
史
涌
剛
の
山
ハ
家
脇
窯
蹴
の
に
就
て

第
一
二
十
－
ご
巻
　
　
第
三
號
　
　
　
罪
報
〇
六

史
通
の
六
家
二
禮
の
論
に
就
て

内

漆一
妄
人

戊

申

　
　
　
　
緒
　
　
　
言

　
さ
き
に
私
は
東
洋
史
研
究
第
二
巻
第
一
號
に
於
て
「
鄭
樵
．
の
史

論
に
就
て
」
と
い
ふ
論
文
を
獲
表
し
た
。
そ
し
て
其
の
緒
論
中
に

之
は
支
那
の
三
大
史
論
家
事
知
幾
、
野
畑
、
章
學
誠
の
中
先
づ
三

農
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
近
い
將
來
に
於
て
他
の
二
者

の
所
論
を
瞼
諭
し
、
然
る
後
に
此
の
三
者
の
綜
合
的
研
究
を
試
み

る
積
り
で
あ
る
旨
を
述
べ
て
置
い
た
。
本
篇
は
即
ち
い
は
“
此
の

三
部
作
の
第
二
部
を
成
す
も
の
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
實
は
願
序
か

ら
言
へ
ば
先
づ
第
　
に
劉
傭
幾
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
私

が
鄭
樵
を
先
に
し
、
劉
知
幾
を
次
に
し
た
の
は
輩
に
自
分
の
都
合

で
さ
う
し
た
だ
け
で
別
に
深
い
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
支
那
の
史
學
は
指
令
痔
代
に
於
て
一
つ
の
韓
換
期
を
形
づ
く
っ

て
居
る
と
言
へ
る
。
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
史
學
は
鷹
宋
時
代
に
於

て
始
め
て
學
問
と
し
て
濁
立
の
地
位
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
と
私

は
考
へ
る
。
唐
初
の
作
で
あ
る
隷
書
経
籍
志
に
書
籍
を
分
類
し
て

経
史
子
集
の
四
部
と
し
、
始
め
て
史
書
を
子
集
の
前
に
列
し
た
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
、

き
は
そ
の
好
個
の
難
敵
で
あ
る
と
言
へ
や
う
。
劉
傭
．
幾
の
史
通
は

こ
の
韓
換
期
の
初
頭
に
於
て
最
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
艦
る
。

黄
蓮
の
審
は
劉
知
幾
の
時
代
以
前
の
史
學
に
幽
す
る
綜
合
的
な
回

顧
で
あ
り
、
同
隠
に
そ
の
指
顧
に
よ
っ
て
己
れ
の
立
つ
べ
き
位
置

を
十
分
に
霞
近
し
、
そ
の
理
想
と
す
べ
き
艦
制
を
確
立
し
て
以
て

後
入
の
依
る
べ
き
道
を
示
し
た
と
い
ふ
先
騒
的
意
義
を
持
つ
も
の

で
あ
る
。
史
通
の
外
篇
に
史
官
建
置
の
篇
を
設
け
て
過
去
の
歴
史

編
纂
の
漕
革
を
蓮
べ
、
古
今
正
史
の
篇
を
設
け
て
過
去
の
歴
史
を

　
　
　
　
　
②

　
々
批
漏
し
た
の
は
即
ち
回
顧
の
意
で
あ
り
、
内
篇
に
説
く
所
は

金
て
彼
の
理
想
と
す
る
歴
史
の
膿
制
に
蘭
す
る
詳
細
で
あ
る
と
私

（17・O）



は
考
へ
る
。
而
し
て
内
篇
の
初
に
あ
る
六
家
二
膿
の
二
篇
は
内
篇

全
払
の
序
論
の
如
き
も
の
で
そ
の
理
惣
的
足
軽
の
由
て
來
る
所
嶽

を
蓮
べ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
本
篇
に
於
て
史
通
の
諸
篇
の
中
、
特
に
六
家
二
審
の
二
篇
を
私

が
取
り
上
げ
て
問
題
に
す
る
の
は
一
つ
に
は
電
通
全
贈
…
の
研
究
は

到
底
こ
の
小
論
文
の
能
く
す
る
所
で
な
い
こ
と
に
も
よ
る
が
、
こ

の
二
篇
こ
そ
史
通
の
書
金
艦
の
立
場
を
最
も
よ
く
表
は
し
て
贋
る

も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
篇
の
意
を
理
解
す
る
こ
と
は
結
局
劉
知

幾
の
言
は
ん
と
欲
す
る
所
の
要
図
を
知
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
前
に
鄭
樵
を
論
じ
た
時
に
も
蓮
べ
た
如
く
私
は
背
の
歴
史
家

の
歴
史
に
封
ず
る
立
場
を
知
る
儒
に
支
郷
の
史
論
を
研
究
せ
ん
と

し
て
み
る
者
で
あ
る
。
感
厚
の
内
篇
に
説
く
所
は
、
六
家
二
膿
を

除
く
外
、
全
て
劉
知
幾
が
己
れ
の
是
と
す
る
方
針
に
基
い
て
、
歴

史
編
纂
の
實
際
的
な
方
法
論
の
詳
細
を
示
し
弛
も
の
で
あ
．
る
。
言

ひ
換
へ
れ
ば
彼
の
立
場
に
立
つ
者
に
し
て
始
め
て
問
題
に
な
る
事

柄
で
あ
る
。
然
る
に
私
に
取
っ
て
先
づ
必
要
な
こ
と
は
彼
の
立
場

が
如
何
に
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
必
ず
し
も
痘
ち
に
彼
の

立
場
を
是
と
し
彼
の
立
揚
に
立
っ
て
彼
の
読
く
所
の
詳
細
を
云
々

　
　
　
　
　
・
足
｝
遊
の
山
ハ
蒙
か
こ
鰍
服
の
に
就
て

し
や
う
と
い
・
識
の
で
は
な
い
。
即
ち
私
が
本
篇
に
於
て
先
づ
粋
家

二
割
の
み
を
問
題
に
し
、
他
の
斯
々
に
至
っ
て
は
之
を
他
日
ヒ
倹

た
ん
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
註
①
書
籍
彪
分
類
し
て
凶
部
と
す
る
こ
と
ば
必
ず
し
も
階
書
経
籍
志

　
　
　
　
に
始
ま
つ
六
わ
け
で
櫨
な
い
。
又
四
都
の
中
、
．
史
書
の
爲
に
一

　
　
　
　
部
な
設
け
た
の
も
附
書
が
最
初
で
あ
ろ
わ
け
で
匡
な
い
。
晋
の

　
　
　
　
祷
鋤
採
甲
乙
二
丁
の
四
部
に
分
ち
、
史
書
冷
肉
三
番
屠
に
持
つ

　
　
　
　
て
來
て
る
る
Q
そ
の
他
の
人
々
ば
多
く
劉
歓
の
七
略
に
倣
．
つ
て

　
　
　
　
七
つ
に
分
諒
し
、
院
孝
緒
の
七
録
の
如
く
説
憾
な
経
典
に
了
い

　
　
　
　
で
第
二
番
碍
に
持
っ
て
來
て
居
る
着
も
あ
る
。
階
書
の
分
類
法

　
　
　
　
ほ
却
旬
阻
剛
の
爪
万
法
に
則
つ
六
も
の
で
あ
ろ
と
ぽ
い
へ
、
晶
坐
要
（
は
こ

　
　
　
　
と
α
数
あ
る
分
類
法
の
申
か
ら
筍
励
の
法
か
主
用
し
六
こ
と
及

　
　
　
　
び
史
部
冷
意
識
的
に
第
二
番
尉
に
持
っ
て
來
て
子
集
よ
り
重
ん

　
　
　
　
じ
六
黙
に
意
昧
が
あ
る
の
で
あ
ろ
Q
（
王
鳴
盛
、
．
十
七
史
商
雛
巷

　
　
　
　
山
ハ
十
七
」
鞭
典
「
ナ
集
四
繭
郡
）

　
　
②
　
史
通
の
史
宮
建
趾
、
古
今
正
史
の
二
篇
な
以
て
劉
知
幾
の
暗
代

　
　
　
　
よ
り
以
前
の
史
書
奄
般
に
訂
す
ろ
個
顧
で
あ
る
と
す
ろ
の
ぱ
實

　
　
　
　
匡
必
す
し
も
當
か
得
た
見
方
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
彼
の
重

