か
な
い
。
内
的
対
応
群
と

で
も
言
お
う
か
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
彼
民
生
が
痛
突
し
た
る
『
天
下
之
勢
、
方
病
ニ
大
陸
、
二
腔
之
大
幾
如
v
腰
、
一
指
之
大

幾
如
v
股
、
平
居
不
v
可
-
一
回
仲
-
』
の
類
な
り
と
す
、
」
(
「
支
那
を
改
革
す
る
難
き
に
非
ら
す
」

明
却
・

5
-
M
『
国
民
の
友
』
四
号
)

隣
国
清
の
病
む
様
に
対
応
す
る
賀
誼
の
文
章
の
使
用
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
青
年
の
心
を
論

じ
、
王
陽
明
の
文
章
を
次
の
よ
う
に
引
く
。

「
壬
陽
明
日
く
『
人
々
自
有
-
一
定
盤
針
-
、
万
花
根
源
総
在
v
心
』
と
、
そ
れ
青
年
は
此
の
心

を
有
す
、
此
の
心
こ
そ
頼
母
致
案
内
者
な
れ
、
既
に
此
の
案
内
者
あ
り
、
政
治
の
迷
場
、
旦
々

と
し
て
経
過
す
可
し
、
」
(
「
新
日
本
の
青
年
及
ひ
新
日
本
の
政
治
」
明

m
-
m
・
7
『
国
民
之

友
』
九
号
)

こ
れ
ら
は
、
本
論
の
着
怠
す
べ
て
に
か
か
わ
ら
ぬ
が
、
各
細
部
の
恕
と
し
て
一
つ
の
独
立
し

た
対
応
を
持
っ
て
、
漢
学
、
漢
文
学
の
世
界
が
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
の
も
の
は
、
右
の
よ
う
な
論
的
対
応
、
呼
応
性
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
蘇
峰
の
主
論

理
の
例
示
、
傍
証
を
な
す
漢
文
使
用
例
で
あ
る
。
多
岐
に
わ
た
る
漢
学
使
用
群
の
中
で
も
、
こ

の
使
用
例
が
最
も
多
い
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

当
代
の
青
年
の
無
気
力
を
論
じ
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
『
長
安
少
年
無
二
途
図
六
畢
生
唯
羨
執
金
吾
』
と
は
走
れ
庇
朝
の
詩
人
が
当
時
の
少
年
を

誠
刺
し
た
る
句
な
り
、
吾
人
は
我
が
明
治
の
青
年
設
生
か
遠
図
な
く
畢
生
只
た
他
人
の
阪
下
に

僧
伏
し
て
飽
食
暖
衣
の
安
逸
そ
求
め
ん
と
欽
す
る
を
見
て
特
た
感
慨
に
禁
へ
さ
る
も
の
あ

り
。
」
〈
「
帝
国
大
学
に
退
学
生
あ
り
」
明

m
・

3
-
m
『
国
民
之
友
』
二
号
)
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「
執
金
五
ロ
」
す
な
わ
ち
、
せ
い
ぜ
い
宮
門
を
守
る
長
官
を
羨
ん
で
一
生
を
送
る
長
安
少
年
を

嘆
じ
た
詩
を
示
し
て
い
る
。
安
逸
を
求
め
る
学
生
の
一
例
示
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
次
の
よ
う

な
区
聡
的
な
使
い
ぶ
り
も
あ
る
。
思
政
の
例
一
万
で
あ
る
。

「
所
謂
る
孔
子
か
認
可
政
犯
v
於
v
虎
』
と
嘆
息
し
た
る
か
如
き
、
柳
宗
元
か
捕
蛇
者
説
の
如

き
、
高
青
郎
か
『
猛
虎
雌
v
猛
猶
可
v
喜
、
横
行
只
在
ニ
深
山
喪
一
』
と
詠
し
た
る
か
如
き
、
皆
な

地
方
官
の
深
毒
劇
悪
を
摘
発
し
た
る
も
の
な
り
と
云
は
さ
る
可
ら
ず
、
」
(
「
支
那
を
改
革
す
る

難
き
に
非
す
」
)

そ
し
て
、
第
四
は
、
こ
れ
ら
の
使
用
と
は
別
に
、
本
論
理
の
単
純
桁
強
に
佼
わ
れ
た
漢
文
群

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
木
論
理
に
必
然
の
も
の
で
は
な
い
、
傍
証
と
し
て
の
必
要
性
も
さ
ほ
ど

な
い
、
た
だ
、
単
純
な
る
制
強
あ
る
い
は
付
加
説
明
の
た
め
の
も
の
で
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
い
か
に
も
明
治
教
義
図
を
思
わ
せ
る
か
の
よ
う
な
使
用
群
で
、
ま

る
で
鼻
歌
を
歌
う
か
の
よ
う
に
、
ど
く
ど
く
気
楽
に
漢
学
の
世
芥
を
用
い
て
い
る
。

明
治
二
十
年
の
歴
史
を
語
る
に
李
白
の
詩
を
左
の
よ
う
に
記
す
。
本
論
と
の
か
か
わ
り
は
な

、U

「
端
し
な
く
も
船
は
何
時
の
間
に
や
ら
『
軽
舟
既
過
万
畳
山
』
の
有
様
に
て
、
思
ひ
も
よ
ら

ぬ
所
に
進
み
来
り
し
」
(
「
明
治
二
十
年
を
送
る
」
明

m
-
U
・
幻
『
国
民
之
友
』
十
三
号
)

あ
る
い
は
政
情
を
論
ず
る
語
脈
に
左
の
よ
う
に
軽
く
折
入
ず
る
。
軽
い
誌
の
浪
人
で
あ
る
。

「
吾
人
は
自
て
王
安
石
の
詩
を
記
応
す
『
丈
夫
出
処
非
v
無
v立
、
猿
的
縦
来
不
v
m
w
v
知
』

と
、
惟
ふ
に
後
藤
伯
の
内
閣
に
入
ら
れ
ん
と
す
る
や
、
必
ら
す
大
に
共
の
故
な
き
に
非
さ
る
べ

し
、
吾
人
は
之
を
知
る
能
は
さ
る
な
り
、
唯
た
之
を
知
る
能
は
さ
る
か
故
に
山
々
怪
事
と
思
ふ

の
み
、
」
(
「
山
々
径
事
」
明

n
・
3
・
2
『
国
民
之
友
』
四
十
五
号
)

こ
れ
ら
四
群
の
う
ち
、
今
は
第
一
群
、
-
す
な
わ
ち
、
思
想
の
原
発
想
の
一
つ
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
漢
学
、
漢
文
学
使
用
群
を
、
蘇
降
初
期
に
し
ぼ
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
明
治
二
十
七
年

八
月
日
清
が
開
戦
、
そ
こ
い
ら
を
契
機
に
蘇
降
は
ゆ
っ
く
り
変
質
し
て
ゆ
く
、
そ
の
変
り
目
の

あ
た
り
ま
で
を
今
の
対
象
と
す
る
。
他
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
を
得
た
い
。

右
の
組
問
で
、
明
治
二
十
年
か
ら
二
十
七
年
ま
で
に
お
け
る
漢
学
原
発
恕
群
を
徴
す
る
と
、

約
四
十
項
目
の
使
用
例
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
内
突
を
見
る
な
ら
、
怨

hu蘇
峰
と
い
う
、
秀
れ
て
尖
鋭
的
で
あ
っ
た
思
想
個
体
を
支
え
る
、
一
つ
の
漢
学
教
授
図
の
存

在
と
そ
の
突
態
が
紡
仰
せ
し
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
東
西
文
化
に
そ
の
諸
想
の
源

を
得
た
で
あ
ろ
う
が
、
中
国
文
化
、
と
く
に
、
漢
学
、
漢
文
学
に
対
す
る
思
い
入
れ
は
、
我
々

の
想
像
を
超
え
て
深
い
よ
う
で
あ
る
。
孔
孟
の
世
界
、
史
記
の
世
界
、
三
国
史
の
世
界
が
、
虚

の
世
界
で
な
く
、
行
動
や
論
理
の
背
骨
と
し
て
、
突
の
世
界
と
し
て
、
ご
く
ご
く
身
近
に
存
在

ず
る
の
で
あ
る
。
大
別
、
蘇
昨
の
内
的
営
為
の
問
題
と
、
外
的
品
目
為
の
問
題
の
二
つ
に
こ
の
原

発
恕
群
は
分
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
蘇
昨
の
思
想
の
発
想
源
と
し
て
存
在
す
る
浅

