
な
か
な
か
豪
華
な
書
物
で
あ
る
。
学
術
書
と
し
て
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
書

物
は
近
年
あ
ま
り
お
目
に
か
か
れ
な
い
。
最
初
に
そ
の
こ
と
に
驚
か
さ
れ

る
の
だ
が
、
著
者
の
御
経
歴
を
み
る
と
、
何
と
い
う
こ
と
な
し
に
理
解
で

き
る
よ
う
な
感
じ
は
す
る
。

ま
ず
、
巻
末
に
附
せ
ら
れ
た
「
著
者
略
年
譜
」
に
よ
っ
て
、
著
者
に
つ

い
て
紹
介
す
る
と
、
稲
荷
日
宣
師
は
、
明
治
二
十
一
年
の
お
生
ま
れ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
当
年
、
八
十
七
歳
を
数
え
ら
れ
る
わ
け
で
、
ま
さ

に
斯
界
の
長
老
で
あ
ら
れ
る
。
日
蓮
宗
大
学
（
現
、
立
正
大
学
）
を
御
卒

業
に
な
り
、
同
大
学
研
究
院
を
経
て
、
宗
命
に
よ
り
内
地
留
学
生
と
し
て

東
京
帝
国
大
学
文
学
部
印
度
哲
学
科
に
学
ば
れ
、
島
地
大
等
・
木
村
泰
賢

の
両
碩
学
の
膝
下
に
あ
っ
て
「
法
華
経
成
立
史
の
研
究
」
を
専
攻
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
正
末
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
は
、
東
京
池
上

の
池
上
宗
学
林
、
及
び
千
葉
県
中
山
の
法
華
経
寺
学
林
に
お
い
て
後
進
の

方
々
の
指
導
に
当
た
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
岡
山
県
の
最
上
稲
荷
山
妙
教
寺

稲
荷
日
宣
著

「
法
華
経
一
乗
思
想
の
研
究
」

古
田
和
弘

に
稲
荷
山
学
林
・
最
上
図
書
館
・
最
上
稲
荷
山
佛
教
文
化
研
究
所
を
そ
れ

ぞ
れ
創
設
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
主
宰
し
て
お
ら
れ
る
。
か
た
わ
ら
、
立
正
大

学
法
華
経
文
化
研
究
所
の
特
別
所
員
で
も
あ
ら
れ
、
昭
和
四
十
六
年
、
立

正
大
学
か
ら
文
学
博
士
の
学
位
を
受
領
し
て
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

巻
末
に
は
ま
た
、
昭
和
二
年
か
ら
三
十
八
年
ま
で
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
研

究
論
文
が
、
未
刊
既
刊
を
合
わ
せ
て
十
四
篇
列
挙
し
て
あ
る
が
、
そ
の
題

目
か
ら
察
し
て
、
法
華
経
を
直
接
の
課
題
と
し
た
も
の
が
大
半
を
占
め
て

い
る
。
以
上
の
事
柄
か
ら
、
こ
の
書
の
著
者
の
学
問
上
の
御
関
心
の
傾
向

と
、
御
活
躍
の
範
囲
と
が
ほ
ぼ
推
察
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本

書
は
半
世
紀
余
の
永
き
に
わ
た
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
研
究
成
果
を

こ
こ
に
纒
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
ず
か
な
歳
月
の
う
ち
に
成
っ
た

も
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
次
下
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
法
華
経
全
巻
の
構
造
を
分
析
し
、

こ
の
一
経
の
中
心
課
題
で
あ
る
一
乗
と
三
乗
の
問
題
、
そ
し
て
そ
の
発
展

的
教
義
学
説
で
あ
る
三
車
・
四
車
の
対
立
に
つ
い
て
検
討
を
深
め
つ
つ
、

法
華
経
の
成
立
史
を
本
格
的
に
論
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
華
経
の
根
本
思

想
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
篇
を
通
覧
し
て
感
じ
ら

れ
る
こ
と
は
、
著
し
く
着
実
で
実
証
的
な
論
究
の
方
法
が
試
み
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
法
華
経
と
い
う
経
典
は
、
著
者
に
と
っ
て
は
、
も
と
も

と
格
別
の
意
義
を
も
つ
経
典
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
著
者
が
属
し
て
お
ら

れ
る
伝
統
の
法
華
教
学
に
お
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
経
の
一
灸
の

文
々
が
す
べ
て
金
口
の
所
説
で
あ
り
、
天
台
五
時
教
判
が
一
往
妥
当
な
る

法
華
経
観
で
も
あ
り
、
何
よ
り
も
、
日
蓮
が
発
見
し
た
法
華
経
の
真
精
神

が
至
高
の
価
値
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
本
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書
の
巻
頭
の
「
序
説
」
に
よ
る
と
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
や
ケ
ル
ン
と
い
っ
た
ヨ

ー
ロ
ッ
・
〈
の
学
者
に
よ
る
近
代
の
科
学
的
な
法
華
経
の
成
立
史
的
研
究
が

進
み
、
翻
訳
が
成
功
を
お
さ
め
た
た
め
に
、
既
成
教
団
の
宗
学
者
た
ち
は
、

「
驚
天
動
地
の
思
い
」
を
起
し
、
師
資
相
承
の
教
学
を
信
ず
る
人
々
の
間

で
は
、
そ
れ
ら
新
し
い
方
法
に
よ
る
研
究
の
成
果
が
「
破
天
の
魔
説
」
と

受
け
取
ら
れ
た
と
い
う
（
本
書
五
頁
）
。
こ
の
間
の
事
情
が
、
「
序
説
」
に

は
至
極
客
観
的
な
叙
述
を
以
て
語
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く
は
、

