
典
拠
論
を
中
心
に
飛
躍
的
な
展
開
を
遂
げ
て
き
た
『
雨
月
物
語
』
研
究
も
、

飽
和
状
態
を
迎
え
た
と
言
わ
れ
て
久
し
い
。
「
白
峯
」
に
『
選
集
抄
』
や

『
保
元
物
語
』
、
「
菊
花
の
約
」
に
中
国
白
話
小
説
集
「
古
今
小
説
』
の
「
萢

巨
卿
雛
黍
死
生
交
」
、
「
浅
茅
が
宿
」
に
明
時
代
の
雅
文
短
篇
小
説
集
『
剪
燈

新
話
』
の
「
愛
卿
伝
」
と
い
う
ふ
う
に
、
和
漢
の
害
を
典
拠
と
し
て
並
べ
そ

れ
を
作
者
上
田
秋
成
が
ど
う
消
化
し
ど
う
超
え
て
独
自
の
作
品
を
創
造
し
て

い
る
か
、
と
い
っ
た
形
で
の
「
雨
月
物
語
』
研
究
。
ど
う
や
ら
、
こ
れ
も
出

尽
し
た
感
が
あ
る
。
典
拠
と
創
造
の
関
係
も
、
視
点
の
変
更
を
迫
ら
れ
て
い

る
よ
う
だ
。

考
え
て
み
れ
ば
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
は
あ
る
。
〃
創
造
〃
と
い
う
け

れ
ど
も
、
そ
の
内
実
は
こ
れ
ま
で
多
分
に
近
代
主
義
に
依
拠
し
て
い
た
わ
け

だ
し
、
〃
典
拠
〃
の
方
は
、
何
か
固
定
し
た
テ
キ
ス
ト
を
脇
に
置
い
て
い
る

秋
成
を
自
明
と
し
て
き
た
。
だ
が
、
典
拠
に
テ
キ
ス
ト
を
固
定
し
て
創
造
を

論
じ
る
と
、
か
え
っ
て
『
雨
月
物
語
』
の
奥
行
き
が
見
失
わ
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
全
体
の
プ
ロ
ッ
ト
は
と
も
か
く
、
典
拠
の
文
章
表
現
な
ど
は
、
諺
や

慣
用
句
と
し
て
『
埋
諺
集
』
に
も
載
り
近
世
の
庶
民
相
に
深
く
浸
透
し
て
い

菫
自
証
則
〔
と
〕

元
田
與
市
著
『
雨
月
物
語
の
探
究
』

た
事
実
が
あ
る
。
こ
の
点
を
、
も
っ
と
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、

典
拠
を
あ
る
特
定
の
テ
キ
ス
ト
に
固
定
し
た
の
で
は
、
こ
れ
以
上
も
う
何
小

み
え
て
こ
な
い
。
そ
れ
を
近
世
庶
民
の
生
活
や
信
仰
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
広
げ

る
こ
と
で
、
『
雨
月
物
語
』
と
い
う
作
品
の
新
な
貌
を
期
す
る
の
で
あ
る
。

稲
田
篤
信
『
江
戸
小
説
の
世
界
』
所
収
の
「
典
拠
と
テ
キ
ス
ト
」
は
、
そ
う

し
た
観
点
か
ら
〃
典
拠
〃
の
意
味
を
問
い
直
し
た
論
だ
っ
た
。

要
す
る
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
〃
典
拠
〃
な
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば

何
も
は
じ
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
な
っ
た
の
に
は
、
や
は
り

そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
近
世
〉
と
い
う
時
代
の
意
味
が

あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
直
線
的
な
近
代
主
義
か
ら
解
放
さ

れ
た
く
近
世
〉
に
は
、
〈
中
世
〉
と
〈
近
代
〉
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
相
が

