
。
剛
内
向
何
回
困
問
。
切
・
ロ
O
J『-
M
M
N
星
。
包

V
出
切
富
岡
陶

。a
o
M
M
同
出

snd『
。
司
毘
回
目
》
】
『

nn問
。
『
。
県
民
J

『

mo回
O
M
O出
国
国
・

(
ス
カ
チ
コ
フ
著

『
ロ
シ
ア
中
園
拳
史
紙
読
』
)

松

浦

戊

木
蓄
の
著
者
で
あ
る
故
ス
カ
チ
コ
フ
氏
(
一
八
九
二
|
一
九
六
四
)
は
、
ソ

蓮
の
中
園
筆
者
で
あ
る
。
晩
年
に
ロ
シ
ア
時
代
の
中
園
皐
史
に
関
し
て
著
書
を

ま
と
め
て
い
た
が
、
不
幸
に
し
て
出
版
を
待
た
ず
に
な
く
な
っ
た
。
こ
の
た

び
、
氏
の
遺
稿
を
整
理
し
て
、
そ
れ
に
死
後
援
表
さ
れ
た
論
文
を
補
註
に
加
え

て
刊
行
さ
れ
た
の
が
、
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
『
ロ
シ
ア
中
園
事
史
概
説
』
で
あ

る。
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ス
カ
チ
コ
フ
氏
の
名
を
不
朽
に
し
た
の
は
、
『
中
園
関
係
文
献
目
録
』

h
h
h
a
-
h
a
n
v

刷、-h刷、
hhh
刷
民
位
、
語
。
同

(
3
c
n岡
田
停
泊
巾
国
民
国
司
℃
曲
、P
H
8
N
-
H
H
F
4
・
Eω

2-y
山
県
出
国
湖
沼

2
R
E
-
H
u
g
-
S
H
n
4・
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
著
者
が

三
十
年
以
上
の
歳
月
を
費
し
て
完
成
し
た
努
作
で
、
過
去
二
世
紀
宇
の
開
に
出

た
中
園
関
係
の
ロ
シ
ア
語
文
献
約
二
高
項
目
を
収
録
し
て
い
る
。
著
者
の
名
は

知
ら
な
く
て
も
、
こ
の
文
献
目
録
の
世
話
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
は
多
い
こ

と
と
恩
う
。

と
こ
ろ
で
、

『
中
園
関
係
文
献
目
録
』
は
公
刊
さ
れ
た
文
献
し
か
針
象
に
し

て
い
な
い
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
時
代
の
研
究
に
は
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
も

多
い
。
そ
れ
ら
は
皐
史
的
に
は
重
要
で
あ
る
が
、
文
献
目
録
か
ら
は
除
か
れ
た

の
で
あ
る
。
貸
は
、
ス
カ
チ
コ
フ
氏
は
そ
れ
と
並
行
し
て
別
に
未
刊
の
原
稿
に

つ
い
て
の
目
録
を
作
る
と
い
う
計
査
を
も
っ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
圏
内
各
地

に
あ
る
古
文
書
館
を
訪
れ
て
、
関
係
資
料
を
徹
底
的
に
調
査
し
て
い
た
。
し
か

し
、
途
中
か
ら
考
え
が
掛
変
わ
っ
て
、
中
園
皐
史
に
関
す
る
著
書
を
書
こ
う
と
決

意
し
た
。
こ
う
し
て
で
き
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

著
者
は
本
書
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
公
刊
さ
れ
た
著
書
、
論
文
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
新
聞
、
雑
誌
か
ら
未
刊
の
公
文
書
や
報
告
書
、
私
信
の
類
ま
で

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
資
料
を
渉
獄
し
て
い
る
。
特
に
最
後
の
未
刊
資
料
の
中
に

は
、
ス
カ
チ
コ
フ
氏
が
今
度
初
め
て
そ
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
も
多
く

あ
る
。
本
書
で
使
わ
れ
た
資
料
は
、
質
的
に
も
量
的
に
も
こ
れ
ま
で
の
研
究
と

は
比
較
に
な
ら
な
い
。
ス
カ
チ
コ
フ
氏
の
著
書
に
よ
っ
て
、
従
来
の

ロ
シ
ア
中

園
皐
史
は
ま
っ
た
く
新
し
い
も
の
に
書
き
換
え
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
な

い
。
本
書
は

ロ
シ
ア
中
園
事
史
に
関
す
る
、
現
在
最
も
す
ぐ
れ
た
研
究
書
で
あ

る
。

-197ー

ソ
漣
の
中
園
皐
は
、
我
固
で
は
欧
米
の
中
園
皐
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ

こ
で
、
本
書
を
紹
介
す
る
の
を
よ
い
機
曾
に
、
ロ
シ
ア
の
中
園
祭
に
つ
い
て
で

き
る
だ
け
詳
し
く
述
べ
て
み
た
い
。
た
だ
限
ら
れ
た
枚
数
で
全
健
の
内
容
を
見

る
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
研
究
史
に
し
ぼ
っ
て
中
園
皐
の
笈

遂
を
あ
と

e

つ
け
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
順
序
を

入
れ
換
え
、
ま
た
解
説
を
遁
宜
に
補
っ
て
説
明
を
す
す
め
て
い
く
。

本
書
の
章
構
成
は
、
次
の
遁
り
で
あ
る
。

第
一
章
露
清
陶
園
の
外
交
と
通
商
関
係
の
確
立
と
ロ
シ
ア
中
園
祭
の
誕

生
第
二
宣
+

第
三
章

第
四
掌

第
五
章

ロ
シ
ア
に
お
け
る
科
皐
的
な
中
園
撃
の
形
成

ロ
シ
ア
中
園
皐
の
「
ピ
チ
ュ

l
リ
ン
時
代
」

北
京
停
道
幽
か
ら
大
拳
へ

ワ
シ
リ
エ
フ
と
園
民
的
な
中
闘
皐
機
関
の
成
立
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第
六
章
十
九
世
紀
と
二
十
世
紀
の
交
代
期

