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帰

光

の

マ＇；.＿
ノE 、

当金
ロ日

有

佐

藤

良区

帰
有
光
合
旬
。
。
l
H
U
2
）
は
、
字
を
県
甫
と
い
＼
号
の
震
川
で
知
ら
れ
る
明
の
代
表
的
古
文
作
家
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
六
十
六
年
の
生
涯
は
、

古
文
辞
派
の
盟
主
で
あ
る
李
馨
竜
（5
E
I
H

句
。
）
の
華
や
か
な
文
壇
生
活
と
ほ
と
ん
ど
重
な
っ
て
お
り
、
そ
の
文
壇
に
お
け
る
地
位
は
か
な
り
孤
立
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
王
慎
中
・
唐
順
之
ら
と
共
に
嘉
靖
の
三
家
と
称
せ
ら
れ
は
し
た
が
、
そ
の
在
世
時
代
は
王
・
唐
二
氏
よ
り
一
段
低
く

見
ら
れ
て
い
た
気
配
が
あ
る
。
た
と
え
ば
李
馨
竜
も
「
送
王
元
美
序
」
の
な
か
で
展
開
す
る
文
章
論
で
、
王
慎
中
、
唐
順
之
の
名
前
を
敵
手
と
し
て
挙
げ
て
い

る
が
、
帰
有
光
の
名
前
は
挙
げ
て
い
な
い
。
も
し
見
落
し
が
な
け
れ
ば
治
課
先
生
集
三
十
一
巻
を
通
じ
て
、
一
度
も
帰
有
光
に
は
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
帰
有
光
は
八
股
の
名
手
と
し
て
高
名
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
進
士
に
な
っ
た
の
は
実
に
六
十
才
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
文
壇
的
に
も
社
会
的
に

も
決
し
て
恵
ま
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
家
庭
的
に
も
つ
ぎ
つ
ぎ
と
妻
子
に
先
だ
た
れ
、
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
、
い
い
き
れ
な
か
っ
た
。

で
は
、
乙
の
ほ
と
ん
ど
故
郷
の
昆
山
と
隣
の
嘉
定
を
離
れ
な
か
っ
た
帰
有
光
の
文
章
は
、
全
国
的
に
は
知
ら
れ
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。

。
。F

D
 



と
く
に
そ
の
晩
年
に
お
い
て
は
、
あ
る
地
方
で
は
か
な
り
高
名
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
証
拠
が
あ
る
。
帰
有
光
自
身
「
己
未
会
試
雑
記
」
（
嘉
靖
三
十
八
年
・

五
十
四
才
）
の
な
か
で
記
録
し
て
い
る
が
、
「
予
、
石
仏
関
よ
り
鉛
山
の
費
梯
文
と
歩
行
し
て
済
州
城
外
に
至
り
、
泉
州
の
挙
子
数
人
と
遇
う
。
共
に
市
建
の

わ
か
き
E
ろ

中
に
憩
う
。
数
人
の
者
、
聞
い
て
予
の
姓
名
を
知
り
、
皆
保
然
と
し
て
環
揖
し
て
言
え
ら
く
、
『
吾
等
少
よ
り
公
の
文
を
請
し
、
以
て
異
世
の
人
と
為
せ

ま
み

り
。
意
わ
ざ
り
き
、
今
日
見
え
る
を
得
ん
と
は
。
』
：
：
：
」
と
い
う
有
様
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し

想
う
に
福
建
省
泉
州
の
地
は
、
嘉
靖
の
三
家
の
一
人
で
あ
る
王
慎
中
の
出
身
地
晋
江
の
隣
県
で
あ
り
、
儒
教
の
反
逆
者
李
費
（
字
は
卓
吾

5
月
I
5
0
N
）
も

晋
江
の
出
身
で
あ
る
。
乙
の
地
に
は
反
古
文
辞
の
勢
力
が
惨
透
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
生
前
に
も
そ
の
文
章
は
写
本
で
、
唐
宋
派
の
拠
点
で
は
知
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
余
技
で
あ
る
八
股
文
の
選
集
で
、
そ
の
名
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
よ
り
後
、
福
建
は
建

寧
の
令
、
王
子
敬
（
昆
山
出
身
）
の
手
で
刊
行
さ
れ
た
文
集
が
、
帰
震
川
文
集
と
し
て
は
最
も
早
い
。
帰
有
光
と
福
建
と
の
因
縁
は
、
ま
乙
と
に
浅
か
ら
ざ
る

も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
銭
謙
益
（
H
g
N
I
H
8
6は
「
列
朝
詩
集
」
の
「
震
川
先
生
小
伝
」
で
、
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
録
す
る
。
「
嘉
靖
の
末
、
山
陰
（
す
な
わ
ち
紹
興
）

や
や

の
諸
状
元
、
大
綬
、
官
翰
の
学
、
置
酒
し
て
郷
人
・
徐
謂
文
長
の
入
れ
る
を
招
く
。
夜
良
久
し
う
し
て
乃
ち
至
れ
り
。
学
士
聞
い
て
日
く
、
『
何
ぞ
遅
き
也
。
』

文
長
日
く
、
『
頃
ら
く
雨
を
士
人
の
家
に
避
け
、
壁
間
帰
有
光
の
文
を
懸
く
る
を
見
る
。
今
の
欧
陽
子
也
。
廻
淘
緯
請
し
て
、
舎
て
去
る
能
わ
ず
。
是
を
以
て

布
、
－
4

遅
れ
る
耳
』
と
。
学
士
、
隷
に
命
じ
て
其
の
軸
を
巻
き
て
以
て
来
ら
し
め
、
燈
を
張
し
て
快
か
に
読
み
ぬ
。
相
対
し
て
嘆
賞
し
、
旦
に
達
す
る
に
至
れ
り
。
」

Q
M
 

問
。

乙
の
山
陰
乙
そ
は
帰
有
光
が
青
年
時
代
に
入
る
ま
で
、
乙
の
地
で
講
学
生
活
を
続
け
た
王
守
仁
ハ
号
は
陽
明
－
E
芯
t
H
巴
∞
）
の
本
拠
地
で
あ
り
、
公
安
派

や
李
登
の
文
学
的
主
張
に
も
共
通
す
る
気
風
が
流
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
既
成
の
権
威
と
な
っ
て
い
た
古
文
辞
派
に
対
し
て
、
文
学
的
に
も
独
自
の
判
断
を

示
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
文
章
が
壁
聞
に
掲
げ
ら
れ
る
と
い
う
形
で
、
江
南
地
方
に
伝
播
し
て
い
る
点
に
も
注
目

し
た
い
。
そ
し
て
感
嘆
去
る
能
わ
ざ
る
思
い
を
し
た
人
物
は
、
当
時
の
一
流
文
人
の
徐
調
（
字
は
文
長
・5N
H
l
m
w
ω
）
で
あ
り
、
か
れ
も
反
古
文
辞
の
線
に
連

な
る
が
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
色
彩
き
わ
め
て
濃
厚
な
才
子
で
あ
っ
た
。

か
く
て
一
部
に
根
強
い
支
持
者
を
持
つ
に
至
っ
た
帰
有
光
の
学
聞
を
慕
う
者
は
、
「
四
方
よ
り
来
り
学
ぷ
者
、
常
に
数
十
百
人
。
海
内
、
震
川
先
生
と
称
び

て
、
名
氏
を
以
て
せ
ず
。
’
一
（
銭
謙
益
「
震
川
先
生
小
伝
」
〉
と
い
う
情
況
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。

王
錫
爵
の
ー「

明
太
僕
寺
寺
丞
婦
、，、－
~ 

墓
誌
銘
Lー

で
も

常
iと
数



十
百
人
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
人
数
が
た
い
へ
ん
多
か
っ
た
こ
と
は
異
論
が
な
い
に
し
て
も
、
で
は
、
ほ
ん
と
う
に
四
方
か
ら
来
り
学
ん
だ
か
と
い
う
点
に

な
る
と
、
そ
の
範
囲
は
意
外
に
狭
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

銭
謙
益
は
ま
た
「
嘉
定
四
君
集
序
」
（
「
初
学
集
」
巻
三
十
二
）
に
お
い
て
、
「
照
甫
既
に
没
す
る
も
、
そ
の
高
第
の
弟
子
、
多
く
は
嘉
定
に
在
り
て
、
猶
お

能
く
其
の
師
説
を
守
り
、
荒
江
寂
実
の
浜
に
講
請
す
る
が
ど
と
し
よ
と
い
っ
て
い
る
し
、
帰
有
光
の
曽
孫
で
あ
り
銭
謙
益
の
弟
子
に
あ
た
る
帰
荘
（H
E
ω
l

