
盗

王
龍
漢
先
生
談
話
録
並
に
解
説
　
　
　

．
　
　
　
．

ρ

島
　
　
　
田
　
　
　
慶
　
　
　
次

　
　
　
　
王
龍
漢
先
生
は
王
心
齋
と
並
ん
で
謂
ゆ
る
王
學
左
派
の
駿
將
で
あ
る
が
、
　
　
　
る
。
解
読
に
於
い
て
は
敢
て
蟹
勇
を
ふ
る
つ
て
先
生
を
批
到
し
て
潭
ら
な

　
　
．
そ
の
懸
は
注
洋
馨
、
ほ
と
ん
ど
方
物
す
ぺ
か
ら
ざ
る
蕾
む
き
が
あ
、
か
つ
た
が
、
ね
が
は
く
は
先
生
が
笑
つ
て
之
を
聞
か
れ
む
こ
と
を
。
な
ほ
、
一

　
　
　
　
る
。
．
先
生
に
深
い
關
心
を
寄
せ
な
が
ら
も
、
私
は
た
だ
途
方
に
く
れ
る
の
　
　
　
　
通
じ
て
註
を
付
し
て
全
集
そ
の
他
と
の
封
照
を
は
か
つ
た
の
は
も
と
よ
り
　
　
4
9

　
　
　
み
で
あ
つ
た
。
深
く
私
の
愚
鈍
を
憐
ま
れ
た
先
生
は
、
某
月
某
日
．
み
す
　
　
　
　
筆
記
者
の
老
婆
心
に
す
ぎ
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
か
ら
自
己
の
思
想
の
概
要
を
明
か
し
た
ま
う
た
。
そ
れ
を
適
當
に
編
輯
し
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
・
“
　
　
　
　
　
　
　
　
㌧

　
　
　
　
且
つ
別
に
私
の
見
解
を
付
し
て
解
読
に
か
へ
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
陽
明
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
門
下
辮
舌
第
一
の
繕
に
そ
む
か
す
、
先
生
の
談
話
は
説
き
去
り
読
き
來
つ

　
　
　
　
薦
に
会
し
手
得
芒
め
ざ
れ
ば
や
ま
ぬ
禦
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
・
　
禦
知
で
も
あ
ら
う
、
私
と
い
ふ
人
間
は
た
だ
た
だ
先
師
の
説
を

軋
　

E
私
の
筆
録
は
架
し
て
よ
く
そ
の
虞
を
傅
ふ
る
や
否
や
。
た
だ
喜
ぶ
の
は
計
　
　
租
述
傳
道
す
る
こ
と
に
の
み
そ
の
八
十
五
年
の
生
涯
を
費
し
識
男
で

　
　
　
，
ら
す
も
こ
の
筆
録
が
・
陽
明
學
は
何
よ
り
も
ま
つ
陽
明
學
そ
の
も
の
の
立
　
　
あ
る
。
そ
れ
で
先
師
と
私
と
の
因
縁
を
ま
つ
申
上
げ
て
お
き
た
い
と

　
　
　
　
場
か
ら
理
解
せ
ら
る
べ
く
、
批
鋼
は
そ
の
上
で
の
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
　
　
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
先
師
の
良
知
の
読
に
つ
い
て
少
し
く

　
　
　
　
ぬ
と
い
ふ
私
の
持
論
に
ふ
さ
は
し
き
も
の
と
な
つ
た
こ
と
、
ま
た
特
に
第
　
　
読
明
を
加
へ
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
さ
う
す
れ
ば
、
私
た
ち
が
先

描
　
　
’
一
の
談
話
に
於
て
、
私
の
醤
著
を
補
ふ
面
の
多
多
み
い
だ
さ
れ
る
馳
で
あ
　
　
師
の
教
に
か
く
も
感
激
し
傾
倒
し
た
所
以
も
御
了
解
い
た
だ
け
る
で



」
搦@
あ
ら
う
し
、
ま
た
私
の
生
涯
の
大
綱
も
ほ
ぼ
察
し
て
い
’
た
だ
け
る
も
　
　
自
毘
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
と
ろ
に
頽
慶
と
危
機
と
が
う
ま
れ
た
の
で
　
　
．

　
　
の
と
信
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
先
師
は
か
く
て
朱
子
學
に
痛
烈
な
攻
撃
の
矢
を
放
た
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

　
　
　
先
師
の
良
知
の
教
は
、
一
言
に
し
て
誰
せ
ば
、
人
聞
の
本
來
の
姿
　
　
當
時
の
學
問
、
否
ひ
ろ
く
思
想
界
精
紳
界
一
般
の
基
調
は
朱
子
學
ぴ

　
　
に
、
本
來
の
原
始
統
一
な
る
相
に
か
へ
れ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
　
　
と
い
う
で
あ
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
が
、
こ
の
朱
子
學
こ
そ
す
べ
て
合

．
　
人
間
の
こ
の
原
始
統
一
な
る
黙
を
先
師
は
良
知
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
　
　
　
一
的
な
も
の
を
分
裂
的
に
見
る
こ
と
を
教
へ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
ら

　
　
良
知
は
時
の
古
今
を
問
は
す
、
地
の
東
西
華
夷
を
問
は
す
、
ま
た
天
　
　
先
知
後
行
の
読
こ
そ
時
代
の
恐
る
べ
き
疾
患
ー
先
師
み
つ
か
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
，
子
た
る
と
費
柴
入
た
る
と
、
君
子
た
る
と
盗
賊
た
る
と
、
五
体
健
全
　
　
ら
嘗
そ
そ
れ
を
病
み
な
が
ら
氣
つ
く
こ
と
が
な
か
つ
た
ー
に
封
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
者
た
る
と
聾
唖
者
た
る
と
を
問
は
す
、
お
ほ
よ
そ
横
目
竪
鼻
の
人
間
　
　
て
究
極
の
責
を
負
う
べ
き
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
た
る
か
ぎ
り
に
不
等
に
固
有
な
る
先
天
的
道
徳
能
力
で
あ
る
。
否
、
　
　
　
朱
子
學
は
い
ろ
い
ろ
に
量
口
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
私
の
考
へ
で
　
　
｝

　
　
そ
れ
は
軍
に
能
力
と
い
ふ
よ
り
自
己
を
實
現
せ
ん
と
す
る
活
動
そ
の
　
　
は
そ
れ
は
、
何
で
も
二
つ
に
分
け
て
し
ま
ふ
、
と
い
ふ
黙
を
特
徴
と
　
駒

　
　
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
・
た
だ
哀
し
い
哉
・
わ
れ
わ
れ
は
常
に
す
栖
響
氣
、
性
と
情
、
体
と
用
、
未
蓼
暴
、
何
で
も
二
つ
一

　
　
は
良
知
の
ま
ま
に
生
き
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
生
機
の
枯
渇
、
原
始
　
　
の
範
疇
に
お
し
こ
め
て
虞
理
す
も
。
知
と
行
で
も
そ
の
通
り
で
、
ま

　
　
統
一
の
分
裂
、
そ
の
う
ち
に
生
き
て
無
自
　
党
で
あ
る
の
が
わ
れ
わ
れ
　
　
づ
正
し
き
認
識
を
確
立
す
る
こ
と
、
そ
の
後
で
實
践
、
と
い
ふ
段
ど

　
　
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
『
虚
し
く
生
き
て
ゐ
る
』
、
翼
實
に
生
き
て
　
　
り
に
な
る
。
先
知
後
行
と
い
ふ
關
係
で
あ
る
。
正
し
き
認
識
と
は
、

　
　
ゐ
な
い
。
世
道
人
心
の
頽
慶
は
當
然
の
結
果
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
　
そ
の
い
は
ゆ
る
格
物
致
知
の
読
で
、
事
事
物
物
、
一
と
し
て
理
な
き

　
　
先
師
は
事
柄
の
因
果
を
鋭
く
看
破
せ
ら
れ
た
。
元
來
、
原
始
統
一
と
　
　
は
な
い
、
そ
れ
を
い
ち
い
ち
窮
め
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
つ
て
正
し
き
認
　
　
駅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
し
て
の
良
知
は
、
も
つ
と
も
中
心
的
に
は
二
つ
の
意
味
を
も
つ
。
一
　
　
識
が
得
ら
れ
る
『
必
す
外
の
物
格
り
て
、
而
し
て
の
ち
内
の
知
至
る
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
に
は
知
と
行
と
の
統
一
。
二
に
は
自
と
他
と
の
統
一
。
こ
の
統
一
不
　
　
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
知
行
の
眞
相
は
果
し
て
そ
の

　
　
可
分
な
る
も
の
が
分
裂
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
、
帥
ち
良
知
の
眞
理
が
．
　
や
う
な
も
の
で
あ
ら
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔀



　
　
　
例
へ
ば
、
痛
を
知
る
、
塞
を
知
る
．
、
饒
を
知
る
、
な
ど
と
い
ふ
場
　
　
取
あ
つ
か
へ
ば
直
線
と
見
な
し
う
る
が
如
く
で
あ
る
。
つ
い
で
に
言
へ
ば
、
そ

　
　
　
ラ

　
　
ム
％
み
つ
か
ら
親
し
く
苦
痛
、
寒
氣
、
室
腹
を
体
験
す
る
こ
と
な
し
　
　
の
立
方
体
と
い
へ
ど
も
更
に
何
も
の
か
の
、
わ
れ
わ
れ
の
知
的
能
力
を
も
つ
て

　
　
・
に
眞
實
に
知
る
と
言
ひ
う
る
で
あ
ら
う
か
。
或
は
ま
た
、
或
人
が
孝
　
　
し
て
は
否
定
的
に
し
か
言
ひ
あ
ら
は
し
得
な
い
も
の
の
投
影
で
は
な
い
で
あ
ら

　
　
を
知
る
と
か
何
某
は
悌
を
知
る
も
の
だ
と
か
い
ふ
場
合
、
そ
れ
は
軍
　
　
う
か
。
こ
の
貼
は
の
ち
に
私
の
良
知
設
を
申
上
げ
る
際
、
多
少
御
参
考
に
な
ら

　
　
な
る
知
解
を
指
し
て
言
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
知
つ
て
ゐ
て
も
行
　
　
う
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
先
師
の
読
が
朱
子
読

　
　
は
な
い
な
ら
ば
畢
寛
し
て
い
ま
だ
知
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
あ
る
　
　
に
比
し
て
謂
ゆ
る
科
學
的
研
究
に
野
し
て
プ
ロ
モ
ゥ
チ
ヴ
で
な
い
と
の
考
へ
方

　
　
ﾜ
い
か
・
『
知
は
行
の
主
意
・
行
は
知
の
工
夫
』
で
あ
り
・
『
た
だ
知
が
蔑
化
し
て
ゐ
る
を
い
が
籍
は
實
は
そ
の
導
あ
る
こ
と
を
ど
う
か
承
、
°

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
先
師
は
良
知
が
聞
見
の
知
と
次
元
を
異
に
す
る
根
源

　
　
と
の
み
曽
口
へ
ば
當
然
そ
こ
に
行
が
ふ
く
ま
れ
て
を
り
、
た
だ
行
と
の
　
　
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
力
説
せ
ら
る
る
こ
と
に
よ
つ
て
・
逆
に
そ
の
や
う
な

　
　 ?

