
本
書
に
掲
載
さ
れ
た
各
論
で
示
さ
れ
る
十
年
に
亙
る
氏
の
一
貫
し
た
分
析

方
法
は
、
具
体
的
に
は
、
①
作
品
の
背
景
の
考
察
、
②
登
場
人
物
の
形
象
の

分
析
、
③
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
、
④
結
論
（
作
品
の
主
題
）
の
提
示
、
と
い

研
究
態
度
と
そ
の
精
神
の
証
を
強
く
研
究
者
諸
氏
に
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。

「
羅
生
門
」
発
表
か
ら
の
足
か
け
十
年
に
亙
る
氏
の
研
究
の
軌
跡
を
世
に
示

し
た
と
同
時
に
、
一
○
年
も
の
間
、
決
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
氏
の
強
固
な

本
書
は
、
・
一
九
九
六
年
か
ら
二
○
○
三
年
ま
で
に
各
誌
に
発
表
さ
れ
た

「
羅
生
門
」
、
「
鼻
」
「
芋
粥
」
、
「
楡
盗
」
、
「
地
獄
変
」
、
「
奉
教
人
の
死
」
、
「
蜘

蛛
の
糸
」
な
ど
の
各
論
、
及
び
「
話
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
に
つ
い
て
の

論
に
加
筆
・
修
正
を
施
し
、
新
た
に
、
田
村
氏
の
研
究
の
ス
タ
ン
ス
を
示
し

た
序
章
と
「
犬
と
笛
」
論
な
ど
を
加
え
、
関
連
年
表
を
附
し
て
、
二
○
○
三

年
一
○
月
、
晃
洋
書
房
か
ら
上
梓
さ
れ
た
。
な
か
で
も
「
羅
生
門
」
論
は
、

一
九
九
三
年
に
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
（
六
月
一
三
日
）
と
日
本
文
芸
学

会
（
八
月
十
日
）
に
お
い
て
口
頭
発
表
さ
れ
た
も
の
を
一
○
年
も
経
っ
た
二

○
○
三
年
二
月
に
論
文
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
羅
生

門
一

〔
書
評
〕

論
が
本
書
所
収
の
他
論
に
比
し
て
遜
色
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、

田
村
修
一
箸
『
芥
川
龍
之
介
青
春
の
軌
跡

ｌ
イ
ゴ
ィ
ズ
ム
を
：
れ
た
愛
ｌ
』

田
村
修
一
箸
『
芥
川
龍
之
介
青
春
の
軌
跡
」

「
羅
生

本
書
は

－
ト
を
分
け
て
、
下
人
と
老
婆
を
対
照
的
に
分
析
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
疑
問

点
を
提
示
し
て
、
「
お
わ
り
に
」
で
、
結
論
（
作
品
解
釈
）
と
し
て
、
エ
ゴ

イ
ズ
ム
の
問
題
が
抽
出
さ
れ
る
。
続
く
「
楡
盗
」
論
も
、
．
「
楡
盗
」
成

立
の
背
景
」
で
芥
川
の
書
簡
を
引
用
し
な
が
ら
書
誌
に
触
れ
、
「
三
人
物

形
象
」
に
至
っ
て
、
太
郎
と
次
郎
、
沙
金
と
阿
濃
、
猪
熊
の
婆
と
爺
が
そ
れ

ぞ
れ
対
照
的
に
分
析
せ
ら
れ
、
「
四
ス
ト
ー
リ
ー
よ
り
」
で
は
ス
ト
ー
リ

品
成
立
の
背
景
や
作
者
の
伝
記
的
事
実
、
題
材
、
モ
チ
ー
フ
な
ど
を
調
査
し
、

②
で
は
、
登
場
人
物
の
形
象
を
精
繊
に
読
ん
で
分
析
す
る
。
③
で
は
、
ス
ト

ー
リ
ー
、
プ
ロ
ッ
ト
、
小
説
の
構
成
の
分
析
を
行
う
。
④
で
は
、
①
か
ら
③

ま
で
を
論
理
的
に
統
合
し
て
、
作
品
の
主
題
を
結
論
と
し
て
導
く
。
端
的
に

だ
。
「
羅
生
門
」
論
は
そ
の
典
型
で
、
．
作
品
の
背
景
」
で
は
先
行
研
究

を
押
さ
え
な
が
ら
、
吉
田
弥
生
と
の
恋
愛
や
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
、
あ