学
、
漢
文
学
の
世
界
と
、
外
的
な
、
政
治
、
文
学
、
倫
理
そ
の
他
の
行
動
理
念
と
し
て
佼
わ
れ

た
漢
学
、
漢
文
学
の
世
界
と
で
あ
る
。
各
々
の
内
実
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
精
細
に
閲
し
て
ゆ

き
た
い
の
で
あ
る
が
、
各
個
あ
ま
り
に
多
岐
に
わ
た
る
、
本
報
告
は
、
そ
の
前
者
の
み
に
つ
い

て
小
考
を
呈
し
た
い
。

内
的
営
為
と
今
、
仮
り
に
述
べ
た
、
こ
れ
ら
は
、
蘇
昨
の
行
為
お
よ
び
発
恕
の
基
底
と
な
る

と
こ
ろ
の
漢
学
、
漢
文
学
群
に
つ
い
て
で
あ
る
。
奇
妙
な
こ
と
に
、
二
つ
の
も
の
が
相
拾
抗
す

る
形
で
佼
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
初
期
の
蘇
峰
は
、
内
な
る
も
の
を
重
ん
じ
た
こ
と
が
一

つ
あ
る
。
各
自
の
心
の
内
部
か
ら
発
す
る
も
の
、
体
制
の
内
部
の
充
足
、
国
家
内
部
の
充
実
、

そ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
く
る
、
真
な
る
も
の
の
創
出
を
見
ょ
う
と
し
た
。
そ
れ
ら
が
、
北
村
透

谷
な
ど
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
お
さ
え
て
匠
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
一
つ
は
、
外
的
な
大
勢

の
流
れ
を
重
ん
じ
、
そ
れ
へ
の
順
応
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
大
勢
順
位
と
い
う

こ
と
は
、
父
の
師
桃
井
小
楠
ゆ
ず
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
彼
自
身
述
べ
て
も
い
る
。
蘇
昨
の

特
質
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
か
ら
後
者
、
す
な
わ
ち
、
内
発
論
か
ら

大
勢
順
応
論
へ
の
移
行
が
蘇
昨
変
針
の
一
つ
の
論
理
的
背
骨
に
な
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
も
の
論
理
の
世
界
の
発
恕
源
も
し
く
は
哀
打
ち
を
漢
学
、
漢
文
学
の
世
界

に
求
め
た
気
配
が
あ
る
。
蘇
峰
論
理
を
考
え
る
に
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
一
つ
の
重
要
な
点
に

思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
漢
学
が
す
べ
て
で
は
な
く
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l

・
ス
ク
ー
ル
な
ど
を
基

本
と
す
る
洋
学
の
影
響
を
除
外
し
て
蘇
降
を
諮
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
今
は
、
そ
の
一
認
と

し
て
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

前
者
、
つ
ま
り
、
内
的
な
も
の
を
重
視
し
た
論
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
蘇
老
町
民
日
く
『
古
者
夷
狭
憂
在
v外
、
今
者
一
災
秋
聖
在
v内
、
釈
ニ
共
末
日
可
也
、
而
思
不

v

識
ニ
方
今
一
災
狭
之
一
公
為
v宋
-
也
』
と
、
吾
人
は
既
に
我
邦
外
交
の
利
害
内
に
迫
る
を
知
る
、
未

だ
其
の
外
に
止
る
を
知
ら
さ
る
な
り
。
」
(
「
外
受
の
憂
は
外
に
在
ら
ず
し
て
内
に
在
り
」
明

却
・

3
・
日
『
国
民
之
友
』
二
号
)

明
治
二
十
年
と
い
う
時
代
を
考
え
る
な
ら
、
こ
れ
は
ま
さ
に
時
宜
を
得
た
論
と
言
え
よ
う
。

外
と
の
闘
い
を
云
々
す
る
前
に
、
南
市
山
法
発
布
を
ひ
か
え
ま
ず
内
な
る
充
足
が
ひ
ど
く
求
め
ら
れ

た
時
で
あ
る
。
押
削
除
は
「
日
本
」
の
「
人
民
」
の
内
的
な
改
革
を
論
じ
て
い
る
。
内
な
る
発
符
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に
応
じ
て
、
蘇
老
泉
の
こ
の
詩
句
を
使
っ
た
も
の
か
、
蘇
老
泉
の
世
界
が
始
め
に
内
に
在
り
、

そ
れ
を
基
と
し
て
こ
う
い
っ
た
内
部
充
足
論
を
完
成
さ
ぜ
た
も
の
か
、
発
想
の
順
序
が
問
わ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
「
制
は
外
に
在
ら
ず
し
て
内
に
在
り
」
(
明

m
・
8
・

ロ
『
国
民
之
友
』
五
十
九
号
)
と
い
っ
た
内
在
論
の
形
で
受
け
つ
が
れ
て
い
き
、
蘇
昨
の
一
つ

の
原
理
論
を
作
っ
て
い
っ
た
。

文
学
的
に
、
同
時
代
に
よ
日
な
影
響
を
与
え
た
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
論
中
に
も
次
の

よ
う
な
淡
語
句
伏
用
が
あ
る
。

「
彼
れ
堂
に
始
め
よ
り
斯
く
の
如
き
法
に
絞
っ
て
文
を
作
ら
ん
や
、
所
詞
る
蘇
鰍
が
『
且
且
日

執
ν
笠
学
v為
ニ
如
比
之
文
-
哉
、
共
気
充
-
子
共
中
-
、
而
溢
ニ
乎
共
貌
戸
、
動
-
手
什
片
言
-
、
而
見
ニ

乎
其
文
一
、
而
不
ニ
自
知
-
也
、
』
の
類
な
る
の
み
、
」
(
〔
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
明
況
・

5
・

U
『
国
民
之
友
』
二
十
二
号
)

こ
れ
は
蘇
昨
の
文
章
論
の
基
本
と
な
る
一
つ
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
始
め
か
ら
型
や
法
が
あ

る
の
で
な
く
、
文
章
を
内
か
ら
支
え
る
「
気
」
が
、
自
ら
充
足
し
て
文
を
な
す
。
こ
の
「
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
よ
っ
て
記
す
時
、
生
命
が
文
章
に
顕
わ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

さ
り
と
て
、
こ
う
い
っ
た
内
発
論
霊
視
を
徹
底
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
次
の
よ
う
に
、

や
や
脱
化
し
た
内
発
存
在
主
張
に
蘇
降
は
変
わ
っ
て
ゆ
く
。

人
た
る
も
の
「
人
間
」
と
「
世
間
」
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
く
に
「
人
聞

は
、
総
て
の
機
関
中
、
最
も
複
雑
な
る
機
関
」
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
「
一
個
の
小
宇
宙
」
で
、

な
か
な
か
「
測
り
知
る
能
は
さ
る
も
の
」
で
あ
る
と
し
、
「
然
ら
ば
即
ち
如
何
に
し
て
知
る
を

得
む
、
世
間
約
ら
く
措
く
、
人
間
に
於
て
は
、
之
宮
知
る
の
近
他
な
し
、
孔
丘
日
は
す
や
、
祝

ニ
其
所
v
以
、
観
ニ
其
所
v
由
、
祭
ニ
共
所
v
安
、
人
駕
捜
哉
、
人
誌
捜
哉
と
。
吾
人
縞
に
以
て
知
一
マ
一
日

と
為
す
。
」
(
「
人
物
管
見
に
題
す
」
明
お
・
4
・
お
『
国
民
之
友
』
百
五
十
二
号
)
と
言
う
の

で
あ
る
。
「
論
叫
巴
第
二
為
政
お
の
一
言
楽
で
あ
る
。
蘇
降
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