　
　
　
　
ん
す
ろ
勝
ば
私
撰
の
史
で
な
く
官
撰
の
正
史
で
あ
る
Q
章
學
誠

　
　
　
　
の
所
謂
三
局
の
纂
修
で
あ
る
。
從
っ
て
史
官
の
濃
革
加
迷
べ
、

　
　
　
　
古
今
の
二
更
か
説
く
の
に
結
局
彼
に
必
要
な
事
柄
か
主
と
し
て

　
　
　
　
乱
壽
つ
糞
も
の
で
あ
．
る
と
も
昌
、
・
ロ
へ
る
。
史
學
吏
の
廊
只
歌
ば
、
唐
以

　
　
　
　
　
第
二
十
二
塩
毬
　
第
三
號
　
　
　
山
岸
〇
七

ら

（171）



　
　
　
　
　
史
麺
の
六
家
二
膿
の
に
就
て

　
　
　
　
菌
に
あ
っ
て
ほ
寧
ろ
歴
奥
ほ
泓
撰
の
暗
代
で
あ
・
つ
て
官
撰
の
歴

　
　
　
　
史
の
盛
に
な
つ
カ
の
に
唐
以
後
の
、
こ
｝
に
腸
す
ろ
。
從
っ
て
唐

　
　
　
　
以
箭
に
就
て
い
ふ
場
舎
、
蕉
史
な
主
と
し
て
言
ふ
の
に
全
騰
を

　
　
　
　
蔚
蹴
さ
（
依
い
恐
れ
が
六
い
い
と
ほ
曽
ロ
へ
（
怯
い
Q
併
し
乍
ら
崩
三
際
に
劉

　
　
　
　
知
幾
の
丈
漏
、
兄
う
に
必
ず
し
も
官
撰
の
も
の
の
み
に
限
ら
す
簡

　
　
　
　
箪
乍
ら
そ
の
他
の
私
撰
に
も
言
及
し
て
屠
り
、
質
量
正
身
以
外

　
　
　
　
の
史
書
に
就
て
ぼ
内
篇
維
蓮
篇
に
詳
し
く
述
べ
て
居
る
事
等
か

　
　
　
　
ら
考
へ
て
私
ほ
之
か
薄
い
意
昧
の
圓
顧
で
あ
り
、
尊
意
史
で
あ

　
　
　
　
る
と
見
や
う
と
す
ろ
の
で
あ
ろ
Q

　
　
　
　
「
史
劇
の
諸
研
究

　
論
説
の
書
に
樹
す
る
批
難
は
既
に
劉
知
幾
の
當
時
か
ら
あ
っ
た

ら
し
い
が
古
い
も
の
は
今
日
残
っ
て
居
な
い
。
郷
礁
の
通
志
に
劉

知
幾
を
漏
っ
た
文
な
ど
が
あ
る
が
勿
論
研
究
と
言
ふ
程
の
も
の
で

は
な
い
。

　
今
日
吾
々
が
見
る
こ
と
の
噛
癖
る
の
は
明
以
後
の
諸
書
で
あ

る
。
明
入
の
書
と
し
て
は
陸
深
の
史
通
至
要
、
李
維
填
・
郭
孔
延

の
史
．
通
評
繹
、
王
維
倹
の
史
麺
訓
命
題
が
あ
り
、
清
朝
の
著
に
は

黄
淑
琳
の
史
通
訓
故
補
、
浦
鳴
龍
の
史
通
薄
塩
、
紀
均
の
史
麺
劇

繁
等
が
あ
る
。
今
日
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
て
居
る
も
の
は
史
逓
通
騨

史
通
立
命
の
二
書
で
あ
る
。
そ
の
他
誌
庫
全
書
諸
島
提
要
の
史
評

　
　
　
　
　
第
一
二
十
二
薄
恥
　
第
三
號
　
　
　
轟
ハ
○
八

幡
の
舌
先
に
史
逓
と
避
難
通
繹
を
掲
げ
て
居
り
、
叉
章
學
誠
は
文

史
遍
義
外
篇
に
「
旧
史
通
」
の
一
篇
を
設
け
て
湿
る
の
み
な
ら
す
章

氏
遺
書
全
部
を
蓮
じ
て
劉
知
幾
の
名
は
到
る
所
に
散
見
し
得
る
。

　
近
頃
の
話
者
で
は
私
の
知
っ
て
居
る
所
で
は
傅
振
倫
と
い
ふ
人

が
劉
知
幾
の
研
究
を
熱
心
に
や
っ
て
居
る
ら
し
い
。
多
、
の
著
に

「
劉
知
幾
之
史
睾
」
「
劉
知
幾
年
譜
」
が
あ
る
。
叉
呂
思
勉
と
い
ふ
人

の
「
史
通
詐
」
な
る
も
の
が
あ
る
。

　
我
國
で
は
故
田
中
翠
一
郎
博
士
の
「
劉
知
幾
の
歴
史
研
究
法
」
と

い
ふ
論
文
が
あ
る
（
田
中
蕊
・
嚇
郎
論
交
集
所
牧
）
。
亡
父
湖
南
博
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

も
曾
て
「
擬
策
一
道
」
の
中
に
劉
細
江
を
論
じ
だ
こ
と
が
あ
る
（
支
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ

戸
前
第
六
巻
第
四
號
所
載
）
。
史
通
の
内
容
一
般
の
紹
介
や
批
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ

は
殆
ん
ど
以
上
の
諸
書
に
誰
き
て
居
る
と
書
へ
る
。
実
通
の
内
容

や
此
等
の
諸
書
の
一
々
を
紹
介
す
る
こ
と
は
こ
の
小
論
丈
の
目
的

で
は
な
い
か
ら
全
て
之
を
省
略
し
、
こ
こ
に
は
唯
史
通
通
道
に
就

て
　
滅
す
る
だ
け
に
止
め
た
い
。

　
A
コ
臼
況
口
々
。
か
史
國
桶
7
ぜ
鮒
住
む
と
い
へ
ば
・
て
れ
は
ゆ
～
漏
｝
涌
緬
糠
◇
ぞ
繕
　
む

こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
位
草
藤
通
繹
は
よ
く
行
は
れ
て
る

る
。
所
…
が
”
巾
㍗
．
皿
迎
．
W
霧
島
膵
の
刊
日
本
は
皆
そ
の
二
毛
ゆ
ぜ
史
「
呪
泄
の
本
文
の
闇
…
へ



註
の
如
く
割
っ
て
入
れ
て
居
る
。
そ
れ
が
叉
親
切
を
極
め
九
割
註

で
あ
る
の
で
護
者
は
こ
れ
を
讃
ま
す
に
す
ま
す
よ
り
は
讃
ん
だ
方

が
確
に
便
利
な
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
と
同
時
に
讃
者
は
不
知
不
識

の
聞
に
六
通
を
沸
起
龍
の
解
繹
に
從
っ
て
嗜
ん
で
了
ふ
。
蓋
し
之

は
勢
の
黙
然
で
あ
る
。
が
、
併
し
一
方
か
ら
雷
へ
ば
非
常
な
危
瞼

を
冒
し
て
み
る
こ
と
に
な
る
。
例
へ
ば
後
に
論
ず
る
二
罷
に
就
て

言
ふ
と
、
浦
起
龍
は
こ
の
二
罷
を
一
も
二
も
な
く
編
年
罷
と
紀
傳

隈
の
二
膿
で
あ
る
と
決
め
て
か
・
つ
て
み
る
。
所
が
史
．
逓
の
本
文

に
は
さ
う
で
あ
る
と
は
ど
こ
に
も
書
い
て
な
い
。
唯
六
家
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

親
直
す
べ
き
も
の
に
左
転
家
と
漢
書
家
の
二
家
が
あ
る
と
言
っ
て

み
る
だ
け
で
あ
る
。
實
際
上
鮎
徳
ほ
編
年
膿
で
あ
り
、
漢
書
は
紀

傳
膿
で
あ
る
か
ら
浦
超
龍
の
考
へ
は
間
違
ひ
で
あ
る
と
は
言
ひ
難

い
。
併
し
そ
れ
だ
け
に
立
者
は
つ
い
釣
り
込
ま
れ
て
麺
繹
の
考
へ

に
よ
っ
て
史
通
を
護
ん
で
了
ふ
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二

二
に
就
て
は
本
論
に
於
て
詳
し
く
蓮
べ
る
積
り
で
あ
る
が
、
か
う

い
ふ
有
様
だ
か
ら
私
自
身
は
努
め
て
通
信
に
引
き
づ
ら
れ
な
い
様

に
注
意
し
乍
ら
史
通
を
止
ん
で
見
た
。
麺
繹
の
考
へ
を
一
途
に
排

す
る
と
い
ふ
の
で
は
勿
論
な
い
。
四
通
繹
は
飽
く
ま
で
後
轍
の
清

　
　
　
　
　
堤
通
の
六
二
二
騰
の
に
就
て

朝
入
の
考
へ
で
あ
っ
て
、
決
し
て
唐
の
時
代
の
劉
知
幾
の
考
へ
を

全
然
避
溢
…
幾
の
立
場
に
立
っ
て
敷
配
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ

こ
と
を
念
を
押
し
て
雷
ふ
に
過
ぎ
な
い
。

　
註
①
吏
麺
内
篇
六
家
の
篇
末
に
「
術
書
等
四
三
其
撒
久
擾
て
灰
可
耐
蓮

　
　
　
、
者
喉
左
氏
及
漢
書
二
家
而
已
」
と
あ
ス
b
六
三
の
次
の
二
燈
の

　
　
　
　
所
で
も
本
文
中
嬉
あ
二
勢
が
更
騰
と
し
て
の
編
年
燈
紀
傳
燈

　
　
　
　
の
こ
と
で
あ
る
と
ほ
ど
こ
に
も
書
い
て
層
な
い
。
そ
れ
か
と
い

　
　
　
　
つ
て
編
年
と
か
紀
惇
．
と
か
い
ふ
文
字
ほ
後
世
の
蓮
語
で
あ
っ
て

　
　
　
　
劉
知
幾
に
来
だ
そ
ん
な
言
葉
た
知
ら
な
か
つ
六
の
だ
と
に
言
へ

　
　
　
　
な
い
。
こ
の
こ
誹
ぱ
更
｝
巡
の
本
文
の
到
る
所
に
斑
て
來
ろ
。

　
　
　
　
二
　
六
七
の
内
容

　
議
論
を
進
め
る
便
宜
上
煩
を
厭
は
す
六
家
の
内
容
を
先
づ
掲
げ

る
。
六
家
は
即
ち
尚
書
家
・
春
秋
家
・
左
傳
家
∴
國
語
家
・
奥
記
家
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

漢
書
家
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
藁
家
の
家
の
字
に
就
て
は
多
少
設
明

を
す
る
必
要
が
あ
る
。
劉
知
幾
は
塗
家
を
蓮
べ
る
に
際
し
て
｝
家

侮
に
必
ず
後
世
の
類
を
同
じ
う
す
る
者
を
並
べ
て
居
る
。
邸
ち
家

は
今
日
の
所
謂
流
派
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
而
し

て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
劉
知
幾
が
六
家
を
撒
へ
た
の
は
後
世
に
そ

の
流
派
の
見
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
も
の
の
み
を
取
り
上
げ
て
六

つ
並
べ
た
の
で
あ
っ
て
、
普
．
通
支
那
入
が
好
ん
で
す
る
如
く
修
辞

　
　
　
　
　
　
第
る
一
ナ
ニ
巻
　
　
第
三
號
　
　
　
山
ハ
〇
九
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吏
通
の
六
輝
二
騰
の
に
就
て

附
な
意
味
で
六
つ
並
べ
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、
唯
漫
然
と
實
在
す

る
古
い
史
罷
を
数
へ
上
げ
た
の
で
も
な
い
と
い
ふ
黙
で
あ
る
。

　
こ
の
六
家
に
就
て
も
．
通
繹
は
爾
書
家
を
記
言
家
勢
と
し
、
春
秋

家
を
記
事
家
、
左
傳
家
を
編
年
家
、
國
語
家
を
國
別
家
、
史
記
家

を
通
古
紀
傳
家
、
漢
書
家
を
噺
代
紀
傳
家
桜
と
し
て
、
こ
と
さ
ら
に

自
分
の
概
念
に
あ
て
は
め
て
解
済
し
て
み
る
。
こ
れ
等
の
概
念
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

成
程
一
諾
は
六
家
の
特
質
を
表
は
し
て
屠
る
襟
に
見
え
る
が
、
私

は
努
め
て
浦
藩
学
の
概
念
に
拘
泥
す
る
こ
と
を
せ
す
に
、
六
家
の

内
容
を
粟
穂
逼
の
本
丈
だ
け
に
就
て
要
約
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
〔
爾
書
家
〕
其
の
載
せ
る
所
は
皆
典
謹
訓
酷
誓
命
誓
文
な
り
と
言

ひ
、
誓
書
の
中
で
も
発
舜
二
典
の
如
く
入
事
を
蓮
べ
た
も
の
や
、
禺

貢
の
如
く
地
理
を
言
口
つ
た
も
の
、
洪
範
の
如
く
災
群
を
蓮
べ
た
も

の
や
、
顧
命
の
如
く
喪
禮
を
意
い
た
も
の
の
如
き
は
劒
の
純
な
ら

ざ
る
者
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
類
に
撫
す
る
も
の
に
は
古
く
は
周

書
が
あ
り
、
後
世
で
は
脅
の
孔
衙
の
漢
爾
書
、
後
表
罫
書
、
魏
倫

書
、
階
の
影
写
の
御
書
等
が
あ
る
。
併
し
乍
ら
樹
霜
の
如
き
も
の

は
書
物
の
少
い
背
に
あ
っ
て
こ
そ
存
在
便
値
が
あ
る
が
今
日
の
史

禮
と
し
て
は
不
完
全
極
ま
る
も
の
で
あ
る
。
之
を
後
世
に
於
て
そ

　
　
　
　
　
策
二
十
二
巻
　
　
第
瓢
一
號
　
　
　

山隅

黶
ｿ
）

の
滋
藤
概
し
た
取
直
や
王
郡
の
書
が
世
に
行
は
れ
な
い
の
は
良
に

當
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
〔
春
秋
家
〕
春
秋
家
の
起
源
は
孔
子
の
春
秋
よ
り
も
古
く
、
例
へ

ば
夏
般
春
秋
、
晋
春
秋
等
の
名
が
古
書
に
見
え
て
居
る
し
、
こ
の

他
に
も
懸
浸
し
て
了
つ
た
者
も
多
い
だ
ら
う
。
古
い
も
の
で
春
秋

と
類
を
参
じ
う
す
る
も
の
に
早
書
紀
年
が
あ
り
、
所
謂
曹
の
乗
、

楚
の
構
杭
等
も
皆
春
秋
の
別
名
で
あ
る
。
孔
子
の
春
秋
は
興
欺
に

よ
っ
て
直
属
を
明
に
し
、
日
月
を
煎
り
て
姦
通
を
定
め
、
其
の
交

を
晦
に
し
て
不
刊
の
言
を
爲
し
、
將
來
の
法
を
著
は
す
も
の
で
あ

る
。
又
事
を
以
て
日
月
に
繋
げ
る
の
が
そ
の
特
長
で
あ
る
。
こ
の

鮎
か
ら
い
へ
ば
管
饗
（
曇
子
春
秋
）
虞
卿
（
追
出
春
秋
）
呂
不
準
（
呂

氏
春
秋
）
陸
頁
（
楚
漢
春
秋
）
等
の
春
秋
は
名
は
春
秋
だ
が
年
月
に

繋
げ
て
み
な
い
か
ら
孔
子
の
春
秋
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
。
史
記

の
本
記
は
｝
見
春
秋
に
法
っ
て
み
る
襟
で
あ
り
、
後
の
書
史
も
皆

こ
の
法
を
用
ひ
て
は
み
る
が
、
そ
の
内
容
に
至
っ
て
は
褒
誰
黙
渉

が
殆
ん
ど
な
く
唯
故
事
を
整
慌
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
之
を

春
秋
に
比
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
似

　
〔
左
傳
家
〕
左
傳
家
の
起
源
は
左
丘
明
の
春
秋
傳
で
あ
る
。
左
傳

（17り



は
必
ず
し
も
縷
文
と
｝
致
し
て
み
な
い
が
其
雷
は
簡
に
し
て
要
、

其
事
は
詳
に
し
て
博
、
ま
こ
と
に
述
考
の
冠
冤
で
あ
る
。
左
傳
の

後
こ
の
艦
を
襲
ふ
も
の
は
繕
え
て
な
か
っ
た
が
替
に
至
っ
て
樂
資

が
春
秋
後
療
を
作
っ
た
。
叉
名
前
は
或
は
違
っ
て
み
る
が
左
傳
に

倣
っ
て
編
年
膿
の
國
史
を
作
っ
た
も
の
に
蔚
悦
（
漢
紀
）
、
張
瑠
（
後

漢
心
）
・
孫
輿
魏
氏
春
秋
・
蕩
秋
）
・
干
潮
颯
鑑
療
軸
斐

子
野
（
宋
略
）
、
孫
孫
（
齊
春
秋
）
、
何
之
元
（
梁
典
）
、
王
様
（
北
齊

　
　
　
　
　
③

志
）
等
が
あ
る
。

　
〔
解
語
家
〕
之
も
起
源
は
左
三
明
で
あ
っ
て
、
彼
は
春
秋
左
傳
の

外
に
周
魯
齊
晋
鄭
．
楚
英
越
八
國
の
爲
に
春
秋
外
傳
韓
語
を
作
っ

た
。
次
に
之
に
類
す
る
も
の
に
戦
塵
策
が
あ
る
。
後
孔
餌
は
春
秋

時
蜜
語
及
び
春
秋
夕
鶴
を
作
つ
九
。
之
は
左
豊
明
の
春
秋
傅
で
な

く
國
語
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
司
馬
彪
の
九
州
春
秋
も
七
三
統

