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評
・
紹

介

批
夫
馬
進
著

中

国
警

曾
筈
堂
史
研
究

斯

波

義

本
書
は
最
近
の
わ
が
中
関
史
研
究
の
皐
術
が
放
っ
た
大
き
な
快
穆
の
一
つ
で

あ
る
。
善
曾

・
普
堂
と
は
、
各
種
の
似
た
よ
う
な
慈
善
や
公
会
を
営
む
集
図
・

園
慢
の
汎
穏
で
あ
り
、
舎
則

・
舎
員

・
曾
費
・
舎
産
な
ど
を
備
え
て
、
目
的
意

識
を
も
っ
て
持
績
的
に
運
営
す
る
巳
〈
ぽ
な
組
織
で
あ
る
。
強
い
て
こ
れ
を
分

か
り
ゃ
す
い
比
倫
で
い
え
ば
、
ロ

ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
ご
と
き
善
容
を
推
進
す

る
園
鐙

・
組
織
と
い
え
る
だ
ろ
う
(
本
書
九
六
頁
〉
。
中
園
で
こ
う
し
た
公

会
・
一
幅
一
祉
に
つ
い
て
の
祉
曾
運
営
(
ソ

l
シ
ア
ル

・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
〉
な
か

ん
ず
く
郷
紳
主
導
の
そ
れ
が
際
立
っ
て
く
る
の
は
明
末
J
清
代
、
つ
ま
り
奮
喬一

図
枇
曾
が
そ
の
最
終
段
階
に
迎
え
た
大
き
な
後
動
の
時
期
に
お
い
て
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
制
度
や
活
動
は
奮
強
制
と
と
も
に
滅
ん
だ
と
は
必
ず

し
も
い
え
ず
、

一
九
世
紀
末
葉
か
ら
は
西
洋
的
要
素
を
加
味
し
な
が
ら
つ
づ

き
、
夫
馬
氏
が
い
う
ご
と
く
に
現
政
権
の
誕
生
と
と
も
に
消
え
た
の
で
も
な

い
。
評
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
い
ま
の
タ
イ
圏
、
マ
カ
オ
、

マ
レ
ー
シ
ア
、
フ

ィ
リ
ッ
ピ
ン
、
米
園
な
ど
で
ま
だ
歴
然
と
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
最
大
の
も
の

で
あ
る
バ
ン
コ
ク
の
報
徳
善
堂
〈
例
数
系
〉
は

一
八
九
六
年
こ
の
か
た
の
歴
史

を
刻
ん
で
い
る
。
い
わ
ば
「
中
園
人
性
」
に
鋪
し
て
も
よ
い
よ
う
な
、
こ
の
種

の
活
動
が
見
せ
る
強
制
拙
な
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
は
、
本
書
の
主
眼
か
ら
は

一
態
は

逸
れ
る
の
で
こ
こ
で
は
横
に
置
き
た
い
。

さ
て
明
末
J
清
代
に
わ
た
っ
て
顕
然
と
な
っ
た
「
郷
紳
主
導
の
杜
曾
運
営
」

と
い
う
テ
l
マ
及
び
そ
の
事
質
関
係
は
、
中
園
祉
曾
の
近
代
化
前
夜
の
流
れ
、

こ
れ
に
プ
ラ
ス
し
て
近
代
化
に
向
か
う
流
れ
を
見
定
め
、
ま
た
こ
れ
を
西
中
比

較
史
の
座
標
か
ら
眺
め
る
上
で
も
、

ひ
と
つ
の
大
き
な
考
察
の
鍵
を
提
供
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
圏
鐙

・
結
祉
の
お
こ
り
が
東
林
繁
人
士
に
お
け
る
陽
明

撃
の

「
蔦
物

一
鐙
の
仁
」
の
寅
践
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
島
田

慶
次
氏
が
唱
え
溝
口
雄
三
氏
が
フ
ォ
ロ
ウ
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
中
園
自
生
の

「
近
代
」

意
識
の
芽
生
え
、
そ
の
消
長
を
探
る
鍵
で
も
あ
る
。
ま
た

「
祉
曾
史

波
」
流
に
定
義
す
れ
ば
そ
の
い
わ
ゆ
る

「
問
題
史
」

の
福
要
な
一

角
に
擬
せ
ら

れ
る
べ
き
話
題
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
仁
井
田
陸
氏
の

『
洪
江
育
嬰
小

識
』
(
東
文
研
、
東
洋
文
庫
磁
〉
を
用
い
た
論
孜
、
そ
し
て
酒
井
忠
夫
氏
の

『
中
園
善
蓄
の
研
究
』
〈
第
一
章
明
代
の
数
化
策
と
そ
の
影
響
、
第
二
章

明
末
の
祉
舎
と
善
書
〉
と
い
う
、
先
見
性
に
満
ち
た
研
究
な
ど
を
除
く
と
、
史

質
自
陸
が
長
く
ネ
グ
レ
ク
卜
さ
れ
て
き
て
、

一
九
六

O
J七
0
年
代
の
事
典
、

入
門
書
の
類
に
は
言
及
が
皆
無
で
あ
っ
た
。
こ
の
嘗
時
と
し
て
は
在
中
園
の
史

料
の
存
在
状
況
が
分
か
ら
ず
、
そ
の
一
方
で
こ
の
頃
の
解
稗
論
を
制
し
て
い
た

「
郷
紳
支
配
論
」
に
せ
よ
「
資
本
主
義
萌
芽
論
」
に
せ
よ
、

農
村
関
係
そ
し
て

経
済
関
係
を
偏
重
し
て
、
都
市
問
題
自
睦
も
都
市
社
曾
暦
の
問
題
も
研
究
が
お

く
れ
た
領
域
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
も
こ
れ
に
あ
ず
か
っ
て
い
た
。

夫
馬
氏
は
こ
の
テ

l
マ
に
ト
ー
タ
ル
に
挑
ん
だ
文
字
ど
お
り
の
パ
イ
オ
ニ
ア

ー
で
あ
る
の
だ
が
、
同
氏
は
一
九
八
二
年
頃
か
ら
今
日
に
至
る
一

O
徐
年
関、

非
凡
な
集
中
力
と
情
熱
を
傾
け
て
必
要
な
史
料
を
ほ
ぼ
網
羅
的
に
博
捜
し
、
史
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料
を
批
判
刊
し
、
史
料
皐
を
樹
立
し
、
そ
の
ベ

l
ス
に
立
っ
て
明
末
l
清
代
三

O

O
年
に
わ
た
る
公
盆
事
業
の
中
園
風
な
祉
禽
運
営
に
つ
い
て
の
諸
相
、
流
れ
、

消
長
、
意
味
鑓
化
を
コ
ン
パ
ク
ト
な
論
述
(
本
文
八
四
七
頁
〉
に
ま
と
め
た
。

本
書
を
手
に
す
る
こ
と
で
こ
の
テ
l

マ
の
奥
行
き
・
庚
が
り
が
、
堕
か
な
「
貫

質
」
を
伴
っ
て
侍
わ
っ
て
く
る
。
テ
ー
マ
の
「
寅
質
化
」
に
聞
し
て
同
じ
フ
ィ

ー
ル
ド
で
い
う
と
、
仁
井
田
陸
、
酒
井
忠
夫
、
今
堀
誠
二
、
田
仲
一
成
、
何
病

棟
氏
ら
の
先
達
的
な
業
績
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
た
ま
た
ま
夫
馬
氏
に
相

