
陸
離
主
ハ
の
西
宮
一
回
解
釈
の
変
遷
に
つ
い
て

は
じ
め
に

十
七
役
紀
半
ば
清
朝
が
成
立
す
る
と
、
学
箭
界
に
も
新
し
い

潮
流
が
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

当
時
の
知
識
人
が
、
学
術
思
想
の
退
麗
が
明
朝
の
衰
退
を
引
き

超
こ
し
た
と
認
議
し
、
そ
の
立
て
躍
し
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
溶
朝
が
朱
子
学
援
輿
に
カ

を
入
れ
て
い
た
こ
と
も
、
政
治
的
な
要
部
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
結
果
、
議
拐
に
お
い
て
は
轄
廷
在
野
を
関
わ
ず
、
経
撃
の

新
解
釈
と
思
想
の
再
構
築
を
求
め
て
、
活
発
な
学
術
活
動
が
お

こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

前
稿
で
は
、
呂
寵
良
を
例
に
し
て
、
靖
初
の
知
識
人
た
ち
が

八
段
文
批
評
に
認
し
て
、
自
己
の
解
釈
や
思
懇
を
表
現
し
て
い

た
状
況
に
つ
い
て
換
註
し
た
1
0

そ
こ
で
本
穣
で
は
、
韓
議
其

の
思
惑
解
釈
を
雨
取
り
あ
げ
、
知
識
人
た
ち
が
八
段
文
批
評
を
介

浅

井

邦

昭



彼
は
世
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。

生
前
の
緯
髄
其
は
、
周
圏
か
ら
高
い
評
錨
を
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
し
か
し
彼
の
評
髄
は
、
死
後
急
速
に
高
ま
っ
て
い
く
。
鈴

が
世
を
去
っ
た
翌
年
の
藤
黒
一
一
一
十
二
年
（
一
六
九
一
一
一
）
に
は
、

康
熊
帝
が
江
南
学
政
に
陸
離
其
を
恕
崩
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

七
品
以
下
の
場
合
、
そ
の
死
を
上
奏
し
な
い
の
が
当
時
の
慣
例

で
あ
っ
た
た
め
、
陸
離
其
の
死
を
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
後
、
薙
正
二
年
（
一
七
ニ
回
）
に
な
る
と
、
薙
正
帝

に
よ
り
「
欝
鰐
」
と
し
て
、
情
報
の
学
者
で
唯
一
孔
離
に
従
和

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
乾
隆
元
年
三
七
三
六
）

に
は
、
内
関
間
学
士
兼
趨
部
侍
郎
が
埠
贈
さ
れ
、
「
祷
離
」
と
お

く
り
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
α

陸
離
其
の
一
得
評
価
は
、
こ
の
よ
う
に
約
玄
十
年
か
け
て
お
こ

な
わ
れ
た
。
彼
が
評
価
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
品
行
と
学
議
合
重

ん
じ
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
特
に
そ
の
関
惑
解

釈
は
、
清
朝
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
後
の

四
警
に
関
す
る
著
作
と
そ
の
評
備
に
つ
い
て
、
簡
単
に
見
て
お

く
こ
と
に
す
る
。

第

睦
臨
其
の
箸
作
と
そ
の
評
儲

陸
鶴
其
の
著
作
は
、
現
在
吋
一
一
一
魚
堂
文
集
』
な
ど
を
多
く
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

ワ－
臼

四
番
解
釈
に
関
す
る
著
作
だ
け
で
も
、

を
は
じ
め
、
『
松
鶴
講
義
』
、
吋
閥
併
綾
城

司
間
接
e

錬
』
な
ど
多
数
存
寵
し
て

い
る
。経

犠

其

は

生

前

十

二

巻

を

刊

行

し

て

、

自

身

の
自
警
解
釈
を
著
し
た
。
こ
れ
は
彼
が
譲
議
知
鯨
在
任
中
に
、

弟
子
た
ち
に
対
し
て
講
義
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
と
さ
れ

る
。
た
だ
し
哀
悼
陽
講
義
』
は
、
全
部
で
一
百
十
八
章
に
す
ぎ

ず
、
後
の
四
番
解
釈
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
彼
の
死
後
、
周
躍
に
よ
っ
て
彼
の
四
番
解
釈

が
ま
と
め
ら
れ
て
い
く
。
吋
四
番
講
義
圏
勉
銭
』
一
一
一
十
七
巻

吋
議
閤
勉
銭
』
六
巻
で
あ
る
。
こ
れ
は
康
熊
一
二
十
八
年
（
一
六

九
九
）
、
臨
機
其
の
護
士
山
に
基
づ
き
、
間
族
の
趨
公
謬
を
中
心

と
し
て
、
親
族
や
弟
子
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

正
続
二
織
に
分
け
た
の
は
、
謹
髄
其
が
解
釈
し
た
時
期
と
内

容
、
体
裁
の
遠
い
に
よ
る
。
睦
公
鍔
の
識
誌
に
よ
れ
ば
、
正
舗
網

一
一
一
十
七
巻
は
類
治
十
五
年
三
六
五
八
〉
か
ら
漆
熊
二
年
（
一

六
六
一
ニ
）
に
か
け
て
の
解
釈
を
ま
と
め
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ

れ
は
後
に
見
る
『
一
一
一
魚
堂
四
番
大
金
』
を
額
纂
し
た
時
期
に
重

な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
明
の
張
援
搬
の
講
義
を
底
本
と

し
て
、
明
末
諸
家
の
学
設
を
附
し
て
、
自
身
の
解
釈
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
解
釈
は
そ
の
後
も
変
更
さ
れ
て
お



二
年
以
後
の
も
の

部
分
に
つ
い
て
辻
、

に
し
て
お
り
、

わ
か
る
。

り

る。

て

τこ

と
も主

わ
か持 て
るにし、

の
で
あ
る
。

内、i》



彼
と
八
股
文
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
2
0

点
に
つ
い
て
、
臨
髄
其
と
交
遊
が
あ
っ
た
李
光
地
は
、
次
の
よ

う
に
評
す
る
。

近
世
の
陸
稼
番
、
呂
晩
村
、
仇
捨
柱
等
の
如
き
は
、
撲
に

村
祭
究
な
り
。
名
の
り
て
程
朱
に
遵
ふ
と
鶏
す
も
、
何
ぞ

嘗
て
総
選
も
護
明
す
る
こ
と
有
ら
ん
。
「
如
近
世
陸
按
番
、

呂
挽
村
、
仇
論
投
等
、
農
村
向
学
究
。
名
矯
遊
翠
朱
、
何
瞥

有
線
翠
護
明
。
」
〈
吋
棒
村
趨
語
録
』
巻
十
六
「
撃
」
）

「
村
撃
究
」
と
は
錦
村
の
塾
姉
、
館
街
を
言
う
。
彼
ら
は
八

股
文
を
教
授
す
る
こ
と
で
、
生
一
～
討
を
立
て
て
い
た
。
李
光
地
は
、

陸
離
其
ら
を
こ
の
「
村
向
学
究
」
と
い
う
こ
と
ば
で
評
し
た
上
で
、

彼
ら
の
学
識
に
つ
い
て
、
何
も
目
新
し
い
も
の
が
な
い
浅
薄
な

も
の
と
し
て
斥
け
た
の
で
あ
る
。
後
の
評
価
に
は
、
在
野
の
賠

臨
其
ら
に
対
す
る
、
冷
や
や
か
な
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
σ

そ
し

て
こ
の
評
価
は
、
舘
師
生
活
を
送
っ
た
陸
離
其
が
、
八
段
文
と

密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
起
関
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
『
提
要
』
に
も
関
識
の
評
価
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
『
提
要
』
は
、
正
編