か
ら
す
れ
ば
近
代
の
國
語
と
見
塗
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
五
胡
十

六
國
の
世
の
如
き
時
代
に
は
當
に
國
語
の
如
き
罷
を
用
ひ
て
然
る

べ
き
で
あ
る
の
に
、
實
際
は
冬
國
所
在
の
史
官
は
多
く
騰
馬
に
倣

っ
て
紀
憾
を
作
り
、
或
は
雨
車
・
震
宏
に
擬
し
て
編
年
の
史
を
作

つ
九
。
之
は
即
ち
三
雲
の
艦
が
大
に
行
は
れ
て
、
國
語
の
風
が
衰

　
　
　
　
　
周
囲
　
の
轟
ハ
家
二
三
の
論
に
蝋
煽
て
、

へ
た
こ
と
を
意
味
し
て
居
る
。

　
〔
史
記
家
〕
其
先
は
司
馬
遷
よ
り
出
て
み
る
。
史
記
は
上
は
黄
帝

よ
り
下
は
漢
の
武
帝
に
及
び
、
紀
憾
書
表
を
設
け
た
。
是
以
後
前
漢

よ
り
後
漢
に
か
け
て
史
官
の
績
ぐ
所
皆
史
記
を
以
て
名
づ
け
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

後
泄
で
は
梁
武
勲
勅
撰
の
逼
史
及
び
北
颪
の
濟
陰
王
輝
業
（
實
は

崔
鴻
等
撰
）
の
筆
録
、
並
び
に
唐
の
李
延
諄
の
南
北
喫
が
あ
っ
て

皆
史
記
の
流
で
あ
る
。
史
記
の
器
は
壁
面
書
表
に
分
れ
て
み
る
爲

に
一
つ
の
事
や
關
係
あ
る
事
柄
が
方
々
に
別
れ
別
れ
に
な
っ
て
了

っ
て
そ
の
間
に
聯
開
が
な
い
、
且
蔭
膳
や
雄
　
胃
を
多
く
四
二
し
て

み
る
爲
に
語
の
重
出
せ
る
も
の
が
少
く
な
い
。
之
は
喫
記
の
鋏
鮎

で
あ
る
。
後
の
通
史
以
降
は
特
に
蕪
重
な
る
こ
と
甚
し
い
。
且
又

（
通
史
や
黒
黒
は
）
患
來
上
っ
て
か
ら
闇
も
な
く
残
鋏
が
澤
山
生
じ

た
し
、
（
叉
南
北
史
は
）
學
者
を
し
て
こ
の
本
ば
か
り
讃
ん
で
別
の

新
し
い
著
書
を
護
む
の
を
怠
ら
し
め
た
り
な
ど
し
て
甚
だ
愁
心
し

な
い
も
の
で
あ
る
。

　
〔
漢
書
家
〕
其
の
先
は
班
間
よ
り
禺
て
る
る
。
之
は
漢
の
高
組
か

ら
王
葬
ま
で
の
事
を
蓮
べ
た
も
の
で
あ
る
。
後
漢
以
後
の
史
家
は

皆
漢
書
の
名
を
襲
っ
て
歴
史
に
書
の
字
を
附
け
九
。
束
管
下
紀

　
　
　
　
　
第
二
十
二
強
］
　
錐
一
二
號
　
　
　
⊥
ハ
…
一
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・
災
涌
働
の
晶
ハ
簸
二
二
聡
の
愚
繭
に
就
て
、

と
三
國
志
の
み
は
例
外
で
あ
る
が
其
の
膿
欄
は
や
は
り
同
じ
で
あ

る
。
史
記
以
前
の
史
は
或
は
累
代
膏
雨
し
、
或
は
一
代
を
完
う
し

て
る
な
い
が
、
漢
書
は
薗
漢
一
代
の
酋
尾
を
狂
う
し
て
一
書
を
成

し
て
み
る
。
叉
其
の
言
は
精
練
、
事
は
竪
町
で
あ
る
。
故
に
こ
の
膿

は
今
日
に
至
る
迄
改
む
る
事
な
く
道
け
ら
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。

　
之
を
要
す
る
に
倫
一
等
四
家
は
引
導
久
し
く
凝
れ
て
了
つ
た
．
．

今
三
冠
点
す
べ
き
訟
・
の
は
左
傅
漢
書
の
二
家
の
み
で
あ
る
。

　
以
上
が
大
書
史
通
の
本
文
で
あ
る
。
以
下
之
に
基
い
て
多
少
の

考
察
を
試
み
る
。

　
註
①
　
浦
起
龍
の
六
家
の
解
糧
の
中
、
春
秋
家
た
記
事
家
と
し
、
左
傳

　
　
　
　
家
な
編
年
家
と
す
る
の
に
必
ず
し
も
適
切
な
考
へ
と
い
ふ
こ
と

　
　
　
　
が
繊
來
（
妹
い
。
何
故
な
ら
ば
編
…
年
と
い
ふ
黙
で
ほ
春
秋
も
左
惚

　
　
　
　
も
同
じ
く
編
年
で
あ
り
、
又
詑
事
と
い
ふ
黙
で
ぱ
春
秋
よ
り
も

　
　
　
　
寧
ろ
左
徳
の
方
が
…
三
三
喜
的
で
あ
る
と
さ
へ
君
へ
る
。
之
に

　
　
　
　
要
す
・
る
に
強
い
て
・
、
の
六
家
ん
こ
諮
に
言
ひ
換
へ
糠
と
す
る
形

　
　
　
　
式
主
義
の
弊
害
の
表
ば
れ
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
泓
の
父
ば
そ
の
史
學
史
稿
に
曾
て
春
秋
左
徳
二
家
の
涯
刷
に
就

　
　
　
　
て
次
の
様
な
こ
と
な
三
っ
て
る
ろ
。
「
劉
知
幾
が
春
秋
嫁
と
左
憾

　
　
　
　
家
と
に
分
て
る
ば
、
左
傳
ば
軍
に
編
年
な
う
の
み
な
ら
す
、
編

　
　
　
　
年
の
上
に
種
々
の
事
實
た
書
く
と
い
ふ
鮎
に
て
の
羅
潤
に
て
、

　
　
　
　
春
秋
の
如
く
編
年
と
褒
疑
の
意
昧
な
有
す
う
も
の
と
異
る
黙
に

餓
謝
二
十
二
巻
　
第
三
號
　
　
　
山
ハ
一
二

　
　
て
麗
湧
ゼ
る
也
」
と
O
併
し
乍
ら
私
に
必
ず
し
も
こ
の
考
へ
に

　
　
、
も
一
玉
成
出
山
栄
眺
怯
い
O
二
子
由
…
勇
ほ
劉
知
幾
に
こ
の
轟
ハ
β
外
’
侮
そ
ん
（
絃

　
　
　
　
　
ハ

　
　
に
内
雰
酌
な
勝
質
に
よ
つ
て
分
類
し
れ
の
で
な
く
、
春
秋
家
採

　
　
後
世
春
秋
の
名
た
附
す
ろ
春
が
多
く
現
ば
れ
五
の
で
之
奄
「
家

　
　
と
し
て
暴
げ
六
の
で
あ
り
、
左
傳
家
に
彼
の
二
男
の
一
つ
に
入

　
　
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
位
置
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
ろ
か
ら

　
　
勿
論
之
か
暴
げ
な
い
わ
け
に
に
い
か
な
か
つ
六
の
で
あ
ら
う
と

　
　
考
へ
る
。
春
秋
に
特
に
一
癖
か
重
ん
ず
ち
こ
と
た
そ
の
特
徴
と

　
　
す
る
と
い
ふ
風
な
理
厨
昏
倒
秋
家
三
二
げ
る
こ
と
に
し
て
か
ら

　
　
後
に
つ
け
表
も
の
で
あ
る
と
思
に
れ
ろ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
の

②
史
遜
通
羅
に
徐
費
ぱ
幣
書
纏
籍
憲
に
晋
紀
五
十
巷
の
惑
者
と
し

　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
て
撫
で
み
る
徐
廣
の
講
で
あ
る
と
し
て
み
る
。

