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反
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(巧
E
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円
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正
出
国
咽

E
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(
以
下
足
肘
と
す

E
N∞) 
の
M
1
M
H
同

』

h
H
P
R
N
S
M
w
h

阿
川
き
、
九
可
町

る
。
な
お
『
皇
国
』
と
い
う
書
名
の
使
用
は
避
け
た

い
)
は
附
(
明
治
9
)
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ハ

l

パ
!
&
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
社
か
ら
「
探
検
、
旅
行
、
冒
険
」

シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
確
か
に
こ

れ
は
日
本
旅
行
記
と
言
わ
れ
な
く
も
無
い
い
く
つ
か

の
面
が
あ
る
。
冨
開
初
版
は
全
体
で
悶
頁
あ
っ
て
、

そ
れ
が
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
第
二
部
は

グ
リ
フ
イ
ス
の
日
本
体
験
記
風
な
文
章
だ
が
、
「
紀

元
前
倒
年
か
ら
キ
リ
ス
ト
紀
元
即
年
ま
で
の
日
本
の

歴
史
」
と
い
う
題
の
つ
い
た
第
一
部
に
も
随
所
に
グ

リ
フ
イ
ス
自
身
の
日
本
国
内
旅
行
の
文
章
が
見
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
冨
肘
の
本
領

と
目
す
べ
き
第
一
部
は
通
史
の
形
を
取
っ
た
歴
史
書

で
あ
る
。
グ
リ
フ
イ
ス
は
今
日
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
学

者
で
は
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
、
歴
史
作
家
と
い
え

な
く
は
な
い
。
そ
の
最
も
大
き
な
特
色
は
、
グ
リ
フ

イ
ス
が
日
本
を
そ
の
内
側
か
ら
だ
け
で
な
く
外
側
と

の
関
係
に
お
い
て
、
世
界
史
に
組
み
込
ん
で
見
て
い

る
点
で
あ
る
。
そ
の
上
、
グ
リ
フ
ィ
ス
が
日
本
に
居

た
肌
年
末
か
ら
師
年

7
月
ご
ろ
ま
で
の
、
特
に
福

井
、
東
京
、
横
浜
で
の
生
活
体
験
を
歴
史
的
臨
場
感

と
し
て
記
述
に
取
り
入
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

前
置
き
が
長
く
な
る
が
、
冨
肘
の
評
価
に
も
か
な

り
ま
ち
ま
ち
の
見
方
の
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し

か
し
そ
れ
が
必
ず
し
も
マ
イ
ナ
ス
に
働
く
と
は
限
ら

な
い
。
そ
の
時
宜
を
得
た
も
の
に
Y
白
出
版
後
、
各

種
の
新
聞
、
雑
誌
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
書
い
た

Ez

2
R
U『

5
2白
羽
つ
ま
り
紹
介
文
が
あ
る
。
た
だ
米
国
に

お
い
て
も
ま
だ
書
評
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
確
立
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
に
、

E
R
R可
包
管
官
ロ
つ
ま
り
本

格
的
批
評
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
。
グ
リ
フ
イ
ス

は
互
開
出
版
の

m
l
7年
に
か
け
て
、
そ
れ
に
つ
い

て
書
か
れ
た
ど
ん
な
記
事
も
可
能
な
限
り
集
め
た
よ

う
で
あ
る
。
グ
リ
フ
イ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

(
ラ
ト

ガ

l
ス
大
学
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
l
図
書
館
所
蔵
)
に
は

そ
れ
ら
の
切
り
抜
き
が

m種
以
上
も
残
っ
て
い
て
ス

ク
ラ
ッ
プ
・
ブ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
読
む

と
、
大
方
は
日
本
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
に
な
い
面
白

く
て
有
益
な
本
で
あ
る
と
書
い
て
、
読
者
に
読
む
気

を
起
こ
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
実
際
に
、
冨
肘

は
時
代
を
追
う
ご
と
に
新
し
い
記
述
の
補
足
が
あ
っ

て
版
を
重
ね
、
却
年
の
問
、
同
時
代
の
日
本
に
関
心

を
寄
せ
る
欧
米
人
の
聞
で
広
く
読
ま
れ
た
。
し
か
し

冨
慣
が
E
O
B
E
8と
し
て
意
味
を
も
つ
の
は
、
詰
る

と
こ
ろ
、
そ
れ
が
肌
年
代
に
書
か
れ
た
維
新
論
で
あ

る
と
い
、
つ
こ
と
に
よ
る
。

「
序
文
」
に
あ
る
よ
う
に
、
冨
刷
出
版
の
附
年
は
米

国
の
独
立
川
年
に
当
た
り
、
ま
た
グ
リ
フ
イ
ス
の
故

郷
フ
ィ
ア
デ
ル
フ
イ
ア
で
万
国
博
覧
会

(
5
月

i
m

月
)
が
開
催
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
他
方
、
在
日
中

に
腕
、
問
、
聞
と
転
換
期
的
年
代
(
宮
町
宮
岳
己

吉
田
岡
田
)
が
続
き
、
グ
リ
フ
ィ
ス
は
こ
れ
を
「
最
も
重

大
な
時
代
」
(
任

2
5
ζ
ぉ
官
自
ミ
町
民
国
)
と
呼
ん
で

い
た
。
そ
こ
で
思
う
の
は
、
入
江

昭

ノ1

ノ可

の
「
何
が
歴
史
の
転
換
期
か
」
と
い
う

文
章
で
あ
る
。
(
「
朝
日
新
聞
」
掲
載
、
鵬
、

6
、
4
)

「
世
界
史
の
流
れ
で
い
え
ば
、
む
し
ろ
胸
年
前
後
の

ほ
う
が
、
転
換
期
と
呼
ば
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
、

と
い
う
見
方
が
歴
史
家
の
あ
い
だ
で
影
響
力
を
増
し

ド
大
教
授
)

て
い
る
」
。
世
界
歴
史
の
流
れ
を
と
ら
え
る
こ
と
の

難
し
さ
か
ら
、
固
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
歴
史

に
踏
み
と
ど
ま
り
が
ち
で
あ
る
。
従
っ
て
、
入
江
に
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と
っ
て
上
記
の
見
方
は
そ
の
一
国
中
心
の
歴
史
か
ら

解
放
さ
れ
た
人
類
全
体
の
歴
史

(mEσ
包

F
5
5

)々

の
な
か
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
考
え
ら
れ
る
歴
史
認

識
で
あ
っ
た
。
グ
リ
フ
イ
ス
が
い
み
じ
く
も
指
摘
し

た
「
最
も
重
大
な
時
代
」
と
い
う
表
現
に
ど
こ
か
入

江
の
伝
え
る
肌
年
転
換
期
説
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ

り
は
し
な
い
か
。
「
序
文
」
に
よ
る
と
、
日
本
の
真

の
歴
史
を
書
く
の
は
難
し
い
。
そ
れ
は
資
料
不
足
の

せ
い
も
あ
る
が
、
な
に
よ
り
も
心
理
的
な
相
違
(
号
。

岳
民

O
H
O
R
a
E
M
U田宮
F
o
z
m可
)
で
あ
る
。
も
っ
ぱ
ら

日
本
人
の
精
神
的
視
差

(
B
g
E
吉
岡
田
民
自
)
つ
ま

り
そ
の
考
え
方
、
感
じ
方
を
見
つ
け
る
こ
と
に
努
め

た
と
グ
リ
フ
イ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
決
意
の
も

と
に
同
z
p
h

同
町

shu凡
誌
は
白
日
に
照
ら
し
て

(
豆
昏
号
。
ロ
m
E
o
p
o
E
gロ
含
可
)
執
筆
さ
れ
て
い

』
向
洋

6
h
o
w
h

た。

グ
リ
フ
ィ
ス
と
越
前
福
井

天
の
岩
戸
の
神
話
に
出
て
く
る
岩
屋
前
の
天
銅
女

命
の
踊
り
は
、
福
井
の
町
で
グ
リ
フ
イ
ス
が
見
て
楽

し
ん
だ
、
身
振
り
手
ま
ね
の
踊
り
に
似
て
い
る
と
想

I 像
す
る
。
主
と
し
て
日
蓮
宗
の
行
事
の
一
つ
、

17 

れ
濯
頂
」
を
府
中
(
武
生
)