こ
れ
は
著
者
御
自
身
の
う
ち
に
も
起
っ
た
動
揺
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
と
き
、
「
学
問
と
は
何
か
、
研
究
と
は
何
か
を
真
筆
に
追
求

す
る
と
き
、
よ
り
真
な
る
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、

佛
典
研
究
も
そ
の
方
法
論
を
採
用
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
純
粋
な
学
問
的
態

度
で
あ
る
」
（
五
頁
）
と
し
て
、
法
華
経
成
立
史
の
科
学
的
な
研
究
に
取
り

組
ま
れ
た
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
。
「
遠
慮
会
釈
も
な
く
佛
典
を
姐
上
に
の

せ
て
研
究
し
よ
う
と
す
る
」
（
同
上
）
如
き
時
潮
に
耐
え
忍
び
、
こ
れ
を
克

服
す
る
こ
と
が
著
者
の
秘
め
ら
れ
た
抱
負
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ

し
て
、
「
日
本
の
法
華
経
成
立
史
研
究
は
ま
だ
日
が
浅
い
が
、
形
態
と
思

想
の
内
容
と
か
ら
成
立
史
論
が
完
成
し
た
と
き
こ
そ
、
待
ち
あ
ぐ
ん
だ
本

地
の
春
が
訪
れ
る
」
（
六
頁
）
と
い
う
希
望
と
、
そ
も
そ
も
法
華
経
は
、
「
尊

い
殉
教
者
の
筆
の
ほ
と
ば
し
り
」
（
同
上
）
で
あ
り
、
ま
た
「
理
を
尊
ぶ
哲

人
の
言
で
も
な
く
、
情
に
流
さ
れ
た
痴
人
の
文
で
も
な
く
、
ブ
ッ
ダ
の
真

髄
、
ひ
い
て
は
、
小
乗
・
大
乗
の
佛
教
教
理
を
充
分
体
得
し
た
人
に
よ
っ

て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
」
（
同
上
）
と
い
う
信
念
の

も
と
に
、
著
者
の
法
華
経
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

場
合
、
「
こ
れ
か
ら
の
法
華
経
研
究
は
自
明
の
理
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ

こ
の
害
の
本
論
は
次
の
よ
う
な
九
章
か
ら
成
り
、
こ
れ
に
四
百
頁
余
の

紙
幅
が
費
し
て
あ
る
。

第
一
章
法
華
経
の
科
文
か
ら
見
た
一
経
の
分
段
と
重
要
視
さ
れ
た
品

を

第
二
章
近
代
の
法
華
経
成
立
史
論

第
三
章
法
華
経
注
解
者
及
び
近
代
研
究
者
の
一
乗
説

第
四
章
ア
ゴ
ン
経
に
説
く
一
乗
の
語
義

第
五
章
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
一
乗
説
の
有
無

第
六
章
初
期
般
若
経
に
お
け
る
一
乗

第
七
章
維
摩
経
に
お
け
る
三
乗

第
八
章
華
厳
経
に
お
け
る
一
乗

第
九
章
法
華
経
に
お
け
る
一
乗
・
三
乗

以
上
に
見
る
通
り
、
近
年
の
法
華
思
想
の
研
究
に
お
い
て
は
稀
に
見
る
壮

大
な
構
想
が
本
書
に
は
描
か
れ
て
い
る
。
ど
の
一
章
を
と
っ
て
み
て
も
、

法
華
経
に
つ
い
て
考
え
る
者
な
ら
ば
、
誰
し
も
一
度
は
思
い
を
め
ぐ
ら
せ

る
課
題
で
あ
り
つ
つ
、
容
易
に
手
出
し
の
で
き
な
い
主
題
ば
か
り
で
あ
る
。

う
な
術
語
・
教
理
・
警
嶮
・
因
縁
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
成
立
の
背
景
を
把

握
す
る
こ
と
な
し
に
は
完
全
の
も
の
と
は
い
い
得
な
い
」
（
同
上
）
と
断
言

さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
「
私
は
法
華
経
の
中
で
自
明
と
さ
れ
て
い
る
も
の

を
未
明
と
し
、
経
典
史
の
中
に
流
れ
る
未
明
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
て
、

法
華
経
の
自
明
へ
の
疎
通
を
計
り
た
い
」
同
上
）
と
い
う
決
意
が
表
明
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

＝
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し
か
も
こ
れ
が
資
料
に
密
着
し
た
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
外

連
味
の
な
い
正
攻
法
を
以
て
当
ら
れ
た
著
者
の
実
直
な
お
人
柄
と
自
信
の

ほ
ど
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
紙
数
の
許
す
範
囲
内
に
圧
縮
し

て
、
各
章
の
所
論
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
著
者
の
真
意
を
誤
っ
て

伝
え
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
章
に
は
、
そ
の
第
一
節
に
「
法
華
経
の
講
経
者
と
注
釈
者
」