E
誌
）
は
、
「
簡
堂
集
序
」
に
お
い
て
、
「
先
太
僕
府
君
は
側
、
安
亭
に
居
れ
り
。
安
亭
は
昆
山
と
嘉
定
の
尉

r
る
も
、
嘉
定
を
去
る
と
と
近
し
と
為
す
。
当

時
、
経
を
執
り
字
を
問
う
者
、
嘉
定
に
尤
も
多
し
。
其
の
後
、
府
君
の
文
章
、
昆
山
に
遂
に
伝
う
る
な
し
。
」
と
い
う
。
数
百
人
の
弟
子
が
集
ま
っ
た
に
し
て

も
、
そ
の
地
域
は
嘉
定
・
昆
山
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
嘉
定
の
学
統
が
明
末
ま
で
持
続
し
て
い
た
と
と
は
注
目
に
あ
た
い
す
る
。
帰
有
光
が
第

二
位
の
成
績
で
挙
人
の
試
験
に
合
格
し
た
の
は
三
十
五
才
嘉
靖
一
九
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
三
十
七
才
に
は
故
郷
の
昆
山
か
ら
嘉
定
の
安
亭
に
引
越
し
を
し
て

い
る
。
以
来
、
嘉
定
が
そ
の
教
育
活
動
の
中
心
地
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

青
木
正
児
博
士
の
「
清
代
文
学
評
論
史
」
に
は
、
銭
謙
益
が
「
嘉
定
の
人
李
流
芳
と
共
に
科
挙
に
応
じ
た
際
、
流
芳
か
ら
唐
宋
八
大
家
の
文
に
就
い
て
説
を

A
U
 

氏
U

聞
き
、
感
服
し
て
心
が
動
い
た
。
其
後
数
年
に
し
て
嘉
定
の
老
先
生
等
か
ら
帰
有
光
の
遺
説
を
聞
い
た
。
」
と
あ
る
が
、
乙
の
李
流
芳
が
と
り
も
な
お
さ
ず
嘉

定
の
四
君
の
一
人
で
あ
る
。
銭
謙
益
の
「
嘉
定
四
君
集
序
」
で
は
唐
叔
達
、
婁
子
柔
、
程
孟
腸
、
李
長
欝
の
四
人
を
挙
げ
て
い
る
。
劉
声
木
の
「
桐
誠
文
学
淵

源
考
」
で
は
、
「
李
流
芳
、
字
は
茂
宰
、
一
字
は
長
積
、
嘉
定
の
人
、
明
の
万
歴
丙
午
の
挙
人
」
と
あ
り
、
帰
有
光
の
学
統
に
数
え
て
い
る
。

さ
て
青
木
正
児
博
士
は
ま
た
、
銭
謙
益
が
南
京
の
郷
試
に
応
じ
た
際
に
、
乙
の
李
流
芳
か
ら
帰
有
光
の
文
説
を
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
論
さ
れ
て
い
る
。

銭
謙
益
が
帰
有
光
に
つ
い
て
知
っ
た
の
は
、
乙
の
時
が
最
初
で
あ
る
と
の
博
士
の
推
論
は
、
銭
謙
益
の
他
の
文
章
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
銭
謙
益
に
は
ま
た
帰
有
光
の
孫
で
あ
り
帰
荘
の
父
で
あ
る
昌
世
、
字
は
文
休
に
あ
て
た
「
帰
文
休
七
十
序
」
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
、
「
余
、

嘉
定
の
李
長
欝
（
流
芳
）
と
波
ぷ
。
因
て
以
て
長
萄
の
友
、
新
安
の
程
孟
陽
、
毘
山
の
帰
文
休
と
交
わ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
て
み
れ
ば
、

帰
家
と
の
交

際
が
は
じ
ま
る
よ
り
早
く
、
李
流
芳
と
知
り
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
李
流
芳
と
帰
昌
世
と
は
王
志
堅
と
共
に
三
才
子
と
称
せ
ら
れ
、
若
年
の
頃
か
ら
交
友

関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
（
越
経
達
「
帰
玄
恭
先
生
年
譜
」
に
引
く
「
蘇
州
府
志
」
に
よ
る
）

青
木
博
士
の
指
摘
か
ら
、
次
の
事
実
が
自
然
と
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。
帰
有
光
の
学
説
・
文
説
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
嘉
定
か
ら
、
い
く
ら
も
離
れ
て
い
な
い



常
熟
出
身
の
銭
謙
益
が
、
南
京
に
お
い
て
嘉
定
の
人
を
通
じ
て
帰
有
光
を
知
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
南
京
が
江
南
地
方
の
新
知
識
の
交
換
場
所
で
あ
る
の
を
示

す
と
共
に
、
他
方
で
は
帰
有
光
の
業
績
が
忘
れ
ら
れ
か
け
て
き
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
ず
南
京
が
詩
文
の
歴
史
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
か
に
つ

い
て
二
、
三
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
侯
方
域
（H
2
∞
t
E

）
が
は
じ
め
て
唐
宋
派
に
接
し
た
の
も
こ
の
地
で
あ
っ
て
、
順
治
の
初
年
に
は
故
郷
の
河
南
省
商

郎
で
、
帰
有
光
の
文
を
郷
人
に
鼓
吹
し
て
い
る
。
桐
城
派
の
古
文
の
開
祖
で
あ
る
方
萄
の
父
方
舟
が
、
康
照
の
初
年
に
銭
澄
之
・
社
潜
・
杜
芥
と
交
際
し
た
の

も
乙
の
地
で
あ
る
。
桐
城
の
人
、
方
以
智
が
し
き
り
に
南
京
に
往
来
し
た
の
は
そ
れ
よ
り
や
弘
早
く
、
崇
顧
の
末
の
乙
と
で
あ
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
と
と
で
、
銭
謙
益
に
よ
っ
て
顕
彰
さ
れ
る
ま
で
の
帰
有
光
の
系
譜
と
、
評
価
そ
し
て
影
響
範
囲
に
つ
い
て
、
簡
単
に
振
り
返
え
っ
て
お
く
必
要

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

あ
ら
わ

帰
有
光
の
文
学
を
要
約
す
れ
ば
、
第
一
に
形
式
よ
り
も
内
容
を
重
視
し
、
道
の
形
れ
と
し
て
の
文
章
を
主
張
す
る
。
第
二
に
、
文
章
の
規
範
も
秦
漢
だ
け
で

な
く
唐
宋
、
乙
と
に
宋
人
の
文
章
を
尊
重
す
る
。
古
文
辞
派
と
比
べ
る
と
、
た
し
か
に
学
問
的
な
根
抵
が
あ
る
。
第
三
に
、
以
上
の
要
素
と
結
び
つ
い
て
、
現

実
直
視
の
傾
向
を
深
め
て
い
る
が
、
そ
の
直
視
は
お
も
に
自
分
の
家
族
と
地
域
社
会
に
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
観
察
と
凝
視
は
、
家
庭
尊
重
と
弱
き
者
へ
の
同
情

と
い
う
愛
の
精
神
で
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
第
四
に
派
手
な
誇
張
さ
れ
た
表
現
よ
り
も
、
質
実
で
地
味
な
表
現
を
採
る
。
淡
々
と
し
た
な
か
に
流
れ
る
真
撃
な

- 61 ー

紋
述
と
細
や
か
な
描
写
に
は
、
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
第
五
に
、
そ
の
地
方
性
の
な
か
か
ら
、
新
し
い
文
章
の
分
野
を
生
み
だ
し
て
い
る
乙
と
。
乙
れ
は
ま

た
、
江
南
地
方
の
市
民
社
会
の
成
熟
を
も
同
時
に
意
味
し
よ
う
が
、
呉
の
地
方
で
と
く
に
盛
ん
で
あ
っ
た
寿
序
を
、
文
学
に
ま
で
高
め
て
い
る
。
第
六
に
、
そ

の
文
学
は
、
あ
る
種
の
狭
さ
と
潔
癖
さ
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
帰
有
光
の
詩
は
あ
ま
り
に
文
章
と
比
べ
て
少
な
す
ぎ
る
し
、
ま
た
当
時
の
詩
文
家
に
は
古

文
辞
派
た
る
と
唐
宋
派
た
る
と
を
問
わ
ず
、
戯
曲
や
小
説
に
対
し
て
同
情
と
理
解
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
が
、
か
れ
に
は
そ
の
気
配
が
な
い
。
わ
ず
か

