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山
　
路
　
　
　
裕

摘
要

　

王
畿
の
思
想
は
、
同
時
代
の
み
な
ら
ず
現
代
に
お
い
て
も
「
観
念
的
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
王
畿
の
見
在
良

知
説
が
、
工
夫
を
軽
視
し
て
本
体
へ
の
悟
り
を
目
的
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
思
想
が
現
実
か
ら
遊
離
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
こ
と
を
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
で
批
判
的
に
捉
え
る
見
方
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
批
判
の
妥
当
性
を
直
接
議
論
す
る
も
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
批
判
を
、
王
畿
思
想
の
特
徴
を
探
る
ヒ
ン
ト
と
捉
え
て
対
置
さ
せ
る
こ
と
で
、
王
畿
の
思
想
を
考
察
す
る
。
具

体
的
に
は
、次
の
四
つ
の
論
点
を
手
が
か
り
と
す
る
。（
一
）王
畿
思
想
に
お
け
る
良
知
顕
現
の
実
感
。（
二
）非
本
来
的
要
素
の
不
可
避
性
。（
三
）

工
夫
の
根
拠
と
し
て
の
見
在
良
知
。（
四
）
良
知
を
「
信
」
じ
る
こ
と
。
こ
れ
ら
四
つ
の
論
点
を
王
畿
思
想
の
工
夫
論
と
い
う
課
題
を
軸
に
据
え
、

有
機
的
な
関
連
を
も
た
せ
つ
つ
論
じ
て
み
た
い
。

王
畿
の
工
夫
論
と
「
見
在
良
知
」

　
　
―
王
畿
批
判
の
言
説
か
ら
逆
照
射
し
て
―
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は
じ
め
に
―
問
題
の
所
在

王
守
仁
（
一
四
七
二
〜
一
五
二
九
）
の
晩
年
に
近
い
弟
子
で
あ
る
王
畿
（
一
四
九
八
〜
一
五
八
三
）
は
、
師
の
没
後
、
江
南
の
地
に
お
い
て
精
力

的
に
講
学
活
動
を
展
開
し
、
王
学
の
伝
播
に
務
め
た

（
１
）

。
そ
の
思
想
の
特
徴
は
、
近
代
以
降
の
研
究
史
上
「
見
在
（
現
成
）
良
知
説
」
と
称
さ
れ

る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に

（
２
）
、『
孟
子
』
に
由
来
す
る
「
良
知
」
と
い
う
道
徳
判
断
能
力
が
、な
ん
ら
修
養
を
必
要
と
す
る
ま
で
も
な
く
「
見
在
」、

す
な
わ
ち
現
前
す
る
と
捉
え
る
点
に
あ
る
。

良
知
を
見
在
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
王
畿
の
考
え
方
は
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
広
く
受
容
さ
れ
た
が
、
し
か
し
同
時
に
批
判
者
も
多
く
い
た
。

そ
う
し
た
批
判
者
の
中
で
も
と
り
わ
け
厳
し
く
王
畿
を
批
判
し
た
の
が
、
同
門
の
羅
洪
先
（
一
五
〇
四
〜
一
五
六
四
）
で
あ
る
。
羅
に
と
っ
て
、

良
知
を
見
在
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
王
畿
の
良
知
説
は
、
人
に
巣
食
う
欲
を
軽
視
し
て
安
易
な
自
己
肯
定
を
も
た
ら
し
、
良
知
は
す
で
に
見
在

し
て
い
る
の
だ
か
ら
修
養
は
不
要
と
説
き
、
結
果
的
に
人
欲
を
放
置
す
る
も
の
と
映
っ
た
（『
念
菴
羅
先
生
文
集
』
巻
三
「
夏
遊
記
」）。
ま
た
、
明

末
清
初
の
劉
宗
周
（
一
五
七
八
〜
一
六
四
五
）
は
、「
龍
溪
に
至
り
、
直た

だ
良
知
を
把と

り
て
佛
性
と
作な

し
て
看
、
懸
空
に
個
の
悟
り
を
期
せ
ん
と

し
て
、
終
に
光
景
を
玩
弄
す
る
を
成
す
の
み
。
之
れ
を
戈
を
操
り
て
室
に
入
る
と
謂
ふ
と
雖
も
、
可
な
り
（
至
龍
溪
、
直
把
良
知
作
佛
性
看
、
懸

空
期
個
悟
、
終
成
玩
弄
光
景
。
雖
謂
之
操
戈
入
室
、
可
也
）」（『
明
儒
学
案
』
師
説
）
と
言
い
、「
懸
空
期
個
悟
」
と
い
う
言
葉
で
、
そ
の
思
想
の
観
念

性
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
さ
ら
に
、
劉
を
師
と
仰
ぐ
黄
宗
羲
（
一
六
一
〇
〜
一
六
九
五
）
も
、
王
畿
は
悟
り
を
重
ん
じ
て
禅
に
近
づ
き
、
王
学
に

よ
っ
て
は
繋
ぎ
止
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
批
判
し
て
い
る

（
３
）
。
こ
れ
ら
の
批
判
か
ら
、
王
畿
の
見
在
良
知
説
は
、
着
実
な
工
夫
に
励
む
こ
と
が
な

く
、
本
体
へ
の
悟
り
を
夢
想
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る

（
４
）
。

王
畿
が
講
学
活
動
を
積
極
的
に
展
開
し
た
こ
と
で
見
在
良
知
説
が
広
ま
る
中
で
、
工
夫
を
軽
視
す
る
傾
向
が
、
当
時
の
学
習
者
の
実
態
と
し
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て
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
う
し
た
状
況
を
王
畿
も
ま
た
す
で
に
認
識
し
て
い
た
。
王
畿
に
学
ん
だ
張
元
抃
（
一
五
三
八
〜

一
五
八
八
）
は
師
に
対
し
て
、「
良
知
の
説 

一
た
び
出
で
て
よ
り
、
學
ぶ
者 

妙
悟
を
談
じ
て
戒
懼
の
功
を
忽
せ
に
す
る
こ
と
多
く
、
其
の
弊
や

無
忌
憚
に
流
れ
て
自
ら
は
知
ら
ず
（
自
良
知
之
説
一
出
、學
者
多
談
妙
悟
而
忽
戒
懼
之
功
、其
弊
流
於
無
忌
憚
而
不
自
知
）」（『
龍
溪
王
先
生
會
語
』
巻
六
「
書

同
心
册
後
語
」、
七
八
四
頁
（
５
））
と
指
摘
す
る

（
６
）
。
こ
こ
で
は
、
本
体
の
「
妙
悟
」
を
目
的
と
す
る
こ
と
と
、「
戒
懼
の
功
」
を
軽
視
す
る
こ
と
が
一
対

の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
王
畿
は
、「
學
ぶ
者
の 

妙
悟
を
談
じ
て
戒
懼
を
忽
せ
に
し
、
忌
憚
無
き
に
至
り
て
自
ら
は

知
ら
ざ
る
は
、
正
に
是
れ
曾
て
良
知
を
致
し
得
ざ
る
に
て
、
良
知
の
教
へ
の 

然
ら
し
む
る
に
非
ざ
る
な
り
（
學
者
談
妙
悟
而
忽
戒
懼
、
至
於
無
忌

憚
而
不
自
知
、
正
是
不
曾
致
得
良
知
、
非
良
知
之
教
使
然
也
）」
と
返
答
し
た
。
こ
の
返
答
は
、
厳
密
に
言
え
ば
説
明
不
足
の
感
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

学
習
者
が
玄
妙
な
悟
り
だ
け
を
口
に
し
て
戒
懼
の
実
践
を
ゆ
る
が
せ
に
す
る
理
由
を
、
学
習
者
が
良
知
を
致
し
て
い
な
い
点
だ
け
に
求
め
て
お

り
（
７
）
、
良
知
を
致
す
こ
と
に
よ
っ
て
本
体
へ
の
悟
り
と
戒
懼
の
工
夫
が
両
立
す
る
こ
と
の
説
明
が
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
本
体
で
あ
る
良
知
を
玄
妙
に
悟
り
さ
え
す
れ
ば
、
実
践
の
工
夫
を
な
お
ざ
り
に
し
て
も
よ
い
と
、
王
畿
が
考

え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
王
畿
は
右
に
引
い
た
「
書
同
心
册
後
語
」
の
別
の
箇
所
に
お
い
て
、「
夫
れ
學
は
必
ず
講

じ
て
而
る
後
に
明
ら
か
に
し
て
、
空
言
を
爲
す
に
務
め
て
實
に
繼
が
ず
ん
ば
、
則
ち
亦
た
徒
ら
に
講
ず
る
の
み
（
夫
學
必
講
而
後
明
、
務
爲
空
言

而
實
不
繼
、
則
亦
徒
講
而
已
）」
と
述
べ
た
う
え
で
、「
先
師 

手
に
信ま

か

せ
て
良
知
の
兩
字
を
拈
出
す
る
は
、
日
用
を
離
れ
ず
し
て
先
天
に
造い

た

る
。
乃

ち
千
聖
の
絶
學
、
已
に
是
れ
大
い
に
洩
漏
す
。
世
人 

聽
き
得
て
は
耳 
慣
れ
、
説
き
得
て
は
口 

滑
ら
か
に
、
漫
り
に
良
知
良
知
と
曰
ふ
は
、
是

れ
真
金
を
將も

つ

て
頑
鐵
と
作
し
て
用
ひ
、
支
離
に
陥
り
て
自
ら
は
覺
ら
ず
（
先
師
信
手
拈
出
良
知
兩
字
、
不
離
日
用
而
造
先
天
。
乃
千
聖
之
絶
學
、
已
是

大
洩
漏
。
世
人
聽
得
耳
慣
、
説
得
口
滑
、
漫
曰
良
知
良
知
、
是
將
真
金
作
頑
鐵
用
、
陥
於
支
離
而
不
自
覺
）」（
七
八
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
王
畿
は
、

学
習
者
が
実
践
を
と
も
な
わ
ず
に
、
た
だ
「
良
知
良
知
」
と
「
空
言
」
を
弄
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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同
時
代
及
び
明
清
期
に
お
け
る
王
畿
批
判
の
み
な
ら
ず
、
王
畿
の
思
想
を
「
観
念
的
」
と
す
る
見
方
は
現
代
の
研
究
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
山
下
龍
二
氏
は
、
王
畿
は
王
守
仁
と
異
な
り
、
良
知
に
積
極
的
な
意
義
を
見
い
だ
さ
ず
、
相
対
的
な
存
在
と
理
解
し
て
い
た
、
と
指

摘
し
た
う
え
で
、「
良
知
以
上
の
も
の
を
求
め
さ
え
し
た
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
の
「
良
知
以
上
の
も
の
」
と
は
、
恐
ら
く
山
下
氏
行
論
の
次

文
に
見
え
る
、「
變
化
す
る
世
界
の
中
に
何
か
不
變
の
も
の
を
求
め
る
の
は
已
み
難
い
欲
求
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
う
ち
の
、「
何
か
不
變
の
も
の
」

を
指
す
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
山
下
氏
は
、
王
畿
に
は
政
治
的
な
場
に
お
け
る
「
知
行
合
一
」
へ
の
志
向
が
希
薄
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
理
由

を
次
の
よ
う
に
言
う
。「
良
知
説
を
現
實
化
し
、
思
う
ま
ま
に
生
き
る
だ
け
の
社
會
的
條
件
が
な
い
こ
と
に
も
原
因
が
あ
ろ
う
。
從
っ
て
、
龍

溪
は
陽
明
以
上
に
觀
念
の
世
界
へ
と
逃
避
す
る
」。
つ
ま
り
山
下
氏
は
、
王
畿
に
は
政
治
の
場
に
お
け
る
「
行
」
へ
の
強
い
主
張
が
缺
如
し
て

い
る
こ
と
、
お
よ
び
良
知
説
を
実
現
さ
せ
る
社
会
的
条
件
に
め
ぐ
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
思
想
に
「
觀
念
」
性
を
見
て
い

る
の
で
あ
る

（
８
）
。
山
下
氏
の
言
う
「
社
會
的
條
件
」
が
な
に
を
指
す
の
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
王
畿
が
十
年
ほ
ど
し
か
官
歴
を
持
た
な
か
っ
た

こ
と
も
そ
の
一
つ
と
し
て
想
像
さ
れ
る
。

王
畿
の
良
知
説
が
「
現
實
化
」
さ
れ
る
場
を
、
政
治
の
世
界
だ
け
に
限
定
す
る
こ
と
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
王
畿
が
「
觀
念
の
世
界

へ
と
逃
避
」
し
た
か
否
か
は
、
政
治
の
場
に
お
け
る
知
行
合
一
の
主
張
の
実
現
と
い
う
視
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
ま
ず
は
彼
の
思
想
に
即
し
て

検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
右
に
見
た
王
畿
の
思
想
に
対
す
る
批
判
者
の
視
点
と
言
説
を
、
む
し
ろ
王

