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ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
鐘
江
で
す
。
私
が
こ
の
タ
イ
ト
ル
で
話
そ
う
と
考

え
ま
し
た
の
は
、
数
年
前
に
小
学
館
の
『
全
集
日
本
の
歴
史
』
と
い
う
シ
リ
ー

ズ
の
中
の
一
冊
を
書
く
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
の
と
き
に
、
五
世
紀
か

ら
八
世
紀
ま
で
と
い
う
非
常
に
長
い
期
間
を
考
え
て
い
る
中
で
、
七
世
紀
か
ら

八
世
紀
の
転
換
と
い
う
の
が
、
や
は
り
最
も
気
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
一
つ
の

理
由
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
来
、
こ
こ
数
年
間
ほ
ど
、
律
令
制
と
い
う
仕
組
み

が
形
成
さ
れ
る
時
期
に
問
題
関
心
が
強
く
ひ
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、

漠
然
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
試
行
錯
誤
し
て
考
え
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う
と
し

な
が
ら
過
ご
し
て
き
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
そ
れ
ら
の
問
題
を
や
や
広
い
視
野

で
ま
と
め
て
み
よ
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
し
て
タ
イ
ト
ル
を
付
け
ま
し
た
。

と
て
も
大
き
な
タ
イ
ト
ル
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
実
は
、
自
分
と
し
て

は
大
変
恐
ろ
し
い
よ
う
な
気
分
で
話
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
す

で
に
こ
れ
ま
で
何
ら
か
の
機
会
に
お
話
し
し
た
こ
と
の
あ
る
点
と
重
な
る
部
分

も
あ
り
ま
す
が
、
今
考
え
て
い
る
こ
と
の
大
枠
を
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
最
初
に
、「
1
　
七
世
紀
史
研
究
の
問
題
点
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
も
そ
も
七
世
紀
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
時
代
な

の
で
し
ょ
う
か
。
八
世
紀
は
奈
良
時
代
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
思
っ
て
い
た
だ
い

て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
奈
良
時
代
の
行
政
制
度
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

な
律
令
制
の
い
ろ
い
ろ
な
要
素
、
そ
れ
に
国
家
の
官
僚
制
の
組
織
な
ど
が
、
前

の
世
紀
で
あ
る
七
世
紀
に
形
成
さ
れ
た
、
そ
う
い
う
時
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
具
体
的
に
ど
う
い
う
現
象
が
起
き
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
今
日
は
年
表
を
作
り
ま
し
た
の
で
（
本
稿
で
は
省
略
）、
こ
れ
を

ざ
っ
と
見
て
い
た
だ
き
な
が
ら
話
を
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

七
世
紀
の
中
ほ
ど
の
時
期
、
六
四
六
年
に
改
新
の
詔
が
出
ま
す
が
、
そ
の
時

期
が
い
わ
ゆ
る
大
化
の
改
新
で
す
。
そ
の
時
期
よ
り
後
に
な
り
ま
す
と
、
天
智

天
皇
の
時
代
の
も
の
と
さ
れ
る
近
江
令
、
そ
れ
か
ら
そ
の
あ
と
の
天
武
天
皇
の

時
期
か
ら
持
統
天
皇
の
時
期
に
か
け
て
の
浄
御
原
令
、
そ
し
て
、
そ
の
後
の
文

武
天
皇
の
時
期
の
大
宝
律
令
と
い
う
よ
う
に
、
律
令
の
編
纂
が
あ
り
ま
し
た
。

た
だ
し
近
江
令
に
つ
い
て
は
、
存
否
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か

︿
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ら
、
官
僚
制
の
形
成
の
上
で
は
、
位
階
や
冠
位
の
制
度
が
、
古
い
と
こ
ろ
で
は
、

推
古
天
皇
の
時
期
の
冠
位
十
二
階
に
始
ま
っ
て
、
何
度
か
に
わ
た
っ
て
改
定
を

繰
り
返
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
同
時
並
行
で
、
官
僚
と
し
て
働
い
て
い

く
官
人
の
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
官
人
が
働
く
行
政
機
構
の
形

成
の
時
期
で
も
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
機
構
が
支
配
し
て
い
く
対
象
の

人
々
を
公
民
と
い
う
か
た
ち
で
取
り
込
ん
で
い
く
、
い
わ
ゆ
る
公
民
制
支
配
が

始
ま
る
時
期
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
う
い
う
七
世
紀
と
い
う
時
期
が
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
か
と
い
う

こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
で
し
ょ
う
。
八
世
紀
の
律
令
制

支
配
は
、
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
中
国
の
唐
の
律
令
の
支
配
の
方
式
を
模
範
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
大
き
く
動
か
な
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
七
世
紀
の
段

階
と
い
う
の
は
、
そ
の
八
世
紀
に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
要
素

が
形
成
さ
れ
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
、
そ
う
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た

わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
七
世
紀
に
起
き
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が
、

八
世
紀
の
制
度
と
の
関
連
性
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

見
方
は
、
言
い
方
を
換
え
る
と
、
八
世
紀
に
達
成
さ
れ
た
国
家
の
在
り
方
、
国

家
像
か
ら
、
ど
う
い
う
風
に
溯
る
か
と
い
う
見
方
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
き
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
国
を
模
範
と
し
て
い
る
律
令
制
が
ど
の
よ
う
に
採

り
入
れ
ら
れ
て
定
着
し
て
い
く
か
と
い
う
見
方
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ

の
点
で
、
本
日
の
副
題
に
も
付
け
ま
し
た
遣
隋
使
の
問
題
が
重
要
で
す
。
こ
の

遣
隋
使
が
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
事
実
の
位
置
付
け
は
、
や
は
り
大
き
く
扱
わ
れ

て
き
た
と
思
い
ま
す
。

八
世
紀
の
律
令
制
度
の
模
範
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
唐
と
い
う
中
国
の
王
朝

で
あ
り
、
そ
の
唐
と
隋
は
類
似
点
を
非
常
に
多
く
持
っ
て
い
ま
す
。
中
国
本
土

の
統
一
国
家
と
し
て
、
強
力
な
帝
国
と
し
て
存
在
し
、
支
配
の
仕
組
み
が
律
令

に
基
づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。
隋
と
唐
は
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な

仕
組
み
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
隋
と
い
う
王
朝
と
の
交
流
が
、
中
国

的
な
官
僚
制
や
支
配
方
式
を
導
入
す
る
契
機
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
の

歴
史
を
描
く
上
で
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
遣
隋
使
の
段
階

か
ら
ど
う
や
っ
て
八
世
紀
の
律
令
制
が
完
成
し
て
い
く
の
か
、
そ
う
い
う
見
方

で
描
か
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
八
世
紀
に
達
成
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
今
し
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
日
本
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
や
制
度
と
い
う
の
は
、
八
世
紀
初
頭
の

大
宝
律
令
の
施
行
と
い
う
時
点
で
、
か
な
り
整
備
を
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

あ
と
か
ら
お
話
し
ま
す
が
、
大
宝
律
令
制
の
時
代
と
い
う
の
は
、
そ
れ
以
前
と

比
べ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
の
整
備
の
度
合
い
に
非
常
に
段
階
差
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
中
国
的
な
律
令
支
配
の
、
あ
る
到
達
点
と
し
て
大
宝
律
令
制
を
見

る
と
い
う
視
点
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

遣
隋
使
が
最
初
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
西
暦
六
〇
〇
年
で
す
。
そ
し
て
、
大
宝

律
令
が
施
行
さ
れ
る
の
が
西
暦
七
〇
一
年
に
な
り
ま
す
の
で
、
ち
ょ
う
ど
七
世

紀
の
初
め
と
終
わ
り
が
こ
れ
で
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
（
こ
れ
は
た
ま

た
ま
偶
然
の
お
話
で
す
け
れ
ど
も
）、
結
果
と
し
て
、
遣
隋
使
か
ら
大
宝
律
令

ま
で
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
か
と
い
う
よ
う
に
、
七
世
紀
史
が
描
か
れ

て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
一
〇
〇
年
と
い
う
長
い
ス
パ
ン
で
の
最

初
と
終
わ
り
を
結
び
付
け
て
、
時
代
像
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
間
に
起
き
て
い
る
個
々
の
現
象
に
関
し
て
の
評
価
は
さ
ま
ざ
ま

