
評勲
隅

飛
躍
的
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
何
故
必
要
な
の
か
と
い
う
、
必
然
性
の
問
題

と
し
て
こ
の
こ
と
を
提
起
し
議
論
す
る
こ
と
の
意
義
は
軽
減
す
る
こ
と
に
な

る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

　
守
護
領
国
制
の
研
究
は
日
本
に
お
け
る
封
建
国
家
・
封
建
王
制
と
の
関
連

で
漸
た
な
課
題
を
背
負
っ
て
ふ
た
た
び
活
発
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
畑
井

弘
氏
の
本
書
に
は
、
そ
の
手
が
か
り
が
、
随
所
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
し
、
そ

れ
を
ど
う
汲
み
あ
げ
て
体
系
化
し
て
ゆ
く
か
が
、
中
世
後
期
研
究
者
に
と
っ

て
の
今
後
の
一
つ
の
重
要
な
仕
事
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
　
（
A
5
判
　
四
九
五
頁
　
一
九
七
五
年
一
〇
月
　
吉
川
弘
文
館
　
六
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
立
命
館
大
学
文
学
畑
叩
教
授
　

大
久
保
英
子
著

「
明
清
時
代
書
院
の
研
究
」

森

紀
　
　
子

　
中
国
史
に
お
い
て
書
院
と
は
、
単
な
る
私
立
の
学
校
と
い
う
名
馬
を
こ
え

て
、
読
書
人
が
新
思
潮
を
鼓
吹
し
、
時
政
を
論
議
し
、
在
野
世
論
を
形
成
す

る
場
と
し
て
、
果
て
は
政
治
闘
争
の
場
と
し
て
、
文
化
的
、
思
想
的
の
み
な

ら
ず
、
政
治
的
、
社
会
的
に
物
議
を
か
も
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。

　
『
明
清
時
代
書
院
の
研
究
』
と
い
う
題
目
は
、
し
か
る
が
故
に
、
十
分
我

々
の
興
味
を
そ
そ
る
テ
ー
マ
と
い
え
よ
う
。

　
従
来
、
書
院
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
盛
朗
西
の
『
申
国
書
院
制
度
』

や
、
劉
伯
駿
の
『
広
東
書
院
制
度
』
な
ど
、
そ
の
制
度
的
な
側
面
、
す
な
わ

ち
書
院
そ
の
も
の
に
密
着
し
た
詳
細
な
研
究
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
著
者
は
、
そ
れ
ら
の
研
究
が
、
い
ま
だ
書
院
の
社
会
経
済
的
背
景

を
ト
ー
タ
ル
に
考
察
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
不
満
の
意
を
表
し
、
政
治
・

経
済
・
社
会
・
文
化
と
の
関
連
か
ら
書
院
を
と
ら
え
よ
う
と
、
意
図
せ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
著
老
は
そ
の
考
察
の
対
象
を
、
泰
州
学
派
の
始
頭
に
初
ま
る
明
宋
清
初
、

清
中
期
、
清
宋
変
法
運
動
の
三
時
期
に
し
ぼ
っ
て
い
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、

書
院
の
社
会
的
役
割
が
増
大
し
た
時
代
と
し
て
、
妥
当
な
選
択
と
思
わ
れ
る
。

　
内
容
紹
介
を
し
な
が
ら
、
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
き
た
い
が
、
す
べ
て
の
項

目
に
わ
た
り
え
な
い
こ
と
を
お
も
い
、
ま
ず
全
体
の
構
成
を
示
し
た
い
。
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第
一
章
　
明
清
書
院
の
概
観