の
近
く
で
見
て
、
そ
れ

山
下

同コ智

h
b
F
S
ば
同
同
選
、
宮
出
版
の
反
響

が
越
前
の
町
や
村
で
堅
く
守
ら
れ
て
い
る
と
知
る
。

ー
こ
の
宗
教
的
行
事
に
つ
い
て
は
「
若
越
郷
土
研

究
」
(
必
の

1
)
w
uー
ロ
に
あ
る
|
。
日
本
と
中
国

の
友
好
は
ロ
世
紀
に
な
っ
て
途
絶
え
る
ま
で
親
善
関

係
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
例
証
に
グ
リ
フ
イ

ス
は
中
国
か
ら
の
表
敬
使
節
の
船
が
台
風
の
た
め
に

越
前
沖
で
難
破
し
た
話
を
あ
げ
る
。
記
録
に
よ
る

と

一
行
の
う
ち
必
人
が
救
助
さ
れ
、
三
国
で
食
物

を
与
え
ら
れ
て
保
護
さ
れ
た
と
い
う
。
グ
リ
フ
イ
ス

は
織
田
信
長
を
書
く
に
当
た
り
、
越
知
山
の
ふ
も
と

の
村
、
織
田
か
ら
話
を
始
め
る
。
冨
肘
の
な
か
に
こ

の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
入
れ
る
こ
と
を
グ
リ
フ
イ

ス
は
忘
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
一
年
に
も
満
た
な
い

多
忙
な
福
井
生
活
の
な
か
で
暇
を
見
つ
け
て
出
か
け

た
場
所
で
、
お
よ
そ
米
国
人
読
者
に
無
縁
と
思
わ
れ

る
こ
れ
ら
の
地
名
を
平
気
で
使
っ
て
い
る
。

ク
ラ
l
ク
(
関
与

d
E
E
者
・
円
以
日

H
F

は
冨
凹
の
な
か
の
こ
う
い
う
日
本
語
の
使
用
は
行
き

過
ぎ
で
あ
り
、
歴
史
的
箇
所
に
一
人
称
の
話
を
挿
入

同∞
$
1
5
0
3

す
る
こ
と
に
も
批
判
的
で
あ
っ
た
。
歴
史
の
記
述
に

臨
場
感
は
無
用
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
方
、
グ
リ
フ

流

イ
ス
は
臨
場
感
こ
そ
読
者
を
未
知
な
歴
史
に
近
づ
け

る
も
の
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
過
去
と
現
時

を
結
ん
で
遠
近
法
的
に
洞
察
力
を
働
か
し
て
歴
史
を

書
く
作
業
の
な
か
で
、
「
私
」
と
い
う
著
者
自
身
の

顔
が
現
れ
た
ら
、
読
者
に
と
っ
て
歴
史
に
ふ
れ
る
気

安
さ
と
い
っ
た
も
の
が
出
る
と
思
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
二
人
は
大
学
時
代
の
親
し
い
友
人
で
、
グ

リ
フ
イ
ス
は
ク
ラ
l
ク
を
静
岡
藩
の
教
師
に
推
薦
し

て
い
る
。
ク
ラ

i
ク
に
つ
い
て
は
「
若
越
郷
土
研

究
」
(
却
の

1
)
の
「
グ
リ
フ
イ
ス
と
静
岡
の
ク
ラ
l

ク
」
が
あ
る
|
。
ク
ラ
l
ク
の
冨
早
首
評
は
呂
町
営
丸
町
I

R
ミ

S
R紙
の
依
頼
で
、
附
年
の
日
ロ
月
号

F

H

同
月
さ
き
さ
N

N

N

ミ
ミ
に
載
っ
た
。
徳
川
家
の
直
轄
地

で
あ
る
静
岡
に
居
た
こ
と
が
あ
る
ク
ラ
l
ク
は
、
冨
開

の
な
か
の
徳
川
家
の
扱
い
が
無
礼
に
取
れ
る
の
が
気

に
な
っ
た
。

「
m年
に
わ
た
っ
て
ミ
カ
ド
よ
り
大
き

な
勢
力
と
影
響
力
を
も
っ
て
き
た
偉
大
で
愛
国
的
徳

川
大
君
に
浴
び
せ
ら
れ
る
辛
ら
つ
な
悪
口
、
そ
れ
と

対
照
的
に
ミ
カ
ド
と
そ
の
政
体
の
結
実
に
盛
ら
れ
る

法
外
な
賛
辞
」
と
書
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。

多
く
の
書
評
は
グ
リ
フ
ィ
ス
の
福
井
で
の
体
験
が

宮
慣
の
中
身
を
幅
の
広
い
も
の
に
し
た
と
書
く
。

m

(
明
治
4
)
年
の
越
前
福
井
は
西
洋
の
影
響
が
届
か

な
い
封
建
政
治
の
な
か
に
居
た
。
そ
こ
で
は
江
戸
、

横
浜
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
て
、
日
本
の
古
い
暮
ら
し
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(問、

ぶ
り
が
続
い
て
い
た
。

吋
』
正
問
問
て
同
お
ざ
句
』
向
。
む

8 

日
)
の
よ
、
つ
に
、

す
で
に
日
本
は
大
い
に
ア
メ

リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
、
と
書
い
た
書
評
ま
で
あ

っ
た
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
江
戸
(
ま
だ
こ
の

呼
び
方
が
尾
を
引
い
て
い
た
)
、
横
浜
に
限
ら
れ
た
見

方
で
あ
っ
た
。
福
井
に
居
る
聞
に
廃
藩
に
遭
遇
し
、

グ
リ
フ
イ
ス
の
生
活
の
場
は
東
京
へ
移
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
を
見
て
も
お
雇
い
外
国
人
の

招
聴
に
い
た
る
ま
で
の
幕
府
の
聞
か
れ
て
い
っ
た
内

情
が
興
味
あ
る
テ
l
マ
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
。
言

い
忘
れ
た
が
ク
ラ
l
ク
の
書
評
は
こ
う
結
ん
で
あ
っ

た
。
「
欠
点
や
間
違
い
は
あ
っ
て
も
、
同
3pm
』

h
Fえも
w
h

同
還
を
誌
は
日
本
に
関
す
る
最
高
水
準
の
書
物
と
し
て

長
く
残
る
で
あ
ろ
う
」
。

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
サ
イ
ド
の
神
学
的
見
方

冨
開
出
版
で
米
国
の
読
書
界
に
大
き
な
話
題
を
提

供
し
た
グ
リ
フ
イ
ス
は
、
そ
の
翌
年
、
念
願
の
牧
師

の
定
職
に
就
く
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
か
ら
帰
国
す

E る
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
で
学
ん
だ

グ
リ
フ
イ
ス
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ス
ケ
ネ
ク
タ
デ
イ

の
オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
教
会
に
職
を
得
た
。
実
は
、
福

井
藩
お
雇
い
教
師
と
し
て
日
本
に
来
る
と
き
、
グ
リ

フ
イ
ス
は
ニ
ュ

l
・
プ
ラ
ン
ズ
ウ
イ
ッ
ク
神
学
校
の

学
生
で
あ
っ
た
が
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ノ
ッ
ク
ス
・

メ
モ
リ
ア
ル
教
会
で
最
初
の
説
教
を
し
て
い
る
。
と

い
う
こ
と
は
牧
師
を
志
す
神
学
生
の
グ
リ
フ
ィ
ス
に

と
っ
て
、
日
本
の
足
掛
け

5
年
は
何
で
あ
っ
た
の

か
。
南
校
教
頭
(
東
京
大
学
の
前
身
校
の
校
長
)
フ

ル
ベ
ツ
キ
か
ら
米
国
の
オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
教
会
の
伝

道
局
を
通
し
て
日
本
の
教
育
の
手
助
け
を
す
る
た
め

の
人
材
派
遣
が
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
要
請
に
応
じ
る

こ
と
は
日
本
宣
教
の
た
め
の
情
報
収
集
も
そ
の
目
的

の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
グ
リ
フ

イ
ス
は
熱
心
な
教
師
で
あ
っ
た
が
、
日
本
人
と
の
幅

広
い
交
際
は
情
報
集
め
に
有
利
で
あ
っ
た
ば
か
り
か

持
ち
前
の
機
会
に
鋭
敏
な
才
能
を
生
か
す
こ
と
に
も

な
っ
た
。

l
書
評
で
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
「
序
文
」

の
な
か
の
言
葉
に
「
宮
殿
か
ら
乞
食
小
屋
ま
で
日
本

の
こ
と
で
私
の
知
ら
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
」

(
Z
2
F
E
m
M昌
吉
g刊
毛

田

国

内

0
5
仲間三
O
B
P
F
)
B
-
u回目

1

E
n
o
H
o
g
m
m
R
-∞
E
H・
)
が
あ
る

i
。
こ
の
情
報
を
前

に
日
本
と
い
う
未
知
に
し
て
発
達
し
た
異
文
化
の
国

を
懐
手
し
て
黙
っ
て
眺
め
て
い
る
方
は
な
か
っ
た
。

日
本
行
き
に
託
し
た
グ
リ
フ
ィ
ス
の
心
境
を
そ
う
思

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
神
学
の
勉
強
は
や
め
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
あ
え
て
言
え
ば
日
本
で
の
グ
リ
フ
イ

ス
の
日
常
は
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
で
守
ら
れ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
に
一
方
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
試
練
に

耐
え
、
他
方
で
情
報
の
収
集
に
よ
る
異
文
化
研
究
が

あ
っ
て
、
こ
の
両
面
が
一
度
に
噴
出
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
直
ち
に
冨
開
執
筆
は
日
の
目

を
見
、
牧
師
の
聖
な
る
仕
事
へ
と
開
花
し
た
。
こ

の
辺
の
事
情
に
つ
い
て
は
グ
リ
フ
イ
ス
の

p
s
y

ミ

ssミ
ミ
ミ
M
1
M
W
『
同
町
、

E
S
S
E
ミ
H
p
b
h町
内
同
町
民

S
応
、

認
言
。
3
h
b

ミ
s
h
b
y

乙
8ω
に
詳
し
い
。

「
日
本
の
仏
教
は
徹
底
的
に
研
究
す
る
価
値
が
あ

る
。
日
本
文
化
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
の
う
ち

で
、
仏
教
ほ
ど
日
本
人
の
性
格
の
形
成
に
影
響
を
及

ぼ
し
た
も
の
は
無
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
意
見
を

グ
リ
フ
ィ
ス
は
冨
肘
で
述
べ
て
い
る
。
仏
教
の
宗
祖

の
中
で
、
グ
リ
フ
イ
ス
は
日
蓮
に
最
大
の
関
心
を
持

っ
た
。
改
宗
へ
の
熱
意
、
議
論
の
厳
し
さ
、
宗
派
の

頑
固
な
こ
と
、
狭
量
な
尊
大
さ
な
ど
に
お
い
て
、
他

派
に
優
り
、
才
気
の
あ
る
識
者
、
妥
協
し
な
い
熱
狂

者
、
怯
む
こ
と
の
な
い
殉
教
者
、
冷
酷
な
迫
害
者
を

多
く
輩
出
し
た
宗
派
は
お
そ
ら
く
日
蓮
宗
を
お
い
て

ほ
か
に
無
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
徒
な
予
言

と
断
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
を
妨
害
す
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る
最
も
活
発
で
根
気
強
い
宗
派
は
日
蓮
宗
に
間
違
い