こ
の
前
後
に
、
ま
え
が
き
と
結
論
、
註
、
そ
れ
に
附
録
四
篇
が
附
い
て
い
る
。

最
初
の
二
章
で
は
、
十
八
世
紀
の
ロ
シ
ア
で
、
逆
境
の
中
に
中
園
研
究
が
始

ま
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
十
八
世
紀
の
中
園
研
究
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で

わ
か
ら
な
い
黙
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
み
ご
と
に
明
ら
か
に
し
た
こ
の
二
章

は
、
本
書
の
う
ち
で
も
特
に
償
値
が
高
い
。

一
七
二
五
年
に
科
皐
ア
カ
デ
ミ
ー
は
言
語
皐
者
の
バ
イ
エ
ル
を
東
洋
諸
言
語

の
数
授
と
し
て
招
将
し
た
。
彼
は
中
園
語
も
研
究
し
て
い
た
が
、
高
慢
な
性
格

で
後
拙
稿
者
を
育
て
る
こ
と
も
な
く
、
ロ
シ
ア
の
中
園
祭
に
劃
し
て
い
か
な
る
影

響
も
残
さ
な
か
っ
た
。

中
園
研
究
の
歴
史
に
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
た
の
は
、
ロ
シ
ア
北
京
俸
道
幽

で
あ
る
。
一
七
一
五
年
(
康
照
五
四
)
に
ロ
シ
ア
政
府
は
、
そ
の
頃
北
京
に
住

ん
で
い
た
ロ
シ
ア
人
捕
虜
(
ア
ル
バ
ジ
ン
人
)
の
要
請
を
容
れ
て
、
彼
ら
に
布

教
を
す
る
と
い
う
名
目
で
ギ
リ
シ
ア
正
教
の
聖
職
者
十
人
を
中
園
に
波
遣
す

る
。
そ
し
て
十
二
年
後
の
一
七
二
七
年
(
薙
正
五
)
に
は
キ
ャ
フ
タ
篠
約
を
結

ん
で
、
第
五
僚
で
ロ
シ
ア
人
聖
職
者
を
北
京
に
常
駐
さ
せ
る
こ
と
が
正
式
に
認

め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
北
京
惇
道
幽
の
始
ま
り
で
あ
る
。
停
道
幽
は
中
閣
に
封
す

る
ロ
シ
ア
の
た
っ
た
一
つ
の
箇
口
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
来
の
宗
激
的
な
義
務
の

外
に
、
非
宗
激
的
な
活
動
も
行
な
っ
た
。
第
五
僚
で
は
同
時
に
、
満
洲
語
と
中

園
語
の
通
謬
を
養
成
す
る
た
め
に
、
停
道
闘
の
中
に
生
徒
を
参
加
さ
せ
る
こ
と

も
認
め
ら
れ
た
。
十
八
世
紀
の
中
園
研
究
を
に
な
っ
た
の
は
、
す
べ
て
俸
道
闘

の
生
徒
と
し
て
北
京
で
勉
強
し
た
人
々
で
あ
る
。

中
園
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
ロ
ッ
ソ

1
ヒ
ン
勺
。

2
。同盟国
-
X
包包

E
E

穴
白
』

-20国
王
(
一
七
一
七
|
一
七
六
一
〉
は
、
第
二
回
停
這
鴎
(
一
七
二
九

三
五
〉
の
生
徒
で
あ
る
。
北
京
で
は
ま
じ
め
な
勉
強
ぶ
り
を
買
わ
れ
て
、
三

五
年
よ
り
理
藩
院
で
、
通
語
を
動
め
た
。
四
一
年
に
錆
園
し
て
か
ら
は
科
皐
ア
カ

デ
ミ
ー
に
所
属
し
て
、
満
洲
語
と
中
園
語
の
翻
謬
に
あ
た
っ
て
い
た
。
彼
は
ま

た
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
仕
事
と
は
別
に
中
園
の
史
書
を
ロ
シ
ア
語
に
翻
誇
し
た
。

例
え
ば
、
『
親
征
卒
定
朔
漢
方
略
』
(
一
七
五

O
〉
や
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
(
一

七
五
六
〉
、
『
八
旗
遜
志
』
(
一
七
八
四
刊
)
、
『
異
域
録
』
(
一
七
六
四
刊
)
等

を
満
洲
語
か
ら
翻
誇
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
カ
デ
ミ
ー
を
牛
耳
っ
て
い
た
ド

イ
ツ
系
の
皐
者
が
、
ロ
ッ
ソ
l
ヒ
ン
の
翻
誇
は
本
務
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
あ

る
と
し
て
、
出
版
す
る
こ
と
を
妨
害
し
た
の
で
、
た
だ
『
八
旗
通
志
』
と
『
異

域
録
』
の
詳
だ
け
が
死
後
に
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ソ

1
ヒ
ン
は
、

生
前
は
ま
っ
た
く
評
領
さ
れ
ず
不
遇
の
う
ち
に
な
く
な
っ
た
。
中
園
皐
者
と
し

て
彼
の
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
十
九
世
紀
の
牢
ば
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
。