　
第
一
節
　
書
院
の
機
構
と
変
遷

　
第
二
節
　
洋
務
運
動
と
書
院
の
実
学
教
育

第
二
章
　
地
域
別
書
院
概
要
と
分
布

第
三
章
　
明
代
書
院
に
お
け
る
庶
民
層
の
拾
頭

　
第
一
節
泰
州
学
派
と
書
院

　
第
二
節
東
林
書
院
と
社
会

　
第
三
節
　
野
末
復
社
と
社
会

　
第
四
節
　
明
末
読
書
人
結
社
と
教
育
活
動

　
第
五
節
　
復
社
に
お
け
る
出
身
層
と
社
会

　
第
六
節
　
清
代
考
証
学
と
そ
の
教
育
思
想

第
四
章
　
清
代
書
院
と
商
人

　
第
一
節
　
山
西
商
人
と
書
院

　
第
二
節
　
安
徽
商
人
と
書
院

　
第
三
節
　
江
西
・
湖
広
地
方
の
書
院
と
商
人

　
第
四
節
　
江
蘇
・
漸
江
地
方
の
書
院
と
商
人

　
第
五
節
　
福
建
・
広
東
地
方
の
書
院
と
商
人

　
第
六
節
　
辺
境
地
方
の
書
院
と
商
人

第
五
章
戊
戌
変
法
と
書
院

　
第
一
節
　
顔
元
・
王
船
山
一
清
初
啓
蒙
思
想
の
実
学
思
想
と
道
器
論

　
第
二
節
　
朱
九
江
と
礼
山
草
堂

　
第
三
節
　
康
有
為
と
長
里
里
学
舎
（
万
木
草
堂
）
・
娃
林
書
院
の
教
育

　
第
四
節
　
梁
啓
超
の
教
育
思
想

　
第
五
節
　
康
有
為
の
経
済
思
想
と
そ
の
発
展

　
第
六
節
　
　
広
雅
馴
口
院
と
廓
犬
轡
ず
制
教
育

　
　
第
七
節
　
湖
南
新
政
運
動
の
概
略
と
書
院
改
革

　
　
第
八
節
　
湖
南
書
院
の
薪
政
反
対
運
動

　
第
一
章
は
文
字
通
り
の
概
説
で
あ
る
。
書
院
の
機
構
と
し
て
主
講
者
で
あ

る
山
長
（
院
長
）
、
総
務
を
あ
つ
か
う
監
院
、
獣
姦
、
学
生
等
の
職
務
内
容
に

つ
い
て
、
あ
る
い
は
書
院
の
経
費
、
暗
号
等
の
全
般
的
な
説
開
が
ほ
ど
こ
さ

れ
る
と
と
も
に
、
明
末
清
初
の
書
院
抑
圧
時
代
を
経
て
、
従
来
、
私
立
が
原

則
で
あ
っ
た
書
院
を
宮
立
化
さ
せ
た
、
有
名
な
雍
正
十
一
年
の
詔
勅
を
テ
コ

と
し
て
の
書
院
隆
盛
時
代
。
ウ
ェ
ス
タ
ン
イ
ン
パ
ク
ト
に
ゆ
れ
る
清
末
、
洋

務
運
動
の
中
で
西
洋
的
実
学
を
希
求
す
る
過
程
で
の
書
院
の
改
革
、
し
か
し

科
挙
の
廃
止
に
と
も
な
い
書
院
が
学
堂
に
変
化
す
る
書
院
終
末
時
代
と
い
っ

た
歴
史
変
遷
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
は
統
計
的
な
部
分
で
、
様
々
な
表
や
グ
ラ
フ
を
つ
か
っ
て
、
地
域

的
な
書
院
分
布
（
辺
境
地
方
以
外
は
ほ
ぼ
全
国
に
差
違
は
な
い
）
、
時
代
別
創

建
数
（
乾
隆
が
最
高
で
あ
る
）
、
設
置
者
、
摘
銀
者
、
掴
地
者
等
が
分
類
、
表

示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
を
導
入
部
と
し
て
、
第
三
章
か
ら
が
本
論
で
あ
る
。

　
第
三
章
の
テ
ー
マ
は
、
泰
州
学
派
、
東
林
、
復
社
と
い
う
明
末
清
初
に
か

け
て
の
読
書
人
の
運
動
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
関
心
は
、
書
院
そ
の
も
の
よ
り

