
再

論

社

子

春

伝

一
、
問
題
点
に
つ
い
て

私
は
昭
和
二
六
年
か
ら
二
九
年
に
か
け
て
一
一
一
編
の
「
社
子
春
伝
」

に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
ハ
「
社
子
春
伝
の
無
表
情
に
つ
い
て
」
「
杜
子

春
伝
の
説
話
的
構
成
に
つ
い
て
」
「
社
子
春
伝
に
関
す
る
二
三
の
考

察
」
〉
を
書
い
て
「
中
悶
文
化
研
究
会
会
報
」
に
発
表
す
る
機
会
を

得
た
。
そ
れ
ら
は
「
社
子
春
伝
」
に
関
す
る
初
め
て
の
論
文
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
、
多
く
の
研
究
者
か
ら
引
用
、
批
判
を
い
た
だ
い
た
。

こ
れ
ら
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
長
期
療
養
中
に
ま
と
め
た
た
め
に
視
野
が

狭
く
、
資
料
や
背
景
の
探
査
も
行
き
届
い
て
い
な
い
恨
み
が
あ
る
。

「
社
子
春
伝
」
は
吋
統
文
怪
録
』
の
一
篇
で
あ
る
か
ら
、
当
然
『
続

玄
怪
録
h

全
体
に
限
を
通
し
た
上
で
読
み
渡
す
作
業
が
必
要
な
の

に
、
そ
こ
ま
で
手
が
ま
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
そ
の
最
た
る
も
の
で

(
1〉

あ
る
。
近
年
、
吋
玄
怪
録
』
円
統
玄
怪
録
』
に
関
し
て
、
玉
夢
鴎
氏
、

〈

2
〉

抑
制
毅
中
氏
の
論
文
及
び
解
説
が
発
表
さ
れ
、
怠
慢
の
ま
ま
放
棄
し
て

い
た
こ
の
作
業
に
詳
細
な
論
誌
の
道
が
つ
け
ら
れ
た
が
、
ま
た
同
時

に
両
氏
の
意
見
に
対
し
て
も
幾
つ
か
の
疑
問
が
生
じ
た
の
で
別
の
稿

内

矢口

也

'日

(
筑
波
中
国
文
化
論
議
5
〉
に
ま
と
め
て
発
表
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
な

お
「
杜
子
春
伝
」
に
つ
い
て
の
専
論
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
私
の
前
掲
の
初
歩
的
な
レ
ポ
ー
ト
に
関
す
る
批
判
で
記

憶
に
新
し
い
の
は
、
松
本
幸
男
氏
の
「
唐
代
小
説
『
社
子
春
伝
』
評

価
の
再
検
討
」
(
油
印
、
一
一
…
六
頁
、
発
表
年
月
注
記
な
し
)
で
あ
る
。

松
本
氏
は
近
藤
春
雄
氏
(
「
社
子
春
伝
に
つ
い
て
」
説
林
一
号
、
昭

和
三
三
年
〉
と
私
の
レ
ポ
ー
ト
を
詳
細
に
検
討
の
上
、
結
論
と
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

唐
代
小
説
「
杜
子
春
伝
」
は
「
愛
の
尊
厳
」
を
説
い
た
も
の
と

い
ふ
、
長
生
術
の
非
人
間
性
に
反
抗
し
た
も
の
だ
と
い
う
意
見
も

あ
る
が
、
私
は
こ
の
作
品
の
主
題
を
従
来
通
り
神
仙
へ
の
「
あ
こ

が
れ
」
に
見
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
会
日
間
の
廃
仏
事
件
の
当
時
を
時

代
背
景
と
し
て
考
え
れ
ば
、
現
実
に
は
過
度
の
宗
教
的
熱
狂
と
混

乱
に
批
判
す
べ
き
問
題
の
数
々
を
見
出
し
う
る
。
い
や
し
く
も
人

間
の
理
性
が
働
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
欺
瞬
、
そ
の
詐
術
、
そ
の
悪

徳
に
は
許
し
が
た
い
も
の
を
感
ず
る
の
が
当
持
の
社
会
的
風
潮
で
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あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
現
実
社
会
の
混
乱
を
見
て
、
空

し
い
と
知
り
つ
L
も
神
仙
へ
の
「
あ
こ
が
れ
」
を
断
ち
切
れ
な
か

っ
た
も
の
が
「
社
子
春
伝
」
の
作
者
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
に
共

感
す
る
読
者
で
あ
っ
た
。
(
お
一
良
)

松
本
氏
は
塩
谷
混
氏

Q
支
那
文
学
概
論
議
話
b

大
正
八
年
刊
)
の

「
社
子
春
伝
」
理
解
の
線
に
検
討
の
結
果
一
致
し
た
の
で
あ
る
。
松

本
氏
が
私
の
考
え
方
に
反
対
し
た
所
は
次
の
点
、

し
か
し
、
四
説
話
の
中
、
「
社
子
春
伝
」
の
み
が
再
生
誇
に
変

改
を
加
え
て
い
る
の
は
、
何
も
母
子
の
関
係
に
窮
極
の
人
間
愛
を

見
出
し
た
と
い
う
「
人
間
観
」
的
な
動
機
に
よ
る
と
ば
か
り
は
考

え
ら
れ
な
い
。
内
山
・
近
藤
前
説
は
局
部
を
拡
大
し
す
ぎ
た
嫌
が

あ
る
。
「
社
子
春
伝
」
の
主
題
を
人
間
愛
に
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
に
し
て
は
前
後
の
叙
述
が
あ
ま
り
に
素
気
な
さ
過
ぎ
は
し
な

い
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
私
の
発
見
(
?
〉
も
た
い
し
て
意
味
は
な

く
、
そ
こ
に
重
点
を
震
い
て
主
張
し
た
私
の
意
見
も
局
部
拡
大
で
あ

る
と
あ
っ
さ
り
言
い
切
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
あ
る
が
ゆ
え
に
私
が
否

定
を
試
み
た
塩
谷
氏
の
説
に
逆
も
ど
り
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ

た。

に
言
及
す
る
の
は
、
何
も
私
が
初
め
て
で
は
な
く
て
、
す

で
に
明
の
潟
夢
能
も
別
の
而
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ハ
3
)

人
説
蒼
』
の
「
杜
子
春
伝
」
の
付
記
に
次
の
よ
う
に
一
一
一
口
っ
て
い
る
。

潟
夢
龍
日
、
道
家
云
、
丹
賂
成
、
魔
瓢
筈
之
。
葦
鬼
一
紳
所
忌
也
。

愚
謂
不
然
。
種
種
諸
魔
、
部
我
七
情
之
幻
相
耳
。
如
人
夢
感
、
怒

ハ
由
〉
未
忘
情
。
至
人
無
倍
、
所
以
無
夢
。
子
春
之
遇
、
夢
也
。

七
情
中
各
有
未
謀
、
査
惟
愛
哉
。
特
以
子
春
潟
一
則
耳
。

務
夢
龍
の
一
一
一
一
口
う
と
こ
ろ
は
、
た
父
愛
ば
か
り
で
は
な
く
、
七
情
の
中

ど
れ
で
も
減
却
で
き
な
け
れ
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
幻
の
相
が
発
生
し
、

夢
も
見
れ
ば
幻
も
見
る
。
従
っ
て
錬
丹
も
成
る
わ
け
は
な
い
。
「
社

子
春
」
は
た
だ
そ
の
一
つ
の
例
話
な
の
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
c

そ
う
は
言
う
も
の
の
鴻
夢
龍
が
、
「
杜
子
春
伝
」
で
は
「
愛
」
の
情

に
物
語
の
重
点
が
震
か
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
疑
い

も
な
い
。
現
在
の
私
も
や
は
り
こ
の
点
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
「
社
子
春
」
の
説
話
構
成
か
ら
見
て
も
そ
こ
に
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
が
あ
り
、
重
点
が
配
寵
さ
れ
て
い
る
と
認
識
す
る
点
は

三
十
数
年
前
も
今
も
変
っ
て
い
な
い
。

次
に
昨
年
号
の
本
誌
に
西
岡
晴
彦
氏
が
「
社
子
春
伝
ー
そ
の
鹿
像

と
実
像
1
」
と
題
し
、
近
来
の
読
者
が
芥
川
龍
之
介
の
意
河
川
「
杜
子

春
」
の
も
つ
強
い
印
象
に
よ
っ
て
原
作
「
社
子
春
伝
」
の
読
み
に
譲

治
を
も
た
ら
し
た
と
し
、
就
中
芥
川
の
解
釈
が
原
作
の
文
脈
を
離
れ

て
一
人
歩
き
を
し
、
作
品
の
実
像
を
褒
め
る
作
用
を
し
た
と
論
じ
た

点
、
私
自
身
幾
つ
か
の
疑
問
を
感
じ
て
い
る
の
で
そ
の
点
に
つ
い
て
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も
一
一
一
志
向
ふ
れ
た
い
。

