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李

大

委n
の

時

間

論

河

田

J悌

Iま

じ

め

李
大
針
は
、
辛
亥
革
命
か
ら
五
・
四
運
動
、

そ
し
て
中
国
共
産
党
の
成
立
へ
と
い
た
る
、
現
代
中
国
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
変
革
期
に

お
け
る
す
ぐ
れ
た
思
想
家
で
あ
る
。
と
く
に
彼
は
、

そ
の
変
革
期
に
お
い
て
、
自
ら
の
思
想
形
成
を
は
か
る
と
と
も
に
、

そ
の
後
の
中
国

の
歩
む
べ
き
道
を
指
し
示
し
た
人
物
と
し
て
注
目
さ
れ
、
研
究
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

日
本
に
お
け
る
李
大
創
研
究
は
、
主
と
し

て
彼
の
主
体
的
な
思
想
形
成
、
思
想
展
開
の
過
程
を
、

(

1

)

 

か
ら
な
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
の
あ
り
方
と
か
ら
み
あ
わ
せ
つ
つ
追
求
す
る
、
と
い
う
角
度

の
最
後
の
清
朝
、

李
大
剣
の
生
き
た
二
十
世
紀
の
初
頭
、
と
く
に
一
九
一

O
年
か
ら
ニ

0
年
代
に
か
け
て
は
、
二
千
年
来
の
専
制
体
制
の
中
華
帝
国
、
そ

そ
こ
で
は
、
専
制
体
制
を
擁
護
し
て
き
た
儒
教
を
主
軸
と
す
る
一
元
的
価
値
世
界
が
崩
壊
し
、
ア
ジ
ア

が
打
倒
さ
れ
、

で
最
初
の
共
和
制
中
国
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
価
値
観
の
模
索
、
形
成
が
は
か
ら
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
歴

51 

史
的
状
況
の
な
か
で
、
李
大
針
は
、
伝
統
的
な
中
国
思
想
と
現
代
中
国
の
思
想
と
の
接
点
と
し
て
、
近
代
中
国
思
想
史
に
お
い
て
、
重
要
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現
代
中
国
へ
の
思
想
史
を
、

束
、
章
病
麟
1
1
i魯
迅

|
l毛
沢
東
と
い
う
継
承
関
係
で
捉
え
よ
う
と
す
る
見
方
も
、
ほ
ぼ
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

な
位
置
を
し
め
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
、
げ
ん
ざ
い
、
清
末
か
ら
民
国
、

語
嗣
同
|
|
1
李
大
針
|

i

毛
沢

し
か
し
な
が
ら
、

い
ま
私
は
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
視
点
を
李
大
剣
の
時
間
意
識
に
し
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
思
想
の
一
部
を

構
成
す
る
時
間
論
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

つ
ま
り
客
観
的
時
聞
に
対
し
て
、
李
大
剣
が
い
か
な
る
時
間
意
識
を
も
っ
て
、
時
間
論

を
形
成
し
た
か
と
い
う
見
地
か
ら
、
彼
の
時
間
論
を
述
べ
る
。

そ
の
際
私
は
、
李
大
剣
が
マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
け
入
れ
る
前
の
観
念
論
的

色
彩
を
お
び
た
時
期
に
書
い
た
代
表
的
論
文
「
今
」

(
一
九
一
八
年
四
月
)
と
、
受
容
後
の
「
時
」

(
一
九
二
三
年
十
二
月
)
を
、
考
察

の
主
要
な
材
料
と
し
て
、
彼
の
時
間
論
の
特
徴
、

そ
の
変
化
し
た
側
面
と
変
化
せ
ざ
る
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
。
と
い
う
の
は
、
李
大
釘

の
時
間
論
は
、
彼
の
思
想
の
な
か
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
り
、

彼
の
歴
史
観
、

人
生
観
と
も
密
接
な
関
係
を
も
つ
か
ら
で
あ

る
。
李
大
剣
は
そ
の
独
自
の
時
間
論
を
も
っ
乙
と
に
よ
っ
て
、
彼
自
身
そ
の
な
か
に
存
在
す
る
歴
史
的
時
聞
を
如
何
に
生
き
る
べ
き
か
、

と
い
う
問
題
を
つ
ね
に
思
考
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
の
旧
体
制
を
保
持
し
て
き
た
伝
統
的
歴
史
観
は
、
尚
古
主
義
に
も
と
づ
く
退
歩
史
観
と
、
循

環
史
観
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
清
末
以
来
の
思
想
史
に
お
い
て
、
最
も
ウ
ェ
ー
ト
を
も
っ
た
命
題
は
、

退
歩
史
観
、
循
環
史
観
を
打
ち
破

り
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
決
で
き
う
る
新
生
中
国
の
再
構
成
を
可
能
に
す
べ
き
歴
史
観
の
創
造
に
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
歴
史
観
を
反

転
さ
せ
る
作
業
は
、
清
末
以
来
、
三
つ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
も
っ
て
す
る
三
つ
の
段
階
を
経
過
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
私
は
考
え
る
。
す

な
わ
ち
そ
の
第
一
段
階
は
、
春
秋
公
羊
学
を
利
用
し
た
康
有
為
に
よ
る
も
の
。
第
二
段
階
は
、
魯
迅
、
陳
独
秀
、
胡
適
な
ど
が
基
盤
と
し

た
進
化
論
に
よ
る
も
の
。
そ
し
て
第
三
段
階
が
、
独
自
の
時
間
論
を
も
と
に
し
た
李
大
剣
に
よ
る
も
の
、
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
李
大
剣
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
時
間
論
は
、
伝
統
的
歴
史
観
を
反
転
さ
せ
る
過
程
で
、
大
き
な
意
義
を
も
っ



の
で
あ
る
。

な
お
小
論
を
展
開
す
る
う
え
で
、
時
間
論
を
考
察
す
る
前
に
、
時
間
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
空
間
、

に
つ
い
て
の
論
、
宇
宙
論
に
つ
い

て
も
論
及
し
、

そ
の
特
徴
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

李
大
針
の
関
心
の
所
在

季
大
剥
が
文
筆
言
論
活
動
を
は
じ
め
て
こ
九
二
二
年
)
以
来
、
彼
の
関
心
は
、

つ
ね
に
自
ら
の
存
在
を
規
定
す
る
外
的
世
界
と
し
て

李大釘の時間論

の
中
国
の
現
在
の
あ
り
方
、
現
状
と
、

そ
の
世
界
の
な
か
に
存
在
す
る
主
体
的
自
己
に
対
す
る
自
覚
に
集
中
し
て
い
た
。
彼
の
「
選
集
」

(
『
李
大
釘
選
集
』
人
民
出
版
社

一
九
五
九
年
、
以
下
、
頁
数
そ
一
万
す
と
き
は
同
書
に
よ
る
)

に
目
を
通
し
て
み
る
と
、

そ
ζ

に
集
め
ら
れ
て
い

る
著
作
の
多
く
は

彼
が
生
き
た
現
実
の
社
会
で
あ
る
中
国
の
政
治
的
、
思
想
的
状
況
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、

改
革
へ
の
提
言
で
あ

る。
い
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
の
中
国
は
、
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
二
千
年
来
の
専
制
体
制
は
打
ち
倒
さ
れ
、

ア
ジ
ア
で
最
初
の
共
和
制
国
家

が
建
て
ら
れ
た
と
は
い
え
、

革
命
の
成
果
は
軍
閥
哀
世
凱
と
、

そ
れ
を
背
後
か
ら
援
助
す
る
帝
国
主
義
列
強
に
奪
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
異
民
族
清
朝
に
よ
る
専
制
的
支
配
は
崩
壊
し
、

い
ち
お
う
民
族
革
命
に
よ
る
政
治
的
改
革
は
な
っ
た
が
、
社
会
的
変
革
は
い
ま
だ
な

さ
れ
ず
、
共
和
制
を
行
な
う
た
め
の
社
会
的
、
思
想
的
基
盤
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
十
九
世
紀
末
に
、
西

欧
資
本
主
義
諸
国
は
、
す
で
に
そ
の
最
高
段
階
で
あ
る
帝
国
主
義
に
発
達
し
て
お
り
、
外
か
ら
の
圧
迫
は
ア
ヘ
ン
戦
争
以
来
ひ
し
ひ
し
と

中
国
を
と
り
ま
き
、
国
内
の
封
建
的
諸
勢
力
を
利
用
し
て
中
国
の
植
民
地
化
を
強
化
し
よ
う
と
図
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
内
に
は
旧
体
制

53 

を
維
持
し
つ
づ
け
て
き
た
物
質
的
条
件
、
精
神
的
風
土
は
、

こ
の
よ
う
な
中
国
の
現
状
は
、
若
き
知

あ
い
か
わ
ら
ず
温
存
さ
れ
て
い
た
。
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識
人
李
大
剖
の
前
に
、
厳
然
と
し
て
立
ち
ふ
さ
が
り
、
彼
の
存
在
を
規
定
す
る
枠
組
み
と
し
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
に
よ
り
も
ま
ず
、

李
大
針
も
そ
の
よ
う
な
「
時
代
の
子
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
李
大
剥
が
知
識
人
と
し
て
生
き
て
ゆ
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
自
ら
を
と
り
か
乙
む
そ
の
よ
う
な
環
境
世
界
H
現
実
社
会

に
対
し
て
、
全
く
無
関
心
に
思
弁
的
、
観
念
的
世
界
に
逃
避
す
る
こ
と
は
、
中
国
に
お
け
る
伝
統
的
知
識
人
の
あ
り
方
と
し
て
も
不
可
能

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
李
大
剥
が
自
己
の
思
想
を
形
成
す
る
前
提
と
し
て
、
彼
の
存
在
を
限
定
し
、
決
定
づ
け
る
も
の
と
し
て
、

物
質
的
基
盤
、
歴
史
的
状
況
が
実
在
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
制
約
の
な
か
で
、
彼
は
関
心
を
自
ら
を
と
り
ま
く
環
境
世
界
で
あ
る
中
国
の

現
在
の
状
態
に
集
中
し
た
、
と
い
え
る
。

要
す
る
に
、
李
大
剣
の
出
発
点
は
、

「
現
在
の
中
国
」
、

さ
ら
に
そ
の
な
か
に
存
在
す
る
と
と
ろ
の
「
現
在
の
自
分
」
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

中
国
人
の
今
日
の
生
活
は
、
ま
っ
た
く
矛
盾
の
生
活
で
あ
り
、
中
国
の
今
日
の
現
象
は
、
ま
っ
た
く
矛
盾
の
現
象
で
あ
る
。
く
に
じ

ゅ
う
の
人
は
、

み
ん
な
矛
盾
現
象
の
な
か
で
生
活
を
も
と
め
て
い
る
:
:
:
(
『
新
し
い
も
の
/
旧
い
も
の
/
』
、
九
七
頁
。
)

今
日
の
「
我
」
の
中
に
は
、

も
と
よ
り
明
ら
か
に
昨
日
の
「
我
」
が
存
在
す
る
。

ひ
と
り
昨
日
の
「
我
」
が
存
在
す
る
の
み
な
ら

ず
、
昨
日
以
前
の
「
我
」
、
な
い
し
は
十
年
二
十
年
百
千
万
億
年
の
「
我
」
が
、

い
ず
れ
も
厳
然
と
し
て
、

「
今
の
我
」
の
身
に
存

在
す
る
の
で
あ
る
0
2今
』
九
六
頁
)

