
評
鈴
木
博
著
「
周
易
抄
の
国
語
学
的
研
究
」

柳
　
　
田
　
　
征
　
　
司

以
択
幸
吾
郎
博
士
の
「
室
町
時
代
の
言
語
研
究
　
－
　
抄
物
の
語
法
　
－
　
」

（
大
間
1
1
－
出
店
）
が
山
版
さ
れ
た
の
が
昭
和
四
年
十
二
月
で
あ
る
か
ら
、
抄
物

言
語
研
究
の
専
著
が
、
尖
に
四
十
余
年
ぶ
り
に
山
版
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ

の
栄
誉
を
軍
ら
れ
鈴
木
氏
に
、
先
ず
心
か
ら
祝
賀
の
気
持
を
申
し
述
べ
た
い
。

四
十
余
年
と
い
う
歳
月
は
、
抄
物
言
語
研
究
に
と
っ
て
、
空
白
の
時
代
で
あ

っ
た
わ
け
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
地
味
な
仕
轟
が
営
々
と
続
け
ら
れ
て
き

て
い
た
こ
と
を
、
抄
物
言
語
の
研
究
に
従
う
も
の
は
、
知
っ
て
い
る
。
給
水
氏

も
ま
さ
に
そ
れ
を
支
え
て
き
た
一
人
で
あ
っ
て
、
氏
の
抄
物
研
究
が
終
戦
置
後

の
荒
廃
の
中
に
始
ま
る
こ
と
は
、
土
井
忠
生
博
士
の
序
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
数
年
前
、
践
会
が
あ
っ
て
、
そ
の
頃
の
、
氏
の
手
に
な
る
、

周
易
抄
の
小
さ
な
単
語
カ
ー
ド
を
拝
見
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
思
え
ば
、
そ
れ

が
本
書
の
遠
い
原
形
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
二
十
五
年
に
近
い
歳
月
、
鈴
木

氏
の
研
究
を
見
守
っ
て
こ
ら
れ
た
土
井
博
士
の
序
文
と
、
著
者
の
あ
と
が
き
と

は
、
見
事
に
響
き
合
っ
て
、
本
書
を
美
し
い
も
の
に
仕
上
げ
て
い
る
。

土
井
博
士
の
序
文
に
、
評
者
が
、
こ
の
よ
う
に
立
ち
ど
ま
る
の
は
、
そ
れ
が

感
銘
深
い
も
の
で
あ
る
と
車
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
に
よ
っ
て
で
は
な

い
。
仮
り
に
、
そ
れ
・
を
書
評
と
じ
て
見
た
と
し
て
も
、
述
べ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
尽

し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
。
評
者
が
以
下
に
述
べ
る
と
．
こ
ろ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

は
、
い
く
ら
か
貝
体
的
に
、
本
譜
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
結
局

そ
こ
に
収
欽
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

周
易
抄
は
難
解
な
抄
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
原
典
周
易
の
難
解
さ

に
起
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
抄
物
を
扱
い
な
れ
ぬ
人
々
に
は
と
り
づ
き
に

く
い
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
抄
文
も
、
例
え
ば
集
部
の
抄
物
の
あ
る
も
の

な
ど
と
比
べ
て
か
な
り
簡
潔
で
あ
っ
て
、
匪
舌
　
－
　
こ
の
場
合
「
飲
舌
」
は
、

国
語
資
料
と
し
て
の
立
場
か
ら
プ
ラ
ス
に
評
価
し
て
の
こ
と
で
あ
る
が
　
ー
　
で

は
な
い
。

数
多
い
抄
物
の
中
か
ら
、
何
を
対
象
と
し
て
選
定
す
る
か
は
、
研
究
者
の
一

っ
の
見
識
で
あ
ろ
う
。
鈴
木
氏
の
調
査
の
及
ぶ
抄
物
は
、
実
に
驚
く
べ
き
ほ
ど

広
い
。
抄
物
の
所
在
を
嗅
ぎ
出
し
、
あ
ら
ゆ
る
障
得
を
起
き
し
そ
の
資
料
を
手

に
さ
れ
る
、
そ
の
執
念
の
よ
う
な
も
の
を
、
評
者
も
灰
聞
し
て
い
る
。
そ
の
一

端
は
、
巻
末
に
付
さ
れ
た
資
料
索
引
と
、
抄
物
関
係
論
文
一
欄
と
か
ら
も
、
い

く
ら
か
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
鈴
木
氏
は
、
難
解
で
、
ま
た
成
立
の

複
雑
な
土
井
本
周
易
抄
を
対
象
と
し
て
選
定
さ
れ
た
。
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そ
の
選
定
は
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
氏
の
抄
物
の
博
捜
に
輿
つ
け
ら
れ
て
、
妥

当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
山
は
、
一
つ
に
は
、
こ

の
資
料
の
原
本
の
成
立
が
、
抄
物
の
歴
史
上
早
い
時
期
に
属
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
あ
る
。
大
境
光
信
氏
は
、
抄
物
を
、
そ
の
言
語
か
ら
、
文
明
頃
（
一
四

八
〇
年
頃
）
を
中
心
と
す
る
資
料
と
、
永
正
－
享
禄
－
天
文
頃
（
一
五
〇
〇
1

一
五
三
〇
年
頃
）
を
中
心
と
す
る
資
料
と
に
類
別
出
来
る
こ
と
を
示
さ
れ
た

（
注
1
）
が
、
本
抄
は
、
こ
の
文
明
用
の
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
一
口
に
抄
物
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
種
々
の
も
の
を
含
む
。

そ
の
言
語
は
、
抄
の
成
立
の
仕
方
、
講
抄
者
の
学
錐
の
違
い
な
ど
に
よ
っ
て
異

る
だ
け
で
な
く
、
講
抄
者
個
人
の
違
い
に
よ
っ
て
も
大
き
く
異
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
が
、
抄
物
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
文
明
期
の
抄
物
の
中
、
従
来
扱

わ
れ
て
き
た
資
料
は
、
桃
源
瑞
仙
が
か
ゝ
わ
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
桃
源
系
抄

物
、
例
え
ば
、
法
事
列
伝
竺
桃
抄
・
百
丈
清
規
雲
桃
抄
・
史
記
抄
な
ど
が
主
た

る
も
の
で
あ
っ
た
。
柏
舟
講
桃
川
闘
霞
を
原
本
に
す
る
木
抄
が
、
こ
こ
に
正
面

か
ら
取
上
げ
ら
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
こ
れ
が
、
本
抄
を
対
象
に
選
定

