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中
園
に
お
け
る
李
卓
吾
像
の
襲
遷

森

紀

は

じ

め

に

「
李
賢
は
壮
歳
官
と
潟
り
、
晩
年
創
髪
す
。
近
ご
ろ
叉
蔵
書
・
焚
書
・
卓
吾

大
徳
等
の
書
を
刻
し
、
海
内
に
流
行
せ
し
め
人
心
を
惑
飢
す
。
呂
不
掌
・
李
園
を

以
て
智
謀
と
震
し
、
李
斯
を
以
て
才
力
と
矯
し
、
鴻
道
を
以
て
吏
隠
と
潟
し
、
卓

文
君
を
以
て
普
く
佳
縞
を
揮
び
た
る
も
の
と
震
し
、
・
:
秦
始
皇
を
以
て
千
古
の

一
帝
と
潟
し
、
孔
子
の
是
非
を
以
て
擦
る
に
足
ら
ず
と
篤
し
、
狂
誕
惇
戻
、
(
そ

の
書
は
〉
般
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
己
と
こ
の
よ
う
に
郵
劾
、
逮
捕
せ
ら
れ
た
李
卓

吾
が
獄
中
に
自
殺
し
た
の
は
高
暦
三
十
年
三
六

O
二
年
〉
で
あ
る
。
以
後
、

三
七

O
年
あ
ま
り
も
へ
た
今
日
、
賞
に
そ
の
故
を
も
っ
て
批
林
批
孔
の
闘
争
の

中
で
大
い
に
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
け
だ
し
嘗
然
‘
と
い
え
ば
あ
ま
叫

に
も
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
。
「
小
人
の
忌
樺
な
く
し
て
敢
で
聖
人
に
叛
け
る
者
L

と
し
て
、
そ
の
死
後
ほ
と
ん
ど
歴
史
上
か
ら
抹
殺
さ
れ
て
い
た
李
卓
吾
の
再
議

見
再
評
債
は
民
闘
に
な
っ
て
か
ら
、
と
り
わ
け
五
四
新
文
化
運
動
を
遁
じ
て
行

わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
て
肯
定
的
評
債

を
う
け
綴
け
て
き
た
数
少
い
思
想
家
の
一
人
と
し
て
彼
は
あ
る
と
い
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
そ
の
評
債
の
力
駄
の
お
か
れ
方
に
は
明
確
な
嬰
遜
が
み
ら
れ
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
中
園
に
お
け
る
研
究
情
況
の
嬰
濯
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い

子

る
と
と
も
に
、
研
究
針
象
と
し
て
の
李
卓
吾
の
も
つ
豊
富
な
可
能
性
を
も
あ
わ

せ
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
私
は
今
日
の
批
林
批
孔
閤
宇
の
中
で
推
進
せ
ら
れ

て
い
る
評
償
を
含
め
て
、
李
卓
吾
評
債
は
大
き
く
一
一
一
獲
し
た
と
考
え
る
。
本
稿

で
は
そ
の
許
債
の
推
移
を
筒
車
に
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
李
卓
吾
の
思
想
に
お
け

る
問
題
鮎
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
今
日
の
李
卓
吾
評
債
の
有
数
性
と
い
う
も

の
も
あ
わ
せ
て
考
え
て
い
き
た
い
。

李
卓
吾
評
債
の
第
一
段
階
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
稿
文
甫
氏
・
容
肇
租
氏

そ
し
て
呉
海
氏
ら
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
稿
文
甫
氏
は
、
文
皐
史
の
ジ

ャ
ン
ル
に
お
け
る
食
卒
伯
氏
ら
の
晩
明
文
撃
に
劃
す
る
評
債
に
研
究
の
新
方
向

を
み
い
だ
い
ゆ
、
そ
れ
を
思
想
史
の
領
域
に
設
展
さ
せ
る
形
で
、
「
左
源
王
事
」

(
一
九
三
四
年
〉
を
著
わ
し
た
。
す
な
わ
ち
王
陽
明
以
後
、
い
く
つ
に
も
分
源

し
た
王
事
の
中
で
、
従
来
正
宗
と
さ
れ
て
き
た
羅
念
奄
ら
の
一
波
を
右
汲
と
し
、

つ
ね
に
「
狂
調
」
の
二
字
で
抹
殺
さ
れ
て
き
た
王
龍
鎗
及
び
王
心
策
指
導
下
の

泰
州
一
波
を
壬
皐
左
波
と
規
定
し
、
こ
の
一
波
こ
そ
が
王
撃
の
真
骨
髄
で
あ
る
'

と
し
て
、
特
別
に
穎
賞
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
後
、
王
皐

左
波
と
い
う
こ
と
ば
は
我
園
に
お
い
て
も
定
着
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
商
業
資

本
の
抜
大
に
よ
る
表
面
的
な
南
方
都
市
の
繁
栄
と
、
そ
の
う
ら
で
の
農
村
牧
奪

の
激
化
、
そ
れ
に
由
来
す
る
不
断
の
「
農
民
襲
観
」
を
現
象
さ
せ
た
明
中
葉
と

は
、
一
方
で
思
想
解
放
の
時
代
、
道
皐
革
新
の
時
代
で
あ
っ
た
。
替
地
主
階
級

思
想
を
代
表
す
る
正
統
波
道
事
は
、
一
部
土
大
夫
の
不
満
と
す
る
と
こ
ろ
と
な

り
、
こ
こ
に
陳
白
沙
・
王
陽
明
が
で
る
に
及
ん
で
正
統
道
事
に
劃
す
る
叛
旗
が

ひ
る
が
え
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
玉
事
左
波
は
王
陽
明
の
員
の
縫
承
者
と
し
て
こ

の
道
皐
革
新
運
動
を
陽
明
の
範
闘
を
越
え
て
展
開
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
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李
卓
吾
は
、
「
正
式
に
玉
率
左
波
に
列
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
玉
皐
左

波
と
の
関
係
は
き
わ
め
て
密
接
で
、
そ
の
思
想
行
動
は
最
も
よ
く
左
扱
王
皐
の

@
 

精
神
を
充
分
に
表
現
し
て
‘
い
る
」
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
道
昼
革
新
の
左

源
的
展
開
の
極
み
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
李
卓
吾
の
思
想
と
は
、
「
縄
墨
を
守
ら

@
 

ず
、
儒
悌
の
聞
に
出
入
し
、
大
旨
は
挑
江
(
王
陽
明
〉
に
淵
源
す
」
と
大
略
さ
一
九
五
六
年
、
朱
謙
之
氏
の
「
李
賛
|
|
十
六
世
紀
中
関
反
封
建
思
想
的
先

@
 

れ
る
も
の
ぷ
い
あ
り
、
そ
の
思
想
の
多
様
性
か
ら
「
尋
常
の
尺
度
で
し
ぼ
る
こ
と
駆
者
」
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
み
づ
か
ら
い
う
よ
う
歴
史
唯
物
性
義
の
観
鮎

