
輯
侠
の
難
と
校
讐
の
難

池

田
　
秀
三

一

　
古
い

時
代
の
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
、
い
ま
は
亡
侠
し
た
書
物
に
つ
い
て
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
が
よ
く
あ
る
。
と
く
に

私
の

ご
と
く
、
漢
代
の
学
術
・
思
想
を
研
究
分
野
と
し
て
い
る
者
の
場
合
に
は
、
単
な
る
調
べ
も
の
の
域
を
こ
え
て
、
侠
書
を
直
接

の
考
察
対
象

と
し
て
取
り
上
げ
る
必
要
の
生
じ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
折
、
不
可
欠
な
工
具
と
し
て
重
宝
す
る

の

が
輯
侠
書
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
輯
侠
書
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
輯
侠
書
の
類
は
あ
く
ま
で
工
具

書

で

あ
っ
て
、
第
一
次
的
資
料
と
し
て
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
言
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
い
ま
さ
ら
言
わ

れ

な
く
て
も
先
刻
承
知
し
て
い
る
よ
、
と
一
笑
に
付
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
便
利
さ
に
慣
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
ん
な
わ
か

り
き
っ
た
こ
と
を
つ
い
お
ろ
そ
か
に
し
が
ち
に
な
る
の
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
最
近
で
も
、
輯
侠
書
に
全
面
的
に
頼
っ

て

ミ
ス
を
犯
し
て
い
る
論
文
を
見
か
け
る
こ
と
一
再
で
は
な
い
。
い
や
、
人
の
こ
と
を
と
や
か
く
言
え
た
義
理
で
は
な
い
。
恥
ず
か

し
な
が
ら
私
自
身
、
同
様
の
粗
忽
を
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
演
じ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
改
め
て
輯
侠
書
を
使

用
す
る
際
の
原
則
－
必
ず
原
典
に
あ
た
っ
て
文
字
の
異
同
を
確
か
め
、
か
つ
採
録
部
分
が
適
切
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
－
ー
ー
を
再

確
認

し
て
お
く
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
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本
稿
で
は
、
こ
の
原
則
の
必
要
性
・
有
効
性
を
再
確
認
す
る
た
め
の
一
助
と
し
て
、
盧
植
『
礼
記
解
詰
』
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
、

そ
の

輯
侠
本
の
抱
え
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
か
か
る
贅
言
を
費
や
す
の
は
も
と
よ
り
自
戒
の
意
を
こ
め
て
の
こ
と
で

あ
る
が
、
古
文
献
を
取
り
扱
う
方
々
の
参
考
に
資
す
る
と
こ
ろ
も
皆
無
で
は
な
い
と
信
ず
る
が
故
で
あ
る
。

二

　
盧
植

『
礼

記
解
詰
』
（
以
下
『
解
詰
』
と
略
称
）
の
輯
侠
本
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本
来
な
ら
ま
ず
盧
植
そ
の
人
と
書
物
の

成

り
立
ち
等
に
つ
い
て
一
般
的
事
項
を
解
説
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
す
で
に
一
文
を
も
の
し
た
こ
と
が

　
　
　
（
1
）

あ
る
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
り
、
今
回
は
た
だ
ち
に
本
題
に
入
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

さ
て
、
『
解
詰
』
の
秩
文
を
輯
録
し
た
も
の
に
は
次
の
四
種
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
一
）
戚
庸
輯
本
（
『
拝
経
堂
叢
書
』
・
『
滅
氏

述
録
』
所
収
）
、
（
二
）
王
誤
輯
本
（
『
漢
魏
遺
書
⑳
』
所
収
）
、
（
三
）
馬
国
翰
輯
本
く
『
玉
函
山
房
輯
侠
書
』
所
収
）
、
（
四
）
黄
爽
輯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

本

（『
漢
学
堂
叢
書
』
〔
『
黄
氏
逸
書
考
』
〕
所
収
）
の
四
つ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
王
誤
輯
本
は
、
収
録
の
条
数
は
他
の
三
本
に
さ
ほ
ど

見

劣
り
し
な
い
が
、
『
礼
記
』
の
篇
名
を
標
掲
し
て
い
な
い
こ
と
と
、
出
典
を
必
ず
し
も
詳
記
し
て
い
な
い
（
た
と
え
ば
、
出
処
を

『
通

典
』
と
の
み
注
し
て
あ
る
な
ど
）
点
が
や
や
不
便
で
あ
り
、
他
本
の
完
備
せ
る
に
は
及
ば
な
い
。
よ
っ
て
主
た
る
も
の
は
残
る

三
種
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
三
種
の
輯
本
、
す
な
わ
ち
戚
庸
輯
本
（
以
下
、
「
戚
本
」
と
略
称
）
・
馬
国
翰
輯
本
（
以
下
、
「
馬
本
」
と
略
称
）
・
黄
爽
輯
本

（以

下
、
「
黄
本
」
と
略
称
）
に
対
し
て
、
民
国
初
期
の
学
者
胡
玉
緒
が
そ
の
全
て
に
賊
文
を
書
い
て
い
る
（
『
許
廠
学
林
』
巻
十
五
、
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「
盧

氏
礼
記
解
詰
祓
」
「
礼
記
盧
氏
注
祓
」
「
盧
植
礼
記
解
詰
祓
」
）
。
こ
れ
ら
の
祓
文
は
、
も
と
も
と
は
「
続
修
四
庫
全
書
」
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の

「
提

要
」
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
内
容
的
に
も
単
な
る
儀
礼
的
な
蹟
文
で
は
な
く
、
各
輯
本
そ
れ
ぞ
れ

の
特

色
お
よ
び
長
短
所
を
詳
細
か
つ
的
確
に
指
摘
し
た
充
実
し
た
解
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
祓
文
を
一
読
す
れ
ば
、
『
礼
記

解
詰
』
な
る
注
釈
の
性
格
な
ら
び
に
各
輯
本
の
特
色
の
お
お
よ
そ
は
知
り
得
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
正
直
に
告
白
す
れ
ば
、

こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
あ
ら
ま
し
は
胡
氏
が
す
で
に
言
及
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
私
は
そ
の
補
充
を
な
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。

　
さ
て
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
『
解
詰
』
の
輯
本
に
は
三
種
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
表
面
上
の
こ
と
で
、
実
の
と
こ
ろ
は
二

種

し
か
な
い
の
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
減
本
と
黄
本
と
は
ほ
と
ん
ど
同
一
の
内
容
だ
か
ら
で
あ
る
。
異
な
る
の
は
、
滅
本
の
補
遺

二
則

を
、
黄
本
で
は
本
篇
中
に
補
入
し
て
あ
る
こ
と
だ
け
で
（
し
か
も
一
例
は
割
り
つ
け
位
置
を
誤
っ
て
い
る
）
、
案
語
ま
で
完
全

に
同
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ど
う
見
て
も
、
胡
氏
が
「
疑
ふ
ら
く
は
爽
、
滅
本
を
窃
取
せ
る
な
り
」
二
盧
植
礼
記
解

詰

祓
」
）
と
い
う
と
お
り
、
黄
爽
が
戚
本
を
盗
用
し
た
と
判
断
す
る
ほ
か
は
な
い
（
因
み
に
、
『
玉
函
山
房
輯
侠
書
』
も
、
馬
国
翰
が

章
宗
源
の
稿
本
を
手
に
入
れ
、
自
分
の
名
を
冠
し
て
刊
行
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
然
り
と
す
れ
ば
、
『
漢
学
堂
叢
書
』
と
『
玉

函
山

房

輯
秩
書
』
、
こ
の
輯
侠
書
中
の
双
壁
た
る
二
叢
書
に
収
め
ら
れ
る
盧
植
『
礼
記
解
詰
』
は
と
も
に
剥
窃
の
作
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
著
作
権
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
時
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
現
代
の
観
念
で
非
難
す
る
こ
と
は
御
門
違
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

清
朝
考
証
学
の
祖
顧
炎
武
が
、
模
倣
や
剰
窃
を
あ
れ
ほ
ど
戒
め
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
黄
・
馬
両
氏
が
い
く
ば
く
か
の
批
判
を
受

け
る
こ
と
は
免
れ
ま
い
）
。

　

こ
の
よ
う
に
滅
本
と
黄
本
と
が
実
質
的
に
同
一
と
す
れ
ば
、
両
本
を
参
照
す
る
必
要
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
一
本
で
よ
い
こ
と
に
な
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る
。
こ
こ
で
は
、
や
は
り
実
際
の
輯
者
で
あ
る
戚
庸
に
敬
意
を
表
し
、
減
本
を
も
っ
て
代
表
と
す
る
。

　
か

く
し
て
、
滅
本
と
馬
本
の
二
つ
が
残
っ
た
わ
け
だ
が
、
で
は
こ
の
両
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
特
色
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、

そ

し
て
ま
た
ど
ち
ら
が
輯
侠
書
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
比
較
考
察
に
移
り
た
い
。

三

　
輯

侠
書
に
ま
ず
求
め
ら
れ
る
の
は
、
供
文
を
で
き
る
限
り
漏
れ
な
く
採
録
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
不
要
な
も
の
、

あ
る
い
は
採
録
す
べ
き
で
な
い
も
の
ま
で
採
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
多
き
を
も
っ
て
尊
し
と
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
が
、

不

要
な
も
の
は
点
検
を
怠
り
さ
え
し
な
け
れ
ば
自
分
で
除
け
る
の
に
対
し
、
採
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
こ
ち
ら
で
は
ど
う
し
よ
う

も
な
い
わ
け
で
、
実
際
に
使
用
す
る
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
な
る
べ
く
多
く
採
録
し
て
あ
る
も
の
の
ほ
う
が
、
あ
り
が
た
い
こ
と

は

確
か

で

あ
る
）
。
そ
の
点
か
ら
み
る
と
、
滅
本
・
馬
本
と
も
に
完
全
で
は
な
く
、
い
ず
れ
に
も
若
干
の
遺
漏
が
あ
る
。
滅
本
に
あ

っ

て
馬

本
に
な
い
も
の
が
九
条
、
そ
の
逆
は
三
条
で
あ
り
、
採
録
の
条
数
に
は
か
な
り
の
差
が
あ
る
。
よ
っ
て
量
的
な
面
で
、
ま
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

両
本
に
明
ら
か
な
優
劣
の
差
が
あ
る
。

　
然

ら
ば
、
質
的
な
面
で
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
質
と
い
う
点
で
も
優
劣
は
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

戚
本
の
ほ

う
が
断
然
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
断
定
す
る
か
ら
に
は
、
も
と
よ
り
相
応
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
量
的

な
優
劣
の
差
は
見
や
す
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
以
下
で
は
、
と
く
に
質
の
面
で
戚
本
の
勝
れ
る
所
以
を
説
く
こ
と
と
し
よ
う
。
輯
侠

書
の
備
え
る
べ
き
質
と
は
何
か
も
、
そ
の
論
述
の
過
程
で
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

4



　
滅
本
が
馬

本
に
勝
っ
て
い
る
と
判
ず
る
理
由
の
第
一
点
は
、
侠
文
の
経
文
へ
の
割
り
つ
け
が
よ
り
妥
当
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

経

文
へ
の
割
り
つ
け
と
い
う
の
は
、
『
礼
記
解
詰
』
は
そ
の
名
の
と
お
り
、
も
と
も
と
『
礼
記
』
の
「
解
詰
」
す
な
わ
ち
注
釈
で
あ

る
か
ら
、
『
解
詰
』
の
侠
文
に
は
当
然
そ
れ
に
対
応
す
る
正
文
、
つ
ま
り
『
礼
記
』
の
経
文
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
『
解
詰
』

の
侠
文

を
引
用
し
て
あ
る
文
献
が
、
い
つ
も
経
文
も
同
時
に
引
用
あ
る
い
は
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
「
盧
植
（
注
）

