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本
文
が
如
何
に
充
分
な
批
判
に
晒
さ
れ
る
こ
と
な
く
、読
み
解
か
れ
て
き
た
か
、

そ
の
一
端
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
今
日
の
『
狭
衣
物
語
』
研
究
に
お
け
る
本
文

解
釈
と
本
文
理
解
の
現
状
お
よ
び
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
稿
の

目
的
で
あ
る
。

二 

「
袖
を
え
引
は
な
ち
た
ま
は
ぬ
」
の
通
行
す
る
解
釈
と

そ
の
吟
味

巻
四
之
上
。
出
家
の
途
に
つ
か
ん
と
す
る
狭
衣
を
父
・
堀
川
大
殿
が
引
き
留

め
る
場
面
。
承
応
版
本
に
拠
っ
て
本
文
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お

検
討
の
都
合
上
、
引
用
本
文
へ
は
句
読
を
切
る
、
清
濁
を
区
別
す
る
、
鉤
括
弧

を
つ
け
る
な
ど
の
措
置
を
施
す
が
、
振
仮
名
や
傍
書
の
類
い
は
省
略
し
た
。
特

記
し
な
い
か
ぎ
り
、
表
記
は
原
本
の
も
の
を
尊
重
し
た
。

【
資
料
一
】
承
応
版
本
・
巻
四
之
上
・
四
丁
ウ
〜
五
丁
ウ
（
２
）

「
女
ゐ
ん
の
御
心
地
こ
と
に
も
お
は
し
ま
さ
ず
う
け
給
は
り
し
か
ば
、
と

一　

は
じ
め
に

昨
今
の
『
狭
衣
物
語
』
研
究
に
目
を
や
る
と
、
内
容
分
析
が
行
わ
れ
る
ば
か

り
で
、
本
文
読
解
や
本
文
吟
味
と
い
う
基
礎
的
研
究
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
観
が

あ
る
。
（
１
）

研
究
史
上
、
十
全
な
本
文
解
釈
が
既
に
得
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
引

用
や
受
容
な
ど
に
注
目
し
た
論
稿
が
盛
ん
に
発
表
さ
れ
る
現
状
に
も
納
得
が
い

く
。
し
か
し
な
が
ら
、『
狭
衣
物
語
』
本
文
が
正
確
に
読
み
解
か
れ
、
精
確
に

理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
、
い
ま
だ
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
た
と
え
ば
巻
一
の

天
稚
御
子
降
下
条
は
、
そ
の
本
文
解
釈
や
理
解
が
お
び
た
だ
し
い
異
文
ゆ
え
に

明
確
で
な
い
。
内
容
分
析
に
よ
る
研
究
成
果
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
、

そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
研
究
を
行
う
以
前
に
、

ま
ず
は
依
拠
本
文
を
正
確
に
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

如
上
の
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
疑
問
が
残
る
箇
所
・
二
つ
を
取
り
あ

げ
、
従
前
の
本
文
読
解
お
よ
び
本
文
理
解
の
再
検
討
を
試
み
る
。『
狭
衣
物
語
』

小

　

林

　

理

　

正

︱ 

活
字
校
訂
本
の
本
文
解
釈
と
本
文
理
解
の
再
検
討 

︱

『
狭
衣
物
語
』（
巻
四
）
の
本
文
分
析
・
二
つ
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で
あ
る
。
本
節
で
は
、
通
行
す
る
現
代
語
訳
・
注
釈
書

（
３
）

の
見
解
を
整
理
・
検
証

し
て
い
く
こ
と
で
、
当
該
本
文
の
解
釈
を
め
ぐ
る
疑
問
の
解
消
を
試
み
る
。
な

お
、
承
応
版
本
「（
袖
）
を
」
に
は
異
本
注
記
「
も
イ
」
が
つ
く
。
い
ず
れ
の

場
合
で
あ
っ
て
も
、
堀
川
大
殿
の
動
作
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
く
、
解
釈
上

の
不
審
が
生
じ
な
い
こ
と
か
ら
、
今
回
当
該
異
文
注
記
は
問
題
と
し
な
い
。

注
釈
史
上
、「
袖
を
え
引
は
な
ち
た
ま
は
ぬ
」
の
解
釈
は
現
在
ま
で
に
三
と

お
り
存
在
す
る
。

【
資
料
二
】

○ 

大
殿
は
そ
の
隠
し
立
て
が
恨
め
し
く
て
、な
ほ
も
涙
に
か
き
く
れ
ら
れ
る
。

（『
全
譯
』
下
・
一
二
二
頁
）

○ 

つ何
気
な
く
申
さ
れ
る
の
だ
が
父
関
白
に
は
そ
れ
が
ま
た

れ
な
う
聞
こ
え
た
ま
ふ
も
い
と  

つひ
ど
く
恨
め
し
く
辛
く
思
わ
れ
て

ら
く
心
憂
く
て
、
袖
を
え涙

を
お
と
ど
め

ひ
き
放

ちに
な
れ
な
い
が

た
ま
は
ぬ
を
（『
集
成
』
下
・
一
九
二
頁
・
【
傍
注
】）

【
資
料
三
】

○ 

（
前
略
）「
袖
は
え
引
き
放
ち
た
ま
は
ぬ
」
は
、
大
殿
が
（
涙
を
拭
く
た
め

に
顔
か
ら
）
袖
を
引
き
離
し
な
さ
ら
な
い
こ
と
。「
袖
は
え
引
き
放
ち
た

ま
は
ぬ
」
は
、
他
本
に
は
「
袖
を
も
え
引
き
放
ち
た
ま
は
ぬ
」
な
ど
と
あ

る
こ
と
か
ら
、大
殿
が
狭
衣
の
袖
を
引
き
離
さ
な
い
と
取
る
説
も
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
従
わ
な
い
。〔（
大
殿
は
、
狭
衣
の
そ
し
ら
ぬ
風
の
言
い
訳
は
）