で
あ
る
『
図
書
講
義
筒
勉
録
』
に
対
し
て
は
最
高
の
評
価
を
与

え
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
続
嬬
に
対
し
て
は
「
中
に
は
多
く
時

文
の
評
語
を
採
捺
し
て
、
四
番
を
狭
視
す
る
に
川
似
た
り
。
（
中

多
採
録
時
文
評
語
、
川
似
乎
狭
視
四
番
失
。
）
」
（
『
提
要
』
巻
三
十

こ
の

）
と
、
抵
い
評
価
し
か
与
え
て
い
な
い
。

は
五
緩
と
は
体
裁
が
異
な
り
、
八
段
文
批
評
を
多
数

議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
『
護
問
勉
録
』

は
、
の
本
旨
を
捉
え
て
い
な
い
、
狭
い
解
釈
で
あ
る
と
見

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
つ
の
評
価
か
ら
、
陸
離
其
の
評
価
が
高
ま
っ
た
乾
睦

年
間
に
お
い
て
も
、
八
段
文
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
否
定

的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
清
朝
に
お
い

て
は
、
朱
子
学
を
護
持
し
た
「
欝
儒
」
と
し
て
の
評
価
と
、
八

股
文
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
「
村
謬
究
」
と
し
て
の
評
価
が
対

立
す
る
形
で
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
常
識
か
ら

言
え
ば
、
八
段
文
は
科
挙
及
第
と
い
う
栄
透
を
求
め
る
も
の
で

あ
り
、
経
審
解
釈
に
お
い
て
、
そ
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
、

当
然
否
定
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時
の
学
締
活
動

は
、
八
投
文
と
の
関
係
を
無
視
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

陸
離
其
自
身
も
、
こ
の
こ
つ
の
側
面
に
つ
い
て
、
意
識
し
て
分

け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
前
稿
で
も
取
り

あ
げ
た
「
様
相
側
」
に
関
す
る
彼
の
一
一
言
設
に
注
目
し
て
、
経
麗
に

し
た
が
っ
て
、
陸
離
其
が
ど
の
よ
う
に
自
身
の
解
釈
を
確
立
し

た
の
か
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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第
二
章

『
コ
一
魚
堂
四
番
大
全
』
と
そ
の
解
釈



年

諮

に

よ

る

と

、

韓

議

茶

、

が

は

じ

め

て

し

た

の
は
、
康
罷
一
一
年
の
こ
と
と
さ
れ
る
2

こ
の
こ
ろ
彼
は
舘
障

と
し
て
、
搭
一
橋
な
家
に
揺
か
れ
て
は
、
そ
の
子
弟
に
教
授
し
て

い
た
。
彼
は
一
%
来
薄
弱
の
科
挙
に
応
じ
る
意
惑
が
？
な
か
っ
た
と

一
言
う
。
こ
れ
辻
畿
の
恰
父
が
崇
議
十
二
年
（
二
ハ
三
九
）
に
暁

朝
に
殉
じ
た
こ
と
に
よ
る
ら
し
い
。
し
た
が
っ
て
当
初
は
「
露

藤
友
教
之
悲
」
を
も
っ
て
、
館
師
と
し
て
生
護
を
終
え
る
つ
も

り
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

建
議
茶
の
鰭
師
生
活
は
、
額
治
七
年
（
一
六
五

O
）
一
一
十
一

議
か
ら
は
じ
ま
る
。
こ
の
時
は
嘉
警
の
蒋
文
惑
の
邸
宅
に
相
怖
か

れ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
、
間
擦
の
李
荊
壊
、
李
赤
棒
、
松
江
の

問
問
孟
輔
、
平
瀬
の
保
吉
講
の
と
こ
ろ
と
、
次
々
に
移
り
住
ん
で

い
っ
た
。
語
部
と
し
て
生
活
を
送
っ
て
い
る
う
ち
に
、
援
は
当

初
の
志
を
捨
て
、
科
挙
に
応
ず
る
よ
う
に
な
る
。
顕
治
十
四
年

（
一
六
五
七
）
、
前
年
に
生
員
と
な
っ
た
陸
議
其
は
、
二
十
八

議
に
な
っ
て
初
め
て
務
試
を
受
験
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
彼
は
こ
の
時
及
第
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

韓
議
其
は
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
沼
山
警
大
金
h

を
読
み
ふ
け
る

よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
翌
年
の
嬢
治
十
五
年
（
一

六
五
八
）
よ
り
、
廷
か
け
六
年
か
け
て
『
一

を
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。

な
ど
を
叫
附
し
た
も
の
で
あ
る
。

に
成
蓄
し
て
い
る
が
、
す
ぐ
に
は
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
一
六
八
一
）
身
の
序
が
隣
け
ら
れ
、
一
一
一

（

一

六

九

八

）

よ

う

や

く

刊

行

さ

れ

て

い

る

に
な
っ
て
、

て
、
接
人
の

上
絵
日
く
、
大
企
を
以

疑
が
非
ざ
れ
ば
、
郎
ち
大
全
も
て
果
物
と
議
さ
ん
と
。

生
密
り
て
議
引
等
の
蓄
を
覚
め
て
並
び
に
之
れ
を
罷
る
。

大
金
を
以
て
識
と
震
し
、
議
引
存
疑
議
説
及
び
一
線
麟
土
の

箭
約
を
以
て
轄
と
矯
す
。
誇
設
の
醇
な
る
者
会
｝
採
り
て
、

額
一
頭
に
服
部
し
、
務
め
て
朱
子
に
折
衷
す
。
此
く
の
如
く
凡

そ
六
年
な
り
。
入
門
寸
坊
中
却
す
る
所
辻
、
郎
ち
其
の
本
な
り
。

「
（
隈
治
）
十
六
己
亥
、
一
一
一

て
い
る
。（

顕
治
）
十
六

の

？
か
け
と
な
っ

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
］
長
溺

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し

先
生始
舟 め

のに て
道掃の
を る
簡 に
ふ問
。り

5 



及
議
引
存
疑
等
書
。
先
生
愚
前
舟
、

議
章
之
道
。
上
陸
自
、
以
大
金
銭
主
一
、

部
大
全
議
出
水
物
実
。
先
生
部
党
議
引
紳

全
矯
倒
綱
、
以
議
引
存
提
携
説
及
一
蹴
鱗
土
節
約
議
輔
、
採
諸

説
之
醇
者
、
瞬
間
於
額
一
鎖
、
務
折
衷
於
朱
子
。
知
此
凡
六
年
。

今
訪
中
所
刻
、
部
其
本
也
。
」
（
陸
犠
其
の
序
で
は
、
螺
治

十
五
年
か
ら
編
纂
を
始
め
た
と
す
る
。
）

彼
は
錦
試
落
第
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
コ
間
番
大
金
』
に
鎖

倒
関
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
『
盟
番
大
全
』
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、

よ
り
良
い
八
股
文
を
執
筆
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
『
一
一
一
魚
堂
西
番
大
全
』
辻
、
そ
の
研
究
の
成
果
と
し
て
緩

ま
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
吋
盟
警
蒙
引
』
な
ど
な
附
し
た
の

は
、
皆
様
其
の
発
関
で
は
な
い
。
年
諮
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

陸
上
峰
の
導
き
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
欝
を
探
し
求
め
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
吋
一
一
一
魚
堂
盟
番
大
金
』
の
金
額
は
、
間
接
の
影
響

が
色
濃
く
表
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
陸
離
其
の
交
際

に
つ
い
て
も
、
そ
の
範
閤
辻
そ
れ
ほ
ど
広
く
な
く
、
ま
た
彼
の

臨
書
解
釈
に
影
響
を
与
え
た
人
物
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た

と
推
概
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
辻
『
一
一
一
魚
堂
四
番
大
金
』
に
お
い
て
、
陸
離
其
は
ど