「
人
間
を
知
る
は
容
易
に
あ
ら
す
、
然
れ
と
も
亦
た
知
ら
さ
る
可
ら
す
、
如
何
に
し
て
知
る
、

孔
丘
の
訓
言
に
拠
り
て
之
を
知
る
を
斜
可
し
、
如
何
に
し
て
孔
丘
の
訓
一
一
同
に
拠
る
を
得
む
や
。

直
覚
の
心
意
、
結
到
派
射
の
限
識
、
克
裕
同
感
の
胸
快
、
及
ひ
謹
厳
周
匝
な
る
事
実
の
招
拾
、

潤
大
包
括
な
る
四
国
の
観
察
の
如
き
は
、
最
も
必
要
な
る
資
格
に
相
違
な
き
也
、
然
れ
'
ど
も
此

の
資
絡
を
具
備
し
た
る
論
評
家
来
し
て
幾
人
か
あ
る
、
独
り
此
の
資
格
に
於
て
閥
如
た
る
の
み

な
ら
ず
、
動
も
す
れ
は
執
一
の
法
を
以
て
、
鈴
雑
な
る
人
間
を
律
し
、
既
成
の
偏
見
に
拠
り
て
、

短
変
の
人
心
を
断
し
、
之
に
加
る
に
愛
似
を
以
て
し
、
甚
し
き
は
同
感
と
反
感
と
を
以
て
唯
一

の
標
準
と
な
す
に
到
る
、
嵯
呼
人
物
論
評
の
持
む
に
足
ら
さ
る
此
に
於
て
駆
る
。
」

人
物
を
「
既
成
の
偏
見
」
な
ど
で
論
じ
て
は
な
ら
ぬ
の
で
、
行
動
や
信
念
を
よ
く
よ
く
観
察

す
る
な
ら
ば
、
人
聞
は
己
れ
を
「
技
」
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
内
発
重
視
を

能
動
的
に
鋭
く
主
張
し
て
ゆ
く
の
で
な
く
、
問
問
祭
に
よ
り
内
な
る
も
の
を
見
出
そ
う
と
一
士
一
口
う
の

で
あ
る
。
一
歩
後
退
し
た
受
動
的
な
論
の
迩
び
に
な
っ
た
か
の
感
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
ら

に
は
内
な
る
も
の
を
重
ん
じ
、
他
に
対
し
て
は
「
倒
的
公
」
を
過
し
て
そ
の
本
性
を
見
極
め
る
と

い
う
の
で
、
両
者
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
内
発
論
は
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

問
題
は
そ
の
重
心
の
移
動
に
あ
る
。
個
の
内
発
か
ら
他
の
観
祭
へ
論
の
中
核
は
ゆ
っ
く
り
移
動

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
快
楽
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
た
文
が
あ
る
。
「
人
」
「
場
合
」
「
時
」
「
処
」
に
よ
っ

て
「
快
楽
」
は
岡
山
な
る
の
で
、
「
一
定
の
校
担
」
は
な
い
、
そ
こ
で
、
「
汝
は
如
何
な
る
も
の

を
以
て
、
快
楽
を
な
す
耶
」
と
問
わ
れ
る
と
、
「
適
立
枯
れ
の
み
」
と
応
え
る
だ
け
だ
と
一
一
一
口
ぅ
。

「
適
立
」
と
は
「
泥
々
」
と
し
て
変
わ
り
、
「
今
日
の
適
訟
は
明
日
の
適
誌
に
あ
ら
ず
」
と
い

っ
た
形
の
も
の
で
あ
る
、
た
だ
、
「
世
俗
の
適
怠
は
、
そ
の
主
と
す
る
所
外
界
に
あ
り
、
君
子

の
適
怠
は
、
そ
の
主
と
す
る
所
内
界
に
あ
り
」
と
主
張
し
.
次
の
よ
う
に
、
基
督
、
孔
子
、
孟

嗣
の
舌
を
並
べ
て
「
快
楽
」
の
本
買
を
語
る
。

「
基
幹
臼
く
『
空
の
応
は
巣
あ
り
、
狐
は
穴
あ
り
、
人
の
子
は
枕
す
る
所
な
し
』
と
。
孔
子

日
く
『
疏
食
を
飯
ひ
、
水
を
飲
み
、
肱
を
凶
け
て
枕
と
な
す
、
染
み
亦
た
其
中
に
在
り
』
と
。

知
ら
ず
彼
等
は
何
事
を
快
楽
と
す
る
、
若
し
孟
刺
の
語
を
仮
り
て
説
明
す
れ
ば
日
く
、
『
仰
で

天
に
作
ち
ず
、
僻
し
て
地
に
悦
ち
ず
』
と
。
一
心
既
に
天
地
に
仰
僻
し
て
荻
し
き
所
な
し
、
己

れ
造
化
主
の
稲
見
と
し
て
、
能
く
そ
の
職
分
を
全
ふ
す
、
而
し
て
能
く
職
分
を
全
ふ
す
る
を
自

覚
す
。
亙
忠
を
日
制
ふ
こ
と
能
は
ず
、
故
に
孔
子
隙
祭
に
厄
せ
ら
れ
て
、
忠
弘
も
怨
み
る
所
な
し
。

死
も
動
か
す
能
は
ず
、
故
に
基
督
は
十
字
架
に
探
せ
ら
れ
て
、
尚
ほ
己
を
践
す
る
老
を
祝
祈
し

て
逝
け
り
。
」

つ
ま
り
、
「
快
楽
」
を
全
う
す
る
と
い
う
の
は
「
自
己
の
職
分
」
を
全
う
す
る
こ
と
に
あ
る

の
で
、
全
う
し
た
時
「
安
心
」
を
得
、
そ
の
「
安
心
の
柱
」
が
「
快
楽
の
極
」
だ
と
言
う
。
孔

孟
の
学
を
こ
の
よ
う
に
「
快
楽
の
極
」
に
近
づ
け
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
内
発
重
視
論
の
背
品
川
の
一
つ
に
、
漢
学
、
漢
文
学
文
化
問
へ
の
依
拠
が
あ
っ
た
こ
と

は
否
め
な
い
よ
う
で
あ
る
。
内
発
の
論
は
前
述
し
た
よ
う
に
後
代
に
深
い
影
響
を
与
え
る
。
蘇

峰
の
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
直
流
と
し
て
、
北
村
透
谷
の
有
名
な
「
内
部
生
命
論
」

(
切
羽
・

5
)
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
夏
目
激
石
の
「
現
代
日
本
の
開
化
」
(
明

μ
・
8
)
、

第
二
次
大
戦
後
の
近
代
化
論
争
へ
と
、
後
-R
ま
で
長
い
か
げ
を
落
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
日
本

近
代
化
論
の
一
源
泉
に
蘇
昨
文
が
あ
り
、
そ
の
今
一
つ
源
に
閉
山
内
子
、
漢
文
学
の
世
界
が
あ
っ
た

こ
と
は
、
明
治
と
い
う
時
代
が
、
前
代
の
漢
学
の
世
界
と
必
ず
し
も
断
絶
し
て
登
場
し
た
の
で
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は
な
い
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
。
そ
し
て
、
読
者
問
も
、
同
様
の
教
義
図
を
持
っ
て
い
た
こ
と

を
も
想
定
で
き
そ
う
で
あ
る
。
少
し
走
り
す
ぎ
た
、
蘇
峰
の
所
へ
帰
り
、
限
を
蘇
降
の
、
外
部

に
対
す
る
思
考
に
向
け
て
み
た
い
。

一
般
に
、
己
れ
の
内
発
重
視
と
外
物
へ
の
順
応
と
は
対
極
を
な
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
蘇

昨
の
発
恕
源
に
は
両
者
が
ご
く
自
然
に
共
存
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
、

『
国
民
之
友
』
は
左
右
、
新
旧
の
各
陣
営
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
多
く
の
共
同
町
者
を
得
た
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
前
述
し
た
内
発
論
に
対
し
、
個
を
殺
し
た
、
外
物
へ
の
順
応

