
L 

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
・

c
a
E
待

ー「

書

市

T
==ロ

一
噛
井
重
雅
著

漢
代
儒
教
の
史
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ぐ
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定
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の
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検
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私
が
、
福
井
先
生
の
「
儒
数
成
立
史
の
二
三
の
問
題
|
|
五
経
博
士
の
設

置
と
董
仲
箭
の
事
跡
に
閲
す
る
疑
義
|
|
」
(
『
史
的
晶
子
雑
誌
』
七
六
一
、
一

九
六
七
)
に
接
し
た
の
は
、
い
ま
か
ら
三

O
年
ほ
ど
前
、
卒
業
論
『
凡
を
準
備

し
て
い
る
時
で
あ
っ
た
。
一
讃
し
て
、
ま
ず
感
じ
た
こ
と
は
、
銃
成
事
賓
を

全
面
的
に
否
定
し
た
そ
の
論
説
に
釘
す
る
驚
き
と
戸
惑
い
で
あ
り
、
そ
し
て

一
服
井
武
を
感
覚
的
に
否
定
す
る
反
庭
だ
っ
た
こ
と
、
告
白
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
ま
か
ら
思
え
ば
、
そ
れ
は
骨
田
時
私
が
受
け
て
き
た
授
業
が
、
中
文
・
中
哲

に
傾
斜
し
、
そ
こ
で
は
狩
野
直
喜
『
雨
漠
悶
晶
子
術
考
」
に
み
え
る
惇
統
的
儒
皐

官
準
化
に
つ
い
て
の
見
解
が
骨
固
た
り
前
の
ご
と
く
説
明
さ
れ
て
い
た
か
ら
に

違
い
な
い
。
こ
れ
は
、
幅
井
先
生
が
苛
立
ち
を
も
っ
て
指
摘
さ
れ
る
中
園
哲

皐
史
研
究
者
が
も
っ
固
随
な
る
保
守
主
義
に
、
私
自
身
も
浸
か
っ
て
い
た
か

ら
な
の
だ
ろ
う
。

本
書
四
五
頁
に
、
拙
稿
三
編
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
の

99 

」

「
「
儒
数
の
園
教
化
」
と
「
儒
附
晶
子
の
官
学
化
」
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
三
七
回
、

一
九
七
九
)
、
賓
は
こ
の
論
文
は
一
帽
井
論
?
げ
人
に
刺
激
さ
れ
て
も
の
し
た
私
の

卒
業
論
文
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
有
り
難
く
も
そ
の
後
、
漠
代
儒
教
を

テ
l
マ
と
し
た
い
く
つ
か
の
論
考
で
引
用
し
て
頂
き
、
ご
批
判
賜
る
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
間
半
生
の
レ
ポ
ー
ト
以
上
の
も
の
で
は
な
い
拙
論
は
、
言
、
つ
ま

で
も
な
く
考
詮
は
甘
く
、
立
論
も
浅
薄
で
あ
る
。
「
墜
と
し
て
の
儒
墜
と
数

理
と
し
て
の
儒
教
」
「
山
不
殺
と
経
皐
の
匝
別
」
と
い
う
分
別
は
単
純
か
つ
形

式
的
な
匝
八
刀
で
あ
り
、
「
定
義
化
に
と
も
な
う
危
険
性
が
附
帯
す
る
」
(
本
書

四
八
頁
)
と
指
摘
さ
れ
る
の
も
、
も
っ
と
も
で
あ
ろ
う
。
拙
論
の
脇
の
甘
さ

に
怪
侃
た
る
感
を
血
買
え
る
。

私
は
漠
代
儒
教
に
か
ん
し
て
、
こ
の
拙
作
に
相
前
後
し
て
「
西
漢
後
半
期

の
政
治
と
春
秋
山
学
」
(
『
束
洋
史
研
究
』
ゴ
ヱ
ハ
四
、
一
九
七
八
)
、
「
ム
円
虎
観

合
議
前
夜
」
(
『
史
林
」
六
二
六
、
一
九
八

O
)
を
愛
表
し
た
の
だ
が
、
一
一
一

作
と
も
大
向
学
院
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
ど
れ
も
こ
れ
も
い
ま
か
ら
思
え
ば
稚

拙
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
私
の
研
究
釘
象
が
向
学
術
・
思
想
史
か
ら
離

れ
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
漠
代
儒
教
に
か
ん
し
て
専
門
論
文
で
論
究
し

な
く
な
っ
た
。

今
円
に
至
る
ま
で
、
漠
代
儒
教
に
閲
し
て
は
、
一
脂
井
先
生
が
本
書
第
一
章

の
向
学
説
・
研
究
略
史
に
お
い
て
丁
寧
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
史
随
一
下
、

哲
撃
の
研
究
者
が
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
論
究
さ
れ
、
そ
の
中
で
拙
論
も
取

り
上
げ
ら
れ
て
批
判
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
封
し
て
私
は
、
公
の

場
で
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
。
育
、
稚
拙
な
内
容
の
拙
論
で
あ
り
、
か
っ
そ

の
方
面
の
研
究
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
沈
黙
せ
ざ
る
を
得
な
く
、

た
だ
た
だ
、
研
究
の
深
化
を
見
守
る
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
度
、
初
め
て
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
が
、
一
帽
井
先
生
が
「
儒
教
成
立
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史
の
二
三
の
問
題
」
を
設
表
さ
れ
た
の
は
、
先
生
の
一
一
一

O
代
前
竿
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
後
今
日
に
い
た
る
四

0
年
間
、
先
生
は
一
貫
し
て
こ
の
漠
代
儒

救
の
研
究
を
績
け
、
考
詮
は
一
層
周
到
か
つ
精
綴
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の

