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昭

圓

年
季
が
満
ち
て
、
私
は
二
〇
一
四
年
三
月
を
も
っ
て
関
西
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
の
職
を
辞
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
相
当
長
い
期
間
お

世
話
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
何
年
か
ら
こ
の
大
学
で
の
授
業
を
始
め
た
か
記
憶
が
曖
昧
な
の
で
、
先
日
事
務
の
方
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

一
九
九
七
年
四
月
に
最
初
の
授
業
を
し
た
そ
う
で
あ
る
。
今
年
で
十
七
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

奇
妙
な
も
の
で
、
非
常
勤
講
師
と
い
う
立
場
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
年
月
に
な
る
と
愛
着
と
い
う
も
の
が
身
に
つ
い
て
、
い
ざ
別
れ

る
と
な
る
と
、
な
に
か
寂
し
い
感
情
が
湧
い
て
く
る
。
毎
年
毎
年
、
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
が
お
出
し
に
な
っ
て
い
る
雑
誌
「
日
本

文
藝
研
究
」
へ
の
投
稿
を
希
望
す
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
て
い
た
だ
い
て
い
た
。
私
自
身
は
発
表
す
る
場
を
持
っ
て
お
り
、
場
に
ふ
さ
わ
し

く
な
い
異
質
な
も
の
を
書
い
て
迷
惑
を
か
け
て
も
い
け
な
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
お
尋
ね
に
応
え
る
こ
と
も
な
く
う
ち

過
ご
し
て
い
た
。
今
年
も
ま
た
案
内
い
た
だ
い
た
時
に
ふ
と
、
最
後
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
こ
の
大
学
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
の
証
し
に
な
に
か
書
き
残
し
て
お
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
今
回
は
投
稿
を
希
望
す
る
む
ね
を
返
事
し
た
次
第
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そ
う
は
い
っ
て
も
、
も
う
年
が
年
な
の
で
、
画
期
的
な
、
意
欲
あ
ふ
れ
る
新
し
い
研
究
成
果
を
発
表
す
る
と
い
う
よ
う
な
体
力
と
気
力

が
な
い
。
私
が
こ
れ
ま
で
し
て
き
た
こ
と
の
一
部
を
回
顧
的
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
ご
容
赦
願
い
た
い
と
思
う
。

も
っ
と
も
、
大
学
院
に
お
け
る
私
の
授
業
は
、
お
お
む
ね
そ
の
時
お
り
お
り
の
私
自
身
が
抱
い
て
い
る
研
究
課
題
を
、
教
室
で
講
ず
る

と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
た
。
発
声
し
て
み
て
自
分
が
い
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
口
に
出
し
て
み
て
鬱
々
と
し
た
気
分
を
発
散

し
て
迷
い
を
払
拭
す
る
。
聴
講
す
る
者
は
そ
の
時
の
苦
悩
と
か
気
力
と
か
を
受
け
止
め
て
く
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
気
持
ち
で
授
業
を
展
開

し
て
き
た
の
で
、
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
授
業
の
一
部
を
公
開
す
る
も
の
で
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

大
谷
大
学
図
書
館
に
は
、
古
く
か
ら
「
三
教
指
帰
注
集
」
と
題
す
る
古
い
写
本
が
あ
っ
た
。
真
宗
史
学
の
研
究
者
で
山
田
文
昭
と
い
う

偉
い
先
生
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
貴
重
な
古
抄
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
性
格
を
持
つ
も

の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
。
私
が
助
手
で
あ
っ
た
頃
、
一
九
六
九
年
頃
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
私
に
そ
の
本
の
研

究
を
勧
め
る
人
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
分
は
日
本
全
国
ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
学
園
紛
争
に
ま
ぎ
れ
て
、
は
な
し
は
そ
の
ま
ま
立
ち
消
え
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

一
九
八
三
年
す
な
わ
ち
昭
和
五
十
八
年
三
月
、
私
の
指
導
学
生
で
大
学
院
へ
の
進
学
を
志
す
佐
藤
義
寛
君
に
、
こ
の
「
三
教
指
帰
注

集
」
の
研
究
を
当
面
の
課
題
と
す
る
よ
う
奨
め
、
金
沢
本
「
白
氏
文
集
」
な
ど
古
抄
本
読
解
に
精
通
さ
れ
た
花
房
英
樹
先
生
に
直
接
の
指

導
を
懇
請
し
た
。
爾
来
七
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
大
冊
『
三
教
指
帰
注
集
の
研
究
』
は
完
成
を
見
た
の
で
あ
る
。
佐
藤
氏
最
大
の
業
績
で

あ
っ
た
。

佐
藤
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
大
谷
本
「
三
教
指
帰
注
集
」
は
、
寛
治
二
年
（
一
〇
八
八
）
に
成
安
が
撰
し
、
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
に

厳
寛
な
る
僧
が
書
写
し
た
古
抄
本
で
あ
る
。
加
え
て
、『
三
教
指
帰
』
に
関
す
る
古
注
の
う
ち
、
す
で
に
逸
し
て
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
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と
ま
で
い
わ
れ
て
い
た
「
成
安
注
」
の
完
本
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
年
代
で
い
え
ば
、『
三
教
指
帰
』
本
文
の
写
本
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、

こ
れ
ま
で
最
古
と
さ
れ
て
き
た
仁
平
四
年
（
一
一
五
四
）
証
円
書
写
に
な
る
い
わ
ゆ
る
仁
平
本
を
も
上
ま
わ
る
善
本
で
あ
る
。
性
格
が
明

ら
か
に
な
る
や
、
該
書
は
た
ち
ま
ち
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

『
三
教
指
帰
』
と
い
え
ば
空
海
、
空
海
と
い
え
ば
『
三
教
指
帰
』、
こ
れ
ま
で
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
人
が
そ
れ
を
口
に
し
、
筆
に
染
め

て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
三
教
指
帰
注
集
の
研
究
』
に
大
谷
大
学
学
長
と
し
て
序
文
を
寄
せ
た
寺
川
俊
昭
氏
も
次
の
よ
う
に
い
う
。

『
三
教
指
帰
』
は
、
弘
法
大
師
空
海
（
七
七
四
│
八
三
五
）
の
撰
述
に
な
る
も
の
で
、
仏
教
・
儒
教
・
道
教
の
三
教
を
対
比
し
て
、
仏
教
の
す
ぐ
れ

て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
弘
法
大
師
の
出
家
宣
言
の
書
と
も
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
的
寓
意
小
説
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
、
文
章
は
華
麗

で
あ
っ
て
、
撰
述
以
降
、
多
く
の
人
び
と
に
愛
読
さ
れ
て
き
た
書
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

こ
れ
が
長
く
広
く
一
般
に
浸
透
し
て
い
た
『
三
教
指
帰
』
に
対
す
る
認
識
で
あ
っ
た
。
常
識
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
、
私
も
ま
た
そ
れ
を

共
有
す
る
者
で
あ
っ
た
が
、
ふ
と
思
い
当
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

空
海
に
は
別
に
「
于
時
平
朝
御
宇
聖
帝
瑞
号
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
窮
月
始
日
」
と
い
う
年
記
を
持
つ
真
筆
本
『
聾
瞽
指
帰
』
二
巻

