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没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
九
)

(
坂
井

健

想
も
亦
み
ち
/
¥
た
り
と
な
し
、
孔
雀
の
羽
に
紋
理
あ
る
は
、
先
天
の
理
想
の
然

イ
デ
エ

ら
し
む
る
な
り
、
と
な
し
、
美
の
理
想
あ
り
、
と
い
ひ
、
又
こ
れ
に
適
へ
る
臨
拡

あ
り
、
と
い
ひ
、
目
の
色
を
観
て
感
じ
、
耳
の
声
を
聞
き
て
感
ず
る
は
、
先
天
の

理
想
の
、
暗
中
よ
り
躍
り
出
で
て
、
此
の
声
美
な
り
、
こ
の
色
美
な
り
、
と
叫
ぶ

故
な
り
、
と
な
し
、
感
納
性
の
上
に
も
理
想
あ
れ
ば
、
製
作
性
の
上
に
も
理
想
あ

り
、
と
な
し
、
更
に
進
み
て
論
じ
て
日
は
く

「
若
し
没
理
想
を
説
く
人
の
い
へ
る
が
如
く
、
一
言
葉
の
う
ち
に
お
の
が
理
想
の

あ
ら
は
れ
ざ
る
戯
曲
に
長
ず
る
た
め
に
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
大
な
り
、
お
の
が
理

想
の
あ
ら
は
る
L

叙
情
詩
も
し
く
は
小
説
に
長
ず
る
た
め
に
パ
イ
ロ
ン
、
ス
ヰ

フ
ト
小
な
り
と
い
は
工
、
こ
れ
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
と
パ
イ
ロ
ン
と
ス
ヰ
フ
ト
と

た
ま
/
¥
其
の
詩
体
を
殊
に
せ
し
為
に
大
小
の
別
生
じ
た
る
の
み
に
て
、
そ
の

本
来
の
分
才
境
地
に
は
犬
小
な
か
る
べ
し
」

と
。
さ
て
ま
た
末
段
に
至
り
て
、
再
び
此
論
を
継
ぎ
て
日
く

「
英
吉
利
古
今
の
文
士
の
戯
曲
を
作
り
し
も
の
幾
百
家
、
ぞ
。
そ
の
作
り
し
戯
曲

幾
千
万
篇
ぞ
。
そ
の
幾
千
万
篇
か
知
れ
ぬ
戯
曲
は
戯
曲
の
体
裁
と
し
て
作
者
自

ら
が
評
論
の
詞
を
ば
挿
ま
ざ
り
し
な
ら
ん
。
皆
所
調
没
理
想
な
り
し
な
ら
ん
。

き
る
に
彼
の
数
百
千
家
は
そ
の
名
骨
と
与
に
朽
ち
ぬ
。
ひ
と
り
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ

ヤ
が
威
霊
今
に
い
た
る
ま
で
も
い
や
ち
こ
な
る
は
何
故
ぞ
。
彼
の
数
百
千
家
は

小
家
数
に
し
て
、
ひ
と
り
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
大
詩
人
た
る
は
何
故
ぞ
。
又
叙

情
詩
に
小
説
と
に
は
作
者
の
理
想
あ
ら
は
る
と
い
ひ
、
没
理
想
に
至
る
こ
と
能

は
ず
と
い
は
ミ
叙
情
詩
に
長
ず
る
大
詩
人
は
、
小
説
に
長
ず
る
大
詩
人
は
果

し
て
生
，
す
べ
か
ら
ざ
る
か
。
又
叙
事
詩
の
旨
は
純
粋
な
る
客
観
相
に
あ
れ
ば
、

そ
の
没
理
想
に
至
り
易
き
こ
と
週
に
戯
曲
の
上
に
あ
ら
む
。
又
没
理
想
を
説
く

一O
四

人
の
戯
曲
を
取
り
て
叙
事
詩
を
取
ら
ざ
る
は
何
故
ぞ
。
お
ほ
よ
そ
是
等
の
問
に

答
ふ
る
人
な
き
聞
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
に
理
想
な
し
と
も
い
は
せ
ず
。
理
想
な

き
を
大
詩
人
の
本
相
な
り
と
も
い
は
せ
じ
。
」

と
。
此
の
段
の
議
論
、
全
く
没
理
想
の
字
義
に
就
き
て
、
先
生
と
我
れ
と
解
を
異

に
し
た
る
よ
り
生
じ
た
り
。
先
生
の
議
論
は
論
理
の
必
然
な
る
べ
し
。
若
し
も
没

理
想
と
い
ふ
詞
が
無
理
想
と
い
ふ
に
同
じ
く
し
て
、
わ
が
嘗
て
物
し
た
る
緒
置
の

中
に
、

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
大
詩
人
た
る
由
縁
は
、
偏
に
理
想
な
き
所
に
あ
り
、

と
や
う
に
明
言
断
定
せ
し
こ
と
あ
ら
ん
か
、
わ
れ
実
に
答
ふ
べ
き
詞
を
知
ら
ざ
ら

ん
が
、
わ
れ
い
ま
だ
嘗
て
無
理
想
と
い
ふ
意
味
の
没
理
想
を
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の

本
体
な
り
と
も
い
は
ね
ば
、
不
見
理
想
と
い
ふ
意
味
の
没
理
想
を
も
、
大
詩
人
の

本
領
な
り
、
と
い
ひ
し
こ
と
な
し
。
所
詮
、
わ
が
、
『
マ
ク
ベ
ス
評
註
』
の
緒
言

に
於
て
わ
き
ま
へ
た
る
こ
と
は
、
没
理
想
(
不
見
理
想
)
の
詩
(
ド
ラ
マ
)
を
評

す
る
に
当
り
て
、
区
々
た
る
「
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
l
シ
ョ
ン
」
の
、
益
少
う
し
て