成
果
と
し
て
の
本
書
に
釘
し
て
、
も
は
や
、
私
に
は
何
ら
論
評
す
る
資
格
は

な
い
の
だ
が
、
た
だ
、
四

O
年
の
歳
月
を
経
て
、
福
井
先
生
は
早
稲
田
大
撃

の
定
年
を
迎
え
ら
れ
よ
う
と
し
、
私
も
あ
れ
か
ら
一
一
一

O
年
た
っ
た
今
、
研
究

者
と
し
て
の
最
終
コ
ー
ナ
ー
に
入
っ
た
。
そ
の
聞
に
は
、
一
組
井
先
生
と
は
い

ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
親
し
く
さ
せ
て
頂
い
た
が
、
儒
教
官
率
化
の
問
題
に
閲

し
て
は
、
私
か
ら
話
題
に
し
た
こ
と
は
な
く
、
先
生
も
そ
の
こ
と
に
関
し
て

何
も
言
わ
れ
な
か
っ
た
。
互
い
に
論
議
し
た
こ
と
は
、
一
度
も
無
か
っ
た
の

で
あ
る
。
た
だ
、
い
つ
か
何
ら
か
の
折
に
、
三

O
年
前
の
一
柏
井
論
文
と
の
遜

近
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
今
日
の
私
が
あ
る
こ
と
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
願

っ
て
い
た
。
こ
の
た
び
四

O
年
に
わ
た
っ
て
研
究
さ
れ
て
き
た
先
生
の
儒
教

の
官
準
化
の
集
大
成
が

k
梓
さ
れ
る
に
い
た
り
、
私
は
こ
れ
を
機
舎
と
思
い
、

こ
こ
に
筆
を
と
っ
た
次
第
で
あ
る
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
以
下
の
拙
文
は
、

長
年
の
沈
歎
を
破
っ
て
、
と
い
う
ほ
ど
大
し
た
内
容
で
は
な
い
。
も
は
や
、

私
に
は
こ
の
問
題
に
つ
き
、
四
つ
に
組
ん
で
議
論
す
る
力
は
な
く
、
先
生
に

は
失
穫
で
あ
る
が
、
間
早
な
る
感
想
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

E 

本
主
日
『
漢
代
儒
教
の
史
的
研
究
』
は
四
つ
の
編
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

三
享
立
て
の
緒
言
、
こ
れ
は
、
儒
教
官
血
字
化
を
め
ぐ
っ
て
の
皐
説
整
理
で

あ
り
、
研
究
史
を
第
一
期
(
一
九
四

O
年

l
一
九
六

O
年
)
「
論
争
の
閉
幕

期
」
、
第
二
期
(
一
九
七

O
年
!
一
九
八

O
年
)
「
論
争
の
掻
大
期
」
、
第
三

期

こ

九

九

O
年
以
降
)
「
論
争
の
調
整
期
」
の
一
二
つ
の
時
期
に
匿
分
し
て
、

」

儒
救
(
円
墜
化
に
関
す
る
研
究
史
お
よ
び
論
争
史
を
概
観
す
る
。
簡
に
し
て
要

を
得
た
皐
説
整
理
で
あ
る
が
、
私
は
む
し
ろ
第
一
期
「
惇
統
的
解
禅
の
時

代
」
、
第
二
期
「
通
説
の
育
定
と
そ
の
衝
撃
」
、
第
三
期
「
論
貼
の
調
整
と
補

説
」
の
三
期
に
分
け
た
い
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
第
二
期
は
、
一
九
六
七
年
の

一
帽
井
論
文
「
儒
教
成
立
史
の
二
三
の
問
題
」
が
将
来
し
た
劃
期
で
あ
り
、
漠

武
帝
期
の
董
仲
箭
の
提
言
に
よ
る
儒
数
の
官
皐
化
と
い
う
通
説
を
全
面
否
定

し
た
一
脂
井
説
が
無
け
れ
ば
、
後
の
第
三
期
は
も
と
よ
り
存
在
せ
ず
、
漢
代
儒

教
史
は
、
何
の
疑
間
も
な
く
第
一
期
の
段
階
で
安
眠
を
む
さ
ぼ
っ
て
い
た
こ

と
間
違
い
な
い
。

こ
の
序
章
第
一
編
に
お
い
て
、
も
ど
か
し
さ
を
伴
う
憤
り
の
表
現
で
も
っ

て
著
者
が
随
所
で
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
中
園
古
代
史
と
中
園
思
想
史
の

聞
の
問
題
意
識
の
差
と
い
う
か
、
研
究
方
法
の
遣
い
、
さ
ら
に
は
研
究
態
度

の
差
で
あ
る
。
つ
ま
り
歴
史
学
研
究
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
侃
々
誇
々
の
議
論

を
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
哲
皐
史
の
世
界
で
は
、
先
行
研
究

に
釘
し
て
鈍
感
と
も
い
う
べ
き
無
頓
着
さ
で
接
し
て
き
た
。
そ
れ
が
意
識
的

な
無
視
な
の
か
、
向
学
説
に
封
す
る
無
知
ゆ
え
な
の
か
今
ひ
と
つ
解
ら
な
い
が
、

私
も
著
者
と
同
じ
感
想
を
持
つ
。
歴
史
撃
の
研
究
者
が
よ
せ
る
中
国
哲
皐
史

の
研
究
ほ
ど
に
、
中
園
哲
附
晶
子
分
野
の
専
門
家
は
歴
史
事
に
関
心
が
薄
い
の
は

何
故
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
中
園
哲
撃
の
研
究
者
は
、
「
其
の
鬼
に
非
ず
し
て

