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は
じ
め
に

清
朝
の
陸
学
者
李
紋
（
字
巨
来
、
税
穆
堂
）
は
、
『
陸
子
学
譜
』
な
る
書
を
著
し
、
陸
象
山
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
象
山
心
学
の
、
元

末
に
到
る
ま
で
の
展
開
を
跡
づ
け
、
そ
の
後
継
者
達
を
顧
彰
し
た
。
と
れ
に
よ
り
、
象
山
の
高
弟
楊
慈
湖
、
あ
る
い
は
元
代
の
大
儒
呉
草

庫
、
虞
集
と
い
っ
た
人
物
を
除
い
て
は
、
あ
ま
り
語
ら
れ
る
と
と
の
な
か
っ
た
人
物
が
、
彼
な
り
の
立
場
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
、
象
山
心

学
の
後
継
者
と
し
て
の
確
乎
た
る
地
位
を
与
え
ら
れ
る
乙
と
に
な
っ
た
。

従
来
の
陸
学
研
究
が
、

乙
の
視
点
を
欠
い
た
状
態
に
甘
ん
じ
て
い
た
の
は
、
象
山
心
学
の
後
継
者
に
、
先
の
人
物
を
除
い
て
、

乙
れ
と

呉草底と鄭師山

い
っ
た
人
材
が
現
わ
れ
な
か
っ
た
と
か
、
元
朝
に
よ
る
朱
子
学
国
教
化
の
影
響
で
、
陸
学
が
全
般
的
に
振
わ
な
か
っ
た
と
か
の
理
由
が
考

え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
乙
の
ま
ま
で
は
、
象
山
心
学
の
展
開
は
お
ろ
か
、
そ
の
独
自
の
特
性
も
見
失
わ
れ
、
さ
ら
に
陽
明
心
学
出
現
の

先
駆
的
役
割
り
し
か
果
さ
な
い
か
の
如
き
印
象
す
ら
与
え
か
ね
な
い
。
も
と
よ
り
腸
明
心
学
と
象
山
心
学
が
別
箇
の
も
の
で
あ
る
と
主
張

す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
陽
明
の
出
現
に
よ
り
象
山
心
学
の
真
精
神
が
発
揮
さ
れ
、
そ
の
学
聞
が
天
下
の
承
認
を
得
る
と
と
に
な
っ
た

の
は
疑
い
え
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
象
山
心
学
に
は
象
山
心
学
に
し
か
な
い
特
性
が
あ
る
の
も
当
然
の
と
と
で
あ
り
、
象
山
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心
学
が
象
山
以
降
、
民
族
の
背
負
っ
た
数
奇
な
る
運
命
の
下
で
、
様
々
な
制
約
を
蒙
り
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し
、
継
承
さ
れ
て
い

っ
た
か
と
い
う
問
題
も
、
中
国
人
の
民
族
性
と
心
学
思
想
と
の
関
わ
り
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
ま
と
と
に
興
味
の
つ
き
な

い
問
題
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

「
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
は
、
『
陸
子
学
譜
』
を
評
し
て
、
「
陸
氏
学
派
の
端
委
を
考
う
る
に
、
蓋
し
、
是
の
書
よ
り
備
わ
る
な
し
」
（
巻

十
九
）
と
い
う
が
、
そ
乙
に
は
、
象
山
以
降
の
陸
学
の
動
向
が
み
ご
と
に
整
理
さ
れ
て
お
り
、
陸
学
の
展
開
を
探
る
上
で
、
ま
さ
に
恰
好

の
書
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

と
の
『
陸
子
学
譜
』
に
よ
れ
ば
、

「
宋
元
更
化
の
際
、
儒
学
麿
歓
す
。
組
江
漢
復
。
伴
え
ら
る
る
も
始
め
朱
子
の
書
を
以
て
北
方
に
教
え
、
資
・
許
ζ

れ
を
師
と
す
。
朝

廷
其
の
書
を
以
て
士
を
取
る
に
因
り
、
利
旅
乙
れ
誘
い
、
士
争
い
て
と
れ
に
趨
る
。
乙
乙
に
於
い
て
陸
子
の
学
梢
し
く
衰
う
。
然
れ
ど

も
陳
静
明
先
生
独
り
陸
学
を
以
て
江
東
に
教
う
。
呉
文
正
公
一
代
の
大
儒
に
し
て
、
始
め
朱
子
の
学
を
宗
と
す
る
も
晩
ま
た
悔
い
て
陸

に
従
う
。
其
の
及
門
の
弟
子
、
名
人
甚
だ
衆
く
、
道
徳
勲
名
海
内
に
甲
た
り
。
佑
か
鄭
師
山
・
趨
東
山
諸
君
子
の
若
き
も
ま
た
陸
学
を

推
崇
し
て
甚
だ
力
む
れ
ば
則
ち
心
理
の
問
、
昧
ま
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
」
（
巻
十
七
）

で
あ
り
、
元
代
に
到
っ
て
梢
し
く
衰
退
の
兆
し
を
み
せ
た
陸
学
を
復
活
さ
せ
た
の
が
呉
草
躍
で
あ
り
、
そ
の
立
場
を
継
い
だ
の
が
鄭
師

山
と
い
う
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
『
陸
子
学
譜
』
の
立
場
に
よ
り
、
陸
学
の
全
般
的
な
動
向
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
元
代
の
ζ

の
二
人
の
思
想
家
の
陸
学
受
容
の
性
格
を
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
陸
象
山
心
学
の
持
つ
特
性
の
一
端
を
窺
っ
て
み
た
い
。

付

蒙
古
王
朝
元
は
中
原
の
支
配
に
あ
た
り
、
そ
の
民
族
的
特
性
に
鑑
み
、
漢
民
族
が
形
成
し
た
文
化
的
伝
統
、
特
に
宋
王
朝
が
築
い
た
そ



れ
を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
継
承
す
る
方
策
を
と
っ
た
。
そ
の
結
果
、
宋
代
に
形
成
さ
れ
た
新
儒
教
も
、
世
祖
の
代
に
到
っ
て
、
国
教

化
と
い
う
栄
誉
を
与
え
ら
れ
、
元
一
代
を
通
し
て
学
問
界
の
主
導
的
立
場
を
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

張
文
謙
の
二
人
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
劉
乗
忠
は
、
還
俗
し
て
世
祖
に
迎
え
ら
れ
た
人
物
で
あ

り
、
博
学
で
易
に
深
い
彼
を
世
祖
は
こ
と
の
ほ
か
愛
し
た
と
い
う
。
（
元
史
本
伝
百
五
十
七
）
乙
の
後
、
挑
極
・
都
耀
等
の
諸
人
が
出
で
、

漢
法
に
よ
る
儒
治
を
進
言
し
、
儒
者
は
次
第
に
勢
力
を
伸
し
て
ゆ
く
。
そ
の
う
ち
に
許
衡
が
出
で
、
儒
者
の
登
用
が
決
定
的
な
段
階
を
迎

え
る
乙
と
に
な
る
。
世
祖
と
許
衡
と
の
密
接
な
関
係
は
、
「
三
代
よ
り
以
下
、
道
学
君
子
未
だ
際
遇
の
此
く
の
若
き
あ
ら
ず
」
（
魯
斎
集
巻

十
）
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
宰
相
安
童
を
通
じ
て
の
儒
者
登
用
の
道
は
、
大
き
く
聞
か
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
仏
教
及
び
道
教
に
も
手
厚
い
保
護
の
手
を
さ
し
の
べ
て
い
る
。
特
に
仏
教
（
ラ
マ
教
）
に
対
す
る
世
祖
の

世
祖
の
儒
者
登
用
は
、

劉
乗
忠
、

と
ζ

ろ
が
世
祖
は
、

帰
依
は
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
ラ
マ
僧
八
思
巴
を
初
代
帝
師
に
迎
え
て
以
来
、
寺
院
の
造
営
、
諸
々
の
宗
教
行
事
に
大
い
に
関
与
し

た
。
乙
の
帝
師
制
度
は
、
元
一
代
を
通
し
て
行
わ
れ
、
歴
代
皇
帝
の
庇
護
の
下
、
ラ
マ
僧
は
権
力
を
縦
に
し
、
請
の
歴
史
家
趨
翼
を
し
て

「
元
朝
は
半
ば
僧
に
容
は
る
」

こ
の
よ
う
な
仏
教
の
隆
盛
を
し
り
目

（
核
飴
叢
考
巻
十
八
）
と
い
わ
し
め
る
状
況
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。

に
、
儒
戸
と
し
て
終
始
老
仏
の
下
の
地
位
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
儒
者
達
は
、

「
仏
の
如
き
も
亦
た
、

是
れ
忠
勤
に
し
て
孝

（
元
文
類
巻
二
十
二
延
麓
寺
碑
）

恭
な
る
者
を
視
て
は
善
と
為
し
て
乙
れ
を
福
す
。
則
ち
其
の
教
え
儒
と
殊
塗
に
し
て
同
婦
な
る
べ
し
」

と
挑
燐
が
い
う
よ
う
に
、
い
や
応
な
し
に
仏
教
と
の
調
和
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。
乙
う
し
て
み
る
な
ら
ば
、