と
題
し
て
、
大
智
度
論
一
百
巻
に
合
計
三
十
五
回
引
用
さ
れ
て
い
る
法
華

経
の
十
五
品
の
品
名
と
各
品
か
ら
の
引
用
回
数
と
が
、
智
度
論
の
巻
次
を

逐
っ
て
図
示
さ
れ
、
ま
た
こ
れ
と
は
逆
に
、
引
用
さ
れ
た
法
華
経
の
各
品

が
、
智
度
論
の
い
ず
れ
の
巻
に
何
度
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
か
が
一
目
に
し

て
判
明
す
る
図
表
も
掲
げ
て
あ
る
。
こ
う
し
て
、
龍
樹
が
重
視
し
た
師
食
を

探
る
こ
と
に
よ
り
、
龍
樹
の
法
華
経
観
を
浮
彫
り
に
し
よ
う
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
龍
樹
は
大
品
般
若
経
を
釈
す
る
に
当
っ
て
法
華
経

の
中
で
は
方
便
品
を
最
も
重
用
し
た
こ
と
、
そ
し
て
龍
樹
が
阿
羅
漢
の
受

記
作
佛
の
教
説
に
法
華
経
の
特
色
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。

智
度
論
に
お
け
る
法
華
経
の
引
用
の
実
態
を
図
示
し
て
あ
る
点
は
、
学
者

に
利
便
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
だ
け
を
以
て
龍
樹
の
法
華
経
観
が

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
の
当
惑
を
禁
じ
得
な
い
。
つ
ぎ
に
、

法
華
論
に
見
ら
れ
る
世
親
の
法
華
経
解
釈
の
態
度
が
、
吉
蔵
の
法
華
諭
疏

を
手
が
か
り
と
し
て
略
説
さ
れ
、
世
親
が
重
要
視
し
た
品
交
が
指
摘
さ
れ

る
。
続
い
て
、
法
華
経
の
翻
訳
者
・
講
経
者
・
注
釈
者
と
し
て
何
ら
か
の

形
で
記
録
に
名
を
と
ど
め
て
い
る
三
国
の
先
哲
百
十
八
人
の
名
を
列
ね
、

ま
た
法
華
経
の
注
疏
の
現
伝
す
る
も
の
、
及
び
存
在
が
伝
え
ら
れ
る
も
の
、

百
二
十
二
篇
の
疏
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
実
に
克
明
な
作
業
の
成
果
で

あ
る
。
た
だ
、
名
を
列
ね
て
法
華
経
研
究
の
偉
容
を
誇
示
す
る
の
み
で
、

こ
れ
が
こ
の
言
の
論
述
に
有
効
に
利
用
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
何
と
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
節
「
鳰
摩
羅
什
門
下
の
科
文
」
に
は
、
道
融
・

僧
叡
・
道
生
が
立
て
た
科
文
が
図
示
さ
れ
、
第
三
節
「
五
大
家
以
前
の
科

文
」
に
は
、
道
朗
・
龍
光
・
慧
龍
・
玄
暢
・
僧
印
の
科
文
が
、
第
四
節
「
五

大
家
の
科
文
」
に
は
、
法
雲
・
智
頻
・
吉
蔵
・
窺
基
・
戒
環
の
科
文
が
、

そ
し
て
第
五
節
「
日
本
に
お
け
る
科
文
」
に
は
、
聖
徳
太
子
・
最
澄
（
但

し
独
自
の
科
文
は
存
し
な
い
こ
と
が
報
告
し
て
あ
る
）
・
空
海
・
円
珍
・

日
蓮
の
科
文
が
、
そ
れ
ぞ
れ
図
示
さ
れ
た
り
、
簡
潔
に
紹
介
さ
れ
た
り
し

て
い
る
。
確
か
に
分
科
は
、
経
典
を
如
何
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
中
国
お

よ
び
日
本
の
佛
教
に
特
有
の
研
究
法
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
科
文
製

作
者
の
法
華
経
観
を
窺
い
知
る
手
が
か
り
は
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ

て
、
諸
師
そ
れ
ぞ
れ
の
分
科
の
論
拠
を
探
ろ
う
と
し
て
、
多
く
の
研
究
者

が
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
や
つ
き
に
な
っ
て
思
索
を
め
ぐ
ら
せ
る
問
題
点

の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
本
書
の
主
た
る
関
心
事
で

は
な
い
ら
し
い
。
科
文
は
「
暗
黙
の
中
に
法
華
経
の
成
立
に
対
す
る
さ
さ

や
き
と
聞
く
こ
と
が
で
き
る
」
（
七
頁
）
と
い
う
立
場
か
ら
、
中
国
・
日
本

の
諸
師
が
「
法
華
経
の
中
心
思
想
を
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
と
ら
え
、
法

華
経
の
品
々
を
ど
の
よ
う
に
取
扱
っ
て
き
た
か
を
知
る
」
（
六
七
頁
）
こ
と

に
よ
っ
て
、
印
度
に
お
け
る
法
華
経
の
成
立
史
を
洞
察
し
よ
う
と
す
る
こ

と
が
目
的
と
な
っ
て
い
一
る
。
云
わ
れ
る
通
り
、
そ
れ
ら
の
諸
師
の
分
科
を

参
考
と
し
て
、
更
め
て
法
華
経
の
所
説
を
細
心
に
吟
味
す
れ
ば
、
類
型
的

に
法
華
経
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
漢
訳
経
の
側
か
ら

見
る
成
立
史
の
解
明
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
こ

66



の
問
題
に
格
別
の
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
尼
大
な
作
業
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
成
立
史
に
関