害
多
か
る
べ
き
を
陳
べ
た
る
に
止
ま
れ
り
。
そ
の
言
に
日
は
く

「
第
二
の
評
釈
即
ち
「
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
l
シ
ョ
ン
」
は
若
し
見
識
高
き
人
の

手
に
成
れ
る
時
は
、
読
み
て
頗
る
感
深
く
益
も
あ
る
べ
け
れ
ど
、
識
卑
き
人
の

手
に
成
れ
る
時
は
、
徒
ら
に
猫
を
解
釈
し
て
虎
の
如
く
に
言
ひ
倣
し
、
迂
闇
な

る
読
者
を
し
て
あ
ら
ぬ
誤
解
に
陥
ら
し
む
る
恐
れ
あ
り
。
さ
る
は
シ
ェ
ー
ク
ス

ピ
ヤ
の
作
の
甚
だ
自
然
に
似
た
る
よ
り
生
ず
る
こ
と
な
り
。
」

と
。
わ
が
緒
言
の
本
意
ま
こ
と
に
こ
与
に
在
り
。
詩
を
論
ぜ
ん
と
て
も
の
し
た
る

に
も
あ
ら
ね
ば
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
論
ぜ
ん
と
て
も
の
し
た
る
に
も
あ
ら
判
。

一
意
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
作
が
自
然
に
似
た
る
由
を
断
ら
ん
と
て
な
り
。
別
に
題

を
設
け
て
、

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
総
論
の
一
班
と
だ
に
名
づ
け
ざ
る
を
見
て
も
、
わ



が
本
意
は
知
ら
る
ベ
し
。
き
れ
ば
こ
そ
っ
け
に
や
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
は
空
前
絶
後

の
大
詩
人
な
ら
ん
。
其
の
造
化
に
似
て
際
涯
無
く
、
其
の
大
洋
に
似
て
広
く
深
く
、

其
の
底
知
ら
ぬ
湖
の
如
く
、
普
く
衆
理
想
を
容
る
L
所
は
、
恐
ら
く
は
空
前
絶
後

な
る
べ
し
。
併
し
な
が
ら
、
斯
く
の
如
き
は
、
其
の
作
に
理
想
の
見
え
ざ
る
が
故

に
あ
ら
ぬ
か
。
こ
れ
の
み
の
理
由
に
よ
り
て
理
想
高
大
な
り
と
云
ふ
は
信
け
が

た
し
」
と
い
ひ
、
「
若
し
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
称
美
せ
ん
と
な
ら
ば
、
其
の
美
術

家
た
る
伎
伺
を
賞
す
る
は
固
よ
り
可
か
る
べ
く
、
其
の
比
喰
の
妙
、
其
の
想
像
の

妙
、
其
の
着
想
の
妙
、
こ
れ
ら
を
ほ
め
て
空
前
と
い
ふ
も
可
く
、
絶
後
と
い
ふ
も
、

可
か
る
べ
し
。
只
其
の
理
想
を
ほ
め
て
、
強
い
て
高
し
と
い
ふ
は
信
け
難
し
。
む

し
ろ
其
の
没
理
想
な
る
を
た
L

ふ
ベ
し
」
と
い
ひ
、
又
多
少
の
例
を
挙
げ
て
没
理

想
(
不
見
理
想
)

の
文
章
に
は
、
さ
ま
/
に
の
解
の
下
し
得
べ
き
こ
と
を
い
ひ
た

る
末
に
「
此
の
謹
例
甚
だ
不
足
な
れ
ど
も
、
没
理
想
の
必
ず
し
も
大
理
想
に
あ
ら

ざ
る
こ
と
ヘ
小
理
想
の
時
と
し
て
は
没
理
想
と
見
ゆ
る
例
と
は
な
る
べ
し
。
兎

釈
す
る
こ
と
の
、

の
作
を
、
理
想
(
わ
が
理
想
)
を
も
て
評

い
と
/
¥
要
な
か
る
べ
き
を
信
ず
る
が
故
に
、
此
の
た
び
の
評

に
角
に
、
予
は
没
理
想
(
不
見
理
想
)

註
に
て
は
、
主
と
し
て
打
見
た
る
侭
の
趣
き
を
描
写
す
る
こ
と
を
力
め
、
我
が
一

料
簡
の
解
釈
を
ば
加
へ
ざ
る
べ
し
。
」
と
は
い
ひ
た
る
な
れ
。
わ
が
没
理
想
の
詩

論
に
関
繋
す
る
所
は
、
間
接
に
し
て
、
評
註
の
方
法
に
関
繋
す
る
所
は
、
直
接
な

る
こ
と
、
弁
せ
ず
と
も
明
か
な
る
べ
し
。
ま
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
が
本
領
の
美
は
、

偏
へ
に
没
理
想
(
其
の
理
想
の
見
え
ざ
る
所
)

に
あ
り
と
し
も
い
は
ざ
る
こ
と
、

明
か
な
る
べ
し
。文

学
部
論
集

第
八
十
三
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一
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九
八
年
三
月
)

注
(
1
)
其
=
7
『
早
稲
田
文
学
』
十
号
(
明
治
二
五
年
二
月
三
五
日
)
の
「
時
文
評
論
L

欄
掲
載
。
「
其
ご
、
「
其
一
こ
は
九
号
の
掲
載
。

(
2
)
出
で
て
・
初
出
「
出
で
L

」。

(
3
)
烏
有
先
生
巳
に
一
体
系
の
・
・
製
作
性
の
上
に
も
理
想
あ
り
、
と
な
し
・
「
早
稲

田
文
学
の
没
理
想
」
(
『
し
が
ら
み
草
紙
』
二
七
号
、
明
治
三
四
年
三
一
月
)
の
要

約
。
以
下
、
引
用
さ
れ
て
い
る
。
鴎
外
文
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
没
理
想
論
争
注