畿
の
思
想
の
特
性
を
際
立
た
せ
る
ヒ
ン
ト
を
含
む
も
の
だ
と
捉
え
て
考
察
を
加
え
た
い
。
つ
ま
り
、
批
判
者
の
視
点
か
ら
王
畿
の
思
想
を
逆
照

射
す
る
こ
と
を
試
み
た
い

（
９
）
。
そ
の
際
、
次
の
四
点
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
論
述
を
進
め
る
。
一
つ
目
は
、
王
畿
思
想
に
お
い
て
良
知
は
「
常
在
」

し
、
か
つ
そ
れ
が
「
見
在
（
現
前
）」
し
て
い
る
と
い
う
実
感
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
二
つ
目
は
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
人
心
に
不

可
避
的
に
生
じ
る
非
本
来
的
な
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
王
畿
が
こ
れ
を
そ
の
根
本
か
ら
抑
え
込
も
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
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あ
り
か
た
が
生
じ
る
と
い
う
現
実
を
見
据
え
た
う
え
で
、
こ
れ
を
も
良
知
を
鍛
錬
す
る
場
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
。
三
つ
目
は
、
以
上
の
論

点
を
踏
ま
え
、
王
畿
に
と
っ
て
見
在
良
知
が
工
夫
を
行
な
う
う
え
で
の
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
最
後
に
、
王
畿
が
し
ば

し
ば
口
に
す
る
良
知
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
。
以
上
の
四
点
を
工
夫
論
の
枠
組
み
の
も
と
、
有
機
的
に
関
連
づ
け
て
王
畿
の

思
想
を
立
ち
上
が
ら
せ
る
こ
と
を
試
み
る
。

第
一
節　

王
守
仁
に
お
け
る
良
知
の
常
在
性
と
非
本
来
的
あ
り
か
た
の
顕
現

本
節
で
は
、
王
畿
の
思
想
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
王
畿
の
師
で
あ
る
王
守
仁
が
良
知
と
人
欲
を
い
か
に
考
え
て
い
た
か
を
述
べ
る
。
そ
の

要
点
を
言
え
ば
、
王
守
仁
は
良
知
を
常
在
的
な
本
体
と
考
え
て
お
り
、
良
知
と
人
欲
（
本
来
性
と
現
実
性
に
相
当
）
の
関
係
は
、
対
立
構
造
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
両
者
は
相
即
し
た
も
の
と
し
て
、
人
欲
は
良
知
の
萎
縮
現
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
良
知
が
顕
現
す
る
こ
と
の
契
機

と
し
て
人
欲
を
認
識
し
て
い
た
。

荒
木
見
悟
氏
は
「
聖
人
と
凡
人）

（1
（

」
と
題
す
る
一
文
に
お
い
て
、
良
知
に
お
け
る
天
理
と
人
欲
の
関
係
を
論
ず
る
に
当
た
り
、
王
守
仁
が
陸
澄

に
宛
て
た
第
一
書
簡
（『
伝
習
録
』
中
巻
）
を
用
い
て
、
良
知
の
性
質
が
「
常
在
不
変
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
書
簡
で
は
、「
下
手
工

夫
（
工
夫
の
は
じ
め
）」
の
際
、
そ
こ
に
発
現
す
る
心
の
妄
心
・
照
心
を
内
省
し
て
み
て
も
、
い
ず
れ
も
が
「
動
」
揺
す
る
不
安
定
な
心
で
あ
っ
て
、

「
寧
静
」
で
あ
る
べ
き
そ
れ
で
な
い
こ
と
を
陸
が
憂
慮
す
る
一
段
が
引
か
れ
る）

（（
（

。
続
く
第
二
段
に
は
、「
來
書
」
に
あ
る
表
現
と
し
て
「
良
知
も

亦
た
起
こ
る
處
有
り
云
々
（
良
知
亦
有
起
處
云
々
）」
と
い
う
文
言
が
引
か
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
王
守
仁
は
、「
此
れ
或
い
は
之
れ
を
聽
く
こ
と
未

だ
審
ら
か
な
ら
ず
（
此
或
聽
之
未
審
）」
と
述
べ
た
う
え
で
、
良
知
が
心
の
本
体
と
し
て
常
在
す
る
こ
と
、
そ
の
良
知
は
時
に
ひ
ど
く
蔽
わ
れ
る
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こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
良
知
は
常
に
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
そ
し
て
こ
の
第
二
段
を
、「
も
し
真
知
も
起
こ
る
こ
と
が
あ

る
と
言
え
ば
、（
真
知
が
）
時
に
よ
っ
て
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
本
体
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
（
若
謂

真
知
亦
有
起
處
、
則
是
有
時
而
不
在
也
、
非
其
本
體
之
謂
矣
）」
と
結
ぶ
。

荒
木
氏
は
右
の
行
論
に
先
立
ち
、
良
知
が
凡
聖
に
一
貫
す
る
こ
と
を
示
す
資
料
を
論
拠
と
し
て
、
陽
明
学
に
と
っ
て
の
聖
人
概
念
が
、
そ
の

対
立
概
念
と
見
ら
れ
る
凡
人
と
実
は
分
割
不
可
能
な
「
円
融
」
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
こ
こ
で
荒
木
氏
は
、
陽
明
学
に
お
け
る
こ

の
「
凡
聖
円
融
」
に
対
す
る
参
照
項
と
し
て
、
朱
子
学
に
お
け
る
天
理
と
人
欲
の
関
係
を
引
き
、
天
理
・
人
欲
の
両
者
が
朱
子
学
に
お
い
て
は

理
と
気
と
い
う
二
項
対
立
的
概
念
に
当
た
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
を
承
け
て
、
朱
子
学
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
が
交
わ
る
こ
と
は
な
く
、

人
欲
は
あ
く
ま
で
「
気
」
の
み
に
そ
の
責
任
が
求
め
ら
れ
る
と
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
論
の
も
と
で
荒
木
氏
は
、
良
知
が
判
断
す
る
天
理
と
人
欲
の
関
係
に
論
及
し
、
さ
き
の
引
用
文
か
ら
、
良
知
が
い
か
に
蔽
わ

れ
て
い
る
と
し
て
も
、
実
践
主
体
に
と
っ
て
そ
れ
は
常
に
は
た
ら
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、「
良
知
は

時
に
ひ
ど
く
蔽
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
」
と
い
う
、
王
守
仁
そ
の
人
が
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
な
か
っ
た
事
象
に
対
し
て
、
そ
う
し
た

本
来
的
生
得
的
な
良
知
は
な
ぜ
蔽
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
発
せ
ら
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
荒
木
氏
は
述
べ
る
。
こ
の
疑
問
に
対

し
て
氏
は
、
王
守
仁
が
右
に
見
た
よ
う
な
良
知
の
常
在
性
に
立
つ
以
上
、
そ
う
し
た
疑
問
は
良
知
が
あ
っ
て
こ
そ
生
じ
る
も
の
だ
と
、
極
め
て

重
要
な
指
摘
を
す
る
。
荒
木
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「「
良
知
は
な
ぜ
蔽
わ
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
は
、
良
知
を
抱
き
、
ま
た
良
知
に
支
え
ら

れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
念
々
に
発
揮
し
得
な
い
も
ど
か
し
さ
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
良
知
が
な
け
れ
ば
到
底
そ
の
よ
う
な
疑
問
は
生
じ
る
す

べ
が
な
い
の
で
あ
る
」（
九
十
七
頁
）。

荒
木
氏
は
陽
明
学
に
お
け
る
良
知
と
天
理
・
人
欲
の
関
係
を
右
の
よ
う
に
分
析
し
た
う
え
で
、
人
欲
は
良
知
自
身
の
「
萎
縮
現
象
」
で
あ
り
、
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「
こ
れ
を
恐
れ
こ
れ
を
抑
え
る
こ
と
に
熱
中
し
て
は
な
ら
ぬ
。
む
し
ろ
こ
れ
を
跳
躍
台
と
し
て
良
知
の
飛
揚
を
は
か
る
べ
き
」（
一
〇
〇
頁
）
で

あ
っ
て
、
陽
明
学
に
お
け
る
こ
の
両
者
の
関
係
は
、「
天
理
に
よ
っ
て
人
欲
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
朱
子
学
と
は
全
く
異
な
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

三
浦
秀
一
氏
は
荒
木
氏
に
よ
る
右
の
指
摘
を
、「
膠
着
状
態
を
改
善
す
る
契
機
は
そ
う
し
た
障
礙
の
な
か
に
こ
そ
在
る
」
こ
と
を
述
べ
た
も
の

と
し
た
う
え
で
、「
良
知
は
、
自
身
の
「
萎
縮
」
を
「
人
欲
」
と
し
て
認
識
す
る
契
機
を
得
る
こ
と
」
が
で
き
る
と
述
べ
る）

（1
（

。
つ
ま
り
三
浦
氏
は
、

順
調
な
発
現
が
妨
げ
ら
れ
た
良
知
は
、
人
欲
な
ど
の
「
障
礙
」
を
足
が
か
り
と
す
る
こ
と
で
み
ず
か
ら
を
改
善
し
得
る
が
、
そ
の
妨
げ
ら
れ
た

良
知
を
覚
知
す
る
の
は
、
心
の
本
体
で
あ
り
常
在
す
る
良
知
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
良
知

説
に
お
い
て
は
、
萎
縮
し
た
良
知
の
ほ
か
に
そ
の
萎
縮
状
態
を
覚
知
す
る
主
体
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
非
本

来
的
要
素
を
重
要
な
契
機
と
し
て
良
知
が
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
三
節
で
王
畿
思
想
と
の
関
わ
り
で
再
度

触
れ
る
こ
と
と
し
て
、
次
に
、
本
節
で
確
認
し
た
良
知
と
天
理
・
人
欲
構
造
が
、
王
畿
の
思
想
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。

第
二
節　

王
畿
に
お
け
る
見
在
良
知
の
常
在
性
と
そ
の
実
感

前
節
で
は
、
王
畿
の
師
で
あ
る
王
守
仁
の
思
想
に
、
非
本
来
態
が
良
知
そ
の
も
の
の
萎
縮
と
し
て
現
象
し
、
そ
の
萎
縮
現
象
は
良
知
に
よ
っ

て
覚
知
さ
れ
る
こ
と
を
見
た
。
ま
た
、
こ
の
思
想
構
造
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
心
の
本
体
で
あ
る
良
知
が
常
在
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ

れ
て
い
た
。
本
節
で
は
、
こ
れ
ら
を
王
畿
が
受
け
継
い
で
い
る
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。

王
守
仁
は
、
良
知
を
「
常
在
」
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
が
、
こ
の
考
え
は
王
門
内
に
お
い
て
必
ず
し
も
皆
が
共
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
羅
洪
先
は
、
王
畿
も
同
席
し
た
講
会
の
場
に
お
い
て
、
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吾
が
心
の
善
は
吾
れ
之
れ
を
知
り
、
吾
が
心
の
惡
は
吾
れ
之
れ
を
知
れ
ば
、
知
に
非
ず
と
謂
ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
善
惡 

交
ご
も
雜
は

る
は
、
豈
に
中
に
主
と
爲
る
者
有
ら
ん
や
。
中
に
主
と
す
る
所
無
く
し
て
、
知
は
本
と
常
に
明
ら
か
と
謂
ふ
は
、
恐
ら
く
は
未
だ
可
な
ら

ざ
る
な
り
。
…
…
善
を
知
り
惡
を
知
る
の
知
は
、
出
づ
る
に
隨
ひ
泯
ぶ
る
に
隨
へ
ば
、
特
だ
一
時
の
發
見
な
る
の
み
。

吾
心
之
善
吾
知
之
、
吾
心
之
惡
吾
知
之
、
不
可
謂
非
知
也
。
善
惡
交
雜
、
豈
有
爲
主
於
中
者
乎
。
中
無
所
主
、
而
謂
知
本
常
明
、
恐
未
可

也
。
…
…
知
善
知
惡
之
知
、
隨
出
隨
泯
、
特
一
時
之
發
見
焉
耳
。

『
念
菴
羅
先
生
文
集
』
巻
三
「
甲
寅
夏
遊
記
」
八
十
一
頁
。

と
述
べ
る
。
羅
は
、
心
の
善
悪
を
知
覚
す
る
の
は
自
分
自
身
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
「
知
」
る
と
い
う
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。

た
だ
善
悪
が
混
じ
り
合
っ
て
現
出
す
る
の
は
、
心
の
中
に
「
主
」
と
な
る
も
の
が
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
知
は
本
来
的

に
常
に
明
ら
か
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
羅
は
、
そ
の
「
知
善
知
惡
之
知
」
は
現
出
し
た
り
消
失
し
た
り
す
る
「
一

時
の
發
現
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
羅
の
こ
の
発
言
は
、
王
守
仁
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
王
畿
が
説
く
見
在
良
知
に
対
す
る
批
判
の
文
脈

で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
羅
の
発
言
か
ら
は
彼
が
良
知
を
「
常
在
」
す
る
も
の
と
し
て
は
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

