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山

博

士

皐

問，

口

の

こ
の
小
論
で
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
ど
は
、
山
口
茂
研
究
と

い
う
ほ
ど
の
周
到
な
準
備
と
大
規
模
な
構
想
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
し
、
ま
た
山
口
教
授
著
作
解
説
と
い
っ
た
よ
う
な
、
個
々
の
著

述
、
論
文
の
内
容
に
亙
っ
て
ゐ
精
轍
な
も
の
で
も
な
い
。
い
わ
ん

や
俸
記
風
に
博
士
の
碩
徳
表
の
如
き
も
の
を
書
く
こ
と
が
目
的
で

も
な
い
。
乙
与
で
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
た
く
し
た

り
に
解
揮
し
た
山
口
博
士
の
事
聞
の
性
格
な
い
し
方
法
で
あ
る
。

ぞ
れ
は
或
は
感
想
に
類
ナ
る
も
の
と
な
る
で
あ
る
〉
つ
が
、
比
較
的

長
い
期
聞
に
亙
っ
て
絶
え
ず
博
士
の
指
導
を
受
け
、
影
響
を
蒙
っ

た
わ
た
く
し
と
し
て
‘
こ
の
機
舎
に
博
士
の
聞
学
問
の
方
法
、
性
格

に
づ
い
て
、
豊
え
書
き
風
に
書
き
記
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は

山
口
博
士
の
拳
閲

τき-
I司

橋

裁

泰

一
つ
に
は
、
私
自
身
を
批
剣
し
反
省
す
る
手
懸
り
と
す
る
た
め
で

あ
る
。副

次
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
の
小
論
を
企
て
た
今
一
つ
の
理
由

は
、
博
士
の
著
作
や
講
義
が
甚
だ
理
解
し
に
く
い
と
い
う
批
到
の

し
ば
し
ば
き
か
れ
る
こ
と
と
関
連
す
る
。
た
し
か
に
博
士
の
著

作
、
講
義
に
つ
い
て
は
、
一
同
程
度
の
卒
護
、
聴
講
で
は
理
解
し

難
い
も
の
の
あ
る
こ
と
は
、
わ
た
く
し
も
認
め
る
に
容
か
で
な
い

し
、
経
験
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
原
因
の
一
部
は
、
或
は
博

士
の
文
章
、
表
現
の
晦
躍
に
蹄
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
準
設
の
解
樺
や
博
士
自
身

の
考
え
方
に
重
賠
が
お
か
れ
℃
、
護
者
や
聴
講
者
の
古
典
に
づ
い

℃
の
素
養
が
前
提
せ
ら
れ
て
い
て
、
特
に
い
わ
ゆ
る
紹
介
が
省
か

れ
る
と
い
う
こ
と
も
そ
の
原
因
の
一
部
と
し
て
事
げ
ら
れ
う
る
で

‘ 
， " 、. 
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あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
博
士
の
皐
聞
の
難
解
さ
の
原
因
の
一

部
を
な
す
に
し
て
も
、
そ
の
原
因
の
全
部
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や

そ
の
根
本
を
な
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か

し
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
博
士
の
事
問
が
理
解
し
に
く
い
結
果
と

た
っ
て
い
る
こ
と
は
、
著
述
者
と
し
て
、
ま
た
講
義
者
と
し
て
決

し
て
よ
い
こ
と
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
反
面

博
士
の
皐
問
の
理
解
せ
ら
れ
に
く
い
理
由
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に

蹄
せ
ら
れ
る
こ
と
は
五
蛍
で
は
な
い
し
、
さ
ら
に
こ
の
た
め
に

E

営
な
評
債
を
受
け
え
な
い
と
ナ
れ
ば
、
そ
れ
は
博
士
自
身
に
と
っ

て
の
み
で
な
く
、
曲
学
閉
そ
の
も
の
¥
の
た
め
に
惜
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

ζ

の
小
論
で
、
わ
た
く
し

な
り
の
理
解
に
ナ
ぎ
な
い
こ
と
は
十
分
承
知
し
た
が
ら
、
敢
え
て

「
山
口
博
士
の
皐
問
」
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
理
由
は
、
博

士
の
曲
学
聞
の
根
本
が
、
そ
の
方
法
、
性
格
に
あ
り
、
し
か
も
そ
れ

が
表
面
的
な
理
由
か
ら
五
営
な
理
解
が
妨
げ
ら
れ
、
評
債
を
不
営

に
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

博
士
の
事
問
が
一
般
に
理
解
し
に
く
い
と
せ
ら
れ
る
根
本
の
理

由
は
、
現
在
盛
行
の
経
構
事
と
、
そ
の
方
法
、
性
格
を
異
に
す
る

こ
と
に
あ
る
と
息
わ
れ
る
。
博
士
の
事
問
が
経
協
問
問
申
界
か
ら
い
わ

ぽ
孤
立
し
た
観
の
あ
る
の
も
と
の
故
に
外
な
ら
な
い
。

端
的
に
い
え
ば
、
博
士
が
常
に
求
め
℃
や
ま
な
い
も
の
は
シ
ス

テ
ム
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
づ
の
シ
ス
テ
ム
を
も
の

J

も
の
と

し
℃
の
経
梼
世
界
像
を
描
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
別

の
言
葉
で
い
え
ば
、
経
構
世
界
像
を
一
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
貫
か