呉草底と鄭師山

儒
教
が
国
教
と
し
て
定
め
ら
れ
た
と
は
い
え
、
そ
の
内
実
は
、
漢
人
・
商
人
に
対
す
る
懐
柔
策
と
し
て
の
側
面
を
多
分
に
含
ん
で
い
た
の

で
あ
り
、
手
放
し
で
は
喜
べ
な
い
複
雑
な
心
理
が
彼
等
を
支
配
し
て
い
た
の
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

い
わ
ば
異
端
に
対
す
る
節
操
を
失
っ
た
と
の
よ
う
な
斯
学
界
に
あ
っ
て
、
許
衡
は
ひ
た
す
ら
朱
子
学
を
奉
じ
、
師
道
を
以
て
自
任
し
て

は
、
漢
人
・
南
人
は
い
う
に
及
ば
ず
、
蒙
古
人
に
至
る
ま
で
の
子
弟
を
熱
心
に
訓
育
し
た
の
で
あ
る
。
と
の
許
衡
の
努
力
は
、

「

国

家

の

学

、

篤

実

の

資

を

以

て

朱

子

の

数

書

を

南

北

未

だ

通

ぜ

ざ

る

の

自

に

得

、

読

み

て

領

会

許
文
正
公
よ
り
肇
ま
る
。
文
正
、

一
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し
、
敬
を
起
し
畏
を
起
す
。
世
祖
皇
帝
に
遇
せ
ら
る
る
に
及
ん
で
、

鳴
呼
、
国
人
を
し
て
聖
賢
の
学
あ
る
を
知
り
、
朱
子
の
書
を
斯
の
世
に
行
う
を
得
し
む
る
は
、
文
正
の
功
甚
だ
大
な
り
。
」
（
道
国
学
古

儒
者
の
道
に
純
な
る
と
と
諸
公
の
及
ば
ざ
る
所
な
り
。
（
中
略
）

録
巻
五
送
李
接
序
）

と
い
う
よ
う
に
、
元
代
に
於
け
る
朱
子
学
興
隆
の
基
盤
を
用
意
し
た
の
で
あ
る
。

日
H

朱
子
学
園
教
化
と
い
う
動
き
を
う
け
、
呉
澄
が
そ
の
初
年
に
於
い
て
朱
子
学
に
深
く
傾
倒
し
た
の
は
、
ま
乙
と
に
自
然
の
な
り
ゆ
き
で

あ
っ
た
。

幼
に
し
て
程
若
庸
に
教
え
を
請
う
た
草
腫
は
、
終
生
変
わ
ら
ぬ
弟
子
の
礼
を
彼
に
納
れ
る
。
程
若
庸
と
は
儀
魯
の
門
人
で
あ
り
、
儀
魯

は
朱
門
の
黄
斡
の
学
を
嗣
い
だ
人
物
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
草
腫
は
、
朱
子
直
系
の
弟
子
と
い
う
と
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
「
敬
銘
」

「
和
銘
」
「
理
一
歳
」
「
消
人
欲
銘
」
「
長
天
理
銘
」
等
の
書
に
み
ら
れ
る
草
虚
初
年
の
朱
子
学
参
窮
の
姿
勢
は
、

「
道
統
」
に
於
い
て
そ
の

極
に
達
す
る
。

「
道
の
大
原
は
天
に
出
で
神
聖
ζ

れ
を
継
ぐ
。
莞
舜
よ
り
し
て
上
は
道
の
元
な
り
。
発
舜
よ
り
し
て
下
は
道
の
亨
な
り
。
沫
酒
魯
郷
は

其
の
利
な
り
。
漉
洛
関
聞
は
其
の
貞
な
り
。
分
ち
て
と
れ
を
言
え
ば
、
上
古
は
則
ち
義
皇
は
其
の
元
な
り
。
莞
舜
は
其
の
亨
な
り
。
馬

湯
は
其
の
利
な
り
。
文
武
周
公
は
其
の
貞
か
。
（
中
略
）
近
古
の
統
、
周
子
は
其
の
元
な
り
。
程
張
は
其
の
亨
な
り
。
朱
子
は
其
の
利

な
り
。
執
か
今
日
の
貞
た
ら
ん
か
。
」
（
諸
説
較
正
公
集
）

近
古
の
道
統
上
に
於
い
て
、
周
張
程
朱
の
後
を
継
ぎ
、
貞
徳
を
以
て
自
ら
期
せ
ん
と
す
る
草
躍
の
と
の
語
は
、
聖
人
た
る
べ
く
不
断
の

工
夫
を
積
み
、
精
恩
力
践
す
る
草
鹿
の
姿
を
思
い
浮
か
ば
せ
る
に
十
分
で
あ
ろ
う
。



呉
草
腫
は
、
こ
の
よ
う
な
程
朱
学
信
奉
を
、
生
涯
を
通
し
て
変
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
晩
年
に
到
っ
て
と
の
傾
向
を
梢
し
く
方
向

転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
訓
詰
記
請
の
末
学
に
陥
溺
し
た
程
朱
門
流
の
姿
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
と
と
を
契
機
と
し
て
な
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
訓
詰
の
科
目
に
多
年
の
間
陥
溺
し
た
自
ら
の
体
験
を
も
含
め
、
彼
の
行
っ
た
方
向
転
換
に
つ
い
て
、
草
躍
は
次
の
よ

う
に
告
白
す
る
。

「
夫
れ
聖
人
の
学
に
貴
ぶ
所
は
、
能
く
天
の
我
に
与
う
る
者
を
全
う
す
る
を
以
て
の
み
。
天
の
我
に
与
う
る
は
徳
性
是
れ
な
り
。
是
れ

是
れ
形
質
血
気
の
主
宰
た
り
。
此
れ
を
舎
い
て
官
に
求
む
れ
ば
、

仁
義
礼
知
の
根
株
た
り
。

学
ぶ
所
果
し
て
何
の
学
ぞ
や
。

仮
り
に

行
、
司
馬
文
正
公
の
如
く
、
才
、
諸
葛
武
侯
の
知
き
も
亦
た
、
行
著
わ
れ
ず
、
習
察
せ
ず
と
為
る
を
免
れ
ず
。
亦
た
資
器
の
人
に
超
ゆ

と
為
す
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
而
も
聖
学
に
得
る
有
り
と
謂
わ
ば
則
ち
未
し
。
況
ん
や
訓
話
の
精
、
講
説
の
密
に
止
ま
る
を
や
。
北
撲
の

陳
、
盤
峯
の
鏡
の
如
き
は
則
ち
彼
の
記
諦
詞
章
の
俗
学
と
相
い
去
る
乙
主
何
ぞ
よ
く
寸
を
以
て
せ
ん
や
。
漢
唐
の
儒
、
責
な
し
。
聖
学

大
い
に
宋
代
に
明
ら
か
に
し
て
、
其
の
後
を
腫
ぐ
者
此
く
の
如
し
。
歎
ず
べ
き
の
み
。
（
中
略
）

澄
や
、
文
義
を
鎖
研
し
、
一
宅
も
分
ち

擦
も
析
き
、
毎
に
猶
お
陳
を
以
て
未
だ
精
な
ら
ず
と
為
し
、
鏡
を
未
だ
密
な
ら
ず
と
為
す
。
此
の
科
目
の
中
に
堕
す
る
と
と
四
十
年
に

垂
と
し
て
始
め
て
其
の
非
を
覚
る
。
」
（
巻
二
十
二
、
尊
徳
性
道
関
学
斎
記
）

ζ

乙
に
於
い
て
天
与
の
徳
性
を
忘
れ
、
空
虚
な
訓
話
へ
と
向
う
俗
学
か
ら
、
徳
性
の
酒
養
を
主
と
す
る
陸
学
へ
の
接
近
が
図
ら
れ
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
『
中
庸
』
、
の
「
尊
徳
性
」
と
「
道
問
学
」
と
の
本
来
的
在
り
方
に
鑑
み
て
の
結
果
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
ゆ

呉草底と鄭師山

え
乙
の
折
衷
方
法
は
、
朱
陸
両
思
想
の
特
性
を
十
分
に
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
生
か
す
と
い
う
方
向
へ
と
進
む
こ
と
に
な
る
の
で

あ
っ
た
。

「
夫
れ
朱
子
の
人
を
教
う
る
や
、
必
ず
ζ

れ
に
先
ん
じ
て
読
書
講
学
せ
し
め
、
陸
子
の
人
を
教
う
る
や
必
ず
真
知
実
践
せ
し
む
。
読
書

講
学
は
、
固
よ
り
以
為
ら
く
、
真
知
実
践
の
地
な
り
。
真
知
実
践
と
は
、
亦
た
必
ず
読
書
講
学
よ
り
入
る
。
二
師
の
教
え
た
る
一
な

り
。
市
る
に
二
家
庸
劣
の
門
人
、
お
の
お
の
標
携
を
立
て
、
互
相
に
証
誓
し
、
今
に
至
る
ま
で
学
者
猶
を
惑
え
り
。
鳴
呼
、
甚
し
き
か

一
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な
、
道
の
伝
な
く
し
て
、
人
の
惑
い
易
く
鹿
り
難
き
ゃ
。
」

（
巻
十
五
、
送
陳
洪
範
序
）

草
腫
に
よ
れ
ば
、
朱
陸
両
思
想
の
対
立
は
、
そ
の
凡
庸
な
る
門
徒
が
、
師
説
を
査
曲
し
て
受
容
す
る
点
に
原
因
が
存
す
る
の
で
あ
り
、

