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私
は
本
誌
第
四
十

一
號
に
於
て
湾
末
の
志
士
課
嗣
同
の
遣
著

「
仁
學
」
に
論
述
さ
れ
た
圭
張
の

一
端
を
紹
介
し

て
お
い
た
つ
も
り
で
あ

る
が
、
今
ま
た
こ
エ
に
そ
の
思
想
の
福
軸
と
も
観
ら
る
る
諸
鮎
に
就

て
要
記
し
た
い
と
思
ふ
。

し

わ

も

'
前
稿
に
も

一
寸
述
べ
た
様
に
課
嗣
同
は

「
仁
」
の
原
理
と
し
て
は
通
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
第

一
義
と
し
て
取
り
纂
げ
ら
る
る
こ
と
を
言

つ
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
の
通
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
は
四
つ
の
義
が
あ
つ
て
、
e
入
我
通
、
O
男
女
内
外
通
、
口
上
下
通
、
四
中
外
通
と
い

ふ
の
が
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。

軸

の

人
我
通
と
い
ふ
の
は
こ
の
四
通
の
総
義
で
あ
つ
て
人
と
我
と
の
差
別
を
.去
つ
て
全
世
界
を

一
髄
と
し
て
見

る
こ
と
で
あ
る
。
課
嗣

同

の
言
ふ
所
で
は
、
凡
そ
親
疏
と
い
ふ
如
き
こ
と
は
軍
に
肉
盤
的
の
關
係
で
あ
る
。
天
地
萬
物
人
我
を
通
じ
て

一
身
と
爲
す
も
の
に
は
何

等
親
疏
の
別
が
あ
る
理
は
な
い
。
仁
と
い
ふ
こ
と
は
必
す
し
も
入
を
愛
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
愛
す

る
と

い
ふ
こ
と
が
已
に
雍
塞

の
大
な
る
も
の
で
あ
る
。
凡
そ
愛
す
る
所
が
あ
れ
ば
必
す
愛
せ
ぎ
る
所
が
あ
る
。
愛
の
及
ば
ぎ
る
所
は
帥
.ち
不
愛

の
及
ば
ざ

る

所

で

あ

る
。
こ
の
愛
と
不
愛
と
の
關
係
は

噌
方
に
愛
す
る
者
が
あ
れ
ば
他
方
に
愛
せ
ぎ
る
も
の
を
生
す
る
と
い
ふ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
其
の
愛

す

る
所
が
邸
ち
愛
せ
ざ
る
所
で
あ
る
。
愚
夫
愚
婦
は
其
の
最
も
愛
す
る
所
に
於
て
胞
降
の
威
を
難
に
し

(大
聲

で
ド
ナ
リ
散
ら
す
)
い
よ

い
よ
愛
す
れ
ば
愛
す
る
程
そ
れ
が
甚
し
い
の
で
あ
る
。
帥
ち
愛
の
根
本
と
不
愛
の
根
本
と
は
畢
寛
同

一
物
で
あ
る
か
ら
不
愛
を
断
す
る
爲

に
は
先
づ
愛
を
断
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
愛
と
不
愛
と
は
妄
り

に
分
別
を
生
す
る
結
果
で
あ
つ
て
入
我
を
通
ぜ
ぎ
ら
し
め
る
原
因
で
あ
る
。
之

は
そ
の
根
本
に
遡
っ
て
観
る
と
人

々
の
意
識
の
作
用
に
蘇
す
る
。
故
に
入
我
通
じ
て

一
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
に
は
人
々
の
意
識
を
噺
じ

諌
嗣
同
の
仁
學
に
就
て
口

璽
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四
こ

て
無
我
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
無
我
で
あ
る
な
ら
ば
差
別
が
無
く
、
差
別
が
無
け
れ
ば
不
等
と
な
る
。
手
等
に
至

つ
て
始
め
て
彼
此
洞
徹

一
塵
を
隔
て
す
過
去
現
在
未
來
に
亘
つ
て
人
我
相
通
す
る
極
致
に
達
す
る
の
で
、
之
を
接
近
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
元

來

男
女
は
同
じ
く
天
地
の
蓄
英
で
あ
り
、
無
量
の
盛
徳
大
業
を
有
し
、
同
等
均
平
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
佛
書

に
は
女
子
が
男
身

に
韓
じ

て
成
佛
す
る
論
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
小
乗
敏
の
読
で
華
嚴
経
や
維
摩
経
の
如
き
も
の
に
は
女
子
は
自
ら
女
身

で
韓
身

の
論
は
無
く
、
從
つ

て
男
を
重
ん
じ
て
女
子
を
輕
ん
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
無
い
、
易
経
に
も
陽
が
陰
に
下
り
、
男
が
女
に
下
れ
ば
吉
で
あ
る
。
之
に
反
す
れ
ば

凶
或
は
吝
で
あ
る
と
論
き
男
女
の
準
等
を
認
め
て
ゐ
る
。
男
を
重
ん
じ
女
を
輕
ん
す
る
の
は
實
に
暴
齪
無
法
の
極

