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成
に
お
け
る
龍
場
大
悟
の
位
置

一
､
は
じ
め
に

王
陽
明
(
一
四
七
二
～
一
五
二
八
)
　
の
思
想
で
特
徴
的
な
の
は
､
長
い
精
神

的
苦
悩
を
経
て
辿
り
着
い
た
龍
場
大
悟
に
お
い
て
そ
の
基
本
型
が
決
定
し
､
以

後
没
す
る
ま
で
の
二
十
年
間
､
龍
場
大
悟
を
超
え
て
新
た
な
境
地
を
見
る
こ
と

が
無
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
良
知
説
が
新
境
地
な
の
で
は
な
い
か
と
言
う
人
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
､
事
実
､
良
知
説
提
唱
を
以
て
新
境
地
到
達
と
見
な
す

か
の
如
き
論
考
が
あ
る
が
､
そ
れ
は
違
う
｡
『
陽
明
先
生
遺
言
録
』
　
に
次
の
よ

う
な
言
葉
が
あ
る
｡

先
生
が
以
前
仰
っ
た
｡
｢
良
知
の
二
字
は
'
龍
場
か
ら
後
こ
の
意
を
出
る

(
1
)

も
の
で
は
な
い
｡
｣
と
｡

ま
た
､
｢
陽
明
先
生
年
譜
序
｣
｢
刻
陽
明
先
生
年
譜
序
｣
　
(
共
に
　
『
王
文
成
公

全
書
』
巻
三
十
六
｢
年
譜
付
録
｣
)
　
で
は
､
銭
徳
浜
､
王
龍
渓
が
､
先
生
は
龍

王
陽
明
の
思
想
形
成
に
お
け
る
龍
場
大
悟
の
位
置

大
　
場
一
　
央

】SI

場
で
良
知
の
旨
を
悟
っ
た
の
で
あ
る
､
と
述
べ
て
い
る
｡

し
か
し
､
『
陽
明
先
生
出
身
靖
乱
録
』
　
の
様
な
創
作
物
な
ら
ま
だ
し
も
､
良

知
説
提
唱
に
つ
い
て
最
も
早
い
時
期
を
主
張
す
る
黄
宗
賢
で
す
ら
'
龍
場
大
悟

を
以
て
良
知
説
の
発
見
だ
と
は
言
っ
て
い
な
い
し
､
良
知
説
が
活
発
に
説
か
れ

た
形
跡
は
な
い
｡
で
は
何
故
彼
ら
が
龍
場
大
悟
を
語
る
時
｢
良
知
｣
が
出
て
く

る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
普
通
に
考
え
て
　
｢
良
知
｣
と
い
う
用
語
使
用
に
よ
る
思
想

展
開
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
'
良
知
説
の
提
唱
を
指
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
｡

む
し
ろ
彼
ら
の
意
識
に
お
い
て
､
龍
場
大
悟
の
内
容
が
そ
の
ま
ま
良
知
説
ま
で

引
き
続
い
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
銭
徳
洪
｢
刻
文
録
叙
説
｣

に
お
け
る
　
｢
学
の
三
変
､
教
の
三
変
｣
　
は
こ
の
消
息
を
指
し
て
い
る
｡
良
知
読

提
唱
'
致
良
知
の
宣
揚
は
'
｢
教
｣
　
の
最
終
形
態
で
あ
り
､
い
わ
ば
大
悟
で
完

成
し
た
　
｢
学
｣
を
教
え
る
上
で
の
表
現
上
の
変
遷
に
過
ぎ
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､

龍
場
大
悟
の
内
容
は
､
良
知
説
提
唱
前
後
に
関
わ
ら
ず
､
三
十
七
歳
以
後
､
五

十
七
歳
ま
で
の
陽
明
思
想
全
般
を
貫
い
て
統
括
し
て
い
た
｡
陽
明
自
身
の
言
葉

を
借
り
る
な
ら
ば
､
｢
学
の
頭
脳
｣
｢
主
意
｣
と
言
っ
た
も
の
は
､
全
て
こ
の
大

悟
の
内
容
を
指
す
の
で
あ
る
｡

五
三



な
ら
ば
､
我
々
が
も
う
一
つ
留
意
す
べ
き
こ
と
は
､
陽
明
が
説
く
心
即
理
､

知
行
合
一
､
誠
意
'
立
誠
､
立
志
､
致
良
知
と
い
っ
た
概
念
が
全
て
龍
場
大
悟

に
結
び
つ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
り
'
ま
た
､
こ
れ
ら
の
概
念
か
ら
抽
出
さ
れ
る

共
通
し
た
骨
子
こ
そ
が
､
大
悟
の
内
容
と
な
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
｡
そ
の
時
､
致
良
知
は
他
を
圧
し
て
優
先
的
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
｡

何
故
な
ら
､
こ
の
場
合
致
良
知
は
､
あ
-
ま
で
も
最
も
明
瞭
に
大
悟
を
表
現
し

た
概
念
と
い
う
以
外
､
他
の
概
念
に
増
す
特
徴
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
｡

だ
が
､
陽
明
研
究
に
お
い
て
龍
場
大
悟
は
単
に
心
即
理
を
悟
っ
た
こ
と
に
限

ヽ

-

J

＼

定
さ
れ
､
良
知
説
へ
の
連
続
性
は
過
小
評
価
さ
れ
て
お
り
､
大
悟
か
ら
各
概
念

へ
の
派
生
と
､
各
概
念
か
ら
大
悟
へ
の
遡
及
と
い
う
視
点
か
ら
の
陽
明
思
想
の

骨
子
追
求
は
､
余
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
良
い
｡

そ
し
て
こ
の
こ
と
が
'
後
年
の
良
知
説
の
み
な
ら
ず
､
心
即
理
以
下
の
各
概

念
の
解
釈
に
相
当
程
度
の
幅
を
生
み
'
且
､
そ
の
幅
の
基
と
も
い
う
べ
き
､
心

o

の
解
釈
に
つ
い
て
も
､
｢
孝
の
よ
う
な
真
誠
側
恒
の
真
情
｣
か
ら
､
｢
全
て
の
制

約
か
ら
解
放
さ
れ
､
何
者
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
主
体
と
し
て
の
心
｣
ま
で
と
幅

広
い
｡
私
見
で
は
､
後
者
の
解
釈
は
､
近
代
の
可
能
性
と
し
て
の
心
の
主
体
性
､

若
し
く
は
孝
弟
忠
信
の
道
を
超
越
し
た
普
遍
性
な
る
も
の
へ
の
到
達
を
予
定
す

る
三
教
一
致
を
主
目
的
と
す
る
議
論
で
あ
り
､
い
わ
ば
陽
明
を
頭
越
し
に
他
を

見
る
べ
く
陽
明
思
想
を
見
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
っ
て
､
こ
の
よ
う
な
間
テ
ク

ス
ト
性
の
分
析
と
も
言
う
べ
き
ア
プ
ロ
ー
チ
が
､
陽
明
思
想
の
分
析
に
決
定
的

な
有
効
性
を
持
っ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
思
え
な
い
｡
陽
明
が
当
た
り
前
の
こ

と
　
(
孝
の
よ
う
な
真
誠
側
恒
の
真
情
の
普
遍
性
)
を
再
び
言
う
為
に
新
奇
な
議

五
四

論
を
立
て
た
と
し
て
も
､
そ
れ
は
彼
が
如
何
に
当
た
り
前
の
こ
と
を
実
感
で
き

な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ず
､
新
奇
な
議
論
は
そ

れ
を
実
感
す
る
為
の
方
法
論
で
あ
り
､
議
論
が
新
奇
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
､

そ
の
多
様
な
発
展
可
能
性
に
引
き
ず
ら
れ
て
､
目
的
と
す
る
も
の
ま
で
も
が
新

e
s
刑

奇
で
あ
る
と
す
る
の
は
性
急
に
過
ぎ
る
｡

よ
っ
て
本
稿
で
は
､
先
に
述
べ
た
派
生
と
遡
及
の
視
点
に
よ
る
骨
子
追
求
の

為
の
基
礎
固
め
と
し
て
､
陽
明
が
龍
場
大
悟
前
後
に
至
る
ま
で
の
足
跡
を
『
年

譜
』
を
元
に
追
い
､
『
伝
習
録
』
上
巻
､
徐
日
仁
所
録
の
十
四
条
な
ど
に
照
ら

し
な
が
ら
､
こ
の
経
路
よ
り
見
え
る
大
悟
の
内
容
を
探
っ
て
み
た
い
｡

二
㌧
　
挫
折
体
験
　
～
何
に
挫
折
し
た
の
か
～

『
年
譜
』
に
よ
れ
ば
､
陽
明
が
始
め
て
聖
賢
に
志
し
た
の
は
十
一
歳
の
時
で

あ
る
｡
し
か
し
こ
の
周
辺
を
見
て
も
､
陽
明
が
聖
賢
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い

た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
｡
人
相
見
の
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
､
読
書
す
る
度
に

