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本
書
の
も
っ
と
も
核
心
的
な
内
容
は
、
題
名
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、「
オ
ニ
（
鬼
）」
の
語
源
に
つ
い
て
、
疫
病
、
特
に
中
国
南
方
の
そ

れ
を
意
味
す
る
「
瘟
」（
ヲ
ン
）
の
字
音
が
和
語
化
し
た
と
す
る
主
張

で
あ
る
。
し
か
し
私
は
本
書
を
通
読
し
た
結
果
、
山
口
氏
の
こ
の
主
張

に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
山
口
氏
の
よ
う
に

「
ほ
と
ん
ど
確
信
」（
四
二
頁
）
す
る
に
は
、
残
念
な
が
ら
至
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
ま
ず
山
口
氏
の
主
張
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

　

鬼
の
語
源
に
つ
い
て
は
、『
広
辞
苑
』
初
版
に
「『
隠
（
お
に
）』
の
意
」、

『
岩
波
古
語
辞
典
』
補
訂
版
に
「『
隠
』
の
古
い
字
音
on
に
、
母
音
i
を

添
え
た
語
と
い
う
」
と
あ
る
の
を
は
じ
め
、
多
く
の
辞
書
が
「
隠
」
と

し
て
お
り
、
こ
れ
が
通
説
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
た
だ
し
疑
問
を
呈

す
る
辞
書
も
む
ろ
ん
あ
る
）。
そ
し
て
そ
の
根
拠
は
、
平
安
中
期
、
源
順

（
九
一
一
～
九
八
三
）
の
『
和
（
倭
）
名
類
聚
抄
』
に
、「
或
説
」
と
し
て

日
中
民
間
信
仰
の
地
下
水
脈
を
照
ら
す
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引
か
れ
る
「
於
邇
者
隠
音
之
訛
也
。
鬼
物
隠
而
不
欲
顕
形
、
故
以
称

之
」（
於お

邇に

な
る
者
は
隠
の
音
の
訛
な
り
。鬼
物
は
隠
れ
て
形
を
顕
す
を
欲
せ
ず
、

故
に
以
て
之
を
称
す
）
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
山
口
氏
は
、
新
井
白
石

の
『
東
雅
』、
狩
谷
棭
斎
『
箋
注
倭
名
類
聚
抄
』、
大
槻
文
彦
『
大
言
海
』

な
ど
が
、「
オ
ニ
」
と
い
う
語
は
上
古
に
な
く
中
古
に
出
現
し
た
こ
と

を
認
め
つ
つ
も
（『
萬
葉
集
』
な
ど
で
は
「
鬼
」
は
「
モ
ノ
」
と
訓
ま
れ
る
）、

「
隠
」
語
源
説
に
否
定
的
で
あ
る
こ
と
、「
隠
」
一
字
を
「
鬼
」
の
意
味

に
用
い
る
例
が
中
国
に
も
日
本
に
も
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
こ
れ

を
否
定
す
る
。
ま
た
右
の
「
或
説
」
が
見
え
る
『
和
名
類
聚
抄
』
十
巻

本
（「
人
神
」
の
項
）
二
種
、
二
十
巻
本
（「
鬼
」
の
項
）
二
種
の
併
せ
て

四
種
の
テ
キ
ス
ト
の
異
同
を
詳
細
に
比
較
し
、「
或
説
」
は
後
人
の
付

加
で
、
原
本
に
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
。
そ
の
う
え
で
同
じ
く

『
和
名
類
聚
抄
』
各
本
に
共
通
し
て
見
え
る
「
瘧
鬼
」
の
項
に
、蔡
邕
『
独

山
口
建
治
著

オ
ニ
考

コ
ト
バ
で
た
ど
る
民
間
信
仰
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断
』
を
引
い
て
「
昔
顓
頊
有
三
子
、亡
去
而
為
疫
鬼
。
其
一
者
居
江
水
、