が
で
き
な
い
」
こ
の
李
卓
吾
を
含
め
た
左
源
王
撃
の
歴
史
地
位
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
も
っ
て
李
卓
吾
の
思
想
を
そ
の
枇
曾
的
基
盤
か
ら
分
析
、
全
鰻
把
掻
を
試
み

@
 

宗
教
改
革
時
代
の
多
く
の
異
端
に
比
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
意
欲
的
で
あ
る
と
同
時
に
問
題
鮎
を
も
多
く
含
ん
だ

⑥
 

つ
い
で
容
肇
組
氏
が
「
明
代
思
想
史
」
ハ
↓
九
四
一
年
)
の
中
で
李
卓
吾
を
論
文
と
い
え
よ
う
。

と
制
ソ
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
王
陽
明
の
「
良
知
」
は
王
龍
鎗
に
「
現
成
良
知
」
彼
は
李
卓
吾
が
生
き
た
嘉
晴
・
高
暦
年
間
の
枇
曾
経
済
の
主
要
矛
盾
を
以
下

と
し
て
う
け
つ
が
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
は
李
卓
吾
の
「
童
心
読
」
「
天
下
無
一
人
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
す
な
わ
ち
針
外
貿
易
問
題
で
は
、
中
関
商
業
資
本
と
外

不
生
知
」
と
な
っ
た
。
こ
の
良
知
|
↓
現
成
良
知
|
量
心
の
展
開
は
、
結
局
園
商
業
資
本
(
倭
冠
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
)
聞
の
矛
盾
。
圏
内
問
題
で
は
中
園
商

主
拳
の
左
源
的
展
開
を
そ
の
内
面
か
ら
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
稽
文
甫
氏
の
業
資
本
と
豪
強
地
主
聞
の
矛
盾
。
農
民
と
地
主
聞
の
矛
盾
。
小
地
主
と
大
一
地
主

位
置
づ
け
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
人
の
観
鮎
を
ふ
主
聞
の
矛
盾
。
そ
し
て
沿
海
貿
易
の
根
娘
一
地
で
あ
る
繭
建
泉
州
を
出
身
地
と
す
る

@
 

え
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
と
し
て
、
呉
海
氏
の
「
偶
数
叛
李
卓
吾
」
〈
一
九
四
九
李
卓
吾
の
思
想
に
一最
も
深
く
影
響
を
あ
た
え
た
の
は
、
倭
窟
に
よ
っ
て
も
た
ら

年
〉
が
あ
る
。
後
の
李
卓
吾
評
債
の
獲
縛
と
の
関
係
か
ら
こ
の
論
文
で
印
象
的
t

さ
れ
た
枇
曾
騒
擾
で
あ
っ
た
。
そ
の
出
身
を
波
落
小
地
主
階
層
と
規
定
さ
れ
る

な
の
は
、
良
知
・
童
心
の
系
譜
を
浪
漫
主
義
主
観
観
念
論
と
し
て
そ
れ
が
徹
頭
李
卓
吾
が
、
省
時
海
上
を
費
行
し
て
い
た
林
道
乾
(
新
興
沿
海
商
業
資
本
〉
を

徴
尾
の
唯
心
論
で
あ
る
こ
と
と
、
橋
数
批
判
を
し
て
い
て
も
李
卓
吾
は
や
は
り
た
た
え
る
の
も
、
武
皐
を
重
観
す
る
の
も
こ
の
よ
う
な
貼
か
ら
説
明
さ
れ
る
の

儒
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
と
り
わ
け
て
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
で
あ
る
。
そ
し
て
波
落
小
地
主
階
層
と
し
て
現
貨
政
治
に
強
い
不
満
を
も
っ
彼

要
す
る
に
彼
ら
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
李
卓
吾
像
は
王
陽
明
の
思
想
的
設
展
は
お
の
ず
か
ら
封
建
統
治
階
級
の
叛
徒
と
な
る
の
で
あ
り
、
商
人
に
謝
す
る
同

の
結
果
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
道
事
の
異
端
者
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
釜
情
や
、
自
由
私
産
観
念
の
蔚
芽
な
ど
纏
じ
て
彼
の
思
想
は
市
民
性
を
有
す
る
も

か
れ
た
自
由
的
、
解
放
的
、
個
性
的
思
想
家
と
し
て
の
質
は
、
以
後
の
李
卓
吾
の
と
さ
れ
る
。

評
債
の
基
調
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
李
卓
吾
の
思
想
の
言
及
さ
る
べ
き
ま
た
、
従
曾
経
済
上
の
小
地
主
と
大
地
主
聞
の
矛
盾
は
、
文
化
の
側
面
に
陽

個
々
の
問
題
|
|
諸
子
の
推
奨
と
儒
暴
の
庭
斥
。
林
道
乾
ぺ
張
居
正
、
管
仲
等
明
事
波
封
程
朱
穆
滋
の
関
字
と
し
て
反
映
さ
れ
る
が
、
嘗
然
李
卓
寄
は
陽
明
拳

へ
の
穏
賛
。
無
私
無
欲
の
否
定
。
功
利
主
義
の
主
張
。
大
活
動
の
調
で
あ
る
租
左
涯
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
た
だ
こ
こ
で
段
々
が
注
目
し
な
け
れ
ば
必
ら
な
い

師
調
。
三
敬
一
致
等
々

1
ー
も
羅
列
的
に
で
は
あ
る
が
、
彼
ら
に
よ
っ
て
ほ
ぼ

提
示
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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の
は
、
朱
謙
之
氏
が
姦
卓
吾
を
陽
明
拳
左
波
と
認
め
な
が
ら
、
極
力
陽
明
の
思

想
的
影
響
を
彼
の
中
に
み
い
だ
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
陽
明
撃
の
中
に
李
卓
吾
が
重
視
し
'
た
も
の
は
、
王
陽
明
の
武
功
の
業
績
で

あ
っ
て
「
侍
習
録
」
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
陽
明
の
影
響
を
否
定
的

に
み
る
傾
向
は
他
に
も
み
ら
れ
、
李
阜
五
日
が
孔
子
の
是
非
を
是
非
と
し
な
い
と

い
う
貼
に
劃
し
て
は
思
想
の
濁
立
自
由
性
を
認
め
て
肯
定
し
な
が
ら
、
自
己
の

是
非
を
以
て
是
非
と
す
る
黙
は
玉
陽
明
の
主
観
唯
心
論
の
影
響
を
う
け
た
誤
謬

と
す
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
王
陽
明
を
道
事
革
新
運
動
の
旗
手
と
し
て
高
く

評
債
し
、
そ
の
良
知
説
の
中
に
卒
等
主
義
を
認
め
た
秘
文
甫
氏
た
ち
と
の
王
陽

明
評
債
に
お
い
て
の
決
定
的
な
差
が
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
が
李
卓
吾
脊
債

に
ま
で
影
響
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
朱
謙
之
氏
は
李
卓
吾
の
哲
事
思
想
、
世
界
観
の
中
に
唯
物
主
義
的
傾

