
︽
書
評
︾

増
井
典
夫
著
﹃
近
世
後
期
語
・
明
治
時
代
語
論
考
﹄

矢

島

正

浩

本
書
は
、
こ
れ
ま
で
著
者
が
一
九
八
七
～
二
〇
一
〇
年
に
発
表
し
て
き
た
論
文
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
、
以
下
の
四
部

構
成
に
お
い
て
、
配
置
さ
れ
て
い
る
。

第
一
部

近
代
語
に
お
け
る
形
容
詞
の
研
究
︱
意
味
・
用
法
を
中
心
に
︱

第
二
部

近
世
後
期
語
研
究
︱
資
料
性
の
問
題
を
中
心
に
︱

第
三
部

明
治
時
代
語
研
究
︱
資
料
性
の
問
題
を
中
心
に
︱

第
四
部

近
世
後
期
上
方
語
か
ら
近
代
関
西
方
言
へ

こ
の
構
成
の
下
で
、
著
者
が
こ
れ
ま
で
世
に
問
う
て
き
た
論
文
が
、
ほ
ぼ
刊
行
順
で
、
下
位
の
各
章
に
配
列
さ
れ
て
お
り
、
問
題
意
識
な
ら

び
に
研
究
履
歴
の
変
遷
を
た
ど
れ
る
構
成
に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
の
構
成
か
ら
、
本
書
が
取
り
扱
う
時
代
・
言
語
地
域
、
さ
ら
に
は
着
目
す
る
事
項
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
広
い
射
程
を
持
っ
た
研
究
で
あ

る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
以
下
に
指
摘
す
る
、
本
書
の
特
徴
と
も
密
接
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
が
真
に
ね
ら
い
と
す
る
問

題
や
対
象
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
対
応
し
て
得
ら
れ
た
見
解
を
正
確
に
捉
え
る
の
は
、
実
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。
以
下
、
本
書
に
つ
い
て

一
読
者
と
し
て
感
じ
た
こ
と
を
、
あ
え
て
忌
憚
な
く
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
作
を
評
し
、
紹
介
す
る
試
み
に
代
え
た
い
と
考
え
る
。
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ま
ず
、
本
書
が
最
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
文
献
を
言
語
資
料
と
し
て
用
い
る
際
の
手
続
き
を
自
覚
的
に
踏
ま
え
、
言
語
的
事
実
を
誠
実

に
観
察
し
、
記
述
し
よ
う
と
す
る
そ
の
姿
勢
に
あ
る
。
丹
念
に
調
べ
上
げ
た
情
報
の
積
み
重
ね
は
、
時
間
を
超
え
て
そ
の
価
値
を
保
ち
続
け
る
。

ま
ず
こ
こ
で
、
そ
の
成
果
の
一
端
を
、
第
一
部
か
ら
紹
介
す
る
。

そ
こ
で
は
﹁
ゑ
ら
い
﹂﹁
お
そ
ろ
し
い
﹂﹁
い
か
い
﹂
な
ど
を
取
り
上
げ
、
主
に
副
詞
的
用
法
の
派
生
、
盛
衰
の
さ
ま
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

近
世
後
期
上
方
板
・
江
戸
板
の
洒
落
本
を
は
じ
め
、
近
代
に
至
る
ま
で
の
口
語
資
料
を
広
く
用
い
て
、
実
際
の
使
用
例
を
博
捜
す
る
方
法
で
あ

る
。﹁
ゑ
ら
い
﹂
に
つ
い
て
は
、
東
国
語
↓
上
方
語
↓
江
戸
語
の
順
で
使
用
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
特
異
な
歴
史
が
あ
る
こ
と
、
幕
末
に
至
る
ま

で
﹁
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
﹂
意
の
用
法
の
み
で
あ
り
、
幕
末
以
降
、﹁
立
派
だ
、
秀
れ
て
い
る
﹂
意
を
生
じ
る
こ
と
︵
す
な
わ
ち
、
程
度
副
詞

的
用
法
か
ら
評
価
的
用
法
を
派
生
す
る
と
い
う
、﹁
抽
象
↓
具
体
﹂
の
、
一
般
と
は
逆
の
語
義
変
化
を
た
ど
る
こ
と
︶
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

ま
た
、﹁
ゑ
ら
い
﹂﹁
お
そ
ろ
し
い
﹂
に
つ
い
て
、
連
体
形
を
副
詞
的
に
用
い
る
用
法
が
近
世
期
か
ら
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
、

