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近
代
短
歌
研
究
贅
語

拙
稿

「
別
離
再
読
序
説
」
に
こ
だ
わ
る

ー

白

石

良

夫

方
法
論
を
も
た
な
い
文
学
研
究

大
学
院
生
の
こ
ろ
、
近
代
文
学
専
攻
の
友
人
が
言

っ
た
。

「古
典
と
近
代
文
学
と
で
は
方
法
論
が
ま

っ
た
く
違
う
。
古
典
の
方

法
論
は
確
立
し
て
い
る
が
、
近
代
に
は
確
立
し
た
方
法
論
が
な
い
」

だ
か
ら
お
れ
た
ち
は
大
変
な
ん
だ
と
、
こ
の
近
代
文
学
研
究

の
卵
は

い
い
た
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。
お
た
が
い
ま
だ
ろ
く
な
論
文
も
書

い
て
い

な
い
二
〇
代
の
こ
ろ
の
話
で
あ
る
。
こ
の
友
人
の
言
も
、
ど
う
せ

一
知

半
解
の
聞
き
か
じ
り
で
あ
る
こ
と
間
違
い
な
い
。

い
ま
に
し
て
思
え
ば

恐
る
る
に
た
ら
な
か

っ
た
の
だ
が
、
当
時

の
わ
た
し
に
は
、
か
れ
の
口

に
し
た

「
方
法
論
」
が
、
深
淵
な
哲
学
世
界

の
こ
と
ば

の
よ
う
に
響
い

た
。
そ
し

て
、
自
分
は
古
典
を
専
攻
し
な
が
ら

「確
立
し
た
方
法
論
」

を
身

に
つ
け
て
い
な
い
こ
と
に
、
お
お
い
に
不
安
と
焦
り
を
感
じ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
は
、
「確
立
し
た
方
法
論
」
な
る
も
の

が
、
わ
た
し
の
青
い
鳥

で
あ

っ
た
。

あ
れ
か
ら
四
半
世
紀
を

へ
た
が
、
い
ま
だ
青
い
鳥

は
見

つ
か
ら
な

い
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
な
し
で
も
研
究
者

の
は
し
く
れ
と
し
て
通

用
す
る
よ
う
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
、
捜
す

こ
と
を
し
な
く
な

っ
た

の
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
の
友
人
が
い

っ
て
い
た

「確
立
し
た
方
法
論
」

と
は
、

い
っ
た
い
何
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
確
立
し
た
方
法
論
を
も
た
な
い
近
世

文
学
研
究
者

の
わ
た
し

が
、
近
代
短
歌
の
論
文
を
書
い
て
し
ま

っ
た
。
題
し
て

「
『別
離
』
再
読

序
説
」
(『文
学
』
五
巻
二
号
、
平
成
六
年
四
月
)
と
い
う
。
副
題
し
て

「
「白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
」
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
」
。
若
山
牧
水
の
か

の
有
名
な

一
首
を
論
じ
て
み
た
の
で
あ
る
。

論
文
が
雑
誌
に
載

っ
た
あ
と
、
わ
た
し
は
会
う
ひ
と
ご
と
に
、
と
く

に
近
代
文
学
の
研
究
者
に
、
ぜ
ひ
読
ん
で
批
判
し
て
ほ
し
い
、
と
言

っ

て
ま
わ

っ
た
。
近
代
文
学
を
専
門
と
し
て
い
な
い
と
い
う
留
保

つ
き

で
、
気
が
大
き
く
な

っ
て
い
た
。
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論
文
は
、
大
悟
法
利
雄

・
森
脇

一
夫
両
氏
以
来
ほ
と
ん
ど
新
味
の
な

い
か
に
み
え
る
牧
水
研
究
に

一
石
を
投
じ
た
、
と
い
え
ば
い
さ
さ
か
尊

大
に
き
こ
え
よ
う
が
、
偽
ら
ざ
る
と
こ
ろ
、
反
響
を
ひ
そ
か
に
期
待
し

て
は
い
た
。
「序
説
」
と
銘
う

っ
た
の
は
、
第
二
弾
、
第
三
弾
と
そ
の
反

響
に
こ
た
え
よ
う
と
い
う
蛮
勇
か
ら
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
わ
た
し
の
目

に
ふ
れ
た
の
は
、
雑
誌

『国
文
学
』
三
九
巻

=
二
号

(平
成
六
年

一
一

月
)
時
評
欄
の
野
山
嘉
正
氏
に
よ
る
好
意
的
な
数
行
の
コ
メ
ン
ト

(
た

だ
し
、
疑
問
符

つ
き
)
だ
け
で
あ

っ
た
。
面
白
か

っ
た
と
い
っ
て
く
れ

る
知
人
は
い
た
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
わ
た
し
が
畑
違
い
の
と
こ
ろ

で
大
風
呂
敷
を
ひ
ろ
げ
た
こ
と
に
た
い
す
る
社
交
辞
令
で
あ

っ
た
の
だ

ろ
う
。

わ
た
し

の
論
文
は
黙
殺
さ
れ
た
の
だ
。
落
胆
し
な
か

っ
た
と
い
え
ば

う
そ
に
な
る
。
近
代
文
学
は
わ
が
分
際
で
な
い
と
わ
き
ま
え
て
、
手
を

ひ
く
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
が
、
完
膚
な
き
ま
で
に
や
ら
れ
た
の
な
ら

と
も
か
く
、
お
お
や
け
の
場
で
は
な
ん
ら
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
な
い

(そ
れ
こ
そ
が
雄
弁
で
手
厳
し
く
残
酷
な
批
評
な
の
だ
、
と
言
う
な
ら

言
え
)
。
し

た
が
っ
て
、
ひ
き
さ
が
る
に
し
て
も
、
こ
こ
は
み
ず
か
ら
弁

護
の

一
文
を
草
し
て
か
ら
に
し
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
と
し
て
は
示
し
が

