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一
、
序
論
!
日
本
軍
占
領
下
の
長
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
抗
日
闘
争
|

2 

本
稿
で
取
り
上
げ
る
陳
垣
の
著
作
『
通
鑑
胡
注
表
微
』
は
日
中
戦
争
の
末
期
、
日
本
軍
占
領
下
の
北
平
で
書
か
れ
た
。
後
に
詳
述
す

る
よ
う
に
、
本
書
の
内
容
は
当
時
の
著
者
を
と
り
ま
い
て
い
た
環
境
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
題
に
は
い
る
に
先
だ
っ
て
、

当
時
の
北
平
と
そ
の
周
辺
の
お
か
れ
て
い
た
状
況
お
よ
び
圏
内
状
況
を
、
と
く
に
著
者
と
の
関
連
を
重
視
し
な
が
ら
考
察
し
て
お
き
た

L 、。
「
満
州
事
変
」
と
そ
の
翌
年
の
健
儲
国
家
「
満
州
国
」
の
成
立
後
も
、
日
本
軍
の
侵
略
行
動
は
東
北
地
区
の
み
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、

し
だ
い
に
華
北
お
よ
び
内
蒙
古
に
拡
大
し
、
一
九
三
五
年
一
一
月
に
は
健
韻
政
権
糞
東
防
共
自
治
委
員
会
(
後
に
自
治
政
府
)
を
成
立

さ
せ
た
。
こ
う
し
た
日
本
軍
の
一
連
の
侵
略
行
動
に
対
し
て
、
国
民
党
政
権
は
「
安
内
撞
外
」
政
策
を
採
り
続
け
た
が
、
北
半
の
掌
生
・

市
民
の
聞
に
は
し
だ
い
に
抗
日
の
要
求
が
強
ま
り
、
政
府
の
弾
圧
に
め
げ
ず
、

一
二
・
九
運
動
を
起
こ
し
た
。
抗
日
運
動
の
高
ま
り
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
軍
の
華
北
侵
攻
政
策
は
止
ま
ず
、
翌
三
六
年
に
は
内
蒙
古
に
お
け
る
徳
王
の
自
治
運
動
を
利
用
し
て
、
関
東
軍

宮
帽
注
】

の
影
響
下
に
「
蒙
古
軍
政
府
」
を
樹
立
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
国
内
に
お
け
る

「
一
致
抗
日
」
の
世
論
は
ま
す
ま
す
強
ま
り
、

そ
の
よ
う
な
動
向
を
背
景
に
、
年
末
に
は
張
堂
良
・
楊
虎
城
ら
の
起
こ
し
た
西
安
事
変
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
民
衆
が
久
し
く
待
望
し

て
い
た
「
内
戦
停
止
・
一
致
抗
日
」
の
要
求
が
と
も
か
く
も
実
現
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
日
本
は
国
民
党
と

共
産
党
の
聞
に
棋
を
打
ち
込
み
、
両
者
の
対
立
を
利
用
し
て
対
中
国
侵
略
政
策
を
推
進
し
て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
国
共
合
作
を
核
と

す
る
、
統
一
さ
れ
た
中
国
民
族
を
相
手
と
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
や
が
て
結
成
さ
れ
る
抗
日
民
族
統
一
戦
線
が
こ
の
こ
と
を
象
徴

の
全
民
族
的
抵
抗
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
軍
は
七
月
末
に
は
平
津
線
を
突
破
し
、
や
が
て
北
平
・
天
津
を
支
配
下
に
置
い
た
。
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し
て
い
る
。
薗
溝
橋
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
戦
場
を
華
北
か
ら
さ
ら
に
華
中
・
肇
南
へ
と
拡
大
し
た
日
本
軍
は
、
か
く
し
て
中
国



こ
の
地
区
の
住
民
に
と
っ
て
、
八
年
に
わ
た
る
苦
難
と
抵
抗
の
日
々
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
北
京
地
区
で
起
こ
り
、
日
本
の
世
論
を

47一人E

刺
激
し
た
通
州
事
件
は
、
日
本
政
府
が
不
拡
大
方
針
を
放
棄
し
て
か
ら
ま
も
な
く
、
健
儲
政
権
で
あ
る
翼
東
防
共
自
治
政
府
の
保
安
隊

が
起
こ
し
た
事
件
で
あ
り
、
こ
の
地
区
に
お
け
る
抗
日
闘
争
は
そ
の
後
も
北
京
周
辺
で
た
ゆ
ま
ず
続
け
ら
れ
だ
。
北
京
市
内
で
は
日
本

軍
や
や
が
て
成
立
す
る
健
儲
政
権
の
制
圧
下
で
、
表
だ
っ
た
武
力
闘
争
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
密
か
に
様
々
な

形
で
の
抵
抗
が
続
け
ら
れ
た
。

北
京
は
五
四
運
動
以
来
、
し
ば
し
ば
学
生
の
愛
国
・
救
国
運
動
の
中
心
地
と
な
り
、
日
中
戦
争
の
前
夜
に
は
三
了
九
運
動
が
こ
の

地
で
大
き
く
盛
り
上
が
っ
た
。
し
た
が
っ
て
北
平
を
占
領
し
た
日
本
軍
は
こ
の
地
に
聞
か
れ
て
い
る
諸
学
校
、
な
か
ん
ず
く
大
学
に
対

し
て
統
制
を
強
め
、
抗
日
運
動
を
厳
し
く
抑
圧
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
北
平
に
進
駐
し
た
日
本
軍
は
故
宮
・
天
壇
・
栴
檀
寺
な
ど
と

と
も
に
北
京
大
学
・
師
範
大
学
・
北
平
大
学
・
清
華
大
学
を
占
拠
し
、
開
講
を
許
さ
な
か
っ
た
が
、
外
国
の
息
の
か
か
っ
た
ミ
ッ
シ
ョ

ン
系
の
学
校
だ
け
は
例
外
的
に
開
講
を
許
可
し
た

}
O

こ
の
前
後
か
ら
北
平
の
学
生
界
や
教
職
員
の
聞
に
大
混
乱
が
起
こ
り
、
万
を
数
え

る
学
生
た
ち
が
平
津
地
区
を
去
っ
て
奥
地
に
移
動
し
始
め
た
。
堂
生
た
ち
の
多
く
は
南
方
を
目
指
し
、
戦
局
の
拡
大
に
つ
れ
て
さ
ら
に

西
南
へ
と
移
動
し
た
。
そ
し
て
日
本
軍
占
領
下
で
は
開
講
で
き
る
希
望
の
な
い
北
京
大
蛍
を
始
め
諸
大
学
は
移
動
す
る
こ
と
を
決
定
し
、

北
京
大
学
・
清
華
大
学
と
天
津
の
南
聞
大
学
は
合
併
し
て
長
沙
臨
時
大
学
を
設
立
し
、
北
平
大
学
・
北
平
師
範
大
学
・
北
洋
工
学
院
は

西
安
臨
時
大
学
を
つ
く
る
こ
と
を
決
め
た
。
こ
う
し
て
多
く
の
掌
生
・
教
職
員
の
南
方
へ
の
移
動
が
始
ま
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
当
時

「
南
選
」
ま
た
は
「
南
渡
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
「
南
遷
」
ま
た
は

「南
渡
」
は
戦
場
の
拡
大
と
と
も
に
四
川
・
雲
南
・
貴
州
に
ま
で
及

〈
四
)

び
、
見
明
を
中
心
地
と
し
て
国
立
西
南
聯
合
大
学
の
樹
立
に
漕
ぎ
着
け
た
。

こ
の
よ
う
に
学
生
・
教
職
員
た
ち
の
平
津
地
区
か
ら
の
移
動
が
続
き
、
陳
寅
惜
を
始
め
、
親
し
い
友
人
た
ち
の
多
く
が
次
々
と
「
南

3 



渡
」
す
る
な
か
で
、
陳
垣
の
胸
中
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
も
そ
の
後
も
彼
自
身
が
直
接

語
っ
た
言
葉
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
彼
の
周
辺
に
い
た
人
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
彼
も
ま
た
「
南
渡
」
の
意
向
を
漏
ら
し
、
彼
が
校
長
を

申
怠
)

務
め
る
輔
仁
大
学
の
ド
イ
ツ
人
の
校
務
長
か
ら
涙
な
が
ら
に
説
得
さ
れ
て
思
い
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
輔
仁
大
学
は
ミ
ツ

シ
ヨ
ン
・
ス
ク
ー
ル
で
あ
っ
た
た
め
、
さ
す
が
の
日
本
軍
の
抑
圧
も
厳
し
く
は
及
ば
ず
、
当
時
の
北
平
で
開
講
さ
れ
て
い
た
数
少
な
い

大
学
の
一
つ
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
情
勢
の
下
で
、
多
数
の
学
生
が
こ
の
大
学
に
集
ま
り
、
他
の
大
学
で
職
を
失
い
、
「
南
渡
」

な
か
っ
た
教
員
た
ち
が
こ
の
大
学
に
生
活
の
糧
を
得
て
い
た
か
ら
、
彼
と
し
て
は
と
て
も
校
長
と
し
て
の
職
務
を
放
棄
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
確
証
は
な
い
も
の
の
、
彼
が
北
京
に
止
ま
っ
た
の
は
苦
渋
の
選
択
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

彼
は
後
に
一
九
四
九
年
初
め
、
中
共
軍
に
よ
る
北
京
解
放
の
際
、
胡
適
か
ら
脱
出
の
誘
い
を
受
け
て
、
こ
の
時
は
は
っ
き
り
と
断
っ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
と
日
中
戦
争
中
と
は
全
く
事
情
が
違
う
が
、
こ
の
時
の
彼
の
公
開
書
慨
を
読
め
ば
、
彼
の
決
断
は
き
わ
め

一
点
の
迷
い
も
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
日
中
戦
争
中
に
彼
が
「
南
渡
」
を
断
念
し
た
の
は

て
明
快
で
あ
り
、

決
し
て
明
快
な
決
断
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
障
垣
の
生
涯
と
学
問

『通
鑑
胡
注
表
徴
』
の
内
容
に
つ
い
て
論
ず
る
に
先
だ
っ
て
、
歴
史
家
陳
垣
の
略
歴
と
研
究
、
さ
ら
に
は
日
中
戦
争
後
か
ら
新
中
国

(七)

成
立
後
に
至
る
彼
の
生
活
に
つ
い
て
、
あ
ら
ま
し
を
見
て
お
こ
う
。

陳
塩
は
一
八
八

O
年
十
一
月
十
二
日
、
広
東
省
新
会
県
石
頭
郷
富
岡
里
に
生
ま
れ
た
。
父
は
陳
固
と
い
い
、
薬
材
商
人
だ
っ
た
。
新

会
県
と
い
え
ば
、
梁
啓
超
を
思
い
出
す
人
が
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
人
柄
に
お
い
て
も
学
問
に
お
い
て
も
、
両
者
の
共
通
点
は

4 

で
き
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ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
陳
垣
が
歴
史
家
と
し
て
は
国
際
的
感
覚
が
豊
か
だ
っ
た
の
は
、
彼
の
出
身
地
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

47一人E

新
会
県
は
広
東
省
の
珠
江
デ
ル
タ
地
帯
に
位
置
し
、
諸
外
国
の
影
響
を
受
け
や
す
い
土
地
柄
だ
っ
た
。

五
歳
の
時
父
に
従
っ
て
広
州
に
出
て
、
そ
の
後
私
塾
に
入
っ
て
勉
蛍
を
始
め
た
。
古
典
を
学
び
な
が
ら
八
股
文
を
練
習
し
、

七
年
十
八
歳
の
時
郷
試
を
受
験
し
て
失
敗
し
て
い
る
。
そ
の
後
一
九

O
一
年
に
秀
才
の
試
験
に
新
会
県
中
第
一
位
で
合
格
し
た
が
、
府

一
八
九

試
で
は
「
奇
異
な
る
議
論
あ
り
」
と
い
う
こ
と
で
危
う
く
不
合
格
に
な
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
こ
の
年
清
朝
政
府
が
八
股
文
廃
止
の
詔
勅

を
出
し
た
の
で
、
科
挙
の
勉
強
を
止
め
、
歴
史
の
研
究
と
現
実
の
政
治
・
社
会
に
関
心
を
注
い
だ
。
そ
の
後
広
州
で
『
時
事
画
報
』
が

創
刊
さ
れ
る
と
、
彼
は
こ
れ
に
参
加
し
て
革
命
理
論
を
宣
伝
す
る
文
章
を
書
き
な
が
ら
、
中
学
校
の
教
師
を
し
て
い
た
。

O
七
年
ア
メ

リ
カ
の
教
会
が
経
営
す
る
博
済
書
院
に
入
学
し
て
医
学
の
勉
強
を
始
め
た
が
、
ア
メ
リ
カ
人
教
員
が
中
国
人
教
員
・
堂
生
を
蔑
視
す
る

の
で
、
友
人
と
光
華
学
院
を
創
立
し
て
、
こ
こ
で
学
び
な
が
ら
、
他
の
学
校
の
教
師
を
兼
任
し
た
。
そ
の
頃
の
彼
は
近
代
医
学
お
よ
び

医
学
史
の
研
究
に
精
力
を
傾
注
し
、
『
医
学
衛
生
報
』
に
医
学
お
よ
び
医
療
制
度
に
つ
い
て
の
論
文
を
書
き
始
め
た
。
一

O
年
に
光
叢

書
院
を
卒
業
し
た
が
、
引
き
続
き
同
学
院
に
止
ま
っ
て
教
員
を
し
な
が
ら
、
『
震
日
百
報
』
を
創
刊
し
て
主
編
と
な
り
、
革
命
運
動
を

支
援
し
た
。
こ
の
当
時
彼
が
執
筆
し
た
文
章
は
後
年
に
『
陳
垣
早
年
文
色
)と

い
う
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

辛
亥
革
命
後
の
一
三
年
一
月
、
彼
は
新
聞
界
か
ら
選
ば
れ
て
衆
議
院
議
員
と
し
て
北
京
に
移
住
し
、
医
学
を
止
め
て
政
治
に
携
わ
っ

た
。
こ
れ
以
後
彼
は
北
京
に
定
住
し
、
旅
行
を
除
い
て
は
こ
こ
を
動
い
て
い
な
い
。
そ
の
後
議
員
と
し
て
活
動
し
な
が
ら
、
一
七
年
か

ら
は
宗
教
史
の
研
究
を
始
め
、
『
元
也
里
可
温
考
』
を
完
成
し
、
出
版
し
て
い
る
。
一
一
一
年
教
育
部
次
長
と
な
る
が
、
半
年
ほ
ど
で
退

き
、
北
京
大
学
研
究
所
国
学
門
の
指
導
員
と
な
り
、
京
師
図
書
館
(
後
の
北
京
図
書
館
)
館
長
を
兼
任
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
宗
教
史
や

元
代
史
の
研
究
を
旺
盛
に
行
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
日
中
戦
争
前
の
十
数
年
間
が
彼
の
生
涯
で
も
っ
と
も
学
問
的
に
充
実
し
た
時
期

5 



で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
三
十
年
代
に
入
る
と
、
日
本
軍
の
華
北
工
作
が
拡
大
し
て
、
京
津
地
区
は
し
だ
い
に
暗
雲
が
立
ち
篭
め

6 

て
き
た
。
そ
し
て
直
溝
橋
事
件
後
、
日
本
軍
の
軍
事
行
動
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
区
の
情
勢
は
一
変
し
た
。

