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昭
和
四
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た
「
様
々
な
る
怠
匠
」
に
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
の
直

接
の
言
及
、
ま
た
は
、
マ
ル
ク
ス
の
著
作
を
踏
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
論
述
が
見
う
け
ら

れ
、
「
様
々
な
る
意
匠
」
執
筆
以
前
の
時
期
に
お
い
て
、
小
林
秀
雄
が
マ
ル
ク
ス
主
義
関
係
の

文
献
を
あ
る
程
度
読
み
込
ん
で
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
の
正
確
な
時
期
に
つ
い
て
は

あ
き
ら
か
で
な
い
が
、
大
正
末
か
ら
昭
和
二
年
頃
ま
で
に
書
か
れ
た
、
文
壇
登
場
以
前
の
評
論

に
は
、
読
み
込
み
の
痕
跡
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
だ
い
た
い
、
昭
和
三
年
あ
た
り
に
、
マ

ル
ク
ス
主
義
関
係
の
本
に
目
を
触
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
昭
和
三
年
と
言
え
ば
、
一
二
木
比
例
の
マ
ル
ク
ス
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た
「
唯
物

史
観
と
現
代
の
意
識
」
(
昭
和
3
・
5
)
が
岩
波
哲
広
か
ら
発
刊
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。
「
唯

物
史
観
と
現
代
の
怠
識
」
は
、
そ
の
独
自
な
マ
ル
ク
ス
解
釈
に
よ
っ
て
、
当
時
の
思
想
界
の
注

目
を
少
な
か
ら
ず
集
め
た
著
作
だ
が
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
時
期
の
小
林
秀
雄
の
読
書
目
録
に
も
、

こ
の
著
作
は
、
入
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
に
、
小
林
秀
雄
自
身
、
コ
一
一
木
氏
の
論

文
内
v

『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
聞
の
研
器
(
大
正
日
・

6
刊
|
引
用
者
)
以
来
読
ん
で

ゐ
る
」
(
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子

E
」
昭
和
5
・
5
)
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
か
ら
も
、
小

林
秀
雄
が
そ
の
著
作
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
私
達
は
、
実
際
に
、
そ
の
読
書
の
痕
跡
を
、
「
様
々
な
る
意
匠
」
の
論
述
の
中
に

確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
三
木
清
の
マ
ル
ク
ス
研
究
を
ほ
と
ん
ど
そ

の
ま
ま
借
用
し
た
と
さ
え
言
え
る
記
述
も
見
ら
れ
、
そ
の
痕
跡
の
確
か
さ
と
同
時
に
、
「
様
々

な
る
意
匠
」
の
中
の
マ
ル
ク
ス
関
連
の
論
述
が
、
三
木
清
の
論
文
に
大
き
く
依
拠
し
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
林
秀
雄
は
、
「
唯
物
史
観
と
現
代
の
怠
識
」
か
ら
マ

ル
ク
ス
に
関
す
る
多
く
の
こ
と
を
学
び
、
そ
の
成
果
を
「
様
々
な
る
怠
匠
」
の
論
述
に
取
り
込

ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

浩

綾

広

治

目

-
本
稿
で
は
、
三
木
論
文
を
下
敷
に
し
た
と
忠
わ
れ
る
部
分
を
具
体
的
に
指
摘
し
、
あ
わ
せ
て
、

そ
の
小
舟
ぶ
り
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
佑
恥
と
言
っ
て
も
、
や
は
り
小
林
秀
雄

一
流
の
や
り
方
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
俗
用
ぷ
り
の
中
に
、
小
林
秀
雄
自
身
の

思
想
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
」
の
中
で
も
、
小
林
秀
雄
が
多
く
を
学
ん
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、

「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
」
と
題
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
論
文
と
「
様
々
な

る
意
匠
」
の
論
述
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
き
た
い
が
、
そ
の
前
に
、
一
つ
の
疑
問
を
提
出
し

て
お
き
た
い
。

「
様
々
な
る
意
匠
」
の
一
言
語
論
判
v

「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
一
節
を
踏
ま
え
て
い

る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
こ
と
は
、
表
現
レ
ベ
ル
で
見
て
も
、

遠
い
昔
、
人
聞
が
怠
識
と
共
に
与
へ
ら
れ
た
言
葉
と
い
ふ
吾
々
(
の
)
思
索
の
唯
一
の
武

器
は
、
依
然
と
し
て
昔
乍
ら
の
魔
術
を
止
め
な
い
。

と
い
う
目
頭
の
言
葉
、
さ
ら
に
は
、

然
し
人
々
は
、
そ
の
各
自
の
内
面
論
理
を
捨
て
L
、
言
葉
本
来
の
す
ば
ら
し
い
社
会
的
実

践
性
の
海
に
投
身
し
て
了
っ
た
。

と
い
う
第
四
節
の
言
葉
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
林
秀
雄
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉

を
直
接
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
か
ら
浮
き
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
小
林
秀
雄

は
、
本
当
に
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
読
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
疑
問
が

私
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
香
誌
的
な
こ
と
を
述
べ
る
と
、
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
、
周
知
の
よ
う

に
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
遺
稿
で
あ
り
、
一
九
二
六
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
リ
キ
ザ
ノ

フ
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
た
。
こ
の
リ
ャ
ザ
ノ
フ
版
は
.
す
ぐ
日
本
に
入
っ
て
き
た
が
、
翻
訳
さ
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れ
た
単
行
本
が
出
る
の
は
、
や
や
遅
れ
て
、
昭
和
五
年
二
月
の
由
利
保
一
訳
の
「
ド
イ
ツ
チ

ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ー
ー
第
一
筋
ア
オ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
論
」
(
永
田
書
広
刊
)
が
最
初
で
あ

る
。
続
い
て
、
同
年
五
月
に
、
河
上
肇
、
森
戸
辰
男
、
櫛
田
民
蔵
の
共
訳
に
よ
る
「
マ
ル
ク

ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
遺
稿
|
|
ド
イ
ツ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
「
我
等
援
書
第
四
分
間
」
と

し
て
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
、
そ
の
後
を
追
う
よ
う
に
、
三
木
清
訳
の
岩
波
文
庫
版
「
ド
イ
ツ
チ

ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
同
年
七
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
「
様
々
な
る
な
'
匠
」
が
書
か

れ
た
昭
和
四
年
ま
で
に
は
、
翻
訳
さ
れ
た
単
行
本
は
出
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
ま
で
に
全
く
翻
訳
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
雑
誌
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ

た
。
大
正
十
五
年
の
五
月
と
六
月
に
、
森
戸
辰
男
と
櫛
国
民
蔵
に
よ
っ
て
「
我
等
」
第
八
巻
の

第
五
号
、
六
号
に
訳
裁
さ
れ
た
「
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
遺
稿
1
|
』
『
独
逸
的
観
念
形
態
』

の
第
一
編
リ
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
論
」
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
「
我
等
殺
害
第
四
分
冊
」
の
「
マ

ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
遺
稿
|
|
ド
イ
ツ
チ
ヱ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
、
こ
の
「
我
等
」
の
翻

訳
に
、
河
上
限
訳
の
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
」
(
「
社
会
問
題
研
究
」
第
七
一

冊
、
大
正
日
・

5
)
を
加
え
て
、
あ
ら
た
に
単
行
本
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
書
誌
的
事
実
か
ら
、
小
林
秀
雄
が
、
「
様
々
な
る
意
匠
」
を
書
く
前
に
「
ド
イ

ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
読
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
、

原
書
を
別
に
す
る
と
、
「
我
等
」
に
訳
出
さ
れ
た
も
の
以
外
に
は
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
こ
の
翻
訳
は
、
今
述
べ
た
よ
う
に
大
正
十
五
年
の
雑
誌
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
小
林
秀
雄
が
マ
ル
ク
ス
の
著
作
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
の
も
っ
と
も
高
い
時
期
は
、
最
初

に
述
べ
た
昭
和
三
年
か
、
あ
る
い
は
、
「
様
々
な
る
な
'
匠
」
の
構
想
を
具
体
的
に
絞
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
昭
和
四
年
の
春
頃
に
か
け
て
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
、
小
林
秀
雄
が
奈
良
に
行

っ
て
い
た
期
間
(
昭
和
三
年
五
月
か
ら
昭
和
四
年
四
月
ま
で
)
と
も
重
な
り
、
士
山
究
家
に
出
入

り
し
て
い
た
と
は
言
え
、
二
年
前
(
昭
和
四
年
か
ら
考
え
る
と
三
年
前
)
の
雑
誌
を
入
手
し
得

る
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
小
林
秀
雄
は
、
そ
の

よ
う
な
翻
訳
が
あ
る
こ
と
自
体
、
知
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
雑

誌
「
我
等
」
の
翻
訳
は
、
当
時
、
あ
ま
り
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
当
時
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
論
文
、
た
と
え
ば
、
佐
野
学
の
「
唯
物
論
哲
学
と
し
て
の
マ

ル
ク
ス
主
義
」
(
昭
和
3
・
3
刊
、
上
野
書
庖
)
を
見
る
と
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
論
」
(
佐
野
文
夫
訳
)
な
ど
、
翻
訳
の
あ
る
も
の
は
利
用
さ
れ
て
お
り
、
注
に
も
そ
の

典
拠
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
関
し
て
は
リ
ャ
ザ
ノ
フ
版
の
原

典
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
服
部
之
総
の
論
文
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
我
等
」
の
翻
訳
は
、
利
用
度
が
低
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
、
一
般

に
も
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
小
林
秀
雄
は
.
は
た
し
て
こ
の
翻
訳
の
所
在
を
知

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
雑
誌
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど

う
か
。む

ろ
ん
、
他
の
可
能
性
と
し
て
、
翻
訳
を
掲
載
し
た
雑
誌
が
出
た
大
正
十
五
年
が
考
え
ら
れ

る
。
大
正
十
五
年
は
、
翻
訳
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
雑
誌
を
入
手
し
や
す
か
っ

た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
小
林
秀
雄
が
翻
訳
を
手
に
し
て
読
ん
だ
も
っ
と
も
可
能
性
の

高
い
時
期
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
当
時
の
小
林
秀
雄
の
関
心
の
在
り
処
か
ら
考
え

て
、
そ
の
推
定
は
ま
ず
無
理
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
小
林
秀
雄
は
、
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
読
ま
ず
に
「
様
々
な
る
立

匠
」
を
書
い
た
公
算
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
引
用
し
た
「
様
々
な
る
意
匠
」
の
一
節
は
、
何
に
拠
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

突
は
、
「
マ
ル

F
ス
主
義
と
唯
物
論
」
の
中
で
、
「
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
オ
ロ
ギ
l
」
の
、
し
か
も

言
語
論
の
的
所
が
、
部
分
的
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
聞
を
隆
史
的
社
会
的
存
在
と
し
て
考
祭
し
た
マ
ル
ク
ス
は
云
っ
て
ゐ
る
、
「
一
百
棄
は
意
識

と
共
に
古
い
、
|
|
言
葉
は
突
践
的
な
る
、
他
の
人
間
に
対
し
て
も
存
在
す
る
、
従
て
ま

た
私
自
身
に
と
っ
て
も
存
在
す
る
、
現
実
的
な
る
怠
識
で
あ
る
。
そ
し
て
言
禁
は
、
意
識

と
同
じ
く
、
他
の
人
間
と
の
交
通
の
欲
望
と
必
要
と
か
ら
初
め
て
、
生
ず
る
。
」
こ
こ
で
は

運
動
す
る
空
気
の
層
、
音
、
簡
単
に
言
へ
ば
言
葉
の
形
式
に
於
て
現
は
れ
る
物
質
と
結
合

し
た
精
神
が
怠
識
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
物
質
を
呪
ふ
「
純
粋
な
る
」
意
識
は
実
践

的
で
ゐ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

「
様
々
な
る
窓
匠
」
に
は
、
言
語
論
を
述
べ
て
い
る
的
所
以
外
に
も
、
あ
き
ら
か
に
「
ド
イ

ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
踏
ま
え
た
言
葉
，
か
も
う
ひ
と
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

マ
ル
ク
ス
が
言
っ
た
様
に
、
「
怠
識
と
は
意
識
さ
れ
た
存
在
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
何
げ
な

い
」
の
で
あ
る
。

と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
、
三
木
比
例
が
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
」
で
訳
出
し
て
い

る。

ー 7~ ~ 

意
識
と
は
却
て
全
体
的
な
人
間
的
存
在
の
具
体
的
な
る
存
在
の
仕
方
に
外
な
ら
な
い
。
マ

ル
ク
ス
が
「
怠
識

2
8
∞2
2曲
目
門
師
向
山
口
)
と
は
意
識
さ
れ
た
存
在
包

g
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以
外
の
何
物
で
も
決
し
て
あ
り
得
な
い
」
、
と
云
っ
た
の
は
こ
の
意
味
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ら
う
。

つ
ま
り
、
「
様
々
な
る
意
匠
」
の
中
の
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
的
な
言
葉
は
、
す
べ

て
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
」
の
中
の
部
分
訳
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
引



用
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
「
怠
識
」
の
定
義
に
関
す
る
両
者
の
訳
語
は
酷
似
し
て
い
る
。
因

み
に
、
雑
誌
「
我
等
」
の
翻
訳
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た
「
校
等
殻
諮
第
四
分
間
」

の
訳
語
は
、
そ
の
部
分
が
、
「
窓
識
は
怠
識
さ
れ
た
一
定
の
存
在
に
外
な
ら
ず
」
と
た
っ
て
い

る。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
小
林
秀
雄
は
、
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
で
は
な
く
、

「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
」
の
部
分
訳
を
直
接
の
典
拠
に
し
た
の
で
は
な
い
か
.
と
思
わ
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。

典
拠
問
題
は
、
疑
問
の
ま
ま
、
今
し
ば
ら
く
保
留
す
る
と
し
て
も
、
「
様
々
な
る
怠
匠
」
の

言
語
論
が
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
」
の
言
語
論
を
下
敷
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。
ま
ず
、
論
の
立
て
方
そ
の
も
の
に
、
三
木
論
文
の
影
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
様

々
な
る
意
匠
」
の
言
語
論
が
、
何
を
直
接
の
典
拠
に
し
た
か
は
別
に
せ
よ
、
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
」
の
一
節
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
小
林
秀
雄
は
、
そ
こ
か
ら
、

言
語
の
社
会
性
の
認
識
を
描
き
出
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
社
会
性
が
持
つ
問
題
に
つ
い
て
論
を
展

開
し
て
い
る
の
だ
が
、
三
木
清
も
、
や
は
り
、
そ
の
よ
う
に
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
一