つ
か
な
い
。

二

歌
集

「別
離
」
、
作
品
と
作
者
の
距
離

ま
ず
、
拙
稿
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

副
題
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
あ
の
有
名
な

「
白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
」

の
歌

一
首
の
解
釈
を
め
ぐ
る
論
で
あ
る
。
だ
が
、
拙
稿
は
、

こ
の
歌

の

み
を
取
り
出
し
て
、
完
結
し
た

(独
立
し
た
)

一
首

の
作
品
と
し
て
読

み
解
く
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
た
の
で
は
な
い
。

こ
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い

る
歌
集

『別
離
』
の
文
脈
の
な
か
で
、
そ
の
中

の

一
首
と
し
て
読
ん
で

み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

従
来
、
そ
う
い
っ
た
読
み
方
は
、
わ
た
し
の
知
る
か
ぎ
り
、
牧
水
に

つ
い
て
な
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
お
そ
ら
く
、
牧
水
以
外

の
近
代
短
歌

に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
方
法
は
、
皆
無
と
は
い
わ
な
い
が
、
主
流

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
な
に
も
、
近
代
歌
人

の
歌
集
の
注
釈

が
す
す
ん
で
い
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
歌
集
中
の
文
脈
で

歌
が
読
ま
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の

『別
離
』
の
文
脈
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
歌
集
中
に
記
さ

れ
る
年
記
と
年
齢
が
て
が
か
り
と
な
る
。
ま
ず
序
文
に
つ
ぎ
の
文
言
が

あ
る
。

④

「廿
歳
頃
よ
り
詠
ん
だ
歌
の
中
か
ら

一
千
首

を
抜
き
、

一
巻
に
輯
め

て

『
別
離
』
と
名
づ
け
、」

②

「丁
度
昨
年
は
人
生

の
半
ば
と
い
ふ
廿
五
歳

で
あ

つ
た
。
」

③

「歌
の
掲
載
の
順
序
は
歌
の
出
来
た
時

の
順
序
に
従
う
た
。
」

こ
の
序
文
執
筆
の
年
記
は
、

④

「
明
治
四
十
三
年
四
月
六
日
」

そ
し
て
、
上
巻
に
収
め
ら
れ
た
歌
は
、

⑤

「
自
明
治
三
十
七
年
四
月
/
至
同
四
十

一
年

三
月
」
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で
あ
る
と

い
い
、
下
巻
の
そ
れ
は
、

⑥

「
自
明
治
四
十

一
年
四
月
/
至
同
四
十
三
年

一
月
」

で
あ
る
と

い
う
。
ま
た
、
問
題
の

「
白
鳥
は
」
の
歌
は
、

つ
ぎ
の
年
記

を
も

つ
詞
書
の
も
と
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

㎝

「
明
治
四
十
年
早
春
」

従
来
の
研
究
で
は
、
右
の
年
記

・
年
齢
の
う
ち
、
①

・
③

・
⑤

・
㎝

に
つ
い
て
、
こ
れ
を
疑
問
視
す
る
の
が
定
説
と
な

っ
て
い
る
。

①
牧
水
の

「廿
歳
」
明
治
三
七
年
と
い
う
年
に
つ
く

っ
た
歌
は

『別
離
』

に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

③

『別
離
』
の
歌
の
配
列
は
、
地
道
な
調
査
の
結
果
、
実
際
の
制
作
年

代
の
順
序
で
は
な
い
。

⑤
こ
れ
も
調
査
の
結
果
、
そ
の
期
間
以
外
の
歌
も
入

っ
て
い
る
。

㎝
こ
れ
も
牧
水
の
伝
記
研
究
の
成
果
か
ら
、
実
際
に
は
明
治
四

一
年
春

で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
れ
を

ひ
と
く
ち
で
言
え
ば
、
歌
集

『
別
離
』
の
記
述
の
う
ち
の
、

作
者
牧
水

の
伝
記
と
ふ
か
く
か
か
わ
る
部
分
に
は
、
事
実
と
の
龍
酷
が

多
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
先
学
の
地
道
な
研
究
に
よ

っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
学
問
的
成
果
は
た
か
く
評
価

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
あ
と
が
い
け
な
い
。

研
究
者

は
、
作
品
と
伝
記
的
事
実
と
の
相
違
を
、
作
者
の
間
違
い
あ

る
い
は
記
憶
違
い
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『別
離
』

の
編
集
が
勿
卒
の
間
に
な
さ
れ
た
た
め
に
か
な
り
恣
意
的
、
杜
撰
な
も

の
に
な

っ
た
、
と
結
論
づ
け
る
。
だ
か
ら
、
個

々
の
短
歌
を
読
む
に
あ

た

っ
て
は
、

一
首

一
首
の
制
作
年
時
を
で
き
る
か
ぎ
り

つ
き
と
あ
、
そ

の
と
き
の
牧
水
の
状
況
を
再
現
し
て
、
そ
こ
に
立

っ
て
作
品
を
読
み
解

こ
う
と
努
力
し
て
き
た
。
じ
つ
は
、
こ
れ
が
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
い
け
な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
読
み
方
は
、
書
か
れ
た
作
品
を
読

ん
で
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
作
品
を
読
む
の
で
は
な

く
、
作
者
の
伝
記
を
読
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
伝
記
を
読
む
こ

と
が
悪
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
伝
記
を
読
ん

で
、
そ
れ
で
作
品
を
読

ん
だ
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
、
よ
く
な

い
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
「白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
」
の
歌
の
詞
書

に

「明
治
四
十
年
早
春
」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
い
や
違
う
四

一
年
だ
と
言
う
の
は
、
文
学

作
品
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
『舞
姫
』
の
太
田
豊
太
郎
君
が
森