朱
子
・
陸
象
山
当
人
の
主
張
は
、
本
来
一
是
の
地
に
帰
入
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
と
に
於
い
て
宋
末
以
来
の
朱
陸
折
衷
の
系
譜
が

復
活
す
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
折
衷
と
い
え
ば
い
か
に
も
間
に
合
せ
的
で
、
朱
子
学
を
熱
心
に
奉
ず
る
草
躍
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

陸
学
を
安
易
に
上
の
せ
し
た
か
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
が
、
草
躍
の
折
衷
は
、
深
い
陸
学
理
解
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る。
「
知
と
は
心
の
霊
に
し
て
智
の
用
な
り
。
未
だ
徳
性
の
外
に
出
ず
る
者
め
ら
ざ
る
な
り
。
徳
性
の
知
と
い
い
聞
見
の
知
と
い
う
。
然
れ

ば
則
ち
知
に
二
有
る
か
。
夫
れ
闇
見
と
は
其
の
知
を
致
す
所
以
な
り
。
夫
子
日
く
、
多
聞
し
て
疑
わ
し
き
を
閥
き
、
多
見
し
て
殆
き
を

閥
く
と
。
文
た
日
く
、
多
聞
し
て
其
の
善
な
る
者
を
揮
ん
で
は
と
れ
に
従
い
、
多
見
し
て
乙
れ
を
識
る
と
。
蓋
し
、
聞
見
は
外
に
得
る

と
離
も
而
も
聞
く
所
見
る
所
の
理
は
則
ち
心
に
具
す
。
故
に
外
の
物
格
は
則
ち
内
の
致
知
な
り
。
此
れ
儒
者
内
外
合
一
の
学
に
し
て
、

固
よ
り
記
請
の
徒
の
、
外
に
博
覧
に
し
て
内
に
得
る
な
き
が
如
く
に
非
ず
。
亦
た
樟
氏
の
徒
の
専
ら
内
に
求
め
て
外
を
事
と
す
る
な
き

が
如
く
に
非
ざ
る
な
り
。
」
（
巻
二
）

天
よ
り
附
与
さ
れ
た
心
の
霊
知
の
立
場
か
ら
、
外
に
博
覧
で
は
あ
っ
て
も
内
を
忘
れ
た
記
請
の
徒
、
内
に
求
め
て
外
を
捨
て
さ
る
韓
民

の
徒
、
乙
の
両
者
を
糾
弾
す
る
草
躍
は
、
陸
学
の
真
髄
た
る
本
心
の
立
場
を
十
分
に
体
得
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
真
の
儒
の
道
は
、
内

外
の
枠
を
、
よ
り
広
い
立
場
で
越
え
た
所
謂
内
外
合
一
の
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
実
は
、
朱
陸
両
門
戸

か
ら
記
請
の
徒
、
狂
禅
ま
が
い
の
輩
が
続
出
し
、
儒
教
の
命
運
は
ま
さ
に
風
前
の
灯
の
観
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
草
腫
の
折
衷
学
は
、

ζ

「
君
子
の
自
得
は
一
蹴
し
て
そ
の
域
に
逮
す

（
巻
二
十
四
、
自
得
斎
記
）
と
い
う
語
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

朱
子
学
的
格
物
窮
理
説
の
実
践
と
を
両
つ
な
が
ら
自
家
薬
寵
中
の
も
の
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
朱
子
・
陸
象
山
両
人
が
示
し

の
現
実
か
ら
や
む
を
得
ず
到
達
し
た
立
場
で
あ
り
、

陸
学
に
対
す
る
深
い
理
解
と
と
も
に
、

る
も
の
で
は
な
い
。
真
知
実
践
を
重
ね
て
始
め
て
真
の
自
得
に
到
達
す
る
」



た
対
立
に
つ
い
て
は
、
そ
の
解
決
に
は
な
は
だ
腐
心
す
る
と
と
に
な
る
。

朱
陸
の
間
で
最
も
際
立
っ
た
対
立
を
示
し
た
問
題
の
一
つ
に
所
謂
無
極
太
極
論
争
が
あ
る
。
草
躍
は
彼
の
折
衷
と
い
う
立
場
か
ら
こ
の

問
題
に
関
し
て
新
し
い
解
棒
ぞ
提
出
せ
ざ
る
を
得
な
い
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
周
子
の
、

太
極
動
い
て
腸
を
生
じ
、

静
に
し
て
陰
を
生
ず
の
説
、

読
者
辞
を
以
て
意
を
害
す
べ
か
ら
ず
。
蓋
し
、
太
極
は
動
静
な

し
。
動
静
と
は
気
機
な
り
。
気
機
一
た
び
動
け
ば
則
ち
太
極
も
亦
た
動
く
。
気
機
一
・
た
び
静
な
れ
ば
則
ち
太
極
も
亦
た
静
な
り
。
故
に

朱
子
、
太
極
図
を
縛
し
て
日
く
『
太
極
の
動
静
有
る
は
是
れ
天
命
の
流
行
有
る
な
り
』
と
。
此
れ
は
是
れ
周
子
の
為
め
に
太
極
を
分
解

す
。
（
中
略
）

太
極
と
此
の
気
と
は
両
物
有
る
に
非
ず
。
只
だ
是
れ
此
の
気
を
主
宰
す
る
者
、
便
ち
是
れ
な
り
。
別
に
一
物
の
気
中
に

（
巻
二
、
答
王
参
政
儀
伯
問
）

在
り
て
と
れ
を
主
宰
す
る
有
る
に
非
ず
。
」

呉
草
腫
に
よ
れ
ば
、
太
極
そ
の
も
の
に
は
動
静
の
別
な
し
と
判
断
さ
れ
、
形
象
の
な
い
太
極
は
、
本
然
の
妙
と
し
て
動
静
を
超
え
た
気

の
主
宰
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
太
極
は
気
の
主
宰
で
は
あ
る
が
、
他
な
ら
ぬ
気
を
抜
き
に
し
て
は
そ
の
存
立
の
基
盤
が
失
わ
れ

る
と
と
に
な
り
、
本
然
の
妙
と
し
て
の
役
割
り
を
喪
失
す
る
。
そ
れ
故
、
太
極
は
決
し
て
気
の
存
在
を
超
越
す
る
と
と
も
な
い
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
理
の
権
威
が
否
定
さ
れ
「
太
極
と
こ
の
気
と
は
両
物
有
る
に
非
ず
」
と
い
う
所
謂
理
気

相
即
説
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
う
し
て
み
る
と
無
極
的
側
面
を
否
定
し
た
、
い
わ
ば
陸
学
寄
り
の
理
気
説
と
い
う
趣
き
が
、
草

躍
の
主
張
に
考
え
ら
れ
な
い
と
と
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
「
朱
子
、
無
極
太
極
を
合
し
て
一
と
為
し
て
日
く
、
『
太
極
の
外
、
別
に
無
極

有
る
に
非
ず
』
と
。
又
た
日
く
、
『
無
極
は
即
ち
是
れ
太
極
な
り
』
と
。
撞
の
議
は
是
れ
朱
子
の
此
の
義
を
発
明
す
」
（
巻
コ
一
、
海
南
海
北
廉

呉草感と鄭師山

訪
副
使
田
君
津
間
）
で
あ
り
、
朱
子
説
の
よ
り
正
確
な
解
樟
と
し
て
提
出
さ
れ
た
結
論
な
の
で
あ
っ
た
。
朱
子
の
立
場
を
本
と
し
な
が
ら
も

陸
学
寄
り
の
太
極
論
を
展
開
す
る
草
腫
の
苦
心
が
十
分
に
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

総
じ
て
い
え
ば
、
朱
子
学
的
格
物
窮
理
論
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
そ
の
上
に
陸
学
的
覚
悟
の
体
験
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
草
腫
の
立
場

は
、
象
山
心
学
の
自
在
無
碍
な
る
覚
悟
に
比
べ
、
余
り
に
も
穏
健
な
覚
悟
へ
の
観
念
が
存
し
て
い
る
と
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
し

一
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か
し
な
が
ら
元
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
漢
民
族
の
遺
産
た
る
儒
教
は
、
堕
落
の
極
を
窮
め
、
伝
統
喪
失
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
乙
の
現
状
を
目
の
あ
た
り
に
し
、
儒
教
道
徳
の
よ
り
本
源
的
な
立
場
に
立
っ
て
朱
陸
を
折
衷
し
、
す
べ
て
の
問
題
の
解
決
を
図
ら
ん

と
し
た
の
が
呉
草
躍
の
折
衷
学
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
社
会
の
複
雑
化
と
と
も
に
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
宋
末
か
ら
の
折
衷
学

の
思
潮
を
、
独
自
の
立
場
で
集
大
成
し
た
の
が
呉
草
腫
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
彼
の
確
立
し
た
立
場
が
、
元
代
に
於
い
て
何
如
に
大
き
な

支
持
を
得
た
か
は
、
高
弟
虞
集
の
活
躍
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
虞
集
の
代
に
な
る
と
、
折
衷
の
範
囲
は
さ
ら
に
拡
大
さ