が
あ
り
、
高
野
山
に
延
々
と
秘
蔵
さ
れ
続
け
て
こ
ん
に
ち
に
至
っ
て
い
る
。
延
暦
十
六
年
は
、
空
海
二
十
四
歳
に
あ
た
る
。
恐
ら
く
は
宗

門
の
事
情
に
よ
る
か
と
思
う
が
、
こ
れ
は
長
期
に
わ
た
っ
て
門
外
不
出
、
近
現
代
に
至
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
る
が
、

な
に
ぶ
ん
真
筆
本
な
る
が
ゆ
え
に
、
お
お
む
ね
は
書
法
上
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
昭
和
四
〇
年
七
月
に
刊
行
さ
れ

た
平
凡
社
『
書
道
全
集
』
第
一
一
巻
で
神
田
喜
一
郎
先
生
は
こ
れ
を
解
説
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

空
海
研
究
の
障
壁
（
上
）

三



空
海
は
天
性
生
れ
な
が
ら
に
し
て
書
法
に
す
ぐ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
如
実
に
証
明
す
る
の
は
、
い
ま
高
野
山
に
蔵
す
る
聾
瞽
指
帰
で
あ
る
。
こ
の
聾

瞽
指
帰
は
、
空
海
の
著
書
と
し
て
名
高
い
三
教
指
帰
の
初
稿
本
に
あ
た
る
も
の
で
、
空
海
の
青
年
時
代
、
す
な
わ
ち
二
十
四
歳
の
時
の
筆
跡
で
あ
ろ

う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
聾
瞽
指
帰
の
序
文
の
末
に
延
暦
十
六
年
の
日
付
が
あ
る
こ
と
に
拠
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
日
付
は
著
述
の
年
月
で
あ

っ
て
、
果
た
し
て
そ
の
時
に
手
写
せ
ら
れ
た
も
の
か
否
か
は
、
な
お
研
究
の
余
地
が
あ
ろ
う
と
思
う
。
何
故
な
ら
ば
そ
の
書
に
少
し
も
文
字
の
改
削

や
書
損
の
と
こ
ろ
が
な
く
、
い
っ
た
ん
完
成
し
た
草
稿
を
浄
写
し
た
も
の
ら
し
く
想
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
聾
瞽
指
帰
と
い
う
書
名
は
、

ま
も
な
く
三
教
指
帰
と
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
延
暦
十
六
年
の
書
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
と
も
か
く
空
海
の
青
年
時
代

の
書
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
か
ろ
う
。

『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』
が
持
つ
瑣
末
で
煩
瑣
な
問
題
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
往
昔
大
家
の
文
章
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
の
よ
う
な
小
人
は
そ
の
瑣
末
煩
瑣
に
と
ら
わ
れ
る
。『
三
教
指
帰
』
は
『
聾
瞽
指
帰
』
と
同
じ
日
付
を
も
っ
て
、
も
っ
と

も
そ
こ
に
は
「
于
時
延
暦
十
六
年
臘
月
之
一
日
也
」
と
記
す
の
で
あ
る
が
、
空
海
自
身
が
再
治
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
再
治
と

は
初
稿
本
よ
り
も
一
層
良
好
に
書
き
改
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
再
治
本
が
重
用
さ
れ
る
の
は
当
然
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
そ

の
重
用
さ
れ
る
べ
き
書
の
写
本
が
、
大
谷
本
「
三
教
指
帰
注
集
」
を
も
っ
て
最
古
と
す
る
か
。
空
海
の
再
治
か
ら
約
三
百
年
も
の
あ
い
だ

こ
の
書
は
ど
う
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
。
佐
藤
氏
の
研
究
は
、
私
に
単
純
素
朴
な
問
題
を
提
起
し
た
。

両
書
を
比
較
し
て
み
る
と
、
全
体
を
占
め
る
本
文
の
大
半
は
ほ
ぼ
両
書
共
通
す
る
が
、
巻
頭
の
「
序
文
」
と
巻
末
の
「
十
韻
詩
」
が
全

面
的
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
相
違
点
は
歴
然
と
し
て
分
明
で
あ
る
。『
聾
瞽
指
帰
』
の
「
序
文
」
は
、
梁
・
陳
の
作
者
も
驚
く

か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
四
六
駢
儷
文
を
用
い
て
、
中
国
の
文
学
論
を
述
べ
る
。
本
文
は
漢
代
に
お
こ
り
、
六
朝
時
代
に
盛
行
し
た
「
賦
」

の
問
答
体
に
倣
っ
て
儒
道
仏
の
優
劣
論
を
展
開
し
、
華
麗
な
駢
体
で
仏
教
最
勝
を
説
く
の
で
あ
る
か
ら
、
文
学
論
に
終
始
す
る
序
文
は
、

あ
た
か
も
以
下
の
論
述
に
お
け
る
文
章
表
現
能
力
を
誇
示
す
る
か
の
観
を
呈
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
三
教
指
帰
』
の
「
序
文
」
は
、
歴
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史
文
の
ご
と
く
散
文
的
で
あ
り
、
内
容
は
自
叙
伝
に
等
し
く
、
い
う
と
こ
ろ
の
「
和
習
」
を
に
じ
ま
せ
る
。

文
章
を
締
め
く
く
る
『
聾
瞽
指
帰
』
の
「
十
韻
詩
」
は
、
そ
の
直
前
の
文
に
仮
名
乞
児
（
仏
教
）
の
議
論
に
感
服
し
た
鼈
毛
公
（
儒
教
）

と
虚
亡
隠
士
（
道
教
）
が
改
宗
を
誓
っ
て
教
誨
を
乞
い
、
己
の
皮
膚
を
紙
と
し
、
骨
で
筆
を
造
り
、
血
を
墨
に
か
え
、
髑
髏
を
硯
に
し
て

教
え
を
書
き
と
ど
め
た
い
と
い
わ
せ
て
導
入
部
と
し
、
そ
う
し
て
の
ち
に
儒
・
道
二
教
を
退
け
て
仏
教
の
最
勝
を
説
く
五
言
十
韻
二
十
句

を
綴
っ
て
一
篇
を
終
え
る
。
一
方
、『
三
教
指
帰
』
の
「
十
韻
詩
」
は
、
わ
ず
か
に
文
字
の
異
同
が
あ
る
も
の
の
同
じ
導
入
部
を
用
い
な

が
ら
、
内
容
は
仏
教
優
位
を
説
く
と
は
い
え
、
儒
教
と
道
教
の
有
意
義
有
効
性
を
詠
じ
て
三
教
共
存
に
変
わ
っ
て
い
る
。
韻
文
と
し
て
も

字
句
の
配
置
に
不
満
が
残
る
。

両
書
を
読
み
比
べ
て
得
た
結
果
は
、
岩
波
書
店
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
七
一
に
収
載
さ
れ
、
つ
と
に
「
華
麗
な
美
文
」
と
し
て
評
価

さ
れ
て
き
た
『
三
教
指
帰
』
は
、
じ
つ
は
『
聾
瞽
指
帰
』
の
当
該
部
な
の
で
あ
っ
て
、
改
作
さ
れ
た
『
三
教
指
帰
』
自
体
は
そ
の
評
価
に