で
あ
る
と
言
ふ
の
で
あ

る
。
之
は
現
代
の
よ
う
に
男
女
同
篠
の
法
が

一
般
杜
會

に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
に
は
特
詮
す
る
要
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
當
時
の

中
國
の
家
族
制
度
に
向
つ
て
は
或
は
青
天
の
蘇
簾
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。

日

上
下
通
。
之
は
君
臣
父
子
夫
婦
の
間
の
服
從
關
係
を
慶
し
て
雫
等
の
關
係
に
お
く

べ
き
を
言
ふ
の
で
あ
る
。
郎
ち
彼
は
こ
ふ
に
人

倫

の
大
本
と
し
て
敏

へ
ら
れ
て
ゐ
る
三
綱
を
否
定
す
る
所
に
仁
が
見
は
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
所
謂
三
綱
と
は
君
は
臣
の
綱
、
父
は
子

の
綱
、
夫
は
婦
の
綱
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
之
は
凡
て
上
下
不
不
等
の
關
係
で
あ
る
が
世
人
は
之
を
當
然
の
事
と
し
て
認
め
て
何
等
疑

ふ
所
が
な
い
。
特
に
君
臣
の
關
係
は
從
來
の
如
き
観
念
を
以
て
す
れ
ば
、
不
不
等
の
最
も
甚
し
い
も

の
で
あ
る
。
元
來
生
民
の
初
に
は
君

臣
と
い
ふ
者
は
無
く
、
皆
均
し
く
民
で
あ
つ
た
。
民
と
民
と
は
互
に
相
治
め
る
こ
と
が
出
來
ぬ
し
、
亦
相
治
め
る
暇
が
な
い
。
こ
曳
に
於

て

一
民
を
墨
げ
て
君
と
し
た
。
印
ち
民
が
君
を
擢
ん
だ
の
で
あ
る
。
民
が
あ
つ
て
後
に
君
が
出
來
た
の
で
あ
る
か
ら
君
は
末
で
民
は
本
で

あ

る
。
君
は
民
の
爲
に
事
を
辮
す
る
も
の
で
あ
り
、
臣
は
君
を
助
け
て
民
事
を
辮
ず
る
も
の
で
あ
る
。
賦
視
を
民
か
ら
取
る
の
は
民
事
を

辮
・ず
る
爲
の
資
財
で
あ
る
。
か
く
し
て
事
が
辮
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
其
の
人
を
易

へ
る
こ
と
は
天
下
の
通
義
で
あ
る
。
彼
の
郷
瓶
饗
會
で
も

必
す

一
長
を
揮
墾
し
て
會
の
事
を
治
め
さ
す
が
長
た
る
に
足
ら
な
け
れ
ば
之
を
易

へ
る
事
は
愚
夫
縣
農
で
も
知
つ
て
ゐ
る
。
何
ぞ
猫
り
君

に
於
て
然
ら
ざ
る
理
が
あ
ら
う
。
か
つ
叉
之
を
畢
げ
之
を
戴
き
乃
ち
天
下
の
身
命
膏
血
を
蜴
し
て
其

の
享
樂
怠
傲

に
供
し
驕
薯
に
し
て
淫

殺
す
る
こ
と
を
許
し
得
ら
れ
よ
う
。

一
身
を
供
し
て
足
ら
す
又
百
官
を
濫
り
に
縦
に
し
、
又
之
を
世
々
萬
代
の
子
孫
に
傳

へ
よ

う

と

す



る
。

一
切
の
酷
毒
不
可
思
議
の
法
が
此
よ
り
繁
興
す
る
め
で
あ
る
が
民
は
首
を
僻
し
て
悟
然
と
し
て
其

の
鼎
鐘
刀
鋸

を
う
け
て
怪
し
ま
な

い
こ
と
は
實

に
怪
し
む
可
き
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
君
が
亡
び
ん
と
す
る
場
合
は
其

の
臣
が
節
に
死
す

る
こ
と
を
要

求
す
る
。
然
し
君
も

亦

一
人
の
民
で
あ
る
。
更
に
之
を
尋
常
の
民
に
較
べ
て
も
寧
ろ
末
で
あ
る
。
民
と
民
と
の
關
係
に
於
て
相
爲
に
死
す

る
の
理
は
な
い
、
本

た
る
民
が
末
た
る
君
の
爲
に
死
す
る
と
い
ふ
理
は
更

に
無
い
。
唯
、
事
の
爲
に
死
す
る
道
理
は
成
り
立
つ
か
も
知
れ
な
い
が
、
決
し
て
君

え
こ
と

の
爲
に
死
す
る
底

の
道
理
は
な
い
。
君
の
爲
に
死
ぬ
る
の
は
宣
官
宮
妾
の
愛
で
あ
り
匹
夫
匹
婦
の
諒
で
し
か
な
い
。
人
が
骨
ん
じ
て
宣
官

や
宮
妾
と
な
り
、
匹
夫
匹
婦
た
る
を
免
れ
な
い
な
ら
ば
叉
何
を
か
詠
め
ん
や
で
あ
る
。
天
下
の
民
を
奴
隷
の
如
く
使
役
す
る
者
は
民
が
節