之
を
祭
る
は
、
諸
い
也
」
と
し
、
「
述
べ
て
作
ら
ず
、
信
じ
て
古
を
好
む
」

忠
賓
な
儒
教
の
徒
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。

緒
言
の
章
は
、
単
な
る
向
学
説
整
理
で
終
わ
る
の
で
は
な
い
。
緒
言
・
終
章

に
お
い
て
、
問
題
黙
を
指
摘
し
た
上
で
、
著
者
は
極
め
て
重
要
な
私
見
を
提

起
す
る
。
こ
れ
は
儒
殺
の
官
学
化
に
閲
し
て
の
一
帽
井
先
生
の
結
論
に
他
な
ら

な
し

十
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私
見
と
し
て
提
起
し
た
い
一
案
は
、
こ
の
二
二

0
年
間
(
武
帝
即
位

か
ら
後
漢
享
帝
に
い
た
る
一
冨
谷
補
)
の
中
に
特
定
の
時
期
を
仮
設

し
、
そ
れ
以
前
を
儒
教
が
皇
帝
や
園
家
に
よ
っ
て
公
私
と
も
に
示
認

さ
れ
な
か
っ
た
時
代
と
見
な
し
、
そ
れ
以
降
を
儒
皐
が
他
の
思
想
と

隔
絶
し
て
、
皇
帝
以
下
、
吏
民
の
多
数
に
容
認
さ
れ
る
に
い
た
っ
た

時
代
と
見
な
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
漠
代
に
お
け
る
儒
教
の
愛
展

の
歴
史
の
中
に
、
あ
る
一
つ
の
境
界
線
や
分
岐
黙
を
仮
定
す
る
。
そ

し
て
そ
の
二
分
線
よ
り
以
前
が
、
儒
教
の
官
準
化
の
未
確
定
の
時
代

と
見
な
し
、
そ
れ
よ
り
以
後
が
、
儒
教
の
優
位
化
の
確
定
時
代
と
見

な
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
儒
救
国
家
の
成
立
は
、
一
健
、
い
つ

の
時
代
に
比
定
す
る
こ
と
が
一
安
心
田
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
さ
き
に
い

え
ば
、
そ
の
一
線
は
官
帝
と
元
帝
と
の
聞
の
時
期
に
相
首
す
る
と
考

え

ら

れ

る

。

(

本

書

一

O
五
か
ら
一

O
六
頁
)

長
文
の
引
用
に
な
っ
た
が
、
こ
の
部
分
極
め
て
重
要
な
箇
所
で
あ
り
、
ま

た
拙
評
の
最
後
で
こ
れ
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

E
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「
儒
教
は
、
漢
武
帝
の
と
き
、
董
仲
箭
の
針
策
で
も
っ
て
、
五
経
博
士
が

設
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
儒
家
の
思
想
の
み
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
が
儒
教
の

官
準
化
で
あ
る
」

こ
れ
が
、
こ
れ
ま
で
の
儒
教
官
率
化
の
通
説
で
あ
る
。
本
書
第
一
編
か
ら

第
二
編
は
、
こ
の
通
読
を
再
検
討
す
る
が
、
そ
れ
は
「
五
経
」
「
博
士
」
「
五

経
博
士
」
「
董
仲
箭
」
「
針
策
」
「
董
仲
箭
劉
策
」
と
い
う
こ
と
が
ら
を
一
貫
に

丁
寧
に
検
詮
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

第
一
編
第
一
章
は
、
そ
の
う
ち
の
「
五
経
」
と
い
う
用
語
が
果
た
し
て
、

」

漠
武
帝
の
時
期
に
一
般
的
な
用
語
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
か
に
か
ん
す
る

考
察
で
あ
る
。
そ
の
結
論
は
、
「
五
経
」
と
い
う
語
は
後
漢
時
代
、
且
ハ
健
的

に
は
明
帝
!
章
帝
期
(
そ
れ
は
『
漢
書
』
が
編
纂
さ
れ
た
時
期
)
に
な
っ
て

登
場
す
る
語
葉
で
あ
り
、
前
漢
武
帝
期
に
は
無
か
っ
た
、
し
た
が
っ
て
「
五

経
博
士
」
と
い
う
職
名
は
な
く
「
置
五
経
博
士
」
と
い
う
『
漢
書
』
の
記
事

も
事
賓
で
は
な
い
と
い
う
。

こ
れ
は
、
言
わ
れ
て
み
れ
ば
確
か
に
そ
う
で
あ
る
。
「
五
経
博
士
」
と
い

っ
た
職
名
は
、
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
も
な
く
、
ま
た
そ
れ
が
官
職
名
で

あ
る
こ
と
を
一
不
す
-
詮
擦
は
検
設
で
き
な
い
。
武
帝
建
元
五
年
(
前
二
二
六
)

に
「
五
経
博
士
が
置
か
れ
た
」
と
い
う
『
漢
書
』
の
記
事
は
、
確
か
に
再
検

討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
「
博
士
制
度
」
に
闘
し
で
も
著
者
は
、
前
漠
時
代
の
博
士
を
丁
寧

に
検
詮
し
て
い
き
、
昔
、
際
に
五
経
に
博
士
が
充
賞
さ
れ
、
博
士
官
と
し
て
の

機
能
が
整
う
の
は
後
漢
の
光
武
年
聞
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
結
論
づ

