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[
承
前
]

加
地
こ
こ
、
重
要
な
と
こ
ろ
で
す
ね
。
御
著
書
「
お
よ
そ
戴
震
の
学
問

に
は
、
は
じ
め
に
何
か
原
則
を
樹
て
て
お
い
て
あ
と
は
個
々
の
事
象
に
対

し
て
演
繹
的
に
そ
の
説
で
通
す
よ
う
な
性
格
が
感
ぜ
ら
れ
る
」
（
三
一
九

頁
倒
数
四
行
）
と
。

近
藤
こ
こ
ま
で
は
も
う
、
内
藤
湖
南
以
下
、
倉
石
（
武
四
郎
）
先
生
・

吉
川
（
幸
次
郎
）
先
生
、
皆
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

加
地
で
、
こ
こ
か
ら
あ
と
で
す
ね
、
結
論
が
や
っ
ぱ
り
先
に
何
か
あ
っ

て
、
結
論
の
化
粧
に
論
証
が
そ
の
前
に
出
て
る
と
い
う
こ
と
あ
り
ま
せ
ん

、。カ近
藤
そ
れ
が
言
い
た
い
ん
で
す
。

加
地
そ
う
で
し
ょ
う
／
．

近
藤
そ
う
い
う
ふ
う
に
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
°

加
地
ほ
ん
で
、
安
心
し
ま
し
た
。
い
い
読
者
で
し
ょ
（
笑
）
。
ふ
つ
う

清
朝
考
証
学
い
い
ま
し
た
ら
、
帰
納
的
に
述
べ
て
い
っ
て
結
論
に
到
達
し

た
と
い
う
よ
う
な
理
解
を
し
て
ま
す
ね
。
今
の
自
然
科
学
の
連
中
が
、
実

対
談

『
清
朝
考
証
学
の
研
究
』

下
験
し
て
い
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
で
す
ね
え
。
と
こ
ろ
が

そ
う
で
は
な
く
っ
て
、
む
し
ろ
論
証
は
お
化
粧
の
プ
ロ
セ
ス
の
よ
う
な
と

こ
ろ
だ
と
。
こ
れ
、
清
朝
考
証
学
の
位
置
づ
け
が
随
分
大
き
く
、
変
わ
り

ま
す
よ
。

近
藤
え
え
、
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
の
転
換
。

加
地
変
わ
る
。
こ
れ
、
も
う
ち
ょ
っ
と
詳
し
く
説
明
さ
れ
た
方
が
い
い

と
思
い
ま
す
よ
。

近
藤
あ
あ
そ
う
で
す
か
ね
え
。
い
や
そ
れ
も
、
事
実
で
こ
う
や
っ
て
押

し
つ
け
と
け
ば
ね
、
先
生
の
よ
う
に
そ
の
、
す
ぐ
れ
た
読
者
に
は
、
私
が

下
手
な
言
い
方
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
以
上
に
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
と
。

加
地
い
え
い
え
、
私
わ
か
り
ま
せ
ん
よ
（
笑
）
。
私
は
ミ
ー
ハ
ー
で
す

よ
（
笑
）
。

近
藤
そ
う
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
。

加
地
先
生
、
著
者
は
も
う
少
し
親
切
に
お
書
き
に
な
ら
ん
と
。
そ
こ
ら

辺
は
ね
え
、
勇
み
足
で
も
い
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
や
っ
ぱ
り
、
は
っ
き

り
と
も
う
少
し
、
あ
の
、
実
証
も
ヘ
チ
マ
も
な
し
に
お
書
き
に
な
ら
れ
た

読
者

著
者

近

藤

光

男

加

地

伸

行

(34) 
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ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
、
戴
震
の
学
問
を
通
じ
て
、
清
朝
考
証
学

の
本
質
の
所
へ
入
っ
て
い
く
。
見
事
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
え
。
で
す
か
ら

帰
納
と
か
演
繹
と
か
言
っ
た
っ
て
、
そ
ん
な
単
純
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ

と
い
う
こ
と
、
こ
の
と
こ
ろ
、
い
つ
か
一
ぺ
ん
ま
た
、
『
続
清
朝
考
証
学

の
研
究
』
と
い
う
風
に
。

近
藤
い
や
あ
、
む
つ
か
し
い
で
し
ょ
う
な
あ
°

加
地
あ
る
い
は
清
朝
考
証
学
の
全
体
的
な
…
・
・
・
全
体
像
の
学
問
と
い
う

こ
と
の
議
論
の
中
で
で
す
ね
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
、
も
う
少
し
自
由
に

お
書
き
に
な
ら
れ
た
ら
お
も
し
ろ
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う

な
っ
た
段
階
で
、
も
う
そ
れ
は
文
学
の
研
究
じ
ゃ
な
く
っ
て
思
想
史
の
研

究
と
な
る
と
思
う
ん
で
す
。
さ
て
い
よ
い
よ
「
戴
震
の
経
学
」
と
い
う
大

論
文
で
す
。

近
藤
は
は
あ
o

加
地
こ
れ
、
い
い
論
文
で
す
ね
え
、
大
変
失
礼
な
申
し
あ
げ
か
た
で
す

け
ど
も
。

近
藤
と
ん
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
°

加
地
戴
震
に
つ
い
て
非
常
に
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
こ
の

三
二
九
頁
「
以
明
例
」
の
で
す
ね
、
こ
の
戴
震
の
王
嗚
声
あ
て
の
書
簡
文

の
訳
で
す
が
・
・
・
「
例
」
を
法
則
と
い
う
風
に
訳
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で

す
け
ど
も
。

近
藤
あ
あ
、
い
や
こ
れ
が
ね
え
、
大
変
だ
っ
た
で
す
よ
。
結
局
は
吉
川

先
生
の
お
教
え
に
従
っ
た
ん
で
す
よ
。
こ
こ
は
多
分
、
『
日
本
中
国
学
会

報
』
（
二
七
号
）
に
出
て
い
た
も
の
と
較
べ
て
い
た
だ
く
と
違
っ
て
る
と

思
い
ま
す
ね
°

加
地
あ
、
そ
う
で
す
か
。

近
藤
え
え
、
つ
ま
り
こ
れ
ね
、
「
以
て
例
を
明
ら
か
に
せ
ん
」
な
の
か
、

そ
れ
と
も
そ
の
、
何
だ
っ
け
な
、
こ
の
手
紙
の
読
み
方
全
体
、
懸
命
に
考

え
、
山
井
（
湧
）
さ
ん
の
意
見
も
、
お
知
恵
も
借
り
て
る
ん
で
す
が
…
…

加
地
も
う
―
つ
の
方
は
ど
う
な
ん
で
す
。

近
藤
え
ー
っ
と
ね
°
恐
ら
く
「
明
ら
か
な
例
」
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
ま

し
ょ
う
ぐ
ら
い
に
し
て
た
ん
と
違
う
か
な
。

加
地
研
究
の
「
例
」
を
。

近
藤
ん
ー
。

加
地
「
例
」
と
「
法
則
」
と
は
全
然
違
い
ま
す
よ
、
先
生
。

近
藤
え
え
、
で
す
か
ら
ね
え
、
も
の
す
ご
い
違
い
で
す
。

加
地
違
い
ま
す
。
で
、
先
生
、
こ
れ
を
法
則
と
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
°

近
藤
こ
れ
ね
え
、
特
に
吉
川
先
生
の
御
意
見
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
ど

も
、
私
自
身
や
っ
ぱ
り
今
、
自
身
で
ず
っ
と
全
部
見
ま
す
と
ね
、
こ
ら
絶

対
、
法
則
や
と
ね
o

加
地
は
あ
、
こ
ら
す
ご
い
こ
と
で
す
ね
。

近
藤
い
や
ー
、
加
地
先
生
、
さ
す
が
に
真
っ
先
に
こ
こ
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ

か
た
め

た
の
は
す
ご
い
で
す
よ
。
こ
こ
が
要
で
す
よ
。

加
地
は
あ
。

近
藤
吉
川
先
生
も
真
っ
先
に
こ
こ
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
。

加
地
あ
ー
そ
う
で
す
か
。
は
あ
。
こ
れ
、
法
則
と
例
と
は
全
然
意
味
違

い
ま
す
か
ら
ね
え
。
戴
震
の
評
価
を
さ
れ
る
時
に
、
何
て
い
う
ん
で
し
ょ

(35) 
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う
か
、
先
生
の
お
仕
事
で
こ
れ
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
ん
で
し
ょ

う
ね
、
と
思
い
ま
す
で
す
ね
え
。

近
藤
は
い
、
こ
う
い
う
学
者
の
文
章
の
翻
訳
と
い
う
こ
と
考
え
ち
ゃ
い

ま
す
よ
ね
°
だ
か
ら
言
業
で
訳
し
て
も
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

中
身
が
問
題
で
す
。

加
地
中
身
、
そ
う
で
す
ね
。
こ
の
「
例
」
と
い
う
漢
字
だ
け
見
た
っ
て

出
な
い
、
こ
の
訳
は
。
や
っ
ぱ
り
戴
震
の
全
体
を
見
て
み
て
こ
の
訳
が
出

て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
じ
ゃ
、
こ
の
訳
は
非
常
に
重
い
。

近
藤
ち
ょ
っ
と
先
走
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
こ
の
手
紙
全
体
が
で