そ
の
ま
ま
あ
る
。
〈
近
世
〉
の
中
に
〈
近
代
〉
が
あ
り
、
同
時
に
〈
中
世
〉

も
あ
る
。
当
然
と
い
え
ば
当
然
だ
が
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
う
し
た
〈
近
世
〉

の
あ
り
様
を
充
分
対
象
化
す
る
方
法
を
未
だ
も
ち
得
な
い
で
い
る
。
し
か
も

こ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
生
き
る
〈
近
代
〉
の
根
拠
を
ど
う
考
え
る
か
と
い

う
問
題
と
密
接
に
関
連
す
る
か
ら
、
一
朝
一
夕
に
安
定
し
た
方
法
が
出
せ
る

Ill
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は
ず
が
な
い
。
と
り
あ
え
ず
は
、
近
世
庶
民
の
生
活
や
信
仰
に
ま
で
降
り
て
、

一
つ
一
つ
絡
み
合
い
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、

〈
近
世
〉
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
か
け
だ
け
は
絶
対
に
手
放
し
て
は
な
る

ま
い
。『

雨
月
物
語
』
研
究
も
、
右
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
も
っ
た
新
し
い
基
軸

を
欲
し
て
い
る
。
し
か
し
、
従
来
の
典
拠
と
創
造
を
超
え
る
視
座
は
容
易
に

は
見
出
せ
ぬ
。
誰
が
や
っ
て
も
、
陳
腐
な
論
の
言
い
か
え
に
な
り
か
ね
な
い
。

最
近
、
秋
成
研
究
は
結
構
盛
ん
で
あ
る
。
‐
が
、
多
く
は
、
テ
キ
ス
ト
の
本
文

が
不
安
定
な
た
め
に
研
究
の
進
ん
で
い
な
い
『
春
雨
物
語
』
や
、
そ
の
周
辺

に
集
中
し
て
い
る
の
が
実
状
だ
。

こ
ん
な
中
で
、
あ
え
て
『
雨
月
物
語
の
探
究
』
を
公
刊
し
た
著
者
の
勇
気

と
志
に
、
ま
ず
敬
意
を
表
し
た
い
。
研
究
状
況
が
未
だ
新
基
軸
を
出
せ
ぬ
以

み
ず
か

上
、
『
雨
月
物
語
』
に
関
す
る
立
論
は
、
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
自
ら
解
体
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
逆
説
的
な
状
況
を
も
引
き

受
け
よ
う
と
し
て
い
る
態
度
に
、
好
感
が
も
て
る
。

さ
て
、
著
者
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
本
書
の
モ
チ
ー
フ
を
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。

そ
も
そ
も
自
己
と
現
実
世
界
と
の
軋
櫟
や
そ
こ
か
ら
生
じ
る
不
安
や

焦
燥
、
と
い
っ
た
い
わ
ば
危
機
意
識
は
わ
た
し
の
頭
か
ら
常
づ
ね
離
れ

る
こ
と
の
な
い
固
執
モ
チ
ー
フ
と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
が
、
徳
川
の
世

が
裡
な
る
脅
威
に
ゆ
ら
ぐ
、
そ
ん
な
時
代
の
産
物
で
あ
る
『
雨
月
物
語
』

に
は
、
作
品
の
生
み
だ
さ
れ
た
時
代
状
況
に
も
っ
と
目
を
く
ば
っ
た
〃

読
み
〃
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
（
中
略
）
翻
案
小
説
と
し
て

の
面
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
当

時
の
政
治
や
文
化
等
の
情
況
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
同
時
に
秋
成
の
文
学
、

学
問
、
思
想
、
さ
ら
に
は
人
生
や
実
生
活
な
ど
を
視
野
に
お
さ
め
た
、

い
わ
ば
秋
成
と
い
う
個
性
の
〃
総
体
〃
と
時
代
（
社
会
）
と
の
か
か
わ

り
を
重
視
し
た
〃
読
み
〃
こ
そ
、
『
雨
月
物
語
』
の
本
質
に
せ
ま
る
重

要
な
ル
ー
ト
に
ち
が
い
な
い
。

著
者
も
、
典
拠
論
を
中
心
と
し
た
『
雨
月
物
語
』
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、

