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は
じ
め
に

本
稿
は
前
稿
に
引
き
続
き
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
（
中
国
名
は
利
璃
費
、

現
代
語
訳
し
た
も
の
で
、
今
回
は
下
巻
の
冒
頭
に
あ
る
第
五
篇
を
取
り
上
げ
る
。
上
巻
に
お
い
て
は
、
「
天
主
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
、

人
間
の
「
霊
魂
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
万
物
の
存
在
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
根
本
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
の

に
対
し
て
、
下
巻
で
は
倫
理
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
様
々
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
第
五
筋
は
、
第
四
篇
の
末
尾
で
中
士
が
、
「
人
魂
が

不
滅
で
他
の
物
に
変
化
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
は
既
に
説
明
を
お
聴
き
し
ま
し
た
。
仏
教
の
輪
廻
六
道
・
戒
殺
生
の
説
は
聖
〔
な
る
天
主

の
〕
教
に
は
関
係
が
な
い
と
聴
き
ま
す
。
〔
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
先
生
は
〕
必
ず
や
お
教
え
に
な
ら
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
た
言
葉
に

答
え
た
も
の
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
仏
教
の
輪
組
六
道
・
戒
殺
生
と
い
っ
た
誤
謬
の
説
を
弁
析
排
撃
し
て
、
斎
戒
の

正
し
い
目
的
を
掲
げ
示
す
」
（
弁
排
輪
組
六
道
成
殺
生
之
謬
説
而
掲
斎
素
正
志
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
は
こ
こ
で
仏
教
の
所
説

を
正
而
か
ら
弁
灘
し
て
お
り
、
後
半
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
戒
律
の
一
っ
と
も
言
え
る
大
斎
・
小
斎
の
意
義
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
そ

の
部
分
は
、
リ
ッ
チ
若
『
崎
人
十
筒
』
の
第
六
「
斎
素
正
旨
非
由
戒
殺
」
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
第
五
筋
は
、
仏
教
思
想
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
輪
廻
説
や
殺
生
戒
が
批
判
さ
れ
て
い
る
た
め
、
当
時
の
思
想
界
に
大
き
な
反
響
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
仏
教
に
関
し
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て
リ
ッ
チ
は
、
既
に
「
天
主
実
義
」
第
二
筒
で
「
空
」
に
つ
い
て
批
判
し
た
ほ
か
、
第
三
筋
の
4
、
第
四
篇
の
刊
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
。

彼
の
仏
教
観
は
、
そ
の
「
報
告
書
」
第
一
の
書
、
第
十
章
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
輪
廻
説
や
殺
生
戒
に
論
及
し
て
い
る
。

【
注
釈
】

（1
）
拙
稿
「
「
天
主
実
義
」
の
研
究
（
一
）
｜
序
説
と
首
筋
現
代
語
訳
l
」
（
「
哲
学
年
報
」
第
五
十
四
輯
、
一
九
九
五
て
「
「
天
主
実
義
』
の
研
究
（
二
）
｜

第
二
筒
現
代
語
訳
｜
」
（
『
哲
学
年
報
』
第
五
十
五
輯
、
一
九
九
六
）
、
「
『
天
主
実
義
』
の
研
究
会
乙
｜
第
三
篇
現
代
語
訳
l
」
（
「
哲
学
年
報
」
第
五
十

六
輔
、
一
九
九
七
）
、
「
『
天
主
実
義
』
の
研
究
（
四
）

l
第
四
筋
現
代
語
訳
｜
」
（
『
哲
学
年
報
」
第
五
十
七
輯
、
一
九
九
八
）
。

（2
）
雲
棲
株
宏
の
「
天
説
」
（
「
竹
窓
一
一
一
軍
」
「
聖
朝
破
邪
集
」
巻
七
）
、
虞
淳
照
の
「
天
主
実
義
殺
生
排
」
（
「
聖
朝
破
邪
集
」
巻
五
）
、
羅
川
如
純
の
「
天
学

初
闘
」
（
「
型
朝
破
邪
集
』
巻
八
）
、
ま
た
『
排
学
遣
職
』
（
『
天
学
初
函
」
）
等
を
参
照
。

（3
）
マ
ッ
テ
l
オ
・
リ
ッ
チ
「
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
・
一
」
（
『
大
航
海
時
代
議
書
』
第
E
朋

釈
」
に
お
け
る
「
報
告
書
」
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
同
書
の
川
名
公
平
氏
訳
に
よ
る
。

第
8
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
）
。
本
稿
の
「
注

【
凡
例
】

一
成
本
は
、
台
湾
学
生
書
局
「
中
岡
史
学
識
書
」
所
収
明
版
影
印
本
『
天
学
初
函
」
に
よ
る
。

二
便
宜
上
、
中
士
と
．
曲
士
の
各
発
言
の
日
顕
に
、
順
に
需
サ
を
付
し
た
。
中
士
が
奇
数
、
西
士
が
偶
数
と
な
る
。

三
訳
訴
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
点
に
注
意
し
た
。

川
「
天
主
」
は
、
現
夜
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
は
「
神
」
と
献
す
が
、
阪
訴
の
ま
ま
川
い
た
。

川
「
中
士
」
は
中
国
の
士
大
夫
を
、
「
西
土
」
は
凶
洋
の
学
者
即
ち
修
道
士
を
指
す
が
、
剤
取
に
な
る
の
で
服
掃
の
ま
ま
則
い
た
。

川
儒
学
、
殊
に
朱
子
学
の
概
念
・
用
語
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
川
い
た
が
、
必
要
に
応
じ
て
説
明
を
施
し
た
。

川
そ
の
他
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
平
易
な
現
代
踊
表
記
を
心
掛
け
た
。

訳
文
中
、
〔
〕
は
版
文
に
な
い
請
を
捕
っ
た
と
こ
ろ
を
、
（
）
は
説
明
を
施
し
た
と
こ
ろ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。

中
国
語
と
し
て
熟
さ
な
い
則
請
に
つ
い
て
は
、
原
文
を
注
記
し
た
。
そ
の
外
、
必
要
に
応
じ
て
注
釈
を
施
し
た
。

現
代
語
訳
に
当
っ
て
は
、
拙
稿
「
『
天
主
実
義
」
の
研
究
（
一
こ
序
説
所
掲
の
訳
注
書
等
を
参
考
に
し
た
が
、
特
別
な
場
合
を
除
き
、

か
っ
た
。

六五 l叫

一
一
注
記
は
し
な
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現
代
語
訳

『
天
主
実
義
』

下
巻

第
五
篇
「
〔
仏
教
の
〕
輪
廻
六
道
や
戒
殺
生
と
い
っ
た
誤
謬
の
説
を
弁
析
排
撃
し
て
、
斎
戒
の

正
し
い
目
的
を
掲
げ
示
す
」

あ
と
か
た

中
士
が
言
っ
た
、
「
人
間
〔
の
生
と
死
〕
に
関
し
て
は
三
つ
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
人
は
前
世
の
形
跡
に
よ
っ
て
生
ま

れ
る
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
死
ん
だ
後
に
何
か
の
形
跡
を
残
す
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
も
の
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
そ
も
そ
も
前
世

と
来
世
と
現
世
の
三
世
が
存
在
す
る
の
だ
か
ら
、
自
分
が
現
世
で
獲
得
す
る
禍
福
は
す
べ
て
前
世
で
行
っ
た
善
悪
に
由
る
も
の
で
あ
り
、

来
世
で
遭
遇
す
る
吉
凶
は
す
べ
て
現
世
で
行
っ
た
正
邪
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
た
び
先
生
か
ら
伺
い
ま
し
た

御
教
え
で
は
、
人
は
現
世
に
暫
く
寄
留
し
て
永
遠
の
住
み
か
で
あ
る
来
世
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
暫
し
の
現
世
で
専
ら
徳
を
修

め
善
を
行
っ
て
、
来
世
に
お
い
て
常
に
〔
そ
の
報
い
を
〕
受
け
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
現
世
の
行
為
が
道
路
を
行
く
こ
と
で
あ

れ
ば
、
そ
の
来
世
の
報
い
は
本
家
に
到
着
す
る
こ
と
で
あ
り
、
〔
ま
た
〕
現
世
の
行
為
は
功
績
を
立
て
る
よ
う
な
も
の
で
、
来
世
の
報
い

は
賞
与
を
受
け
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
の
こ
と
で
す
。
そ
も
そ
も
来
世
に
関
す
る
議
論
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
前
世
の
議
論
も
拠

り
所
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。

2

．
幽
士
が
一
一
日
っ
た
、
「
古
代
、
我
が
西
方
に
ピ
ユ
タ
ゴ
ラ
ス
と
い
う
学
者
が
い
ま
し
た
。
そ
の
才
知
優
れ
た
人
柄
は
人
に
勝
る
も
の
が

あ
り
ま
し
た
が
、
正
直
さ
に
お
い
て
は
、
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
つ
も
民
衆
が
悌
る
こ
と
な
く
悪
を
行
う
の
を
痛
ま
し
く

思
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
自
分
の
名
声
を
利
用
し
て
奇
妙
な
議
論
を
作
っ
て
、
彼
ら
が
．
悲
を
行
う
の
を
禁
じ
ま
し
た
。
そ
の
説
は
こ
う
で

す
。
不
善
を
行
う
者
は
必
ず
来
世
に
お
い
て
再
び
生
ま
れ
て
報
い
を
受
け
る
。
制
服
難
や
貧
賎
の
家
に
生
ま
れ
た
り
、
鳥
獣
の
類
に
生
ま
れ

変
わ
っ
た
り
す
る
。
暴
虐
な
者
は
虎
や
豹
に
、
騎
倣
な
者
は
獅
子
に
、
淫
色
な
者
は
犬
や
豚
に
、
食
欲
な
者
は
牛
や
櫨
馬
に
、
盗
人
は
狐
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や
狸
、
山
犬
や
狼
、
騰
や
若
騰
な
ど
に
生
ま
れ
変
わ
る
。
必
ず
や
そ
れ
ぞ
れ
の
罪
悪
に
応
じ
て
生
ま
れ
変
わ
る
。
こ
の
説
に
対
し
て
、
学

識
の
あ
る
人
は
明
確
に
『
そ
の
意
図
は
立
派
で
あ
る
が
、
そ
の
発
言
は
欠
陥
を
免
れ
な
い
。
悪
を
阻
む
に
は
正
し
い
や
り
方
が
あ
る
。
ど

う
し
て
正
し
い
や
り
方
を
捨
て
て
、
ま
ち
が
っ
た
や
り
方
に
従
う
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
言
い
ま
し
た
。
ピ
ユ
タ
ゴ
ラ
ス
が
亡
く
な
っ
て
以

後
、
そ
の
発
言
を
継
承
す
る
門
人
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
時
期
に
、
彼
の
発
言
は
た
ち
ま
ち
に
し
て
悶
外
に
漏
れ
、
イ
ン
ド

に
伝
わ
り
ま
し
た
。
仏
教
徒
は
新
し
い
説
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
、
こ
の
輪
廻
の
説
を
継
承
し
、
こ
れ
に
六
道
の
考
え
方
を
加
え
、
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
で
た
ら
め
を
説
き
、
書
物
を
編
集
し
て
経
典
と
し
ま
し
た
。
数
年
後
、
中
国
人
が
イ
ン
ド
に
渡
っ
て
こ
の
経
典
を
伝
え
ま

し
た
。
こ
れ
が
そ
の
〔
三
世
六
道
輪
廻
説
の
〕
来
歴
で
あ
り
、
信
ず
べ
き
真
実
の
伝
承
も
、
依
る
べ
き
真
実
の
道
理
も
ま
っ
た
く
あ
り
ま

せ
ん
。
イ
ン
ド
は
取
る
に
足
り
な
い
土
地
で
、
中
国
と
同
等
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
礼
楽
制
度
も
な
け
れ
ば
徳
行
の
気
胤
も
あ
り
ま
せ
ん
。

諸
国
の
文
書
も
殊
更
こ
の
こ
と
を
問
題
に
も
し
て
い
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
広
く
世
界
に
示
す
に
足
る
説
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
」
と

D

3

中
士
が
言
っ
た
、
「
〔
先
生
が
〕
伝
え
ら
れ
た
「
坤
興
万
国
全
図
』
を
見
ま
す
に
、
上
は
天
の
迎
行
角
度
に
対
応
し
て
、
い
さ
さ
か
も

追
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
遠
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
中
国
に
来
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
述
べ
て
お
ら
れ
る
イ
ン
ド
の
図