釈
稿
会

C
1
(
四
ご
(
『
文
芸
言
語
研
究
文
芸
篇
』
一
一
一
一

1
三
四
、
一
九
九

二
年
九
月
1
一
九
九
三
年
九
月
)
で
注
釈
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

(
4
)
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
・
初
出
「
シ
ェ
、
ク
ス
ピ
ヤ
」
。
以
下
同
様
。

(
5
)
此
の
段
の
議
論
、
全
く
没
理
想
の
字
義
に
就
き
て
、
先
生
と
我
れ
と
解
を
異
に

し
た
る
よ
り
生
じ
た
り
・
「
此
の
段
」
は
、
初
出
「
此
段
」
。
以
下
同
様
。
鴎
外

は
「
没
理
想
」
を
「
無
理
想
」
と
解
釈
し
た
。
さ
ら
に
「
没
理
想
」
と
は
、
作
者

が
登
場
人
物
に
対
す
る
評
価
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
の
主
観
・
意
見
を

表
わ
す
こ
と
(
「
挿
評
」
)
を
否
定
す
る
主
張
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
没
理
想
」
は
「
純
客
観
」
で
あ
る
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
叙

情
詩
や
小
説
よ
り
、
戯
曲
や
叙
事
詩
が
優
れ
て
い
る
か
の
ご
と
き
誤
解
が
生
じ
た

わ
け
で
あ
る
。

(
6
)
わ
が
嘗
て
物
し
た
る
緒
言
・
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
脚
本
評
註
緒
言
」
(
『
早
稲

田
文
学
』
創
刊
号
、
明
治
二
四
年
一

O
月
)
を
指
す
。
「
マ
ク
ベ
ス
評
釈
」
の
緒

一
言
と
し
て
、
そ
の
心
構
え
を
述
べ
た
も
の
。
以
下
、
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
遁
迄

は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
は
「
没
理
想
」
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
そ

の
作
品
を
評
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
自
分
の
解
釈
を
さ
し
は
さ
ま
ず
、
語
句
の

注
釈
に
と
ど
め
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
脚
本
評
註

緒
言
」
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
一
)
」
(
『
文
芸
言
語
研
究

文
芸
篇
』
一
一
一
号
、
一
九
九
三
年
三
月
)
で
注
釈
し
た
。

(7)
わ
れ
い
ま
だ
嘗
て
無
理
想
と
い
ふ
意
味
の
没
理
想
を
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
本
体

な
り
と
も
い
は
ね
ば
・
遁
迄
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
、
が
自
然
に
似
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
、
理
想
が
隠
れ
て
い
る
と
し
て
、

一O
五



没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
九
)

(
坂
井

健

「
没
理
想
L

と
呼
ん
だ
。
実
際
、
遺
逢
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
が
「
無
理
想
」
だ
と

主
張
し
た
こ
と
は
な
い
。

(
8
)
不
見
理
想
と
い
ふ
意
味
の
没
理
想
を
も
、
大
詩
人
の
本
領
な
り
、
と
い
ひ
し
こ

と
な
し
・
「
不
見
理
想
」
は
、
見
え
な
い
理
想
、
隠
れ
て
い
る
理
想
。
後
の
引
用

「
其
の
美
術
家
た
る
伎
備
を
賞
す
る
は
固
よ
り
可
か
る
べ
く
」
云
々
に
対
応
す
る
。

「
大
詩
人
の
本
領
」
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
、
「
没
理
想
」
は
、
そ
の
一
部
に
過
ぎ

な
い
と
い
う
論
法
。

(
9
)
『
マ
ク
ベ
ス
評
註
』
の
緒
言
・
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
脚
本
評
註
緒
一
二
一
口
」
の
こ

と
。
注

(
6
)
参
照
。

(
叩
)
「
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
|
シ
ョ
ン
」
・
初
出
「
イ
ン
タ
ル
プ
リ
テ
l
シ
ョ
ン
」
(
以

下
同
じ
)
。
迫
迄
は
、
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
脚
本
評
註
緒
一
言
」
の
中
で
、
「
評
釈

と
い
ふ
に
も
二
法
あ
り
て
、
有
り
の
侭
に
字
義
、
語
格
等
を
評
釈
し
て
、
修
辞
上

に
及
ぶ
も
一
法
な
り
。
作
者
の
本
意
も
し
く
は
作
に
見
え
た
る
理
想
を
発
揮
し
て
、

批
判
評
論
す
る
も
評
釈
な
る
べ
し
。
」
と
述
べ
、
自
分
は
前
者
の
方
法
を
取
る
こ

と
を
明
言
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
l
シ
ョ
ン
」
は
、
後
者
の

方
法
に
属
す
る
が
、
こ
の
方
法
で
は
、
注
釈
者
の
つ
ま
ら
な
い
主
観
が
入
り
込
む

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
「
区
々
た
る
」
と
い
っ
た
。

(
日
)
詩
を
論
ぜ
ん
と
て
も
の
し
た
る
に
も
あ
ら
ね
ば
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
論
ぜ
ん

と
て
も
の
し
た
る
に
も
あ
ら
ず
o

-

迫
迄
の
「
没
理
想
」
の
論
は
、
も
と
も
と
、

「
『
マ
ク
ベ
ス
評
註
』
の
緒
言
」
の
中
で
注
釈
の
方
針
を
述
べ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、

文
学
論
を
意
図
し
た
の
で
も
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
論
を
企
て
た
も
の
で
も
な
か
っ

た
。
後
に
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
総
論
の
一
斑
と
だ
に
名
づ
け
ざ
る
」
と
あ
る
通
り

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
批
判
を
し
た
鴎
外
の
方
に
こ
そ
無
理
が
あ
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
論
争
が
起
こ
っ
た
の
は
、
遺
造
、
か
「
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て