是
為
瘧
鬼
」（
昔
顓せ
ん

頊き
ょ
くに
三
子
あ
り
、
亡
去
し
て
疫
鬼
と
為
る
。
其
一
は
江
水

に
居
り
、
是
れ
瘧
鬼
た
り
）、
つ
い
で
「
和
名
、
衣
夜
美
乃
於
邇
」（
和
名

は
エ
ヤ
ミ
ノ
オ
ニ
、十
巻
真
福
寺
本
）、「
和
名
、衣
也
美
乃
加
美
或
於
邇
」（
和

名
は
エ
ヤ
ミ
ノ
カ
ミ
或
い
は
オ
ニ
、
二
十
巻
本
）
と
あ
る
点
に
着
目
し
、
さ

ら
に
『
独
断
』
の
原
文
で
は
「
瘧
鬼
」
が
実
は
「
瘟
鬼
」
と
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
オ
ニ
」
の
語
源
は
「
瘟ヲ

ン

」（「
オ
」
と
「
ヲ
」
は
平
安
以

降
混
同
さ
れ
る
）
と
い
う
結
論
に
た
ど
り
つ
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ

れ
を
補
強
す
る
説
と
し
て
、『
和
名
類
聚
抄
』
よ
り
や
や
後
の
『
新
撰

字
鏡
』
の
「
鬼
」
の
項
に
「
遠
也
」
と
あ
る
「
遠ヲ

ン

」
も
「
ヲ
ニ
」
と
い

う
語
を
写
し
た
も
の
で
、
平
城
京
で
大
祓
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
二
条
大

路
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
「
遠
遠
遠
遠
遠
遠
物
物
物
物
」
と
あ
り
、
こ

れ
も
「
オ
ニ
、
モ
ノ
」
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、「
遠
」
は
実
は
「
瘟
」

で
あ
る
と
も
述
べ
る
。

　

以
上
の
要
約
だ
け
で
は
、
特
に
最
後
の
「
瘧
鬼
」
は
「
瘟
鬼
」、「
遠
」

は
「
瘟
」
と
い
う
あ
た
り
、
や
や
唐
突
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
こ
れ
に
は
日
本
古
代
の
大
祓
、
追
儺
か
ら
現
代
の
節
分
豆
ま
き
に

至
る
ま
で
の
厄
病
駆
逐
儀
礼
と
そ
の
背
景
に
あ
る
信
仰
は
、
中
国
古
代

の
駆
儺
儀
礼
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
後
世
の
道
教
、
仏
教
な
ど
の
民
間

信
仰
、
習
俗
が
、
文
字
を
介
さ
ず
直
接
、
日
本
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
山
口
氏
の
強
い
信
念
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
た
と

え
日
本
の
文
献
に
「
瘟
鬼
」、「
瘟
神
」
の
語
が
見
え
な
く
と
も
、
日
本

と
関
係
の
深
い
中
国
南
方
の
疫
病
を
意
味
す
る
俗
字
で
あ
る
「
瘟
」
が
、

耳
を
通
じ
て
直
接
日
本
に
伝
わ
り
「
ヲ
（
オ
）
ニ
」
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

つ
い
で
こ
の
前
提
と
信
念
に
も
と
づ
き
、
日
本
の
代
表
的
厄
払
い
信

仰
で
あ
る
御
霊
信
仰
の
御
霊
は
、「
ミ
タ
マ
」
の
音
読
み
で
は
な
く
、

中
国
の
東
西
南
北
中
央
の
厄
神
で
あ
る
五
帝
、
五
瘟
、
五
鬼
、
五
厲
な

ど
が
伝
わ
っ
た
も
の
で「
五
霊
」が
原
型
で
あ
る
こ
と（
第
一
章
第
三
節
）、

鍾
馗
信
仰
と
郷
儺
儀
礼
の
日
本
へ
の
伝
播
（
第
二
章
第
一
節
）、
御
霊
と

同
義
の
怨
霊
も
ま
た
「
オ
ニ
リ
ャ
ウ
」
で
厄
神
で
あ
る
こ
と
（
第
二
節
）、

日
本
の
厄
神
の
代
表
格
で
あ
り
、
素
戔
嗚
尊
と
習
合
し
た
午
頭
天
王
、

そ
の
異
名
で
あ
る
武
塔
神
も
ま
た
中
国
仏
教
の
五
道
神
の
「
ゴ
ド
ウ
」

と
い
う
音
が
日
本
で
別
に
表
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と（
第
三
、四
節
）