も
、
書
院
に
集
結
し
、
政
治
社
会
運
動
を
推
進
し
て
い
っ
た
人
物
群
に
よ
り

多
く
む
け
ら
れ
て
い
る
。

　
王
陽
明
の
良
知
の
学
が
、
天
下
を
席
巻
す
る
に
つ
れ
、
活
発
な
講
学
活
動

が
行
わ
れ
る
。
こ
の
講
学
の
場
で
あ
る
書
院
は
時
流
と
な
る
と
と
も
に
、
弾

圧
の
対
象
と
も
な
っ
た
。
か
よ
う
な
情
勢
の
申
に
拾
頭
し
て
き
た
の
が
泰
州

学
派
で
あ
る
。
戦
後
の
明
代
思
想
史
の
中
で
、
一
躍
脚
光
を
あ
び
た
こ
の
学

派
の
創
始
者
、
王
心
斎
は
、
泰
州
、
安
豊
場
の
塩
丁
の
出
身
で
あ
っ
た
。

　
著
者
は
こ
の
王
心
斎
ゆ
か
り
の
心
斎
講
堂
と
、
同
じ
く
泰
州
の
馬
場
で
あ
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評書

る
東
台
場
に
た
て
ら
れ
た
泰
東
書
院
、
休
寧
県
に
た
て
ら
れ
た
環
古
書
院
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ど

三
つ
を
、
泰
州
学
派
の
書
院
と
し
て
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
集
っ
た
人
々
を
一

人
一
人
紹
介
し
て
い
く
。

　
著
者
の
列
挙
す
る
ま
ま
に
な
が
め
て
い
く
と
、
心
斎
の
直
接
の
門
人
が
結

集
し
た
心
斎
講
堂
の
メ
ン
バ
ー
が
、
圧
倒
的
に
国
籍
出
身
で
あ
る
こ
と
に
、

今
更
の
よ
う
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
か
な
り
豊
か
な
階
戸

（
宗
部
・
無
蓋
永
な
ど
）
が
こ
の
講
堂
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

　
佐
伯
富
氏
（
『
塾
代
塩
豆
の
研
究
』
）
に
よ
れ
ば
、
嘉
靖
初
期
に
お
い
て
、

す
で
に
竈
戸
に
は
階
級
分
化
が
み
ら
れ
、
貧
竈
、
富
窟
が
判
然
と
わ
か
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
万
暦
年
間
に
は
、
両
翼
の
竈
戸
は
驚
籍

に
よ
っ
て
科
挙
の
上
に
特
典
を
附
与
せ
ら
れ
、
そ
の
社
会
経
済
地
位
の
上
昇

が
伺
え
る
と
い
う
。

　
こ
の
課
戸
の
階
級
分
化
は
、
王
心
斎
自
身
の
博
に
も
は
っ
き
り
映
っ
て
い

た
こ
と
で
、
彼
は
陵
戸
の
生
産
手
段
で
あ
る
草
蕩
（
製
塩
の
際
の
燃
料
生
産

地
）
を
均
分
す
る
こ
と
を
建
議
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
侯
外
塵
氏
は
、
こ
の

事
実
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
「
均
分
草
蕩
」
に
、
封
建
独
占
に
反
対

す
る
平
均
主
義
小
私
有
の
性
質
を
み
と
め
て
い
る
（
噸
．
中
国
思
想
通
史
』
）
。

　
か
よ
う
な
王
心
斎
の
理
想
主
義
を
含
み
な
が
ら
、
し
か
も
こ
の
泰
州
学
派

の
背
景
に
あ
る
も
の
が
、
社
会
的
に
上
昇
し
て
い
く
富
竈
で
あ
っ
た
ろ
う
こ

と
は
き
わ
め
て
推
測
し
や
す
い
。
万
暦
十
八
年
に
た
て
ら
れ
た
泰
東
書
院
も
、

三
江
の
子
弟
が
入
学
し
た
と
考
え
ら
れ
る
と
著
者
は
い
う
。
た
と
え
明
代
の

書
院
の
性
格
が
、
よ
り
多
く
講
学
の
書
院
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
前
述
の
科

挙
政
策
と
、
何
ら
か
の
必
然
性
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
か
た

く
な
い
。

　
王
心
斎
が
塩
丁
出
身
で
あ
り
、
そ
の
学
派
が
農
・
工
様
々
の
庶
民
層
を
つ

つ
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
成
立
の
母
体
を
み
る
時
に
は
、
か
く
し
て
産
塩
地
、
泰
州
と
い
う
特
殊

性
に
、
あ
く
ま
で
固
執
し
た
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

　
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
π
即
の
基
と
な
っ
た
論
文
「
泰
州
学
派
と
そ
の
社