直
溝
橋
事
件
後
、
と
く
に
日
本
軍
が
北
平
市
内
に
進
駐
す
る
と
、
市
民
た
ち
は
大
混
乱
に
陥
り
、
陳
垣
自
身
も
苦
し
い
選
択
を
迫
ら

れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
戦
争
末
期
、
彼
は
、
門
を
閉
さ
し
て
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
胡
三
省
の
元
代
復
刻
本
『
資
治
通
鑑
』

を
読
ん
で
気
を
紛
ら
わ
し
て
い
た
、
と
『
通
鑑
胡
注
表
徴
』
の
「
小
引
」
で
述
べ
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
彼
は
歴
史
家
で
あ
る
と
同
時

に
、
輔
仁
大
学
校
長
で
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
ひ
た
す
ら
門
を
閉
ざ
し
て
塾
居
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
健
儲
政
権
も
こ

の
大
学
に
対
し
て
は
い
く
ら
か
干
渉
を
控
え
は
し
た
が
、
そ
れ
で
も
し
ば
し
ば
、
日
本
語
を
学
習
せ
よ
、
日
本
語
の
教
科
書
を
用
い
よ
、

校
門
に
日
章
旗
を
掲
揚
せ
よ
、
と
迫
り
、
そ
の
た
び
に
陳
垣
校
長
や
ド
イ
ツ
人
の
教
務
長
が
対
応
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
教
職
員
や

学
生
が
抗
日
宣
伝
を
行
っ
た
か
ど
で
逮
捕
さ
れ
る
と
い
う
事
件
も
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
日
本
軍
・
健
儲
政
権
の
派
遣
し

た
人
物
が
彼
を
訪
れ
、
脅
し
ゃ
誘
い
に
よ
っ
て
彼
を
健
悟
政
権
側
に
協
力
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
り
、
彼
は
死
を
も
恐
れ
ぬ
毅
然

た
る
態
度
で
こ
れ
に
対
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
続
く
と
、
彼
も
人
に
会
う
の
が
億
劫
に
な
り
、
門
を
閉
ざ
し
て
塾
居
し
、
『
通
鑑
』

そ
の
他
の
読
書
に
わ
ず
か
な
慰
め
を
見
出
だ
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
否
む
し
ろ

そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
彼
は
い
っ
そ
う
研
究
へ
の
意
欲
を
燃
や
し
、
『
明
季
潰
斡
仏
教
考
』
・
『
清
初
僧
諦
記
』
や
『
南
宋
初
河
北

新
道
教
考
』
と
そ
れ
に
『
通
鑑
胡
注
表
徴
』
な
ど
の
優
れ
た
著
作
を
次
々
と
完
成
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
の
著
作
に
は
当
時
の
彼
の
信
念
や

生
活
態
度
が
反
映
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
本
論
で
詳
述
す
る
。

抗
日
戦
争
後
は
研
究
生
活
に
戻
っ
た
が
、
や
が
て
国
共
両
党
の
対
立
が
激
化
し
、
飢
餓
と
内
戦
に
反
対
し
、
和
平
と
民
主
を
求
め
る

47一人E

学
生
の
デ
モ
が
各
都
市
に
広
が
り
、
陳
垣
の
勤
め
る
輔
仁
大
学
の
学
生
も
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
、
彼
は
ま
た
も
や



研
究
だ
け
に
専
念
し
て
い
る
わ
け
に
は
行
か
な
く
な
っ
た
。
内
戦
は
民
衆
の
支
持
を
得
た
共
産
党
軍
に
有
利
と
な
り
、
つ
い
に
一
九
四

九
年
一
月
北
平
和
平
解
放
を
迎
え
た
。
そ
の
頃
国
民
党
は
た
び
た
び
飛
行
機
を
派
遣
し
、
著
名
な
学
者
を
南
下
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、

陳
垣
は
頑
と
し
て
そ
の
招
き
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
北
平
和
平
解
放
の
前
夜
、
胡
適
は
陳
寅
惜
を
伴
っ

47一人E

て
南
京
に
脱
出
し
て
い
た
。

陳
垣
は
胡
適
に
宛
て
た
公
開
書
簡
の
中
で
、
北
平
解
放
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

l
!
「
今
年
一
月
末
、
北
平
は
解
放
さ
れ
ま
し
た
。

解
放
後
の
北
平
に
は
、
新
し
い
軍
隊
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
人
民
の
軍
隊
で
す
。
新
し
い
政
権
が
樹
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は

人
民
の
政
権
で
す
。
新
し
い
も
の
が
す
べ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。
す
べ
て
は
人
民
の
も
の
で
す
。
私
は
七
十
歳
の
年
ま
で
生
き
ま
し
た

が
、
今
に
な
っ
て
始
め
て
真
の
人
民
の
社
会
を
見
ま
し
た
。
そ
れ
は
歴
史
上
か
つ
て
な
か
っ
た
新
し
い
社
会
で
す
。
新
し
い
社
会
は
現

実
の
教
育
を
通
じ
て
、
私
に
新
し
い
思
想
を
受
け
容
れ
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
が
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
知
ら
な
か
っ
た
も
の
で

す
。
あ
な
た
は

H

全
く
自
由
が
な
い
H

と
い
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
私
は
現
在
人
民
が
自
由
に
生
活
し
、
青
年
・
学
生
た
ち
が
自
由
に

学
び
、
討
論
し
、
教
授
た
ち
が
自
由
に
研
究
し
て
い
る
の
を
こ
の
目
で
見
て
い
ま
す
。
私
は
き
っ
ぱ
り
と
申
し
ま
す
が
、
こ
の
解
放
区

の
な
か
に
こ
そ
真
の
自
由
が
あ
る
の
で
す
。
私
は
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
嘱
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
[
胡
]
適
之
先
生
、
あ
な
た
も
ま
た
私
を

〔-九)

編
し
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」

と
。
公
開
書
簡
と
い
う
も
の
の
性
質
上
、
表
現
が
厳
し
く
、
断
定
的
に
な
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
新
し
い
人
民
の
社
会
へ
の
満
腔
の
期
待
が
読
み
取
れ
る
。
当
時
の
陳
垣
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
や

『毛
沢
東
選
集
』

を
学
び
、
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
心
境
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
彼
自
身
は
っ
き
り
と
は
い
っ
て
い
な
い
が
、
国
民
党
政
府

の
腐
敗
と
独
裁
に
ほ
と
ほ
と
愛
想
が
尽
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

新
中
国
成
立
後
の
彼
は
歴
史
研
究
を
再
開
し
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
役
職
に
就
き
、
人
民
代
表
大
会
代
表
と
な
る
な
ど
、
政
務
も
多
忙
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に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
五
一
年
夏
に
は
西
南
土
地
改
革
工
作
団
団
長
と
し
て
、
四
川
省
巴
県
の
土
地
改
革
に
参
加
し
て
い
る
。

8 

土
地
改
革
に
参
加
し
て
彼
が
ど
ん
な
感
想
や
意
見
を
持
っ
た
か
、
恐
ら
く
資
料
が
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
は
今
の
と
こ
ろ

残
念
な
が
ら
目
に
し
て
い
な
い
。
た
だ
そ
の
後
、
十
月
に
全
国
政
治
協
商
会
議
第
一
期
第
三
回
会
議
が
聞
か
れ
、
陳
垣
は
と
く
に
委
員

と
し
て
招
か
れ
、
「
教
師
た
ち
は
自
己
教
育
と
自
己
改
造
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
題
で
発
言
し
、
会
議
の
後
毛
沢
東

が
彼
の
席
に
行
き
、
親
し
く
語
り
合
っ
た
。
そ
の
時
陳
垣
は
、
「
私
は
解
放
後
に
な
っ
て
や
っ
と
あ
な
た
の
舎
か
れ
た
『
民
主
主
義
論
』

を
読
み
ま
し
た
。
私
は
道
を
聞
く
の
が
遅
す
ぎ
ま
し
た
が
、
努
力
し
て
追
い
つ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
最
後

の
宴
会
の
席
上
で
、
毛
は
陳
を
他
の
人
に
紹
介
し
て
、
「
こ
の
人
は
陳
垣
先
生
だ
、
た
い
へ
ん
な
読
書
家
で
、
わ
れ
ら
の
国
家
の

(
十
}

宝
μ

だ
よ
」
と
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
史
書
を
愛
読
し
て
止
ま
な
か
っ
た
毛
沢
東
と
し
て
は
、
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
と
思
わ 国

れ
る
。

そ
の
後
の
陳
垣
は
政
治
的
・
社
会
的
な
仕
事
が
増
え
て
、
大
学
へ
の
出
講
は
し
だ
い
に
少
な
く
な
っ
た
横
様
で
あ
る
。
五
二
年
夏
、

大
学
問
の
調
整
に
よ
っ
て
、
輔
仁
大
学
と
師
範
大
学
と
が
合
併
し
、
北
京
師
範
大
学
と
な
っ
て
、
陳
垣
が
校
長
に
任
命
さ
れ
た
。
公
務

多
忙
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
は
た
ゆ
ま
ず
続
け
ら
れ
、
そ
の
成
果
は
次
々
と
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
五
九
年
一
月
、
共
産
党
に
入
党

し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
文
化
大
革
命
の
時
期
を
彼
が
ど
う
過
ご
し
た
か
、
詳
細
は
今
の
と
こ
ろ
何
も
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

た
だ
一
つ
、
六
九
年
初
め
、
周
恩
来
の
配
慮
で
身
辺
を
世
話
す
る
工
作
員
が
配
備
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
い
ま
だ
文
革
の
続
い
て

い
た
一
九
七
一
年
六
月
二
十
一
日
に
、
彼
は
九
十
一
歳
で
逝
去
し
た
。

以
上
が
陳
垣
の
生
涯
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
彼
は
傑
出
し
た
歴
史
家
で
あ
り
、
数
え
切
れ
ぬ
ほ
ど
の
優
れ
た

(十

一v

研
究
論
文
・
著
書
を
残
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
『
陳
援
華
先
生
全
集
』
全
十
六
巻
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内

47一人E



容
を
見
る
と
、
五
代
史
・
元
代
史
・
宗
教
史
な
ど
実
に
多
岐
に
及
ん
で
お
り
、
私
自
身
そ
の
研
究
成
果
を
吸
収
す
る
の
に
は
、
膨
大
な

47一人E

年
月
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本
軍
占
領
下
の
北
平
で
書
か
れ
た
珠
玉
の
著
作
か
ら
始
め
て
、
逐
次
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
と

〔十
二
)

思
う
。
今
回
は
そ
の
手
始
め
と
し
て
『
通
鑑
胡
注
表
徴
』
を
取
り
上
げ
る
。

、
『
通
鑑
胡
注
表
徴
』
に
つ
い
て

『
通
鑑
胡
注
表
徴
』
と
い
う
本
書
の
標
題
の
う
ち
、
『
通
鑑
胡
注
』
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
北
宋
の
士
大
夫
司
馬
光
の
編

纂
し
た
史
書
『
資
治
通
鑑
』
に
、
南
宋
の
胡
三
省
が
全
編
に
注
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
『
資
治
通
鑑
』
自
体
も
も
と
よ
り
膨
大
な
著

作
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
全
編
に
注
を
付
け
る
の
も
た
い
へ
ん
な
仕
事
で
あ
る
。
胡
三
省
は
宋
王
朝
滅
亡
後
も
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
建
て
た

元
朝
に
仕
え
る
こ
と
な
く
、
『
通
鑑
』
の
注
の
作
成
に
没
頭
し
、
二
十
数
年
を
か
け
て
つ
い
に
完
成
し
た
。
胡
三
省
が
こ
の
仕
事
に
こ

れ
ほ
ど
の
執
念
を
燃
や
し
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。
後
で
詳
し
く
考
察
す
る
が
、
『
通
鑑
胡
注
』
と
い
う
の
は
た
だ
単
な

る
字
句
や
地
名
の
考
証
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
な
か
に
は
胡
の
思
想
や
民
族
意
識
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
る
。
「
表
徴
」
と
い
う
の
は

注
の
な
か
に
潜
ん
で
い
る
彼
の
思
想
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
書
名
が
「
表
微
」
に
決
ま
る
ま
で
に
は
繰
り

返
し
推
敵
を
経
て
い
る
の
だ
そ
う
で
、
「
最
初
は

H

通
鑑
胡
注
述
義
u

と
し
た
が
、

(+三〕

改
め
、
最
後
に
な
っ
て
や
っ
と

w
表
紙
m
M

と
決
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
通
鑑
胡
注
』
も
陳
垣
の
『
表
徴
』
も
も
と

H

述
首
罪
は
後
に

H

奥
論
H

さ
ら
に

H

探
微
H

と

も
と
は
考
証
学
の
書
物
で
あ
り
、
考
証
の
方
法
は
き
わ
め
て
厳
密
な
も
の
が
あ
る
が
、
し
か
し
考
証
だ
け
で
事
足
れ
り
と
は
し
て
い
な

ぃ
。
『
表
微
』
に
は
「
考
証
篇
第
五
」
が
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
「
胡
注
が
地
理
お
よ
び
考
証
に
優
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
の
学
者

は
知
ら
な
い
者
は
な
い
。
書
名
を

N

表
捗
と
い
う
が
、
微
(
秘
め
ら
れ
た
こ
と
ば
)
で
な
け
れ
ば
、
な
に
も
表
出
す
る
こ
と
は
な
い
。

9 



思
う
に
、
考
証
は
史
学
の
方
法
の
一
つ
で
あ
り
、
実
事
求
是
を
心
掛
け
る
な
ら
ば
、
考
証
は
不
可
欠
で
あ
る
。
胡
三
省
は
一
生
涯
考
証

10 

に
従
事
し
た
が
、
考
証
で
史
学
の
能
事
を
尽
く
し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
も
と
よ
り
間
違
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
考
証
を
馬
鹿
に
し
て

〔
+
四
}

歯
牙
に
も
か
け
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
も
ま
た
正
し
い
と
は
い
え
な
い
」
と
陳
垣
は
い
っ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
厳
密
な
考
証
に
基
づ
き
な

が
ら
も
、
単
な
る
考
証
を
越
え
る

H

表
徴
d

と
は
何
か
。
そ
の
こ
と
を
本
書
の
内
容
に
即
し
て
検
討
し
て
見
ょ
う
。

(
十
五
)

『
通
盤
胡
注
表
徴
』
は
全
部
で
二
十
篇
か
ら
成
る
。
「
前
の
十
編
は
歴
史
の
方
法
に
つ
い
て
、
後
の
十
編
は
歴
史
の
事
実
に
つ
い
て

論
じ
」
た
と
著
者
は
い
っ
て
い
る
が
、
前
半
と
後
半
と
で
論
述
の
仕
方
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。
各
篇
は
冒
頭
に
二
字
下
げ
て
陳
垣
の

コ
メ
ン
ト
が
あ
り
、
そ
の
後
一
字
目
か
ら
『
通
鑑
』
の
本
文
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
次
に
「
注
目
」
と
し
て
胡
注
が
一
字
下
げ
て
引
か
れ

て
お
り
、
そ
の
後
に
二
字
下
げ
て
著
者
の
注
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
も
引
用
に
際
し
て
そ
の
や
り
方
を
踏
襲
す
る
が
、
は
っ
き
り

