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こ
の
小
論
の
題
に
用
い
た
「
何
々
の
世
界
」
と
言
う
言
い
方
は
甚
だ
便
利

で
、
作
家
の
名
前
に
続
け
て
「
芥
川
龍
之
介
の
世
界
」
「
有
島
武
郎
の
世
界
」
、

作
品
名
に
続
け
て
「
源
氏
物
語
の
世
界
」
 
「
と
は
ず
が
た
り
の
世
界
」
と
、
も

っ
と
広
く
「
貴
族
文
学
の
世
界
」
 
「
平
安
朝
女
流
文
学
の
世
界
」
と
言
う
事
さ

え
出
来
る
。
当
然
そ
の
言
い
方
に
は
曖
昧
さ
を
感
じ
る
し
、
研
究
論
文
の
用
語

と
し
て
の
適
否
を
疑
い
た
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
私
達

が
作
品
に
、
又
作
品
を
通
し
て
作
者
に
魅
か
れ
る
の
は
実
の
と
こ
ろ
、
作
品
の

作
り
出
す
世
界
、
作
者
の
生
み
出
す
小
天
地
に
対
し
て
で
あ
る
。
又
文
学
研
究

に
し
て
も
結
局
「
何
々
の
世
界
」
の
よ
り
明
確
な
彫
塑
的
な
究
明
に
他
な
ら
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
然
し
な
が
ら
、
「
琴
歌
譜
の
世
界
」
と
か
「
歌
経
標

式
の
世
界
」
と
は
言
わ
れ
な
い
し
、
「
人
麻
呂
歌
集
の
世
界
」
と
か
、
「
日
本

書
紀
の
世
界
」
と
か
言
う
人
も
殆
ん
ど
な
い
。
語
調
の
問
題
や
、
研
究
者
の
好

み
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
や
は
り
「
何
々
の
世
界
」
と
呼
び

得
る
か
否
か
は
、
作
品
及
び
作
者
に
、
統
一
的
な
、
或
い
は
強
い
個
性
が
あ
る

か
ど
う
か
に
掛
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

 
こ
の
よ
う
に
論
文
の
題
目
に
す
ぎ
な
い
事
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
、

「
古
事
記
」
が
様
々
な
魅
力
と
問
題
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
「
古
事

記
」
が
「
古
事
記
的
世
界
」
を
確
固
と
し
て
持
っ
て
い
る
為
に
他
な
ら
な
い
事

を
以
下
に
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
「
古
事
記
」
に
対
す
る
最
も
重
要
で
大
き
な
疑
問
は
、
何
故
僅
か
八
年
の
後

に
「
日
本
書
紀
」
の
成
立
を
必
要
と
し
、
そ
れ
以
降
の
文
学
史
の
表
面
に
大
き

な
影
響
を
与
え
得
な
か
っ
た
と
言
う
事
で
あ
ろ
う
。
も
う
少
し
具
体
的
に
言
う

と
、
和
銅
五
年
成
立
の
「
古
事
記
」
に
遅
れ
る
事
八
年
、
養
老
四
年
成
立
の
「
日

本
書
紀
」
は
翌
年
に
は
宮
中
で
講
鑓
が
行
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
し
、
以

後
度
重
な
る
講
話
の
記
録
は
「
私
記
」
と
し
て
、
宴
の
歌
は
「
日
本
紀
寛
宴
和

歌
集
」
の
中
に
、
又
そ
の
写
本
も
平
安
初
期
の
も
の
と
目
さ
れ
る
、
田
中
本
、

・
猪
熊
本
を
始
め
と
し
て
枚
挙
に
暇
が
な
い
位
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
最

初
の
堂
々
た
る
書
物
で
あ
る
「
古
事
記
」
は
、
今
日
最
良
最
古
の
写
本
と
さ
れ

る
「
眞
福
寺
本
古
事
記
」
に
し
て
も
書
写
の
年
代
は
、
応
安
年
間
で
、
和
銅
五

年
か
ら
数
え
て
六
百
六
十
年
余
り
後
の
事
と
な
る
の
で
あ
る
。

 
そ
の
間
「
万
葉
集
」
、
「
日
本
紀
私
記
」
、
「
琴
歌
譜
」
他
に
若
干
の
文
章

と
名
が
見
出
さ
れ
る
と
は
言
う
も
の
の
、
鎌
倉
時
代
の
眞
福
寺
本
の
校
合
を
す

る
に
足
り
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
同
じ
よ
う
に
天
武
天
皇
の
遺
志
に
よ
っ

て
生
れ
、
し
か
も
共
通
の
内
容
を
多
分
に
含
む
「
古
事
記
」
と
「
日
本
書
紀
」

〔正〕

古
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の
辿
っ
た
運
命
の
差
は
何
故
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
事
が
「
古

事
記
」
を
理
解
し
、
と
同
時
に
「
日
本
書
紀
」
の
理
解
に
連
な
る
事
は
疑
問
の

余
地
の
な
い
所
で
あ
ろ
う
。
殆
ん
ど
同
時
代
の
成
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
日

本
書
紀
」
は
「
古
事
記
」
に
全
く
触
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
用
字