す
ね
え
、
戴
震
は
ま
さ
に
、
研
究
の
原
則
を
、
あ
る
い
は
そ
の
、
研
究
の

精
神
を
ね
え
、
原
則
を
超
え
た
研
究
の
実
態
を
、
王
鳴
盛
に
説
い
て
る
と
。

と
こ
ろ
が
王
鳴
盛
は
最
後
ま
で
受
け
入
れ
な
い
か
ら
わ
か
ら
な
い
。
で
、

専
ら
訓
詰
の
次
元
で
。

加
地
「
例
」
の
次
元
で
述
べ
て
る
と
。

近
藤
そ
う
そ
う
。
ま
さ
に
そ
う
。

加
地
「
例
」
の
次
元
で
な
く
っ
て
、
法
則
の
次
元
だ
と
い
う
こ
と
を
言

い
た
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
°
し
か
し
こ
れ
こ
そ
、
注
釈
が
要
り
ま
す
よ
。

こ
の
ご
ろ
の
若
い
人
は
、
「
例
」
、
あ
、
近
藤
光
男
が
法
則
と
訳
し
た
か

ら
法
則
で
い
こ
う
と
。

近
藤
あ
あ
、
そ
れ
は
困
り
ま
す
。

加
地
で
、
…
…
三
三
九
頁
九
行
目
で
す
が
、
こ
こ
も
重
要
な
訳
を
し
て

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
え
、
「
陸
徳
明
釈
文
音
切
無
し
」
の
と
こ
ろ
。

近
藤
「
音
義
を
示
し
ま
せ
ん
」
。

加
地
い
え
「
音
切
無
し
」
で
し
ょ
う
。

近
藤
あ
、
原
文
は
ね
°

加
地
え
え
。
そ
し
て
「
音
義
を
示
し
ま
せ
ん
」
と
訳
さ
れ
た
ん
で
す
ね
°

つ
ま
り
反
切
を
示
し
て
、
そ
れ
で
意
味
は
こ
う
い
う
意
味
だ
と
し
て
い
る

ん
だ
と
、
陸
徳
明
は
。
だ
か
ら
、
音
義
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

近
藤
は
あ
、
は
い
。

加
地
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
我
々
わ
か
る
ん
で
す
。
だ
け
ど
こ
れ
、
音
か
義

か
と
い
う
問
題
の
議
論
の
と
こ
ろ
で
も
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。

近

藤

は

あ
o

加
地
だ
か
ら
、
こ
れ
は
先
生
、
誤
解
を
与
え
る
と
思
い
ま
す
。
…
…
後

世
の
学
生
に
は
。

近
藤
僕
に
す
れ
ば
ね
、
翻
訳
と
は
、
か
く
あ
る
べ
き
も
の
だ
と
。

加
地
あ
あ
、
そ
う
か
。
こ
う
い
う
意
味
で
の
と
ら
え
方
が
あ
る
か
ら
音

義
と
訳
さ
な
い
か
ん
と
。

近
藤
は
い
。

加
地
は
あ
。
い
や
、
そ
れ
は
ね
、
私
の
よ
う
な
読
者
に
は
わ
か
る
ん
で

す
よ
（
笑
）
。
し
か
し
読
者
に
は
ミ
ー
ハ
ー
が
い
ま
す
か
ら
ね
（
笑
）
。
で

ね
°
三
三
二
頁
の
訳
あ
る
で
し
ょ
う
°
漠
文
が
二
行
あ
っ
て
、
「
漠
唐
の

学
者
た
ち
は
云
々
」
と
。
で
、
「
光
は
充
な
り
」
と
い
う
訓
詰
で
す
。
こ

の
訓
詰
は
や
っ
ぱ
り
難
し
い
訓
詰
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
「
光
は
充
な
り
」

と
い
う
の
は
。

近
藤
ん
ー
っ
と
、
決
し
て
珍
し
い
訓
詰
じ
ゃ
あ
な
い
と
。
つ
ま
り
注
を

要
し
な
い
も
の
と
考
え
た
、
と
み
た
ん
で
す
。

(36) 
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加
地
そ
う
で
す
よ
。
私
‘
「
光
は
充
な
り
」
、
す
ぐ
わ
か
り
ま
し
た
。

み
つ

な
ぜ
か
。
近
藤
「
光
」
男
で
す
よ
。

近
藤
え
ー
っ
。み

つ

加
地
「
光
は
充
な
り
」
で
す
よ
。

近
藤
か
ら
か
わ
な
い
で
下
さ
い
よ
（
笑
）
。

ひ

か

る

み

つ

加
地
光
は
光
と
も
読
む
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

近
藤
あ
、
な
る
厄
ど
ね
え
。

加
地
御
自
分
の
名
前
の
「
光
は
充
な
り
」
と
い
う
の
を
訓
詰
を
た
ど
っ

て
で
す
ね
o

（笑）

近
藤
言
わ
れ
る
ま
で
は
気
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
分
の
名
前
忘
れ

て
ま
し
た
。
老
荘
で
す
。
「
名
」
を
忘
れ
て
ま
し
た
。

加
地
弁
ぜ
ん
と
欲
し
て
忘
れ
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
ね
（
笑
）
。
で
も
ね
、

ミ
ー
ハ
ー
読
者
は
、
あ
あ
自
分
の
名
前
だ
か
ら
一
生
懸
命
や
っ
て
る
ん
や

な
い
か
て
（
笑
）
。
こ
の
前
後
も
の
す
ご
く
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
ね
°

近
藤
あ
あ
そ
う
で
す
か
。
こ
の
論
文
を
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
た
だ
け
る
っ

て
の
は
、
余
程
の
学
力
の
方
だ
け
で
す
ね
え
。

加
地
い
え
い
え
。
そ
し
て
、
や
が
て
大
逆
転
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ

ス
リ
ラ
ー
。
先
生
、
こ
れ
憎
い
な
あ
。
最
後
に
ど
ん
で
ん
返
し
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
始
め
伏
せ
て
お
い
て
。
ま
る
で
推
理
小
説
で
す
よ
。

近
藤
は
い
。

加
地
さ
っ
き
の
『
考
工
記
図
』
の
も
お
も
し
ろ
い
で
す
け
ど
も
、
こ
の

「
戴
震
の
経
学
」
の
最
後
は
い
い
で
す
ね
え
、
は
あ
。
先
生
、
テ
レ
ビ
で

ど
ん
で
ん
返
し
の
サ
ス
ペ
ソ
ス
ド
ラ
マ
見
過
ぎ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

近
藤
（
笑
）
ど
う
も
、
定
年
後
の
生
活
を
見
透
か
さ
れ
た
よ
う
な
感
じ

が
（
笑
）
。

加
地
ど
ん
で
ん
返
し
。
ど
う
も
そ
ん
な
気
が
す
る
ん
で
す
ね
え
、
こ
れ

は
先
生
の
書
斎
に
入
ら
ん
と
わ
か
ら
ん
わ
け
で
す
よ
（
笑
）
。
読
者
に
ね
、

ど
ん
で
ん
返
し
を
な
ん
て
い
う
、
こ
れ
サ
ー
ピ
ス
精
神
で
す
ね
え
。

近
藤
（
笑
）

加
地
お
も
し
ろ
い
。
最
後
に
先
生
、
推
理
を
立
て
ら
れ
て
ね
、
こ
の
王

鳴
盛
の
手
紙
が
偽
り
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
え
。
ど
う

で
し
ょ
う
、
こ
れ
は
偽
り
か
ど
う
か
、
ど
ち
ら
に
与
さ
れ
ま
す
？
御
自
身

が
お
書
き
で
す
け
ど
（
四
七

0
頁
に
「
こ
の
両
氏
葛
藤
の
実
態
に
つ
い
て

の
私
の
―
つ
の
推
理
」
）
、
戴
擬
が
王
嗚
盛
に
出
し
た
手
紙
に
対
し
て
、
王

鳴
盛
は
わ
し
ゃ
あ
そ
ん
な
ん
見
と
ら
ん
と
言
っ
て
ま
す
ね
え
。

近
藤
見
と
ら
ん
と
言
っ
て
ま
す
ね
°

加
地
戴
震
は
書
い
て
る
で
し
ょ
う
。
「
か
も
わ
か
ら
ん
」
て
な
こ
と
お

書
き
で
、
何
か
最
後
は
、
ど
っ
ち
い
っ
て
し
ま
う
か
わ
か
ら
ん
よ
う
な

（笑）。

近
藤
や
っ
ぱ
り
そ
の
、
私
は
も
ら
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
え
。

加
地
や
っ
ぱ
り
、
王
鳴
盛
が
嘘
を
つ
い
て
お
る
と
。

近
藤
は
い
、
も
ら
っ
て
い
る
と
。
そ
の
点
で
は
嘘
つ
い
て
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
。

加
地
そ
の
時
、
王
鳴
盛
と
戴
震
と
の
地
位
の
関
係
は
ど
う
で
し
た
？

近
藤
え
え
っ
と
、
そ
れ
は
王
嗚
盛
の
方
が
高
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
°

あ
あ
、
翰
林
院
編
修
と
一
介
の
布
衣
で
し
た
。

(37) 
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加
地
王
嗚
声
は
戴
震
に
対
し
て
、
こ
の
田
舎
者
と
か
い
う
よ
う
な
°

近
藤
え
え
、
そ
れ
は
当
然
で
す
よ
。

加
地
や
っ
ぱ
り
、
そ
う
い
う
感
じ
で
す
か
。

近
藤
と
思
い
ま
す
ね
え
。
安
徽
の
山
奥
か
ら
の
こ
の
こ
出
て
き
た
。
し

か
も
、
本
当
に
も
う
、
乞
食
み
た
い
な
格
好
で
都
へ
出
て
来
た
と
い
う
記

述
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
ね
え
。
銭
大
訴
が
そ
う
書
い
て
ま
す
。