た
い
そ
う
思
い
や
り
が
な
く
情
け
な
く
て
、（
涙
が
流
れ
る
顔
か
ら
）
袖

を
引
き
離
し
な
さ
ら
な
い
の
だ
が
〕
の
意
。（『
全
註
釈
』
Ⅷ
・
五
二
頁
・

【
語
釈
】）

き
は
と
申
す
所
に
ね
ん
ご
ろ
に
か
た
ら
ひ
侍
る
べ
き
あ
ま
の
わ
づ
ら
ふ
よ

し
う
け
た
ま
は
り
し
、
と
ぶ
ら
ひ
侍
ら
ん
と
て
け
さ
ま
か
り
出
る
を
、
も

し
い
か
な
る
か
た
ざ
ま
に
き
こ
し
め
し
た
る
に
か
。
何
事
に
よ
り
て
か
、

た
ち
ま
ち
に
さ
ま
で
は
思
ひ
給
へ
な
ら
ん
」
と
つ
れ
な
う
聞
え
給
ふ
も
、

い
と
つ
ら
く
心
う
く
て
、
袖
を
え
引
は
な
ち
た
ま
は
ぬ
を
、
か
つ
は
、「
い

で
や
、
む
げ
に
後
の
世
も
か
へ
り
み
ず
、
つ
れ
な
き
心
の
程
と
見
給
ふ
ら

ん
か
し
。浄
蔵
・
浄
眼
の
往
反
遊
行
し
給
ひ
け
ん
を
見
給
ひ
て
よ
り
こ
そ
、

妙
荘
厳
王
も
こ
ゝ
ろ
き
よ
き
三
ま
い
ど
も
を
つ
と
め
給
ひ
て
、
花
徳
菩
薩

と
も
成
給
ひ
け
れ
。
ま
こ
と
に
か
ゝ
る
つ
ゐ
で
に
我
や
先
な
り
な
ま
し
。

か
ば
か
り
に
お
も
ひ
た
ち
給
ひ
に
け
れ
ば
、
つ
ゐ
に
は
え
さ
ま
た
げ
聞
え

じ
」
な
ど
は
お
ぼ
し
な
り
ぬ
れ
ど
、
例
な
ら
ぬ
か
り
さ
う
ぞ
く
に
や
つ
れ

た
ま
ひ
て
、
い
か
に
ぞ
や
思
ひ
み
だ
れ
給
へ
る
御
さ
ま
の
、
ほ
の
か
な
る

空
の
光
に
ゆ
ゝ
し
く
み
え
給
ふ
を
、「
あ
さ
ま
し
き
四
方
の
あ
ら
し
に
た

ぐ
へ
、
こ
け
の
衣
に
や
つ
し
聞
え
て
は
、
さ
ら
に
皆
成
仏
道
に
も
心
き
よ

か
ら
ず
や
」
と
う
ち
ま
も
り
給
ふ
も
、「
な
を
、
げ
に
劫
濁
乱
時
諸
佛
方

便
も
か
ひ
な
く
あ
り
け
る
か
な
」
と
返
〴
〵
も
か
な
し
く
も
は
づ
か
し
く

も
お
ぼ
し
し
ら
れ
け
り
。

堀
川
大
殿
に
引
き
留
め
ら
れ
た
狭
衣
は
、早
朝
、邸
を
出
立
す
る
理
由
を
「
つ

れ
な
う
聞
え
給
ふ
」。
こ
う
し
た
狭
衣
の
対
応
を
堀
川
大
殿
は
つ
ら
く
情
け
な

く
思
っ
て
、「
袖
を
え
引
は
な
ち
た
ま
は
ぬ
」
の
で
あ
っ
た
。
注
意
す
べ
き
は
、

こ
の
「
袖
を
え
引
は
な
ち
た
ま
は
ぬ
」が
具
体
的
に
如
何
な
る
動
作
で
あ
る
か
、



̶ 33 ̶

き
三
ま
い
ど
も
を
つ
と
め
給
ひ
て
、
花
徳
菩
薩
と
も
成
給
ひ
け
れ
」
と
あ
る
、

浄
蔵
・
浄
眼
の
二
人
が
父
・
妙
荘
厳
王
を
仏
道
に
帰
依
せ
し
め
た
故
事
（『
法

華
経
』
妙
荘
厳
王
本
事
品
　
第
二
七
）
を
踏
ま
え
た
本
文
と
、「
ま
こ
と
に
か
ゝ

る
つ
ゐ
で
に
我
や
先
な
り
な
ま
し
」
が
堀
川
大
殿
自
身
が
狭
衣
よ
り
先
に
出
家

し
て
し
ま
お
う
か
と
躊
躇
う
本
文
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
と
の
関
係
を
逆
接
で

説
明
で
き
な
く
な
る
。
語
法
上
、涙
を
流
す
表
現
と
す
る
解
釈
に
は
従
え
な
い
。

【
資
料
三
】
は
、
堀
川
大
殿
が
自
身
の
袖

0

0

0

0

を
顔
か
ら
離
せ
な
い
と
す
る
動
作

じ
た
い
に
着
目
し
た
解
釈
で
あ
る
。『
全
註
釈
』
は
底
本
（
為
家
本
）
の
本
文

を
尊
重
し
、「
袖
は
え
引
き
放
ち
た
ま
は
ぬ
」
と
の
校
訂
本
文
を
作
る
。
こ
れ

を
「
大
殿
が
（
涙
を
拭
く
た
め
に
顔
か
ら
）
袖
を
引
き
離
し
な
さ
ら
な
い
こ
と
」

と
注
し
、
最
終
的
に
「
袖
は
え
引
き
放
ち
た
ま
は
ぬ
を
」
を
「（
涙
が
流
れ
る

顔
か
ら
）
袖
を
引
き
離
し
な
さ
ら
な
い
の
だ
が
」
と
訳
出
す
る
。
だ
が
、「
袖

は0

」
と
あ
る
本
文
を
「
袖
を0

」
と
読
み
解
く
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
そ
の
ま
ま

の
形
態
で
本
文
が
解
釈
困
難
で
あ
る
の
な
ら
、い
っ
そ
の
こ
と
「
は
」
を
「
を
」

と
校
訂
し
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
（
６
）
。
堀
川
大
殿
が
自
身
の
袖
を

顔
か
ら
離
せ
な
い
と
す
る
理
解
を
仮
に
認
め
る
と
し
て
も
、【
資
料
二
】
同
様
、

後
続
本
文
と
の
関
係
を
逆
接
で
説
明
で
き
な
い
点
に
解
釈
上
の
不
審
が
残
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
解
釈
も
支
持
で
き
な
い
。

【
資
料
四
】
は
、
堀
川
大
殿
が
狭
衣
の
袖

0

0

0

0

を
掴
ん
で
放
せ
な
い
と
読
み
解
く

も
の
で
あ
る
。「
袖
を
え
引
は
な
ち
た
ま
は
ぬ
」
は
狭
衣
の
出
立
を
阻
む
堀
川

大
殿
の
動
作
で
あ
っ
た
か
ら
、こ
の
解
釈
は
文
脈
と
も
合
致
す
る
。
さ
ら
に
は
、

【
資
料
四
】

○ 
そ
う
何
気
な
い
調
子
で
、
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
狭
衣
が
、
か
え
っ
て

父
に
は
薄
情
の
よ
う
に
思
え
る
か
ら
、
捉
え
た
ま
ま
の
袖
を
離
す
気
に
も

な
ら
な
い
。（『
国
民
文
学
』・
二
九
六
頁
）

○ 

そ
し
ら
ぬ
風
で
申
し
上
げ
な
さ
る
の
も
、
大
臣
は
息
子
が
実
の
こ
と
を
言

わ
な
い
で
水
く
さ
い
と
情
け
な
く
て
、
大
将
の
袖
を
捉
え
て
お
離
し
に
な

ら
な
い
の
だ
が
、（『
新
全
集
』
②
・
二
一
一
〜
二
一
二
頁
）

こ
の
ほ
か
に
『
有
朋
堂
』・『
大
系
』・『
全
書
』
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
袖

を
え
引
は
な
ち
た
ま
は
ぬ
」
を
訳
出
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
該
本
文
を
ど
の

よ
う
に
読
み
解
い
て
い
た
の
か
は
未
詳
で
あ
る
（
４
）

。
以
下
、
具
体
的
に
通
行
す
る

解
釈
を
検
証
し
て
い
く
。

【
資
料
二
】
は
、
堀
川
大
殿
が
顔
か
ら
袖
を
離
せ
な
い
と
す
る
動
作
を
重

視
し
、
涙
を
流
す
表
現
と
し
て
読
み
解
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
源
氏
物
語
』

（
葵
巻
）
の
葵
上
亡
き
後
、
左
大
臣
邸
を
源
氏
が
去
る
場
面
、
大
宮
が
涙
を
拭

い
隠
す
様
子
を
「
袖
も
え
ひ
き
は
な
ち
た
ま
は
ず
」
と
表
現
し
て
い
る
（
５
）
。
こ
う

し
た
表
現
例
の
存
在
を
思
え
ば
、「
袖
を
え
引
は
な
ち
た
ま
は
ぬ
」
を
涙
を
流

す
表
現
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
袖
を
え
引
は

な
ち
た
ま
は
ぬ
」に
は
「
を
」が
下
接
し
て
い
る
。
こ
の
「
を
」は
接
続
助
詞
で
、

逆
接
の
確
定
条
件
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
文
脈
お
よ
び
叙
述
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
仮
に
涙
を
流
す
表
現
と
解
釈
す
る
場
合
、
後
続
す
る
「
浄
蔵
・
浄
眼

の
往
反
遊
行
し
給
ひ
け
ん
を
見
給
ひ
て
よ
り
こ
そ
、
妙
荘
厳
王
も
こ
ゝ
ろ
き
よ
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三 

「
春
宮
に
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ
し
つ
る
人
〻
の
御
む
す

め
共
」
の
通
行
す
る
解
釈
と
そ
の
問
題

前
節
で
は
、
通
行
す
る
現
代
語
訳
・
注
釈
書
で
理
解
が
揺
れ
て
い
る
本
文
を

取
り
あ
げ
、
そ
の
解
釈
の
検
証
を
行
っ
た
。
本
節
で
は
、
本
文
理
解
に
ま
つ
わ

る
問
題
を
検
討
す
る
。

巻
四
之
下
。
狭
衣
と
女
二
宮
の
子
（
兵
部
卿
宮
）
へ
求
婚
者
が
後
を
絶
た
な

い
こ
と
が
語
ら
れ
る
場
面
。
承
応
版
本
と
内
閣
文
庫
本
の
本
文
を
対
照
す
る

形
で
掲
げ
、
当
該
部
を
確
認
す
る
（
７
）
。
検
討
の
都
合
上
、
本
文
は
（
Ａ
）〜（
Ｃ
）

の
塊
に
分
け
た
が
、
句
読
を
切
る
、
清
濁
を
区
別
す
る
、
鉤
括
弧
を
付
す
な
ど

の
措
置
は
施
さ
な
か
っ
た
。

【
資
料
五
】

承
（
Ａ
）
兵
部
卿
宮
は
月
日
の
過
る
ま
ゝ
に
う
へ
の
御
か
た
ち
あ
り
さ
ま

内
（
Ａ
）
兵
部
卿
の
宮
月
日
の
す
く
る
ま
ゝ
に
う
へ
の
御
か
た
ち
あ
り
さ

に
た
か
ひ
聞
え
さ
せ
給
ふ
所
な
く
め
て
た
く
お
は
す
れ
は 

（
Ｂ
）
春
宮

ま
に
た
か
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
所
な
う
め
て
た
う
お
は
す
れ
は （
Ｂ
）
春
宮

に
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ
し
つ
る
人
〻
の
御
む
す
め
共
か
ゝ
る
御
か
た
ち
あ

に
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ
い
つ
る
人
〻
の
御
む
す
め
と
も
ゝ
か
ゝ
る
御
か
た