一
語
の
形
容
詞
類
を
修
飾
す
る
形
で
あ
る
︵
例
、﹁
え
ら
い
迷
惑
だ
﹂︶
こ
と
な
ど
を
観
察
す
る
。
﹁
い
か
い
﹂
に
つ
い
て
は
、
古
代
で
は
﹁
荒
々

し
い
﹂
な
ど
の
意
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
室
町
後
半
か
ら
は
﹁
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
﹂
意
の
修
飾
用
法
の
み
と
な
る
こ
と
、
そ
の
段
階
で
連

用
形
イ
カ
ウ
と
連
体
形
イ
カ
イ
に
限
定
さ
れ
、
江
戸
語
で
は
﹁
い
か
い
﹂
が
形
容
詞
連
用
形
ク
語
尾
の
使
用
を
失
っ
た
た
め
に
、
形
容
詞
と
し

て
の
母
体
を
失
っ
て
衰
退
し
た
こ
と
な
ど
を
論
じ
る
︵
細
か
い
こ
と
だ
が
、
本
書
は
﹁
ク
語
尾
を
持
た
な
い
﹂
こ
と
を
﹁
い
か
い
﹂
衰
退
の
﹁
一

要
因
﹂
と
す
る
が
、
衰
退
の
現
れ
︵﹁
結
果
﹂︶
と
見
る
べ
き
か
︶。

こ
の
調
査
範
囲
に
お
け
る
言
語
的
事
実
の
整
理
が
誠
実
に
行
わ
れ
て
お
り
、
語
史
研
究
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
言
え
る
。
こ
れ
ら

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
地
道
な
調
査
に
基
づ
く
語
史
記
述
が
本
書
の
特
長
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
も
っ
て
明
記
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
本
書
の
中
で
評
者
が
最
も
興
味
深
く
読
ん
だ
の
は
、
第
四
部
の
第
一
・
二
章
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
辻
加
代
子
︵
二
〇
〇
七
︶﹁
近

世
京
都
語
資
料
に
現
れ
た
待
遇
表
現
形
式
チ
ャ
ッ
タ
に
関
す
る
覚
書
﹂﹃
日
本
語
の
研
究
﹄
三
・
一
の
主
張
の
検
証
を
軸
に
、
﹁
興
斗
月
﹂
と
い

─ 128─



う
作
者
不
明
の
京
都
板
洒
落
本
の
資
料
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
辻
は
、
同
洒
落
本
に
用
い
ら
れ
る
﹁
チ
ヤ
ツ
タ
﹂
を
、
同
時
期
の
京
都
語

と
し
て
取
り
扱
う
。
し
か
し
、
著
者
は
、
こ
の
語
形
が
﹁
興
斗
月
﹂
に
し
か
現
れ
な
い
こ
と
を
調
査
か
ら
明
ら
か
に
し
、
矢
野
準
︵
一
九
七
六
︶

﹁
近
世
後
期
京
坂
語
に
関
す
る
一
考
察
︱
洒
落
本
用
語
の
写
実
性
︱
﹂︵﹃
国
語
学
﹄
一
〇
七
︶
の
﹁
多
数
決
の
原
理
﹂
を
援
用
し
、
京
都
語
と

捉
え
る
辻
説
を
退
け
る
。
さ
ら
に
方
言
書
の
記
述
類
も
参
照
し
な
が
ら
、﹁﹁
興
斗
月
﹂
の
﹁
チ
ヤ
ツ
タ
﹂
に
つ
い
て
は
、
作
者
が
京
都
市
外
の

人
物
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
登
場
人
物
も
京
都
市
外
の
方
言
を
使
う
こ
と
に
な
っ
た
、
と
考
え
る
し
か
な
い
﹂︵
二
八
四
頁
︶
と
す
る
。
洒
落
本

研
究
に
通
じ
た
筆
者
な
ら
で
は
の
見
解
で
あ
り
、
資
料
研
究
に
対
し
て
も
重
み
の
あ
る
提
言
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
言
語
研
究
に
用
い
る
文
献
の
﹁
資
料
性
﹂
を
問
う
こ
と
に
力
を
注
ぐ
。
第
二
部
で
は
洒
落
本
の
言
語
資
料
と
し
て

の
特
質
に
迫
り
、
第
三
部
で
は
、
近
代
語
研
究
を
行
う
際
に
、
初
版
本
を
用
い
る
こ
と
の
重
要
性
な
ど
を
中
心
に
論
じ
る
。
い
ず
れ
も
言
語
研

究
の
基
盤
部
分
に
対
す
る
貢
献
を
含
み
、
初
学
者
に
教
え
る
と
こ
ろ
も
多
い
。

な
お
第
二
部
、
第
三
部
に
は
、
方
法
論
上
、
以
下
の
点
な
ど
に
お
い
て
、
や
や
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