鴎
外
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
の
と
お
な
じ
よ
う

に
、
『別
離
』
の
明
治
四

○
年
は
、
明
治
四

一
年
に
は
絶
対
、
置
き
換
え
ら
れ
な
い
。
四

一
年
が

伝
記
的
事
実
だ
と
し
て
も
、
作
品
は
、
ど
こ
ま

で
も
四
〇
年
な
の
で
あ

る
。き

ま
じ
め
な
研
究
者
は
、
作
品
の
記
述
と
伝
記
的
事
実
と
の
く
い
ち

が
い
を
必
死
に
埋
め
よ
う
と
す
る
が
、
だ
が
、

そ
れ
は
無
駄
な
努
力

で

あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を

つ
き

つ
め
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
ヂ

レ
ン
マ
に
陥
る
。
た
と
え
ば
、
『
別
離
』
に
は
編
集
の
と
き
の
新
作
の
歌

も
入

っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
た
地
道
な
研
究
に
よ

っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「歌
の
掲
載
の
順
序
は
歌
の
出
来
た
時
の
順
序

に
従
う
た
」
と
い
う

「出
来
た
時
」
を
実
際
の
制
作
時
と
す
る
な
ら
ば
、

「46「



新
作
の
歌

は
す
べ
て
下
巻
の
最
後
に
集
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
が
、

そ
う
は
な

っ
て
い
な
い
。
か
な
り
の
数
の
新
作
歌
が
歌
集
中
に
ち
ら

ば

っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
し
も
記
憶
違
い
と
み
な
す
か
。

こ
の
ヂ

レ
ン
マ
を
氷
解
さ
せ
る
に
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
以
外

に
な
い
。
作
品
と
伝
記
的
事
実
と
は
食

い
違
う
の
が
当
然
な
の
だ
、
と
。

と
い
う
わ
け
で
、
わ
た
し
は
、
右
の
ω
～
m
の
記
述
を
、
作
者
か
ら

き
り
は
な
し
て
読
む
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
序
文
執
筆
の

「
明
治
四

十
三
年
」

に
お
い
て

「昨
年
は
人
生
の
半
ば
と
い
ふ
廿
五
歳
」
と
い
う

の
だ
か
ら
、
「廿
歳
」
は
明
治
三
七
年
に
な
り
、
こ
れ
は

『
別
離
』
上
巻

の

「自
明
治
三
十
七
年
四
月
」
の
記
事
と

一
致
す
る
。
そ
し
て
、
上
巻

冒
頭
の
歌
を
明
治
三
七
年
四
月
と
し
て
、
順
次
、
時
間
を
く
だ
り
な
が

ら
読
ん
で
ゆ
く
と
、
上
巻
巻
末
の
歌
は

「至
同
四
十

一
年
三
月
」

に

一

致
す
る
し
、
途
中
の

「白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
」
の
歌
も

「
明
治
四
十

年
早
春
」
に
す

っ
ぽ
り
と
お
さ
ま
る
の
で
あ
る
。
下
巻
も
同
様
で
あ
る
。

か
く
し

て
、
作
者
の
言
う

「歌
の
掲
載
の
順
序
は
歌
の
出
来
た
時

の

順
序
に
従
う
た
」
の
意
味
が
、
き
わ
め
て
明
瞭
に
了
解
で
き
る
こ
と
と

な
る
。
つ
ま
り
、
「出
来
た
時
の
順
序
」
と
は
、
作
者
牧
水
の
実
生
活

に

な
が
れ
た
時
間
で
は
な
く
て
、
作
品

『
別
離
』
の
な
か
に
流
れ
て
い
る

時
間
な
の
で
あ
る
。
げ
ん
に
、
『別
離
』
は
そ
の
時
間
の
流
れ
の
順
序

に

歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
『別
離
』
の
編
集
は
恣
意
的

で
も
杜
撰

で
も
な

い
。
き
わ
あ
て
用
意
周
到
で
あ

っ
た
。

こ
れ
が
す
な
わ
ち

『
別
離
』
の
文
脈
な
の
で
あ
り
、
拙
稿
は
そ
の
文

脈
に
そ
っ
て
、
「白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
」
の
歌
を
読
み
解

い
た
の
で
あ

る
。
以
下
、
詳
細
は
そ
の
拙
稿
に
よ
ら
れ
た
い
。

三

思
い
付
き
が
学
問
を
生
む
こ
と
も
あ
る

何
人
か
の
近
代
文
学
研
究
者
か
ら
個
人
的
に
う
け
た
批
評
。
そ
れ
ら

を
わ
た
し
な
り
に
ま
と
め
れ
ば
、
お
お
よ
そ
左

の
よ
う
に
な
る
。

「
思
い
付
き
の
論

で
あ
る
」

「単
な
る
解
釈
に
す
ぎ
な
い
」

「
こ
う
い
う
方
法
は
、
今
の
近
代
文
学
研
究

で
は
、
は
や
ら
な
い
」

親

し

い

仲

の
、

さ

し

て
意

味

の
な

い

会

話

の
な

か

で

の

こ
と

で

あ

る
。

だ

か

ら
、

正

面

き

っ
て
論

陣

は

っ
て

の
対

決

、

批

判

、

論

争

で
は

な

い
。

い

っ
た
本

人

た
ち

も

、

も

は

や
覚

え

て

は

い
ま

い
。

だ

が

、

な

に
げ

な

く

口

の
端

に

の

ぼ

っ
た
右

の
ご

と

き

こ
と

ば

に
は

、

そ

れ

ら
友

人

た
ち

と

わ

た

し
と

の
、

文

学

研

究

に
た

い
す

る

姿

勢

の
基

本

的

な
違

い
が
見

て
と

れ

る
。

ま
ず

、
「
思

い
付

き

の
論

」

に

つ
い

て
。
た

し

か

に
、
わ

た

し

の
論

文

の
そ

の
き

っ
か

け

は

「
思

い
付

き

」

で
あ

っ
た

。

そ

れ

を

認

め

る

に

や

ぶ

さ

か

で
は
な

い
が

、

し

か

し

、

考

え

て
み

れ

ば
、

研
究

な

ど

と

い

う

の
は
、

ほ
と

ん
ど

が

「
思

い
付

き

」
か

ら
始

ま

る

の

で

は
な

い
か

。
「
思

い
付

き

」

は
、

い
ま

す

こ
し

洒

落

た

こ
と

ば

に
置

き
換

え

る

な

ら
ば

、

こ
れ
を

イ

ン

ス
ピ

レ
ー

シ

ョ

ン
と

い
う

。

た

と

え

ば
、

あ

の

ニ

ュ
ー

ト
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ン
が
り
ん
ご
の
落
ち
る
の
を
見
て
、
「お
や