節
を
踏
ま
え
、
そ
し
て
、
言
語
の
社
会
性
が
持
つ
問
題
へ
と
論
を
敷
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
小
林
秀
雄
は
、
言
語
に
は
、
「
実
践
的
公
共
性
」
と
「
論
裂
の
公
共
性
」
と
の
「
二

塁
の
公
共
性
」
が
あ
る
と
述
べ
、
言
語
の
社
会
性
を
「
公
共
性
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い

る
が
、
こ
れ
も
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
」
か
ら
摂
取
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

三
木
清
は
、
さ
き
に
見
た
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
一
節
を
引
用
し
つ
つ
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

社
会
的
に
生
き
る
限
り
、
個
人
の
意
識
は
必
動
か
な
る
存
在
で
あ
る
言
葉
の
中
に
出
没
す

る
。
個
人
は
自
己
の
意
識
を
言
葉
を
も
っ
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
の
主
観
性

を
言
葉
の
中
に
没
入
せ
し
め
て
、
そ
れ
を
公
共
的
な
ら
し
め
る
こ
と
な
し
に
は
、
社
会
的

に
交
渉
し
得
な
い
。
(
傍
点
・
引
用
者
)

「
公
共
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
た
ま
た
ま
用
い
ら
れ
た
一
言
葉
で
は
な
い
こ
と
に
注
立
し
た
い
。

「
公
共
的
」
、
あ
る
い
は
「
公
共
性
」
と
い
う
言
葉
を
駆
使
し
た
言
語
論
は
、
三
木
清
が
い
わ
ゆ
る

マ
ル
ク
ス
主
義
的
論
文
を
発
表
す
る
前
に
書
い
た
論
文
、
「
解
釈
学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念
」

(
昭
和
2
・
1
)
に
す
で
に
見
ら
れ
、
そ
れ
を
読
む
と
、
こ
れ
ら
の
一
一
面
禁
が
、
ハ
イ
デ
ガ
l
哲
学

か
ら
摂
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
一
言
葉
は
、
平
均
化
さ
れ

た
世
人
(
巴
曲
目
玄
白
ロ
)
の
存
在
様
式
を
あ
ら
わ
す
言
奨
で
あ
る
「
公
共
性
ハ
O
R
g
H
Z
n
v
r
w
)」

に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
丸
吋
J

一
一
木
清
は
、
こ
れ
を
、
「
解
釈
学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念
」
で

言
語
論
に
適
用
し
、
さ
ら
に
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
」
で
は
、
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
」
の
言
語
論
に
結
び
つ
け
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
公
共
的
(
性
)
」
と
い
う
言

葉
は
、
い
か
に
も
三
木
山
倒
的
な
マ
ル
ク
ス
研
究
を
象
徴
す
る
言
葉
だ
と
言
え
よ
う
。
一
ニ
木
清

が
、
個
人
の
主
観
性
の
埋
没
と
い
う
意
味
を
込
め
て
、
意
識
的
に
用
い
た
こ
の
言
葉
に
、
小
林

秀
雄
が
示
唆
を
受
け
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

言
語
論
に
お
け
る
両
者
の
符
合
は
、
ほ
か
に
も
あ
る
。
小
林
秀
雄
は
、
「
二
重
の
公
共
性
」

に
つ
い
て
、

言
葉
の
実
践
的
公
共
性
に
、
論
理
の
公
共
性
を
附
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
供
は
大
人
と

な
る
。

と
述
ベ
、
「
突
践
的
公
共
性
」
の
方
を
.
よ
り
本
来
的
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
が
、
こ
の
考
え

方
も
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
」
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

言
葉
は
そ
の
根
源
性
に
於
て
理
論
的
で
な
く
却
て
実
践
的
で
あ
る
。
(
略
)
言
葉
が
本
来
社

会
的
実
践
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
、
ロ
ゴ
ス
と
共
に
先
づ
第
一
に
論
理

或
ひ
は
理
論
を
考
へ
る
こ
と
に
慣
れ
て
ゐ
る
今
の
人
々
に
と
っ
て
枢
め
て
大
切
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
語
の
問
題
に
関
し
て
言
え
ば
、
「
様
々
な
る
立
匠
」
は
、
言
葉
の
「
魔
術
」
性
の

指
摘
か
ら
筆
が
起
こ
さ
れ
、
そ
れ
が
、
第
四
節
の
言
語
論
の
伏
線
に
な
っ
て
い
た
。
「
マ
ル
ク

ス
主
義
と
唯
物
論
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
H
H
顕
の
第
一
文
は
、
「
言
禁
は
魔
術
的
な
は
た
ら
き

を
す
る
。
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
じ
め
ら
れ
、
小
林
秀
雄
ほ
ど
意
識
的
で
は
な
い
が
、
本
論
中
の

言
語
論
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
例
は
、
偶
然
の
一
致
と
も
言
え
る
が
、
し

か
し
、
こ
れ
ま
で
の
両
論
文
の
符
合
ぶ
り
を
考
え
る
と
、
単
な
る
偶
然
以
上
の
も
の
が
あ
る
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
.
「
様
々
な
る
立
匠
」
の
目
頭
は
‘
三
木
論
文
の
出
だ
し
に
ヒ

ン
ト
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
様
止
な
る
怠
匠
」
に
お
け
る
三
木
論
文
の
野
は
、
言
語
論
以
外
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
(
唯
物
史
観
)
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
小
林
秀
雄
は
、
マ
ル
ク
ス
の
唯

物
論
(
唯
物
史
観
)
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

脳
細
胞
か
ら
意
識
を
引
き
出
す
唯
物
論
も
、
精
神
か
ら
存
在
を
引
き
出
す
観
念
論
も
等

し
く
否
定
し
た
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
に
於
け
る
「
物
」
と
は
、
精
神
で
は
な
い
事
は
勿

論
だ
が
、
又
物
質
で
も
な
い
。
人
間
理
解
の
一
概
念
の
名
称
で
あ
る
。
(
傍
線
・
引
用
者
)

こ
れ
は
、
当
時
と
し
て
は
、
例
外
的
な
解
釈
で
あ
る
。
と
-
百
う
よ
り
も
、
い
わ
ゆ
る
ロ
シ

ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
流
の
自
然
科
学
的
な
唯
物
論
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
論
の
正
統
的
解
釈
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と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
当
時
の
状
況
の
中
で
は
、
む
し
ろ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
逸
脱
で

あ
っ
た
と
さ
え
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
節
の
よ
う
な
例
外
的
な
解
釈
を
し
て
.
正
統
派
マ

ル
ク
ス
主
義
者
か
ら
そ
の
逸
脱
を
批
判
さ
れ
た
の
が
、
ま
さ
に
=
一
木
清
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
木
清
は
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
」
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
論
が
、
「
意
識
の
現

象
が
脳
髄
の
物
質
的
構
造
そ
の
も
の
か
ら
導
き
出
さ
れ
」
る
と
考
え
る
「
生
理
学
的
唯
物
論
」

で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
「
精
神
と
物
質
と
を
絶
対
的
に
対
立
せ
し
め
」
る
立
場
を
乗

り
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
論
は
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