に
つ
い
て
の
知
識
は
き
っ
と
真
実
で
、
彼
の
国
は
そ
の
よ
う
に
・
卑
賎
な
所
で
し
ょ
う
。
世
間
の
人
は
仏
典
を
読
ん
で
、
誤
っ
て
そ
の
国
が

浄
土
で
あ
る
と
信
じ
、
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
早
く
死
ん
で
そ
の
図
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
願
う
者
も
い
る
あ
り
さ
ま
で
す
。
誠
に
笑

う
べ
き
こ
と
で
す
。
我
が
中
国
人
は
、
遠
く
の
異
な
っ
た
土
地
に
ま
で
出
掛
け
る
習
慣
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て

い
つ
で
も
詳
細
に
は
知
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
た
と
え
土
地
は
辺
部
で
、
人
は
卑
賎
で
も
、
も
し
そ
の
説
く
と
こ
ろ
が
道
理
に
適
っ
て
い

れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
れ
に
従
う
の
に
問
題
が
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
。

西
士
が
言
っ
た
、
「
そ
も
そ
も
輪
廻
説
が
道
理
に
背
く
理
由
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
で
す
。
こ
こ
で
は
、
主
な
も
の
を
四
つ
五
つ
挙

4 げ
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

第
一
の
理
由
。
も
し
〔
亡
く
な
っ
た
〕
人
の
魂
が
他
の
も
の
の
身
体
に
移
り
住
む
こ
と
で
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
別
の
人
間
や



他
の
動
物
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
き
っ
と
そ
の
本
性
の
霊
妙
さ
を
失
わ
な
い
は
ず
で
、
前
世
の
行
為
を
記
憶
し
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
私
は
全
く
記
憶
し
て
い
ま
せ
ん
し
、
そ
ん
な
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
人
の
こ
と
な
ど
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
、
前
世
な
ど
な
い
こ
と
は
き
わ
め
て
明
ら
か
で
す
」
と
。

5

中
士
が
一
一
首
っ
た
、
「
仏
教
や
老
荘
の
書
物
に
脅
か
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
〔
前
世
の
こ
と
を
〕
記
憶
し
て
い
る
者
が
非
常
に
多
い
で
す

か
ら
、
〔
前
世
の
こ
と
を
〕
記
憶
し
て
い
る
者
は
確
か
に
い
る
の
で
す
」
と
。

西
土
が
一
一
日
っ
た
、
「
悪
魔
が
人
を
誠
そ
う
と
し
て
、
そ
の
人
に
付
き
ま
と
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、
人
や
獣
の
体
に
取
り
つ
き

6 
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欺
い
て
は
、
お
前
は
某
家
の
子
ど
も
で
あ
る
と
告
げ
、
そ
の
家
の
こ
と
を
述
べ
て
、
で
た
ら
め
を
〔
本
当
の
こ
と
で
あ
る
と
〕
証
明
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
の
は
仏
教
や
老
荘
の
徒
で
、
仏
教
が
中
国
に
入
っ
た
後
の
こ
と
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

あ
ら
ゆ
る
地
方
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
も
の
が
、
数
限
り
な
く
生
ま
れ
て
は
死
ん
で
、
昔
も
今
も
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
〔
そ
れ
な
の

に
〕
仏
教
徒
以
外
の
他
の
国
や
他
の
宗
派
に
お
い
て
は
、
聖
賢
が
広
く
深
い
学
識
を
備
え
、
千
巻
万
句
を
記
憶
し
て
い
る
の
に
、
ど
う
し

て
前
世
の
た
っ
た
一
つ
の
こ
と
も
記
憶
し
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
人
は
と
か
く
忘
れ
や
す
い
も
の
で
す
が
、
自
分
の
父
母
の
こ
と
を

忘
れ
、
あ
ま
つ
さ
え
自
分
の
姓
名
を
忘
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
仏
教
や
老
荘
の
徒
や
動
物
だ
け
が
〔
前
世
の
こ
と

を
〕
記
憶
し
て
諮
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
戯
れ
ご
と
を
語
っ
て
人
々
を
欺
け
ば
、
聴
き
従
う
者
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、

優
れ
た
人
物
が
大
学
な
ど
で
〔
学
ん
で
〕
理
に
適
っ
て
い
る
か
否
か
を
論
ず
れ
ば
、
笑
い
か
つ
誹
ら
な
い
者
は
い
な
い
で
し
ょ
う
」
と
。

中
士
が
一
一
目
っ
た
、
「
仏
教
で
は
、
人
の
魂
は
鳥
獣
の
体
に
あ
っ
て
も
、
も
と
よ
り
前
世
の
諜
性
を
維
持
し
て
い
る
が
、
そ
の
体
と
一

7 致
し
な
い
の
で
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
て
〔
議
性
を
発
抑
し
て
道
理
に
〕
到
達
〔
し
て
前
世
の
こ
と
を
溜
削
っ
た
り
〕
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
、
と
主
張
し
ま
す
」
と
。

8

西
士
が
言
っ
た
、
「
〔
魂
が
〕
他
人
の
体
に
あ
れ
ば
、
本
体
〔
で
あ
る
魂
〕
は
〔
そ
の
体
と
〕
一
致
し
て
し
ま
す

D

ど
う
し
て
前
世
の

こ
と
を
記
憶
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
私
は
以
前
、
人
の
魂
が
霊
妙
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
説
明
し
ま
し
た
。
そ
も
そ

五
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も
霊
妙
な
も
の
は
本
来
の
機
能
を
行
う
の
に
体
に
依
存
し
ま
せ
ん
か
ら
、
た
と
え
鳥
獣
の
体
に
あ
っ
て
も
本
性
で
あ
る
霊
妙
さ
を
働
か
せ

る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
。
ど
う
し
て
〔
霊
性
を
発
揮
し
て
道
理
に
〕
到
達
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
も
し
天
主
が
輪
廻
に

よ
っ
て
人
や
他
の
動
物
に
変
化
す
る
こ
と
を
設
定
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
き
っ
と
そ
れ
に
よ
っ
て
普
を
勧
め
悪
を
懲
ら
す
〔
た
め
〕
で
し
ょ

う
。
も
し
私
が
前
世
で
行
っ
た
善
悪
を
は
っ
き
り
覚
え
て
い
な
け
れ
ば
、
現
世
で
出
会
う
吉
凶
が
前
世
に
依
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
ど
う
し
て
わ
か
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
で
善
を
勧
め
悪
を
懲
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
輪
廻
を
説
く

」
と
に
何
の
意
味
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

第
二
の
理
由
。
天
主
が
人
間
や
鳥
獣
を
創
造
し
た
際
、
罪
を
犯
し
た
人
間
を
鳥
獣
に
変
え
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

種
類
に
固
有
の
魂
を
賦
与
し
た
だ
け
で
す
。
も
し
今
の
鳥
獣
が
人
の
魂
を
備
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
今
の
鳥
獣
の
魂
は
昔
の
鳥

獣
の
魂
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
今
は
霊
妙
だ
が
昔
は
風
間
鈍
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
c

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
違
い
が

あ
る
な
ど
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
今
の
〔
鳥
獣
の
〕
魂
は
、
昔
の
も
の
と
同
じ
も
の
な
の
で
す
。

第
三
の
理
由
。
道
理
に
明
ら
か
な
学
者
は
誰
で
も
、
魂
に
は
三
段
階
が
あ
る
と
論
じ
て
い
ま
す
。
下
の
段
階
の
も
の
を
「
生
魂
」
と
言

い
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
も
の
の
生
命
が
維
持
さ
れ
成
長
す
る
こ
と
を
助
け
る
だ
け
の
も
の
で
、
草
木
の
魂
で
す
。
中
の
段
階
の
も
の
を
「
覚

魂
」
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
も
の
の
生
命
が
維
持
さ
れ
成
長
す
る
こ
と
を
助
け
る
上
に
、
日
で
視
、
耳
で
聴
き
、
口
で
味
わ
い
、
鼻

で
喋
ぎ
、
肢
体
で
物
の
実
態
を
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
も
の
で
、
鳥
獣
の
魂
で
す
。
上
の
段
階
の
も
の
を
「
霊
魂
」
と

言
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
生
魂
」
と
「
党
魂
」
と
を
兼
ね
備
え
た
も
の
で
、
生
命
を
維
持
し
成
長
を
助
け
、
物
の
実
態
を
知
覚
さ
せ
る
上
に
、

そ
の
も
の
が
事
物
を
推
論
し
理
義
を
明
弁
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
も
の
で
、
人
間
の
魂
で
す
。
も
し
鳥
獣
の
魂
が
人
の
魂
と

同
一
で
あ
れ
ば
、
魂
に
は
二
種
類
し
か
な
い
こ
と
に
な
り
、
世
の
通
説
を
乱
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
お
よ
そ
物
は
そ
の
外
貌
に
よ
っ

て
そ
の
本
性
が
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
魂
に
よ
っ
て
こ
そ
本
性
が
決
定
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
自
体
の
魂
が
あ
っ
て
始
め
て
そ

の
本
性
が
あ
り
、
そ
の
本
性
が
あ
っ
て
始
め
て
そ
の
種
類
が
決
定
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
種
類
が
決
定
さ
れ
て
始
め
て
そ
の
外



貌
が
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
本
性
の
違
い
は
魂
の
違
い
に
よ
り
、
種
類
の
違
い
は
本
性
の
違
い
に
よ
り
、
外
貌
の
違
い
は
種
類
の
違

い
に
よ
る
も
の
で
す
。
鳥
獣
の
外
貌
が
人
と
異
な
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
種
類
も
本
性
も
魂
も
す
べ
て
異
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ

う
か
。
人
が
事
物
に
即
し
て
道
理
を
窮
明
す
る
方
法
は
他
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
表
面
に
表
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
内
面
に
あ
る
も
の
を

明
ら
か
に
し
、
現
象
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
隠
奥
に
到
達
す
る
だ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
草
木
の
魂
が
何
で
あ
る
の
か
を
知
ろ

う
と
思
え
ば
、
そ
れ
が
成
長
す
る
だ
け
で
知
覚
が
な
い
こ
と
を
見
て
、
そ
の
中
に
生
魂
だ
け
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
ま
す
。

鳥
獣
の
魂
が
何
で
あ
る
の
か
を
知
ろ
う
と
思
え
ば
、
そ
れ
が
知
覚
す
る
だ
け
で
理
義
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
見
て
、
そ
の
中
に

覚
魂
だ
け
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
ま
す
。
人
間
の
魂
が
何
で
あ
る
の
か
を
知
ろ
う
と
思
え
ば
、
人
だ
け
が
万
物
の
理
義
を

論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
を
見
て
、
霊
魂
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
ま
す
。
道
理
は
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
る
の
に
、
仏
教

で
は
鳥
獣
の
魂
と
人
間
の
魂
は
共
に
．
霊
妙
で
あ
る
と
説
き
ま
す
。
何
と
道
理
を
損
な
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
は
常
々
仏
教
の
説

に
従
っ
て
誤
ち
を
犯
し
た
と
い
う
こ
と
は
聞
き
ま
す
が
、
道
理
に
従
っ
て
誤
ち
を
犯
し
た
と
い
う
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
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第
四
の
理
由
。
人
の
体
の
状
態
が
鳥
獣
と
異
な
り
優
れ
て
立
派
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
魂
も
異
な
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
大
工
が

椅
子
や
机
を
作
ろ
う
と
思
っ
た
な
ら
ば
、
必
ず
木
を
用
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
鋭
い
刃
物
を
作
ろ
う
と
思
っ
た
な
ら
ば
、
鉄
を
用

い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
作
る
品
物
が
異
な
れ
ば
、
使
用
す
る
材
料
も
異
な
り
ま
す
。
人
の
体
の
状
態
が
烏
猷
と
異
な
る
と
分
か
っ
て

い
る
以
上
、
人
の
魂
が
ど
う
し
て
鳥
獣
と
同
じ
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
人
の
霊
魂
が
別
の
人
の
体
に
宿
っ
た
り
、

鳥
獣
の
体
に
入
っ
た
り
し
て
、
世
の
中
を
転
生
す
る
な
ど
と
い
う
仏
教
の
説
が
全
く
の
で
た
ら
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
。

そ
も
そ
も
人
間
は
、
自
分
の
魂
は
自
分
の
体
に
の
み
合
致
す
る
も
の
で
、
自
分
の
魂
が
他
人
の
体
に
合
致
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り