っ
?
」
と
思

っ
た
。
こ
れ
が

イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ

ョ
ン
す
な
わ
ち
思
い
付
き

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

ニ
ュ
ー
ト

ン
の
学
問
は
始
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

自
分
の
研
究
を
擁
護
す
る
の
に
、
歴
史
上
の
大
発
見
を
ひ
き
あ
い
に

だ
す
の
は
、
じ

つ
に
気
恥
ず
か
し
い
。
だ
が
、
「思
い
付
き
」
か
ら
出
発

し
た
こ
と
だ
け
は
、
こ
の
偉
人
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ

と
は
、
わ
た
し
の
研
究
が

「
思
い
付
き
」
の
域
を
脱
し
て
い
る
か
ど
う

か
で
あ
り
、
ま
だ

「
思
い
付
き
」
の
域
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ

の
論
理
が
稚
拙
脆
弱
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
わ
た

し
の
論
文
を
思
い
付
き
だ
と
い
う
の
な
ら
、
論
理
で
も

っ
て
崩
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。
脆
弱
な
る
論
理
を
崩
す
に
さ
し
た
る
労
は
い
ら
な
い
だ
ろ

う
。二

つ
め

の

「
単
な
る
解
釈
」
と
い
う
批
判
に
た
い
し
て
、
わ
た
し
に

は
反
論
す
る
こ
と
ば
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
は
、
文
学
研
究
は

「解
釈
」

に
始
ま

っ
て

「解
釈
」
に
終
わ
る
も
の
と
、
む
か
し
か
ら
思

い
こ
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
作
品
を
解
釈
す
る
こ
と
以
外
に
、
文
学

研
究
は
成

り
立

つ
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
こ
の
批
評
に
は
、
「解
釈
」

の
語
よ
り
も

「単
な
る
」

の
ほ
う
に
重
き
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の

「単

な
る
」
は
、
お
そ
ら
く
、
単
な
る
言
葉
の
解
釈
、
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
〈言
葉
〉
に
よ

っ
て

〈表
現
〉
し
た
文
学
の
、
そ

の

〈言
葉
〉
を
解
釈
す
る
こ
と
を
、
「単
な
る
」
と
い
う
よ
う
な
形
容
で

か
た
づ
け

て
し
ま

っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

三
番
め
の

「方
法
論
の
流
行
云
々
」
に
い
た

っ
て
は
、
な
に
を
か
い

わ
ん
や
、

で
あ
る
。
お
ま
え
さ
ん
の
や
っ
て
い
る
学
問
は
今
の
流
行
で

な
い
と
い

っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
批
判

に
も
な
ん
に
も
な

っ
て

い
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
学
問
が
そ
の
よ
う
な
扱
わ
れ
方
を
す
る
の
は
、

す
な
わ
ち
学
問
の
危
機
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
国
文
学

・
近
代

文
学
と
い
わ
ず
、
学
問
全
域
に
わ
た
る
ゆ
ゆ
し
き
問
題
と
し
て
わ
た
し

に

一
家
言
あ
る
の
だ
が
、
い
ま
は
そ
れ
を
論
じ
る
場
で
は
な
い
。
願
わ

く
は
、
拙
稿

「虚
学
の
論
理
」
(『学
士
会
会
報
』
八

一
七
号
、
平
成
九

年

一
0
月
)
を
ご
精
読
い
た
だ
き
た
い
。

四

文
学
史
と
作
品

つ
ぎ
に
、
唯

一
の
反
応
と
い
っ
た
野
山
嘉
正
氏

の
時
評
に

つ
い
て

一

言
し
た
い
。
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
白
石
良
夫

「『
別
離
』
解
読
序
説
1

「白
鳥

は
哀
し
か
ら
ず
や
」
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
ー
」
(「季
刊
文
学
」
5

巻
2
号
)
も
、
そ
う
い
う
事
態
に
正
面
か
ら
対
峙
し
て
い
る
と
見

え
る
近
世
文
学
研
究
者

の
仕
事

で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
自
然
主
義

の
時
代
の
牧
水
と
い
う
感
覚
も
根
強
く
あ

る
の
で
、
白
石
論
の
ご

と
く
に
、
男
女
の
無
名
性
に
傾
け
て
読
み
切
れ
る
か
ど
う
か
。
依

然
と
し
て
問
題
は
残

っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
が
。

「
そ

う

い

う
意

味

で

は
」
「
そ
う

い
う

事

態

に
」
と

い

う

の

は
、
そ

の
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直
前

に
、
や
は
り
お
な
じ
近
世
文
学
専
攻
の
宮
崎
修
多
氏

の
依
田
学

海

・
信
夫

恕
軒
に
関
す
る
論
文
が
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
て
、
「も
は
や

古
典
と
近
代
と
い
う
よ
う
な
発
想
で
は
こ
と
が
動
い
て
い
か
な
い
時
期

に
入

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
文
脈
の
な
か

で
、
わ
た
し

の
論
文
に
ふ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
し
て
、

野
山
氏
の
評
価
は
、
そ
の
前
半
に
よ
る
か
ぎ
り
、
論
文
筆
者

の
わ
た
し

を
喜
ば
せ

る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
後
半
の

「自
然
主
義

の
時
代
の
牧

水
と
い
う
感
覚
も
根
強
く
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
気
に
な
る
。

野
山
氏

の
批
評
は
文
字
に
し
て
わ
ず
か
約
八
〇
字
、
こ
こ
か
ら
そ
の

真
意
を
お
し
は
か
る
こ
と
は
む

つ
か
し
い
。
し
た
が

っ
て
、
わ
た
し
の

言
い
分
に
は
、
あ
る
い
は
少
な
か
ら
ぬ
誤
解
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
た
と
え
野
山
氏
の
文
章
に
た
い
す
る
誤
解
は
あ
る
に
し
て
も
、