い
前
後
し
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
蜜
湾
の
中
央
町
折
究
院
中
山
人
文
社

曾
科
皐
研
究
所
の
少
壮
皐
者
、
梁
其
姿
女
士
が
、
同
じ
く
一
九
九
七
年
、
『
施

善
典
数
化
』
と
題
す
る
好
著
(
三
八
O
頁
)
を
著
し
山
下
こ
の
書
は
夫
馬
氏
と

は
濁
立
に
そ
し
て
濁
自
の
構
想
を
加
え
て
成
っ
た
力
作
で
あ
る
。
期
せ
ず
し
て

同
て
ア
!
?
を
め
ぐ
る
二
著
が
現
れ
た
と
こ
ろ
に
、
現
世
代
皐
者
の
問
題
史
的

焦
黙
の

一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
在
の
関
心
事
に
雨
著
が
ど
う
い

う
寄
奥
を
し
て
い
る
か
を
交
え
な
が
ら
、
以
下
に
本
書
の
内
容
の
あ
ら
ま
し
を

俸
え
た
い
。
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夫
馬
氏
は
嘗
一初
か
ら
明
末
に
お
け
る
民
衆
意
識
の
拙
変
革
に
関
心
を
寄
せ
て
い

た
が
、
白
蓮
敬
徒
の
運
動
を
調
べ
る
内
に
、
こ
う
し
た
動
き
の
因
果
や
大
義
が

必
ず
し
も
農
村
起
源
の
経
済
闘
争
一
元
の
み
で
は
解
け
ず
、
二
ハ
J
一
七
世
紀

に
訪
れ
た
祉
曾
の一
商
業
化
、
都
市
化
が
醸
し
出
し
た
複
合
化
し
た
諸
関
係
、
そ

し
て
エ
リ
ー
ト
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
お
け
る
亀
裂
、
具
種
的
に
は
地
方
で
中

央
政
府
を
代
表
す
る
鯨
官
と
、
紳
士
階
層
の
な
か
で
も
「
地
方
公
議
・
緩
紳
公

議
」
を
代
表
す
る
な
か
ん
ず
く
生
員
屠
が
、
地
方
祉
曾
の

「義
彦

・
公
事
」
領

域
に
お
け
る
公
金
秩
序
の
運
営
を
め
ぐ
っ
て
、
極
端
な
場
合
に
は
政
府
と
の
衝

突
(
土
第
)
に
さ
え
至
っ
た
と
い
う
朕
況
に
逢
着
し
た
。
も
ち
ろ
ん
巨
費
を
要

す
る
公
金
事
業
は
必
ず
政
府
俊
助
の
凌
動
に
仰
ぐ
と
い
う
意
味
合
い
で
は
、
こ

の
衝
突
は
民
権
の
成
長
な
ど
で
は
毛
頭
な
い
が
、
一
種
の
「
義
翠
・

公
事
」
の

形
で
の
世
論
形
成
が
用
意
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
夫
馬
氏
は
注
目
し
た
。
そ
の
議

論
で
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
た
同
善
倉
、
こ
れ
に
類
す
る
民
間
主
導
で
運
営
さ

れ
る
公
金
園
堕
が
明
末
J
清
代
に
い
か
に
成
長
し
ま
た
消
長
し
た
か
を
徹
頭
徹

尾
追
求
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
問
題
が
未
知
で
あ
り

全
般
像
も
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
、
氏
は
地
方
志
・
官
簸
・
醤
院
士山

・
文
集

・
筆

記
の
渉
醐
掛
か
ら
着
手
し
、
さ
ら
に
ア
ク
セ
ス
が
可
能
に
な

っ
て
き
た
中
園
の
各

種
箇
書
館
を
訪
書
の
射
程
に
お
さ
め
た
成
果
の
一
端
と
し
て
、
徴
信
銀
な
か
ん

ず
く
曾
計
報
告
帳
簿
レ
ベ
ル
の
一
次
史
料
を
掘
り
起
こ
し
、
ま
た
宣
数
師
の
報

告
、
〈

U
r
g
a開
HNag-gミ
、
新
聞
の
報
道
を
も
網
羅
し
て
重
厚
な
史
料
か
ら

詮
言
を
引
き
出
す
高
金
の
配
慮
を
し
て
い
る
。
こ
れ
が
な
か
ん
ず
く
本
書
の一

大
特
色
な
の
で
あ
る
。

第
一

章
「
善
舎
、
善
堂
以
前
。
明
代
の
養
済
院
を
中
心
に
し
て
」
は
、
明
末

に
至
る
中
園
的
救
他
事
業
運
営
の
流
れ
の
概
述
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
明
の
官

製
の
救
貧
組
織
H
養
済
院
が
官
製
の
ゆ
え
に
貧
殺
に
乏
し
く
、
こ
の
，フ
ラ
ン
ク

を
つ
い
て
益田舎

・
蕃
堂
が
誕
生
す
る
と
い
う
文
脈
で
設
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
救
貧
に
せ
よ
救
荒
に
せ
よ
、
共
に
古
典
期
い
ら
い
篤
政
者
の
守
備
範
囲
と
目

さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
非
日
常
的
で
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
い
数
荒
に
は
歴
代
政
府

は
お
お
む
ね
熱
意
を
注
い
だ
が
、
日
常
的
な
養
民
、
具
鰻
的
に
は
「
燦
寡
孤

濁
」
へ
の
ケ
ア
ー
は
、
農
本
主
義
政
府
の
努
力
目
標
と
認
定
は
し
な
が
ら
も
、

一
義
的
に
は
家
族

・
近
親
・

郷
里
の
ケ
ア
l
に
ま
か
せ
て
き
た
と
い
う
官
・
民

分
業
の
習
わ
し
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
官
製
の
ケ
ア
ー
に
つ
い
て
は
北
朝

の
給
田
方
策
、
南
北
朝

・
惰
唐
で
の
併
数
的
愛
想
に
由
来
す
る
官
製
施
設
の
誕
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生
に
一
歩
の
前
進
が
み
ら
れ
た
こ
と
、
唐
牢
ば
か
ら
宋
代
に
流
民
・
難
民
の
愛