え
ま
し
ょ
う
か
。
ま
し
て
別
の
秘
額
の
体
に
お
い
て
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
刀
が
刀
の
鞘
に
合
致
し
、
剣
が
剣
の
鞘

に
合
致
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
ど
う
し
て
刀
が
剣
の
鞘
に
の
み
合
致
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
。

第
五
の
理
由
。
そ
も
そ
も
人
の
魂
が
鳥
獣
に
変
化
す
る
理
由
は
他
で
も
な
く
、
〔
そ
の
人
の
〕
前
世
の
邪
悪
な
行
為
が
、
あ
る
猷
を
真

七
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似
て
い
る
の
で
、
そ
れ
で
天
主
は
彼
を
罰
し
て
、
後
世
に
お
い
て
そ
の
獣
に
す
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
は
刑
罰
に
は

な
り
ま
せ
ん
。
欲
望
の
ま
ま
に
行
っ
て
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
刑
罰
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
邪
悪
な
人
の
情
は
普
段
、
天
か
ら
自
分
に
賦
与
さ

れ
た
不
変
の
道
を
滅
ぼ
し
て
、
自
分
の
内
に
積
も
っ
た
惑
を
好
き
放
題
行
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
で
も
自
分
が
人
間
の
面
貌
を
備
え
て
い
る

か
ら
、
〔
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
〕
抵
抗
を
感
じ
、
恥
じ
入
る
も
の
で
す
。
も
し
、
来
世
に
お
い
て
そ
の
姿
が
変
化
し
て
〔
献
に
な
り
〕
、
自

分
勝
手
に
思
い
の
ま
ま
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
ど
う
し
て
大
喜
び
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
い
つ
も
残
忍
な
殺
裁

を
行
っ
て
い
る
暴
虐
な
者
は
、
自
分
の
体
に
鋭
い
爪
や
鋸
の
よ
う
な
簡
が
備
わ
っ
て
虎
や
狼
に
な
り
、
昼
も
夜
も
血
で
口
を
撤
ご
う
と
思

わ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
い
つ
も
人
を
欺
い
て
謙
遜
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
倣
憾
な
者
は
、
自
分
の
体
が
大
き
く
な
っ
て
獅

子
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
百
献
の
王
に
な
る
こ
と
を
喜
ば
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
他
人
の
財
貨
を
盗
ん
で
生
活
し
て
い
る
盗
賊
は
、

ど
う
し
て
自
分
が
狐
や
狸
に
変
化
し
て
、
多
く
の
巧
ら
み
や
鮒
わ
し
を
身
に
つ
け
て
そ
の
本
性
を
満
た
す
こ
と
を
憂
え
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
よ
う
か
。
こ
う
い
っ
た
輩
に
と
っ
て
は
、
獣
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
刑
罰
に
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
恩
賞
と
な
る
で
し
ょ

う
。
天
主
は
こ
の
上
も
な
く
公
正
で
英
明
で
す
か
ら
、
そ
の
刑
罰
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
人
と
い
う
高

貴
な
種
類
か
ら
猷
と
い
う
下
賎
な
種
類
に
移
る
こ
と
が
刑
罰
で
あ
る
と
言
う
な
ら
ば
、
惑
を
行
う
人
は
却
っ
て
人
の
類
で
生
き
る
こ
と
を

貴
い
こ
と
だ
と
思
わ
な
い
で
、
た
い
て
い
人
の
道
を
修
め
ず
に
獣
の
よ
う
な
感
情
の
ま
ま
に
生
き
て
、
自
分
が
人
の
顔
を
し
て
い
る
こ
と

を
恥
じ
る
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
〔
で
す
か
ら
〕
人
の
顔
か
ら
脱
け
出
し
て
、
醜
い
猷
の
顔
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
恥
じ
悌
る
こ
と
な
く
自

分
の
思
い
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
す
か
ら
、
輪
廻
と
い
う
荒
唐
無
稽
な
説
は
、
悪
を
阻
み
普
を
勧
め
る
の
に

何
の
役
に
も
立
た
な
い
ど
こ
ろ
か
却
っ
て
害
悪
を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。

第
六
の
理
由
。
戒
殺
生
を
説
く
者
は
、
自
分
が
殺
し
た
牛
や
馬
が
自
分
の
父
母
の
後
の
姿
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
、
そ
れ
を
殺
す
に

忍
び
な
い
だ
け
で
す
。
も
し
そ
の
よ
う
に
疑
う
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
平
気
で
牛
を
駆
っ
て
田
を
耕
し
た
り
車
を
引
か
せ
た
り
す
る
の

で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
平
気
で
馬
を
つ
な
い
で
こ
れ
に
乗
っ
て
道
を
行
く
の
で
し
ょ
う
。
思
い
ま
す
に
、
親
を
殺
す
こ
と
と
回
を
耕
す
た



め
に
苦
労
さ
せ
る
こ
と
と
、
そ
の
罪
は
大
し
て
違
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
親
を
殺
す
こ
と
と
鞍
を
つ
け
て
街
の
中
で
鞭
打
っ
て
辱
め
る
こ
と

と
は
同
様
で
す
。
し
か
し
、
〔
現
実
に
は
〕
農
作
業
を
や
め
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
し
、
家
畜
を
働
か
せ
る
の
を
省
く
わ
け
に
は
い
き

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
戒
殺
生
の
説
〔
が
不
合
理
で
実
行
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
こ
と
〕
を
疑
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

人
は
禽
獣
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
こ
と
な
ど
、
と
う
て
い
信
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
。

中
士
が
言
っ
た
、
「
そ
も
そ
も
人
の
魂
が
鳥
獣
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
全
く
で
た
ら
め
な
言
い
方
で
、
無
知
な

9 人
々
を
欺
く
だ
け
の
も
の
で
す
。
学
識
の
あ
る
者
は
自
分
が
乗
っ
て
い
る
馬
が
自
分
の
父
母
や
兄
弟
・
親
戚
や
君
主
・
師
友
で
あ
る
な
ど

と
い
う
こ
と
を
ど
う
し
て
信
じ
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
信
じ
な
が
ら
平
気
で
馬
に
乗
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
倫
を
乱
す
も

の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
も
し
そ
の
こ
と
を
信
じ
て
馬
に
乗
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
家
畜
を
養
う
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
て
、
世
の
中
の

役
に
立
た
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
で
は
人
は
ど
う
に
も
動
き
が
取
れ
な
く
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
説
を
信
じ
る
わ

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
し
輪
廻
し
た
の
ち
他
の
人
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
言
う
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
同
類
で
す
か
ら

『天主実義jの研究（五）

問
題
が
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
が
」
と
。

m
西
士
が
言
っ
た
、
「
人
の
魂
が
鳥
獣
に
変
化
で
き
る
と
い
う
説
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
家
畜
を
使
用
す
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
人
の
魂
が
他
の
人
の
体
に
変
化
で
き
る
と
い
う
説
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
婚
姻
の
礼
や
他
人
を
使
用
す
る
こ
と
な
ど
に
障
害
を
生
じ
、

行
う
こ
と
が
困
難
に
な
る
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
あ
な
た
が
要
る
女
性
が
、
あ
な
た
の
亡
く
な
っ
た
母
親
が
来
世
で
別
姓
の
家
の
娘

に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
姿
で
な
い
と
誰
が
分
か
る
で
し
ょ
う
か
。
〔
ま
た
、
〕
あ
な
た
が
使
用
し
て
い
る
従
僕
や
罵
り
責
め
て
い
る
凡
庸
な
人

物
が
、
あ
な
た
の
兄
弟
・
親
戚
や
君
主
・
師
友
の
来
世
の
姿
で
な
い
と
誰
が
分
か
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
も
、
大
い
に
人
倫
を
乱
す
も
の

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
人
の
魂
が
鳥
獣
に
変
化
で
き
な
い
な
ら
ば
、
他
の
人
に
変
化
で
き
な
い
こ
と
も
、
道
理
か
ら
し
て
全

く
明
ら
か
な
こ
と
で
す
」
と
。

中
士
が
言
っ
た
、
「
以
前
、
〔
先
生
は
〕
人
の
魂
は
不
滅
で
あ
り
、
死
者
の
魂
は
〔
全
て
〕

一
緒
に
実
在
す
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

11 
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〔
し
か
し
、
〕
輪
廻
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
魂
を
変
化
さ
せ
て
消
滅
さ
せ
な
け
れ
ば
、
宇
宙
の
中
に
そ
ん
な
に
多
く
の
魂
を
容
れ
て
お
く
こ

と
な
ど
で
き
よ
う
か
、
と
疑
う
者
が
お
り
ま
す
」
と
。

ロ
西
土
が
言
っ
た
、
「
そ
の
よ
う
に
疑
う
者
は
、
天
地
の
聞
の
広
大
さ
を
知
ら
な
い
者
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
、
す
ぐ
に
充
満
し
て
し
ま

う
と
考
え
る
の
で
す
。
ま
た
、
霊
妙
な
存
在
（
霊
魂
）
の
性
格
や
実
態
を
知
ら
な
い
者
で
、
だ
か
ら
、
充
満
す
る
所
が
あ
る
と
考
え
る
の

で
す
。
形
体
の
あ
る
も
の
は
〔
一
定
の
〕
場
所
に
存
在
す
る
か
ら
、
あ
る
場
所
に
充
満
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
〔
し
か
し
、
〕
霊
妙
な
存

在
（
霊
魂
）
は
形
体
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ど
う
し
て
あ
る
場
所
に
充
満
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
〔
穀
物
〕
一
粒
位
の
大
き
さ
の

所
で
も
、
一
万
も
の
霊
魂
が
存
在
し
ま
す
。
過
去
の
霊
魂
ば
か
り
で
は
な
く
、
将
来
の
霊
魂
も
す
べ
て
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

〔
で
す
か
ら
〕
こ
の
こ
と
を
理
由
に
し
て
輪
廻
な
ど
と
い
う
妄
論
を
為
す
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
。

日
中
士
が
言
っ
た
、
「
輪
廻
の
説
は
仏
教
や
老
荘
か
ら
出
た
も
の
で
、
我
々
儒
者
は
ほ
と
ん
ど
信
じ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
殺
生
を
戒
め

Am｝
 

る
の
は
〔
儒
家
で
説
く
〕
仁
〔
の
考
え
方
〕
に
近
い
と
言
え
ま
す
。
天
主
は
慈
愛
の
根
源
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
〔
こ
の
説
を
〕
否
定

な
さ
る
の
で
す
か
」
と
。

M

西
士
が
言
っ
た
、
「
も
し
人
が
本
当
に
鳥
獣
に
転
生
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
学
識
の
あ
る
人
は
小
さ
な
動
物
を
殺
す
の
で
さ
え
人
聞
を

殺
す
か
の
よ
う
に
戒
め
る
で
し
ょ
う
。
姿
形
が
違
っ
て
い
て
も
、
同
じ
人
間
で
あ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
で
た
ら
め
な
説

を
信
じ
る
こ
と
で
、
〔
毎
月
〕
一
日
と
十
五
日
に
斎
戒
を
行
っ
て
、
殺
生
を
戒
め
る
の
は
や
は
り
道
理
の
通
ら
な
い
こ
と
で
す
。
た
と
え

ば
、
毎
日
人
を
殺
し
て
そ
の
肉
を
食
べ
て
い
る
人
が
、
仁
愛
の
気
持
ち
に
立
ち
返
っ
て
、
『
〔
毎
月
〕
一
日
と
十
五
日
に
は
人
を
殺
し
て
そ

の
肉
を
食
べ
る
こ
と
を
や
め
て
、
ほ
か
の
日
に
人
を
殺
し
て
そ
の
肉
を
食
べ
よ
う
』
と
言
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
を
〔
殺
生
を
〕
戒
め
て
い

る
と
言
え
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
人
が
二
十
八
日
間
平
気
で
人
を
殺
す
の
で
あ
れ
ば
、
二
日
間
の
戒
め
は
そ
の
悪
の
極
み
を
増
や
す
こ
と
に

な
る
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
減
ら
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
私
は
鳥
獣
に
転
生
す
る
道
理
な
ど
な
い
と
い
う
こ
と
を
証

明
し
ま
し
た
が
、
あ
わ
せ
て
殺
生
を
戒
め
る
道
理
な
ど
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
ょ
う
。
試
し
に
考
え
て
ご
覧
な
さ
い
。
天



主
が
天
地
や
万
物
を
生
み
出
す
の
に
、

一
つ
と
し
て
人
の
役
に
立
つ
た
め
に
生
み
出
さ
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
太
陽
や
月