文
学
研
究

に
は
、

つ
ぎ
に
言
う
よ
う
な
本
末
転
倒
が
、
お
う
お
う
に
し

て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

野
山
氏

の
言
を
わ
た
し
な
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
こ
う
な
る
で
あ
ろ

う
。
近
代
文
学
史
に
お
い
て
は
、
牧
水
は
自
然
主
義
歌
人
と
み
な
さ
れ

て
い
る
。
牧
水
の
作
品
を
ま

っ
た
く
の
虚
構
と
見
る
の
は
、
ま
ず
自
然

主
義
作
家
と
い
う
大
前
提
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

自
然
主
義
作
家
の
作
品
に
は
、
そ
れ
用
の
読
み
解
き
方
と
い
う
も
の
が

あ
る
の
だ
が
、
虚
構
と
し
て
読
み
解
く
白
石
の
や
り
方
は
、
そ
れ
に
反

し
て
い
る
。
そ
の
果
敢
さ
は
評
価
す
る
に
し
て
も
、
方
法
は
ピ
ン
ト
が

ず
れ
て
い
る
、
と
。

本
末
転
倒
だ
と
い
う
の
は
、
氏
の
言
に
は
、
作
品
を
読
む
こ
と
を
優

先
さ
せ
る
と
い
う
姿
勢
が
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「自
然
主
義

の
時

代

の
牧
水
と
い
う
感
覚
も
根
強
く
あ
る
」
と
い
う

「根
強
く
あ
る
」
「
感

覚
」
と
は
、
近
代
文
学
史
が
貼

っ
た
レ
ッ
テ
ル
に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
感
覚
が
あ
る
か
ら
、
男
女
の
無
名
性
に
傾
け
て

読
み
切
れ
る
か
ど
う
か
疑
問
だ
、
と
氏
は
言
う

の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で

は
作
品

の
存
在
と
い
う
も
の
を
ま
っ
た
く
顧
慮
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

自
然
主
義
作
家
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
作
品
の
読

み
方
を
決
定
す
る
の
で

は
な
い
。
作
品
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
牧
水
が
自
然
主
義
作
家
で
あ

る
か
ど
う
か
を
見
き
わ
め
る
の
で
あ
る
。
牧
水
を
自
然
主
義
の
歌
人
と

規
定
す
る
。
そ
う
規
定
す
る
こ
と
は
い
っ
こ
う

に
構
わ
な
い
が
、
自
然

主
義
作
家

の
作
品
は
こ
う
読
む
の
だ
、
な
ど
と
言

っ
て
し
ま

っ
て
は
、

多
様
な
読
み
の
可
能
性
を
み
ず
か
ら
封
殺
す
る
こ
と
に
な
る
。
言
葉
尻

を
と
ら
え
る
よ
う
で
悪
い
が
、
野
山
氏
は
、
文
学
研
究
の
は
や
り
す
た

り
に
目
配
り
し
ろ
と
言
わ
ん
か
の
ご
と
き
で
あ

る
。

五

「
別
離
」
専
用
の
方
法
論
で
あ
る

や
は
り
個
人
的
な
批
評
で
あ
る
が
、
何
人
か

の
ひ
と
に
言
わ
れ
た
。

ス
ト
ー
リ
1
を
た
て
て
歌
集
を
読
む
と
い
う
方
法

(あ
る
い
は
方

法
論
)
が
斬
新
だ
。

そ
の
裏
に

「
し
ろ
う
と
の
論
」
と
い
う
意
味
あ
い
が
こ
め
ら
れ
て
い

一49「



る
に
し

て
も
、
こ
れ
は
褒
め
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
こ
は
あ
り
が
た
く

承

っ
て
お
く
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
批
評
に
も
、
わ

た
し
に
い
さ
さ
か
の
温
度
差
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と

し
た
ら
大
変
な
誤
解
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

わ
た
し

の
論
文
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
の
は
、
正
直

い

っ
て
心
外
で
あ
る
。
近
代
短
歌
の
歌
集
を
、
筋
を
た
て
て
読
む
、
こ

の
手
法
を

わ
た
し
が
独
自
に
案
出
確
立
し
、
そ
の
確
立
し
た
読
解
法

(方
法
論
)
で
も

っ
て
歌
集

『別
離
』
を
読
ん
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
見

ら
れ
る
の
は
、
わ
た
し
の
本
意
で
は
な
い
。

わ
た
し
は
、
筋

(
ス
ト
ー
リ
ー
)
を
た
て
て

『別
離
』
を
読
ん
だ
の

で
は
な
い
。
牧
水
の
歌
集

『別
離
』
に
そ
の
よ
う
な
筋

(
ス
ト
ー
リ
ー
)

が
た
て
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
筋

(
ス
ト
ー
リ
ー
)
に
即
し
て
作
品

を
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
歌
集
の
な
か
で
個
々
の
歌
が
時
間
の
な
が
れ
に

そ

っ
て
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
、
わ
た
し
は
そ
の
よ

う
に
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
し
も

「方
法
論
」
と
い
う
な
ら
、
こ

れ
は

『別
離
』
専
用
の
方
法
論
で
あ
る
。
わ
た
し
が

『別
離
』
で
こ
こ

ろ
み
た
よ
う
な
読
み
方
は
、
す
く
な
く
と
も
今

の
と
こ
ろ
、
『別
離
』
に

し
か
通
用

し
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
ほ
か
の
作
品
に
ま
で
つ
か
え
る

か
ど
う
か
は
、
保
証
し
か
ね
る
。

し
た
が

っ
て
、
褒
め
る
べ
き
は
、
斬
新
な
読
解
の
方
法

(論
)
を
あ

み
だ
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
『別
離
』
に
、
右
に
述
べ
た
ご
と

き
筋

(
ス
ト
ー
リ
ー
)
の
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
、
こ
の
こ
と
を
褒
め

