
本
書
は
大
谷
大
学
教
授
小
谷
信
千
代
氏
が
一
九
九
九
年
に
大
谷
大
学
へ

博
士
請
求
論
文
と
し
て
提
出
し
た
原
稿
に
さ
ら
な
る
手
直
し
を
加
え
て
出

版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
目
的
は
、
仏
教
と
い
う
宗
教
の
基
底
を

な
す
法
と
い
う
概
念
と
、
そ
し
て
そ
の
法
に
基
づ
い
て
実
践
さ
れ
る
修
行

の
実
態
を
原
理
的
に
解
明
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
内

容
は
き
わ
め
て
哲
学
的
、
思
弁
的
で
あ
っ
て
、
気
軽
に
読
み
通
せ
る
よ
う

な
書
物
で
は
な
い
。
律
蔵
の
よ
う
な
具
体
的
日
常
に
関
わ
る
文
献
ば
か
り

読
ん
で
い
る
私
が
、
こ
の
よ
う
な
重
厚
な
仏
教
哲
学
書
を
読
ん
で
書
評
を

書
く
な
ど
、
分
に
そ
ぐ
わ
ぬ
だ
い
そ
れ
た
所
行
で
あ
る
が
、
常
々
敬
愛
す

る
友
人
小
谷
さ
ん
の
業
績
に
多
少
な
り
と
も
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
敬
意

を
表
し
た
い
と
考
え
、
あ
え
て
筆
を
と
る
こ
と
に
し
た
。
と
は
言
っ
て
も

問
題
を
哲
学
的
に
掘
り
下
げ
て
ど
う
こ
う
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
小
谷

さ
ん
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
よ
り
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
の
研

究
を
目
指
し
て
歩
み
出
し
た
、
そ
の
第
一
歩
で
あ
る
。
詳
細
な
議
論
は
、

研
究
が
さ
ら
に
進
ん
で
、
全
体
像
が
明
確
に
な
っ
た
後
で
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
私
な
り
に
理
解
し
た
本
書
の
難
解
な
内
容
を
紹

、
ノ
Ｎ
／
、
ノ
、
ノ
、
／
、
ノ
、
／
、
〆
、
ノ
、
／

書
評
・
紹
介

通
ノ
、
ノ
、
ノ
ミ
ノ
、
〆
、
ノ
ミ
ノ
、
ノ
ミ
ノ
、
／

小
谷
信
千
代
著

『
法
と
行
の
思
想
と
し
て
の
仏
教
』

佐
々
木
閑

第
一
章
の
内
容

ま
ず
小
谷
は
、
法
の
意
味
を
体
系
的
に
研
究
し
た
先
学
た
ち
の
説
を
紹

介
す
る
。
初
期
仏
教
文
献
か
ら
四
種
の
法
の
概
念
を
抽
出
し
た
ガ
イ
ガ
ー

介
し
、
若
干
の
意
見
を
添
え
る
程
度
で
ご
容
赦
願
う
こ
と
に
す
る
。
な
お
、

友
人
の
著
作
に
書
評
を
書
く
と
な
る
と
、
つ
い
ほ
め
こ
と
ば
が
多
く
な
っ

て
し
ま
い
、
そ
れ
を
読
ん
だ
人
た
ち
も
「
佐
々
木
は
小
谷
さ
ん
の
友
達
だ

か
ら
い
い
加
減
に
ほ
め
て
い
る
だ
け
だ
ろ
う
」
と
す
ぐ
に
見
破
っ
て
し
ま

う
。
そ
の
よ
う
な
書
評
で
は
書
く
意
味
も
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
あ
え
て

心
を
鬼
に
し
て
、
よ
い
と
こ
ろ
は
で
き
る
だ
け
筆
を
抑
え
、
批
判
す
べ
き

点
だ
け
を
強
調
し
て
書
く
よ
う
に
し
た
。
よ
い
と
こ
ろ
は
一
切
無
視
し
た

と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
れ
が
友
人
だ
か
ら
こ
そ
書
け
る
耆

評
で
あ
る
と
の
自
負
も
あ
る
。
小
谷
さ
ん
に
は
そ
の
点
を
重
々
承
知
し
て

い
た
だ
い
て
、
御
寛
恕
の
程
、
お
願
い
し
た
い
。

本
書
は
大
き
く
二
つ
の
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
一
章
「
法
の
意
味
」

は
、
題
名
ど
お
り
、
仏
教
に
お
い
て
法
と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
な
概
念
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
か
を
、
諸
先
学
の
説
を
引
き
な
が
ら
考
察
す
る
も