云
」
と
い
っ
た
形
で
、
単
に
注
文
の
み
を
引
い
て
あ
る
だ
け
の
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
れ
が
『
礼

記
』
の
ど
の
箇
所
の
注
な
の
か
を
輯
者
自
身
が
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
（
一
般
的
に
は
篇
名
が
わ
か
ら
な
く
と
も
大

き
な
支
障
は
な
い
が
、
注
釈
書
の
場
合
は
何
処
の
注
か
不
明
で
は
意
味
が
な
い
）
。

　

と
い
っ
て
も
、
そ
の
同
定
作
業
は
実
は
さ
ほ
ど
至
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
大
体
は
、
『
解
詰
』
の
文
中
に
見
え
る

用
語
を
手
掛
り
に
し
て
、
そ
れ
と
同
一
も
し
く
は
類
似
す
る
用
語
を
も
つ
経
文
を
探
し
て
い
け
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、

引
得
や
逐
字
索
引
の
完
備
し
た
現
在
と
は
異
な
り
、
全
て
を
記
憶
で
や
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
当
時
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で

難
事
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
）
。
た
だ
、
そ
の
作
業
に
は
厄
介
な
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
礼
記
』
に
は
文
章
・
字

句
の
重
複
な
い
し
類
似
が
か
な
り
あ
り
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
注
な
の
か
判
断
に
迷
わ
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
但
為
公
家
講
、
不
得
為
私
家
講
也
（
但
だ
公
家
の
為
に
誰
む
の
み
、
私
家
の
為
に
謹
む
を
得
ず
）
」
と
い
う
注

文

は
、
曲
礼
上
「
君
所
無
私
諦
」
の
注
な
の
か
、
そ
れ
と
も
玉
藻
「
於
大
夫
所
有
公
諦
、
無
私
講
」
の
注
な
の
か
、
と
い
っ
た
類
で

あ
る
。
こ
の
例
の
場
合
、
戚
本
は
曲
礼
篇
に
、
馬
本
は
玉
藻
篇
に
所
属
さ
せ
て
お
り
、
両
本
の
割
り
つ
け
は
一
致
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
注
文
で
あ
り
な
が
ら
、
滅
本
と
馬
本
で
そ
の
割
り
つ
け
先
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
が
全
部
で
九
例
あ
る
。
で

は
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
織
本
の
割
り
つ
け
の
ほ
う
が
総
じ
て
適
切
・
妥
当
と
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感
じ
ら
れ
る
。
と
い
っ
て
も
、
実
は
、
こ
の
判
定
に
は
絶
対
的
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
は
私
の
主
観
的
判

断
、
あ
り
て
い
に
言
え
ば
一
種
の
勘
で
し
か
な
く
、
こ
と
ば
で
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
比
較
的
見
や
す
い
根
拠
と

し
て
は
、
滅
本
が
初
出
例
に
割
り
つ
け
る
の
を
原
則
と
す
る
の
に
対
し
て
、
馬
本
で
は
後
出
の
部
分
に
属
入
さ
せ
る
こ
と
の
ほ
う
が

む

し
ろ
多
い
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
注
釈
の
一
般
的
体
例
と
し
て
は
、
重
複
な
い
し
類
似
の
文
章
が
あ
る
場
合
に
は
初
出
時

に

注

を
施
す
の
が
通
例
で
あ
り
、
『
解
詰
』
に
お
い
て
も
と
く
に
そ
の
通
例
を
く
つ
が
え
す
理
由
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

注
釈
の

体
例
と
い
う
点
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
戚
本
の
ほ
う
が
常
識
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
右
の
私
の
判
定
は
必
ず
し
も
私
の
一
人
よ
が
り
で
も
な
い
よ
う
で
、
胡
玉
緒
も
ま
た
戚
本
に
軍
配
を
挙
げ
、
次
の
ご
と
く
い
う
、

　
　
（
馬
本
）
中
の
檀
弓
「
子
游
趨
而
就
客
位
」
の
注
は
当
に
後
文
「
夫
入
門
右
」
の
下
に
隷
す
べ
し
。
月
令
「
止
獄
訟
」
の
注
、
「
乃

　
　
趣
刑

獄
、
母
留
有
罪
」
の
注
、
文
王
世
子
「
小
学
正
学
干
、
大
膏
賛
之
」
の
注
、
「
膏
鼓
南
」
の
注
は
、
当
に
並
び
に
王
制
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
入

る
べ
し
。
玉
藻
「
於
大
夫
、
有
公
講
、
無
私
詩
」
の
注
、
「
凡
祭
不
諒
、
廟
中
不
諒
」
の
注
、
「
教
学
臨
文
不
誰
」
の
注
は
、

　
　
当
に
曲
礼
に
入
る
べ
し
。
明
堂
位
「
昔
者
周
公
朝
諸
侯
於
明
堂
之
位
」
の
注
は
、
当
に
月
令
に
入
る
べ
し
。
祭
法
「
有
虞
氏
諦

　
　
黄

帝
」
の
注
は
、
当
に
大
伝
に
入
る
べ
し
。
又
た
「
天
子
七
廟
」
の
注
は
、
当
に
王
制
に
入
る
べ
し
。
此
の
類
は
倶
に
滅
庸
本

　
　
の

妥
協
な
る
に
如
か
ず
。
（
「
礼
記
盧
氏
注
祓
」
）
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四

滅
本
が
馬
本

よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
第
二
の
理
由
の
説
明
に
移
ろ
う
。
そ
の
第
二
の
理
由
と
は
、
文
章
の
審
定
に
関
し



て

も
戚
本
の
ほ
う
が
よ
り
精
審
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
章
の
審
定
な
ど
と
表
現
す
れ
ば
、
え
ら
く
高
尚
に
聞
こ
え
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
平
た
く
い
え
ば
要
す
る
に
、
引
用
は
ど
こ
ま
で
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
書
く
と
、
今
度
は
逆
に
簡
単
容
易
な

こ
と
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
頗
る
つ
き
の
困
難
事
な
の
で
あ
る
。

　
　
般
的
に
い
っ
て
も
、
引
用
文
が
ど
こ
ま
で
か
を
判
断
す
る
の
は
決
し
て
容
易
で
な
い
こ
と
は
、
読
者
自
身
が
よ
く
ご
承
知
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
引
用
が
現
存
の
文
献
か
ら
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
文
献
を
播
く
手
間
さ
え
惜
し
ま
な
け
れ
ば
、

普
通
は
事
は
済
む
（
普
通
は
と
い
う
の
は
、
今
本
の
テ
キ
ス
ト
と
引
用
文
と
が
一
致
し
て
い
な
い
事
態
が
し
ば
し
ば
出
来
す
る
か
ら

で

あ
る
）
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
出
典
た
る
文
献
が
侠
書
で
あ
る
場
合
は
そ
う
し
た
突
き
合
せ
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
引
用
文
自
体

か

ら
直
接
に
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
判
断
規
準
は
言
う
ま
で
も
な
く
内
容
と
文
体
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
地
の

文
と
引
用
文
を
裁
然
と
区
分
で
き
る
事
例
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
い
や
、
で
き
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
断
然
多
い
と
い
っ
て
よ
い

で

あ
ろ
う
。
そ
れ
が
た
め
に
、
こ
の
引
用
文
の
確
定
は
、
輯
侠
作
業
の
中
の
最
難
事
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
も
と
よ
り
侠
文
の

拾
い
出
し
と
い
う
輯
侠
の
基
礎
作
業
も
困
難
な
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
が
、
そ
れ
は
時
間
を
か
け
て
丹
念
に
関
連
文
献
を
検
索
し
て

い

け
ば
、
お
お
よ
そ
は
拾
い
集
め
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
む
し
ろ
根
気
の
問
題
で
あ
っ
て
、
識
見
云
々
に
は
関
わ
ら
な
い
。

将

来
、
文
献
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
が
あ
ま
ね
く
進
め
ば
、
侠
文
の
検
索
な
ど
は
実
に
簡
単
な
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し

か

し
、
い
く
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
が
進
み
普
及
し
て
も
、
供
文
の
確
定
の
困
難
さ
が
減
じ
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
い
）
。

　

こ
の
よ
う
に
、
侠
文
の
確
定
は
す
こ
ぶ
る
頭
を
悩
ま
さ
れ
る
厄
介
な
作
業
な
の
だ
が
、
引
用
文
献
（
す
る
側
と
さ
れ
る
側
双
方
）

の
性
格

と
種
類
に
よ
っ
て
そ
の
難
度
は
一
様
で
は
な
い
。
類
書
類
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
書
物
の
体
裁
か
ら
し
て
極
め
て
容

易
に
、
と
き
に
は
ほ
ぼ
自
動
的
に
判
別
が
つ
く
。
ま
た
引
用
す
る
側
に
せ
よ
、
さ
れ
る
側
に
せ
よ
、
事
実
の
記
述
を
中
心
と
す
る
文
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献
、
た
と
え
ば
特
定
の
時
代
の
事
件
や
制
度
を
記
し
た
史
料
類
と
か
古
地
志
の
類
な
ど
、
史
部
に
属
す
る
も
の
は
概
し
て
見
分
け
や

す
い

よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
子
部
書
（
思
想
資
料
）
も
、
そ
の
思
想
内
容
や
形
式
・
用
語
等
に
着
目
す
れ
ば
、
思
い
の
ほ
か
苦

労
し
な
い
で
す
む
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
難
渋
を
極
め
る
の
が
経
部
書
で
あ
り
、
中
で
も
一
筋
縄
で
い
か
ぬ
の
が

か
の

「
正

義
」
「
注
疏
」
の
類
で
あ
る
ー
少
な
く
と
も
私
の
経
験
上
で
は
、
引
用
文
と
地
の
文
の
区
別
に
最
も
悩
ま
さ
れ
る
の
は

「
正
義
」
「
注
疏
」
で
あ
る
ー
。

　
何
故

に
経
部
書
で
は
そ
れ
ほ
ど
弁
別
に
難
渋
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
用
い
ら
れ
て
い
る
術
語
が
古
今
共
通
で
あ
る
ば
か
り
で

な

く
、
課
題
を
解
い
て
ゆ
く
手
段
や
方
法
ま
で
も
が
、
時
代
を
問
わ
ず
、
ほ
ぼ
同
一
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
経
部
書
に
は
経
部
書

と
し
て
の
、
あ
る
種
一
つ
の
共
通
し
た
文
体
や
思
考
様
式
が
あ
る
の
で
あ
る
（
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
経
学
の
本
質
が
古
え
よ
り
一

貫

し
て
変
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
）
。
ま
し
て
「
正
義
」
は
、
そ
の
書
物
と
し
て
の
性
格
上
、
す
な
わ
ち
旧
注
を
祖
述

・

敷
術
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
旧
来
の
文
献
と
の
類
似
性
が
際
だ
っ
て
強
い
の
で
あ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
「
正
義
」
に
は

糊
と
ハ
サ
ミ
で
作
ら
れ
た
部
分
が
か
な
り
あ
る
か
ら
、
文
章
の
始
め
と
終
り
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
り
、
文
の
つ
づ
き
具
合
が
混

乱

し
て
い
る
箇
所
が
頻
出
す
る
し
、
さ
ら
に
は
ま
た
、
引
用
中
に
自
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
何
の
指
標
も
な
し
に
（
「
按
」
と
か
「
又
日
」

と
か
断
ら
ず
に
）
挿
入
し
た
（
と
し
か
思
え
ぬ
）
構
文
に
出
く
わ
す
こ
と
も
珍
し
く
は
な
い
。

　
か

よ
う
な
仕
儀
で
、
経
部
書
、
わ
け
て
も
「
正
義
」
「
注
疏
」
に
お
い
て
は
、
引
用
が
ど
こ
ま
で
か
、
す
ぐ
に
は
判
断
の
つ
か
ぬ

