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l手 II

懐
朱
陸
王
一
二
子
の
異
同
に
就
き
て

儒
教
は
古
代
と
近
代
と
で
頗
る
其
の
面
目
を
果
に
し
て
を
り
ま
す
。

り
ま
し
て
理
論
は
其
の
力
む
る
所
で
は
あ
り
ま
ぜ
ぬ
。

そ
し
て
其
の
本
領
と
す
る
所
は
已
を
修
め
て
人
を
治
む
る
と
い

ふ
こ
と
で
あ
り
ま
ず
。
支
那
の
正
史
は
発
舜
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
勢
舜
以
来
歴
代
の
代
表
的
帝
王
は
何
れ
も
逍
徳
政
治

合
致
の
上
に
立
つ
て
儒
教
の
本
領
で
あ
る
修
已
治
人
の
道
を
賓
行
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
先
づ
帝
鞄
が
自
己
の
明
穂
を

明
に
し
て
之
を
九
族
に
及
ぼ
し
更
に
進
ん
で
百
姓
昭
明
萬
邦
協
和
の
賓
を
學
げ
た
る
事
は
尚
書
発
典
に
明
に
見
え
て
を

り
ま
ず
。

そ
し
て
其
の
道
は
痙
か
ら
舜
、
舜
か
ら
萬
、
萬
か
ら
湯
、
湯
か
ら
文
、
武
、
周
公
と
順
次
に
博
は
り
ま
し
て

此
等
歴
代
の
代
表
的
帝
王
は
何
れ
も
帝
発
の
遺
範
に
則
つ
て
天
下
を
治
め
周
代
に
至
っ
て
古
代
文
化
の
最
盛
期
に
逹
し
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た
の
で
あ
り
ま
す
。

ざ
て
道
の
博
統
の
上
よ
り
見
ま
す
と
周
公
の
後
を
承
け
織
ぎ
ま
し
た
者
は
孔
子
で
あ
り
ま
ず
。

ざ
り
な
が
ら
孔
子
は

春
秋
の
鋭
泄
に
出
ら
れ
且
臣
下
の
身
分
に
生
れ
ら
れ
ま
し
た
の
で
周
公
以
前
の
群
理
人
が
帝
王
の
位
に
在
つ
て
親
し
く

天
下
を
治
む
る
と
い
ふ
利
便
を
以
て
は
を
ら
れ
ま
ぜ
ず
、
又
不
幸
に
し
て
常
時
孔
子
を
用
ゐ
て
其
の
國
政
を
行
は
し
む

る
賢
諸
侯
も
な
く
礼
子
の
一
生
は
載
に
不
遇
で
あ
り
ま
し
た
。
然
し
孔
子
は
か
ヽ
る
時
世
に
在
つ
て
も
発
舜
以
来
博
来

せ
る
術
教
の
本
頷
を
維
持
し
、
已
を
修
め
て
人
を
治
む
る
こ
と
に
専
ら
力
を
致
し
終
始
一
貫
差
る
所
が
無
か
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
即
ち
徹
頭
徹
尾
賓
行
を
主
と
し
て
立
た
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
が
晩
年
に
至
り
道
を
以
て
天
下
を
救
は
ん

と
す
る
望
を
逹
す
る
●
と
が
出
来
た
い
こ
と
に
な
ら
れ
ま
し
た
の
で
六
十
八
歳
の
時
已
む
を
得
ず
退
い
て
郷
國
魯
に
蹄

り
他
に
歿
ざ
れ
た
る
事
業
即
ち
一
に
は
門
人
を
教
育
し
て
道
を
後
冊
に
博
ふ
る
こ
と
一
に
は
経
典
を
編
纂
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
道
を
後
世
に
博
ふ
る
こ
と
に
餘
力
を
傾
注
ざ
れ
後
者
の
業
績
が
六
経
と
な
っ
て
現
は
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
然

し
其
は
全
く
已
む
を
得
ざ
る
に
出
で
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
孔
子
の
精
神
は
終
生
賓
行
を
主
と
し
て
立
つ
こ
と
に
在

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
此
の
賓
行
を
主
と
ぜ
る
儲
教
は
孔
子
を
以
て
最
後
と
し
て
を
り
ま
ず
。
孔
子
以
後
の
僑

教
は
其
の
常
時
の
思
想
界
の
情
券
よ
り
し
て
獨
り
賓
行
の
み
を
主
と
し
て
は
立
て
ぬ
こ
と
と
な
り
此
に
理
論
的
方
面
か

ら
も
俯
教
の
教
理
を
聞
明
ず
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
此
の
理
論
的
方
面
か
ら
儒
教
を
闇
明
す
る
魁
を
盆
し
た
者
は
孔

子
の
孫
に
常
ら
れ
ま
す
る
孔
仮
字
子
思
で
あ
り
績
い
で
は
孟
子
で
あ
り
ま
ず
。
此
の
二
子
の
力
に
よ
っ
て
儒
教
に
理
論

懐

撫

二



朱
陸
王
一
二
子
の
異
同
に
就
き
て

的
基
礎
が
置
か
る
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

で
あ
り
ま
ず
。

武
で
あ
り
ま
し
て
是
れ
即
ち
心
を
治
む
る
を
木
と
す
る
學
で
あ
り
ま
す
。

＝ 

「
怪
儒
教
と
い
ふ
教
は
其
の
賓
行
的
た
る
と
理
論
的
な
る
と
を
問
は
ず
吾
が
心
の
明
穏
を
明
に
し
て
之
を
吾
が
身
に

賓
現
す
る
こ
と
を
期
す
る
も
の
で
あ
り
ま
ず

Q

更
に
端
的
に
い
ひ
ま
す
と
個
教
は
心
を
治
む
る
こ
と
を
木
と
す
る
學
問

で
あ
り
ま
す
か
ら
前
に
列
學
し
ま
し
た
歴
代
の
代
表
的
帝
王
は
何
れ
も
先
づ
其
の
身
の
明
穏
を
明
に
す

る
を
第
一
義
と
し
然
後
之
を
天
下
を
治
む
る
上
に
及
ぼ
し
て
を
り
ま
す
。
孔
子
が
儒
教
思
想
を
大
成
し
て
之
を
後
世
に

博
ふ
る
に
及
び
求
仁
を
設
い
て
盆
學
の
目
的
と
し
之
を
達
成
す
る
功
夫
と
し
て
博
文
約
麓
を
設
き
克
己
復
麗
を
詮
か
れ

ま
し
た
。
孔
子
が
博
文
約
麓
と
克
己
復
罷
と
を
諒
か
れ
た
る
は
此
の
功
夫
に
よ
っ
て
仁
即
ち
本
心
の
稼
を
永
め
し
め
ん