向
を
み
い
だ
そ
う
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
李
卓
吾
の
哲
撃
思
想
は
二
元
論
で
、

基
本
的
に
は
唯
心
主
義
で
あ
る
が
唯
物
論
の
方
向
を
具
有
す
る
も
の
と
さ
れ

る
。
そ
の
唯
物
主
義
的
傾
向
は
「
穿
衣
吃
飯
」
を
人
倫
物
理
と
す
る
道
徳
観
か

ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
世
界
観
の
根
底
に
想
定
さ
れ

た
「
翼
空
」
「
太
虚
空
」
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
著
書
「
疑
耀
」
の
中
で
張
横

渠
の
拳
読
を
引
い
て
「
虚
空
部
気
」
と
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
要
す
る

に
須
の
哲
撃
を
の
べ
た
と
い
う
駄
を
も
っ
て
一
つ
の
根
壌
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
「
疑
耀
」
と
い
う
書
物
白
鐙
に
疑
い
が
も

た
れ
、
容
肇
組
氏
は
「
李
賛
年
譜
」
ハ
一
九
五
七
年
)
に
「
附
、
疑
耀
考
緋
」

と
い
う
一
章
を
も
う
け
、
こ
れ
が
李
卓
・
吾
の
著
書
で
は
な
く
張
萱
と
い
う
人
物

の
手
に
な
る
係
書
で
あ
る
こ
と
を
論
設
し
て
い
る
。

そ
の
他
朱
謙
之
氏
は
卓
吾
の
思
想
の
中
に
、
諸
子
百
家
の
撃
な
か
ん
づ
く
墾

子
を
提
唱
し
た
こ
と
、
マ
テ
オ
リ
ッ
チ
の
影
響
、
悌
老
の
影
響
等
を
指
摘
し
て

い
る
が
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
指
摘
は
張
居
正
の
影
響
で
あ
る
。
李
卓
吾
が

何
心
隠
を
賞
賛
す
る
と
同
時
に
張
居
正
を
賞
賛
し
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
も
す

で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
彼
は
こ
の
爾
者
の
聞
に
思
想
上
の
共
通
性
を
み
い

だ
し
た
の
で
あ
る
e

す
な
わ
ち
李
卓
吾
の
唯
心
論
は
張
居
正
の
調
察
の
影
響
を

う
け
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
歴
史
を
一
治
一
蹴
・
文
質
の
循
環
と
み
る
観
貼

は
張
居
正
の
歴
史
観
と
全
く
一
致
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
張
居
正
の

思
想
の
中
に
は
李
卓
吾
と
相
似
た
と
こ
ろ
が
そ
の
他
に
も
い
く
つ
か
み
う
け
ら

れ
る
。
私
の
思
い
つ
く
ま
ま
に
あ
げ
て
み
て
も
、
秦
・
元
と
い
う
時
代
へ
の
肯

定
的
評
償
。
丘
(
食
論
。
反
尚
古
主
義
な
ど
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
賓
務
的
武
断

政
治
家
と
し
て
の
張
居
正
を
思
想
史
の
上
に
興
味
深
い
存
在
と
し
て
位
置
づ
け

う
る
可
能
性
を
あ
わ
せ
指
摘
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
も
あ
れ
我
々
は
朱
謙
之
氏
の
論
文
の
中
に
、
①
李
卓
吾
の
思
想
背
景
と
し

て
の
海
上
貿
易
商
業
資
本
の
指
摘
。
②
王
陽
明
と
李
卓
吾
の
思
想
連
闘
に
制
到
す

る
否
定
的
評
償
。
③
唯
物
主
義
的
側
面
の
強
調
の
三
つ
を
特
長
的
に
と
ら
え
る

こ
と
に
よ
り
、
李
卓
吾
許
債
の
第
二
段
階
の
方
向
づ
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

一
九
五
八
年
、
菜
園
慶
氏
は
「
李
費
先
世
お
と
い
う
一
文
で
「
林
李
宗
譜
」

と
い
う
も
の
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
李
卓
吾
の
先
祖
は
泉
州
の
海
上
商

人
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
明
廷
の
通
事
官
を
し
た
も
の
や
、
さ
ら
に
は
色
目
人

を
姿
っ
て
回
数
を
奉
じ
る
も
の
も
あ
り
、
以
後
そ
の
子
孫
は
皆
回
数
を
奉
じ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
葉
園
慶
氏
は
、
李
卓
吾
自
身
は
回
数
で
は
な
か
っ

た
が
彼
の
妻
は
回
数
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
し
て
い
る
。
か
か
る
李
卓
吾
に

お
け
る
商
業
資
本
の
影
響
を
強
く
裏
う
ち
す
る
よ
う
な
新
事
賓
の
提
出
と
、
お

り
か
ら
の
資
本
主
義
蔵
芽
問
題
の
論
宇
を
ふ
ま
え
て
、
侯
外
虚
氏
ら
の
グ
ル
ー

プ
執
筆
に
か
か
る
「
中
園
思
想
通
史
四
谷
下
」
(
一
九
六

O
年
〉
が
出
版
さ
れ
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た
。
そ
の
第
二
十
四
章
が
寸
李
賛
戟
商
的
性
格
及
其
革
命
性
的
思
想
L

で
あ
る
e

こ
の
論
文
で
ま
ず
我
々
の
目
を
ひ
く
主
張
は
、
泰
州
波
は
王
拳
左
仮
で
は
な
い

と
す
る
主
張
で
あ
る
。
泰
州
波
の
組
王
心
費
は
、
陽
明
門
下
と
な
る
前
に
す
で

に
自
ら
の
思
想
を
形
成
し
て
お
り
、
門
下
と
な
っ
た
る
と
で
も
自
己
と
陽
明
と

の
撃
の
遠
い
を
堅
持
し
績
け
た
『
緩
的
陽
明
撃
波
」
で
あ
り
、
の
ち
「
自
立
門
戸
-

し
て
泰
州
滋
を
創
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
責
宗
毅
も
み
と
め
る
と
こ

ろ
で
、
「
明
儒
皐
案
」
で
は
陽
明
の
分
源
に
は
街
中
玉
門
と
か
江
右
玉
門
と
か
、

必
ず
玉
門
を
明
記
す
る
の
に
泰
川
波
は
た
だ
「
泰
州
皐
案
」
と
の
み
か
か
れ
、

玉
門
と
一
定
の
閥
係
を
も
ち
つ
つ
も
別
に
宗
旨
を
た
て
た
濁
立
皐
波
と
慮
理
さ

@
 

れ
て
い
る
。
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
李
卓
吾
に
つ
い
て
も
、
彼
の
師
は
王

心
賓
の
子
で
あ
る
玉
東
崖
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
彼
は
泰
州
事
一
波
糾
継
承
者
で
あ

っ
て
、
異
の
王
陽
明
・
王
龍
鎗
一
一
淑
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
皐
術
系
統
の
上
か
ら
陽
明
と
李
卓
吾
を
分
断
し
た
の
ち
は
、
陽
明
皐
涯
の

「
人
人
皆
具
良
知
」
の
命
題
は
祉
曾
矛
盾
を
蒲
縫
す
る
紳
夢
。
李
卓
吾
の
「
天

下
無
一
人
不
生
知
」
は
卒
等
観
。
陽
明
は
通
商
事
家
。
李
卓
吾
は
反
道
事
。
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

p

.