す
る
一
往
の
結
論
は
、
方
便
品
か
ら
授
学
無
学
人
記
品
に
い
た
る
八
品
が

最
古
層
を
な
し
、
次
に
勧
持
品
か
ら
如
来
神
力
品
に
い
た
る
九
品
が
第
二

期
の
成
立
と
想
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
既
に
松
本
文

三
郎
・
常
盤
大
定
・
本
田
義
英
・
吉
田
龍
英
・
布
施
浩
岳
・
横
超
慧
日
・

紀
野
一
義
と
い
っ
た
諸
学
者
が
ほ
ぼ
同
様
の
手
続
き
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ

た
結
果
に
対
し
て
更
め
て
賛
意
を
表
明
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
い
ま
、
科

文
研
究
に
よ
っ
て
成
立
史
を
論
ず
る
こ
と
は
「
早
計
と
批
判
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
か
」
（
七
頁
）
と
熱
っ
ぽ
く
問
い
か
け
ら
れ
て
も
、
何
と
お
答
え
し
て

よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
第
二
章
に
お
い
て
、
↑
ビ
ュ

ル
ヌ
フ
氏
の
長
行
早
期
成
立
説
、
ケ
ル
ン
氏
の
偶
頌
早
期
成
立
説
に
端
を

発
し
た
近
代
の
法
華
経
成
立
史
論
の
諸
説
が
紹
介
さ
れ
、
：
そ
こ
に
上
記
の

諸
氏
の
説
が
要
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
と
に
か
く
、
科
文
の
研
究
に
よ
り
、
法
華
経
の
最
古
層
の
中
心

的
教
説
は
、
方
便
品
を
中
心
と
し
て
説
か
れ
る
開
三
顕
一
の
一
乗
思
想
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
う
わ
け
で
、
一
乗
と
三
乗
の
問
題
を
考
察
す

る
こ
と
が
法
華
経
の
根
本
主
張
を
理
解
す
る
上
に
必
要
と
な
り
、
こ
れ
を

取
り
上
げ
て
論
じ
た
の
が
第
三
章
で
あ
る
。
三
乗
に
関
す
る
龍
樹
の
用
語

例
を
智
度
論
の
中
か
ら
摘
出
し
、
大
正
大
蔵
経
に
よ
っ
て
そ
の
箇
所
の
頁

数
が
示
し
て
あ
る
。
そ
の
結
果
、
智
度
論
に
は
「
菩
薩
乗
」
と
い
う
語
が

見
当
ら
ず
、
菩
薩
乗
と
称
し
て
も
よ
い
場
合
に
「
佛
乗
」
と
い
う
語
を
用

い
て
い
る
の
で
、
龍
樹
は
、
菩
薩
乗
と
佛
乗
と
を
同
視
す
る
三
車
家
に
属

す
る
と
結
論
さ
れ
る
。
同
様
に
、
世
親
に
つ
い
て
も
極
く
簡
略
な
検
討
を

加
え
て
、
や
は
り
三
車
家
と
し
て
の
世
親
の
一
乗
観
に
つ
い
て
解
説
が
施

し
て
あ
る
（
第
一
節
）
。
続
い
て
、
中
国
に
お
け
る
道
生
・
法
雲
・
智
顔
・

吉
蔵
・
窺
基
の
一
乗
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
基
本
的
な
主
張
を
極
く
簡
潔
な

形
に
整
理
し
て
提
示
し
て
あ
る
（
第
二
節
）
。
そ
し
て
次
に
、
「
近
代
の
一
乗

説
」
（
第
三
節
）
と
し
て
、
松
本
文
三
郎
・
吉
田
龍
英
・
木
村
泰
賢
・
宇
井

伯
寿
・
布
施
浩
岳
・
鈴
木
宗
忠
・
勝
呂
信
静
・
坂
本
日
深
・
平
川
彰
・
藤

田
宏
達
・
横
超
慧
日
と
い
う
十
一
人
の
学
者
に
よ
る
一
乗
に
つ
い
て
の
学

説
の
論
点
を
要
約
し
て
紹
介
し
て
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
学
者
が
一

乗
説
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
研
究
を
積
み
重
ね
、
ど
の
よ
う
な
視
点
に
立

っ
て
い
る
か
と
い
う
学
説
の
全
容
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、

十
一
人
の
学
者
が
そ
れ
ぞ
れ
一
、
二
の
著
書
の
中
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

三
車
説
を
支
持
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
、
四
車
説
に
立
っ
て
い
る
か
を

見
定
め
よ
罰
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
道
生
・
吉
蔵
・
窺
基
・

吉
田
龍
英
・
木
村
泰
賢
・
宇
井
伯
寿
・
布
施
浩
岳
・
藤
田
宏
達
・
横
超
慧

日
と
い
っ
た
人
だ
が
三
車
説
に
立
ち
、
法
雲
・
智
顔
・
松
本
文
三
郎
・
鈴

木
宗
忠
・
勝
呂
信
静
と
い
っ
た
人
衣
が
四
車
説
を
主
張
し
た
と
結
論
し
て

い
る
（
三
九
九
頁
）
。
中
国
の
諸
師
が
三
車
家
か
四
車
家
か
と
い
う
議
論
は
、

既
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
尽
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
諸
師
が
何
ゆ
え
に
い
わ
ゆ
る
三
車
説
を
唱
え
、
ま
た
四

