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宋
代
這
周
子
士
大
夫
の

の
憧
れ

者
曾
貼
へ

「狂」

|
|
朱
喜
…
と
そ
の
弟
子
と
の
問
答
を
中
心
に
し
て
|
|

は

め

に

第
一
章
陳
淳
の
思
想
形
成
と
曾
貼
問
題

第
一
節
朱
喜
一
の
下
撃
の
数
え
と
曾
黙

第
二
節
陳
淳
の
陸
事
批
判
と
曾
貼

第
二
章
朱
喜
…
の
曾
貼
理
解
|
|
「
狂
」
と
「
狂
妄
」
を
中
心
に
|
|

第
三
章
南
宋
に
お
け
る
「
内
聖
」
「
外
王
」
思
想
と
曾
貼
へ
の
憧
れ

お

わ

り

に

じl土

め

じ

第
二
競

田

平
成
十
八
年
九
月
設
行

中

秀

十喜I

203 

『
論
一
詰
』
先
進
篇
に
孔
子
が
子
路
・
曾
賄
・
再
有
・
公
西
華
の
四
人
に
、
官
と
し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
の
志
を
各
々
に
述
べ
さ
せ
た
、
所
謂

「
因
子
言
士
山
」
章
が
あ
る
。
そ
の
あ
ら
ま
し
は
、
次
の
通
り
。
ま
ず
子
路
が
小
園
(
千
乗
之
凶
)
な
ら
三
年
で
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
由
什
有

十

l 
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は
五
、
六

O
里
も
し
く
は
六
、
七

O
里
の
固
な
ら
三
年
で
人
民
を
豊
か
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
ま
た
、
公
西
華
は
宗
廟
の
お
っ
と
め
や
諸

侯
の
曾
合
の
時
、
介
添
え
役
ぐ
ら
い
は
で
き
る
と
各
々
い
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
孔
子
が
曾
貼
に
答
え
を
求
め
る
と
、
弾
い
て
い
た
琵
を
お
い

て
立
ち
上
り
、
「
春
の
終
り
ご
ろ
、
春
着
も
す
っ
か
り
整
う
と
、

五
、
六
人
の
青
年
と
六
、
七
人
の
少
年
を
と
も
な
っ
て
、
好
水
で
ゆ
あ
み
を

し
(
浴
乎
冴
)
、
雨
乞
い
に
舞
う
蓋
の
あ
た
り
で
涼
み
を
し
て
(
風
ず
舞
吾
芝
、
歌
い
な
が
ら
蹄
っ
て
参
り
ま
し
ょ
う
(
、
諒
而
婦
)
」
と
い
っ
た
。
孔

(
I
)
 

子
は
、
あ
あ
と
感
歎
す
る
と
「
私
は
貼
に
賛
成
す
る
よ
(
五
口
輿
貼
也
)
」
と
い
わ
れ
た
。

こ
の
章
は
、
『
論
語
」
中
最
も
長
文
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
ほ
か
、
と
り
わ
け
曾
賄
(
字
は
哲
、
曾
子
の
父
親
)
な
る
人
物
が
登
場
し
、

些
か
型
破
り
な
返
答
を
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
一
一
一
人
の
弟
子
を
抑
え
て
ひ
と
り
だ
け
孔
子
に
そ
の
音
、
山
見
の
賛
同
を
得
て
い
る
と
い
う
と

(
2
)
 

こ
ろ
か
ら
、
古
く
か
ら
注
目
を
集
め
て
き
た
。
さ
て
、
そ
の
曾
貼
に
憧
れ
る
と
い
う
現
象
が
宋
代
か
ら
目
立
ち
始
め
る
。
ま
ず
、
詩
な
ど
の
題

(
3
)
 

材
と
な
り
、
「
浴
肝
」
「
舞
零
一
」
「
一
諒
蹄
」
と
い
っ
た
曾
黙
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
で
詠
わ
れ
、
朱
喜
…
も
例
に
も
れ
ず
多
く
の
詩
を
作
っ
た
。
曾
酷

へ
の
憧
憶
を
詠
み
込
む
こ
と
は
、
雨
宋
を
通
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
詩
の
ほ
か
に
も
、
山
獄
麓
室
田
院
の
南
に
築
か
れ
た
舞
零
古
て
そ
れ
を

詠
っ
た
舞
写
亭
詞
(
張
拭
『
南
軒
集
』
巻
一
)
、
ま
た
詠
踊
橋
、
詠
蹄
堂
(
葉
通
『
水
心
先
生
文
集
」
巻
七
)
が
あ
り
、

さ
ら
に
は
詠
蹄
舎
(
棲
鎗

『
攻
娘
集
』
巻
七
九
)
、
ま
た
陳
計
と
い
う
よ
う
な
人
名
(
彼
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
陳
淳
『
陳
北
渓
先
生
大
全
集
』
第
四
門
虫
色
三
「
貫
市
明
記
」
o

以
下

『
北
渓
全
集
」
と
略
記
。
)
な
ど
な
ど
様
々
な
事
物
の
名
稽
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

本
論
で
の
関
心
は
、
宋
代
の
遁
撃
を
中
心
と
す
る
士
大
夫
た
ち
が
、
こ
の
曾
賭
を
盛
ん
に
議
論
し
て
い
る
と
い
う
賠
に
あ
る
。
士
人
の
目
指

す
べ
き
目
標
の
ひ
と
つ
と
し
て
活
溌
に
議
論
さ
れ
、
特
に
朱
喜
…
を
中
心
と
す
る
サ
ー
ク
ル
で
に
わ
か
に
哲
附
晶
子
的
議
論
と
し
て
活
気
を
帯
、
び
て
く

る
の
で
あ
る
。
『
朱
子
語
類
』

の
首
該
章
を
ひ
と
た
び
繕
け
ば
、
問
答
の
多
さ
を
責
感
さ
せ
ら
れ
る
。

さ
て
、
曾
貼
と
道
撃
と
の
聞
係
で
言
え
ば
、
ま
ず
は
周
敦
願
が
畢
げ
ら
れ
る
。
程
頴
は
「
周
茂
叔
に
見
え
た
後
、
吟
風
弄
月
し
て
蹄
り
、

の
意
が
あ
っ
た
」
と
い
い
、
ま
た
黄
庭
堅
が
「
春
陵
の
周
茂
叔
は
、
人
品
が
非
常
に
高
く
、
胸
中
は
さ
っ
ぱ
り
(
漉
落
)

『
五
日
れ
貼
に
輿
す
」

と
し
て
い
て
、
う
ら
ら
か
な
風
や
雨
上
が
り
の
月
(
光
風
雰
月
)
の
よ
う
で
あ
る
」
(
『
議
章
黄
先
生
文
集
』
巻
一

「
譲
渓
詩
」
)
と
言
っ
た
の
を
受
け

十
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て
、
朱
喜
…
の
師
で
あ
る
李
伺
は
、
「
こ
の
句
は
、
有
道
者
の
気
象
を
非
常
に
上
手
く
形
容
し
て
い
ま
す
。
胸
中
が
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
い
る
(
灘

落
)
な
ら
ば
、
動
作
も
墨
く
さ
っ
ぱ
り
(
漉
落
)
と
し
て
い
ま
す
。
挙
問
者
が
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
甚
だ
遠
い
と
は
い
え
、
常
に
こ
の
姿

(
龍
段
)
を
胸
中
に
保
ち
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
(
『
延
平
答
問
』
)
と
、
「
一
議
落
」
の
境
地
を
皐
問
者
の
目
標
に
位
置
づ
け
、
遁
随
一
千
に
お

(

5

)

(

6

)

 

け
る
哲
撃
的
重
要
性
を
附
加
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
漉
落
」
が
曾
酷
を
表
す
心
的
境
地
で
も
あ
り
、
「
従
容
不
迫
」
「
瀧
落
自
在
」
と
い
う
閤

達
自
在
な
心
的
境
地
を
共
通
の
特
徴
と
し
て
周
敦
願
と
曾
賠
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
孔
子
が
曾
賄
に
奥
し
た

の
は
、
恐
ら
く
聖
人
の
志
と
同
じ
、
す
な
わ
ち
莞
舜
の
気
象
だ
か
ら
で
あ
る
」
(
『
河
南
程
子
遺
童
H

」
巻
二
一
)
と
は
、
程
頴
の
言
葉
で
あ
る
が
、

(
7
)
 

こ
こ
に
曾
貼
と
聖
人
嘉
舜
と
が
急
接
近
す
る
。
同
時
に
程
顎
は
、
曾
黙
が
「
狂
」
者
で
あ
っ
て
、
聖
人
で
は
な
い
と
附
言
す
る
が
、
曾
黙
を

「
嘉
舜
の
気
象
」
「
聖
人
の
志
」
「
夫
子
の
志
」
と
と
も
に
語
る
こ
の
言
葉
が
、
程
子
の
凶
昌
子
を
亭
ぶ
者
た
ち
に
、
よ
り
活
溌
に
議
論
さ
せ
る
原
因

(
8
)
 

と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
朱
烹
は
曾
貼
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
こ
と
自
瞳
に
気
が
向
か
な
か
っ
た
。
二
一
浦
園
雄

氏
は
朱
喜
…
の
こ
の
否
定
的
態
度
の
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
る
。
「
曾
貼
の
境
涯
は
、
現
賓
の
直
組
、
不
断
の
工
夫
、

一
事
一
件

の
格
物
と
い
っ
た
「
下
皐
」
の
工
夫
を
飛
び
越
え
た
、
悟
り
そ
の
も
の
の
重
頑
と
と
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
容
認
す
る
こ

と
は
、
「
遁
同
学
」
が
「
異
端
」
に
轄
落
す
る
危
険
を
字
む
か
ら
で
あ
る
」
と
。
こ
れ
は

『
朱
子
語
類
』

の
現
代
語
課
に
添
え
ら
れ
た
解
説
の

部
で
は
あ
る
が
、
曾
賄
に
針
す
る
朱
烹
の
否
定
的
護
言
は
、
「
格
物
」
「
下
撃
の
工
夫
」
と
い
う
朱
喜
山
の
思
想
の
骨
格
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
を

(

9

)

(

印
)

字
ん
で
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
部
分
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
専
論
と
し
て
間
わ

(
日
)

れ
た
こ
と
は
少
な
く
、
確
認
で
き
た
の
は
、
わ
ず
か
に
小
路
口
聴
氏
の
研
究
だ
け
で
あ
っ
た
。
小
路
口
氏
は
三
浦
氏
が
「
具
端
」
に
流
れ
る
、

と
い
う
の
を
よ
り
具
瞳
的
に
論
じ
ら
れ
、
朱
宣
口
小
の
陸
九
淵
批
判
と
し
て
の
側
面
を
押
し
出
す
。
朱
嘉
の
皐
問
と
は
、
「
下
随
一
子
而
上
達
」
と
い
う

「
低
い
と
こ
ろ
か
ら
高
い
と
こ
ろ
へ
、
近
い
と
こ
ろ
か
ら
遠
く
へ
、
段
階
を
追
っ
て
、

一
歩
一
歩
着
賓
に
進
ん
で
い
く
」
も
の
で
あ
る
が
、
天

才
的
な
曾
貼
は
努
力
せ
ず
に
「
高
い
」
と
こ
ろ
を
す
ぐ
に
悟
っ
て
し
ま
い
、
細
か
い
工
夫
を
し
た
こ
と
が
な
い
。
朱
烹
が
曾
黙
を
皐
べ
ば
「
狂

205 

妄
」
と
な
る
と
い
う
の
は
、
「
「
聖
人
の
皐
」
か
ら
の
逸
脱
」
を
示
し
て
お
り
、
曾
賄
に
貼
ら
れ
た
「
狂
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
は
「
一
方
的
に
排

十

11 
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除
の
言
説
と
し
て
、
否
定
的
に
働
い
て
い
る
」
、

つ
ま
り
、
朱
書
の
曾
賄
批
判
と
は
、
耳
目
賄
も
ろ
と
も
陸
象
山
の
存
在
と
そ
の
皐
問
を
も
否
定

し
て
、
あ
わ
せ
て
、
自
己
の
皐
聞
が
「
聖
人
の
皐
」
を
纏
承
す
る
、
員
の
「
皐
問
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
《
正
統
》
性
を
強
く
主
張
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
、
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
朱
書
の
否
定
的
な
曾
貼
観
の
裏
に
、
陸
随
一
子
批
判
を
誼
み
取
り
、
論
を
朱
陸
の
封
立
の
中
に
時

結
す
る
。
氏
の
論
を
敷
桁
す
れ
ば
、
朱
嘉
は
曾
黙
の
存
在
を
全
く
の
偶
然
的
産
物
で
、
「
聖
人
の
随
一
子
」
か
ら
逸
脱
し
た
「
異
端
」
以
外
の
な
に

も
の
で
も
な
い
と
考
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

本
論
は
小
路
口
氏
の
論
を
一
歩
進
め
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
る
。
小
路
口
氏
の
研
究
は
、
弟
子
側
が
朱
烹
の
意
見
を
ど
う
受
け
止
め
た
の
か

ま
で
は
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
で
、
第
一
章
で
は
、
す
べ
て
の
弟
子
を
取
り
上
げ
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
後
世
へ
の
影
響
な
ど

の
重
要
性
か
ら
、
高
弟
の
ひ
と
り
で
あ
る
陳
淳
を
主
な
考
察
の
封
象
と
し
、
陳
淳
の
思
想
形
成
と
曾
貼
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
。
第

二
章
で
は
、
覗
黙
を
朱
喜
…
の
思
想
に
戻
し
、
小
路
口
氏
が
曾
貼
を
「
異
端
と
し
て
「
狂
者
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
排
除
し
て
し
ま
う
し
か
な

か
っ
た
」
と
論
じ
ら
れ
る
鈷
に
つ
い
て
再
考
し
、
朱
烹
の
「
狂
」
に
封
す
る
考
え
方
、
そ
し
て
果
た
し
て
本
首
に
「
一
方
的
な
排
除
」
な
の
か

ど
う
か
、
と
い
う
方
向
か
ら
朱
裏
の
曾
貼
観
を
問
い
直
し
、

そ
も
そ
も
朱
喜
…
は
曾
黙
を
肯
定
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
否
定
し
て
い
た
の
か
、

と
い
う
よ
う
な
二
分
法
的
理
解
の
問
題
貼
を
、
朱
陸
論
が
内
在
す
る
限
界
と
の
関
係
で
論
じ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
第
一
章
で
論
じ
た

陳
淳
の
曾
貼
観
の
特
徴
が
よ
り
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
鯛
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

問
題
、

つ
ま
り
、
な
ぜ
宋
代
の
道
隆
一
千
士
大
夫
は
、
孔
門
で
き
し
て
重
要
で
も
な
い
曾
貼
な
る
人
物
に
憧
憶
の
念
を
抱
き
、
盛
ん
に
議
論
す
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
曾
貼
に
閲
す
る
一
連
の
問
題
群
が
、

一
見
頂
末
な
よ
う
で
は
あ
る
が
、
宋
代
遁
阻
一
千
思

想
史
の
展
開
上
、
朱
嘉
を
中
心
と
す
る
知
識
人
に
と
っ
て
避
け
て
は
通
れ
な
い
、
官
時
の
あ
る
思
潮
傾
向
を
示
す
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
を
我
々
は
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。

十
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信
用
一
士
早

陳
淳
の
思
想
形
成
と
曾
貼
問
題

陳
淳
(
字
は
安
卿
、
北
渓
先
生
)
は
、
南
宋
の
高
宗
、
紹
興
二
九
(
一

一
五
九
)
年
に
津
州
龍
漠
牒
に
生
ま
れ
、
寧
宗
の
嘉
定
一
ム
ハ
(
一
一
一
二
三
)

年
に
六
五
歳
で
亡
く
な
る
。
彼
は
淳
照
一
六
(
一

一
八
九
)
年
の
解
試
に
は
合
格
す
る
も
の
の
、
終
生
進
士
合
格
す
る
こ
と
な
く
、
嘉
定
一

(
二
一
一
八
)
年
に
恩
に
よ
っ
て
泉
州
安
渓
牒
主
簿
を
授
か
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
任
務
に
就
か
ず
、
官
僚
と
し
て
の
業
績
は
皆
無
で
あ
る
。
陳

淳
の
名
が
知
ら
れ
る
の
は
朱
嘉
晩
年
の
高
弟
と
し
て
、
ま
た
特
に
中
国
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
や
日
本
で
も
朱
子
撃
の
入
門
書
と
し
て
後
世
虞
く
親

し
ま
れ
た
『
北
渓
字
義
』

の
著
者
と
し
て
で
あ
る
。
本
論
で
は
「
北
漢
字
義
』

で
は
な
く
、
丈
集
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
。
彼
の
文
集
に
は
、

(ロ)

『
北
渓
全
集
」
が
あ
り
、
そ
の
足
跡
や
思
想
を
比
較
的
詳
細
に
辿
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
陳
淳
の
思
想
的
特
徴
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
。
こ
こ
で
断
っ
て
お
き
た
い
の
が
、
陳
淳
の
思
想
と
い
っ
て
も
、
彼
の
意
園
は
朱
喜
…
思
想
の
祖
逮
で
あ
り
、
陳
淳
の
考
え
る
朱
喜
…
の

随
一
子
問
で
あ
っ
た
こ
と
。
ま
た
、
本
論
は
そ
の
全
貌
で
は
な
く
、

い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
黙
に
絞
っ
て
論
じ
る
の
で
、
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て

は
先
行
研
究
に
首
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ

ま
ず
は
、
「
尊
徳
性
」
(
徳
性
を
隼
ぶ
)
と
「
遁
問
皐
」
(
問
撃
に
這
る
)
に
闘
し
て
。
「
掌
徳
性
」
と
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
天
か
ら
賦
輿
さ
れ
た

正
理
(
性
)
を
恭
し
く
保
持
す
る
こ
と
、
ま
た
「
遁
問
皐
」
と
は
格
物
致
知
、

つ
ま
り
客
観
的
に
事
物
の
理
を
窮
め
る
こ
と
で
あ
り
、
具
躍
的

に
は
謹
書
に
よ
る
修
行
を
意
味
す
る
(
『
中
庸
章
句
』
第
二
七
草
)
0

こ
の
ふ
た
つ
の
修
行
は
ど
ち
ら
が
級
け
で
も
正
し
い
方
法
で
は
な
い
が
、
比

(
日
)

重
で
言
え
ば
、
「
道
問
的
晶
子
」
に
よ
り
重
賄
が
置
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
格
物
窮
理
」
と
い
う
着
賓
な
修
行
を
一
歩
一
歩
積
み
重
ね
る
「
下
皐
」
の

(
日
)

工
夫
を
随
一
子
聞
の
本
領
と
す
る
。
ま
た
、
「
致
知
」
と
「
力
行
」
に
つ
い
て
は
、
「
知
」
と
「
行
」
の
連
績
を
前
提
と
し
て
、
順
序
で
は
先
に
「
致

知
」
し
、
そ
の
後
で
「
力
行
」
が
あ
る
と
す
る
。
「
本
首
に
よ
く
「
知
」
れ
ば
、
本
首
に
よ
く
「
行
」
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
「
行
」
に

鉄
陥
が
あ
る
の
は
、
「
行
」
の
罪
で
は
な
く
、
皆
「
知
」
が
徹
底
的
で
な
い
か
ら
で
あ
る
」
(
『
北
渓
全
集
』
第
四
門
倉
一
四
「
答
陳
伯
操
一
」
)
と
い

207 

ぅ
。
客
観
的
な
事
物
理
の
探
求
と
賓
践
は
雨
者
扶
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
賓
際
的
行
動
は
「
致
知
」
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
事
間
的
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裏
付
け
が
あ
っ
て
こ
そ
、
徹
底
的
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
致
知
」
が
先
行
し
よ
り
力
賄
が
置
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
陳

淳
の
思
想
的
特
徴
と
は
、
「
隼
徳
性
」
よ
り
は
「
道
問
撃
」
を
、
「
力
行
」
よ
り
は
「
致
知
」
を
重
↓
楓
し
、
護
主
日
を
通
し
た
事
理
の
徹
底
的
究
明

こ
そ
が
皐
聞
の
最
重
要
項
目
で
あ
る
と
見
な
す
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
朱
子
撃
の
基
本
用
語
を
類
別
さ
せ
て
懇
切
詳
細
に
解
説
し
た

字
義
」
こ
そ
、
彼
の
「
遁
問
皐
」
「
致
知
」
強
調
の
結
晶
と
し
て
世
に
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
附
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
が
、
陸
九
淵
の
撃
聞
に
封
す
る
激
し
い
敵
頑
と
排
斥
で
あ
る
。
陳
淳
は
朱
烹
亡
き
後
、
朱
子
準
顕
彰
と
同
時
に
陸
随
一
子
批
判
に
全
力
を
注
ぐ