福
ﾖ
ば
、
當
然
す
で
に
禦
含
ま
れ
て
ゐ
る
』
の
で
あ
つ
て
、
か
く
経
臨
、
無
記
知
を
蟹
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
季
に
於
い
て
は
こ
の
翁
、
，
醐

　
　
で
『
知
は
す
で
に
行
の
端
緒
で
あ
り
、
行
は
す
な
は
ち
知
の
完
成
で
　
　
は
未
だ
爲
さ
れ
て
ゐ
な
い
）
か
く
見
れ
ば
古
來
わ
が
発
舜
孔
孟
の
學
が
　
5
1

　
　
あ
る
』
と
考
へ
ら
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
’
一
念
の
き
ざ
し
た
と
　
　
中
心
教
義
と
す
る
と
こ
ろ
の
『
誠
』
が
實
は
知
行
の
眞
相
を
道
破
し
　
繭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
こ
ろ
、
そ
こ
が
既
に
行
な
の
で
あ
り
、
知
行
と
は
爾
箇
の
字
で
あ
り
　
　
た
も
σ
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は
容
易
に
了
解
せ
ら
る
る
で
あ
ら
う
。
　
　
、

　
「
な
が
ら
、
そ
の
實
た
だ
一
箇
の
工
夫
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
　
　
大
學
の
『
謂
ハ
ユ
ル
其
ノ
意
ヲ
誠
ニ
ス
ル
ト
ハ
自
ラ
欺
ク
コ
ト
ナ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
ま
い
か
。
（
こ
こ
で
ち
よ
つ
と
御
注
意
申
上
げ
る
が
、
先
師
が
『
良
』
知
と
い
　
　
ナ
リ
。
悪
臭
ヲ
悪
ム
ガ
如
シ
、
好
色
ヲ
好
ム
ガ
如
シ
』
と
い
ふ
一
節
，

　
　

ﾍ
れ
る
場
合
、
い
は
魂
る
知
嚢
能
な
ど
い
ふ
と
き
の
知
と
は
別
箇
の
知
を
意
を
解
し
て
藷
は
申
さ
れ
る
・
な
る
ほ
ど
輩
齢
ぐ
・
好
色
を
見

　
　 J

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
や
う
藷
ゆ
る
聞
見
の
知
も
鑛
的
に
は
こ
の
る
の
は
知
に
属
し
・
悪
臭
を
野
・
好
色
を
好
む
・
は
行
属
す
る

　
　
合
一
的
知
に
も
と
つ
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
抽
象
型
態
と
し
て
そ
　
　
　
　
　
、

　
　
の
本
來
の
性
格
を
稀
薄
に
し
て
相
鍬
的
に
濁
立
の
領
域
を
許
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
　
　
と
一
窓
は
分
別
せ
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
實
際
訟
、
か
の
悪
臭
を
聞
い

　
　
恰
も
三
衣
元
の
立
方
体
を
投
影
す
れ
ば
二
次
元
の
卒
面
と
な
り
、
二
次
元
の
雫
　
　
だ
そ
の
瞬
間
、
既
に
實
は
悪
う
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
聞
い
だ
の
ち

ア
ー
4@
面
を
投
影
す
れ
ば
一
次
元
の
線
と
な
る
ご
と
く
、
ま
た
曲
線
を
局
部
的
に
の
み
　
　
に
あ
ら
た
め
て
別
に
心
を
立
て
て
悪
ふ
の
で
は
な
い
。
た
と
へ
ば
鼻



悌
の
つ
ま
つ
て
ゐ
る
人
は
悪
臭
が
現
に
前
に
あ
つ
て
も
、
ち
つ
と
も
聞
先
師
が
時
代
の
子
ピ
し
て
特
に
激
し
叢
撃
を
浴
せ
か
け
ら
れ
だ
の

　
　
が
な
い
の
だ
か
ら
悪
ふ
と
い
の
奮
毒
な
い
。
こ
れ
は
や
は
り
臭
を
は
そ
の
前
者
で
あ
つ
た
。
人
生
の
第
義
ど
何
ら
相
ひ
渉
る
こ
と
の

　
　
　
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
知
ら
ぬ
の
で
あ
る
ー
と
。
ま
こ
と
に
．
亘
の
知
は
如
悪
悪
臭
、
　
な
い
訓
話
壽
の
學
、
詞
要
藝
の
駄
、
そ
価
ら
は
す
べ
て
玩
物
喪

　
　
如
好
好
色
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
唯
ぬ
。
肉
体
そ
の
も
の
が
知
の
　
志
の
學
で
あ
り
、
學
の
瞳
落
で
あ
つ
て
・
何
よ
り
も
『
見
在
の
工
夫
』

　
　
凝
聚
蓮
動
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
知
行
合
一
と
い
ふ
ご
　
　
を
問
題
と
す
る
知
の
巳
む
あ
た
は
ざ
る
痛
切
性
・
切
迫
性
に
封
す
る

　
　
と
で
あ
り
、
印
ち
ヨ
誠
』
で
あ
ム
る
。
誠
の
定
義
と
し
て
は
、
普
通
、
　
　
無
自
畳
よ
り
起
り
、
世
道
人
心
に
封
す
る
無
責
任
を
結
果
す
る
・
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
實
也
、
暮
無
妄
也
と
せ
ら
舷
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
形
而
上
學
れ
ら
は
要
す
る
に
自
己
の
悦
樂
を
求
め
る
『
功
利
之
學
』
に
他
な
ら

　
　
的
理
論
が
構
築
せ
ら
れ
た
が
、
よ
り
直
識
に
は
そ
れ
は
知
行
合
一
の
　
　
ぬ
で
あ
ら
う
。
『
先
づ
知
つ
て
し
か
る
後
に
こ
そ
始
め
て
行
ふ
こ
と

　
　 烽

ﾅ
あ
る
と
爲
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
入
が
馨
で
な
け
れ
ば
が
で
き
る
の
だ
。
い
ま
は
ま
つ
學
理
的
研
究
（
薯
討
論
）
に
赴
き
、
一

　
　
な
ら
ぬ
と
は
、
輩
に
主
観
的
な
心
の
も
ち
方
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
　
　
知
の
修
錬
を
な
す
べ
き
で
み
り
、
眞
の
知
を
得
る
を
ま
つ
て
は
じ
め
　
5
2

　
　
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
知
行
が
A
口
一
的
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
セ
寳
讐
う
つ
る
べ
き
で
あ
る
』
ど
彼
ら
は
言
ふ
か
も
知
れ
ぬ
。
し
」
・

　
　
い
ふ
こ
と
で
あ
る
つ
知
は
誠
實
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
實
践
に
示
さ
　
　
か
し
な
が
ら
か
か
る
徒
輩
は
實
は
『
死
に
い
た
る
ま
で
行
は
す
、
從

　
　
れ
ざ
る
知
は
軍
な
る
記
調
博
識
の
無
責
任
な
る
教
養
に
す
ぎ
ぬ
。
行
　
て
、
掻
た
、
死
に
い
た
る
ま
で
眞
實
に
は
知
ら
ぬ
』
の
で
は
な
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

　
　
も
ま
た
誠
實
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
精
確
漁
識
の
と
も
な
は
ぬ
寳
　
　
う
魁
。
砥
い
で
ば
か
り
ゐ
る
ナ
イ
フ
と
は
ま
さ
に
か
か
る
輩
に
言
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
践
は
畢
寛
し
て
輩
に
主
観
的
な
『
冥
行
妄
作
停
に
他
な
ら
な
い
。
知
　
　
べ
き
言
葉
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
否
、
そ
れ
す
ら
も
實
は
輩
な
る
　
・

　
行
の
こ
の
や
う
な
『
誠
』
と
し
て
の
眞
相
、
そ
の
相
依
相
入
の
關
係
　
　
口
實
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
聖
學
明
か
な
ら
ざ
れ
ば
功
利
の
習
の

　
　
を
忘
却
す
る
と
こ
ろ
に
士
大
夫
讃
書
人
の
か
の
憐
む
べ
き
教
養
主
義
、
．
人
の
骨
髄
に
し
み
入
る
は
必
定
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
見
よ
、
今
日
の
’

　
　
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
生
れ
、
ま
た
逆
に
道
學
先
生
の
固
随
に
し
　
　
弊
た
る
『
記
諦
の
廣
き
は
ま
さ
に
そ
の
傲
を
長
じ
、
知
識
の
多
き
は

　
　
て
人
情
に
近
か
ら
ざ
る
リ
ゴ
リ
ズ
酒
、
そ
の
困
縛
苦
楚
が
生
れ
る
。
　
　
ま
さ
に
そ
の
悪
を
行
ひ
、
聞
見
の
博
き
は
ま
さ
に
そ
の
癬
を
購
に
し
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粉
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
僻
章
の
富
め
る
は
ま
さ
に
そ
の
儒
を
飾
る
』
世
の
士
大
夫
讃
書
人
は
　
　
あ
る
ど
い
ふ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
『
天
地
萬
物
一
体
の
我
』
の
眞
相
弊
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
自
ら
學
間
者
と
稻
し
つ
つ
酒
沿
と
し
て
み
な
功
利
の
徒
で
あ
り
假
人
　
　
知
で
あ
る
。
聖
學
が
眞
に
『
内
外
を
合
せ
物
我
を
平
か
に
す
る
』
底

－
　
で
あ
る
で
は
な
い
か
。
明
徳
を
天
下
に
明
か
に
し
生
民
を
康
濟
す
る
　
　
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
こ
池
の
可
能
と
必
然
と
を
保
誰
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
所
以
の
も
の
果
し
て
い
つ
く
に
あ
り
や
。
然
も
朱
子
読
は
よ
く
こ
の
　
　
の
こ
そ
良
知
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
儒
學
を
眞
に
『
経
世
の
學
』
た
ら

　
　
弊
害
を
救
ひ
う
る
で
あ
ら
う
か
。
否
、
そ
も
そ
も
朱
子
の
格
物
読
、
　
　
し
め
『
救
世
の
學
』
た
ら
し
め
る
も
の
は
良
知
で
あ
る
。
人
を
し
て

　
　
先
知
後
行
の
読
は
果
し
て
か
か
る
流
弊
に
封
し
て
無
縁
で
あ
つ
た
で
　
　
『
｝
体
不
容
巳
』
の
情
あ
ら
し
め
る
も
の
は
良
知
で
あ
る
。
良
知
の
學

　
　
あ
ら
う
か
。
先
師
が
理
を
外
に
あ
り
と
す
る
朱
子
學
を
以
て
『
學
術
　
　
が
孔
門
の
精
髄
で
あ
）
る
所
以
は
、
そ
れ
の
み
が
仁
を
十
全
に
根
擦
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
牽
以
て
天
下
後
世
を
殺
す
者
』
に
擬
し
、
『
洪
水
猛
獣
』
と
い
ふ
儒
家
　
　
け
う
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
の
良
知
の
眞
理
に
立
た
す
し
て
い

　
　
と
し
て
最
大
級
の
二
＝
口
葉
を
以
て
糾
弾
せ
ら
れ
犠
の
は
、
果
し
て
軍
に
　
　
た
づ
ら
に
治
國
亭
天
下
を
呼
號
す
る
制
度
禮
樂
の
學
の
ご
と
き
が
い
　
　
噛
ー

　
　
一
時
激
昂
の
語
で
あ
つ
た
の
み
で
あ
ら
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
に
根
抵
な
き
軍
な
る
知
識
に
す
ぎ
な
い
か
は
自
明
の
こ
と
と
い
は
　
5
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か
く
て
知
ら
る
る
で
あ
ら
う
・
響
の
原
始
統
一
と
し
て
の
良
知
ね
ば
な
ら
㌦
・
い
た
づ
ら
に
外
に
求
む
る
こ
と
を
や
め
て
た
だ
内
な
一