汝
に
あ
り
し
(
『
早
稲
田
文
学
』
一
一
一
号
、
明
治
二
四
年
一
一
月
)
で
、
「
没
理
想
」

が
評
論
全
体
に
及
ぶ
か
の
ご
と
き
発
言
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
坂
井
健

「
没
理
想
論
争
の
発
端
1

斎
藤
緑
雨
と
石
橋
思
案
の
応
酬
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
解

釈
』
平
成
七
年
四
月
)
参
照
。

(
ロ
)
「
げ
に
や
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
は
空
前
絶
後
の
大
詩
人
な
ら
ん
。

こ
れ
の
み
の

一
O
六

理
由
に
よ
り
て
理
想
高
大
な
り
と
云
ふ
は
信
け
が
た
し
」
・
「
其
の
美
術
家
」
は
、

初
出
「
其
美
術
家
」
。
以
下
同
様
。
こ
の
部
分
は
、
「
没
理
想
」
が
「
無
理
想
L

で

な
い
こ
と
の
論
証
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
遺
逢
は
没
理
想
的
な
作
口
聞

を
す
で
に
「
底
知
ら
ず
の
湖
」
(
『
読
売
新
聞
』
明
治
三
四
年
一
月
一
日
)
で
、
「
底

知
ら
ず
の
湖
」
に
喰
え
て
い
る
。

(
日
)
「
若
し
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
称
美
せ
ん
と
な
ら
ば
、
其
の
美
術
家
た
る
伎
備
を

賞
す
る
は
固
よ
り
可
か
る
べ
く
・
-
只
其
の
理
想
を
ほ
め
て
、
強
い
て
高
し
と
い
ふ

は
信
け
難
し
。
む
し
ろ
其
の
没
理
想
な
る
を
た
』
ふ
ベ
し
」
・
「
伎
傭
」
は
初
出

「
技
術
」
。
以
下
同
様
。
こ
の
部
分
の
引
用
は
、
「
没
理
想
」
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ

ア
の
優
れ
て
い
る
点
の
一
部
に
渇
き
な
い
と
自
分
は
考
え
て
お
り
、
「
没
理
想
」

を
大
詩
人
の
本
領
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
主
張
の
根
拠
と

し
て
引
か
れ
て
い
る
。
次
の
「
ま
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
が
本
領
の
美
は
、
偏
へ
に

没
理
想
(
其
の
理
想
の
見
え
ざ
る
所
)
に
あ
り
と
し
も
い
は
.
さ
る
こ
と
、
明
か
な

る
べ
し
。
」
に
続
い
て
行
く
。

(
U
)
「
此
の
謹
例
甚
だ
不
足
な
れ
ど
も
、
此
の
た
び
の
評
註
に
て
は
、
主
と
し
て

打
見
た
る
侭
の
趣
き
を
描
写
す
る
こ
と
を
力
め
、
我
が
一
一
料
簡
の
解
釈
を
ぱ
加
へ

ざ
る
べ
し
。
」
・
「
料
簡
し
は
、
初
出
「
了
見
」
。
こ
の
部
分
の
引
用
は
、
没
理
想

の
作
品
に
は
没
理
想
の
態
度
で
評
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
没
理
想
の

論
は
評
釈
に
つ
い
て
い
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
の
根
拠
と
し
て
引
か
れ
て
い

る
。
次
の
「
わ
が
没
理
想
の
詩
論
に
関
酎
帯
す
る
所
は
、
間
接
に
し
て
、
評
註
の
方

法
に
関
繋
す
る
所
は
、
直
接
な
る
こ
と
、
弁
せ
ず
と
も
明
か
な
る
べ
し
。
」
に
続

い
て
い
る
。

先
生
は
わ
れ
を
難
じ
て
、
理
想
の
あ
ら
は
れ
ざ
る
戯
曲
に
長
ず
る
た
め
に
、

シ

ェ
I
ク
ス
ピ
ヤ
を
大
と
い
ひ
、
理
想
の
あ
ら
は
る
L
叙
事
詩
も
し
く
は
小
説
に
長

ず
る
た
め
に
、
パ
イ
ロ
ン
、
ス
ヰ
フ
卜
を
小
な
り
と
い
へ
り
と
、
い
は
れ
た
れ
ど
、

こ
れ
は
た
位
か
の
覚
悟
せ
ぬ
所
な
民
。
わ
が
例
の
緒
言
の
中
に
、
下
の
如
き
一
節

あ
り
、

日
は
く
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
傑
作
は
頗
る
造
化
に
似
た
り
、
上
は
審
美



の
見
識
に
富
み
た
る
学
者
よ
り
、
下
は
一
知
半
解
の
者
ま
で
も
彼
の
作
を
も
て
は

一
つ
は
故
人
が
激
賞
し
た
る
を
伝
へ
き
L

て
、
雷
同
附
加
す
る
に
も
因

る
こ
と
な
ら
め
ど
、
一
つ
は
衡
の
作
、
度
量
甚
だ
広
く
し
て
、
能
く
衆
噌
好
を
容

る
L

こ
と
、
猶
は
自
然
の
風
光
の
、
万
人
を
楽
し
ま
し
む
る
が
ご
と
き
に
民
く
な

や
す
は

ら
ん
。
パ
イ
ロ
ン
、

ス
ヰ
フ
ト
な
ど
の
作
の
、
或
人
に
喜
ば
れ
て
、
他
の
人
に
嫌

は
る
L
と
は
、
大
い
な
る
相
違
な
り
。
」
と
。
こ
は
パ
イ
ロ
ン
ら
が
作
の
、
そ
の

度
量
に
於
て
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
作
に
劣
れ
る
を
い
へ
る
の
み
。
詩
人
と
し
て

の
優
劣
此
の
点
に
あ
り
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
は
未
だ
曾
て
い
ひ
し
こ
と
な
し
。
畢