『
北
渓

こ
と
と
な
る
。
「
遁
問
皐
」
「
致
知
」
、
そ
し
て
「
陸
皐
批
判
」
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
こ
の
賄
を
陳
淳
の
皐
聞
の
特
徴
と
し
て
確
認
し
て
お
く
。

こ
の
よ
う
な
陳
淳
の
思
想
と
曾
貼
の
関
係
を
調
べ
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
章
の
目
論
見
で
あ
る
。
務
備
的
情
報
と
し
て
、
陳
淳
の
活
動

時
期
を
少
し
整
理
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
彼
の
事
蹟
が
は
っ
き
り
し
始
め
る
の
は
、
朱
喜
…
に
直
接
面
合
目
し
て
か
ら
で
あ
る
。
朱
喜
…
に
師
事
し

た
時
期
に
つ
い
て
は
、

田
中
謙
一
一
氏
が
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
一
回
目
は
紹
照
元
(
一

一九
O
)
年
一
一
月
一
八
日
か
ら
翌
二
(

一
九
九
)
年
一
一
月
中
旬
か
ら
翌
六
(
二
一
O
O
)
年
一
月
五
日
ま
で
で
、
前
後
二
回
に
分

け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
分
け
て
、
①
第
一
回
目
の
師
事
期
、
②
師
事
後
蹄
省
、
郷
里
で
塾
の
数
師
を
し
つ
つ
、
諸
随
一
千
者
と
書
簡
を
通
じ
た
交
際
の

時
期
、
③
第
二
回
目
の
師
事
期
、
④
朱
裏
の
死
後
、
郷
里
で
の
議
撃
に
闘
み
つ
つ
、
朱
子
同
学
振
の
先
鋒
と
し
て
陸
皐
を
批
判
し
た
晩
年
、
と
い

(
国
)

う
よ
う
に
四
匝
分
し
て
理
解
す
る
の
が
稽
古
で
あ
ろ
う
。

九
一
)
年
五
月
二
日
ま
で
、
一
一
回
目
が
慶
元
五
(

(
刀
)

陳
淳
が
曾
賭
を
め
ぐ
る
議
論
に
閥
心
を
示
し
始
め
る
の
は
、
②
の
時
期
に
あ
た
る
が
、
陳
淳
に
と
っ
て
よ
り
重
要
と
な
る
の
は
、
③
の
時
の

朱
喜
…
か
ら
の
訓
戒
で
あ
る
の
で
、
①
②
の
時
期
に
つ
い
て
は
割
愛
し
、
③
を
第
一
節
、
④
を
第
二
節
と
し
て
論
を
す
す
め
る
。

第
一
節

朱
喜
…
の
下
準
の
教
え
と
曾
貼

慶
元
五
(
一

一
九
九
)
年
一
一
月
中
旬
、
折
し
も
備
亭
の
禁
の
員
只
中
、
陳
淳
は
岳
父
李
唐
次
口
と
共
に
朱
裏
の
い
る
考
亭
に
到
着
。
朱
裏
白

身
も
相
首
に
老
衰
し
、
足
腰
も
か
な
り
弱
っ
て
い
た
が
、
精
神
と
撃
の
張
り
だ
け
は
以
前
と
愛
わ
ら
ず
、
陳
淳
へ
の
期
待
の
念
を
込
め
て
か
、
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一
回
目
の
問
答
よ
り
、
今
回
の
教
え
は
相
嘗
血
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
陳
淳
自
身
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
こ
の
度
の
訓
戒
の
要
黙
は
、
着
責
な
る

「
致
知
」
「
力
行
」
の
数
え
、
す
な
わ
ち
「
下
準
」
の
二
字
に
蓋
き
る
。
「
顔
子
の

『
博
約
』
を
求
め
て
、

い
そ
い
で
顔
子
の

『
卓
爾
』
を
求
め

なて
内は
容 い
で け
あ な
つ い
た長 O

。)曾

子
の

『
貫
』
た
る
所
以
を
求
め
て
、

い
そ
い
で
曾
子
の

『
こ
た
る
所
以
を
求
め
て
は
い
け
な
い
」
と
は
、
そ
の
象
徴
的

そ
れ
で
は
、
そ
の
陳
淳
へ
の
教
え
と
は
具
躍
的
に
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
命
日
賄
の
問
題
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
論
一
詰
』
子
四
千
篇
に
、
品
目
子
の
「
貫
」
「
一
」
と
い
う
の
は

顔
子
の
「
博
約
」
「
卓
爾
」
と
い
う
の
は

『
論
証
巴
里
仁
篇
に
あ
る
有
名
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
り
、

つ
ま
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
朱
書
の
意
固
は
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
多
く
の
事
象
と
そ
れ
を
統
べ
貫
く
天
理
と
の
闘
係
に

お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
天
下
を
貫
く
天
理
を
念
頭
に
お
い
て
個
々
の
事
象
に
取
り
掛
か
る
の
で
は
な
く
、
天
理
は
想
定
せ
ず
に
目
の
前
の
あ
ら

(

刊

日

)

ゆ
る
事
に
取
り
組
ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
孔
子
が
曾
子
に
教
え
た
「
一
貫
」
の
教
え
(
子
日
、
参
子
、
五
口
道
一
以
貫

之
哉
)
を
朱
喜
…
は
銭
と
そ
れ
を
通
す
紐
に
例
え
て
説
明
す
る
。
「
こ
と
は
銭
を
通
す
一
本
の
紐
で
あ
り
、
「
貫
」
か
れ
て
い
る
の
が
多
く
の
銭
。

(
初
)

一
本
の
紐
で
串
刺
し
に
出
来
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
「
一
貫
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
曾
子
は
日
ご

た
く
さ
ん
銭
を
積
み
上
げ
て
こ
そ
、

ろ
よ
り
事
事
物
物
に
即
し
て
多
く
の
遁
理
を
合
同
得
で
き
て
い
た
。

つ
ま
り
、
多
く
の
銭
を
積
み
上
げ
て
い
た
が
、
孔
子
は
そ
れ
を
貫
く
「
一
」

な
る
ほ
迫
理
に
曾
子
が
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
は
と
心
配
し
、
彼
に
救
え
た
。
曾
子
に
は
も
と
も
と
孔
子
に
「
こ
な
る
道
理
を
教
え
ら
れ
る
前

に
蓄
積
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
教
え
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
と
。
「
曾
子
の

『
貫
」
た
る
所
以
を
求
め
て
、

い
そ
い
で

曾
子
の

『
こ
た
る
所
以
を
求
め
て
は
い
け
な
い
」
と
は
、
こ
の
教
え
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
昔
時
の
陳
淳
の
民
子
聞
は
そ
の
正
反
封
で
あ
っ
た

と
朱
宣
聞
い
い
に
は
思
わ
れ
た
。
「
修
行
を
し
た
後
、
天
理
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
問
題
有
り
ま
せ
ん
。
た
だ
ま
だ
修
行
を
す
る
前
に
、

先
に
天
理
を
も
と
め
見
ょ
う
と
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
か
」
(
『
朱
子
語
類
』
春
一

一
七
、
第
四
六
候
)
と
い
う
陳
淳
の
質
問
に
、
「
貫
」
よ
り
は

「
こ
を
ま
ず
捉
え
た
い
と
い
う
思
い
が
明
確
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
「
下
準
」
中
に
「
上
達
」
を
期
待
し
た
り
、
個
々
の
理

209 

を
窮
め
た
後
、
本
首
に
「
理
こ
が
将
来
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
朱
烹
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
「
高
殊
」
に
取
り
か
か
る
よ
り
は
、
常
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に
「
理
こ
を
す
ぐ
さ
ま
掴
み
取
ろ
う
と
す
る
陳
淳
に
封
し
て
、
朱
喜
…
は
そ
の
た
び
ご
と
に
、
「
下
準
」
に
お
い
て
は
、
「
線
舎
の
庭
」
「
天
理
」
、

つ
ま
り
「
理
こ
と
い
っ
た
高
遠
な
境
地
は
珠
期
し
て
は
な
ら
な
い
と
答
え
る
。
品
目
子
は
、

は
じ
め
か
ら
淳
然
一
躍
と
し
た
も
の
を
把
握
し
ょ

う
と
期
待
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
事
事
物
物
に
つ
い
て
「
下
皐
」
し
て
か
ら
、
孔
子
に
「
一
以
て
之
を
貫
く
」
こ
と
を
教
え

議
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
。
と
に
か
く
、
陳
淳
に
「
君
は
根
原
の
と
こ
ろ
か
ら
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、
先
に
天
理
が
そ
の
目
前
に
あ
る
の
を
見
て

か
ら
、

よ
う
や
く
賓
行
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
君
の
扶
貼
だ
」
(
『
朱
子
語
類
」
巻
一

一
七
、
第
四
六
候
)
と
か
、
「
い
ま
君
は
た
ん
に

一
本
の
線
上
で
天
理
を
覗
き
見
て
、
そ
れ
で
も
う
天
理
は
こ
ん
な
も
の
だ
と
云
い
、
こ
れ
で
高
事
に
通
じ
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
」
(
「
朱
子
語
類
』
を
一

一
七
、
第
五
二
候
)
な
ど
、
あ
ら
か
じ
め
「
理
こ
な
る
も
の
を
理

解
し
て
か
ら
、
高
理
に
取
り
掛
か
ろ
う
と
す
る
陳
淳
の
扶
貼
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
扶
貼
と
密
接
に
繋
が
っ
た
と
こ
ろ
に
曾
貼
の
問
題

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
曾
子
父
子
の
皐
聞
は
正
反
封
で
あ
っ
て
、
曾
子
は
下
か
ら
や
っ
て
い
っ
た
が
、
曾
酷
は
上
か
ら
わ
か
っ
た
の
だ
」
(
『
朱
子
語
類
」
巻
一

第
四
六
候
)
o

曾
子
は
着
賓
な
「
下
亭
」
の
工
夫
を
し
た
が
、
父
の
曾
貼
は
ま
っ
た
く
そ
の
よ
う
な
修
行
を
し
た
こ
と
も
な
い
の
に
、
生
ま
れ
な

が
ら
の
天
資
に
よ
っ
て
「
一
」
な
る
も
の
が
分
か
っ
て
し
ま
っ
た
人
物
で
あ
る
、
と
朱
嘉
は
言
う
(
『
朱
子
語
類
』
巻
四
O
、
第
四
一
候
)
。
そ
の

よ
う
な
曾
貼
を
皐
ぶ
こ
と
は
、
三
浦
氏
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
「
「
下
皐
」
の
工
夫
を
飛
び
越
え
た
、
悟
り
そ
の
も
の
の
重
嗣
」
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
「
寓
理
と
は
た
だ
一
理
で
あ
る
が
、
組
宇
ぶ
者
は
し
ば
ら
く
高
理
中
の
様
々
な
局
面
に
す
べ
て
取
り
組
ん
で
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
総
合
し

て
、
よ
う
や
く
お
の
ず
と
こ
の
一
理
を
A
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
こ
の
高
理
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
い
で
、
ひ
た
す
ら
あ
の
一
理
に
取

り
組
ん
で
、
『
貼
に
興
す
』
や
顔
、
子
の
楽
し
み
を
い
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
」
(
『
朱
子
語
類
』
省
一

一
七
、
第
四
三
候
)
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ

と
を
言
い
表
し
て
い
る
。

「
一
以
て
之
を
貫
く
」
の
「
一
」
ば
か
り
を
求
め
る
者
は
好
ん
で
曾
貼
を
論
じ
る
。
そ
れ
は
、
陳
淳
の
み
に
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
く
、
②

(
引
)

の
時
期
陳
淳
と
曾
貼
を
め
ぐ
っ
て
論
争
し
た
塞
徳
明
に
し
て
も
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
陳
淳
自
身
は
「
下
皐
」
の
工
夫
を
軽
嗣
し
て
い
る

十
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(
沼
)

と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
む
し
ろ
「
下
撃
」
の
重
要
性
は
、
最
世
丈
、
妻
徳
明
に
針
す
る
批
判
の
中
で
す
で
に
強
調
し
て
い
た
。
し
か
し
、

朱
喜
…
に
し
て
み
れ
ば
、
「
こ
な
る
天
理
を
希
求
し
て
や
ま
な
い
撃
間
態
度
こ
そ
、
「
下
準
」
を
な
お
ざ
り
に
す
る
原
因
で
あ
っ
て
、
陳
淳
も
巌
、

塞
と
同
じ
扶
助
が
あ
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
陳
淳
に
と
っ
て
、
こ
の
度
の
敬
え
を
最
も
印
象
的
に
さ
せ
た
の
は
、
そ
の
陳
淳
の
欽
貼
こ
そ
、
朱
烹
が
最
も
忌
む
論
敵
で
あ
る
陸

象
山
の
欽
貼
と
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
で
あ
っ
た
。

最
近
陸
九
淵
の
弟
子
が
数
篇
の
詩
を
よ
こ
し
て
き
た
が
、

た
だ
顔
淵
と
曾
黙
の
す
こ
し
の
事
を
重
ね
重
ね
い
っ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
他

の
詩
書
檀
幾
と
い
っ
た
も
の
は
全
く
言
わ
な
い
。
君
(
陳
淳
)
の
下
撃
も
、
た
だ
鋭
い
も
の
だ
け
を
選
ん
で
言
い
、
に
ぶ
い
も
の
は
み
な

捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
。
(
『
朱
子
語
類
』
者

一
七
、
第
瓦
一
候
)

銭
と
紐
と
の
例
え
で
い
え
ば
、
ま
さ
に
一
本
の
紐
を
探
し
求
め
て
い
る
だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
(
『
朱
子
語
類
』
巻
一

一
七
、
第
五
二
候
)
、
そ
し

て
必
要
な
も
の
だ
け
を
選
び
取
っ
て
、

つ
ま
り
曾
貼
だ
け
を
好
ん
で
議
論
す
る
と
い
う
こ
と
(
『
朱
子
詰
類
』
巻
一

一
七
、
第
四
三
、
四
四
候
)
、
陸

随
一
干
の
者
と
そ
う
い
う
共
通
酷
を
持
つ
と
注
意
さ
れ
た
。
陳
淳
晩
年
の
陸
挙
批
判
の
鏡
さ
か
ら
考
え
れ
ば
、
陳
淳
の
考
え
が
陸
門
の
者
と
同
じ
だ

と
い
う
指
摘
は
、
非
常
に
興
味
深
い
。
こ
の
時
の
朱
喜
…
の
激
し
い
訓
戒
は
陳
淳
に
決
定
的
な
影
響
を
輿
え
、
彼
の
晩
年
の
方
向
性
を
決
定
し
た
。

そ
の
方
向
性
と
は
、
頑
な
な
ま
で
の
「
下
皐
」
の
重
覗
と
、
陸
皐
批
判
で
あ
る
。

第
二
節

陳
淳
の
陸
撃
批
判
と
曾
貼

慶
元
六
ご
二
O
O
)
年
正
月
五
日
、
陳
淳
は
冬
に
再
合
目
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
、
蹄
郷
。
し
か
し
、
不
幸
に
も
そ
の
九
二
日
後
に
朱
烹
は

こ
の
世
を
去
る
。
世
間
で
は
、
備
皐
の
禁
も
未
だ
解
か
れ
ず
、
陳
淳
は
郷
里
に
て
亡
き
師
の
説
を
ひ
た
す
ら
守
り
、
島
T

間
研
錆
の
日
々
を
迭
る

こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
聞
稽
二
三
二
O
六
)
年
、

い
わ
ゆ
る
聞
稽
用
兵
の
失
敗
が
原
因
で
、
韓
促
由
円
は
殺
害
さ
れ
、
偏
向
学
の
禁
も
解
除
、

211 

よ
う
や
く
遁
事
士
人
に
も
仕
官
の
望
み
が
出
て
き
た
。
そ
こ
で
、
陳
淳
も
再
び
科
畢
に
挑
戦
し
、
嘉
定
元
三
二
O
八
)
年
、
同
四
(
一
二
一
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一
)
年
、
同
一

O
(
一
一
一
一
七
)
年
に
上
京
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
嘉
定
一

O
年
、
臨
安
か
ら
の
蹄
途
、
最
州
の
知
事
鄭
之
悌
の
要
請
に
よ
り
、

は
か
ら
ず
も
二
ヶ
月
間
最
州
に
留
ま
り
、
郡
撃
で
講
義
を
お
こ
な
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
講
義
の
内
容
が
「
最
陵
講
義
」
(
内
容
は
「
遁
皐
韓
統
」

「
師
友
淵
源
」
「
用
功
節
目
」
「
議
室
田
次
序
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
)
と
し
て
彼
の
丈
集
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
(
『
北
渓
全
集
』
第
一
門
巻
二
。
こ
の
講
義

の
目
的
は
、
宮
地
を
探
聞
す
る
陸
亭
を
排
斥
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
陳
淳
は
湖
東
の
こ
の
地
で
あ
ま
り
に
も
陸
撃
の
勢
力
が
強
い
と
い
う
賦
況

を
目
の
首
た
り
に
し
、
陸
皐
批
判
を
烈
し
く
し
て
い
く
。
陳
淳
が
批
判
す
る
陸
撃
と
い
う
の
は
、
楊
筒
(
一

一四一

l
二
二
ヱ
ハ
、
字
は
敬
仲
、

慈
湖
先
生
)
、
哀
印
刷
工
(
一

一
四
四
1
二
三
四
、
{
子
は
和
叔
、
契
蔚
先
生
)
、
野
球
(

一
九
九
、
字
は
元
盾
、
庚
平
先
生
)
、
沈
燥
(
一

ノ、

九

一
九
一
、
字
は
叔
晦
、
定
川
先
生
)
の
明
州
四
先
生
。
彼
ら
は
陸
九
淵
の
高
弟
で
あ
り
、
慶
元
府
を
中
心
に
活
躍
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
陸
撃

は
江
西
よ
り
も
漸
東
に
急
速
に
麿
が
る
こ
と
と
な
る
。
陳
淳
は
す
で
に
臨
安
に
い
る
時
か
ら
、
所
東
で
陸
挙
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
を
耳
に
し
て

い
た
。
官
僚
と
し
て
の
地
位
が
高
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
特
に
楊
筒
、
衰
撃
が
陸
向
島
千
を
大
い
に
虞
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
に
も
超
彦
粛
(
字
は

子
欽
)
、
信
阜
民
(
字
は
子
南
)
が
、
そ
し
て
陳
淳
が
訪
問
し
た
頃
に
は
、
聡
仲
可
、
顧
卒
甫
と
い
う
人
物
が
陸
墜
を
継
承
し
て
い
た
。
賓
際
に

宮
地
に
行
っ
て
み
る
と
、
最
陵
の
土
地
は
山
聞
で
あ
り
、
士
風
は
卑
し
く
、
全
く
義
理
の
撃
に
向
か
う
者
が
お
ら
ず
、
た
と
え
い
た
と
し
て
も
、

(
お
)

た
ち
ま
ち
陸
撃
の
圏
櫨
に
陥
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
の
事
聞
は
、
大
抵
全
く
禅
家
の
主
旨
を
利
用
し
、
人
に
終
日
歎
坐
す
る
こ
と
で
、
本
心
を
求
め
、
そ
の
上
謹
書
窮
理
さ
せ
な
い
、
と
い

う
も
の
で
す
。
そ
の
心
を
治
め
る
方
法
も
、
ま
た
か
え
っ
て
人
心
を
見
関
連
え
て
、
道
心
の
妙
と
見
倣
し
、
孔
孟
と
宗
旨
を
異
に
し
、
周

程
に
手
向
か
っ
て
お
り
ま
す
。
普
段
は
ず
い
ぶ
ん
苦
行
も
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
遁
附
晶
子
の
名
で
自
ら
標
梼
も
し
て
い
ま
す
。

こ
の
地
方
の
時
の
官
僚
は
、
多
く
陸
撃
を
重
ん
じ
、
と
り
わ
け
で
一
人
も
看
破
す
る
者
も
い
ま
せ
ん
。
私
が
郡
向
晶
子
に
来
て
か
ら
と
い
う
も

の
、
彼
ら
全
員
来
訪
し
、
議
論
し
ま
し
た
が
合
わ
ず
に
、
と
う
と
う
お
互
い
身
を
遠
ざ
け
る
、
と
い
う
始
末
で
す
。
(
『
北
渓
全
集
』
第
四
門

巻

「
輿
李
公
晦
こ
)

陳
淳
の
観
察
し
た
首
地
の
陸
撃
の
賦
況
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
丈
章
は
李
方
子
に
宛
て
た
書
簡
の
一
部
で
あ
る
が
、
李
方
子
も
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朱
喜
…
の
弟
子
に
あ
た
る
人
物
で
、
も
と
よ
り
高
評
債
の
言
葉
が
聞
か
れ
る
と
は
珠
想
さ
れ
な
い
が
、
如
何
に
陳
淳
が
陸
撃
を
異
端
嗣
し
て
い
た

の
か
が
知
れ
よ
う
。
彼
等
と
議
論
し
て
も
全
く
合
わ
な
い
と
嘆
い
て
み
せ
る
が
、
朱
喜
…
と
陸
九
淵
の
論
争
か
ら
鑑
み
て
も
、
話
せ
ば
話
す
ほ
ど
、