り
さ
ま
を
よ
そ
に
は
い
か
ゝ
見
奉
ら
ん
と
お
ほ
し
な
り
つ
ゝ
内
に
も
ほ
の

狭
衣
の
袖
を
放
さ
な
い
動
作
と
、
妙
荘
厳
王
の
故
事
を
思
っ
た
り
、
自
分
自
身

が
狭
衣
に
先
立
っ
て
出
家
し
て
し
ま
お
う
か
と
考
え
た
り
す
る
堀
川
大
殿
の
有

り
様
は
逆
接
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
袖
を
え
引
は
な
ち

た
ま
は
ぬ
」
は
〝（
堀
川
大
殿
ガ
狭
衣
ノ
）
袖
を
放
せ
な
い
〞
と
読
み
解
く
の

が
文
脈
上
、
叙
述
上
、
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
通
行
す
る
現
代
語
訳
・
注
釈
書
の「
袖
を
え
引
は
な
ち
た
ま
は
ぬ
」

の
解
釈
を
一
覧
、整
理
し
、そ
の
検
証
を
行
っ
て
き
た
。そ
の
結
果
、『
国
民
文
学
』

お
よ
び
『
新
全
集
』
の
示
し
た
、
堀
川
大
殿
が
狭
衣
の
袖
を
放
せ
な
い
と
す
る

解
釈
が
支
持
さ
れ
る
べ
き
、
問
題
の
な
い
本
文
理
解
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。

昨
今
の
『
狭
衣
物
語
』
研
究
で
は
、
活
字
校
訂
本
に
依
拠
す
る
こ
と
で
行
わ

れ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
の
在
り
方
じ
た
い
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し

か
し
、
従
前
の
解
釈
の
検
証
が
不
充
分
な
場
合
、
依
拠
テ
キ
ス
ト
の
理
解
の
正

否
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
が
潜
在
的
に
存
在
す
る
こ

と
に
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
詳
密
な
語
釈
や
注
お
よ
び
現
代

語
訳
を
具
備
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
本
文
お
よ
び
解
釈
の
再
検
討
と
検
証

が
不
要
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
本
文
の
問
題
が
と
か
く
言
わ
れ
る
た
め
、
活
字

校
訂
本
へ
の
依
拠
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
『
狭
衣
物
語
』
研
究
で
あ
る
が
、
せ

め
て
眼
前
の
検
討
本
文
だ
け
で
も
各
自
が
責
任
を
も
っ
て
分
析
・
吟
味
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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そ
の
解
釈
史
を
整
理
す
る
。

【
資
料
六
】

○
　
東
宮
に
わ
が
娘
を
さ
し
あ
げ
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
た
人
た
ち
は
（『
全
譯
』

下
・
二
六
八
頁
）

○
　
そ
こ
で
娘
を
皇
太
子
の
と
こ
ろ
に
納
れ
た
い
と
思
っ
て
い
る
家
々
で
は

（『
国
民
文
学
』
三
四
二
頁
）

【
資
料
七
】

○
　「
春
宮
に
参差

し
あ
げ
よ
う

ら
せ
む
」
とと

ご
希
望
に
な
っ
て
い
た
方
々
の

お
ぼ
し
つ
る
人
々
の
御
女
ど姫

君
達
を
も

も
、（『
集
成
』
下
・

三
五
二
頁
・
【
傍
注
】）

○
　
東
宮
に
参
内
さ
せ
よ
う
と
お
思
い
に
な
る
人
々
の
娘
た
ち
も
（『
新
全
集
』

②
・
三
八
七
頁
）

「
人
々
の
御
む
す
め
共
」に
お
け
る「
の
」の
解
釈
が
揺
れ
て
い
る
。『
有
朋
堂
』・

『
大
系
』・『
全
書
』は「
の
」を
訳
出
し
な
い
た
め
、そ
の
理
解
は
詳
ら
か
で
な
い
。

以
下
、
解
釈
差
に
留
意
し
つ
つ
、【
資
料
六
】【
資
料
七
】
を
検
証
す
る
。

【
資
料
六
】『
全
譯
』
は
「
人
々
の
」
を
「
人
た
ち
は
」
と
読
み
解
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
の
」
を
主
格
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

解
釈
で
は
「
春
宮
に
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ
し
つ
る
人
〻
の
御
む
す
め
共
」
と
あ

る
の
を
充
分
に
説
明
で
き
な
い
。
ま
た
、「
春
宮
に
ま
い
ら
せ
ん
」
の
目
的
語

に
「
わ
が
娘
」
を
読
み
取
る
が
、
如
上
の
解
釈
で
は
「
春
宮
に
ま
い
ら
せ
ん
と

お
ほ
し
つ
る
人
〻
の
御
む
す
め
共
」
の
「
御
む
す
め
共
」
を
読
み
解
い
た
こ
と

に
は
な
ら
な
い
。『
国
民
文
学
』
は
「
人
々
の
」
を
「
家
々
で
は

0

0

」
と
解
釈
す
る
。

ち
を
よ
そ
に
は
い
か
ゝ
み
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
ほ
し
な
り
つ
ゝ
内
に
も
ほ

め
か
し
　
　
　
　
　
　
　  

　
　
　
　
　
　
申
し
給
ふ
中
に
も （
Ｃ
）
か

の
め
か
し
給
み
こ
た
ち
か
ん
た
ち
め
あ
ま
た
物
し
給
中
に
も 

（
Ｃ
）
か

の
吉
野
あ
ま
た
た
ひ
い
さ
め
給
ひ
し
い
ま
姫
君
の
御
よ
す
か
と
成
給
ひ
し

の
よ
し
の
川
あ
ま
た
た
ひ
い
さ
め
給
し
い
ま
ひ
め
君
の
御
よ
す
か
と
な
り

宰
相
中
将
は
こ
の
比
一
の
大
納
言
に
て
春
宮
の
大
夫
か
け
て
も
の
し
給
ひ

給
へ
り
さ
い
相
中
将
は
こ
の
比
大
納
言
に
て
春
宮
の
大
夫
か
け
て
そ
も
の

け
る 

（
承
応
版
本
・
巻
四
之
下
・
三
九
丁
オ
〜
ウ
）

し
給 

（
内
閣
本
・
巻
四
・
一
〇
七
丁
オ
〜
ウ
）

こ
の
場
面
の
（
Ｂ
）
に
は
、
後
藤
康
文
に
よ
る
本
文
批
判
が
既
に
あ
る
（
８
）

。
そ
の

考
究
で
は
、
承
応
版
本
「
内
に
も
ほ
の
め
か
し
申
し
給
ふ
中
に
も
」
と
あ
る
の
は
、

内
閣
文
庫
本
の
よ
う
な
本
文
が
二
つ
の「
給
」を
基
点
と
し
た
目
移
り
脱
文
に
因
っ

て
損
傷
し
た
ゆ
え
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
問
題
と
す
る
の
は
、
そ
こ
で
は
な
い
。「
春
宮
に
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ
し
つ
る

人
〻
の
御
む
す
め
共
」
の
解
釈
お
よ
び
（
Ｂ
）
部
の
本
文
理
解
で
あ
る
。

ま
ず
は
「
春
宮
に
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ
し
つ
る
人
〻
の
御
む
す
め
共
」
の
箇

所
を
、通
行
す
る
現
代
語
訳
・
注
釈
書
が
如
何
に
読
み
解
い
て
き
た
か
確
認
し
、
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通
行
す
る
現
代
語
訳
・
注
釈
書
の
解
釈
の
整
理
お
よ
び
検
証
か
ら
浮
か
び
あ

が
っ
て
き
た
の
は
、
従
前
の
「
の
」
解
釈
が
、
い
ず
れ
も
問
題
を
孕
ん
で
い
る

こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
読
み
解
く
の
が
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

四　

本
文
不
審
の
整
訂
と
「
の
」
の
解
釈

こ
こ
で
は
「
の
」
の
解
釈
整
訂
を
目
標
と
し
、
そ
れ
に
か
か
る
問
題
の
検
証

を
行
う
。「
の
」
の
解
釈
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
ま
ず
（
Ｂ
）
の
本
文
理
解

を
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。【
資
料
五
】（
Ｂ
）
を
そ
の
ま
ま
読
み
解
く
と
、

狭
衣
に
仄
め
か
さ
れ
た
〝
何
か
〞
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
解
釈
上
の
不

