
      

（
令
和
六
年
度 

文
学
部 

「
志
」
特
別
選
抜
） 

    
 

小 

論 
文 

 

    

・
問
題
は
１
～ 

ペ
ー
ジ
で
あ
る
。 

  

・
下
書
き
用
紙
は
中
に
二
枚
入
っ
て
い
る
。 

 

 
 
 
  

注
意 

解
答
は
答
案
用
紙
に
縦
書
き
で
記
入
し
な
さ
い
。 

 
 
 
  

 
  

 
  

ロ
ー
マ
字
は
答
案
用
紙
の
一
マ
ス
に
二
字
を
記
入
し
な
さ
い
。 

 

小
論
文 

一
〇
〇
点 

10 
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次
の
文
章
は
、
山
口
輝
臣
「
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
は
ど
こ
ま
で
否
定
で
き
る
の
か―

―

歴
史
を
考
え
る
コ
ト
バ
」
の
一
節
で
あ
る
（
た
だ
し
、
一
部
に
変

更
と
省
略
が
あ
る
）。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
一
～
三
に
答
え
な
さ
い
。 

  

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
略
し
て
ア
ナ
ク
ロ
。
時
代
遅
れ
と
い
っ
た
意
味
で
、
こ
の
ご
時
世
に
ス
マ
ホ
一
つ
持
っ
て
い
な
い
私
の
よ
う

な
者
を
指
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。 

 

日
本
語
で
の
早
い
用
例
と
し
て
夏
目
漱
石(

一
八
六
七
～
一
九
一
六)

に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
一
九
〇
八
年
に
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
『
三
四
郎
』
で
あ
る
。

「
通
り
へ
出
る
と
、
殆ほ

と

ん
ど
学
生

許
ば
か
り

歩
い
て
い
る
。（
中
略
）
其
中

そ
の
な
か

に
霜
降

し
も
ふ
り

の
外
套

が
い
と
う

を
着
た
広
田
先
生
の
長
い
影
が
見
え
た
。
此こ

の

青
年
の
隊
伍

た

い

ご

に
紛
れ
込

ん
だ
先
生
は
、
歩
調
に
於お

い

て
既
に
時
代
錯
誤

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム

で
あ
る｣

。
広
田
先
生
を
見
る
三
四
郎
の
ま
な
ざ
し
は
、
明
ら
か
に
時
代
遅
れ
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
昨
今
の

使
い
方
か
ら
し
て
も
、
た
い
へ
ん
分
か
り
や
す
い
。 

 

で
は
、
こ
ち
ら
は
ど
う
だ
ろ
う
？ 

同
じ
く
『
三
四
郎
』
で
あ
る
。 

 
 

 

少
し
行
く
と
古
い
寺
の
隣
り
の
杉
林
を
切
り
倒
し
て
、
奇
麗
に
地
平

ぢ
な
ら
し

を
し
た
上
に
、
青
ペ
ン
キ
塗
の
西
洋
館
を
建
て
て
い
る
。
広
田
先
生
は
寺
と
ペ

ン
キ
塗
を
等
分
に
見
て
い
た
。 

 
｢

時
代
錯
誤

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム

だ
。
日
本
の
物
質
界
も
精
神
界
も
此
通
り
だ
。（
略
）｣
。 

  

す
ぐ
あ
と
に
は
別
の
例
が
続
く
。
古
い
灯
明
台
の
そ
ば
に
、
偕
行
社
（
陸
軍
将
校
の
社
交
団
体
）
の
新
式
の
煉
瓦

れ
ん
が

作
り
の
建
物
が
で
き
た
こ
と
に
触
れ
、

｢

二
つ
並
べ
て
見
る
と
実
に
馬
鹿
気
て
い
る
。
け
れ
ど
も
誰
も
気
が
付
か
な
い
、
平
気
で
い
る
。
是こ

れ

が
日
本
の
社
会
を
代
表
し
て
い
る
ん
だ
と
云い

う｣

。
古

い
寺
や
古
い
灯
明
台
を
時
代
に
遅
れ
た
も
の
と
見
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
逆
に
、
青
ペ
ン
キ
塗
の
西
洋
館
や
新
式
の
煉
瓦
作
り
を
時
代
に
先
ん
じ
た

も
の
と
見
て
い
る
と
も
と
れ
る
。 
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後
者
の
よ
う
な
も
の
を
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
い
う
と
、
ヘ
ン
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
語
源
か
ら
言
う
と
、an

a=
u

p

、ch
ró

n
o

s=
tim

e

で
、

こ
こ
にism

が
付
い
て
い
る
か
ら
、｢

本
来
の
時
代
よ
り
前
に
遡
っ
て
置
か
れ
て
い
る
こ
と｣

が
原
義
の
よ
う
だ
。
時
代
の
方
を
基
準
に
い
え
ば
、
本
来
よ

り
先
の
も
の
が
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
英
語
教
師
で
あ
る
広
田
先
生
は
、｢