の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
警
に
お
い
て
、

彼
は
自
分
の
解
釈
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
点

に
止
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
が

に
つ
い
て
は
、
自
身
の
解
釈
と
密
接
に
結
び
つ
い
て

で
あ
る
。
そ
こ
で
加
点
部
分
在
中
心
に
、
町
一
一
一
魚
笠

』
に
お
け
る
吋
大
祭
』
の
「
模
濁
」
に
つ
い
て
分
析

し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

「
慎
摺
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
『
大
挙
』
「
誠
意
家
」

m
史
郎
の

う
ち
「
所
講
談
其
意
者
節
」
（
首
節
〉
お
よ
び
「
小
人
間
開
居
節
」

〈
第
二
節
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
震
繍
」
に
つ
い

て
は
、
間
約
額
以
来
知
識
人
た
ち
に
控
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

さ
ま
ぎ
ま
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
陸
離
其
も
ま
た
こ
の
工
夫

に
つ
い
て
、
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
の
弟

子
の
侯
問
問
題
は
、
師
の
学
説
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て

い
る
。

(j 

先
生
一
の
造
語
、

上
達
の
皆
を
守
り
、

生
造
詣
、
務
ム
技
部
停

存
誠
之
撃
。
」
（
『
コ
一
魚
堂
文
集
』

集
序
」
）

彼
に
と
っ
て
「
鵠
濁
」
は
「
存
誠
」
と
と
も
に
、
学
問
の
重

要
な
註
で
あ
っ
た
。
実
際
に
、
陸
臨
其
の
「
欝
濁
」
解
釈
は
、

時
期
に
よ
り
若
干
の
変
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
彼
が
常
に
こ

の
工
夫
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。



そ
こ
で
つ

顔
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

る
と
、
明
一
一
一
魚
堂
思
惑
大
会

見
な
し
て
い
る
。
韓
議
蒸
一

に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
点
を
加
え
て
い
る
。

0

0

0

0

0

0

0

 

問
一
日
比
穣
字
、
指
心
斎
趨
知
商
一
言
。

「

比

の

、

心

の

に
つ
い
て
一
取
り
上
げ

を
心
の
認
知
作
用
と

」
の

。。

門

一

一

〕

一

念

、

詑
亦
担
定
額
露
。
之
如
し
衆
人
と
一
す
る
も
、
心
中
よ
り

一
怠
を
殺
し
、
或
ひ
捻
正
し
く
或
ひ
は
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、

此
れ
も
亦
た
是
れ
務
惑
な
り
。
」
〈
田
川
上
）

円
一
日
の
加
点
か
ら
、
韓
議
茶
は
「
議
」
を
心
の
状
態
で
あ

る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
議
」
に
つ
い
て
は
、

と
い
う
場
所
と
誌
も
存
恋
し
て
い
た
。

一

能

に

お

い

て

、

「

カ2

こ
れ
は

て
い
る
。

に

よ

れ

ば

、

は

、

そ

の

ま

ま

が
お
こ
な
わ
れ
な
い
状
態
を
拐
す
こ
と
に
な
る
。
し
か

其
は
「
議
」
と
は
独
り
で
い
る
場
所
で
は
な
く
、
能
者
が
畿

で
き
な
い
心
の
作
用
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
首
範
と
ア
小

こ
の
解
釈

つ

け

て

い

な

い

こ

し

て

か
ら
こ
そ
、
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
同
二
日

の
解
釈
に
も
点
を
施
し
た
の
で
あ
る
。
円
一
一
日
で
は
、

能
人
と
関
躍
し
て
い
る
場
合
で
も
、
「
議
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
る
こ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
点
在
加
え
る
こ
と
で
、

の

は

な

く

、

る。

い
る
。

の

。コ

と
しで

あ
り
、

つ
ま
り
設
は

と
は
、
取
り
も
産
さ
ず
「
（
息
分
を
欺
く
こ
と
が

な

い

）

」

（

自

分

で

検

く

感

じ

る

ご

と

興

じ

工

の
で
あ
る
。

m
／
 

こ
の



を
支
持
し
て
い
た
。
彼
は
こ
の
解
釈
を
補
強
す
る
た
め
に

番
翠
引
』
を
附
し
て
点
を
加
え
て
い
る
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

む

穣
其
鶏
使
是
母
自
欺
。
母
自
欺
便
是
必
自
壊
。
必
自

0

0

0

0

 

是
誠
其
意
。
「
其
の
摺
慨
を
穣
し
む
と
は
便
ち
是
れ
自
ら
を

欺
く
こ
と
母
き
な
り
。
自
ら
を
欺
く
こ
と
母
し
と
は
使
ち

是
れ
必
ず
自
ら
を
穣
く
す
る
な
り
。
必
ず
自
ら
壌
く
す

と
は
使
ち
是
れ
其
の
意
を
識
に
す
る
な
り
。
」
〈
向
上
）

朗
氏
の
詮
と
比
較
す
れ
託
、
そ
の
立
場
は
よ
り
は
っ
き
り
す

る
で
あ
ろ
う
。
陸
離
其
は
、
こ
の
こ
つ
の
詮
に
点
を
織
す
こ
と

で
、
「
誠
意
」
と
の
関
係
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
議
論

を
ま
と
め
る
と
、
彼
の
「
髄
濁
」
は
、
自
分
の
み
認
知
で
き
る

心
の
動
き
を
謹
壊
す
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
こ
そ
が

「
誠
意
」
の
工
夫
そ
の
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
司
三
魚
堂
四
番
大
全
』
に
お
け
る
解
釈
を
分
析
し

て
き
た
。
と
こ
ろ
が
『
三
魚
堂
四
番
大
金
』
に
つ
い
て
は
、
不

完
全
な
解
釈
で
あ
る
と
当
時
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

陸
離
其
自
身
も
「
欝
本
田
警
大
金
序
」
（
『
一
一
一
魚
堂
文
集
』
巻
八
）

に
お
い
て
認
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
は
進
士
及
第
後
、

諸
家
の
書
籍
を
多
く
読
む
機
会
を
得
た
が
、
そ
こ
で
ヴ
一
一
魚
堂

盟
番
大
全
』
の
基
準
が
必
ず
し
ち
適
当
で
な
い
こ
と
に
気
づ
い

た
と
言
う
。
案
採
、
彼
の
関
周
辺
で
も
、
『
三
魚
堂
践
番
大
全
』

は
睦
髄
其
本
来
の
学
識
を
反
映
し
て
い
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、

の
簡
に
交
わ
さ
れ
た
、
次
の
よ

の

8 

ザアて、、

何
一
広
ふ
、
先
生
の
根
抵
深
厚
な
れ
ど
も
、
何
ぞ
是
の
の

表
取
、
大
い
に
は
楊
顧
の
説
約
よ
り
速
か
ら
ざ
ら
ん
や
と
。

越
国
り
て
序
を
出
だ
し
て
之
れ
に
示
す
。
何
箭
然
と
し
て

日
く
、
寄
れ
器
よ
り
先
生
の
皐
是
こ
に
止
ま
ら
ざ
る
を
疑

ふ
。
此
の
序
を
讃
ま
ざ
れ
ば
、
幾
ん
ど
先
生
を
失
な
は
ん

と
。
「
何
一
広
、
先
生
根
抵
深
淳
、
何
回
定
書
去
取
、
不
大
遠

於
楊
一
機
設
約
稿
。
識
盟
出
序
一
不
之
。
仰
向
怯
然
司
、
r
札
口
問
疑

先
生
之
撃
不
止
於
是
。
不
讃
此
序
、
幾
失
先
生
品
目
一
入
。
」
（
吋

陸
稼
番
先
生
年
譜
』
巻
上
「
発
卯
一
一
年
」
）

向
線
は
吋
…
ニ
魚
堂
四
番
大
全
』
の
取
捨
選
択
が
適
当
で
な
い

こ
と
が
｝
い
ぶ
か
し
く
思
い
、
そ
れ
に
対
し
て
趨
様
徽
は
序
を
示

し
て
、
陸
髄
其
が
点
校
の
当
時
ま
だ
十
分
に
そ
の
解
釈
を
確
立

し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
と
、
師
の
た
め
に
弁
明
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
評
部
か
ら
考
え
る
と
、
ウ
一
一
魚
堂
四
番
大
全
』
は
、