の
。
第
二
章
「
礁
伽
行
に
お
け
る
法
の
修
習
」
は
、
主
と
し
て
有
部
の
ア

ビ
ダ
ル
マ
論
耆
と
琉
伽
行
派
仏
典
を
資
料
と
し
て
、
実
際
の
修
行
方
法
、

特
に
初
歩
段
階
で
の
修
行
の
実
践
法
を
考
察
し
、
小
乗
と
大
乗
に
お
け
る

修
行
形
態
の
違
い
な
ど
を
綿
密
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

そ
の
内
容
を
も
う
少
し
詳
し
く
紹
介
し
て
い
こ
う
。
以
下
、
敬
称
略
。

「
小
谷
」
と
あ
る
と
こ
ろ
は
「
敬
愛
す
る
友
人
小
谷
さ
ん
」
の
略
号
で
あ

ブ
（
》
０
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夫
妻
の
研
究
を
皮
切
り
に
、
金
倉
圓
照
、
平
川
彰
の
意
見
を
綿
密
な
考
察

を
加
え
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。
ガ
イ
ガ
ー
夫
妻
の
説
は
純
粋
に
文
献
学

的
見
地
か
ら
法
の
概
念
を
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
批
判
し
つ

つ
「
い
ろ
い
ろ
な
法
の
意
味
に
一
貫
し
た
固
有
理
念
を
探
し
出
す
こ
と
」

と
、
「
仏
教
独
自
の
法
の
意
味
を
み
つ
け
る
こ
と
」
と
い
う
二
つ
の
目
的

を
掲
げ
て
独
自
の
見
解
を
発
表
し
た
金
倉
の
研
究
を
小
谷
は
高
く
評
価
す

る
。
金
倉
に
よ
れ
ば
、
仏
教
独
自
の
法
の
意
味
は
「
教
え
」
と
「
事
物
」

の
二
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
本
来
、
法
則
性
を
意
味
し
て
い
た
法
と
い
う
語

が
、
事
物
と
い
う
意
味
を
も
含
む
よ
う
に
な
っ
た
理
由
を
、
「
作
用
を
行

う
も
の
と
、
そ
の
作
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
物
と
を
同
一
の
語
で
表
す
」

と
い
う
イ
ン
ド
語
の
特
性
に
求
め
る
。
つ
ま
り
、
法
則
に
制
約
さ
れ
て
生

じ
た
事
物
も
ま
た
、
法
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
金
倉
の
姿
勢
を
支
持
し
な
が
ら
、
一
層
深
く
考
察
を
進
め
た
の
が
平

川
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
法
（
舎
胃
冒
四
）
と
行
（
闇
日
切
冨
国
）
と
有
為

（
“
煙
月
胃
国
）
と
い
う
三
つ
の
概
念
の
関
連
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

私
な
り
の
言
葉
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

世
界
は
事
物
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
無
関
係
に
散
在
し
て
い

る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
事
物
は
各
々
が
固
有
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
持
ち
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
介
し
て
他
の
事
物
と
の
相
互
関
係
を
形
成

し
て
い
る
。
そ
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
状
態
が
常
時
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
よ

り
、
事
物
の
存
在
状
況
も
刻
々
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
｝
」
の
よ

う
な
仙
界
に
お
け
る
事
物
が
法
と
呼
ば
れ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
行
と
言
わ
れ

る
。
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
刻
々
転
変
す
る
か
た
ち
で

現
れ
て
く
る
事
物
が
有
為
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
法
と
有
為
は
実
際

に
は
同
じ
対
象
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
同
じ
対
象
を
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

変
化
と
は
一
応
切
り
離
し
て
、
存
在
す
る
事
物
と
い
う
面
か
ら
だ
け
見
れ

ば
法
で
あ
る
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
変
化
に
対
応
し
て
常
に
転
変
す
る
と
い
う

属
性
を
強
調
す
れ
ば
有
為
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
法
は
確

か
に
存
在
物
な
の
で
は
あ
る
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
世
界
の
一
要
素
で
あ
る
と

い
う
点
を
考
慮
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
同
レ
ベ
ル
の
概
念
と

し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
に
法
の
二
重
性
が
現
れ
る
。
流
動
的

で
固
定
的
実
体
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
在
り
方
、
す
な
わ
ち
行
と
し
て

の
法
と
、
自
己
同
一
の
性
質
を
保
つ
と
い
う
在
り
方
と
し
て
の
法
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
平
川
の
考
察
を
小
谷
は
重
要
視
し
、
本
書
の
全
体
を
形

作
る
大
枠
と
し
て
利
川
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ひ
と
つ
細
か
い
注
文
を
つ
け
る
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
「
法
と

行
の
思
想
と
し
て
の
仏
教
』
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
ま
で
読
ん
だ
私

は
、
法
と
行
と
い
う
の
が
て
っ
き
り
号
閏
冒
“
と
い
四
日
の
冨
屈
を
指
す
も

の
だ
と
思
っ
て
い
た
。
第
一
章
第
六
節
な
ど
は
表
題
か
ら
し
て
「
法

（
号
閏
冒
四
）
と
行
（
ｍ
四
日
“
百
日
）
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
谷
は

島
日
日
国
と
閻
日
の
百
国
を
仏
教
の
根
本
概
念
だ
と
考
え
て
お
り
、
こ
の

あ
と
は
、
こ
の
二
つ
の
概
念
を
巡
る
考
察
が
展
開
す
る
も
の
と
ば
か
り
考

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
読
ん
で
い
く
う
ち
に
ど
う
も
そ
う
で