充
分
自
覚
し
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
今
は
典
拠
と
の
比
較
よ
り
も
、
時

代
状
況
と
の
か
か
わ
り
を
重
視
し
た
〃
読
み
〃
に
賭
け
る
。
『
雨
月
物
語
』

を
い
か
に
〃
読
む
〃
か
、
が
本
書
の
課
題
で
あ
る
。
研
究
史
の
累
積
を
は
ね

の
け
て
新
し
い
〃
読
み
〃
を
打
ち
出
す
の
は
至
難
の
現
状
だ
が
、
著
者
は
、

果
敢
に
挑
戦
す
る
か
の
よ
う
だ
。

確
か
に
、
「
白
峯
」
か
ら
「
貧
福
論
」
に
至
る
ま
で
、
全
篇
に
わ
た
っ
て

妥
協
な
く
自
分
の
〃
読
み
〃
を
貫
い
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
「
白
峯
」
で
、

崇
徳
院
と
西
行
の
論
争
を
易
姓
革
命
の
是
非
と
い
う
問
題
だ
け
に
し
な
い
で
、

中
央
か
ら
辺
境
へ
の
視
線
（
西
行
）
と
辺
境
の
極
地
か
ら
中
央
を
侵
す
エ
ネ

ル
ギ
ー
（
崇
徳
院
）
と
の
、
対
立
の
暗
喰
と
み
る
点
。
「
菊
花
の
約
」
で
、

信
義
の
物
語
と
い
う
従
来
の
説
を
完
全
に
ひ
っ
く
り
返
し
て
い
る
点
。
「
夢

応
の
鯉
魚
」
で
、
老
荘
的
自
由
に
憧
れ
る
興
義
と
い
う
「
遊
心
」
的
解
釈
に

収
赦
さ
せ
ず
に
、
同
じ
老
荘
で
も
、
自
然
の
な
か
に
宿
る
美
を
発
見
す
る

「
遊
目
」
的
発
想
で
解
釈
し
て
い
る
点
。
あ
る
い
は
「
仏
法
僧
」
で
、
弘
法

大
師
の
玉
川
の
歌
の
考
証
部
分
に
つ
い
て
、
「
構
成
上
の
破
綻
」
と
か
「
知

識
性
の
披
瀝
」
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
解
釈
の
無
効
を
強
調
し
、
そ
れ
を
著

五
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者
の
テ
ー
マ
で
あ
る
時
代
の
〈
不
確
か
さ
〉
に
結
び
つ
け
る
点
．
…
・
・
。
い
ず

れ
も
、
光
学
の
説
に
巻
か
れ
ず
に
持
論
を
展
開
す
る
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
て
心

地
よ
い
。
文
体
も
、
力
強
い
も
の
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
雨
月
物
祇
』
を
〃
読
む
〃
際
、
著
者
は
、
秋
成
の
生
き
た

時
代
と
の
か
か
わ
り
を
亜
祝
す
る
。
当
然
、
〈
近
世
〉
と
い
う
時
代
へ
の
問

い
か
け
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
が
、
本
書
の
価
値
を
決
め
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
「
秋
成
は
庶
民
の
共
同
観
念
の
な
か
に
成
立

し
て
い
る
、
平
和
で
穏
や
か
な
近
世
の
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
ゆ
る
が
す
情
況

を
暗
示
し
読
み
手
に
つ
き
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
安
泰
ム
ー

