
宮
川
康
子
誇

『
富
永
仲
装
と
懐
徳
蛍
Ｉ
思
想
史
の
前
哨
』

副
題
に
い
う
「
思
想
史
の
前
哨
」
と
は
、
富
永
仲
基
の
こ
と
で
あ
る
。

と
は
い
っ
て
も
、
仲
基
そ
の
人
の
思
想
的
内
実
を
評
価
す
る
言
辞
と
し
て

「
前
哨
」
と
い
う
の
で
は
な
い
。
内
藤
湖
南
が
仲
基
を
顕
彰
し
て
よ
り
こ

の
か
た
、
仲
基
が
「
天
折
の
天
才
」
と
し
て
近
世
思
想
史
上
に
特
異
な
位

置
を
与
え
ら
れ
て
き
た
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
、
著
者
は
仲
基
に

「
思
想
史
の
前
哨
」
を
見
る
の
で
あ
る
。

富
永
仲
基
は
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
、
三
十
二
才
に
し
て
天
折
し
た
。

ま
と
ま
っ
た
著
書
と
し
て
残
さ
れ
た
の
は
、
『
出
定
後
語
』
と
『
翁
の
文
』

な
ど
わ
ず
か
数
編
。
短
い
生
涯
で
は
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
伝
記
的
事
項
は

さ
ほ
ど
つ
ま
び
ら
か
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
一
人
の
思
想
家
と
し
て
取

り
上
げ
、
そ
の
思
想
的
内
実
を
記
述
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
史
料
的
制
約

の
大
き
い
対
象
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
制
約
の
大
き
さ
と
は
裏

腹
に
ｌ
ｌ
上
袰
を
返
せ
ば
、
そ
の
制
約
の
大
き
さ
の
故
に
こ
そ
ｌ
近
世
思

想
史
上
に
仲
基
が
与
え
ら
れ
た
位
置
は
、
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。
内
藤

湖
南
以
来
、
仲
基
は
、
近
代
の
側
か
ら
近
世
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
ま
な
ざ

し
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
再
発
見
さ
れ
、
再
生
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
。

（
ぺ
り
か
ん
社
．
一
九
九
八
年
）

表
秤
之

そ
う
い
っ
た
対
称
性
、
残
さ
れ
た
史
料
の
少
な
さ
と
、
仲
基
を
め
ぐ
る
歴

史
記
述
の
多
さ
の
対
称
性
の
う
ち
に
、
著
者
は
歴
史
記
述
の
、
就
中
思
想

史
記
述
の
方
法
論
的
問
題
を
見
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
仲
基
を
め
ぐ
る

こ
れ
ま
で
の
記
述
は
、
仲
基
自
身
に
つ
い
て
よ
り
も
、
そ
れ
を
記
述
す
る

歴
史
家
の
ス
タ
ン
ス
に
つ
い
て
こ
そ
、
よ
り
饒
舌
に
語
っ
て
い
る
の
だ
と
。

そ
れ
故
に
仲
基
と
は
、
そ
れ
を
記
述
す
る
者
が
そ
の
方
法
論
的
立
場
を
常

に
問
わ
れ
る
、
そ
う
い
う
対
象
な
の
だ
と
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て

著
者
は
、
仲
基
に
「
思
想
史
の
前
哨
」
を
見
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
は
、

富
永
仲
基
を
は
じ
め
と
す
る
懐
徳
堂
周
辺
の
知
識
人
に
関
す
る
思
想
史
記

述
で
あ
る
と
同
時
に
、
思
想
史
を
書
く
と
は
ど
う
い
う
作
業
で
あ
る
の
か

と
い
っ
た
ラ
ジ
カ
ル
な
方
法
論
的
省
察
の
試
み
で
も
あ
る
と
言
え
る
。

本
書
の
構
成
は
、
序
お
よ
び
あ
と
が
き
と
、
次
に
示
す
四
章
よ
り
な
る
。

第
一
章
反
祖
棟
と
し
て
の
富
永
仲
基
ｌ
「
論
語
徴
駁
説
」
を
中
心

に
第
二
章
近
世
市
井
の
歴
史
意
識
ｌ
『
日
本
春
秋
』
と
『
日
本
春
秋

書
入
紗
』

第
三
章
書
嶮
の
言
語
学
１
１
上
邑
永
仲
基
「
三
物
五
類
」
の
説

第
四
章
あ
た
り
ま
え
の
誠
の
位
相
ｌ
「
誠
の
道
」
と
『
中
庸
』
の

誠
を
め
ぐ
っ
て

富
永
仲
基
と
い
う
対
象
が
、
そ
れ
を
思
想
史
的
に
記
述
し
よ
う
と
す
る

者
の
方
法
論
的
立
場
を
常
に
問
い
返
す
よ
う
な
対
象
で
あ
る
と
は
、
主
に

二
つ
の
点
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
は
、
史
料
的
な
制
約
が
非
常
に