静
坐
を
行
っ
て
思
い
を
凝
ら
し
た
り
､
｢
登
第
は
多
分
第
一
等
の
こ
と
で
は
あ

(
･
1
l

り
ま
す
ま
い
｡
読
書
し
て
聖
賢
を
学
ぶ
だ
け
で
す
｡
｣
と
言
っ
て
内
面
の
心
に

向
か
う
発
言
を
し
て
い
る
一
万
､
十
五
歳
の
時
に
は
居
庸
関
を
出
て
夷
秋
に
騎

射
を
習
っ
た
り
､
伏
波
将
軍
馬
援
に
憧
れ
て
四
方
経
略
に
志
し
た
り
と
､
対
社

会
的
な
方
面
へ
の
意
識
が
強
-
表
れ
て
い
る
｡
こ
の
時
点
で
陽
明
は
､
心
の
完

全
性
と
事
功
と
の
二
つ
を
聖
賢
の
要
素
と
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
あ

る
い
は
､
い
わ
ゆ
る
陽
明
五
溺
の
1
　
つ
に
騎
射
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､



事
功
は
聖
賢
と
は
関
係
の
な
い
所
の
志
か
も
し
れ
な
い
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
幼

年
よ
り
血
気
盛
ん
､
才
気
換
発
で
､
｢
私
は
普
段
同
輩
を
見
下
し
､
世
の
慣
習

を
軽
蔑
す
る
心
が
あ
っ
た
｡
そ
の
後
､
や
や
自
制
し
て
は
み
た
が
､
外
側
を
無

理
に
押
さ
え
つ
け
る
だ
け
で
あ
っ
た
｡
貴
州
に
流
諭
さ
れ
る
こ
と
三
年
に
し
て

B
J
=
爪

百
難
を
嘗
め
尽
-
し
て
後
､
見
る
所
が
あ
っ
た
｣
､
と
振
り
返
っ
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
､
こ
の
頃
は
ま
だ
少
年
の
意
気
に
任
せ
た
､
聖
賢
へ
の
漠
然
と
し

た
憧
れ
に
過
ぎ
ず
､
後
に
繋
が
る
本
格
的
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
は
言

い
難
い
｡

し
か
し
､
同
じ
-
十
一
歳
の
時
に
才
気
に
任
せ
て
作
っ
た
詩
｢
蔽
月
山
房
｣

や
､
先
程
の
思
い
を
凝
ら
す
工
夫
を
見
る
と
､
心
　
(
意
識
)
　
の
持
ち
よ
う
に
少

な
か
ら
ず
関
心
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
伺
え
る
｡

次
に
十
七
歳
の
時
､
結
婚
に
際
し
婚
礼
の
席
を
抜
け
出
し
て
道
士
と
養
生
の

道
に
つ
い
て
話
し
､
朝
ま
で
坐
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
｡
陽
明
が
長
生

の
道
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
の
が
こ
の
頃
で
あ
る
が
､
そ
れ
よ
り
も
注
目
し
た

い
の
は
､
官
舎
に
貯
蔵
し
て
い
た
紙
を
使
い
尽
-
す
程
に
書
道
に
熱
中
し
､
す

で
に
格
物
体
験
を
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
消
息
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
｡

道
の
語
を
見
て
)
古
人
は
時
に
随
い
､
事
に
随
っ
て
､
た
だ
心
に
学
ぶ
だ

け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
｡
こ
の
心
が
精
明
で
あ
れ
ば
､
字
の
良

い
も
の
も
ま
た
そ
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
｡
｣
後
に
学
ぶ
者
と
格
物
に
つ

(
,
J
･
l

い
て
論
じ
る
時
に
は
､
よ
-
こ
の
経
験
を
挙
げ
て
証
拠
と
し
た
｡

(
先
生
が
仰
っ
た
｡
)
　
｢
私
が
始
め
て
書
を
学
ん
だ
時
､
古
帖
を
模
写
し
て

字
形
を
得
た
だ
け
で
あ
っ
た
｡
後
､
軽
々
し
-
書
-
の
を
や
め
た
｡
思
い

を
凝
ら
し
､
慮
り
を
静
め
､
形
を
心
に
お
し
は
か
っ
た
｡
久
し
-
こ
の
こ

と
を
行
っ
て
､
は
じ
め
て
書
法
に
通
じ
た
の
で
あ
っ
た
｡
(
中
略
)
　
(
程
明

王
陽
明
の
思
想
形
成
に
お
け
る
龍
場
大
悟
の
位
置

こ
れ
を
見
る
と
､
｢
物
を
格
す
と
い
う
こ
と
は
心
を
た
だ
す
こ
と
で
あ
る
｡

心
が
た
だ
し
け
れ
ば
物
も
格
さ
れ
る
｡
｣
と
い
う
､
後
年
に
提
唱
さ
れ
る
格
物

解
釈
の
祖
型
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
内
容
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
だ

が
不
思
議
な
こ
と
に
､
現
行
の
　
『
王
文
成
公
全
書
』
に
は
こ
の
経
験
が
語
ら
れ

て
い
る
箇
所
は
は
ば
存
在
し
な
い
｡
に
も
拘
わ
ら
ず
｢
よ
-
こ
の
こ
と
を
挙
げ

て
証
拠
と
し
た
｡
｣
と
書
か
れ
て
い
る
｡
『
年
譜
』
は
銭
徳
浜
が
中
心
と
な
り
'

王
門
の
総
力
を
挙
げ
て
編
集
さ
れ
た
物
で
あ
る
｡
ま
た
､
『
全
書
』
　
の
収
録
文

書
の
取
捨
選
択
も
､
同
じ
-
王
門
直
弟
子
達
が
協
議
し
､
銭
徳
浜
が
中
心
と
な
っ

て
行
わ
れ
た
｡
な
の
に
こ
の
逸
話
に
類
す
る
教
え
が
ほ
ぼ
無
い
の
は
不
自
然
極

ま
る
｡
少
な
く
と
も
'
｢
よ
-
証
拠
と
し
た
｡
｣
と
は
言
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
｡

記
述
を
正
し
い
も
の
と
す
る
と
､
こ
の
経
験
は
実
際
に
教
学
の
場
で
は
例
証
と

し
て
多
用
さ
れ
た
話
で
は
あ
る
が
'
あ
-
ま
で
も
援
用
と
し
て
の
例
証
に
過
ぎ

な
い
為
に
､
他
の
例
証
と
共
に
割
愛
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
か
と
思
わ
れ

る
｡
だ
と
す
れ
ば
､
こ
の
話
は
格
物
に
関
す
る
　
『
全
書
』
記
載
の
他
の
話
と
比

べ
､
教
法
と
し
て
の
価
値
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
こ

の
話
に
は
､
学
習
者
が
工
夫
を
行
う
に
当
た
っ
て
足
り
な
い
所
が
あ
る
の
で
あ

る
｡
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
､
陽
明
が
も
し
こ
の
経
験
を
以
て
完
全
に
自
足
し
て

五
五



い
た
の
で
あ
れ
ば
､
翌
年
の
婁
一
斉
と
の
会
見
の
意
味
は
な
い
｡

翌
年
婁
1
欝
と
会
見
し
て
陽
明
が
感
じ
入
っ
た
の
は
'
格
物
に
関
し
て
話
し

た
時
に
､
｢
聖
人
は
必
ず
学
ん
で
至
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｣
と
い
う
こ
と
を
教
わ
っ

た
こ
と
に
よ
る
｡
陽
明
が
特
に
格
物
に
つ
い
て
会
話
し
た
の
は
､
書
法
に
お
け

る
格
物
経
験
が
前
も
っ
て
存
在
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
現
に
大
悟
ま
で
の
陽
明

の
学
問
に
対
す
る
問
題
意
識
は
､
全
て
格
物
の
こ
と
に
集
約
さ
れ
て
い
た
｡
も

し
先
年
の
格
物
経
験
で
得
た
所
に
自
足
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
､
婁
1
賓
と
の

会
見
で
学
問
上
の
新
知
見
に
感
動
す
る
必
要
は
な
い
｡
先
年
の
経
験
で
は
､
物

と
心
の
関
係
に
つ
い
て
､
心
を
た
だ
せ
ば
物
の
理
を
獲
得
出
来
る
と
い
う
実
感

を
得
た
も
の
の
､
物
の
理
､
つ
ま
り
椅
麗
な
書
体
の
よ
う
な
物
理
が
如
何
に
聖

人
に
結
び
つ
く
か
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
欠
け
て
い
た
所
と
は

正
に
こ
こ
で
あ
る
｡
先
年
明
道
に
感
じ
て
今
年
一
霜
に
触
発
さ
れ
た
り
､
こ
の

後
科
挙
の
勉
強
内
容
を
自
得
す
べ
-
経
､
子
､
史
で
出
典
を
調
べ
た
り
､
冗
談

好
き
で
あ
っ
た
自
分
を
反
省
し
て
黙
っ
た
り
､
朱
子
の
書
を
収
集
し
て
読
み
あ

さ
っ
た
り
し
た
の
は
､
陽
明
の
目
指
し
た
聖
人
が
､
他
な
ら
ぬ
聖
学
､
儒
教
倫

理
の
体
現
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
す
｡
陽
明
が
先
験
的
に
理
に
期
待
し
て
い
た

内
容
は
､
倫
理
で
あ
っ
た
｡
婁
一
賓
は
､
格
物
に
よ
っ
て
倫
理
を
獲
得
で
き
る

と
い
う
約
束
を
陽
明
に
与
え
た
の
で
あ
る
｡
格
物
に
よ
っ
て
得
る
物
理
が
倫
理

と
相
即
す
る
｡
こ
れ
こ
そ
陽
明
が
求
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
共
に
､
陽
明

が
物
理
に
満
足
せ
ず
そ
の
中
に
倫
理
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
は
'
倫
理
が
な
-

て
は
物
理
は
心
に
於
い
て
意
味
化
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
｡
婁
一
斉

が
担
っ
た
の
は
物
理
に
は
倫
理
が
枢
要
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
た
こ
と
で
あ

五
六

る
｡
心
と
物
の
関
係
に
､
儒
教
倫
理
が
加
わ
っ
て
は
じ
め
て
陽
明
に
お
け
る
自

得
が
達
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
.
こ
の
端
緒
を
掴
ん
だ
陽
明
は
､
1
気
に
聖
人

に
至
ろ
う
と
す
る
｡
そ
れ
が
二
十
1
歳
二
十
七
歳
の
挫
折
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
.