　
　
の
翼
義
が
見
う
し
な
は
れ
た
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
ま
た
い
ま
一
つ
の
　
　
る
良
知
を
致
せ
、
し
か
ら
ば
是
非
と
好
悪
と
は
お
の
す
か
ら
萬
民
と

　
　
こ
と
を
も
意
味
す
る
こ
と
を
。
す
な
は
ち
良
知
の
も
つ
自
他
の
原
始
　
　
ひ
と
し
く
、
人
を
覗
る
こ
と
猫
ほ
己
の
ご
と
く
、
國
を
覗
る
こ
と
な
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リ
の

　
　
統
一
と
い
ふ
意
昧
の
浸
却
こ
れ
で
あ
る
。
良
知
の
読
を
以
て
い
た
つ
　
　
ほ
家
の
ご
と
く
、
天
地
萬
物
を
｝
体
と
な
す
に
い
た
る
で
あ
ら
う
。
　
　
・
，

　
　
ら
に
『
内
』
を
專
ら
に
し
て
『
外
』
な
る
天
下
國
家
を
忘
る
る
も
の
、
　
吾
人
の
天
地
の
間
に
身
を
置
く
や
、
も
と
退
托
を
容
れ
す
、
萬
物
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

　
　
性
理
を
室
談
す
る
の
み
で
『
物
を
成
す
』
こ
と
を
等
閑
に
す
る
も
の
、
　
体
な
る
良
知
の
わ
れ
わ
れ
に
課
す
る
使
命
は
断
じ
て
口
實
と
逃
避
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助

　
　
と
非
難
せ
ら
る
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
良
知
の
何
た
る
か
を
全
く
わ
き
　
　
を
ゆ
る
さ
な
い
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
発
舜
孔
孟
の
學
の
眞
精
騨
た

　
　
ま
へ
ざ
る
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
良
知
が
内
で
あ
る
と
い
ふ
の
　
　
る
良
知
の
意
味
が
没
却
せ
ら
れ
て
以
來
、
士
大
夫
は
そ
の
使
命
の
切

囎
　
は
そ
れ
が
内
外
の
統
一
な
る
も
の
と
し
て
内
な
る
吾
が
心
の
眞
相
で
　
　
迫
性
を
忘
れ
て
毫
も
自
畳
す
る
こ
と
が
な
い
。
生
民
は
生
民
、
自
分
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し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
り

蜘
　
は
自
分
、
分
裂
崩
壊
そ
の
極
に
達
し
て
ゐ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
鞠
。
　
　
つ
そ
の
人
を
指
し
て
、
見
よ
禮
貌
衣
冠
を
棄
て
て
顛
倒
呼
號
す
る
こ

　
　
民
の
樂
し
み
を
樂
み
、
民
の
憂
を
憂
へ
、
生
民
を
し
て
熈
熈
曄
峰
た
　
　
と
か
く
の
如
し
、
必
す
や
狂
人
な
ら
ん
か
、
と
う
そ
ぶ
く
士
大
夫
の

　
　
ら
し
め
、
三
代
の
治
を
今
日
に
來
ら
し
め
よ
う
と
い
）
ふ
聖
學
の
崇
高
　
　
悠
悠
と
し
て
行
路
の
人
の
如
く
な
る
も
の
・
1
ー
か
く
の
如
き
徒
輩
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

　
　
な
理
想
は
果
し
て
い
つ
こ
に
消
え
た
の
で
あ
ら
う
ち
。
己
を
成
す
を
　
　
し
て
狂
と
呼
ぴ
、
相
ひ
と
も
に
非
笑
す
る
に
ま
か
せ
よ
・
む
か
し
孔

　
　
知
る
の
み
で
物
を
成
す
を
知
ら
ざ
る
猫
善
の
徒
潭
’
は
佛
教
す
ら
こ
れ
　
　
子
は
『
吾
こ
の
人
と
と
も
に
生
き
す
し
て
誰
と
と
も
に
か
生
き
ん
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
を
自
了
漢
と
し
て
お
と
し
め
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
否
、
自
ら
が
自
　
　
と
申
さ
れ
た
ゆ
自
分
も
ま
た
『
そ
の
不
可
な
る
を
知
り
つ
つ
而
も
な

　
　
了
漢
た
る
の
み
な
ら
ば
ま
だ
よ
い
で
あ
ら
う
。
忽
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
は
　
　
ほ
之
を
爲
さ
ん
と
す
る
』
も
の
で
あ
る
。
『
天
下
に
な
ほ
狂
を
病
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
生
民
の
苦
し
み
で
あ
る
。
聖
學
あ
き
ら
か
な
ら
す
、
士
大
夫
が
そ
の
　
8
も
の
あ
り
、
我
い
つ
く
ん
ぞ
狂
を
病
ま
ざ
る
を
得
ん
も
』
い
ま
や
天

　
　 g

命
を
墨
せ
ざ
る
結
果
、
痛
ま
し
噂
な
、
生
民
は
い
ま
や
陥
溺
下
は
鋳
噸
、
こ
れ
を
起
死
回
生
芒
む
る
も
の
、
諸
君
に
望
ま
「

　
　
の
危
機
に
坤
吟
し
て
ゐ
る
で
は
な
い
が
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
し
て
誰
ぞ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
騒

　
　
　
四
海
の
生
民
と
一
氣
貫
通
し
て
ゐ
る
我
、
そ
の
我
が
生
民
の
痛
苦
　
　
　
師
は
時
代
の
危
機
を
深
刻
に
認
識
せ
ら
れ
た
。
師
の
叫
び
は
わ
れ
　
　
噛

　
　
を
自
己
の
痛
苦
と
し
て
感
じ
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
手
　
　
わ
れ
の
霧
屈
せ
る
精
神
を
は
げ
し
く
と
ら
へ
た
。
『
好
ん
で
異
を
樹

　
　
足
の
痂
痺
し
た
病
人
で
な
い
で
あ
ら
う
か
。
讐
書
に
い
は
ゆ
る
不
仁
　
　
て
る
も
の
』
『
傭
學
と
し
て
禁
止
す
べ
き
も
の
』
更
に
卑
俗
に
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
人
で
は
な
か
ら
う
か
。
一
夫
の
所
を
得
ざ
る
あ
れ
ば
、
恰
も
自
分
が
　
　
し
て
そ
れ
故
に
ま
た
最
も
頑
強
に
は
『
讃
書
を
之
と
と
せ
す
輝
に
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
彼
を
溝
申
に
つ
き
落
し
た
か
の
や
う
に
感
じ
た
の
が
古
人
で
あ
つ
た
。
　
し
。
朱
子
學
に
相
違
し
、
學
業
に
妨
げ
あ
グ
』
ー
さ
ま
ざ
ま
な
誹

　
　
父
子
兄
弟
が
深
淵
に
墜
落
し
て
溺
波
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
と
き
、
呼
號
　
　
誘
が
先
師
と
そ
の
教
と
に
浴
せ
か
け
ら
れ
た
が
、
純
眞
な
求
道
者
た

　
　
し
て
’
狂
奔
し
、
服
装
儀
容
も
お
ど
ろ
に
断
崖
を
禁
ぢ
降
つ
て
之
を
救
　
　
ち
が
、
や
み
が
た
く
そ
の
教
に
ひ
き
寄
せ
ら
れ
て
ゆ
く
の
を
防
ぐ
ζ

　
　
は
う
と
す
る
、
そ
れ
が
一
体
骨
肉
の
人
の
止
む
こ
と
を
得
ざ
る
情
で
　
　
と
は
途
に
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
者
は
、
最
初
は
た
だ
月

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
そ
の
傍
ら
に
卒
然
と
揖
譲
談
笑
し
つ
　
　
に
一
度
、
先
師
に
お
目
に
か
か
る
の
み
で
あ
つ
た
の
が
、
や
が
て
十



　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
日
に
一
度
と
な
り
、
五
六
日
に
一
度
と
な
り
、
三
四
日
に
一
度
と
な
　
　
i
否
、
先
師
の
人
格
そ
の
も
の
と
化
し
た
良
知
説
が
、
い
か
に
眞

　
　
り
、
そ
の
う
ち
先
師
の
近
所
に
轄
宅
し
、
あ
げ
く
の
果
は
邸
内
の
お
　
　
蟄
直
情
の
人
び
と
を
執
へ
た
か
、
そ
の
一
斑
を
知
る
こ
と
は
で
き
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
’
倉
の
隅
を
片
づ
け
て
為
ち
つ
て
そ
こ
へ
棲
み
こ
ん
で
し
ま
つ
た
。
あ
　
　
う
と
思
ふ
。
次
に
は
こ
の
わ
し
自
身
が
そ
の
光
景
中
の
一
人
物
で
あ
脚

　
　
る
進
士
は
い
よ
い
よ
晴
れ
て
任
官
の
た
め
妻
子
を
携
へ
、
家
財
を
ま
　
　
つ
た
と
こ
ろ
の
、
先
師
晩
年
の
講
學
の
ざ
ま
を
語
る
で
あ
ら
う
。

　
　
と
め
て
上
京
の
途
中
、
江
西
の
軍
司
令
部
に
先
師
を
御
訪
ね
し
た
の
　
　
　
先
師
が
作
職
・
用
兵
・
行
政
の
天
才
で
お
あ
り
に
な
り
、
江
西
・

　
　
が
き
つ
か
け
で
、
次
の
日
も
、
叉
次
の
日
も
訪
問
し
て
時
の
移
る
を
　
　
繭
建
の
山
嶽
地
帯
に
巣
く
ふ
大
匪
賊
團
を
掃
蕩
し
て
治
安
を
回
復
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ

　
　
知
ら
す
、
と
う
と
う
司
令
部
構
内
に
一
室
を
借
り
う
け
て
專
心
御
教
　
　
た
に
引
き
つ
づ
い
て
、
か
の
驚
天
動
地
の
大
事
件
、
寧
王
農
濠
の
飯

　
　
を
う
け
た
い
と
強
請
し
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
居
つ
い
て
し
ま
つ
た
。
　
　
齪
を
卒
定
せ
ら
れ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
わ
が
大
明
一
代
を
通
じ
て
く

、
　

ﾈ
子
の
哀
癩
、
親
友
砺
苦
諌
も
そ
の
志
を
翻
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
　
　
ら
ぶ
る
も
の
な
き
偉
功
で
あ
つ
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
申
　
　
喘

　
　
な
か
つ
た
の
で
あ
騙
。
詩
を
以
て
既
に
｝
家
を
な
し
て
ゐ
た
董
薙
石
　
　
上
げ
る
必
要
も
な
か
ら
う
。
ま
た
こ
の
赫
赫
た
る
功
名
に
嫉
妬
と
不
　
5
5

　
　
老
は
六
＋
八
歳
に
し
て
先
師
と
語
る
や
慨
然
と
し
て
詩
を
棄
て
＋
五
，
安
を
感
じ
た
中
央
の
官
僚
ど
も
が
い
か
に
陰
瞼
な
謀
賂
を
め
ぐ
ら
し
脚

　
　
歳
も
年
少
の
先
師
に
師
弟
の
禮
を
と
つ
た
。
老
の
言
に
曰
く
、
何
た
　
　
て
先
師
を
陥
れ
よ
う
と
か
か
つ
た
か
、
あ
ら
う
こ
と
か
謀
逆
罪
を
以