偉
大
な
暗
闇
だ
。
何
で
も
読
ん
で
い
る｣

と
作
中
で
言
わ
れ
る
だ
け

あ
っ
て
、
語
源
に
忠
実
な
用
法
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
解
釈
の
当
否
は
と
も
か
く
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
あ
て
ら
れ
た
時
代
錯
誤
と
い
う
訳
語
は
、

時
代
よ
り
前
で
も
後
で
も
対
応
で
き
る
点
で
、
な
か
な
か
よ
く
で
き
て
い
る
。 

 

漱
石
が
自
ら
の
小
説
の
な
か
に
、
時
代
錯
誤
と
い
う
そ
の
当
時
に
は
到
底
日
常
語
と
は
思
え
ぬ
言
葉
を
用
い
た
の
は
、
先
の
引
用
か
ら
推
測
す
る
と
、

広
田
先
生
に
よ
る
日
本
の
現
状
認
識
を
示
す
語
と
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
相
応

ふ
さ
わ

し
い
と
考
え
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
で
は
、
漱
石
は
こ
の
語
と
ど
こ
で

接
し
た
の
だ
ろ
う
か
？ 

 

迂
闊

う

か

つ

な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
英
文
学
を
中
心
と
す
る
文
学
の
理
論
を
研
究
し
て
い
く
な
か
で
、
漱
石
は
ご
く
当
た
り
前
に
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
出 

会
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
文
学
理
論
、
と
り
わ
け
レ
ト
リ
ッ
ク
の
分
野
で
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア(

一
五
六
四
～
一
六
一
六)

を
例
に
ア
ナ

ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
言
及
す
る
の
は
普
通
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

た
と
え
ば
、『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
』
の
第
二
幕
第
一
場
。
ブ
ル
ー
タ
ス
ら
が
深
夜
に
シ
ー
ザ
ー
殺
害
の
密
議
を
凝
ら
し
て
い
る
と
、
時
計
が
鳴
る
。

「
あ
、
時
計
だ
。
何
時
だ
ろ
う
？
」
。
時
計
の
音
は
、
場
面
の
転
換
を
告
げ
る
き
っ
か
け
と
し
て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
紀
元
前

一
世
紀
の
ロ
ー
マ
に
、
時
を
打
つ
時
計
は
な
か
っ
た
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
、
紀
元
前
一
世
紀
を
舞
台
と
す
る
物
語
の
な
か
に
、
か
れ
が
生
き
た
時
代
の

モ
ノ
を
混
入
し
た
の
で
あ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
の
テ
キ
ス
ト
類
で
は
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
有
名
な
、
そ
し
て
原
義
通
り
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。 

 

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
激
し
く
攻
撃
し
た
人
物
に
ト
ル
ス
ト
イ(

一
八
二
八
～
一
九
一
〇
）
が
い
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
「
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
論
お
よ
び
演
劇
論
」（
一
九
〇
〇
年
）
の
な
か
で
、『
リ
ア
王
』
を
例
に
、
紀
元
前
八
〇
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
登
場
人
物
た
ち
は
、

中
世
に
し
か
あ
り
え
ぬ
よ
う
な
条
件
の
な
か
に
お
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
こ
う
非
難
す
る
。「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ど
の
ド
ラ
マ
に
も
横
溢

お
う
い
つ

し
て
い
る
か

よ
う
な
時
代
錯
誤

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム

は
、
十
六
世
紀
、
十
七
世
紀
の
初
頭
で
は
、
幻
想
の
可
能
を
そ
こ
な
わ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
現
代
で
は
す
で
に
事
件
の
推

移
を
興
味
を
も
っ
て
追
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
満
ち
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
な
ど
、
非
現
実
的
で
不
自
然
で
あ



- 3 - 

 

① り
「
現
代
」
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
決
め
つ
け
た
。 

 
だ
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
攻
撃
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
リ
ア
王
』
や
『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
』
は
、
そ
れ
か
ら
一
〇
〇
年
以
上
経
っ
た
現
在
も
、
世
界

各
地
で
上
演
さ
れ
続
け
て
い
る
。
観
衆
が
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
気
付
い
て
い
な
い
か
ら
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
そ
の
後
の
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
と
い
っ
た
実
験
が
行
わ
れ
、
文
学
で
は
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
そ
れ

と
し
て
享
受
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。 

 