会
的
基
礎
」
（
『
東
洋
史
学
論
集
』
第
三
、
一
九
五
四
）
で
は
、
著
者
自
身
が
、

王
心
斎
の
一
族
の
出
身
を
系
譜
的
に
あ
と
づ
け
、
泰
州
学
派
発
展
の
背
後
に
、

寓
蹴
の
力
の
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
指
摘
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

本
書
で
は
か
よ
う
な
部
分
が
す
べ
て
削
去
さ
れ
、
書
院
関
係
者
を
列
挙
し
て
、

泰
州
学
派
の
庶
民
性
と
い
う
一
般
的
指
摘
に
と
ど
め
て
い
る
の
は
ど
う
い
う

わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
で
は
、
後
に
子
代
の
書
院
と
塩
商
と
の
関
係
が
論

じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
前
提
と
し
て
も
、
泰
州
学
派
と
土
竈
と
の

関
係
は
、
も
っ
と
強
調
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。

　
又
、
張
居
正
の
書
院
弾
圧
に
関
し
て
は
、
賢
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で

あ
る
が
、
里
居
正
と
泰
州
学
派
と
の
書
院
野
里
を
は
さ
ん
で
の
対
立
に
つ
い

て
も
つ
っ
こ
ん
だ
考
察
が
な
さ
れ
れ
ば
、
泰
州
学
派
の
運
動
と
し
て
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
つ
づ
い
て
第
二
節
で
は
、
東
林
党
の
政
治
活
動
が
簡
単
に
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
、

顧
憲
成
が
商
人
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
初
め
と
し
て
、
東
林
書
院
に
あ
つ
ま

っ
た
層
が
、
上
は
下
形
か
ら
、
工
費
、
無
頼
に
契
る
ま
で
の
幅
広
い
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
に
、
著
者
の
関
心
が
向
け
ら
れ
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
開
読
の

変
や
、
宮
造
を
停
止
す
る
こ
と
を
請
う
た
、
李
邦
華
の
上
奏
文
に
み
ら
れ
る

東
林
の
機
戸
擁
護
の
動
き
に
注
目
が
払
わ
れ
て
い
る
。

　
三
、
四
、
五
節
は
復
社
に
つ
い
て
で
あ
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
文
社
は
書

院
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
東
林
書
院
の
政
治
活
動
の
あ
と
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を
藏
接
に
う
け
つ
い
だ
、
明
宋
清
子
の
読
書
人
の
総
合
体
と
し
て
、
必
然
的

に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
郷
社
の
成
立
過
程
か
ら
、
中
央
宮
僚
と
の
対
立
抗
争
の
あ
ら

ま
し
を
概
観
し
た
上
で
、
著
者
は
、
復
業
の
郷
村
に
お
け
る
教
化
活
動
や
、

個
々
の
社
員
の
様
々
な
善
政
を
、
庶
民
の
側
に
た
つ
行
為
と
し
て
、
丹
念
に

収
集
し
、
か
つ
、
東
林
党
人
に
は
圧
倒
的
に
中
央
官
僚
が
多
か
っ
た
の
に
ひ

き
く
ら
べ
、
三
社
の
メ
ン
バ
ー
の
出
身
層
の
性
格
と
し
て
、
①
科
挙
に
不
遇

な
人
物
が
多
か
っ
た
こ
と
。
②
非
常
に
貧
し
い
下
層
読
書
人
が
い
た
こ
と
を
、

個
々
の
事
例
を
克
明
に
あ
げ
て
実
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

張
淳
の
母
が
碑
で
あ
っ
た
こ
と
と
か
か
わ
ら
せ
て
、
復
学
が
一
人
の
奴
碑
を

解
放
し
て
、
復
社
で
学
ば
せ
た
事
件
を
特
筆
し
て
い
る
。

　
総
じ
て
、
貴
賎
を
と
わ
ぬ
幅
広
い
層
を
含
ん
だ
東
林
、
黒
影
の
活
動
の
背

景
に
あ
っ
た
も
の
は
、
市
民
層
の
庶
民
的
な
カ
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
復
社
に
関
す
る
論
文
と
し
て
、
近
年
宮
崎
市
定
氏
が
「
張
薄