法
、
歌
謡
の
取
捨
の
態
度
等
に
お
い
て
は
対
置
的
な
存
在
で
あ
る
。

 
そ
の
相
違
を
私
は
上
代
の
日
本
の
政
治
的
な
側
面
、
つ
ま
り
律
令
制
内
面
か

ら
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
結
論
か
ら
言
う
と
、

「
古
事
記
」
は
成
立
の
時
点
で
、
対
天
皇
、
対
人
民
、
対
外
国
的
に
見
て
ま
さ

に
律
令
的
で
な
い
と
判
断
さ
れ
、
又
私
の
以
下
に
述
べ
る
点
に
於
い
て
も
非
律

令
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
天
皇
に
対
し
て
は
、
そ
の
尊
厳
を
充
分
に
描
き
得
て
い
な
い
と
言
う
事
で
、

又
人
民
に
対
し
て
は
、
百
官
や
青
人
草
の
指
針
と
な
る
権
威
の
書
で
は
な
か
っ

た
点
で
、
更
に
対
外
的
に
は
、
正
格
の
漢
文
で
な
く
典
拠
も
極
め
て
少
な
か
っ

た
等
々
の
意
味
で
、
 
「
古
事
記
」
は
「
国
家
統
治
の
為
の
有
効
な
存
在
で
は
な

か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

 
つ
ま
り
「
古
事
記
の
世
界
」
は
『
律
令
的
世
界
へ
の
対
峙
』
と
し
て
の
そ
れ

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
元
明
天
皇
前
後
の
国
家
的
要
請
は
律
令
制
の
強
化
・

保
持
に
あ
り
、
そ
の
流
れ
は
連
綿
と
し
て
平
安
朝
末
期
迄
続
い
た
の
で
あ
る
。

「
大
略
以
浄
原
朝
廷
為
准
正
」
と
す
る
大
宝
律
令
の
完
成
は
「
古
事
記
」
の
ほ

ん
の
十
年
程
前
の
大
宝
三
年
（
西
暦
七
〇
一
年
）
で
あ
っ
た
。
大
宝
律
令
を
背

景
に
極
め
て
安
定
し
た
政
治
の
前
進
を
続
け
る
朝
廷
の
求
め
て
い
た
も
の
は
、

律
令
制
の
一
環
を
荷
う
も
の
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、
 
「
古
事
記
」
の
非
律
令

的
性
格
は
そ
れ
に
背
を
向
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 
然
し
な
が
ち
こ
の
結
果
は
実
は
古
事
記
撰
定
ま
で
の
過
程
で
既
に
予
見
さ
れ

て
い
た
事
で
も
あ
っ
た
。
と
言
う
の
は
「
古
事
記
」
も
「
口
本
書
紀
」
も
同
じ

く
天
武
天
皇
の
遺
志
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
「
古
事
記
」

は
天
武
天
皇
の
復
古
的
な
精
神
を
多
く
尊
重
し
た
点
に
お
い
て
「
日
本
書
紀
」

と
大
き
く
そ
の
立
場
を
異
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
既
に
歴
史
家
の
間
で
定
説
と

な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
天
武
天
皇
の
時
代
に
古
を
尊
ぶ
政
治
が
一
面
で
存
在
し

た
事
は

一
、
 
（
四
度
に
の
ぼ
る
）
大
被
の
記
事
が
始
め
て
天
武
紀
に
登
場
す
る
こ
と

二
、
天
神
地
祇
を
尊
敬
し
、
竜
田
風
神
祭
を
始
め
と
す
る
神
事
関
係
の
記
事
が

'
紀
中
に
多
い
こ
と

三
、
氏
そ
の
も
の
を
か
な
り
重
視
し
て
い
る
こ
と

 
等
か
ら
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
天
武
天
皇
な
り
の
考
え
で
、
律
令
制

の
よ
り
以
上
の
発
展
を
希
っ
て
そ
う
さ
れ
た
事
で
は
あ
っ
た
ろ
う
け
れ
ど
、
稗

田
阿
礼
が
調
蝕
し
た
「
原
古
事
記
」
は
天
武
の
指
事
す
る
復
古
的
な
色
彩
の
強

い
「
邦
家
の
経
緯
、
王
化
の
鴻
基
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
そ
し
て
ま
さ
に
天
武
天
皇
ま
で
の
「
帝
皇
の
日
継
」
で
あ
り
「
先
代
の
薔

僻
」
だ
っ
た
。
然
し
天
武
天
皇
の
方
針
は
、
増
大
す
る
中
国
語
の
治
国
の
方
策

の
前
に
、
そ
の
復
古
的
性
格
を
否
定
さ
れ
、
結
果
、
天
武
天
皇
の
遺
志
は
元
明

天
皇
の
和
銅
五
年
に
大
安
萬
侶
が
殆
ん
ど
私
的
な
形
で
「
古
事
記
」
と
し
て
録

す
る
迄
に
無
言
の
拒
否
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
被
と
言
う
、
孝
徳
紀
に
お
い
て

す
で
に
実
利
化
し
、
宗
教
的
な
側
面
の
感
じ
ら
れ
な
い
量
的
存
在
を
大
祓
と
し

て
採
用
し
た
天
武
天
皇
は
皇
室
の
尊
厳
を
過
去
の
伝
承
で
支
え
よ
う
と
し
た
。

 
律
令
が
理
論
と
実
践
を
求
め
、
日
々
に
新
に
な
ろ
う
と
す
る
時
代
に
、
古
い

も
の
に
よ
る
権
威
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
「
古
事
記
」
で
あ
っ
た
。
こ

