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式

元

本

角

支
那
を
よ
-
よ
-
押
聯
す
る
に
は
'
本
木
か
の
地
に
於
で
発
生
し
毅
展

し
て
､
然
も
根
強
-
漢
人
祉
骨
に
浸
透
し
て
ゐ
る
民
族
信
仰

｢
道
教
｣
の

研
究
が
不
可
紋
の
修
件
と
し
て
切
に
嬰
請
さ
れ
る
()
と
は
､
何
人
も
等
し

-
痛
感
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
そ
れ
が
比
較
的
に
等
閑
に
附
せ
ら
れ
て

ヽ

ゐ
る
学
界
の
現
状
は
､
支
那
研
究
の
砲

の
部
門
に
於
け
る
顕
著
な
る
威
光

を
思
ふ
に
つ
け
､

一
抹
の
物
見
-
な
さ
を

感
ぜ
し
む
る
も
の
が

あ
る
｡

今
､
民
閥
の
碩
畢
降
壇
氏
が
輔
仁
大
挙
輩
章
節
八
と
し
て
､
道
教
に
関
す

る
新
研
究
を
資
表
さ
れ
た
.こ
と
は
､
か
ゝ
る
こ
と

へ
の
反
省
を
闇
に
促
す

も
の
と
し
て
意
味
深
-
思
は
れ
る
O

さ
て
､
陳
的
氏
が
云
ふ
南
宋
初
河
北
如
ち
金

･
元
確
治
下
の
北
支
那
道

教
界
の
様
粕
は
'
道
教
史
上
､
革
命
的
意
義
を
も
つ
重
要
什
興
味
深
い
と

こ
ろ
で
あ
っ
て
'
常
時
は
､
江
南
が
漠
代
以
束
の
博
続
を
誇
る
花

.L
教
で

あ
っ
た
に
反
し
て
､
北
支
那
に
は
'
令
員
数

･
太

一
敦

･
最
大
道
教
の
薪

宗
浜
が
勃
興
L
t
共
等
が
急
速
な
る
教
練
の
携
張
を
な
し
つ
ゝ
あ
っ
た
時

代
で
あ
る
｡
云
は
ゞ
近
冊
道
教
の
翠
明
期
で
あ

っ
た
0
釣
る
に
t
か
ゝ
る

重
要
な
時
期
及
び
注
寮
す
べ
き
新
京
涯
に
就
い
て
の
本
格
的
研
究
は
､
従

衆
､
遺
憾
な
が
ら
姶
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
-
堤
-
~
就
中
ー
北
支
那
逆
数

界
を
風
靡
す
る
に
至
る
最
重
要
な
仝
員
数
に
就
い
て
さ

へ
-
､
金
蓮
正
坐小

記

･
組
庭
内
博

･
七
展
墓

帽
･
甘
水
仙
源
銀
等
の
如
き
元
代
造
士
の
撰
に

か
～
る
賓
料
以
外
に
は
'
僅
か
に
清
未
陣
友
敦
の
長
春
道
教
源
流
考
が
あ

る
に
過
ぎ
な
い
有
様
､
で
､然
も
こ
の
書
L
l
る
や
､
含

=(改
造
+
;の
博
を
嬰

に
羅
列
し
た
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
全
貌
を
組
織
立
て
ゝ
明
瞭
に
さ
れ
た