れ
た
も
の
と
し
て
描
く
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

な
シ
ス
テ
ム
へ
の
強
烈
な
要
求
が
、
個
々
の
理
説
、
法
則
の
精
密

た
解
明
と
い
う
主
り
は
、
そ
れ
ら
が
金
瞳
と
し
て
の
シ
ス
テ
ム
の

中
に
如
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
・
に
、
主
り
多
く
の
闘
心
が
向
け

ら
れ
る
結
果
と
な
り
、
経
梼
拳
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
性
格
を
童

調
ナ
る
態
度
と
な
る
。
こ
の
た
め
に
、
個
々
の
理
論
、
問
題
に
つ

い
て
の
説
明
が
、
そ
れ
が
個
々
の
理
論
、
問
題
に
つ
い
て
の
凡
そ

取
り
上
げ
ら
る
べ
き
説
明
を
比
較
、
検
討
す
る
こ
と
に
、
よ
っ
て
、

理
論
毎
に
、
或
は
問
題
毎
に
理
解
し
易
い
明
快
な
説
明
を
興
え
う

る
ま
う
に
は
、
博
士
の
場
合
に
は
明
快
明
、
は
な
く
、
理
解
し
に
く

い
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
凡
そ
開
学
問
に
志
す

も
の
と
し
て
シ
ス
テ
ム
を
軽
観
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
で
、
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は
あ
る
が
、
個
K

の
理
論
、
概
念
を
、
そ
の
基
礎
と
な
り
背
景
と

た
・
っ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
か
ら
切
り
離
し
て
比
較
し
た
り
、
・
結
び
つ

け
た
り
す
る
こ
と
は
、
博
士
に
と
っ
て
は
耐
え
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
こ
の
博
士
の
態
度
は
、
卒
明
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、

「
自
ら
納
得
の
ゆ
く
こ
と
を
求
め
る
」
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

わ
た
く
し
は
か
つ
℃
、
書
物
の
形
を
と
っ
た
博
士
の
最
初
の
著
作

と
も
い
う
べ
き
『
流
通
経
梼
の
貨
幣
的
機
構
』
に
づ
い
て
漕
越
に

も
書
評
を
試
み
た
際
に
、
そ
の
龍
後
感
の
最
も
強
い
印
象
を
上
の

言
葉
で
表
わ
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
博
士
の
p

そ
の
後
の
著
作
を
通

じ
℃
こ
の
感
想
は
常
に
日
勿
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

上
に
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
を
求
め
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
し

か
し
博
士
の
場
合
に
は
翠
に
論
理
的
整
合
を
求
め
る
と
い
う
こ
と

に
と
ど
ま
ら
な
い
。
理
論
家
と
し
て
は
常
に
論
理
的
整
合
を
求
め

た
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
が
、
し
か
し
経
瞬
間
申
者
と
し
て
は
、
よ

り
虞
い
意
味
で
の
シ
ス
テ
ム
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意

味
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
は
、
本
来
特
定
の
、
い
わ
ば
個
性
を
も
っ

た
皐
問
盟
系
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
上
に
述

べ
た
よ
う
に
背
景
を
な
し
℃
い
る
シ
ス
テ
ム
と
は
切
り
離
し
て
個

個
の
理
設
、
法
則
を
取
扱
い
え
な
い
と
い
ラ
博
士
の
態
度
の
一
面

103 

山
口
博
去
の
皐
問

を
な
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
博
士
の
場
合
に
は
、
こ
の
意

味
に
お
け
る
特
定
の
個
性
的
な
シ
ズ
テ
ム
は
、
間
早
な
る
理
論
的
世

界
の
外
に
、
さ
ら
に
歴
史
(
事
情
)
と
政
策
と
を
併
せ
含
む
も
の

と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
理
論
と
歴
史
と
政
策
と
を

分
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
歌
壇
的
介
業
の
必
要
な
い
し
著
述
よ
の

便
宜
と
し
℃
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と

は
反
封
に
理
論
と
歴
史
と
政
策
と
が
結
令
せ
ら
れ
た
一
瞳
と
し
℃

理
解
せ
ら
れ
る
こ
ヒ
で
た
く
℃
は
な
ら
な
い
。
博
士
が
常
に
シ
ス

テ
ム
と
い
う
こ
と
を
強
調
せ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で

の
理
論
と
歴
史
と
政
策
と
を
一
瞳
と
し
て
見
る
こ
と
の
重
要
さ
を

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
崎
町
士
の
事
聞
の
仕
方
で
あ
っ
た

し
、
英
、
悌
の
古
典
経
構
事
に
執
著
せ
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
故
に