論
が
あ
り
、
そ
こ
で
も
論
拠
の
一
っ
か
漢
学
、
漢
文
学
に
求
め
た
気
配
が
あ
る
。
少
し
追
っ
て

み
よ
う
。

明
治
初
期
の
攻
国
に
お
け
る
大
き
な
謀
題
で
あ
っ
た
条
約
改
正
問
題
に
対
し
て
起
っ
た
様
々

の
反
対
論
議
に
対
し
て
、
蘇
降
の
と
っ
た
態
度
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
語
に
日
く
、
鹿
を
逐
ふ
の
猟
師
は
山
を
見
ず
と
、
然
れ
ど
も
鹿
を
逐
ふ
の
猟
師
は
山
を
見

ざ
る
可
か
ら
ず
、
然
ら
ず
ん
は
礎
て
自
ら
倒
れ
ん
、
吾
人
は
今
日
新
条
約
改
正
案
に
反
対
す
る

諸
民
に
就
て
も
、
亦
宜
し
く
共
の
山
を
見
ら
れ
ん
こ
と
を
烈
ま
ざ
る
を
得
ず
、
新
条
約
実
に
向

て
絶
対
的
の
鋭
祭
を
下
す
、
災
不
平
、
不
満
、
万
人
は
万
人
に
同
き
所
な
り
、
但
し
之
を
現
時

の
条
約
と
対
照
し
て
、
将
来
の
国
運
と
参
考
し
、
宜
し
く
之
が
判
断
を
下
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

組
臥
北
日
く
、
義
理
之
説
、
与
二
時
勢
之
論
一
、
往
々
不
v
能
ニ
相
符
-
、
則
有
v
不
v
可
一
一
一
全
執
ニ
義

理
-
者
上
、
益
義
理
必
参
v
之
以
二
時
勢
一
、
及
為
ニ
真
義
理
-
也
、
走
れ
突
に
至
言
と
謂
ふ
可
き
な

り
、
」
(
「
非
条
約
改
正
派
に
二
位
の
区
別
あ
り
」
明

n
・
9
・
2
『
国
民
之
友
』
六
十
一
号
)

す
な
わ
ち
、
「
極
端
自
由
派
と
保
守
派
」
二
派
の
激
し
い
反
対
論
に
対
し
て
、
中
尉
の
姿
勢

を
と
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
迎
の
背
対
と
し
「
義
理
」
と
「
時
勢
之
論
」
と
の
関
係
を
論
じ

た
旭
町
臥
北
の
、
右
の
よ
う
な
「
時
勢
」
順
応
論
を
呈
示
し
、
「
至
一
一
日
」
と
そ
れ
を
称
す
る
の
で

あ
る
。
「
義
理
」
に
殉
ず
る
、
一
徹
し
た
生
き
方
を
蘇
峰
は
肯
定
せ
ず
、
「
時
勢
」
に
応
じ
た
、

時
と
し
て
功
利
的
な
生
を
と
る
の
で
あ
る
。
後
の
、
蘇
降
変
質
の
理
論
背
景
の
一
つ
を
こ
こ
に

見
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
明
治
二
十
二
年
、
論
回
登
場
の
初
期
に
す
で
に
こ
う
い
っ
た
状
況
論

を
蘇
降
は
呈
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
真
義
理
」
と
い
う
名
で
、
古
い
倫
理
や
思
考
の
殻
を

喰
い
破
り
、
脱
皮
、
成
長
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
蘇
峰
の
叫
ん
呉
的
な
進
展
の
一
因
が
あ
る
の

だ
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
軽
操
、
不
節
操
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。
蘇
峰
は
、
漢
学
教
養
圏

を
援
用
し
て
己
れ
を
持
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
次
の
よ
う
な
論
も
あ
る
。

蘇
降
は
、
『
史
記
』
高
机
本
紀
中
の
文
章
を
引
い
て
、
「
教
化
の
標
準
」
の
流
動
性
を
説
く
。

「
太
史
公
臼
夏
之
政
忠
、
忠
之
倣
、
小
人
以
野
、
故
段
人
承
v
之
以
v
敬
、
敬
之
倣
小
人
以

鬼
、
故
周
人
承
v
之
以
v
文
、
文
之
敵
小
人
以
俸
故
救
v
傑
莫
v
若
v
以
v
忠
、
蓋
し
一
世
に
は
必
ら

す
一
世
を
活
動
せ
し
む
る
元
気
あ
り
、
元
気
を
設
吹
す
る
教
化
の
標
準
あ
り
、
そ
の
標
準
健
全

な
れ
ば
教
化
亦
た
随
て
健
全
な
り
、
そ
の
標
準
健
全
な
ら
ざ
れ
ば
教
化
亦
た
随
て
健
全
な
ら

ず
。
若
し
或
は
教
化
の
標
準
た
る
も
の
存
す
る
な
か
ら
ん
か
、
社
会
は
恰
も
紀
作
節
制
な
き
軍

隊
の
如
く
、
四
政
五
裂
せ
ん
。
」
(
「
固
民
の
元
気
と
教
化
の
標
準
」
羽
部
・

4
・
口
『
国
民
之

友
』
百
八
十
七
号
)

「
標
準
」
の
移
動
を
難
ず
る
の
で
は
な
い
。
「
標
準
無
き
」
を
難
ず
る
の
で
あ
る
。
「
忠
」

「
敬
」
「
文
」
の
い
ず
れ
を
と
る
か
、
そ
の
内
突
を
問
題
に
し
な
い
、
何
ら
か
の
中
核
論
の
無

い
こ
と
を
難
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
蘇
峰
論
理
の
一
特
色
が
あ
る
。
こ
の
あ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
政
治
史
に
言
及
、
「
吾
人
を
し
て
欧
史
を
談
ず
る
も
の
と
な
す
勿
れ
、
吾
人
は
き
る
泣
な
し
。

今
蕊
に
一
言
し
た
る
は
、
社
会
の
元
気
は
、
社
会
に
よ
り
て
判
じ
か
ら
ず
、
随
て
元
気
を
鼓
吹

す
る
の
教
化
の
標
準
毛
、
社
会
に
よ
り
て
異
な
ら
ざ
る
可
ら
ざ
る
の
例
証
と
し
て
拐
げ
た
る
の

み
よ
と
付
言
す
る
。
状
況
に
応
じ
た
「
標
準
」
を
蘇
峰
は
述
べ
て
い
る
の
で
、
一
律
、
動
か
ざ

る
も
の
を
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
史
記
」
の
こ
の
章
句
と
全
く
同
じ
伺
所
を
、
突
は
、

明
治
二
十
三
年
三
月
十
三
日
発
表
の
「
繁
文
椀
胞
」
(
『
国
民
之
友
』
七
十
六
号
)
に
も
引
い
て

い
た
。
こ
の
論
の
蘇
昨
に
於
け
る
内
的
な
存
在
皮
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
史
記
」
の
一

文
は
流
動
性
に
対
す
る
一
程
の
発
想
源
、
思
想
以
の
一
つ
で
あ
っ
た
気
配
が
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
、
順
応
性
の
主
張
を
蘇
峰
は
ま
た
、
漢
学
、
漢
文
学
の
世
界
を
反
面
教
師
と
し

て
用
い
論
じ
て
も
い
る
。
右
述
し
て
き
た
よ
う
な
同
質
を
言
う
の
で
な
く
、
そ
の
反
極
、
異
質

の
も
の
か
ら
の
思
想
守
つ
く
り
で
あ
る
。
二
、
三
例
示
す
る
な
ら
、
軍
事
を
論
じ
て
、
次
の
よ
う

に
言
う
。

「
昔
し
は
衛
扱
公
開
エ
隙
於
孔
子
-
、
孔
子
対
日
、
姐
豆
之
事
、
別
脊
閃
v
之
突
、
軍
旅
之

察
、
未
ニ
之
学
一
也
、
明
日
遂
去
と
、
吾
人
は
軍
事
に
於
て
は
、
最
も
素
人
た
る
も
の
な
り
、
濁

り
素
人
た
る
に
止
ま
ら
ず
、
寧
ろ
軍
事
を
談
す
る
を
欧
ふ
者
な
り
。
」
(
「
日
本
の
国
防
を
論

ず
」
明
幻
・

7
-
m
『
国
民
之
友
』
二
十
六
号
)

