
に
取
り
組
む
の
は
山
本
氏
が
「
お
わ
り
に
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
様
に
使
用
言

語
の
多
さ
と
い
う
事
も
あ
っ
て
不
可
能
に
近
い
。
よ
っ
て
共
同
研
究
の
試
み
と

そ
の
成
果
の
公
表
が
期
待
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
試
み
へ
の

一
ス

テ
ッ
プ
と
し
て
本
書
は

一
譲
の
償
値
が
あ
ろ
う
。

〈
註
)
深
見
純
生

「書
評
『
東
南
ア
ジ
ア
世
界
の
歴
史
的
位
相
』
」
『
東
南
ア

ジ
ア
歴
史
と
文
化
』
二
一
一
一
九
九
三

一
九
九
二
年
六
月
東
京
大
皐
出
版
舎

A
五
剣
・

m
+
三
O
六
頁
五
九
七
四
国
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梅

原

郁

編

中
園
近
世
の
法
制
と
社
曾

滋

賀

秀

本
書
は
京
都
大
拳
人
文
科
皐
研
究
所
に
お
い
て
、
『
慶
元
保
法
事
類
』
と

『
清
明
集
』
の
輪
讃
を
中
心
と
し
て
五
年
聞
に
わ
た
っ
て
研
鎖
し
た
共
同
研
究

班
の
報
告
書
の

一
つ
で
あ
る
と
い
う
。
客
観
的
に
見
る
と
き
、
班
員
が
各
自
思

い
思
い
の
テ
1
マ
を
一
篇
の
論
文
に
ま
と
め
て
持
ち
寄
っ
た
も
の
で
あ
り
、
皐

行
書
と
し
て
の
企
査
性
は
む
し
ろ
希
薄
で
あ
る
。
何
か
の
摩
術
雑
誌
た
と
え
ば

『
東
方
皐
報
』
の
特
大
別
加
と
い
っ
た
感
じ
の
書
物
で
あ
る
。
よ
っ
て
書
評
も

ま
た
所
枚
一
四
篇
の
論
文
個
々
の
紹
介
と
批
評
を
束
ね
る
形
と
な
ら
ざ
る
を
得

な
し

-
佐
一
沙
雅
章
「
内
律
と
俗
法
|

|
中
園
例
数
法
制
史
の
一
考
察
」

こ
の
論
文
は
「
律
典
の
俸
調
一
持
と
そ
の
治
罰
法
」
「
北
貌
の
償
制
」
「
南
朝
の

内
律
と
俗
法
」
「
唐
の
道
信
格
を
め
ぐ
っ
て
」
「
唐
代
併
数
数
固
に
お
け
る
治

罰
」

「
清
規
に
み
え
る
罰
則
」
の
諸
節
か
ら
成
り
、
内
律
す
な
わ
ち
傍
数
数
回

の
内
部
規
律
と
俗
法
す
な
わ
ち
園
家
法
と
の
関
係
を
、
併
数
博
来
の
始
め
か
ら

元
代
(
明
清
も
明
示
的
に
除
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
〉
ま
で
、
通
史
的
に

考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
が
園
家
の
宗
敬
統
制
の
面
か
、
併
数
戒

律
の
中
園
的
後
容
の
面
か
に
集
中
す
る
な
か
で
、
僧
尼
の
法
律
上
の
地
位
、
彼

ら
が
内
律
と
俗
法
の
雨
面
か
ら
ど
の
よ
う
な
規
制
を
受
け
て
い
た
か
と
い
う
親

黙
か
ら
、
特
に
そ
の
治
罰
の
貧
態
と
そ
の
獲
濯
を
探
ろ
う
と
す
る
。

「
関
連
史
料
は
多
く
な
く
、
従
来
の
研
究
で
利
用
さ
れ
た
も
の
が
大
部
分
」

- 151ー
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と
い
う
、
そ
の
史
料
の
殆
ど
が
評
者
に
は
な
じ
み
の
薄
い
も
の
で
あ
っ
て
批
評

能
力
の
な
い
こ
と
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
時
代
を
追
っ
て
数
圏
内

部
に
も
王
権
が
及
び
、
内
部
の
制
裁
手
段
と
し
て
杖
刑
や
罰
銭
な
ど
併
教
の

「
律
」
の
な
か
に
は
無
い
も
の
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
行
く
流
れ
が
看
取
さ
れ

る
。
唐
の
道
僧
格
(
註
お
に
研
究
史
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
)
に
つ
い
て
は
制
定
年

代
が
聞
い
直
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
こ
の
課
題
に
は
、
①
帰
国
尼
に
謝
す
る
裁
判
権
、
②
内
律
・
俗
法
雨
面
か

ら
僧
尼
に
課
さ
れ
る
規
律
内
容
、
③
制
裁
手
段
の
三
側
面
が
あ
る
筈
で
あ
り
、

③
に
だ
け
偏
ら
ず
、
三
本
の
桂
を
は
っ
き
り
立
て
ら
れ
た
な
ら
ば
、
叙
述
は
い

っ
そ
う
分
か
り
ゃ
す
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

2

愛
宕
元
「
唐
代
の
橋
梁
と
渡
津
の
管
理
法
規
に
つ
い
て
も
|
|
敦
煙
愛
見

「
麿
水
部
式
」
残
巻
を
手
掛
り
と
し
て
」

水
部
式
残
品
位
は
あ
ま
り
に
も
著
名
な
史
料
で
あ
り
な
が
ら
(
そ
の
研
究
史
は

本
論
文
註
幻
に
詳
し
い
)
そ
こ
に
現
れ
る
橋
梁
と
渡
津
(
渡
し
船
施
設
〉
の
管

理
法
規
に
は
従
来
殆
ど
目
が
向
け
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
論
文
は
そ
れ
を

初
め
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
周
到
な
考
察
を
加
え
、
唐
と
い
う
時
代
相
の
一

端
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
上
で
活
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
可
能
と
な
っ

た
背
景
に
は
、
唐
宋
時
代
の
地
理
に
つ
い
て
の
著
者
の
深
い
皐
殖
が
あ
る
。

ま
ず
『
六
典
』
所
載
の
園
家
管
理
の
渡
津
と
橋
梁
に
加
え
て
、
諸
書
か
ら
探

索
さ
れ
た
州
豚
管
下
の
そ
れ
と
、
軍
事
行
動
に
際
し
て
臨
時
に
浮
き
橋
を
架
橋

さ
れ
た
記
録
の
あ
る
地
黙
が
一
覧
表
と
し
て
示
さ
れ
る
。
渡
津
は
地
勢
上
特
定

の
場
所
に
限
ら
れ
る
ゆ
え
に
通
行
人
を
検
問
す
る
「
閥
」
の
機
能
を
も
持
っ
て

い
た
。つ

い
で
水
部
式
中
の
関
連
燦
項
が
地
理
を
背
景
と
し
て
克
明
に
検
討
さ
れ

る
。
渡
河
施
設
と
し
て
、
渡
津
、
脚
船
を
連
ね
た
浮
き
橋
(
そ
の
高
度
の
も
の

と
し
て
餓
索
を
用
い
た
も
の
)
、
木
橋
、
石
橋
の
順
に
高
度
と
な
り
、
そ
れ
に

臨
応
じ
て
架
設
の
投
資
は
大
と
な
る
が
管
理
・
維
持
の
労
力
は
著
し
く
軽
減
す
る

こ
と
、
そ
れ
ら
が
謀
役
鐙
制
の
も
と
で
賦
役
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
様
が
手

に
取
る
よ
う
に
分
か
る
。

最
後
に
唐
代
後
半
に
な
る
と
主
要
関
津
・
橋
梁
の
多
く
が
藩
銀
の
支
配
下
に

入
り
、
か
っ
治
安
の
た
め
の
往
来
者
の
検
問
よ
り
も
逼
行
税
徴
枚
と
い
う
財
源

の
機
能
を
重
く
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
べ
て
が
面
白

く
、
本
書
の
中
で
一
番
気
持
ち
良
く
讃
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
一
篇
で
あ
る
。

3

辻
正
博
「
唐
代
流
刑
考
」

唐
代
の
流
刑
は
律
令
の
規
定
に
よ
れ
ば
強
制
移
住
と
強
制
労
働
を
組
み
合
わ

せ
た
刑
で
あ
り
、
配
所
へ
の
到
着
に
よ
っ
て
移
住
の
執
行
が
終
わ
り
、
そ
こ
で

の
原
則
一
年
の
徒
役
を
終
わ
っ
た
後
は
附
籍
さ
れ
て
配
所
の
住
民
と
な
る
。
以

後
恩
赦
が
あ
っ
て
も
す
で
に
配
所
の
住
民
と
な
っ
た
者
を
ま
た
郷
里
に
返
す
と

い
う
問
題
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
唐
代
後
半
に
は
、
恩
赦
に
よ
っ
て
流
入
を
返

す
例
が
多
く
な
り
、
さ
ら
に
は
流
人
は
一
律
に
六
年
経
過
後
に
郷
里
に
返
す
制

度
と
な
り
、
流
刑
は
有
期
追
放
刑
に
媛
質
し
た
こ
と
が
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て