に
死
す
る
こ
と
を
甚
だ
樂
し
む
も

の
で
あ
る
。
然
し

一
姓
の
興
亡
は
澱

々
乎
と
し
て
小
な
る
も
の
で
あ
る
。
民
の
與
る
所
で
は
な
い
。
然

る
に
節
に
死
す
る
者
は
或
は
激
萬
に
し
て
止
ま
ら
ぬ
。
本
末
を
倒
置
し
て
ゐ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
伯
夷
叔
齋
の
死
は
暴
君
紺
王
の
爲

で
は
な
か
つ
た
。
固
よ
り
自
ら
暴
を
以
て
暴
に
易

へ
る
と
言
つ
て
ゐ
る
。
則
ち
君
圭
の
暴
を
見
る
に
忍
び
す
し
て
途
に

一
瞑
し
て
萬
世
観

・ず
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

尤
も
ま
た
假
に
民
が
互
に
撰
ん
だ
君
の
爲
に
命
を
捧
げ
る
こ
と
は
有
り
得
る
と
し
て
も
、
後
世

の
君
主
の
如
く
兵
馬
の
力
で
天
下
を
奪

つ
た
者
に
向

つ
て
此
の
道
は
當
嵌
ら
な
い
。
況
ん
や
満
…漢
種
族
の
見
を
持
し
て
天
下
を
奴
役
す
る
者
に
於
て
お
や
で
あ
る
。
凡
て
天
下
の

民
を
奴
役
す
る
者
は
、
人
が
そ
の
爲
に
死
ぬ
る
の
を
後
圭
と
し
て
深
く
悪
む
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
事
攣
が
甫
め

て
定
り
、
己
の
天
下
に

な

れ
ば
之
を
祠
り
之
に
所
る
と
い
ふ
態
度
に
出
る
。
そ
れ

は
後
の
人
が
己
の
爲
に
節
を
守
り
死
す
る
こ
と
を
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
う

し
た
場
合
、
山
林
幽
貞
の
士
は
在
室
の
虞
女
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
、
之
を
脅
か
し
て
出
仕
を
迫
り
、
出
仕
せ
な
け
れ
ば
訣

鐵

を

加

へ

る
。
恰
も
兵
烈
を
挾
ん
で
庭
女
を
縷
し
謝
す
が
如
く
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
出
で
て
仕

へ
る
や
、
不
貞
を
詣
り
、
其

の
失
節
を
暴
と
し
て

試
臣
傳
を
作

つ
て
之
を
辱
め
る
。
之
は
菅
に
其

の
人
を
辱
か
し
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
實
は
陰

に
天
下
後
世
の
者
を
嚇
し
て
敢
て
己
に
背

き

去
ら
し
め
な
い
手
段
で
あ
る
。
忠
不
忠
を
論
す
る
諜
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
凡
そ
古
の
忠
と
い
ふ
意
味
は
眞
實
を
審
す
こ
と
で
あ
る
。

下
の
も

の
が
上
に
事

へ
る
に
實
を
以
て
し
、
上
の
下
を
待
つ
に
實
を
以
て
す
る
の
が
忠
で
あ
る
。
忠
は
上
下
を
通
じ

て
互

に
翼
賓
を
審
し

騨
嗣
…同
の
仁
學
に
就
て

〔
…

四
三
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、

四
四

合

ふ
こ
と
で
あ
る
。
猫
り
臣
下
に
の
み
責
む
る
道
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
君
臣
の
關
係
は
其
の
根
本
義

に
於
て
上
下
通
す
る

こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

こ
瓦
に
準
等
の
理
が
あ
り
、
こ
エ
に
仁
が
在
る
の
で
あ
る
。
故
に
孔
子
も
君
統
を
廃
し
て
民
圭
を
立
て
ん
と

し
、
「
易
」
、
「
春
秋
」
の
中
に
不
不
等
を
革
め
て
不
等
に
藩
せ
し
め
る
微
言
大
義
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
孔
子
の

思
想
は

一
方

曾
子
子
思
を
経
て
孟
子
に
傳
は
り
、
孟
子
は
孔
子
の
志
を
宣
べ
て
民
主
圭
義
を
唱

へ
、
他
方
は
孔
門
の
子
夏
か
ら

田
子
方
を
経
て
荘
子
に

至
り
、
荘
子
亦
君
主
制
を
痛
証
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
二
派
の
學
は
後

に
絶
え
て
傅
ら
な
い
聞
に
筍
子

が
出
て
孔
子
の
名
を

冒

し
て
、
君
樺
奪
重
を
強
調
し
た
。

こ
の
有
子
の
學
が
二
千
絵
年
所
謂
孔
子
教
の
名

に
於
て
天
下
を
制
す
る
こ
と
と
な

つ
た
。
君
圭
に
無

限

の
構
を
與

へ
ん
と
し
た
筍
子
學
徒
は
、
今
日
萬
鐵
せ
ら
る
と
錐
も
、
其
の
孔
子
を
費

つ
た
罪
を
贋
ふ
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
と

以
上
の
如
く
讃
嗣
同
は
中
國
の
政
盤
に
論
及
し
て
上
下
通
の
必
然
を
叫
び
、
軍
に
中
國
の

一
境
を
救
ふ
の
み
で
無
ぐ
、
全
地
球
の

一
切
人

類
を
救
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
後
記
の
如
き
中
外
通
の
読
を
暴
げ
て
ゐ
る
。