れ
、
ま
さ
に
元
代
的
と
で
も
い
う
べ
き
特
異
な
様
相
を
示
す
に
至
る
。
官
吏
と
し
て
も
か
な
り
の
地
位
を
得
た
彼
は
、
朱
陸
は
も
と
よ
り

仏
道
の
士
と
も
自
由
に
交
わ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
元
朝
の
漢
南
人
支
配
政
策
の
結
実
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
と
も
あ
れ
、

許
魯
斎
に
よ
っ
て
基
盤
を
固
め
ら
れ
た
儒
教
は
、
い
さ
さ
か
性
格
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
呉
草
躍
に
よ
っ
て
揺
る
ぎ
な
い
地
位
を
獲
得

し
た
の
で
あ
る
。
「
鄭
師
山
の
如
き
も
ま
た
陸
学
を
推
崇
し
て
甚
だ
力
む
」
と
い
わ
れ
る
鄭
師
山
は
と
れ
ら
の
展
開
を
踏
ま
え
、
元
末
と

い
う
さ
ら
な
る
混
乱
の
中
に
そ
の
生
涯
を
送
る
の
で
あ
る
。

国

鄭
玉
、
字
子
美
、
師
山
は
そ
の
書
院
の
所
在
し
た
山
名
に
因
ん
だ
競
で
あ
る
。
安
徽
省
徽
州
欽
豚
婆
繍
郷
貞
白
里
人
の
人
。
貞
白
里
は

朱
子
の
本
貫
新
安
と
は
ほ
ぼ
同
域
に
あ
た
り
、
朱
子
は
い
わ
ば
同
郷
の
先
達
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

大
徳
二
年
（
一
二
九
八
）
に
生
を
受
け
た
師
山
は
、
十
才
の
頃
に
は
「
人
の
朱
子
の
言
を
請
す
る
を
聞
け
ば
則
ち
其
の
吾
が
心
に
契
う

を
喜
び
、
人
の
朱
子
の
道
を
論
ず
る
を
聞
け
ば
則
ち
其
の
吾
が
身
に
切
な
る
を
喜
ぶ
。
是
と
に
於
い
て
自
に
四
書
を
請
し
、
朱
子
の
説
を

玩
味
し
、
こ
れ
を
紬
縛
す
。
枕
潜
反
覆
し
、
久
し
く
し
て
融
会
貫
通
し
、
其
の
旨
趣
を
得
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
早
く
も
朱
子
学
研
鎖
の

日
々
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
自
後
勉
励
を
か
さ
ね
、
進
士
に
応
ず
る
が
挙
げ
ら
れ
ず
、

つ
い
に
挙
子
の
業
を
捨
て
、
聖
人
の
道
を
ひ
た
す



ら
六
経
に
求
め
、
研
精
軍
思
の
日
々
を
す
ご
す
。

至
順
の
初
に
は
京
師
に
瀞
び
、
自
ら
つ
く
っ
た
古
文
数
篇
を
虞
集
・
掲
侯
斯
・
敵
陽
玄
等
の
諸
公
に
示
し
、

な
り
。
厳
に
し
て
法
あ
り
」
と
の
評
を
受
け
て
い
る
。
乙
の
後
再
三
推
挙
を
受
け
る
が
、
轟
く
辞
退
し
て
い
る
。

至
正
十
二
年
三
月
、
薪
黄
紅
巾
の
兵
が
起
り
、
鏡
州
が
陥
落
す
る
や
「
主
上
未
だ
徳
を
失
う
有
ら
ず
。
蕊
れ
烏
合
の
衆
に
過
ぎ
ず
。
」

「
是
れ
蓋
し
、
古
文
に
工

と
門
人
に
語
り
、
賊
の
非
道
に
怒
り
を
ぶ
ち
ま
け
て
い
る
。

そ
の
後
、
郡
城
は
賊
の
破
る
所
と
な
る
が
、
至
正
十
三
年
に
は
薩
木
丹
巴
勃
公
に
よ
っ
て
平
安
が
と
り
も
ど
さ
れ
、
再
び
推
挙
を
う
け

る
が
逃
走
中
の
負
傷
を
理
由
に
ま
た
も
や
辞
退
し
て
い
る
。

と
の
年
六
月
、
天
子
は
師
山
に
翰
林
待
制
奉
議
大
夫
を
授
け
る
。
師
山
は
疾
に
臥
し
て
起
た
な
い
が
、
強
硬
な
押
し
つ
け
に
一
応
は
酒

皇
m
を
拝
受
す
る
が
、
あ
く
ま
で
も
布
衣
を
以
て
入
現
せ
ん
乙
と
を
願
い
で
る
。
入
車
の
た
め
の
途
上
、
郡
城
が
攻
め
落
と
さ
れ
た
乙
と
を

耳
に
し
、
丞
相
に
会
見
し
た
師
山
は
、
故
郷
の
窮
状
を
切
々
と
訴
え
る
。
と
れ
に
よ
り
官
軍
が
出
向
い
て
賊
を
鎮
圧
す
る
と
と
に
な
る
。

そ
乙
で
再
び
入
観
べ
く
旅
立
つ
が
、
途
中
、
病
に
た
お
れ
、
や
む
な
く
謝
表
を
草
し
、
使
者
に
授
け
て
帰
郷
し
、
南
孤
山
の
麓
に
隠
棲
す

る
と
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

呉草虚と郷師山

同
十
七
年
、
師
山
に
還
り
講
学
の
日
々
を
送
る
が
、
と
の
年
の
七
月
、
明
兵
が
郡
城
に
侵
入
す
る
と
い
う
事
件
が
お
ζ

る
。
師
山
は
昆

－
弟
子
姪
を
率
い
て
淳
安
か
ら
休
寧
の
山
中
へ
と
逃
走
す
る
が
、
た
び
重
な
る
逃
走
に
疲
れ
果
て
、
最
期
の
時
の
到
来
を
覚
悟
す
る
。
山
中

の
師
山
に
対
す
る
明
軍
の
召
換
に
「
吾
れ
国
の
思
を
荷
う
。
像
生
荷
容
、
何
の
面
白
か
天
地
の
聞
に
立
た
ん
や
」
と
い
い
自
ら
命
を
断
た

ん
と
す
る
が
、
官
兵
に
よ
っ
て
取
り
抑
え
ら
れ
、
主
師
の
も
と
に
捜
き
ず
り
出
さ
れ
る
と
と
と
な
る
。
主
師
の
前
に
脆
坐
さ
せ
ら
れ
た
師

山
は
、
主
師
と
の
聞
に
次
の
よ
う
な
問
答
を
交
し
た
と
い
う
。

「
問
う
『
繭
、
何
ぞ
出
で
ざ
る
」
と
。
先
生
日
く
、

『
昔
、
元
朝
授
く
る
に
隆
賜
を
以
て
し
、
乙
れ
に
命
じ
て
秩
を
額
か
に
せ
し
む
る

も
尚
を
辞
し
て
出
で
ず
。
今
何
ぞ
出
で
ん
や
』
と
。
又
た
問
う
、
『
爾
、
山
中
に
隠
れ
、
易
ぞ
用
を
為
さ
ざ
る
や
』
と
。
先
生
日
く
、

九



九

『
我
、
前
日
仕
え
ず
。
今
復
た
仕
え
ん
や
』
と
。
」

と
の
問
、
抗
辞
は
愈
々
属
し
く
、
主
師
は
つ
い
に
師
山
を
そ
の
場
か
ら
掛
き
ず
り
出
し
、
郡
城
に
抑
留
さ
せ
た
。
と
れ
に
対
し
師
山
は

閉
戸
高
臥
し
て
食
わ
ざ
る
と
と
を
七
日
に
及
ぶ
も
、
な
お
従
容
と
し
て
平
時
の
若
く
詩
を
つ
く
り
、
諸
生
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
心
境
を

語
っ
た
と
い
う
。

『
入
の
食
を
食
め
ば
則
ち
其
の
事
に
死
す
も
、
未
だ
其
の
食
を
食
ま
ざ
れ
ば
、
英
ん
ぞ
死
せ
ん
』
と
。
然
れ
ど
も
ζ

れ
を

吾
が
心
に
撲
る
に
、
未
だ
安
ん
ず
る
所
を
獲
ず
。
先
哲
論
ず
、
『
股
の
三
仁
、
背
な
本
心
を
獲
。
士
、
事
に
臨
ん
で
悪
ん
ぞ
其
の
本
心

を
尽
さ
ざ
る
べ
け
ん
や
』
と
。
吾
れ
初
め
坑
慨
し
、
身
を
殺
し
て
以
て
風
化
を
敦
く
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
既
に
志
を
遂
ぐ
る
を
獲
ず
。

「
人
言
う
、

今
将
に
従
容
と
し
て
死
に
就
き
、
以
て
節
義
を
全
う
せ
ん
と
す
る
の
み
。
」

乙
の
言
葉
ど
お
り
、

乙
の
年
八
月
一
目
、
泳
浴
更
衣
し
、
北
郷
再
拝
し
た
後
、
寓
居
に
入
っ
て
自
経
し
、
講
学
と
官
吏
の
辞
退
と
逃
走

