
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
地
政
学
に
向
け
て

今
日
、
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
各
国
・
各
地
域
開
の
あ
つ
れ
き
、
と

り
わ
け
日
本
と
他
の
諸
外
留
と
の
あ
つ
れ
き
が
見
ら
れ
る
。
東
ア
ジ
ア
地

域
と
し
て
は
日
本
、
朝
鮮
半
島
(
大
韓
民
国
・
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和

国
)
、
中
国
(
中
華
人
民
共
和
国
・
台
湾
)
が
埋
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
あ

つ
れ
き
は
、
政
治
や
経
済
の
分
野
で
の
反
日
感
情
の
現
れ
と
し
て
如
実
に

理
解
さ
れ
よ
う
。
た
と
え
ば
、
竹
島
を
め
ぐ
る
韓
国
と
日
本
の
領
有
権
問

題
や
尖
問
諸
島
を
め
ぐ
る
中
国
と
日
本
の
あ
つ
れ
き
と
、
容
易
に
そ
の
例

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
し
あ
た
り
島
国
と
大
陸
と
い
っ
た
地
型
的

条
件
の
差
異
に
起
因
す
る
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
事
態
が
生
じ
る
に
至
っ

た
理
由
を
、
国
家
間
の
利
益
追
求
競
争
の
結
果
と
い
っ
た
実
利
的
要
因
の

み
に
求
め
る
だ
け
で
は
、
問
題
の
真
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
日
本
と
諸
外
留
と
の
あ
つ
れ
き
を
見
る
に
つ
け
、
国
家
間
の
利

義
追
求
競
争
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
利
的
問
題
の
背
後
に
横
た
わ
る
各
国
国

民
、
各
民
族
の
も
の
の
考
え
方
・
見
方
、
す
な
わ
ち
東
ア
ジ
ア
諸
地
域
に

お
け
る
思
想
・
文
化
領
域
へ
の
ま
な
ざ
し
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

と
忠
わ
れ
る
。
人
間
の
政
治
的
行
為
、
経
済
的
行
為
の
背
後
に
思
想
的
・

文
化
的
要
素
が
常
に
横
た
わ
る
と
い
う
決
定
的
な
重
要
事
項
が
喚
起
さ
れ

メ均』目

マ
Ym歩

孝

彦

ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
要
素
の
一
つ
と
し
て
怨
恨
感
情

(
ル
サ
ン
チ
マ
ン
)
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

国
家
・
地
域
間
の
経
済
的
・
政
治
的
問
題
を
人
口
や
資
源
や
地
理
的
要

因
等
か
ら
多
角
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
地
政
学
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
本
稿
は
、
地
政
学
の
多
角
的
点
規
点
の
一
翼
に
怨
恨
感
情
(
ル

サ
ン
チ
マ
ン
)
の
視
点
を
も
新
た
に
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
怨
恨
感
情
(
ル
サ
ン
チ
マ
ン
)
を
地
図

化
す
る
試
み
と
も
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
試
み
は
、
怨
恨
感
情
と
い
う
主

観
的
な
も
の
を
対
象
と
す
る
が
ゆ
え
に
危
険
で
国
難
で
あ
る
こ
と
が
予

測
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
真
に
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け

る
各
国
・
各
地
域
間
の
あ
つ
れ
き
解
決
へ
至
る
た
め
の
一
里
塚
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
の
慕
底
に
は
、
〈
下
位
者
・
被
支
配
者
・
弱
者
と
い
わ
れ
る
人
々
が
、

自
ら
下
位
者
・
被
支
配
者
・
弱
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
上
位
者
・
支
配
者
・

強
者
に
対
し
て
現
実
の
行
為
に
お
い
て
反
抗
で
き
な
い
た
め
に
も
つ
怨
恨

の
感
精
に
よ
っ
て
、
現
実
の
行
為
に
お
い
て
で
は
な
く
観
念
の
上
で
復
讐

を
果
た
そ
う
と
す
る
。
〉
と
考
え
る
ニ

i
チ
ェ
の
怨
恨
感
情
(
ル
サ
ン
チ
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マ
ン
)
理
解
が
あ
る
。
こ
う
し
た
「
鋭
念
的
に
試
み
ら
れ
る
復
響
の
感
情
」

で
あ
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
観
点
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
は
怨
諜
へ
の
畏
怖
、

朝
鮮
半
島
に
お
い
て
は
根
の
思
想
を
、
中
間
に
お
い
て
は
報
怨
以
認
の
思

想
を
分
析
、
考
究
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
間
・
地
域
間
の
経
済
的

問
題
や
政
治
的
問
題
を
考
え
る
う
え
で
従
来
型
の
地
政
学
で
は
排
除
さ
れ

る
怨
恨
感
情
(
ル
サ
ン
チ
マ
ン
)
に
つ
い
て
考
究
す
る
。
こ
う
し
た
視
点

に
立
ち
、
以
下
本
稿
で
は
、
ま
ず
束
ア
ジ
ア
各
地
域
に
お
け
る
ル
サ
ン
チ

マ
ン
の
あ
ら
わ
れ
を
見
出
し
て
い
き
た
い
。

東
ア
ジ
ア
地
域
の
思
想
・
文
化
に
お
け
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
取
り
あ
げ

る
前
に
、
ニ

i
チ
ェ
の
説
く
ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。

ニ
i
チ
ェ
は
、
つ
必
徳
の
系
譜
い
に
お
い
て
ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
つ
い
て
詰
っ

て
い
る
。
ル
サ
ン
チ
マ
ン
と
は
、
「
〈
外
な
る
も
の
〉
・
〈
他
の
も
の
〉
・
〈
自

己
な
ら
ぬ
も
の
〉
に
対
し
否
と
一
言
う
と
き
、
外
へ
向
か
う
べ
き
真
の
反
応

が
指
ま
れ
目
て
い
る
た
め
に
、
つ
ま
り
行
為
に
よ
る
反
応
が
自
己
自
身
の
無

力
さ
か
ら
拒
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
価
値
を
定
め
る
眼
差
し
を
逆
転
さ

せ
、
想
後
上
の
復
讐
に
よ
っ
て
だ
け
、
そ
の
埋
め
合
わ
せ
を
つ
け
よ
う
と

す
る
心
理
的
態
度
。
ー
で
あ
る
。
ニ

i
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
価
値
判

断
の
起
源
は
、
上
位
の
支
配
的
種
族
が
下
位
の
被
支
配
的
稀
族
に
対
す
る

価
値
判
断
に
由
来
す
る
。
支
配
的
種
絞
は
、
自
分
た
ち
を
高
寅
な
、
強
力

な
人
間
と
位
誼
づ
け
、
「
よ
い

(
m
Eご
と
い
う
判
断
を
一
ト
し
、
他
方
自

分
た
ち
と
対
極
に
あ
る
被
支
配
的
種
族
を
「
劣
っ
た

(
2
Z
2
Z
)
」
と

判
断
す
る
。
主
人
道
徳
の
成
立
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
被
支
配
者
の

側
か
ら
す
れ
ば
、
承
服
し
が
た
い
道
徳
俄
で
あ
り
、
そ
う
い
う
形
で
抑
圧

さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
不
満
や
ね
た
み
が
蓄
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
に
、