こ
と
が
多
く
、
そ
の
見
極
め
に
大
い
に
困
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
経
書
の
旧
伝
・
旧
注
の
輯
侠
に
あ
た
っ
て
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
、
「
正
義
」
を
は
じ
め
と
す
る
経
部
書
が
最
要
の
資
料
と
な
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
引
用
文
の
見
極
め
が
そ
の
ま
ま
輯
侠
作
業
に
お

け
る
最
大
の
難
関
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
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さ
て
、
話
が
い
さ
さ
か
｝
般
的
な
こ
と
が
ら
に
広
が
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
盧
植
『
礼
記
解
詰
』
に
お
い
て
も
、
例
に
も
れ
ず
、
こ

の

引
用
文
の
確
定
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
、
王
制
篇
「
執
左
道
以
乱
政
、
殺
」
の
『
解
詰
』
と

し
て
、
馬
本
は
「
正
義
」
か
ら
、

　
　
左

道
謂
邪
道
也
、
地
道
尊
右
、
右
為
貴
、
故
漢
書
云
、
右
賢
左
愚
、
右
貴
左
賎
、
故
正
道
為
右
、
不
正
道
為
左
、
（
左
道
と
は

　
　
邪
道

を
謂
ふ
な
り
。
地
道
は
右
を
尊
び
、
右
を
貴
と
為
す
。
故
に
『
漢
書
』
に
云
ふ
、
「
賢
を
右
に
し
愚
を
左
に
し
、
貴
を
右

　
　

に
し
賎
を
左
に
す
」
と
。
故
に
正
道
を
右
と
為
し
、
不
正
道
を
左
と
為
す
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
一
段
を
採
録
し
て
い
る
が
、
胡
玉
緒
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
地
道
尊
右
」
以
下
は
明
ら
か
に
孔
疏
の
地
の
文
で
あ
り
、
こ

の
部
分

ま
で
も
『
解
詰
』
に
入
れ
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
藏
本
の
ご
と
く
、
第
一
句
の
み
を
採
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
学
記
篇
「
夏

楚
二
物
、
収
其
威
也
」
の
注
「
撲
（
藏
本
作
朴
）
作
教
刑
、
是
撲
燵
犯
礼
者
」
の
下
句
も
、
明
ら
か
に
鄭
注
を
証
成
す
る
孔
疏
の
地

の
文
で

あ
る
。
馬
本
は
こ
こ
で
も
不
要
部
分
を
採
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
上
句
の
み
採
る
賊
本
の
正
確
さ
に
及
ば
な
い
。

　
右
の
二
例
は
、
戚
本
が
馬
本
に
明
ら
か
に
勝
っ
て
い
る
事
例
で
あ
る
が
、
減
本
の
採
録
が
い
つ
も
適
切
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
次
に
挙
げ
る
例
で
は
、
む
し
ろ
馬
本
の
ほ
う
が
よ
り
精
審
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
例
と
は
、
檀
弓
上
篇
「
師
、
吾

突
諸
寝
」
の
注
で
、
馬
本
は

　
　
有
父
道
、
故
於
所
寝
突
之
、
（
父
の
道
有
り
、
故
に
寝
と
せ
し
所
に
於
て
之
を
突
す
。
）

の

み
を
挙
げ
る
が
、
滅
本
は
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、

　
　
奔
喪
云
突
師
於
廟
門
外
、
（
「
奔
喪
」
に
云
ふ
「
師
を
廟
門
の
外
に
突
す
」
と
。
）

の
一
句
を
加
え
て
『
解
詰
』
の
文
と
し
て
い
る
。
こ
の
条
の
出
典
は
『
通
典
』
巻
一
〇
一
（
礼
六
一
）
「
師
弟
子
相
為
服
議
」
で
、
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原
典
で
は
、
『
礼
記
』
檀
弓
上
篇
の
「
事
師
無
犯
…
…
心
喪
三
年
」
が
掲
出
さ
れ
、
そ
の
原
注
と
し
て
「
鄭
玄
日
、
心
喪
、
戚
容
如

喪
父

母
而
無
服

也
」
が
引
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
接
続
し
て
「
又
日
、
師
、
吾
実
諸
寝
、
盧
植
日
、
有
父
道
、
故
於
所
寝
突
之
、

奔
喪

云
、
奥
師
於
廟
門
外
」
が
同
じ
く
注
の
形
で
列
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
減
本
は
、
「
有
父
道
」
以
下
を
す
べ
て

「
盧
植
日
」
に
か
か
る
と
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

「
又

日
」
以
下
が
、
今
本
の
形
の
と
お
り
、
杜
佑
の
原
注
で
あ
る
な
ら
ば
、
滅
本
の
措
置
に
不
可
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
が
、

前
後
の
礼
典
の
引
用
の
仕
方
を
参
照
す
る
と
、
今
本
『
通
典
』
に
は
ど
う
も
形
態
上
の
誤
り
が
あ
る
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
本
来
正

文
で

あ
っ
た
も
の
を
注
文
と
し
て
し
ま
っ
た
疑
い
が
濃
厚
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
又
日
…
…
諸
寝
」
は
正
文
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
「
奔
喪
云
」
も
『
礼
記
』
奔
喪
篇
を
正
文
と
し
て
引
い
た
と
み
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
『
通
典
』
の
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

例
に

照

ら
し
て
み
て
も
、
檀
弓
・
奔
喪
の
経
文
は
正
文
と
す
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
「
奔
喪
云
」
を
絶
対
に
正
文
だ
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
言
う
の
は
、
盧
植
の
注
釈
で
は
別
の
経
書
を
引

用
し
て
疏
証
す
る
仕
方
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
因
み
に
黄
本
で
は
盧
植
の
注
文
が
「
奔
喪
則
」
に
作
っ
て

あ
り
、
も
し
そ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
か
な
り
高
ま
ろ
う
。
が
、
残
念
な
が
ら
、
『
通
典
』
の
現
行
本
で
「
云
」

を
「
則
」
に
作
る
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。
恐
ら
く
こ
れ
は
、
黄
本
の
単
純
な
誤
刻
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
総
合
的
に
み
て
、
「
奔

喪
云
」
以
下
は
正
文
で
あ
っ
て
、
盧
植
注
に
は
含
ま
れ
な
い
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
条
に
関
し
て
は
、
戚
本
は
馬

本
の

慎
重

さ
に
及
ぼ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
滅
本
が
馬
本
に
若
か
ざ
る
場
合
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
は
じ
め
に
述
べ
た
ご
と
く
、
全
体
と
し
て
は
減
本

が
馬

本
に
勝
る
と
私
が
断
定
す
る
の
は
、
滅
本
の
優
位
が
明
ら
か
な
ー
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
馬
本
の
杜
撰
さ
が
際
だ
っ
た
、
と
い
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う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
ー
あ
る
事
例
が
私
の
念
頭
に
強
く
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
、
そ
の
事
例
に
話
を
進
め
た
い
の
で
あ
る

が
、
そ
の
前
に
も
う
一
つ
、
輯
侠
に
お
け
る
注
意
事
項
と
し
て
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
第
三
の
注
意
事
項
と

は
、
原
文
の
復
原
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
原
文
の

復
原
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
侠
文
の
中
に
は
、
も
と
は
同
↓
の
文
章
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
い
く

つ
か
並
存

し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
た
だ
、
ま
っ
た
く
の
同
文
が
出
て
く
る
こ
と
は
、
孫
引
き
の
多
い
類
書
を
出
典
と
す
る
場

合
以
外
に
は
滅
多
に
な
い
の
で
、
文
章
に
長
短
出
入
が
あ
る
の
が
ま
ず
常
で
あ
る
。
あ
る
い
は
出
入
な
ど
と
い
う
範
囲
を
こ
え
て
、

ほ

と
ん
ど
別
の
文
章
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
さ
ほ
ど
珍
し
く
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
出
来
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

引
者
が
随
意
勝
手
に
援
用
す
る
が
た
め
で
あ
る
。
記
憶
に
よ
っ
て
書
い
て
い
る
場
合
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
た
と
い
原
文
が
手
許
に

あ
っ
て
も
、
現
代
の
我
々
の
よ
う
に
原
文
に
忠
実
に
な
ど
と
い
う
観
念
は
な
い
か
ら
、
原
文
を
適
宜
取
っ
て
つ
な
い
で
ゆ
く
（
い
わ

ゆ
る
節
引
）
の
が
む
し
ろ
普
通
で
あ
る
。
節
引
は
ま
だ
ま
し
な
ほ
う
で
、
意
味
内
容
が
通
じ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
ば
か
り
に
、
原
文

を
要
約
し
た
り
、
と
き
に
は
自
己
流
に
書
き
換
え
た
り
す
る
こ
と
さ
え
稀
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
字
句
の
異
同
は
日
常
茶
飯
事
で
あ

る
。
か
く
し
て
、
本
来
は
一
つ
の
文
章
で
あ
っ
た
は
ず
の
原
文
に
複
数
の
異
文
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

　
で

は
、
か
か
る
事
態
に
直
面
し
た
と
き
、
輯
侠
者
は
ど
う
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
対
応
の
仕
方
の
一
つ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

す

な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
異
文
を
彼
此
照
ら
し
合
せ
、
重
複
を
除
き
、
前
後
が
う
ま
く
つ
な
が
る
よ
う
に
調
整
し
、
か
つ
文
字
の
異
同

を
正
し
て
原
文
を
復
原
す
る
こ
と
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
原
文
の
復
原
は
、
輯
侠
書
に
必
須
不
可
欠
の
要
件
で
は

な
い
。
異
文
を
統
合
整
理
し
て
一
文
に
ま
と
め
ず
と
も
構
わ
な
い
。
異
文
を
そ
の
ま
ま
並
記
し
て
お
い
て
何
ら
不
都
合
は
な
い
の
で

あ
る
。
い
く
ら
巧
み
に
復
原
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
し
ょ
せ
ん
客
観
的
証
拠
を
も
た
ぬ
創
作
で
し
か
な
い
。
そ
ん
な
覚
束
な
い
原
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文

を
提
示
す
る
よ
り
も
、
異
文
に
手
を
加
え
ず
そ
の
ま
ま
並
載
し
て
お
く
、
す
な
わ
ち
輯
者
は
素
材
を
提
供
す
る
だ
け
で
後
の
処
理

は

読
者

自
身
に
任
せ
る
と
い
う
の
も
、
立
派
な
一
つ
の
見
識
で
あ
る
。
い
や
、
文
献
学
的
見
地
か
ら
は
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
や
り
方

こ
そ
が
学
問
的
態
度
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
異
文
並
載
の
方
針
を
と
っ
た
輯
侠
書
は
、
む
ろ
ん
多
き
を
数
え

る
（
た
と
え
ば
陳
寿
棋
の
『
尚
書
大
伝
輯
校
』
は
そ
の
代
表
的
一
例
）
。

　
た

だ
、
こ
の
原
文
の
復
原
は
、
輯
侠
作
業
に
従
事
す
る
者
な
ら
ば
や
は
り
や
っ
て
み
た
い
こ
と
で
は
あ
る
。
復
原
の
過
程
に
ジ
グ

ソ
ー
パ
ズ
ル
に
も
似
た
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
し
、
ま
た
何
よ
り
も
、
自
分
で
出
し
た
素
材
は
自
分
で
調
理
し
た
く
な
る
の
は
当
然
の

人

情
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
原
文
復
原
の
形
を
と
る
輯
侠
書
も
ま
た
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
の
で
あ
る
（
そ
の
好
例
と

し
て
い
ま
蓑
鈎
『
鄭
氏
侠
書
』
を
挙
げ
て
お
く
。
中
で
も
鄭
尭
年
校
補
の
『
尚
書
大
伝
注
』
や
『
駁
五
経
異
義
』
は
、
可
能
な
限
り