し
た
こ
と
を
妥
当
と
認
め
る
第
二
の
理
由
で
あ
る
。

＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

さ
て
次
に
取
上
げ
る
べ
き
は
、
柏
舟
講
の
「
用
材
抄
」
を
対
象
と
し
て
、
い

わ
ゆ
る
増
補
木
系
に
属
す
る
土
井
本
を
テ
キ
ス
ト
に
定
め
た
こ
と
で
あ
る
。
土

井
本
は
、
殆
ど
浅
文
体
の
一
柏
抄
と
、
仮
名
交
り
の
柏
丹
講
楢
川
聞
雷
と
、
増

補
者
の
増
捕
と
か
ら
な
る
。
そ
の
は
か
別
抄
の
引
用
も
あ
る
が
、
中
心
に
な
る

の
は
一
柏
抄
と
横
川
抄
と
で
あ
る
。
こ
の
中
、
国
語
資
料
と
し
て
の
利
用
度
か

ら
い
え
ば
、
構
川
抄
が
中
心
に
な
る
の
で
あ
り
、
本
書
の
言
語
研
究
も
殆
ど
が

そ
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
机
川
抄
の
部
分
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
本
音

三
八
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
増
補
本
の
そ
れ
が
後
山
性
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
、
土
井
本
に
認
め
ら
れ
る
闘
倉
の
混
同
は
、
原
本
系
の
本
文
で
は
殆
ど
正

し
い
ら
し
い
（
六
八
訂
以
下
）
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
従
来
の
「
常
識
」
か
ら

す
れ
ば
、
底
本
に
は
、
原
木
系
の
本
文
を
用
い
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
し
か

も
、
原
本
系
に
は
、
清
原
宣
賢
自
筆
本
を
含
む
、
素
姓
の
よ
い
、
天
理
斑
書
館

本
・
京
大
国
文
研
究
室
本
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
1
わ
ら
ず
、
氏
が
敢
て
土
井
本
を
テ
キ
ス
ト
に
用
い
た
の
は
、

土
井
本
と
の
縁
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
氏
の
方
法
か
ら
来
る
必

然
で
も
あ
っ
た
。
即
ち
、
氏
の
、
諸
本
問
の
本
文
の
異
同
に
窮
眼
す
る
と
い
う

方
法
か
ら
す
れ
ば
、
増
柵
本
が
テ
キ
ス
ト
に
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
土
井
本
が
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
方
法
が
と
ら
れ
た
の
で

も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
ま
た
後
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る

が
、
そ
れ
は
、
抄
物
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
こ
ろ
の
継
承
発
展
性
と

い
う
こ
と
か
ら
見
て
も
、
当
然
行
な
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
方
法
で
あ
る
。
抄

物
が
、
そ
の
言
語
に
つ
い
て
も
、
先
人
の
そ
れ
を
継
承
し
て
作
成
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
つ
い
て
は
、
阿
部
隆
一
博
士
や
出
雲
朝
子
氏
に
論
考
が
あ
り
、
評
者
も

考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
（
注
2
）
。
増
姉
本
を
テ
キ
ス
ト
に
選
ん
だ
こ
と
は
、

そ
の
意
味
で
も
、
抄
物
の
一
つ
の
特
徴
号
っ
か
が
い
知
る
の
に
有
効
で
あ
っ
た

と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
た
だ
し
、
念
の
た
め
に
断
わ
っ
て
お
け
ば
、

増
補
本
を
テ
キ
ス
ト
に
選
ん
だ
こ
と
が
、
原
本
系
を
選
ぶ
よ
り
も
優
れ
て
い
る

と
、
丹
純
に
言
お
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
、
勿
論
な
い
。
）
し
か
も
、
土
井

木
（
元
亀
木
も
）
に
は
、
滞
点
が
多
く
付
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
点
で
も
国
語
資

料
と
し
て
の
柘
植
が
高
い
こ
と
は
、
本
書
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
い
わ
ゆ
る
増
補
本
を
底
本
に
採
用
し
た
以
上
、
そ
の
本
文
は
種
々
の

琴
①
屑
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
、
い
わ
ば
腑
分
け
を
巌
密
に
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し
て
お
か
ハ
サ
＼
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
本
書
に
、
詳
細
か
つ
慎
重
に

試
み
ら
れ
て
は
い
る
が
、
い
く
ら
か
私
見
を
申
し
述
べ
た
い
。

先
ず
、
い
わ
ゆ
る
増
補
本
諸
本
の
関
係
か
ら
見
る
。
著
者
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
増
補
本
に
は
、
目
元
亀
本
、
脚
土
井
木
・
京
大
図
譜
館
本
、

川
足
利
本
、
の
三
和
四
本
が
存
す
る
（
往
3
）
。
と
こ
ろ
で
、
元
亀
木
（
内
閣

本
も
）
に
は
注
目
さ
れ
る
青
込
注
記
（
本
文
と
同
筆
）
が
多
く
存
す
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
の
一
に
、
「
自
此
以
下
横
川
ノ
抄
ハ
カ
リ
ヲ
カ
タ
ゾ
」
　
（
五
2
5

ウ
1
行
目
の
前
、
土
井
本
五
1
6
オ
9
の
次
に
当
る
）
と
い
う
注
記
が
あ
る
。
そ

し
て
元
亀
本
は
、
そ
の
部
分
以
下
が
、
仮
名
交
り
の
横
川
抄
の
み
か
ら
成
る
。

元
亀
本
の
巻
四
（
土
井
本
四
3
3
ウ
1
4
に
当
る
）
に
「
一
桁
ノ
抄
ハ
其
マ
～
正
義

ゾ
。
此
ニ
ハ
カ
ゝ
ヌ
ゾ
。
正
義
ヲ
ヨ
ウ
、
、
、
ワ
ケ
テ
ヨ
メ
ゾ
。
横
川
ノ
抄
ノ
義
理

ガ
ヨ
イ
ゾ
」
と
い
う
注
記
も
あ
る
よ
う
に
、
二
柏
抄
は
正
義
を
そ
の
ま
ゝ
引
用

す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
理
由
も
あ
っ
て
、
巻
五
の
途
中
ま
で
来
て
、

元
亀
本
系
統
木
の
筆
写
者
は
一
舶
抄
を
省
略
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
拍
抄
の
省
略
と
い
う
硯
点
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
増
補
本
三
種
を
見
る
と
、
表
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
土
井
本
が
な
ぜ
特
に
二
・
三
・
五
と
い
う
巻
に
お
い
て

（
表
）
一
拍
抄
の
有
無
○
…
有
×
…
無

4
．
－
－
両
勘
「
面
勘
当
馴
和
利

一
柏
抄
を
省
略
し
た
の

か
、
そ
の
必
然
性
は
詳

ら
か
で
な
い
。
そ
れ
は

と
も
か
く
、
成
立
上
互

に
密
接
な
関
係
に
あ
る

（
二
一
百
四
行
な
ど
）

諸
本
の
問
に
表
の
よ
う

な
事
実
が
認
め
ら
れ
る

と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、

増
補
木
の
頂
形
は
、
魚
雷
」
も
に
一
舶
抄
と
相
川
抄
と
そ
も
つ
太
で
あ
っ
た
と

推
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
増
補
本
三
種
の
大
き
な
相
違
は
、
一
つ
に
は
そ
の

原
形
か
ら
、
一
柏
抄
を
ど
の
く
ら
い
省
略
し
た
か
に
よ
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る