大
き
い
こ
と
。
著
作
群
と
伝
記
的
事
項
の
総
合
的
理
解
に
よ
り
思
想
家
の
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思
想
的
内
実
を
復
元
す
る
ｌ
と
い
う
よ
う
な
あ
り
き
た
り
の
方
法
で
は
、

仲
基
を
思
想
史
的
に
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、

そ
の
限
ら
れ
た
史
料
に
肉
付
け
す
る
よ
う
に
し
て
歴
史
家
た
ち
が
様
々
に

仲
基
を
語
っ
て
き
た
こ
と
。
そ
れ
ら
歴
史
家
た
ち
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て

で
な
く
、
仲
基
自
身
の
同
時
代
的
文
脈
に
即
し
て
仲
基
を
記
述
す
る
た
め

に
は
、
仲
基
に
対
す
る
自
ら
の
視
点
を
方
法
論
的
に
省
察
せ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

本
書
に
お
い
て
著
者
は
、
仲
基
個
人
で
は
な
く
、
仲
基
が
身
を
置
い
た

市
井
の
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
記
述
の
対
象
と
す
る
方
法
論
的
視
座
を
と

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
テ
ッ
オ
・
ナ
ジ
タ
氏
が
『
懐
徳
堂
’

一
八
世
紀
日
本
の
徳
の
諸
相
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
）
に
お
い
て
示
し

た
視
点
を
発
展
的
に
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
第
一
章
の
題

材
と
な
っ
た
『
論
語
徴
駁
説
』
と
い
う
特
異
な
テ
キ
ス
ト
と
の
出
会
い
と

相
関
的
に
成
立
し
た
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

『
論
語
徴
駁
説
』
と
は
、
文
字
通
り
荻
生
祖
棟
の
『
論
語
徴
』
に
対
す

る
論
駁
書
で
、
元
来
の
著
者
は
井
狩
雪
渓
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
懐
徳
堂

蔵
本
と
し
て
伝
わ
る
写
本
に
は
、
宇
野
明
霞
や
仲
基
の
注
記
、
そ
れ
に
「
或

日
」
と
記
さ
れ
た
注
記
が
本
文
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
稿

本
に
付
さ
れ
た
頭
注
や
付
菱
で
あ
っ
た
も
の
が
、
書
写
の
段
階
で
本
文
中

に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
著
者
は
見
る
が
、
同
時
に
著
者
は
、

こ
の
『
論
語
徴
駁
説
』
が
書
写
さ
れ
、
読
ま
れ
た
場
が
、
『
論
語
徴
』
批

判
と
い
う
共
通
の
基
盤
を
も
つ
、
あ
る
広
が
り
を
も
っ
た
場
で
あ
る
こ
と

を
そ
こ
に
読
み
と
っ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
単
体
の
意
味
で
は
な
く
、
そ
の

テ
キ
ス
ト
が
読
ま
れ
た
場
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
テ
キ
ス
ト
た
ら
し
め
る
コ

ン
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
思
想
空
間
を
こ
そ
、
記
述
の
対
象
と
す
る
の
で
あ

る
。

仲
基
の
残
し
た
著
述
は
決
し
て
多
く
な
い
。
著
者
は
第
一
章
に
お
い
て

こ
の
『
論
語
徴
駁
説
』
の
「
或
日
」
な
る
一
六
三
条
の
注
記
を
、
そ
の
内

容
や
用
語
法
等
の
共
通
性
か
ら
、
元
来
は
仲
基
の
注
記
で
あ
っ
た
も
の
と

推
定
し
、
そ
れ
を
論
証
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
新
た
な
史
料
を
発
見
し
た

わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
発
見
は
、
仲
基
の
史
料
が
一
六
三
条
増
え
た
と
い

う
、
い
わ
ば
物
理
的
な
意
義
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
と
評
者
は
考
え
る
。

と
い
う
の
は
、
本
書
を
貫
く
著
者
の
視
座
ｌ
仲
基
が
身
を
置
き
、
あ
る

知
的
な
基
盤
を
共
有
し
て
い
た
同
時
代
の
知
識
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
空
間