に
「
張
帝
人
墓
誌
銘
」
で
張
氏
が
子
供
の
た
め
に
小
説
を
語
り
聞
か
せ
た
と
と
を
、
そ
の
ま
ま
批
判
を
加
え
ず
に
－
記
録
し
て
い
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
帰
有
光
の
文
学
お
よ
び
学
問
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
そ
の
子
孫
の
仕
事
か
ら
い
え

ば
、
万
暦
丙
子
の
武
科
の
挙
人
子
寧
お
よ
び
子
祐
の
手
で
「
震
川
文
集
」
初
刻
本
三
十
二
巻
が
刊
行
さ
れ
、

一
族
の
道
伝
の
手
で
旧
本
集
と
呼
ば
れ
る
二
十
巻



本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
本
、
復
古
堂
本
が
あ
る
が
、
上
・
下
巻
の
ニ
巻
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
ほ
か
、
帰
有
光
の
子
供
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
文
名
の

高
か
っ
た
万
暦
辛
卯
の
挙
人
子
慕
、
字
は
季
思
は
、
「
文
も
亦
、
具
う
る
に
家
法
あ
り
」
と
劉
声
木
の
「
桐
域
文
学
淵
源
考
」
に
見
え
、

沈
徳
潜
の
「
明
詩
別

裁
」
に
も
九
首
が
採
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

ど
う
や
ら
帰
震
川
集
は
、
そ
の
曽
孫
に
あ
た
る
荘
、
字
は
元
恭
の
出
現
に
い
た
る
ま
で
、
主
と
し
て
子
孫
の
手
で
刊
行
さ
れ
て
来
た
傾
向
が
あ
る
。
乙
の
乙

と
は
、
そ
の
著
書
の
伝
播
の
範
囲
と
性
格
を
、
お
の
ず
か
ら
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
帰
荘
に
つ
い
て
は
、
ま
た
章
を
改
め
て
説
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、
帰
有
光

没
し
て
よ
り
七
十
数
年
後
の
崇
頑
帝
の
悲
劇
的
な
死
に
至
る
文
壇
の
変
遷
と
、
そ
の
な
か
に
お
け
る
帰
有
光
評
価
の
変
選
に
つ
い
て
語
り
た
い
と
お
も
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
古
文
辞
派
の
総
師
で
あ
る
李
撃
竜
が
隆
慶
四
年
（H勾
。
）
に
世
を
去
る
と
、
そ
の
在
世
中
か
ら
こ
れ
と
並
ぷ
実
力
を
持
ち
な
が
ら
、
先
輩

の
李
禁
竜
を
立
て
て
き
た
王
世
貞
（H足
。
I
H
S
S
が
文
壇
の
中
心
的
存
在
と
な
る
。
「
そ
の
生
地
で
あ
る
江
蘇
の
太
倉
は
、
元
末
明
初
以
来
、
南
方
市
民
文

学
の
中
心
で
あ
り
つ
づ
け
た
蘇
州
の
、
隣
県
で
あ
る
。
近
い
過
去
の
大
家
は
、
洗
周
で
あ
り
、
文
徴
明
で
あ
る
。
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
祝
允
明
、
唐
寅
の
よ

う
に
、
奇
矯
の
人
物
も
い
た
。
し
か
し
伝
統
の
大
体
は
、
都
会
的
に
優
雅
で
あ
り
、
北
方
の
あ
ら
あ
ら
し
い
空
気
が
生
ん
だ
古
文
辞
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
前

七
子
の
一
人
と
し
て
、
徐
頑
卿
を
出
し
、
蘇
州
の
名
家
皇
甫
泊
兄
弟
が
、
そ
の
い
と
乙
黄
省
曽
と
と
も
に
、
李
夢
陽
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
伝
統
を

全
面
的
に
変
え
る
乙
と
は
な
か
っ
た
。
青
年
の
こ
ろ
の
王
世
貞
は
、
文
徴
明
の
知
遇
を
も
、
う
け
て
い
る
。
」
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乙
れ
は
吉
川
幸
次
郎
博
士
の
「
元
明
詩
概
説
」
よ
り
す
る
、
王
世
貞
の
故
郷
の
状
況
の
引
用
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
「
彼
の
一
人
舞
台
」
の
あ
り
さ
ま
を
、
次
の

よ
う
に
活
写
す
る
。
「
彼
は
時
代
第
一
の
巨
人
で
あ
り
、
偉
人
で
あ
っ
た
。
時
代
全
体
が
、
彼
の
名
声
の
前
に
ひ
れ
ふ
し
た
。
蘇
州
そ
の
他
、
今
ま
で
は
古
文

辞
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
南
方
の
諸
地
帯
も
、
も
は
や
例
外
で
な
か
っ
た
。
非
職
の
大
官
と
し
て
、
郷
里
太
倉
に
い
と
な
ん
だ
豪
著
な
庭
園
を
、
は
じ
め
は
小
祇

林
、
の
ち
に
は
穿
山
園
と
名
づ
け
た
の
に
、
毎
日
お
び
た
だ
し
い
訪
問
客
が
、
道
士
、
僧
侶
、
遊
び
人
を
も
含
ん
で
、
つ
め
か
け
、
文
士
た
ち
の
う
ち
、
追
随

を
表
明
す
る
も
の
は
、
ひ
き
た
て
ら
れ
、
反
抗
す
る
も
の
は
、
に
ら
ま
れ
た
。
古
い
向
志
の
李
饗
竜
、
徐
中
行
、
梁
有
誉
、
呉
国
倫
、
宗
臣
を
、
前
五
子
と

し
、
後
五
子
、
広
五
子
、
続
五
子
、
末
五
子
な
ど
、
追
随
者
の
等
級
を
き
め
た
。
」

そ
の
晩
年
に
は
支
持
す
る
方
向
に
変
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
「
帰
太
僕
賛
井
序
」
で
王
世
貞
は
、
「
先
生
の
古
文
調
に
於
け

担
担
か
ね
お
の
ず

る
、
之
れ
史
・
漢
よ
り
出
る
と
錐
も
、
市
も
大
較
昌
繋
・
麗
陵
を
折
衷
す
。
其
の
得
意
の
所
に
当
り
て
は
、
浦
知
た
り
。
離
飾
を
事
と
せ
ず
し
て
、
市
も
自
か

乙
の
巨
人
の
帰
有
光
評
価
が
、



ら
風
味
あ
り
。
超
然
た
る
も
当
に
名
家
た
る
べ
し
失
。
其
の
晩
く
達
し
て
終
に
意
を
得
ざ
る
は
、
尤
も
識
者
の
惜
む
所
と
為
る
と
し
か
云
う
。
」
と
、
述
べ
る

に
至
る
の
で
あ
る
。

と
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
李
馨
竜
の
死
後
、
王
世
貞
は
李
撃
竜
と
の
友
情
を
確
め
あ
う
関
係
か
ら
自
由
に
な
り
、
（
「
治
摂
先

し
か
し
「
与
呉
明
卿
書
」
以
外
は
王
世
貞
を
す
べ
て
よ
く
い
っ
て
い
る
。
）
雄
揮
で
は
あ
る
が
無
理
を

生
集
」
に
は
、
王
世
貞
の
名
前
が
、
無
数
に
出
て
く
る
。

し
て
い
る
と
と
ろ
の
あ
る
復
古
的
な
文
学
か
ら
、
現
実
直
視
の
傾
向
を
強
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

乙
の
現
実
直
視
は

明
末
清
初
の
時
代
全
般
の
傾
向
で
あ

り
、
清
朝
の
威
信
が
確
立
し
て
か
ら
は
、
そ
の
う
ち
の
政
治
批
判
の
側
面
は
薄
れ
る
が
、
論
理
的
な
要
素
が
発
展
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

王
世
貞
の
帰
有
光
評
価
は
一
方
、
南
方
市
民
文
学
の
伝
統
へ
の
接
近
を
意
味
す
る
。
李
撃
竜
か
ら
の
拘
束
が
ゆ
る
め
ば
、
地
方
の
文
化
的
雰
囲
気
へ
の
親
近

感
が
強
ま
る
の
は
、
極
め
て
自
然
な
成
行
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
さ
ら
に
考
え
る
な
ら
ば
、
昆
山
出
身
の
帰
有
光
に
か
れ
が
同
情
を
持
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
、

