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経
書
の
成
り
立
ち
闘
冒
冒
翌
犀
犀

経
害
の
成
り
立
ち

懐
徳
堂
講
座
も
開
設
以
来
十
数
年
に
な
り
、
従
っ
て
春
季
古
典
講
座
も
、
早
く
も
十
数
回
を
重
ね
ま
し
た
。
私
は
毎
年
、
何
か
経
書
に

つ
い
て
お
話
を
す
る
例
に
な
つ
て
お
り
ま
す
の
で
、
十
三
継
と
言
わ
れ
て
い
る
澤
山
の
経
書
に
つ
い
て
、
ど
れ
も
一
度
は
、
不
充
分
な
が

い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
が
、

ら
何
か
申
し
上
げ
て
来
ま
し
た
。
も
と
よ
り
経
書
は
、
ど
れ
も
味
わ
い
の
深
い
立
派
な
書
物
で
す
か
ら
、
申
し
上
げ
る
こ
と
は
ま
だ
ま
だ

こ
こ
ら
で
一
度
、
経
書
全
腔
を
見
わ
た
し
て
、
結
局
継
書
と
は
ど
う
い
う
性
質
の
古
典
で
、
そ
れ
が
ど
う
し

て
出
来
た
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
一
考
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
た
い
人
類
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
つ
て
み
ま
す
と
、
相
嘗
古
く
か
ら
文
字
が
痰
明
さ
れ
て
、
記
録
と
か
書
物
と
か
い
う
も
の
が
設
逹
し

て
来
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
事
が
人
類
の
進
歩
登
達
の
上
に
、
大
き
な
役
割
り
を
果
し
て
い
ま
す
。
人
間
と
他
の
動
物
と
の
違
い
は
、
結

局
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
敷
え
上
げ
ら
れ
ま
し
よ
う
が
、
つ
ま
り
人
間
は
、
本
能
と
か
習
性
と
か
い
う
も
の
だ
け
に
頼
ら

な
い
で
、
常
に
考
え
を
め
ぐ
ら
し
工
夫
し
て
生
活
し
て
い
る
、
そ
こ
で
始
終
生
活
の
し
か
た
を
改
良
す
る
の
で
、
文
化
の
殺
逹
が
起
り
ま

木

村

英
八



成
り
立
ち

九

す
。
猿
は
動
物
の
中
で
高
等
な
も
の
で
し
よ
う
が
、
猿
の
世
界
に
は
、
痰
明
・
壺
見
と
か
文
化
の
進
歩
と
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
も

と
猿
に
近
い
動
物
だ
っ
た
で
し
よ
う
が
、
道
具
の
痰
明
、
火
や
水
の
利
用
の
痰
見
、
弓
矢
・
舟
・
車
等
の
戦
明
が
あ
り
、
だ
ん
だ
ん
進
ん

で
機
械
の
痰
明
か
ら
原
子
力
利
用
の
痰
見
に
ま
で
到
逹
し
、
地
球
上
を
支
配
す
る
生
物
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
し
て
人
間
に
だ
け
こ
の
よ

う
な
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
言
え
ば
、
人
間
が
考
え
て
生
活
す
る
と
い
う
能
力
を
も
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
一
人
一
人
の

人
間
が
い
く
ら
よ
い
こ
と
を
工
夫
し
て
も
、
そ
の
人
が
死
ね
ば
そ
の
成
果
が
消
え
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
文
化
の
進
歩
戦
逹
は
起
り
ま
せ

一
人
一
人
が
孤
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
ど
う
し
て
も
集
圃
を
な
し
て
、

互
に
も
ち
つ
も
た
れ
つ
で
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
け
ま
せ
ん
。
自
由
だ
と
か
獨
立
獨
歩
だ
と
か
プ
ラ
イ
バ
ジ
ー
だ
と
か
、
え
ら
そ
う
な
こ
と

を
言
っ
て
は
い
ま
す
が
、
祉
會
を
完
全
に
離
れ
て
は
生
活
で
き
な
い
、
祉
會
生
活
・
集
圏
生
活
を
し
な
が
ら
、
そ
の
中
で
の
自
由
の
確
保

で
あ
り
、
獨
立
獨
歩
で
あ
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
菫
で
す
。
と
こ
ろ
で
若
え
て
生
活
す
る
と
い
う
性
質
を
も
つ
人
間
が
、
集
つ
て
祉
會

生
活
を
う
ま
く
螢
む
た
め
に
は
、
い
う
便
利
な
も
の
が
披
明
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
自
が
互
い
に
他
人
の
考
え
や

を
理
解
し
あ
い
ま
す
。
そ
こ
で
一
人
一
人
の
考
え
た
こ
と
工
夫
し
た
こ
と
が
、
そ
の
人
が
死
ん
で
も
消
滅
し
な
い
で
、
祉
會
の
共
有
財
産

と
し
て
残
る
こ
と
に
な
り
、
次
の
世
代
の
人
は
、
そ
れ
を
學
習
し
そ
れ
を
参
考
し
て
、
そ
の
上
に
新
し
い
考
え
や
工
夫
を
積
み
上
げ
て
行