い
た
。こ

の
論
文
は
お
お
ま
か
に
言
っ
て
、
①
同
時
代
以
来
の
流
刑
の
沿
革
(
漢
代
の

「
遷
徒
」
は
透
境
で
の
城
旦
で
あ
っ
た
と
す
る
新
見
解
を
含
む
)
、
②
一
律
に
定

め
る
流
刑
の
里
数
は
園
都
長
安
か
ら
の
距
離
で
あ
っ
て
本
人
の
居
住
地
か
ら
の

距
離
で
は
な
い
と
い
う
議
論
(
そ
の
背
景
に
、
流
に
擬
律
さ
れ
た
者
は
す
べ
て

園
都
に
集
め
ら
れ
て
そ
こ
で
判
決
が
決
定
し
、
都
か
ら
配
所
へ
押
迭
さ
れ
た
と

い
う
認
識
が
あ
る
)
、
③
唐
代
前
半
か
ら
す
で
に
、
思
赦
に
よ
っ
て
流
入
を
返

し
た
例
が
あ
り
臨
時
の
詔
や
格
の
規
定
に
よ
っ
て
律
令
通
り
で
な
い
複
雑
な
制

度
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
唐
代
後
牢
に
お
け
る
流
刑
の
寅
態
の
幾
濯
、
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の
三
部
か
ら
成
る
。
史
料
の
探
索
が
精
微
で
あ
っ
て
盆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

が
、
こ
こ
で
は
上
記
②
の
論
熟
(
八
一
一
一
J
八
五
頁
)
の
検
討
所
見
だ
け
を
述
べ

て
お
き
た
い
。

ま
ず
流
に
擬
律
さ
れ
た
も
の
は
覆
審
の
た
め
す
べ
て
都
に
集
め
ら
れ
た
と
す

る
所
論
は
到
底
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
『
唐
令
拾
遺
』
獄
官
令
二
に

「
(
上
略
〉
若
大
理
寺
及
諸
州
断
流
以
上
、
若
除
菟
官
嘗
者
、
皆
連
寓
案
朕
申

省
、
案
覆
理
謹
申
奏
。
若
案
覆
事
有
不
輩
、
在
外
者
遺
使
就
覆
、
在
京
者
遺
就

刑
部
、
覆
以
定
之
」
と
あ
り
、
地
方
の
州
で
流
・
死
に
擬
律
す
る
と
書
面
を
都

に
迭
り
向
書
省
で
の
覆
審
と
皇
帝
の
裁
可
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。
書
面
審
査
で

も
し
疑
義
が
あ
れ
ば
、
犯
人
を
都
に
迭
る
の
と
は
反
射
に
使
者
が
地
方
に
出
向

い
て
面
接
覆
審
に
嘗
た
る
と
い
う
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
唐
代

の
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
著
者
が
依
接
し
た
奥
村
論
文
に
は
、
書
面
審
査
と
面
接

審
理
の
匿
別
を
立
て
ず
に
覆
審
を
叙
述
す
る
黙
で
不
備
が
あ
っ
た
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
著
者
が
「
惰
代
で
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
」
と
し
て
翠
げ
る

『
階
書
』
王
伽
停
、
流
囚
押
迭
の
記
事
も
、
そ
れ
が
都
で
の
覆
審
の
た
め
で
あ

っ
た
謹
擦
は
何
も
な
い
。
隔
の
流
は
唐
よ
り
も
強
制
努
働
の
要
素
が
強
い
の
で

あ
る
か
ら
、
服
役
中
の
流
囚
を
努
働
力
と
し
て
臨
時
に
移
迭
し
た
と
見
る
方
が

安
嘗
で
あ
ろ
う
。
『
宋
刑
統
』
所
載
賓
態
元
年
殺
に
い
う
「
省
司
便
配
所
流

州
」
の
「
配
」
と
は
「
割
り
嘗
て
る
」
意
味
、
流
何
千
里
と
上
申
さ
れ
て
来
た

も
の
を
具
鐙
的
に
何
州
に
流
す
と
決
め
る
意
味
で
あ
っ
て
、
身
柄
を
迭
り
出
す

こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
著
者
が
大
き
く
掲
け
る
獄
官
令
一
四
が
ま
さ
し
く
所

論
を
裏
切
る
で
は
な
い
か
。
「
若
し
符
が
季
末
三
十
日
の
内
に
在
り
て
至
る
者

は
:
:
:
」
と
は
何
時
到
着
す
る
か
知
れ
な
い
都
か
ら
の
沙
汰
を
待
つ
身
を
念
頭

に
お
い
て
始
め
て
理
解
で
き
る
言
葉
で
あ
る
し
、
「
江
北
の
人
の
嶺
南
に
配
せ

ら
る
る
者
」
「
剣
南
に
非
ら
ざ
る
の
人
の
銚
・

簡
州
に
配
せ
ら
る
る
者
」
と
い

う
構
文
が
、
著
者
自
身
所
論
へ
の
い
さ
さ
か
の
留
保
と
し
て
註
川
に
引
く
詔
と

同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
附
く
べ
き
で
あ
る
。

以
上
で
流
の
塁
数
は
都
を
起
貼
と
す
る
と
い
う
論
議
の
主
要
な
部
分
は
鴎
れ

る
が
、
他
面
、
居
住
地
を
起
黙
と
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
立
設
す
る
こ
と
は
容

易
で
は
な
い
。
た
だ
移
郷
(
殺
人
犯
が
死
刑
を
菟
ぜ
ら
れ
る
と
き
仇
を
避
け
て

一
千
里
に
移
す
保
安
庭
分
。
こ
れ
を
律
以
外
の
法
源
に
現
れ
る
移
貫
・
移
殺
な

ど
の
用
語
と
同
類
扱
い
す
る
の
は
不
可
〉
が
、
被
害
者
巻
族
か
ら
つ
ま
り
は
郷

里
か
ら
千
里
の
一
意
味
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
戚
盗
一
八
燦
疏
に
「
或
先

相
去
千
里
外
・
・
・
不
在
移
郷
之
限
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
雨
者
は

律
で
「
流
移
」
と
し
て
一
括
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
流
の
里
数
も
同

様
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
や
は
り
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
日
本
律
が
京
を
起
黙
に

近
・
中
・
遠
流
を
言
う
の
は
纏
受
に
際
し
て
の
改
制
と
考
え
て
別
段
の
無
理
は

な
い
。

な
お
、一

O
一
頁
末
行
「
建
徳
四
年
」
は
「
建
隆
四
年
」
の
誤
値
。

4
梅
原
郁
「
唐
宋
時
代
の
法
典
編
纂
|
|
律
令
格
式
と
殺
令
格
式
」

こ
の
論
文
は
唐
宋
法
典
編
纂
の
遁
史
的
考
察
で
あ
る
。
す
で
に
周
知
の
曾
我

部
静
雄
「
宋
代
の
法
典
類
」
と
ほ
ぼ
同
じ
領
域
・
事
物
を
封
象
と
す
る
。
大
方

の
讃
者
は
そ
れ
で
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
要
約
は
省
略
し
て
直
ち
に
論

評
に
入
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
評
者
自
身
は
、
中
園
法
典
編
纂
史
を
貫
く
一
つ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し

て
、
①
基
本
法
典
、
②
皇
帝
の
単
行
指
令
(
詔
、
殺
な
ど
の
名
で
呼
ば
れ
る
〉

の
集
積
を
さ
ま
ざ
ま
の
仕
方
と
程
度
に
お
い
て
整
理
・
集
約
し
て
編
成
す
る
副

衣
法
典
、
③
個
々
の
皇
帯
指
令
そ
の
も
の
、
と
い
う
一
一
一
段
の
レ
ベ
ル
概
念
を
立

て
る
こ
と
が
有
数
だ
と
考
え
て
い
る
。
法
の
数
カ
は
①
あ
⑦
の
順
で
あ
り
、
法

の
定
着
性
の
低
い
も
の
ほ
ど
殺
力
に
お
い
て
優
先
し
、
高
レ
ベ
ル
の
も
の
の
文

言
を
獲
え
な
い
ま
ま
現
貨
の
法
を
後
え
る
。
そ
し
て
高
レ
ベ
ル
の
も
の
は
そ
の

qo 
ph-υ 噌ム
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柑
同
後
に
あ
っ
て
基
本
的

・
一
般
的
準
則
を
輿
え
る
機
能
を
持
ち
綴
け
る
。
こ
れ

を
頭
に
入
れ
て
置
け
ば
個
々
の
場
合
ご
と
に
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
さ
ず
に
済

み
、
叙
述
に
筋
が
遜
る
。
し
か
し
気
が
つ
い
て
見
る
と
、
こ
れ
を
皐
生
へ
の
講

義
で
繰
り
返
し
誘
い
た
だ
け
で
、
風
平
界
に
向
か
っ
て
改
ま
っ
て
ま
だ
時
抗
言
し
て

い
な
い
。

(
も
っ
と
も
、
『
プ
リ
タ
ユ
カ
園
際
百
科
事
典
』
「
中
園
法
」
の
項

目
に
そ
れ
を
書
い
た
し
、
十
年
以
上
前
に
閣
際
研
究
集
合
に
出
し
た
レ
ポ

ー
ト

が
こ
の
程
日
の
目
を
見
て
印
刷
過
程
に
あ
る
=
〉
ロ
g
R
Zお
S
ミ
丘
、
叶
ぜ
コ
四

c
m
u
Z
5
3
5、‘

2
5
ミミ。コ、
H
，

r
E
5
5
8一
・
日
・
宮
ユ
N
)