も
う
一
つ
の
地
縁
が
あ
る
。
も
と
も
と
王
家
の
祖
は
、
元
の
時
代
に
昆
山
に
住
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。
李
磐
竜
は
世
貞
の
父
れ
げ
の
伝
、
「
総
督
蘇
遼
右
都
御
史

兼
兵
部
左
侍
郎
王
公
伝
」
を
書
い
て
い
う
。
「
元
に
至
り
て
夢
声
、
昆
山
の
学
正
と
為
る
。
因
っ
て
家
せ
り
駕
」
と
。
太
倉
に
移
る
ま
で
は
、
昆
山
に
家
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
震
川
文
集
を
手
に
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
乙
れ
は
決
し
て
古
文
辞
派
に
対
す
る
裏
切
り
と
は
い
〉
き
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
少
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く
と
も
、
古
文
辞
派
自
体
の
、
な
ん
ら
か
の
変
質
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
の
王
世
貞
の
死
よ
り
天
啓
二
年
（H
8
0
ま
で
三
十
一
年
間
あ
る
が
、
銭
謙
益
が
帰
有
光
を
再
発
見
し
た
の
は
、
天
啓
年
間
の
筈
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時

期
の
帰
有
光
観
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
文
壇
の
状
況
は
、
す
で
に
古
文
辞
派
に
は
統
率
者
を
欠
い
て
ひ
と
頃
の
面
影
は
な
く
、
反
擬
古
の
文
学
の
諸
潮
流
が

万
暦
の
な
か
ば
以
降
を
色
ど
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
公
安
〈
湖
北
省
）
で
は
実
宏
道
（
字
は
中
郎5
8
1
H
E
S
を
は
じ
め
、
兄
の
宗
道
、
弟
の
中
道
が
、
独
創
性
に
富
む
自
由
な
表
現
を
主
張
し
、

現
実
を
よ
り
よ
く
反
映
す
る
新
鮮
な
作
風
を
示
し
た
。
そ
し
て
宏
道
が
知
事
を
し
て
い
た
呉
県
（
江
蘇
省
蘇
州
府
）
を
中
心
に
、
こ
の
人
々
の
多
く
に
、
影
響

を
与
え
た
と
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
と
の
公
安
三
実
と
親
交
の
あ
っ
た
唐
宋
派
の
詩
文
家
に
湯
顕
祖
（

H
m
g
I
H
2
3が
あ
る
が
、
戯
曲
「
還
魂
記
」
の
作
者

と
し
て
、
今
日
で
は
一
層
名
高
い
。
と
の
三
実
や
湯
顕
祖
の
同
時
代
人
に
、中
国
最
大
の
異
端
で
あ
る
季
費
が
あ
り
、主
学
左
派
の
立
場
か
ら
宋
学
の
礼
教

的
規
範
に
反
抗
し
、
童
心
を
説
い
て
止
ま
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
の
思
想
に
は
、
い
ず
れ
も
季
費
の
影
響
が
見
ら
れ
、
戯
曲
・
小
説
に
対
す
る
高
い
評
価
も
と
れ



と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
前
後
、
三
十
年
ば
か
り
の
聞
こ
そ
、
伝
統
的
権
威
と
の
闘
い
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
大
き
な
成
呆
を
あ
げ
た
時
期
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
か
れ
ら
は
帰
有
光
を
ど
う
見
て
い
る
か
。
帰
有
光
よ
り
、
は
る
か
に
拘
束
の
少
な
い
、
文
学
世
界
に
身
を
置
く
実
宏
道
は
、
「
紋
妻
陸
二
公
同
適
稿
」

に
お
い
て
古
文
辞
派
を
退
け
た
の
ち
に
、
ま
ず
唐
順
之
か
ら
は
じ
め
、
「
一
時
の
文
人
、
之
を
望
み
て
其
の
崖
際
を
見
ざ
る
者
、
武
進
の
唐
荊
川
是
れ
也
。
」
と

昆
山
の
婦
長
川
是
れ

つ
い
で
、
「
文
詞
は
甚
だ
し
く
は
奥
古
な
ら
ず
と
睡
も
、自
ら
戸
腐
を
闘
き
、

亦
能
く
言
わ
ん
と
欲
す
る
所
の
者
を
4一
一
口
う
は
、

い
〉
、

也
。
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
唐
寅
、
祝
允
明
、
文
徴
明
等
の
名
を
あ
げ
て
、
呉
中
の
文
運
の
隆
昌
を
た
た
え
る
の
で
あ
る
。

の
み

一
方
、
湯
顕
祖
は
、
「
王
季
重
小
題
文
字
序
」
の
冒
頭
に
お
い
て
い
う
。
「
時
の
文
字
、
能
く
筆
墨
の
外
、
言
わ
ん
と
欲
す
る
所
を
言
う
者
、
三
人
而
巳
。
帰

太
僕
の
長
旬
、
諸
君
饗
の
緒
言
、
胡
天
一
の
奇
想
。
各
々
其
の
病
あ
る
も
、
天
下
、
敢
て
望
む
莫
し
琵
。
」
ち
な
み
に
徐
朔
方
の
築
註
に
よ
れ
ば
、
王
思
任
、

号
は
季
重
が
こ
の
文
を
得
た
の
は
、
万
暦
三
十
八
・
九
年
の
間
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。

乙
乙
で
は
ま
だ
帰
有
光
の
名
は
、
と
く
べ
つ
の
権
威
を
以
て
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
だ
、
か
な
り
並
列
的
で
あ
り
、
諸
家
の
文
集
中
に
そ
の
名
前
を
見

- 64 ー

る
こ
と
も
ま
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
帰
有
光
の
仕
事
は
、
こ
の
時
期
に
至
っ
て
忘
れ
さ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
か
な
り
の
尊
敬
の
念
を
以
て
迎
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
は
確
か
だ
と
い
え
よ
う
。

「
桐
城
文
学
淵
源
考
」
の
巻
一
、
「
此
の
巻
専
ら
、
帰
有
光
に
師
事
及
び
私

淑
す
る
の
諸
人
を
記
す
」
の
諸
小
伝
を
按
ん
ず
る
に
、
従
粧
の
弟
子
常
に
数
百
人
の
う
ち
、
高
第
の
弟
子
と
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
四
人
で
あ
る
。

で
は
、
帰
有
光
の
直
接
の
師
弟
集
団
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
続
い
て
い
た
か
？

唐
欽
売
、
字
は
道
度
と
い
へ
撫
州
巡
導
を
勤
め
た
。
嘉
定
の
人
。

張
応
武
、
字
は
茂
仁
、
昆
山
の
人
。

郎
集
、
字
は
子
成
、
嘉
定
の
人
。

李
汝
節
、
字
は
道
亨
、
嘉
定
の
人
。
嘉
靖
乙
丑
の
進
士
。
す
な
わ
ち
、
進
士
と
な
っ
た
の
は
、
帰
有
光
と
周
年
で
あ
る
。



そ
の
外
の
人
々
で
は
、
「
震
川
年
譜
」
に
よ
れ
ば
、
昆
山
の
王
執
礼
、
字
は
子
敬
が
同
じ
く
進
士
と
な
っ
て
い
る
。

震
川
文
集
中
に
、
も
っ
と
も
多
く
名
前

の
出
て
く
る
一
人
で
あ
る
が
、
「
桐
城
文
学
淵
源
考
」
で
は
か
れ
を
採
ら
な
い
。
時
に
、
有
光
が
友
人
扱
い
を
し
て
い
た
り
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
？
乙

の

王
氏
は
帰
荘
の
「
書
先
太
僕
全
集
後
」
に
お
い
て
、
「
始
め
府
君
の
門
人
王
子
敬
、
闘
の
建
寧
の
令
た
り
。
闘
中
に
刻
す
る
も
、
文
既
に
多
か
ら
ず
、
流
伝
も

亦
少
な
し
よ
と
い
わ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
乙
の
王
執
礼
と
共
に
、
文
集
中
に
そ
の
名
が
も
っ
と
も
多
く
出
て
く
る
の
は
、
洗
孝
、
字
は
敬
甫
で
あ
る
。

師
弟
継
承
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
昆
山
に
伝
わ
っ
た
帰
有
光
の
学
統
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
王
執
礼
に
た
ど
り
つ
く
。
昆
山
の
人
、
顧
愈
宏
と
か
周
詩
字
は
以
言

な
ど
は
、
王
執
礼
に
師
事
し
て
い
る
。
と
の
王
執
礼
系
と
、
張
応
武
と
帰
家
が
、
昆
山
の
学
統
の
中
心
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