該
当
し
な
い
と
い
う
事
実
の
判
明
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
空
海
自
身
が
再
治
し
た
と
い
う
時
か
ら
大
谷
本
「
三
教
指
帰
注
集
」

に
至
る
約
三
百
年
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
は
、『
三
教
指
帰
』
を
偽
撰
と
判
ず
る
よ
り
ほ
か
に
方
法
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
く
し
て
私
は
一
九
九
四
年
、
平
成
六
年
三
月
、「
大
谷
大
學
研
究
年
報
」
第
四
十
五
集
に
「『
三
教
指
帰
』
偽
撰
説
の
提
示
」
を
発
表

し
た
。
右
に
記
し
た
事
柄
を
内
容
と
す
る
。
私
と
し
て
は
一
つ
の
文
学
作
品
に
関
わ
る
謎
解
き
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
と
が
『
三

教
指
帰
』
で
あ
る
だ
け
に
少
し
く
葛
藤
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

抜
き
刷
り
を
届
け
た
多
く
の
人
か
ら
賛
意
を
得
た
。
な
か
で
も
福
永
光
司
氏
か
ら
、
序
文
に
対
す
る
文
体
の
証
明
の
方
法
に
苦
言
が
呈

さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
偽
撰
説
に
は
賛
成
す
る
と
の
信
書
を
頂
い
た
こ
と
に
葛
藤
は
慰
撫
さ
れ
た
。
福
永
氏
に
は
『
三
教
指
帰
』
の
訳

注
（
一
九
八
三
年

中
央
公
論
社
「
最
澄

空
海
」
所
収
）
が
あ
り
、
そ
の
解
説
で
『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』
の
「
序
文
」
を
比
較

し
、
後
次
的
に
改
作
さ
れ
た
『
三
教
指
帰
』
の
妥
当
性
を
論
じ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
部
分
の
私
の
論
述
に
苦
言
が
あ
っ
て
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し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、「（
三
教
指
帰
は
）
空
海
が
そ
の
生
存
中
の
あ
る
時
期
に
み
ず
か
ら
筆
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

確
実
で
あ
る
」（
前
掲
書
五
七
頁
）
と
断
言
さ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
偽
撰
説
に
賛
意
を
表
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。
私
の
意
識
の
中
で
、

『
三
教
指
帰
』
の
偽
撰
説
は
確
定
し
た
。

偽
撰
説
に
対
す
る
公
的
な
反
応
は
、
思
い
の
ほ
か
早
く
現
わ
れ
た
。

ま
ず
、
太
田
次
男
氏
「『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』
と
の
本
文
吟
味
（
上
）」（『
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
一
七
号

一
九
九
四
年
九

月
）
が
発
表
さ
れ
た
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
氏
は
四
〇
〇
倍
に
拡
大
す
る
特
殊
な
ル
ー
ペ
を
用
い
て
毛
筆
の
か
す
れ
や
磨
耗
を
見
出

し
て
一
字
一
字
を
確
認
し
、
紙
の
繊
維
ま
で
も
分
析
し
て
古
抄
本
を
解
析
す
る
専
門
家
で
、
金
沢
本
『
白
氏
文
集
』
や
『
聾
瞽
指
帰
』、

『
三
教
指
帰
』
な
ど
に
関
わ
る
古
い
写
本
の
翻
刻
及
び
諸
本
と
の
校
勘
に
業
績
の
大
き
な
人
で
あ
る
。
当
論
文
は
『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三

教
指
帰
』
全
文
の
異
同
を
抽
出
し
て
こ
れ
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。『
三
教
指
帰
』
で
改
作
さ
れ
た
部
分
に
も
言
及
し
、
総
じ
て
こ
れ

を
好
意
的
に
受
け
止
め
、
空
海
再
治
の
立
場
を
と
る
。
公
表
は
私
の
そ
れ
と
の
間
が
わ
ず
か
に
六
ヶ
月
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
短
期
間
に

な
し
う
る
内
容
で
な
い
。
数
年
は
か
け
た
作
業
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
「
註
」
に
「
最
近
、
大
谷
大
学
の
河
内
昭
円
教
授
よ
り
同
大
学

紀
要
登
載
の
玉
稿
を
頂
戴
し
た
。
そ
の
内
容
は
三
教
指
帰
の
撰
者
に
対
す
る
別
人
説
の
検
討
で
あ
り
、
外
に
も
同
趣
旨
ら
し
き
論
者
も
あ

る
由
。
次
号
で
こ
れ
に
対
す
る
私
見
を
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
」
と
あ
る
か
ら
、
拙
論
を
得
て
発
表
の
時
期
を
早
め
ら
れ
た
も
の
の
よ
う

で
あ
る
。

次
い
で
、
米
田
弘
仁
氏
に
「『
聾
瞽
指
帰
』『
三
教
指
帰
』
研
究
と
諸
問
題
」（『
密
教
文
化
』
一
九
三
号

一
九
九
六
年
一
月
）
が
出
現
、
引

き
続
き
同
氏
の
「『
三
教
指
帰
』
の
真
偽
問
題
」（『
密
教
文
化
』
一
九
四
号

一
九
九
六
年
三
月
）
が
発
表
さ
れ
た
。
前
者
は
明
治
か
ら
そ
の

時
点
に
至
る
両
書
の
研
究
状
況
を
整
理
分
類
し
、
各
研
究
者
の
考
察
を
概
観
、
最
後
に
「
こ
の
論
文
目
録
は
、
明
治
三
十
一
年
か
ら
平
成

六
年
ま
で
発
表
さ
れ
た
『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』
に
関
す
る
研
究
論
文
、
活
字
翻
刻
、
和
訳
、
外
国
語
訳
を
収
録
し
た
」
と
凡
例
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に
示
し
、
拙
稿
と
太
田
氏
前
掲
論
文
に
至
る
計
一
六
〇
点
に
お
よ
ぶ
関
係
論
著
の
目
録
を
付
し
て
い
る
。
後
者
は
み
ず
か
ら
「（
略
）
本

稿
は
（
前
稿
の
）
そ
の
続
篇
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
両
論
文
は
連
続
し
た
関
係
に
あ
る
。
米
田
氏
は
過
去
に
も
あ
っ
た
偽
撰
説
二

点
を
紹
介
し
て
こ
れ
に
厳
正
な
批
判
を
な
し
、
拙
論
に
対
し
て
は
、
偽
撰
と
す
る
根
拠
を
五
条
に
整
理
し
て
一
条
に
反
対
し
、
残
る
四
条

に
は
お
お
む
ね
賛
意
を
表
明
し
た
。
加
え
て
み
ず
か
ら
偽
撰
と
す
る
根
拠
三
条
を
提
示
す
る
の
で
あ
っ
て
、
氏
の
論
は
偽
撰
説
に
帰
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。

太
田
次
男
氏
の
「
東
寺
宝
菩
提
院
三
密
蔵

三
教
勘
注
抄
巻
五
﹇
鎌
倉
初
﹈
写
本
に
つ
い
て
」（『
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
二
二
号