と
そ
の
時
代
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
三
十
三
一
三
、
昭
和
四
十
九
年
中
を
か
か

れ
て
い
る
が
、
前
述
し
た
著
者
の
、
天
社
の
性
格
づ
け
と
は
、
大
分
対
立
す

る
見
解
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
参
考
の
た
め
に
、
呼
応
す
る
と
こ
ろ
を
ぬ
き

だ
し
て
み
よ
う
。

　
宮
崎
氏
は
、
東
林
、
復
社
の
活
動
に
お
い
て
、
中
心
的
な
役
割
を
果
し
た

の
は
郷
紳
層
で
あ
る
と
、
ま
ず
断
じ
る
。
虚
語
に
お
い
て
は
、
確
か
に
東
林

党
が
エ
リ
ー
ト
官
僚
集
団
で
あ
っ
た
の
に
く
ら
べ
、
そ
の
成
員
の
多
く
が
下

層
の
養
畜
、
な
い
し
は
生
野
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
公
然
と
結
社

活
動
の
で
き
る
条
件
を
彼
ら
に
付
与
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
復
号
が
科
挙
合
格
の
た
め
の
、
圧
力
団
体
と
し
て
そ
の
勢
力
を
伸
張
す
る

に
つ
れ
、
政
治
活
動
に
も
コ
ミ
ッ
ト
し
、
遠
方
に
い
な
が
ら
中
央
政
府
に
影

響
を
あ
た
え
え
た
要
因
と
し
て
そ
の
大
衆
動
員
力
と
、
情
報
伝
達
力
が
あ
げ

ら
れ
る
が
、
経
済
的
に
も
、
当
蒔
、
北
方
の
野
壷
の
脅
威
の
下
に
膨
脹
し
た

国
家
財
政
支
出
が
、
最
終
的
に
は
軍
需
景
気
と
し
て
、
郷
紳
層
の
中
に
流
れ

こ
ん
だ
の
で
あ
り
、
こ
の
灘
区
が
彼
ら
に
自
信
を
あ
た
え
た
の
だ
と
推
論
さ

れ
て
い
る
。

　
ま
た
張
傅
が
碑
の
出
生
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
奴
僕
の
あ
な
ど
り
を
う
け

た
こ
と
は
、
彼
を
し
て
奴
僕
の
専
横
を
厳
し
く
憎
悪
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、

ま
た
概
し
て
当
時
の
郷
紳
層
に
は
下
層
階
級
を
蔑
視
す
る
風
は
根
強
く
、
張

薄
の
人
間
観
に
も
何
ら
新
し
い
も
の
は
な
く
、
当
蒋
の
水
準
を
そ
の
ま
ま
現

わ
し
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
。

　
ち
な
み
に
、
大
久
保
氏
が
、
当
時
江
南
の
弊
害
と
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

綱
の
僕
」
の
横
暴
を
詳
し
め
る
張
采
の
「
縁
縦
奴
僕
横
」
と
い
う
誓
誉
を
、

「
縁
縦
奴
僕
」
と
し
て
あ
た
か
も
奴
僕
解
放
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
よ
う
に
あ
っ