け
る
の
で
あ
る
。

第
二
編
「
董
仲
箭
の
研
究
」
は
、
武
帝
時
代
に
お
け
る
董
仲
好
の
賓
像
、

つ
ま
り
彼
の
存
在
お
よ
び
思
想
が
ど
れ
ほ
ど
の
重
み
で
朝
廷
、
壮
舎
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
た
の
か
(
第
二
早
董
仲
箭
の
賓
像
と
虚
像
)
お
よ
び
そ
れ

を
踏
ま
え
て
彼
の
提
出
し
た
針
策
が
武
帝
に
如
何
ほ
ど
の
影
響
力
を
奥
え
た

の
か
、
さ
ら
に
彼
が
提
出
し
た
所
謂
董
仲
野
針
策
の
史
料
批
判
を
め
ぐ
っ
て

の
考
諮
(
第
二
章
董
仲
箭
針
策
の
諸
問
題
)
で
あ
る
。

董
仲
箭
は
決
し
て
中
央
政
府
に
お
い
て
、
影
響
力
の
あ
る
地
位
と
力
を
持

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
不
本
音
叫
な
履
一
昨
を
歩
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

官
僚
」
(
二
九

O
頁
)
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
し
で
も
、
彼
の
提
出
し
た
封

策
が
武
帝
の
政
策
に
大
き
な
影
響
を
奥
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「
史
記
』
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董
仲
針
停
は
董
仲
針
釘
策
の
記
述
は
な
く
、
ま
た
董
仲
野
の
業
績
を
述
べ
る

に
冷
淡
で
あ
る
の
は
、
『
史
記
』
が
あ
る
意
味
で
異
賓
を
惇
え
て
い
る
か
ら

に
他
な
ら
ず
、
『
漢
書
』
董
仲
箭
停
に
虚
飾
が
あ
る
か
ら
だ
と
著
者
は
ま
ず

考
誼
を
加
え
る
。
そ
し
て
第
二
章
三

O
九
頁
か
ら
三
八
六
頁
に
か
け
て
、
儒

教
官
向
学
化
政
策
を
決
定
づ
け
た
董
仲
野
釘
策
の
本
格
的
検
討
に
移
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。

「
漢
書
』
董
仲
好
停
の
董
仲
好
針
策
に
閲
し
て
は
、
三
つ
に
分
か
れ
る
針

策
文
の
関
係
、
針
策
文
に
見
え
る
個
別
の
事
柄
、
さ
ら
に
は
一
詔
策
と
針
策
の

公
文
書
皐
考
祭
な
ど
の
面
か
ら
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
き

た
。
董
仲
野
針
策
文
に
見
え
る
内
容
が
と
り
も
な
お
さ
ず
儒
教
の
官
事
化
に

繋
が
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

個
別
の
問
題
、
た
と
え
ば
第
二
封
策
に
見
え
る
康
屑
と
い
う
西
ア
ジ
ア
園

家
の
こ
と
、
そ
れ
が
漢
に
蹄
順
し
た
と
劉
策
文
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ

が
事
賓
と
異
な
る
こ
と
か
ら
、
針
策
文
の
史
料
批
判
が
な
さ
れ
、
こ
の
園
名

は
も
と
も
と
本
文
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
後
祉
に
括
入
さ
れ
た
も
の
と
み

る
か
、
そ
れ
と
も
事
賓
を
誇
飾
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
の
か
。

ま
た
、
釘
策
は
三
策
に
分
か
れ
る
が
、
『
漢
書
』
に
み
え
る
そ
の
順
序
は
、

倒
置
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
ゃ
、
ま
た
後
人
の
偶
作
で
あ
る
と
か
、

様
々
な
説
が
山
山
さ
れ
て
き
た
。
著
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
説
を
無
頑
す
る
こ
と
な

く
、
丁
寧
に
反
論
を
加
え
、
そ
の
す
べ
て
を
退
け
る
。
賓
は
、
誇
張
説
、
倒

置
説
は
と
も
に
嘗
て
拙
論
で
提
示
し
た
説
で
あ
り
、
今
も
若
干
の
愛
着
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
、
誇
張
に
閲
し
て
一
脂
井
先
生
は
、
「
「
機
文
」
で

あ
る
以
上
、
そ
の
文
書
の
性
格
か
ら
、
そ
こ
に
多
分
に
相
手
に
到
す
る
威
嚇

的
な
文
言
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
皆
無
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
い
か
に
誇
大

な
賃
惇
で
あ
る
と
は
い
え
、
賓
際
に
あ
り
得
な
い
事
賓
無
根
の
事
態
を
「
聡

」

告
」
し
て
ま
で
、
自
国
の
強
盛
を
劉
外
的
に
誇
一
不
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る

の
も
不
自
然
で
あ
る
」
(
一
一
二
九
頁
)
と
さ
れ
る
。
「
「
椴
文
」
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
そ
こ
に
誇
張
が
加
え
ら
れ
、
「
防
相
告
」
す
る
必
要
か
ら
事
賓
か
ら
逸

脱
す
る
と
い
う
理
解
は
、
不
自
然
で
は
な
い
の
で
は
?
」
と
反
論
し
た
い
気

に
な
る
が
、
賓
は
こ
れ
は
本
書
の
行
論
の
前
に
し
て
、
あ
ま
り
意
味
の
な
い

こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
著
者
は
五
経
博
士
の
設
置
の
み
な
ら
ず
、
『
漢

書
』
の
董
仲
箭
針
策
全
龍
を
否
定
し
、
「
そ
も
そ
も
そ
の
撰
述
の
蛍
初
か
ら
、

首
該
の
『
漢
書
』
董
仲
箭
停
の
針
策
白
棋
が
、
疑
問
視
す
べ
き
問
題
を
内
包

し
て
い
る
と
見
な
す
方
が
、
は
る
か
に
ム
口
碑
的
な
組
貼
や
理
解
の
方
法
を
あ

た
え
る
」
と
い
う
立
場
に
た
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
出
さ
れ
た

