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卒
論
を
書
く
た
め
に

５

～
注
を
つ
け
る
～

注
は
用
語
解
説
で
は
な
い

卒
論
で
は
「
注
」
を
つ
け
な
い
と
い
け
な
い
。
と
は
い
え
、
今

ま
で
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
参
考
文
献
の
リ
ス
ト
を
挙
げ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
注
を
つ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
な
か
な

か
付
け
方
が
わ
か
ら
な
く
て
苦
労
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
だ
。

論
文
に
「
注
を
付
け
ろ
」
と
い
う
と
、
な
ぜ
か
「
用
語
解
説
」

が
付
い
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
︙
︙

大
和

国

に
お
け
る
豊
臣
秀
吉
の
検
地
に
つ
い
て
は
…
、

（
１
）

（

２

）

（

３

）

（１
）
現
在
の
奈
良
県
の
こ
と

（
２
）1536

～1598

、
尾
張
生
ま
れ
の
安
土
桃
山
時
代
の
武
将
。
幼

名
は
日
吉
丸
。
織
田
信
長
に
仕
え
、
本
能
寺
の
変
の
あ
と
は
明
智

光
秀
・柴
田
勝
家
を
討
ち
、
天
下
を
統
一
し
た
。

（
３
）
年
貢
徴
収
と
農
民
支
配
を
目
的
と
し
て
領
主
が
行
った
土
地

の
測
量
調
査
の
こ
と
。
特
に
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
検
地
を
太
閤
検
地

と
い
う
。

と
い
っ
た
類
で
あ
る
。
こ
う
い
う
「
注
」
を
見
る
と
「
ソ
ウ
ジ
ャ

ナ
～
イ
！
」
と
叫
び
た
く
な
る
。
入
門
書
や
解
説
書
に
は
、
難
し

い
専
門
用
語
な
ど
に
注
釈
が
つ
い
て
、
用
語
の
解
説
が
さ
れ
て
い

る
も
の
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
注
」
と
い
わ
れ
て
、
用
語
解
説
を

つ
け
て
い
る
よ
う
だ
と
、
「
入
門
書
ば
か
り
読
ん
で
、
ち
ゃ
ん
と

論
文
を
読
ん
で
な
い
な
」
と
バ
カ
が
バ
レ
る
。

古
典
文
学
や
史
料
集
に
は
、
詳
細
な
語
釈
や
注
釈
が
つ
い
て
い

る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
あ
な
た
の
論
文
は
古
典
文
学
で
も
貴

重
な
歴
史
史
料
で
も
な
い
。
卒
論
で
求
め
ら
れ
て
い
る
「
注
」
と

は
、
用
語
解
説
な
ど
で
は
断
じ
て
な
い
。

注
が
な
け
れ
ば
論
文
と
は
い
え
な
い

そ
も
そ
も
論
文
は
、
①
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
②
史
料
に
基

づ
い
て
、
③
自
分
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
見
解
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

論
文
の
中
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
著
者
の
見
解
（
③
）
が
ど
れ
で
、

他
の
人
が
既
に
い
っ
て
い
る
こ
と
が
ど
の
部
分
（
①
）
で
、
史
料
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に
書
か
れ
て
い
る
の
が
ど
こ
か
（
②
）
を
読
み
手
に
わ
か
る
よ
う

に
示
さ
な
い
と
い
け
な
い
。

つ
ま
り
、
①
と
②
に
は
注
を
付
し
て
、
①
誰
の
見
解
か
、
あ
る

い
は
②
何
を
根
拠
に
し
て
い
る
か
を
読
み
手
に
示
す
必
要
が
あ
る
。

注
が
な
く
て
い
い
の
は
③
の
自
分
の
見
解
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な

る
（
も
ち
ろ
ん
、
「
織
田
信
長
が
本
能
寺
で
明
智
光
秀
に
殺
さ
れ

た
」
と
い
う
類
の
常
識
に
属
す
る
こ
と
ま
で
は
注
も
不
要
だ
）
。

す
べ
て
が
自
分
の
創
作
（
そ
れ
は
既
に
「
文
学
」
で
あ
っ
て
も

学
術
論
文
と
は
言
え
な
い
）
と
い
う
わ
け
で
な
け
れ
ば
、
一
万
二

〇
〇
〇
字
の
論
文
を
先
行
研
究
や
史
料
の
引
用
な
し
に
書
く
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
一
般
論
で
い
え
ば
、
そ
れ
な
り
の

数
の
注
が
つ
く
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
た
と
し
よ
う
。

京
都
に
お
い
て
、
近
代
初
頭
に
中
断
さ
れ
て
い
た
「
地
蔵
祭
」
が

復
活
す
る
の
は
明
治
半
ば
頃
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
『
京
都
滋

賀
新
報
』
明
治
一
六
年
八
月
一
九
日
に
は
「
地
蔵
盆
」
に
つ
い
て
の

記
事
が
あ
り
、
下
京
区
「
真
町
文
書
」
に
は
同
年
に
地
蔵
の
祭
祀
を

す
る
た
め
に
寄
付
を
集
め
た
際
の
帳
面
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、
明
治
一
〇
年
代
半
ば
に
は
「
地
蔵
盆
」
が
復
活
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
傍
線
・
波
線
を
引
い
て
い
な
い
部
分
は
筆
者
の
見
解
な

の
で
注
は
不
要
だ
ろ
う
。
波
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
は
、
『
京
都
滋

賀
新
報
』
「
真
町
文
書
」
と
い
う
史
料
に
書
い
て
あ
る
こ
と
な
の

で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
注
を
つ
け
て
典
拠
（
こ
の
場
合
は
、
『
京
都
滋

賀
新
報
』
は
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、

真
町
文
書
な
ら
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
）
を
し
め
す
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
、
ま
あ
何
と
な
く
わ
か
る
と
思
う
。