に
も
述
べ
て
は
あ
る
が
。
〉
今
こ
こ
で
、
頭
の
中
に
物
を
秘
め
な
が
ら
時
抗
言
す

る
と
い
う
苦
し
い
立
場
に
あ
る
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
論
文
が
大
努
力
の
こ
も
っ
た
(
む
し
ろ
力
む
徐
り
に
思
い
入
れ
が
多
過

ぎ
る
と
も
言
え
る
)
労
作
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
蘇
東
波
の
文
集
か
ら

編
救
の
候
文
を
獲
し
出
す
な
ど
、
従
来
気
附
か
れ
な
か
っ
た
史
料
を
も
加
え

て
、
編
救
か
ら
穀
令
格
式
へ
の
設
展
が
一
司
一
務
一
路
一
州
そ
の
他
の
特
別
法

令
の
編
纂
と
も
絡
み
合
う
複
雑
な
過
程
で
あ
り
、
北
宋
を
通
じ
て
か
な
り
不
安

定
で
あ
っ
た
と
す
る
叙
述
、
元
盟
の
官
制
改
革
と
敷
令
格
式
と
い
う
編
成
構
想

の
愛
生
を
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
る
時
代
観
な
ど
は
、
こ
の
論
文
の
見
ど
こ
ろ
と
言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
救
令
格
式
の
成
立
に
よ
っ
て
『
宋
刑
統
』
は
も
は
や
法
で

な
く
な
っ
た
と
す
る
曾
我
部
論
文
の
主
張
を
否
定
す
る
の
も
ご
二
九
頁
以

下
)
、
蛍
然
の
こ
と
な
が
ら
全
く
正
し
い
。
因
み
に
救
令
格
式
の
令
は
刑
法
的

で
あ
っ
た
と
す
る
の
も
同
論
文
の
大
き
な
誤
解
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
こ
の
論
文

の
叙
述
自
陸
が
そ
の
駁
正
と
な
っ
て
い
る
。

疑
問
と
し
て
、
唐
の
格
を
「
行
政
と
関
係
し
」
た
も
の
(
そ
こ
に
含
ま
れ
る

刑
罰
規
定
は
行
政
法
規
の

「
罰
則
」
)
と
性
格
規
定
し
、
そ
の
意
味
で
格
は
律

(
ま
た
律
令
)
と
は
「
系
列
が
這
う
」
「
本
質
的
と
も
い
う
べ
き
差
異
」
が
あ

る
と
す
る
見
方
、
そ
し
て
一
層
鮮
明
に
宋
代
数
令
格
式
の
殺
と
律

〈
刑
統
)
の

関
係
を
も
同
様
に
見
ょ
う
と
す
る
線
が
一
木
通
っ
て
い
る
こ
と
〈
一

二
四
頁、

二
二
一

J
一
三
二
頁
、
二
ハ

O
頁
、
一
六
四
頁
)
、
こ
れ
に
封
し
て
は
異
議
を

申
し
立
て
た
い
。
敦
爆
出
土
散
頒
刑
部
格
を
一
瞥
す
れ
ば
、
そ
れ
が
律
の
規
定

は
動
か
さ
ず
に
質
質
的
に
刑
法
を
細
目
化
し
刑
罰
を
経
重
す
る
こ
と
、
大
清
律

例
の
律
と
燦
例
の
関
係
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
他
面
、
仁

井
田
陸
に
よ
っ
て
開
元
戸
部
格
と
考
設
さ
れ
た
諸
俊
文
(
同
氏
『
中
閣
法
制
史

研
究
・
法
と
道
徳
』
二
八
四
頁
以
下
)
を
見
れ
ば
そ
れ
ら
が
令
と
の
聞
で
同
様

の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
よ
っ
て
格
と
は
前
述
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お

け
る
〈
律
令
を
基
本
法
典
と
す
る
)
副
衣
法
典
で
あ
る
と
性
格
規
定
す
る
の
が

最
も
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
慶
元
僚
法
事
類
』
の
う
ち
に
「
諸
縞
盗
得
財
杖

六
十
、
四
伯
文
杖
七
十
、
四
伯
文
加
室
等
:
:
煎
拾
貫
配
本
州
」
(
古
典
研
究

舎
本
八
八
頁
上
段
、
そ
の
他
に
複
出
)
な
る
賊
盗
殺
な
ど
.
自
然
犯
に
封
す
る

律
の
規
定
を
修
正
す
る
殺
の
規
定
が
多
数
現
れ
る
。
「
殺
人
傷
害
や
強
盗
縞
盗

な
ど
の
犯
罪
に
あ
っ
て
」
も
律
が
そ
の
ま
ま
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
律

と
殺
は
「
封
象
が
這
っ
て
」
い
た
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
や
は
り
基
本
法
典

と
副
次
法
典
の
関
係
と
言
う
外
は
な
い
。

唐
の
格
式
を
め
ぐ
っ
て
は
、
拙
論

「漢
唐
聞
の
法
典
に
つ
い
て
の
一一一一一の考

詮
」
(
『
東
方
皐
』
一
七
韓
)
第
三
節
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
そ
う

す
れ
ば
少
な
く
も
『
葱
唐
書
』
刑
法
士
山
を
『
六
典
』
投
入
部
分
に
気
附
か
ず
に

引
用
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
(
一
二
三
頁
〉
。
『
宋
刑
統
』
の
「
准

刑
部
格
、
救
:
:
:
」
は
こ
の
よ
う
に
讃
む
の
で
あ
り
、
「
格
救
」
と
連
ね
て
論

ず
る
の
は
正
し
く
な
い
(
一
一
七
頁
。
仁
井
田
前
掲
二
九

O
頁
参
照
)
。
太
卒

興
園
編
救
を
柴
成
務
上
言
中
の
一
語
を
採
っ
て
三
十
径
と
見
ょ
う
と
す
る
の
は

徐
り
に
も
強
引
で
は
な
い
か
(
一
三
七
頁
〉
。
同
じ
『
宋
舎
要
』
が
地
の
文
で

一ー 154-
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は
十
五
巻
と
し
、
同
じ
成
務
の
上
言
で
も
『
長
編
』
の
引
用
で
は
や
は
り
十
五

巻
と
な
っ
て
い
る
。
律
疏
三
十
巻
を
意
識
し
た
巻
数
な
の
だ
と
論
ず
る
の
は
荒

唐
無
稽
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
他
個
々
的
な
疑
問
を
言
い
出
せ
ば
き
り

が
な
い
。
も
し
評
者
自
身
は
こ
の
針
象
領
域
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
と
問
わ
れ

る
な
ら
ば
、
今
の
と
こ
ろ
簡
単
で
は
あ
る
が
前
記
英
文
論
考
を
見
て
い
た
だ
き

た
し
。誤

植
と
お
ぼ
し
き
も
の
も
自
に
附
く
。
一
一
一

O
頁
末
二
行
「
貞
観
」
↓
「
武

徳
」
、
ご
一
八
頁
二
行
「
使
を
し
て
」
↓
「
人
を
し
て
」
、
ご
ニ

O
頁
九
行
「
金

科
正
俊
」
↓
「
金
科
正
義
」
、
一
四

O
頁
末
二
行
「
瑞
匹
」
↓
「
端
匹
」
、
一
六

三
頁
七
行
「
職
制
律
」
↓
「
職
制
令
」
な
ど
。

5

宮
津
知
之
「
唐
宋
時
代
に
お
け
る
銅
銭
の
私
鋳
」

主
と
し
て
唐
末
五
代
宋
初
に
私
鎗
の
悪
銭
が
流
通
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事

情
と
、
宋
に
よ
っ
て
そ
れ
が
ほ
ぼ
克
服
さ
れ
た
過
程
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
貨
幣
史

に
不
案
内
な
評
者
に
は
、
従
来
の
皐
界
状
況
と
こ
の
論
文
の
関
係
・
位
置
附
け

が
よ
く
分
か
ら
な
い
し
、
論
文
自
鐙
に
も
そ
れ
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
た

だ
、
鋳
造
の
採
算
性
と
い
う
覗
黙
か
ら
問
題
を
執
劫
に
追
及
し
て
い
る
の
が
こ

の
論
文
の
濁
自
性
で
あ
ろ
う
と
の
見
嘗
は
つ
く
。

だ
が
そ
こ
で
、
嘗
時
の
人
々
は
、
(
鋳
造
さ
れ
た
徳
額
で
は
な
く
〉
鋳
造
さ

れ
た
徳
額
か
ら
鋳
造
原
債
を
差
し
引
い
た
「
浄
利
」
と
、
鋳
造
原
債
と
を
比
較

し
て
採
算
率
を
考
え
、
前
者
が
後
者
を
上
回
っ
た
と
き
に
採
算
に
合
う
と
意
識

し
て
い
た
、
と
い
う
不
思
議
な
テ
ー
ゼ
が
一
貫
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
好
奇
心

