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一
竹
村
信
治
氏
の
手
に
な
る
文
字
通
-
の
大
著
で
あ
る
。
本
文
六
二
七
頁
へ

ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
て
随
所
に
書
き
込
ま
れ
た
補
注
を
も
含
め
れ
ば
'
四

百
字
詰
め
原
稿
用
紙
換
算
で
優
に
二
千
枚
を
超
え
る
で
あ
ろ
う
本
書
の
中

身
は
へ
そ
の
外
貌
同
様
へ
ま
こ
と
に
ず
っ
し
り
と
し
た
へ
読
み
応
え
の
あ

る
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
決
し
て
「
一
気
に
読
め
る
」
も
の
で
は

な
く
へ
ま
た
へ
巻
頭
の
い
わ
ば
氏
の
「
方
法
序
説
」
か
ら
巻
末
の
国
語
教

育
に
お
け
る
実
践
論
ま
で
'
文
学
研
究
の
現
代
理
論
を
援
用
し
っ
つ
細
部

に
わ
た
っ
て
書
き
込
ま
れ
た
本
書
の
内
容
は
、
そ
の
記
述
の
あ
り
方
と
共

に
'
相
当
に
難
解
な
書
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ

し
こ
こ
に
難
解
と
評
す
る
の
は
、
議
論
が
交
錯
し
て
の
難
解
と
い
う
意
味

で
は
な
い
。
こ
こ
で
　
「
難
解
」
と
評
す
る
の
は
、
本
書
で
多
用
さ
れ
る

「
宙
づ
り
に
な
る
主
体
」
と
は
一
体
何
か
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
読
書
」
と

は
わ
れ
わ
れ
が
普
通
に
行
っ
て
い
る
「
読
書
」
と
同
じ
な
の
か
'
そ
れ
と

も
異
な
る
の
か
、
「
物
語
」
を
「
物
語
-
」
へ
「
読
む
」
こ
と
を
繰
-
返
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
結
局
ど
こ
に
行
き
着
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
難

題
を
読
む
者
自
ら
が
身
に
引
き
受
け
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
意
味

で
の
こ
と
だ
。

問
題
構
成
と
い
う
面
か
ら
言
え
ば
'
本
書
の
構
成
は
む
し
ろ
き
わ
め
て

明
快
で
あ
り
'
本
書
に
お
け
る
議
論
の
軸
は
〓
具
し
て
ぶ
れ
る
こ
と
が
な

い
。
そ
れ
は
'
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
'
そ
し
て
中
世
の
人
々
に
と
っ
て

「
物
語
る
」
と
は
l
体
い
か
な
る
営
為
で
あ
る
か
(
あ
っ
た
か
)
と
い
う
'

著
者
の
切
実
な
問
い
か
け
に
集
約
さ
れ
る
。
本
書
を
通
じ
て
著
者
の
関
心

は
、
あ
く
ま
で
も
「
物
語
行
為
」
そ
の
も
の
に
あ
り
、
「
そ
こ
を
こ
そ
テ
キ

ス
-
の
表
現
性
が
発
現
す
る
局
所
と
観
じ
'
テ
キ
ス
ト
か
ら
析
出
さ
れ
る

発
話
の
言
語
行
為
過
程
の
様
態
に
そ
-
し
て
テ
キ
ス
-
の
そ
れ
ぞ
れ
の
表

現
性
と
そ
の
位
相
を
批
評
し
ょ
う
と
す
る
」
(
四
頁
)
と
こ
ろ
に
あ
る
。
本

書
に
展
開
さ
れ
る
分
析
は
そ
の
対
象
も
多
様
で
あ
り
、
手
法
も
多
岐
に
わ

た
る
が
'
問
題
関
心
の
所
在
は
〓
具
し
て
そ
こ
に
あ
る
。
書
名
と
な
っ
て

い
る
「
言
述
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
氏
は
へ
そ
の
用
語
が
'
話
者
を
現

実
世
界
と
絶
え
ず
連
結
す
る
「
物
語
行
為
」
の
「
t
回
」
性
を
よ
り
よ
-

象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
用
い
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
'

氏
に
お
い
て
本
書
も
ま
た
へ
　
l
つ
の
「
l
回
性
の
読
み
」
　
の
実
現
で
あ
り
、
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そ
れ
は
ま
た
読
む
者
-
主
体
の
絶
え
ざ
る
生
成
・
変
容
の
場
面
で
'
永
遠