卒
論
の
草
稿
な
ど
で
、
あ
る
べ
き
注
が
つ
い
て
い
な
い
こ
と
が

多
い
の
が
、
傍
線
部
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
～

と
さ
れ
て
い
た
」
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
誰
が
、
何
と
い
う
論

文
で
「
明
治
の
半
ば
頃
」
と
言
っ
て
い
た
の
か
を
示
さ
な
い
と
い

け
な
い
。
論
文
で
「
～
と
さ
れ
て
い
る
」
と
か
「
～
と
言
わ
れ
て

い
る
」
と
書
く
時
に
は
、
必
ず
、
誰
が
何
と
い
う
論
文
で
そ
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る
の
か
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

研
究
と
い
う
の
は
、
先
学
の
成
果
に
上
に
、
新
し
い
成
果
を
付

け
加
え
る
こ
と
で
前
に
進
む
。
す
べ
て
が
自
分
の
力
で
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
。
「
～
と
さ
れ
て
い
る
」
と
い
え
る
の
は
、
そ
こ
ま

で
研
究
を
進
め
て
く
れ
た
研
究
者
が
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
研
究
を
進
め
て
き
て
く
れ
た
先
行
研
究
に

対
し
て
、
敬
意
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
を

注をつける
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し
な
い
の
は
傲
慢
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、
他
の
研
究
者
が
既
に
発
言
し
て
い
る
こ
と
を
、
さ
も
自

分
が
見
つ
け
た
か
の
よ
う
に
書
く
（
あ
る
い
は
意
図
し
て
な
く
て

も
、
読
み
手
が
そ
う
誤
解
す
る
書
き
方
を
す
る
）
よ
う
な
他
人
の

フ
ン
ド
シ
で
相
撲
を
取
る
よ
う
な
文
章
は
厳
禁
で
あ
る
。

先
行
研
究
に
依
拠
し
て
お
き
な
が
ら
、
注
で
典
拠
が
示
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
、
こ
と
に
よ
る
と
剽
窃
が
疑
わ
れ
、
最
悪
の
場
合
は

悲
惨
な
結
果
に
陥
る
こ
と
に
も
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
辞
書
レ
ベ
ル
の
こ
と
ま
で
注
を
つ
け
る
必
要
は
な
い
。

時
に
み
か
け
る
。
例
え
ば
こ
ん
な
感
じ
。

中
世
社
会
は
、
武
家
・
寺
社
・
公
家
な
ど
の
権
門
が
、
相
い
に
補
完

し
て
権
力
を
行
使
し
て
い
た
。
な
お
「
権
門
」
と
は
、
『
広
辞
苑
』
に
よ

れ
ば
官
位
が
高
く
権
勢
の
あ
る
家
柄
の
人
び
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（

１

）

（
１
）『
広
辞
苑
』
第
六
版
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）

辞
書
を
ひ
く
の
悪
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
ど
う
し
た
わ
け
だ
か

歴
史
学
の
分
析
概
念
や
専
門
用
語
ま
で
、
『
広
辞
苑
』
で
す
ま
そ

う
と
い
う
手
合
い
が
多
い
気
が
す
る
。
こ
れ
は
何
で
も
電
子
辞
書

で
手
軽
に
す
ま
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
。

『
広
辞
苑
』
は
あ
く
ま
で
も
国
語
辞
典
で
あ
る
。
本
を
読
む
と
き

に
わ
か
ら
な
い
言
葉
を
調
べ
る
の
に
は
使
え
る
が
、
学
術
論
文
で

は
な
い
。

こ
こ
で
中
世
社
会
と
の
関
わ
り
で
使
わ
れ
て
い
る
「
権
門
」
と

い
う
概
念
は
、
一
般
的
な
名
詞
と
し
て
で
は
な
く
、
「
権
門
体
制

論
」
と
い
う
考
え
を
ふ
ま
え
た
学
術
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
中
世
の
「
権
門
」
に
つ
い
て
言
及
す
る

な
ら
、
注
に
は
「
権
門
体
制
論
」
を
提
唱
し
た
黒
田
俊
雄
の
論
文

が
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
『
広
辞
苑
』
な
ど
が
引
か
れ
て
い
る

と
、
「
権
門
体
制
」
も
黒
田
俊
雄
も
知
ら
な
い
こ
と
が
バ
レ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
。

注
が
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
れ
ば

注
は
、
自
分
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
あ
る
部
分
を
明
示
す
る
た

め
に
必
要
な
だ
け
で
な
く
、
読
み
手
が
論
文
の
妥
当
性
を
検
証
す

る
た
め
に
も
、
根
拠
と
な
っ
て
い
る
史
料
の
典
拠
や
依
拠
し
て
い

る
研
究
を
明
示
す
る
こ
と
は
絶
対
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

卒
論
を
読
む
と
き
に
は
、
最
初
に
注
を
見
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

こ
の
注
で
、
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
に
関
す
る
基
本
的

な
論
文
が
き
ち
ん
と
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
、
参
照
さ
れ
て
い
る
史

料
は
妥
当
な
も
の
か
︙
︙
。
ち
ゃ
ん
と
勉
強
し
て
い
れ
ば
、
基
本

中
の
基
本
で
あ
る
は
ず
の
論
文
や
史
料
を
見
落
と
す
は
ず
が
な
い
。

2018年10月5日
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適
当
に
そ
こ
ら
辺
か
ら
文
章
を
引
っ
張
っ
て
き
て
、
コ
ピ
ペ
で
で