の
理
解
を
基
礎
に
し
て
、
「
古
事
記
」
の
特
質
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
が
私
の
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立
場
で
あ
る
が
、
そ
の
証
明
の
一
つ
と
し
て
以
下
に
「
罪
」
に
つ
い
て
述
べ
る

の
が
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
。
・
律
令
制
の
歴
史
学
的
な
定
義
は
暫
く
お
く
と
し

て
、
単
純
に
、
律
を
刑
罰
に
よ
る
強
制
力
の
あ
る
法
、
令
を
人
民
に
対
す
る

勧
戒
の
為
の
教
令
法
的
な
も
の
と
理
解
す
る
事
は
一
応
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。 

律
令
体
制
が
文
字
に
よ
る
法
治
の
一
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
大
化
以
後
の

詔
勅
の
大
部
分
が
専
ら
（
大
化
二
年
）
規
範
の
制
定
、
法
令
の
遵
守
、
罪
過
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

規
定
等
で
「
…
…
す
る
こ
と
得
ぎ
れ
、
…
…
を
断
め
よ
、
…
…
す
る
と
勿
か

 
 
い
さ

れ
、
禁
む
る
所
を
犯
す
こ
と
有
ら
ば
、
必
ず
そ
の
族
を
罪
せ
む
。
」
の
文
章
を

盛
ん
に
用
い
て
い
る
事
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
，

『
何
々
し
て
は
な
ら
な
い
。
何
々
…
…
し
た
ら
（
然
る
べ
き
機
関
が
）
ど
う
ど

う
す
る
」

 
と
言
う
の
は
法
の
基
本
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
「
古
事
記
の
律
令

性
」
を
見
る
為
に
、
「
罪
」
に
つ
い
て
見
る
こ
と
で
何
等
か
の
結
論
を
得
た
い

と
考
え
た
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
「
古
事
記
」
に
於
け
る
「
罪
」
の
捕
え
方
に
は
二
通
り
あ
り
、
そ

の
一
つ
は
「
文
字
」
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
「
内
容
的
」

に
「
罪
」
の
判
断
基
準
で
あ
る
所
の
「
明
、
浄
、
直
」
或
い
は
「
善
と
悪
」
へ

の
直
接
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

 
両
者
は
共
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
こ
の
小
論
で
上
代
人
の
根
本
観

念
で
あ
る
、
 
「
明
、
浄
、
直
」
や
「
善
、
悪
」
に
つ
い
て
述
べ
る
紙
幅
も
な
い

し
、
極
め
て
思
想
的
な
事
に
な
る
の
で
、
今
は
具
体
的
に
「
罪
」
に
関
す
る
文

字
使
用
の
方
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
事
に
し
た
い
。

 
こ
の
様
に
「
文
字
や
用
語
か
ら
考
え
を
進
め
る
事
に
す
る
」
と
言
う
と
、
い

古
事
記
の
世
界
 
 
「
罪
」
に
よ
る
非
律
令
性
の
探
求

か
に
も
「
古
事
記
」
に
は
「
罪
」
や
「
罪
」
に
関
係
す
る
法
律
的
な
語
句
が
頻

出
し
て
い
る
よ
う
に
聞
え
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
全
く
逆
で
あ
っ
て
次
に
挙
げ

る
よ
う
に
「
罪
」
も
し
く
は
「
罪
に
関
す
る
と
思
わ
れ
る
律
令
的
な
語
句
」
は

極
端
に
少
な
い
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
罪
」
の
文
字
に
つ
い
て
見
る
と
二
回
し
か

出
て
こ
な
い
。

 
ま
ず
一
ケ
所
は
、
仲
哀
天
皇
の
條
で
、
神
の
命
を
疑
っ
て
崩
御
し
た
仲
哀
天

皇
を
恩
誼
に
安
置
し
て
、
神
の
怒
り
を
解
き
う
と
し
て
大
忌
を
し
た
所
で

 
生
剥
、
逆
剥
、
乳
離
、
溝
埋
、
尿
戸
、
上
通
下
通
覧
、
馬
婚
、
牛
婚
、
鶏
婚

 
 
 

 
の
罪
の
類
を
種
々
求
ぎ
て
、
国
の
大
奥
を
為
て
、
亦
建
内
宿
禰
沙
庭
に
居
て

 
神
の
命
を
請
ひ
き
。

と
、
罪
の
種
類
を
様
々
に
挙
げ
て
い
る
。
他
の
一
ケ
所
は
雄
略
記
の
三
重
の
採

の
話
の
中
で
、
雄
略
天
皇
に
指
挙
げ
た
盃
の
中
に
槻
の
葉
が
浮
い
て
い
た
失
敗

を
歌
で
償
お
う
と
し
た
三
重
の
採
の
長
歌
の
後
ろ
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
故
此
の
歌
を
獄
り
つ
れ
ば
、
其
の
罪
を
赦
し
た
ま
ひ
き