寛
は
此
の
度
量
の
論
も
、
解
釈
の
難
易
を
思
へ
る
よ
り
生
じ
た
り
。
そ
を
詳
か
に

シ
エ
リ
ー
ら
の
ご
と
く
に
、
お
の
が
抱
懐

い
ふ
時
は
、

ミ
ル
ト
ン
、
パ
イ
ロ
ン
、

せ
る
一
理
想
を
さ
な
が
ら
に
打
出
だ
し
て
見
せ
た
ら
ぱ
、
そ
を
一
つ
/
¥
分
析
し

て
、
こ
れ
は
云
々
、
こ
れ
は
箇
様
々
々
と
、
解
釈
批
評
せ
ん
も
難
き
こ
と
に
は
あ

ら
ね
ど
、
ひ
と
り
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
が
傑
作
に
至
り
て
は
、
上
は
審
美
の
見
識
に

富
め
る
学
者
よ
り
、
下
は
一
知
半
解
の
輩
ま
で
お
の
が
じ
し
取
り
仁
川
に
思
ひ
惑

ふ
こ
と
あ
り
、
そ
の
作
者
の
理
想
が
幾
重
に
も
見
え
て
、
其
の
本
意
の
所
在
、
ド

ラ
マ
全
局
面
に
は
顕
著
な
ら
ず
、
殆
ど
見
え
ず
、
と
の
義
な
り
。
詩
の
大
小
を
い

へ
る
に
は
あ
ら
ず
。
若
し
ま
た
然
ら
ず
し
て
、
か
の
没
理
想
と
い
へ
る
こ
と
が
、

ド
ラ
マ
全
局
を
掩
ふ
べ
き
唯
一
絶
対
の
妙
相
な
り
せ
ば
、
何
で
ふ
そ
の
他
を
い
ふ

必
要
あ
ら
ん
や
。
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
称
美
せ
ん
と
な
ら
ば
、
其
の
美
術
家
た

る
伎
民
間
を
賞
す
る
は
固
よ
り
可
か
る
べ
く
、
其
の
比
喰
の
妙
(
云
々
)
こ
れ
ら
を

ほ
め
て
空
前
と
い
ふ
も
可
か
る
べ
く
、
只
其
の
理
想
を
ほ
め
て
、
高
し
と
い
ふ
は

信
け
が
た
し
。
」
と
、
と
り
わ
き
て
い
ふ
必
要
あ
ら
ん
や
。
詩
人
と
は
即
ち
美
術

家
の
謂
ひ
に
し
て
、
美
術
家
の
伎
偏
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
詩
人
の
本
領
と
い
ふ

文
学
部
論
集

第
八
十
二
号
(
一
九
九
八
年
三
月
)

こ
と
な
る
を
や
。

注
(
1
)
先
生
は
わ
れ
を
難
じ
て
、
理
想
の
あ
ら
は
れ
ざ
る
戯
曲
に
長
ず
る
た
め
に
、
シ

ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
大
と
い
ひ
、
こ
れ
は
た
此
方
の
覚
悟
せ
ぬ
所
な
り
0

・
鴎
外

の
論
は
、
没
理
想
す
な
わ
ち
無
理
想
、
す
な
わ
ち
至
上
の
文
芸
的
価
値
を
持
っ
た

作
品
と
い
う
誤
解
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と
パ
イ

ロ
ン
、
ス
ヰ
フ
ト
と
の
聞
に
価
値
上
の
差
異
が
あ
る
と
遣
迄
が
主
張
し
て
い
る
か

の
よ
う
な
受
け
取
り
方
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
詩
人
と
し
て
の
優
劣
に
は

触
れ
て
い
な
い
と
は
言
う
も
の
の
、
以
下
寸
ハ
イ
ロ
ン
ら
が
作
の
、
そ
の
度
量
に

於
て
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
作
に
劣
れ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
鴎
外
の
誤
解
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

(
2
)
度
量
・
心
の
広
が
り
。
こ
こ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
人
生
観
が
推
し
測
り
難
い
点
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の

「
解
釈
の
難
易
を
思
へ
る
」
云
々
以
下
に
述
べ
ら
れ
る
と
お
り
。

(
3
)
シ
エ
リ

l
・
初
出
「
シ
ェ
ル
リ
」
。
な
お
噌
刊
円
ミ
回
一
三
岳
町
田
『
刊
ニ
ミ

(コ唱
N
1
-
∞M
M
)

は
英
国
の
叙
情
詩
人
。

(
4
)
お
の
が
抱
懐
せ
る
一
理
想
を
さ
な
が
ら
に
打
出
だ
し
て
見
せ
た
ら
ば
、
そ
を
一

つ
/
¥
分
析
し
て
、
こ
れ
は
云
々
、
こ
れ
は
箇
様
々
々
と
、
解
釈
批
評
せ
ん
も
難

き
こ
と
に
は
あ
ら
ね
ど
・
作
者
の
人
生
観
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

作
品
に
即
し
て
一
つ
一
つ
そ
の
人
生
観
を
分
析
し
、
作
者
の
意
図
を
解
釈
す
る
こ

と
も
難
し
く
は
な
い
が
、
の
意
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
で
は
、
現
れ
て
い
な

い
の
で
、
分
析
・
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

?
と
取
り
ふ
¥
に
・
初
出
「
と
り
人
¥
に
」

(
6
)
ド
ラ
マ
全
局
面
・
戯
曲
全
体
を
総
合
的
に
見
た
場
合
の
姿
。
後
に
、
一
登
場
人

物
に
の
み
着
目
し
た
場
合
と
対
比
さ
れ
る
。

(
7
)
詩
の
大
小
を
い
へ
る
に
は
あ
ら
ず
・
作
品
の
絶
対
的
価
値
を
云
々
し
て
い
る
の

で
は
な
い
、
の
意
。

(
8
)
か
の
没
理
想
と
い
へ
る
こ
と
が
、
ド
ラ
マ
全
局
を
掩
ふ
べ
き
唯
一
絶
対
の
妙
相

一O
七



没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
九
)