っ
ち
あ
げ
て
も
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
す
ぐ
に
わ
か
る
。

依
拠
し
て
い
る
文
献
が
微
妙
な
も
の
だ
っ
た
り
（
例
え
ば
、
幕

末
史
を
司
馬
遼
太
郎
の
『
龍
馬
が
ゆ
く
』
や
『
新
選
組
血
風
禄
』

に
依
拠
す
る
と
か
？
）
、
史
料
が
信
頼
し
か
ね
る
も
の
だ
っ
た
り

（
『
東
日
流
外
三
郡
誌
』
を
古
代
史
の
史
料
と
し
て
使
う
と
か
、

小
瀬
甫
庵
『
太
閤
記
』
の
よ
う
な
軍
記
物
を
同
時
代
史
料
と
し
て

使
う
と
か
︙
）
し
て
い
れ
ば
、
読
み
手
は
眉
に
ツ
バ
を
つ
け
て
読

む
こ
と
に
な
る
。
現
代
語
訳
の
も
の
を
史
料
と
し
て
引
用
し
て
い

る
場
合
も
、
ち
ゃ
ん
と
史
料
原
文
を
見
て
い
な
い
証
拠
（
た
と
え

ば
『
信
長
公
記
』
は
織
田
信
長
を
研
究
す
る
う
え
で
重
要
な
史
料

だ
が
、
中
川
太
古
訳
『
現
代
語
訳

信
長
公
記
』
中
経
出
版
・
新

人
物
文
庫
、
二
〇
一
三
年
な
ど
を
参
考
に
す
る
の
は
い
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
「
史
料
」
と
し
て
引
用
す
べ
き
で
は
な
い
）
。
な
か
に

は
、
『
詳
説
日
本
史B

』
（
山
川
出
版
）
な
ど
の
教
科
書
を
注
に
挙

げ
て
く
る
人
が
い
る
が
、
こ
う
い
う
こ
と
は
ア
ホ
全
開
な
の
で
お

願
い
だ
か
ら
や
め
て
ほ
し
い
。
教
科
書
は
先
行
研
究
で
は
な
い
。

こ
う
い
う
不
用
意
な
史
料
や
文
献
の
使
い
方
も
、
ち
ゃ
ん
と
勉

強
し
、
ゼ
ミ
発
表
な
ど
で
先
生
の
指
導
を
聞
い
て
い
れ
ば
、
回
避

で
き
る
は
ず
。
そ
れ
が
で
き
て
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
話
を
聞
い

て
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

引
用
史
料
が
確
か
で
、
依
拠
し
て
い
る
先
行
研
究
が
キ
チ
ン
と

し
て
い
れ
ば
、
読
み
手
は
安
心
し
て
論
旨
を
確
か
め
な
が
ら
読
み

進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
の
具
体
的
な
付
け
方

注
の
付
け
方
と
い
っ
て
も
、
人
に
教
え
て
も
ら
う
も
の
で
は
な

く
、
い
く
つ
も
論
文
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
自
然
と
身
に
つ
く
も

の
な
の
で
、
改
め
て
注
の
付
け
方
を
説
明
す
る
と
な
る
と
厄
介
な

の
だ
が
、
以
下
に
概
略
を
記
し
て
お
く
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く

ま
で
も
一
例
で
あ
る
。

（
ア
）
直
接
引
用
す
る
場
合

先
行
研
究
の
記
述
や
史
料
を
そ
の
ま
ま
「

」
で
引
用
し
て
い

る
場
合
は
、
「

」
の
後
や
引
用
文
の
最
後
に
注
番
号
を
つ
け

て
、
出
典
を
明
記
す
れ
ば
い
い
。

良
恩
寺
住
持
は
「
其
ノ
地
モ
元
ト
ヨ
リ
良
恩
寺
ノ
境
内
」
と
寺
を
訪

（

１

）

れ
た
黒
川
道
祐
に
語
って
い
た
。

（
１
）
「
近
畿
歴
覧
記
」
（
新
修
京
都
叢
書
刊
行
会
『
新
修
京
都
叢

書
』第
一
二
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
一
年
、
一
四
〇
頁
）

注をつける
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高
田
陽
介
は
、
近
世
以
降
の
京
都
に
は
「
町
や
町
組
の
共
同
墓
地