を
そ
そ
ら
れ
て
、
家
げ
ら
れ
た
史
料
根
援
を
徹
底
的
に
検
討
し
た
。
紙
幅
が
な

い
の
で
委
細
は
省
略
し
て
給
論
だ
け
を
言
え
ば
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
成
り
立
た
な

い
。
史
料
か
ら
の
讃
み
取
り
方
が
到
る
と
こ
ろ
で
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ほ
ん
の
一
例
を
示
せ
ば
、
「
所
鋳
新
銭
線
二
十
禽
緑
、
而
用
木
銭
十
二
高

縮
、
吏
卒
之
費
叉
二
十
三
高
婚
、
得
不
償
費
」
(
註

η
〉
の
「
得
は
費
を
償
わ

ず
」
(
新
銭
二

O
高
絡
を
鋳
る
の
に
一
二
高
プ
ラ
ス
二
一
一
一
高
絹
を
費
や
し
た
の

で
は
引
き
合
わ
な
い
)
の
と
こ
ろ
に
「
費
を
償
わ
ざ
る
を
得
ん
や
」
(
一
九
三

頁
末
四
行
)
と
い
う
、
あ
り
得
な
い
讃
み
を
輿
え
る
無
理
が
犯
さ
れ
て
い
る
。

一
九

O
頁
の
採
算
率
表
も
数
値
の
と
り
方
に
不
整
合
が
あ
っ
て
意
味
を
成
さ
な

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
骨
を
抜
き
取
っ
た
あ
と
如
何
な
る
数
盆
を
汲
む
べ
き
か
不
案
内
な
評
者

に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
一
八
八
頁
七
行
「
全
園
」
は
「
金
閣
」
の
誤
植
か
。

一
八
九
頁
一
行
、
『
慶
元
像
法
事
類
』
の
引
き
方
は
ど
ち
ら
も
「
雑
穀
」
で
な

く

「
随
穀
申
明
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

策
藤
忠
和
「
北
宋
の
軍
法
に
つ
い
て
」

同
著
者
の
既
刊
「
宋
代
の
階
級
法
に
関
す
る
一
試
論
」
「
『
武
経
線
要
』
に

見
え
る
宋
代
軍
法
の
僚
交
に
つ
い
て
」
二
篇
を
承
け
て
、
い
わ
ゆ
る
「
軍
法
」

全
慢
に
つ
い
て
包
括
的
に
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

「
軍
法
」
「
軍
律
」
の
語
が
史
書
に
現
れ
、
軍
人

・
軍
事
に
適
用
さ
れ
る
特

別
刑
法
を
意
味
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
『
武
経
線
要
』
「
罰
篠
」

七
二
篠
(
訓
識
し
番
践
を
打
つ
〉
、
『
太
白
陰
経
』
か
ら
二

O
係
、
『
遁
血
ハ
』

に
引
く
後
漢
の
「
歩
戦
例
」
か
ら
一
四
篠
、
『
宋
舎
要
』
景
徳
一
冗
年
の
詔
か
ら

二
O
篠
(
以
上
原
文
の
ま
ま
)
を
、
軍
法
の
内
容
資
料
と
し
て
掲
げ
る
。
つ
い

で
史
書
か
ら
軍
法
に
よ
っ
て
庭
断
さ
れ
た
賞
例
一
三
を
拾
い
、
『
武
経
線
要
』

と
の
針
際
関
係
を
調
べ
、
ま
た
「
常
法
」
つ
ま
り
律
と
の
針
際
関
係
を
一
七
項

目
に
わ
た
っ
て
論
ず
る
。
文
中
に
、
軍
法
と
は
「
軍
中
で
の
時
間
軍
の
専
決
基
準

を
示
し
た
も
の
」
(
二
一
一
一
一
一
頁
。
ま
た
二
三
九
頁
)
と
言
え
る
の
で
な
い
か
と

い
う
意
味
深
い
言
葉
が
さ
り
げ
な
く
出
て
来
る
が
、
こ
の
透
り
が
さ
ら
に
詰
め

て
研
究
す
べ
き
重
要
課
題
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
一
一
二
三
頁
一

O
行

-155ー
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「
撞
興
九
」

は

「
檀
興
八
」
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。

7

長
井
千
秋

「南
宋
軍
兵
の
給
輿
|
|
給
輿
額
と
給
輿
方
式
を
中
心
に
」

宋
の
兵
制
を
ご
く
お
お
ま
か
に
言
え
ば
、
北
宋
で
は
貫
験
的
園
防
軍
た
る
禁

軍
と
地
域
の
治
安
維
持
と
雑
役
に
蛍
た
る
府
軍
・
郷
丘
ハ
が
あ
り
、
南
宋
で
は
禁

軍
・
府
軍
は
と
も
に
州
の
財
源
で
賄
わ
れ
る
地
域
雑
役
軍
と
な
り
、
都
統
司
に

統
括
さ
れ
る
大
軍
が
園
防
を
猪
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
論
文
は
、
賂
校
下
士
官
の
慮
遇
に
は
鰯
れ
ず
も
っ
ぱ
ら
諸
軍
の
兵
卒
へ

の
給
輿
額
と
南
宋
大
軍
の
給
奥
方
式
を
詳
論
す
る
。
①
北
宋
に
は
兵
士

一
入
賞

た
り
年
閲
で
禁
軍
五

O
質
、
府
軍
三

O
貫
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る

が
、
そ
れ
は
木
来
な
ら
ば
「
五

0
0
ニ
O
)
貫
石
匹
雨
」
と
表
記
す
べ
き
い
わ

ゆ
る
複
合
軍
位
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
、

②
目
安
と
な
る
数
値
の
無
い
南

宋
に
つ
い
て
散
見
す
る
数
値
史
料
を
博
捜
し
て
可
能
な
限
り
の
概
観
を
提
供
す

る
こ
と
(
大
軍
に
つ
い
て
は
本
俸

〈
熟
券
〉

と
出
成
手
嘗
て
〈
生
券
〉
を
併
せ

考
え
る
)
、
③
銀
江
都
統
司
と
そ
の
丘
(
姑
局
た
る
准
東
総
領
所
の
ケ
i
ス
に
つ

い
て
支
給
に
必
要
な
文
書
の
動
き
と
、

家
族
と
出
成
中
の
本
人
と
に
分
け
て
の

支
給
な
ど
を
論
じ
、
「
借
請
」
(給
輿
の
前
借
り
支
給
〉
・
「
分
墜
口
券
」

(
家

族
分
を
さ
い
て
本
人
に
回
す
)
な
ど
の
語
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
お
よ

そ
の
論
旨
で
あ
る
。

こ
れ
も
評
者
に
と
っ
て
は
不
案
内
な
領
域
で
あ
る
が
、
財
政
史

・
軍
制
史
へ

の
努
多
き
基
礎
作
業
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
偉
い
の
だ
と
思
う
。

8

佐
立
治
人
「
『
清
明
集
』
の
「
法
意
」
と
「
人
情
」

l
l
i
訴
訟
賞
事
者
に

よ
る
法
律
解
懇
の
痕
跡
」

こ
の
論
文
は
評
者
滋
賀
が
清
代
諸
史
料
か
ら
描
き
出
し
た
と
こ
ろ
の
、
園

法

・
天
理

・
人
情
(
三
者
は
匿
別
は
さ
れ
て
も
相
魁
せ
ず
寅
際
の
働
き
の
上
で

は
融
合
し
て
情
理
〔
常
識
的
衡
卒
感
受
〕
を
形
成
す
る
)
を
基
準
と
し
て
裁
定

し
、
威
墜
を
伴
っ
た
設
得
に
よ
っ
て
賞
事
者
の
納
得
を
か
ち
取
る
と
い
う
訴
訟

像
を
強
烈
に
一
意
識
し
な
が
ら
、
南
宋
『
清
明
集
』
の
世
界
に
お
い
て
は
そ
れ
と

著
し
く

(著
者
の
考
え
で
は
原
理
的
に
)
異
な
っ

た、

法
律
に
依
嫁
す
る
裁
判

と
い
う
訴
訟
理
念
が
支
配
的
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
明
断
か
つ
鋭
利
な
大
作
で

あ
る
。宮

崎
市
定
氏
の
論
じ
た
民
間
訟
皐
の
流
行
か
ら
書
き
起
こ
し
、
人
が
法
律
を

数
習
し
た
の
は
裁
判
刊
に
勝
つ
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
嘗
時
の
民
事
訴
訟
が
法
律

に
よ
っ
て
黒
白
を
着
け
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
見
通
し

が
ま
ず
立
て
ら
れ
る
。
つ
い
で
『
清
明
集
』
か
ら
い
く
つ
か
の
言
葉
を
引
い
て

「蛍
時
の
裁
判
官
は
、
法
律
に
依
録
し
て
裁
定
し
な
け
れ
ば
嘗
事
者
の
納
得
が

得
ら
れ
な
い
、
と
い
う
意
識
」
「
和
解
と、

法
律
に
依
接
す
る
裁
判
刊
と
を
明
確

に
区
別
す
る
意
識
」
を
共
通
し
て
持
っ
て
い
た
こ
と
を
立
設
す
る
。
ま
た
そ
の

亜
系
と
し
て
、
裁
剣
は
契
約
の
輿
備
に
よ
る
べ
き
で
、
一
方
蛍
事
者
の
貧
弱
へ

の
同
情
や
過
去
の
悪
行
へ
の
懲
戒
の
念
な
ど
を
交
え
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
意