く
こ
と
が
で
き
る
、

こ
れ
が
文
化
の
骰
達
の
起
る
根
本
的
な
原
因
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、

つ
ま
り
文
化
の
疲
達
と
は
、
人

間
の
努
力
や
工
夫
の
集
積
な
の
で
あ
り
、
そ
の
為
め
に
は
言
葉
と
い
う
道
具
が
非
常
に
大
き
な
働
き
を
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が

い
う
も
の
は
、
啓
を
出
し
て
い
る
間
は
存
在
し
ま
す
が
、
控
が
や
め
ば
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
聞
い
た
人
の
記
憶
に
は
若
干
残
っ
て
も
、

記
樟
は
薄
れ
も
し
髪
形
も
し
ま
す
。
ま
た
啓
は
い
く
ら
大
き
な
聟
で
も
、
そ
ん
な
に
遠
く
ま
で
は
聞
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
文
字
が
痰
明
さ

れ
、
言
葉
を
記
録
す
る
技
術
が
痰
逹
し
ま
す
と
、
知
識
や
情
報
が
ず
つ
と
長
時
間
、
ず
つ
と
遠
く
ま
で
、
ず
つ
と
正
確
に
他
わ
る
こ
と
に

な
つ
て
、
記
録
と
い
う
も
の
が
人
類
の
文
化
の
漿
逹
に
非
常
に
大
き
な
貢
獣
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

記
録
と
言
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
の
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
最
も
澤
山
の
知
識
や
情
報
を
、
最
も
取
り
扱
い
の
便
利
な
形
に
集
約
し
た
も

ん
。
と
こ
ろ
が
人
間
は
祉
會
的
動
物
で
あ
っ
て
、
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さ
て

の
が
書
物
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
ど
の
民
族
に
も
、
文
化
の
或
る
程
良
ま
で
迎
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
ず
つ
と
Iie
ロ
か
ら
今
日
ま
で
、

無
敷
の
苫
物
が
作
ら
れ
、
今
日
で
は
ま
す
ま
す
多
漏
に
出
版
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
も
つ
と
も
今
日
で
は
、
文
字

な
く
、
富
買
・
映
贔
・
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ド
等
、
皆
大
切
な
記
録
で
す
。
私
は
近
頃
、
闘
比
ぃ
餡
の
こ
と
に
闊
係
し
て
お
り
ま
す
が
、
限
ら
れ

い
こ
と
を
始
め
た
も
の
だ
と
息
い
ま
す
が
、

た
大
學
闘
古
館
の
こ
と
だ
け
を
見
ま
し
て
も
、
机
界
中
の
學
術
情
報
が
、
毎
週
・
毎
日
、
洪
水
の
よ
う
に
殺
到
し
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
．

を
何
と
か
急
速
に
整
理
し
て
利
用
者
に
役
立
て
よ
う
と
す
ろ
掛
り
の
第
一
線
は
、
戦
場
の
よ
う
な
さ
わ
ぎ
で
す
。
ま
こ
と
に
人
類
は
え
ら

こ
れ
が
今
日
の
急
速
な
文
化
の
進
歩
と
非
常
に
深
い
闘
係
に
あ
る
の
で
す
。
我
々
は
毎
日
、

新
聞
を
讀
み
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
を
使
い
、
雑
誌
や
耗
□
物
を
澤
山
見
て
い
ま
す
の
で
、

こ
れ
が
無
か
っ
た
ら
大
笈
な
の
で
す
。

の
内
容
で
す
が
、
そ
れ
に
も
い
ろ
い
ろ
種
類
が
あ
り
ま
す

3

新
聞
の
よ
う
に
毎
日
油
み
す
て
た
ら
よ
い
も
の
か
ら
、
多
少
時

間
を
か
け
て
も
よ
く
理
解
し
て
お
く
べ
き
も
の
、
ま
た
一
生
の
う
ち
、
何
回
で
も
繰
り
か
え
し
禎
み
味
わ
っ
て
よ
い
も
の
、
或
い
は
何
千

年
に
も
わ
た
つ
て
、
何
侃
代
も
の
人
が
愛
聞
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
、
時
代
を
超
越
し
た
飢
値
を
も
つ
も
の
、

時
代
を
超
え
た
飢
値
を
も
つ
も
の
、
従
っ
て
民
族
あ
る
い
は
人
類
と
共
に

古
典
は
、
よ
く
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
汲
め
ど
も
晶
き
ぬ
文
化
の
源
尿
で
、
何
時
誰
が
試
ん
で
も
、
何
か
味
わ
い
が
あ
り
、
何
等
か
の
新

し
い
示
唆
を
う
け
て
参
考
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
仰
い
耗
□
物
で
す
。
そ
し
て
こ
の
古
典
の
巾
で
、
特
に
或
る
特
定
の
宗
敦
と
か
主
義
と

か
の
原
理
を
示
し
て
い
る
古
典
を
、
純
典
・
経
甚
・
聖
典
・
聖
ド
な
ど
と
言
つ
て
い
ま
す
。
佛
敦
に
は
お
罷
が
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
敦
に
は