に
意
味
を
ず
ら
し
続
け
て
生
成
さ
れ
続
け
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
と
ま
れ
、
本
書
に
一
貫
す
る
「
物
語
る
と
は
い
か
な
る
行
為
か
」

「
読
む
こ
と
と
は
い
か
な
る
主
体
化
か
」
と
い
っ
た
問
題
意
識
の
あ
-
よ
う

こ
そ
が
、
そ
し
て
へ
そ
う
し
た
問
い
か
け
を
通
じ
て
「
言
述
分
析
を
人
の

存
在
性
を
め
ぐ
る
詩
論
へ
と
架
橋
」
(
二
一
四
頁
)
　
し
ょ
う
と
す
る
氏
の
批

評
精
神
の
展
開
こ
そ
が
、
本
書
の
真
骨
頂
で
あ
-
'
そ
れ
が
ま
た
へ
言
説

の
系
譜
学
と
し
て
思
想
史
を
と
ら
え
直
し
へ
閉
じ
た
「
国
民
の
物
語
」
と

し
て
で
は
な
-
'
他
者
と
の
対
話
を
可
能
に
す
る
「
場
」
と
し
て
の
思
想

史
研
究
の
可
能
性
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
評
者
に
と
っ
て
、
関
心
を
抱

か
せ
、
大
い
に
刺
激
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

最
初
に
断
っ
て
お
け
ば
'
評
者
は
文
学
研
究
の
専
門
家
で
も
な
-
'
近

古
、
中
世
を
専
門
領
域
と
す
る
者
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
以
下
に
記
す
こ

と
は
、
ほ
と
ん
ど
素
人
の
感
想
を
超
え
る
も
の
で
な
く
、
多
-
は
見
当
違

い
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
専
門
家
か
ら
す
れ
ば
本
書
の
価
値
と
は
無
縁
の
と

こ
ろ
で
の
勝
手
な
感
想
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
へ
　
上
に
著
者
の

言
を
引
用
し
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
本
書
の
問
題
構
成
が
「
語
り
」
と

「
読
み
」
　
の
相
互
交
渉
へ
　
「
語
-
」
　
の
多
層
的
な
成
立
と
い
っ
た
地
点
に
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
本
来
「
開
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
」
と
い
う
性
格
に
即
し
て
、

こ
の
よ
う
な
一
部
外
者
の
的
外
れ
の
発
言
も
ま
た
、
「
物
語
」
本
来
の
必
然

的
な
逸
脱
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
甘
え
と
と
も

に
へ
以
下
、
雑
感
め
い
た
読
書
ノ
1
-
を
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

■
　
二

Ⅱ

そ
も
そ
も
評
者
に
と
っ
て
、
中
世
文
学
は
長
ら
-
近
寄
-
が
た
い
領
域

で
あ
っ
た
。
正
確
に
言
え
ば
'
文
学
方
面
に
限
ら
ず
日
本
中
世
史
に
関
わ

る
議
論
は
、
ど
こ
か
近
寄
り
が
た
い
思
い
の
す
る
領
域
で
あ
っ
た
。
中
世

文
化
は
'
他
と
は
異
な
る
独
特
の
時
代
性
に
刻
印
さ
れ
て
お
-
'
そ
こ
へ

の
共
感
な
-
問
題
意
識
な
-
を
持
つ
こ
と
な
し
に
は
、
容
易
に
接
近
し
き

れ
な
い
憾
み
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
O
も
ち
ろ
ん
〓
訳
者
と
し
て
の

関
心
が
こ
れ
ま
で
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
戦
前
の
研
究
は
さ
て
お
き
、

網
野
善
彦
の
ア
ジ
ー
ル
論
へ
王
権
論
か
ら
近
年
の
阿
部
泰
郎
へ
山
本
ひ
ろ

子
ら
に
よ
る
先
鋭
的
議
論
、
あ
る
い
は
ま
た
黒
田
日
出
男
の
『
l
遍
聖
絵
』

に
対
す
る
図
像
解
釈
学
的
な
絵
巻
物
研
究
等
に
も
評
者
も
人
並
み
に
関
心

は
抱
い
て
き
た
し
へ
　
そ
れ
ら
か
ら
多
-
蒙
を
啓
か
れ
知
的
刺
激
も
受
け
続

け
て
き
た
。
た
だ
同
時
に
、
中
世
の
思
想
・
文
化
は
へ
　
た
し
か
に
興
味
を

そ
そ
ら
れ
る
不
可
思
議
な
言
説
空
間
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
と
自
ら
と
の