生
と
い
う
新
事
態
に
面
し
て
、
流
動
す
る
貧
民
に

「常
卒
乞
E
J
の
法
」
で
封』廃

す
る
方
策
を
軸
に
、
醍
凶
悪
倉
(
院
)
、
居
養
院
、
安
済
坊
、
慈
幼
局
、
養
済
院
、

漏
津
園
な
ど
が
い
っ
せ
い
に
起
こ
っ
た
こ
と
、
元

・
明
に
か
け
て
養
済
院
一
本

に
牧
叙
し
て
鐙
一
普
及
し
た
反
面
で
、
明
初
か
ら
里
甲
制
に
表
裏
し
な
が
ら
本

籍
主
義
、
農
村
主
義
が
貨
か
れ
た
た
め
に
、
宋
代
風
の
落
甥
庖
・
流
動
階
層
へ

の
ケ
ア
ー
が
後
退
し
、
ま
た
官
僚
的
鐙
一
主
義
が
は
び
こ
っ
た
事
情
が
指
摘
さ

れ
る
。

こ
の
く
だ
り
は
も
う
少
し
ふ
く
ら
ま
せ
て
ほ
し
か
っ
た
。

ω氏
は

「
錬
寡
孤

濁
」
、
「
乞
一号
法
」
コ
ン
セ
プ
ト
の
消
長
と
い
う
興
味
深
い
展
望
一
を
提
供
す
る
。

梁
女
土
の
者
警
の
な
か
の
「
通
史
」
部
分
は
、
後
援
の
利
か
も
し
れ
な
い
が
、

古
代
こ
の
か
た
の
「
貧
」
「
賎
」
「
窮
」
「

ン
セ
プ
ト
の
祉
食
通
念
上
、
賃
値

上
、
法
律
上
の
消
長
、
ま
た
暖
昧
化
を
、
麿
宋
出
皮
革
、
宋

・
明
末
の
一一商
業
化
、

人
口
問
題
に
倒
れ
な
が
ら
読
き
、
同
時
に
「
土
」
の
身
分
、
コ

ン
セ
プ
ト
の
消

長
に
も
言
及
し
て
い
る
。
エ
リ
ー
ト
風
の
道
徳
剣
断
か
ら
す
る
と
「
貧
」
自
鐙

は
む
し
ろ
中
立
な
も
の
で
、
ゆ
え
に
清
高
な
「
貧
土
」
は
非
難
な
ど
は
さ
れ
な

い
。
宋
の
義
妊
、
明
清
の
善
曾
・
議
畳
一
に
お
い
て
、
貧
土
の
数
値
が
其
の
運
営

の
レ
パ

ー
ト
リ
ー
に
皐
げ
ら
れ
て
き
た
事
情
は
、
ゆ
え
に
若
干
の
説
明
を
要
す

る
だ
ろ
う
。
つ
い
で
に
い
う
と
、

「
貴
」
は
と
も
か
く
、
本
富

・
末
富

・
姦

富
な
ど
「
富
」
の

コ
ン
セ
プ

ト
も
古
今
に
わ
た
り
消
長
し
、
そ
し
て
古
く
は

「
四
民
」
、
唐
末
・
宋
か
ら
は

「
六
J
八
民
L

、
明
で
は
「
二
十
四
民
」
等
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
す
ら
な
っ
た
〈
梁
、
五
三
頁)。

「救
貧
」
と
い
っ
て
も
コ
ン

セ
プ
ト
が
古
来

一
定
し
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う。

ω「
錬
寡
孤
濁
」
の

類
の
救
済
は
、
た
し
か
に
政
府
も
一
際
の
射
程
に
入
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
分

野
の
運
営
の
主
位
は
夫
馬
氏
も
示
す
よ
う
に
家
族

・
近
削
柳
・
宗
族
・
政
府
で
あ

っ
た
。
明
清
に
お

け
る
人
口

の
激
増
そ
し
て
杜
舎
の
分
化
と
動
揺
を
考
え
る

と
、
地
被

・
地
方
に
よ
っ
て
は
「
お
上
」
の
記
録
に
留
め
ら
れ
な
く
て
、
貸
は

家
族

・
近
鄭

・
宗
族
の
レ
ベ
ル
が
ケ
ア
ー
し
て
い
た
「
無
依
」
人
口
は
、
か
な

り
の
数
に
達
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
夫
馬
氏
の
こ
の
部
分
の

「
、通史
L

は
、
制
度

に
絡
め
て
最
小
限
の
言
及
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
憾
が
あ
る
。

ω同
じ
く

「
通

史
」
と
し
て
宋
代
の
救
貧
施
設
を
顧
み
る
く
だ
り
は
、
善
曾

・
善
堂
の
租
型
の

認
定
に
議
論
が
絞
ら
れ
て
、
惑
民
薬
局
の
普
及
と
か
、
宋
代
の
常
卒
倉
・
常
卒

新
法
(
青
苗
法
)
・
祉
倉
、
さ
ら
に
は
清
代
の
常
卒
・
杜

・
義
倉
の
昂
揚
の
事

寅
に
つ
い
て
は

「官
製
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
た
め
の
省
略
か
も
し
れ
な
い

が
、
言
及
が
な
い
。

し
か
し
救
荒

・
救
貧
を
含
め
て
奮
中
閣
に
お
け
る

「
粧品閏

運
営
」
へ
の
公
私
の
熱
心
さ
の
ア
ッ
プ
ス
と
ダ
ウ
ン
ス
を
展
望
す
る
と
い
う
話

な
ら
ば
、
熱
意
の
表
明
に
時
期
毎
の
周
期
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
ス
テ
イ

ト
・

ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
と
エ
リ
ー
ト
・

ア
ク
テ
ィ
ピ
ズ
ム
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
周
湖
唱
を
も
っ
て
興
亡
し
ま
た
交
替
し
た
こ
と
も

一
言
て
い
ど
は
紹

介
し
て
ほ
し
い
。
明
末
が
祉
舎
経
済
の
一
大
鱒
換
期
で
あ
り
、
エ
リ
ー
ト

・
ア

ク
テ
ィ
ピ
ズ
ム
の
一
大
波
揚
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
お
お
む
ね
そ
の
と
お
り
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
こ
の
園
式
の
下
で
は
、
北
宋
に
お
け
る
未
曾
有
の
ス
テ
イ
ト
・

ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
の
願
示
、
ま
た
南
宋
に
お
け
る
朱
子
ら
郷
祉
に
焦
黙
を
移
し

た
エ
リ
ー
ト
・
ア
ク
テ
ィ
ピ
ズ
ム
の
登
場
、

そ
し
て
清
代
一
八
世
紀
に
お
け
る

園
・
エ
リ
ー
ト
後
方
の
公
盆
の
貸
践
の
同
時
並
行
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、

そ
の
位
置
づ
け
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。

-138ー

本
書
の
第
一
一
章一
末
尾
の

「呂
坤
の
養
済
院
政
策
」
か
ら
第
二
章
「
同
善
舎
の

誕
生
」
ま
で
は
、
租
型
と
し
て
の
同
善
舎
の
愛
生
事
情
を
詳
述
し
て
徐
す
と
こ
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ろ
が
な
い
。
侠
西
巡
撫
の
呂
均
が
一
省
全
域
に
及
ぼ
そ
う
と
し
た
養
済
院
の
改

革
案
は
、
そ
の
生
起
し
た
時
期
で
も
、
救
貧
の
具
箆
案
と
し
て
も
、
善
舎
の
濫

組
閣
と
も
い
う
べ
き
内
貧
は
備
え
て
い
た
も
の
の
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
方
策
に
終

わ
っ
て
善
命
固
に
固
有
の
結
社
性

・
自
震
性
の
片
鱗
を
も
一
ホ
さ
ず
、
理
念
も
ま
た

官
方
の
蛍
震
の
夜
露
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
一
五
九

0
年
代
に
中
州

の
河
南
省
で
は
じ
ま
り
、
わ
ず
か
半
世
紀
ほ
ど
の
内
に
江
南
デ
ル
タ
を
中
心
と

し
て
、
漸
江
、
一
幅
建
、
江
西
、
河
南
、
山
東
、
北
京
の
主
に
都
市
部
に
庚
が
っ

た
善
曾

・
善
堂
は
、
特
殊
明
末
・
清
初
の
該
地
方
・
地
域
が
生
み
出
し
た
歴
史

所
産
で
あ
っ
た
。
明
末
の
東
林
黛
士
を
設
舎
の
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
こ
の
組
織

は
、
中
・
下
層
の
郷
紳
プ
ラ
ス
地
方
官
か
ら
成
る
親
睦
・
篤
善
散
財
の
結
社
と

し
て
起
こ
り
、
や
が
て
道
義
的
な
激
化
と
湾
貧
と
を
動
機
と
理
念
に
据
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
の
組
織
と
し
て
は
数
世
紀
は
先
行
す
る
民
聞
の

