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結
び
に
か
え
て

本
書
で
論
じ
た
内
容
を
簡
単
に
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
び
と
し
た
い
。

第
一
章
で
は
、
グ
ス
ク
時
代
開
始
期
か
ら
琉
球
国
の
形
成
に
い
た
る
過
程
に
つ
い
て
新
た
な
歴
史
像
を
提
示
す
る

こ
と
に
努
め
て
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、
従
来
の
議
論
の
大
前
提
で
あ
っ
た
「
農
耕
の
開
始
は
農
耕
社
会
の
成
立
を
意

味
す
る
」
と
い
う
「
農
耕
社
会
論
」
を
検
討
し
、
そ
こ
に
は
多
く
の
難
点
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
視
点

を
「
交
易
社
会
論
」
に
移
せ
ば
ど
の
よ
う
な
新
た
な
歴
史
像
が
見
え
て
く
る
か
を
考
え
る
試
み
を
行
っ
た
。

従
来
か
ら
琉
球
国
の
形
成
に
い
た
る
過
程
に
お
い
て
、
外
部
か
ら
の
移
住
を
含
む
影
響
が
き
わ
め
て
低
く
見
積
も

ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
内
的
発
展
論
に
よ
る
見
方
で
は
限
界
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
論

じ
て
き
た
が
（
吉
成
、
二
〇
一
一
／
二
〇
一
五
／
二
〇
一
八
、
吉
成
・
高
梨
・
池
田
、
二
〇
一
五
）、
そ
れ
に
加
え
て
本
書

執
筆
の
決
定
的
な
後
押
し
に
な
っ
た
の
は
佐
敷
上
グ
ス
ク
の
位
置
づ
け
の
問
題
で
あ
っ
た
。
第
一
尚
氏
を
樹
立
し
、

三
山
の
統
一
を
成
し
遂
げ
た
思し
し
よ
う紹
、
尚し
よ

巴う
は

志し

が
当
初
、
拠
点
と
し
て
い
た
佐
敷
上
グ
ス
ク
が
本
土
地
域
に
み
ら
れ
る

中
世
城
郭
の
構
造
を
持
ち
、
か
れ
ら
の
出
自
が
本
土
地
域
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
十
四
世
紀
後
半
以
降

に
、
中
世
城
郭
を
つ
く
っ
た
「
新
参
者
」
が
、
な
ぜ
ま
た
た
く
間
に
統
一
国
家
を
樹
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
を
考

え
る
と
、
軍
事
的
、
政
治
的
な
拠
点
と
さ
れ
る
大
型
グ
ス
ク
の
構
造
化
（
大
規
模
工
事
に
よ
る
城
壁
の
造
営
や
基
壇
建

物
の
建
造
な
ど
）
の
過
程
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
三
山
と
呼
ば
れ
る
勢
力
の
社
会
の
内
部
は
決
し
て
十
分
な
内
実
を

と
も
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
社
会
の
戴
く
「
王
」
も
ま
た
同
様
の
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論

に
行
き
つ
く
の
で
あ
る
。
実
際
、
中
山
の
行
政
機
構
は
中
国
の
行
政
府
を
模
倣
し
た
も
の
で
、
王
相
（
国
相
）
な
ど

の
官
僚
も
中
国
の
皇
帝
が
任
命
し
て
お
り
、
ま
た
明
に
よ
る
多
く
の
優
遇
策
と
い
う
テ
コ
入
れ
が
な
け
れ
ば
、
三
山

の
各
「
王
」
た
ち
は
朝
貢
主
体
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
グ
ス
ク
時
代
開
始
期
以
降
、

農
耕
社
会
が
着
実
に
内
的
発
展
を
遂
げ
、
三
山
が
形
成
さ
れ
、
や
が
て
国
家
が
成
立
す
る
と
い
う
定
説
を
根
本
的
に

覆
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

沖
縄
島
は
、
農
耕
の
ゆ
る
や
か
な
進
展
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
貫
し
て
交
易
を
中
心
に
し
た
社
会
で
あ
っ
た
。

特
に
十
四
世
紀
半
ば
以
降
の
沖
縄
島
社
会
で
は
、
在
地
の
交
易
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
倭
寇
的
勢
力
を
含
む
多
く

の
交
易
者
た
ち
の
拠
点
と
し
て
、
私
貿
易
や
朝
貢
貿
易
の
覇
権
を
め
ぐ
る
利
権
争
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
朝
貢
主
体
が
山
南
か
ら
同
時
に
ふ
た
り
現
れ
た
り
、
中
山
や
山
南

な
ど
で
朝
貢
主
体
が
あ
っ
け
な
く
交
代
す
る
「
王
位
簒
奪
」
が
た
び
た
び
み
ら
れ
る
こ
と
の
理
由
も
容
易
に
理
解
で

き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

明
が
琉
球
に
対
し
て
多
く
の
優
遇
策
を
も
っ
て
対
応
し
た
の
は
、
元
末
明
初
の
混
乱
期
に
中
国
沿
岸
で
猖
獗
を
き