西
岡
氏
は
特
に
福
田
清
人
氏
の
「
杜
子
春
伝
」
解
釈
の
批
判
に
始

ま
り
、
同
時
に
吉
田
精
一
氏
の
そ
れ
と
を
併
せ
て
、
原
作
の
テ
i
マ

の
理
解
に
誤
り
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
次
に
近
藤
氏
と
内
山
の
説
も

前
者
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
だ
と
批
判
し
、
以
上
の
者
と
異
な
る
塚

田
満
校
氏
・
村
松
定
孝
氏
・
岡
村
繁
氏
の
叶
愛
の
否
定
」
が
「
社
子

春
伝
」
の
モ
チ
ー
フ
だ
と
す
る
意
見
を
紹
介
し
、
結
局
西
岡
氏
は

「
挫
折
を
通
し
て
拙
か
れ
る
不
屈
の
人
間
の
意
志
」
が
「
杜
子
春
伝
」

の
一
ア
!
マ
で
あ
る
と
す
る
の
だ
が
、
コ
」
と
に
、
作
品
中
の
論
理
か

ら
す
れ
ば
一
合
定
さ
る
べ
き
母
性
の
盲
目
的
な
愛
情
が
、
文
明
史
的
次

元
に
お
き
か
え
て
見
た
時
、
当
代
の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
反

逆
と
い
う
す
ぐ
れ
て
肯
定
的
な
性
格
を
帯
び
て
く
る
と
い
う
い
わ
ば

弁
証
法
的
性
格
を
も
つ
こ
と
に
注
意
し
た
い
」
と
、
前
の
論
断
と
異

な
っ
た
、
む
し
ろ
近
藤
氏
や
内
山
の
立
場
に
近
い
発
言
を
し
て
い
る

の
で
、
読
後
矛
盾
感
を
拭
い
え
な
い
。
と
も
か
く
、
西
岡
氏
は
日
本

に
お
け
る
「
社
子
春
伝
」
の
理
解
の
さ
れ
方
に
二
通
り
の
傾
向
が
あ

る
こ
と
を
指
識
し
、
「
愛
」
が
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
す
る
読
み
方
は

芥
川
の
捉
え
方
に
影
響
さ
れ
歪
め
ら
れ
た
た
め
と
主
張
さ
れ
る
よ
う

に
私
に
は
理
解
さ
れ
た
。
以
下
に
西
岡
氏
の
文
章
に
つ
い
て
二
三
の

反
論
を
提
出
し
た
い
と
思
う
。

一
一
、
「
社
子
春
伝
」
の
主
人
公
は
誰
か

塩
谷
氏
、
近
藤
氏
及
び
内
山
は
「
杜
子
春
伝
」
の
主
人
公
を
社
子

春
(
被
術
者
〉
と
見
据
え
て
、
彼
の
行
為
を
中
心
的
プ
ロ
ッ
ト
と
考

え
る
の
だ
が
、
近
年
の
村
松
氏
・
塚
田
氏
・
西
岡
氏
は
道
士
(
施
術

者
〉
を
主
人
公
に
提
え
て
そ
の
行
為
を
む
し
ろ
拡
大
解
釈
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
道
士
を
「
宇
宙
の
非
常
(
情
?
〉
な
運
行
そ

の
も
の
に
挑
戦
す
る
科
学
者
の
飽
く
な
き
探
究
」
者
(
岡
村
氏
〉
で

あ
る
と
か
、
「
古
代
的
観
念
形
態
を
体
現
し
た
不
屈
の
勇
者
」
で
あ

る
と
い
う
読
み
方
に
向
調
し
て
い
る
が
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

こ
の
道
士
は
「
挫
折
を
通
し
て
拙
か
れ
る
不
屈
の
人
間
の
意
志
」
(
西

同
氏
)
を
も
つ
よ
う
な
偲
性
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
二
人
の
性
格
が
描
き
わ
け
ら
れ
て
い
た
と

す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
緩
め
て
根
本
的
な
読
み
の
相
違
と
い
う
も
の

は
起
っ
て
こ
な
い
と
私
は
思
う
。
「
社
子
春
伝
の
無
表
情
に
つ
い
て
」

(
内
山
・
昭
和
二
六
年
)
に
私
は
杜
子
春
と
道
士
の
個
性
の
描
写
が

い
か
に
も
足
り
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
て
、
非
個
性
的
小
説
の
印
象

を
強
め
た
こ
と
を
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
『
太
平
広
記
』
の
編
者

が
「
社
子
春
」
と
い
う
題
名
を
こ
の
物
語
に
与
え
た
の
は
、
お
そ
ら

く
そ
の
書
き
出
し
に
「
社
子
春
者
、
蓋
府
開
問
人
」
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
唐
代
小
説
に
は
、
書
き
出
し
の
人
物
と

物
語
中
の
主
人
公
が
異
な
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
の
で
必
ず
し
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も
題
名
の
人
物
が
主
人
公
だ
と
短
絡
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
く
ま

い
。
し
か
し
物
語
は
読
め
ば
自
ら
明
瞭
の
よ
う
に
杜
子
春
が
錬
丹
を

志
す
道
士
に
救
わ
れ
、
そ
の
「
深
き
恵
み
に
感
じ
、
事
を
立
つ
る
の

後
は
、
唯
だ
受
に
使
は
れ
ん
い
と
決
心
し
、
道
士
の
錬
丹
の
協
力
者

に
な
り
、
道
術
の
破
れ
た
後
は
家
に
州
市
り
、
再
訪
し
て
「
歎
恨
し
て

mm
る
」
ま
で
、
始
終
一
貫
し
て
物
語
の
叙
述
の
中
心
は
や
は
り
子
春

で
あ
る
。

は
錬
丹
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
も
の
の
、
失
敗
し
て
い
る

の
だ
か
ら
賢
明
な
道
術
者
で
は
な
い
。
本
来
遂
に
志
し
て
も
い
な
い

社
子
春
に
大
金
を
与
え
、
か
つ
錬
丹
の
秘
事
の
鍵
を
托
す
る
と
は
い

か
に
も
軽
率
で
、
吋
抱
朴
子
b

に
記
す
錬
丹
の
き
び
し
い
諸
条
件
に

賊
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
道
士
は
最
初
か
ら
無
資
格
者
で
あ
る
。
現
在

の
道
教
に
お
い
て
も
錬
丹
の
「
七
難
」
に
つ
い
て
、

煉
丹
に
七
難
あ
り
。
一
、
明
郎
遇
ひ
難
き
。
二
、
世
務
却
け
難

き
。
一
一
一
、
恩
愛
制
き
難
き
。
四
、
色
慾
断
ち
難
き
。
五
、
名
利

棄
て
難
き
。
六
、
妄
想
去
り
難
き
。
七
、
喜
怒
哀
楽
悲
恐
驚
除

き
難
き
。
(
戴
源
長
編
「
仙
学
辞
典
」
民
間
五
九
年
)

と
あ
る
よ
う
に
、
役
務
、
恩
愛
、
色
欲
、
名
利
、
妄
想
、
七
情
を
尽

く
除
去
し
、
そ
の
上
に
明
師
に
会
お
う
と
努
力
し
た
人
物
、
例
え
ば

「
神
仙
伝
い
に
お
い
て
越
昇
が
張
道
陵
に
遇
っ
た
よ
う
に
、
良
い
指

導
者
を
得
て
始
め
て
神
仙
術
は
条
件
が
整
う
の
で
あ
る
。
家
産
を
守

ろ
う
と
し
な
か
っ
た
杜
子
春
は
、
神
仙
術
を
志
し
て
家
を
棄
て
た
の

で
は
な
く
「
縦
沼
間
遊
」
し
た
あ
げ
く
生
活
に
弱
る
と
「
親
故
に
投

じ
」
て
は
見
放
さ
れ
た
男
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
始
末
に
終
え
な
い