次
に
侯
外
庫
氏
は
明
中
葉
以
後
の
中
園
封
建
枇
曾
の
、
特
に
長
江
と
東
南
沿

海
匡
域
に
は
す
で
に
資
本
主
義
の
新
芽
が
蔵
生
し
て
い
た
と
い
う
前
提
の
も
と

に
、
李
卓
吾
の
商
人
へ
の
同
情
、
さ
ら
に
は
勢
利
迫
求
の
肯
定
。
卒
等
親
、
個

性
観
-
私
有
概
念
等
は
ま
さ
に
こ
の
初
期
蔚
芽
資
本
主
義
開
係
に
遁
廃
す
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
前
述
の
朱
謙
之
氏
に
み
ら
れ
る
主
張
を
踏
襲

し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
彼
は
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
卒
等
・
個
性
の

@
重
を
自
然
後
展
さ
せ
た
結
果
と
し
て
の
新
た
な
不
卒
等
の
毅
生
に
際
し
、
李

卓
苔
は
は
っ
き
り
と
そ
の
自
由
競
争
の
強
者
に
シ
ン
パ

シ
ー
を
示
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
、
こ
こ
に
は
駐
曾
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
無
保
が
あ
る
と
ま
で
い
う

⑩
 

の
で
あ
る
。

き
て
第
三
に
は
李
卓
吾
の
思
想
に
お
け
る
唯
物
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
こ
の
鮎
に
闘
し
で
は
な
か
な
か
論
議
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
こ
の
「
思
想
通
史
」
の
文
章
の
母
慢
と
な
っ
た
論
文
が
、
先
に
郎
漢
生
氏

と
の
共
著
で
「
李
貸
的
進
歩
思
想
」
と

L
て
「
歴
史
研
究
」
〈
一
九
五
九
年
九

期
〉
に
護
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い
。

一
部
に
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
部
分
と
い
う
の
が
こ
の

唯
物
主
義
に
関
す
る
部
分
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
各
節
の
題
か
ら
し
て
「
歴
亘
研

究
L

で
は
「
李
賛
的
輿
人
道
主
義
的
卒
等
緩
和
個
性
設
相
聯
結
的
唯
物
主
義
思

想
」
「
李
賛
的
二
元
論
傾
向
及
其
唯
心
主
義
的
彼
岸
」
と
あ
る
も
の
が
「
思
想

通
史
」
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
李
費
的
人
道
主
義
的
卒
等
親
和
個
性
読
」
「
李
賛
思

想
中
的
唯
心
主
義
的
彼
岸
」
と
か
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ

う
に
、
「
歴
史
研
究
」
の
本
文
で
主
張
さ
れ
て
い
る
李
卓
吾
の
人
道
主
義
と
相

関
連
し
だ
唯
物
主
義
と
か
、
自
然
主
義
と
相
関
連
し
た
唯
物
主
義
と
い
っ
た
類

い
の
表
現
が
「
思
想
通
史
」
で
は
す
べ
て
削
除
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
補
足
説
明

‘と
い
っ
た
形
で
、
李
卓
吾
の
よ
う
に
道
徳
観
、
枇
曾
観
の
上
で
唯
物
主
義
の
理

解
を
し
て
い
て
も
自
然
観
の
上
に
唯
物
主
義
の
原
則
、
が
堅
持
さ
れ
て
い
な
い
の

で
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
唯
物
主
義
の
高
さ
に
到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

@
 

と
コ
メ
ン
ト
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
結
局
、
封
建
枇
曾
の
一
切
の
き
づ

な
を
の
が
れ
よ
う
と
し
て
穆
の
中
に
の
が
れ
て
し
ま
っ
た
時
代
矛
盾
の
悲
劇
を

李
卓
吾
の
上
に
み
い
だ
す
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
前
期
的
商
業
資
本
の
イ
デ
オ
ロ
I
グ
た
る
李
卓
吾
像
が
こ
こ
に
提

出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
一
九
六
五
年
以
来
、
文
化
大
革
命
が
急
激
に
進
展
さ

せ
ら
れ
て
い
く
中
で
侯
外
盛
氏
は
周
揚
一
波
の
質
構
波
と
し
て
批
剣
を
あ
お

そ
れ
と
と
も
に
李
卓
吾
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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そ
れ
は
決
し
て
李
卓
五
回
評
僚
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
だ
が
、
そ
ん
な
錯
覚
に
お
ち
い
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
沈
歎
の
期
間

で
あ
っ
た
。

李
卓
吾
が
再
び
活
設
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
文
化
大
革
命
を
へ

た
今
日
の
批
林
批
孔
闘
争
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
李
卓
吾
評
債
も
あ

ら
た
な
『
商
を
こ
こ
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
ま
づ
「
光
明
日
報
」
〈
一
九
七

三
年
十
一
月
十
三
日
〉
に
北
京
師
範
大
事
、
慶
恩
の
署
名
で
「
李
賢
反
理
事
、

叛
聖
道
的
闘
争
」
と
い
う
一
文
が
掲
載
さ
れ
た
。
宋
明
時
期
の
二
程
・
朱
子
・

王
陽
明
な
ど
の
反
動
哲
由
宇
家
が
後
期
封
建
枇
曾
統
治
秩
序
を
守
る
新
儒
皐
1

理

事
を
創
造
し
た
が
、
李
卓
玄
同
は
そ
れ
に
あ
え
て
反
封
し
た
反
理
撃
の
進
歩
思
想

家
と
規
定
さ
れ
る
。
嘗
時
の
枇
曾
背
景
と
し
て
資
本
主
義
旗
芽
を
認
め
、
李
卓

吾
を
畢
寛
、
地
主
階
級
内
部
の
卒
新
思
想
家
と
み
と
め
、
そ
し
て
最
後
に
五
・

四
運
動
の
打
倒
孔
家
庖
の
闘
字
の
中
で
李
貨
の
思
想
の
あ
た
え
た
積
極
的
影
響

を
指
摘
し
て
、
そ
の
批
孔
闘
争
へ
の
有
数
性
を
主
張
し
て
い
る
が
、
内
容
的
に

は
従
来
の
研
究
成
果
を
そ
の
ま
ま
う
け
つ
い
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
か
ら
丁
度
七
カ
月
を
へ
た
「
人
民
日
報
」
(
一
九
七
四
年
六
月
十
三
日
)