「
論
語
」
第
十
五
、
街
笠
公
約
の
中
の
有
名
な
一
説
で
あ
る
。
孔
子
が
「
軍
事
」
を
諮
ら
ぬ

の
を
普
し
と
し
な
が
ら
も
、
今
、
自
分
は
や
む
を
え
ず
「
国
防
」
を
論
ず
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

孔
子
の
論
を
契
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
挺
と
し
て
、
文
人
と
し
て
の
己
れ
が
軍
事
を
語
る
に
止

む
を
得
ざ
る
気
持
を
開
示
す
る
。
孔
子
が
忽
卒
に
荷
を
ま
と
め
て
衡
を
去
っ
た
、
そ
う
い
う
重

い
問
題
に
蘇
昨
の
関
心
は
な
い
、
必
要
上
、
止
む
を
得
ず
論
ず
る
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
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あ
る
い
は
、
「
線
叔
子
文
集
」
を
読
み
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
「
人
の
出
処
進
退
」
の
見
事

さ
を
称
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
進
歩
の
た
め
に
は
変
化
が
あ
っ
て
よ
し
と
し
て
、
「
君
子
の
豹

変
の
美
」
を
語
る
の
で
あ
る
。
固
く
個
を
持
し
て
動
か
ざ
る
こ
と
を
、
蘇
峰
は
必
ず
し
も
ム
同
定

し
な
い
。
「
大
丈
夫
の
世
に
処
す
る
は
日
月
の
依
然
た
る
が
如
く
な
る
べ
し
必
ず
し
も
小
節
に

区
々
た
る
べ
か
ら
ず
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

「
曽
て
貌
叔
子
文
集
を
読
む
、

宣
徳
中
、
周
悦
薦
ニ
一
関
籾
-
為
ニ
太
倉
学
官
-
、
羽
際
不
v
就
、
語
v
人
目
、
我
仕
然
V
空間

V

於
v

義
、
但
恐
v
負
-
盈
川
門
一
働
-
耳
si---

忠
臣
疾
ニ
不
義
之
禄
-
、
雄
一
回
一
金
川
門
不
-
昂
突
一
、
吻
必
不
v
仕、

H
一
夫
朝
一
門
卒
耳
、
非
v
有二

知
己
之
思
国
事
之
武
一
也
、
既
巳
交
歴
ニ
三
朝
-
、
身
逢
二
時
以
担
之
主
一
由
民
、
而
介
然
不
三
官
少
汚
エ

其
志
一
、
可
v
不
v
謂
ニ
大
賢
一
失
哉
、

府
呼
古
よ
り
人
の
出
処
進
退
を
窓
ず
る
此
の
如
く
な
る
も
の
は
何
ぞ
や
、
国
破
れ
て
他
朝
に
仕

ふ
と
駿
ど
も
、
未
だ
敢
て
不
設
の
禄
を
求
む
る
に
非
ら
ざ
る
ぺ
し
、
市
し
て
之
に
就
く
を
背
せ

ざ
る
も
の
は
何
ぞ
や
、
金
川
門
一
働
に
背
か
ん
こ
と
を
柏
る
L
が
故
な
り
、
金
川
門
下
に
働
突

し
た
る
は
過
去
の
出
来
事
な
り
、
誰
れ
か
当
時
に
あ
り
て
之
を
記
隠
し
た
る
も
の
あ
ら
ん
や
、

之
を
記
臆
す
る
も
の
あ
る
も
、
設
れ
か
之
を
以
て
其
官
に
就
く
を
非
議
す
る
も
の
あ
ら
ん
や
、

然
れ
ど
も
只
敢
て
之
に
就
く
を
肯

J

ぜ
ざ
る
も
の
は
、
則
ち
そ
の
志
を
汚
す
を
欲
せ
ざ
る
が
放
な

り
」
(
「
政
治
家
の
出
処
進
退
を
論
す
」
明
2
・
4
・
2
『
国
民
之
友
』
四
十
六
号
)

貌
叔
子
文
の
潔
さ
を
感
ず
る
が
故
に
否
定
し
て
ゆ
く
、
蘇
峰
の
自
在
性
の
発
露
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
貌
叔
子
を
好
み
、
士
山
に
殉
じ
た
二
葉
亭
四
迷
と
比
す
る
も
興
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
か
。
問
題
と
す
べ
き
は
、
蘇
昨
が
漢
学
の
世
界
を
己
れ
の
光
背
に
置
き
、
時
に
応
じ
同
化
呉

化
し
な
が
ら
己
れ
の
論
理
を
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
化
し
背
景
に
匠
く
こ
と
に
よ

り
己
れ
を
侍
し
、
ま
た
、
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
己
れ
を
督
励
し
た
の
で
あ
る
。
諸
蕊
孔
別
の

有
名
な
「
出
師
表
」
に
対
し
て
も
次
の
よ
う
に
難
ず
る
。
関
中
に
兵
を
出
し
乾
坤
一
榔
の
戦
い

に
出
で
ん
と
す
る
諸
葛
亮
が
残
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
後
出
師
表
」
末
尾
の
個
所
に
対
し
て
で
あ

る。
「
吾
入
者
て
出
師
表
を
読
み
『
至
ニ
於
成
敗
利
鈍
-
、
非
下
臣
之
明
所
中
抽
出
逆
観
上
也
』
の
事
に

至
り
、
五
丈
原
頭
大
星
墜
る
の
兆
、
既
に
此
処
に
伏
す
る
を
思
は
ず
ん
は
あ
ら
ず
、
孔
明
の
如

き
は
忠
は
則
ち
忠
な
り
、
義
は
則
ち
義
な
り
、
然
れ
ど
も
其
師
を
出
す
や
、
必
勝
の
算
無
か
り

し
な
り
、
誰
巳
む
に
巳
ま
れ
ぬ
心
情
よ
り
、
身
を
犠
牲
と
為
し
た
る
の
み
、
吾
人
は
国
粋
論
者

の
音
調
、
動
も
す
れ
ば
出
師
の
表
の
口
気
を
帯
ん
と
す
る
を
見
て
、
決
し
て
其
盛
世
興
国
の
音

に
非
ざ
る
を
信
ず
、
」
(
「
国
歩
間
以
難
に
処
す
る
|
国
民
の
自
信
力
|
」
明
幻
・

7
・
お
『
国
民

之
友
』
八
十
九
号
)

力
を
つ
く
し
て
忠
を
尽
く
す
つ
も
り
で
あ
る
が
.
成
功
す
る
や
否
や
は
、
医
の
限
の
予
測
し

が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
諸
蕊
苑
は
言
う
。
対
し
て
蘇
峰
は
、
始
め
か
ら
滅
び
を
意
識
し
、
そ

れ
を
肯
定
す
る
か
の
よ
う
な
自
暴
の
論
を
否
定
す
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
は
ひ
ど
く
勇

気
を
要
し
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
忠
臣
名
将
の
範
た
る
諸
葛
孔
切
を
否
定
、
そ
の
節
を
難
ず

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
う
や
く
封
建
的
な
様
々
の
範
暗
か
ら
脱
け
出
そ
う
と
し
て
い
た
明

治
初
期
の
時
代
、
そ
れ
ら
が
如
何
に
清
新
に
感
じ
ら
れ
た
こ
と
か
。
実
に
鮮
か
な
蘇
峰
の
自
己

誇
示
で
あ
り
、
柑
同
学
共
鳴
圏
の
逆
利
用
で
あ
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
反
面
教
師
的
な
漢
学
理
解
は
、
「
孔
孟
の
学
」
に
ま
で
及
び
、
伝
統
儒
学
の
守

旧
性
を
次
の
よ
う
に
難
ず
る
。

「
又
た
彼
の
支
那
に
於
て
、
孔
孟
の
学
を
以
て
正
学
と
為
し
、
之
に
反
す
る
者
を
以
て
偽
学

と
為
し
、
甚
し
き
は
、
共
孔
孟
の
学
を
解
釈
す
る
に
、
朱
註
を
以
て
唯
一
の
解
釈
法
と
為
し
、

天
下
の
人
心
を
此
の
小
惜
の
中
に
圧
搾
し
た
る
の
結
果
は
、
如
何
に
な
り
し
乎
、
」
(
「
単
調

病
」
明
剖
・

9
・
3
『
国
民
之
友
』
百
二
十
九
号
)