車
説
に
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
の
か
、
そ
の
発
想
の
根
拠
と
そ
れ
ぞ
れ
の
一

乗
思
想
が
も
つ
論
理
構
造
を
解
き
明
し
、
そ
れ
が
中
国
佛
教
史
に
お
い
て

も
つ
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
今
や
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、

三
車
説
か
四
車
説
か
と
い
う
問
題
は
、
一
乗
に
つ
い
て
の
思
想
の
種
交
相

か
ら
す
れ
ば
、
極
め
て
象
徴
的
な
話
題
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、

戸 司
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さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
法
華
経
の
成
立
史
論
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
最

古
層
の
中
心
課
題
と
目
さ
れ
る
一
乗
説
に
関
す
る
古
今
の
学
者
の
理
解
を

整
理
し
て
こ
ら
れ
た
著
者
は
、
次
に
、
法
華
経
に
至
る
ま
で
の
一
乗
義
の

変
遷
を
教
理
史
の
上
で
あ
と
づ
け
る
作
業
に
と
り
か
か
ら
れ
る
。
そ
れ
が

第
四
章
以
降
、
第
八
章
ま
で
の
論
述
で
あ
る
。
ま
ず
第
四
章
に
、
原
始
佛

教
に
お
け
る
一
乗
義
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
阿
含
経
中
に
お
け

る
一
乗
の
用
語
例
を
四
阿
含
お
よ
び
勺
目
目
圃
租
の
中
に
検
索
す
る

と
い
う
手
法
が
と
ら
れ
る
。
果
し
て
、
阿
含
経
に
お
い
て
は
、
浬
桑
へ
の

唯
一
の
道
と
し
て
の
一
乗
（
①
冨
冨
口
四
）
が
説
か
れ
、
四
念
処
等
を
指
す

の
で
あ
る
が
、
こ
の
語
が
後
に
法
華
経
に
お
い
て
発
展
を
遂
げ
た
一
乗

（
①
冨
箇
口
騨
）
の
源
流
で
あ
る
と
想
定
し
て
お
ら
れ
る
。

つ
い
で
、
第
五
章
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
阿
毘
達
磨
諭

書
に
な
る
と
、
一
乗
に
つ
い
て
は
阿
含
経
の
一
趣
道
の
意
味
を
そ
の
ま
ま

継
承
す
る
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
阿
含
経
に
お
い
て
は
声
聞
・
縁
覚
・

佛
の
三
乗
で
あ
っ
た
‐
も
の
が
、
こ
れ
に
菩
薩
の
概
念
（
但
し
本
生
の
菩
薩
）

が
加
わ
る
こ
と
に
な
り
、
大
乗
佛
典
に
い
う
菩
薩
へ
の
過
渡
的
段
階
を
示

三
車
説
か
四
車
説
か
を
問
う
こ
と
は
、
基
本
的
に
配
慮
す
。
へ
き
事
柄
の
一

つ
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
だ
け
が
問
題
に
な
る
な
ら
ば
、
も

と
も
と
の
問
題
の
設
定
が
明
快
で
は
あ
っ
て
も
、
単
純
に
す
ぎ
は
し
ま
い

か
。
そ
の
上
、
南
北
朝
か
ら
晴
唐
の
時
代
の
諸
師
と
同
じ
次
元
で
、
近
代

の
諸
学
者
の
学
説
が
三
車
か
四
車
か
と
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
何
と
も
唐
突

な
印
象
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

三

し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
①
圃
冒
己
Ｐ
か
ら
①
冒
乱
冒
四
へ
の
推
移
を
暗

示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
主
と
し
て
大
毘
婆
沙

論
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
論
究
は
大
乗
の
主
要
経
典
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
が
、
第
六
章

で
は
、
右
の
如
き
菩
薩
像
が
般
若
経
に
お
い
て
次
第
に
ふ
く
ら
ん
で
ゆ
く

過
程
を
小
品
系
と
大
品
系
と
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
各
種
の
異
訳
の
所
説
を

比
較
し
つ
つ
論
じ
て
あ
る
。
そ
し
て
、
声
聞
・
縁
覚
・
佛
の
三
乗
が
、
し

ば
し
ば
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
三
乗
と
し
て
語
か
れ
る
こ
と
を
例
示
し
、

菩
薩
乗
な
る
語
が
大
乗
と
か
一
乗
と
か
の
語
と
殆
ん
ど
同
義
語
と
な
っ
て

い
る
点
を
指
摘
さ
れ
る
。
な
お
、
附
表
と
し
て
、
光
讃
般
若
経
・
放
光
般

若
経
・
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
・
大
般
若
波
羅
蜜
経
・
梵
本
二
万
五
千
頌
般

若
に
見
ら
れ
る
一
乗
と
三
乗
に
関
係
す
る
用
語
の
対
照
表
が
示
し
て
あ
る

第
七
章
に
は
、
上
述
の
如
き
経
過
を
経
て
高
潮
し
て
き
た
菩
薩
思
想
・

大
乗
思
想
を
維
摩
経
に
眺
め
、
そ
の
漢
訳
三
本
と
西
蔵
訳
と
に
よ
り
、
そ

こ
に
説
か
れ
る
三
乗
の
意
義
と
大
乗
の
意
義
と
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
漢
訳

