
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
は
、
本
書
の
性
格
上
一
懸
う
な
す
．
け
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
今
少
し
親
切
に
附

　
　

@
　@
杜
甫
傳
　
　
　
潟
至
著
　
　
註
を
施
し
て
裸
て
ほ
し
か
つ
た
患
わ
れ
る
馳
が
な
い
で
象
い
。
一
例
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B
6
版
天
五
頁
一
九
五
二
年
＋
一
月
　
あ
げ
れ
ば
・
第
二
章
「
童
年
」
の
條
で
、
杜
甫
の
生
地
を
河
南
の
輩
縣
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
、
　
　
　
北
京
・
人
民
文
學
出
版
杜
稜
行
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
は
・
す
で
に
吉
川
博
士
も
そ
の
著
「
杜
甫
私
記
」
に
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ

　
　
　
奢
は
・
一
九
五
一
年
百
か
皇
ハ
月
に
か
け
「
新
襲
」
に
嚢
さ
れ
た
で
あ
る
が
、
饗
は
更
に
そ
の
東
二
里
な
る
「
議
」
と
論
定
し
た
と
こ
ろ
に

　
　
も
の
の
輩
行
出
版
で
あ
り
・
著
者
の
漏
至
は
、
リ
ル
ケ
の
詩
を
中
國
に
紹
介
し
は
、
，
我
々
の
智
え
な
い
資
料
に
も
と
す
く
て
ん
が
あ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
た
詩
人
と
し
て
き
こ
え
・
「
十
四
行
集
」
、
「
昨
日
之
夜
」
、
「
北
遊
及
其
他
」
の
　
　
軍
に
こ
れ
は
一
例
に
す
ぎ
ぬ
が
、
か
か
る
新
資
料
を
利
用
る
た
と
思
わ
れ
る
と

　
　
作
品
が
あ
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ろ
に
は
、
よ
し
本
書
の
籍
が
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
疑
問
毒
明
し
て

　
　
　
こ
の
書
物
は
・
そ
の
名
の
季
ご
と
ぐ
、
杜
甫
の
籍
で
あ
り
、
刊
行
の
意
裸
て
ほ
し
か
つ
た
と
思
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
千
敷
百
に
の
ぼ
る

　
　
圖
は
ま
え
が
き
に
よ
つ
て
明
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
八
世
紀
の
偉
大
な
詩
人
　
　
．
杜
甫
の
詩
文
の
中
か
ら
、
詩
人
の
歩
み
を
物
語
る
事
實
を
、
綿
密
か
つ
分
明
に

　
　
で
あ
る
杜
甫
を
一
般
に
紹
介
す
べ
く
、
彼
が
當
時
ど
の
よ
う
に
生
活
し
、
奮
圖
　
　
調
べ
あ
げ
、
こ
れ
を
そ
の
他
の
史
實
と
巧
み
に
結
合
排
列
し
て
、
詩
人
の
生
涯

　
　
し
た
か
・
ま
た
い
か
に
獲
展
し
・
創
作
し
た
か
を
知
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
彼
　
　
を
み
ご
と
に
描
き
な
し
た
努
力
と
手
ぎ
わ
の
よ
さ
に
は
、
感
服
の
外
は
な
い
。
．
　
一

羅
箋
髪
蒜
簿
幾
肋
藝
に
知
ら
し
め
麺
契
隷
憩
驕
耀
腱
韓
縫
黎

　
　
　
ω
家
世
器
身
璽
葦
㈲
呉
越
舞
趙
的
漫
遊
㈲
與
李
白
的
會
合
　
書
が
評
便
蓋
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
著
者
の
本
誉
す
る
き
ろ
で
な
か
ろ

　
　
　
㈲
長
安
＋
年
⑥
流
亡
ω
侍
奉
暑
與
喬
人
民
⑧
朧
右
的
邊
警
轟
う
。
著
者
が
こ
の
偉
大
な
詩
人
の
生
涯
を
描
く
に
あ
た
つ
て
、
意
圖
し
た
き
、

　
　
　
瞼
的
出
農
都
董
讐
度
流
亡
睾
府
生
活
墾
府
孤
城
　
ろ
の
力
馳
が
那
邊
に
あ
る
か
を
、
讃
者
は
享
も
つ
て
く
ん
で
か
か
ら
ね
ば
な

　
　
@
㈱
悲
劇
的
篶
　
　
　
　
　
・
　
　
　
ら
ぬ
。
つ
ま
り
詰
の
生
き
か
た
を
い
か
な
る
灘
か
ら
捉
え
誘
と
し
豚