外
な
ら
ぬ
と
息
わ
れ
る
。
或
は
そ
の
た
め
に
い
わ
ゆ
る
理
論
と
い

う
観
賄
か
ら
は
形
式
的
な
純
粋
さ
を
扶
く
か
の
如
く
に
見
え
、
博

士
の
閣
宇
聞
を
理
解
し
に
く
い
も
の
に
し
た
一
原
因
を
な
し
℃
い
る

と
想
像
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
理
論
と
歴
史
と
政
策
と
を
分
け
て
見

る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
っ
℃
も
、
こ
れ
を
一
種
と
し

τ見
る
こ
と

は
容
易
な
業
で
は
な
く
、
博
士
は
こ
の
容
易
で
な
い
こ
と
を
心
懸

け
、
呆
し
た
敷
勘
い
聞
草
者
の
一
人
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
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ろ
う
。
も
し
博
士
の
皐
問
の
真
骨
頂
を
一
一
言
で
い
い
表
わ
す
な
ら

ば
、
ま
さ
に
こ
の
結
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
き
に
博
士
の
皐
間
的
態
度
に
づ
い
て
、
「
自
ら
納
得
を
求
め

る
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
博
士

が
し
ば
し
ば
孔
子
の
「
関
学
ん
で
思
わ
ざ
れ
ば
則
ち
悶
し
」
と
い
う

言
葉
を
引
い
て
、
自
身
の
皐
間
的
態
度
を
語
る
と
同
時
に
、
わ
れ

わ
れ
へ
の
戒
め
と
せ
ら
が
た
こ
と
に
も
窺

r

つ
こ
と
が
出
来
る
。
こ

こ
で
博
士
が
一
言
わ
ん
と
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
書
物
を
讃
ん
で

メ
モ
を
と
り
、
は
っ
き
り
自
分
の
も
の
に
な
ら
ぬ
の
に
右
か
ら
左

へ
受
貰
り
し
た
り
、
シ
ス
テ
ム
や
背
景
の
異
な
る
も
の
を
そ
の
ま

ま
比
較
し
た
り
、
つ
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
民
の
事
問
た
り
う
る

所
以
で
は
な
い
、
自
分
の
も
の
と
し
て
蹴
唱
し
、
自
分
の
座
標
の

上
で
の
位
置
づ
け
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い

う
と
と
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
意
味
で
「
納
得
が
ゆ
く
」
と
い

う
こ
と
が
「
思
う
」
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し

と
れ
は
主
と
し
て
理
論
に
闘
し
て
い
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
博

士
は
そ
れ
に
次
い
で
ま
た
し
ば
し
ば
「
思
う
て
事
ば
ざ
れ
ば
則
ち

殆
し
」
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
。
こ
こ
で
孔
子
の
い
わ
ゆ
る

「
皐
ぶ
」
と
い
う
こ
と
は
、
皐
に
書
物
を
讃
み
、
形
式
主
義
的
に

公
式
を
舎
相
伴
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
事
責
を
知
り
、
事

責
に
照
ら
し
て
確
か
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
告
白
す
れ
ば
、

こ
の
後
段
、
特
に
そ
の
「
寧
ぷ
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
知
り
、

剣
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
は
、
此
の
頃
古
川
幸
次
郎
氏
の
説

明
を
讃
ん
で
の
と
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
博
士
に
つ
い
て
見
れ
ば

歴
史
(
事
情
)
の
知
識
、
研
究
を
重
要
視
せ
ら
れ
た
態
度
が
、
ま

さ
に
そ
れ
で
あ
る
と
思
い
営
る
。
(
そ
う
思
っ
て
、
今
年
の
卒
業

記
念
ア
ル
バ
ム
に
曲
学
生
諸
君
に
贈
る
言
葉
と
し
て
こ
の
二
何
を
書

い
た
の
で
が
っ
た
が
、
調
ベ
て
見
る
と
、
そ
れ
は
博
士
が
既
に
数

年
前
の
ア
ル
バ
ム
に
書
か
れ
、
さ
ら
に
最
近
の
博
士
の
編
に
成
る

『
金
融
論
』
(
経
済
撃
演
習
講
座
)
の
序
に
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
〉

そ
れ
で
は
一
盟
、
博
士
の
こ
の
よ
う
な
事
問
へ
の
態
度
は
ど
こ

か
ら
来
た
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
培
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
要
約
的
に
い
え
ば
、
博
士
の
事
問

l
tそ
れ
は
単
に
経
棒
闘
争

と
い
う
閥
野
に
限
ら
れ
な
い
よ
り
貴
い
意
味
で
の
率
問
な
い
し
世

界
観
と
い
う
意
味
で
の

!
lの
背
景
を
な
し
た
も
の
は
悌
蘭
西
及

. 
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び
英
士
口
利
の
古
典
経
槽
率
、
特
に
ケ
ネ

1
、
セ
イ
と
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
の
そ
れ
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
博
士
の
皐

問
的
基
礎
を
作
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
格
始
博
士
の
開
宇

問
的
背
景
と
し
て
離
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
は
或
は
博
士
が
こ