が
観
察
さ
れ
な
い
」
と
指
摘
す
る
。

（

１

）

（
１
）
高
田
陽
介
「
戦
国
期
京
都
に
見
る
葬
送
墓
制
の
変
容
」
（
『
日

本
史
研
究
』四
〇
九
号
、
一
九
九
六
年
）

「

」
内
に
は
、
史
料
の
原
文
通
り
引
用
す
る
。
史
料
は
論
証

の
た
め
に
重
要
な
根
拠
な
の
で
、
引
用
す
る
際
に
は
勝
手
な
現
代

語
訳
な
ど
し
な
い
こ
と
。
誰
も
あ
な
た
の
現
代
訳
な
ん
か
信
用
し

な
い
か
ら
。

三
行
以
上
に
わ
た
る
よ
う
な
長
文
の
史
料
は
「

」
で
は
な
く
、

一
字
下
げ
で
引
用
す
る
。
注
番
号
は
引
用
史
料
の
最
後
に
付
け
る

場
合
と
、
引
用
史
料
に
番
号
を
付
け
て
〔
史
料
１
〕
な
ど
と
し
て
、

そ
こ
に
注
番
号
を
付
け
る
場
合
が
あ
る
。

〔
史
料
２
〕

（

１

）

一
札

粟
田
口
惣
堂
良
恩
寺
を
拙
僧
ニ
御
預
ケ
被
成
候
、
則
寺
付
什

物
不
残
帳
面
之
通
悉
御
預
ケ
被
成
候
上
は
、
此
寺
少
も
如
在

仕
間
敷
候
、
仍
而
為
其
一
札
如
件

貞
享
三
寅
年

良
恩
寺

印

風
誉
専
的

印

粟
田
口

惣
中
参

（
１
）
京
都
市
編
『
史
料
京
都
の
歴
史
』
第
一
〇
巻
「
東
山
区
」
（
平

凡
社
、
一
九
八
七
年
、
九
四
頁
）

一
、
且
又
、
仏
師
久
慶
申
候
ハ
、
先
年
良
恩
寺
火
屋
ハ
、
け
あ
げ
ニ

有
之
候
得
共
、
南
禅
寺
権
現
様
霊
屋
有
之
候
ニ
付
、
公
儀
依
御

意
、
阿
弥
陀
か
峯
へ
引
申
候
、
知
恩
院
焼
場
ハ
、
其
已
前ゟ

今
之

地
ニ
有
之
候
由
、
久
慶
親
代
ヨ
リ
存
候
旨
、
申
之
候

（

１

）

（
１
）
『
日
鑑
』
享
保
元
年
七
月
廿
七
日
条
（
総
本
山
知
恩
院
史
料

編
纂
所
編
『
知
恩
院
史
料
集

日
鑑
・
書
翰
篇
六
』
総
本
山
知

恩
院
史
料
編
纂
所
、
一
九
八
七
年
）

注
は
、
古
文
書
を
史
料
集
か
ら
引
用
す
る
際
は
、
史
料
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
書
籍
名
（
史
料
集
な
ど
）
を
明
示
す
る
。
近
代
の
書

籍
や
新
聞
な
ど
を
史
料
と
し
て
引
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
書
籍
や

新
聞
名
（
新
聞
の
場
合
は
日
付
け
、
見
出
し
な
ど
も
）
。
古
文
書

な
ど
を
史
料
館
で
閲
覧
し
て
自
分
で
翻
刻
し
た
場
合
は
文
書
名

（
「
借
用
申
金
子
之
事
」
）
だ
け
で
は
な
く
、
史
料
群
名
（
「
山
田

太
郎
家
文
書
」
「
奈
良
市
山
陵
区
有
文
書
」
）
や
所
蔵
機
関
で
の
登

録
番
号
な
ど
を
記
載
す
る
。

2018年10月5日
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（
イ
）
間
接
的
に
引
用
・
参
照
す
る
場
合

そ
れ
か
ら
、
先
行
研
究
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
約
し
た
り
、

先
行
研
究
の
成
果
に
依
拠
す
る
場
合
。
あ
る
い
は
史
料
の
内
容
を

要
約
し
て
記
述
す
る
場
合
。
こ
う
し
た
間
接
的
な
引
用
、
研
究
の

参
照
で
も
当
然
な
が
ら
注
が
必
要
で
あ
る
。

中
世
に
お
け
る
葬
送
の
担
い
手
に
つ
い
て
、
細
川
涼
一
が
西
大
寺

律
宗
に
着
目
し
て
研
究
を
進
め
る
な
か
で
、
律
宗
の
斎
戒
衆
が
葬

送
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

（

１

）

（
１
）
細
川
涼
一
『
中
世
の
律
宗
寺
院
と
民
衆
』
（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
七
年
）

小
堀
代
官
所
に
対
し
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
従
来
通
り

良
恩
寺
が
「
支
配
」
し
た
い
と
願
い
出
る
と
、
三
月
九
日
に
そ
れ
は

認
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
火
葬
場
は
、
も
と
通
り
に
良
恩
寺
に
返

還
さ
れ
た
。

（

１

）

（
１
）
『
華
頂
要
略
』
五
九
巻
（
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
）

（
ウ
）
一
括
記
載

場
合
に
よ
っ
て
は
、
同
じ
史
料
を
く
り
返
し
使
う
場
合
も
あ
る

だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
の
史
料
を
徹
底
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
立
論
す

る
時
な
ど
で
あ
る
。
そ
ん
な
時
は
、
引
用
の
度
ご
と
に
注
を
つ
け

る
と
却
っ
て
わ
ず
ら
わ
し
く
見
え
る
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
、
織
田
信
長
に
つ
い
て
『
信
長
公
記
』
を
ベ
ー
ス
に
論

じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
最
初
の
部
分
に
注
を
つ
け
て

以
下
、
『
信
長
公
記
』
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
奥
野
高
広
・
岩
沢

愿
彦

校
注
『
信
長
公
記
』(

角
川
文
庫
、
一
九
八
四
年
）
に
よ
り
、
頁
数

の
み
を
記
す
。

と
い
う
よ
う
に
一
括
で
記
し
て
、
あ
と
は

「
も
し
此
両
条
違
背
に
付
い
て
は
、
根
本
中
堂
・
三
王
廿
一
社
初
め

と
し
て
、
悉
く
焼
き
払
は
る
べ
き
の
趣
御
諚
候
キ
」
（
一
二
六
頁
）
と

あ
る
よ
う
に
…
…

と
い
う
よ
う
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
文
脈
か
ら
明
ら
か
に
前
に
引
用
し
た
史
料
か
ら
部
分
的

に
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
な
ら
、
注
は
な
く
て
も
い

い
だ
ろ
う
。

（
エ
）
補
足
説
明

研
究
史
整
理
に
あ
た
っ
て
、
自
分
の
論
旨
と
直
結
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
し
っ
か
り
と
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
直

接
は
関
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で

注をつける
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無
視
も
出
来
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
こ
う
い
う
時
は
、
「
こ

の
論
文
が
あ
る
の
は
知
っ
て
い
る
し
、
読
ん
で
る
け
ど
、
今
回
は

メ
イ
ン
じ
ゃ
な
い
か
ら
ね
」
と
い
う
意
味
で
注
で
ひ
と
ま
と
め
に

し
て
挙
げ
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
論
旨
か
ら
外
れ
る
の
で
本
文
に
は
書
け
な
い
が
、
ど
う

し
て
も
書
い
て
お
き
た
い
こ
と
や
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
補
足

し
て
お
き
た
い
こ
と
な
ど
を
注
に
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
語
彙
の

定
義
な
ど
も
、
本
文
に
入
れ
る
ほ
ど
で
な
け
れ
ば
注
で
補
足
し
て

お
く
と
い
い
。
一
例
を
挙
げ
る
と
こ
ん
な
感
じ
。

（
１
）
他
に
近
年
の
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
勧
進
・
本
願

に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
小
野
澤
眞
「
中
世
の
港
湾
都
市
に
広