て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

六

実
証
主
義
的
研
究
と
い
う
こ
と
の
陥
穽

さ
て
、
本
稿
冒
頭

の
、
古
典
文
学
と
近
代
文
学
研
究
の
方
法
論
云
々

の
話
で
あ
る
が
、
こ
の
友
人

の
発
言

の
背
景
に
は
、
わ
た
し
た
ち
の
大

学
に
お
い
て
近
代
文
学
研
究
が
不
遇
で
あ

っ
た
と
い
う
現
実
が
あ
る
。

近
代
文
学
研
究

は
学
問
た
り
え
な
い
と
み
な
す
体
質
が
、
国
文
研
究
室

の
な
か
に
ま
だ
残

っ
て
い
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
学
問
た
り
え
な

い
と
言
わ
れ
て
、
学
問
と
し
て
の
体
系
を
模
索
す
る
、
そ
の
真
摯
さ
が

あ
の
友
人
の
言
と
な

っ
た
の
だ
と
思
う
。

現
在
、
人
文
科
学
の
窓
口
は
多
様
化
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「近
代

文
学
研
究
」
と
い
う
名
称
す
ら
す

で
に
古
色
を
お
び
て
い
る
。
古
色
を

お
び
て
い
る
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
ん
に
ち
、
近
代
文
学

は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
学
問
の
対
象
た
り
え
て
い
る
、
近
代
文
学
研
究
は
学

問
に
な
り
え
て
い
る
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
も

の
で
あ
る
。

友
人
が
い
う
よ
う
な
確
立
し
た
方
法
論
な
る
も
の
を
研
究
者
が
見

つ

け
た
の
か
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
わ
た
し
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
た

だ
、
近
代
文
学
研
究
が
か
つ
て
に
く
ら
べ
て
、
き
わ
め
て
精
緻
に
な

っ

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
精
緻
さ
は
、
す
べ
て
と

は
い
わ
な
い
が
、
古
典
文
学
研
究
の
手
法
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
面
が
多

い
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
い
さ
さ
か
旧
聞
に
属

す
る
研
究
情
報

で
あ
る
が
、
樋
口

一
葉
研
究
に
お
け
る
塩
田
良
平

・
関

良

一
・
松
坂
俊
夫
氏
の
業
績
な
ど
、
そ
の
い
い
例
で
あ
ろ
う
。
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近
代
文
学
研
究
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
学
問
と
な
り
お
お
せ
た
。
そ
れ

は
、
い
わ
ゆ
る
実
証
的
方
法

で
も

っ
て
し
た
こ
と
が
、
お
お
き
く
あ
ず

か
る
と
こ
ろ

で
あ

っ
た
。
文
学
研
究

の
王
道
を
行

っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、

こ
の
文
学
の
実
証
的
研
究
と
い
う
も
の
は
、
実
証
的
と
い
う

こ
と
じ
た

い
を

つ
ね
に
客
体
化
な
い
し
相
対
化
し
て
お
か
な
い
と
、
と

ん
で
も
な

い
陥
穽
に
落
ち
る
こ
と
に
な
る
。
実
証
的
と
い
う
こ
と
は
、

学
問
で
あ
る

こ
と
の
保
証
に
は
か
な
ら
ず
し
も
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
実

証
主
義
イ

コ
ー
ル
学
問
と
い
う
信
仰
は
、
文
学
研
究
の
ば
あ
い
、
往
々

に
し

て
作
品
理
解
を
誤

っ
た
方
向

に
み
ち
び
く

こ
と
が
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
典
型
を
、
こ
れ
ま
で
の
牧
水
研
究
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

若
山
牧
水
と
い
う
近
代
歌
人
に
は
、
そ
の
研
究
者
と
呼
ぶ
べ
き
人
は

少
な
い
。
だ
が
、
少
な
い
が
熱
心
な
研
究
者
に
よ

っ
て
、
牧
水
研
究
の

レ
ベ
ル
は
け

っ
し
て
低
く
は
な
い
。
そ
の
レ
ベ
ル
の
向
上
に
ち
か
ら
の

あ

っ
た
数
少

な
い
研
究
者
が
、
大
悟
法
利
雄

・
森
脇

一
夫
の
二
氏
で
あ

る
。
と
も

に
、
実
証
的
方
法
を
も

っ
て
地
道

に
、
牧
水
の
人
と
作
品
の

解
明
に
つ
と
め
ら
れ
た
。
こ
ん
に
ち
、
牧
水
作
品
の
鑑
賞
は
二
氏
の
業

績
を
抜
き

に
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。
あ
の
読
み
巧
者
と
い
わ
れ
る
大

岡
信
氏
で
さ
え
、
わ
た
し
の
観
察

で
は
、
ほ
と
ん
ど
を
こ
の
二
人
の
研

究
成
果
に
頼

っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら

一
歩
も
出

て
い
な
い
。

二
氏
の
研
究
は
、
実
証
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
学
問
的
権
威
を
も
ち
、

牧
水
研
究

に
お
い
て
屹
立
し
て
い
る
。
た
だ
、

い
か
ん
せ
ん
、
後
続
す

る
研
究
者
人

口
が
少
な
い
。
少
な
い
が
ゆ
え
に
、
今
日
の
牧
水
作
品
の

読
み
は
、
二
氏
の
牧
水
理
解
を
修
正
す
る
ほ
う
に
は
は
た
ら
い
て
い
な

い
。
実
証
的
で
あ
る
た
め
オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
に
見
え
る
両
氏

の
業
績

に
、
以
後
の
研
究
者
は
圧
倒
さ
れ
呪
縛
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も

っ
て
ま
わ

っ
た
言
い
方
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
、
は
じ
め
に
帰
ろ

う
。
牧
水
の
研
究
に
お
い
て
、
実
証
主
義
イ
コ
ー
ル
学
問
と
い
う
信
仰

が
作
品
理
解
を
あ
ら
ぬ
方
向

に
ひ
っ
ぱ

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
以
下
、
と
く
に
影
響
力
の
大

で
あ

っ
た
、

ま
た
今
日
も
そ
の
影
響

力
の
衰
え
る
こ
と
の
な
い
大
悟
法
利
雄
氏

の
研
究

の

一
端
を
な
ぞ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
氏
が
陥

っ
た
実
証
主
義
的
研
究

の
落
と
し
穴
な
る
も
の

を
覗
き
こ
ん
で
み
よ
う
。

大
悟
法
氏
は
、
み
ず
か
ら
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
牧
水
晩
年
に
親