子
思
孟
子
に
至
り
ま
し
て
は
世
道
陵
夷
し
異

端
邪
説
紛
興
し
て
人
心
を
惑
織
す
る
に
至
り
ま
し
た
の
で
是
等
の
異
端
邪
設
を
廓
清
し
て
世
道
人
心
を
維
持
ず
る
こ
と

が
極
め
て
必
要
と
た
り
ま
し
た
所
か
ら
盆
力
を
儒
教
の
理
論
的
説
明
に
用
ふ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
即
ち
子
思
は
中

庸
二
篇
を
著
は
し
性
逍
教
の
原
理
を
設
い
て
人
の
穂
人
の
道
が
天
の
徳
天
の
道
に
淵
源
せ
る
を
明
に
し
更
に
天
道
人
道

を
推
本
し
て
誠
の
一
字
に
蹄
約
し
僻
教
の
根
木
義
を
示
し
ま
し
た
が
特
に
尊
癒
性
を
以
て
鈴
學
の
目
的
と
し
道
問
學
を

以
て
之
が
功
夫
と
し
學
者
を
し
て
力
を
用
ふ
る
所
を
知
ら
し
め
ま
し
た
。
此
の
尊
徳
性
と
道
問
學
と
は
近
世
儒
教
に
大

た
る
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
本
題
の
朱
陸
王
三
子
の
臭
同
は
全
く
此
に
胚
胎
し
て
を
る
の
で

あ
り
ま
す
。
孟
子
は
書
七
篇
を
著
は
し
仁
義
を
設
き
四
端
を
設
き
理
氣
心
性
に
開
す
る
説
明
を
鴛
し
て
俯
教
の
数
理
を



間
明
し
ま
し
た
が
特
に
存
心
養
性
を
設
き
先
立
乎
其
大
者
を
説
い
て
盆
學
の
目
的
と
し
知
言
養
氣
を
設
き
強
恕
而
行
を

設
い
て
之
が
功
夫
を
示
し
學
者
を
し
て
其
の
撮
る
所
を
知
ら
し
め
ま
し
た
。
凡
を
人
の
禽
獣
と
異
な
る
所
は
啜
妙
な
る

心
的
作
用
を
有
し
て
萬
物
の
礎
長
た
る
地
位
を
占
む
る
所
に
在
り
ま
ず
。

を
以
て
尤
も
重
要
な
る
務
と
し
ま
ず
。

ざ
れ
ば
人
た
る
者
は
其
の
木
心
を
存
養
す
る

孟
．
子
は
學
間
之
道
無
他
。
求
其
放
心
而
已
突
。

と
い
つ
て
此
貼
に
就
ぎ
反
覆
懇

設
し
て
を
り
ま
ず
。
斯
く
て
子
思
孟
子
の
教
ふ
る
所
は
是
亦
心
を
治
む
る
を
本
と
ず
る
學
で
あ
り
ま
す
。
然
も
此
の
本

心
を
宗
と
す
る
學
は
孟
子
以
後
不
幸
に
し
て
中
絡
し
秦
漢
魏
六
朝
隋
肘
を
通
し
て
永
く
博
ら
ず
。
此
間
僅
に
隋
の
王
通
、

居
の
韓
愈
に
よ
っ
て
一
時
墜
緒
を
織
承
せ
ら
れ
た
観
が
あ
り
ま
し
た
が
是
亦
永
績
し
ま
せ
ん
で
中
冊
を
通
じ
て
所
職
訓

詰
學
の
流
行
を
見
た
の
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
此
の
本
心
を
宗
と
す
る
學
は
宋
代
に
至
っ
て
頓
に
復
活
ざ
れ
且
宋
學
の
一

名
の
下
に
特
殊
な
る
骰
展
を
｛
逐
ぐ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
而
し
て
宋
代
に
盤
出
し
ま
し
た
幾
多
の
學
者
は
何
れ
も
思

孟
二
子
の
風
を
聞
い
て
起
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
思
孟
二
手
の
學
風
の
後
惟
に
及
ぼ
せ
る
影
響
は
賓
に
遠
く
且
大

な
る
も
の
が
あ
り
ま
ず
。

斯
く
て
宋
代
儒
教
界
を
通
じ
て
の
學
風
の
一
般
的
特
徴
は
大
多
敷
の
學
者
が
子
息
孟
子
の
學
風
を
受
け
て
理
氣
心
性

を
設
く
こ
と
に
よ
っ
て
儒
教
の
根
本
原
理
を
明
に
し
更
に
本
心
の
穂
を
明
に
し
て
之
を
吾
身
に
賞
現
す
る
を
以
て
學
問

の
本
義
と
せ
る
貼
に
在
り
ま
す
。
常
時
の
代
表
的
學
者
た
る
周
漉
深
、
程
明
道
、
程
伊
川
、
張
横
渠
、
朱
子
、
陸
象

111
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朱
陸
王
三
子
の
異
同
に
就
き
て

等
何
れ
も
然
ら
ざ
る
な
し
で
あ
り
ま
ず
。

五

そ
は
此
等
詣
儒
の
著
述
言
議
に
徽
し
て
明
で
あ
り
ま
ず
。
然
る
に
南
宋
時
代

に
於
て
盆
學
の
功
夫
に
重
き
を
罹
き
格
致
主
義
を
以
て
立
つ
も
の
と
武
學
の
目
的
に
重
き
を
撹
き
唯
心
主
義
を
以
て
立

つ
も
の
と
の
二
學
涙
を
生
じ
二
者
相
剖
立
し
て
永
ぐ
後
世
に
博
は
り
ま
し
た
。
鴬
學
の
功
夫
と
は
中
庸
に
所
謂
道
問
學

と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
銃
學
の
目
的
と
は
中
庸
に
所
謂
諄
徳
性
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
ず
。
前
者
の
代
表
者
は
朱
子
で
あ

り
後
者
の
代
表
者
は
陸
象

lIl
で
あ
り
ま
す
。
然
も
此
の
雨
學
風
の
相
違
は
全
く
學
問
上
に
於
て
學
問
の
目
的
を
主
と
し

て
立
つ
か
學
問
の
功
夫
を
主
と
し
て
立
つ
か
目
的
と
功
夫
其
の
何
れ
に
主
力
を
僅
く
べ
き
か
に
闊
し
其
の
意
見
を
異
に

す
る
に
起
因
せ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
其
の
蹄
着
す
る
所
に
至
っ
て
は
何
れ
も
吾
が
本
心
の
稼
を
明
に
し
て
之
を
吾