で
は
、
王
畿
は
良
知
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
羅
と
同
じ
く
、
良
知
を
「
隨
出
隨
泯
」
す
る
「
一
時
之
發
見
」
と
考
え

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
王
畿
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

幸
ひ
と
す
る
所
は
、
靈
知
の 

人
心
に
在
り
て
、
千
百
年
に
亙
り
て
未
だ
嘗
て
亡
び
ざ
る
こ
と
。
故
に
利
欲
騰
沸
の
中
に
し
て
、
炯
然
と

し
て
昧
ま
す
容
か
ら
ざ
る
者
は
、
未
だ
嘗
て
其
の
間
に
存
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
諸
れ
を
寶
鼎
の 

重
淵
に
淪
み
、
赤
日
の 

層
雲
に

蔽
は
る
る
に
譬
ふ
れ
ば
、
而

す
な
は

ち
精
華
光
耀
、
初
め
よ
り
未
だ
嘗
て
損
汙
す
る
所
有
ら
ざ
る
な
り
。

所
幸
、
靈
知
之
在
人
心
、
亙
千
百
年
而
未
嘗
亡
。
故
利
欲
騰
沸
之
中
、
而
炯
然
不
容
昧
者
、
未
嘗
不
存
乎
其
間
。
譬
諸
寶
鼎
之
淪
於
重
淵
、
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赤
日
之
蔽
於
層
雲
、
而
精
華
光
耀
、
初
未
嘗
有
所
損
汙
也
。

『
全
集
』
巻
二
「
道
山
亭
會
語
」（
三
十
一
頁
）

王
畿
が
良
知
を
語
っ
た
右
引
用
中
の
「
靈
知
」
と
は
良
知
の
別
称
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
千
百
年
に
亙
り
て
未
だ
嘗
て
亡
び
ず
」
と
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
王
畿
は
良
知
が
常
在
す
る
こ
と
を
少
し
も
疑
わ
な
い
。
加
え
て
、
こ
う
し
た
良
知
は
一
人
の
人
間
に
お
い
て
常
在
す
る
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
い
つ
の
時
代
い
か
な
る
人
に
あ
っ
て
も
普
遍
的
に
常
在
す
る
も
の
と
王
畿
は
考
え
て
い
た）

（1
（

。

こ
の
引
用
に
は
指
摘
し
て
お
く
べ
き
点
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
心
に
お
い
て
い
か
に
「
利
欲
騰
沸
」
し
よ
う
と
も
、
良
知
の
輝
き

が
失
わ
れ
な
い
の
は
、
良
知
が
そ
こ
に
存
在
す
れ
ば
こ
そ
だ
、
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
節
に
見
た
「
良
知
の
萎
縮
現
象
」
と
同
様
の

認
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
畿
に
と
っ
て
「
利
欲
騰
沸
」
の
さ
中
に
あ
っ
て
そ
の
こ
と
を
覚
知
す
る
主
体
は
、
ま
さ
に
そ
の
「
利
欲
騰
沸
」

の
中
に
い
る
良
知
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
良
知
の
ほ
か
に
「
利
欲
」
を
覚
知
す
る
主
体
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
良
知
と
人
欲

の
関
係
に
つ
い
て
、
王
畿
は
別
の
資
料
で
、「
萬
欲
紛
擾
の
中
と
雖
も
、
良
知
は
未
だ
嘗
て
知
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
致
知
と
は
、
欲
を
寡
な
く

し
て
性
に
復
る
所
以
な
り
（
雖
萬
欲
紛
擾
之
中
、
良
知
未
嘗
不
知
、
致
知
者
、
所
以
寡
欲
而
復
性
也
）」（『
全
集
』
巻
十
四
「
松
原
晤
語
壽
念
庵
羅
丈
」
三
九

一
頁
）
と
も
述
べ
る
。

ま
た
、
今
ひ
と
つ
重
要
な
点
は
、
こ
こ
で
は
「
利
欲
」
が
心
に
と
っ
て
不
可
避
な
も
の
と
し
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
「
利

欲
」
は
、「
人
欲
」
と
ほ
ぼ
同
義
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
心
の
本
体
に
と
っ
て
は
非
本
来
的
な
要
素
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
「
人

欲
」
を
、
荒
木
氏
は
「
む
し
ろ
こ
れ
〔
人
欲
―
筆
者
注
〕
を
跳
躍
台
と
し
て
、
良
知
の
飛
揚
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
」（
前
引
）
と
述
べ
て
い
た
。

荒
木
氏
が
指
摘
す
る
王
守
仁
の
こ
の
思
考
は
、
王
畿
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
人
欲
を
良
知
そ
の
も
の
の
萎
縮
現
象
と
し
て
捉
え
た
と
き
、
実
践
主
体
は
そ
の
こ
と
を
い
か
に
し
て
認
知
す
る
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の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
簡
潔
に
言
え
ば
、
良
知
が
は
た
ら
い
て
、
人
欲
を
覚
知
し
て
い
る
と
い
う
実
感
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
良
知
は
、
聖

人
か
ら
愚
夫
愚
婦
（
普
通
の
人
）
に
至
る
誰
に
で
も
常
在
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
良
知
は
み
ず
か
ら
の
萎
縮
現
象
で
あ
る
人
欲
を
覚
知
で
き
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
王
畿
に
と
っ
て
良
知
は
、
客
観
的
に
把
握
す
る
静
態
的
な
対
象
で
は
な
く
、
そ
れ
が
現
に
は
た
ら
い
て
い
る

と
い
う
実
感
を
と
も
な
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
次
の
引
用
は
、
人
欲
を
覚
知
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
も
の
の
、
良
知
が
は
た
ら
い
て
い
る
実
感
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

諸
公
は
謂
へ
ら
く 

論
ず
る
所
の
致
知
格
物
の
義
は
、
尚
ほ
信
ず
る
こ
と
未
だ
及
ば
ず
と
。
余 

曰
は
く
、「
是
れ
説
き
了
れ
ば
便
ち
休や

む

に
あ
ら
ず
、
諸
れ
を
己
れ
に
有た

も

ち
て
、
方
め
て
之
れ
を
信
と
謂
ふ
。
諸
公 

試こ
こ
ろ驗

み
に
看
よ 

日
に
應
感
を
逐
ふ
に
、
視
聽
喜
怒
、
那い

づ
れ些

か

是
れ
良
知
の
覺
照
の
在
る
所
に
あ
ら
ざ
る
。
應
感
上
に
此
の
良
知
を
致
せ
ば
、
便
ち
是
れ
格
物
な
り
。
…
…
」
と
。

諸
公
謂
所
論
致
知
格
物
之
義
、
尚
信
未
及
。
余
曰
、「
不
是
説
了
便
休
、
有
諸
己
、
方
謂
之
信
。
諸
公
試
驗
看
日
逐
應
感
、
視
聽
喜
怒
、

那
些
不
是
良
知
覺
照
所
在
。
應
感
上
致
此
良
知
、
便
是
格
物
。
…
…
」。

『
會
語
』
巻
五
「
南
遊
會
紀
」（
七
六
九
頁
）

王
畿
は
こ
こ
で
、自
身
が
論
及
し
た
「
致
知
格
物
」
に
つ
い
て
疑
問
を
持
つ
参
会
者
達
に
対
し
、日
常
の
身
近
な
知
覚
感
情
を
例
に
挙
げ
て
、「
視

聽
喜
怒
」
が
い
ず
れ
も
「
良
知
」
に
よ
る
「
覺
照
」
の
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
を
語
り
か
け
る
。「
諸
公 

試
驗
み
に
看
よ
」
と
い
う
こ
の
口
吻

か
ら
は
、
具
体
的
な
場
に
お
い
て
、
良
知
が
実
際
に
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
う
実
感
が
読
み
取
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
さ
き
に
見
た
「
利

欲
」
に
あ
る
状
態
を
自
ら
覚
知
し
て
い
る
良
知
も
、
そ
れ
が
具
体
的
な
事
柄
と
の
「
應
感
」
に
よ
っ
て
顕
現
す
る
以
上
、
実
感
が
込
め
ら
れ
た

も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
王
畿
が
良
知
の
立
ち
現
れ
、
す
な
わ
ち
見
在
良
知
を
主
張
す
る
と
き
、
彼
は
そ
の
こ
と
を
抽

象
的
な
理
念
と
し
て
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
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第
三
節　

非
本
来
態
の
不
可
避
性
と
良
知
に
よ
る
そ
の
覚
知

前
節
で
は
、
王
畿
思
想
に
お
い
て
は
、
良
知
が
実
践
主
体
に
と
っ
て
実
感
を
と
も
な
っ
て
現
前
す
る
こ
と
、
そ
し
て
非
本
来
的
な
要
素
が
不

可
避
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
、
む
し
ろ
こ
れ
を
良
知
説
の
中
に
組
み
込
ん
で
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
本
節
で
は
、
こ
う
し
た
非
本
来
的
な

要
素
を
、
王
畿
が
い
か
に
良
知
の
う
ち
に
い
か
に
吸
収
さ
せ
た
の
か
を
見
た
い
。
次
の
引
用
は
、
王
畿
が
王
慎
中
（
一
五
〇
九
〜
一
五
五
九
）
ら

と
三
山
（
今
の
福
建
省
福
州
市
）
の
石
雲
館
で
講
会
し
た
際
の
記
録
で
あ
る
。

未
山
（
人
名
、
詳
細
不
詳
）　
（
石
雲
）
館
を
過
る
に
、
學
を
論
じ
て
曰
は
く
、「

峰
先
生 

謂
ふ
『
心
を
以
て
鏡
に
喩
ふ
れ
ば
、
鏡
に
塵
垢

有
れ
ば
即
ち
刮
磨
を
用
ふ
』
と
。
心
に
塵
垢
有
れ
ば
、
作い

怎か

生ん

ぞ
磨
く
」
と
。
龍
溪
曰
は
く
、「
古
人 

譬
へ
を
取
る
は
、
只
だ
是
れ
其
の

大
概
を
得
る
の
み
。
無
形
の
心
を
以
て
し
て
喩
ふ
る
に
有
形
の
物
を
以
て
す
れ
ば
、
一
一
相
ひ
比
ぶ
る
も
、
如
何
ぞ
同
じ
く
し
得
ん
。
鏡

を
磨
く
功
夫
は
只
だ
照
上
に
在
り
て
磨
く
の
み
に
て
、
是
れ
磨
き
了
り
て
後
に
方は

じ

め
て
去ゆ

き
照
ら
す
に
あ
ら
ず
。
吾
人
の
心
鏡 

世
情
の

嗜
慾
塵
垢
に
昏
蔽
せ
ら
る
れ
ば
、
亦
た
只
だ
應
感
上
に
在
り
て
刮
磨
し
、
務
め
て
光
明
を
し
て
透
露
せ
し
む
。
是
れ
世
情
に
應
感
す
る
を

離
れ
了お

わ

り
て
、
諸
れ
を
虚
空
に
逃の

が

し
て
做な

し
得
る
に
非
ず
。
人
心 

未
だ
嘗
て
感
ず
る
時
無
く
ん
ば
あ
ら
ず
。
縱た

令と

ひ
心
を
槁
ら
し
て
靜

坐
す
る
も
、
亦
た
靜
境
に
も
相
ひ
感
ず
る
こ
と
有
り
。
譬
ふ
れ
ば
鏡
の 

匣
に
在
り
て
も
、
亦
た
照
を
廢
せ
ざ
る
が
ご
と
し
。
寂
感
一
體

な
り
」
と
。

未
山
過
館
、
論
學
曰
、「

峰
先
生
謂
『
以
心
喩
鏡
、
鏡
有
塵
垢
即
用
刮
磨
』。
心
有
塵
垢
、
作
怎
生
磨
」。
龍
溪
曰
、「
古
人
取
譬
、
只

是
得
其
大
概
。
以
無
形
之
心
而
喩
以
有
形
之
物
、
一
一
相
比
、
如
何
同
得
。
磨
鏡
功
夫
只
在
照
上
磨
、
不
是
磨
了
後
方
去
照
。
吾
人
心
鏡

被
世
情
嗜
慾
塵
垢
昏
蔽
、
亦
只
在
應
感
上
刮
磨
、
務
令
光
明
透
露
。
非
是
離
了
應
感
世
情
、
逃
諸
虚
空
做
得
。
人
心
未
嘗
無
感
時
。
縱
令
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槁
心
靜
坐
、
亦
有
靜
境
相
感
。
譬
鏡
在
匣
、
亦
不
廢
照
。
寂
感
一
體
也
」。

『
會
語
』
巻
二
「
三
山
麗
澤
錄
」（
七
〇
六
頁
）

心
を
鏡
に
例
え
る
の
は
、
王
畿
の
み
な
ら
ず
陽
明
学
に
お
い
て
多
々
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
俗
世
的
嗜
欲
と
い
う
「
塵
垢
」
を
心
か
ら
い
か
に
除
く
か
と
い
う
修
養
の
問
題
に
つ
い
て
、
鏡
に
擬
え
ら
れ
た
心
が
「
嗜
慾
塵
垢
」