た
と
え
ば
、
天
竺

て
ん
じ
く

（
イ
ン
ド
）
を
目
指
し
旅
に
出
た
高
丘

た
か
お
か

親
王(

七
九
九
～
八
六
五
？
）
を
主
人
公
に
し
た
現
代
小
説
が
あ
る
。
親
王
一
行
は
大
蟻

オ
オ
ア
リ

食ク

いイ

に
遭
遇
す
る
。
側
近
の
僧
・
円
覚
は
、「
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
大
蟻
食
い
が
い
て
よ
い
も
の
か
、
い
る
は
ず
が
な
い
ぞ
」
と
、
つ
か
み
か
か
ら
ん
ば
か
り
の
剣
幕

け
ん
ま
く

。

「
こ
こ
に
大
蟻
食
い
が
い
た
と
し
て
も
、
べ
つ
だ
ん
、
か
ま
わ
な
い
で
は
な
い
か
」
と
、
高
丘
親
王
が
言
う
と
、
円
覚
は
食
っ
て
か
か
る
よ
う
に
、
こ
う

言
い
返
す
。 

 

み
こ
は
な
に
も
ご
存
知
な
い
か
ら
、
平
気
で
そ
ん
な
無
責
任
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
な
ら
、
わ
た
し
も
あ
え
て
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
非

を
犯
す
覚
悟
で
申
し
あ
げ
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
大
蟻
食
い
と
い
う
生
き
も
の
は
、
い
ま
か
ら
約
六
百
年
後
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
船
が
行
き
つ
い
た
新
大

陸
と
や
ら
で
初
め
て
発
見
さ
れ
る
べ
き
生
き
も
の
で
す
。
そ
ん
な
生
き
も
の
が
、
ど
う
し
て
現
在
こ
こ
に
い
る
の
で
す
か
。 

  

あ
ま
り
の
展
開
に
面
食
ら
う
が
、
こ
の
部
分
を
私
は
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
る
し
、
読
者
の
多
く
も
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ナ
ク

ロ
ニ
ズ
ム
を
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
知
り
つ
つ
、
そ
れ
を
楽
し
む
術す

べ

が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
人
は
い
つ
の
間
に
か
、
そ
う
し
た
力
を
身
に
つ
け
た
。

た
だ
そ
の
た
め
に
は
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
見
分
け
る
能
力
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
前
提
と
し
て
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
ヘ
ン
だ
と

感
じ
取
る
感
覚
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。 

 

歴
史
学
は
、
そ
う
し
た
感
覚
と
能
力
を
研
ぎ
澄
ま
せ
る
こ
と
で
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
も
、
文
書
の
真
偽
を
鑑
定
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の

道
具
と
し
て
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
が
使
え
る
と
気
付
い
た
の
は
、
重
大
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
さ
き
ほ
ど
ま
で
の
例
を
そ
の
ま
ま
使
え
ば
、
紀
元
前
一
世
紀
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の
も
の
と
さ
れ
る
文
書
の
な
か
に
時
を
刻
む
時
計
が
出
て
き
た
ら
、
そ
の
時
計
は
本
来
の
時
代
よ
り
前
に
遡
っ
て
置
か
れ
て
い
て
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ

る
か
ら
、
少
な
く
と
も
紀
元
前
一
世
紀
の
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
そ
の
文
書
は
後
世
に
偽
造
さ
れ
た
も
の
と
論
証
で
き
る―

―

こ
う
い
っ
た
使
い
方
で
あ

る
。 

 

右
の
例
は
、
時
計
と
い
う
モ
ノ
に
つ
い
て
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
は
モ
ノ
に
だ
け
起
こ
る
わ
け
で
は
な
い
。
コ
ト
バ
の
ア

ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
の
も
あ
り
得
る
。
文
書
の
作
成
さ
れ
た
時
点
で
は
使
用
で
き
な
い
は
ず
の
コ
ト
バ
が
使
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム

が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
の
発
見
を
、｢

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
寄
進
状｣

を
偽
造
で
あ
る
と
論
証
し
た
イ
タ
リ
ア
の
人
文
主
義
者
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ヴ
ァ
ッ
ラ(

一
四
〇
七
～ 

五
七)

に
よ
る
も
の
と
し
、
こ
の
先
に
、
史
料
批
判
と
そ
れ
を
根
幹
的
な
方
法
と
す
る
近
代
歴
史
学
の
成
立
を
見
通
す
の
が
、
現
在
の
一
般
的
な｢

歴
史
学

の
歴
史｣

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

「
天
津
教

あ
ま
つ
き
ょ
う

古
文
書
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。「
竹
内
文
書
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
天
津
教
と
い
う
新
宗
教
の
教
祖
・
竹
内
巨
麿

き
よ
ま
ろ(

一
八
七
四
～
一
九
六
五)