と
見
出
さ
れ
る
。
他
の
事
は
二
の
次
に
し
て
、
と
に
か
く
こ
の
事
実
は
驚
ろ

く
べ
き
事
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
し
「
古
事
記
」
に
目
を
通
し
た
者
な
ら
ば

容
易
に
思
い
つ
く
事
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
と
は
反
対
に
、
 
「
古
事
記
」
に
お

い
て
は
、
天
皇
や
神
に
対
し
て
「
罪
」
を
犯
し
た
と
思
わ
れ
る
話
は
数
多
く
あ

る
。 

大
宰
の
祝
詞
の
中
で
は
「
天
津
罪
」
と
さ
れ
て
い
る
須
佐
之
男
命
の
乱
暴
な

業
の
数
々
、
神
武
天
皇
に
対
す
る
当
芸
志
美
々
命
の
謀
反
物
語
、
同
じ
く
崇
神

記
の
建
立
適
安
王
の
謀
反
物
語
、
垂
仁
記
の
沙
魚
毘
古
の
謀
反
物
語
、
鳴
神
記

の
大
山
守
旧
の
謀
反
物
語
、
景
行
記
に
お
け
る
倭
王
命
の
東
西
の
平
定
物
語
、

仁
徳
記
の
女
皇
王
と
速
総
別
の
謀
反
物
語
及
び
女
海
雲
の
玉
釧
を
死
体
か
ら
盗

（3）
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ん
だ
大
楯
連
の
話
、
清
寧
記
に
お
け
る
志
毘
臣
の
無
礼
の
物
語
等
々
、
 
「
罪
」

に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
話
に
は
事
欠
か
な
い
の
で
あ
る
。

 
事
実
、
こ
れ
ら
の
話
が
「
日
本
書
紀
」
の
申
で
語
ら
れ
る
場
合
は
、
召
命
馬

面
の
段
を
調
べ
て
み
て
も
、
き
わ
め
て
律
令
的
な
文
辞
を
以
て
表
現
し
て
い
る

・
こ
と
は
後
に
詳
し
く
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
垂
仁
紀
の
、
兄
の
命
に
よ
り
天
皇

を
殺
そ
う
と
し
て
殺
し
得
ず
、
天
皇
を
愛
し
子
ま
で
成
し
な
が
ら
結
局
、
兄
と

共
に
死
ん
で
い
っ
た
皇
后
狭
穂
姫
の
最
後
の
言
葉
の
中
に
も
、

・
妾
、
始
め
兄
の
城
に
逃
げ
入
り
し
所
以
は
、
若
し
妾
と
子
に
因
り
て
兄
の
罪

 
を
免
さ
る
る
こ
と
を
有
り
や
と
な
り
。
今
免
さ
る
る
こ
と
得
ず
は
、
乃
ち
知

 
り
ぬ
、
妾
が
罪
有
る
を
。

と
あ
り
、
他
の
謀
反
物
語
も
「
重
き
罪
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
「
日
本
書
紀
」
の
表
現
の
方
が
当
時
の
社
会
的
な
事
情
を
背

景
に
考
え
る
と
当
然
で
あ
っ
て
、
 
「
古
事
記
」
に
「
罪
」
が
二
回
し
か
見
出
し

得
な
い
こ
と
は
真
に
不
思
議
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

 
又
そ
の
見
出
さ
れ
る
二
回
の
用
法
を
詳
し
く
見
て
み
る
と
果
し
て
、
天
武
天

皇
の
謂
わ
ゆ
る
「
勅
語
の
薔
僻
」
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
点
が
あ
る
。
仲

哀
記
の
大
祓
の
条
の
「
罪
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
種
種
の
罪
は
最
も
整
理
さ

れ
た
形
で
延
喜
式
法
八
所
収
の
「
六
月
晦
の
大
被
」
に
見
ら
れ
る
。

 
然
し
、
e
罪
名
が
二
字
の
も
の
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
事
。
◎
上
巻
須
佐

之
男
命
の
段
で
は
罪
と
し
て
い
な
い
も
の
を
挙
げ
て
い
る
事
。
日
「
日
本
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
バ
ラ

紀
」
に
は
大
悪
な
ど
行
っ
た
記
事
が
全
く
な
く
単
に
「
罪
を
解
へ
過
を
改
め
て

…
…
」
と
あ
る
事
。
四
大
祓
の
記
録
は
天
武
四
年
八
月
が
初
出
で
あ
る
事
等
を

考
え
る
と
、
一
気
に
太
安
萬
侶
の
手
に
な
る
「
罪
」
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
に

し
て
も
、
天
武
天
皇
以
前
の
「
薔
辞
」
の
世
界
の
用
法
で
な
い
事
だ
け
は
言
え

る
と
思
う
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
「
罪
」
と
言
う
文
字
だ
け
に
拘
泥
す
る
と
大
き
な
誤
ち
を
犯
す
事

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
同
様
の
不
法
行
為
法
に
直
接
関
係
あ
る
国
語
を