識
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
(
第

一
、
二
節
)

し
か
し
『
清
明
集
』

の
裁
剣
官
も
法
律
と
並
ん
で
や
は
り

「人
情
」

を
も
口

に
す
る
。
よ
っ
て
『
清
明
集
』
の
中
で
剣
断
基
準
と
し
て
「
人
情
」
を
明
言
し

ま
た
は
「
法
意
に
非
ざ
る
も
」
と
言
わ
れ
て
い
る
事
例
の
す
べ
て
計
三
二
例
を

拾
い
出
す
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
、

同
じ
く
図
法

・
天
理

・
人
情
を
ロ
に
し
な
が

ら
人
情
に
は
否
定
的
な
意
味
を
持
た
せ
る
宋
人
の
言
葉
(
嘗
時
の
意
識
が
そ
れ

一
色
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
)
を
翠
げ
る
(
三
O
五
頁
)
。
〔
こ
れ
は
興
味

深
い
。
理
気
哲
皐
と
の
逼
底
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
〕
さ
て
こ
の
三
二
例
を
検
討
す

る
と
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
法
律
が
曲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
七
例
だ
け
だ
と
い

う
。
つ
ま
り
多
く
は
「
法
意
か
ら
し
て
も
人
情
か
ら
し
て
も
」
と
い
う
言
い
方

に
な
る
。
法
律
は
情
理
を
表
現
し
た
も
の
、
人
情
は
法
律
の
中
に
す
で
に
含
ま
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れ
て
い
る
と
す
る
、
清
代
と
共
通
す
る
言
葉
も
出
て
く
る
。
そ
れ
を
押
え
た
上

で
「
け
れ
ど
も
、
清
代
と
は
逆
に
」
南
宋
で
は
、

人
情
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
れ

ば
こ
そ
そ
の
「
法
律
に
依
接
し
て
剣
決
を
下
す
」
べ
き
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ

て
、
清
代
の
よ
う
に
「
法
律
を
飛
び
越
え
て
人
情
だ
け
が
直
接
判
断
基
準
に
な

る
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
」
と
論
ず
る
。
(
第
三
節
)
〔
こ
の
勲
、
如
何

な
る
賞
態
を
指
し
て
「
飛
び
越
え
」
と
い
う
の
か
が
そ
も
そ
も
問
題
で
あ
り
、

清
代
を
そ
し
て
清
代
だ
け
を
そ
う
決
め
つ
け
て
よ
い
か
大
い
に
抵
抗
を
感
ず
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
〕

裁
剣
が
法
律
に
依
接
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
蛍
事
者
は
自
己
に
有

利
に
法
を
援
用
す
る
術
に
走
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
民
間
訟
皐
の
流
行
は
辻

棲
が
合
う
e

宋
代
に
「
人
民
は
法
を
知
つ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
思
想
が
行
わ

れ
た
と
す
る
設
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
賞
、
『
清
明
集
』
に

は
、
賞
事
者
が
法
律
を
知
ら
な
い
こ
と
へ
の
非
難
や
、
法
律
を
理
解
し
て
い
る

こ
と
へ
の
期
待
の
言
葉
が
い
く
つ
も
出
て
く
る
。
蛍
事
者
が
法
律
を
援
用
し
て

争
っ
て
い
る
質
例
、
官
が
嘗
事
者
の
法
律
解
穆
を
否
定
し
て
正
し
い
解
穫
を
示

し
て
い
る
貧
例
も
拾
う
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
、
法
律
の
巧
み
な
援
用
法

「舞

文
」
を
数
え
る
訟
師
も
現
れ
て
い
る
こ
と
に
も
燭
れ
る
。
(
第
四
節
)

以
上
の
「
結
び
」
と
し
て
、
「
『
清
明
集
』
の
民
事
裁
剣
は
、
法
律
に
依
援

し
て
嘗
事
者
の
主
張
の
是
非
を
二
者
揮
一
一
閏
に
制
内
定
す
る
裁
判
で
あ
り
、
決
し

て
情
理
に
基
づ
く
数
論
的
調
停
で
は
な
か
っ
た
」
と
断
じ
、
宋
代
は
清
代
よ
り

も
民
事
的
な
法
律
俊
文
を
遁
か
に
質
富
に
持
っ
て
い
た
と
い
う
時
代
差
は
滋
賀

の
す
で
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
量
的
な
濯
い
で
な
く
、
雨
時
代
の
聞

に
「
質
的
な
境
化
が
起
こ
っ
た
と
説
明
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
」
と
示
唆
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
ま
た
立
ち
か
え
っ
て
、
「
人
情
」
は
前
掲

三
二
例
に
お
い
て
必
ず
「
法
意
」
と
と
も
に
現
れ
る
。
そ
れ
は
「
制
定
法
を
媒

介
と
し
て
の
み
夜
見
さ
れ
、
制
定
法
よ
り
も
後
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
。

「
人
情
」
と
は
裁
判
官
が
省
事
者
の
法
律
解
穫
を
斥
け
て
自
己
の
解
緯
を
正
賞

化
す
る
擦
り
所
で
あ
り
、
剣
語
に
そ
れ
が
現
れ
る
こ
と
自
鐙
が
嘗
事
者
が
法
律

解
緯
を
争
っ
た
最
大
の
痕
跡
な
の
か
も
知
れ
な
い
と
論
ず
る
。
〔
こ
の
最
後
の

議
論
に
は
待
っ
た
を
掛
け
た
い
。
こ
こ
で
論
調
が
俄
に
飛
躍
的
と
な
る
し
、

「
人
情
」
が
必
ず
「
法
意
」
と
と
も
に
現
れ
る
、
と
い
う
出
設
黙
が
事
貧
に
相

違
す
る
。
著
者
の
三
二
例
か
ら
は
漏
れ
て
い
る
が
、
「
只
得
援
供
議
、
酌
人

情
、
作
此
結
紹
案
」
(
『
清
明
集
』
一
一
一

O
七
頁
)
、
賞
事
者
の
主
張
で
な
く
所
業

を
「
何
不
近
人
情
之
甚
邪
」
と
叱
る
(
同
一
一
一
一
一
一
頁
〉
、
「
庶
得
雨
重
人
情
、

可
無
詞
読
」
(
同
三
五
一
頁
)
な
ど
、
そ
う
で
な
い
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き

る。〕以
上
に
紹
介
し
た
論
旨
は
、
留
保
は
附
け
た
が
線
鐙
と
し
て
、
よ
く
事
物
を

見
抜
く
正
確
な
史
料
の
讃
み
(
た
だ
一
一
一
一
一
一
一
J
一
一
一
一
一
一
一
一
頁
胡
石
壁
の
文
の
讃
み

は
疑
問
だ
が
)
の
上
に
立
っ
て
大
き
な
設
得
力
を
も
っ
。
こ
れ
に
麿
時
抗
さ
れ
て

私
と
し
て
の
劉
態
は
異
日
に
期
す
る
が
、
見
通
し
だ
け
を
言
え
ば
、
宋
と
清
の

時
代
差
は
確
か
に
大
き
く
、
そ
の
聞
の
歴
史
過
程
を
跡
附
け
る
こ
と
が
今
後
の

皐
界
の
重
要
課
題
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ア
ゴ
ン
的
訴
訟
で
な

く
父
母
官
型
訴
訟
と
い
う
鐙
質
は
宋
も
清
も
幾
わ
ら
な
い
。
著
者
の
言
葉
に
い

み
じ
く
も
「
法
律
に
依
接
し
て
裁
定
し
な
け
れ
ば
嘗
事
者
の
納
得
が
得
ら
れ
な

い
」
と
い
う
よ
う
に
、
宋
で
も
や
は
り
納
得
な
の
で
あ
る
。
法
(
河
2
Z
)
を

争
う
訴
訟
な
ら
ば
、
手
績
的
手
段
を
使
い
果
た
し
て
確
定
し
た
法
(
剣
決
)
は

納
得
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
安
嘗
す
る
筈
で
あ
る
が
、
中
園
で
は
そ
う
で
な
か
っ

た
。
宋
代
に
法
律
多
し
と
い
え
ど
も
皆
な
賛
同
医
法
で
あ
っ
て
手
績
法
が
無
い
。

鯵
審
裁
判
所
も
な
い
。
手
線
的
手
段
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
使
い
果
た
さ
れ
な

い
と
す
れ
ば
、
一
件
は
(
諦
め
を
含
め
て
の
)
納
得
に
よ
っ
て
終
わ
る
外
は
な
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ぃ
。
こ
の
迭
り
に
俸
統
中
園
法
の
不
幾
の
髄
質
が
あ
る
。
そ
の
捜
質
の
中
で
な

