
地

球

第
二
各

節

玉

髄

職
場
,̂)し
て
の
支
那
の
地
勢
に
就
い
て
心中

′

琢

治

三

次
に
三
角
形
の
頂
鮎
た
る
北
京
に
就

い
て
述

べ
る
.
此
の
地
鮎
は
揚
子
江
を
底
速
だ
し
た
大
等
脚
三
角
形
だ
黄
河

を
底
蓮
ビ
し
た
小
三
角
形
に
封
し
て
共
通
頂
瓢

f̂J
な
っ
て
ゐ
る
こ
E
が
地
現
的
位
置
の
最
も
顕
著
な
革
質
で
あ
る
｡

箱

I
の
底
蓮
た
る
揚
子
江
の
河
道
は
有
史
以
来
飴
-
大
き
な
痘
化
は
な
い
棟
で
.
後
世
の
高

富
研
究
家
が
三
江
だ
が

九
江
ビ
い
ふ
問
題
を
諭
ず
る
に
常
で
頗
る
大
き
な
河
口
の
感

謝
を
認
め
ん
だ
す

る
傾
向
軒
ポ
し
て
ゐ
る
が
､
支
那
の

儒
家
な
る
も
の
は
先
入
迂
･yJ
な
っ
て
.

1
方
で
は
夏
聾
番
耳
な
る
も
の
を
異
に
孔
子
の
芋
で
整
頓
し
た
夏
后
時
代
の

古
文
戯
ビ
し
な
が
ら
P

7
万
で
は
そ
の
九
州
中
の
揚
州
な
る
も
の
が
そ
ん
な
速
い
菅
に
判
然
ビ
知
れ
て
ゐ
克
告
の
な

い
こ
./J
に
は
注
意
し
な
い
..,J
い
ふ
根
本
的
祝
譜
が
あ
っ
て
.
殆
ざ

T
考
す
る
だ
け
の
横
位
も
な
い
｡
之
に
反
し
て
黄

河
の
海

進
は
三
代
の
頃
か
ら
現
今
に
至
る
ま
で
に
賓

に
大
き
電
燈
遷
曾
緯
た
の
で
あ
る
O
従
っ
て
此
J

小
さ
い
三
角

形
串

一
定

の等
脚
三
相
形
を
成
さ
な
い
で
或
る
時
は
治
水
の
一河
口
に
脊
し
た
二
A,J
も
あ
っ
て

今
の
京
洗
顔
黄
河
餓

仙椎
の
速
かLJ原
動
/̂J
し
た
低
い
等
脚
三
角
形
を
成
し
て
其
の
山
脚
蓮
が
今
の
漁
黄
河
即
ち
最
近
移
動
前
の
河
道
に
治
ひ



他
の
Z
冊
幾
は
京
漢
線
に
治
ふ
て
引
け
る
｡
而
し
て
H擬
古
即
ち
持1
.以
前
の
河
道
は
殆

しヾ之
に
並
遺
し
て
大
行
山
の
東

流
に
接
近
し
て
ゐ
た
こ
ど
も
あ
っ
た
L'

此
の
他
罪
に
他
に
比
頻
の
な
い
阿
波
の
大
移
動
の
通
る
の
･A,I,説
明
せ
ん
E
L
で
サ
リ
七
･-
ホ

ー

プ

エ

ソ
は
欝
河
が

大
平
野
に
出
る
鷹
か
ら

一
の
鹿

大
な
扇
状
坤
薦
地
を
作
っ
て
河
道
が
放
射
状
に
其
上
に
出
凍
て
ゐ
る
も
の
.}J
考

へ
た

の
で
あ
る
｡
是
は

7
寸
だ
面
白
い
考
説
な
る
如
-
に
見
え
る
が
p
泥
流
が
放
射
状
を
成
す
の
か
ら
金

.､
勾
配
を
無
税

し
て
想
像
し
た
も
の
で
.
視
索

の性
質
は
我
々
の
房

状
沖
帯
地
ビ
い
ふ
概
念
の
基
礎
を
成
す
所
の
錬
頂
の
固
錐
面
で

は
な
-
し
て
勾
配
は
幕
に
近
い
｡
捌
海
関
ビ
揚
子
江
河
口
ど
の
間
の
海
南
が
深
-
大
行
山
麓
ま
で
蒔
い
て
山
東
山
地

が
島
峡
を
成
し
た
大
平
野
の
埋
立
て
ら
れ
る
以
前
に
掛
れ
ば
p
黄
河
の
出
口
に
は
無
論
三
角
洲
の
水
底
に
作
る
鋪
頂

園
錐
面
は
出
水
た
に
舶
違
あ
る
ま
い
が
p
班
に
埋
ま
て
ら
れ
た
後
に
は
殆
で
車
両
の
上
を
流
れ
る
の
で
氾
濫
ビ
共
に

河
床
ビ
其
の
両
側
の
地
盤
を
高
め
て
堤
の
カ
-
な
つ
で
p
太
氾
濫
が
来
れ
ば
河
噂
を
東
で
～
英
側
速
の
低
部
を
流
れ

る
と
い
ふ
順
序
で
次
第
に
中
野
の
上
に
新
河
道
を
作
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
加
之
な
ら
す
上
古
時
代
に
薮
揮
ざ
呼
ば
れ

た
弧
動
地
の
如
き
も
黄
土
成
生
の
原
田
た
る
瑛
土
の
盛

桁
作
用
が
間
断
な
-
行
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
罫
に
山

間
か
ら
士
砂
塵
が
排
積
堆
を
作
る
如
き
流
水
の
作
用
の
み
で
曲
の
大
卒
野
が
出
水
ね
の
笑
な
い
こ
ど
も
明
か
な
革
質

で
あ
る
｡
故
に
鈍
間
錐
面
を
揖
由
に
放
射
状
に
流
れ
る
ビ
考

へ
で
は
大
に
薯
際
に
違
っ
て
凍
る
.