審
が
残
る
。
た
と
え
ば
『
新
全
集
』
は
、

東
宮
に
参
内
さ
せ
よ
う
と
お
思
い
に
あ
る
人
々
の
娘
た
ち
も
、
こ
の
よ
う

な
す
ば
ら
し
い
ご
容
貌
の
兵
部
卿
宮
を
、
ど
う
し
て
他
人
と
し
て
見
も
う

し
あ
げ
よ
う
か
と
い
う
お
気
に
な
り
な
が
ら
、
狭
衣
帝
に
も
兵
部
卿
宮
を

婿
と
し
た
い
と
ほ
の
め
か
し
な
さ
る
親
王
達
や
上
達
部
が
、
た
く
さ
ん
い

ら
っ
し
ゃ
る
中
に
も
（
三
八
七
頁
）

と
（
Ｂ
）
を
読
み
解
く
。
語
ら
れ
て
い
な
い
「
内
に
も
ほ
の
め
か
し
」た
〝
何
か
〞

を
「
兵
部
卿
宮
を
婿
と
し
た
い
」
こ
と
だ
と
判
断
し
、こ
れ
を
補
い
読
む
。『
新

全
集
』
本
文
の
文
脈
か
ら
予
測
さ
れ
る
〝
何
か
〞
は
〝
兵
部
卿
宮
を
婿
に
欲

し
い
〞
か
〝
兵
部
卿
宮
に
娘
を
嫁
が
せ
た
い
〞
か
の
二
と
お
り
で
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
の
補
読
は
的
を
射
て
い
る
。「
原
文
に
即
し
て
訳
す
こ
と
を
原
則
と
し
た
が
、

独
立
し
た
現
代
文
と
し
て
味
わ
え
る
よ
う
な
訳
出
に
つ
と
め
た
」（
一
〇
頁
）
と

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
も
『
全
譯
』
同
様
の
問
題
が
解
消
さ
れ
ず
に
残
さ
れ

て
い
る
。
解
釈
上
の
本
文
不
審
が
解
消
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
二
書
の
解

釈
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

【
資
料
七
】
は
、「
の
」
を
連
体
修
飾
格
と
し
て
判
断
し
て
い
る
。「
春
宮
に

ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ
し
つ
る
人
〻
の
御
む
す
め
共
」
と
だ
け
あ
る
な
ら
ば
、
こ

の
理
解
も
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
に
従
う
と
き
、
後
文
「（
兵
部
卿
宮
ノ
：

稿
者
注
）
か
ゝ
る
御
か
た
ち
あ
り
さ
ま
を
よ
そ
に
は
い
か
ゝ
見
奉
ら
ん
と
お
ほ

し
な
り
つ
ゝ
」の
動
作
主
が「
御
む
す
め
共
」と
い
う
こ
と
に
な
る
。
表
現
史
上
、

親
で
は
な
く
、
娘
が
自
ら
の
婚
姻
に
関
す
る
こ
と
へ
積
極
的
に
関
わ
る
と
想
定

せ
ね
ば
な
ら
な
い
解
釈
に
は
疑
問
が
残
る
。
た
と
え
ば『
源
氏
物
語
』（
紅
梅
巻
）

に
は
次
の
よ
う
な
一
幕
が
あ
る
。

【
資
料
八
】
保
坂
本
源
氏
物
語
・
紅
梅
巻
・
三
丁
オ
〜
ウ
（
９
）

（『
新
全
集
』
⑤
・
紅
梅
・
四
一
〜
四
二
頁
）

中
君
す
が
ひ
て
、
あ
て
に
な
ま
め
き
て
す
み
た
る
か
た
は
ま
さ
り
て
、
を

か
し
く
を
は
す
れ
ば
、
た
ゞ
人
に
は
あ
た
ら
し
う
み
せ
ま
う
く
を
は
す
る

さ
ま
を
、「
兵
阝
卿
宮
の
さ
も
と
お
ぼ
し
よ
ら
ば
」
と
お
ぼ
い
た
り
。

〝
匂
宮
が
（
中
君
ヲ
）
望
ま
れ
た
な
ら
ば
…
…
〞
と
思
う
按
察
大
納
言
の
姿

が
語
ら
れ
て
い
る
。「
お
ぼ
し
た
る
」
の
動
作
主
は
按
察
大
納
言
で
あ
る
。「
中

君
」、
つ
ま
り
娘
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
表
現
例
の
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、「
御

む
す
め
共
」を
「
お
ほ
し
な
り
つ
ゝ
」の
動
作
主
と
す
る
理
解
、す
な
わ
ち
「
の
」

を
連
体
修
飾
格
と
す
る
解
釈
を
是
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）

10
（

。
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宮
の
大
夫
か
け
て
そ
を
は
し
け
る
に
（
後
略
）

為
秀
本
（
Ｂ
）
は
承
応
版
本
・
内
閣
文
庫
本
（
Ｂ
）
と
比
べ
て
分
量
が
多
い
。

「
ま
つ
こ
の
宮
に
た
て
ま
つ
ら
ん
た
と
ひ
こ
の
た
ひ
こ
そ
二
の
宮
に
お
さ
れ
た
て

ま
つ
り
た
ま
ひ
て
坊
に
え
ゐ
さ
せ
給
は
す
と
も
」
と
い
う
一
文
を
有
し
た
形
態
で

（
Ｂ
）
を
読
み
解
く
と
、「
我
も
〳
〵
と
春
宮
に
ま
い
ら
せ
む
と
お
ほ
し
か
し
つ
き

つ
る
人
〳
〵
」
は
兵
部
卿
宮
に
圧
倒
さ
れ
て
立
坊
で
き
ず
と
も
、「
こ
の
宮
」
つ
ま

り
、
東
宮
に
娘
を
差
し
あ
げ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
と
分
か
る
。
為
秀
本
の
本
文
理

解
と
『
新
全
集
』
の
解
釈
は
同
じ
で
な
い
が
、「
内
に
も
ほ
の
め
か
し
」
た
〝
何
か
〞

が
語
ら
れ
て
い
る
と
す
る
点
は
同
様
で
あ
る
。
為
秀
本
に
は
（
Ｂ
）
を
め
ぐ
る
問

題
が
見
出
さ
れ
な
い
が
、
承
応
版
本
・
内
閣
文
庫
本
に
は
解
釈
不
審
が
存
在
す
る
。

承
応
版
本
・
内
閣
文
庫
本
の
よ
う
な
形
態
の
（
Ｂ
）
は
損
傷
し
て
い
る
と
判
断
す

る
の
が
、
こ
こ
ま
で
の
確
認
か
ら
見
出
さ
れ
る
本
文
理
解
で
あ
る
。

こ
の
（
Ｂ
）
の
損
傷
は
、
二
つ
の
「
と
も
」
を
基
点
と
し
た
目
移
り
脱
文
に

よ
っ
て
説
明
で
き
る
。
二
つ
の
「
と
も
」
を
基
点
に
為
秀
本
の
本
文
を
損
傷
さ

せ
て
み
る
と
、「
我
も
〳
〵
と
春
宮
に
ま
い
ら
せ
む
と
お
ほ
し
か
し
つ
き
つ
る
人

〳
〵
の
御
む
す
め
と
も
か
ゝ
る
御
か
た
ち
あ
り
さ
ま
は
い
か
ゝ
よ
そ
に
見
た

て
ま
つ
ら
ん
と
お
ほ
し
な
り
て
う
ち
に
も
ほ
の
め
か
し
た
ま
ふ
人
〳
〵
あ
ま
た

も
の
し
た
ま
ふ
な
か
に
」
と
な
る
。
こ
れ
は
承
応
版
本
と
内
閣
文
庫
本
の
そ
れ

と
酷
似
す
る
。
解
釈
上
の
不
審
を
残
す
承
応
版
本
・
内
閣
文
庫
本
（
Ｂ
）
は
本

来
の
形
態
で
は
な
く
、
為
秀
本
な
ど
の
本
文
形
態
が
本
来
的
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、（
Ｂ
）
欠
失
部
は
他
本
に
よ
っ
て
校
訂
す
る
必
要
が
あ
る）

12
（

。

凡
例
に
あ
る
と
お
り
、
味
読
に
耐
え
る
解
釈
を
示
し
た
点
を
高
く
評
価
し
た
い
。

留
目
す
べ
き
は
、
校
訂
本
文
「
春
宮
に
参
ら
せ
ん
と
お
ぼ
い
つ
る
人
々
の
御

女
ど
も
も
、
か
か
る
御
容
貌
を
、
よ
そ
に
は
い
か
が
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
思
し

な
り
つ
つ
、
内
に
も
ほ
の
め
か
し
た
ま
ふ
親
王
達
・
上
達
部
あ
ま
た
物
し
た
ま

ふ
中
に
も
」（
三
八
七
頁
）
の
ま
ま
で
は
解
釈
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
『
新

全
集
』
は
「
兵
部
卿
宮
を
婿
と
し
た
い
」
と
の
意
を
補
読
し
た
と
拝
察
さ
れ
る

こ
と
だ
。
本
文
解
釈
上
、
問
題
が
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
（
Ｂ
）

の
損
傷
を
疑
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
如
上
の
問
題
意
識
の
も
と
、

諸
本
を
検
し
て
い
く
と
、
た
と
え
ば
次
に
掲
げ
る
本
文
が
不
審
解
消
を
試
み
る

う
え
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。引
用
本
文
へ
は
句
読
を
切
る
、