龍
離
其
に
お
け
る
最
も
初
期
の
未
熟
な
段
階
の
解
釈
と
言
え
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
彼
自
身
は
吋
三
魚
堂
西
番
大
全
』
当
時
の
「
罷

鶏
」
解
釈
を
ど
の
よ
う
に
評
錯
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
、
彼
自
身
は
吋
図
書
講
義
国
勉
録
』
で
次
の



よ
う
に
述
べ
て
い
る
c

此
の
節
余
初
め
皆
な
誤
り
て
奉
る
。
近
来
の

説
く
こ
と
明
ら
か
な
る
を
得
た
り
。
奨
亥
八
月
八
科
文

を
定
む
る
に
毘
り
て
、
欝
時
に
寓
す
一
併
を
持
っ
て
翻
去
す

れ
ば
、
甚
だ
決
し
。
大
抵
露
持
は
只
だ
大
金
の
察
峯
胡
氏

一
一
擦
の
誤
ま
る
所
と
震
る
c

然
れ
ど
も
繁
峯
の
意
も
恐
ら

く
亦
た
是
れ
比
の
の
如
く
な
ら
ず
。
「
此
節
余
初
皆
誤

受
亥
八
月
間
定
八
科
文
、

巻

〉

「
喪
亥
八
月
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
泣
卒
く
と
も
康
鰐

十
ニ
年
（
一
六
八
一
一
一
）
以
後
の
文
章
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の

、
後
は
畿
一
霧
知
鰐
に
佼
命
さ
れ
て
お
り
、
後
に
『
松
議
講
義
』

を
ま
と
め
る
よ
う
に
な
る
。
後
、
は
自
身
の
解
釈
に
つ
い
て
、
以

前
は
胡
氏
の
詮
に
よ
っ
て
、
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
て
い

る
。
胡
民
の
注
と
は
、
先
に
見
た
「
濁
字
使
宮
廷
自
字
、
寝
間
延
意

字
。
」
で
あ
る
。
箆
髄
其
は
こ
の
詮
に
基
づ
く
こ
と
を
や
め
、

呂
留
良
の
解
釈
に
基
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
当
時
に
な
る

と
、
円
一
一
一
魚
俊
一
部
番
大
金
』
に
お
け
る
解
釈
は
、
す
で
に
大
き

く
変
北
し
て
し
ま
っ
似
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
菜
、
胡
稿
文
の
詮

に

つ

い

て

も

、

で

は

次

の

よ

う

に

評

す

る

よ

う

〕いいか

μrco

へ

民
だ
れ
意
｛
ゃ
な
り
と
、
出
向
ほ
分
明
た
る
を
欠
く
。

撃
て
意
に
非
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
も
、
仮
し
田
沼
L

り
。
故
に
朱
ネ
J

は
或
慌
に
於
い
て
は
、
闘

の
内
に
在
り
。

持
っ
て
、

な
り
、
一
偶
者
の
関
係
に
つ
い
て

ま
り
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
『
一
一

は
、
あ
く
ま
で
も
『
盟
番
大
人

な
ど
と
比
較
し
て
お
り
、

を視
す
る

と去
のヰる
はな ）， の
じく＼爵

9 



大
き
く
外
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が

勉
録
』
で
述
壊
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
凶
凶
器
番
線
お
い
て
、

吋
四
番
大
金
』
か
ら
外
れ
る
解
釈
も
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の

そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
八
段
文
批
評
で
あ
る
。
殺
は

康
照
一
一
一
年
以
降
、
人
投
文
批
評
と
の
関
係
が
密
接
に
な
っ
て
い

く
。
康
誤
三
年
以
降
の
解
釈
を
、
陸
公
謬
ら
が
吋
護
国
勉
録
』

と
し
て
分
け
た
の
も
、
そ
の
理
由
に
拠
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に

吋
四
番
講
義
閤
勉
録
』
で
も
名
が
出
た
呂
留
良
を
中
心
に
、
八

段
文
批
評
が
彼
の
解
釈
に
与
え
た
影
饗
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と

に
す
る
。

第一

八
段
文
批
評
と
の

り
が
ま
と
め
ら
れ
た
が
、

こ

の

に

志

じ

て

い

る

。

し

か

し

、

こ

の

郷
試
も
ま
た
及
第
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
以
後
、

彼
は
八
段
文
の
執
筆
に
さ
ら
に
カ
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
八

段
文
批
評
と
も
密
議
な
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ

こ
で
本
意
で
は
、
呂
留
良
か
ら
の
影
響
を
中
心
に
し
て
、
当
時

の
学
締
界
の
状
況
を
考
慮
し
な
が
ら
、
睦
髄
其
が
ど
の
よ
う
に

解
釈
を
変
吏
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
み
る
。

ロ
口
寝
良
と
躍
犠
其
の
交
遊
に
つ
い
て
は
、
容
議
担
に
す
で
に

そ
こ
で
今
回
で
は
、
二
人
の
八

つ
い
て
の
み
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

で
に
著
名
な
八
股
文
選
家
と
し
て
、
大
き
な

影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
陸
離
其
も
八
投
文
に
取
り
組
む
挙
7γ

の
一
人
と
し
て
、
呂
留
良
に
は
敬
意
を
払
っ
て
い
る
。
年
譜
に

よ
る
と
、
韓
髄
其
の
八
股
文
は
、
当
初
「
才
情
讃
鞍
」
で
あ
っ

た
た
め
、
問
問
題
か
ら
評
揺
さ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で

彼
は
、
五
撃
や
窟
煩
之
な
ど
の
大
家
の
作
品
に
没
頭
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
彼
は
自
分
の
八
段
文
に
つ
い
て
呂
留
良
に

意
見
を
求
め
て
い
る
。

騒
の
後
金
一
穣
を
以
て
之
れ
を
呂
晩
村
に
質
す
。
晩
村
大

い
に
嘆
賞
を
加
へ
、
且
つ
一
言
ふ
此
の
カ
蚤
を
具
へ
ず
ん
ば
、

正
法
露
識
に
欝
す
る
こ
と
能
は
ず
と
。
誠
に
知
一
言
な
り
。

「
療
後
以
全
縞
質
之
呂
娩
村
。
晩
村
大
加
嘆
賞
、
旦
一
言
不

具
北
力
量
、
不
能
鯖
正
法
露
議
、
誠
知
一
一
時
間
也
。
」
（
吋
長
沸

鶴
子
年
譜
』
「
援
額
二
年
」
）

こ
れ
が
、
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
る
ニ
人
の
交
擦
の
始
ま
り

で
あ
る
c

呂
間
関
良
は
、
陸
離
其
の
作
品
に

g
－
往
還
し
た
よ
で
、

そ
の
才
能
を
高
く
評
価
し
た
。
こ
の
時
の
呂
留
良
の
批
評
は
、

現
在
で
も
一
部
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
呂
子
評
語
』
に
「
睦