言
え
ば
、

る
い
は
芥
川
の
書
簡
等
を
通
し
て
成
立
の
経
緯
が
述
べ
ら
れ
、
「
こ

の
分
析
」
で
は
「
人
物
形
象
」
と
「
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
つ
い
て
」

っ
た
四
つ
の
パ
ー
ト
か
ら
概
ね
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
れ
が
研
究
史
に
一
石
を
積
み
上
げ
る
た
め
の
氏
の
不
動
の
方
法

矢
本
浩
司

①
で
は
、
作

七
七
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－
の
疑
問
点
や
「
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
」
と
の
比
較
が
な
さ
れ
、
そ
の
後

モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
あ
と
、
「
む
す
び
」
で
は
、
主
題
と
し
て
、

芥
川
の
書
簡
や
伝
記
的
事
象
を
も
と
に
し
て
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
」
に
言
及
さ
れ

て
い
く
。
以
下
、
初
志
貫
徹
と
言
お
う
か
、
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
信
念
で
も

っ
て
、
田
村
氏
は
「
鼻
」
、
「
奉
教
人
の
死
」
、
「
蜘
蛛
の
糸
」
と
、
次
々
に
芥

川
の
主
立
っ
た
作
品
を
論
じ
、
や
が
て
本
書
の
副
題
で
も
あ
る
「
イ
ゴ
イ
ズ

ム
を
は
な
れ
た
愛
」
へ
と
到
達
す
る
の
だ
。

法
に
つ
い
て
は
、
本
書
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
序
章
「
芸
術
作
品
へ
の
ア
プ
ロ

ー
チ
」
に
は
っ
き
り
示
さ
れ
、
「
エ
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
愛
へ
の
道
程
」

第
一
章
か
ら
第
三
章
に
お
け
る
「
羅
生
門
」
、
「
鼻
」
な
ど
の
各
論
に
お
い
て

一
貫
し
て
展
開
さ
れ
る
。
氏
は
序
章
で
、
大
岡
信
の
「
言
葉
の
力
」
、
フ
ル

ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
「
音
と
言
葉
」
、
芥
川
龍
之
介
「
は
っ
き
り
し
た
形
を
と

る
為
め
に
」
及
び
「
沼
地
」
を
引
用
し
て
、
芸
術
作
品
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の

方
法
を
説
く
。
氏
は
、
大
岡
が
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
「
断
章
」
か
ら
引
い
た

「
見
え
る
も
の
は
見
え
な
い
も
の
に
触
っ
て
い
る
。
聞
こ
え
る
も
の
は
聞
こ

え
な
い
も
の
に
触
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
考
え
ら
れ
る
も
の
は
考
え
ら

れ
な
い
も
の
に
触
っ
て
い
る
は
ず
だ
」
を
、
「
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
書
か

れ
て
い
な
い
も
の
に
触
っ
て
い
る
」
と
換
言
し
て
、
「
書
か
れ
て
い
る
も
の
」

（
Ⅱ
作
品
）
は
「
氷
山
の
一
角
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
氷
山
の
海
面
下
」
で

あ
る
と
こ
ろ
の
「
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
」
に
触
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
私
た
ち
読
者
」
は
、
「
書
か
れ
て
い
る
も
の
」
（
Ⅱ
作
品
）
を
「
窓
と
し
て
」
、

「
作
者
の
心
・
内
面
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
」
、
「
作

ム
を
は
な
れ
た
愛
」
へ
と
利

こ
の
よ
う
な
、
氏
に
あ
っ
て
現
在
も
な
お
命
脈
を
保
ち
続
け
る
分
析
の
方

態
度
と
し
て
は
、
最
も
誠
実
で
、
最
も
謙
虚
な
態
度
で
あ
る
」
と
説
く
。
作

者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
る
わ
け
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。
そ