三
本
か
ら
、
「
乗
」
の
つ
く
語
を
収
集
し
、
｝
」
れ
に
よ
っ
て
、
維
摩
経
に

お
い
て
は
も
は
や
菩
薩
乗
・
佛
乗
を
含
ん
だ
形
の
三
乗
を
説
か
な
く
な
り
、

声
聞
乗
・
縁
覚
乗
・
大
乗
の
三
乗
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
実
を
指

摘
し
て
お
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
第
八
章
に
は
、
華
厳
経
の
う
ち
、
成
立
が
早
い
と
想
定
さ
れ

る
十
地
品
と
入
法
界
品
と
に
つ
い
て
、
一
乗
と
三
乗
の
問
題
が
論
じ
ら
れ

る
が
、
三
乗
に
つ
い
て
、
十
地
経
も
入
法
界
品
も
と
も
に
、
声
聞
・
縁
覚
．

大
乗
の
三
乗
が
説
か
れ
る
こ
と
、
一
乗
に
つ
い
て
は
、
十
地
品
の
第
九
善

菩
地
に
至
っ
て
突
如
と
し
て
一
乗
の
語
が
検
出
さ
れ
、
入
法
界
品
に
お
い

68



て
も
一
乗
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
、
注
意
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
は
と
も
に
、
法
華
経
方
便
品
の
一
乗
説
の
影
響
で
あ
ろ
う
と
推

定
さ
れ
る
。
こ
の
章
に
も
附
表
が
あ
り
、
十
地
品
に
つ
い
て
は
、
漸
備
一

切
智
徳
経
・
十
住
経
・
六
十
華
厳
・
佛
説
十
地
経
・
八
十
華
厳
・
梵
本
に

お
け
る
「
乗
」
の
つ
く
語
を
対
照
し
た
表
を
掲
げ
、
入
法
界
品
に
つ
い
て

は
、
同
じ
く
「
乗
」
の
つ
く
語
を
六
十
華
厳
・
八
十
華
厳
・
四
十
華
厳
・

梵
本
の
各
本
か
ら
摘
出
し
て
比
較
対
照
し
、
こ
れ
に
か
な
り
の
頁
数
を
費

し
て
あ
る
。

さ
て
、
最
後
の
第
九
章
に
は
、
法
華
経
に
お
け
る
一
乗
と
三
乗
と
が
語

ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
著
者
が
最
も
力
を
注
が
れ
た
章
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
、
一
乗
・
三
乗
・
大
乗
・
小
乗
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
に
関
連

す
る
語
を
、
妙
法
華
・
正
法
華
の
漢
訳
二
本
と
、
ケ
ル
ン
・
南
条
本
・
・
ヘ

ト
ロ
フ
ス
キ
ー
本
の
梵
本
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
検
出
し
、
対
照
表
に
し
て
提
示

し
て
あ
る
。
つ
い
で
、
こ
れ
を
も
と
に
、
序
品
以
下
の
各
品
に
お
け
る
こ

れ
ら
の
用
語
に
検
討
が
加
え
ら
れ
る
。
中
で
も
、
方
便
品
と
瞥
嚥
品
と
に

つ
い
て
の
吟
味
が
詳
し
い
。
方
便
品
で
は
殊
に
、
「
諸
佛
両
足
尊
は
、
法

は
常
に
無
性
に
し
て
、
佛
種
は
縁
よ
り
起
こ
る
と
知
り
、
是
の
故
に
一
乗

と
説
く
」
と
い
う
偶
に
つ
い
て
、
「
縁
起
を
一
乗
と
説
く
の
だ
、
と
い
う

こ
の
一
偶
が
あ
っ
て
こ
そ
、
法
華
経
の
中
心
教
説
た
る
一
乗
は
、
と
り
も

な
お
さ
ず
、
根
本
佛
教
以
来
、
つ
ね
に
一
貫
し
て
佛
教
の
根
幹
を
な
し
て

い
る
縁
起
の
換
え
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
堂
灸
と
明
示
さ
れ
、
ま
さ
に
法
華

経
が
佛
教
の
本
流
に
棹
さ
す
も
の
な
り
、
と
主
張
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
見
方
が
、
古
来
の
中
国
、
日
本
等
で
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な

い
」
（
三
五
三
頁
）
と
云
っ
て
更
め
て
陳
慨
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
注
意

を
惹
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
三
乗
に
つ
い
て
は
、
成
立
の
時
期
の
早
い
方
便

品
で
は
声
聞
・
縁
覚
・
佛
の
三
乗
で
あ
る
が
、
臂
職
品
に
至
っ
て
、
妙
法

華
を
除
い
た
諸
本
に
、
佛
乗
に
代
っ
て
菩
薩
乗
の
語
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
警
職
品
に
お
い
て
、
佛
乗
か
ら
菩
薩
乗
へ
の
転
回
が
果
さ
れ
た
と
い

う
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
方
便
品
の
「
十
方
佛
土
の
中
に
は
、