こ
の
主
人
道
徳
と
災
な
る
道
徳
・
制
似
脱
が
、
被
支
配
者
の
側
に
成
立
す

る
。
彼
ら
は
、
支
配
者
が
「
よ
い
」
と
す
る
高
貴
さ
・
強
さ
等
を
「
思
い

ぴ

0
2巳
と
、
自
分
た
ち
の
無
力
さ
・
貧
し
さ
等
を
「
よ
い
」
と
価
値
判

断
す
る
。
ニ

i
チ
ェ
の
一
一
一
一
口
う
奴
隷
道
徳
・
畜
群
道
徳
の
成
立
で
あ
る
。
ニ
ー

チ
ェ
は
、
こ
う
し
た
対
立
構
造
に
お
け
る
下
位
者
・
被
支
配
者
・
弱
者
と

い
わ
れ
る
人
々
が
、
自
ら
下
位
者
・
敏
支
配
者
・
弱
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に

上
位
者
・
支
配
者
・
強
者
に
対
し
て
一
現
実
の
行
為
に
お
い
て
反
抗
で
き
な

い
た
め
に
も
つ
怨
恨
の
感
情
を
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
と
よ
ぶ
。
ル
サ
ン
チ
マ

ン
は
、
現
実
の
行
為
に
お
い
て
で
は
な
く
、
観
念
の
世
界
に
お
い
て
復
讐

を
果
た
そ
う
と
試
み
ら
れ
る
復
響
の
感
情
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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日
本
に
お
け
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン

日
本
に
お
け
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
あ
ら
わ
れ
は
、
怨
霊
の
存
在
に
み
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
怨
霊
信
仰
の
明
様
化
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
菅

原
道
真
で
あ
る
。
祖
父
と
父
が
と
も
に
文
章
博
士
を
務
め
た
学
者
の
家
系

に
生
ま
れ
た
菅
原
道
真
は
、
自
身
も
点
観
四
年
(
八
六
二
)
十
八
裁
で
文

章
生
と
な
っ
た
。
元
慶
一
冗
年
(
八
七
七
)
式
部
少
輔
に
任
ぜ
ら
れ
、
開
年

文
章
博
士
を
兼
任
す
る
。
一
一
ん
度
三
年
(
八
七
九
)
、
従
五
位
上
に
叙
せ
ら

れ
る
。
皇
室
の
外
戚
と
し
て
権
勢
を
振
る
い
つ
つ
あ
っ
た
藤
原
氏
に
当
時

有
力
者
が
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
宇
多
天
皇
は
道
真
を
用
い
て
藤
原
氏
を

牽
制
し
た
。
選
法
大
使
、
従
三
位
権
中
納
言
等
の
役
職
を
腔
任
し
、
宇
多

天
皇
か
ら
制
限
醐
天
皇
へ
の
諜
位
後
も
、
正
三
位
権
大
納
言
右
大
臣
等
に
叙

任
さ
れ
、
呂
奈
二
年
(
八
九
九
)
に
は
右
大
臣
に
昇
進
し
た
。
延
喜
元
年



(九

O
こ
、
従
二
位
に
叙
せ
ら
れ
た
が
、
斉
世
親
王
を
皇
位
に
就
け
舵
醐

天
皇
か
ら
築
奪
を
謀
っ
た
と
一
説
告
さ
れ
大
宰
権
帥
に
左
遷
さ
れ
る
。
道
真

は
、
延
喜
三
年
(
九

O
三
)
大
宰
府
で
亡
く
な
り
太
宰
府
天
満
宮
の
地
に

葬
ら
れ
た
。

菅
原
道
真
の
死
後
、
平
安
京
に
は
異
変
が
相
次
い
だ
。
ま
ず
、
道
真
の

政
敵
で
あ
っ
た
藤
原
時
平
が
延
喜
九
年
(
九

O
九
)
一
二
九
歳
の
若
さ
で

病
死
す
る
と
、
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
東
宮
の
保
明
親
王
が
延
喜
二
三
年

(
九
二
一
二
)
に
、
次
い
で
そ
の
息
子
で
皇
太
孫
と
な
っ
た
慶
頼
王
が
延
長

三
年
(
九
二
五
)
に
と
、
時
平
の
近
親
者
が
次
々
に
病
死
し
た
。
そ
の
病

死
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
一
歳
、
五
歳
と
平
す
ぎ
る
死
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

は
、
延
長
八
年
(
九
三

O
)
朝
議
中
の
清
涼
殿
が
落
雷
を
受
け
、
大
納
言

藤
原
清
貰
ら
朝
廷
要
人
に
多
く
の
死
傷
者
が
出
た
(
清
涼
殿
落
雷
事
件
)
。

こ
れ
ら
を
道
真
の
崇
り
と
恐
れ
た
朝
廷
は
、
道
真
の
罪
を
赦
す
と
と
も
に

贈
位
を
行
い
、
道
真
の
子
供
た
ち
も
流
罪
を
解
か
れ
、
京
に
呼
び
返
さ
れ

た
。
清
涼
殿
落
雷
の
件
か
ら
道
真
の
怨
霊
は
雷
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
以

後
火
雷
天
神
が
祭
ら
れ
て
い
た
京
都
の
北
野
に
北
野
天
満
宮
を
建
立
し
て

道
真
の
崇
り
の
鎮
撫
が
願
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

菅
原
道
真
の
怨
一
揺
が
、
天
変
地
異
を
と
も
な
い
社
会
を
不
安
に
お
と
し

い
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
山
宗
徳
上
皇
の
怨
霊
は
、
さ
ら
に
国
家

の
転
覆
に
も
つ
な
が
る
強
罰
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
。
山
一
不
徳
上
皇

は
、
父
は
鳥
羽
天
皇
、
母
は
藤
原
公
実
女
の
中
宮
埠
子
(
待
野
一
門
院
)
で

あ
り
、
鳥
羽
天
皇
の
第
て
里
子
と
し
て
誕
生
し
た
。
し
か
し
、
父
鳥
羽
天

皇
に
は
疎
ん
ぜ
ら
れ
た
た
め
、
崇
徳
一
天
皇
が
鳥
羽
天
皇
の
実
子
で
な
く
、

鳥
羽
天
皇
の
祖
父
白
河
法
皇
と
、
白
河
が
後
に
鳥
羽
に
与
え
た
待
賢
門
院

と
の
慌
に
で
き
た
子
で
あ
っ
た
と
の
説
も
あ
る
。
父
鳥
羽
が
こ
の
こ
と
を

知
っ
た
と
き
、
崇
徳
を
「
わ
が
子
に
し
て
祖
父
の
怠
子
(
自
分
の
叔
父
)
」

と
い
う
意
味
で
「
叔
父
子
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

崇
徳
天
皇
は
、
保
安
四
年
(
一
一
二
三
)
に
白
河
法
皇
の
影
響
の
下
、

鳥
羽
天
皇
に
譲
位
さ
れ
、
五
歳
で
皇
位
に
つ
い
た
。
し
か
し
、
実
権
は
、

自
河
法
皇
の
死
後
治
天
の
君
と
な
っ
た
父
鳥
羽
上
皇
に
あ
り
、
ま
た
上
皇

に
は
疎
ん
じ
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
永
治
二
年
(
一
一
回
二
年
)
四