聖
書
が
あ
り
、
中
國
の
儒
敦
に
は
経
書
が
あ
る
等
が
そ
れ
で
す
。
私
が
毎
年
こ
の
古
典
講
座
で
お
揺
し
て
ま
い
り
ま
し
た
の
は
偏
攻
の
罰

書
の
話
で
、

紐
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
全
部
敷
え
る
と
十
三
あ
り
ま
す
。
こ
の

経
粛
の
成
り
立
ち

て
い

の

で
も
、
時
代
に
よ
り
下
情
に
よ
っ
て
、

の
長
い
比
9

物
が
古
典
で
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら

い
ろ
い
ろ
で
す
。

こ
の
、

こ
ま

'
J
'
1
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の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

い
た
内
物
だ
け
で
は

1
0
 



四
翡
と
五
経
と
は
、
或
る
意
味
で
少
し
性
質
が
迎
い
ま
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、

が
あ
っ
て
、

ユ
ダ
ヤ
敦
が
他
え
た
古
典
二
十
四
曹
が
も
と
に
な
っ
て
お
り
、

そ

数
え
方
も
取
り
上
げ
方
も
違
っ
て
お
り
、
五
経
と
か
六
経
と
か
、
七
経
・
九
経
・
十
一
如
訟
、
或
い
は
四
書
な
ど
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
中

で
も
、
五
経
あ
る
い
は
六
経
と
四
苫
と
が
一
番
大
切
な
敷
え
方
で
、
我
が
國
で
も
片
か
ら
四
賞
五
経
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
の
聖
翡
に
は
新
諄
聖
書
と
佑
認
聖
書
と

こ
の
二
つ
は
で
も
少
し
性
質
が
迎
い
ま
す
。
糾
繹
聖
曹
は
創
世
紀
か
ら
始
ま
り
マ
ラ
キ
書
に
終
る
三
十
九
篇
（
列

王
紀
略
と
歴
代
志
略
と
か
そ
れ
そ
れ
上
下
に
分
れ
て
い
る
の
で
、
記
録
の
敷
は
三
十
七
）
で
す
が
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
敦
が
成
立
す
る
よ
り
以
前
か

モ
ー
ゼ
の
五
曹
と
言
わ
れ
る
律
法
や
豫
言
者
の
書
、
そ
の
他
の
記
録

等
か
ら
成
り
、
紀
元
前
九
枇
紀
頃
か
ら
前
一
机
紀
の
半
煩
ま
で
の
、
八

0
0年
に
わ
た
る
長
い
間
に
だ
ん
だ
ん
と
出
来
た
記
録
を
含
ん
で

い
ま
す
。
新
設
聖
甚
の
方
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
日
身
の
数
え
を
他
え
た
言
行
録
と
し
て
の
マ
タ
イ
・
マ
ル
コ
・
ル
カ
の
三
つ
の
共
観

福
音
古
に
、
ヨ
ハ
ネ
他
を
加
え
た
四
福
昔
苫
か
ら
始
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
達
が
苦
努
し
て
宣
敦
し
た
際
の
沓
箇
・
日
記
・
敦
囲
の
記

録
・
説
数
の
覺
え
甚
き
等
、
全
部
で
二
十
七
の
記
録
を
集
め
た
も
の
で
す
。
大
儒
、
キ
リ
ス
ト
歿
後
三
•
四0
年
頃
か
ら
一
世
紀
の
終
頃

ま
で
に
は
口
か
れ
た
い
ろ
い
ろ
な
記
録
集
で
、
大
ま
か
な
と
こ
ろ
、
一
枇
紀
後
半
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
佛
敦
の
お
経
に
も

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
維
つ
て
い
ま
す
。
大
蔵
純
は
漠
繹
だ
け
で
言
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
版
が
あ
っ
て
、
少
い
も
の
で
も
五
千
巻
、
多
い
も

の
は
一
萬
三
千
巻
も
あ
る
旭
大
な
も
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
、
お
繹
迦
さ
ん
の
歿
後
、
直
接
敦
え
を
聞
い
た
弟
子
達
が
集
つ
て
、
各
自
が

聞
い
た
と
こ
ろ
を
語
り
合
っ
て
集
め
る
、

歿
後
一

0
0年
か
二

0
0年、

い
わ
ゆ
る
結
集
が
何
度
か
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
如
是
我
聞
：

．．．． 
」
（
「
私
は
こ
ん
な
風
に
承
っ
た
・
・
・

．．． 
」
）
と
い
い
方
で
の
べ
て
い
る
の
が
古
い
形
で
、
論
語
の
「
壬
曰
：

．．．． 
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
う
い
う
形
の
記
録
を
含

ん
で
い
る
阿
含
系
統
の
経
典
が
、
成
立
が
一
番
古
か
ろ
う
と
言
わ
れ
て
お
り
、
何
度
か
手
が
加
え
ら
れ
た
に
し
て
も
、
そ
の
原
形
は
繹
尊