清
濁
を
区
別
す
る
、
鉤
括
弧
を
つ
け
る
な
ど
の
措
置
は
施
さ
な
か
っ
た
。

【
資
料
九
】
為
秀
本
・
巻
四
・
一
四
七
丁
ウ
〜
一
四
八
丁
オ）

11
（

（
Ａ
）
兵
阝
卿
の
宮
月
日
す
く
る
ま
ゝ
に
う
へ
の
御
か
た
ち
あ
り
さ
ま
に

た
か
ひ
き
こ
へ
さ
せ
給
へ
る
こ
と
な
く
め
て
た
く
を
は
す
れ
は
（
Ｂ
）
我

も
〳
〵
と
春
宮
に
ま
い
ら
せ
む
と
お
ほ
し
か
し
つ
き
つ
る
人
〳
〵
の
御
む

す
め
と
も
ま
つ
こ
の
宮
に
た
て
ま
つ
ら
ん
た
と
ひ
こ
の
た
ひ
こ
そ
二
の

宮
に
お
さ
れ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
坊
に
え
ゐ
さ
せ
給
は
す
と
も
か
ゝ

る
御
か
た
ち
あ
り
さ
ま
は
い
か
ゝ
よ
そ
に
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
ほ
し
な

り
て
う
ち
に
も
ほ
の
め
か
し
た
ま
ふ
人
〳
〵
あ
ま
た
も
の
し
た
ま
ふ
な
か

に
（
Ｃ
）
か
の
よ
し
の
か
わ
あ
ま
た
ゝ
ひ
い
さ
め
た
ま
ひ
し
い
ま
ひ
め
君

の
御
よ
す
か
と
な
り
た
ま
ゑ
り
し
宰
相
は
こ
の
こ
ろ
は
一
大
納
言
に
て
春
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に
は
「
春
宮
に
ま
入
せ
ん
と
お
ぼ
し
か
し
づ
き
た
る
人
ゝ
の
御
女
ど
も
」
と
あ

り
な
が
ら
、「
う
ち
に
も
ほ
の
め
か
し
給
ふ
人
ゝ
」（
一
一
一
頁
））

13
（

と
あ
る
。
こ
う

し
た
事
例
に
鑑
み
る
と
、「
春
宮
に
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ
し
つ
る
人
〻
」
と
、「
内

に
も
ほ
の
め
か
し
た
ま
ふ
」
存
在
が
同
格
の
関
係
に
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
し
か

も
、
こ
の
理
解
に
拠
れ
ば
、
先
述
し
た
疑
問
が
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、「
の
」
は
同
格
と
読
み
解
く
の
が
穏
当
な
解
釈
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）

14
（

。

五　

従
前
の
本
文
理
解
の
問
題
点

と
こ
ろ
で
、
三
谷
榮
一
系
統
論）

15
（

に
拠
る
と
、【
資
料
五
】・
【
資
料
九
】
の
本
文

は
承
応
版
本
・
内
閣
文
庫
本
・
為
秀
本
が
互
い
に
性
格
を
異
に
す
る
と
さ
れ
て
い

る
。
具
体
的
に
記
せ
ば
、
承
応
版
本
は
「
流
布
本
独
得
の
改
作
」
が
な
さ
れ
た
箇

所
と
さ
れ
、
内
閣
文
庫
本
は
「
第
一
系
統
」、
為
秀
本
は
「
第
二
系
統
」
と
認
定

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
田
剛
直
諸
本
論
）
16
（

で
は
、承
応
版
本
が「
第
一
類
第
二
種
Ｅ
」、

内
閣
文
庫
本
が
「
第
一
類
第
二
種
Ａ
」、
為
秀
本
が
「
第
二
類
」
と
し
て
系
譜
上

に
位
置
づ
け
ら
れ
、
互
い
に
素
姓
の
異
な
る
伝
本
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
系

統
論
・
諸
本
論
に
拠
る
た
め
か
、
承
応
版
本
・
内
閣
文
庫
本
（
Ｂ
）
の
欠
失
は
為

秀
本
等
の
他
本
に
拠
っ
て
校
訂
さ
れ
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
無
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
三
本
の
本
文
を
比
較
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
場
面
は
（
Ｂ
）

の
脱
文
を
除
い
て
承
応
版
本
・
内
閣
文
庫
本
・
為
秀
本
は
同
根
と
判
断
で
き
る

ほ
ど
に
近
似
し
て
お
り
、「
系
統
」
を
異
に
す
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
本
文
状

況
に
あ
る
。
大
き
な
異
な
り
で
あ
る
本
文
の
欠
失
で
さ
え
も
目
移
り
脱
文
に
因

（
Ｂ
）
の
本
文
不
審
が
脱
文
を
淵
源
に
持
つ
損
傷
ゆ
え
で
あ
る
こ
と
を
押
さ

え
た
う
え
で
、
こ
こ
か
ら
は
「
春
宮
に
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ
し
つ
る
人
〻
の
御

む
す
め
共
」
の
「
の
」
の
解
釈
を
検
証
し
た
い
。
従
来
「
の
」
は
、
主
格
あ
る

い
は
連
体
修
飾
格
で
読
み
解
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
如
上
の
解
釈
が
支
持
で

き
な
い
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
主
格
で
も
、
連
体
修
飾
格
で

も
読
み
解
け
な
い
と
な
る
と
、
同
格
で
解
釈
す
る
可
能
性
を
模
索
し
、
こ
の
試

解
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

い
ま
内
閣
文
庫
本
に
拠
っ
て
、「
の
」
同
格
説
を
精
査
す
る
。
欠
失
を
補
っ
た

う
え
で
、
内
閣
文
庫
本
（
Ｂ
）
の
大
略
を
述
べ
る
と
、
そ
れ
ま
で
春
宮
の
も
と

へ
娘
を
嫁
が
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
人
々
は
当
初
の
予
定
を
変
更
し
て
兵
部
卿

宮
へ
娘
を
嫁
が
せ
た
い
旨
を
「
内
に
も
ほ
の
め
か
」
し
て
い
る
。
内
閣
文
庫
本

を
み
る
か
ぎ
り
、
狭
衣
に
〝
何
か
〞
を
仄
め
か
し
た
の
は
「
み
こ
た
ち
か
ん
た

ち
め
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
春
宮
に
ま
い

ら
せ
ん
と
お
ほ
し
つ
る
人
〻
」
と
「
み
こ
た
ち
か
ん
た
ち
め
」
が
文
脈
上
、
同

格
の
関
係
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
だ
。
同
格
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、「
内
に

も
ほ
の
め
か
し
給
み
こ
た
ち
か
ん
た
ち
め
」
と
あ
る
の
で
は
な
く
、「
内
に
も
ほ

の
め
か
し
給
」
と
あ
っ
て
欲
し
い
が
、
内
閣
文
庫
本
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
た

と
え
ば
宇
和
島
伊
達
文
化
保
存
会
本
に
は
「
と
う
く
う
に
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ

し
つ
る
人
〳
〵
の
御
む
す
め
と
も
ゝ
」
と
あ
り
な
が
ら
、「
う
ち
に
も
ほ
の
め
か

し
給
あ
ま
た
物
し
給
な
か
に
も
」
と
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
九
条
家
旧
蔵
本
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さ
れ
て
き
た
観
が
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
問
題
視
す
る
べ
く
、
本
稿
で

は
本
文
読
解
お
よ
び
本
文
理
解
に
疑
問
が
残
る
箇
所
・
二
つ
を
取
り
あ
げ
、
そ

の
是
非
を
検
証
し
て
き
た
。
新
た
な
分
析
手
法
を
用
い
た
わ
け
で
も
、
新
出
資

料
に
拠
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
も
語
法
の
精
査
、
表
現
史
の
確
認
、

諸
本
と
の
比
校
と
い
う
基
礎
的
な
検
証
作
業
を
つ
う
じ
て
解
釈
整
訂
を
こ
こ
ま

で
行
っ
て
き
た
。
い
ま
な
お
処
理
し
き
れ
ず
に
問
題
が
残
る
箇
所
も
あ
る
。
検

討
結
果
の
是
非
は
諸
賢
の
ご
批
正
を
乞
う
ば
か
り
だ
が
、『
狭
衣
物
語
』
本
文

が
充
分
に
読
み
解
か
れ
ず
、
吟
味
さ
れ
ず
に
い
る
の
か
、
そ
の
実
状
の
一
端
は

少
な
く
と
も
明
ら
か
に
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

無
数
に
あ
る
『
狭
衣
物
語
』
本
文
を
注
意
深
く
解
釈
し
て
い
く
こ
と
が
、
今

後
、
新
た
な
『
狭
衣
物
語
』
研
究
の
地
平
を
ひ
ら
く
手
立
て
に
な
る
と
思
わ
れ

る
）
17
（

。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
文
読
解
・
本
文
吟
味
と
い
う
基
礎
的
な
手
続
き
を
他
者