わ
め
た
倭
寇
勢
力
を
、
沖
縄
島
に
囲
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
朝
貢
体
制
の
中
に
位
置
づ
け
、
正
常
な
交
易
者
と
し
て
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転
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
海
禁
政
策
に
よ
っ
て
渡
航
で
き
な
く
な
っ
た
中

国
商
人
の
穴
埋
め
と
し
て
琉
球
に
肩
代
わ
り
さ
せ
た
の
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
交
易
国
家
と
し
て
の
性
格
は
明
の
琉

球
を
舞
台
と
す
る
倭
寇
対
策
の
副
産
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

琉
球
の
倭
寇
勢
力
と
し
て
最
も
重
要
な
人
物
は
、
思
紹
、
尚
巴
志
で
あ
る
。
本
土
出
身
で
あ
り
、
な
お
か
つ
朝
貢

主
体
に
な
る
こ
と
も
な
く
、
中
山
王
武ぶ

寧ね
い

、
山
北
王
攀は
ん

安あ
ん

知ち

を
滅
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
彼
ら
が
倭
寇
的
な
存

在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
第
一
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
中
山
王
と
山
北
王
を
思
紹
、
尚
巴
志
が
滅
ぼ
し
た
の
は

一
四
〇
六
年
の
こ
と
で
あ
り
、
実
質
的
に
三
山
が
統
一
さ
れ
た
の
は
こ
の
時
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
も
、

山
南
王
汪お
う

応お
う

祖そ

や
他た

魯る

毎み

が
朝
貢
を
続
け
て
い
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
王
た
ち
が
、
思
紹
、
尚
巴
志
と
「
身
内
」（
主

従
の
関
係
な
ど
）
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
本
書
で
の
考
え
で
あ
る
。
ま
た
、
攀
安
知
の
冊
封
の
時

期
に
つ
い
て
も
再
検
討
し
た
が
、
三
山
の
各
王
の
中
で
、
詔
書
と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
も
の
の
、
最
も
早
く
冊
封
さ

れ
た
の
は
攀
安
知
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

第
二
章
で
は
、「
琉
球
王
国
論
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
、
ど
の
よ
う
に
沖
縄
の
人
び
と
の
間
で
受
容
さ
れ
、

内
面
化
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。「
琉
球
王
国
論
」
と
は
、
古
琉
球
時
代
の
「
琉
球
王
国
」
の
存
在
を
必
要

以
上
に
高
く
評
価
す
る
歴
史
観
で
あ
り
、
こ
の
歴
史
観
の
も
と
で
は
多
様
な
史
資
料
が
「
琉
球
王
国
」
に
い
た
る
直

線
的
な
過
程
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
無
効
化
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
佐
敷
上
グ
ス
ク
が
本
土
地
域
の

中
世
城
郭
の
構
造
を
持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
琉
球
型

0

0

0

の
グ
ス
ク
と
の
違
い
が
系
譜
の
違
い
と
し
て
で
は
な
く
、
時

代
差
な
ど
に
置
き
換
え
ら
れ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
は
、
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
ま
た
、「
琉
球
王
国
論
」
は
、

琉
球
の
人
び
と
の
主
体
性
を
過
度
に
重
視
す
る
た
め
に
、
歴
史
叙
述
を
内
的
発
展
論
に
強
く
傾
斜
さ
せ
る
弊
害
が
あ

る
。本

書
で
は
「
琉
球
王
国
論
」
の
画
期
を
な
す
著
作
で
あ
る
高
良
倉
吉
の
『
琉
球
の
時
代
│
│
大
い
な
る
歴
史
像
を

求
め
て
』
を
批
判
的
に
検
討
し
、
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
歴
史
像
の
大
枠
が
現
在
に
い
た
る
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る

理
由
を
、
沖
縄
海
洋
博
の
展
示
構
想
、
海
洋
博
後
の
反
動
不
況
の
対
策
と
し
て
電
通
が
打
ち
出
し
た
、
沖
縄
県
民
を

巻
き
込
ん
だ
観
光
戦
略
（
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
）、『
琉
球
の
時
代
』
刊
行
後
に
メ
デ
ィ
ア
と
一
体
に
な
っ
て
展
開
さ

れ
た
「
琉
球
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
な
ど
、
一
連
の
過
程
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

高
良
倉
吉
の
『
琉
球
の
時
代
』
が
、
沖
縄
の
人
び
と
に
、
活
気
に
満
ち
、
生
き
生
き
と
し
た
古
琉
球
の
歴
史
を
提

示
し
、
か
れ
ら
を
強
く
勇
気
づ
け
た
こ
と
は
、
疑
い
も
な
く
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、『
琉
球
の
時
代
』
の
刊
行

か
ら
お
よ
そ
四
十
年
が
経
過
し
、
人
び
と
に
憑
依
し
た

0

0

0

0

「
物
語
」
の
呪
縛
を
解
放
す
る
史
資
料
が
準
備
さ
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。