あ
る
わ
け
で
す
が
、
広
い
視
野
か
ら
見
れ
ば
、
遣
隋
使
か
ら
大
宝
律
令
ま
で
は
、

一
般
的
に
は
直
線
的
な
方
向
を
持
つ
発
展
が
想
定
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
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ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
間
の
七
世
紀
に
起
き
て
い
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
過
渡

的
な
様
相
を
示
す
と
い
う
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

現
在
の
研
究
に
お
い
て
は
、
か
な
り
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
渡
っ
て
七
世
紀
史

が
細
か
く
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
七
世
紀
の
研
究
を
す
る
た
め
の
史
料
と
し

て
は
、
基
本
的
に
は
『
日
本
書
紀
』
と
い
う
歴
史
書
が
研
究
対
象
と
な
り
ま
す
。

こ
の
『
日
本
書
紀
』
は
八
世
紀
に
成
立
し
た
典
籍
で
あ
り
ま
す
。
七
世
紀
史
を

研
究
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
こ
の
八
世
紀
に
成
立
し
た

典
籍
を
中
心
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
あ
と
わ
ず
か
に
残
さ
れ
て
い
る

金
石
文
が
数
件
あ
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
、
そ
う
い
っ
た
史
料
の
状
況
の
中

で
研
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
条
件
下
に
あ
り
ま
し
た
。
す
な

わ
ち
、
か
つ
て
の
研
究
で
は
、
七
世
紀
に
起
き
て
い
る
こ
と
を
知
ろ
う
と
し
て

も
、
同
時
代
に
残
さ
れ
た
痕
跡
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、
そ
の
時
代

の
実
態
を
考
え
る
た
め
に
は
、
あ
と
の
時
代
に
編
ま
れ
た
記
録
か
ら
、
そ
こ
に

描
か
れ
た
事
件
、
あ
る
い
は
制
度
の
変
革
と
い
う
よ
う
な
記
事
を
分
析
し
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
あ
と
の
八
世
紀
に
関
し
ま
し
て
は
、
大
宝
律
令
制
の
も
と
で
の
諸
制
度

を
研
究
す
る
上
で
は
、
正
倉
院
文
書
な
ど
が
残
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を

通
し
て
、
か
な
り
実
態
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
制
度
の
変
遷
を

検
証
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
七
世
紀
と
い
う
時
期
に
対
し
て
は
、

そ
う
い
う
検
証
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
史
料
批
判
の
作
業

を
通
し
て
、
何
と
か
八
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
史
料
を
使
い
な
が
ら
、
七
世
紀
の

実
態
に
近
い
も
の
を
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
方
向
性
を
と
っ
て
い

た
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
見
方
で
あ
る
場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も
核
に
な
る
歴
史
現
象
を
つ

な
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
性
格
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
事
柄
が
二
つ
あ
れ
ば
、
そ
の
二
つ
の
間
の
時
期
は
、
二
つ
の
事
柄

の
性
格
を
つ
な
い
で
い
る
過
渡
的
な
時
期
と
し
て
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ば
、
七
世
紀
史
を
考
え
る
上
で
、
性
格
が
は
っ
き

り
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
が
、
一
つ
は
遣
隋
使
の
派
遣
で
あ
り
、

一
つ
は
大
宝
律
令
の
施
行
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
七
世
紀
の
時
代
に
密
着
し
て
、
確
か
な
歴
史
像
を
考
え
て
み
よ
う

と
い
う
姿
勢
を
持
つ
と
き
に
、
果
た
し
て
過
渡
的
な
時
期
と
い
う
よ
う
な
評
価

で
よ
い
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
研
究
の
上
で
は
や
は
り
、
も
っ
と
そ
の
時
代
の

人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
瞬
間
瞬
間
で
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
て
、
ど
の
よ
う

な
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
り
た
い
と
い
う
目
を
持
ち
ま
す

か
ら
、
そ
う
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
過
渡
的
な
評
価
と
い
う
も
の
に
対

し
て
は
不
満
が
残
る
わ
け
で
す
。

実
際
に
は
、
今
後
七
世
紀
史
の
研
究
を
し
て
い
く
上
で
は
、
で
き
る
だ
け
そ

う
い
う
、
そ
の
時
代
の
目
と
い
う
も
の
を
意
識
し
て
見
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
わ
け
で
、
私
の
今
日
の
話
は
、
そ
う
い
う
視
点
か
ら
こ
れ
ま
で
の

研
究
を
批
判
的
に
見
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

例
え
ば
、
大
宝
律
令
制
の
よ
う
な
制
度
が
あ
と
で
達
成
さ
れ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
前
の
時
代
に
整
備
し
て
い
っ
た
と
見
て
よ
い
の
か
。
要

す
る
に
、
遣
隋
使
の
こ
ろ
か
ら
、
大
宝
律
令
制
の
よ
う
な
姿
と
な
る
こ
と
を
考

え
な
が
ら
、
七
世
紀
初
頭
の
遣
隋
使
派
遣
を
し
て
い
た
時
期
の
人
々
が
動
い
て

い
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
通
り
そ
れ
で
よ
い
の
か
ど
う
か
は
、
当
然
も
っ
と

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
必
要
を
感
じ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
一

つ
の
き
っ
か
け
で
あ
る
遣
隋
使
、
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
に
連
な
る
遣
唐
使
の
問
題
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と
い
う
の
は
、
大
き
な
問
題
を
含
み
込
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。

外
交
の
上
で
は
、
七
世
紀
の
時
代
は
、
遣
隋
使
や
遣
唐
使
に
比
べ
て
、
隣
の

朝
鮮
半
島
の
国
々
で
あ
る
百
済
、
高
句
麗
、
新
羅
と
い
っ
た
国
々
と
の
往
来
の

ほ
う
が
は
る
か
に
多
か
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
対
中
国
外
交
を
特
別
視
す
る
必

然
性
は
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
今
日
、
後
ほ
ど
ご
講
演
い
た

だ
き
ま
す
石
見
先
生
も
、「「
井
真
成
騒
動
」
を
ふ
り
返
っ
て
」（『
日
本
歴
史
』

七
二
八
、二
〇
〇
九
年
）
で
強
く
主
張
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
遣
唐
使
の
役

割
を
、
日
本
史
の
側
で
は
非
常
に
拡
大
し
て
、
強
く
意
識
す
る
よ
う
な
風
潮
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
こ

と
と
も
や
は
り
通
じ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
遣
隋
使
・
遣
唐
使
に
対
す
る
見
方

を
、
も
う
ち
ょ
っ
と
客
観
化
し
て
評
価
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

こ
と
に
、
百
済
滅
亡
以
降
の
時
期
、
す
な
わ
ち
、
西
暦
六
六
三
年
に
白
村
江

の
戦
い
で
百
済
と
日
本
の
連
合
軍
が
敗
れ
て
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

そ
の
あ
と
の
朝
鮮
半
島
で
は
、
唐
が
朝
鮮
半
島
の
百
済
の
故
地
を
占
領
し
、
そ

れ
に
対
し
て
新
羅
が
半
島
の
統
一
を
目
指
し
て
、
新
羅
と
唐
が
戦
争
状
態
に
入

る
と
い
う
ふ
う
に
時
代
は
動
い
て
い
き
ま
す
。
新
羅
に
よ
っ
て
半
島
統
一
が
目

指
さ
れ
た
こ
ろ
に
関
し
ま
し
て
は
、
新
羅
は
唐
と
対
抗
す
る
た
め
に
、
日
本
と

交
流
を
深
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
時
期
に
、
日
本
は
遣
唐
使
を

派
遣
し
て
お
ら
ず
、
凍
結
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
日
本
か

ら
は
、
新
羅
と
の
交
流
を
第
一
に
考
え
た
外
交
政
策
が
見
ら
れ
、
多
く
の
留
学

僧
を
新
羅
に
送
っ
て
、
い
ろ
ん
な
知
識
を
吸
収
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
あ
た
り
は
鈴
木
靖
民
氏
の
『
古
代
対
外
関
係
史
の
研
究
』（
一
九
八
五
年
、

吉
川
弘
文
館
）
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
時
期
の
在
り
方
を
過
渡
的
な
も
の
と
し
て
埋
没
さ
せ
て
よ
い
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
過
渡
的
な
も
の
と
し
て
の
描
き
方
と
い
う
の
は
、
あ
る
意