も
の
で
な
い
こ
と
は
､
こ
の
方
面
に
関
心
を
も
つ
も
の
を
し
て
‥
甚
し
-

空
虚
を
感
ぜ
ん
ひ
る
も
の
で
あ
っ
た
.
か
ゝ
る
鮎
に
肴
限
し
て
､
会
員
数

■▼

の
み
な
ら
ず
､
こ
れ
ま
で
は

一
般
に
元
史
樺
老
博
の
簡
単
な
記
載
に
よ
っ

て
の
み

裡
解
さ
れ
て
ゐ
仁
に

す
ぎ
な
い
最
大
道
教

･
太

1
敦
に
就
い
て

･も
､
精
髄
LlIt
る
研
究
を
な
さ
れ
た
氏
の
灼
眼
と
努
力
に
､
兜
づ
敬
意
を
塞

き
ね
ば
な
ら
ぬ
O

本
書
は
四
番
よ
-
成
る
｡
前
二
雀
は
令
員
数
後
､
二
審
が
最
大
数
と
太

.i
敦
と
で
あ
る
｡
蕃
巾
､
軍
に
道
教
側
の
資
料
の
み
な
ら
ず
､
膳
-
諸
縄

の
文
集
を
渉
猟
L
t
殊
に
こ
の
縄
の
研
究
に
無
二
の
蒐
嬰
資
料
た
る
金
和

文
を
縦
横
に
駆
使
し
て
博
引
労
設
至
ら
ざ
る
な
き
豊
か
な
学
識
は
､
磯
薪

■

の
夢

一
に
感
嘆
す
TO
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
｡
そ
の
諭
旨
に
於
で
も
､
敬
服
に

た

へ
ざ
る
も
の
多
-
'
特
に
新
宗
派
が
乗
の
漁
民
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た

こ
と
換
言
す
れ
ば
輿
民
族
の
金
朝
治
下
の
漢
人
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
こ

と
に
特
に
留
意
し
っ
～
そ
の
起
原
を
説
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
築
希
の

最
も
賛
意
を
表
し
L
!
い
と
こ
ろ
で
あ
る

(支
那
怖
数
史
準
四

･
一
所
収
拙

稿
仝
員
数
発
生
の

一
考
察
参
照
)｡

又
~
全
県
数
に
就
て
､

教
徒

の寒
路

を
重
ん
ぜ
し
こ
と
婦
女
の
信
者
の
多
か
つ
た
こ
と
等
を
指
摘
し
強
調
さ
れ

て
ゐ
る
こ
と
は
､
該
敦
の
性
格
を
鍵
-
突
い
て
ゐ
る
こ
と
と
認
め
た
い
｡

触
れ
ど
も
､
本
書
に
よ
っ
て
令
員
数
に
関
す
る
す
べ
て
の
関
越
が
解
明

さ
れ
て
ゐ
る
-
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
(■
殊
に
該
敦
の
教
義
的
性
格
に
就
い

て
は
､
殆
ん
ど
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
｡
教
義
を
諭
す
る
な
ら
は
そ
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れ
は
怖
敦
特
に
常
時
支
那
全
土
に
弘
布
し
て
ゐ
る
賓
距
教
押
宗
の
影
響
を

多
分
に
受
け
た
も

ので
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
-
､
又
思
想
鼻
の

一
般
的

傾
向
た
る
三
敦

(
儒

･
式

･
悌
)
親
和
の
考

へ
方
に
よ
っ
て
ゐ
る
こ
と
も

忘
れ
て
は
な
tF
な
い
｡
細
部
の
諭
諺
に
就
い
て
も
首
肯
し
難
き
鮎
が
な
い

で
も
小甘
い
｡
例

へ
ぱ
∵
叫
の
意
宋
よ
-
世
親
時
代
に
亙
れ
る
激
烈
な
る
造

偽
の
論
轟

(賓
は
仝
員
数
と
件
数
と
の
諭
簿
)
を
河
北
に
於
け
る
二
敦
の

地
盤
争
ひ

-
金
元
の
交
代
期
に
於
け
る
仝
虞
教
の
教
練
携
糞
､
こ
れ
に

封
す
る
備
教
徒
の
反
撃
-

と
見
る
こ
と
に
は
賛
意
を
表
す
る
も
､
憲
采

八
年
に
於
5
=
る
論
議
に
敗
北
の
結
果
､
全
員
改
造
士
焚
志
鹿

･
申
満
員

･

李
志
全
等
十
七
人
が
上
都
龍
光
寺
に
於
で
落
髪
せ
し
め
ら
れ
た
と
云
ふ
至

元
彊
傍
線
の
記
載
は
信
す
べ
き
で
L･t
い

(寅
功
九
)
i
,い
ふ
氏
の
諭
旨
は

首
肯
し
難
い
｡
氏
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
､
此
等
三
人
の
某
誌
銘

･
遊

行
碑
等
に
見
ゆ
る
博
に
落
髪
の
事
案
L･芸

の
み
な
ら
す
､
す
べ
て
彼
等
が

敦
華

南
か
つ
写

し
と
'
特
に
焚
志
鹿
の
如
き
雪
空

一
十
二
年
以
後
大
都
に

陶
接
し
て
常
時
の

一
流
名
士
と
交
勝
L
t
掃
借
銭
の
成

っ
た
至
元
二
十
八

年
よ
-
･d
数
年
後
の
元
貞
元
年
に
漸
-
卒
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
な
ど
で