第
二
部
第
二
章
﹁
江
戸
語
資
料
と
し
て
の
十
九
世
紀
洒
落
本
に
つ
い
て
﹂
は
、
享
和
以
降
の
江
戸
洒
落
本
の
国
語
資
料
と
し
て
の
価
値
を
、

再
提
案
し
た
い
と
い
う
目
標
を
掲
げ
る
。
一
般
的
に
は
、
ま
ず
指
標
た
り
得
る
文
法
事
項
や
語
彙
を
選
定
し
、
そ
れ
ら
を
用
い
て
同
時
期
成
立

の
滑
稽
本
類
の
使
用
状
況
と
比
較
す
る
方
法
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
は
﹁
き
つ
い
﹂
﹁
ゑ
ら
い
﹂
﹁
い
か
い
﹂

の
使
用
数
・
用
法
か
ら
検
討
す
る
方
法
を
採
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
、
著
者
自
ら
が
検
討
途
上
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
十
分
に
そ
の
用
法
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
段
階
に
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
た
め
、
滑
稽
本
な
ど
の
状
況
と
あ
わ
せ
つ
つ
、﹁
ゑ
ら
い
﹂
類
の
江
戸
語
に
お
け
る
語
史
研
究

も
並
行
し
て
行
う
ス
タ
ン
ス
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
︵
第
二
節
、
第
三
節
な
ど
︶。
資
料
性
検
証
の
根
拠
と
し
て
検
討
中
の
語
史
情
報
を
用
い
る

結
果
、
根
拠
と
結
論
に
循
環
が
起
こ
り
、
読
み
手
と
し
て
は
、
本
書
の
主
張
に
導
か
れ
に
く
い
状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
。

第
三
部
は
、
近
代
語
資
料
の
扱
い
方
に
関
わ
る
問
題
を
取
り
上
げ
、
言
語
資
料
と
し
て
文
献
を
用
い
る
以
上
、
原
文
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る

こ
と
を
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
﹁
初
版
本
﹂
を
基
準
と
す
る
立
場
か
ら
一
貫
し
て
検
証
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、﹁
初
版
本
の
前
に
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雑
誌
等
に
掲
載
さ
れ
た
初
出
の
形
の
も
の
﹂
や
﹁
草
稿
本
﹂
に
は
、
拘
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
﹁
資
料
の
均
質
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
初

版
本
に
そ
ろ
え
る
こ
と
が
ベ
ス
ト
﹂
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
︵
二
〇
〇
頁
︶。
近
代
語
資
料
を
取
り
扱
う
際
の
指
針
た
り
得
る
主
張
と
し
て
理
解

す
る
た
め
に
は
、
そ
う
考
え
て
い
い
論
拠
を
も
う
少
し
詳
し
く
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
第
一
章
で
は
、
同
じ
﹁
当
世
書
生
気
質
﹂
を
、
２
節
で
は
昭
和
女
子
大
学
所
蔵
本
、
４
節
で
は
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
本
を
そ
れ

ぞ
れ
﹁
初
版
本
﹂
と
し
て
用
い
て
い
て
、
周
到
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
方
法
を
採
る
意
図
も
、
そ
れ
に
よ
り
判
明
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及

が
な
く
、
読
み
手
に
は
少
々
負
担
を
強
い
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
説
明
が
ほ
し
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

な
お
、
こ
の
一
連
の
検
討
に
お
い
て
、
本
書
は
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄︵
初
版
。
一
九
七
二
～
一
九
七
六
年
刊
︶
を
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
。

そ
も
そ
も
辞
典
と
い
う
も
の
は
、
不
十
分
な
点
を
含
み
、
研
究
の
際
の
目
安
を
得
る
た
め
の
補
助
的
な
ツ
ー
ル
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

校
訂
さ
れ
た
本
文
の
遺
漏
を
検
討
す
る
に
際
し
、
同
辞
典
の
記
載
を
基
準
・
根
拠
と
す
る
方
法
は
、
や
や
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
。
実
際
、
本

書
で
は
、
同
辞
典
が
、
近
代
語
資
料
と
し
て
は
問
題
の
あ
る
﹃
明
治
文
学
全
集
﹄
の
記
述
を
引
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
適
切
な
記
述
を

含
む
こ
と
を
指
摘
す
る
︵
た
だ
し
、
同
辞
典
の
第
二
版
︵
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
二
年
刊
︶
で
は
改
め
ら
れ
た
箇
所
も
少
な
く
な
く
︵
例
、﹁
馬
耳