復
原

を
試
み
た
も
の
の
典
型
的
例
に
数
え
ら
れ
る
）
。

　
原
文
を
復
原
す
る
か
し
な
い
か
は
態
度
・
方
針
の
違
い
で
あ
っ
て
、
事
の
良
否
の
問
題
で
は
な
い
。
輯
者
各
自
の
判
断
に
従
え
ば

よ

い

こ

と
で
あ
る
。
た
だ
私
個
人
の
見
解
で
は
、
原
文
の
復
原
を
し
て
お
く
べ
き
だ
と
思
う
。
復
原
は
い
ず
れ
ど
こ
か
の
段
階
で
誰

か
が
や

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
輯
者
が
自
身
の
答
を
提
示
し
て
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
る
は
ず
だ
し
、
ま
た
本
来
の
責
務

に

含
ま
れ
る
、
と
私
は
考
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
部
分
は
A
書
か
ら
採
り
、
か
し
こ
の
部
分
は
B
書
に
見
え
、
こ
の
文
字
は
別
の
テ

キ
ス
ト
で
は
某
字
に
作
る
と
い
う
詳
し
い
注
記
を
附
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
統
合
し
よ
う
の
な
い

よ
う
な
異
文
や
異
同
の
場
合
、
無
理
矢
理
に
復
原
を
は
か
る
べ
き
で
な
い
こ
と
、
も
と
よ
り
当
然
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
も
し
原
文

の

推
定
が
可

能
で
あ
る
な
ら
ば
、
然
る
べ
き
手
続
き
を
経
た
上
で
能
う
限
り
復
原
し
て
お
く
の
が
輯
侯
書
と
し
て
望
ま
し
い
姿
で
は

な
い
か
、
と
い
う
の
が
現
在
の
私
の
立
場
な
の
で
あ
る
。
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い

さ
さ
か
輯
侠
の
一
般
的
原
則
論
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
申
し
訳
な
い
が
、
私
が
あ
え
て
く
ど
く
論
じ
た
の
は
次
の

二
つ
の

理

由
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
校
讐
学
な
ど
と
は
異
な
っ
て
、
輯
侠
「
学
」
に
は
い
ま
だ
方
法
論
的
原
則
が
確
立
し
て

い

な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
、
そ
こ
で
こ
の
機
会
を
借
り
て
鄙
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、

右
の
問
題
が
滅
本
と
馬
本
の
比
較
に
も
関
わ
っ
て
お
り
、
事
前
に
一
般
的
説
明
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
原
文
の
復
原
を
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
点
で
も
、
減
本
と
馬
本
と
は
は
っ
き
り
し
た
対
照
を
見
せ
る
。
馬
本
は
復
原
せ

ず
、
異
文
を
並
記
す
る
形
式
を
と
る
（
『
玉
函
山
房
輯
侠
書
』
は
一
般
に
、
原
則
と
し
て
こ
の
ス
タ
イ
ル
）
。
こ
れ
に
対
し
て
滅
本
は
、

原
文
の

復
原
、
字
句
の
統
一
を
図
る
（
戚
庸
の
輯
本
は
、
察
畠
『
月
令
章
句
』
な
ど
他
に
二
三
あ
る
が
、
み
な
同
様
。
因
み
に
『
漢

学
堂

経
解
』
は
必
ず
し
も
ス
タ
イ
ル
が
一
定
し
て
お
ら
ず
、
判
断
が
つ
け
に
く
い
が
、
基
本
的
に
は
並
記
型
と
み
て
よ
い
）
。
た
と

え
ば
、
「
王
制
」
の
篇
題
注
と
し
て
、
馬
本
は
「
正
義
」
か
ら
「
漢
孝
文
皇
帝
令
博
士
諸
生
作
此
王
制
之
書
」
を
録
し
、
「
釈
文
引
云
、

漢
文
帝
令
博
士
諸
生
作
此
篇
」
と
注
す
る
。
一
方
滅
本
は
、
「
王
制
、
漢
文
皇
帝
令
博
士
諸
生
所
録
」
を
注
文
と
し
て
掲
げ
、
「
正
義
」

「
曲
礼
正
義
」
「
釈
文
」
を
出
典
と
し
て
挙
げ
た
後
に
案
語
を
附
し
、
「
案
ず
る
に
正
義
及
び
釈
文
、
皆
引
き
て
『
王
制
は
博
士
諸
生

を
し
て
作
ら
令
む
』
と
為
す
。
今
曲
礼
正
義
引
く
に
従
い
、
定
め
て
録
字
と
為
す
」
と
い
う
。
両
者
の
相
違
の
一
端
を
感
じ
取
っ

て
い

た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
い
っ
て
も
、
『
礼
記
』
の
注
釈
と
い
う
書
物
の
性
格
上
、
引
用
文
に
大
き
な
異
同
が
生
じ
る
こ
と
は
少
な
い
し
、
出
典
と
な
る

文
献
も
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
輯
本
に
多
大
な
差
異
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
考
え
が
た
く
、
実
際
、
こ
の
件
に
関
す
る
両
本
の

相
違
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
る
。
た
だ
私
に
は
、
そ
の
相
違
は
、
両
者
の
基
本
的
姿
勢
の
相
違
に
直
結
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
両

本
の

出
来
不
出
来
を
左
右
し
た
重
大
な
原
因
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
そ
の
姿
勢
の
差
と
は
、
多
く
の
亡
侠
書
の
一
つ
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と
し
て
盧
植
『
礼
記
解
詰
』
を
取
り
上
げ
た
だ
け
の
者
と
、
盧
植
の
学
問
に
格
別
の
思
い
入
れ
を
も
っ
た
者
と
の
差
で
あ
る
。
し
か

し
て
、
か
ね
て
よ
り
問
題
に
し
て
い
る
件
の
一
条
は
、
偶
然
か
は
た
ま
た
必
然
か
は
知
ら
ね
ど
も
、
そ
の
わ
ず
か
の
例
に
当
た
っ
て

い

る
の
で
あ
る
。
長
ら
く
回
り
道
を
し
た
が
、
い
よ
い
よ
そ
の
一
条
の
検
討
に
入
る
こ
と
と
し
よ
う
。

五

　
さ
て
、
検
討
し
た
い
問
題
の
箇
所
と
は
、
月
令
篇
「
是
月
（
孟
春
）
也
、
天
子
乃
以
元
日
祈
穀
干
上
帝
、
乃
択
元
辰
、
天
子
親
載

来
粗
、
措
之
干
参
保
介
之
御
間
」
の
注
で
あ
る
。
馬
本
は
、
こ
の
部
分
の
盧
氏
注
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
通
辰

日
、
月
、
甲
至
癸
也
、
辰
、
子
至
亥
也
、
郊
天
、
陽
也
、
故
以
日
、
籍
田
、
陰
也
、
故
以
辰
、
陰
礼
卑
後
、
必
居
其
末
、

　
　
亥
者
辰
之
末
、
故
記
称
元
辰
、
（
注
、
南
斉
書
礼
志
、
冊
府
元
亀
巻
五
百
七
十
七
）
　
元
、
善
也
、
（
注
、
同
上
）

を
掲
出
し
、
さ
ら
に
注
記
を
加
え
て
、
「
正
義
引
盧
植
・
察
琶
並
云
、
郊
天
是
陽
、
故
用
日
、
耕
籍
是
陰
、
故
用
辰
、
元
者
善
也
」

と
い
う
。
一
方
、
戚
本
で
は
、
そ
こ
の
『
解
詰
』
は
、

　
　
元
、
善
也
、
日
、
甲
至
癸
也
、
辰
、
子
至
亥
也
、
郊
天
、
陽
也
、
故
以
日
、
籍
地
、
陰
也
、
故
以
辰
、
郊
錐
用
日
、
亦
有
辰
、

　
　
但
日
為
吉
主
、
耕
之
用
辰
、
亦
有
日
、
但
辰
為
主
、
（
注
、
正
義
、
南
斉
書
九
）

と
な
っ
て
い
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
二
つ
の
注
に
は
か
な
り
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
両
本
の
間
に
こ
れ
だ
け
大
き
な
違
い

の

あ
る
と
こ
ろ
は
他
に
は
な
い
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
、
あ
る
い
は
双
方
と
も
に
誤

り
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
原
典
に
あ
た
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
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こ
の
箇
所
の
出
典
は
、
両
注
に
明
記
す
る
ご
と
く
、
『
南
斉
書
』
礼
志
上
と
「
正
義
」
で
あ
る
が
（
『
冊
府
元
亀
』
は
『
南
斉
書
』

の
転
載
）
、
と
く
に
重
要
な
の
は
前
者
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
『
南
斉
書
』
か
ら
調
べ
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　

さ
て
、
事
の
起
り
は
、
斉
の
武
帝
の
永
明
三
年
（
四
八
五
年
）
、
有
司
が
「
明
年
正
月
二
十
五
日
丁
亥
の
日
に
、
先
農
を
祭
り
、

同
日
、
籍
田
の
礼
を
と
り
行
わ
れ
ま
す
る
よ
う
」
と
奏
上
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
宋
の
元
嘉
・
大
明
以
来
、
先
農
の
祭
祀
と
籍
田
の

礼
は
立
春
後
の
亥
の
日
に
行
う
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
お
り
、
有
司
は
そ
の
慣
例
に
従
っ
て
奏
上
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
尚

書
令
の
王
倹
が
、
亥
の
日
に
籍
田
の
礼
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
経
・
記
に
は
見
え
な
い
と
疑
問
を
抱
き
、
礼
官
や
博
士
に
下
し
て
、

亥
の
日
で
よ
い
か
ど
う
か
を
詳
議
さ
せ
た
。
そ
の
諮
問
に
対
し
て
六
人
の
学
者
が
回
答
（
議
）
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
回

答
の
中
に
盧
植
の
説
が
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
盧
植
注
の
引
用
部
分
だ
け
を
見
た
の
で
は
、
さ
き
の
課
題
の
解
決
に
は

何
の
役
に
も
立
た
な
い
し
、
ま
た
次
節
の
論
述
に
必
要
で
も
あ
る
の
で
、
や
や
煩
墳
に
わ
た
る
が
、
六
人
の
答
の
関
連
す
る
部
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ほ

ぼ
全
文
を
ま
ず
左
に
掲
げ
て
お
こ
う
。
な
お
、
以
下
の
行
論
の
便
宜
の
た
め
、
各
人
の
議
に
そ
れ
ぞ
れ
記
号
を
附
し
て
お
く
。

　
（
A
）
兼
太
学
博
士
劉
蔓
議
、
礼
、
孟
春
之
月
、
立
春
迎
春
、
又
於
是
月
以
元
日
祈
穀
、
又
択
元
辰
、
躬
耕
帝
籍
、
盧
植
説
礼
通

　
　
　
辰

日
、
日
、
甲
至
癸
也
、
辰
、
子
至
亥
也
、
郊
天
、
陽
也
、
故
以
日
、
籍
田
、
陰
也
、
故
以
辰
、
陰
礼
卑
後
、
必
居
其
末
、

　
　
　
亥
者
辰
之
末
、
故
記
称
元
辰
、
注
日
吉
亥
、
又
拠
五
行
之
説
、
木
生
於
亥
、
以
亥
日
祭
先
農
、
又
其
義
也
、
（
兼
太
学
博
士

　
　
　
劉

蔓
議
す
ら
く
、
礼
に
は
、
孟
春
の
月
、
立
春
に
春
を
迎
へ
、
又
た
是
の
月
に
於
て
、
元
日
を
以
て
穀
を
祈
り
、
又
た
元
辰

　
　
　
を
択
び
、
躬
ら
帝
籍
を
耕
す
、
と
。
盧
植
礼
を
説
く
に
辰
日
を
通
ず
。
日
は
甲
よ
り
癸
に
至
る
な
り
。
辰
は
子
よ
り
亥
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
－
o
｝