に
よ
っ
て
蔽
わ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
立
ち
現
わ
せ
て
い
る
そ
の
は
た
ら
き
（
照
上
）
に
即
し
て
、
心
を
「
刮
磨
」
す
れ
ば
よ
い
と
王
畿
が
考

え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
嗜
慾
塵
垢
」
は
、
荒
木
見
悟
氏
が
述
べ
る
「
こ
れ
を
跳
躍
台
と
し
て
、
良
知
の
飛
揚
」（
前
引
）
を
実
現

す
る
要
素
と
し
て
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
引
用
の
よ
う
に
、
心
の
「
塵
垢
」
を
修
養
の
契
機
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
王
畿
に
と
っ
て
そ
れ
は
忌
み
嫌
っ
て
排
斥
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
。
右
の
資
料
と
同
名
の
「
三
山
麗
澤
錄
」
は
、『
全
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
王
畿
は
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

吾
人 

未
だ
嘗
て
靜
坐
を
廢
せ
ざ
る
も
、
若
し
必
ず
此
れ
を
藉
り
て
了
手
と
爲
せ
ば
、
未
だ
等
待
を
免
れ
ざ
る
も
の
に
し
て
、
究
竟
の
法

に
非
ず
。
聖
人
の
學
は
、
經
世
を
主
と
す
れ
ば
、
原
と
よ
り
世
界
と
相
ひ
離
れ
ず
。
古
者 

人
を
敎
ふ
る
や
、
只
だ
藏
修
遊
息
を
言
ふ
の

み
に
し
て
、
未
だ
嘗
て
專
ら
に
は
關
を
閉
ぢ
靜
坐
す
る
を
説
か
ず
。
若
し
日
日
應
感
し
、
時
時
收
攝
す
る
も
、
精
神 

和
暢
充
周
し
、
欲

に
動
か
ざ
れ
ば
、
便
ち
靜
坐
と
一
般
な
り
。
況
や
欲
根
の 
潛
藏
す
れ
ば
、
境
に
對
す
る
に
非
ず
ん
ば
則
ち
發
し
易
か
ら
ざ
る
こ
と
、
金

體
の 

銅
鉛
に
混
雜
せ
ら
れ
、
烈
火
に
遇
ふ
に
非
ず
ん
ば
則
ち
銷
し
易
か
ら
ざ
る
が
如
き
を
や
。
若
し
見
在
の
感
應 

力
を
得
ざ
る
を
以
て
、

必
ず
關
を
閉
ぢ
靜
坐
す
る
を
待
ち
て
、
無
欲
の
體
を
養
成
し
て
、
始
め
て
了
手
と
爲
せ
ば
、
惟
だ
に
見
在
の
功
夫
を
蹉
卻
す
る
の
み
な
ら

ず
、
未
だ
靜
を
喜
び
動
を
厭
ひ
て
、
世
間
と
已
に
交
渉
無
き
を
免
れ
ず
。
如
何
ぞ
復
た
世
を
經
し
得
ん
。
獨
修
獨
行
は
、
方
外
の
人
の
如

き
は
則
ち
可
な
り
。
大
修
行
の
人
は
、
塵
勞
煩
惱
中
に
於
い
て
道
場
と
作
す
。
吾
人 
若
し
堯
舜
姬
孔
の
學
脈
を
承
接
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
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此
く
の
如
く
便
宜
を
討た

づ

ぬ
る
を
得
ざ
る
な
り
。

吾
人
未
嘗
廢
靜
坐
、
若
必
藉
此
爲
了
手
、
未
免
等
待
、
非
究
竟
法
。
聖
人
之
學
、
主
於
經
世
、
原
與
世
界
不
相
離
。
古
者
敎
人
、
只
言
藏

修
遊
息
、
未
嘗
專
説
閉
關
靜
坐
。
若
日
日
應
感
、
時
時
收
攝
、
精
神
和
暢
充
周
、
不
動
於
欲
、
便
與
靜
坐
一
般
。
況
欲
根
潛
藏
、
非
對
境

則
不
易
發
、
如
金
體
被
銅
鉛
混
雜
、
非
遇
烈
火
則
不
易
銷
。
若
以
見
在
感
應
不
得
力
、
必
待
閉
關
靜
坐
、
養
成
無
欲
之
體
、
始
爲
了
手
、

不
惟
蹉
卻
見
在
功
夫
、
未
免
喜
靜
厭
動
、
與
世
間
已
無
交
渉
、
如
何
復
經
得
世
。
獨
修
獨
行
、
如
方
外
人
則
可
。
大
修
行
人
、
於
塵
勞
煩

惱
中
作
道
場
。
吾
人
若
欲
承
接
堯
舜
姬
孔
學
脈
、
不
得
如
此
討
便
宜
也
。

『
全
集
』
巻
一
「
三
山
麗
澤
録
」（
十
〜
十
一
頁
）

王
畿
は
、
心
を
安
定
さ
せ
る
方
法
と
し
て
の
「
靜
坐
」
を
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、
も
し
静
坐
を
仕
上
げ
の
方
法
だ
と
思
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は

取
り
組
む
べ
き
こ
と
を
先
延
ば
し
に
す
る
も
の
で
、
究
極
の
方
法
で
は
な
い
、
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
聖
人
の
学
問
と
は
「
世
を
経
め
る
」

こ
と
を
核
心
に
据
え
る
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
は
、
具
体
的
な
事
柄
が
生
起
す
る
「
世
界
」
か
ら
は
原
理
的
に
離
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か

ら
で
あ
る
。
王
畿
は
さ
ら
に
、『
礼
記
』
学
記
篇
に
見
え
る
「
藏
修
遊
息
（
片
時
も
学
問
か
ら
離
れ
な
い
こ
と
）」
を
根
拠
と
し
て
、古
人
は
「
靜
坐
」

だ
け
を
説
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
述
べ
、
学
問
の
場
を
実
践
主
体
が
具
体
的
な
事
柄
と
対
応
す
る
場
に
設
定
し
、
そ
の
場
で
「
欲
」
に
動
か
さ

れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
「
靜
坐
」
と
同
じ
こ
と
だ
と
述
べ
る
。
王
畿
は
実
践
の
場
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
、
心
の
奧
底
に
潜
む
「
欲
根
」
を
顕
在

化
さ
せ
て
実
践
に
取
り
組
む
べ
き
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
王
畿
は
、
実
践
の
場
を
具
体
的
な
事
柄
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
場
と
捉
え
る
こ
と
で
生
じ
る
弊
害
を
指
摘
す
る
。
も
し
「
見
在
の

感
應
」
を
措
い
て
「
無
欲
」
の
本
体
を
確
立
す
る
こ
と
で
事
足
れ
り
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
実
に
お
い
て
対
応
す
べ
き
実
践
課
題
を
な
い
が

し
ろ
に
し
、ひ
い
て
は
世
間
と
没
交
渉
的
に
な
る
、と
述
べ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
が
、そ
れ
よ
り
は
、「
塵
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勞
煩
悩
」
が
渦
巻
く
現
実
に
お
い
て
実
践
主
体
を
鍛
錬
す
る
道
場
と
す
る
ほ
う
が
よ
い
、
と
王
畿
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

引
用
か
ら
次
の
こ
と
が
分
か
る
。
王
畿
は
、
非
本
来
的
要
素
が
人
心
に
生
じ
る
の
は
不
可
避
だ
と
考
え
る
一
方
で
、
人
欲
は
な
ぜ
起
き
、
い
か

に
す
れ
ば
人
欲
を
抜
本
か
ら
滅
尽
し
得
る
か
に
つ
い
て
考
え
を
向
け
る
の
で
は
な
く）

（1
（

、
む
し
ろ
人
欲
を
、
良
知
の
は
た
ら
き
を
増
進
す
る
養
分

と
し
て
、
良
知
説
に
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
荒
木
見
悟
氏
は
王
畿
思
想
の
こ
う
し
た
特
徴
を
、「
竜
渓
に
お
い
て
は
、
欲
根
・
塵
労
は
恐
る

べ
き
も
の
・
遠
ざ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
・
呪
わ
れ
た
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
で
良
知
が
が
む
し
ゃ
ら

0

0

0

0

に
自
己
充
足
を
行
な
う
沸
騰
点

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

（1
（

」（
傍
点
は
荒
木
氏
マ
マ
）
と
述
べ
た
。
荒
木
氏
の
こ
の
説
明
は
、
王
畿
思
想
に
お
け
る
人
欲
が
、
良
知
説
に
整

合
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
極
め
て
的
確
に
説
明
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

か
く
し
て
王
畿
思
想
に
お
い
て
は
、「
塵
勞
煩
惱
」
と
い
っ
た
非
本
来
的
な
要
素
を
そ
の
根
源
か
ら
排
除
し
て
滅
却
を
図
る
こ
と
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
を
「
過
」
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
「
過
」
を
「
改
め
る
」
必
要
性
が
説
か
れ
る
。

吾
人
一
生
の
學
問
は
、
只
だ
是
れ
過
ち
を
改
む
の
み
。
常
に
過
ち
無
き
の
地
に
立
つ
を
須
ち
て
、
方
め
て
過
ち
有
る
を
覺
え
、
方
め
て
是

れ
改
過
の
真
工
夫
な
り
。
所
謂
ゆ
る
復
と
は
、
過
ち
無
き
に
復
る
な
り
。
良
知
の
真
體 

時
時
に
發
用
流
行
す
れ
ば
、
便
ち
是
れ
過
ち
無
し
、

便
ち
是
れ
格
物
な
り
。
其
の
工
夫
の
難
易
精
粗
は
、
造い

た

る
所
の
淺
深
に
存
し
て
、
改
過
を
以
て
宗
と
爲
す
は
、
則
ち
一
の
み
。

吾
人
一
生
學
問
、
只
是
改
過
。
須
常
立
於
無
過
之
地
、
方
覺
有
過
、
方
是
改
過
真
工
夫
。
所
謂
復
者
、
復
於
無
過
也
。
良
知
真
體
時
時
發

用
流
行
、
便
是
無
過
、
便
是
格
物
。
其
工
夫
之
難
易
精
粗
、
存
乎
所
造
之
淺
深
、
而
以
改
過
爲
宗
、
則
一
而
已
。

『
全
集
』
巻
九
「
答
聶
雙
江
」（
一
九
九
頁
）

夫
れ
所
謂
ゆ
る
過
ち
と
は
、
無
心
に
し
て
之
れ
を
致
す
者
に
し
て
、
自
ら
訟せ

め
て
意
に
動
か
ざ
る
は
、
天
然
の
勇
な
り
。
有
心
は
則
ち
之

れ
を
故
と
謂
ふ
、
故
な
れ
ば
斯
れ
惡
な
り
。
…
…
聖
賢
の
學
は
過
ち
無
き
を
貴
ば
ず
し
て
、
能
く
過
ち
を
改
む
る
を
貴
ぶ
。
過
ち
て
改
む



−37−

る
に
憚
る
、
斯
れ
之
れ
を
惡
と
謂
ふ
。

夫
所
謂
過
者
、
無
心
而
致
之
者
也
、
而
自
訟
不
動
於
意
、
天
然
之
勇
也
。
有
心
則
謂
之
故
、
故
斯
惡
矣
。
…
…
聖
賢
之
學
不
貴
於
無
過
、

而
貴
於
能
改
過
。
過
而
憚
改
、
斯
謂
之
惡
。

『
會
語
』
巻
四
「
自
訟
問
答
」（
七
三
六
頁
）

王
畿
に
よ
れ
ば
「
過
」
と
は
「
無
心
」、
す
な
わ
ち
意
図
せ
ず
に
結
果
し
て
し
ま
う
非
本
来
的
な
現
象
で
あ
っ
て
、
こ
れ
自
体
は
「
惡
」
で
は

な
い
。
悪
な
の
は
「
有
心
」、
つ
ま
り
わ
ざ
と
行
な
う
「
故
」
意
の
非
本
来
的
な
行
い
と
さ
れ
る
。
王
畿
に
と
っ
て
「
故
」
は
無
条
件
に
「
惡
」

と
さ
れ
る
が
、「
過
」
を
結
果
す
る
こ
と
自
体
は
「
惡
」
で
は
な
い
。「
過
」
は
聖
賢
で
さ
え
も
免
れ
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て）

（1
（

、
こ
れ
を
改

め
な
い
こ
と
こ
そ
が
「
惡
」
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
「
過
」
を
改
め
る
こ
と
は
、
心
に
何
か
を
新
し
く
付
け
加
え
る
こ
と
で
は
な
い
。「
改
過
」

と
は
、あ
く
ま
で
「
無
過
」
で
あ
る
本
来
の
地
点
に
立
ち
返
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
論
語
』
の
「
改
過
」
を
踏
ま
え
た
こ
の
説
明
の
中
に
、

王
畿
思
想
の
現
実
か
つ
具
体
的
な
面
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る）