と
に
終
始
し
た
波
澗
の
生
涯
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

（
以
上
「
行
状
」
に
よ
る
）

乙
の
波
澗
の
生
涯
の
う
ち
に
、
師
山
は
一
体
ど
の
よ
う
な

学
聞
を
形
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

同

所
調
程
朱
学
の
元
代
に
於
け
る
位
置
は
、
呉
草
躍
の
出
現
に
よ
っ
て
も
何
ら
変
わ
る
と
と
は
な
か
っ
た
。
草
腫
の
高
弟
虞
集
が
、

「
世
祖
皇
帝
至
元
二
十
四
年
、
国
子
監
学
を
置
き
、
孔
子
の
道
を
以
て
近
侍
国
人
の
子
弟
、
公
卿
大
夫
土
の
子
の
俊
秀
の
士
に
教
ぅ
。

其
の
書
は
易
・
詩
・
春
秋
・
礼
記
・
論
語
・
大
学
・
中
庸
・
孟
子
・
其
の
説
は
則
ち
周
程
張
朱
氏
の
伝
な
り
。
」

と
い
う
よ
う
に
、
世
祖
の
決
定
以
来
程
朱
学
の
優
位
は
、
も
は
や
自
明
の
と
と
で
あ
っ
た
。

（
道
園
学
古
録
巻
六
〉

南
宋
の
滅
亡
か
ら
久
し
い
時
聞
を
経
過
し
、
こ
の
よ
う
な
学
問
観
の
定
着
し
た
大
徳
二
年
に
生
ま
れ
た
師
山
が
、
乙
の
影
響
を
蒙
り
、



ま
ず
程
朱
学
に
興
味
を
抱
い
た
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
『
師
山
集
』
の
冒
頭
に
収
め
ら
れ
た
「
鈴

力
藁
序
」
な
る
自
序
は
、
そ
ん
な
師
山
の
学
問
的
傾
向
及
び
そ
の
当
時
の
学
界
全
般
の
状
況
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

「
吾
が
新
安
の
朱
夫
子
に
至
っ
て
諸
儒
の
大
成
を
集
め
、
道
理
を
論
ず
れ
ば
則
ち
必
ず
と
れ
を
文
章
に
箸
わ
し
、
文
章
を
作
れ
ば
則
ち

必
ず
道
理
に
本
づ
く
。
普
の
尼
め
ら
る
る
者
行
き
、
障
え
ら
る
る
者
明
ら
か
な
り
。
信
な
る
か
な
、
有
徳
の
必
ず
言
あ
る
。
文
章
は
貫

道
の
器
た
り
て
、
虚
言
の
調
に
は
非
ざ
る
な
り
。
余
、
年
十
数
歳
の
時
、
蒙
昧
に
し
て
未
だ
知
識
有
ら
ず
。
前
言
往
行
に
於
い
て
揮
ぷ

「
行
状
」
に
み
た
如
く
、

所
な
し
。
濁
り
人
の
朱
子
の
言
を
鶏
す
る
を
聞
け
ば
則
ち
其
の
吾
が
口
に
出
づ
る
か
と
疑
い
、
人
の
朱
子
の
道
を
言
う
を
聞
け
ば
則
ち

其
の
吾
が
心
に
発
す
る
か
と
疑
う
。
（
中
略
〉
人
、
笑
い
て
問
う
者
あ
り
。
日
く
、
『
文
章
は
韓
柳
を
宗
と
し
、
道
理
は
朱
子
程
を
宗
と

す
。
此
れ
万
世
の
一
論
な
り
。
子
の
為
学
、

亦
た
謬
ら
ざ
る
か
』
と
。
余
日
く
、
『
道
の
外
に
文
無
し
。
聖
賢
の
道
を
外
に
し
て
文
を

つ
く
る
は
吾
が
所
謂
文
に
非
ず
。
文
の
外
に
道
無
し
。
六
経
の
文
を
外
に
し
て
道
を
求
む
る
は
、
吾
が
所
謂
道
に
非
ず
。
吾
れ
朱
子
に

於
い
て
と
れ
を
折
衷
す
』
と
。
」

呉草底と鄭師山

虞
集
・
敵
陽
玄
・
掲
俣
斯
等
の
諸
公
と
交
わ
り
、
詩
文
に
巧
み
で
あ
っ
た
と
と
は
す
で
に
「
行
状
」
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
師
山

の
胸
中
で
は
、
詩
文
は
も
は
や
単
な
る
空
虚
な
趣
味
の
世
界
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
世
祖
の
治
世
を
通
じ
て
北
方
で
賑
わ
っ
た
詩
文
は
、
仁

宗
の
頃
に
な
る
と
南
方
に
ま
で
ひ
ろ
ま
り
、
す
ぐ
れ
た
詩
人
を
生
み
、
士
入
社
会
に
す
っ
か
り
定
着
し
た
観
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
の

よ
う
な
実
状
を
背
景
に
し
て
師
山
は
、
「
道
外
無
文
」
、
「
文
外
無
道
」
と
断
じ
、
程
朱
の
道
理
を
忠
実
に
奉
ず
る
道
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、

積
極
的
に
詩
文
の
世
界
に
心
を
癖
ば
せ
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
元
朝
一
代
を
通
じ
て
、
土
人
達
の
文
芸
一
般
へ
の
進
出
は
、
そ
れ
ま

で
の
常
識
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
異
民
族
下
、
支
配
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
士
人
達
の
満
た
さ
れ
な
い
心

乙
の
よ
う
な
風
潮
の
中
に
あ
っ
て
、

情
の
一
つ
の
捌
け
口
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

「
吾
れ
朱
子
に
於
い
て
と
れ
を
折
衷
す
」

と
い
い
詩
文
の
世
界
に
酵
ぷ
師
山
の
姿
に
、
元
と
い
う
時
代
を
背
景
に
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
屈
折
し
た
彼
の
学
問
観
が
端
的
に
示
さ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
九
三



一
九
四

と
こ
ろ
が
、
師
山
の
「
折
衷
」
と
い
う
語
の
持
つ
意
味
は
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
、
あ
の
呉
草
腫
と
同
じ
よ
う
に
朱
陸
両
思
想
が
そ
の
語
に

吸
収
さ
れ
る
と
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
朱
子
学
的
学
聞
に
明
け
暮
れ
た
師
山
初
年
の
動
向
は
す
で
に
み
た
所
で
あ
る
が
、
同
じ
初
年
に

於
け
る
今
一
つ
の
学
問
的
環
境
に
つ
い
て
師
山
自
ら
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
昔
、
先
君
子
淳
安
に
尉
と
作
る
。
余
、
在
り
て
傍
に
侍
り
、
淳
安
の
諸
先
生
の
聞
に
務
ぷ
を
得
。
呉
敵
先
生
は
則
ち
師
と
す
る
所
な

り
。
洪
震
老
先
生
・
夏
薄
先
生
は
則
ち
一
事
え
て
乙
れ
に
資
す
る
所
な
り
。
洪
蹟
先
生
は
則
ち
友
と
す
る
所
な
り
。
（
中
略
）

親
に
侍
し
て
新
安
に
帰
り
、
益
す
朱
子
の
書
を
読
み
、
朱
子
の
道
を
求
め
、
得
る
所
の
者
あ
る
が
若
し
。
本
一
も
亦
た
議
く
其
の
旧
と

余
、
既
に

為
す
所
を
棄
て
、
古
人
己
の
為
め
に
す
る
の
学
に
従
事
す
。
淳
安
は
、
融
堂
鎮
氏
、
慈
湖
楊
氏
に
従
い
て
瀞
び
て
よ
り
、
本
一
の
族
祖

衡
州
府
君
夢
炎
も
亦
た
其
の
門
に
塗
る
。
淳
安
の
士
皆
陸
子
の
学
を
明
ら
か
に
す
。
」
〈
師
山
集
巻
七
、
洪
本
一
先
生
墓
誌
銘
）

師
山
の
師
友
と
し
て
乙
ζ

に
登
場
す
る
呉
敏
・
洪
震
老
・
夏
湾
等
の
諸
人
は
、
い
づ
れ
も
楊
慈
湖
・
銭
融
堂
の
影
響
下
に
出
た
思
想
家

達
で
あ
る
。
乙
れ
に
よ
り
、
師
山
が
初
年
に
於
い
て
所
謂
朱
陸
折
衷
と
い
う
学
問
的
雰
囲
気
を
否
応
な
し
に
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

社
会
の
混
乱
、

風
俗
の
退
廃
は
す
で
に
行
状
で
み
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

学
界
も
、

詩
文
を
採
り
入
れ
た
り
、

朱
陸
を
折
衷
さ
せ
た

い
わ
ば
節
操
を
失
っ
た
状
況
が
極
点
に
ま
で
達
し
て
い
た
の
が
師
山
の
生
き
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
混
迷
の
時
期
に
あ
っ
て
、

儒
者
と
し
て
如
何
に
生
く
べ
き
か
、
乙
れ
が
師
山
思
想
の
す
べ
て
の
出
発
点
に
な
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

ζ

の
よ
う
な
現
状

打
J

ム」、

に
あ
っ
て
師
山
は
、
呉
草
躍
と
同
じ
く
朱
子
学
を
根
源
に
据
え
る
乙
と
に
よ
っ
て
可
能
な
か
ぎ
り
の
譲
歩
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ
乙
で
は