唯
一
乗
の
法
の
み
あ
り
、
二
も
な
く
三
も
な
し
」
と
い
う
偶
は
、
梵
本
に

よ
れ
ば
、
二
と
三
と
は
第
二
と
第
三
を
意
味
す
る
の
で
、
菩
薩
乗
の
外
に

佛
乗
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
り
、
梵
本
に
徴
す
る
限
り
法
華
経
は

三
車
説
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
る
。
ま
た
、
譽
喰
品
の
火
宅
職

に
お
い
て
、
偶
頌
の
中
で
は
、
羊
・
鹿
・
牛
の
三
車
を
挙
げ
、
こ
れ
に
対

応
す
る
長
行
の
中
に
は
、
牛
車
と
は
別
の
大
白
牛
車
の
あ
る
こ
と
を
思
わ

せ
る
文
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
が
三
車
・
四
車
の
論
争
の
因
由
と
な
っ
た
と

さ
れ
る
が
、
著
者
に
よ
る
と
、
長
行
よ
り
も
偶
頌
の
方
が
成
立
が
早
い
と

見
る
の
が
妥
当
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
や
は
り
三
車
説
が
法
華

経
の
本
来
の
説
で
あ
る
と
し
、
「
時
間
・
空
間
的
に
四
種
の
車
が
並
存
す

る
と
見
る
の
は
、
法
華
経
の
解
釈
と
し
て
は
断
じ
て
誤
り
で
あ
る
」
（
三

六
七
頁
）
と
論
断
さ
れ
る
。
方
便
品
・
譽
職
品
以
外
の
各
品
の
一
灸
に
つ

い
て
も
、
著
者
は
事
こ
ま
か
に
検
討
を
加
え
て
お
ら
れ
る
が
、
あ
ま
り
に

仔
細
に
わ
た
る
事
例
が
多
い
の
で
こ
こ
で
は
逐
一
紹
介
す
る
こ
と
は
省
略

し
た
い
。

巻
末
に
、
都
合
十
頁
に
及
ぶ
「
結
語
」
が
置
か
れ
、
本
書
全
体
の
要
旨

を
順
次
に
章
を
逐
っ
て
ま
と
め
て
あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
大
部
分
が
資
料

の
列
記
や
用
語
例
の
こ
ま
か
い
比
較
や
対
照
に
費
さ
れ
て
い
る
の
で
、
読

者
は
、
著
者
の
論
点
を
見
失
っ
た
り
、
主
張
の
方
向
を
計
り
か
ね
た
り
し
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て
困
惑
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
「
結
語
」
に
よ
っ
て
、

本
書
の
論
調
が
烏
臓
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
本
書
の
内
容
を
極
く
大
雑
把
に
と
ら
え

て
紹
介
し
て
み
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
書
の
構
成
を
更
め
て
見
直
し
て

み
る
と
、
著
者
が
首
尾
一
貫
し
て
問
題
に
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
、
法
華

経
に
説
か
れ
る
一
乗
と
三
乗
の
教
説
が
、
こ
れ
を
言
い
換
え
る
と
三
車
説

と
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
四
車
説
と
見
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
書
の
前
半
に
お
い
て
、
法
華
経
の

成
立
史
を
論
じ
て
、
最
も
原
初
的
な
形
態
を
把
握
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
は
、

専
ら
法
華
経
の
根
本
教
義
が
三
車
説
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。
ま
た
後
半
部
に
お
い
て
阿
含
経
か
ら
法
華
経
に
至
る
主
要
経
典
に

よ
っ
て
一
乗
と
三
乗
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
検
討
さ
れ
た
の
も
、
佛
教
は

本
来
、
佛
乗
と
菩
薩
乗
と
を
別
視
し
な
い
三
車
説
で
あ
り
へ
法
華
経
は
ま

さ
に
そ
の
三
車
説
の
教
義
を
最
高
度
に
発
揮
せ
し
め
た
経
で
あ
る
こ
と
を

証
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
論
理
か
ら
す
る
と
、

四
車
説
と
い
う
も
の
は
、
佛
教
の
正
当
的
見
解
で
は
な
く
、
法
華
経
の
み

な
ら
ず
、
広
く
諸
経
典
を
参
照
し
た
な
ら
ば
、
到
底
成
り
立
ち
得
な
い
説

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
四
車
説
を
主
張
し
た
天
台
智
韻
な
ど
の
見

解
は
、
佛
教
の
本
義
に
背
い
た
誤
解
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
判
定
の
当
否
は
今
は
問
わ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
判
定
を
導

き
出
す
過
程
の
論
証
は
必
ず
し
も
適
切
で
あ
る
と
は
云
い
難
い
。
智
顕
が

四
車
説
に
立
っ
た
論
拠
と
、
本
書
に
お
い
て
四
車
説
を
批
判
す
る
論
拠
と

四

で
は
、
ま
る
で
次
元
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、

天
台
法
華
学
の
流
れ
を
汲
む
立
場
に
あ
ら
れ
る
著
者
が
、
四
車
説
を
誤
謬

な
り
と
断
定
さ
れ
る
に
は
、
相
当
な
勇
気
と
根
拠
と
が
必
要
と
な
っ
た
で

あ
ろ
う
。
ま
ず
、
著
者
の
学
的
情
熱
の
程
が
察
し
得
ら
れ
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
勝
手
な
想
像
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ひ
し
ひ
し
と
押
し
寄
せ
て