あ
る
日
､
物
に
は
必
ず
表
裏
精
轟
が
あ
り
､
一
章
一
木
に
も
皆
至
理
が
含

ま
れ
て
い
る
､
と
先
儒
が
言
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
｡
官
舎
の

中
に
竹
が
多
か
っ
た
の
で
こ
れ
を
取
っ
て
格
し
､
そ
の
理
を
沈
思
し
た
が

得
ら
れ
ず
､
と
う
と
う
病
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
先
生
は
聖
賢
に
は
な
れ

る
人
と
な
れ
な
い
人
と
が
い
る
の
だ
と
諦
め
た
｡
世
俗
に
随
っ
て
辞
章
の

(
I
l
l

学
に
就
い
た
｡
(
二
十
一
歳
)

以
前
の
探
求
は
博
い
と
は
い
え
､
順
序
に
循
っ
て
精
し
く
や
ら
な
か
っ
た

の
で
､
得
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
仕
方
が
な
い
と
悔
い
､
ま
た
順
序
に

循
っ
て
だ
ん
だ
ん
と
心
に
し
み
こ
ま
せ
よ
う
と
考
え
た
｡
し
か
し
､
物
の

理
と
我
が
心
と
が
結
局
分
か
れ
て
二
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
長
い
間
沈

欝
と
し
て
い
る
と
､
昔
の
病
が
再
び
起
こ
っ
た
｡
ま
す
ま
す
聖
賢
に
は
な

れ
る
人
と
な
れ
な
い
人
と
が
い
る
の
だ
と
諦
め
た
｡
た
ま
た
ま
､
道
士
が

養
生
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
の
を
聞
き
､
と
う
と
う
世
を
捨
て
て
山
に
入

CS)

ろ
う
と
決
意
し
た
｡
(
二
十
七
歳
)

｢
物
に
は
表
裏
精
盛
が
あ
り
､
1
草
1
木
に
も
皆
至
理
が
含
ま
れ
て
い
る
｣

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
､
｢
(
以
前
の
探
求
は
)
　
順
序
に
循
っ
て
精
し
-
や
ら
怨



か
っ
た
｣
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
､
陽
明
は
朱
子
の
主
張
全
体
か
ら
切
り

離
し
て
単
独
で
自
得
し
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
｡
一
章
一
木
も
至
理
を
含
ん

で
い
る
と
い
う
か
ら
に
は
､
偶
々
生
え
て
い
た
竹
を
使
っ
て
1
気
に
至
理
に
至

れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
｡
陽
明
が
読
書
に
於
い
て
個
々
の
文
章
の
意
味
を

全
体
の
繋
が
り
か
ら
読
み
解
こ
う
と
は
せ
ず
､
自
己
の
中
で
打
ち
立
て
た
基
準

に
照
ら
し
て
意
味
づ
け
を
行
っ
て
い
た
例
が
多
い
こ
と
は
､
『
全
書
』
中
の
彼

の
引
用
文
例
の
解
釈
か
ら
見
て
も
す
ぐ
に
分
か
る
こ
と
で
あ
る
し
､
何
よ
り

Oh)

『
朱
子
晩
年
定
論
』
　
の
編
集
が
そ
れ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
｡
文
献
批
判
よ

り
も
書
物
の
精
神
に
直
入
し
て
自
得
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
陽
明
に
と
っ
て
､

こ
の
よ
う
な
行
動
に
出
た
こ
と
自
体
は
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
｡
た
だ
､
文

章
の
内
容
を
単
独
で
自
得
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
と
も
か
-
､
｢
竹
　
(
物
)
　
を

格
し
て
そ
の
理
を
沈
思
し
た
｣
と
い
う
方
法
は
､
こ
れ
で
至
理
に
格
れ
な
い
な

ら
ば
次
の
方
法
を
模
索
す
べ
き
で
あ
る
｡
な
の
に
､
病
に
な
る
ま
で
粘
り
続
け
'

仮
に
『
年
譜
』
　
の
年
数
に
誤
差
が
あ
っ
た
と
し
て
も
､
失
敗
し
て
か
ら
か
な
り

の
問
を
空
け
る
か
ら
に
は
余
程
こ
の
方
法
自
体
に
確
信
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ

(H)

ば
な
ら
な
い
｡
こ
こ
で
先
の
書
法
の
探
求
と
婁
l
欝
と
の
出
会
い
と
が
､
『
年

譜
』
　
に
記
載
さ
れ
た
意
味
が
見
え
て
-
る
｡

書
法
の
経
験
で
は
､
物
の
理
を
心
の
た
だ
し
さ
を
追
求
す
る
中
で
獲
得
出
来

た
と
い
う
確
信
を
与
え
た
｡
加
え
て
婁
1
賓
と
の
会
見
で
､
聖
学
の
方
法
論

(
読
書
窮
理
)
　
を
用
い
れ
ば
格
物
に
よ
っ
て
倫
理
を
習
得
し
､
聖
人
に
至
れ
る

と
い
う
希
望
を
見
出
し
た
｡
こ
の
時
点
で
陽
明
は
､
先
の
経
験
に
お
け
る
方
法

自
体
を
全
否
定
し
て
聖
学
に
向
か
っ
た
訳
で
は
な
い
｡
格
物
の
祖
型
は
既
に
書

王
陽
明
の
思
想
形
成
に
お
け
る
龍
場
大
悟
の
位
置

法
の
経
験
で
出
来
上
が
っ
て
お
り
､
そ
れ
に
聖
学
の
方
法
論
を
適
用
す
る
こ
と

で
格
物
が
倫
理
を
獲
得
す
る
方
法
と
し
て
機
能
し
､
倫
理
を
含
み
込
ん
だ
物
理

を
体
認
し
た
聖
人
に
な
れ
る
と
思
っ
て
い
た
｡
｢
格
し
て
そ
の
理
を
沈
思
す
る
｣

と
い
う
手
続
き
は
､
｢
凝
愚
静
慮
｣
　
に
よ
っ
て
書
法
の
理
に
通
じ
た
時
と
全
-

同
じ
で
あ
る
｡
故
に
､
読
書
に
よ
っ
て
至
理
を
含
ん
で
い
る
と
約
束
さ
れ
た
一

章
一
木
に
､
書
法
の
時
の
方
法
で
窮
理
に
臨
め
ば
至
理
に
至
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
た
の
は
､
こ
の
経
緯
を
ふ
ま
え
れ
ば
陽
明
と
し
て
は
不
自
然
な
発
想

で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

だ
が
､
竹
に
臨
む
心
に
至
理
は
7
向
に
現
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
次
の
二
十
七

歳
で
も
何
を
材
料
に
し
て
も
倫
理
を
自
得
す
る
こ
と
が
全
く
出
来
な
か
っ
た
の

で
あ
る
｡
｢
物
理
と
心
と
が
二
つ
に
な
る
｣
｢
心
に
し
み
こ
ま
せ
る
｣
と
い
う
語

は
､
陽
明
に
と
っ
て
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
理
が
外
に
あ
っ
て
､
そ
れ
を
心
に
習

得
し
よ
う
と
し
て
い
る
所
が
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
｡
書
法
の
理
探
求
が
自

己
の
外
界
へ
の
一
方
的
な
働
き
か
け
で
あ
る
の
に
対
し
､
竹
の
理
探
求
は
自
己

と
外
界
と
が
並
列
し
て
す
れ
違
っ
て
い
る
｡
結
論
か
ら
言
え
ば
､
前
者
が
そ
の

修
養
論
の
核
で
あ
り
な
が
ら
､
後
者
と
の
混
同
の
為
に
挫
折
を
招
い
て
し
ま
っ

た
｡
そ
の
解
決
は
龍
場
大
悟
ま
で
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
｡

と
ま
れ
､
陽
明
の
挫
折
体
験
と
は
､
格
物
の
祖
型
に
対
す
る
確
信
'
倫
理
の

獲
得
に
対
す
る
確
信
を
持
ち
､
こ
れ
に
よ
っ
て
聖
人
へ
至
る
方
法
論
は
確
立
し

た
と
確
信
し
な
が
ら
､
肝
心
の
効
果
で
あ
る
倫
理
の
習
得
が
全
-
達
成
で
き
な

か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
挫
折
で
あ
る
｡
方
法
論
に
対
す
る
懐
疑
が
な
い
以
上
､