龍
其
文
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ

の
一
つ
「
告
子
陽
明
静
」
を
取
り
あ
げ
、
二
人
の
交
遊
に
つ
い

10-



て
晃
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

は
、
も
と
も
と

こ
の
』
間
山
で
、

は
、
後
に
一

が
で
き
る
。

あ
っ
た
。

あ
る
c

」
）の

間
関
暁
学
批
判
を
高
く
評
錯
し
て
い
る
。

致
し
て
い
た
。
二
人
の
共
通
点

の
話
題
か
ら
も
護
部
す
る
こ
と

六
七

一
）
五
月
の
こ
と
で

こ
の

a

は

11 



る。
劉
宗
周
は
「
先
生
一
の
拳
は
、
様
摺
を
以

之
接
、
以
録
鶏
矯
京
。
）
」
（
『
明
儒
撃
案
』
巻
六

勝一d

案
」
）
と
弟
子
の
黄
宗
義
が
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
様
濁
」

を
思
想
の
中
心
に
位
寵
づ
け
て
い
た
。
彼
は
「
機
構
」
の
「
濁
」

に
つ
い
て
「
濁
は
一
な
り
。
形
而
上
な
る
者
之
れ
を
性
と
謂
ひ
、

形
市
下
な
る
者
之
れ
を
心
と
謂
ふ
。
（
鶴
一
也
。
形
而
上
者
謂

之
性
、
形
市
下
者
課
之
心
。
）
」
（
司
鶴
子
全
審
』
巻
十
「
率
一
世
間
上
」
）

と
解
釈
し
て
い
る
。
例
都
京
協
同
は
「
務
」
を
心
性
の
根
源
で
あ
る

と
同
時
に
、
万
物
を
貫
く
道
理
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ

る
。
後
は
こ
れ
を
「
繍
櫨
」
と
名
付
け
た
。
こ
れ
は
「
濁
」
を

本
体
論
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
は
さ
ら
に
「
様
濁
」
と
『
大
拳
』
八
条
目
と
の
関
保
に
つ

い
て
も
、
独
自
の
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
。
八
条
震
と
は
「
絡

物
、
致
知
、
誠
意
、
正
心
、
修
身
、
努
家
、
治
菌
、
平
天
下
」

の
こ
と
を
言
い
、
本
来
「
龍
鍔
」
は
「
誠
意
」
の
工
夫
に
す
ぎ

な
い
。
し
か
し
、
部
宗
腐
は
「
瀦
」
を
心
性
の
根
源
と
位
置
づ

け
た
た
め
、
「
僕
濁
」
の
重
要
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
彼
は
「
犠
濁
は
是
れ
挙
隈
の
第
一
義
な
り
。
領
濁
を
一
言

へ
ば
、
身
心
意
知
家
盟
天
下
は
一
努
に
倶
に
到
る
。
（
機
構
是

率
問
第
一
義
。
言
様
調
、
雨
身
心
意
知
家
麗
天
下
一
務
到
。
）
」

（
吋
劉
子
全
書
b

巻
十
「
率
一
一
活
上
」
）
と
一
言
う
よ
う
に
な
る
。
彼

な
八
条
目
す
べ
て
含
む
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、

察
課
題
と
し
た
の
で
あ
る
。

解
釈
に
対
し
、
臨
灘
其
は
『
大
祭
章
特
』
に
基
づ

き
な
が
ら
、
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
問
題
に
な
っ
た
の
は
、

や
は
り
「
誠
意
」
で
あ
っ
た
。

黄
太
沖
の
文
を
閥
、
山
陰
の
撃
を
知
る
。
其
の
病
只
だ
朱

子
の
所
謂
之
れ
を
析
け
れ
ば
其
の
精
を
棲
め
、
之
れ
を
合

は
せ
れ
拭
其
の
大
を
掻
く
す
の
二
諾
を
知
ら
ざ
る
に
在

り
。
故
に
朱
7γ
は
八
銭
聞
に
分
か
つ
も
、
部
れ
ど
も
山
陰

は
即
ち
誠
意
を
以
て
了
義
と
矯
し
て
、
日
く
致
知
は
此
れ

を
致
す
な
り
。
絡
物
は
此
れ
を
格
す
な
り
と
。
朱
子
は
主

敬
を
以
て
八
擦
問
の
外
に
置
く
も
、
市
れ
ど
も
山
陰
は
別

ち
誠
意
を
以
て
主
敬
に
嘗
つ
。
「
関
黄
太
沖
文
、
知
山
陰

之
撃
。
其
病
只
在
不
知
朱
子
所
讃
析
之
揮
其
精
、
合
之
護

其
大
ニ
語
。
故
朱
子
分
八
傍
目
、
市
山
陰
部
以
誠
意
議
了

義
、
日
致
知
致
比
也
。
格
物
格
此
也
。
朱
子
以
主
敬
寵
八

銭
医
之
外
、
而
山
陰
期
以
誠
意
賞
主
敬
。
」
（
『
一
一
一
魚
堂
勝

一
世
間
』
巻
二
）

錦
宗
周
は
「
誠
意
」
を
学
問
の
奥
義
と
位
龍
づ
け
た
。
そ
う

な
る
と
「
格
物
致
知
」
も
ま
た
「
誠
意
」
に
従
属
す
る
工
夫
と

な
っ
て
し
ま
う
ο

こ
れ
に
対
し
て
、
陸
離
其
は
、
彼
の
よ
う
に

解
釈
す
る
と
、
朱
子
が
八
条
尽
を
分
け
た
意
留
か
ら
外
れ
て
い
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る

と

批

判

を

加

え

た

。

の

批

判

も

ま

た

劉
宗
周
の
「
鵠
欝
」
「
一
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

韓
議
其
は
例
制
宗
閣
内
批
判
の
譲
拠
を
、
呂
留
良
の
批
評
に
求
め

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
批
評
は
、
多
く
が
王
陽
明
と
劉
宗
潟

へ
の
批
判
が
動
機
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
護
関
勉
録
』

を
見
る
と
、
呂
饗
良
の
批
評
を
多
数
収
録
す
る
こ
と
で
、
経
犠

其
も
ま
た
こ
の
解
釈
を
受
け
入
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
そ
の
結
果
、
彼
辻
題
審
解
釈
の
変
更
を
追
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
門
訪
問
溜
良
の
批
評
と
吋
三
魚
俊
一
器
番
大
全
』
の
解
釈

と
の
簡
で
、
矛
震
が
生
じ
た
た
め
で
あ
る
。
両
者
の
簡
に
ど
の

よ
う
な
開
題
が
生
じ
た
の
か
、
ま
た
陸
議
其
辻
ど
う
対
処
し
た

の
か
、
一
一
つ
の
論
点
か
ら
ま
と
め
て
み
る
。

ま
ず
第
一
は
、
「
欝
鶏
」
と
「
小
人
間
関
麗
議
不
善
」
と
の
関

援
で
あ
る
。
初
期
の
解
釈
に
お
い
て
、
彼
は
療
機
の
設
を
採
用

し
、
「
議
」
を
心
の
作
用
と
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
、
が
明
議
密

勉
鰻
』
で
は
「
一
群
奨
丑
房
審
営
節
文
」
と
し
て
、
呂
留
患
の
批

評
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

詮
中
の
下
の
…
つ
の
地
字
を
着
れ
ば
、
期
ち
欝
字
人
の

見
ざ
る
所
の
持
壌
を
指
し
て
一
言
ふ
。
即
ち
下
欝
の
閉
居
と

担
ひ
照
ら
す
。
心
に
濁
鐘
有
り
、
知
に
務
翠
有
り
と
諮
ふ

に
非
ず
。
「
審
註
中
下
一
地
字
、
削
郎
議
字
指
入
所
不
晃
之

部

輿

下

節

関

岩

持

熊

。

知

有

こ

れ

は

朱

子

の

入

所

不

知

市

に
基
づ
く
議
論
で
る
。
呂
留
良
は
「
綴
を
時
間
的
、

的
状
況
と
解
釈
し
て
、
劉
宗
掲
の
「
鶏
畿
」
を
批
判
し
て
い
る
。

し
か
し
彼
は
開
時
に
『
密
警
大
金
』
の
関
誌
の
解
釈
も
一
台
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
擦
氏
は
「
議
」
を
「
開
凶
器
」
と
は
解
釈
し