か
く
て
唯
物
論
と
観
念
論
の
問
題
は
、
物
白
か
ら
芯
識
を
「
導
出
し
」
、
岩
く
は
思
惟
か
ら

存
在
を
「
演
棚
押
す
る
」
と
い
ふ
が
如
き
、
そ
れ
自
身
既
に
形
市
上
学
的
な
る
見
地
か
ら
放

た
れ
て
、
他
の
地
盤
に
移
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
主
荻
の
唯
物
論
に
謂
ふ
「
物
」
と
は
か
く
し
て
円
以
初
に
は
人
間
の
自
己
解
釈
の

概
念
で
あ
り
、
我
々
の
用
語
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
一
の
解
釈
学
的
概
念
で
あ
っ
て
、
純

粋
な
る
物
質
そ
の
も
の
を
怠
味
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
(
傍
点
・
原
文
、
傍
総
・

引
用
者
)

こ
の
二
つ
の
引
用
の
う
ち
、
前
半
の
引
用
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
だ
が
、
後
半
の
引
用
、
と
く

に
傍
総
部
分
と
小
林
秀
雄
の
言
葉
(
傍
線
部
分
)
と
は
、
照
応
性
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
両
者

の
聞
に
は
、
「
理
解
」
と
「
解
釈
」
と
の
相
迫
が
あ
る
が
、
「
理
解
」
に
し
ろ
、
「
解
釈
」
に

し
ろ
、
そ
も
そ
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
論
の
「
物
」
を
そ
の
よ
う
な
話
公
で
説
明
す
る
こ
と

自
体
、
解
釈
学
的
現
象
学
の
知
訟
を
行
扶
に
持
つ
三
木
山
な
ら
で
は
の
独
創
な
の
で
あ
る
。

「
稔
止
な
る
な
匠
」
の
一
郎
は
、
こ
の
三
木
治
の
解
釈
に
処
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

最
後
に
、
こ
れ
は
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
」
で
は
な
い
が
、
も
う
一
例
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
「
人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
」
と
の
関
係
で
あ
る
。

「
様
々
な
る
怠
匠
」
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
者
に
対
す
る
批
判
を
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
に
し

て
い
る
が
、
そ
の
批
判
は
、
ひ
と
口
で
言
う
と
、
彼
等
の
思
想
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
単
な
る

「
立
匠
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
、

私
は
日
本
の
若
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
述
が
、
彼
等
が
宿
命
の
人
間
学
を
も
っ
て
其
作

品
を
血
塗
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
を
あ
ん
ま
り
信
用
し
て
ゐ
な
い
。
(
傍
点
・
引
用

者
)

と
い
う
ふ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
者
の
有
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

の
観
念
学
」
(
「
様
々
な
る
意
匠
」
)
と
作
家
主
体
の
「
人
間
学
」
と
の
翠
離
を
突
く
と
い
う
批
判

の
方
法
で
あ
る
。
こ
の
「
人
間
学
」
と
い
う
一
言
奨
自
体
、
三
木
清
的
な
言
葉
だ
と
言
え
る
が
、

そ
の
言
葉
を
用
い
た
批
判
の
方
法
も
三
木
論
文
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人

間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
」
で
、
三
木
山
が
批
判
し
た
の
も
、
ま
さ
に
観
念
学
た
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
人
間
学
(
ア

γ
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
l
)
と
の
一
千
縦
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
三
木
治

文
の
影
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
「
様
々
な
る
怒
匠
」
に
お
け
る
三
木
論
文
か
ら
の
摂
取
は
、
単
な
る
俗
用
に
終
わ

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
紋
初
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
小
林
秀
雄
一
流
の
や
り
方
で
、
「
様
々

な
る
意
匠
」
の
文
脈
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
新
た
な
怠
味
付
け
が

な
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
三
木
論
文
の
原
義
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ

の
踏
襲
の
う
え
に
、
さ
ら
に
三
木
論
文
に
は
な
い
新
た
な
思
考
の
展
開
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
三
木
治
の
「
人
間
学
」
は
、
「
宿
命
の
人
間
学
」
と
い
う
ふ
う
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
、

ま
た
、
言
語
の
「
公
共
性
」
に
悶
し
て
は
、
三
木
論
文
と
は
兵
っ
て
、
そ
の
「
公
共
性
を
拒
絶

す
る
」
方
向
へ
と
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
(
唯
物
史
観
)
に

つ
い
て
も
、
小
林
秀
雄
は
、
独
自
の
評
価
を
下
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
両
者
の
思
想
の
相
違
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
次
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
が
、

ま
ず
は
、
小
林
秀
雄
の
言
語
論
か
ら
見
て
い
こ
う
。

小
林
秀
雄
に
よ
れ
ば
、
言
語
は
、
人
間
の
精
神
を
社
会
的
に
発
展
さ
せ
る
と
役
割
を
坦
う
と

同
時
に
.
一
方
で
は
、
人
間
の
精
神
に
制
約
を
加
え
、
伽
を
は
め
る
と
い
う
丙
義
的
な
性
格
を

持
っ
て
い
る
。
小
林
秀
雄
が
問
題
に
す
る
の
は
そ
の
れ
の
作
用
で
、
「
様
々
な
る
立
匠
」
で

は
、
「
海
は
背
い
」
と
い
う
一
一
一
口
茶
を
覚
え
た
子
供
の
話
が
例
に
引
か
れ
、
言
語
が
、
い
か
に
個

人
の
意
識
体
験
そ
の
も
の
に
作
用
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
に
制
約
を
加
え
る
か
が
述
べ
ら
れ
て
い

た
。
つ
ま
り
、
一
7

一
口
話
は
、
個
人
の
意
識
が
持
つ
微
妙
で
捉
え
が
た
い
印
象
を
夜
い
隠
し
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
小
林
秀
雄
に
よ
れ
ば
、
そ
の
作
用
は
言
語
の
「
公
共
性
」
に
よ
る
も
の
で
、

個
々
人
か
ら
独
立
し
た
「
公
共
」
的
な
言
語
は
、
そ
の
自
律
的
な
法
則
に
よ
っ
て
、
個
人
の
怠

識
に
働
き
か
け
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
怠
味
で
、
言
語
は
人
間
の
精
神
を
支
配
し
て
い
る
と
言

え
る
。小

林
秀
雄
は
、
こ
の
よ
う
な
言
語
の
作
用
を
マ
ル
ク
ス
の
商
品
論
に
結
び
つ
け
て
、
商
品
と

の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
の
一
一
一
口
う
「
商
品
の
魔
術
性
」
を
転
用

し
て
、
「
言
葉
の
魔
術
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
「
商
品
の
魔
術
性
」
と
い
う
の
は
、
耳
慣
れ
な

い
言
葉
で
あ
る
が
、
「
資
本
論
」
第
一
巻
第
一
筋
第
一
章
の
第
四
節
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
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伊
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刷
口

rnr向
島
仲
町
同

ι
a
d司
氏
刊
の
こ
と
で
、
今
日
で
は
、
「
商
品
の
物
神
的
性
格
(
物
神
性
)
」

と
訳
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
当
時
普
及
し
て
い
た
高
畠
素
之
の
翻
訳
(
改
造
社
版
、
昭
和

2
・
叩
)
は
、
「
商
品
の
魔
術
性
」
と
な
っ
て
お
り
、
小
林
秀
雄
は
、
こ
こ
か
ら
「
言
葉
の
魔

術
」
と
い
う
言
葉
を
導
き
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
厳
密
な
意
味
で