ド
と
は
裏
胸
な
現
実
を
時
代
の
な
か
に
見
て
と
っ
て
い
る
秋
成
の
姿
が
ほ
の

か
に
ゆ
ら
め
い
て
い
る
」
（
「
仏
法
僧
」
）
と
述
べ
て
、
著
者
は
、
近
世
庶
民

の
共
同
観
念
に
あ
る
安
泰
ム
ー
ド
へ
の
警
鐘
と
い
う
形
で
、
作
品
と
時
代
と

の
か
か
わ
り
を
論
じ
て
い
る
。
「
白
峯
」
、
「
仏
法
僧
」
、
「
貧
福
論
」
な
ど
を

み
る
と
、
〈
近
世
〉
と
い
う
時
代
が
、
「
硴
か
さ
の
不
在
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
、
「
菊
花
の
約
」
に

関
す
る
言
及
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
〃
読
み
〃
の
斬
新
さ
が
目
を
惹
く

と
同
時
に
、
〈
近
世
〉
の
恵
味
を
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
か
ら
だ
。

「
菊
花
の
約
」
と
い
え
ば
、
清
廉
潔
白
な
学
究
の
徒
丈
部
左
門
、
忠
義
の
臣

た
る
赤
穴
宗
右
術
門
、
こ
の
両
者
の
男
同
士
の
純
粋
で
一
途
な
信
義
を
主
題

と
し
た
作
Ⅱ
叩
と
い
う
の
が
大
方
の
ｒ
解
だ
っ
た
。
衆
道
や
秩
序
へ
の
反
逆

を
み
る
論
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
て
信
義
の
物
語
を
前
提
と
し
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
著
者
に
か
か
る
と
、
ま
っ
た
く
ち
が
う
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
る
。

著
者
は
ま
ず
、
左
門
を
「
文
明
に
生
き
な
が
ら
、
い
ま
や
過
去
の
遺
物
と

な
っ
た
大
時
代
精
神
Ⅱ
献
身
の
道
徳
に
生
き
る
、
同
時
代
性
を
欠
い
た
」
人

だ
と
言
う
。
つ
ま
り
、
世
間
に
疎
い
時
代
遅
れ
の
人
。
左
門
の
清
廉
潔
白
さ

を
従
来
に
は
な
い
マ
イ
ナ
ー
な
口
調
で
語
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
方
の

宗
右
衛
門
像
に
つ
い
て
、
意
表
を
突
く
よ
う
な
見
解
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、

副
題
に
「
左
門
幻
想
」
と
あ
る
よ
う
に
、
著
者
は
、
宗
右
衛
門
像
は
右
の
よ

う
な
左
門
の
一
方
的
な
思
い
こ
み
や
幻
想
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ

ぬ
と
し
、
そ
の
幻
想
を
暴
く
方
向
に
論
を
進
め
る
の
だ
。
わ
た
し
た
ち
が
こ

れ
ま
で
自
明
と
し
て
き
た
宗
右
術
門
像
は
、
実
は
左
門
に
押
し
つ
け
ら
れ
た

も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
後
の
論
は
、
左
門
幻

想
の
宗
右
衛
門
像
と
そ
れ
と
は
ち
が
う
貌
を
も
つ
宗
右
衛
門
と
の
間
の
分
裂

や
ズ
レ
を
、
秋
成
が
読
者
に
伝
え
る
べ
く
ど
う
腐
心
し
た
か
を
叙
述
し
て
い

／
、
○

注
目
し
た
い
の
は
、
宗
右
衛
門
像
が
ほ
と
ん
ど
彼
の
言
典
、
会
話
文
で
な

さ
れ
、
地
の
文
に
よ
る
客
観
描
写
は
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
著
者
は
こ

こ
に
、
左
門
像
に
比
し
宗
右
衛
門
像
の
安
定
し
な
い
い
か
が
わ
し
さ
を
み
る
。

そ
し
て
、
い
か
が
わ
し
さ
を
導
き
出
す
た
め
に
、
思
い
き
っ
た
袖
助
線
を
引

い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
自
己
保
身
の
た
め
に
鞍
替
え
も
辞
さ
」
ず
「
棚
手
に

合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
生
き
の
び
て
い
く
処
世
術
に
た
け
た
」
と
こ
ろ
の
、