レ
オ
ン
チ
ェ
フ
己

2
2
4
r
g・
〉

h
m
R
n
s
b
g司、『
r
g
=
4
(
一
七
一
六
i

一
七
八
六
)
は
、
初
め
三
九
年
か
ら
モ
ス
ク
ワ
で
中
園
人
数
師
ジ
ョ
ウ
・
ゲ
に

つ
い
て
満
洲
語
と
中
園
語
の
基
礎
を
皐
ん
だ
後
、
四
三
年
に
北
京
へ
行
っ
て
一
博

道
圃
の
生
徒
に
加
わ
り
勉
強
を
綴
け
た
。
五
五
年
に
ロ
シ
ア
に
戻
り
、
翌
年
か

ら
翻
誇
官
と
し
て
外
務
多
議
禽
で
勤
務
す
る
。
こ
こ
で
は
、
清
と
の
聞
で
交
換

す
る
外
交
文
書
の
翻
誇
が
主
な
仕
事
で
あ
っ
た
が
、
五
七
年
か
ら
は
ア
カ
デ
ミ

ー
に
出
向
し
て
、
ロ
ッ
ソ
l
ヒ
ン
を
助
け
て
『
八
旗
通
志
』
の
翻
誇
を
完
成
し

た
〈
一
七
六
二
)
。
レ
オ
ン
チ
ェ
フ
が
活
滋
に
翻
誇
を
始
め
る
の
は
七

O
年
以

降
で
、
そ
れ
か
ら
な
く
な
る
ま
で
に
二
十
徐
り
の
仕
事
を
設
表
し
て
い
る
。
主

な
も
の
を
翠
げ
る
と
、
『
大
皐
』
(
一
七
八

O
〉
、
『
異
域
録
』
(
一
七
八
二
)
、
『
大

清
舎
典
』
(
一
七
八
一
|
八
三
一
)
、
『
中
庸
』
(
一
七
八
四
V

等
が
あ
る
ハ
『
異
域

-198ー
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録
』
と
『
大
清
曾
典
』
は
満
洲
語
か
ら
の
ロ
シ
ア
語
諜
)
。
彼
の
翻
誇
は
数
も

多
く
、

主
題
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
決
し
て
レ
オ
ン
チ
ェ

フ
個
人
の
好
み
や
偶
然
の
せ
い
で
は
な
い
。
嘗
時
ベ
テ
ル
プ
ル
グ
の
貴
族
の
閲

に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
大
流
行
し
た
中
園
趣
味
が
底
が
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
中

園
の
制
度
や
文
化
の
中
に
紹
封
主
義
の
典
型
を
見
て
、
そ
こ
か
ら
ロ
シ
ア
の
現

貨
に
封
す
る
教
訓
を
導
こ
う
と
し
た
。
レ
オ
ン
チ
ェ
フ
の
仕
事
は
こ
う
し
た
意

闘
を
も
っ
て
い
る
。
嘗
時
こ
れ
だ
け
多
く
の
著
書
を
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
も
貴
族
の
支
持
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
で
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
仕
事
は
ほ
と
ん
ど
が
漢
籍
の
翻
譲
、
そ
れ

も
満
州
語
か
ら
の
重
諜
で
あ
る
。
こ
れ
は
研
究
と
呼
ぶ
に
は
遁
嘗
で
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
を
と
り
ま
い
た
嘗
時
の
事
情
を
考
え
れ
.
は
、
こ
れ

は
や
む
を
え
な
い
と
思
う
(
各
々
に
つ
い
て
は
今
後
遺
宜
ふ
れ
て
い
く
〉
。
同

時
に
ま
た
、
嘗
時
の
枇
曾
も
そ
れ
以
外
の
も
の
を
期
待
し
て
は
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
十
八
世
紀
の
ロ
シ
ア
で
は
紹
封
主
義
園
家
を
め
ざ
し
て
園
づ
く
り
が

急
が
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
賞
用
主
義
的
な
皐
問
研
究
が
重
視
さ
れ
た
。
政

府
は
西
欧
諸
園
に
留
皐
生
を
さ
か
ん
に
途
り
込
ん
だ
釧
、
彼
ら
は
基
礎
的
な
理

論
よ
り
も
寅
際
的
な
知
識
を
皐
ぶ
こ
と
を
奨
駒
さ
れ
た
。
北
京
俸
道
圏
の
場
合

に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
生
徒
を
加
え
た
理
由
は
、
中
園
語
と
満
洲
語
を
勉
強
し

て
、
将
来
外
交
文
書
や
書
籍
を
翻
誇
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
て
、
中
園
を
皐
間
的

に
研
究
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
。
結
局
、
彼
ら
の
翻
誇
は
翻
謬
官
と

し
て
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
そ
の
範
囲
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
こ
で
、
主
題
か
ら
は
少
し
横
に
そ
れ
る
が
、
後
段
と
の
関
係
か
ら
、
十
八

世
紀
の
北
京
惇
道
固
に
つ
い
て
問
題
黙
を
述
べ
て
み
た
い
。
従
来
、
停
這
圏
の

内
部
で
怠
惰
と
飲
酒
の
悪
弊
が
は
び
こ
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
一
部
に
は
北
京
市
民
に
鋭
暴
を
は
た
ら
く
も
の
ま
で
い
た
と
言
わ

れ
る
。
彼
ら
の
行
震
を
正
蛍
化
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
が
、
し
か
し
、
一
方

的
に
彼
ら
だ
け
を
断
罪
す
る
こ
と
は
受
賞
で
は
な
い
。
私
に
は
、
彼
ら
も
ま
た

専
制
政
治
の
犠
牲
者
の
よ
う
に
思
え
る
。

一
隆
、
北
京
侮
道
闘
と
い
う
制
度
は
、
極
め
て
非
人
間
的
な
面
を
も
っ
て
い

る
。
明
確
な
目
標
や
方
針
を
示
さ
れ
ず
、
満
足
な
援
助
も
奥
え
ら
れ
な
い
で
、

十
年
近
く
も
中
園
で
過
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
停
道
園
の
生
活
環

境
は
極
め
て
劣
悪
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
闘
員
が
病
気
に
な
っ
て
も
、
密
師

が
い
な
い
の
で
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
俸
道
閣
の
死
亡
率
は
恐

ろ
し
く
高
か
っ
切
こ
の
よ
う
な
過
一
筋
な
現
寅
に
封
し
て
、
闘
員
は
不
安
を
つ

の
ら
せ
て
い
た
。
彼
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
理
由
を
つ
け
て
中
薗
行
き
に
抵
抗
し