灸
し
た
弟
子
だ
と
い
う
。
牧
水
最
初

の
全
集

(没
後
の
昭
和
四
年
よ
り

刊
行
)
に
た
ず
さ
わ
り
、
以
後
、
師
牧
水

の
伝

記
研
究
に
心
血
を
そ
そ

い
だ
。
牧
水
の
足
跡
を
実
地
に
踏
査
し
、

一
次
資
料

の
発
掘
、
関
係
者

か
ら
の
聞
書
き
、
等
々
そ
の
丹
念
か
つ
精
力
的
な
仕
事
ぶ
り
は
、
『若
山

牧
水
伝
記
篇
』
(昭
和

一
九
年
刊
)、
『若
山
牧
水
新
研
究
』
(昭
和
五
三

年
刊
)
、
『
最
後
の
牧
水
研
究
』
(平
成
五
年
刊
)
と
い
っ
た
大
冊
の
伝
記

研
究
と
な

っ
て
結
実
し
、
こ
と
牧
水

の
伝
記
研
究
に
か
け
て
は
余
人
の

追
随
を
ゆ
る
さ
な
い
。
そ
の
基
礎
的
研
究

の
成

果
を
も

っ
て
す
る
牧
水

作
品
の
読
み
解
き
は
、
こ
れ
も
ま
た
新
見
に
み
ち
て
い
る

(『鑑
賞
若
山

牧
水
の
秀
歌
』
『幾
山
河
越
え
さ
り
行
か
ば
』
な
ど
多
数
)。
「白
鳥
は
哀

し
か
ら
ず
や
」
の
歌
の
制
作
が
、
『別
離
』
本
文

に
記
さ
れ
て
い
る
明
治

四
〇
年
と
は
違
う
と
い
う
指
摘
も
、
そ
う
い
っ
た
氏

の
地
道
な
研
究
が

も
た
ら
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
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氏
の
伝
記
研
究
に
か
け
る
執
念
が
も

っ
と
も
わ
た
し
に
迫

っ
て
く
る

の
は
、
こ
の

「白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
」
の
歌
を
詠
ん
だ
と
き
に
そ
ば

に
い
た
女
性

、

つ
ま
り
牧
水
が
安
房
の
渚

で
と
も
に
過
ご
し
た
女
性
に

関
す
る
考
証

で
あ
る
。
詳
し
く
は
右
の
氏
の
著
作
類
に
よ
る
こ
と
を
す

す
め
る
が
、

こ
の
女
性
は
細
田
小
枝
子
と
い
う
名
で
、
当
時
、
作
品
に

詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
牧
水
と
恋
愛
関
係
に
あ

っ
た
。
そ
し
て
さ
ら

に
、
小
枝
子
と
の
関
係
が
い
わ
ゆ
る
不
倫
で
あ

っ
て
、
こ
の
こ
と
が
世

間
に
知
れ
る

の
は
、
牧
水
に
と

っ
て
も
こ
の
女
性
に
と

っ
て
も
都
合
が

悪
か

っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
大
悟
法
氏
は

つ
き
と
め
る
。
ま
た
、
さ

き
ほ
ど
も
言

っ
た
よ
う
に
、
牧
水
が
こ
の
女
性
と
実
際
に
「
安
房
の
渚
」

に
行

っ
た

の
は
明
治
四

一
年
早
春
で
あ

っ
て
、
歌
集
詞
書
に
あ
る

「明

治
四
十
年
早
春
」
と
は
違
う
。

か

つ
、
「白
鳥
は
」

の
歌
も
こ
の
時
に

作

っ
た
も

の
で
は
な
く
、
明
治
四
〇
年
秋
の
作
で
あ
り
、
し
か
も
海
岸

で
実
景
を
見

て
作

っ
た
も
の
で
は
な
い
。

氏
は
長
年

の
研
究
に
よ

っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
事
実
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
を
最
大
限
に
い
か

し
て
作
品
を
解
釈
鑑
賞
す
る
。
爾
余
の
研
究
者
も
大
同
小
異
で
あ
る
。

か
れ
ら
は
、
作
品
中

の
文
言
と
作
者
の
伝
記
的
事
実
と
の
く
い
ち
が
い

に
首
を
ひ
ね
る
。

だ
が
、
首

を
ひ
ね
る
必
要
な
ど
な
い
。
く
い
ち
が
い
の
あ
る
の
が
あ

た
り
ま
え
な

の
だ
し
、
読
解
に
お
い
て
ど
ち
ら
を
採
る
か
と
い
う
段
に

な
れ
ば
、
た
め
ら
わ
ず
作
品
中
の
文
言
を
採
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
両

者

に
く
い
ち
が
い
が
あ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
理
由

に
し

て
、
作
品
の
ほ
う
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
が

一
つ
と
い

う
に
と
ど
ま
ら
ず
四
箇
所
も
あ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
こ
と
を

強
力
な
根
拠
に
し
て
、
作
品
に
書
か
れ
て
い
る
事
実

の
ほ
う
を
重
し
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

歌
集

『別
離
』
の
ど
こ
を
捜
し
て
も
、
こ
の
女
性
の
名
前
な
ど
な
い
。

こ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
作
品
を
読
ん
で
く
れ
と
い
う
、
作
者
か
ら
の
信

号
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
細
田
小
枝
子
と
い
う
女
性
の
存
在
を
知

っ
た

か
ら
と
い
っ
て
、
作
品
理
解
が
深
ま

っ
た
と
い
え
る
か
。
苦
心
し
て
そ

れ
を

つ
き
と
め
た
と
し
て
も
、
牧
水
は
ひ
た
隠

し
に
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
細
田
小
枝
子
と
い
う
女
性
が
現
実
の
牧
水