つ
ま
り
李
大
剣
は
、
儒
教
を
主
軸
と
す
る
一
元
的
価
値
世
界
が
崩
壊
し
、

旧
体
制
の
中
国
が
解
体
し
た
、

そ
し
て
ま
た
、
共
和
制
民
国

が
雁
立
さ
れ
て
い
な
い
歴
史
的
変
革
期
に
お
い
て
、
自
ら
の
存
在
を
、
時
間
的
空
間
的
範
障
の
な
か
で
把
握
し
よ
う
と
意
図
す
る
。

で
は
、
自
分
自
身
が
い
っ
た
い
如
何
な
る
存
在
で
あ
る
か
、

そ
こ

そ
し
て
自
ら
が
存
在
す
る
時
間
的
空
間
的
範
鴎
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
行



勤
し
生
き
て
ゆ
く
べ
き
か
と
い
う
存
在
論
的
お
よ
び
実
践
論
的
な
問
い
か
け
を
、
根
源
的
に
提
起
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、

た
ん

に
個
体
的
な
存
在
と
し
て
の
自
分
自
身
に
対
す
る
問
い
か
け
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
存
在
を
規
定
す
る
総
体
的
存

在
と
し
て
の
中
国
に
対
し
て
も
、
中
国
が
現
在
ど
の
よ
う
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
か
、
ま
た
今
後
い
か
に
進
む
べ
き
か
、
と
い
う
問
い

か
け
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
時
間
・
空
間
と
い
う
範
障
か
ら
白
か
ら
の
存
在
を
論
じ
よ
う
と
す
る
李

大
剖
の
時
間
論
、
宇
宙
論
は
、

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
哲
学
論
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
現
実
の
中
国
を
変
革
す
る
た
め
の
実
践
哲
学
、
と

い
う
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

李大量Ijの時間論

で
は
時
間
・
空
間
と
い
う
哲
学
的
角
度
か
ら
、
自
ら
の
存
在
を
論
じ
よ
う
と
す
る
発
想
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
李
大
剣
に
よ
っ
て
採
用

そ
れ
は
、
彼
が
一
九
一
四
(
大
正
一
二
)
年
一
月
か
ら
二
ハ
(
大
正
五
)
年
初
夏
ま
で
日
本
に
留
学
し
た
当
時
、

流
行
し
て
い
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
髪
響
を
受
け
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
注
じ
あ
げ
る
ご
と
く
、

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
一
一
ニ
(
大
正
二
)
年
に
は
じ
ま
っ
て

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
翻
訳
研
究
書
は
、

一
五
(
大
正
四
)
年
ま
で
の
三
年
間
で
九
冊
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
李
大
剣
も
留
日
中
に
書
い
た
「
厭

生
心
と
自
覚
心
』

(
一
九
一
五
・
八
)
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

須
ら
く
自
由
意
志
の
理

E

同，

y
g弓
旦
吟

gdi--遣
に
本
づ
き
、

進
み
て
努
力
し
、

発
展
向
上
し
て
、

以
て
そ
の
境
(
引
用
者

注
、
中
国
衰
退
の
状
態
)

を
易
え
、

志
す
所
に
適
う
を
得
さ
し
む
る
に
は
、

則
ち
出
。
口
三
回

2
m印
。
口
氏
の

「
創
造
進
化
論
」

E
P何
回
丘
4
m
開
4
0
E
昨
日
。
ロ
ョ
を
尚
し
と
す
べ
し
。
(
一
二
頁
)

な
る
ほ
ど
、

の
ち
に
彼
が
マ
ル
ク
ス
主
義
を
紹
介
し
た
時
、
河
上
肇
や
堺
利
彦
の
著
書
か
ら
中
国
語
に
翻
訳
し
た
よ
う
に
は
、
時
聞
に

つ
い
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
日
本
に
お
け
る
翻
訳
書
解
説
書
か
ら
訳
し
引
用
し
て
は
い
な
い
。
が
し
か
し
、
彼
が
そ
の
当
時
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
研

55 

究
に
よ
っ
て
、
時
間
(
ま
た
空
間
)
に
対
し
て
啓
発
さ
れ
、
創
造
的
進
化
と
い
う
積
極
性
に
目
を
向
け
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
否
定
し
が
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た
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
李
大
針
の
時
間
論
は
、
時
間
と
い
う
問
題
に
目
を
向
け
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
、

ベ
ル
、
グ
ソ
ン
の

彰
響
を
受
け
た
、
と
い
え
る
。
か
く
し
て
李
大
剣
は
、
自
分
自
身
と
中
国
と
を
時
間
的
空
間
的
範
構
に
位
置
づ
け
よ
う
と
、
も
く
ろ
ん
だ

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
ご
切
の
社
会
的
座
標
軸
の
喪
失
状
態
と
い
っ
て
も
よ
い
」
時
代
状
況
に
お
い
て
、

時
間
的
、
空
間
的
原
点
を
作
り
上
げ
て
行
乙
う
と
す
る
」
作
業
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
座
標
軸
の
設
定
|
|

そ
れ
で
は
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
李
大
釘
は
空
間
と
時
聞
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
ま
ず
は
じ

め
に
、
時
間
と
深
く
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
空
聞
に
つ
い
て
、

李
大
針
の
空
間
に
関
す
る
認
識
、

字
宙
論
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
托
す

る

宇

宙

論

李
大
針
は
、
彼
の
初
期
の
代
表
的
論
文
「
青
春
」

(
一
九
二
ハ
年
九
月
)
に
お
い
て
、
空
間
的
時
間
的
存
在
で
あ
る
彼
自
身
と
中
国
に
つ

い
て
の
位
置
づ
け
を
行
な
っ
て
い
る
。

そ
乙
で
は
、
宇
宙
の
起
源
や
本
質
に
つ
い
て
の
、
彼
独
特
の
見
解
が
看
取
さ
れ
る
。

「
宇
宙
に
は
果
し
て
初
め
有
り
や
っ
・
」
日
く
「
無
に
初
ま
る
」
と
。

「
果
し
て
終
わ
り
有
り
ゃ
っ
・
」
日
く
「
無
に
終
わ
る
」
と
。
無

に
初
ま
る
と
は
、
初
め
無
き
に
等
し
。
無
に
終
わ
る
と
は
、
終
わ
り
無
き
に
等
し
。
初
め
無
く
終
わ
り
無
け
れ
ば
、
空
間
に
お
い
て

は
無
限
、
時
聞
に
お
い
て
無
極
な
り
。

こ
れ
を
質
言
す
れ
ば
、
無
な
る
の
み
。

ζ

れ
絶
対
の
説
な
り
。
も
し
相
対
よ
り
と
れ
を
観

れ
ば
、
則
ち
宇
宙
は
進
化
を
有
す
る
も
の
な
り
。
(
六
六
頁
)

剣
の
宇
宙
観
は
、
絶
対
と
相
対
の
二
つ
の
側
面
を
も
っ
て
お
り
、

乙
こ
で
李
大
針
は
、
宇
宙
を
、
絶
対
的
不
変
的
側
面
と
、
相
対
的
可
変
的
側
面
と
か
ら
な
る
統
一
的
存
在
と
し
て
い
る
。

「
無
始
無
終
の
自
然
的
存

つ
ま
り
李
大

こ
の
よ
う
に
し
て
、
宇
宙
を
「
無
初
無
終
」
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「
無
始
無
終
の
大
実
在
」
と
認
識
す
る
と
き
、

そ
れ
は
宇
宙
を
絶
対
的
な
も
の
、
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ

れ

に

対

し

て

、

相

対

的

に

見

る

な

ら

ば

、

「

宇

宙

自

然

の

真

実

本

体

よ

り

生

ず

る

所

の

一

切

の

現

象

は
、
す
な
わ
ち
乙
の
自
然
法
に
偏
っ
て
、
自
然
的
、
因
果
的
、
機
械
的
に
、
漸
次
発
生
し
、
漸
次
進
化
す
る
ベ
も
の
で
あ
り
、

「
宇
宙
は
進
化
す
る
」
も
の
、

「
進
化
あ

れ
ば
必
ず
退
化
あ
る
」
が
ゆ
え
に

「
差
別
の
万
殊
万
象
が
生
ず
る
」
と
考
え
る
。
さ
ら
に
「
差
別
の
万
殊
万
象
」
か
ら
「
全
体
に
お
け

る
個
体
」
「
全
生
(
命
)

が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

そ
し
て
ま
た
、
「
個
体
の
積
は
、

に
お
け
る
一
生
」
と
い
う
、

全
体
と
個
体
と
の
対
立
、

そ
れ
が
ど
ん
な
に
広
大
で
あ
ろ
う
と
、
有
限
に
終
わ
る
」
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
ど
ん
な
に
悠
久
で
あ
っ
て
も
、
有
涯
に

「
一
生
の
命
は

李大剣の時間論

終
わ
る
」
と
の
ベ
、
個
体
の
総
和
は
全
体
で
は
な
く
、
各
個
人
の
生
命
は
宇
宙
悠
久
の
生
命
と
は
等
し
く
な
い
、

と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
李
大
釘
は
宇
宙
の
現
象
面
を
相
対
的
な
も
の
と
し
て
把
握
し
、

生
あ
ら
ば
即
ち
死
あ
り
、
盛
あ
ら
ば
即
ち
衰
あ
り
、
陰
あ
ら
ば
即
ち
陽
あ
り
、
否
あ
ら
ば
即
ち
泰
あ
り
、
:
・
:
:
:
吉
あ
ら
ば
即
ち
凶

あ
り
、
禍
あ
ら
ば
即
ち
福
あ
り
、

青
春
あ
ら
ば
即
ち
白
首
あ
り
、

健
壮
あ
ら
ば
即
ち
頭
老
あ
り
、

こ
れ
を
質
言
す
れ
ば
有
な
る
の

み
。
(
六
六
頁
)

と
述
べ
て
、
あ
い
対
立
す
る
現
象
の
存
在
を
見
い
出
し
て
い
る
。

か
く
て
李
大
剣
は
、
宇
宙
に
は
二
側
面
(
二
相
)
が
あ
り
、

「
仏
理
よ
り
こ
れ
を
言
え
ば
、
平
等
と
差
別
な
り
、
空
と
色
な
り
。
哲
理

よ
り
乙
れ
を
言
え
ば
絶
対
と
相
対
な
り
。
数
理
よ
り
こ
れ
を
言
え
ば
、
有
と
無
な
り
。
易
理
よ
り
こ
れ
を
言
え
ば
、
周
と
易
な
り
」
と
い

ぃ
、
金
聖
嘆
の
「
離
騒
経
」
序
の
以
下
の
言
葉
を
引
く
。

(
そ
れ
は
「
周
易
」
を
も
っ
て
論
じ
て
い
る
。
)

周
は
そ
の
体
な
り
、
易
は
そ
の
用
な
り
。
約
法
し
て
論
ず
れ
ば
、
周
は
常
位
を
以
て
義
と
為
し
、
易
は
変
易
を
以
て
義
と
為
す
。
双
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つ
な
が
ら
人
法
に
約
す
れ
ば
、
即
ち
周
は
乃
ち
聖
人
の
能
事
に
し
て
、
易
は
乃
ち
大
千
の
変
易
な
り
。
大
千
は
も
と
も
と
一
つ
と
し
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て
有
る
な
し
、
更
る
が
わ
る
立
ち
て
定
ま
ら
ず
、

日
に
新
た
に
、

日
に
日
に
新
た
に
し
て
、

ま
た
日
に
新
た
な
る
の
謂
な
り
。

(
六
六

1
七
頁
)

す
な
わ
ち
季
大
剣
に
と
っ
て
、
宇
宙
は
実
体
的
な
存
在
で
あ
り
、
本
質
的
に
限
定
さ
れ
え
な
い
無
限
な
も
の
、
絶
対
的
不
変
的
存
在
で