の
論
理
的
な
対
応
性
は
な
い
わ
け
だ
が
、
要
す
る
に
、
商
品
が
あ
た
か
も
人
聞
か
ら
独
立
し
て

存
在
し
て
る
か
の
よ
う
な
自
律
性
を
帯
び
、
そ
の
固
有
の
法
則
に
よ
っ
て
人
聞
を
支
配
す
る
に

至
っ
た
倒
鎖
的
な
秘
図
に
、
言
語
の
作
用
と
相
似
す
る
も
の
を
見
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
三
木
清
も
、
言
語
の
「
公
共
性
」
に
注
目
し
、
そ
こ
に
両
義
的
な
働
き
を
見
る
こ
と

に
お
い
て
、
小
林
秀
雄
と
共
通
す
る
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
さ
き
に
引
い
た
、

「
社
会
的
に
生
き
る
限
り
、
個
人
の
意
識
は
公
共
的
な
る
存
在
で
あ
る
言
葉
の
中
に
埋
没
す

る
。
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
十
分
努
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

両
者
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
小
林
秀
雄
は
、
三
木
論
文
の
「
公
共
的
(
性
)
」

と
い
う
言
葉
を
「
様
々
な
る
意
匠
」
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
三
木
清
の
言
語
論
で
注
立
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
商
品
論
に
つ
な
げ
ら
れ
る

形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
木
清
は
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
」

で
、
「
公
共
的
な
る
存
在
で
あ
る
言
語
」
の
、
事
物
や
意
識
を
非
個
性
化
す
る
働
き
を
「
存
在

の
凡
腐
化
」
と
捉
え
、
そ
し
て
そ
の
「
存
在
の
凡
庸
化
」
を
極
限
ま
で
に
お
し
進
め
た
の
が
商

品
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
、
言
語
論
か
ら
商
品
論
へ
と
論
を
移
行
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
商
品
論
が
「
商
品
の
魔
術
性
」
論
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
、
商
品
と
一
否
認
を
結
び
つ
け
る
小
林
秀
雄
の
若
恕
も
、
こ
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義

と
唯
物
論
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
三
木
清
の
場
合
、
言

語
論
と
商
品
論
と
は
、
「
存
在
の
凡
庸
化
」
と
い
う
原
理
で
単
純
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
だ

け
で
、
小
林
秀
雄
の
よ
う
に
、
商
品
論
か
ら
逆
に
言
語
の
問
題
を
捉
え
か
え
し
、
そ
の
絞
雑
な

性
格
に
さ
ら
に
メ
ス
を
入
れ
る
と
い
う
発
想
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯

物
論
」
の
口
頭
の
、
「
言
葉
は
魔
術
的
な
は
た
ら
き
を
す
る
。
」
と
い
う
言
葉
も
、
直
接
に
は
、

「
或
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
唯
物
論
の
名
は
、
既
に
最
初
か
ら
何
か
い
か
が
は
し
い
も
の
、
汚

ら
は
し
い
も
の
を
暗
示
す
る
。
」
と
い
う
文
に
か
か
り
、
た
し
か
に
三
木
清
は
、
「
魔
術
的
」
の

語
を
物
神
崇
拝
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
て
用
い
て
は
い
る
の
だ
が
、
小
林
秀
雄
の
よ
う
に
、

そ
れ
を
果
敢
に
言
語
論
へ
導
入
す
る
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
逆
に

言
え
ば
、
三
木
論
文
に
示
唆
を
う
け
な
が
ら
も
、
「
魔
術
」
の
語
を
鍵
言
葉
と
し
て
商
品
論
か

ら
言
語
論
を
逆
照
射
し
た
点
に
、
小
林
秀
雄
の
独
創
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
三
木
論
文
に
は
見
ら
れ
な
い
小
林
秀
雄
の
言
語
論
の
独
自
性
は
、
そ
の
こ
と
よ
り

も
、
「
様
々
な
る
意
匠
」
で
、
「
言
葉
の
二
重
の
公
共
性
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
詩
人
の
実
践
の
前

a

提
と
な
る
」
と
し
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
考
え
を
展
開
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

フ
ロ
オ
ベ
ル
は
モ
オ
パ
ッ
サ
ン
に
「
世
に
一
つ
と
し
て
同
じ
樹
は
な
い
石
は
な
い
」
と
教
-

へ
た
。
こ
れ
は
自
然
の
無
限
に
笠
宮
な
外
貌
を
尊
敬
せ
よ
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
然
し
こ
の

言
葉
は
も
う
一
つ
の
真
実
を
語
っ
て
ゐ
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
世
の
中
に
、
一
つ
と
し
て
同

じ
「
世
に
一
つ
と
し
て
同
じ
木
は
な
い
石
は
な
い
」
と
い
ふ
一
一
日
奨
も
な
い
と
い
ふ
事
実
で

あ
る
。
言
葉
も
亦
各
自
の
陰
騒
を
有
す
る
各
自
の
外
貌
を
も
っ
て
無
限
で
あ
る
。

「
公
共
性
」
に
深
く
侵
蝕
さ
れ
な
が
ら
も
、
言
葉
は
、
〈
個
〉
的
な
要
素
を
持
っ
と
す
る
考

え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
三
木
清
に
は
な
い
。
小
林
秀
雄
の
初
期
の
言
語
論
が
、
フ

ラ
ン
ス
象
徴
主
義
の
詩
人
や
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
な
ど
の
言
語
論
(
観
〉
か
ら
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
八
個
〉
的
な
言
葉
に
雰
目

す
る
発
想
は
、
や
は
り
、
彼
市
一
す
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
と
言
え
よ
う
。

大
岡
昇
平
氏
の
証
言
に

Amば
、
昭
和
三
年
ご
ろ
、
小
林
秀
雄
は
、
「
物
質
と
記
憶
」
を
よ

く
話
題
に
し
て
い
た
と
言
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
言
及
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
第
一
の
主
著

で
あ
る
「
意
識
の
直
接
与
件
」
(
こ
れ
は
、
大
岡
昇
平
氏
の
「
小
林
秀
雄
の
書
架
」
の
中
で
、

「
物
質
と
記
憶
」
「
創
造
的
進
化
」
と
と
も
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
木
で
あ
る
。
)
に
も
触
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
あ
る
個
人
の
意
見
は
、
言
葉
に
出
し
て
古

う
と
月
並
み
な
形
を
帯
び
て
し
ま
う
が
、
「
他
人
の
心
の
中
で
は
、
や
は
り
同
じ
名
を
持
つ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
意
見
は
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
小
林
秀
雄
の
、
世
に
一
つ
と
し
て
同
じ
言
葉
は
な
い
、
と
い
う
言
葉
に
照
応
す

る
考
え
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
言
語
の
「
公
共
性
」
と
そ
れ
が
持
つ
制
約
性
を
認
め
つ
つ

も
、
八
個
V
的
な
も
の
と
し
て
の
言
葉
と
い
う
観
点
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
を

押
し
進
め
る
と
、
言
語
の
「
通
出
世
」
を
捨
て
て
、
「
言
語
は
何
よ
り
も
ま
ず
人
間
の
心
の
底

か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
る
夢
と
歌
」
で
あ
る
(
「
詩
の
危
機
」
)
と
語
る
マ
ラ
ル
メ
の
言
語
論
に
行

き
つ
く
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
「
様
々
な
る
意
匠
」
の
「
二
震
の
公
共
性
を
拒
絶

す
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
観
点
に
立
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
合
意
の
衣
を