し
て
、
作
品
を
成
立
さ
せ
る
作
者
の
「
創
造
に
先
行
す
る
混
沌
」
を
「
再
建

し
て
い
く
べ
き
作
業
」
が
「
文
学
作
品
を
解
釈
す
る
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

■と
述
べ
、
そ
の
方
法
を
採
る
こ
と
が
、
「
一
個
人
が
一
芸
術
作
品
に
接
す
る

に
紡
ぎ
、
宣
告
し
た
わ
け
だ
。
た
だ
、
氏
の
考
え
方
は
、
作
者
の
「
意
図
」

を
「
解
釈
」
の
解
答
と
し
な
い
点
に
お
い
て
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
作
品
論

と
少
し
異
な
る
。
氏
は
序
章
に
お
い
て
、
ま
た
し
て
も
簡
明
な
言
葉
で
「
作

者
が
意
図
せ
ず
し
て
封
じ
込
め
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
ど
、
「
意

を
、
大
岡
や
芥
川
の
力
（
引
用
）

品
と
作
者
が
強
固
に
結
託
し
た
作
品
論
に
立
脚
す
る
研
究
態
度
と
そ
の
精
神

作
者
の
「
意
図
」
よ
り
ｊ

始
源
と
し
て
の
「
混
沌
」

「
混
沌
」
を
ど
う
や
っ
て
捉
え
る
の
か
私
に
は
考
え
も
つ
か
な
い
が
、
「
意
図
」

か
ら
「
混
沌
」
ま
で
遡
及
し
た
こ
と
で
、
氏
に
あ
っ
て
は
作
者
が
さ
ら
に
堅

牢
と
な
っ
て
い
る
気
が
す
る
。

た
と
え
ば
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
を
知
り
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ァ

ン
の
不
一
致
を
既
知
と
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
ま
た
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
か

ら
「
作
者
の
死
」
の
宣
告
を
聞
き
、
「
作
品
か
ら
テ
ク
ス
ト
へ
」
促
さ
れ
た

者
に
と
っ
て
、
ま
た
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

が
、
結
び
つ
き
、
異
議
を
と
な
え
あ
い
、
そ
の
ど
れ
も
が
起
源
と
」
な
ら
な

い
こ
と
を
知
る
者
に
と
っ
て
、
ま
た
テ
ク
ス
ト
が
「
無
数
の
文
化
の
中
心
か

図
に
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
秩
序
だ
っ
た
も
の
で
は
な
い
」
な
ど
と
語
り
、

よ
り
も
作
品
を
「
氷
山
の
一
角
」
と
す
る
作
者
の
創
造
的

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
。
作
者
の

を
借
り
つ
つ
自
分
の
言
葉
で
平
易
に
素
朴

七
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書
き
続
け
て
い
る
、
と
言
え
ば
言
い
過
ぎ
か
。
し
か
し
、
問
題
と
な
る
「
テ

ク
ス
ト
」
・
「
作
品
」
・
「
作
家
」
・
「
作
者
」
な
ど
の
語
を
用
い
る
の
に
、
自
分

過
ぎ
な
い
。

を
持
て
ず
、

っ
た
作
者
を
俳
個
さ
せ
、
テ
ク
ス
ト
と
作
者
を
結
ん
で
平
気
な
顔
を
し
て
い

な
い
か
。
作
品
と
い
う
漢
字
を
テ
ク
ス
ト
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
に
置
換
し
た
に

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
一
つ
の
記
号
論
的
実
践
」
（
ク
リ
ス
テ

ヴ
ァ
「
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
小
説
』
）
と
し
て
小
説
を
読
む
こ
と
が
で
き
る