あ
る
が
、
相
対
的
側
面
か
ら
い
う
と
、
実
体
的
な
あ
ら
ゆ
る
変
化
の
現
象
を
生
み
だ
し
て
、

日
い
ち
に
ち
新
し
く
な
り
進
化
す
る
可
変
的

存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
李
大
剣
は
、
変
日
現
象
、
不
変
H
本
質
と
い
う
概
念
を
、
主
題
と
す
る
青
春
に
あ
て
は
め
て
、
変
化
す
る
も

プ

ロ

セ

ス

か

わ

の
を
「
青
春
の
進
程
」
と
し
、
変
化
し
な
い
も
の
を
「
無
尽
の
青
春
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
異
な
る
も
の
、
易
る
も
の
、
有
な
る

あ
ま
ね

も
の
、
相
対
的
な
も
の
、
色
な
る
も
の
、
差
別
あ
る
も
の
が
「
青
春
の
進
程
」
な
の
で
あ
り
、
周
き
も
の
、
無
な
る
も
の
、
絶
対
的
な
も

の
、
空
な
る
も
の
、
平
等
な
る
も
の
が
「
無
尽
の
青
春
」
と
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

「
生
死
・
盛
衰
・
陰
陽
・
否
泰
・
:
:
:
:
吉
凶
・
禍

福
・
青
春
白
首
・
健
壮
頚
老
」
な
ど
対
立
す
る
現
象
の
輪
廻
反
復
、
連
続
流
転
は
、

い
ず
れ
も
可
変
的
相
対
的
な
「
青
春
の
進
程
」
で
あ

り
、
そ
れ
に
反
し
て
「
無
初
無
終
、
無
限
無
極
、
無
方
無
体
の
機
軸
」
が
、
不
変
的
絶
対
的
な
「
無
尽
の
青
春
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
李
大
剖
に
と
っ
て
、
宇
宙
の
本
質
は
「
無
始
無
終
の
自
然
的
存
在
、
大
実
在
」
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
対

し
て
こ
の
「
広
大
悠
久
の
宇
宙
」
に
あ
っ
て
、
宇
宙
悠
久
の
生
命
と
等
し
く
な
い
生
命
を
も
っ
人
聞
は
、

「
沿
海
の
一
粟
」
の
ご
と
き
微

小
な
る
存
在
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
は
、

人
間
は
宇
宙
と
い
う
客
観
世
界
に
流
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
く
な
る
。
そ
こ
で

人
生
の
華
」
な
の
で
あ
り
、
宇
宙
の
間
に
あ
っ
て

「
人
生
一
の
玉
、

人
生
の
春
、

李
大
針
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
青
年
は
、

「
無
尽
の
青
春
」
を
も
ち
、
無
限
の
可
能
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
存
在
す
る
、
と
。

し
た
が
っ
て
李
大
針
は
、
青
年
に
向
か
っ
て
よ
び
か
け
る
。



青
年
鋭
進
の
子
は
、
塵
塵
剥
剃
、
施
転
簸
揚
循
環
し
て
端
な
き
大
洪
流
の
中
に
立
ち
、
宜
し
く
江
流
不
転
の
精
神
、
陀
然
た
る
独
立

の
気
脱
を
有
ち
、
そ
の
潮
流
に
衝
蕩
し
、
そ
の
勢
力
に
抵
拒
し
、
そ
の
不
変
を
以
て
そ
の
変
に
応
じ
、
そ
の
同
を
以
て
そ
の
異
を
操

り
、
そ
の
周
を
以
て
そ
の
日
釘
を
執
り
、

の
色
を
駆
し
、

そ
の
無
を
以
て
そ
の
有
を
持
し
、
そ
の
絶
対
を
以
て
そ
の
相
対
を
統
べ
、
そ
の
空
を
以
て
そ

そ
の
平
等
を
以
て
そ
の
差
別
を
律
す
ベ
し
。
故
に
能
く
宇
宙
の
生
涯
を
以
て
自
我
の
生
涯
と
為
し
、
宇
宙
の
青
春
を

以
て
自
我
の
青
春
と
為
す
。
宇
宙
無
尽
な
ら
ば
即
ち
青
春
無
尽
な
り
、
即
ち
自
我
無
尽
な
り
。

こ
の
精
神
は
、
即
ち
死
を
生
か
し
骨

宇
佐
内
づ
け
る
回
天
再
造
の
精
神
な
り
。

こ
の
気
腕
は
、
即
ち
懐
慨
悲
壮
、
山
を
抜
き
世
を
蓋
う
気
腕
な
り
。
:
:
:
た
だ
真
に
能
く
字

李大剣の時間論

宙
が
無
尽
の
青
春
を
有
つ
を
識
る
者
の
み
、
乃
ち
能
く
こ
の
精
神
と
気
腕
を
具
う
。

み
、
乃
ち
能
く
永
く
宇
宙
無
尽
の
青
春
を
享
く
。
(
六
七
頁
)

た
だ
真
に
能
く
こ
の
精
神
と
気
醜
を
有
つ
者
の

一
、
さ
て
こ
の
宇
宙
論
の
構
造
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
ろ
う
。

(
青
年
)
は
「
江
流
不
転
の
精
神
」

「
陀
然
た
る
独
立
の

「
自
我
」

気
醜
」
を
も
つ
こ
と
で
確
立
し
た
存
在
と
な
る
。

そ
し
て
「
自
我
」
の
絶
対
に
不
変
な
る
意
志
と
態
度
で
も
っ
て
、
相
対
的
可
変
的
現
象

を
把
握
す
る
乙
と
に
よ
っ
て

「
宇
宙
」
と
一
体
化
し
、
不
変
的
存
在
の
「
宇
宙
の
生
涯
」
を
相
対
的
有
限
の
生
命
を
も
っ
「
自
我
の
生

涯
」
と
合
一
で
き
る
、
と
い
う
か
な
り
主
観
的
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
。

二
、
こ
の
宇
宙
論
の
テ
l
マ
は
、
主
体
確
立
お
よ
び
そ
の
た
め
の
自
覚
を
喚
起
す
る
こ
と
に
あ
り
、
、
き
わ
め
て
実
践
論
的
志
向
を
も
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
主
体
確
立
論
で
あ
り
、

そ
の
た
め
の
自
覚
論
で
も
あ
っ
た
。
李
大
釦
に
と
っ
て
、
青
年
は
無
限
の
可
能
性
に
と
む
も

の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ

乙
の
宇
宙
論
は
、
青
年
に
「
生
死
肉
骨
、
回
天
再
造
の
精
神
」
と
「
懐
慨
悲
壮
、
抜
山
蓋
世
の
気
腕
」
を

も
ち
、
主
体
的
精
神
と
立
場
を
確
立
し
、

「
老
大
の
後
に
は
青
春
が
あ
り
」
、
白
首
の
中
国
に
は
必
ず
青
春
の
中
国
が
再
生
す
る
こ
と
を

59 

信
じ
て
、
中
国
の
復
活
、
再
生
、
回
春
、
再
造
に
努
力
す
べ
き
乙
と
を
自
覚
す
る
よ
う
求
め
る
。
一
一
一
口
い
か
え
る
な
ら
ば
、
李
大
釘
は
、
主
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体
的
に
自
立
し
た
人
間
が
、
自
ら
の
生
き
る
現
実
の
社
会
お
よ
び
歴
史
に
対
し
て
、
積
極
的
能
動
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
要
求
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

さ
き
ほ
ど
私
は
、

こ
の
宇
宙
論
は
主
観
的
観
念
的
色
彩
を
お
び
て
い
る
と
い
っ
た
が
、

こ
れ
は
、
歴
史
変
革
に
対
す
る
彼
の
主
観
的
願

望
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
宇
宙
論
の
も
つ
、

つ
い
で
次
章
で
述
べ
る
で
あ
ろ
う
時
間
論
の
も
っ
、
積
極
的
能
動
的
性
格
こ
そ
、

彼
の
思
想
を
特
徴
づ
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
乙
の
動
的
性
格
こ
そ
が
歴
史
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
激
動
期
の
社
会
変
革
に
際

し
て
、

人
間
の
も
つ
パ
ト
ス
と
し
て
作
用
す
る
も
の
と
一
一
一
守
え
よ
う
。

、
李
大
釘
は
、
宇
宙
の
本
質
を
「
無
始
無
終
の
自
然
的
存
在
」

「
無
始
無
終
の
大
実
在
」
と
し
な
が
ら
も
、
上
述
し
た
ご
と
く
、
絶

対
的
不
変
的
側
面
と
相
対
的
可
変
的
側
面
と
か
ら
な
る
統
一
的
存
在
と
理
解
し
て
い
る
。
認
識
論
的
に
は
、
宇
宙
の
存
在
は
認
識
す
る
主

体
で
あ
る
自
我
(
人
間
)
と
対
立
せ
ず
、

む
し
ろ
主
客
未
分
的
傾
向
を
も
っ
て
把
握
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
、

「
自
我
の
生
涯
」
と

「
宇
宙
の
生
涯
」
の
一
体
化
を
容
易
に
す
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

回
、
さ
ら
に
、

宇
宙
は
「
無
始
無
終
の
自
然
的
存
在
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、

き
わ
め
て
唯
物
的
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し

て
、
宇
宙
の
創
造
主
の
存
在
は
と
う
ぜ
ん
承
認
さ
れ
な
い
。

で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
李
大
剣
の
宇
宙
論
は
無
神
論

五
、
季
大
釘
は
社
会
科
学
的
知
識
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
己
の
存
在
を
、
宇
宙
論
、
あ
る
い
は
時
間
論
と
い
う
観
点
か
ら
確
立

さ
せ
た
と
も
い
え
る
。

乙
の
宇
宙
論
(
ま
た
時
間
論
)
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
、
直
線
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
が
、

マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
を

容
易
に
し
た
と
認
め
う
る
。
空
間
・
時
間
と
い
う
範
轄
で
問
題
を
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、

た
と
え
ば
、
宇
宙
論
に
よ
る
空
間
的
連
関

牲
に
よ
っ
て
、
同
時
代
を
横
へ
の
拡
が
り
と
認
識
し
、
第
一
次
大
戦
を
「
庶
民
の
勝
利
」
で
あ
り
「
資
本
主
義
の
失
敗
」
と
、

ロ
シ
ア
草



命
を
い
ち
は
や
く
「
二
十
世
紀
の
世
界
革
命
の
先
声
で
あ
る
」
と
し
て
、

そ
こ
に
「
世
界
の
新
潮
流
」
を
見
い
だ
す
世
界
史
的
把
握
を
可

能
に
し
た
。
ま
た
の
ち
に
時
間
論
で
述
べ
る
ご
と
く
、

「
大
実
在
の
漠
流
は
、
永
遠
に
無
始
の
実
在
よ
り
無
終
の
実
在
に
向
か
っ
て
奔
流

す
る
」

(

『

時

』

)

、

と
い
う
時
間
的
連
続
性
に
よ
っ
て

「
今
後
の
世
界
は
労

(
『
今
」
)
と
か
、
時
は
「
広
漠
無
涯
の
未
来
へ
奔
走
す
る
」

工
の
世
界
で
あ
丸
一
と
い
い
、
歴
史
の
大
実
在
の
流
れ
は
「
労
工
の
世
界
」
ヘ
移
行
す
る
と
の
認
識
を
可
能
に
し
た
、

と
も
い
え
る
。
も

ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
認
識
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
客
観
的
状
況
に
対
す
る
透
徹
し
た
現
実
直
視
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

