
七

年

度

「
白
繁
一
大
研
究
j

…

l
i誠
議
詩
を
中
心
と
し
て

i
i

¥， 
g
t
3
2
d
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事

部

卒

業

論

文

要

旨

i
 

i
 

'
1
1ノ

卓

男

研

究

の

目

的

は

、

一

七

二

首

を

採

り
上
げ
て
、
そ
こ
か
ら
文
患
者
と
し
て
の
白
築
天
の
一
一
加
を
と
ら
え
て
み
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
此
の
自
的
の
も
と
に
、
彼
の
主
張
し
た
「
愈
済
E

代
つ
ま
ち
民
衆

を
成
く
故
う
と
い
う
信
念
の
内
貨
を
、
作
品
を
迩
し
て
さ
ぐ
り
出
し
、
次
に
何

議
議
詩
の
如
喝
さ
符
を
作
る
に
怠
っ
た
か
を
考
え
て
し
た
。

推
論
の
順
序
を
次
の
様
に
構
成
し
て
進
め
た
。

序
文

第
一
部
、
制
州
議
詩
の
作
品
分
析

第
一
家
、
成
立

第
二
本
、
詩
形

第
三
紫
、
内
容

第
四
紫
、
作
品
分
析
と
そ
の
考
察

付
、
分
析
の
方
法
に
つ
い
て

ω、
分
析
結
果

第
二
部
、
競
漁
詩
の
製
作
江
間
と
動
機

第
一
輩
、

第
二
輩
、

山山知一ニ背中、

第

四

輩

、

に

影

轄

を

及

ぼ

し

た

詩

人

達

此
の
研
究
か
ら
、
第
一
部
で
は
二
つ
の
結
論
が
得
ら
れ
た
G

一つ山門小、

持
に
は
純
粋
に
お
け
笠
的
な
詩
、
及
び
結
構
的
な
詩
は
皆
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と

一
つ
は
、
政
治
的
な
内
容
を
盛
っ
た
持
、
成
い
立
味
で
は
、
民
家
の
幸
一
腕
を
願

っ
た
詩
が
、
一
民
衆
に
向
け
て
よ
ま
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
者
の
事
筑
は
、
白
山
中
沢
一
夫
が
一
一
兼
務
」
の
思
想
表
向
の
目
的
の
も
と
に
、
巌

し
い
茶
準
を
設
け
て
、
多
く
の
詩
の
中
か
ら
そ
の
諜
準
に
合
致
す
る
詩
だ
け
を

選
び
出
し
て
認
識
詩
を
編
ん
だ
結
果
だ
と
忠
わ
れ
る
。

後
者
か
ら
は
、
彼
が
「
策
掛
川
」
の
質
、
接
方
法
と
し
て
と
っ
た
詩
人
と
し
て
の

態
度
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
事
が
出
来
る
。
部
ち
、
被
の
唱
え

た
「
策
関
」
と
は
、
持
の
上
で
は
矯
政
者
の
白
線
一
を
促
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
民
地
味
が
救
わ
れ
る
選
は
、
結
局
掲
政
者
の
究
躍
に
ま
つ
ほ
か
は
な
い
と

考
え
て
、
民
家
の
態
を
、
い
わ
ゆ
る
{
菰
議
」
の
形
で
為
政
者
に
惇
え
る
こ
と

を
文
事
者
の
袋
命
と
し
た
の
で
あ
る
と
み
た
い
。
自
奨
天
は
、
民
衆
が
救
わ
れ

る
の
な
、
彼
等
民
来
自
身
り
力
二
よ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
箆
政
者
の

力
二
よ
る
と
み
て
い
心
の
で

L

あ
る
、
だ
か
ら
、
民
衆
に
向
っ
て
同
情
し
、
激
織

し
、
彼
等
が
教
わ
れ
る
方
法
を
説
く
ん
や
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
民
衆
の

っ
た
詩
や
、
政
治
的
な
内
特
を
路
つ
民
衆
に
呼
び
か
け
た

( 28 ) 



も
の
が
な
い
の
は
此
の
お
で
あ
る
と
考
え
る
。

一
方
、
こ
の
様
な
向
柴
天
の
態
度
は
、
結
局
支
配
者
の
一
人
で
あ
る

V
主
と

し
て
の

'Hな
か
ら
来
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
民
絞
め
咋
一
括
心
開
化
し
、
民
現

の
一
人
と
し
て
、
れ
に
以
内
楽
の
立
場
か
ら
詩
を
作
っ
た
と
い
う
事
は
出
来
た
い

の
で
あ
グ
そ
こ
二
に
、
の
特
質
と
限
界
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

五
貯
え
ゆ

マ
J

‘Z
2
4
t
s
一ノ

ー
左
翼
作
家
遜
盟
成
立
期
に
お
け
る
i

鈴

木

i麗

代

私
は
卒
品
で
な
認
作
家
連
盟
成
立
前
後
に
お
け
る
格
迅
の
雑
文
を
扱
っ
た
。

作
品
で
い
う
と
町
二
心
集
恥
円
一
一
一
関
集
b

の
時
期
に
詣
る
。
雑
文
そ
の
も
の
と
し

て
私
が
感
動
し
た
の
は
む
し
ろ
、
地
の
築
に
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
時
期
の
雑
文
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
乙
ょ
に
、
魯
、
込
紙
文
と
い
う
も
の
今
一
殺

を
於
く
す
へ
準
的
思
想
が
も
っ
と
も
鼠
裁
に
襲
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
で
あ

る
(
~
な
ぜ
な
ら
、
品
川
引
込
の
文
月
十
が
生
ま
れ
、
さ
、
交
ざ
ま
に
援
形
し
、
巾
翻
革
命

の
体
大
な
か
へ
準
者
と
し
て
そ
の
長
流
を
絡
え
る
ま
で
、
執
行
迅
ば
、
そ
れ
が
一
部

の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
し
て
も
、
つ
ね
に
、
中
閣
の
民
衆
を
代
表
す
る
民
衆
と

と
も
に
あ
っ
、
中
関
革
命
の
渡
践
と
技
法
の
中
で
自
ら
の
'
文
革
命
}
創
出
し
た
の

で
あ
る
つ
し
た
が
っ
て
魯
込
の
文
容
の
い
く
つ
か
の
糠
形
期
辻
、
中
閣
の
民
ぬ
黙

と
革
命
の
一
鴨
川
伊
期
の
中
に
あ
っ
た
し
、
位
方
か
ら
一
あ
え
ば
、
そ
れ
は
魯
迅
の
文

っ
た
の
で
あ
る
。
定
速
成
立
期
辻
そ
の
よ
う
な
害
、
迅

そ
れ
は
ま
た
、
中
間

流革ヅヲ
h 
守i) ;;う:

ぷぞ〉

'0 

J、向。

方
向
を
さ
ん
¥
つ
あ
て
、
そ
れ

L

乞
寸
へ
準
的
に
定
許
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
品
川
H

迅

文
問
中
の
一
消
化
形
の
過
料
工
、
決
し
て
間
単
純
な
特
換
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
魯

込
の
そ
れ
ま
で
の
生
と
寸
へ
壊
活
動
の
有
伐
と
無
得
、
有
力
と
無
力
に
針
し
て
の

較
し
い
再
検
討
の
遜
棺
か
ら
生
支
れ
、
そ
れ
ら
を
維
持
し
つ
つ
、
新
し
い
文
段
'