が
る
勧
進
聖
」
（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
巨
大
都
市
大
阪
と
摂

河
泉
』
雄
山
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
高
埜
利
彦
「
近
世
国
家

と
本
末
体
制
」
（
『
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
八
九
年
）
、
東
島
誠
「
公
共
負
担
構
造
の
転
換
」

（
『
公
共
圏
の
歴
史
的
創
造
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、

太
田
直
之
『
中
世
の
社
寺
と
信
仰
－
勧
進
と
勧
進
聖
の
時
代
』

（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
、
豊
島
修
・
木
場
明
志
編
『
寺
社
造
営

勧
進

本
願
職
の
研
究
』
（
清
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
等
が
あ
る
。

（
２
）
な
お
、
こ
れ
以
前
の
文
亀
二
年
四
月
に
も
「
勧
進
沙
門
」
に
よ

る
「
嵯
峨
清
凉
寺
塔
婆
造
立
勧
進
状
」
が
作
成
さ
れ
、
塔
婆
（
恐

ら
く
多
宝
塔
で
あ
ろ
う
）
の
勧
進
が
進
め
ら
れ
て
い
る
（
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
架
蔵
「
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
」
）。

（
３
）
こ
こ
で
い
う
「
共
同
墓
地
」
と
は
不
特
定
多
数
が
共
同
利
用
す

る
墓
地
と
い
う
意
味
合
い
で
使
っ
て
い
る
。
高
田
陽
介
は
「
地
縁
的

共
同
体
を
基
盤
と
す
る
共
同
墓
地
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
お
り
、

惣
墓
の
よ
う
な
限
定
的
な
構
成
員
に
よ
って
排
他
的
に
利
用
さ
れ

る
墓
地
の
意
味
で
「
共
同
墓
地
」
の
語
を
使
用
し
て
い
る
が
、
本
稿

で
は
、
こ
れ
を
「
惣
墓
」
と
呼
ん
で
区
別
す
る
。

（
４
）
泉
滴
は
史
料
に
よ
っ
て
は
「
専
的
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
以

下
で
は
史
料
上
の
文
言
を
除
き
「
泉
滴
」と
す
る
。

他
に
も
注
に
は
色
々
な
使
い
方
が
あ
る
が
、
そ
の
辺
は
実
際
に

い
く
つ
も
の
論
文
を
き
ち
ん
と
読
ん
で
い
れ
ば
自
然
に
身
に
つ
く

は
ず
。
迷
っ
た
ら
、
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
と
し
て
集
め
て
き
た
手

元
の
論
文
を
い
く
つ
か
見
て
み
る
こ
と
。

注
番
号
を
ど
こ
に
つ
け
る
か

注
の
番
号
を
ど
こ
に
付
け
る
か
と
い
う
の
も
、
慣
れ
な
い
う
ち

は
迷
う
だ
ろ
う
。
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
な
の
だ
が
、
何
に
対
す
る

注
記
な
の
か
が
読
み
手
に
わ
か
る
よ
う
に
す
る
の
が
原
則
だ
。

2018年10月5日
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（
ア
）
「
菅
浦
絵
図
」
の
作
成
年
代
と
暦
応
か
ら
貞
和
の
間
と
し
た
瀬

（

１

）

田
勝
哉
の
見
解
に
は
、
異
論
も
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
は
、
「
菅
浦
絵
図
」
に
つ
い
て
の
注
記
に
な
る
の
で
、

そ
の
史
料
が
ど
こ
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
何
と
い
う

史
料
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
出
典
を
明
示
す
る
こ
と

に
な
る
。

（
イ
）
「
菅
浦
絵
図
」
の
作
成
年
代
と
暦
応
か
ら
貞
和
の
間
と
し
た
瀬
田

勝
哉
の
見
解
に
は
、
異
論
も
出
さ
れ
て
い
る
。

（

２

）

こ
う
す
る
と
「
見
解
」
に
つ
い
て
の
注
に
な
る
。
「
暦
応
か
ら

貞
和
の
間
」
と
し
た
「
瀬
田
勝
哉
の
見
解
」
は
、
ど
の
雑
誌
・
本

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
何
と
い
う
論
文
で
あ
る
か
を
示
す
。

（
ウ
）「
菅
浦
絵
図
」の
作
成
年
代
と
暦
応
か
ら
貞
和
の
間
と
し
た
瀬
田

勝
哉
の
見
解
に
は
、
異
論
も
出
さ
れ
て
い
る
。

（

３

）

こ
の
よ
う
に
文
章
の
最
後
に
つ
け
れ
ば
、
文
全
体
に
か
か
る
こ

と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
「
異
論
が
出
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
つ

い
て
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
論
文
で
ど
の
よ
う
な
批
判
を
し
て
い
る

か
を
明
記
す
る
注
に
な
る
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
こ
と
に
よ
る
と
一
つ
の
文
（
セ
ン
テ
ン
ス
）
に
複
数

の
注
が
つ
く
こ
と
も
あ
る
。

「
菅
浦
絵
図
」
の
作
成
年
代
と
暦
応
か
ら
貞
和
の
間
と
し
た
瀬
田

（

１

）

勝
哉
の
見
解
に
は
、
異
論
も
出
さ
れ
て
い
る
。

（

２

）

（

３

）

（
１
）
『
菅
浦
文
書
』
七
二
二
号
、
図
版
は
「
近
江
国
菅
浦
絵
図
」
と
し

て
小
山
靖
憲
他
編
『
中
世
荘
園
絵
図
大
成
』
第
一
巻
（
河
出
書
房

新
社
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
に
掲
載

（
２
）
瀬
田
勝
哉
「
菅
浦
絵
図
考
」
（
『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
七

巻
二
号
、
一
九
七
五
年
）

（
３
）
下
坂
守
「
『
菅
浦
絵
図
』
の
成
立
」
（
葛
川
絵
図
研
究
会
編
『
絵

図
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
上
巻
、
地
人
書
房
、
一
九
八
八
年
、
の
ち
下
坂