た
。
そ
し
て
北
京
に
着
い
て
も
ひ
た
す
ら
交
替
を
ま
っ
て
、
す
さ
ん
だ
生
活
を

迭
っ
た
の
で
あ
る
。

中
園
皐
に
と
っ
て
、
十
八
世
紀
は
苦
難
の
時
代
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ

注
円
J

。

-199ー

績
く
二
章
で
は
、

十
九
世
紀
前
半
に
北
京
博
道
圏
が
改
革
さ
れ
て
、
そ
の
結

果
中
園
皐
が
著
し
く
進
歩
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

第
九
回
停
道
閣
(
一
八

O
七
|
一
一
一
〉
の
規
律
の
乱
れ
は
、
も
は
や
小
手
先

の
慮
置
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
ロ
シ
ア
政
府
は
俸
道
圏
の
こ

う
し
た
現
状
に
強
い
危
機
感
を
い
だ
き
、
根
本
的
な
改
革
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
痛
感
し
始
め
た
。
一
八
一
八
年
に
政
府
は
第
十
回
惇
道
圏
(
一
八
二
一
ー
ー
一
一
一

O
〉
に
闘
し
て
法
令
を
制
定
し
た
。
こ
れ
に
は
、
ロ
シ
ア
を
出
愛
し
て
北
京
に

到
着
す
る
ま
で
の
規
則
と
、
北
京
で
の
義
務
が
具
鰻
的
に
決
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
う
ち
、
停
道
閣
の
研
究
活
動
に
つ
い
て
は
、
科
皐
ア
カ
デ
ミ
ー
が
中
心

に
な
っ
て
計
謹
を
立
て
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
園
長
は
中
関
語
か
満
洲
語
の
ど

ち
ら
か
を
勉
強
す
れ
ば
よ
い
が
、
一
般
の
園
田
貝
は
併
教
と
道
数
を
研
究
し
、
そ
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の
経
典
を
翻
誇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
射
し
て
、
準
生
は
中
園

語
と
満
洲
語
を
拳
脅
す
る
こ
と
が
義
務
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外
に
各
自

の
希
望
や
能
力
に
臨
応
じ
て
、
人
文
・
枇
曾
系
だ
け
で
な
く
自
然
系
の
研
究
を
す

る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。
ロ
シ
ア
の
製
術
機
関
や
皐
舎
は
、
厚
生
遂
に
準
舎
負

の
資
格
を
輿
え
て
、
彼
ら
が
中
闘
で
行
な
っ
た
研
究
や
観
測
の
結
果
を
提
出
さ

せ
る
こ
と
に
し
た
。

こ
れ
以
説
堕
迫
闘
の
規
律
一
は
自
に
見
え
て
良
く
な
っ
た
。
生
活
保
件
は
か
な

り
改
善
さ
れ
、
さ
ら
に
櫛
師
が
俸
道
幽
に
随
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
異

@
 

常
に
多
か
っ
た
死
亡
者
も
激
減
し
た
。
ま
た
こ
れ
ま
で
は
紳
皐
校
の
生
徒
や
修

道
院
附
属
の
語
皐
皐
校
の
生
徒
が
停
道
幽
の
生
徒
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
が
、
し
だ
い
に
彼
ら
に
代
っ
て
高
等
教
育
を
受
け
た
も
の
が
畢
生
に
選
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
出
渡
前
の
準
備
敬
育
も
、
第
十
二
回
停
道
幽
(
一
八

四

O
四
九
)
の
と
き
か
ら
貧
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
三
九
年
八
月

か
ら
十
一
月
ま
で
週
五
日
、
一
日
五
時
間
半
、
ピ
チ
ュ

l
リ
ン
と
リ
ポ
フ
ツ
庁

フ
が
全
員
に
射
し
て
中
園
語
と
満
洲
語
を
教
え
て
い
る
。

十
九
世
紀
前
中
十
の
最
も
偉
大
な
中
園
準
者
は
、
ビ
チ
ュ

l
リ
ン
切
言
ご
】E
Z
・

2
2
R
E
a
p
S国』巾国民占

(
x
g
E
z
e
)
(
一
七
七
七
|
一
八
五
一
二
)
で
あ
る
。

ビ
チ
ュ

l
リ
ン
は
第
九
団
体
道
闘
の
園
長
と
し
て
中
園
へ
行
っ
た
が
、
満
洲
語

に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
文
献
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
見
切
り
を
つ
け
て
、
北
京
で
は

も
っ
ぱ
ら
中
圏
諸
を
勉
強
し
た
。
そ
れ
ま
で
ロ
シ
ア
に
は
中
園
語
の
僻
典
や
文

法
書
が
一
冊
も
な
か
っ
た
の
で
、
ま
ず
生
き
た
口
一
語
を
基
礎
に
し
た
欝
典
を
作

ろ
う
と
考
え
て
、
中
園
人
に
愛
接
し
て
定
期
市
等
に
出
か
け
、
そ
こ
に
集
ま
る

人
々
の
話
す
言
葉
を
採
集
し
た
。
現
在
八
種
類
の
僻
典
が
原
稿
で
残
っ
て
い
る

と
言
う
。
蹄
園
の
時
期
が
せ
ま
る
と
、
ビ
チ
ュ
!
り
ン
は
北
京
で
も
っ
と
勉
強

が
し
た
い
と
宗
務
院
に
訴
え
て
滞
在
を
延
長
し
て
も
ら
っ
た
。
一
一
一一
年
に
ベ
テ

ル
プ
ル
グ
に
踊
る
と
す
ぐ
、
北
京
で
の
責
任
を
問
わ
れ
て
告
訴
さ
れ
る
。
そ
し

て
裁
判
の
結
果
、
バ
ラ
l
ム
修
道
院
に
終
身
幽
閉
す
る
と
い
う
剣
決
を
受
け
た

が
、
幸
に
し
て
友
人
の
熱
心
な
嘆
願
運
動
の
お
か
げ
で
、
三
年
聞
で
稗
放
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
た
。
自
由
の
身
に
な