な
ど
多
方
面
に
わ
た
る
彼
我
の
比
較
が
、
日
中
の
関
連
文
献
お
よ
び
従

来
の
研
究
成
果
を
博
捜
し
つ
つ
論
じ
ら
れ
る
。

　

さ
て
次
は
、右
の
内
容
に
つ
い
て
私
の
感
想
を
述
べ
る
番
で
あ
る
が
、

そ
の
前
に
ひ
と
つ
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
山
口
氏

は
本
書
の
中
で
、
ご
自
分
は
「
宗
教
学
や
民
俗
学
の
研
究
者
」
で
は
な

い
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
飽
き
足
ら
ず
「
無
謀
を
知
り
つ
つ
」
筆
を

執
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
一
〇
七
頁
）。
私
は
山
口
氏
と
同
業
者
で

あ
る
か
ら
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
私
も
ま
た
門
外
漢
で
あ
っ
て
、
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冒
頭
に
山
口
氏
の
主
張
に
同
意
し
な
い
と
書
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

れ
に
対
す
る
き
ち
ん
と
し
た
反
論
、
ま
し
て
代
案
を
期
待
さ
れ
て
は
困

る
。
つ
ま
り
私
も
無
謀
の
筆
を
執
っ
て
い
る
わ
け
で
、
以
下
こ
の
点
を

承
知
の
う
え
で
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。

　

ま
ず
「
オ
ニ
」
は
「
隠
」
の
字
音
と
い
う
通
説
に
つ
い
て
は
、
私
も

あ
や
し
い
と
思
う
。
た
だ
『
和
名
類
聚
抄
』（
山
口
氏
に
よ
れ
ば
、
後
人

の
付
加
部
分
）に
、「
鬼
物
は
隠
れ
て
形
を
顕
す
を
欲
せ
ず
」と
あ
る
以
上
、

語
源
で
は
な
く
と
も
、
そ
う
い
う
観
念
は
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
こ
の
所

は
も
う
少
し
探
り
を
入
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が

す
る
。
ま
た
『
和
名
類
聚
抄
』
の
テ
キ
ス
ト
の
異
同
を
詳
細
に
検
討
し
、

十
巻
本
が
原
型
、
二
十
巻
本
は
増
補
本
と
い
う
従
来
の
定
説
と
は
異
な

り
、こ
の
部
分
に
つ
い
て
二
十
巻
本
が
原
書
に
近
い
姿
と
推
定
す
る
が
、

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
十
巻
本
の
み
に
見
え
る
「
周
易
云
、
人
神
曰
鬼
」

が
、
狩
谷
棭
斎
も
指
摘
す
る
よ
う
に
『
周
易
』
に
は
な
く
、
誤
り
で
あ

る
点
に
あ
る
。
し
か
し
十
巻
本
の
「
人
神
」
の
前
に
も
「
周
易
云
、
天

神
曰
神
」、「
周
易
云
、
地
神
曰
祇
」
と
、
同
じ
く
『
周
易
』
を
引
く
こ

と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
は
『
周
礼
』
の
「
大
宗
伯
之
職
、
掌
建
邦
之

天
神
、人
鬼
、地
示（
祇
）之
礼
」を
踏
ま
え
た
も
の
で
、「
周
易
」は「
周
礼
」

の
誤
り
、二
十
巻
本
は
そ
れ
に
気
づ
い
て
削
除
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
「
於
邇
」
の
語
源
を
「
隠
」
と
す
る
「
或
説
」
は
、
十

巻
本
、
二
十
巻
本
、
多
少
の
字
句
の
異
同
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
も
見