か
わ
れ
て
い
る
の
は
う
な
づ
け
な
い
（
初
め
は
単
な
る
誤
植
か
と
思
っ
た

が
、
先
行
の
論
文
に
も
そ
う
か
か
れ
て
い
る
し
、
こ
れ
を
う
ら
づ
け
る
史
料

と
し
て
下
面
を
主
人
か
ら
解
放
し
た
と
い
う
話
を
も
っ
て
こ
ら
れ
て
い
る
以

上
、
そ
う
考
え
ざ
る
を
得
な
い
）
。

　
や
は
り
復
社
に
論
及
さ
れ
て
い
る
小
野
和
子
氏
は
、
復
社
の
運
動
を
、
江

南
先
進
地
帯
に
お
け
る
、
比
較
的
開
明
的
な
地
主
層
の
、
当
面
の
危
機
（
満

州
の
侵
入
と
農
民
起
義
の
拡
大
）
を
緩
和
さ
せ
る
た
め
の
政
治
運
動
と
規
定

し
、
張
博
が
、
「
紀
綱
の
僕
」
の
横
暴
に
対
し
て
は
げ
し
い
憎
し
み
を
い
だ

い
て
い
た
こ
と
と
、
し
か
も
奴
僕
の
郷
放
に
援
助
を
与
え
た
こ
と
を
、
彼
ら

が
地
主
層
に
出
身
し
な
が
ら
相
対
的
に
地
主
経
済
か
ら
自
立
し
得
る
側
面
を

も
っ
て
い
た
こ
と
と
関
連
さ
せ
て
い
る
（
「
明
末
の
結
社
に
関
す
る
一
考
察
」

『
史
林
』
一
九
六
二
一
二
）
。
こ
の
地
主
経
済
か
ら
自
立
し
得
る
側
面
と
は
具
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評
l
l
：

L」甲

体
的
に
は
、
文
枝
が
書
置
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
指
す
も
の
で
、
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
大
久
保
氏
も
文
社
と
書
坊
、
商
人
と
の
関
係
と
し
て
注
目

し
、
宮
崎
氏
も
世
は
既
に
憐
報
階
代
で
あ
り
、
出
版
監
修
業
と
も
い
う
べ
き

も
の
が
、
可
能
に
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
都
衛
の
読
書
人
の
動
向
を
み

る
上
で
も
興
味
ひ
か
れ
る
問
題
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
幣
社
の
基
盤
と
な
っ
た
も
の
を
、
諸
説
と
り
ま
ぜ
て
考
え
て
み

る
と
、
概
し
て
著
者
の
、
個
々
の
事
例
を
丹
念
に
検
出
す
る
方
法
は
、
往
々

に
し
て
、
上
は
繕
紳
か
ら
無
頼
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
等
し
な
み
に
と
り

あ
つ
か
う
こ
と
と
な
り
、
結
着
、
庶
民
的
と
い
う
傾
向
を
あ
ら
わ
す
表
現
に

止
ま
り
、
そ
の
中
で
主
要
な
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
指
摘

し
に
く
く
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
第
四
章
の
清
代
書
院
と
商
人
は
、
三
章
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
、
徹
底
的

に
、
書
院
に
即
し
て
の
考
証
が
す
す
め
ら
れ
て
い
く
。
各
地
域
別
に
、
そ
の

地
方
の
書
院
の
経
済
的
裏
づ
け
、
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
商
人
が
、
そ
の
書

院
に
ど
れ
ほ
ど
出
資
し
た
か
と
い
う
商
人
と
の
関
係
が
、
一
つ
一
つ
検
出
さ

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
出
資
額
を
ぬ
き
に
し
て
、
地
域
別
に
書
院
と
関
係
の
あ
る
業
種
を
あ
げ
て

み
る
と
、
山
西
i
解
州
塩
・
山
東
塩
に
か
か
わ
る
壇
商
・
運
商
・
笠
当
業
。

陳
西
i
塩
・
布
・
茶
・
馬
・
蟻
蚕
の
商
人
・
典
当
意
・
酒
行
・
油
行
。
華

北
一
塩
商
・
典
嶺
。
徽
州
・
両
潅
一
塩
商
。
江
西
一
塩
商
・
典
当
。

湖
北
i
塩
商
。
湖
南
－
茶
・
塩
。
江
蘇
・
漸
江
一
綿
業
・
事
業
。
福

建
I
l
l
塩
・
茶
。
広
東
一
塩
商
・
洋
商
な
ど
と
な
っ
て
い
て
、
圧
倒
的
に

塩
商
、
典
当
業
と
書
院
と
の
結
び
つ
き
の
多
い
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
は
時
代
的
な
も
の
が
あ
っ
て
、
整
商
が
盛
行
し

た
の
は
道
光
ま
で
で
、
そ
れ
以
後
、
塩
商
は
衰
亡
す
る
。
典
当
業
の
最
盛
期

は
嘉
慶
か
ら
道
光
で
、
こ
の
時
期
書
院
と
の
関
係
も
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
典
嶺
業
と
の
か
か
わ
り
方
は
、
お
も
に
書
院
が
、
そ
の
資
金
を
典
当

番
に
貸
し
あ
た
え
、
そ
の
利
息
で
書
院
を
運
営
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
寝
臥

州
で
は
、
文
興
典
と
い
う
書
院
み
つ
か
ら
が
経
営
す
る
質
屋
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
も
し
ろ
い
指
摘
で
あ
る
。