　
　
ﾌ
＋
三
章
券
ち
・
詩
会
歩
ん
だ
入
生
を
詳
細
克
盟
追
求
し
て
い
る
。
し
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
憲
護
し
て
す
く
氣
つ
か
れ

　
　
か
も
そ
の
記
述
が
・
「
毎
句
よ
り
ど
こ
ろ
あ
り
、
史
實
に
そ
む
か
ぬ
よ
う
努
め
る
ご
と
く
、
封
馨
下
に
苦
し
む
食
を
愛
し
、
機
の
侮
り
に
租
國
患
い

　
　
た
」
と
言
つ
て
い
る
ご
と
く
・
」
句
々
々
史
料
に
も
と
直
て
、
そ
の
正
確
を
つ
め
る
詩
人
杜
甫
を
、
民
族
の
う
ん
だ
偉
委
駄
間
と
し
て
傳
え
ん
と
す
る
と

　
　
冾
ｵ
て
い
る
て
ん
・
從
來
と
も
す
れ
ば
課
本
位
に
な
り
が
ち
な
、
こ
の
種
の
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
ば
、
あ
ら
た
め
て
曽
口
う
毛
も
な
い
。
北
京
の
食
驚
の

　
　
傳
記
も
の
と
ち
が
い
・
き
わ
め
て
良
心
的
で
あ
り
・
て
が
た
い
蕎
で
あ
る
。
．
も
と
に
、
今
や
中
國
の
暴
は
、
長
年
の
資
奎
輩
帝
國
義
の
羅
弦

讐
麟
瀬
驚
暴
轟
勧
難
難
銑
解
諜
癖
難
齢
馨
編
繋
難
鞍
れ



6
　
・
と
は
自
ら
に
し
て
ち
が
つ
て
來
た
こ
と
は
む
し
ろ
當
然
の
こ
と
で
あ
り
、
人
民
　
　
と
は
否
定
ナ
る
も
の
で
な
い
。
と
こ
ろ
で
塾
そ
れ
に
も
自
ら
限
界
の
あ
る
ご
と

ら5
　
ま
た
は
民
族
と
遊
離
し
た
文
學
が
、
よ
し
技
巧
的
に
す
ぐ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
　
　
は
い
な
め
な
い
。
杜
甫
の
生
き
た
時
代
は
、
今
函
と
國
家
批
會
の
機
構
を
異
に
，

　
　
そ
れ
が
箪
に
貴
族
的
、
個
人
主
義
的
な
文
學
と
し
て
、
民
族
古
典
の
系
列
か
ら
　
・
す
る
。
そ
の
時
に
あ
つ
て
、
た
ま
く
人
民
へ
深
い
愛
情
を
示
し
た
か
ら
と
て

　
　
し
め
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
。
清
華
大
墨
中
國
語
文
系
　
　
彼
が
た
だ
ち
に
我
々
の
所
謂
人
民
文
學
者
で
あ
つ
た
か
の
ご
と
く
、
か
つ
ぎ
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
編
著
に
な
る
「
祀
國
十
二
詩
入
」
（
一
九
五
三
年
二
月
、
開
明
書
店
）
は
、
そ
う
　
　
げ
る
の
は
、
早
計
に
失
す
る
き
ら
い
が
あ
る
。
人
間
と
し
て
眞
に
偉
大
で
あ
る

　
　
し
左
傾
向
を
示
す
著
述
と
し
て
意
昧
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
國
の
學
者
，
　
な
ら
ば
、
當
然
そ
う
し
た
愛
情
を
ふ
り
そ
そ
ぐ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
し
も
徒
液

　
　
た
ち
は
・
か
か
る
時
に
あ
た
り
、
所
謂
薪
民
主
主
義
、
現
實
主
義
的
文
學
理
論
　
　
入
民
文
學
者
よ
ぱ
わ
り
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
却
つ
て
事
蜜
を
ま
げ
る
き
ら
い
が
’

　
　
の
上
に
立
つ
て
・
新
し
い
丈
學
史
を
書
き
な
お
す
べ
く
、
民
族
の
古
典
へ
の
再
　
　
生
す
る
。
杜
甫
が
か
つ
て
河
西
の
尉
を
授
か
つ
た
時
、
そ
れ
を
拝
辞
し
た
こ
と