間
の
連
絡
の
切
実
怪
が
未
だ
十
分
に
見
え
な
い
世
界
と
し
て
、
懸
隔
が

あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
中
世
の
思
想
・
文
学
が
独
自
の
宗
教
的
世
界

を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
'
そ
れ
ら
に
対
す
る
研
究
成
果
や
そ

の
手
法
も
ま
た
'
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
か
秘
教
的
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
　
(
て
い
る

よ
う
に
評
者
に
思
わ
れ
)
t
　
か
つ
そ
の
叙
述
が
多
-
難
解
で
あ
る
こ
と
も
'

評
者
に
l
種
近
寄
-
が
た
さ
を
感
じ
さ
せ
る
原
因
で
あ
っ
た
O
博
引
勇
証

で
あ
-
つ
つ
現
代
の
関
心
事
が
そ
こ
に
読
み
込
ま
れ
る
議
論
の
流
れ
や
、

r
:

8
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図
像
や
口
頭
伝
承
、
芸
能
等
'
狭
義
の
「
テ
キ
ス
ト
」
以
外
の
素
材
を
自

在
に
取
り
込
ん
で
な
さ
れ
る
議
論
の
あ
り
方
に
'
敬
服
し
っ
つ
も
ど
こ
か

名
人
芸
的
要
素
を
そ
こ
に
感
得
し
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て

多
様
に
展
開
さ
れ
る
分
析
手
法
に
も
ま
た
、
そ
れ
に
類
似
し
た
感
想
を
時

と
し
て
抱
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
'
本
書
が
評
者

を
何
よ
-
も
引
き
つ
け
る
の
は
、
多
様
な
分
析
手
法
や
素
材
の
導
入
に
よ

-
つ
つ
も
'
著
者
が
常
に
、
物
語
の
「
語
ら
れ
方
」
へ
　
テ
キ
ス
ト
の
多
様
な

位
相
で
の
生
成
過
程
に
収
赦
さ
せ
て
、
問
題
の
局
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
そ
の
論
述
の
姿
勢
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
、
今
日
的
状
況
を
生

き
る
研
究
者
が
中
世
文
学
や
思
想
に
対
処
す
る
'
新
鮮
、
か
つ
真
撃
な
接

近
の
仕
方
を
示
す
も
の
で
あ
-
、
評
者
自
身
未
だ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
そ
の
主

旨
が
了
解
で
き
て
い
な
い
憾
み
は
残
る
に
せ
よ
、
中
世
の
物
語
世
界
を
論

じ
る
こ
と
が
、
今
の
わ
れ
わ
れ
の
「
語
る
こ
と
」
を
通
し
て
の
自
他
認
識

や
「
対
話
」
　
の
可
能
性
に
も
通
じ
る
課
題
と
し
て
'
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見

え
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
本
書
は
斯
界
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
評
者
は
文
学
研
究
の
世
界
に
仝
-
疎
い
の
で
'
こ
れ
は
た
だ
の
想

像
で
し
か
な
い
の
だ
が
'
思
う
に
そ
こ
に
は
、
二
通
-
の
評
価
が
現
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
つ
は
'
素
材
そ
の
も
の
か
ら
違
か
に
飛
躍
し

て
'
西
洋
ボ
ス
-
モ
ダ
ン
風
の
分
析
用
語
を
ち
り
ば
め
た
、
才
気
あ
ふ
れ

る
著
述
と
し
て
、
も
う
一
つ
は
'
新
風
味
を
出
し
つ
つ
も
、
実
は
個
別
原

典
の
内
在
的
分
析
を
着
実
に
積
み
上
げ
た
、
作
品
分
析
の
重
厚
な
蓄
積
物

と
し
て
。
-
-
こ
う
し
た
批
評
が
実
際
に
出
て
き
そ
う
な
気
が
評
者
に
は

し
て
い
る
の
だ
が
、
も
し
仮
に
そ
う
し
た
批
評
が
現
れ
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
ら
は
と
も
に
へ
　
本
書
の
意
義
を
見
誤
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
序

説
部
分
で
特
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
、
パ
フ
チ
ン
'
フ
ー
コ
ー
へ
　
ブ
ル

デ
ュ
ー
ら
か
ら
の
多
様
な
引
用
や
'
そ
れ
ら
独
特
の
用
語
使
用
か
ら
構
築

さ
れ
る
本
書
の
記
述
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
で
あ
る
。
あ
る
い
は
へ
　
「
物
語