結
果
が
出
な
い
理
由
は
修
養
者
の
努
力
か
素
質
に
還
元
さ
れ
る
他
な
い
｡
故
に

五
七



彼
は
　
｢
聖
人
に
は
分
が
あ
る
｡
｣
と
打
ち
の
め
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
｡三

､
孝
の
悟
り
　
～
聖
学
と
異
端
と
を
分
け
る
も
の
～

(3)

龍
場
大
悟
ま
で
に
陽
明
が
迷
い
込
ん
だ
道
は
､
仏
､
老
､
辞
章
が
主
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
は
､
挫
折
か
ら
復
帰
の
合
間
に
登
場
し
､
い
ず
れ
も
陽
明
の
要
求
に
答

え
る
こ
と
が
出
来
ず
に
結
局
克
服
さ
れ
て
い
る
｡
辞
章
は
陽
明
が
元
々
詩
文
に

秀
で
､
李
夢
陽
､
何
景
明
ら
と
交
友
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
､
挫
折
に
う
ち
ひ
し

が
れ
､
世
俗
に
身
を
投
じ
よ
う
と
し
た
時
に
自
ず
と
選
択
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
が
､
仏
老
に
陽
明
が
期
待
し
た
の
は
心
の
絶
対
的
な
境
地
獲
得
で
あ
っ
た
｡

室
を
陽
明
渦
中
に
築
き
､
導
引
の
術
を
行
っ
た
｡
久
し
-
そ
れ
を
行
っ
て

い
る
と
､
予
知
能
力
が
身
に
つ
い
た
｡
(
中
略
)
更
に
久
し
-
行
っ
て
い

る
と
悟
っ
て
言
っ
た
｡
｢
こ
れ
は
精
神
を
弄
ぶ
も
の
で
あ
り
､
道
で
は
な

い
｡
｣
　
(
三
十
一
歳
)

静
か
に
す
る
こ
と
久
し
-
､
世
を
離
れ
て
隠
遁
し
よ
う
と
思
っ
た
が
､
祖

母
の
答
と
父
の
龍
山
公
へ
の
思
い
だ
け
は
離
れ
ず
､
た
め
ら
っ
て
意
を
決

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
久
し
く
し
て
に
わ
か
に
悟
っ
て
言
っ
た
｡

｢
こ
の
念
は
子
供
の
時
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
念
を
去
る
こ

(
1
4
)

と
が
で
き
る
な
ら
ば
､
人
性
を
断
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
｣
(
同
)

五
八

前
者
が
老
､
後
者
が
仏
に
対
す
る
見
解
で
あ
る
が
､
前
者
は
予
知
能
力
ま
で

身
に
つ
け
な
が
ら
､
｢
精
神
を
弄
ぶ
｣
と
さ
れ
'
後
者
は
｢
人
性
の
断
滅
｣
と

し
て
拒
否
さ
れ
て
い
る
｡
で
は
仏
老
の
何
が
心
に
と
っ
て
有
害
だ
と
さ
れ
た
の

か
｡
こ
の
後
三
十
三
歳
の
時
に
著
し
た
『
山
東
郷
試
録
』
　
で
は
､
｢
仏
老
の
天

下
の
害
を
為
す
こ
と
､
己
に
一
日
に
あ
ら
ず
｣
と
い
う
策
問
を
出
し
､
｢
天
下

の
道
は
一
つ
で
あ
る
｡
二
つ
あ
る
と
す
る
の
は
道
が
明
ら
か
で
な
い
か
ら
で
あ

る
｡
｣
｢
夫
子
の
道
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
､
異
端
は
攻
め
ず
と
も
勝
手
に
滅
び
る

で
あ
ろ
う
｡
｣
｢
(
仏
老
は
)
独
り
そ
の
己
を
為
す
に
専
ら
で
あ
っ
て
､
意
が
天

下
国
家
に
な
い
｡
吾
が
夫
子
の
格
致
誠
正
か
ら
修
斉
治
平
に
達
す
る
も
の
は
仏

3
耶
爪

老
と
同
じ
で
は
な
い
｡
｣
と
説
き
､
論
旨
は
聖
学
内
部
の
堕
落
を
批
判
す
る
も

の
で
あ
り
な
が
ら
､
仏
老
と
の
宥
和
を
峻
拒
し
て
い
る
｡
ま
た
､
後
年
王
門
で

仏
老
を
好
み
､
こ
と
あ
る
ご
と
に
三
教
の
宥
和
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
粛
恵
､

王
嘉
秀
の
徒
に
対
し
､
｢
私
は
幼
い
頃
か
ら
仏
老
に
志
し
自
得
し
た
と
言
い
､

儒
を
学
ぶ
に
足
ら
な
い
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
そ
の
後
夷
地
に
三
年
居
て
､

聖
人
の
学
が
こ
の
よ
う
に
簡
易
広
大
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
､
こ
れ
ま
で
の
三

十
年
を
無
駄
に
過
ご
し
た
と
悔
い
嘆
い
た
｡
大
抵
仏
老
の
学
と
は
､
そ
の
妙
所

は
聖
学
と
わ
ず
か
な
違
い
が
あ
る
｡
お
前
が
学
ん
で
い
る
仏
老
は
紛
い
物
で
あ

る
｡
そ
の
よ
う
な
も
の
を
信
じ
学
ぶ
な
ど
と
は
､
鵜
雛
に
劣
る
鵡
鴇
が
余
り
物

(S)

で
あ
る
腐
っ
た
鼠
を
盗
み
食
い
す
る
よ
う
な
も
の
だ
｡
｣
｢
(
王
嘉
秀
が
､
仏
老

は
聖
学
の
上
半
分
で
あ
る
心
の
清
澄
を
目
的
と
す
る
の
は
同
じ
だ
か
ら
見
る
も

の
が
あ
り
､
聖
学
で
卑
俗
に
墜
ち
る
の
に
比
べ
れ
ば
純
粋
性
が
あ
る
と
言
っ
た

の
に
対
し
)
聖
人
の
道
は
大
中
至
正
で
あ
り
'
上
下
1
貫
､
上
半
分
(
上
達
､



(ft)

心
の
清
澄
)
､
下
半
分
(
下
学
､
倫
理
)
　
と
言
う
区
別
は
な
い
｡
｣
と
言
い
､
静

詮
を
好
む
陸
清
伯
に
は
｢
明
明
徳
を
説
い
て
親
民
を
説
か
な
け
れ
ば
老
仏
に
な
っ

(2)

て
し
ま
う
｡
｣
と
言
っ
て
い
る
｡
今
回
は
陽
明
の
異
端
観
が
主
題
で
は
な
い
の

で
詳
細
は
省
-
が
､
陽
明
の
仏
老
批
判
は
儒
者
の
仏
老
批
判
と
し
て
は
目
立
っ

た
論
理
展
開
は
存
在
し
な
い
｡
た
だ
､
聖
学
と
異
端
と
の
分
岐
点
が
何
で
あ
る

か
を
考
え
れ
ば
､
そ
の
開
き
は
陽
明
に
於
い
て
天
地
程
の
違
い
を
持
っ
て
い
た

と
言
っ
て
良
い
し
､
そ
も
そ
も
陽
明
が
仏
老
を
有
害
と
し
た
理
由
の
重
さ
が
分

か
る
｡そ

の
分
岐
点
と
は
倫
理
で
あ
る
｡
こ
の
倫
理
は
､
｢
修
斉
治
平
｣
､
｢
親
民
｣

の
如
-
､
人
と
人
と
の
繋
が
り
の
中
に
存
在
す
る
道
で
あ
る
｡
陽
明
は
こ
の
人

生
当
行
の
道
が
如
何
に
切
実
に
し
て
易
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
を
'
経

書
に
書
い
て
あ
る
か
ら
信
じ
た
の
で
は
な
い
｡
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
存
在
す

る
親
へ
の
思
い
を
自
覚
す
る
こ
と
で
､
そ
れ
が
日
常
卑
近
の
こ
と
で
あ
り
な
が

ら
如
何
に
大
事
な
こ
と
で
あ
る
か
を
実
感
し
た
の
で
あ
る
｡
親
へ
の
思
い
に
問

題
の
解
決
を
見
､
仏
老
は
そ
れ
を
損
な
う
と
陽
明
が
思
っ
た
こ
と
は
､
裏
を
返

せ
ば
､
仏
老
の
悟
り
と
は
偏
に
外
物
と
遮
断
さ
れ
た
状
況
下
に
あ
っ
て
倫
理
を

感
じ
な
い
所
に
存
在
す
る
､
個
人
内
部
に
極
端
に
限
定
さ
れ
る
も
の
だ
と
捉
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
｡
故
に
陽
明
に
と
っ
て
倫
理
と
は
全
て
聖
学
の
領
域

で
あ
っ
て
､
孝
の
悟
り
は
聖
学
回
帰
を
導
-
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
聖
学
に