（
注
4
）
。
増
補
本
原
形
か
ら
一
拍
抄
を
‥
奴
も
多
く
省
略
し
て
い
る
の
は
、
表

の
如
く
足
利
木
で
あ
り
、
次
に
土
井
本
で
あ
る
。
土
井
本
は
、
更
に
、
巻
一

四
・
六
の
一
拍
抄
を
引
く
部
分
で
も
、
そ
の
一
部
分
を
省
略
し
て
い
る
場
合
が

あ
る
（
例
晴
）
。
ま
た
、
土
井
本
は
、
一
柏
埠
の
部
分
に
限
ら
ず
、
梯
川
抄
の

部
分
に
つ
い
て
も
、
原
本
系
の
本
文
を
省
略
・
改
変
す
る
こ
と
が
、
元
亀
本
よ

り
も
、
多
い
。
即
ち
、
土
井
本
は
、
い
わ
ゆ
る
増
補
本
系
の
三
和
の
中
で
も
、

元
亀
木
よ
り
は
一
般
に
原
本
系
か
ら
遠
い
。

さ
て
、
増
補
本
と
い
う
言
方
は
足
利
持
述
氏
以
来
慣
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
が
、
評
者
は
こ
の
呼
称
を
必
ず
し
も
妥
当
で
な
い
と
考
え
る
。
足
利
氏
の

認
定
は
、
元
亀
本
の
増
補
者
を
班
川
と
誤
認
し
た
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
右
に
見
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
増
補
木
原
形
は
、
全
巻
、
主
と
し
て
一
杓

抄
と
相
川
抄
と
を
取
合
わ
せ
て
出
来
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
が
主
ど
ち
ら

が
従
と
い
う
関
係
に
は
な
い
。
更
に
、
横
川
抄
を
も
、
そ
の
ま
ま
全
部
引
用
し

な
い
で
一
部
省
略
す
る
（
例
え
ば
巻
二
の
冒
頭
な
ど
）
こ
と
が
あ
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
増
補
本
と
呼
ば
れ
て
き
た
木
は
、
む
し
ろ
編
集
木
と
呼
ぶ
の
が

ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
「
川
云
」
と
い
う
注
記
を
一
々
付
し

て
い
る
の
も
、
編
集
本
と
考
え
て
、
よ
く
理
解
で
き
る
。

な
お
、
鈴
木
氏
は
、
元
亀
本
・
土
井
本
・
足
利
本
（
評
者
の
い
う
三
種
の

本
）
と
も
に
、
土
井
本
の
三
3
6
ウ
一
四
行
目
か
ら
訂
ウ
末
行
ま
で
に
当
る
部
分

の
本
文
が
原
本
系
の
そ
れ
と
異
な
る
点
に
注
意
さ
れ
た
（
三
四
貢
）
。
そ
の
原

因
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
元
亀
本
（
内
閣
本
も
）
の
そ
の
部
分

に
、
「
従
〆
此
衆
辞
之
末
筆
九
四
真
之
枝
川
抄
写
本
脱
落
可
之
倍
許
」
と
い
う
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注
記
が
あ
る
。
即
ち
、
編
集
者
の
用
い
た
描
川
抄
写
本
は
運
悪
く
そ
の
部
分
が

脱
落
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
編
集
本
三
本
が
同
一
の
親

木
か
ら
持
て
い
る
こ
と
が
椛
認
さ
れ
る
。

次
に
、
編
集
本
系
（
い
わ
ゆ
る
増
補
本
）
本
文
の
腑
分
け
に
つ
い
て
考
え

る
。
一
柏
に
つ
い
て
は
、
平
泉
洗
氏
の
論
文
を
参
勘
し
、
京
大
図
書
館
蔵
「
易

学
啓
蒙
通
釈
口
義
」
に
当
る
と
い
う
よ
う
に
、
配
慮
が
非
常
に
行
き
届
い
て
い

る
。
た
ゞ
、
土
井
本
に
は
確
か
に
「
一
日
蕗
慧
ノ
抄
」
の
引
用
（
一
1
オ
1
4
）

も
あ
る
が
、
一
柏
抄
に
つ
い
て
の
考
察
の
部
分
（
二
七
訂
以
下
）
は
、
啓
蒙
の

抄
と
、
間
易
の
抄
と
の
区
別
を
明
確
に
し
て
お
い
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
な
お
、
一
舶
□
出
は
、
「
足
利
学
校
易
仲
授
臼
」
に
よ
る
と

一
机
現
定
で
あ
る
ら
し
い
　
（
注
5
）
。

柏
舟
講
描
川
抄
の
部
分
は
、
原
木
系
の
本
文
と
の
比
較
に
よ
っ
て
選
り
分
け

る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
部
分
に
つ
い
て
、
土
井
本
の
言
語
が
ど
の
よ
う
に
改

変
さ
れ
て
い
る
か
は
、
木
封
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注
6
）
。

次
に
、
先
に
述
べ
た
編
集
本
諸
本
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
認
め
ら
れ

る
な
ら
ば
、
土
井
本
に
お
い
て
、
右
の
一
舶
抄
と
相
川
抄
と
を
除
い
て
残
る
部

分
の
中
、
元
亀
本
か
足
利
本
か
に
共
通
す
る
部
分
は
、
少
く
と
も
そ
の
部
分

は
、
編
集
木
原
形
成
立
の
段
階
に
お
い
て
、
編
集
者
に
よ
っ
て
姉
加
さ
れ
た
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
編
集
者
の
何
人
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
元
亀
本
（
内
聞
本
も
）
の
注
記
は
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