に
や
は
り
同
じ
署
名
で
「
@
法
反
情
的
進
歩
思
想
家
李
貸
」
と
い
う
論
文
が
か

か
れ
て
い
る
。
こ
の
牟
年
・
あ
ま
り
の
聞
に
お
き
た
獲
化
を
そ
の
題
目
の
上
か
ら

も
伺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
批
孔
運
動
の
深
ま
り
が
軍
な
る
反
孔
反

儒
の
指
摘
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
思
想
史
を
儒
法
閥
宗
史
と
と
ら
え
て
い
く
観

鮎
を
確
立
し
た
こ
と
を
端
的
に
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
省
然
こ
の
論
文

に
お
い
て
も
李
卓
吾
の
等
法
の
側
面
を
示
す
一
章
が
さ
か
れ
る
わ
け
で
、
秦
始

皇
帝
や
柳
宮
元
の
「
封
建
論
」
に
劃
す
る
許
領
、
李
僅
・
奥
起
・
賓
誼
・
桑
弘

羊
な
ど
法
家
の
皐
者
に
削
到
す
る
評
僚
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
み

な
、
従
来
孔
子
の
是
非
に
と
ら
わ
れ
な
い
李
卓
吾
の
個
性
的
な
人
物
静
債
の
例

と
し
て
漏
道
や
卓
文
君
に
封
す
る
許
債
と
と
も
に
付
随
的
に
紹
介
さ
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
彼
の
@
法
観
を
一示
す
も
の
と
し
て
異
正
面
に
お
し
だ

し
た
，の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
李
卓
吾
の
等
法
性
の
強
調
は
や
が
て
、
李
卓
吾

そ
の
人
を
も
法
家
の
思
想
家
と
し
て
規
定
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

@
 

「
一
明
代
著
名
的
法
家
代
表
李
賛
|
|
讃
《
蔵
書
》
筆
記
」
と
い
う
論
文
が
包

準
信
氏
に
よ
っ
て
同
じ
六
月
に
設
表
さ
れ
た
。
彼
は
李
卓
吾
を
法
家
と
み
と
め

る
根
竣
の
第
一
を
そ
の
人
性
論
に
も
と
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宋
・
明
の
道

撃
で
は
「
人
性
皆
善
」
と
い
う
認
識
の
も
と
に
「
滅
人
欲
、
存
天
理
」
を
そ
mu

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
す
る
が
、
そ
れ
に
封
し
て
李
卓
吾
は
人
心
は
す
な
わ
ち
「
私
心
L

で
あ
る
と
し
、
道
拳
家
、
が
功
利
を
い
う
こ
と
を
い
み
き
ら
う
の
を
「
聾
餅
の
談
」

と
そ
し
る
。
そ
も
そ
も
中
関
歴
史
上
の
搾
取
階
級
の
人
性
論
に
は
、
そ
の
基
本

的
な
も
の
と
し
て
儒
家
の
性
善
説
と
法
家
の
性
懇
設
の
二
波
が
あ
る
が
、
李
卓

吾
の
こ
の
よ
う
な
「
人
皆
有
私
」
設
は
理
論
上
法
家
の
性
悪
論
と
一
致
す
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
私
心
」
は
従
来
、
商
業
資
本
イ
デ
オ
ロ
ー

グ
と
し
て
う
け
と
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
彼
の
等
法
反
孔
思
想
を
顕

著
に
一
示
す
も
の
は
、
歴
史
上
の
法
家
と
法
家
思
想
を
具
有
す
る
進
歩
人
物
に
到

す
る
評
債
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
慶
思
氏
が
あ
げ
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の

際
卓
吾
の
「
裁
書
」
で
は
法
家
と
儒
家
を
封
比
し
な
が
ら
、
比
較
分
析
を
試
み

て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
@
法
反
孔
の
一
つ
の
特
長
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
寸
彊
主
名
臣
」
「
富
園
名
臣
」
「
才
力
名
臣
」
等
の
停
の
中
に
法
家

の
人
物
は
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
に
射
し
て
は
「
未
必
知
事
而
貧
有
事
」

と
い
い
、
い
わ
ゆ
る
儒
臣
に
バ
「
雄
名
篤
由
宇
而
賓
不
知
事
」
と
酷
評
す
る
と
か
、

有
子
と
孟
子
を
比
較
す
れ
ば
、
有
子
は
孟
子
よ
り
も
「
其
文
更
雄
傑
、
其
用
之
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更
通
達
而
不
迂
」
と
い
う
と
い
っ
た
た
ぐ
い
で
あ
る
。
包
遁
信
氏
は
李
卓
吾
の

歴
史
認
識
に
お
け
る
一
治
一
組
と
い
う
循
環
論
や
、
「
是
非
無
定
質
」
と
い
う
相

封
主
義
の
中
に
そ
の
思
想
的
限
界
を
も
あ
わ
せ
示
す
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
李

卓
吾
が
等
法
反
孔
の
進
歩
的
思
想
家
と
さ
れ
る
こ
と
に
ゆ
る
ぎ
は
な
い
の
で
、あ

る
。
か
く
し
て
法
家
の
李
卓
吾
と
い
う
よ
び
名
は
定
着
し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ

⑮
 

る
。
他
に
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
仇
民
群
衆
是
創
造
歴
史
的
動
力
」
と
い
斗
骨
文

の
本
文
の
中
で
「
歴
史
上
的
法
家
如
商
一
眼
・
斡
非
・
王
充
・
恥
+
妾
石
・
李
費
等

人
」
と
い
っ
た
表
現
が
さ
れ
て
い
る
外
、
「
法
家
著
作
選
議
」
と
い
う
本
の
中

に
も
李
卓
吾
の
「
賛
劉
諮
」
「
題
孔
子
像
子
芝
悌
院
」
と
い
う
文
が
牧
録
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

e

以
上
簡
単
で
は
あ
る
が
、
三
愛
し
た
李
卓
吾
像
の
概
略
を
の
ベ
た
。
一
言
に

し
て
い
え
ば
、
道
事
改
革
の
異
端
者
|
↓
反
封
建
的
商
業
資
本
イ
デ
オ
ロ

l
グ

の
代
解
者

l
l'法
家
思
想
家
と
い
争
後
縛
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
債
に
封
す

る
反
論
は
む
し
ろ
容
易
と
い
え
よ
う
。
第
一
に
こ
の
よ
う
な
許
債
を
生
ん
だ
そ

の
背
後
に
あ
る
と
こ
ろ
の
、
中
園
思
想
史
を
唯
物
主
義
と
唯
心
主
義
の
闘
争
史

と
み
-る
観
貼
、
あ
る
い
は
儒
法
闘
争
史
と
み
る
観
鮎
の
い
づ
れ
に
も
、
あ
ま
り

に
政
治
的
に
す
、
ぎ
る
と
い
う
一
般
的
警
戒
心
が
ま
ず
働
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
し
、
何
と
い
っ
て
も
、
李
卓
吾
の
「
皐
聞
の
系
統
が
何
よ
り
も
ま
ず
陽
明
撃