な
い
と
い
う
。
内
村
鑑
三
の
「
日
蓮
上
人
を
論
ず
」

(
脚
)
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
に
日
蓮
の

仏
教
改
革
に
対
す
る
内
村
の
共
感
と
賞
賛
が
読
み
取

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
グ
リ
フ
イ
ス
は
日
蓮
が
入
滅

し
た
東
京
池
上
の
長
栄
山
本
門
寺
を
訪
ね
て
、
日
蓮

の
仕
事
や
門
徒
た
ち
に
つ
い
て
感
銘
を
受
け
た
と
書

い
て
い
る
。
福
井
は
真
宗
の
盛
ん
な
こ
と
も
あ
っ

て
、
玄
関
で
は
開
祖
親
鷲
の
生
涯
、
教
義
に
つ
い
て

書
き
、
真
宗
の
特
徴
を
純
粋
な
意
味
の
刃
2
2
E江田日

「
新
教
」
と
呼
ぶ
。
す
な
わ
ち
思
想
と
行
動
の
自
由

が
あ
り
、
政
治
や
伝
統
や
超
聖
職
主
義
や
神
道
か
ら

の
影
響
が
な
い
と
こ
ろ
が
、

受
け
た
く
な
い
精
神
に
似
て
い
る
と
い
う
。
グ
リ
フ

「
新
教
」

の
、
強
制
を

イ
ス
に
と
っ
て
福
井
生
活
の
一
年
は
神
道
と
仏
教
の

形
態
や
民
間
伝
承
か
ら
多
く
を
学
ぶ
絶
好
の
機
会
で

あ
っ
た
。

グ
リ
フ
イ
ス
の
倫
理
基
準
(
刊

E
白
色
田

S
E
g
a目

)

は
フ
イ
ラ
デ
ル
フ
イ
ア
出
身
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
則

っ
て
い
る
。
〉

E--包
oxv広
告
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
パ
イ
オ
ニ
ア
(
開
拓
者
)
を
意
味
し
、
そ
の
リ
l

の
役
割
を
演
じ
た
の
が
改
革
派
教

ダ

(
指
導
者
)
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会
(
列
島

sa
。F

Z
H
n
F
)

で
あ
っ
た
。
書
評
も
お

山
下

吋
雪
量
吉
弘
喜
阿
川
選
』
尋
問
出
版
の
反
響

の
ず
と
そ
の
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
グ

リ
フ
イ
ス
が
自
分
の
基
準
の
た
め
に
「
異
質
で
未
知

を
装
っ
て
現
れ
る
美
徳
や
高
貴
な
資
質
に
た
い
す
る

判
断
を
惑
わ
せ
は
し
な
い
」
(
み
ミ

E
Sぱ
守
宅
'

SN)
、
或
は
「
党
派
心
の
強
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し

て
で
は
な
く
、
哲
学
者
か
科
学
者
の
公
正
さ
を
持
つ

て
童
回
い
て
い
る
」

(M1F
同

h
J
S
S
H同
否
認
)
と
評
し
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
グ
リ
フ
ィ
ス
は
キ
リ
ス
ト

教
徒
と
し
て
書
い
た
」
(
呂
町
建
ミ
与
さ

S
)
と
明
言

す
る
も
の
や
、
「
特
に
宣
教
に
関
す
る
情
報
は
あ
ま
り

な
い
が
、
日
本
人
の
宗
教
に
た
い
す
る
考
え
と
生
活

に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
が
得
ら
れ
よ
う
」
(
司
君
。
?

円
尽
き
同
)
と
い
う
り
円
-
r
H
P母
国
・

0
z
z
n
r
の
よ
う
な
評

者
も
い
る
。
ま
た
他
に
も
、

「
著
者
の
分
析
と
推
論

か
ら
神
学
的
見
方
を
も
う
少
し
切
り
離
し
て
い
た

ら
、
研
究
者
に
と
っ
て
宮
肘
の
価
値
は
増
し
て
い
た

だ
ろ
う
」
(
ロ
ミ
守
守
S
芯
旬
、
EH)
と
い
う
評
言
が

あ
っ
た
。
し
か
し
書
評
は
概
し
て
グ
リ
フ
ィ
ス
の
日

本
歴
史
は
分
析
と
推
論
を
神
学
的
観
点
と
混
同
さ
せ

る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
と
見
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。先

述
し
た
よ
う
に
呂
町
』
b
E号
w
h
N
ぎ
ミ
ミ
は
版
を

重
ね
て
約
初
年
の
問
、
日
本
に
関
心
を
寄
せ
る
同
時

代
の
欧
米
人
の
間
で
広
く
読
ま
れ
続
け
た
。
そ
れ
は

版
を
重
ね
る
ご
と
に
新
し
い
ベ

l
ジ(田

2
8
E
3
-
m
E

B
O
E
R可
各
国
司
B
g
)
が
増
え
て
い
っ
た
か
ら
で
あ

る。

4
版
(
附

)

5

版
(
蹴
)

同

-
h
b
h
u
b沼
町
E
L
~
句句凶

ロ
-
h
b』

ug
宮

出

窓

6
版
(
附
)
田
・
甘
E
E
3
出
還

7
版
(
捌
)
弓

-KES
芯

昆

ま

8
版
(
蹴
)

〈
・
呂
町
司
号
ミ
H
F

内
宣
言

9
版
(
附
)
戸
、
む
き
句

凹
版
(
附

)
M
g
z
H
i

H
F
m
吋
ぜ
て

S
H
H九
m
H
F
門

U
S
H
H
R
q

11 
版

出

WEn-ロ仏
B
m
Z
2
8々
件
。

σ四
間
宮
邑
口
開
。
片
目
。
。
凶

(附

)
M
g
z・百
-
h
b
E
s
b
司
。
三
位
、
。
ミ
『
|
「
若
越

郷
土
研
究
」
(
却
の

1
)
に
関
係
論
文
が
あ
る
。
初

版
の
悶
頁
が
郁
頁
に
な
る
ま
で
日
本
国
の
変
遷
と
共

に
歩
ん
で
き
た
宮
開
の
舞
台
は
つ
い
に
幕
切
れ
と
な

っ
た
。
し
か
し
こ
れ
が
冨
開
の
類
希
な
る
実
像
で
あ

る
。
こ
の
後
引
き
続
き
グ
リ
フ
イ
ス
は
気
持
ち
を
新

た
に
日
本
お
よ
び
日
本
人
に
つ
い
て
執
筆
の
構
想
に

附
-
年
同
J
志
向

h
b
h
u
b
3
m
h
同
さ
き
と
お
守
。

~
E
S

入
り
、

hHhhuh
九芯

H
F
問、
3
h
q
s
h
A『
b
h
刊誌
G
H
R
告
な
を
上
梓
し

た
。
そ
れ
は
日
露
戦
争
を
日
本
人
の
精
神
力
の
面
か

ら
論
じ
で
あ
っ
て
、
間
年
に
日
本
人
を
知
力
の
面
か

ら
論
じ
た
グ
リ
フ
イ
ス
の
最
初
の
論
文
呂
町
河
町
内

SH

F
S目立
H
N
S
S
』

8
S
(後
に
述
べ
る
)
の
思
想
に

続
く
「
和
解
」

(
H
2
8
n
E
g
F
Oロ
)
の
精
神
を
希
求
す
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若
越
郷
土
研
究

四
十
九
巻
一
号

20 

る
書
に
な
っ
て
結
実
し
た
。
そ
の
思
想
と
い
う
の
は

明
ら
か
に
日
本
が
月
2
0
E
5ロ
(
変
輩
)
か
ら
肘

g
Z自

民
自
(
発
展
)
と
い
う
道
を
通
っ
て
世
界
の
国
々
と

伍
し
て
い
く
聞
か
れ
た
高
度
な
文
明
国
に
成
長
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
グ
リ
フ
イ
ス
の
そ
の
考
え
の
根
底

に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰

(
E
P
)
が
あ
っ
た
。
冨
開

に
そ
の
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
て
当
然
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
色
濃
く
出
て
い
る
か
で
て
い
な
い
か
の
違
い