（1
（

。

第
四
節　

工
夫
の
根
拠
と
し
て
の
見
在
良
知

こ
こ
ま
で
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
王
畿
の
思
想
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
良
知
が
常
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
に
不
可

避
的
に
結
果
す
る
非
本
来
的
な
要
素
を
人
は
覚
知
す
る
。
そ
の
良
知
は
、
心
の
本
体
と
し
て
具
体
的
な
場
に
お
い
て
現
前
し
て
お
り
、
そ
の
場

に
お
い
て
、
実
践
主
体
は
現
前
す
る
良
知
を
実
感
し
得
る
。
そ
の
う
え
で
、
良
知
に
よ
っ
て
覚
知
さ
れ
た
非
本
来
態
に
つ
い
て
、
王
畿
は
そ
の

発
生
理
由
の
解
明
や
、
そ
れ
を
根
本
的
に
抑
制
す
る
方
向
に
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
非
本
来
態
が
結
果
す
る
こ
と
を
所
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与
の
前
提
と
し
た
う
え
で
こ
れ
を
改
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
人
欲
を
契
機
と
し
て
本
来
の
良
知
に
回
帰
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。

本
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
点
に
即
し
つ
つ
、
王
畿
が
な
ぜ
良
知
を
「
見
在
」
に
よ
っ
て
把
握
し
た
理
由
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、
劉
宗

周
と
羅
洪
先
に
よ
る
王
畿
良
知
説
批
判
を
取
り
上
げ
る
。
羅
に
よ
る
王
畿
批
判
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
良
知
を
対
照
的
に
捉
え
る
こ
の
両
者
が
、

同
門
と
し
て
良
知
を
い
か
に
理
解
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
真
正
面
か
ら
論
争
し
、
羅
に
よ
る
王
畿
批
判
を
見
る
こ
と
で
、
王
畿
思
想
の
特
質
が
よ

り
明
確
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る）

（1
（

。

劉
宗
周
に
よ
る
王
畿
批
判
の
言
説
を
取
り
上
げ
る
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
一
つ
に
は
、
黄
宗
羲
が
明
代
の
学
術
が
混
乱
し
た
こ
と
を
述
べ

た
後
に
、「
唯
だ
我
が
蕺
山
の
み
、
夫
の
大
成
を
集
む
」（『
黄
宗
羲
全
集
』
第
十
冊
所
収
「
陳
乾
初
先
生
墓
誌
銘
」
第
四
稿
）
と
評
し
た
よ
う
に
、
劉

が
明
学
を
集
大
成
し
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
二
つ
に
は
、
そ
の
よ
う
に
評
さ
れ
た
劉
に
よ
る
王
畿
批
判
の
言
説
は
、『
明
儒
学
案
』
に

引
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
後
世
へ
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
劉
に
よ
る
王
畿
批
判
に
は
、
王
畿
批
判
の

典
型
例
を
見
出
せ
る
と
筆
者
が
考
え
る
こ
と）

（1
（

。
こ
の
三
点
に
も
と
づ
く
。
ま
ず
は
本
稿
の
冒
頭
で
も
引
い
た
、
劉
に
よ
る
王
畿
批
判
を
も
う
一

度
見
て
お
こ
う
。

龍
溪
に
至
り
、
直た

だ
良
知
を
把
り
て
佛
性
と
作な

し
て
看
、
懸
空
に
個
の
悟
り
を
期
せ
ん
と
し
て
、
終
に
光
景
を
玩
弄
す
る
を
成
す
の
み
。

之
れ
を
戈
を
操
り
て
室
に
入
る
と
謂
ふ
と
雖
も
、
可
な
り
。

至
龍
溪
、
直
把
良
知
作
佛
性
看
、
懸
空
期
個
悟
、
終
成
玩
弄
光
景
。
雖
謂
之
操
戈
入
室
、
可
也
。

『
明
儒
学
案
』
師
説

王
畿
は
守
仁
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
良
知
の
旨
を
「
佛
性
」
と
見
な
し
、
た
だ
「
光
景
を
玩
弄
」
す
る
の
み
で
、
こ
れ
は
王
守
仁
に
す
れ

ば
「
操
戈
入
室
（
裏
切
り
行
為
）」
で
あ
る
と
、
劉
は
手
厳
し
く
批
判
す
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
劉
に
よ
る
こ
の
王
畿
良
知
説
批
判
が
、
そ
の
見
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在
説
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
こ
と
は
、
王
畿
の
良
知
説
を
劉
が
「
佛
性
」
と
表
現
し
た
こ
と
に
窺
え
る
。

仏
教
に
お
け
る
「
佛
性
」
の
語
は
、『
涅
槃
経
』
の
「
一
切
衆
生
、
悉
有
佛
性
（
全
て
の
衆
生
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
仏
と
な
る
能
力
を
持
つ
）」
を

典
拠
に
持
つ
。
劉
の
右
の
批
判
は
、「
佛
性
」
概
念
を
、
全
て
の
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
良
知
を
持
つ
と
説
く
王
畿
の
見
在
良
知
説
に
重

ね
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
劉
は
王
畿
の
良
知
説
を
「
玩
弄
光
景
」
と
捉
え
た
。
こ
こ
で
の
「
光
景
」
と
は
、
玄
妙
な
も
の
、
ひ
い

て
は
観
念
的
な
情
景
の
こ
と
を
言
う
と
思
わ
れ
る
が
、
劉
に
と
っ
て
王
畿
の
見
在
良
知
説
は
、
仏
教
ま
が
い
の
観
念
的
な
も
の
に
映
っ
た
の
で

あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
劉
は
王
畿
の
見
在
良
知
説
を
こ
の
よ
う
に
批
判
し
た
の
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
守
仁
に
よ
る
致
良
知
説
が
玄
妙
な
も
の
を
説

く
も
の
で
は
本
来
な
か
っ
た
と
劉
が
見
た
こ
と
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
王
畿
が
良
知
を
仏
性
に
も
見
紛
う
も
の
に
仕
立
て
上
げ
た
こ
と
で
、

善
を
為
し
悪
を
去
る
と
い
う
工
夫
が
閑
却
さ
れ
た
と
劉
が
考
え
た
こ
と
に
よ
る
。
劉
は
王
守
仁
に
つ
い
て
、「
先
生
の
言
に
『
良
知
は
卻
つ
て

是
れ
獨
り
知
る
時
』
と
曰
ふ
は
、
本
と
玄
妙
に
非
ず
。
後
人 

強
ひ
て
玄
妙
と
作な

し
て
觀
る
、
故
に
禅
に
近
し
（
先
生
之
言
曰
『
良
知
卻
是
獨
知
時
』、

本
非
玄
妙
。
後
人
強
作
玄
妙
觀
、故
近
禅
）」（「
師
説
」）
と
述
べ
る
。
さ
き
に
引
い
た
劉
に
よ
る
王
畿
批
判
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、こ
こ
で
言
う
「
後

人
」
は
暗
に
王
畿
を
指
す
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。
ま
た
「
近
禅
」
と
は
、
こ
こ
に
引
い
た
文
章
の
前
の
部
分
に
、
王
畿
の
無
善
無
悪
説
に
対

す
る
批
判
の
文
脈
で
は
あ
る
が
、「
佛
氏
は
世
累
を
遺わ

す

れ
、
專
ら
生
死
の
一
事
を
理
會
す
る
の
み
な
れ
ば
、
惡
の
去
る
可
き
も
の
無
く
、
並
び

に
善
の
爲
す
可
き
も
の
無
し
（
佛
氏
遺
世
累
、
專
理
會
生
死
一
事
、
無
惡
可
去
、
並
無
善
可
爲
）」
と
あ
る
こ
と
に
重
な
る
。
仏
者
は
、
現
実
世
界
の

具
体
的
な
問
題
を
遺
却
し
て
生
死
の
一
事
に
専
念
す
る
た
め
に
、
善
悪
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
な
い
と
劉
は
見
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま

え
、
劉
に
よ
る
王
畿
良
知
説
批
判
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
守
仁
の
「
致
良
知
」
説
で
は
な
ん
ら
「
玄
妙
」
な
点
の
な
か
っ
た
良
知

説
が
、
王
畿
に
よ
っ
て
仏
性
に
も
比
せ
ら
れ
る
見
在
良
知
説
と
し
て
玄
妙
（
光
景
）
な
も
の
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
為
善
去
悪
の
工
夫
を
な
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い
が
し
ろ
に
さ
せ
る
に
至
る
。『
明
儒
学
案
』
に
引
か
れ
る
劉
の
王
畿
批
判
は
、
こ
の
よ
う
な
劉
の
理
解
に
基
づ
く
。

王
畿
の
見
在
良
知
説
に
対
す
る
こ
う
し
た
批
判
は
、
そ
の
在
世
中
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
た
。
羅
洪
先
は
そ
う
し
た
批
判
者
の
う
ち
の
一

人
で
あ
る
。
羅
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

但
だ
足
る
を
知
に
取
り
て
、
其
の 

良
な
る
所
以
を
原
ね
ず
。
故
に
其
の
端
を
養
ふ
こ
と
を
失
ひ
て
、
惟
だ
其
の 

已
に
發
す
る
所
に
任
す
。

已
發
を
離
る
れ
ば
、
所
謂
ゆ
る
中
無
し
と
謂
ひ
て
、
遂
に
見
在
の
知
を
以
て
事
物
の
則
と
爲
し
て
、
理
欲
の
混
淆
を
察
せ
ず
。
常
感
を
離

る
れ
ば
、
所
謂
ゆ
る
寂
無
し
と
謂
ひ
て
、
遂
に
外
交
の
物
を
以
て
知
覺
の
體
と
爲
し
て
、
物
我
の
倒
置
す
る
を
知
ら
ず
。
理
欲
混
淆
す
、

故
に
多
く
欲
を
認
め
て
以
て
理
と
爲
す
。
物
我
倒
置
す
、
故
に
常
に
己
れ
を
牽
き
て
以
て
物
を
逐
ふ
。

但
取
足
於
知
、
不
原
其
所
以
良
。
故
失
養
其
端
、
而
惟
任
其
所
已
發
。
謂
離
已
發
、
無
所
謂
中
也
、
遂
以
見
在
之
知
爲
事
物
之
則
、
而
不

察
理
欲
混
淆
。
謂
離
常
感
、
無
所
謂
寂
也
、
遂
以
外
交
之
物
爲
知
覺
之
體
、
而
不
知
物
我
之
倒
置
。
理
欲
混
淆
、
故
多
認
欲
以
爲
理
。
物

我
倒
置
、
故
常
牽
己
以
逐
物
。

『
念
菴
羅
先
生
文
集
』
巻
三
「
夏
遊
記
」（
七
十
五
頁
）

右
引
用
文
は
、羅
が
三
年
か
け
て
記
し
た
「
夏
遊
記
」
中
の
一
節
で
あ
る
。
同
様
の
主
張
は
、「
夏
遊
記
」
に
先
立
っ
て
、羅
が
郭
応
奎
（
？
〜
？
）

と
交
わ
し
た
書
簡
の
中
に
も
す
で
に
見
え
、
羅
は
「
夏
遊
記
」
中
に
そ
の
書
簡
の
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
。
文
中
に
「
遂
以
見
在
之
知
爲
事
物
之

則
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
と
き
の
羅
の
念
頭
に
は
王
畿
の
見
在
良
知
説
が
あ
っ
た
。
実
際
、
羅
は
「
夏
遊
記
」
に
お
い
て
こ
の

書
簡
の
一
段
を
引
い
た
後
に
、「
龍
渓
が
こ
の
こ
と
を
耳
に
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
の
通
り
だ
と
お
考
え
に
な
る
だ
ろ
う
か
（
龍
溪
聞
之
、
亦
或

以
爲
然
否
）」
と
記
し
、
実
際
に
「
夏
遊
記
」
の
内
容
を
王
畿
に
質
し
た
（「
甲
寅
夏
遊
記
」）。

右
に
見
た
引
用
は
、
王
畿
の
良
知
説
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
想
定
で
き
る
が
、
そ
の
批
判
が
王
畿
良
知
説
に
対
し
て
妥
当
か
ど
う
か
は
今
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は
問
題
に
し
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
羅
か
ら
見
た
と
き
見
在
良
知
説
は
、「
知
」
る
と
い
う
は
た
ら
き
が
具
足
し
て
い

る
こ
と
に
は
目
を
向
け
る
も
の
の
、
そ
の
は
た
ら
き
が
「
良
」
で
あ
る
か
否
か
に
は
ま
っ
た
く
無
関
心
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
工
夫
に
よ
っ

て
良
知
の
「
端
」
緒
を
養
う
こ
と
を
せ
ず
、
た
だ
良
知
の
一
時
的
発
現
で
あ
る
已
発
相
に
委
ね
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
本
体
と
し
て
の
良
知
と

そ
の
一
時
的
立
ち
現
れ
と
し
て
の
作
用
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
り
、
理
欲
物
我
の
辨
別
を
で
き
な
く
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
と
映
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
羅
に
と
っ
て
、実
践
課
題
に
即
し
て
発
現
す
る
良
知
は
そ
の
限
定
的
顕
現
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、そ
の
良
知
を
「
現