月
、
異
母
弟
で
あ
る
近
衛
天
皇
に
譲
位
す
る
。
新
帝
は
崇
徳
上
皇
の
中
宮

藤
原
型
子
の
養
子
と
な
っ
て
お
り
、
当
初
、
崇
徳
上
皇
は
自
身
に
よ
る
院

政
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
鳥
羽
上
皇
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
譲

位
の
宣
命
に
は
「
皇
太
弟
」
と
明
記
さ
れ
て
い
た
た
め
、
山
中
京
徳
上
皇
は
父

続
と
し
て
の
立
場
を
喪
失
し
、
院
政
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
況

に
あ
っ
た
。

上
皇
と
な
っ
た
後
も
、
実
権
は
治
天
の
君
で
あ
る
鳥
羽
上
皇
が
掘
っ
て

お
り
、
そ
の
不
満
は
募
っ
て
い
っ
た
。
近
衛
天
皇
の
母
で
あ
る
美
福
門
院

は
祭
徳
上
皇
を
宥
め
る
た
め
に
、
長
男
で
あ
る
重
仁
親
王
を
自
分
の
養
子

と
し
て
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
近
衛
天
皇
が
継
嗣
の
な
い
ま
ま
崩
御

し
た
場
合
に
は
重
仁
親
王
へ
の
ム
単
一
位
継
承
を
可
能
と
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
崇
徳
上
皇
の
同
母
弟
で
あ
る
雅
仁
親
王
の
子
で
あ
る
守
仁
親
王
を
も

養
子
と
し
た
た
め
に
、
後
年
の
保
一
冗
の
乱
の
原
因
で
あ
る
皇
位
後
継
者
を

め
ぐ
る
争
い
の
芽
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

久
寿
二
年
(
一
一
五
五
)
に
近
衛
天
皇
が
死
去
す
る
と
、
皇
位
継
承
者

は
、
鳥
羽
上
皇
、
美
稲
内
段
、
藤
原
忠
通
、
信
一
山
ら
の
主
導
の
下
行
わ
れ
、

崇
徳
上

L

笠
の
長
男
重
仁
親
王
と
崇
徳
上
皇
の
同
母
弟
で
あ
る
和
仁
親
王
の
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子
で
あ
る
守
仁
親
王
が
、
校
締
者
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
。
だ
が
、
あ
く
ま

で
も
崇
徳
上
皇
を
忌
避
す
る
鳥
羽
上
阜
、
不
仲
で
あ
る
崇
徳
上
皇
の
院
政

に
よ
っ
て
自
身
が
忌
避
さ
れ
る
こ
と
を
危
慎
す
る
美
福
門
続
、
架
徳
上
皇

の
川
間
近
で
あ
っ
た
実
弟
藤
原
頼
長
を
牽
制
し
た
い
膝
掠
忠
通
、
そ
し
て
自

身
が
乳
母
夫
を
勤
め
る
雅
仁
親
王
の
即
位
に
よ
る
台
頭
を
め
申
さ
し
た
信
西

ら
の
合
意
に
よ
っ
て
、
守
仁
親
王
の
即
位
を
前
提
と
し
、
守
仁
親
王
の
父

王
雅
仁
親
王
が
中
継
ぎ
と
し
て
即
位
す
る
こ
と
と
な
り
、
後
白
河
天
皇
が

部
位
し
た
。

保
一
一
ん
元
年
(
一
一
五
六
)
七
月
二
日
の
鳥
羽
上
阜
の
崩
御
ご
ろ
か
ら
後

白
河
天
皇
制
は
、
出
小
徳
土
史
と
鳥
羽
上
皇
と
の
末
期
の
対
而
を
拒
否
な
ど

距
離
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
崇
徳
上
皇
は
七
月

十
日
藤
原
頼
長
と
と
も
に
白
河
殿
に
移
り
、
平
忠
正
、
平
家
弘
、
源
為
義

ら
武
士
を
召
集
し
武
力
で
天
皇
方
を
倒
そ
う
と
し
た
。
保
一
冗
の
乱
の
勃
発

で
あ
る
。
し
か
し
、
七
月
十
一
日
に
は
平
清
盛
・
源
義
制
・
源
義
康
ら
の

白
河
殿
へ
の
夜
陰
に
乗
じ
た
奇
襲
攻
撃
に
よ
り
崇
徳
上
皇
方
は
敗
走
し
、

短
時
間
で
雌
雄
は
決
し
た
。
藤
原
頼
長
は
矢
傷
に
よ
っ
て
死
亡
し
、
一
平
忠

正
・
源
家
弘
・
源
為
義
は
捕
縛
の
後
に
処
刑
さ
れ
、
山
一
不
徳
上
皇
は
仁
和
寺

に
入
っ
て
髪
を
下
ろ
し
た
後
、
自
河
天
皇
の
下
に
自
ら
出
一
服
し
た
も
の
の

詐
さ
れ
ず
、
讃
岐
自
に
流
刑
に
処
さ
れ
た
。

崇
徳
上
皇
は
、
讃
岐
で
の
監
禁
生
活
の
中
で
、
仏
教
に
深
く
傾
倒
し
極

楽
往
生
を
願
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
五
部
大
乗
経
(
法
華
経
・
華
厳

経
・
浬
繋
経
・
大
集
経
・
大
口
問
般
若
経
)
の
写
本
作
り
に
専
念
し
て
、
死

者
の
供
養
と
反
省
の
証
に
と
、
一
二
年
の
蔵
月
を
か
け
て
完
成
し
た
五
つ
の

写
本
を
京
の
安
楽
寿
院
に
納
め
て
ほ
し
い
と
朝
廷
に
差
し
出
し
た
と
こ

ろ
、
治
一
大
の
お
と
な
っ
て
い
た
後
臼
向
上
皇
は
「
呪
認
が
込
め
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
」
と
凝
っ
て
こ
れ
を
結
否
し
た
。
吋
保
一
克
物
語
』
に
よ

れ
ば
、
こ
れ
に
激
し
く
怒
っ
た
崇
徳
上
皇
は
、
自
分
の
舌
を
噛
み
切
っ
た

出
で
「
日
本
国
の
大
路
縁
と
な
り
、
白
土
を
取
っ
て
民
と
し
民
を
皇
と
な
さ

ん
」
「
こ
の
絞
を
路
道
に
限
向
す
」
と
五
部
大
乗
経
の
奥
に
護
状
を
書
い

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
日
開
一
苅
物
語
』
で
は
、
崇
徳
上
皇
の
最
後

に
つ
い
て
、
爪
や
髪
を
伸
ば
し
続
け
夜
叉
の
よ
う
な
姿
に
な
り
、
後
に
生

き
な
が
ら
天
狗
に
な
り
、
長
寛
二
年
八
月
二
六
日
(
一
二
ハ
侶
)
に
讃
岐

の
地
で
崩
御
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

凶
一
小
徳
上
皇
の
す
さ
ま
じ
い
怨
み
が
込
め
ら
れ
た
五
部
大
乗
絞
の
存
在
に

つ
い
て
は
、
ヱ
口
記
」
芳
、
永
二
年
七
月
十
六
日
の
条
に
記
載
が
あ
る
。
ω
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崇
徳
院
讃
岐
に
お
い
て
、
御
自
筆
血
を
も
っ
て
五
部
大
乗
経
を
書