③
沼
目
経
籍
志
の
吏
部
に
に
劉
知
幾
が
暴
げ
六
も
の
以
外
に
も
春

　
　
秋
の
名
を
附
し
六
書
が
十
一
り
見
え
て
層
る
。

④
曳
通
麺
雑
に
濟
陰
王
三
業
の
薪
1
！
二
二
錐
で
あ
っ
て
、
科
録
ほ

　
　
北
魏
の
常
山
王
進
の
曾
孫
輝
が
儒
二
三
鴻
等
な
霧
い
て
作
ら
し

　
　
め
た
も
の
で
あ
る
と
て
奥
通
の
誤
ん
指
摘
し
て
居
ろ
。

　
三
　
六
家
の
分
類
に
就
て

　
先
。
つ
同
県
一
に
問
頴
一
に
（
婚
る
の
は
一
劉
知
幾
一
か
何
故
六
家
な
る
も
の
ソ

を
設
け
た
か
、
叉
如
何
な
る
標
準
か
ら
史
書
を
六
家
に
分
け
た
か

と
い
ふ
鮎
で
あ
る
。
此
の
問
題
が
私
の
最
も
知
り
た
い
所
で
あ
る
。

所
が
こ
の
事
に
就
て
は
劉
知
幾
は
巻
頭
に
「
古
往
今
來
。
質
之
蓬

（176）



憂
。
諸
史
之
作
。
不
恒
厭
艦
。
権
撃
壌
論
。
導
流
有
六
。
し
と
て
六

夢
の
名
を
暴
け
て
み
る
の
み
で
本
文
中
ど
こ
に
も
自
分
の
方
針
を

明
示
し
た
文
伺
は
見
當
ら
な
い
。
幾
っ
て
吾
々
は
彼
の
叙
蓮
の
間

か
ら
彼
の
意
を
探
し
出
す
よ
り
他
に
仕
方
が
無
い
。

　
史
遍
元
亨
は
こ
の
氏
家
の
意
味
を
顯
下
し
て
記
章
家
（
爾
書
）
記

事
家
（
春
秋
）
編
年
家
（
左
傳
）
國
別
家
（
國
語
）
通
古
事
傳
家
（
史
記
）

断
乎
紀
傳
家
（
漢
書
）
の
六
つ
に
言
ひ
換
へ
た
。
「
記
事
ヒ
、
記
事
し

「
編
年
し
「
紀
傳
」
等
の
文
字
は
い
つ
れ
も
史
，
通
の
本
文
中
に
も
見
え

　
　
①

る
丈
字
で
あ
る
か
ら
浦
起
龍
の
こ
の
名
づ
け
方
は
必
ず
し
も
全
く

根
糠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
叉
記
事
家
，
編
年
家
の
二
つ
を
除

け
ば
そ
の
名
の
つ
け
方
は
大
壁
各
家
の
特
質
を
相
當
よ
く
表
は
し

て
み
る
と
思
は
れ
る
。
併
し
乍
ら
浦
起
龍
は
自
分
で
も
言
っ
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

る
如
く
之
は
箪
に
六
家
の
意
味
を
顯
説
し
た
だ
け
の
話
で
あ
っ
て

六
国
の
設
け
ら
れ
た
所
以
や
其
分
類
の
方
針
を
別
の
冨
葉
で
胃
ひ

表
は
し
て
み
る
も
の
と
電
ふ
こ
と
は
出
來
な
い
。

　
私
の
考
へ
で
は
緒
言
に
も
少
し
欝
つ
た
様
に
、
劉
知
幾
が
六
家

を
設
け
九
の
は
全
期
と
し
て
は
自
分
の
理
想
と
す
る
歴
史
の
艦
制

！
之
は
最
も
漢
書
に
近
い
t
の
存
立
を
根
嫁
づ
け
る
爲
に
…
從
來
の

　
　
　
　
　
史
麺
の
六
二
二
彊
の
論
に
就
て

史
書
を
見
わ
た
し
て
之
を
整
理
し
て
並
べ
て
見
た
の
で
あ
る
。
從

っ
て
そ
の
分
類
法
自
身
に
何
か
別
の
償
値
観
念
を
必
要
と
も
し
な

い
し
、
分
類
法
自
身
が
論
理
的
に
整
然
と
概
念
づ
け
ら
れ
る
必
要

も
な
い
、
要
は
彼
の
史
膿
が
歴
史
的
に
言
っ
て
も
根
捺
が
あ
る
と

い
．
幽
事
を
示
す
こ
と
が
幽
暗
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
唯
彼
は
仲
々

の
形
式
主
義
者
で
あ
る
か
ら
分
類
を
し
た
か
ら
に
は
あ
る
程
度
の

理
窟
を
そ
の
分
類
に
つ
け
て
、
形
式
を
整
へ
て
見
た
い
と
思
っ
た

で
あ
ら
う
。
之
は
勿
論
彼
に
限
ら
す
誰
し
も
考
へ
さ
う
な
こ
と
で

あ
る
。
か
く
の
如
き
遍
の
意
瞳
の
限
り
に
於
て
史
．
通
の
内
篇
は
仲

々
順
序
よ
く
組
み
立
て
ら
れ
て
居
る
。
師
ち
先
づ
從
來
の
史
書
全

部
を
大
き
く
六
つ
に
分
け
、
而
も
そ
の
分
け
・
万
は
史
書
の
罷
制
と

い
ふ
黙
に
目
安
を
置
い
て
分
顛
さ
れ
て
る
る
。
次
に
そ
の
六
つ
の

中
か
ら
自
分
の
好
む
所
の
も
の
二
つ
を
撰
ん
で
二
罷
と
し
て
、
こ

の
二
等
の
長
所
を
塾
し
た
も
の
が
自
分
の
史
艦
で
あ
る
と
い
ふ
わ

け
で
以
下
自
分
の
史
罷
の
形
式
を
詳
細
に
蓮
べ
た
の
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
劉
知
幾
は
何
故
断
代
の
紀
傳
艦
で
あ
る
漢
書
の
史
艦
を

最
も
理
想
に
近
い
も
の
と
し
て
選
ん
だ
か
が
問
題
に
な
っ
て
來

る
。
こ
れ
は
；
面
に
し
て
言
へ
ば
時
代
が
さ
う
さ
せ
た
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
鱈
耀
二
十
二
谷
　
　
第
ご
一
当
酬
　
　
山
ハ
一
三

（ユ77）



　
　
　
　
　
聖
通
の
漁
家
こ
魏
の
論
に
就
て

て
、
か
の
鄭
樵
や
章
墨
誠
の
如
く
子
代
の
風
潮
を
超
越
し
て
純
檸

に
自
分
の
頭
か
ら
割
り
出
し
た
方
針
を
以
て
史
書
を
編
む
と
い
ふ

風
は
劉
知
幾
に
於
て
は
比
較
的
少
い
と
思
は
れ
る
。
緒
君
に
於
て

言
っ
た
の
と
は
劉
な
意
味
に
於
て
唐
代
は
史
學
に
一
大
憂
化
を
諭

し
た
時
代
で
あ
る
。
即
ち
麿
以
前
に
於
て
は
史
書
は
私
の
著
蓮
で

あ
り
、
專
門
家
の
葦
毛
で
あ
っ
た
。
殊
に
著
し
い
特
長
は
史
．
．
學
が

多
く
家
學
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
父
子
兄
弟
柑
糠
い
で
一
つ
の
史
書

を
著
は
し
た
事
も
そ
の
例
に
乏
し
く
な
い
。
所
が
唐
初
に
至
っ
て

こ
の
風
は
一
愛
し
て
署
書
隷
書
の
出
來
た
時
か
ら
史
書
が
天
子
の

勅
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、
そ
の
編
纂
に
荒
事
す
る
入
も
「
入
で

は
な
く
多
く
の
墨
者
が
仕
事
を
分
賦
す
る
分
纂
の
法
を
探
る
様
に

　
　
②

な
っ
た
。
邸
ち
直
紙
誠
の
所
謂
私
の
著
蓮
か
ら
落
魚
の
纂
修
に
愛

つ
た
の
で
あ
る
。
誉
書
階
書
は
唐
の
太
宗
の
時
に
袖
章
九
の
で
あ

る
が
劉
知
幾
は
そ
の
畦
代
に
次
ぐ
高
樹
よ
り
玄
宗
に
亘
る
博
代
の

入
で
あ
る
か
ら
恰
も
こ
の
史
．
書
暴
騰
の
風
の
超
っ
て
撚
る
時
代
の

人
で
あ
る
。
而
も
復
自
身
も
書
史
の
纂
修
に
與
り
、
動
も
す
れ
ば

自
分
の
意
見
が
入
々
に
用
ひ
ら
れ
な
い
の
で
濫
に
憤
概
し
て
作
っ

た
の
が
史
．
通
な
の
で
あ
る
。
彼
の
頭
を
占
め
る
碧
羅
が
當
時
殆
ん

　
　
　
　
　
抽
単
二
十
一
こ
巻
　
　
第
｝
　
｝
號
　
　
　
山
ハ
…
四

ど
不
動
の
も
の
と
し
て
行
は
れ
た
漸
代
の
紀
傳
禮
を
一
歩
も
離
れ

る
こ
と
が
出
主
な
か
っ
た
の
は
眞
に
無
理
か
ら
ぬ
所
で
あ
る
。

　
私
は
少
し
く
結
論
を
急
ぎ
過
ぎ
た
が
私
が
、
漁
家
の
設
け
ら
れ

た
事
に
就
て
上
の
如
く
考
へ
る
の
は
決
し
て
理
由
が
な
い
の
で
は

な
い
。
最
密
麺
灘
の
如
き
も
の
に
煩
は
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
李
静