　
　
許
便
を
加
え
つ
つ
あ
る
。
お
の
が
生
命
を
祀
國
に
殉
じ
た
屈
原
、
人
民
を
熱
愛
　
　
が
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
著
者
は
、
當
時
の
縣
尉
が
、
良
心
あ
る
詩
人
の

　
　
し
た
李
俗
の
詩
人
、
白
居
易
な
ど
が
、
今
ま
た
脚
光
を
あ
び
て
論
議
の
野
象
と
　
　
到
底
受
け
る
に
忍
び
ぬ
職
務
で
あ
り
、
剥
削
に
苦
し
む
人
民
に
鞭
う
つ
こ
と
を

　
　
さ
れ
は
じ
め
た
所
以
の
も
の
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
著
者
が
杜
甫
の
生
涯
を
描
か
　
　
さ
け
ん
と
し
て
暴
退
し
た
の
で
あ
る
と
、
高
適
の
詩
を
引
い
て
辮
じ
て
い
る
が
、

　
　
ん
と
し
た
態
度
も
ま
た
、
一
に
こ
こ
に
つ
な
が
つ
て
い
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
　
　
は
た
し
て
事
蜜
を
傳
え
る
解
纏
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
あ
ま
り
に
も
微
官
　
　
一

　
　
あ
る
ま
い
。
杜
甫
を
中
國
最
大
の
詩
人
と
す
る
許
便
は
、
す
で
に
古
く
か
ら
定
　
　
で
あ
り
、
今
さ
ら
五
斗
米
の
爲
に
腰
を
折
る
の
も
と
、
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
」
　
7
6

　
　
ま
り
・
民
國
の
文
學
革
命
以
後
と
」
い
え
ど
も
、
そ
の
評
便
に
攣
化
は
な
い
。
と
　
　
と
、
吉
川
博
士
は
、
前
記
「
杜
甫
私
記
」
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
爾
者
の
見
　
【

　
　
こ
ろ
で
そ
う
し
た
評
贋
の
う
ら
づ
け
と
な
つ
て
い
た
も
の
は
・
と
も
す
れ
ば
・
　
解
は
根
本
的
に
ご
ど
な
り
、
私
に
は
そ
の
陰
れ
が
正
し
い
と
券
ら
ぬ
し
、

　
　
彼
の
詩
の
巧
み
さ
や
・
ま
た
は
彼
の
い
だ
く
忠
誠
心
に
あ
つ
た
よ
う
で
あ
り
、
　
。
ま
た
そ
れ
を
解
決
す
る
直
接
資
料
が
な
い
と
す
れ
ば
、
著
者
が
前
が
き
に
も
特

　
　
そ
の
詩
を
・
所
謂
人
民
文
學
的
な
見
地
か
ら
あ
げ
つ
ら
つ
た
も
の
は
、
，
殆
ん
ど
　
　
に
こ
と
わ
つ
て
い
る
ご
と
く
、
か
か
る
と
こ
ろ
こ
そ
、
個
人
的
想
像
を
加
え
る

　
’
な
か
つ
た
と
言
つ
て
よ
い
。
そ
れ
を
敢
て
試
み
た
の
が
こ
の
書
物
で
あ
り
、
著
　
　
こ
と
な
く
書
い
て
ほ
し
か
つ
た
と
思
う
。
人
民
に
同
情
を
よ
せ
る
杜
甫
の
偉
大

　
　
者
の
良
心
と
、
熱
情
の
こ
も
つ
た
筆
と
に
ょ
つ
て
、
杜
甫
の
人
聞
像
が
、
そ
の
　
　
さ
を
張
調
せ
ん
と
す
る
あ
ま
り
、
つ
い
す
べ
る
筆
先
に
、
こ
う
し
た
個
人
的
な

　
　
角
度
か
ら
み
ご
と
に
う
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
い
る
。
失
意
や
生
活
の
窮
乏
か
ら
生
　
　
解
縄
が
う
ま
れ
る
危
瞼
性
を
、
大
い
に
警
戒
し
て
も
ら
い
た
い
。
ま
た
杜
甫
の

　
　
れ
る
杜
甫
の
憂
愁
が
、
や
が
て
は
人
民
へ
の
愛
情
に
深
ま
り
、
ひ
い
て
は
民
族
　
　
詩
は
、
多
く
の
人
々
が
認
め
る
ご
と
く
、
言
葉
の
も
つ
外
面
的
な
美
し
さ
ば
か