は
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
。
第
二
章
に
入
る
と
話
は
仏
道
修
行
に
移

り
困
冒
切
冨
国
は
も
う
登
場
し
な
い
。
そ
れ
な
ら
法
と
行
と
い
う
場
合

の
行
と
は
修
行
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
結
局
全
編
を
通
読
し
た
今
に

な
っ
て
も
、
小
谷
が
タ
イ
ト
ル
で
用
い
た
行
と
い
う
語
が
一
体
ど
ち
ら
を

指
し
て
い
る
の
か
分
か
ら
ず
じ
ま
い
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
本
書
を
読
む
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う
え
で
私
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
ス
ト
レ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
の
疑
問
ば

か
り
が
頭
に
あ
っ
て
、
論
理
の
把
握
を
妨
害
す
る
。
タ
イ
ト
ル
が
読
者
の

理
解
を
妨
害
す
る
原
因
に
な
る
な
ど
と
は
お
か
し
な
話
で
あ
る
。
も
し
本

書
を
改
版
す
る
機
会
が
あ
る
な
ら
、
是
非
と
も
副
題
を
つ
け
て
、
タ
イ
ト

ル
に
あ
る
行
と
い
う
語
の
意
味
を
明
確
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
希
望
す
る
。

次
に
小
谷
は
平
川
の
研
究
に
依
っ
て
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
法
分
類
を
紹
介

す
る
。
そ
し
て
そ
の
中
に
現
れ
る
昌
朋
皿
冒
日
旨
く
画
と
い
う
規
定
の
重
要

性
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
法
を
「
物
と
し
て
」
理
解
す
る
さ
い
の
規
定
で

あ
る
。
こ
れ
は
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
が
、
法
を
単
に
生
命
の
な
い
物
質
と
し
て

示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
業
の
主
体
と
し
て
執
着
さ
れ
て
い
る
「
私
と

い
う
有
情
性
」
を
欠
い
た
存
在
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て

い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
仏
陀
の
教
え
の
根
本
で
あ
る
無
我
説
そ
の
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
法
が
持
つ
「
教
え
」
と
い
う
意
味
と
「
存
在
」

と
い
う
意
味
と
の
接
点
が
見
え
て
く
る
と
小
谷
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

小
谷
は
さ
ら
に
世
親
の
法
分
類
を
も
と
に
プ
ト
ン
が
著
し
た
記
述
を
、

和
訳
も
含
め
て
詳
細
に
語
る
。
そ
し
て
プ
ト
ン
説
の
特
性
と
し
て
法
と
言

葉
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
上
座
仏
教
と
大
乗
仏
教
の
間
に
見

ら
れ
る
法
理
解
の
差
異
を
見
て
取
る
。
そ
し
て
法
の
意
味
を
め
ぐ
る
研
究

史
の
ま
と
め
と
し
て
、
も
う
一
度
、
金
倉
説
お
よ
び
平
川
説
の
要
点
を
述

べ
、
そ
の
重
要
性
を
再
確
認
す
る
。

第
七
節
で
議
論
は
シ
ャ
カ
ム
ニ
時
代
の
イ
ン
ド
へ
と
移
る
。
当
時
の
イ

ン
ド
に
は
苦
行
を
専
ら
と
す
る
独
特
の
修
行
者
世
界
が
あ
っ
た
が
、
そ
の

苦
行
者
た
ち
が
残
し
た
文
献
（
苦
行
者
文
学
）
を
精
査
す
る
こ
と
で
、
苦

行
と
法
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
目
的
で
あ
る
。
シ
ャ
カ

ム
ニ
は
六
年
間
の
苦
行
の
末
に
、
こ
れ
を
放
棄
し
て
法
を
体
得
し
た
と
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ャ
カ
ム
’
一
に
と
っ
て
苦
行
と
法
は
、
同
一
線

上
に
あ
り
な
が
ら
同
一
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

シ
ャ
カ
ム
ニ
は
苦
行
を
捨
て
、
法
を
選
び
取
っ
た
。
そ
の
理
由
を
は
っ
き

り
さ
せ
る
こ
と
は
、
法
と
い
う
も
の
の
本
質
を
解
明
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

小
谷
が
こ
こ
で
法
と
苦
行
の
関
係
を
重
視
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
考
察

の
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
は
全
く
理
に
か
な
っ
た
方
針
で
あ
ろ
う
。
小
谷
は

主
と
し
て
原
実
の
研
究
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
苦
行
と
法
の
相
違
点
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
結
論
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、

釈
尊
が
苦
行
を
退
け
た
最
大
の
理
由
は
、
そ
れ
が
愛
着
や
執
念
や
怨
念
を

動
機
と
し
て
実
践
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
絶
対
に
執

着
や
妄
執
を
免
れ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
苦
行
に
よ
っ
て
輪
廻
か
ら
の
解
脱
は
望
め
な
い
。
輪
廻
か
ら
の
解
脱

は
法
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
て
、
シ
ャ
カ
ム

ニ
は
法
を
選
び
取
っ
た
の
で
あ
る
。

続
く
第
八
節
で
小
谷
は
、
最
初
期
経
典
の
ひ
と
つ
「
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー

タ
』
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
現
れ
る
法
の
意
味
を
見
て
い
く
。
苦
行
を
捨

て
た
シ
ャ
カ
ム
’
一
は
法
を
選
び
取
っ
た
が
、
で
は
そ
の
法
と
は
い
か
な
る

も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
へ
と
議
論
は
進
展
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
小
谷
が
そ
こ
に
見
い
だ
し
た
法
の
意
味
と
は
い
道
理
と
し
て
の
法
、
②

執
着
否
定
の
教
え
と
し
て
の
法
、
⑧
固
執
さ
れ
な
い
見
解
と
し
て
の
法
、

⑳
修
行
道
と
し
て
の
法
、
⑤
浬
藥
と
し
て
の
法
、
の
五
つ
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
特
に
仏
教
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
う
ち
の
②
か
ら
⑤
の
四
つ

で
あ
る
と
い
う
。
小
谷
は
、
こ
れ
ら
の
用
法
の
根
底
に
は
、
法
と
は
「
釈

旬 再
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尊
が
自
ら
経
験
し
教
え
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
く
者
に
自
ず

と
想
起
さ
せ
よ
う
と
い
う
経
典
編
纂
者
の
意
図
の
働
き
が
垣
間
見
え
る
、

と
言
う
。
す
な
わ
ち
経
典
に
現
れ
る
法
の
内
容
は
、
そ
れ
を
説
い
た
シ
ャ

カ
ム
ニ
と
い
う
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
研
究
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
仏
陀
観
の
変
遷
と
法

理
解
の
変
化
と
の
関
連
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
に
は
読
む
者
と
し
て
若
干
の
不
満
が
残
る
。
本
書
は
冒
頭
で

先
学
た
ち
の
法
に
関
す
る
諸
説
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
当
然
そ
れ
ら
の
研

究
に
は
「
ス
ッ
タ
’
一
パ
ー
タ
』
の
情
報
も
利
用
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

小
谷
は
、
そ
れ
ら
と
は
別
個
に
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
「
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー

タ
』
を
調
査
し
、
独
自
に
法
の
意
味
を
語
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
問
題
な
い

が
、
先
学
の
研
究
結
果
と
今
回
の
調
査
結
果
が
ど
う
関
係
し
、
対
応
す
る

の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
も
ら
わ
な
い
と
、
読
む
方
と
し
て
は
そ
れ
ら
複

数
の
研
究
成
果
を
ど
う
関
連
さ
せ
た
ら
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
す

っ
か
り
混
乱
し
て
し
ま
う
。
小
谷
は
先
学
の
結
果
を
否
定
し
た
う
え
で
自

説
を
提
示
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
両
者
に
な
ん
ら
か
の
包
含
関
係
を

想
定
し
て
い
る
の
か
、
想
定
し
て
い
る
の
な
ら
そ
れ
は
い
か
な
る
包
含
関

係
な
の
か
を
明
示
し
て
、
主
張
の
本
旨
を
読
者
に
理
解
さ
せ
る
気
配
り
が

欲
し
か
っ
た
。

さ
て
、
話
し
は
仏
陀
観
へ
と
移
っ
て
い
く
。
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
に
は
次

の
四
種
の
仏
陀
観
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
⑪
偉
人
化
さ
れ
な
い
釈
尊
、
②

偉
人
化
さ
れ
た
釈
尊
、
⑧
過
去
仏
思
想
の
出
現
、
側
仏
陀
を
形
成
す
る
法
。

同
じ
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
に
も
、
こ
れ
ら
四
種
の
異
な
る
仏
陀
観
が
現

れ
て
お
り
、
そ
れ
は
古
い
順
に
⑪
か
ら
側
へ
と
時
代
的
変
遷
を
表
し
て
い

る
と
い
う
。
そ
し
て
中
で
も
側
は
仏
教
史
上
、
き
わ
め
て
重
大
な
問
題
の

き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
小
谷
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
い
は
、
人
間
と
し
て

の
仏
陀
に
取
っ
て
代
わ
る
か
た
ち
で
永
遠
な
る
法
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
が
法
を
固
定
化
し
実
体
化
す
る
過

ち
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
小
谷
は
第
一
章
の
末
尾
を
次

の
言
葉
で
締
め
く
く
る
。
「
そ
の
過
ち
を
回
避
し
て
法
を
正
し
く
把
握
す

る
た
め
に
、
聞
思
修
の
三
学
の
実
践
が
修
習
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
就
中
（
日
本
語
が
古
す
ぎ
る
魂
佐
々
木
）
、
法
を
観
察
の
対
象

と
し
て
止
観
を
修
習
す
る
こ
と
が
必
須
の
事
柄
と
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
は
、

法
思
想
の
展
開
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
極
め
て
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
法
の
意
味
の
全
貌
を
把
握
し
よ
う
と
す