俗
曾
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
が
、
東
林
波
の
郷
紳
が
自
究
的
に
儒
家
的
な
枇
曾

秩
序
の
作
興
に
向
け
て
貸
践
に
の
り
だ
し
た
、
と
い
う
「
主
観
的
側
面
」
が
見

落
と
せ
な
い
と
す
る
(
夫
馬
、
梁
氏
)
。
夫
馬
氏
の
展
望
で
は
、
「
善
輿
人
間
H

孟
子
」
つ
ま
り
善
穆
を
な
か
ん
ず
く
集
闘
で
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
陽
明

の
い
う
「
高
物
一
慢
の
仁
」
に
よ
っ
て
、
地
方
(
腕
肺
〉
レ
ベ
ル
で
の
和
気
の
共

感
を
も
た
ら
す
こ
と
に
目
的
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
貧
者
に
散
財
し
て
果
報
と
し

て
の
コ
繭
」
を
求
め
る
に
止
ま
ら
ず
、
震
善
H
H
信
用
仁
を
通
じ
て
和
気
の
庚
が
り

を
期
す
る
意
味
合
い
を
帯
び
る
。
溝
口
氏
夙
に
敷
街
す
れ
ば
、
首
円
物
生
生
の
太

卒
か
ら
縛
じ
て
康
有
気
風
の
大
同
の
理
想
に
向
か
う
、
中
園
間
な
公
共
と
均
卒

と
を
合
わ
せ
た
「
公
L

を
唱
え
る
理
念
の
流
れ
と
讃
ん
で
も
良
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
立
場
か
ら
し
て
救
貧
は
無
差
別
で
は
な
く
、
道
義
的
に
選
律
的
で

あ
っ
た
。
嘗
初
の
善
命
同
・
善
堂
は
こ
う
し
た
集
図
で
あ
り
、
客
観
的
に
は
江
南

中
心
、
都
市
中
心
に
庚
が
っ
た
。
舎
の
リ
ー
ダ
ー
は
教
化
・
数
導
に
力
を
入

れ
、
支
持
す
る
曾
員
層
は
信
用
善
態
報
観
念
に
よ
っ
て
後
援
し
、
や
が
て
舎
が
シ

ス
テ
ム
と
し
て
定
着
普
及
し
て
行
く
内
に
、
生
生
思
想
者
の
個
人
的
魅
力
や
そ

の
リ
l
ド
が
背
面
に
去
っ
て
、
信
周
釜
同
感
報
の
中
園
的
民
間
一
幅
一
枇
劇
鐙

(
善
命閏

・

善
堂
)
の
形
が
固
ま
っ
て
き
た
と
す
る
夫
馬
氏
の
読
明
は
、
た
い
へ
ん
分
か
り

ゃ
す
い
。

草
創
期
の
曾
は
百
J
数
百
人
の
曾
員
で
成
り
、
年
に
定
期
(
四
回
前
後
)
に

集
舎
し
、
俗
講
を
講
じ
、
舎
員
が
推
薦
し
調
査
登
録
し
た
被
演
者
に
向
け
認
定

資
格
に
臨
応
じ
て
給
付
を
し
、
報
告
(
徴
信
録
)
を
曾
員
に
周
知
し
た。

運
営
は

曾
規
に
従
い
、

集
品
閏
毎
に
舎
費
を
徴
す
る
か
曾
産
か
ら
支
出
し
、

司
講

・
主
舎

を
選
定
し
た
。
活
動
の
及
ぶ
範
園
は
せ
い
ぜ
い
一
府
一
州
な
か
ん
ず
く

一
豚

内
、
銀
単
位
の
も
の
も
あ
っ
た
(
一
燃
の
公
事
、
一
八
三
頁
〉
。
こ
の
部
分
で
雨

氏
と
も
善
舎

・
善
堂
の
起
こ
り
と
普
及
を
人
口
問
題
・
祉
禽
不
卒
等
問
題
に
一

元
的
に
鋳
す
る
こ
と
を
避
け
、
そ
う
し
た
客
観
情
勢
よ
り
も
主
観
動
機
に
重
き

を
置
い
て
い
る
こ
と
は
、
慈
善
の
明
清
的
展
開
を
知
る
上
で
示
唆
に
満
ち
て
い

る
。
た
だ
し
嘗
初
の
同
善
舎
運
動
が
放
生
舎
、
育
嬰
堂
、
掩
絡
曾
、
並
日
済
堂
、

清
節
舎
な
ど
へ
と
そ
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
増
幅
し
て
ゆ
く
経
緯
に

つ
い
て
は
、

雨
氏
そ
れ
ぞ
れ
に
濁
自
な
読
明
を
用
い
て
い
る
。
と
も
に
明
末

・
清
初
の
三
数

調
和
の
風
潮
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
夫
馬
氏
は
舎
の
「
結
社
性
」
に
官
方
か

ら
の
自
立
を
讃
む
立
場
か
ら
、

一
面
で
は
宋
代
の
前
例
と
の
非
連
績
を
強
調

し
、
ま
た
一
面
で
は
併
数
の
影
響
を
低
く
評
債
す
る
。
梁
女
士
の
論
法
は
、
善

命
閣
の
展
開
に
お
い
て
儒
土
そ
し
て
そ
の
集
闘
の
自
己
修
養
・
儒
家
償
値
の
渡
揚

願
望
を
一
貫
し
て
重
ん
ず
る
結
で
は
夫
馬
氏
並
み
で
あ
る
が
、

清
朝
入
開
後
の

結
社
へ
の
嫌
忌
、
順
治
・
潅
正
二
一帝
の
油
田
敬
信
仰
に
言
及
し
つ
つ
、
通
俗
例
数

の
普
済

・
生
生
の
念
、
通
俗
道
教
の
陰
隙
・
積
徳
の
観
念
は
大
儒
や
儒
生
(
生

員
層
)
の
行
動
に
も
相
懸
の
影
響
を
持
っ
た
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
ゆ
え
に
宋

-139ー



346 

の
先
駆
と
の
断
絶
黙
を
前
者
の
政
府
主
導
、
後
者
の
民
閲
主
導
の
差
に
求
め
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
見
の
分
か
れ
は
と
も
か
く
、
明
末
の
紹
興
の
保
嬰
局
に