の
よ
う
に
英
悌
古
典
経
槽
壊
に
沈
潜
し
、
そ
れ
か
ら
離
れ
な
い
こ

と
に
、
博
士
の
率
問
の
古
め
か
し
さ
を
感
ず
る
か
も
知
れ
な
い
し
、

い
わ
ゆ
る
近
代
経
槽
拳
の
迫
随
者
達
か
ら
理
解
し
に
く
い
と
せ
ら

れ
る
理
由
が
、
そ
こ
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
恐
ら
く
博

士
を
し
て
い
わ
し
め
れ
ば
、
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

シ
ス
テ
ム
を
求
め
よ
う
と
す
る
博
士
の
立
場
か
ら
は
、
こ
の
皐
問

的
背
景
を
離
れ
る
こ
と
は
出
来
た
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
J

そ
れ
は
一
種
の
信
仰
に
近
い
も
の
と
さ
え
い
い
う
る
も
の
で

あ
る
が
、
貫
は
こ
れ
ら
の
古
典
経
構
事
が
曲
学
問
と
し
て
成
立
し
て

い
る
基
礎
に
は
基
督
教
的
世
界
観
が
背
景
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ

な
く
し
て
は
生
き
た
人
聞
の
世
界
は
理
解
せ
ら
れ
な
い
と
考
え
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
皐
問
と
い
う
形
で
い
ろ
い
ろ
な
介
業
が
行
わ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
鹿
じ
た
方
法
|
|
抽
象
が
行
わ
れ
る
必
要
は
あ

る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
要
す
る
に
、
人
聞
社
舎
に
闘
す
る
限

h
三
こ
の
主
う
た
方
法
で
、
そ
の
い
ろ
い
ろ
た
側
面
を
分
業
し
て

マ

AoV

，

.

盆

J

U

、守rυしJ

コ
戸
七

a

山
口
博
士
の
皐
問

理
解
レ
ょ
う
と
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
金
睡
と
し
て

蹄
一
す
る
中
心
な
く
し
て
は
、
到
底
呆
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

信
仰
的
教
理

(
F
グ
マ
)
に
代
わ
っ
て
磨
間
が
登
場
し
、
開
宇
聞
の

中
に
新
し
い
権
威
と
安
心
を
求
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
近
世
の

出
費
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
な
お
金
躍
と
し
て
の
秩
序
、
原
理
の

存
在
へ
の
信
頼
な
く
し
て
は
皐
問
は
成
立
し
え
な
い
し
、
人
聞
は

皐
問
へ
の
信
頼
な
も
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ん
や
経
構
事
と

い
う
、
金
瞳
世
界
の
一
側
面
を
取
扱
う
事
聞
に
つ
い
て
も
、
博
士

の
い
わ
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
を
想
定
し
、
シ
ス
テ
ム
を
求
め
る
こ
と
な

し
に
は
、
博
士
は
自
ら
の
皐
聞
を
考
え
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
博
士
が
シ
ス
テ
ム
と
い
う
と
き
、
理
論
と
歴
史
と
政
策
と
が

一
瞳
を
な
す
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
は
こ
の
故
に
外
な
ら
な

か
っ
た
し
、
そ
こ
に
は
デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン
を
費
え
て
見
れ
ば
、
信

ず
る

mHPHHσg
こ
と
と
、
理
解
す
る

4
2
a各
自
こ
と
と
、
知

る
当
日
回
田
町
ロ
こ
と
と
が
一
瞳
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
と
い
っ
て
主
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
た
考
方
|
|
博
士
に
似
づ
か
わ
し
く
い
え
ば
境
地

l

ー
に
至
っ
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
一
つ
に
は
博
士
が
少
青
年
時
代

(
暁
星
中
皐
時
代
、
高
商
時
代
)
を
通
じ
て
カ
干

p
y
ク
の
紳
ザ
〈
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一

橋

論

叢

と
と
も
に
暮
し
た
と
い
う
こ
と
が
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま

た
一
つ
に
は
そ
の
後
の
助
手
時
代
に
三
浦
新
七
博
士
の
下
で
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
を
習
っ
た
こ
と
も
大
き
な
影
響
を
も
っ
た
と
恩
わ
れ

る
。
殊
に
こ
の
後
者
に
つ
い
て
は
、
博
士
の
直
接
の
師
た
る
佐
野

善
作
博
士
白
身
が
す
す
ん
で
「
三
浦
に
づ
け
」
と
い
う
助
言
を
興

え
ら
れ
た
こ
と
は
甚
だ
興
味
あ
る
こ
と
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ

が
、
一
ニ
浦
博
士
の
下
で
博
士
が
え
た
も
の
は
、
患
に
ス
ミ
ス
を
讃

み
、
目
。
札
口

P
H
8
5
2
5ロ
g
を
求
め
る
と
い
う
皐
問
的
態
度
の

み
で
な
く
、
歴
史
へ
の
闘
心
、
歴
史
理
解
と
い
う
こ
と
の
重
要
さ

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
息
わ
れ
る
。
筆
者
自
身
の
直
接
に
知
る