共
感
す
る
ど
こ
ろ
か
、
溝
が
深
ま
る
ば
か
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
最
も
問
題
と
な
る
の
が
、
「
謹
書
窮
理
」
し
な
い
と
い
う
酷
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
陸
撃
の
随
一
千
問
方
法
に
は
た
だ
「
尊
徳
性
」
が
あ
る
だ
け
で
、
「
遁
問
随
一
子
」
の
工
夫
が
無
い
と
い
う
賭
こ
そ
が
、
陸
随
一
干
の
異
端
た
る

所
以
な
の
で
あ
る
(
『
北
渓
会
集
』
第
四
門
巻
一
四
「
答
陳
伯
操
六
」
)
。
な
か
に
は
謹
書
す
る
者
も
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
『
語
孟
精
義
』
を
謹
ん
で

も
、
朱
芸
の

『
集
注
』
は
謹
ま
ず
、
『
中
庸
集
解
』
を
謹
ん
で
も
、
朱
裏
の

『
章
句
』
『
或
問
』
は
謹
ま
ず
、
『
河
南
遺
書
』
を
謹
ん
で
も
、
『
近

思
録
』
は
讃
ま
ず
、
「
周
子
通
書
』
を
謹
ん
で
も
、
『
太
極
園
』
は
誼
ま
な
い
。
『
通
書
」
は
た
だ
白
本
だ
け
を
讃
ん
で
、
朱
書
が
解
説
を
つ
け

(
出
)

た
本
は
謹
ま
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
は
、
周
敦
聞
や
一
一
程
の
も
の
は
謹
む
が
朱
嘉
の
も
の
は
謹
ま
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

『
語
孟
精
義
』
は
朱
喜
山
の
手
に
な
る
も
の
だ
が
、
内
容
は
中
迫
撃
の
先
達
者
の
解
轄
を
集
め
た
も
の
な
の
で
、
讃
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た

特
に
、
朱
喜
…
亭
圏
内
で
聖
亭
入
徳
の
門
と
し
て
最
も
重
ん
じ
ら
れ
た
『
大
随
一
工
早
句
」
が
こ
の
地
に
は
存
在
せ
ず
、
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
、

(
お
)

決
定
版
で
は
な
く
、
奮
版
で
あ
っ
た
こ
と
は
最
も
忌
む
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
斯
東
に
お
け
る
朱
陸
の
勢
力
圃
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の

か
、
そ
し
て
、
陸
皐
抵
の
朱
皐
へ
の
封
抗
心
を
、
陳
淳
は
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
賦
況
の
下
、
陳

淳
は
朱
子
向
学
の
唱
導
に
飴
生
の
全
て
を
つ
ぎ
込
む
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
族
に
お
い
て
、
陳
淳
は
陸
撃
の
脅
威
を
感
じ
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
巌
陵
か
ら
の
蹄
途
、
一
噛
建
の
甫
田
牒
に
た
ち
よ
り
、
同
門

の
陳
光
租
に
招
聴
さ
れ
て
、

し
ば
ら
く
そ
の
書
院
で
過
ご
す
。
そ
こ
で
、
陳
光
組
の
息
子
、
陳
肝
(
字
は
伯
漁
)
と
出
合
い
、
陳
淳
か
ら
す
れ

ば
、
な
か
な
か
に
得
が
た
き
人
材
を
得
た
と
の
思
い
が
あ
っ
た
。
陳
叶
は
こ
の
後
、
陳
淳
の
門
に
入
り
高
弟
と
し
て
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
が
、
こ
の
時
の
「
将
来
必
ず
大
い
に
望
む
べ
き
も
の
あ
り
」
と
い
う
陳
淳
の
期
待
の
か
け
よ
う
は
、
最
陵
で
の
陸
皐
に
釘
す
る
許
債
と
お
も

(
お
)

し
ろ
い
よ
う
に
好
封
照
を
な
し
て
い
る
。
陳
淳
の
文
集
に
は
、
こ
の
陳
叶
に
宛
て
た
書
簡
が
二
二
週
も
あ
り
、
彼
以
外
の
人
に
宛
て
た
書
簡
は

213 

概
ね
敢
通
し
か
な
い
の
に
比
べ
て
相
官
多
い
。
書
簡
以
外
に
も
、
問
答
の
た
め
の
問
目
な
ど
、
陳
肝
関
係
の
も
の
は
相
首
建
っ
て
い
る
。
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そ
れ
で
は
、
陳
折
に
封
し
て
朱
子
皐
の
何
を
教
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
主
に
「
用
功
節
目
」
と
「
謹
書
次
序
」
、

つ
ま
り
皐
間
に
は
細

日
が
あ
り
、
謹
書
に
は
順
序
段
階
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
教
え
は
、
陳
況
に
封
す
る
ほ
と
ん
ど
の
書
簡
に
お
い
て
何
度
も
述
べ
ら
れ
る
し
、

何
よ
り
も
先
の
「
最
陵
講
義
」
の
内
容
と
重
な
り
合
う
。
さ
ら
に
具
盟
的
に
言
え
ば
、
「
致
知
」
「
力
行
」
は
連
積
し
て
い
る
が
、
工
夫
の
順
と

の
工
夫
の
重
踊
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
一
超
直

し
て
は
「
致
知
」
が
先
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
「
格
物
致
知
」
、
そ
し
て
「
下
皐
」

入
」
と
い
う
閥
的
頓
悟
へ
の
封
抗
で
あ
る
が
、
陳
淳
は
陸
撃
も
聞
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、
曜
の
み
な
ら
ず
陸
撃
を
意
識
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
次
に
、
謹
書
の
順
序
で
言
え
ば
、
『
小
向
学
」
『
大
島
ナ
』
『
論
語
』
『
孟
子
』
『
中
庸
』
、
そ
し
て
四
書
に
通
じ
て
後
、

「
天
下
の
書
を
謹
み
、
天
下
の
事
を
論
じ
」
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
四
書
は
「
後
皐
求
這
の
要
津
」
た
る
朱
芸
の
注
稗
を
基
準
と
し
て
謹
ま

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
下
準
」
「
格
物
致
知
」
「
道
問
的
晶
子
」
の
工
夫
の
重
要
性
、
謹
童
日
に
お
け
る
四
書
の
順
、
そ
し
て
朱
裏
の
注
稗
を
「
一
定
の
準
」
と
し
、

一
句
丹
念
に
謹
む
こ
と
は
、
首
位
出
朱
書
が
生
前
か
ら
強
く
主
張
し
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
朱
子
向
学
の
肇
問
方
法
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
と
理
解
し
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
、
陳
肝
宛
書
簡
に
あ
る
よ
う
な
記
事
内
容
は
全
く
新
味
が
無
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
嘗
然
に
思
え

る
こ
と
を
、
陳
淳
は
ひ
た
す
ら
陳
況
に
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
陳
淳
が
こ
の
黙
を
陸
墜
と
の
封
抗
上
、
是
非
と
も
強
調
せ
ね
ば
な

ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り

つ
ま
り
は
街
束
を
中
心
と
し
て
確
固
と
し
て
存
在
す
る
異
端
陸
皐
か
ら
自
分
た
ち
朱
子
墜
を
分
か
つ
、
な
に

よ
り
も
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
下
皐
」
「
致
知
」
「
遁
同
盟
甲
子
」
と
い
う
言
葉
は
、
陸
随
一
子
と
の
緊
張
的
封
立
の
中
で
、
朱
子
阻
甲
子
の
特
徴
と
し
て
よ
り
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
「
上
達
」
「
力
行
」
「
隼
徳
性
」
と
い
う
釘
を
持
ち
、
相
互
補
完
の
闘
係
を
な
し
、
本
来
は
朱
喜
…
も

陸
九
淵
も
ど
ち
ら
か
に
偏
る
こ
と
を
嫌
が
っ
た
。
し
か
し
、
朱
裏
、
陸
九
淵
在
世
中
す
で
に
お
互
い
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
の
片
寄

(
叩
)

り
は
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
彼
ら
の
次
世
代
、
特
に
陳
淳
の
陸
皐
批
判
の
中
で
過
激
に
先
鋭
化
す
る
。
彼
の
惇
遁
の
熱
意
と

(
但
)

で
も
言
い
え
る
よ
う
な
、
頑
な
に
し
て
排
他
的
な
朱
子
撃
の
護
持
が
、
結
果
的
に
師
説
を
偏
向
さ
せ
て
し
ま
っ
た
事
賓
は
否
め
な
い
。
ま
た
、
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『
四
主
目
立
早
句
集
注
』
も
こ
の
よ
う
な
中
で
、
朱
喜
…
の
注
稗
を
謹
ま
な
い
陸
撃
に
釘
抗
し
、
陳
淳
門
下
に
お
い
て
よ
り
聖
化
、

つ
ま
り
「
経
典

化
」
が
促
進
さ
れ
る
。
讃
書
し
な
い
陸
墜
を
批
判
す
る
こ
と
で
、

よ
り
誼
主
百
を
肇
聞
の
根
幹
と
し
た
彼
ら
に
と
っ
て
、
「
四
主
百
章
句
集
注
』
の

一
般
的
に
論
じ
ら
れ
る
陳
淳
の
思
想
と
は
、
賓
は
こ
の
よ
う
な
丈
脈

無
い
所
に
朱
子
準
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
本
章
の
は
じ
め
に
見
た
、

の
中
で
生
ま
れ
た
言
説
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
こ
で
今
一
度
曾
賠
の
問
題
を
思
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
頃
、
陳
淳
の
中
で
曾
貼
の
問
題
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
な
さ

れ
て
い
た
の
か
。
朱
嘉
に
曾
賄
ば
か
り
を
問
題
に
す
る
な
と
議
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
こ
の
時
期
の
陳
淳
は
曾
貼
に
闘
し
て
鏡
舌
で
は
な
く
、

(
犯
)

そ
の
慎
重
な
態
度
を
讃
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
非
常
に
興
味
深
い
の
が
、
先
述
の
陳
淳
の
高
弟
陳
肝
に
つ
い
て
で
あ
る
。
彼
の
名
は

も
と
も
と
曾
貼
に
憧
れ
て
名
付
け
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
。
陳
折
の
肝
は
「
浴
肝
」
の
肝
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
陳
肝
は
や
が
て
曾
貼
の
課
り

(
黙
之
病
)
を
知
っ
て
、
曾
子
の
撃
に
乗
り
換
え
、
曾
子
を
象
徴
す
る
「
貫
」
を
以
て
書
室
の
名
と
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
陳
淳
が
そ
の
撃
問

(
お
)

態
度
を
嘉
し
て
「
貫
粛
記
」
と
い
う
も
の
を
書
い
た
。
そ
こ
で
は
、
陳
淳
の
嘗
て
の
よ
う
な
曾
賄
へ
の
熱
っ
ぽ
さ
は
消
え
去
り
、
そ
れ
に
代
わ

っ
て
曾
子
の
皐
聞
が
「
下
挙
而
上
達
」
と
い
う
「
聖
門
の
教
え
」
を
睦
現
し
た
存
在
と
し
て
額
彰
さ
れ
て
い
る
。
「
曾
子
下
撃
の
功
」
こ
そ
が
、

向
学
問
者
の
習
う
べ
き
皐
間
で
あ
る
の
に
釘
し
て
、
「
下
準
」
を
顧
み
な
い
「
狂
士
」
曾
貼
は
、
も
は
や
曾
子
と
は
同
日
に
し
て
語
る
べ
か
ら
ざ

(

川

社

)

る
も
の
で
あ
っ
て
、
挙
問
者
に
と
っ
て
も
は
や
、
挙
聞
の
封
象
に
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
、
と
云
う
と
こ
ろ
に
ま
で
庇
め
ら
れ
る
。
「
下
皐
」

の
工
夫
を
強
調
し
た
朱
書
の
教
え
を
頑
な
に
守
ろ
う
と
す
る
陳
淳
の
姿
勢
が
同
時
に
、
ム
皆
勤
の
許
債
を
低
下
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
陳
肝

の
曾
貼
か
ら
曾
子
へ
と
い
う
追
慕
封
象
の
饗
化
も
、
首
然
陳
淳
が
「
下
息
子
」
、
「
格
物
致
知
」
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
力
説
し
た
か
ら
に
他
な
ら

な
い
。
朱
票
が
陳
淳
に
「
下
向
学
」
の
重
要
さ
を
諭
す
こ
と
で
、
陳
淳
の
曾
黙
に
針
す
る
評
慣
が
低
下
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
陳
淳
か
ら
陳
叶

へ
と
惇
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
陳
淳
は
朱
喜
…
か
ら
の
「
下
事
」
の
教
え
を
守
る
と
い
う
惇
遁
の
熱
意
を
と
も
な
い
つ
つ
、
陸
随
一
子
と
の

215 

封
立
の
中
で
「
道
問
皐
」
「
致
知
」
「
下
撃
の
功
」
を
聖
門
た
る
朱
子
準
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
よ
り
固
定
化
さ
せ
た
の
と
同
様
に
、
「
曾
賄
」
「
曾

子
」
と
い
う
正
反
封
の
特
徴
を
持
つ
父
子
に
お
い
て
も
、
「
下
撃
の
功
」
と
結
び
付
い
た
「
曾
子
の
皐
」
を
未
子
撃
に
繋
が
る
「
聖
門
の
教
え
」
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で
あ
る
と
額
彰
し
、
そ
れ
に
反
し
て
「
曾
貼
の
皐
」
を
誤
っ
た
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
陳
淳
晩
年
に
お
け
る
曾
貼
評

(
お
)

債
の
低
さ
も
、
彼
の
朱
子
準
額
彰
と
陸
皐
批
判
に
と
も
な
う
師
説
の
偏
向
の
ひ
と
つ
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
論
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
次
に
我
々
は
朱
喜
…
の
曾
貼
理
解
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
限
り
、
小

路
口
氏
が
論
じ
ら
れ
た
朱
喜
…
の
曾
貼
観
|
|
曾
子
の
撃
が
聖
撃
で
あ
り
、
そ
れ
と
正
反
針
な
曾
黙
の
亭
は
具
端
|
|
は
陳
淳
の
「
貫
粛
記
」
に

お
い
て
典
型
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
陳
淳
の
理
解
す
る
朱
喜
山
の
曾
貼
観
が
偏
向
で
あ
る
な
ら
ば
、
小
路
口
氏
の
理
解
す
る
朱
嘉

の
曾
貼
観
も
あ
る
種
の
偏
向
で
は
な
い
か
、
と
い
う
珠
想
が
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。

信
市
二
土
早

朱
喜
小
の
曾
貼
理
解
|
|
「
狂
」
と
「
狂
妄
」
を
中
心
に
|
|

本
章
で
は
朱
喜
…
の
曾
貼
観
を
再
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
小
路
口
氏
の
「
狂
」
と
「
狂
妄
」
理
解
に
つ
い
て
問
い
直
す
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た

し、
。

私
は
、
以
前
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
曾
哲
は
、
皐
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
は
偶
然
そ
ん
な
ふ
う
に
分
か
っ
た
の
だ
。

・
、
今
の
人
が
彼
を
皐
ぽ
う
と
し
た
な
ら
、
た
ち
ま
ち
「
狂
妄
」
な
っ
て
し
ま
う
。
(
『
朱
子
語
類
』
巻
四
O
、
第
三
四
係
、
小
路
口
氏
誇
)

小
路
口
氏
は
右
の
朱
書
の
護
言
に
つ
い
て
、
「
狂
」
は
「
一
方
的
に
排
除
の
言
説
と
し
て
、
否
定
的
に
働
い
て
い
る
」
と
論
じ
ら
れ
、
「
狂
」
と

「
狂
妄
」
を
同
一
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
曾
賭
が
「
狂
」
で
あ
る
と
い
う
の
は

『
孟
子
」
に
あ
り
、
ま
た
「
狂
妄
」
と
い
う

の
も
「
娼
狂
妄
行
」
と
い
う
言
葉
と
繋
が
り
を
持
ち
、
「
荘
子
』
山
木
篇
を
出
典
と
す
る
。
朱
喜
…
が
「
狂
妄
」
や
「
椙
狂
妄
行
」
と
言
、
っ
と
き

に
は
『
荘
子
』
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
詳
細
な
検
討
は
後
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
結
論
か
ら
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
朱
裏
は
こ
の
「
狂
」

と
「
狂
妄
」
を
は
っ
き
り
使
い
分
け
て
護
一
一
百
し
て
い
る
。
そ
の
詮
左
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
朱
喜
…
は

『
孟
子
精
義
』
に
「
狂
な
る
者
は
、
狙
狂
妄

行
の
謂
に
非
ざ
る
な
り
」
(
『
孟
子
精
義
』
巻
一
四
)
と
い
う
、
呂
希
折
口
(
字
は
原
明
)
の
解
説
を
引
用
し
て
い
る
。
『
孟
子
」
に
あ
る
「
狂
」
と

『
荘
子
』

の
「
娼
狂
妄
行
」
と
は
別
の
意
味
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
分
別
を
朱
裏
は
継
承
し
て
い
る
。
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ま
ず
「
狂
」
と
は
、
『
孟
子
集
注
』
巻
一
四
「
霊
心
章
句
下
」
に
、
「
中
道
」

の
者
は
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
の
次
に
「
狂
」
、
そ

の
次
に
「
猿
」
を
求
め
、
最
も
憎
む
べ
き
も
の
と
し
て
「
郷
原
」
な
る
者
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
狂
」
な
る
者
と
は
、
志
や
口
が
大
き

く
て
、
言
葉
は
賓
行
を
顧
み
ず
、
賓
行
は
言
葉
を
顧
み
な
い
、
そ
し
て
い
つ
も
「
古
の
人
、
古
の
人
」
と
言
っ
て
、
己
の
遁
を
行
き
、
人
に
も

親
し
ま
れ
な
い
、
そ
う
い
う
者
で
あ
る
。
『
論
語
集
注
』
巻
三
「
公
冶
長
第
五
」
で
は
、
「
輔
ら
ん
か
、
蹄
ら
ん
か
」
と
孔
子
が
言
っ
た
の
も
、

世
に
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
た
孔
子
が

た、そ
だ、の
け、次
での
あ者
イコ

て

魯
に
蹄
り
後
随
一
子
を
教
育
し
、
後
世
に
惇
遁
し
よ
う
と
し
た
が
、
中
行
の
者
は
得
ら
れ
な
い
の
で
、

な
る
者
を
思
っ
た
。
た
だ
、
中
庸
か
ら
は
は
ず
れ
、
正
を
失
い
、
或
は
異
端
に
陥
っ
て
し
ま
わ
な
い
か
と
恐
れ

つ
ま
り
「
狂
」

そ
の
た
め
に
持
っ
て
教
育
し
よ
う
と
し
た
、

朱
書
の

『
集
注
」
に
よ
れ
ば
、
「
狂
」
そ
の
も
の

と
い
ラ
つ
。
こ
の
よ
、
つ
に
、

に
は
、
グ
お
か
し
い
w

者
と
い
う
意
味
は
全
く
無
い
し
、
異
端
で
も
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
で
は
、

つ
ぎ
に
「
狂
妄
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
が
、
行
論
の
都
合
上
、
ま
ず
は
朱
喜
山
の
「
一
漉
落
」
「
従
容
」
に
針
す
る
考
え
方
の
分

析
か
ら
論
を
進
め
る
。
「
従
容
」
は

ρ

ゆ
っ
た
り
ヘ
「
漉
落
」
は
グ
さ
っ
ぱ
り
μ

と
し
た
悶
達
自
在
な
心
の
様
態
を
あ
ら
わ
す
。
朱
喜
…
が
「
曾

黙
の
気
象
と
は
、
従
容
漉
落
だ
」
(
『
朱
子
語
類
』
巻
四
O
、
第
四
四
係
)
と
い
う
よ
う
に
、
曾
賭
を
形
容
す
る
言
葉
で
あ
り
、
道
随
一
子
に
お
い
て
、

ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
タ
1
ム
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
遮
ベ
た
。
ま
た
、
そ
の
「
曾
貼
の
気
象
」
は
聖
人
亮
舜
と
同
じ
で
あ
る
、
と
言
い
切
っ

て
い
る
程
子
の
言
葉
(
「
は
じ
め
に
」
参
出
じ
を
『
論
語
集
注
」
に
引
用
し
て
い
る
。
聖
人
と
同
じ
く
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
、
首
然
議
論

追
及
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ム
四
日
勤
を
議
論
す
る
こ
と
を
嫌
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
そ
も
そ
も
こ
の
「
従
容
」
「
躍
落
」
に

つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
で
す
ら
、
朱
喜
小
は
慎
重
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
弟
子
が
「
従
容
」
と
い
う
言
葉
の
「
従
」
と
「
容
」
の
字
義
に
つ
い

(
部
)