萌
撃
し
、
清
一

代
に
善
舎
の
骨
絡
と
も
い
う
べ
き
位
置
を
占
め
た
育
製
堂
の
展

開
と
普
及
、
運
営
の
詳
細
に
つ
い
て
は
(
清
後
牢
に
興
起
し
た
清
節
堂
、
ま
た

同
じ
く
清
後
半
に
庚
が
り
を
見
せ
た
惜
字
結
祉
の
論
述
同
様
に
)
お
も
に
夫
馬

氏
が
開
拓
し
た
領
域
で
あ
る
。

四

第
四
章
「
清
代
前
期
の
育
嬰
事
業
」
、
第
五
章

「
清
代
松
江
育
嬰
堂
の
経
営

寅
態
と
地
方
杜
禽
」
、
第
六
章
「
清
末
の
保
嬰
舎
L

は
清
一
代
の
育
嬰
堂
の
顛
末

を
述
べ
、
本
書
の
柱
を
な
し
て
い
る
。

一
六
五
五
年
に
揚
州
の
富
一商一
の
禁
連
が

純
然
た
る
民
営
施
設
と
し
て
始
め
た
育
嬰
堂
は
、
江
掘
削
を
中
心
に
府
城
↓
豚
城

↓
鎖
市
へ
と
著
し
い
普
及
を
示
す
。
抗
措
正
二
年
(
一
七
二
四
〉
に
な
る
と
上
識

に
よ
っ
て
北
京
に
育
嬰
堂
・
普
済
堂
が
設
け
ら
れ
、
こ
の
時
粘
か
ら
全
閣
へ
の

普
及
が
促
さ
れ
る
と
と
も
に
、
蛍
初
の
純
民
緋
方
式
が
雛
形
し
た
り
、
地
方
資

源
の
乏
し
い
地
域
で
は
運
営
に
官
晶
画
色
な
い
し
官
督
民
緋
色
が
勝
っ
て
く
る
。

民
燐
期
(
一
六
五
五
J
一
七
二
三
)
の
育
嬰
堂
は
、
政
情
が
稀
に
み
る
安
定

成
長
を
め
ざ
し
、
江
南
都
市
経
済
が
扱
大
を
と
げ
る
と
い
う
背
景
の
も
と
に
、

明
末
の
善
舎
に
み
ら
れ
た
政
治
色
が
退
く
一
面
で
、
結
社
性
・
自
律
性
を
保
持

し
な
が
ら
質
的
な
前
進
を
と
げ
た
。
曾
首

・
資
産
管
理
人

・
賛
助
者
は
富
一
商
お

よ
び
郷
紳
の
上
・
下
層
か
ら
成
り
、
舎
産
・

一商
掲
も
運
営
方
式
も
充
貸
し
て
幼

児
の
委
棄
問
題
に
組
織
的
に
取
り
組
ん
だ
。
江
新
の
大
都
市
の
堂
は
孤
児
院
と

い
う
よ
り
寧
ろ
育
子
施
設
を
そ
の
本
領
と
し
、
聾
か
な
資
力
を
テ
コ
に
近
迭
の

在
宅
乳
婦
に
寄
養
さ
せ
る
方
式
が
多
く
、
資
力
に
乏
し
い
豚
・
銀
レ
ベ
ル
の
堂

は
捨
て
子
を
暫
時
預
か
っ
た
上
で
、
た
と
え
ば
蘇
州
な
ど
一

0
0キ
ロ
も
隔
た

る
大
都
舎
の
堂
ま
で
迭
り
込
む

(
留
嬰

・
接
嬰
制
〉
と
い
う
不

ッ
ト
ワ

ー
ク
を

作
っ
た
。
つ
ま
り
都
市
ハ

イ
ア
ラ
キ
l
に
即
し
た
地
滅
的
な
封
態
で
あ
る
。

こ
の

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
寄
養
制
で
は
嬰
児
の
生
存
率
に
難
が
あ
っ
た
に
し
て

も
、
こ
の
時
期
で
は
世
界
的
に
見
て
も
出
色
の
事
業
で
あ
っ
た
(
そ
の
「
先
進

性
」
を
江
戸
期
の
そ
れ
と
比
べ
た
論
述
は
、
近
年
の
江
戸
時
代
人
口
史
の
成
果

へ
の
参
照
が
十
分
で
な
く
、
い
さ
さ
か
片
面
的
で
あ
る
)
。

こ
れ
に
つ
づ
く
一

七
二
四
年
の
上
識
か
ら
乾
隆
末
ま
で
の
育
嬰
堂

・
普
済
堂

な
ど
の
「
官
僚
化
」
に
つ

い
て
、
ニ

ュ
ア
ン
ス
の
差
は
あ
れ
雨
氏
と
も
正

・
負

を
交
え
て
評
債
す
る
(
第
八
章
「
善
堂
の
官
営
化
と
善
穆
の
傍
役
化
」
)
。

正

と
は
園
費

・
官
掲
の
注
入
、
制
度
的

・
地
理
的
嬢
散
な
ど
、
負
と
は
硬
直

・
登

一・

不
正
・
自
渡
性
の
退
化
な
ど
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
迭
の
読
明
は
圏
と
祉

曾
と
の
二
分
法
制
到
置
に
還
元
し
霊
く
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
園
も
エ
リ
ー
ト
も
同
時
に
強
く
な
っ
た
と
い
う
貼
で
は
、

一
八
世
紀
は
珍

し
い
時
期
で
あ
ろ
う
。
一
時
的
で
は
あ
る
が
常
卒
倉
の
類
が
ま
た
良
地
の
拓
殖

が
昂
揚
し
た
だ
け
で
な
く
、
園
の
公
金
策
は

ス
テ
ッ
プ

・
ダ
ウ

ン
し
て
通
常
は

マ
イ
ナ
ー
と
目
し
、
ゆ
え
に
エ

リ
ー
ト
に
ゆ
だ
ね
勝
ち
で
あ
っ
た
公
盆
に
ま
で

官
督
民
携
を
及
ぼ
そ
う
と
し
た
、
と
も
い
え
る
。
た
し
か
に
長
期
の
流
れ
で
見

て
、
あ
る
い
は
宋、

あ
る
い
は
明
末
か
ら
連
綿
と
つ
づ
く

エ
リ
ー
ト

の
役
割
上

昇
の
波
動
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
。
た
だ
し
園
と
エ
リ
ー
ト
の
聞
の
守
備
範
囲
の
査

定
自
鐙
は
中
期
波
動
の
周
期
を
交
え
て
消
長
を
重
ね
た
の
が
、
そ
の
貧
状
で
あ

?た
。
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以
下
の
限
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れ
た
紙
幅
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な
か
で
、
第
六
章
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清
末
の
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」
、
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章
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代
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と
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堂
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第
九
章
「
杭
州
の
善
彦
連
合
鐙
と
都
市
行
政
」
、
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第
十
牽
「
上
海
善
堂
と
近
代
地
方
自
治
」
、
第
十

一
章

「
上
海
の
都
市
近
代
化

と
義
塚
問
題
」
、
終
章
と
い
う
長
大
な
さ
二
九
J
七
五
四
頁
)
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
部
分
を
語
る
羽
目
に
至
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
評
者
の
不
手
際
の
せ
い
で

あ
る
。
こ
の
部
分
は
明
末
(
草
創
期
)
、
清
初
(
民
緋
成
長
期
〉
、
薙
・
乾
(
官

督
民
排
型
普
及
期
日
以
上
は
評
者
の
命
名
)
を
経
た
の
ち
の
、
清
代
後
半
に
お

け
る
、
都
市
化
の
先
進
地
域
に
展
開
し
た
、
善
晶
閏
・
善
堂
と
い
う
汎
稽
に
繰
り

込
ま
れ
た
、
郷
紳
主
導
型
の
祉
曾
運
営
組
織
に
つ
い
て
の
、
文
字
ど
お
り
ト
ー

タ
ル
な
叙
述
で
あ
る
。
ス
テ
イ
ト

・
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
の
熱
意
は
、
嘉

・
道
そ

し
て
ア
ヘ
ン
戦
争
・
太
卒
天
園
の
飢
を
経
て
シ
フ
ト
・
ダ
ウ
ン
し
、
僚
約
陸
制

を
テ
コ
に
西
洋
式
公
盆
・
慈
善
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
受
け
る
な
か
で
、
郷
紳
主
導