つ
ま
り
ア
ジ
ョ
カ
王
以
前
の
い
わ
ゆ
る
原
始
佛
牧
時
代
（
紀
元
前
四
ー
三
世
紀
）
の
成
立
と
見
ら
れ
る
、

し
て
ア
ジ
ョ
カ
王
以
後
の
ニ
・
三
百
年
間
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
詳
し
い
學
理
的
な
研
究
や
論
説
が
展
開
し
、
い
わ
ゆ
る
小
乗
部
派
佛
教

の
ア
ビ
ダ
ル
マ
が
澤
山
で
き
ま
す
。
そ
の
後
西
暦
紀
元
前
後
か
ら
、
そ
れ
等
の
多
稲
多
様
な
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
中
で
詳
細
繁
雑
に
展
開
し
た

らノ、

紐
古
の
成
り
立
ち



経
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成
り
立
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學
理
を
、
深
く
統
一
貼
ま
で
掘
り
下
げ
て
系
統
的
な
哲
學
閤
系
に
ま
と
め
上
げ
る
れ
業
が
殺
足
し
ま
す
。
か
く
て
そ
の
成
果
と
し
て
展
開

し
た
の
が
大
乖
論
師
の
學
で
す
が
、
そ
の
際
、
そ
の
展
開
の
前
提
と
し
て
、
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
佛
説
を
再
構
成
し
た
立
派
な

経
典
が
澤
山
出
来
ま
し
た
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
大
乖
経
典
で
、
般
若
経
・
涅
槃
糀
・
法
華
経
・
華
厳
糀
・
無
菫
品
癌
・
解
深
密
癌
・
首
榜

厳
経
．
勝
墨
経
・
維
咽
経
等
々
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
疫
抑
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
西
麿
紀
元
前
後
か
ら
一
・
三
恨
紀
へ
か
け
て
、
次
第
に

成
立
し
た
よ
う
で
す
。
こ
ん
な
わ
け
で
バ
イ
ブ
ル
と
は
意
味
が
迎
い
ま
す
が
、
澤
山
の
佛
数
の
お
経
の
巾
に
も
、
原
始
佛
牧
時
代
に
作
ら

れ
た
古
い
記
録
の
一
群
と
、
大
乖
経
典
と
い
う
新
し
い
一
群
と
が
あ
り
ま
す
。

rl國
の
偏
敦
の
経
位
の
中
に
も
、
キ
リ
ス
ト
数
の
バ
イ
ブ

JV
や
佛
敦
の
お
綬
と
は
ま
た
意
味
が
違
い
ま
す
が
、
や
は
り
互
続
と
い
う
古
い
グ
ル
ー
プ
と
四
ぼ
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
グ
ル
ー
プ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
五
糀
と
四
国
と
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
申
し
上
げ
て
み
ま
し
よ
う
‘
)

四
書
と
五
続
と
の
こ
と
を
の
べ
る
に
先
立
つ
て
、
も
う
一
っ
杓
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
和
辻
哲
郎
博
士
が
孔
子
を

一
人
一
人
特
色
は
あ
る
が
、
と
も
か
く
長
い
人
類
の
歴
史
の

rl
で
蚊
も
偉
い
聖
人
で
あ
る
、
と
こ
ろ
で
偉
し

論
ぜ
ら
れ
た
時
、
次
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
繹
迦
・
孔

f
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
世
界
の
四
聖
と
呼
ば
れ
、

つ
て
も
ど
う
偉
い
か
と

言
え
ば
、
彼
等
は
人
類
の
教
師
で
あ
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
す
。
も
し
人
類
は
、
永
遠
に
こ

な
ら
ぬ
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
こ
れ
等
の
人
が
も
つ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
偉
い
人
に
相
迎
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
る
で
し
よ
う
か
。
前
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
人
類
の
永
い
歴
史
に
は
文
化
の
殺
逹
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
無
敷
の
人
の
努
力
や
工
夫
の
禎
み
璽
ね
で
あ
っ
て
、
他
の
動
物
に
は
な
い
こ
と
で
す
か
ら
、
人
類
の
本
質
的
な
特
長
で

す
。
し
か
し
積
み
屯
ね
な
の
で
す
か
ら
、
後
か
ら
生
れ
た
者
ほ
ど
高
く
積
み
菫
ね
ら
れ
た
上
に
立
つ
の
は
常
然
で
す
。
い
く
ら
偉
い
人
が

出
て
大
き
な
仕
罪
を
し
て
も
、
後
か
ら
来
た
も
の
は
そ
れ
を
踏
み
汲
に
し
て
そ
の
上
へ
禎
み
屯
ね
ま
す
か
ら
、
す
ぐ
そ
の
人
よ
り
上
へ
出

四

の
人
に
頭
を
さ
げ
て
敦
え
を
請
わ
ね
ば



の
成
り
立
ち

の
参
考
に
な
る
古
典
と
し
て
、
永
遠
の
生
命
を
も
つ
て
い
る
の
で
す
。

て
し
ま
い
ま
す
。

で
す
か
ら
繹
迦
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
キ
リ
ス
ト
が
い
く
ら
偉
か
っ
た
と
し
て
も
、
文
化
生
活
の
水
準
と
か
、
知
識
の
量
と