加
地
あ
あ
そ
う
で
す
か
。

近
藤
王
嗚
盛
っ
て
人
は
、
こ
れ
最
初
は
倉
石
先
生
か
ら
き
い
た
ん
で
す

が
、
後
で
知
っ
た
ら
、
『
薗
亭
雑
録
』
に
出
て
る
ん
で
す
け
ど
ね
え
、
王

嗚
盛
は
金
持
ち
の
門
に
入
る
時
に
は
い
つ
も
、
こ
う
何
か
物
を
抱
え
こ
む

よ
う
な
格
好
し
て
門
を
く
ぐ
っ
た
と
。
で
、
誰
か
が
な
ぜ
か
っ
て
聞
い
た

ら
、
い
や
、
金
持
ち
の
福
に
あ
ず
か
っ
て
自
分
も
金
持
ち
に
な
れ
る
よ
う
．

に
と
言
っ
た
と
、
確
か
そ
ん
な
話
知
ら
れ
て
る
ん
で
す
。

加
地
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
や
や
政
治
的
な
、
そ
う
い
う
セ
ソ
ス
あ
っ
た

わ
け
で
す
ね
え
。

近
藤
あ
る
と
思
い
ま
す
よ
。
い
か
に
も
中
国
人
的
な
…
…
い
や
、
そ
う

言
っ
ち
ゃ
ま
た
こ
れ
叱
ら
れ
る
な
。
汚
な
い
と
い
っ
た
ら
少
し
お
か
し
い

け
れ
ど
も
、
清
貧
な
学
者
か
ら
な
ら
、
慨
盛
を
買
う
よ
う
な
性
格
が
、
王

鳴
盛
に
あ
っ
た
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
し
た
証
拠
あ
る
わ
け
で
す
。

加
地
わ
か
り
ま
し
た
。
次
に
段
玉
裁
に
入
り
た
い
と
思
う
ん
で
す
が
、

戴
震
の
場
合
は
、
例
の
『
尚
書
』
の
発
典
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
ひ
と
つ

の
と
こ
ろ
を
、
集
中
的
に
論
じ
な
さ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
代
表

的
な
問
題
と
い
う
こ
と
で
こ
こ
か
ら
戴
震
の
全
体
像
を
見
る
と
い
う
こ
と

で
す
ね
°
で
す
か
ら
よ
け
い
、
一
点
集
中
と
い
う
ん
で
す
か
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
浮
き
上
が
ら
せ
て
い
こ
う
と
い
う
、
こ
う
い
う
方
法
自
身
が
お

も
し
ろ
い
で
す
ね
°

近
藤
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
清
朝
考
証
学
の
方
法
に
過
ぎ

な
い
の
で
、
私
は
そ
れ
を
ま
ね
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
ん
で
す
が
。

加
地
ふ
つ
う
段
玉
裁
の
あ
ち
こ
ち
の
と
こ
ろ
を
つ
ま
み
食
い
し
て
書
く

と
か
、
戴
霙
の
を
つ
ま
み
食
い
し
て
書
く
と
か
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意

味
で
、
こ
れ
は
こ
の
方
法
自
身
が
先
生
の
清
朝
考
証
学
流
の
仕
方
を
な
さ
っ

て
い
る
と
す
れ
ば
、
一
点
集
中
主
義
と
言
い
ま
す
か
、
そ
れ
だ
け
に
精
密

で
す
の
で
、
清
朝
考
証
学
全
体
の
問
題
を
と
り
あ
げ
な
く
と
も
、
こ
の
こ

と
だ
け
で
非
常
に
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
で
、
「
段
玉
裁
の
学
問
」
の
三

六
一
頁
七
行
目
、
こ
れ
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
学
問
が

わ
か
る
人
、
書
を
読
め
る
人
に
対
し
て
、
読
む
こ
と
す
な
わ
ち
暗
誦
と
心

得
て
い
る
ひ
と
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
俗
に
い
う
「
論
語
読
み
の
論
語
知
ら

ず
」
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
は
、
永
遠
の
問
題
で
す
よ
。
こ
れ
か
ら
も
起
こ
っ

て
来
る
と
思
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
こ
と
ば
を
読
む
こ
と
に
関

す
る
本
質
的
な
問
題
を
と
ら
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
°

近
藤
ま
さ
に
「
読
書
の
学
」
な
ん
で
す
ね
。

加
地
こ
れ
は
や
は
り
す
ご
い
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
三
六
二
頁
で
す
け
れ

ど
も
、
こ
の
線
で
い
き
ま
す
と
、
ふ
つ
う
音
読
す
る
場
合
に
は
、
『
論
語
』

の
「
論
」
は
lunと
読
み
ま
す
が
、
段
玉
裁
流
に
読
み
ま
す
と
、
l

日
l

と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

近
藤
皇
侃
の
『
論
語
義
疏
』
の
頭
に
、
平
か
去
か
議
論
し
て
ま
す
ね
、

(38) 
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ど
う
い
う
資
料
で
ど
う
い
う
結
論
だ
っ
た
か
忘
れ
ま
し
た
が
、
え
ら
い
丹

念
に
書
い
て
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

加
地
は
い
、
い
く
つ
か
の
意
味
を
集
め
ま
し
て
ね
、
「
論
」
の
意
味
を
。

だ
か
ら
こ
の
段
玉
裁
流
に
い
う
と
、
こ
れ
は
も
う
lunyuと
い
う
ふ
う
に

二
声
に
読
む
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
「
論
の
字
に
異
な
っ
た

訓
解
を
与
え
て
い
る
の
は
、
孔
子
の
当
時
、
論
の
字
に
な
ん
ら
異
な
っ
た

意
味
は
な
く
、
平
声
去
声
の
別
も
な
か
っ
た
こ
と
に
思
い
及
ば
な
い
で
い

る
の
で
あ
る
。
」
と
。

近
藤
こ
れ
は
「
六
書
音
約
表
」
で
確
か
め
て
み
ま
す
。
す
み
ま
せ
ん
。

宿
題
に
し
て
く
だ
さ
い
。

い
に
し
え

（
近
藤
注
…
「
六
書
音
約
表
」
巻
一
に
「
古
四
声
説
」
が
あ
り
「
古

に
去
声
無
し
」
と
い
う
説
が
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
稿
を
書
い
た
と
き

念
頭
に
在
っ
て
、
な
ん
の
疑
い
も
な
く
「
平
声
・
去
声
の
別
も
な
か
っ

た
こ
と
に
」
と
訳
し
た
。
段
氏
は
魏
晋
に
な
っ
て
平
声
の
多
く
が
、

仄
声
に
転
じ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
、
梁
の
皇
侃
が
あ
ん
な
議
論
を

す
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
）

加
地
私
は
中
国
人
の
使
っ
て
い
る
言
語
、
と
り
わ
け
漠
字
が
彼
ら
の
思

考
を
決
定
し
て
い
る
大
き
な
要
素
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、

言
語
問
題
の
と
こ
ろ
に
踏
み
こ
ん
で
く
る
時
に
は
、
『
説
文
』
の
「
六
書

音
約
表
」
を
使
っ
て
『
説
文
解
字
』
を
意
味
づ
け
を
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ

は
非
常
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
形
だ
け
で
な
く
音

が
そ
れ
を
と
い
う
プ
ラ
ス
を
し
て
ら
っ
し
ゃ
る
。

近
藤
頼
（
惟
勤
）
さ
ん
は
、
『
説
文
』
と
い
う
も
の
は
音
義
の
書
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
を
し
て
お
ら
れ
て
、
僕
の
こ
こ
と
く
い
ち
が
う
わ
け
な

ん
で
す
ね
°
し
か
し
、
認
め
て
下
さ
っ
た
ん
で
す
、
こ
の
考
え
方
を
。
私

は
段
玉
裁
の
考
え
方
が
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
議
論
し
て
ま
す
か
ら
。
だ

か
ら
段
玉
裁
は
、
『
説
文
』
は
字
形
の
書
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
我
輩
が
字

音
の
書
を
作
っ
て
、
つ
ま
り
六
書
音
約
表
を
作
っ
て
『
説
文
』
に
く
っ
つ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
説
文
』
が
「
経
」
に
な
る
と
。

加
地
そ
う
か
、
完
全
な
形
に
な
っ
て
。

近
藤
ち
ょ
う
ど
戴
震
が
『
屈
原
賦
』
に
注
を
つ
け
れ
ば
そ
れ
が
『
詩
経
』

に
近
づ
く
よ
う
に
、
そ
う
い
う
意
識
で
段
氏
は
『
説
文
解
字
注
』
に
「
六

書
音
約
表
」
を
附
刻
し
た
。

加
地
『
説
文
解
字
』
そ
の
も
の
の
解
釈
の
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。

結
局
、
段
玉
裁
の
考
え
た
『
説
文
解
字
』
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
。

近
藤
例
の
「
何
に
以
ふ
、
何
の
声
」
、
そ
れ
は
、
音
と
見
れ
ば
音
で
し
ょ

う
が
、
そ
れ
は
字
形
を
説
明
す
る
た
め
に
、
字
に
は
当
然
音
が
あ
る
か
ら
、

六
書
の
説
明
の
た
め
に
附
け
る
ま
で
な
の
で
あ
っ
て
・
・
・
o

『
説
文
』
は
字

形
の
書
だ
と
。
だ
か
ら
我
輩
が
そ
こ
に
字
音
の
体
系
を
示
す
こ
と
に
よ
っ

て
こ
れ
で
は
じ
め
て
『
説
文
』
は
全
き
も
の
に
な
る
と
。

加
地
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
重
大
な
問
題
に
な
る
。
『
説
文
』
と
は
何