れ
ば
、
そ
れ
が
実
践
さ
れ
る
行
と
の
関
連
に
お
い
て
法
が
如
何
に
捉
え
ら

れ
て
い
た
か
の
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
と
い
う
わ
け
で
、

法
と
行
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
こ
こ
に
生
じ
て
く
る
。
そ

し
て
そ
れ
を
受
け
る
か
た
ち
で
次
の
第
二
章
「
玲
伽
行
に
お
け
る
法
の
修

習
」
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
本
書
の
タ
イ
ト

ル
に
あ
る
「
法
と
行
」
の
行
と
は
修
行
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら

れ
る
。こ

の
結
論
で
小
谷
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
仏

陀
観
の
変
遷
が
、
そ
の
後
の
仏
教
の
修
行
体
系
を
決
定
し
て
い
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
「
法
を
見
る
者
は
仏
を
見
る
」
と
い
う
耳
慣
れ
た
文
句
に

こ
そ
、
仏
道
修
行
の
真
の
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
見
解
は
非

常
に
斬
新
で
あ
り
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
か
ら
大
乗
と
い
う
大
き
な
う
ね
り
の
根

本
原
因
を
解
明
す
る
ひ
と
つ
の
切
り
口
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
書
で
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こ
れ
で
第
一
章
が
終
わ
り
、
続
い
て
第
二
章
「
玲
伽
行
に
お
け
る
法
の

修
習
」
へ
と
入
る
。
第
一
章
で
仏
教
に
お
け
る
法
の
意
味
を
あ
る
程
度
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
今
度
は
、
そ
の
法
を
実
際
に
修
行
す

る
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ

う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
時
間
的
、
空
間
的
に
き
わ
め
て
多
様
な

仏
教
世
界
全
般
に
わ
た
っ
て
網
羅
的
に
修
行
形
態
を
調
査
す
る
こ
と
は
一

個
人
の
手
に
お
え
る
作
業
で
は
な
い
。
そ
こ
で
小
谷
は
的
を
絞
っ
て
、
有

部
と
琉
伽
行
派
の
、
し
か
も
初
歩
段
階
の
修
行
法
を
集
中
的
に
考
察
す
る
。

そ
の
理
由
は
、
小
谷
自
身
の
専
門
領
域
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け

で
は
な
く
、
こ
の
両
学
派
が
そ
れ
ぞ
れ
小
乗
、
大
乗
を
代
表
す
る
グ
ル
ー

プ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
差
異
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
修
行
道
に
お

け
る
小
乗
と
大
乗
の
基
本
的
性
格
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
可
能

に
な
る
と
い
う
合
理
的
な
推
測
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
二
節
に
お
い
て
三
賢
位
、
四
善
根
位
、
見
道
位
、
修
道
位
と
い

う
修
行
階
梯
を
概
観
し
た
の
ち
、
修
行
の
導
入
段
階
に
お
い
て
行
わ
れ
る

五
停
心
観
の
調
査
に
入
っ
て
い
く
。
五
停
心
観
と
い
う
の
は
通
常
、
仙
不

は
い
ま
だ
問
題
提
起
の
域
を
出
て
は
い
な
い
が
、
将
来
、
こ
の
点
を
一
層

深
く
つ
き
つ
め
て
い
く
こ
と
で
、
思
想
と
実
践
の
両
者
を
包
含
す
る
新
た

な
仏
教
観
が
開
け
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
学
問
領
域
に
お

い
て
も
最
も
意
味
の
あ
る
作
業
は
問
題
提
起
で
あ
る
。
何
を
解
明
す
れ
ば

よ
い
の
か
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
が
分
か
れ
ば
、
仕
事
は
八
割
方
完
了
し
た
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
提
示

し
た
小
谷
の
業
績
は
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

浄
観
、
②
慈
悲
観
、
③
因
縁
観
、
側
界
分
別
観
、
⑤
数
息
観
の
五
種
の
観

法
を
指
す
が
、
そ
れ
は
最
初
か
ら
こ
の
五
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
各
個
独
立
し
て
成
立
し
た
も
の
が
後
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
五
種
が
ひ
と
つ
の
単
位

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
後
で
、
さ
ら
に
そ
の
中
の
不
浄
観
と
数
息
観
の
二

門
が
特
別
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
入
修
の
二
門
」
と
し
て
特
化
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
っ
た
お
お
ま
か
な
変
遷
の
過
程
を
念
頭
に
置

き
な
が
ら
、
小
谷
は
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
か
ら
琉
伽
行
派
諸
仏
典
へ
と
、

そ
の
実
際
の
時
間
的
移
り
変
わ
り
を
よ
り
詳
細
に
、
文
献
上
に
跡
づ
け
て

い
こ
う
と
す
る
。

小
谷
が
考
察
す
る
文
献
を
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
だ
け
あ
げ
て
み
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
五
停
心
観
を
め
ぐ
る
本
書
の
議
論
の
流
れ
が
見
え
て
来
る
で
あ

ろ
う
。
ま
ず
阿
含
か
ら
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
ま
で
を
考
察
す
る
第
四
節