放
蕩
児
を
「
大
金
」
で
釣
り
上
げ
、
錬
丹
を
成
功
に
導
こ
う
と
企
て

る
道
士
こ
そ
、
道
心
に
拠
ら
ず
に
金
銭
の
恩
義
に
借
り
て
街
を
行
お

う
と
す
る
安
易
な
神
仙
願
望
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
安
直
道
士
を

「
科
学
者
」
な
ど
と
賛
美
す
る
な
ら
、
唐
代
史
は
科
学
者
の
伝
記
で

満
ち
、
操
れ
る
だ
ろ
う
。
「
社
子
春
伝
」
の
作
者
は
決
し
て
こ
の
道
士

を
超
人
の
よ
う
に
描
き
終
っ
て
は
い
な
い
。
末
尾
の
錬
丹
術
失
敗
の

後
、
こ
の
た
び
の
失
敗
に
早
く
も
諦
め
を
つ
け
た
道
士
が
再
度
の
企

図
を
志
し
つ
つ
も
、
「
私
の
薬
は
ま
た
錬
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
あ
な

た
の
身
体
も
な
お
世
間
に
受
け
容
れ
て
も
ら
え
よ
う
。
(
吾
薬
可
重
一

煉
、
布
子
之
身
猶
為
世
界
所
容
怠
〈
。
)
」
と
お
互
い
の
将
来
の
生
き
方
ま

で
指
示
し
て
い
る
点
を
み
る
と
、
緩
め
て
世
俗
の
こ
と
に
配
慮
の
行

き
届
い
た
人
物
で
は
な
い
か
。
道
士
と
俗
人
と
の
関
わ
り
ょ
う
を
作

者
は
こ
こ
に
丁
寧
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
点
か
ら
も

っ
忠
魔
的
な
人
向
性
を
駿
拐
す
る
厳
し
い
超
俗
性
」
(
関
村
氏
)
を

示
す
の
は
、
こ
の
物
語
で
は
幻
想
の
世
界
の
描
写
で
あ
り
、
そ
う
い

う
こ
と
を
実
践
す
る
の
は
道
教
の
教
義
を
守
る
唐
代
道
士
の
一
部
の

修
行
者
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
社
子
春
の
部
と
な
っ
た
こ
の
道
士
に
冠

し
て
の
は
不
適
当
で
あ
る
。
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三
、
芥
川
は
「
社
子
春
伝
」
を
読
ん
だ
か

芥
川
龍
之
介
は
来
し
て
「
社
子
春
伝
」
の
原
文
を
読
ん
で
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
当
時
の
芥
川
が
最
も
入
手
し
や
す
か
っ
た
テ
キ
ス
ト
と

し
て
は
坂
谷
瓶
吋
国
訳
漢
文
大
成
』
晋
腐
小
説
(
唐
人
説
蒼
本
に
拠

っ
て
い
る
〉
の
一
冊
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
読
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
期
辰
雄
が
芥
川
滋
之
介
の
残
後
に
全
集
の
編
集
の
手
伝

い
に
芥
川
家
に
通
っ
た
時
、
芥
川
の
蔵
書
の
中
か
ら
、
芥
川
の
作
品

の
出
典
と
関
係
の
あ
る
図
書
を
対
照
し
て
書
き
出
し
た
ノ
オ
ト
「
芥

川
龍
之
介
の
読
書
」
(
筑
摩
書
房
、
間
期
辰
雄
全
集
』
第
七
巻
下
、
二

四
六
一
良
)
を
見
る
と
そ
の
冒
頭
に
、

昭
和
二
年

社
子
春
伝
唐
代
小
説
支
那
他
人
列
伝
東
海
林
辰
三
郎
著

本
話
は
む
以
上
創
作
に
有
之
候
。

と
あ
り
、
ど
う
や
ら
芥
川
は
東
海
林
辰
三
郎
の
『
支
那
仙
人
列
伝
』

と
い
う
本
を
粉
本
に
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
も
し
『
国

訳
漢
文
大
成
』
な
り
吋
太
平
広
記
』
司
唐
人
説
苔
』
の
類
の
涼
漢
文

が
芥
川
の
番
械
に
あ
れ
ば
、
堀
辰
雄
が
見
落
す
は
ず
は
な
い
と
思

う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
芥
川
は
、
「
杜
子
春
伝
」
と
は
、

や
や
異
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
発
想
し
て
い
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
な

お
、
「
芥
川
龍
之
介
の
は
角
別
書
広
本
町
堀
辰
雄
全
集
』
に
も

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
芥
川
研
究
者
の
こ
の
点
に
関
す
る
一
言
及

は
な
い
の
で
一
一
苔
触
れ
て
お
き
た
い
。

回
、
「
愛
」
に
つ
い
て

西
岡
氏
は
村
松
定
孝
氏
、
武
田
泰
淳
氏
、
岡
村
繁
氏
と
同
じ
立
場

に
立
っ
て
「
社
子
春
伝
」
の
創
作
意
図
に
つ
い
て
、
原
作
の
発
想
を

「
愛
の
一
合
定
」
と
と
ら
え
る
。

杖
子
春
伝
の
創
作
意
留
は
人
間
愛
の
回
復
と
い
う
美
し
い
浪
漫

主
義
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
悪
魔
的
な
、
人
間
性
を
峻

拒
す
る
厳
し
い
超
俗
主
義
に
共
感
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
受

け
取
れ
る
。
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そ
の
結
果
近
藤
氏
と
内
山
の
作
業
を

史
的
考
証
や
背
景
の
分
析
に
く
ら
べ
て
、
作
品
内
容
そ
の
も
の

に
つ
い
て
、
作
者
の
人
間
観
や
発
想
の
根
底
の
深
み
に
ま
で
立
ち

い
っ
た
分
析
は
み
ら
れ
ず
、
結
果
的
に
は
「
愛
」
の
意
味
を
肯
定

的
に
と
ら
え
、
こ
れ
を
「
美
し
い
人
間
愛
」
と
読
み
か
え
た
と
こ

ろ
に
瑳
歓
を
生
じ
た

と
否
定
す
る
。
そ
し
て
「
愛
」
の
解
釈
の
手
始
め
と
し
て
、
本
文
の

「
愛
生
子
心
」
と
い
う
表
現
の
「
愛
」
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
、

夫
に
子
供
を
殺
さ
れ
た
杜
子
春
が
「
愛
生
子
心
」
と
い
う
状
態

に
な
る
の
は
「
グ
ヅ
と
腕
が
つ
ま
っ
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、



梅
田
氏
の
よ
う
に
「
社
子
春
は
子
供
へ
の
愛
情
の
た
め
」
と
読
ん

で
し
ま
っ
て
は
原
文
の
意
図
は
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
た
減
殺
さ
れ

る
。
こ
こ
に
お
け
る
「
愛
」
は
い
わ
ば
本
能
的
動
物
的
衝
動
の
表

現
と
し
て
抱
え
る
の
が
自
然
だ
。

そ
し
て
こ
の
傍
一
証
と
し
て
「
任
氏
伝
」
の
一
場
面
、
掌
握
が
主
人
公

任
氏
を
強
姦
し
よ
う
と
す
る
場
面
の
、
「
護
愛
之
発
狂
」
と
い
う
一

文
を
掲
げ
、

「
愛
」
は
狂
わ
ん
ば
か
り
の
欲
情
を
意
味
す
る
。

と
説
明
し
て
い
る
。

し
か
し
誰
が
読
ん
で
も
こ
の
読
み
は
お
か
し
い
。
勺
狂
わ
ん
ば
か

り
の
い
と
い
う
意
味
は
「
愛
」
の
語
に
は
な
く
、
後
の
「
発
狂
」
と

い
う
訟
に
こ
そ
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
も
し
商
問
氏
の
よ
う
に

「
愛
」
の
意
味
に
「
グ
ッ
と
絢
が
つ
ま
っ
て
」
「
狂
わ
ん
ば
か
り
」

の
恕
解
を
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
物
語
の
後
尾
で
、
老
人
が

一
品
問
子
之
心
、
喜
怒
哀
憾
窓
慾
、
皆
忘
突
。
所
未
議
者
、
愛
一
冊
己
。

と
い
う
「
愛
」
も
ま
た
「
本
能
的
動
物
的
衝
動
の
表
現
」
と
読
ま
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
愛
は
、
喜
怒
京
懐
惑
慾
愛
と
並
称
さ
れ
る
人
間