「
渡
り
者
」
的
性
格
を
も
っ
た
室
町
ｌ
戦
国
期
の
武
士
の
姿
を
介
在
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
介
在
に
よ
っ
て
、
左
門
幻
想
の
信
義
に
厚
い
宗
右
衛
門
像

は
分
裂
を
き
た
し
、
読
者
は
別
の
貌
を
も
つ
宗
右
衛
門
に
気
づ
か
さ
れ
る
わ

け
だ
。
意
表
を
突
く
補
助
線
を
引
き
つ
つ
「
菊
花
の
約
」
の
本
文
か
ら
分
裂

五
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や
ズ
レ
を
導
き
出
す
著
者
の
手
法
は
、
い
さ
さ
か
強
引
で
深
読
み
と
い
う
感

な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
が
、
従
来
の
宗
右
衛
門
像
を
壊
す
効
果
と
し
て
は
結

構
刺
激
的
だ
。

出
雲
に
下
向
し
て
か
ら
の
宗
右
衛
門
を
め
ぐ
る
経
緯
が
、
『
陰
徳
太
平
記
』

や
『
雲
陽
軍
実
記
』
等
の
史
書
を
典
拠
と
し
て
い
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
が
、
著
者
は
こ
こ
で
も
、
会
話
文
と
地
の
文
の
ち
が
い
に
留
意
を
促
し

た
。
た
と
え
ば
、
尼
子
経
久
に
関
す
る
評
。
「
菊
花
の
約
」
で
は
、
宗
右
衛

門
の
会
話
を
通
し
て
「
智
を
用
う
る
に
狐
疑
の
心
お
ほ
ぐ
し
て
。
腹
心
爪
牙

の
家
の
子
な
し
」
と
語
ら
れ
る
に
比
し
、
典
拠
と
な
っ
た
史
書
で
は
、
反
対

に
家
臣
に
慕
わ
れ
る
慈
悲
深
き
名
将
と
評
す
。
も
し
史
書
の
経
久
に
匹
敵
す

る
描
写
を
「
菊
花
の
約
」
に
探
す
と
す
る
と
、
末
尾
の
部
分
、
す
な
わ
ち
、

宗
右
衛
門
の
仇
と
し
て
赤
穴
丹
治
を
討
っ
た
左
門
を
兄
弟
信
義
の
篤
さ
を
あ

わ
れ
ん
で
強
い
て
追
討
し
な
か
っ
た
部
分
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
は
、
会

話
文
で
は
な
く
地
の
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
虚
構
は
宗
右
衛
門
に
語
ら
せ
、

真
実
は
地
の
文
で
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
巧
妙
な
ス
イ
ッ
チ
に
よ
っ
て
、
読

者
は
宗
右
衛
門
の
い
か
が
わ
し
さ
、
人
格
的
分
裂
に
気
づ
か
さ
れ
る
仕
か
け

に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
言
う
。
実
に
新
鮮
な
〃
読
み
〃
だ
。

さ
ら
に
、
自
説
の
補
強
の
た
め
に
、
著
者
が
括
絵
に
着
目
し
た
点
が
意
義

深
い
。
播
絵
と
の
関
係
は
、
今
後
近
世
小
説
を
〃
読
む
〃
際
の
重
要
な
鍵
を

に
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
括
絵
は
、
「
菊
花
の
約
」

の
ス
ト
ー
リ
ー
の
一
場
面
で
は
な
く
『
陰
徳
太
平
記
』
の
そ
れ
な
の
だ
が
、

こ
の
意
味
に
い
て
著
者
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

一
編
の
背
後
に
『
陰
徳
太
平
記
』
の
存
在
を
想
起
し
う
る
ほ
ど
の
読

み
手
で
あ
れ
ば
、
括
絵
の
情
景
が
そ
の
一
場
面
で
あ
る
こ
と
を
見
や
ぶ

る
こ
と
は
た
や
す
い
し
、
逆
に
描
絵
か
ら
『
陰
徳
太
平
記
』
を
想
起
す

る
こ
と
も
困
難
で
は
な
い
は
ず
だ
。
「
宗
右
衛
門
」
の
発
言
に
ふ
く
ま

れ
る
〈
虚
〉
が
括
絵
か
ら
連
想
さ
れ
る
『
陰
徳
太
平
記
』
と
い
う
〈
実
〉

と
不
協
和
音
を
奏
で
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
「
宗
右
衛
門
」
の
虚
偽
性
が