で
は
、
以
下
の
資
料
が
ひ
と
つ
ず
つ
丁
寧
に
考
察
さ
れ
て
い
く
。

①
阿
含
系
諸
文
献
》
「
清
浄
道
論
」
、
巨
品
巨
富
い
員
四

両
目
昌
画
い
昌
国
、
『
大
念
処
経
』
、
『
念
処
経
』
、
『
入
出
息
念
経
」
、
『
身

行
念
経
』
、
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
カ
、
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
、
マ
ハ
ー
ニ
ッ

デ
ー
サ

②
第
一
期
阿
毘
達
磨
論
聿
月
「
集
異
門
足
論
』
、
『
法
臨
足
論
』

③
第
二
期
阿
毘
達
磨
論
圭
目
「
品
類
足
論
」
、
「
尊
婆
須
蜜
論
』
、
『
発
智

論
』
、
『
婆
沙
論
』

④
第
三
期
阿
毘
達
磨
論
圭
目
『
阿
毘
曇
心
論
』
、
『
阿
毘
曇
心
論
経
」
、

『
雑
阿
毘
曇
心
論
』
、
『
倶
舎
論
』
、
雨
正
理
論
』
、
『
顕
宗
論
」

そ
し
て
そ
の
結
論
は
こ
う
で
あ
る
。
「
阿
含
経
の
段
階
で
不
浄
観
や
数

qQ
り ぜ



息
念
は
説
か
れ
て
い
る
」
。
そ
し
て
、
「
不
浄
観
と
持
息
念
は
初
期
の
論
害

の
段
階
か
ら
姿
を
現
し
て
い
る
。
不
浄
観
は
初
め
は
四
念
住
の
身
念
住
と

同
一
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
次
第
に
四
念
住
と
は
別
の
も
の
と
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
不
浄
観
と
持
息
念
は
四
念
住
の
前
段
階
の
も
の
と
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
巨
凋
宮
温
め
員
屋
な
ど
、
不
浄
観
、
持
息
念

の
他
に
幾
つ
か
を
加
え
て
一
組
の
観
法
を
立
て
る
経
典
を
参
考
に
し
て
、

四
念
住
の
前
の
段
階
の
一
組
の
修
習
法
が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
婆
沙
論
』
は
当
時
伝
わ
っ
て
い
た
そ
れ
ら
の
修
習
法
を
、
そ
の
ど
こ
に

お
い
て
も
五
種
を
一
ヶ
所
に
ま
と
め
て
述
べ
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
が
、

ほ
ぼ
五
停
心
観
の
内
容
を
成
す
五
種
の
観
法
に
ま
と
め
ら
れ
る
も
の
と
し

て
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
そ
の
要
と
な
る
も
の
を

不
浄
観
と
持
息
念
と
見
な
し
て
仏
道
に
入
る
甘
露
門
と
呼
ん
だ
。
更
に

「
倶
舎
論
」
に
至
っ
て
、
こ
の
二
種
の
観
法
は
止
に
属
し
、
四
念
住
は
観

に
属
す
る
も
の
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」
。

こ
の
あ
と
小
谷
は
第
五
節
と
し
て
附
論
的
な
意
味
合
い
で
、
「
倶
舎
論
』

「
賢
聖
口
凹
の
中
、
不
浄
観
お
よ
び
持
息
念
に
関
す
る
箇
所
の
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
原
典
か
ら
の
和
訳
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
続
く
第
六
章
で
は
、
琉

伽
行
派
の
経
典
を
順
次
考
察
し
て
い
く
。
そ
の
資
料
タ
イ
ト
ル
だ
け
を
あ

げ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
『
修
行
道
地
経
』

②
「
達
摩
多
羅
禅
経
』

③
「
禅
秘
要
法
経
』

④
『
坐
禅
三
昧
経
」

⑤
『
思
惟
略
要
法
』

こ
れ
ら
の
資
料
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
小
谷
は
、
資
料
論
も
含
め

て
様
々
な
角
度
か
ら
の
検
討
を
加
え
、
五
停
心
観
が
発
展
し
て
い
く
な
か

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
明
確
化

し
て
い
く
。
個
々
の
資
料
に
つ
い
て
重
要
な
情
報
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
実
際
に
本
書
に
あ
た
っ
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
総
括
と

し
て
の
結
論
を
紹
介
し
て
お
く
。
玲
伽
行
派
諸
文
献
を
調
査
し
た
結
果
、

そ
こ
に
は
次
の
ふ
た
つ
の
特
徴
が
見
て
取
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
こ
れ
ら
の
資
料
に
共
通
す
る
特
徴
は
「
阿
毘
達
磨
諭
書
の
修
習
法
を

そ
の
枠
組
み
と
し
、
そ
こ
に
般
若
経
に
説
か
れ
る
よ
う
な
空
思
想
を
盛
り

込
ん
で
、
正
統
派
阿
毘
達
磨
諭
書
の
そ
れ
と
は
異
な
る
新
た
な
修
習
法
を

創
り
出
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
点
」
と
、
そ
し
て
「
こ
れ
ら
の
経
典
が