上
述
の
君
臣
雫
等
と
い
ふ
こ
と
は
上
下
通
の

一
面
で
あ
る
が
父
子
の
手
等
と
い
ふ
こ
と
も
上
下
通
の
内
容
を
爲
す

の
で
あ
る
。
印
ち
從

來

父
子

の
關
係
は
天
の
命
す

る
所
で
之
を
如
何
と
も
す
可
ら
ぎ
る
も
の
の
如
く
に
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
考
は
髄
醜

(
肉

禮

、
物
質
)
に
執
は
れ
て
窺
魂
を
見
な
い
誤
で
、
天
命
を
知
ら
ぬ
こ
と
之
よ
り
甚
だ
し
い
も
の
は
無
い
。
元
來
人
は
天
の
子

で
あ
る
。
父

も
天
の
子
で
あ
り
、
子
も
亦
天
の
子
で
あ
つ
て
、
父
子
は
巳
に
不
等
で
あ
る
か
ら
、
父
が
子
を
駆
服
す
る
道
理
は
毛
頭
な
い
の
で
あ
る
。

天
と
人
も
元
來
雫
等
な
の
で
天
と
錐
も
人
を
凌
駆
す
る
事
は
出
來
な
い
。
荘
子
は

「
相
忘
爲
レ
上
。
孝
爲
レ
次
焉
」
と
言

つ
て
ゐ
る
。
ヒ
瓦

む

た

う

わ

の
相
忘
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
雫
等
と
い
ふ
意
で
あ
る
。
然
し
こ
よ
に
相
忘
れ
る
と
言

つ
て
も
孝
が
な
い
と

謂
ふ
繹

で
は
な
い
。

「
法
す
ら

術

ぼ
舎
つ
べ
し
。
何
ぞ
況
ん
や
非
法
を
や
、
孝
且
つ
不
可
な
り
、
何
ぞ
況
ん
や
不
孝
を
や
し
と
言
ふ
こ
と
が
出
來
よ
う
。
父
子
關
係
は
天

合
で
あ
る
と
い
ふ
。
父
母
と
子
と
は
肉
髄
的
の
つ
な
が
り
は
あ
る
。
然
し
姑
と
嫁
、
後
母
と
前
子
、
庶
妾
と
嫡
子
と

の
關
係
に
於
て
は
明

か

に
肉
盤
的
關
係
の
認
む
可
き
も
の
は
な
い
。
然
る
に
三
綱
と
い
ふ
義
で
人
を
囁
れ
し
め
て
其
の
謄
を
破
り
、
其
の
魂
を
殺
す

に
至
る
こ

と
實
父
母
以
上
の
も
の
が
あ
る
。
更
に
夫
婦
の
聞
に
於
て
も
夫
は
妻

の
綱
た
る
こ
と
を
自
命
し
て
、
其
の
婦
を
遇
す

る
所
以
は
殆
ん
ど
人



間
を
以
て
蘭
せ
な
い
。
古
は
堂
か
ら
下
つ
て
求
め
去
る
者
が
あ
つ
て
も
樹
ぼ
自
圭
梅
を
失
は
な
か
つ
た
が
、
秦

の
暴
法
以
來
宋
儒
の
如
き

が
煽
り
立
て
て

「
餓
死
事
小
、
失
節
事
大
」
と
い
ふ
様
な
瞥
説
を
爲
す

に
至
り
家
庭
は

∵
牢
獄
と
い
ふ
感
を
持
た
す

と
い
ふ
不
幸
を
婦
入

に
與

へ
て
ゐ
る
。
之
も
常
人
は
或
は
忌
む
所
が
あ
つ
て
夫
樺
を
舜
に
せ
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
彼
の
君
圭
は
猫
り
三
綱
を
鍍
ね
て
其
の
上

に
擦
り
、
父
子
夫
婦
の
間
が
錐
双
の
地
と
覗
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
青
皮

の
記
す
る
所
に
よ
つ
て
明
か
で
あ
る
。
今
日

の
制
度
で
は
君
主
の

伯
叔
父
や
從
祀
祀
父
で
す
ら
朝
夕
燕
見

に
は
君
圭
に
封
し
て
拝
脆
の
禮
を
執
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
甚
し
き
に
至
つ
て
は
生
み
の
父
母
に
さ

へ

之
を
臣
と
し
之
を
妾
と
し
て
答
禮
を
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
中
國
は
動
も
す
れ
ば
人
倫
道
徳
を
以
て
自
ら
異
を
衿
り
、
外
人
を
疾
硯
す
る

風
が
あ
る
。
然
る
に
君
た
る
も
の
に
反
つ
て
眞

の
倫
常
が
な
い
の
に
氣
附
か
す
相
習
つ
て
怪
し
む
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