○
私
云
関
克
コ
ー
ニ
ア
リ
テ
ヨ
マ
バ
ワ
レ
ラ
バ
富
士
山
ト
云
へ
シ
　
（
二
1
9
ウ

3
と
4
の
行
間
）

こ
れ
は
土
井
本
二
1
5
ウ
8
の
「
山
在
こ
地
中
L
の
部
分
に
当
る
と
こ
ろ
に
記
さ

れ
た
注
記
で
、
少
し
後
に
見
l
与
る
「
比
餌
山
ナ
ド
ノ
接
ナ
ソ
」
　
（
土
井
本
で
は

二
1
5
ウ
空
と
あ
る
と
こ
ろ
を
、
関
東
に
住
す
る
注
記
者
は
身
近
な
富
士
山
に

㌫
き
か
え
る
の
で
あ
る
。
「
ワ
レ
ラ
バ
」
と
い
う
注
記
は
ほ
か
に
も
あ
る
。

○
注
ノ
心
ト
川
抄
ハ
背
面
ゾ
。
貞
二
利
ア
ラ
バ
災
ト
ハ
キ
コ
ヱ
ヌ
ゾ
。
随
ノ

遺
ヲ
行
テ
正
二
利
ア
ラ
バ
ト
ガ
ゾ
ト
ハ
へ
心
得
ヌ
ゾ
。
可
呵
ラ
ー
ハ
カ
ウ
印

ス
マ
イ
ゾ
（
二
2
7
ウ
欄
外
、
土
井
本
二
2
0
ウ
9
に
当
る
）

○
ヒ
サ
コ
ト
我
ラ
バ
云
ソ
。
如
本
（
五
1
3
オ
2
、
土
井
本
五
8
ウ
5
に
当
る
）

「
ワ
レ
ラ
」
と
い
う
言
方
か
ら
は
、
そ
の
背
後
に
学
間
グ
ル
ー
プ
を
感
じ
さ
せ

な
く
も
な
い
。
元
亀
本
の
注
記
に
は
「
廿
五
口
詳
正
義
如
義
り
講
」
　
（
一
1
2
ウ

3
、
土
井
本
一
1
4
ウ
1
4
に
当
る
）
　
「
此
一
束
ハ
以
／
疏
ヲ
見
テ
可
r
謝
」

（
一
1
8
ウ
3
、
土
井
本
一
2
0
ウ
6
に
当
る
）
　
「
此
川
抄
ハ
講
ハ
無
用
ゾ
」
　
（
三

8
オ
上
抽
外
、
土
井
本
三
5
オ
8
に
当
る
）
な
ど
と
あ
っ
て
、
講
談
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
元
亀
本
が
足
利
学
校
旧
蔵
木
で
あ
る
（
注
7
）

こ
と
か
ら
も
、
注
記
者
が
足
利
学
校
に
結
び
つ
く
要
素
が
な
く
も
な
い
が
、
今

は
ま
だ
そ
の
よ
う
に
限
定
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
柏
舟
の
講
義
の
聞

出
は
、
関
東
に
逆
輸
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
問
題
は
、
こ
の
元
亀
木
と
内
槻
木
と
に
の
み
存
す
る
注
記
（
ま
た
は

そ
の
一
部
）
を
、
目
元
亀
木
系
本
だ
け
の
も
の
と
見
る
か
、
佃
編
集
本
原
形
に

も
存
し
た
も
の
と
見
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
川
と
見
れ
ば
、
編
集
本
原
形

か
ら
元
亀
本
系
の
本
を
作
っ
た
人
が
関
東
の
人
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
脚
と
見

れ
ば
、
編
集
者
が
関
東
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
元
亀
本
と
内
閣
本
と
に
の

み
存
す
る
注
記
に
は
、
右
の
二
種
の
も
の
が
存
す
る
。
先
に
引
い
た
「
自
此
以

下
桃
川
ノ
抄
…
…
」
は
川
の
注
記
で
あ
り
、
「
従
′
此
衆
評
之
禾
至
九
四
真
之

桃
川
抄
∵
…
・
」
は
佃
の
注
記
で
あ
る
。
川
で
あ
る
か
、
佃
で
あ
る
か
今
の
と
こ

ろ
判
断
し
難
い
。

ほ
か
に
附
分
け
し
て
お
か
な
ノ
＼
て
は
写
り
ぬ
も
の
に
、
編
集
者
の
手
に
よ
っ
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て
加
え
ら
れ
た
「
別
抄
」
の
引
用
（
土
井
本
一
3
4
オ
7
な
ど
）
が
あ
る
が
、
こ

の
素
姓
に
つ
い
て
も
明
ら
か
で
な
い
。
な
お
、
鈴
木
氏
は
「
足
利
木
に
し
ば
し

ば
散
見
す
る
『
別
抄
』
」
　
（
二
八
日
）
と
い
う
言
方
を
さ
れ
て
い
る
が
、
私
見

で
は
、
編
集
本
原
形
に
は
足
利
本
の
よ
う
に
別
抄
の
引
用
が
多
か
っ
た
も
の
と

推
定
す
る
。
元
亀
本
や
土
井
本
は
、
そ
の
別
抄
の
一
部
を
、
一
柏
抄
の
場
合
と

同
じ
よ
う
に
、
省
略
し
た
も
の
と
見
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
土
井
本
に
あ
と
残
る
も
の
は
、
土
井
本
に
だ
け
存
す
る

部
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鈴
木
氏
は
、
一
4
4
ウ
8
の
「
私
云
十
九
ニ
テ
冠
ヲ

キ
ル
ソ
。
ヲ
ト
コ
ニ
ナ
ル
ゾ
」
が
土
井
本
に
の
み
見
え
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
三
七
日
）
。
他
に
、
ど
の
く
ら
い
土
井
本
に
の
み
見
え
る
本
文
が
存
す

る
の
か
、
今
に
わ
か
に
仝
諸
本
全
文
の
比
較
が
出
来
な
い
が
、
あ
ま
り
多
く
な

い
の
で
は
な
い
か
。
さ
て
、
そ
の
部
分
は
、
編
集
本
原
形
に
存
し
て
、
他
の
諸

本
が
除
い
た
も
の
で
あ
る
か
、
土
井
本
転
写
者
の
増
補
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
元
亀
本
に
存
す
る
注
記
を
お
も
な
手
掛
り
と
し
て
、
周
易
抄
諸
本
問

の
継
承
発
展
の
あ
と
を
た
ど
っ
た
。
周
易
抄
に
お
け
る
糾
承
発
展
に
つ
い
て
、

著
者
は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
は
、
訓
読
と
の
コ
ン
テ
ィ
ニ
ュ
イ
テ
ィ
ー
に
配
慮
さ

れ
（
四
〇
百
ほ
か
）
、
下
っ
て
は
、
桃
源
の
「
百
柄
襖
」
宣
賢
の
「
周
易
抄
」

そ
の
他
に
ま
で
調
査
の
手
を
の
ば
さ
れ
、
そ
の
視
界
は
極
め
て
広
い
。
そ
の
詳

細
は
、
今
後
、
続
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
本

書
を
利
用
す
る
も
の
は
、
第
二
章
以
下
の
記
述
に
、
構
川
抄
が
主
た
る
対
象
で

あ
る
が
、
一
柏
抄
の
用
例
も
あ
り
、
土
井
本
に
の
み
存
す
る
形
（
例
え
ば
打
消

の
助
動
詞
「
ン
」
　
（
四
二
三
頁
）
な
ど
）
も
あ
る
こ
と
に
、
十
分
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

ま
た
、
継
承
発
展
に
関
し
て
一
つ
問
題
に
な
る
の
は
、
兼
同
が
か
か
わ
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
語
学
の
立
場
か
ら
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
柏
舟
は
も
≠
T
‡
逼
江
の
人
で
あ
る
し
、
彼
は
事
物
に
つ
い
て
坂
東

と
京
と
を
比
較
す
る
　
（
三
一
貢
）
　
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
ば
に
東
国
語

を
用
い
て
は
い
な
い
ら
し
い
。
柏
舟
は
足
利
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば

で
易
学
を
伝
授
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
横
川
抄
に
東
国
語
が
見
え
な
い
の
は
な

ぜ
か
、
い
ず
れ
も
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
漬
接
の
手
掛
り
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
。
問
題
は
足
利
学
校
で
作
成
さ
れ
た
抄
物
群
の
考
察
へ
と
鉱

が
っ
て
行
く
。
た
だ
、
ワ
行
四
段
の
促
音
便
が
、
編
集
木
系
に
の
み
存
す
る

（
二
八
四
百
）
点
は
、
編
集
者
が
関
東
の
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
か
も
知
れ
な