お
の
ず
と
露
見
す
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
着
眼
は
み
ご
と
だ
。
捕
絵

か
ら
こ
れ
ま
で
自
明
と
さ
れ
て
き
た
「
忠
義
の
臣
」
宗
右
衛
門
像
が
ひ
つ
く

り
返
る
の
だ
か
ら
、
何
と
も
痛
快
だ
。
三
島
由
紀
夫
は
何
と
言
う
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
う
な
る
と
、
冒
頭
「
交
り
は
軽
薄
の
人
と
結
ぶ
な
か
れ
」
の

「
軽
薄
の
人
」
も
、
そ
の
内
実
が
変
っ
て
く
る
。
従
来
は
、
左
門
も
宗
右
衛

門
も
冒
頭
文
と
は
逆
の
「
信
義
の
人
」
だ
っ
た
の
だ
が
、
著
者
は
当
然
そ
う

は
考
え
な
い
。
「
軽
薄
の
人
」
と
は
、
時
代
遅
れ
の
幻
想
の
た
め
に
宗
右
衛

門
の
い
か
が
わ
し
さ
を
見
破
れ
ず
赤
穴
丹
治
を
一
刀
の
下
に
斬
り
捨
て
た
、

左
門
そ
の
人
で
は
な
い
か
と
言
う
。
そ
し
て
最
後
に
、
「
菊
花
の
約
」
と
い

う
題
名
に
ふ
れ
、
「
菊
花
」
Ⅱ
変
節
（
宗
右
衛
門
）
と
「
約
」
Ⅱ
信
義
（
左

門
）
と
を
亀
裂
を
含
ま
せ
て
と
り
あ
わ
せ
た
秋
成
の
意
図
に
留
意
し
つ
つ
、

一
篇
を
反
信
義
の
物
語
に
仕
立
て
あ
げ
た
。

こ
の
よ
う
に
，
著
者
は
、
信
義
の
物
語
と
い
う
従
来
の
共
通
了
解
を
根
底

か
ら
く
つ
返
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
が
こ
の
章
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
〃
読
み
〃

の
斬
新
さ
に
啓
発
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
〈
近
世
〉
と
い
う
時
代
を

考
え
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
に
も
よ
る
。
近
世
の
儒
教
思
想
は
、
戦
国
期
の
武

将
の
論
理
を
秩
序
の
中
に
解
消
し
た
。
「
渡
り
者
」
的
位
相
の
も
つ
リ
ァ
リ

五
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テ
ィ
ー
は
、
牙
を
抜
か
れ
隠
蔽
さ
れ
て
一
つ
の
理
念
体
系
が
確
立
す
る
。
し

か
し
、
十
八
世
紀
に
な
っ
て
秩
序
が
動
揺
し
て
く
る
と
、
隠
蔽
さ
れ
た
く
中

世
〉
が
再
び
貌
を
の
ぞ
か
せ
〈
近
世
〉
の
〈
近
世
〉
た
る
所
以
を
問
う
よ
う

に
な
る
。
著
者
は
、
戦
国
武
士
の
姿
（
中
世
）
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
近

世
儒
教
の
根
本
を
な
す
「
信
義
」
の
虚
偽
性
を
暴
い
た
。
そ
の
過
程
で
、
播

絵
と
い
う
新
し
い
領
域
を
〃
読
み
〃
の
中
に
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
十
八
世