詩
文
の
世
界
が
自
己
の
も
の
と
な
る
の
は
も
と
よ
り
、
朱
陸
と
て
も
、

「
予
を
以
て
こ
れ
を
観
る
に
、
陸
子
の
質
は
高
明
な
り
。
故
に
簡
易
を
好
む
。
朱
子
の
質
は
篤
実
な
り
。
故
に
遼
密
を
好
む
。
蓋
し
、

お
の
お
の
其
の
質
の
近
き
所
に
因
り
て
学
を
為
す
。
故
に
入
る
所
の
塗
同
じ
か
ら
ざ
る
あ
る
の
み
。
其
の
至
る
に
及
ん
で
や
、
三
綱
五

常
、
仁
義
道
徳
、
宣
に
同
じ
か
ら
ざ
る
者
あ
ら
ん
や
。
況
ん
や
同
じ
く
発
舜
を
是
と
し
、
同
じ
く
築
射
を
非
と
し
、
同
じ
く
周
孔
を
尊



び
、
同
じ
く
棒
老
を
排
し
、
同
じ
く
天
理
を
以
て
公
と
為
し
、
同
じ
く
人
欲
を
以
て
私
と
為
し
、
大
本
達
道
同
じ
か
ら
ざ
る
有
る
な
き

者
を
や
。
後
の
学
者
、
そ
の
同
じ
き
所
以
を
求
め
ず
し
て
、
惟
だ
そ
の
異
る
所
以
を
求
む
る
の
み
。
江
東
の
、
江
西
を
指
し
て
は
則
ち

此
れ
怪
誕
の
行
と
日
い
、
江
西
の
、
江
東
を
指
し
て
は
則
ち
此
れ
支
離
の
説
と
日
い
て
其
の
異
、
ま
す
ま
す
甚
し
。
此
れ
量
に
聖
貨
の

学
を
学
ぷ
者
な
ら
ん
や
。
」
（
剛
山
集
巻
三
、
送
葛
照
之
武
昌
学
録
序
）

と
い
う
折
衷
学
の
切
り
札
的
文
句
が
登
場
し
、
三
綱
五
常
、
仁
義
道
徳
と
い
う
共
通
の
基
盤
の
上
に
、
そ
の
異
聞
が
み
ご
と
に
融
和
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
彼
の
立
場
か
’
り
す
れ
ば
問
題
な
の
は
、
朱
陸
そ
れ
ぞ
れ
に
門
戸
を
立
て
、
乙
と
さ
ら
に
相
違
点
の
み
を
強
調
し
て
対
立

す
る
凡
庸
な
な
門
徒
の
姿
で
あ
る
。
後
世
の
学
徒
は
、
心
を
技
流
鈴
育
に
お
噌
わ
れ
、
肝
心
の
大
本
大
原
の
所
在
を
完
全
に
見
失
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
朱
陸
の
異
同
は
確
か
に
存
す
る
が
、
そ
れ
は
大
本
を
見
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
と
氷
解
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
う

考
え
る
乙
と
に
よ
り
師
山
は
、
由
来
盛
ん
に
論
議
の
交
さ
れ
た
所
謂
無
極
太
極
論
争
に
も
、
全
く
大
胆
な
結
論
を
提
出
す
る
と
と
に
な

る。
「
周
子
の
太
極
図
説
、
張
子
の
西
銘
は
其
れ
斯
道
の
本
原
か
。
然
れ
ど
も
太
極
の
説
は
是
れ
理
に
即
き
て
以
て
気
を
明
ら
か
に
し
、
西

銘
の
作
は
是
れ
気
に
即
き
て
以
て
理
を
明
ら
か
に
す
。
太
極
の
陰
陽
を
生
じ
、
陰
陽
の
五
行
を
生
ず
れ
ば
、
宣
に
理
外
の
気
あ
ら
ん
。

天
地
の
吾
れ
に
塞
が
る
は
其
の
盟
、
天
地
の
吾
れ
に
帥
た
る
は
其
の
性
な
り
。
量
に
気
外
の
理
あ
ら
ん
。
然
れ
ば
則
ち
天
地
の
大
、

人

（
巻
三
、
肢
太
極
図
西
銘
解
後
）

物
の
繁
、
執
か
能
く
理
気
の
外
に
出
で
ん
や
。
」

朱
陸
の
聞
に
、
そ
の
思
想
の
根
源
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
た
所
謂
無
極
太
極
論
争
、
あ
る
い
は
と
の
両
者
の
対
立
を
う
け

呉草底と鄭師山

て
、
そ
の
対
立
を
緩
和
す
べ
く
提
出
さ
れ
た
草
腫
苦
心
の
理
気
論
、
と
れ
ら
の
展
開
は
跡
形
も
な
く
消
え
去
り
、
理
気
一
致
論
そ
の
も
の

ズ
パ
リ
が
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
し
に
唱
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
朱
陸
の
対
立
は
す
べ
て
後
学
の
流
弊
に
結
び
つ
け
ら

れ
、
「
太
極
図
」
を
め
ぐ
っ
て
の
彼
等
の
対
立
と
て
も
、
「
周
程
の
聞
は
太
極
図
を
以
て
な
り
。
朱
陸
の
異
も
ま
た
太
極
図
を
以
て
な
り
。

一
図
の
異
同
の
問
、
二
先
生
の
学
従
り
て
知
る
べ
し
」

（
師
山
遺
文
巻
三
）
と
さ
れ
、
異
聞
を
も
た
ら
し
た
「
太
極
図
」
と
い
う
共
通
の
基

一
九
五
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盤
に
立
つ
ζ

と
に
よ
っ
て
そ
の
異
聞
は
氷
解
し
、
さ
ら
に
は
周
程
と
も
一
致
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
朱
子
を
信
奉
す
る
と
い
い
な
が

ら
、
理
気
論
に
於
て
あ
れ
ほ
ど
分
析
的
で
あ
っ
た
朱
子
学
の
特
徴
は
、
す
っ
か
り
影
を
ひ
そ
め
、
ま
さ
に
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ぬ
折
衷
的
立

場
と
で
も
い
う
べ
き
姿
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

師
山
の
と
の
よ
う
な
立
場
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
ま
と
と
に
安
易
で
と
り
と
め
が
な
い
と
と
に
な
り
、
朱
陸
双
方
の
路
線
か
ら
逸
脱

し
か
ね
な
い
危
険
性
を
も
っ
乙
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
師
山
花
は
、

そ
の
よ
う
に
は
な
ら
な
い
一
つ
の
明
確
な
立
場
が
存
し
て
い

た
。
そ
れ
は
彼
の
い
う
大
本
H
儒
教
的
伝
統
が
厳
し
く
晒
し
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
師
山
の
い
わ
ば
節
操
の
な
い
折
衷
学
は
、

と
乙
に
於
い
て
そ
の
容
貌
を
一
変
す
る
の
で
あ
る
。
宋
の
滅
亡
に
際
し
て
節
義
に
死
し
た
文
天
祥
を
「
亡
国
の
遺
俸
を
以
て
当
時
の
柱
石

と
為
り
、
従
容
と
し
て
死
に
就
き
、
憾
慨
し
て
回
せ
ず
。
此
れ
乃
ち
国
の
忠
良
、
人
の
儀
表
な
り
」
（
遺
文
巻
三
、
与
丞
相
書
）
と
し
て
高

く
評
価
す
る
師
山
は
、
純
粋
な
綱
常
倫
理
に
と
と
の
ほ
か
執
着
す
る
。
例
え
ば
次
の
語
も
そ
ん
な
儒
者
師
山
の
面
白
を
よ
く
示
し
て
い
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
綱
常
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
人
類
ね
滅
ぶ
に
幾
し
。
近
世
、
妻
の
喪
に
遭
い
、
と
れ
と
倶
に
、
死
せ
ん
と
欲
す
る
者
あ
り
。
へ
中
略
〉

此
れ
蓋
し
、
五
常
の
、
人
倫
の
重
た
る
を
知
る
も
、
三
綱
の
、
又
た
五
常
の
重
た
る
を
知
ら
ざ
ざ
る
な
り
。
夫
れ
五
常
を
以
て
言
え
ば

則
ち
夫
婦
其
の
一
に
居
れ
ば
、
と
れ
と
死
生
を
同
じ
く
し
て
可
な
り
。
三
綱
を
以
て
言
え
ば
則
を
夫
は
婦
の
綱
た
れ
ば
、
婦
、
夫
の
た

（
質
文
巻
三
、
与
飽
仲
安
審
）

め
に
死
し
て
可
な
り
。
（
中
略
）

夫
、
婦
の
た
め
に
死
す
は
、
天
地
の
位
を
易
え
、
軽
重
の
権
を
失
う
o
」

異
民
族
王
朝
元
に
あ
っ
て
、
儒
教
的
伝
統
意
識
の
危
機
が
迫
る
な
か
、
か
え
っ
て
古
め
か
し
い
儒
教
規
範
に
厳
格
で
あ
ろ
う
と
す
る
師

山
の
儒
者
と
し
て
の
強
い
自
覚
が
み
ご
と
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

た
し
か
に
、
朱
陸
を
純
粋
な
綱
常
意
識
の
う
ち
に
包
み
込
も
う
と
す
る
彼
の
主
張
に
も
十
分
な
根
拠
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
問
題
は
、
実