か
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

近
藤
こ
れ
で
、
こ
こ
で
も
許
慎
を
超
え
る
わ
け
で
す
ね
、
さ
っ
き
の
王

鳴
盛
の
立
場
と
違
っ
て
°
鄭
注
を
墨
守
す
る
の
が
王
鳴
盛
、
そ
ん
な
も
の

に
こ
だ
わ
っ
て
た
ら
あ
き
ま
せ
ん
、
て
い
う
の
が
戴
震
。

加
地
逆
に
先
生
、
そ
れ
は
不
遜
な
考
え
方
で
す
ね
°

(39) 
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近
藤
そ
れ
に
関
し
て
は
ね
°
で
も
、
そ
の
不
遜
あ
る
が
故
に
「
経
」
が

生
き
た
°
乾
嘉
の
時
期
以
降
に
「
経
」
が
生
き
延
び
た
。
つ
ま
り
、
今
も

し
「
六
書
音
約
表
」
な
か
り
せ
ば
、
段
玉
裁
の
注
な
か
り
せ
ば
、
『
説
文
』

は
死
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
。

加
地
あ
る
時
期
の
単
な
る
語
源
書
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
。

近
藤
は
い
。
し
か
し
つ
ま
り
、
や
っ
ぱ
り
現
在
に
生
か
し
て
い
る
と
。

加
地
で
は
、
三
七
一
頁
の
最
後
、
「
な
お
戴
震
の
引
く
古
人
の
言
葉
、

そ
の
原
文
は
「
友
原
有
相
師
之
義
」
で
あ
る
。
古
人
と
は
誰
を
さ
す
か
を

知
ら
ず
、
従
っ
て
こ
の
句
の
読
み
方
に
も
不
安
が
あ
る
。
」
と
。
こ
の

「
相
師
」
、
『
論
語
』
の
こ
と
ば
と
違
い
ま
す
か
。

近
藤
ヘ
ー
ぇ
。

加
地
『
論
語
』
に
、
目
の
見
え
な
い
音
楽
師
に
、
こ
こ
は
階
段
で
す
よ
、

こ
こ
は
座
席
で
す
よ
っ
て
孔
子
が
教
え
ま
す
ね
°
す
る
と
弟
子
の
子
張
が

そ
う
い
う
態
度
で
い
い
の
か
っ
て
聞
い
た
と
き
、
「
子
曰
く
、
然
り
。
固

み

ち

び

た

す

よ
り
師
を
相
く
（
あ
る
い
は
「
相
く
る
」
）
の
道
な
り
」
。
こ
の
「
相
」

を
「
導
く
」
と
読
ん
で
い
る
の
は
馬
融
で
す
。
鄭
玄
は
「
扶
け
る
」
で
す
。

み

ち

び

た

す

だ
か
ら
、
「
友
原
よ
り
師
を
相
く
、
或
は
、
相
く
る
の
義
あ
り
」
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。
意
味
的
に
は
も
ち
ろ
ん
、
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
互
い
に

師
と
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
師
と
す
る
と
い
う
よ

り
も
互
い
に
た
す
け
あ
う
と
い
う
こ
と
。

近
藤
に
読
み
た
い
で
す
よ
ね
°

加
地
戴
震
は
こ
の
手
紙
で
は
段
玉
裁
に
対
し
て
、
友
人
な
ん
だ
と
、
学

問
上
に
お
い
て
お
互
い
に
助
け
合
っ
て
勉
強
す
る
ん
だ
と
言
っ
て
い
る
意

味
じ
ゃ
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

近
藤
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
°
御
説
明
だ
と
、
こ
の
「
師
」
も
や
は
り
楽

師
の
師
に
読
む
わ
け
で
す
ね
°

加
地
そ
う
思
う
ん
で
す
が
。
上
下
で
な
く
て
お
互
い
に
助
け
合
う
も
ん

だ
と
。

近
藤
孔
子
が
楽
師
を
た
す
け
た
よ
う
に
た
す
け
る
と
。

加
地
は
い
、
私
は
そ
う
読
ん
だ
ん
で
す
が
ね
。

近
藤
は
い
、
わ
か
り
ま
し
た
。

加
地
そ
れ
で
は
次
は
王
念
孫
で
す
が
、
「
戴
震
の
経
学
」
と
あ
っ
て
、

そ
の
次
「
段
玉
裁
の
学
問
」
「
王
念
孫
の
学
問
」
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に

お
書
き
で
す
が
、
こ
の
王
念
孫
の
場
合
も
ま
た
同
じ
く
、
ひ
と
つ
の
テ
ー

マ
を
お
決
め
に
な
っ
て
、
こ
れ
も
さ
き
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
た
清
朝
考
証
学

の
方
法
と
い
う
こ
と
で
非
常
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
ね
°

近
藤
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

加
地
で
、
こ
の
中
の
、
不
思
議
な
の
は
三
七
八
頁
な
ん
で
す
が
、
王
念

孫
の
よ
う
な
大
考
証
学
者
が
で
す
ね
、
『
戦
国
策
』
に
つ
い
て
、
な
ぜ
テ

キ
ス
ト
の
こ
と
書
い
て
い
な
い
ん
で
す
か
°

近
藤
え
ー
と
、
ち
ょ
っ
と
虚
を
つ
か
れ
ま
し
た
ね
°
で
も
必
ず
し
も

「
触
れ
て
な
い
」
こ
と
は
な
く
、
三
七
八
頁
全
体
、
と
く
に
お
わ
り
か
ら

一
、
二
行
め
に
、
こ
と
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
私
が
著
わ
し
ま
し
た
『
戦
国

策
•
上
』
（
集
英
社
・
漠
文
大
系
2
3
)巻
首
「
解
説
」
で
詳
考
を
加
え
ま

し
た
挑
本
で
も
、
そ
の
雅
両
堂
本
に
か
か
わ
る
め
ん
ど
う
な
説
明
と
人
間

関
係
を
述
べ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
避
け
た
も
の
で
し
た
。

(40) 
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加
地
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
す
ご
か
っ
た
で
す
ね
°
―
―
―

八
四
頁
の
例
の
馬
王
堆
か
ら
出
て
き
た
も
の
、
こ
う
い
う
吊
書
が
で
て
き

て
で
す
ね
、
王
念
孫
の
推
理
が
あ
た
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
。
そ
れ
か
ら
、

三
八
九
頁
の
終
わ
り
か
ら
五
行
目
、
こ
れ
も
や
っ
ぱ
り
段
玉
裁
と
同
じ
と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
か
。
王
念
孫
も
同
じ
く
筆
者
の
心
を
読
む
、
そ
う
い

う
意
味
で
は
同
じ
だ
と
。

近
藤
は
い
、
王
念
孫
の
場
合
も
出
て
き
た
と
い
う
報
告
で
ご
ざ
い
ま
す
。

加
地
そ
れ
が
結
局
つ
な
が
る
の
が
、
三
九

0
頁
五
行
目
で
す
か
、
「
好

学
深
思
、
心
に
そ
の
意
を
知
る
」
と
、
院
派
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
こ
こ

に
あ
る
と
。
そ
れ
か
ら
、
教
え
て
い
た
だ
い
て
私
始
め
て
知
っ
て
非
常
に

お
も
し
ろ
か
っ
た
の
が
、
こ
の
四
四
五
頁
一
行
目
で
す
。
玩
元
が
こ
ん
な

こ
と
し
て
る
の
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
。
詰
経
精
舎
で
の
試
験
に
テ
キ
ス

ト
・
ノ
ー
ト
の
参
照
を
許
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
科
挙
用
の
勉
強
を
さ

せ
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
は
。

近
藤
は
い
、
暗
記
じ
ゃ
な
い
と
。

加
地
そ
れ
か
ら
、
四
五

0
頁
の
終
わ
り
か
ら
六
行
目
あ
た
り
か
ら
終
わ

り
二
行
目
あ
た
り
ま
で
の
、
音
が
近
け
れ
ば
大
体
同
じ
意
味
を
持
つ
、
と
。

こ
れ
、
藤
堂
さ
ん
の
単
語
家
族
の
考
え
方
に
似
て
ま
す
ね
。
こ
う
い
う
ア

イ
デ
ア
は
や
っ
ば
り
持
っ
て
た
ん
で
し
ょ
う
か
°

近
藤
は
い
、
糊
れ
ば
焦
循
な
ん
で
す
ね
。
よ
り
詳
し
く
は
、
『
吉
川
幸

次
郎
全
集
』
巻
二
十
と
書
き
こ
ん
で
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
矢
」
の
字

に
つ
い
て
相
当
詳
し
く
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
吉
川
先
生
は
確
か
「
描
写

の
素
材
と
し
て
の
言
語
」
と
い
う
論
文
て
い
う
か
、
や
っ
ぱ
り
書
か
れ
た

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
こ
れ
は
や
っ
ば
り
も
う
、
お
っ
し
ゃ
る
よ

う
に
、
藤
堂
さ
ん
は
大
変
得
意
だ
っ
た
で
す
よ
。
僕
に
は
じ
か
に
い
ろ
い

ろ
談
話
で
話
さ
れ
ま
し
て
ね
、
よ
く
。

加
地
単
語
家
族
と
い
う
o

近
藤
は
い
は
い
、
そ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
ま
と
め
て
い
か
れ
て
。