が

所
有
し
て
い
た
史
料
群
の
通
称
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
に
竹
内
巨
麿
が
不
敬
罪
で
起
訴
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
真
偽
も
法
廷
で
争
わ
れ
、
狩か

野の
う

亨こ
う

吉き
ち(

一
八
六
五
～
一
九
四
二)

や
橋
本
進
吉(

一
八
八
二
～
一
九
四
五)

を
は
じ
め
、
錚
々

そ
う
そ
う

た
る
学
者
が
鑑
定
を
担
当
し
た
。
鑑
定
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な

手
順
を
踏
ん
だ
。 

 

「
天
津
教
古
文
書
」
の
な
か
に
「
平
群

へ
ぐ
り
の

真ま

鳥と
り

真
筆
」
な
る
も
の
が
あ
る
。
文
面
通
り
に
受
け
取
れ
ば
、
雄
略
五
年
と
い
う
か
ら
西
暦
四
六
一
年
に
、『
日

本
書
紀
』
に
登
場
す
る
豪
族
で
あ
る
平
群
真
鳥
が
自
ら
記
し
た
文
書
と
な
る
。
狩
野
亨
吉
は
、
こ
の
文
書
の
な
か
に
「
棟
梁
皇
祖
皇
太
神
宮
ノ
神
代
文
字

巻
ヲ
形
仮
名
唐
文
字
以
テ
写
シ
宝
巻
」
と
出
て
く
る
点
に
着
目
す
る
。
意
味
の
取
り
に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、「
神
代
文
字
」
で
書
か
れ
た
巻
物
を
、「
形

仮
名
」
と
「
唐
文
字
」
で
写
し
た
宝
の
巻
物
、
と
読
み
取
っ
て
大
過
な
か
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
と
ん
で
も
な
い
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
。
お
分
か

り
に
な
る
だ
ろ
う
か
？ 

 

唐
は
カ
ラ
と
読
ま
せ
る
積つ

も

り
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
な
ら
漢
と
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
唐
で
は
時
代
錯
誤
に
な
る
。 
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ま
だ
分
か
ら
な
い
と
い
う
方
は
、
中
国
の
王
朝
年
表
を
広
げ
、
四
六
一
年
が
そ
の
な
か
で
ど
こ
に
来
る
か
を
考
え
て
み
れ
ば
、
氷
解
す
る
は
ず
だ
。 

 

た
っ
た
こ
れ
だ
け
で
、「
平
群
真
鳥
真
筆
」
が
五
世
紀
の
も
の
で
な
い
こ
と
の
証
明
は
完
了
す
る
。
五
世
紀
の
も
の
に
仕
立
て
よ
う
と
い
う
努
力
も
空
し

く
、
偽
造
し
た
時
代―

―

こ
の
場
合
な
ら
二
〇
世
紀
前
半―

―

の
常
識
が
入
り
込
ん
で
し
ま
い
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
コ

ト
バ
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
は
、
文
書
の
真
偽
判
定
に
抜
群
の
威
力
を
発
揮
す
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
学
の
根
幹
を
な
す
と
さ
れ
る
史
料
批
判
に
お
い
て
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
否
定
は
い
わ
ば
公
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
学
の
な

か
深
く
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
正
面
切
っ
て
容
認
す
る
歴
史
家
は
、
ど
こ
に
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。 

  

で
は
、
歴
史
学
に
お
い
て
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
否
定
は
ど
こ
ま
で
徹
底
で
き
て
い
る
の
か
？ 

 

こ
ん
な
奇
異
に
も
響
き
か
ね
な
い
こ
と
を
言
う
の
は
、
史
料
の
な
か
で
は
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
は
一
切
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
あ
る
だ
け
で
史
料
の
価
値

は
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
う
の
に
、
そ
れ
を
用
い
て
い
る
歴
史
家
自
身
は
、
平
気
で
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
、
往
々
に

し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

幕
末
に
西
洋
と
の
交
流
が
本
格
化
す
る
と
と
も
に
、
日
本
語
の
な
か
に
西
洋
に
由
来
す
る
新
た
な
語
彙
が
数
多
く
採
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
よ
う
。
そ
の
際
に
は
、
既
存
の
漢
語
を
あ
て
た
り
、
あ
る
い
は
新
た
な
漢
語
を
作
っ
た
り
し
て
、
対
応
し
て
い
っ
た
。
漢
字
を
使
っ
て
い
た
地

域
で
は
、
そ
の
訳
語
の
選
定
な
ど
も
相
互
に
影
響
が
あ
り
、
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
で
同
じ
文
字
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
違
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情

か
ら
、
訳
語
に
着
目
し
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
史
料
批
判
が
遂
行
で
き
る
。
そ
う
い
っ
た
コ
ト
バ
の
一
つ
に
「
宗
教
」
が
あ
る
。 