一
九
九
九
年
三
月
）
は
、
藤
原
敦
光
（
一
〇
六
三
│
一
一
四
四
）
が
『
三
教
指
帰
』
に
注
を
ほ
ど
こ
し
た
い
わ
ゆ
る
「
三
教
勘
注
抄
」
の
残
巻

巻
五
を
調
査
し
て
翻
刻
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
依
然
空
海
再
治
説
を
念
頭
に
お
い
た
論
を
な
し
、
文
末
に
「
以
上
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ

れ
ば
、
本
文
上
か
ら
は
、『
聾
瞽
指
帰
』
と
共
に
『
三
教
指
帰
』
の
撰
者
と
し
て
、
空
海
を
、
後
者
に
の
み
該
当
者
と
せ
ず
に
、
別
人
を

当
て
る
こ
と
は
無
理
と
い
う
外
は
な
い
」
と
述
べ
、「
別
人
を
当
て
る
こ
と
」
に
注
し
て
拙
論
を
挙
げ
た
。
婉
曲
に
拙
小
論
に
反
対
し
て

い
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
前
掲
「『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』
と
の
本
文
吟
味
（
上
）」
に
は
「（
下
）」
が
な
い
の
で
、
先
に
「（
偽
撰
説

の
）
そ
の
内
容
は
三
教
指
帰
の
撰
者
に
対
す
る
別
人
説
の
検
討
で
あ
り
、（
略
）
次
号
で
こ
れ
に
対
す
る
私
見
を
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
」

と
し
た
こ
と
へ
の
回
答
で
あ
っ
た
。

大
柴
慎
一
郎
氏
の
「『
三
教
指
帰
』
真
作
説
」（『
密
教
文
化
』
二
〇
四
号

二
〇
〇
〇
年
三
月
）
は
、
太
田
氏
の
再
治
説
堅
持
の
立
場
と
右

記
の
よ
う
な
批
判
に
力
を
得
て
、
拙
前
稿
が
「
序
文
」
と
「
十
韻
詩
」
を
中
心
と
し
た
結
構
で
、
本
文
は
多
少
の
異
同
が
あ
っ
て
も
ほ
ぼ

同
文
と
す
る
一
般
の
風
潮
を
踏
襲
し
て
本
文
全
体
に
配
慮
し
な
か
っ
た
過
失
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
太
田
氏
が
本
文
全
体
の
異
同

を
検
討
し
、『
三
教
指
帰
』
の
改
作
部
の
方
が
良
い
と
し
た
部
分
に
乗
じ
、
韻
字
な
ど
へ
の
配
慮
を
加
え
て
空
海
再
治
説
の
展
開
を
試
み

た
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
私
の
偽
撰
説
に
対
す
る
五
年
越
し
の
反
撃
で
あ
っ
た
。
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じ
つ
は
私
は
、
右
の
よ
う
な
拙
偽
撰
説
に
対
す
る
反
応
を
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
に
意
識
し
な
い
で
過
ご
し
て
い
た
。
二
〇
〇
四

年
、
平
成
十
六
年
三
月
に
現
役
を
退
任
す
る
ま
で
の
十
年
間
は
、
研
究
会
を
組
織
し
て
唐
代
高
僧
の
碑
文
を
読
む
こ
と
に
精
励
し
て
い
た

し
、
退
任
後
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
生
き
た
真
宗
東
本
願
寺
派
の
僧
平
野
五
岳
の
漢
詩
読
解
に
追
わ
れ
て
い
た
。
五
岳
は
九
州
日

田
の
出
身
で
、
詩
書
画
に
長
じ
て
三
絶
僧
と
称
さ
れ
た
。
画
は
文
人
画
、
詩
は
千
五
百
首
ば
か
り
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
さ
し
て
面
白
く

も
な
い
が
、
松
方
正
義
、
西
郷
隆
盛
、
大
久
保
利
通
ら
と
親
交
が
あ
り
、
大
久
保
利
通
の
密
命
を
受
け
て
明
治
九
年
十
一
月
か
ら
十
二
月

に
か
け
て
鹿
児
島
に
潜
伏
、
西
郷
南
洲
説
得
の
任
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
時
間
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
西
郷
説
得
の
最
後
の
使
者
と
な
っ
た

点
が
面
白
い
。
五
岳
は
後
に
会
談
時
の
西
郷
隆
盛
の
肖
像
を
描
き
、
わ
た
く
し
が
こ
れ
を
発
見
し
て
一
時
に
話
題
と
な
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
南
洲
に
贈
っ
た
詩
も
相
当
数
あ
る
が
、
こ
れ
を
正
確
に
読
め
る
人
が
い
な
い
。
そ
こ
で
地
元
の
依
頼
を
う
け
て
五
岳
詩
解
読
に
没
頭

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
そ
の
時
の
本
業
で
あ
っ
た
。

『
平
野
五
岳
詩
選
訳
注
』（
日
田
専
念
寺
・
朋
友
書
店

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）
の
刊
行
を
終
え
た
頃
で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
時
を
得
た
よ
う

に
、
比
較
書
像
学
を
首
唱
す
る
飯
島
太
千
雄
氏
か
ら
誘
い
が
あ
っ
た
。
飯
島
氏
は
偽
撰
説
に
対
す
る
反
論
の
所
在
を
示
し
、
反
論
が
あ
る

以
上
こ
れ
に
応
え
る
べ
き
だ
と
勧
奨
し
た
。
先
に
述
べ
た
太
田
次
男
、
米
田
弘
仁
、
大
柴
慎
一
郎
各
氏
の
論
文
は
、
こ
の
と
き
飯
島
氏
の

教
示
を
受
け
て
初
め
て
読
ん
だ
の
で
あ
る
。

飯
島
太
千
雄
氏
は
、『
空
海
大
字
林
』
二
巻
（
講
談
社

一
九
八
三
年
）
を
初
め
と
し
て
、
王
羲
之
、
顔
真
卿
な
ど
の
漢
字
か
ら
良
寛
に

い
た
る
ま
で
、
和
漢
の
書
影
を
整
理
し
て
字
典
類
約
三
十
点
を
刊
行
し
、
こ
れ
ら
の
刊
行
に
関
連
す
る
事
象
を
論
文
に
す
る
執
筆
活
動
も

き
わ
め
て
旺
盛
な
人
で
あ
る
。
最
近
に
も
『
最
澄
墨
寶
大
字
典
』（
木
耳
社

二
〇
一
三
年
四
月
）
を
上
梓
さ
れ
た
。

私
は
、『
三
教
指
帰
』
の
済
暹
偽
撰
説
を
主
題
に
し
て
共
同
研
究
と
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
提
案
を
受
け
入
れ
、
私
は
文
章
論
的
立
場

か
ら
、
飯
島
氏
は
書
像
学
的
立
場
か
ら
、
仁
和
寺
の
学
僧
済
暹
（
一
〇
二
五
│
一
一
一
五
）
を
偽
撰
の
作
者
に
想
定
し
て
論
文
作
成
に
と
り
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か
か
っ
た
。