っ
た
ビ
チ
ュ

l
リ
ン
は
、
滋
か
れ
た
よ
う

に
仕
事
に
う
ち
こ
む
。
二
六
年
か
ら
三
四
年
ま
で
の
閲
に
著
書
だ
け
で
も
八
黙

を
設
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
修
道
院
で
準
備
し
て
い
た
と
言
わ

れ
る
。
大
部
分
は
チ
ベ
ッ
ト
や
モ

ン
ゴ
ル
、
ジ
ュ

ン
カ
ル
等
と
い

っ
た
塞
外
の

民
族
史
に
関
す
る
も
の
で
、
『
漢
書
』
『
元
史
』
か
ら
『
資
治
通
鑑
網
目
』
『
西

域
同
文
志
』

『西
域
間
見
鍛
』

『
術
識
園
識
』
等
に
至
る
ま
で
、
そ
の
関
係
部

分
を
抄
詳
し
た
の
で
あ
る
。
晩
年
に
は

『
古
代
中
央
ア
ジ
ア
諸
民
族
資
料
集
』

(
一
八
五

一
刊
)
を
作
っ
た
。
ビ
チ
ュ

l
リ
ン
の
功
績
は
、
漢
籍
を
翻
詳
し
て

資
料
集
に
ま
と
め
、
中
園
と
塞
外
の
民
族
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
奥
え
た
こ

と
で
あ
る
。
な
お
、
一

八
三
五
年
に
出
版
さ
れ
た
彼
の
『
中
園
語
文
法
』
は
、

ロ
シ
ア
中
園
祭
史
上
劃
期
的
な
著
作
と
な

っ
た
。
こ
れ
は
カ
ザ
ン
大
皐
と
ベ
テ

ル
フ
ル
グ
大
皐
で
教
科
書
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。

カ
フ

ァ
ロ
フ
穴
史
サ
曲
目
】
O

国
・
コ
町
、
『
℃
エ
回
目
言
。
回
冨
戸
田
(
己
白
』
h
h
p
h
E
E
)
(

一
八

一

七
|

一
八
七
八
)
は
、
第
十
二
回
と
第
十
三
回
俸
遁
幽
(
一
八
五

O
l
五
八
〉

の
二
回
に
わ
た
っ
て
中
園
へ
行
っ
た
。
特
に
後
者
で
は
幽
長
を
勤
め
て
い
る
。

カ
フ
ア
ロ
フ
は
い
ろ
い
ろ
な
方
面
に
業
績
を
残
し
た
が
、
有
名
な
の
は
モ
ン
ゴ

ル
史
の
研
究
で
あ
る
。
『
元
朝
秘
史
』
(
『
、
永
祭
大
典
』
本
)
等
を
翻
誇
し
て
膨

大
な
註
を
附
け
た
。
ま
た
、
彼
は
『
中
露
僻
典
』
を
完
成
し
て
い
た
が
、
そ
れ

は
死
後
に
ポ
ポ
フ
に
よ
っ
て
北
京
で
出
版
さ
れ
た
(
一
八
八
八
)
。
こ
の
外
カ

フ
ァ

ロ
フ
は
『
ロ
シ
ア
北
京
体
道
幽
研
究
紀
要
』
(
一
八
五
二
六
六
)
を
後

刊
す
る
際
に
中
心
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

こ
の
中
に
は
濁
創
的
な
論
文
も
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含
ま
れ
て
い
る
。

十
九
世
紀
前
半
に
行
わ
れ
た
停
道
闘
の
改
革
は
、
彼
ら
の
研
究
に
し
だ
い
に

始
以
果
を
あ
ら
わ
し
始
め
た
。
相
愛
わ
ら
ず
ま
だ
翻
謬
が
多
か
っ
た
が
、
内
容
は

格
段
に
充
貸
し
た
。
満
洲
語
の
翻
誇
に
代
っ
て
中
園
語
の
原
典
を
利
用
す
る
よ

う
に
な
り
、
中
園
皐
は
大
き
な
飛
躍
を
と
げ
る
。
十
八
世
紀
の
皐
者
は
中
園
語

よ
り
も
満
洲
語
の
方
が
よ
く
で
き
た
が
、
こ
の
頃
に
な
る
と
満
洲
語
は
ほ
と
ん

ど
死
語
と
化
し
て
研
究
を
す
る
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
糾
問
し

て
、
中
園
語
の
方
は
皐
脅
上
の
障
害
が
少
し
ず
つ
除
か
れ
て
い
く
。
ま
ず
、
三

0
年
代
に
入
っ
て
ピ
チ
ュ

l
リ
ン
の
中
園
語
文
法
が
出
た
り
、
ま
た
ポ
ル
ト
ガ

ル
の
宣
数
師
で
最
後
ま
で
北
京
に
残
っ
て
い
た
ベ
レ
イ
ラ
が
な
く
な
り
、
一
時

的
に
北
京
停
道
幽
が
彼
ら
の
蔵
書
を
保
管
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
中
園
語
の
参

考
書
が
よ
う
や
く
と
と
の
っ
た
。
さ
ら
に
、
停
道
闘
の
費
用
で
中
園
人
数
師
を

雇
っ
て
、
彼
ら
か
ら
中
園
語
・
を
皐
ぶ
よ
う
に
な
っ
向
。
こ
の
よ
う
な
好
篠
件
に

め
ぐ
ま
れ
て
、
俸
道
剛
聞
の
語
皐
力
は
著
し
く
向
上
す
る
。
こ
う
し
て
、
文
献
皐

に
基
礎
を
お
く
ロ
シ
ア
中
園
皐
の
停
統
が
う
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