　
　
る
幸
幅
ぞ
、
夫
子
の
門
に
至
ら
ざ
り
せ
ば
余
は
生
涯
を
室
し
く
せ
し
　
　
て
先
師
を
護
ひ
、
ま
た
生
死
を
と
も
に
し
た
部
下
將
兵
の
爲
め
に
先

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
’
な
ち
ん
、
鳥
。
は
じ
め
先
師
の
教
を
傳
聞
し
て
ゐ
た
と
き
は
嘲
笑
誹
　
　
師
が
あ
れ
ほ
ど
熱
望
し
殆
ど
哀
願
せ
ら
れ
た
論
功
行
賞
を
あ
く
ま
で

　
　
誘
を
こ
と
と
し
て
ゐ
た
徐
汝
侃
君
（
珊
）
は
親
し
く
そ
の
人
を
見
そ
　
　
．
拒
み
通
し
た
當
局
者
の
心
術
の
い
か
に
随
劣
な
り
し
か
、
死
ね
る
も
　
　
、

　
　
の
教
を
聞
く
に
及
ん
で
悦
然
と
し
て
醒
め
、
油
然
と
し
て
生
意
あ
ふ
　
　
の
な
ら
死
ん
で
し
ま
ひ
た
い
、
老
父
を
背
負
つ
て
ど
こ
か
へ
逃
げ
て

　
　
れ
、
悔
責
し
て
曰
く
、
も
し
夫
子
の
門
に
及
ば
ざ
り
せ
ば
、
余
は
生
　
　
・
し
ま
ひ
た
い
、
と
苦
悩
せ
ら
れ
る
先
師
の
御
心
中
の
ほ
ど
、
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

　
　
け
る
屍
に
等
し
か
つ
た
で
あ
ら
う
、
と
浦
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て
も
私
は
親
し
く
う
か
が
つ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
今
は
す
べ

覇
　
　
右
は
た
だ
敏
例
に
す
ぎ
ぬ
が
、
先
師
の
人
格
と
そ
の
良
知
の
教
が
　
　
て
省
く
と
し
よ
う
。
こ
の
わ
し
が
先
生
の
門
に
初
め
て
入
つ
た
の
は



翻
　
右
の
や
う
な
謂
は
ば
成
功
の
ゆ
ゑ
の
逆
境
と
で
も
構
す
べ
ざ
境
遇
か
　
　
躰
葬
の
制
、
こ
と
に
父
母
の
死
に
際
し
て
の
そ
れ
が
い
か
に
形
式
的
に
　
、

　
　
ち
先
師
が
や
つ
と
解
放
せ
ら
れ
て
、
故
辿
に
錦
を
飾
ら
れ
た
そ
の
歳
、
　
嚴
格
、
繁
環
で
あ
ゲ
、
い
か
に
馬
鹿
馬
鹿
し
く
盛
大
で
あ
る
か
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
ア

　
　
す
な
は
ち
正
徳
十
六
年
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
先
師
が
龍
場
に
於
け
る
　
　
で
に
御
承
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
そ
の
風
は
上
流
階
級
に
至
る
ほ

　
　
九
死
一
生
の
体
験
か
ら
心
帥
理
と
い
ふ
大
眞
理
を
確
立
せ
ら
れ
た
の
　
　
ど
は
げ
し
い
。
資
を
端
し
て
賓
主
を
盛
ん
に
し
、
他
人
の
観
せ
も
の
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
が
正
徳
三
年
、
や
が
て
江
西
に
於
け
る
軍
司
令
官
兼
民
政
長
官
と
　
，
甲
を
爲
す
、
そ
れ
を
孝
と
稻
す
る
の
で
あ
翫
。
先
師
は
か
ね
が
ね
か
か
，

　
　
し
て
の
劇
務
の
う
ち
に
そ
れ
が
致
良
知
と
い
ふ
簡
易
明
白
な
教
義
に
　
　
る
虚
儒
を
悪
ん
で
ゐ
ら
れ
た
。
そ
れ
で
父
君
の
喪
に
際
し
て
・
は
實
に

　
　
鍛
へ
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
や
越
城
（
紹
興
）
に
蹄
休
せ
　
　
断
然
た
る
學
に
出
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
つ
弔
問
客
の
も
て
な
し
に

　
　
ら
れ
た
先
師
は
御
歳
五
十
歳
、
御
健
康
も
や
う
や
く
に
小
康
を
得
、
　
　
は
、
豪
華
な
か
ざ
り
つ
け
の
中
で
山
海
の
珍
味
を
盛
つ
て
豊
移
を
き

　
　
そ
の
思
想
は
最
後
の
高
潮
に
達
し
て
ゐ
た
。
先
生
は
い
ま
や
良
知
そ
　
　
そ
ふ
と
い
ふ
随
習
を
き
つ
ば
り
と
改
め
ら
れ
た
。
た
だ
、
高
齢
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
の
も
の
で
あ
ら
れ
た
。
口
を
開
け
ば
良
知
が
そ
の
遠
に
露
呈
し
、
　
　
し
く
は
遠
來
の
客
に
封
し
て
は
、
喪
主
と
同
じ
食
事
を
差
上
げ
る
の
　
5
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
假
借
湊
泊
な
ど
、
郷
恋
の
意
志
は
微
塵
も
み
ら
れ
穐
か
つ
た
。
先
生
・
　
は
道
で
な
い
と
し
て
、
素
食
に
肉
も
の
二
品
を
添
へ
ら
れ
た
の
み
で
　
一

　
　
・
は
昂
然
と
し
て
狂
者
の
胸
次
を
も
つ
て
良
知
の
眞
理
を
説
き
、
わ
れ
　
　
あ
つ
た
。
一
族
の
弟
姪
に
野
し
て
も
素
食
が
百
日
を
過
ぎ
て
の
ち
は
、

　
　
ら
の
綴
醒
r
と
奮
起
と
孟
促
さ
れ
光
の
で
あ
る
。
も
は
や
世
の
誹
誘
の
　
　
肉
食
が
習
慣
に
な
つ
て
ゐ
る
お
前
た
ち
に
こ
の
う
へ
無
理
を
強
ひ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
ご
と
き
は
眼
申
に
な
い
。
ー
こ
こ
で
先
師
の
逸
話
を
｝
つ
お
話
し
　
　
の
は
彌
善
を
つ
の
ら
せ
る
も
の
だ
が
ら
形
式
的
な
掟
は
こ
れ
か
ぎ
り
、

　
　
し
て
お
き
た
い
と
思
ふ
。
そ
れ
に
よ
つ
て
良
知
の
學
の
い
は
ば
肚
會
　
　
ゆ
る
め
る
。
今
後
は
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
追
慕
の
孝
心
を
蓋
す

　
　
的
性
格
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
）
が
い
く
ら
か
髪
髭
せ
ら
る
る
黙
が
あ
る
　
　
が
よ
い
、
と
申
し
わ
た
さ
れ
た
。
更
に
ま
た
先
師
は
弔
客
の
面
前
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
，
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
も
敢
て
果
せ
ら
れ
な
か
つ
た
こ
と
も
あ
り
、
か
と
思
へ
ば
、
誰
も
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
先
師
が
紹
興
に
麟
休
せ
ら
れ
た
翌
年
、
父
君
、
す
な
は
ち
も
と
の
　
　
な
い
の
に
笑
せ
ら
れ
る
と
と
も
あ
つ
た
。
先
師
の
こ
の
や
う
な
行
動

　
　
南
京
吏
部
両
書
龍
山
公
が
莞
去
せ
ら
れ
た
。
わ
が
中
國
に
於
け
る
喪
　
　
が
さ
な
き
だ
に
激
し
か
つ
た
反
感
誹
誘
を
い
つ
そ
う
刺
激
し
た
こ
と



も
見
や
す
い
道
理
で
あ
ら
う
。
げ
ん
に
、
古
く
か
ら
先
師
と
肝
謄
あ
　
　
日
の
如
し
、
い
や
し
く
も
吾
が
心
の
良
知
に
順
つ
て
爲
す
か
ぎ
り
甚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蜘

ぴ
照
ら
し
た
同
志
で
あ
り
、
の
ち
先
師
の
墓
誌
銘
を
撰
し
た
ほ
ど
の
　
　
し
い
逸
脱
と
い
ふ
も
の
の
あ
ら
う
筈
は
な
い
』
と
先
師
は
申
さ
れ
た
。

湛
甘
泉
老
で
す
ら
、
肉
食
の
さ
ま
を
見
て
氣
色
を
害
し
、
先
師
に
書
　
　
経
典
に
定
む
る
禮
に
つ
い
て
既
に
か
く
の
如
し
、
、
い
は
ん
や
軍
な
る

を
邊
つ
て
詰
問
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
し
、
私
自
身
も
事
の
眞
相
に
つ
　
　
習
俗
、
軍
な
る
格
套
i
實
は
そ
れ
も
先
王
の
禮
に
根
篠
す
る
こ
と

い
て
ひ
と
か
ら
質
問
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
　
　
を
常
に
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
ー
－
ー
1
に
於
い
て
お
や
。
又
こ
れ
は
私

一
見
、
骸
目
の
行
動
f
先
師
ぱ
實
は
謂
は
ゆ
る
骸
目
の
奇
行
を
深
　
　
の
死
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
箆
山
の
顧
寧
人
君
は
『
今
の
學
者
は
禮

く
憎
ん
で
ゐ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
ー
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
し
．
　
は
敬
と
い
ふ
主
眼
黙
を
知
れ
ば
充
分
、
喪
は
哀
と
い
ふ
主
眼
黙
を
知

か
し
そ
れ
は
良
知
の
學
の
當
然
の
蹄
結
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
　
『
天
　
　
れ
ば
充
分
、
と
言
つ
て
古
の
遺
交
を
研
究
す
る
こ
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
し

下
古
今
の
人
、
そ
の
情
は
み
な
一
で
あ
る
。
先
王
が
禮
を
制
定
せ
ら
　
　
な
い
』
と
大
明
の
學
術
を
罵
倒
し
て
ゐ
る
が
、
果
し
て
如
何
で
あ
ら

白

　
　
　
れ
た
の
は
、
萬
人
の
情
に
も
と
つ
い
て
そ
れ
に
修
飾
（
節
文
）
を
加
　
　
う
。
實
は
む
し
ろ
顧
君
の
罵
倒
を
そ
の
ま
ま
に
禮
は
わ
れ
そ
の
敬
を
　
5
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へ
ら
れ
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
よ
く
萬
世
の
規
範
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
　
知
る
の
み
、
喪
は
わ
れ
そ
の
哀
を
知
る
匹
み
、
と
い
ふ
黙
か
ら
平
心
　
　
一

　
　
　
も
し
も
禮
に
吾
が
心
に
照
ら
し
て
み
て
納
得
が
ゆ
か
な
い
も
の
が
あ
　
　
に
禮
…
教
と
習
俗
と
を
再
楡
討
し
再
組
織
す
る
時
機
に
あ
つ
た
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
　
　
れ
ば
、
そ
れ
は
経
傳
の
誤
脱
か
、
然
ら
す
ん
ば
時
代
に
よ
る
風
氣
習
　
　
な
か
ら
う
か
。
も
し
そ
れ
が
實
現
せ
ら
れ
て
ゐ
た
ら
…
：
ξ
・
思
へ
ば