で
あ
り
、
特
に
陽
明
事
左
波
で
あ
っ
た
こ
と
は
彼
じ
し
ん
J
明
=
一
い
う
さ
」
ろ

に
徴
し
て
動
か
し
が
た
く
、
研
究
者
の
間
で
も
異
論
は
な
い
」
日
本
の
事
界
か

ら
み
れ
ば
、
主
陽
明
と
李
卓
吾
の
分
断
は
暴
力
的
と
す
ら
思
え
る
も
の
で
、
道

事
の
異
端
者
と
し
て
の
彼
が
、
道
事
か
ら
ね
じ
き
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、

そ
も
そ
も
、
今
日
の
法
家
李
卓
吾
の
誕
生
を
許
す
遠
因
が
あ
っ
た
と
い
え
な
い

こ
と
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
武
断
ぶ
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唯

物
論
者
李
卓
吾
の
確
立
は
ほ
と
ん
ど
成
功
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
あ
る
い
は

叉
、
思
想
を
債
値
づ
け
る
紹
劉
基
準
が
外
在
化
し
て
い
る
た
め
、
李
卓
五
回
に
お

け
る
潤
の
要
素
に
は
、
容
筆
租
氏
が
「
大
活
動
の
祖
師
輝
」
と
し
て
あ
る
種
の

カ
を
抽
思
想
さ
せ
た
以
外
は
、
一
貫
し
て
そ
の
唯
心
論
で
あ
る
が
故
の
落
後
性
を

指
摘
す
る
に
止
ま
り
、
そ
の
歴
史
認
識
で
は
、
循
環
論
で
あ
る
と
こ
ろ
に
彼
の

限
界
を
示
す
。
と
い
う
具
合
に
常
に
時
代
的
限
定
と
い
う
こ
と
ば
で
し
め
く
く

ら
れ
る
形
式
に
は
、
思
想
の
数
用
性
と
い
う
も
の
が
そ
ん
な
に
軍
一
的
な
も
の

か
ど
う
か
、
問
い
た
だ
し
た
く
な
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
反
論
の
み
を
綿
々
と

か
き
つ
ら
ね
て
い
っ
て
も
あ
ま
り
生
産
的
で
な
い
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
短
所
は
卸

長
所
な
り
で
、
こ
の
よ
う
な
鮮
明
な
論
断
ぶ
り
は
、
む
し
ろ
一
方
で
我
々
に
問

題
鮎
を
は
っ
き
り
把
掻
さ
せ
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
私
に
い
わ
せ
れ
ば
、
李
卓

吾
に
唯
物
主
義
を
み
い
だ
そ
う
と
す
る
よ
う
な
努
力
に
く
ら
べ
れ
ば
、
現
今
の

法
家
と
し
て
李
卓
吾
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
方
向
は
、
よ
ほ
ど
現
寅
的
か
つ
有

数
性
を
も
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
一
つ
に
は
従
来
、
諸
子
事
と
い
う
も
の
が
黄

金
時
代
で
あ
っ
た
春
秋
戟
闘
の
時
代
で
の
み
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ

り
、
以
後
は
座
倒
的
に
儒
間
半
史
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
い
ま
一
つ
の
競
野
の
提
供

と
し
て
の
有
数
性
で
あ
り
、
そ
の
際
、
李
占
主
ロ
自
身
が
、
儒
例
道
三
数
合
一
の

思
想
や
、
諸
子
を
額
賞
す
る
よ
う
な
黙
に
み
ら
れ
る
よ
う
必
ず
し
も
皐
の
わ
く

に
と
ら
わ
れ
な
い
愛
想
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
様
に
拳
術
受
の
わ
く
に

と
ら
わ
れ
な
い
思
想
史
と
し
て
の
立
場
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
ず
る
場
合
、
そ
の
事

術
系
統
を
陽
明
事
と
す
え
な
が
ら
彼
の
法
家
的
要
素
を
重
要
視
す
る
こ
と
に
さ

し
た
る
矛
盾
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
現
在
は
た
だ
法
家
で
あ
る
と
指

摘
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
、
明
代
と
い
う
歴
史
世
界
の
現
賓
の
中
に
そ

の
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
有
数
性
を
も
ち
う
る
の
か
必
ず
し
も
説
得
的
で
な
い
。

漠
然
と
法
家
思
想
は
革
新
で
あ
り
、
そ
の
佐
倉
経
済
的
背
景
に
資
本
主
義
蔚
芽

が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
ま
る
で
説
得
力
を
も
た
な
い
の
で
あ
っ
て
、
資
本
主
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鼻
酒
蔵
芽
と
、
海
上
商
人
の
系
譜
を
背
景
に
李
阜
吾
の
思
想
の
中
に
、
欲
望
や
自

由
競
争
の
肯
定
、
商
人
擁
設
と
い
っ
た
兵
糧
的
な
一
連
の
商
業
資
本
イ
デ
オ
ロ

ー
グ
を
み
い
だ
し
た
分
析
が
、
彼
の
思
想
の
様
々
な
要
素
を
か
な
り
包
揮
し
え

た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
な
り
の
説
得
性
を
も
ち
え
て
い
た
こ
と
と
く
ら
べ
た
ら

い
ま
だ
し
の
観
が
あ
る
。
李
卓
吾
の
こ
の
法
家
的
な
要
素
を
明
代
と
い
う
時
代

に
生
か
す
'た
め
に
は
何
を
媒
介
と
し
た
ら
よ
い
の
か
。
私
は
張
居
正
と
の
思
想

的
建
闘
を
考
察
す
る
こ
と
に
そ
の
可
能
性
を
み
い
だ
す
。
反
封
建
的
思
想
の
持

主
で
あ
る
は
ず
の
李
卓
吾
が
、
何
故
に
闘
家
機
力
の
格
化
と
も
い
え
そ
う
な
濁

裁
政
治
家
を
あ
れ
程
に
賞
賛
す
る
の
か
。
朱
謙
之
氏
は
李
卓
五
日
に
射
す
る
張
居

正
の
影
響
と
し
て
郡
を
あ
げ
た
。
確
か
に
栂
は
張
居
正
の
思
想
の
重
要
な
モ
チ

ー
フ
で
あ
る
。
そ
れ
が
彼
に
非
常
な
能
動
性
を
あ
た
え
て
い
る
こ
と
は
告
で

あ
る
。
だ
が
そ
れ
と
と
も
に
彼
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
「
申
韓
刑
名
の
皐
」
と

し
て
そ
し
ら
れ
た
法
治
主
義
の
政
治
家
と
し
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
法
治
主

義
の
背
景
に
、
政
治
の
客
観
化
と
い
う
要
請
が
、
家
術
的
立
場
を
異
に
し
な
が

ら
、
東
林
黛
の
人
々
、
資
宗
績
の
張
居
正
評
僚
と
、
明
末
を
つ
ら
ぬ
い
て
脈
々
と

し
て
あ
る
。
さ
ら
に
具
種
的
に
い
え
ば
、
政
治
を
道
徳
か
ら
切
り
離
抗
う
と
試

@
 

み
る
張
居
正
の
丘
ハ
食
論
、
反
街
古
主
議
、
索
、
元
と
い
う
時
代
へ
の
評
債
と
い
っ

た
も
の
が
、
い
ち
い
ち
李
卓
吾
の
そ
れ
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に