其

の
尤
も
憤
る
可
き
は
、
己
は
夫
婦

の
倫
を
漬
鑑
し
多
く

の
婦
人
を
宮
中
に
蓄

へ
て
居
り
乍
ら
、
臣
下
に
は
夫
婦
關
係
を
絶
た
す
様
な

宮
刑
を
行

っ
た
り
、
叉
宮
人
を
幽
閉
し
て
喜
ん
で
ゐ
る
。
其
の
残
暴
は
禽
獣
で
も
及
ば
ぬ
程
で
あ
る
。
然
る
に
臣
は
媚
を
獄
・ず
る
こ
と
を

工
み

に
し
、
其
の
悪
を
飾
つ
て
其

の
位
の
嗣
績
を
詮
く
の
で
あ
る
。
天
下
は
民
衆
の
天
下
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
猫
夫
民
賊

の
天
下
で
あ

つ
て
は
な
ら
ぬ
。
猫
夫
民
賊

の
嗣
績

の
も

の
で
あ
つ
て
も
な
ら
ぬ
。
猫
夫
民
賊
は
三
綱
の
名
を
荘
だ
樂
し
み
、

一
切
の
刑
律
制
度
は
皆
此

を
準
櫨
…と
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
自
己
に
便
に
す
る
理
由
か
ら
來
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

個

中
外
通
。
前
に
も
述

べ
た
様
に
課
嗣
同
は
自
國
民
を
救
ふ
に
止
ま
ら
す
全
人
類
が
救
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
理
想
と
し
、
世
界

を

一
と
す
る
意
味
で
中
外
通
と
い
ふ
こ
と
を
読
く
の
で
あ
る
。
こ
の
中
外
通
す
と
い
ふ
の
は
先
づ
國
境
を
撤
慶
す

る
こ
と
で
あ
る
。
元
來

世
界

の
各
國
が
互

に
國
を
建

て
て
高
く
障
壁
を
設
け
、
或
は
互
に
猜
忌
し
た
り
、
欺
護
し
た
り
、
孚
奪
を
事
と
す
る
の
は
大
い
に
謬

つ
て

ゐ
る
の
で
、
同
じ
地
球
上
に
生
活
す
る
人
類
に
、
國
と
い
ふ
様
な
旺
劃
が
造
ら
れ
る
筈
は
無
い
。
荘
子
は
、

聞
レ
在
二宥
天
下
叩

不
レ
聞
治
二天
下
叩

と
言

つ
て
ゐ
る
。

一
盤
治
め
る
と
い
ふ
こ
と
は
國
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
義
に
言
ふ
在
宥
と
い
ふ
の
は
自
由
と
い
ふ
語
の
韓

音
で
あ
つ
て
、
無
國
の
義
で
あ
る
。
入
類
は
自
由
で
無
く
て
は
な
ら
ぬ
し
、
無
國
の
民
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
國
が
無
い
の
は
所
謂
國
境

諌
嗣
同
の
仁
學
に
就
て

鳳同

四
五
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が
無
く
、
中
外
が
通
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
職
孚
が
止
み
、
猜
忌
が
絶
え
権
謀
を
棄
て
彼
我
が
亡
び
不
等
に
な
る
。
天
下
が
有
つ
て

も
天
下
の
無
い
と
同
じ
《
君
臣
が
慶
せ
ら
れ
、
貴
賎

の
別
が
無
く
、
公
理
が
明
か
に
な
つ
て
貧
富
が
均
し
く
千
里
萬
里

一
家
の
如
く

一
入

の
如
く
、
其
の
家
を
覗
る
こ
と
逆
族

の
如
く
、
其
の
人
を
硯
る
こ
と
同
胞
と
同
じ
で
あ
つ
て
、
父
と
し
て
其
の
慈
を
用
ふ
る
こ
と
な
く
、

子
と
し
て
其
の
孝
を
用
ふ
る
所
な
く
、,兄
弟
と
し
て
其
の
友
恭
を
忘
れ
去
り
、
夫
婦
と
し
て
其
の
偶
随
を
忘
れ
る
に
至
る
。
こ
れ
が
帥
ち

大
同
の
象
で
あ
る
。
叉
経
濟
的
の
方
面
に
於
て
も
中
外
通
じ
て
財
の
準
均
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

國
と
國
と
の
間
に
財
を
通
じ
富

の
手
均
を
計
る
に
は
國
際
聞
の
通
商
に
侯

つ
可
き
で
所
謂
自
由
貿
易
が
必
要
で
あ
る
。
現
在
列
國
が
保

護
關
視
を
設
け
て
外
貨
の
輸
入
を
防
が
う
と
し

て
ゐ
る
の
は
徒
に
箏
襯
の
基
を
つ
く
る
に
過
ぎ
な
い
。
曾
て
孟
子
は

一
治

一
齪
と
い
ふ
こ

と
を
言
つ
た
が
、
こ
の

一
治

一
齪
す
る
圭
た
る
原
因
は
人
口
と
生
活
物
資
と
の
關
係
に
あ
る
の
で
治
世
が
綾
い
て
人
類
が
繁
殖
し
、
生
活

物
資

が
不
足
す
る
状
態
に
な
る
と
世
が
齪
れ
る
。
若
し
自
由
貿
易
に
よ
つ
て
中
外
の
財
が
互
に
流
通
準
均
す
る
な
ら
ば
自
他
共
に
齪