へ
の
注
目
は
、
頭
注
な
い
し
付
菱
が
本
文
と
し
て
書
写
さ
れ
、
読
ま
れ
て

い
く
と
い
う
こ
の
新
史
料
の
特
異
な
性
質
と
相
関
的
に
成
立
し
え
た
も
の

と
評
者
は
見
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
故
に
本
書
は
、
仲
基
の
新
史
料
発

見
と
い
う
、
富
永
仲
基
研
究
史
上
の
一
大
業
績
で
あ
る
よ
り
以
上
に
、
こ

れ
か
ら
の
近
世
思
想
史
研
究
が
何
を
明
ら
か
に
す
べ
き
か
を
鮮
や
か
に
示

し
た
点
に
お
い
て
こ
そ
、
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
第
一
章
で
は
、
本
書
全
体
の
モ
チ
ー
フ
と
も
言
う
べ
き
、
仲
基

の
拠
っ
て
立
つ
「
あ
た
り
ま
え
の
理
」
が
、
柤
棟
の
拠
っ
て
立
つ
「
先
王

の
道
」
に
ど
の
よ
う
に
批
判
的
に
向
き
合
う
形
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る

か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
仲
基
か
ら
見
れ
ば
祖
棟
の
論
は
、
特
権
化
さ
れ
た

「
先
王
の
道
」
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
の
み
正
当
性
が
証
さ
れ
る
、
閉
鎖

的
な
議
論
で
し
か
な
か
っ
た
・
仲
基
は
柤
棟
の
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
「
私
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徴
」
と
評
す
る
。
そ
れ
に
対
置
さ
る
べ
き
「
公
徴
」
な
る
も
の
を
、
開
か

れ
た
議
論
の
場
に
お
い
て
論
の
正
当
性
が
は
か
ら
れ
る
、
い
わ
ば
「
公
論
」

と
も
言
う
べ
き
も
の
と
し
て
仲
基
は
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
仲
基
の
「
あ

た
り
ま
え
の
理
」
は
、
そ
の
よ
う
な
「
公
論
」
の
場
に
お
い
て
確
立
さ
れ

る
知
の
普
遍
性
を
以
て
、
祖
侠
の
論
に
解
体
的
に
関
わ
る
中
で
提
示
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
、
懐
徳
堂
周
辺
の
反
柤
棟
的
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
所
産
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

つ
づ
く
第
二
章
で
は
、
こ
の
「
あ
た
り
ま
え
の
理
」
と
柤
棟
学
と
の
緊

張
関
係
が
、
歴
史
意
識
に
お
け
る
対
立
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
際
に
題

材
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
仲
基
と
僧
日
初
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
、
仲

基
の
死
後
、
日
初
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
通
史
『
日
本
春
秋
』
で
あ
る
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
従
来
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
全
体
の
著
者
た
る
日
初
が
思
想
史
的

に
ほ
ぼ
無
名
の
人
物
で
あ
り
、
そ
の
伝
記
的
事
項
も
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
で

な
い
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
い
わ
ば
埋
も
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
掘
り
起
こ
し
た

の
は
、
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
注
目
す
る
著
者
の
方
法
的
視
座
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
も
そ
も
の
構
想
を
起
こ
し
、
初
期
段
階
の
共
同
作
業
を
日
初

と
行
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
『
日
本
春
秋
』
は
仲
基
の
著
作
と
は
言
い
難

い
の
で
あ
る
が
、
仲
基
が
他
の
市
井
の
知
識
人
た
ち
と
共
有
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
歴
史
意
識
は
、
確
実
に
そ
こ
に
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

加
え
て
こ
の
『
日
本
春
秋
』
に
は
、
上
田
秋
成
に
よ
る
批
判
書
『
日
本

春
秋
書
入
紗
』
が
あ
る
。
大
阪
の
市
井
の
知
識
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い

て
こ
の
『
日
本
春
秋
』
は
、
秋
成
の
『
耆
入
紗
』
と
な
か
ば
一
体
と
な
っ

て
広
く
読
ま
れ
た
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
『
日
本
春
秋
』
と
『
書
入
紗
』

を
同
じ
地
平
の
上
で
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

お
い
て
ど
う
い
っ
た
歴
史
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
、
こ
こ
で
の
著
者
の
課
題
で
あ
る
。