な
い
。
彼
は
「
欝
」
と
は
心
の
作
患
で
あ
り
、
「
間
庭
（
議
農
ご

と
罰
じ
状
況
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
話
留
良
は
「
趨
」
を
「
関
農
」
と
間
一
携
し
、

一
向
者
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
第
二
節
と
の
関
連
性
を
強
識
し

て
い
る
。
態
様
真
誌
こ
の
批
評
の
影
饗
を
受
け
て
、
呂
欝
良
を

支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
後
年
の
吋
松
藤
講
義
』
で
は
、

さ
ら
に
そ
の
支
持
を
鮮
明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
彼
は
擦
誌

の
解
釈
を
ま
ず
認
介
し
た
よ
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

娩
村
は
諮
っ
て
北
れ
を
主
ば
ず
。
讃
へ
ら
く
関
患
は
mw

ち
識
な
り
。
不
審
を
議
、
ず
は
部
ち
識
を
壊
ま
ぎ
る
な
り
。

十
回
十
字
は
、
只
だ
関
経
れ
入
之
れ
を
知
ら
ず
し
て
己
犠
り

之
れ
を
知
る
の
み
。
己
之
れ
や
｝
知
れ
認
知
ち
人
必
ず
之
れ

を
知
る
の
み
と
。
娩
村
の
競
箆
捷
に
州
似
た
り
。
慈
し
濁

は
只
だ
是
れ
一
議
の
務
な
る
の
み
。
担
だ
よ
文
の
鶏
を
言

ふ
は
期
ち
己
の
繍
り
知
る
一
併
に
就
き
て
一
言
ひ
、
十
回
十
手

は
則
ち
設
き
て
人
の
に
知
る
訴
に
部
る
の
み
。
「
娩
村
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却
不
主
比
。
謂
関
居
郎
濁
説
。

民
十
手
、
只
是
人
不
知
之
市
己
鶏
知
之
。

知
之
耳
。
娩
村
之
説
州
出
直
捷
。
蓋
議
只
是
一

文
一
言
明
側
関
就
己
↓
防
相
潤
知
昔
、
十
関
十
字
削
州
説
部
入
所
共
知

耳
。
」
（
吋
松
間
関
講
義
』
巻
一
「
大
事
」
〉

荷
者
の
解
釈
を
比
較
し
た
上
で
、
彼
は
「
直
捷
」
と
評
し
て
、

呂
留
良
の
解
釈
を
支
持
す
る
。
こ
こ
で
は
首
節
の
「
機
掻
」
を
、

「
小
人
間
居
矯
不
審
」
の
第
二
節
の
み
な
ら
ず
、
「
曾
子
日
十

宿
所
視
十
手
所
指
其
藤
平
」
の
第
三
節
ま
で
結
び
つ
け
て
解
釈

し
て
い
る
。
こ
れ
は
吋
畿
圏
勉
録
』
の
解
釈
か
ら
、
さ
ら
に
発

展
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
分
節
を
超
え
て
解
絞
す
る
の
は
、

八
股
文
執
筆
時
に
よ
く
見
ら
れ
る
手
法
で
あ
る

G

こ
れ
は
臨
髄

菜
の
解
釈
が
、
八
股
文
と
の
間
関
係
が
密
接
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
示
す
の
だ
ろ
う
。
彼
が
呂
留
良
の
八
段
文
批
評
を
支
持
し
た

の
は
、
そ
の
解
釈
が
v

も
と
も
と
劉
京
周
を
批
判
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
八
段
文
批
評
と
い
う
性
格
ゆ
え
、
必

ず
し
も
『
毘
番
大
金
b

の
解
釈
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。

睦
瀧
其
は
八
段
文
批
評
を
受
容
す
る
こ
と
で
、
初
期
の
解
釈
を

否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

先
に
見
た
胡
稿
文
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
彼
は
同
じ
よ
う
に

解
釈
の
変
更
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
翻
宗
局
批
判
の

要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
一
－
繍
関
勉
議
』
で
は
、
呂
留
良

の
次
め
よ
う
な
批
評
を
収
録
す
る
。

鶏
階
又
た
日
く
、
誠
意
は
只
だ
是
れ
其
の

の
み
。
カ
を
用
ひ
る
こ
と
賞
な
ら
ざ
る
者

し
、
欺
を
去
る
の
法
は
強
調
に
在
り
、
府
関
繍
即
ち
誠
意
に

非
ざ
る
所
以
な
り
と
。
「
用
梅
又
器
、
誠
意
只
是
賞
用
其

方
。
所
以
用
力
不
費
者
震
自
欺
、
去
欺
之
法
在
穣
璃
、
非

標
額
即
誠
意
也
J

q
讃
菌
勉
録
』
巻
一
「
大
準
」
）

呂
留
良
は
「
誠
意
」
と
は
、
「
格
物
致
知
」
に
よ
っ
て
獲
得

し
た
方
策
を
実
践
す
る
工
夫
に
す
ぎ
な
い
と
解
釈
す
る
。
こ
れ

は
制
約
宗
興
が
「
誠
意
」
を
学
問
の
最
重
要
課
題
と
位
置
づ
け
た

こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
彼
は
「
編
快
調
」

に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
「
誠
意
」
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い

と
考
え
た
。
彼
は
「
誠
意
」
を
実
践
で
き
な
い
状
況
が
「
自
欺

（
自
ら
を
欺
く
ど
な
の
で
あ
り
、
そ
の
処
方
議
こ
そ
が
「
穣

濁
」
で
あ
る
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
前
期
学
で
触

れ
た
胡
氏
の
訟
は
苔
定
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
胡
縞
文
は

「
濁
字
便
是
告
字
、
朗
氏
自
足
意
字
。
」
と
注
す
る
こ
と
で
「
農
相
潟
」

と
「
誠
意
」
と
を
閉
じ
工
夫
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
胡

段
の
解
釈
と
比
較
す
る
と
、
呂
留
良
の
「
鵠
濁
」
は
「
誠
意
」

と
の
間
関
係
を
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ
た
も
の
と
言
え
る
。
陸
離
其

は
、
こ
の
批
評
に
つ
い
て
「
暴
寛
用
晦
に
依
り
て
欺
壌
の
説

に
就
く
を
是
と
鶏
す
。
（
暴
寛
依
用
晦
就
歎
鷺
説
鶏
是
。
ご
と
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一
詳
領
し
て
い
る
。
こ
こ
で