は
そ
の
綱
常
意
識
の
捉
え
方
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
朱
陸
の
異
聞
は
、
共
通
の
こ
の
大
本
で
融
解
す
る
と
と
も
に
、
乙
の
位
置
づ
け
次
第

で
、
別
々
な
方
向
へ
と
挟
を
分
つ
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
朱
子
の
「
性
即
理
」
に
対
す
る
象
山
の
「
心
却
理
」
、

さ
ら
に
は
と
れ
を



継
い
だ
楊
慈
湖
の
「
己
易
」
の
立
場
、

こ
れ
ら
の
展
開
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
綱
常
（
理
）
を
一
心
で
担
う
か
否
か
。
乙
れ
を
め
ぐ
っ
て
の

い
わ
ば
間
に
合
せ
の
方
法
で
は
、
所
詮
乙
の
問
題
の
抜
本
的
な
解
決
策
と
は
な
り

対
立
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
折
衷
と
い
う
、

得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、

時
代
の
混
乱
と
と
も
に
規
範
と
し
て
の
理
は
よ
り
純
粋
化
さ
れ
、

こ
れ
に
目
を
奪
わ
れ
る
あ
ま

り
、
真
の
朱
陸
の
葛
藤
を
十
分
に
把
握
し
き
れ
な
か
っ
た
の
が
、
師
山
の
折
衷
学
の
真
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
極
端
に
い
え
ば
彼

に
と
っ
て
問
題
な
の
は
大
本
の
み
で
あ
り
、

単
な
る
方
便
と
い
う
と
と
に
も
な
り
、

そ
れ
を
確
立
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
人
倫
の
安
寧
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
折
衷
は

「
某
嘗
て
謂
う
。
陸
子
静
、
高
明
は
明
道
に
及
ば
ず
。
繰
密
は
晦
荏
に
及
ば
ず
。
然
れ
ど
も
其
の
簡
易
光
明
の
説
、
亦
た
未
だ
始
め
よ

り
見
な
き
の
言
と
為
さ
ず
。
故
に
其
の
徒
、

乙
れ
を
久
遠
に
伝
え
、
政
事
に
施
し
て
卓
然
と
し
て
観
る
べ
く
、
類
堕
不
振
の
習
な
し
。

但
だ
其
の
教
え
護
く
是
れ
功
夫
を
暮
下
し
、
先
後
の
序
な
し
。
市
し
て
其
の
見
る
所
も
又
た
知
者
乙
れ
に
過
ぐ
る
の
失
あ
り
。
故
に
乙

れ
を
以
て
自
ら
修
む
れ
ば
齢
り
有
り
と
雄
も
、
乙
れ
を
学
ぶ
者
、
虎
を
重
き
て
成
ら
ざ
る
の
弊
あ
る
と
と
を
恐
る
。
。
是
れ
学
ぶ
者
も

と
よ
り
富
に
朱
子
の
学
を
学
ぶ
ベ
し
。
然
れ
ど
も
亦
た
必
ず
象
山
を
詩
ら
ざ
れ
。
」

（
遺
文
巻
三
、
与
在
真
卿
書
）

と
し
て
よ
り
安
定
し
た
朱
子
学
の
立
場
を
堅
持
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
師
山
に
と
っ
て
陸
学
は
、
学
人
の
能
力
次
第
で
は
輝

か
し
い
功
績
を
残
す
可
能
性
を
も
つ
も
の
の
、
所
詮
、
為
学
の
工
夫
次
第
を
欠
い
た
上
知
の
た
め
の
学
で
あ
り
、
広
く
万
人
に
開
放
さ
れ

る
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
乙
に
は
も
は
や
、
朱
陸
対
立
の
痕
跡
は
跡
形
も
な
く
消
え
去
り
、
朱
子
学
的
格
物
窮

理
の
立
場
か
ら
、
陵
学
の
内
包
す
る
危
険
性
に
警
鐘
を
う
ち
鳴
ら
す
師
山
の
姿
し
か
み
る
乙
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

呉草虚と鄭師山

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、
同
じ
折
衷
学
と
は
い
え
、
呉
草
腫
の
そ
れ
と
は
梢
し
く
趣
き
を
異
に
し
た
師
山
の
姿
が
浮
か
び
あ

『
宋
元
学
案
』
の
案
語
で
は
、

が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
と
う
し
た
傾
向
を
汲
み
と
っ
て
か
、

と
の
二
人
を
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
。

「
祖
望
謹
ん
で
案
ず
る
に
、
草
躍
を
継
い
で
朱
陸
の
学
を
和
会
す
る
者
は
鄭
師
山
な
り
。
草
虚
は
多
く
陸
を
右
と
し
、
師
山
は
則
ち
朱

を
右
と
す
。
斯
れ
其
の
同
じ
か
ら
ざ
る
所
な
り
。
」

（
巻
九
十
四
、
師
山
学
案
）

一
九
七
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『
陸
子
学
譜
』
が
「
草
腫
の
学
の
帰
宿
は
、
確
か
に
陸
子
に
在
り
」
（
巻
十
八
）
と
断
定
す
る
陸
学
寄
り
の
呉
草
庫
、

て
あ
く
ま
で
も
朱
子
学
を
根
本
と
す
る
蕗
師
山
、
と
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
『
宋
元
学
案
』
の
と
の
判
定
は
、
ま
と
と
に
言
い
得
て
妙

な
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
閉
じ
折
衷
学
と
い
う
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
朱
陸
そ
れ
ぞ
れ
に
置
く
比
重
の
違
い
が
対
比
さ
れ
、

こ
れ
に
対
し
て

興
味
深
い
思
想
史
の
色
分
け
も
可
能
と
な
る
。
し
か
し
真
の
問
題
は
、
よ
り
深
い
立
場
か
ら
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

折
衷
学
と
い
う
思
潮
に
、
彼
等
は
何
故
同
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
立
場
に
立
っ
と
と
に
よ
っ
て
何
を
意
図
し
た

の
か
、
と
い
う
と
と
な
の
で
あ
る
。
折
衷
学
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
朱
陸
の
壁
を
乗
り
越
え
た
彼
等
に
、
も
は
や
「
陸
を
右
と
す
」
と

か
「
朱
を
右
と
す
」
と
か
の
語
は
必
要
な
い
の
で
あ
る
。

む
す
ぴ

南
宋
の
末
年
に
形
成
さ
れ
た
象
山
心
学
は
、
時
代
の
混
迷
と
と
も
に
変
容
し
、
象
山
没
後
に
は
、
楊
簡
の
高
弟
銭
時
を
中
心
と
し
た
折

哀
学
派
の
誕
生
を
見
る
に
到
っ
た
。
乙
れ
は
一
語
で
い
う
な
ら
ば
、
時
代
の
危
機
化
に
対
し
て
行
わ
れ
た
思
想
の
隠
健
化
で
も
あ
り
、
民

族
意
識
に
も
と
ず
い
た
儒
教
の
自
己
防
衛
と
で
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
と
の
変
容
を
生
ん
だ
時
代
は
、
ま
す
ま
す
混
迷
の

色
を
深
め
、
元
と
い
う
異
民
族
王
朝
へ
と
突
入
す
る
と
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
の
元
朝
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
朱
子
学
の
国
教
化
の

内
実
は
、
さ
き
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
士
人
達
に
と
っ
て
、
よ
り
深
刻
な
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
朱
子
学
園
教
化
に
伴
っ
て
復
活
し

た
科
挙
に
対
す
る
姿
勢
と
、
出
処
進
退
で
あ
っ
た
。

唐
に
始
ま
り
宋
に
到
っ
て
有
能
の
士
を
輩
出
し
、
宋
代
文
化
形
成
に
大
き
く
貢
献
し
た
科
挙
は
、
宋
代
か
ら
す
で
に
心
あ
る
士
人
に
よ

っ
て
学
問
の
形
骸
化
を
も
た
ら
す
と
の
批
判
が
浴
せ
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
元
に
な
る
と
、
さ
ら
に
複
雑
な
要
素
が
こ
れ
に
加
わ
る
。

実
質
的
に
は
元
代
を
通
じ
て
数
回
し
か
実
施
さ
れ
な
か
っ
ち
と
は
い
え
、
科
挙
に
於
い
て
南
人
の
官
吏
へ
の
道
は
、
全
く
閉
ざ
さ
れ
て
い



た
の
で
あ
る
。
彼
等
に
は
下
級
役
人
と
し
て
の
道
が
聞
か
れ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、

い
く
ら
有
能
で
あ
ろ
う
と
彼
等
に
は
そ
の
能
力
を
発
揮

す
る
場
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
を
前
に
、
彼
等
は
そ
の
出
処
に
い
ず
れ
も
複
雑
な
態
度
そ
示
す
の
で
あ
る
。