ま
ず
著
者
は
、
仲
基
の
『
楽
律
考
』
を
取
り
上
げ
て
、
仲
基
と
祖
棟
の

歴
史
へ
の
態
度
を
比
較
す
る
。
同
時
に
朱
子
学
的
な
歴
史
記
述
と
も
対
比

し
て
、
仲
基
ら
の
歴
史
記
述
の
態
度
が
、
祖
侠
と
の
対
抗
関
係
の
中
で
朱

子
学
的
な
そ
れ
に
一
面
で
回
帰
し
つ
つ
、
し
か
し
ど
う
い
っ
た
点
で
朱
子

学
的
歴
史
と
異
な
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
祖
侠
の
歴
史

が
、
史
料
の
中
に
「
先
王
の
道
」
を
見
出
し
て
ゆ
く
解
釈
学
的
な
記
述
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
仲
基
の
そ
れ
は
史
料
に
よ
っ
て
遡
及
的
に
過
去
か
ら

今
へ
の
道
筋
を
記
述
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
朱
子
学
の
歴
史
と

仲
基
の
そ
れ
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
過
去
か
ら
今
へ
至
る
物
事
の
移

り
変
わ
り
を
「
天
理
」
と
い
う
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
原
理
で
語
る
朱
子

学
的
歴
史
と
は
違
っ
て
、
仲
基
は
あ
く
ま
で
人
間
の
日
常
的
な
原
理
ｌ

「
あ
た
り
ま
え
の
理
」
に
よ
っ
て
歴
史
を
理
解
し
記
述
し
て
お
り
、
そ
の

点
に
お
い
て
、
両
者
は
明
ら
か
に
相
違
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
秋
成
の
『
書
入
紗
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
一
種
の
補
助
線
と
す
る

形
で
著
者
の
考
察
は
さ
ら
に
進
め
ら
れ
る
。
本
書
を
貫
く
テ
ー
マ
で
あ
る

所
の
、
反
祖
棟
的
契
機
の
も
と
に
成
立
し
た
市
井
の
公
論
空
間
ｌ
と
い

っ
た
も
の
が
、
こ
こ
で
も
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
を
、
就
中

神
代
史
を
ど
う
い
っ
た
視
点
で
記
述
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
秋
成
と
宣

長
の
差
異
と
、
秋
成
と
仲
基
・
日
初
の
差
異
と
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
す
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る
こ
と
で
、
秋
成
・
仲
基
・
日
初
が
共
有
す
る
歴
史
意
識
と
、
宣
長
の
、

ひ
い
て
は
古
学
派
的
な
そ
れ
と
の
断
層
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み
せ
る
。
秋

成
が
宣
長
を
指
弾
す
る
の
は
、
仲
基
が
祖
侠
に
対
し
て
し
た
と
同
じ
く
、

あ
る
理
想
化
さ
れ
た
古
代
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
し
か
正
当
性
が
証
さ
れ

え
な
い
議
論
の
閉
域
を
指
し
て
な
の
で
あ
る
。

著
者
は
こ
の
公
論
空
間
を
、
近
世
の
歴
史
思
想
の
展
開
過
程
と
関
わ
ら

せ
て
、
権
力
の
側
で
な
く
百
姓
町
人
の
側
の
視
点
で
通
史
が
書
か
れ
う
る

よ
う
な
思
想
空
間
の
成
立
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
頼
山
陽
『
日
本
外

史
』
に
は
じ
ま
り
、
明
治
に
至
っ
て
お
び
た
だ
し
い
作
品
を
生
み
だ
す
、

在
野
の
「
史
論
」
と
い
う
領
域
が
こ
こ
に
お
い
て
切
り
開
か
れ
た
、
と
も

言
え
る
だ
ろ
う
。

第
一
、
二
章
は
、
仲
基
ら
市
井
の
知
識
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
共
有
さ
れ

て
い
た
あ
る
認
識
の
地
平
を
、
仲
基
個
人
の
著
作
で
な
く
、
仲
基
が
共
同

作
業
的
に
関
わ
っ
た
テ
キ
ス
ト
を
題
材
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
第
三
、
四
章
は
、
仲
基
の
主
著
『
出
定
後
語
』

『
翁
の
文
』
を
題
材
と
し
て
、
仲
基
の
切
り
開
い
た
認
識
の
地
平
を
明
ら

か
に
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
仲
基
と

認
識
の
地
平
を
共
有
す
る
市
井
の
公
論
空
間
が
一
貫
し
た
テ
ー
マ
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
・