な
心
で
史
遽
の
本
丈
を
讃
め
ば
誰
で
も
が
極
め
て
自
然
に
私
の
様

に
考
へ
る
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
實
際
に
射
て
傅
振
倫
氏
の
「
劉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

知
幾
の
研
究
」
も
昌
思
至
氏
の
「
史
漣
詐
」
も
田
中
博
士
も
私
の
父

も
多
か
れ
少
か
れ
麺
繹
の
影
響
を
受
け
て
浦
二
段
の
態
度
を
是
認

し
て
診
る
の
で
私
は
自
分
の
考
へ
方
を
明
に
す
る
儒
に
次
に
少
し

く
例
謹
を
轟
け
た
い
。

　
理
歯
の
第
一
は
劉
知
幾
が
六
家
を
設
け
た
こ
と
及
び
そ
の
分
類

の
方
針
に
註
し
て
何
も
理
論
的
な
説
明
を
加
へ
て
る
な
い
こ
と
是

で
あ
る
、
誓
文
篇
以
下
彼
の
歴
史
の
請
託
を
論
じ
た
箇
所
で
は
一

々
窟
當
理
論
的
根
擁
を
羅
げ
て
る
る
様
な
理
窟
好
き
の
彼
が
最
も

重
要
な
六
家
声
膿
に
於
て
は
殆
ん
ど
理
論
ら
し
い
理
論
を
蓮
べ
て

る
な
い
の
は
と
り
も
薩
さ
す
此
箇
所
に
於
て
は
彼
に
統
一
的
な
理

論
が
な
い
事
乃
至
は
理
論
の
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
事
を
物
語
る

（　rt　s）



も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
而
し
て
巻
頭
に
唯
；
口
「
論
吏
之
作
。

椎
掌
理
濁
流
云
々
」
と
い
っ
て
み
る
の
を
素
直
に
解
聾
し
て
着
か

ら
の
諸
実
を
流
派
に
分
っ
て
見
る
と
か
テ
な
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け

に
解
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
第
二
に
六
家
の
各
項
に
於
て
彼
は
必
ず
各
家
の
起
源
ど
そ
れ
を

租
陣
す
る
も
の
を
説
い
て
み
る
。
而
も
そ
の
起
源
に
近
い
時
代
に

煽
て
そ
の
艦
を
覆
い
だ
者
と
す
っ
と
後
世
に
な
っ
て
之
を
耐
蓮
し

た
も
の
と
を
分
け
て
蓮
べ
て
る
る
。
之
は
各
々
の
家
が
そ
の
患
來

た
當
時
に
於
て
、
乃
至
は
後
世
に
於
て
、
そ
の
存
在
贋
値
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
を
意
識
的
に
分
け
て
考
へ
九
も
の
で
あ

り
、
昔
行
は
れ
て
も
後
世
そ
の
よ
き
煎
豆
者
の
な
い
様
な
も
の
は

現
代
に
於
て
存
在
儂
値
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
被
の
思
惣
を

裏
書
き
し
て
み
る
も
の
と
思
ふ
〇

　
六
野
の
一
々
に
重
て
書
へ
ば
需
書
家
は
文
華
の
少
か
っ
た
古
代

に
於
て
は
史
膿
と
し
て
意
味
が
あ
る
が
そ
の
後
車
を
禦
ぐ
者
が
な

い
の
は
後
世
丈
籍
が
備
っ
て
來
る
と
術
書
の
如
き
器
は
到
底
完
全

な
る
史
艦
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
臨
來
な
い
。
故
に
後
世
之
を
眞

似
た
孔
衝
の
随
伴
術
害
や
王
郡
の
階
書
等
は
世
に
行
は
れ
な
い
の

　
　
　
　
　
史
い
迎
の
山
ハ
家
二
盤
の
弘
澗
に
瀞
肌
て

も
尤
も
で
あ
る
と
し
て
み
る
。
こ
の
倫
書
家
と
次
の
春
秋
家
と
は

劉
知
幾
自
身
は
そ
の
後
世
に
於
け
る
存
在
橿
値
を
認
め
な
か
っ
た

の
だ
。
か
實
際
に
於
て
之
等
を
擬
し
た
者
が
後
世
撃
て
み
る
の
で
止

む
を
得
す
之
が
爲
に
一
家
を
設
け
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

期
し
彼
は
爾
書
の
如
き
内
容
も
史
龍
の
一
部
と
し
て
は
必
要
で
あ

る
と
考
へ
て
載
書
篇
を
設
け
て
書
志
（
財
部
の
意
）
に
制
作
章
表
書

な
る
も
の
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
み
る
。
因
に
こ
の
載

膨
隆
を
紀
均
の
史
麺
創
繁
で
は
全
部
創
っ
て
了
つ
た
の
は
私
の
解

し
難
い
所
で
あ
る
。

　
春
秋
家
で
は
春
秋
は
春
秋
時
代
に
盛
に
行
は
れ
た
史
龍
で
あ
る

ら
し
い
が
今
日
残
っ
て
み
る
の
は
孔
子
の
修
め
た
魯
の
春
秋
だ
け

で
あ
る
。
後
の
黒
子
・
虞
卿
・
呂
氏
・
陸
墨
等
の
春
秋
は
事
を
日
月

に
繋
げ
て
み
な
い
か
ら
眞
の
春
秋
の
膿
で
は
な
い
。
司
馬
遷
の
史

記
の
本
記
も
春
秋
に
法
っ
て
は
み
る
が
そ
の
造
田
に
於
て
春
秋
の

如
く
嚢
疑
を
旨
と
し
て
み
な
い
と
し
て
る
る
。
後
世
春
秋
の
名
を

附
し
て
現
は
れ
九
書
は
多
い
の
で
あ
る
が
彼
は
之
を
全
部
左
傳
家

の
厨
と
し
て
み
て
春
秋
の
後
を
つ
い
だ
者
は
な
い
の
だ
と
い
ふ
積

り
ら
し
い
。
之
な
ど
は
春
秋
の
膿
が
者
行
は
れ
た
け
れ
ど
も
後
に

　
　
　
　
　
循
〃
二
十
・
二
巻
　
　
筋
｝
一
二
樫
靹
　
　
・
ふ
ハ
一
五

（179）



　
　
　
　
　
史
通
の
山
ハ
｛
鼠
二
鳳
鰻
の
鵜
輌
に
就
て

纏
ぐ
者
が
な
い
か
ら
自
分
に
は
蝕
り
必
要
が
な
い
の
だ
と
い
ふ
態

度
を
よ
く
表
は
し
て
み
る
も
の
と
恩
は
れ
る
。

　
左
博
愛
は
左
傳
の
後
こ
の
道
が
絶
え
て
み
た
が
後
漢
の
蔚
焼
以

後
編
年
艦
で
國
史
を
書
く
も
の
が
創
出
し
た
。
名
前
は
違
っ
て
み

る
が
此
等
は
皆
左
傳
の
流
で
あ
る
と
し
て
み
る
。
併
し
乍
ら
之
は

聯
か
勝
手
な
話
で
躍
に
編
年
腱
と
い
ふ
事
だ
け
な
ら
春
秋
も
編
年

艦
で
あ
っ
て
何
も
特
に
左
傳
を
探
る
理
由
が
な
い
。
名
前
か
ら
言

っ
て
も
春
秋
の
名
が
襲
は
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
春
秋
の
項
に
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
述
べ
た
如
く
春
秋
は
褒
簸
の
意
が
多
過
ぎ
て
歴
実
の
禮
に
は
適

し
な
い
と
い
ふ
の
な
ら
左
傅
の
項
に
於
て
左
傳
は
春
雷
の
意
が
な

い
か
ら
後
世
に
行
は
れ
た
の
で
満
っ
て
こ
の
方
が
い
・
の
だ
と
い

ふ
事
を
主
張
す
べ
き
で
あ
る
。
所
が
滑
稽
幾
は
そ
ん
な
事
は
こ
冨

も
言
っ
て
み
な
い
。
結
局
春
秋
家
と
左
側
家
の
劉
知
幾
の
胚
馴
は

頗
る
紙
製
で
あ
る
。
浦
起
龍
も
｝
寸
困
っ
て
い
Σ
加
減
に
春
秋
は

記
事
家
、
左
傳
は
編
年
家
だ
と
し
て
置
い
た
の
だ
ら
う
。
私
に
雷

は
せ
れ
ば
こ
の
位
の
程
度
の
解
繹
な
ら
之
を
逆
に
春
秋
を
編
年
家

左
傳
を
記
事
家
と
し
て
も
一
向
差
支
へ
な
さ
さ
う
に
思
ふ
。
か
転

る
弱
猫
の
あ
る
は
明
に
劉
知
幾
の
分
類
に
大
し
て
論
理
的
な
根
詰

　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
策
三
號
　
六
｝
六

の
な
い
再
縁
で
あ
る
。

　
國
語
家
は
そ
の
元
組
は
國
語
と
職
國
策
と
で
あ
る
。
後
に
之
を

眞
似
た
も
の
は
孔
術
の
春
秋
時
國
語
と
春
秋
後
語
及
び
司
馬
彪
の

九
州
春
秋
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
晋
の
中
葉
以
後
俗
僧
の
圃
が
多