が
身
に
賓
現
す
る
に
在
つ
て
全
く
相
同
じ
で
あ
り
ま
す
。

ざ
れ
ば
之
を
朱
子
に
就
い
て
い
へ
ば
朱
子
は
木
心
の
穏
を
明

に
し
て
之
を
吾
が
身
に
賓
現
す
る
を
以
て
盆
學
の
異
的
と
せ
る
も
問
學
の
功
に
よ
っ
て
物
事
の
道
理
を
究
明
し
心
知
を

開
骰
ず
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
其
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ
。
之
を
大
學
の
言
葉
に
因
つ
て
示
し
ま
す
と
格
物

致
知
の
功
に
因
ら
な
け
れ
ば
誠
意
正
心
修
身
に
逹
す
る
こ
と
は
出
来
ま
ぜ
ぬ
。
本
心
の
穂
を
明
に
し
て
之
を
吾
が
身
に

寅
現
す
る
は
究
党
の
目
的
で
あ
り
ま
す
が
此
の
目
的
を
逹
す
る
盆
に
は
必
ず
や
問
學
の
功
に
よ
っ
て
其
の
知
を
究
め
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
其
の
主
力
を
問
學
の
上
に
罹
き
ま
し
た
。
是
れ
道
理
あ
る
主
張
で
あ
り
ま
ず
。

ざ
れ
ば
朱
子
は

決
し
て
問
學
に
の
み
心
を
用
ゐ
て
本
心
を
閑
却
し
た
の
で
は
な
く
問
學
に
道
る
は
本
心
の
明
に
逹
す
る
盆
の
過
程
で
あ

り
ま
し
て
問
學
に
道
ら
ず
し
て
は
其
の
本
心
の
明
に
逹
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
と
し
て
其
底
に
其
の
主
張
を
償
か
れ
た
の



で
あ
り
ま
す
。
朱
子
の
學
風
が
稼
健
狩
賓
で
あ
っ
て
柳
も
躁
等
の
風
な
く
一
般
學
者
の
武
に
謀
る
こ
と
至
っ
て
深
切
た

り
と
ぜ
ら
る
る
は
固
よ
り
其
の
慮
で
あ
り
ま
す
。

ぜ
ず
偏
に
問
學
に
の
み
没
頭
し
て
其
の
本
来
の
目
的
た
る
本
心
を
尊
ぷ
こ
と
を
閑
却
ず
る
に
在
り
ま
す
。
ざ
う
な
っ
て

は
勿
論
よ
く
あ
り
ま
ぜ
ぬ
。
然
し
之
を
以
て
陸
象
山
の
や
う
に
全
面
的
に
朱
子
の
學
間
を
支
離
な
り
と
し
て
之
を
斥
＜

夏
に
陸
象
山
に
就
い
て
い
へ
ば
象
山
の
力
を
用
ゐ
た
る
所
は
癒
性
を
尊
ぶ
虞
に
在
り
ま
す
。
象
山
が
孟
子
に
私
淑
せ

る
こ
と
は
常
に
自
ら
標
榜
せ
る
所
で
あ
り
ま
す
。

只
朱
子
の
學
風
の
弊
慮
は
其
の
流
を
酌
む
學
者
が
朱
子
の
興
意
を
察

そ
し
て
よ
く
先
立
乎
其
大
者
と
い
ふ
孟
子
の
言
を
引
用
し
て
を
り
ま

ず
。
そ
れ
で
或
人
が
象
山
の
主
張
中
よ
り
孟
子
の
先
立
乎
其
大
者
の
一
句
を
去
れ
ば
何
物
も
残
ら
ず
と
い
へ
る
に
封
し

象
山
は
然
り
と
答
へ
て
を
り
ま
ず
程
に
此
の
言
葉
を
重
ん
じ
て
を
り
ま
し
た
。
象
山
は
孟
子
の
此
の
語
を
借
り
て
人
た

る
者
は
必
ず
木
心
を
有
つ
て
を
る
，
此
の
本
心
を
確
立
し
て
常
に
此
の
本
心
の
命
ず
る
所
に
従
っ
て
行
動
す
る
と
其
の

行
ふ
所
は
自
ら
道
に
合
致
す
る
を
設
き
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
呉
に
此
の
本
心
を
保
持
し
本
心
の
命
ず
る
所

の
も
の
は
興
の
本
心
で
は
な
く
て
多
く
は
人
心
で
あ
り
ま
ず
。
若
し
偏
に
人
心
の
動
く
所
に
従
っ
て
や
っ
た
た
ら
ば
過

罪
に
陥
ら
ざ
る
も
の
は
少
い
と
申
し
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。

ざ
れ
ば
一
般
の
人
に
在
り
て
は
必
ず
講
學
の
功
に
よ
っ

て
先
づ
其
の
本
心
を
明
に
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
＇
是
れ
講
學
の
必
要
あ
る
所
以
で
あ
り
ま
す

Q

象
山
に
於
て
も
講
學
の

に
従
つ
て
行
動
す
る
は
資
質
貼
明
の
人
た
ら
で
は
可
能
で
あ
り
ま
せ
ぬ
。

一
般
の
人
に
在
り
て
は
其
の
本
心
と
す
る
所

る
は
其
の
常
を
得
た
り
と
は
い
へ
ま
せ
ぬ
。

懐

徳
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朱
陸
王
一
二
子
の
異
同
に
就
き
て

自
ら
講
學
を
軽
ん
ず
る
傾
向
た
き
に
に
あ
ら
ず
。

も
の
は
其
の
學
風
の
弊
鹿
の
み
を
受
け
て
、

寧
ろ
大
に
其
の
必
要
を
認
め
て
之
を
力
設
し
て
を
り
ま
ず
。

人
に
つ
い
て
之
を
見
ま
す
と
少
し
く
過
常
な
り
と
い
ふ
べ
き
で
あ
り
ま
ず
。

ま
し
た
も
の
で
是
は
自
然
の
結
果
で
あ
り
ま
ず
。

と
断
ず
る
の
は
正
常
な
り
と
は
い
は
れ
ま
せ
ぬ
。

七

必
要
を
認
め
な
い
の
で
は
た
＜
頗
る
熱
心
に
之
を
設
い
て
を
り
ま
ず
。
然
し
餘
り
に
本
心
を
重
ん
ず
る
に
急
で
あ
っ
て