第
三
章
で
は
『
出
定
後
語
』
を
取
り
上
げ
、
仲
基
の
い
わ
ゆ
る
「
三
物

五
類
の
説
」
を
分
析
し
て
い
る
。
「
三
物
五
類
の
説
」
は
「
加
上
の
説
」

と
と
も
に
、
内
藤
湖
南
を
は
じ
め
と
す
る
東
洋
史
学
者
た
ち
に
よ
り
、
近

代
的
思
惟
の
先
駆
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
う
い
っ
た

評
価
の
中
で
、
「
五
類
」
な
る
も
の
が
何
と
何
で
あ
る
か
が
言
及
さ
れ
る
時
、

な
ぜ
か
決
ま
っ
て
、
原
テ
キ
ス
ト
の
文
脈
を
曲
げ
る
形
で
「
偏
」
が
捨
象

さ
れ
、
代
わ
り
に
『
出
走
後
語
』
末
尾
断
章
の
「
転
」
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
と
い
う
。
言
語
の
意
味
の
遷
移
の
型
を
定
式
化
し
た
「
五
類
」
の
う
ち
、

「
偏
」
と
は
「
説
の
実
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
近
代
の
側
か
ら
す
る
評

価
は
、
こ
れ
を
原
義
そ
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
と
理
解
し
て
、
「
五
類
」
の

中
か
ら
除
い
て
論
じ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
著
者
は
そ
こ
に
、
「
説
の
実
」

を
原
義
と
と
り
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
純
粋
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
古
学
派

的
発
想
を
見
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
、
原
初
的
な
る
も
の
を
遡
及
的
に
追

求
し
よ
う
と
す
る
自
ら
の
近
代
的
思
惟
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
古
学
派
と
仲

基
と
の
あ
い
だ
の
差
異
を
隠
蔽
す
る
形
で
仲
基
を
理
解
し
評
価
し
て
き
た

の
で
あ
る
。

仲
基
に
と
っ
て
は
、
「
五
類
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
様
々
な
修
辞
作

用
に
よ
っ
て
言
語
の
意
味
が
遷
移
す
る
こ
と
は
、
正
当
な
る
原
義
が
失
わ

れ
る
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
事
態
で
は
な
か
っ
た
。
仲
基
の
関
心
は
、

そ
の
言
葉
の
意
味
を
様
々
に
遷
移
さ
せ
る
、
言
語
行
為
の
様
態
そ
の
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
故
仲
基
に
と
っ
て
は
、
も
と
も
と
の
意
味
も
変
化
し
た
意

味
も
、
言
語
行
為
と
し
て
等
価
で
あ
り
う
る
。
そ
う
い
っ
た
関
心
の
も
と

に
こ
そ
「
三
物
五
類
の
説
」
は
成
立
す
る
。
古
学
派
的
な
、
「
古
言
」
を

規
範
的
に
捉
え
る
言
語
論
か
ら
、
様
々
な
書
瞼
に
よ
り
意
味
が
遷
移
す
る

言
語
行
為
の
様
態
を
立
体
的
に
捉
え
る
「
今
言
」
の
言
語
論
へ
の
転
回
を
、

著
者
は
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
言
語
行
為
の
様
態
と
遷
移
を
、
時

代
の
変
遷
や
中
国
と
日
本
の
隔
た
り
な
ど
の
外
部
的
な
歴
史
性
に
即
し
て
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理
解
す
る
の
が
古
学
派
だ
と
す
れ
ば
、
仲
基
は
、
そ
れ
を
語
用
論
の
問
題

と
し
て
、
言
語
行
為
そ
の
も
の
の
内
部
的
な
歴
史
性
に
即
し
て
理
解
し
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

祖
侠
学
を
批
判
的
前
提
と
し
て
成
立
す
る
、
仲
基
ら
市
井
知
識
人
の
公

論
空
間
は
、
第
二
章
に
お
い
て
は
歴
史
記
述
の
態
度
の
問
題
と
し
て
論
じ

ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
被
治
者
の
側
の
視
点
か
ら
、
日
常
的
通
俗
的
な

理
に
即
し
て
歴
史
を
理
解
し
記
述
す
る
、
史
論
空
間
の
成
立
で
あ
る
と
。

第
三
章
で
は
そ
の
同
じ
事
態
が
、
言
語
論
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
と

も
言
え
る
。
規
範
的
な
「
古
言
」
と
の
関
わ
り
で
も
っ
て
言
語
行
為
が
意

味
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
等
価
な
様
々
な
書
瞼
が
、
開
か
れ

た
空
間
で
せ
め
ぎ
合
う
中
で
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
く
ｌ
そ
う
い
っ
た
空