の
公
金
の
社
禽
運
営
は
客
観
的
に
は
未
曾
有
の
績
展
と
成
長
を
見
せ
、
結
果
と

し
て
近
代
地
方
自
治
の
お
こ
り
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。

こ
の
エ
リ
ー
ト
・
ア
ク
テ
ィ
ピ
ズ
ム
の
「
盛
期
」
部
分
に
封
す
る
夫
馬
氏
の

研
究
史
上
の
大
き
な
貢
献
は
、
テ
ー
マ
の
「
質
質
化
」
に

E
歩
を
刻
ん
だ
こ
と

の
ほ
か
に
、
仁
井
田

・
今
掘
・
根
岸
氏
ら
が
ガ
イ
デ
ィ
ン
グ

・
メ
タ
フ
ァ

ー
と

し
て
慣
用
し
て
き
た
「
ギ
ル
ド
」
コ
ン
セ
プ
ト
を
、
「
善
翠
集
副
L

コ
ン
セ
プ

ト
に
引
き
戻
し
、
そ
の
数
果
と
し
て
問
題
の

「
全
鐙
性
」
と

「
賃
値
性
」
を
よ

り
良
く
見
え
る
よ
う
に
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
黙
で
、
夫
馬
氏
も
、
ま
た
梁

女
土
も
、
「
理
念
の
歴
史
」
と
い
う
思
想
史
の
手
法
を
そ
の
論
述
の
ラ
イ
ト
・

モ
テ
ィ
l
フ
に
据
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

夫
馬
氏
が
究
明
し
た
盛
期
の
善
舎

・
善
堂
に
は
、
そ
の
特
色
と
し
て
糾
集
連

合
化

・
E
大
化
(
善
翠
連
合
鐙
H
失
馬
、
総
合
型
善
堂
H
梁
)
、
そ
の
傘
下
に

お
け
る
各
種
差
回
傘
の
機
能
別

・
目
的
別
の
分
化
、
佐
倉
運
営
上
の
情
報
公
開

(
徴
信
録
)
性
の
成
長
〈
H
夫
馬
)
、
儒
土
中
下
層
ク
ラ
ス
の
ふ
く
ら
み
に
伴

う
理
念
的

・
物
質
的
救
済
問
題
の
浮
上
(
清
節
堂
、
借
字
品
目
)
、
が
讃
み
と
れ

る
。
連
合
化
・
巨
大
化
と
機
能
分
化
は
、
社
曾
関
係
と
く
に
都
市
的
生
活
環
境

の
復
合
化
に
即
態
し
そ
れ
と
表
裏
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
公
開
佐
原
理
が
育

っ
た
こ
と
は
、

ア
ソ
シ

エ
ー
シ

ョ
ン
の
成
長
を
裏
書
き
し
て
い
る
。
政
府
の
枇

禽
運
営
力
が
槌
色
す
る
の
と
反
比
例
し
て
「
自
治
運
営
」
色
が
増
幅
し
た
こ
と

は
理
解
し
や
す
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
監
層
の
フ
ラ
ス

ト
レ
ー

シ
ョ
ン
を
反

映
す
る
と
も
み
ら
れ
る
清
高
な
節
婦
の
旋
表
、
彼
女
ら
の
幼
児
ら
に
義
塾
で
の

教
育
を
供
輿
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
清
代
に
お
い
て
文
昌
信
仰
の
官
洞
へ

の
繰
り
入
れ
に
針
態
す
る
よ
う
な
惜
字
結
祉
を
看
板
と
す
る
善
曾
が
康
が
り、

こ
れ
ら
が
む
し
ろ
清
の
後
半
に
そ
の
勢
い
を
増
し
て
く
る
こ
と
、
そ
し
て
巨
大

連
合
型
善
穆
園
陸
と
い
え
ど
も
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
都
市
ギ
ル
ド
の
利
害
代
表
グ

ル
ー
プ
が
「
線
董
」
メ
ン
バ
ー
の
席
に
就
く
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
一
隔
離

圏
鐙
を
標
傍
す
る
善
人
集
圏
の
統
率
で
持
績
的
な
存
績
を
保
っ
た
ご
と
く
、
こ

う
し
た
形
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
正
面
に
掲
げ
つ
つ
全
健
の
活
動
に
ア
l
チ
を
か

け
る
儒
土
椅
紳
は
確
質
に
生
き
て
い
た
。
「
理
念
の
歴
史
」
手
法
の
メ
リ
ッ
ト

が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
夫
馬
氏
が
善
舎
・
善
堂
の
歴
史
は
清

一
代
で
お
よ
そ
終
わ
っ
た
と
展
望
し
、
梁
女
土
も
そ
の

『
施
善
輿
激
化
』
で
筆

を
西
洋
イ
ン

パ
ク
ト
の
大
幅
な
侵
入
以
前
で
止
め
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
論

法
の
嘗
然
の
錦
結
な
の
で
あ
る
。

清
節
堂
の
議
論
で
は
、
夫
馬
氏
の
そ
れ
に
テ
l
マ
開
拓
者
の
苦
心
が
読
み
と

れ
る
し
、
梁
女
士
の
そ
れ
は
最
近
の
女
性
史
研
究
の
動
向
を
組
み
入
れ
た
工
夫

が
一
示
さ
れ
る
。
ま
た
梁
女
土
の
惜
{
子
舎
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
儒
土
底
迭
の

「
激

化
」

「
善
彦
」
運
動
の
背
景
と
し
て
、
貧
富
に
分
極
す
る
社
曾
の
な
か
で
、
「
清

高
な
る
貧
土
」
の
論
は
も
は
や
道
徳
的
に
「
中
立
」
で
は
あ
り
得
ず
、
切
迫
し

た
生
存
問
題
が
ら
み
の
道
徳
主
張
に
穂
じ
た
こ
と
(
「
儒
家
化
」
か
ら
「
儒
生

化
」
へ
〉
を
見
出
し
、
さ
ら
に
惜
字
の
動
機
に
燭
れ
て
、
科
傘
文
化
の
底
迭
に

-141ー
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か
ね
て
生
じ
て
き
た
文
昌
信
仰
な
ど
の
通
俗
道
教
と
の
融
合
を
指
摘
す
る
。

義
国
穆
連
合
飽
の
質
剛
院
と
運
営
に
徴
信
鋒
類
を
駆
使
し
て
迫
っ
た
部
分
は
夫
馬

氏
の
濁
熔
一
場
で
あ
り
、
厭
一
巻
で
あ
り
、
か
つ
て
こ
れ
を

7
1
チ
ャ
ン
ト

・
ギ
ル

ド
に
な
ぞ
ら
え
て
扱
っ
た
先
人
た
ち
の
論
孜
を
史
料
面
で
も
、
社
曾
構
造
の
読

み
と
り
で
も
大
き
く
越
え
て
い
る
。

E
大
連
合
陸
の
代
表
と
し
て
は
、
杭
州
善

堂
と
上
海
普
堂
(
上
海
同
仁
輔
元
掌
)
の
事
例
が
詳
述
さ
れ
る
。
杭
州
は
所
江

省
の
首
位
都
市
プ
ラ
ス
長
江
下
流
に
お
け
る
停
統
的
な
商
工
都
市
網
の
頂
粘
'
を

蘇
州
と
分
か
ち
合
う
地
位
に
あ
り
、
上
海
は回開
滅
に
止
ま
り
な
が
ら
も
同
治
以

後
で
は
長
江
下
流
の
首
位
経
済
都
市
に
成
長
し
た
。

夫
馬
氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
三
年
時
期
の
杭
州
善
堂
は
一
二
の
目
的