共
同
研
究
「『
三
教
指
帰
』
の
文
章
論
的
比
較
書
像
学
的
研
究
│
済
暹
偽
撰
説
│
」
が
成
っ
た
の
は
、
二
〇
一
二
年
、
平
成
二
十
四
年

三
月
で
、「
大
谷
大
学
研
究
年
報
」
第
六
十
四
集
誌
上
に
公
表
さ
れ
た
。
各
自
に
論
題
が
あ
り
、
河
内
昭
圓
「『
三
教
指
帰
』
本
文
の
文
章

│
済
暹
偽
撰
説
│
」、
飯
島
太
千
雄
「『
三
教
指
帰
』
済
暹
偽
撰
説
」
と
な
っ
て
い
る
。

飯
島
氏
の
手
法
は
、
膨
大
な
書
像
資
料
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
特
徴
は
も
と
よ
り
、
筆
の
入
れ
方
、
偏
と
旁
の
使
い
方
や
姿
、
略
体
字

や
異
体
字
の
使
い
分
け
そ
の
他
諸
々
の
視
点
か
ら
、
個
な
い
し
時
代
の
推
移
を
多
く
の
写
真
を
示
し
て
検
証
し
、
済
暹
あ
る
い
は
そ
の
時

代
を
特
定
し
て
済
暹
の
偽
撰
を
証
明
す
る
。

私
は
、
太
田
氏
や
大
柴
氏
の
議
論
に
と
ら
わ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
意
見
に
対
す
る
反
論
な
ど
と
い
う
意
識
を
持
た
ず
、
前
稿

の
足
ら
ざ
る
を
補
完
す
る
立
場
か
ら
本
文
全
体
を
独
自
に
調
査
し
、
改
変
部
を
抽
出
し
て
そ
の
是
非
を
論
じ
た
。
項
目
を
立
て
て
い
う
。

一
、
適
不
適
の
改
変
。
二
、
平
易
に
す
る
改
変
。
三
、
改
作
の
た
め
の
改
変
と
多
字
改
変
。
四
、
対
句
と
韻
字
に
関
わ
る
改
変
。
五
、
助

字
に
関
わ
る
改
変
。
六
、
済
暹
偽
撰
説
の
提
示
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
改
変
が
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
改
変
部
の
大
半
は
適
正
を
欠
く
。
な

か
で
も
対
句
や
韻
字
、
さ
ら
に
助
字
に
関
す
る
問
題
は
、
漢
文
の
読
解
能
力
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
ら
で
、
空
海
が
許
さ
な
い
事
項
で
あ

る
。
す
で
に
公
表
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
二
を
例
示
し
て
以
下
に
示
し
て
お
く
。

（
聾
瞽
指
帰
）
食
百
味
而
婀
娜
鳳
體
。
徒
爲
犬
鳥
屎
便�

。
装
千
彩
而
嬋
媛
龍
形
。
燎
火
之
中
燒
燃�

。

（
三
教
指
帰
）
食
百
味
而
婀
娜
鳳
體
。
徒
爲
犬
鳥
之�

屎
尿�

。
装
千
彩
而
嬋
媛
龍
形
。
空�

作�

燎
火
之
所�

燃
。

「
仮
名
乞
児
論
」
に
あ
る
「
無
常
の
賦
」
と
い
わ
れ
る
部
分
の
一
節
で
あ
る
。
原
作
は
八
字
句
六
字
句
の
隔
句
対
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

『
三
教
指
帰
』
は
、「
便
」
字
を
「
尿
」
に
、「
燒
」
字
を
「
所
」
に
改
め
た
。
さ
ら
に
「
之
」
字
と
「
空
」「
作
」
の
三
字
を
加
入
し
て
八
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字
句
七
字
句
の
対
句
に
作
り
直
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
る
形
態
で
の
七
字
句
と
い
う
の
も
奇
妙
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
原
作
「
燎
火
之

中
燒
燃
」
の
対
応
と
し
て
「
徒
爲
犬
鳥
屎
便
」
に
「
之
」
を
加
え
、
七
字
句
に
な
っ
た
の
で
隔
句
を
「
空
作
燎
火
之
所
燃
」
の
七
字
に
作

り
直
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
だ
許
容
の
範
囲
と
し
て
も
、
許
し
が
た
い
の
は
「
便
」
字
を
「
尿
」
に
改
変
し
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
改
作
者
の
致
命
的
な
欠
点
が
露
出
す
る
。
こ
こ
に
示
し
た
句
で
は
「
便
」
と
「
燃
」
が
韻
字
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を

配
慮
し
な
い
改
変
は
空
海
の
許
す
と
こ
ろ
で
な
い
。

（
聾
瞽
指
帰
）
水
漿
之
名
。
億
劫
何
聞
栴�

。
咳
唾
之
�
。
萬
歳
不
得
擅�

。

（
三
教
指
帰
）
水
漿
之
食�

。
億
劫
何
聞
稱�

。
咳
唾
之
�
。
萬
歳
不
得
擅�

。

右
に
同
じ
く
「
仮
名
乞
児
論
」
の
「
無
常
の
賦
」
の
一
節
で
、
地
獄
の
苦
し
み
を
説
く
く
だ
り
で
あ
る
。「
栴
」
字
を
「
稱
」
字
に
改

め
た
。
大
失
態
で
あ
る
。「
栴
」
は
、
栴
檀
の
栴
で
あ
る
が
、
音
「
セ
ン
」
は
「
之
焉
」
の
二
字
を
詰
め
た
も
の
。
つ
ま
り
「
億
劫
何
聞

こ
れ

栴
」
は
「
億
劫
何
聞
之
焉
」（
億
劫
も
何
ぞ
之
を
聞
か
ん
や
）
と
同
義
で
あ
っ
て
、「
億
劫
も
何
ぞ
栴
を
聞
か
ん
や
」
と
訓
じ
る
の
が
よ
い
。

な

改
作
者
は
こ
の
「
之
焉
」
の
義
を
承
知
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
え
る
。
や
や
字
形
の
似
る
「
稱
」
字
に
改
め
て
「
何
ぞ
稱
を
聞
か
ん
や
」

と
訓
じ
た
。
原
義
を
失
う
と
同
時
に
、
こ
の
字
の
置
か
れ
る
位
置
が
押
韻
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
箇
所
で
あ
る
こ
と
も
失
念
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。「
栴
」
は
韻
字
で
、
下
の
句
の
「
擅
」
字
と
対
応
す
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。「
稱
」
字
に
し
て
よ
い
道
理
が
な
い
。

（
聾
瞽
指
帰
）
咨
見
與
不
見
。
愚
與
不
愚
。

（
三
教
指
帰
）
咨
乎�

見
與
不
見
。
愚
與
不
愚
。

「
仮
名
乞
児
論
」
の
一
節
。「
咨
」
は
、
嘆
き
の
詞
で
、
あ
あ
。『
文
選
』
二
〇
曹
植
の
「
責
躬
詩
」
に
「
あ
あ
、
我
小
子
」（
咨
我
小
子
）

と
あ
る
よ
う
に
、
一
字
で
表
記
す
る
の
が
通
常
の
使
用
例
。『
聾
瞽
指
帰
』
の
中
で
も
幾
度
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
乎
」
字
を
加
え
て
六