者
に
と
っ
て
、
文
学
を
「
作
品
」
と
し
て
作
者
の
「
意
図
」
に
の
み
還
元
し

て
、
文
学
史
・
研
究
史
の
指
定
席
に
定
位
す
る
に
は
、
文
学
は
あ
ま
り
に
、

あ
ま
り
に
豊
饒
で
は
な
い
か
。
バ
ル
ト
の
言
を
借
り
て
、
「
多
か
れ
少
な
か

れ
見
え
透
い
た
寓
意
を
通
し
て
、
要
す
る
に
常
に
同
じ
唯
一
の
人
間
、
作
者

の
声
が
、
〈
打
明
け
話
〉
を
し
て
い
る
」
と
言
え
ば
、
文
学
と
は
何
と
魅
力

の
な
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
は
言
え
、
作
品
論
を
後
退
さ
せ
て
隆
盛
し
た
テ
ク
ス
ト
論
も
今
で
は
沈

静
し
て
い
る
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
「
作
者
の
死
」
を
告
げ
て
か
ら
三
十
数

年
も
経
つ
が
、
作
者
の
息
の
根
は
完
全
に
絶
え
て
勝
敗
が
決
し
、
テ
ク
ス
ト

論
者
が
騒
ぎ
立
つ
必
要
は
も
う
な
く
な
っ
た
の
か
。
そ
う
と
も
思
え
な
い
。

実
状
で
は
、
未
だ
作
者
の
生
死
は
は
っ
き
り
し
な
い
の
に
、
作
品
か
テ
ク
ス

か
。
テ
ク
ス
ト
論
者
は
、
テ
ク
ス
ト
が
乱
れ
飛
ぶ
論
文
の
な
か
に
死
体
と
な

ト
か
の
問
題
を
何
と
な
く
未
解
決
の
ま
ま
に
黙
過
し
て
い
る
フ
シ
が
な
い

さ
ら
に
ま
た

ら
ゃ
っ
て
来
た
引
用
の
織
物
」
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
と
っ
て
、

薄
暗
い
夜
の
部
屋
で
怨
念
を
膨
ら
ま
せ
て
作
品
論
を
し
ぶ
と
く

田
村
修
一
箸
「
芥
川
龍
之
介
青
春
の
軌
跡
」

「
そ
の
な
か
に
多
様
な
言
表
の
痕
跡
が
総
合
さ
れ
て
い
る
の
を

方
の
作
品
論
者
は
、
テ
ク
ス
ト
論
へ
の
説
得
力
の
あ
る
反
論

冠
し
た
学
会
に
所
属
し
、
全
集
、
論
集
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
、
事
典
ま
で
を
作

り
、
あ
る
い
は
参
考
に
す
る
こ
と
も
多
い
は
ず
だ
。
も
ち
ろ
ん
テ
ク
ス
ト
は

作
者
の
所
有
物
で
は
な
い
し
、
作
者
と
テ
ク
ス
ト
の
間
に
は
決
定
的
に
深
い

な
日
記
や
書
簡
や
談
話
や
家
族
や
出
自
ま
で
も
調
べ
、

者
」
と
は
」
、

と
」
と
対
時
す
る
実
践
の
こ
と
だ
」
（
「
作
家
の
顔
」
）
と
述
べ
、
「
読
む
こ
と
」

と
は
テ
ク
ス
ト
に
読
者
で
あ
る
「
私
」
の
意
図
を
書
き
込
む
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
書
き
込
み
は
も
う
ひ
と
り
の
読
者
で
あ
る
「
作
者
」
に
向
け
ら
れ
た
メ