や
星
は
、
天
に
並
ん
で
我
々
を
照
ら
す
の
に
、
た
く
さ
ん
の
色
を
照
ら
し
出
し
て
我
々
に
見
せ
て
く
れ
ま
す
し
、
万
物
を
生
み
出
し
て

ね
い
ろ

我
々
の
役
に
立
て
よ
う
と
し
ま
す
。
五
つ
の
色
（
青
・
黄
・
赤
・
白
・
黒
）
は
私
の
目
を
悦
ば
せ
、
五
つ
の
音
（
宮
・
商
・
角
・
徴
・

羽
）
は
私
の
耳
を
楽
し
ま
せ
、
様
々
な
味
や
香
り
は
私
の
口
や
鼻
を
甘
美
に
し
、
多
く
の
柔
ら
か
で
暖
か
い
物
は
私
の
肢
体
を
安
ら
か
に

し
、
多
く
の
薬
剤
は
私
の
病
気
を
治
療
し
、
外
は
我
が
体
を
養
い
、
内
は
我
が
心
を
調
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
い
つ
も
〔
そ
れ

ら
を
生
み
出
し
た
〕
天
主
の
尊
大
な
恩
を
感
じ
て
、
折
々
に
そ
れ
ら
を
謹
ん
で
用
い
る
べ
き
で
す
。
鳥
獣
に
備
わ
っ
て
い
る
羽
毛
や
皮
革

は
、
衣
服
や
履
物
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
貴
重
な
牙
や
角
や
殻
は
、
す
ぐ
れ
た
道
具
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
〔
ま
た
、
〕
妙
薬

に
よ
っ
て
病
気
を
治
し
た
り
、
美
味
し
い
も
の
で
老
人
や
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
〔
で
す
か
ら
、
〕
ど
う
し
て
こ
れ
ら

を
取
っ
て
使
わ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
も
し
天
主
が
、
人
が
牛
・
羊
や
犬
・
豚
を
〔
殺
し
て
〕
料
理
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
で

い
て
、
そ
れ
ら
に
美
味
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
無
駄
な
こ
と
を
し
て
い
る
と
言
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
が
〔
殺
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
〕
命
令
を
犯
す
よ
う
に
誘
惑
し
、
罪
に
陥
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
昔
か
ら
今
ま
で
、
多
く
の
闘
の
聖
人

『天主実義jの研究（五）

賢
者
は
誰
で
も
生
き
も
の
を
殺
し
て
そ
の
肉
を
食
べ
、
し
か
も
そ
の
こ
と
を
後
悔
も
せ
ず
、
戒
律
に
背
く
も
の
と
も
見
な
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
な
の
に
、
聖
人
賢
者
を
地
獄
に
堕
ち
る
罪
を
犯
し
た
者
と
見
な
し
、
大
・
小
斎
を
す
る
だ
け
で
徳
も
な
い
二
、
三
の
連
中
を
天
国
に

昇
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
称
賛
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
道
理
に
通
じ
た
者
の
言
葉
で
あ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
」

と15 

中
士
が
言
っ
た
、
「
こ
の
世
界
に
は
、
人
間
に
利
益
を
与
え
ず
、
む
し
ろ
筈
を
与
え
る
物
が
沢
山
い
ま
す
。
毒
虫
や
蛇
や
虎
や
狼
の

よ
う
な
動
物
で
す
。
天
主
が
万
物
を
生
み
出
し
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
人
の
役
に
立
た
せ
る
た
め
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
の

は
、
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
。

時
西
士
が
言
っ
た
、
「
物
の
実
体
は
幻
妙
で
、
そ
の
働
き
は
広
範
な
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
人
は
そ
れ
ら
の
全
て
に
つ
い
て
理
解
す
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る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
え
っ
て
害
悪
〔
の
面
だ
け
〕
を
見
ま
す
。
こ
れ
は
人
間
の
才
能
が
不
十
分
で
あ
る
か
ら
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
人
間
に

は
二
つ
の
面
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
『
外
な
る
人
』
と
言
い
、
こ
れ
は
身
体
の
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
『
内
な
る
人
』
と
言
い
、
こ
れ

A

n
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は
精
神
の
こ
と
で
す
。
こ
の
二
者
を
比
較
す
る
と
、
「
内
な
る
人
』
が
尊
大
で
す
。
毒
虫
や
虎
や
狼
は
、
『
外
な
る
人
』
を
危
う
く
し
て
『
内

な
る
人
』
を
穏
や
か
に
し
て
い
ま
す
か
ら
、
人
に
利
益
を
与
え
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
も
そ
も
身
体
を
傷
つ
け
る
も
の
は
、
世

間
で
は
『
悪
い
物
』
と
言
い
ま
す
が
、
私
た
ち
が
天
主
の
怒
り
を
畏
れ
る
よ
う
に
静
め
る
も
の
で
あ
り
、
天
災
や
水
災
や
火
災
や
動
物
な

ど
に
よ
っ
て
人
が
命
令
を
犯
す
の
を
責
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
〔
天
主
に
対
し
て
〕
畏

れ
慎
ん
で
、
折
々
に
そ
の
助
け
を
祈
り
求
め
た
り
、
思
い
願
っ
た
り
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
〔
そ
う
い
う
わ
け
で
、
身
体

を
傷
つ
け
る
も
の
は
〕
人
の
内
面
を
正
す
た
め
の
大
き
な
助
け
で
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
天
主
は
凡
庸
な
人
間
の
心
が

ひ
た
す
ら
地
上
の
物
に
向
け
ら
れ
、
現
世
だ
け
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
、
天
国
や
よ
り
高
い
来
世
の
こ
と
を
悟
り
望
み
見
る
こ
と
を
知
ら
な

い
の
を
悲
し
み
痛
ん
で
、
そ
れ
で
害
毒
を
も
た
ら
す
善
く
な
い
も
の
を
同
時
に
こ
の
世
に
置
い
て
、
人
間
を
救
い
出
そ
う
と
思
っ
て
お
ら

れ
る
の
で
す
。
ま
し
て
、
天
主
は
こ
の
世
界
を
創
造
さ
れ
た
時
、
世
界
中
の
万
物
を
我
々
の
役
に
立
つ
よ
う
に
養
生
し
た
り
利
用
し
た
り

す
る
よ
う
に
し
て
、
決
し
て
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
の
で
す
。
〔
と
こ
ろ
が
〕
人
聞
が
天
主
に
逆
ら
っ
た
た
め
に
、
万
物
は
人
に

逆
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
〔
人
間
に
対
す
る
〕
害
毒
は
天
主
の
当
初
の
お
考
え
で
は
な
く
、
人
聞
が
自
ら
招
い
た
も
の
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
」
と
。

り
中
士
が
一
言
っ
た
、
「
天
主
が
生
き
物
を
生
み
出
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
生
を
愛
し
て
そ
の
死
を
望
ん
で
い
な
い
は
ず
で
す
か
ら
、
殺
生

み
む
ね

を
戒
め
る
こ
と
は
天
主
の
尊
い
御
旨
に
合
致
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
。

西
士
が
言
っ
た
、
「
草
木
も
生
魂
を
受
け
て
お
り
、
〔
鳥
獣
と
〕
同
じ
よ
う
に
生
き
物
で
す
が
、
あ
な
た
は
野
菜
を
取
っ
て
食
べ
、
薪

を
折
っ
て
火
を
炊
き
、
草
木
の
命
に
対
し
て
残
忍
な
こ
と
を
し
な
が
ら
、
き
っ
と
『
天
主
は
こ
の
野
菜
や
薪
を
生
み
出
し
て
人
間
の
役
に

立
て
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
使
っ
て
何
の
悪
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
』
と
言
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
私
も
言
い
ま
し
ょ

18 



う
、
『
天
主
は
あ
の
鳥
獣
を
生
み
出
し
て
私
た
ち
に
使
わ
せ
て
お
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
殺
し
て
人
の
命
を
養
っ
て
も
、
ど
う
し
て

悪
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
』
と
。
仁
の
模
範
に
つ
い
て
は
、
『
他
人
が
自
分
に
対
し
て
し
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
は
自
分
も
他
人
に
対
し
て
も

し
よ
う
と
す
る
な
』
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
『
鳥
獣
に
対
し
で
し
ょ
う
と
す
る
な
』
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
世
の
中
の
法
律

は
、
も
っ
ぱ
ら
人
を
殺
す
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
だ
け
で
、
鳥
獣
を
殺
す
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ

M
o
そ
も
そ
も
鳥
獣
や
草
木
は

財
貨
と
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
が
、
使
い
方
に
節
度
が
あ
れ
ば
十
分
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
孟
子
は
『
目
の
細
か
い
網
は
池
や
沼
に

｛

m
－
 

入
れ
ず
、
斧
は
適
当
な
時
に
山
林
に
入
れ
る
』
と
君
主
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
〔
網
や
斧
を
〕
用
い
な
い
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
」
と
。

『天主実義jの研究（五）

中
士
が
言
っ
た
、
「
草
木
は
生
き
物
で
は
あ
り
ま
す
が
、
血
も
な
く
知
覚
も
な
く
、
鳥
獣
と
は
異
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
仏
教
徒
は
、

こ
れ
を
殺
し
て
も
悲
し
む
こ
と
が
な
い
の
で
す
」
と
。

初
酉
士
が
言
っ
た
、
「
草
木
は
血
が
な
い
と
言
う
の
で
す
か
。
そ
れ
は
、
赤
い
色
の
も
の
が
血
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
、

白
い
も
の
や
緑
の
も
の
で
も
血
で
な
い
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
す
。
そ
も
そ
も
世
の
中
で
形
体
を
持
っ
て
生
き
て
い

る
も
の
は
必
ず
〔
そ
の
体
が
〕
養
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
養
わ
れ
る
た
め
に
は
体
液
が
存
在
し
て
お
り
、
体
液
の
流
れ
は
す
べ

て
血
で
す
。
ど
う
し
て
赤
い
も
の
だ
け
に
限
り
ま
し
ょ
う
か
。
試
し
に
ご
覧
な
さ
い
。
水
生
動
物
の
う
ち
海
老
や
蟹
な
ど
は
赤
い
血
が
あ

り
ま
せ
ん
が
、
仏
教
徒
は
こ
れ
を
食
べ
ま
せ
ん
。
野
菜
の
な
か
に
も
赤
い
液
体
が
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
徒
は
こ
れ
を
食
べ
る
こ
と
を
禁
じ

ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
鳥
獣
の
血
だ
け
を
重
視
し
て
草
木
の
血
を
軽
視
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
知
覚
を
持
つ
物
を

殺
さ
な
い
の
は
、
そ
の
動
物
が
痛
み
を
感
じ
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
本
当
に
そ
の
動
物
の
痛
み
を
望
ま
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
殺
さ
な
い
だ
け
で
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
そ
れ
ら
に
労
役
を
課
す
の
で
あ
れ
ば
、
よ
い
わ
け
は
な
い
で
し
ょ
う
。
牛
が
野
を
耕
し

た
り
、
馬
に
人
が
乗
っ
た
り
と
い
う
こ
と
は
、
終
身
の
災
を
免
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
痛
み
が
長
く
続
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

19 こ
れ
を
殺
す
時
の
一
瞬
の
痛
み
に
較
べ
れ
ば
大
い
に
違
い
ま
す
。
ま
し
て
、
犠
牲
を
殺
す
こ
と
を
禁
じ
る
の
は
、
か
え
っ
て
犠
牲
〔
と
な
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『天主実義jの研究（五）

る
鳥
獣
〕
を
害
な
う
も
の
で
す
。
思
い
ま
す
に
、
鳥
獣
は
人
の
役
に
立
つ
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
人
は
こ
れ
を
飼
育
し
ま
す
。
飼
育
す

る
と
鳥
獣
は
益
々
増
え
て
い
き
ま
す
。
も
し
、
人
の
役
に
立
て
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
人
は
ど
う
し
て
養
い
ま
し
ょ
う
。
朝
廷
に
あ
っ
て
は

差
し
当
り
必
要
の
な
い
官
職
は
削
り
、
家
庭
に
あ
っ
て
は
無
能
な
下
僕
は
や
め
さ
せ
ま
す
。
ま
し
て
〔
役
に
立
た
な
い
〕
鳥
獣
に
つ
い
て

は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
西
方
の
人
は
豚
を
食
べ
る
の
を
憾
り
ま
す
か
ら
、
国
中
に
豚
が
い
ま
せ
ん
。
世
の
中
が
皆
西
方
の
人
の
よ