東
風
﹂
の
近
世
期
に
お
け
る
読
み
に
関
わ
る
部
分
な
ど
︶、
現
行
の
問
題
と
し
て
は
、
再
整
理
の
必
要
を
生
じ
て
い
る
︶
。
こ
の
こ
と
自
体
が
、

原
文
に
よ
ら
ず
二
次
資
料
を
用
い
る
言
語
研
究
の
危
う
さ
を
、
ま
さ
に
身
を
も
っ
て
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

二
次
資
料
の
危
う
さ
に
気
づ
か
さ
れ
た
読
み
手
は
、
例
え
ば
、
第
一
部
第
一
章
４
節
﹁
明
治
以
降
の
﹁
え
ら
い
﹂
の
漢
字
表
記
﹂
で
、﹃
現
代

文
学
大
系
﹄︵
筑
摩
書
房
︶
や
﹃
漱
石
全
集
﹄︵
岩
波
書
店
︶
類
を
用
い
て
表
記
を
検
討
す
る
方
法
な
ど
に
も
不
安
を
覚
え
よ
う
。
資
料
性
の
問

題
を
大
切
に
扱
う
本
書
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
読
み
手
の
期
待
す
る
水
準
も
押
し
上
げ
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
は
、﹁
は
じ
め
に
﹂
の
第
四
部
に
つ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
で
、
﹁
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
事
項
を
含
め
、
研
究
は
ま
だ
ま
だ
道

半
ば
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
た
り
で
区
切
り
と
し
て
こ
こ
に
示
す
こ
と
と
し
た
﹂
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
筆
者
自
身
、
何
ら
か
の
改
善
す
べ
き
点
を

─ 130─



認
識
し
つ
つ
も
、
ま
ず
は
、
各
論
文
の
執
筆
時
点
に
お
け
る
問
題
意
識
を
整
理
す
る
こ
と
を
重
視
し
、
必
ず
し
も
研
究
と
し
て
の
完
結
体
の
提

示
に
拘
っ
て
い
な
い
方
針
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
方
針
で
本
書
を
編
む
部
分
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
読
み
手
も
、
あ
る
程
度
、
心
得
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
わ
ば
、

研
究
途
上
に
あ
る
状
況
を
公
け
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
手
の
問
題
意
識
を
刺
激
し
、
今
後
の
研
究
の
展
開
に
供
し
て
い
く
姿
勢
を

表
明
し
て
い
る
と
も
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
著
者
は
、
研
究
の
中
途
に
あ
る
こ
と
を
自
ら
の
こ
と
ば
で
示
し
な

が
ら
、
論
を
展
開
す
る
箇
所
が
あ
る
︵
例
え
ば
、
右
に
引
い
た
﹁
は
じ
め
に
﹂
に
対
応
す
る
第
四
部
第
三
章
以
下
。
他
に
も
、
第
一
部
第
五
章
、

第
二
部
第
三
・
四
章
、
第
三
部
第
五
・
六
章
な
ど
で
も
、
そ
う
著
者
が
認
識
し
て
い
る
と
思
し
き
記
述
が
散
見
さ
れ
る
︶。
一
般
的
な
研
究
の
あ

り
方
か
ら
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
舞
台
裏
を
示
す
の
は
異
例
と
も
言
え
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
本
書
の
意
図
的
な
方
針
で
あ
っ
た
と
理
解
す
れ

ば
、
あ
と
は
読
み
手
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
課
題
を
整
理
す
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
の
立
場
か
ら
は
、
い
く
つ
も
の
魅
力
的
な
課
題
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
、
著
者
自
身
が
掲
げ
る
課
題
以
外
で
、

評
者
が
興
味
を
持
っ
た
こ
と
の
中
か
ら
一
点
だ
け
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

本
書
の
第
一
部
﹁
形
容
詞
の
研
究
﹂
は
、
形
容
詞
の
中
で
も
一
貫
し
て
、
程
度
副
詞
用
法
の
解
明
に
問
題
意
識
が
向
か
っ
て
い
る
。
そ
の
検

討
の
中
で
、
程
度
副
詞
語
彙
史
と
し
て
の
興
味
深
い
研
究
へ
の
連
な
り
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
江
戸
語
に
お
け
る
﹁
い
か
い
﹂﹁
き
つ
い
﹂
が
、
特
に
近
代
以
降
は
衰
退
す
る
事
情
に
つ
い
て
、
﹁
実
に
﹂
﹁
た
い
そ
う
﹂﹁
ま
こ
と