あ
る
｡

締
慣
錐
が
扉
撰
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
に
し
て
も
t
か
ゝ

る
理
由
の
み
で
落
髪
の
事
案
ま
で
も
否
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
｡

′

憲
宋
八
年
潰
併
論
議
の
直
後
よ
-
､
蒙
古
は
南
宋
討
伐
の
大
軍
を
起
し

て
憲
宗
は
勿
論
忽
必
烈
も
紅
旗
に
あ
-
､
且
其
後
憲
宗
の
陣
中
死
残
後
は

忽
必
烈
と
阿
里
不
苛
と
の
数
年
に
壕
る
射
光
抗
争
が
あ
っ
て
､
道
備
確
執

の
問
題
は
暫
-
隣
み
守

れ
-

情
勢
に
あ

っ
た
の
で
あ
っ
て
､
従
イ

て
落

髪
し
て
倍
と
な
さ
れ
し
道
士
等
も
其
間
に
仝
異
教
に
復
籍
し
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る

l
従
っ
て
軍
九
年
間
彼
等
が
な
は
遥
士
と
し
て
存
来
し
て
ゐ
で

も
不
思
議
で
は
な
-
~
似
て
落
髪
の

奉

賛
を
召
定
す
る
わ
竹
に
は
ゆ
か
ぬ
｡

叉
､
そ
の
侍
を
美
化
す
べ
き
作
質
の
慕
諒
鐸

･
追
行
碑
が
避
け
て
記
さ
な

い
の
は
至
棉
常
顔
で
あ
-
'
長
春
道
教
源
流
す
ら
こ
の
新
か
)指
摘
し
て
ゐ

る
程
で
あ
る
｡

.
落
髪
の
事
案
は
虞
集
の
備
国
普
安
大
網
師
塔
銘
に
も
見
え
て
ゐ
る
こ
と

で
あ
る
｡

右
は
単
に

一
事
を
指
摘
し
た
に
す
ぎ
や
'
な
は
他
に
も
こ
の
種
の
こ
と

な
い
で
も
な
い
が
､
元

長
を
恐
れ
て
略
す
る
こ
と
と
し
､
t
ゞ
女

の
こ
と

を

一
言
し
た
い
｡

そ
れ
は
､
､氏
の
筆
致
が
仝
鯉
か
ら
見
て
含

娯
敦

･
太

.1
教

･
盛
大
道
教

等
の
新
京
波
に
対
し
て
､
同
価
的
好
意
的
で
あ
り
'
そ
の
優
れ
た
と
こ
甥

を
稀
揚
す
る
に
努
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
が
､

こ
れ
恐
ら
く
は
､

比
等
新
宗
派
が
来
朝
遺
民
の
創
始
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
氏

が
特
別
の

感
覚
を
も
た
れ
た
が
鴇
め
で
あ
ら
う
.
な
る
締
､
創
始
期
の
金
員
数
々
問

に
は
信
仰
の
熱
烈
さ
と
教
徒
の
運
筆
さ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
が
､
長
春

県
人
に
統
率
さ
れ
た
後
の
.該
致
陶
の
動
向
に
は
､
必
や
し
も
､
然
-
と
は

か
-
云
へ
な
い
も
の
が
あ
る
｡

､

さ
れ
ど
､
と
も
か
-
も
本
書
が
道
教
史
研
究
に
新
し
い
領
域
を
開
拓
さ

れ
た
名
著
で
あ
る
こ
と
に
は
-
何
の
異
議
も
な
い
0
本
等
を
手
引
と
し
て
~

今
後
､
支
那
近
世
道
教
史
の
研
究
が

一
段
と
進
め
ら
れ
ん
こ
と
は
'
筆
者

の
暢

願
望
で
は
あ
る
ま
い
)
な
は
'
衆
少
し
と
は
云
へ
､
既
に
こ
れ
ま

で
に
我
国
に
も
常
盤
博
士
等
の
教
員
数
に
関
係
あ
る
諭
作
が
あ
る
が
'
本

書
に

〓
flE
も
ふ
れ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
は
や
ゝ
遺
憾
で
あ
る
｡
〔
野
上
俊
静
〕
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