求
め
て
み
る
と
「
瞭
」
と
「
謙
」
が
あ
る
。
こ
の
二
語
も
「
日
本
書
紀
」
で
は

頻
り
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
「
万
葉
集
」
で
も

 
中
臣
の
太
祝
詞
言
ひ
は
ら
へ
才
六
布
命
も
誰
が
た
め
に
な
れ
（
四
〇
三
一
）

と
あ
り
、
更
に
「
華
厳
音
義
私
記
」
に
よ
る
と
、

 
「
救
累
日
出
金
而
中
腹
也
搾
乳
阿
加
布
」
と
あ
る
よ
う
に
奈
良
朝
以
降
よ
く
用
い
ら
れ

た
律
令
用
語
で
、
 
「
微
罪
は
徒
一
年
贈
銅
二
十
斤
」
と
、
蹟
銅
の
形
で
律
令
に

と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

 
つ
ま
り
、
善
行
や
財
物
と
生
命
及
び
罪
と
交
換
す
る
事
で
あ
る
。
「
詠
」
は

 
「
つ
み
す
」
と
同
様
罪
に
伏
さ
せ
る
，
（
古
代
日
本
で
は
罰
も
つ
み
と
認
ん
で
い

る
）
意
で
、
人
の
善
悪
を
律
令
的
観
点
か
ら
判
断
し
て
刑
罰
（
多
く
は
命
を
奪

う
）
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
「
噴
」
も
「
詠
」

も
全
く
「
古
事
記
」
の
中
に
は
見
つ
け
る
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
古
事
記
の
表
現
は
極
め
て
律
令
的
色
彩
が

薄
い
」
と
言
う
事
が
結
論
と
し
て
言
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
事
を
今
少
し
確
か

な
も
の
と
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
で
は
「
罪
」
と
当
然
表
記
す
べ
き
だ
と
思
わ

'
れ
る
場
面
、
も
し
く
は
、
 
「
日
本
書
紀
」
で
「
罪
、
照
、
諒
」
を
用
い
て
い
る

所
に
相
当
す
る
「
古
事
記
」
の
場
面
は
い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
両
書
で

比
較
し
て
み
よ
う
。
須
佐
之
男
命
の
高
天
の
原
追
放
の
所
で
「
古
事
記
」
は

 
八
百
萬
の
神
出
に
測
り
て
、
連
須
佐
之
男
命
に
千
位
の
置
戸
を
負
せ
、
亦
髪

 
を
切
り
、
手
足
の
爪
も
抜
か
し
め
て
、
神
や
ら
ひ
や
ら
ひ
き

と
、
共
同
体
の
合
議
に
よ
る
部
族
外
追
放
の
面
影
と
刑
罰
を
明
示
し
て
、
あ
く
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ま
で
も
「
日
本
的
」
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
日
本
書
紀
」
は

 
諸
の
神
罪
過
を
素
菱
二
尊
に
帰
せ
て
、
科
す
る
に
千
座
置
戸
を
以
て
し
て
、

 
遂
に
促
め
徴
る
。
髪
を
抜
き
て
其
の
罪
を
噴
は
し
む
る
に
至
る
。
亦
曰
く
、

 
其
の
手
足
の
爪
を
抜
き
て
賭
ふ
と
い
ふ
、
已
に
し
て
寛
に
逐
降
ひ
き

と
明
か
に
律
令
的
な
（
法
律
的
な
）
表
現
を
前
面
に
出
し
て
い
る
。
 
「
日
本
書

紀
」
で
「
詠
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
所
を
見
る
と
、
神
代
紀
大
己
貴
神
（
大

国
主
神
）
の
国
譲
の
段
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
つ
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
△
 
 
 
 
つ
ひ

 
是
に
二
神
（
経
回
主
神
と
武
甕
槌
神
）
諸
の
順
は
ぬ
鬼
神
等
を
詠
ひ
て
、
果

 
に
復
命
す

と
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
一
方
「
古
事
記
」
で
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
△
△
△
△

 
故
、
建
御
雷
神
、
返
り
参
上
り
て
、
葦
原
中
国
を
言
向
け
和
平
し
つ
る
状
を

 
復
奏
し
た
ま
ひ
き

と
な
っ
て
い
る
。
 
「
言
向
け
」
の
語
は
ま
さ
に
、
 
「
日
本
書
紀
」
の
「
詠
」
に

当
る
語
で
あ
り
、
そ
の
実
際
行
わ
れ
た
「
征
服
＼
服
従
さ
せ
る
。
」
と
言
う
行

為
自
体
は
両
者
に
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
然
し
「
言
向
け
」
の
言
葉
の
生

れ
た
原
義
を
尋
ね
る
と
、
 
「
討
つ
、
殺
乱
す
る
、
族
殺
す
る
」
の
意
の
「
詠
」

と
全
く
違
う
事
が
分
る
。
 
「
言
向
け
」
を
具
体
的
説
明
し
た
文
章
と
思
わ
れ
る
．

も
の
が
「
日
本
書
紀
」
唐
行
紀
四
十
年
秋
七
月
の
条
、
即
ち
天
皇
が
日
本
武
尊

に
東
征
の
命
を
下
す
所
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
と

 
天
皇
、
斧
鍼
を
持
り
て
、
日
本
武
尊
に
授
け
て
曰
く
、
「
朕
聞
く
其
の
東
の

 
 
 
た
ま
し
ひ
あ
ら
こ
は

 
夷
は
、
識
性
陳
び
強
し
凌
犯
を
宗
と
す
。
一
中
略
-
往
古
よ
り
以
来
、
未
だ

 
 