別
の
組
織
を
擁
し
、
そ
の
中
で
普
済
堂
は
三
、
向
善
堂
は
一

O
の
，ブ
ラ
ン
チ
を

抱
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
一
六
六
六
年
か
ら
つ
づ
く
育
製
品
主
を
桂
に
、
分
化
し

ま
た
個
々
の
舎
の
濁
自
性
を
温
存
さ
せ
る
傍
ら
で
糾
合
を
と
げ
て
き
た
も
の

で
、
一
八
一
二
年
か
ら
一
二
人
の
「
総
輩
グ
ル

ー
プ
」
を
擁
す
る
集
幽
運
営
を

愛
足
さ
せ
た
。
そ
の
事
業
の
幅
は
ま
さ
し
く
「
市
役
所
」
の
公
金

・
一順
一
枇
と
い

っ
て
よ
く
、
資
金
源
も
運
営
も
「
民
摘
民
緋
」
と
形
容
で
き
る
。
総
輩
グ
ル

ー

プ
は
湖
南
の
洪
江
(
仁
井
田
〉
、
湖
北
の
漢
口

(
W
-
ロ
ウ
)
な
ど
の
既
知
の

事
例
で
は
外
地
か
ら
の
寄
留
者
に
組
織
を
牛
耳
ら
れ
て
い
た
の
に
反
し
て
、
土

着
人
士
で
あ
り
(
外
籍
締
で
な
い
)
、
同
業
ギ
ル
ド
の
利
害
代
表
の
機
関
で
も

な
か
っ
た
。
ま
た
知
府
を
一
通
じ
て
の
監
督
も
そ
れ
な
り
に
強
か
っ
た
。
一

方、

上
海
善
堂
も
杭
州
問
機
の
集
成
と
機
能
分
化
を
と
げ
た

E
大
組
織
で
あ
り
、
太

卒
天
園
前
に
存
し
た
一

O
徐
の
各
種
善
堂
が

一
八
五
五
年
に
同
仁
繍
元
堂
と
い

う
集
成
善
堂
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
に
嘗
た
る
「
司
線
」

集
闘
二

八
名
の
な
か
に
船
荷
一

O
名
、
銭
一
商
数
名
を
交
え
て
い
る
こ
と
が
特
色
で
あ

り
、
ま
た
民
摘
民
緋
方
式
が
杭
州
の
普
堂
よ
り
も
徹
底
し
て
い
た
。
上
海
善
堂

も
あ
く
ま
で
警
握
幽
陸
と
し
て
推
移
し
た
の
ち
、
一
九

O
五
年
に
上
海
総
工
程

局
が
誕
生
し
、
近
代
的
な
己
主
ロ
な
都
市
行
政
に
つ
な
が
る
あ
ゆ
み
が
始
ま
っ

て
肩
代
わ
り
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
機
能
し
て
い
た
。
商
事
例
と

も
、
運
営
の
要
を
な
す
一
商
掲
と
い
う
財
源
が
有
力
商
入
居
の
営
業
の
質
績
に
謝

す
る
パ
ー
セ
ン

ト
課
徴
(
い
わ
ゆ
る
厘
金
)
で
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘

は
一商
業
史
と
し
て
も
興
味
ぶ
か
い
。

ノ、

「
理
念
の
歴
史
」
手
法
を
そ
の
背
景
に
お
い
た
こ
の
善
曾

・
善
堂
研
究
は
、

い
く
つ
か
の
ブ

レ
イ
ク
・
ス
ル

ー
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
ず
史
料
知
識
か
ら
始

め
る
べ
き
だ
ろ
う
。
中
園
史
と
く
に
明
清
史
の
史
料
率
は

一
九
八

0
年
代
か
ら

一
裂
し
て
、
俄
然
と
し
て
か
な
り
理
想
に
近
い
状
況
に
な
っ
た
。
な
か
ん
ず
く

戦
前

・
戟
中
期
に
若
干
の
先
人
だ
け
が
ア
ク
セ
ス
し
て
き
た
よ
う
な
ロ
ー
カ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
史
料
が
目
前
に
公
開
さ
れ
て
き
た
。
本
書
も
W
・
ロ
ウ
や、

M
-
B
-
ラ
ン
キ
ン
そ
の
他
多
数
が
積
極
的
に
拓
き
つ
つ
あ
る
ロ
ー
カ
ル

・ヒ

ス
ト
リ
ー
分
野
の
な
か
の
、
ひ
と
き
わ
出
色
な
産
物
に
他
な
ら
な
い

(
わ
が
闘

で
近
年
い
う
地
域
史
と
は
意
味
合
い
が
謹
う
)
。
多
分
最
大
に
受
盆
す
る
分
野

は
祉
曾
史
だ
ろ
う
。
極
端
に
い
え
ば
、
新
出
史
料
に
ベ

l
ス
を
置
く
こ
と
で
既

成
の
祉
舎
史
の
語
り
口
を
全
面
的
に
検
設
し
直
し
て
、
そ
の
再
認
識
や
ら
再
愛

見
や
ら
大
き
な
修
正
を
施
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
本
書
が
善

翠
・
公
盆
と
い
う
、
一
世
代
前
の
入
門
書
で
は
見
落
と
さ
れ
た
テ
l
マ
に
正
面

か
ら
挑
ん
で
成
果
を
穆
げ
、
結
果
と
し
て
比
較
史
的
な
「
ギ
ル
ド
論
」
の
致
用

に
も
チ
ャ
レ

ン

ν
し
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
研
究
動
向
の
第
化
な
い
し
は
進

化
の
所
産
な
の
で
あ
る
。

夫
馬
氏
が
本
書
に
お
い
て
明
末
か
ら
清

一
代
に
か
け
て
、
民
開
主
導
の
公
盆
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事
業
園
箆
の
、
組
織
運
営
面
の
起
伏
を
一
貫
し
て
克
明
に
立
誼
し
て
見
せ
た
こ

と
は
、
こ
の
期
の
中
園
に
お
い
て
果
た
し
て
都
市
的
な
コ
ミ
ュ
l
ナ
ル
な
ム

1

.
フ
メ
ン
ト
が
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
か
を
考
え
る
上
で
、
竣
る

べ
き
確
貨
な
足
が
か
り
と
パ
l
ス
ベ
タ
テ
ィ
ブ
を
提
供
し
た
。
明
末
に
い
わ
ゆ

る
第
二
次
一
商
業
革
命
が
生
じ
た
こ
と
、
清
代
一
八
世
紀
に
全
図
的
性
質
の
人
口

膨
張
と
市
場
形
成
と
物
債
連
動
の
景
況
が
存
し
た
こ
と
、
そ
し
て
清
後
期
に
も

圏
内
一
商
業
は
先
進
地
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
の
媛
大
を
停
止
し
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
は
、
ほ
ぼ
知
ら
れ
て
い
る

o
w
-ロ
ウ
の
漢
口
の
研
究
(
第
て
第
二

朋
)
は
、
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う

「
場
面
」
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
マ
ク
ロ
の
断
片
知
識
に
止
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
、

一商
業
化

に
伴
う
地
方
粧
品
聞
(
湖
北

・
湖
南
)
の
成
熟
に
つ
い
て
、
明
末
J
清
一
代
に
わ

た
る
長
期
の
見
取
り
図
を
提
供
し
た
。
そ
の
第
二
郎
以
降
で
ロ
ウ
が
漢
口
銀
の

都
市
行
政
を
寅
質
的
に
縫
っ
た
外
籍
一
商
人
集
闘
の
指
導
力
を
、
「
，
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・