に
﹂
が
程
度
副
詞
と
し
て
大
き
な
勢
力
を
持
つ
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
﹁
き
つ
い
﹂
の
衰
退
を
考
察
す
る
部
分
で
は
、
そ
れ
ら

の
新
興
の
程
度
副
詞
が
規
範
的
な
語
と
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、﹁
き
つ
い
﹂
が
﹁
標
準
語
に
ふ
さ
わ
し
い
品
格
を
持
た
な
い
語
と
規
定
さ
れ
た
﹂

こ
と
な
ど
が
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。

こ
う
い
っ
た
示
唆
に
対
し
て
は
、
広
範
に
わ
た
っ
て
研
究
の
展
開
が
可
能
で
あ
る
。
﹁
き
つ
い
﹂
類
が
、
規
範
的
書
き
こ
と
ば
的
要
素
を
持
つ

標
準
語
に
は
継
承
さ
れ
な
い
の
な
ら
ば
、
話
し
こ
と
ば
︵
俗
語
・
東
京
語
︶
と
し
て
は
残
っ
た
の
か
。
東
京
語
の
成
立
史
、
あ
る
い
は
標
準
語
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の
形
成
論
な
ど
へ
と
連
な
る
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
課
題
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
こ
で
、﹁
実
に
﹂﹁
た
い
そ
う
﹂﹁
ま
こ
と
に
﹂
が
﹁
い
か
い
﹂

﹁
き
つ
い
﹂
を
退
け
る
要
因
に
な
る
と
す
る
主
張
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
副
詞
類
が
、
い
つ
の
時
代
か
ら
、
ど
う
い
っ

た
位
相
を
出
発
点
と
し
て
、
ど
う
勢
力
を
伸
ば
す
の
か
と
い
う
問
い
に
応
え
得
る
調
査
が
必
須
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
﹁
ゑ
ら
い
﹂
﹁
き
つ
い
﹂

﹁
い
か
い
﹂
類
が
、
な
ぜ
、
近
世
期
に
、
程
度
副
詞
的
用
法
を
生
じ
た
の
か
、
相
互
の
用
法
上
の
住
み
分
け
︵
同
時
期
の
併
用
を
可
能
に
し
た

原
理
︶
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
ら
は
、
上
方
語
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
な
ぜ
そ
う
で
あ
る
の
か
。
広
く
、

程
度
副
詞
相
当
表
現
の
歴
史
と
し
て
、
継
続
的
な
研
究
が
俟
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
書
は
、
特
段
に
序
章
や
終
章
を
設
け
ず
、
索
引
を
付
さ
な
い
。
つ
ま
り
、
各
論
の
響
き
合
い
か
ら
、
ど
う
い
う
組
織
を
持
っ
た
論
な
の
か

を
示
す
こ
と
や
、
本
研
究
全
体
と
し
て
の
﹁
問
い
﹂、
そ
れ
に
対
す
る
﹁
結
論
﹂
と
い
う
呼
応
関
係
を
示
す
こ
と
に
、
著
者
は
禁
欲
的
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
そ
の
こ
と
を
現
段
階
で
急
が
な
い
と
い
う
、
本
書
の
研
究
に
対
す
る
著
者
の
認
識
の
表
明
と
し
て
読
む
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
著
者
は
、
お
そ
ら
く
、
先
に
引
い
た
﹁
は
じ
め
に
﹂
の
方
針
と
表
裏
の
、
必
然
的
な
あ
り
よ
う
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
は
、
本
書
の
構
成
全
体
と
も
連
動
し
て
い
る
︵
あ
る
い
は
各
章
の
各
論
に
お
い
て
も
そ
の
傾
向
は
顕
著
で
あ
る
︶。
冒
頭
に
引
い
た

四
部
の
構
成
は
、
ど
の
よ
う
な
研
究
体
系
を
目
指
そ
う
と
す
る
も
の
な
の
か
、
雄
弁
で
は
な
い
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
﹁
近
世
後
期
語
・
明
治
時

代
語
論
考
﹂
も
、
特
定
の
問
題
意
識
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
読
み
取
り
は
広
く
、
読
み
手
の
側
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、

本
書
は
、
読
み
手
の
力
量
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
に
存
在
す
る
一
書
な
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
。

記
述
的
・
帰
納
的
方
法
を
守
り
、
事
実
に
自
ず
と
語
ら
せ
る
方
法
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
言
え
る
範
囲
を
大
切
に
す
る
著
者
の
研
究
姿
勢
と
、

相
反
す
る
で
あ
ろ
う
見
地
か
ら
の
妄
言
を
連
ね
た
。
海
容
を
請
い
つ
つ
、
筆
を
擱
き
た
い
。

︹
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