的
思
想
を
形
成
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
や
は

り
、
左
述
成
立
鞘
の
品
刊
行
迅
の
雑
文
は
、
他
の
品
品
川
迅
雑
文
の
向
踏
と
い
う
べ
き
も

の
の
文
祭
的
感
動
の
本
賢
を
さ
ぐ
り
出
す
う
え
で
重
要
な
位
践
を
占
め
ね
ば
な

ら
な
い
だ
プ
?
っ
。

私
の
読
ん
だ
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
魯
込
の
雑
文
は
単
な
る
批
評
や
感
想
で
は

な
く
、
ま
た
、
戦
闘
の
武
器
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
く
、
何
よ
り
も
そ
れ
は

中
間
そ
の
も
の
を
、
民
衆
を
通
じ
、
民
衆
の
絶
望
と
苦
悩
か
ら
勝
利
の
確
信
に

一
会
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
保
を
通
じ
て
、
文
向
学
的
に
認
識
し
、
そ
れ
を
文

準
的
形
象
と
し
て
造
形
し
た
も
の
で
あ
る
。
引
ゃ
い
迅
は
中
関
社
禽
の
暗
黒
と
中
関

民
胤
黙
の
絶
望
と
沈
獣
そ
の
も
の
の
中
に
光
明
と
そ
の
携
い
手
を
み
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
一
~
繋
迅
の
雑
文
に
お
け
る
文
率
的
畿
一
一
一
応
は
政
治
的
後
言
と
な
り

え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
魯
誌
の
戦
闘
は
文
章
の
中
で
の
験
問
、
文
章
に

よ
る
町
駅
間
を
日
約
と
し
た
の
で
は
な
く
、
日
拡
愈
的
な
戦
闘
そ
の
も
の
へ
の
参
加

と
不
可
分
で

r

あ
っ
、
そ
れ
ば
ま
た
戦
闘
者
の
た
め
の
戦
闘
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
司
ゆ
え
に
勢
込
の
難
解
さ
は
、
中
関
革
命
に
お
け
る
戦
闘
の
複
殺
さ
と
不
可

分
で
あ
り
、
私
辻
、
雑
寸
〈
の
諸
形
式
か
ら
で
は
な
く
、
中
国
そ
の
も
の
の
社
禽

渡
良
の
方
向
と
革
命
の
遇
税
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
中
で
魯
迅
の
革
命
思
想
と

文
皐
思
想
二
立
ち
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
品
者
迅
文
関
与
に
接
近
し
よ
う
と
し
た
。

そ
し
て
さ
ら
一
~
、
一
一
一
二
心
袋
二
一
一
一
間
集
』
の
時
期
に
お
け
る
魯
迅
の
文
撃
的
思

不
充
分
な
が
ら
、
追
求
し
よ
う
と
し
た
'
の
で
あ
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王
漁
一
洋
の
神
韻
説
研
究

野

地

イ向

安

今
日
、
漁
洋
理
論
と
そ
の
作
品
と
が
、

迷
W
内
悦
惚
的
「
一
柳
誠
」
的
一
知
名
子
、
一
十
一
士
一
瀬
(
漁
洋
〉
納
去
了
文
率
的
本
質
。

〈
北
京
大
関
M
;
中
関
文
島
一
史
)

と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
一
方
的
に
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
例
え
ば

行
人
繋
続
月
初
町
内
外
野
風
間
向
悲
(
再
遁
一
以
筋
一
例
)

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
漁
洋
'M身
の
純
明
の
存
在
を
怠
識
す
る
と
き
、
い
か

に
も
惜
し
い
と
思
う
。
私
の
こ
の
研
究
は
、
そ
こ
か
ら
出
援
し
た
。

考
察
の
中
心
を
、
漁
洋
の
指
摘
す
る
一
一
柳
瀬
有
る
」
詩
に
お
い
た
。

次
に
抄
出
し
た
数
句
は
、
い
ず
れ
も
、
漁
洋
が
特
に
よ
し
と
し
た
も
の
で
あ

明
/
q
o

松部下jq m~ 
H~ 11こ 'l~ Jj 
II寺 11育 j.U松
復竹県!詰j
稿!拐事!出

比
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J
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ウ

4
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J
r
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hr日
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4
1
3
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ぷ
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以
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迷
路
流
水
答

乙

れ

ら

の

匂

に

は

、

一

様

に

、

た

自

然

、

が

一
品
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
自
然
か
ら
渡
せ
ら
れ
る
消
潔
感
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず

ひ
か
れ
る
。
こ
の
三
と
は
、
漁
洋
の
代
表
的
選
集
で
あ
る
「
民
間
外
一
一
一
株
ん
仏
と
に

つ
い
て
も
、
ま
た
漁
洋
自
ら
の
作
品
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

と
も
か
く
私
と
し
て
は
、
ん
沢
一
作
に
お
け
る
漁
枠
制
川
一
一
一
例
の
小
核
を
依
す
と
こ
ろ

の
、
「
古
」
と
「
卒
淡
」
と
を
、
ぁ
、
ま
つ
に
も
無
色
な
、

な
も
の
と
し
て
、
受
け
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

被
諮
問
訟
に
と
っ
て
は
、
一
。
自
然
」
の
存
在
こ
そ
、
不
可
欽
の
要
素
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
自
然
は
、
最
も
お
だ
や
か
な
、
美
し
い
と
き
に

お
い
て
と
ら
え
ら
れ
、
詩
人
の
詩
心
と
彼
妙
に
融
合
し
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、

必
然
的
に
、
詩
人
自
身
の
精
紳
の
安
定
性
が
要
求
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
激
情

を
そ
の
ま
ま
た
た
き
つ
け
れ
ば
、
漁
洋
の
い
う
「
u

胸
部
駅
」
は
失
わ
れ
る
。
そ
こ

に
、
一
民
漁
洋
、
反
一
脚
韻
抵
の
主
張
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も

し
か
し
、
文
皐
の
あ
っ
か
た
の
宮
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
、
超
俗
的
な
雰
関
誌
を

奪
ぶ
理
論
も
ま
た
あ
っ
て
い
い
は
ず
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

安
定
期
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
泊
代
初
期
に
お
け
る
、
平
和
な
る
文
民
十
恕
拾

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
私
は
王
漁
洋
の
紳
韻
訟
を
高
く
一
許
領
し
た
い
。
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ヲZ

野

脅さ

芸芸5
1可マT

偉
大
な
詩
1
1
i
践
く
察
術
一
毅
に
つ
い
て
も
言
え
る
か
も
し
れ
ぬ
が
1

1
の

誕
生
す
る
時
期
と
い
う
の
に
は
、
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
そ
の
作
者
の
窮
乏
の
時

期
で
あ
っ
、
一
つ
は
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
最
も
窓
ま
守
れ
た
時
期
で
あ
る
。

会
し
い
時
期
の
詩
は
、

Mm
く
、
誕
愁
に
山
山
間
む
。
社
市
は
そ
の
一
公
愁
を
う
た
っ

て
の
、
秋
界
二
お
け
る
チ
マ

γ
ピ
オ

γ
と
の
-
口
つ
一
J

口
で
は
あ
る
ま
い
G

し
か

!