挫
折
し
た
と
思
っ
た
陽
明
は
､
仏
老
に
心
の
問
題
を
解
決
し
て
-
れ
る
望
み
を

か
け
た
｡
だ
が
､
心
の
絶
対
的
な
境
地
獲
得
は
､
倫
理
を
惑
い
と
す
る
仏
老
の

論
理
で
は
獲
得
出
来
な
か
っ
た
｡
彼
が
親
へ
の
思
い
に
救
い
を
見
た
こ
と
は
､

王
陽
明
の
思
想
形
成
に
お
け
る
龍
場
大
悟
の
位
置

親
へ
と
向
か
う
子
と
し
て
の
己
む
べ
か
ら
ざ
る
意
識
に
こ
そ
実
在
(
倫
理
)
を

感
じ
取
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
全
て
を
捨
て
よ
う
と
し
て
も
な
お
残
る
親

へ
の
思
い
｡
そ
の
純
粋
な
心
は
孝
心
で
あ
り
'
倫
理
に
純
で
あ
る
意
識
の
心
に

陽
明
は
心
の
絶
対
的
な
境
地
を
見
て
取
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
自
覚
を
得
て
す

ぐ
に
坐
禅
に
ふ
け
る
僧
侶
に
孝
を
説
い
て
改
心
さ
せ
た
と
い
う
逸
話
は
､
孝
の

自
覚
が
陽
明
に
と
っ
て
悟
り
に
も
等
し
い
重
要
性
を
以
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と

い
っ
て
良
い
｡

更
に
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
､
『
伝
習
録
』
上
巻
､
徐
日
仁
所
録
部

分
に
は
､
工
夫
を
説
-
に
当
た
り
､
親
へ
の
思
い
を
徹
底
し
た
孝
心
を
手
掛
か

り
に
心
を
天
理
一
枚
に
恢
復
さ
せ
よ
う
と
す
る
条
が
半
分
を
占
め
る
｡
代
表
的

な
条
は
第
三
条
で
あ
る
｡

冬
に
親
を
温
-
し
よ
う
と
す
る
の
は
'
た
だ
心
の
孝
を
尽
く
し
､
少
し
の

人
欲
の
介
在
も
恐
れ
る
よ
う
に
し
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
夏
も
同
様
で
あ

る
｡
(
中
略
)
　
こ
れ
は
す
べ
て
誠
に
孝
の
心
が
具
体
的
に
発
現
し
た
細
目

で
あ
る
｡
こ
の
誠
に
孝
の
心
が
あ
っ
て
後
こ
の
細
目
が
発
現
す
る
の
で
あ

(S)
s
s

該
当
し
な
い
条
が
工
夫
に
関
す
る
条
で
は
な
-
､
六
経
は
史
だ
と
か
､
唐
虞

三
代
の
治
､
文
中
子
評
価
の
条
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
､
工
夫
に
関
す
る

教
え
の
ほ
と
ん
ど
に
､
孝
が
出
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
｡
こ
の
こ
と
は
､

陽
明
が
孝
を
最
も
発
現
し
や
す
い
理
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
共

五
九



に
､
三
十
一
歳
の
時
の
孝
の
悟
り
が
如
何
に
重
要
で
あ
っ
た
か
を
も
示
す
｡
加

え
て
､
こ
れ
ら
が
工
夫
に
関
す
る
項
目
､
就
中
'
格
物
に
関
す
る
条
で
あ
る
こ

と
を
考
え
る
と
､
孝
の
悟
り
が
こ
れ
ま
で
の
模
索
の
流
れ
と
無
関
係
に
起
こ
っ

た
も
の
で
は
な
-
､
少
な
-
と
も
陽
明
の
意
識
に
於
い
て
は
､
格
物
の
考
察
､

つ
ま
り
彼
の
学
問
観
に
大
き
な
契
機
と
し
て
映
っ
た
の
で
あ
る
｡
だ
が
､
孝
は

あ
く
ま
で
も
親
と
の
関
係
に
お
け
る
天
理
の
発
現
に
限
定
さ
れ
､
社
会
関
係
に

於
け
る
自
己
の
心
の
あ
り
よ
う
全
般
に
適
用
可
能
な
も
の
で
は
な
い
｡
陽
明
が

｢
孝
を
仁
を
行
う
の
本
と
言
っ
て
も
良
い
が
､
仁
の
本
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
｡
｣

(S)

と
い
う
明
道
の
言
葉
を
支
持
し
た
所
以
で
あ
る
｡
孝
の
悟
り
を
も
っ
て
し
て
も
､

ま
だ
陽
明
は
完
全
に
問
題
を
解
決
し
た
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
は
出
来
な
か
っ

た
｡こ

こ
ま
で
自
分
で
一
か
ら
考
え
て
模
索
し
､
一
歩
一
歩
自
得
し
て
き
た
内
容

が
､
大
悟
に
至
っ
て
始
め
て
相
互
に
連
関
し
て
機
能
し
華
開
い
た
経
緯
は
大
悟

の
内
容
を
見
る
に
当
た
っ
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
大
悟
と
は
'
格
物
を

軸
に
学
問
に
よ
っ
て
聖
人
=
倫
理
の
体
現
者
を
目
指
そ
う
と
し
た
王
陽
明
の
､

切
実
な
る
精
神
的
格
闘
の
内
に
堆
積
さ
れ
た
内
容
が
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
｡

六
〇

理
に
の
み
理
と
し
て
の
実
在
を
認
め
､
そ
の
日
得
を
求
め
て
い
た
が
､
客
観
的

物
理
が
倫
理
に
直
結
し
な
い
､
つ
ま
り
理
が
心
に
何
ら
実
感
さ
れ
な
い
こ
と
に

行
き
詰
ま
っ
た
こ
と
､
理
が
心
の
外
か
ら
内
に
獲
得
さ
れ
る
と
思
っ
て
い
た
こ

と
､
そ
し
て
､
一
度
は
倫
理
の
自
得
を
諦
め
た
も
の
の
､
孝
の
悟
り
に
よ
っ
て

自
己
の
意
識
の
純
な
る
所
に
は
じ
め
て
理
を
実
感
し
た
こ
と
'
し
か
し
ま
た
そ

れ
が
全
体
の
理
の
獲
得
ま
で
広
が
り
を
見
せ
な
い
こ
と
に
悩
ん
で
い
た
こ
と
､

が
挙
げ
ら
れ
る
｡

こ
れ
が
､
龍
場
で
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
た
の
か
｡

三
十
七
歳
､
龍
場
流
請
の
憂
き
目
に
会
っ
た
陽
明
の
消
息
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
｡

四
､
龍
場
大
悟
　
～
聖
人
の
道
は
吾
が
性
に
自
足
す
る
～

こ
れ
ま
で
の
経
緯
と
し
て
は
､
陽
明
に
と
っ
て
学
問
と
は
倫
理
の
体
現
者
た

る
聖
人
に
な
る
為
の
も
の
で
あ
り
'
そ
の
学
問
は
格
物
と
同
義
で
あ
っ
た
こ
と
､

し
た
が
っ
て
格
物
と
は
倫
理
を
心
に
自
得
す
る
為
の
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
､
倫

時
に
､
劉
壇
の
憾
み
は
未
だ
己
ん
で
い
な
か
っ
た
｡
(
陽
明
は
)
　
｢
性
を
尽

3
駆
爪

く
し
､
命
に
至
る
｣
　
べ
-
思
索
を
重
ね
､
得
失
栄
辱
は
皆
超
克
出
来
た
が
､

生
死
の
一
念
だ
け
は
変
化
し
な
か
っ
た
｡
石
櫛
を
作
り
､
｢
命
を
侯
つ
の

み
で
あ
る
｡
｣
と
誓
っ
た
｡
日
夜
端
座
し
て
澄
心
黙
考
し
て
静
一
を
求
め
､

久
し
く
し
て
胸
中
が
す
っ
き
り
し
て
き
た
｡
し
か
し
従
者
は
皆
病
み
始
め

た
の
で
､
自
分
で
薪
を
折
り
水
を
汲
み
､
粥
を
作
っ
て
こ
れ
を
養
っ
た
｡

彼
ら
が
抑
轡
と
す
る
の
を
恐
れ
て
は
詩
を
歌
い
､
悦
ば
な
け
れ
ば
故
国
越

の
音
楽
を
奏
で
､
冗
談
を
交
え
た
り
し
て
い
た
ら
､
は
じ
め
て
疾
病
と
夷

秋
の
難
難
と
を
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
た
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
､
聖
人
が
こ
こ

に
居
た
ら
こ
れ
以
外
に
何
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
か
､
と
考
え
た
｡
あ
る
夜

突
然
格
物
致
知
の
大
旨
を
大
悟
し
た
｡
(
中
略
)
　
聖
人
の
道
は
吾
が
性
に



自
足
し
て
い
る
の
だ
｡
以
前
理
を
事
物
に
求
め
た
の
は
間
違
い
で
あ
っ
た

と
は
じ
め
て
知
っ
た
｡
暗
記
し
て
い
た
五
経
の
言
で
証
明
し
て
み
た
が
､

｢;{H

こ
と
ご
と
-
吻
合
し
た
｡
よ
っ
て
　
『
五
経
膿
説
』
を
著
し
た
｡
(
三
十
七

歳
)