ぬ
ぎ
捨
て
た
」
「
ぜ
っ
た
い
特
殊
」
た
る
「
絶
対
一
言
語
」
(
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子

W
」
昭
和
5

・
7
)
と
は
、
そ
の
延
長
上
に
あ
る
、
〈
個
〉
的
な
言
葉
の
極
限
概
念
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
小
林
秀
雄
は
、
言
語
の
「
公
共
性
」
に
関
す
る
考
え
で
は
三
木
清
と
共
通
し

な
が
ら
も
、
言
葉
に
〈
個
〉
的
な
要
素
を
認
め
、
む
し
ろ
そ
れ
に
注
目
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
三
木
清
的
諮
問
品
酷
で
あ
る
「
公
共
性
」
は
、
〈
個
〉
的
な
一
言
認
を
論
じ
る
た
め
の
い
わ
ば
枕

と
し
て
混
入
さ
れ
た
感
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
八
個
〉
的
な
も
の
に
日
を
や
る
姿
勢
の
背
後
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に
あ
る
の
が
、
彼
の
存
在
論
で
も
あ
り
、
か
つ
認
識
論
で
も
あ
る
「
宿
命
」
論
な
の
で
あ
る
。

四

「
宿
命
」
論
は
、
「
様
々
な
る
意
匠
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

人
は
様
々
な
可
能
性
を
抱
い
て
こ
の
世
に
生
れ
て
来
る
。
(
同
町
〉
然
し
彼
は
彼
以
外
の
も

の
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
筏
く
可
き
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
換
言
す
れ
ば
、

人
は
種
々
な
真
実
を
発
見
す
る
事
は
出
来
る
が
、
発
見
し
た
真
実
を
す
べ
て
所
有
す
る
事

は
出
来
な
い
、
或
る
人
の
大
脳
皮
質
に
は
種
々
の
真
実
が
観
念
と
し
て
棲
息
す
る
で
あ
ら

う
が
、
彼
の
全
身
を
血
球
と
共
に
循
る
真
実
は
唯
一
つ
あ
る
の
み
だ
と
い
ふ
事
で
あ
る
。

誤
が
雨
を
作
り
悶
か
市
訟
を
作
る
様
に
、
環
境
は
人
を
作
り
人
は
環
境
を
作
る
、
斯
く
言
は

ば
弁
証
法
的
に
統
一
さ
れ
た
事
実
に
、
世
の
所
詞
宿
命
の
哀
の
立
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

血
球
と
共
に
循
る
一
真
実
と
は
そ
の
人
の
宿
命
の
異
名
に
過
ぎ
ぬ
。

「
彼
は
彼
以
外
の
も
の
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
の
は
、
個
別
存
在
た
ら
ざ
る
を
え
な

い
人
間
存
在
の
あ
り
様
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
節
は
、
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
存
在
論

的
な
意
味
で
の
個
別
性
の
指
摘
か
ら
は
じ
ま
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
認
識
論
的
な
意
味

で
の
個
別
性
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
彼
の
全
身
を
血
球
と
共
に
循
る
真
実
は
唯
一

つ
あ
る
の
み
だ
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
彼
は
彼
以
外
の
も
の
に
は
な
れ
な

か
っ
た
よ
が
故
に
、
彼
流
の
も
の
の
感
じ
方
、
見
方
、
考
え
方
し
か
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
似
性
に
な
っ
た
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
彼
の
「
宿
命
」
で
あ
る
、

と
い
う
ふ
う
に
存
在
論
が
一
丹
び
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
宿
命
」
論
は
、
存
在
論
と
認
識
論
と
が
絡
ま
っ
た
例
別
性
の
認
識
な
の
だ

が
、
認
識
論
の
方
に
注
目
し
つ
つ
、
次
の
一
節
を
合
わ
せ
読
む
と
、
「
宿
命
」
論
が
、
い
わ
ゆ

る
思
訟
の
存
在
被
拘
束
性
を
説
く
考
え
に
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

マ
ル
ク
ス
が
言
っ
た
様
に
、
「
意
識
と
は
意
識
さ
れ
た
存
在
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
得
な

い
」
の
で
あ
る
。
或
る
人
の
観
念
学
は
常
に
そ
の
人
の
全
存
在
に
か
か
っ
て
ゐ
る
、
そ
の

人
の
宿
命
に
か
か
っ
て
ゐ
る
。

引
用
の
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
に
つ
い
て
の
疑
問
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
今
は
そ
れ
を
措
い
て
考

え
る
と
、
思
想
の
存
在
絞
拘
束
性
を
説
く
点
で
、
「
宿
命
」
論
は
、
マ
ル
ク
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
論
と
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
場

合
は
、
思
想
の
存
在
被
拘
束
性
を
事
実
と
し
て
指
摘
す
る
が
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
そ
こ
に
こ
そ

思
想
の
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
と
す
る
立
場
に
は
必
ず
し
も
立
っ
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
、

「
若
し
、
点
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
者
の
作
品
の
有
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
観
念
学
が
、
人
を

動
か
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
(
略
)
作
者
の
血
液
を
も
っ
て
染
色
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
だ
。
」
と
。

諮
る
小
林
秀
雄
と
異
っ
て
い
る
。
小
林
秀
郊
の
「
宿
命
」
論
は
、
そ
の
意
味
で
、
や
は
り
マ
ル

ク
ス
よ
り
も
三
木
清
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
に
近
い
と
言
え
る
。
三
木
清
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、

だ
い
た
い
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

「
人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
L

で
、
三
木
前
は
、
意
識
存
在
と
し
て
の
人
間
を
、
「
恭
一
礎

経
験
」
|
|
「
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
l

(
人
間
学
)
」
|
|
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
三
府
杭
治
に

お
い
て
捉
え
て
い
る
。
「
悲
礎
経
験
」
と
は
、
ロ
ゴ
ス
〈
一
二
木
治
に
と
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
は
言
葉

と
同
じ
で
あ
る
)
の
「
支
配
し
能
は
ぬ
根
源
的
な
経
験
」
の
こ
と
で
、
「
基
礎
」
は
、
こ
れ
が

意
識
形
態
の
根
抵
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
規
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
、
「
経
験
」
と
い
う

の
は
「
存
在
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
素
朴
実
在
論
流
の
「
存
在
」
と
区
別
す
る
た
め
に
、
「
経

験
」
と
言
わ
れ
る
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
一
一
一
木
清
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
基
礎
経
験
」
は
、
根
源

的
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
不
安
的
動
性
」
の
う
ち
に
あ
る
た
め
に
、
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
る
こ
と
で
、
「
公
共
性
を
得
て
、
安
定
」
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
ロ
ゴ
ス
に
は
、
ニ
つ

の
段
階
が
あ
り
、
「
第
一
次
の
ロ
ゴ
ス
」
が
「
基
礎
経
験
を
、
な
ほ
そ
れ
の
直
接
性
に
於
て
表

現
す
る
」
「
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
i
」
で
あ
り
、
そ
の
上
に
、
「
時
代
の
学
問
的
意
識
」
等
に
よ

っ
て
媒
介
さ
れ
た
「
第
二
次
の
ロ
ゴ
ス
」
た
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
あ
る
。

三
木
清
は
、
こ
れ
ら
の
三
層
間
の
い
わ
ば
動
的
相
関
関
係
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
の
だ