が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
上
述

の
冨
開

H
-
h
b
E
3
E
昆
虫
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、

こ
の
年
ま
で
の
叩
年
足
ら
ず
の
聞
に
グ
リ
フ
イ
ス
は

日
本
で
起
こ
っ
た
変
化
の
特
色
を
三
つ
の
点
で
見
て

い
る
o

H
・
(
岳
町
皆
目
回
目
的
同

HEm-M同
四
国
語

8
0
J
Z
E口
8
5
E

F
o
p
p白
骨

00ロ∞邑田
p
n
E。
ロ
。
ご
宮

B
a。ュ々
咽吾刊』。可

。ご
v
o
n
-
t
N
O
E
s
r】

mggS)と
い
っ
た
表
現
に
み

ら
れ
る
民
権
の
拡
大

N-EEロ
佐
々
の
勃
興
と
隣
国

と
の
領
土
権
争
い

凶
・
(
円

F
0
3毎
日
1
0
H
E
2
2田
宮

内

E目

E
B
B
-
邑
O
ロ
3
5
0同
)
活
発
な
宣
教
活
動
。

と
り
わ
け
3
の
項
目
に
つ
い
て
言
、
っ
と
、
日
本
が
西

洋
近
代
文
明
の
同
化
に
努
め
て
い
る
こ
と
が
宣
教
活

動
を
促
進
す
る
と
述
べ
、
聖
書
翻
訳
委
員
社
中
訳
『
新

約
聖
書
』
完
成
祝
賀
感
謝
会
(
側
、

4
、
日
)
に
よ

る
聖
書
の
普
及
の
始
ま
り
を
歓
ぴ
、
普
通
一
般
の
学

校
と
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
と
が
友
好
的
な
競
争

関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
イ

エ
ス
の
理
想
が
個
人
と
国
家
の
進
歩
に
と
っ
て
最
高

の
励
み
に
な
る
と
述
べ
る
。
グ
リ
フ
ィ
ス
が
日
本
人

に
理
解
し
て
ほ
し
い
こ
と
の
第
一
は
古
島
三
含
佐
々

(
個
人
の
存
在
)

の
自
覚
で
あ
っ
た
。

E 

冨
開
に
見
る
日
本
人
の
国
民
性

グ
リ
フ
ィ
ス
が
富
加
を
書
け
た
の
に
は
地
の
利
人

の
利
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
書
評

は
口
を
そ
ろ
え
て
言
う
。
グ
リ
フ
イ
ス
が
呂
町
U
P
S

。
宮
廷
内
を
出
版
し
た
明
治
7
(
肌
)
年
は
、
外
国
人

の
内
地
旅
行
の
許
可
、
不
許
可
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が

活
発
に
な
っ
て
き
た
頃
で
あ
る
。
明
治
明
記
(
鵬
)
年

の
条
約
改
正
ま
で
に
は
ま
だ
長
い
年
月
だ
が
、
そ
れ

で
も
明
治
8
(
附
)
年
に
は
外
務
省
発
行
の
「
外
国

人
旅
行
免
状
」
の
交
付
が
可
能
に
な
り
、
外
国
人
の

内
地
旅
行
制
限
が
少
し
ず
つ
藤
和
さ
れ
て
い
っ
た
。

実
際
、
明
治
6
(
抑
)
年
、
南
校
教
師
グ
リ
フ
ィ
ス

は
夏
休
み
の
約
一
ヶ
月
を
姉
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
と
旅
行

を
す
る
。
箱
根
、
静
岡
、
名
古
屋
、
京
都
、
福
井
、

金
沢
、
越
後
高
田
、
信
濃
、
浅
間
山
、
高
崎
と
歩
く
。

冨
肘
の
な
か
の
秀
吉
ゆ
か
り
の
「
耳
塚
」
、
「
日
本
武

尊
」
の
苦
難
の
碓
氷
峠
越
え
の
文
章
は
こ
の
旅
か
ら

得
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
終
る
わ
け
で
な
く
、

「
耳
塚
」
は
一
人
の
人
間
の
野
心
の
た
め
に
払
わ
れ

る
犠
牲
の
重
大
性
を
指
摘
し
、
「
日
本
武
尊
」
は
歴

史
上
の
人
物
で
あ
り
、
そ
の
行
動
は
実
際
の
歴
史
の

一
部
で
、
武
士
道
と
因
果
関
係
が
あ
る
と
説
い
た
。

っ
、
ぎ
に
肝
心
の
グ
リ
フ
イ
ス
人
脈
の
こ
と
で
あ

る
。
来
日
し
て
福
井
に
赴
任
す
る
前
に
大
学
南
校
で

教
え
る
。
そ
の
と
き
主
要
な
大
名
や
副
島
種
臣
、
大

隈
重
信
ら
有
名
人
と
知
り
合
う
。
日
本
へ
行
く
前
す

で
に
日
本
人
留
学
生
を
知
り
、
フ
イ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア

の
グ
リ
フ
ィ
ス
の
家
族
が
住
む
家
、
そ
れ
は
ア
パ
ー

ト
の
借
家
で
あ
っ
た
が
、
手
島
精
一
(
後
の
東
京
高

等
工
業
学
校
校
長
)
、
柳
本
直
太
郎
(
後
の
名
古
屋
市

長
)
、
畠
山
義
成
(
後
の
開
成
学
校
長
)
ら
苦
学
生

を
下
宿
さ
せ
た
。
ラ
ト
ガ

i
ス
大
学
の
あ
る
ニ
ュ
ー

ブ
ラ
ン
ズ
ウ
イ
ツ
ク
の
町
で
付
き
合
っ
た
日
本
人
学

生
を
通
じ
て
彼
等
の
父
、
勝
安
房
や
岩
倉
具
視
が
日

本
の
グ
リ
フ
ィ
ス
を
支
援
す
る
よ
う
に
な
る
。
富
加

の
校
正
段
階
で
は
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
留
学
中
の
斉
藤

修
一
郎
に
協
力
を
頼
む
。
斉
藤
は
開
成
学
校
の
学
生

だ
が
、
明
治
政
府
派
遣
の
第
一
回
官
費
留
学
生
で
あ

っ
た
。
ま
だ
ま
だ
い
ろ
ん
な
有
利
な
条
件
が
あ
る
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が
、
日
本
政
府
役
人
(
公
使
吉
田
清
成
)
、
日
本

人
留
学
生
(
今
立
吐
酔
ら
)
、
お
よ
び
日
本
産
業
の
米

国
進
出
(
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
博
)
、
日
本
趣
味
の

人
気

(
E
S
H与
の

5
4の
「
日
本
博
覧
会
」

H
8
S
2
0

〉
見
開
忌

E
g
p
z・JE
な
ど
も
背
景
に
、
米
国
民
の

中
に
日
本
を
東
洋
の
最
も
興
味
あ
る
隣
国
と
み
な
す

傾
向
も
手
伝
っ
て
呂
町

h
b
E号、
h

N

W
苦
言
は
日
の
目

を
見
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
く
て
ど
う
し
て
あ
れ

だ
け
の
も
の
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
つ
い
で
に

言
う
と
、
冨
肘
に
入
っ
て
い
る
大
沢
南
谷
の
挿
絵
を

除
く
そ
の
他
の
カ
ッ
ト
は
出
版
社
が
用
意
し
た
と
思

わ
れ
る
。

脱
(
文
久
2
)
年
、
パ
ン
ペ
リ
l
(知
名
『
注
目
J
B
E

宮

-
q
L∞当
1
3
と
い
う
米
国
人
の
地
質
学
者
(
鉱

山
技
師
)
が
来
日
し
た
。
著
書
に
与
円
さ
と
み
さ
ミ

s

sミ

K
C
S
(
鵬
)
が
あ
り
、
グ
リ
フ
ィ
ス
は
こ
れ
を

福
井
で
読
ん
で
い
た
。
こ
の
本
は
日
本
の
宗
教
に
つ

い
て
書
か
れ
た
最
初
の
ひ
と
つ
で
、

「海」

の
象
償

と
し
て
の
神
道
は
神
武
天
皇
を
皇
祖
と
す
る
神
政
の

基
盤
で
あ
る
と
述
べ
て
、
神
武
天
皇
を
歴
史
上
の
人

物
と
見
な
し
て
い
た
。
そ
の
パ
ン
ペ
リ
ー
が

Nrミ
や

ぎ
誌
で
富
肘
を
書
評
し
た
。
第
一
部
を
歴
史
上
の
ロ
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マ
ン
ス
で
あ
る
と
評
し
て
、
日
本
の
封
建
時
代
を

山
下

M-官
接
言
号
ば
思
語
、
言
出
版
の
反
響

「
忠
臣
蔵
」
に
見
ら
れ
る
忠
誠
心
(
岳
町
広

g
C
2
3
E

の
か
た
ま
り
と
見
て
い
て
、
明
治
維
新
は
国

色
々
)