字
句
に
整
え
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
不
要
の
改
変
と
い
う
べ
き
で
、「
咨
乎
」
の
用
例
検
索
は
困
難
を
き
わ
め
る
。
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（
聾
瞽
指
帰
）
豈
不
盛
哉
。
不
復
快
乎
。

（
三
教
指
帰
）
豈
不
盛
哉
。
復�

不�

快
乎
。

「
�
毛
先
生
論
」
の
一
節
。
兎
角
公
が
�
毛
先
生
の
学
識
徳
行
を
賞
賛
し
感
嘆
す
る
く
だ
り
で
あ
る
。「
復
」
字
と
「
不
」
字
を
顛
倒
さ

せ
て
上
句
の
「
豈
不
」
と
同
じ
配
置
と
し
、
も
っ
て
対
句
の
形
式
を
整
え
た
つ
も
り
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
改
作
者
の
語
法
能
力
を

疑
わ
し
め
る
大
き
な
改
変
で
あ
る
。
二
句
は
と
も
に
反
語
の
語
法
を
用
い
て
、
強
い
詠
嘆
の
意
を
表
現
す
る
。「
豈
」
字
は
反
語
の
助
字

で
文
頭
に
位
置
し
、「
哉
」
字
と
呼
応
し
て
反
語
文
を
形
成
す
る
。
か
く
し
て
「
豈
不
○
哉
」
は
き
ま
っ
て
詠
嘆
と
な
る
。
一
方
、「
復
」

字
は
そ
れ
自
体
が
反
語
詠
嘆
の
意
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。『
論
語
』
冒
頭
述
而
篇
に
見
え
る
「
不
亦
説
乎
」
と
同
じ
く
、「
不
復
○
乎
」

と
措
辞
さ
れ
て
は
じ
め
て
詠
嘆
の
句
と
な
り
う
る
。「
復
不
○
乎
」
の
文
形
で
は
「
乎
」
字
は
単
な
る
疑
問
の
終
尾
詞
と
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

「
不
復
」
と
「
復
不
」
の
違
い
は
、
漢
文
法
の
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
。

（
聾
瞽
指
帰
）
豈
不
辱
乎
。
不
亦
哀
哉
。

（
三
教
指
帰
）
豈
不
辱
乎
。
亦�

不�

哀
哉
。

「
�
毛
先
生
論
」
の
一
節
。
�
毛
先
生
が
兎
角
公
の
請
い
に
応
え
て
人
間
の
愚
か
さ
を
論
じ
た
く
だ
り
で
あ
る
。
右
と
同
じ
く
詠
嘆
の

構
文
で
あ
る
。

先
の
「
不
復
快
乎
」
も
「
不
亦
哀
哉
」
も
訓
読
し
て
日
本
語
に
な
お
す
と
、「
復
不
快
乎
」「
亦
不
哀
哉
」
と
ま
っ
た
く
区
別
の
つ
か
な

い
同
じ
読
み
方
と
な
る
。
訓
読
法
が
持
つ
欠
陥
の
一
つ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
古
人
が
も
し
考
試
に
お
い
て
「
復
た
快
な
ら
ず
や
」「
亦

た
哀
し
か
ら
ず
や
」
の
復
文
を
命
じ
ら
れ
れ
ば
、
こ
と
ご
と
く
「
不
復
快
乎
」「
不
亦
哀
哉
」
と
応
じ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
も
ち
ろ
ん

先
の
「
復
不
快
乎
」
と
同
様
間
違
っ
た
語
法
理
解
に
よ
る
対
句
を
意
識
し
た
改
変
で
、
誤
写
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
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い
ま
、
改
作
者
が
済
暹
と
思
わ
せ
る
事
例
を
一
つ
挙
げ
て
お
く
。

（
聾
瞽
指
帰
）
橡
飯
荼
茶
菜
。
一
旬
不
給
。
千
結
葛
褞
。
二
肩
不
�
。

（
三
教
指
帰
）
橡
飯
荼
茶
菜
。
一
旬
不
給
。
紙�

袍�

葛
褞
。
二
肩
不
�
。

「
仮
名
乞
児
論
」
の
一
節
。
仏
教
を
代
表
す
る
仮
名
乞
児
が
、
質
素
な
食
事
と
衣
服
を
生
活
信
条
と
す
る
こ
と
を
説
く
く
だ
り
で
あ
る
。

「
千
結
」
を
「
紙
袍
」
に
改
め
た
。「
千
結
」
は
、「
百
結
」
を
空
海
流
に
誇
張
し
た
表
現
。
百
結
は
、『
法
苑
珠
林
』
五
六
に
「
身
に
百

結
の
縷
を
被
り
、
郷
里
に
既
に
田
宅
無
し
」（
身
被
百
結
之
縷
。
郷
里
既
無
田
宅
）
と
あ
り
、『
芸
文
類
聚
』
八
五
布
帛
部
が
引
く
庾
信
の

は
お

「
趙
王
の
白
羅
の
袍
袴
を
賚
る
を
謝
す
る
の
啓
」（
謝
趙
王
賚
白
羅
袍
袴
啓
）
に
「
千
金
の
暫
暖
を
披
り
、
百
結
の
長
寒
を
棄
つ
」（
披
千
金
之

暫
暖
。
棄
百
結
之
長
寒
）
と
あ
る
よ
う
に
、
用
例
検
索
に
こ
と
欠
か
な
い
語
で
、
幾
種
も
の
ぼ
ろ
衣
を
綴
っ
て
作
っ
た
衣
服
、
あ
る
い
は
継

ぎ
は
ぎ
だ
ら
け
の
衣
服
、
要
す
る
に
貧
す
る
者
が
着
る
弊
衣
を
い
う
。

「
紙
袍
」
は
、
古
い
用
例
を
見
な
い
語
で
、
あ
る
い
は
こ
こ
で
の
使
用
を
最
古
の
例
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
意
は
、
字

意
か
ら
し
て
紙
子
と
も
書
く
紙
衣
を
指
す
こ
と
は
容
易
に
察
し
が
つ
く
。
い
ま
で
は
甚
だ
高
級
な
衣
服
と
も
考
え
う
る
が
、
元
来
は
貧
者

や
僧
が
着
す
る
弊
衣
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
千
結
」
か
ら
「
紙
袍
」
へ
の
改
変
は
原
作
の
文
意
を
壊
さ
ず
妙
を
得
て
い
る
か
に
見
え

る
が
、
こ
れ
こ
そ
じ
つ
は
改
作
者
痛
恨
の
大
失
策
で
あ
っ
た
。
紙
衣
は
空
海
の
時
代
に
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
紙
袍
が
漢
籍
に

用
例
を
見
な
い
の
も
道
理
と
い
う
も
の
で
、
紙
子
は
強
靭
な
和
紙
に
し
て
は
じ
め
て
成
る
日
本
固
有
の
文
化
な
の
で
あ
る
。

空
海
の
時
代
、
紙
は
官
製
の
院
紙
で
き
わ
め
て
希
少
、
主
と
し
て
公
文
書
あ
る
い
は
写
経
等
に
供
さ
れ
る
貴
重
品
で
あ
っ
た
。
衣
服
の