か
か
し
め
給
ひ
、
件
の
経
奥
に
、
)
理
世
後
生
の
料
に
あ
ら
ず
、
天

下
を
滅
亡
す
べ
き
の
越
、
注
し
霞
か
る
。
件
の
経
訟
は
り
て
一
克
性
法

印
)
の
も
と
に
あ
り
。
こ
の
旨
を
申
さ
る
る
に
よ
り
、
成
勝
寺
に
お

い
て
供
養
せ
ら
る
べ
き
の
由
、
右
大
弁
)
を
も
っ
て
左
少
弁
光
一
長
に

お
ほ
せ
ら
る
。
彼
怨
一
明
躍
を
得
道
背
し
め
ん
が
た
め
か
。
た
だ
し
も
っ

と
も
予
)
議
せ
ら
る
べ
き
か
。
い
ま
だ
供
養
せ
ざ
る
の
以
前
な
ほ
そ

の
願
を
果
た
す
。
い
は
ん
や
問
題
の
あ
と
に
)
お
い
て
を
や
。
よ
く

よ
く
沙
汰
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。
恐
る
べ
し
、
恐
る
べ
し
。

こ
の
よ
う
に
、
五
部
大
乗
経
に
は
崇
徳
上
皇
の
天
下
を
滅
亡
さ
せ
る
と
い

う
怨
み
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
写
経



は
、
弟
の
党
性
法
親
王
へ
送
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
わ
れ
日
本
自
の
大

悪
魔
と
な
り
て
人
の
世
を
呪
わ
ん
。
人
の
世
の
続
く
探
り
、
人
と
人
と
を

争
わ
せ
、
そ
の
抱
み
ど
ろ
を
魔
界
か
ら
喜
ば
ん
。
」
と
書
か
れ
て
い
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。

崇
徳
上
皇
の
死
後
、
平
安
京
に
は
大
火
が
続
い
た
。
安
一
冗
三
年
四
月

二
八
日
(
一
一
七
七
)
に
平
安
京
内
で
起
こ
っ
た
火
災
は
、
大
極
殿
を
含

む
八
省
院
全
部
と
、
朱
雀
門
・
神
祇
宮
・
民
部
省
・
主
計
寮
・
主
税
寮
・

式
部
省
・
大
学
寮
・
勧
学
院
な
ど
が
焼
き
尽
く
さ
れ
、
左
京
の
ほ
ぼ
三

分
の
一
が
被
災
し
、
焼
死
者
は
数
千
人
に
及
ん
だ
と
も
い
わ
れ
た
。
こ
の

安
元
の
大
火
に
続
い
た
の
が
、
治
承
の
大
火
で
あ
っ
た
。
治
承
三
年
三
月

二
四
日
(
一
一
七
九
)
に
七
条
東
将
校
か
ら
出
火
し
、
朱
雀
大
路
に
至
る

ま
で
の
三
十
数
町
が
全
焼
し
た
。
安
一
冗
の
大
火
に
続
く
こ
の
大
火
は
、
当

時
の
人
口
密
集
地
を
直
撃
し
、
人
々
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
る
こ
と
に

な
っ
た
。
さ
ら
に
、
飢
縫
の
発
生
、
実
権
を
握
っ
た
一
平
氏
の
横
暴
、
平
家

都
落
ち
後
の
木
曾
義
仲
に
よ
る
暴
虐
と
、
人
心
の
荒
廃
し
た
あ
り
さ
ま
は
、

怨
み
を
も
っ
て
亡
く
な
っ
た
崇
徳
上
皇
の
崇
り
と
思
わ
せ
し
め
る
の
に
十

分
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

朝
廷
に
お
い
て
は
、
す
で
に
大
火
の
前
に
崇
徳
上
皇
の
怨
一
範
が
恐
れ
ら

れ
て
い
た
。
偶
然
と
は
い
え
、
安
元
二
年
に
は
、
三
ヶ
丹
の
関
に
山
人
も

が
後
白
河
院
の
周
辺
で
亡
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
六
月
十
三
日
に

は
、
鳥
羽
続
と
美
福
間
川
続
と
の
間
に
生
ま
れ
二
条
天
皇
の
中
宮
と
な
っ
た

高
松
院
が
三
十
蔵
で
亡
く
な
り
、
七
月
八
日
に
は
後
白
河
天
皇
の
女
御

で
、
高
倉
天
皇
の
生
母
で
み
る
建
春
門
院
が
三
十
五
歳
で
亡
く
な
り
、
七

月
十
七
日
に
は
後
白
河
天
皇
の
孫
で
二
条
天
皇
の
子
で
あ
り
三
裁
で
即
位

し
五
議
で
退
位
し
た
六
条
院
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
八
月
十
九
日

に
は
、
藤
原
忠
通
の
養
女
で
近
衛
天
皇
の
中
宮
と
な
っ
た
九
条
院
口
王
子
が

山
十
六
裁
で
亡
く
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
崇
徳
上
皇
の
崇
り
を
忠
わ
せ
る
一
連
の
動
き
の
な
か
、
崇
徳

上
皇
の
霊
を
鎮
撫
す
る
に
至
り
、
治
承
元
年
(
一
一
七
七
)
八
月
「
讃
岐

院
」
に
代
わ
り
「
崇
徳
院
」
の
説
号
が
定
め
ら
れ
て
、
同
時
に
保
一
克
の
乱

で
命
を
落
と
し
た
藤
原
頼
長
に
も
従
一
位
太
政
大
臣
を
追
官
追
贈
し
た
。

寿
永
二
年
(
一
一
八
一
ニ
)
に
は
、
保
一
冗
の
乱
の
時
に
崇
徳
上
皇
の
御
所
が

あ
っ
た
春
日
河
原
に
「
崇
徳
一
大
皇
廟
」
(
の
ち
の
粟
出
宮
)
が
建
立
さ
れ

た
。
山
一
不
徳
上
皇
の
怨
一
軍
鎮
魂
と
い
う
点
で
は
、
武
士
で
あ
る
源
頼
朝
も
深

く
関
わ
っ
て
い
た
と
一
人
と
い
え
よ
う
。
頼
朝
は
、
保
元
の
乱
に
際
し
後

白
河
天
皇
側
に
立
ち
崇
徳
上
皇
側
を
襲
撃
し
た
源
義
明
の
怠
子
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
崇
徳
上
皇
の
怨
霊
の
崇
り
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
十
分
危
倶

さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
。
頼
朝
は
、
鶴
間
八
幡
宮
で
の
祈
祷
や
崇
徳
上
皇

の
建
立
し
た
成
勝
寺
の
修
造
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
幕
末
あ
る