内
で
蓄
え
て
き
た
底
力
の
必
然
の
帰
結
で
あ
っ
て
、

近
年
に
お
け
る
外
国
人
の
到
来
と
い
う
外
か
ら
の
介

入
に
よ
ら
な
い
と
い
う
グ
リ
フ
イ
ス
に
賛
同
し
て
い

る
。
し
か
し
「
『
古
事
記
」

の
記
述
を
日
本
の
正
し
い

歴
史
と
と
る
愛
国
的
な
日
本
人
や
神
道
の
熱
心
な
信

者
に
た
い
し
て
、
外
国
人
の
冷
静
な
覚
め
た
目
に

は
、
そ
れ
が
皇
室
を
高
揚
す
る
た
め
に
人
聞
の
作
っ

た
発
明
に
う
つ
る
」
と
言
っ
て
、
古
代
の
天
皇
制
度

の
復
帰
と
神
道
の
復
活
が
固
定
観
念
化
し
て
く
る
と

の
グ
リ
フ
ィ
ス
の
懸
念
に
パ
ン
ペ
リ
l
は
気
づ
い
て

な
か
っ
た
。
グ
リ
フ
イ
ス
が
昌
明
執
筆
ま
で
に
た
ど

り
つ
い
た
神
道
に
つ
い
て
の
考
え
は
、

ア
l
ネ
ス
ト

-
サ
ト
ウ
(
肘

5
2冨
g
B
E
S
F
H∞お
i
E
N
C・
江

戸
時
代
末
期
に
通
訳
・
書
記
官
と
し
て
来
日
、
公
使

パ
ー
ク
ス
を
補
助
し
た
英
国
人
)
の
説
を
援
用
の
域

を
出
な
い
。
従
っ
て
「
神
道
は
日
本
人
を
精
神
的
奴

隷
の
状
態
に
庇
め
る
原
動
力
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と

い
う
サ
ト
ウ
説
に
負
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
要
す

る
に
「
神
道
は
宗
教
と
し
て
の
特
色
が
殆
ど
無
い
の

で
外
国
人
に
は
理
解
さ
れ
な
い
」
と
い
う
結
論
に
達

し
た
。
神
道
の
信
者
に
と
っ
て
聖
書
と
呼
ん
で
い
い

『
古
事
記
』
は
物
語
ば
か
り
で
教
義
も
教
訓
も
儀
式

に
つ
い
て
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
と
理
解
し
た
か
ら

力で
のあ
ある
る
観に
察も
者か
がか
A オラ

平ち
色ず
回一一

手 足ど
し tJj 

たは
仕知
事力
でと
あ思
る考

こ
と
を
は
っ
き
り
と
証
明
し
て
い
る
」
と
パ
ン
ペ
リ

ー
の
賛
辞
は
続
い
た
。

冨
開
に
は
新
事
実
が
皆
無
に
近
い
と
言
い
切
っ
た

書
評
が
あ
っ
た
。
こ
の
人
は
冨
肘
に
根
っ
か
ら
反
感

の
持
ち
主
で
あ
る
が
、
後
ほ
ど
紹
介
す
る
と
し
て
、

こ
れ
に
対
し
て
呂
町
内

E
5吐
き
営
ミ
£
室
内
向
可
の
意
見

は
こ
う
で
あ
る
。
冨
開
の
日
本
歴
史
は
推
論
や
理
論

の
領
域
よ
り
も
具
体
的
な
事
実
の
世
界
に
属
し
て
い

て
、
図
書
館
か
ら
の
焼
き
直
し
で
な
い
、
従
来
の
権

威
あ
る
研
究
に
あ
ま
り
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
著
者

に
与
え
ら
れ
た
機
会
を
最
大
限
に
生
か
し
て
書
か
れ

て
い
る
と
述
べ
る
。

ジ
ャ
パ
ン
・
ヘ
ラ
ル
ド
(
甘
』

uS同
m
Eミ
)
の
勾
?

で
な
宅

(HB-
口温

E
u
d
)
に
童
聞
か
れ
た
文
章
が
最
も

長
く
、
そ
れ
も
善
意
あ
る
辛
口
の
批
評
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
冨
開
は
多
く
の
専
門
家
の
研
究
の
精
巧
な

要
約
と
、
そ
れ
に
加
え
て
著
者
の
生
活
体
験
の
記
述

と
日
本
語
文
献
の
綿
密
な
解
釈
か
ら
な
っ
て
い
る

が
、
日
本
に
関
す
る
何
か
新
し
い
宝
庫
の
品
は
入
つ

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
見
る
と
こ
ろ
叩
項
目

以
上
に
一
日
一
っ
て
反
証
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
い
く
つ
か
を
冨
開
と
合
わ
せ
て
紹
介
す

る
。
①
冨
加
が
日
本
民
族
の
起
源
を
原
住
民
族
の
ア

イ
ヌ
人
と
す
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く

違
う
民
族
が
侵
攻
し
て
来
た
と
の
見
方
が
信
頼
さ
れ

て
い
る
。

(
こ
の
頃
、
日
本
民
族
の
起
源
へ
の
関
心

日
本
人
の
国
民
性
と
考

が
高
ま
っ
て
来
た
。
)
②

え
た
も
の
の
》
っ
ち
に
グ
リ
フ
ィ
ス
は
、
自
百
円
O
E
O
-
一『

見
せ
か
け
に
弱
い
国
民
、
任
四

昨

H
H
g
m
E由
民
高
司
O
O
H
M
-
m

日

0
5
え
担
問
。
ウ
ソ
好
き
の
癖
、
『
5
5
E諸
国
白
日
間
窓

口
町

g
m
m
p
H
号。

σ
2
5改
善
に
進
取
な
こ
と
を
挙
げ

る
。
ペ
リ
!
の
来
航
に
続
く
叩
年
ほ
ど
の
聞
に
、
日

本
に
来
た
外
国
人
が
日
本
人
の
特
徴
と
し
て
最
初
に

重
要
視
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
日
本
人
の
虚
偽
つ

ま
り
ウ
ソ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ウ
ソ
的
行
為
は
江
戸

幕
府
の
ど
こ
に
お
い
て
も
執
掲
に
見
ら
れ
た
。
し
か

も
そ
の
実
行
者
は
個
人
的
に
驚
く
ほ
ど
器
用
な
才
能

と
卓
越
し
た
独
創
力
を
持
っ
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
日
本
人
が
生
来
ウ
ソ
っ
き
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
、
対
外
国
と
の
垣
根
の
な
か
で
ウ
ソ
っ
き
に
な

っ
た
と
い
う
。
幕
府
自
体
が
巨
大
な
欺
輔
の
か
た
ま

り
に
な
っ
て
、
公
私
に
わ
た
っ
て
ウ
ソ
を
つ
く
こ
と

が
癖
に
な
っ
て
い
た
。
グ
リ
フ
イ
ス
が
言
い
た
か
っ

た
こ
と
は
日
本
の
政
治
が
二
重
構
造
(
営
問
岳
ー

に
な
っ
て
い
て
天
皇
か
将
軍
の
い
ず
れ
に
政
治
の
実

権
が
あ
る
の
か
、
国
交
を
求
め
る
外
国
人
使
節
を
困

惑
さ
せ
た
外
交
的
詐
欺
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
家
康
が

将
軍
の
と
き
外
国
に
対
し
て
大
君

(qngロ
)
と
自

「
大
君
」
は
「
日
本
国
大
君
」
の
略
で
あ

称
し
た
。

る
が
、
グ
リ
フ
ィ
ス
は
ミ
カ
ド
(
天
皇
)

で
な
い
も

の
が
外
国
を
相
手
に
用
い
た
こ
の
称
号
を
尊
大
で
外

交
的
詐
欺
と
み
な
し
、
日
本
に
は
支
配
者
と
呼
ば
れ

る
人
は
唯
一
、
天
皇
で
あ
っ
て
事
実
上
の
日
本
の
統

治
者
、
家
康
は
天
皇
の
座
を
奪
つ
た
成
り
上
が
り
者

(唱宮陪

分
は
封
建
諸
侯
の
地
理
的
配
置
に
あ
る
と
し
な
が

ら
、
家
康
に
は
真
の
意
味
で
の
国
家
意
識
が
な
く
、

外
国
人
と
の
接
触
の
衝
撃
に
耐
え
る
用
意
が
ま
っ
た

く
出
来
て
い
な
か
っ
た
と
見
た
。
ジ
ャ
パ
ン
・
ヘ
ラ

ル
ド
の
評
者
は
政
治
の
二
重
構
造
が
日
本
の
歴
史
上

最
大
の
発
想
で
あ
る
と
い
っ
て
、
そ
の
発
生
は
天
皇

が
仏
教
の
政
治
的
利
用
に
よ
っ
て
教
権
主
義
に
転
向

し
た
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
グ
リ
フ
ィ
ス
は

知
ら
な
い
と
論
じ
た
。
③
グ
リ
フ
イ
ス
は
信
長
と
キ

リ
ス
ト
教
の
背
景
に
つ
い
て
認
識
を
欠
い
て
い
る
と

い
っ
て
、
そ
の
例
に
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル

の
真
実
か
ら
逸
脱
し
た
説
明
を
上
げ
る
。
明
ら
か
に

グ
リ
フ
イ
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
蔑
視
を
疑
っ
て
い

た
。
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が
そ
の
教
義
の

如
何
に
よ
ら
ず
歴
史
家
の
尊
敬
と
賞
賛
の
的
で
あ
る

の
は
、
ザ
ピ
エ
ル
の
自
己
否
定
、
狂
信
的
熱
意
、
超

人
的
精
神
力
、
犠
牲
と
苦
行
の
生
涯
に
よ
る
た
め
で

あ
る
。
ザ
ピ
エ
ル
が
貿
易
と
外
交
の
促
進
の
た
め
に

日
本
伝
道
を
放
棄
し
た
と
い
う
グ
リ
フ
イ
ス
側
の
主

張
は
中
傷
的
で
不
当
な
の
で
、
こ
れ
を
看
過
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
の
伝
来
の
カ
ト
リ

ツ
ク
教
に
つ
い
て
グ
リ
フ
ィ
ス
の
記
述
を
み
る
と
、

キ
リ
ス
ト
教
は
珍
し
が
り
や
の
日
本
人
の
心
を
惹
く

も
の
で
あ
っ
た
が
、
仏
教
と
同
様
に
古
い
宗
教
で
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
危
険
視
さ
れ
た
。
珍
し
が
り
や
と
い

う
の
は
グ
リ
フ
イ
ス
が
日
本
人
の
国
民
性
に
あ
げ
た

見
せ
か
け
に
弱
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
治
の
混

乱
に
貧
困
と
い
う
精
神
的
土
壌
の
な
か
で
自
国
の
神

や
仏
は
人
々
の
苦
悩
を
慰
め
て
く
れ
な
い
。
そ
の
よ

カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
僧
侶
が
十
字
架
、
雄
弁

な
口
舌
、
豪
華
な
衣
装
、
儀
式
、
秘
蹟
を
引
っ
提
げ

て
現
れ
て
仏
教
徒
の
度
肝
を
抜
い
た
。
そ
の
結
果
「
外

国
人
と
キ
リ
ス
ト
教
と
鉄
砲
が
手
を
と
り
日
本
に
や

う
な
時
、
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っ
て
来
て
播
か
れ
た
種
が
陰
謀
、
迫
害
、
扇
動
、
反