一
方
、
嘉
定
に
伝
わ
っ
た
学
統
は
ど
う
か
。
先
に
あ
げ
た
高
弟
四
人
の
う
ち
、
三
人
ま
で
嘉
定
の
人
で
あ
る
が
、
唐
欽
尭
が
も
っ
と
も
先
輩
で
、
郎
集
・
李

汝
節
は
そ
れ
よ
り
や
〉
後
輩
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
昆
山
の
人
張
応
武
は
、
以
上
の
三
人
よ
り
や
〉
若
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
年
未
だ
壮
な
ら
ざ
る
に
、
即
ち
諸
生
を
棄
て
て
帰
有
光
に
師
事
し
」
と
あ
り
、
ま
た
嘉
定
四
先
生
の
う
ち
の
二
人
で
あ
る
「
婁
竪
・
唐
時
升
の
輩
と
古
を
論

じ
学
を
講
じ
」
（
「
桐
城
文
学
淵
源
考
」
所
引
の
嘉
定
県
志
）
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
唐
時
升
、
字
は
叔
達
は
先
に
挙
げ
た
最
先
輩
の
欽
亮
の
子
で
あ
る
か

ら
に
は
、
張
応
武
よ
り
さ
ら
に
若
く
て
も
不
思
議
は
な
い
。
婁
堅
は
直
接
、
帰
有
光
に
師
事
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
嘉
定
の
四
先
生
の
う
ち
、
残
る
ニ- 65 -

人
が
、
直
接
帰
有
光
に
教
え
を
受
け
た
か
ど
う
か
は
明
か
で
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
直
弟
子
で
あ
る
婁
堅
は
健
在
で
あ
り
、
父
子
二
代
に
わ
た
る
弟
子
の
唐

時
升
も
そ
の
仲
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
唐
時
升
・
婁
堅
・
李
流
芳
・
程
嘉
燈
は
偏
く
交
わ
る
。
嘉
定
の
名
宿
、

有
光
の
緒
論
を
熟
聞
し
、
服
し
習
い
て
之

を
討
論
せ
り
。
其
の
師
承
の
議
論
は
、
経
を
以
て
経
緯
と
し
、
史
を
根
抵
と
為
す
。
文
を
以
て
従
と
し
、
字
順
を
体
要
と
為
せ
り
。
造
車
A口
轍
、
固
く
相
与
に

之
を
共
に
す
。
」
（
前
掲
書
所
引
、
嘉
定
県
志
、
檀
園
詩
集
）
と
。

乙
乙
、
嘉
定
に
お
い
て
は
、
帰
有
光
教
団
は
万
暦
な
か
ぱ
以
降
も
健
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
李
流
芳
が
、
万
暦
丙
午
の
歳
、
す
な
わ
ち
三
十
四
年
の
挙
人
で

あ
る
乙
と
を
想
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
と
の
土
地
で
は
、
伝
統
文
学
の
歴
史
の
な
か
で
は
、
も
っ
と
も
激
し
く
動
い
た
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
味
で
真

面
白
な
、
経
史
の
基
礎
の
あ
る
文
章
の
道
を
、
わ
き
目
も
ふ
ら
ず
伝
え
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。



四

万
暦
は
四
十
七
年
の
長
期
に
わ
た
る
が
、
泰
昌
の
一
年
を
挟
ん
で
、
世
は
天
啓
・
崇
積
年
間
へ
と
移
る
。
乙
の
明
末
の
二
十
数
年
と
清
初
の
順
治
年
聞
に
か

け
て
、
文
壇
の
中
心
的
地
位
を
占
め
た
の
は
、
銭
謙
益
で
あ
っ
た
。
天
啓
二
年
（H
S
C
に
は
四
十
才
に
達
し
、
東
林
党
の
指
導
者
と
し
て
の
声
望
も
重
み
を

加
え
、
江
南
の
天
地
を
圧
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
銭
謙
益
が
順
治
十
七
年
（
尽
き
）
に
震
川
集
の
序
文
を
書
き
、
往
時
を
回
顧
し
て
と
う
い
っ
て

い
る
。
「
余
、
少
壮
の
こ
ろ
俗
学
に
、
出
没
す
る
も
、
中
年
に
し
て
嘉
定
の
二
、
三
の
宿
儒
に
従
い
て
遊
び
、
先
生
の
議
論
を
郵
伝
し
、
幡
然
と
し
て
轍
を
易
え
、

硝
l

方
に
向
う
を
知
り
ぬ
。
先
生
は
実
に
其
の
前
路
を
導
く
。
啓
・
頑
の
交
、
海
内
先
生
を
望
杷
す
る
こ
と
、
五
緯
の
天
に
在
る
が
如
し
。
十
亡
寒
う
し
て
色
正

す
の
、
其
の
端
も
亦
、
余
よ
り
之
を
発
せ
り
ょ
と
。
中
年
以
降
の
銭
謙
益
に
及
ぼ
し
た
、
帰
有
光
の
位
置
の
重
要
性
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
張
伝
元
・
余
梅
元
の
著
し
た
「
帰
震
川
年
譜
」
の
附
録
に
、
「
計
孝
廉
東
撰
順
徳
府
建
帰
震
川
先
生
洞
堂
碑
記
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
昆
山
の

帰
有
光
と
玉
世
貞
を
同
郷
扱
い
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
且
つ
是
の
時
に
当
り
、
同
里
の
王
元
美
、
新
東
の
王
伯
安
、
或
い
は
文
章
を
以
て
、
或

い
は
理
学
を
以
て
、
天
下
に
号
召
し
、
俊
雄
魁
傑
の
士
、
廃
然
と
し
て
風
に
従
う
よ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
著
者
は
同
里
に
註
し
て
、
「
明
の
時
、
昆
山
・- 66-

常
熟
・
嘉
定
の
三
県
の
地
を
割
き
て
、
太
倉
州
を
置
き
、
蘇
州
に
属
せ
り
。
故
に
同
里
と
名
ず
く
。

「
明
史
」
蘇
州
府
の
項
で
確
か
め
て
み
る
と
、
太
倉
は
衛
城
を
中
心
に
昆
山
・
常
熱
・
嘉
定
の
三
県
の
地
か
ら
割
い
た
部
分
を
増
加
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
昆
山
・
常
熟
・
嘉
定
が
太
倉
に
含
ま
れ
て
い
る
と
の
意
味
で
は
な
い
。
余
梅
元
の
註
に
は
やh
暖
昧
な
点
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
隣
県
で
、
同

一
府
に
隷
属
す
る
に
因
れ
り
。
」
と
し
て
い
る
。
乙
れ
を

里
の
感
情
す
ら
持
っ
て
い
た
点
は
変
り
が
な
い
の
で
あ
る
。
越
泉
澄
著
す
「
清
代
地
理
沿
革
表
」
に
も
清
初
の
行
政
区
劃
と
し
て
、
「
蘇
州
府
｜
｜
順
治
初
年
に

は
州
一
日
太
倉
を
、
県
七
日
目
一
（
・
長
洲
・
昆
山
・
常
熟
・
呉
江
・
嘉
定
・
崇
明
を
領
せ
り
。
」
と
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
す
く
な
く
と
も
、
明
末
か
ら
清
初
に
か

け
て
、
銭
謙
益
の
故
郷
で
あ
る
常
熟
と
、
帰
有
光
の
故
郷
で
あ
る
昆
山
お
よ
び
そ
の
第
二
の
故
郷
で
あ
る
嘉
定
と
は
、
府
の
単
位
で
は
同
一
の
行
政
単
位
に
属

し
、
時
に
は
同
里
の
名
称
で
さ
え
呼
ば
れ
て
い
る
程
の
地
縁
が
あ
る
。
自
分
の
学
問
お
よ
び
文
学
の
双
方
に
共
通
す
る
も
の
を
見
出
し
て
以
来
、
こ
れ
を
崇
め

顕
彰
す
る
志
を
立
て
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
銭
謙
益
は
、
天
啓
・
崇
頑
の
交
よ
り
天
下
に
帰
有
光
を
敬
仰
す
る
風
が
起
っ
た
の
は
、
自
分
の
功
績
で

あ
る
と
い
〉
き
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



こ
れ
は
康
照
三
年
に
書
か
れ
た
帰
荘
の
「
侯
研
徳
文
集
序
」
で
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
「
嘉
定
の
文
派
は
、
故
太
僕
を
宗
と
す
。
而
し
て
虞
山
銭
宗
伯