う
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
豚
の
類
は
滅
ん
で
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
あ
る
も
の
を
愛
す
る
と
、
か
え
っ
て
そ
の
も
の
を
害
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
〔
逆
に
〕
あ
る
も
の
を
殺
す
と
、
か
え
っ
て
そ
の
も
の
を
生
か
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
犠
牲
を
殺
す
こ
と
を
禁
じ
る
の

は
、
犠
牲
〔
と
な
る
動
物
〕
を
養
う
方
法
を
大
い
に
害
な
う
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
。

幻
中
土
が
言
っ
た
、
「
そ
う
で
あ
れ
ば
、
斎
戒
は
行
う
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
。

｛

mv 

忽
西
士
が
言
っ
た
、
「
殺
生
を
戒
め
る
た
め
に
斎
戒
を
行
う
の
は
、
小
さ
な
憐
れ
み
の
心
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
斎
戒
に
は
三
つ

の
目
的
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
三
つ
の
目
的
を
理
解
す
れ
ば
、
斎
戒
が
益
々
切
実
で
崇
高
な
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。

〔
第
一
の
目
的
〕
そ
も
そ
も
世
の
中
に
は
、
今
日
は
賢
明
だ
が
以
前
も
愚
鈍
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
者
は
余
り
い
ま
せ
ん
。
今
日
は

道
酌
に
従
っ
て
い
る
が
以
前
も
道
理
に
違
わ
な
か
っ
た
と
い
う
者
は
余
り
い
ま
せ
ん
。
道
理
と
い
う
も
の
は
、
天
主
が
〔
人
の
〕
心
に
刻

み
込
む
た
め
に
、
聖
人
賢
者
に
命
じ
て
こ
れ
を
石
板
や
書
冊
に
書
き
つ
ら
ね
た
も
の
で
、
こ
の
道
理
を
犯
す
者
は
天
主
に
対
し
て
罪
を
得

－n
－
 

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
罪
を
得
る
こ
と
に
な
る
道
理
が
尊
け
れ
ば
尊
い
ほ
ど
、
罪
は
益
々
重
い
も
の
と
な
り
ま
す
。
学
識
の
あ
る
人
は
た

と
え
普
に
立
ち
返
っ
て
も
、
前
に
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
平
気
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
人
は
以
前
行
っ
た
不
善
を
赦
し
て
追

及
し
な
く
て
も
、
折
々
に
思
い
出
し
、
恥
じ
て
後
悔
し
ま
す
。
も
し
自
分
が
以
前
失
敗
し
た
こ
と
を
深
く
後
悔
し
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て

今
後
そ
の
失
敗
を
免
れ
る
こ
と
を
望
め
ま
し
ょ
う
。
ま
し
て
、
学
識
の
あ
る
人
は
今
行
う
普
を
自
分
で
は
満
足
せ
ず
、
自
分
の
短
所
を
〔
視

｛幻
E

力
の
勝
れ
た
〕
離
婁
の
よ
う
に
〔
鋭
く
〕
見
ぬ
き
、
〔
一
方
〕
自
分
の
長
所
を
目
の
見
え
な
い
人
の
よ
う
に
見
〔
て
意
識
し
な
い
よ
う
に

す
〕
る
の
で
す
。
自
分
自
身
に
あ
る
も
の
を
精
細
か
つ
深
刻
に
責
め
ま
す
か
ら
、
他
人
が
〔
自
分
の
こ
と
を
〕
俊
傑
で
あ
る
と
称
賛
し
て



も
、
自
分
自
身
は
身
の
置
き
所
が
な
い
ほ
ど
恥
じ
入
る
も
の
で
す
。
自
分
が
気
に
病
む
こ
と
に
つ
い
て
精
密
か
つ
詳
細
に
振
り
返
り
ま
す

か
ら
、
他
人
が
〔
自
分
の
こ
と
を
〕
実
に
立
派
で
あ
る
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
欠
点
が
あ
る
者
の
よ
う
に
自
ら
を
修
め
慎
む
も
の
で
す
。

〔
で
す
か
ら
〕
ど
う
し
て
言
葉
だ
け
で
へ
り
く
だ
る
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
し
て
心
だ
け
で
後
悔
す
る
で
し
ょ
う
か
。
深
く
恥
じ
入
る
な
ら

ば
、
ど
う
し
て
歓
楽
に
耽
る
こ
と
な
ど
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
必
ず
食
事
を
減
ら
し
、
肉
食
を
除
い
て
、
淡
泊
な
食
事
を
取
る
で
し
ょ
う
。

お
よ
そ
自
分
の
た
め
に
は
組
末
な
も
の
を
選
ん
で
用
い
、
自
ら
を
苦
し
め
責
め
て
、
自
分
の
犯
し
た
過
去
の
罪
や
新
た
に
犯
し
た
罪
を
つ

ぐ
な
お
う
と
し
て
、
朝
に
晩
に
恐
れ
か
し
こ
み
、
天
主
の
下
に
額
を
つ
け
、
〔
自
分
の
罪
を
〕
悲
し
み
痛
み
、
涙
を
流
し
て
、
自
分
の
罪

が
赦
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
の
で
す
。
ど
う
し
て
、
む
や
み
に
自
ら
聖
人
ぶ
っ
て
罪
が
な
い
こ
と
を
誇
っ
た
り
、
む
や
み
に
自
分
〔
の
罪
〕

を
赦
し
て
、
他
人
が
そ
の
誤
り
を
裁
く
の
を
待
つ
こ
と
な
ど
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、
自
ら
責
め
正
し
て
い
さ
さ
か
も
赦
さ
な
い

場
合
で
も
、
天
主
は
憐
れ
み
傷
ん
で
〔
こ
れ
を
〕
赦
し
て
、
再
び
そ
の
罪
を
問
わ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
c

以
上
が
斎
戒
の
正
し
い
目
的

に
つ
い
て
の
第
一
の
説
で
す
。

『天主実義jの研究（五）

〔
第
二
の
目
的
〕
そ
も
そ
も
徳
の
働
き
は
人
閑
の
本
来
の
働
き
で
す
。
徳
に
つ
い
て
の
説
を
聴
い
て
喜
ば
な
い
者
は
な
く
、
速
や
か
に

｛糾－

こ
れ
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
。
た
だ
、
私
欲
が
発
動
す
る
と
、
人
心
を
奪
い
取
っ
て
好
き
勝
手
を
行
い
、
〔
人
心
は
〕
抑
え
付
け
ら

れ
て
憤
り
抵
抗
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
ま
す
。
お
お
む
ね
平
素
行
う
こ
と
は
、
そ
の
〔
私
欲
の
〕
働
き
に
使
わ
れ
る
だ
け
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
行
う
こ
と
は
道
理
の
命
令
に
従
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
私
欲
が
楽
し
む
こ
と
に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
そ
の
表
面
を
見
れ

ば
人
間
で
す
が
、
そ
の
行
い
は
鳥
獣
と
何
ら
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
思
う
に
私
欲
の
楽
し
み
は
、
道
理
に
敵
対
す
る
も
の
で
、
知

慮
を
塞
ぎ
理
性
を
舷
ま
し
、
徳
と
断
絶
し
ま
す
。
こ
の
世
界
に
蔓
延
す
る
病
気
で
、
こ
れ
よ
り
ひ
ど
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
病
気

の
被
害
は
肉
体
に
及
ぶ
だ
け
で
す
が
、
私
欲
の
害
毒
は
心
の
奥
ま
で
到
達
し
、
本
船
を
破
壊
し
ま
す
。
も
し
道
理
に
敵
対
す
る
も
の
に

よ
っ
て
心
が
支
配
さ
れ
る
な
ら
ば
、
道
理
は
す
ぐ
に
滅
ん
で
し
ま
い
、
徳
は
居
る
べ
き
場
所
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
あ
あ
、
私
欲

の
楽
し
み
は
微
細
で
す
ぐ
に
な
く
な
る
も
の
で
す
が
、
し
ば
し
ば
心
に
深
い
後
悔
を
残
す
も
の
で
す
。
小
さ
く
短
い
楽
し
み
で
も
っ
て
永

五
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『天主実義jの研究（五）

久
の
憂
い
を
買
う
の
は
、
賢
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
欲
は
自
分
の
肉
体
か
ら
力
を
借
り
て
そ
の
勇
猛
さ
を
増
し
加
え
ま

す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
私
欲
を
抑
え
る
に
は
、
先
ず
自
分
の
肉
体
の
気
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
道
理
を
学
ぼ
う
と
す
る
者
が
、

欲
を
寡
な
く
し
よ
う
と
思
い
な
が
ら
、
か
え
っ
て
〔
ぜ
い
た
く
な
食
事
で
〕
肉
体
を
豊
か
に
養
う
と
い
う
の
は
、
火
を
弱
め
よ
う
と
思
っ

て
更
に
薪
を
加
え
る
よ
う
な
も
の
で
、
で
き
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
学
識
の
あ
る
人
が
飲
食
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
生
命
を
保
持
す
る

た
め
だ
け
で
す
が
、
凡
庸
な
人
が
生
命
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
飲
食
す
る
た
め
だ
け
で
す
。
そ
も
そ
も
本
当
に
道
理
に
志
す
の
で

あ
れ
ば
、
我
が
肉
体
を
仇
敵
の
よ
う
に
厳
し
く
見
る
も
の
で
す
が
、
〔
生
命
を
保
持
す
る
た
め
に
〕
や
む
を
え
ず
肉
体
を
養
う
だ
け
で
す
。

で
は
な
ぜ
『
や
む
を
え
ず
」
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
〔
人
間
〕
は
本
来
肉
体
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

肉
体
が
な
け
れ
ば
生
き
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
食
べ
物
を
食
べ
て
腹
の
飢
え
を
満
た
す
た
め
の
薬
と
し
、
飲
み
物
を
飲
ん
で

口
の
渇
き
を
い
や
す
た
め
の
薬
と
す
る
だ
け
で
す
。
一
体
誰
が
薬
を
飲
む
の
に
、
病
気
を
治
す
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
基
準
と
し
な
い
者

が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
我
が
性
の
好
む
も
の
を
少
な
く
〔
摂
取
〕
し
て
こ
そ
〔
私
欲
は
〕
治
め
や
す
い
も
の
で
、
味
は
多
く
の
種
類
が
あ
っ

て
甘
い
も
の
で
す
が
、
満
足
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
思
い
ま
す
に
、
私
欲
の
願
い
は
人
を
養
う
た
め
な
の
で
す
が
、
し
ば
し
ば
か

え
っ
て
人
を
傷
い
ま
す
か
ら
、
『
飲
食
は
武
器
よ
り
も
沢
山
人
を
殺
す
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
肉
体
を
害
う
こ
と
に

つ
い
て
は
触
れ
ず
、
心
を
害
う
こ
と
だ
け
を
取
り
上
げ
ま
す
。
従
僕
が
健
康
を
害
え
ば
、
そ
の
主
人
に
逆
ら
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

血
気
が
強
す
ぎ
る
と
、
志
を
傾
け
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
志
が
傾
く
と
五
つ
の
艇
が
悪
の
限
り
を
尽
く
し
ま
す
が
、
中
で
も
色
欲
が

一
番
で
す
。
豊
か
な
〔
食
べ
物
の
〕
味
が
腹
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
色
欲
は
起
こ
り
ま
し
ょ
う
。
淡
泊
な
飲
食
で
は
色
欲
は
減

退
し
ま
す
。
肉
体
が
治
ま
れ
ば
、
様
々
な
欲
望
も
自
然
に
治
ま
る
も
の
で
す
。
以
上
が
斎
戒
の
正
し
い
目
的
に
つ
い
て
の
第
二
の
説
で
す
。

〔
第
三
の
目
的
〕
そ
も
そ
も
現
世
は
苦
し
み
の
世
界
で
あ
っ
て
、
喜
び
を
求
め
る
世
界
で
は
あ
り
せ
ん
。
天
主
が
私
た
ち
を
こ
の
世
界