最
後
の
二
章
で
は
、
大
皐
に
お
け
る
中
園
研
究
が
述
べ
ら
れ
る
。

東
洋
諸
園
と
の
関
係
が
設
展
す
る
に
つ
れ
て
、
ロ
シ
ア
で
は
十
八
世
紀
以
来

た
び
た
び
大
摩
で
東
洋
皐
を
研
究
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
た
。
ヵ

ザ
ン
大
皐
は
早
く
も
一
八

O
七
年
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
語
・
ベ
ル
シ
ア
語
と
ト
ル
コ

語

・
タ
タ
l
ル
語
、
そ
し
て
モ
ン
ゴ
ル
語
の
三
講
座
を
設
置
し
、
そ
の
後
三
七

年
に
は
中
園
語
講
座
も
開
設
し
て
、
東
洋
皐
の
中
心
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

東
洋
皐
部
は
勉
強
が
困
難
で
あ
る
こ
と
と
就
職
難
が
わ
ざ
わ
い
し
て
厚
生
数
が

激
減
し
、
た
ち
ま
ち
ゆ
き
とつ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
針
し
て
政
府
は
、
ベ

テ
ル
ブ
ル
グ
大
皐
に
東
洋
皐
部
を
新
設
し
て
、
そ
れ
に
カ
ザ
ン
大
祭
の
東
洋風十

部
と
圏
内
に
分
散
し
て
い
た
幾
つ
か
の
関
係
機
関
を
統
合
す
る
こ
と
を
決
定
し

た
。
こ
う
し
て
五
五
年
に
カ
ザ
ン
大
皐
の
東
洋
皐
部
は
廃
止
さ
れ
て
、
数
官
と

畢
生
は
蔵
書
と
と
も
に
そ
っ
く
り
ベ
テ
ル
プ
ル
グ
大
皐
に
移
っ
て
行
っ
た
。
こ

れ
か
ら
後
ベ
テ
ル
プ
ル
グ
大
皐
の
東
洋
皐
部
が
世
界
の
東
洋
皐
の
設
展
に
大
き

な
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

カ
ザ
ン
大
皐
に
し
て
も
ベ
テ
ル
プ
ル
グ
大
拳
に
し
て
も
、
最
初
は
い
ず
れ
も

北
京
停
道
圏
の
出
身
者
が
中
園
語
皐
科
の
教
授
陣
を
固
め
た
。
そ
の
中
で
数
育

と
研
究
の
雨
面
で
大
き
な
業
績
を
残
し
た
人
物
は
、
ワ
シ
リ
エ
フ
∞
白
n
E
h
r
m
p

切
回

g
h富
田
口
同
国
』
呂
田
宝
(
一
八
一
八
|
一
九

O
O
)
で
あ
る
。
彼
は
三
七
年

に
カ
ザ
ン
大
皐
を
卒
業
し
た
後
、
第
十
二
回
停
道
闘
に
入
っ
て
四

O
年
か
ら
四

九
年
ま
で
北
京
に
滞
在
し
た
。
担
開
園
し
て
す
ぐ
五
一
年
か
ら
カ
ザ
ン
大
皐
で
中

園
語
と
瀬
川
洲
語
の
助
数
授
を
勤
め
て
い
た
が
、
東
洋
風
半
部
の
廃
止
に
よ
っ
て
五

五
年
に
ベ
テ
ル
プ
ル
グ
大
皐
に
移
り
、
改
め
て
中
園
語
皐
科
の
主
任
に
任
命
さ

れ
た
。
ベ
テ
ル
プ
ル
グ
大
曲
学
で
は
中
園
語
と
満
洲
語
を
掘
賞
し
た
外
に
、
中
園

史
や
中
園
文
皐
も
講
義
し
た
。
ワ
シ
リ
エ
フ
が
ま
っ
さ
き
に
と
り
か
か
っ
た
仕

事
は
、
語
皐
の
参
考
書
を
作
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
最
初
、
皐
生
が
利
用
で
き
る

参
考
書
と
言
え
ば
、
わ
ず
か
に
ビ
チ
ュ

l
リ
ン
と
レ
ミ
ユ
ザ
の
中
園
一語
の
女
法

が
あ
る
く
ら
い
で
、
あ
と
は
も
っ
ぱ
ら
講
義
ノ
l
ト
を
勉
強
す
る
し
か
な
か
っ

た
。
数
材
の
不
足
が
こ
れ
ま
で
皐
習
の
甚
し
い
支
障
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
ワ

シ
リ
エ
フ
は
中
園
語
と
満
洲
語
の
爾
方
に
つ
い
て
各
々
一
節
典
と
例
文
集
を
作
っ

て
畢
生
に
奥
え
た
。
こ
れ
ら
の
参
考
書
は
以
後
長
く
中
園
皐
の
入
門
書
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
一
方
、
研
究
者
と
し
て
は
、
中
園
の
宗
敬
、
中
で
も
傍
数
の
研

究
が
有
名
で
あ
る
。
設
表
し
た
論
文
は
多
く
な
い
が
、
三
九
年
に
提
出
し
た
博

士
論
文
以
来
、
彼
の
著
書
、
論
文
の
大
部
分
は
併
数
関
係
の
も
の
で
あ
る
。
ワ

シ
リ
エ
フ
が
す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
、
漢
籍
だ
け
で
な
く
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献
か
ら

も
材
料
を
集
め
た
黙
に
あ
る
。
ワ
シ
リ

エ
フ
の
同
僚
に
は
、
ザ
ハ
ロ
フ
、
ス
カ

-201ー



202 

チ
コ
フ
、
ベ
シ
シ
ュ
ロ
フ
等
が
い
る
。
い
ず
れ
も
圏
内
で
高
等
教
育
を
終
っ
て

か
ら
北
京
へ
行
っ
て
、
中
園
祭
の
勉
強
を
し
て
鯖

っ
て
き
た
人
々
で
あ
る
。

彼

ら
の
努
力
に
よ
っ
て
中
園
語
翠
科
の
基
礎
が
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。