今
此
の
河
鑑
の
挺
蓮
を
詳
説
す
る
暇
は
な
い
が
p
戦
場
ビ
し
て
の
北
京
平
野
を
考

へ
る
に
は
庇
の
小
三
角
形
の
都

戦
嶺
ミ
し
て
の
支
那
の
沌
妙
に
就
い
て

悪
銭

セ
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地

球

鰐
二
番

第

五

幼

忠

邦

Å

舟
の
凝
蓮
を
知
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
蓋
に

〓
1TEす
る
｡

周
以
前
に
は
多
卦
今
の
造
口
鎮
虞
卒
戯
鹿
の
蓮
を
経
で

一
部

は
降
河
(今

天
津
に
至
る
運
河
を
通
す
)
天
津
附
近
の
河
口
に
超
し
た
k
,想
像
さ

れ
p
峯
晋
泊
自
際
涯
三
角
淀
の
如
き

70
の
は
潜
時
の
河
道
附
近
潜
躍
地
の
造
物
ビ
認
め
ら
れ
る
.
此
時
か
ら
戦
国
ま
で
の
問
に
大
に
移
動
し
て
.
寛
に
釆

々
北
の
方
向
に
樽
じ
て
洗
れ
'
超
の
都
耶
邸
は
之
に
近
い
形
勝
の
地
で
あ
っ
て
､
燕
は
此
の
河
道
の
北
に
在
っ
て
水

を
隔
て
ゝ
寮
に
対
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡
七
国
中
燕
は
最
も
小
さ
-
狗
宜
し
で
覇
を
桝
す
る
に
は
足
ら
ぬ
の
で
p
l
蘇

寮
が
先
づ
文
侯
に
説
ひ
て
六
園
同
盟
し
て
寮
を
束
か
ら
包
園
す
る
倉

縦
の
兼
を
立
て
さ
せ
た
O
燕
が
僅
か
に
猫
丑
を

維
持
し
待
LJ
仇
は
兼
北
の
背
面
に
在
る
遼
来
即
ち
今

の
甫
浦
洲
を
開
拓
し
て
音
朝
鮮
の
北
部
に
及
ん
だ
溜
め
で
あ
っ

た
｡

両
班
に
及
ん
で
も
今
の
北
京
近
傍
は
未
だ
飴
-
葦
要
な
地
位
ビ
認
め
ら
れ
す
p
麿
の
安
織
山
が
此
に
操
っ
て
今

の
遮
酋
及
び
内
蒙
古
東
部
の
譜
胡
族
を
率
い
て
中
原
に
進
出
し
.
頗
い
て
英
契
丹
女
異
な
tr/J
が
強
大
な
遮
金
の
図
を

興
し
て
'
此
に
出
て
初
め
て
大
平
野
を
捺
制
す
る
に
空
っ
LJ
.
此
の
問
に
河
道
は
造
か
に
南
に
走
り
今
の
定
款
省
及

び
山
東
省
の
北
部
は
仝
-
河
北
に
屠
す
る
こ
ど
に
な
っ
た
の
が
.
大
に
地
甥
的
位
愚
の
重
を
加

へ
る
要
因
こ
も
な
っ

た
.
之
を
換

言

す
れ
ば
北
京
を
頂
鮎
ビ
す
る
小
三
角
形
が
徐
稚
大
き
-
な
っ
た
の
に
伴
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
C

蒙
古
が
元
図
を
建
て
都
を
北
京
に
置
い
て
か
ら
弼
大
贋
問
正
面
床
の
間
ど
な
っ
て
.
明
が
元
に
代
っ
て
後
之
を
重

要
威
し
て
太
租
の
弟
燕
王
を
置
き
'
そ
れ
が
図
を
碁
ふ
て
か
ら
.
そ
の
ま
ゝ
眉
す
わ
つ
て
北
京
を
骨
牌
)･J
L
t
元
朝

以
雑
今
日
ま
で
六
官
六
十
年
間
支
那
全
都
の
首
府
1J
な
っ
た
｡
安
線
山
以
前
は
漢
人
が
政
に
制
振
し
て
も
何
時
も
大



共
の
攻
塵
に
過
っ
て
洩
亡
し
た
が
ー
北
の
時
以
後
北
方
か
-
此
鹿

へ
-=
LJ
も
の
は
南
か
ら
攻
め
る
‥
亡
が
出
雄
だ･･b
い

の
に
･
之
に
反
し
て
明
の
如
-
商
か
ら
来
て
此
地
に
都
を
逝
い
た
-
の
で
は
北
方
の
懐
悼
な
民
族
の
傑
人
を
受
け
る

危
険
が
絶
え
ず
あ
っ
た
J
明
の
正
統
帝
英
宗
が
旭
光
の
補
勝
1J
な
っ
た
の
は
其
の
最
も
著
し
い
賓
例
で
あ
る
｡
北
京

の
南
に
射
し
有
利
で
あ
-
な
が
ら
北
に
射
し
て
不
利
な
る
に
は
地
理
的
の
排
由
が
あ
っ
て
､
今
回
の
襲
混
戦
軍
の
如