区
別
す
る
た
め
に
、
著
者
の
コ
メ
ン
ト
と
注
に
は
「
援
庵
日
く
:
」
と
添
え
る
こ
と
と
す
る
。

(
イ
)
民
族
意
識
|
|
夷
と
夏
|

開
巻
の
「
本
朝
篇
第
ご
は
胡
三
省
に
と
っ
て
自
己
の
属
す
る
王
朝
で
あ
る
宋
朝
に
対
し
て
ど
ん
な
意
識
を
持
っ
て
い
た
か
を
、
宋

朝
に
対
す
る
呼
称
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
|
|

ー「

援
庵
日
く
:
本
朝
と
は
父
母
の
国
を
い
う
。
人
は
み
な
父
母
の
国
を
持
ち
、
本
朝
に
対
す
る
呼
称
を
見
れ
ば
、
父
母
の
国
に
対
す

る
感
情
の
厚
薄
が
わ
か
る
。
胡
身
之
の
現
行
本

『資
治
通
鑑
注
』
は
宋
滅
亡
後
に
著
述
さ
れ
た
の
で
、
『
四
庫
提
要
』
は
こ
れ
を

元
人
の
著
作
と
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
宋
朝
に
対
す
る
呼
称
を
見
れ
ば
、
実
は
彼
が
一
日
も
宋
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
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わ
か
る
。
大
体
に
お
い
て
全
書
中
第
四
十
巻
か
ら
第
二
百
二
巻
ま
で
の
間
で
は
常
に
宋
を
「
わ
が
朝
」
と
呼
ん
で
い
る
の
に
、
そ



の
前
後
で
は
お
お
む
ね
宋
を
「
宋
」
も
し
く
は
「
宋
朝
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
元
末
に
版
木
を
彫
っ
た
時
に
改
め
た
の
で
は
な
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い
か
と
大
い
に
疑
っ
て
い
る
。
内
向
き
の
こ
と
ぼ
で
あ
っ
た
も
の
が
身
之
の
原
文
で
あ
る
。
今
全
書
の
巻
数
の
順
序
に
従
っ
て
そ

の
例
を
列
挙
し
て
見
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
|
|

秦
の
二
世
二
年
、
陳
嬰
は
楚
の
上
柱
国
と
な
り
、
玉
県
の
邑
に
封
ぜ
ら
れ
て
、
懐
王
と
呼
恰
に
都
を
置
い
た
。

注
に
日
く
:
『
漢
書
』
の
「
地
理
志
」
に
よ
れ
ば
、
時
恰
県
は
臨
准
県
に
属
し
て
い
る
。
『
史
記
正
義
』
に
い
う
、
「
今
の
楚
州
で
あ

る
」
と
。
宋
は
酒
州
に
属
す
る
。
(
巻
八
)

漢
の
高
祖
五
年
に
漢
王
は
引
き
返
し
て
定
陶
に
至
っ
た
。

注
に
日
く
:
『
漢
書
』
の
「
地
理
志
」
に
よ
れ
ば
、
定
陶
県
は
済
陰
郡
に
属
す
る
。
昔
の
陶
芭
は
宋
に
は
広
済
軍
の
管
曹
と
な
っ
た
。

(
巻
十
一
)

援
庵
日
く
:
こ
の
二
条
は
冒
頭
の
数
巻
に
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
単
に
「
宋
」
と
だ
け
称
し
て
お
り
、
本
朝
人
の
言
葉
ら
し
く
な
く
、

身
之
は
父
母
の
国
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
後
文
の
例
に
よ
れ
ば
、
原
稿
に
は
当
然
「
我
が
宋
」

と
称
し
て
い
た
は
ず
で
、
版
木
を
彫
る
時
に
「
我
」
の
字
を
削
っ
た
の
で
あ
る
。
『
四
庫
提
要
』
は
黄
樽
の
『
簡
籍
遺
文
』
を
引

き
、
こ
の
本
は
元
末
に
臨
海
で
刊
行
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
る
が
、
何
年
で
あ
る
か
を
明
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
元
統
二
年
(
一

三
三
四
年
)
に
編
纂
を
終
え
た
『
元
文
類
』
は
す
で
に
「
胡
三
省
新
注
通
鑑
序
」
を
載
せ
て
い
る
か
ら
、

そ
の
刊
行
は
き
っ
と

『
元
文
類
』
の
完
成
す
る
前
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
序
の
中
に
は
「
宋
の
英
宗
皇
帝
」
云
々
と
あ
る
が
、
現
行
本
『
通
鑑
注
』

の
序
は
「
宋
朝
の
英
宗
皇
帝
」
と
な
っ
て
い
る
。
思
う
に
「
我
朝
」
と
あ
る
の
を
、
版
木
を
彫
る
時
に
「
宋
朝
」
と
改
め
た
も
の

を
、
蘇
天
爵
が
さ
ら
に
「
朝
」
の
隼
を
削
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
元
文
類
』
の
も
と
の
名
が
『
国
朝
文
類
』
で
あ
っ
た
の
を
、
後
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人
が
『
元
朝
文
類
』
に
改
め
、
さ
ら
に
『
元
文
類
』
と
呼
ん
だ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
至
正
三
年
(
一
三
四
三
年
)
に
『
宋
史
』

12 

編
纂
の
詔
書
が
発
布
さ
れ
た
時
は
『
通
鑑
胡
注
』
が
刊
行
さ
れ
て
す
で
に
十
余
年
経
っ
て
い
た
が
、
『
宋
史
』
「
芸
文
志
」
に
記
載

が
な
い
の
は
[
胡
を
]
元
人
と
み
な
し
た
か
ら
で
あ
る
。
『
千
頃
堂
書
目
』
、
『
史
学
類
著
録
』
、
『
通
鑑
釈
文
排
誤
』
は
胡
を
宋
人

と
し
て
い
る
が
、
『
編
年
類
著
録
胡
注
通
鑑
』
も
ま
た
彼
を
元
人
と
し
て
い
る
3ハ}

こ
の
よ
う
に
胡
注
の
な
か
に
、
胡
は
宋
朝
の
こ
と
を
あ
る
時
は
単
に
「
宋
」
と
だ
け
書
き
、
ま
た
あ
る
時
は
「
我
宋
」
・
「
我
朝
」
と

書
い
た
り
す
る
こ
と
に
疑
問
を
持
ち
、
と
く
に
『
通
鑑
胡
注
』
が
元
朝
の
支
配
下
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
の
よ
う
な

宋
朝
に
対
す
る
呼
称
の
不
統
一
が
版
木
の
作
成
と
刊
行
の
過
程
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
こ
と
を
完

全
に
実
証
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
推
定
は
十
分
に
説
得
力
を
持
ち
、
し
か
も
推
定
の
過
程
で
胡
の
宋
朝
に
対

す
る
思
い
と
元
朝
の
支
配
に
抵
抗
す
る
意
志
が
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
陳
垣
の
い
う
「
表
徴
」
の
単
な
る
実
証
と
は

違
っ
た
特
色
が
あ
る
。

も
と
も
と
宋
と
く
に
南
宋
の
時
代
は
、
南
北
朝
や
明
末
清
初
な
ど
と
並
ん
で
、
中
国
が
異
民
族
の
侵
攻
に
悩
ま
さ
れ
、
し
た
が
っ
て

も
っ
と
も
民
族
意
識
の
強
烈
な
時
代
で
あ
っ
た
。
中
国
人
(
漢
民
族
)
の
異
民
族
に
対
す
る
意
識
は
古
く
量
産
や
『
春
丞
定
隼
・

『
春
秋
公
羊
伝
』
な
ど
に
中
華
思
想
と
結
合
し
て
表
れ
、
秦
漢
帝
国
に
お
い
て
も
、
異
民
族
に
対
し
て
は
歴
代
の
皇
帝
や
宰
相
た
ち
が

常
に
意
を
用
い
、
軟
硬
さ
ま
ざ
ま
の
対
外
政
策
を
採
用
し
て
旬
奴
そ
の
他
に
対
処
し
て
い
た
。
唐
王
朝
の
築
い
た
中
華
的
世
界
帝
国
は

(+ム与

一
時
周
辺
の
異
民
族
を
制
圧
し
、
中
国
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
対
外
関
係
の
も
っ
と
も
安
定
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
中
国
の
王
朝

と
周
辺
異
民
族
と
の
関
係
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
関
係
の
変
化
に
よ
っ
て
常
に
影
響
を
受
け
る
。
唐
代
後
半
以
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降
、
と
く
に
宋
・
元
・
明
・
清
の
時
代
は
い
つ
も
異
民
族
の
侵
攻
に
怯
え
、
し
ば
し
ば
異
民
族
の
征
服
・
支
配
を
受
け
る
時
代
に
は
い
つ



た
。
胡
三
省
の
生
き
た
時
代
は
南
宋
末
・
元
初
と
い
う
も
っ
と
も
異
民
族
の
圧
迫
・
支
配
の
厳
し
い
時
代
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
彼
は

47一人E

元
朝
の
支
配
へ
の
抵
抗
の
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
か
ら
、
彼
の
民
族
意
識
は
勢
い
き
わ
め
て
鋭
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

日
本
軍
制
圧
下
の
北
平
で
日
本
軍
や
健
儲
政
権
へ
の
協
力
を
拒
否
し
た
陳
垣
は
胡
三
省
の
民
族
意
識
や
元
朝
支
配
へ
の
抵
抗
に
も
っ
と

も
共
感
し
う
る
立
場
に
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
彼
は
「
夷
夏
肩
第
十
六
」
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
い
う
ー
ー

ー「

援
庵
日
く
:
夷
夏
と
は
夷
と
夏
を
区
別
す
る
観
念
で
あ
り
、
現
代
の
言
葉
で
き
守
え
ば
民
族
意
識
で
あ
る
。
『
春
秋
公
羊
伝
』
成
公

十
五
年
に
「
春
秋
の
世
に
は
自
己
の
封
国
を
内
と
し
、
諸
夏
(
他
の
封
国
)
を
外
と
し
て
い
た
も
の
が
、
諸
夏
を
内
と
し
て
夷
秋

を
外
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
自
己
を
尊
ん
で
他
人
を
見
下
す
こ
と
で
は
な
く
、
内
外
・
親
疎
を
区
別
す
る
の

は
自
然
の
感
情
で
あ
り
、
夏
が
夷
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
夷
が
夏
に
対
し
て
も
同
様
に
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
民

族
意
識
と
い
う
。
国
家
が
平
和
で
統
一
さ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
の
意
識
は
は
っ
き
り
と
は
顕
れ
な
い
。
し
か
し
国
土
が
侵
略
さ
れ
、

も
し
く
は
分
割
さ
れ
て
い
る
時
に
は
、
こ
の
意
識
は
と
く
に
顕
著
に
顕
れ
る
。
身
之
は
民
族
意
識
の
顕
著
な
時
代
に
生
き
た
の
で
、

こ
れ
を
理
解
し
て
大
い
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
い
う
時
代
で
な
け
れ
ば
、
『
通
鑑
』
を
読
ん
で
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ

(
十
八
)

て
い
る
深
い
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
な
ど
と
て
も
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
」

確
か
に
胡
三
省
と
陳
垣
の
生
き
た
時
代
の
共
通
性
が
陳
の
胡
注
に
対
す
る
鋭
い
分
析
と
理
解
を
支
え
て
い
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な

く
、
そ
こ
に
本
書
の
大
き
な
成
果
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
彼
以
前
に
先
駆
者
が
全
く
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の

こ
と
は
本
書
の
末
尾
に
付
け
ら
れ
て
い
る
膨
大
な
「
徴
引
書
目
略
」
を
見
て
も
わ
か
る
が
、
な
か
で
も
重
要
な
の
は
王
船
山
の
『
読
通

鑑
論
』
と
顧
炎
武
の
『
日
知
録
』
で
あ
ろ
う
。
二
人
と
も
胡
三
省
や
後
の
陳
垣
と
同
様
「
民
族
意
識
の
顕
著
な
時
代
」
に
生
き
、
異
民

族
の
支
配
と
圧
迫
を
体
験
し
た
人
物
で
あ
る
。
顧
炎
武
に
つ
い
て
、
陳
垣
は
次
の
よ
う
に
い
う
ー
ー
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「
唐
の
高
祖
の
武
徳
二
年
、
こ
れ
よ
り
先
皇
帝
に
遣
わ
さ
れ
て
、
礼
物
を
奉
じ
て
突
厭
に
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
た
右
武
侯
将
軍

14 

高
静
が
豊
州
に
至
っ
た
。

注
に
日
く
:
豊
州
は
漢
の
期
方
の
臨
戎
県
の
地
で
、
陪
の
開
皇
五
年
に
豊
州
を
置
い
た
。
大
業
年
聞
に
州
を
廃
し
て
五
原
郡
と
し
、

唐
に
は
ま
た
州
に
戻
し
た
。
大
元
は
豊
州
に
天
徳
軍
節
度
を
置
き
、
大
同
府
路
の
属
地
と
し
た
。
(
巻
一
八
七
〉

援
庵
日
く
:
こ
の
項
も
ま
た
「
大
元
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
『
日
知
録
』
は
引
い
て
い
な
い
。
『
日
知
録
』
巻
十
三
の
「
本
朝
」
の

項
に
は
、
「
宋
の
胡
三
省
は
『
通
鑑
』
の
注
を
書
き
、
注
の
中
で
は
宋
を
す
べ
て
『
本
朝
』
ま
た
は
『
我
宋
』
と
呼
ん
だ
。
地
名

の
注
釈
を
す
る
時
は
み
な
宋
の
州
県
名
を
用
い
た
。
た
だ
百
九
十
七
巻
の

『董
牟
城
』
の
下
に
は
『
大
元
の
遼
陽
府
路
』
と
注
を

付
け
、
『
遼
州
城
』
の
下
に
は
『
大
元
の
遼
陽
府
』
と
注
し
て
い
る
。
宋
に
は
こ
の
地
[
名
]
が
な
か
っ
た
の
で
、
や
む
を
え
ず

こ
の
よ
う
に
書
い
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
顧
炎
武
の
こ
の
言
葉
は
正
し
く
身
之
の
意
の
存
す
る
と
こ
ろ
を
言
い
当
て
て
い
る
。

し
か
し
注
で
は
〔
宋
を
]
す
べ
て
「
本
朝
」
と
か
「
我
宋
」
と
か
呼
ん
で
い
る
か
と
い
え
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

全
注
の
う
ち
、
「
本
朝
」
も
し
く
は
「
我
宋
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
数
項
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
他
は
み
な
「
我
朝
」
、
「
宋
朝
」
あ
る

内
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い
は
単
に
「
宋
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
大
元
」
と
い
う
呼
び
方
も
百
九
十
七
巻
か
ら
始
ま
る
わ
け
で
は
な
い
よ
(
「
本
朝
篇
第
一
」
)

こ
こ
で
は
陳
垣
は
顧
炎
武
の
誤
り
を
訂
正
し
て
い
る
が
、
『
日
知
録
』
の
記
述
か
ら
示
唆
を
受
け
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
陳
垣

は
胡
三
省
と
同
時
代
人
の
著
作
、
例
え
ば
王
応
麟
の
『
困
学
紀
聞
』
や
周
密
の
『
突
辛
雑
識
』

|
l
い
ず
れ
も
「
徴
引
書
目
略
」
に
載
っ

て
い
る
ー
な
ど
か
ら
も
多
く
の
こ
と
を
読
み
取
っ
て
い
た
。
『
通
鑑
胡
注
』
や
こ
れ
ら
の
書
物
を
読
む
こ
と
が
、
彼
が
日
本
軍
占
領