ワ
シ
リ
エ
フ

は
退
官
す
る
ま
で
三
十
八
年
開
ベ
テ
ル
プ
ル
グ
大
皐
で
数
鞭
を

と
っ
た
が
、
在
職
中
に
全
部
で
六
十
数
名
の
拳
生
が
中
圏
一語
皐
科
を
卒
業
し

た
。
大
半
は
外
交
官
等
の
ポ
ス
ト
を
得
て
就
職
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
幾

人
か
は
大
皐
に
残
っ
て
中
園
撃
者
に
な
っ
た
。
八

0
年
代
に
入
る
と
、
彼
ら
の

中
か
ら
先
輩
の
後
を
縫
い
で
大
皐
の
数
壇
に
立
つ
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の

新
し
い
世
代
を
代
表
す
る
の
は
、
ゲ
オ
ル
ギ
エ
ア
ス
キ
ー
「

g℃
zgnRE出・

の
岳

Z
B
玄
白
凶
白
出
包
囲
国
高
(
一
八
五
一
ー
ー
一
八
九
三
〉
で
あ
る
。

八
O
年
に

中
園
語
皐
科
を
卒
業
す
る
と
中
園
へ
渡
り
、
そ
の
後
八
五
年
か
ら
ベ
テ
ル
プ
ル

グ
大
皐
で
講
義
を
受
け
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は
深
い
数
養
を
も
っ
た
一
級

の
人
物
で
、
理
論
的
な
諸
問
題
に
つ
い
て
進
歩
的
な
渡
言
を
し
た
。
ゲ
オ
ル
ギ

エ
ア
ス
キ
ー
の
儒
教
に
関
す
る
研
究
は
債
値
が
高
い
と
言
う
。
新
し
い
世
代
に

属
す
る
教
官
と
し
て
は
、
ゲ
オ
ル
ギ
エ
フ
ス
キ
l
以
外
に
イ
ワ
ノ
ア
ス
キ
ー
、

ポ
ポ
フ
が
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
八
九
九
年
に
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
東
洋
研
究
所
が
開
設
さ
れ

る
。
東
洋
研
究
所
は
、
満
洲
(
現
在
の
中
園
東
北
地
区
)
に
針
す
る
ロ
シ
ア
の

侵
略
政
策
に
関
聯
し
て
、
将
来
こ
の
地
域
で
質
務
に
つ
く
人
材
を
養
成
す
る
目

的
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
外
圏
諸
(
東
ア
ジ
ア
の
諸
言
語
)
教
育
が
重

視
さ
れ
て
、
中
園
語
が
必
修
と
な
っ
た
。
中
園
翠
関
係
の
数
科
は
、
ベ
テ
ル
ブ

ル
グ
大
皐
出
身
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ル
ダ
コ
フ
が
搭
蛍
し
た
が
、
彼
ら
は
短
期
間

に
す
ぐ
れ
た
数
科
書
を
幾
種
も
著
し
た
。
そ
れ
ら
は
や
が
て
ベ
テ
ル
ブ
ル
グ
大

事
で
も
教
科
書
に
採
用
さ
れ
た
。

そ
の
後
ベ
テ

ル
プ
ル
グ
大
皐
で
は
中
園
語
皐
科
の
教
官
が
相
緩
い
で
な
く
な

り
、
二
十
世
紀
初
め
に
は
中
園
語
皐
科
は
一
時
的
に
沈
滞
す
る
。
や
が
て
、
中

園
語
皐
科
の
卒
業
生
で
そ
の
後
西
欧
と
中
園
に
留
皐
し
て
い
た
イ
ワ
ノ
フ
と
ア

レ
グ
セ

l
エフ
が
踊
っ
て
き
た
。

二
人
は
、
西
欧
の
新
し
い
教
育
方
法
と
し
っ

か
り
し
た
中
園
語
の
曾
話
力
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
彼
ら
に
よ
っ
て
中
園
語
皐

科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
大
幅
に
改
良
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
中
園
皐
は
、
十
九
世
紀
後
半
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
追
い
つ
い
た
。

以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、
研
究
史
を
中
心
に
し
て
ロ
シ
ア
の
中
園
田
学
史
を

ま
と
め
て
み
た
。

枚
数
の
関
係
か
ら
、
本
文
で
は
各
々
の
研
究
を
個
別
的
に
と
り
あ
げ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
大
部
分
は
既
に
歴
史
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
か
ら
、
そ
れ
で
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
今
日
な
お
生
命
を
失
な
っ

て
い
な
い
研
究
も
あ
る
。
本
文
を
し
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
、
最
後
に
こ
の
貼

に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
補
っ
て
み
た
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
初
期
に
お
い
て
は
原
典
の
翻
謬
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ

た
。
こ
の
中
に
は
重
要
な
も
の
も
あ
る
が
、
特
殊
な
翻
誇
で
な
い
か
ぎ
り
、
我

我
に
は
そ
れ
ほ
ど
必
要
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
謝
し
て
十
九
世
紀

の
中
園
祭
は
、
研
究
態
勢
が
一
態
と
と
の
い
、
皐
者
に
も
人
材
を
得
る
よ
う
に

な
っ
て
、
注
目
す
べ
き
研
究
を
生
ん
で
い
る
。
そ
の
う
ち
、
今
日
の
我
々
に
と

っ
て
も
大
い
に
興
味
を
ひ
く
の
は
、
蛍
時
の
中
園
に
関
す
る
情
報
を
含
ん
で
い

る
も
の
や
、
中
閣
で
の
貧
地
研
究
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
中
園
に
滞
在
し