黄
宗
賢
の
　
『
陽
明
先
生
行
状
』
　
に
は
'
生
死
の
一
念
克
服
を
静
一
の
中
に
求

め
て
い
る
と
大
悟
し
た
､
と
説
-
だ
け
で
､
そ
の
内
容
は
記
さ
れ
て
い
な
い
｡

だ
が
､
『
年
譜
』
　
の
記
述
は
こ
れ
に
異
な
る
｡
生
死
の
一
念
の
克
服
に
取
り
組

ん
だ
の
は
同
じ
だ
が
､
生
死
の
一
念
を
克
服
で
き
た
の
は
､
静
一
の
中
に
心
が

す
っ
き
り
し
た
時
で
は
な
-
､
従
者
の
病
に
対
し
て
自
分
の
為
す
べ
き
こ
と
に

専
念
し
て
い
る
と
､
疾
病
､
夷
秋
の
難
難
を
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
､
聖
人
も
こ

れ
以
外
に
何
が
出
来
る
か
と
考
え
た
ら
大
悟
し
た
､
と
説
い
て
い
る
｡
と
い
う

こ
と
は
､
静
1
の
中
に
解
決
を
見
た
の
で
は
な
-
て
､
自
分
の
為
す
べ
き
こ
と

に
専
念
し
て
い
る
時
の
心
に
解
決
を
見
た
こ
と
に
な
る
｡
し
か
も
､
か
つ
て
戒

め
た
冗
談
を
言
っ
て
ま
で
､
目
の
前
に
病
む
従
者
を
何
と
か
恢
復
さ
せ
よ
う
と

手
を
尽
く
し
て
い
る
中
に
克
服
出
来
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
心
境
を
以
て
聖
人
を

推
し
量
っ
て
い
る
内
に
､
｢
聖
人
の
道
は
吾
が
性
に
自
足
し
て
い
る
の
だ
｡
｣
と

悟
っ
た
｡

『
行
状
』
と
『
年
譜
』
　
の
差
は
大
き
い
｡
何
故
な
ら
ば
､
『
行
状
』
　
の
説
き

方
で
あ
れ
ば
､
内
な
る
心
に
意
識
を
集
中
さ
せ
て
い
る
と
心
の
問
題
が
解
決
さ

れ
た
こ
と
に
な
り
､
従
者
の
病
の
よ
う
な
外
の
事
物
は
何
の
関
係
も
な
い
｡
こ

の
場
合
大
悟
は
､
絶
え
ず
変
動
す
る
客
観
的
外
界
と
の
関
係
を
断
ち
切
っ
て
､

王
陽
明
の
思
想
形
成
に
お
け
る
龍
場
大
悟
の
位
置

そ
れ
に
T
々
対
応
す
る
意
識
の
動
き
を
虚
妄
と
し
て
抑
え
､
静
詮
の
内
に
人
の

最
大
難
関
で
あ
る
生
死
の
一
念
と
い
う
主
観
の
動
揺
を
超
越
し
､
結
果
と
し
て

主
客
双
方
の
迷
い
か
ら
逃
れ
た
先
に
見
え
て
-
る
､
主
客
未
分
の
絶
対
的
境
地

を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
｡
だ
が
こ
れ
で
は
陽
明
が
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
何
度

も
説
い
て
い
る
､
｢
釈
氏
の
私
心
無
き
は
､
結
局
社
会
を
切
り
捨
て
て
ま
で
獲

(3)

得
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
'
私
心
に
他
な
ら
な
い
｣
､
と
い
う
言
葉
に
代

表
さ
れ
る
､
異
端
拒
絶
の
主
張
と
明
ら
か
に
敵
酷
を
き
た
す
｡
し
か
も
こ
れ
で

は
先
の
孝
の
悟
り
や
､
後
年
｢
今
学
ぶ
者
を
見
る
に
､
段
々
寂
滅
虚
無
に
流
れ

m
凸

込
み
､
聖
学
か
ら
脱
落
し
て
新
奇
な
論
を
為
し
て
い
る
｡
｣
と
批
判
し
て
い
る

こ
と
と
脈
絡
が
つ
か
な
い
｡
格
物
に
対
す
る
問
題
意
識
が
唐
突
に
無
-
な
っ
て

い
る
の
も
不
自
然
で
あ
る
｡
陽
明
の
大
悟
は
｢
陽
儒
陰
仏
｣
と
さ
れ
る
王
学
末

流
が
説
-
よ
う
な
､
人
倫
を
も
超
越
し
た
観
念
的
境
地
の
獲
得
で
は
な
い
｡

む
し
ろ
､
『
年
譜
』
　
で
説
か
れ
る
構
造
こ
そ
注
目
さ
れ
る
｡
こ
こ
で
は
一
度

静
一
の
中
で
心
を
す
っ
き
り
さ
せ
て
眼
前
の
事
物
に
対
し
た
ら
､
聖
人
で
も
同

じ
よ
う
に
し
た
だ
ろ
う
と
い
う
行
動
を
採
り
､
結
果
心
が
完
全
に
す
っ
き
り
し

た
と
あ
る
｡
つ
ま
り
､
紛
擾
の
中
に
あ
る
心
を
落
ち
着
か
せ
'
本
体
に
近
く
す

る
と
当
為
が
見
え
､
そ
れ
を
行
う
と
本
体
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
構
造
で
あ

る
｡
当
為
と
は
倫
理
で
あ
る
｡
倫
理
を
履
み
行
っ
て
は
じ
め
て
心
が
紛
擾
に
振

り
回
さ
れ
ず
に
専
一
と
な
っ
た
｡
こ
れ
が
陽
明
が
長
い
間
探
し
求
め
た
心
の
絶

対
的
境
地
で
あ
り
､
そ
の
心
か
ら
行
わ
れ
､
そ
の
心
を
明
ら
か
に
す
る
行
為
が

格
物
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
主
客
を
超
越
し
た
結
果
現
れ
る
主
客
未
分
の
心
の
様

態
で
は
な
-
､
徹
底
し
て
自
己
の
倫
理
的
意
識
に
専
一
に
な
っ
た
心
の
状
態
で

六
一



あ
り
､
個
々
の
倫
理
的
意
識
の
様
態
は
､
対
応
す
る
事
物
に
よ
っ
て
違
え
ど
も
'

倫
理
と
い
う
枠
で
一
貫
し
て
持
続
さ
れ
る
心
の
状
態
で
あ
る
｡
ま
た
､
五
経
に

照
ら
し
て
自
説
を
確
認
し
､
『
五
経
膿
説
』
を
著
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し

な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
倫
理
と
は
あ
-
ま
で
経
書
に
基
づ
-
儒
教
倫
理
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
し
､
そ
こ
か
ら
超
出
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
｡
だ
か

ら
｢
聖
人
の
道
は
吾
が
性
に
自
足
し
て
い
る
｣
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
の
違
い

が
陽
明
の
言
う
｢
妙
所
が
違
う
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
｢
吾
が
性
｣

と
は
こ
の
専
一
な
倫
理
的
意
識
に
他
な
ら
な
い
｡
事
物
に
対
す
る
専
一
な
倫
理

的
意
識
が
働
い
て
､
そ
れ
に
即
し
た
行
動
を
自
ら
採
る
か
ら
｢
聖
人
の
道
は
自

足
す
る
｣
　
の
で
あ
る
｡
先
に
引
用
し
た
『
伝
習
録
』
上
巻
第
三
条
､
孝
の
心
が

誠
に
働
け
ば
自
ず
か
ら
孝
の
細
目
が
現
れ
る
､
と
は
こ
れ
と
同
じ
構
造
で
あ
る
｡

｢
誠
に
｣
と
は
'
専
一
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
有
名
な
『
伝
習
録
』
上

巻
第
三
十
二
条
､
｢
虚
霊
不
味
'
衆
理
具
っ
て
寓
事
出
づ
｡
心
外
理
無
-
､
心

外
事
無
し
｡
｣
も
全
く
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
｡
陽
明
に
於
け
る
性
と
は
､
そ
の

場
で
発
動
す
べ
き
倫
理
的
意
識
に
基
づ
き
'
速
や
か
に
行
動
と
し
て
具
現
化
す

る
所
ま
で
含
ん
だ
心
の
機
能
を
活
性
化
さ
せ
た
状
態
で
あ
る
｡
倫
理
は
外
か
ら

獲
得
す
る
の
で
は
な
く
､
中
か
ら
発
動
す
る
も
の
と
な
っ
た
｡
こ
う
な
る
と
全

て
が
具
体
的
意
識
の
場
で
処
理
さ
れ
る
の
で
､
性
情
の
区
別
は
厳
然
と
つ
け
ら

れ
な
い
｡
龍
場
大
悟
の
内
容
が
｢
心
即
理
｣
と
言
わ
れ
る
理
由
で
あ
る
｡
し
か

し
こ
の
構
造
か
ら
す
れ
ば
､
こ
れ
が
｢
知
行
合
二
　
で
も
｢
誠
意
｣
　
で
も
そ
し

て
｢
致
良
知
｣
　
で
あ
っ
て
も
全
く
構
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
何
故
な
ら
､
状
況

に
応
じ
て
倫
理
的
意
識
を
発
動
し
､
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
動
に
移
す
心
の
機
能