全
て
幾
つ
か
の
既
存
の
経
典
や
修
習
法
を
編
集
し
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
点
」
で
あ
る
。
そ
し
て
小
谷
は
、
こ
こ
に
大
乗
仏
教
興
起
の
由

来
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
結
論
づ
け
る
。

こ
の
あ
と
第
七
節
「
大
乗
仏
教
に
お
け
る
行
」
で
は
小
谷
は
大
き
く
方

向
を
転
換
し
、
般
若
経
の
中
の
「
法
の
修
習
」
を
分
析
し
て
い
く
。
今
ま

で
続
い
て
き
た
五
停
心
観
の
問
題
は
前
節
で
終
わ
っ
て
い
て
、
こ
こ
か
ら

は
全
く
別
個
の
議
論
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
議
論
の
大
き
な
流

れ
が
ど
こ
に
も
指
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
読
み
手
は
こ
こ
で
迷
路
に
放
り

込
ま
れ
た
よ
う
な
感
じ
を
受
け
る
。
つ
ま
り
本
書
で
は
問
題
提
起
↓
議
論

↓
結
論
↓
そ
の
結
論
を
受
け
た
次
の
問
題
提
起
と
い
う
標
準
的
な
論
理
展

開
が
存
在
せ
ず
、
瞬
間
的
に
全
く
別
個
の
議
論
へ
と
場
面
が
移
っ
て
し
ま

う
た
め
、
読
み
手
に
多
大
な
混
乱
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
個
々
の
議
論

に
関
し
て
は
、
今
後
の
仏
教
学
の
基
盤
と
も
な
る
べ
き
す
ぐ
れ
た
内
容
が
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示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
も
っ
と
有
機
的
に
接
続
す
る
配

盧
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
も
か
く
第
七
節
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

道
安
は
禅
観
の
統
一
原
理
の
探
求
と
い
う
観
点
か
ら
般
若
経
の
再
検
討

を
思
い
立
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
で
小
谷
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
、
般
若

経
の
「
法
の
修
習
」
の
仕
方
を
検
討
す
る
と
い
う
。
こ
の
節
で
小
谷
は
、

般
若
経
を
資
料
と
し
て
、
そ
こ
に
現
れ
る
菩
薩
行
の
特
性
を
、
い
く
つ
か

の
項
目
に
分
け
て
考
察
し
て
い
く
。
そ
の
項
目
を
並
べ
る
な
ら
、
「
菩
薩

行
の
概
略
ｌ
サ
ダ
ー
プ
ラ
ル
デ
ィ
タ
菩
薩
の
求
道
物
語
を
例
と
し
て

ｌ
」
、
「
勝
解
（
且
言
日
巨
冨
）
」
、
「
真
実
の
理
法
の
観
察
」
、
「
菩
薩
行
と

し
て
の
廻
向
」
、
「
法
執
の
否
定
と
利
他
行
」
、
「
仏
に
ま
み
え
る
」
、
「
菩
薩

行
と
し
て
の
三
昧
の
修
習
」
、
「
唯
識
説
の
導
入
ｌ
影
像
を
所
縁
と
す
る

修
習
ｌ
」
と
な
る
。
個
々
の
項
目
に
関
し
て
は
詳
細
な
議
論
に
基
づ
く
、

興
味
深
い
結
論
も
随
所
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
項
目
が
菩
薩
行
の
一
端

を
担
う
重
要
な
概
念
で
あ
る
こ
と
も
納
得
で
き
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
項
目

間
の
有
機
的
関
連
性
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
は
や
は
り
不
満
が
残

る
。
特
に
最
後
の
「
唯
識
説
の
導
入
ｌ
影
像
を
所
縁
と
す
る
修
習
ｌ
」

は
、
そ
れ
ま
で
般
若
経
を
資
料
と
し
て
い
た
議
論
が
突
然
「
大
乗
阿
毘
達

磨
集
論
」
な
ど
の
唯
識
学
派
の
諭
書
分
析
へ
と
テ
ー
マ
が
変
更
さ
れ
、
そ

の
変
更
の
必
然
性
は
ど
こ
に
も
語
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
一

体
我
々
は
な
に
に
つ
い
て
読
ん
で
い
る
の
か
、
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
こ
の
あ
た
り
に
も
論
の
必
然
的
流
れ
を
し
っ
か
り
と
明
示
し
て
欲
し

か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
箇
所
で
小
谷
は
「
有
分
別
影
像
に
よ
る
修
習
」
と

「
無
分
別
影
像
に
よ
る
修
習
」
を
詳
細
に
論
じ
、
そ
れ
が
唯
識
思
想
と
密

接
に
関
連
し
て
い
る
と
語
る
。
確
か
に
両
者
に
は
密
接
な
関
連
は
あ
る
で

あ
ろ
う
が
、
し
か
し
「
有
分
別
影
像
に
よ
る
修
習
」
と
「
無
分
別
影
像
に

よ
る
修
習
」
の
概
念
は
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
「
清
浄
道
論
』
に
も
現
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
唯
識
学
派
だ
け
の
特
性
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で