そ
こ
に
其
の
弊
慮
が
あ
り
ま
ず
。
従
っ
て
其
の
學
問
の
流
れ
を
酌
む

全
然
講
學
を
巖
し
て
人
心
の
動
き
に
ま
か
せ
て
行
動
せ
ん
ど
ず
る
に
至
り

ま
し
た
。
此
慮
に
象
山
の
學
風
に
鋏
陥
が
あ
り
ま
ず
。
然
し
象
山
自
身
は
決
し
て
講
學
を
不
必
要
と
し
た
の
で
は
な
く

ざ
れ
ば
朱
子
が
象
山
の
學
を
非
難
し
て
直
に
頓
悟
な
り
と

し
て
を
り
ま
す
の
は
象
山
の
學
間
の
偏
慮
の
み
を
受
け
た
學
者
に
封
し
て
之
を
い
へ
ば
常
つ
て
を
り
ま
ず
が
象
山
其
の

要
す
る
に
朱
子
の
學
と
陸
象
山
の
學
と
は
其
の
學
風
の
上
に
自
ら
一
方
に
偏
す
べ
き
素
因
を
有
つ
て
を
る
の
で
あ
り

ま
し
て
流
石
朱
陸
二
子
に
在
つ
て
は
其
の
弊
を
認
め
ま
せ
ん
が
其
の
學
流
の
間
に
は
著
し
く
之
を
認
め
ら
る
る
に
至
り

只
其
の
結
果
よ
り
見
て
直
に
朱
子
學
は
支
離
な
り
陸
學
は
頓
悟
な
り

斯
＜
朱
陸
二
子
の
學
問
は
其
の
極
致
に
於
て
は
合
致
す
る
の
で
あ
り
ま
ず
が
其
の
過
程
に
於
て
其
の
力
を
用
ふ
る
所

を
果
に
ぜ
る
所
か
ら
雨
學
派
の
到
立
抗
学
を
惹
起
し
た
の
で
あ
り
ま
し
て
此
の
抗
手
は
宋
一
代
に
止
ま
ら
ず
延
い
て
明

代
に
も
及
び
朱
陸
の
学
は
遂
に
一
轄
し
て
朱
王
の
手
と
な
り
ま
し
た
。
陽
明
王
氏
は
其
の
唯
心
主
義
を
執
れ
る
貼
に
於

＝ 



て
陸
象
山
と
全
く
其
の
主
張
を
同
じ
く
ぜ
る
所
か
ら
深
く
象
山
に
私
淑
ず
る
所
が
あ
り
ま
し
て
極
力
象
山
の
主
張
を
支

持
し
て
朱
學
と
抗
季
し
ま
し
た
。

王
陽
明
の
考
で
は
連
人
の
學
は
心
學
で
あ
る
。

心
學
は
源
を
遠
く
発
舜
萬
の
授
受
に

骰
し
孔
子
を
経
て
子
皿
子
に
至
り
ま
し
た
が
爾
来
久
し
く
中
絶
し
て
博
ら
ず
。
宋
代
に
至
り
周
程
二
子
其
の
墜
緒
を
織
承

し
ま
し
た
が
庶
幾
し
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
で
十
分
で
な
い
。
具
に
能
＜
孟
子
の
博
に
接
績
し
た
も
の
は
陸
象
山
で
あ
る

と
し
象
山
之
學
゜
易
簡
直
祓
。
孟
子
之
後
一
人
。
断
非
餘
子
所
及
也
。

と
ま
で
極
百
し
て
を
り
ま
す
。

身
は
紙
に
象
山
の
系
統
を
織
ぎ
唯
心
主
義
を
標
榜
し
て
立
ち
従
来
朱
學
の
執
り
来
れ
る
講
學
の
道
に
は
由
ら
ず
簡
捷
な

る
一
新
生
面
を
開
き
ま
し
た
。
今
朱
王
二
子
の
學
問
の
暴
同
を
案
じ
ま
す
る
に
其
の
分
岐
閉
と
目
ぜ
ら
る
る
も
の
に
四

つ
あ
り
ま
す
。
格
物
致
知
に
闊
ず
る
見
解
を
果
に
せ
る
こ
と
其
の
一
で
あ
り
、
心
と
理
と
に
闊
す
る
見
解
を
異
に
せ
る

こ
と
其
の
二
で
あ
り
、
學
問
上
其
の
主
力
を
菌
く
所
を
異
に
せ
る
こ
と
其
の
三
で
あ
り
、
知
行
の
闊
係
に
つ
き
其
の
見

解
を
異
に
せ
る
こ
と
其
の
四
で
あ
り
ま
す
。

以
下
逐
次
之
を
説
明
し
て
ゆ
き
ま
ず
が
之
を
説
明
し
て
ゆ
き
ま
す
と
獨
り

朱
王
二
子
の
巽
同
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
み
で
た
＜
陸
王
二
子
に
於
て
も
其
の
根
本
主
張
に
於
て
は
同
一
で
あ
り
ま

す
が
其
の
他
の
貼
に
於
て
は
必
ず
し
も
同
一
で
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
ず
。

そ
し
て
陽
明
自

先
づ
格
物
致
知
に
つ
き
ま
し
て
は
朱
子
は
物
を
物
事
の
道
理
を
解
し
格
を
至
る
と
訓
し
格
物
と
は
物
事
に
具
は
り
た

る
道
理
を
窮
め
壷
く
し
て
其
の
逍
理
の
至
極
に
至
る
と
解
し
ま
す
。
又
致
知
の
知
を
知
識
の
意
味
に
解
し
致
を
推
し
極

む
る
と
解
し
乃
ち
致
知
と
は
吾
が
心
の
知
識
を
推
し
極
む
る
意
味
で
あ
る
と
し
従
っ
て
格
物
致
知
と
は
物
事
の
道
理
を

徳
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朱
陸
王
三
子
の
異
同
に
就
き
て

九

窮
め
壷
く
し
て
吾
が
心
の
知
識
を
十
分
推
し
究
め
い
か
な
る
道
理
を
も
知
ら
ざ
る
所
な
く
通
ぜ
ざ
る
所
が
な
い
や
う
に

ず
る
義
と
解
す
る
の
で
あ
り
ま
ず
。
此
の
解
秤
は
程
伊
川
之
を
始
め
朱
子
之
を
承
け
た
の
で
あ
り
ま
す
が
獨
り
朱
子
の

み
な
ら
ず
陸
象
山
に
於
て
も
同
じ
く
此
の
解
秤
を
執
つ
て
を
り
ま
ず
。
然
る
に
王
陽
明
は
之
を
執
ら
ず
。
朱
子
が
格
物

致
知
を
然
く
解
す
る
は
是
れ
理
を
事
物
に
求
め
ん
と
す
る
も
の
で
告
子
義
外
の
説
と
な
っ
て
よ
ろ
し
く
な
い
。