い
。
ま
た
、
先
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
次
例
は
い
く
ら
か
検
討
を
加

え
る
必
要
も
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

カ
t
ツ

○
包
瓜
ハ
命
吾
二
包
瓜
ナ
レ
通
。
緊
テ
ク
ラ
バ
レ
ヌ
ゾ
ト
云
。
ニ
▼
ガ
イ

ヒ
サ
コ
ト
撃
フ
ハ
云
ソ
。
如
本

．
可
シ
l
可
の
チ
ヤ
ホ
ト
ニ
撃
テ
企
ハ
レ
ヌ
ゾ
（
元
亀
本
五
1
3
オ
2
）

先
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
ヒ
シ
ヤ
ク
は
柏
舟
の
こ
と
ば
、
ヒ
サ

コ
は
関
東
の
注
記
者
の
こ
と
ば
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ヒ
シ
ヤ
ク
（
柄
杓
）
は

も
と
も
と
ヒ
サ
コ
か
ら
出
た
語
で
あ
る
が
、
鉦
を
表
わ
す
場
合
は
も
ヒ
シ
ヤ
ク

と
言
っ
た
例
を
未
だ
知
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
坂
東
と
京
と
の
違
い
の
問

題
で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
方
言
差
に
関
係
が
あ
る
も
の
で
は
あ
る
ら
し
い

（
注
8
）
。

＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

右
に
お
い
て
は
、
諸
本
の
関
係
を
、
性
急
に
、
し
か
も
単
純
な
形
で
、
求
め

よ
う
と
し
た
。
或
い
は
、
そ
れ
は
、
本
書
第
〓
隼
を
読
む
者
の
気
持
を
代
弁
し

て
い
た
か
と
も
思
う
。
し
か
し
、
氏
が
そ
こ
で
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
諸

本
関
係
を
単
純
に
把
握
す
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
善
本
を
選
択
す

る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
を
行
な
っ
て
お
く
こ
と
は
、
あ
る
安
心
感
を
与
え

る
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
諸
本
を
国
語
資
料
と
し
て
救
う
と
な
る
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と
、
さ
ほ
ど
有
効
性
を
発
揮
し
な
い
と
曳
一
足
る
。
結
局
の
と
て
ろ
、
個
々
の

本
文
に
つ
い
て
、
個
々
の
本
を
比
駁
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
一
つ

の
立
場
と
し
て
は
、
原
本
系
の
天
理
本
二
見
大
国
文
本
を
底
本
に
す
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
し
、
編
集
本
を
と
っ
て
も
元
亀
木
を
底
本
に
す
る
こ
と
も
出
来

る
。し

か
し
、
氏
が
と
ら
れ
た
方
法
の
一
つ
は
、
既
述
の
如
く
、
諸
本
間
の
相
違

に
着
眼
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
氏
に
お
い
て
、
諸
本
の
参
拗
は
、
底
本
と
し
て

選
定
し
た
善
本
は
認
め
ら
れ
る
事
象
の
把
握
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
よ
り
確
実

な
も
の
は
す
る
と
い
う
消
極
的
な
も
の
を
通
り
越
し
て
、
諸
本
問
の
相
違
を
積

柘
的
に
手
掛
り
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
土
井
本
の
研
究
で

あ
り
な
が
ら
、
対
象
は
諸
本
全
般
へ
と
拡
大
し
て
い
る
。
特
に
第
二
章
で
は
こ

の
方
法
が
有
効
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
用
易
抄
だ
け
に
よ
っ
て
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
「
室
町
時
代
の
言
語
研
究
」
が
訂
正
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
く
な
い

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
抄
物
は
つ
い
て
は
、
亀
井
孝
氏
の
「
孤
例
の
処
理
」

（
日
本
歴
史
　
昭
3
3
・
9
）
が
早
く
、
続
い
て
土
井
洋
一
氏
に
「
抄
物
の
転
写

本
と
版
木
」
　
（
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
1
3
　
昭
4
1
・
2
）
が
あ
り
、
鈴

木
氏
も
進
め
て
こ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注
9
）
。
ま
た
、
こ
の
方
法
の
行

く
と
こ
ろ
を
、
亀
井
氏
は
「
中
華
若
木
詩
抄
の
寛
永
版
に
つ
い
て
　
と
く
に
言

語
資
料
と
し
て
の
そ
の
個
性
の
一
百
」
　
（
方
言
研
究
年
報
1
3
　
料
4
5
・
1
1
）
で

示
さ
れ
た
。
こ
の
方
法
が
抄
物
言
語
研
究
の
総
て
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
「
定
町
時
代
の
言
語
研
究
」
か
ら
見
る
と
、
抄
物
の
本
文
の
扱
い
は
、

格
段
に
進
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
妻
の
価
値
も
一
つ
北
は
そ
こ
は
あ
る
と

考
え
る
。

右
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
と
と
ら
な
い
と
に
か
～
わ
ら
ず
、
多
か
れ
少
か
れ

諸
本
の
本
文
の
参
拗
を
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
時
点
に
抄
物
言
語
の
研
究
が
到

達
し
て
い
る
今
日
、
土
井
本
の
み
を
提
供
す
る
こ
と
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
か

と
、
人
は
考
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
確
か
に
、
こ
の
資
料
を
今
後
利
用
す
る
者

は
、
出
発
点
か
ら
、
著
者
に
比
べ
て
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
．
プ
が
ぁ
る
と
も
言
え

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
何
も
、
周
易
抄
だ
け
に
、
ま
た
抄
物
だ
け
に
限
っ
た

問
題
で
は
な
い
。
諸
本
の
比
較
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
本
書
を
持
っ
て
諸

本
を
見
歩
け
ば
よ
い
。
そ
の
場
合
編
集
本
の
方
が
提
供
さ
れ
て
い
る
の
が
便
利

な
こ
と
も
多
い
。
ま
た
、
持
ち
歩
い
て
み
る
と
、
影
印
篇
の
目
次
と
柱
と
が
、

親
切
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

諸
本
の
本
文
の
比
較
が
精
緻
で
あ
る
と
と
も
に
、
底
本
そ
の
も
の
の
本
文
の

受
け
と
め
が
極
め
て
慎
重
に
し
て
厳
格
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
し
も
驚
嘆
の
思
い

を
も
っ
て
気
づ
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
朱
句
切
点
に
注
意
し
、
誤
写

の
訂
正
に
注
意
し
、
誤
掬
も
簡
単
に
そ
れ
と
し
て
無
視
し
な
い
姿
勢
が
一
貫
し

て
い
る
。
九
四
・
一
〇
二
・
二
七
八
・
三
〇
八
・
三
四
〇
二
二
四
二
・
三
六

二
・
三
六
四
・
四
六
三
・
四
七
二
・
四
七
五
・
四
七
八
・
四
九
七
・
五
〇
七
各

日
な
ど
と
、
誤
濠
か
ど
う
か
を
疑
っ
て
い
く
姿
勢
は
、
な
お
今
後
の
検
討
を
残

し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
係
助
詞
コ
ゾ
、
禁
止
の
ナ
…
ゾ
の
指
摘
へ
と
結