限
り
で
は
、
博
士
が
留
皐
か
ら
蹄
づ
た
直
後
に
持
た
れ
た
「
景
気

論
」
の
講
義
は
、

b
T
ば
は
古
典
訳
の
恐
慌
理
論
で
あ
っ
た
が
、
今

ば
は
十
九
世
記
の
恐
慌
、
景
気
費
動
事
情
で
あ
っ
た
。
後
に
な
っ

て
博
士
自
身
の
語
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
悌
蘭
西
留
間
宇
中
の
仕
事

は
歴
史
の
講
義
を
聴
く
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
は
、
理
論
と
歴
史
(
事
情
)
と
政
策
と
を
一
種
と
し

て
考
え
る
と
い
ラ
博
士
の
皐
問
の
成
立
を
理
解
す
る
上
に
重
要
な

手
懸
り
を
な
す
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

博
士
の
皐
聞
の
出
護
貼
に
影
響
を
興
ぇ
、
そ
れ
を
築
く
基
礎
を

な
し
た
も
の
は
上
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
博
士
の
こ
の
主
う

た
皐
問
的
態
度
、
傾
向
は
、
留
早
か
ら
蹄
え
ら
れ
た
後
、
一
一
居
深

め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
大
の
影
響
が
三
浦
博
士
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
さ
ら
に
営
時
、
博
士

と
同
時
代
に
新
進
の
皐
者
と
し
て
出
費
し
た
同
僚
諸
教
授
と
の
率

向
上
の
交
流
、
特
に
杉
村
、
村
松
、
上
原
諸
敬
授
と
の
そ
れ
が
事

げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
杉
村
博
士
は
左
右
田
門
下
に
あ
っ
て
も

人
も
知
る
最
も
鋭
い
理
論
家
或
は
論
理
主
義
者
で
あ
っ
た
し
、
村

格
、
上
原
雨
教
授
は
三
浦
門
下
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
型
を
具
に
す
る

優
れ
た
歴
史
家
で
あ
っ
た

0

・
こ
れ
ら
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
い
わ
ば
極

度
に
封
瞭
的
な
専
攻
、
方
法
の
人
A

は
、
集
れ
ば
必
ら
ず
議
論
と

な
り
、
議
論
は
必
ち
ず
白
熱
し
、
し
ば
し
ば
激
論
に
及
ん
だ
よ
う

で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
き
、
博
士
は
杉
村
博
士
の
論
理
主
義
に
劃

し
て
は
事
情
を
以
て
相
封
し
、
村
松
向
上
原
南
教
授
の
歴
史
主
義

に
封
し
て
は
理
論
を
以
て
抵
抗
し
、
こ
れ
ら
の
交
流
を
渇
し
て
、

一
面
悩
ま
さ
れ
一
な
が
ら
も
、
大
い
に
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

シ
ス
テ
ム
へ
の
要
求
と
い
う
自
分
の
態
度
へ
の
確
信
を
い
よ
い
よ

深
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
書
物
の
形
を
と
っ
た
博
士
の
最
初
の

著
作
は
『
流
、
通
経
梼
の
貨
幣
的
機
構
』
(
昭
和
十
四
年
)
で
あ
っ
た

200 
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が
ー
そ
の
大
部
分
は
現
在
の
「
年
報
」
の
前
身
を
た
し
た
「
商
事

研
究
」
及
び
「
経
構
事
研
究
」
に
護
表
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
何
れ
も
博
士
の
シ
ス
テ
ム
の
原
型
た
る
英
吉
利
古
典
沃

経
構
事
と
悌
蘭
西
経
瞬
間
中
へ
の
深
い
理
解
と
説
漕
を
示
し
た
も
の

で
あ
り
、
博
士
の
シ
ス
テ
ム
の
形
成
過
程
と
、
博
士
の
脳
裡
に
描

か
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
本
書
の
最
後
の
部
分

で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
『
貨
幣
論
』
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

以
上
の
よ
う
に
し
て
形
成
せ
ら
れ
た
博
士
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
溶

か
し
込
ま
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
博
士
の
第
二
の
著
作
た
る

『
債
格
水
準
の
基
本
理
論
』
(
昭
和
十
八
年
)
は
、
前
著
で
到
達
せ

ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
積
極
的
に
述
べ
る
と
と
も
に
、
い
わ
ば
動
態

理
論
と
も
い
う
べ
き
債
格
水
準
の
費
動
、
イ
ン
フ
レ

1
シ
弓
ン
現

象
の
解
明
の
展
開
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
従
来
の
貨
幣

ヴ
ェ
ー
ル
観
に
立
A
J

物
償
理
論
と
は
全
く
趣
を
異
に
し
た
も
の
で

あ
り
、
博
士
の
し
ば
し
ば
使
用
す
る
表
現
に
よ
れ
ば
、
「
金
」
(
か

ね
)
の
経
構
の
根
祇
に
「
物
」
の
経
漕
の
存
在
を
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
雨
者
を
不
可
分
の
一
盟
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
基
礎
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
現
賓
の
経
樺
は
、
博
士
に
あ
っ
て
は
貨
幣
を