の
七
情
の
一
つ
の
概
念
を
一
部
す
語
で
あ
っ
て
、
動
詞
で
は
な
く
て
名

詞
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
未
だ
議
ら
ざ
る
所
の
者
は
愛
の
み
」
と
一
一
一
一
向
っ

て
い
る
の
は
、
前
の
「
愛
心
に
生
じ
」
と
い
う
文
を
受
け
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
「
愛
生
子
心
」
の
「
愛
」
は
文
法
的
に
一
言
っ
て
も

名
詞
で
あ
り
、
そ
れ
が
七
情
の
一
た
る
愛
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と

は
誰
が
見
て
も
明
ら
か
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
う
い
う
私
の
理
解

が
誤
り
で
な
い
証
拠
と
し
て
二
人
の
翻
訳
者
の
例
を
引
こ
う
。

川
端
康
成
氏
訳
の
「
杜
子
春
伝
」
(
昭
和
五
年
、
北
隆
堂
害
賠
刊

円
高
加
代
小
説
』
一
五
回
頁
)
に
は
、

こ
れ
を
見
る
と
社
子
春
の
心
に
急
に
愛
が
目
覚
め
て
、
仙
人
と

の
約
束
も
忽
ち
忘
れ
て
し
ま
ひ
、
患
は
ず
、
寸
み
の
あ
!
あ
あ
!
」

と
戸
を
出
し
て
し
ま
っ
た
。

ま
た
後
の
文
を
、

君
の
心
は
喜
、
怒
、
京
、
健
、
悪
、
欲
な
ど
は
よ
く
忘
れ
る
こ

と
が
出
来
た
c

し
か
し
ま
だ
道
教
の
修
業
が
今
一
歩
と
い
う
と
こ

ろ
な
の
で
、
愛
だ
け
は
棄
て
去
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

と
、
明
ら
か
に
名
詞
と
し
て
訳
し
て
い
る
。

ま
た
、
前
野
直
彬
氏
訳
の
「
社
子
春
」
(
昭
和
一
一
一
九
年
平
凡
社
刊

『
唐
宋
伝
奇
集
』

2
一
二
三
頁
)
の
訳
文
を
引
く
と
、

子
春
は
心
の
中
に
「
愛
」
の
気
持
が
生
ま
れ
て
、
ふ
と
道
士
と

の
約
束
を
忘
れ
、
思
わ
ず
あ
っ
と
戸
を
あ
げ
た
。

と
カ
ギ
括
弧
で
愛
の
字
を
わ
ざ
わ
ざ
間
ん
で
い
る
し
、
後
の
文
章
に

つ
い
て
も
、

「
貴
公
の
心
は
、

-
怒
・
友
・
熔
・
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-
欲
の
六
つ
は
す
べ



て
忘
れ
去
っ
た
。
し
か
し
忘
れ
き
れ
な
か
っ
た
の
が
た
だ
一
つ
、

忍
合
じ
ゃ
:
:
:
い

と
訳
し
、
こ
こ
で
は
二
設
括
弧
で
関
ん
で
い
る
。

部
尚
氏
の
真
の
意
図
は
、
こ
の
物
語
の
倫
理
概
念
的
語
業
た
る

「
愛
」
は
ア
ガ
ベ
や
エ
ロ
ス
の
「
愛
」
と
は
違
う
の
だ
と
一
一
一
向
い
た
い

の
で
あ
ろ
う
と
私
は
恕
像
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
の
愛
は
も
っ
と
本
能

的
衝
動
的
な
も
の
を
一
寸
前
っ
て
い
る
だ
と
一
一
出
向
い
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
私
は
そ
れ
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
「
愛
レ
と
い
う
誌
は
そ
の
概
念
規
定
は
さ
し
措
い
て
、

中
間
に
お
い
て
は
古
代
の
儒
家
・
農
家
の
論
説
に
登
場
す
る
ば
か
り

で
な
く
、
文
学
作
品
に
も
用
い
ら
れ
、
本
能
的
な
愛
の
意
味
に
も
、

指
欲
的
な
愛
の
意
味
に
も
、
倫
理
的
な
愛
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
、

そ
の
用
例
は
多
彩
で
あ
っ
て
一
概
に
中
関
誌
の
「
愛
」
は
「
今

E
の

よ
う
な
愛
の
意
味
、
エ
ロ
ス
(
人
間
愛
〉
ア
ガ
ベ
(
衿
の
愛
)
乃
至

は
人
類
愛
、
隣
人
愛
の
如
き
宗
教
的
倫
理
的
な
意
味
は
内
包
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
l

)

(

凶
例
氏
)
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

庶
代
小
説
だ
け
を
例
に
し
て
み
る
と

例
名
前
的
用
法
の
「
愛
」
の
場
合
、

ω勿
以
幽
冥
陶
磁
宿
昔
之
愛
。
(
通
闘
記
「
法
眼
」
)

ω観
君
於
我
、
恩
愛
甚
深
。
(
河
東
記
「
鶏
泊
玄
」
)

紛
不
然
者
、
財
不
断
恩
愛
耳
。
ハ
伝
奇
「
実
格
」
)

川w蛍
宜
奪
所
愛
乎
。
(
許
発
佐
「
椀
氏
伝
」
)

川

w
飛
煩
呼
其
所
愛
僕
。
(
一
一
一
水
小
隙
「
歩
飛
煩
い
)

ωω
ゅ
は
「
夫
婦
も
し
く
は
愛
人
関
係
の
愛
倍
」
を
拐
し
、

川
刊
は
「
愛
人
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
、

ωは
「
近
倖
の
関
係
」
を
意

味
す
る
。

川W
動
認
的
用
法
の
場
合

川

w郎
裁
所
有
宝
鋭
、
回
一
比
蘇
公
友
人
河
南
苗
季
子
所
遺
蘇
公
者
。
蘇
公

愛
之
甚
。
ハ
主
度
「
古
銃
記
」
)

川W
愛
其
子
聡
悟
絶
入
。
(
「
補
江
総
白
猿
伝
」
)

制
限
多
本
自
令
渠
愛
。
(
張
駕
「
遊
仙
窟
い
)

的
別
表
。
愛
之
発
狂
。
ハ
沈
既
済
コ
仕
氏
伝
い
)

紛
後
遂
私
侍
枕
布
、
実
蒙
歓
愛
。
ハ
李
景
亮
「
李
章
武
伝
」
)

M
W
窮
姑
愛
其
子
。
(
李
朝
威
「
柳
毅
伝
」
)

ω故
図
君
愛
子
、
以
託
相
生
。
ハ
「
柳
毅
伝
」
)

似
何
故
震
支
小
女
字
小
玉
、
主
甚
愛
之
。
ハ
務
防
「
震
小
玉
伝
」
)

鱒
其
勉
加
鉱
石
、
為
予
自
愛
。
(
沈
既
済
「
枕
中
記
」
)

M
W
母
謂
臼
「
汝
嘗
劉
念
、
:
:
:
」
(
蒋
防
「
震
小
玉
伝
」
)

紛
小
娘
子
愛
才
、
静
夫
震
色
。
(
「
震
小
玉
伝
」
)

紛
-Af
以
色
愛
、
托
其
仁
賢
。
(
「
震
小
玉
伝
!
一
)

間
有
一
子
、
其
父
劉
市
器
之
。
(
自
行
筒
「
李
娃
伝
」
)

約
捧
覧
来
筒
、
撫
愛
過
深
。
(
一
一
ん
穣
「
鴬
々
伝
」
)
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同
開
慎
徴
愛
念
復
過
常
情
。
〈
河
東
記
「
蒲
潟
玄

jc

純
一
日
間
折
然
愛
慕
。
(
伝
奇
「
丘
一
括
奴
い
)

綿
一
音
量
愛
情
女
子
市
不
様
其
労
哉
。
(
伝
奇
「
表
航
!
一
)

鱒
開
放
亦
不
誌
一
憐
到
。
ハ
伝
記
「
務
隠
娘
」
)

こ
れ
ら
の
動
詞
は
「
欲
し
が
る
、
可
愛
が
る
、
欲
情
す
る
、
寵
愛

す
る
、
大
切
に
す
る
、
気
に
い
る
、
心
が
ひ
か
れ
る
、
い
と
お
し
む
、

惜
し
む
i

一
等
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

付
形
容
詞
的
用
法
の
場
合
、

綿
一
吋
憐
矯
一
袋
郎
、
可
愛
訪
中
声
。
(
「
遊
仙
筏
」
)

例
怒
鮮
可
愛
。
〈
統
玄
怯
録
「
孤
逢
」
)