く
現
は
れ
た
時
代
、
即
ち
當
然
露
語
家
の
盤
で
書
く
べ
き
三
代
に

も
人
は
皆
紀
傳
や
編
年
を
用
ひ
て
國
馴
の
薩
を
用
ひ
な
か
っ
た
の

は
こ
の
腱
の
後
世
濡
れ
た
事
を
意
味
し
て
み
る
と
し
て
み
る
。
之

は
成
程
そ
の
通
り
だ
が
之
だ
け
の
話
で
は
實
際
上
筆
れ
た
と
い
ふ

だ
け
で
転
語
家
が
後
世
に
不
適
當
で
あ
る
と
い
ふ
論
嫁
に
も
な
ら

な
い
し
、
叉
笹
下
や
編
年
が
特
に
存
在
蒸
篭
が
あ
る
と
い
ふ
事
に

も
な
ら
な
い
。
併
し
乍
ら
こ
Σ
に
於
て
も
後
世
行
は
れ
な
い
も
の

は
兎
に
角
存
在
慣
値
が
な
い
の
だ
と
い
ふ
劉
知
幾
の
態
度
は
は
っ

き
り
窺
ふ
こ
と
が
繊
來
る
。

　
史
記
家
と
漢
書
家
の
項
に
至
っ
て
は
劉
知
幾
の
御
都
合
主
義
を

最
も
よ
く
暴
露
し
て
み
る
。
実
記
家
の
特
長
を
通
古
と
し
、
之
を

襲
ふ
者
に
通
史
、
書
幅
、
南
北
史
が
あ
る
と
す
る
の
は
い
エ
。
漢

書
は
噺
代
で
後
の
正
史
は
皆
之
を
襲
ひ
最
も
墨
黒
の
整
っ
た
も
の

で
あ
る
と
い
ふ
の
も
い
、
。
史
記
が
奮
記
や
雅
言
を
探
っ
て
み
る

（ISO）



の
を
責
め
る
の
も
先
づ
認
め
ら
れ
る
。
唯
史
記
が
紀
傳
罷
を
始
め

た
功
績
に
嘱
し
て
は
；
肖
も
賞
め
す
、
剰
さ
へ
紀
傳
器
の
鋏
黙
は

総
べ
て
史
記
の
項
に
於
て
蓮
べ
て
、
「
分
轄
紀
傳
。
散
字
書
表
。
憾

論
家
國
一
政
，
而
胡
越
相
懸
。
叙
鴬
臣
｝
事
。
而
蓼
商
是
隔
。
此
其

爲
膿
之
失
者
也
」
と
す
る
に
至
っ
て
は
回
り
に
も
得
手
勝
手
な
言

ひ
草
だ
と
い
ふ
他
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
漢
書
も
同
じ
く
紀
偉
艦

で
あ
る
限
り
之
と
同
じ
映
黙
を
持
っ
て
る
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
麟
っ
て
考
へ
て
見
る
と
史
記
家
は
必
ず
し
も
史
記
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

も
の
で
は
な
い
、
輿
．
記
家
と
は
愚
作
で
あ
る
．
通
史
や
概
評
や
南
北

実
に
よ
っ
て
覗
蓮
さ
れ
た
襟
な
一
群
の
通
古
論
里
門
で
あ
る
と
い

ふ
辮
明
も
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
史
記

そ
の
も
の
の
功
を
除
り
無
税
し
た
不
明
は
蔽
．
幽
べ
く
も
な
く
、
後

に
常
総
に
よ
っ
て
痛
烈
に
攻
攣
さ
れ
た
の
も
至
極
無
理
か
ら
ぬ
所

で
あ
る
。

　
か
く
の
如
く
述
べ
罵
れ
ば
、
御
者
は
劉
剣
幾
が
六
家
並
を
設
け

た
所
以
も
、
叉
彼
が
六
つ
の
家
に
分
類
し
た
意
圖
も
凡
そ
理
解
出

來
た
こ
と
、
思
ふ
。

　
謡
①
　
例
へ
ば
「
鋼
祀
晶
爵
」
「
記
事
」
の
轟
又
字
に
外
枕
勧
擬
古
離
揃
に
「
蓋
＋
n
之
古

　
　
　
　
　
史
揃
｝
の
山
ハ
家
二
鰹
の
憾
醐
に
点
て
、
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
ゅ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
り

　
　
　
　
更
。
旺
分
断
二
三
。
一
日
記
言
。
二
日
記
事
云
々
」
と
あ
り
、

　
　
　
　
「
編
年
」
匡
三
家
二
藍
傳
家
の
項
に
「
七
二
帝
始
命
荷
悦
。
撮
其

　
　
　
　
　
む
　
　
の
　
　
の

　
　
　
　
磐
爲
編
年
懲
Q
依
左
傳
Q
著
漢
紀
三
十
篇
」
と
あ
る
。
「
紀
傳
」

　
　
　
　
に
至
っ
て
は
特
に
例
か
・
纂
げ
る
迄
も
な
く
到
る
所
に
其
字
が
見

　
　
　
　
受
け
ら
れ
ろ
Q

　
　
②
　
内
藤
廃
次
郎
、
史
學
史
稿
木
Q

　
　
③
私
の
父
ば
六
家
の
分
類
に
就
い
て
「
階
書
経
繕
志
が
そ
の
時
代

　
　
　
　
の
現
在
に
佐
っ
て
吏
書
毛
分
類
ぜ
る
に
欝
し
劉
知
幾
の
分
類
ほ

　
　
　
　
從
來
の
歴
史
の
山
っ
て
起
ろ
由
來
よ
り
し
て
み
ろ
」
・
こ
」
な
史

　
　
　
　
撃
史
稿
に
　
寸
蓮
べ
て
る
ろ
Q
が
尻
W
し
・
て
の
他
の
黙
に
於
て
ほ

　
　
　
　
多
く
浦
起
龍
の
考
へ
為
踏
製
し
て
み
る
。

　
　
①
第
二
節
詫
①
滲
獺
（
…
喜
入
頁
）
。

　
　
　
四
　
二
艦
の
内
容
に
過
て

　
先
づ
史
通
の
二
髄
篇
の
内
容
を
要
約
し
て
見
る
。

　
古
來
の
書
で
史
艦
と
し
て
備
っ
て
み
る
も
の
は
左
傳
と
史
記
と

で
あ
る
。
後
來
の
諸
書
は
い
つ
れ
も
こ
の
二
者
の
籟
園
を
出
で
な

い
。
事
を
以
て
日
月
歳
次
に
か
け
、
中
國
外
夷
共
に
年
を
同
う
し

世
を
共
に
し
て
目
前
に
あ
ら
は
れ
、
理
は
一
言
に
し
て
誰
き
、
語

は
重
出
す
る
こ
と
が
な
い
、
こ
れ
が
こ
の
長
所
で
あ
る
。
短
所
は

入
物
の
國
政
に
關
係
し
て
み
る
者
は
詳
し
い
が
、
野
に
乱
れ
て
み

る
者
は
如
何
に
賢
入
で
あ
っ
て
も
記
さ
れ
な
い
と
い
ふ
鮎
で
あ

　
　
　
　
　
第
二
十
二
小
ぜ
　
第
三
號
　
　
　
ふ
ハ
一
・
七

（　ISI　）



　
　
　
　
　
一
著
の
六
家
乱
髪
の
論
に
猛
て

る
。
史
記
は
紀
を
以
て
大
端
を
暴
け
、
・
て
の
他
細
い
こ
と
は
傳
表

書
に
早
漏
な
く
記
さ
れ
て
み
る
の
が
其
、
長
所
で
あ
る
。
醐
一
の
事

が
分
れ
て
上
篇
に
聯
絡
な
く
記
さ
れ
、
或
は
人
物
の
酵
代
の
前
後

せ
る
者
が
局
列
に
並
ん
で
書
か
れ
た
り
す
る
の
が
其
鋏
馳
で
あ

る
。
荷
悦
の
漢
紀
及
び
班
圏
の
漢
書
は
夫
々
左
偉
史
記
の
短
を
補

っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
班
蔚
二
艦
は
共
に
存
す
べ
き
も
の
で

い
つ
れ
か
の
一
つ
を
慶
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
此
等
を
倣
っ
て