被

に

も

、

愁

い

っ

た

。

そ

れ

が

成

部

時

代

で
あ
る
と

ょ
の
時
期
は
も
京
少
な
き
板
の
生
態
に
お
い
て
最
も
十
平
穏
な
時
代
で
あ
っ
た
。



奨
し
く
、
稔
か
な
自
然
と
、
人
間
味
笠
か
な
、
緩
か
い
友
人
の
援
助
の
も
と
に

彼
は
の
ど
か
な
日
々
を
法
る
こ
と
が
出
来
た
。
口
ず
さ
む
詩
も
、
お
よ
そ
社
市

ら
し
く
な
い
、
本
来
の
社
甫
を
離
れ
た
方
向
へ
と
展
開
す
る
。

こ
の
時
期
の
詩
人
の
特
徴
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
出
然
お
よ
び
期
間
の
人
々

へ
糾
問
す
る
ま
な
ざ
し
が
溶
か
な
こ
と
で
あ
る
。
と
か
く
彼
の
詩
の
中
に
あ
ら
わ

れ
る
自
然
と
い
う
の
は
、
橋
く
不
紙
味
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
作
品
に
は
、

そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
安
定
し
た
生
活
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
た
話
時

の
彼
の
般
は
、
秩
序
あ
る
、
美
し
い
出
然
の
さ
ま
を
極
め
て
穏
か
に
受
け
と
め

て
い
る
。
か
っ
、
そ
の
眼
は
決
L
て
自
然
界
へ
の
み
向
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。

穏
か
な
ま
な
ざ
し
は
、
普
窓
あ
ふ
る
公
友
人
達
に
も
等
し
く
投
げ
か
け
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
事
柄
は
彼
の
生
渡
の
他
の
時
期
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
不
謹
な
彼
は
、
社
命
制
、
特
に
人
間
界
へ
謝
し
て
と
き

お
り
病
烈
な
い
き
ど
お
り
を
投
げ
か
け
た
G

け
れ
ど
も
成
都
時
代
の
詩
に
は
、

そ
れ
が
認
め
て
稀
で
あ
る
。
彼
の
限
は
、
自
然
お
よ
び
人
間
へ
向
か
っ
て
常
に

微
笑
み
を
持
っ
て
針
し
て
い
る
。

第
二
に
、
彼
の
詩
に
は
色
彩
強
か
な
も
の
が
多
い
が
、
そ
の
諜
や
か
な
色
影

が
、
ひ
と
き
わ
輝
を
増
し
た
時
期
、
そ
れ
は
成
都
時
代
で
あ
ろ
う
。
玉
総
は
、

「
偶
然
の
作
」
の
中
で

指
世
詞
客
に
謬
ま
ら
る

前
身
は
践
に
護
郎
、
な
る
べ
し

と
つ
ぶ
や
き
、
総
査
の
方
部
で
も
一
世
を
風
際
し
た
達
人
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
詩
人
王
維
を
、
給
法
性
の
閣
か
ら
と
こ
う
と
す
る
試
み
は
し
ば
し
ば

行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
甫
を
そ
の
万
弱
か
ら
と
き
恕
こ

そ
う
と
す
る
試
み
は
そ
う
多
く
は
あ
る
ま
い
む
だ
が
、
計
一
帯
ほ
ど
色
彩
を
あ
ざ

や
か
に
、
巧
み
に
、
お
い
て
よ
り
穀
果
的
に
使
い
得
た
詩
人
は
、
他
に
な

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

成
都
時
代
に
生
ま
れ
た
作
品
で
、
サ
〈
皐
論
を
述
べ
て
ん
例
名
な
も
の
は
、

鈴
六
結
句
」
で
あ
る
。

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
、
ま
す
ら
お
ぶ
り
の
詩
を
よ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
主

張
は
、
李
向
の
一
‘
十
は
風
」
1
2
其
の
一
i
i
に
穎
若
で
あ
る
が
、
社
前
の
こ
の
絶
句

の一ィ
ω
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
李
出
と
λ
点
く
一
致
す
る
。
常
時
の
彼
の
、
詩
は
い

か
な
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
論
じ
た
の
が

〈
第
三
章
V
で
あ
る
。

社
市
は
、
一
生
仕
官
の
念
が
弧
く
、
そ
の
望
み
は
絡
生
一
波
わ
る
こ
と
な
く
持

ち
つ
い

A

け
た
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
が
、
晩
年
の
彼
1
1
1
少
な
く
と
も
成
都
時

代
の
彼
に
は
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
見
蛍
た
ら
ぬ
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
意
時
の
詩

人
の
心
境
を
、
討
を
例
に
と
り
な
が
ら
論
じ
た
の
が
八
第
四
章
〉
で
あ
る
。

ーっ
戯
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自
孔
子
宝
孟
子
、
政
治
思
想
之
展
開

一、一九つ

d デ
カiす

泰

悶

一
、
論
語
に
針
す
る
私
見

ハ
付
怒
!
仁
i
般
と
、
絞
の
間
関
係
が
成
立
す
る
。
〈
仁
を
中
執
と
し
て
、
抽
象
・

丸
〈
象
に
設
展
)

*
町
、
何
事
於
仁
、

ネ
克
己
復
稜
信
用
仁
c

巴

rp

必
也
袈
乎
。

η
攻

J

山口翠
M
H
b
0

4

1

1

i

E

，
 

の
設
く
政
治
思
想
が
嘗
時

Jmを
一
一
決
さ
な
か
っ
た
の
は
、

理
想
的
過
ぎ



た
と
い
う
ょ
っ
は
む
し
ろ
、
痛
烈
な
現
状
政
治
批
判
で
あ
っ
、
震
設
者
の

均
位
た
脅
か
す
も
の
で
あ
っ
た
。

*
一
…
一
桁
一
の
寡
頭
政
治
批
判
(
八
惜
・
季
氏
・
仙
沼
〉

前
と
弟
子
間
三
於
け
る
立
見
の
針
立
り
(
つ
ま
り
ょ
の
あ
た
う
の
見
解
の

相
違
か
ら
後
代
の
分
援
活
動
へ
と
渡
践
す
る
と
考
え
た
い
っ
)

本
政
治
活
動
へ
の
進
出
に
封
し
て
、
子
銘
が
反
掛
川
す
る
。

門
人
欲
厚
葬
之
。
子
泊
、
不
可
。
門
人
淳
葬
之
。

後
援
於
機
築
君
子
也
。
部
用
之
射
音
従
先
進
。

ま門
弟
の
中
の
一
品
弟
、
若
手
グ
ル
ー
プ
と
し
た
り
〉

ハ
円
孔
子
は
「
仁
」
を
説
く
が
、
孟
子
は
を
説
く
。
こ
れ
は
思
想
の

渡
授
と
い
う
段
階
を
絞
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
に
あ
っ
て
は
異
端
に
糾
問
す

る
絶
射
的
優
位
と
、
内
に
あ
っ
て
は
主
流
涯
の
確
立
に
努
め
る
た
め
で
あ

っ
た
っ
そ
の
穏
由
は
左
記
に
よ
る
。

*
孔
子
の
時
に
見
ら
れ
た
門
弟
の
針
立
、
〈
主
磁
波
?
容
観
法
)
i
!新
し

く
は
本
文
1
1
1

*
一
点
子
は
孔
予
の
孫
子
思
の
門
人
に
敬
え
を
う
け
、
そ
の
数
え
は
、
概
ね

主
観
的
立
場
に
あ
る
。

井
出
法
、
そ
の
地
を

そ
れ
は
何
故
か
。

イ
、
孔
子
は
法
の
全
駿
一
を
説
い
た
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
本
来
H

法
コ

る
べ
き
も
の
υ

で

あ

っ

て

、

至

っ

て

以

前

と

ば

ら
表
弱
化
し
た
の
つ

連
つ

を
王
道
論
と
し
て
扱
っ
た
が

i
iを
閣
政
に
及
ぼ
す
上
に
は
一
つ
の
手

段
と
し
て
用
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
法
に
桝
到
す
る
許
僚
が
護
っ
て
来