結
論
と
は
、
こ
う
で
あ
る
。
董
仲
野
針
策
文
は
、
董
仲
告
が
生
存
中
に
も
の

し
た
文
章
を
も
と
に
、
死
後
、
門
弟
や
継
承
者
が
編
纂
し
た
「
董
仲
箭
書
」

に
収
録
さ
れ
た
資
料
を
、
班
固
が
「
漢
書
』
董
仲
箭
停
に
採
録
し
た
。
つ
ま

り
、
董
仲
箭
白
身
の
手
に
は
な
ら
な
い
故
、
封
策
文
と
し
て
の
書
式
、
内
容
、

さ
ら
に
は
封
策
が
行
な
わ
れ
た
年
代
な
ど
の
面
で
不
可
解
な
、
か
つ
歴
史
事

賓
と
の
組
館
が
出
来
す
る
の
だ
。

W 

董
仲
箭
惇
が
か
く
、
後
人
が
創
作
し
た
董
仲
箭
の
誇
張
さ
れ
た
編
纂
物
を

基
礎
に
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
本
書
が
も
っ
課
題
の
一

部
で
し
か
な
い
。
そ
こ
か
ら
問
題
は
、
で
は
何
故
、
班
固
が
そ
れ
を
無
候
件

で
採
用
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
と
が
ら
は
、
こ
こ

に
董
仲
母
、
儒
教
の
官
皐
化
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
漢
書
』
の
批
判
的
研
究

に
入
る
。
本
書
『
漢
代
儒
教
の
史
的
研
究
』
は
、
「
漠
代
史
の
基
本
的
研
究
」

へ
と
慶
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
班
固
は
後
漢
王
朝
に
迎
合
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し
、
そ
の

H

御
用
附
学
者
μ

と
し
て
、
前
漢
の
歴
史
を
勝
手
に
「
改
作
」
す
る

こ
と
が
許
存
さ
れ
」
(
四
七
六
頁
)
、
「
『
漢
書
』
は
不
公
平
で
非
客
観
的
な
頑

貼
か
ら
、
一
面
で
は
個
性
的
、
他
面
で
は
怒
意
的
に
執
筆
さ
れ
た
ガ
欽
定
d

の
照
史
書
で
あ
る
」
(
四
七
七
頁
)
と
い
っ
た
衝
撃
的
結
論
が
導
き
出
さ
れ

て
く
る
。
董
仲
野
、
五
経
博
士
そ
し
て
儒
教
官
皐
化
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ

う
い
っ
た
班
同
と
『
漢
書
」
が
も
の
し
た
担
遣
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。

本
書
第
三
篇
「
班
固
『
漢
書
』
の
研
究
」
を
讃
み
終
わ
り
、
私
は
こ
れ
に

ど
う
封
廃
し
た
ら
い
い
の
か
、
賓
は
い
ま
も
っ
て
戸
惑
い
と
、
混
乱
の
中
に

い
る
。
第
三
篇
の
『
漢
書
」
の
批
判
的
研
究
は
、
『
左
惇
」
、
漠
亮
後
説
、
園

識
と
い
っ
た
事
柄
を
と
り
あ
げ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
と
が
ら

は
そ
の
他
の
漠
代
の
政
治
・
経
済
・
制
度
の
記
述
も
、
『
漢
書
」
の
偏
向
性

を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
賓
は
、
か
く
言
、
つ
私
も
、
近

作
に
お
い
て
『
漢
書
』
刑
法
志
を
め
ぐ
っ
て
こ
う
述
べ
た
。

|
|
『
漢
書
』
刑
法
志
を
編
纂
し
た
班
固
の
意
園
は
、
法
律
制
度
の
賓
態
と

現
賓
を
正
確
に
記
そ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は

な
い
。
:
:
:
制
度
史
の
史
料
と
し
て
接
し
た
場
合
に
感
ず
る
隔
靴
掻
庫
の
感
、

不
十
分
さ
、
刑
法
志
の
文
章
の
流
れ
の
曲
折
も
、
刑
法
志
が
、
制
度
の

「
志
」
で
は
な
く
、
政
治
思
想
の
「
志
」
と
み
る
こ
と
で
納
得
で
き
る
。

(
「
誇
注
中
園
歴
代
刑
法
志
」
解
説
二

O
O
五
創
文
枇
、
二
六

O
頁
)

た
だ
、
「
漢
童
H

』
の
恋
音
山
性
が
ど
こ
ま
で
虞
が
る
の
か
、
「
漢
書
』
全
般
の

信
頼
性
に
か
ん
し
て
私
に
は
短
兵
急
に
意
見
を
出
せ
な
い
。
一
柏
井
先
生
が
投

げ
か
け
ら
れ
た
問
題
が
あ
ま
り
に
根
幹
に
か
か
わ
り
、
こ
れ
ま
で
『
漢
書
』

を
信
頼
す
べ
き
史
料
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
漠
代
史
研
究
の
方
法
そ
の
も

の
に
鋭
い
問
い
を
投
げ
か
け
る
か
ら
で
あ
る
。

103 

」

V 

儒
教
の
官
準
化
に
た
ち
か
え
り
、
こ
こ
で
問
題
を
整
加
し
て
み
よ
う
。

い
っ
た
い
、
「
儒
教
の
官
皐
化
」
は
、
ど
う
定
義
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
次
の
三
黙
で
あ
ろ
う
。