　
　
俗
の
相
違
に
由
來
す
る
。
さ
れ
ば
先
王
が
定
め
て
ゐ
な
い
場
合
で
も
、
　
先
師
の
良
知
の
…
教
の
あ
ま
ね
く
わ
が
中
國
に
廣
ま
ら
ざ
り
し
こ
と
こ

　
　
　
理
を
推
し
て
行
ひ
、
そ
れ
を
禮
と
見
な
し
て
差
支
な
い
（
禮
記
禮
運
）
、
　
そ
千
秋
の
恨
事
、
弟
子
と
し
て
深
く
自
責
の
念
に
た
へ
ぬ
と
之
ろ
で

　
　
　
も
し
徒
ら
に
古
に
泥
ん
で
、
心
に
納
得
も
ゆ
か
な
い
の
に
盲
目
的
に
　
　
は
あ
る
。

　
　
行
ふ
な
ら
ば
、
こ
れ
非
禮
の
禮
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
後
世
、
心
　
　
　
言
蹄
正
傳
、
士
大
夫
た
ち
の
冷
眼
を
し
り
目
に
、
私
と
饅
緒
山
君

　
　
學
が
な
ほ
ざ
り
に
さ
れ
た
結
果
、
禮
の
こ
と
な
ど
わ
か
ら
な
く
な
つ
　
　
は
ま
つ
さ
き
に
先
師
の
門
を
叩
い
た
。
私
は
廿
四
歳
、
緒
山
君
は
廿

鞠
　
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
良
知
の
人
に
あ
る
こ
と
萬
古
「
　
　
六
歳
で
あ
つ
た
っ
は
じ
め
の
う
ち
は
同
志
の
集
り
も
な
ぼ
蓼
蓼
た
る



鞠
　
も
の
で
あ
つ
た
が
、
娑
れ
も
次
第
に
ふ
え
て
來
て
御
邸
の
近
隣
に
綾
　
　
師
の
良
知
の
説
に
接
し
て
は
じ
め
て
『
人
』
と
な
つ
た
。
は
じ
め
て

　
　
績
と
居
を
か
ま
へ
福
。
そ
の
ほ
か
、
紹
興
府
欝
外
の
天
妃
・
光
相
・
眞
の
自
己
（
眞
我
）
を
把
握
し
た
・
私
が
人
間
と
し
て
生
れ
て
き
た

　
　
能
仁
な
ど
の
寺
院
に
も
、
」
室
ご
と
に
数
十
人
も
起
居
し
噛
夜
と
も
　
　
と
い
ふ
一
大
疇
因
縁
、
『
人
生
た
だ
此
の
事
あ
る
の
み
』
と
私
が
口
癖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
な
れ
ば
身
を
横
た
へ
る
飴
地
も
な
い
、
そ
れ
で
交
替
し
て
床
に
つ
く
　
　
に
い
ふ
『
此
事
』
、
そ
れ
の
自
畳
な
し
に
は
生
き
て
ゐ
て
も
無
意
味
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

　
　
と
い
ふ
有
様
で
あ
つ
た
。
出
、
寺
寺
、
い
た
る
と
言
甕
の
同
あ
囑
、
人
間
で
あ
つ
て
も
醸
辱
し
い
と
こ
ろ
の
乱
・
，
先
師
は

　
　
志
で
あ
ふ
れ
、
感
き
は
ま
つ
て
詩
を
高
唱
す
る
聲
は
夜
と
な
く
書
と
　
　
そ
れ
を
き
つ
ぱ
り
と
把
握
さ
せ
て
く
だ
さ
つ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
う

　
　
な
く
び
ぴ
き
わ
た
る
の
で
あ
つ
た
。
先
師
が
座
に
お
着
き
に
な
る
と
、
　
ん
、
言
葉
に
醇
は
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
ら
そ
の
醇
は
直
ち
に
さ
め
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
前
後
左
右
と
り
か
こ
ん
で
嘉
講
す
る
、
そ
の
敷
つ
ね
に
数
百
人
。
い
　
　
う
。
そ
の
や
う
な
人
物
も
ゐ
た
こ
と
は
事
實
で
あ
裾
。
し
か
し
、
わ

　
　 黷

ｩ
は
り
立
ち
か
は
り
薪
し
い
同
志
績
々
と
つ
め
書
る
の
で
記
れ
わ
れ
は
ち
が
ふ
。
わ
れ
わ
れ
は
先
師
か
ら
嬰
る
言
読
、
い
は
ゆ
剛

　
　
帳
も
れ
も
出
て
く
る
始
末
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
『
一
場
の
読
話
』
を
き
い
た
の
で
は
な
か
つ
た
。
先
師
は
『
身
心
』
　
5
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辣
講
し
お
は
つ
て
門
を
出
る
ご
と
に
わ
れ
わ
れ
は
思
は
す
踊
躍
し
　
　
を
以
て
語
ち
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
『
身
心
』
を
以
て
聞
い
た
の
で
あ
る
・
　
一

　
　
て
快
哉
と
叫
ば
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
五
里
霧
中
で
入
つ
た
　
　
私
の
生
涯
は
こ
の
時
に
は
つ
き
り
と
き
ま
つ
て
し
ま
つ
た
。
而
後
の

　
　
も
の
は
か
ら
り
と
し
て
出
た
。
疑
問
に
憐
ん
で
ゐ
た
も
の
は
解
決
を
　
　
私
の
短
く
も
な
い
、
生
涯
－
先
師
は
私
が
三
十
一
歳
の
と
き
に
、
廣

　
　
得
た
。
憂
憤
と
欝
屈
と
を
抱
い
て
や
つ
て
來
た
も
の
は
胸
も
は
れ
ば
　
　
西
遠
征
よ
り
の
蹄
途
、
嘉
靖
七
年
、
御
歳
五
十
七
歳
で
舟
中
に
病
覆

　
　
れ
と
露
つ
て
い
つ
た
。
あ
あ
、
何
た
る
感
激
、
何
た
る
素
晴
七
さ
。
　
　
し
た
ま
う
た
。
持
病
の
肺
結
核
が
昂
じ
て
、
お
き
ま
り
の
腸
を
侵
し

　
　
わ
れ
わ
れ
は
、
殆
ど
理
に
醇
ぴ
道
に
醇
ぴ
、
良
知
に
醇
ひ
痴
る
る
も
　
　
た
の
で
あ
る
。
臨
終
の
御
言
葉
は
、
心
は
明
る
い
、
言
ふ
こ
と
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

　
　
の
の
如
く
で
あ
つ
た
。
先
師
の
教
は
決
し
て
軍
な
る
學
読
で
は
な
か
　
　
い
（
此
心
光
明
・
亦
復
何
言
）
。
の
二
句
で
あ
つ
た
。
こ
の
私
は
そ
れ

　
　
つ
た
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
頭
臓
に
訴
へ
る
學
理
で
あ
る
よ
り
も
、
　
　
か
ら
更
に
五
十
数
年
を
生
き
の
び
る
ー
が
た
だ
た
だ
こ
の
先
師
の

　
　
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
ハ
ー
ト
を
ゆ
さ
ぶ
る
啓
示
で
あ
つ
た
。
私
は
先
　
　
教
へ
の
普
及
の
た
め
、
先
師
の
｝
脈
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
ん
と
す



　
　
る
『
傳
道
』
の
生
涯
で
あ
つ
た
こ
と
は
當
然
で
凄
ら
う
。
・
も
ち
ろ
　
　
聚
主
義
、
な
ど
は
そ
の
最
も
有
名
な
も
の
で
あ
る
。
私
は
嘗
て
さ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

　
　
ん
そ
れ
は
軍
な
る
報
恩
の
私
情
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
　
　
ざ
ま
な
異
詮
を
内
容
的
に
分
類
し
て
次
の
や
う
に
ま
と
め
て
み
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

　
　
は
ま
さ
し
く
萬
物
一
体
に
立
つ
良
知
説
そ
の
も
の
の
必
然
の
露
結
で
　
　
と
が
あ
る
。
す
な
は
ち
、
同
じ
く
良
知
を
宗
と
す
る
と
い
ひ
な
が
ら

　
　
あ
つ
た
。
f
し
か
し
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
今
は
既
に
充
分
に
了
解
　
　
も
、
そ
の
う
ち
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
、
一

　
　
し
て
く
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
か
ら
、
こ
の
邊
で
と
穿
め
る
こ
と
．
に
し
よ
　
　
　
　
嚇
、
良
知
の
み
で
は
室
盧
に
堕
す
る
か
ら
ど
う
し
覧
も
聞
見
に
よ

　
　
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
噛
　
　
　
　
鯉
　
　
　
　
　
つ
て
助
稜
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
は
ち
現
成
良
知
な
る
も
の
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
で
あ
つ
て
、
修
誰
に
よ
つ
て
こ
そ
始
め
て
完
全
に
な
る
。
恰
も

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
－
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鑛
石
中
の
金
は
火
に
か
け
ら
れ
精
錬
せ
ら
れ
て
の
み
完
全
な
金
と
な
－

　
　
　
以
上
、
私
が
い
か
に
先
師
の
教
に
傾
倒
す
る
に
い
た
つ
た
か
、
そ
　
る
こ
と
が
で
き
る
や
う
に
ー
と
い
ふ
読
。
　
　
　
　
｝

　
　
の
因
縁
を
の
べ
た
。
次
に
は
師
読
に
封
す
る
私
自
身
の
理
解
i
私
　
　
　
二
、
．
こ
れ
に
封
し
て
、
良
知
は
『
學
ば
す
し
て
知
る
』
知
で
あ
る
　
5
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・
は
先
師
晩
年
の
定
読
を
正
し
く
漿
し
た
あ
と
あ
く
ま
揖
じ
て
か
ら
、
そ
の
う
へ
更
に
『
知
姦
す
』
必
用
は
な
い
。
良
知
は
そ
の
「

　
㌧
ゐ
る
の
で
あ
る
が
ー
を
お
話
し
す
る
段
取
り
で
あ
る
。
私
は
今
度
　
　
ま
ま
で
完
全
無
敏
（
良
知
當
下
圓
域
無
病
）
で
あ
り
、
本
來
的
に
無

　
　
は
、
か
な
ら
す
し
も
知
行
合
一
、
萬
物
一
体
、
と
い
ふ
観
鰍
に
し
ぼ
　
　
欲
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
心
の
ま
ま
に
動
い
て
道
に
合
せ
す
と
い

　
　
ら
な
い
で
、
も
つ
と
一
般
的
に
ま
た
哲
學
的
に
、
特
・
に
諸
氏
の
非
難
　
　
ふ
こ
と
な
く
（
直
心
以
動
．
無
不
是
道
）
そ
の
う
へ
更
に
人
欲
を
去

　
　
を
う
け
た
黙
を
中
心
に
、
自
読
の
輪
廓
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
ふ
。
　
　
る
工
夫
な
ど
は
要
し
な
い
の
だ
ー
と
い
ふ
読
。

　
　
そ
の
爲
に
は
ま
つ
、
先
師
の
蒐
去
後
、
そ
の
良
知
の
読
に
封
し
て
い
　
　
　
三
、
良
知
は
『
虚
寂
』
乏
い
ふ
黙
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
、
『
明

　
　
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
繹
が
行
は
れ
る
や
う
に
な
つ
た
か
、
を
読
明
し
　
　
畳
』
は
縁
境
、
す
な
は
ち
封
象
界
（
境
）
が
成
立
し
た
の
ち
に
封
象
界
㌔