加
地
ア
イ
デ
ア
は
こ
っ
か
ら
か
な
あ
と
思
っ
て
。

近
藤
だ
と
思
い
ま
す
。
一
番
目
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
分
り
ま
せ
ん
が
、

ま
ず
、
焦
循
だ
と
思
い
ま
す
。

加
地
藤
堂
さ
ん
、
ど
っ
か
で
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

近
藤
ど
っ
か
に
書
い
て
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
ね
°

（
近
藤
注
…
例
え
ば
藤
堂
氏
の
極
め
て
初
期
の
著
『
中
国
語
語
源
漫

筆
』
大
学
書
林
・
語
学
文
庫
•
5
2頁
）

加
地
こ
れ
見
た
ら
、
藤
堂
さ
ん
の
舞
台
裏
が
見
え
た
と
い
う
か
。
さ
て

そ
れ
で
は
、
読
者
と
し
て
総
括
的
な
問
題
の
と
こ
ろ
で
い
く
つ
か
お
話
し

し
た
い
と
思
う
ん
で
す
。
ま
ず
先
生
の
御
本
を
通
じ
て
感
じ
ま
し
た
の
は
、

朱
子
学
と
の
連
関
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

は
ど
う
し
て
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

近
藤
い
や
い
や
、
勉
強
し
て
な
い
か
ら
な
ん
で
す
が
。

加
地
い
や
い
や
、
そ
う
い
う
教
科
書
的
な
答
え
じ
ゃ
困
る
ん
で
、
（
笑
）

も
う
ち
ょ
っ
と
理
由
を
で
す
ね
、
つ
け
て
い
た
だ
か
ん
こ
と
に
は
。
あ
の
、

当
時
の
科
挙
の
試
験
は
朱
子
学
を
学
ば
な
い
と
パ
ス
し
ま
せ
ん
ね
°
清
人

は
若
い
と
き
ま
ず
朱
子
学
を
勉
強
し
て
、
そ
れ
か
ら
考
証
学
に
な
る
ん
で

し
ょ
。
そ
れ
先
生
ど
う
い
う
ふ
う
に
。
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近
藤
そ
う
い
え
ば
、
戴
震
が
幼
な
い
と
き
に
、
『
大
学
』
の
「
右
経
一

゜章」
に
つ
い
て
塾
師
を
問
い
詰
め
た
と
い
う
の
な
ん
か
、
そ
れ
で
す
ね
°

5
 加

地
劉
宝
楠
の
『
論
語
正
義
』
な
ん
か
見
て
ま
す
と
ね
、
論
証
し
て
い

て
ど
う
も
う
ま
い
こ
と
い
か
な
い
と
き
が
あ
る
ん
で
す
ね
、
自
分
の
説
明

が
。
そ
し
た
ら
、
「
旧
説
に
曰
く
」
言
う
て
、
そ
れ
で
ち
ゃ
ん
と
う
ま
く

説
明
つ
く
ん
で
す
よ
。
旧
説
っ
て
何
か
と
思
っ
た
ら
朱
子
の
説
な
ん
で
す

よ
。
ひ
ど
い
も
ん
で
す
わ
、
あ
れ
は
。

近
藤
そ
れ
は
、
ひ
ど
い
か
ど
う
か
。
つ
ま
り
、
朱
子
に
対
し
て
は
必
ず

敬
意
を
表
し
て
お
り
ま
し
て
ね
。
一
言
、
「
朱
子
を
除
い
て
は
」
と
い
う

こ
と
わ
り
が
、
私
『
漠
学
師
承
記
』
で
覚
え
が
あ
り
ま
す
ね
。
な
ん
か
宋

儒
の
悪
口
を
言
う
と
き
、
宋
儒
を
批
判
す
る
と
き
に
、
朱
子
を
除
い
て
は
、

こ
う
と
、
こ
れ
は
覚
え
が
あ
り
ま
す
。

加
地
な
る
ほ
ど
°
清
朝
考
証
学
者
と
い
え
ど
も
、
幼
年
期
、
少
年
期
に

お
け
る
学
の
根
底
は
朱
子
学
だ
と
思
う
ん
で
す
。
科
挙
の
試
験
を
目
指
し

て
、
ど
こ
ま
で
い
け
る
か
は
別
と
し
て
、
と
も
か
く
あ
る
程
度
は
朱
子
を

勉
強
し
な
け
れ
ば
仕
方
が
な
い
。
す
べ
て
は
そ
こ
か
ら
で
し
ょ
う
。
幼
少

年
期
の
体
験
っ
て
い
う
の
は
大
き
い
で
す
よ
。

近
藤
清
朝
考
証
学
に
お
け
る
朱
子
学
に
対
し
て
は
、
例
の
協
同
研
究
の

と
き
の
討
論
会
の
し
め
く
く
り
に
前
野
（
直
彬
）
さ
ん
が
非
常
に
上
手
に

全
体
を
ま
と
め
た
発
表
を
し
て
く
れ
た
中
に
あ
り
ま
し
て
ね
°
今
も
印
象

的
な
ん
で
す
が
。
た
と
え
ば
「
格
物
致
知
」
の
「
格
」
を
ど
う
読
む
か
と
、

そ
こ
へ
ま
た
山
井
さ
ん
も
意
見
を
加
え
て
く
れ
ま
し
て
ね
、
あ
れ
を
い
っ

た
い
ど
う
読
む
の
か
。
「
い
た
る
」
か
「
た
だ
す
」
か
そ
の
読
み
か
た
に

よ
っ
て
、
そ
こ
に
清
朝
考
証
学
の
本
質
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
か
な
い
の

か
、
そ
う
い
う
非
常
に
微
妙
な
問
題
が
o

‘

加
地
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
朱
子
学
に
で
す
ね
、
ス
テ
ッ
プ
を
踏

ん
で
い
け
ば
物
事
が
わ
か
る
ん
だ
と
い
う
確
信
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ

は
精
神
的
に
は
清
朝
考
証
学
も
い
っ
し
ょ
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
°
順
番
に

追
っ
て
い
け
ば
真
相
が
わ
か
る
と
い
う
考
え
。
私
は
考
証
学
と
言
っ
た
っ

て
思
考
方
法
の
根
底
に
は
、
朱
子
学
の
「
物
に
い
た
る
」
、
順
番
に
し
て

い
け
ば
聖
賢
の
域
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
と
い
う
思
考
、
そ
れ
が
や
っ

ぱ
り
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
ど
な
た
も
朱
子
学
と
考

証
学
と
の
分
離
こ
そ
意
識
せ
よ
、
連
関
は
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
。

近
藤
私
は
分
離
し
た
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
更
で
す
け
ど
。
む
し

ろ
で
す
ね
、
そ
れ
こ
そ
語
類
の
形
で
だ
と
か
、
あ
る
い
は
朱
子
学
の
亜
流

的
な
も
の
は
問
題
に
し
ま
せ
ん
け
ど
、
朱
子
そ
の
人
に
対
す
る
敬
意
は
終

始
失
っ
て
な
い
と
僕
は
思
い
ま
す
。
た
だ
、
自
分
が
聖
人
に
な
れ
る
ん
だ
、

な
る
ん
だ
、
な
ど
と
い
う
考
え
は
清
朝
の
学
者
た
ち
に
は
み
じ
ん
も
な
い

ん
で
す
ね
。
あ
く
ま
で
も
聖
人
の
心
へ
の
肉
迫
…
。

加
地
は
い
。
そ
れ
は
先
生
が
最
も
お
っ
し
ゃ
り
た
い
こ
と
で
す
ね

o
y
e

の
次
は
、
「
文
学
」
と
い
う
こ
と
ば
の
問
題
な
ん
で
す
け
ど
、
文
学
い
う

て
も
イ
メ
ー
ジ
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
小
説
の

類
の
文
学
の
系
統
も
あ
れ
ば
で
す
ね
、
い
わ
ゆ
る
古
典
詩
と
い
い
ま
す
か

ね
、
教
養
人
が
必
ず
心
得
る
詩
と
い
う
文
学
の
問
題
、
あ
る
い
は
も
っ
と

広
く
、
ま
さ
に
吉
川
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
こ
と
ば
で
書
か
れ
て

い
る
も
の
、
と
い
う
意
味
の
文
学
と
い
う
意
味
で
す
ね
°
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い
や
言
霊
な
ん
て
言
う
と
ま
た
・
・
・
。

そ
れ
私
重
要
だ
と
思
う
ん
で
す
。
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
言
う
て
る
こ

近
藤
あ
る
い
は
今
の
西
洋
文
学
の
意
識
に
お
け
る
文
学
。

加
地
は
い
、
虚
構
と
し
て
の
文
学
で
す
か
。
そ
う
す
る
と
文
学
と
い
う

場
合
に
一
体
、
中
国
文
学
の
研
究
者
が
、
清
朝
考
証
学
を
、
先
生
を
含
め

て
文
学
を
言
う
場
合
、
ど
の
線
を
お
考
え
で
す
か
。
文
学
と
い
う
こ
と
ば

が
で
て
く
る
場
合
、
い
つ
も
ひ
っ
か
か
る
ん
で
す
。
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
何

も
ひ
っ
か
か
ら
ん
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
我
々
は
い
つ
も
ひ
っ
か
か
る
。

近
藤
い
や
本
当
で
す
ね
。
私
な
ん
か
が
一
番
不
勉
強
で
わ
か
ら
な
い
の

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
の
概
念
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
そ
れ
こ
そ
八
高
時