て
質
問
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
針
し
て
朱
喜
小
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
問
題
に
せ
ず
、
た
だ
言
葉
の
意
味
に
の
み
取
り
く
め
、
と
全
く
次
元
の
達

う
と
こ
ろ
か
ら
返
答
す
る
。

つ
ま
り
、
「
従
容
」
と
い
う
言
葉
を
本
首
に
理
解
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
字
義
を
あ
れ
こ
れ
穿
撃
分
析
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
字
義
を
頭
で
理
解
し
た
と
こ
ろ
で
、
自
分
自
身
が
「
従
容
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
本
音
に
分
か
っ
た

217 

こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
書
物
に
は
考
究
す
べ
き
こ
と
と
、
必
ず
し
も
言
語
で
突
き
詰
め
る
必
要
の
な
い
も
の
が
あ
る
。
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例
え
ば
、
「
主
こ
と
い
う
の
は
、
必
ず
き
っ
と
こ
う
い
う
も
の
だ
と
決
ま
っ
て
い
て
、
議
論
す
る
必
要
の
な
い
も
の
だ
o
」
(
『
朱
子
語
類
』
巻

一
六
、
第
五
候
)
と
い
う
の
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

(
幻
)

こ
の
よ
う
に
、
朱
喜
…
は
議
論
す
る
必
要
の
な
い
も
の
ま
で
も
議
論
分
析
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
批
判
す
る
。
議
論
が
議
論
を

(
認
)

呼
び
、
結
局
は
本
来
の
意
味
を
見
失
っ
た
空
論
に
陥
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
曾
貼
理
解
に
闘
し
で
も
首
て
は

ま
る
。
「
き
み
は
曾
駐
を
す
ぐ
そ
こ
に
い
る
人
だ
と
思
っ
て
考
え
て
は
い
け
な
い
。
た
と
え
上
手
に
説
明
で
き
て
も
、
た
め
に
は
な
ら
な
い
。

必
ず
自
分
自
身
が
曾
賄
に
な
っ
て
こ
そ
、
命
日
勤
の
心
が
分
か
る
と
い
う
も
の
だ
。
」
(
『
朱
子
語
類
』
巻
四
O
、
第
二
四
依
)
、
「
曾
貼
は
遁
を
見
て
疑

い
な
く
、
心
は
物
事
に
累
わ
さ
れ
ず
、

そ
の
胸
中
は
従
容
と
し
て
、
言
語
で
は
形
容
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
o
」
(
『
朱
子
文
集
』
径
四
一
二
「
答
陳

明
仲
」
第
一
図
書
)
、
と
い
う
よ
う
に
、
命
日
貼
と
は
議
論
に
よ
っ
て
分
析
的
に
理
解
で
き
る
存
在
で
は
な
く
、
そ
の
「
従
容
」
と
し
た
胸
中
は
曾

黙
に
な
ら
な
い
と
分
か
ら
な
い
。
た
と
え
曾
貼
の
「
従
容
」
と
し
た
胸
中
に
憧
れ
て
、
曾
黙
と
は
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
と
分
析
を
績
け
て
も
、

結
局
は
「
従
容
」
と
し
た
胸
中
に
は
到
達
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
濯
落
」
の
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
「
通
透
一
漉
落
た
る

こ
と
を
ど
う
し
て
強
い
て
無
理
や
り
に
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
こ
し
で
も
そ
う
さ
せ
よ
う
と
す
る
心
が
働
け
ば
、
生
涯
作
意
助
長
し

て
、
己
を
欺
き
、
人
を
欺
き
、
永
遠
に
瀧
落
の
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
(
「
未
子
文
集
」
巻
五
三
、
「
答
胡
季
随
」
第
二
一
書
)
と
い

ぅ
。
「
濡
落
」
と
い
っ
た
境
地
に
は
、
意
識
的
に
無
理
強
い
し
て
到
り
得
る
も
の
で
は
な
い
。
「
温
落
」
た
る
こ
と
を
目
標
と
は
す
べ
き
で
は
あ

る
が
、
逆
説
的
に
そ
れ
に
針
し
て
意
識
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
目
標
に
は
た
ど
り
着
け
な
い
。
で
は
、
如
何
に
す
れ
ば
到
達
で
き
る
の
か
。

(
約
)

そ
れ
は
、
「
下
附
晶
子
」
の
工
夫
を
積
み
重
ね
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
「
下
撃
」
に
取
り
組
ん
で
い
る
時
は
、
「
上
達
」
を
議
期
し
て
は

(
剖
)

な
ら
ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
個
々
の
理
を
窮
め
、
そ
れ
を
積
み
重
ね
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
ま
だ
従
容
で
な
く
て

も
、
熟
し
た
後
に
は
自
然
と
従
容
と
な
れ
る
も
の
だ
」
(
『
朱
子
語
類
』
巻
一

一
七
、
第
五
O
侠
)
と
、
「
熟
」
し
た
後
に
よ
う
や
く
「
従
容
」
た
り

え
る
。
で
は
、
「
熟
」
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
こ
そ
、
「
上
達
」
の
境
地
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

這
理
が
す
べ
て
自
分
自
身
に
あ
る
時
が
、
上
達
、
だ
。
た
と
え
ば
習
字
に
つ
い
て
い
え
ば
、
習
い
始
め
の
時
が
下
撃
で
、
熟
す
る
に
及
ん
で
、
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一
時
一
重
の
す
べ
て
が
き
ま
り
(
法
度
)
に
ぴ
っ
た
り
と
合
う
と
い
う
の
が
、
上
達
だ
0

(

『
朱
子
語
類
』
者
四
四
、
第
九
五
候
)

「
下
準
」
と
は
ま
さ
に
習
字
の
練
習
の
よ
う
な
も
の
で
、
「
上
達
」
と
は
「
一
貼
一
書
一
の
す
べ
て
が
き
ま
り
」
に
合
致
し
た
、

つ
ま
り
道
理
を

完
全
に
樫
得
し
た
賦
態
。
「
下
準
」
と
い
う
練
習
の
段
階
で
は
、
そ
れ
が
練
習
で
あ
る
が
故
に
常
に
私
意
を
働
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

(
札
)

そ
の
努
力
の
果
て
に
は
思
慮
を
働
か
せ
ず
と
も
書
き
え
る
境
地
に
達
す
る
。
そ
の
私
意
思
慮
な
き
朕
態
こ
そ
が
「
上
達
」
で
あ
る
。
ま
さ
に

「
誠
は
勉
め
ず
し
て
中
り
、
思
わ
ず
し
て
得
、
従
容
と
し
て
遁
に
中
る
、
聖
人
な
り
」
(
『
中
庸
章
句
』
第
二
O
章
)
の
境
地
で
あ
る
。
毎
日
毎
日

「
勉
め
」
「
思
う
」
「
下
皐
」
の
工
夫
を
積
み
重
ね
て
こ
そ
、
「
勉
め
ず
」
「
思
わ
ず
」
「
従
容
」
と
し
た
「
熟
」
の
境
地
に
至
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
曾
酷
は
聖
人
で
は
な
い
が
、
そ
の
「
従
容
」
と
し
て
、
「
私
意
」
な
き
者
な
の
で
あ
る
。
「
(
曾
鈷
は
)
は
じ
め
か
ら
ど
う
し
て
作
矯

が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
作
矯
が
あ
れ
ば
、
上
手
く
い
か
な
い
。
こ
の
と
こ
ろ
に
何
の
私
意
が
あ
ろ
う
。
」
(
『
米
子
語
類
』
巻
四
O
、
第
二
一
六
候
)
、

「
曾
貼
は
私
意
作
震
が
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
言
っ
て
、
私
意
が
な
い
の
で
は
な
い
o
」
(
『
朱
子
語
類
』
巻
四
一
一
一
、
第
三
七
依
)
0

曾
貼
は
些
か
の

私
意
も
な
い
存
在
で
あ
っ
て
、

し
か
も
私
意
を
無
く
そ
う
と
し
て
、
私
意
が
な
い
の
で
は
な
い
。
私
意
の
無
い
命
日
貼
を
、
曾
黙
に
な
ろ
う
と
す

る
私
意
作
矯
に
よ
る
議
論
分
析
を
も
っ
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
さ
に
、
「
自
分
自
身
が
曾
黙
に
な
っ
て
こ
そ
、
曾
貼
の
心
が
分
か
る
」

と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
曾
賄
の
「
従
容
」
「
一
漉
落
」
と
し
た
胸
中
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
閲
す
る
朱
書
の
考
え
方
を
見
て
き
た
。
こ
の
丈
服
に
お
い

て
、
そ
の
曾
貼
を
的
晶
子
べ
ば
陥
る
と
い
わ
れ
た
「
狂
妄
」
で
あ
る
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
小
路
口
氏
は
「
狂
妄
了
」
を
か
お

か
し
く
な
る
μ

と
訓
請
さ
れ
る
。
普
通
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
異
論
は
な
い
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
『
荘
子
」
に
出
典
が
あ
り
、
も
っ
と
撃
問
的

(
必
)

な
意
味
が
付
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

今
の
人
に
は
一
種
の
杜
撰
な
皐
聞
が
あ
っ
て
、

み
な
脱
空
狂
妄
で
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
:
:
:
『
曜
に
非
ざ
れ
ば
覗
る
な
か
れ
、
躍

219 

に
非
ざ
れ
ば
聴
く
な
か
れ
、
曜
に
非
ざ
れ
ば
言
、
つ
な
か
れ
、
植
に
非
、
ざ
れ
ば
動
く
な
か
れ
』
(
『
論
語
』
顔
淵
篇
)
と
い
う
こ
と
を
た
だ
ひ
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た
す
ら
説
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

い
ざ
考
え
て
行
動
す
る
と
こ
ろ
に
来
る
と
、
却
っ
て
曜
に
は
ず
れ
て
い
る
、
こ
う
い
う
の
は
み
な
妄

論
で
あ
る
0

(

『
朱
子
語
類
』
者
五
八
、
第
一
九
候
)

曜
に
つ
い
て
盛
ん
に
議
論
す
る
の
に
、
貰
際
に
行
動
し
て
み
れ
ば
、
躍
に
外
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
空
論
を
「
脱
空
狂
妄
」
で
あ
る
と
言
つ

(
必
)

つ
ま
り
、
朱
裏
が
「
狂
妄
」
を
言
、
っ
と
き
、
宰
貝
態
か
ら
遊
離
し
た
空
理
空
論
に
陥
っ
て
い
る
賦
態
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
曾
貼
を
血
宇
ぼ
う
と
し
て
「
狂
妄
」
に
な
る
と
い
う
の
は
、
曾
貼
を
そ
の
ま
ま
封
象
化
し
て
、

い
ろ
い
ろ
曾
貼
を
分
析

議
論
し
、
そ
し
て
そ
の
結
果
自
己
を
曾
賄
の
楽
し
み
の
境
地
に
昇
華
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
曾
賄
と
は
分
析
議
論
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
獲
得
で
き
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
の
で
、
結
局
は
曾
黙
に
も
な
る
こ
と
は
出
来
ず
、
た
だ
た
だ
空
理
空
論
を
ひ
た
す
ら
積
み
重
ね
、

に
は
「
狂
妄
」
に
な
る
だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
朱
喜
…
に
と
っ
て
「
狂
妄
」
に
陥
っ
て
い
る
者
こ
そ
陸
肇
の
徒
に
他
な
ら
な

(
叫
)

ぃ
。
さ
ら
に

呉
仁
父
が
陸
撃
に
言
及
し
た
。
先
生
が
言
わ
れ
た
「
ま
る
き
り
樟
だ
。
始
め
の
う
ち
は
我
が
儒
墜
に
よ
っ
て
蓋
を
し
て
い
た
が
、

い
ま
や

も
う
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
云
い
た
い
放
題
だ
。
か
れ
ら
(
陸
向
学
)
は
自
分
で
は
理
に
分
か
っ
た
所
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
賓
践
の
段

に
な
る
と
、
た
だ
も
う
私
音
山
に
任
せ
て
行
動
し
て
、
言
っ
て
い
る
こ
と
と
す
る
こ
と
と
が
裏
腹
だ
。
(
『
未
子
語
類
』
巻
一
一
一
四
、
第
四
二
係
)

「
狂
」
な
る
曾
酷
が
私
意
作
矯
無
し
と
さ
れ
た
の
に
釘
し
て
、
「
狂
妄
」
な
る
陸
皐
は
、
私
意
ば
か
り
だ
と
い
う
。
無
矯
に
理
に
合
致
す
る
者

を
私
意
が
無
い
者
と
い
う
な
ら
、
全
く
理
に
合
わ
な
い
空
論
を
弄
ぶ
者
は
、
一
言
う
こ
と
、
な
す
こ
と
、
す
べ
て
が
私
意
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

朱
子
撃
に
特
徴
的
な
、
天
理
で
な
け
れ
ば
私
欲
で
あ
る
と
同
様
、
無
私
で
な
け
れ
ば
私
意
と
い
う
根
本
的
な
認
識
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
私
意

無
き
曾
貼
に
あ
こ
が
れ
て
、
む
や
み
に
曾
黙
を
追
い
求
め
れ
ば
、
「
狂
妄
」
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
狂
妄
」
な
る
者
と

は
、
皮
肉
に
も
目
指
す
も
の
と
は
正
反
封
に
、
す
べ
て
が
私
音
山
作
潟
の
塊
の
よ
う
な
者
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
以
上
の
内
容
を
少
し
ま
と
め
て
お
く
と
、
小
路
口
氏
は
「
狂
妄
」
「
狂
」
を
グ
お
か
し
く
な
る
μ

と
い
う
意
味
で
と
ら
え
、
陸
九
淵

の
撃
聞
を
指
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
狂
妄
」
と
「
狂
」
と
は
、
同
義
で
は
な
い
。
簡
略
化
す
れ
ば
、
「
狂
H

私
意
無
し
H

十
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曾
貼
」
に
釘
し
て
、
「
狂
妄
H

私
意
作
矯
H

陸
間
晶
子
」
と
な
る
。

で
は
、
朱
書
は
曾
貼
に
「
狂
」

の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
、

一
方
的
に
排
除
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
は
安
首
か
ど
う
か
。
「
筆
者
は
必
ず
常
に

三
子
の
事
業
が
有
っ
て
、
ま
た
曾
酷
の
胸
の
内
が
あ
っ
て
こ
そ
偏
ら
な
い
」
(
『
朱
子
語
類
』
巻
四
O
、
第
三
O
候
)

0

つ
ま
り
、
一
一
一
子
の
具
瞳
的
な

事
業
、
曾
貼
の
気
象
の
雨
方
が
必
要
に
な
る
。
例
え
ば
、
嘗
て
の
陳
淳
の
よ
う
に
、
高
遠
な
る
天
理
を
ひ
た
す
ら
把
握
し
よ
う
と
努
め
る
者
に

は
、
曾
賄
と
い
う
存
在
は
さ
ら
に
抽
象
的
な
議
論
を
盛
ん
に
さ
せ
、

一
向
に
地
道
な
修
行
に
と
り
か
か
ら
な
い
欽
貼
を
助
長
す
る
の
で
、
朱
喜
…

は
最
し
く
叱
っ
て
み
せ
る
。
し
か
し
、

一
方
に
は
ほ
追
を
追
求
せ
ず
、
功
利
の
皐
ば
か
り
に
走
る
も
の
が
い
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
に
は
、
曾
賭

の
無
欲
で
「
従
容
」
と
し
た
気
象
は
見
習
う
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
人
は
気
力
が
大
き
く
て
、
剛
健
で
し

は
じ
め
て
物
事
に
取
り
組
ん
で
成
就
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
:
:
:
だ
か
ら
、
孔
子
は
歎
い
て
『
中
行
を

っ
か
り
と
立
っ
て
い
る
人
で
あ
っ
て
、

得
て
之
に
輿
せ
ず
ん
ば
、
必
ず
や
狂
絹
か
」
と
い
っ
た
の
だ
。
人
は
必
ず
些
一
か
狂
絹
の
気
概
が
あ
っ
て
こ
そ
、
望
み
が
あ
る
」
(
『
朱
子
語
類
』

巻
四
三
、
第
五
三
候
)
と
か
、
「
彼
の
狂
の
故
知
は
理
解
し
や
す
い
が
、
し
か
し
彼
の
狂
の
良
い
所
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
も
見

な
い
と
い
け
な
い
」
(
『
未
子
語
類
』
巻
四
O
、
第
一
一
一
候
)
と
い
う
謹
言
も
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
も
そ
も
、
朱
嘉
思
想
の
結
晶
で
あ

る
『
集
注
』
に
お
い
て
、
孔
子
が
曾
賄
に
輿
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
積
極
的
な
方
向
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
狂
」

(
羽
)

の
利
貼
を
も
き
ち
ん
と
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
朱
喜
山
の
態
度
を
表
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
「
孔
門
で
は
た
だ
顔
子
、
曾
子
、
漆
離
聞
、
曾
鞘

の
み
こ
の
道
理
が
は
っ
き
り
分
か
っ
た
」
(
『
朱
子
語
類
』
巻

一
七
、
第
四
六
候
)
、
と
い
う
朱
書
の
口
ぶ
り
に
は
、
「
異
端
」
と
し
て
排
斥
す
る

と
い
う
よ
り
、

し
っ
か
り
と
儒
撃
の
枠
内
に
曾
貼
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
園
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
、
朱
烹
の
曾
貼
観
は
「
一
方
的
に
排
除
」
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
が
、
小
路
口
氏
が
曾
黙
に
闘
す
る
朱
嘉

の
否
定
的
な
護
言
だ
け
を
強
調
せ
ざ
る
を
得
な
い
理
由
は
、
議
論
を
朱
陸
の
釘
立
の
文
脈
に
牧
数
さ
せ
て
理
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。
曾
貼
を
排

除
す
る
の
が
朱
裏
で
、
許
慣
す
る
の
が
陸
撃
で
あ
る
と
い
う
、
二
項
釘
立
で
論
じ
る
の
は
、
小
路
口
氏
が
は
じ
め
て
で
は
な
い
。
す
で
に
明
代
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の
陳
建
『
民
子
蔀
通
辞
』

の
中
に
朱
書
と
陸
象
山
の
意
見
が
分
か
れ
る
論
賄
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
問
題
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
(
前
編
巻
中
)
0
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『
良
子
蔀
通
辞
』
と
は
、
王
陽
明
が
『
朱
子
晩
年
定
論
』
を
著
し
て
、
朱
陸
早
異
晩
同
論
を
唱
え
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
そ
れ
に
反
駁
し
早
同
晩

異
論
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
強
烈
な
陸
王
排
斥
の
主
旨
で
貫
か
れ
て
い
る
。
銭
穆
の
研
究
も
同
様
に
朱
陸
の
釘
立
貼
を
ま
と
め
た

一
部
と
し
て
、
曾
貼
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

「
随
一
干
蔀
通
辞
』
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
朱
書
は
曾
貼
を
評

慣
し
た
の
か
排
斥
し
た
の
か
と
い
う
問
い
に
、
白
黒
を
裁
然
と
分
け
た
形
で
答
え
を
下
せ
る
の
は
、
朱
陸
を
封
立
さ
せ
た
場
面
に
お
い
て
の
み
、

も
し
く
は
釘
立
面
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
意
圃
が
は
じ
め
か
ら
あ
る
時
で
あ
る
。
朱
喜
…
思
想
を
朱
陸
の
比
較
の
中
で
理
解
す
る
こ
と
は
確
か
に

思
想
史
研
究
に
お
い
て
重
要
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
面
だ
け
で
理
解
す
る
こ
と
は
、
朱
烹
の
思
惟
世
界
を
車
純
化
さ
せ
、
そ
し
て
歪
ま
せ

(
判
)

て
し
ま
う
。
朱
芸
の
曾
貼
観
を
そ
こ
だ
け
で
理
解
す
る
こ
と
も
嘗
然
一
面
的
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
陳
淳
が
白
己
の
皐
聞
の
特
徴
を
「
下

皐
の
功
」
に
絞
り
込
ん
で
い
き
、
「
遁
問
皐
」
に
偏
向
し
て
い
っ
た
の
も
、
陸
皐
批
判
が
そ
の
傾
向
を
助
長
し
た
の
で
あ
っ
た
。
や
は
り
同
様

に
曾
貼
の
評
慣
が
極
端
に
落
さ
れ
た
の
も
、
彼
の
陸
皐
批
判
の
中
で
生
じ
た
思
想
の
偏
向
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
曾
黙
に
封
す

る
朱
喜
…
の
考
え
は
、
も
っ
と
複
雑
で
あ
り
微
妙
な
部
分
を
多
く
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

信
用
二
一
士
早

南
宋
に
お
け
る

「
内
聖
」
「
外
王
」
思
想
と
曾
貼
へ
の
憧
れ

と
こ
ろ
で
、
率
直
な
疑
問
と
し
て
な
ぜ
曾
貼
に
憧
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
思
い
浮
か
ぶ
。
本
章
で
は
こ
の
間
題
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で