な
ぜ
か
順
治
十
七
年
に
、
正
集
三
十
巻
別
集
十
巻
を
刊
行

し
た
際
の
、
銭
謙
益
の
功
績
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
銭
謙
益
の
「
新
刻
震
川
先
生
文
集
序
」
を
見
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
た
四
部
叢
刊
本
の
序

は
、
太
僕
の
功
臣
也
。
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
康
照
六
年
執
筆
の
「
書
先
太
僕
全
集
後
」
で
は
、

と
同
文
で
あ
る
が
、
か
れ
が
順
治
十
七
年
本
で
果
し
た
役
割
は
明
か
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
帰
荘
が
そ
の
刊
行
の
中
心
と
な
り
、
荘
の
死
の
直
後
の
康
照
十
四
年
に
出
た
震
川
文
集
で
も
、
巻
頭
に
は
「
曽
孫
荘
較
勘
・
虞
山
後
学
銭
謙
益

選
定
・
玄
孫
新
編
輯
」
と
あ
り
、
全
く
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
か
れ
自
身
が
刊
行
に
当
っ
て
も
っ
と
も
力
が
あ
っ
た
乙
と
を
、
と
く
に
強
調
す
る
意
図

が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

震
川
集
の
文
字
を
私
意
を
以
て
改
め
た
と
帰
荘
を
非
難
し
た
、
同
じ
く
帰
有
光
を
尊
崇
す
る
在
琉
と
の
論
争
も
、
正
系
争

い
の
側
面
が
あ
っ
て
乙
そ
、
い
っ
そ
う
激
し
さ
を
加
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

以
て
任
ず
る
気
持
が
強
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

銭
謙
益
が
康
照
三
年
に
世
を
去
っ
て
か
ら
、
荘
の
心
に
は
有
光
の
正
系
を

乙
れ
は
や
〉
別
の
話
に
な
る
が
、
康
県
十
四
年
刊
の
系
統
は
、
最
も
ひ
ろ
く
流
布
し
た
刊
本
で
あ
る
が
、
後
刷
本
に
は
「
新
刊
震
川
先
生
集
序
」
の
全
文
を
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収
め
な
が
ら
筆
者
の
名
を
削
り
、
巻
末
の
震
川
先
生
小
伝
さ
え
も
見
口
口
詩
集
口
口
口
撰
と
な
っ
て
い
る
。
列
朝
の
書
名
と
銭
謙
益
の
名
を
消
し
て
あ
る
の
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
乾
隆
帝
が
弐
臣
の
文
学
者
と
し
て
、
は
げ
し
く
非
難
し
て
以
降
の
刊
本
で
あ
ろ
う
。
事
実
乾
隆
四
十
七
年
（

H
a
N
）
に
刊
行
さ
れ
た
「
四
庫

全
書
総
目
提
要
」
巻
百
七
十
二
に
収
め
る
「
震
川
文
集
」
一
二
十
巻
別
集
十
巻
・
通
行
本
の
解
題
で
は
、

は
、
其
の
曽
孫
荘
の
訂
す
る
所
た
り
。
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

ま
っ
た
く
銭
謙
益
の
名
前
は
見
当
ら
ず
に
、「
是
の
編

さ
て
、
本
筋
に
戻
る
と
、
銭
謙
益
は
、
「
新
刻
震
川
先
生
文
集
序
」
よ
り
十
七
年
前
の
崇
顧
十
六
年
に
も
「
題
帰
太
僕
文
集
」
を
書
き
、
そ
の
な
か
で
、
「
余

と
熊
甫
の
孫
の
昌
世
と
、
互
に
相
い
捜
訪
し
、
其
の
遺
文
若
干
篇
を
得
た
り
。
葉
本
に
較
べ
、
十
の
五
多
く
し
て
、
誤
れ
る
者
は
変
去
せ
り
駕
。
是
に
於
い
て

照
甫
一
家
の
文
章
祭
然
た
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
乙
れ
が
の
ち
に
「
新
刻
震
川
先
生
文
集
序
」
で
自
に
余
、
震
川
先
生
の
文
を
好
み
、
先
生
の
孫
昌
世
と
、

遺
集
を
訪
求
し
、
参
読
し
て
是
を
正
し
、
始
め
て
編
を
成
す
有
り
。
」
と
そ
の
冒
頭
で
回
顧
す
る
事
実
で
あ
る
。
崇
頑
十
六
年
に
は
昌
世
の
子
、
荘
は
三
十
一

歳
、
帰
有
光
の
古
机
を
見
つ
け
て
「
太
僕
府
君
読
書
凡
志
」
を
書
き
、
大
喜
び
を
し
て
い
る
最
中
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
乙
の
際
も
帰
家
で
は
、
帰
有
光
顕
彰
の

た
め
に
、
た
い
へ
ん
な
努
力
を
払
っ
た
乙
と
だ
け
は
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
康
照
十
四
年
の
刊
本
の
諸
系
統
は
、
関
本
か
ら
は
じ
ま
り
昆
山
本
も
常
熟
本
も



内
容
が
多
く
な
く
、
ま
た
錯
誤
も
昆
山
本
・
常
熟
本
あ
た
り
で
は
少
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
故
に
康
照
六
年
に
書
か
れ
た
帰
荘
の
「
書
先
太
僕
全
集
後
」

（
刊
行
に
先
だ
っ
て
書
か
れ
た
政
文
）
に
お
い
て
も
、
「
末
だ
世
皆
尊
仰
す
る
を
知
り
て
、
市
も
文
の
反
っ
て
流
伝
せ
ざ
る
こ
と
府
君
の
如
き
者
あ
ら
ざ
る
也
。

亡
友
南
昌
の
王
子
一
、
嘗
て
荘
に
語
っ
て
日
く
、
君
が
家
の
太
僕
の
文
を
観
ん
と
欲
し
て
、
遍
く
求
む
る
も
得
る
可
ら
ず
と
。
前
年
黄
州
の
顧
赤
方
も
亦
言
え

ら
く
、
楚
中
の
士
大
夫
、
多
く
震
川
先
生
の
名
を
知
る
も
、
其
の
文
集
を
見
る
に
蘇
る
な
し
。
江
楚
、
呉
中
を
去
る
こ
と
、
僅
か
に
二
千
余
里
、
己
に
し
て
流

伝
し
て
彼
に
至
る
能
わ
ず
。
則
ち
遠
き
者
知
る
可
し
失
。
」
と
慨
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
な
じ
昆
山
の
出
身
で
帰
荘
と
は
無
二
の
親
友
で
あ
る
顧
炎
武
は
、

全
国
を
周
遊
し
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
が
、
「
与
湯
聖
弘
」
で
「
而
し
て
北
方
は
蔵
書
甚
だ
少
な
く
購
書
良
や
難
し
」
と
か
「
答
注
菖
文
書
」
で
「
兼
ぬ
る

に
北
方
は
書
籍
を
購
む
る
の
難
き
を
以
て
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
有
様
で
あ
る
か
ら
、
江
南
地
方
の
、
そ
れ
も
蘇
州
府
を
中
心
と
し
た
一
帯
や
、
南
京
あ
た
り

で
し
か
刊
本
を
入
手
す
る
の
は
困
難
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
江
西
省
あ
た
り
で
も
蔵
書
家
文
南
英
の
家
に
は
、
当
然
震
川
文
集
が
あ
っ
た
と

お
も
わ
れ
る
が
、
乙
れ
は
例
外
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
時
す
で
に
そ
の
流
伝
も
少
な
く
、
善
本
を
求
め
て
も
復
元
が
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
乙
と
は

確
か
で
あ
る
。
ま
た
降
っ
て
乾
隆
年
聞
に
至
っ
て
も
、
銭
謙
益
・
帰
荘
の
結
集
し
た
震
川
文
集
の
通
行
本
を
「
四
庫
全
書
」
に
採
っ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
か

ら
、
通
行
本
以
上
の
善
本
の
発
見
が
国
家
権
力
の
背
景
を
以
て
し
で
も
不
可
能
だ
っ
た
と
見
る
と
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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五

帰
荘
は
帰
有
光
を
信
奉
し
、
晩
年
に
は
そ
の
著
書
を
ひ
ろ
め
る
の
に
以
上
の
よ
う
に
貢
献
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帰
有
光
の
学
統
を
祖
述
し
た
の

で
は
な
く
て
、
か
な
り
そ
の
性
格
を
変
え
て
い
る
点
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
『
桐
域
文
学
淵
源
考
』
の
著
者
劉
声
木
も
、
か
れ
を
そ
の
系
譜
か
ら
は
ず
し
た