お
願
者
な
歴
史
的
出演
遷
が
あ
る
こ
と
が
面
白
い
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

9

徳
、
氷
洋
介
「
南
宋
時
代
の
紛
争
と
裁
判
|
|
主
佃
関
係
の
現
場
か
ら
」

こ
の
論
文
の
主
眼
は
、
強
制
執
行
の
側
面
に
焦
熱
を
お
い
て
南
宋
の
民
事
訴

訟
の
態
様
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
責
震
『
賀
氏
日
抄
』
各
七

O

J
八
五
を
史
料
と
し
て
、
豚
尉
配
下
の
弓
手
が
出
動
し
て
身
柄
の
拘
留
虐
待
を

含
む
過
酷
な
手
段
に
よ
っ
て
佃
租
の
納
付
を
督
促
す
る
あ
り
様
(
資
震
は
そ
れ

を
非
法
と
し
て
弊
害
の
除
去
を
繰
り
返
し
上
申
す
る
)
、
そ
の
背
後
に
豪
族
の

幹
人
と
官
街
の
結
託
が
あ
る
こ
と
を
儲
き
出
す
こ
と
を
主
軸
と
し
、
『
宋
舎

要
』
等
蛍
然
の
史
料
の
ほ
か
特
に
『
作
邑
自
銭
』
『
州
豚
提
綱
』
『
清
明
集
』

な
ど
官
筋

・
剣
語
を
活
用
し
て
論
を
進
め
る
。
判
決
の
確
定
と
い
う
観
念
の
な

い
説
得
型
の
裁
判
に
お
い
て
、
判
決
手
績
と
執
行
手
績
は
分
離
せ
ず
‘
執
行
も

ま
た
そ
こ
ば
く
の
間
接
強
制
を
伴
い
な
が
ら
の
説
得
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
そ

の
不
備
を
埋
め
て
捕
盗
を
任
と
す
る
筈
の
弓
手
が
私
債
の
取
立
て
に
暴
力
を
振

う
と
い
う
非
法
が
、
弊
害
と
さ
れ
な
が
ら
も
起
こ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
矛

盾
が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
お
よ
そ
の
論
旨
で
あ
る
。
著
者
の
関
心
は
庚
く
論

及
は
多
岐
に
渉
る
が
、
庚
い
が
故
に
ま
た
披
散
し
て
掴
み
に
く
い
の
で
、
一
態

こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
く
。

従
来
深
く
論
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
執
行
の
側
面
に
光
り
を
嘗
て
た
こ
と
は
新
鮮

で
あ
り
、
力
作
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
佐
立
論
文
と
針
瞭
的
な
側
面
を

扱
っ
た
こ
の
論
文
が
一

書
の
中
に
牧
め
ら
れ
た
意
義
は
大
き
い
。
し
か
し
ま
た

こ
の
論
文
は
晦
溢
な
る
こ
と
本
書
の
中
で
随
一
で
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
第
一

に
史
料
の
讃
み
が
正
確
で
な
い
た
め
に
讃
者
を
嘗
惑
さ
せ
る
。
訓
讃
陸
で
引
か

れ
た
史
料
が
し
ば
し
ば
非
常
に
解
か
り
に
く
い
の
で
原
文
に
嘗
た
っ
て
見
る

と
、
多
く
は
何
か
の
飲
陥
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
三
四
三
頁
末
六
行
「
か
く
の

如
く
」
(
如
是
〉
は
「
も
し
こ
れ
」
、
三
六
七
頁
二
行
「
利
息
倍
を
過
ぐ
る
や
」

は

「H
H
過
ぐ
る
も
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
に
詳
設
で
き
な
い
が
三
四
六

頁
の
『
州
豚
提
綱
』
、
三
七

O
頁
の
第
二
引
用
な
ど
も
随
分
ひ
ど
い
。
三
四
八

頁
三
行
「
獄
官
は
夜
獄
を
黙
ぶ
る
の
時
」
の
下
に
は
「
或
は
附
吟
の
撃
有
る
を

聞
け
ば
」
一
句
を
脱
し
て
い
る
。
引
用
で
な
く
本
文
三
七
五
頁
末
五
行
「
八
l

九
割
ま
で
欠
租
を
牧
穫
の
横
領
と
言
い
か
え
」
と
あ
る
の
は
、
史
料
原
文
で
は

「
而
西
関
人
命
、
事
因
索
租
者
十
八
九
」
で
為
り
意
味
が
す
り
緩
わ
っ
て
い

る
。
か
よ
う
な
不
正
確
さ
を
調
べ
上
げ
た
ら
な
お
無
数
に
出
て
来
る
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

第
二
に
掲
出
史
料
と
そ
れ
に
よ
っ
て
一
一
袋
附
け
よ
う
と
す
る
論
旨
と
が
し
ば
し

ば
緊
密
に
噛
み
合
っ
て
い
な
い
(
所
論
と
本
質
的
関
連
の
な
い
雑
令
〈
務
限
の

法
〉
を
執
劫
に
引
き
合
い
に
出
す
の
も
そ
の

一
つ
)
。
そ

し
て
第
三
に
地
の
文

章
そ
の
も
の
が
奔
騰
す
る
想
念
を
整
理
不
十
分
の
ま
ま
投
げ
つ
け
た
感
が
あ

り
、
こ
と
ご
と
に
疑
問
を
起
こ
さ
せ
る
。
大
作
に
射
し
て
申
し
誇
な
い
け
れ
ど

も
、
著
者
の
立
て
る
命
題
の
一
つ
ひ
と
つ
に
は
附
き
合
い
切
れ
な
い
こ
と
を
告

白
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

m
森
田
憲
司
「
至
元
三
十
一
年
崇
奉
儒
皐
聖
旨
碑
|
|
石
刻
・
『
廟
摩
典

躍
』
・
『
元
典
章
」
」

題
名
の
聖
旨
は
、
碑
刻
さ
れ
て
残
り
拓
本
ま
た
は
著
録
を
通
じ
て
利
用
可
能

な
も
の
十

一
黙
の
ほ
か
、
文
献
と
し
て
は
『
廟
皐
典
艦
』
『
遁
制
候
格
』
『
元

典
章
』
に
枚
録
さ
れ
て
停
わ
る
。
こ
の
論
文
は
そ
れ
ら
の
綿
密
な
劉
校
を
主
軸

と
し
た
文
書
率
的
な
論
考
で
あ
り
、
石
刻
資
料
の
魅
力
に
取
り
つ
か
れ
た
人
の

執
念
が
感
じ
と
ら
れ
る
。
だ
が
一
つ
の
疑
問
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
述
べ
た
い
。

東
卒
府
民
平
の
碑
に
「
都
省
今
出
勝
省
議
、
欽
以
施
行
、
合
行
勝
示
者
」
と
あ

る
の
を
「
都
省
、
今
ま
勝
を
出
し
て
省
識
す
る
に
、
『
欽
み
て
以
て
施
行
し
、
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合
さ
に
勝
一
示
を
行
え
』
と
あ
り
」
(
四
一
七

l
八
頁
)
と
は
譲
め
な
い
の
で
は

な
い
か
。
こ
こ
で
都
省
濁
自
の
命
令
内
容
は
「
欽
以
施
行
」
(
も
っ
と
長
か
っ

た
原
文
の
簡
略
か
も
知
れ
な
い
が
〉
だ
け
で
あ
り
、
「
合
行
勝
一
示
者
」
は
「
鰐
」

な
る
文
書
を
締
め
括
る
定
型
の
結
尾
語
と
解
さ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
菟
園
公

廟
の
碑
文
二
件
に
そ
れ
ぞ
れ
「
都
省
合
行
出
傍
暁
議
、
(
中
略
)
須
議
務
者
」

「
都
省
合
行
出
務
瞬
議
、
(
中
略
)
須
至
務
者
」
(
四
二
三
頁
〉
と
あ
る
の

も
、
こ
こ
に
中
略
し
た
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
携
」
の
主
文
つ
ま
り
命
令
内
容

で
あ
り
、
「
須
議
傍
者
」
「
須
至
傍
者
」
は
結
尾
の
常
套
語
で
あ
る
。
さ
き
の

「
合
行
陪
示
者
」
も
こ
れ
と
同
様
に
解
さ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
し
て
一
一
一
者

と
も
に
最
後
に
見
え
る
「
右
傍
隣
議
諸
人
通
知
」
等
の
文
字
は
立
碑
者
の
立
場

か
ら
加
え
た
言
葉
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
廟
皐
の
聖

旨
碑
は
上
部
か
ら
の
指
示
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
が

殆
ど
唯
一
歴
史
認
識
に
結
び
つ
く
提
言
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
(
四
二
六

J
七
頁
〉
、
そ
の
根
接
が
崩
れ
る
。
寺
翻
と
同
様
に
廟
皐
も
自
己
の
意
志
と
資

金
で
碑
を
立
て
て
特
権
を
誇
示
し
た
と
見
る
方
が
歴
史
像
と
し
て
も
お
だ
や
か

に
恩
わ
れ
る
。

固
い
論
文
だ
け
に
誤
植
が
あ
っ
て
欲
し
く
な
い
が
、
四

O
九
頁
一
一
行
末
字

「
擢
」
は
「
健
」
の
誤
と
分
か
る
。
四
二
二
頁
末
行
と
次
頁
八
行
の
「
欽
之
」

は
四
二
五
頁
の
原
文
で
は
「
欽
此
」
と
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
虞
な
の
か
。