N
,場
倉

で
は
歴
史
上
で
は
多
く
は
北
か
ら
佼
入
す
る
も
の
.が
勝
つ
･花
産
路
空
不
し
て
ゐ
る
ど
い
へ
る
｡

四

大
･中
野
の
閣
蓮
か
限
る
山
地
は
黄
河
繊
橋
の
北
衛
輝
雁
か
ら
正
足
腫
に
至
る
間
に
山
曹

蒜

(舌
生
壁

の
発
端
が

大
行
山

/̂這

っ
て
障
壁
の
如
-
聾
漉
し
て
北
放
し
･
此
魔
に
至
っ
て
今
正
太
線
を
通
す
る
昔
か
ら
有
名
な
罪
障
口
の

通
路
を
開
き

其
の
北
で
は
地
警

捷
し
て
北
叔
樫
山
及
び
喜

柴
山
等
の
海
抜
三
千
米
を
超
え
た
高
峰
を
戴

いた
片

麻
岩
結
晶
片
岩
の
山
骨
を
成
し
た
山
森
が
兼
北
東
に
走
っ
て
.
八
達
撃

居
庸
踊
)郎
ち

ク
ヒ
･1
ホ

1
7

=

の
所
謂

筒
口
山
脈
8
,,轡

告

遼
蘭
に
通
る
も
の
で
あ
る
J

北
京
平
地
は
此
の
山
地
の
間
㌍
幣
入
し
.
其
の
西
の
山
地
は
絶
榊

を
歓
-
か
ら
今

武
に
雁
門
山
脈
ビ
呼
び
'
其
の
束
の
山
地
も
新
山
ビ
呼
ん
で
怯
別
し
て
置
-
｡
此
の
蔀
山
は
大
卒
野

の
北
に
常
-

悲
閣
山
地
の
西
南
蓮
に
開
析
さ
れ
て
箇
々
の
小
地
鞄
の
鵬
帽
す
る
も
の
に
過
ぎ
ぬ
lJ

蓬
更
な
る
渓
谷
は
婁
堂
山
か
ら
出
て
井
際
の
北
を
経
で
正
足
腫
(昔
の
常
山
郡
あ

傍
を
過
ぎ
て
寧
晋
泊
の
方
に
向

ふ
源
柁
河
が
其
の

二
㌧

北
京
草
地
に
は
山
頂
大
同
府
か
ら
流
れ
出
る
桑
乾
河
が
八
達
嶺
の
筒
を
破
っ
て
峡
谷
を
作

戦
警

し
し
て
の
支
那
の
粗
砂
,1
就
い
て

鼠
･七

九



地

球

第
二
番

節
滋
始

慧

八

mO

っ
て
苗
流
し
て
北
京
の
酉
機
構
に
抽
て
白
河
r.i,J
左
る
も
の
其
S
二
で
､
兼
濁
流
し
て
天
津
を
緯
て
濯
沌
河
を
食
せ
て

樹
海
轡
に
注
ぎ
､
荷
は
北
京
の
東
に
遥
か
に
小
rJ
い
潮
河
が
古
北
口
か
ら
平
地
に
出
て
密
雲
賑
義
両
膝
を
経
て
蔑
董

ト
B
ン
ノ
ル

9
近
傍
で
津
春
繭
を
構
っ
て
泥
に
注
ぎ
も
兼
に
山
地
の
間
に
峡
谷
)〟.T成
し
た
潔
河
が
滝
-
蒙

音

高

原

の
多

倫

諾

爾

(嚇
嚇
傭
)
か
ら
資
源
し
て
.
典
安
嶺
の
閣
南
端
を
構
っ
て
清
朝
の
御
激
地
/̂J
な
っ
て
ゐ
た
圃
場
を
濡
れ
熟
河

(承
徳

雁
)
の
南
を
紋
で
傑
州
で
蛾
鑑
を
横
っ
て
毎
に
注
ぐ
J

新
山
の
東
北
に
通
っ
た
遮
固
山
地
の
洪
谷
は
此
の
潔
河
yJ
錦

州
の
東
の
義
州
に
流
れ
出
る
大
凌
河
の
作
っ
た
東
北
固
南
の
地
溝
谷

R
irt
V
a
lIey
s
だ
史
に
其
の
北
に
之
に
並
寒
す

シ
ル
カ

･る
酉
遼
河
に
東
北
流
す

る
錫

爾

恰

河
及
び
其
の
支
流
が
あ
る
｡

北
京
の
戦
略
地
埋
挙
止
の
位
澄
む
考
査
す
る
に
常
っ
て
窮

山
に
注
意
さ
れ
る
の
は
此
の
加
-
北
に
山
地
を
睦

へ
て

南
に
大
平
野
に
臨
む
こ
ĴJ
で
p
滋
定
価
が
其
の
右
手
の
か
-
.
山
酉
扮
河
平
地
の
大
原
雁
か
ら
凍
る
も
の
も
開
封
府

か
ら
凍
る
も
の
も
P
共
に
此
鹿
で
喰
ひ
止
め
ら
れ
る
.

故
に
泰
末
韓
信
が
締
ま
歌
を
常
山
に
攻
め
る
に
瀞
肘
つ
て
.
最

も
放
れ
た
の
は
井
陛
bL.石

盤
が
細
る
こ
l̂JJ
で
あ
っ
た
｡
保
定
は
其
の
籍
二
の
婁
地
で
大
同
雁
か
ら
倒
馬
閲
を
経
て
平

地
に
出
る
も
の
を
脈
し
.
流
洲
が
第
三
で
同
じ
-
紫
刺
閲
か
ら
出
る
も
の
を
据
し
得
る
の
で
あ
る
.
天
津
陣
檎
即
ち

山
確
聞
は
之
に
対
し
て
左
腕
左
手
に
常
㌔

運
河
及
び
津
浦
録
に
治
ひ
北
進
す
る
も
の
は
天
津
で
喰
ひ
止
め
､
遼
両

山
地
の
東
南
蓮
を
成
し
た
狭

い
海
岸
平
地
に
滑
ひ
酉
南
に
偉
人
す
る
も
の
に
封
し
て
は
臨
橋
の
位
俊
が
最
も
重
要
で

長
城
の
避
瓢
が
此
虞
に
基
づ
で
'
耳
ハ下
第

一
閥
の
名
は
察
し
-
t･b
い
の
で
あ
る
0



著
し
苗
方
か
-
大
-
な
兵
力
を
以
て
北
7'兄
を
日
枝
ビ
し
て
止別
進
し
凍
る
も
の
/̂J
す
れ
ば
､
之
に
封
す
る
北
軍
の
鎗