明
滅
亡
の
悲
劇
を
挟
ん
で
、
帰
荘
自
身
の
主
観
的
願
望
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
変
質
を
遂
げ
て
い
る
面
が
あ
る
。
か
れ
は
帰
有
光
の
孫
の
昌

世
、
字
は
文
休
を
父
に
も
ち
、
ま
た
銭
謙
益
に
有
光
あ
る
を
教
え
た
李
流
芳
と
そ
の
父
帰
昌
世
と
は
、
親
し
い
友
人
関
係
で
あ
る
。
銭
謙
益
は
ま
た
帰
荘
の
師

の
で
あ
ろ
う
が
、

に
当
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
祖
述
す
る
意
図
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
以
上
め
ぐ
ま
れ
た
環
境
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
か
れ
が
心
を
ひ
か
れ
た
の
は
司
馬
法
で

あ
り
、
か
れ
が
出
入
し
た
文
学
結
社
は
復
社
（
文
章
道
で
は
他
流
の
復
社
へ
、な
ぜ
入
っ
た
か
の
点
で
は
問
題
が
残
る
。
）
で
あ
り
、
そ
の
無
二
の
親
友
は
顧

炎
武
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
詩
文
集
に
は
全
般
に
経
世
致
用
の
傾
向
が
強
く
表
れ
て
い
る
。
お
な
じ
く
銭
謙
益
の
弟
子
筋
に
当
る
黄
宗
義
に
も
同
様
の



傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
代
に
敏
感
で
あ
っ
た
青
年
層
全
般
に
共
通
す
る
雰
囲
気
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
帰
荘
と
顧
炎
武
の
文
風
は
か
な
り
近
い
の
で
あ
る

が
、
と
の
二
人
の
文
風
の
違
い
は
、
帰
有
光
お
よ
び
そ
の
系
譜
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
か
の
違
い
に
、
つ
な
が
っ
て
く
る
点
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
同
郷
の
先

輩
で
あ
り
、
親
友
の
先
祖
で
あ
り
、
そ
の
家
学
で
あ
る
帰
有
光
に
つ
い
て
、
顧
炎
武
は
当
然
触
れ
て
も
い
い
と
思
わ
れ
る
の
に
、
今
ま
で
に
知
り
得
た
と
と
ろ

で
は
、
わ
ず
か
に
「
突
帰
高
士
」
の
な
か
で
「
太
僕
経
は
錘
錘
た
り
、
三
呉
学
者
と
推
す
」
と
、
帰
荘
の
死
に
関
連
し
て
そ
の
祖
先
を
た
た
え
て
い
る
く
ら
い

の
も
の
で
あ
る
。

康
照
十
四
年
本
の
助
刻
者
す
な
わ
ち
資
金
援
助
者
の
連
名
に
も
、

顧
炎
武
の
名
前
は
な
い
。
そ
の
伯
父
、
徐
乾
学
の
名
前
は
乙
乙
に
も
あ

り
、
序
文
さ
え
寄
せ
て
い
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
伯
父
を
以
て
代
表
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
と
も
、
資
力
が
な
か
っ
た
の
か
？
最
後
に
考

え
ら
れ
る
乙
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
帰
有
光
を
尊
重
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
三
点
で
あ
る
。
吉
川
博
士
は
慶
応
義
塾
大
学
に
お
け
る
第
十
六
回
日
本
中
国
学
会
の

折
に
、
顧
炎
武
は
銭
謙
益
に
反
対
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
好
む
も
の
に
は
反
対
の
態
度
を
示
し
た
の
で
あ
る
と
、
乙
の
疑
問
に
答
え
ら
れ
た
。
乙
の
事
実
と
、

王
陽
明
の
思
想
系
統
に
つ
な
が
る
か
ら
と
は
い
え
黄
宗
義
の
『
明
儒
学
案
』
の
視
野
に
も
入
っ
て
い
な
い
乙
と
を
考
え
合
せ
る
時
、
康
照
初
年
に
お
い
て
は
帰

有
光
を
学
者
と
し
て
は
、
す
で
に
評
価
し
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
清
朝
の
学
問
主
流
の
祖
と
な
っ
た
人
々
の
聞
に
、
そ
の- 69 ー

傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

残
さ
れ
た
の
は
詩
文
家
、
と
く
に
文
章
家
と
し
て
の
名
声
で
あ
る
が
、
帰
有
光
の
系
譜
に
つ
な
が
る
人
々
は
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
文
章
家
と
し
て
の
面

だ
け
を
意
識
し
た
の
で
は
な
く
、
よ
り
強
く
儒
者
と
し
て
の
面
を
意
識
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
系
譜
を
考
え
る
時
に
、
ま
た
狭
く
限
定
し
よ
う
と
す
る
意
識
の

流
れ
が
あ
り
、
乙
れ
が
道
徳
的
に
は
リ
ゴ
イ
ズ
ム
の
傾
向
、
文
学
的
に
は
俗
文
学
否
定
、
文
章
専
家
（
乙
の
点
で
は
顧
炎
武
も
「
日
知
録
」
で
、
詩
は
必
ず
し

も
誰
し
も
作
ら
な
く
て
も
よ
い
と
い
っ
て
い
る
が
）
の
決
意
に
通
ず
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

お
な
じ
唐
宋
派
で
も
、
湯
顕
祖
・
侯
方
域
・
銭
謙
益
等
に
は
、
乙
れ
よ
り
も
自
由
で
余
裕
の
あ
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
的
要
素
と
い
か
に
も
明
人
ら
し
い
主
情

的
な
要
素
が
強
い
が
、
帰
荘
か
ら
さ
ら
に
方
萄
の
線
を
た
ど
る
時
に
、
い
っ
た
ん
は
帰
荘
に
お
い
て
、
帰
有
光
の
現
実
直
現
の
傾
向
が
時
事
に
深
入
り
し
、
経

世
致
用
の
方
向
を
た
ど
り
そ
う
に
な
る
桐
城
古
文
の
源
流
も
、
現
実
直
視
の
方
向
を
論
理
的
な
も
の
の
考
え
方
、
表
現
の
仕
方
に
限
定
し
て
と
と
に
焦
点
を
合

せ
て
く
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
と
れ
は
或
い
は
清
朝
考
証
学
と
共
通
す
る
時
代
全
般
の
雰
囲
気
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

帰
荘
が
ほ
か
の
唐
宋
派
の
人
々
以
上
に
、
方
哲
に
近
い
点
で
、
ひ
と
つ
気
附
い
た
乙
と
は
、
銭
謙
益
の
よ
う
に
俗
文
学
に
対
し
て
寛
大
な
同
情
者
を
側
に
持



ち
な
が
ら
、
小
説
戯
曲
に
対
し
て
厳
し
い
こ
と
で
あ
る
。
「
邪
鬼
を
誌
す
」
の
一
文
で
金
聖
嘆
を
攻
撃
し
た
あ
げ
く
、
水
詩
伝
・
西
鳳
記
の
内
容
が
社
会
道
徳

的
に
見
て
危
険
だ
と
い
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
か
れ
に
も
、
時
事
を
読
み
と
ん
だ
憂
国
の
散
曲
「
撃
筑
余
言
」
の
作
が
あ
る
が
、
乙
れ
は
国
士
の
態
度
で

貫
ぬ
か
れ
て
い
て
、
余
裕
の
産
物
で
は
な
い
。
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さ
て
、
以
上
曲
り
な
り
に
も
方
萄
以
前
に
お
け
る
帰
有
光
系
の
跡
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
が
、
方
萄
の
古
文
、
す
な
わ
ち
相
城
派
古
文
の
成
立
期
に
、
ど
の

傾
向
が
強
め
ら
れ
、
ま
た
切
捨
て
ら
れ
た
か
？

ま
ず
第
一
に

帰
有
光
か
ら
な
に
を
継
承
し
た
か
？
こ
こ
で
は
問
題
を
つ
ぎ
の
二
点
に
搾
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

第
二
に
、
同
じ
く
桐
城
の
古
文
家
、
戴
名
世
を
ど
う
意
識
し
、
そ
れ
が
か
れ
に
ど
う
響
い
て
い
る

か
? 