恐
ら
く
後
者
が
民
と
す
れ
ば
、
四
一
七
頁
一
一
行
、
四
一
八
頁
四
行
、
四
二

O

頁
八
行
の
「
欽
之
」
は
こ
れ
で
よ
い
の
か
お
調
べ
い
た
だ
き
た
い
。

U
夫
馬
進
「
明
清
時
代
の
訟
師
と
訴
訟
制
度
」

中
園
に
お
い
て
名
春
あ
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
癖
護
士
は
存
在
せ

ず
、
訴
訟
賞
事
者
に
手
を
か
す
こ
と
を
業
と
す
る
者
は
、
訴
訟
を
唆
す
訟
師
と

し
て
常
に
取
締
り
の
封
象
と
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
は
、
訟
師
が
環
墜
さ
れ
な
が

ら
も
教
を
抽
唱
し
活
動
を
盛
ん
に
し
て
行
っ
た
の
は
民
衆
が
そ
れ
を
必
要
と
し
た

か
ら
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
、
従
来
忘
れ
ら
れ
て
い
た
親
角
か
ら
問
題
を
掘
り

下
げ
、
清
代
訴
訟
制
度
を
一
般
の
人
々
の
立
場
か
ら
、
い
わ
ば
下
か
ら
捉
え
直

そ
う
と
す
る
。

そ
の
前
提
と
し
て
ま
ず
‘
諸
史
料
か
ら
訴
訟
件
数
に
鯛
れ
た
言
葉
の
端
々
を

拾
っ
て
、
意
想
外
に
訴
訟
が
多
か
っ
た
事
賀
を
明
ら
か
に
し
、
訴
訟
の
手
綬
き

と
遂
行
過
程
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
る
。
訴
訟
は
高
人
に
聞
か
れ
て
お
り
多
く
の

者
が
利
用
し
た
こ
と
、
「
文
書
主
義
が
徹
底
し
て
い
た
」
こ
と
(
巧
み
な
訴
朕

で
な
け
れ
ば
勝
て
な
い
し
受
理
さ
え
さ
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
〉
、
脅
吏
・
街

役
へ
の
支
梯
い
そ
の
他
す
べ
て
受
金
者
負
捨
で
あ
り
賄
賂
が
必
要
で
あ
っ
た
こ

と
の
三
貼
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
。

そ
れ
に
封
臨
隠
し
て
訟
師
の
職
務
は
訴
欣
の
代
作
と
脅
吏
・
街
役
と
の
交
渉
の

南
面
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
非
難
の
口
調
で
「
教
唆
調
訟
」
「
包
繍
詞
訟
」
と
言

わ
れ
た
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
面
に
お
い
て
も
一
般
人
は
訟
師
な
し
で

は
困
っ
た
の
で
あ
り
、
有
能
な
訟
師
は
お
の
ず
か
ら
名
を
穆
げ
ま
た
自
己
宣
停

に
も
努
め
た
さ
ま
が
描
き
出
さ
れ
る
。

さ
ら
に
訟
師
の
供
給
源
は
主
と
し
て
科
祭
に
祭
逮
を
得
ら
れ
な
い
生
員
た
ち

に
あ
り
、
規
格
の
中
で
筆
を
競
う
貼
に
お
い
て
八
股
文
と
万
筆
の
技
備
は
共
通

し
て
い
た
こ
と
な
ど
、

訟
師
と
科
皐
制
度
と
の
深
い
関
わ
り
を
論
じ
、
同
じ
く

科
皐
制
度
の
落
し
子
で
あ
る
幕
友
と
も
起
源
的
に
同
根
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す

可令
。

「
結
語
」
で
こ
の
よ
う
な
賞
態
を
ど
う
見
る
べ
き
か
を
論
ず
る
。
い
ま
ひ
と

つ
纏
め
切
っ
て
い
な
い
感
が
あ
っ
て
要
約
し
に
く
い
が
、
健
全
な
訟
師
像
と
そ

れ
は
禁
墜
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
述
べ
た
嘉
慶
の
名
幕
友
王
有
字
の
言
葉
を
引

い
て
結
ぶ
の
は
印
象
的
で
あ
る
。
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官
銭
、
公
勝
、
官
歴
記
談
、
省
例
、
地
方
志
、
さ
ら
に
は
清
末
の
新
聞
『
申

報
』
な
ど
驚
く
ほ
ど
庚
い
範
園
か
ら
よ
く
利
い
た
史
料
が
選
ば
れ
、
そ
れ
が
明

快
な
構
文
に
綴
ら
れ
て
、
厚
界
に
輿
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
は
頗
る
大
き
い
。
他

面
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
設
者
は
、
鋭
利
な
筆
鋒
に
よ
っ
て
事
の
一
一
聞
が
不
嘗
に

強
調
さ
れ
て
い
る
嫌
い
は
な
い
か
と
い
う
或
種
の
意
地
悪
さ
を
も
っ
て
こ
の
論

文
に
接
す
る
必
要
も
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

一
例
を
翠
.
け
れ
ば
、
訟
師
の
「
包
携
詞
訟
」
が
繁
盛
し
て
い
た
こ
と
は
事
寅

で
あ
る
と
し
て
も
、
逆
に
、
訟
師
な
し
で
は

一
般
人
は
ど
う
や
っ
て
「
海
千
山

千
の
承
行
膏
吏
や
携
蛍
差
役
に
渡
り
を
つ
け
」
「
『
賄
賂
』
『
手
数
料
』
の
交

渉
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
」
(
四
六
五
頁
)
と
持
っ
て
行
く
の
は
筆
先
の

仕
業
で
あ
っ
て
、
客
観
的
に
は
飛
躍
で
な
い
か
と
警
戒
す
べ
き
で
あ
る
(
そ
こ

で
の
閲
接
的
な
胃
袋
附
け
が
時
代
の
這
う
『
清
明
集
』
の
片
言
だ
け
で
あ
る
こ
と

も
気
に
掛
か
る
)
。
む
し
ろ
清
代
中
園
の
日
常
生
活
に
お
い
て
賄
賂
的
な
も
の

は
必
須
の
潤
滑
油
で
あ
り
、
人
々
は
場
合
に
感
じ
て
有
数
適
切
遁
額
の
手
を
打

つ
知
恵
を
生
活
自
慢
の
中
で
訓
練
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
役
所
と
の
針
路
も

そ
の
一
演
で
あ
り
、
脅
吏
・
街
役
の
階
規
の
相
場
な
ど
口
コ
ミ
で
人
々
に
停
わ

る
も
の
だ
っ
た
と
見
る
の
も
無
理
な
歴
史
像
で
は
な
い
。
職
業
的
公
誼
人
な
し

で
規
格
に
合
っ
た
契
約
文
書
が
無
数
に
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
民

衆
の
賞
用
文
能
力
を
不
蛍
に
低
く
想
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
計
算
上
家
族
の
誰

か
が

「
一
生
の
う
ち
に
一
度
や
二
度
は
必
ず
訴
訟
に
関
係
し
た
」

(
四
四
二

頁
)
こ
と
に
な
る
祉
舎
に
お
い
て
、
訴
朕
の
ス
タ
イ
ル
に
も
人
々
は
或
る
程
度

馴
染
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
健
訟
の
地
方
で
は
肉
腫
労
働
者
で
も
一
気
に
訴
黙

を
書
く
と
い
う
記
事
も
出
て
来
る
〈
註
日
。
こ
れ
を
訟
師
週
在
の
く
だ
り
で
持

ち
出
す
の
は
〔
四
六
九
頁
〕
嘗
た
ら
な
い
)
。
そ
し
て
代
書
(
そ
の
機
能
を
こ

の
論
文
は
不
嘗
に
低
く
扱
っ
て
い
は
す
ま
い
か
〉
も
あ
っ
た
。
名
の
あ
る
訟
師

を
利
用
す
る
者
も
多
か
っ
た
が
訟
師
な
し
で
は
動
か
な
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た

の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
訟
師
概
念
の
外
延
は
媛
味
で
あ
り
、
そ
の
裾
野
は
自
家

の
た
め
に
訟
師
性
を
渡
揮
す
る
民
衆
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
員
相
な