いヲつ合
Am

で
も
な
い
。

さ
ら
に
、

乙
の
宇
宙
論
の
無
神
論
的
側
面
が
唯
物
史
観
受
容
に
果
し
た
役
割
も
見
落
せ
な
い
し
、

乙
の
宇
宙
論
(
と
の
ち
に

季大針の時間論

述
べ
る
時
間
論
)

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
主
体
が
、
歴
史
を
変
革
す
る
時
、
社
会
科
学
理
論
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
実
践
の
指
針
と

し
て
こ
の
主
体
形
成
論
を
よ
り
強
く
支
え
る
も
の
と
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
こ
れ
ら
の
宇
宙
論
の
特
徴
を
伝
統
思
想
と
の
関
係
で
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
先
に
述
べ
た
三
・
四
は
、

い
ず
れ
も
中
国
に
伝
統

の
ご
と
く
、
西
洋
哲
学
の
よ
う
に
主
客
を
対
立
二
分
す
る
認
識
を
と
ら
ず
、
宇
宙
を
主
客
未

的
な
認
識
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
く
に
一
二
、

〔

お

)

分
の
淳
一
的
存
在
と
し
て
把
握
す
る
の
は
、
万
物
一
体
観
を
特
徴
と
す
る
伝
統
的
自
然
観
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
創

造
主
日
日
神
が
存
在
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
万
物
一
体
の
自
然
観
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
宇
宙
論
が
、
荘
子
の
絶
対
と
相
対
の
関

係
を
活
用
す
る

ι吋
さ
ら
に
こ
の
宇
宙
論
が
、
た
ん
な
る
理
論
で
は
な
く
、
実
践
と
不
可
分
に
展
開
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
知
と
行

の
関
係
に
お
い
て
、
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
、

と
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
宇
宙
論
の
テ
!
?
は
、
主
体
の
確
立
と
そ
の
た
め
の
自
覚
に
あ
っ
た
が
、

そ
れ
で
は
、
自
覚

を
も
て
ば
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
李
大
剖
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
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青
年
の
自
覚
は
、

一
つ
に
は
、
過
去
の
歴
史
の
網
羅
を
衝
決
し
、
陳
腐
な
る
学
説
の
園
田
を
破
壊
し
、
恒
ロ
ノ
枯
骨
を
し
て
現
在
の
活
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滋
滋
地
の
我
を
束
縛
せ
し
め
る
こ
と
な
く
、
進
ん
で
現
在
の
青
春
の
我
を
総
で
過
去
の
青
春
の
我
を
撲
殺
し
、
今
日
の
青
春
の
我

一
つ
に
は
、
浮
世
の
虚
偽
の
機
械
の
生
活
を
脱
絶
し
て
、
特
立
独
行
の

を
促
し
て
、
明
日
の
青
春
の
我
に
騨
譲
せ
し
む
る
に
あ
り
。

我
を
以
て
、
行
縫
不
息
の
大
機
軸
に
立
た
し
む
る
に
あ
り
。
(
七
五
頁
)

そ
う
す
る
こ
と
は
、

「
今
日
の
青
春
の
我
」
を
も
っ
て
「
今
日
の
自
首
の
我
」
を
う
ち
破
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
「
今
日
の
青
春
の
我
」

も
く
ひ
ょ
う

こ
れ
こ
そ
が
「
人
生
唯
一
の
蛋
向
」
で
あ
り
、

あ
ら
か
じ
め
防
止
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、

「青

に
よ
っ
て
「
来
日
の
白
首
の
我
」
を
、

年
唯
一
の
責
任
」
で
も
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

と
い
う
の
は
、
彼
の
目
の
前
に
は
、

ハ
臼
)

ね
に
累
々
た
る
墳
墓
の
中
に
あ
る
」
の
で
あ
り
、
実
は
「
白
首
の
中
国
」
も
相
対
的
に
は
無
尽
の
可
能
性
を
も
っ
て
お
り
、
必
ず
や
発
展

「
白
首
の
中
国
」

「
暗
黒
の
中
国
」
が
存
在
し
て
い
る
が
、

「
新
生
命
の
誕
生
は
、
も
と
よ
り
つ

進
歩
し
て
、
「
青
春
の
中
国
」
「
光
明
の
中
国
」
に
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
自
覚
し
た
青
年
が
、

ー一寸

進

ん
で
努
力
し
、
発
展
向
上
さ
せ
、

そ
の
状
態
を
易
え
」
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

李
大
剥
が
こ
の
よ
う
な
認
識
を
も
ち
、
青
年
に
対
し
て
自
覚
と
主
体
的
な
態
度
の
確
立
を
要
求
す
る
の
は
、
宇
宙
は
「
広
大
悠
久
」
な

る
「
無
始
無
終
の
自
然
的
存
在
」
で
あ
っ
て
も
、
相
対
的
現
象
と
し
て
「
人
の
生
は
有
限
」
で
あ
り
、
青
年
に
と
っ
て
も
、
青
春
は
い
つ

ま
で
も
持
続
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
る
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
李
大
剥
が
、
生
命
の
有
限
性
を
認
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
時

間
」
は
彼
に
と
っ
て
し
ぜ
ん
に
こ
つ
の
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

一
つ
は
、
「
広
大
悠
久
」
「
無
始
無
終
の
自
然
的
存
在
」
で
あ
る
「
宇
宙
」

の

無
限
に
持
続
し
つ
づ
け
る
「
時
間
」
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、
「
有
限
な
る
生
命
」
を
も
っ
存
在
と
し
て
の
人
間
(
自
己
)
に
お
け

る
、
有
限
の
持
続
と
し
て
の
「
時
間
」
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
人
聞
は
、
そ
し
て
青
年
は
、
有
限
の
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ま
さ
に
そ
れ

ゆ
え
に
、
過
ぎ
ゆ
く
一
瞬
一
瞬
の
時
聞
は
、
生
命
と
同
じ
重
さ
を
も
つ
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、

一
刻
一
刻
の
時
間
が
青
春
そ
の
も
の
、



生
命
そ
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
は
、
次
に
李
大
剣
の
「
時
間
」
に
対
す
る
意
識
を
た
ど
る
ζ

と
に
し

た
い
と
思
う
。

四

時

間

論

「
私
は
、
世
の
中
で
も
っ
と
も
貴
ぶ
べ
き
も
の
は
グ
今
d

で
あ
り
、
も
っ
と
も
失
な
い
や
す
い
も
の
も
ぷ
寸
H

で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
れ
は
も
っ
と
も
喪
失
し
や
す
い
も
の
だ
か
ら
、

よ
り
い
っ
そ
う
貴
重
な
の
だ
と
思
う
」
(
九
三
頁
)

李大剣の時間論

と
い
う
言
葉
で
は
じ
ま
る
李
大
針
の
時
間
論
「
今
』
は
、

そ
の
題
か
ら
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、

「
現
在
」
重
視
の
色
調
を
あ
ざ
や
か
に
え

が
き
だ
し
て
お
り
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
分
類
さ
れ
る
時
間
様
態
に
お
け
る
現
在
が
、
考
察
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に

み
て
と
れ
る
。
彼
は
先
の
言
葉
に
つ
い
て
、
ま
ず
二
つ
の
疑
問
を
だ
す
。

一
つ
は
、

な
ぜ
「
今
」
が
貴
ぶ
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、

ど
う
し
て
「
今
」
は
失
な
い
や
す
い
も
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
最
初
の
聞
い
に
対
し
て
は
、

も
う
一
つ
は
、

エ
マ
ソ
ン
の
次
の
言

葉
を
引
い
て
答
え
る
。

汝
、
も
し
千
古
を
愛
さ
ば
、
汝
、
当
に
現
在
を
愛
す
べ
し
。
昨
日
は
喚
び
も
ど
す
こ
と
能
わ
ず
、
明
日
は
い
ま
だ
確
実
な
ら
ず
、
汝

の
能
く
確
か
に
把
握
し
う
る
も
の
は
、
す
な
わ
ち
今
日
な
り
。
今
日
の
一
日
は
、
明
日
の
二
日
に
当
た
る
。
(
九
三
頁
)

す
な
わ
ち
昨
日
は
す
で
に
す
ぎ
さ
っ
た
過
去
で
あ
っ
て
、
も
は
や
存
在
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
り
、
ま
た
明
日
は
、
ま
だ
実
在
し
な
い
も

の
な
の
で
あ
る
。

第
二
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、

「
宇
宙
の
大
化
は
、
刻
刻
流
転
し
て
、
決
し
て
留
ま
り
は
し
な
い
。
時
間
と
い
う
も
の
は
、
五
口
人
が
そ
れ
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を
貴
び
、

一
手
】
つ
e

明、
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そ
れ
を
愛
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、

乙
の
世
に
未
練
中
台
残
し
て
し
ば
し
も
留
ま
る
こ
と
は
な
い
」
の
み
な
ら
ず
、



6.1 

ま
、
そ
れ
が
ぷ
♂
で
あ
り
、

グ
現
在
d

だ
と
い
っ
た
も
の
も
、
風
馳
電
撃
の
如
く
、
す
で
に

P

過
去
4

と
な
っ
て
し
ま
う
」
の
で
あ
る

と
い
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
李
大
剣
は
、
付
時
間
は
永
久
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
進
行
し
つ
づ
け
る
持
続
で
あ
り
、
口
喚
び
も
ど
し
不
可

能
1

1
不
可
逆
性
(
こ
れ
は
の
ち
の
論
文
「
時
」
で
展
開
さ
れ
る
時
間
の
一
方
向
性
、

一
回
性
の
要
素
と
な
る
)
、
と
い
う
客
観
的
物
理

的
時
間
の
基
本
的
性
質
を
、
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
、
時
間
の
客
観
的
性
質
を
認
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
李
大
針
の
内
部
に
は
、
ど
の
よ
う
な
時
間
意
識
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
李
大
剣
は
時
閣
を
一
瞬
と
し
て
と
ど
ま
る
乙
と
な
く
経
過
し
、
絶
対
に
停
止
し
な
い
持
続
と
認
め
た
乙
と
に
よ
っ
て
、

そ
う
し

た
進
行
的
時
聞
に
存
在
し
生
き
る
人
聞
は
、
安
易
に
現
在
を
生
き
る
べ
き
で
な
く
、

一
瞬
一
瞬
を
重
々
し
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
意
識
す
る

の
は
、
当
然
の
乙
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
間
様
態
に
お
い
て
、
過
去
は
喚
び
も
ど
し
不
可
能
な
も
の
、
創
造

的
活
動
の
で
き
ぬ
時
間
的
場
で
あ
り
、
未
来
は
、
有
限
の
生
命
を
有
す
る
人
聞
に
と
っ
て
、

る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
現
在
の
重
要
性
が
李
大
針
の
内
に
つ
よ
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

存
在
す
る
か
否
か
、

わ
か
ら
ぬ
も
の
で
あ

し
か
ら
ば
、
李
大
剣
は
現
在
の
重
要
性
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
と
過
去
・
未
来
を
ど
の
よ
う
な
関
係
で
担
え
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
ず
彼
は
哲
学
者
の
間
で
も
種
々
に
見
解
の
わ
か
れ
る
過
去
・
現
在
・
未
来
の
時
間
把
握
に
お
い
て
、
時
聞
に
は
過
去
と
未
来
は

存
在
す
る
が
現
在
は
実
在
し
な
い
、
と
す
る
意
見
を
否
定
す
る
。

そ
し
て
「
過
去
と
未
来
は
み
な
現
在
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
肯
定
す

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
は
、
「
現
在
は
あ
ら
ゆ
る
過
去
の
流
入
し
て
い
る
世
界
」
で
あ
り
、
「
あ
ら
ゆ
る
過
去
は
す
べ
て
現
在
の
う
ち
に
埋