味
で
一
つ
の
時
期
の
状
態
が
わ
か
ら
な
い
た
め
に
仮
に
採
ら
れ
て
い
く
よ
う
な

見
方
で
す
か
ら
、
も
っ
と
そ
の
時
期
の
性
格
付
け
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
き

ち
ん
と
性
格
付
け
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

最
近
の
研
究
条
件
と
し
ま
し
て
は
、
各
地
の
遺
跡
の
発
掘
調
査
の
結
果
、
七

世
紀
の
遺
跡
・
遺
物
が
、
二
〇
年
前
、
三
〇
年
前
に
比
べ
て
た
く
さ
ん
見
付
か

り
、
状
況
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
歴
史
書
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
さ

ま
ざ
ま
な
文
物
の
在
り
方
、
行
政
方
法
の
末
端
の
仕
組
み
で
あ
る
と
か
、
そ
う

い
う
も
の
に
ま
で
つ
な
が
る
よ
う
な
知
識
が
増
え
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し

ま
す
と
、
そ
の
多
く
の
側
面
が
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
を
活
か
し
て
、
中
身
が
わ

か
ら
な
か
っ
た
段
階
で
は
、
過
渡
的
な
評
価
と
し
て
、
い
わ
ば
間
に
合
わ
せ
の

評
価
を
し
て
き
た
と
し
て
も
、
中
身
が
徐
々
に
見
え
始
め
た
現
在
で
は
、
こ
う

い
う
評
価
は
変
わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。

こ
の
七
世
紀
の
時
期
と
い
う
の
は
、
国
家
の
転
換
期
と
し
て
も
非
常
に
重
要

で
あ
り
ま
す
。
有
名
な
大
化
の
改
新
を
巡
る
論
争
を
は
じ
め
と
し
て
、
日
本
の

歴
史
上
に
お
い
て
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
国
の
在
り
方
が
変
わ
っ
て
い
く
か
と
い

う
点
で
、
具
体
的
な
動
き
に
関
し
て
非
常
に
細
か
い
精
緻
な
分
析
が
進
ん
で
き

た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
遣
隋
使

か
ら
大
宝
律
令
へ
と
い
う
よ
う
な
時
代
の
方
向
性
の
見
方
が
同
じ
で
あ
る
限
り

は
、
七
世
紀
の
中
で
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
評
価

は
、
結
局
、
何
が
先
に
起
き
て
何
が
あ
と
に
起
き
た
か
。
ど
れ
が
先
に
達
成
さ

れ
て
、
ど
れ
が
あ
と
で
達
成
さ
れ
て
、
最
終
的
に
は
整
っ
た
か
た
ち
に
な
っ
て

い
く
と
い
う
よ
う
な
、
前
後
関
係
で
の
評
価
に
し
か
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
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遣
隋
使
か
ら
大
宝
律
令
制
定
ま
で
を
、
中
国
を
模
範
と
し
た
律
令
制
が
実
現

さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
見
て
い
る
限
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
ど
う
い

う
時
期
に
ど
う
い
う
順
序
で
実
現
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
議
論
し
か
な
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
む
し
ろ
、
そ
の
時
期
固
有
の
抱
え
て
い
る
問
題
を
考
え
、

遣
隋
使
か
ら
大
宝
律
令
ま
で
を
直
線
的
な
発
展
と
し
て
で
な
く
見
る
こ
と
が
で

き
、
七
世
紀
史
全
体
の
位
置
付
け
方
が
変
わ
る
な
ら
ば
、
転
換
期
の
区
切
り
方

で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
転
換
の
見
方
と
い
う
の
も
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
具
体
的
に
そ
の
七
世
紀
と
八
世
紀
の
違
い
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
か
ら

進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
2
　
七
世
紀
と
八
世
紀
の
違
い
」

に
移
り
ま
す
。

三
つ
ほ
ど
に
分
け
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
「
2
│
①
　
浄

御
原
令
制
に
つ
い
て
」
で
す
。
七
世
紀
の
終
わ
り
の
時
期
、
こ
れ
は
、
浄
御
原

令
と
い
う
法
典
が
根
本
法
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
政
治
が
行
わ
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
と
一
応
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
時
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度

や
全
体
の
仕
組
み
を
表
す
こ
と
ば
と
し
て
、
浄
御
原
令
制
と
い
う
こ
と
ば
を
使

い
ま
す
。
こ
の
浄
御
原
令
制
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
大
枠
の
特
徴
が
あ
る
か
と

い
う
こ
と
か
ら
お
話
を
し
ま
す
。

浄
御
原
令
制
は
、
後
の
大
宝
律
令
制
で
は
大
宝
律
令
に
そ
の
基
準
の
法
典
が

切
り
替
わ
っ
て
い
き
ま
す
が
、
大
宝
律
令
制
と
浄
御
原
令
制
の
差
と
い
う
の
は

何
か
と
い
う
こ
と
を
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
大
宝
律
令
は
、
非
常
に
唐
の
律
令

に
近
い
も
の
で
あ
る
。
唐
律
令
的
で
あ
る
。
一
方
、
そ
の
逆
に
、
浄
御
原
令
制

は
、
大
宝
律
令
に
比
べ
れ
ば
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
唐
律
令
的

で
な
い
要
素
が
多
い
。
多
い
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
、
結
局
、
研
究
者
に
よ
っ

て
、
非
常
に
多
い
と
見
る
べ
き
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
程
度
の
印

象
に
と
ど
ま
る
か
と
い
う
の
は
、
個
人
差
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

私
自
身
が
こ
れ
ま
で
七
世
紀
の
文
物
な
ど
を
中
心
に
研
究
を
し
て
き
た
目
か
ら

見
れ
ば
、
や
は
り
唐
律
令
的
で
な
い
要
素
が
多
い
と
い
う
印
象
を
強
く
受
け
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
。

い
く
つ
か
具
体
的
な
問
題
を
挙
げ
ま
す
。
例
え
ば
文
書
の
書
式
の
問
題
で
す
。

公
的
な
文
書
、
あ
る
い
は
私
的
な
文
書
も
あ
る
程
度
影
響
を
受
け
て
い
る
部
分

が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
宝
律
令
の
場
合
に
は
、
公く
し
き
り
ょ
う

式
令
と
い
う
律

令
の
編
目
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
定
め
ら
れ
た
書
式
に
よ
っ
て
文
書
が
書
か

れ
る
と
い
う
の
が
原
則
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
、
公
式
令
の
書
式
に
よ
っ

て
文
書
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
宝
律
令
制
か
ら

と
み
ら
れ
ま
す
。

浄
御
原
令
制
段
階
の
も
の
は
、
各
地
か
ら
木
簡
が
見
つ
か
っ
て
い
て
、
そ
の

書
式
を
調
べ
て
い
き
ま
す
と
、
上
申
文
書
や
下
達
文
書
な
ど
は
、
大
宝
令
制
下

の
書
き
方
と
全
く
異
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
浄
御
原
令
制
下
で
い
っ
た
い
ど
ん

な
基
準
で
そ
の
よ
う
な
書
式
が
書
か
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
の
は
、
実
は
ま
だ

不
明
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
し
、
実
物
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
あ
る
程
度

そ
ろ
っ
た
書
式
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
の
で
、
恐
ら
く
書
式
の
模

範
と
な
っ
た
も
の
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
例
え
ば
上
申
文
書
の
場
合
に
、「
誰
そ
れ
の
前
に

申
し
上
げ
る
」
と
い
う
よ
う
な
書
式
の
上
申
文
書
が
た
く
さ
ん
見
つ
か
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
文
書
木
簡
の
中
に
多
く
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
書
式
は
大
宝

律
令
制
が
施
行
さ
れ
ま
す
と
ほ
ぼ
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
大
宝
律
令
制
の
施
行
に
よ
っ
て
、
全
く
違
う
基
準
の
も
の
に
文



68

書
の
書
式
が
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
置
き
換
え
ら

れ
た
も
の
は
（
公
式
令
に
書
か
れ
て
い
る
書
式
と
い
う
の
は
）、
唐
の
律
令
法

に
も
や
は
り
公
式
令
の
体
系
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
定
め
ら
れ
た
よ
う
な
用
語
と

ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
す
。
微
妙
に
書
式
は
変
わ
っ
て
は
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
体
系

の
上
で
は
、
書
式
の
区
別
を
す
る
用
語
は
同
じ
よ
う
な
用
語
が
使
わ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
そ
の
由
来
と
し
て
は
、
結
局
、
唐
の
在
り
方
を
当
然
参
照
に
し
て
導