-
防
難
敵
は
並
足
河
間
柄
雁
ビ
沿
州
を
連
ね
て
海
岸
岐
口
に
蓮
す
る
三
角
形
の
底
蓮
を
成
す

7
牌
で
あ
っ
て
､
其
中

で
も
水
足

∽
得
喪
が
非
常
に
重
大
で
あ
る
0

衆
の
防
無
敵
は
保
定
､
雄
煤
､
覇
州

天
津
p
大
酒
を
連
ね
た
第
二
の

底
速
に
舶
雷
す
る

…
脱
で
示
さ
れ
､
此
の
方
は
苗
に
白
洋
淀
､
ニ
秀

淀
を
経

へ
て
防
熱
に
便
な
天
然
の
地
形
を
成
し

兜
が
遼

垂

井
壷

妄

異
義

両
便
を
喰

ひ止
め
る
に
此
9
汚
水
を
利
用
せ
ん

,̂J
試
み
た
歴
史
も
あ
る
｡

若
し
太
れ
現
在
又
は
近
い
来
雄
に
南
北
に
二
分
し
て
雄
を
軍
ふ
場
令
が
あ
る
だ
し
.
庶
隷
側
が
隣
箇
河
南
山
東
を

提
携
し
て
江
北
江
西
安
敏
江
蘇
以
南
の
諮
省
の
兵
を
引
受
け
て
大
域
軍
を
な
す

こ
と
も
あ
ら
ば
､
戦
略
上
の
関
係
は

･i
厨
大
き
-
洛
陽
開
封
野
面
青
島
を
連
ね
,花

一
線
が
舘

山
の
防
鞘
繰
f̂J
tIb
-
､
輝
煉
,S
州
で
徐
州
ビ
勤
し
､
山
東
山

地
が
左
規
を
保
護
す

る
役
に
丑
ち
.
南
軍
の
右
翼
は
折
州
か
ら
肺
水
腫
を
経
て
青
州
に
至
る
山
地
を
両
分
し
た
交
通

～

轡

L
P
同
じ
-
折
州
か
ら
営
州
諾
摘
煤
を
経
て
償
州
蘭
島
に
達
す
る
も
の
亡
､
文
化
直
ち
に
泰
山
の
腐
麓
泰
安
に
進

み
津
浦
緑
に
準

.芸

北
進
す
る
中
兜
蟹
ビ
泰
安
で
連
絡
し
て
-
る
か
ら
､
燭
蹄
顔
が
此
の
北

軍
左
翼
重
機
を
連
絡
す

る
最
も
便
利
な
戦
略
線
で
あ
る
O
而
し
て
折
商
が
此
の
場
食
菌
峯
の
策
動
の
鼻

1
8
日
標
た
る
べ
き
で
'
其
の
守
備

が
出
来
ね
は
黄
河
下
流
は
防
熱
線
た
る
慣
促
を
失
ひ
二

八
皆
の
肺
樺
を
凍
す
の
で
あ
る
0
枚
に
斬
州
を
慣
れ
'
次
に

慣
州
都
願
常
州
を
滑
れ
て
･
酵
両
を
も
占
領
す
る
に
非

ざ
れ
ば
南
軍
は
正
隷
省
の
東
部
に
侵
入
す
る
二
だ
が
出
水
ぬ

文
化
右
翼
で
は
淡
里
親
陽
か
ら
侵
入
す
る
南
軍
の
左
翼
を
発
州
ビ
堆
水
に
滑
ふ
た
侶
陽
南
陽
で
防
い
だ
後
に
p
汝

禦

･J
､J
･･
∵

正

∵
∵

一ト
:･
.
I.･L･J

'-

･
:
.

=



地

球

堕

1撃

終
末
助

祭

0

〓
脚

水
に
沿
ふ
室
温
城
か
ら
陵
州
で
防
ぎ
p
琴

L
洛
陽
開
封
問
の
沖
路
線
が
非
常
に
有
数
に
働
-
こ
･,J
に
菅

笠

曲
等
の
職
軍
を
霜
過
し
て
初
め
て
南
軍
が
黄
河
線
上
に
進
出
す
る
評
で
'
然
る
後
霊
別
に
述

べ
た
第
二
琴

こ
の
防

勲
牌
に
退
嬰
し
て
琴

1
載
軍
を
戯
け
線

る
｡故
に
南
方
か
ら
北
港
し
て
北
京
に
肉
薄
す
る
こ
亡
は
賓
に
容
易
で
な
い
｡

熱
れ
で
も
清
朝
の
綱
紀
が
ゆ
る
ん
だ
後
長
髪
腰
が
横
束
燐
筒
の
方
再
か
ら
起
っ
た
時
に
は
容
易
に
湖
南
に
侵
入
し
て