没
し
て
い
る
」
と
の
歴
史
的
把
握
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
次
の
ご
と
く
考
え
る
。
多
く
の
過
去
の
時
代
思
潮
を
み
て
み
る
と
、

そ
れ

は
あ
ら
ゆ
る
過
去
の
時
代
思
潮
が
結
び
つ
い
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
と
と
が
わ
か
る
。

た
と
え
ば
、

一
つ
の
石
を
時
代
潮
流
の
な
か
に
投

げ
込
め
ば
、

そ
の
引
き
起
こ
す
波
紋
は
永
遠
に
流
れ
伝
わ
っ
て
消
え
去
る
と
と
は
な
い
の
で
あ
り
、
届
原
の
「
離
騒
」
が
永
遠
に
人
々
を



感
動
さ
せ
る
ご
と
く
、

リ
ン
カ
ー
ン
の
頭
を
撃
っ
た
銃
声
が
「
永
遠
の
時
間
と
空
間
」
に
呼
応
す
る
が
ご
と
く
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

一
時
代
の
変
動
は
、
絶
対
に
消
え
る
こ
と
な
く
次
の
時
代
に
跡
を
残
し
、
窮
ま
る
こ
と
な
く
伝
わ
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
世
界
に
は
一

貰
し
て
つ
ら
な
る
「
永
遠
性
」
が
あ
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
昨
日
の
事
件
と
今
日
の
事
件
か
ら
幾
つ
か
の
複
雑
な
事
件
が
構
成
さ
れ
、

一
つ
の
問
題
が
ま
た
別
の
新
た
な
る
問
題
を
提
起
す
る
、
と
李
大
針
は
考
え
、
過
去
と
現
在
・
未
来
を
時
間
的
経
過
に
お
け
る
歴
史
的
連

鎖
を
も
っ
因
果
関
係
と
し
て
、
捉
え
て
い
る
。

か
か
る
認
識
か
冒
り
し
て
彼
は
い
う
。

無
限
の
「
過
去
」
は
す
べ
て
「
現
在
」
を
帰
宿
と
し
て
お
り
、
無
限
の
「
未
来
」
は
す
べ
て
「
現
在
」
を
淵
源
と
し
て
い
る
。

過

李大釘の時間論

去
」
と
「
未
来
」
の
中
間
に
、

そ
れ
ら
は
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
永
遠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

「
現
在
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

ひ
と
た
び
現
在
の
鈴
を
鳴
ら
せ
ば
、
無
限
の
過
去
・
未
来
は
、

り
、
無
始
無
終
の
大
実
在
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

み
な
蓬
か
に

あ
い
呼
応
す
る
。

(
九
四
頁
)

李
大
針
は
、
過
去
を
原
因
と
す
れ
ば
現
在
は
そ
の
結
果
で
あ
り
、
過
去
の
蓄
積
、
累
積
し
た
も
の
と
し
て
、
現
在
を
理
解
す
る
。

「歴

史
的
現
象
は
、
時
時
流
転
し
、
時
時
変
易
し
て
は
い
る
が
、
同
時
に
や
は
り
永
遠
不
滅
の
現
象
と
生
命
を
、
宇
宙
の
間
に
遺
し
て
い
る
」

の
で
あ
り
、
げ
ん
ざ
い
「
白
首
の
中
国
」
、

「
暗
黒
の
中
国
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
に
は
、
過
去
の
中
国
の
産
み
出
し
た
残
浮
が

存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、

今
日
の
グ
我
d

の
中
に
は
、

も
と
よ
り
明
ら
か
に
昨
日
の
グ
我
d

が
存
在
す
る
。

ひ
と
り
昨
日
の
グ
我
d

が
存
在
す
る
の
み
な
ら

ず
、
昨
日
以
前
の

P

我
d

、
な
い
し
は
十
年
二
十
年
百
千
万
億
年
の
グ
我
d

が
厳
然
と
し
て
、

ぷ
寸
の
我
d

の
身
に
存
在
す
る
の
で

あ
る
。
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ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
、

未
来
を
は
ぐ
く
む
「
永
遠
の
今
」
と
い
う
時
間
意
識
を
感
得
す
る
こ
と
が
で
き

過
去
を
に
な
い
、
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る
。
す
で
に
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
ご
と
く
、
李
大
剣
は
時
聞
を
究
明
し
な
が
ら
、

そ
の
時
聞
は
歴
史
的
時
間
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
歴
史
的
時
間
と
し
て
現
在
を
み
た
場
合
、
現
在
の
な
か
に
は
過
去
と
未
来
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
現
在
は
、
過
去

-
現
在
・
未
来
の
三
つ
の
歴
史
的
時
間
の
統
一
的
存
在
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
過
去
が
過
去
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
、
未
来

が
未
来
と
し
て
の
時
間
的
意
味
を
も
つ
の
は
、

い
ず
れ
も
現
在
を
媒
介
と
し
、
現
在
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
、
と
李
大
剣
は
意

識
し
把
握
す
る
。
か
く
の
ご
と
き
観
点
か
ら
し
て
、
彼
は
、

は
も
っ
と
も
貴
ぶ
べ
き
も
の
」
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

「
過
去
と
未
来
は
み
な
現
在
」
だ
、
と
す
る
の
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
「
今

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
李
大
剥
は
過
去
と
現
在
を
、
過
去
H
原
因
、
現
在
日
結
果
と
す
る
因
果
関
係
と
し
て
捉
え
、
過
去
の
「
白
首
・

暗
黒
の
中
国
」
は
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
陳
独
秀
の
よ
う
に
単
純
明
快
に
過
去
H
悪
と
し
て
切
り
落
し
捨
象
す
る
と
い
う

思
考
ー
ー
ー
そ
の
思
考
の
も
と
に
は
、

モ
デ
ル
と
し
て
の
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

H
善
と
す
る
認
識
(
近
代
主
義
)
が
あ
っ
た
の
だ
が
1

1
は、

と
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
李
大
剥
が
自
ら
の
時
間
意
識
に
よ
っ
て
、
現
在
の
中
国
に
は
、
過
去
の
中
国
の
残
浮
が
ぬ

き
さ
り
が
た
く
存
在
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
過
去
の
残
津
の
重
み
に
耐
え
な
が
ら
、
力
強
く

し
ぶ
と
く
生
き
て
ゆ
く
、
過
去
を
に
な
い
、
未
来
を
は
ぐ
く
む
人
聞
が
、

「
現
在
」
に
必
要
と
さ
れ
る
。
ま
た
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い

う
時
間
様
態
に
お
い
て
、
現
在
が
強
く
意
識
さ
れ
た
乙
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
現
在
を
如
何
に
正
し
く
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
出
現

す
る
。

つ
ま
り
乙
ζ

に
お
い
て
、
李
大
剣
の
時
間
論
は
、
実
践
の
意
識
を
内
包
し
な
が
ら
人
生
論
的
に
述
べ
ら
れ
る
乙
と
と
な
る
。

た
と
え
ば
「
現
在
と
将
来
」
(
一
九
一
九
年
一
一
一
月
)
に
お
い
て
、
李
大
釦
は
言
っ
て
い
る
。

過
去
と
未
来
は
、

「
い
ず
れ
も
あ
の
無
始
無

終
、
永
遠
に
流
転
す
る
大
自
然
の
う
ち
に
あ
り
」
、

「
そ
の
中
聞
に
は
、
み
な
一
つ
の
連
続
不
断
の
生
命
が
あ
る
」
。
ゆ
え
に
過
去
と
未

来
は
、
決
し
て
「
区
別
し
て
ニ
つ
に
分
断
で
き
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、

「
乙
の
(
過
去
と
未
来
の
)
聞
に
表
現
さ
れ
る
不
断
の
関
係
を
、



完
成
さ
せ
る
こ
と
乙
そ
、
我
々
の
人
(
間
的
)
生
の
現
在
で
あ
る
」
、
と
ひ
さ
ら
に
、

我
々
は
、

ま
ず
自
己
の
人
(
間
的
)
生
を
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

我
々

こ
の
自
然
の
大
生
命
を
完
成
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、

は
、
自
己
の
人
(
間
的
)
生
を
実
現
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
我
々
の
生
命
中
の
過
去
と
将
来
の
聞
の
関
係
・
時
間

(
H現
在
)
を
、

す
べ
て
人
(
間
的
)
生
の
面
の
活
動
に
用
い
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

動
物
的
欲
望
の
面
の
衝
動
に
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
。

三
六
五

頁

こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
主
体
と
し
て
の
「
自
己
」
は
、

「
自
己
」
を
包
含
す
る
「
大
自
然
H
大
実
在
」
の
な
か
で
、

「
自
己
の
人
(
間

李 大 針 の 時 間 論

的
)
生
を
実
現
」
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、

「
自
然
の
大
生
命
を
完
成
」
す
る
と
い
う
、
先
に
見
た
宇
宙
論
で
「
自
己
の
生
涯
」
を
「
宇
宙

の
生
涯
」
と
合
一
し
た
ご
と
く
、

「
自
己
の
生
」
を
「
自
然
の
大
生
命
」
と
一
体
化
さ
せ
る
、

と
い
う
認
識
で
あ
る
。

ま
た
「
自
己
」
と
「
大
実
在
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

「
今
」
に
お
い
て
も
以
下
の
よ
う
に
同
様
の
発
想
で
も
っ
て
理
解
さ
れ
る
。

「
大
実
在
の
爆
流
は
、
永
遠
に
無
始
の
実
在
か
ら
無
終
の
実
在
へ
と
奔
流
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、

「
吾
人
の
グ
我
d

、
吾
人
の
生
命
も
、

や
は
り
永
遠
に
あ
ら
ゆ
る
生
活
上
の
潮
流
に
合
し
、
大
実
在
の
潮
流
に
合
し
、

大
実
在
の
奔
流
と
と
も
に
、
拡
大
し
、

継
続
し
、
進
展

し
、
発
展
す
る
」
。

そ
れ
ゆ
え
に
「
実
在
は
即
ち
動
力
、
生
命
は
即
ち
流
転
で
あ
る
」
、
と
。

そ
し
て
「
今
」
は
次
の
言
葉
で
し
め
く
く

ら
れ
る
。吾

人
、
世
に
在
り
て
「
今
」
を
厭
い
て
徒
ら
に
「
過
去
」
を
回
想
し
、

「
将
来
」
を
夢
想
し
、
以
て
「
現
在
」
の
努
力
を
耗
誤
す
べ

か
ら
ず
。
ま
た
「
今
」
の
境
を
以
て
自
足
し
、
事
も
「
現
在
」
の
努
力
を
記
て
、

「
将
来
」
の
発
展
を
謀
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
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ず
。
宜
し
く
「
今
」
を
善
用
し
、
以
て
努
力
し
て
「
将
来
」
の
創
造
を
為
す
ベ
し
。
「
今
」
に
由
り
て
造
ら
る
る
所
の
功
徳
罪
撃
は
、

し
た
が

永
久
に
不
滅
な
り
。
故
に
人
生
の
本
務
は
、
実
在
の
進
行
に
随
い
て
、
後
人
の
為
め
に
大
功
徳
を
造
り
、
永
遠
の
「
我
」
の
享
受
、
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拡
張
、
伝
襲
に
供
し
、
窮
極
な
き
に
至
り
て
、

以
て
コ
子
宙
即
我
、
我
即
宇
宙
」
の
究
寛
に
達
す
る
に
在
り
。

(
九
六
頁
)

以
上
、
李
大
針
の
主
張
は
、
時
間
の
一
様
態
で
あ
る
現
在
に
お
い
て
、
有
限
の
生
命
を
も
っ
相
対
的
可
変
的
存
在
で
あ
る
「
自
己
」
が
、