代
用
と
す
る
弊
衣
な
ど
に
使
用
す
る
物
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
が
大
量
に
生
産
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
弊
衣
と
も
な
り
う
る
の
は
少
な
く

と
も
平
安
中
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
十
世
紀
に
な
っ
て
各
地
に
展
開
す
る
荘
園
が
経
済
的
社
会
的
に
大
き
さ
を
増
し
、
荘
園
主
は
そ
の

経
営
に
腐
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
お
ち
い
っ
た
。
か
く
し
て
経
済
を
補
う
一
端
と
し
て
紙
漉
き
職
人
が
各
地
に
養
成
さ
れ
、
紙
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の
大
量
生
産
が
始
ま
っ
た
。
生
産
量
が
増
え
た
和
紙
は
、
楮
、
雁
皮
、
そ
れ
に
や
や
遅
れ
て
三
椏
な
ど
を
原
材
料
と
し
、
と
ろ
ろ
あ
お
い

の
根
や
、
の
り
う
つ
ぎ
の
樹
皮
か
ら
抽
出
し
た
「
ね
り
」
と
い
わ
れ
る
粘
剤
を
混
ぜ
て
繊
維
を
つ
な
ぐ
。
極
め
て
良
質
強
靭
、
つ
い
に
は

書
き
損
じ
た
紙
を
利
用
し
て
僧
な
ど
が
紙
衣
に
し
て
暖
を
取
る
に
い
た
り
、
や
が
て
は
一
般
に
も
普
及
し
て
織
物
を
入
手
し
難
い
貧
者
が

こ
れ
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
紙
の
歴
史
を
概
観
す
れ
ば
、「
千
結
」
を
「
紙
袍
」
に
改
作
し
得
る
人
は
明
ら
か
に
平
安
中
期
以
降
の
人
物
で
あ
り
、
済

暹
こ
そ
が
そ
れ
に
該
当
す
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

空
海
は
大
き
い
。
平
安
初
期
に
嵯
峨
帝
の
信
任
を
得
て
国
家
護
持
に
貢
献
が
あ
っ
た
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
後
に
展
開
さ
れ

た
宗
教
的
、
書
法
的
、
文
学
的
事
跡
の
数
々
が
、
こ
ん
に
ち
の
社
会
に
あ
た
え
た
影
響
の
絶
大
さ
は
計
り
知
れ
な
い
。
な
お
か
つ
ひ
と
た

び
こ
れ
を
信
仰
と
い
う
立
場
に
立
脚
し
て
見
る
な
ら
ば
、
広
大
無
辺
の
広
が
り
と
深
さ
を
現
ず
る
。
日
本
の
歴
史
を
通
観
す
る
と
き
、
こ

れ
ほ
ど
に
名
声
を
博
し
、
こ
れ
ほ
ど
に
周
知
さ
れ
た
人
物
は
他
に
類
例
を
み
な
い
。

『
三
教
指
帰
』
は
、
歴
史
的
に
と
い
っ
て
よ
い
長
い
時
間
の
な
か
で
そ
の
大
き
さ
を
象
徴
す
る
書
物
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を

偽
撰
と
す
る
に
つ
い
て
は
強
い
抵
抗
が
あ
る
か
と
思
う
。
し
か
し
、
上
記
拙
論
二
種
な
ら
び
に
書
像
学
の
見
地
か
ら
実
証
的
に
論
じ
た
飯

島
太
千
雄
氏
論
文
が
、
部
分
的
に
誤
り
を
犯
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
箇
所
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
偽
撰
説
そ
れ
自
体
を
覆
す
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
時
間
を
要
す
る
か
と
思
う
が
、
や
が
て
そ
の
説
は
定
着
す
る
に
違
い
な
い
。

『
三
教
指
帰
』
に
お
い
て
さ
え
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
空
海
研
究
の
最
大
の
障
壁
は
、
対
象
と
す
る
事
柄
の
テ
キ
ス
ト
が
定
ま
ら
な
い
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
中
国
の
事
情
と
異
な
っ
て
、
日
本
に
は
紙
に
書
か
れ
た
写
本
、
古
抄
本
が
驚
く
ほ
ど
大
量
に
残
っ
て
い
る
。
同
じ

対
象
物
に
し
て
も
、
時
代
を
異
に
し
て
多
く
残
っ
て
い
る
。
文
学
研
究
に
お
い
て
は
異
本
が
存
在
す
る
の
は
普
通
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
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異
本
と
の
校
勘
作
業
は
当
然
必
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
残
存
す
る
紙
が
多
い
の
で
校
勘
作
業
自
体
に
多
く
の
時
間
と
労
力
を
割
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
古
抄
本
は
大
抵
の
場
合
由
緒
あ
る
寺
院
や
博
物
館
は
た
ま
た
大
学
図
書
館
な
ど
に
秘
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
に
接
す
る
機
会
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
古
抄
本
に
は
真
偽
問
題
が
つ
き
ま
と
う
。
空
海
の
場
合
、
真
筆
本
と
さ
れ
る
も
の
が
相

当
量
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
存
す
る
か
ぎ
り
安
心
で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
真
筆
と
称
さ
れ
る
も
の
に
は
常

に
真
贋
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
空
海
の
述
作
と
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
に
「
真
言
付
法
伝
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後

に
述
べ
る
が
、
空
海
が
真
言
を
伝
え
る
七
人
の
祖
師
の
伝
記
を
記
し
た
も
の
で
、
そ
の
う
ち
第
七
祖
は
、
空
海
が
入
唐
中
に
真
言
の
秘
法

を
伝
授
さ
れ
た
恵
果
と
い
う
高
僧
で
あ
る
が
、
そ
の
伝
記
を
含
む
「
真
言
付
法
伝
」
の
真
偽
問
題
を
論
じ
て
、
こ
れ
を
偽
撰
と
断
じ
た
人

が
い
る
。
と
こ
ろ
が
空
海
に
は
別
に
東
寺
が
所
蔵
す
る
国
宝
「
真
言
七
祖
像
賛
」
が
あ
り
、
空
海
が
唐
か
ら
持
ち
帰
っ
た
も
の
を
含
む
七

祖
の
絵
像
、
名
号
、
題
賛
、
行
状
が
書
か
れ
て
い
る
。
空
海
以
来
の
も
の
で
あ
る
の
で
傷
み
が
ひ
ど
い
が
、
そ
の
残
影
を
少
し
で
も
解
明

し
よ
う
と
す
る
努
力
が
早
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
間
、
例
に
よ
っ
て
真
贋
論
争
も
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
中
田
勇
次
郎
、
佐
和
隆

研
、
飯
島
太
千
雄
氏
ら
仏
教
美
術
や
書
法
学
の
専
家
に
よ
っ
て
、
真
作
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
。
問
題
は
こ
こ
に
い
う
「
行
状
」

文
で
あ
る
。
行
状
は
絵
像
下
部
に
別
途
貼
り
付
け
ら
れ
た
形
状
に
あ
り
、
す
べ
て
剥
落
し
て
い
る
も
の
、
な
か
ば
書
影
が
残
っ
て
い
る
も