成
」
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
理
欲
が
混
沌
と
渦
巻
く
已
発
相
に
注
力
す
る
だ
け
で
、
な
に
が
理
で
な
に
が
欲
か
と
い
う
判
別
が
困

難
で
あ
り
、
つ
い
に
は
欲
を
理
と
誤
認
す
る
結
果
を
招
き
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
羅
洪
先
の
思
想
の
特
質
は
「
主
静
帰
寂
」
と
言
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
こ
れ
は
工
夫
論
と
し
て
は
、
良
知
の
未
発
・
已
発
相
を
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
つ
つ
、
そ
の
う
ち
の
未
発
を
拡
充
し
て
完
全
な
も

の
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
る
が）

11
（

、
羅
が
こ
の
よ
う
な
工
夫
論
を
説
く
の
は
、
良
知
と
欲
を
め
ぐ
る
右
の
認
識
が
そ
の
背
景
の

一
つ
と
し
て
あ
る
。

右
に
見
た
劉
お
よ
び
羅
に
よ
る
批
判
を
見
れ
ば
、
確
か
に
「
理
欲
混
淆
す
、
故
に
多
く
欲
を
認
め
て
以
て
理
と
爲
す
」（
前
引
「
夏
遊
記
」）
と

い
う
こ
と
が
言
え
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
そ
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
が
、「
士
の
浮
誕
不
逞
な
る
者
は
、
率
む
ね
自
ら
龍
谿
の
弟
子
と
名
の

る
（
士
之
浮
誕
不
逞
者
、
率
自
名
龍
谿
弟
子
）」（『
明
史
』
王
畿
伝
）
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

し
か
し
本
稿
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
王
畿
の
見
在
良
知
説
は
、
是
非
善
悪
を
判
別
す
る
能
力
で
あ
る
良
知
が
、
実
感
を
と
も
な
っ
て
現

前
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
見
た
と
き
、
右
の
羅
洪
先
の
指
摘
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
良
知
が
見
在
し
て
い

る
か
ら
こ
そ
理
と
欲
を
辨
別
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
も
可
能
で
あ
る）

1（
（

。
羅
は
王
畿
良
知
説
を
「
見
在
の
知
を
以
て
事
物
の
則
と

爲
し
て
」
と
批
判
す
る
が
、
む
し
ろ
王
畿
は
「
致
良
知
於
事
事
物
物
」
と
述
べ
て
、「
見
在
」
し
て
い
る
良
知
を
基
盤
と
す
る
工
夫
の
必
要
性
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を
説
い
て
い
る
。
羅
に
と
っ
て
こ
う
し
た
見
在
良
知
説
の
工
夫
論
は
、「
以
良
知
致
良
知（
本
体
で
あ
る
良
知
に
よ
っ
て
そ
の
良
知
を
発
揮
す
る
）」（『
念

菴
羅
先
生
全
集
』
巻
六
「
與
聶
雙
江
」
第
六
書
、
一
八
五
頁
）
と
表
現
さ
れ
る
、
手
が
か
り
の
な
い
、
工
夫
と
は
呼
べ
な
い
も
の
に
映
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
欲
が
人
心
に
結
果
す
る
こ
と
を
所
与
の
事
象
と
し
て
受
け
と
め
、
欲
の
認
定
も
含
め
て
良
知
は
す
で
に
実
感
可
能
な
も
の
と
し
て
立

ち
現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
、
か
つ
こ
の
こ
と
を
足
が
か
り
と
し
て
良
知
の
機
能
の
十
全
な
る
発
揮
を
図
ろ
う
と
す
る
王
畿
に
と
っ
て
、
良
知
が

見
在
す
る
こ
と
は
確
信
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
真
偽
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
王
畿
の
工
夫
論
に
お

い
て
、
良
知
が
見
在
し
て
い
る
こ
と
は
絶
対
的
な
前
提
で
あ
っ
た
。

第
五
節　

良
知
を
「
信
」
じ
る
こ
と

前
節
を
承
け
て
、
本
節
で
は
良
知
に
対
す
る
「
信
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。
王
畿
が
良
知
を
「
信
」
ず
る
こ
と
を
説
く
の
は
、
そ
れ
が

で
き
た
人
が
当
時
少
な
か
っ
た
こ
と
を
反
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
こ
れ
を
自
ら
の
実
感
と
し
て
信
じ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
い

う
者
が
い
る
な
ら
ば
、
す
で
に
立
ち
現
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
れ
を
信
ぜ
よ
と
、
王
畿
は
言
う
だ
け
で
あ
る
。
柴
田
篤
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

筆
者
も
王
畿
に
お
け
る
「
信
」
を
見
在
良
知
と
の
関
わ
り
の
中
で
理
解
し
た
い）

11
（

。

王
畿
の
『
全
集
』
中
、
良
知
と
の
関
連
に
お
い
て
「
信
得
及
」「
信
得
過
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
箇
所
は
、
少
な
く
と
も
二
十
八
箇
所

に
も
の
ぼ
る）

11
（

。
王
畿
が
良
知
を
信
じ
る
こ
と
を
何
度
も
説
く
の
は
、
良
知
を
信
じ
な
け
れ
ば
、
実
践
主
体
は
み
ず
か
ら
が
取
り
組
む
課
題
に
対

す
る
足
が
か
り
を
失
う
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
見
在
良
知
に
批
判
的
な
羅
洪
先
に
対
し
て
、
王
畿
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。

見
在
を
信
ぜ
ず
ん
ば
、
又
た
將
た
何
れ
の
所
に
か
力
を
用
ひ
ん
や
。
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不
信
見
在
、
又
將
何
所
用
力
耶 

『
全
集
』
巻
十
「
與
羅
念
庵
」（
二
三
八
頁
）

こ
こ
で
言
う
「
信
」
と
は
、
実
感
で
き
な
い
抽
象
的
な
良
知
を
信
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
良
知
を
揺
る
ぎ
な
い
前
提
と
し
て
措
定
す
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

良
知
を
信
じ
る
こ
と
が
理
屈
抜
き
の
前
提
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
に
引
く
羅
汝
芳
の
言
に
も
見
ら
れ
る
。
王
畿
と
並
ん
で
「
二
渓
」

と
称
せ
ら
れ
た
羅
汝
芳）

11
（

は
、
思
想
的
に
は
王
畿
に
近
い
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
羅
汝
芳
は
、
甘
乾
齋
と
の
問
答
の
中
で
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

乾
齋
甘
公
問
ふ
、「
念
庵
先
生 
當
下
を
信
ぜ
ざ
る
は
、
其
の
見
や
云い

か
ん何

」
と
。
師
曰
は
く
、「
當
下
を
除
卻
せ
ば
、
便
ち
手
を
下
す
こ
と

無
し
、
當
下 

何
ぞ
信
ぜ
ざ
る
可
け
ん
や
」
と
。
甘
曰
は
く
、「
今
人
は
當
下
に
便
ち
是
れ
聖
賢
な
り
と
冒
認
す
る
も
、
其
の
當
下
を
稽

か
ん
が

ふ
る
に
及
び
て
は
、
多
く
聖
賢
な
ら
ず
。
此
れ
念
庵
先
生
の
信
ぜ
ざ
る
所
以
な
り
」
と
。
師
曰
は
く
、「
當
下
は
固
よ
り
盡
く
は
信
じ
難
し
、

然
れ
ど
も
亦
た
信
ぜ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
如
へ
ば
當
下
の 

是
れ
怵
惕
惻
隠
の
心
な
る
は
、
此
れ
信
ぜ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
當
下
の 

是
れ
納
交
要
譽
の
心
な
る
は
、
此
れ
盡
く
は
信
ず
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
信
ぜ
ざ
る
可
か
ら
ず
し
て
之
れ
を
信
ぜ
ず
ん
ば
、
則
ち
當
下
に

本
體
を
識
ら
ず
、
此
れ
其
の 

著
察
な
ら
ざ
る
所
以
な
り
。
盡
く
は
信
ず
可
か
ら
ず
し
て
苟
め
に
之
れ
を
信
ず
れ
ば
、
則
ち
當
下
に
本
體

を
冒
認
す
、
此
れ
其
の 

忌
憚
無
き
所
以
な
り
。
善
く
學
ぶ
者
は
、
其
の
幾
を
審
ら
か
に
す
る
に
在
る
の
み
」
と
。

乾
齋
甘
公
問
、「
念
庵
先
生
不
信
當
下
、
其
見
云
何
」。
師
曰
、「
除
卻
當
下
、
便
無
下
手
、
當
下
何
可
不
信
」。
甘
曰
、「
今
人
冒
認
當
下

便
是
聖
賢
、
及
稽
其
當
下
、
多
不
聖
賢
。
此
念
庵
先
生
所
以
不
信
也
」。
師
曰
、「
當
下
固
難
盡
信
、
然
亦
不
可
不
信
。
如
當
下
是
怵
惕
惻

隠
之
心
、
此
不
可
不
信
者
也
。
當
下
是
納
交
要
譽
之
心
、
此
不
可
盡
信
者
也
。
不
可
不
信
而
不
信
之
、
則
當
下
不
識
本
體
、
此
其
所
以
不

著
察
。
不
可
盡
信
而
苟
信
之
、
則
當
下
冒
認
本
體
、
此
其
所
以
無
忌
憚
也
。
善
學
者
、
在
審
其
幾
而
已）

11
（

」。
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『
羅
汝
芳
集
（
上
）』「
旴
壇
直
詮
」（
四
〇
二
頁
）

少
々
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
右
引
用
は
、
前
述
の
「
當
下
」
を
め
ぐ
る
王
畿
と
羅
洪
先
の
議
論
が
背
景
と
し
て
あ
る）

11
（

。
こ
こ
で
注
目
し
た
い

の
は
「
除
卻
當
下
、
便
無
下
手
、
當
下
何
可
不
信
」、
お
よ
び
「
當
下
固
難
盡
信
、
然
亦
不
可
不
信
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
當

下
」
は
「
見
在
」
と
近
い
概
念
で
あ
る
が）

11
（

、
そ
の
「
當
下
」
に
つ
い
て
羅
汝
芳
は
、「
當
下
」
を
措
い
て
工
夫
の
手
の
下
し
ど
こ
ろ
は
な
い
と

述
べ
、「
當
下
」
は
信
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
良
知
を
ゆ
る
ぎ
な
い
前
提
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
を
説
く
王
畿
の

考
え
と
共
通
す
る）

11
（

。

お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
を
ま
と
め
た
い
。
王
畿
は
、
人
心
に
は
非
本
来
的
な
欲
や
悪
が
生
じ
る
こ
と
を
所
与
の
事
実
と
し
て
受
け
止
め
た
う
え
で
、
こ

う
し
た
欲
や
悪
が
人
に
と
っ
て
不
可
避
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
良
知
の
見
在
と
い
う
こ
と
に
立
脚
し
な
く
て
は
工
夫
は
展
開
さ
れ
よ
う
が
な
い
、

と
考
え
た
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
王
畿
に
と
っ
て
良
知
の
見
在
性
と
は
、
人
が
為
善
去
悪
の
工
夫
に
努
め
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
、
良
知
の
あ
り
方
と
し
て
必
然
的
な
結
論
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
王
畿
に
と
っ
て

は
、
為
善
去
悪
に
努
め
る
と
い
う
工
夫
論
上
の
要
請
が
ま
ず
あ
っ
て
、
こ
の
要
請
に
応
え
る
た
め
に
、
人
心
に
不
可
避
的
に
結
果
す
る
非
本
来

的
要
素
を
も
良
知
の
鍛
錬
の
契
機
と
し
て
取
り
込
み
、
そ
の
非
本
来
的
あ
り
か
た
を
も
覚
知
し
て
い
る
点
を
良
知
の
「
見
在
」
と
し
て
捉
え
た

と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
羅
洪
先
に
よ
る
王
畿
批
判
の
よ
う
に
、
王
畿
に
と
っ
て
は
良
知
が
見
在
し
て

い
る
か
ら
工
夫
は
不
要
と
考
え
ら
れ
た
、
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
学
習
者
に
と
っ
て
は
、
為
善
去
悪
を
実
現
す
る
た
め
に
良
知
は
見
在
し
て
い
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る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う）

11
（

。
王
畿
に
と
っ
て
良
知
の
「
見
在
」
性
は
観
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、
工
夫
が
実
質
的
に
は
た
ら

く
た
め
の
前
提
で
あ
り
基
底
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
王
畿
の
良
知
見
在
説
は
、
同
門
の
他
者
や
後
世
の
者
か
ら
は
必
ず
し
も
そ
の

よ
う
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
羅
洪
先
や
劉
宗
周
に
よ
る
批
判
を
見
た
が
、
王
畿
の
良
知
見
在
説
の
波
紋
の
意
義
に
つ
い