(
坂
井

健

な
り
せ
ば
、
何
で
ふ
そ
の
他
を
い
ふ
必
要
あ
ら
ん
や
・
没
理
想
で
あ
る
か
ど
う
か

だ
け
が
、
作
品
の
価
値
を
定
め
る
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
他
に
も
作

品
の
価
値
を
決
め
る
も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
美

術
家
た
る
伎
何
」
、
「
比
喰
の
妙
」
な
ど
の
例
を
あ
げ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。
遁

造
が
、
唯
一
絶
対
の
評
価
基
準
を
嫌
う
の
は
、
「
既
発
四
番
合
評
」
(
『
読
売
新
聞
』

明
治
二
三
年
三
一
月
)
で
、
小
説
を
「
固
有
派
」
、
「
折
衷
派
」
、
「
人
間
派
」
に
分

け
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
上
下
の
別
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
と
、
相
通
じ
て
い

る。

(
9
)
美
術
家
の
伎
備
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
詩
人
の
本
領
と
い
ふ
こ
と
な
る
を
や
・

美
術
家
の
伎
偏
と
は
詩
人
の
本
領
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
シ
ェ
ー

ク
ス
ピ
ア
の
価
値
が
、
「
没
理
想
」
で
あ
る
こ
と
だ
け
に
あ
る
と
は
い
っ
て
い
な

い
、
と
い
う
反
論
。
鴎
外
の
「
理
想
な
き
を
大
詩
人
の
本
相
な
り
と
も
い
は
せ
じ
」

を
受
け
て
い
る
。

き
れ
ば
こ
そ
、
第
一
号
の
再
版
(
十
一
月
九
日
版
)

に
は
此
処
の
文
章
に
訂
正

を
加
へ
て
、
「
美
術
家
た
る
伎
偏
L

と
い
ふ
楠
々
有
形
な
る
詞
を
も
て
し
て
、
読

者
が
便
宜
を
ば
計
り
た
れ
。

注
(
l
)
第
一
号
の
再
版
(
十
一
月
九
日
版
)
・
現
物
未
確
認
。
た
だ
し
、
『
早
稲
田
文

学
』
二
号
(
明
治
二
四
年
一

O
月
三

O
日
)
の
広
告
欄
に
「
愛
読
数
千
部
の
外
に

出
で
既
に
第
一
号
を
し
て
再
版
の
運
に
至
ら
し
め
た
り
」
と
あ
る
。
「
美
術
家
た

る
伎
儒
」
の
部
分
の
初
出
は
「
其
の
人
間
の
性
情
を
活
動
せ
し
め
る
伎
儒
」
。

(
2
)
読
者
が
便
宜
を
ば
計
り
た
れ
・
「
計
り
た
れ
」
は
、
初
出
「
は
か
り
た
れ
」
。

ま
た
、
初
出
で
は
、
こ
の
後
改
行
さ
れ
な
い
。
「
美
術
家
の
伎
傭
」
と
い
う
技
術

的
・
外
的
な
語
に
変
え
た
の
は
、
思
想
的
・
内
的
な
「
理
想
」
と
対
置
さ
せ
て
読

者
に
分
か
り
ゃ
す
く
し
た
か
ち
だ
、
と
い
う
こ
と
。

O 
/¥ 

そ
は
と
も
か
く
も
あ
れ
、
わ
が
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
没
理
想
と
説
き
た
り
し
所

以
の
、
詩
人
と
し
て
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
月
旦
せ
ん
た
め
に
あ
ら
ざ
り
し
こ
と

は
、
こ
れ
を
見
て
も
明
か
に
知
ら
る
ベ
し
。
絶
対
の
意
味
に
て
は
、
わ
れ
は
、
む

、
あ
ら
は
、

し
ろ
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
一
家
の
理
想
家
と
し
て
評
し
つ
。
理
想
を
見
さ
父
る
理

想
家
と
し
て
品
し
つ
。
(
彼
れ
も
一
個
の
人
た
る
の
み
、
本
来
理
想
無
か
り
き
と

い
は
ん
判
。
)
さ
て
、
そ
の
点
よ
り
い
ふ
時
は
、
近
松
と
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
と
い

と
よ
く
似
通
へ
り
と
い
ひ
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
松
と
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
と
が
、

詩
人
と
し
て
同
じ
と
も
、
そ
の
伎
傾
相
等
し
と
も
、
近
松
の
葉
の
末
に
置
く
、
露

ば
か
り
だ
に
い
は
ざ
り
き
。
烏
有
先
生
は
我
れ
を
難
じ
て
、
「
近
松
は
戯
曲
を
作

り
け
れ
ど
も
、
そ
の
客
観
相
を
現
は
し
た
る
中
に
、
類
想
に
近
き
所
あ
れ
ば
、
到

底
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
に
は
及
ば
ざ
る
べ
し
。
」
と
い
は
れ
し
が
、

わ
れ
も
現
に
、

緒
一
一
一
口
の
中
に
て
、
近
松
の
没
理
想
を
こ
と
わ
り
た
る
後
、
更
に
言
葉
を
添
へ
て
い

へ
ら
く
「
勿
論
、
さ
る
は
理
想
の
み
の
解
な
り
、
美
術
家
と
し
て
の
伎
備
の
上
に

は
其
の
こ
ろ
の
予
と
難
も
、
二
者
を
同
じ
さ
ま
に
は
見
ざ
り
し
な
り
」
と
。
こ
の

「
そ
の
こ
ろ
」
と
い
ふ
詞
を
味
は
れ
な
ば
、
わ
が
本
意
の
在
る
所
は
知
ら
る
ベ
し
。

即
ち
近
松
に
目
の
く
ら
ま
ん
と
せ
し
折
に
す
ら
、
美
術
家
(
詩
人
)
と
い
ふ
資
格

に
て
は
、
二
者
を
同
じ
さ
ま
に
見
ざ
り
き
と
い
ふ
心
な
り
。
究
寛
、
わ
が
近
松
を

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
と
似
た
り
と
い
ふ
は
、
そ
の
没
理
想
な
る
一
点
の
み
。
理
想
の