間
と
し
て
、
仲
基
ら
の
公
論
空
間
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
そ
の
公
論
空
間
の
あ
り
よ
う
が
、
い
わ
ば
道
徳
論
の
側

面
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。
仲
基
の
い
う
「
あ
た
り
ま
え
の
理
」
に
つ
い

て
、
『
翁
の
文
』
を
素
材
と
し
て
、
特
に
「
誠
」
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
、

そ
れ
が
中
井
履
軒
ら
懐
徳
堂
の
『
中
庸
』
解
釈
と
ど
の
よ
う
な
地
平
を
共

有
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

仲
基
の
「
あ
た
り
ま
え
の
理
」
は
、
就
中
『
翁
の
文
』
の
「
あ
た
り
ま

え
」
な
る
誠
の
道
は
、
仲
基
に
「
天
才
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
人
々
に
と

っ
て
は
拍
子
抜
け
す
る
よ
う
な
、
文
字
通
り
「
あ
た
り
ま
え
」
な
、
通
俗

的
な
道
徳
論
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
近
代
の
側
か
ら
す
る
評
価
が
、
そ

こ
に
あ
る
種
の
失
望
を
感
じ
る
の
は
、
そ
の
「
あ
た
り
ま
え
」
な
あ
り
方

が
同
時
代
に
お
い
て
柤
侠
学
的
な
「
先
王
の
道
」
と
の
間
に
持
っ
て
い
た

先
鋭
な
緊
張
関
係
を
捨
象
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
仲
基
が
、

「
あ
た
り
ま
え
」
な
る
通
俗
的
な
営
み
の
中
に
誠
を
見
出
し
、
誠
を
誠
た

ら
し
め
る
根
拠
を
そ
の
「
あ
た
り
ま
え
」
な
る
人
の
判
断
力
に
ゆ
だ
ね
た

の
は
、
祖
棟
の
「
先
王
の
道
」
が
「
物
」
す
な
わ
ち
教
え
の
条
件
と
し
て

の
先
王
の
礼
楽
を
人
間
の
道
徳
性
の
根
拠
で
あ
り
指
標
で
あ
る
と
し
た
こ

と
へ
の
批
判
と
し
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
物
」
と
し
て
外
在
化
さ

れ
た
人
間
の
道
徳
性
を
、
再
び
内
面
へ
、
そ
れ
も
朱
子
学
的
な
形
而
上
学

的
理
を
用
い
ず
に
、
取
り
戻
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

仲
基
の
こ
の
よ
う
な
誠
の
論
は
、
懐
徳
堂
儒
学
の
『
中
庸
』
解
釈
と
あ

る
地
平
を
共
有
し
て
お
り
、
そ
こ
に
反
柤
棟
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
基
盤
と

し
た
公
論
空
間
が
成
立
し
て
い
る
ｌ
と
著
者
は
見
て
い
る
。
本
書
で
は

懐
徳
堂
儒
学
の
中
で
も
中
井
履
軒
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
の
『
中
庸
』
解

釈
を
仲
基
の
誠
の
論
と
重
ね
合
わ
せ
る
作
業
が
な
さ
れ
て
い
る
。

『
中
庸
』
と
そ
の
著
者
子
思
は
、
祖
棟
に
よ
っ
て
、
老
子
と
の
対
抗
関

係
の
中
で
本
来
の
道
を
ね
じ
曲
げ
た
も
の
と
し
て
艇
め
ら
れ
た
。
特
に
『
中

庸
』
が
「
誠
」
を
主
題
化
し
た
こ
と
な
ど
は
、
子
思
に
よ
る
歪
曲
の
甚
だ

し
き
も
の
と
し
て
、
祖
侠
は
盛
ん
に
批
判
す
る
。
し
か
し
、
孔
子
の
道
を

「
誠
」
に
焦
点
を
当
て
て
新
た
に
捉
え
な
お
し
た
と
い
う
そ
の
こ
と
は
、

履
軒
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
子
思
と
そ
の
『
中
庸
』
の
価
値
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
。
古
代
的
な
る
も
の
、
原
型
的
な
る
も
の
を
規
範
と
し
て
捉
え
ず
、

む
し
ろ
そ
の
内
的
な
歴
史
性
、
繰
り
返
さ
れ
る
遷
移
の
多
様
性
を
こ
そ
重

要
視
す
る
と
い
う
点
で
、
仲
基
と
履
軒
は
同
じ
地
平
に
立
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
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古
学
派
的
な
も
の
、
直
接
に
は
祖
侠
学
的
な
も
の
を
批
判
的
前
提
と
す