守
『
描
か
れ
た
日
本
の
中
世
―
絵
図
分
析
論
―
』
法
藏
館
、
二
〇

〇
三
年
所
収
）

と
こ
ん
な
感
じ
だ
ろ
う
か
。
ま
あ
、
注
番
号
を
ど
こ
に
つ
け
る
か

迷
う
よ
う
な
ら
、
と
り
あ
え
ず
句
読
点
（
「
、
」
と
か
「
。
」
）
の
前

に
付
け
て
お
く
の
が
無
難
だ
ろ
う
。

注
の
番
号
は
、
雑
誌
論
文
な
ど
で
は
（
１
）
と
い
っ
た
括
弧
数

字
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
時
に
は
①
や
※
１
と
い
っ
た
書
き

方
も
あ
る
。
要
は
本
文
と
注
が
対
応
で
き
れ
ば
い
い
の
で
、
特
に

こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
き
ま
り
は
な
い
。
た
だ
し
、

数
字
は
算
用
数
字
を
使
う
こ
と
。
漢
数
字
で
も
問
題
は
な
い
が
、

お
願
い
な
の
で
ロ
ー
マ
数
字
は
や
め
て
ほ
し
い
。L

X
V
II

（=
6

7

）
と
かLXXIII

（=
73

）
と
書
か
れ
て
わ
か
る
？

注をつける
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注
を
つ
け
る
の
は
、
ワ
ー
ド
な
ど
の
注
機
能
を
使
え
ば
簡
単
だ

し
、
番
号
が
ず
れ
て
も
自
動
的
に
調
整
し
て
く
れ
る
の
で
オ
ス
ス

メ
。
注
機
能
の
使
い
方
が
わ
か
ら
な
い
場
合
な
ど
は
、
手
書
き
で

番
号
だ
け
書
い
て
も
問
題
な
い
。
た
だ
し
、
手
書
き
の
場
合
は
記

入
漏
れ
や
、
番
号
の
ズ
レ
な
ど
に
十
分
注
意
す
る
こ
と
。

注
を
書
く
に
あ
た
っ
て
は

注
は
、
通
し
番
号
で
最
初
か
ら
つ
け
て
い
く
こ
と
。
そ
し
て
、

本
文
の
後
ろ
に
「
注
」
（
「
註
」
と
書
く
人
も
い
る
け
ど
、
ど
っ
ち

も
一
緒
な
の
で
、
ど
ち
ら
で
もO

K
）
と
記
し
て
、
（
１
）
か
ら
順

番
に
注
を
書
い
て
い
く
。
こ
ん
な
感
じ
で
あ
る
。

注
（
１
）
豊
島
修
「寺
社
造
営
勧
進
『
本
願
』
研
究
の
現
状
と
課
題
」（
豊
島

修
・
木
場
明
志
編
『
寺
社
造
営
勧
進
本
願
職
の
研
究
』
清
文
堂
出

版
、
二
〇
一
〇
年
）

（
２
）
吉
井
敏
幸
「
近
世
初
期
一
山
寺
院
の
寺
僧
集
団
」
（
『
日
本
史
研

究
』二
六
六
号
、
一
九
八
四
年
）

…学
術
雑
誌
に
よ
っ
て
は
、
章
ご
と
に
番
号
を
ふ
っ
て
、
各
章
末

に
注
を
つ
け
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
奈
良
大
の
卒
論
で
は
そ
れ

は
し
な
い
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

同
じ
史
料
や
文
献
を
使
う
と
き
も
通
し
番
号
に
す
る
。

信
長
は
九
月
一
二
日
に
比
叡
山
を
包
囲
し
、
坂
本
を
放
火
し

（

１

）

た
う
え
、
比
叡
山
の
「
霊
仏
・
霊
社
・
僧
坊
・
経
巻
一
宇
も
残
さ
ず
」

（

２

）

焼
き
払
った
。

（

１

）

（１
）
『信
長
公
記
』
巻
四

（２
）
『お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
元
亀
二
年
九
月
一
二
日
条

と
い
う
よ
う
な
文
章
を
見
て
、
何
度
も
行
っ
た
り
来
た
り
さ
せ
ら

れ
て
イ
ラ
イ
ラ
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
通
し
番
号
で

注
を
付
け
て
、
面
倒
で
も

（１
）
『信
長
公
記
』
巻
四

（２
）
『お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
元
亀
二
年
九
月
一
二
日
条

（
３
）
『信
長
公
記
』巻
四

と
書
く
。
「
前
掲
注
５
網
野
論
文
」
と
か
「
同
右
」
と
い
っ
た
表

現
も
上
手
に
使
う
こ
と
。

ま
た
、
今
さ
ら
あ
ら
た
め
て
書
く
こ
と
で
も
な
い
の
だ
が
、
参

考
文
献
の
表
記
に
あ
た
っ
て
は
、
論
文
名
は
「

」
（
カ
ギ
括

弧
）
、
書
籍
名
や
雑
誌
名
は
『

』
（
二
重
カ
ギ
括
弧
）
を
使
う
。

雑
誌
に
載
っ
て
い
る
論
文
の
場
合
は
、
著
者
名
「
論
文
名
」

『
雑
誌
名
』
号
数
、
発
行
年
が
基
本
。

2018年10月5日
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論
文
集
や
単
著
に
載
っ
て
い
る
場
合
は
、
論
文
著
者
名
「
論
文

名
」
（
書
籍
編
著
者
名
『
書
籍
名
』
出
版
社
、
発
行
年
）

幡
鎌
一
弘
「
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
寺
院
と
墓
」
（
幡
鎌
一
弘