お
ぼ
ろ
げ
な
る
が
似
た
り
と
い
ふ
の
み
。
指
頭
大
の
明
玉
に
近
松
が
作
を
喰
へ
、

拳
大
の
明
玉
に
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
響
へ
た
る
も
、
そ
の
相
の
相
似
た
る
を
い
へ

る
に
て
其
の
質
必
等
と
い
へ
る
に
は
非
ず
。
緒
言
に
い
ふ
所
は
、
徹
頭
徹
尾
、
ド

ラ
マ
を
解
釈
せ
ざ
る
由
縁
を
反
復
丁
寧
し
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
を
思
ひ
た
ま
へ
。
然

ら
ば
何
故
に
「
近
松
を
し
て
英
国
の
文
壇
に
生
ま
れ
し
め
ば
、
我
が
国
の
浄
瑠
璃



作
者
に
て
終
は
ら
ん
よ
り
は
、
重
か
に
ま
さ
り
た
る
位
置
に
上
り
し
な
ら
ん
。
」

と
は
い
ひ
し
ぞ
、
と
問
ふ
人
あ
ら
ん
か
。
そ
の
解
い
と
易
し
。
わ
れ
は
、
英
国
の

小
批
評
家
が
、
或
ひ
は
宗
教
上
の
小
理
想
を
も
て
、
或
ひ
は
没
美
学
的
俗
見
を
も

て
、
只
管
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
皮
相
に
拘
泥
し
、
或
ひ
は
其
の
耳
を
撫
で
て
全
体

を
品
し
、
或
ひ
は
其
の
足
を
擦
り
て
全
躯
を
評
し
、
或
ひ
は
尻
尾
を
、
或
ひ
は
鼻

を
、
お
の
が
短
き
身
の
丈
に
応
じ
て
、
手
当
り
任
せ
な
る
端
摩
を
ほ
し
い
ま
与
に

し
、
恰
も
全
象
を
知
り
貌
に
、
理
屈
評
を
下
し
た
る
が
可
笑
し
さ
に
、
我
が
近
松

の
如
き
作
者
も
、
全
く
審
美
的
眼
光
無
く
し
て
、
只
管
理
屈
に
の
み
拘
々
た
る
英

国
の
如
き
文
壇
に
生
ま
れ
て
有
名
な
る
諸
大
家
に
称
さ
れ
な
ば
、
忽
ち
大
出
世
す

る
な
ら
ん
、
と
想
像
の
ま
与
を
も
の
せ
し
な
り
。
今
一
た
び
読
み
か
へ
し
て
、
味

は
れ
な
ば
、
わ
が
意
蓋
し
明
瞭
な
る
べ
し
。

注
(
l
)
月
日
一
・
批
評
。
品
定
め
。

(
2
)
あ
ら
ざ
り
し
こ
と
は
、
こ
れ
を
見
て
も
・
初
出
「
あ
ら
ざ
り
し
こ
と
こ
を
見
て

も」

(
3
)
絶
対
の
意
味
に
て
は
・
迫
造
は
、
「
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
」
(
『
早
稲
田
文
学
』

八
号
、
明
治
二
五
年
一
月
)
で
、
「
没
理
想
」
を
「
造
化
」
に
対
す
る
場
合
と
、

ド
ラ
マ
に
対
す
る
場
合
と
で
分
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
者
に
あ
た
る
。
す
な
わ

ち
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
世
界
や
宇
宙
に
対
す
る
も
の
の
見
方
の
意
味
で
は
、
と

L
う
こ
と
。

(

4

)

(

彼
れ
も
一
個
の
人
た
る
の
み
、
本
来
理
想
無
か
り
き
と
い
は
ん
や
。
)
・
遁
迄

は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と
そ
の
作
品
を
造
物
主
と
宇
宙
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
「
彼
も
一
個
の
人
た
る
の
み
」
と
い
っ
た
表
現
が
現
れ
る
。

(
5
)
そ
の
点
・
「
理
想
を
見
さ
X

る
理
想
家
」
で
あ
る
点
。

(6)
そ
の
伎
傭
相
世
帯
し
・
初
出
「
そ
の
技
儒
相
ひ
と
し
」

文
学
部
論
集

第
八
十
二
号
(
一
九
九
八
年
三
一
月
)

(
7
)
近
松
の
葉
の
末
に
置
く
、
露
ば
か
り
だ
に
い
は
ざ
り
き
・
「
近
松
」
の
「
松
」

と
「
松
の
葉
」
の
「
松
」
が
掛
け
詞
で
、
「
近
松
の
葉
の
末
に
置
く
」
が
「
露
」

の
序
詞
と
な
っ
て
お
り
、
「
露
」
が
否
定
の
副
詞
「
つ
ゆ
」
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

(
8
)
こ
の
「
そ
の
こ
ろ
」
と
い
ふ
詞
を
味
は
れ
な
ば
、
わ
が
本
意
の
在
る
所
は
知
ら

る
べ
し
・
遁
遣
は
明
治
二
三
年
暮
れ
、
水
谷
不
倒
ら
と
近
松
研
究
会
を
開
い
て
い

る。

(
9
)
そ
の
相
の
相
似
た
る
を
い
へ
る
に
て
其
の
質
必
等
と
い
へ
る
に
は
非
ず
・
さ
ま

ざ
ま
な
解
釈
を
容
れ
う
る
自
然
の
よ
う
な
姿
が
似
て
い
る
と
い
っ
た
の
で
あ
っ

て
、
作
品
の
芸
術
的
完
成
度
が
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
、

の
意
。

(
日
)
或
ひ
は
其
の
耳
を
撫
で
て
全
体
を
品
し
・
以
下
、
「
其
の
足
を
擦
り
て
」
、
「
或

ひ
は
尻
尾
を
、
或
ひ
は
鼻
を
」
、
「
手
当
り
任
せ
な
る
端
摩
を
」
「
恰
も
全
象
を
知

り
貌
に
」
な
ど
は
、
「
群
盲
象
を
撫
づ
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。