パ
ブ
リ
ッ
ク

・
ス
フ
ィ
ア
l
」
の
登
場
と
表
現
し
、
そ
の
追
随
者
を
生
じ
た
こ

と
か
ら
、
九

0
年
代
初
期
の
論
争
に
至
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
一
匁

"U
・
ハ
パ
!
?
ス
が
唱
え
る
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
含
意
は
、

一
方
で
世
論
を

形
成
し
つ
つ
政
府
の
介
入
に
抵
抗
す
る
コ
ミ
ュ
l
ン
運
動
を
考
え
、
そ
の

一
方

で
民
主
制
樹
立
後
も
そ
れ
の
存
立
を
脅
か
す
政
府
の
介
入
と
大
衆
消
費
文
化
の

肥
大
を
訴
え
る
も
の
で
あ
る
し
、
前
者
は

M
・
ウ
ェ

l
パ
l
の
「
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
倫
理
」
流
の
含
蓄
を
秘
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
類
比
を
中
園
に
じ

か
に
及
ぼ
そ
う
と
す
る

ロ
ウ
ら
の
試
み
は
、

こ
の
一
黙
に
つ
い
て
は
勇
み
足
の

憾
が
あ
る
。
夫
馬
氏
の
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
中
園
的
な

都
市

「
自
治
」
こ
と
に
そ
の
理
念
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
今
や
よ
り
明
確
な
定

義
と
展
望
を
持
つ
に
至
っ
た
と
い
っ
て
良
い
し
、
こ
の
書
を
得
た
今
と
な
っ
て

は
、
コ
ン
セ
プ
ト
論
争
自
鐙
が
空
し
い
響
き
に
み
え
て
く
る
の
は
、
わ
が
園
に

も
よ
く
あ
る
抽
象
論
議
の
後
の
気
分
に
等
し
い
。

で
は
ギ
ル
ド
論
の
修
正
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
夫
馬
氏
は
思
想
史
家
の
下
地

が
あ
り
、
比
較
経
済
史
の
用
い
方
に
つ
き
、
な
ん
と
な
く
肌
に
合
わ
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
氏
の
ス
タ
ン
ス
が
か
え
っ
て
本
書
の
成
功

の
因
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
何
度
も
述
べ
た
し
、
今
の
新
し
い
史
料
炊
況
、
中

園
自
績
の
出
炭
化
状
況
に
立
っ
て
見
た
と
き
、
か
つ
て
の
概
念
上
の
メ
タ
フ

ァ
ー

に
こ
だ
わ
ら
な
い
立
場
も
ま
た
賛
成
で
あ
る
。
だ
が
祉
禽
経
済
史
分
野
で
は
、

わ
れ
わ
れ
の
使
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
八
、
九
割
が
た
は
西
欧
史
の
経
験
の
蹄
納
か

ら
成
っ
て
い
る
だ
け
に
、
所
詮
は
比
較
を
用
い
な
い
研
究
は
考
え
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。
中
図
的
な
「
公
盆
」
の
歴
史
的
な
出現
化
基
準
が
本
書
で
か
な
り
煮
詰

ま
っ
た
い
ま
考
え
る
べ
き
事
は
、
今
度
は
西
欧
が
こ
の
中
園
基
準
か
ら
外
れ
て

い
る
そ
の
程
度
如
何
を
計
る
こ
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
一
般
的
な
祉
曾
理
論

に
た
ど
り
つ
く
努
力
を
績
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一憲
一
味
で

R
・
B
・
ウ
ォ

ン

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
枇
曾
契
約
」
、
「
自
然
法
」
な
ど

の
コ
ン
セ
プ
ト
の

西
中
の
隔
た
り
は
大
き
い
が
、
「
一
商
業
革
命
」
、

「
制
度
化
し
た
公
共
財
産
」
、

「
都
市
文
化
」
、
「
印
刷
文
化
」
等
々
は
、
相
違
よ
り
も
む
し
ろ
相
似
の
局
面

が
多
い
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
ギ
ル
ド
に
し
て
も
、
そ
の
エ
ー
ト
ス

つ
ま
り
文

化
社
舎
象
的
な
債
値
の
文
服
・
動
機
の
文
脈
に
つ
い
て
は
た
し
か
に
相
違
が
目

立
つ
と
は
い
っ
て
も
、
ギ
ル
ド
自
鐙
を
生
み
出
す
社
曾

・
歴
史
的
脈
絡
(
コ
ン

ジ
い
}
ン
ク
チ
ャ

l
〉
は
、

エ
ー
ト
ス
の
存
否
と
常
に
必
ず
一
致
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
上
海
で
徳
一
商
舎
が
生
ま
れ
て
く
る
経
緯
を
み
る
と
、
新
し
い
要
素
を
掻

取
し
な
が
ら
新
奮
を
合
わ
せ
た
複
合
的
な
ア
ソ

シ
エ

l
シ
ョ

ン
を
つ
く
る
中
園

人
の
才
能
に
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ

M
V
善
堂
が
線
工
程
局
へ
と
愛
貌
し
て
ゆ

く
あ
た
り
は
、
近
代
上
海
の
登
場
史
の
流
れ
と
い
う
問
題
と
し
て
も

っ
と
知
り

た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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最
後
に
「
遁
史
」
展
望
に
つ
い
て
蛇
足
を
述
べ
る
と
、
著
者
は
救
荒
と
救
貧

に
つ
い
て
そ
の
責
め
を
負
う
主
鐙
と
し
て
、

宗
族
・
近
郊
・
宗
教
教
園

・
郷
紳

集
園

・
政
府
を
翠
げ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
郷
紳
と
政
府
の
関
わ
り
に
論
述
が

絞
ら
れ
て
し
ま

っ
て
、
そ
の
意
味
で
の
全
鐙
関
係
が
ま
だ
隠
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
か
の
五
斗
米
道
に
お
け
る
「
義
含
」
、
南
北
朝
、
階
麿
時
代
の
傍
数
系

の
「
社
邑
・
義
邑
」
(那
波
利
貞
氏
〉
、
麿
宋
か
ら
元
に
盛
ん
に
な
る
傍
数
系
の

「
俗
舎
」

の
類
(
錫
聯
昇
氏
)
、
宋
代
以
後
に
筆
中
・
華
南
で
普
及
し
強
化
す

る
「
宗
族
」
の
力
量
、
こ
れ
も
宋
代
か
ら
目
立
っ
て
く
る
「
義
」
の
多
義
分
化

そ
し
て
「
公
心
好
義
」
と
い
う
用
法
(
洪
遜
)
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

た
し
か

に
明
末
か
ら
郷
紳
が
主
導
す
る
杜
曾
の
「
儒
化
」
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
の

だ
が
、
そ
の
底
流
を
用
意
し
支
え
て
き
た
祉
曾
停
統
の
流
れ
に
も
、
相
態
の
言

及
を
加
え
ら
れ
て
は
い
か
が
か
と
思
う
。
と
も
あ
れ
、
以
上
の
コ
メ
ン
ト
は
ま

さ
に
徐
分
な
蛇
足
で
あ
り
、
十
除
年
の
著
者
の
研
鎖
を
凝
縮
し
た
本
書
は
、
内

外
の
専
門
家
に
劃
し
て
紹
大
な
貢
献
を
提
供
す
る
記
念
す
べ
き
著
述
で
あ
る
事

は
疑
い
な
い
。
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