で
あ
る

か
ら
知
を
良
知
と
訓
し
格
を
正
と
訓
し
吾
が
心
の
不
正
を
正
し
て
吾
が
心
の
良
知
を
事
事
物
物
に
致
ず
と
解
ず
べ
き
で

あ
る
と
主
張
し
て
を
り
ま
ず
。
告
子
義
外
の
諒
と
は
告
子
は
孟
子
と
同
時
代
の
學
者
で
あ
り
ま
し
て
其
の
主
張
の
中
に

仁
内
也
義
外
也
と
い
ふ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

即
ち
仁
は
心
の
内
に
在
る
も
義
は
心
の
外
に
在
り
と
見
る
の
で
あ
り
ま
す
。

此
の
告
子
の
義
外
説
の
誤
つ
て
を
る
こ
と
は
子
皿
子
が
明
に
之
を
是
正
し
ま
し
て
委
細
は
孟
子
の
告
子
上
篇
に
見
え
て
を

り
ま
ず
。
朱
子
は
全
面
的
に
孟
子
に
私
淑
し
孟
子
を
尊
崇
表
章
し
て
を
る
學
者
で
あ
り
ま
す
が
其
の
朱
子
が
孟
子
の
極

力
排
斥
し
て
其
の
誤
れ
る
を
正
し
た
告
子
義
外
の
説
と
同
じ
説
を
立
て
た
と
考
ふ
る
こ
と
は
出
来
る
こ
と
で
あ
り
ま
せ

う
か
P

そ
ん
な
こ
と
は
到
底
考
へ
ら
れ
ま
せ
ぬ
。
朱
子
は
萬
物
の
理
は
皆
吾
が
心
に
具
つ
て
を
る
が
聰
明
な
人
な
ら
で

は
學
ば
ず
し
て
は
其
の
理
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
因
つ
て
格
物
窮
理
の
功
夫
に
よ
っ
て
吾
が
心
の
知
識
を
開
骰
し

て
其
の
理
に
通
ず
る
や
う
に
ず
べ
き
で
あ
る
と
諒
い
て
を
る
の
で
あ
り
ま
し
て
決
し
て
告
子
の
如
く
義
外
の
説
を
し
て

を
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
例
へ
ば
父
子
と
い
ふ
物
が
あ
る
と
其
慮
に
慈
孝
と
い
ふ
理
が
あ
り
、

る
と
其
慮
に
麓
忠
と
い
ふ
理
が
あ
る
。

父
は
子
に
剖
し
て
慈
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、

君
臣
と
い
ふ
物
が
あ

子
は
父
に
封
し
て
孝
で
あ
る
べ
き



で
あ
る
。

君
は
臣
を
使
ふ
に
橙
を
以
て
す
べ
き
で
あ
り
、
臣
は
君
に
事
ふ
る
に
忠
を
以
て
す
べ
き
で
あ
る
。
斯
く
て
君

臣
父
子
の
心
に
は
自
ら
麓
忠
慈
孝
の
理
が
具
つ
て
を
る
の
で
あ
る
。
ざ
れ
ど
之
を
一
般
の
臣
子
が
君
父
に
事
ふ
る
上
で

い
ふ
と
先
づ
い
か
に
忠
と
孝
と
を
壺
く
す
べ
き
か
に
つ
き
其
の
理
を
明
に
せ
ず
し
て
は
十
分
其
の
理
を
壷
く
ず
こ
と
は

出
来
ぬ
。

そ
こ
で
先
づ
其
の
忠
孝
の
理
を
窮
め
ね
ば
な
り
ま
七
ぬ
。

と
諒
く
の
で
あ
り
ま
ず
。
印
ち
朱
子
の
考
で
は
忠

孝
の
理
は
吾
が
心
に
具
つ
て
を
る
も
學
ば
ず
し
て
は
其
の
理
を
承
知
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
か
ら
親
に
事
へ
君
に
事
ふ
る

上
に
於
て
吾
が
心
に
存
す
る
忠
孝
の
理
を
究
め
明
に
す
る
を
要
す
と
の
意
で
あ
り
ま
し
て
決
し
て
忠
孝
の
理
が
君
父
の

身
に
在
り
と
の
意
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
王
陽
明
は
孝
之
理
其
果
在
於
吾
之
心
邪
。
抑
在
於
親
之
身
邪
。

骰
而
果
在
於
親
之
身
。
則
親
没
之
後
吾
心
遂
無
孝
之
理
敷
。
と
論
じ
朱
子
の
説
は
孝
の
理
を
親
の
身
に
在
り
と
亡
る
も

の
で
告
子
義
外
の
説
と
同
様
で
あ
る
と
解
し
之
を
非
難
し
ま
し
た
の
は
未
だ
朱
子
の
本
意
に
逹
ぜ
ざ
る
も
の
と
い
は
ね

ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
更
に
格
物
致
知
に
関
す
る
朱
王
二
子
の
見
解
を
比
較
し
て
其
の
何
れ
が
優
れ
る
か
を
一
言
し
ま
す
と

朱
子
の
格
物
致
知
諒
は
獨
り
穏
性
の
知
を
窮
む
る
の
み
で
な
く
自
然
界
の
知
を
も
兼
ね
窮
め
ん
と
す
る
の
で
あ
り
ま
し

て
異
に
天
地
萬
物
の
理
を
包
括
し
て
餘
ず
所
な
く
其
の
意
義
廣
汎
で
あ
り
ま
す
。
之
を
現
代
の
學
問
上
よ
り
見
ま
し
て

も
其
の
説
に
は
精
紳
科
學
の
外
に
自
然
科
學
を
も
包
含
せ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
格
物
致
知
の
解
説
と
し
て
は
完
全
せ
る

も
の
と
信
じ
ま
す
。
然
も
身
心
修
養
の
上
よ
り
見
ま
ず
と
共
の
學
問
の
範
園
廣
汎
な
る
だ
け
知
的
探
究
に
偏
し
て
心
的

骰
験
を
忽
に
す
る
弊
に
陥
り
易
き
所
な
し
と
は
い
へ
ま
せ
ぬ
。

懐

徳

一
方
王
賜
明
の
格
物
致
知
設
は
致
知
の
知
を
良
知
と
訓
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朱
陸
王
一
二
子
の
異
同
に
就
き
て

じ
獨
り
癒
性
の
知
の
み
に
限
り
心
の
不
正
を
正
し
て
心
の
良
知
を
事
事
物
物
の
上
に
致
す
べ
し
と
解
し
偏
に
良
知
を
致