入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
点
で
、
浄
御
原

令
制
下
の
文
書
の
書
式
か
ら
、
大
宝
律
令
制
下
の
文
書
の
書
式
へ
と
い
う
変
化

は
、
何
か
別
な
基
準
が
あ
っ
た
も
の
が
、
唐
の
や
り
方
に
即
し
た
も
の
へ
一
気

に
換
え
ら
れ
た
と
い
う
様
相
を
示
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
年
を
表
す
書
き
方
（
年
紀
）
の
問
題
で
す
が
、
大
宝
令
制
下
で

は
年
号
を
使
用
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
律
令
に
規
定
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を

遵
守
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
大
宝
元
年
、
大
宝
二
年
と
い
う
よ

う
に
大
宝
元
年
か
ら
使
用
さ
れ
て
お
り
、
大
宝
の
次
は
慶
雲
と
い
う
年
号
で
す

が
、
そ
れ
以
降
は
定
め
ら
れ
て
い
る
年
号
を
使
っ
て
必
ず
書
く
と
い
う
の
が
原

則
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
年
号
を
使
っ
た
何
年
何
月
何
日
と
い
う
年

紀
は
、
文
章
の
末
尾
に
置
く
と
い
う
書
式
が
ほ
ぼ
例
外
な
く
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

一
方
で
、
そ
の
大
宝
律
令
施
行
の
直
前
ま
で
続
い
て
い
る
浄
御
原
令
制
下
で

は
、
年
は
干
支
で
記
し
て
い
ま
す
。
十
干
、
十
二
支
を
使
っ
て
、
し
か
も
、
文

章
の
一
番
初
め
に
置
く
と
い
う
の
が
慣
例
と
し
て
ず
っ
と
続
い
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
浄
御
原
令
制
が
始
ま
る
よ
り

も
前
か
ら
ど
う
も
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
さ
ら
に
広
げ
ま
す
と
、
朝
鮮

半
島
で
の
在
り
方
が
同
様
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、岸
俊
男
氏
の
研
究
（「
木

簡
と
大
宝
令
」（『
木
簡
研
究
』
二
、一
九
八
〇
年
、
の
ち
岸
『
日
本
古
代
文
物

の
研
究
』（
塙
書
房
））
な
ど
で
検
証
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
、
干
支
で
年
を

書
く
や
り
方
は
、
朝
鮮
半
島
と
共
通
す
る
方
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
に
言
い
ま
す
と
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
大
化
、
白
雉
、
そ
れ
か

ら
朱
鳥
と
い
う
年
号
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
（
こ
の
ほ
か
『
扶
桑
略
記
』

な
ど
に
い
く
つ
か
あ
り
）、
そ
の
『
日
本
書
紀
』
に
出
て
く
る
年
号
は
ど
う
な

の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
年
号
の
使
用
に
関
し
て
は
、『
日

本
書
紀
』
で
い
う
大
化
四
年
（
六
四
八
）
に
相
当
す
る
年
を
記
し
た
木
簡
が
、

当
時
、
都
が
あ
っ
た
難
波
宮
の
付
近
か
ら
出
土
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
年
の

書
き
方
は
、
戊
つ
ち
の
えの
申さ
る

の
年
、「
戊
申
年
」
と
書
い
て
あ
っ
て
、「
大
化
四
年
」
と

は
書
い
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
支
配
者
の
お
膝
元
で
年
号
を
使
っ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
大
化
と
い
う
年
号
は
実
際
に
は
使
わ
れ
て
い
な

い
と
見
た
ほ
う
が
、
蓋
然
性
は
高
い
の
で
す
。
白
雉
や
朱
鳥
と
い
う
年
号
も
、

『
日
本
書
紀
』
以
外
に
は
使
わ
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
な
い
の
で
、結
論
と
し
て
は
、

七
世
紀
は
年
号
を
使
用
し
て
い
な
い
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ

て
お
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
や
り
方
か
ら
変
わ
っ
て
、
大
宝
律
令
制
下
で
は
年
号
を
使
用
す

る
よ
う
に
な
る
の
で
す
が
、
中
国
で
は
年
号
を
使
う
こ
と
が
ず
っ
と
行
わ
れ
て

き
て
い
ま
す
か
ら
、
い
わ
ば
、
中
国
の
や
り
方
と
同
じ
に
切
り
替
え
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

三
番
目
に
地
方
制
度
の
問
題
を
挙
げ
ま
す
。
大
宝
律
令
制
下
で
は
、
地
方
の

行
政
組
織
は
、
国
の
下
に
郡
、
そ
し
て
そ
の
下
に
里
、
す
な
わ
ち
国
郡
里
制
と

い
う
組
織
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、
浄
御
原
令
制
下
で
は
、
郡
の
と
こ
ろ
が
評
と

い
う
組
織
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
国
評
里
制
と
呼
ん
で
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
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郡
も
評
も
訓
読
み
に
つ
い
て
は
、「
こ
お
り
」
と
い
う
読
み
方
を
研
究
者
は
一

般
に
し
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
同
じ
「
こ
お
り
」
で
も
文
字
が
違
う
こ

と
の
意
味
が
や
は
り
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

評
と
い
う
文
字
を
使
っ
た
「
こ
お
り
」
の
制
度
の
導
入
じ
た
い
は
、
浄
御
原

令
制
よ
り
も
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
論
争
も

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
自
身
は
、
七
世
紀
の
半
ば
に
は
こ
う
い
う
も
の
が
作

ら
れ
て
い
く
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
「
こ
お
り
」
と
い
う
単
位
の
名
称
、
つ
ま
り
「
評
」
と
い
う
字
を
使
っ

て
「
こ
お
り
」
と
読
ま
せ
る
こ
と
は
、
朝
鮮
半
島
の
影
響
を
受
け
た
地
方
行
政

単
位
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と
、
従
来
か
ら
既
に
指
摘
は
さ
れ
て
い

ま
す
。
七
世
紀
半
ば
以
降
、
七
世
紀
後
半
の
間
ず
っ
と
こ
の
名
前
の
行
政
単
位

を
使
い
続
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
大
宝
律
令
が
施
行
さ
れ
る
八
世
紀

の
初
頭
に
な
っ
て
、中
国
で
地
方
組
織
の
名
称
と
し
て
古
く
か
ら
見
ら
れ
る「
郡
」

と
い
う
文
字
を
使
っ
て
切
り
替
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
七
世
紀

の
半
ば
、
い
わ
ゆ
る
大
化
の
改
新
の
こ
ろ
の
手
本
が
、
お
そ
ら
く
朝
鮮
半
島
に

あ
っ
て
、
そ
れ
以
降
、
大
宝
律
令
の
編
纂
ま
で
は
名
称
を
改
変
す
る
必
要
は
感

じ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
大
宝
律
令
編
纂
の
段
階
で
、
そ
れ
で
は
中

国
風
に
切
り
替
え
よ
う
と
い
う
よ
う
な
、
ど
う
も
そ
の
よ
う
な
意
図
が
働
い
た

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
四
番
目
に
、
位
階
制
、
官
位
制
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
と
思

い
ま
す
。
大
宝
律
令
制
で
は
、
正
一
位
と
か
正
二
位
と
か
、
基
本
的
に
は
、
一

位
、
二
位
、
三
位
、
四
位
、
五
位
、
六
位
、
七
位
、
八
位
と
（
そ
の
下
に
初
位

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
）、
大
き
く
は
数
字
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
位
の
体

系
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ず
っ
と
後
の
時
代
ま
で
生
き
て
い
き
ま
す
の
で
、

日
本
史
を
ご
存
じ
の
方
で
あ
れ
ば
な
じ
み
の
深
い
位
の
表
し
方
だ
と
思
い
ま
す

が
、
浄
御
原
令
制
下
で
は
そ
う
い
っ
た
数
値
で
大
き
く
分
け
て
い
く
の
で
は
な

く
、
漢
字
の
徳
目
に
よ
る
表
記
区
分
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
徳
目