の
周
辺
に
い
よ
う
が
い

ま
い
が
、
ま
た
そ
の
女
性
と
の
仲
が
複
雑
な
も

の
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ

う
が
、
文
学
作
品
と
し
て
の

『別
離
』
と
は
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。

作
品
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
読
め
ば
い
い
の
で
あ

っ
て
、
書
か
れ
て

い
な
い
作
者
の
私
生
活
ま
で
読
む
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
れ
も
大
悟
法
氏
の
考
証

で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
が
、
先
述

の
安
房

へ
の
旅
に
は
、
牧
水
と
小
枝
子
の
ほ
か
に
、

も
う

一
人
、
小
枝
子
の
従
兄
弟
が
同
行
し
て
い
る
。
だ
が
、
『別
離
』
に

は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
い

っ
さ
い
書
か
れ

て
い
な
い
。
現
実
に
は
三

人
の
旅
行
で
あ

っ
て
も
、
作
品
は
、
男
と
女
ふ
た
り
の
恋
の
逃
避
行
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
目
付
役
の
よ
う
な
従
兄
弟
の
存
在

が
あ
き
ら
か
に
な

っ
た
か
ら
と
い

っ
て
、
作
品

の
世
界
を
台
無
し
に
し

て
ま
で
読
み
方
を
変
え
る
必
要
が
、
ど
こ
に
あ

ろ
う
か
。
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七

〈言
葉
に
よ
る
表
現
〉
だ
け
が
手
が
か
り
で
あ
る

文
学
は
、
基
本
的
に

〈言
葉
〉
に
よ
っ
て

〈表
現
〉
さ
れ
る
。
作
者

と
読
者
の
あ

い
だ
に
介
在
す
る
の
は

〈言
葉
に
よ
る
表
現
〉
だ
け
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
文
学
の
基
本
的
な
読
み
方
と
い
う
も
の
は
、

こ
の

〈言

葉
に
よ
る
表
現
〉
を
、
そ
れ
に
即
し
て
読
む
と
い
う
以
外

に
な
い
。
書

か
れ
て
あ
る
と
お
り
に
読
む
、
の
で
あ
る
。

ま

っ
た
く
未
知
の
作
者
の
作
品
を
読
む
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
う

す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
じ

つ
は
そ
れ
こ
そ
が
、

作
品

(あ
る

い
は
作
者
)
と
読
者
と
の
健
全
な
関
係
な
の
で
あ
る
。
だ

が
、
わ
た
し
た
ち
が
作
者

の
こ
と
を
知
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
関
係
は
く

ず
れ
て
ゆ
く
。
実
物

の
作
者
像
を
と
お
し
て
作
品
を
読
も
う
と
努
力
す

る
。
は
な
は
だ
し
き
は
、
作
品
か
ら
実
物
大
の
作
者
を
読
も
う
と
努
力

す
る
。

牧
水
短
歌

に
お
け
る
作
者
と
読
者
と
の
原
初
的
関
係
も
、
歌
集
刊
行

当
時
き
わ
あ

て
健
全
で
あ

っ
た
。
読
者
の
前
に
あ
る
の
は

〈言
葉
に
よ

る
表
現
〉
だ
け
だ

っ
た
か
ら
、
そ
れ
の
み
を
手
が
か
り
に
し
て
作
品
を

読
め
ば
よ
か

っ
た
。
そ
れ
が
、
作
者
牧
水
の
存
在
が
よ
く
知
ら
れ
る
よ

う
に
な

っ
て
、
〈言
葉
に
よ
る
表
現
〉
に
即
す
る
と
い
う
基
本
を
、
し
だ

い
に
忘
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
国
文
学
の
研
究
対
象
と
な
る
に

お
よ
ん
で
、
伝
記
を
は
じ
め
と
す
る
作
品
周
辺
の
事
実
が
明
白
に
さ
れ

る
。
明
白
に
な

っ
た
そ
れ
ら
事
実
の
う
え
に
た
っ
て
、
作
品
を
読
み
解

く
。
い
か
に
も
科
学
的
、
学
問
的
、
実
証
的
、
注
釈
的
な
作
品
分
析
で

あ
る
か
に
み
え
る
。
事
実
に
裏
打
ち
さ
れ
た
作
品
解
釈
は
、
事
実
と
い

う
鎧
を
幾
重

に
も
ま
と
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
固
に
な
る
。

だ
が
、
か
れ
ら
は
、
そ
う
い
っ
た
方
法

の
陥
穽

に
気
づ
い
て
い
な
い
。

作
品
読
解
の
穴
を
ふ
か
く
掘
り
下
げ
な
が
ら
、
し
か
し
掘

っ
た
そ
の
土

で
自
分
た
ち
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が

つ
か
な
い
で
い
る
。
奇

矯
な
読
み
を
排
す
る
た
め
の
努
力
で
あ

っ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、

皮
肉

に
も
、
あ
る
べ
き
文
学
理
解
か
ら
遠
ざ
か

る
結
果
に
な

っ
て
い

る
。
ご
苦
労
さ
ん
と
言
う
し
か
な
い
。

〔付
記
〕

誤
解
さ
れ
て
は
困
る
の
で
付
言
す
る
。
わ
た
し
は
、
文
学
研
究
か
ら

実
証
主
義
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
〈研
究
〉
と

い
う
土
俵

で
は
、
実
証
的
方
法
は
不
可
欠
で
あ

る
。
学
問
の
世
界
に
は

仮
説
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
が
、
仮
説
が
学
問
た
り
う
る
の
も
、
そ

れ
が
将
来
に
お
い
て
実
証
さ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
予
測
す
る
か
ら
で
あ

る
。
実
証
な
く
し
て
、
〈
研
究
〉
や

〈学
問
〉
は
成
り
立
た
な
い
。

だ
が
、
文
学
の
実
証
と
歴
史

の
実
証
と
は
、

お
の
ず
か
ら
違
う
で
あ

ろ
う
。
大
悟
法
氏
の
実
証
は
、
若
山
牧
水
と
い
う

一
文
学
者
の
生
涯
を

閲
明
し
た
歴
史

の
実
証
で
あ
る
。
そ
れ
を
も

っ
て
牧
水
文
学
の
実
証
的

研
究
と
は
言
え
な
い
。
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