ッ
セ
ー
ジ
だ
と
考
え
、
「
そ
も
そ
も
「
作
者
」
の
影
を
全
く
帯
び
な
い
「
読

る
浅
野
洋
氏
は
、
「
作
家
の
顔
」
は
「
私
の
顔
」
の
鏡
像
で
あ
り
、
「
文
学
的

営
為
（
批
評
も
研
究
も
）
に
お
け
る
思
考
と
は
」
、
。
ひ
と
り
の
人
間
の
あ

の
立
場
に
全
く
言
及
し
な
い
論
文
は
多
い
。
も
っ
と
も
、
そ
も
そ
も
テ
ク
ス

ト
か
作
品
か
の
二
択
を
迫
る
の
も
疑
問
だ
し
、
自
分
は
○
○
論
者
だ
と
明
言

す
る
必
要
な
ど
な
い
と
も
思
う
の
だ
が
、
い
っ
た
い
個
々
の
研
究
者
の
な
か

で
、
作
者
の
生
死
や
テ
ク
ス
ト
と
作
品
の
問
題
は
、
ど
う
消
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
テ
ク
ス
ト
を
調
う
者
も
、
特
定
の
作
者
の
個
人
的

の
テ
ク
ス
ト
の
堆
積
か
ら
、
あ
る
特
定
の
作
者
の
固
有
名
が
記
さ
れ
た
テ
ク

ス
ト
群
を
取
り
出
し
て
分
析
し
な
が
ら
、
実
際
そ
の
作
者
の
影
を
お
び
な
い

ア
ク
タ
ガ
ワ
と
ど
う
向
き
合
う
か
ｌ
作
者
の
ゆ
く
え
’
」
）
が
、
私
は
、
こ

の
考
え
に
ほ
と
ん
ど
賛
成
だ
。
芥
川
龍
之
介
、
夏
目
漱
石
、
横
光
利

の
か
。

た
と
え
ば
、
「
地
獄
変
」

、

テ
ク
ス
ト
に
は
必
ず
作
者
の
固
有
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
成
立
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
投
じ
て
い
る

論
ほ
か
田
村
氏
が
本
書
中
で
度
々
引
用
し
て
い

特
定
の
作
者
の
名
を

七
九 『
「
読

今
今
、

無
数



岸
へ
跳
躍
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
な
の
だ
。

作
者
の
影
が
差
し
て
い
る
。
時
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
豊
饒
な
輝
き
に
作
者

■

の
影
が
消
え
る
こ
と
も
あ
る
が
、
目
を
閉
じ
て
そ
の
深
い
断
層
を
作
者
の
彼

断
層
が
あ
っ

氏
は
、
氏
が
本
書
中
で
述
べ
る
よ
う
に
、
「
一
個
人
が
一
芸
術
作
品
に
接
す

る
態
度
と
し
て
は
、
最
も
誠
実
」
だ
と
言
え
ま
い
か
。
本
書
「
Ⅲ
晩
年
の

を

言
語
観
・
文
学
観
」
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
家
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
．

。

ジ
エ
イ
ム
ソ
ン
を
引
用
し
た
芥
川
の
一
一
一
一
口
語
観
・
文
学
観
の
考
察
は
、
田
村
氏

術
作
品
に
接
す
る
態
度
と
し
て
は
、

氏
の
研
究
に
あ
っ
て
は
、

（
二
○
○
三
年
一
○
日

の
新
境
地
を
垣
間
見
る
も
の
だ
が
、

ス
に
立
っ
て
研
究
さ
れ
よ
う
と
も
、

そ
ん
な
な
か
、
本
書
に
お
い
て
作
者
の

「
宿
命
」
と
名
付
け
て
背
負
い
、

て
決
し
て
地
続
き
で
は
な
い
が
、

○
月
二
三
日
晃
洋
書
房
二
一
二
頁
十
年
表
一
一
頁

本
体
価
格
二
九
四
○
円
）

（
や
も
と
．
こ
う
じ
八
洲
学
園
高
等
学
校
）

不
断
に
貫
か
れ
続
け
る
こ
と
を
強
く
期
待
す
る
。

氏
が
本
書
で
掲
げ
る
。
個
人
が
一
芸

最
も
誠
実
で
、
最
も
謙
虚
」
な
姿
勢
を
、

自
己
の
研
究
の
立
場
を
表
明
し
た
田
村

今
後
の
田
村
氏
が
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン

「
混
沌
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

断
層
の
彼
岸
か
ら
は
い
つ
も

八
○