武
邑
に
噂
で
'
無
人
の
血

を
行
-
如
-
河
北
ま
で
前
鵡
し
た
欝
例
が
あ
る
か
ら
.
守

-

易

い
防
却
融
が
必
L
も
守
ら

れ
互
い
の
が
常
習
で
p
戦
略
地
埋
畢
上
か
ら
考

へ
吾
北
の
如
き
職
軍
の
経
過
は
必
L
も
規
則
正
し
-
行
は
れ
る
や
否

や
を
海
淵
し
難
い
｡

五

背
面
の
山
地
か
ら
北
京
平
地
に
傑
出
す
る
も
の
た

封
し
て
は
今
南
方
か
ら
太
平
野
を
北
進
す
る
も
の
に
射
し
て
考

察
し
た
ど
は
大
に
趣
を
撃

化
し
.
前
者
に
封
し
て
は
寧
ろ
不
利
な
戦
肇
の
緯
敵
を
見
る
こ
だ
が
多
い
｡
肺
門
山
脈
の

北
側
即
ち
代
上
筆

今
の
大
同
宜
化
両
壁

か
ら
北
京
に
俊
入
し
た
歴
史
上
の
例
は
少
-
t･6
い
｡
此
の
西
北
に
封
す
る

咽
喉
の
痩

地
は
層
価
隣
で
あ
っ
て
.
是
が
六
朝
時
代
に
所
謂
大
行
の
第
八
軍
都
院
で
あ
る
O

序
に
大
行
山
の
戦
略
上
の
考
察
に
重
要
な
る
八
陛
を
列
轟
す
る
し
際
ど
は
爾
雅
に
輝
い
て
連
山
の
中
断
し
た
も
の

即
ち
バ
グ
ス

Pass又
は
デ
フ
ヰ
レ

D
efil(1
に
舶
常
し
.
基
の
弟

一
拍
開
院
は
懐
慶
雁
の
間
際
灘
螺
の
西
北
に
在
つ

で
ー
清
水
に
滑

･ひ陽
城
中
陽
に
適
し
て
滑
河
の
下
流
に
過
や
′る
-
の
､
第
二
大
行
際
は
同
伽
州
の
正
北
に
心仕
っ
て
-今
拙作



州
ま
で
餓
進
の
あ
る
山
西
河
南
問
の
1.異
路
に
瀞
m
-
ー
肋弗
三
白
隈
は
衛
撫岬
府
の
西
北
に
在
っ
て
､
濁
降
水
の
水
源
地
に

通
じ
斜
に
関
北
扮
河
の
=中
流
に
蓮
す
る
捷
程
た
る
も
の
､
麓
四
漫
日
限
は
磁
州
を
流
る
ゝ
滝
水
に
あ
っ
て
､
彰
徳
原

即
ち
宙
の
鄭
都
か
ら
西
北
に
輯
降
水
の
水
源
地
に
通
じ
斜
に
太
原
雁
に
達
す
る
も
の
'
弟
五
井
隆
は
述

べ
た
も
の
で

是
か
ら
北
に
層
庸
閣
即
ち
軍
都
際
ま
で
の
間
に
偶
は
霧
六
飛
狐
陸
は
足
州
か
ら
倒
馬
閥
を
経
て
大
同
府
に
出
る
要
路

に
常
-
.
籍
七
蒲
陰
隈
は
即
ち
紫
別
間
で
.
保
定
府

か
ら
蔚
州
に
通
じ
'
西
北
は
大
同
雁
北
は
窒
化
府
に
達
す
る
藩

の
で
あ
る
｡

辞

層
庸
闇
を
詳
記
し
た
古
い
も
の
は
北
醜
鄭
道
元
の
水
群
雄
に
屑
庸
閑
は
上
谷
汎
陽
の
東
南
六
十
里
に
在
-
'
蟹
都

は
層
庸
山
南
に
荘
-
.
谷
を
経
ち
石
を
兼
ね
､
肺
を
貴
か
-
し
壁
を
峻
に
L
t
山
油
層
珠
に
し
て
p
側
道
編
釈
な
-

林
部
蓬
険
に
し
て
路
才
か
に
軌
を
容
る
ど
い
ふ
有
名
な
文
句
で
あ
る
O
是
に
よ
れ
ば
軍
都
は
多
分
今

の
筒
口
に
潜
っ

チ十
タオ

て
ゐ
る
J

長
城
の
内
側
の
支
線
は
其
の
北
の
八
達
嶺
に
在
っ
て
此
に
北
口
が
設
け
ら
れ
鎗

道

口

に
出
て
.
此
か
ら
西

北
に
向
ひ
明
英
宗
の
捕
虜
ど
な
っ
た
土
木
鐘
を
経
て
桑
乾
河
の
支
流
洋
河
の
横
谷
に
沿
ひ
'
富
化
府
を
経
て
外
長
城

の
張
家
口
に
達
し
庫
倫
に
通
す

ペ
-
p
又
吾
別
に
籍
遺
口
か
ら
北
に
向
ひ
猫
石
口
に
達
し
多
倫
諾
爾
の
カ
に
も
通
や

る
の
で
あ
る
｡

居
庸
閲
の
軍
馨
が
北
京
の
死
命
を
瑚
す
る
に
見
る
か
ら
閣
北
か
ら
凍
る
も
の
～
必
軍
の
地
で
あ
っ
て
'
歴
史
上
に

は
種
々
の
例
が
あ
る
｡
其
の
中
最
も
著
し
い

7
は
宋
の
宜
和
四
年
(
二

二
二
)
金
が
達
の
燕
京
を
取
ら
ん
だ
し
て
此

戦
功
ま
し
て
の
支
那
の
粗
砂
に
就
い
て

栗

山

m盲

叫



地

球

第
二
魯

第
五
故

実

一一

叫
配

慮
を
攻
め
た
時
で
･
崖
の
石
が
崩
れ
て
成
年
の
爆
死
し
真
の
で
容
易
に
之
を
慣
れ
て
政
に
今

の
北
京
に
入
っ
た
O

之

に
反
し
て
義
足
二
年
二

二
〇
九
)
に
蒙
古
が
金
を
攻
め
五
時
に
は
金
兵
が
固
-
層
兼
間
を
守
っ
て
拒
い
で
ゐ
て
入
る

こ
亡
が
出
雑
な
ん
だ
O
蒙
古
の
大

軍
は
紫
刑
隅
か
ら
出
て
先
づ
流
易
二
州
を
抜
い
て
､
南
口
か
ら
層
庸
蹄
を
攻
め
て

之
を
破
っ
た
ど
も
.
又
た
閥
の
東
の
方
に
間
道
が
枚
杯
中
に
在
っ
て
札
八
鼠
が
枚
を
咽
ん
で
夜
此
の
谷
か
ら
出
て
南