て
い
た
ロ
シ
ア
人
が
書
い
た
各
種
報
告
書
や
日
記
、
私
信
の
類
は
、
中
閣
を
知

る
た
め
の
有
力
な
資
料
で
あ
る
し
、
ま
た
、
ザ
ハ
ロ
フ
の
『
満
露
僻
典
』
等
は
、

貧
際
の
鐙
験
を
も
た
な
い
文
献
だ
け
の
研
究
で
は
紹
封
に
書
け
な
い
も
の
で
あ

-202ー
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る
。
こ
う
し
た
文
献
は
、
ど
の
園
の
中
園
祭
も
も
っ
て
い
な
い
ロ
シ
ア
だ
け
の

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
大
捷
な
数
に
淫
す
る
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
、
一
例

と
し
て
ス
カ
チ
コ
フ
の
場
合
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
み
た
い
。

ス
カ
チ
コ
フ
の
目
白
占
図
。
国
・
穴
O
国円吋何回国吋
E
Z

〉
戸
同
勺
国
白
出
。
田
富
岡
山
(
一
八
一
一
一

|
一
八
八
一
二
〉
は
、
第
十
三
回
停
道
風
土
八
五
O
|
五
八
〉
の
象
生
に
加
わ

っ
て
中
園
へ
行
っ
た
。
彼
の
任
務
は
磁
気
と
気
象
の
観
測
を
し
て
デ
ー
タ
を
本

園
に
迭
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
徐
暇
に
中
園
農
業
に
つ
い
て
熱
心
に
研
究

し
た
。
初
め
は
『
授
時
通
考
』
等
の
農
書
を
翻
誇
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
机

上
の
勉
強
だ
け
で
は
あ
き
た
り
な
く
な
っ
て
、
自
分
で
忽
を
操
作
し
て
作
業
の

能
率
を
調
べ
た
り
、
穀
類
と
野
菜
に
つ
い
て
寅
験
的
に
い
ろ
い
ろ
な
品
種
を
播

種
し
て
結
果
を
比
較
し
た
り
し
た
。
ま
た
、
北
京
の
郊
外
へ
出
か
け
て
農
民
の

生
活
を
寅
地
に
調
査
し
て
、
彼
ら
の
年
中
行
事
、
習
慣
等
か
ら
小
作
料
や
家
計

の
牧
支
に
至
る
ま
で
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
ハ
未
刊
)
。
ス
カ
チ
コ
フ
の
記
録

が
、
中
園
農
業
に
関
す
る
貴
重
な
研
究
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
刻

も
早
い
出
版
が
望
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
太
卒
天
国
の
乱
が
激
し
か
っ
た
頃
の
騒

然
と
し
た
北
京
の
よ
う
す
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
と
記
録
を
残
し
て
い
る
。
こ

ち
ら
の
方
は
既
に
一
九
五
八
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
、
我
園
で
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

こ
の
種
の
ロ
シ
ア
語
文
献
は
、
十
九
世
紀
の
、
し
か
も
外
園
人
が
書
い
た
と

い
う
黙
で
、
確
か
に
限
界
を
も
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
漢
文
資
料
と
は

別
の
濁
自
の
債
値
を
も
っ
た
資
料
な
の
で
あ
っ
て
、
今
後
の
研
究
が
大
い
に
期

待
さ
れ
る
。

本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
多
く
の
誤
解
や
誤
讃
を
犯
し
て
い
る
こ
と

と
思
う
。
そ
れ
は
す
べ
て
私
の
責
任
で
あ
っ
て
、
著
者
並
び
に
譲
者
に
濁
し
て

御
容
赦
を
お
願
い
し
た
い
。
本
文
に
つ
い
て
、
御
叱
正
と
御
数
示
を
賜
わ
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

註①
木
崎
良
卒
『
ピ
l
タ
l
大
帝
』

一
八
四
頁
等
参
照
。

②
一
七
一
五
年
か
ら
一
八
六
四
年
ま
で
に
全
部
で
一
四
回
の
停
道
幽
が
波

遣
さ
れ
た
が
、
本
書
の
附
録
三
ハ
三
五
八
|
一
一
一
六
一

一
良
)
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
名
簿
に
よ
れ
ば
、
北
京
で
客
死
し
た
闘
員
の
線
数
は
、
四
一
名
(
全

闘
員
数
一
五
七
名
)
に
も
の
ぼ
る
。
第
一
回
か
ら
順
に
掌
げ
る
と
、
五

(
一
五
)
、
三
(
九
)
、
六
(
一
四
)
、
一
(
九
)
、
五
(
九
)
、
三
ハ
一
O
Y

六
(
一
O
〉
、
四
(
一
二
〉
、
二
(
一
一
〉
、
零
(
一
一
)
、
一
ハ
一
四
〉
、

零

三

一
〉
、
四
(
一
一
)
、
一
ハ
一
一

〉
と
な
る
(
括
弧
内
は
全
閣
員
数

を
一
示
す
。
こ
の
中
に
は
監
督
官
等
も
含
む
)
。
こ
れ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
第
九
回
俸
道
固
ま
で
の
死
亡
率
は
非
常
に
高
く
、
卒
均
三
五

・
四
%

に
な
る
。

③
本
書
に
は
見
え
な
い
が
、

一
八
二
O
年
に
停
活
一
幽
の
経
費
が
年
六
、
五

0
0ル
ー
ブ
ル
か
ら
二
ハ
、
二
五

0
ル
ー
ブ
ル
に
精
額
さ
れ
た
こ
と
を
述

べ
る
著
書
も
あ
る
。
中
園
祉
舎
科
事
隣
近
代
史
研
究
所
『
沙
俄
侵
華
史
』

(
第
一
巻
〉
(
北
京
、
一
九
七
八
〉
二
八
三
頁
参
照
。

④
註
②
参
照
。
第
十
回
停
道
固
か
ら
は
死
亡
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な

る。

⑤
最
初
、
理
藩
院
か
ら
俸
道
圏
の
と
こ
ろ
に
教
師
が
波
遣
さ
れ
る
は
ず
に

な
っ
て
い
た
が
、
報
酬
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
彼
ら
は
月
に
数
回
し

か
描
酬
を
み
せ
な
か
っ
た
。3
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