下
の
北
平
に
暮
ら
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
妥
協
を
拒
否
し
続
け
る
心
の
支
え
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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(
ロ
)
「
価
値
の
あ
る
死
に
方
」
と
「
意
義
の
あ
る
生
き
方
」

47一人m

南
宋
末
か
ら
元
初
に
か
け
て
、
動
乱
期
を
生
き
ぬ
き
な
が
ら
『
通
鑑
』
の
注
を
書
き
続
け
た
胡
三
省
を
支
え
た
も
の
は
、
宋
朝
に
対

す
る
彼
の
思
い
に
表
れ
て
い
る
民
族
意
識
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
民
族
意
識
は
実
際
の
行
為
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
陳
垣
は
「
臣
節
篇
第
十
二
」
で
こ
う
い
っ
て
い
る
|

ー「

援
庵
日
く
:
臣
節
と
は
人
臣
が
君
に
仕
え
る
大
切
な
節
義
で
あ
る
。
『
春
秋
公
羊
伝
』
荘
公
四
年
の
伝
に
は
「
国
と
君
と
は
一
体

で
あ
る
」
と
あ
る
。
、
だ
か
ら
そ
の
当
時
君
に
忠
で
あ
る
の
は
国
に
忠
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
国
に
忠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
国

が
存
す
れ
ば
と
も
に
存
し
、
国
が
滅
び
れ
ば
と
も
に
滅
び
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
が
滅
び
て
も
[
己
が
]
滅
び
な
い
と
い
う

こ
と
は
国
境
を
守
る
責
任
を
果
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
国
が
滅
び
よ
う
と
滅
び
ま
い
と
、
自
分
の
封
禄
と
地
位
を
保
全
し

ょ
う
と
思
う
の
は
、
決
ま
っ
て
愚
鈍
無
恥
、
売
国
貧
利
の
輩
で
あ
る
。
だ
か
ら
身
之
が
臣
節
を
論
ず
る
際
は
、
身
命
を
捧
げ
う
る

こ
と
を
第
一
義
と
し
、
節
操
を
堅
持
し
て
「
敵
に
]
仕
え
な
い
こ
と
を
第
二
義
と
す
る
。
禄
位
を
保
持
し
て
祖
国
に
背
く
者
は
か

二
十
)

な
ら
ず
斥
け
る
。
い
わ
ん
や
敵
国
を
助
け
て
祖
国
に
仇
な
す
者
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
」

そ
し
て
身
を
も
っ
て
国
に
殉
じ
た
歴
史
上
の
例
が
上
げ
ら
れ
る
。

「
後
周
世
宗
顕
徳
五
年
、
周
の
兵
は
楚
州
を
攻
め
、
四
旬
に
わ
た
っ
た
が
、
唐
の
楚
州
防
禦
使
張
彦
卿
は
守
り
を
堅
く
し
て
降
伏
し
な

か
っ
た
。
皇
帝
は
将
軍
た
ち
を
督
励
し
て
攻
め
、
彦
卿
と
都
監
鄭
昭
業
は
な
お
兵
士
を
率
い
て
防
戦
し
た
が
、
つ
い
に
力
折
れ
矢
尽
き
、

彦
卿
は
縄
林
[
縄
で
作
っ
た
安
楽
椅
子
]
に
上
り
、
闘
い
続
け
て
死
ん
だ
。
率
い
て
い
た
兵
士
千
余
人
は
死
ぬ
ま
で
一
人
と
し
て
降
伏

す
る
者
が
い
な
か
っ
た
。

注
に
日
く
:
唐
は
准
南
を
失
っ
た
が
、
城
内
や
国
境
で
死
ん
だ
者
が
何
人
も
い
た
。
(
巻
二
九
四
)
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援
庵
日
く
:
こ
れ
は
宋
末
に
国
を
売
っ
て
投
降
す
る
者
が
多
か
っ
た
の
を
嘆
い
て
、
「
国
境
で
死
ん
だ
者
が
何
人
も
い
た
」
と
い
っ

て
い
る
の
だ
。
徳
祐
元
年
、
常
州
を
守
っ
た
時
の
こ
と
は
『
宋
史
』
の
「
本
紀
」
お
よ
び
「
忠
義
伝
」
に
載
っ
て
お
り
、
そ
の
事

実
が
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
解
釈
篇
」
参
照
。
『
宋
史
』
に
よ
れ
ば
、
都
統
の
劉
師
勇
は
囲
み
を
破
つ

16 

て
逃
れ
た
と
あ
る
が
、
王
逢
の
『
梧
演
集
』
二
に
よ
れ
ば
、
師
勇
も
ま
た
つ
い
に
降
伏
せ
ず
に
死
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
当
時

節
義
に
殉
じ
た
諸
臣
に
つ
い
て
は
、
『
宋
史
』
に
は
載
せ
て
い
な
い
が
、
『
元
史
』
に
は
散
見
し
、
『
二
十
二
史
街
記
』
に
補
わ
れ

て
い
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
史
書
に
散
見
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
『
宋
季
ゐ
盆
膏
録
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
も
の

が
あ
り
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の
は
少
な
く
な
い
。
『
高
啓
尭
藻
集
』
四
に
は
「
晋
陵
胡
臆
炎
伝
」
が
あ
り
、
常
州
の
守
護
の
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
「
私
が
子
供
だ
っ
た
時
、
老
人
た
ち
が
元
兵
が
常
州
を
取
っ
た
時
の
様
子
を
た
い
へ
ん
詳
し
く
話
し

て
く
れ
た
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
社
観
な
歴
史
に
つ
い
て
は
史
書
も
載
せ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
収
集
さ
れ
た
も
の
が

失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
著
作
者
が
忌
避
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
収
録
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、

間
違
い
が
多
く
、
好
事
家
た
ち
の
諸
説
紛
々
の
た
め
だ
ろ
う
か
。
い
つ
も
残
念
に
思
う
。
最
近
胡
舗
に
長
江
の
船
上
で
会
い
、
密

か
に
私
の
た
め
に
祖
先
の
臆
炎
が
節
義
に
殉
じ
た
顛
末
を
語
っ
て
く
れ
た
が
、
私
が
昔
聞
い
た
こ
と
と
違
い
は
な
か
っ
た
。
こ
れ

は
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
ば
を
集
め
て
、
「
胡
慮
炎
伝
」
を
作
り
、
史
官
の
至
ら
ぬ
と
こ
ろ
を
補
う
」
と
あ
る
。

し
か
し
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
『
宋
史
』
「
忠
義
伝
」
の
陳
畑
の
事
績
と
酷
似
し
て
い
る
。
正
史
は
恐
ら
く
『
道
園
学

古
録
』
四
四
に
あ
る
虞
集
の
作
っ
た
「
陳
紹
伝
」
に
よ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
胡
と
陳
と
は
同
郷
で
あ
り
、
官
位
も
同
じ
通
判
で

あ
り
、
正
史
は
陳
畑
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
は
胡
臆
炎
と
し
て
い
る
。
忠
義
な
人
の
名
は
人
々
が
共
に
愛
し
て
い
る
こ

47一人E

と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
常
州
中
舘
費
一
刺
は
陳
・
胡
を
並
べ
て
祭
っ
て
い
る
。
『
亥
齢
叢
考
』
三
五
を
見
よ
。



唐
の
張
彦
卿
が
楚
州
を
守
り
、
率
い
る
兵
士
千
余
人
が
死
ぬ
ま
で
一
人
と
し
て
投
降
し
な
か
っ
た
こ
と
は
歴
史
上
美
談
と
な
っ
て

い
る
。
私
は
曽
国
藩
の
「
同
治
三
年
金
陵
(
南
京
)
奪
回
の
上
奏
文
」
を
読
ん
だ
が
、
そ
れ
に
は
「
洪
逆
〈
洪
秀
全
の
率
い
る
太

平
軍
)
が
広
東
西
部
に
乱
を
起
こ
し
て
以
来
十
有
五
年
、
金
陵
を
不
当
に
占
拠
し
て
か
ら
も
十
二
年
が
経
ち
ま
し
た
。
そ
の
間
彼

等
が
醍
醐
し
た
地
方
は
十
六
省
に
及
び
、
占
領
さ
れ
た
都
市
は
六
百
余
城
に
も
な
り
ま
し
た
。
逆
党
凶
首
の
な
か
で
も
、
鴻
官
屯

47一人E

を
守
っ
た
李
開
方
、
九
江
を
守
っ
た
林
啓
容
、
安
慶
を
守
っ
た
葉
芸
来
は
み
な
堅
忍
不
屈
で
し
た
。
こ
の
度
金
陵
城
が
破
れ
ま
し

た
が
、
十
余
万
の
賊
兵
は
一
人
と
し
て
投
降
せ
ず
、
集
団
で
焼
身
し
て
も
悔
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
誠
に
古
今
ま
れ
に
見
る
激
賊
で

あ
り
ま
す
」
と
い
っ
て
い
る
。
『
曽
国
藩
奏
稿
』
二
十
を
見
よ
。
相
手
方
の
一
言
は
自
国
の
宣
伝
に
勝
る
事
千
万
倍
で
あ
る
。
も

と
よ
り
勝
敗
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
南
方
の
人
々
は
一
戦
に
も
耐
え
ぬ
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
忠
義
の
熱

(-干
一二

誠
を
喚
起
す
る
も
の
だ
。
」

こ
の
よ
う
に
世
の
人
に
称
え
ら
れ
て
い
る
、
忠
誠
を
全
う
し
た
人
達
は
「
意
義
の
あ
る
生
き
方
、
価
値
の
あ
る
死
に
方
」
を
し
た
人

連
で
あ
る
。
陳
垣
は
い
う
|
|

ー「

援
庵
日
く
:
人
は
意
義
の
あ
る
生
き
方
、
価
値
の
あ
る
死
に
方
を
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
泰
平
の
世
に
は
あ
ま
り
自
覚
さ

れ
な
い
が
、
乱
世
に
は
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
孔
子
が

「生
も
知
ら
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
死
な
ど
知
ろ
う
か
」
(
先
進
)
と

い
っ
て
以
来
、
人
々
は
儒
家
は
生
死
を
論
じ
な
い
も
の
と
思
い
込
み
が
ち
で
あ
る
が
、
「
死
ぬ
も
生
き
る
も
天
命
だ
」
(
顔
淵
)
と

い
う
の
は
儒
家
が
常
々
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
『
論
語
』

一
冊
を
取
っ
て
み
て
も
、
生
死
へ
の
言
及
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。

「
人
は
真
っ
直
ぐ
に
生
き
る
も
の
で
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
幸
い
に
死
な
ず
に
い
る
だ
け
だ
」
(
薙
也
〉
と
い
う
の
は
、
人
は
意
義

の
あ
る
生
き
方
を
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

17 



「
素
手
で
虎
に
立
ち
向
か
っ
た
り
、
歩
い
て
黄
河
を
渡
っ
た
り
し
て
、
死
ん
で
も
悔
い
な
い
人
と
は
仲
間
に
な
ら
な
い
」
(
述
而
)

18 

と
い
う
の
は
、
価
値
あ
る
死
に
方
を
す
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
る
。

「
斉
の
景
公
は
馬
を
四
千
頭
も
も
っ
て
い
た
が
、
死
ん
だ
後
恩
恵
を
受
け
た
と
称
え
る
民
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
」
(
季
氏
)
と

い
う
の
は
、
意
義
の
あ
る
生
き
方
を
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。

「
伯
夷
と
叔
斉
は
首
陽
山
の
麓
で
餓
死
し
た
が
、
民
は
今
も
な
お
二
人
を
称
え
て
い
る
」
(
同
前
)
と
い
う
の
は
、
価
値
の
あ
る

死
に
方
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

価
値
の
な
い
死
に
方
と
は
「
名
も
な
い
男
女
が
約
束
を
守
っ
て
谷
川
で
く
び
れ
死
ぬ
」
(
憲
問
)
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

意
義
の
あ
る
生
き
方
と
は
「
管
仲
は
[
斉
の
]
桓
公
を
助
け
て
諸
侯
に
覇
者
と
し
て
臨
み
、
天
下
を
統
一
し
た
」
(
同
前
)
と
い

う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
管
仲
の
生
き
方
に
は
子
路
や
子
貫
は
疑
い
を
持
っ
た
が
、
孔
子
だ
け
が
彼
を
仁
者
だ
と
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

桓
公
と
公
子
糾
の
兄
弟
が
国
を
争
っ
た
の
は
内
乱
だ
が
、
蛮
夷
が
中
国
を
侵
す
の
は
外
患
で
あ
る
。
「
管
仲
が
い
な
け
れ
ば
、
私

達
は
蛮
夷
の
服
飾
を
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
」
(
同
前
)
と
い
う
孔
子
の
言
葉
は
内
外
・
軽
重
・
生
死
に
つ
い
て
、
何
が

正
し
い
か
を
徹
底
し
て
分
析
し
て
お
り
、
生
を
貧
る
者
が
か
り
そ
め
に
口
実
に
し
得
る
言
葉
で
は
な
い
。

胡
身
之
は
乱
世
を
生
き
た
の
で
、
生
き
る
べ
き
時
と
死
ぬ
べ
き
時
を
誤
ら
な
い
こ
と
を
心
に
か
け
て
い
た
。
だ
か
ら
注
で
は
常
に

人
が
長
生
き
し
過
ぎ
た
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
生
が
無
意
義
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
常
に
死
に
場
所

を
誤
っ
た
人
を
非
難
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
死
に
価
値
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
と
く
に
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に

{ニ
+ニ}

し
て
お
く
c
」

47一人E

し
か
し
「
意
義
の
あ
る
生
き
方
」
と
「
価
値
の
あ
る
死
に
方
」
を
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
実
際
に
は
そ
う
簡
単
に
で
き
る
こ
と
で



ま
よ
、
o
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一
体
ど
う
す
れ
ば
、
そ
ん
な
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
胡
三
省
が
あ
げ
て
い
る
実
例
と
、
そ
れ
に
対
す

47一人E

る
陳
垣
の
コ
メ
ン
ト
を
見
ょ
う
。

「
後
周
の
世
宗
顕
徳
四
年
、
萄
の
杢
未
皇
后
は
軍
隊
の
責
任
者
の
多
く
が
し
か
る
べ
き
人
物
を
用
い
て
い
な
い
の
を
見
て
、
萄
主
に

「
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
高
彦
憶
だ
け
が
太
原
で
古
く
か
ら
仕
え
て
い
る
人
で
、
こ
の
人
は
あ
な
た
に
背
く
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、

そ
の
他
は
任
用
で
き
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
。
し
か
し
萄
主
は
従
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

注
に
日
く
:
孟
氏
が
滅
び
る
に
及
ん
で
、
わ
ず
か
に
高
彦
傭
一
人
だ
け
が
死
を
も
っ
て
国
に
殉
ず
る
こ
と
が
で
き
た
だ
け
だ
っ
た
。

萄
主
が
死
ん
だ
時
に
は
、
そ
の
母
は
食
事
を
取
ら
ず
に
死
ん
だ
。
婦
人
が
こ
れ
ほ
ど
節
義
を
守
っ
た
の
で
、
事
す
の
多
く
が
恥
じ
た
。