口
に
奇
観
を
試
み
た
の
で
p
金
兵
が
防
い
で
滑
っ

た
ど
も
い
ふ
｡
荷
は
親
木
鼻
が
嘉
定
六
年
に
墜

兄
に
攻
め
込
ん

だ

時
に
は
大
口
ビ
い
ふ
方
か
ら
入
っ
た
こ
亨
も
あ
る
｡

閣
遼
河
の
流
域
に
威
す
る
遼
両
山
地
は
漢
代
に
烏
桓
民
族

り古
属
し
た
地
方
で
p
育
代
に
奮
っ
て
魔
容
氏
が
割
接

し
.
jハ朝
来
以
後
契
升
(準

が
曲
を
根
接
A,J
し
て
南
侵
し
､
女
異
民
族
(金
清
)
の
痕

東
に
披
る
も
の
が
先
づ
此
の
地

方
を
占
領
し
て
北
京
を
攻
略
し
た
歴
史
が
あ
っ
て
､
北
京
中
央
政
府
の
鬼
門
に
雷
っ
て
ゐ
る
.

明
の
末
路
は
洗
賊
の
天
下
を
横
行
す
る
も
の
が
起
っ
た
の
で
殆
ん
.,W
内
か
ら
滑

へ
た
の
で
あ
っ
て
p
満
州
兵
の
璃

め
に
庶
按
北
京
を
攻
め
取
ら
れ
た
の
で
は
な
い
0
が
政
の
近
い
例
に
於
て
も
遼
酉
の
狭

い
海
岸
に
準

ふ
て
設
け
た
大

軍
衛
の
婁
盤
は
非
常
に
有
数
で
あ
っ
た
こ
E
が
著
し
い
.
称
に
紫
蘭
十
四
年
輔
州
は
租
犬
養
が
之
を
守
っ
て
洪
承
噂

の
後
詩
が
あ
っ
て
蒲
洲
兵
は
幾
度
も
撃
過
さ
れ
p
桧
山
の
洪
承
噂
が
降
っ
た
の
で
十
五
年
に
至
っ
て
初
め
て
階
落
し

た
o

此
の
載
軍
で
明
か
な
る
か
-
若
し
遭
来
'･J
遼
両
だ
が
別
れ
て
P
後
者
が
北
京
改
修
に
艦
屈
の
軍
隊
の
駐
屯
す
る
所



で
あ
っ
LJ
な
ら
は
ー
描
洲
か
ら
閣
苗
に
極
っ
て
行
進
す
る
軍
は
必
ず
発
つ
錦
州
に
於
で
喰
ひ
止
め
ら
れ
-
之
を
破
り

て
山
海
閲
に
達
す
る
に
は
和
静
の
時
日
を
璽
す
る
笠
で
あ
る
｡
然
る
に
現
今

の
政
治
嵩
劫
は
清
朝
の
浦
洲
を
根
接
地

ビ
し
て
中
原
に
臨
む
方
針
で
あ
る
璃
め
に
'
此
の
閣
外
の
婁
街
の
地
を
奉
天
省
に
周
せ
し
め
,

高

年
張
作
萩
6PL北

京
で
失
敗
し
た
際
に
も
此
の
戦
略
上
重
紫
電
地
帯
を
其
の
芋
に
委
ね
て
･
之
を
中
央
政
府
に
荘
腐
す
る
軍
隊
で
占
領

す
る

だけ
の
薯
カ
が
な
か
っ
た
〕

是
れ
賓
に
奉
天
軍
に
敢
初
か
ら
山
海
閲
を
攻
解
し
轡

品

を
輿

へ
た
も
の
で
p

是

に
よ
っ
て
荘
隷
軍
は
狭
岸
平
地
に
於
け
る
戦
略
上
の
利
益
を
欠
し
て
南
方
に
於
け
る
決
勝
前
に
奉
天
革
む
最
後
の
開

門
に
迎

へ
で
戦
ふ
こ
と
ゝ
な
っ
た
｡

次
に
考
琴
す
べ
き
は
遼
閣
山
地
の
戦
略
地
租
挙
上
の
意

義
で
あ
る
｡

此
の
地
方
は
腐
氏
の
墨
や
執
っ
た
時
代
に
は

清
朝
の
勃
興
し
た
際
で
.
意
の
加
-
屡
禦

論

断
を
明
示
し
能
は
ず
し
て
･
僅
か
に
明
朝
ま
で
の
閣
外
の
地
理
を
摘

記
し
誓

韮

る
｡

煎
れ
で
も
串
に
迫
光
年
間
に
な
っ
て
承
徳
確
認
が
出
て
ゐ
る
の
LP
歴
史
地
理
上
戯
孟

富

LJ
材
料

が
あ
㌔

聾
者
園
か
ら
舌
北
口
か
ら
熟
河
を
糧
で
赤
峰
に
達
し
.