山
儒
教
が
園
家
の
思
想
・
皐
問
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

山
儒
教
が
枇
舎
に
お
い
て
、
唯
一
紹
釘
の
位
置
を
確
立
す
る
こ
と
。

川
園
家
が
儒
皐
し
か
認
め
ず
、
他
の
思
想
・
示
教
を
排
斥
・
弾
医
し
た
。

こ
こ
で
叫
に
関
し
て
言
え
ば
、
秦
始
皇
帝
が
お
こ
な
っ
た
焚
書
、

臣
請
史
官
非
秦
記
皆
焼
之
、
非
博
士
官
所
裁
、
天
下
敢
有
戒
詩
書
百
家
語

者
、
悉
詣
守
尉
雑
焼
之
、
有
敢
偶
語
詩
書
者
棄
ド
巾
。

右
の
命
令
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
な
朕
況
を
言
う
わ
け
だ
が
、
漠
代
に
お
い
て

か
か
る
弾
堅
は
な
か
っ
た
。
董
仲
辞
針
策
に
見
え
る
「
臣
愚
以
潟
諸
不
在
六

萎
之
科
、
孔
子
之
術
、
比
白
絶
其
道
、
勿
使
並
進
」
と
い
い
、
そ
れ
が
「
儒
家

一
等
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
儒
家
以
外
の
撃
を
排
斥
し
た
り
弾
医

し
た
り
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
聞
は
考
慮
の
外
に

な
る
。次

に
川
で
あ
る
が
、
「
儒
教
が
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
定
義
は
、
い
さ
さ

か
暖
昧
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
官
皐
」
「
園
教
」
な
ど
と
い
う
概
念
は
、
後

の
歴
史
家
が
使
っ
た
用
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
園
家
が
園
の
政
策
の
一
環
と

し
て
位
置
づ
け
、
保
護
す
る
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

場
合
、
園
家
が
公
認
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
ど
う
い
っ
た
具
程

的
な
政
策
が
行
な
わ
れ
た
の
か
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
、
ま
た
そ
れ
が
現
賓
に

賓
施
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

山
は
、
王
朝
が
儒
殺
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
様
な
政
策
を
と
っ
た
の
か
と
い
う
こ

十

「
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と
で
あ
り
、
そ
の
検
詮
は
、
園
家
の
儒
数
政
策
を
制
度
史
の
う
え
で
行
な
う

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
釘
し
て
凶
は
、
規
座
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
儒
救
が
他
の
思

想
を
屋
倒
し
て
枇
舎
に
受
容
さ
れ
、
一
吐
舎
の
制
度
・
政
治
・
習
慣
さ
ら
に
は

債
値
観
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
奥
え
る
、
そ
う
い
っ
た
枇
曾
現
象
に
な
る
、

つ
ま
り
「
園
家
と
制
度
に
つ
い
て
の
考
察
」
の
川
に
た
い
し
て
、
凶
は
「
園

家
と
壮
舎
に
つ
い
て
の
考
察
」
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
(
園
教
、
官
撃
と
い

う
以
上
、
園
家
と
の
関
係
で
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
制
度
史
的

考
察
」
「
枇
合
史
的
考
察
」
よ
り
も
「
同
家
と
枇
舎
」
と
い
う
表
現
を
使
っ

た
)

0

な
お
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
儒
教
の
内
零

と
性
格
で
あ
る
が
、
川
に
お
い
て
志
向
さ
れ
た
、
も
し
く
は
川
の
段
階
で
も

っ
て
い
た
儒
教
は
、
叫
の
段
階
で
は
す
で
に
そ
の
性
格
、
内
需
什
が
愛
化
し
て

い
く
と
い
う
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
一
帽
井
先
生
の
立
場
は
ど
う
な
の
か
。
今
一
度
、
一

O
五
頁
l

一
O
六
頁
の
解
説
を
取
り
上
げ
よ
う
。

凶
儒
教
が
皇
帝
や
園
家
に
よ
っ
て
公
私
と
も
に
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
時

h
l
L
W
 

'
j
1
1
 

刷
儒
撃
が
他
の
思
想
と
隔
絶
し
て
、
皇
帝
以
下
、
吏
民
の
多
数
に
容
認

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
時
代

先
生
は
ま
ず
右
の
よ
う
に
、
時
代
凶
と
時
代
倒
を
想
定
し
、
川
か
ら
倒
へ
の

分
岐
貼
を
も
と
め
、
そ
れ
を
「
儒
教
の
岡
敬
化
の
成
立
」
と
さ
れ
る
の
で
あ

る。
こ
の
考
え
に
針
し
て
、
私
な
り
の
質
問
を
以
下
に
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

質
問
川
こ
こ
で
い
う
「
儒
教
」
は
、
そ
の
内
宥
・
性
格
は
同
じ
と
い
う
前

提
に
立
た
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
っ
か
り
に
同
じ
と
し
て
も
、
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質
問
叫

思
想
自
身
は
そ
の
性
格
が
時
と
共
に
愛
化
す
る
以
上
、
何
を
承
認

す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
誠
に
難
し
い
。
結
局
は
承

認
す
る
の
は
、
「
儒
数
」
の
内
容
で
は
な
く
、
儒
数
と
い
う
外
枠

で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
法
家

主
義
の
色
彩
が
強
く
と
も
、
認
め
ら
れ
る
べ
き
儒
教
に
入
る
の
で

は
な
い
か
と
言
う
こ
と
で
す
。

「
承
認
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
音
信
州
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
「
存
認
さ
れ
る
」
と
は
何
に
よ
っ
て
検
誼
す
る
の
で
し
ょ
う