に
苦

し
む

に
至
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
通
商
は
爾
利
の
道
で
あ
り
爾
仁
の
道
で
あ
る
と
言
つ
て
ゐ
る
。
さ
ら
に
諌
嗣
同
に
は
頗
る
特
色
の
あ

る
経
濟
思
想
が
あ
る
。
そ
れ
は
奢
修
を
す

エ
め
倹
約
を
斥
け
る
こ
と
が
貧
富
の
不
準
等
を
解
く
所
以
で
あ
る
と
見
る
説
で
あ
る
。
印
ち
倹

約
は
財
を
華
塞
す
ち
の
で
、
人
の
欲
望
が
横
流
し
、
擾
奪
、
纂
獄
と
い
つ
た
様
な
禍
を
醸
す
こ
と
に
な
る
。
天
下
の
者
が
誰
で
も
奢
修
が

出
來
る
檬
に
な
れ
ば
人
の
性
が
こ
エ
に
書
さ
れ
、
倹
に
も
奢
に
も
こ
だ
わ
ら
す
し
て
等
し
く
淡
泊

に
な
る
、
ヒ
曳
に
始
め
て
天
下
が
太
李

に
蘇
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
Q
.

彼
は
い
ふ
、
天
下
を
私
す
る
者
は
倹
を
術
ぶ
。
そ
の
財
は
偏
し
て
塞
が
る
。
塞
が
る
が
故
に
齪
れ
る
。
天
下
を
公

に
す
る
者
は
奢
を
術

ぶ
。
そ
の
財
が
均
し
く
し
て
財
を
有
り
飴
る
程
に
生
産
し
、
人
人
に
十
分
欲
望
を
浦
足
せ
し
む
可
き
で
あ
る
と
い
ふ
に
在
る
の
で
、
昔
の

墨
子
な
ど
の
経
濟
観
と
は
全
然
立
場
を
異
に
し
て
ゐ
る
と
は
言

へ
、
富
の
不
均
を
求
め
る
精
神
丈
は
少
し
も
攣
ら
な

い
様
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
四
通
を
以
て
仁
の
原
理
と
し
、
「
仁
は
天
地
萬
物
を
以
て

一
龍
と
爲
す
」
と
い
ぴ
、
不
等
と
い
ふ
こ
と
を
其
の
象
と

し

て

ゐ
る

の
で
あ
る
。
彼
は
通
す
れ
ば
必
す
難
魂
を
奪
ぶ
。
不
等
な
れ
ば
髄
塊
は
簸
魂
と
な
る
。
簸
魂
は
智
慧
の
厨
、
罷
醜

は
業
識
に
薦
す
。



智
慧

は
仁
よ
り
生
じ
、
仁
は
天
地
萬
物
の
源
、
故
に
唯
心
唯
識
で
あ
る
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
諜
嗣
同
は
中
國
在
來
の
公
羊
學
に
お
け
る
大
同
圭
義
或
は
大

一
統
と
い
ふ
思
想

の
上
に
立
脚
し
其
の
師
で
あ
り
奪
敬
す
る
同

志
で
あ
つ
た
康
有
爲
の
圭
義
を

一
層
徹
底
的
に
純
理
的
に
進
め
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
そ
れ
は
先
づ
彼
の
時
代
印
ち
清
朝
末
期

の
國
情
か
ら
民
圭
的
共
和
制
が
天
意
天
命
の
存
す
る
所
の
政
治
形
態
で
あ
る
か
ら
萬
人
が
封
等
の
上
に
立
つ
て
共
助
共
榮
、
人
類
不
等
の

愛
を
以
て
絶
封
不
和
の
天
下
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
ふ
に
あ
る
と
思
ふ
。

そ

こ
で
こ
の
人
類
愛
の
精
神
か
ら
彼
は
從
來
の
.道
徳
を
批
制
し
、
五
倫
の
中
の
義
、
親
、
別
、
序

の
四
は
不
等
愛

に
戻
り
そ
む
く
も
の

と
見

て
ゐ
る
。

そ
れ
は

こ
れ
ら
の
道
徳
は

そ
の
嚢
生
の
動
機
が

強
者
長
者
に
都
合
の
よ
い
檬

に
利
己
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら

で
あ

つ
て
㍉
純
粋
な
道
徳
は
無
私
的
の
動
機
か
ら
褒
生
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
利
害
關
係
が
互
に
封
等
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
君
、
父
、

長
、
貴
で
あ
る
所
以
で
弱
幼
賎
な
る
も
の
を
墜
迫
す
る
様
な
不
不
等
な
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
孔
子
が

「
君
は
君
た
り
、
臣
は
臣
た

り
、
子
は
子
た
り
」
と
言
つ
た
様
な
相
封
的
の
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
繹
迦
や
基
督
の
如
き
聖
人
は
、
か
よ
う
な
自
利
的
な