実
し
て
い
る
。

＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

事
実
の
捕
掟
に
極
め
て
慎
重
、
相
和
で
あ
る
こ
と
は
右
述
の
通
り
で
あ
る

が
、
更
に
望
め
ば
、
用
易
原
典
な
ら
び
に
そ
の
中
国
側
注
釈
書
へ
の
配
慮
も
ほ

し
か
っ
た
と
思
う
。
本
抄
、
時
に
枝
川
抄
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
さ
ほ
ど
中
国

側
注
釈
書
の
強
い
影
響
下
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
抄
物
が
或
る
原
典
へ
の

注
釈
書
で
あ
り
、
そ
れ
が
中
国
側
注
釈
書
に
傭
拠
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
そ
の
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特
徴
の
一
つ
で
あ
る
（
注
1
0
）
以
上
、
そ
の
点
の
配
慮
は
欠
か
せ
な
い
と
考
え

る
。抄

者
が
用
い
た
、
原
典
な
ら
び
に
注
に
つ
い
て
は
、
本
む
二
五
貢
に
触
れ
ら

れ
て
い
る
が
、
抄
者
が
主
と
し
て
用
い
た
の
は
周
易
注
疏
（
正
義
）
　
で
あ
る

（
注
1
1
）
。
一
新
抄
が
正
義
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
は
鈴
木

氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
正
義
を
訓
み
下
し
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
で
抄
の
引
用
は
省
略
す
る
。

○
揖
所
以
貯
物
以
整
心
蔵
知
也
（
注
疏
）
　
－
　
士
井
本
抄
一
3
3
ウ
1
0
、
こ
の

部
分
は
原
木
系
に
存
し
な
い
か
ら
一
村
抄
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
む
し
ろ
、
国
語
資
料
と
し
て
は
、
柏
舟
講
横
川
抄
の
部
分
が
注
と
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
で
あ
ろ
う
。
兢
川
抄
の
部
分
は
、
一
般
に
正
義
に
そ

っ
て
注
釈
を
進
め
る
が
、
概
し
て
、
そ
れ
を
よ
く
こ
な
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
。
比
較
的
両
者
が
近
い
と
こ
ろ
に
つ
い
て
も
次
例
の
よ
う
な
具
合
で
あ
る
。

○
不
云
年
而
云
馬
者
牛
難
柔
順
不
能
行
地
元
現
先
以
見
坤
廣
生
之
練
馬
拇
比

龍
為
劣
所
行
亦
能
監
遠
象
地
之
廣
育
（
注
疏
）
－
土
井
本
抄
一
2
8
オ
1
0

0
凡
言
尤
監
者
共
有
二
義
一
是
駐
博
夫
臣
二
是
長
久
莞
琉
也
（
同
前
）
－
同

前

一

3

0

オ

1

2

し
か
し
、
明
ら
か
に
正
義
の
影
響
下
に
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
若
干
例
示
す

る
。○

乾
後
次
坤
（
注
疏
）
1
土
井
本
抄
一
2
8
オ
1

0
地
毘
方
直
是
不
服
也
（
同
前
）
「
同
前
一
3
1
オ
7

0
馬
季
長
云
重
婚
日
柄
鄭
玄
云
構
猶
倉
也
（
同
前
）
－
同
前
．
一
4
1
オ
1
0

従
っ
て
、
抄
と
原
典
及
び
注
と
を
比
較
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
言
語
の
問
題
に
限

っ
て
も
、
軽
々
の
問
題
が
出
て
く
る
と
予
想
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
本
書
第
二
輩

で
扱
わ
れ
で
い
る
「
只
方
」
・
（
九
六
訂
）
は
i
E
益
に
見
え
る
語
で
あ
る
。
著
者

も
「
文
明
」
　
（
一
一
九
頁
）
に
つ
い
て
は
そ
の
配
慮
を
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
ウ
ラ
ヲ
モ
イ
」
が
決
語
「
猶
顆
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
扱
わ
れ
て

い
る
（
九
七
百
）
が
、
本
抄
の
用
例
は
、
王
弼
注
に
見
え
る
「
持
－
疑
猶
－

ソ鞍
」
か
ら
来
て
い
る
。
「
極
位
」
　
（
一
〇
九
貢
）
　
「
配
匹
」
　
（
一
一
六
百
）
▼

「
文
革
」
（
二
九
質
）
も
、
注
や
正
義
の
「
極
」
　
「
配
」
　
「
華
」
と
槻
通
さ
せ

て
扱
う
こ
と
も
出
来
る
。
更
に
放
け
て
い
く
と
、
「
牝
ハ
4
可
マ
ー
ゾ
」
　
（
一
2
8

オ
7
）
　
「
4
ヒ
1
4
巧
ヲ
窮
死
ト
云
ゾ
」
　
（
五
7
オ
1
）
と
い
う
語
が
見
え
る
と

、

と
も
に
、
「
畜
牝
　
－
　
ヲ
ナ
ゴ
牛
」
　
（
三
3
6
オ
1
2
）
　
「
ヲ
ン
ナ
家
」
　
（
五
7
オ

2
）
と
い
う
語
が
見
え
る
問
題
も
、
既
に
扱
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
注
1
2
）
よ

う
に
、
翻
訳
語
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

本
詔
の
記
述
体
系
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
三
つ
の
こ
と
を
取
上
げ
て
お
き
た

い
。
一
つ
は
、
そ
の
体
系
が
概
ね
湯
沢
博
士
の
そ
れ
に
の
っ
と
る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
関
し
て
で
あ
る
。
本
班
に
お
け
る
著
者
の
脱
臼
は
、
抄
物
言
語
の
研
究

体
系
を
開
陳
す
る
と
こ
ろ
に
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
湯
沢
博
士
の
そ
れ
に
よ

り
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
湯
沢
博
士
の
記
述
を
訂
正
し
、
ま
た
新
見
を
提
出
す

る
と
い
う
姿
勢
が
と
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
新
し
い
用
例
や
、
新
見
が
本
書

全
体
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
に
学
ぶ
者
は
、
従
っ
て
、
ど
の
ペ
「
ジ

も
、
ま
た
一
行
の
注
記
も
見
落
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
．
読
者
は
、

各
章
各
節
に
つ
い
て
湯
沢
博
士
の
研
究
と
比
較
し
て
、
そ
の
進
展
を
知
る
こ
と

が
出
来
る
。
第
二
章
の
開
合
の
と
こ
ろ
な
ど
は
そ
の
最
も
典
型
的
な
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
た
ゞ
、
湯
沢
博
士
が
史
記
抄
・
四
河
入
海
・
蒙
求
抄
等
の
価
値
の
高

い
資
料
を
複
数
に
用
い
て
記
述
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
類
似
の
体
系
で
周
易

抄
の
み
を
も
っ
て
記
述
す
る
こ
と
に
は
あ
る
限
界
も
あ
り
は
す
る
。
例
え
ば
、

第
四
帝
の
代
名
詞
な
ど
は
、
以
沢
博
士
を
出
る
た
め
に
、
著
者
は
記
述
に
苦
労
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さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
一
口
に
抄
物
と