代
に
土
居
光
知
の
『
文
学
序
説
』
（
岩
波
）
か
何
か
読
ん
だ
程
度
。
我
々

の
高
等
学
校
時
代
に
お
け
る
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
あ
る
け
れ
ど
も
皆
忘

れ
ち
ゃ
っ
て
お
り
ま
し
て
ね
°
む
し
ろ
今
、
挙
げ
て
い
た
だ
い
た
三
つ
目

の
吉
川
先
生
の
文
学
、
こ
と
ば
と
し
て
の
文
学
、
つ
ま
り
清
朝
考
証
学
っ

て
の
は
で
す
ね
、
あ
く
ま
で
こ
と
ば
と
密
着
し
た
文
学
だ
と
。
生
き
た
人

間
の
こ
と
ば
の
研
究
で
あ
っ
て
、
で
そ
れ
が
、
段
玉
裁
で
考
え
た
ん
で
す

け
ど
も
、
人
間
の
学
だ
と
い
う
と
、
そ
れ
こ
そ
は
な
は
だ
お
こ
が
ま
し
い
。

お
こ
が
ま
し
い
と
い
う
よ
り
も
、
軽
率
に
使
え
な
い
こ
と
ば
で
す
け
れ
ど

も
、
西
洋
哲
学
の
表
現
か
ら
言
う
と
こ
わ
い
こ
と
ば
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ

ば
り
人
間
研
究
の
学
な
ん
だ
と
、
こ
と
ば
と
あ
く
ま
で
も
密
着
し
て
い
る

と
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
文
学
と
。

加
地
道
具
と
し
て
の
こ
と
ば
じ
ゃ
な
く
て
、
人
間
の
心
を
伝
え
る
こ
と

ば
で
あ
る
と
。

近
藤

加
地

と
ば
と
い
う
の
は
依
然
と
し
て
道
具
的
な
意
識
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
し

か
し
、
物
と
し
て
見
な
い
で
、
人
間
が
使
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
、
場
面

場
所
を
も
と
に
し
て
い
る
も
の
だ
と
、
私
は
ア
ジ
ア
の
言
語
は
そ
う
い
う

も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
人
間
に
つ
な
が
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
こ
と
ば
と
い
う
こ
と
で
す
ね
°
と
こ
ろ
で
我
々

の
普
通
の
イ
メ
ー
ジ
は
で
す
ね
、
清
朝
考
証
学
と
言
い
ま
し
た
ら
、
例
え

ば
で
す
ね
、
過
去
に
皆
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
或
い
は
間
違
っ
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
、
事
実
を
白
日
の
下
に
さ
ら
し
て
き

た
と
い
う
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
や
っ
ぱ
り
あ
る
で
し
ょ
う
。
考
証
学

者
の
行
っ
た
仕
事
は
。
ど
う
で
す
か
o

近
藤
清
朝
考
証
学
に
対
す
る
従
来
の
認
識
で
は
要
す
る
に
役
に
立
つ
も

ん
や
と
、
そ
の
成
果
を
利
用
す
れ
ば
ど
の
研
究
に
も
便
利
な
も
ん
で
は
あ

る
と
い
う
認
識
で
す
ね
。
し
か
も
そ
れ
は
ま
だ
ま
し
な
余
程
い
い
認
識
で

し
ょ
う
か
ね
°

加
地
今
度
の
御
本
で
そ
れ
が
打
ち
破
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
一
般
に
は

ま
さ
に
考
証
オ
ソ
リ
ー
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
。

近
藤
そ
れ
も
役
に
立
つ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
認
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
°

加
地
そ
こ
ま
で
す
ら
い
か
な
い
。
そ
こ
ま
で
い
か
な
く
て
、
要
す
る
に

い
ろ
い
ろ
事
実
を
あ
れ
こ
れ
言
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
、
何
か
そ
ん
な
ね
°

近
藤
本
の
虫
に
な
る
や
つ
の
学
問
だ
と
か
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

加
地
え
え
、
そ
れ
を
先
生
が
こ
の
本
の
中
で
そ
う
い
う
よ
う
な
見
方
で

は
な
く
て
、
も
っ
と
生
き
生
き
し
た
人
間
が
営
む
営
為
と
い
い
ま
す
か
ね
、
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こ
と
ば
を
通
じ
て
、
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
、
私
は
非
常
に
そ
の
、
清

朝
考
証
学
に
対
す
る
面
目
を
新
た
に
さ
れ
た
と
思
い
ま
し
て
、
非
常
に
お

も
し
ろ
か
っ
た
、
い
や
お
も
し
ろ
か
っ
た
な
ど
と
申
し
ま
す
と
失
礼
で
す

ね
、
す
み
ま
せ
ん
。
ど
う
申
し
あ
げ
た
ら
い
い
の
か
な
°

近
藤
い
や
一
番
あ
り
が
た
い
こ
と
ば
だ
と
思
い
ま
す
ね
°
こ
れ
を
お
も

せ
い
ひ
と
せ
い
じ
ゅ

し
ろ
い
と
思
っ
て
読
ん
で
下
さ
る
方
は
、
そ
れ
こ
そ
清
人
清
儒
の
学
問
の

水
準
に
あ
る
方
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

加
地
と
ん
で
も
な
い
。
そ
れ
と
文
章
が
明
晰
で
読
み
や
す
い
で
す
ね
°

御
書
名
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
見
ま
し
た
ら
、
何
か
と
っ
つ
き
に
く
い
と
思
う

で
し
ょ
う
け
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
°
漠
学
臭
が
ま
っ
た
く
な
く
、

非
常
に
わ
か
り
や
す
く
て
、
ま
た
、
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
な
サ
ー

ビ
ス
精
神
に
富
ま
れ
て
説
明
を
詳
し
く
し
て
ら
っ
し
ゃ
る
。
原
文
が
あ
る

場
合
は
必
ず
書
き
下
し
文
、
或
い
は
翻
訳
と
い
う
形
で
さ
れ
て
ま
す
か
ら
。

近
藤
一
か
所
だ
け
例
外
が
あ
っ
て
、
た
ち
ま
ち
加
地
先
生
に
突
か
れ
ま

し
た
。

加
地
い
や
い
や
。
こ
の
非
常
に
読
み
や
す
い
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か

ら
人
名
や
書
名
が
多
い
割
に
は
あ
ま
り
抵
抗
が
な
い
。
本
当
で
す
よ
。
そ

れ
は
、
上
手
に
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

非
常
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
し
て
ず
い
ぶ
ん
多
く
の
こ
と
を
学

ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

近

藤

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

（

完

）

加

地

伸

行

『
集
刊
東
洋
学
』
六

0
号
(
-
九
八
八
年
）
に
、
浜
口
富
士
雄
氏
の
書

評
「
近
藤
光
男
著
『
清
朝
考
証
学
の
研
究
』
」
が
あ
り
、
丁
寧
に
論
評
し

て
い
る
が
、
最
後
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
戴
震
の
生
年
を
西
暦
で
表
記
す
る
な
ら
ば
、
一
七
二
三
年
で
な
く
て

一
七
二
四
年
と
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
戴
震
の
誕
生
日
の
「
荊
正

元
年
十
二
月
二
十
四
日
己
巳
」
は
「
西
暦
一
七
二
四
年
一
月
十
九
日
」
に

当
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
誤
り
は
「
研
究
姿
勢
に
も
か
か
わ
る
」
と
。

つ
ま
り
、
旧
暦
を
西
暦
に
換
算
す
れ
ば
、
一
七
二
三
年
は
、
旧
暦
「
荊

正
元
年
十
二
月
五
日
」
で
終
っ
て
お
り
、
一
七
二
四
年
一
月
一
日
は
旧
暦

「
症
正
元
年
十
二
月
六
日
」
に
当
る
の
で
、
誕
生
日
が
旧
暦
「
殖
正
元
年

十
二
月
二
十
四
日
」
な
ら
ば
一
七
二
四
年
の
中
に
は
い
る
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
西
暦
と
の
対
応
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
な
る
ほ
ど
事
実
は
そ
の
通

り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
基
準
を
西
暦
に
置
き
、
西
暦
を
絶
対
化
す
る
と

き
、
思
わ
ぬ
や
っ
か
い
な
で
き
ご
と
が
起
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
陳
垣

の
名
著
『
二
十
史
朔
閏
表
』
を
ひ
も
と
く
と
、
西
暦
一
年
は
、
前
漢
の
平

帝
の
旧
暦
「
元
始
元
年
」
に
相
当
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
旧
暦
「
元
始

元
年
一
月
一
日
」
は
、
西
暦
「
一
年
二
月
十
一
日
」
に
当
る
。

そ
こ
で
陳
垣
は
、
備
考
欄
に
、
西
暦
「
一
年
一
月
一
日
」
は
、
そ
の
四

十
二
且
即
、
前
年
の
旧
暦
「
元
寿
二
年
十
一
月
十
九
日
戊
寅
」
に
当
る
と

記
し
て
い
る
。
す
る
と
、
「
元
寿
二
年
十
一
月
十
九
日
」
か
ら
「
元
始
元

年
二
月
十
日
」
ま
で
の
四
十
二
日
間
は
、
い
っ
た
い
、
西
暦
一
年
な
の
で

[
補
吃
』
西
暦
年
へ
の
換
算
に
つ
い
て
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あ
ろ
う
か
、
西
暦
前
一
年
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
浜
口
氏
流
に
言
え
ば
、
当

然
西
暦
一
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
十
二
日
間
と
言
え
ば
、
約
一
個
月
半
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
般
的