六
二

活
性
化
に
よ
っ
て
工
夫
が
自
動
発
生
し
た
結
果
､
倫
理
的
意
識
一
枚
と
な
っ
た

心
が
本
体
と
し
て
明
徴
化
す
る
､
と
い
う
構
造
は
､
い
ず
れ
に
も
具
有
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
翌
年
早
速
貴
陽
で
知
行
合
一
を
教
え
始
め
て
い
る
の

は
､
そ
の
証
拠
で
あ
る
｡
ま
た
こ
の
後
､
誠
意
､
立
誠
､
立
志
な
ど
が
相
次
い

で
説
か
れ
て
も
､
そ
れ
ら
の
登
場
が
前
の
教
法
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
､

並
行
し
て
存
在
す
る
の
も
同
じ
理
由
に
よ
る
｡
す
な
わ
ち
こ
の
構
造
が
陽
明
思

想
の
骨
子
と
な
る
龍
場
大
悟
の
内
容
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
自
己
と
外
界
と
が

倫
理
的
意
識
の
働
き
か
け
の
中
に
統
合
し
て
処
理
さ
れ
る
　
(
倫
理
に
よ
る
物
理

の
意
味
化
)
　
こ
と
で
､
竹
の
理
の
よ
う
な
自
己
と
外
界
と
の
分
裂
状
況
か
ら
脱

却
で
き
た
の
で
あ
る
｡

加
え
て
こ
の
経
緯
か
ら
見
え
る
も
う
一
つ
の
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
は
大
悟
後

の
教
学
の
混
乱
か
ら
伺
え
る
｡
大
悟
直
後
に
提
唱
さ
れ
る
知
行
合
一
の
教
え
は
､

門
弟
を
知
行
論
に
囚
わ
れ
て
混
乱
さ
せ
て
し
ま
っ
た
｡
こ
れ
を
打
開
す
る
べ
く

龍
場
の
追
体
験
を
さ
せ
よ
う
と
静
坐
を
行
わ
せ
た
が
､
こ
れ
も
静
坐
か
ら
大
悟

へ
は
至
ら
ず
､
静
坐
に
止
ま
り
､
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
て
､
外
物
を
無
視
し
て
心

に
ば
か
り
日
が
い
っ
て
高
遠
空
虚
に
走
り
'
結
局
仏
に
走
る
門
弟
が
出
て
し
ま

い
失
敗
と
さ
れ
る
｡

何
故
失
敗
と
さ
れ
た
か
｡
そ
れ
は
前
に
出
し
た
陽
明
の
仏
老
批
判
に
あ
っ
た

よ
う
に
､
陽
明
に
と
っ
て
倫
理
自
得
に
結
び
つ
か
な
い
心
の
安
定
な
ど
は
｢
紛

い
物
｣
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
失
敗
の
原
因
は
､
倫
理
自
得
の
手
段
で
あ

る
格
物
は
ど
う
す
れ
ば
機
能
す
る
の
か
､
と
い
う
陽
明
の
問
題
意
識
の
先
に
大

悟
が
あ
っ
た
経
緯
を
一
部
門
弟
が
理
解
せ
ず
､
徒
に
本
体
に
意
識
を
向
け
た
こ



と
に
よ
る
｡
仏
老
批
判
､
そ
し
て
龍
場
大
悟
を
見
れ
ば
､
本
体
は
社
会
に
向
け

ら
れ
た
自
己
の
意
識
が
倫
理
的
に
専
一
に
な
ら
な
け
れ
ば
結
局
見
え
な
い
｡
陽

明
の
修
養
論
が
本
体
の
機
能
活
性
化
に
よ
る
工
夫
の
自
動
発
生
､
工
夫
の
完
遂

に
よ
る
本
体
の
明
徴
化
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
『
伝
習
録
』
　
に
附
せ
ら
れ

た
徐
日
仁
の
末
文
に
も
､
｢
格
物
は
こ
れ
誠
意
の
工
夫
､
明
善
は
こ
れ
誠
身
の

工
夫
､
窮
理
は
こ
れ
尽
性
の
工
夫
､
道
問
学
は
こ
れ
尊
徳
性
の
工
夫
､
博
文
は

こ
れ
約
礼
の
工
夫
'
惟
れ
精
は
こ
れ
惟
れ
一
の
工
夫
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
工
夫

を
機
能
さ
せ
る
本
体
と
､
本
体
明
徴
の
具
体
的
手
段
で
あ
る
工
夫
と
が
相
即
し

な
が
ら
､
倫
理
的
意
識
に
専
一
で
あ
る
こ
と
を
目
的
に
､
ど
ち
ら
に
偏
る
こ
と

な
-
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
こ
れ
は
心
と
社
会
(
外
物
)

相
即
の
バ
ラ
ン
ス
で
も
あ
る
｡
こ
れ
が
前
に
説
か
れ
た
　
｢
聖
人
の
道
は
上
下
一

貫
｣
　
で
あ
る
｡
こ
の
バ
ラ
ン
ス
保
持
を
約
束
す
る
の
は
､
格
物
が
倫
理
を
自
得

す
る
手
段
で
あ
る
と
は
っ
き
り
認
識
さ
れ
､
心
　
(
明
明
徳
)
　
が
社
会
(
親
民
)

と
不
可
分
の
関
係
の
場
合
に
限
る
｡
こ
れ
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
心
に
於
い
て
倫

理
に
よ
る
物
理
の
意
味
化
を
軸
と
す
る
修
養
論
が
活
き
る
の
で
あ
っ
て
､
陽
明

に
於
け
る
倫
理
が
儒
教
倫
理
に
限
定
さ
れ
た
意
義
は
､
大
悟
の
内
容
と
同
様
大

き
い
こ
と
を
指
摘
し
た
い
｡

註

(
-
)
　
『
遺
言
録
』
第
二
十
四
条
｢
先
生
嘗
日
､
吾
良
知
二
字
､
自
龍
場
巳
後
'
便
己
不
出

此
意
｡
｣
尚
同
様
の
文
は
｢
刻
文
録
叙
説
｣
に
も
存
在
す
る
｡

(
-
)
　
｢
為
養
生
之
術
､
(
中
略
)
然
即
之
心
､
若
未
安
也
｡
復
出
而
用
世
｡
諦
居
龍
場
､

衡
困
払
響
､
寓
死
l
生
､
乃
大
悟
良
知
之
旨
｡
(
中
略
)
　
即
三
聖
所
謂
中
也
｡
｣
　
(
銭
徳

王
陽
明
の
思
想
形
成
に
お
け
る
龍
場
大
悟
の
位
置

洪
｢
陽
明
先
生
年
譜
序
｣
)
､
｢
漸
潰
於
老
釈
､
巳
乃
折
衷
於
群
儒
之
言
､
参
互
演
縛
､

求
之
有
年
､
而
未
得
其
要
｡
及
居
夷
三
載
､
動
忍
増
益
､
始
超
然
有
悟
於
良
知
之
旨
｡
｣

(
王
龍
渓
｢
刻
陽
明
先
生
年
譜
序
｣
)
0

(
-
)
　
安
田
二
郎
氏
は
心
即
理
を
｢
陽
明
学
の
真
髄
｣
と
し
'
全
期
間
を
貫
く
根
本
思
想
と

し
て
位
置
づ
け
て
い
る
(
『
中
国
近
世
思
想
研
究
』
､
弘
文
社
､
1
九
四
八
年
)
.
仮
に

筆
者
が
大
悟
は
心
即
理
で
あ
る
と
言
う
場
合
､
安
田
氏
の
立
場
に
立
つ
｡

(
4
)
　
『
未
明
時
代
儒
学
思
想
の
研
究
』
(
広
地
学
園
出
版
部
'
一
九
六
二
年
)
　
で
楠
本
正

継
氏
は
､
｢
真
誠
側
但
な
る
良
知
の
真
切
で
篤
実
な
発
現
は
､
孝
弟
で
あ
る
と
云
っ
て

良
い
｡
｣
と
し
､
良
知
を
｢
活
き
て
働
-
人
間
の
心
と
道
徳
法
則
､
所
謂
理
と
の
合
一

態
｣
と
し
た
｡
こ
こ
で
い
う
心
と
は
､
主
体
性
を
確
保
し
っ
つ
自
ら
道
徳
の
価
値
を
再

承
認
し
､
心
と
道
徳
と
を
一
致
さ
せ
実
現
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
っ
て
､
何
者
に
も

と
ら
わ
れ
な
い
心
と
は
対
極
に
位
置
す
る
｡
陽
明
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
'
後
者
は
と
ら

わ
れ
た
-
な
い
と
い
う
私
心
に
他
な
ら
な
い
｡

(
5
)
　
前
掲
楠
本
氏
書
､
及
び
岡
田
武
彦
『
王
陽
明
と
明
未
の
儒
学
』
(
1
九
七
〇
年
､
明

徳
出
版
社
)
　
で
は
'
王
学
の
正
統
な
後
継
者
を
､
儒
教
倫
理
を
体
認
す
る
た
め
の
修
養

論
と
し
て
良
知
説
を
唱
え
た
那
東
郭
､
銭
徳
浜
､
欧
陽
南
野
ら
所
謂
｢
修
証
派
｣
で
あ

り
'
儒
教
倫
理
か
ら
超
出
し
よ
う
と
す
る
｢
現
成
派
｣
で
は
な
い
と
し
た
｡
筆
者
は
本

稿
の
主
旨
に
合
致
す
る
両
氏
の
意
見
に
全
面
的
に
賛
同
す
る
｡

(
-
)
　
｢
登
第
恐
未
為
第
一
等
事
｡
或
読
書
学
聖
賢
耳
｡
｣
(
『
王
文
成
公
全
書
』
巻
三
十
二

｢
年
譜
｣
十
一
歳
)