固
場
を
積
っ
て
普
河
の
上
流
を
窮
め
て
多
倫
諾
爾

に
出
で
p
張
家
か
ら
北
京
に
還
つ
LJ
,言

が
あ
る
の
で
.
此
の
地
方
の
地
勢
に
就
い
て
大
観
す
る
こ
亡
が
出
来
る
O

遼
肘
山
地
の
地
勢
は
前
に
述

べ
た
如
-
肺
門
山
脈
ご
天
性
走
向
を
同
-
し
た
北
東
南
西
の
班
裂
線
の
推
戴
に
よ
る

ご
恩
は
る
､

構
造
谷
帥
ら
地
維
谷
に
よ
っ
で
開
耕
さ
れ
た
聴
拓
撃

義

ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

之
哲
構
成
す
る
岩
膚

は
植
原
片
麻
岩

ア

〝
ゴ
ソ
キ
ア
着

衣
岩
.
碓
砂
山等

の
播
磨
'
古
生
代
舌
期
の
石
悉

禦

碇
砦
･
磐

等

の
諸
瀞

職
場
ミ
し
て
の
支
那
の
地
妙
に
就
い
て

墨

壷



也

城

野

惑

節
文
教

巽

阿

≡

柵

が
基
投
を
成
し
P
基
の

一
部
に
中
生
代
の
爽
毅
暦
及
び
石
英
斑
岩
の
噴
出
潤
が
略
ぽ
地
溝
の
.走
向
に

一
致
し
て
排
列

し
て
ゐ
る
O
古
い
陸
面

ŷJ
L
で
は
浸
蝕
の
進
行
は
案
外
に
遅
々
た
る
如
上
'
河
流
綱
目
の
頗
る
東
電
壮
年
期
の
形
感

が
普
通
で
t
従
っ
て
抵
抗
性
に
富
ん
だ
岩
石
が
荻
愉
な
渓
谷
を
作
っ
た
鹿
を
見
る
｡

最
も
亜
繋
な
交
通
線
は
大
凌
河
及
び
脊
髄
河
を
連
ね
誓
･,
の
,が
'
海
岸
に
潜
ふ
た
柳
城
の
長
州
の
内
側
を
並
走
し

て
ゐ
る
｡
政
の
線
上
に
於
で
朝
陽
が
大
凌
河
谷
の
澱
も
閥
放
し
た
淡
谷
の
要
地
で
.
慕
容
氏
が
割
線
し
て
燕
図
を
建

て
た
陣
に
龍
城
の
郡
を
置
い
た
鹿
で
あ
る
｡
此
か
ら
西
南
に
脊
髄
河
谷
を
下
れ
ば
､
長
城
の
灘
林
-L･l
を
経
て
永
牢
に

達
し
.
濫
ち
に
轍
州
の
域
混
練
を
衝
-
こ
}J
が
出
凍
る
｡

鵡
二
は
之
に
並
走
す
る
党
略
河
の
上
流
か
ら
蘭
河
の
来
支
谷
L
J
る
藩
河
に
通
じ
.
女

峰
口
に
蓮
す
る
銀
で
.
此
の

北
に
在
る
鍵
昌
商
の
垂

泉
は
共
に
明
解
ビ
共
に
燕
達
の
盛

時
の
都
骨
で
'
文
化
憲
峰
口
の
北
に
は
有
名
な
栓
串
間
が

あ
㌔

之
を
入
れ
ば
東
商
は
遷
安
閣
南
は
造
化
を
攻
め
得
る
｡

堕

二
は
酉
閑
吟
河
源
か
ら
灘
河
に
蓬
す
る
銀
で
p
同
じ
-
前
二
者
に
並
遺
し
て
.
酉
に
折
れ
て
承
徳
雁
轟

河
)
か

ら
蘭
平
を
露
で
青
石
嶺
を
越
え
て
古
北
～Li
に
達
し
､
之
を
出
づ
れ
ば
密
書
順
義
を
紋
で
直
に
北
京
城
の
東
北
隅
に
到

達
す
る
の
で
あ
る
｡

此
等
の
諮
緑
を
襲
直
両
軍
の
何
れ
か
>

甘
く
利
用
す
る
か
に
よ
っ
て
へ
執
事
の
大
局
を
放
し
得

tqf-
の
で
'
恰
か

も
日
露
戦
役
の
仙仰
山
軍
の
役
刊
に
潜
る
の
で
あ
る
｡
Å
1
回
の
載
軍
に
於
で
荘
鍵
軍
が
機
先
を
洞
し
て
串
-
燕
大
汀･･
兵



カ
を
熟
河
か
ら
朝
陽
に
造
っ
て
執
州
に
攻
勢
に
出
で
'
山
海
閑
か
-
進
出
す
る
本
乾
ビ
宋
施
し
樽
た
ら
ば
､
恐
ら
-

は
奉
天
寵
を
し
て
山
海
閲
に
肉
迫
す
る
能
は
ざ
ら
し
め
LJ
で
あ
ら
う
｡
然
る
に
今
日
ま
で
の
振
過
で
は
奉
天
軍
が
此

の
山
地
内
部
の
鎗

一
線
を
完
全
に
占
有
し
'
鈴
二
瓶
も
或
は
其
手
に
落
ち
ん
羊
し
て
ゐ
る
ら
し
い
｡
若
し
冬
季
の
進

む
前
に
奉
天
蟹
が
熟
河
に
達
し
碍
た
ら
は
事
摘
重
大
･zJ
な
っ
て
'
北
京
は
風
車
鶴
擬
に
驚
き
人
心
の
恐
慌
を
起
し
て

鑑
ち
に
中
火
政
府
が
顛
覆
す
る
如
き
政
慶
を
見
る
か
も
知
れ
ぬ
o

若
し
又
た
庇
隷
峯
が
内
か
ら
滑
乱
解
醍
す
る
二
･Y.)
が
な
か
っ
た
と
し
で
'
戦
局
が
曲
の
経
過
を
取
っ
て
奉
天
軍
に