持
す
る
こ
と
で
、
ォ

1
1

お
け
る

件り、

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ

つ
い
て

す
る
。

が

、

そ

れ

以

後

も

の

返
し
言
及
し
て
い
る
。
彼
泣
晩
年
、

べ
て
い
る
。

の
爵
功
、

iま

い
く
こ
と
に

の
L
t
h
Aノ

に
比
せ

pu 
？
Fゐ



ず
し
て
、
須
ら
く
蓄
を
着
る
を
以

日
躍
に
四
番
二
一
後
十
を
持
っ
て
潜
心

て
放
過
す
べ
か
ら
ず
。
先
づ
白
文
を
持
つ

る
こ
と
一
番
に
し
て
、
次
に
本
註
を
春
、
次
に
大
全
を
着
、

次
に
蒙
引
を
着
、
次
に
存
援
を
者
、
次
に
議
説
を
着
る
。

此
く
の
如
く
工
夫
を
散
さ
ば
、
一
部
の
臨
書
既
に
明
ら
か

な
れ
ば
、
他
撃
を
譲
め
ば
便
ち
勢
は
破
竹
の
如
し
。
「
目

下
用
功
、
不
比
場
前
要
多
作
文
、
須
以
者
審
議
急
。
毎
日

蕗
持
密
警
一
二
翠
讃
心
玩
味
、
不
可
一
字
放
過
。
先
将
白

文
自
理
舎
一
番
、
次
者
本
註
、
次
審
大
金
、
次
看
護
引
、

次
着
存
疑
、
次
審
浅
説
。
如
此
散
工
夫
、
一
部
密
警
既
明
、

護
地
恭
一
回
使
勢
如
破
竹
。
」
（
『
コ
一
魚
俊
一
文
集
』
巻
ム
ハ
「
奥
席

生
漢
翼
漢
廷
」
）

読
書
に
お
い
て
、
彼
は
と
り
わ
け
臨
警
の
重
姿
桟
宏
指
繍
し

て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
読
書
法
と
し
て
、
白
文
、
叫
間
関
懇
意
句

集
設
恥
、
『
四
番
大
全
』
、
司
自
警
察
引
』
、
『
盟
書
存
疑
』
、
『
四
番

浅
設
』
の
頗
に
読
ん
で
い
く
こ
と
を
薦
め
て
い
る
。
こ
の
番
簡

か
ら
、
陸
離
莫
の
『
四
番
大
全
』
に
対
す
る
考
え
方
は
、
『
一
一
一

魚
営
一
四
番
大
全
』
惜
建
築
当
時
か
ら
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
八
股
文
批
評
に
よ
っ
て
、
彼
の
図
書
解
釈
は
変
更
し
た
も

の
の
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
表
麗
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
解

釈
の
基
本
姿
勢
に
つ
い
て
は
変
化
し
な
か
っ
た
と
震
え
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
彼
の
立
場
は
呂
町
勝
良
の
は
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
。
二
人
の
違
い
は
、
そ
の
処
世
態
度
の
護
に
結

が
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
当
時
の
『
昭
番
大
金
』

に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
、
館
単
に
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

明
較
に
お
い
て
、
『
阻
害
大
全
』
は
四
番
解
釈
の
基
準
と
し

て
蓑
撰
さ
れ
て
き
た
が
、
清
朝
に
な
る
と
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
批
判
の
や
心
と
な
っ
た
の
は
、
明
の

遼
老
た
ち
で
あ
る
。
一
麟
炎
武
の
『
臼
知
録
』
や
王
夫
之
の
吋
議

図
書
大
金
説
』
な
ど
に
は
、
吋
図
書
大
全
知
に
対
す
る
批
判
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
そ
の
編
纂
の
粗
雑
さ
を
批
判
し

た
が
、
呂
留
良
に
も
向
様
の
批
判
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

永
幾
の
関
、
毘
番
大
金
を
築
備
す
。
二
時
の
撃
者
は
、
難

を
靖
ん
ず
る
矯
に
殺
毅
さ
れ
て
殆
ど
掻
く
。
麗
か
に
胡
議

機
議
等
な
存
す
る
の
み
に
し
て
、
荷
立
臨
機
器
の
夫
其
の

事
を
主
る
。
故
に
擦
撮
す
る
所
、
多
く
俸
誌
と
祁
ひ
謬

一炭す
c

慈
し
く
は
朱
子
の
語
に
非
ざ
る
も
之
れ
を
琵
入
す

る
者
有
り
。
蓋
し
通
義
の
誤
り
を
襲
ひ
て
正
す
こ
と
を
知

る
莫
き
な
ら
ん
。
自
総
議
引
存
疑
浅
設
の
諸
書
、
紛
然
と

し
て
雑
出
す
る
も
、
拘
牽
附
舎
に
し
て
、
破
砕
支
離
た
り
。

其
の
得
る
者
は
、
以
て
説
話
の
精
を
議
ゆ
る
こ
と
無
く
、

其
の
失
す
る
者
は
、
益
々
以
て
後
世
の
惑
ひ
を
滋
す
。
上

は
以
て
程
朱
の
鈴
緒
を
承
く
る
こ
と
無
く
、
下
は
適
だ
異

一16-



の
非
笑
す
る
所
と
震
る
に
廷
る
。

で
あ

彼

の

、

先

に

見

た

の
で
あ
っ
呂
留
良
、
が
批

が
学
術
を
混
乱
さ
せ
、
ひ
い
て

し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
批
判

地
位
は
次
第
に
揺
ら

判
し
た
の
は
、

は
明
朝
の
表
況

に
よ
っ
て
、
明
額
以
来
の

ぎ
は
じ
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

に
敬
m
服
し
て
い
る
。

し
そ
の

の
学
問
に
対
し
て
詰
十
分

方
で
、
後
ら
の
批
判
的
な

て
い
た
ら
し
い
。
後
の
で
は
、

そ
の

て
も
、

で
、
次
の
、

へ
ら
く
投
村
の

17 



お
よ
び

許
以
及
明
初
諸
儒
に
連
ふ
。
乃
ち
春
秋
の

に
資
む
る
の
義
に
し
て
、
亦
た
本
を
抜
き
滋
を
塞
ぐ
の

な
り
。
然
る
に
諾
嬬
の
拘
率
附
念
、
破
防
叶
支
離
に
し
て
、

濃
か
に
師
説
に
畔
く
者
辻
識
に
之
れ
あ
る
も
、
其
の
程
朱

の
理
を
護
明
し
以
て
来
撃
に
簡
示
す
る
者
も
、
亦
た
少
な

か
ら
ず
。
「
愚
謂
晩
村
之
君
、
惑
縄
開
学
部
退
答
於
伺
五
金

許
以
及
開
明
初
諾
欝
。
乃
春
秋
緊
儲
聴
災
者
之
義
、
亦
抜
本
塞

源
之
論
也
。
然
諾
嬬
之
拘
率
鮒
脅
、
破
砕
支
離
、
潜
鋒
師

説
者
誠
有
之
、
荷
其
稜
明
程
朱
之
理
以
開
示
来
撃
者
、
亦

不
少
失
。
」
（
司
間
関
学
録
』
巻
二
）

彼
は
『
図
書
大
全
』
の
問
題
点
に
つ
い
て
認
め
て
は
い
る
が
、

程
朱
の
解
釈
を
明
ら
か
に
し
た
功
績
に
つ
い
て
は
高
く
詳
錨
し

て
い
る
。
こ
れ
は
呂
留
良
ら
が
、
そ
の
価
躍
を
認
め
ず
に
散
し

く
批
判
し
た
の
と
は
…
畿
を
欝
し
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
が
科
挙

に
応
じ
た
こ
と
と
無
関
保
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
選
考
た
ち
と
異