を
示
す
漢
字
の
表
記
で
区
分
を
す
る
こ
と
の
始
ま
り
は
、
冠
位
十
二
階
の
制
度

に
な
り
ま
す
。
冠
位
十
二
階
の
制
度
が
採
り
入
れ
ら
れ
る
の
が
西
暦
六
〇
三
年

で
し
た
が
、
そ
れ
以
降
、
約
一
〇
〇
年
に
近
い
間
、
ず
っ
と
同
じ
や
り
方
が
続

い
て
い
た
の
で
す
。

冠
位
十
二
階
の
制
度
に
関
し
て
は
、
朝
鮮
半
島
の
制
度
を
参
照
に
し
て
い
る

と
い
う
研
究
が
や
は
り
あ
り
ま
す
。
中
国
の
場
合
に
は
同
じ
時
代
に
一
品
、
二

品
、
三
品
と
い
う
よ
う
に
品
と
い
う
字
を
使
っ
て
、
一
か
ら
九
ま
で
数
字
で
大

き
く
体
系
を
分
け
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
の
九

品
制
の
よ
う
な
数
字
に
改
め
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
七
世
紀
中
ず
っ
と
朝
鮮
半
島

の
影
響
の
も
の
を
使
い
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ま

た
大
宝
律
令
制
で
、
急
に
唐
の
九
品
官
人
法
に
倣
っ
た
よ
う
な
位
階
体
系
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、
都
城
制
の
問
題
と
し
て
藤
原
京
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

都
城
制
に
つ
い
て
は
、
大
宝
律
令
制
下
に
七
一
〇
年
の
平
城
京
遷
都
が
あ
り
ま

す
。
今
年
は
平
城
京
遷
都
以
来
一
三
〇
〇
年
と
い
う
こ
と
で
、
平
城
京
に
い
ろ

い
ろ
な
か
た
ち
で
光
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
平
城
京
の
平
面

プ
ラ
ン
、
つ
ま
り
平
面
上
の
ど
こ
に
ど
う
い
っ
た
組
織
を
配
置
す
る
か
と
い
う

よ
う
な
プ
ラ
ン
は
、
宮
殿
に
当
た
る
宮
城
と
呼
ば
れ
る
部
分
を
、
北
辺
に
配
置

す
る
と
い
う
点
で
、
唐
の
長
安
城
に
似
た
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
平
城

京
の
前
の
都
が
藤
原
京
に
な
り
ま
す
が
、
浄
御
原
令
の
編
纂
と
並
行
し
て
作
ら

れ
て
い
っ
た
藤
原
京
の
平
面
プ
ラ
ン
は
、
宮
城
は
都
の
真
ん
中
に
あ
っ
て
、
長
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安
城
に
は
似
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
藤
原
京
の
宮
城
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
中
央
宮
闕
型
と
い
う
よ
う
な
呼

び
方
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
中
国
の
古
典
で
あ
る
『
周
礼
』
の
中
に
、
理

想
の
都
の
姿
と
し
て
宮
城
を
真
ん
中
に
配
置
す
る
よ
う
な
プ
ラ
ン
が
示
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
古
典
的
な
理
想
の
都
の
姿
を
モ
デ
ル
に
し
て
藤
原
京

を
造
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
が
あ
り
、
か
つ
て
私
も
そ
う
い
う
見
方

を
支
持
し
て
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
冒
頭
で
触
れ
ま
し
た
小
学
館
の
『
全
集
日
本

の
歴
史
』
の
中
で
は
、
そ
ん
な
趣
旨
の
こ
と
を
書
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
も
う
一
度
考
え
直
し
て
み
ま
す
と
、
む
し
ろ
藤

原
京
と
い
う
都
を
造
る
に
あ
た
っ
て
、
同
時
代
に
参
照
し
て
い
た
も
の
は
新
羅

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
新
羅
の
都
、
現
在
の
慶

尚
北
道
の
慶
州
で
す
け
れ
ど
も
、
慶
州
に
あ
っ
た
新
羅
王
京
と
の
類
似
点
を
考

慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
、
私
は
考
え
方
を
ち
ょ
っ
と
変
え
つ
つ

あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
う
い
っ
た
新
羅
王
京
と
の
類
似
点
は
、
李
成
市
氏
の
研
究
な
ど
で
も
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
し
、
ほ
か
の
複
数
の
研
究
者
も
指
摘
は
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、

そ
れ
に
対
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
反
論
も
あ
る
よ
う
で
し
て
、
そ
れ
は
、
決
め
手

が
な
か
な
か
な
く
、
ま
だ
解
決
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
の
か
と
い

い
ま
す
と
、
新
羅
王
京
の
平
面
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
ま
だ
研
究
が
な
か
な
か
進
ん

で
い
な
い
の
で
、
そ
こ
が
解
決
し
な
い
と
直
接
の
比
較
が
な
か
な
か
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
た
だ
し
（
こ
れ
は
印
象
に
は
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
け

れ
ど
も
）、
慶
州
の
中
で
、
新
羅
の
王
様
の
宮
殿
と
い
う
の
は
月
城
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
月
城
の
位
置
は
、
慶
州
の
盆
地
の
中
の
配
置

か
ら
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
中
央
に
あ
っ
て
、
藤
原
京
の
真
ん
中
に
藤
原
宮
が
あ
る
と

い
う
配
置
と
、
や
は
り
似
て
い
る
様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の

こ
と
は
や
は
り
見
過
ご
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
が
今
感
じ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
に
対
す
る
反
論
と
し
て
は
、
新
羅
と
日
本
の
国
際
関
係
に
お
い
て
、
日

本
と
い
う
の
は
新
羅
を
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
態
度
を
示
し
た
時
期
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
が
新
羅
の
都
を
ま
ね
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と

い
う
よ
う
な
見
解
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
見
方
に
対
し
て
は
、
私
は
逆

の
反
論
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
大
宝
令
制
下
の
日
本
に
は
、
そ
の
よ
う

に
新
羅
を
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
態
度
を
示
し
た
時
期
が
確
か
に
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
を
、
藤
原
京
の
計
画
を
立
て
て
い
る
天
武
天
皇
の
時
期
の
外
交
関
係

の
も
と
に
当
て
は
め
る
必
要
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
天
武
天
皇
の
時
期
の

外
交
は
新
羅
と
の
間
が
一
番
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
時
期
に
新

羅
を
配
下
に
置
こ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
と
言
わ
れ

る
と
、
そ
れ
は
検
証
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
配
下
に
置
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う

な
相
手
の
都
を
ま
ね
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
立
論

は
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
藤
原
京
の
建
設
と
浄
御
原
令
編
纂
と
は
、
同
時
に
並
行
し
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
藤
原
京
は
浄
御
原
令
制
下
の
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
を

体
現
し
て
い
る
都
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
時
期
の
制
度
と
し
て

日
本
と
朝
鮮
半
島
と
の
類
似
点
が
た
く
さ
ん
挙
げ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

れ
は
中
国
的
な
都
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
朝
鮮
半
島
の
も
の
を
多
く
参
照
し
て

い
る
中
で
の
都
と
し
て
理
解
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

五
つ
ほ
ど
論
点
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
検
証
し
て
い
け
ば
ほ
か
に
も
あ
る
と
思

い
ま
す
。
本
日
は
こ
れ
ぐ
ら
い
で
と
ど
め
て
お
き
ま
す
が
、
中
国
的
な
も
の
を
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も
し
目
指
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
大
宝
律
令
の
直
前
に
な
る
ま
で
、
こ
う

い
う
朝
鮮
半
島
と
類
似
し
て
い
る
も
の
が
ず
っ
と
残
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、

な
か
な
か
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
中
国
的
な
も
の
を
目

指
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
最
初
か
ら
中
国
の
や
り
方
に
合
わ
せ
な
か
っ

た
の
か
と
い
う
点
が
や
は
り
気
に
な
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
本
当
に
最
初

か
ら
中
国
的
な
も
の
を
目
指
し
た
の
か
と
い
う
点
で
、
先
ほ
ど
挙
げ
ま
し
た
李

成
市
氏
の
研
究
な
ど
で
最
近
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
新
羅
の
ほ
う
を
外

交
関
係
で
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
見
て
い
る
時
代
に
は
、
新
羅
か
ら
の
影
響
と
い

う
の
を
ま
ず
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

次
に
、「
2
│
②
七
世
紀
の
遣
隋
使
と
遣
唐
使
に
つ
い
て
」
に
移
り
ま
す
。

中
国
的
な
も
の
を
指
向
す
る
端
緒
と
さ
れ
て
き
た
遣
隋
使
の
評
価
で
す
け
れ
ど

も
、
先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
遣
隋
使
・
遣
唐
使
を
過
大

評
価
す
る
考
え
方
か
ら
は
脱
却
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
遣
隋
使
・
遣
唐
使
を