え
る
の
で
、
本
書
の
趣
旨
か
ら
い
え
ば
、
テ
キ
ス
ト
の
先
後
の
問
題
に

こ
れ
ほ
ど
深
入
り
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

さ
ら
に
『
新
撰
字
鏡
』
の
「
鬼
」
は
「
遠
也
」
に
つ
い
て
、
山
口
氏
は

「
遠
」
は
「
ヲ
ニ
」
の
音
と
考
え
ら
れ
た
が
、こ
れ
は
『
周
易
』「
既
済
」

の
『
経
典
釈
文
』
に
「
鬼
方
」
に
つ
い
て
「
蒼
頡
篇
云
、
鬼
遠
也
」
と

あ
り
、
少
な
く
と
も
音
だ
け
を
写
し
た
の
で
は
な
い
。
前
記
の
平
城
京

木
簡
と
合
せ
て
考
え
れ
ば
、「
遠
」
も
「
オ
ニ
」
の
語
源
候
補
の
資
格

は
あ
る
だ
ろ
う
。山
口
氏
の「
瘟
」語
源
説
は
魅
力
的
で
は
あ
る
が
、「
瘟
」

は
あ
く
ま
で
疫
病
の
こ
と
で
、
疫
病
を
起
こ
す
「
瘟
鬼
」
で
は
な
い
と

こ
ろ
に
難
点
が
あ
る
。「
瘟
」
だ
け
で
は
「
瘟
鬼
」
の
意
味
に
な
ら
な

い
と
い
う
点
で
は
、
隠
れ
る
だ
け
で
は
「
鬼
」
に
な
ら
な
い
と
い
う
の

と
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
私
は
山
口
氏
の
説
に
す
ん
な
り
と
は
同
意
で
き
な

い
の
で
あ
る
が
、
同
意
で
き
な
い
の
は
実
は
こ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ

の
他
、
山
口
氏
が
こ
の
結
論
に
至
る
前
提
や
、
そ
の
後
の
推
論
に
つ
い

て
は
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
同
意
し
共
感
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
書
評
な
ど
引
き
受
け
る
は
ず
が
な
い
。

　

山
口
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
を
始
め
ら
れ
た
動
機
と
し
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
日
本
人
が
和
語
を
漢
字
で
表
記
す
る
「
当
て

字
」
に
は
し
ば
し
ば
こ
じ
つ
け
的
な
語
源
が
盛
り
込
ま
れ
る
（
た
な
ば

た
―
棚
機
？　

棚
幡
？
）
一
方
、
漢
字
の
訓
に
は
実
は
和
語
で
は
な
く
、
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漢
字
伝
来
以
前
に
耳
か
ら
入
っ
た
漢
語
が
反
映
し
（
ゼ
ニ
―
銭
）「
見
た

目
の
和
語
」
と
な
る
。
こ
の
両
者
が
混
淆
し
た
「
や
ま
と
こ
と
ば
と
漢

字
の
も
つ
れ
合
い
」
は
、
そ
の
曖
昧
さ
ゆ
え
に
正
統
的
な
漢
字
音
研

究
か
ら
は
排
除
さ
れ
が
ち
で
、
そ
の
背
景
に
あ
る
日
中
文
化
交
流
の
真

相
も
不
明
と
な
る
た
め
、
こ
れ
を
文
化
伝
播
に
お
け
る
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ

ン
グ
と
し
て
探
究
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
も
っ
と

も
な
考
え
で
あ
っ
て
、
私
な
り
に
敷
衍
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
一

般
的
に
中
国
文
化
の
日
本
へ
の
影
響
は
、
主
に
文
字
と
書
籍
に
よ
り
も

た
ら
さ
れ
た
と
い
う
通
念
が
日
本
の
学
界
に
は
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
日
中

比
較
文
学
、
比
較
文
化
研
究
の
大
半
は
文
献
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
人

の
直
接
の
交
流
に
よ
る
音
や
し
ぐ
さ
を
媒
介
と
す
る
文
化
伝
播
も
古
代

以
来
、
連
綿
と
し
て
続
い
て
い
た
に
相
違
な
く
、
文
献
上
は
証
明
で
き

な
い
が
、
非
文
字
文
化
の
影
響
は
文
字
文
化
と
同
じ
く
重
要
で
あ
ろ

う
。
か
つ
非
文
字
文
化
の
共
有
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
文
字
文
化
も
す