な
り
、
科
挙
に
応
じ
る
な
ら
ば
、
『
臨
番
大
全
恥
の
解
釈
を
無

認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
李
光

地
と
の
交
遊
に
詮
倍
し
て
、
『
題
審
大
全
』
に
対
す
る
当
時
の

も
う
一
つ
の
評
価
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

臨
臨
其
は
康
照
九
年
に
進
会
に
及
第
し
た
。
こ
の
持
、
李
光

地
も
ま
た
及
第
を
果
た
し
て
い
る
。
陸
離
其
は
そ
の
後
宮
途
に

お
い
て
李
光
地
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
く
が
、
彼
ら
辻
田

に
つ
い
て
も
交
流
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
5

。
二

議
に
つ
い
て
は
、
陸
離
其
の
女
婿
で
あ
る
曹
宗
柱
が
、

十
年
当
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

辛
米
の
歳
、
柱
従
ひ
て
京
邸
に
遊
ぶ
。
公
の
公
務
少
や
開

あ
れ
ば
、
親
ち
大
全
諾
蓄
を
同
郷
の
朱
竹
地
、
開
年
の
李

摩
藩
問
先
生
の
爆
に
議
み
、
覚
め
て
議
本
有
れ
ば
、
朝
に

稽
へ
タ
に
考
へ
、
器
色
有
る
こ
と
問
問
き
そ
観
る
。
「
辛
来

歳
、
控
従
遊
京
邸
。
額
公
公
務
少
期
、
親
譲
大
全
諾
番
於

間
競
朱
竹
培
、
開
何
年
李
厚
議
爾
先
生
盛
、
寛
有
蔵
本
、
報

開
脊
犠
色
。
」
（
『
四
番
講
義
関
勉
録
』
「
閤
勉
録

-18 

北
京
に
お
い
て
李
光
地
、
朱
葬
尊
ら
と
交
遊
を

結
び
、
暇
を
見
つ
け
て
は
、
彼
ら
の
邸
宅
で
『
服
審
大
人
ぜ
こ
を

読
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
後
ら
が
『
図
書
大
全
』
を
図
書
解
釈
の

規
範
と
す
る
共
通
認
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
吋
四
番
大
全
』
は
、
｛
自
界
に
お
い
て
は
依
然
と
し

て
影
饗
カ
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
彼
ら
は
『
四
番
大
金
』
を
な
ぜ
評
価
し
た
の
か
、

二
人
の
文
章
か
ら
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
ま
ず

陸
蟻
其
を
見
て
み
る
と
、
彼
は
『
四
番
大
全
』
が
編
纂
さ
れ
た

永
幾
年
開
の
学
術
界
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

し
震
時
は
宋
一
冗
諸
罷
の
理
準
大
い
に
明
ら
か
な
る
の
後



存
』

彼

に

よ

れ

ば

、

の

こ

っ

て

い

た

た

め

、

多
く
の
学
者
が
m

て
い
た
と
す
る
。
こ
れ
は

鵠
譲
ら
に
対
す
る
批
判
を
か
わ
そ
う
と
す
る
ね
ら
い
が
あ
る
。

つ

ま

の

こ

と

に

よ

っ

て

『

思

警
の
と
し
て
詳
髄
し
た
の

ニシコ
mr

で
き
る
。明

の
正
嘉
よ
り
以
前
、

ほ
未
だ
盛
行
せ
ず
。
関

及
び
性
理
の
み
。
市
れ
ど
も
認
の
持
の
土

或
ひ
は
薦
議
た
り
と
蕗
も
、
却
っ
て

し
。
「
明
白
正
嘉
以
前
、

尚
未
盛
行
。
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）
と
一
言
う
6
0

こ
の
「
出
慮
」
こ
そ
が
、

二
人
の
評
価
を
分
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
遺
恨

え
た
お
留
良
が
、
朝
廷
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

極
髄
其
は
清
朝
と
い
う
新
し
い
王
朝
に
対
し
て
も
参
加
す
る
こ

と
で
、
新
し
い
学
術
を
担
う
四
番
解
釈
を
生
み
出
そ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。お

わ
り
に

こ
こ
ま
で
陸
離
其
の
し
た
が
っ
て
、
彼
の
密
警
解
釈

が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
察
し
て
き
た
。
彼
の
解
釈
の
変

更
に
は
、
科
挙
受
験
な
ど
経
鐙
の
節
震
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い

る
。
た
だ
し
解
釈
は
時
期
に
よ
っ
て
変
吏
す
る
・
も
の
の
、
そ
の

根
底
に
は
一
貫
し
て
『
四
番
大
会
』
に
対
す
る
敬
意
が
非
在
し

て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
品
留
良
と
は
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
。
二
人
は
揚
間
関
学
や
劉
宗
周
一
派
に
対
す
る
批
判
に
お

い
て
は
一
致
し
て
い
た
が
、
『
臨
番
大
金
』
に
対
す
る
評
髄
で

は
結
局
重
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
容
議
経
は
陸
髄

其
の
思
想
を
呂
留
良
と
向
一
の
も
の
と
評
儲
し
、
呂
留
良
の
思

想
が
彼
を
通
し
て
清
朝
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
7
0

し
か
し
『
白
番
大
全
』
の
掛
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
一
話
題
番
大

全
』
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
二
人
の
認
識
は
大
き
く
異
な
っ
て

一
人
の
思
想
を
間
一
読
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
い
ぶ
か
ら
言
え
ば
、
む
し
ろ
李
光
地
の
方
が
陸
離
其
と
の
共

通
点
が
多
い
と
一
宮
悶
え
る
の
で
あ
る
。
当
時
康
熊
常
在
中
心
に
朱

子
学
接
間
関
が
盟
ら
れ
て
は
い
た
が
、
明
の
護
老
で
あ
る
呂
留
良

の
思
想
、
が
、
そ
の
ま
ま
議
朝
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
難
し

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

韓
髄
其
の
場
合
は
、
そ
の
解
釈
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
要

素
が
あ
っ
た
。
彼
の
阻
害
解
釈
は
、
康
黒
年
開
以
降
も
『
盟
番

大
全
』
と
の
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
、
知
識
人
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
記
紛
の
『
遺
喜
欝
増
訂
四
番
大
全
』

は
、
ヴ
一
一
魚
営
一
四
番
大
全
』
と
ほ
ぼ
間
じ
方
針
に
よ
っ
て
編
纂

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
中
に
は
呂
留
良
の
八
股
文
批
評
と

と
も
に
吋
屈
審
議
議
題
勉
鋒
b

が
多
く
引
揺
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
後
、
清
朝
に
お
け
る
吋
四
番
大
金
』
の
テ
キ
ス
ト

と
し
て
は
、
陸
離
茶
と
技
扮
の
も
の
が
盛
行
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
く
。
そ
の
結
果
、
ウ
ニ
魚
堂
盟
番
大
金
』
は
康
熊
年
間
以

降
の
臨
書
解
釈
に
お
い
て
権
威
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
の

で
あ
る
。

睦
隣
其
の
解
釈
が
、
こ
の
よ
う
に
影
響
力
を
持
っ
た
の
は
、

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
な
こ
つ
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
は
科
挙
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
幸
運
に

も
流
行
選
家
で
あ
る
呂
留
良
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
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る

。

そ

の

結

果

、

の

支
持
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、

『
四
番
大
全
』
に
対
す
る
敬
意
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
呂

留
良
に
は
な
い
謡
当
な
鰯
詔
も
持
っ
て
い
た
c
そ
の
意
味
で
辻
、

彼
が
死
後
に
評
舘
さ
れ
る
準
出
綱
試
整
っ
て
い
た
の
セ
あ
る
。
蕗

正
年
間
に
な
る
と
、
呂
留
良
作
が
文
字
の
議
を
引
き
起
こ

す

一

で

、

と

し

て

孔

鰯

に

従

諾

さ

れ

る
も
た
ら

よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
人
の

る
の
で
誌
な
い
だ
ろ
う
か
。

注－
浅
弁
邦
昭
「
八
段
文
選
家
と
し
て
の
呂
留
良
い

一O
O密
年
）

2 3

今
闘
は
年
穏
と
し
て

九
三
年
）
を
使
用
す
る
。
こ
の

zuv 

あ
る
た
め
、
今
西
は
こ
の
テ
キ
ス
ト

に
す
る
。

ス
ト
が

で
は
こ
の

し
-r 

4 5 6

こ
の

て
い
る
。

7 

九
七
間
関
〉

一
人
の
つ
な
が

び〉

で
部
ら
れ
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