指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
卓
吾
自
身
、
知
鯨
と
し
て
政
務
を
と
っ
た

時
に
は
、
法
家
が
依
録
し
た
老
子
の
風
味
政
策
を
等
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
』
阜
吾

は
張
居
正
の
こ
の
よ
う
な
思
想
面
に
の
み
質
問
を
究
え
て
い
る
の
か
。
あ
る
い

は
由
民
洛
小
地
主
と
し
て
の
彼
に
は
政
策
的
に
も
張
居
正
を
支
持
し
う
る
可
能
性

が
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
何
よ
り
も
こ
の
商
者
の
根
底
に
あ
る
、
調
に
し
ろ
、

重
心
訟
に
し
ろ
す
ぐ
れ
て
唯
心
的
な
思
想
と
、
法
家
的
思
想
と
の
内
的
な
つ
な

が
り
は
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
護
揮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
の

私
に
は
疑
問
ば
か
り
が
先
走
る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
こ
こ
で
い
い
た
い
こ

と
は
、
李
卓
五
口
の
思
想
の
法
家
的
要
素
を
追
求
す
る
に
は
必
ず
、
張
居
正
と
の

か
か
わ
り
を
お
さ
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

四

と
こ
ろ
で
全
国
的
な
儒
法
闘
争
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
こ
こ
に
物
的
な
成
果
を
も

あ
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
李
卓
五
回
の
新
た
な
著
書
の
夜
見
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

@
 

「
従
《
史
綱
評
要
》
看
李
賢
的
等
法
反
儒
思
想
」
と
い
う
論
文
が
ま
祭
剛
・
厳

同
明
・
韓
天
字
と
い
う
三
名
の
連
名
で
上
海
か
ら
だ
さ
れ
た
。
彼
ら
は
文
末
に

い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
長
江
農
場
、
東
風
農
場
、
前
哨
農
場
の
青

年
努
働
者
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
史
綱
評
要
」
は
明
代
原
刻
本
で
全
部

で
三
十
六
谷
あ
り
、
そ
の
内
容
は
三
皇
五
帝
か
ら
元
代
に
至
る
ま
で
の
歴
史
事

件
と
歴
史
人
物
に
射
し
て
評
論
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
健
裁
は
編
年
穫
を
採

用
し
、
ま
、ず
歴
史
に
闘
す
る
材
料
を
摘
録
し
た
あ
と
、
李
卓
吾
が
自
分
の
論
評

を
加
え
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
本
論
文
の
中
で

は
《
史
綱
評
要
》
摘
編
と
し
て
評
秦
始
自
主
置
郡
勝
と
か
評
李
斯
焚
書
之
議
と
か

等
法
に
闘
す
る
記
事
を
部
分
的
に
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
に
呼
隠
し
て
福

建
泉
州
市
文
物
管
理
委
員
曾
と
医
門
大
皐
歴
史
系
の
名
で
、
「
介
紹
李
勢
的
一

@
 

部
重
要
著
作
|
明
刻
本
《
史
綱
許
要
ど
と
い
う
論
文
が
ょ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
事
情
は
一
層
く
わ
し
く
、
最
近
上
海
聞
書
館
に
も
二
部
の
「
史
綱

評
要
」
が
瀦
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
が
、
福
建
泉
州
市
で
は
一
九
六

O
年
に
薬
友
敬
と
い
う
人
か
ら
寄
贈
さ
れ
て
以
来
寸
大
衆
に
公
開
さ
れ
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
場
首
に
「
明
溢
陵
卓
吾
李
賢
評
纂
、
新
都
寧
野
奥
従
先
参

，
訂
、
武
林
仙
郎
何
偉
然
校
関
」
と
あ
り
、
そ
の
出
版
は
序
文
の
か
か
れ
た
高
暦

四
十
一
年
ハ
一
六
一
一
一
一
年
)
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
「
議
書
」
「
焚
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書
」
と
比
較
し
て
み
る
と
多
く
の
観
鮎
が
基
本
的
に
一
致
し
、
秦
始
皇
に
封
す

る
許
債
な
ど
は
む
し
ろ
一
層
深
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
朱
子
に
劉
し
て
大
い
に
賛

揚
を
加
え
て
い
る
な
ど
、
い
く
つ
か
「
蔵
書
」
「
焚
書
」
と
矛
盾
し
た
黙
が
あ
一

る
こ
と
も
指
摘
さ
仇
、
そ
れ
は
参
訂
者
の
呉
従
先
が
増
補
し
た
こ
と
に
よ
り
、

彼
の
意
が
参
入
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
こ
の
え
綱
許
要
」
と
い
う
室
裏
は
「
福
建
通
志
」
容
七
十
二
に
も

李
卓
吾
の
著
書
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
容
肇
租
氏
も
未
見
の

@

い

t

書
目
と
し
て
あ
げ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
異
質
李
卓
志
同
の
著
書
で
あ

る
な
ら
ば
重
要
な
設
見
と
い
え
よ
う
。

ιい
う
の
も
、
一
つ
に
は
「
鶏
書
」
の

姉
妹
編
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
も
、
す
で
に
「
毅
書
」
と
い
う
歴
史
評
論
が
あ
る

上
に
こ
の
本
が
あ
る
の
も
い
さ
さ
か
屋
上
屋
を
重
ね
る
感
が
な
い
で
も
な
い
こ

と
と
、
と
に
か
く
李
卓
吾
の
本
に
は
、
そ
の
人
気
の
故
に
き
わ
め
て
僑
書
が
多

い
と
い
う
こ
と
は
定
設
で
あ
り
、
す
で
に
同
時
代
の
人
の
口
か
ら
そ
れ
が
い
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
論
で
も
容
肇
租
氏
が
「
疑
耀
」
を
鶴
書
と
考
登
し
た

こ
と
を
既
に
あ
げ
た
が
、
最
近
で
は
同
じ
く
寸
一
繭
建
遺
志
」
倉
七
十
二
に
李

卓
吾
の
著
書
と
さ
れ
て
い
る
「
李
氏
説
書
九
谷
」
に
つ
い
て
岡
田
武
彦
氏
が
大

い
な
る
疑
惑
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
「
李
氏
読
書
」
九
倉
本
は
中
闘
で
は
未

見
の
書
と
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
九
州
大
事
に
現
存
し
て
い
る
も
の
で
あ