巡
る
状
況
を
よ
り
正
確
に
把
握
し
て
、
客
観
的
に
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

遣
隋
使
は
ど
う
い
う
状
況
に
お
い
て
派
遣
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
き
ま

し
て
は
、
お
そ
ら
く
、
次
の
よ
う
な
見
方
が
成
り
立
つ
で
し
ょ
う
。
隋
が
成
立

し
た
あ
と
、
朝
鮮
半
島
の
諸
国
が
隋
へ
遣
使
を
何
度
か
し
て
い
ま
す
。
隋
成
立

直
後
に
朝
鮮
半
島
の
三
国
が
反
応
す
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を

契
機
と
し
て
倭
も
遣
使
を
し
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
最
初
の
六
〇
〇
年
の

遣
隋
使
は
、『
隋
書
』
に
見
え
る
だ
け
で
し
て
、
倭
と
し
て
は
ど
う
も
外
交
上

の
失
敗
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
、
現
在
共
通
す
る
見
解
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
直
後
に
冠
位
十
二
階
な
ど
百
済
を
参
照
し
た
制
度
の
整
備
が
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

前
後
の
外
交
関
係
、
そ
れ
か
ら
内
政
の
在
り
方
か
ら
見
る
と
、
こ
の
遣
隋
使

の
最
初
の
派
遣
と
い
う
の
は
、
百
済
に
導
か
れ
て
遣
使
し
た
と
い
う
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
果
た
し
て
後
の
八
世
紀
の
遣
唐

使
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
、
中
国
か
ら
直
接
の
文
明
摂
取
を
求
め
る
よ
う
な
趣
旨

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
や
は
り
疑
問
が
残
り
ま
す
。

遣
使
を
受
け
た
隋
の
側
で
も
、
倭
を
特
別
に
重
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
、
先
日
の
歴
史
学
研
究
会
の
大
会
の
報
告
で
、
廣
瀬
憲
雄
氏

が
そ
の
よ
う
な
見
解
を
主
張
さ
れ
て
い
ま
し
た
（「
倭
国
・
日
本
史
と
東
部
ユ

ー
ラ
シ
ア
」（『
歴
史
学
研
究
』
八
七
二
、二
〇
一
〇
年
））。
倭
と
隋
と
の
関
係

と
い
う
の
は
、
隋
に
と
っ
て
特
別
な
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
倭
国
の
側
も
、
外
交
の
主
軸
は
依
然
と
し
て
百
済
と

の
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
中
で
の
遣
隋
使
と

い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
で
す
。

た
だ
し
、
六
〇
七
年
に
二
度
目
の
遣
隋
使
を
派
遣
し
た
後
に
は
、
結
果
的
に

中
国
に
留
学
生
を
送
る
き
っ
か
け
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
で
す
か

ら
、
中
国
か
ら
の
文
明
摂
取
に
つ
い
て
、
新
た
な
状
況
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

は
確
か
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
文
明
を
内
政
に
ど
こ

ま
で
活
か
す
よ
う
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
か
と
い
う
点
で
は
、
ま
だ
疑
問
が

残
り
ま
す
。

隋
に
派
遣
し
た
留
学
生
の
一
部
が
、
推
古
天
皇
の
三
十
一
年
、
西
暦
六
二
三

年
に
帰
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
と
き
帰
っ
て
き
た
人
た
ち
が
、
こ
う
述
べ
て
い
ま

す
。「
唐
の
国
に
と
ど
ま
っ
て
ま
だ
学
ん
で
い
る
者
が
、
か
な
り
学
ん
で
知
識

を
吸
収
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
今
、
ま
さ
に
呼
び
返
す
べ
き
だ
。」
と
。
そ
し

て
も
う
一
方
で
、
中
国
は
隋
か
ら
す
で
に
唐
と
い
う
王
朝
に
代
わ
っ
て
し
ま
っ



72

て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、「
唐
と
い
う
国
は
、
方
式
が
備
わ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る

宝
の
国
（
と
書
い
て
い
る
の
か
、
珍
し
い
国
と
書
い
て
い
る
の
か
、「
珍
国
」

と
い
う
表
現
で
出
て
く
る
の
で
す
が
）
で
あ
る
か
ら
、
常
に
す
べ
か
ら
く
通
う

べ
し
」
と
。
こ
れ
か
ら
頻
繁
に
交
渉
を
積
み
重
ね
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
確
か
に
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
だ
と
し

ま
す
と
、
こ
の
述
べ
方
で
や
や
気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

遣
隋
使
に
伴
う
留
学
生
派
遣
が
、
果
た
し
て
何
度
も
繰
り
返
し
て
留
学
生
を

送
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
最
初
か
ら
そ
う
い
う

こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
す
。
先
ほ
ど
の
留
学
僧
が
帰
っ

て
く
る
と
き
の
発
言
は
、
隋
か
ら
唐
に
代
わ
っ
た
の
で
、
唐
で
も
学
ぶ
べ
き
だ

か
ら
留
学
生
を
送
る
べ
し
と
い
う
よ
う
な
趣
旨
に
も
と
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
遣
隋
使
の
在
り
方
を
、
か
な
り
評
価
を
低
く
見
積
も
る
な
ら
ば
、
八

世
紀
で
の
よ
う
に
、
留
学
生
が
常
に
送
ら
れ
て
帰
国
し
、
留
学
で
得
ら
れ
た
知

見
を
内
政
に
活
か
し
て
い
く
と
い
っ
た
国
家
の
方
針
と
密
接
な
留
学
と
い
う
状

況
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
、
八
世
紀
の
留
学
生
の
姿
を
重
ね
て
見

て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
い
さ
さ
か
の
不
安
も
覚
え
る
わ
け
で
す
。
よ
り
根
本
か

ら
こ
う
い
う
問
題
を
考
え
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
い
う
点
で
い
う
と
、
隋
や
唐
の
留
学
生
が
帰
国
し
た
後
に
、
す
ぐ
に
そ

の
知
識
が
活
か
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
。
留
学
生
で
な
く
て
も
、
遣
隋
使
や
遣
唐

使
が
派
遣
さ
れ
て
帰
っ
て
き
た
と
き
に
、
七
世
紀
段
階
で
隋
や
唐
で
見
聞
し
て

き
た
こ
と
が
内
政
に
活
か
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
言
う
と
、
八
世
紀
と
は
や

は
り
温
度
差
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
八
世
紀
に
は
、
帰
国
直
後
に
す
ぐ
政
策
に

反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
現
象
は
多
い
の
で
す
が
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
七

世
紀
段
階
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な
に
す
ぐ
に
活
か
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

遣
唐
使
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
み
ま
す
と
、
あ
る
時
期
か
ら
大
き
く
画
期
を
迎

え
て
変
化
し
て
い
く
の
で
す
が
、
そ
れ
が
大
宝
二
年
、
ち
ょ
う
ど
八
世
紀
初
頭

の
最
初
の
遣
唐
使
で
あ
り
、
こ
の
時
期
か
ら
規
模
が
拡
大
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で

は
、
船
が
一
艘
か
二
艘
で
行
っ
て
い
た
も
の
が
、
四
艘
に
拡
大
す
る
の
は
こ
の

時
期
か
ら
に
な
り
ま
す
。
当
然
留
学
生
な
ど
の
数
が
格
段
に
増
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
か
ら
、
派
遣
す
る
意
図
の
差
と
い
う
も
の
が
、
七
世
紀
と
八
世
紀
と
の

間
で
や
は
り
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
ま
す
。

「
2
│
③
　
大
宝
律
令
制
と
八
世
紀
の
遣
唐
使
」
に
移
り
ま
す
。
大
宝
律
令

制
の
評
価
に
関
し
て
は
、
唐
の
律
令
の
そ
れ
ぞ
れ
の
条
文
を
逐
一
検
討
し
て
か

ら
制
定
さ
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
ほ
ぼ
見
て
よ
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

結
果
と
し
て
、
最
初
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
数
多
く
の
分
野
で
、
同
じ
時
代

の
唐
の
制
度
に
よ
り
近
い
と
い
う
よ
う
な
実
態
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
先