か
?
ま
た
「
公
が
承
認
も
し
く
は
容
認
す
る
(
し
な
い
と
と

「
私
が
承
認
も
し
く
は
容
認
す
る
(
し
な
い
と
の
は
同
時
に
後

生
す
る
事
態
な
の
で
し
ょ
う
か
つ

凶
で
は
、
「
承
認
さ
れ
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
次
の
段
階
が

「
承
認
す
る
」
な
の
で
し
ょ
う
が
、
「
承
認
す
る
」
段
階
は
、
つ

ま
り
倒
の
「
儒
撃
が
他
の
思
想
と
隔
絶
し
て
、
皇
帝
以
下
、
吏
民

の
多
数
に
容
一
認
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
と
同
時
の
事
柄
な
の
で
し

ょ
う
か
。
ま
た
「
皇
帝
が
容
認
す
る
」
の
と
「
吏
民
が
容
認
す

る
」
の
は
、
形
式
、
時
期
は
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

質
問
叩

一
帽
井
先
生
が
解
説
で
一
百
わ
れ
る
「
公
私
と
も
」
「
皇
帝
を
は
じ
め
:
:
:
」

は
、
「
一
刷
合
回
全
岨
胞
が
」
「
大
方
が
」
「
懐
勢
が
」
と
い
っ
た
意
味
な
の
か
も
知

れ
ず
、
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
尻
を
云
々
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、

私
が
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
皇
帝
、
も
し
く
は
公
(
園
家
)
が
示
認
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
「
図
家
と
制
度
」
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
「
吏
民
が
容
一
認

す
る
」
「
私
が
承
認
す
る
」
は
「
岡
家
と
枇
舎
」
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り

私
が
さ
き
に
儒
教
官
率
化
の
定
義
で
述
べ
た
川
と
山
に
こ
れ
は
か
か
わ
り
、
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一
柏
井
先
生
の
凶
と
倒
は
、
川
と
凶
の
二
つ
の
方
向
を
同
時
に
含
ん
で
い
る
と

思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

VI 

「
図
家
と
制
度
」
と
い
う
楓
貼
に
立
て
ば
、
な
ん
と
い
っ
て
も
注
目
せ
ね

ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
史
記
』
儒
林
惇
と
『
漢
書
』
公
孫
弘
惇
に
見
え
る
博

士
弟
子
員
、
試
験
に
よ
る
官
吏
任
用
(
射
策
科
)
の
提
案
と
、
武
帝
の
認
可

で
あ
る
。
こ
れ
は
武
帝
一
冗
朔
五
年
(
前
一
一
一
四
)
に
行
な
わ
れ
た
任
用
規
定

(
功
令
)
の
一
僚
に
加
え
る
立
法
措
置
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
の
儒
教
の
性

格
が
な
ん
で
あ
れ
、
博
士
官
で
弟
子
員
に
経
撃
を
皐
ば
せ
、
そ
こ
か
ら
官
吏

に
任
用
す
る
と
い
う
法
規
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
制
度
上
の
劃
期
で
あ
る

こ
と
、
否
定
で
き
な
い
。
「
儒
教
は
漠
武
帝
元
朔
元
年
の
詔
で
も
っ
て
官
吏

が
墜
ぶ
べ
き
皐
問
と
し
て
立
法
化
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。
私
は
、
立
法
と
い

う
こ
と
の
重
み
は
、
無
覗
で
き
な
い
と
思
う
。

こ
こ
で
、
問
題
が
二
つ
生
じ
る
。
一
つ
は
、
五
経
博
士
の
設
置
で
あ
る
。

五
経
博
士
は
『
漢
書
』
に
は
建
一
川
五
年
(
前
一
一
一
一
六
)
と
あ
り
、
そ
れ
は
立

法
化
に
先
立
つ
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
五
経

博
士
」
と
い
う
名
稽
が
武
帝
期
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
確
か
に
疑
問

で
あ
る
。
た
だ
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
博
士
官
(
こ
れ
は
、
拙
許
で
あ
げ

た
秦
始
皇
帝
の
焚
書
の
詔
に
も
み
え
る
)
は
、
儒
救
専
門
の
博
士
官
と
な
り
、

新
た
な
目
的
を
も
っ
て
皐
生
が
配
置
さ
れ
た
、
こ
の
こ
と
は
一
冗
朔
五
年
の
候

文
に
記
さ
れ
て
い
る
。
と
な
れ
ば
元
朔
五
年
の
博
士
官
設
置
と
建
元
五
年
の

博
士
官
設
置
は
、
建
元
五
年
の
博
士
官
設
置
そ
れ
自
慢
が
虚
備
事
賓
な
の
か
、

そ
れ
と
も
建
元
五
年
と
い
う
紀
年
の
錯
誤
で
あ
り
、
本
来
元
朔
五
年
に
属
す

る
も
の
が
、
い
ま
だ
年
競
制
度
が
な
か
っ
た
時
期
の
混
乱
な
の
だ
ろ
う
か
。
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つ
ま
り
全
面
否
定
の
立
場
で
あ
る
こ
と
、
承

も
と
よ
り
福
井
先
生
は
前
者
、

知
し
て
い
る
が
。

今
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
一
五
朔
五
年
の
立
法
と
董
仲
箭
も
し
く
は
董
仲
箭
封