綿
毎
週
水
色
可
愛
、
則
違
環
剣
。
(
甘
沢
一
議
「
陶
腕
」
)

こ
れ
ら
形
容
認
は
、
「
か
わ
い
い
、
美
し
い
」
の
意
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。ω連

休
修
飾
…
品
川
的
用
法
。
こ
れ
は
例
に
入
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な

、。、
UM

W
見
大
王
愛
女
牧
羊
子
野
。
(
「
柳
毅
伝
一
1
U

M
W
剣
淵
庭
君
之
愛
女
也
。
(
寸
柳
毅
伝
」
)

紛
対
日
、
主
人
之
愛
女
也
。
(
伝
奇
「
援
偉
い
)

ωw挨
拶
話
の
中
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、

川

w
錠
諮
生
問
、
・
:
勉
川
剛
山
自
愛
。
(
「
李
経
伝
」

右
の

ω
w
i付
の
用
例
は
日
常
生
活
的
人
間
関
係
の
中
に
お

け
る
愛
情
に
つ
い
て
っ
て
お
ヮ
、
宗
教
的
倫
理
的
な
意
味
の
用
例

は
、
経
蓄
や
仏
典
に
求
め
る
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
阿
含

経
」
の
「
愛
」
は
人
間
感
情
の
本
源
的
な
も
の
を
指
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
立
さ
は
「
物
を
貧
る
こ
と
」
と
か
「
染
著
す
る
こ
と
」
を

本
来
の
意
と
し
、
妻
子
を
愛
す
る
こ
と
は
「
食
愛
」
の
行
為
中
に
入

り
、
師
長
を
愛
す
る
「
信
愛
」
に
対
比
し
て
染
汚
の
行
為
と
見
る

(
供
舎
論
四
)
。
ま
た
妻
子
、
奴
妹
、
給
使
、
各
属
、
田
地
、
度
宅
、

応
態
、
出
息
、
財
物
な
ど
を
愛
す
る
こ
と
を
「
習
い
と
名
づ
け
る
(
中

間
合
経
、
分
別
恕
一
諦
経
)
。
ま
た
十
四
歳
以
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
愛
欲

が
強
く
な
る
こ
と
を
十
二
関
縁
の
中
の
「
愛
」
と
い
う
。
つ
ま
り
現

在
で
い
う
性
愛
を
「
愛
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
阿
合
経
」
に
は
「
愛

す
る
も
の
と
別
離
す
る
は
苦
な
り
」
と
い
い
、
「
比
丘
等
よ
、
苦
集

聖
諦
と
は
か
く
の
如
し
、
後
右
を
一
溺
ら
し
、
喜
貧
を
伴
ひ
、
随
処
に

歓
喜
す
る
所
の
潟
愛
な
り
。
認
は
く
欲
愛
・
有
愛
・
無
有
愛
」
と
い

い
、
「
比
丘
等
よ
、
苦
滅
聖
諦
は
か
く
の
如
し
ο

こ
の
渇
愛
を
残
り

な
く
離
滅
し
、
拾
迭
し
、
楽
拾
し
、
解
脱
し
て
執
著
な
き
な
り
」
と

い
う
。
ム
ハ
著
心
す
な
わ
ち
六
つ
の
執
着
(
そ
の
一
つ
に
愛
者
心
が
あ

る
)
を
捨
て
て
は
じ
め
て
解
脱
に
至
る
こ
と
を
仏
教
は
説
く
。
ロ
間

合
縫
い
に
、
仏
が
尼
述
禅
河
の
ほ
と
り
な
る
優
楼
頻
螺
村
の
菩
提
樹

の
下
で
七
日
間
結
蹴
扶
坐
し
て
そ
の
初
夜
に
倍
っ
た
こ
と
と
し
て
、

の
原
悶
と
な
る
十
二
悶
縁
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
う

( 66 ) 



ち
第
八
番
目
に
「
愛
」
が
位
置
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
無
関
切
に

縁
り
て
行
ハ
ル
ザ
一
ず
)
。
行
に
縁
り
て
識
(
生
ず
〉
。
識
に
縁
り
て
名
企

(
生
、
ず
)
。
名
色
に
縁
り
て
六
処
(
生
ず
〉
O

J

ハ
処
に
縁
り
て
触
(
生

ず
)
。
触
に
縁
り
て
受
(
生
ず
)
。
受
に
縁
り
て
愛
(
生
ず
〉
。
愛
に
縁

り
て
取
(
生
ず
)
。
取
に
縁
り
て
有
(
生
ず
)
。
有
に
縁
り
て
生
(
生

ず
)
。
生
に
縁
り
て
老
死
愁
悲
苦
憂
悩
生
ず
o
m一
止
の
如
く
に
し
て
一

切
の
こ
の
苦
総
集
起
す
。
い
と
い
う
。
も
ろ
も
ろ
の
人
生
に
お
け
る

苦
悩
の
生
ず
る
原
因
と
し
て
「
愛
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

ぺ
愛
」
は
「
愛
情
i
一
の
怠
に
近
い
の
で
あ
ろ
う
。
社
子
春
の
わ
が
子

に
対
す
る
心
情
も
こ
れ
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。

儒
教
の
「
愛
」
に
つ
い
て
は
綾
説
を
要
し
な
い
だ
ろ
う
。
い
ま

吋
文
選
h

を
一
例
に
す
れ
ば
、
「
亦
隆
世
親
之
愛
」
「
兄
弟
之
愛
」
「
篤

猶
子
之
愛
い
「
割
肌
謄
之
愛
」
「
親
仁
容
丹
府
之
愛
」
「
怒
和
以
結
土

民
之
愛
い
つ
夫
倫
之
愛
」
「
愛
同
糸
麻
」
「
愛
流
成
海
」
な
ど
の
例
を

見
る
と
、
そ
れ
ら
は
単
に
偲
人
の
根
源
的
感
情
の
一
つ
を
の
み
指
す

の
で
は
な
く
て
、
広
く
血
族
的
な
、
階
級
的
な
、
道
義
的
な
も
の
に

及
ぶ
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
中
国
で
は
古
来
、
自
己
の
愛
着
の
念
を

さ
ら
に
家
族
・
友
人
・
社
会
に
拡
大
し
よ
う
と
い
う
思
想
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
孔
子
の
仁
や
墨
子
の
兼
愛
の
思

想
が
そ
の
例
で
あ
る
。
「
礼
一
記
い
一
般
弓
の
曾
子
の
こ
と
ば
に
「
君
子

の
人
を
愛
す
る
や
徳
を
以
て
し
、
綿
入
の
人
を
愛
す
る
や
姑
息
を
以

て
す
」
と
あ
る
の
も
倫
理
的
な
用
例
で
あ
る
。

儒
教
の
修
養
の
目
的
は
聖
人
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
中
腐
の
儒

学
に
お
い
て
桜
め
て
特
色
の
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
聖
人
に
な
る
備
を

説
い
た
論
文
が
登
場
し
た
点
で
あ
る
。
韓
愈
と
並
ん
で
新
儒
学
の
一

(
4
)
 

方
の
旗
頭
た
る
李
銘
ハ
七
七
一
一
i
l
八
四
一
〉
は
「
復
性
書
」
を
著
わ

し
そ
の
要
領
を
説
い
て
い
る
。

人
の
襲
人
た
る
ゆ
え
ん
の
者
は
性
な
り
。
人
の
其
の
性
を
惑
は

す
ゆ
え
ん
の
者
は
情
な
り
。
喜
怒
哀
懐
愛
悪
欲
の
七
者
は
、
皆
情

く

ら

す

な

は

か

く

め

や

ま

ち

の
為
す
所
な
り
。
情
既
に
昏
け
れ
ば
性
斯
ち
夜
る
。
性
の
過
に
非

と
も
ご
も

ざ
る
な
り
、
七
者
街
環
し
て
交
来
る
。
故
に
性
克
つ
能
は
ざ
る
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な
り
。

と
い
い
、
性
を
明
ら
か
に
し
聖
人
に
な
る
た
め
に
は
情
を
動
か
さ
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
論
じ
て
い
る
。
性
と
情
の
関
係
に