る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
表
面
に
お
い
て
、
朱
子
学
へ
の
回
帰
に
似
た

様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
仲
基
ら
の
反
祖
侠
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
単

な
る
朱
子
学
へ
の
回
帰
で
は
な
い
こ
と
は
、
著
者
が
本
書
を
通
じ
て
繰
り

返
し
論
証
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
著
者
が
こ
の
点
に
こ
だ
わ
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
「
柤
棟
以
後
」
と
呼
ば
れ
る
一
八
’
一
九
世
紀
の
思
想
空
間
が
、

丸
山
眞
男
以
降
ず
っ
と
、
祖
棟
学
へ
の
反
動
・
朱
子
学
へ
の
不
徹
底
な
回

帰
と
し
て
、
祖
侠
・
宣
長
と
い
う
思
想
史
上
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
対

す
る
従
属
的
な
位
置
し
か
与
え
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま

い
。
反
動
的
な
柤
棟
亜
種
で
も
、
朱
子
学
へ
の
先
祖
帰
り
で
も
な
く
、
柤

侠
学
的
な
世
界
を
認
識
論
的
に
解
体
し
う
る
新
た
な
地
平
が
そ
こ
に
は
あ

っ
た
の
だ
Ｉ
そ
の
こ
と
を
著
者
は
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で

一
八
世
紀
以
降
の
思
想
史
に
対
す
る
捉
え
方
を
根
幹
か
ら
見
直
す
必
要
が
、

本
書
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
言
え
る
。
こ
の
第
四
章
で
は
、
古
学
派
に
よ
っ

て
い
っ
た
ん
葬
り
去
ら
れ
た
「
理
」
な
る
も
の
を
、
履
軒
が
い
か
に
再
編

成
し
て
い
っ
た
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
履
軒
に
お
い
て
「
理
」
は
、
天

道
と
人
道
の
切
断
を
前
提
と
し
て
、
天
の
「
物
理
」
と
人
の
「
人
性
」
と

を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
言
語
で
解
き
明
か
す
よ
う
な
新
た
な
「
窮
理
」
へ
と

展
開
し
て
い
く
。
山
片
幡
桃
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
懐
徳
堂
の
あ
る
種

の
教
養
主
義
は
、
こ
の
「
理
」
の
再
編
成
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
正
当
性
や
妥
当
性
の
判
断
の
基
準
を
形
而

上
学
的
で
な
い
形
で
人
間
の
内
面
に
取
り
戻
そ
う
と
し
た
仲
基
の
「
あ
た

り
ま
え
の
理
」
と
相
通
ず
る
事
態
で
あ
っ
た
。

以
上
の
著
者
の
論
旨
を
ふ
ま
え
、
最
後
に
評
者
の
私
見
を
二
、
三
述
べ

て
、
む
す
び
と
し
た
い
。
日
本
の
一
八
、
一
九
世
紀
の
思
想
史
に
お
い
て

は
、
知
の
拡
散
と
も
言
う
べ
き
事
態
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
豪

農
商
層
ら
富
裕
な
階
層
の
中
か
ら
読
書
人
的
な
人
々
が
多
く
登
場
し
、
近

世
前
期
ま
で
の
特
殊
知
識
人
的
な
あ
り
方
と
は
違
っ
た
形
で
知
が
共
有
さ

れ
流
通
し
て
い
く
状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
都
市
に
お
い
て
は
彼
ら
は

し
ば
し
ば
会
合
を
持
ち
、
情
報
を
共
有
し
交
換
し
た
し
、
地
方
に
お
い
て

は
都
市
と
の
頻
繁
な
書
簡
往
来
を
も
っ
て
そ
れ
に
代
え
た
。
こ
う
い
っ
た

知
の
広
が
り
は
、
学
派
学
統
的
な
整
理
で
は
捉
え
き
れ
な
い
。
丸
山
的
な

思
想
史
理
解
が
無
価
値
と
し
て
捨
象
し
た
こ
の
広
大
な
裾
野
は
、
近
世
的

な
知
の
あ
り
方
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
重
要
な
意
味

を
持
つ
が
、
研
究
史
的
蓄
積
は
甚
だ
少
な
い
。
い
わ
ゆ
る
在
村
知
識
人
に

関
す
る
地
道
な
研
究
成
果
は
蓄
積
さ
れ
て
は
い
る
。
本
書
の
前
提
と
な
っ

た
、
山
中
浩
之
氏
や
小
堀
一
正
氏
の
研
究
も
ま
た
、
そ
の
方
面
の
大
き
な

成
果
で
あ
る
。

本
書
は
、
そ
う
い
っ
た
蓄
積
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
知

の
拡
散
を
、
市
井
知
識
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
結
合
に
よ
る
公
論
空
間
の