『
寺
社
史
料
と
近
世
社
会
』
法
藏
館
、
二
〇
一
五
年
）

勝
田
至
「
『
京
師
五
三
昧
』
考
」
（
『
日
本
史
研
究
』
四
〇
九
号
、
一

九
九
六
年
）

勝
田
至
『
日
本
中
世
の
墓
と
葬
送
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六

年
）

ま
あ
、
こ
の
辺
は
常
識
の
は
ず
な
の
だ
け
ど
、
最
近
は
図
書
館

を
使
わ
ず
にcinii

な
ど
を
使
っ
て
ネ
ッ
ト
で
論
文
を
拾
っ
て
く
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
時
に
、
も
と
の
論
文
が
雑
誌
論
文
な
の
か
、

論
集
な
の
か
、
ど
う
い
う
形
態
で
発
表
さ
れ
た
も
の
か
わ
か
ら
な

い
の
で
、
論
文
名
を
『

』
に
し
た
り
、
雑
誌
名
を
「

」
に
し

た
り
し
た
、
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
表
記
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

ネ
ッ
ト
で
見
つ
け
た
論
文
で
あ
っ
て
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
ど
の
よ

う
な
形
態
で
発
表
さ
れ
た
の
か
、
き
ち
ん
と
確
認
を
し
て
お
く
よ

う
に
す
る
こ
と
。

注
意
が
必
要
な
の
は
雑
誌
論
文
の
発
表
後
で
あ
る
。
雑
誌
論
文

は
、
後
に
な
っ
て
筆
者
が
既
発
表
の
論
文
を
ま
と
め
た
論
文
集

（
単
著
）
を
刊
行
し
て
い
れ
ば
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
同
じ
タ
イ
ト
ル
だ
か
ら
内
容
も
一
緒
だ
ろ
う
と
ス
ル

ー
す
る
の
は
禁
物
。
論
文
集
に
収
録
す
る
際
に
は
加
筆
訂
正
が
な

さ
れ
て
い
た
り
、
論
文
発
表
後
に
出
さ
れ
た
批
判
に
対
す
る
応
答

な
ど
が
追
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
筆
者
の
最
新
の
見

解
を
確
認
す
る
た
め
に
も
論
文
集
が
出
て
い
る
よ
う
な
ら
必
ず
チ

ェ
ッ
ク
し
て
お
く
こ
と
。

雑
誌
論
文
発
表
後
、
論
文
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
次

の
よ
う
に
書
く
。

山
田
邦
和
「
京
都
の
都
市
空
間
と
墓
地
」
（
『
日
本
史
研
究
』
四
〇

九
号
、
一
九
九
六
年
、
の
ち
山
田
邦
和
『
京
都
都
市
史
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
に
所
収
）

史
料
の
注
記
は
、
刊
本
に
載
っ
て
い
る
場
合
な
ら
掲
載
書
籍
名

や
巻
数
な
ど
を
書
く
。
史
料
集
に
は
、
掲
載
史
料
に
通
し
番
号
が

付
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
の
番
号
も
添
え
て
お
く
。
例

え
ば
『
平
安
遺
文
』
だ
け
だ
と
、
史
料
全
一
一
巻
、
金
石
文
編
・

題
跋
編
の
全
一
三
巻
の
ど
こ
に
載
っ
て
い
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か

ら
な
い
。

活
字
に
な
っ
て
い
な
い
史
料
を
所
蔵
機
関
で
閲
覧
し
た
場
合
は
、

史
料
名
だ
け
で
な
く
、
所
蔵
機
関
名
や
史
料
の
登
録
番
号
な
ど
を

付
記
す
る
の
が
作
法
。

注をつける
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迷
っ
た
と
き
は
、
『
奈
良
史
学
』
の
諸
先
生
の
論
文
な
ど
を
参

考
に
す
る
と
い
い
。
他
に
も
『
日
本
史
研
究
』
『
史
学
雑
誌
』
『
ヒ

ス
ト
リ
ア
』
な
ど
も
参
照
す
る
と
い
い
。

な
お
、
学
術
雑
誌
や
文
献
に
よ
っ
て
は
、
奈
良
大
の
卒
論
で
指

定
し
て
い
る
ス
タ
イ
ル
と
違
っ
た
形
式
の
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、

京
都
の
地
蔵
盆
に
つ
い
て
は
〔
村
上

二
〇
一
七
〕な
ど
が
あ
る
。

と
い
っ
た
著
者
名
と
発
行
年
を
本
文
に
括
弧
書
き
で
記
し
て
、
文

末
に
参
考
文
献
リ
ス
ト
を
挙
げ
る
ス
タ
イ
ル
も
最
近
は
増
え
て
い

る
け
れ
ど
、
奈
良
大
の
卒
論
は
こ
の
テ
の
書
き
方
は
指
定
し
て
い

な
い
。
手
近
に
あ
る
の
を
適
当
に
真
似
す
る
と
失
敗
す
る
の
で
ち

ょ
っ
と
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

孫
引
き
厳
禁

注
を
つ
け
る
に
あ
た
っ
て
、
も
う
本
当
に
何
度
も
言
っ
て
き
て

い
る
こ
と
な
の
だ
が
史
料
の
「
孫
引
き
」
は
絶
対
に
禁
止
で
あ
る
。

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
感
じ
の
も
の
は
見
る
か
ら
に
ア
ヤ
シ
イ
。

『
塵
芥
集
』
に
は
、
「
自
害
の
事
、
題
目
を
申
を
き
死
に
候
は
ゞ
、

遺
言
の
敵
、
成
敗
を
加
ふ
べ
き
な
り
」
と
あ
り
、
「
遺
言
」
を
し
て
自

（

１

）

害
す
れ
ば
、
伊
達
氏
が
成
敗
し
て
く
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
１
）
清
水
克
行
「
中
世
社
会
の
復
讐
手
段
と
し
て
の
自
害
」
（
清
水