主
体
的
に
永
遠
の
生
命
を
保
証
す
る
創
造
的
行
為
を
な
し
、
絶
対
的
存
在
と
な
る
乙
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
「
自
己
」
を
も
包
含
す
る
絶
対

的
不
変
的
存
在
と
し
て
の
「
大
実
在
」

(
1宇
宙
・
時
間
)
と
合
一
し
て
、

コ
子
宙
H
我
(
自
己
)
」

「
我
(
自
己

)
H宇
宙
」
と
な
る
こ
と

に
あ
っ
た
。

こ
の
論
は
、

や
は
り
人
間
に
対
し
て
、
現
実
の
社
会
、
歴
史
に
働
き
か
け
る
ζ

と
を
要
求
す
る
実
践
論
な
の
で
あ
り
、
す
で

に
「
青
春
』
で
み
た
宇
宙
論
が
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
永
遠
の
生
命
を
も
っ
創
造
的
行
為
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
宇
宙
と

我
々
が
一
体
と
な
り
「
永
遠
の
時
間
と
空
間
」
に
お
い
て
不
滅
な
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
の
李
大
針
の
主
張
の
な
か
に
、

「
志
士
仁
人
、
身
を
殺
し
て
仁
を
成
す
」
が
如
く
、
従
容
と
し
て
死
に
つ
い
た
語
嗣
聞
の
革
命
的
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
、
動
的
性
格
が
、
精

神
的
に
継
承
さ
れ
て
い
る
乙
と
が
感
得
さ
れ
よ
う
。

さ
て
私
は
、

「
今
」

「
現
在
と
将
来
」
を
も
と
に
し
て
、
李
大
釘
の
時
間
論
を
た
ど
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
は
、
李
大
剣
が
時
間
の
客
観

的
性
質
を
認
め
た
う
え
で
、

ω時
間
様
態
の
う
ち
現
在
を
重
要
な
も
の
と
す
る
意
識
、
以
下
は
い
ず
れ
も
こ
れ
と
相
互
補
完
的
な
も
の
で

あ
る
が
、

ω過
去
を
に
な
い
、
未
来
を
は
ぐ
く
む
「
永
遠
の
今
」
と
い
う
意
識
、

ω現
在
は
過
去
・
現
在
・
未
来
の
つ
一
つ
の
歴
史
的
時
間

の
統
一
的
存
在
で
あ
る
、

ω過
去
と
現
在
、
現
在
と
未
来
、

は
因
果
の
連
鎖
を
な
す
、

と
い
う
よ
う
な
時
間
意
識
を
も
っ
た
乙
と
を
明
ら

、A

f
」

J

A

?

F

O

A
U
3
V
1し
J
j

大
」
ヨ
り
に
、

こ
れ
ら
の
時
間
意
識
を
ベ

l
ス
に
し
て
、
有
限
の
生
命
を
も
っ
人
聞
が
、

そ
の
現
在
の
生
を
充
実
し
た
も
の
、

「
自
己
」
を
不
滅
な
る
も
の
と
な
す
た
め
に
、
現
実
の
社
会
、
歴
史
に
働
き
か
け
る
実
践
を
要
求
す
る
時
間
論
を
展
開
し
た
乙
と
を
示
し

た
。
以
下
、
李
大
剣
の
時
間
意
識
は
、

ほ
ぼ
変
ら
ぬ
も
の
と
し
て
彼
の
思
想
の
認
識
的
側
面
に
位
置
し
つ
づ
け
な
が
ら
も
、
時
間
論
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
後
の
論
文
「
時
」
に
お
い
て
、

い
っ
そ
う
体
系
化
お
よ
び
精
密
化
さ
れ
る
乙
と
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、

F
F比
十
品

v
、

王
q
J
U
明
山
V



に
、
彼
が
マ
ル
ク
ス
主
義
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
た
と
認
め
ら
れ
て
い
る
時
期
に
書
い
た
論
文
、

『
時
」
の
論
述
を
た
ど
り
、

い
ま
す
こ

し
彼
の
時
間
論
を
追
う
と
と
に
す
る
。

李
大
剣
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、

ζ

の
論
文
に
お
い
て
も
、

一
方
で
は
サ

無

「
時
」
は
「
無
始
無
終
の
大
自
然
」
で
あ
り
、

彊
無
根
の
大
実
在
」
で
あ
る
と
い
い
、

人
聞
が
存
在
し
活
動
す
る
場
で
あ
る
客
観
的
不
変
的
存
在
と
し
て
、

「
宇
宙
」
と
等
質
的
な
も
の

と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
他
方
、

「
時
」
は
「
偉
大
な
創
造
者
で
あ
り
、
ま
た
偉
大
な
破
壊
者
で
あ
る
」
と
か
、
さ
ら
に
「
歴
史
の

李 大 剣 の 時 間 論

楼
台
は
、

そ
れ
(
時
)
の
創
造
の
工
程
で
あ
り
、
歴
史
の
廃
嘘
は
、

人
閣
の

そ
れ
(
時
)

の
破
壊
の
遺
跡
で
あ
る
。
世
界
の
生
滅
成
段
、

成
敗
興
衰
は
、

い
ず
れ
も
時
の
幻
身
遊
戯
で
あ
る
」
と
か
述
べ
て
お
り
、
時
間
そ
れ
自
体
を
、
き
わ
め
て
可
変
的
か
つ
機
能
的
存
在
で
あ

る
と
す
る
時
間
意
識
を
も
っ
て
捉
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
李
大
剣
は
、
時
聞
を
、
不
変
的
側
面
と
可
変
的
側
面
と
か
ら
な
る
統
一
的
存
在
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
李

大
剣
は
ど
の
よ
う
な
時
間
把
握
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
時
閣
を
解
釈
す
る
の
に
、
時
間
を
空
聞
に
な
ぞ
ら
え
、
時
間
と
は
引
か
れ

た
一
本
の
線
の
よ
う
な
も
の
で
、

そ
の
線
上
に
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
三
つ
の
時
聞
が
あ
る
と
す
る
、
哲
学
者
達
の
解
釈
の
仕
方
は

納
得
で
き
な
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
李
大
剣
の
考
え
で
は
、
線
の
す
で
に
引
か
れ
た
部
分
が
過
去
で
あ
り
、
ま
だ
引
か
れ
て
お
ら

な
い
部
分
が
未
来
に
当
た
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
現
在
と
い
う
時
点
は
、

〈

叩

四

)

き
な
い
の
で
あ
る
。
李
大
剣
は
、
歴
史
的
時
間
に
お
い
て
、

い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
乙
と
が
、
説
明
で

「
現
在
は
、
過
去
の
帰
宿
で
あ
り
、
未
来
の
淵
源
で
あ
る
」
と
い
う
時
間
意

識
を
す
で
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
乙
で
、
現
在
と
い
う
時
点
が
な
け
れ
ば
、
過
去
は
何
に
そ
れ
自
身
を
託
せ
ば
よ
い
の
か
、
未
来
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は
何
を
受
け
継
げ
ば
よ
い
の
か
、
と
反
論
す
る
。
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だ
と
す
る
な
ら
ば
、
時
聞
を
線
と
す
る
発
想
を
も
と
に
し
て
、

い
か
に
す
れ
ば
論
理
的
解
決
が
え
ら
れ
る
の
か
。
李
大
剣
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
す
で
に
引
か
れ
た
線
は
過
去
で
あ
り
、
ま
だ
引
か
れ
て
い
な
い
部
分
は
確
か
に
未
来
な

の
で
あ
る
が
、

こ
の
線
の
進
行
す
る
方
向
は
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
進
行
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
必
ず
「
力
」
が
存
在
す
る
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、

乙
の
「
力
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

「
引
く
と
い
う
行
為
」
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
ζ

の
「
引
く
と
い
う

行
為
」
は
、

「
現
在
と
い
う
時
点
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、

「
過
去
と
未
来
は
、

い
ず
れ
も
現
在
を
媒
介
と
し
て
引
き
の
ば
さ

れ
た
も
の
だ
」
、
と
す
る
。
李
大
剣
の
時
間
意
識
に
お
い
て
は
、

「
今
」
で
見
た
ご
と
く
、
過
去
あ
る
い
は
未
来
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味

を
も
ち
う
る
の
は
、
現
在
と
の
関
係
を
通
し
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
。
が
い
ま
や
ζ

こ
に
お
い
て
、
時
間
様
態
と
し
て
の
「
今
」
「
現
在
」

そ
れ
自
身
に
、
過
去
を
に
な
い
な
が
ら
未
来
へ
向
か
っ
て
進
行
す
る
推
進
力
、
原
動
力
を
見
い
出
し
、
躍
動
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

乙
の
点
は
、
先
の
論
文
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
論
理
の
展
開
で
あ
り
、
注
目
を
惹
く
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う
に
了
解
さ
れ
た
時
聞
に
対
し
て
、
李
大
剣
は
、

そ
の
客
観
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
、
規

定
し
た
の
か
。
ま
た
そ
乙
か
ら
い
か
な
る
時
間
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

付
「
今
日
の
日
は
、
延
留
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
咋
日
の
目
は
、
呼
び
返
す
こ
と
能
わ
ず
」
。

(
四
八
六
頁
)
|
|
}
不
可
逆
性

ω時
は
、
「
広
漠
無
涯
の
過
去
へ
向
か
っ
て
奔
走
す
る
の
で
は
な
く
、
広
漠
無
涯
の
未
来
へ
向
か
っ
て
奔
走
す
る
」
。

(
四
八
八
頁
)

的
「
時
は
、

一
た
び
往
き
て
返
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
」
。

(
四
八
九
頁
)

「
凡
そ
歴
史
的
事
件
、
歴
史
的
人
物
は
、
す
べ
て
一
度
だ
け
の
も
の
で
あ
る
」
。

(
四
八
七
頁
)
|
|
|
一
回
性

す
で
に
「
今
」
に
お
い
て
、
け
時
間
は
永
久
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
進
行
し
つ
づ
け
る
持
続
、
日
刊
喚
び
も
ど
し
不
可
能
な
不
可
逆
的
な
も

の
、
と
特
徴
づ
け
て
い
た
の
だ
が
、
以
上
と
り
出
し
た
要
点

ω付
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
李
大
剣
は
、
時
間
の
不
可
逆
性
を
発
展
さ
せ
、



そ
れ
を
、

一
方
向
性
を
も
つ
も
の
、

一
回
性
を
も
つ
も
の
、
と
よ
り
精
密
に
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
進
行
す
る
時
間
の
方
向
性

に
つ
い
て
、
彼
は
伝
統
的
な
時
間
意
識
を
否
定
す
る
た
め
に
、
皮
肉
に
み
ち
た
次
の
ご
と
き
論
を
提
出
す
る
。

「
空
聞
に
お
い
て
前
後
を
論
ず
れ
ば
、
前
は
わ
れ
わ
れ
の
面
前
に
あ
り
、
後
は
わ
れ
わ
れ
の
背
後
に
あ
る
」
。
と
こ
ろ
が
、

「
時
間
に

お
い
て
前
後
を
論
ず
れ
ば
、

「
前
日
」
と
い
う
の
は
、
「
過
去
の
一
日
」
在
さ
す
の
で
あ
り
、
「
後

ち
ょ
う
ど
逆
に
な
る
」
o

な
ぜ
な
ら
ば
、

李大剣の時間論

「
未
来
の
一
日
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
時
間
」
に
お
け
る
前
後
で
は
、