そ
れ
ら
が
、
如
何
に
「
社
会
の
単
調
」
を
作
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
、
そ
の
「
弊
中
一
こ
を
論

じ
、
克
服
を
主
張
す
る
。
前
代
に
お
け
る
中
心
論
理
の
否
定
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
貧
し
く
し
て
他
の
人
々
を
慈
し
む
の
も
大
切
だ
が
、
「
官
者
」
に
し
て
仁
を
行

う
力
を
尊
び
、
宮
者
の
行
う
「
社
会
主
義
」
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
な
杜
甫
の

言
う
「
然
、
土
」
を
否
定
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

「
背
は
杜
子
美
歌
ふ
て
日
く
、
『
安
治
ニ
広
民
十
万
間
-
、
大
庇
ニ
天
下
寒
士
一
倶
歓
v
顔
、
風
雨

不
v
勤
安
如
v
山
、
鳴
呼
何
時
限
前
突
冗
見
-
庇
屋
-
、
吾
底
独
破
受
-
諌
死
一
-
亦
足
』
と
。
斯
く
の

如
く
慈
限
衆
生
を
視
る
熱
脇
の
仁
人
は
、
白
か
ら
凍
死
せ
ん
と
す
る
の
然
、
土
な
り
。
而
し
て
財

誌
の
霊
訟
に
圧
せ
ら
れ
て
、
煩
悶
す
る
富
者
は
、
限
底
同
情
の
一
段
乾
き
て
、
白
か
ら
天
と
人
と

に
対
し
て
功
徳
の
建
つ
可
き
を
知
ら
ず
。
官
者
概
し
て
仁
な
ら
ず
、
仁
者
多
く
は
官
ま
.
す
。
是

れ
登
に
人
世
無
窮
の
恨
事
に
あ
ら
ず
や
。
」
(
「
官
者
の
犯
者
」
明
日

m
-
u
・
日
『
国
民
之
友
』

二
百
八
号
)

貧
し
く
し
て
民
を
思
い
、
共
に
生
き
る
と
い
っ
た
発
恕
を
超
え
て
ゆ
く
蘇
降
の
思
考
の
自
在

性
、
大
勢
順
応
性
の
骨
格
が
こ
こ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
官
者
の
「
社
会
主
義
」
と
い
う
の

も
、
い
か
に
も
蘇
降
ら
し
い
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
発
想
で
あ
る
。
一
種
の
突
効
論
で
あ

る
が
、
し
か
し
ま
た
そ
れ
ら
が
保
守
層
、
官
有
層
に
と
っ
て
ど
ん
な
に
気
を
楽
に
し
て
く
れ
る

論
で
あ
っ
た
か
。

こ
の
よ
う
に
、
蘇
峰
の
漢
学
、
漢
文
学
受
容
の
跡
を
た
ど
る
と
、
い
か
に
そ
の
原
発
想
に
直
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援
あ
る
い
は
間
接
に
漢
学
が
深
い
か
げ
を
落
し
て
い
る
か
が
わ
か
っ
て
く
る
。
し
か
し
問
題
は
、

な
ぜ
こ
う
い
う
内
発
論
と
順
応
論
と
い
う
相
矛
盾
す
る
も
の
を
蘇
峰
が
臆
面
も
な
く
共
有
で
き

た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
浮
び
上
っ
て
く
る
の
が
‘
森
鴎
外
の
一
一
日
う
「
普
請
中
」
と

同
質
な
る
意
識
で
は
な
い
か
と
思
う
。
内
な
る
も
の
を
重
ん
ザ
よ
と
い
う
こ
と
と
、
外
な
る
も

の
に
応
ぜ
よ
と
い
う
こ
の
相
魁
の
紋
を
結
ぶ
と
こ
ろ
に
、
蘇
降
な
り
に
の
生
の
意
味
、
精
神
の

中
核
と
し
て
の
「
志
」
の
世
界
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
明
治
人
の
一
人
と
し
て
、

現
在
、
己
れ
も
国
家
営
迭
に
参
両
し
て
い
る
と
い
う
強
い
意
識
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
持
つ
様
々

の
思
考
の
招
れ
の
跡
が
、
こ
れ
ら
両
柄
拘
へ
の
思
考
を
許
し
た
の
で
は
な
い
か
と
岡
山
う
の
で
あ
る
。

四

国
家
を
作
り
、
守
り
、
そ
し
て
そ
の
た
め
の
己
れ
を
作
る
、
そ
う
い
っ
た
明
治
人
の
骨
格
が
、

右
の
順
応
論
と
応
じ
つ
つ
、
心
の
中
に
顕
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
志
」
の
世
界
を
少
し

追
っ
て
み
る
。
す
る
と
こ
こ
も
、
漢
学
、
渓
文
学
に
よ
っ
て
強
く
支
え
ら
れ
て
い
る
の
に
気
づ

か
さ
れ
、
驚
か
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
項
羽
を
吊
す
る
杜
牧
の
詩
を
引
き
、
次
の
よ
う
に
「
自
由
党
」
の
再
興
を
祈
る
。

「
勝
敗
兵
家
事
不
v
期
。
包
V

差
忍
v
恥
是
男
児
。
江
東
子
弟
多
ニ
才
俊
二
巻
v
土
霊
来
未
v
可
v

知
と
は
是
れ
社
焚
川
か
項
羽
を
吊
し
た
る
の
詩
に
あ
ら
す
や
吾
人
は
自
由
党
運
動
の
期
末
を
見

て
抑
制
か
に
嘆
息
に
堪
へ
さ
る
者
あ
り
」
(
「
旧
自
由
党
の
諸
氏
将
に
大
阪
に
会
せ
ん
と
す
」
明

却
・

4
・
お
『
同
氏
之
友
』
一
一
一
号
)

こ
の
想
念
得
る
に
到
る
プ
ロ
セ
ス
を
思
う
な
ら
、
孔
羽
を
吊
す
る
社
牧
と
同
訟
の
気
持
。
か
若

き
蘇
降
の
心
に
流
れ
て
い
て
、
そ
の
上
に
自
由
党
再
建
へ
の
思
い
が
重
な
っ
た
と
見
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
由
党
へ
の
思
い
が
あ
り
、
そ
の
例
を
博
脱
し
て
右
の
詩
を
得
た
と
い
う

額
制
の
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
す
で
に
早
く
そ
う
い
っ
た
発
恕
を
得
て
い
た
と
考
え
る

方
が
自
然
に
思
わ
れ
る
。

「
士
山
」
の
世
界
は
、
若
き
俊
才
に
し
て
改
革
を
志
し
た
買
誼
や
「
祖
生
之
鞭
」
で
有
名
な
、

晋
の
祖
滋
劉
現
を
次
の
よ
う
に
高
く
評
価
し
て
、
当
代
の
青
年
の
志
を
設
鉾
激
励
す
る
次
の
よ

う
な
文
章
に
も
見
ら
れ
る
。

「
誠
に
思
へ
漢
廷
の
諸
老
は
泰
平
の
夢
に
沈
酔
し
た
る
の
時
に
際
し
て
、
流
出
仰
長
太
息
の
治

安
祭
を
上
り
た
る
は
、
錐
協
の
少
年
民
生
に
あ
ら
す
や
、
柔
弱
の
朝
臣
は
、
新
亭
に
封
坐
し
て

神
州
陸
沈
の
泌
を
仰
ふ
に
際
し
て
、
中
原
快
復
の
大
士
山
を
侠
き
、
半
夜
鶏
を
聞
き
是
怒
戸
に
あ

ら
さ
る
か
と
会
を
蹴
て
、
起
鉢
し
た
る
は
、
祖
滋
劉
現
の
二
吉
生
に
あ
ら
す
や
、
」
(
「
新
日
本

の
青
年
及
ひ
新
日
本
の
政
治
」
明
却
・

7
・
U
『
国
民
之
友
』
六
号
)