す
こ
と
を
尤
も
正
し
き
人
生
の
行
路
の
や
う
に
主
張
し
て
を
り
ま
す
。
是
は
王
陽
明
其
の
人
の
如
き
資
質
聰
明
の
人
に

在
つ
て
は
首
肯
す
る
こ
と
は
出
来
ま
す
が
之
を
其
の
儘
一
般
の
人
に
適
用
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ
。

知
の
作
用
は
共
の
人
の
性
質
の
高
下
、
修
養
の
厚
薄
、
経
験
の
漫
深
、
年
齢
の
多
少
等
に
よ
っ
て
一
様
で
は
あ
り
ま
せ

ぬ
。
従
つ
て
自
ら
菩
弁
り
正
義
な
り
と
信
じ
て
行
っ
た
事
が
賓
は
菩
な
ら
ず
正
義
な
ら
ず
不
菩
不
義
と
な
っ
て
現
は
る

る
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
偏
に
所
謂
良
知
に
よ
っ
て
其
の
作
用
に
任
ず
る
こ
と
が
場
合
に
よ
っ
て
は
営
に
個
人
の
み
な
ら

ず
社
會
又
は
國
家
に
ざ
へ
非
常
な
悪
結
果
を
齋
す
こ
と
が
往
々
な
い
で
は
あ
り
ま
ぜ
ぬ
。
是
は
格
物
致
知
の
功
に
よ
っ

て
道
理
を
明
に
ぜ
ず
逍
理
に
暗
い
所
か
ら
起
る
の
で
あ
り
ま
す
。

何
と
な
ら
ば
良

で
あ
り
ま
す
か
ら
王
陽
明
の
致
良
知
の
主
張
は
所
謂

易
簡
直
裁
で
要
頷
を
得
た
る
や
う
で
あ
り
ま
す
が
知
界
狭
控
で
あ
っ
て
心
的
修
養
に
偏
し
て
知
的
探
究
を
忽
に
す
る
弊

に
陥
り
易
い
の
で
あ
り
ま
ず
。
修
養
上
よ
り
見
て
穏
性
の
知
を
致
す
こ
と
の
大
切
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
所

で
あ
り
ま
ず
が
自
然
界
の
知
を
致
す
こ
と
も
亦
同
時
に
重
要
で
あ
り
ま
し
て
人
は
自
然
界
の
知
を
有
ぜ
ず
只
郷
性
の
知

の
み
を
以
て
し
て
は
知
界
狭
溢
で
其
の
見
る
所
振
狭
固
限
を
免
れ
ま
せ
ぬ
。
従
っ
て
物
事
を
観
察
し
判
断
し
慮
理
す
る

上
に
於
て
其
の
正
常
を
得
ざ
る
も
の
あ
る
べ
き
は
勢
の
免
れ
ざ
る
所
で
あ
り
ま
す
。
徳
性
の
知
と
自
然
界
の
知
と
二
者

兼
ね
備
は
り
て
初
め
て
観
察
、
判
断
、
慮
理
の
完
全
を
期
す
る
こ
と
が
出
来
ま
ず
。
癒
性
の
知
と
自
然
界
の
知
と
を
修

得
す
る
こ
と
は
兎
角
繁
瑣
に
亙
つ
て
其
の
功
を
全
う
し
難
く
流
れ
て
支
離
に
陥
り
易
き
よ
り
朱
學
に
到
す
る
非
難
も
自



ら
起
る
の
で
あ
り
ま
ず
が
此
の
貼
は
省
察
努
力
の
功
に
よ
っ
て
其
の
弊
に
陥
ら
た
い
や
う
に
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

然
し
王
陽
明
の
主
張
に
至
り
ま
し
て
は
初
か
ら
全
然
自
然
界
の
知
を
除
外
し
て
を
り
従
っ
て
初
か
ら
編
狭
固
限
の
弊
が

あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
省
察
努
力
の
功
に
よ
っ
て
其
の
弊
を
救
ふ
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ
。

し
て
み
る
と
王
陽
明
の
格
物

致
知
説
は
朱
子
の
設
に
到
し
此
の
貼
に
於
て
一
獅
を
輸
ず
る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。

第
二
の
心
と
理
と
の
闊
係
に
つ
き
ま
し
て
は
朱
子
は
廊
憲
た
る
氣
中
に
性
の
理
を
全
具
し
て
萬
事
に
應
ず
る
主
宰
的

地
位
を
占
む
る
者
を
心
と
し
て
を
り
ま
ず
。
帥
ち
理
の
氣
中
に
寓
せ
る
も
の
を
心
と
し
て
を
り
ま
す
。
言
ひ
換
へ
ま
す

と
理
と
氣
と
合
し
て
心
を
成
す
と
し
心
と
理
と
を
厖
別
し
て
見
て
を
り
ま
す
が
王
陽
明
は
之
を
執
ら
ず
心
は
即
ち
理
な

り
と
し
雨
者
を
同
一
の
者
と
し
て
見
て
を
り
ま
ず
。
此
の
王
陽
明
の
心
即
理
諒
は
已
に
陸
象
山
の
提
唱
し
た
も
の
で
あ

り
ま
し
て
王
陽
明
は
之
を
承
け
織
い
だ
ま
で
で
あ
り
ま
ず
。
象
山
は
心
即
理
設
を
設
明
し
て
人
皆
有
是
心
。

心
皆
具
是

理
。
心
即
理
也
。
と
申
し
て
を
り
ま
す
。
然
し
象
山
の
如
く
人
皆
是
心
あ
り
心
皆
是
理
を
具
す
る
を
以
て
直
に
心
郎
理

と
断
ず
る
は
い
か
が
で
ぜ
う
か
。
象
山
自
身
も
人
皆
是
心
あ
り
て
是
理
を
具
す
と
い
へ
る
以
上
理
が
心
の
中
に
具
有
せ

ら
る
る
を
示
せ
る
も
の
で
是
れ
已
に
心
と
理
と
を
属
別
し
て
見
て
を
る
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
心
の
中
に
具
有
せ

ら
る
る
も
の
は
理
に
相
違
な
ぎ
も
心
は
理
を
包
容
ぜ
る
も
の
で
二
者
全
く
同
一
物
と
は
い
は
れ
ま
せ
ぬ
。
之
を
更
に
象

山
自
身
の
言
に
因
つ
て
見
て
も
此
理
塞
宇
宙
と
い
ひ
道
塞
宇
宙
と
い
へ
る
如
く
宇
宙
は
此
の
理
の
充
塞
す
る
所
で
宇
宙

を
離
れ
て
理
は
存
在
ぜ
ざ
る
も
宇
宙
即
理
に
あ
ら
ず
。
之
と
同
様
に
心
を
離
れ
て
理
は
存
在
ぜ
ざ
る
も
心
は
理
を
包
容