い
は
明
治
維
新
を
む
か
え
て
も
、
崇
徳
上
皇
の
崇
り
に
対
す
る
恐
怖
は
現

実
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
一
八
六
八
年
、
制
定
は
使
者
を

讃
岐
に
送
り
崇
徳
上
皇
の
神
霊
を
京
都
に
迎
え
、
宮
幣
大
社
と
し
て
白
峯

神
宮
を
創
建
し
た
。
制
約
珪
よ
り
の
勅
使
が
讃
岐
国
の
崇
徳
上
皇
御
陵
に
参

拝
す
る
の
は
、
山
一
不
徳
上
皇
の
命
日
と
な
る
八
月
二
十
六
日
で
あ
り
、
明
治

天
皇
は
こ
れ
を
ま
っ
て
即
位
の
礼
を
執
り
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

崇
徳
上
皇
の
一
能
が
幕
府
軍
に
味
方
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
の
こ
と
と
い
わ
れ

る
が
、
臼
峯
神
宮
に
は
浮
仁
天
皇
も
記
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
含
め
て
、
千

年
余
り
前
の
出
来
事
と
し
て
で
は
な
く
、
朝
廷
・
天
皇
家
が
い
か
に
怨
霊
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の
県
り
を
恐
れ
て
い
た
か
が
う
か
が
い
し
れ
よ
う
。

日
本
に
お
け
る
怨
諮
へ
の
恐
れ
、
畏
怖
の
念
は
、
官
一
涼
道
真
や
崇
法
上

皇
が
生
き
た
一
平
安
時
代
に
回
有
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
奈
良
時
代
に
お
い
て
も
、
不
遇
の
一
死
を
迎
え
た
長
屋
一
上
、

藤
原
広
柄
、
橘
奈
良
麻
呂
、
浮
仁
天
皇
、
井
上
内
親
王
、
、
早
良
親
王
ら

を
め
ぐ
る
怨
霊
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
奈
良
時
代
以
前
に
お
い
て

も
、
蘇
我
馬
子
の
命
を
受
け
た
東
漢
直
駒
に
よ
っ
て
殺
害
暗
殺
さ
れ
て
し

ま
っ
た
崇
娘
天
皇
は
、
嬢
も
行
わ
れ
ず
葬
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
嫡
せ
ず

に
葬
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
世
に
復
活
す
る
こ
と
を
防
ご
う
と
す
る
考
え
方

が
み
ら
れ
よ
う
。
は

2
.
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン

紛
鮮
半
島
に
お
け
る
怨
恨
感
情
と
し
て
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
と
ら
え
よ

う
と
す
る
と
き
、
さ
し
あ
た
り
恨
の
思
想
に
着
自
す
る
こ
と
は
必
要
不
可

欠
な
試
み
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
朝
鮮
半
島
の
歴
史
に
お
い
て
、
恨

の
思
想
は
、
ま
ず
下
層
民
や
芸
人
と
い
っ
た
虐
げ
ら
れ
た
人
々
の
間
に
多

く
み
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
恨
の
思
想
と
し
て
、
こ
こ
で
は

パ
ン
ソ
リ
を
取
り
あ
げ
る
。
そ
も
そ
も
パ
ン
ソ
リ
と
は
、
多
く
の
人
が
集

ま
る
場
所
を
意
味
す
る
「
。
ハ
ン
」
と
音
・
芦
を
意
味
す
る
「
ソ
リ
」
か
ら

な
る
。
歌
い
手
の
散
は
、
け
っ
し
て
言
葉
「
マ
ル
」
で
は
な
く
、
獣
の
発

す
る
声
で
も
あ
る
「
ソ
リ
」
と
表
混
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
パ
ン

ソ
リ
の
話
が
蔑
み
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
青
山
使
制
の
物
一
訪
問
』
で
は
、
韓
国
の
伝
統
的
な
歌
の
形
態

で
あ
る
パ
ン
ソ
リ
を
通
じ
て
、
根
が
展
開
さ
れ
る
。
物
語
に
お
い
て
、
祝

賀
の
席
で
歌
う
芸
人
で
あ
る
父
は
、
社
会
階
級
の
最
下
層
に
あ
り
、
惨
め

で
貧
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
父
は
、
娘
に
パ
ン
ソ
リ
を
歌
わ
せ

る
が
、
苦
悩
が
不
足
し
て
い
る
と
し
て
薬
を
誠
合
し
娘
を
失
明
さ
せ
て
し

ま
う
。
娘
は
、
真
相
を
知
っ
て
父
の
元
を
去
り
盲
目
の
ま
ま
各
地
を
さ
ま

よ
う
。
散
で
糊
口
を
し
の
ぐ
が
、
恨
の
心
で
は
歌
え
ず
に
い
る
。
そ
の
後
、

娘
は
、
父
と
対
立
し
父
の
一
冗
を
去
り
、
太
鼓
を
た
た
き
生
活
し
て
い
た
弟

と
再
会
す
る
。
一
内
会
後
、
娘
は
弟
の
太
鼓
に
合
わ
せ
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し

が
れ
た
現
実
を
超
越
す
る
慌
に
あ
ふ
れ
た
語
使
制
(
女
性
的
な
嘆
き
や
悲

し
み
を
歌
っ
た
繊
細
な
歌
)
を
歌
う
。
恨
が
解
か
れ
た
(
ハ
ン
プ
リ
)
瞬

間
で
あ
る
。

こ
の
吋
西
使
制
の
物
一
泊
』
で
、
パ
ン
ソ
リ
を
歌
う
娘
は
父
の
子
に
よ
っ

て
失
明
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
当
然
、
娘
は
父
を
恨
ん
で
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
鍛
の
一
側
面
を
捉
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
恨
と
は
、
そ
れ
以
上

に
、
上
昇
へ
の
あ
こ
が
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
あ
こ
が
れ
が
何
ら
か

の
障
害
に
よ
っ
て
挫
折
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
悲
し
み
・
無
念
・
痛
み
・
わ

だ
か
ま
り
・
つ
ら
さ
の
思
い
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
の
ハ
ン
。
フ
リ
の

瞬
間
は
、
正
常
な
生
へ
の
あ
こ
が
れ
と
、
そ
の
実
現
が
自
分
は
あ
り
え
な

い
と
い
う
無
念
さ
が
娘
の
ソ
リ
に
載
せ
ら
れ
た
と
き
で
あ
る
。
恨
の
思
想

は
、
仮
に
恨
み
と
い
う
側
面
を
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
あ
こ
が
れ
に

裏
打
ち
さ
れ
た
恨
み
の
念
で
あ
る
。
ま
た
、
恨
に
は
相
手
を
恨
み
、
情
む

と
い
う
動
き
も
た
し
か
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
相
手
か
ら
離
れ
、
相
手
を
消

そ
う
と
す
る
分
離
の
情
動
で
は
な
い
。

パ
ン
ソ
リ
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
『
春
香
伝
』
に
お
い
て
も
、
同
様
の