一
方
的

な
道

は
其

の
成
道
の
第

一
歩
で
以
て
破
棄
し
て
ゐ
る
し
、
繹
迦
基
督
孔
子

の
三
聖
は
朋
友
道
と
し
て
の
信
を
重
ん
じ

て
ゐ
る
。
こ
の
朋
友

道

こ
そ
萬
人
共
通
の
大
道
で
あ
る
。
朋
友
の
間
に
は
不
等
と
自
由
と
節
宣
惟
意
の
三
つ
が
あ
る
。
之
を
総
折
す
る
な
ら
ば
自
圭
の
樺
を
失

は
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
上
は
天
文
を
観
、
下
は
地
理
を
察
し
、
遠
ぐ
之
を
物
に
観
、
近
く
之
を
身

に
取
つ
て
も
、
能
く
自
圭
た
る
も

の
は
興
り
、
自
圭
た
り
得
ぬ
も
の
は
敗
れ
る
の
が
昭
然
た
る
公
理
で
あ
る
。
五
倫

の
中
で
自
主
の
樺
を
全
具
し
て
ゐ
る
の
は
朋
友
の
道
の

み
で
あ
る
。
之
を
三
聖
人
の
場
合
に
照
し
て
見

て
も
、
孔
子
の
弟
子
達
は
其

の
井
里
に
背
き
、
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟

の
倫
を
指
て
て
孔
子

に
從
遊
し
或
者
は
豫
を
求
め
て
宰
と
な
つ
た
し
、
基
督
の
弟
子
も
其
の
郷
關
を
す

て
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
の
倫
を
す

て
て
基
督
に
從
遊
し

た
、
甚
し
き
も
の
は
視
吏
漁
師
は
そ
の
本
業
を
捨
て
て
天
國
に
嬉
し
み
、
親
が
死
し
て
麟
葬
す

る
こ
と
す
ら
基
督
は
許
さ
な
か
つ
た
程
で

あ
る
。
繹
迦
は
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟

の
倫
は
皆

「
室
諸
所
有
」
と
し
之
を
捨

て
て
無
き
が
如
く
、
猫
り
朋
友
に
於
て

の
み
出
定
入
定
に
須

隻
も
離
れ
ず
、
説
法
の
時
も
必
す
幾
萬
の
人
と
倶
に
し
必
す
十
方
の
諸
佛
諸
菩
薩
が
來
會
し
、
己
も
獅
子
座
を
離
れ
・ず
身
を

一
切
虚
に
現

課
嗣
同
の
仁
學
に
就
て

口

・

四
七
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四
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じ
、
無
邊
恒
河
沙
数
の
世
界
に
偏
く
往
き
諸
佛
諸
菩
薩
と
會
し
、
往
來
酬
苓
し
て
曾
て
休
息
す
る
こ
と
が
無
か
つ
た
。
甚
し
き
に
至
つ
て

は
華
嚴
経
に
読
く
所
の
如
く
暫
く
胎
中
に
住
す
と
難
も
往
來
聚
合
読
法
し
て
ゐ
る
、

こ
れ
皆
朋
友

に
於
け
る
道
で
あ
る
。

孔
子
の
教
に
於
て
も
君
臣
は
鯛
友
、
父
子
は
朋
友
、
夫
婦
も
兄
弟
も
皆
朋
友
で
あ
り
、
基
督
敏
で
は
、
敵
を
硯
る

こ
と
友

の
如
く
す
と

明
か

に
標
示
し
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
、
佛
教

で
は
其
の
君
を
率
ゐ
る
こ
と
臣

の
如
く
父
母
妻
子
春
屡
は
皆
天
と
親
し
み
、

一
一
出
家
受
戒

し
、
法
會
に
會
す
る
も
の
は
皆
同
じ
く
朋
友
で
あ
る
。
所
謂
國
は
無
く
し
て

一
國
の
如
く
、
所
謂
家
は
無
く
し
て

一
家
の
如
く
、
所
謂
身

は
無
く
し
て

一
身
の
如
く
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
五
倫
の
中
で
朋
友
の
倫

の
み
が
猫
り
奪
い
の
で
あ
る
。
今
中
外
は
攣
法
を
修
談
す
る
が

五
倫
を
攣
じ
よ
う
と
し
な
い
の
は
凡
そ
至
理
安
道
の
起
鮎
に
從

つ
て
ゐ
な
い
と
論
じ
、
こ
エ
に
不
等
の
倫
理
を
提
唱
し
た
こ
と
も
彼
の
大

同
圭
義
に
即
す
る

一
端
で
あ
ら
う
。

諏
嗣
同
は
僅
に
三
十
三
歳
の
肚
年
で
以
て
非
業
の
死
を
途
げ
た
薄
命
の
志
士
で
あ
る
が
、
そ
の
鏡
い
直
畳
力
と
該

博
な
識
見
か
ら
世
界

手
和
の
理
想
を
詮
い
た
の
で
あ
る
が
、
其

の
實
現
性
は
宗
敏
的
精
神
に
蹄
し

て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
彼
は
世
界
の
三
大
宗
敏
・即
ち
佛
基
儒
な