慎

徳



朱
陸
王
一

1

一
子
の
異
同
に
就
き
て

せ
る
も
の
で
心
郎
理
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
殊
に
象
山
の
宗
と
す
る
所
の
子
皿
子
も
君
子
所
性
。

ひ
、
叉
理
義
之
悦
我
心
。
猶
勾
如
象
之
悦
吾
口
。

も
象
山
の
見
解
の
誤
れ
る
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

心
外
之
事
心
外
之
理
乎
゜

仁
義
開
智
根
於
心
。

と
い
つ
て
明
に
心
と
理
と
を
悩
別
し
て
見
て
を
り
ま
す
。
之
に
よ
っ
て

王
陽
明
は
共
の
心
即
理
説
を
説
明
し
て
心
即
理
也
。
天
下
又
有

と
い
つ
て
を
り
ま
ず
が
一
方
で
は
心
を
説
き
て
廂
唖
不
昧
。
衆
理
具
而
萬
事
出
。

と
い

と
い
つ
て

を
る
に
徴
し
ま
ず
と
賜
明
も
矢
張
理
が
心
の
中
に
具
つ
て
を
る
を
認
め
た
も
の
で
其
の
言
ふ
所
が
徹
底
し
て
を
り
ま
せ

第
三
の
貼
に
於
き
ま
し
て
は
朱
子
は
盆
學
の
功
夫
た
る
格
致
の
上
に
學
問
の
主
力
を
置
き
ま
し
た
が
王
陽
明
は
盆
學

の
目
的
た
る
誠
意
の
上
に
之
を
菌
き
ま
し
た
。
此
の
閉
に
開
し
て
は
朱
子
到
陸
象
山
の
闊
係
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
か
ら

前
に
朱
陸
の
関
係
に
つ
き
申
し
述
べ
た
所
の
も
の
を
其
の
ま
＼
此
に
充
て
は
め
る
こ
と
が
出
来
ま
す
か
ら
重
ね
て
此
に

は
申
し
ま
せ
ぬ
。

第
四
の
知
行
雨
者
の
闊
係
に
つ
き
ま
し
て
は
已
に
論
語
に
博
學
於
文
。
約
之
以
麗
。
亦
可
以
弗
畔
突
夫
。
と
あ
り
ま

し
て
孔
子
已
に
知
先
行
後
を
設
か
れ
、
大
學
に
も
知
止
而
后
有
定
。
定
而
后
能
静
。
静
而
后
能
安
。
安
而
后
能
慮
。
慮

而
后
能
得
。
物
有
本
末
。
事
有
終
始
。
知
所
先
後
則
近
道
突
。

賊
其
意
。
欲
誠
其
意
者
先
致
其
知
。
致
知
在
格
物
。

と
あ
り
、

又
欲
修
其
身
者
先
正
其
心
。
欲
正
其
心
者
先

と
あ
っ
て
同
じ
く
知
先
行
後
を
設
き
、
中
庸
に
も
博
學
之
。

之
。
慎
思
之
。
明
緋
之
。
篤
行
之
。
と
あ
り
。
叉
不
明
乎
菩
不
賊
於
其
身
。

ぬ
。
此
の
鮎
は
朱
子
の
所
設
の
明
快
妥
常
な
る
に
及
び
ま
せ
ぬ
。

審
問

と
あ
り
ま
し
て
亦
同
じ
く
知
先
行
後
を
設



き
武
學
の
正
面
よ
り
見
れ
ば
知
は
先
に
し
て
行
は
後
た
る
こ
と
は
明
で
あ
り
ま
す
。
但
仔
細
に
之
を
考
察
し
ま
す
と
知

と
行
と
は
常
に
相
闊
聯
せ
る
も
の
で
総
て
を
知
り
粛
血
く
し
て
行
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
知
り
つ
ヽ
之
を
行
ひ
終
に
知

り
了
り
行
ぴ
了
る
の
で
着
手
の
順
序
よ
り
い
へ
ば
必
然
知
行
に
先
後
の
別
は
あ
り
ま
す
が
巳
に
着
手
し
て
後
は
知
行
は

並
進
す
る
こ
と
と
な
り
終
に
知
る
所
は
行
ふ
所
と
合
一
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
故
に
着
眼
貼
を
異
に
す
る
に
由
つ
て
知

之
が
武
め
宋
明
間
の

先
行
後
説
と
も
な
り
、
知
打
並
進
認
と
も
な
リ
．
又
知
打
合
一
諒
と
も
な
る
の
で
あ
り
ま
す

J

主
要
な
る
學
者
も
各
其
の
見
る
所
に
よ
っ
て
説
を
立
て
自
ら
此
の
三
派
に
分
れ
ま
し
た
。
知
行
の
闊
係
を
盆
學
の
正
面

よ
り
見
て
知
先
行
後
説
を
執
れ
る
は
程
伊
川
及
び
朱
子
で
あ
り
ま
し
て
其
の
正
系
に
属
す
る
學
者
は
皆
此
の
設
を
宗
と

し
陸
象
山
ざ
へ
も
此
の
説
を
執
つ
て
を
り
ま
す
。
尤
も
程
伊
川
は
知
先
行
後
説
を
鴛
す
と
同
時
に
其
の
極
致
と
し
て
は

知
行
合
一
論
を
盆
し
て
を
り
又
朱
子
は
知
先
行
後
説
を
執
る
と
同
時
に
知
行
並
進
論
を
も
盆
し
て
を
り
ま
す
。
知
行
合

一
説
は
王
陽
明
の
極
力
主
張
せ
る
所
で
あ
り
ま
し
て
其
の
要
旨
は
知
は
行
の
始
に
し
て
行
は
知
の
終
な
り
と
の
一
語
に

壺
き
て
を
り
ま
す
。
即
ち
知
る
は
行
は
ん
が
盆
な
れ
ば
知
は
行
の
始
に
て
行
ひ
了
り
て
其
の
知
全
き
を
得
べ
き
が
故
に

王
陽
明
の
此
の
知
行
合
一
説
は
牌
来
大
に
勢
を

行
は
知
の
終
な
り
。
斯
く
て
知
行
は
合
一
ず
と
説
く
の
で
あ
り
ま
す
。

得
て
知
先
行
後
説
と
針
立
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
此
の
知
先
行
後
と
知
行
合
一
と
の
雨
箇
の
主
張
に
は
各
道
理
が

あ
り
ま
し
て
並
立
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
之
を
一
般
學
者
の
立
場
よ
り
之
を
見
、
又
鴛
學
の
順
序
よ
り
之
を
見
ま
す
と