 

意
外
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
宗
教
と
い
う
用
例
を
現
在
か
ら
過
去
へ
と
遡
っ
て
い
く
と
、
明
治
を
過
ぎ
て
幕
末
に
入
っ

た
あ
た
り
で
途
切
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
以
前
に
も
宗
教
と
い
う
文
字
列
は
稀ま

れ

に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
宗
」
と
「
教
」
と
い
う
二
語
で
あ
る
か
、
人

名
（
む
ね
の
り
と
読
む
？
）
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
。 

 

宗
教
と
い
う
用
例
が
、
幕
末
・
維
新
期
に
登
場
し
て
く
る
の
は
、
そ
れ
が

relig
io

n

を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
西
洋
諸
語
の
訳
語
と
し
て
生
ま
れ
た
か
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ら
で
あ
る
。
漢
字
で
あ
る
た
め
気
付
き
に
く
い
が
、
宗
教
は
、
い
ま
で
言
え
ば
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
かS

D
G

s

な
ど
の
よ
う
に
、
片
仮
名
や
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
で
表
記
さ
れ
る
よ
う
な
コ
ト
バ
だ
っ
た
。
伊
藤
博
文
がS

D
G

s

を
語
っ
て
い
た
ら
ヘ
ン
で
あ
る
よ
う
に
、
松
平
定
信
が
宗
教
を
語
る
こ
と
も
ヘ
ン
で
あ

り
、
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
ら
が
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
明
治
維
新
よ
り
ず
っ
と
前
の
時
代
の
も
の
と
さ
れ
る
文
書
に
現
在
と

同
義
の
宗
教
が
出
て
き
た
ら
、
そ
の
文
書
は
後
世
に
偽
造
さ
れ
た
も
の
と
断
定
し
て
差
し
支
え
な
い
。 

 

明
治
維
新
以
前
に
は
宗
教
と
い
う
語
が
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
頃
の
人
び
と
は
、
宗
教
に
つ
い
て
話
し
た
り
書
い
た
り
し
よ
う
に
も
、
で
き
な 

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
時
代
の
宗
教
に
つ
い
て
の
研
究
は
数
多
く
あ
る
。
嘘う

そ

だ
と
思
う
な
ら
、
大
き
な
図
書
館
の
蔵
書
検
索
の 

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
、｢

古
代｣
＋｢

日
本｣

＋｢

宗
教｣

と
か
、｢

近
世｣

＋｢

日
本｣

＋｢

宗
教｣

と
入
れ
て
み
る
と
よ
い
。
山
ほ
ど
文
献
が
出
て
く
る
ど
こ
ろ
か
、

名
著
の
誉
れ
高
い
本
も
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
宗
教
と
い
う
コ
ト
バ
の
な
か
っ
た
時
代
の
宗
教
に
つ
い
て
研
究
し
た
も
の
と
な
る
。

こ
れ
ら
は
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？ 

 

史
料
の
な
か
に
登
場
す
る
コ
ト
バ
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
の
な
ら
、
た
と
え
ば
中
世
日
本
に
生
き
た
人
た
ち
の
宗
教
を
問
い
、
か

れ
ら
の
宗
教
に
つ
い
て
叙
述
す
る
こ
と
も
同
様
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？ 

も
う
少
し
一
般
化
し
て
、
こ
う
言
っ
て
も
よ
い
。
あ
る
コ
ト
バ
の
な
か
っ
た

時
代
の
歴
史
を
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
言
わ
れ
る
危
険
を
冒
し
て
ま
で
、
そ
の
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
考
え
る
こ
と
は
、
正
当
化
さ
れ
得
る
の
か
？ 

こ
の
問

い
は
、
広
く
歴
史
学
全
体
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
過
去
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
営
為
一
般
と
関
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。 

 

右
で
掲
げ
た
よ
う
な
疑
問
な
ど
、
こ
れ
ま
で
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
方
が
多
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
も
そ
も
宗
教
と
い
う
コ
ト
バ
が
近

代
以
前
の
日
本
語
に
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
と
、
こ
う
し
た
問
い
を
発
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
知
識
が
生
ん
だ
問
い
と

言
っ
て
よ
い
。
新
た
な
知
識
は
新
た
な
問
い
を
確
か
に
生
む
。 

 

そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
、
こ
う
し
た
問
い
が
覆
い
隠
さ
れ
て
き
た
理
由
を
教
え
て
く
れ
る
。
宗
教
は
い
つ
か
ど
こ
か
で
出
現
し
た
よ
う
な
も
の
で

は
な
く
、
い
つ
で
も
ど
こ
に
で
も
あ
る
も
の
だ
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
宗
教
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
常
識
と
言