は
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
種
々
様
々
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
言
語
の
記
述

と
な
る
と
、
投
つ
か
の
資
料
を
単
純
に
一
緒
に
ま
と
め
て
扱
う
こ
と
は
、
妥
当

で
な
い
。
体
系
を
明
確
に
捕
捉
す
る
た
め
に
は
、
対
象
を
厳
格
に
限
定
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
或
る
一
人
の
人
の
手
に
な
る
抄
物
を
対
象
に
し
て
、
或
い

は
、
抄
物
を
時
代
と
か
学
統
と
か
に
よ
っ
て
類
別
し
た
も
の
を
対
象
と
し
て
、

そ
れ
を
徹
底
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
妻
は
、
抄
物
言
語
の

研
究
が
、
そ
の
よ
う
な
時
期
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
意
味
は
極
め
て
大
き
い
。

次
に
、
湯
沢
博
士
の
体
系
に
よ
り
つ
つ
、
山
Ⅲ
孝
雄
H
士
の
「
平
家
物
語
の

語
法
」
に
よ
っ
て
、
語
詞
の
考
察
を
前
面
に
押
し
出
し
た
詰
果
、
体
系
上
い
く

ら
か
整
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
い
な
め
な
い
か
と
思
う
。

即
ち
、
新
し
く
設
け
た
第
三
輩
語
桑
と
、
第
四
章
語
法
と
の
分
別
は
必
ず
し
も

明
確
で
な
く
、
特
に
副
詞
に
つ
い
て
は
、
あ
る
語
が
第
三
葦
で
扱
わ
れ
、
他
の

語
が
第
四
章
で
扱
わ
れ
る
必
然
性
が
理
解
し
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ

は
、
氏
の
関
心
が
、
語
詞
の
考
察
に
向
け
ら
れ
て
い
る
結
果
で
あ
っ
て
、
語
詞

の
考
察
に
本
書
の
一
つ
の
特
色
が
あ
る
。

体
系
に
つ
い
て
次
に
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
関
連
記
述
と
で
も
言
う
べ
き

も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
の
記
述
法
の
特
色
の
一
つ
に
、
あ
る
考
察
に
関

連
し
て
論
綾
が
意
図
的
に
そ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
五
三
貢
一
三
行
目
以
下
の
記
述
は
、
前
と
の
関
連
で
続
い
て
い

る
が
、
第
二
章
で
扱
わ
れ
る
の
は
あ
ま
り
適
当
で
な
い
と
も
言
え
よ
う
。
一
段

下
げ
た
考
察
や
、
＊
印
の
注
記
な
ど
の
中
に
も
、
そ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。
人
代
名
詞
に
、
我
々
・
己
・
コ
チ
・
我
ト
・
己
ト
な
ど
が
あ
が
っ
て

く
る
の
が
、
そ
れ
と
関
係
が
あ
れ
ば
問
題
で
あ
ろ
う
し
、
助
動
詞
「
り
」
の
接

続
に
関
す
る
記
述
（
四
〇
八
百
）
な
ど
は
な
く
て
も
よ
い
こ
と
か
と
も
思
わ
れ

る
。し

か
し
、
関
連
記
述
は
、
実
は
抄
物
の
一
つ
の
特
色
で
あ
っ
て
、
抄
物
に
長

年
心
酔
し
て
来
ら
れ
た
著
者
が
自
然
に
身
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

形
容
詞
未
然
形
の
用
法
の
と
こ
ろ
で
「
ソ
ト
ワ
」
　
（
卒
都
婆
）
に
触
れ
、
同
じ

く
連
体
形
の
用
法
の
と
こ
ろ
で
ヒ
キ
イ
と
ヒ
ク
イ
に
つ
い
て
注
記
し
て
あ
る
例

な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。

＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

そ
の
関
連
記
述
と
で
も
言
う
も
の
が
、
R
奴
も
生
き
生
き
と
生
か
さ
れ
て
も
い

る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
語
詞
の
考
察
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

「
諸
芸
小
鏡
」
の
引
用
が
あ
り
、
地
名
御
岩
屋
町
の
由
来
が
引
か
れ
、
興
味
は

尽
き
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
考
察
は
精
細
で
、
慎
重
で
あ
る
。
ギ
セ
イ
・
ゴ
ク
　
一

シ
ン
・
ヌ
ラ
リ
・
マ
ン
カ
ン
・
ベ
ン
タ
ウ
ナ
・
ケ
ウ
ケ
ウ
・
ナ
ッ
ク
な
ど
、
氏
　
5
1

が
、
長
年
掌
中
の
玉
の
よ
う
に
し
て
考
察
し
続
け
て
こ
ら
れ
た
成
果
が
見
事
に
－

結
晶
し
て
、
光
巴
を
放
っ
て
い
る
。
昭
和
四
十
一
年
の
夏
は
じ
め
て
お
目
に
か

か
る
機
会
を
得
た
時
、
氏
は
、
湯
沢
博
士
が
文
法
を
記
述
し
て
語
彙
の
研
究
が

残
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
語
ら
れ
た
。
氏
が
、
抄
物
語
詞
の
研

究
に
果
し
て
こ
ら
れ
た
役
割
は
実
に
大
き
い
　
（
注
1
3
）
。
そ
れ
ら
が
本
書
に
集

大
成
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

抄
物
が
複
製
出
版
さ
れ
て
、
い
く
ら
か
資
料
を
扱
い
や
す
く
な
っ
て
来
た
今

日
、
そ
の
言
語
の
研
究
も
、
今
後
様
々
な
角
度
か
ら
進
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
の
時
、
資
料
と
そ
の
底
本
の
選
定
、
本
文
の
取
扱
い
な
ど
に
お
い
て
、

本
書
が
示
し
た
と
こ
ろ
と
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
成
果
と
に
、
我
々
は
多
く
の

も
の
を
学
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

個
々
の
事
象
に
つ
い
て
は
、
論
ず
べ
き
こ
と
も
少
く
な
い
。
若
者
の
本
蔓
に



お
い
て
と
ら
れ
た
立
場
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う
は
書
評
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
書
評
が
、
学
界
に
多
少
と

も
稗
益
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
書
が
記
述
し
た
事
象

は
極
め
て
広
範
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
中
の
幾
つ
か
を
取
上
げ
た
の
で
は
、

片
手
落
に
も
な
る
。
放
て
そ
れ
ら
を
他
の
機
会
に
譲
っ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
評
者
が
、
本
書
の
研
究
と
影
印
と
の
価
値
を
、
ど
の
よ
う
に
受
け
と