知
は
先
に
し
て
行
は
後
な
る
こ
と
は
前
掲
の
論
語
、
中
庸
及
び
大
學
に
徽
し
て
明
な
る
所
で
あ
り
ま
し
て
朱
子
の
説
は

懐

復！

一
四



朱
陸
王
三
子
の
異
同
に
就
き
て

由
つ
て
本
づ
く
所
が
あ
り
ま
し
て
自
ら
是
れ
正
論
と
す
べ
き
で
あ
り
ま
ず
。
王
陽
明
の
説
の
有
力
な
る
主
張
た
る
は
之

を
認
め
ま
す
が
其
は
陽
明
獨
自
の
説
た
る
を
免
れ
ま
せ
ぬ
。

一
五

朱
陸
王
三
子
の
異
同
は
大
要
以
上
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
之
に
よ
っ
て
見
ま
す
と
朱
子
剖
陸
王
二
子
の
果
同
を
見
る

こ
と
が
出
来
る
の
み
な
ら
ず
陸
象
山
剖
王
陽
明
の
異
同
も
明
と
な
っ
た
繹
で
あ
り
ま
ず
。
即
ち
陸
王
二
子
は
其
の
根
本

的
主
張
に
於
て
は
同
一
で
あ
り
ま
ず
が
格
物
致
知
と
知
行
の
闊
係
と
に
於
て
其
の
見
解
を
異
に
し
て
を
る
こ
と
が
分
り

ま
す
c

ず
し
て
前
陳
の
如
き
見
方
を
し
て
を
り
ま
す
。

此
の
雨
者
の
解
繹
に
つ
い
て
は
陸
象
山
は
程
朱
と
其
の
見
る
所
を
同
じ
く
し
て
ゐ
ま
す
が
王
陽
明
は
之
を
執
ら

王
學
が
陸
學
に
比
し
て
一
層
輝
學
に
近
似
す
る
に
至
り
ま
し
た
の
は
職

と
し
て
陽
明
の
格
物
致
知
と
知
行
と
に
関
す
る
見
解
が
然
ら
し
め
た
の
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。

之
を
要
す
る
に
朱
子
學
と
陸
王
學
と
は
近
冊
支
那
儒
教
界
を
縦
断
し
て
相
判
立
し
雨
々
相
執
つ
て
下
ら
た
か
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
が
中
に
就
き
何
と
し
て
も
近
世
儒
教
思
想
界
の
正
統
と
し
て
は
朱
子
學
を
推
ざ
ぬ
繹
に
は
ゆ
き
ま
せ
ぬ
。

朱
子
學
は
北
宋
時
代
に
勃
興
し
ま
し
た
諸
種
の
僻
教
思
想
を
綜
合
大
成
し
て
常
時
の
正
統
の
學
間
と
た
り
更
に
元
明
を

通
し
て
盛
ん
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
陸
學
は
王
陽
明
に
よ
っ
て
承
繍
ぜ
ら
る
る
ま
で
に
は
時
に
断
績
が
あ
り

従
つ
て
近
世
僻
教
思
想
界
に
於
け
る
勢
力
影
響
の
上
よ
り
見
ま
す
と
陸
王
の
學
は
到
底
朱
子
學
の
大
た
る
に
及
び
ま
せ

ぬ
。
只
陸
王
學
の
出
現
に
よ
っ
て
近
世
僻
教
界
に
一
種
清
新
な
る
氣
味
を
加
へ
思
想
界
の
活
躍
を
牌
来
す
る
と
同
時
に

四



じ
ま
す
。
（
昭
和
古
一
年
十
月
記
念
謳
演
）

後
惟
に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
朱
學
と
相
侯
つ
て
惟
道
人
心
の
上
に
大
に
寄
興
す
る
所
あ
り
ま
し
た
事
は
支
那
思
想
史

上
特
に
甜
目
し
て
看
取
す
べ
き
所
で
ず
。

そ
し
て
此
の
二
大
思
潮
が
や
が
て
我
が
國
に
も
渡
来
し
そ
れ
人
＼
の
思
想
力

精
紳
力
を
以
て
我
國
の
思
想
精
紳
界
に
甚
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
王
政
維
新
の
賞
現
に
も
少
か
ら
ず
貢
獣
す
る
所
の
あ

り
ま
し
た
事
は
皆
様
御
承
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

終
り
に
二
目
附
け
加
へ
ま
ず
が
我
國
が
維
新
以
後
昭
和
の
今
日
に
至
る
ま
で
に
國
運
の
甚
大
な
る
骰
展
を
致
し
國
際

間
に
推
し
も
推
ざ
れ
も
ぜ
ぬ
地
位
を
占
む
る
に
至
り
ま
し
た
る
は
御
稜
威
の
然
ら
し
む
る
所
で
あ
り
ま
す
が
一
に
は
俯

教
の
精
紳
に
よ
り
て
培
は
れ
ま
し
た
日
本
精
紳
の
活
躍
も
亦
典
つ
て
力
あ
る
こ
と
と
存
じ
ま
ず
。
然
る
に
支
那
は
い
か

が
で
あ
り
ま
ず
か
。
斯
く
大
切
な
る
教
あ
る
に
も
拘
ら
ず
之
を
棄
て
て
顧
み
ず
、
其
の
敷
千
年
に
亙
れ
る
泄
界
最
古
の

國
の
一
と
し
て
の
誇
り
を
掬
ち
徒
に
獣
米
に
依
存
せ
ん
こ
と
を
是
れ
力
め
、
冊
界
の
大
勢
に
賠
く
、
東
洋
の
安
定
勢
力

で
あ
る
我
國
に
到
し
善
隣
の
誼
を
棄
て
ど
こ
ま
で
も
我
に
反
抗
せ
ん
と
企
て
、
途
に
今
日
の
事
幾
を
招
来
し
不
測
の
禍

に
陥
る
に
至
り
ま
し
た
の
は
誠
に
悪
む
べ
き
で
あ
る
と
同
時
に
又
賊
に
憐
む
べ
き
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
支
那
が
現
在

の
如
く
な
り
ま
し
た
の
は
全
く
孔
子
の
教
に
背
き
孔
子
の
教
を
棄
て
て
顧
み
ざ
る
報
と
存
じ
ま
す
。

孔
子
の
教
が
萬
古

に
亙
つ
て
生
命
あ
り
そ
し
て
尊
重
す
べ
き
大
切
な
教
で
あ
る
こ
と
は
、
之
に
よ
っ
て
も
明
に
證
ざ
れ
て
を
る
こ
と
と
存

懐

徳

一
六