　
　
　
至

る
な
り
。
郊
天
は
陽
な
り
、
故
に
日
を
以
ふ
。
籍
田
は
陰
な
り
、
故
に
辰
を
以
ふ
。
陰
は
礼
と
し
て
卑
後
し
、
必
ず
其
の

　
　
　
末

に
居
る
。
亥
は
辰
の
末
、
故
に
『
記
』
に
「
元
辰
」
と
称
し
、
注
に
「
吉
亥
」
と
日
ふ
。
又
た
五
行
の
説
に
拠
れ
ば
、
木
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は
亥
に
生
ず
。
亥
日
を
以
て
先
農
を
祭
る
は
、
又
た
其
の
義
な
り
。
）

（
B
）
太
常
丞
何
謹
之
議
、
鄭
注
云
、
元
辰
、
蓋
郊
後
吉
亥
也
、
亥
、
水
辰
也
、
凡
在
墾
稼
、
威
存
漉
潤
、
五
行
説
十
二
辰
為
六

　
　
合
、
寅
与
亥
合
、
建
寅
月
東
耕
、
取
月
建
与
日
辰
合
也
、
（
太
常
丞
何
謹
之
議
す
ら
く
、
鄭
注
に
云
ふ
、
「
元
辰
は
蓋
し
郊
後

　

　
の
吉
亥
な
り
」
と
。
亥
は
水
の
辰
な
り
、
凡
そ
墾
稼
に
在
り
て
は
、
成
な
漉
潤
に
存
す
。
五
行
説
に
、
十
二
辰
を
六
合
と
為

　
　
　
　
　
　
　
　
｛
1
1
　

　
　
し
、
寅
は
亥
と
合
す
。
建
寅
の
月
に
東
に
耕
す
る
は
、
月
建
と
日
辰
と
合
す
る
に
取
る
な
り
。
）

（
C
）
国
子
助
教
桑
恵
度
議
、
尋
鄭
玄
以
亥
為
吉
辰
者
、
陽
生
於
子
、
元
起
於
亥
、
取
陽
之
元
以
為
生
物
、
亥
又
為
水
、
十
月
所

　
　
建
、
百
穀
頼
薮
沽
潤
畢
熟
也
、
（
国
子
助
教
桑
恵
度
議
す
ら
く
、
鄭
玄
の
亥
を
以
て
吉
辰
と
為
す
を
尋
ぬ
る
に
、
陽
は
子
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
2
〕
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
生
じ
、
元
は
亥
に
起
れ
ば
、
陽
の
元
を
取
り
て
以
て
物
を
生
ず
る
こ
と
を
為
す
。
亥
は
又
た
水
為
り
、
十
月
に
建
す
所
、
百

　
　
穀
弦
が
沽
潤
に
頼
り
て
畢
く
熟
す
れ
ば
な
り
。
）

（
D
）
助
教
周
山
文
議
、
盧
植
云
、
元
、
善
也
、
郊
天
、
陽
也
、
故
以
日
、
籍
田
、
陰
也
、
故
以
辰
、
察
堂
月
令
章
句
解
元
辰
云
、

　
　
日
、
幹
也
、
辰
、
支
也
、
有
事
於
天
、
用
日
、
有
事
於
地
、
用
辰
、
（
助
教
周
山
文
議
す
ら
く
、
盧
植
云
ふ
、
「
元
は
善
な
り
。

　
　
郊
天
は
陽
な
り
、
故
に
日
を
以
ふ
。
籍
田
は
陰
な
り
、
故
に
辰
を
以
ふ
」
と
。
察
篭
『
月
令
章
句
』
、
「
元
辰
」
を
解
し
て
云

　
　
ふ
、
「
日
は
幹
な
り
、
辰
は
支
な
り
。
天
に
事
有
る
と
き
は
日
を
用
ひ
、
地
に
事
有
る
と
き
は
辰
を
用
ふ
」
と
。
）

（
E
）
助
教
何
柊
之
議
、
少
牢
韻
食
礼
云
、
孝
孫
某
、
来
日
丁
亥
、
用
薦
歳
事
干
皇
祖
伯
某
、
注
云
、
丁
未
必
亥
也
、
直
挙
一
日

　
　
以
言
之
耳
、
締
太
廟
礼
、
日
用
丁
亥
、
若
不
丁
亥
、
則
用
己
亥
辛
亥
、
筍
有
亥
可
也
、
鄭
又
云
、
必
用
丁
己
者
、
取
其
令
名
、

　
　
自
丁
寧
、
自
変
改
、
皆
為
謹
敬
、
如
此
、
丁
亥
自
是
祭
祀
之
日
、
不
専
施
於
先
農
、
漢
文
用
此
日
耕
籍
祠
先
農
、
故
後
王
相

　
　
承
用
之
、
非
有
別
義
、
（
助
教
何
柊
之
議
す
ら
く
、
「
少
牢
鎖
食
礼
」
に
云
ふ
、
「
孝
孫
某
、
来
日
丁
亥
、
用
て
歳
事
を
皇
祖
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伯
某

に
薦
む
」
と
。
（
鄭
）
注
に
云
ふ
、
「
丁
未
だ
必
ず
し
も
亥
な
ら
ず
、
直
だ
一
日
を
挙
げ
て
以
て
之
を
言
ふ
の
み
。
太
廟

　
　
　
に

締
す
る
の
礼
、
日
丁
亥
を
用
ふ
。
若
し
丁
亥
あ
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
己
亥
・
辛
亥
を
用
ふ
。
筍
く
も
亥
有
ら
ば
可
な
り
」

　
　
　

と
。
鄭
又
た
云
ふ
、
「
必
ず
丁
・
己
を
用
ふ
る
は
、
其
の
令
名
に
取
る
。
自
ら
丁
寧
し
、
自
ら
変
改
す
る
は
、
皆
謹
敬
を
為

　
　
　
す
」
と
。
此
く
の
如
く
ん
ば
、
丁
亥
は
自
つ
か
ら
是
れ
祭
祀
の
日
、
専
ら
先
農
の
み
に
施
す
に
は
あ
ら
ず
。
漢
（
の
）
文
（
帝
）

　
　
　
此
の

日
を
用
て
籍
を
耕
し
先
農
を
祠
る
、
故
に
後
王
相
承
け
て
之
を
用
ふ
る
の
み
、
別
義
有
る
に
非
ず
。
）

　
（
F
）
殿
中
郎
顧
嵩
之
議
、
鄭
玄
称
先
郊
後
吉
辰
、
而
不
説
必
亥
之
由
、
盧
植
明
子
亥
為
辰
、
亦
無
常
辰
之
証
、
漢
世
躬
籍
、
肇

　
　
　
発

漢
文
、
詔
云
、
農
、
天
下
之
本
、
其
開
籍
田
、
斯
乃
草
創
之
令
、
未
観
親
載
之
吉
也
、
昭
帝
癸
亥
耕
干
鉤
盾
弄
田
、
…
…

　
　
　
魏
之
烈

祖
、
実
書
辛
未
、
不
繋
一
辰
、
徴
於
両
代
　
、
推
晋
之
革
魏
、
宋
之
因
晋
、
政
是
服
鷹
康
成
、
非
有
異
見
者
也
、
…

　
　
　

…
是
漢
朝
迭
選
、
魏
室
所
遷
、
酌
旧
用
丑
、
実
兼
有
拠
、
（
殿
中
郎
顧
嵩
之
議
す
ら
く
、
鄭
玄
「
先
づ
郊
し
て
後
の
吉
辰
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
　
と
称
し
て
、
必
ず
亥
な
る
べ
き
の
由
を
説
か
ず
。
盧
植
は
子
亥
の
辰
為
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
、
亦
た
常
辰
無
き
の
証
。
漢

　
　
　
世
の
躬
籍
、
漢
文
に
肇
発
す
、
詔
し
て
云
ふ
、
「
農
は
天
下
の
本
、
其
れ
籍
田
を
開
け
」
と
。
斯
れ
乃
ち
草
創
の
令
に
し
て
、

　
　
　
未
だ
親
載
の
吉
を
観
ざ
る
な
り
。
昭
帝
は
癸
亥
に
鉤
盾
・
弄
田
を
耕
し
、
…
…
魏
の
烈
祖
は
実
に
辛
未
と
書
し
、
一
辰
に
繋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
　
せ

ざ
る
こ
と
、
（
漢
魏
）
両
代
に
徴
せ
り
。
晋
の
魏
を
革
め
、
宋
の
晋
に
因
る
を
推
す
に
、
政
だ
是
れ
康
成
に
服
麿
し
、
異

　
　
　
見
の
者

有
る
に
非
ざ
る
な
り
。
…
…
是
れ
漢
朝
の
迭
ひ
に
選
び
、
魏
室
の
遷
す
所
、
旧
を
酌
み
て
丑
を
用
ふ
る
は
、
実
に
兼

　
　
　
ね
て
拠
有
り
。
）

　
右
の

六
人

の

議
、
難
解
で
よ
く
読
め
ぬ
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
籍
田
に
亥
の
日
を
用
い
る
か
い
な
か
に
つ
い
て
は
お
お
よ
そ
は
っ
き

り
し
て
い
て
、
（
A
）
（
B
）
（
C
）
（
E
）
の
四
人
が
亥
の
日
を
用
う
べ
し
と
す
る
説
（
た
だ
し
（
E
）
は
、
先
農
の
祭
祀
に
限
ら
ず
、
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祭
祀
は
す
べ
か
ら
く
〔
十
干
で
は
〕
丁
、
〔
十
二
支
で
は
〕
亥
の
日
の
用
い
る
と
す
る
）
、
（
F
）
は
亥
の
日
に
限
定
せ
ず
と
も
よ
い

と
す
る
説
（
も
し
決
め
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
丑
の
日
が
理
窟
に
合
う
と
す
る
ら
し
い
）
で
あ
る
。
（
D
）
は
必
ず
し
も
分
明
で
は

な
い
が
、
蓋
し
定
め
ず
と
い
う
説
に
与
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
亥
日
派
が
多
数
を
占
め
て
お
り
、
恐
ら
く
そ
の
多
数
意

見
が

通
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
参
議
（
最
終
結
論
）
は
「
丁
亥
を
用
ひ
よ
、
と
奏
し
」
、
そ
の
と
お
り
裁
可
さ
れ
た
。
以
上
が
、
こ

の
案
件
の
経
緯
で
あ
る
。

　

さ
て
、
問
題
の
盧
植
の
説
で
あ
る
が
、
そ
の
名
は
（
A
）
（
D
）
お
よ
び
（
F
）
に
見
え
て
い
る
。
馬
本
の
「
通
辰
日
…
…
故
記

称
元

辰
」
は
（
A
）
よ
り
採
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
こ
の
採
録
の
と
お
り
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
ず
そ
の
検
討
か
ら

始
め

る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
す

ぐ
気
づ
か
れ
る
よ
う
に
、
（
A
）
と
（
D
）
に
は
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
郊
天
、
陽
也
、
故
以
日
、
籍
田
、
陰

也
、
故
以
辰
」
な
る
一
文
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
標
点
本
の
引
用
符
か
ら
も
う
か
が
え
る
ご
と
く
、
（
D
）
の
「
元
、
善
也
、
…
…
故

以

辰
」
は
明
ら
か
に
「
盧
植
云
」
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
（
な
お
標
点
本
は
、
（
A
）
に
は
一
切
引
用
符
を
つ
け
て
い
な
い
）
、
し
た

が
っ

て
右
の
重
複
せ
る
｝
文
が
『
解
詰
』
の
文
で
あ
る
こ
と
に
ま
ず
疑
い
は
な
か
ろ
う
。
「
正
義
」
に
「
盧
植
・
察
琶
並
云
、
郊
天

是

陽
、
故
用
日
、
耕
籍
是
陰
、
故
用
辰
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
か
く
断
定
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
で

は
、
そ
の
上
の
部
分
「
通
辰
日
、
月
、
甲
至
癸
也
、
辰
、
子
至
亥
也
」
も
同
様
に
『
解
詰
』
の
文
章
と
み
て
よ
い
か
と
い
う
と
、