　
こ
の
書
院
と
黒
黒
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
中
村
治
兵
衛
氏
が

「
清
代
山
東
書
院
と
無
稽
」
（
嵐
．
東
方
学
』
十
一
輯
）
に
お
い
て
論
及
さ
れ
て

い
る
。
中
村
氏
の
関
心
は
む
し
ろ
町
代
に
語
録
業
が
い
か
に
盛
行
し
た
か
と

い
う
面
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
資
金
貸
し
つ
け
の
具
体
的
な
運
営
状
況

に
つ
い
て
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
山
東
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
た

現
象
を
、
全
国
的
に
採
集
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
広
東
で
洋
行
が
経
営
し
た
霧
院
は
、
他
郷
出
身
者
が
同
業
者
と

し
て
、
異
郷
に
建
設
し
た
と
い
う
特
殊
な
性
格
を
も
つ
と
い
い
、
ま
た
上
海

に
特
徴
的
な
書
院
と
し
て
、
西
洋
の
学
問
を
採
用
し
た
格
致
書
院
な
ど
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
、
後
の
洋
務
運
動
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
み

る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
四
川
省
で
は
、
書
院
と
塩
商
の
か
か
わ
り
方
は
、
他
の
地
方
に
く
ら
べ
て

う
す
く
、
塩
商
が
直
接
繊
資
し
た
例
も
な
く
、
せ
い
ぜ
い
、
日
商
に
貸
し
つ

け
て
利
息
で
ま
か
な
う
形
が
み
ら
れ
る
程
度
で
、
商
学
の
成
立
も
遅
い
と
い

㍗
り
。

　
ま
た
、
四
川
省
に
聖
諭
広
訓
を
宣
濃
し
た
教
化
雷
院
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
、

邪
教
が
多
い
と
い
う
四
川
省
の
土
地
柄
と
結
び
つ
け
て
解
釈
し
て
い
る
の
は

・
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
。
聖
諭
の
宣
講
は
、
清
朝
が
郷
民
教
化
の
政
策
と
し
て
、

全
国
的
に
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
実
行
の
度
あ
い
が
熱
心
か
不
熱
心
か
は
別

と
し
て
、
建
前
と
し
て
は
、
ど
の
書
院
で
も
み
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
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か
。　

五
章
は
、
戊
戌
変
法
と
書
院
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
思
想
史
的
な
側
面
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
、
清
末
の
変
法
思
想
の
前
提
と
な
っ
た
、
清

初
の
啓
蒙
思
想
家
、
顔
元
と
王
船
山
の
実
学
思
想
、
道
器
論
か
ら
と
き
お
こ

さ
れ
、
康
有
為
、
梁
緊
急
に
及
ん
で
い
る
。

　
こ
の
時
期
の
書
院
は
、
広
雅
書
院
や
湖
南
の
書
院
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

中
体
西
用
を
実
現
す
る
べ
く
、
実
学
教
育
の
場
と
し
て
改
革
さ
れ
る
一
方
、

あ
る
い
は
同
じ
く
湖
南
に
お
け
る
嶽
麓
書
院
の
よ
う
に
変
法
運
動
反
対
の
中

心
と
な
る
な
ど
、
政
治
的
要
請
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
著
者
は
特
に
、
湖
南
の
書
院
と
時
務
学
堂
と
の
対
立
抗
争
に
力
を
入
れ
て

叙
述
し
て
い
る
が
、
無
党
こ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
小
野
川
秀
美
氏

の
『
清
末
政
治
思
想
研
究
』
と
い
う
名
著
が
あ
り
、
本
論
も
こ
れ
を
追
着
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
以
上
、
三
時
代
に
お
け
る
書
院
の
あ
り
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
視
点
か

ら
論
及
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
き
わ
め
て
個
人
的
な
興
味
を
い
え
ば
、
資
料
が