に
生
か
し
て
い
る
の
は
、
休
む
間
も
な
く
道
理
を
修
め
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
肉
体
を
喜
ば
せ
る
た
め
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
多
く
の
〔
肉
体
的
〕
楽
し
み
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
清
い
楽
し
み
が
な
け
れ
ば
、
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必
ず
淫
ら
な
楽
し
み
を
求
め
、
正
し
い
楽
し
み
が
な
け
れ
ば
、
必
ず
邪
な
楽
し
み
を
求
め
る
も
の
で
す
。
そ
れ
を
得
れ
ば
、
こ
れ
を
失
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
学
識
の
あ
る
人
は
い
つ
も
自
己
の
心
を
修
め
て
、
道
徳
の
こ
と
を
快
楽
と
し
、
憂
い
苦
し
ん
で
外
の
こ
と
に
期
待
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
ま
た
、
常
に
肉
体
の
楽
し
み
を
省
い
て
、
そ
れ
が
心
に
浸
透
し
て
本
来
の
楽
し
み
を
奪
い
取
る
こ
と
を

心
配
し
ま
す
。
そ
も
そ
も
徳
の
楽
し
み
は
霊
魂
の
本
来
の
楽
し
み
で
す
。
私
た
ち
は
こ
の
楽
し
み
に
お
い
て
天
使
と
等
し
い
存
在
な
の
で

す
。
飲
食
の
楽
し
み
は
肉
体
の
ひ
そ
か
な
楽
し
み
で
す
。
私
た
ち
は
こ
の
楽
し
み
に
お
い
て
鳥
獣
と
等
し
い
存
在
な
の
で
す
。
私
た
ち
は

徳
行
の
楽
し
み
を
心
に
増
せ
ば
増
す
ほ
ど
、
益
々
天
使
に
近
づ
き
ま
す
し
、
飲
食
の
楽
し
み
を
減
ら
せ
ば
減
b
す
ほ
ど
、
益
々
鳥
獣
か
ら

遠
ざ
か
り
ま
す
。
あ
あ
、
慎
ま
な
い
で
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
仁
義
〔
の
徳
〕
は
人
の
心
を
明
ら
か
に
し
ま
す
が
、
五
つ
の
味
は
人
の
口
を

｛

総

－

－

m－

に
ぶ
ら
せ
ま
す
。
善
を
積
み
重
ね
る
楽
し
み
が
強
け
れ
ば
、
大
変
心
に
良
く
、
体
に
も
害
が
あ
り
ま
せ
ん
。
賛
沢
な
食
事
の
楽
し
み
が
頻

繁
に
あ
る
と
、
身
心
共
に
深
く
害
わ
れ
ま
す
。
肉
食
で
腹
を
満
た
す
と
、
必
ず
堕
落
し
て
自
分
の
志
が
汚
濁
に
堕
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

な
れ
ば
、
ど
う
し
て
そ
の
心
を
塵
挨
の
中
か
ら
引
き
出
し
て
高
遜
な
志
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
悪
を
行
う
者
は
他
人
の
楽
し

み
を
見
て
、
自
分
に
そ
れ
が
な
け
れ
ば
妬
ん
だ
り
嫌
っ
た
り
し
ま
す
。
普
を
行
う
者
は
他
人
〔
の
そ
の
よ
う
な
姿
〕
を
見
る
と
、
か
え
っ

て
憐
れ
み
へ
り
く
だ
っ
て
、
「
彼
は
汚
賎
の
こ
と
に
従
い
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
そ
れ
を
好
み
、
こ
の
よ
う
に
熱
心
に
そ
れ
を
求
め
て
い

る
。
私
は
最
上
の
教
え
に
志
し
て
い
る
の
に
、
少
し
も
そ
れ
を
味
わ
う
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
少
し
も
そ
れ
を
備
え
る
こ
と
も
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
に
怠
け
て
し
ま
っ
て
努
力
し
な
い
で
よ
い
で
あ
ろ
う
か
』
と
思
い
ま
す
。
世
人
の
災
い
は
他
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
心
が
病

ん
で
徳
の
良
い
味
を
知
ら
な
い
だ
け
で
す
。
そ
の
味
が
分
か
れ
ば
、
美
食
を
軽
視
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
で
そ
の
〔
徳
の
〕
楽
し
み
を

得
ょ
う
と
言
う
で
し
ょ
う
。
こ
の
〔
徳
と
美
食
の
〕
二
つ
の
味
は
、
互
い
に
人
の
心
に
出
入
り
し
て
、
同
時
に
住
む
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
す
。
こ
れ
（
徳
の
味
）
を
入
れ
よ
う
と
思
う
な
ら
、
先
ず
彼
（
美
食
の
味
）
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

昔
、
西
国
に
二
匹
の
猟
犬
を
〔
王
に
〕
献
上
す
る
者
が
い
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
優
秀
な
犬
で
し
た
。
王
は
一
匹
を
国
の
高
官
の
家
に
預

け
、
一
匹
を
郊
外
の
農
家
に
預
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
飼
わ
せ
ま
し
た
。
や
が
て
犬
が
成
長
し
た
の
で
、
王
は
猟
に
出
か
け
て
こ
の
二
匹
を
試

七
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し
て
み
ま
し
た
。
二
匹
と
も
勝
手
に
狩
り
場
に
入
り
ま
し
た
が
、
農
家
で
飼
っ
た
犬
は
体
は
痩
せ
て
身
も
軽
く
、
烏
の
跡
を
嘆
ぎ
つ
け
る

と
素
早
く
走
っ
て
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
烏
を
捕
ま
え
ま
し
た
。
〔
一
方
〕
高
官
が
飼
っ
た
犬
は
肥
え
て
見
か
け
は
見
事
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、
肉
食
十
分
で
体
が
安
逸
に
な
れ
て
い
た
た
め
走
り
廻
る
こ
と
が
で
き
ず
、
烏
を
見
て
も
振
り
向
か
ず
、
道
端
の
腐
っ
た
骨
を
見
つ

け
て
は
こ
れ
を
岐
み
、
佼
み
お
わ
る
と
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
猟
に
従
っ
て
い
た
者
た
ち
は
、
そ
の
二
匹
が
同
じ
母
犬
か
ら

生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
怪
し
み
ま
し
た
。
王
は
言
い
ま
し
た
、
『
怪
し
む
に
は
足
り
な
い
。
獣
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
人

も
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。
す
べ
て
育
て
方
に
よ
る
だ
け
だ
。
快
楽
と
満
腹
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
と
、
必
ず
善
に
向
か
う
こ
と
は
な
い
。

労
働
と
倹
約
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
と
、
あ
な
た
の
期
待
に
背
く
こ
と
は
な
い
』
と
。
つ
ま
り
、
人
は
御
馳
走
に
慣
れ
る
と
、
礼
義
の
こ

と
を
考
え
る
暇
が
な
く
、
ひ
た
す
ら
食
に
走
る
だ
け
で
す
が
、
精
微
な
る
理
義
に
慣
れ
る
と
、
飲
食
の
楽
し
み
に
遇
う
暇
も
な
く
、
ひ
た

す
ら
理
義
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
そ
れ
に
従
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
以
上
が
斎
戒
の
正
し
い
目
的
に
つ
い
て
の
第
三
の
説
で
す
。

そ
も
そ
も
斎
戒
に
は
色
々
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。
私
は
世
界
の
多
く
の
国
々
を
巡
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
聴
い
て
お
り
ま

す
。
食
物
の
種
類
に
は
関
係
な
く
、
昼
間
だ
け
断
食
し
て
夜
に
な
る
と
あ
れ
こ
れ
食
べ
る
、
と
い
う
の
を
「
時
斎
』
と
言
い
ま
す
。
時
間

に
は
関
係
な
く
、
肉
食
を
断
ち
、
野
菜
は
随
時
食
べ
る
、
と
い
う
の
を
『
味
斎
」
と
言
い
ま
す
。
食
物
の
種
類
や
時
間
に
は
関
係
な
く
、

そ
ん

一
日
に
一
回
し
か
食
べ
な
い
、
と
い
う
の
を
『
品
川
斎
』
と
言
い
ま
す
。
回
数
や
時
間
や
食
物
の
種
類
に
制
限
が
あ
り
、
昼
に
野
菜
を
一
度

食
べ
る
だ
け
で
、
陽
に
属
す
る
肉
の
食
事
を
禁
止
し
て
、
陰
に
属
す
る
魚
は
禁
止
し
な
い
、
と
い
う
の
を
『
公
斎
」
と
言
い
ま
す
。
煮
て

食
べ
る
の
を
禁
止
し
て
、
終
生
洞
穴
で
野
草
の
根
だ
け
で
生
き
る
、
こ
う
い
う
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
山
中
に
非
常
に
沢
山
い
ま
す
が
、
そ

う
い
う
の
を
「
私
斎
』
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
斎
戒
は
、
す
べ
て
自
己
を
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
人
や
そ
の
人
の
体

の
状
態
を
見
て
決
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
富
貴
の
人
が
美
食
を
普
段
の
量
よ
り
減
ら
す
の
も
斎
戒
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
貧

し
い
家
の
者
は
い
つ
も
粗
食
に
慣
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
斎
戒
と
言
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
物
乞
い
を
す
る
者
は
最

高
の
斎
戒
と
一
宮
守
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
人
の
体
力
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
体
力
が
衰
え
た
り
病
気
で
あ
る
者
は
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滋
味
で
体
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
肉
体
労
働
を
す
る
者
は
、
四
肢
を
動
か
す
た
め
に
、
長
い
間
空
腹
で
あ
る
わ
け
に
は
い
き
ま

せ
ん
。
で
す
か
ら
、
天
主
艇
の
制
度
で
は
、
六
十
歳
以
上
の
老
人
や
二
十
歳
以
下
の
若
者
、
病
気
の
者
や
乳
児
や
肉
体
労
働
の
従
僕
は
い

ず
れ
も
斎
戒
の
対
象
に
入
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
食
物
を
制
限
す
る
斎
戒
は
、
本
当
の
斎
戒
で
は
な
く
、
末
節
の
こ
と
で
す
。
斎
戒
の
真

意
を
求
め
て
み
る
と
、
す
べ
て
私
欲
を
抑
え
る
た
め
で
あ
っ
て
、
熱
心
か
つ
十
分
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

斎
戒
を
行
い
な
が
ら
、
慎
み
戒
め
る
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
の
は
、
〔
掘
り
だ
し
た
ま
ま
の
〕
あ
ら
た
ま
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
が

玉
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
無
知
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
。

お
中
士
が
言
っ
た
、
「
何
と
す
ば
ら
し
い
御
忠
言
で
し
ょ
う
か
。
本
当
に
斎
戒
の
正
し
い
目
的
で
す
。
中
国
で
通
常
、
斎
戒
を
行
う
者

は
、
貧
乏
の
故
に
斎
戒
を
行
っ
て
慎
ま
し
く
暮
ら
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
〔
そ
れ
に
よ
っ
て
〕
良
い
評
判
を
か
す
め
取
っ
て
、
ひ
そ
か

に
人
を
欺
く
者
か
、
ど
ち
ら
か
で
す
。
〔
後
者
は
〕
大
勢
の
人
の
前
で
は
斎
戒
を
行
い
ま
す
が
、
独
り
に
な
る
と
酒
色
に
耽
り
、
怒
り
に

任
せ
、
不
義
を
行
い
、
財
貨
に
溺
れ
、
賢
者
を
侮
り
、
善
人
を
諮
り
、
や
り
た
い
放
題
で
す
。
あ
あ
、
人
の
目
は
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
し
、
〔
ま
し
て
〕
天
主
を
ご
ま
か
す
こ
と
な
ど
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
幸
い
な
こ
と
に
〔
私
は
〕
御
高
説
を
拝
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
ど
う
か
私
の
疑
問
が
す
っ
か
り
解
け
ま
す
よ
う
に
、
更
に
〔
ご
教
示
を
〕
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
と
。

Mm

西
士
が
一
百
っ
た
、
「
道
理
は
奥
深
く
、
か
つ
広
い
も
の
で
す
。
博
く
問
わ
な
け
れ
ば
、
要
領
を
得
て
守
り
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

詳
し
く
問
う
こ
と
は
誠
意
の
あ
る
証
拠
で
す
。
ど
う
し
て
〔
質
問
さ
れ
る
こ
と
を
〕
気
に
病
む
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
。

【
注
釈
】

（

1
）
儒
学
は
基
本
的
に
生
ま
れ
変
わ
り
の
考
え
方
を
持
た
な
い
。
死
後
の
鬼
神
の
存
在
に
し
て
も
、
善
悪
が
禍
福
を
も
た
ら
す
と
い
う
考
え
方
に
し
て
も
、