今
度
は

そ

う
簡
単
に
肯
定
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
な
お
念
の
た
め
に
申
し
添
え
る
が
、
「
月
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
日
」
字

の

誤

り
で
あ
る
。
『
解
詰
』
に
限
ら
ず
、
『
玉
函
山
房
輯
侠
書
』
に
は
こ
の
種
の
誤
記
〔
誤
刻
？
〕
が
少
な
く
な
い
の
で
、
注
意
が
必

要
。
馬
本
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
戒
本
に
も
若
干
の
誤
字
が
あ
る
か
ら
、
同
様
の
注
意
が
や
は
り
必
要
）
。
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（
F
）
に
「
盧
植
明
子
亥
為
辰
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
盧
植
が
「
辰
」
を
子
よ
り
亥
に
至
る
十
二
辰
と
解
し
て
い
た
こ
と

は

確
実

で
、
し
た
が
っ
て
「
辰
、
子
至
亥
也
」
を
『
解
詰
』
の
文
と
す
る
こ
と
に
は
何
の
不
可
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
辰
、

子
至
亥

也
」
が
『
解
詰
』
の
文
と
定
ま
る
な
ら
ば
、
対
に
な
っ
て
い
る
「
日
、
甲
至
癸
也
」
も
、
当
然
『
解
詰
』
の
文
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
こ
ま
で
は
容
易
で
、
と
り
た
て
て
の
問
題
は
な
い
。

　
だ

が
、
「
通
辰
日
」
に
つ
い
て
は
大
い
に
問
題
が
あ
る
。
こ
の
三
字
で
注
が
始
ま
る
の
は
い
か
に
も
唐
突
と
読
者
も
感
じ
ら
れ
る

と
思
う
が
、
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
（
A
）
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
原
文
は
「
盧
植
説
礼
通
辰
日
」
と
い
う
一
ま
と
ま
り
の
文
な
の
で

あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
通
辰
日
」
だ
け
を
取
り
出
し
て
『
解
詰
』
の
中
に
組
み
入
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
奇
妙
な
処

理
の

仕

方
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
原
文
を
普
通
に
読
め
ば
、
「
盧
植
礼
を
説
く
に
辰
日
を
通
ず
」
と
訓
ず
る
し
か
あ
る
ま
い
。
つ

ま
り
第
三
者
の
、
す
な
わ
ち
劉
蔓
の
盧
植
の
礼
学
に
対
す
る
概
括
と
と
る
の
が
自
然
な
読
み
方
で
あ
ろ
う
（
標
点
本
に
は
引
用
符
が

な
く
、
か
つ
こ
の
七
字
を
一
句
と
し
て
い
る
か
ら
、
校
点
者
も
恐
ら
く
同
方
向
の
読
み
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
）
。
こ
の
読
み

が
正

し
い
と
す
れ
ば
、
「
通
辰
日
」
だ
け
を
切
り
離
す
の
は
不
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
七
字
、
別
の
読
み
方
が

ま
っ
た
く
不
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
「
盧
植
説
、
礼
は
辰
日
を
通
ず
」
と
読
む
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
「
通

辰

日
」
が
『
解
詰
』
の
文
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
「
礼
通
辰
日
」
を
一
句
と
す
べ

き
で
あ
っ
て
、
「
礼
」
　
一
字
を
除
外
す
る
い
わ
れ
は
ま
っ
た
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
以
上
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
通
辰
日
」
三
字
の

み

を
採
録
す
る
の
は
不
可
解
で
、
妥
当
性
を
欠
く
と
断
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
次
に
、
下
に
つ
づ
く
「
陰
礼
卑
後
云
々
」
の
部
分
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
文
章
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
陽
が
前
進
す
る
性
質
を

有
す
る

の
に

対

し
て
陰
は
後
退
す
る
性
質
を
も
ち
、
ま
た
腸
の
尊
に
比
し
て
陰
は
卑
で
あ
る
か
ら
、
陰
は
必
ず
末
後
に
居
る
べ
き
も
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の

で

あ
る
。
籍
田
は
地
、
す
な
わ
ち
陰
に
属
す
る
礼
で
あ
る
か
ら
、
陽
で
あ
る
十
干
で
は
な
く
、
陰
で
あ
る
十
二
辰
を
用
い
、
か
つ

そ
の

末

に
居
る
亥
の
日
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
論
者
は
か
く
原
則
論
を
述
べ
た
上
で
、
そ
の
典
拠
を

挙
げ
、
だ
か
ら
『
礼
記
』
に
は
「
元
日
」
と
書
か
ず
し
て
「
元
辰
」
と
称
し
、
そ
の
注
に
は
末
辰
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
「
吉
亥
」

と
記
し
て
あ
る
の
だ
、
と
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
記
称
元
辰
、
注
日
吉
亥
」
の
二
句
は
　
セ
ッ
ト
で
あ
っ
て
分
割

す

る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
も
そ
も
「
陰
礼
卑
後
」
よ
り
「
注
日
吉
亥
」
ま
で
も
明
ら
か
に
一
連
の
文
で
あ
っ
て
、
末
句
の

み

を
切
り
離
し
た
の
で
は
文
意
が
完
結
し
な
い
。
馬
本
が
「
記
称
元
辰
」
で
切
っ
て
い
る
の
は
、
「
体
ど
う
い
う
読
み
方
を
し
た
ら

そ

う
な
る
の
か
、
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
っ
と
も
、
馬
国
翰
（
章
宗
源
）
の
拠
っ
た
テ
キ
ス
ト
で
は
、
「
注
」
を
「
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
B
｝

に
作
っ
て
あ
っ
た
に
違
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
惑
わ
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
文
脈
で
は
「
法
」
が
「
注
」
の
誤
り
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
は
、
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
も
う
一
つ
の
出
典
と
し
て
挙
げ
る
『
冊
府
元
亀
』

は

正

し
く
「
注
」
字
に
作
っ
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
未
だ
深
く
考
え
ず
と
の
指
弾
は
や
は
り
免
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
注
日
吉
亥
」
の
注
と
は
誰
氏
の
注
で
あ
ろ
う
か
。
盧
植
は
亥
日
限
定
説
で
は
な
い
か
ら
（
こ
の
点
に
つ
い
て

は
後
に

詳
述
す
る
）
、
も
と
よ
り
盧
植
の
注
で
は
な
い
。
然
り
、
（
B
）
に
も
明
記
さ
れ
る
ご
と
く
、
こ
れ
は
鄭
玄
の
注
で
あ
る
。
「
注

日

吉
亥
」
が
鄭
注
を
指
す
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
劉
蔓
が
自
説
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
鄭
注
を
引
い
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

む

ろ
ん
、
「
注
日
吉
亥
」
は
『
解
詰
』
の
文
で
は
あ
り
得
な
い
（
も
し
強
い
て
「
注
日
吉
亥
」
を
『
解
詰
』
の
文
だ
と
い
う
な
ら
、

盧
植
が
鄭

注
を
自
注
の
中
に
援
用
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
無
に
等
し
い
。
盧
植
の
『
解
詰
』
と
鄭
玄
『
礼

記

注
』
の
成
立
年
代
は
確
定
で
き
て
い
な
い
が
、
鄭
玄
の
書
が
先
行
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
た
だ
、
盧
植
が
鄭
玄
の
説
を
つ

と
（
知
つ
て
ハ
て
、
そ
れ
を
ヨ
主
こ
利
月
し
セ
可
指
生
ま
ゼ
ロ
で
ぱ
な
バ
が
、
そ
の
易
合
こ
ま
「
邸
王
云
一
と
ハ
う
形
で
引
ハ
セ
ぱ
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ず

で
、
「
注
日
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
の
は
お
か
し
い
。
そ
も
そ
も
「
故
記
称
元
辰
、
注
日
吉
亥
」
と
い
う
よ
う
な
挙
げ

方

は
、
鄭
注
の
権
威
が
確
定
し
て
後
に
は
じ
め
て
出
て
く
る
表
現
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
、
盧
植
注
に
「
注
日
吉
亥
」
な
ど
と
い

う
句
が
存
在
し
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
）
。
「
注
日
吉
亥
」
が
『
解
詰
』
の
文
句
で
な
い
以
上
、
そ
れ
と
一
つ
づ
き
の
文
章
で
あ

る
「
陰
礼
卑
後
云
々
」
も
ま
た
『
解
詰
』
の
文
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
馬
氏
は
劉
蔓
の
こ
と
ば
を
盧
植
の

注
文

と
見
誤
り
、
不
要
な
部
分
ま
で
採
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
馬
本
の
検
討
の
最
後
に
、
末
尾
に
配
置
さ
れ
て
い
る
「
元
、
善
也
」
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
こ
の
句
を
『
解
詰
』

中
に
含
め
る
こ
と
に
は
何
の
問
題
も
な
い
。
（
D
）
に
「
盧
植
云
、
元
、
善
也
」
と
明
証
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
三
字

の

み

を
取
り
出
し
、
し
か
も
末
尾
に
置
い
て
あ
る
の
は
、
私
に
は
解
せ
な
い
。
異
文
を
並
載
す
る
な
ら
、
後
に
つ
づ
く
「
郊
天
、
陽

也
、
…
…
故
以
辰
」
も
あ
わ
せ
登
載
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
『
南
斉
書
』
に
は
「
元
善
也
」
の
三
字
だ
け
が
引
用
さ

れ
て
い

る

と
い
う
誤
解
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
。
も
し
重
複
部
分
は
不
要
だ
か
ら
カ
ッ
ト
し
た
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
構

わ

な
い
が
、
今
度
は
該
句
の
位
置
が
お
か
し
な
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
文
字
の
訓
詰
を
は
じ
め
に
置
く
の
が
注
釈
の
通
例
で
あ
り
、

『
解
詰
』
も
他
の
例
か
ら
推
し
て
、
そ
の
通
例
を
守
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
（
D
）
で
は
、
「
元
、
善
也
」
は
一

番
前
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
元
、
善
也
」
は
「
通
辰
日
云
々
」
の
前
に
置
く
べ
き
で
、
あ
え
て
末
尾
に
配
置
す
る
意
図
が
よ
く

わ
か

ら
な
い
。
あ
る
い
は
原
典
の
次
序
に
従
っ
た
ま
で
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
正
義
」
を
引
い
て
「
盧
植
・
察
畠
並
云
、
…

…
故
用
辰
、
元
者
善
也
」
と
注
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
恐
ら
く
馬
氏
は
訓
詰
が
最
後
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
、
意
識
的

に
そ
こ
に
配
置
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
「
元
者
善
也
」
は
「
正
義
」
の
地
の
文
で
あ
っ
て
、
「
盧
植
・
察
琶
云
」
に
か
か
る
の
で

は

な
い
。
馬
氏
は
こ
こ
で
も
、
引
用
文
と
地
の
文
の
区
別
を
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
実
は
、
こ
の
「
正
義
」
に
つ
い
て
は
、
戚
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本
も
同
じ
く
過
誤
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
滅
本
の
話
が
出
た
と
こ
ろ
で
馬
本
の
話
を
終
え
、
滅
本
の
検
討
に
進
む
こ

と
と
し
よ
う
。

　
滅
本
の

前
半
部
は
、
い
ま
検
証
し
た
結
果
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
私
と
し
て
は
と
く
に
申
し
分
は
な
い
（
た
だ
「
籍
田
」
を
「
籍

地
」
に
作
っ
て
い
る
点
は
感
心
し
な
い
。
単
な
る
誤
記
・
誤
刻
で
は
な
く
、
意
を
も
っ
て
改
め
た
も
の
の
ご
と
く
私
に
は
見
え
る
が
、

意
改
は
な
る
べ
く
控
え
る
べ
き
こ
と
、
い
ま
さ
ら
贅
言
す
る
ま
で
も
な
い
。
況
ん
や
「
籍
地
」
な
る
語
の
未
熟
な
る
に
於
て
を
や
）
。