克
行
『
室
町
社
会
の
騒
擾
と
秩
序
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、

三
一
頁
）

こ
の
「
中
世
社
会
の
復
讐
手
段
と
し
て
の
自
害
」
は
史
料
集
で

は
な
く
、
論
文
な
の
で
史
料
『
塵
芥
集
』
の
引
用
元
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
の
は
お
か
し
い
。
だ
か
ら
先
行
研
究
で
引
用
し
て
い
る
史

料
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
て
い
る
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
注
に
引
か
れ
て
い
る
論
文
を
見
れ
ば
、
や
は
り
孫
引

き
で
、
論
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
史
料
を
、
そ
の
ま
ま
写
し
て

い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
清
水
氏
の
論
文
を
見
れ
ば
、
『
塵
芥

集
』
は
岩
波
書
店
の
日
本
思
想
大
系
『
中
世
政
治
社
会
思
想

上
』
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
図
書

館
に
行
っ
て
自
分
の
目
で
確
か
め
な
い
と
い
け
な
い
。

も
っ
と
も
、
清
水
氏
は
こ
の
論
文
の
中
で
「
原
文
は
ほ
と
ん
ど

、
、
、
、
、
、
、

が
平
仮
名
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
文
意
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た

、
、
、
、
、
、
、
、

め
に
『
中
世
政
治
社
会
思
想

上
』
の
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
を
引

用
す
る
」
（
傍
点
は
村
上
）
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
引
用

文
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
『
塵
芥
集
』
の
通
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

本
当
な
ら
、
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
三
巻
「
武
家
家
法
Ⅰ
」

岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
（
当
該
記
事
は
一
四
四
頁
）
を
使
う
方

が
い
い
。
自
分
で
原
文
を
見
れ
ば
、
あ
る
い
は
違
っ
た
解
釈
が
出

2018年10月5日
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来
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
に
か
く
、
自
分
で
史
料
を
確
か
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

時
に
は
、
先
行
研
究
で
は
重
要
な
部
分
を
読
み
落
と
し
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
こ
と
に
よ
る
と
研
究
者
が
自
分
に
都
合
の
良
い
と

こ
ろ
だ
け
を
引
用
し
、
都
合
の
悪
い
と
こ
ろ
は
コ
ッ
ソ
リ
省
略
し

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
史
料
の
典
拠
に
あ
た
る
際
は
、

お
目
当
て
の
部
分
を
コ
ピ
ー
し
て
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
せ
っ
か

く
図
書
館
に
ま
で
行
っ
て
史
料
集
を
手
に
取
っ
た
こ
と
だ
し
、
前

後
の
部
分
に
も
目
を
通
し
て
お
こ
う
。
何
か
発
見
が
あ
る
か
も
。

時
に
は
孫
引
き
が
バ
レ
る
の
を
警
戒
し
て
い
る
の
か
、
典
拠
を

注
記
し
て
な
い
卒
論
も
あ
る
（
そ
の
時
点
で
ダ
メ
だ
け
ど
）
。
し

か
し
一
般
向
け
の
書
籍
な
ど
で
史
料
を
読
み
下
し
て
い
る
も
の
や
、

現
代
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
を
引
用
し
て
い
た
り
す
る
と
、
史
料
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
文
体
で
は
な
い
の
で
バ
レ
て
し
ま
う
。
言
っ
て
お
く

が
、
教
員
は
い
く
ら
な
ん
で
も
学
生
よ
り
は
史
料
を
見
て
い
る
の

だ
か
ら
、
文
体
な
ど
が
現
代
風
に
な
っ
て
い
た
り
、
読
み
下
し
に

改
変
さ
れ
て
い
た
ら
絶
対
に
気
付
く
。

そ
も
そ
も
、
孫
引
き
を
す
る
よ
う
な
手
合
い
は
ロ
ク
に
自
分
で

史
料
も
読
ま
な
い
で
、
先
行
研
究
の
解
釈
に
乗
っ
か
っ
て
右
か
ら

左
に
書
き
写
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
、
う
ま
く
や
っ
た
つ
も
り
で

も
、
口
頭
試
問
で
史
料
解
釈
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
突
っ
込
ん
だ
こ

と
を
聞
か
れ
た
ら
、
す
ぐ
に
馬
脚
を
現
す
こ
と
に
な
る
。

手
を

抜
く
と
す
ぐ
に
バ
レ
る
か
ら
、
手
間
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
。

注
を
つ
け
る
作
業

論
文
を
書
く
と
き
、
面
倒
な
の
で
注
は
後
で
付
け
れ
ば
い
い
や

と
後
回
し
に
し
て
い
る
人
も
多
い
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
お
薦
め
で

き
な
い
。
本
文
を
書
き
な
が
ら
、
注
も
た
と
え
メ
モ
書
き
程
度
で

も
（
「
東
寺
百
合
文
書
」
あ
函
七
号
と
か
で
な
く
て
も
「
東
百
あ

７
」
と
か
、
論
文
筆
者
や
論
文
名
全
部
を
書
く
代
わ
り
に
、
と
り

あ
え
ず
「
山
田

日
本
史
研
」
と
か
、
あ
と
で
自
分
が
わ
か
る
よ

う
に
）
書
い
て
お
く
こ
と
。
そ
う
し
て
お
か
な
い
と
、
あ
と
で
注

を
付
け
る
作
業
を
す
る
と
き
に
、
「
あ
れ
ど
こ
に
あ
っ
た
っ
け
」

と
も
う
一
度
、
沢
山
の
史
料
や
論
文
の
コ
ピ
ー
を
探
し
直
す
二
度

手
間
を
す
る
こ
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
面
倒
く
さ
く
な
っ
て
後
半

に
は
注
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
り
す
る
。
繰
り
返
す
が
、
一
万
二

〇
〇
〇
字
以
上
の
論
文
と
も
な
る
と
注
の
数
も
増
え
る
。
ま
あ
数

十
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
後
で
書
こ
う
と
思
っ
て

い
て
も
、
全
部
を
覚
え
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
量
に
な
る
。

注をつける