九

iT匂

て
又
こ
れ
ら
の
法
主
伎
の
設
く
王
道
政
治
で
民
探
の
納
得
す
る
も
の
で

な
け
れ
ポ
俗
な
ら
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
も
は
や
孔
子
の
言
う
「
徳
」
を

鼠
寄
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
か
ら
で
は
ー
な
か
ろ
う
か
。

樽
葬
設
に
見
ら
れ
る
矛
盾
。
(
義
一
家
の
一
品
、
之
と
の
艶
立
に
於
い
て
J

i
i孟
子
の
言
行
の
中
'
で
み
ら
れ
る
唯
一
の
紙
一
訟
で
あ
る

i
i

ニ
設
は
内
容
が
よ
く
叡
て
い
る
と
い
う
概
念
を
持
ち
や
す
い
の
で
、
二
番

の
相
遣
を
求
め
、
従
来
研
究
さ
れ
て
来
た
研
究
テ
!
マ
と
は
異
っ
た
盟
結
か
ら

見
て
行
こ
う
と
し
た
が
、
概
論
的
で
内
容
も
浅
い
も
の
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
。

老

舎

文

事

研

究
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i
「
回
世
間
堂
一
を
中
心
と
し
て

i

卒

松

j天

主佳

老
舎
〈
一
八
九
八
年
!
〉
の
作
家
生
活
は
長
く
、
残
し
て
き
た
作
品
も
多
岐

に
一
え
り
、
作
品
数
も
落
大
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
み
ら
れ
る
特
質
を
彼
の

最
大
力
作
と
も
考
え
ら
れ
る
大
長
第
三
部
作
「
回
世
間
裳
」
ハ
一
九
四
五
J
四

九
年
に
か
け
執
筆
〉
を
中
心
に
と
っ
上
、
げ
て
考
察
し
て
み
た
。
何
故
こ
れ
を
中

心
に
し
て
考
え
を
進
め
て
い
っ
た
か
と
三
う
と
、
こ
れ
は
被
の
そ
れ
以
前
の
作

品
と
中
興
っ
た
明
議
な
る
立
誠
を
も
っ
て
設
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と
と
も
に
、

又
，
て
れ
以
前
の
作
品
に
み
ら
れ
る
方
法
も
巧
み
に
活
用
さ
れ
て
お
り
、
時
期
的

に
も
被
後
略
;
内
戦

i
解
訟
と
い
う
大
き
な
経
史
的
境
界
に
お
け
る
作
品
で
も

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
伎
の
生
活
に
民
接
帝
盟
主
義
の
侵
略
が
迫
り
済
指



を
脱
出
し
て
救
関
連
動
に
加
わ
る
こ
と
を
返
し
て
民
族
意
識
が
高
揚
さ
れ
、
そ

れ
が
こ
の
テ
ー
で
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
方
法
と
し
て
は
彼
の
初
期

の
ユ
ー
モ
ア
小
説
と
い
わ
れ
る
作
品
(
「
老
張
的
殺
事
」
「
越
子
日
」
〉
の
系
統
を

ひ
く
も
の
が
流
れ
て
い
る
。

彼
は
北
京
の
下
町
の
技
落
旗
人
の
家
に
生
れ
三
裁
に
し
て
父
を
亡
い
閤
窮
の

中
に
幼
・
青
年
期
を
迭
っ
た
。
五
・
四
に
始
ま
る
近
代
化
の
嵐
に
も
直
接
に
は

動
か
さ
れ
ず
、
英
図
に
渡
り
故
郷
を
な
つ
か
し
ん
で
書
い
た
「
老
猿
的
哲
摩
」

が
作
家
と
な
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
伺
ら
中
閣
の
前
近

代
性
に
限
を
向
け
て
そ
れ
を
打
紋
し
よ
う
と
い
う
積
…
徴
的
な
志
織
は
な
か
っ

た
。
「
買
い
た
て
の
カ
メ
ラ
で
パ
チ
パ
チ
撮
る
」

Q
4
4
牛
破
事
」
〉
と
い
う
持
き

ぶ
う
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
識
よ
わ
ノ
出
張
し
た
文
事
で
あ

γ

っ
た
が
次

第
に
庶
民
の
悲
京
を
描
く
作
品
も
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
こ
れ
も
蛍
時

の
文
皐
界
の
中
心
勢
力
の
持
つ
窓
識
と
は
ほ
ど
速
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
三

七
年
の
絃
溝
橋
事
媛
に
始
ま
る
日
本
軍
の
心
機
部
侵
略
に
針
し
彼
自
身
は
っ
き

り
し
た
態
度
で
、
文
撃
者
と
し
て
可
能
な
方
法
で
救
関
運
動
に
乗
り
だ
し
、
こ

の
期
の
総
決
算
と
し
て
、
陥
落
し
た
北
京
間
城
の
!
中
産
階
級
一
家
四
社
代
を
中

心
に
し
て
侵
略
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
如
的
な
る
い
」
と
で
あ
る
か
を
現
笠
に
担

っ
た
藤
史
的
事
授
を
お
り
混
ぜ
て
、
一
一
一
部
一
回
篤
学
の
計
翠
で
脅
か
C

始
め
た
。
だ

が
日
本
軍
の
降
搬
に
よ
り
侵
略
は
絡
り
、
翌
年
第
二
部
ま
で
格
っ
た
所
で
米
関

に
招
特
さ
れ
第
三
部
は
米
関
滞
在
中
に
書
か
れ
、
現
史
は
践
に
劉
共
内
戦
と
い

う
問
題
が
怒
り
現
長
と
の
間
献
が
開
い
た
た
め
第
三
部
に
は
構
成
上
の
破
綻
も

見
ら
れ
る
が
、
全
般
を
湿
し
て
は
民
族
主
義
に
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
戯
作

者
的
文
壌
窓
織
に
出
渡
し
た
老
舎
の
一
大
築
革
で
あ
る
の
解
放
後
い
ち
早
く
今

ま
で
の
自
分
の
鉄
総
を
改
良
す
べ
く
努
力
し
、
戯
山
間
・
評
論
を
中
心
に
活
撰
し

て
い
る
の

彼
の
文
陥
ゃ
な
誠
が
現
究
政
治
に
追
い
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
は
事
笠
で
あ
る
が

彼
の
文
皐
が
彼
白
身
の
生
れ
育
っ
た
北
京
と
そ
こ
に
住
む
庶
民
と
そ
の
土
誌
を

と
り
入
れ
て
川
沿
い
た
こ
と
は
、
彼
が
如
何
に
北
京
を
自
分
の
故
郷
と
し
て
、
自

分
の
関
の
首
都
と
し
て
愛
し
て
い
た
か
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
百
う

d

」
と
は
で

h
t
c
L
F
4
Aノ
つ

現
代
漢
語
規
範
化
に
つ
い
てj宅

信之.J_ー

ニエ17二
5ご1

士lf
J戸、

一
九
五
五
年
十
月
、
首
都
北
京
で
第
一
次
全
関
文
字
改
革

A

閣
議
と
現
代
漢
語

規
範
問
題
向
学
術
曾
議
が
相
次
い
で
開
か
れ
た
。
こ
れ
ら
は
新
し
い
閤
家
建
設
の

一
紛
糾
と
し
て
蛍
然
確
認
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
が
、
特
に
前
者
割
ち
文
字
の