の
か
も
知
れ
な
い
。

文
書
主
義
の
「
徹
底
」
と
何
故
こ
と
さ
ら
に
言
う
必
要
が
あ
る
の
か
、
ま
た

そ
れ
は
安
蛍
か
。
詞
欣
が
一
度
「
不
准
」
と
さ
れ
る
と
そ
れ
で
終
わ
り
と
い
う

言
い
方
(
四
四
四
頁
、
四
四
七
頁
)
は
、
楢
案
に
見
る
貿
態
(
一
度
不
准
と
さ

れ
て
も
多
少
の
潤
色
を
し
て
殆
ど
同
じ
内
容
の
も
の
を
ま
た
出
し
て
来
る
。
律

の
ご
告
一
訴
」
規
定
は
具
文
と
化
し
て
い
た
)
と
遠
い
で
は
な
い
か
、
な
ど

の
疑
問
も
あ
る
が
論
ず
る
紙
幅
が
な
い
。
と
も
か
く
も
痛
快
な
作
で
あ
り
法
制

史
研
究
者
必
讃
の
文
献
で
あ
る
。

ロ

谷
口
規
矩
雄

「
明
末
の
金
花
銀
に
つ
い
て
」

金
花
銀
と
は
折
糧
銀
の

一
種
で
正
統
年
間
以
降
年
額
百
寓
雨
が
内
承
運
庫
に

入
れ
ら
れ
武
官
の
俸
給
と
内
廷
費
に
嘗
て
ら
れ
て
い
た
も
の
ら
し
い
と
理
解
す

る
だ
け
で
、
評
者
に
は
直
接
的
な
知
識
が
な
い
。

こ
の
論
文
は
寓
暦
四
七
年
(
サ
ル
フ
敗
戦
の
翌
年
〉
、
戸
部
庚
東
司
主
事
鹿

善
縫
が
向
書
李
汝
筆
の
同
意
を
得
て
、
金
花
銀
の
一
部
(
庚
東
省
納
付
分
)
を

皇
帝
の
裁
可
な
し
に
遼
東
へ
軍
制
と
し
て
迭
っ
て
し
ま
っ
た
事
件
の
経
緯
を
、

高
暦
二

O
年
頃
か
ら
現
れ
て
い
た
宮
廷
費
の
節
減
を
求
め
る
財
務
官
僚
と
皇
帝

側
(
そ
の
主
要
ス
タ
ッ
フ
は
官
官
で
あ
ろ
う
)
と
の
針
立
を
も
絡
め
て
追
跡
す

る
。
官
僚
側
に
鹿
善
経
擁
護
論
が
多
く
堂
々
の
論
陣
が
張
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

興
味
を
引
く
。
そ
こ
に
は
東
林

・
非
東
林
の
紫
綬
封
立
が
見
ら
れ
な
い
と
い

う
。
法
制
史
の
立
場
か
ら
は
官
僚
が
上
奏
の
な
か
で
『
曾
典
』
を
引
い
て
論
擦

と
し
て
い
る
こ
と
が
印
象
に
残
る
。

日

潰
島
敦
俊
「
近
世
江
南
李
王
考
」
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こ
の
論
文
は
、
前
近
代
中
園
の
甘
持
層
祉
曾
で
民
衆
が
ど
の
よ
う
な
信
仰
を
有

し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
が
基
層
社
舎
の
共
同
関
係
と
ど
の
よ
う
に
連
関
し
て
い

た
の
か
と
い
う
テ
1
マ
を
遁
う
著
者
年
来
の
旺
盛
な
研
究
の
一
つ
の
所
産
で
あ

り
、
常
熱
・
長
輿
の
地
方
紳
(
地
方
史
料
で
「
土
紳
」
と
い
う
。
土
地
紳
・
土

地
公
と
は
異
な
る
)
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

道
光
二
六
年
常
熟
に
起
こ
っ
た
抗
租
暴
動
に
お
い
て
士
一
柳
信
仰
が
決
起
を
促

す
作
用
を
持
ち
、
鎮
廃
後
守
口
憲
は
線
管
・
周
一
柳
・
猛
終
・
李
王
な
る
四
慢
の
紳

像
を
捕
縛
し
、
庭
罰
と
し
て
城
陣
廟
で
晒
し
者
に
し
た
上
で
も
と
の
廟
に
返
し

た
と
い
う
面
白
い
事
件
か
ら
書
き
起
こ
し
、
前
一
一
一
者
の
素
性
の
概
略
を
述
べ
、

最
後
の
李
主
に
つ
い
て
節
を
改
め
て
詳
論
す
る
。
い
ず
れ
も
過
去
の
人
物
が
祭

ら
れ
て
震
異
を
現
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
子
孫
と
稽
す
る
亙
師
が
い

る
。
む
し
ろ
亙
師
が
租
先
に
仮
託
し
て
一
柳
を
創
造
し
た
と
見
る
べ
き
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
。

李
王
に
つ
い
て
は
著
者
が
前
稿
「
中
園
村
廟
雑
考
」
で
述
べ
た
見
解
は
誤
り

で
あ
っ
た
と
し
て
-
訂
正
す
る
(
五
一
一
一
一
頁
)
。
李
王
は
元
来
は
長
輿
の
地
方
紳

(
そ
れ
も
そ
も
そ
も
は
安
化
郷
童
妊
里
の
土
地
公
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
〉

で
あ
っ
た
の
が
常
熟
に
移
り
、
元
代
に
海
運
基
地
で
あ
っ
た
嘗
地
に
お
い
て
航

海
の
守
護
紳
と
な
っ
た
。
他
面
、
本
家
の
長
奥
に
お
い
て
は
海
運
な
ど
と
は
無

縁
な
「
郷
曲
保
全
」
の
一
柳
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
粗
筋
で
あ

る
。
書
籍
史
料
の
ほ
か
自
身
の
現
地
調
査
と
現
地
篤
皐
の
土
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア

採
集
ま
で
を
加
え
た
論
述
の
魅
カ
を
こ
こ
に
は
再
現
で
き
な
い
こ
と
が
残
念
で

あ
る
。
準
備
中
と
い
う
総
括
的
な
専
著
の
出
版
が
待
た
れ
る
。

U

中
村
正
人
「
清
律
誤
殺
初
考
」

誤
殺
と
は
、
典
型
的
に
は
、
敵
封
者
と
格
闘
中
に
近
傍
に
い
た
第
三
者
に
誤

っ
て
傷
害
を
加
え
こ
れ
を
死
に
致
す
こ
と
を
言
い
、
人
命
事
犯
の
一
態
様
と
し

て
唐
律
以
降
歴
代
の
刑
法
に
現
れ
る
。
た
だ
し
格
闘
に
よ
る
外
、
殺
人
の
意
志

を
も
っ
て
攻
撃
〈
律
の
言
葉
で
は
強
謀
の
有
無
に
よ
っ
て
謀
殺
・
故
殺
)
し
て

誤
っ
て
第
三
者
を
殺
す
場
合
も
あ
り
、
近
傍
の
第
三
者
に
加
害
す
る
場
合
(
現

代
刑
法
皐
で
い
う
「
方
法
の
錯
誤
」
)
の
外
、
狙
っ
た
人
物
が
寅
は
人
違
い
で

あ
っ
た
場
合
(
客
種
の
錯
誤
〉
が
あ
り
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
関
連
し
て
か
な
り

複
雑
な
問
題
と
な
る
。
従
来
、
現
代
刑
法
準
に
い
う
「
錯
誤
」
を
中
園
法
は
ど

う
扱
っ
て
い
た
か
と
い
う
観
黙
か
ら
法
制
史
家
の
み
な
ら
ず
刑
法
昼
者
に
よ
っ

て
も
注
目
さ
れ
議
論
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
論
文
は
唐
律
以
来
の
歴
史
の
概
観
と
滑
代
の
律
と
傑
例
お
よ
び
剣
例
の

精
査
の
上
に
立
っ
て
、
誤
殺
庭
罰
の
寅
態
を
克
明
に
迫
及
し
、
そ
の
賓
態
に
照
ら

し
て
従
来
の
諸
設
に
不
営
・
不
足
の
黙
が
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
、
誤
殺
律
を
刑

法
総
論
上
の
理
論
で
あ
る
錯
誤
論
の
見
地
か
ら
解
こ
う
と
す
る
こ
と
が
土
蓋
無

理
で
あ
り
、
む
し
ろ
各
論
的
に
、
人
命
事
犯
の
一
態
様
と
し
て
誤
殺
を
捉
え
直
す

必
要
が
あ
る
と
い
う
持
論
を
導
き
出
す
。
中
薗
の
奮
律
は
犯
罪
が
成
立
す
る
か

否
か
よ
り
も
、
反
社
曾
的
行
篤
に
ど
の
程
度
の
刑
罰
を
科
す
の
が
安
晶
画
か
を
一

番
の
関
心
事
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
の
中
の
誤
殺
概

念
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
必
然
な
の
だ
と
言
う
。
そ
し
て
そ
の
寅
質
的
な
捉

え
直
し
は
な
お
賂
来
に
期
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
論
文
は
「
初
考
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

史
料
の
探
索
・
解
讃
・
意
味
附
け
の
面
で
も
、
刑
法
皐
の
理
論
へ
の
理
解
の

面
で
も
、
と
も
に
正
確
・
精
紋
で
あ
っ
て
諸
説
の
紛
糾
を
断
ち
切
っ
た
き
れ
い

な
論
文
で
あ
る
。
本
書
の
書
-
評
の
た
め
に
輿
え
ら
れ
た
紙
数
を
す
で
に
大
幅
に

超
過
し
て
い
る
し
、
こ
の
論
文
は
『
法
制
史
研
究
』
必
に
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
か
ら
こ
こ
で
は
簡
略
に
止
め
て
お
く
。

一
九
九
=
一
年
三
月
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所

B
5
剣
五
八
四
頁

-161ー