に
任
せ
る
、
通
行
す
る
注
釈
書
へ
の
安
易
な
依
拠
は
孕
む
潜
在
的
な
リ
ス
ク
に

自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
注
】

⑴ 

た
と
え
ば
有
馬
義
貴
「『
狭
衣
物
語
』
―
―
研
究
の
現
在
と
展
望
―
―
付
、
二
〇
〇
〇

年
以
降
の
研
究
文
献
目
録
」（
後
藤
康
文
・
倉
田
実
・
久
下
裕
利
編
『
知
の
遺
産
　
狭

衣
物
語
の
新
世
界
』
武
蔵
野
書
院
、
平
成
三
一
年
二
月
）
を
み
る
と
、
近
年
刊
行
さ

れ
た
読
解
研
究
や
本
文
分
析
に
関
す
る
論
稿
は
ご
く
僅
か
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
内

容
分
析
や
引
用
・
受
容
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
で
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
数
多
く
あ
る

こ
と
に
気
が
つ
く
。
本
文
を
論
じ
る
考
究
は
優
先
順
位
が
低
く
、
興
味
・
関
心
の
惹

か
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

る
損
傷
の
蓋
然
性
が
高
く
、
違
い
の
生
じ
た
要
因
が
「
系
統
」
の
異
な
り
に
起

因
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
各
伝
本
の
本
文
が
整
理
さ
れ
、
互
い
に
関
連
づ
け
ら

れ
る
と
き
、
承
応
版
本
・
内
閣
文
庫
本
は
為
秀
本
の
ご
と
き
（
Ｂ
）
本
文
を
有

し
て
い
る
伝
本
に
拠
る
校
訂
が
可
能
と
な
る
。

個
別
的
な
本
文
吟
味
か
ら
見
出
さ
れ
る
本
文
読
解
や
本
文
理
解
と
、「
系
統
」

と
い
う
巻
全
体
に
か
か
る
術
語
か
ら
予
測
さ
れ
る
本
文
理
解
は
必
ず
し
も
一
致

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
系
統
」
に
固
執
せ
ず
、
本
文
の
実
態
を

分
析
し
て
さ
え
い
れ
ば
、
承
応
版
本
・
内
閣
文
庫
本
の
本
文
は
校
訂
で
き
た
の

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
承
応
版
本
・
内
閣
文
庫
本
（
Ｂ
）
が
校
訂
さ
れ

な
か
っ
た
の
は
、「
系
統
」
に
拠
る
本
文
理
解
と
、
実
際
の
本
文
理
解
の
異
な

り
に
充
分
な
気
配
り
が
な
さ
れ
ず
、
既
存
の
系
統
論
・
諸
本
論
に
盲
従
し
た
本

文
理
解
を
是
と
し
た
が
ゆ
え
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

【
資
料
五
】と【
資
料
九
】に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
本
文
の
問
題
は『
狭
衣
物
語
』

の
み
な
ら
ず
、
平
安
文
学
に
数
多
く
存
在
す
る
と
予
測
さ
れ
る
。
眼
前
の
本
文

の
性
格
は
、
既
存
の
系
統
論
へ
の
安
易
な
依
拠
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
各

人
の
個
別
的
な
本
文
吟
味
か
ら
も
決
す
る
必
要
が
あ
る
。

六　

お
わ
り
に

昨
今
の
『
狭
衣
物
語
』
研
究
は
、
通
行
す
る
注
釈
書
の
校
訂
本
文
に
依
拠
す

る
、
つ
ま
り
本
文
吟
味
を
他
者
に
委
ね
た
う
え
で
、
内
容
分
析
を
行
う
も
の
ば

か
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
文
読
解
お
よ
び
本
文
理
解
の
可
能
性
が
閉
ざ
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⑸ 

葵
巻
の
本
文
は
以
下
の
と
お
り
（
参
考
ま
で
に
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学

館
）
の
該
当
頁
数
を
示
し
て
お
く
）。
な
お
、
ミ
セ
ケ
チ
の
施
さ
れ
た
本
文
は
﹇
二
重

取
り
消
し
線
﹈
に
て
表
示
し
た
。

【
参
考
一
】
御
物
本
源
氏
物
語
（
各
筆
源
氏
）・
葵
巻
・
四
九
丁
ウ

（『
新
全
集
』
②
・
六
二
頁
）

（
前
略
）
い
と
ゞ
し
く
み
や
は
め
も
み
え
た
ま
は
ず
し
づ
み
て
御
か
へ
り
も
き
こ

へ
た
ま
は
ず
。
お
と
ゞ
ぞ
や
が
て
わ
た
り
給
へ
る
。
い
と
た
へ
が
た
げ
に
お
ぼ

し
て
、
御
ぞ
の
袖
も
え
ひ
き
は
な
ち
た
ま
は
ず
。
み
た
て
ま
つ
る
人
〴
〵
も

い
と
か
な
し
。

本
文
は
『
東
山
御
文
庫
蔵
　
源
氏
物
語
　
葵
』（
日
本
古
典
文
学
会
、
昭
和
六
一
年
）

に
拠
る
。

な
お
『
狭
衣
物
語
』
は
平
安
後
期
成
立
と
目
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
原
作
者
は

定
家
本
で
も
、
河
内
本
で
も
な
い
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
別
本
群
の
『
源
氏
物
語
』
伝
本
に
拠
っ
て
本
文
を
掲
げ
る
。

諒
と
さ
れ
た
い
。

⑹ 

為
家
本
の
「
そ
て
は
（
え
ひ
き
た
な
ち
給
は
ぬ
を
）」（
五
丁
オ
）
の
字
母
を
示
せ
ば
「
曽

天
八
」
と
あ
る
（
吉
田
幸
一
『
古
典
聚
英
　
さ
こ
ろ
も
（
下
）
為
家
本
』
古
典
文
庫
、

昭
和
五
八
年
）。
そ
れ
ゆ
え
に
「
を
」
と
の
誤
写
が
想
定
し
づ
ら
い
。
だ
が
、
こ
の
本

文
形
態
は
、
伝
写
過
程
で
親
本
が
「
を
（
遠
／
乎
）」
と
「
は
（
者
／
半
）」
を
誤
写
、

為
家
本
が
誤
写
本
文
を
継
承
、
書
写
時
に
字
母
を
改
め
た
結
果
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
眼
前
の
本
文
に
こ
だ
わ
り
、「
そ
て
は
」
と
あ
る
の
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
姿

勢
は
正
し
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
充
分
な
本
文
吟
味
を
し
な
い
で

よ
い
理
由
に
は
な
ら
な
い
。

⑺ 
内
閣
文
庫
本
の
本
文
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
紙
焼
き
写
真
に
拠
る
。

⑻ 
後
藤
康
文
「『
狭
衣
物
語
』
本
文
の
機
械
的
脱
漏
に
つ
い
て
」（
同
『
狭
衣
物
語
論
考

【
本
文
・
和
歌
・
物
語
史
】』
笠
間
書
院
、
平
成
二
三
年
。
初
出
は
平
成
一
二
年
五
月
）。

⑼ 

本
文
は
、『
保
坂
本
源
氏
物
語  

影
印  

第
九
巻
』（
お
う
ふ
う
、
平
成
八
年
）
に
拠
る
。

⑵ 
本
文
は
、
三
谷
榮
一
『
平
安
朝
物
語
板
本
叢
書
２
　
狭
衣
物
語
　
下
』（
有
精
堂
、
昭

和
六
一
年
）
に
拠
る
。
本
稿
で
承
応
版
本
（
巻
四
）
の
本
文
を
引
用
す
る
場
合
、
す

べ
て
同
書
に
拠
る
。

⑶ 

本
稿
で
参
看
し
た
現
代
語
訳
お
よ
び
注
釈
書
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
稿
に

お
け
る
略
称
に
続
け
て
書
名
を
記
す
。

『
有
朋
堂
』
―
『
有
朋
堂
文
庫
』（
有
朋
堂
書
店
、
大
正
一
〇
年
）。『
全
譯
』
―
吉

澤
義
則
『
全
譯
王
朝
文
学
叢
書
　
狭
衣
物
語
下
』（
全
譯
王
朝
文
学
叢
書
刊
行
会
、
大

正
一
三
年
）。『
国
民
文
学
』
―
『
日
本
国
民
文
学
全
集
５
　
王
朝
物
語
集
Ⅰ
』
中
村

真
一
郎
訳
（
河
出
書
房
、
昭
和
三
一
年
）。『
大
系
』
―
三
谷
榮
一
・
關
根
慶
子
『
日

本
古
典
文
学
大
系
　
狭
衣
物
語
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
三
年
第
三
刷
）。『
全
書
』
―

松
村
博
司
・
石
川
徹
『
日
本
古
典
全
書
　
狭
衣
物
語
下
』（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
四
二

年
）。『
集
成
』
―
鈴
木
一
雄
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
狭
衣
物
語
下
』（
新
潮
社
、
昭

和
六
一
年
）。『
新
全
集
』
―
小
町
谷
照
彦
・
後
藤
祥
子
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