乱
、
内
戦
と
い
う
作
物
に
な
っ
て
現
れ
、

6
万
人
の

日
本
人
の
流
血
が
そ
の
収
穫
で
あ
っ
た
」
と
い
う
の

が
グ
リ
フ
イ
ス
の
意
見
で
あ
っ
た
。
④
一
冨
肘
の
N

くむき

b
a
h叫
み
否
問
苫
九
九
円
h
h

の
と
こ
ろ
で
薩
英
戦
争
(
叶
宮
図
。
ョ
ー

σREgH円
。
同
閃
担
問
。
田
区
白
血
)
附
と
下
関
事
件
(
叶
F
O

S
5
8
0
8
E
〉
向
島
)
聞
に
お
け
る
外
国
人
の
武
力

行
使
に
た
い
す
る
グ
リ
フ
ィ
ス
の
非
難
は
、
そ
れ
が

誠
実
で
あ
る
だ
け
に
一
途
な
狙
い
が
悔
や
ま
れ
て
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の

ら
な
い
。

発
砲
は
国
際
法
上
、
世
界
共
通
の
正
義
と
常
識
に
も

か
か
わ
ら
ず
グ
リ
フ
イ
ス
は
な
ぜ
誤
っ
た
感
傷
と
く

だ
ら
な
い
憤
り
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
か
と
書
評
は
問

う
て
い
た
。
⑤
最
後
に
冨
肘
の
読
後
感
を
次
の
よ
う

「
こ
の
読
み
応
え
の
あ
る

に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

作
品
は
弱
点
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
跨
跨
な
く
声
を
大

に
し
て
言
い
た
い
。
呂
町
ミ
宗
足
。
ぱ
同
5
1ミ
は
こ
の

時
代
、
日
本
に
つ
い
て
書
か
れ
た
完
全
で
真
実
味
の

あ
る
最
高
の
作
品
で
あ
る
|
充
実
し
た
内
容
、
魅
力

的
な
文
章
、
聖
火
の
ご
と
き
情
熱
」
。
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グ
リ
フ
イ
ス
の
維
新
論
と
い
う
べ
き
呂
町
勾
町
内

SH

F志
向
忠
良

S
F
E
E
3
(冨
開
第
お
章
)
は
、
防
年
同
J
F同

ミ。「
H
M
H

与
さ
さ

E
お河町て芯ぜて

4
月
号
に
発
表
さ
れ
て
、

山
下

同
コ
音
量
昨
a
o
d
旬
、
語
、
言
出
版
の
反
響

す
で
に
話
題
に
な
っ
た
論
文
で
あ
る
。
ー
参
考
。
拙

著
『
グ
リ
フ
イ
ス
と
日
本
』
蹴
(
近
代
文
塞
杜
)
の

『
日
本
近
世
変
革
論
』
考
|
。

『
維
新
外
論
』
考
、

先
述
し
た
政
治
の
二
重
構
造
と
ウ
ソ
の
国
民
性
は
こ

の
論
文
に
出
て
く
る
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
中
心

の
問
題
は
同
2
0
E
F
Sに
あ
っ
た
。
幕
府
の
没
落
、

天
皇
の
復
位
、
封
建
制
度
の
廃
止
の
直
接
の
原
因
は

外
国
人
の
到
来
に
あ
る
と
い
う
の
が
、
欧
米
の
一
般

的
印
象
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
グ
リ
フ
ィ
ス
は
そ

の
こ
と
が
原
因
(
口
吉
田
町
)
で
は
な
く
て
誘
因
(
O
口
E
E

位
。
ロ
)
に
な
っ
た
と
述
べ
る
。
知
2
0
Z
E
D
の
背
景
に

あ
る
外
国
人
に
対
し
て
の
国
策
の
大
き
な
変
更
、
ア

ジ
ア
の
文
明
を
拒
否
し
て
西
洋
の
そ
れ
を
理
想
に
採

用
し
よ
う
と
す
る
思
想
は
、
そ
の
原
因
を
求
め
れ
ば

主
に
国
の
内
部
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
、
決
し
て
外

部
か
ら
で
な
い
、
衝
動
か
ら
で
あ
っ
て
、
衝
撃
か
ら

で
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
(
旨
包
己
可
除
。
白
老
昨
E
P

ロ
。
同
吟
O
B
要
件
F
o
c
p
同町
O
B
即日間》己目白
ρ
ロ
O丹
時
。
阿
国
仲
間
マ

官
三
)
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
主
役
は
誰
で
あ
っ
た

か
。
サ
ム
ラ
イ
と
呼
ば
れ
る
武
士
階
級
の
日
本
人
の

こ
と
を
岳
m
g
E
R肖
司
自

-
5
5巴
O

ご
F
0
8
5
3、
と
グ
リ

フ
ィ
ス
は
称
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
加
藤
周
一
氏

の
い
う
「
武
士
知
識
人
」
と
い
う
言
葉
が
似
合
い
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
武
士
支
配
層
の
な
か
に
あ
っ
て

外
国
の
文
化
に
深
く
接
し
た
人
を
さ
し
て
そ
う
称
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
主
役
は
そ
う
い
う
武
士
知
識

ー
加
藤
周
一
「
新
井
白
石
の
世
界
」

『
日
本
思
想
体
系
羽
新
井
白
石
」
附
岩
波
書
店
。

書
評
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
同
州
2
0日口氏。ロ

を
外
国
の
影
響
(
同
。

E
mロ
E
E
g口
白
)
と
取
る
か
、

グ
リ
フ
ィ
ス
の
い
う
内
部
か
ら
の
衝
動
と
取
る
か
で

人
で
あ
っ
た
。

あ
る
。
衝
動
説
に
刺
激
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
グ
リ

フ
イ
ス
に
賛
成
の
書
評
が
多
い
が
、
同

wssa
。目。て町

の
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
外
国
の
影
響
を
主
張
す
る
の

も
あ
る
。
し
か
し
賛
成
の
側
の
大
方
の
意
見
は
次
の

よ
う
で
あ
っ
た
。
日
本
の
国
土
に
外
国
人
が
現
れ
た

か
ら
で
は
な
い
。
国
内
の
百
円
四
回
R
E色

に
よ
る
。
政
治
上
の
変
化
が
外
的
影
響
に
よ
っ
て
速

め
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
維
新
論
争
は
今

同戸。〈開口同町田門閉山

日
で
も
興
味
あ
る
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
取
り
上
げ
る
の
は
こ
の
章
に
出
て
く
る
日
本

人
の
も
っ
と
も
優
れ
た
国
民
性
と
し
て
自
分
が
間
違

っ
て
い
た
と
き
や
劣
っ
て
い
る
と
分
っ
た
と
き
の

「
改
善
に
進
取
」
な
気
性
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
で
グ
リ
フ
イ
ス
は
「
当
時
の
指
導
者
に
こ
の
気
持

一
度
は
破
棄
し
た
信
頼
を

ち
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
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回
復
し
、

一
度
は
培
っ
た
信
頼
を
破
棄
し
た
」
と
い

っ
て
い
る
。
(
同

J
t
u
-
a
§
o
w包
O
B

ぢ
℃
8
2伊
丹

E
O

PH同
町
長
。
可
。
ロ
ロ
刊
門
田
町
田
可
。
可

mxyg仏
白
血
可
。
可

p
o
p
-円
F
P
4

8
8同

E
m
F
n
F
o
p
)
P
F門
げ
に
は
信
頼
と
い
う
意
味
の
ほ

か
に
、
信
仰
、
信
条
、
誠
意
と
い
っ
た
訳
語
が
つ
く

が
、
そ
の
原
義
は
「
信
」
(
い
つ
わ
ら
な
い
こ
と
)

に
あ
る
。
問
題
は
グ
リ
フ
イ
ス
が
何
を
も
っ
て

「
信
」
と
し
た
か
で
あ
る
。
明
治
新
政
治
の
基
礎
と

な
る
誓
約
の
「
五
箇
条
の
誓
文
」
に
こ
の
「
信
」
の

観
念
が
具
体
化
さ
れ
て
い
て
、
特
に
は
じ
め
の
三
か

条
の
「
公
論
」
「
正
義
」
「
知
識
」
に
お
い
て
「
信
」

に
目
覚
め
る
よ
う
宣
言
し
た
。

}UBSFは
解
き
明
か

す
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
日
肖

g口
『

ト
の
道
を
と
く
意
味
に
な
る
。

EHFと
胃
g
n
z
の一一

語
は
グ
リ
フ
イ
ス
が
選
ん
だ
、
維
新
革
命
を
精
神
的

内
耳
目
印
門
は
キ
リ
ス

に
と
ら
え
た
適
切
な
言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
西
洋
文
明
の
導
入
と
い
う
外
か
ら
の
刺
激
に