(
巻
二
九
三
)

援
庵
日
く
:
こ
れ
は
宋
の
楊
太
后
が
国
に
殉
じ
た
こ
と
に
感
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
会
の
崖
山
に
大
忠
洞
が
あ
り
、
宋
の
丞

相
文
天
祥
、
陸
秀
夫
、
枢
密
使
張
世
傑
を
祭
っ
て
い
る
。
ま
た
全
節
廟
が
あ
り
、
慈
元
殿
と
も
い
い
、
楊
太
后
を
祭
っ
て
い
る
。

廟
に
は
陳
白
沙
先
生
の
書
い
た
慈
元
廟
碑
な
ら
び
に
書
が
あ
り
、
文
は
『
白
沙
集
』

一
に
載
っ
て
い
る
。
ま
た
自
沙
の
弟
子
強
調

が
全
節
廟
碑
を
つ
く
り
、
「
后
は
度
宗
の
貞
淑
な
妃
で
あ
っ
た
。
異
国
の
兵
が
臨
安
(
杭
州
)
に
攻
め
込
ん
で
き
た
時
、
帝
后
王

臣
は
こ
と
ご
と
く
捕
虜
と
な
っ
た
が
、
ひ
と
り
楊
太
后
だ
け
が
そ
の
子
の
益
王
星
と
広
王
胃
を
背
負
い
、
海
を
渡
っ
て
崖
山
に
走

り
、
陸
秀
夫
ら
二
三
の
大
臣
に
よ
っ
て
、
臥
薪
嘗
胆
し
て
国
家
の
復
興
を
図
っ
た
。
後
に
異
国
の
兵
が
崖
山
に
迫
り
、
陸
秀
夫
は

も
は
や
こ
れ
ま
で
と
わ
か
る
と
、
皇
帝
の
目
丙
を
背
負
っ
て
海
に
入
っ
た
。
后
は
そ
れ
を
聞
く
と
、
胸
を
撫
で
て
激
し
く
働
突
し
、

『
私
が
こ
れ
ま
で
蝦
難
を
厭
わ
な
か
っ
た
の
は
趨
氏
の
一
塊
の
肉
を
守
る
た
め
だ
っ
た
。
今
は
何
の
望
み
も
な
い
』
と
い
い
、
入

水
し
て
果
て
た
。
思
う
に
、
宋
代
三
百
年
の
な
か
で
、
賢
明
な
后
妃
と
し
て
は
、
先
に
は
高
、
曹
の
后
が
あ
り
、
後
に
は
向
、
孟
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の
各
后
が
称
え
ら
れ
、
み
な
銀
難
を
厭
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
い
ず
れ
も
平
常
に
あ
っ
て
正
し
く
行
動
で
き
た
の
で
あ
る
。
各
地
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に
流
離
し
て
顛
難
に
耐
え
、
天
下
の
大
義
を
高
く
掲
げ
、

一
君
が
滅
べ
ば
ま
た
一
君
を
立
て
、
身
を
も
っ
て
殉
じ
た
。
そ
の
死
は

天
下
の
た
め
、
国
家
の
た
め
、
人
倫
の
た
め
の
死
で
あ
り
、
内
外
・
慈
工
夷
の
け
じ
め
を
厳
し
く
守
る
た
め
に
死
ぬ
の
で
あ
っ
て
、

同
じ
死
で
も
泰
山
よ
り
重
い
死
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
死
で
あ
り
、
世
の
教
え
を
守
る
の
に
大
き
な
役
割
が
あ
っ
た
」
と
書
い
て
い

る
。
こ
の
文
は
『
道
光
新
会
志
』
四
に
載
せ
ら
れ
、
后
が
価
値
あ
る
死
に
方
を
し
た
こ
と
を
十
二
分
に
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。

全
謝
山
の
「
慈
元
全
節
廟
碑
肢
」
に
は
「
宋
の
楊
太
后
は
崖
山
の
難
に
殉
じ
た
。
明
の
弘
治
年
聞
に
な
っ
て
、
布
政
使
劉
大
夏
が

初
め
て
こ
の
人
の
た
め
に
廟
を
建
て
、
陳
先
生
が
そ
の
た
め
に
文
を
献
じ
、
初
め
て
碑
を
つ
く
っ
た
。
陳
先
生
の
書
法
は
と
り
わ

け
見
事
で
、
慈
元
廟
碑
を
書
く
に
は
と
く
に
心
を
込
め
て
お
り
、
私
は
廟
を
参
詣
し
て
碑
文
の
拓
本
を
取
り
、
隙
と
し
て
詩
を
作
っ

た
。
そ
の
詩
に
は
『
高
、
曹
、
向
、
孟
み
な
賢
后
な
る
も
、
な
お
芳
魂
あ
り
落
照
に
殉
ず
、
一
に
盟
約
せ
し
臣
妾
の
辱
め
を
濯
ぎ
、

虞
淵
[
た
そ
が
れ
]
に
二
王
を
抱
き
て
帰
る
』
と
あ
り
、
我
な
が
ら
出
来
が
よ
い
と
自
慢
し
て
お
り
、
陳
先
生
の
碑
文
に
付
け
て

伝
え
て
よ
い
」
と
あ
る
。
肢
は
『
結
埼
亭
集
』
三
十
八
を
身
よ
。
曹
、
高
、
向
、
孟
は
仁
、
英
、
神
、
哲
四
宗
の
后
で
あ
る
。
高
、

曹
は
曹
、
高
と
す
べ
き
で
、
謝
山
が
た
ま
た
ま
振
の
碑
文
を
写
し
て
い
て
間
違
っ
た
の
で
あ
る
。
楊
太
后
が
国
に
殉
じ
た
の
に
は
、

〔二
+
三
)

身
之
の
い
う
よ
う
に
、
「
男
子
の
多
く
が
恥
じ
た
」
の
で
あ
る
。
」

確
か
に
楊
太
后
や
文
天
祥
、
陸
秀
夫
、
張
世
傑
ら
は
宋
朝
に
殉
じ
、
し
か
も
人
倫
を
守
り
、
内
外
・
肇
夷
の
け
じ
め
を
守
る
た
め
に

死
ん
だ
の
だ
か
ら
、
「
価
値
の
あ
る
死
に
方
」
を
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
胡
三
省
は
結
局
「
価
値
の
あ
る
死
に
方
」
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
彼
も
ま
た
多
く
の
「
恥
じ
た
男
達
」
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
「
価
値
の
あ
る
死
に
方
」
を
す
る
こ
と
が
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で
き
な
か
っ
た
彼
は
一
体
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
「
価
値
の
あ
る
死
に
方
」
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
「
意
義
の
あ
る
生
き
方
」
を
す
る



し
か
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

(
ハ
)
隠
逸
に
つ
い
て

|
|
胡
三
省
の
抵
抗
|
|

47一人E

胡
三
省
に
と
っ
て
、
も
は
や
「
価
値
の
あ
る
死
に
方
」
が
不
可
能
と
な
り
、
「
意
義
の
あ
る
生
き
方
」
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
前
に
触
れ
た
臣
節
の
第
二
義
、

つ
ま
り
「
節
操
を
堅
持
し
て
敵
に
仕
え
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
陳
垣
は
胡
三
省
の
生
き
方
を
真
の
隠

士
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

「
宋
の
文
帝
二
十
九
年
、
尚
書
令
何
尚
之
は
年
老
い
た
の
で
、
辞
任
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
い
出
、
方
山
に
隠
棲
し
た
が
、
尚
之

は
志
を
固
持
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
だ
れ
も
が
議
論
し
た
。
詔
書
に
よ
る
懇
切
な
呼
び
出
し
を
四
度
受
け
た
尚
之
は
再
起
し
て
職
務
に
就

い
た
。
御
史
中
丞
の
嚢
淑
は
昔
か
ら
痕
跡
だ
け
あ
っ
て
名
の
知
ら
れ
て
い
な
い
隠
士
を
記
録
し
、
「
真
隠
伝
」
を
つ
く
っ
て
[
尚
之
を
〕

あ
ざ
笑
っ
た
。

注
に
日
く
:
「
痕
跡
、
だ
け
あ
っ
て
名
の
知
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
麗
門
、
荷
葺
、
荷
謀
、
野
王
二
老
、
漢
陰
丈

人
の
よ
う
な
人
の
こ
と
で
あ
る
。
(
巻
士
エ
ハ
)

援
庵
日
く
:
私
が
思
う
に
、
身
之
も
ま
た
無
名
の
隠
士
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
身
之
は
宋
の
滅
亡
後
世
聞
を
謝
絶
し
、
そ
の
後
二

十
六
年
し
て
没
し
た
。
今
身
之
の
行
状
を
調
べ
て
み
る
と
、
わ
ず
か
に
『
嚢
棉
清
容
集
』
や
『
陳
著
本
堂
集
』
に
は
一
一
一
拠
り
所

と
な
る
詩
文
が
あ
る
が
、
そ
の
他
の
著
述
に
は
彼
に
言
及
し
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
『
清
容
集
』
で
は
、
甲
申
・
乙
酉
(
至
元

二
十
一
年
・
二
十
二
年
)
の
聞
に
[
身
之
が
]
蔵
書
借
用
の
た
め
、

一
度
嚢
氏
の
塾
に
滞
在
し
て
い
る
。

『
本
堂
集
』

で
は
彼
が

晩
年
子
の
た
め
に
婚
姻
を
陳
氏
に
求
め
て
い
る
。
陳
氏
も
ま
た
南
の
人
で
、
か
つ
周
年
進
士
で
も
あ
る
。
し
か
る
に
『
本
堂
集
』

を
見
る
と
、
彼
は
南
に
い
た
時
、
陳
氏
と
会
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
『
結
埼
亭
集
外
編
』
十
八
と
『
胡
梅
硝
蔵
書
書
記
』
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に
は
「
身
之
が
南
に
い
た
時
、
王
深
寧
と
語
り
合
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
わ
け
は
わ
か
ら
な
い
」
と
あ
る
。
こ
れ
で
身
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之
が
人
と
軽
々
し
く
往
来
し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
。
王
梓
材
が
『
宋
元
学
案
』
を
校
訂
・
出
版
し
た
時
、
身
之
を
棟
水

(
司
馬
光
)
へ
の
私
淑
者
の
な
か
に
い
れ
な
か
っ
た
が
、
道
光
初
年
に
陳
僅
が
つ
く
っ
た
『
深
寧
年
譜
』
で
は
身
之
を
深
寧
の
門

人
に
い
れ
た
の
は
、
い
か
に
も
軽
信
し
て
い
る
。
深
寧
の
著
し
た
『
赤
城
書
堂
記
』
に
は
、
た
っ
た
一
度
だ
が
身
之
に
言
及
し
て

お
り
、
そ
れ
に
は
「
台
州
の
寧
海
は
、
前
代
の
賢
者
に
赤
城
先
生
羅
徳
業
が
あ
り
、
元
祐
時
代
(
北
宋
、

一O
八
六
1

一O
九
四

年
)
の
名
臣
だ
っ
た
。
同
郷
の
大
学
者
で
前
代
の
進
士
胡
元
叔
は
羅
公
が
旅
先
で
足
を
止
め
た
地
に
書
堂
を
創
立
し
、
近
隣
の
俊

英
な
子
弟
を
集
め
て
育
成
し
た
。
前
代
の
進
士
孫
鈎
、
越
孟
礼
、
胡
三
省
、
前
代
の
太
学
陳
臆
縁
、
劉
荘
孫
の
諸
君
を
招
い
て
監

督
を
し
て
も
ら
っ
た
」
云
々
と
あ
る
。
胡
元
叔
と
は
身
之
の
叔
父
で
あ
り
、
孫
鈎
と
周
年
の
景
定
三
年
の
進
士
だ
っ
た
。
孫
鈎
は

身
之
の
墓
誌
に
名
号
を
書
い
て
く
れ
た
人
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
深
寧
は
身
之
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
は
い
え

る
が
、
身
之
が
深
寧
の
門
人
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
宋
景
療
が
書
い
た
「
通
鑑
網
目
附
釈
序
」
で
は
、
胡
三
省
は
史
畑

と
並
び
称
せ
ら
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
方
正
学
が
書
い
た
「
劉
荘
園
文
集
序
」
で
は
、
寧
海
の
先
輩
を
数
え
上
げ
て
は
い
る
が
、

身
之
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
に
は
「
寧
海
は
宋
の
時
代
に
は
詩
書
文
物
の
里
で
あ
り
、
南
渡
し
た
国
都
か
ら
近
い
の
で
、
世

に
名
の
聞
こ
え
た
人
士
が
た
い
へ
ん
多
い
。
樗
園
劉
先
生
は
若
く
し
て
銭
塘
に
遊
び
、
宋
の
太
学
に
学
ん
で
、
尊
び
親
し
ん
だ
の

は
同
郷
の
聞
風
野
景
醇
、
南
山
の
陳
寿
の
諸
先
生
で
あ
り
、
友
と
し
て
敬
愛
し
た
の
は
剣
源
の
戴
帥
初
と
郵
の
+
募
但
長
で
あ
っ
た
。

嚢
公
は
後
に
元
に
仕
え
て
顕
官
と
な
り
、
名
は
海
内
に
聞
こ
え
た
。
戴
公
の
文
も
当
世
に
伝
わ
っ
た
。
間
風
、
南
山
と
[
身
之
]

世
間
に
は
あ
ま
り
顧
れ
な
か
っ
た
。
伝
え
聞
い
て
知
っ
て
い
る
の
は
た
だ
同
郷
人
だ
け
だ
っ
た
」
と
あ
る
。
間
風
と
は
静
岳
祥
の
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先
生
は
み
な
自
ら
宋
の
遺
民
と
称
し
、
[
元
に
]
仕
え
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
文
章
と
徳
行
は
立
派
だ
っ
た
が
、



こ
と
、
南
山
と
は
陳
臆
嵩
の
こ
と
で
あ
る
。
二
人
と
も
あ
ま
り
世
に
顕
れ
る
こ
と
は
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
同
郷
人
は
知
っ
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て
い
る
。
身
之
は
同
郷
人
さ
え
知
ら
な
い
。

『
宋
史
』
に
[
身
之
の
]
伝
記
が
な
い
こ
と
か
ら
、
元
代
に
は
名
を
知
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
元
史
』
に
伝
記
が
な

い
の
と
方
正
学
が
何
も
述
べ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
明
初
に
も
そ
の
名
が
知
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
成
化
年
間

(
一
四
六
五
1
八
七
年
)
に
謝
鍔
が
『
尊
郷
録
』
を
編
集
し
た
時
に
、
黄
傍
の
『
簡
籍
遺
聞
』
は
身
之
の
名
部
漏
れ
て
い
る
と
詩
っ

た
。
弘
治
年
間
(
一
四
八
八
l

一
五

O
五
年
)
に
出
た
謝
修
の
『
赤
城
新
志
』
に
は
身
之
の
小
伝
が
あ
る
。
し
か
し
『
宋
由
薪
聾

お
よ
び
『
南
宋
書
』
に
も
補
伝
は
つ
く
っ
て
い
な
い
。
焦
拡
の
『
国
史
経
籍
』
に
も
ま
た
『
通
鑑
胡
注
』
の
書
名
は
記
載
さ
れ
て

い
な
い
の
で
、
明
末
に
も
彼
の
名
は
顕
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
元
明
の
学
風
は
綱
目
を
作
る
者
が
多
く
、
『
通
鑑
』
を
研