　
　
の
憂
愁
へ
と
お
し
ひ
ろ
め
ら
れ
て
い
く
過
程
を
、
讃
者
は
こ
の
書
物
を
ひ
も
と
　
　
り
求
め
て
、
や
や
も
す
れ
ぜ
迫
力
に
か
け
た
六
朝
以
後
の
詩
に
一
大
庫
新
を
加

　
　
く
こ
と
に
よ
つ
て
明
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
詩
人
杜
甫
の
偉
大
な
人
間
　
　
え
、
物
自
体
の
虞
實
に
ま
で
肉
迫
、
こ
れ
を
篤
實
的
に
う
た
い
あ
げ
、
・
や
が
て

　
　
性
に
親
し
み
を
も
つ
て
接
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
見
地
か
ら
な
さ
れ
る
研
　
　
そ
の
晩
年
に
は
、
純
檸
な
仔
情
詩
に
ま
で
獲
展
せ
し
め
た
藝
術
的
な
高
さ
の
ゆ

　
　
究
が
、
從
來
の
敏
鮎
を
補
う
と
と
も
に
、
－
そ
れ
が
ま
た
正
し
い
方
法
で
あ
る
こ
　
　
え
に
ζ
そ
、
そ
の
偉
大
性
が
た
た
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
創
作
面
へ
の
鏡



　
　
い
分
析
を
、
こ
の
書
物
は
や
や
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
き
ら
い
は
な
い
か
。
初
　
　
の
も
の
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
期
の
作
晶
か
ら
み
ら
れ
る
、
封
象
へ
の
あ
く
な
き
熱
醜
と
、
そ
れ
に
よ
づ
て
つ
　
　
　
以
上
，
感
じ
た
ま
ま
に
書
き
な
ぐ
つ
て
き
た
が
、
こ
の
書
物
に
つ
い
て
、
今
少

　
　
か
み
え
た
物
自
体
の
も
つ
本
質
、
そ
れ
を
き
わ
め
て
適
確
な
表
現
に
定
着
さ
し
　
　
し
く
氣
つ
い
た
こ
と
が
ら
を
の
べ
、
そ
の
道
の
寡
門
家
か
ら
教
え
を
仰
ぎ
た
い
，

　
　
て
い
く
す
ば
ら
し
遷
詩
才
、
こ
れ
が
ま
た
杜
甫
の
濁
壇
場
と
言
つ
て
よ
い
一
面
　

と
願
う
の
は
、
杜
甫
が
終
始
い
だ
い
て
い
る
皇
帝
へ
の
思
慕
の
念
、
そ
れ
が
母

　
　
で
あ
り
、
そ
れ
を
よ
そ
に
し
て
詩
人
と
し
て
の
彼
を
語
る
こ
と
は
、
°
か
た
て
お
　
　
系
に
ひ
く
唐
室
と
の
血
族
的
な
つ
な
が
り
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
た
、
そ

　
　
ち
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
。
こ
こ
に
鋭
い
メ
ス
を
加
え
ら
れ
た
の
は
吉
川
博
　
　
う
し
た
感
情
の
も
と
す
く
思
想
史
的
な
背
景
が
あ
つ
て
の
こ
と
か
、
薯
者
は
十

　
　
士
の
「
杜
甫
私
記
」
で
あ
り
、
漏
氏
の
こ
の
著
は
、
少
し
く
遜
色
が
あ
る
。
杜
　
　
分
な
解
決
を
與
え
て
く
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
ま
た
杜
甫
の
詩
に
は
、
吉
川

　
　
甫
が
宮
仕
え
し
て
い
た
時
の
作
品
を
、
庸
俗
の
詩
と
し
て
し
り
ぞ
け
る
の
は
、
　
　
博
士
の
示
唆
さ
れ
る
ご
と
く
、
北
方
武
人
的
な
は
ゆ
し
さ
が
あ
る
。
そ
れ
が
箪

　
　
ま
だ
し
も
理
解
さ
れ
る
と
し
て
、
晩
年
の
傑
作
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
「
秋
　
　
に
彼
の
家
系
か
ら
出
る
も
の
か
、
唐
の
文
化
の
底
に
流
れ
る
北
方
的
要
素
に
起

　
　
興
八
首
」
「
諸
將
五
首
」
等
、
菱
州
に
あ
つ
て
作
つ
た
作
品
を
．
徒
ら
に
鍵
鍋
　
　
因
す
る
も
の
か
、
も
し
後
者
も
あ
す
か
つ
て
力
あ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
う
し