紀
に
は
、
各
地
域
の
伝
承
や
説
話
を
再
編
す
る
動
き
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ

は
著
者
の
言
う
〈
不
確
か
さ
〉
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
〈
不
確
か
さ
〉
が

強
く
意
識
さ
れ
る
の
は
、
〈
中
世
〉
の
復
権
で
も
あ
る
。
む
ろ
ん
一
方
で
、

出
版
文
化
の
ル
ー
ト
に
乗
っ
て
〈
近
代
〉
が
孕
ま
れ
て
お
り
、
〈
中
世
〉
は

こ
の
〈
近
代
〉
と
複
雑
に
絡
み
あ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
絡
み
あ
い
が

〈
近
世
〉
だ
。
〈
近
世
〉
を
解
き
ほ
ぐ
す
の
に
、
こ
れ
ま
で
は
〈
近
代
〉
か

ら
照
射
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
著
者
は
、
少
な
く
と
も
〈
中
世
〉
の

視
線
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
た
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
典
拠
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
著
者
は
格
別
目
く
じ
ら
を
立
て
る
わ

け
で
も
な
く
ご
く
自
然
に
自
説
の
文
脈
に
融
解
し
て
い
る
が
、
播
絵
へ
の
言

及
な
ど
に
よ
っ
て
、
案
外
、
近
世
庶
民
の
生
活
や
信
仰
を
媒
介
と
し
た
新
し

い
典
拠
論
を
開
示
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
意
味
て
〃
典

拠
〃
な
の
か
、
近
世
に
お
け
る
〃
典
拠
″
の
意
味
を
じ
っ
く
り
間
う
た
論
を

期
待
し
た
い
も
の
だ
。
と
も
か
く
、
こ
の
章
は
、
今
後
の
新
な
〃
読
み
〃
を

模
索
す
る
上
で
の
た
た
き
台
に
な
る
価
値
は
あ
る
。

紙
数
も
尽
き
そ
う
で
、
残
り
に
ふ
れ
る
余
裕
が
な
く
な
っ
た
。
印
象
に
残
っ

た
章
の
み
、
簡
単
に
記
そ
う
。
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
ど
の
章
に
も
「
菊
花