究
す
る
者
は
少
な
か
っ
た
。
考
証
学
が
起
こ
っ
て
か
ら
、
身
之
は
始
め
て
地
理
[
の
考
証
]
に
優
れ
て
い
る
と
世
に
称
え
ら
れ
た
。

し
か
る
に
属
・
陸
両
家
の
編
集
し
た
『
宋
詩
紀
事
』
に
は
六
、
七
千
人
の
作
品
を
収
録
し
、
元
詩
も
ま
た
数
千
人
の
も
の
を
選
ん

で
い
る
の
に
、
身
之
の
詩
は
一
編
も
採
っ
て
い
な
い
。
『
元
史
類
編
』
お
よ
び
『
省
府
県
志
』
は
身
之
の
補
伝
を
つ
く
っ
て
い
る

が
、
『
通
鑑
注
』
と
『
釈
文
鱒
誤
』
の
序
文
二
編
以
外
は
、
身
之
の
文
を
収
録
し
て
い
な
い
。
孔
継
棟
が
刊
行
し
た
『
玉
虹
聾
真

帖
』
と
高
宗
の
書
い
た
「
徽
宗
文
集
序
」
に
は
「
龍
野
故
吏
胡
三
省
政
」
が
あ
る
の
は
ま
こ
と
に
稀
有
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
股

に
は
「
嚢
楠
の
清
容
斎
に
て
記
す
」
と
あ
り
、
嚢
氏
の
塾
に
滞
在
し
た
時
の
作
と
す
べ
き
で
あ
る
。
後
に
こ
の
序
は
張
茂
実
の
も

と
に
帰
し
、
文
徴
明
の
肢
が
付
け
ら
れ
た
。
茂
実
と
い
う
の
は
張
丑
の
父
で
あ
る
。
そ
の
後
さ
ら
に
王
僚
斎
の
も
と
に
帰
し
た
の

で
、
孔
継
液
が
こ
れ
を
刊
行
し
た
。
継
涼
と
い
う
の
は
傑
斎
の
孫
の
婿
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
各
家
が
こ
の
帖
を
収
録
す
る
際
に
は

文
徴
明
の
殿
を
載
せ
る
こ
と
が
多
く
、
身
之
の
践
は
載
せ
て
い
な
い
。
文
徴
明
の
肢
に
は
身
之
の
名
も
述
べ
て
は
い
る
が
、
各
刊
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本
の
「
甫
田
集
」
の
こ
の
文
は
「
胡
」
の
字
の
下
に
名
を
欠
く
。
『
清
河
書
画
紡
』
、
『
式
古
堂
書
考
』
、
『
侃
文
斎
書
譜
』
な
ど
は
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み
な
文
徴
明
の
践
を
載
せ
、
ま
た
胡
三
省
を
誤
っ
て
胡
理
と
し
て
い
る
。
理
は
字
を
徳
輝
と
い
い
、
枇
陵
の
人
で
、
劉
元
城
の
弟

子
で
あ
り
、
『
梁
漢
漫
志
』
は
常
々
こ
の
人
の
こ
と
を
称
え
て
い
る
。
『
楊
誠
斎
集
』
七
九
に
「
胡
徳
輝
蒼
梧
集
序
」
が
あ
り
、

「
陳
少
陽
が
上
書
し
、
徳
輝
が
そ
の
草
稿
を
見
て
、
蒼
梧
に
送
っ
た
」
と
あ
り
、
『
鼠
瑛
』
に
も
ま
た
「
張
貌
は
か
つ
て
胡
理
が
添

削
し
た
上
書
を
奏
し
た
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
理
は
身
之
よ
り
百
余
年
も
前
の
人
で
あ
り
、
清
容
と
相
い
見
え
る
な
ど
と
い
う

つ
い
に
は
龍
野
故
吏
が
胡

三
省
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
る
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
明
代
を
終
わ
る
ま
で
、
[
胡
三
省
の
]
名
は
な
お
顕
れ
な
か
っ

こ
と
が
ど
う
し
て
あ
り
え
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
間
違
い
が
起
こ
る
の
は
、
も
し
原
帖
を
見
な
い
と
、

た
こ
と
が
証
明
で
き
る
。
だ
か
ら
凌
迫
知
が
著
し
た
『
高
姓
統
譜
』
に
は
胡
理
は
二
度
出
て
く
る
が
、
身
之
に
は
言
及
し
な
い
。

高
季
野
の
著
し
た
『
宋
季
ゐ
必
義
録
』
に
は
陳
臆
嵩
、
劉
荘
孫
は
あ
る
が
、
身
之
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
銭
竹
汀
は
『
南
宋
儒
学

伝
目
』
を
起
稿
し
て
お
り
、
そ
れ
に
は
王
臆
麟
、
黄
震
は
載
っ
て
い
る
が
、
身
之
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
『
四
庫
提
要
』

の

『清

容
集
』
の
項
に
は
「
燐
は
若
い
頃
王
臆
麟
、
錦
町
岳
祥
、
戴
表
元
の
遺
臣
た
ち
に
従
っ
て
遊
ん
だ
」
と
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
身
之
に

は
及
ん
で
い
な
い
。
ま
る
で
身
之
は
地
理
に
長
じ
て
い
る
他
は
、
言
論
・
行
動
な
ど
何
一
つ
と
し
て
述
べ
る
に
足
り
る
こ
と
が
な

い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
あ
、
『
通
鑑
注
』
全
巻
が
立
派
に
存
在
す
る
と
い
う
の
に
、
地
理
に
長
ず
る
だ
け
と
は
何
と
い
う
こ
と

だ
。
『
通
鑑
注
』
は
完
成
し
て
か
ら
今
日
ま
で
六
百
六
十
年
経
っ
て
い
る
が
、
前
の
三
百
六
十
年
は
暖
昧
模
糊
の
中
に
あ
り
、
後

の
三
百
年
は
地
理
に
長
じ
て
い
る
と
い
う
名
の
下
に
覆
わ
れ
い
た
。
身
之
こ
そ
は
ほ
と
ん
ど
真
の
隠
者
と
い
っ
て
よ
い
。
曽
廉
が

『
元
書
』
を
編
纂
し
た
時
、
編
別
を
「
儒
学
伝
」
か
ら
「
隠
逸
伝
」
に
移
し
た
の
は
、
実
に
わ
が
意
を
得
て
い
る
。
『
宋
元
蛍
案
補

47一人E

遺
』
に
「
戴
剣
源
集
」
十
八
の
「
精
子
西
の
詩
巻
の
後
に
題
す
」
の
一
文
に
胡
元
魯
の
名
が
あ
る
の
は
身
之
の
こ
と
で
あ
る
」
と



あ
る
が
、
他
に
証
拠
が
な
い
。
『
聞
風
集
』

一
に
「
同
年
の
黄
東
発
が
椿
会
を
贈
る
詩
」
が
あ
り
、
一
一
に
「
胡
元
魯
の
松
石
を
恵

47一人E

贈
せ
し
に
答
え
る
詩
」
が
あ
る
が
、
周
年
を
称
し
て
い
な
い
。
ま
た
身
之
の
叔
父
の
名
は
元
叔
だ
が
、
身
之
の
別
号
は
元
魯
で
、

こ
れ
も
似
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
温
公
の
実
兄
旦
は
字
は
伯
康
だ
が
、
温
公
の
子
の
名
は
康
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
当
時
不
快

に
思
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
さ
ら
に
調
べ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
真
の
隠
者
に
つ
い
て
説
く
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に

身
之
の
事
跡
の
輯
晦
に
及
ん
前
回
」

引
用
が
た
い
へ
ん
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
考
証
学
的
な
論
文
で
は
考
証
の
プ
ロ
セ
ス
が
大
切
な
の
で
、
文
脈
の
途
中
を
省
略
す

る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
も
、
他
の
部
分
と
同
様
、
こ
の
引
用
し
た
部
分
で
も
、
決
し
て
無
駄
な
考
証
は
し
て
お
ら
ず
、
細
か
い
考
証

を
通
じ
て

「真
の
隠
者
」
と
し
て
の
胡
三
省
の
生
き
方
が
見
事
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
隠
逸
に
徹
し
た
生
き
方
が
彼
の
民
族

意
識
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
隠
逸
に
徹
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
生
易
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
陳
垣
は
身
に
染
み

て
思
い
や
っ
て
い
る
|
|

「
陪
の
燭
帝
の
大
業
二
年
、
蘇
武
ら
六
人
に
命
じ
て
吏
部
と
と
も
に
人
事
の
選
任
に
関
与
さ
せ
た
が
、
虞
世
基
だ
け
が
権
力
を
専
ら
に

し
て
賄
賂
を
取
り
、
賄
賂
の
多
い
者
は
順
序
を
越
え
て
合
格
さ
せ
、
賄
賂
を
贈
ら
な
い
者
は
履
歴
書
を
出
さ
せ
る
だ
け
だ
っ
た
。

注
に
日
く
:
仕
官
し
て
以
後
の
履
歴
を
記
入
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
宋
末
に
人
事
選
考
に
与
か
ろ
う
と
す
る
者
は
脚
色
状
(
履
歴
書
)

を
提
出
さ
せ
た
。
今
こ
れ
を
根
脚
と
い
う
。
(
巻
一

O
八
)

援
庵
日
く
・
こ
こ
で
「
宋
末
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
宋
滅
亡
後
の
こ
と
ぼ
で
あ
る
。
「
ム
こ
と
い
っ
て
い
る
の
は
元
初
の
こ
と

で
あ
る
。「
根
脚
」
と
は
履
歴
と
い
う
の
と
同
じ
。
『
朝
野
類
要
』
の
三
に
は
、
「
宋
の
時
期
の
脚
色
状
は
崇
寧
・
大
観
年
聞
に
は
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『
元
祐
党
に
所
属
し
て
い
な
い
』
と
い
う
項
目
が
加
わ
り
、
紹
興
年
聞
に
は
『
蕪
京
、
童
貫
、
朱
動
、
王
輔
ら
の
親
戚
で
は
な
い
』
、
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慶
元
年
間
に
は
『
偽
学
を
志
し
て
い
な
い
』
と
い
う
項
目
が
加
わ
っ
た
。
元
初
の
根
脚
に
つ
い
て
は
、
『
謝
畳
山
集
』
四
に
「
丞

相
劉
中
ω
斎
に
奉
る
書
簡
」
が
あ
り
、
劉
忠
斎
と
は
[
元
初
の
]
降
臣
劉
夢
炎
の
こ
と
で
あ
る
。
書
簡
に
い
う
:
「
当
時
中
書
行
省

は
福
建
の
、
官
位
は
あ
る
が
仕
え
な
い
者
に
履
歴
書
の
提
出
を
命
じ
て
屈
辱
を
味
あ
わ
せ
た
」
と
。
こ
れ
は
畳
山
が
身
に
受
け
た

こ
と
で
あ
る
。
身
之
は
畳
山
と
は
同
期
の
進
士
で
あ
り
、
国
が
滅
び
た
後
は
同
様
に
隠
棲
し
て
仕
え
な
か
っ
た
か
ら
、
や
は
り
同

じ
屈
辱
を
受
け
る
の
を
免
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
、
身
之
も
絶
え
ず
根
脚
の
提
出
に
ひ
ど
く
苦
し
め
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
・
廷
」

異
民
族
王
朝
の
支
配
下
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
苦
し
み
を
耐
え
忍
ん
だ
の
は
、
か
つ
て
宋
朝
に
仕
え
た
彼
の
宋
朝
に
対
す
る
思
い

が
い
か
に
強
か
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
ろ
う
か
。
宋
朝
が
滅
び
て
二
十
数
年
、
様
々
の
抑
圧
や
屈
辱

を
忍
び
な
が
ら
、
『
通
鑑
注
』
と
い
う
大
変
な
仕
事
を
つ
い
に
完
成
し
た
彼
を
支
え
た
も
の
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
。
『
通
鑑
注
』
に

こ
め
ら
れ
た
彼
の
思
い
は
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
残
っ
た
問
題
に
可
能
な
限
り
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て

み
た
い
。

(
ニ
)
中
華
思
想
と
中
国
文
化

王
船
山
は
『
宋
論
』
の
な
か
で
「
漢
、
唐
が
域
ひ
た
の
は
い
ず
れ
も
王
朝
そ
れ
自
体
が
滅
び
た
の
で
あ
る
。
宋
が
誠
び
た
の
は
黄
帝
、

発
、
舜
以
来
道
法
を
伝
え
て
き
た
天
下
を
滅
ぼ
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
認
識
は
恐
ら
く
胡
三
省
に
も
共
通
の
も
の
で

あ
り
、
王
船
山
が
「
道
法
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
胡
に
と
っ
て
も
絶
対
に
失
っ
て
は
な
ら
な
い
大
切
な
も
の
、
中
国
文
化
の
精
髄
で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は

「
道
法
」
の
伝
統
を
絶
や
さ
ぬ
た
め
に
、
元
朝
支
配
下
の
二
十
数
年
間
、
『
通
鑑
注
』

の
完
成
に
全
力
を

47一人血

傾
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



『
表
徴
』
の
「
解
釈
篇
」
か
ら
二
項
引
い
て
お
く
。
こ
こ
に
は
彼
が
何
と
し
て
も
守
ろ
う
と
し
た
も
の
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

47一人E

「
[
周
の
昭
襲
王
五
十
二
年
]
周
の
民
が
東
に
逃
れ
た
。

注
に
日
く
:
義
と
し
て
秦
の
民
と
な
ら
な
か
っ
た
。
(
巻
六
)

援
庵
日
く
:
『
史
記
』
の
注
釈
者
は
大
勢
お
り
、
「
周
の
民
が
東
に
逃
れ
た
」
と
い
う
こ
と
ば
は
周
と
秦
の
両
本
紀
に
載
せ
て
い

る
の
に
、
こ
れ
ま
で
注
を
付
け
た
者
が
一
人
も
お
ら
ず
、
身
之
だ
け
が
「
義
と
し
て
秦
の
民
と
な
ら
な
か
っ
た
」
と
解
釈
し
て
い

る
。
僅
か
五
文
字
(
義
不
為
秦
民
)
で
は
あ
る
が
、
身
之
の
時
代
に
生
ま
れ
合
わ
せ
な
け
れ
ば
、
こ
の
注
を
書
く
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
昔
宋
が
滅
び
る
と
、
謝
輔
(
字
は
皐
羽
)
が
『
西
豊
働
英
記
』
お
よ
び
『
冬
青
樹
引
』
を
著
し
て
い
る
が
、

解
釈
で
き
な
い
言
葉
が
多
い
。
明
初
に
張
孟
兼
が
こ
れ
に
注
を
付
け
、
明
の
滅
亡
期
に
黄
宗
撃
が
さ
ら
注
を
付
し
、
「
私
は
孟
兼

と
は
違
っ
た
時
代
に
生
ま
れ
合
わ
せ
、
孟
兼
は
皐
羽
か
ら
遠
い
時
代
に
、
私
は
皐
羽
か
ら
近
い
時
代
に
生
ま
れ
て
い
る
の
で
、
自
事

羽
の
言
葉
は
も
と
も
と
私
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
諸
家
が
注
を
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
、
身
之

だ
け
が
注
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
れ
ま
た
諸
家
が
秦
か
ら
遠
く
な
っ
て
い
る
の
に
、
身
之
が
こ