が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
に
お
け
る
三
木
清
の
主
張
は
、
結
論
的
に
は
、
次
の
主
う
な
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
と
言
え
る
。

す
な
わ
ち
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
、
「
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
l
」
に
根
づ
い
た
も
の
で
あ
る

時
、
は
じ
め
て
「
生
命
あ
る
」
も
の
と
な
り
、
ま
た
、
「
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
1
」
も
「
某
礎
経

験
」
に
即
応
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
の
主
張
は
、
た
と

え
ば
、
「
有
も
根
本
的
な
る
、
徹
底
的
な
る
、
生
命
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
変
革
に
際
し
て

は
、
ひ
と
は
そ
の
背
後
に
、
た
と
へ
そ
れ
が
顕
は
で
な
い
に
せ
よ
、
必
ず
ア
リ
ι
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー

の
本
質
的
な
る
変
革
を
見
逃
す
こ
と
が
出
来
ぬ
で
あ
ら
う
。
」
と
い
う
ふ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
唯
物
史
観
」
に
つ
い
て
も
、
「
唯
物
史
観
は
無
産
者
的
翠
礎
経
験
の
上
に
‘
そ
れ
の

規
定
す
る
人
間
学
の
限
定
の
上
に
、
成
立
し
て
ゐ
る
」
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
、
「
ひ
と
つ
の
生
け
る
生
命
と
し
て
根
本
的
に
把
怒
」
で
舎
る
と
さ
れ
て
い
る
。

三
木
清
も
、
小
林
秀
雄
と
同
じ
く
、
思
想
の
存
在
被
拘
束
性
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ

の
拘
束
性
に
思
想
の
積
極
的
な
価
値
を
認
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
あ

き
ら
か
に
な
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
こ
の
姿
勢
が
、
や
が
て
正
統
派
マ
ル
グ
ス
主
義
者
か
ら
相
対

-開市



主
義
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
紹
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
小
林
秀
雄
も

三
木
清
も
、
思
想
の
普
遍
的
な
真
理
性
で
は
な
く
、
思
想
の
生
命
あ
る
現
実
性
を
問
題
に
し
て

い
た
点
で
、
共
通
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
と
は
言
え
、
両
者
の
聞
に
は
、
相
違
も
あ
る
の

で
、
存
在
役
拘
束
性
と
い
う
場
合
の
存
在
が
、
三
木
治
の
場
合
は
、
「
無
産
者
的
恭
礎
経
験
」

と
い
う
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
他
者
と
共
有
で
き
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
小
林

秀
雄
の
場
合
は
、
「
宿
命
」
と
い
う
八
個
〉
的
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
小
林
秀
雄
は
、
あ
く
ま
で
〈
個
〉
的
な
「
宿
命
」
に
拘
束
さ
れ
た
〈
個
〉
の
思
想
を
諮
る

の
で
あ
っ
て
、
共
同
主
観
的
な
世
界
で
あ
る
「
公
共
図
」
の
う
ち
に
成
立
す
る
三
木
清
の
「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
は
呉
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
語
論
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
「
公
共
」
的

な
も
の
に
目
を
向
け
る
一
一
一
木
清
と
八
個
〉
的
な
も
の
に
執
す
る
小
林
秀
雄
、
と
い
う
相
海
か
あ

る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
人
間
学
」
と
い
う
言
葉
も
、
小
林
秀
雄
の
文
脈
の
中
で
は
、

八
個
〉
的
な
も
の
を
意
味
す
る
「
宿
命
の
人
間
学
」
と
い
う
一
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
、
そ
の
新

し
い
意
味
合
い
の
も
と
に
、
「
作
品
の
有
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
観
念
学
」
と
作
者
の
「
宿
命

の
人
間
学
」
と
の
翠
離
が
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
み
く
る
と
、
「
様
々
な
る
窓
匠
」
に
お
け
る
コ
一
木
論
文
か
ら
の
借

舟
は
、
言
語
論
や
「
人
間
学
」
の
部
分
で
は
、
三
木
論
文
の
原
義
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
巧
妙

な
転
用
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
一
一
木
論
文
の
言
葉
は
、
小
林
秀
雄
白
身
の
思
想

を
語
る
た
め
の
文
脈
の
中
に
う
ま
く
溶
か
し
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
(
唯
物
史
観
)
の
部
分
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
う
ま
く
い
っ

て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
小
林
秀
雄
は
、
す
で
に
引
用
し
た
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
〈
唯
物

史
観
)
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
に
続
け
て
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
(
唯
物
史
観
)
は
、
「
常
識
」

に
と
っ
て
「
自
明
」
で
あ
り
、
「
美
し
す
ぎ
る
其
理
」
だ
と
語
っ
て
い
る
が
、
コ
一
-
氷
山
川
の
定
義

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
を
下
敷
に
し
た
「
様
々
な
る
怠
匠
」
の
記
述
自
体
、
そ
の
よ
う
な

判
断
に
そ
ぐ
わ
な
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
「
物
」
を
、
「
精

神
」
で
も
「
物
質
」
で
も
な
く
、
「
人
間
の
自
己
解
釈
の
概
念
」
(
小
林
秀
雄
の
一
言
葉
で
言
え

ば
「
人
間
理
解
の
一
概
念
の
名
称
」
)
と
捉
え
る
の
は
、
解
釈
学
的
現
象
学
の
観
点
に
立
っ
た
解

釈
で
あ
っ
て
、
「
常
識
」
が
「
自
明
」
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
そ
の
そ
ぐ
わ
な
さ
を
反
省
し
て
で
あ
ろ
う
。
小
林
秀
雄
は
、
「
様
々
な
る
意
匠
」

を
昭
和
六
年
七
月
刊
の
「
文
芸
評
論
」
に
収
め
る
時
に
は
、
「
人
間
理
解
の
一
概
念
の
名
称
」

と
い
う
言
葉
を
削
り
、
次
の
傍
線
部
分
の
言
葉
を
書
き
加
え
て
い
る
。

脳
細
胞
か
ら
意
識
を
引
き
出
す
唯
物
論
も
、
精
神
か
ら
存
在
を
引
き
出
す
観
念
論
も
等

し
く
否
定
し
た
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
に
於
け
る
「
物
」
と
は
、
開
制
々
た
る
精
神
で
は
な

い
事
は
勿
論
だ
が
、
又
固
定
し
た
物
質
で
も
な
い
。
認
識
論
中
へ
の
、
素
朴
な
突
在
論
の

果
敢
な
、
精
密
な
導
入
に
よ
る
彼
の
唯
物
史
観
は
現
代
に
お
け
る
恐
ら
く
最
も
燦
然
た
る

人
間
存
在
の
根
本
的
理
解
の
形
式
で
は
あ
ら
う
が
、
彼
の
如
き
理
解
を
も
っ
事
は
人
々
の

常
識
生
活
を
少
し
も
便
利
に
し
な
い
。
(
傍
紋
・
引
用
者
)

傍
線
部
分
の
言
葉
の
妥
当
性
は
と
も
か
く
も
、
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
に
訂
正
さ
れ
れ
ば
、

「
自
明
」
、
「
美
し
す
ぎ
る
真
理
」
と
い
う
判
断
と
う
ま
く
接
続
す
る
。
初
出
の
形
は
、
三
木
清

の
マ
ル
グ
ス
唯
物
論
解
釈
を
十
分
阻
鴨
し
な
い
ま
ま
に
借
用
し
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
「
自
明
」
、