て
は
、
再
伝
人
士
を
も
含
め
て
別
に
検
討
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注（
１
）
趙
錦
は
「
龍
溪
王
先
生
墓
誌
銘
」
に
お
い
て
、「
車
轍
所
至
、
會
常
數
百
人
、
講
舍
遍
於
呉
・
楚
・
閩
・
越
、
而
江
・
浙
爲
尤
盛
。
年
至
八
十
、
猶
不
廢
出
遊
」

（『
王
畿
集
』
八
三
〇
〜
八
三
一
頁
）
と
記
す
。
王
畿
の
講
学
活
動
に
つ
い
て
は
、
小
路
口
聡
編
『
語
り
合
う
〈
良
知
〉
た
ち
―
王
龍
溪
の
良
知
心
学
と
講
学
活

動
―
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
。

（
２
）
岡
田
武
彦
『
王
陽
明
と
明
末
の
儒
学
』（
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
）
は
、
王
守
仁
の
弟
子
以
降
の
世
代
を
、
そ
の
思
想
内
容
か
ら
「
現
成
派
（
左
派
）」・「
帰

寂
派
（
右
派
）」・「
修
証
派
（
正
統
派
）」
の
三
つ
に
分
類
す
る
。

（
３
）
黄
宗
羲
は
『
明
儒
學
案
』
に
お
い
て
銭
徳
洪
を
論
じ
て
、「
龍
溪
從
見
在
悟
其
變
動
不
居
之
體
、
先
生
只
於
事
物
上
實
心
磨
煉
、
故
先
生
之
徹
悟
不
如
龍
溪
、

龍
溪
之
修
持
不
如
先
生
。
乃
龍
溪
竟
入
於
禪
、
而
先
生
不
失
儒
者
矩
矱
、
何
也
。
龍
溪
懸
崖
撒
手
、
非
師
門
宗
旨
所
可
系
縛
」
と
記
す
。

（
４
）「
本
体
」
と
「
工
夫
」
は
、本
稿
に
お
い
て
は
以
後
何
度
も
出
て
く
る
術
語
で
あ
る
の
で
、中
純
夫
氏
に
よ
る
、事
典
的
な
説
明
を
以
下
に
引
用
し
て
お
く
。「
本

体
は
本
質
、
本
来
の
あ
り
方
。
工
夫
（
功
夫
と
も
表
記
）
は
実
践
・
努
力
・
修
行
。
…
…
本
体
は
人
間
の
心
の
本
来
の
あ
り
方
を
、
工
夫
は
そ
の
本
来
の

あ
り
方
を
実
現
な
い
し
は
回
復
す
る
営
為
を
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
」（『
中
国
文
化
史
大
事
典
』「
本
体
・
工
夫
」
項
、
大
修
館
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。
ま
た
、
具
体

的
な
資
料
に
即
し
て
本
体
と
工
夫
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、『
世
界
の
名
著
十
九　

朱
子　

王
陽
明
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
）
中
の
『
伝

習
録
』
上
巻
二
十
六
条
に
見
え
る
、
溝
口
雄
三
氏
の
解
説
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
５
）
本
稿
で
陽
明
後
学
の
資
料
を
引
用
す
る
際
は
、
陽
明
後
学
文
献
叢
書
を
用
い
て
そ
の
ペ
ー
ジ
を
示
す
。

（
６
）
張
元
抃
の
こ
の
言
葉
は
、
王
畿
を
直
接
に
指
し
た
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
彼
は
王
畿
に
従
学
し
な
が
ら
、
の
ち
に
そ
の
良
知
説
に
批
判
的
な
立
場
を
と

っ
た
人
物
で
あ
る
。
張
の
当
該
指
摘
は
、
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
王
畿
自
身
、
他
の
資
料
に
お
い
て
張
元
抃
と
同

様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
松
原
（
江
西
省
吉
水
）
に
お
い
て
羅
洪
先
と
面
会
し
た
際
の
問
答
を
反
映
す
る
「
松
原
晤
語
」（『
全
集
』
巻
二
、四
十
三
頁
）
に
、「
往
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往
假
託
現
成
良
知
、
謄
播
無
動
無
静
之
説
、
以
成
其
放
逸
無
忌
憚
之
私
、
所
謂
行
盡
如
馳
、
莫
之
能
止
。
此
兄
憂
世
耿
耿
苦
心
、
殆
有
甚
焉
、
吾
輩
所
當

時
時
服
食
者
也
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
末
尾
の
一
句
は
見
在
良
知
説
に
対
す
る
王
畿
自
身
の
全
面
的
な
反
省
を
意
味
す
る
、
と
い
う
よ
り
は
、
羅
の
「
苦
心
」

を
汲
ん
だ
自
戒
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

（
７
）
張
元
抃
の
問
い
に
対
応
す
る
王
畿
の
返
答
は
次
の
通
り
。「
學
者
談
妙
悟
而
忽
戒
懼
、至
於
無
忌
憚
而
不
自
知
、正
是
不
曾
致
得
良
知
、非
良
知
之
教
使
然
也
」

（
七
八
四
頁
）。

（
８
）
大
場
一
央
氏
は
、
王
畿
の
四
無
説
に
言
及
し
た
文
脈
で
次
の
よ
う
に
記
す
。

龍
渓
に
は
心
を
観
念
的
に
措
定
し
、
そ
の
心
理
解
に
依
拠
し
て
工
夫
理
解
を
も
観
念
的
に
処
理
す
る
こ
と
で
、
個
別
の
意
念
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

観
念
的
に
措
定
し
た
心
の
世
界
を
と
り
守
り
、
こ
こ
か
ら
一
歩
も
離
れ
ま
い
と
す
る
意
図
が
あ
る
（『
心
即
理
―
王
陽
明
前
期
思
想
の
研
究
』
二
十
四
頁
、
汲
古

書
院
、
二
〇
一
七
年
）。

（
９
）
王
畿
が
工
夫
を
否
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
彼
に
対
す
る
批
判
者
と
の
関
わ
り
で
論
及
し
た
先
行
研
究
は
す
で
に
あ
る
。
た
と
え
ば
柴
田
篤
氏
は
、「
王

龍
渓
の
思
想
―
良
知
説
の
一
展
開
―
」（『
中
国
哲
学
論
集
』
第
一
号
、
一
九
七
五
年
）、「
良
知
現
成
の
思
想
―
王
龍
渓
を
中
心
に
し
て
―
」（
岡
田
武
彦
編
『
陽
明
学

の
世
界
』
明
徳
出
版
社
、
一
九
八
六
年
所
収
）
に
お
い
て
、
明
末
清
初
期
に
お
け
る
王
畿
批
判
を
参
照
し
た
う
え
で
、
王
畿
の
思
想
を
論
じ
る
。
し
か
し
当
該
論

考
で
は
、
王
畿
の
思
想
を
そ
の
批
判
者
の
具
体
的
な
論
点
か
ら
照
射
す
る
意
図
は
な
い
。
彭
国
翔
氏
も
、
王
畿
の
思
想
を
聶
豹
や
羅
洪
先
の
視
点
か
ら
極

め
て
詳
し
く
分
析
す
る
が
、
同
氏
は
あ
く
ま
で
「
見
在
良
知
」
の
分
析
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
本
稿
と
は
方
向
性
を
や
や
異
に
す
る
（『
良
知
学
的
展
開
―

王
龍
渓
与
中
晩
明
的
陽
明
学　

増
訂
版
』
第
三
章
第
四
節
・
第
六
章
第
四
節
、
三
聯
書
店
、
二
〇
一
五
年
）。

（
10
）
荒
木
見
悟
『
陽
明
学
の
位
相
』
第
三
章
、
研
文
出
版
、
一
九
九
二
年
。
以
下
、
本
文
で
の
引
用
ペ
ー
ジ
数
は
本
書
に
拠
る
。

（
11
）
陸
澄
が
実
践
の
場
に
お
い
て
心
が
動
揺
す
る
こ
と
を
憂
慮
す
る
の
は
、
禅
に
代
表
さ
れ
る
仏
教
教
説
が
提
示
す
る
心
の
鍛
錬
の
問
題
に
触
発
さ
れ
て
、
北

宋
道
学
が
提
起
し
た
次
の
為
学
上
の
問
題
を
承
け
る
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
践
課
題
が
生
起
す
る
工
夫
の
場
に
お
い
て
、
実
践
主
体
は
そ
の
課
題

に
い
か
に
安
定
的
に
対
処
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
北
宋
の
周
敦
頤
「
主
静
」
説
、
お
よ
び
程
顥
「
定
性
書
」
に
お
い
て
集
約

的
に
論
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
心
が
具
体
的
な
事
柄
と
関
わ
っ
て
立
ち
現
わ
れ
た
そ
の
「
動
」
な
る
あ
り
方
、
心
が
立
ち
現
わ
れ
て
い
な
い

そ
の
「
静
」
な
る
あ
り
方
の
、
い
ず
れ
の
位
相
に
も
実
践
主
体
が
引
き
ず
ら
れ
ず
に
、
安
定
的
か
つ
恒
常
的
な
実
践
主
体
を
確
立
さ
せ
る
べ
き
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。
な
お
、
本
論
中
で
は
引
用
し
な
か
っ
た
が
、
陸
澄
が
守
仁
に
あ
て
た
第
二
書
簡
で
は
、
第
一
書
簡
の
問
題
意
識
と
の
関
連
で
、
周
敦
頤
の
「
主

静
」
説
と
程
顥
「
定
性
書
」
が
引
か
れ
て
い
る
。

（
12
）
三
浦
秀
一
「
晩
明
思
潮
研
究
の
た
め
の
覚
書
―
荒
木
見
悟
先
生
著
『
陽
明
学
の
位
相
』
に
寄
せ
て
」（『
集
刊
東
洋
学
』
第
一
一
八
号
、
二
〇
一
八
年
）。
な
お
当

該
論
考
に
お
い
て
、
良
知
と
人
欲
を
め
ぐ
る
荒
木
氏
の
研
究
か
ら
三
浦
氏
が
摘
出
し
た
視
点
は
、
第
一
節
の
み
な
ら
ず
本
稿
全
体
に
通
底
す
る
視
点
と
し
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て
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
13
）「
蓬
萊
會
籍
申
約
後
語
」
に
、「
陽
明
先
師
拈
出
良
知
兩
字
、
乃
從
生
機
中
指
個
靈
竅
與
人
、
使
知
有
用
力
之
地
。
今
有
不
孝
不
弟
之
人
、
指
爲
不
孝
不
弟

則
怫
然
而
怒
、
可
見
不
孝
不
弟
之
人
良
知
未
嘗
忘
也
。
甚
至
做
賊
之
人
、
指
其
爲
賊
則
忿
然
而
鬪
、
賊
見
孝
子
亦
知
肅
然
而
敬
、
可
見
做
賊
之
人
良
知
未

嘗
忘
也
。
堯
舜
之
時
指
爲
孝
弟
之
人
、
後
世
之
人
亦
以
爲
孝
弟
。
堯
舜
之
時
指
爲
不
孝
不
弟
之
人
、
後
世
之
人
亦
以
爲
不
孝
不
弟
、
可
見
千
萬
古
上
下
良

知
未
嘗
亡
也
」（『
龍
谿
王
先
生
全
集
』
巻
五
、
一
〇
八
〜
一
〇
九
頁
）
と
あ
る
。

（
14
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
彭
国
翔
氏
が
「
事
実
上
、
在
東
西
方
的
文
化
伝
統
中
、
悪
的
起
源
問
題
也
一
个
普
遍
性
的
問
題
。
我
們
不
能
要
求
陽

明
学
者
対
此
給
出
一
个
完
満
的
答
案
、
也
無
法
在
此
対
該
問
題
本
身
做
出
進
一
歩
的
探
討
」（
注
九
前
掲
、
四
二
〇
頁
）
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
悪
は
な
ぜ
起

こ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
そ
も
そ
も
立
て
づ
ら
い
。
と
こ
ろ
で
、
人
欲
や
非
本
来
的
要
素
を
主
題
的
に
取
り
上
げ
て
そ
の
構
造
を
説
明
し
な
い
こ
う
し

た
態
度
は
、
実
は
王
守
仁
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
伝
習
録
』
下
巻
に
見
え
る
「
問
、『
良
知
原
是
中
和
的
、
如
何
卻
有
過
不
及
』。
先
生
曰
、『
知

得
過
不
及
處
、
就
是
中
和
』」
と
い
う
問
答
か
ら
そ
の
こ
と
が
窺
え
る
。『
中
庸
』
第
一
章
に
典
拠
を
持
つ
、
中
正
調
和
の
と
れ
た
あ
り
か
た
で
あ
る
「
中
和
」

が
良
知
を
指
す
の
だ
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
そ
う
し
た
「
中
和
」
か
ら
逸
脱
す
る
現
象
、
す
な
わ
ち
非
本
来
的
な
あ
り
か
た
が
起
き
る
の
か
と
い
う
の
が
質
問

者
の
意
図
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
王
守
仁
は
、「
過
不
及
」
が
発
生
す
る
原
因
を
説
明
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
「
過
不
及
」
を
知
得
し
て