る
」
こ
と
へ
「
読
む
」
こ
と
の
い
わ
ば
練
習
題
と
し
て
展
開
さ
れ
る
『
百
座

法
談
』
へ
　
『
徒
然
草
』
へ
<
釈
尊
伝
>
'
等
々
の
多
様
な
個
別
文
献
へ
の
解
剖

的
批
評
は
'
抽
象
的
議
論
を
他
方
か
ら
裏
付
け
る
地
道
な
「
論
証
」
　
の
よ

う
に
t
 
t
見
見
え
る
O
　
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
本
当
に
古
典
的
な
意
味
で
の

「
実
証
」
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
た
ぶ
ん

そ
う
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
評
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
中
世
文
献
に
即
し
た
分
析
的
議
論
の
場
面
で
、
氏
に

よ
っ
て
繁
多
な
ま
で
に
列
挙
さ
れ
、
本
文
中
に
書
き
込
ま
れ
る
先
行
研

究
・
解
釈
の
群
れ
は
'
多
分
に
著
者
の
戦
略
の
産
物
な
の
で
は
な
い
か
t

と
さ
え
評
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
典
的
な
意
味
で

の
「
実
証
」
と
し
て
で
は
な
-
'
ま
さ
に
そ
の
多
様
な
解
釈
の
群
れ
が
示

す
よ
う
に
も
　
「
読
む
」
こ
と
が
多
様
に
ず
れ
つ
つ
展
開
す
る
姿
を
ま
さ
し
-

実
態
と
し
て
示
し
、
ま
た
自
ら
の
解
釈
、
テ
キ
ス
ト
へ
の
介
入
も
、
そ
れ

自
体
t
つ
の
実
践
的
な
問
い
か
け
(
「
l
回
性
」
の
)
　
で
あ
る
こ
と
を
目
の

当
た
り
に
さ
せ
る
戦
略
と
し
て
の
-
-
。
こ
れ
は
へ
あ
る
い
は
的
外
れ
の

穿
ち
す
ぎ
の
意
見
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
氏
の
為
す
テ
キ
ス
ト

生
成
の
「
実
証
」
が
い
わ
ゆ
る
「
考
証
」
と
は
ひ
と
昧
異
な
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
'
何
よ
-
も
明
ら
か
だ
。
本
書
と
ほ
ぼ
同
時
に
出
版
さ
れ
、
内

容
的
に
も
本
書
と
一
見
類
似
す
る
章
立
て
　
(
「
作
為
の
交
談
」
「
今
様
と
書

芸
の
王
権
」
「
発
心
と
遁
世
へ
の
い
ざ
な
い
」
「
雑
談
の
時
代
」
等
々
)
を

2

%
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t
ほ
ぼ
同
時
期
の
文
献
の
歴
史
的
成
立
を
論
じ
る
五
味
文
彦
著
『
書

物
の
中
世
史
』
(
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
年
)
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
生
成

の
「
考
証
」
と
'
本
書
に
お
け
る
実
証
と
は
、
交
差
し
そ
う
に
見
え
て
実

は
交
差
し
な
い
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
本
書
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
の

生
成
過
程
と
は
、
歴
史
事
実
的
に
'
物
質
的
に
「
考
証
」
さ
れ
る
こ
と
で

事
実
と
認
定
さ
れ
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
く
む
し
ろ
、
テ
キ
ス
ト
内
部

に
お
け
る
「
主
体
」
の
生
成
や
、
そ
れ
を
「
語
り
」
「
読
む
」
者
(
場
面
)

に
「
実
現
」
す
る
「
出
来
事
」
の
問
題
で
あ
る
か
ら
だ
。
(
「
語
る
者
」
「
読

む
者
」
　
の
間
に
成
立
す
る
真
実
性
)
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
だ
。

か
つ
て
氏
の
　
『
伴
大
納
言
絵
詞
』
論
に
対
し
て
歴
史
学
者
へ
黒
田
日
出

男
は
「
研
究
史
を
ふ
ま
え
な
い
文
学
的
な
読
み
に
過
ぎ
る
」
と
い
っ
た
趣

旨
の
批
判
を
為
し
た
こ
と
が
あ
る
　
(
黒
田
日
出
男
『
謎
解
き
　
伴
大
納
言

絵
詞
』
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
)
。
今
回
、
本
書
に
あ
ら
た
め
て
収
め
ら
れ

た
そ
の
議
論
を
見
る
に
'
そ
こ
で
は
、
黒
田
の
そ
の
批
判
を
じ
ゆ
う
ぶ
ん

承
知
し
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
つ
つ
も
(
し
か
し
な
が
ら
黒
田
説
に
説
き
及