 
し
た
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
 
 
 
ひ
と
と
な
り

 
王
化
に
染
は
ず
。
今
朕
汝
を
察
る
に
、
為
人
身
謄
長
大
に
し
て
、
容
姿
端

 
正
、
力
能
く
鼎
を
打
ぐ
。
猛
き
こ
と
雷
電
の
如
し
。
1
中
略
一
喚
く
は
深
く

古
事
記
の
世
界
 
「
罪
」
に
よ
る
非
律
令
性
の
探
求

 
 
 
 
 
 
 
 
か
だ
ま
 
 
 
 
 
 
 
そ
む

 
謀
り
遠
く
慮
り
て
、
姦
し
き
を
探
り
聞
く
を
伺
ひ
て
、
示
す
に
威
を
以
て
し

 
な
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
う
し
た
が

 
懐
く
る
に
徳
を
以
て
し
て
、
兵
甲
を
頬
は
さ
ず
し
て
自
ら
に
顛
動
は
し
め

 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

 
よ
。
即
ち
言
を
巧
み
で
暴
ぶ
る
神
を
調
へ
、
武
を
振
ひ
て
姦
し
き
鬼
を
嬢

 
へ
、

 
武
力
に
よ
る
平
定
と
、
徳
及
び
言
辞
に
よ
る
平
定
が
あ
り
、
後
者
の
、
巧
み

に
言
語
の
威
力
に
よ
る
和
平
を
「
言
向
け
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
古
事

記
」
の
中
に
は
屡
々

 
言
向
和
平
、
言
向
平
、
言
向
平
和
、
言
向
和

と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
何
人
も
「
言
葉
」
だ
け
で
地
方
の
反
政
府
勢
力
が
治
ま

る
と
は
考
え
て
は
い
な
い
が
、
武
力
を
実
際
に
行
使
す
る
必
要
も
な
い
位
の
天

皇
の
権
力
、
威
力
を
理
想
と
し
た
世
界
が
「
古
事
記
の
世
界
」
で
あ
っ
た
を
超

せ
る
に
足
り
る
。
「
日
本
書
紀
」
允
恭
天
皇
の
条
の
「
木
梨
軽
皇
子
と
同
母
軽

大
嶺
皇
女
の
恋
愛
物
語
」
を
見
る
と
。

 
太
子
、
恒
に
大
底
皇
女
と
合
せ
む
と
念
ず
。
罪
あ
ら
む
こ
と
を
畏
り
て
黙
あ

 
 
 
 
 
つ
み

 
り
。
…
…
刑
あ
り
と
い
ふ
と
も
何
ぞ
忍
ぶ
る
こ
と
を
萌
む
。

と
、
人
間
の
情
と
罪
罰
に
苦
し
む
恋
情
を
書
き
、
更
に
同
母
兄
弟
の
関
係
が
明

か
に
な
っ
た
時
の
様
子
を
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
う
も

 
時
に
国
有
め
て
着
く
「
木
梨
軽
太
子
、
同
母
妹
専
大
娘
皇
女
を
導
け
た
ま
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
む
が

 
り
」
と
ま
う
す
。
因
り
て
推
へ
問
ふ
。
騨
既
に
実
な
り
。
太
子
は
罵
れ
儲
君

 
 
 
 
つ
み

 
た
り
、
加
刑
す
る
こ
と
を
得
ず
。
則
ち
大
聖
皇
女
を
伊
予
に
移
す
。

と
描
い
て
い
る
。
儲
君
を
加
刑
す
る
事
が
出
来
な
い
と
言
う
の
は
、
周
礼
の
八

三
や
唐
律
の
八
議
一
条
に
相
当
す
る
も
の
で
、
極
め
て
身
分
の
高
い
人
の
罪
を

減
免
す
る
制
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
流
さ
れ
た
の
が
軽
大
娘
皇
女
に
な
り
、
歌
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謡
歌
詞
の

 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
大
君
を
島
に
放
り
、
…
…
我
が
妻
を
ゆ
め
「
・

と
矛
盾
す
る
事
に
な
っ
て
い
る
。
律
令
の
制
度
を
無
作
に
口
論
文
芸
の
中
に
取

り
入
れ
た
結
果
の
矛
盾
と
言
う
事
が
出
来
よ
う
。
勿
論
「
古
事
記
」
で
は
軽
太

子
が
流
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
一
ケ
所
「
日
本
書
紀
」
仁
徳
天
皇
の

巻
に
あ
る
。
雌
鳥
皇
女
の
玉
を
あ
ぐ
る
話
が
あ
る
。
天
皇
が
「
取
る
な
」
と
命

令
さ
れ
た
大
罪
人
（
雌
鳥
皇
女
）
の
離
日
手
玉
を
取
っ
て
殺
さ
れ
よ
う
と
し
た

討
手
だ
っ
た
佐
伯
直
阿
俄
能
胡
が

 
 
 
 
 
 