22 



こ
と
が
い
え
よ
う
。
こ
の
作
品
は
、
春
香
と
使
道
(
郡
守
)
の
息
子
、
李

道
令
と
の
恋
物
語
で
あ
る
。
李
道
令
に
一
目
会
い
た
い
と
い
う
愛
の
望
み

と
芙
蓉
堂
に
一
人
残
さ
れ
た
悲
し
み
と
し
て
の
「
恨
」
が
春
香
の
心
に
績

も
っ
て
い
く
。
春
香
が
投
獄
さ
れ
刑
杖
で
血
み
ど
ろ
に
な
る
受
難
に
対
し

て
も
、
新
宮
・
下
使
道
へ
の
憎
し
み
と
復
讐
の
念
で
燃
え
る
復
讐
劇
と
は

な
ら
な
い
。
何

日
本
の
「
忠
庄
蔵
」
と
対
比
す
る
と
き
、
さ
ら
に
恨
思
想
の
特
徴
が
明

ら
か
に
な
ろ
う
。
「
忠
臣
蔵
」
は
、
主
君
の
死
へ
の
怨
み
で
あ
り
、
怨
み

の
感
靖
に
仇
を
討
っ
て
、
は
じ
め
て
精
ら
す
こ
と
に
な
る
。
大
石
蔵
内
蔵

助
を
支
配
し
た
の
は
、
「
恨
」
で
は
な
く
「
怨
み
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
上

野
介
の
首
を
と
り
、
洗
っ
て
主
君
の
墓
前
に
そ
な
え
た
だ
け
で
物
語
は
終

わ
る
。
が
、
こ
う
し
た
恨
み
に
よ
る
仇
討
ち
は
、
憎
し
み
の
連
鎖
、
復
讐

を
繰
り
返
す
戦
い
と
な
る
可
能
性
を
常
に
秘
め
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
感

情
に
は
日
本
の
怨
み
に
相
当
す
る
心
的
現
象
が
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
ら
の
心
に
し
っ
か
り
と
根
づ
い
て
お

り
、
自
本
の
場
合
よ
り
も
、
復
讐
心
、
嫉
妬
心
は
む
し
ろ
強
烈
な
感
情
を

伴
い
も
す
る
。
増
し
み
と
復
讐
心
を
伴
っ
た
恨
み
の
備
は
、
恨
と
は
別
の

言
葉
で
表
現
さ
れ
怨
恨
(
ウ
ォ
ン
ハ
ン
)
、
怨
痛
(
ウ
ォ
ン
ト
ン
)
、
怨
望

(
ウ
ォ
ン
マ
ン
)
、
快
心
(
ア
ン
シ
ム
)
な
ど
と
呼
ば
れ
る
o
川

怨
み
は
、
他
人
か
ら
被
害
を
受
け
て
、
そ
れ
に
対
し
て
怨
み
を
も
つ
の

で
あ
り
、
恨
は
別
に
他
人
か
ら
被
害
を
受
け
な
い
で
も
湧
い
て
く
る
心
情

と
い
っ
た
遠
い
が
あ
る
。
恨
が
解
か
れ
ず
に
結
ば
れ
た
ま
ま
死
ん
だ
魂

は
、
生
者
を
ひ
ど
く
苦
し
め
る
。
思
(
ム

i
ダ
ン
)
に
よ
る
忍
儀
(
ク
ッ
)

を
す
る
こ
と
に
よ
り
恨
を
解
く
こ
と
に
な
る
。
結
婚
前
の
女
が
死
ぬ
と
、

処
女
鬼
神
と
い
わ
れ
も
っ
と
も
お
そ
れ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
結
婚
前
に

死
ん
だ
男
と
霊
界
結
婚
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
恨
は
解
か
れ
る
と
信
じ
ら

れ
て
い
る
。

人
は
心
的
な
活
動
と
外
的
な
行
動
を
実
践
す
る
中
で
、
い
ろ
い
ろ
な
特

性
を
築
い
て
き
た
。
個
人
の
集
合
的
な
文
化
意
識
の
蓄
積
で
あ
る
。
民
族

レ
ベ
ル
で
も
そ
う
で
あ
る
。
「
恨
」
は
朝
鮮
半
島
の
人
々
の
基
氏
一
を
な
す

も
の
と
い
え
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
民
衆
の
営
み
の
中
に
認
め
ら
れ
る
そ

の
他
の
諸
要
素
と
の
関
連
の
中
で
動
い
て
き
た
こ
と
も
無
規
し
で
は
な
ら

な
い
。
具
体
的
な
一
要
素
と
し
て
こ
こ
で
は
「
ヌ
ン
チ
で
生
き
る
」
こ
と

を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

ω
ヌ
ン
チ
と
は
、
常
に
弱
者
が
強
者
の
意
中
を
探

る
認
識
の
機
微
で
あ
り
、
原
理
原
期
と
論
理
が
通
じ
な
い
不
条
理
な
社
会

を
生
き
抜
く
た
め
に
は
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
知
恵
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

役
人
に
庶
民
が
、
捕
ら
え
ら
れ
連
行
さ
れ
た
と
き
、
罪
の
有
無
を
論
理
的
に

明
確
に
す
る
と
か
、
国
法
の
原
理
原
則
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
は
無
意
味
な

こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
論
理
よ
り
は
、
急
場
を
し
の
ぎ
危
機
を
脱
す

る
産
観
が
、
つ
ま
り
理
性
よ
り
は
上
司
や
権
力
者
の
心
の
機
微
を
把
揮
す

る
感
性
が
、
個
人
の
能
力
と
し
て
発
達
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ヌ
ン
チ
は
、
自
分
の
行
動
や
態
度
が
良
識
(
ボ
ン
サ
ン
ス
)
や
常

識
(
コ
モ
ン
セ
ン
ス
)
に
か
な
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
で
判
断
す
る
の
と

は
違
っ
て
、
抑
制
子
の
気
分
に
自
分
の
行
動
や
態
度
が
合
致
し
て
い
る
か
い

な
い
の
か
を
問
題
に
す
る
。
そ
の
時
の
相
手
の
気
分
に
応
じ
て
、
対
応
し

て
い
け
ば
、
自
己
の
立
場
に
有
利
な
状
況
を
導
き
出
せ
る
こ
と
に
な
る
。

社
会
で
は
、
こ
の
能
力
が
な
い
と
、
い
つ
ま
で
も
自
分
の
立
場
や
地
位
を

向
上
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
社
会
の
窓
辺
に
あ
え
い
で
不
平
不
満
を
ま
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き
散
ら
す
ば
か
り
と
な
る
。

3
.
中
密
に
お
け
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン

さ
ら
に
、
中
国
に
お
け
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
あ
ら
わ
れ
の
一
例
と
し

て
、
蒋
八
八
石
の
報
怨
以
誌
の
思
想
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
昭
和
二
十
年
八
月

十
五
日
午
前
十
時
に
蒋
介
石
は
、
章
一
盛
の
放
送
局
か
ら
中
国
国
民
と
兵
士

に
向
け
て
声
明
を
出
し
た
。

同
胞
よ
、
中
田
に
は
「
人
の
旧
態
を
思
わ
ず
」
と
「
人
に
普
を
成

す
」
と
い
う
一
向
い
徳
性
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
一
覧
し
て
、
日
本
軍

を
好
戦
的
な
敵
と
考
え
て
い
て
、
日
本
人
民
は
敵
と
せ
ず
、
と
主
張

し
て
き
た
。
今
日
、
わ
れ
わ
れ
連
合
国
は
共
同
し
て
そ
の
軍
閥
を
打

倒
し
た
。
日
本
に
は
投
降
条
件
を
厳
し
く
守
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
仇
に
報
復
を
加
え
て
は
な
ら
ず
、