い
換
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
普
遍
的
で
あ
る
な
ら
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
な
ど
超
越
し
て
し
ま
う
は
ず
で
、
中
世
日
本
の
宗
教
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
、
な

ん
ら
の
問
題
も
な
い
こ
と
に
な
る
。 
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② 

 

し
か
し
、
い
ま
や
宗
教
と
い
う
コ
ト
バ
の
な
か
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
、
宗
教
は
普
遍
で
ご

ざ
い
と
頬
か
む
り
し
て
、
通
り
過
ぎ
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
宗
教
の
普
遍
性
を
損
な
わ
ぬ
よ
う
に
、
な
お
か
つ
宗
教
と
い
う
コ
ト
バ
の
な
か
っ
た
時
代

が
あ
っ
た
こ
と
を
、
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

 

も
っ
と
も
簡
単
な
方
法
は
、
宗
教
と
い
う
コ
ト
バ
が
な
い
だ
け
で
、
宗
教
は
あ
る
と
頑
張
る
こ
と
だ
ろ
う
。
人
間
の
考
え
る
こ
と
に
そ
う
違
い
の
あ
る

は
ず
は
な
い
、
「
だ
っ
て
人
間
だ
も
の
」―

―

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
こ
う
し
た
態
度
は
、relig

io
n

に
接
し
た
明
治
の
人
び
と
の
も
の
で
も

あ
っ
た
。 

 

か
れ
ら
は
、relig

io
n

に
接
し
、
そ
れ
が
な
ん
で
あ
る
か
す
ぐ
に
は
分
か
ら
ず
、
悩
ん
だ
。
し
か
し
そ
れ
を
西
洋
に
特
有
の
も
の
と
は
し
な
か
っ
た
。
な

に
よ
り
もrelig

io
n

自
体
が
自
ら
を
普
遍
的
な
も
の
と
称
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
か
れ
ら
は
、
自
ら
の
周
囲
に
、
そ
し
て
過
去
に
、re

lig
io

n

に
あ
た
り
そ
う
な
も
の
を
見
出
そ
う
と
し
た
。re

lig
io

n

が
、
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
圧
倒
的
に
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
構
成
要
素
と
さ
れ
て
い
た
も
の―

―
教
会
、
教
義
、
教
典
、
聖
職
者
、
信
者
な
ど―

―

に
対
応
し
そ
う
な
も
の
を
、
日
本
に
お
い
て
数
多
く
有
し
て

い
た
仏
教
と
い
う
単
位
を

relig
io

n

と
見
做

み

な

す
な
ど
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
理
解
の
も
と
で
、relig

io
n

に
さ
ま
ざ
ま
な
訳
語
を
宛
て
が
っ
て
い
く
。

relig
io

n

に
は
、「
宗
門
」
や
「
宗
旨
」
と
い
っ
た
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
と
異
な
る
と
の
感
覚
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
結
果
的
に
は
、「
宗
教
」
と

い
う
ほ
ぼ
造
語
に
等
し
い
、
し
か
し
な
が
ら
漢
字
の
特
性
か
ら
し
て
、
お
お
よ
そ
の
意
味
が
推
測
で
き
る
訳
語
が
定
着
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
う
し
て
日
本
語
に
お
い
て

relig
io

n

と
等
価
と
さ
れ
る
宗
教
が
成
立
し
、
そ
れ
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
に
至
る
。
な
お
、
こ
れ
と
同
じ

よ
う
な
現
象
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
イ
ン
ド
世
界
や
タ
イ
な
ど
で
も
見
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
現
象
が
連
鎖
す
る
こ
と
で
、relig

io
n

と
等
価
と
さ
れ
る
コ
ト

バ
が
各
地
に
出
現
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
過
程
を
、
や
や
一
般
化
し
て
述
べ
れ
ば
、
過
去
に
は
、
新
た
な
コ
ト
バ
に
遭
遇
し
た
人
び
と
が
、
人
間
の
普
遍
性
を
仮
想
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
コ
ト
バ
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
な
る
だ
ろ
う
。
宗
教
も
ま
さ
し
く
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。 

 

ま
さ
に
こ
の
こ
と
こ
そ
、
宗
教
の
普
遍
性
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
た
い
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
作
業
が
可
能
だ
っ
た
こ
と

自
体
が
、
宗
教
の
普
遍
性
を
物
語
る
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
う
し
た
見
方
を
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
必
要
も
な
い
。
た
だ
こ
の
場
合
、
普
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遍
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
普
遍
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
普
通
い
う
と
こ
ろ
の
普
遍
と
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
通
じ
る
性
質
で
あ
り
、

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
の
違
い
は
随
分
と
大
き
い
も
の
に
な
っ
て
は
い
ま
い
か
。
こ
こ
で
は
、
右
に
述
べ
た
よ