生
ま
れ
変
わ
り
を
想
定
し
て
は
い
な
い
。

（

2
）
仏
教
の
所
謂
三
世
因
果
論
で
あ
る
。
輪
廻
転
生
、
因
果
応
報
の
考
え
方
で
あ
る
。

九
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二
O

（3
）
カ
ト
リ
ッ
ク
の
人
生
観
を
指
す
。
『
天
主
実
義
』
第
三
舗
に
お
い
て
、
西
士
が
説
い
て
い
る
内
容
で
あ
る
。
同
蹄
2
を
参
照
。

（
4
）
原
文
で
は
「
閉
他
臥
刺
」
と
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
手
吾

aogω
の
こ
と
。
紀
元
前
五
三
O
年
頃
活
動
し
、
宗
教
結
社
・
ピ
ユ
タ
ゴ
ラ
ス

教
団
の
祖
と
さ
れ
る
。
三
世
紀
の
デ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
イ
オ
ス
の
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
』
第
八
巻
第
一
章
（
岩
波
文
庫
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者

列
伝
（
下
）
』
、
加
来
彰
俊
訳
、
一
九
九
四
）
に
よ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
派
の
哲
学
の
創
始
者
と
さ
れ
る
。
彼
は
自
分
が
ヘ
ル
メ
ス
（
神
）
の
息
子
ア
イ
タ
リ

デ
ス
が
何
代
に
も
わ
た
っ
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
ち
の
姿
で
、
そ
の
聞
の
す
べ
て
の
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
、
と
常
生
論
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
彼

は
人
間
の
魂
は
肉
体
か
ら
肉
体
へ
転
生
す
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
「
魂
に
関
し
て
は
わ
れ
わ
れ
と
共
通
な
権
利
を
も
っ
動
物
た
ち
を
、
食

べ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
殺
す
こ
と
さ
え
も
禁
じ
て
い
た
」
と
い
う
。

（5
）
具
体
的
に
誰
の
発
言
で
あ
る
か
は
不
詳
。

（6
）
仏
教
に
お
い
て
、
有
情
が
普
悪
の
業
因
に
よ
っ
て
六
種
の
世
界
に
趣
く
と
い
う
考
え
方
。
六
道
と
は
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
の

こ
と
で
あ
る
。

（7
）
『
天
主
実
義
』
第
三
筋
の
4
で
は
、
西
士
が
、
仏
教
の
天
堂
・
地
獄
の
説
は
天
主
教
の
説
を
剥
窃
し
た
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

（8
）
リ
ッ
チ
は
「
報
告
書
」
第
一
の
書
、
第
十
章
（
本
稿
「
は
じ
め
に
」
参
照
）
の
中
で
も
、
中
国
に
お
け
る
仏
教
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
と
り
わ
け
こ
の
地
に
広
ま
っ
た
の
は
、
魂
が
肉
体
か
ら
肉
体
へ
移
転
す
る
と
い
う
説
で
あ
り
、
こ
れ
は
ピ
ッ
タ
l
ゴ
ラ
〔
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
〕
の
説
に
他
の

多
く
の
作
り
話
を
付
け
加
え
て
、
い
か
に
も
ま
こ
と
し
や
か
な
説
に
仕
立
て
た
も
の
だ
。
」
ま
た
、
同
舎
の
第
九
章
で
は
、
子
供
を
殺
す
悪
習
を
取
り
上

げ
て
、
「
こ
う
し
た
残
虐
な
行
為
に
広
く
道
を
聞
い
て
い
る
の
は
、
当
地
で
は
魂
は
肉
体
か
ら
肉
体
へ
移
動
す
る
と
い
う
説
が
信
奉
さ
れ
、
子
供
を
殺
す

の
は
か
え
っ
て
子
供
に
普
い
こ
と
を
す
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
す
ぐ
に
ど
こ
か
の
金
持
ち
の
家
に
生
ま
れ
る
の
で
、
貧
乏

を
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
苦
労
を
味
わ
わ
ず
に
す
む
か
ら
だ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

（9
）
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
の
世
界
地
図
を
中
国
に
伝
え
、
一
五
八
四
年
に
は
漢
字
を
用
い
た
世
界
地
図
「
山
海
輿
地
全
国
』
（
現
存
せ
ず
）

を
聾
鹿
で
出
版
し
、
大
い
に
反
響
を
呼
ぶ
。
二
ハ
O
二
年
に
李
之
藻
が
序
文
を
書
い
て
『
坤
輿
万
国
全
国
』
と
し
て
出
版
し
た
。
以
後
の
地
理
観
に
多
大

な
影
響
を
与
え
、
地
理
学
の
発
展
に
も
大
い
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
鈷
沢
信
太
郎
氏
『
地
理
学
史
の
研
究
』
（
愛
日
書
院
、
一
九
四
八
。
原
書
房
再

刊
、
一
九
八
O
）
を
参
照
。

（
叩
）
原
文
に
は
「
魔
鬼
」
と
あ
る
。
『
天
主
実
義
』
第
四
筋
の
M
を
拳
照
。

（
日
）
第
三
簡
の

m
iロ
に
お
い
て
、
西
士
は
人
魂
が
霊
妙
で
あ
る
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。

（
ロ
）
第
三
筋
の
6
を
参
照
。

（
日
）
「
旧
約
聖
書
』
の
「
創
世
記
」
第
1
章
に
、

「
神
は
水
に
群
が
る
も
の
、
す
な
わ
ち
大
き
な
怪
物
、
う
ご
め
く
生
き
物
を
そ
れ
ぞ
れ
に
創
造
さ
れ
た
」
（
幻
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節
）
、
「
神
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
の
猷
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
畜
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
を
追
う
も
の
を
造
ら
れ
た
」
（
お
節
て
「
神
は
御
自
分
に
か
た
ど
っ
て
人
を
創

造
さ
れ
た
。
神
に
か
た
ど
っ
て
創
造
さ
れ
た
。
男
と
女
に
創
造
さ
れ
た
」
（
幻
節
）
と
あ
る
よ
う
に
、
神
が
人
や
烏
猷
を
「
そ
れ
ぞ
れ
に
」
創
造
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
「
旧
約
聖
書
』
及
び
『
新
約
聖
書
』
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
日
本
聖
書
協
会
発
行
の
『
聖
書
』
新
共
同
訳
（
共
同
訳
聖
書

実
行
委
員
会
編
、
一
九
八
七
）
に
よ
る
。

（M
）
原
文
に
は
「
三
品
」
と
あ
り
、
以
下
「
下
品
」
「
中
品
」
「
上
品
」
と
あ
る
。
魂
に
三
段
階
が
あ
る
こ
と
、
及
び
入
魂
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
第
三
筋
の

6
以
下
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
日
）
原
文
に
は
「
格
物
窮
理
」
と
あ
る
。
も
と
も
と
「
格
物
」
は
『
大
学
』
に
「
致
知
は
格
物
に
在
り
」
と
あ
り
、
ま
た
「
窮
理
」
は
『
周
易
」
に
「
理
を

窮
め
性
を
尽
し
以
て
命
に
至
る
」
と
あ
る
語
で
あ
る
が
、
特
に
朱
子
学
に
お
い
て
は
、
事
物
に
即
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
内
在
す
る
天
理
を
究
明
し
、
自
己
の

知
識
を
拡
充
す
る
工
夫
を
表
す
言
葉
と
し
て
慣
用
化
さ
れ
た
。

（
問
）
リ
ッ
チ
の
「
報
告
書
」
第
一
の
書
、
第
十
章
に
は
、
「
だ
が
、
文
人
た
ち
の
適
切
な
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
宗
派
（
仏
教
）
は
、
誤
り
だ
ら
け

の
他
の
宗
派
に
比
べ
れ
ば
理
性
に
即
し
た
教
え
を
説
い
た
だ
け
に
、
こ
れ
が
広
め
た
誤
り
も
含
め
て
、
人
び
と
に
与
え
た
害
毒
も
か
え
っ
て
大
き
か
っ

た
。
」
と
あ
る
。

（
げ
）
原
文
に
は
「
己
乗
弗
」
と
あ
る
。
「
毛
詩
」
大
雅
語
民
臨
に
、
「
民
の
郵
を
乗
る
、
是
の
龍
徳
を
好
む
」
と
あ
る
。

（
時
）
『
天
主
実
義
』
第
三
簡
を
参
照
。

（
印
）
『
孟
子
」
梁
忠
王
上
筋
の
中
で
、
斉
宣
王
が
犠
牲
と
な
っ
て
引
か
れ
て
い
く
牛
に
対
し
て
「
罪
な
く
し
て
死
地
に
就
く
が
若
き
に
忍
び
ず
」
し
て
、
羊

を
以
て
こ
れ
に
代
え
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
孟
子
は
「
是
れ
乃
ち
仁
術
な
り
」
と
答
え
て
い
る
。

（
初
）
原
文
に
は
「
慈
之
宗
」
と
あ
る
。
『
天
主
実
義
」
第
三
儲
ロ
に
、
「
天
主
主
智
至
仁
」
と
あ
る
。

（
幻
）
版
文
に
は
「
斎
素
」
と
あ
る
。
自
己
を
戒
め
慨
し
む
た
め
に
、
飲
食
を
制
限
す
る
こ
と
を
指
し
、
こ
こ
で
は
「
斎
戒
」
と
訳
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い

て
は
、
戒
律
の
一
つ
で
あ
る
「
大
斎
・
小
斎
」
に
あ
た
る
。
こ
れ
は
、
「
倫
理
的
宗
教
的
根
拠
か
ら
の
一
時
的
の
、
全
体
的
又
は
部
分
的
節
食
を
指
す
」
（
「
カ

ト
リ
ッ
ク
大
辞
典
』
「
提
」
項
、
上
智
大
学
編
、
富
山
房
刊
、
一
九
四
O
）
一
百
灘
で
、
断
食
な
い
し
節
食
の
こ
と
で
あ
る
。

（
詑
）
版
文
に
は
「
魂
神
」
と
あ
る
。

（
n）
「
外
な
る
人
」
「
内
な
る
人
」
は
、
版
文
に
は
「
外
人
」
「
内
人
」
と
あ
る
。
『
新
約
聖
書
」
の
使
徒
パ
ウ
ロ
の
書
簡
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
「
コ
リ
ン

ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
」
第
4
章
に
は
、
「
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
落
胆
し
ま
せ
ん
。
た
と
え
わ
た
し
た
ち
の
「
外
な
る
人
」
は
衰
え
て
い
く
と
し
て

も
、
わ
た
し
た
ち
の
『
内
な
る
人
」
は
日
々
に
新
た
に
さ
れ
て
い
き
ま
す
」
（
日
節
）
と
あ
る
c

ま
た
、
「
ロ
l
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
第
7
章
に
は
、
「
『
内

な
る
人
』
と
し
て
は
神
の
律
法
を
喜
ん
で
い
ま
す
が
、
わ
た
し
の
五
体
に
は
も
う
一
つ
の
法
則
が
あ
っ
て
心
の
法
則
と
戟
い
、
わ
た
し
を
、
五
体
の
内
に
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あ
る
罪
の
法
則
の
と
り
こ
に
し
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
：
・
こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
自
身
は
心
で
は
神
の
律
法
に
仕
え
て
い
ま
す
が
、
肉
で
は
罪
の
法

則
に
仕
え
て
い
る
の
で
す
」
（
忽

1
お
節
）
と
あ
る
。

（
鈍
）
『
旧
約
聖
書
』
の
「
創
世
記
」
第
1
車
U
i
m節
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
神
は
御
自
分
に
か
た
ど
っ
て
人
を
創
造
さ
れ
た
。
神
に
か
た
ど
っ
て
創
造
さ

れ
た
。
男
と
女
に
創
造
さ
れ
た
。
神
は
彼
ら
を
祝
補
し
て
言
わ
れ
た
。
「
産
め
よ
、
増
え
よ
、
地
に
満
ち
て
地
を
従
わ
せ
よ
。
海
の
魚
、
空
の
応
、
地
の

上
を
追
う
生
き
物
を
す
べ
て
支
配
せ
よ
。
」
神
は
一
百
わ
れ
た
。
「
見
よ
、
全
地
に
生
え
る
、
組
を
持
つ
草
と
磁
を
持
つ
突
を
つ
け
る
木
を
、
す
べ
て
あ
な
た

た
ち
に
与
え
よ
う
。
そ
れ
が
あ
な
た
た
ち
の
食
べ
物
と
な
る
。
地
の
獄
、
空
の
鳥
、
地
の
上
を
這
う
も
の
な
ど
、
す
べ
て
命
あ
る
も
の
に
は
あ
ら
ゆ
る
背