ほ
と
ん
ど
素
材
の
ま
ま
で
提
示
さ
れ
、
い
わ
ば
、
個
々
の
実
例
を
丹
念
に
列

挙
し
て
い
く
と
い
う
著
者
の
方
法
が
、
最
も
発
揮
さ
れ
た
と
も
い
う
べ
き
第

四
章
か
ら
示
唆
さ
れ
る
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。

　
他
の
章
で
は
、
読
書
人
の
運
動
や
、
変
法
思
想
が
前
景
に
で
て
き
て
、
書

院
は
遠
景
の
感
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
醤
院
そ
の
も
の
に
即
し
て
の
論
証

が
行
わ
れ
た
た
め
、
科
挙
の
手
段
と
し
て
、
密
接
に
商
人
と
か
か
わ
り
あ
っ

て
い
る
薔
院
の
存
在
を
、
社
会
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
て
、
イ
メ
ー
ジ
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
明
代
の
書
院
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
に
経
済
基
盤
が
整
理
さ
れ
れ
ば
、

と
願
わ
れ
る
が
、
第
二
章
の
統
計
か
ら
み
て
も
、
た
ま
に
学
田
の
所
膚
が
記

録
さ
れ
た
り
、
知
府
や
知
県
が
掴
地
者
と
し
て
顔
を
だ
す
程
度
で
、
史
料
的

に
困
難
の
よ
う
だ
。

　
大
方
の
感
想
は
、
紹
介
と
あ
わ
せ
、
そ
の
都
度
示
し
て
き
た
が
、
細
か
な

こ
と
で
二
、
汁
気
が
つ
い
た
こ
と
も
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
本
書
は
、
大
量
の
史
科
を
使
用
さ
れ
た
労
作
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
だ

け
に
多
数
登
場
し
て
く
る
書
院
名
や
人
名
な
ど
だ
け
で
も
索
引
を
つ
け
て
ほ

し
か
っ
た
こ
と
。
李
手
摩
太
、
林
楽
知
、
傅
蘭
雅
な
ど
外
人
の
名
前
は
そ
れ

ぞ
れ
、
テ
ィ
ム
シ
リ
チ
ャ
ー
ド
、
Y
・
エ
　
ア
レ
ン
、
エ
　
フ
ラ
イ
ヤ
ー
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ラ
イ
ヤ
　

ル
ビ
を
ふ
る
な
り
し
た
方
が
親
切
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
傅
爾
雅
の
伝
記
が
不

明
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
に
つ
い
て
は
『
中
國
を
変
え
た
西
洋
人
顧

問
』
（
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
ペ
ン
ス
、
三
石
善
告
訳
　
講
談
社
　
一
九
七
五
）
に

相
当
な
紹
介
が
あ
り
、
さ
ら
に
〉
幽
｝
ヒ
ご
。
自
Φ
洋
．
．
冒
げ
目
見
曙
①
半
日
ゲ
①

ゴ
貯
。
α
β
o
ユ
o
p
o
暁
ノ
＜
①
ω
滞
同
二
ω
o
δ
づ
8
9
昌
山
日
Φ
o
プ
づ
。
｝
o
σ
Q
図
一
葺
。
冥
ぎ
甲

叶
①
窪
些
6
窪
宮
曙
O
巴
塁
、
、
彦
星
～
．
ρ
a
同
霧
伴
〉
。
。
幣
⇒
レ
自
。
ぎ
㎎
騨
鳳
あ
b
。
鳥
．

と
い
う
専
著
も
あ
る
。

　
斜
体
と
し
て
あ
ま
り
に
も
誤
植
が
多
く
、
著
者
の
文
体
が
達
意
の
文
体
で

は
な
い
こ
と
と
相
ま
っ
て
首
を
か
し
げ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
第
二
章
の
グ

ラ
フ
に
し
て
も
、
明
ら
か
に
年
号
が
入
れ
か
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
、

数
値
の
よ
り
処
の
不
明
な
も
の
な
ど
ミ
ス
が
多
い
。
労
作
に
暇
瑛
を
残
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
言
辞
の
闘
、
非
礼
に
わ
た
っ
た
点
は
お
ゆ
る
し
を
い
た
だ
い
て
、
以
上
で

つ
た
な
い
紹
介
を
お
わ
り
た
い
。

　
（
A
5
判
、
五
八
七
頁
　
昭
和
五
十
～
年
王
月
　
国
書
刊
行
会
　
一
五
〇
〇
〇
円
）

　
（
京
都
大
学
文
学
部
研
修
員
・
京
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