「
晴
天
し
す
ぎ
る
」
と
い
う
小
林
秀
雄
の
判
断
を
強
引
に
述
べ
よ
う
と
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
と
、
先
に
見
た
言
語
論
や
「
人
間
学
」
を
問
題
に
し
た
筒
所
で
の
借
用
と
を
絡

め
て
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
、
「
様
々
な
る
意
匠
」
に
お
け
る
三
木
論
文
か
ら
の
借
用
は
、
や

は
り
、
密
輸
入
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
一
一
木
清
の
思
想
に
対
し
て
、
自
己
の
考
え
の
独
自

性
を
陥
に
示
す
た
め
の
意
識
的
な
転
用
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

小
林
秀
雄
が
「
様
々
な
る
意
匠
」
を
執
察
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
昭
和
四
年
の
春
頃
は
、

三
木
清
が
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
家
と
し
て
最
も
活
躍
し
た
時
期
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学

者
批
判
を
モ
チ
ー
フ
の
中
心
に
し
た
評
論
を
考
案
し
て
い
た
小
林
秀
雄
が
、
執
祭
に
あ
た
っ
て

そ
の
三
木
消
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
昭
和
四
年
の
二
月
号
の

「
改
造
」
に
は
、
核
光
利
一
と
並
ん
で
、
=
一
木
清
が
注
目
さ
れ
る
新
人
と
し
て
「
新
人
評
」
に

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
「
改
造
」
に
新
人
批
評
家
と
し
て
デ
ビ
ュ

ー
を
ね
ら
っ
て
い
た
の
が
小
林
秀
雄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
小
林
秀
雄
が
、
三
木
清
に
対
し
て
、

あ
る
い
は
三
木
思
想
に
対
し
て
一
種
の
対
抗
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
「
様
々
な
る
意
匠
」
に
お
け
る
一
一
一
木
論
文
の
借

用
ぶ
り
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
小
林
秀
雄
が
、
三
木
思
想
と
の
相
違
性
を
示
唆
し
な
が
ら
も
、
三
木
清
の
マ
ル

ク
ス
研
究
を
「
様
々
な
る
窓
匠
」
の
論
述
の
中
に
活
か
し
た
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
と
言
え
る
。
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小
林
秀
雄
と
三
木
清
と
の
関
係
は
、
む
ろ
ん
こ
れ
で
終
わ
り
な
の
で
は
な
い
。
「
様
々
な
る

意
匠
」
以
後
も
、
芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値
を
め
ぐ
る
論
争
や
シ
ェ
ス
ト
フ
論
争
な
ど
に
、

と
も
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
、
両
者
の
思
想
性
の
対
照
が
見
ら
れ
、
興
味
深

い
問
題
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ



た
い
。
そ
の
た
め
の
前
段
階
の
作
業
は
本
稿
で
成
し
え
た
と
思
う
。

〔注〕

(

1

)

小
林
秀
雄
の
文
章
の
引
用
は
、
と
く
に
断
わ
ら
な
い
限
り
、
す
べ
て
初
出
雑
誌
に
よ

っ
た
。
た
だ
し
、
旧
漢
字
は
新
淡
字
に
改
め
、
ま
た
、
あ
き
ら
か
に
誤
植
と
思
わ
れ
る

箇
処
は
、
(
〉
等
を
付
し
て
適
宜
訂
正
し
た
。

(

2

)

小
林
秀
雄
と
マ
ル
ク
ス
と
の
関
係
に
関
す
る
、
も
っ
と
も
掘
り
下
げ
た
論
考
は
、
亀

井
秀
雄
氏
著
の
『
小
林
秀
雄
論
』
(
塙
書
房
、
昭
和
C
-
U
)
で
あ
る
。
氏
も
、
「
単

に
マ
ル
ク
ス
に
答
え
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
マ
ル
ク
ス
が
与
え
た
答
え
か
ら
逆
に
本

質
的
な
聞
い
の
発
し
方
を
学
ん
だ
と
い
う
小
林
秀
雄
独
特
の
読
み
方
も
ま
た
、
三
木
清

の
『
人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
』
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯
物
論
』
な
ど
か
ら
の
示
唆

を
受
け
て
い
た
と
さ
え
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
」
(
川
頁
)
と
三
木
清
の
マ
ル
ク
ス
研
究
と

「
様
々
な
る
意
匠
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
具
体

的
な
関
わ
り
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
く
、
「
様
々
な
る
立
匠
」
を
論
じ
た
部
分
で

も
、
小
林
秀
雄
と
マ
ル
ク
ス
と
を
百
接
対
置
し
て
お
ら
れ
る
。

〈

3
)
亀
井
秀
雄
氏
が
、
前
掲
認
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

〈

4
)
三
木
清
の
文
章
は
、
す
べ
て
『
三
木
清
全
集
』
第
三
巻
(
岩
波
書
底
、
昭
和
4
・

ロ
)
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。

〈

5
)

「
解
釈
学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念
」

(
H
U
N
?
1
)

が
発
表
さ
れ
た
時
に
は
、
「
存
在

と
時
間
」

(
H
由
民
・

2
)
は
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
三
木
清
は
、
留
学
時
代

に
こ
の
概
念
に
触
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
「
存
在
と
時
間
」
で
は
、
こ
の
概

念
は
、
第
一
筋
第
四
章
の
第
二
七
節
「
日
常
的
な
自
己
存
在
と
世
人
」
(
原
佑
・
渡
辺

二
郎
共
訳
「
ハ
イ
デ
ガ
l

存
在
と
時
間
」
八
世
界
の
名
著
毘
〉
中
央
公
論
社
、
昭
和

必

-m〉
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

〈

6
)
亀
井
秀
雄
氏
が
、
前
掲
全
日
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
氏
は
、
「
様
々
な

る
意
匠
」
の
時
点
で
は
、
小
林
秀
雄
が
読
ん
で
い
た
の
は
「
経
済
学
批
判
」
で
あ
り
、

「
資
本
論
」
は
ま
だ
読
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
う
な
る
と
、
「
経
済
学
批
判
」
に
は
「
商
品
の
魔
術
性
」
に
つ
い
て
の
論
は

な
い
の
だ
か
ら
、
「
様
々
な
る
怠
匠
」
は
何
を
典
拠
に
し
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。
あ
る

い
は
、
氏
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
「
商
品
の
魔
術
性
」
の
言
葉
も
、
や
は
り
三

木
論
文
か
ら
直
接
学
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
再
考
を
期
し
た
い
。

(

7

)

大
岡
昇
平
氏
「
『
私
小
説
論
』
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
昭
和
文
学
へ
の
証
言
』
〈
文
芸
春

秋
、
昭
和

μ
・
7
V所
収
)

ハ
8
〉
大
岡
昇
平
氏
「
小
林
秀
雄
の
書
架
」
ハ
同
右
所
収
)

(
9
)
平
井
啓
之
氏
訳
『
時
間
と
自
由
』
(
白
水
社
、
昭
和
田
・

9
)
山一良。

ハ
叩
)
南
保
彩
宏
氏
訳
「
詩
の
危
機
」
(
「
マ
ラ
ル
メ
・
グ
ェ
ル
レ

I
ヌ
・
ラ
ン
ポ
オ
」
〈
筑

摩
世
界
文
学
大
系
柏
崎
〉
所
収
、
筑
摩
設
房
、
昭
和
0
・
5
)
臼
頁
。
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