ど
の
よ
う
に
し
て
官
許
の
古
文
と
な
っ
た
か
？

ま
ず
方
萄
自
身
が
帰
有
光
を
ど
う
評
価
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

一
番
ま
と
ま
っ
た
と
と
ろ
で
は

れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
乙
れ
等
を
通
じ
て
見
て
ゆ
く
と
、

明
代
古
文
の
代
表
と
し
て
帰
有
光
を
身
近
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
分
る
。

た
だ
し
こ
れ
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「
帰
震
川
文
集
の
後
に
書
す
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
で
は
「
孫
以
寧
に
与
う
る
の
書
」
「
楊
千
木
文
稿
序
」
「
劉
大
山
に
与
う
る
の
書
」
に
お
い
て
、
少
し
触

は
、
直
接
師
事
す
べ
き
目
標
で
は
な
く
、

乗
超
え
る
と
と
が
可
能
な
具
体
的
な
目
標
と
し
て
意
識
さ
れ
た

郷
曲
に
応
酬
す
る
者
十
に
六
、
七
、
而
し
て
又
請
者
の
意
に
街
う
。
常
を
襲

ち
か
し

い
墳
を
綴
る
。
大
い
に
俗
言
に
遠
ら
ん
と
欲
す
と
雛
も
、
其
の
道
由
る
無
し
。
」
と
い
＼
「
震
川
の
文
、
所
調
序
有
る
者
に
於
い
て
は
、
蓋
し
庶
幾
失
。
市
し

て
物
有
る
者
は
、
則
ち
寡
し
需
。
又
其
の
辞
は
雅
潔
と
号
す
る
も
、
の
お
但
に
近
く
し
て
繁
に
傷
む
者
あ
り
。
宣
に
時
文
に
於
て
既
に
其
の
心
力
を
掲
し
、
故

ふ
た
か
そ
色
そ
色

に
両
つ
な
が
ら
精
な
る
能
わ
不
る
輿
。
抑
々
学
ぶ
所
、
主
と
し
て
文
を
為
る
に
専
ら
に
、
故
に
其
の
文
も
亦
、
是
に
至
り
て
而
止
ま
る
か
与
。
」
と
批
判
し
て

比
較
的
近
く
に
あ
っ
て
そ
の
欠
点
も
よ
く
見
え
、

ょ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
帰
震
川
文
集
の
後
に
書
す
」
で
は
、
「
震
川
の
文
、

い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
「
其
の
辞
は
雅
潔
と
号
す
る
も
、
の
お
但
に
近
く
し
て
、
繁
に
傷
む
者
あ
り
」
と
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
時
文
に
精
力
を
注

ぎ
、
学
問
の
根
抵
が
浅
く
、
内
容
に
之
し
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
時
文
に
深
入
り
せ
ず
、
学
問
的
に
も
一
代
の
師
表
を
以
て
任
じ
て
い
た
方
萄
に
と
っ

て
、
帰
有
光
の
文
章
は
全
面
的
に
は
承
服
し
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。で
は
な
に
が
継
承
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
「
帰
震
川
文
集
の
後
に
書
す
」
に
あ
る
よ
う

に
、
「
其
の
気
韻
は
蓋
し
之
を
子
長
に
得
た
り
。
故
に
能
く
法
を
欧
・
曽
に
取
り
て
、
少
し
く
其
の
形
貌
を
更
え
る
耳
。
」
す
な
わ
ち
司
馬
遷
・
欧
陽
修
・
曽
章



と
つ
づ
く
修
飾
の
少
な
い
地
味
で
質
実
な
文
体
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
あ
え
て
系
列
を
考
え
た
場
合
に
明
代
古
文
の
代
表
者
と
し
て
帰
有
光

が
頭
に
浮
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
常
日
頃
は
「
史
記
」
「
左
伝
」
に
直
接
学
ぼ
う
と
い
う
意
欲
の
方
が
、
は
る
か
に
強
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
む
し
ろ
帰
有
光
へ
の

傾
倒
ぷ
り
は
、
戴
名
世
の
方
が
強
い
。
「
帰
震
川
文
集
の
後
に
書
す
」
で
戴
名
世
は
い
っ
て
い
る
。
「
最
後
に
帰
震
川
の
書
を
得
て
、
心
に
懐
う
有
り
。
余
、
之
を

い
ず
乙

好
む
。
或
い
は
余
に
問
え
る
有
り
。
震
川
の
佳
拠
は
何
に
在
り
か
と
。
余
、
心
口
の
問
、
疑
議
す
る
乙
と
良
や
久
し
う
す
る
も
、
寛
に
其
の
然
る
を
言
う
能
わ

か

ず
。
鳴
呼
、
比
れ
震
川
の
震
川
為
る
所
以
に
し
て
、
余
之
を
知
る
と
と
独
り
深
し
と
為
す
也
敗
。
」
た
だ
、
戴
名
世
の
場
合
、
ま
だ
主
情
的
な
要
素
が
強
く
、

ハ
方
萄
よ
り
十
五
も
歳
上
で
あ
る
か
ら
、
明
風
に
近
い
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
）
明
確
に
、
理
論
的
に
整
理
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
帰
有
光
の
到
達

点
の
う
ち
日
常
の
噴
事
を
リ
ア
ル
に
描
与
す
る
力
量
は
、
方
彊
に
は
む
し
ろ
欠
点
と
し
て
映
る
わ
け
で
あ
る
が
、
乙
の
系
列
の
写
実
の
系
譜
は
後
世
ど
と
に
引

継
が
れ
て
い
る
か
考
え
て
み
る
と
、

一
部
は
や
〉
変
形
し
て
沈
復
の
「
浮
生
六
記
」
あ
た
り
の
文
章
に
現
れ
、
さ
ら
に
は
小
品
文
の
文
章
に
も
そ
の
影
響
の
余

波
は
及
ん
で
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
他
の
一
部
は
、
当
の
方
萄
の
「
獄
中
雑
記
」
「
弟
淑
塗
墓
誌
銘
」
な
ど
の
描
与
に
そ
の
展
開
の
跡
が
見
出
せ
る
。

第
二
の
戴
名
世
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
文
章
か
ら
見
て
ゆ
く
と
、
戴
名
世
の
文
章
は
基
本
的
に
は
志
士
的
な
、
悲
憤
懐
慨
の
気
分
の
強
い
、
ゃ
、
為
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発
散
性
の
性
格
を
備
え
て
お
り
、
方
萄
の
文
章
は
凝
縮
の
方
向
を
目
指
し
、
深
く
枕
潜
し
て
い
て
、
写
実
性
の
勝
っ
た
も
の
で
あ
る
。
戴
名
世
に
も
記
録
性
の

強
い
文
章
が
あ
る
が
、
ど
う
し
て
も
歌
い
あ
げ
よ
う
と
す
る
調
子
を
抑
え
き
れ
な
い
。
も
し
代
表
的
な
文
字
の
獄
で
あ
る
南
山
集
事
件
が
起
ら
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
方
哲
の
側
に
よ
り
多
く
時
代
精
神
に
適
応
す
る
も
の
が
あ
る
限
り
、
や
は
り
清
朝
古
文
の
中
心
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
方
壱
が
帰

有
光
を
ひ
た
す
ら
讃
美
す
る
の
で
は
な
く
、
批
判
的
に
継
承
し
て
い
る
よ
う
に
、
か
れ
に
は
体
系
へ
の
意
欲
が
強
く
見
ら
れ
る
。
帰
有
光
の
系
譜
を
た
ど
る
時

に
、
道
の
文
学
に
お
け
る
清
朝
風
の
確
立
者
、
方
萄
に
ど
う
し
て
も
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
の
貫
徹
の
思
想
の
面
で
は
、
唐
宋
以
降
の
古
文
家

に
限
っ
て
い
え
ば
韓
愈
か
ら
学
ん
で
い
る
が
、
文
の
表
現
の
面
で
は
曽
輩
の
質
実
で
誇
張
の
な
い
論
理
的
な
筆
の
運
び
、
紋
述
の
文
で
は
欧
陽
修
、
近
く
は
帰

有
光
に
学
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
文
の
内
容
と
表
現
に
お
け
る
厳
格
主
義
が
か
れ
の
特
色
で
あ
る
が
、
か
れ
の
心
の
底
に
は
清
朝
人
の
さ
び
し
い
気
分
が
あ

り
、
も
の
を
見
詰
め
抜
い
た
末
に
た
ど
り
つ
く
、
や
〉
窮
屈
な
写
実
の
文
章
が
成
立
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
の
あ
る
種
の
狭
さ
と
潔
癖
さ
こ
そ
、
方
萄

が
ど
う
帰
有
光
を
評
価
し
よ
う
と
、
あ
き
ら
か
に
帰
有
光
自
身
の
風
格
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
に
は
、
し
き
り
に
そ
う
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
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