も
ま
し
て
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
内
か
ら
の
衝
動
を
表

現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
使

用
は
観
念
的
だ
が
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
読
者
に
グ
リ

フ
イ
ス
の
文
章
の
も
つ
深
い
意
味
を
感
じ
さ
せ
ず
に

は
お
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

w 

グ
リ
フ
ィ
ス
の
文
章

八
十
五
年
の
生
涯
に
グ
リ
フ
イ
ス
が
著
し
た
書
物

は
数
も
多
い
が
、
ジ
ャ
ン
ル
も
広
い

G
E
5
n
)
の

が
特
色
で
あ
る
。
日
本
の
生
徒
の
た
め
の
英
語
テ
ク

ス
ト
出
版
に
始
ま
り
、
東
京
や
横
浜
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
、
自
国
や
他
国
の
歴
史
書
、
説
教
集
、
政
治
や
宗

教
に
関
係
す
る
人
物
の
伝
記
、
日
本
や
ス
イ
ス
な
ど

の
小
国
の
お
と
ぎ
話
に
い
た
る
筆
力
旺
盛
な
作
家
で

あ
っ
た
。
晩
年
の
お
と
ぎ
話
に
は
老
齢
か
ら
来
る
郷

愁
を
感
じ
さ
え
す
る
。
し
か
し
γ
自
は
グ
リ
フ
ィ
ス

の
処
女
作
で
あ
る
。
三
十
歳
過
ぎ
の
文
章
は
若
々
し

く
て
荒
削
り
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
反

っ
て
生
木
の
ご
と
く
思
う
こ
と
を
臆
面
も
な
く
述
べ

て
怯
ま
な
い
、
無
垢
な
精
神
の
旺
盛
な
の
が
特
色
と

い
え
る
。
グ
リ
フ
イ
ス
の
文
学
的
素
質
の
す
ば
ら
し

い
こ
と
を
言
う
書
評
も
あ
る
。
次
に
上
げ
る
文
が
そ

「
著
者
の
創
造
力

は
新
語
の
使
用
や
リ
ア
ル
な
た
め
に
か
な
り
不
快
な

表
現
の
前
に
怯
む
こ
と
が
な
い
」
。
歴
史
の
記
述
は

文
学
的
表
現
と
い
っ
て
も
よ
く
、
文
体
が
そ
の
優
劣

を
左
右
す
る
。
言
葉
に
よ
っ
て
歴
史
的
真
実
が
浮
き

彫
り
に
さ
れ
る
以
上
、
歴
史
書
を
論
じ
る
と
き
に
表

現
さ
れ
る
書
評
の
言
葉
も
豊
富
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

の
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

ぃ
。
冨
早
宮
評
に
お
い
て
も
そ
の
文
章
表
現
に
つ
い

て
の
意
見
は
重
要
な
批
評
の
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
れ

の
な
い
例
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
な
く
て
は
書
評

と
は
い
え
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
文
体
に

た
い
す
る
審
美
眼
の
有
無
が
批
評
家
を
決
め
る
と
い

っ
て
よ
い
。
試
み
に
ほ
ん
の
一
部
で
あ
る
が
評
言
の

際
に

O
好
意
的
な
意
味
の
形
容
詞
口
批
判
的
な
も
の

と
で
単
純
に
分
け
て
抜
き
書
き
す
る
。

O
富

田

町

三

宮

3
5
岳
同

H
1
0
5担問
8
8門
田
口
自
己
仲
仏

門
円
己
目
言
。
ロ

}
q
B。円同町田
H
S
H
o
p
-
一買
mmF目
O
R
E
S
R
O
E
E

円
四
口
町
田
門
司
ロ

HO白
血
民
回
目
出
向

口お
}
u
g
関
口
百
三
四
回
ロ
ロ
o
q
o
B日

件
。

吉
ふ dヨ
寸 て H ・

3本含
に呂
好当
評~
で自
迎与
え沼
ら民

れユ
て d3
い旨

る患
な生
か立
で g

O 

SE 

同
町

5
1誌
は
「
ハ
サ
ミ
と
糊
を
使
っ
て
作

成
さ
れ
た
」
と
い
う
盗
作
ま
が
い
の
記
事
が
の
・

-h
凡
』

S
R向
。
ぱ

同

4
0
5円
回
目
印
の
名
前
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
発
行
の
呂
町

司
ミ
尽
に
出
た
。
】
ぎ
ロ

E
gに
は
『
扶
桑
耳
袋
』
師
、

『
子
供
昔
話
』
の
著
書
が
あ
る
が
、
冨
開
は
そ
れ
ら

を
下
敷
き
に
し
て
書
い
て
あ
る
と
中
傷
し
た
だ
け
で

な
く
、

「
序
文
」
に
謝
意
の
な
い
こ
と
が

-
4
2
E
g

の
逆
鱗
に
ふ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
英
国
人
は
日
本

在
住
十
四
年
、
流
暢
な
日
本
語
を
話
す
こ
と
か
ら
一
履

い
の
外
国
人
を
低
く
見
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
グ
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リ
フ
イ
ス
が
借
用
し
た
と
き
司
平
吉
ミ
ぎ
に
U
E
3
は

呂
町
、
告

s-志向
F
N
Y

ミ
む
た
に
無
記
名
で
連
載
中
で
あ

っ
た
。
グ
リ
フ
イ
ス
は
こ
の
投
書
の
記
事
で
は
じ
め

て
そ
の
人
物
の
名
前
を
知
っ
て
、
ヨ
ヱ
モ
ミ
ミ
に
「
す

ば
ら
し
い
「
耳
袋
』
と
『
日
本
昔
話
』
か
ら
受
け
た

思
義
に
謝
辞
」
の
文
を
発
表
し
た
。
引
用
か
盗
用
か

を
巡
っ
て
グ
リ
フ
イ
ス
の
誠
意
あ
る
態
度
を
垣
間
見

た
が
、
ま
だ
そ
の
頃
は
英
国
人
の
優
越
感
は
高
く
、

岳
町
〉
自
由
民
口
自
冨
円
・
0
岡
山
内
密
の
よ
う
な
表
現
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
独
立
百
年
の
固
か
ら
気
鋭
の
著
者
に
よ
る

浩
翰
で
お
も
し
ろ
い
日
本
歴
史
お
よ
び
日
本
人
論
が

出
版
さ
れ
た
こ
と
は
驚
き
で
あ
り
羨
望
の
的
で
あ
っ

一
こ
こ
品
号
、
ι
よ
3

0

ずれ

L
:司
H
A
I
V
J
4
U

V 

グ
リ
フ
ィ
ス
の
歴
史
認
識

「
世
界
認
識
の
方
法
」
と
い
う
対
談
で
、
加
藤
典

洋
氏
は
「
外
に
い
る
人
聞
が
ど
の
よ
う
に
外
か
ら
、

内
に
い
る
人
聞
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
て
い
る
事
象
を

認
識
で
き
る
か
」
と
問
い
か
け
て
い
る
。
ー
「
群
像
」

仰
年
1
月
号

対
談
者
は
吉
本
隆
明
氏
!
。
グ
リ
フ

ィ
ス
が
v白
で
し
た
こ
と
は
そ
れ
で
あ
っ
た
。

つ
ま

25 

り
グ
リ
フ
ィ
ス
は
日
本
を
国
外
に
働
き
か
け
の
歴
史

的
変
遷
の
な
か
で
認
識
し
よ
う
と
し
た
。
古
く
は
信

山
下

昌
司
富
吉
弘
喜
岡
S
』
尋
問
出
版
の
反
響

長
が
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
を
支
持
し
た
こ
と
で
、
そ

れ
は
日
本
の
支
配
者
に
よ
る
最
初
の
西
洋
認
識
に
な

っ
た
。
秀
吉
の
南
蛮
貿
易
も
そ
う
で
あ
る
。
グ
リ
フ

イ
ス
が
朱
印
船
の
絵
を
見
て
、
大
き
さ
は
コ
ロ
ン
ブ

ス
の
船
に
優
り
、
性
能
は
同
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
、
ポ

ル
ト
ガ
ル
の
ガ
リ
オ
ン
船
に
同
じ
で
、
大
砲
が
装
備

し
て
あ
る
と
分
っ
た
。
ガ
リ
オ
ン
船
は

3
、
4
層
の

甲
板
大
帆
船
、
大
砲
は
日
本
製
の
元
込
め
砲
で
あ
っ

た
。
そ
の
航
海
は
貿
易
で
あ
れ
、
地
理
上
の
発
見
や

海
賊
行
為
で
あ
れ
イ
ン
ド
、
シ
ャ
ム
、
ピ
ル
マ
、
フ

マ
レ

l
半
島
、
北
の
千

島
列
島
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
日
本
は
勇
敢
で
冒
険

好
き
、
外
国
人
と
接
触
し
て
探
究
心
や
研
究
心
に
目

覚
め
る
人
間
の
住
む
固
に
思
わ
れ
た
。
近
く
は
開
化

思
想
と
国
民
教
育
が
ま
さ
に
日
本
の
近
代
化
へ
の
動

向
を
確
実
に
成
功
さ
せ
る
時
代
と
し
て
、
そ
れ
が
政

治
家
、
学
者
、
愛
国
者
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
廃
藩
置
県
、
米
欧
使
節
の
派
遣
、
征
韓