う
な
形
で
、
人
間
の
普
遍
性
を
仮
想
し
て
の
行
為
が
連
鎖
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
の
普
遍
性
は
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
て
お
く
こ
と
に

し
よ
う
。 

 

宗
教
を
素
材
に
し
た
た
め
に
、
い
き
な
り
普
遍
的
か
ど
う
か
と
い
っ
た
次
元
の
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
な
に
も
普
遍
的
な
コ
ト
バ
で
し
か
過
去
を

考
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
。
す
る
と
、
宗
教
が
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
わ
ず
に
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
正
当
化
す
る
余

地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
①
同
じ
コ
ト
バ
は
な
く
と
も
似
た
コ
ト
バ
が
あ
っ
た
と
か
、
②
少
な
く
と
も
宗
教
と
い
う
コ
ト
バ
に
あ
た
る
も
の
は
あ
っ
た

と
か
、
そ
う
し
た
点
を
根
拠
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。 

 

①
は
、
た
と
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
宗
教
と
い
う
コ
ト
バ
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
こ
と
は
、
宗
教
に
近
い
コ
ト

バ
ま
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
現
に
「
宗
旨
」
と
か
「
宗
門
」
と
か
「
教
」
と
か
「
道
」
と
い
っ
た
語
が
あ
っ
た
で
は
な
い
か
。
宗
教

と
い
う
コ
ト
バ
こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
に
近
い
コ
ト
バ
は
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
宗
教
を
使
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
。 

 

ま
た
②
は
、
た
と
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
宗
教
と
い
う
コ
ト
バ
は
な
く
と
も
、
い
ま
と
同
じ
よ
う
に
僧
侶
も
い
た
し
神
社
も
あ
っ

た
。
そ
れ
ら
を
現
在
は
宗
教
の
構
成
要
素
と
見
做
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
江
戸
時
代
の
そ
れ
ら
を
考
え
る
の
に
、
宗
教
と
い
う
コ
ト
バ
を
用
い

て
も
差
し
支
え
な
い
。 

 

細
か
い
点
を
抜
き
に
し
て
言
え
ば
、
①
は
、
同
じ
コ
ト
バ
は
あ
り
得
な
い
が
、
近
い
コ
ト
バ
は
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
コ
ト
バ
で
十
分
だ
し
、
そ
う
す

る
ほ
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
、
②
は
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
を
す
り
抜
け
て
、
コ
ト
バ
は
と
も
か
く
モ
ノ
は
あ
る
の
だ
か
ら
構
わ
な
い
、
と
い
う

主
張
で
あ
る
。
論
理
的
に
ス
キ
の
な
い
美
し
い
議
論
と
は
言
い
難
い
が
、
初
歩
的
な
言
語
論
的
考
察
に
基
づ
き
、
コ
ト
バ
と
そ
の
周
辺
に
区
分
を
持
ち
込

む
こ
と
で
、
コ
ト
バ
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
部
分
的
に
回
避
し
よ
う
と
い
う
作
戦
で
あ
る
。 

 

多
く
の
研
究
者
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
あ
た
り
で
手
を
打
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
な
に
せ
そ
う
で
も
し
な
い
限
り
、
過
去
に
つ
い
て
、
お
ち
お
ち
コ

ト
バ
を
発
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
こ
の
程
度
の
考
え
で
、
歴
史
家
の
多
く
は
、
と
く
に
後
ろ
髪
を
引
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か
れ
る
こ
と
も
な
く
、
研
究
を
遂
行
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
で
日
頃
は
さ
し
て
困
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
か
れ
ら
が
物
臭

も
の
ぐ
さ

だ
か
ら
、
で
は
な
い
。
歴
史

家
は
、
コ
ト
バ
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
可
否
一
般
と
い
っ
た
理
論
的
な
問
題
に
関
心
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
過
去
の
具
体
的
な
対
象
に
関
心
が
あ

る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を

恙
つ
つ
が

な
く
研
究
す
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、
基
本
的
に
は
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

た
だ
、
歴
史
研
究
も
そ
う
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
れ
で
は
困
る
場
面
に
出
く
わ
す
こ
と
も
あ
る
。
典
型
的
に
は
、
人
の
考
え
と
い
う
次
元
に

入
り
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
場
合
で
あ
る
。 

 

過
去
の
人
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
関
心
の
持
ち
方
が
あ
っ
て
よ
い
し
、
現
に
数
多
く
あ
る
。
ま
た
そ
う
で
な
く
と
も
、
そ

こ
に
入
り
込
ん
で
い
く
必
要
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
過
去
の
出
来
事
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
の
か
と
問
う
て