の
、
相
当
良
好
を
保
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
残
さ
れ
た
書
影
を
読
み
解
く
と
、
別
に
伝
わ
る
「
真
言
付
法
伝
」
と
ほ
ぼ
一
致
す
る

こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。「
真
言
付
法
伝
」
が
先
行
す
る
か
、「
真
言
七
祖
像
賛
」
に
記
さ
れ
た
行
状
文
が
こ
れ
に
先
立
つ
か
は
な
お
議
論

の
余
地
を
の
こ
す
が
、
と
も
あ
れ
「
真
言
七
祖
像
賛
」
行
状
文
の
剥
落
し
た
部
分
は
「
真
言
付
法
伝
」
に
よ
っ
て
補
填
し
て
釈
文
さ
れ
て

い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
状
況
を
ふ
ま
え
て
い
う
な
ら
ば
、「
真
言
七
祖
像
賛
」
に
記
さ
れ
た
行
状
は
空
海
の
真
筆
で
あ
り
、
そ
の

文
章
は
「
真
言
付
法
伝
」
と
同
一
で
あ
る
か
ら
、「
真
言
付
法
伝
」
を
偽
撰
と
断
言
す
る
と
、
は
な
は
だ
不
都
合
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

空
海
研
究
の
障
壁
（
上
）

一
四



私
が
「『
三
教
指
帰
』
偽
撰
説
余
論
│
恵
果
和
尚
碑
に
関
す
る
二
三
の
問
題
│
」
を
書
い
た
の
は
、
二
〇
一
三
年
、
平
成
二
十
五
年
三

月
「
文
藝
論
叢
」
第
八
〇
号
誌
上
で
あ
っ
た
。
前
年
の
二
〇
一
二
年
六
月
、
前
出
『
三
教
指
帰
注
集
の
研
究
』
を
著
わ
し
た
佐
藤
義
寛
氏

が
病
を
得
て
他
界
し
た
。
享
年
五
十
三
歳
。
周
辺
の
人
た
ち
が
こ
れ
を
惜
し
ん
で
、
次
回
「
文
藝
論
叢
」
第
八
〇
号
は
佐
藤
義
寛
教
授
追

悼
記
念
号
に
す
る
と
い
う
。
そ
れ
で
は
私
も
何
か
書
か
ね
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
筆
を
執
っ
た
の
が
右
の
小
論
で
あ
る
。

「
恵
果
和
尚
碑
」、
正
確
に
い
う
「
大
唐
神
都
青
龍
寺
故
三
朝
国
師
灌
頂
阿
闍
梨
恵
果
和
尚
之
碑
」
は
、
真
言
七
祖
に
目
さ
れ
る
青
龍
寺

恵
果
（
七
四
六
│
八
〇
五
）
の
碑
文
で
、
空
海
が
撰
し
た
と
さ
れ
、『
性
霊
集
』、
詳
細
に
は
『
遍
照
發
揮
性
霊
集
』
巻
二
が
こ
れ
を
収
め

る
。
か
つ
て
京
都
学
派
の
重
鎮
桑
原
隲
藏
が
こ
れ
を
絶
賛
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

恵
果
示
寂
の
後
ち
、
大
師
は
こ
の
恩
師
の
為
に
碑
文
を
作
ら
れ
た
。『
性
霊
集
』
巻
二
に
収
め
て
あ
る
、
大
唐
神
都
青
龍
寺
故
三
朝
国
師
灌
頂
阿
闍

梨
恵
果
和
尚
之
碑
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
体
大
師
の
文
章
は
、
時
代
の
風
尚
を
受
け
た
四
六
駢
儷
体
で
、
こ
の
碑
文
も
勿
論
同
様
で
あ
る
が
、
今
日
伝

は
れ
る
大
師
の
文
章
の
中
で
、
尤
も
傑
出
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
文
学
隆
盛
の
支
那
の
本
場
で
、
一
外
国
の
沙
門
の
身
を
以
て
、
名

誉
あ
る
文
章
を
作
る
と
い
ふ
の
で
、
随
分
苦
心
さ
れ
た
故
も
あ
ら
う
が
、
同
時
に
衷
心
か
ら
恩
師
に
対
す
る
思
慕
景
仰
の
念
の
深
厚
な
る
故
と
思

ふ
。

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
六
月
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
弘
法
大
師
降
誕
記
念
会
で
の
講
演
録
で
あ
る
。「
大
師
の
入
唐
」
と
題
し
、『
桑

原
隲
藏
全
集
』（
岩
波
書
店

一
九
六
八
年
）
巻
一
が
こ
れ
を
収
載
す
る
。
桑
原
の
文
章
は
、
空
海
当
時
に
お
け
る
渡
海
の
制
度
、
困
難
、

長
安
の
状
況
な
ど
を
、
日
中
の
歴
史
書
を
初
め
と
す
る
諸
文
献
、
さ
ら
に
空
海
の
「
大
使
の
為
に
福
州
観
察
使
に
与
う
る
の
書
」（『
性
霊

集
』
巻
五
）
を
用
い
て
説
明
、
綿
密
に
し
て
重
厚
で
あ
る
。

美
文
で
あ
る
。
恵
果
の
死
に
際
し
て
、
格
別
の
授
法
を
受
け
た
空
海
は
、
並
み
居
る
弟
子
を
さ
し
お
い
て
名
誉
の
碑
文
を
書
い
た
。
こ
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れ
は
、
歴
史
的
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
有
名
な
は
な
し
で
あ
る
。
桑
原
隲
藏
も
些
細
な
こ
と
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
伝
統
と
い
う
史
実
に

し
た
が
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
聴
衆
は
意
を
得
て
満
足
し
た
で
あ
ろ
う
。

私
が
あ
る
時
期
、
唐
代
高
僧
の
碑
文
読
解
に
精
励
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
。
十
年
は
読
み
続
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
高
僧
碑

文
の
解
読
は
薫
習
と
も
い
う
べ
く
、
身
に
つ
い
た
習
性
で
あ
っ
た
。「『
三
教
指
帰
』
本
文
の
文
章
│
済
暹
偽
撰
説
│
」
の
原
稿
執
筆
途
次

に
も
か
の
成
安
が
し
ば
し
ば
『
性
霊
集
』
を
引
用
し
て
注
文
に
当
て
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
た
び
に
『
性
霊
集
』
を
紐
解
い
た
が
、
そ
の
際

「
恵
果
和
尚
碑
」
に
目
が
転
ず
る
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
美
文
で
は
あ
る
が
、
直
感
的
に
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
。
前
稿
副

題
に
い
う
「
│
恵
果
和
尚
碑
に
関
す
る
二
三
の
問
題
│
」
は
、
そ
の
違
和
感
を
短
文
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
果
は
テ
キ
ス
ト

問
題
に
困
惑
し
て
結
論
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
っ
た
。
失
敗
で
あ
る
。
こ
こ
に
再
論
に
お
よ
ぶ
の
は
、
そ
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
る
。

（
以
下
次
号
）

（
か
わ
ち

し
ょ
う
え
ん
・
大
谷
大
学
名
誉
教
授
）
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