ほ
ど
、
八
世
紀
の
遣
唐
使
が
帰
っ
て
き
た
直
後
に
い
ろ
い
ろ
変
化
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
大
宝
律
令
制
の
基
調
が
、
中
国
風
の
律
令
制
を

作
っ
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
運
営
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る

と
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
時
代
に
唐
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
聞
し
て
き
て
、

そ
の
状
況
を
持
ち
帰
っ
て
、
遣
唐
使
の
帰
還
後
に
内
政
に
活
か
し
て
い
こ
う
と

す
る
の
は
、
ご
く
自
然
な
考
え
方
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
の
遣
唐
使
が
持
ち
帰
っ
た
知
識
に
よ
っ
て
ど
う
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
く

か
と
言
い
ま
す
と
、
例
え
ば
、
大
宝
二
年
の
遣
唐
使
が
行
っ
て
帰
っ
て
き
た
あ

と
か
ら
、
都
を
平
城
京
に
遷
そ
う
と
い
う
動
き
が
出
て
き
て
、
実
際
に
平
城
京

に
遷
都
を
す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
平

城
京
の
平
面
プ
ラ
ン
の
形
は
中
国
の
同
じ
時
代
の
長
安
に
似
て
い
る
わ
け
で
す
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か
ら
、
都
の
形
を
今
の
中
国
と
同
じ
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
と

見
て
も
よ
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
養
老
年
間
の
遣
唐
使
が
帰
っ
て
き
ま
し
た
あ
と
で
、
七
一
九
年

に
な
り
ま
す
が
、
按
察
使
制
と
い
う
、
地
方
の
行
政
の
上
で
の
上
級
地
方
官
を

設
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
採
り
入
れ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
前
の
遣
唐

使
の
と
き
に
は
、
そ
う
い
う
制
度
は
中
国
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が
、
今

回
行
っ
て
み
た
ら
こ
う
変
わ
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
を
持
ち
帰
っ
て
き
て
、
こ

れ
は
有
効
か
も
し
れ
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
早
速
日
本
の
行
政
に
活
か
し
て

い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
顕
著
な
事
例
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
点
に
関
わ
る
も
の
を
さ
ら
に
見
て
い
き
ま
す
と
、
例
え
ば
、
養
老

年
間
に
戸
籍
を
作
る
上
で
養
老
五
年
籍
式
と
い
う
も
の
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
ま
で
い
く
つ
か
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
っ
た
戸
籍
の
様
式
が
統
一
さ
れ
て
い

く
と
い
う
研
究
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
な
ど
も
、
中
国
の
ト
ル
フ
ァ

ン
文
書
あ
る
い
は
敦
煌
文
書
な
ど
に
残
さ
れ
て
い
る
戸
籍
の
様
式
を
見
て
い
き

ま
す
と
、
こ
の
養
老
五
年
籍
式
以
降
の
日
本
の
戸
籍
に
類
似
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
養
老
五
年
以
前
に
は
、
全
然
違
っ
た
書
式
の
も
の
と
し
て
、
大

宝
二
年
の
御
野
国
戸
籍
が
日
本
の
正
倉
院
に
残
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の

様
式
の
戸
籍
は
む
し
ろ
消
え
て
い
く
方
向
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
今
後
、追
究
・

検
証
が
必
要
な
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
そ
う
い
う
見
方
も
可

能
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
目
で
八

世
紀
を
見
て
い
け
ば
、
遣
唐
使
が
持
ち
帰
っ
て
、
中
国
の
同
時
代
の
や
り
方
に

変
え
て
い
っ
た
と
い
う
現
象
が
、
た
く
さ
ん
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

そ
れ
で
は
、「
3
　
七
世
紀
史
の
展
開
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
」
に
移
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
窺
わ
れ
る
と
し
ま
す
と
、
遣
隋
使
か
ら
大
宝
律
令
の

達
成
に
至
る
過
程
を
ど
う
と
ら
え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
述
べ
ら
れ
方
と
し
て
は
、
律
令
制
の
諸
要
素
の
う

ち
、
ど
う
い
う
も
の
が
ど
の
段
階
に
達
成
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
見
方

だ
っ
た
わ
け
で
す
。
近
年
の
評
価
で
も
、
例
え
ば
、
最
近
の
森
公
章
氏
の
著
書

『
遣
唐
使
と
古
代
日
本
の
対
外
政
策
』（
二
〇
〇
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）
の
中
で

の
見
解
と
し
て
は
、
天
智
天
皇
の
時
期
に
は
中
国
の
律
令
を
参
酌
し
て
制
度
を

整
備
し
て
ゆ
き
、
そ
の
あ
と
の
天
武
天
皇
の
時
期
に
は
、
新
羅
と
の
外
交
が
盛

ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
含
み
込
ん
で
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
新
羅

を
手
本
と
し
て
唐
風
化
を
進
め
た
の
だ
と
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
私
自
身
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
大
宝
律

令
編
纂
よ
り
前
の
時
期
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
の
段
階
で
も
、
意
識
し
て
中
国

化
あ
る
い
は
唐
風
化
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
整
備
さ
れ
て
い
く
制
度
は
、
い
ず
れ
も
百
済
や
新
羅
の
も
の
を
参
照
し
た

制
度
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、
百
済
化
や
新
羅
化
と
言
っ
た
ほ
う

が
よ
り
近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
う
い
っ
た
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
別
な
意
義
付
け
と
し
て
は
、
最
近
で
は
、

大
隅
清
陽
氏
が「
大
化
改
新
論
の
現
在
」（『
日
本
歴
史
』七
〇
〇
、二
〇
〇
六
年
）

や「
大
宝
律
令
の
歴
史
的
位
相
」（
大
津
透
編『
日
唐
律
令
比
較
研
究
の
新
段
階
』、

二
〇
〇
八
年
、
山
川
出
版
社
）
で
、
広
い
意
味
で
の
律
令
制
の
導
入
で
あ
る
と

位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
百
済
や
新
羅
が
そ
れ
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
文

明
の
中
に
中
国
か
ら
の
技
術
を
吸
収
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ

う
に
吸
収
さ
れ
て
百
済
や
新
羅
に
残
さ
れ
て
い
っ
た
技
術
や
方
法
は
、
中
国
の

南
北
朝
の
時
期
の
制
度
や
方
法
で
す
。
で
す
か
ら
、
中
国
の
南
北
朝
の
時
期
の
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制
度
や
方
法
が
、
七
世
紀
の
後
半
の
段
階
に
、
百
済
や
新
羅
を
媒
介
に
し
て
日

本
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
見
方

も
、
や
は
り
中
国
的
な
要
素
を
取
り
込
む
と
い
う
視
点
か
ら
意
義
付
け
ら
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
中
国
的
な
も
の
を
取
り
込
も
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
の
か

ど
う
か
と
い
う
点
で
見
直
し
て
み
れ
ば
、
百
済
や
新
羅
が
か
つ
て
中
国
に
学
ん

だ
も
の
の
痕
跡
が
、
結
果
的
に
百
済
や
新
羅
の
文
明
ご
と
取
り
込
ま
れ
て
く
る

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
朝

鮮
半
島
の
文
明
を
吸
収
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
か
つ
て
の
中
国
文
明
を
選
択

的
に
吸
収
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
大
胆
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
七
世
紀
段
階
の
日
本
の
政
府
と
い

う
の
は
（
日
本
と
い
う
国
号
を
使
わ
な
い
で
、
当
時
は
倭
と
言
っ
て
い
ま
し
た

か
ら
、
そ
の
倭
の
政
府
は
）、
模
範
と
す
べ
き
対
象
と
し
て
は
中
国
を
向
い
て

は
お
ら
ず
、
朝
鮮
半
島
を
向
い
て
い
る
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
外
交

の
主
軸
が
百
済
が
滅
亡
す
る
ま
で
は
百
済
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
百
済
滅
亡
時

ま
で
は
百
済
を
向
い
て
い
て
、
百
済
滅
亡
後
、
新
羅
と
親
交
が
厚
い
時
代
に
は

新
羅
を
向
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
八
世
紀
に
つ
な
が
る
要
素
が
多
く
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
天
武
天
皇
の
時
代
も
、
新
羅
と
親
し
い
時
代
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
新
羅
を

向
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
遣

唐
使
は
断
絶
し
て
い
て
、
外
交
上
で
は
親
新
羅
路
線
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
言