な
年
表
で
は
、
元
寿
二
年
を
西
暦
前
一
年
、
元
始
元
年
を
西
暦
一
年
と
記

す
の
み
で
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
四
十
二
日
間
に
つ
い
て
触
れ
な
い
。

し
か
し
、
あ
え
て
四
十
二
日
間
を
西
暦
一
年
に
算
入
す
る
と
し
よ
う
o

す
る
と
、
こ
と
は
元
寿
二
年
の
問
題
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
の
四
十

二
日
分
は
、
当
然
、
元
寿
二
年
の
前
年
の
元
寿
元
年
へ
、
さ
ら
に
元
寿
元

年
の
前
年
の
建
平
四
年
へ
と
、
食
い
こ
む
。
そ
し
て
こ
の
あ
と
、
閏
月
が

何
度
も
は
い
っ
て
く
る
か
ら
、
私
の
よ
う
に
暦
に
弱
い
者
は
お
手
あ
げ
で

あ
り
、
そ
の
あ
と
が
ど
う
な
っ
て
ゆ
く
の
か
、
よ
く
分
ら
な
い
。
た
と
え

ば
、
評
価
の
高
い
新
城
新
蔵
著
『
東
洋
天
文
学
史
研
究
』
（
弘
文
堂
）
の

「
春
秋
長
歴
」
「
戦
国
秦
漢
の
暦
注
」
を
、
む
つ
か
し
い
の
で
頭
を
ひ
ね

り
な
が
ら
何
度
も
読
ん
だ
が
、
正
直
言
っ
て
話
が
よ
く
分
ら
な
い
。
四
十

二
日
分
の
前
年
へ
の
食
い
こ
み
と
い
う
こ
と
を
気
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
暦
年
な
ど
と
い
う
の
は
、
時
を
測
る
便
宜
上
の
尺
度
の
一

つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
正
誤
で
研
究
全
体
の
評
価
が
変
る
と

は
思
わ
な
い
。
厳
密
な
西
暦
表
記
と
い
う
こ
と
で
小
児
病
的
に
換
算
し
て

ゆ
け
ば
、
い
わ
ゆ
る
西
暦
前
の
こ
と
に
つ
い
て
の
多
く
の
論
考
が
正
誤
の

網
に
ひ
っ
か
か
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
珠
玉
の
諸

論
考
の
価
値
が
さ
が
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
あ
え
て
言
え
ば
、
西
暦
一
年
は
キ
リ
ス
ト
誕
生
の
年
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
、
西
暦
五
二
七
年
に
、
宣
教
師
の
ロ
ニ
ス
（
若
尼
斯
）
と
い

う
者
が
西
暦
の
採
用
を
言
い
だ
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
考
証
的
研
究
で
は
、
現
行
の
西
暦
一
年
は
、
キ
リ
ス
ト
九

歳
の
年
で
あ
る
と
い
う
。
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
は
じ
め
か
ら
サ
バ
を
読

ん
で
い
た
わ
け
だ
。
「
西
暦
紀
元
」
の
定
義
と
し
て
、
も
し
「
西
暦
一
年

を
キ
リ
ス
ト
誕
生
の
年
と
す
る
」
こ
と
を
厳
密
に
絶
対
化
す
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
が
使
っ
て
い
る
西
暦
年
数
に
対
し
て
、
常
に
八
年
を
加
え
る
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
だ
れ
も
そ
ん
な
こ
と
を
し
な
い
。

今
日
使
用
の
西
暦
は
、
一
五
八
二
年
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
十
三
世
が
改
暦

（
十
月
五
日
を
十
月
十
五
日
と
し
て
）
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
陳
垣
は
同
書
「
例
言
」
で
、
一
五
八
二
年
以
前
は
、
旧
暦
の
ほ
う
が
、

か
え
っ
て
史
実
に
対
し
て
正
し
い
と
判
断
し
て
い
る
。
グ
レ
ゴ
レ
オ
暦
ま

で
の
西
洋
暦
に
、
い
ろ
い
ろ
と
矛
盾
や
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
す

が
陳
垣
は
一
代
の
歴
史
学
者
で
あ
り
、
見
識
が
あ
る
。
そ
し
て
陳
垣
は
、

一
五
八
二
年
以
後
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
西
暦
を
基
準
に
す
る
と
言
っ
て
い
る
。

ま
た
陳
垣
の
「
例
言
」
と
表
中
の
備
考
欄
と
に
よ
れ
ば
、
グ
レ
ゴ
リ
オ

西
暦
を
各
国
が
使
い
だ
し
た
の
は
比
較
的
新
し
く
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
五
八
二
年
、
イ
タ
リ
ー
・
イ
ス
パ
ニ
ア
・
フ
ラ
ソ
ス
・
オ
ラ
ソ
ダ
0

1
 

五
八
四
年
、
ゲ
ル
マ
ソ
民
族
°
一
六
九
八
年
、
デ
ソ
マ
ー
ク
°
一
七
三
一

年
、
ス
ェ
ー
デ
ソ
°
一
七
五
二
年
、
イ
ギ
リ
ス
°
一
八
七
三
年
か
ら
、
日

本
（
実
行
の
た
め
明
治
五
年
十
二
月
三
日
を
六
年
一
月
一
日
に
充
て
た
）
。

ロ
シ
ア
、
一
九
一
八
年
。
な
お
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
西
暦
な
ど
使
わ
な
い
。

あ
く
ま
で
も
イ
ス
ラ
ム
暦
（
回
暦
）
で
あ
る
。

計
算
の
方
法
が
違
う
の
で
、
旧
暦
「
一
月
一
日
」
と
西
暦
「
一
月
一
日
」

(45) 
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と
が
常
に
食
い
ち
が
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
旧
暦
の
だ

゜いた
い
十
一
月
ご
ろ
あ
た
り
か
ら
、
翌
年
二
月
ご
ろ
に
か
け
て
お
こ
っ
た

5
 

で
き
ご
と
を
、
西
暦
年
に
充
て
よ
う
と
す
る
と
、
た
と
え
ば
『
二
十
史
朔

閏
表
』
や
『
三
正
綜
覧
』
を
使
っ
て
換
算
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
逆

に
言
え
ば
、
仮
に
西
暦
の
充
て
か
た
を
誤
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
大
発

見
と
し
て
鬼
の
首
で
も
取
っ
た
か
の
よ
う
に
言
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

自
分
が
す
べ
て
換
算
し
た
の
で
は
な
く
て
、
所
詮
、
わ
れ
わ
れ
は
た
と
え

ば
『
二
十
史
朔
閏
表
』
や
『
三
正
綜
覧
』
の
お
蔭
で
換
算
で
き
る
に
す
ぎ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
浜
口
氏
も
「
手
近
な
工
具
書
『
中
国
歴
史
紀
年
表
』
」

（
書
評
中
に
引
用
）
な
ど
と
い
う
安
物
を
使
わ
ず
、
た
と
え
ば
こ
の
『
ニ

十
史
朔
閏
表
』
を
使
う
こ
と
を
勧
め
る
。
し
か
し
、
同
書
は
、
前
漠
の
成

立
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
前
漠
以
前
に
関
し
て
は
、
他
に
依
り
ど
こ
ろ
を

援
用
す
る
な
ど
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
正
確
な
換
算
は
そ
う
た
や
す
く
な

い
。
『
三
正
綜
菅
U

（
日
本
内
務
省
）
は
始
皇
帝
の
三
三
年
（
西
歴
前
二

―
四
年
）
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
は
、
た
と
え
ば
前
引
の
『
東

洋
天
文
学
史
研
究
』
の
附
録
「
図
表
」
（
春
秋
•
戦
国
期
な
ど
）
な
ど
に

依
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
ま
だ
定
説
で
は
な
い
。
そ
れ
を
推
し
て
あ

え
て
厳
密
に
換
算
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ど
れ
だ
け
「
研
究
姿
勢
に
も

か
か
わ
る
」
（
浜
口
氏
引
用
の
こ
と
ば
）
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
げ

さ
す
ぎ
る
。
肝
腎
な
こ
と
は
、
そ
の
著
書
の
大
河
の
流
れ
を
見
る
こ
と
で

あ
る
。前

漠
末
の
旧
暦
「
元
始
元
年
」
の
場
合
、
そ
れ
を
「
西
暦
一
年
」
に
当

て
た
と
い
う
こ
と
で
、
両
者
の
関
係
を
表
わ
し
て
十
分
で
あ
る
。
ま
し
て
、

人
間
の
年
齢
を
示
す
と
き
、
東
北
ア
ジ
ア
で
は
、
数
え
年
と
い
う
独
特
の

方
法
が
あ
り
、
か
つ
て
は
よ
く
使
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
満
年
齢
よ
り
も
、

あ
る
意
味
で
は
合
理
的
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
西
暦
一
年
の
一
月
一

日
生
れ
の
者
も
、
同
年
の
十
二
月
三
十
一
年
生
れ
の
も
の
も
、
実
質
一
年

の
差
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
西
暦
一
年
に
関
し
て
は
同
じ
く
一
歳
（
当
歳
）

と
し
、
翌
年
一
月
一
日
に
全
員
を
二
歳
と
し
て
、
同
一
世
代
を
表
わ
す
わ

け
で
あ
る
。
そ
れ
を
西
欧
流
に
、
野
暮
に
満
何
歳
何
個
月
何
日
と
〈
分
析

的
〉
に
記
す
の
が
正
し
い
と
い
う
理
由
は
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
れ
は
西
欧

人
流
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
普
遍
性
は
な
い
。
同
一
年
内
に
生