簡
化
i
i
i
表
一
昔
化
と
車
の
南
総
と
目
さ
れ
る
規
範
化
の
問
題
は
思
想
交
流
を
ス

ム
ー
ズ
に
行
う
倒
的
に
も
初
め
に
根
本
的
問
題
と
し
て
解
決
策
を
一
午
前
ず
る
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
と
に
か
く
、
前
者
曾
議
に
於
い
て
、
歴
史
的
ハ
民
族
夜

間
以
及
び
言
語
渡
畏
過
程
か
ら
)
に
み
て
、
又
文
化
的
、
経
済
的
、
政
治
的
見
地

か
ら
い
っ
て
も
、
「
漢
民
族
共
湿
一
訟
は
北
方
一
泊
'
を
基
礎
方
言
と
し
北
京
一
説
一
昔
を

標
準
一
音
と
す
る
」
の
が
祭
賞
で
あ
る
と
の
結
論
に
遣
し
、
以
後
こ
の
線
に
、
沿
っ

て
普
通
認
を
推
，
迩
し
よ
う
と
い
う
決
定
が
打
ち
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
一
口
に
北
方
誇
を
基
礎
方
一
一
一
一
口
と
し
北
京
志
向
を
標
準
一
昔
と
す
る
と
い

っ
て
も
、
周
知
の
如
く
、
方
品
一
一
口
が
乱
立
し
複
雑
な
扶
態
に
あ
る
中
閣
に
於
い
て

思
想
的
に
も
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
も
そ
う
簡
単
に
事
が
運
ぶ
筈
は
な
い
の
で

あ
る
c

例
え
ば
北
京
語
そ
の
も
の
の
中
に
詑
紫
、
一
品
川
一
昔
、
訟
法
に
わ
た
っ
て
、

普
遁
諾
と
し
て
ひ
ろ
め
る
に
領
し
な
い
も
の
が
い
く
つ
も
あ
り
/
、
逆
に
他
の
方
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中
高
の
中
に
は
共
題
認
と
し
て
使
用
す
る
の
に
遮
擁
立
つ
有
効
な
も
の
が
津
山
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
を
一
律
に
排
斥
し
て
し
ま
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
そ
こ
で
北

京
の
土
俗
な
こ
と
ば
を
捨
て
、
地
方
言
の
中
か
ら
溜
切
な
こ
と
ば
を
採
用
し
て

よ
り
強
寓
な
よ
り
力
強
い
標
準
語
を
形
成
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の

取
捨
の
規
準
を
ど
こ
に
寵
く
か
、
或
い
は
こ
と
ば
の
純
潔
と
健
康
を
守
る
倒
的
に

ど
の
よ
う
な
協
に
注
意
し
て
い
く
べ
き
か

i
ー
そ
の
方
向
を
各
分
野
か
ら
検
討

し
て
探
り
出
そ
う
と
し
た
の
が
後
者
脅
議
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
抄
出
す
れ
ば

①
語
一
昔
方
面
で
は
尖
関
督
問
題
、
ル
化
問
題
、
初
戦
章
一
督
問
題
、
一
字
異
諮
問
題

盤
調
問
題
、
③
誇
議
方
面
で
は
同
義
務
問
題
部
ち
万
一
一
一
一
問
、
文
言
、
外
来
一
訟
の
混

乱
を
如
何
に
是
正
し
で
い
く
か
と
い
う
問
題
、
③
…
説
法
卜
万
部
と
し
て
は
一
訪
問
法
捜

系
そ
の
も
の
と
鹿
字
の
用
法
、
@
そ
の
他
辞
典
工
作
や
文
展
言
語
、
出
版
、
快

進
演
劇
、
放
迭
、
教
育
、
翻
欝
等
々
が
そ
の
主
な
研
究
針
象
と
し
て
と
り
あ
げ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

私
達
は
「
規
範
」
と
い
う
語
感
か
ら
え
て
し
て
し
か
つ
め
ら
し
い
枠
に
は
ま

っ
た
ド
グ
マ
的
な
も
の
を
想
像
し
が
ち
で
あ
る
が
、
三
れ
は
一
決
し
て
そ
う
い
う

患
者
し
い

d
語
の
自
由
な
波
浪
を
阻
碍
す
る
も
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
「
約
定

俗
成
、
稔
歩
前
進
」
卸
ち
一
般
大
衆
の
中
で
最
も
普
通
に
話
さ
れ
、
又
行
き
わ

た
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
を
第
一
に
と
り
あ
、
げ
、
徐
々
に
改
善
、
前
進
し
よ
う

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
立
つ
又
そ
の
規
準
は
あ
く
ま
で
一
J

言
語
渡
俣
の
一
内
部
鋭

律
」
に
基
い
て
い
る
こ
と
を
一
切
加
減
し
て
お
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は

昨
今
の
日
本
の
閣
議
問
題
を
眺
め
る
と
き
、
漢
字
の
問
題
に
し
ろ
三
と
ば
の
問

題
に
し
ろ
、
或
い
は
又
漢
文
教
育
に
つ
い
て
も
、
も
う
少
し
明
確
な
「
万
向
、
つ

け
ヘ
「
般
系
化
」
が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ゐ
う
か
と
思
う
の
で
あ

る。

指

淵

明

研

究

松

本

日
iヨ

也

生
の
保
持
は
人
間
の
本
能
的
、
立
つ
根
本
的
欲
求
で
あ
る
。
従
っ
て
、
吉
球

生
の
消
失

i
1死
は
常
に
人
間
の
根
本
問
題
で
あ
っ
た
し
、
現
今
に
於
い
て
も

大
問
題
で
あ
る
。
そ
の
諮
に
つ
い
て
中
留
で
は
ど
う
か
。
悠
久
間
千
年
の
歴
史

を
有
し
、
そ
の
間
務
総
…
…
極
り
な
い
批
禽
に
多
く
の
援
れ
た
思
想
家
、
文
事
者
を

輩
出
し
た
中
園
。
然
る
に
そ
の
長
い
文
化
の
歴
史
の
中
に
、
思
想
界
、
文
築
界

を
諮
じ
て
、
死
生
に
つ
い
て
の
意
識
が
問
題
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
例
は
少
い
よ

〉
つ
♂
℃
中
m
Y
Q
O

本
稿
は
そ
の
数
少
い
例
の
中
か
ら
、
京
音
の
一
討
入
、
掬
潜
、
字
淵
切
を
と
り

あ
げ
て
み
た
。
従
っ
て
、
題
目
は
「
陶
淵
mm研
究
」
で
あ
る
が
、
木
稿
で
は
陶

淵
問
問
を
全
続
的
に
と
ら
え
る
の
で
な
く
、
淵
間
的
の
詩
文
に
み
ら
れ
る
死
生
裁
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
及
び
死
生
の
意
識
の
蕗
理
が
如
何
に
な
さ
れ
て

い
る
か
と
い
う
二
協
を
主
な
る
問
題
と
し
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

淵
拐
の
死
生
観
を
明
ら
め
る
た
め
に
は
、
中
閣
に
於
け
る
死
生
観
の
援
史
を

知
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
そ
れ
を
ま
と
め
た
警
物
は
見
蛍
ら
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
便
宜
的
に
、
中
関
思
想
界
の
二
大
主
流
で
あ
り
、
関
切
に