論
と
日
本
の
歴
史
上
も
っ
と
も
波
乱
万
丈
の
時
代
の

な
か
で
教
育
の
仕
事
に
遁
進
し
た
グ
リ
フ
ィ
ス
に
し

イ
リ
ピ
ン
諸
島
、
南
中
国
、

て
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

日
本
の
近
代
化
に
貢
献
し
た
こ
れ
ら
の
人
材
の
内

沼
人
の
名
前
を
挙
げ
た
な
か
で
、
グ
リ
フ
ィ
ス
は
朝

河
貫

(
H

∞a
l
E
A
F
∞) 
の
業
績
に
つ
い
て
特
筆
し

(
冨
肘
に
あ
る
論
文
祉
、

skp司
。
え
弘
、
。
宅
問
、
に

於
て
)
日
本
人
は
自
国
に
古
代
か
ら
伝
わ
る
真
実
を

回
避
し
よ
う
と
す
る
歴
史
感
覚
の
欠
如
(
同

E
n
r
え

径
四
月
比
き
丘
町
色

8
5
0
)
が
あ
っ
て
、
神
話
な
ど
を
権

威
の
あ
る
も
の
と
す
る
足
柳
の
た
め
に
学
問
の
自
由

2
2骨
量
n
p
g
a
O
B
)
が
損
な
わ
れ
て
き
た
。
そ

れ
は
グ
リ
フ
イ
ス
が
日
本
を
古
代
か
ら
明
治
維
新
ま

で
書
く
に
当
た
っ
て
強
く
意
識
し
た
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
そ
の
唯
一
の
例
外
が
朝
河
貫
一
の
英
文
に
よ

た。る
著
書

M
J
F
E
る

E
h
H
Eき
さ
~
h
q
r
ミ
」
応
、

S
L

hsh守
九
S

H
常
可
き
き
ミ
詮
同
〉
-
U
-
(
5
8・
3
・ωmmw

g
s。
)
で
あ
っ
た
。
朝
、
河
の
歴
史
的
記
述
に
、
お

そ
ら
く
、
グ
リ
フ
ィ
ス
は
欧
米
人
の
考
え
に
共
通
の

歴
史
感
覚
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
朝
河
貫
一
は

福
島
県
二
本
松
に
生
ま
れ
、
福
島
尋
常
中
学
校
か
ら

東
京
専
門
学
校
に
入
学
、
横
井
時
雄
よ
り
洗
礼
を
受

け
、
附
年
に
米
国
ダ

l
ト
マ
ス
大
学
留
学
。
イ
エ
ー

ル
大
学
大
学
院
歴
史
学
科
に
進
学
、
鵬
年
学
位
論
文

「
印
年
の
改
革
の
研
究
」
(
前
記
英
文
)
に
よ
り

E-

り
・
を
授
与
さ
れ
る
。
朝
河
の
著
書
に
よ
る
と
師
年
の

大
化
の
改
新
か
ら
蹴
年
の
王
政
復
古
に
い
た
る
天
皇

は
熱
狂
的
国
民
感
情
の
鼓
吹
者
で
あ
っ
た
が
、
モ
ラ
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ル
の
上
で
の
支
配
力
(
精
神
的
統
こ
が
な
か
っ
た
。

大
化
の
改
新
の
天
皇
は
ひ
た
す
ら
神
権
の
継
承
に
走

り
、
王
政
復
古
の
と
き
は
非
人
格
的
存
在
と
な
っ

て
、
国
家
意
識
(
ロ
邑
os--q)
の
統
一
的
力
と
見

倣
さ
れ
た
。
日
露
戦
争
終
結
後
の
論
文
h
b
E
s
b

、
。
宅
内
『
で
、
グ
リ
フ
イ
ス
が
提
唱
し
た
の
宵
ぽ
l

=、。『J
~
h
H

回

E
E品
。
は
支
配
者
に
モ
ラ
ル
の
な
い
危
倶
を

感
じ
た
造
語
で
あ
っ
て
朝
河
貫
一
の
歴
史
感
覚
か
ら

ロ
恒
国

の
影
響
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
冨
肘
は
一
外
国
人
に
よ

る
広
い
分
野
の
日
本
研
究
室
回
で
あ
り
、
今
日
で
い
う

学
際
的
研
究
の
色
彩
を
も
っ
作
品
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
最
後
に
な
っ
て
ミ
カ
ド
の
神
性
に
つ
い
て

の
歴
史
的
考
察
と
い
う
厄
介
で
重
要
な
問
題
が
残
つ

た
。
こ
れ
は
グ
リ
フ
イ
ス
に
と
っ
て
も
最
大
の
課
題

で
あ
っ
た
。
機
会
を
見
て
そ
れ
は
論
ぜ
ら
れ
た
が
、

概
し
で
困
難
で
あ
る
が
故
に
混
迷
に
陥
っ
て
い
る
の

は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
グ
リ
フ
イ

ス
は
後
に
尾
を
引
く
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。

「
白
星
{
至

の
威
信
の
強
さ
を
計
算
に
入
れ
ず
、
ミ
カ
ド
の
玉
座

が
国
民
の
胸
中
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
認
め
ず
に
日

本
人
の
独
特
な
歴
史
を
研
究
し
よ
う
と
し
て
も
、
日

本
人
と
そ
の
生
活
を
理
解
す
る
こ
と
は
決
し
て
出
来

な
い
」
。
呂
町
足
相
官
号
ぱ
同
ミ
唱
え
ミ
出
版
か
ら
か
ぞ
え

て
却
年
後
、
グ
リ
フ
ィ
ス
は
呂
町
宮
古
号
(
附
)
を

上
梓
し
た
。
南
校
の
教
授
で
あ
っ
た
即
年

5
月
7

日
、
明
治
天
皇
が
グ
リ
フ
ィ
ス
の
実
験
授
業
を
参

観
、
東
京
開
成
学
校
開
校
式
に
再
び
明
治
天
皇
が
グ

リ
フ
イ
ス
の
実
験
授
業
を
参
観
す
る
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
。
ー
参
考
。

『
グ
リ
フ
イ
ス
と
日
本
』
の
「
グ

リ
フ
イ
ス
の
見
た
明
治
の
ミ
カ
ド
」
。

ワ
シ
ン
ト
ン
駐
在
の
日
本
公
使
吉
田
清
成
(
昆
色

1
5
2
)
は
グ
リ
フ
イ
ス
か
ら
明
治
天
皇
に
呂
町
ミ
千

昨白色。
w
h
阿
川

521誌
を
献
呈
し
た
い
旨
を
伺
う
手
紙
を
も

ら
っ
た
。
吉
田
は
胸
年
に
ラ
ト
ガ

l
ス
・
カ
レ
ッ
ジ

に
入
学
、

4
ヶ
月
の
在
学
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
と
き

以
来
グ
リ
フ
ィ
ス
と
は
旧
知
の
仲
で
あ
っ
た
。
問
年

9
月
日
日
付
の
吉
田
の
手
紙
に
よ
る
と
、
天
皇
へ
の

献
本
は
通
例
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
著
者
に
よ
る

献
呈
の
気
持
ち
を
添
え
書
き
し
て
ほ
し
い
、
ま
た
グ

リ
フ
イ
ス
の
勧
め
で
吉
田
が
冨
凹
と
著
者
に
つ
い
て

の
簡
単
な
説
明
も
書
き
添
え
る
と
あ
っ
た
。
グ
リ
フ

イ
ス
の
願
い
は
聞
き
届
け
ら
れ
た
。
間
年
1
月
白
日

付
の
吉
田
清
成
の
手
紙
に
は
こ
う
記
し
で
あ
っ
た
。

「
ご
著
書
呂
町

S
E号、
h
?を
ミ
一
一
怖
を
天
皇
陛
下

に
献
呈
の
貴
兄
の
ご
依
頼
は
、
三
、
四
ヶ
月
前
、
滞

り
な
く
受
託
さ
れ
ま
し
た
。
陛
下
へ
の
贈
呈
は
外
務

局
の
大
臣
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
陛
下
に
は
ご

著
書
を
受
理
さ
れ
て
ご
満
悦
の
ご
様
子
で
し
た
。
そ

の
こ
と
を
貴
兄
に
お
知
ら
せ
で
き
る
こ
と
は
大
き
な

喜
び
で
す
」
。

g
m
h
h
N
F
h
H
号
u
h
N
U
S
叉
誌
は
書
評
と
い
う
マ
ス
コ
ミ

ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
の
力
を
借
り
て
米
国
人
読
者
の
あ

い
だ
に
大
き
な
反
響
を
も
た
ら
し
た
。

つ
ま
り
こ
の

書
物
を
読
む
こ
と
で
十
九
世
紀
も
四
分
の
三
を
過
ぎ

る
米
国
で
、
日
本
に
つ
い
て
の
知
識
に
目
覚
め
る
人

が
続
々
と
出
現
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ

の
数
は
知
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
今
、
そ
の

反
響
の
実
態
を
具
体
的
に
調
べ
る
こ
と
は
し
な
い
。

し
か
し
そ
れ
が
他
国
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
日
本
人

に
と
っ
て
う
れ
し
い
社
会
現
象
で
あ
っ
た
に
違
い
な

い
。
ひ
る
が
え
っ
て
実
際
、
玄
関
は
日
本
の
い
わ
ゆ

る
知
識
人
の
あ
い
だ
に
ど
の
よ
う
な
反
響
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
彼
ら
は
読
ん
で
い
た
。
知
り

た
い
の
は
読
ん
で
ど
う
思
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
分
ら

な
い
の
で
あ
る
。
グ
リ
フ
イ
ス
が
そ
の
日
本
著
書
で

理
想
に
し
て
い
る
「
和
解
」
を
感
知
す
る
日
本
人
は

い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
く
て
も
そ
の
書
物
を
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の
「
書
評
」

反
応
ら
し
き
も
の
が
現
れ
て
こ
な
い
。
真
の
意
味
で

の
な
い
国
で
あ
る
か
日
本
は
。
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読
ん
で
「
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評
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し
た
日
本
人
は
い
た
は
ず
で
あ
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