か
等
の
よ
う
な
外
形
的
な
積
み
重
ね
の
結
果
だ

、
我
々
の
方
が
高
い
こ
と
は
勿
論
で
、
今
で
は
彼
等
に

い
で
し
よ
う
~
"
し
か
し
よ
く
身
え
て
み
ま
す
と
、
人
間
の
文
化
の
中
に
は
、

い
話
が
藝
能
や
牲
術
の
よ
う
な
無
形
文
化
は
そ
れ
で
す

3

名
人
で
あ
る
師
匠
の
投
は
、
師
匠
と
同
じ
位
す
ぐ
れ
た
才
能
を
も
ち
、

師
匠
に
劣
ら
ぬ
血
み
ど
ろ
の
修
業
を
し
た
も
の
だ
け
が
身
に
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ぽ
ん
く
ら
な
弟

f
で
も
比
較
的
簡
軍
に
師
匠
よ

り
高
い
境
地
に
立
て
る
、
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
つ
と
も
こ
れ
は
、

れ
る
こ
と
で
、
他
の
分
野
に
通
用
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
す
べ
て
の
人
に
例
外
な
く
通
用
す
る
最
も
屯
要
な
こ
と
と
し
て
は
、

人
生
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
前
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
人
間
は
砒
會
的
動
物
で
あ
っ
て
、
集
閥
を
な
し
て
持
ち

つ
持
た
れ
つ
で
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
け
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
一
人
一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
個
性
の
あ
る
自
分
の
生
命
を
も
つ
て
お
り
、
自
分
の

生
活
は
自
分
で
生
き
る
よ
り
し
か
た
が
な
い
、
人
に
代
つ
て
生
き
て
も
ら
う
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
人
間
と
し
て
自
分

の
生
活
を
ど
の
よ
う
に
生
き
る
の
が
一
番
よ
い
か
、
と
い
う
問
題
は
、

創
作
し
自
分
で
決
断
し
て

え
、
よ
く
工
夫
し
て
、
人
生
を
立
派
に
生
き
抜
い
た
人
の
例
は
、
古
今
を
論
ぜ
ず
、

に
も
な
り
敦
訓
に
も
な
り
ま
す
。
思
う
に
繹
迦
・
孔

f
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
キ
リ
ス
ト
等
は
、

す。

そ
れ
ぞ
れ
性
格
は
違
い
ま
す
が
、

く
立
派
に
人
生
を
生
き
抜
い
た
と
い
う
意
味
で
、
最
も
偉
い
人
で
す
。
さ
れ
ば
こ
そ
彼
等
の
言
行
や
敦
え
の
品
録
が
、

こ
の
上
な

い
つ
ま
で
も
萬
人

の
東
西
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
人
に
と
つ
て
参
考

一
人
一
人
が
例
外
な
く
も
つ
て
い
る
根
本
問
題
で
す
が
、

各
目
が
他
人
の
生
き
方
を
参
考
に
し
た
り
、
自
分
自
身
の
性
質
や
状
態
、
或
い
は
周
圏
の
こ
と
等
を
考
え
合
せ
た
り
し
な
が
ら
、
自
分
で

こ
れ
は

て
行
く
よ
り
し
か
た
が
な
い
の
で
あ
つ
て
、
筒
軍
に
人
の
奨
似
を
し
た
り
人
に
頼
っ
た
り
し
て
涜
む
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
こ
う
い
う
貼
に
な
る
と
、
他
人
に
は
通
用
し
な
い
獨
自
の
道
で
あ
り
な
が
ら
も
、
ほ
ん
と
う
に
深
く
考

一
部
の
牲
術
家
と
い
う
特
殊
な
人
々
に
だ
け
見
ら

に
は
積
み
菫
ね
ら
れ
な
い
も
の
が
い
く
ら
も
あ
り
ま

こ
と
は
な



一
た
い
六
継
と
い
う
の
は
、
易

経
書
の
成
り
立
ち

さ
て
中
圃
は
、
早
く
か
ら
文
化
の
開
け
た
古
い
國
で
す
が
、
そ
こ
に
生
れ
た
孔
子
は
、
す
ぐ
れ
た
學
者
と
し
て
、

こ
の
文
化
と
い
う
も

の
を
廣
く
深
く
研
究
し
て
そ
の
本
質
を
き
わ
め
、
そ
れ
の
根
本
原
理
と
し
て
道
徳
を
開
戦
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
道
に
お
い
て
、
人
類

永
遠
の
教
師
と
な
る
程
に
、
立
派
に
人
生
を
生
き
抜
い
た
人
で
す
。

で
す
か
ら
彼
の
最
も
偉
い
と
こ
ろ
は
、
彼
獨
自
の
道
に
お
い
て
、
人

類
の
最
も
す
ぐ
れ
た
教
師
の
一
人
と
な
っ
た
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
と
共
に
、
彼
の
遺
し
た
大
直
業
の
一
っ
と
し
て
は
、
長
い
歴
史
を
も
っ