　
　
て
お
く
の
が
便
利
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
、
王
心
齋
君
の
現
成
良
知
読
、
　
と
相
封
的
に
見
ら
れ
た
場
合
の
こ
と
に
す
ぎ
ぬ
。
良
知
と
い
ふ
知
は

搦
　
謡
讐
江
兄
の
麟
寂
読
、
辱
都
東
廓
丈
の
猫
知
読
、
羅
念
庵
君
の
牧
擶
保
　
　
鍋
照
の
意
味
で
の
知
と
は
匠
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
『
寂
に
蹄
す
る
』
こ
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@
と
こ
そ
良
知
読
（
致
良
知
読
）
の
眞
面
目
で
あ
る
。
讐
を
取
る
な
ら
　
，
　
る
こ
と
を
力
説
す
る
も
の
。
こ
れ
は
い
つ
そ
、
　
一
の
中
に
含
め
て
よ

ー　
　
ぱ
鏡
が
物
を
鵬
す
と
き
鏡
の
明
な
る
体
（
本
質
・
實
体
）
が
寂
然
不
　
　
い
か
も
知
れ
ぬ
。

　
　
動
で
あ
る
場
合
に
の
み
封
象
は
お
め
つ
か
ら
辮
別
せ
ら
れ
る
の
で
あ
　
　
　
各
人
各
説
、
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ
つ
た
が
、
そ
れ
ら
を

　
　
り
、
鏡
が
も
し
自
己
の
照
と
い
ふ
作
用
を
固
執
す
る
な
ら
ば
、
明
か
　
　
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
ざ
つ
と
こ
ん
な
風
に
な
る
と
思
ふ
。
そ
の
う
ち
、

　
　
に
う
つ
，
す
ど
こ
ろ
か
、
か
へ
つ
て
眩
し
く
て
用
を
な
す
ま
い
ー
と
　
　
第
一
、
第
二
の
説
は
初
歩
的
と
い
ふ
か
外
面
的
と
い
ふ
か
、
と
も
か

　
　
い
ふ
読
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
分
別
悟
性
が
先
師
の
読
に
接
し
た
と
き
ま
つ
豫
期
さ
れ
る
の
は
こ

　
　
　
四
、
右
に
封
し
て
逆
に
、
良
知
は
明
　
覚
を
こ
そ
中
心
概
念
と
す
る
、
　
．
の
や
う
な
解
繹
で
あ
る
泊
前
者
は
朱
子
學
を
脆
し
き
れ
ぬ
澹
襲
の
読

　
　
賜
寂
の
読
は
要
す
る
に
『
沈
室
』
す
な
は
ち
室
一
邊
倒
に
す
ぎ
ぬ
、
　
　
に
他
な
ら
す
、
後
者
は
一
足
と
び
の
議
論
（
凌
隙
之
論
）
。
に
す
ぎ
ぬ
。

　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

　
　
と
す
る
読
。
こ
の
第
四
の
中
に
は
ま
た
、
良
知
読
は
『
巳
焚
』
に
立
　
　
第
一
の
読
は
先
師
の
読
を
室
虚
だ
繹
學
だ
と
す
る
外
か
ら
の
非
難
と
　
　
一

　
　
つ
説
で
あ
つ
て
『
未
獲
』
を
本
旨
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、
．
未
嚢
と
　
　
實
は
同
じ
性
質
の
も
の
に
す
ぎ
ぬ
し
、
第
二
の
読
に
關
聯
し
て
は
、
，
　
6
0

　
　
は
琴
る
に
良
知
案
成
立
を
意
味
す
乏
他
な
ら
な
い
か
ら
、
と
私
自
身
い
つ
も
現
養
知
だ
と
誹
ら
れ
る
が
、
私
の
主
張
す
る
現
成
二

　
　
い
ふ
読
を
含
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
良
知
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
④
で
あ
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て

　
　
　
五
、
更
に
ま
た
次
に
は
、
眞
理
に
は
『
主
宰
』
と
『
流
行
』
と
の
　
　
お
き
た
い
。

　
　
二
方
面
が
あ
る
。
主
宰
は
『
性
』
を
根
篠
づ
け
、
流
行
は
『
命
』
を
　
▼
　
第
三
、
四
、
五
の
説
は
よ
り
哲
學
的
よ
り
本
格
的
と
評
し
・
て
よ
う

　
　
根
撫
づ
け
る
、
と
し
て
、
良
知
に
体
（
主
宰
）
と
用
（
流
行
）
と
を
　
　
し
か
ら
う
。
こ
の
一
群
に
共
通
な
特
徴
は
、
体
．
用
と
い
ふ
朱
子
以

　
　
分
つ
読
が
あ
り
、
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
・
　
來
の
傳
統
的
な
範
疇
が
そ
の
思
索
の
基
礎
と
な
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
黙

　
　
　
六
、
學
は
順
序
正
し
く
階
梯
的
に
進
む
を
要
す
る
。
究
極
地
に
達
　
　
で
あ
る
。
盧
寂
と
明
発
、
已
嚢
と
未
嚢
、
主
宰
と
流
行
、
そ
れ
ら
は

　
　
す
れ
ば
無
差
別
準
等
で
あ
る
に
し
て
も
、
探
究
の
過
程
に
於
て
は
本
　
　
畢
寛
し
て
体
と
用
と
の
野
立
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
こ
の
や
う
な
考
へ
方

　
　
來
の
匠
別
が
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
し
て
致
知
に
姶
・
終
の
別
あ
　
　
に
樹
し
て
は
、
体
の
方
を
強
調
す
る
読
（
例
へ
ば
ミ
）
に
關
し
て
は
、



　
　
そ
れ
は
み
つ
か
ら
そ
の
用
を
窒
息
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
　
　
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
無
で
あ
り
な
が
ら
有
を
生
む
も
の
で
あ

　
　
欠
黙
が
指
摘
せ
ら
れ
る
し
、
用
を
主
眼
と
す
る
読
（
例
へ
ば
四
）
に
　
　
る
。
私
は
そ
の
黙
を
自
無
而
生
有
、
あ
る
ぴ
は
無
中
生
有
と
表
現
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
つ
い
て
は
、
み
つ
か
ら
そ
の
体
を
埋
没
せ
し
む
る
も
の
、
と
い
ふ
非
　
　
た
葎
宇
宙
内
の
こ
と
は
吾
儒
分
内
の
こ
之
、
と
は
陸
子
の
言
葉
で
あ

　
　
難
が
正
當
で
あ
る
。
い
は
ん
や
体
と
用
と
を
軍
に
蛇
稻
す
る
の
み
の
　
　
る
が
、
ま
こ
と
に
孔
門
の
學
が
眞
の
學
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
天
、
、

　
　
も
の
な
ど
、
軍
に
観
察
記
述
の
學
な
ら
ぽ
い
ざ
知
ら
す
、
道
の
學
問
　
　
上
人
間
、
森
羅
萬
象
を
包
括
し
、
そ
れ
ら
を
根
糠
づ
け
て
饒
す
と
こ

　
　
た
る
の
榮
碁
を
澹
ぴ
う
る
も
の
で
は
到
底
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
う
な
き
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
宇
宙
聞
の
物
と
事
と
は
畢
寛
し

　
　
　
さ
き
に
も
言
つ
た
や
う
に
、
朱
子
が
何
で
も
二
つ
に
分
け
る
の
に
　
　
て
言
読
し
う
る
も
の
、
相
封
的
な
る
も
の
、
す
な
は
ち
有
に
ほ
か
亀

　
　
封
し
て
、
先
師
は
何
で
も
一
つ
に
合
せ
ち
れ
る
ゆ
良
知
は
一
切
の
相
　
　
ら
ぬ
。
有
の
根
族
と
な
る
も
の
は
有
と
別
次
元
な
る
も
の
、
す
な
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
封
封
立
以
前
、
渾
柔
分
な
る
と
こ
ろ
に
於
て
把
握
せ
ら
れ
ね
ば
な
ち
無
で
は
な
い
か
。
無
こ
そ
薯
の
鵡
、
無
中
生
有
と
は
み
つ
か
ら
一

　
　
ら
な
い
の
で
あ
る
。
理
と
氣
、
体
と
用
、
内
と
外
、
未
嚢
と
巳
護
、
　
　
は
言
読
思
議
に
よ
つ
て
有
と
し
て
と
ら
へ
ら
る
る
こ
と
な
き
も
の
、
　
　
6
1

　
　
知
と
行
…
…
、
否
、
善
と
悪
と
の
分
別
す
ら
す
で
に
第
二
義
に
臆
す
　
　
す
な
は
ち
無
で
あ
り
な
が
ら
し
か
も
す
べ
て
の
有
を
成
立
ぜ
し
め
て
　
一
，

　
　
る
で
あ
ら
う
。
元
來
、
宇
宙
の
實
相
、
眞
實
在
、
絶
封
的
根
源
的
な
　
　
ゐ
る
、
と
の
謂
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
良
知
と
は
こ
め
言
読

　
　
る
も
の
、
そ
れ
は
渾
然
と
し
て
分
別
を
ゆ
る
さ
な
い
も
の
で
あ
る
筈
　
　
思
議
す
べ
か
ら
ざ
る
渾
然
た
る
眞
實
在
の
人
間
に
於
い
て
嚢
現
し
た
。

　
　
で
あ
る
。
い
ま
そ
れ
を
中
國
哲
學
の
傳
統
に
し
た
が
つ
て
、
簡
盟
・
に
　
　
と
こ
ろ
に
他
な
ら
ぬ
。
否
、
入
は
天
地
の
心
、
天
地
の
眞
相
と
は
そ

　
　
『
体
用
一
源
』
と
定
義
す
る
な
ら
ば
、
　
こ
の
体
用
一
源
な
る
も
の
は
　
　
の
實
、
人
間
の
眞
相
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
良
知
と
は
ま
さ
し
く

　
　
そ
れ
を
強
ひ
て
言
読
に
も
・
た
ら
さ
う
と
す
る
と
き
、
言
に
よ
つ
て
言
　
　
こ
の
眞
實
在
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
先
師
が
人
の
良
知

　
　
を
遭
つ
て
、
室
、
虚
、
無
な
ど
と
い
ふ
否
定
的
な
字
面
に
頼
ら
ざ
る
　
　
は
草
木
瓦
石
の
良
知
と
い
ひ
、
我
の
霊
明
が
存
し
な
け
れ
ば
天
も
天

　
，
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
り
え
す
、
地
も
地
た
り
え
ぬ
と
申
さ
れ
た
と
き
ま
さ
に
こ
の
こ
と

卿
　
　
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
軍
に
無
な
る
の
み
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
　
　
を
意
味
せ
ら
れ
た
。
す
な
は
ち
、
良
知
に
は
二
面
の
意
味
が
あ
る
、



螂
　
　
｝
に
は
そ
れ
は
人
闇
の
心
の
本
本
の
姿
、
從
つ
て
一
、
一
ゆ
か
、
そ
れ
は
　
　
く
て
自
然
で
あ
る
と
と
も
に
天
則
容
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
謂
は
ゆ
る
『
造
化
の
精
難
』
天
地
萬
物
が
を
れ
よ
り
生
れ
・
そ
れ
に
　
　
則
之
自
然
、
自
然
之
天
則
で
あ
る
嘲
四
時
の
循
環
・
日
月
の
蓮
行
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
支
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
宇
宙
的
な
る
眞
實
萬
。
良
知
の
　
　
そ
の
こ
と
を
最
も
明
白
に
示
し
て
ゐ
る
。
天
則
は
も
ち
ろ
ん
自
己
を