み
た
い
。
容
易
に
下
せ
る
そ
の
答
え
の
ひ
と
つ
は
、
宋
代
士
大
夫
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
山
水
の
楽
し
み
、

つ
ま
り
「
隠
」
に
封
す
る
憧
れ
が

密
接
に
関
係
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
陸
九
淵
は
彰
世
昌
な
る
人
物
が
購
入
し
た
山
聞
に
象
山
書
院
を
建
て
た
経
緯
に
つ

い
て
、
手
紙
で
次
の
よ
う
に
朱
芸
に
惇
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
書
簡
は
淳
配
…
一
五
(
一

一
八
八
)
年
、
陸
九
淵
五

O
歳
の
と
き
の
も
の

で
あ
る
。以

前
、
彰
君
が
そ
こ
に
一
庵
を
結
ん
で
招
い
て
く
れ
ま
し
た
の
で
、
わ
た
く
し
も
そ
の
側
に
精
舎
を
建
て
ま
し
た
。
春
に
ひ
と
り
の
甥
と

二
人
の
息
子
を
引
き
つ
れ
て
そ
こ
で
書
を
謹
ん
だ
折
、
ま
た
景
色
の
よ
い
所
を
見
つ
け
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
に
方
丈
を
作
っ
て
住
ま
い
居
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り
ま
す
。
前
に
は
た
た
わ
な
る
闘
の
奇
峯
が
手
に
取
る
よ
う
に
連
な
り
、
後
に
は
ふ
た
筋
の
渓
流
が
遠
く
彰
議
の
湖
へ
と
流
れ
去
っ
て
お

り
ま
す
。
向
学
生
た
ち
も
ぽ
つ
ぽ
つ
こ
の
附
近
に
庵
を
結
び
、
た
が
い
に
講
習
に
闘
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
理
は
そ
の
た
め
に
日
々

に
明
ら
か
と
な
り
、
雨
乞
い
の
舞
蓋
で
風
に
吹
か
れ
、
詠
い
な
が
ら
蹄
っ
た
千
年
前
の
君
子
と
楽
し
み
を
共
有
し
て
お
り
ま
す
(
舞
零
詠

婦
、
千
載
同
楽
)

O

(

『
象
山
文
集
」
巻
二
「
輿
朱
元
晦
」
、
一
一
浦
園
雄
氏
証
一

遁
同
月
子
の
講
同
月
子
活
動
と
書
院
、
そ
し
て
山
林
の
景
勝
地
。
こ
の
三
貼
は
切
り
離
せ
な
い
。
こ
の
書
簡
は
、
美
し
い
山
水
の
地
に
書
院
が
建
ち
、
さ

ら
に
師
を
慕
っ
て
多
く
の
皐
生
が
集
ま
り
、
道
皐
の
随
一
子
聞
が
語
ら
れ
た
現
場
の
形
成
を
惇
え
て
い
る
。
曾
貼
の
「
舞
零
詠
掃
」
の
楽
し
み
こ
そ
、

そ
の
場
を
形
容
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
象
山
の
「
玉
淵
や
臥
龍
と
比
べ
て
も
甲
乙
つ
け
が
た
い
」
と
も
い
う
、
そ
こ

(

川

町

)

は
朱
嘉
が
か
つ
て
遊
ん
だ
鹿
山
の
景
勝
地
。
鹿
山
に
は
朱
喜
…
が
再
建
し
た
白
鹿
洞
書
院
が
あ
っ
た
。
白
鹿
洞
書
院
は
、
宋
初
に
は
四
大
書
院
の

一
つ
と
し
て
栄
え
て
い
た
が
、
朱
喜
…
が
南
康
軍
の
知
事
と
し
て
訪
れ
た
時
、
す
な
わ
ち
淳
照
六
こ

一
七
九
)
年
に
は
す
で
に
廃
れ
果
て
て
い

た
。
そ
れ
を
丈
化
事
業
の
一
環
と
し
て
再
建
(
同
年
一

O
月
三
そ
の
後
は
朱
嘉
の
名
と
共
に
明
清
時
代
を
通
じ
て
繁
栄
を
績
け
、
敷
次
の
書
院

志
の
編
纂
、
増
補
重
刻
も
行
わ
れ
た
。
そ
の
書
院
志
に
よ
れ
ば
面
白
い
こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ば
、
い
く
つ
か
の
朱
嘉
の
手
に
な
る
磨
崖
の
ひ

(
羽
)

と
つ
に
「
風
零
」
の
二
字
が
あ
り
、
ま
た
「
風
零
亭
」
「
光
風
雰
月
完
了
」
な
る
建
物
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
最
密
に
は
こ
の
「
風
零
克
己
は
朱
喜
…

が
弟
子
た
ち
を
前
に
議
開
且
干
し
た
地
に
、
後
に
弟
子
の
李
矯
が
山
長
に
就
任
し
た
時
に
建
造
し
、
傍
ら
の
石
に
「
風
零
」
の
二
字
を
書
い
た
と
さ

(
閃
)

れ
る
。
「
光
風
葬
月
亭
」
は
も
と
も
と
書
院
の
目
の
前
の
南
山
の
頂
に
あ
っ
た
の
を
、
紹
定
五
(
一
二
三
二
)
年
に
風
写
石
の
北
側
に
移
繭
押
さ
せ

た
と
あ
る
。
周
敦
聞
を
連
想
さ
せ
る
「
光
風
雰
月
亭
」
と
、
曾
貼
を
連
想
さ
せ
る
「
風
写
石
」
の
物
理
的
距
離
が
接
近
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
の

は
、
示
唆
的
で
興
味
深
い
。
ま
た
朱
喜
小
自
筆
「
枕
流
」
「
流
盃
」
の
ほ
か
に
も
、
「
風
泉
雲
霊
」
「
隠
庭
」
な
ど
、
山
水
、
隠
居
を
淳
一
想
さ
せ
る

丈
字
が
な
ら
び
、
景
勝
地
、
書
院
、
師
を
取
り
巻
く
遁
随
一
干
の
議
事
活
動
、
と
い
う
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
「
曾
貼
」
「
風
写
」
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
ス
も

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
今
い
ち
い
ち
例
を
奉
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
例
は
唐
く
一
般
的
に

223 

み
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、
宋
代
に
お
け
る
曾
貼
に
封
す
る
親
近
感
の
高
ま
り
と
で
も
い
え
る
よ
う
な
一
種
の
流
行
は
、
「
隠
」
と
い
う
山
水
世
界
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へ
の
憧
れ
と
い
う
士
大
夫
の
感
情
を
基
底
と
し
つ
つ
、
道
撃
の
講
同
学
の
債
ま
り
と
、
書
院
の
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
と
い
う
枇
合
目
的
事
態
と
が
表
裏
一

(
日
)

瞳
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
来
し
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
「
隠
者
」
曾
貼
へ
の
憧
れ
の
流
行
を
批
判
的
に
語
っ
て
い
る
の
が
、
黄
震
(
字
は
束
後
)
で
あ
る
。
『
黄
氏
日
抄
」

で
不
快
感
を
示
し
な
が
ら
「
四
子
言
志
」
章
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
「
(
夫
子
は
)
世
に
用
い
ら
れ
た
ら
、
如
何
に
す
べ
き
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
試
み
に
言
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
三
子
は
み
な
治
園
の
事
を
言
っ
て
お
り
、
す
べ
て
問
答
と
し
て
た
だ
し
い
。
曾
賄
は
孔
門
の
狂

者
で
あ
る
。
世
間
に
意
を
介
さ
な
い
者
で
あ
る
。
故
に
自
然
に
そ
の
謂
麗
の
風
情
を
言
っ
た
が
、
こ
れ
は
問
答
と
し
て
正
し
く
は
な
い
」
(
『
黄

氏
日
抄
』
巻
二
「
譲
論
語
」
o

以
下
黄
震
の
護
言
の
出
典
は
す
べ
て
同
じ
)
と
。
黄
震
は
曾
貼
が
草
な
る
「
隠
者
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し

て
、
こ
の
流
行
の
原
因
は
例
の
程
頴
の
「
孔
子
が
曾
貼
に
奥
し
た
の
は
、
恐
ら
く
聖
人
の
志
と
同
じ
、
す
な
わ
ち
莞
舜
の
気
象
だ
か
ら
で
あ

る
」
と
い
う
護
言
に
あ
る
と
し
て
、
批
判
の
矛
先
を
程
頴
に
向
け
、
「
こ
の
言
葉
は
す
こ
し
形
容
に
す
ぎ
る
」
と
い
う
。
ま
た
同
じ
く
、
曾
貼

(
昭
)

の
「
浴
肝
詠
蹄
の
山
楽
し
み
」
を
孔
子
「
老
安
少
懐
の
志
」
(
『
論
語
』
公
冶
長
)
と
等
し
く
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
退
け
る
。
つ
ま
り
、
孔
子
が

「
老
者
は
こ
れ
を
安
ん
じ
、
朋
友
は
こ
れ
を
信
じ
、
少
者
は
こ
れ
を
懐
け
ん
」
と
志
を
語
っ
た
の
は
、
麿
く
一
般
的
な
意
味
で
述
べ
て
い
る
の

に
封
し
て
、
「
四
子
言
士
山
」
章
で
の
孔
子
の
質
問
は
、
具
樫
的
に
出
仕
に
闘
し
た
特
定
の
士
山
を
た
ず
ね
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
志
を
言

っ
た
曾
黙
の
答
え
が
た
と
え
孔
子
の
志
に
似
て
い
た
と
し
て
も
、
孔
子
の
志
と
曾
黙
の
志
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
と
。

ま
た
、
こ
れ
ら
程
穎
の
説
は
『
集
注
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
程
顕
に
向
け
ら
れ
た
矛
先
は
同
時
に
朱
書
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
黄
震
は
嘉
・
舜
・
孔
子
と
い
う
紛
れ
も
な
い
聖
人
の
境
地
か
ら
、
曾
貼
を
突
き
放
す
こ
と
を
主
張
す
る
。
で
は
、
な
ぜ
孔
子

は
曾
貼
に
奥
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
孔
子
が
「
遁
を
行
い
世
を
救
う
」
こ
と
を
心
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
二
、
三
人
の
弟
子
と
ひ
っ
そ
り
寂
し

く
挙
聞
を
議
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
に
わ
か
に
曾
貼
の
言
葉
を
聞
き
、
「
梓
に
乗
り
て
海
に
浮
か
ば
ん
」
(
『
論
証
巴
公
冶
長
)
、
「
子
、
九
夷
に

十
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居
ら
ん
と
欲
す
」
(
『
論
証
巴
子
竿
)
の
言
に
合
っ
た
の
で
、
思
わ
ず
唱
然
と
し
て
嘆
い
て
し
ま
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
後
の
曾
賭

の
質
問
に
封
し
て
、
孔
子
は
他
の
三
子
の
利
貼
も
力
説
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
た
だ
曾
貼
だ
け
に
輿
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
白
盟
が
読
ま
り
で

あ
る
、
と
い
、
っ
。
そ
し
て
、

後
世
は
虚
無
を
語
り
高
談
を
好
む
風
潮
が
勝
り
、
夫
子
が
嘆
息
し
た
本
旨
を
考
え
ず
、
本
章
の
記
載
の
始
末
を
詳
ら
か
に
し
な
い
で
、
出
早

に
「
貼
に
奥
す
」
の
敢
語
を
拾
い
取
っ
て
強
調
し
、
世
事
を
な
げ
や
り
に
し
、
指
差
し
て
遁
妙
だ
と
い
っ
て
い
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
黄
震
は
曾
知
人
気
の
原
因
は
「
虚
無
を
語
り
高
談
を
好
む
風
潮
」
に
あ
る
と
見
た
。
曾
貼
の
人
気
と
は
、
首
世
の
「
世
事
を

な
げ
や
り
」
に
し
て
い
る
者
が
、
孔
子
が
興
し
た
意
味
を
都
合
の
い
い
よ
う
に
歪
曲
し
、
白
己
を
正
首
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
生
じ
た
現
象
で

あ
る
、
と
責
震
は
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
宋
代
の
士
大
夫
を
指
し
て
所
謂
「
清
談
」
で
あ
る
と
か
「
西
耳
目
の
風
」
が
あ
る
と
し

(
お
)

て
慶
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
南
宋
士
大
夫
の
貰
務
的
経
世
の
軽
視
に
封
す
る
批
判
と
重
な
る
。
ま
さ
に
南
宋
末
を
代
表
す
る
知
識
人
で
あ
り
、

ま
た
賓
務
官
僚
で
も
あ
っ
た
黄
震
ら
し
い
分
析
と
い
え
よ
う
。
黄
震
の
い
う
「
世
事
を
な
げ
や
り
に
す
る
」
(
遺
落
世
事
)
の
出
典
が
『
耳
目
童
日
」

「
院
籍
惇
」
に
あ
る
こ
と
も
、
こ
れ
と
ち
ょ
う
ど
符
合
す
る
。
ま
た
、
道
皐
批
判
で
有
名
な
周
密
も
、
道
阻
宝
石
は
言
行
不
一
致
(
然
夷
考
其
所

行
、
則
言
行
了
不
相
顧
)
で
、
そ
れ
は
西
青
の
清
談
よ
り
も
ひ
ど
く
、
他
日
必
ず
や
「
固
家
莫
大
の
繭
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
言
っ
た
老
儒
沈

(
日
)

そ
れ
が
現
賓
と
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
言
行
不
一
致
だ
と
い
う
部
分
が
、
「
狂
」
を
説
く
『
孟
子
』
の
言
葉

仲
田
の
言
葉
を
紹
介
し
、

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
(
『
孟
子
』
蓋
心
章
句
下
「
何
以
謂
之
狂
也
、
:
:
:
夷
考
共
行
而
不
掩
罵
者
也
。
:
:
:
言
不
願
行
、
行
不
顧
言
」
)
、
責
務
を
軽

覗
す
る
「
士
大
夫
」
、
「
清
談
」
、
「
狂
(
曾
貼
)
」
が
結
び
つ
く
あ
た
り
、
黄
震
の
理
解
と
一
致
し
て
い
る
(
も
ち
ろ
ん
、
朱
子
学
者
黄
震
は
道
撃
全

て
を
清
談
だ
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
閥
、
も
し
く
は
植
に
流
れ
た
遁
皐
士
大
夫
を
批
判
し
て
お
り
、
遁
血
宇
を
根
本
的
に
批
判
す
る
周
密
と
は
同
一
楓

(
日
)

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
)
0

と
も
か
く
、
責
震
は
、
賓
務
軽
↓
岨
の
士
風
が
曾
貼
を
過
剰
に
評
慣
す
る
理
解
・
解
稽
を
生
む
原
因
に
な
っ
て
い
る
、

と
考
え
た
の
で
あ
る
。

225 

し
か
し
、
逆
に
曾
賄
に
憧
れ
る
者
の
考
え
に
即
し
て
、
ム
皆
勤
流
行
の
理
由
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
車
な
る
「
世
事
を
な
げ
や
り
」
に
す
る
と
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い
う
消
極
的
な
「
隠
」
の
世
界
へ
の
憧
慢
だ
け
が
要
因
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
黄
震
に
よ
る
批
判
の
槍
玉
に
奉
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、

(

白

川

)

謝
良
佐
(
字
は
田
線
道
、
上
薬
先
生
)
で
あ
る
。
謝
良
佐
は
次
の
よ
う
に
曾
貼
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
。
「
夫
子
が
彼
に
輿
し
た
の
は
、
た
だ
そ
の

仕
官
を
望
ま
な
い
こ
と
を
楽
し
み
と
し
て
い
た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
曾
貼
の
随
一
千
を
推
し
て
い
け
ば
、
再
稜
の
事
で
も
固
よ
り
優
矯
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
そ
の
志
が
そ
こ
に
な
い
だ
け
で
あ
る
」
(
『
論
語
精
義
」
を
六
上
)
と
。
で
は
、
「
再
現
の
事
」
を
「
優
篇
」
に
す
る
と
は
ど

う
い
う
意
味
な
の
か
。
謝
良
佐
は
ま
た
い
う
、
「
帝
王
の
功
績
は
、
聖
人
の
徐
事
で
あ
る
。
内
聖
の
徳
が
有
れ
ば
、
必
ず
外
王
の
事
業
が
有
る
」

(
『
論
孟
精
義
』
巻
一

O
下
)
と
。
つ
ま
り
、
内
聖
の
完
成
の
結
果
と
し
て
、
す
で
に
帝
王
と
し
て
の
事
績
は
聖
人
の
「
品
跡
事
」
に
す
、
ぎ
ず
、
曾

黙
の
撃
は
帝
王
た
る
百
円
稜
の
事
績
で
さ
え
も
、
徐
裕
に
矯
す
こ
と
が
出
来
る
、
そ
う
い
う
可
能
性
を
持
つ
と
い
う
音
、
山
味
で
あ
る
。

こ
の
謝
良
佐
の
説
は
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
、
現
行
の
も
の
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
朱
喜
…
の
未
定
「
集
注
』
に
は
謝
読
を
踏

(
同
)

ま
え
て
「
其
の
気
象
を
覗
れ
ば
、
喜
四
舜
の
事
業
と
難
も
、
固
よ
り
優
篇
す
」
と
い
う
一
文
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
朱
裏
の
主
張
は

微
妙
に
異
な
る
。
「
三
人
の
弟
子
の
志
す
と
こ
ろ
は
み
ん
な
賓
と
は
い
え
、
ま
だ
一
君
・
一
国
の
小
さ
さ
に
局
限
さ
れ
る
の
を
克
れ
ず
、
そ
れ

以
上
進
展
し
え
な
い
の
に
封
し
、
曾
黙
の
悟
っ
た
も
の
は
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
も
う
大
い
な
る
根
本
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
推
し
掻
げ
て
責
践
し

て
行
け
ば
、
不
可
能
な
も
の
は
何
も
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
の
数
用
の
大
き
さ
は
、
嘉
舜
が
天
下
を
治
め
る
ほ
ど
の
ス
ケ
ー
ル
で
も
可
能
だ
っ
た

(
関
)

(

ω

)

の
だ
。
そ
の
志
す
所
が
量
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
大
き
か
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
」
(
『
朱
子
語
類
」
巻
四
O
、
第
四
二
候
)
。
し
か
し
、
曾
酷
が
本
首

に
嘉
や
舜
の
よ
う
な
帝
王
と
し
て
の
事
績
を
翠
げ
得
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
ま
た
別
の
話
で
あ
る
。
「
も
し
、
品
四
日
賠
が
そ
の
志
を
貴
行

お
そ
ら
く
そ
の
言
葉
ど
お
り
に
は
行
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
(
『
朱
了
語
類
』
巻
四
O
、
第
四
二
阪
で
だ
か
ら
「
狂
」
者
な
の
だ
云
々

に
移
せ
ば
、

と
朱
喜
…
の
論
法
が
績
く
。
謝
良
佐
の
謹
言
は
「
曾
黙
の
気
象
」
と
「
亮
舜
の
事
業
」
と
を
直
結
さ
せ
る
響
き
を
も
っ
。
し
か
し
朱
票
の
考
え
で

は
、
「
曾
貼
の
気
象
」
と
「
尭
舜
の
事
業
」
は
短
絡
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
謹
で
は
な
い
。
「
そ
の
言
志
は
、
そ
の
居
る
所
の
位
に
即
し
、
そ
の

履
む
所
の
常
を
遁
く
に
す
ぎ
ず
、
天
下
の
楽
し
み
は
こ
れ
以
上
付
け
加
え
る
も
の
は
な
い
。
こ
れ
を
用
い
て
行
え
ば
、
尭
舜
の
事
業
も
ま
た
こ

れ
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
作
矯
を
有
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
」
(
『
朱
子
文
集
』
巻
五
一

21E高
一
正
じ
浮
」
第
一
三
室
田
)

0

つ
ま
り
、
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『
中
庸
章
句
』
(
第
一
四
章
)
に
言
う
所
の
「
君
子
は
其
の
位
に
素
し
て
行
い
、
其
の
外
を
願
わ
ず
」
で
あ
り
、
現
在
の
境
遇
に
即
し
て
首
に
矯

す
べ
き
を
局
す
と
こ
ろ
の
楽
し
み
の
精
一
脚
、
そ
う
い
う
も
の
に
曾
貼
の
謹
言
が
通
っ
て
お
り
、
嘉
舜
が
話
し
た
事
業
も
こ
の
精
神
に
則
っ
て
い

(
位
)

る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
莞
舜
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「
亮
舜
の
事
業
」
を
矯
し
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
要
は
「
曾
貼
の
志
」
と
「
亮
舜

の
事
業
」
と
の
近
接
度
が
問
題
で
あ
る
。
謝
良
佐
の
説
で
は
、
曾
賭
が
聖
人
嘉
舜
の
境
地
に
迫
ら
ん
と
し
て
い
る
が
、
朱
宣
白
川
の
説
で
は
、
「
曾