つ
い
て
は
、

然
り
と
難
も
性
な
け
れ
ば
財
ち
情
生
ず
る
所
な
し
。
走
れ
情
は

性
に
出
り
て
生
じ
、
情
は
自
ら
情
た
ら
ず
、
性
に
因
り
て
情
た

り
、
性
は
自
ら
性
た
ら
ず
、
情
に
由
り
て
以
て
明
ら
か
な
り
。
性

は
天
の
命
な
り
、
聖
人
之
を
得
て
惑
は
ざ
る
者
な
り
。
惰
は
性
の

動
な
り
、
百
姓
之
に
溺
れ
て
其
の
本
を
知
る
能
は
ざ
る
者
な
り
。

聖
人
あ
に
其
れ
情
な
か
ら
ん
や
、
聖
人
は
寂
然
と
し
て
動
か
ず
。

往
か
ず
し
て
到
り
、
一
一
一
一
口
は
ず
し
て
神
な
り
。
耀
か
ず
し
て
光
あ



り
。
制
作
し
て
天
地
に
参
は
り
、
変
化
し
て
陰
陽
に
合
す
。
情
あ

り
と
臨
も
、
未
だ
惰
あ
ら
ざ
る
な
り
。
然
れ
ば
別
ち
百
姓
な
る
者
、

あ
に
其
れ
性
な
き
者
な
ら
ん
や
。
百
姓
の
性
と
翠
人
の
性
と
は
差

は
ざ
る
な
り
。
然
り
と
難
も
情
の
昏
き
所
、
こ
も
ご
も
椋
攻
伐
し
、

未
だ
始
よ
り
窮
ま
る
あ
ら
ず
。
放
に
身
を
終
ふ
と
錐
も
其
の
性
を

観
ざ
る
な
り
。

と
い
い
、
関
心
人
も
百
姓
も
共
に
性
と
慣
は
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
襲
人
は
情
に
よ
っ
て
本
然
の
性
を
惑
わ
さ
れ
な
い
者
で
あ
る
。

情
の
葱
藤
に
よ
っ
て
、
本
然
の
性
を
見
失
っ
て
生
艇
を
終
ろ
う
と
す

る
の
が
人
民
の
常
だ
と
言
う
。
従
っ
て
礼
楽
に
従
う
こ
と
に
よ
り
噌

欲
を
忘
れ
、
性
命
の
道
に
復
帰
し
よ
う
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
性
に
復
す
る
手
始
め
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
と
、

慮
ら
ず
思
は
ざ
れ
ば
、
情
別
ち
生
ぜ
ず
。
情
既
に
生
ぜ
ず
、
乃

ち
正
思
を
為
す
。
正
忠
と
は
慮
な
く
恕
な
き
な
り
。

と
い
う
よ
う
に
、
思
癒
を
無
く
し
、

J
M
J
静
皆
離
れ
て
寂
然
と
し
て

不
動
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
査
誠
」
の
状
態
に
一
全
る
こ
と
を
求
め
る

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
李
掬
は
二
十
九
歳
の
若
さ
で
こ
の
理
論
に
到
達
し
た
も

の
の
、
製
人
の
域
に
到
達
す
る
に
は
な
お
長
い
歳
月
を
必
要
と
す
る

こ
と
を
予
怨
し
て
い
た
。
た
と
え
百
歳
ま
で
生
き
た
と
し
て
も
「
吾

の
終
日
道
徳
に
志
し
て
猶
ほ
未
だ
及
ば
ざ
ら
ん
こ
と
を
懐
る
る
」
紡

果
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
日
々
精
進
努
力
し
よ
う
と
決
意

し
て
い
る
。
李
開
閉
の
思
想
に
仏
教
の
禅
の
思
想
が
反
映
し
て
い
る
こ

と
は
一
目
瞭
然
と
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
あ
く
ま
で
儒
教
の
経
典

に
根
拠
を
求
め
、
死
後
の
世
界
や
現
世
利
益
に
つ
い
て
は
説
く
こ
と

か
え

を
拒
否
し
た
。
「
性
に
復
る
j

一
こ
と
が
儒
学
者
と
し
て
の
自
己
の
完

成
で
あ
る
と
信
ず
る
心
は
極
め
て
強
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

李
相
朔
は
七
情
に
つ
い
て
特
に
細
説
し
て
い
な
い
が
、
「
噂
欲
愛
常

の
心
は
何
に
よ
っ
て
起
る
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
「
情
は
妄
で

あ
り
邪
で
あ
る
、
邪
と
妄
と
は
図
る
所
の
な
い
も
の
で
あ
る
」
(
復

性
書
中
)
、
と
一
寄
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
「
社
子
春
伝
」
で
道
士
が

術
に
入
る
前
に
子
春
を
戒
め
る
一
一
一
一
口
葉
、
「
慎
し
ん
で
語
る
勿
れ
。
尊

神
・
怒
鬼
;
:
:
と
難
も
、
皆
真
実
に
非
、
ず
、
但
だ
ま
さ
に
不
動
不
語
、

宜
し
く
安
心
し
て
懐
る
る
こ
と
な
く
ん
ば
、
終
に
苦
し
む
所
な
か
ら

ん
。
:
:
:
い
と
一
一
一
一
向
う
所
の
精
神
に
比
較
的
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
杜
子
春
伝
」
の
場
合
は
…
夜
一
回
だ
け
の
行
為
に
よ
っ
て
成
功
を

得
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
李
掬
が
生
波
を
か
け
て
自
己
の
完
成
を

獲
得
し
よ
う
と
す
る
の
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
中
唐
期
に
は
矯
・
仏
・
道
…
一
一
教
が
共
通
し
て
七
情
を
制
し

て
借
り
を
得
、
他
道
を
得
、
聖
人
に
な
ろ
う
と
す
る
宗
教
的
思
想
的

背
景
が
撃
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
趨
裕
的
精

神
主
義
に
反
対
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
実
主
義
の
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立
場
か
ら
の
発
言
と
悶
凡
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
杜
子
春
伝
」
の
場
合
だ
け
、
な
ぜ
女
に
生
ま
れ
代
っ
た
子
春
が
夫

慮
牛
…
に
わ
が
子
を
殺
さ
れ
る
場
部
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
置
か
れ
、

他
の
「
烈
士
池
い
「
蒲
洞
玄
」
ぺ
一
顧
元
綴
い
の
物
語
に
は
男
に
生
ま
れ

代
っ
た
子
春
が
姿
に
予
を
殺
さ
れ
る
場
加
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
つ

ま
り
、
な
ぜ
子
春
は
女
殺
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
そ

れ
は
す
ぐ
二
つ
前
の
プ
ロ
ッ
ト
に
棄
が
殺
害
さ
れ
よ
う
と
し
て
も
子

春
は
同
情
の
窓
を
示
さ
な
か
っ
た
と
い
う
場
砲
の
設
定
が
予
め
挿
入

さ
れ
て
あ
っ
た
か
ら
で
、
結
局
夫
婦
の
愛
情
よ
り
も
母
子
の
愛
情
の

方
が
よ
り
強
い
の
で
あ
り
、
男
よ
り
女
の
方
が
情
に
弱
い
と
い
う
現

実
を
「
社
子
春
伝
」
の
作
者
は
計
算
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
社

子
春
伝
」
以
外
の
一
連
の
向
源
の
物
語
に
は
妻
が
殺
害
さ
れ
そ
う
に

な
っ
て
救
い
を
求
め
る
場
面
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
。

勺
社
子
容
伝
」
は
こ
の
よ
う
に
構
成
的
な
物
語
で
あ
っ
て
、
恩
義
、

夫
婦
の
愛
以
上
に
母
子
の
愛
の
強
さ
を
誇
張
し
て
い
る
。
こ
の
夫
婦

の
愛
や
母
子
の
愛
は
「
神
の
愛
」
で
は
な
い
が
、
人
間
と
し
て
古
今

東
西
を
通
じ
て
万
人
の
持
っ
て
い
る
「
人
間
愛
」
で
あ
る
。
初
唐
末

期
成
立
の
吋
大
農
大
慈
思
寺
一
一
一
蔵
法
師
伝
』
を
見
る
と
、
玄
界
の
出

家
と
西
域
印
度
旅
行
を
決
定
的
に
し
た
の
は
、
玄
界
の
母
が
彼
を
産

む
時
に
見
た
一
場
の
夢
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
玄
弊
の
よ
う
な
徐
大
な
法
師
で
も
ほ
へ
の
信
頼
と
敬
慕
の
念
は

生
一
段
消
え
る
こ
と
な
く
持
続
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五
、
「
勉
之
哉
」
は
挨
拶
語
で
は
な
い