　
滅
本
の

問
題
点
は

後

半
部
、
「
郊
錐
用
日
」
以
下
の
部
分
に
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
「
正
義
」
か
ら
採
っ
て
い
る
が
、
そ
の
原
文
は

次
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
　
盧
植
・
察
琶
並
云
、
郊
天
是
陽
、
故
用
日
、
耕
籍
是
陰
、
故
用
辰
、
元
者
善
也
、
郊
難
用
日
、
亦
有
辰
、
但
日
為
吉
主
、
耕
之

　
　

用
辰
、
亦
有
日
、
但
辰
為
主
、
皇
氏
云
、
正
月
建
寅
、
日
月
会
辰
在
亥
、
故
耕
用
亥
也
、
未
知
然
否
、

滅

氏
は
、
「
皇
氏
云
」
よ
り
前
の
全
文
を
盧
植
・
察
琶
の
言
説
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
か
が
な
も
の
か
。
私

は

そ

の

見
解

に
は
同
意
で
き
な
い
。
「
元
者
善
也
」
以
下
は
、
盧
植
・
察
嵩
説
に
対
す
る
孔
穎
達
の
疏
証
だ
と
私
は
思
う
。
そ
の
理

由
は
、
（
D
）
の
周
山
文
の
議
に
引
か
れ
た
察
箆
『
月
令
章
句
』
に
は
「
郊
難
用
日
云
々
」
に
相
当
す
る
文
句
の
見
え
ぬ
こ
と
、
お

よ
び
、
も
し
全
文
が
『
解
詰
』
な
ら
び
に
『
章
句
』
の
文
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
述
の
ご
と
く
、
「
元
者
善
也
」
の
位
置
が
お
か
し

い

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
理
由
は
、
さ
き
ほ
ど
の
馬
本
の
場
合
ほ
ど
明
確
な
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
こ

と
、
私
も
先
刻
自
覚
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
が
、
私
の
感
覚
で
は
、
「
元
者
善
也
」
以
下
は
、
ど
う
み
て
も
孔
疏
の
地
の
文
と
し
か

思
え

な

い
。
敢
て
断
定
し
て
お
き
た
い
。
な
お
傍
証
と
し
て
、
察
雲
の
『
月
令
章
句
』
輯
本
に
は
「
郊
錐
用
日
」
以
下
の
部
分
を
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
4
）

録
し
て
い
な
い
こ
と
を
附
記
し
て
お
こ
う
。
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さ
て
、
こ
れ
で
よ
う
や
く
『
解
詰
』
の
文
が
ほ
ぼ
確
定
で
き
た
。
残
る
問
題
は
、
「
礼
通
辰
日
」
を
ど
う
扱
う
か
で
あ
る
。
こ
れ

は

何

と
も
悩
ま
し
い
問
題
で
、
私
に
も
に
わ
か
に
判
断
は
つ
き
か
ね
る
の
だ
が
、
「
盧
植
説
」
で
切
る
こ
と
に
、
や
は
り
若
干
の
違

和

感
が
残
る
の
で
、
当
面
は
『
解
詰
』
の
中
に
入
れ
な
い
で
お
き
た
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
疑
わ
し
き
は
採
録
せ
ず
と
い
う
経
験
則
に

か

な
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
か
ら
。

　
以
上

で
馬
・
戚
両
本
に
所
載
の
『
解
詰
』
の
文
の
検
討
は
終
了
し
た
。
私
の
校
訂
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
元
、
善
也
、
日
、
甲
至
癸
也
、
辰
、
子
至
亥
也
、
郊
天
、
陽
也
、
故
以
日
、
籍
田
、
陰
也
、
故
以
辰
、

戚

本
・
馬
本
い
ず
れ
も
不
要
な
部
分
を
つ
け
加
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
両
本
を
比
較
す
れ
ば
、
馬
本
の
ほ
う
が
よ

り
粗
雑
と
の
印
象
は
払
え
ま
い
。
前
に
藏
本
が
勝
る
と
述
べ
た
所
以
は
こ
こ
に
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
両
本
の
優
劣
を
論
じ
る
こ
と

は

本

稿
の
本
来
の
目
的
で
は
な
い
し
、
ま
た
滅
本
に
肩
入
れ
し
よ
う
と
い
う
気
持
も
、
も
と
よ
り
さ
ら
に
な
い
。
む
し
ろ
私
が
言
い

た
い
の
は
、
優
れ
た
輯
本
と
し
て
指
を
屈
す
べ
き
減
本
に
し
て
か
ら
が
、
な
お
こ
れ
だ
け
の
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ま
こ
と
に
胡
玉
緒
も
慨
嘆
す
る
と
お
り
、
「
輯
逸
の
易
き
に
非
ざ
る
を
見
る
べ
し
」
（
「
盧
氏
礼
記
解
詰
祓
」
）
。

⊥ノ＼

　
本
稿
の
所
期
の
目
的
は
す
で
に
果
し
た
が
、
さ
き
の
行
論
中
、
言
い
さ
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
決

着

を
着
け
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
そ

の

問
題
と
は
、
盧
植
は
籍
田
を
亥
の
日
に
行
う
べ
し
と
し
て
い
た
か
い
な
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
件
に
関
す
る
鄭
玄
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の
説
は
簡
単

明
瞭
で
、
「
吉
亥
」
と
明
記
し
て
あ
る
か
ら
に
は
亥
日
限
定
説
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
ま
た
上
述
の
議
論
に
お

い

て

も
、
（
B
）
（
C
）
（
E
）
に
見
え
る
ご
と
く
、
鄭
注
は
亥
日
限
定
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
盧
植
説
の
ほ
う
は
、
必
ず
し
も
分
明
で
は
な
い
。
が
、
亥
と
明
示
し
て
い
な
い
以
上
、
非
限
定
説
で
あ
っ
た
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
（
F
）
の
顧
嵩
之
の
議
で
は
、
「
盧
植
明
子
亥
為
辰
、
亦
無
常
辰
之
証
」
と
、
非
限
定
説
と
し
て
取
り
扱

わ
れ

て
い

る
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
の
が
（
A
）
の
劉
蔓
の
議
で
あ
る
。
盧
植
の
説
に
拠
り
な
が
ら
、
亥
の

日
に
限
定
す
べ
し
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
劉
蔓
は
、
鄭
玄
と
同
じ
く
、
盧
植
も
常
辰
あ
り
と
し
て
い
た
と
理
解

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
解
し
て
い
た
れ
ば
こ
そ
、
盧
注
と
鄭
注
と
が
混
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
顧
嵩
之
が
「
辰
、

子
至
亥

也
」
を
子
か
ら
亥
ま
で
の
十
二
辰
の
い
ず
れ
で
も
よ
い
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
の
に
対
し
、
劉
蔓
は
、
陰
は

卑
後
す

べ

き
も
の
だ
か
ら
、
十
二
辰
の
末
位
に
あ
る
亥
の
日
を
指
示
す
る
注
記
と
と
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
劉
蔓
の
解
釈
は

や
は

り
牽
強
附
会
で
、
盧
植
は
常
辰
な
し
と
す
る
説
と
み
る
の
が
自
然
で
無
理
が
な
か
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
劉
蔓
が
こ
の
よ
う
な
強

引
な
解
釈
を
し
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
盧
植
と
鄭
玄
の
学
問
の
同
一
性
と
い
う
通
念
に
支
配
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
し
か
考
え
ら
れ

　
⌒
1
5
）

な

い
。
盧
植
と
鄭
玄
の
学
説
は
同
一
と
い
う
通
念
が
先
入
主
と
な
っ
て
、
劉
蔓
に
二
人
の
注
を
矛
盾
せ
ぬ
よ
う
融
合
さ
せ
て
し
ま
っ

た

の

で

あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
義
疏
学
の
先
取
り
と
も
言
い
得
よ
う
。

　
劉

蔓
と
同
様
、
と
い
っ
て
も
方
向
は
ち
ょ
う
ど
逆
な
の
だ
が
、
盧
植
と
鄭
玄
の
学
問
の
同
一
性
の
通
念
に
災
い
さ
れ
た
者
が
も
う

一
人

い

る
。
そ
れ
は
顧
嵩
之
で
あ
る
。
（
F
）
の
彼
の
議
を
み
る
と
、
何
と
奇
妙
な
こ
と
に
、
鄭
玄
が
「
不
説
必
亥
之
由
」
、
盧
植
と

同
じ
く
常
辰
な
し
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
鄭
玄
は
亥
日
限
定
説
だ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
こ
れ
は
一
体
ど
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夕
と
気
づ
い
た
。
事
は
至
っ
て
単
純
で
、
顧
嵩
之
が
「
鄭
玄
称
先
郊
後
吉
辰
」
と
い
っ
て
い
る
の
を
額
面
ど
お
り
受
け
取
れ
ば
よ
か

っ

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
顧
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
鄭
注
が
「
吉
亥
」
で
は
な
く
「
吉
辰
」
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
「
吉

亥
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
こ
ん
で
い
た
た
め
に
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

現

行
の
標
準
テ
キ
ス
ト
で
は
「
吉
亥
」
に
作
っ
て
い
る
が
、
実
は
「
吉
辰
」
に
作
っ
て
い
る
本
も
少
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
院

元

本
・
四
部
叢
刊
本
と
い
う
我
々
に
も
な
じ
み
深
い
本
を
は
じ
め
、
闘
本
・
監
本
・
毛
本
な
ど
か
な
り
多
く
の
版
本
が
「
亥
」
で
は

な
く
「
辰
」
に
作
っ
て
い
る
（
院
元
『
校
勘
記
』
）
。
ま
た
殿
本
や
和
坤
覆
宋
本
、
さ
ら
に
は
善
本
と
し
て
知
ら
れ
る
か
の
宋
淳
煕
本

（
撫
州

本
）
も
「
辰
」
に
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宋
版
を
は
じ
め
、
主
要
な
版
本
の
多
く
が
「
辰
」
に
作
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん

　
で

は
、
「
辰
」
に
作
る
ほ
う
が
正
し
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
院
氏
『
校
勘
記
』
に
引
く
『
岳
本
礼
記
考
証
』
に
「
本

改
め

吉

辰
に

作

る
は
、
反
つ
て
其
の
義
を
失
ふ
」
と
い
う
と
お
り
、
「
吉
辰
」
に
作
る
の
は
鄭
玄
の
本
意
に
背
く
も
の
で
あ
る
。
と

言

う
の
は
、
鄭
玄
の
礼
学
に
お
い
て
は
、
（
E
）
の
何
柊
之
の
議
に
も
そ
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
祭
祀
に
は
原
則
と
し

て

日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
天
地
の
祭
祀
で
は
、
円
丘
の
祭
り
は
冬
至
、
郊
祀
は
正
月
上
辛
、
社
の
祭
り
は

甲
の
日
を
用
う
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
籍
田
に
常
辰
な
し
と
す
る
と
、
鄭
玄
の
礼
学
体
系
に
重
大
な
齪
齪
を

来
す

こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

　

ま
た
「
正
義
」
が
本
来
「
吉
亥
」
に
作
っ
て
い
た
こ
と
は
、
「
亥
を
用
ふ
る
を
知
る
者
は
、
以
ふ
に
陰
陽
式
法
に
は
正
月
亥
を
天

倉

と
為
し
、
其
の
耕
事
な
る
を
以
て
、
故
に
天
倉
を
用
ふ
る
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
り
、
「
正
義
」
の
依
拠
す

る

皇

侃

『
義
疏
』
が
同
じ
く
「
吉
亥
」
に
作
っ
て
い
た
こ
と
も
、
さ
き
に
挙
げ
た
「
皇
氏
云
ふ
、
正
月
建
寅
、
日
月
の
会
辰
亥
に
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在