中
國
文
化
の
中
か
ら
、
永
遠
の
債
値
あ
る
記
録
を
選
び
出
し
て
ま
と
め
、
そ
れ
を
古
典
と
し
て
後
代
に
遺
す
と
い
う
文
化
事
業
を
始
め
た

こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
彼
は
す
ぐ
れ
た
敦
育
者
と
し
て
多
く
の
す
ぐ
れ
た
弟
子
を
養
成
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
文
化
事
業
は
弟

子
達
に
よ
っ
て
次
第
に
受
け
つ
が
れ
、
中
國
古
代
の
古
典
編
纂
渾
業
は
、
孔
子
（
紀
元
前
六
？
五
世
紀
）
か
ら
始
ま
つ
て
紀
元
前
二
世
紀

の
前
半
ま
で
、
三
百
年
以
上
も
か
か
つ
て
一
應
完
成
い
た
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
出
来
た
古
典
群
が
、
い
わ
ゆ
る
六
経
ま
た
は
五
経
で
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
儒
敦
徒
の
手
に
よ
っ
て
孔
子
の
主
義
に
従
っ
て
編
輯
さ
れ
た
古
典
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
中
國
民
族
の
古
典
で

あ
る
と
共
に
、
結
局
そ
れ
が
儒
敦
の
経
典
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
孔
子
白
身
が
立
派
な
學
者
で
あ
り
、
教
養
人

で
あ
り
、
政
治
家
で
も
あ
り
、
教
育
者
で
も
あ
っ
た
闊
係
上
、
彼
の
直
接
・
間
接
の
影
響
は
、
學
界
・
政
界
・
教
育
界
等
か
ら
一
般
知
識

人
の
教
養
に
及
ぶ
ま
で
、
多
方
面
に
わ
た
っ
て
甚
大
で
あ
り
、
紀
元
前
二
枇
紀
慎
か
ら
、
彼
の
主
義
で
あ
る
儒
敦
が
普
及
す
る
に
つ
れ

て
、
支
配
階
級
で
あ
る
官
僚
の
本
格
的
敦
養
の
基
準
は
儒
敦
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
爾
来
長
く
こ
の
状
態
が
、
最
近
ま
で
二
千
年
に
亘
つ

て
網
績
い
た
し
ま
し
た
。
従
っ
て
五
経
と
い
う
五
つ
の
書
物
は
、
古
代
の
中
國
文
化
の
遺
し
た
古
典
で
あ
る
と
共
に
、
儒
教
の
経
典
で
も

あ
り
、
同
時
に
、
中
國
に
お
け
る
本
格
派
敦
養
人
の
敦
養
聖
典
で
も
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

の
で
、
書
物
と
し
て
残
っ
た
の
は
五
経
だ
け
で
す
。
—
ー
曲
恐
ほ
昔
業
の
古
典
も
出
来
て
い
た
の
だ
が
、
秦
の
始
皇
が
害
物
を
燒
い
た
時
に

五

．
證
・
築
・
春
秋
の
六
つ
を
数
え
ま
す
が
、
音
築
の
古
典
だ
け
は
編
纂
が
完
成
し
な
か
っ
た

ニ
四



で
し
よ
う
。

紐
書
の
成
り
立
ち

こ
う
し
て
紀
元
前
二
世
紀
の
前
半
頃
ま
で
に
、

亡
ん
だ
の
だ
、
と
い
う
説
明
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
歴
史
的
事
買
で
は
な
い
で
し
よ
う
ー
—
ー
゜
易
と
い
う
の
は
占
い
の
古
典
で
す
。
古

代
に
お
い
て
は
、
人
生
や
國
家
の
璽
大
拝
件
に
常
面
し
た
場
合
に
は
、
占
い
に
よ
っ
て
肺
の
意
志
を
問
う
て
決
断
し
た
も
の
で
、
占
い
は

非
常
に
帥
聖
で
大
切
な
も
の
で
し
た
。
何
し
ろ
國
家
や
人
生
の
曲
り
角
に
常
る
菫
大
な
時
の
決
断
で
す
か
ら
、
占
い
と
い
う
も
の
は
一
生

懸
命
に
誠
意
を
娼
し
、
あ
ら
ゆ
る
知
・
情
・
意
の
限
り
を
つ
く
し
た
上
で
決
断
を
軸
意
に
問
う
の
で
す
。
だ
か
ら
易
の
出
録
の
中
に
は
、

帥
秘
な
占
い
用
語
に
雑
つ
て
、
人
間
の
誠
意
に
基
づ
い
て
展
開
し
た
敬
虔
な
言
葉
や
、
良
識
的
判
断
の
縮
が
澤
山
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
貼
が
、
易
が
古
典
と
し
て
今
日
で
も
愛
讀
さ
れ
る
所
以
で
す
。
脅
は
、
後
枇
の
参
考
に
な
る
よ
う
な
政
治
上
の
古
い
典
故
を
集
め
た