影
響
を
輿
え
る
所
が
大
き
い
伍
家
と
道
家
の
諜
の
中
、
「
論
諮
問
」
と
「
荘
子
ー
一

と
を
選
ん
で
、
そ
の
死
生
離
を
簡
単
に
品
物
、
討
し
て
み
た
。
こ
の
こ
諮
を
選
ん
だ

の
は
、
こ
の
ご
設
が
街
、
道
二
家
の
代
表
的
書
物
で
あ
る
と
い
う
理
出
の
外
に

前
記
の
二
舎
か
ら
潟
明
が
特
に
多
く
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
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以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
事
柄
を
中
心
と
し
て
、
検
討
し
た
結
果
を
ま
と
め
た

の
が
、
次
の
間
酷
で
あ
る
。

て
淵
坊
の
死
生
観
は
、
ヰ
一
を
限
り
あ
る
も
の
、
幻
の
よ
う
に
は
か
な
い
も
の

と
な
誠
し
、
死
を
完
全
な
、
そ
し
て
永
遠
な
る
自
己
消
滅
と
し
て
、
死
の
世
界

に
何
等
の
立
味
を
も
認
め
な
い
(
例
え
ば
、
死
を
紳
に
召
さ
れ
る
も
の
だ
と
す

る
よ
う
な
宗
教
的
な
意
味
を
も
認
め
な
い
〉
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
、
死
生
の
立
識
を
庭
理
す
る
に
つ
い
て
、
理
性
的
に
は
漆
搬
の
境
地
i
i死

生
を
自
然
の
動
き
に
委
せ
、
自
ら
は
深
く
思
い
つ
め
て
心
を
悩
ま
せ
る
ζ

と
は

し
な
い
と
い
う
境
地
に
到
濯
し
得
た
も
の
の
、
感
情
的
に
は
そ
れ
を
完
全
に
承

一
、
生
は
は
か
な
く
、
死
は
空
無
に
綜
ー
す
る
も
の
だ
と
す
る
自
究
は
、
せ
め
て

生
存
中
は
心
の
ま
ま
に
す
る
の
が
よ
い
と
い
う
考
え
方
を
生
じ
、
そ
れ
は
混
鈍

し
た
批
禽
情
勢
に
謝
す
る
嫌
懇
感
と
相
挟
っ
て
、
付
加
憎
悪
な
散
問
か
ら
脱
し
て

一
入
、
ト
ヤ
悶
の
聖
人
、
賢
人
に
習
っ
て
道
を
守
る
μ

と
い
う
志
に
、
忠
授
で
あ
ろ

う
と
す
る
生
活
態
度
を
生
み
だ

L
て
い
る
。

一
、
淵
拐
に
影
山
仰
げ
を
磁
ハ
え
た
…
情
家
と
準
家
の
書
の
中
、
総
家
の
「
弘
刑
法
問
」
は
、

死
生
観
に
開
削
し
て
去
、
淵
明
に
殆
ど
影
響
を
輿
え
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、

影
響
を
輿
え
得
る
思
想
を
儲
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
亦
、
道
家
の
「
荘

子
」
は
、
淵
問
仰
の
死
生
に
関
す
る
意
識
を
深
め
る
も
の
と
し
て
影
響
を
輿
え
た

と
い
い
得
る
が
、
そ
の
、
死
生
を
…
篠
と
し
、
或
い
は
死
を
本
来
な
る
姿
と
す

M
J

川
淵
拐
の
受
入
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

太
一
や
御
覧
引
史
記
の
研
究

ゴコ
にI

オア

Fム

太
平
御
覧
の
成
立
は
、
北
宋
の
太
平
輿
閣
の
二
年
。
九
七
七
年
〉
で
史
記

の
最
古
の
抜
本
の
中
で
、
最
古
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
淳
化
本
ハ
現
存
し
な
い
)

の
刊
行
以
前
に
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
事
は
、
善
本
に
乏
し
い
と
言
わ
れ
て
い

る
史
記
の
本
文
枝
討
に
霊
安
な
億
値
が
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
統
に
こ
の
事
は
、

清
朝
の
考
設
事
者
選

!
i梁
玉
縮
、
王
念
孫
、
張
文
虎

i
!が
、
し
ば
し
ば
史

記
の
本
文
枝
一
訂
に
、
太
平
御
箆
引
史
記
を
用
い
て
い
る
黙
に
も
伺
え
る
が
、
そ

れ
ら
に
は
、
科
覧
先
が
指
摘
す
る
如
く
、
誤
り
が
多
く
、
亦
、
徹
底
的
に
研
究

さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
事
は
、
従
来
、
太
平
御
覧
は
、
そ
の
テ
キ

ス
ト
と
し
て
の
性
格
が
不
明
確
で
あ
り
、
引
用
の
仕
方
も
不
正
確
で
あ
る
の
に

由
来
す
る
と
忠
わ
れ
る
が
、
私
は
、
現
存
す
る
史
記
古
紗
本
放
び
に
、
こ
れ
に

準
ず
る
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
、
太
平
御
崎
北
引
史
記
の
性
格
を
、
拐
ら
か
に
し
、

そ
心
史
記
の
本
文
校
計
二
於
け
る
俊
億
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
研
究
し
た
次
第

で
あ
る
。

さ
て
、
太
平
御
覧
二
引
用
さ
れ
て
い
る
史
記
は
、
一
千
六
百
四
十
九
候
。
私

、
が
調
査
し
た
も
の
は
、
一
千
二
百
八
十
一
ニ
様
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
今
木
史
記
(
版
協

元
本
〉
と
校
勘
λ
こ
の
場
合
、
太
平
御
覧
の
作
者
逮
が
、
史
記
を
、
は
な
は
だ

し
く
改
愛
し
て
、
太
卒
御
覧
引
史
記
と
し
て
い
る
場
合
は
、
た
と
え
、
字
句
移

動
が
あ
っ
て
も
、
採
用
し
な
い
。
〉
こ
の
中
、
史
記
の
文
章
を
所
、
々
省
略
し
て
い

る
も
の
四
百
三
十
捺
歓
h

ソ
、
改
援
し
て
い
る
も
の
九
十
篠
徐
ワ
、
史
記
の
文
章

で
な
い
と
患
わ
れ
る
の
に
史
記
日
と
し
て
い
る
も
の
十
三
候
。
こ
の
よ
う
な
部
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か
ら
ー
従
来
、
太
平
御
覧
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
性
桔
は
、
不
正
確
、

不
明
確
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
と
患
わ
れ
る
が
、
一
歩
前
進
し
て
、
太

平
御
覧
引
史
記
を
潟
山
食
し
た
結
果
史
記
古
鈴
一
本
と
一
致
す
る
も
の
五
十
六
候
。

史
記
古
本
と
一
致
す
る
も
の
石
八
後
、
そ
の
他
の
板
本
(
郷
誕
生
、
劉
伯
荘
、

索
除
、
正
義
)
と
一
致
す
る
も
の
十
三
後
。
合
計
百
七
十
六
線
。
百
七
十
六
と

一
川
う
数
は
、
少
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
史
記
全
焼
か
ら
み
れ
ば
、
史
記
古
紗
本