い
る
こ
と
こ
そ
が
「
中
和
」
で
あ
る
と
述
べ
、
非
本
来
的
な
あ
り
か
た
を
実
践
主
体
が
現
前
さ
せ
、
か
つ
覚
知
し
て
い
る
点
に
良
知
の
「
中
和
」
を
認
め

る
の
で
あ
る
。

（
15
）
荒
木
見
悟
「
羅
念
菴
の
思
想
」（『
哲
学
年
報
』
第
三
十
三
巻
、
一
九
七
四
年
。
の
ち
『
陽
明
学
の
開
展
と
仏
教
』
研
文
出
版
、
一
九
八
四
年
に
収
め
る
）

（
16
）「
與
徐
龍
寰
」
に
「
過
者
、
聖
賢
所
不
免
、
但
辨
有
心
無
心
、
從
一
念
取
證
」（『
全
集
』
巻
十
二
、
三
一
三
頁
）
と
あ
る
。

（
17
）
王
畿
の
「
改
過
」
論
に
つ
い
て
は
、
小
路
口
聡
氏
「
過
ち
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
―
王
畿
の
改
過
論
―
」（『
陽
明
学
』
第
三
十
号
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
。

（
18
）
な
お
、
本
稿
で
羅
に
よ
る
王
畿
批
判
を
見
る
の
は
、
あ
く
ま
で
王
畿
の
思
想
の
特
質
を
明
瞭
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
羅
洪
先
の
思
想
を
王
畿
思
想
と
の
関

わ
り
の
中
で
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
注
十
五
の
荒
木
論
文
、
お
よ
び
林
月
恵
『
良
知
學
的
轉
折　

聶
雙
江
與
羅
念
菴
思
想
之
研
究
』（
台
湾
大
学
出
版
中
心
、

二
〇
〇
五
年
）
第
四
章
よ
り
第
六
章
を
参
照
。
ま
た
羅
の
思
想
を
当
代
の
文
脈
に
置
い
て
有
機
的
に
論
じ
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、
張
衛
紅
『
羅
念
庵
的
生

命
歴
程
与
思
想
世
界
』（
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（
19
）
劉
宗
周
や
黄
宗
羲
が
批
判
し
た
よ
う
に
、
王
畿
の
思
想
を
仏
教
ま
が
い
と
批
判
す
る
の
は
、
明
清
期
に
お
け
る
陽
明
学
批
判
の
一
つ
の
方
向
性
と
し
て
あ
る
。

詳
し
く
は
佐
藤
錬
太
郎
氏
「
明
清
時
代
に
お
け
る
陽
明
学
批
判
―
「
無
善
無
悪
」
説
を
め
ぐ
る
論
争
」（『
日
本
儒
教
学
会
報
』
第
二
集
、
二
〇
一
八
年
）
参
照
。

こ
の
ほ
か
明
末
清
初
期
に
お
け
る
陽
明
学
批
判
の
潮
流
に
、
伊
東
貴
之
氏
は
政
治
的
・
社
会
的
・
思
想
的
な
「
秩
序
の
恢
復
」
と
い
う
方
向
性
が
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
す
る
（「「
理
」
の
恢
復
（
下
）
―
呂
留
良
に
お
け
る
現
実
批
判
の
位
相
」『
中
国
哲
学
研
究
』
第
四
号
、
一
九
九
二
年
・「《
秩
序
》
化
の
諸
位
相
―
清
初
思
想
の
地
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平
―
」『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第
十
号
、
一
九
九
五
年
）。

（
20
）
本
文
中
に
引
い
た
「
夏
遊
記
」
の
前
段
で
も
、
羅
は
王
守
仁
の
良
知
説
が
『
孟
子
』
に
基
づ
く
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
理
由
を
、
王
守
仁
が
良
知
説
を
「
入

井
怵
惕
」・「
孩
提
愛
敬
」・「
平
旦
好
惡
」（
い
ず
れ
も
『
孟
子
』
中
の
語
）
に
よ
っ
て
裏
付
け
て
い
た
こ
と
に
求
め
る
。
そ
の
う
え
で
羅
洪
先
は
、
さ
き
の
三
つ

の
語
は
「
以
其
皆
有
未
發
者
存
、
故
謂
之
『
良
知
』」
と
、
あ
く
ま
で
そ
れ
ら
が
未
発
で
あ
る
点
か
ら
良
知
と
言
う
の
だ
と
い
う
認
識
を
示
し
、
継
い
で
、「
朱

子
以
爲
『
良
者
、
自
然
之
謂
也
』
是
也
。
然
以
其
一
端
之
發
見
、
而
未
能
即
復
本
體
。
故
言
怵
惕
矣
、
必
以
擴
充
繼
之
、
言
好
惡
矣
、
必
以
長
養
繼
之
、

言
愛
敬
、
必
以
達
之
天
下
繼
之
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
羅
洪
先
に
と
っ
て
、
已
発
相
に
お
い
て
発
現
し
た
良
知
は
、
限
定
的
発
現
で
あ
る
た
め
に
そ
の
ま

ま
で
は
「
本
體
」
と
は
言
え
ず
、「
擴
充
」「
長
養
」
す
る
こ
と
で
未
発
で
あ
る
良
知
を
維
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

（
21
）
荒
木
見
悟
氏
も
、「
つ
ま
り
念
菴
が
現
在
の
良
知
を
過
度
に
信
頼
し
過
ぎ
る
の
は
、
身
の
程
を
わ
き
ま
え
ぬ
と
す
る
の
に
対
し
、
龍
溪
は
当
下
（
現
在
）
の

具
足
を
信
じ
れ
ば
こ
そ
欲
根
の
萌
芽
も
発
見
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
良
知
の
本
体
の
現
前
態
を
疑
う
の
は
、
か
え
っ
て
念
菴
の
憂
え
る
欲
根
の
発
見
・

抑
殺
の
能
力
を
奪
う
結
果
に
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（
前
掲
「
羅
念
菴
の
思
想
」）。

（
22
）
注（
９
）前
掲
柴
田
篤
「
王
龍
溪
の
思
想
―
良
知
説
の
一
展
開
―
」（
五
十
五
頁
）

（
23
）
注（
９
）前
掲
彭
国
翔
書
、
七
十
五
頁
。

（
24
）
陶
望
齡
は
「
盱
江
要
語
序
」
に
お
い
て
、「
新
建
之
道
、
傳
之
者
爲
心
齋
・
龍
溪
。
心
齋
之
徒
最
顯
盛
、
而
龍
溪
晩
出
、
尤
壽
考
、
益
闡
其
説
、
學
者
稱
爲

二
王
先
生
。
心
齋
數
傳
至
近
溪
、
一
時
並
主
講
席
於
江
左
右
、
學
者
又
稱
二
溪
焉
」
と
記
す
（『
歇
菴
集
』
巻
三
、『
陶
望
齡
全
集　

上
』
一
六
〇
頁
）。

（
25
）
こ
の
資
料
は
、
羅
汝
芳
の
語
録
で
あ
る
「
旴
壇
直
詮
」
と
「
庭
訓
記
言
行
遺
録
」
の
二
種
に
似
た
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
旴
壇
直
詮
」
を

採
っ
た
の
は
、
引
文
資
料
が
「
旴
壇
直
詮
」
の
方
に
の
み
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、『
羅
汝
芳
集
』
で
は
「
庭
訓
記
言
行
遺
録
」
の
中
、

他
書
と
重
複
し
た
も
の
は
収
め
な
い
方
針
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

（
26
）
王
畿
と
羅
洪
先
の
「
當
下
」
を
め
ぐ
る
議
論
、
お
よ
び
羅
汝
芳
が
「
當
下
」
を
「
不
可
不
信
」
と
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。

（
27
）「
当
下
」
の
語
の
思
想
史
的
展
開
を
概
観
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
鶴
成
久
章
「
顧
憲
成
の
『
当
下
繹
』
に
つ
い
て　

並
び
に
訳
注
（
上
）」（『
東
洋
古
典
學

研
究
』
第
五
集
、
一
九
九
八
年
）、
呉
震
『
陽
明
後
学
研
究
（
増
訂
本
）』（
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
序
章
の
第
一
節
を
参
照
。

（
28
）
荒
木
見
悟
氏
は
、
王
畿
の
「
壽
近
溪
羅
侯
五
秩
序
」
を
引
用
し
た
後
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
羅
の
思
想
と
王
畿
の
思
想
と
を
、「
龍
溪
の
路
線
に
合
致
す
る

も
の
、
否
寸
分
の
隔
た
り
な
き
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
近
溪
が
當
下
現
在
・
本
體
工
夫
合
一
・
玲
瓏
た
る
悟
得
・
一
切
放
下
・
心
體
精
妙
等
を
説
き
、

儒
教
と
道
佛
二
教
と
の
區
分
に
さ
程
拘
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、「
圓
通
」
の
思
想
圈
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
」
と
述
べ
て
、
王
畿
と
羅
汝
芳
と
の

思
想
に
大
き
な
共
通
性
を
見
て
い
る
（「
羅
近
溪
の
思
想
」『
明
代
思
想
研
究
』
所
収
、
創
文
社
、
一
九
七
二
年
）。
ま
た
呉
震
氏
は
、
羅
汝
芳
が
「
當
下
」
論
、「
見
在
」

説
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、
羅
が
王
畿
ら
と
同
じ
思
想
傾
向
を
有
し
て
い
た
と
述
べ
る
（
注
二
十
六
既
出
、
二
十
一
頁
）。
た
だ
し
近
年
、
荒
木
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龍
太
郎
氏
は
、
羅
汝
芳
の
「
當
下
」
論
と
「
現
成
良
知
」
説
に
つ
い
て
、
羅
汝
芳
は
こ
れ
ら
に
対
し
て
全
面
的
に
は
肯
定
せ
ず
、
や
や
慎
重
な
姿
勢
を
と

っ
て
い
る
と
指
摘
し
、
彼
の
思
想
と
親
和
性
が
指
摘
さ
れ
る
王
畿
と
の
間
に
差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
（「
万
暦
期
思
潮
に
お
け
る
羅
近
渓
の
「
本

末
格
物
説
」
の
位
置
―
現
成
良
知
の
諸
相
の
観
点
か
ら
―
」『
活
水
論
文
集
』
第
六
十
五
集
、
二
〇
二
二
年
）。

（
29
）
柴
田
篤
氏
も
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
良
知
を
致
す
」
と
い
う
功
夫
は
「
聖
人
と
異
な
る
こ
と
な
き
」
現
成
な
る
良
知
を
十
全
に
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
完
全
な
も
の
に
す
る
為
の
手
段

で
は
な
い
。「
現
在
完
全
」
を
め
ざ
し
て
功
夫
を
積
ん
で
い
く
の
で
は
な
く
、「
現
成
」
と
い
う
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
前
提
で
あ
り
出
発
点
で
あ
る
。（
中
略
）

龍
渓
は
良
知
は
現
成
で
あ
る
か
ら
功
夫
を
用
い
な
く
て
よ
い
と
か
、
欲
根
を
附
着
さ
せ
た
ま
ま
行
動
し
て
よ
い
と
か
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
成

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
致
知
の
功
夫
に
よ
っ
て
そ
の
現
成
の
完
全
な
る
発
現
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
九
前
掲
「
良
知
現
成
の
思
想
―
王
龍
渓
を

中
心
に
し
て
―
」）。

た
だ
し
本
稿
が
啓
発
を
受
け
た
、
よ
り
直
接
的
な
発
想
は
、
如
来
蔵
思
想
を
め
ぐ
る
高
崎
直
道
氏
の
次
の
解
説
で
あ
る
。

如
来
蔵
思
想
は
一
切
衆
生
に
如
来
蔵
・
仏
性
有
り
と
す
る
説
で
、
如
来
を
果
と
し
、
そ
の
因
た
る
も
の
（
如
来
蔵
＝
如
来
の
胎
児
、
仏
性
＝
仏
の
因
）

を
衆
生
の
自
性
清
浄
心
に
認
め
る
。
如
来
の
因
と
は
菩
提
の
因
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
菩
提
心
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
菩
提
心
の
所

有
者
が
菩
薩
で
あ
る
か
ら
、
如
来
蔵
思
想
で
は
一
切
衆
生
が
み
な
菩
提
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
可
能
性
と
し
て
の
話
で
、
む
し

ろ
如
来
蔵
思
想
に
お
い
て
は
、
一
切
衆
生
は
み
な
菩
提
た
る
べ
き
だ
と
要
請
さ
れ
て
い
る
道
理
で
、
そ
の
勧
奨
の
た
め
に
、
悉
有
仏
性
と
説
い
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
（
高
崎
直
道
「
如
来
蔵
思
想
の
菩
薩
論
―
『
宝
性
論
』
に
よ
る
概
観
―
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
五
十
一
号
、
一
九
八
六
年
、
の
ち
『
高
崎
直
道
著
作
集

第
七
巻　

如
来
蔵
思
想
・
仏
性
論
Ⅱ
』
に
収
め
る
）。