記
録
集
で
す
。
詩
は
古
代
の
歌
詞
を
集
め
た
も
の
、
麓
は
祉
會
生
活
の
い
ろ
い
ろ
の
場
合
に
お
け
る
儀
式
や
エ
チ
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
記

録
、
築
は
古
典
音
築
、
春
秋
は
古
代
の
歴
史
的
な
記
録
の
残
存
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
六
つ
で
、
中
國
古
代
文
化
の
遣
し
た
す
ぐ
れ
た
占

論
語
に
よ
れ
ば
、
孔
手
が
弟

f
に
放
え
た
場
合
の
数
課
目
と
し
て
は
、

養
人
と
し
て
世
に
立
つ
場
合
、
ま
た
為
政
者
と
し
て
恥
か
し
く
な
い
人
間
と
な
る
為
め
に
は
、
こ
の
四
諜
目
を
必
修
課
目
と
し
て
學
習
さ

せ
る
が
よ
い
、
と
孔
子
は
芍
え
た
の
で
し
よ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
四
つ
の
中
で
、
常
時
既
に
因
物
と
し
て
ま
と
ま
つ
て
い
た
の
は
、
詩
と

0
年
程
後
の

の
書
物
の
中
に
、
始
め
て
春
秋
と
い
う
名
が
古
典
と
し
て
現
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
春
秋
も
ま
た
孔
子
が
編
纂
し
た
と

い
う
博
説
が
載
つ
て
い
ま
す
。

―
つ
の
古
典
は
、
孔
子
自
身
が
編
輯
し
た
も
の
の
よ
う
で
す
。
孔
子
よ
り
一
〇

つ
ま
り
古
典
を
整
理
し
編
輯
し
よ
う
と
い
う
孔

f
の
糀
帥
に
基
づ
い
て
、

の
頃
ま
で
に
春
秋
と
い
う

古
記
録
が
殺
見
さ
れ
整
理
さ
れ
た
の
で
し
よ
う
。
孟

f
よ
り
更
に
敷
十
年
後
の
荀
子
の
時
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
廣
＜
證
の
記
録
を
集
め

て
整
理
編
纂
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
荀
子
の
甚
物
の
非
相
篇
や
大
略
篇
に
、
は
じ
め
て
易
を
古
典
と
し
て
扱
つ
て
い

ま
す
か
ら
、
易
の
古
記
録
を
編
斡
し
て
儒
敦
の
古
典
に
仕
立
て
た
の
は
、
お
そ
ら
く
荀
子
も
し
く
は
そ
の
弟
子
あ
た
り
か
ら
始
ま
っ
た
の

の
二
つ
だ
け
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の

典
は
、
大
儒
網
羅
さ
れ
て
い
た
で
し
よ
う
。

一五

・
春
秋
・
證
・
易
の
五
つ
が
、
偏
敦
の
學
者
の
努
力
に
よ
っ
て
、
整

醜
・
築
の
四
つ
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
文
化
人
・
敦



経
書
の
成
り
立
ち

理
・
編
輯
・
補
修
さ
れ
て
古
典
と
し
て
成
立
し
ま
し
た
が
、
常
然
そ
れ
等
は
、
儒
敦
の
人
々
に
と
つ
て
は
、
中
國
民
族
の
古
典
で
あ
る
と

同
時
に
、
儒
敦
の
経
典
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。

す
る
組
織
を
完
成
し
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、
武
帝
は
儒
敦
を
重
ん
じ
て
國
敦
と
し
、
支
配
階
級
で
あ
る
官
吏
に
は
例
外
な
く
儒
敦
を
學
ば

せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
儒
敦
主
義
の
中
央
集
櫂
的
大
帝
國
を
作
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
儒
敦
は
今
日
の
中
國
の
共
産
主
義
と
同
じ

く
、
國
家
祉
會
の
政
治
・
敦
育
の
指
導
精
誹
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
元
来
が
中
國
民
族
の
古
典

で
あ
る
五
経
が
、
儒
敦
徒
の
手
で
整
理
編
纂
さ
れ
た
闘
係
で
儒
敦
の
継
典
で
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
今
や
そ
れ
が
、
今
日
の
中
共
で
マ

J
V
9

ク
ス
や
レ
ー
ニ
ン
の
書
物
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
政
治
・
敦
育
の
指
導
精
誹
を
示
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
原
典
ー
|
'
或
る
意

味
で
は
憲
法
ー
ー
i

と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
博
統
が
、
そ
れ
以
後
二

0
0
0年
間
の
中
國
の
歴
史
に
お

け
る
政
治
方
式
の
型
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
中
國
の
曹
物
の
中
に
お
け
る
五
経
の
地
位
が
、

1
0
0
0年
と
い
う
長
い
歴
史
の
間
に
は
、
勿
論
い
ろ
い
ろ
な
事
情
の
愛
化
が
あ
り
ま
す
。
漠
か
ら
一

0
0
0

て
、
十
一
・
十
二
世
紀
あ
た
り
、
す
な
わ
ち
宋
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
祉
會
も
ま
す
ま
す
複
雑
に
な
り
、
文
化
も
ま
す
ま
す
多
角
的
に
進