　
　
た
る
音
節
と
華
麗
な
詞
藻
に
カ
バ
ー
さ
れ
た
詩
と
し
て
の
み
輕
く
あ
し
ら
う
の
　
　
た
文
化
の
形
態
を
、
今
少
し
明
か
に
し
て
ほ
し
か
つ
た
。
叉
七
世
紀
後
孚
に
入

　
　
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
宋
の
朱
烹
に
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
て
文
人
の
階
暦
が
い
わ
ゆ
る
第
二
流
の
士
人
に
う
つ
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
　
　
酬

　
　
　
人
多
読
杜
子
美
嚢
州
詩
好
、
此
不
可
曉
、
璽
州
詩
却
読
得
鄭
重
煩
紮
、
不
如
　
　
り
、
杜
甫
自
身
も
、
官
僚
家
庭
に
生
れ
な
が
ら
、
實
は
そ
れ
に
近
い
二
流
の
士
　
7
7

　
　
　
他
中
前
有
｝
節
詩
好
（
朱
子
語
類
、
一
百
四
十
巻
、
論
文
、
下
）
　
　
　
　
　
　
人
た
る
こ
と
は
い
な
め
な
い
。
そ
う
し
た
階
暦
か
ら
文
壇
の
捲
當
者
を
出
す
よ
　
～

　
　
と
言
っ
た
読
も
あ
る
こ
と
だ
し
、
か
か
る
み
か
た
が
誤
つ
て
い
る
と
言
う
の
で
　
　
う
に
な
つ
た
計
　
會
機
構
の
分
析
も
、
こ
の
書
物
で
は
十
分
で
な
い
。
更
に
杜
甫

　
　
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
詩
を
き
め
つ
け
る
に
「
裏
邊
到
底
読
了
些
什
磨
？
」
な
　
　
が
し
ば
く
訴
え
る
貧
富
の
懸
隔
、
そ
れ
は
軍
に
鱗
瞳
と
い
つ
た
も
の
に
だ
け
、
－

　
　
る
言
葉
を
も
つ
て
す
る
に
至
つ
て
は
、
杜
甫
の
偉
大
さ
の
一
面
の
み
を
強
調
し
　
　
そ
の
原
因
が
あ
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。
も
つ
と
奥
深
い
當
時
の
纏
濟
機
構
に

　
　
て
他
を
か
え
り
み
ぬ
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
の
詩
に
　
　
そ
の
根
を
お
ろ
し
て
い
る
も
の
と
、
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
や
が
て
は

　
　
は
「
朱
門
酒
肉
臭
、
路
有
凍
死
骨
」
と
言
つ
た
、
か
つ
て
の
尖
鋭
な
感
情
や
人
　
　
杜
甫
の
ご
と
き
没
落
官
僚
出
身
者
に
救
い
が
た
い
わ
ざ
わ
い
と
な
つ
て
ふ
り
か

　
　
民
へ
の
愛
情
の
言
葉
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
津
々
と
わ
き
で
る
憂
愁
を
う
た
　
　
か
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
ぬ
。
以
上
の
諸
鮎
が
明
か
に
さ
れ
た
と
き

　
　
う
心
は
v
ひ
ろ
く
人
間
一
般
の
憂
愁
に
ひ
ろ
が
る
と
と
も
に
、
深
べ
再
に
む
か
　
　
著
者
の
描
こ
う
と
し
た
杜
甫
の
姿
は
・
よ
り
く
そ
う
鮮
明
に
な
つ
た
こ
と
と
思

　
　
つ
て
沈
潜
し
て
お
り
、
こ
こ
に
申
國
の
詩
は
、
純
粋
仔
情
詩
と
し
て
の
み
ご
と
　
．
わ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
敢
て
ぜ
い
た
く
な
注
文
を
提
出
す
る
と
と
も
に
・
諸
賢
の

　
　
な
襲
展
を
と
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
從
來
の
き
れ
い
ご
と
の
文
學
を
、
か
か
る
　
　
教
示
を
も
あ
わ
せ
請
う
次
第
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
木
正
一
）

7
　
地
位
に
ま
で
革
新
獲
展
せ
し
め
た
彼
の
功
績
に
目
を
蔽
う
て
、
輩
に
人
民
詩
人

　5
　
と
し
て
の
彼
を
の
み
強
調
す
る
こ
と
は
、
虞
に
杜
甫
の
偉
大
性
を
傳
え
る
所
以
　
　
　
　
　
　
　
　
、