と
こ
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
う

 
乃
ち
己
が
私
の
地
を
滞
り
て
、
死
絵
は
玉
と
請
す
故
、
其
の
地
を
納
め
て
死

 
罪
を
赦
す
。

と
一
命
を
取
り
と
め
た
話
で
あ
る
。
 
「
日
本
書
紀
」
の
こ
の
条
で
問
題
に
さ
れ

て
い
る
の
は
、
天
皇
が
「
取
る
な
」
と
命
じ
た
の
を
無
視
し
た
罪
と
、
「
玉
を

見
た
か
」
と
の
質
問
に
「
見
ず
」
と
詐
っ
た
点
を
厳
し
く
、
問
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
等
の
罪
は
結
局
私
有
地
を
差
し
出
す
事
で
瞭
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
「
古
事
記
」
が
こ
の
話
の
中
で
問
題
に
し
て
い
る
点
は
、
討
手
で
あ
る
大

楯
連
が

 
 
 
 
 
 
 
 
し

 
禮
な
き
に
因
り
て
退
ぞ
け
賜
ひ
き

と
さ
れ
た
女
面
王
の
玉
釧
、
そ
れ
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
タ
タ

 
己
が
君
の
御
手
に
糎
か
せ
る
玉
釧
を
、
膚
も
画
け
ぎ
剥
ぎ
持
ち
来
て
、
即
ち

 
己
が
妻
に
與
へ
つ
る
。

事
が
問
題
と
さ
れ
て
い
て
、
全
く
罪
や
罰
以
前
の
人
間
的
次
限
で
の
悪
行
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
求
斉
の
方
法
は
全
く
な
く
殺
さ
れ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

 
以
上
簡
単
に
見
た
だ
け
で
も
「
古
事
記
」
に
於
け
る
「
罪
」
が
律
令
的
な
も

の
と
し
て
は
決
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
事
が
証
明
出
来
た
と
思
う
の
で
あ
る

が
、
こ
の
事
は
奈
良
朝
の
作
品
と
し
て
の
面
か
ら
考
え
る
と
、
当
然
の
事
な
の

で
あ
る
か
否
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
は
、
 
「
古
事
記
」
 
「
日

．
本
書
紀
」
が
相
継
い
て
成
立
し
た
七
百
年
代
初
期
が
、
対
学
的
に
或
い
は
国
内

的
に
も
い
か
な
る
状
態
に
あ
っ
た
か
を
考
え
れ
ば
、
「
古
事
記
」
の
特
異
性
は

益
々
明
白
に
な
る
の
で
あ
る
。

 
そ
こ
で
今
問
題
の
中
心
に
あ
る
、
 
「
律
令
制
」
の
面
か
ら
見
る
と
、
先
進
中

国
に
於
い
て
は
、
既
に
紀
元
前
五
百
年
代
の
周
代
か
ら
刑
や
法
に
つ
い
て
の
か

な
り
細
か
な
制
度
が
あ
り
、
春
秋
戦
国
を
経
た
時
点
で
更
に
律
令
の
発
展
を

み
、
漢
代
の
大
学
者
鄭
玄
の
分
類
し
た
律
令
の
条
文
は
、
二
万
六
千
二
百
七
十

二
条
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
周
、
春
秋
戦
国
の
時
代
は
別
に
し
て

も
、
我
国
と
の
関
係
が
始
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
後
漢
の
時
代
に
は
既
に
律

令
は
儒
家
思
想
に
よ
っ
て
一
応
の
完
成
を
見
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

 
中
国
で
は
そ
の
後
も
、
晋
の
泰
始
律
令
、
・
重
盗
の
河
清
律
令
、
階
の
開
皇
元

年
新
律
、
東
野
の
大
業
律
及
び
大
業
令
、
初
唐
の
武
徳
七
年
律
令
式
、
貞
観
十

一
年
律
令
格
式
等
々
、
統
治
の
根
本
と
し
て
支
配
者
の
交
替
と
共
に
生
れ
育
て

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
等
の
中
に
は
日
本
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ま
れ
た
の
が
当
然
あ
り
、
日
本

現
在
書
目
録
に
も
「
大
律
六
巻
、
唐
貞
観
初
登
十
巻
、
永
徽
律
令
格
式
」
等
の

名
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
を
知
る
の
で
あ
る
。

 
中
国
の
文
字
文
化
が
直
接
、
間
接
（
朝
鮮
半
島
経
由
、
又
は
帰
化
人
と
と
も

に
）
に
日
本
に
流
入
し
た
事
は
、
我
が
国
の
文
化
を
変
貌
進
展
さ
せ
た
わ
け

で
、
律
令
の
花
が
一
気
に
咲
い
た
か
に
見
え
る
大
化
以
前
に
も
既
に
、
律
令
の

条
文
及
び
、
そ
の
思
想
が
我
国
の
上
代
人
に
広
く
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
る
事