歩
し
て
来
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
治
め
て
ゆ
く
政
府
の
中
央
集
櫂
的
組
織
も
、
ま
す
ま
す
官
僚
組
織
を
強
化
し
て
能
率
化
し
て
ゆ
か
ね
ば

な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
勿
論
そ
の
場
合
で
も
、
五
継
が
政
治
・
制
度
・
敦
育
の
原
典
で
あ
る
こ
と
に
髪
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
何
分
に
も

五
経
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
古
く
て
む
つ
か
し
い
書
物
で
、
そ
の
上
分
量
も
多
く
、
長
い
間
の
學
問
の
戦
逹
に
つ
れ
て
大
層
細
か
い
解
繹
が

澤
山
で
き
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が

一
般
官
僚
に
は
と
て
も
出
来

程
癌
つ

つ
い
で
漠
の
武
帝
が
、
中
國
全
盟
を
―
つ
の
中
央
集
櫂
的
な
大
帝
國
と
し
て
統
治

で
す
か
ら
儒
敦
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
五
経
が
悪
法
で
あ
る

こ
こ
で
定
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

い
ま
し
て
も
、
餘
程
特
別
な
博
學
者
で
な
い
限
り

は
五
癌
全
儒
を
讀
ん
で
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
儒
敦
全
儒
の
精
誹
を
正
し
く
見
極
め
て
掴
む
こ
と
は
、

な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
上
、
佛
敦
や
道
教
が
非
常
な
峻
達
を
と
げ
て
、
そ
の
深
い
哲
學
が
儒
教
を
侵
し
て
来
ま
す
。
常
然
、
支

配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
儒
教
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
等
と
も
封
抗
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
五
継
の
箇
軍
な
ダ
イ

ゼ
ス
ト
を
作
っ
て
、
そ
れ
さ
え
よ
く
讀
め
ば
儒
教
全
閤
の
精
軸
の
要
黙
が
撼
め
る
よ
う
に
し
、
こ
れ
だ
け
は
す
べ
て
の
官
僚
に
マ
ス
タ
ー

二
六



意
味
を
張
く
含
ん
で
い
ま
す
。

＜ ヽ

ニ
し

の
思
想
を
指
導
し
、
統
治
を
能
率
化
す
る
こ
と
が
苔
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
研
究
が
な
さ
れ

た
末
に
、
五
経
の
轄
記
の
中
か
ら
大
學
と
中
庸
と
の
二
篇
を
取
り
出
し
、
そ
れ
に
論
語
と
孟
子
と
を
加
え
て
、
四
暑
と
い
う
も
の
が
作
ら

れ
ま
し
た
。
勿
論
こ
れ
に
は
、
し
つ
か
り
し
た
哲
學
に
よ
る
周
到
な
基
礎
づ
け
が
要
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
南
宋
の
大
學
者
朱

は
、
こ
の
黙
で
非
常
に
功
績
の
あ
っ
た
人
で
す
。

こ
う
し
て
南
宋
以
来
の
一

0
0
0年
間
は
、
儒
教
の
経
典
と
し
て
は
先
づ
四
甚
が
重
ん

こ
ん
な
わ
け
で
、
四
甚
は
古
来
の
五
経
を
中
心
と
す
る
儒
敦
の
経
典
や
古
典
の
ダ
イ
ゼ
ス
ト
版
で
あ
る
、
で
す
か
ら
五
経
は
、

「
中
闘
に
お
け
る
本
格
派
教
養
人
の
教
養
聖
典
」
と
い
う
意
味
で
重
ん
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
封
し
て
四

「
近
代
中
國
官
恢
の
政
教
綱
要
害
」
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
ろ
し
い
で
し
よ
う
。
こ
こ
に
政
敦
と
申
し
ま
し
た
が
、
政
敦
と
は
政
治
と
敦
化

で
す
。
儒
敦
の
博
統
的
な
杓
え
で
は
、
政
治
と
い
う
も
の
は
、
軍
に
支
配
者
が
櫂
力
を
以
て
民
を
治
め
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
、
支
配
者

べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。

は
祉
會
の
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
立
派
な
人
間
で
、
人
格
の
上
で
も
す
ぐ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
無
知
な
民
を
敦
育
し
な
が
ら
統
治
す

で
す
か
ら
「
官
僚
の
政
敦
綱
要
薯
」
つ
て
も
、
軍
に
下
務
的
な
便
覧
と
い
う
意
味
で
は
な

「
官
僚
自
身
が
人
格
を
修
養
し
て
、

経
潜
の
成
り
立
ち

エ
リ
ー
ト
と
し
て
恥
か
し
く
な
い
人
間
と
な
り
、
立
派
な
政
敦
を
行
う
為
め
の
憲
法
」
と
い
う

9. 

ノ‘

ぜ
ら
れ
る
、
と
い
う
風
に
な
つ
て
来
ま
し
た
。

さ
せ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

ま
、

'リ・ 今

や
な
ど