有
利
に
僚
展
し
た
だ
し
て
.
荷
は
其
の
困
し
む
所
は
兵
員
軍
資
の
補
充
問
題
で
'
今

方
さ
に
冬
季
に
人
ら
ん
/̂J
す
る

時
で
十

1J
月
に
は
塩
湖
山
間
の
嘉
気
は
TT=
本
内
地
で
想
像
し
得
ぬ
も
の
が
あ
る
｡
又
克
兵
員
の
晶
贋
が
日
露
戦
役
に

改
後
備
役
兵
を

繰
出
し
て
か
ら
'
攻
撃
力
が
鈍
っ
た
賓
例
だn
/,
A/J
は
事
懐
の
差
が
あ
っ
て
.
山
来
遊
か
ら
募
集
し
氷

っ
た
苦
カ
に
銃
器
を
輿

へ
て
庇
に
職
場
に
送
ら
れ
る
も
の
が
多
-
な
れ
ば
'
旗
色
の
少
し
患
い
時
に
踏
張
-
が
利
か

ぬ
の
は
奮
然
で
あ
る
.
牧
に
暇
脊
今
Tl
ま
で
接
手
し
た
鞭
導
の
如
-
並
行
す
る
芭
し
て
io
･
恐
ら
-
は
山
海
閣
奪
取

･<q･J
一
期
･,,J
し
て
永
畢
轍
州
働
河
口
を
連
ね
た
南
北
に
亙
る

1
観
点
剛
進
し
て
此
虞
に
冬
営
に
入
-
.
砲
火
の
軍
は
背

-
停
頓
し
て
塑
濠
中
に
春
を
池

へ
p
其
の
t間
に
宣
伸
其
の
他
の
支
那

一
流
の
外
交
的
手
練
芋
-
だ
が
行
ほ
れ
る
の
で

は
あ
る
よ
い
か
｡

之
に
反
し
て
荘
隷
寛
が
首
領
株
の
問
に
完
全
な
協
力
が
出
来
て
p
熟
河
方
面
に
十
分
の
膳
朝
が
出
凍
て
'
山
海
閥

戦
場
ま
し
て
の
支
那
の
地
勢
に
就
い
て

栗

鼠

印
忠



地

球

第
二
番

筋
五
紙

買

約

榊
見

A
-
轟
峰
口
に
至
る
長
城
に
治
ふ
た
戦
線
を
雅
雅
し
っ
Ĵ
'
遼
博
の
籍
二
腺
に
進
出

し
て
赴
昌
平
鬼
か
ら
朝
陽
を
腰

過
し
得
た
場
合
を
想
像
す
る
に
ー

是
れ
亦
た
奉
天
軍
が
退
い
て
錦
州
蓑
州
朝
陽
の
短
い
載
兼
に
償
っ
て
p
鑑
緋
軍
の

東
進
を
喰
ひ
止
め
る
こ
E
は
必
L
も
困
難
で
tIS-
p
兵
力
の
過
少
な
る
場
倉
で
も
戦
略
上
か
ら
は
敢
て
絶
望
ビ
は
い

へ
ぬ
0
然
れ
.:1,J
も
此
の
場
倉
に
丑
ち
至
ら
ば
士
気
の
阻
喪
が
如
何
な
る
内
部
の
擾
乱
を
誘
致
す
る
か
敦
糾
し
難
い
Q

此
の
稿
を
終
る
ま
で
に
疾
-
も
江
南
の
戦
局
は
終
結
し
た
い

孫
文
北
伐
箪
編
制
の
牽
の
み
徒
ら
に
大
き
-
て
I
背

両
か
ら
稲
琴
で
襲
ふ
て
b
其
の
北
進
を
牽
制
し
髄
は
ぬ
謂
め
に
､
漸
江
華
を
順
背
の
挟
撃
に
委
ね
て
脆
-
潰
城
す
る

外
な
か
ら
し
め
.
鑑
隷
側
を
し
て
南
方
に
全
勝
せ
し
め
た
C
此
の
勝
負
の
決
定
が
泰
艦
載
に
影
響
す
る
所
が
頗
る
大

で
あ
っ
て
'
兵
員
物
資
の
北
方
蓮
蓬
が
多
少
,̂･J
も
出
来
る
の
で
､
内
線
の
融

益
は
拡
隷
側
に
登

る
詣
で
.
奉
天
軍
の

位
置
は
寧
月
間
に
著
し
-
不
利
ど
な
っ
た
標
に
想
は
れ
る
O

之
を
婆
す
る
に
支
那
に
於
け
る
職
軍
は
畢
純
な
る
戦
略
上
の
血

題
ビ
し
て
見
た
通
り
に
は
進
行
せ
ね
か
ら
.
我
々

の
述
べ
た
所
も
罫
に
此
の
塘
骨
に
支
那
の

い
つ
の
地
理
的
考
察
方
法
を
拭
ふ
て
.
地
勢
の
聞
係
を
知
る
の

1
助
/̂J
す

る
に
止
め
る
に
過
ぎ
ぬ
｡
(十
月
廿
三
且

本
稿
り
校
正
が
丁
ら
ぬ
前
に
今
回
の
琴
征
野
･p
撫

河
か
ら
東
北
に
向
つ
て
準
宋
即
の
射
笑
み
牽
制
す
べ
与
良

絡
み
有
す
る
補

記
押
翠
が
却
っ
て
斐

月

払
占
糾
し
､
藍

が
易
鮮
な
し
て
浬
河
上
流
か
ら
賂
似
串
叫
の
左
側
相
和
附
か
L

り
ー
職
局
宝

蔵

払
氷
L
i
l

り
_ェ
耐
北
に
於
け
遡
行
亡
正
圧
封
で
我

々
の
沖
縄
鬼
門
か
ら
破
れ
て
L
よ
り
六

｡
ハ十

1月
先
口)