@
 

る
。
岡
田
氏
は
「
王
陽
明
と
明
末
の
儒
皐
」
で
李
卓
吾
を
と
り
あ
げ
た
そ
の
付

録
と
し
て
、
「
李
氏
読
書
」
の
一
章
を
も
う
け
ら
れ
、
ま
ず
そ
の
序
文
が
一
言
も

李
卓
吾
に
ふ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
李
賢
編
輯
一
、
林
兆
恩
関
著
と
い
う
何
と
も
奇

妙
な
表
記
。
そ
し
て
そ
の
内
容
が
林
兆
恩
の
門
林
子
金
書
」
に
お
さ
め
ち
れ
て
い

る
「
四
書
正
義
纂
」
の
論
と
、
林
幸
田
の
部
分
、
が
李
子
日
、
一
車
吾
臼
と
繊
買
え
ら

れ
て
い
る
だ
け
で
一
字
も
ち
が
わ
ぬ
章
が
相
嘗
敷
あ
る
と
い
う
重
要
な
指
摘
を

さ
れ
て
い
る
。
更
に
島
田
度
次
氏
は
、
李
卓
吾
に
「
自
刻
説
書
序
」
と
い
う
も

の
が
あ
る
か
ら
に
は
「
説
書
」
と
よ
ば
れ
た
本
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、

こ
の
本
来
の
「
説
書
」
は
卓
吾
の
著
書
で
「
道
古
録
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の

に
相
違
な
い
と
推
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
私
見
で
も
、
「
思
想
通
史
い
」
や
最

近
の
批
孔
文
献
の
中
で
卓
吾
の
著
書
と
し
て
盛
ん
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
四
書

評
」
と
い
う
本
に
つ
い
て
、
李
卓
吾
と
同
時
代
の
盛
子
斯
の
「
休
苓
影
語
」
と

い
う
本
に
「
叉
、
四
番
眼
・
四
書
評
・
批
鮎
西
遊
、
水
潜
等
の
書
の
若
き
、
皆

@
 

本
一
-
卓
五
回
を
稽
す
る
も
、
其
の
賞
、
皆
葉
文
遇
、
が
筆
な
り
」
と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
一
事
だ
け
で
は
何
事
も
決
定
し
な
い
が
、
こ
れ
に
罰
し
い
さ
さ
か
の
言
及

@

‘

 

も
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
。

-

い
づ
れ
に
し
ろ
こ
の
よ
う
な
も
の
は
質
物
に
親
し
〈
接
し
比
較
し
な
い
限
り

い
た
仕
方
な
い
こ
と
で
あ
り
、
か
よ
う
な
貼
か
ら
も
中
園
と
の
皐
術
交
流
の
更

な
る
進
展
を
願
う
の
で
あ
る
。
最
後
に
昨
年
十
一
月
に
来
日
さ
れ
た
、
北
京
大

皐
祉
曾
科
事
事
術
代
表
圏
の
圏
員
の
方
か
ら
、
「
史
綱
評
要
」
が
護
見
さ
れ
た

と
い
う
話
と
と
も
に
、
一
繭
建
で
「
四
書
評
註
」
と
い
う
李
卓
吾
の
本
が
措
披
見
さ

れ
た
と
い
う
話
を
伺
っ
た
、
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

註①
「
紳
宗
寓
暦
賓
録
ι
巻
三
百
六
十
九
寓
暦
三
十
年
間
二
月
乙
卯

科
都
総
事
中
張
関
逮
一
疏

②
顧
炎
武
「
日
知
録
」
容
十
八
李
賛

③
r

一
番
文
甫
「
左
波
玉
事
」
(
開
明
書
庖
印
行
〉
序

@
同
右
六
四
頁
李
卓
吾
奥
左
波
主
事

⑤

同

右

六

八

頁

@

同

右

七

八

頁

⑦

同

右

一

O
一
頁
左
涙
玉
事
的
歴
史
評
償

③
容
肇
魁
「
明
代
思
想
史
」
ハ
開
明
書
庖
)

..，.__ 131ー

龍
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⑨
奥
津
「
儒
数
叛
徒
李
卓
吾
」
(
華
夏
書
庖
)

⑮
朱
謙
之
「
李
賢
|
十
六
世
紀
中
園
反
封
建
思
想
的
先
駆
者
」
(
武
漢

北
人
民
出
版
枇
)

⑬
「
歴
史
研
究
」
一
九
五
八
年
二
期

⑫
侯
外
慮
「
中
園
思
想
通
史
」
四
下
(
人
民
出
版
吐
出
版
)
第
二
十
二
章

泰
州
率
的
思
想
及
其
階
級
性
輿
人
民
性
九
七
二
頁

⑬

同

右

一

O
五
二
頁

⑬

同

右

一

O
七
四
|
一

O
七
五
頁

⑮

同

右

一

O
七
六
頁

⑮
高
田
淳
「
中
園
に
お
け
る
思
想
闘
争
|
|
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
事
史
家
・
・

侯
外
虚
の
場
合
|
|
」
『
世
界
政
経
』
一
九
七
四
年
十
月
挽
に
は
こ
の
聞

の
事
情
が
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

⑫
「
文
物
」
一
九
七
四
年
六
期

⑬
酵
慶
松
「
事
習
輿
批
剣
」
一
九
七
四
年
九
期

⑬
「
法
家
著
作
選
議
」
(
中
華
書
局
出
版
一
九
七
四
年
七
月
)
一
九
一

頁
・
一
九
七
頁

湖

@
島
田
度
次
「
朱
子
拳
と
陽
明
事
」
(
岩
波
新
書
)
一
八
三
頁

@
「
張
陽
和
集
」
轡
二
復
査
毅
粛

②
「
張
大
岳
先
生
文
集
」
省
二
十
五
答
線
憲
央
大
恒
念
三
十
一

繭
建
巡
撫
秋
楚
伺
談
王
霜
之
緋

@
同
右
各
十
八
雑
著
谷
二
十
九
答
楚
事
道
金
省
吾
論
拳
政

@
「
皐
習
輿
批
剣
」
一
九
七
四
年
八
期

③
「
文
物
」
一
九
七
四
年
九
期

⑧
容
肇
組
「
明
代
思
想
史
」
二
三
四
頁

@
岡
田
武
彦
「
主
陽
明
と
明
末
の
儒
拳
」
(
明
徳
出
版
社
)
昭
和
四
五
年

⑧
盛
子
斯
「
休
奄
影
語
」
(
民
園
二

O
年
開
明
書
庖
)
二
一
六
頁
西
遊
記
課

③
侯
外
庫
氏
は
「
中
園
思
想
通
史
」
一

O
五
O
頁
で
周
亮
工
の
「
因
樹
屋

書
影
」
の
「
賞
温
陵
(
李
卓
五
ロ
〉
焚
書
・
蔵
書
盛
行
時
、
坊
間
種
種
温
陵

之
名
以
行
者
、
如
四
書
第
一
評
、
第
二
評
、
:
:
:
皆
出
文
通
手
」
と
い
う

記
事
に
言
及
し
て
い
る
が
、
「
四
書
評
」
に
は
第
一
評
、
第
二
評
と
い
う

よ
び
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。
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