ιに
近
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

漢
の
高
帝
(
高
祖
)
の
十
一
年
、
陸
買
が
尉
位
に
い
う
に
は
、
「
あ
な
た
は
中
国
人
で
、
親
戚
や
兄
弟
た
ち
の
墳
墓
は
真
定
に
あ
る
の

に
、
今
あ
な
た
は
天
性
に
反
し
て
冠
帯
(
中
国
の
君
子
の
服
装
)
を
捨
て
て
い
る
」
と
。

注
に
日
く
:
父
母
の
国
に
背
き
、
墳
墓
や
宗
族
の
こ
と
を
心
に
か
け
な
い
の
は
天
性
に
反
し
て
い
る
。
椎
醤
(
髪
を
後
に
束
ね
る
南

越
の
風
俗
)
を
し
て
蛮
夷
の
風
俗
に
従
う
の
は
冠
帯
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
。
(
巻
十
二
)

援
庵
日
く
:
こ
れ
は
宋
末
の
[
元
へ
の
]
投
降
者
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
む
的
」

27 



こ
こ
に
は
異
民
族
の
支
配
に
対
し
て
中
国
の
文
化
的
伝
統
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
使
命
感
が
あ
り
、
こ
の
使
命
感
こ
そ
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『
通
鑑
注
』
の
全
編
を
貫
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
彼
の
使
命
感
は
次
の
よ
う
な
見
解
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
「
漢
の
高
帝
七
年
、
皇
帝
は
陳
平
の
秘
計
を
用
い
て
、
使
者
を
し
て
閑
氏
に
密
か
に
手
厚
く
贈
物
を
さ
せ
た
。

注
に
日
く
:
慮
勘
日
く
:
陳
平
は
画
工
に
美
女
の
肖
像
を
描
か
せ
、
密
か
に
閑
氏
に
贈
り
、
「
漢
に
は
こ
の
よ
う
な
美
女
が
お
り
、

皇
帝
は
現
在
困
窮
の
最
中
に
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
美
女
を
[
王
様
に
]
献
じ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
」
と
い
っ
た
。
関
氏
は
己
れ

が
そ
の
美
女
に
寵
愛
を
導
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
冒
頓
に
訴
え
て
、
囲
み
を
解
か
せ
た
、
と
。
私
が
思
う
に
、
秘
計
な
る
も
の
は

中
国
の
根
本
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
[
史
書
に
は
]
秘
し
て
伝
え
て
い
な
い
。
(
巻
十
一
)

援
庵
日
く
:
歴
史
は
真
実
を
求
め
る
が
、
時
に
は
か
な
ら
ず
し
も
過
度
に
そ
れ
に
拘
泥
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
お
よ
そ
民
族
の
感

(
円

w
d

情
を
傷
つ
け
、
国
家
の
根
本
を
損
な
う
よ
う
な
こ
と
は
〔
史
書
に
]
載
せ
な
く
て
も
、
真
実
を
損
な
う
こ
と
に
は
な
ら
な
L

」

こ
こ
で
「
中
国
の
根
本
を
損
な
う
」
、
「
国
家
の
根
本
を
損
な
う
」
と
い
う
翻
訳
の
原
文
は
「
失
中
国
之
髄
」
お
よ
び
「
失
国
家
之
韓

統
」
で
あ
り
、
胡
注
で
い
う
「
瞳
」
と
陳
垣
の
い
う
「
韓
統
」
は
同
じ
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
訳
語
を
い
ず
れ
も

「
根
本
」
に
統
一
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
二
人
の
言
葉
使
い
に
若
干
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
基
本

的
に
は
相
違
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
中
国
の
根
本
を
損
な
う
こ
と
は
史
書
に
載
せ
な
く
て
も
、
歴
史
の
真
実
を
損
な
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
、
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
れ
で
果
た
し
て
歴
史
の
真
実
が
保
証
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
あ

の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

47一人E

る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
大
問
題
の
議
論
に
立
ち
入
る
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
避
け
て
、
二
人
が
異
口
同
音
に
こ
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る



筆
者
は
こ
の
小
論
の
な
か
で
、
胡
三
省
の
中
国
の
民
族
意
識
・
民
族
問
題
に
対
す
る
見
方
を
陳
垣
が
ど
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い

47一人E

る
か
、
と
い
う
問
題
点
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
も
と
も
と
中
国
の
民
族
意
識
・
民
族
問
題
は
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
中
華

思
想
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
は
胡
三
省
に
と
っ
て
も
、
顧
炎
武
、
王
船
山
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら

陳
垣
は
「
夷
夏
篇
第
十
六
」
で
、
「
[
民
族
意
識
は
]
自
己
を
尊
ん
で
他
人
を
見
下
す
こ
と
で
は
な
く
、
内
外
・
親
疎
を
区
別
す
る
の
は

自
然
の
感
情
で
あ
り
、
夏
が
夷
に
対
し
て
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
夷
が
夏
に
対
し
て
も
同
様
に
も
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
民
族
意

識
の
問
題
を
中
華
思
想
か
ら
意
識
的
に
切
り
離
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
陳
垣
の
意
図
は
よ
く
理
解
で
き
る
が
、
し
か
し
中
華
思

想
な
る
も
の
は
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
中
国
文
化
の
根
本
に
関
わ
る
意
識
・
思
想
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
国
が
異
民
族
の
侵
入
に
脅

か
さ
れ
、
ま
た
は
異
民
族
の
支
配
に
苦
し
む
よ
う
に
な
る
と
、
民
族
意
識
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
中
国
文
化
を
い
か
に
し
て
守
り
、
保

存
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
中
国
の
士
大
夫
に
と
っ
て
大
き
な
関
心
事
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
彼
等
が
「
中
国
の
根
本
を
損
な

う
」
こ
と
に
対
し
て
著
し
く
敏
感
に
な
る
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
異
民
族
の
支
配
と
中
国
の
危
機
と
い
う

共
通
の
体
験
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
中
国
人
の
民
族
意
識
に
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
の
と
は
別
の
一
面
が
、
歴
史
的
に
も
現
在
に
お
い
て
も
存
在
し
て

い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
「
疑
い
な
く
、
国
民
政
府
の
高
官
を
含
め
、
当
時
(
一
九
二
十
年
代
後
半

1
三
十
年
代
)
の
中
国
人
が
想
像

し
た
中
国
は
、
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
た
二
つ
の
部
分
|
|
漢
民
族
が
住
む
内
地
部
分
と
、
少
数
民
族
が
住
む
辺
彊
部
分
ー
ー
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
二
つ
の
部
分
の
関
係
は
、
地
理
的
に
は
前
者
が
中
心
に
あ
っ
て
後
者
が
そ
の
周
辺
に
あ
り
、
文
化
的
に
は
前
者

が
後
者
よ
り
優
れ
、
政
治
的
に
は
後
者
は
前
者
に
従
属
し
、
国
防
的
に
は
、
後
者
は
前
者
の
安
全
の
た
め
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
、
共
和
制
を
掲
げ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
九
二
八
年
に
南
京
に
成
立
し
た
中
華
民
国
国
民
政
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府
が
依
然
と
し
て
非
近
代
的
国
家
政
権
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
と
、
近
代
中
国
人
の
民
族
思
想
が
依
然
と
し
て
伝
統
的
「
蒙
夷
思

-
平
八
〕

想
」
か
ら
逸
脱
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
現
れ
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
民
族
思
想
は
少
数
民
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族
の
住
む
「
辺
彊
」
地
域
に
対
し
て
統
一
性
を
強
化
す
る
力
、
し
た
が
っ
て
し
ば
し
ば
少
数
民
族
の
独
立
傾
向
を
抑
止
す
る
求
、
心
力
と

し
で
も
作
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
本
稿
で
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
の
と
は
一
見
別
の
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
本

稿
の
問
題
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
こ
と
も
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
遊
牧
民
族
と
農
耕
民
族
の
生
活
・
歴
史
・
文
化
の
違
い

な
ど
、
複
雑
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
別
の
機
会
に
ぜ
ひ
詳
し
く
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

四
、
結
び

ー
中
国
史
上
の
南
渡
|
|

日
本
箪
と
健
儲
政
権
の
支
配
下
の
北
平
の
生
活
は
八
年
間
で
、
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
終
り
を
告
げ
た
。
苦
痛
や
不
自
由
を
耐
え
忍

ん
で
き
た
北
京
市
民
た
ち
は
解
放
を
迎
え
て
安
堵
し
た
。
ほ
ど
な
く
国
共
内
戦
が
再
燃
し
、
国
内
の
混
乱
は
続
く
が
、
北
京
市
民
に
と
っ

て
は
束
の
間
の
解
放
感
に
浸
る
こ
と
が
で
き
、
「
南
渡
」
し
て
「
大
後
方
」
に
流
浪
生
活
を
送
っ
て
い
た
人
々
は
続
々
と
北
方
へ
帰
り

始
め
た
。
す
で
に
見
た
通
り
、
平
津
地
区
の
諸
大
学
・
学
校
の
教
職
員
・
蛍
必
占
の
多
く
は
「
南
渡
」
し
て
、
見
明
そ
の
他
の
地
で
国
立

西
南
聯
合
大
学
を
樹
立
し
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
克
服
し
て
研
究
・
教
育
の
火
を
絶
や
さ
な
か
っ
た
。
聯
合
大
学
も
解
放
を
迎
え
、
喜
び

の
な
か
で
一
九
四
六
年
五
月
一
日
に
閉
校
式
を
行
っ
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
へ
帰
り
始
め
た
。
そ
の
後
見
明
の
聯
合
大
学
旧
祉
に
記

念
碑
が
建
立
さ
れ
、
八
年
間
抗
戦
と
運
命
を
共
に
し
て
つ
い
に
勝
利
を
勝
ち
取
り
、
北
方
に
帰
還
す
る
喜
び
を
歌
い
上
げ
て
い
る
が
、

そ
の
な
か
に
中
国
史
上
の
「
南
渡
」
の
こ
と
が
出
て
く
る
。
「
歴
史
を
ひ
も
と
く
と
、
わ
が
民
族
が
中
原
に
足
を
と
ど
め
る
こ
と
が
で
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き
な
く
な
る
と
、
江
南
の
辺
地
に
難
を
避
け
る
の
を
南
渡
と
い
う
。
南
渡
し
た
人
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
北
方
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
者



は
い
な
か
っ
た
。
晋
人
の
南
渡
が
そ
の
第
一
の
例
で
あ
る
。
宋
人
の
南
渡
が
そ
の
第
二
の
例
で
あ
る
。
明
人
の
南
渡
が
第
三
の
例
で
あ

47一人E

る
。
風
景
は
同
じ
で
も
、
敵
地
で
は
心
が
楽
し
ま
な
い
の
が
晋
人
の
深
い
悲
し
み
で
あ
り
、
わ
が
山
河
を
返
せ
と
い
う
宋
人
の
願
い
は

【
-
平
丸
)

つ
い
に
空
し
か
っ
た
。
わ
れ
ら
は
第
四
の
南
渡
に
赴
い
た
が
、
十
年
を
経
ず
し
て
失
地
回
復
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
の

が
そ
の
く
だ
り
で
あ
る
。
南
渡
し
て
各
地
に
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
達
と
、
北
京
に
止
ま
っ
て
日
本
軍
人
や
健
悟
政
府
の
役
人
と

の
対
応
に
迫
ら
れ
た
陳
垣
達
と
、
そ
の
体
験
や
苦
難
は
も
と
よ
り
全
く
等
質
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
の
相
違
を
越
え

て
、
共
通
す
る
想
念
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
全
民
族
的
な
抗
戦
を
さ
さ
え
た
も
の
と
し
て
、
筆
者
は
中
国
人
の
民
族
意
識

を
重
視
し
、
そ
の
民
族
意
識
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
を
、
陳
垣
と
胡
三
省
を
例
に
と
っ
て
考
察
し
て
き
た
。
も
と
よ
り
問
題
は

き
わ
め
て
大
き
く
、
な
お
多
く
の
考
察
を
必
要
と
す
る
が
、
今
後
機
会
が
あ
る
度
毎
に
補
足
し
た
い
と
思
う
。

本
稿
を
終
え
る
に
当
た
り
、
若
干
書
き
落
と
し
た
こ
と
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
も
当
然
多
く
の
先
行
研
究
に
負
う
と
こ
ろ
が

多
い
の
で
、
そ
の
こ
と
を
こ
こ
で
ま
と
め
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
た
だ
日
本
人
研
究
者
の
研
究
は
、
こ
の
後
に
述
べ
る
故
・
増
淵
龍
夫

先
生
を
除
き
、
参
照
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
こ
れ
は
も
し
か
す
る
し
、
私
の
怠
慢
で
、
調
査
が
不
十
分
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
気
付
き
の
点
は
御
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
、
ま
こ
と
に
幸
い
で
あ
る
。
中
国
で
の
研
究
は
、
『
紀
念
陳
垣
校
長
二

O
周
年
学
術
論
文

集
』
(
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
O
年
〉
お
よ
び
劉
乃
和
『
励
転
承
学
記
』
(
同
社
、
一
九
九
二
年
)
の
両
諸
所
収
の
諸
論
文
、

会
干
v

そ
れ
に
方
豪
「
対
日
抗
戦
時
期
之
陳
援
荏
先
生
」
(
『
伝
記
文
学
』
月
刊
十
九
巻
四
期
所
載
)
を
参
照
し
て
い
る
ほ
か
、
陳
垣
の
経
歴
に

つ
い
て
は
、
前
述
の
二
種
類
の
年
譜
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
彼
は
何
と
言
っ
て
も
大
歴
史
家
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
ら
の
論
文

は
彼
の
学
問
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
が
多
い
。
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最
後
に
一
言
だ
け
、
感
想
を
交
え
て
述
べ
る
こ
と
を
お
許
し
頂
き
た
い
と
思
う
。
今
回
取
り
上
げ
た
陳
垣
の
『
通
鑑
胡
注
表
徴
』
と

い
う
本
の
存
在
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
私
に
教
え
て
下
さ
っ
た
の
は
故
・
増
淵
龍
夫
先
生
で
あ
っ
た
。
当
時
私
は
ま
だ
大
学
院
生
だ
っ

32 

た
が
、
早
速
本
書
の
重
印
本
(
一
九
五
八
年
、
科
学
出
版
社
刊
)
を
入
手
し
、
そ
の
本
は
今
で
も
机
上
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
一
貫

し
て
本
書
を
読
み
続
け
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
長
い
間
忘
れ
が
ち
で
あ
り
、
私
が
本
書
を
ふ
た
た
び
手
に
し
て
本
気
で
読
み
出
し
た

の
は
三
、
四
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
増
淵
先
生
は
生
前
あ
る
会
合
で
「
歴
史
の
い
わ
ゆ
る
内
面
的
理
解
に
つ
い
て
」
と
い
う
撃
署
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
、
「
:

陳
垣
は
、
日
本
軍
占
領
下
の
暗
い
世
情
の
下
で
、
ひ
と
り
門
を
と
ざ
し
て
『
資
治
通
鑑
』
を
読
み
そ
れ
に
附
せ
ら
れ
て
い
る
胡
三
省
の

注
釈
を
読
ん
で
行
く
う
ち
に
、
胡
三
省
の
注
釈
は
単
な
る
史
実
の
考
証
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
陳
垣
は
気
付