問
」
の
場
合
の
そ
れ
と
異
な
り
、
「
後
日
が
、
か
え
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
面
前
に
あ
り
、
前
日
が
、
反
対
に
わ
れ
わ
れ
の
背
後
に
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
な
表
現
形
式
に
お
け
る
前
・
後
と
い
う
方
向
性
の
違
い
が
、
中
国
人
の
聞
で
、
時
間
の
場
合
に
は
な
ぜ
起
っ
た
の
で

日
」
と
い
う
の
は

「空

で
は
、

あ
ろ
う
か
。
季
大
釘
は
、

「
時
の
観
念
の
誤
謬
、
歴
史
観
の
誤
謬
、

人
生
観
の
誤
謬
」
に
よ
っ
て
起
っ
た
も
の
、
と

そ
の
く
い
違
い
は
、

考
え
る
。
李
大
剣
に
よ
れ
ば

一
般
に
普
通
の
伝
統
的
な
時
間
意
識
で
は
、

「
時
の
進
行
方
向
は
、
広
漠
無
涯
の
過
去
へ
向
か
っ
て
奔
走

と
さ
れ
る
。

そ
し
て
、

し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
時
間
は
、
未
来
i
|
ψ
現
在
|
↓
過
去
、

の
方
向
で
流
れ
る
、

そ
う
し
た
時
間
の
場
に

生
き
存
在
し
て
い
る
人
聞
は
、
身
体
や
顔
を
時
間
的
歴
史
的
過
去
の
方
向
に
向
け
て
立
っ
て
い
る
か
ら
、

か
く
の
ご
と
き
混
乱
が
起
っ
た

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
李
大
釦
は
、

こ
の
よ
う
な
毘
理
屈
と
も
い
え
る
論
理
を
展
開
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
時
間
意
識
に
、
痛
烈

な
批
判
を
お
こ
な
っ
た
。

そ
こ
で
彼
の
乙
の
論
文
「
時
」
は
、
中
国
の
進
歩
を
阻
止
す
る
も
の
と
し
て
作
用
す
る
歴
史
観
、

「
退
歩
的
、

あ
る
い
は
循
環
的
歴
史
観
」
を
反
転
さ
せ
る
と
い
う
明
確
な
意
図
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

彼
の
批
判
は
、

乙
の
当
時
の
中
国
に
あ
っ

て
、
ま
だ
色
濃
く
残
っ
て
い
た
伝
統
的
歴
史
観
を
固
執
す
る
知
識
人
(
た
と
え
ば
彼
は
、
梁
啓
超
・
章
士
剣
の
名
を
あ
げ
て
い
る
)
に
向

け
ら
れ
て
い
る
。
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し

の

「
時
」
の
観
念
の
産
み
出
す
歴
史
観
・
人
生
観
は
、
退
歩
的
で
あ
り
、
静
止
的
で
あ
り
、
大
自
然
大
実
在
の
進
展
方
向
に
背
く
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も
の
で
あ
り
、
過
去
を
回
顧
し
、
未
来
を
喪
失
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
四
八
八
頁
)

た
し
か
に
、
時
聞
を
「
広
漠
無
涯
の
過
去
」

へ
向
か
っ
て
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
、
と
す
る
意
識
か
ら
、

「
大
自
然
大
実
在
の
進
展
」
、
あ

る
い
は
現
実
社
会
や
歴
史
の
進
歩
・
発
展
を
感
得
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
論
及
し
た
よ
う
に
、

「
大
実
在
の
浅
流
は
、
永

遠
に
無
始
の
実
在
か
ら
無
終
の
実
在
へ
と
奔
流
す
る
」

(
『
今
』
)
、
と
い
う
実
在
観
を
も
っ
李
大
剖
の
進
化
に
対
す
る
意
識
は
、

無
限
の

進
化
を
確
信
す
る
と
い
う
自
然
史
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ふみ
w
h
i山
古
A
G

時
の
首
脳
は
、
古
初
に
は
な
く
て
現
在
に
あ
る
。
広
漠
無
涯
の
過
去
へ
向
か
っ
て
奔
走
す
る
の
で
は
な
く
、
広
漠
無
涯
の
未
来
へ
向

か
つ
て
奔
走
す
る
の
で
あ
る
。

(
四
八
八
頁
)

時
は
、
進
む
こ
と
あ
り
て
退
く
こ
と
な
き
も
の

一
た
び
往
き
て
返
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
循
環
と
云
う
も
の
、
退
歩
と
云
う
も
の

は
、
け
っ
し
て
時
の
本
当
の
姿
で
は
な
い
。

か
り
に
一
歩
ゆ
ず
っ
て
、
時
の
進
路
が
循
環
的
だ
と
認
め
て
も
、

こ
の
循
環
は
、

や
は

り
順
進
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
逆
退
的
な
も
の
で
は
な
く
、

ラ
セ
ン
的
進
歩
で
あ
っ
て
、

反
復
的
停
滞
で
は
な
い
。

(
四
八
九
頁
)

さ
て
以
上
の
考
察
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
李
大
剣
の
時
間
論
は
、

乙
の
段
階
で
は
、
時
が
未
来
へ
向
か
っ
て
前
進
す
る
も
の
と
し
て
一

定
の
方
向
性
を
明
確
に
も
つ
に
至
っ
て
い
る
し
、
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
中
国
人
の
時
間
意
識
を
痛
烈
に
批
判
す
る
と
と
ろ
に

進
み
で
て
い
る
。
ま
た
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、

「
今
」
に
お
い
て
、
李
大
剖
は
時
間
を
追
求
し
な
が
ら
、

そ
の
時
間
は
歴
史
的
時
間
と

し
て
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
乙
に
お
い
て
彼
は
、

さ
ら
に
一
歩
前
進
し
て
、
時
間
意
識
か
ら
歴
史
意
識
、
歴
史
観
へ
と
問
題
を
発

展
さ
せ
、
従
来
の
中
国
人
の
歴
史
観
、
人
生
観
に
対
し
て
き
び
し
い
批
判
を
行
な
う
と
同
時
に
、
歴
史
観
の
反
転
を
も
は
か
っ
た
の
で
あ

る

わ
れ
わ
れ
は
、

ζ

の
間
違
っ
た
時
間
の
観
念
を
改
め
、

こ
れ
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
間
違
っ
た
歴
史
観
、

人
生
観
を
改
め
、
向
き



を
変
え
て
、

未
来
に
向
か
っ
て
発
展
す
る
大
自
然
大
実
在
の
方
向
に
そ
っ
て
、

逆
退
的
な
も
の
を
順
進
的
な
も
の

目
叩
頭
逼
進
し
、

に
、
静
止
的
な
も
の
を
行
動
的
な
も
の
に
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
、
奮
闘
鼓
舞
す
る
歴
史
観
、
楽
天
的

に
努
力
す
る
人
生
観
を
え
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
四
八
八
頁
)

乙
乙
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
の
時
間
論
は
、

「
今
』
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
と
り
、
無
限
の
歴
史
的
時
間
に
存
在
す
る
有
限
の
生
命
在

も
つ
人
間
の
、
実
践
の
問
題
へ
と
至
っ
て
い
る
。
李
大
剣
は
、
以
下
の
如
く
考
え
る
。

今
は
生
活
で
あ
り
、
今
は
動
力
で
あ
り
、
今
は
行
為
で
あ
り
、
今
は
創
作
で
あ
る
。
荷
も
一
引
那
た
り
と
も
行
為
を
も
た
ず
、
動
作

李大量Ijの時間論

を
な
さ
ざ
れ
ば
、

こ
の
一
剃
那
の
今
は
即
ち
烏
有
に
帰
し
、

乙
の
一
剃
那
の
生
は
即
ち
喪
失
す
る
に
等
し
い
。

(
四
八
六
頁
)

し
た
が
っ
て
、
時
間
を
主
体
的
に
把
握
す
る
積
極
的
立
場
に
立
つ
乙
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

努
力
し
て
進
む
こ
と
が
あ
る
の
み
で
、

一
瞬
た
り
と
も
俳
佃
す
る
ひ
ま
は
な

我
々
は
、
:
:
:
た
だ
行
動
し
、
行
為
し
、

逼
進
し

く
、
い
さ
さ
か
た
り
と
も
龍
踏
す
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
四
八
七
頁
)

吾
人
は
道
路
を
開
辞
す
る
も
の
で
あ
り
、
:
:
:
時
の
主
動
力
と
な
っ
て
、
前
に
向
か
っ
て
時
の
行
程
を
蓮
進
し
、
時
の
径
路
を
増
酔

す
る
、
も
の
で
あ
る
:
:
:
(
四
八
八
頁
)

李
大
剣
は
、
す
で
に
「
現
在
」
に
過
去
を
に
な
い
な
が
ら
未
来
へ
進
む
推
進
力
、

原
動
力
を
見
い
出
し
て
い
た
の
だ
が

い
ま
や
そ
の

「
現
在
」
に
存
在
し
、
生
き
る
主
体
た
る
人
間
こ
そ
が
、
時
間
と
一
体
化
し
、
時
間
と
い
う
「
線
を
引
い
て
前
進
す
る
主
動
力
」
な
の
で

あ
り
、

「
傍
観
し
た
り
回
顧
で
き
な
い
」
存
在
と
し
て
出
現
す
る
。
ま
さ
し
く
乙
こ
に
お
い
て
、

人
聞
こ
そ
が
、
時
間
そ
し
て
歴
史
を
、
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推
進
し
て
ゆ
く
原
動
力
と
し
て
明
確
に
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

と
変
遷
は
、
す
べ
て
人
聞
の
力
で
創
造
さ
れ
が
」
と
い
う
彼
の
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
v

つ

マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
容
し
、

「
社
会
上
の
一
切
の
活
動
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に
し
て
李
大
剣
は
、

「
今
」
で
述
べ
た
「
宜
し
く
グ
今
4

を
善
用
し
、
以
て
努
力
し
て
グ
将
来
d

の
創
造
を
為
す
べ
し
」
と
い
う
蔚
芽
的

考
え
を
、

乙
の
段
階
で
、

い
っ
そ
う
は
っ
き
り
う
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

五

お

わ

り

以
上
で
私
は
、
李
大
針
の
時
間
論
に
つ
い
て
説
き
お
え
た
。
李
大
針
が
、
二
十
世
紀
の
初
頭
の
中
国
が
大
き
く
変
わ
る
時
代
、
多
く
の

人
々
に
と
っ
て
自
ら
の
依
っ
て
立
つ
基
盤
の
喪
失
し
た
変
革
期
に
お
い
て
、
時
間
・
空
間
と
い
う
き
わ
め
て
根
源
的
哲
学
的
角
度
か
ら
、

自
己
の
存
在
を
捉
え
、
思
想
的
原
点
を
設
定
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
以
下
私
は
、
彼
の
時
間
論
、
宇
宙
論
を
総
括
す
る
。

一
、
李
大
剖
は
、
時
間
・
空
間
(
宇
宙
)
を
き
わ
め
て
唯
物
論
的
に
、

物
質

(
1人
間
)
の
運
動

(
H活
動
)
す
る
場
と
し
て
見
な
し
て
い

る。
二
、
時
間
論
、
宇
宙
論
は
、

い
ず
れ
も
主
体
確
立
論
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
践
論
で
あ
る
。

、
時
間
論
も
宇
宙
論
も
、

と
く
に
初
期
の
「
青
春
」

「
今
」
に
お
け
る
も
の
は
、
主
観
的
願
望
を
反
映
し
て
主
観
主
義
的
ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
の
色
彩
を
お
び
て
い
る
。
彼
は
、
時
間
と
宇
宙
を
「
無
始
無
終
の
大
実
在
」
と
い
う
言
葉
で
繰
り
返
し
表
現
す
る
が
、