え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
そ
の
新
羅
に
学
問
僧
が
頻
繁
に
送
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
か
ら
、
大
津
皇
子
の
謀
反
事
件
の
と
き
に
、
そ
の
大
津
皇
子
に
謀
反
を
唆
し

た
と
い
う
よ
う
に
史
料
に
出
て
く
る
行
心
と
い
う
僧
侶
が
い
ま
す
。
こ
う
い
う

人
は
、
お
そ
ら
く
大
津
皇
子
の
取
り
巻
き
で
す
か
ら
、
政
府
の
中
心
に
近
い
と

こ
ろ
に
い
て
、
政
府
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
っ
て
活
躍
し
て
い
る
僧
侶
で
す
が
、

こ
の
人
は
新
羅
の
僧
侶
と
し
て
史
料
に
見
え
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら

考
え
て
み
ま
す
と
、
天
武
天
皇
の
時
代
の
朝
廷
と
い
う
の
は
、
相
当
に
新
羅
を

意
識
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
を
採
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
い
つ
中
国
化
を
考
え
て
指
向
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
は
大
宝
律
令
の
準
備
段
階
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
藤
原
京
を

計
画
し
た
と
き
に
は
、
藤
原
京
と
い
う
の
は
ま
だ
中
国
化
し
て
い
な
い
都
だ
っ

た
と
み
る
な
ら
ば
、
藤
原
京
を
造
営
し
て
い
る
よ
り
も
あ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
大
宝
律
令
の
編
纂
ま
で
の
時
期
で
し
ょ
う
。
こ
の
時
期

に
、
政
治
の
中
心
に
関
わ
っ
て
い
く
の
は
藤
原
不
比
等
と
い
う
人
物
で
す
。
不

比
等
が
台
頭
し
て
い
く
時
期
と
い
う
の
が
問
題
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
彼
が

史
料
上
に
出
て
く
る
の
は
、
持
統
天
皇
三
年
か
ら
で
す
。
こ
の
時
期
に
判
事
と

い
う
肩
書
き
で
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
し
て
き
ま
す
。
判
事
と
い
う
の
は
、
刑

罰
を
判
定
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
律
令
法
の
知
識
を
非
常
に
高
く
持
っ
て
い
る

人
物
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
知
識
を
基
に
、
唐
の
律
令
法
へ
の
知
識
を
豊

か
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
背
景
に
し
て
、
唐
の
律
令
制
へ
の
導
入
に
か

な
り
積
極
的
に
動
い
た
可
能
性
は
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
前
後
に
お
そ
ら
く
国
家
の
目
指
す
べ
き
方
向
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
時
期
、
天
武
天
皇
の
時
期
か
ら
持
統
天
皇

の
時
期
は
、
従
来
、
八
世
紀
に
つ
な
が
る
同
じ
路
線
で
律
令
制
が
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
時
期
だ
と
み
ら
れ
て
い
て
、「
天
武
・
持
統
朝
」
と
い
う
一
く
く
り
の

言
い
方
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
い

う
こ
と
へ
つ
な
が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
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か
つ
て
私
も
そ
う
い
う
見
方
で
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
い

た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
ま
し
た
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て

あ
ら
た
め
て
見
て
み
ま
す
と
、
大
宝
律
令
制
を
準
備
さ
れ
る
段
階
か
ら
変
化
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
以
前
は
、
朝
鮮
半
島
に
影
響
を
強
く
受

け
て
い
る
時
代
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
天
武
天
皇
の
時
代
か
ら
持
統

天
皇
の
初
期
ま
で
と
い
う
の
は
、
持
統
天
皇
の
時
代
の
後
半
と
は
分
か
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。

私
が
用
意
し
ま
し
た
年
表
（
本
稿
で
は
省
略
）
で
は
、
そ
う
い
う
つ
も
り
で

六
九
四
年
と
六
九
六
年
の
間
の
あ
た
り
を
目
安
に
し
て
点
線
を
入
れ
て
お
き
ま

し
た
。
こ
れ
は
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
検
討
の
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
そ
れ
よ
り
上
に
あ
り
ま
す
六
六
八
年
と
六
六
九
年
の
間

の
点
線
は
、
百
済
が
滅
亡
し
て
新
羅
と
の
交
渉
が
頻
繁
に
な
る
時
期
と
の
区
切

り
に
い
れ
て
お
き
ま
し
た
か
ら
、
年
表
の
最
初
の
ま
と
ま
り
は
百
済
を
向
い
て

い
る
時
期
で
、
真
ん
中
の
ま
と
ま
り
が
新
羅
を
向
い
て
い
る
時
期
で
、
六
九
六

年
以
降
は
唐
を
向
く
時
期
だ
と
い
う
よ
う
な
見
方
で
区
切
っ
て
お
り
ま
す
。
あ

く
ま
で
、
一
つ
の
考
え
方
と
い
う
こ
と
で
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、「
4
　『
日
本
書
紀
』
と
七
世
紀
史
」
に
つ
い
て
お
話

し
し
て
、
ま
と
め
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』
に
描
か
れ
た
七
世
紀
史
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
か
ら
申
し
上

げ
て
ま
い
り
ま
し
た
藤
原
不
比
等
と
い
う
人
が
主
導
し
て
、
政
権
を
握
っ
て
動

か
し
て
い
る
時
期
に
完
成
し
た
の
が
『
日
本
書
紀
』
で
す
か
ら
、
そ
の
時
代
の

価
値
観
、
同
じ
時
代
の
唐
と
同
様
な
も
の
を
目
指
し
た
路
線
の
影
響
を
強
く
受

け
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
は
使
わ
れ
て
い
な
い
年
号
を
、
七
世
紀

の
中
で
制
定
し
た
こ
と
に
し
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
改
新
の
詔
と
い
う
の
を
描

き
出
す
の
に
、
大
宝
令
の
文
章
を
使
っ
て
い
ろ
い
ろ
書
き
換
え
た
り
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
八
世
紀
の
初
頭

の
人
間
に
よ
る
七
世
紀
史
の
描
き
方
の
影
響
か
ら
離
れ
て
、
七
世
紀
史
を
見
つ

め
直
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

少
し
遣
隋
使
の
ほ
う
へ
話
を
絞
っ
て
い
き
ま
す
が
、現
在
残
さ
れ
て
い
る『
日

本
書
紀
』
の
中
で
、
遣
隋
使
の
扱
わ
れ
方
は
、
大
宝
律
令
制
下
に
お
け
る
遣
唐

使
の
位
置
付
け
か
ら
見
て
そ
の
淵
源
に
あ
た
る
の
が
遣
隋
使
だ
と
い
う
、
い
わ

ば
『
日
本
書
紀
』
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
の
遣
唐
使
の
淵
源
の
姿
が
託
さ
れ
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
遣
隋
使
か
ら
大
宝
律
令

へ
と
い
う
よ
う
な
直
線
的
な
見
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
上
に
、
さ
ら
に
そ
こ
で

の
遣
隋
使
の
評
価
に
つ
い
て
も
、
い
わ
ば
評
価
が
固
ま
っ
て
い
る
も
の
と
い
う

よ
う
に
無
前
提
に
考
え
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

我
々
は
つ
い
つ
い
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
者
の
述
中
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
、

七
世
紀
を
、
か
な
り
中
国
化
を
目
指
し
た
時
代
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
見

て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
中
国
化
を
目
指
し
て
い
た
な
ら
ば
、
も
っ
と
具
体
的
に
、
七
世
紀
中
に
中

国
化
を
実
現
し
て
い
る
制
度
が
多
い
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
う
は
な
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
も
う
一
回
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。

し
ば
ら
く
前
に
話
題
を
呼
ん
で
お
り
ま
し
た
聖
徳
太
子
を
巡
る
評
価
の
問
題

に
つ
き
ま
し
て
も
、
遣
隋
使
の
始
め
ら
れ
た
時
代
を
ど
の
よ
う
に
描
こ
う
と
し

た
の
か
と
い
う
視
点
も
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
は
、

現
段
階
で
特
に
見
通
し
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
う
い
う
述
べ

方
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
と
ど
め
ま
す
。



76

以
上
、
大
体
私
が
考
え
て
お
り
ま
す
こ
と
は
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
れ
で
尽
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
本
日
は
こ
れ
に
て
終
わ
り
に
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
当
日
レ
ジ
ュ
メ
で
提
示
し
た
主
要
参
考
文
献
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。）