史
記
古
本
の
現
存
部
分
は
多
い
と
ザ
肉
、
え
ず
、
文
、
太
平
御
覧
引
史
記
が
そ
の
史

認
古
鈴
本
、
史
一
記
台
本
の
部
分
を
引
用
し
て
い
る
部
分
は
、
亦
、
少
い
の
で
、

そ
の
問
者
が
、
た
ま
た
、
ま
そ
ろ
っ
て
、
存
在
す
る
部
分
は
、
極
く
、
限
定
さ
れ

た
も
の
で
、
そ
れ
を
考
え
る
と
、
百
七
十
六
艇
と
言
う
数
量
は
、
決
し
て
少
い

と
は

J

一
日
え
な
い
と
思
う
。
こ
の
結
果
か
ら
見
て
、
太
平
御
覧
引
史
記
は
、
λ

守
本

ゅ
ん
記
と
は
テ
キ
ス
ト
的
に
少
し
興
っ
た
、
史
記
十
日
紗
本
、
史
記
古
本
と
言
っ
た

史
記
の
古
い
委
を
停
え
る
も
の
に
類
似
し
て
い
る
と
断
言
し
て
差
支
え
な
い
と

思
う
っ
こ
の
こ
と
は
、
太
平
御
党
の
成
立
年
代
か
ら
み
て
、
緩
め
て
嘗
然
な
事

で
あ
る
が
、
従
来
、
こ
の
あ
た
り
ま
え
の
事
を
論
定
し
得
た
も
の
は
、
な
い
と

信
じ
る
の

ζ

れ
は
、
ひ
い
て
は
、
史
記
テ
キ
ス
ト
タ
リ
テ
ィ
!
ク
の
場
合
に
於

け
る
太
平
御
覧
引
史
記
の
来
た
す
位
院
を
明
'
ら
か
に
し
得
た
も
の
と
思
う
。
こ

れ
は
や
が
て
、
太
平
御
覧
に
引
用
さ
れ
て
い
る
穂
々
の
典
籍
が
、
現
在
伐
し
て

い
る
、
い
な
い
に
拘
ら
ず
、
擁
め
て
、
性
問
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
、

想
像
す
る
こ
と
が
出
来
ょ
う
。

ト
党
表

f
J

、一一明記
H
ι
ラ
虫

果
断
人
研
究

す
M

内

ロ
木

r
A
'
s
 

ア
ヘ
ン
絵
手
(
一
八
四

O
〉
以
後
の
中
薗
の
関
家
的
な
危
機
が
、
け
務
迅
に
小
説

を
警
か
せ
る
起
縁
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
笈
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
結

だ
け
か
ら
彼
の
作
家
と
し
て
の
新
し
さ
・
ユ
ニ
!
タ
さ
を
語
ろ
う
と
す
る
の
は

間
間
違
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
種
類
の
動
き
は
、
す
で
に
呉
新
人

に
代
表
さ
れ
る
「
晩
清
」
の
作
家
た
ち
の
中
に
す
ら
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
早
い
話
、
が
、
魯
迅
自
身
そ
の
八
中
園
小
説
史
略

V
に
認
め
て
い

る
所
で
あ
る
一
十
八
章
参
照
)
。

呉
新
人
は
、
あ
の
康
有
矯
に
八
年
ほ
ど
遅
れ
て
、
問
治
五
年
(
一
八
六
六
)
同

じ
く
炭
東
省
の
南
海
に
生
れ
て
い
る
o
庶
民
東
省
と
い
え
ば
、
康
州
を
中
心
に
、

精
米
か
ら
民
園
初
め
に
か
け
て
の
多
く
の
革
命
家
を
産
し
た
地
方
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
洪
一
夜
全
は
別
と
し
て
も
他
の
人
々
!
例
え
ば
践
有
信
仰
や
孫
文
ら
の

場
合
、
践
州
一
帯
が
い
わ
ゆ
る
帝
関
主
義
侵
略
の
矢
表
に
立
っ
た
こ
と
と
無
関

係
で
は
な
い
。
南
海
は
そ
の
底
州
の
す
ぐ
南
に
接
し
た
綜
で
あ
る
。
そ
ん
な
場

所
に
、
一
態
、
名
門
(
む
ろ
ん
コ
チ
コ
チ
の
官
僚
の
〉
と
呼
ん
で
不
都
合
は
な

い
家
の
嫡
子
と
し
て
、
彼
は
少
年
期
を
送
っ
て
い
る
。
そ
し
て
定
統
二
年
(
一

九
一

O
〉
私
、
上
海
の
、
恐
ら
く
食
乏
長
箆
向
然
な
家
に
、
小
説
家
と
し
て
波

し
て
い
る
。
こ
の
問
、
彼
は
結
え
て
官
界
の
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
け
た
こ
と
が
な

か
っ
た
。
蛍
然
官
僚
に
な
る
べ
く
生
れ
た
彼
が
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
複

雑
な
法
末
の
官
界
の
内
怖
が
彼
を
閉
め
出
し
た
た
で
あ
っ
た
ろ
う
と
忠
わ
れ

る
。
設
々
は
ま
ず
も
っ
て

d

」
う
し
た
事
柄
二
註
自
し
て
お
か
ね
、
立
な
る
ま
い
。

と
も
向
も
、
呉
新
人
去
、
治
斡
の

L

と
い
う
よ
り
は
中
間
史
上
の
最
も
多
灘

か
紘
一
時
期
ソ
~
生
き
た
こ
と
に
な
る
。
国
に
彼
の
生
援
は
太
平
天
間
と
辛
亥
革
命

と
い
う
、
二
つ
の
民
衆
革
命
に
挟
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
我
々
が
「
脱
出
」

の
名
で
呼
び
前
れ
て
い
る
は
、
議
し
こ
の
時
期
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
、
単
に
こ
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つ
の
頂
貼
に
挟
ま
れ
た
谷
と
か
山
と
か
い
つ
ら
は
お
よ
そ
魁
を
異
に

し
て
い
る
。
つ
ま
ワ
、
晩
滑
な
る
熟
認
の
中
に
「
娩
関
ー
一
或
は
「
脱
出
ホ
」
に
な

い
、
そ
れ
ら
と
は
根
元
的
に
異
質
な
イ
メ
ー
ジ
の
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
疎
か

な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
際
史
の
流
れ
の
ほ
ん
の
一
現
議
に
す
ぎ
な

い
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
。
が
、
そ
の
際
に
も
、
我
々
は
こ
う
い

う
三
と
を
も
う
一
度
反
省
し
て
お
く
義
務
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
は
す
ま
い
か
。

邸
ち
、
人
間
の
歴
史
と
は
、
広
"
肉
な
こ
と
な
が
ら
、
民
の
混
誌
の
r

叩
で
し
か
新

し
さ

i
新
し
い
方
向
・
動
き
を
見
せ
て
く
れ
な
い
仕
掛
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
、

と
い
う
こ
と
を
で
あ
る
。
か
く
て
、
娩
消
は
究
に
多
海
的
な
混
鋭
を
現
出
さ
せ

そ
れ
ま
で
と
迷
っ
て
、
過
去
の
安
易
な
議
承
と
改
良
と
を
許
さ
な
か
っ
た
時
代

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
文
壌
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
の
経
史
上
に
、
小
設
の
地

位
を
決
定
的
に
刻
み
つ
け
た
時
代
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

議
か
に
、
中
閣
の
小
説
は
、
世
界
の
二
十
世
紀
文
皐
の
一
般
的
傾
向
と
問
じ

く
、
文
謬
界
の
第
一
等
に
の
し
上
っ
た
艇
が
強
い
。
但
し
、
こ
の
新
し
い
方
向

は
、
必
ず
し
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
一
同
一
な
袈
求
・
志
向
か
ら
生
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
多
分
に
教
線
的
で
政
治
主
張
の
笠
停
の
要
素
を
含
ん
だ
も
の
だ
っ