成
立
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
知
の
広
が
り
を
学
派
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

寸
断
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
荘
漠
た
る
広
が
り
を
の
べ
た
ら
に
描
く
の

で
も
な
く
、
そ
こ
で
何
が
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
、

高
く
評
価
さ
れ
よ
う
。

こ
う
い
っ
た
知
の
広
が
り
は
、
直
裁
に
近
代
と
結
び
つ
け
る
べ
き
も
の

で
あ
る
よ
り
は
、
近
世
的
知
の
あ
り
方
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
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で
あ
る
と
評
者
は
考
え
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
本
書
の
立
場
は
あ
ま

り
明
確
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
が
明
確
に
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
評
者

が
危
倶
す
る
の
は
、
奇
し
く
も
同
じ
「
公
論
」
と
い
う
用
語
の
も
と
に
、

宮
地
正
人
氏
が
幕
末
に
お
け
る
近
代
的
ネ
ー
シ
ョ
ネ
ス
の
萌
芽
的
成
立
を

論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
近
世
的
知
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
問
題
意
識
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
常
に
、
自
ら
の
拠
っ
て
立
つ
近
代

な
る
も
の
に
批
判
的
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
叙
述
の
レ
ベ
ル
に

お
い
て
は
、
近
代
と
の
関
わ
ら
せ
方
は
、
あ
た
う
限
り
デ
リ
ケ
ー
ト
に
な

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
近
世
的
知
の
広
が
り
を
一
足
飛
び
に
近
代
に
結
び

つ
け
る
類
の
議
論
と
い
か
に
差
異
化
し
つ
っ
論
を
立
て
る
か
Ｉ
こ
れ
は

評
者
自
身
の
課
題
で
あ
る
が
Ｉ
そ
う
い
っ
た
問
題
も
含
め
、
本
書
を
ふ

ま
え
た
活
発
な
議
論
が
今
後
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

［
付
記
］
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
の
研
究
助
成
お
よ
び
文
部
省
科
学
技
術

研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
金
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ

る
。

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）

戦
後
歴
史
学
の
研
究
史
を
鐇
い
て
み
る
と
、
方
法
論
を
め
ぐ
る
侃
々

誇
々
の
議
論
が
、
学
問
自
体
の
「
活
性
」
に
大
い
な
る
意
味
を
持
っ
て
き

た
こ
と
は
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
と
り
わ
け
、
戦
後
思
想
史
研

究
の
分
野
に
お
い
て
は
、
よ
り
自
覚
的
な
形
で
の
展
開
を
見
て
き
た
こ
と

は
、
大
方
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
日
本
近

代
社
会
を
支
配
し
て
き
た
「
皇
国
史
観
」
的
封
建
的
思
惟
構
造
を
い
か
に

批
判
、
克
服
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
意
識
が
そ
の
出
発
点
と
な
る
の
だ

が
、
そ
の
先
導
者
と
な
っ
た
丸
山
真
男
氏
が
戦
中
の
論
考
を
含
ん
だ
思
想

史
論
集
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
を
単
著
と
し
て
世
に
問
う
た
の
は
、

一
九
五
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
降
、
「
近
代
主
義
的
」
と
呼
ば
れ
た

そ
の
手
法
の
継
承
深
化
を
目
指
す
諸
論
、
ま
た
そ
れ
を
正
面
か
ら
批
判
し
、

新
境
地
を
開
拓
し
て
い
く
諸
論
が
陸
続
と
し
て
誕
生
し
て
き
た
も
の
の
、

今
日
に
至
っ
て
さ
え
も
、
そ
の
影
響
力
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
わ
け
で
は

金
ぱ
い
○

戦
後
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
丸
山
史
学
批
判
の
一
つ
の
中
心
に
な

っ
て
い
っ
た
の
が
、
安
丸
良
夫
氏
ら
を
代
表
的
論
者
と
し
た
「
民
衆
思
想

桂
島
寅
弘
涛

『
思
想
史
の
十
九
世
紀
ｌ
「
他
猛
と
し
て
の
徳
川
Ⅱ
本
』

（
ぺ
り
か
ん
社
．
一
九
九
九
年
）

兇
城
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