師
程
若
庸
の
推
挙
に
よ
り
、
南
人
と
し
て
は
破
格
の
抜
擢
を
蒙
っ
た
呉
草
庫
も
、

初
年
に
於
い
て
す
で
に
挙
子
の
業
を
捨
て
、

巻

謝
張
敦
）
出
で
て
は
退
く
こ
と
の
く
り
返
し
の
う
ち
に
生
涯
を
終
わ
る
し
、

陳
静
明
、

遡
宝
峯
と
い
っ
た
人
々
は
、
山
山
仕
の
意
を
全
く
断

ち
、
山
林
に
隠
棲
す
る
の
で
あ
る
。

「
近
世
科
挙
の
士
、
心
を
得
失
の
聞
に
用
い
、
乙
れ
を
得
れ

ば
泊
々
と
し
て
以
て
喜
び
、
乙
れ
を
失
え
ば
戚
々
と
し
て
以
て
悲
し
む
」
（
師
山
遺
文
巻
一
、
送
王
伯
陶
序
）
と
し
て
科
挙
の
弊
害
を
指
摘
し
、

さ
ら
に
は
十
代
で
挙
子
の
業
を
捨
て
、

た
び
重
な
る
推
挙
を
童
く
辞
退
し
た
師
山
の
生
涯
、

乙
れ
ら
は
い
づ
れ
も
、
元
と
い
う
異
民
族
王
朝
下
に
あ
っ
て
、
抑
圧
さ
れ
た
人
々
の

無
言
の
抵
抗
と
で
も
い
う
べ
き
姿
で
あ
っ
た
。
と
の
よ
う
な
出
処
に
終
始
し
た
と
は
い
え
、
彼
等
が
社
会
性
を
全
く
喪
失
し
た
の
で
は
な

い
こ
と
は
、

「
山
林
に
処
す
と
離
も
つ
ね
に
憂
世
の
色
あ
り
」
と
い
う
越
惜
の
語
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
師
山
も
、
推

こ
れ
に
も
師
山
の
複
雑
な
心
墳
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
い
か
。

「
蓋
し
、
某
幼
自
り
世
に
用
い
ら
る
る
の
才
に
非
ず
。
又
た
人
に
過
ぐ
る
の
識
乏
し
。
故
に
干
禄
の
学
を
棄
て
、
進
攻
の
心
を
絶
ち
、

山
林
に
投
述
し
嘩
映
に
射
鵬
し
、
自
ら
其
の
力
を
食
い
、
人
に
求
む
る
な
し
。
限
あ
れ
ば
則
ち
詩
を
請
し
書
を
読
み
、
著
述
を
以
て
楽

み
と
為
す
。
」
（
師
山
集
巻
一
、
上
鼎
丞
相
）

挙
を
辞
す
べ
く
次
の
よ
う
な
書
簡
を
丞
相
宛
て
に
送
る
が
、

半
ば
自
噺
気
味
な
と
の
文
章
か
ら
は
、
「
王
文
公
記
記
は
乃
ち
是
れ
断
じ
て
百
飴
年
未
了
底
の
大
公
案
な
り
」

（
象
山
全
集
巻
一
、
与
胡
季

随
〉
と
断
じ
、
意
識
の
面
か
ら
の
社
会
変
革
を
目
指
し
て
ま
っ
し
ぐ
ら
に
進
む
象
山
心
学
の
社
会
的
能
動
性
は
み
ら
れ
ま
い
。
し
か
し
そ

呉草底と鄭師山

こ
に
は
、
山
林
に
隠
棲
し
万
象
を
諦
観
す
る
単
な
る
隠
者
の
姿
も
決
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
乙
な
い
の
で
あ
る
。
彼
等
は
混
乱
し
た
社
会

に
あ
っ
て
、
綱
常
を
何
よ
り
も
重
ん
ず
る
儒
者
で
あ
っ
た
。
儒
者
と
し
て
、
満
腔
の
愛
人
利
物
の
精
神
を
自
覚
し
な
が
ら
、
彼
等
は
や
む

そ
の
心
の
奥
深
く
に
秘
め
ら
れ
た
偽
ら
ざ
る
心
情
、
乙
れ
と
そ
が
朱
陸
と
い

う
い
わ
ば
内
部
の
対
立
を
越
え
、
よ
り
広
い
立
場
で
儒
教
を
復
興
さ
せ
よ
う
と
す
る
彼
等
の
姿
勢
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
三
綱
五
常
を
自

を
得
ず
と
う
い
う
生
き
方
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

一
九
九
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覚
し
、
訓
話
記
謂
か
ら
徳
性
の
知
へ
、
彼
等
は
よ
り
根
本
的
立
場
へ
と
回
帰
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
混
迷
の
時
代
は
彼
等
を
そ
う
い
う

方
向
へ
と
駆
り
立
て
る
の
で
あ
り
、
彼
等
も
ま
た
そ
う
い
う
方
向
に
向
う
ζ

と
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
範
な
立
場
で
民
族
の
伝
統
H
儒
教
を

復
興
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
宋
宋
か
ら
の
折
衷
の
思
潮
が
、
時
代
の
複
雑
化
に
つ
れ
、
呉
草
腫
か
ら
師
山
へ

と
、
儒
教
の
よ
り
根
源
的
、
よ
り
本
来
的
立
場
に
回
帰
し
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

「
呉
草
虚
は
、
動
静
は
太
極
の
乗
ず
る
所
の
機
な
り
と
い
う
か
、

と
気
が
別
々
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

乙
の
よ
う
な
折
衷
学
の
系
譜
を
、
象
山
及
び
そ
れ
に
つ
ら
な
る
陽
明
心
学
の
展
開
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
た
と
え
あ
の
呉
草
躍
で
さ
え
、

乙
れ
で
は
太
極
の
外
に
気
機
の
乗
ず
る
所
が
あ
る
乙
と
に
な
り
、
太
極

草
腫
は
理
に
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、

（
東
越
証
学
録
警
ニ
）
と
い
う
と
と
に
な
り
、
学
問
的
立
場
の
朱
子
寄
り
が
指
摘
さ
れ
、
心
学
理
解
の
不
十
分
さ
が
批
判
さ
れ
る
と
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
随
所
に
朱
子
寄
り
の
立
場
を
と
り
、
心
学
展
開
の
方
向
と
は
正
反
対
の
動
き
を
示
す
か
の
如
き
師
山
の
陸
学
受
容

乙
ん
な
こ
と
で
は
お
話
し
に
な
ら
な
い
」

が
、
十
全
で
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
彼
等
の
受
容
し
た
陸
学
は
、
彼
等
が
背
負
っ
た
運
命
の
下
で
、
そ
れ
な
り
に
そ

の
真
意
に
直
接
す
る
結
果
に
な
っ
た
と
も
い
え
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
文
天
祥
に
な
ら
い
、
節
義
を
全
う
す
べ
く
自
ら
給
死
し
た
師
山

乙
れ
は
単
に
元
朝
に
対
す
る
忠
義
心
だ
け
が
も
た
ら
し
た
行
動
で
あ
ろ
う
か
。

山
は
、
ま
さ
に
自
ら
の
忠
義
に
殉
じ
た
の
で
あ
る
。
偽
り
の
な
い
本
心
に
根
ざ
し
た
よ
り
純
粋
な
綱
常
倫
理
の
確
立
、
象
山
心
学
が
志
向

の
最
期
、

「
豪
傑
の
士
」
と
『
陸
子
学
譜
』
が
断
ず
る
師

し
た
ζ

の
方
向
は
、
あ
る
意
味
で
は
鄭
師
山
の
ζ

の
行
動
に
み
ど
と
に
体
現
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
い
か
。

設（

1
）
 

師
山
に
つ
い
て
は
、
武
内
義
難
博
士
『
中
国
哲
学
史
』
〈
岩
波
全
書
制
貰
）
に
若
干
の
記
述
が
あ
る
。

題
」
（
名
大
法
政
論
、
昭
和
四
十
年
）
に
も
わ
ず
か
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

野
上
俊
静
氏
『
元
史
蒋
老
伝
の
研
究
』
に
よ
る
。

『
陸
子
学
譜
』
は
、
乙
の
「
尊
徳
性
道
間
学
斎
記
」
乙
そ
は
、

そ
の
他
、

岩
間
一
雄
氏
「
元
代
儒
教
の
問

〈

2
）

（

3
）
 

尊
厳
晩
年
の
学
の
帰
宿
が
陸
子
に
在
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

『
元
史
』
が
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（

4
）
 

「
道
統
」
と
い
う
弱
冠
の
説
を
引
用
す
る
の
は
、
朱
子
学
の
立
場
に
偏
っ
た
編
集
態
度
で
あ
る
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

「
方
外
の
学
、
設
教
同
じ
か
ら
ず
と
雌
も
、
其
の
致
す
所
の
者
は
、
ま
た
唯
だ
心
の
み
」
（
直
園
学
古
録
巻
八
）
と
い
う
語
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

方
外
の
学
は
、
も
は
や
対
立
す
る
存
在
で
は
な
い
。

銭
融
堂
に
関
し
て
は
拙
稿
「
銭
融
堂
に
つ
い
て
」
（
九
大
中
哲
論
集
2
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
元
史
』
が
部
山
を
「
忠
義
伝
」
に
収
め
る
理
由
は
、
師
山
の
乙
の
行
動
に
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
「
量
に
二
姓
に
仕
え
ん
や
」
（
宋
元
学

案
）
と
い
う
語
だ
け
を
根
拠
に
、
元
に
殉
じ
た
と
解
さ
れ
る
岩
間
氏
の
意
見
に
は
賛
成
し
か
ね
る
。
（
前
掲
論
文
）

（

5
）
 

（

6
〉

二
O