敵
一
回
の
罪
な
き
人
民
に
侮
辱
を
加
え
て
も
い
け
な
い
。
彼
ら
が
軍
閥

に
よ
っ
て
愚
弄
さ
れ
、
欺
か
れ
て
い
た
こ
と
に
同
情
し
、
自
ら
誤
り

と
罪
悪
か
ら
脱
出
す
る
よ
う
反
省
す
れ
ば
い
い
。
も
し
今
ま
で
敵
が

わ
れ
わ
れ
に
暴
力
を
行
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
に
暴
力
で
報
い

た
な
ら
、
さ
ら
に
彼
ら
が
俊
越
感
で
わ
れ
わ
れ
を
辱
め
た
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
も
ま
た
彼
ら
を
辱
め
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
怨
み
を
も
っ
て

怨
み
に
報
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
永
久
に
続
く
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
仁
義
の
士
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
山

こ
の
声
明
は
、
「
怨
み
に
報
ゆ
る
に
徳
を
も
っ
て
す
る
」
こ
と
に
よ
り
、

怨
み
に
怨
み
を
も
っ
て
の
ぞ
む
な
ら
ば
生
じ
る
で
あ
ろ
う
怨
み
の
連
鎖
を

断
ち
切
っ
た
言
葉
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
に
、
中
国
に
お
け
る
ル
サ
ン
チ
マ

ン
の
あ
ら
わ
れ
の
一
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
は

蒋
介
石
は
、
こ
う
し
た
「
報
怨
以
徳
」
と
い
う
理
念
を
基
部
と
し
て
、

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
付
け
の
声
明
を
世
界
に
発
信
し
た
。
こ
の
言
葉

は
立
乞
一
ず
い
に
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
名
高
い
が
、
そ
れ
は
伝
説

的
な
老
子
の
造
語
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
も
っ
と
古
く
か
ら
存
在
す
る

成
句
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
中
国
人
の
生
き
方
に
関
係
し
、
大
き
な
波
紋

を
投
げ
か
け
続
け
て
き
た
も
の
と
み
え
る
。
中
国
で
は
古
来
、
人
々
は
過

酷
な
生
存
競
争
に
打
ち
勝
っ
て
、
文
字
通
り
命
を
永
ら
え
て
き
た
。
悠
久

の
よ
う
な
長
い
庶
史
の
な
か
で
混
乱
期
に
は
、
頻
繁
に
人
口
の
半
減
現
象

が
起
こ
り
、
そ
の
つ
ど
ま
た
人
口
が
回
復
し
た
。
敗
者
は
抹
殺
さ
れ
る
の

が
常
識
の
世
界
だ
っ
た
。
「
老
子
下
篇
』
第
六
十
三
章
の
一
節
に
、
そ
の

理
念
は
見
出
さ
れ
る
。
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無
為
を
わ
が
ふ
る
ま
い
と
し
、
無
事
を
わ
が
い
と
な
み
と
し
、
加
熱

昧
を
わ
が
あ
じ
わ
い
と
す
る
。
小
に
は
大
を
与
え
、
少
な
き
は
多
き

を
返
し
、
怨
み
に
報
い
る
に
は
徳
を
も
っ
て
す
る
。
困
難
な
仕
事
は

容
易
な
う
ち
に
手
を
つ
け
、
大
き
な
仕
事
は
小
さ
な
う
ち
に
片
づ
け

て
ゆ
く
。
世
の
中
の
難
事
は
、
い
つ
で
も
容
易
な
と
こ
ろ
か
ら
生

じ
、
世
の
中
の
大
事
は
、
い
つ
で
も
些
制
な
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
る
。

だ
か
ら
無
為
の
聖
人
は
決
し
て
大
事
を
為
そ
う
と
は
せ
ず
、
か
く
て

大
事
を
成
し
と
げ
る
の
だ
。
い
っ
た
い
安
請
け
合
い
は
、
め
っ
た
に



あ
て
に
な
ら
ず
、
易
し
く
考
え
す
ぎ
る
と
、
き
っ
と
ひ
ど
い
自
に
あ

う
。
だ
か
ら
無
為
の
聖
人
は
容
易
な
事
で
も
難
か
し
く
取
り
く
み
、

か
く
て
少
し
も
思
難
が
お
こ
ら
な
い
の
だ
。
円

こ
の
引
用
は
「
無
為
の
聖
人
の
淡
々
と
し
て
己
に
と
ら
わ
れ
ず
、
大
ら

か
で
し
か
も
綿
密
慎
重
な
人
生
態
度
百
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
報
怨

以
徳
」
の
観
念
は
[
無
為
i
振
る
舞
い
(
行
為
)
]
、
[
無
事
i
営
為
]
、
〔
無

味
i
味
わ
い
}
、
[
小
i
大
〕
、
[
少
i
多
]
、
[
怨
み
!
徳
]
と
い
っ
た
対
概

念
の
文
脈
の
う
ち
に
埋
め
込
ま
れ
て
、
語
ら
れ
て
い
る
。
「
無
為
」
、
「
無

事
」
、
「
無
味
」
は
、
対
象
と
の
関
係
に
縛
ら
れ
て
、
人
生
に
煩
わ
さ
れ
た

自
己
認
識
へ
の
決
別
を
勧
め
る
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
意
味
の
あ

る
行
為
や
営
み
、
昧
感
覚
の
常
識
的
な
観
念
を
否
定
し
て
、
そ
の
対
極
に

立
と
う
と
す
る
。
そ
こ
に
融
通
無
碍
な
精
神
の
活
動
が
獲
得
で
き
る
の
で

あ
る
。
対
概
念
の
後
三
者
は
、
授
与
と
贈
与
に
言
及
し
て
い
る
の
で
、
単

に
一
個
人
の
内
部
的
レ
ベ
ル
で
は
な
く
て
、
世
間
に
お
け
る
対
他
者
関
係

に
焦
点
を
集
め
な
が
ら
、
言
及
す
る
。
な
か
で
も
、
人
間
関
係
の
感
情
的

な
縫
れ
を
意
味
す
る
「
恨
み
」
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
与
え
る
と
か
多
く

返
却
す
る
と
か
い
う
こ
と
よ
り
も
、
は
る
か
に
重
要
な
懸
案
事
項
で
あ
ろ

う
。
相
手
が
自
己
に
悪
事
を
働
い
た
場
合
に
ど
う
対
処
す
る
の
か
、
と
い

う
疑
問
に
応
じ
て
、
老
子
は
「
怨
み
に
は
徳
で
報
い
る
」
と
答
え
る
の
で

あ
る
。パ

ラ
ド

y
ク
ス
に
満
ち
溢
れ
た
人
生
に
対
し
て
、
老
子
は
こ
の
よ
う
に

再
極
端
の
概
念
の
関
で
一
方
に
偏
ら
ず
、
通
念
で
留
め
ら
れ
た
認
識
を
相

対
化
す
る
。
そ
の
雨
概
念
か
ら
の
超
出
に
よ
っ
て
彼
は
、
無
為
自
然
の
型

人
の
域
に
達
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
張
錨
一
花
は
「
恨
み
」
と
「
徳
」