(
7
)
　
｢
某
'
平
日
亦
毎
有
倣
視
行
軍
､
軽
忽
世
故
之
心
｡
後
難
相
知
懲
創
､
亦
惟
支
持
抵

塞
於
外
而
己
｡
及
諦
貴
州
三
年
｡
百
難
備
嘗
'
然
後
能
有
所
見
｡
｣
(
同
､
巻
四
｢
文
録
｣

｢
輿
王
純
甫
｣
　
1
'
四
十
l
歳
)

(
8
)
　
｢
吾
始
学
書
､
対
模
古
帖
､
止
得
字
形
｡
後
挙
筆
不
軽
落
紙
｡
凝
恩
静
慮
､
擬
形
於

心
｡
久
之
始
通
其
法
｡
既
後
読
明
道
先
生
書
目
､
吾
作
字
甚
敬
｡
非
是
要
字
好
｡
只
此

是
学
｡
既
非
要
字
好
'
又
何
学
也
｡
乃
知
古
人
随
時
随
事
､
只
在
心
上
学
｡
此
心
精
明
､

字
好
亦
在
其
中
英
｡
後
輿
学
者
論
格
物
､
多
挙
此
為
謹
｡
｣
(
同
'
巻
三
十
二
｢
年
譜
｣

十
七
歳
)

六
三



(
-
)
　
｢
一
日
思
先
儒
謂
衆
物
必
有
表
裏
精
岳
､
一
章
一
木
皆
滴
至
理
｡
官
署
中
多
竹
｡
即

取
竹
格
之
､
抗
恩
其
理
不
得
｡
遂
遇
疾
｡
先
生
自
委
聖
賢
有
分
｡
乃
随
世
就
鮮
貴
之
学
｡
｣

(
同
'
｢
年
譜
｣
二
十
一
歳
)

(
S
)
　
｢
悔
前
日
探
討
難
博
､
而
未
嘗
循
序
以
致
精
｡
宜
無
所
得
｡
又
循
其
序
恩
得
漸
清
治

挟
､
然
物
理
吾
心
終
若
判
而
為
二
也
.
抗
皆
既
久
､
旧
疾
復
作
｡
益
委
聖
賢
有
分
.
偶

間
道
士
談
養
生
､
遂
有
通
世
入
山
之
意
｡
｣
(
同
､
｢
年
譜
｣
二
十
七
歳
)

ォ
)
　
た
だ
､
全
て
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
そ
う
い
う
態
度
を
採
っ
た
訳
で
は
な
-
､
『
大

学
』
解
釈
上
に
お
け
る
誠
意
の
重
視
が
『
大
学
』
の
原
意
を
的
確
に
汲
み
取
っ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
'
山
下
龍
二
『
陽
明
学
の
研
究
』
(
現
代
情
報
社
'
7
九
七
1
年
)
､
及

び
水
野
実
『
王
守
仁
の
｢
誠
意
｣
宣
揚
の
基
盤
』
(
『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
一
九
九
七

年
)
　
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
｡

(
3
)
　
『
伝
習
録
』
下
巻
､
膏
十
八
条
に
｢
衆
人
只
説
格
物
要
依
晦
翁
｡
何
曾
把
他
的
説
去

用
｡
我
着
実
曾
用
来
｡
(
中
略
)
困
指
事
前
竹
子
令
去
格
看
｣
と
言
い
､
後
年
に
な
っ

て
も
こ
の
方
法
に
対
す
る
懐
疑
を
も
っ
て
い
な
い
｡

(
3
)
　
『
伝
習
録
』
徐
日
仁
序
文
参
照
｡

(
3
)
　
｢
築
重
陽
明
洞
中
､
行
導
引
術
｡
久
之
遂
先
知
｡
久
之
悟
日
､
此
簸
弄
精
神
､
非
道

也
｡
又
罪
去
｡
巳
而
静
久
'
思
離
世
遠
去
'
惟
祖
母
卑
輿
龍
山
公
在
念
､
因
循
宋
決
o

久
之
又
忽
悟
日
'
此
念
生
於
該
提
｡
此
念
可
去
､
是
断
滅
種
性
兵
｡
｣
(
『
全
書
』
､
｢
年

譜
｣
三
十
一
歳
)

(
3
)
　
｢
天
下
之
道
一
而
己
夫
｡
而
以
為
有
二
蔦
者
道
之
不
明
也
｡
｣
｢
夫
子
之
道
明
､
彼
将

不
攻
而
自
破
｡
｣
｢
独
其
専
於
為
己
而
無
意
於
天
下
国
家
｡
然
後
輿
吾
夫
子
之
格
致
誠
正

而
達
之
於
修
斉
治
平
者
之
不
同
耳
｡
｣
(
同
､
巻
三
十
一
之
下
､
『
山
東
郷
試
録
』
)

(
S
)
　
｢
吾
亦
自
助
篤
信
二
氏
､
自
謂
既
有
所
得
'
謂
儒
者
為
不
足
学
｡
其
後
居
夷
三
載
'

見
得
聖
人
之
学
若
是
其
簡
易
広
大
｡
始
自
嘆
悔
錯
用
三
十
年
気
力
｡
大
抵
二
氏
之
学
､

其
妙
輿
聖
人
只
有
毒
産
之
間
｡
汝
今
所
学
'
乃
其
土
宜
O
輔
自
信
自
好
若
此
o
真
鶴
鴇

窺
腐
鼠
耳
｡
｣
(
『
伝
習
録
』
上
巻
第
百
二
十
五
条
)

0
5
)
　
｢
若
論
聖
人
大
中
至
正
之
道
､
徹
上
徹
下
､
只
是
一
貫
'
更
有
甚
上
7
哉
下
1
戟
.
｣

(
同
､
第
五
十
条
)

六
四

(
3
)
　
｢
只
説
明
明
徳
而
不
説
親
民
､
便
似
老
仏
｡
｣
(
同
､
第
九
十
1
条
)

(
S
)
　
｢
冬
温
也
､
只
是
要
義
此
心
之
孝
､
恐
伯
有
一
重
人
欲
問
雑
｡
夏
清
也
'
只
是
要
尽

此
心
之
孝
､
恐
伯
有
7
義
人
欲
間
雑
｡
(
中
略
)
這
都
是
那
誠
孝
的
心
発
出
来
的
条
件
｡

却
是
須
有
這
誠
孝
的
心
'
然
後
有
這
候
件
発
出
来
｡
｣

『
伝
習
録
』
中
巻
､
｢
答
轟
文
蔚
｣
参
照
｡

(
2
)
　
佐
藤
l
哲
の
頭
注
に
随
っ
た
O

｢
時
瑳
憾
未
巳
｡
日
計
得
失
栄
辱
'
皆
能
超
脱
､
惟
生
死
一
念
尚
覚
未
化
.
乃
為
石

榔
自
誓
日
､
吾
惟
侯
命
而
巳
.
日
夜
端
居
澄
黙
､
以
求
静
1
.
久
之
'
胸
中
癌
漉
､
而

従
者
皆
病
0
日
析
薪
取
水
作
廉
飼
之
.
又
恐
其
懐
抑
響
､
則
輿
歌
詩
｡
又
不
悦
､
復
調

越
曲
雑
以
萩
笑
､
始
能
忘
其
為
疾
病
､
夷
狭
､
患
難
也
｡
因
念
聖
人
処
此
､
更
有
何
道
｡

忽
中
夜
大
悟
格
物
致
知
之
旨
｡
需
沫
中
若
有
人
語
之
者
｡
不
覚
呼
躍
｡
従
者
皆
驚
O
始

知
聖
人
之
道
吾
性
自
足
｡
向
之
求
理
於
事
物
者
誤
也
｡
乃
以
紫
記
五
経
之
言
､
讃
之
､

莫
不
胞
合
｡
因
著
五
経
臆
説
｡
｣
(
『
全
書
』
｢
年
譜
｣
､
三
十
七
歳
)

(
2
)
　
｢
又
問
､
釈
氏
於
世
間
一
切
情
欲
之
私
都
不
染
着
､
似
無
私
心
O
　
(
中
略
)
　
目
､
亦

只
是
一
統
事
O
都
只
是
成
就
他
一
箇
私
己
的
心
o
｣
(
『
伝
習
録
』
上
巻
､
第
九
十
五
条
)

こ
の
よ
う
な
主
張
は
前
後
期
問
わ
ず
出
て
い
る
｡

｢
今
見
学
者
漸
有
流
入
空
虚
､
為
脱
落
新
奇
之
論
｡
｣
(
『
全
書
』
｢
年
譜
｣
､
四
十
三

歳
)