ん
な
り
受
容
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
多
く
の
文
献
研
究
者

は
、
こ
の
点
を
閑
却
も
し
く
は
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か

ら
た
と
え
ば
日
本
文
化
は
た
し
か
に
中
国
の
影
響
を
受
け
た
が
、
そ
れ

は
表
面
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
日
本
文
化
の
本
質
は
中
国
と
は
異
な
る

と
い
っ
た
類
の
意
見
が
生
ま
れ
る
。
山
口
氏
も
言
及
す
る
日
本
語
と
漢

字
の
関
係
は
「
腐
れ
縁
」、「
不
可
避
の
他
者
」
と
、
漢
字
の
受
容
が
ま

る
で
迷
惑
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
発
言
も
、
お
そ
ら
く
こ
こ
か
ら
出
て

来
る
の
で
あ
る
が
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
い
い
大
人
が
、
な
ぜ

自
分
は
あ
ん
な
親
に
育
て
ら
れ
た
の
だ
と
駄
々
を
こ
ね
る
の
と
大
差
な

い
。
い
わ
ん
や
非
文
字
文
化
に
よ
る
日
中
の
基
層
文
化
に
は
、
実
は
多

く
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
代
表

的
な
も
の
が
す
な
わ
ち
山
口
氏
が
本
書
で
扱
わ
れ
た
疫
神
を
め
ぐ
る
民

間
信
仰
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
、
日
中
の
疫
神
信
仰
に
関
す

る
山
口
氏
の
見
解
お
よ
び
「
御
霊
」
や
「
午
頭
天
王
」
な
ど
の
語
源
説

に
も
賛
同
す
る
。
た
だ
「
武
塔
神
」
に
つ
い
て
は
、「
五
道
神
」
と
の

音
通
以
外
に
、
た
と
え
ば
托
塔
天
王
（
毘
沙
門
天
）
な
ど
、
も
う
少
し

広
い
範
囲
で
考
察
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

　

山
口
氏
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を
得
ら
れ
た
の
は
、
文
献
上
の
知
識
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
氏
の
神
奈
川
大
学
に
お
け
る
同
僚
で
、
こ
の
方

面
の
先
駆
的
業
績
『
鬼
の
来
た
道
―
―
中
国
の
仮
面
と
祭
り
』（
玉
川

大
学
出
版
部　

一
九
九
七
）
の
著
者
で
あ
る
廣
田
律
子
氏
と
同
道
し
て
、

一
九
八
〇
年
代
以
降
、中
国
の
儺
戯
を
実
地
に
見
聞
さ
れ
た
こ
と
（
二
二

頁
）
が
大
き
く
影
響
し
た
と
見
受
け
ら
れ
る
。
実
は
私
も
同
時
期
に
儺

戯
の
学
会
に
し
ば
し
ば
参
加
し
、
山
口
氏
と
ご
い
っ
し
ょ
し
た
こ
と
は

な
い
が
、
廣
田
氏
に
は
お
世
話
に
な
っ
た
。
廣
田
氏
の
著
書
は
現
地
調

査
に
も
と
づ
く
実
証
的
な
研
究
だ
が
、
基
底
に
は
中
国
の
儺
文
化
と
日

本
の
同
類
の
民
間
信
仰
、
芸
能
の
間
に
共
通
性
が
あ
る
と
い
う
実
感
が

あ
る
と
私
は
見
た
。
こ
の
実
感
は
、
私
が
山
口
、
廣
田
両
氏
と
共
有
す
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る
と
こ
ろ
で
あ
り
、本
書
の
書
評
を
引
き
受
け
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。

山
口
氏
は
、「
地
下
水
脈
の
ご
と
き
民
間
文
化
の
交
流
伝
播
の
道
筋
を

顕
在
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
」
と
本
書
の
意
図
を
語
る
が
（
二
三
頁
）、
実

際
の
地
下
水
脈
と
は
異
な
り
、
文
化
の
地
下
水
脈
は
曖
昧
で
、
実
証
は

難
し
い
。
慎
重
な
研
究
者
な
ら
近
づ
こ
う
と
し
な
い
こ
の
曖
昧
な
分
野

に
、
あ
え
て
踏
み
こ
み
、
光
を
当
て
た
と
こ
ろ
に
本
書
の
真
価
が
あ
る
。

　