（6）



は
当
然
出
来
よ
う
。
翻
え
っ
て
我
国
の
律
令
の
歩
み
を
見
る
と
、
「
令
集
解
」

官
位
令
に
、

 
曲
説
太
子
、
並
び
に
近
江
朝
廷
は
た
だ
令
を
制
し
律
を
制
せ
ず

と
あ
り
、
弘
仁
格
序
に

 
推
古
天
皇
十
二
年
に
及
ん
で
二
宮
太
子
は
親
し
く
憲
法
十
七
条
を
作
り
、
国

 
家
の
制
法
は
こ
れ
よ
り
始
ま
る
。
降
っ
て
天
智
元
年
に
至
っ
て
令
廿
二
巻
を

 
制
す
。
世
人
の
い
は
ゆ
る
近
江
朝
廷
の
令
な
り
。
こ
こ
に
文
武
天
皇
大
宝
元

 
年
に
お
よ
ん
で
贈
太
政
大
臣
正
一
位
藤
原
朝
臣
不
比
論
は
勅
を
奉
じ
て
律
六

 
毒
言
十
一
巻
を
撰
す
。
養
老
二
年
、
ま
た
同
大
臣
不
備
等
は
勅
を
奉
じ
て
、

 
忌
め
で
律
令
を
撰
す
。
各
十
二
巻
と
す
、
今
世
に
行
は
れ
る
律
令
は
こ
れ
な

 
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
 
「
日
本
書
紀
」
の
成
立
は
、
養
老
二
年
成
立
の
、
い
わ
ゆ
る

「
新
律
、
新
令
」
の
僅
か
二
年
後
で
あ
る
か
ら
、
律
令
の
成
文
化
の
歩
み
と
歩

み
を
一
に
し
た
と
言
っ
て
も
良
い
わ
け
で
「
日
本
書
紀
」
の
文
辞
が
律
令
的
で

あ
る
の
は
極
め
て
自
然
の
事
で
あ
っ
た
。

 
和
銅
五
年
成
立
の
「
古
事
記
」
も
又
、
た
と
え
そ
の
内
容
が
推
古
天
皇
の
代

で
終
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
律
令
の
歩
み
の
中
に
成
立
し
た
事
を
思
え
ば
、
文

辞
及
び
論
理
的
な
面
で
律
令
の
影
響
が
強
く
現
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
当
然
だ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
「
古
事
記
」
は
律
令
の
影
響
を
受
け

て
い
る
と
は
決
し
て
思
え
な
い
し
、
む
し
ろ
「
非
律
令
的
」
な
面
が
強
く
窺
え

る
の
で
あ
る
。

 
本
論
文
の
初
め
で
既
に
結
論
と
し
て
、
と
言
う
よ
り
も
私
の
自
論
と
し
て
の

「
古
事
記
の
世
界
」
の
定
義
を
『
律
令
的
世
界
へ
の
対
峙
と
し
て
の
そ
れ
」
と

述
べ
て
お
い
た
が
、
そ
れ
は
「
罪
」
を
通
し
て
も
充
分
言
え
た
よ
う
に
思
う
。

古
事
記
の
世
界
 
 
「
罪
」
に
よ
る
非
律
令
性
の
探
求

 
そ
こ
で
、
こ
の
「
非
律
令
的
世
界
」
と
ば
何
か
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た

い
。
 
「
古
事
記
」
は
「
詠
」
の
代
り
に
「
言
向
け
」
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
 
「

言
向
け
」
の
背
後
に
は
、
言
語
に
対
す
る
敬
視
の
思
想
、
言
霊
の
思
想
は
勿
論

あ
る
に
し
て
も
そ
れ
以
上
に
、
天
皇
も
し
く
は
国
家
的
な
、
或
い
は
も
っ
と
絶

対
的
な
「
神
」
の
権
威
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

 
つ
ま
り
、
人
間
が
「
罪
を
判
定
し
、
そ
れ
に
相
当
す
る
罰
を
考
え
、
実
際
の

反
社
会
的
な
行
為
を
見
つ
け
、
定
め
た
罰
に
よ
っ
て
制
裁
を
加
え
る
」
と
言
う

よ
う
な
「
律
令
的
」
な
も
し
く
は
今
日
で
言
う
「
刑
事
手
続
の
道
的
」
な
余
裕

の
な
い
、
む
し
ろ
宗
教
的
違
反
に
対
す
る
態
度
が
「
言
向
け
」
を
生
ん
だ
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
外
部
的
な
制
裁
の
論
理
で
は
な
く
、
本
来
的
な
制
裁
の
論
理

に
従
っ
て
「
古
事
記
」
は
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
次
の
よ
う
に

言
い
替
え
る
事
が
出
来
よ
う
。

 
皇
祖
神
の
寄
さ
し
給
う
所
の
天
皇
の
前
に
は
、
遷
せ
ら
る
べ
き
罪
は
な
く
、

絶
対
的
な
こ
の
権
威
の
前
に
は
、
国
は
「
言
向
け
」
さ
れ
る
だ
け
で
治
ま
る
べ

き
で
あ
り
、
そ
の
統
治
の
輪
が
広
が
る
過
程
が
即
ち
「
古
事
記
」
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
。
中
国
伝
来
の
律
令
的
判
断
以
前
の
、
二
大
な
る
神
の
意
志
の
下
に
行

動
さ
れ
る
天
皇
を
描
く
事
が
、
太
講
話
侶
の
更
に
は
天
武
天
皇
の
意
図
と
す
る

所
で
あ
っ
た
。
人
麿
の

 
大
君
は
神
に
し
座
せ
ば
天
雲
の
雷
の
上
に
盧
ら
せ
る
か
も
（
二
三
五
）

と
言
う
歌
そ
の
ま
ま
に
、
律
令
的
文
辞
を
超
え
に
世
界
の
一
端
を
窺
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

（7）