捨
象
し
、
或
は
皐
な
る
媒
介
手
段
と
す
る
そ
れ
で
は
た
い
と
同
時

山
口
博
士
の
事
問

に
、
貨
幣
現
象
も
ま
た
経
時
間
の
単
な
る
貨
幣
的
側
面
に
闘
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
形
式
的
に
も
内
容
的

に
も
雨
者
が
一
韓
を
な
し
た
「
貨
幣
経
構
」
が
一
つ
の
原
理
を
以

て
貫
か
れ
た
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
を
た
し

た
も
@
が
英
、
悌
古
典
経
棒
事
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
如
く

で
あ
る
。
こ
の
書
物
の
序
文
で
博
士
は
、
本
書
で
自
分
の
果
し
得

た
も
の
を
、
「
世
舎
人
生
の
錯
雑
し
た
裡
に
安
定
し
た
秩
序
を
見

た
い
と
い
う
念
頭
を
充
た
し
得
る
自
己
満
足
だ
け
で
あ
ろ
う
」
と

述
べ
て
お
り
、
そ
れ
は
謙
虚
な
心
境
告
白
の
形
で
で
は
あ
る
が
、

同
時
に
張
い
自
信
に
満
ち
た
拳
問
離
の
吐
露
と
見
る
べ
き
も
の
で

あ
る
う
。
『
流
通
経
梼
の
貨
幣
的
機
構
』
が
出
版
さ
れ
た
と
き
三

浦
博
士
が
博
士
に
「
上
回
(
貞
次
郎
博
士
)
が
喜
ん
で
い
た
主
」

と
い
う
表
現
で
間
接
に
「
俺
も
認
め
る
」
意
味
を
表
わ
さ
れ
た
こ

と
を
故
鬼
頭
敬
授
か
ら
灰
聞
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
『
債
格
水
準
の

基
本
理
論
』
の
刊
行
さ
れ
た
直
後
、
筆
者
は
三
浦
博
士
か
ら
直
接

に
「
山
口
は
支
那
の
天
の
思
想
に
似
た
面
白
い
こ
と
を
考
え
て
い

る
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
そ
れ
は
三
浦
先
生
の

念
頭
で
は
、
山
口
博
士
が
、
支
那
思
想
を
讃
美
し
た
ケ
ネ
l
の
白

然
秩
序
観
と
物
僚
理
論
と
の
結
合
を
試
み
ら
れ
た
も
の
と
し
℃
映

~ 
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っ
て
い
た
か
と
想
像
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
一
一
一
浦
博

士
の
こ
の
言
葉
は
、
わ
た
く
し
に
は
、
「
あ
れ
は
大
慶
な
こ
と
だ

ぞ
、
よ
く
考
え
て
見
ろ
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
、
い
ま

だ
に
強
い
印
象
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
最
近
「
一
橋
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
」
と
い
ろ
言
葉
が
し
ば
し
ば
反
省
的
、
批
剣
的
な
意
味
で
使
わ

れ
、
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
と
よ
り
反
省
す
べ
き
鮪

の
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
が
反
省
せ
ら
れ

批
剣
せ
ら
れ
る
た
め
に
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た

め
に
は
、
そ
の
俸
統
が
ど
の
、
よ
う
に
し
て
培
わ
れ
て
来
た
か
へ
の

理
解
が
先
ず
行
わ
れ
た
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。
上
に
ひ
い

た
上
田
博
士
や
三
浦
博
士
の
言
葉
は
第
三
者
に
と
っ
て
は
或
は
単

な
る
挿
話
以
上
に
は
響
か
ぬ
も
の
で
あ
る
う
が
、
静
く
と
も
わ
た

く
し
に
と
っ
℃
は
、
博
士
の
皐
問
を
理
解
す
る
上
に
、
ま
た
い
わ

ゆ
る
「
一
橋
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
を
「
文
献
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
と
し

て
批
評
し
去
る
た
め
に
は
、
単
な
る
挿
簡
に
と
ど
ま
ら
ぬ
も
の
と

し
て
、
書
き
落
し
え
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

回

さ
き
に
博
士
の
皐
問
的
態
度
の
基
本
を
な
す
も
の
と
し
て
、
理

論
と
歴
史
(
事
情
)
と
政
策
。
三
者
を
一
瞳
を
な
ナ
シ
ス
テ
ム
と

し
て
理
解
ナ
る
態
度
の
重
要
視
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
指
摘