り
、
故
に
耕
に
は
亥
を
用
ふ
る
な
り
」
な
る
一
文
に
徴
す
れ
ば
、
疑
い
を
容
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
吉
辰
」
に
作
る

は

「
魯
魚
の
誰
」
な
り
と
断
定
し
て
よ
い
。
孫
希
旦
や
朱
彬
ら
清
代
の
学
者
が
「
吉
亥
」
を
採
用
し
て
い
る
の
も
当
然
の
こ
と
と
言

え
よ
う
。

　
顧
嵩
之
は
、
以
上
の
点
よ
り
み
て
、
鄭
学
を
知
ら
ぬ
者
と
い
う
批
判
を
免
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
諮
問
を
受
け
る
ほ
ど
の
学
者
に

し
て
は
意
外
な
こ
と
だ
が
、
同
様
の
事
例
に
は
、
正
史
の
「
礼
志
」
や
『
通
典
』
礼
典
を
播
い
て
い
る
と
、
思
い
の
ほ
か
よ
く
出
会

う
。
『
漢
書
』
血
早
玄
成
伝
を
知
ら
な
か
っ
た
北
斉
の
博
士
た
ち
の
無
学
を
顔
之
推
が
嘲
笑
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で

あ
る
が
、
意
外
な
と
こ
ろ
に
落
と
し
穴
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ぬ
。
た
だ
顧
嵩
之
は
、
そ
の
議
よ
り
み
て
、
『
漢
書
』
に
は
精
通
し
て

い

た
は
ず
で
、
決
し
て
無
学
で
は
な
い
の
だ
が
…
。

　

も
う
一
つ
不
思
議
な
の
は
、
顧
嵩
之
の
テ
キ
ス
ト
だ
け
が
異
な
っ
て
い
た
の
な
ら
、
す
ぐ
さ
ま
そ
の
こ
と
を
指
摘
さ
れ
そ
う
な
も

の

だ
が
、
誰
も
何
も
い
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
顧
嵩
之
は
集
議
に
加
わ
ら
ず
、
文
書
の
み
の
参
加
で
あ
っ
た
の
か
も

　
　
　
〔
1
6
）

し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
亘

　
そ
れ

に
し
て
も
、
六
朝
期
に
「
吉
辰
」
に
作
る
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
驚
き
で
あ
っ
た
。
唐
代
ま
で
は
正
し
い
テ
キ

ス

ト
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
、
つ
い
思
い
こ
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
⑳
本
に
こ
そ
異
同
の
生
じ
る
折
が
多
い
の
は

当
り
前
の
話
な
の
で
あ
る
が
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
の
大
切
さ
と
怖
さ
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と

で
は

あ
っ
た
。
輯
侠
に
劣
ら
ず
、
校
勘
も
ま
た
ま
こ
と
に
易
か
ら
ぬ
わ
ざ
に
て
あ
る
ぞ
か
し
。
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注（
1
）
　
拙
稿
「
盧
植
と
そ
の
『
礼
記
解
詰
』
」
（
上
）
（
下
）
、
（
『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
二
九
・
三
〇
、
一
九
九
〇
・
九
一
）
。
な
お
本
稿

　
　

は
、
右
の
拙
稿
と
一
部
重
複
す
る
部
分
の
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

（
2
）
　
こ
の
他
に
、
唐
曇
『
両
漢
三
国
学
案
』
巻
七
に
も
若
干
の
輯
録
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
馬
本
か
ら
「
正
義
」
引
用
の
条
だ
け
を
引
き
抜
い
た

　
　

も
の
ら
し
く
、
ほ
と
ん
ど
用
を
な
さ
な
い
。

（
3
）
　
台
湾
商
務
印
書
館
版
『
続
修
四
庫
全
書
提
要
』
（
一
九
七
二
）
お
よ
び
中
華
書
局
版
『
続
修
四
庫
全
書
総
目
提
要
経
部
』
（
一
九
九
三
）
所

　
　
収
の

提
要
と
、
『
許
廠
学
林
』
と
に
文
字
の
異
同
は
な
い
。
最
近
刊
行
さ
れ
た
『
続
修
四
庫
全
書
総
目
提
要
稿
本
』
（
一
九
九
七
、
斉
魯
書
社
）

　
　
の

影
印
草
稿
に
も
、
概
見
し
た
と
こ
ろ
、
異
同
は
な
い
。

（
4
）
馬
本
で
漏
れ
て
い
る
条
は
お
お
む
ね
輯
者
の
失
検
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
滅
本
の
未
採
箇
所
は
、
た
と
え
ば
「
左
氏
旧
説
及
買
達
・

　
　
盧
植
・
察
筥
・
服
度
等
皆
以
祖
廟
与
明
堂
為
一
」
（
『
左
伝
』
文
公
二
年
正
義
）
の
ご
と
く
、
全
て
間
接
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
薮
庸

　
　

は
意
識
的
に
採
録
し
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
5
）
　
連
続
し
た
部
分
は
、
原
本
で
数
条
に
分
け
ら
れ
て
い
て
も
、
い
ま
は
一
条
と
し
て
数
え
る
。

（
6
）
　
　
「
礼
記
盧
氏
注
蹟
」
参
照
。

（
7
）
　
標
点
本
『
通
典
』
（
一
九
八
八
、
中
華
書
局
）
校
勘
記
に
も
、
「
又
日
師
吾
突
諸
寝
、
亦
礼
記
檀
弓
文
。
与
下
之
「
奔
喪
云
実
師
於
廟
門
外
」

　
　
九

字
、
按
本
書
編
例
、
都
応
作
正
文
」
（
二
六
七
六
頁
）
と
い
い
、
鄙
見
と
同
じ
意
見
を
示
し
て
い
る
。

（
8
）
　
有
司
の
上
奏
は
年
の
暮
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
あ
る
い
は
四
八
六
年
に
入
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
9
）
　
　
『
南
斉
書
』
の
本
文
は
中
華
書
局
版
標
点
本
（
一
九
七
二
）
に
拠
る
。

（
1
0
）
　
あ
る
い
は
「
陰
礼
は
卑
後
す
れ
ば
」
と
読
む
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
1
）
　
こ
の
六
合
説
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
後
世
の
い
わ
ゆ
る
禄
命
法
の
地
支
六
合
と
同
様
の
説
で
あ
ろ
う
。
明
の
万
育
吾
の
『
星

　
　
学
大

成
』
に
「
午
与
未
合
、
居
於
上
而
属
乾
、
故
以
為
天
、
子
与
丑
合
、
居
於
下
而
属
坤
、
故
以
為
地
、
上
天
下
地
、
　
一
定
之
体
也
、
亥
与
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寅

合
、
属
春
、
故
以
為
木
、
卯
与
戌
合
、
属
夏
、
故
以
為
火
、
辰
与
酉
合
、
属
秋
、
故
以
為
金
、
巳
与
申
合
、
属
冬
、
故
以
為
水
、
春
夏
秋

　
　
冬
、
四
時
之
序
也
、
…
…
此
難
地
支
十
二
維
分
布
不
同
、
而
其
道
理
則
相
貫
也
」
（
鄭
韮
人
『
陰
陽
五
行
及
其
体
系
』
、
一
九
九
二
、
文
津
出

　
　
版
社
、
三
九
八
頁
の
引
用
文
に
拠
る
）
と
あ
る
。
な
お
『
漢
書
』
芸
文
志
・
数
術
略
・
五
行
に
「
六
合
随
典
二
十
五
巻
」
が
著
録
さ
れ
て
お

　
　

り
、
『
補
注
』
引
く
沈
欽
韓
は
こ
の
『
南
斉
書
』
の
記
事
を
注
に
引
用
し
て
い
る
。

（
1
2
）
　
こ
れ
も
難
解
だ
が
、
萬
物
を
生
育
さ
せ
る
陽
気
は
冬
至
（
建
子
の
月
）
に
生
ず
る
が
、
そ
の
元
（
生
育
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
源
）
は
前
月
た

　
　

る
建
亥
の
月
に
覆
蔵
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
同
じ
亥
の
日
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
五
穀
の
豊
穣
を
祈
る
意
に
解
し
て
お
く
。

（
1
3
）
　
標
点
本
校
勘
記
に
云
う
、
「
（
注
旧
作
法
、
）
拠
（
太
平
）
御
覧
五
三
七
引
及
（
冊
府
）
元
亀
五
七
七
改
。
」
（
一
五
四
頁
）

（
1
4
）
　
絨
庸
輯
『
察
氏
月
令
章
句
』
は
、
こ
の
「
正
義
」
を
本
文
と
し
て
は
掲
出
せ
ず
、
按
語
と
し
て
「
郊
天
是
陽
、
…
…
但
辰
為
主
」
を
引
き
、

　
　
「
此
総
約
盧
・
察
義
」
と
い
う
。
な
お
『
玉
燭
宝
典
』
引
く
『
月
令
章
句
』
は
ま
っ
た
く
別
文
。

（
1
5
）
　
盧
植
と
鄭
玄
の
学
問
の
同
一
性
と
い
う
通
念
に
つ
い
て
は
、
注
（
1
）
所
掲
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
6
）
　
南
朝
で
は
、
詳
議
等
に
お
け
る
「
議
」
は
必
ず
文
書
化
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
、
金
子
修
一
「
南
朝
期
の
上
奏
文
の
一
形
態
に
つ
い
て
ー

　
　
『
宋
書
』
礼
儀
志
を
史
料
と
し
て
」
（
『
東
洋
文
化
』
六
〇
、
一
九
八
〇
）
お
よ
び
中
村
圭
爾
「
南
朝
に
お
け
る
議
に
つ
い
て
1
宋
・
斉
代

　
　

を
中
心
に
ー
」
（
『
人
文
研
究
』
四
〇
　
一
〇
、
一
九
八
八
）
を
参
照
。

（
1
7
）
　
世
の
中
、
慧
眼
の
人
は
い
る
も
の
で
、
つ
と
に
孫
語
譲
は
、
こ
の
顧
嵩
之
の
言
を
「
六
朝
本
不
作
亥
辰
之
証
」
と
し
て
い
る
（
『
十
三
経

　
　
注
疏
校
記
』
〔
雪
克
輯
点
、
一
九
八
三
、
斉
盧
書
社
〕
四
九
七
頁
）
。
た
だ
し
、
こ
の
本
の
校
点
に
は
か
な
り
疑
問
が
残
る
の
で
、
い
ま
は
注

　
　
記
す
る
に
止
め
る
。
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附
記
　
本
稿
は
、
一
九
九
五
年
二
月
十
七
日
に
香
港
大
学
中
文
系
に
お
い
て
、
ま
た
同
年
四
月
八
日
に
復
旦
大
学
哲
学
系
に
お
い
て
行
っ
た
講
演

　
　

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
講
演
原
稿
（
中
文
）
は
、
若
干
の
手
を
加
え
て
『
論
衡
』
二
期
一
巻
（
一
九
九
五
、
香
港
）
に
「
輯
侠
之
難

　
　
与
校

書
之
難
－
以
盧
植
《
礼
記
解
詰
》
爲
例
1
」
と
題
し
て
発
表
済
み
で
あ
る
。
た
だ
同
誌
の
本
邦
へ
の
舶
載
数
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ



り
、
発
表
後
、
い
く
つ
か
補
訂
を
要
す
る
こ
と
が
ら
も
生
じ
て
き
た
の
で
、
『
論
衡
』
編
輯
部
の
諒
承
を
得
て
、
こ
こ
に
改
め
て
日
本
語
で

発

表
す
る
こ
と
と
し
た
。
今
回
の
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
、
文
体
を
改
め
た
ほ
か
、
旧
稿
の
導
入
部
は
全
部
削
除
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
は
大

幅
に
加
筆
訂
正
を
施
し
て
あ
り
、
実
質
的
に
は
別
稿
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
こ
に
附
記
し
て
お
く
。
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