れ
た
も
の
を
同
一
ク
ラ
ス
に
ま
と
め
る
と
い
う
〈
分
類
的
〉
な
発
想
こ
そ

中
国
人
の
考
え
か
た
で
あ
り
（
拙
著
『
中
国
論
理
学
史
研
究
』
参
照
）
、

数
え
年
と
い
う
の
は
、
そ
の
―
つ
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

近
藤
氏
と
こ
う
い
う
話
を
し
あ
っ
た
。
癖
正
元
年
を
一
七
二
三
年
と
記

す
の
は
、
一
七
二
三
年
に
相
当
す
る
と
い
う
両
者
の
関
係
を
表
わ
す
に
す

ぎ
な
い
。
戴
震
の
場
合
、
便
宜
上
、
生
年
の
癖
正
元
年
を
一
七
二
三
年
に

充
て
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
お
け
ば
、
数
え
年
を
考
え
る
場
合
、
混
乱

が
起
ら
な
い
。
そ
れ
を
た
ま
た
ま
生
年
月
日
ま
で
分
っ
て
い
た
こ
と
に
依

り
、
一
七
二
四
年
に
修
正
す
る
と
、
段
玉
裁
の
『
戴
先
生
年
譜
』
に
記
し

て
い
る
毎
年
の
「
何
年
何
歳
」
と
い
う
数
え
年
と
合
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
、
研
究
に
不
便
か
、
あ
る
い
は
失
敗
を
招
く
の
が
オ
チ
で
あ
ろ
う
、
と
。

さ
ら
に
あ
え
て
言
え
ば
、
一
七
二
三
年
で
あ
ろ
う
と
一
七
二
四
年
で
あ

ろ
う
と
、
戴
霙
の
伝
記
研
究
を
す
る
と
い
う
特
定
の
問
題
以
外
、
そ
の
相

違
は
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
年
月
日
の
相
違
を
問
題
と
す
る
の
は
、

(46) 
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そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
た
と
え
ば
或
る
特
定
文
献
の
前
後
関
係
と
か
、
西
暦

と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
、
決
定
的
証
拠
の
意
味

を
持
つ
よ
う
な
と
き
で
あ
る
。
人
物
の
存
在
時
期
を
た
だ
示
す
も
の
な
ら

ば
、
戴
震
の
場
合
、
「
十
八
世
紀
中
ご
ろ
の
人
」
と
記
し
て
も
十
分
で
あ

る
。
一
七
二
三
年
を
一
七
二
四
年
と
し
な
け
れ
ば
「
研
究
姿
勢
に
も
か
か

わ
る
」
と
言
う
な
ら
ば
、
「
十
八
世
紀
中
ご
ろ
の
人
」
と
い
う
粗
大
な
表

現
を
し
た
と
き
、
そ
の
研
究
姿
勢
は
ど
う
な
る
の
か
。
も
し
「
清
朝
中
期
」

な
ど
と
記
し
て
は
、
そ
の
研
究
姿
勢
は
論
外
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。

い
ま
私
は
、
西
暦
年
に
換
算
す
る
問
題
を
一
般
論
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

な
ぜ
一
般
論
と
し
て
論
ず
る
気
に
な
っ
た
か
。
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。

ア
ジ
ア
の
文
化
と
は
異
質
な
西
暦
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
る
な
ら
ば
、
わ
れ

わ
れ
ア
ジ
ア
人
が
よ
く
知
ら
な
い
西
暦
月
日
の
持
つ
問
題
点
も
同
時
に
示

す
べ
き
で
あ
っ
て
、
西
暦
を
た
だ
絶
対
化
し
て
疑
い
を
抱
か
な
い
と
い
う

態
度
に
対
し
て
、
私
は
批
判
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
誤
解
を
避
け
る

た
め
に
念
を
押
し
て
言
え
ば
、
浜
口
氏
が
そ
う
だ
と
言
う
の
で
は
な
い
が
）

た
と
え
ば
西
暦
を
絶
対
化
す
る
人
の
心
情
に
は
、
西
欧
文
化
を
な
ん
で
も

絶
対
視
し
崇
拝
す
る
と
い
う
、
明
治
以
来
の
知
識
人
の
抜
き
が
た
い
劣
等

感
や
自
我
の
未
確
立
や
自
立
心
の
な
さ
を
感
じ
る
。
私
は
青
年
時
代
か
ら
、

そ
う
い
う
お
調
子
者
を
批
判
し
て
き
た
。
欧
米
文
化
に
無
条
件
に
従
う
の

で
は
な
く
て
、
自
分
の
頭
で
考
え
る
人
間
で
あ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
そ

な
お
、
川
原
秀
城
氏
（
岐
阜
大
学
）
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
陳
垣
の

『
二
十
史
朔
閏
表
』
は
、
江
曰
槙
の
『
歴
代
長
術
輯
要
』
十
巻
・
『
古
今

推
歩
諸
術
孜
』
二
巻
を
巧
み
に
盗
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ァ
イ
デ
ア
は
前
者
か
ら
、
ま
た
計
算
に
使
用
し
た
定
数
の
表
は
後
者
か
ら

得
た
よ
う
で
あ
る
。
陳
垣
は
、
『
二
十
史
朔
閏
表
』
「
例
言
」
に
お
い
て
、

江
曰
槙
の
『
歴
代
長
術
輯
要
』
を
挙
げ
、
そ
の
始
ま
り
を
「
周
の
共
和
に

起
す
。
然
れ
ど
も
魯
（
国
の
）
隠
（
公
）
以
後
、
『
春
秋
』
と
合
わ
ず
。

史
実
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
批
判
し
て
い
る
が
、
川
原
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、

陳
垣
は
汗
曰
槙
の
業
績
を
き
ち
ん
と
紹
介
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
漠
初
の
朔
閏
表
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
発
掘
に
よ
る
考
古
学
的

成
果
と
し
て
竹
簡
の
暦
書
が
得
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
研
究
を
、

川
原
秀
城
氏
に
御
指
教
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
は
、
陳
久
金
・
陳
美
東
の
共

同
執
筆
に
よ
る
論
文
「
臨
祈
出
土
漢
初
古
暦
初
探
」
（
『
中
国
天
文
学
史

論
文
集
』
所
牧
•
科
学
出
版
社
・
一
九
七
八
年
）
で
あ
る
。
同
論
文
は
、

頻
頭
暦
・
殷
暦
・
『
歴
代
長
術
輯
要
』
の
推
定
や
、
こ
の
三
者
の
比
較
表

や
、
漠
の
高
祖
元
年
（
西
暦
前
二

0
六
年
）
か
ら
武
帝
の
元
封
六
年
（
前

1
0五
年
）
ま
で
の
朔
閏
表
を
新
し
く
作
っ
て
い
る
。
川
原
氏
に
よ
れ
ば
、

現
在
の
と
こ
ろ
、
最
も
信
頼
す
べ
き
説
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

の
研
究
姿
勢
が
成
り
立
つ
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

(47) 



506 

『
清
朝
考
証
学
の
研
究
』
補
正
表

x
 

一
八
九
／
1
0
-
七一

二

Q
?
1
2
七
十
ェ
歳

二
賠
臼
条
文
2

幽
風

※
 

ニ

き

／

3

と
い
う
と
に
は

二
九
一
／
4

謡

X
 
X
 

二
九
八
／
17
宜
証
主
義

暑
フ
3
•
4
即

四
0
Q
/
1
3
千
里
を
以
て
す
、

吾
7
8
記

耐

寧

孵

翫

寧

゜

1
0五
／
10
浬

乎

五

季

消

乎

五

季

二
畏
3

而
BX

而
Bo

゜

一
七
九
／
4

乾

隆

十

五

年

乾

隆

十

四

年

※

〇

一
八
五
／
18
乾

隆

十

五

年

乾

隆

三

十

五

年
演

一
八
七
／
誌
と
の
宜
言
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
の
宜
言
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

※
 （

四
六
九
ペ
ー
ジ
「
あ
と
が
き
」
参

照
）
。

゜

一
七
一
至
一
七
三

゜

七
十
三
歳

幽
風

滅

と
い
う
こ
と
に
は

晨堪
墜

網千
里
を
以
て
す
」

対
談
（
上
）
の
正
誤
表

四
三
／
下
16

文
選
の
任
□

四
五
／
下
2

漠
字
と

四
五
／
下
13

訓
口
の
学

II 血 xix
（
以
下
索
引
）

x
 

・1＞
 

x
 

泣

゜

文
選
の
任
訪

累と゚
訓
詰
の
学

「
麿
」
二

3
3
7
ヲ
補
入

「
四
民
月
令
2
3
6
」
ヲ
「
四
書
繹
地
」
ノ
下
へ
補
入

「
暗
人
拇

(
2
4
7
)
績
補

2
4
7
」
ト
モ
ニ
算
用

数
字
ヲ
ゴ
引
ニ
ス
ル

X
 

Q
 

罷
籍
〇
詰
序
鰹
籍
搭
詰
序

「
空
言

9
4
」
二
「
4
0
0
」
ヲ
加
工
ル

「
不
知
而
作

3
3
4
3
3
8
」
「
不
涌
不
誤
5
」

ヲ
「
博
く
経
史
に
通
じ
…
」
ノ
下
へ
補
入

x
 

四
二
六
／
5

「
臨
海
堂
第
子
注
」

x
 

四
五
今
令
11

四
十
六
歳

四
六
＝
ア
茄
誓

゜

「
學
海
堂
弟
子
注
」

゜

四
十
八
歳゚

陸
恩

(48) 