　
狭
衣
物
語
２
』（
小
学
館
、平
成
一
三
年
）。『
全
註
釈
』
―
狭
衣
物
語
研
究
会
編
『
狭

衣
物
語
全
註
釈
Ⅷ
　
巻
四
（
上
）』（
お
う
ふ
う
、
平
成
二
六
年
）。
な
お
『
全
註
釈
』

は
巻
四
之
中
以
降
、
刊
行
途
絶
。

⑷ 

ち
な
み
に
、『
狭
衣
物
語
』
の
古
注
釈
書
（『
狭
衣
下
紐
』『
狭
衣
文
談
』『
狭
衣
物
語
抄
』

『
狭
衣
物
語
校
注
』）
を
確
認
し
た
が
、諸
注
い
ず
れ
も
「
袖
を
え
引
は
な
ち
た
ま
は
ぬ
」

に
注
解
を
施
し
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
。

な
お
、
確
認
し
た
古
注
釈
書
の
出
典
は
以
下
の
と
お
り
。『
狭
衣
下
紐
』
―
三
谷
榮

一
『
平
安
朝
物
語
板
本
叢
書
２
　
狭
衣
物
語
（
下
）』（
有
精
堂
、昭
和
六
一
年
）。
な
お
、

川
崎
佐
知
子
『『
狭
衣
物
語
』
享
受
史
論
究
』
思
文
閣
出
版
、
平
成
二
二
年
）
収
録
の

翻
刻
に
拠
っ
て
諸
本
を
確
認
し
て
い
る
。『
狭
衣
文
談
』
―
奥
田
勲
「
常
磐
松
文
庫
蔵

『
狭
衣
文
談
』
影
印
（
四
）」（「
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
年
報
」
一
七
巻
、
平

成
一
〇
年
）。『
狭
衣
物
語
抄
』―
前
掲
・
川
崎
書
に
同
じ
。『
狭
衣
物
語
校
注
』―
ノ
ー

ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
古
典
籍
叢
書
刊
行
会
編
『
狭
衣
物
語
校
注
　
人
』（
福
武
書

店
、
昭
和
五
九
年
）。
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め
と
も
ま
つ
こ
の
宮
に
こ
そ
た
て
ま
つ
ら
め
た
と
ひ
は（

マ
マ
）ら

に
ゐ
給
は
ん
事
は
二

の
宮
に
を
さ
れ
給
と
も
か
ゝ
る
御
か
た
ち
を
い
か
て
か
よ
そ
に
み
た
て
ま
つ
り

て
な
さ
む
と
お
ほ
し
な
り
つ
ゝ
う
ち
に
も
ほ
の
め
か
し
給
か
ん
た
ち
め
あ
ま
た

を
は
す
る
な
か
に
も
（
Ｃ
）
か
の
よ
し
の
か
は
あ
ま
た
た
ひ
い
さ
め
給
し
い
ま

ひ
め
君
の
御
よ
す
か
と
な
り
給
し
い
ま
ひ
め
さ
い
将
中
将
こ
の
こ
ろ
大
納
言
に

て
と
う
く
う
の
大
夫
か
け
て
も
の
し
給

（「
う
」
は
「
□
」（
判
読
不
能
字
）
の
上
に
重
ね
書
き
）

【
参
考
四
】
為
定
本
・
巻
四
・
一
一
一
丁
オ
〜
ウ

（
Ａ
）
兵
阝
卿
の
宮
お
と
な
ひ
給
ま
ゝ
に
う
へ
の
御
か
た
ち
あ
り
さ
ま
に
た
か
ひ

た
て
ま
つ
ら
す
め
て
た
く
お
は
す
れ
は
（
Ｂ
）
春
宮
に
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ
し

つ
る
人
〳
〵
の
御
む
す
め
た
ち
ま
つ
こ
の
宮
に
こ
そ
た
て
ま
つ
ら
め
た
と
ひ
は

う
に
い
給
は
ん
事
二
宮
に
を
さ
れ
た
て
ま
つ
り
給
と
も
か
ゝ
る
御
か
た
ち
を
よ

そ
に
は
い
か
ゝ
み
な
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
思
な
り
て
う
ち
に
も
ほ
の
め
か
し
給

か
ん
た
ち
め
あ
ま
た
物
し
給
な
か
に
も
（
Ｃ
）
か
の
よ
し
の
か
は
た
び
〳
〵
い

さ
め
給
し
い
ま
ひ
め
君
の
御
よ
す
か
と
な
り
給
し
さ
い
将
の
中
将
は
こ
の
こ
ろ

一
の
大
納
言
に
て
春
宮
の
大
夫
に
て
そ
物
し
給

【
参
考
五
】
為
明
本
・
巻
四
・
一
三
四
丁
ウ
〜
一
三
五
丁
オ

（
Ａ
）
か
く
て
ひ
や
う
ふ
卿
の
宮
月
日
の
す
く
る
ま
ゝ
に
う
ゑ
の
御
か
た
の
あ
り

さ
ま
に
た
か
ひ
き
こ
ゑ
さ
せ
給
ふ
事
な
く
め
て
た
く
お
は
す
れ
は
（
Ｂ
）
春
宮

に
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ
し
つ
る
人
〳
〵
の
む
す
め
と
も
ま
つ
こ
の
宮
に
こ
そ
た

て
ま
つ
ら
め
た
と
ひ
く
ら
ゐ
に
ゐ
た
ま
は
ん
事
二
宮
に
お
さ
れ
給
と
も
か
ゝ
る

御
か
た
ち
を
い
か
ゝ
よ
そ
に
は
み
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
ほ
し
な
り
つ
ゝ
内
に
も

ほ
の
め
か
し
申
い
で
た
ま
ふ
中
に
も
（
Ｃ
）
か
の
よ
し
の
に
は
あ（

マ

マ

）

ま
た
日
い
さ

め
給
し
い
ま
ひ
め
君
の
な
き

よ
す
が
と

か
な
と
成
給
へ
か
し
さ
い
将
の
中
将
は
こ
の
こ
ろ

一
の
大
納
言
に
て
春
宮
の
た
い
ふ
か
け
て
そ
も
の
し
給
に

【
参
考
六
】
宇
和
島
伊
達
文
化
保
存
会
本
・
巻
四
・
一
三
八
丁
オ
〜
ウ

（
Ａ
）
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
宮
月
日
す
く
る
ま
ゝ
に
う
へ
の
御
か
た
ち
あ
り
さ
ま

⑽ 
ち
な
み
に
「
御
む
す
め
共
（
ニ
ツ
イ
テ
ハ
）」
と
解
釈
す
る
と
、「
の
」
を
連
体
修
飾
格

と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
や
は
り
「
御
む
す
め
共
は0

」
と

い
う
本
文
が
あ
っ
て
欲
し
い
。
内
閣
文
庫
本「
御
む
す
め
と
も
ゝ0

」は
、本
来「
は（
者
）」

と
あ
っ
た
の
が
「
も
（
毛
）」
へ
と
誤
写
さ
れ
、
度
重
な
る
書
写
の
果
て
に
、
直
上
の

「
も
」
を
承
け
て
踊
り
字
で
記
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、

い
ま
の
と
こ
ろ
「
は
」
を
有
し
て
い
る
伝
本
は
管
見
に
入
ら
な
い
。「
の
」
を
連
体
修

飾
格
と
す
る
理
解
を
認
め
る
に
は
、「
は
」
と
あ
る
伝
本
の
出
現
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な

い
。
現
状
、「
の
」
連
体
修
飾
格
説
の
支
持
は
難
し
い
。

⑾ 

為
秀
本
の
本
文
は
静
嘉
堂
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
雄
松
堂
）
に
拠
る
。

⑿ 

参
看
伝
本
の
す
べ
て
を
掲
げ
る
こ
と
は
現
実
的
で
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
慈
鎮

本
・
為
家
本
・
為
定
本
・
為
明
本
お
よ
び
宇
和
島
本
の
五
本
で
（
Ｂ
）
の
異
同
を
示

す
こ
と
に
し
た
。ご
寛
恕
を
請
う
ば
か
り
で
あ
る
。な
お
承
応
版
本
・
内
閣
文
庫
本
が
、

本
来
い
ず
れ
の
形
態
で
あ
っ
た
か
は
、
現
時
点
で
は
明
確
に
判
断
で
き
な
い
。
こ
の

点
は
後
考
に
俟
ち
た
い
。

【
参
考
二
】
慈
鎮
本
・
巻
四
・
一
三
二
丁
オ
〜
ウ

（
Ａ
）
兵
阝
卿
の
宮
月
日
す
く
る
ま
ゝ
に
う
ち
の
御
か
た
ち
あ
り
さ
ま
に
た
か

い
き
こ
ゑ
さ
せ
給
ふ
所
な
く
め
て
た
う
お
は
す
れ
は
（
Ｂ
）
こ
み
や
に
ま
い
ら

せ
ん
と
お
ほ
し
つ
る
人
〳
〵
の
御
む
す
め
と
も
ゝ
ま
つ
こ
の
み
や
に
こ
そ
た
て

ま
つ
ら
め
た
と
ひ
は
う
に
ゐ
給
は
ん
こ
と
は
こ
の
み
や
に
お
さ
れ
た
て
ま
つ
り

給
ふ
と
も
か
ゝ
る
御
か
た
ち
よ
そ
に
は
い
か
ゝ
み
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
ほ
し
な