た
。
こ
の
怠
味
で
、
娩
市
小
説
は
、
い
わ
ゆ
る
蓄
小
説
と
の
間
に
mm
僚
な
断
掃

を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
恋
小
説
か
ら
の
扶
別
で
あ
る
と
何
時
に
、
作
家
た

ち
の
多
く
が
も
っ
た
ェ
、
ネ
ル
ギ

i
i使
命
感
は
、
次
の
文
問
中
革
命
ハ
一
九
一
七
)

以
後
の
作
家
た
ち
の
先
駆
を
な
す
も
の
だ
っ
た
。
な
お
、
こ
こ
に
い
う
松
別
と

は
形
式
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
形
の
上
か
ら
い
え
ば
、
娩
清
小

説
と
般
も
、
蕗
小
説
そ
の
ま
ま
の
紫
間
小
説
で
あ
る
。

呉
断
人
を
含
め
て
晩
請
の
作
家
の
使
命
感
の
根
底
を
な
し
た
の
は
、
一
民
関
・

救
関
・
関
家
の
強
化
と
い
っ
表
現
さ
れ
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
つ

ま
る
と
こ
ろ
、
彼
ら
は
、
で
は
あ
っ
て
も
、
作
家
に
必
要
な
自
我

立
織
と
い
う
協
で
は
、
設
か
に
前
近
代
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は

晩
治
小
説
が
、
藤
有
務

i
染
併
記
に
代
表
さ
れ
る
、
十
わ
ゆ
る
改
良
一
訟
の
政
治
静

思
想
家
た
ち
の
務
家
に
端
を
獲
し
て
い
る
-
」
と
を
知
れ
ば
、
さ
し
て
驚
ろ
く
に

も
足
り
な
い
乙
と
な
の
で
あ
る
心
い
う
な
ら
ば
、
脱
出
小
説
は
「
政
治
1
文
m
ヂ一

な
る
古
い
文
壊
形
態
へ
の
復
却
を

J

採
沿
に
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
o
就
中
、
間
決

断
人
は
、
そ
う
し
た
小
説
界
の
代
表
選
手
だ
っ
た
ば
か
っ
か
、
被
、
が
、
梁
信
越

に
よ
っ
て
打
ち
た
て
ら
れ
た
「
小
説
諭
」
の
強
力
な
質
践
者
と
い
う
域
以
外
に

山
な
い
作
家
だ
っ
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
変
な
の
で
あ
る
。

間
決
断
人
の
中
に
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
僅
か
で
は
あ
っ
た
が
、
自
我
に
似
た

も
の
の
あ
っ
た
こ
と
も
山
県
民
で
あ
る
。
我
々
は
ま
た
こ
の
軌
を
も
見
逃
す
わ
け

に
ゆ
く
ま
い

c
A九
命
奇
箆

V
の
中
に
、
彼
は
、
『
食
官
汚
変
、
怖
糊
炭
束
、

弄
天
担
保
…
光
、
無
兵
制
一
一
一
層
地
獄
』
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
っ
て
い
る
日
康

茶
μ

が
、
何
も
債
東
省
と
い
う
た
か
だ
か
南
城
の
一
省
を
指
し
て
い
っ
た
も
の

で
な
い
こ
と
は
翻
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
彼
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
H

中
間
μ

の
向
義
一
訟
に
外
な
ら
な
い
c

「
恐
ら
く
康
宥
魚
ほ
ど
に
外
患
を
強
制
し
た
論
者

は
、
地
に
そ
の
例
を
見
な
い
で
あ
ろ
う
」
〈
小
野
川
秀
美
・
八
一
近
代
中
関
研

究

V
一
一
八
一
良
〉
と
い
う
…
一
品
い
砲
し
は
、
向
じ
炭
東
出
身
の
問
先
新
人
に
も
そ
っ

く
り
そ
の
ま
ま
嘗
て
械
り
そ
う
で
あ
る
が
、
彼
に
は
よ
り
以
上
に
、

H
A

比
官
汚

吏
怖
務
μ

的
中
欝
な
る
立
識
が
、
そ
の
一
生
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
れ
こ
そ
、
南
海
の
名
門
に
牛
一
れ
な
が
ら
、
設
時
の
イ
ン
テ
リ
の
中
で
も
末
流

に
麗
す
る
小
設
家
(
新
人
は
生
涯
そ
う
思
っ
て
い
た
ら
し
い
〉
た
る
に
甘
ん
じ

ね
J

ば
な
ら
な
か
っ
た
者
の
、
批
A
W

同
に
針
す
る
憤
減
で
な
く
て
伺
だ
っ
た
だ
ろ

〉
勺
/
。
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以

i'J' 

つ
く
よ
う
に
、
呉
断
人
の
も
っ
て
い
た
作
家
と
し
て



の
自
料
品
は
、
ま
だ
ま
だ
中
途
半
端
な
も
の
で
あ
っ
た
り
彼
は
所
設
奮
時
代
の
イ

ソ
テ
リ
で
し
か
な
く
、

H

人
間
μ

に
つ
い
て
考
察
す
る
タ
イ
プ
の
作
家
で
は
あ

り
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
世
雰
制
艇
が
菰
め
て
限
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
三

と
も
亦
自
然
だ
っ
た
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
彼
は
、
康
有
信
州
ら
の
運
命
に
は
同

情
し
て
も
、
問
問
年
の
孫
文
及
び
そ
の
一
涯
に
は
宅
ほ
ど
の
同
情
も
示
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
だ
が
問
題
は
ま
だ
残
さ
れ
る
。
思
う
に
、
我
々
が
一
ー
娩
清
」
の

立
味
に
魅
了
さ
れ
た
時
は
じ
め
て
、
小
説
に
新
し
い
方
向
づ
け
を
輿
え
る
に
最

っ
た
作
家
・
呉
新
人
の
存
心
仕
立
、
設
は
佼
俸
を
帯
び
て
く
る
に

し、。。
鐘
際
「
詩
口
問
」
研
究

富

安

泰

正

。
王

将
判
V

百
行
4

丸

橋

紀

久

校

月
洞
数
議

於
東
京
敬
育
大
事

鈴
木
、
今
井
委
員

て

六

朝

の

一

詠

一

懐

詩

に

つ

い

て

大

皐

院

沼

口

一
、
可
罵
援
の
「
天
道
」
に
糾
問
す
る
懐
疑
と
不
信
に
つ
い
て

大
開
学
院
中
村
嘉
弘
氏

一

、

持

に

反

映

せ

る

毘

清

戦

争

大

壌

続

掛

川

常

安

氏

一
、
明
治
初
期
松
本
迭
に
お
け
る
漢
字
の
援
態

i
近
代
と
漢
壌
に
つ
い
て

i

島一
4

合

柔

報

。
昭
和
三
十
七
年
度
諜
文
拳
禽
総
曾

〔
漢
文
教
育
研
究
曾
〕
六
月
二
十
三
呂
(
土
)

一
、
研
究
援
業

二
年
、
漢
文

一
、
研
究
禽

的
関
舎
の
鮮

川

w
蛍
番
技
挨
拶

ん
ゲ

赤
城
蓋
高
校

ん
ゲ

付

んマ

質
疑
討
論

づ'

〔
研
究
稜
表
曾
〕

六
月
二
十
四
日
(
日
〉

司
ム
智

於
赤
城
蓋
高
校

司
A
W問

月

洞

譲

氏

志
賀
委
員

志
賀
委
員

吉
田
校
長

土
肥
ハ
税
務
主
任

多
和
田
鶴
語
科
主
任
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信
州
大
事

千

原

勝

美

氏

て
歌
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態
度
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代
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