一
舟
び
読
み
の
問
題
に
も
ど
り
た
い
。
「
社
子
春
伝
」
の
末
尾
の
文

、
「
吾
薬
可
粛
一
煉
、
市
子
之
身
猶
為
殴
界
一
助
容
余
。
勉
之
哉
。
」
の

解
釈
と
し
て
、
西
岡
氏
は
駒
田
信
二
氏
の
「
お
れ
は
薬
を
煉
り
な
お

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
お
前
は
や
は
り
俗
界
に
い
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
元
気
で
な
に
と
い
う
訳
を
掲
げ
、
「
勉
之
哉
」
は
単
な
る
挨
拶

誌
と
と
る
こ
と
に
賛
成
し
、
吉
田
氏
の
「
お
前
は
世
の
中
へ
帰
っ
て

も
十
分
や
っ
て
行
け
る
。
世
の
遂
に
は
げ
め
よ
と
子
春
を
帰
途
に
つ

か
せ
た
」
と
す
る
訳
文
を
芥
川
流
だ
と
批
判
す
る
。

私
は
、
右
の
原
文
の
「
可
」
が
駒
田
氏
の
よ
う
に
「
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
訳
さ
れ
た
り
、
「
猶
為
:
:
:
所
:
:
:
」
の
構
文
が
「
や
は
り
・
・

:
・
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
訳
さ
れ
る
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
前
に
も

記
し
た
よ
う
に
、
私
な
ら
「
私
の
薬
は
も
う
一
度
煉
る
こ
と
は
で
き

る
し
、
あ
な
た
の
身
体
も
な
お
世
間
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
で
し
ょ

う
。
し
っ
か
り
お
や
り
な
さ
い
よ
と
訳
す
で
あ
ろ
う
。
「
之
を
勉
め

よ
や
」
と
い
う
一
一
言
葉
は
部
長
が
弟
子
に
訓
誠
し
て
い
る
一
言
葉
で
あ

り
、
励
ま
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
打
ち
し
お
れ
た
子
春

に
、
逆
に
道
士
の
方
か
ら
激
励
の
一
言
葉
を
注
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
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一
丹
び
山
川
端
康
成
訳
を
あ
げ
る
と
、

ま
た
い
つ
か
薬
を
調
合
し
て
や
ろ
う
。
君
も
全
く
見
込
み
が
な

い
と
去
ふ
の
で
は
な
い
。
せ
い
ぜ
い
怠
ら
ず
修
業
を
し
給
へ
。

と
あ
り
、
ど
う
も
社
子
春
に
再
び
修
潜
水
を
期
待
し
て
い
る
言
葉
と
し

て
理
解
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
誤
訳
で
あ
る
。
前
野
氏
の
訳
は
、

わ
し
の
薬
は
煉
り
旋
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
貴
公
の
身
は
や
は

り
俗
世
の
厄
介
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
元
気
で
な
。

と
な
っ
て
お
り
、
駒
田
氏
の
訳
も
こ
の
辺
か
ら
出
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
一
一
日
う
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
を
つ
と
め
よ
や
」
と
い
う
成
は
、

に
多
く
見
え
る
「
欽
哉
」
(
つ
つ
し
め
や
〉
、
「
懇
裁
」
(
つ

と
め
よ
や
〉
、
「
鼠
哉
」
(
つ
と
め
よ
や
)
、
「
敬
哉
」
(
つ
つ
し
め
や
)

な
ど
の
例
に
見
え
る
よ
う
に
、
長
上
の
人
物
が
下
の
者
に
向
っ
て
激

励
勧
奨
す
る
こ
と
を
日
的
と
し
て
い
る
。
唐
代
の
文
献
で
も
韓
一
愈
の

「
答
劉
秀
才
論
史
敢
闘
」
(
外
集
巻
二
)
に
も
、
一
ー
後
生
可
畏
、
安
知
不

在
足
下
。
亦
立
勉
之
。
愈
一
件
拝
。
L

と
あ
り
、
こ
れ
も
劉
秀
才
を
励

ま
し
て
い
る
こ
と
は
前
文
で
も
わ
か
る
。
小
説
の
方
に
も
幾
っ
か
例

を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ぺ
札
邸
内
客
伝
レ
に
、
「
此
世
界
非
公
世
界
、

他
方
可
也
ο
勉
之
、
勿
以
為
念

J

q
こ
の
世
界
は
貴
公
の
世
界
で

は
な
い
わ
、
ほ
か
を
ね
ら
う
が
よ
か
ろ
う
。
ま
あ
努
力
し
て
、
く
よ

く
よ
せ
ぬ
こ
と
じ
ゃ
J

I
前

野

氏

前

掲

二

七

O
頁
)
と
あ
っ
た

り
、
「
持
余
之
婚
、
以
佐
真
主
、
賛
功
業
也
。
勉
之
裁
。
」
(
わ
し
の
贈

物
に
よ
っ
て
真
の
君
主
を
助
け
、
天
下
統
一
の
功
業
一
を
補
佐
し
た
ま

え
、
し
っ
か
り
や
り
た
ま
え
よ
。
日
前
野
氏
前
掲
書
二
七
二
一
良
)
と

あ
る
の
は
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
続
玄
怪
録
』
の
中
で
も
「
表

堪
」
の
物
語
に
は
、
他
人
裳
堪
が
術
に
失
敗
し
た
王
敬
伯
に
ニ
一
一
日
う
一
言
葉

に
、
「
塵
路
遼
遠
、
万
愁
攻
人
、
努
力
告
愛
。
」
と
い
う
の
が
あ
る
し
、

同
じ
く
「
李
紳
」
の
物
誌
に
、
李
紳
が
老
人
に
つ
れ
ら
れ
て
羅
宇
山

に
行
く
が
俗
念
の
た
め
帰
り
た
く
な
っ
た
持
、
仙
士
た
ち
の
一
一
一
一
口
棄
に
、

一
子
念
婦
、
不
当
入
此
居
也
。
子
難
伯
録
有
名
、
部
俗
塵
尚
章
一
一
っ
此

生
猶
沈
幻
界
耳
。
美
名
崇
官
、
外
皆
得
之
、
守
正
修
静
、
来
生
既
冠
。

遂
居
此
笑
。
勉
之
勉
之
よ
と
い
う
場
面
が
あ
り
、
又
「
娯
麟
客
い

の
物
語
に
も
、
「
此
不
忘
修
致
、
共
功
即
亦
非
遠
。
亦
時
有
心
遠
気

清
、
一
一
一
一
一
同
市
梧
者
、
勉
之
。
遺
金
百
鏡
、
為
営
身
之
助
c
:
:
:
」
と
い

う
会
話
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
激
励
・
勧
奨
の
意
味
に
用
い
て
お

り
、
単
に
「
元
気
で
な
」
と
い
う
よ
う
な
挨
拶
で
は
な
い
。
あ
え
て

唐
代
小
説
の
中
か
ら
「
元
気
で
ね
」
と
い
う
挨
拶
誌
を
求
め
る
と
す

れ
ば
、
「
勉
思
自
愛
」
(
李
妹
伝
)
、
ぺ
千
万
珍
重
、
珍
重
千
万
」
ハ
鴬
々

伝
)
な
ど
で
あ
る
が
二
加
に
韓
愈
の
「
与
雇
翠
書
い
の
…

i

珍
重
自
愛
、

慎
飲
食
、
少
思
慮
、
惟
此
之
望
。
い
と
い
う
文
を
見
る
と
、
っ
珍
重
自

愛
」
と
い
う
一
言
葉
の
中
に
も
健
康
に
関
す
る
十
分
な
配
慮
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
の
で
、
或
い
は
小
説
の
言
葉
も
簡
単
に
挨
拶
諮
だ
と
は
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い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

六

、

結

び

以
上
二
三
の
点
か
ら
西
岡
氏
の
論
文
に
異
論
を
述
べ
、
更
に
他
に

及
ん
だ
。
御
批
判
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。
な
お
「
社
子
春
伝
」
は

吋
続
玄
怪
録
』
中
の
一
編
で
あ
ろ
う
と
私
は
今
の
と
こ
ろ
考
え
て
い

る
が
、
円
玄
棋
は
録
h

の
中
に
入
れ
る
壬
夢
鶴
氏
、
程
毅
中
氏
の
論
著
が

あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
一
部
の
意
見
は
「
筑
波
大
学
中
間
文
化
論
叢
レ