そ
の
「
大

実
在
の
流
れ
」
は
、
主
体
を
組
み
込
む
「
自
然
の
大
生
命
の
流
れ
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
変
革
主
体
が
創
造
的
行

為
を
な
す
こ
と
で
、
容
易
に
時
間
や
宇
宙
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
李
大
剖
自
身
は
、
「
自
己
」
が
大
実
在
の
流
れ
の
な
か
で
、

時
間
・
宇
宙
と
合
一
す
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、
時
間
論
、
宇
宙
論
と
も
に
、
積
極
性
能
動
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
歴
史
変
革
に
対
す
る
パ
ト
ス
と
な
り
う
る
も
の

で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
封
建
(
専
制
的
)
社
会
か
ら
近
代
社
会
へ
の
過
渡
期
に
あ
た
っ
て
、
歴
史
変
革
と
い
う
基
準
か
ら
す
れ
ば
、



当
時
の
中
国
の
歴
史
状
況
の
も
と
で
、
有
効
性
を
発
揮
し
え
た
、
と
認
め
う
る
。

五
、
李
大
剣
の
時
間
意
識
は
、

こ
の
こ
と
は
、
透
徹
し
た
現
実
直
視
の
目
を
、
革
命
的
イ

「
現
在
」
重
視
と
い
う
点
で
不
変
で
あ
る
。

デ
オ
ロ

l
グ
と
し
て
の
伎
に
、
与
え
る
乙
と
に
な
っ
た
。

六
、
時
間
論
と
し
て
は
、

「
今
』

「
時
」
ど
ち
ら
も
、
歴
史
や
社
会
に
積
極
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
時
期
的

に
後
の
「
時
」
の
方
が
、
歴
史
を
推
し
進
め
変
革
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
(
主
体
)
は
、

こ
の
こ
と
は
、

よ
り
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。

歴
史
を
変
革
す
る
た
め
の
実
践
の
指
針
と
し
て
受
容
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、

一
定
限
度
、
反
映
し
て
い
る
、

と
い
え
よ
う
。

李大量!Jの時間論

七

『
時
』
で
確
立
し
た
彼
の
時
間
論
は
、
従
来
の
中
国
人
の
歴
史
観
、
人
生
観
を
痛
烈
に
批
判
し
て
お
り
、
伝
統
的
歴
史
観
で
あ
る

退
歩
史
観
、
循
環
史
観
を
反
転
さ
せ
る
意
図
を
、
明
確
に
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

八
、
最
後
に
、
私
は
必
ず
し
も
十
分
に
論
証
し
え
た
と
は
思
わ
な
い
が
、
宇
宙
論
と
い
う
空
間
的
連
関
性
、
横
へ
の
拡
が
り
、

は
李
大

剖
に
同
時
代
の
世
界
史
的
把
握
、

ロ
シ
ア
革
命
の
肯
定
と
い
う
認
識
を
可
能
に
し
、
時
間
論
と
い
う
時
間
的
連
続
性
は
、
時
間
お
よ
び
歴

史
の
流
れ
は
「
労
工
の
世
界
」
と
い
う
未
来
に
推
移
す
る
、
と
の
認
識
を
可
能
に
し
た
一
側
面
で
あ
る
、
と
考
え
る
。

私
は
、
李
大
針
の
論
述
を
追
う
過
程
で
、
余
り
に
も
彼
を
、
哲
学
者
と
し
て
(
彼
は
北
京
大
学
歴
史
学
教
授
だ
っ
た
の
だ
が
)
捉
え
す

ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
李
大
針
は
、

「
各
人
が
彼
の
時
代
の
子
で
あ
る
よ
う
に
、
哲
学
も
ま
た
時
代
を
思
想
に
お
い
て
把
握
し
た
も

の
で
あ
る
」

(へ
l
ゲ
ル
)
と
い
わ
れ
る
が
ご
と
く
、
辛
亥
か
ら
五
・
四
、

中
国
革
命
へ
と
い
た
る
激
動
す
る
時
期

中
国
共
産
党
成
立
、

に
、
そ
の
時
代
の
哲
学
的
課
題
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
、

「
奮
闘
鼓
舞
す
る
歴
史
観
、
楽
天
的
に
努
力
す
る
人
生
観
」
を
も
っ
て
、
過
去

を
に
な
い
未
来
を
は
ぐ
く
む
誠
実
な
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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注(
1
)
 
丸
山
松
幸
「
李
大
鉛
の
思
想
と
そ
の
背
景
」
(
『
歴
史
評
論
』
一
九
五
七
年
八
月
)
。
野
村
浩
一
「
「
五
回
』
時
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
思
考
|
|
李
大
剣

に
つ
い
て
l
!
」
(
『
思
想
」
一
九
六
二
年
三
月
)
。
同
「
近
代
中
国
の
思
想
家
」
(
『
思
想
』
一
九
六
一
二
年
二
月
)
。
と
の
二
論
文
は
同
著
『
中
国
革

命
の
思
想
』
岩
波
書
応
、
一
九
七
一
年
二
月
に
収
録
。
従
っ
て
引
用
の
際
は
こ
の
書
の
頁
数
を
一
万
す
。
近
藤
邦
康
「
『
民
国
』
と
李
大
剣
の
位
置
」

(
『
思
想
』
一
九
六
四
年
三
月
)
。
後
藤
延
子
「
李
大
剣
に
お
け
る
過
渡
期
の
思
想
」
(
『
日
本
中
国
学
会
報
第
二
十
二
集
』
一
九
七

O
年
十
月
)
。

乙
の
継
承
関
係
は
、
思
想
そ
れ
自
体
の
継
承
と
し
て
、
必
ず
し
も
す
べ
て
が
実
証
さ
れ
明
確
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
思
想
の
底
に
流

れ
る
精
神
的
、
気
質
的
な
継
承
関
係
と
し
て
は
、
承
認
さ
れ
え
よ
う
。
論
し
た
も
の
に
、
近
藤
邦
康
「
諒
嗣
同
と
李
大
針
」
(
『
仁
井
田
記
念
講
座

1
、
現
代
ア
ジ
ア
の
革
命
と
法
』
所
収
、
動
草
書
房
、
一
九
六
六
年
十
月
)
。
章
畑
麟
|
l
魯
迅
に
つ
い
て
は
、
島
田
慶
次
「
章
痢
麟
に
つ
い
て
」

(
『
中
国
革
命
の
先
駆
者
た
ち
』
所
収
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
五
年
十
月
)
。
章
嫡
麟
l
l
毛
沢
東
、
西
順
蔵
「
〈
わ
れ
わ
れ
中
国
人
民
〉
の
成
立

に
つ
い
て
」
(
『
中
国
思
想
論
集
』
所
収
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
五
月
)
。

李
大
剣
も
進
化
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
。
だ
が
彼
の
場
合
に
は
、
ソ

1
シ
ヤ
ル
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
よ
り
む

し
ろ
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
創
造
的
進
化
か
ら
、
よ
り
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
き
わ
め
て
楽
天
的
に
進
化
を
信

じ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
歴
史
に
対
す
る
オ
プ
チ
ミ
ズ
ム
が
色
濃
く
み
ら
れ
る
。

①
錦
田
義
富
訳
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
』
(
〈
形
而
上
学
序
論
〉
と
八
変
化
の
知
覚
V
の
訳
)
、
警
醒
社
、
大
正
二
年
四
月
。
②
金
子
馬
治
・
桂
井

嘗
之
助
共
訳
『
創
造
的
進
化
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
大
正
二
年
十
月
。
③
高
橋
里
美
訳
『
物
質
と
記
憶
』
星
文
館
、
大
正
三
年
二
月
。
④
稲
毛

誼
風
・
市
川
虚
山
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
真
髄
』
大
同
館
書
底
、
大
正
三
年
四
月
。
⑤
北
玲
吉
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
解
説
及
批
判
』
(
第
一
編
、

時
間
と
自
由
意
志
・
哲
学
入
門
)
南
北
社
、
大
正
三
年
四
月
。
⑥
野
村
隈
畔
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
現
代
思
想
』
大
同
館
書
応
、
大
正
三
年
五
月
。
⑦

中
川
臨
川
ハ
重
雄
)
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
』
(
近
代
文
豪
評
伝
ノ
内
)
実
業
之
日
本
社
、
大
正
三
年
十
月
。
③
北
玲
吉
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
解
説
及
批

判
』
(
第
二
編
、
物
質
と
記
憶
・
創
造
的
進
化
)
南
北
社
、
大
正
三
年
十
二
月
。
③
伊
藤
源
一
郎
司
ベ
ル
グ
ソ
ン
』
(
現
代
叢
書
ノ
内
)
民
友
社
、

大
正
四
年
八
月
。

野
村
前
出
書
、
後
藤
前
掲
論
文
参
照
。

(
7
)

野
村
前
出
書
十
二
頁
、
十
一
一
一
頁
。

『
自
然
的
倫
理
観
与
礼
子
』
、
『
李
大
斜
選
集
』
七
九
頁
。
守

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(
8
)
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(
9
)
 

(
日
)

(日〉
(
臼
)

(
日
)

(
日
)

(
日
)

『
w
今
“
与
H

古
u

』
、
『
選
集
』
、
四
三
コ
一
頁
。

「
自
然
的
倫
理
観
与
礼
子
』
、
『
選
集
』
、
七
九
頁
。

「
H

長
鐙
“
之
使
命
』
、
「
選
集
』
、
六

O
頁。

近
藤
前
掲
『
思
想
』
論
文
二
一
頁
参
照
。

(
日
)
『
庶
民
的
勝
利
』
、
『
選
集
』
、
一
一
一
頁
。

近
藤
前
掲
『
思
想
』
論
文
二
二
頁
o

及
び
福
、
永
光
司
「
認
識
論
」
(
『
中
国
文
化
叢
書
2
思
想
概
論
』
所
収
、
大
修
館
書
庖
、
八
七
頁
以
下
参
照
。

た
と
え
ば
「
選
集
』
六
六
頁
。
長
短
の
差
は
相
対
的
な
も
の
だ
と
し
て
、
朝
菌
不
知
晦
、
朔
、
柏
崎
姑
不
知
春
秋
、
あ
る
い
は
、
小
知
不
如
大
知
、
小

年
不
知
大
年
(
泣
逢
遊
篇
)
を
引
く
。
ま
た
こ
の
宇
宙
論
で
、
宇
宙
を
相
対
的
側
面
と
絶
対
的
側
面
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
も
、
荘
子
の
論

理
に
ヒ
ン
ト
を
え
て
い
る
、
と
思
う
。

『
w
長
鐘
H

之
使
命
』
、
『
選
集
』
、
五
八
頁
。

原
文
を
引
い
て
お
く
。
哲
学
者
流
、
究
時
之
義
、
掲
慮
弾
思
、
不
能
得
其
象
述
、
乃
有
似
於
空
間
以
為
説
法
者
。
謂
時
如
一
銭
、
引
而
禰
長
、
既

被
引
者
、
平
列
諸
点
、
有
去
来
今
。
但
以
此
除
説
明
時
的
逓
垣
、
亦
不
合
理
。
因
此
一
縫
、
既
己
引
者
、
悉
属
過
去
、
未
曲
目
引
者
、
当
在
未
来
、

現
今
之
点
、
列
於
何
所
?
「
選
集
』
、
四
八
六
頁

「
唯
物
史
観
在
現
代
史
学
上
的
価
値
』
、
『
選
集
』
、
一
一
一
一
一
一
九
頁
。

(
げ
)

(
児
)

(
四
)

(
大
学
院
学
生
)