き
な
い
・
修
習
方
法
か
ら
唯
識
思
想
の
成
立
を
考
え
る
と
い
う
視
点
は
き

わ
め
て
正
統
か
つ
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
私
も
認
め
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ

余
計
に
、
周
辺
資
料
へ
の
目
配
り
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

次
の
第
八
節
「
玲
伽
行
派
の
法
の
修
習
」
で
は
、
プ
ト
ン
の
法
分
類
を

基
に
し
た
輸
伽
行
派
独
自
の
法
理
解
の
解
明
や
、
教
法
の
消
滅
と
い
う
問

題
に
関
わ
る
琉
伽
行
派
の
態
度
な
ど
が
語
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
七

ペ
ー
ジ
足
ら
ず
の
考
察
を
も
っ
て
し
て
「
琉
伽
行
派
の
法
の
修
習
」
と
い

う
題
は
い
さ
さ
か
大
げ
さ
に
過
ぎ
る
。
も
う
少
し
的
を
絞
っ
た
題
を
つ
け

て
、
読
者
の
理
解
を
助
け
る
よ
う
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
最
後
の
第
九
節
（
誤
植
に
よ
っ
て
第
二
節
と
な
っ
て
い
る
が
）

で
は
、
礁
伽
行
派
に
お
け
る
縁
起
説
と
ア
ー
ラ
ヤ
識
説
の
関
係
が
、
諸
文

献
を
基
に
考
察
さ
れ
る
。

以
上
、
内
容
の
紹
介
を
軸
と
し
、
適
宜
、
批
判
的
感
想
を
織
り
交
ぜ
な

が
ら
全
体
を
概
観
し
た
。
最
後
に
全
体
を
通
し
て
の
批
評
を
述
べ
て
お
く
。

本
書
は
小
谷
が
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
て
き
た
九
編
の
論
文
を
骨
子
と
し
、

そ
こ
へ
新
た
に
手
を
加
え
て
作
ら
れ
た
。
そ
の
論
文
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
、

ア
ビ
ダ
ル
マ
お
よ
び
唯
識
思
想
の
専
門
家
と
し
て
の
小
谷
の
見
識
と
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、
チ
ベ
ッ
ト
、
漢
文
を
自
在
に
読
み
こ
な
す
語
学
の
達
人

と
し
て
の
小
谷
の
才
能
と
が
見
事
に
融
合
し
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
、
き

わ
め
て
す
ぐ
れ
た
逸
品
ぞ
ろ
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
自
身
、
小
谷
と
の
長

年
の
学
問
的
交
友
に
よ
り
、
身
を
以
て
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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そ
し
て
そ
れ
故
に
一
層
、
本
書
で
の
構
成
の
甘
さ
が
残
念
で
な
ら
な
い
。

問
題
は
構
成
な
の
で
あ
る
。
個
々
の
要
素
が
ど
れ
ほ
ど
見
事
な
も
の
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
を
配
置
し
、
連
結
す
る
作
業
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
、

全
体
的
な
美
は
生
ま
れ
な
い
。
皆
が
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
に
足
を
あ
げ
た

り
手
を
振
っ
た
り
し
た
の
で
は
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
ド
ス
イ
ミ
ン
グ
と
い
う

概
念
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
の
と
同
様
、
個
々
の
論
考
が
勝
手
に
自
己

主
張
し
て
い
る
だ
け
で
は
論
全
体
と
し
て
の
主
張
が
見
え
て
こ
な
い
。
結

局
小
谷
の
最
終
的
な
主
張
は
な
に
か
、
と
い
う
点
が
暖
昧
な
ま
ま
に
残
っ

て
し
ま
う
。
こ
れ
が
本
書
に
お
け
る
最
大
の
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
唯
一

の
欠
点
で
あ
る
と
考
え
る
。
確
か
に
個
々
の
論
考
は
そ
れ
ぞ
れ
が
し
っ
か

り
し
た
主
張
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
読
み
手
が
そ
れ
を
確
実
に

理
解
し
、
合
理
性
の
糸
で
繋
い
で
い
け
ば
、
そ
こ
に
自
ず
と
小
谷
の
主
張

が
見
え
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
著
者
の
な
す
べ
き
仕
事
で

あ
っ
て
、
そ
こ
ま
で
を
読
者
に
要
求
す
る
の
は
酷
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

現
に
、
こ
の
領
域
の
素
人
で
あ
る
私
の
場
合
、
こ
う
や
っ
て
書
評
を
書
き

終
え
よ
う
と
し
て
い
る
今
に
至
っ
て
も
、
「
全
体
と
し
て
の
小
谷
の
主
張

は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
頭
を
去
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ

う
い
っ
た
疑
問
を
解
消
す
る
意
味
で
、
是
非
と
も
小
谷
に
は
後
続
研
究
の

発
表
を
期
待
し
た
い
。
そ
し
て
振
り
返
っ
て
見
た
時
に
、
本
書
の
真
の
意

味
に
は
た
と
気
づ
く
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
ス
リ
リ
ン
グ
な
体
験
を
我
々

に
与
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
希
望
し
て
い
る
。
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