(
日
)
我
が
近
松
の
如
き
作
者
も
、
全
く
審
美
的
眼
光
無
く
し
て
、
只
管
理
屈
に
の
み

拘
々
た
る
英
国
の
知
き
文
壇
に
生
ま
れ
て
有
名
な
る
諸
大
家
に
称
さ
れ
な
ぱ
、
忽

ち
大
出
世
す
る
な
ら
ん
・
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
脚
本
評
註
緒
一
言
」
に
「
併
に
、

独
に
、
米
に
、
魯
に
、
近
松
を
も
て
は
や
す
も
の
増
加
す
る
に
至
り
な
ば
、
た
と

ひ
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
に
及
。
は
ず
と
す
る
も
、
是
等
多
人
数
の
功
力
に
で
も
我
・
か
国

の
浄
瑠
璃
作
者
に
て
終
ら
ん
よ
り
は
、
は
る
か
に
ま
さ
り
た
る
位
置
に
上
り
つ
ら

む
。
」
と
あ
る
の
を
受
け
る
。
英
国
の
批
評
家
に
も
、
遺
逢
が
批
判
的
な
視
線
を

向
け
て
い
た
点
、
注
目
さ
れ
よ
う
。

わ
れ
、
巳
に
没
理
想
を
も
て
ド
ラ
マ
の
本
体
を
評
し
尽
く
し
た
る
詞
と
せ
ず
し

て
、
寧
ろ
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
作
の
一
面
相
の
特
質
と
し
た
り
、
悉
し
く
い
へ

ば
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
傑
作
に
は
、
毎
に
此
の
特
殊
な
る
一
面
相
を
具
へ
た
り
、

と
い
へ
り
。
夫
れ
惟
旨
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
が
作
の
一
面
相
を
い
へ
る
の
み
、
こ
i
A

を
以
て
、
没
理
想
と
大
戯
曲
と
同
じ
意
味
な
り
と
い
ひ
し
こ
と
も
無
け
れ
ば
、
投

一
O
九



没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
九
)

(
坂
井

健

O 

理
想
の
作
者
は
即
ち
大
詩
人
な
り
、
と
も
い
は
ざ
り
き
。
さ
れ
ば
ま
た
、
わ
れ
は

没
理
想
と
い
ふ
こ
と
が
大
詩
人
の
本
領
な
る
由
を
発
明
し
た
り
、
と
も
い
は

e

さ
れ

ば
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
が
没
理
想
に
し
て
自
然
に
似
た
る
は
不
思
議
な
り
、
と
も

い
は
ぎ
り
き
。
わ
れ
は
只
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
『
マ
ク
ベ
ス
』
を
評
註
す
る
に
当

た
り
て
、
わ
が
を
さ
な
き
小
理
想
に
よ
り
て
、
作
者
を
推
度
す
る
は
益
な
け
れ
ば
、

評
註
は
総
て
修
辞
学
上
の
評
註
に
と
￥
め
置
く
べ
し
、
と
い
ひ
し
の
み
。
弁
じ
て

一
九
九
七
年
一

O
月
一
六
日
受
理

こ
与
に
至
ら
ば
、
わ
が
本
意
の
、
戯
曲
も
し
く
は
お
し
な
べ
て
の
詩
の
論
に
も
あ

ら
ざ
り
し
こ
と
瞭
然
た
る
べ
し
。

注
(
l
)
わ
れ
、
己
に
没
理
想
を
も
て
ド
ラ
マ
の
本
体
を
評
し
尽
く
し
た
る
詞
と
せ
ず
し

て
、
寧
ろ
シ
ヱ
|
ク
ス
ピ
ヤ
の
作
の
一
面
相
の
特
質
と
し
た
り
・
前
段
ま
で
の
ま

と
め
。
没
理
想
は
作
品
の
絶
対
的
価
値
基
準
で
は
な
く
、
表
現
の
「
伎
何
」
や
「
比

輸
の
妙
」
な
ど
と
同
様
に
、
一
つ
の
側
面
に
つ
い
て
言
っ
た
の
過
ぎ
な
い
。
だ
か

ら
、
「
没
理
想
と
大
戯
曲
と
同
じ
意
味
な
り
と
い
ひ
し
こ
と
も
無
」
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

(
2
)
惟
k
・
初
出
「
惟
」
。
た
だ
た
だ
。
単
に
。

(
3
)
没
理
想
と
大
戯
曲
と
同
じ
意
味
な
り
と
い
ひ
し
こ
と
も
無
げ
れ
ば
、
没
理
想
の

作
者
は
即
ち
大
詩
人
な
り
、
と
も
い
は
ざ
り
き
。
シ
工

l
ク
ス
ピ
ヤ
が
没
理
想

に
し
て
自
然
に
似
た
る
は
不
思
議
な
り
、
と
も
い
は
ざ
り
き
。
-
遁
迄
は
、
「
不

思
議
な
り
」
と
い
っ
て
は
い
な
い
が
、
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
脚
本
評
註
緒
言
し

に
、
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
傑
作
は
頗
る
自
然
に
似
た
り
。
」
と
あ
る
、
苦
し
い
弁

解
で
は
あ
る
。

(
4
)
を
さ
な
き
・
初
出
「
お
き
な
き
」
。

(
さ
か
い
た
け
し

国
文
学
科
)