国
事
を
憂
え
、
若
者
の
蛮
起
を
う
な
が
す
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
蘇
峰
の
若
者
ら
し
い
高

揚
す
る
思
い
は
、
次
例
の
よ
う
な
詩
句
の
引
用
に
も
表
わ
さ
れ
る
。

「
清
朝
人
の
詩
に
日
く
『
百
金
賞
ニ
駿
馬
-
千
金
買
ニ
美
人
-
万
金
山
貝
二
百
四
町
-
何
処
回
以
ニ
青
春
一
』

と
鳴
呼
何
の
処
に
か
青
春
を
買
は
ん
」
(
「
何
処
民
ニ
青
春
こ
明
幻
・

1
-
m
『
国
民
之
友
』

十
四
号
)

こ
れ
は
、
一
気
に
中
央
へ
登
り
つ
め
て
き
た
己
れ
の
青
春
に
対
す
る
蘇
峰
の
心
的
に
近
い
も

の
と
し
て
一
万
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
自
ら
の
言
葉
で
吐
き
切
れ
ず
、
漢
文
学
の
世
界
に

誌
を
求
め
た
と
こ
ろ
に
、
峰
蘇
達
の
も
っ
て
い
た
教
義
圏
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、

保
守
化
し
て
ゆ
く
明
治
中
葉
の
若
者
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
苦
言
と
し
て
も
「
志
」
の
問
題
は

現
わ
れ
る
。
「
保
守
派
」
に
「
叩
頭
」
し
た
若
者
を
倣
し
て
、
「
正
路
」
の
開
拓
を
う
な
が
す

に
次
の
よ
う
な
王
陽
明
の
言
を
引
く
。
後
、
吉
田
松
陰
を
語
り
‘
陽
明
学
を
田
山
う
予
兆
で
あ
ろ

如
何
ノ
品

μ

。
「
王
陽
明
氏
日
は
ず
や
、

忠
義
之
降
、
激
而
為
ニ
気
節
一
、
気
節
之
弊
、
流
而
為
客
気
、
共
上
再
両
者
、
無
v
所
v
為
而
為
、

図
公
所
詞
成
v
仁
取
v
義
者
失
、
共
次
有
v
所
v
為
失
、
猶
其
気
之
近
ニ
於
正
一
者
也
、
治
ニ
其
弊
-

也
、
遂
有
v
鴻
ニ
共
悦
戻
粗
郎
之
気
一
、
以
行
ニ
其
娼
嫉
侃
鷺
之
私
-
、
土
流
ニ
於
矯
抑
¥
民
入
ユ

於
健
訴
ヘ
人
欲
餓
而
天
理
減
、

何
そ
其
一
一
一
口
の
痛
楚
激
切
、
一
に
我
か
保
守
的
に
化
成
せ
ら
れ
た
る
青
年
の
深
胞
に
適
中
し
た
る

や
、
」
(
「
明
治
の
背
年
と
保
守
党
」
明
白
・

5
・
3
『
国
民
之
友
』
百
十
七
号
)

彼
は
、
「
青
年
を
し
て
此
極
に
沈
諭
せ
し
め
ん
と
す
る
は
誰
ぞ
、
沈
治
せ
し
め
た
る
は
誰
ぞ
、

革
新
の
浩
士
山
中
に
粍
し
、
百
進
の
獄
気
外
に
屈
し
、
世
を
導
く
の
任
に
街
り
て
、
世
と
浮
沈
し
、

俗
を
改
む
る
の
立
を
負
ふ
て
、
俗
、
ど
推
移
し
、
保
守
的
反
動
の
諒
気
天
を
蔽
ふ
て
来
る
の
時
に
際

し
一
方
に
扉
息
し
て
憐
を
的
に
乞
は
ん
と
す
る
か
如
き
、
半
死
改
革
家
の
罪
に
あ
ら
ず
し
て
何

そ
や
、
」
と
続
け
る
。
蘇
昨
は
維
新
当
時
の
若
者
の
活
気
を
取
り
戻
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
改
革
家
」
の
資
格
と
し
て
、
「
無
私
」
、
「
胆
男
」
、
「
忍
耐
」
、
「
労
を
辞
せ
ざ
る
」
、
「
隙

慨
」
の
五
つ
を
挙
げ
、
最
後
の
「
快
慨
」
を
「
最
も
大
な
る
資
格
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
、

そ
の
発
信
を
当
代
の
青
年
に
う
な
が
す
文
も
あ
る
。

「
似
慨
と
は
何
ぞ
や
。
道
念
の
熱
、
同
情
の
火
、
堅
猛
な
る
立
志
、
災
特
適
性
の
気
、
凡
て

是
等
の
も
の
合
し
て
一
種
の
原
動
力
と
な
る
者
、
走
れ
也
。
彼
の
諸
お
克
共
の
外
甥
を
誠
め
て

日
く
、
若
士
山
不
二
強
毅
-
、
立
不
-
一
快
慨
-
、
徒
磁
々
滞
v
俗
、
黙
々
来
ニ
於
伯
-
、
永
鼠
伏
-
長
凡
庸

-不
v
免
ニ
於
下
流
一
矢
と
。
亦
以
て
共
立
味
の
一
班
を
知
る
に
足
ら
ん
。
斯
の
士
山
あ
り
、
始
め
て
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(
「
少
数
者
の
長
任

済
世
の
念
、
胸
に
勃
発
し
、
安
民
の
栄
.
決
然
と
し
て
為
す
所
あ
る
也
。
」

|
青
年
に
就
て
論
ず
!
」
明
お
・

5
・
3
『
国
民
之
友
』
百
五
十
三
号
)

諸
蕊
孔
明
が
外
甥
を
戒
め
た
、
「
志
」
強
毅
で
な
く
、
「
意
」
に
「
隙
慨
」
な
く
ば
、
徒
ら

に
磁
k
と
し
て
俗
に
滞
ま
る
の
章
句
が
、
蘇
峰
の
精
神
内
部
に
重
く
存
在
し
、
青
年
の
「
元

気
」
を
論
ず
る
に
当
り
、

M
W
済
と
浮
上
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

孔
切
の
世
界
は
、
人
生
に
お
け
る
「
感
激
」
を
論
じ
て
も
引
証
さ
れ
る
。
三
顧
の
礼
を
受
け

出
直
し
た
時
の
感
激
を
述
べ
た
有
名
な
「
前
出
師
表
」
中
の
一
節
で
あ
る
。

「
人
の
一
生
に
は
、
往
々
大
急
奔
、
大
直
下
、
大
曲
折
、
大
廻
転
の
場
合
あ
り
。
独
り
保
町
維

の
ダ
マ
ス
コ
郭
門
外
の
奇
践
の
み
に
限
る
可
ら
ず
。
例
せ
ば
諸
葛
孔
明
の
如
き
は
、
南
陽
の
良

夫
の
み
、
彼
宣
予
し
め
知
を
劉
備
に
受
け
、
五
丈
原
頭
の
秋
風
に
魂
を
鎖
す
る
を
期
せ
ん
や
。

彼
自
ら
日
く

巨
木
布
衣
羽
耕
自
由
陽
一
、
有
全
一
み
は
命
於
ニ
乱
世
一
、
不
v
求
三
間
違
於
ニ
諸
侯
-
、
先
帝
不
v
以
ユ

臣
山
ザ
邸
-
、
狼
自
在
版
、
三
回
=
一
臣
於
ニ
草
底
之
中
目
、
諮
v
臣
以
ニ
当
世
之
事
-
、
由
v
是
感
放
遂

許
ニ
先
帝
一
以
-
一
肌
馳
一
、

誰
た
一
の
感
激
は
、
遂
に
全
身
を
劉
備
に
献
け
し
む
に
到
れ
る
り
。
使
ち
臥
穏
難
生
の
事
業
総

て
斯
の
感
放
よ
り
出
て
来
ら
ざ
る
な
し
。
」
(
「
感
激
」
明
部
・

6
・
日
『
国
民
之
友
』
百
九
十

三
号
)

蘇
昨
は
、
「
人
の
一
生
長
か
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
然
れ
ど
も
其
の
運
命
は
瞬
間
の
感
激
に
由