ぶ
こ
と
も
な
-
)
淡
々
と
テ
キ
ス
-
分
析
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に

明
ら
か
に
な
る
の
は
、
黒
田
の
亭
っ
「
真
実
」
と
、
竹
村
の
言
う
間
-
チ

キ
ス
ト
的
に
生
成
さ
れ
る
「
物
語
」
　
の
真
実
性
と
の
間
の
差
異
で
あ
ろ
う
。

も
と
よ
り
評
者
に
、
『
伴
大
納
言
絵
詞
』
中
の
、
い
わ
ゆ
る
「
謎
の
人
物
」

が
本
当
は
誰
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
能
力
が
無
い
以
上
、
黒
田
説
と
竹
村

説
の
い
ず
れ
を
正
、
い
ず
れ
を
否
、
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
L
t

ま
た
そ
う
し
た
こ
と
に
こ
こ
で
関
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
へ
　
こ

こ
で
評
者
に
了
解
さ
れ
る
の
は
、
テ
キ
ス
-
の
内
部
に
お
い
て
'
ま
た
そ

れ
を
「
語
-
」
「
読
む
者
」
の
言
説
空
間
に
お
い
て
そ
の
「
謎
の
人
物
」
が

誰
と
比
定
さ
れ
得
る
か
と
い
う
知
的
介
入
と
も
実
証
的
に
具
体
的
人
物
を

当
て
は
め
て
い
-
歴
史
家
の
作
業
と
は
、
別
の
次
元
の
問
題
な
の
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書
の
著
者
に
と
っ
て
は
、
テ
キ
ス
-
空

間
の
中
に
生
成
さ
れ
'
「
物
語
ら
」
れ
'
「
読
む
」
　
こ
と
を
通
じ
て
、
わ
れ

わ
れ
の
中
に
継
続
的
に
生
成
さ
れ
る
こ
と
が
ら
こ
そ
が
課
題
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
こ
に
氏
は
、
今
日
「
物
語
」
に
接
す
る
わ
れ
わ
れ
の
側
の
、
い

わ
ば
倫
理
的
な
「
問
い
」
を
も
込
め
る
の
で
あ
る
。
「
語
る
」
「
読
む
」
と

い
う
営
為
は
、
そ
こ
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
現
存
在
の
在
り
よ
う
に
切
実
に
関

わ
る
問
題
と
し
て
'
著
者
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

■
　
三

Ⅱ

氏
は
本
書
末
尾
の
「
附
論
」
で
古
典
教
室
の
あ
り
か
た
を
論
じ
、
源
氏

物
語
に
関
し
て
の
あ
る
鼎
談
で
な
さ
れ
た
小
嶋
菜
温
子
の
発
言
、
す
な
わ

ち
へ
教
室
で
の
指
導
に
お
い
て
も
「
読
み
手
と
し
て
の
私
の
モ
ラ
ル
」
を

抜
き
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
発
言
に
注
目
し
、
「
全
面
的
な
賛
意
」

を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
氏
に
と
っ
て
も
、
「
言
述
論
」
か
ら
の

「
必
然
的
な
展
開
」
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
(
五
五
八
-
五
六
一
頁
)
o

本
書
で
は
さ
ら
に
そ
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
'
教
材
と
し
て
の
竹
取
物
語
論

が
展
開
さ
れ
る
の
だ
が
'
そ
こ
に
お
け
る
氏
の
議
論
は
、
「
読
み
手
の
モ
ラ

3

rJJ



・
、

蝣m蝣胤1
ち

 

 

 

 

 

)
潤m孤)一、

一

ル
」
を
「
言
述
論
」
　
の
立
場
か
ら
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、

小
嶋
の
方
法
と
も
異
な
る
、
氏
独
自
の
「
言
述
分
析
を
人
の
存
在
性
を
め

ぐ
る
議
論
へ
と
架
橋
」
　
し
ょ
う
と
す
る
立
場
を
鮮
明
に
示
す
も
の
と
し
て
'