し
た
。
こ
の
こ
と
は
博
士
自
ら
の
皐
問
的
態
度
で
あ
る
と
同
時

に
、
博
士
が
一
定
の
経
梼
事
に
針
し
、
そ
れ
を
理
解
す
る
態
度
で

あ
り
、
さ
ら
に
博
士
が
英
杏
利
古
典
経
磨
間
学
と
悌
蘭
西
経
湾
事
を
、

こ
の
意
味
で
の
シ
ス
テ
ム
を
も
つ
も
の
と
し
て
自
ら
の
接
聞
の
出

費
鮪
と
し
て
選
ば
れ
た
理
由
で
も
あ
っ
た
。
理
論
と
歴
史
と
政
策

を
一
瞳
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
博
士
自
ら
の
し
ば
し

ば
口
に
せ
ら
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
三
者
は
墜
し
づ

め
て
見
れ
ば
歴
史
も
政
策
も
要
す
る
に
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
の
背
景

を
な
す
事
情
で
あ
り
、
結
局
理
論
と
歴
史
(
事
情
)
と
が
博
士
の

拳
聞
を
構
成
す
る
こ
つ
の
大
き
な
支
柱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
こ
の
ニ
つ
の
支
柱
1

1
理
論
と
歴
史
と
が

個
K

バ
ラ
バ
ラ
に
併
行
し
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
こ
つ
の
も
の

を
結
世
づ
け
る
と
こ
ろ
に
博
士
の
皐
聞
の
本
領
、
員
髄
が
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
理
論
が
問
題
と
せ
ら
れ

る
と
き
に
は
常
に
歴
史
が
裏
付
け
と
し
て
語
ら
れ
、
歴
史
が
問
題

と
せ
ら
れ
る
場
合
に
も
、
貫
は
歴
史
の
理
論
的
解
轄
と
い
う
形
を

と
っ
「
ん
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
著
述
の
形
を
と
っ
た
博
士
の
業

l

d

J

 
• 
• 

命

a 

.・
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蹟
の
比
較
的
最
初
の
部
分
で
は
、
理
論
が
問
題
と
せ
ら
れ
る
が
、

し
か
し
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
歴
史
(
事
情
)
の
研
究
、
理
解
が

裏
付
け
と
た
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
『
流
通
経
構
の
貨
幣
的
機

構
』
や
『
債
格
水
準
の
基
本
理
論
』
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
し
、

さ
ら
に
博
士
の
最
初
の
講
義
「
景
気
論
」
の
央
ば
が
恐
慌
史
、
景

気
事
情
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
見
う
る
こ
と
は
さ

き
に
も
述
べ
た
如
く
勺
あ
る
。
博
士
の
近
年
の
業
績
は
こ
れ
と
は

反
針
に
歴
史
、
事
情
に
封
す
る
闘
心
を
示
し
て
い
る
工
う
に
見
え

る
が
、
そ
れ
は
や
は
り
歴
史
、
事
情
の
理
論
的
解
稗
と
い
う
形
を

と
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
者
の
特
徴
を
最
も
よ
く
代
表
す
る

も
の
一
と
し
て
「
通
貨
金
融
政
策
の
殻
展
」
(
現
代
金
融
講
座
第
一
一
一
巻
所

載
)
が
奉
げ
ら
れ
る
で
あ
る
ラ
。
そ
れ
は
最
近
に
お
け
る
金
融
論

上
の
著
作
と
し
て
も
、
ま
た
博
士
の
著
作
と
し
℃
も
最
も
高
く
評

侵
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
告
白
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
博
士
の

理
論
面
に
の
み
注
硯
し
て
来
た
わ
た
く
し
は
、
博
士
の
も
つ
新
た

な
面
に
接
し
た
感
を
営
時
禁
じ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
考
え

て
見
れ
ば
、
そ
れ
は
博
士
の
接
間
的
態
度
か
ら
す
る
営
然
の
一
つ

の
表
わ
れ
で
あ
っ
た
。
最
近
に
お
け
る
博
士
の
関
心
は
外
園
矯
替

理
論
、
圏
際
流
通
機
構
の
問
題
に
集
中
せ
ら
れ
つ
づ
あ
る
よ
ラ
で

r，
v
p強
ナ

山
U 
博
士

、 o
ホ拳

問

司F下、

あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
「
園
際
金
本
位
制
管

見
」
ハ
一
橋
大
事
研
究
年
報
、
商
事
研
究
I
)
に
見
る
こ
と
が
出
来
る

が
、
そ
れ
は
理
論
と
歴
史
(
事
情
)
と
政
策
と
の
結
合
の
最
も
庚

く
、
ま
た
生
き
た
揚
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
い
う

る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
特
に
ク
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
博
士
が
歴
史
的

事
賓
の
丹
念
な
研
究
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
十
年
、
従
来

の
調
査
部
の
組
識
が
改
め
ら
れ
て
経
横
調
査
部
が
設
け
ら
れ
、
主

と
し
て
明
治
初
期
の
経
構
事
情
の
調
査
が
始
め
ら
れ
た
と
き
、
博

士
は
そ
の
主
任
者
と
し
て
調
査
の
統
轄
に
営
ら
れ
る
と
同
時
に
、

自
ら
幕
末
、
明
治
初
期
の
通
貨
、
金
融
事
情
に
闘
す
る
資
料
に
つ

い
て
事
項
別
カ
ー
ド
作
製
の
仕
事
に
従
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
つ
法
規
分
類
大
会
」
「
明
治
貨
政
考
要
」
そ
の
他
営
時
の
新
聞