り
つ
ゝ
う
ち
に
も
ほ
の
め
か
し
申
給
ふ
か
む
た
ち
め
あ
ま
た
も
の
し
給
中
に
も

（
Ｃ
）
か
の
よ
し
の
か
は
あ
ま
た
ゝ
ひ
い
さ
め
給
ひ
し
い
ま
ひ
め
ぎ
み
の
御
よ
す

か
と
な
り
給
え
り
し
さ
い
し
や
う
の
中
将
は
こ
の
こ
ろ
一
の
大
納
言
に
て
こ
み

や
の
大
殿
か
け
給
ひ
て
そ
物
し
給
ひ
し

【
参
考
三
】
為
家
本
・
巻
四
・
一
六
一
丁
ウ
〜
一
六
二
丁
オ

（
Ａ
）
兵
阝
卿
宮
月
日
に
そ
へ
て
上
の
御
か
た
ち
に
た
か
へ
き
こ
ゑ
さ
せ
給
は
す

め
て
た
く
を
は
す
れ
は
（
Ｂ
）̶

と̶

う
宮
へ
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ
い
た
る
御
む
す
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た
享
受
者
ら
に
よ
る
賢
し
ら
な
加
筆
ゆ
え
と
す
る
想
定
も
で
き
る
。
注
⑿
掲
出
の
慈

鎮
本
や
為
家
本
、
為
定
本
は
鎌
倉
写
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
「
か
ん
た
ち
め
」
と

の
本
文
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
察
す
る
に
、
本
文
史
上
、
相
当
早
く
に
本
文
に
異

な
り
が
生
じ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

⒂ 

三
谷
榮
一
「
九
条
家
旧
蔵
本
　
狭
衣
物
語
の
研
究
」（
同
『
九
条
家
旧
蔵
本
　
狭
衣
物

語
と
研
究
（
下
）』（
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
、
昭
和
三
八
年
）。

な
お
、
三
谷
榮
一
「
狭
衣
物
語
巻
四
に
お
け
る
諸
伝
本
の
基
礎
的
研
究
―
―
三
系

統
存
在
の
確
認
に
つ
い
て
―
―
」、
同
「
狭
衣
物
語
巻
四
の
後
半
に
お
け
る
諸
伝
本
と

巻
末
に
お
け
る
跋
文
の
意
義
に
つ
い
て
―
―
三
系
統
存
在
か
ら
二
系
統
へ
―
―
」（
同

『
狭
衣
物
語
の
研
究
﹇
伝
本
系
統
論
編
﹈』
笠
間
書
院
、
平
成
一
二
年
。
初
出
は
前
者

が
昭
和
三
七
年
三
月
、
後
者
が
昭
和
五
九
年
三
月
）
は
、
先
の
論
稿
よ
り
詳
細
に
個

別
的
な
本
文
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

⒃ 

中
田
剛
直
「
狭
衣
物
語
巻
四
伝
本
考
」（「
国
文
学
論
集
（
上
智
大
学
）」
昭
和
四
五
年
）。

⒄ 

た
と
え
ば
長
谷
川
佳
男
「
巻
一
、
第
一
群
と
第
三
群
の
関
係
―
―
構
造
的
本
文
批
評

の
試
み
―
―
」
＋
「
付
説
　
第
三
節
に
対
す
る
ご
批
判
へ
の
さ
さ
や
か
な
回
答
」（
同

『
平
安
朝
物
語
　
本
文
の
科
学
』
笠
間
書
院
、
令
和
二
年
。
前
者
の
初
出
は
昭
和
六
三

年
三
月
）
は
丹
念
な
本
文
読
解
に
基
づ
く
考
究
に
よ
り
従
来
説
を
超
克
、
刷
新
し
て

み
せ
て
い
る
し
、
片
岡
利
博
『
異
文
の
愉
悦
　
狭
衣
物
語
本
文
研
究
』（
笠
間
書
院
、

平
成
二
五
年
）
に
収
録
さ
れ
る
、『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
分
析
論
稿
は
、
入
念
な
本
文

読
解
か
ら
本
文
揺
動
の
有
り
様
を
吟
味
し
、
検
討
箇
所
に
お
け
る
諸
本
本
文
の
相
互

関
係
を
整
理
し
て
い
る
。

【
附
記
】

宇
和
島
伊
達
文
化
保
存
会
に
は
貴
重
書
利
用
の
許
可
を
い
た
だ
く
な
ど
の
格
別
な
る
ご

高
配
を
賜
っ
た
。
記
し
て
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
る
。

―
こ
ば
や
し
・
た
だ
ま
さ
、
奈
良
大
学
ほ
か
非
常
勤
講
師
―

に
た
か
ひ
き
こ
へ
さ
せ
給
と
こ
ろ
な
く
め
て
た
う
お
は
す
れ
は
（
Ｂ
）
と
う
く

う
に
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ
し
つ
る
人
〳
〵
の
御
む
す
め
と
も
ゝ
ま
つ
こ
の
宮
に

こ
そ
た
て
ま
つ
ら
め
た
と
ひ
は
う
に
ゐ
給
は
ん
事
は
に
の
宮
に
を
さ
れ
給
と
も

か
ゝ
る
御
か
た
ち
を
よ
そ
に
は
い
か
ゝ
み
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
ほ
し
な
り
つ
ゝ

う
ち
に
も
ほ
の
め
か
し
給
あ
ま
た
物
し
給
な
か
に
も
、（
Ｃ
）か
の
よ
し
の
か
は
ゝ

あ
ま
た
ゝ
ひ
い
さ
め
給
し
い
ま
ひ
め
き
み
の
御
よ
す
か
と
な
り
給
へ
り
し
さ
い

し
や
う
の
ち
う
し
や
う
は
こ
の
こ
ろ
は
一
の
た
い
な
こ
ん
に
て
と
う
く
う
の
た

い
ふ
か
け
て
そ
も
の
し
給
け
る

な
お
本
文
の
出
典
は
以
下
の
と
お
り
。本
稿
で
の
略
称
に
続
け
て
、書
名
を
示
す（
既

に
本
稿
で
示
し
た
も
の
は
記
さ
な
か
っ
た
）。
慈
鎮
本
―
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
の
紙

焼
き
写
真
（
閲
覧
）。
為
定
本
―
吉
田
幸
一
『
古
典
聚
英
　
狭
衣
物
語
　
下
　
深
川
本
』

（
古
典
文
庫
、昭
和
五
七
年
）。為
明
本
―
吉
田
幸
一『
狭
衣
物
語
諸
本
集
成
』第
一
巻（
笠

間
書
院
、
平
成
五
年
）。
宇
和
島
本
―
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
の
紙
焼
き
写
真
。

⒀ 

本
文
は
、
三
谷
榮
一
『
九
条
家
旧
蔵
本
　
狭
衣
物
語
と
研
究
（
下
）』（
未
刊
国
文
資

料
刊
行
会
、
昭
和
三
八
年
）
に
拠
る
。

⒁ 

「
春
宮
に
ま
い
ら
せ
ん
と
お
ほ
し
つ
る
人
〻
」
と
「
み
こ
た
ち
か
ん
た
ち
め
」
が
同
格

の
関
係
に
あ
る
と
す
る
解
釈
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
安
易
に
否
定

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

【
参
考
七
】
承
応
版
本
・
巻
一
之
上
・
二
〇
丁
オ

む
ら
さ
き
の
雲
、
た
な
び
き
わ
た
る
と
見
ゆ
る
に
、
び
ん
づ
ら
ゆ
ひ
て
、
い
ひ

し
ら
ず
お
か
し
げ
な
る
わ
ら
は
の
、
さ
う
ぞ
く
う
る
は
し
く
し
た
る
か
う
ば
し

き
も
の
、
ふ
と
お
り
く
る
ま
ゝ
に
、「
い
と
ゆ
ふ
か
何
ぞ
」
と
み
ゆ
る
う
す
き

衣
を
中
将
君
に
う
ち
か
け
て
袖
を
引
給
ふ
に
、（
後
略
）

本
文
は
、
三
谷
榮
一
『
平
安
朝
物
語
板
本
叢
書
１
　
狭
衣
物
語
　
上
』（
有
精
堂
、

昭
和
六
一
年
）
に
拠
る
。

ち
な
み
に
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、「
み
こ
か
ん
た
ち
め
」
と
あ
る
の

は
「
人
〻
の
」
の
「
の
」
を
同
格
で
読
み
解
い
た
読
者
で
も
あ
り
、
作
者
で
も
あ
っ