評
者
に
は
感
得
さ
れ
る
O
　
で
は
i
体
、
氏
の
い
う
、
「
言
述
論
」
か
ら
の

「
必
然
的
な
展
開
」
と
し
て
の
「
読
み
手
の
モ
ラ
ル
」
と
は
'
ど
う
い
う
事

態
を
指
し
て
言
わ
れ
る
の
か
。

「
物
語
」
分
析
に
お
け
る
視
点
を
共
有
し
、
そ
こ
に
　
「
読
み
手
の
モ
ラ

ル
」
　
の
問
い
か
け
を
自
覚
す
る
こ
と
を
共
有
し
っ
つ
も
、
い
か
に
そ
れ
を

自
覚
化
し
て
い
-
か
と
い
う
場
面
で
小
嶋
と
竹
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

地
平
か
ら
そ
れ
を
問
題
化
し
よ
う
と
す
る
。
「
そ
れ
　
(
源
氏
物
語
)
を
包
み

こ
む
大
き
な
差
別
構
造
が
あ
り
、
差
別
表
現
が
あ
る
こ
と
を
認
定
し
た
う

え
で
へ
　
そ
の
差
別
構
造
を
物
語
が
ど
こ
ま
で
否
定
し
て
い
っ
た
り
'
覆
し

た
-
し
え
た
か
を
問
う
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
説
内
容
と
言
説
の
あ

り
方
の
ほ
う
か
ら
モ
ラ
ル
を
問
い
た
だ
し
て
い
-
べ
き
　
(
小
嶋
)
」
　
(
五
六

l
頁
)
と
す
る
地
点
か
ら
'
物
語
の
モ
チ
ー
フ
を
支
え
た
制
度
を
無
自
覚

に
読
む
こ
と
で
'
そ
れ
を
さ
ら
に
上
塗
-
、
再
強
化
し
か
ね
な
い
わ
れ
わ

れ
「
読
み
手
の
モ
ラ
ル
」
を
問
題
化
す
る
、
小
嶋
菜
温
子
の
竹
取
物
語
分

析
(
『
か
ぐ
や
姫
幻
想
-
皇
権
と
禁
忌
[
新
装
版
]
』
森
話
社
、
二
〇
〇
二

午
)
　
が
、
物
語
の
「
語
-
」
を
内
か
ら
構
成
す
る
権
力
性
を
、
民
俗
学
を

援
用
し
て
の
メ
タ
フ
ァ
ー
や
モ
チ
ー
フ
の
分
析
か
ら
導
き
出
し
、
た
と
え

ば
「
王
権
の
根
源
的
な
外
部
性
へ
王
権
の
内
な
る
異
化
の
ま
な
ざ
し
」
を

浮
き
彫
-
に
す
る
か
た
ち
で
'
無
自
覚
な
「
読
み
」
　
に
お
い
て
、
今
日
も

竹
取
物
語
的
<
あ
わ
れ
>
を
再
構
成
し
っ
づ
け
る
私
た
ち
内
部
の
「
知
」

を
撃
と
う
と
す
る
手
法
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
竹
取
物
語
論
で
あ
る
と
し
た

ら
、
竹
村
の
「
読
み
手
の
モ
ラ
ル
」
　
へ
の
問
い
は
'
「
読
む
」
こ
と
そ
れ
自

体
の
プ
ロ
セ
ス
に
内
在
す
る
問
題
と
し
て
把
超
さ
れ
る
。
氏
の
「
読
み
手

の
モ
ラ
ル
」
論
は
、
竹
取
物
語
を
「
か
ぐ
や
姫
の
親
と
し
て
の
竹
取
の
翁

の
物
語
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
「
す
き
心
あ
る
翁
」
　
の
「
情
欲
と
世
欲

と
の
間
で
宙
づ
-
に
な
っ
て
い
る
表
情
」
　
の
確
認
へ
そ
し
て
そ
の
よ
う
に

描
-
こ
と
で
な
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
内
で
の
批
評
精
神
(
テ
キ
ス
-
と
し
て

そ
の
よ
う
に
発
現
し
て
い
る
こ
と
の
認
識
)
へ
さ
ら
に
そ
れ
を
「
創
造
的
契

機
」
　
に
よ
り
つ
つ
新
た
に
読
み
直
し
て
い
-
読
者
に
お
け
る
書
物
と
の
対

話
へ
と
い
っ
た
三
層
の
場
面
で
「
語
る
こ
と
-
読
む
こ
と
の
モ
ラ
ル
」
が

問
わ
れ
る
よ
う
な
'
そ
の
よ
う
な
出
来
事
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
意
義
が
学
習
者
(
-
現
代
の
わ
れ
わ
れ
)
　
の
も
の

で
も
あ
る
た
め
に
は
'
テ
キ
ス
ト
の
「
清
新
な
魅
力
と
豊
か
な
創
造

的
契
機
」
が
学
習
者
(
=
わ
れ
わ
れ
)
　
そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
に
お
い
て