五
号
(
昭
和
六
十
年
一
一
一
月
刊
)
に
「
玄
怪
録
の
作
者
及
び
特
色
に
つ

い
て
」
と
題
し
て
い
た
の
で
併
せ
て
御
批
判
を
い
た
だ
き
た
い
。

(
注
〉

ハ
1
〉
内
部
同
人
小
説
研
究
四
集
匂
(
〈
玄
慌
録
及
其
後
継
作
品
弁
略
〉

上
下
、
民
間
六
七
年
台
北
)

ハ
2
〉
程
毅
中
町
玄
経
録
・
統
玄
怪
録
い
点
校
説
明
、
(
中
華
書
局
、
古
小

説
叢
刊
、
一
九
八
二
年
北
京
)

ハ
3
〉
こ
の
文
は
鴻
夢
龍
の
町
太
平
広
記
紗
b

巻
六
「
杜
子
春
」
の
末
尾
に

付
け
ら
れ
た
も
の
と
同
文
で
あ
る
。
『
太
平
広
記
紗
』
(
中
知
書
画
社
刊
、

上
巻
一
七
一
一
一
j
四
一
良
)
参
照
。

(

4

)

町
本
↑
文
公
集
h

巻
ニ
(
間
部
叢
刊
本
)

〔
追
記
〕
本
稿
提
出
後
に
、
伊
藤
虎
丸
氏
よ
り
吋
大
乗
本
生
心
地
観
経
』

に
母
の
愛
僚
の
尊
い
こ
と
を
説
く
部
分
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
御
指
教

を
受
け
た
。

内
大
乗
本
生
心
地
観
絞
h

は
、
全
十
一
一
一
巻
で
あ
る
が
、
第
七
巻
以
後

は
そ
れ
以
前
に
比
べ
て
短
か
い
。
特
に
ほ
の
愛
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
の
は
巻
ニ
で
、
出
祉
の
怒
に
父
母
、
衆
生
、
国
王
、
一
一
一
宝
の
四

恩
が
あ
る
こ
と
を
ま
ず
述
べ
、
悲
母
は
懐
胎
・
出
産
・
授
乳
に
当
り
、

清
愛
を
わ
が
子
に
法
ぐ
と
い
い
、
そ
し
て
次
の
よ
う
な
説
話
を
挿
入
す

る
。
「
昔
有
女
人
遠
遊
他
国
。
抱
所
生
子
渡
続
伽
河
。
其
水
暴
滋
力
不

能
前
。
愛
念
不
拾
、
母
子
供
没
。
以
是
慈
心
諮
問
根
力
故
、
郎
得
上
生
色

究
覚
天
作
大
党
主
。
」
そ
し
て
母
の
十
徳
(
大
地
・
能
生
・
能
生
・
養

育
・
智
者
・
荘
厳
・
安
隠
・
教
授
・
教
誠
・
与
業
〉
の
偉
大
な
こ
と
を

論
じ
、
「
一
切
の
衆
生
は
五
道
を
輪
転
し
、
百
千
劫
を
経
て
、
多
生
中

に
於
て
互
に
父
母
と
為
る
。
互
に
父
母
と
為
る
を
以
て
の
故
に
、
一
切

の
男
子
は
即
ち
是
れ
慈
父
、
一
切
の
女
人
は
即
ち
是
れ
悲
母
な
り
。
」

と
い
う
。

こ
の
経
の
末
尾
に
「
一
五
和
五
年
七
月
三
自
内
出
党
爽
、
其
月
十
七
日
、

け
い
ひ
ん

奉
詔
於
長
安
醍
泉
寺
、
五
六
年
一
一
一
月
八
日
翻
訳
進
上
。
窮
賓
国
コ
一
蔵
紫

沙
門
般
若
宣
死
文
。
礎
泉
寺
田
本
国
沙
門
霊
仙
筆
授
弁
訳
語
。
経
行
寺

沙
門
令
蕃
諮
文
、
一
五
々
」
と
あ
り
、
並
び
に
李
覇
・
粛
俊
・
帰
登
・
劉

伯
抑
制
・
孟
筒
等
の
高
官
が
訳
経
事
業
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
記
し
て

丸
ω
7
Q
O

こ
の
母
の
子
に
対
す
る
情
愛
、
愛
念
の
強
調
は
世
俗
に
お
け
る
親
孝

行
が
、
出
家
へ
の
一
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
、
当
時
の
仏
教
に
お
い
て
も
母
子
の
情
愛
を
杏
定
す
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
経
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
な
お
多
い
が
一
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応
措
い
て
、
こ
う
い
う
仏
教
経
典
が
元
和
以
降
に
書
か
れ
た
こ
と
は
、

認
腕
一
玄
経
録
』
の
杜
子
春
の
物
語
に
影
響
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
は
な
い
。
王
夢
鴎
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
も
し
社
子
春
の
物
語
が

牛
婚
話
内
玄
後
録
h

の
中
の
一
第
で
あ
り
、
か
つ
元
和
期
の
成
立
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
却
っ
て
反
応
が
早
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
余
談
で
あ
る
が
、
社
子
春
の
本
業
は
何
一
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

従
来
朗
自
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
東
市
の
関
門
で
嘆
息
し
て
い
る
わ
け

は
近
隣
に
平
康
坊
・
笠
陽
坊
の
遊
裂
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
進
南
に
親

族
が
流
寓
し
て
い
る
所
を
見
れ
ば
、
本
来
堆
南
の
大
地
主
階
級
の
人
で
、

本
来
「
任
民
伝
い
の
窓
援
の
よ
う
に
落
拓
な
男
で
あ
り
、
科
挙
の
試
験

に
長
安
に
出
た
も
の
の
「
李
娃
伝
」
の
紫
陽
公
の
息
子
の
よ
う
に
遊
び

ま
わ
っ
た
た
め
に
、
つ
い
に
「
機
寒
の
色
掬
す
べ
し
」
と
い
っ
た
京
れ

な
状
態
に
な
っ
た
、
と
考
え
る
と
物
語
の
意
味
が
通
じ
や
す
く
な
る
。

問
題
は
明
ら
か
に
場
面
は
擁
唐
期
と
忠
わ
れ
る
の
に
北
周
・
惰
の
こ
ろ

の
背
景
の
設
定
に
な
っ
て
い
る
点
で
、
な
お
不
明
の
ま
ま
残
し
て
、
御

教
一
訴
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。
さ
ら
に
錬
丹
術
の
面
で
道
士
の
行
為
を
裏

付
け
る
よ
う
な
資
料
が
出
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

伊
藤
氏
の
御
一
教
示
に
深
く
感
謝
す
る
。

な
お
、
故
木
全
徳
雄
氏
は
「
司
社
子
春
伝
b

の
仏
教
・
道
教
的
背
景
」

(
加
賀
持
士
退
官
記
念
中
間
文
学
哲
学
論
集
〉
に
お
い
て
、
「
杜
子
春
伝
」

の
モ
チ
ー
フ
を
次
の
二
点
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。

川
神
仙
は
し
ょ
せ
ん
「
難
行
道
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

同
社
子
春
が
た
と
え
俗
世
の
世
態
・
人
情
に
愛
想
を
つ
か
し
た
と
し

て
も
結
局
彼
は
世
俗
に
滞
る
べ
き
人
間
で
あ
っ
て
神
仙
の
仲
間
入
り
を

す
る
柄
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
し
ょ
せ
ん
神

仙
は
神
仙
、
凡
夫
は
凡
夫
で
あ
っ
て
、
「
愛
」
が
絶
ち
が
た
く
と
も
、
凡

人
は
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
(
同
五
五
八

頁〉

そ
し
て
全
体
の
主
題
に
つ
い
て
は
、

「
枕
中
記
」
の
中
で
神
仙
術
を
習
得
し
て
い
る
呂
翁
が
虚
生
に
も
う

一
度
平
凡
な
生
活
の
中
に
自
足
・
自
適
の
境
地
を
見
出
す
〉
cmzroHM

を
教
え
て
い
る
の
に
等
し
い
。
そ
こ
に
は
神
仙
思
想
が
あ
る
う
え
に
、

自
足
を
教
え
る
道
家
思
想
も
混
入
し
て
い
る
し
、
さ
ら
に
名
教
〔
儒
教
〕

へ
の
配
慮
す
ら
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
折
衷
に
こ
の
説
話
の
基
調

が
あ
る
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
絡
ん
で
お
ら
れ
る
。
傾
聴
す
べ
き
御
意
見
で
あ
る
。〈

昭
和
六
十
年
春
〉
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