み
よ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
答
え
方
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
り
得
る
。
某
が
こ
の
よ
う
に
考
え
た
か
ら
と
い
う
答
え
も
、
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た

も
し
そ
こ
ま
で
分
か
る
の
な
ら
、
今
度
は
某
が
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
た
こ
と
も
言
え
る

よ
う
に
な
る
。
た
ど
っ
た
過
程
が
そ
う
な
っ
た
理
由
と
か
、
ほ
か
の
も
の
と
な
り
得
た
可
能
性
な
ど
を
議
論
し
た
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
点
は
と
く
に
重
要

と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
自
覚
的
に
考
え
て
き
た
の
が
、
思
想
史
と
い
わ
れ
る
領
域
で
あ
る
。 

 

一
口
に
思
想
史
と
い
っ
て
も
多
様
で
あ
り
、
概
括
す
る
の
は
容
易
で
な
い
し
、
こ
こ
で
そ
れ
を
試
み
る
こ
と
は
し
な
い
。
た
だ
、
そ
の
名
称
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
人
が
思
考
す
る
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
ほ
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
○
○
史
よ
り
、
は
る
か
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
き
た
こ
と
だ

け
は
間
違
い
な
い
。 

 

そ
の
た
め
、
ほ
か
の
研
究
者
な
ら
さ
し
て
気
に
な
ら
ぬ
よ
う
な
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
気
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
宗
教
と
い
う
コ
ト
バ
で
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
び
と
の
思
考
は
変
わ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

変
わ
っ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
宗
教
と
い
う
コ
ト
バ
の
登
場
し
て
く
る
前
は
、「
宗
旨
」
と
か
「
教
」
と
い
う
コ
ト
バ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ

れ
ら
が

relig
io

n

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
宗
教
と
近
い
も
の
で
は
あ
っ
た
。
た
だ
近
い
と
い
う
か
ら
に
は
違
い
も
あ
る
。

分
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
で
は
、「
宗
旨
」
と
い
う
場
合
、
神
道
や
儒
教
は
含
ま
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
の
に
対
し
、
神
儒
仏
の
三
教
と
い
う
よ
う
に
、「
教
」

に
は
神
道
も
含
む
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
一
方
、
現
在
の
宗
教
は
、
神
道
を
宗
教
と
す
る
点
で
「
宗
旨
」
と
は
異
な
り
、
儒
教
を
宗
教
と
見
做
さ
な
い
こ
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③ 

と
が
多
い
点
で
「
教
」
と
も
異
な
る
。
神
道
や
儒
教
は
、
宗
教
に
関
し
て
、
そ
う
い
く
つ
も
あ
る
と
は
思
わ
れ
ぬ
ほ
ど
大
き
な
単
位
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ

う
し
た
も
の
が
包
摂
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
す
ら
違
う
。
こ
う
し
た
こ
と
と
思
考
と
は
関
係
が
な
い
と
想
定
す
る
の
は
難
し
い
。 

 

「
宗
旨
」
や
「
教
」
に
よ
っ
て
考
え
る
の
と
、
宗
教
に
よ
っ
て
考
え
る
の
と
は
、
確
か
に
違
う
。
ど
の
よ
う
に
思
考
す
る
か
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
関
心

を
持
つ
研
究
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
違
い
と
す
ら
言
い
得
る
。
そ
の
違
い
を
見
定
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
コ
ト
バ
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
は

致
し
方
な
い
で
は
済
ま
さ
れ
ま
い
。
む
し
ろ
そ
れ
に
ど
う
向
き
合
う
か
か
ら
、
研
究
は
は
じ
ま
る
。 

  

問
一 

傍
線
部
①
「
あ
ま
り
の
展
開
に
面
食
ら
う
が
、
こ
の
部
分
を
私
は
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
る
し
、
読
者
の
多
く
も
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
か
」
に
つ
い

て
、
著
者
は
ど
の
よ
う
な
点
が
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
て
い
る
の
か
、
三
〇
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。（
配
点
二
〇
点
） 

 

問
二 

傍
線
部
②
「
こ
の
場
合
、
普
遍
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
普
遍
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
四
〇
〇
字

以
内
で
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。（
配
点
三
〇
点
） 

 問
三 

傍
線
部
③
「
そ
の
違
い
を
見
定
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
コ
ト
バ
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
は
致
し
方
な
い
で
は
済
ま
さ
れ
ま
い
」
と
著
者
は
述
べ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
ま
た
こ
う
し
た
著
者
の
意
見
を
ふ
ま
え
、
言
葉
と
思
考
の
関
係
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。「
宗
教
」
以

外
に
任
意
の
例
を
挙
げ
て
八
〇
〇
字
以
内
で
論
じ
な
さ
い
。（
配
点
五
〇
点
） 

 