め
て
い
る
か
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

（
注
1
）
大
塚
光
信
「
抄
物
と
そ
の
助
動
詞
三
つ
」
（
国
語
同
文
　
昭
4
1
・
5
）

（
注
2
）
阿
部
隆
一
「
室
町
時
代
邦
人
撰
述
孝
経
注
釈
書
考
」
　
（
大
倉
由
論
集

8
・
昭
3
5
・
7
）
同
「
室
町
以
前
邦
人
撰
述
論
語
孟
子
注
釈
書
考
（
上
）

（
下
）
」
　
（
斯
道
文
庫
論
集
2
・
3
　
昭
3
8
・
3
　
昭
3
9
・
3
）
拙
稿
「
清

原
宣
賢
自
筆
『
三
略
秋
抄
』
の
本
文
の
性
格
に
就
て
」
　
（
国
語
学
7
5
　
昭

4
3
・
1
2
）

（
注
3
）
は
か
に
元
亀
本
と
同
系
の
本
が
内
閣
文
庫
に
現
存
す
る
。
外
題
「
周

易
題
説
一
（
～
五
）
」
、
尾
題
（
本
文
と
同
筆
）
　
「
羅
山
先
生
用
易
癌
説
」

（
巻
四
に
は
無
し
）
。
江
戸
初
期
写
本
五
巻
五
冊
、
巻
六
欠
。
「
同
書
総
目

録
」
も
羅
山
著
と
す
る
が
、
元
亀
本
と
同
系
本
で
あ
る
。

（
注
4
）
先
の
表
で
×
印
を
し
た
巻
に
も
、
一
拍
抄
か
と
見
ら
れ
る
漠
文
体
が

ほ
ん
の
わ
ず
か
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
注
5
）
　
「
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
和
漢
書
善
本
解
題
」
　
（
昭
3
3
・
1
1
）
二
九
貢

．
以
下
に
よ
る
。

（
注
6
）
本
書
に
先
立
つ
氏
の
「
周
易
抄
に
つ
い
て
の
国
語
学
的
考
察
」
　
（
仏

教
大
学
研
究
紀
要
5
3
　
昭
4
4
・
2
）
は
、
主
と
し
て
そ
の
槻
点
か
ら
書
か
れ

た
論
考
で
あ
る
。

（
注
7
）
注
5
解
題
に
よ
る
。

（
注
8
）
　
そ
の
地
元
亀
本
に
は
措
定
の
助
動
詞
で
り
し
い
も
0
　
（
二
2
ナ
∴
U
）

が
存
す
る
。

（
注
9
）
給
水
博
「
四
河
入
海
に
つ
い
て
　
ー
　
東
福
寺
所
蔵
本
と
両
足
院
所
蔵

本
と
の
比
較
小
見
　
－
　
」
　
（
国
語
国
文
　
昭
4
1
・
5
）
同
「
蒙
求
抄
の
こ
と

ば
」
　
（
仏
教
大
学
人
文
学
論
集
5
　
昭
4
6
・
9
）

（
注
1
0
）
林
秀
一
「
孝
経
述
議
復
元
に
関
す
る
研
究
」
　
（
林
先
生
学
位
論
文
出

版
記
念
会
　
昭
2
8
・
8
）
出
雲
朝
子
「
清
原
家
の
孝
経
抄
諸
本
に
つ
い
て
　
ー

清
家
抄
物
の
性
格
～
」
　
（
国
語
学
4
5
　
昭
3
6
・
6
）
注
2
拙
稿

（
注
1
1
）
例
え
ば
、
注
疏
は
足
利
学
校
に
宋
刊
本
、
内
閣
文
庫
に
室
町
時
代
写

本
．
正
義
は
内
閣
文
庫
に
室
町
時
代
写
本
が
存
す
る
。
な
お
、
内
閣
文
庫
本
注

疏
の
第
二
冊
に
は
、
梯
川
抄
の
詔
込
（
室
町
末
江
戸
初
期
写
）
が
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
に
存
す
る
。
以
下
引
用
は
内
閣
文
庫
本
注
疏
に
よ
る
。

（
注
1
2
）
　
「
日
本
語
の
歴
史
」
2
文
学
と
の
め
ぐ
り
あ
い
　
（
平
凡
社
昭
3
8
・

1
2
）
　
二
六
五
日

（
注
1
3
）
拙
稿
「
抄
物
語
彙
研
究
の
歩
み
　
付
、
先
学
の
取
あ
げ
た
抄
物
の
語

詞
」
　
（
抄
物
の
研
究
2
　
昭
4
8
・
1
）
参
照

〔
付
記
〕
そ
れ
に
し
て
も
、
評
者
の
関
心
か
ら
、
氏
の
紙
数
を
あ
ま
り
さ
か
れ

な
か
っ
た
第
〓
卓
に
筆
を
費
し
す
ぎ
た
。
ま
た
、
編
集
部
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た

の
が
十
一
月
十
八
日
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
書
評
が
遅
延
し
て
し
ま
っ

た
。
あ
わ
せ
て
、
著
者
と
読
者
と
に
お
わ
び
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿

は
、
東
洋
文
庫
流
動
研
究
員
と
し
て
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
昭
4
8
・
5
3
1
）

（
昭
和
四
十
七
年
三
月
　
清
文
堂
出
版
刊
　
A
5
版
影
印
篇
六
四
九
百
、
研
究

賃
六
二
八
貢
　
九
八
〇
〇
円
）
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関
を
神
代
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
省
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
又
、
祝
詞
・
風

土
記
、
下
っ
て
は
日
本
霊
異
記
に
関
す
る
御
論
文
も
多
い
。
是
非
早
い
機
会
に

お
ま
と
め
下
さ
っ
て
後
学
の
指
針
と
も
し
て
い
た
だ
き
た
く
心
か
ら
お
顆
い
申

し
上
げ
た
い
。
（
4
8
・
1
2
・
2
1
）

－
　
昭
和
四
十
八
年
五
月
二
十
日
刊
　
A
5
判
　
四
〇
七
頁
　
三
、

八
〇
〇
円
　
雄
山
閣
1

－
北
九
州
大
学
文
学
部
教
授
－

本
　
誌
　
訂
　
正

第
六
十
二
号

1
4
貢
下
段
1
4
行

1
7
日
上
段
2
4
行

六
十
三
号

4
4
貢
上
段
4
行

4
7
頁
下
段
9
行

4
9
貢
上
段
8
行

9
行

1
5
行

2
2
行

5
0
頁
下
段
3
行

封
貢
下
段
1
2
行

5
2
頁
上
段
1
2
行

下
段
1
3
行

2
1
行

て
も
る
1
　
こ
も
る

沈
1
　
枕

得
ら
れ
ー
▼
　
得
ら
れ
た

可
レ
談
」
／
（
一
1
8
ウ

l

可

レ

談

〓

1

8

ウ

善
本
は
1
　
善
本
に

も
の
は
1
　
も
の
に

抄
物
は
つ
い
て
1
　
抄
物
に
つ
い
て

定
町
l
▼
　
室
町

持
－
疑
猶
－
課
ソ
1
持
－
疑
猶
－
預
ソ

ヌ

ラ

リ

・

マ

ン

カ

ン

ー

▼

ヌ

ラ

リ

マ

ン

カ

ン

三
略
秋
抄
1
三
略
秘
抄

文
学
↓
文
字

5

3

1

－

－

▼

5

・

1

3
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