　
　
一
方
の
意
味
は
直
ち
に
他
方
の
意
味
と
重
な
り
、
一
方
の
意
味
で
の
　
　
實
現
せ
す
ん
ば
や
ま
な
い
で
あ
ら
う
。
易
に
天
地
の
大
徳
を
生
と
い

　
　
そ
の
性
格
は
何
の
こ
と
わ
り
無
し
に
直
ち
に
他
の
意
味
で
の
性
格
で
　
　
ふ
、
と
見
え
る
ご
と
く
、
存
在
は
決
し
て
静
な
る
も
の
で
は
な
い
。
　
，

　
　
あ
る
。
中
國
の
哲
學
書
の
わ
か
り
に
く
さ
の
一
つ
の
原
因
は
一
般
に
　
　
そ
れ
は
根
源
的
に
動
な
る
も
の
、
宇
宙
の
眞
相
は
生
生
で
な
く
て
は

　
　
こ
の
や
う
な
黙
に
も
大
き
な
原
因
が
あ
る
の
で
、
い
ま
は
理
解
の
便
　
　
な
ら
ぬ
。
不
容
巳
、
す
な
は
ち
や
む
に
や
ま
れ
す
、
生
生
不
息
攣
動
畠

　
　
宜
の
た
め
に
、
上
述
の
一
と
二
と
を
一
慮
き
り
は
な
し
、
先
づ
第
二
　
　
周
流
し
て
を
り
、
把
へ
て
以
て
典
凄
と
す
べ
か
ら
ざ
る
活
濃
濃
地
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ

　
　
の
黙
か
ら
、
す
な
は
ち
宇
宙
的
な
る
眞
實
在
と
は
い
か
な
る
性
格
の
　
　
る
も
の
、
“
不
測
に
し
て
紳
な
る
も
の
、
そ
れ
が
宇
宙
の
慣
相
、
し
た
　
　
r

　
　
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
ふ
黙
よ
り
話
を
す
す
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
　
　
が
つ
て
ま
た
人
間
の
眞
相
（
良
知
）
で
あ
る
。
（
私
は
し
ば
し
ば
静
を
　
6
2

　
　
そ
れ
は
無
な
る
も
の
・
無
中
生
有
な
る
も
の
で
あ
る
と
先
づ
明
か
さ
　
　
読
く
が
、
そ
の
静
も
決
し
て
動
静
相
封
の
離
で
は
な
い
こ
と
、
こ
こ
　
7

　
　
れ
た
が
、
次
に
こ
の
言
読
思
議
す
べ
か
ら
ざ
る
眞
實
在
は
存
在
と
贋
、
　
か
ら
も
了
解
せ
ら
れ
よ
う
）
体
用
一
源
に
し
て
無
な
る
も
の
は
實
に

　
　
値
の
原
始
統
一
で
あ
る
。
（
知
行
合
一
の
最
深
の
意
味
は
こ
こ
に
あ
　
　
か
く
の
如
き
大
徳
あ
る
も
の
で
あ
る
。
天
則
と
は
軍
に
コ
ン
テ
ン
プ
　
　
ー

　
　
　
　
　
　
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
く

　
　
る
）
天
が
高
い
の
は
奪
い
の
で
あ
り
、
地
が
低
い
の
は
卑
い
の
で
あ
　
゜
レ
イ
ト
せ
ら
る
べ
き
体
と
し
て
の
眞
理
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
ら
き

　
　
る
。
喰
く
花
を
見
て
軍
な
る
植
物
の
生
殖
作
用
を
認
め
る
の
は
決
し
　
　
は
直
ち
に
ま
た
用
な
の
で
あ
る
。
体
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
直
ち

　
　
て
第
一
次
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
先
づ
美
し
い
、
快
い
i
善
　
　
に
用
な
の
で
あ
る
。
ま
た
朱
子
の
用
語
を
用
ぴ
れ
ば
、
軍
に
理
で
あ

　
　
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
人
間
の
側
に
於
け
る
債
値
感
情
を
移
　
　
る
の
で
は
な
い
。
同
時
に
氣
な
の
で
あ
る
。
理
が
い
ま
だ
氣
で
あ
り

　
　
入
す
る
の
で
は
な
い
。
か
へ
つ
て
人
間
の
側
の
領
値
感
情
こ
そ
自
然
　
　
氣
が
い
ま
だ
理
で
あ
る
や
う
，
な
不
可
思
議
な
る
も
の
、
神
な
る
無
で

　
　
の
よ
さ
、
よ
く
な
さ
に
『
感
慮
』
し
て
起
る
の
で
あ
る
。
自
然
は
か
　
　
あ
る
。
理
（
法
則
性
）
と
い
ふ
言
葉
を
天
則
の
語
に
吸
牧
せ
し
め
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
な
ら
ば
、
天
則
と
は
氣
の
天
則
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
（
私
が
良
知
と
は
　
　
私
が
つ
ね
に
『
自
信
』
を
論
い
た
の
も
か
か
る
良
知
を
自
信
せ
よ
、

　
．
・
氣
の
璽
と
い
ふ
の
は
こ
こ
に
基
く
）
か
か
る
体
用
一
源
、
天
則
自
然
、
　
と
い
ふ
に
他
な
ら
ぬ
。
自
己
が
良
知
そ
の
も
の
と
な
る
、
身
が
良
知
－

　
　
生
生
不
測
の
神
機
、
そ
れ
が
ま
た
自
他
の
原
始
統
一
（
一
体
生
生
）
　
　
の
凝
聚
・
蓮
動
と
化
す
る
、
た
し
か
に
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
－

　
　
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
。
良
知
は
か
か
る
宇
宙
　
　
れ
た
實
践
の
理
想
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
良
知
は
實
は
既
に
與
へ
ら

　
　
的
實
在
の
性
格
を
そ
の
ま
ま
に
う
け
て
ゐ
る
。
天
度
に
密
符
し
て
ゐ
、
　
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
身
は
本
來
、
良
知
の
凝
聚
運
動
な
の
で
あ

　
　
　
励

　
　
る
σ
私
の
現
成
良
知
の
読
を
た
だ
本
体
を
論
す
る
の
み
で
實
践
を
な
　
　
・
る
。
生
得
固
有
の
自
然
と
し
て
現
に
不
断
に
活
動
し
て
ゐ
る
の
で
あ

　
　
い
が
し
ろ
に
す
る
も
の
だ
、
と
の
非
難
、
い
は
ん
や
ま
た
無
忌
揮
な
　
　
「
る
。
所
與
性
と
課
題
性
の
統
一
な
の
で
あ
る
。
こ
の
統
一
性
を
悟
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
行
動
を
爲
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
心
の
ま
ま
に
動
い
た
の
だ
か
ら
良
知
　
　
す
し
て
そ
の
所
與
性
を
の
み
固
執
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
世

　
　
に
合
し
て
ゐ
る
の
だ
と
す
る
者
を
正
當
化
す
る
と
の
非
難
、
こ
の
や
　
　
の
非
難
す
う
如
き
意
味
で
の
現
成
説
が
生
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
或
は
　
　
一

　
　
う
な
非
難
が
い
か
に
馬
鹿
馬
鹿
し
い
も
の
で
あ
る
か
は
も
は
や
読
明
　
、
ま
た
終
日
本
体
を
談
じ
て
世
道
人
心
に
無
關
心
で
あ
る
と
か
、
學
を
　
6
3

　
　
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
・
本
体
を
論
す
る
と
は
体
墨
源
な
る
有
限
な
も
の
・
い
ひ
か
へ
れ
ば
決
定
論
と
し
て
し
ま
つ
た
と
か
い
ふ
禰

　
　
本
体
を
論
す
る
の
で
あ
り
、
現
成
良
知
と
は
修
誰
一
致
な
る
良
知
が
　
　
非
難
に
封
し
て
は
ー
そ
れ
は
要
す
る
に
良
知
の
完
全
性
を
・
客
体
的

　
　
當
下
に
現
成
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
習
氣
人
欲
を
破
除
し
た
　
　
に
固
定
化
し
て
眺
め
る
と
こ
ろ
に
生
す
る
弊
で
あ
る
が
1
聖
學
は

　
　
の
ち
に
良
知
が
致
さ
れ
る
の
で
な
く
、
良
知
そ
の
も
の
が
そ
れ
を
破
　
　
良
知
を
自
畳
す
る
こ
と
（
見
性
）
を
主
眼
ど
す
る
の
で
あ
り
、
良
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
・
除
す
る
利
刀
な
の
で
あ
る
。
良
知
と
は
引
子
に
ょ
つ
て
は
じ
め
て
効
　
　
は
宇
宙
的
眞
實
在
に
根
ざ
す
も
の
と
し
て
無
限
な
も
の
で
あ
り
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吻

　
　
力
を
嚢
揮
す
る
藥
で
あ
る
の
で
は
な
く
一
そ
れ
自
ら
に
引
子
を
含
ん
　
　
た
が
つ
ぞ
學
も
ま
た
無
限
の
課
題
な
の
で
あ
つ
て
、
発
舜
の
ご
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
だ
藥
が
良
知
な
の
で
あ
る
。
明
徳
を
天
下
に
明
か
に
す
る
と
は
、
わ
　
　
聖
人
で
も
、
そ
の
聖
功
を
完
成
し
た
の
ち
に
於
て
な
ほ
人
心
の
危
、

　
　
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
意
志
す
る
の
で
は
な
い
。
U
体
不
容
巳
な
る
良
知
　
　
道
心
の
微
を
い
ま
し
め
、
　
『
惟
レ
精
惟
レ
一
』
の
工
夫
に
競
競
業
業

鞠
　
そ
の
も
の
の
自
然
必
然
な
る
意
志
で
あ
り
、
活
動
で
あ
る
の
で
あ
る
。
　
と
し
て
た
ゆ
む
と
こ
ろ
が
な
か
つ
た
、
と
い
ふ
窯
、
ま
た
例
へ
ば
郡



蜘
　
康
節
は
天
激
の
學
を
研
究
し
た
末
、
事
は
す
べ
て
天
の
豫
定
計
劃
の
　
　
づ
そ
れ
は
無
に
立
脚
す
る
知
と
し
て
、
當
然
、
無
知
で
な
け
れ
ば
な

　
　
も
と
に
あ
る
と
し
て
一
切
を
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
自
然
に
賜
し
　
　
ら
ぬ
。
そ
れ
が
是
非
善
悪
を
辮
別
す
る
先
天
的
道
徳
力
で
あ
る
と
い

　
　
で
し
ま
つ
た
（
凡
事
皆
有
成
算
、
一
切
付
之
自
然
）
の
で
あ
る
が
、
　
　
つ
て
も
、
實
は
是
も
無
く
非
も
無
く
善
も
な
く
悪
も
無
き
も
の
で
な

　
　
こ
れ
を
聖
人
の
裁
成
輔
相
、
天
地
萬
物
の
位
育
を
参
賛
し
世
界
を
挽
　
　
く
て
は
な
ら
ぬ
。
良
知
が
無
知
で
あ
る
と
は
い
か
に
も
奇
怪
な
表
現

　
　
回
轡
ん
と
す
る
心
に
く
ら
べ
る
な
ら
ば
、
弛
緩
せ
り
止
謂
は
ぜ
る
を
　
　
の
如
く
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
見
た
ご
と