発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
発
見
の
た
め
に
は
、

テ
キ
ス
ト
の
問
い
か
け
を
引
き
受
け
、
テ
キ
ス
ト
の
提
示
す
る
応
答

を
正
確
に
理
解
し
た
上
で
こ
れ
と
対
話
し
、
応
答
し
て
い
く
場
面
が

用
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
た
ち
は
〟
人
間
の
存
在
性
″

を
ど
う
考
え
る
の
か
、
テ
キ
ス
ト
の
描
き
出
す
人
間
た
ち
の
姿
は
わ

れ
わ
れ
と
は
無
関
係
の
も
の
か
'
わ
れ
わ
れ
は
　
〟
宙
づ
り
″
　
で
は
な

い
の
か
へ
「
色
好
み
」
　
の
<
す
き
心
>
を
主
体
化
す
る
=
言
説
を
な
ぞ

-
つ
つ
生
き
る
と
は
わ
れ
わ
れ
の
場
合
で
い
え
ば
ど
の
よ
う
に
生
き

る
こ
と
な
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は
有
限
の
生
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
存
在

と
し
て
自
ら
の
存
在
を
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
う
し
た
人
間
の
存
在

性
を
考
え
る
時
の
あ
-
う
べ
き
人
間
関
係
(
親
と
子
、
男
と
女
)
を

,JJ



～
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
考
え
る
の
か
'
テ
キ
ス
ト
の
提
示
す
る
関
係
は
成

-
立
ち
う
る
の
か
へ
　
そ
れ
は
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
他
者
と
ど
う
関

わ
り
合
う
こ
と
な
の
か
-
-
(
六
二
一
頁
)
。

展
開
さ
れ
る
「
物
語
」
内
部
で
の
他
者
と
の
対
話
の
発
掘
、
テ
キ
ス
ト

と
テ
キ
ス
ト
を
構
成
し
た
で
あ
ろ
う
外
部
世
界
と
の
対
話
の
痕
跡
、
今
現

在
、
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
読
者
の
自
ら
を
取
り
巻
-
世
界
と
の
対
話
と
テ

キ
ス
ト
の
読
み
か
ら
生
成
さ
れ
る
対
話
、
そ
う
し
た
幾
重
も
の
　
「
他
者
と

の
対
話
」
　
の
場
面
を
設
定
し
た
上
で
'
そ
こ
に
お
い
て
鍛
え
ら
れ
る
「
モ

ラ
ル
」
こ
そ
が
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
問
題
意
識
こ

そ
が
、
本
書
を
通
じ
て
繰
-
返
し
表
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
少
々
長
く

な
る
が
'
著
者
の
立
場
が
鮮
明
に
示
さ
れ
た
重
要
な
箇
所
を
引
用
し
て
お

I
B
S

テ
キ
ス
ト
の
表
現
は
、
い
つ
も
、
そ
の
生
成
の
言
語
行
為
が
い
と

な
ま
れ
た
時
空
の
言
説
状
況
と
と
も
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
言

説
状
況
の
な
か
に
あ
る
言
語
主
体
の
、
い
ず
れ
か
の
言
説
に
同
調
し

た
-
対
抗
し
た
り
、
あ
る
い
は
宙
づ
り
の
ま
ま
い
-
つ
か
の
言
説
間

を
往
還
し
た
-
'
逸
脱
、
越
境
へ
　
超
脱
し
た
り
す
る
言
語
行
為
を

も
っ
て
へ
　
テ
キ
ス
ト
は
生
成
す
る
。
だ
か
ら
、
テ
キ
ス
-
の
表
現
性

を
め
ぐ
る
批
評
は
、
こ
の
言
説
状
況
の
な
か
で
い
と
な
ま
れ
る
テ
キ

ス
ト
生
成
の
言
語
過
程
(
-
言
述
の
様
態
)
へ
そ
こ
で
の
行
為
性
(
何

が
取
-
上
げ
ら
れ
'
い
か
な
る
言
説
と
か
か
わ
り
へ
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
)
へ
出
来
事
性
(
何
が
テ
キ
ス
ト
生
成
の
前

に
/
さ
な
か
に
/
後
に
起
こ
っ
て
い
る
の
か
)
　
に
そ
く
し
て
試
み
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
稿
者
の
立
場
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
立
場
も
'
批
評
自
体
が
ひ
と
つ
の
言
語
行
為
と
し