き
た
近
代
学
の
波
に
洗
わ
れ
た
伝
統
の
法
華
教
学
に
お
い
て
、
著
者
に
と

っ
て
は
、
三
車
か
四
車
か
と
い
う
一
乗
思
想
の
根
幹
を
な
す
問
題
が
象
徴

的
に
大
き
な
課
題
と
な
り
、
そ
れ
が
著
者
の
情
熱
を
か
き
立
て
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
近
代
学
か
ら
の
批
判
に
遭
っ
て
、
後
込
み
し
て
眼
を
逸
ら
せ

た
り
、
居
直
っ
て
対
話
を
打
ち
切
っ
た
り
す
る
風
が
今
な
お
横
行
す
る
中

で
、
こ
の
書
の
著
者
の
誠
意
あ
る
応
対
は
絶
賛
を
博
し
て
然
る
べ
き
と
思

う
。
こ
の
と
き
、
「
本
地
の
春
」
を
期
し
て
著
者
が
選
ば
れ
た
方
法
は
、

「
で
き
る
限
り
論
証
の
厳
密
を
期
す
る
」
（
三
九
五
頁
）
と
い
う
科
学
的
な

方
法
で
あ
っ
た
ｐ
本
書
の
論
調
が
宗
教
的
も
し
く
は
思
索
的
で
あ
る
よ
り

も
、
ま
ず
従
来
「
自
明
と
さ
れ
た
こ
と
を
未
明
と
し
て
」
、
彪
大
な
資
料
の

収
集
と
陳
列
に
努
め
ら
れ
た
の
も
、
偏
え
に
よ
り
真
な
る
も
の
を
実
証
す

る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
要
す
る
労
力
は
大
変
な
も
の
で

あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

大
変
な
労
力
を
払
っ
て
資
料
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
必
要
か
つ

充
分
な
る
資
料
が
適
切
に
提
示
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

こ
れ
は
ま
た
別
問
題
で
、
本
書
に
は
そ
の
配
慮
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
も
、
著
者
が
研
究
の
手
控
え
と
し
て
机
辺
に
備
え
て
お
か
れ
る
善
へ
き

な
ま

性
質
の
引
用
資
料
や
注
記
な
ど
が
、
料
理
も
さ
れ
ず
に
生
の
ま
ま
並
ぺ
ら

れ
て
い
る
感
じ
を
受
け
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
佛
教
学
の
近
代
化
の
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た
め
に
は
先
ず
科
学
的
実
証
性
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
科
学

性
そ
の
も
の
が
安
易
に
自
己
目
的
化
す
る
と
、
極
端
な
場
合
、
こ
の
よ
う

な
現
象
が
起
こ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
自
明
の
こ
と
を
未
明
の
こ
と
と

し
て
」
、
基
本
か
ら
一
つ
一
つ
点
検
し
直
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
こ
の
害

の
中
に
、
逆
に
、
未
明
の
こ
と
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
例

が
随
所
に
見
ら
れ
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
智
度
論
は

疑
い
も
な
く
龍
樹
の
作
と
し
て
無
条
件
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
如
き
が
そ

れ
で
あ
る
。
智
度
論
の
作
者
が
事
実
上
、
何
人
で
あ
ろ
う
と
も
、
漢
訳
の

諭
書
と
し
て
の
意
味
が
別
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
そ

の
所
論
を
直
ち
に
龍
樹
に
帰
せ
し
む
る
の
は
な
お
さ
ら
早
計
で
あ
る
。
ま

た
、
一
乗
・
三
乗
な
ど
と
い
う
重
要
な
成
語
を
比
較
し
た
り
対
照
し
た
り

す
る
方
法
が
多
く
と
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
種
の
言
葉
を
比
較
し
た
り
、

数
え
上
げ
た
り
す
る
場
合
は
格
別
の
用
心
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
同
じ

一
乗
と
い
う
語
に
し
て
も
、
そ
れ
が
単
な
る
数
字
や
記
号
で
な
い
以
上
、

作
者
な
り
訳
者
な
り
が
、
ど
の
よ
う
な
心
の
営
み
を
そ
の
語
に
託
し
て
い

る
か
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
文
中
に
お
け
る
そ
の
語
の
重
量
と
語

勢
の
方
向
と
を
正
確
に
測
定
す
る
努
力
が
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

本
書
を
読
み
終
え
て
、
具
体
的
な
事
項
に
関
し
て
種
交
の
欠
点
を
指
摘

し
た
い
意
気
込
み
を
覚
え
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
が
、
長
老
の
述
作
を
前
に

し
て
、
何
と
な
く
気
恥
し
く
、
気
後
れ
し
て
し
ま
っ
た
。
資
料
批
判
に
関

す
る
い
く
つ
か
の
欠
陥
や
推
論
の
安
易
さ
が
予
め
承
知
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
こ
の
書
は
、
筆
者
の
如
き
法
華
学
の
初
学
者
に
と
っ
て
、
至
便
の

案
内
書
と
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
若
輩
の
無
遠
慮
、
御
寛
恕
を
乞
わ

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
自
戒
の
意
味
も
籠
め
て
所
感
の
一
端
を
記
し
た
次
第

で
あ
る
。（

昭
和
五
十
年
四
月
、
山
喜
房
佛
耆
林
刊
、
Ｂ
５
版
、
一
二
、
○
○
○
円
）
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