と
を
、
お
の
お
の
「
憎
し
み
」
と
「
愛
」
と
西
欧
的
に
言
い
換
え
て
い
る

が
、
型
人
は
、
す
な
わ
ち
「
対
立
物
を
結
合
さ
せ
る
者
は
〈
道
〉
を
有
す

る
人
」
U

の
こ
と
で
あ
り
、
道
と
は
「
懇
談
口
と
慈
善
で
は
な
い
も
の
と
の

源
で
あ
り
、
愛
と
憎
し
み
の
源
」

ω
を
意
味
す
る
。

蒋
八
八
石
の
足
跡
を
た
ど
る
な
ら
ば
、
世
(
捕
軍
宮
学
校
校
長
と
し
て
、
三

民
主
義
を
唱
え
る
由
民
党
勢
力
と
共
産
主
義
を
唱
え
る
共
産
党
勢
力
と
の

均
衡
を
保
ち
つ
つ
、
多
く
の
有
為
な
る
人
材
を
輩
出
せ
し
め
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
こ
に
象
徴
的
に
で
あ
れ
、
一
方
に
偏
る
こ
と
の
な
い
、
通

念
で
泊
め
ら
れ
た
認
識
を
相
対
化
す
る
蒋
介
石
の
姿
、
対
極
に
あ
る
も
の

う
ち
に
お
け
る
融
通
無
得
な
活
動
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
蒋
介
ち
は
現
実
政
治
の
展
開
に
お
い
て
は
反
共
政
策
に
舵
を
切
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
人
間
蒋
介
石
の
一
断
片
を
と
ら
え

た
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実
に
翻
弄
さ
れ
る
将
介
石
の
一
諮
る

た
恨
み
〉
を
動
機
と
し
た
革
命
は
決
し
て
中
国
の
民
族
性
に
適
さ
な
い
。

動
機
が
〈
恨
み
〉
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
動
は
残
酷
で
卑
劣
な
も
の
と
な
り
、

人
を
損
ね
て
自
ら
を
利
す
る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」
り
と
い
う
一
一
出
口
葉

は
、
対
極
を
統
一
す
る
一
つ
の
道
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

以
上
、
東
ア
ジ
ア
各
地
域
に
お
け
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
あ
ら
わ
れ
を
と

ら
え
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
試
み
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
中
留
に
お
い

て
も
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
、
各
地
域
に
お
け
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
一

側
而
を
と
ら
え
た
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
本
稿
で
獲
得
さ
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れ
た
視
点
か
ら
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
地
政
学
に
向
け
て
の
楠
阪
援
を
測
地

す
る
こ
と
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

(1)注

三
包
コ
の
7
2
-
詩的の
Z
巧

qzuの
め
窓
口
dggmωσ
ク

}5m-
〈・の
-
n
o
E

S
Z
玄
・
玄
O
ロ
江
口
mw
「
ケ
∞

q
一戸

5
ミ
R
J
〉
宮
〈
戸
白
色
-
N
W

∞-
N

∞ム

山
由
雄
訂
ロ
同
居
す
る
怨
霊
い
古
川
弘
文
館
、
平
成
十
九
年
、
八
十
頁
。

井
沢
元
彦
「
逆
説
の
日
本
史
古
代
怨
軍
編
い
小
学
館
、
一
平
成
十
年
、

七
九
頁
。

参
照
「
パ
ン
ソ
リ
」
(
東
洋
文
庫
田

O
九
)
田
中
明
他
訳
、
平
凡
社
、

昭
和
五
七
年
。

小
倉
紀
蔵
吋
韓
国
は
一
個
の
哲
学
で
あ
る
い
講
談
社
現
代
新
書
、
平

成
十
年
、
四
七
頁
。

李
御
寧
吋
韓
国
人
の
心
い
学
生
社
、
平
成
十
年
、
四
八
頁
以
下
。

保
阪
正
康
守
付
介
石
」
文
謹
春
秋
社
平
成
十
一
年
、
二
三
由
j

二
三
五
真
。

蒋
八
八
一
七
の
用
い
た
「
人
の
旧
悪
を
思
わ
ず
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
は
、
三
畑

一
北
仰
い
の
「
子
日
く
、
伯
夷
・
叔
斉
、
葱
惑
を
念
は
ず
。
怨
み
是
を
悶
っ

て
希
な
り
。
」
に
由
来
し
て
い
る
。
伯
夷
・
叔
斉
と
は
、
股
代
末
の

孤
竹
田
の
王
子
の
身
分
に
あ
っ
た
兄
弟
で
あ
っ
た
が
、
二
人
と
も
他

人
が
犯
し
た
悪
事
を
心
に
と
め
ず
、
水
に
流
し
た
。
そ
れ
で
、
人
を

怨
む
こ
と
は
め
っ
た
に
な
か
っ
た
、
と
孔
子
は
語
っ
て
い
る
。
わ
だ

か
ま
り
を
捨
て
て
、
相
手
の
罪
を
放
す
寛
大
さ
を
も
つ
こ
と
が
、
い

か
に
昭
如
な
こ
と
か
は
、
こ
の
位
を
生
き
る
者
に
は
だ
れ
で
も
分
か

(3) (2) (4 ) (5) (7) (6) (8) 

る
。
人
間
は
、
相
子
か
ら
被
っ
た
過
去
の
悪
業
を
な
か
な
か
忘
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
固
執
す
る
限
り
、
怨
み
の
気
持
ち

が
ま
す
ま
す
募
っ
て
く
る
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
「
人
に
善
を
成
す
」

の
言
葉
は
、
ウ
ぷ
予
」
の
「
告
子
章
句
上
」
に
あ
る
「
乃
ち
其
の

惜
の
若
き
は
、
山
一
ち
以
て
普
を
為
す
可
し
。
乃
ち
所
説
蓄
な
り
。
天

の
不
普
を
為
す
が
若
き
は
、
才
の
罪
に
非
ら
ざ
る
な
り
」
に
由
来
す

る
。
子
山
子
に
よ
れ
ば
「
人
間
の
本
質
は
と
い
え
ば
、
菩
を
な
す
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
が
私
の
い
う
性
善
の
証
拠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
不

善
を
な
す
こ
と
が
あ
る
の
は
、
物
欲
に
覆
わ
れ
て
私
心
が
そ
の
本
性

を
そ
こ
な
う
か
ら
で
あ
っ
て
、
性
の
能
力
で
あ
る
才
の
責
任
で
は
な

い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
(
金
谷
浩
「
新
一
前
中
国
古
典
選
第
五
巻
「
孟

子
」
』
朝
日
新
聞
社
昭
和
問
問
年
、
三
八
四
一
良
。
)

福
永
光
一
司
「
新
一
討
中
国
古
典
選
第
六
巻
』
朝
日
新
聞
社

年
、
一
二
三
六

i
三
三
七
頁
。

向
上
書
、
一
二
三
七
頁
。

張
鎧
一
花
『
老
子
の
思
想
』
上
野
浩
道
訳
、
講
談
社

三
二
三
頁
。

向
上
書
同
一
良
。

『
将
介
石
秘
録
六
』
サ
ン
ケ
イ
新
開
社
昭
和
五
一
年
、

(9) )
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