そ
の
出
額
震
え
の
よ
か
っ
た
も
の
に
王
懸
、
難
読
の
晋
書
（
記
号
）
、

干
費
の
晋
記
（
編
年
）
、
避
溢
の
雑
書
（
紀
憾
）
．
裂
子
野
の
遠
略
（
編

年
）
等
が
あ
る
。

　
捌
浦
男
雛
は
こ
の
二
膿
を
似
て
編
年
、
紀
惇
の
二
野
を
指
す
と

し
て
み
る
。
こ
れ
は
一
寸
考
へ
れ
ば
如
何
に
も
そ
の
通
り
で
あ
っ

て
何
等
疑
間
を
挾
む
餓
地
が
無
い
様
に
見
え
る
。
併
し
乍
ら
こ
の

解
羅
は
動
も
す
れ
ば
劉
知
幾
が
將
來
探
卜
す
べ
き
史
膿
に
編
年
膿

紀
傳
罷
の
二
膿
が
あ
る
と
論
定
し
た
も
の
と
誤
解
さ
れ
易
い
。
所

が
實
際
は
彼
は
紀
傳
罷
の
み
を
糖
蜜
し
て
專
ら
紀
僻
膿
の
歴
史
の

作
り
方
に
就
き
論
じ
て
み
る
。
さ
う
だ
と
す
る
と
こ
の
国
管
は
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

す
し
も
探
用
す
べ
き
完
全
な
る
史
醒
と
し
て
の
二
罷
で
は
な
い
の

　
　
　
　
　
第
～
二
十
二
塩
讐
　
第
三
號
”
　
　
轟
ハ
一
入

で
は
な
い
か
と
い
ふ
疑
が
生
じ
る
。
私
の
考
へ
る
所
で
は
こ
の
二

艦
は
從
來
の
史
罷
の
中
、
そ
の
方
法
の
長
所
を
取
っ
て
以
て
男
用

す
る
に
最
も
い
三
ろ
の
型
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
長
所
を
併

せ
た
も
め
が
師
ち
自
分
の
後
に
述
べ
る
史
雛
で
あ
る
と
い
ふ
意
味

だ
ら
う
と
思
ふ
。
海
際
龍
の
い
ふ
如
く
之
は
編
年
紀
傳
と
い
ふ
如

き
一
つ
の
形
式
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
は
な
く
聖
書
あ
っ
た
も
の

の
中
か
ら
最
も
近
代
的
な
る
も
の
二
つ
を
抜
き
患
し
た
も
の
で
あ
．

ら
う
。
そ
こ
で
彼
劉
知
幾
の
考
へ
で
は
大
勇
に
於
て
紀
軍
艦
の
形

式
を
探
用
し
、
編
年
膿
の
精
紳
は
之
を
本
紀
の
中
に
慮
用
す
べ
き

で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
内
篇
本
紀
の
項
に
「
蓋
し
紀
の
腿
た

る
猫
春
秋
の
経
の
如
し
。
置
月
に
繋
げ
て
以
て
競
時
と
な
し
、
君

上
を
書
し
て
以
て
望
薄
を
顯
は
す
」
と
い
ひ
叉
「
陸
機
の
逃
去
兜

租
を
列
紀
す
る
に
直
に
其
事
を
序
し
、
尭
に
編
年
せ
す
。
年
銑
に

編
せ
す
。
何
の
紀
か
之
有
ら
ん
」
と
首
っ
て
み
る
の
は
そ
の
詮
佐

で
あ
る
と
思
ふ
。

　
一
醗
私
の
考
へ
で
は
編
年
紀
傳
の
文
字
が
そ
の
ま
、
史
録
の
名

前
に
用
ひ
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
の
は
泌
鑑
が
出
挙
て
以
後
の
事
で

は
な
か
ら
う
か
と
悪
ふ
◎
劉
傭
幾
自
身
も
こ
の
笹
葉
を
盛
に
使
つ

（IS2）



て
は
み
る
が
そ
れ
は
い
つ
も
「
年
を
編
む
」
と
い
ふ
意
味
で
乃
至
は

「
紀
と
傳
と
」
い
ふ
意
味
で
使
っ
た
も
の
で
未
だ
之
を
ユ
、
の
ま
、
史

艦
の
名
前
と
し
て
意
識
的
に
用
ひ
る
所
ま
で
行
っ
て
み
な
い
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
と
毒
薬
に
逓
史
「
噺
代
の
二
髄
の
考
へ
も
鄭

樵
に
至
っ
て
始
め
て
は
っ
き
り
理
論
的
に
自
壁
さ
れ
た
も
の
で
、

劉
知
幾
が
通
史
を
排
し
て
断
代
を
採
っ
た
の
は
大
し
た
深
い
論
嫁

．
か
あ
る
わ
け
で
な
く
、
枠
謹
製
の
風
「
潮
。
か
官
晶
選
の
腱
簾
史
．
と
い
へ
ば
帯
旧

然
断
代
で
あ
る
が
如
く
な
っ
て
ゐ
九
の
に
撃
つ
た
も
の
で
は
な
い

か
と
思
は
れ
る
。
そ
の
謹
嫁
に
は
史
記
家
の
項
に
於
て
も
彼
は
何

故
古
今
を
通
じ
る
こ
と
が
悪
い
か
と
い
ふ
事
は
；
【
も
言
っ
て
み

な
い
。

　
　
　
　
結
　
　
　
　
語

　
以
上
述
べ
た
所
に
よ
っ
て
私
は
自
註
の
六
日
巨
艦
は
劉
知
幾
が

己
れ
の
理
想
と
す
る
史
膿
を
根
爆
づ
け
る
爲
に
設
け
た
二
篇
で
あ

る
こ
と
、
及
び
六
家
の
分
類
に
至
っ
て
は
輩
に
歴
史
的
根
糠
に
よ

っ
た
の
み
で
別
に
之
と
い
ふ
罪
証
な
史
観
や
歴
史
論
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
を
明
に
し
た
積
り
で
あ
る
。
但
し
こ
の
歴
史
的

根
檬
に
よ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
龍
と
ひ
論
理
的
に
は
大
し
た
意
味

　
　
　
　
　
吏
通
の
六
家
二
禮
の
論
に
就
て
　
　
　
　
　
、

は
な
く
と
も
こ
の
分
類
法
の
存
在
償
値
を
あ
る
程
度
迄
高
め
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
で
あ
る
と
も
い
へ
る
σ
夏
に
叉
彼
が
理
想
と
し
た
史
罷
が
そ
の

ま
・
そ
の
時
代
の
風
潮
の
反
映
で
あ
る
こ
と
も
、
彼
が
そ
れ
迄
の

時
代
の
史
學
の
風
の
結
論
的
存
在
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
に
果
て
必

ず
し
も
意
義
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
私
は
何
も
劉

知
幾
が
史
家
と
し
て
偉
か
っ
た
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
の
で
は

な
く
彼
の
存
在
を
そ
の
時
代
と
の
關
聯
に
於
て
特
に
興
味
深
く
感

ず
る
者
で
あ
．
る
か
ら
で
あ
る
。

　
註
①
歴
史
的
根
擦
と
い
ふ
意
味
ほ
か
く
一
の
前
例
が
あ
る
か
ら
こ

　
　
　
　
の
事
ば
二
千
回
す
偵
償
が
あ
る
と
い
ふ
、
あ
の
支
那
人
が
最
も

　
　
　
　
得
意
と
す
ろ
債
値
づ
け
の
手
段
の
謂
で
あ
る
。
物
事
の
煩
値
為

　
　
　
　
論
理
的
に
よ
り
も
寧
ろ
歴
史
的
に
識
明
す
る
と
い
ふ
態
度
ぱ
從

　
　
　
　
來
の
支
那
人
の
最
も
顯
著
な
特
長
の
一
つ
で
あ
ろ
と
私
に
思

　
　
　
　
ふ
。
儂
値
確
立
の
手
段
と
し
て
か
、
ろ
方
法
が
い
、
か
悪
い
か

　
　
　
　
ば
瑚
問
題
と
し
て
、
支
那
人
の
か
く
の
如
身
・
儂
値
の
表
現
法
及

　
　
　
　
び
か
、
ろ
方
法
に
よ
っ
て
糞
現
さ
れ
六
定
値
－
そ
れ
ほ
必
ず

　
　
　
　
し
も
論
理
に
よ
っ
て
蓑
現
さ
れ
六
も
の
と
全
く
一
致
し
な
い
か

　
　
　
　
も
知
れ
な
い
一
の
申
に
案
外
吾
々
が
今
迄
見
落
し
て
ゐ
力
様

　
　
　
　
な
新
し
い
世
界
が
な
い
と
も
限
ら
な
い
O

策
一
て
T
二
谷
　
　
第
皿
三
舗
鋤
　
　
　
山
ハ
一
九

（IS3）