賄
の
志
」
が
そ
の
ま
ま
で
は
嘉
舜
が
矯
し
た
具
腫
的
事
業
に
直
接
結
び
つ
か
な
い
。
た
だ
し
、
「
嘉
舜
の
事
業
」
と
い
う
言
葉
で
曾
賠
の
志
を

説
明
す
る
以
上
、
論
理
的
繋
が
り
を
失
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
程
頴
の
説
を
論
駁
し
て
ま
で
曾
貼
を
嘉
舜
や
孔
子
か
ら
切
り
離
す
黄
震
の

説
よ
り
は
、
曾
貼
の
志
に
経
世
的
意
味
を
認
め
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

の
首
該
箇
所
を
謹
ん
だ
弟
子
は
む
し
ろ
、
謝
良
佐
の
方
向
で
謹
み
取
っ
た
。
例
え
ば
、
弟
子
の
最
世
丈
で
あ
る
が
、

彼
は
第
一
章
で
陳
淳
と
論
争
し
た
と
紹
介
し
た
人
物
で
あ
る
。
三
子
は
賓
事
を
言
っ
た
の
に
針
し
、
曾
貼
は
ま
る
で
世
俗
の
外
に
遣
逼
し
、
品
何
回

世
の
務
め
を
顧
み
な
い
者
の
よ
う
で
あ
る
が
、
孔
子
は
三
子
で
は
な
く
曾
黙
に
輿
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
か
ら
論
を
起
こ

と
こ
ろ
が
、
『
集
注
』

し
、
「
集
注
』

の
意
味
を
祖
述
す
る
と
い
う
意
固
で
論
を
進
め
て
い
く
。
ま
ず
彼
は
こ
の
曾
賭
問
題
の
本
質
は
「
馬
撃
」
と
「
周
治
」
の
問
題

そ
の
内
容
を
要
約
し
て
み
る
。

に
あ
る
と
い
う
。
「
矯
皐
」
は
「
内
聖
」
「
修
己
」
、
「
矯
治
」
は
「
外
王
」
「
治
人
」
と
考
え
て
よ
い
。
以
下
、

「
矯
皐
」
と
「
潟
治
」
と
は
本
来
連
績
し
て
い
る
。
後
日
用
い
る
所
は
、
今
目
撃
ん
で
い
る
所
に
他
な
ら
な
い
。
軍
強
・
財
賦
・
瞳
印
刷
訴
と
い
う

よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
天
下
の
事
に
関
係
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
筆
者
が
首
然
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
先
に
「
矯

向
学
」
に
と
り
く
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
一
凶
養
な
っ
た
あ
か
つ
き
に
は
、
天
下
に
矯
し
で
で
き
な
い
こ
と
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

三
子
は
「
矯
皐
」
と
「
矯
治
」
を
別
々
の
事
だ
と
見
な
し
て
、
自
分
の
出
来
る
と
こ
ろ
だ
け
に
安
ん
じ
て
い
る
の
で
、
気
象
は
贋
く
な
く
、
事

業
も
「
至
極
」
に
到
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
方
、
曾
貼
に
は
そ
れ
が
分
か
っ
て
い
る
。
曾
貼
の
楽
し
み
は
孔
子
の
疏
食
を
飯
い
、
水
を
飲
む

の
楽
し
み
、
顔
子
の
箪
瓢
阻
巷
の
楽
し
み
に
似
て
い
る
。
さ
ら
に
、
曾
貼
の
言
志
は
「
(
君
子
は
)
其
の
位
に
素
し
て
行
い
、
其
の
外
を
願
わ
ず
。

227 

入
る
と
し
て
自
得
せ
ざ
る
は
無
し
」
(
『
中
庸
章
句
』
第
一
四
立
き
で
あ
る
。
ま
た
、
顔
子
は
孔
子
に
四
代
の
哩
梁
を
告
げ
ら
れ
た
(
「
論
語
』
衛
霊
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公
)
の
で
あ
る
か
ら
曾
賄
も
嘉
舜
の
事
業
を
優
矯
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
。

曾
賄
の
「
潟
皐
」
は
、
「
入
る
と
し
て
自
得
せ
ざ
る
は
無
」
き
「
君
子
」
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
「
矯
泊
」
は
、
「
王
佐
の
才
」
あ
る
が
故
に

「
天
下
を
治
む
る
の
遁
を
問
」
い
(
「
論
語
集
注
』
巻
八
)
、
孔
子
に
四
代
の
穫
祭
を
告
げ
ら
れ
た
顔
子
の
そ
れ
と
同
じ
高
さ
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。

曾
貼
の
内
面
修
養
は
顔
子
と
同
次
元
で
あ
る
が
由
に
、
「
矯
治
」
に
お
い
て
も
同
様
の
可
能
性
を
持
つ
。

ま
た
、
績
け
て
言
、
っ
。
聖
賢
が
世
に
用
い
ら
れ
な
い
と
き
は
「
性
に
率
い
、
理
に
循
う
」
を
楽
し
み
と
す
る
。
書
舜
が
高
世
の
法
を
話
し
た

所
以
も
、

や
は
り
「
篇
皐
」
と
「
馬
治
」
は
連
績
し
て
い
る
。
「
馬
皐
」
と
「
矯
治
」
が
別
々
の
も
の

た
だ
「
性
に
率
」

っ
た
だ
け
で
あ
り
、

だ
と
考
え
る
者
が
、
た
と
え
計
較
を
用
い
て
功
業
を
立
て
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
人
欲
の
私
に
す
ぎ
ず
、
聖
賢
の
成
し
た
も
の
と
天
地
の

隔
絶
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
日
ご
ろ
の
「
性
に
率
い
、
理
に
循
う
」
と
い
う
こ
と
が
、
功
業
を
立
て
る
本
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
、
「
入

る
と
し
て
自
得
せ
ざ
る
は
無
し
」
の
境
涯
に
到
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
と
(
『
朱
子
文
集
』
巻
六
一

「
答
巌
時
十
字
」
第
二
書
)
0

出
厭
世
丈
の
論
は
曾
鈷
を
孔
子
・
顔
子
の
域
に
ま
で
高
め
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
亮
舜
の
事
業
」
を
容
易
に
矯
し
え
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
奥

え
る
。
「
矯
随
一
干
」
と
「
震
治
」
と
の
連
績
は
朱
子
撃
に
お
い
て
大
前
提
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
朱
裏
に
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
「
矯
皐
」
の
み
に
、

し
か
も
簡
易
な
修
養
論
に
寄
り
掛
か
っ
た
皐
問
は
、
具
睦
的
な
「
事
」
(
軍
放
を
治
め
、
財
賦
を
治
め
、
雄
総
末
を
治
め
る
こ
と
)
に
取
り
組
む
こ
と

(

山

山

)

を
必
然
的
に
な
お
ざ
り
に
し
て
し
ま
う
と
感
じ
ら
れ
た
。
朱
書
の
弟
子
た
ち
が
曾
酷
を
語
る
に
嘗
た
っ
て
、
「
難
牛
耳
克
舜
之
事
業
、
蓋
所
優
矯
」

と
い
う
一
文
が
少
な
か
ら
ず
論
貼
と
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
そ
の
一
文
に
よ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
曾
貼
を
聖
人
に
近
い
人
物
と
し
て
受
け
取
っ

て
し
ま
う
弟
子
の
姿
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
者
に
は
「
負
治
」
の
具
睦
的
な
取
り
組
み
を
等
閑
に
す
る
歓
貼
が
み
ら
れ
る
。
「
馬
治
」

の
過

程
を
重
↓
脱
す
る
朱
喜
…
に
と
っ
て
、
最
終
的
に
『
集
注
』
か
ら
そ
の
一
丈
を
削
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
か
な
か
朱
喜
…
の
意
に
遁
う
こ
と
の
な
か
っ
た
首
該
章
の
解
説
は
、
数
度
の
改
訂
を
経
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
改
訂
に
よ
っ
て
大
き
く
饗
化
し

た
の
は
、
こ
の
「
亮
舜
の
事
業
」
云
々
と
い
う
部
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
責
は
、
「
曾
黙
の
志
」
と
「
尭
舜
の
事
業
」
、

た
志
と
経
世
と
の
関
係
に
つ
い
て
こ
そ
が
朱
喜
小
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
結
局
、
現
行
の

つ
ま
り
、
孔
子
が
輿
し
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注
』
で
は
程
頴
の
解
稗
を
引
用
し
、
「
聖
人
の
志
」
「
嘉
舜
の
気
象
」
「
孔
子
の
志
」
の
言
葉
を
も
っ
て
「
曾
貼
の
志
」
を
説
明
す
る
が
、
完
舜

と
い
っ
た
聖
人
の
事
業
に
閲
す
る
「
潟
治
」
と
の
闘
係
に
は
全
く
鯛
れ
て
い
な
い
。
そ
の
措
置
が
朱
喜
…
に
よ
っ
て
意
識
的
に
渇
さ
れ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
改
訂
前
の
注
で
は
「
亮
舜
の
事
業
」
と
い
う
言
葉
で
以
て
説
明
す
る
こ
と
で
、
「
曾
黙
の
志
」
と
経
世
と
が
結
び

つ
い
て
い
た
が
、
改
訂
に
よ
っ
て
そ
の
一
丈
が
削
除
さ
れ
、
結
果
、
現
行
の

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
孔
子
が
奥
し
た
理
由
が
、
車
に
曾
賠
の
内
面
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
黄

「
集
注
」
か
ら
は
「
曾
貼
の
志
」
に
何
ら
経
世
の
慣
値
を
誼
み
取

震
は
程
顛
の
読
を
批
判
す
る
こ
と
で

『
集
注
』
に
も
従
わ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
曾
黙
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
首
世
の
随
一
宝
石
の
経
世
観
と
の
闘

係
で
讃
み
取
り
批
判
す
る
黄
震
の
説
は
、
賓
は
朱
喜
…
の
理
解
を
継
承
し
敷
桁
し
た
所
に
成
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
最
世
丈
の
説
に
は
、
確
か
に
「
矯
治
」
よ
り
も
「
矯
皐
」

へ
の
偏
重
を
確
認
で
き
る
が
、
し
か
し
そ

れ
も
員
の
経
世
の
た
め
の
「
矯
撃
」
重
頑
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
「
世
事
を
な
げ
や
り
に
」
し
よ
う
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
員
の
経
世
と
は
如
何
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
の
も
と
に
思
考
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の

「
因
子
言
志
」
章
は
官
と
し
て
仕
え
た
時
の
志
が
主
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
曾
黙
は
経
世
に
つ
い
て
述
べ
ず
に
、

ひ
と
り
孔
子
に
輿
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
彼
ら
は
こ
の
「
隠
」
の
世
界
に
お
け
る
皐
聞
に
こ
そ
員
の
経
世
を
謹
み
取
ろ
う
と
し
た
。
経
世
と
は
現
賓
の
統
治
の
場
に
立
つ
だ

へ
の
憧
れ
と
、
経
世
の
自
任
と
い
う
全
く
あ
い
矛
盾
す
る
ベ
ク
ト
ル
を
、
矛
盾
で
は
な
く
整
合
性
あ

る
も
の
と
し
て
盟
現
し
て
い
る
存
在
と
し
て
曾
賄
を
護
見
し
、
そ
こ
に
理
想
的
な
像
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
曾
賄
へ
の
憧
れ
は
、
全
く
経

け
の
こ
と
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
「
隠
」

世
を
無
↓
嗣
し
た
と
こ
ろ
か
ら
渡
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
世
へ
の
志
向
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
集
中
的
に
興
味
を
も
た
れ
た
と
い
っ
た

ほ
う
が
よ
い
。
宋
儒
に
と
っ
て
、
「
矯
随
一
子
」
が
「
矯
治
」
に
先
行
す
る
と
は
い
え
、
(
貫
践
・
賓
務
・
賓
事
は
、
そ
の
撃
問
の
責
撃
性
を
保
障
す

る
た
め
に
も
、
最
低
限
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
経
世
の
賓
事
を
語
ら
な
か
っ
た
曾
貼
が
評
債
さ
れ
る
の
も
、
逆
説
的
に
異
の

経
世
の
(
貫
事
を
最
終
的
に
は
震
し
え
る
存
在
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
巌
世
丈
の
議
論
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

229 

そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
昔
時
の
士
大
夫
の
理
想
像
と
も
重
な
り
合
う
。
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230 

(
劉
克
荘
は
)
、
年
盛
志
吐
の
時
に
首
た
っ
て
、
天
材
逸
護
、
詞
筆
凌
属
に
し
て
、
自
ら
李
白
に
な
ぞ
ら
え
、
州
牒
の
事
に
意
を
介
さ
な

一
旦
令
と
な
る
と
民
を
あ
わ
れ
む
こ
と
は
穏
や
か
で
重
々
し
く
、
道
を
教
え
る
こ
と
は
ね
ん
ご
ろ
で
あ
り
、
雨
漢
循

か
っ
た
。
し
か
し
、

吏
の
風
が
あ
っ
た
o

(

『
異
文
忠
公
文
集
」
巻
二
六
「
建
陽
牒
皐
四
君
子
一
刷
記
」
)

(
悦
)

「
隠
者
」
と
「
循
吏
」
と
い
う
一
見
相
反
す
る
二
面
性
を
一
個
人
が
矛
盾
な
く
瞳
現
す
る
、
こ
の
よ
う
な
姿
こ
そ
が
理
想
的
で
あ
っ
た
。
本
章

の
は
じ
め
に
述
べ
た
「
隠
」

へ
の
憧
れ
、
山
水
趣
味
も
道
撃
士
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必

日
々
皐
聞
に
取
り
組
み
、
ひ
と
た
び
賓
事
に
取
り
組
め
ば
、
い
つ
も
政
治
の
世
界
に
い
る
者
よ
り

も
す
ぐ
れ
た
成
績
を
治
め
え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
内
」
と
「
外
」
の
認
識
に
お
け
る
「
内
」
へ
の
傾
斜
、
所
謂
思
想
の
内
面
化
・
内
向
化
と
呼

(
出
)

ば
れ
る
事
態
が
、
南
宋
遁
墜
に
お
い
て
擦
大
し
て
く
る
。
そ
う
い
う
思
潮
の
中
で
曾
貼
に
封
す
る
議
論
が
沸
き
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
士

要
が
あ
る
。
賓
事
に
は
わ
ず
ら
わ
さ
れ
ず
、

大
夫
た
る
道
的
学
士
人
に
と
っ
て
、
こ
の
「
内
重
」
と
「
外
王
」
、
「
阻
字
問
」
と
「
政
治
」
、
「
隠
」
と
「
官
」
と
い
う
二
つ
の
世
界
を
如
何
に
連
績

さ
せ
え
る
の
か
と
い
う
問
題
こ
そ
が
最
も
根
底
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
曾
賭
の
問
題
も
こ
の
南
宋
遁
皐
の
内
向
化
思
潮
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
曾
貼
の
問
題
と
は
、
宋
代
、
特
に
南
宋
に
お
い
て
遁
皐
士
人
た
ち
に
問
わ
れ
る
べ
く
し
て
問
わ
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

孔
子
に
は
曲
肱
飲
水
の
山
楽
し
み
が
有
り
、
顔
子
に
は
随
巷
箪
瓢
の
楽
し
み
が
有
り
、
曾
貼
に
は
浴
肝
詠
蹄
の
楽
し
み
が
有
り
、
曾
参
に
は

履
穿
肘
見
、
歌
若
金
石
の
楽
し
み
が
有
り
、
周
程
に
は
愛
蓮
観
州
、
弄
月
吟
風
、
望
花
随
柳
の
楽
し
み
が
有
る
。
道
を
撃
ん
で
楽
し
み
の

境
界
に
至
っ
て
こ
そ
、
異
に
得
る
所
が
あ
る
。
(
羅
大
経
『
鶴
林
玉
露
』
丙
編
巻
二
「
憂
印
刷
宋
」
)

曾
貼
の
楽
し
み
と
は
、
こ
の
孔
子
・
顔
子
・
曾
子
・
周
子
・
程
子
の
「
楽
し
み
」
の
境
地
と
同
次
元
で
語
ら
れ
た
。
「
楽
し
み
」
と
は
儒
撃
に

(

山

山

)

お
け
る
「
撃
問
者
の
究
極
の
境
界
」
で
あ
る
。
孔
子
を
は
じ
め
程
子
に
至
る
人
名
は
、
曾
賭
以
外
、
朱
子
準
に
お
い
て
所
謂
遁
統
を
受
け
継
ぐ

十

11 

28 

寸11 



L 」

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
h
跡
部
ハ
中
日
宍
)
出
・

3

E
待

ー「

聖
賢
ば
か
り
。
し
か
し
、

ひ
と
り
曾
黙
の
み
は
遁
統
に
は
組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
曾
黙
の
問
題
の
お
も
し
ろ
さ
は
こ
こ
に
あ
る
。
曾
貼
以
外

の
「
楽
し
み
」
は
、
無
論
儒
教
の
最
高
の
境
地
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
曾
賭
は
聖
人
で
は
な
い
。
そ
の
「
楽
し
み
」
は
本
音
に
聖
人
と
同
じ
な

の
か
、
同
じ
だ
と
し
て
な
ぜ
曾
貼
は
聖
人
で
は
な
い
の
か
、
な
ぜ
曾
貼
ひ
と
り
に
孔
子
は
興
し
た
の
か
、
そ
も
そ
も
孔
子
は
本
心
か
ら
奥
し
た

の
か
等
々
と
議
論
が
起
き
て
く
る
絵
地
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

宋
代
、
特
に
遁
墜
を
中
心
と
し
て
「
聖
人
的
学
ん
で
至
る
べ
し
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
聖
人
は
挙
習
と
賓
地
睦
験
を
通
し
て
到
達
し
え
る

存
在
、
そ
し
て
す
く
な
く
と
も
到
達
目
標
の
封
象
と
し
て
、
現
賓
の
士
大
夫
に
急
接
近
し
て
く
る
。
で
は
、
誰
が
聖
人
な
の
か
、
書
舜
か
ら
孔

子
ま
で
の
帝
王
聖
人
は
問
題
の
絵
地
は
な
い
。
し
か
し
孔
子
以
降
を
ど
う
扱
う
の
か
に
つ
い
て
は
、
宋
代
に
お
い
て
は
ま
だ
ま
だ
流
動
的
で
あ

の
憤
値
の
絶
封
化
固
定
化
に
よ
っ
て
、

さ
ら
に
朱
子
皐
自
身
の
官
皐
化
に
よ
っ
て
、
孔
子
か
ら
曾
子
・
子
思
・
孟
子
の
聖
化
が
達
成
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
南
宋
に
お
い
て

っ
た
。
孟
子
を
め
ぐ
る
黛
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
論
争
は
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
朱
子
撃
に
よ
る
『
四
書
」

は
ま
だ
ま
だ
遣
う
展
開
の
可
能
性
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
、
肱
況
の
下
、
曾
子
の
父
、
曾
黙
を
聖
人
に
ま
で
持
ち
上

げ
よ
う
と
す
る
者
が
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。
し
か
し
、
主
流
と
な
っ
た
朱
子
撃
で
は
、
結
局
曾
貼
は
聖
人
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
朱
子
皐
普

及
後
も
曾
貼
に
封
す
る
あ
る
種
の
憧
れ
は
消
え
去
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
む
し
ろ
、
曾
子
の
許
債
の
固
定
化
に
と
も
な
い
、
ま
た
何
よ
り
陸

王
墜
と
の
釘
抗
に
よ
っ
て
意
識
的
に
過
剰
に
異
端
覗
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
、
「
狂
」
者
曾
賄
に
封
す
る
憤
値
は
、
明
末
陽
明
随
一
干
の
登
場
に
よ
っ
て
革
命
的
な
饗
化
が
お
こ
る
。
最
後
に
、
陽
明
撃
と
「
狂
」

の
関
係
に
鰯
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に
閲
し
て
は
、
島
田
慶
次
の
研
究
に
よ
っ
て
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。

231 

自
分
が
南
都
に
ゆ
く
前
に
は
、
ま
だ
い
く
ら
か
「
郷
原
己
の
気
味
を
克
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
い
ま
で
は
こ
の
良
知
を
信
じ
き
っ
て
、

ぜ日
走
は
異
の
是
、
非
は
員
の
非
、
思
う
が
ま
ま
に
ふ
る
ま
っ
て
、
覆
蔵
な
ど
さ
ら
に
矯
さ
ぬ
。
自
分
は
い
ま
こ
そ
や
っ
と
「
狂
」
者
の
胸
懐

に
な
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
。
天
下
の
人
が
み
な
、
言
葉
の
み
高
く
て
責
践
が
と
も
な
わ
ぬ
と
そ
し
ろ
う
と
も
、
か
ま
っ
た
こ
と
は
な
い
。

(
前
)

(
『
停
制
白
録
』
下
、
島
田
虎
次
諜
)
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賓
践
が
と
も
な
お
う
が
、
そ
う
で
な
か
ろ
う
が
、
そ
れ
は
ど
う
で
も
よ
い
。
最
も
闘
心
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
良
知
を
信
じ
き
っ
て
」
「
思
う
が