い
た
の
で
す
。
南
宋
末
の
政
治
の
腐
敗
の
も
と
に
生
き
て
、
宋
朝
の
滅
亡
と
蒙
古
人
の
侵
入
、
占
領
支
配
の
下
に
生
涯
を
お
く
つ
た
胡

三
省
は
、
蒙
古
人
の
支
配
下
に
お
い
て
は
、
山
中
に
か
く
れ
て
、

一
切
の
官
職
を
辞
し
て
つ
か
ず
、
亡
国
の
暗
い
惜
情
の
下
に
あ
っ
て
、

元
朝
の
残
酷
な
統
治
と
、
そ
れ
に
阿
附
し
、
或
は
そ
れ
に
抵
抗
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
動
き
を
、
そ
の
目
で
見
、
き
び
し
い
現
実
批
判

の
心
を
内
に
こ
め
て
、
『
室
佃
通
鑑
』
を
読
み
、
そ
の
全
精
神
を
、
『
通
鑑
』
の
注
釈
と
い
う
仕
事
に
託
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
そ
こ
に
は
、
『
通
鑑
』
に
記
さ
れ
て
い
る
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
事
件
や
人
々
の
動
き
に
つ
い
て
、
或
は
す
る
ど
い
批
判
が
、

或
は
心
か
ら
の
共
感
が
、
胡
三
省
自
身
の
き
び
し
い
現
実
の
体
験
に
も
と
づ
く
深
い
洞
察
に
裏
付
け
ら
れ
な
が
ら
、
簡
潔
な
、

一
見
そ

れ
と
は
わ
か
ら
ぬ
、
注
釈
の
形
を
と
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
陳
垣
は
は
じ
め
て
気
付
い
た
の
で
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ

か
ら
相
去
る
こ
と
六
百
六
十
余
年
の
後
で
あ
り
ま
す
が
、
日
本
軍
と
い
う
、
や
は
り
異
民
族
の
占
領
下
の
暗
い
世
情
の
下
に
お
い
て
、

ひ
と
り
門
を
と
ざ
し
て
『
資
治
通
鑑
』
を
読
ん
で
い
た
陳
垣
は
、
そ
こ
に
附
せ
ら
れ
て
い
る
胡
三
省
の
注
釈
を
読
み
、
は
じ
め
て
、
以
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上
の
よ
う
な
胡
三
省
の
気
節
と
そ
の
注
釈
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
、
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

47一人E

元
朝
支
配
下
に
不
屈
の
抵
抗
の
精
神
を
内
に
ひ
め
て
殆
ど
隠
者
に
近
い
生
活
を
お
く
つ
た
、
ま
た
そ
の
故
に
当
時
名
の
知
ら
れ
な
か
っ

た
こ
の
胡
三
省
と
い
う
蛍
者
の
従
来
気
付
か
れ
な
か
っ
た
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
困
難
な
仕
事
を
、
日
本
の
占
領
統
治
下
の
北
京
に
お

い
て
、
陳
垣
は
着
手
し
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
陳
垣
の
『
通
鑑
胡
注
表
徴
』
と
い
う
研
究
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
は
、
『
資
治
通

鑑
』
に
記
さ
れ
て
い
る
過
去
の
歴
史
的
事
件
に
つ
い
て
胡
三
省
の
附
し
た
簡
潔
な
注
釈
が
、
胡
三
省
自
身
が
生
き
た
宋
末
元
初
の
当
時

の
現
実
の
何
を
暗
に
批
判
し
、
そ
れ
の
何
に
共
感
を
感
じ
て
書
か
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
同
時
代
の
文
献
を
博
捜
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
実
証
的
に
追
求
し
、
そ
れ
を
胡
三
省
の
注
釈
に
対
す
る
注
釈
と
い
う
形
で
|
|
中
国
の
伝
統
的
な
形
式
で
あ
る
「
注
」
に
対
す

-Eγ
T
一

〉

る
「
疏
」
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
|
|
こ
れ
ま
た
簡
潔
に
記
し
た
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
た
。

今
改
め
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、
さ
す
が
に
簡
に
し
て
要
を
え
て
い
て
、
こ
れ
以
上
付
け
加
え
る
こ
と
な
ど
と
く
に
な
さ
そ
う
に
見

え
る
。
当
時
史
堂
史
の
研
究
に
打
ち
込
ん
で
お
ら
れ
た
増
淵
先
生
は
恐
ら
く
こ
の
書
物
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
な
研
究
を
さ
れ
る
意

図
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
と
思
う
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
健
康
の
悪
化
が
そ
れ
を
許
さ
ず
、
先
生
は
一
九
八
三
年
五
月
に
亡
く
な
ら
れ
た
。

本
稿
で
は
、
非
力
を
顧
み
ず
、
先
生
の
御
研
究
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
補
う
こ
と
を
志
し
た
が
、
力
不
足
は
加
何
と
も
し
が
た
く
、
た

だ
単
に
蛇
足
を
加
え
た
だ
け
の
、
ま
こ
と
に
不
様
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
も
し
今
先
生
が
お
元
気
で
、
拙
稿

に
目
を
適
さ
れ
た
ら
、
き
っ
と
厳
し
い
御
指
摘
が
あ
る
こ
と
と
思
う
が
、
そ
れ
が
頂
け
な
い
の
は
全
く
残
念
至
極
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

ま
こ
と
に
貧
し
い
成
果
で
は
あ
る
が
、
先
生
の
御
仏
前
に
捧
げ
て
、
約
三
十
年
に
百
一
る
学
思
に
対
し
、
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

(
一
九
九
六
・
九
・
三

O
)
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(
一
)
一
九
二
八
年
か
ら
四
九
年
に
か
け
て
、
中
国
の
首
都
が
南
京
そ
の
他
に
置
か
れ
て
い
た
期
聞
は
、
北
京
の
正
式
名
は
北
平
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
本
稿
で
も
、
こ
の
期
間
の
正
式
名
と
し
て
は
北
平
を
用
い
る
が
、
文
中
で
は
時
に
は
北
京
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。
本
年
一
月
三
十
一
日
銀
終

講
義
を
行
っ
た
際
に
は
、
北
平
と
い
う
名
は
若
い
学
生
諸
君
に
な
じ
み
が
な
い
こ
と
、
当
時
市
民
た
ち
の
間
で
は
一
般
に
北
京
と
い
う
名
称
を
使
つ

て
い
た
こ
と
、
な
ど
の
理
由
か
ら
北
京
を
使
っ
た
が
、
戦
争
中
北
京
を
支
配
し
た
健
偏
政
権
「
中
華
民
国
臨
時
政
府
」
が
北
京
を
用
い
た
と
い
う

事
情
も
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
北
平
を
正
式
名
と
し
て
使
う
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
最
終
講
義
の
際
の
題
目
は
「
日
本
軍
占
領
下
の
北
京
に
お
け

る
一
つ
の
抵
抗
」
で
あ
っ
た
が
、
な
ぜ
か
事
前
に
は
「
日
本
軍
政
下
の
北
京
に
お
け
る
一
つ
の
抵
抗
」
と
発
表
さ
れ
た
。
平
津
地
区
は
日
中
戦
争

開
始
後
ま
も
な
く
健
偏
政
権
に
支
配
さ
れ
る
の
で
、
「
軍
政
下
」
と
い
う
言
い
方
は
正
し
く
な
い
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
変
え
ら
れ
た
の
か
は
、
筆

者
に
も
わ
か
ら
な
い
。

中
国
人
民
政
治

語
会
議
北
京
市

霊
会
文
史

君
研

2 
会
編

目
偽
統
治
下
的
北
平

北
京
出
版
社

一
九
八
七
年
)
、
北
京
市
政

協
文
史

霊
会
編

日

義
治
下
的
北
京
郊
区

北

E 
版
社

九
九
五
年

-扇

(
三
)
『
日
偽
統
治
下
的
北
平
』
六
十
九
頁
参
照
。

(
四
)
西
南
聯
合
大
学
北
京
校
友
会
校
史
編
絹
委
員
会
編
『
国
立
西
南
聯
合
大
学
校
史
資
料
』
(
北
京
大
学
出
版
社
・
雲
南
人
民
出
版
社
、

一
九
八
六

年
)
参
照
。

(
五
)
陳
述
「
回
憶
陳
援
庵
老
師
的
治
学
和
教
学
」
(
紀
念
陳
垣
校
長
誕
生
二

O
周
年
簿
委
会
編
『
学
術
論
文
集
』
所
収
、
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、

一
九
九
O
年
)
三
二
五
頁
参
照
。

会
ハ
)
陳
智
超
編
注
『
陳
垣
来
往
書
信
集
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
O
年
)
所
収
。

集
』
所
収
)
と
同
論
文
集
所
収
の
諸
論
文
に
よ
る
。

47一人皿

(
七
)
主
と
し
て
「
陳
垣
簡
譜
」
(
『
陳
垣
来
往
書
信
集
』
所
収
)
お
よ
び
王
明
沢
「
陳
踊
一
事
跡
編
年
」
(
『
紀
念
陳
短
一
校
長
誕
生
一
一

O
周
年
学
術
論
文



(
八
)
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所

(
台
北
)
、
一
九
九
二
年
刊
。

47一人E

(
九
)
『
隙
垣
来
往
書
信
集
』
一
九
二
頁
。

(
十
)
「
陳
垣
事
跡
編
年
」
五
一
五
頁
。

(
十
一
)
新
文
豊
出
版
公
司
(
台
北
)
、
一
九
九
三
年
刊
。

(
十
二
)
本
書
は
最
初
『
輔
仁
雑
誌
』
第
十
三
巻
第
一
・
二
合
期
(
一
九
四
五
年
十
二
月
刊
)
に
前
半
の
十
編
が
、
第
十
四
巻
第
一
・
二
合
期
〈
一
九

四
六
年
十
二
月
刊
)
に
後
半
の
十
編
が
掲
載
さ
れ
、
抜
き
刷
り
の
合
本
が
作
ら
れ
た
が
、
単
行
本
を
出
版
で
き
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
(
『
励
転
承
学
録
』
三
四
九
頁
)
。
本
稿
に
お
け
る
本
容
の
引
用
は
重
印
本
(
科
学
出
版
社
、
一
九
五
八
年
)
に
よ
る
(
以
下
『
表
徴
』

rJ 

と
略
す
)
。
な
お
、
本
書
の
欄
想
は
一
九
四
二
年
か
ら
練
り
始
め
、
四
三
年
に
資
料
を
収
集
し
、
四
五
年
に
完
成
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
十
三
)
「
陳
煩
一
事
跡
編
年
」
五
O
八
頁
。

(
十
四
)
『
表
徴
』
九
八
頁
。

(
十
五
)
「
本
朝
篇
第
一
」
、
「
書
法
篇
第
二
」
、
「
校
勘
篇
第
三
」
、
「
解
釈
篇
第
四
」
、
「
避
隷
篇
第
五
」
、
「
考
証
篇
第
六
」
、
「
鱒
誤
篇
第
七
」
、
「
評
論
篇

第
八
」
、
「
感
慨
篇
第
九
」
、
「
勧
戒
篇
第
十
」
、
「
治
術
篇
第
十
一
」
、
「
臣
節
鱒
第
十
二
」
、
「
倫
紀
篇
第
十
三
」
、
「
出
処
篇
第
十
四
」
、
「
辺
事
篇
第
十

五
」
、
「
夷
夏
編
第
十
六
」
、
「
民
心
篇
第
十
七
」
、
「
釈
老
篇
第
十
八
」
、
「
生
死
篇
第
十
九
」
、
「
貨
利
篇
第
二
十
」
。

(
十
六
)

『
表
徴
』
一

1
二
頁
。

(
十
七
)
堀
敏
一
『
中
国
と
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
』
(
岩
波
書
応
、

一
九
九
三
年
)
、
と
く
に
第
六
章

1
第
九
章
参
照
。

(
十
八
)
『
表
徴
』
三

O
七
頁
。

(
十
九
)
間
前
、
十

1
十
一
頁
。

(
二
十
)
同
前
、
二
二
二
頁
。

(
二
十
二
同
前
、
二
四

0
1二
四
ニ
頁
。
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(
二
十
二
)
同
前
、
三
六
六

1
三
六
七
頁
。
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(
二
十
三
)
同
前
、
三
七
八

1
三
八
O
頁
。

(
二
十
四
)
同
前
、
六
六

1
六
九
頁
。

(二
十
五
)
同
前
、
十
頁
。

(
二
十
六
)
間
前
、
五
十
八

1
五
十
九
頁
。

(
二
十
七
)
同
前
、
二
八
六
頁
。

(
二
十
八
)
王
何
コ
一
重
の
中
国
ー
ー
一
九
三

0
年
代
中
国
人
の
辺
菰
認
識
の
構
造
|
l
」
(
『思
想
』
一
九
九
五
年
七
月
号
所
載
、
四
十
三
頁
)
参
照
。

な
お
、
加
々
美
光
行

『知
ら
れ
ざ
る
祈
り
・
中
国
の
民
族
問
題
h

(
新
評
論
、

一
九
九
三
年
)
、
と
く
に
そ
の
第
二
章
・

I
お
よ
び
第
三
章
参
照
。

(
二
十
九
)
『国
立
西
南
聯
合
大
学
校
史
資
料
』

一
三
五
頁
。

さ
干
)

『陳
援
奄
先
生
全
集
』
第
十
六
冊
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

(
三
十
一
)
増
淵
穂
夫

『歴
史
家
の
同
時
代
史
的
考
察
に
つ
い
て
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
八
三
年
)
九
十

1
九
十
二
頁
。
な
お
、
糟
淵
先
生
は
こ
こ
で
、

陳
垣
の
方
法
に
つ
い
て
、
「
注
釈
に
対
す
る
注
釈
と
い
う
形
式
で
|
|
中
国
の
伝
統
的
な
形
式
で
あ
る
「
注
」
に
対
す
る
「
疏
」
と
い
う
形
式
を

と
っ
て

|
|
こ
れ
ま
た
簡
潔
に
記
し
た
」
と
普
か
れ
て
い
る
。
陳
垣
の
方
法
は
、
伝
統
的
な
形
式
に
よ
り
つ
つ
も
、

『
通
鑑
』
の
本
文
よ
り
も
む

し
ろ
胡
注
を
考
証
・
分
析
の
対
象
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
胡
三
省
の
思
想
・
学
問
や
行
動
の
根
底
に
迫
っ
て
い
る
点
に
、
彼
の
い
う
「
表
徴
」
の

著
し
い
特
色
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
補
注
)
こ
の
「
歯
車
古
軍
政
府
」
は
確
か
に
日
本
軍
の
影
響
下
に
樹
立
さ
れ
た
政
権
で
あ
り
、
基
本
的
に
健
偏
政
権
と
み
な
さ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の

政
権
の
中
心
と
な
っ
た
徳
王
を
始
め
、
参
加
者
た
ち
に
は
民
族
自
治
な
い
し
独
立
へ
の
強
い
願
望
が
あ
り
、
彼
等
の
運
動
は
そ
の
願
望
を
実
現
す

る
た
め
に
日
本
軍
そ
の
他
の
勢
力
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
面
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ド
ム
チ
ョ
ク
ド
ン
ロ
プ

『
徳
王
自
伝
』

47一人E

(
森
久
男
訳
、
岩
波
書
底
、
一
九
九
四
年
)
と
そ
の
「
訳
者
解
説
」
参
照
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
考
え
た
い
。