紙
、
停
記
等
を
一
頁
一
頁
を
迫
っ
て
カ
ー
ド
に
と
る
と
い
う
方
法

で
あ
っ
た
。
こ
の
作
業
を
開
始
す
る
に
営
っ
て
、
博
士
は
資
料
研

究
の
方
法
に
つ
い
て
特
に
慎
重
を
期
し
、
部
員
と
と
も
に
し
ば
し

ば
幸
田
成
友
博
士
に
「
大
阪
市
史
」
編
纂
営
時
の
経
験
を
聴
か
れ
、

さ
ら
に
歴
史
資
料
の
取
扱
方
に
つ
い
て
か
ね
て
兄
事
し
て
い
ら
れ

た
上
原
専
藤
教
授
の
助
言
を
乞
わ
い
れ
る
等
、
博
士
の
こ
の
仕
事
に

. 
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注
が
れ
た
情
熱
は
非
常
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
博

士
自
ら
作
製
せ
ら
れ
た
カ
1
下
は
数
千
枚
に
兵
ひ
、
そ
れ
が
事
問

的
財
産
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
知
る

限
り
の
官
尋
問
家
。
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
殆
ん
ど

知
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
な
い
博
士
の
業
蹟
の
極
め
て
重
要
な
一
側
面

を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
カ
ー
ド
は
今
も
な
お
博
士
の
座
右
に

お
か
れ
て
常
に
利
用
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
「
日
本
金

融
史
の
一
節
|
|
銀
自
相
場
・
洋
銀
相
場
・
儒
替
相
場
」
(
高
垣
寅

弐
郎
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
所
載
)
、
英
文

EJZ号
己
主
由
。
E
σ
白
E

7
2
8
2
C
E
8
0
3
E出
R
盟
忌
叩
♂

5σ

区
町
比

gロ
初

日

-σ2

u
o
H
H
P
H
U
P
ロ
門
凶
句
。
吋
町
山
内
口
同
M

向。吋
5
ロ
m
H
O

同
丘
四
国
向
β
叶
古
川
川
広
H
叩
国
P
叶E

H

吋
足
。
門
出
回
目
・
(
L
P
ロロ

MHZC同
匹
。
同
門
付
。

H
E
σ
S
E
k
r
g
r
B
U
1
W

J
1

。H
-
H
H
H
-
z
。・

N

・
)
は
、
こ
の
所
産
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、

退
官
せ
ら
れ
た
後
の
現
在
も
、
引
績
い
て
こ
の
カ
ー
ド
作
製
の
仕
、

事
に
従
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
博
士
の
事
問
的
態
度
と
方
向
と

を
窺
わ
し
め
る
も
の
で
あ
る
う
。
し
か
し
こ
う
い
う
と
き
に
も
、

博
士
は
歴
史
的
事
賓
の
皐
な
る
羅
列
に
は
満
足
せ
ら
れ
な
い
で
、

常
に
歴
史
の
理
論
的
解
揮
を
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

博
士
の
事
聞
に
づ
い
て
は
、
な
お
語
り
論
ず
べ
き
多
く
の
も
の

が
あ
る
が
、
最
後
に
今
一
っ
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
博

士
が
事
聞
を
一
生
の
仕
事
と
せ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
如
何
に
す
れ

ば
い
つ
ま
で
も
そ
れ
を
績
け
う
る
か
の
方
法
を
常
に
考
え
て
い
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
た
く
し
は
一
つ
の
場
面
を
想
い
起

す
。
そ
れ
は
十
数
年
前
、
根
岸
信
先
生
の
還
歴
祝
賀
宴
の
催
さ
れ

た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ど
う
す
れ
ば
先
生
の
よ
う
に
い
つ

ま
で
も
事
聞
を
積
け
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
る
か
と
、
そ
の
秘
訣
の

教
示
を
真
剣
な
面
持
ち
で
求
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ヮ
た
。
偶
K

そ

の
席
末
を
け
が
し
て
い
た
わ
た
く
し
は
、
根
岸
先
生
の
老
い
て
益

盆
旺
ん
な
御
精
進
の
様
子
は
承
知
し
て
い
た
が
、
そ
の
と
き
の
博

士
の
真
剣
さ
と
謙
虚
さ
と
に
心
を
打
た
れ
た
こ
と
を
未
だ
に
鮮
や

か
に
記
憶
し
て
い
る
。
退
官
せ
ら
れ
た
今
な
お
、
博
士
が
皐
問
へ

の
情
熱
を
失
わ
れ
ず
、
さ
ら
に
新
た
な
構
想
を
以
て
研
究
を
績
け

よ
う
と
し
て
い
ら
れ
る
の
は
故
な
し
と
し
な
い
こ
と
を
痛
感
す
る

わ
け
で
あ
る
。
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