本
書
に
は
ま
た
、
同
じ
く
山
口
氏
の
同
僚
で
、
ア
フ
リ
カ
の
モ
シ
族

の
無
文
字
文
化
研
究
で
知
ら
れ
る
川
田
順
造
氏
の
意
見
も
し
ば
し
ば
引

用
さ
れ
て
い
る
。「
声
の
文
化
」
に
つ
い
て
の
山
口
氏
の
見
解
は
、
少

な
か
ら
ず
川
田
氏
の
示
唆
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
昨
今
、学
際
研
究
、

国
際
交
流
が
提
唱
さ
れ
る
中
、
大
学
で
は
各
部
門
が
別
々
に
外
部
と
の

学
際
、
国
際
活
動
に
乗
り
出
し
た
結
果
、
肝
腎
の
大
学
内
部
で
の
学
際

が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
た
感
が
あ
る
が
、
こ
の
分
野
の
専
門
家
で
は
な

い
「
民
間
信
仰
に
さ
ほ
ど
関
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」（
あ
と
が

き
）
山
口
氏
が
、
こ
の
よ
う
な
研
究
を
さ
れ
た
の
は
、
神
奈
川
大
学
内

部
の
学
際
的
雰
囲
気
か
ら
醸
し
出
さ
れ
た
幸
運
な
例
で
あ
ろ
う
と
推
察

す
る
。
人
文
学
の
研
究
に
と
っ
て
結
論
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
た

と
え
結
論
に
疑
問
が
も
た
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
前
提
と
な
る
思
考
方
式

が
斬
新
で
、
推
論
の
過
程
に
新
た
な
発
見
や
創
意
が
あ
れ
ば
、
そ
の
研

究
は
十
分
に
価
値
を
も
ち
う
る
。
私
は
本
書
の
結
論
に
は
同
意
で
き
な

か
っ
た
が
、
読
み
進
め
る
そ
こ
か
し
こ
で
多
く
の
啓
発
、
刺
激
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
た
。

　

最
後
の
補
章
は
漢
字
音
の
う
ち
唐
音
の
問
題
を
扱
い
、「
ウ
ソ
」―「
胡

説
」（
杭
州
音
でɦ

u
/
vv.  

su
əʔ

）、「
香ヤ

シ
具
師
」
―
「
薬
師
」、「
ヲ
コ
（
嗚
呼
、

烏
滸
）」
―
「（
打
）
野
胡
」
語
源
説
を
提
唱
、
ま
た
従
来
か
ら
あ
っ
た

「
傀ク

グ
ツ儡
」
―
「
郭
禿
」、「
猿
楽
」
―
「
散
楽
」
説
お
よ
び
「
外ウ
イ

郎ロ
ウ

」
の

歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
。「
ウ
ソ
」
の
語
源
は
「
胡
説
」
に

つ
い
て
は
、
た
だ
ち
に
「
ウ
ッ
ソ
ー
」
と
は
言
わ
な
い
が
、
現
段
階
で

は
保
留
と
し
た
い
。
そ
の
他
の
説
に
つ
い
て
は
賛
同
す
る
。
鎌
倉
時
代

に
唐
人
の
薬
売
り
、
芸
人
の
放
浪
集
団
が
あ
っ
た
と
い
う
推
測
に
つ
い

て
も
、
私
は
氏
と
と
も
に
そ
の
存
在
を
信
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　

山
口
氏
は
本
年
、
神
奈
川
大
学
を
定
年
退
職
さ
れ
る
由
、
今
後
と
も

退
き
て
休
ま
ず
、
ま
す
ま
す
「
無
謀
な
」
探
索
に
は
げ
ま
れ
、
わ
れ
わ

れ
を
驚
か
せ
、ま
た
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
新
説
の
発
表
を
期
待
し
た
い
。

（
き
ん
・
ぶ
ん
き
ょ
う　

鶴
見
大
学
）