て
あ
る
以
上
、
評
者
の
現
在
か
ら
す
る
言
説
状
況
分
析
、
そ
の
も
と

で
の
テ
キ
ス
ト
分
析
と
い
っ
た
限
界
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
'

批
評
行
為
を
と
-
ま
-
言
説
状
況
と
無
縁
で
は
あ
-
え
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
生
成
の
場
に
お
け
る
テ
キ
ス
-
の
表
現
性
へ
と
む
か
う
批

評
主
体
の
志
向
は
'
つ
ね
に
、
生
成
の
現
場
か
ら
遠
-
は
な
れ
た
場

所
で
の
窓
意
的
な
想
像
(
創
造
)
営
為
と
し
て
実
現
さ
れ
る
ほ
か
は

な
い
。
け
れ
ど
も
へ
あ
え
て
い
え
ば
、
そ
う
し
た
地
点
で
の
そ
う
し

た
営
為
が
、
生
成
の
場
の
言
語
過
程
(
=
言
述
の
行
為
性
・
出
来
事

性
)
　
へ
の
志
向
と
の
括
抗
を
も
っ
て
い
と
な
ま
れ
る
か
ぎ
り
'
批
評

行
為
は
'
生
成
の
場
と
批
評
の
場
を
往
還
す
る
地
平
を
つ
く
り
だ
し
、

批
評
主
体
を
そ
こ
で
苗
づ
-
に
L
へ
　
二
つ
の
発
話
主
体
を
そ
の
内
部

に
た
ち
あ
げ
、
両
者
の
対
話
を
発
現
さ
せ
'
こ
れ
を
通
じ
て
二
つ
の

言
語
場
、
二
つ
の
世
界
が
二
つ
な
が
ら
あ
ぶ
り
だ
さ
れ
る
こ
と
で
'

こ
れ
ら
と
む
き
あ
う
批
評
主
体
に
人
と
社
会
を
め
ぐ
る
問
題
領
域
を

発
見
さ
せ
、
あ
ら
た
な
思
索
と
認
識
の
場
を
提
供
す
る
'
そ
う
し
た

可
能
性
を
も
ち
う
る
(
と
信
じ
た
い
)
。
し
か
も
、
か
か
る
可
能
性
へ

の
信
頼
を
も
っ
て
す
る
以
外
に
は
'
批
評
と
い
う
行
為
が
、
評
者
に

ょ
る
テ
キ
ス
ト
の
自
己
化
、
自
己
所
有
、
も
し
く
は
テ
キ
ス
ト
を

も
っ
て
す
る
自
慰
行
為
あ
る
い
は
自
己
顕
示
を
は
な
れ
た
場
所
を
確

保
し
っ
つ
、
そ
の
意
義
を
も
ち
う
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
い
　
(
四
八
九

-
四
九
〇
貫
)
。

こ
こ
に
「
富
づ
-
の
ま
ま
い
-
つ
か
の
言
説
間
を
往
還
」
L
t
「
逸
脱
へ

越
境
も
超
脱
」
的
言
語
行
為
を
繰
り
返
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
さ

500
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れ
る
テ
キ
ス
ト
と
は
'
ま
さ
し
-
本
書
の
著
者
の
「
読
み
」
　
の
在
-
方
で

も
あ
り
、
ま
た
本
書
の
本
質
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
こ
に
は
'
著

者
の
言
い
た
い
こ
と
が
'
集
約
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

テ
キ
ス
ト
を
そ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
構
成
し
た
で
あ
ろ
う
「
主
体
」

の
在
-
よ
う
、
テ
キ
ス
ト
に
対
時
す
る
「
読
者
」
　
の
在
-
よ
う
へ
　
そ
の

「
読
者
」
の
テ
キ
ス
ト
理
解
を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
'
自
ら
と
自
ら

を
園
擁
す
る
生
活
世
界
と
の
間
に
発
生
す
る
「
主
体
」
　
の
在
-
よ
う
、
そ

れ
ら
に
相
関
さ
れ
つ
つ
現
に
今
在
る
者
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
物
語
」

に
対
し
、
世
界
に
対
し
続
け
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
る

と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
「
問
い
か
け
」
を
自
ら
の
課
題
と
し
て
考
え
さ
せ
ら

れ
る
契
機
と
し
て
、
評
者
は
こ
の
書
を
「
読
ん
だ
」
　
の
で
あ
る
。

(
竹
村
信
治
著
『
言
述
論
-
f
o
r
説
話
集
論
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
)
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