り
て
定
ま
る
。
」
、
こ
れ
な
く
し
て
長
く
活
き
て
如
何
な
る
価
値
が
あ
る
か
と
論
ず
る
の
で
あ

る
。
彼
は
「
訪
お
孔
明
に
し
て
劉
仰
の
三
願
に
感
放
せ
ざ
ら
し
め
ば
、
何
ん
ぞ
今
日
に
到
る

迄
、
『
丞
相
川
一
一
堂
両
処
尋
、
錦
官
域
外
桁
森
々
』
を
歌
は
れ
ん
や
。
」
と
論
じ
、
「
乾
燥
無
味
一

の
感
激
す
る
所
な
く
、
落
莫
な
る
内
部
の
生
活
を
な
す
も
の
」
は
「
そ
の
心
既
に
円
十
く
死
す
る

も
の
な
る
を
信
ず
」
と
述
べ
、
「
外
物
の
刺
戟
」
に
よ
り
て
「
感
激
」
す
る
と
し
て
も
、
「
白
か

ら
己
れ
に
応
ず
る
所
な
く
ん
ば
」
「
一
大
超
越
を
な
す
を
得
ん
や
」
と
内
発
を
う
な
が
す
の
で

あ
る
。こ

の
論
理
は
そ
の
ま
ま
に
、
「
不
老
」
(
明
お
・
ロ
・
幻
『
国
民
之
友
』
二
百
十
二
号
)
で
提

示
さ
れ
た
問
題
に
つ
な
が
る
。
人
の
老
い
ざ
る
は
「
希
望
」
を
つ
ね
に
持
つ
こ
と
で
あ
る
と
述

べ
、
習
伐
の
次
の
よ
う
な
詩
句
を
引
く
。

「
そ
れ
希
望
は
死
に
す
ら
敵
す
、
況
ん
や
老
に
於
て
を
や
。
習
孟
徳
謡
ふ
て
日
く
『
老
脇
伏

健
志
在
ニ
千
里
、
-
烈
士
暮
年
壮
心
不
v
止
』
有
も
壮
心
止
ま
ず
ん
ば
、
彼
遂
に
老
ひ
ざ
る
也
。
」

「
歩
出
夏
門
行
」
連
作
五
首
中
の
第
五
首
の
句
で
あ
る
。
参
謀
達
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
冒

険
的
な
烏
丸
遠
征
を
試
み
た
時
の
作
で
あ
る
。
柑
日
銀
は
果
敢
に
強
行
、
鮮
や
か
な
成
功
を
収
め

た
。
「
神
色
は
芳
し
と
雌
も
猶
ほ
怠
る
時
有
り
」
で
始
ま
る
、
多
く
の
人
々
に
愛
唱
さ
れ
た
詩

で
あ
る
。
賦
は
千
里
を
走
る
名
応
、
慨
は
う
ま
や
、
年
老
い
た
駿
の
う
ま
や
に
伏
す
も
志
は
千

里
に
あ
り
、
烈
士
、
「
暮
年
」
ぬ
れ
ど
壮
心
止
ま
ず
と
言
う
。
蘇
峰
は
こ
う
い
っ
た
「
志
」
の

世
界
を
強
論
し
て
い
る
。

右
の
三
例
は
い
ず
れ
も
、
鋭
、
呉
、
局
コ
一
一
国
」
の
世
界
に
想
を
起
こ
し
て
い
る
、
蘇
峰
愛

暗
唱
の
世
界
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
論
理
だ
け
追
え
ば
、
阪
慨
感
激
の
論
は
、
先
の
順
応
論

と
矛
盾
す
る
。
一
方
で
諸
蕊
苑
の
閑
中
出
陣
に
お
け
る
凄
惨
な
行
を
拒
否
、
一
方
で
は
、
出
盛

の
諸
お
花
、
ロ
険
行
の

W
M以
を
称
均
す
る
ω

二
つ
を
つ
な
ぐ
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
蘇
峰
な
り

に
の
志
向
体
が
あ
っ
た
、
す
な
わ
ち
、
政
治
へ
の
思
い
、
国
家
の
建
設
と
経
営
へ
の
思
い
で
あ

る
。
明
治
中
葉
を
生
き
た
知
識
人
の
志
向
と
教
義
閣
の
突
像
が
そ
こ
に
あ
る
。

か
く
論
じ
て
く
る
と
、
蘇
峰
の
内
的
な
営
為
の
中
枢
に
、
漢
学
、
漢
文
学
の
世
界
が
思
い
の

外
深
く
く
い
込
ん
で
い
る
こ
と
に
今
更
な
が
ら
思
い
到
ら
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
内
発
論
、
大

勢
順
応
論
.
そ
し
て
「
士
山
」
重
用
論
、
こ
れ
ら
は
蘇
降
生
涯
の
問
題
と
す
べ
き
、
内
な
る
精
神

の
中
核
で
句
、
う
が
、
そ
れ
ら
は
漢
学
、
漢
文
学
の
世
界
を
抜
き
に
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

少
し
賢
一
討
を
託
し
た
、
蘇
昨
に
お
け
る
政
治
、
文
学
、
そ
の
他
の
外
的
営
為
に
対
す
る
漢

学
、
漢
文
学
影
響
論
は
次
稿
に
委
ね
た
い
。
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〔注〕

(
1
)

「
初
期
民
友
社
派
と
漢
学
l
北
村
透
谷
の
様
相
と
対
比
し
つ
つ

i
」
(
『
佐
賀
大
学
教

育
学
部
研
究
論
文
集
』
第
幻
集
〈

E
)、
昭
日
目
・

8
)

(
2
)
蘇
院
が
具
体
的
に
何
を
読
ん
だ
か
は
、
『
読
書
九
十
年
』
(
昭
幻
・

9
、
訴
談
社
)
に

詳
し
い
。
(
の
ち
、
『
読
書
法
』
〈
昭
日
・
7
、
講
談
社
学
術
文
庫
V
と
改
題
し
て
出
梓

さ
れ
た
)

(
3
)

『
蘇
峰
自
伝
』
(
昭
日
・

9
、
中
央
公
論
社
)
か
ら
一
例
引
い
て
お
く
。

「
予
は
何
れ
か
と
一
広
へ
ば
、
寧
ろ
反
抗
者
で
あ
る
。
回
よ
り
大
勢
に
順
応
す
る
と
い
ふ

こ
と
は
、
横
井
小
楠
の
学
問
の
本
旨
で
あ
っ
て
、
そ
の
伝
統
の
学
問
に
依
っ
て
廷
は
れ

た
る
予
が
、
大
勢
順
応
に
真
向
か
ら
反
対
す
べ
き
理
由
は
無
い
。
」

(
4
)

私
も
か
つ
て
そ
の
影
響
論
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
「
内
部
生
命
論
の
流
れ
|
北
村

透
谷
を
中
心
に
し
て

l
」
(
昭
必
・
ロ
『
近
代
文
学
試
論
』
四
号
)

(
5
)

の
ち
の
ち
も
、
左
の
よ
う
に
漢
学
、
漢
文
学
へ
の
信
頗
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
影
響

の
深
さ
が
知
ら
さ
れ
る
。



「
凡
有
る
文
明
の
利
器
を
発
明
し
た
計
り
で
な
く
、
孔
子
様
の
や
う
な
常
識
論
者
も
あ

り
、
又
た
老
壮
の
綾
な
虚
無
説
も
あ
る
と
言
っ
た
様
に
、
凡
有
る
思
想
、
プ
ラ
グ
マ
チ

ッ
ク
、
即
ち
常
識
論
の
哲
学
、
或
は
共
産
主
義
と
い
っ
た
や
う
な
、
九
有
る
主
義
主
張

と
い
ふ
も
の
が
、
支
那
に
は
悉
あ
る
の
で
御
座
い
ま
す
。
」
(
「
歴
史
上
よ
り
見
た
る
日

本
と
支
部
」
昭
和
六
年
十
月
廿
二
日
、
蘇
峰
会
神
戸
支
部
大
会
に
於
て
の
講
演
。
『
史

境
遍
歴
』
〈
昭
7

・5
.
民
友
社
〉
所
収
)
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