の
約
」
ほ
ど
の
イ
ソ
パ
ク
ト
は
感
じ
な
か
っ
た
。
一
番
知
り
た
い
点
が
、
い

つ
も
言
い
さ
し
の
ま
ま
で
深
め
ら
れ
て
い
な
い
気
が
す
る
。
た
だ
、
「
仏
法

僧
」
で
の
、
「
確
か
な
こ
と
を
語
ら
な
い
こ
と
が
確
か
な
こ
と
を
語
る
、
と

い
う
逆
説
的
手
法
」
に
「
近
世
と
い
う
時
代
の
〈
不
確
か
さ
〉
」
を
見
出
す

あ
り
様
に
、
興
味
を
覚
え
た
。
な
る
ほ
ど
近
世
は
〈
不
確
か
さ
〉
の
時
代
だ

が
、
た
と
え
ば
宣
長
な
ど
は
、
〃
確
か
な
こ
と
の
み
を
語
る
〃
と
い
う
ス
タ

イ
ル
を
と
り
な
が
ら
、
〃
不
確
か
に
も
の
は
不
確
か
な
ま
ま
に
し
て
お
け
〃

と
言
う
。
こ
う
し
た
形
で
〈
不
確
か
さ
〉
に
市
民
権
を
与
え
る
の
は
、
〃
確

か
な
こ
と
〃
を
前
提
に
し
て
い
る
点
で
、
〈
近
代
〉
の
不
可
知
論
で
あ
る
。

比
す
る
に
秋
成
の
逆
説
的
手
法
に
は
、
宣
長
の
隠
蔽
し
た
く
近
世
〉
が
う
か

が
え
る
よ
う
で
面
白
か
っ
た
。

「
白
峯
」
と
「
貧
福
論
」
は
、
セ
ッ
ト
に
し
て
読
ん
だ
。
著
者
は
、
平
和

を
誼
歌
す
る
徳
川
の
世
に
秋
成
が
亀
裂
を
走
ら
せ
、
〈
不
可
視
の
脅
威
〉
、

〈
裡
な
る
異
国
〉
を
浮
上
さ
せ
た
と
す
る
。
こ
れ
は
近
世
に
お
け
る
〈
異
界
〉

の
問
題
で
あ
り
、
十
八
世
紀
の
わ
が
国
の
問
題
と
し
て
も
っ
と
原
理
的
に
考

察
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
。
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
ま
だ
深
さ
を
獲
得
し
て
い
な
い
。

「
蛇
性
の
婬
」
で
の
紀
州
熊
野
も
、
同
じ
問
題
を
孕
む
。
熊
野
は
、
「
さ

か
し
ら
」
か
ら
直
き
「
ま
め
心
」
に
回
心
し
た
豊
雄
が
真
女
子
を
葬
り
去
る

●
●
●
●
●
●

舞
台
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
近
世
に
お
け
る
〈
異
界
〉
た
る
「
熊
野
」
の

意
味
を
も
っ
と
解
析
す
＄
へ
き
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
末
尾
で
の
、
真
女
子

の
調
伏
が
豐
雄
の
「
ま
め
心
」
の
勝
利
に
見
え
な
が
ら
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
は

豊
雄
が
村
Ⅱ
共
同
体
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
、
と
の
指

摘
。
本
章
で
は
ほ
ん
の
予
兆
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
が
、
む
し
ろ
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明
記
し
て
ほ
し
か
っ
た
の
だ
が
…
…
…
。

こ
の
点
こ
そ
中
心
テ
ー
マ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
近
世
に
お
け
る

「
熊
野
」
の
意
味
と
深
く
通
じ
る
と
同
時
に
、
作
品
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
近
世

庶
民
の
生
活
や
信
仰
に
ま
で
広
げ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
視
点

で
み
る
と
、
「
吉
備
津
の
釜
」
で
、
〃
御
釜
祓
い
〃
と
い
う
神
事
の
近
世
的
意

味
が
な
ぜ
正
面
か
ら
問
わ
れ
な
い
の
か
が
解
せ
な
い
。
女
性
視
点
か
ら
把
え

た
「
男
性
論
」
、
と
い
う
テ
ー
マ
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
夢
応
の
鯉
魚
」
は
、
江
戸
時
代
の
人
が
「
碧
」
を
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
も
っ
と
説
得
力
が
増
す
は
ず
だ
。

以
上
、
わ
た
し
の
文
脈
に
引
き
つ
け
す
ぎ
て
、
著
者
の
意
図
を
随
分
と
外

し
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
い
ろ
ん
な
〃
読
み
〃
を
さ
れ
る
の
も
、
本
書

の
本
望
だ
ろ
う
。
現
在
の
『
雨
月
物
語
』
研
究
は
、
一
冊
に
ま
と
め
れ
ば
定

説
が
で
き
る
と
い
っ
た
状
況
に
は
な
い
。
ま
と
め
た
か
と
思
う
と
、
解
体
や

再
構
成
が
ま
た
た
く
ま
に
進
行
す
る
。
「
お
わ
り
に
」
で
、
著
者
が
堂
々
と

″
自
分
の
『
雨
月
物
語
』
論
は
文
字
ど
お
り
未
成
熟
だ
〃
と
言
い
切
っ
て
い

る
の
は
、
現
在
の
状
況
を
充
分
自
覚
し
て
い
る
証
だ
と
思
う
。
そ
れ
だ
け
に
、

ま
と
め
た
段
階
で
当
面
ど
の
よ
う
な
困
難
さ
や
課
題
が
み
え
て
き
た
の
か
を

（
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