策
の
関
係
で
あ
る
。

元
朔
五
年
の
功
令
の
立
法
は
、
武
帝
の
制
詔
を
受
け
て
公
孫
弘
が
答
申
し
、

そ
れ
を
認
可
(
削
日
可
)
す
る
立
法
形
式
を
も
ち
、
こ
れ
は
官
時
の
法
形
式
、

詔
書
が
そ
の
ま
ま
法
令
と
な
る
こ
と
と
い
さ
さ
か
も
組
献
を
き
た
さ
な
い
。

そ
こ
に
は
董
仲
箭
釘
策
が
入
る
品
跡
地
は
な
い
の
だ
が
、
た
だ
最
初
の
武
帝
の

諮
問
は
そ
の
前
段
階
に
董
仲
箭
の
劉
策
文
の
影
は
全
く
な
い
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
董
仲
箭
の
劉
策
が
契
機
と
な
っ
て
武
帝
の
詔
が
出
さ

れ
た
と
い
う
可
能
性
は
ゼ
ロ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
董
仲
許
封

策
は
す
べ
て
虚
構
か
、
そ
れ
と
も
董
仲
野
書
に
採
録
さ
れ
た
董
仲
野
釘
策
は
、

賓
際
の
釘
策
文
を
一
部
含
ん
で
お
り
、
そ
の
部
分
は
確
か
に
針
策
と
し
て
提

出
さ
れ
た
と
考
え
る
の
か
に
関
わ
ろ
う
。

「
博
士
官
設
置
が
法
令
化
さ
れ
儒
救
は
制
度
の
上
で
は
園
家
の
認
め
る
墜

と
な
っ
た
、
そ
れ
は
漢
武
帝
の
元
朔
五
年
の
詔
に
よ
る
立
法
化
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
董
仲
箭
針
策
の
教
唆
が
あ
っ
た
」
と
し
た
場
合
、
仮
託
・
虚
備
と

見
る
か
ど
う
か
は
、
「
董
仲
箭
針
策
を
教
唆
」
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
董
仲
箭

針
策
は
一
一
顧
だ
に
さ
れ
ず
無
視
さ
れ
た
と
す
る
の
か
、
こ
れ
は
董
仲
奇
釘
策

の
影
響
を
ど
の
範
園
で
と
ら
え
る
の
か
と
言
う
こ
と
に
蓋
き
る
。

以
L
L
は
、
「
岡
家
と
制
度
」
か
ら
の
考
察
だ
が
、
こ
れ
と
「
園
家
と
枇
曾
」

の
考
察
は
別
で
あ
る
。
元
朔
五
年
に
法
令
が
護
布
さ
れ
て
も
「
凶
儒
殺
が

枇
舎
に
お
い
て
、
唯
一
組
封
の
位
置
を
確
立
す
る
こ
と
」
に
な
ら
な
い
こ
と

は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
制
度
の
愛
布
と
定
着
は
同
時
で
は
な
く
、
そ
こ
に

は
あ
る
程
度
の
時
間
と
献
舎
の
饗
化
が
伴
う
こ
と
は
、
嘗
た
り
前
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
武
帝
期
に
「
儒
教
が
枇
舎
に
お
い
て
、
唯
一
絶
到
の
位
置
を

確
立
し
た
」
と
見
な
す
の
は
、
非
現
賞
的
で
あ
り
、
私
は
従
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
の
意
味
で
、
元
・
成
帝
の
時
期
に
儒
教
が
一
利
舎
に
浸
透
し
、
他
の

思
想
・
附
学
術
を
凌
駕
し
た
絶
封
の
立
場
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
成
る
程
一

つ
の
見
解
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
書
で
は
そ
の
見
通

し
を
述
べ
る
だ
け
で
、
一
脂
井
先
生
は
そ
れ
以
上
に
考
察
を
す
す
め
ら
れ
て
は

い
な
い
し
、
そ
も
そ
も
本
書
の
目
的
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
「
あ
と

が
き
」
に
お
い
て
、
「
本
書
は
、
五
経
博
士
の
設
置
と
董
仲
箭
の
事
績
を
め

ぐ
る
定
説
に
封
し
て
、
根
本
的
に
疑
義
を
提
起
し
」
そ
れ
に
解
答
を
奥
え
た

「
中
間
報
告
」
と
さ
れ
て
い
る
。
制
度
と
し
て
で
は
な
く
、
政
治
・
思
想
・

枇
舎
の
上
で
の
儒
教
官
率
化
に
閲
す
る
考
察
は
、
本
書
に
績
く
後
編
で
論
ず

る
こ
と
を
言
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
一
耐
井
先
生
が
こ
の
問
題
を
本
書
の
延
長
線
上
で
進
め
ら
れ
る
に
は
、

客
観
的
に
見
て
出
版
し
い
這
の
り
が
待
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
と
い
う
の

は
、
儒
教
官
準
化
の
成
立
が
想
定
さ
れ
る
前
漢
後
半
期
は
、
「
史
記
』
以
後

の
時
代
で
あ
り
、
使
え
る
史
料
は
『
漢
書
』
が
中
心
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
る
に
、
『
漢
童
H

』
の
怒
意
性
、
と
く
に
儒
教
に
閲
す
る
班
固
の
偏
向
を

強
制
す
る
一
脂
井
間
半
説
に
あ
っ
て
、
前
漢
後
中
十
期
の
儒
教
に
か
ん
す
る
考
詮
は

ど
の
よ
う
に
行
な
え
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
私
は
信
じ
て
い
る
。
一
服
井

先
生
な
ら
ば
、
こ
の
片
肺
飛
行
の
な
か
で
、
必
ず
や
有
殺
な
小
刀
法
を
提
示
し
、

儒
教
官
皐
化
に
関
す
る
最
終
報
告
を
近
い
う
ち
に
出
版
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
。

二
O
O
五
年
三
月
東
京
汲
古
書
院

六
十
五
三
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十
一
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二
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0
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