草
を
食
べ
さ
せ
よ
う
。
』
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
。
」

（
お
）
「
旧
約
聖
書
」
の
「
創
世
記
」
第
3
章
に
よ
れ
ば
、
神
が
人
に
対
し
て
食
べ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
闘
の
中
央
に
生
え
て
い
る
「
善
悪
の
知
識
の
木
」

の
果
実
を
、
蛇
に
誘
惑
さ
れ
た
女
が
食
べ
、
更
に
男
も
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
神
の
言
葉
に
背
く
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
神
は
、
女
に
は
「
お

前
は
、
苦
し
ん
で
子
を
産
む
。
お
前
は
男
を
求
め
、
彼
は
お
前
を
支
配
す
る
。
」
（
時
節
）
と
言
い
、
男
に
は
「
お
前
に
対
し
て
土
は
茨
と
あ
ざ
み
を
生
え

い
で
さ
せ
る
、
野
の
草
を
食
べ
よ
う
と
す
る
お
前
に
。
お
前
は
顔
に
汗
を
流
し
て
パ
ン
を
得
る
、
土
に
返
る
と
き
ま
で
。
お
前
が
そ
こ
か
ら
取
ら
れ
た
土

に
。
躍
に
す
ぎ
な
い
お
前
は
塵
に
返
る
。
」
（

M
1
m節
）
と
言
う
。
こ
う
し
て
人
間
は
「
エ
デ
ン
の
岡
」
を
追
放
さ
れ
る
。
最
初
の
人
聞
が
こ
の
よ
う
に

神
に
背
い
た
こ
と
を
「
原
罪
」
と
呼
ぶ
。

（
お
）
『
論
語
」
顔
淵
簡
に
「
仲
弓
、
仁
を
問
、
っ
。
子
日
く
、
：
・
己
れ
の
欲
せ
ざ
る
所
、
人
に
施
す
勿
れ
。
：
・
と
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「
論
語
」
公
冶
長
篇
に
「
子

貢
日
く
、
我
、
人
の
諸
を
我
に
加
え
ん
こ
と
を
欲
せ
ざ
れ
ば
、
五
口
も
亦
諸
を
人
に
加
う
る
こ
と
無
か
ら
ん
と
欲
す
、
と
」
と
あ
る
。

（
幻
）
「
十
誠
」
の
第
五
誠
に
「
母
殺
人
」
（
人
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
）
と
あ
る
。
陽
鳴
諾
の
『
天
主
聖
教
十
誠
直
詮
」
（
一
六
四
二
年
）
に
は
、
「
天
主
が
こ

の
誠
を
立
て
る
に
あ
た
っ
て
、
『
殺
す
母
れ
」
と
だ
け
言
わ
ず
に
、
必
ず
『
人
を
殺
す
母
れ
』
と
言
っ
た
の
は
、
人
を
殺
す
の
は
罪
で
あ
る
が
、
犠
牲
〔
と

な
る
動
物
〕
を
殺
す
の
は
罪
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
あ
る
。
同
書
で
は
吏
に
、
「
輪
廻
は
悪
を
温
む
に
足
ら
ず
」
、
「
輪
廻
は
物
の
理
を
格

め
ず
」
、
「
輪
廻
は
倫
を
滅
ぼ
す
」
な
ど
と
、
輪
廻
説
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

め

（
犯
）
『
孟
子
」
梁
恵
玉
上
筋
に
「
数
岳
、
袴
池
に
入
れ
ざ
れ
ば
、
魚
魁
勝
げ
て
食
ら
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
斧
斤
、
時
を
以
て
山
林
に
入
る
れ
ば
、
材
木
勝

げ
て
用
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
。
孟
子
が
梁
の
忠
王
に
述
べ
た
言
葉
の
一
節
で
あ
る
。

（
却
）
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
こ
と
。
リ
ッ
チ
は
「
報
告
書
」
第
一
の
昔
、
第
十
章
の
中
で
、
中
国
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
（
回
数
）
徒
に
つ
い
て
触
れ
、
「
豚
肉

を
食
べ
な
い
の
は
、
そ
の
習
慣
が
な
い
か
ら
だ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
初
）
以
下
に
述
べ
ら
れ
る
斎
戒
の
三
つ
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
著
「
崎
人
十
節
」
の
第
六
「
斎
索
正
旨
非
由
戒
殺
」
に
も
ほ
ぼ
同
文
が
見

え
る
（
「
第
二
の
目
的
」
の
部
分
は
、
「
天
主
実
義
」
の
方
に
一
段
落
程
度
の
省
略
が
見
ら
れ
る
）
。
冒
頭
の
部
分
を
以
下
に
訳
出
す
る
。
「
李
水
部
（
李
之
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藻
）
が
席
を
設
け
て
私
（
リ
ッ
チ
）
を
招
い
た
。
そ
の
日
は
教
会
〔
の
暦
〕
の
斎
日
に
当
っ
て
い
た
の
で
、
私
は
菜
食
で
あ
っ
た
。
李
氏
が
言
っ
た
、
『
あ

な
た
の
お
国
で
は
仏
教
を
信
奉
せ
ず
殺
生
戒
も
な
い
の
に
、
あ
な
た
が
斎
戒
な
さ
る
の
は
ど
う
し
て
で
す
か
」
と
。
私
が
答
え
て
い
っ
た
、
「
ど
う
し
て

私
の
困
だ
け
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
中
国
で
も
仏
教
が
入
る
以
前
、
〔
夏
股
周
の
〕
三
代
の
時
代
、
全
く
仏
教
を
信
奉
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
常
に

太
牢
（
牛
羊
家
の
供
え
物
）
に
よ
っ
て
上
帝
に
仕
え
、
殺
生
を
戒
め
る
こ
と
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
祭
組
を
行
う
前
に
は
、
散
粛
や
致

斎
を
行
い
ま
し
た
。
〔
こ
れ
ら
の
〕
斎
戒
を
行
う
者
は
、
全
く
酒
を
飲
ま
ず
、
く
さ
い
野
菜
を
食
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
見
る
と
こ
ろ
、
士
大
夫
は
郊
社

の
大
典
に
当
っ
て
、
悉
く
酒
肉
を
断
っ
て
、
官
舎
に
居
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
斎
戒
の
意
義
は
、
仏
教
に
よ
っ
て
始
ま
る
も
の
で
も
な
く
、
犠
牲
を
殺

さ
な
い
た
め
で
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
』
と
。
李
氏
が
言
っ
た
、
『
し
か
し
、
吾
が
儒
教
で
祭
認
を
行
う
場
合
に
斎
成
す
る
の
は
、
〔
自
己
の
〕
心
志

を
斉
一
に
し
て
、
自
ら
を
浄
め
、
神
霊
に
応
対
す
る
た
め
で
す
。
あ
な
た
の
お
国
の
斎
戒
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
か
」
と
。
そ
の
時
、
私
は
た
ま

た
ま
能
笥
の
中
に
一
朕
の
旧
稿
を
入
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
天
主
教
の
斎
戒
の
三
つ
の
意
義
が
説
か
れ
て
い
た
。
す
ぐ
に
取
り
出
し
て
、
こ
れ
を
〔
李

氏
に
〕
見
せ
た
。
そ
の
文
章
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
殺
生
を
戒
め
る
た
め
に
斎
戒
を
行
う
の
は
、
小
さ
な
憐
れ
み
の
心
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
斎

戒
に
は
三
つ
の
目
的
が
あ
る
。
・
：
」
」
こ
こ
で
言
う
「
旧
稿
」
と
は
、
「
天
主
実
義
」
の
草
稿
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
末
尾
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
李
氏

は
読
み
お
わ
る
と
、
で
』
れ
こ
そ
斎
戒
の
本
当
の
目
的
で
す
。
吾
が
儒
者
は
こ
れ
に
従
う
べ
き
で
し
ょ
う
」
と
一
百
い
、
感
謝
し
て
こ
れ
を
記
録
し
た
。
」

（
剖
）
原
文
に
は
「
道
」
と
あ
り
、
「
道
理
」
と
訳
し
た
が
、
こ
こ
で
は
「
天
主
の
命
じ
た
戒
め
」
す
な
わ
ち
「
お
き
て
」
を
指
す
。

（
沼
）
「
聖
人
賢
者
」
と
は
、
こ
こ
で
は
「
旧
約
聖
書
」
の
時
代
の
預
言
者
を
指
す
。
「
道
」
す
な
わ
ち
「
お
き
て
」
は
、
「
十
戒
」
や
多
く
の
律
法
の
こ
と
。

（
お
）
上
古
、
黄
帝
の
時
代
の
人
で
、
百
歩
離
れ
た
所
か
ら
毛
先
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
「
孟
子
』
離
婁
上
筒
等
に
見
え
る
。
離
朱
と
も
言

、っ。
（
制
）
こ
こ
で
版
文
に
言
う
「
人
心
」
は
、
第
三
章
の

9
に
お
い
て
「
献
心
」
と
対
比
さ
れ
る
「
人
心
」
と
同
じ
意
味
で
、
「
霊
妙
な
本
性
（
道
理
）
に
従
う

心
」
の
こ
と
で
あ
る
。

（
お
）
原
文
に
は
「
理
寂
」
と
あ
る
。

（
部
）
原
文
に
は
「
元
性
」
と
あ
る
。

（
幻
）
色
欲
・
声
欲
・
香
欲
・
味
欲
・
触
欲
を
指
す
場
合
と
、
財
欲
・
色
欲
・
飲
食
欲
・
名
欲
・
眠
眠
欲
を
指
す
場
合
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
か
。

（
犯
）
「
老
子
』
第
十
二
章
に
「
五
色
は
人
の
目
を
し
て
盲
な
ら
し
め
、
五
音
は
人
の
耳
を
し
て
聾
な
ら
し
め
、
五
味
は
人
の
口
を
し
て
爽
わ
し
む
」
と
あ
る
。

（
却
）
『
周
易
』
乾
卦
の
文
言
伝
に
「
積
善
の
家
に
余
鹿
有
り
、
積
不
普
の
家
に
余
挟
有
り
」
と
あ
る
。

（
判
）
こ
の
寓
話
と
類
似
の
話
は
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
」
（
中
務
哲
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
）
【
第
一
部
】
九
二
「
二
匹
の
犬
」
に
見
え
る
。

（
剖
）
原
文
に
は
「
天
主
公
教
」
と
あ
る
。
「
公
教
」
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
（
普
遍
的
）
教
会
」
を
意
味
す
る
。
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二
四

（
位
）
以
上
の
よ
う
な
天
主
教
の
斎
戒
（
大
斎
・
小
斎
）
の
守
り
方
に
つ
い
て
は
、
靖
国
光
の
「
天
主
十
誠
勧
論
聖
蹟
」
（
一
六
五
四
年
）
巻
三
の
第
三
誠
「
守

時
礼
之
日
」
に
詳
し
く
見
え
る
。

（
必
）
原
文
に
は
「
法
語
」
と
あ
る
。
『
論
語
』
子
牢
舗
に
「
法
語
の
言
は
、
能
く
従
う
こ
と
無
か
ら
ん
か
。
之
を
改
む
る
を
貸
し
と
為
す
」
と
あ
り
、
過
失

が
あ
る
場
合
に
正
道
を
も
っ
て
忠
告
し
正
す
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
叫
）
リ
ッ
チ
は
「
報
告
書
」
第
一
の
替
、
第
十
章
で
、
「
彼
ら
は
肉
や
そ
の
他
の
生
き
物
を
食
べ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
が
、
誰
も
肉
食
を
や
め
る
者
は
い

な
い
。
こ
の
罪
に
し
て
も
他
の
罪
に
し
て
も
、
人
々
が
施
し
を
行
え
ば
簡
単
に
赦
し
て
し
ま
う
し
、
彼
ら
が
祈
祷
を
行
え
ば
、
た
と
え
地
獄
か
ら
で
も
思

う
が
ま
ま
に
逃
れ
ら
れ
る
と
約
束
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
何
）
原
文
に
は
「
約
守
」
と
あ
る
。
『
孟
子
」
公
孫
丑
上
筒
、
尽
心
下
簡
に
は
「
守
約
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
。
「
守
る
こ
と
が
要
領
を
得
て
い
る
」
と
い

う
意
味
。
ま
た
、
『
論
語
』
子
牢
簡
に
は
「
我
を
博
む
る
に
文
を
以
て
し
、
我
を
約
す
る
に
礼
を
以
て
す
」
と
あ
る
。