ま
ま
に
ふ
る
ま
う
」
こ
と
で
あ
り
、
忌
む
べ
き
は
「
外
」
な
る
権
威
に
脆
く
「
郷
思
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
狂
」
な
る
者
は
、

「
進
み
て
取
る
も
の
、
志
大
に
し
て
行
の
掩
わ
ざ
る
も
の
、
直
心
に
し
て
動
き
、
掩
飾
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
宵
載
す
る
と
こ
ろ
な
き
も
の
」
と

し
て
評
慣
さ
れ
、

つ
い
に
は
陽
明
亭
左
抵
、
王
龍
渓
(
名
は
畿
、
字
は
汝
中
)
が
「
狂
者
こ
そ
入
聖
の
員
路
頭
」
(
『
明
儒
撃
案
』
省
一
五
)
と
主
張

す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
良
知
説
の
高
唱
と
密
接
な
「
狂
」
者
へ
の
賛
美
は
、
停
統
的
規
範
に
し
ば
ら
れ
、
矛
盾
に
満
ち
た
明
末
枇
舎
に

(
m
m
)
 

生
き
る
人
々
と
痛
み
を
共
に
し
な
い
首
世
の
「
郷
思
」
た
る
士
大
夫
た
ち
へ
の
批
判
を
込
め
た
「
宣
(
の
淑
世
の
精
神
」
の
額
現
で
あ
る
。
朱
書

ら
宋
儒
が
最
も
試
を
採
ん
だ
、
向
学
問
に
賓
践
が
伴
、
っ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
す
で
に
慣
値
を
分
け
る
基
準
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
「
狂
」
者
こ
そ
本
来
的
な
心
を
包
み
隠
さ
ず
行
動
す
る
も
の
と
し
て
、

一
等
債
値
の
あ
る
存
在
と
し
て
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

宋
代
の
謝
良
佐
・
最
世
丈
の
議
論
と
曾
貼
を
聖
人
に
持
ち
上
げ
よ
う
と
す
る
意
園
は
共
通
し
て
い
る
が
、
宋
儒
の
賓
践
を
内
に
含
ん
だ
曾
貼
理

解
と
は
、
す
で
に
許
債
の
ポ
イ
ン
ト
が
一
八

O
度
轄
回
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
狂
」
者
は
、
賓
践
云
々
と
い
う
こ
と
は

す
で
に
止
揚
さ
れ
き
っ
た
形
で
、
明
末
陽
明
撃
者
の
「
員
の
淑
世
の
精
神
」
を
表
象
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
南
宋
の
責
震
が
賓
践
が
な
く
、

「
経
世
」
と
は
全
く
関
係
の
な
い
草
な
る
「
隠
者
」
で
あ
る
と
し
て
庇
め
た
曾
賭
は
、
陽
明
撃
に
お
い
て
は
、
(
貫
践
が
件
わ
な
く
と
も
、
最
も

「
経
世
」
「
淑
世
」
を
捨
い
う
る
存
在
と
し
て
再
び
持
ち
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
経
世
」
観
の
展
開
の
象
徴
で
あ
っ

た

「
狂
」
者
曾
貼
は
、
再
び
陽
明
随
一
子
と
い
う
新
た
な
思
想
の
も
と
に
問
わ
れ
、
そ
し
て
新
た
な
曾
貼
像
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
「
狂
者
こ

そ
入
聖
の
異
路
頭
」
と
し
て
、
曾
貼
は
よ
う
や
く
聖
人
の
ひ
と
り
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

+
Z
 

-z-
ロ(

1
)
 
現
代
語
誇
は
、
金
火
口
治
謬
注
『
論
垣
間
」
(
告
波
書
庖
、

一
九
六
一
二
)

を
参
照
し
た
。
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(
2
)

境
武
男
「
論
語
「
風
子
舞
告
す
」
を
め
ぐ
り
で
」
(
『
漢
文
教
主
』
第

六
五
競
、
一
九
六
三
)
、
西
岡
弘
「
「
論
証
巴
浴
乎
況
風
乎
舞
写
之

章
」
(
「
図
的
学
院
雑
誌
』
七
六
、
一
九
七
五
)

0

(
3
)

松
川
健
二
『
宋
明
の
思
想
詩
」
第
五
章
「
黙
也
難
狂
得
我
情
」

(
北
海
道
大
凶
字
国
書
刊
行
合
、
一
九
八
二
)
、
宋
元
文
皐
研
究
舎

『
朱
子
絶
句
会
誇
注
』
第
二
冊
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
四
)

0

(
4
)

『
程
子
遺
棄
目
」
巻
三
、
『
論
語
精
義
』
巻
九
上
、
『
伊
洛
淵
源
録
』

巻
一
。
ま
た
『
宋
史
」
虫
色
四
二
七
、
「
逗
皐
一
、
周
敦
顕
」
に
も
引

用
さ
れ
、
選
挙
史
の
そ
の
努
頭
か
ら
曾
黙
が
登
場
す
る
。

(
5
)

李
伺
思
想
に
お
け
る
「
漉
落
」
に
つ
い
て
は
、
岡
田
武
彦
「
朱
子

の
父
と
師
」
(
『
文
理
論
集
』
第
一
四
巻
第
二
張
、
一
九
七
四
)
、
の

ち
同
「
中
園
思
想
に
お
け
る
理
想
と
現
賓
』
(
木
耳
壮
、
一
九
八
三
)

所
牧
、
を
参
照
。

(
6
)

『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
四
二
「
答
石
子
重
」
第
九
書
。
以

下
、
『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
は
『
朱
子
文
集
』
と
略
記
。

(
7
)

『
河
南
程
氏
外
書
」
巻
三
、
「
曾
貼
、
狂
者
也
。
未
必
能
矯
聖
人

之
事
、
而
能
知
孔
子
之
志
。
故
日
浴
乎
沢
、
風
乎
舞
等
、
詠
而
蹄
、

言
山
相
対
而
得
其
所
也
。
孔
子
之
志
、
在
於
老
者
安
之
、
朋
友
信
之
、
少

者
懐
之
、
使
蔦
物
莫
不
遂
其
性
。
曾
新
知
之
、
故
孔
子
帽
然
歎
日

『
五
口
輿
貼
也
」
」
o

ま
た
、
『
論
語
集
注
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)

『
朱
子
語
類
」
巻
一
一
七
、
第
四
三
係
。

(
9
)

吉
川
幸
次
郎
、
三
浦
園
雄
『
朱
子
集
』
(
中
園
文
明
選
三
、
朝
日

新
聞
壮
、
一
九
七
六
)
、
一
七
二
頁
。

(
日
)
島
田
慶
次
「
中
園
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折
』
(
筑
摩
書
房
、

一
九
四
九
、
同
改
訂
版
、
一
九
七

O
)
、
市
来
津
由
彦
「
隔
世
徳
明

233 

」

|
|
一
帽
建
朱
宗
門
人
従
撃
の
一
様
態
|
|
」
(
『
束
北
大
向
学
教
養
部
紀

要
』
第
五
六
競
、
一
九
九
一
)
、
の
ち
同
『
朱
嘉
門
人
集
圏
形
成
の

研
究
』
(
創
文
祉
、
二

O
O
二
)
、
垣
内
景
子
「
朱
子
に
於
け
る
「
気

象
」
と
工
夫
」
(
『
中
岡
古
典
研
究
」
第
二
一
六
張
、
一
九
九
一
)
、
の

ち
同
『
「
心
」
と
「
理
」
を
め
ぐ
る
朱
烹
思
想
構
造
の
研
究
』
(
汲
古

書
院
、
二

O
O
五
)
、
銭
穆
「
朱
陸
異
同
散
記
」
(
『
朱
子
新
皐
案
』

三
民
書
局
、
一
九
七
一
)

0

(
日
)
小
路
口
聴
「
朱
喜
…
の
曾
黙
観
|
|
陸
象
山
批
判
の
一
覗
座
|
|
」

(
『
日
本
中
園
学
舎
報
』
第
四
九
集
、
一
九
九
七
)
。

(
ロ
)
陳
淳
に
闘
す
る
研
究
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
楠
本
正
纏
『
宋

明
時
代
儒
墜
思
想
の
研
究
』
第
一
編
第
四
章
第
六
節
「
朱
門
の
思

想
」
(
慶
池
向
学
園
出
版
部
、
一
九
六
二
)
、
荒
木
見
惜
「
陳
北
渓
と
楊

慈
湖
」
(
贋
島
大
皐
『
折
晶
子
』
第
六
競
、
一
九
五
六
)
、
の
ち
同
『
中

園
思
想
史
の
諸
相
』
(
中
図
書
応
、
一
九
八
九
)
、
佐
藤
隆
則
「
陳
淳

の
皐
問
と
思
想
|
|
朱
喜
…
従
準
以
前
|
|
」
(
『
大
東
文
化
大
皐
漢
皐

舎
雑
誌
」
第
二
八
競
、
一
九
八
九
)
、
同
「
陳
淳
の
皐
問
と
思
想

|
|
朱
烹
従
皐
期
|
|
」
(
「
大
東
文
化
大
事
漢
皐
曾
雑
誌
』
第
二
九

援
、
一
九
九

O
)
、
高
令
印
・
陳
其
芳
『
一
帽
建
朱
子
随
一
下
』
第
二
章

「
四
、
陳
淳
」
(
一
噛
建
人
民
出
版
献
、
一
九
八
六
)
、
張
加
才
『
詮
緯

輿
建
構
陳
淳
輿
朱
子
準
」
(
中
園
哲
事
青
年
事
術
文
庫
、
人
民
出

版
祉
、
二

O
O
四
)
、
侯
外
慮
等
編
「
宋
明
理
皐
史
」
第
一
六
章

「
陳
淳
的
理
由
学
思
想
」
(
人
民
出
版
、
一
九
八
四
)
な
ど
。
ま
た
、

『
北
渓
字
義
」
の
誇
注
と
し
て
、
佐
藤
仁
詩
・
解
題
「
未
子
撃
の
基

本
用
語
』
(
研
文
出
版
、
一
九
八
六
)
が
あ
り
、
「
解
題
」
で
陳
淳
の

思
想
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
田
中
謙
二
「
朱
門
弟
子
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師
事
年
孜
」
(
『
田
中
謙
二
著
作
集
』
第
三
巻
、
汲
古
書
院
、
二

0
0

一
)
に
、
陳
淳
が
朱
票
に
直
接
師
事
し
た
時
期
ゃ
、
同
席
の
者
に
関

す
る
考
察
が
あ
る
。

(
日
)
陳
淳
が
こ
の
よ
う
に
力
説
す
る
の
は
、
首
然
根
擦
あ
っ
て
の
こ
と

で
あ
る
。
朱
票
は
「
大
抵
子
思
以
来
数
人
之
法
、
惟
以
隼
徳
性
・
遁

向
島
ナ
爾
事
骨
刷
用
力
之
要
。
今
子
静
所
説
、
専
是
隼
徳
性
事
、
而
喜
…
千

円
所
論
、
却
是
同
事
上
多
了
。
」
(
『
朱
子
丈
集
』
巻
五
回
「
答
項
平

父
」
第
二
書
)
と
ニ
討
っ
て
お
り
、
陸
撃
と
の
比
較
に
お
い
て
は
、
よ

り
遁
間
間
半
に
傾
斜
し
て
い
る
と
自
覚
し
て
い
た
。
こ
の
記
事
が
後
世
、

朱
子
準
は
「
道
問
皐
」
で
あ
る
と
主
張
せ
ら
れ
る
と
き
、
決
定
的
な

役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

(
日
)
『
北
渓
全
集
」
第
四
門
巻
一
一
「
答
李
郎
中
貫
之
」

0

(
日
)
前
掲
註
(
ロ
)
、
荒
木
論
文
。

(
日
)
陳
淳
の
生
涯
を
記
す
資
料
は
、
陳
窓
「
有
宋
北
渓
先
生
主
簿
陳
公

墓
誌
銘
」
、
陳
好
「
絞
遮
」
(
『
北
渓
全
集
』
外
集
)
の
他
、
『
宋
史
』

を
四
三

O
「
道
民
了
惇
囚
」
、
『
宋
元
肇
案
」
巻
六
八
「
北
渓
凶
晶
子
案
」
が

あ
る
。
ま
た
、
陳
淳
の
師
事
期
の
問
答
は
、
陳
淳
自
身
の
手
に
よ
っ

て
記
録
さ
れ
た
も
の
が
、
第
一
回
目
が
「
郡
藤
録
」
、
第
二
回
目
が

「
竹
林
精
舎
録
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
爾
録
に
は
「
郡
葉
録
序
」

「
竹
林
精
舎
録
序
」
が
附
さ
れ
て
い
た
。
雨
録
は
現
在
「
朱
子
語

類
」
巻
一
一
七
「
訓
門
人
瓦
」
に
、
雨
序
は
『
北
渓
全
集
』
第
四
門

を
四
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(
刀
)
巌
世
文
(
字
は
時
亨
)
、
屡
徳
明
(
字
は
子
晦
)
と
い
っ
た
人
物

を
巻
き
込
ん
だ
ち
ょ
っ
と
し
た
論
争
に
設
展
す
る
。
き
っ
か
け
は
、

巌
世
文
の
「
輿
結
論
」
に
鰯
愛
さ
れ
た
こ
と
に
由
る
。
そ
の
後
、
陳

」

淳
が
自
己
の
曾
黙
観
に
つ
い
て
、
巌
氏
批
判
を
含
ん
だ
形
で
論
文
に

ま
と
め
、
そ
れ
が
、
摩
徳
明
の
日
に
止
ま
っ
た
ら
し
く
、
原
/
徳
明
は

陳
淳
の
意
見
に
反
封
す
る
『
リ
人
を
送
り
付
け
る
。
そ
し
て
、
陳
淳
が
そ

れ
に
封
す
る
摩
徳
明
へ
の
再
批
判
の
書
簡
を
、
平
怒
り
つ
け
、
最
終
的
に

③
の
時
期
に
師
の
批
評
を
仰
ぐ
と
い
う
よ
う
に
論
争
が
展
開
し
て
い

く
。
ち
な
み
に
、
巌
世
文
の
「
奥
貼
論
」
が
『
朱
子
文
集
』
「
答
巌

時
亨
」
第
二
室
田
(
後
で
詳
論
す
る
)
に
、
巌
世
文
が
朱
烹
に
提
出
し

た
質
問
と
し
て
、
ま
た
、
陳
淳
に
よ
る
摩
徳
明
へ
の
再
批
判
の
書
簡

が
「
北
渓
合
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
摩
徳
明
と
、
こ
の
時
の
議

論
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(
日
)
、
市
来
論
文
参
照
。

(
凶
)
「
北
渓
会
集
』
第
四
門
虫
色
四
「
竹
林
精
舎
録
後
序
」
o

(
印
)
「
朱
子
語
類
』
巻
一
一
七
、
第
四
六
係
、
「
但
聖
人
平
日
也
不
曲
目

先
説
箇
天
理
在
那
裏
、
方
数
人
倣
去
湊
。
只
是
説
眼
前
事
、
殺
人
不

平
悠
地
倣
工
夫
去
、
自
然
到
那
有
見
慮
。
」

(
却
)
「
朱
子
語
類
』
巻
二
七
、
第
五
二
係
。

(
幻
)
前
掲
註
(
日
)
、
市
来
論
文
参
照
。

(
沼
)
「
北
渓
全
集
』
第
四
門
巻
一

O
「
答
彦
帥
子
晦
こ
、
「
部
説
正
所

以
後
明
貼
、
於
H
用
事
物
上
、
見
得
件
件
都
是
稗
、
於
形
而
下
慮
、

見
符
一
一
都
是
形
而
上
之
妙
、
又
非
語
上
遺
下
語
理
遺
物
之
謂
也
。

況
巌
説
、
又
全
無
下
向
学
次
第
o
」

(
お
)
『
北
渓
全
集
』
第
四
門
省
一
一
「
奥
李
公
晦
こ
。
ま
た
、
前
掲

註
(
ロ
)
、
佐
藤
解
題
点
参
照
。

(
弘
)
「
北
渓
合
集
』
第
四
門
を
一
一
「
輿
陳
土
寸
丞
師
復
こ
。

(
お
)
「
北
渓
全
集
』
第
四
門
巻
一
一
一
「
奥
超
司
直
季
仁
こ
。

(
お
)
「
北
渓
会
集
』
第
四
門
虫
色
一
一
「
輿
李
公
晦
こ
。
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(
幻
)
『
北
渓
全
集
」
第
四
門
巻
一
四
「
答
陳
伯
操
こ
、
「
其
潟
工
夫
大

要
庭
亦
不
過
致
知
力
行
二
事
而
己
。
二
者
皆
首
斉
頭
著
力
並
倣
、
不

是
裁
然
第
二
事
。
先
致
知
了
、
然
後
力
行
、

υハ
是
一
套
底
事
。
」
、

『
北
渓
全
集
」
第
四
門
巻
一
四
「
答
陳
伯
操
六
」
、
「
大
抵
吾
儒
工
夫

有
節
目
次
第
、
非
如
程
氏
妄
以
一
超
直
入
相
証
舷
、
須
従
下
皐
、
友

可
上
達
。
須
従
格
物
致
知
、
然
後
融
合
貫
通
、
而
知
奥
行
又
不
是
雨

載
事
。
」
な
ど
。

(
お
)
『
北
渓
全
集
」
第
四
門
巻
一
四
「
答
陳
伯
操
こ
、
「
若
分
讃
書
之

序
、
則
須
先
『
小
島
干
』
以
立
其
基
社
、
次
「
大
向
学
』
以
掲
其
綱
領
、

次
『
論
』
『
孟
』
以
玩
其
精
微
、
然
後
舎
其
極
於
『
中
庸
』

0

」
、
『
北

渓
全
集
』
第
四
門
巻
一
四
「
答
陳
伯
操
三
」
、
「
然
聖
門
事
業
、
浩
博

和
拡
張
、
而
用
功
有
節
目
、
讃
童
日
有
次
序
。
初
向
学
入
徳
之
門
、
無
如

『
大
挙
』
O
i
-
-
-
必
先
従
事
於
此
、
而
『
論
』
『
孟
』
次
之
、
『
中
庸
』

又
次
之
。
四
来
日
皆
逼
、
然
後
胸
中
権
衡
、
尺
度
分
明
、
軽
重
長
短
、

事
髪
不
差
、
乃
可
以
讃
天
下
之
主
目
、
論
天
下
之
事
。
於
是
乎
井
井
縄

縄
、
莫
不
各
有
僚
理
而
不
素
失
。
」
ま
た
、
陳
淳
は
、
『
四
書
』
の
先

に
『
近
忠
録
」
を
讃
む
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
は
黄
幹
が
疑
義
を
呈
し
て
以
来
、
質
、
に
朱
烹
の
考
え
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
前
掲
註
(
ロ
)
、
荒
木
論
文
参
照
。

(
鈎
)
『
北
渓
全
集
」
第
四
門
巻
一
五
「
答
陳
伯
操
こ
、
「
如
四
害
者
、

賓
後
事
求
道
之
要
津
、
幸
文
公
先
生
註
解
巳
極
精
確
、
賓
白
歴
代
諸

儒
百
家
中
、
磨
剖
出
来
、
篇
後
事
立
一
定
之
準
、
一
字
不
容
易
下
、

甚
明
甚
筒
、
而
酒
畜
甚
富
。
誠
有
以
訂
千
士
円
之
靴
、
正
百
代
之
惑
o
」

(
初
)
前
掲
註
(
ロ
)
、
荒
木
論
文
、
一
五
四
頁
。
陳
淳
の
準
聞
が
「
這

問
撃
」
に
偏
重
し
す
ぎ
た
「
記
諦
詞
章
の
俗
皐
」
、
「
朱
門
末
皐
の

235 

」

弊
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
、
元
代
に
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
呉
澄
『
呉
文
正
集
』
巻
四
O
「
尊
徳
性
道
関
皐
薪
記
」
)

0

(
況
)
「
宋
元
皐
案
』
巻
六
八
「
北
渓
皐
案
」
、
全
租
望
案
語
、
「
其
街
師

門
甚
力
、
多
所
設
明
、
然
亦
有
操
異
同
之
見
而
失
之
遁
者
。
」

(
お
)
「
北
渓
全
集
』
第
四
門
巻
一
ム
ハ
「
奥
陳
伯
禄
論
李
公
晦
往
復
童
日
」
o

(
お
)
②
の
時
期
に
お
け
る
陳
淳
の
曾
結
論
に
は
、
「
狂
」
で
あ
る
こ
と

に
は
鰯
れ
ず
に
ひ
た
す
ら
孔
子
が
輿
し
た
理
由
を
肯
定
的
な
方
向
か

ら
説
明
す
る
(
『
北
渓
全
集
』
第
四
門
巻
一

O
「
答
摩
帥
子
晦
ご
)