る
も

の
は
敏
圭
を
異
に
し
、
時
代
と
場
所
を
異
に
し
て
は
ゐ
る
が
、
其
の
最
高

の
理
想
は
不
等
と
い
ふ
こ
と
に
露
す

る
と
信
じ
、
之
を
彼

の
學
的
根
祇
た
る
公
羊
學
で
い
ふ
三
世
の
読
か
ら
批
評
し
次
の
如
く
考

へ
て
ゐ
る
。
三
聖
の
中
で
は
孔
子
が
最
も
不
幸
で
あ
つ
た
。
孔
子

の
時
代
は
君
圭
の
法
度
が
極
端
に
嚴
密
で
倫
理
道
徳
も
名
に
よ
つ
て
束
縛
籍
制
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
人
心
に
喰
ひ
入
つ
て
ゐ
て
弊
に
改
革
す

る
こ
と
が
出
來
な
い
欺
態
に
在
つ
た
。
そ
こ
で
孔
子
は
微
言
大
義
で
隙
晦
の
僻
に
托
し

て
椀
曲

に
そ
の
旨
を
表
は
さ
ぎ
る
を
得
な
か
つ
た

こ

の
で
あ
る
。
彼
の
時
代
は
所
謂
篠
配
の
世
で
君
統
の
時
代
で
あ
つ
た
。

基
督
は
孔
子
に
次
い
で
不
幸
で
あ
つ
た
。
基
督
の
時
代
も
君
圭
專
制
の
時
代
で
あ
つ
た
が
中
國
程
に
禮
儀
差
等
の
距
離
が
深
く
な
か
つ

た
の
で
、
天
國
の
治
を
升
準
の
象
の
中
に
宣
傅
す
る
こ
と
が
出
來
た
、
そ
れ
は
升
不

の
世
で
天
統
で
あ
つ
た
。

た

父
羅
迦
は
最
も
幸
幅
な
人
で
あ
つ
た
。
其
の
國
土
は
歴
皮
的
に
歴
代
神
聖
σ
圭
と
い
ふ
も
の
も
無
く
、
佛
自
身

が
世
外
に
出
家
し
た

の
で
あ
る
か
ら
世
間
に
封
し
て
就
避
す
る
所
な
く
自
由
に
大
同
の
読
を
伸
す
こ
と
が
出
來
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
太
干
の
世
で
元
統
で
あ



つ
た
。

こ
の
大
同
の
治
は
猫
り
其
の
父
を
父
と
せ
・ず
其
の
子
を
子
と
せ
す
、
父
子
さ

へ
も
無
い
。
況
ん
や
君
臣
の
關
係
は
勿
論
無
い
、
猫

夫
民
賊
の
爲
す
所
の
束
縛
の
名
を
以
て
し
て
之
に
加

へ
る
所
の
も
の
は
有
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
佛
は
群
敏

の
上
に
猫
り
高
く
立
つ
て
ゐ

る
。

こ
れ
は
時
勢
が
然
ら
ざ
る
を
得
ざ
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
が
要
す
る
に
三
敏
に
於
て
教
圭
の
法
身
は

一
で
あ
る
。

コ
ニ
教
教
圭
は

一

で
あ
る
。
吾
そ
の

一
を
拝
す

る
こ
と
は
皆
之
を
拝
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
ふ
言
葉
を
信
じ
た
い
と
彼
は
述

べ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。

諦
嗣
同
は
別
に
暉
を
修
め
た
と
い
ふ
経
験
を
語
つ
て
は
ゐ
な
い
。
け
れ
共
灘
の
旨
に
も
通
じ
、
華
嚴
に
は
相
當
深
く
這
入
つ
た
も

の
の

如
く
、
此
の
方
面
か
ら
の
所
読
も
大
い
に
藷
く
可
き
も
の
が
あ
り
、
佛
教
と
政
治
的
原
理
の
關
係
に
就
て
も
猫
特
の
所
論
も
あ
る
け
れ
共

今
は
そ
れ
に
迄
及
び
得
す
、
た
ゴ

「
仁
學
」
の
要
旨
に
就
い
て
概
述
す
る
に
止
め
て
お
く
。
術
課
嗣
同
の
思
想
に
就

て
は
私
の
畏
敬
す
る

小
島
鮪
馬
博
士
の
書
か
れ
た

「
藝
文
」
大
正
六
年
十

一
月
號
の
所
載
の
論
交
及
び
ア
テ
ネ
新
書

の

「
中
國
の
革
命
思
想
」
な
る
名
著
を

一

讃
せ
ら
れ
て
拙
稿
の
不
備
を
補
正
し
て
戴
き
た
い
。
(昭
和
二
七
、
二
、
一
〇
)

な
ほ
又

「
立
命
館
丈
學
」
の
本
年
五
月
號
に
掲
げ
ら
れ
た
吉
川
勝
治
氏
の

「
課
嗣
同
に
於
け
る
仁
學
の
構
造
」
と
題
す
る
論
文
の
如
き

も
、
吾
人
に
大
い
に
教
ふ
る
所
が
あ
る
こ
と
を
こ
瓦
に
附
記
し
て
お
く
。
(昭
和
二
七
、
七
、
六
)
.

,

諜
嗣
同

の
仁
學
に
就

て

〔
凹

四
九