0

そ
れ
に
封
し
て
④
の
時
期
に
は
「
狂
」
で
あ
る
こ
と
が
逆
に
強
調
さ

れ
て
い
る
。

(
災
)
「
北
渓
全
集
』
第
四
門
巻
三
「
貰
薪
記
」

0

(
お
)
も
ち
ろ
ん
陳
淳
自
身
は
偏
向
で
あ
る
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
に
達

い
な
い
。
第
二
回
目
の
師
事
期
、
そ
し
て
湖
東
で
の
経
験
が
こ
の
偏

向
の
原
因
と
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
本
論
が
論
じ
て
き
た
通
り
で
あ

る
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
根
本
的
な
要
因
と
し
て
、
市
来
津
白
彦
氏

(
「
陳
淳
論
序
説
|
|
「
朱
子
皐
」
形
成
の
覗
貼
か
ら
|
|
」
『
東
洋

古
典
的
学
研
究
」
第
一
五
集
、
二

O
O
三
)
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、

陳
淳
ら
朱
喜
…
の
直
弟
子
に
は
、
『
朱
子
文
集
」
『
朱
子
語
類
』
が
未
編

纂
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
朱
烹
息
ナ
説
の
全
健
を
見
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
師
説
を
全
躍
的
に
烏
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
直
弟
子
に
と
っ
て
は
、
直
接
受
け
た
教
え
こ
そ

が
組
封
で
あ
り
全
慢
で
あ
っ
た
。
陳
淳
に
と
っ
て
、
最
後
の
直
接
の

訓
戒
こ
そ
が
、
守
り
、
そ
し
て
惇
え
て
い
く
べ
き
師
説
と
し
て
強
調

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
激
し
い
陸
皐
批
判
は
単
に
朱
子
準
額
一
彰

の
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
過
去
の
陳
淳
自
身
に
釘
す
る
反
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省
の
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
貫
じ
鷺
記
」

を
例
と
す
れ
ば
、
「
曾
子
下
皐
の
功
」
の
主
張
は
陸
皐
批
判
で
も
あ

る
の
だ
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
た
こ
と
ば
は
、
嘗
て
朱
喜
い
か
ら
陳
淳
へ

の
救
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
陳
淳
は
嘗
て
自
己
に
向
け
ら
れ
た
教
え

を
、
そ
の
ま
ま
陸
皐
批
判
に
向
け
な
お
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
陸
学
批
判
は
車
に
「
異
同
の
見
」
に
甘
巧
つ
い

て
、
朱
子
撃
の
「
外
」
に
向
け
ら
れ
た
批
判
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

同
時
に
陳
淳
自
身
と
い
う
「
内
」
に
向
け
ら
れ
た
反
省
と
い
う
意
味

も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

(
お
)
『
朱
子
語
類
」
巻
一
一
五
、
第
五
六
係
、
「
問
『
親
書
或
暁
其
意
、

而
不
暁
字
義
。
如
「
従
容
」
字
、
或
日
「
横
出
矯
従
、
寛
容
矯
宥
」
、

知
何
』
、
日
『
這
箇
見
不
得
。
莫
要
管
他
横
出
、
包
容
、
只
理
曾
言

土円山
0

』」

(
釘
)
宙
然
、
ま
っ
た
く
議
論
す
る
こ
と
を
無
債
値
だ
と
考
え
て
い
た
の

で
は
な
い
。
『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
一
回
、
第
一
一
一
係
、
「
某
向
向
ハ
子
静

説
話
、
子
静
以
翁
意
見
。
某
日
『
邪
意
見
不
可
有
、
正
意
見
不
可

無」
o

子
静
説
『
此
是
関
議
論
』

0

某
日
『
閑
議
論
不
可
議
論
、
合
議

論
則
不
可
不
議
論
』

0

」
と
い
う
よ
う
に
「
議
論
す
べ
き
で
な
な
い
も

の
」
、
「
議
論
す
べ
き
も
の
」
を
き
ち
ん
と
分
け
て
取
り
組
ん
で
い
く

こ
と
こ
そ
、
朱
山
岳
山
が
重
視
し
た
黙
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
「
議
論
」

「
意
見
」
を
ま
る
ご
と
突
い
で
し
ま
お
う
と
い
う
の
は
、
樟
的
方
法

で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

(
お
)
『
朱
子
語
類
」
巻
一
一
六
、
第
一
五
係
、
「
又
一
士
友
目
、
「
先
生

『
酒
泳
』
之
説
、
乃
杜
元
凱
『
優
而
柔
之
」
之
意
。
」
日
「
国
是
如

此
、
亦
不
用
知
此
解
説
。
所
謂
函
泳
者
、
只
是
子
細
語
、
室
田
之
異
名
也
。

」

大
率
輿
人
説
話
便
是
難
。
某
只
説
一
箇
「
福
泳
』
、
一
人
硬
来
差
排
、

一
人
硬
来
解
説
。
此
日
疋
隠
語
生
解
、
支
離
延
蔓
、
閑
説
閑
講
、
少
閑

展
韓
、
只
是
添
得
多
、
説
符
遠
。
如
此
議
主
目
、
如
此
聴
人
説
話
、
全

不
日
記
自
倣
工
夫
、
全
無
巴
鼻
o

可
知
是
使
人
説
的
学
是
空
談
。
」
」

(
ぬ
)
『
朱
子
文
集
』
巻
六

O
「
答
曾
揮
之
」
第
四
書
、
「
然
今
日
只
欲

想
象
聖
賢
胸
襟
漉
落
慮
、
却
未
有
盆
。
須
就
自
家
下
向
学
致
知
力
行
慮

倣
功
夫
、
資
得
極
辛
苦
不
快
活
、
使
漸
見
好
意
思
也
o
」

(ω)
「
朱
子
語
類
』
巻
一
一
七
、
第
四
六
係
、
「
淳
日
「
下
向
学
中
、
如

致
知
時
、
亦
有
理
曾
那
上
達
底
意
思
否
』
。

H

『
非
也
。
致
知
、
今

且
就
一
一
追
事
上
、
理
合
箇
合
倣
底
是
如
何
、
少
問
、
又
就
這
事
L
L
思
量

合
倣
底
、
因
甚
円
疋
住
地
。
使
見
得
這
事
遁
理
合
任
心
地
。
又
思
量
凶
甚

遁
理
合
任
山
地
。
便
見
得
山
一
一
記
事
遁
理
源
頭
慮
。
逐
事
都
如
此
理
舎
、
使

件
件
知
得
箇
源
一
頭
慮
。
』
」

(
社
)
「
未
子
語
類
』
巻
三
六
、
第
九
三
係
、
「
今
H
勉
之
、
明
日
勉
之
、

勉
而
至
於
一
小
勉
。
今
日
思
之
、
明
日
忠
之
、
忠
而
至
於
不
思
。
自
生

山
至
熟
、
正
如
寝
宇
一
般
o

命
日
潟
底
、
固
目
疋
台
、
一
小
ム
官
官
伺
底
、
須
問
晶
子

他
寓
。
今
日
寓
、
明
日
潟
、
自
生
而
至
熟
、
自
然
海
得
。
」

(
必
)
首
然
、
書
簡
な
ど
で
一
般
的
な
意
味
で
愛
言
さ
れ
る
こ
と
も
多
々

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
関
係
な
い
の
で
除
外
す
る
。

(
必
)
ま
た
、
『
朱
子
語
類
』
巻
一

γ

立
、
第
一

O
四
候
参
照
。

(
仏
)
『
朱
子
語
類
』
巻
九
五
、
第
一
四
七
係
、
「
:
:
:
志
不
大
則
卑
随
、

心
不
小
則
狂
妄
。
江
西
諸
人
便
是
志
大
而
心
不
小
者
也
。
」
ま
た
、

『
米
子
語
類
」
巻
一
一
一
四
、
第
二
三
候
な
ど
。

(
必
)
「
論
語
集
注
」
巻
六
、
先
進
第
一
一
、
「
曾
黙
之
内
子
、
蓋
有
以
見

夫
人
欲
蓋
慮
、
天
理
流
行
、
随
庭
充
満
、
無
少
訣
闘
。
故
其
動
静
之
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際
、
従
容
如
此
。
而
其
言
志
、
則
又
不
過
邸
其
所
居
之
位
、
繁
其
日

用
之
常
、
初
無
合
口
己
潟
人
之
意
。
而
其
胸
次
悠
然
、
直
奥
天
地
高
物

L
L

下
同
流
、
各
得
其
所
之
妙
、
隠
然
向
見
於
言
外
。
頑
三
子
之
規
規

於
事
矯
之
末
者
、
其
気
象

a

小
件
~
突
。
故
夫
子
歎
息
而
深
許
之
。
而
門

人
記
其
本
末
濁
加
詳
語
、
蓋
亦
有
以
識
此
会
。
」

(
必
)
面
白
子
は
孔
門
三
下
の
徒
の
中
か
ら
、
唯
一
そ
の
宗
を
得
、
子
思
、

子
附
子
へ
と
惇
え
た
遁
統
継
承
者
と
し
て
、
そ
し
て
何
よ
り
『
大
挙
』

の
作
者
と
し
て
、
朱
子
撃
に
お
い
て
は
決
定
的
絶
封
的
な
権
威
を
持

つ
。
確
か
に
曾
子
と
そ
の
父
曾
黙
の
皐
聞
は
正
反
封
で
あ
る
と
朱
烹

は
言
っ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
存
在
債
値
ま
で
正
反
釘
で

あ
っ
た
と
朱
裏
が
考
え
て
い
た
と
理
解
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
釘
)
三
浦
園
雄
『
朱
子
』
(
人
類
の
知
的
遺
産
一
九
、
一
九
七
九
)
、
三

O
八
l
三
O
九
頁
。

(
必
)
前
掲
註
(
幻
)
、
三
浦
岡
雄
著
、
一
一
一
一
六
頁
の
注
七
。

(
的
)
(
明
)
李
夢
陽
『
白
鹿
洞
書
院
新
志
」
「
建
造
志
第
三
」
「
石
劉
志

第
四
」

0

「
白
鹿
洞
書
院
古
志
五
種
』
(
中
華
書
局
、
一
九
九
五
)
所

枚。

(
印
)
(
明
)
鄭
廷
鵠
「
白
鹿
洞
志
』

0

『
白
鹿
洞
書
院
古
志
一
立
種
』
(
中

華
書
局
、
一
九
九
五
)
所
枚
。
ま
た
李
矯
の
惇
記
に
つ
い
て
は
『
宋

史
」
巻
四
三

O
、
『
宋
一
花
事
案
』
巻
六
九
を
参
照
。

(
日
)
面
白
貼
が
近
世
士
大
夫
に
親
し
ま
れ
た
理
由
が
、
士
大
夫
の
「
山
林

趣
味
」
「
高
踏
主
義
」
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(
日
)
、

島
田
慶
次
著
、
五
四
i
五
瓦
頁
に
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
臼
)
前
掲
註

(
7
)
引
用
の
語
。

(
日
)
陳
斉
原
「
宋
儒
清
談
」
(
『
園
史
奮
聞
」
第
二
分
冊
、
中
華
童
H

局、
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」

一
九
六
二
)
、
宮
崎
市
定
「
宋
代
の
士
風
」
(
『
史
的
学
雑
誌
」
第
六
二

編
第
二
波
、
一
九
五
-
二
)
、
の
ち
同
『
宮
崎
市
川
疋
全
集
』
を
一
一
宋

元
(
岩
波
書
居
、
一
九
九
二
)
所
枚
、
藤
本
猛
「
武
臣
の
清
要
|
|

南
宋
孝
宗
朝
の
政
治
状
況
と
閤
門
会
白
人
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
」
第

六
三
巻
第
一
援
、
二

O
O
四
)
な
ど
。
ま
た
官
僚
と
し
て
の
黄
震
に

つ
い
て
は
、
戸
出
裕
司
「
黄
震
の
宣
明
徳
軍
枇
倉
改
革
|
|
南
宋
枇
倉

制
度
の
再
検
討
|
|
」
(
『
史
林
』
第
七
三
巻
第
一
抜
、
一
九
九

O
)

を
参
照
。

(
日
)
周
密
の
這
皐
批
判
に
つ
い
て
は
、
石
田
肇
「
周
密
と
止
迫
撃
」
(
『
束

洋
史
研
究
』
第
四
九
巻
第
二
披
、
一
九
九

O
)
参
照
。

(
日
)
「
黄
氏
日
抄
』
巻
四
一
「
讃
本
朝
諸
儒
理
学
書
九
」
、
「
自
施
率
低

興
、
期
賓
崇
虚
。
孟
論
語
二
十
篇
、
皆
無
可
潟
縄
問
学
之
詮
、
濁
曾
子

浴
好
詠
婦
数
語
、
誠
一
類
脱
去
世
俗
者
、
遂
除
去
一
章
之
始
末
、
濁
摘

数
語
、
牽
合
影
傍
、
好
異
慕
高
之
士
、
合
羽
然
附
和
之
o
」

(
日
)
『
黄
氏
日
抄
』
巻
二
「
讃
論
語
」

0

(
日
)
「
呂
氏
春
秋
」
巻
二
「
帝
王
之
功
、
聖
人
之
品
跡
事
也
。
」
漢
の
高

誘
注
で
は
「
聖
人
治
之
、
優
有
徐
裕
、
故
日
品
跡
事
。
」
と
あ
る
。

(
日
)
朱
喜
…
は
謝
良
佐
に
も
と
づ
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

三
浦
図
雄
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
前
掲
註

(
9
)
、
七
三
頁
。

(
ぬ
)
一
二
浦
園
雄
氏
誇
、
前
掲
註

(
9
)
、
一
七
一
頁
。

(ω)
ま
た
、
『
朱
子
語
類
』
巻
四
O
、
第
四
三
係
、
『
朱
子
文
集
』
巻
五

九
「
答
趨
致
這
」
第
二
書
な
ど
。

(
臼
)
ま
た
、
『
未
子
語
類
』
巻
四
O
、
第
四
O
僚
な
ど
。

(
位
)
「
朱
子
文
集
』
巻
五
九
「
答
趨
致
這
」
第
二
書
。

(
臼
)
「
朱
子
語
類
』
巻
四

O
、
第
三

O
係
、
「
先
生
令
叔
重
讃
江
西
巌

十

11 
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L 」

法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
h
跡
部
ハ
中
日
宍
)
出
・

3

E
待

ー「
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時
亨
欧
陽
希
遜
問
目
、
皆
問
『
曾
貼
言
志
」
一
段
。
:
:
:
先
生
日

『
此
都
説
得
偏
了
、
向
学
園
著
率
、
然
事
亦
畳
可
廃
也
o
」

(
似
)
朱
ド
最
も
同
様
に
、
「
隠
者
」
「
循
吏
」
の
二
面
性
を
持
ち
合
わ
せ
た

者
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く
。
朱
暑
一
の
思
想
は
「
賓
阻
主
で
あ
る
と
主

張
す
る
た
め
に
も
、
朱
烹
は
車
な
る
「
隠
者
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

か
っ
た
(
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
乙
集
中
芯
八
「
晦
庵
先
生
非
素

隠」
)

0

こ
の
這
皐
の
徒
の
「
循
吏
」
と
し
て
の
側
面
の
象
徴
と
し
て

『
清
明
集
』
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
理
皐
と
俗
吏
は
雨
立
し
う
る

も
の
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
砂
明
徳
「
劉
後
村
と
南
宋
士

人
世
曾
」
(
『
束
方
自
由
干
報
公
尽
都
)
』
第
六
六
冊
、
一
九
九
四
)
を
参

刀
日
比

O

(
出
)
余
英
時
『
朱
烹
的
歴
史
吐
界
|
|
宋
代
士
大
夫
政
治
文
化
的
研

究
』
(
宣
室
北
、
允
長
文
化
賓
業
、
二

O
O
三)。

(
伺
)
島
田
慶
次
「
中
園
近
世
の
主
観
唯
心
論
に
つ
い
て
|
|
寓
物
一
樫

の
仁
の
思
想
|
|
」
(
『
東
方
皐
報
」
(
京
都
)
第
二
入
所
、
一
九
五

八
)
、
の
ち
同
『
中
園
思
想
史
の
研
究
』
(
東
洋
史
研
究
叢
刊
之
五
九
、

京
都
大
事
学
術
出
版
舎
、
二

O
O
二
)
所
収
。

(
訂
)
前
掲
註
(
日
)
、
島
出
著
、
一
一
一
一
八
頁
。

(ω
∞
)
前
掲
註
(
M
W
)

、
島
出
論
文
、
四
三
貝
。

十
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ADMIRATION OF THE "CRAZED" ZENG DIAN BY NEO-CONFUCIAN

SCHOLAR OFFICIALS OF THE SONG DYNASTY: FOCUSING

ON THE DIALOGS OF ZHU XI AND HIS DISCIPLES

TANAKA Hideki

This study chiefly addresses the phenomenon of the admiration by Song

dynasty Neo-Confucian ~¥ scholar officials ±*~ for Zeng Dian W~b, the

disciple of Confucius, who appears in the 11th chapter of the Analects, and the

serious issue of its relationship to the thought of Zhu Xi *_. In the first section,

I argue its relation to the changes in the thought of Zhu Xi's disciple Chen Chun

~i$:, noting that just as there was a shift in Zhu Xi's belief in "attentiveness to

that which was close at hand," xiaxue T¥, scholarly concern shifted from

"respect for virtue" ~1~JI1. to "the study of the way" ~rp~¥, and from "acting

forcefully" 1J iT to "attaining wisdom" fjc~D as result of Chen Chun's criticism late

in life of Luxue ~~¥, and that there was a shift in the object of admiration from

Zeng Dian to Zengzi W-=f, and that within the critique of Luxue itself there was a

change in thinking from that of Chen Chun to his that of disciple Chen Yi ~*1JT,

increasing the emphasis on "the study of the way," "attainment of wisdom," and

Zenzi.

In the second section, I start off with a reconsideration of the work of

Sh6jiguchi Satoshi IJ~lE~Dl'!t. It was not a matter of Zhu Xi denying the existence

of Zeng Dian, but simply of treating him under the label "crazed" -31 that had been

"conferred" upon him by Confucius, and thus evaluating him positively to certain

extent. I point out that an overemphasis on Zhu Xi's negative treatment of Zeng

Dian necessarily stresses the opposition of the Zhu Xi and Luxue, and thereby

Zhu Xi's favorable comments on Zeng Dian are ignored, and Zhu Xi's view of Zeng

Dian is reduced to one-dimensionality.

Finally, in the third section, I attempt to discover why the Southern-Song

Neo-Confucian scholar officials were enamored of Zeng Dian and argued over his

significance. I make clear that this was due to the scholar officials' "fascination

with the natural world" UI1*~P* and "preference for reclusion" jlitt±~ in

combination with the phenomenon of the boom in the building of academies :I=~1C

based to Neo-Confucianism. However, this was not a mere "preference for

reclusion." Behind it was a recognition that in regard to "management of worldly

- 36-
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affairs" *!itt, ideas that could be deemed internalized, such as the accumulation of

knowledge while in the world of "reclusion" ~i and avoiding government service

as an official was actually the foundation of meritorious achievement in the political

world, and that it was impossible for one who regularly delved into the

complexities of the "reality" _$ of the world of the "official" ~ to truly "manage

the affairs of the world" in the manner of the "sages and virtuous men" ~Jf. It

was amidst this manner of thinking that Zeng Dian was discovered as a human

being who conformed to the "will of the sage" ~Az~ without delving deeply

into the complexities of "reality."

FROM THE DA QING CRIMINAL CODE TO TEMOPORARY

CRIMINAL CODE: ON THE ESTABLISHMENT OF

THE MODERN CRIMINAL CODE IN CHINA

TANABE Akihide

In the 20th century the Qing dynasty began a series of reforms aimed at

establishing a constitutional government, and among them was an attempt to

organize a modem legal system. The Da Qing Criminal Code *1:¢flflJ1f:, which

was prepared in this process, was put into practice as the Temporary Criminal

Code w1-r*JTlfIJ1f: by the Republic of China. This study elucidates that procedural

problems that sprang up between the Constitutional Commission ~I&*i1tjB and

the Political Advisory Board jtI&~1C in the course of their deliberations.

The draft plan for the new criminal code was composed by the Japanese

consultant Okada Asataro IRfJ H3~J1::kN~ and was presented to the thrown by Shen

Jiaben it**. In regard to this draft, a compromise was devised, adding five

articles from the former criminal code concerning crimes involving matters of

ethics, lijiao ffl~x, because opposition to the draft was expressed by one senior

local official after another.

The draft was next considered by the Constitutional Commission, where it

was criticized by Lao Naixuan ~ )Jg, but his objections were rejected in

deliberations; the five amendments were attached as temporary articles !f1-r~t£,

in a somewhat watered-down form to the draft of the new criminal code.

The draft was next considered by the Political Advisory Board, the

forerunner of the national assembly. The temporary articles of the code having

first been turned down in deliberations, in terms of general provisions *.@t~U they
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