　
　
得
な
い
（
較
緩
些
子
）
の
で
あ
つ
て
、
腕
腫
懇
懇
と
し
て
常
に
世
界
と
　
　
く
、
無
と
い
ふ
も
の
が
い
か
に
駆
倒
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
を

　
　
相
ぴ
印
し
、
不
断
に
そ
の
痛
痒
を
自
己
の
痛
痒
と
し
て
切
實
に
味
つ
　
　
知
る
な
ら
ば
そ
の
眞
の
意
味
は
ほ
ぼ
豫
想
ぜ
ら
る
る
で
あ
ら
う
。
す

　
　
て
ゐ
る
聖
人
の
心
の
『
一
体
』
性
と
相
ひ
去
る
こ
と
遠
し
と
い
は
ざ
　
　
な
は
ち
、
　
こ
こ
に
言
ふ
知
と
は
謂
は
ゆ
る
『
聞
見
の
知
』
、
先
師
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
　
る
を
得
な
い
と
い
ふ
黙
1
こ
の
や
う
な
良
痴
の
無
限
性
一
体
性
の
　
　
『
知
識
技
麓
の
與
ゆ
知
る
と
こ
ろ
で
な
い
』
と
申
さ
れ
尭
と
き
の
あ
の
　
｝

　
　
眞
理
を
あ
げ
て
答
へ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
ま
こ
と
に
『
知
　
　
『
知
識
』
、
良
知
が
無
知
で
あ
る
と
は
そ
の
や
う
な
経
験
知
、
分
別
知
、
6
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
孕
は
衆
妙
の
門
岬
し
か
も
・
お
國
軌
莞
輝
師
が
『
帥
心
是
叢
認
識
的
禦
無
い
↑
で
な
い
）
ミ
良
智
い
ふ
知
は
か
一

　
　
佛
と
は
嚢
心
修
行
菩
提
浬
繋
の
諸
佛
な
り
、
い
ま
だ
褒
心
修
行
菩
提
　
　
か
る
知
と
は
別
次
元
の
知
で
あ
る
こ
と
を
言
ふ
の
で
あ
る
。
（
意
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
　
浬
繋
せ
ざ
る
は
印
心
是
佛
に
非
す
』
と
申
さ
れ
た
の
は
そ
の
ま
ま
私
　
，
情
に
つ
い
て
も
ま
た
欲
に
つ
い
て
も
此
と
同
様
に
考
へ
て
よ
ろ
し

　
　
の
現
成
論
に
援
用
し
て
よ
ろ
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌔
い
）
私
は
そ
れ
を
『
徳
性
之
知
』
と
呼
ん
で
『
聞
見
之
知
』
と
庭
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
　
　
以
上
、
は
な
は
だ
簡
軍
で
か
へ
つ
て
理
解
を
妨
げ
た
か
と
お
そ
れ
　
　
し
て
お
い
た
。
良
知
が
常
識
的
に
知
と
し
て
通
用
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ

　
　
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
再
び
、
無
な
る
眞
實
在
が
人
間
に
於
い
て
獲
　
　
の
一
切
の
知
と
は
別
次
元
な
る
も
の
と
し
て
無
知
で
あ
る
と
い
ふ
黙

　
　
現
し
て
ゐ
る
も
の
、
そ
れ
が
特
に
良
知
で
あ
る
と
い
ふ
黙
か
ら
、
良
　
　
に
こ
そ
そ
れ
が
眞
の
知
で
あ
る
所
以
が
あ
る
。
良
知
は
『
無
知
而
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
．
知
の
知
な
る
意
味
を
吟
味
し
て
み
た
い
。
悪
評
た
か
き
私
の
四
無
説
　
　
不
知
』
で
あ
る
。
第
一
、
相
封
的
な
是
非
で
な
く
絶
樹
的
な
意
味
で

　
　
の
ご
と
き
も
そ
れ
に
よ
つ
て
正
し
く
了
解
せ
ら
れ
る
と
信
す
る
。
先
　
　
の
是
非
を
知
る
も
の
で
あ
る
。
良
知
が
先
天
的
な
道
徳
能
カ
ー
－
活
動



　
　
（
知
は
知
行
合
一
的
知
で
あ
る
か
ら
）
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
は
こ
こ
　
　
れ
る
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
更
に
ま
た
私
が
聖
人
の
學
は
未
だ
悟
ら
ざ

　
　
に
建
立
せ
ら
る
る
で
あ
略
う
。
第
二
、
良
知
は
ま
た
無
知
で
あ
れ
ば
　
　
る
者
の
爲
め
に
読
か
れ
た
る
も
の
、
畢
寛
し
て
権
法
に
す
ぎ
ぬ
、
先

　
　
こ
そ
か
へ
つ
て
一
切
の
知
識
を
成
立
せ
し
め
う
る
で
あ
ら
う
。
根
源
　
　
師
の
良
知
の
教
す
ら
固
執
せ
ら
る
べ
き
で
な
い
、
と
言
ふ
の
も
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
的
な
知
行
合
唱
的
知
が
自
己
を
効
果
的
に
實
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
　
．
意
味
で
あ
為
。
い
か
に
す
ぐ
れ
た
教
と
い
へ
ど
も
言
語
分
別
の
世
界

　
　
帥
ち
、
斡
自
己
を
用
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
　
一
切
の
聞
見
　
　
の
も
の
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
四
書
六
経
も
月
を
さ
す
指
、

　
　
の
知
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
良
知
は
か
く
て
二
重
の
意
味
に
於
て
・
　
魚
兎
を
と
ら
へ
る
笙
蹄
に
す
ぎ
ぬ
ゆ
私
が
敢
て
『
悟
』
と
い
ふ
こ
と

　
　
無
知
而
無
不
知
、
無
中
生
有
な
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
明
鏡
は
そ
れ
　
　
を
強
調
す
る
の
は
－
そ
こ
を
言
ひ
た
い
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
先
師
が
自
－

　
　
自
体
と
し
て
は
何
も
の
の
像
を
も
有
せ
す
、
し
か
も
そ
の
こ
と
の
故
　
　
得
を
力
読
せ
ら
れ
た
の
と
事
情
は
少
し
も
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
．

　
　
に
か
へ
つ
て
い
か
な
る
影
像
を
も
現
す
る
が
如
く
に
、
或
は
ま
た
、
　
・
　
ら
う
。
　
　
、
　
　
　
　
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
耳
は
そ
れ
自
身
い
か
な
る
音
を
も
有
し
な
い
が
故
に
、
そ
の
故
に
よ
　
　
　
無
申
生
有
、
室
、
．
虚
、
無
知
、
悟
…
…
…
こ
の
や
う
に
な
ら
べ
て
　
6
5

　
　
く
一
切
の
音
を
辮
別
す
る
如
く
に
、
と
い
ふ
私
の
常
套
の
比
喩
は
こ
　
く
る
と
世
の
士
大
夫
ど
も
は
得
た
り
賢
し
と
攻
撃
る
で
あ
ら
う
・
欄

　
　
の
意
味
に
解
さ
れ
て
よ
い
。
先
師
も
既
に
『
良
知
は
聞
見
に
由
つ
て
　
　
そ
れ
こ
そ
良
知
の
説
が
暉
學
で
あ
り
道
家
思
想
で
あ
る
誰
擦
で
あ
る
。
ジ

　
　
有
る
の
で
ば
な
い
が
、
し
か
も
聞
見
は
す
べ
蓬
良
知
の
用
で
あ
る
』
　
　
陽
明
に
於
て
は
敢
て
公
然
と
は
自
認
せ
ら
れ
な
か
つ
た
良
知
読
の
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
と
い
ふ
言
葉
を
以
つ
て
こ
の
趣
旨
を
読
か
れ
た
。
か
く
て
學
の
目
的
　
　
端
性
が
い
ま
や
汝
に
於
て
揚
言
せ
ら
る
る
に
至
つ
た
の
だ
、
と
。

　
　
が
良
知
の
把
握
に
あ
る
と
す
る
な
潅
、
そ
れ
は
聞
見
の
知
を
徳
性
　
　
ー
な
る
ほ
ど
一
理
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
室
、
虚
、
無
な
ど
の
概
念
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
知
に
轄
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
、
先
師
の
言
葉
を
か
り
る
な
ら
　
　
が
わ
が
儒
家
に
於
て
よ
り
二
氏
に
於
て
主
と
し
て
読
か
れ
た
こ
と
、

　
　
ば
『
（
聞
見
の
知
を
日
に
）
日
に
減
す
る
こ
と
を
求
め
る
』
こ
と
に
よ
　
　
さ
う
し
て
そ
の
故
に
二
氏
が
排
斥
せ
ら
れ
つ
づ
け
た
こ
と
は
事
實
で

　
　
つ
て
の
み
達
せ
ら
廼
る
で
あ
ら
う
。
私
が
良
知
の
學
を
減
捲
法
と
呼
　
　
あ
る
し
、
二
氏
の
論
が
微
妙
に
し
て
然
も
重
大
な
る
誤
謬
を
含
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
6
@
ぶ
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
學
が
簡
易
直
裁
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
は
　
　
ゐ
る
こ
と
を
私
は
否
定
し
よ
う
と
は
思
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
硲



娩
　
察
と
か
無
と
か
い
ふ
こ
と
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
非
難
さ
る
べ
き
事
柄
で
　
　
れ
に
欠
陥
は
有
し
な
が
ら
も
、
然
も
そ
れ
ぞ
れ
に
眞
理
の
｝
面
は
把

　
’
あ
ら
う
か
。
孔
子
は
そ
の
第
二
の
弟
子
顔
淵
を
た
た
へ
て
『
・
庶
乎
屡
　
　
握
し
て
ゐ
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
道
家
の
盧
、
佛
教
の
室
、

　
　
察
』
と
申
さ
れ
た
し
、
自
ら
の
こ
と
を
の
べ
て
は
『
我
有
知
乎
哉
、
　
　
み
な
究
極
の
眞
理
と
し
て
吾
が
儒
に
本
來
圃
有
な
る
千
聖
の
精
義
で

　
　
無
知
也
』
と
申
さ
れ
た
。
易
に
は
ま
た
『
君
子
以
虚
受
人
』
と
あ
る
。
　
あ
つ
た
。
そ
も
そ
も
、
儒
も
之
を
得
て
は
じ
め
て
儒
で
あ
り
、
佛
も

　
　
ま
こ
と
に
室
・
虚
・
無
こ
そ
聖
學
の
極
意
、
孔
門
の
家
法
と
申
さ
ね
　
　
之
を
得
て
は
じ
め
て
佛
で
あ
る
や
う
な
も
の
こ
そ
眞
理
と
呼
ば
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

　
　
ば
な
ら
ぬ
。
私
が
『
空
こ
そ
道
の
根
源
』
『
無
は
聖
學
之
宗
』
と
い
ひ
、
　
に
債
し
よ
％
。
道
佛
二
氏
の
誤
謬
は
そ
れ
を
分
別
的
に
固
執
し
た
こ

　
　
『
心
性
の
盧
無
な
る
こ
そ
千
聖
の
學
脈
』
と
い
つ
た
の
は
決
し
て
ほ
　
　
と
に
始
る
Q
か
く
て
彼
ら
は
統
一
未
分
的
、
－
絶
封
的
な
る
も
の
を
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
し
い
ま
ま
な
立
言
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
室
虚
で
あ
れ
ば
こ
そ
　
　
封
化
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
の
始
は
實
に
毫
麓
の
差
に
す
ぎ
ぬ
の
に
や

　
　
實
を
成
立
せ
し
め
う
る
の
で
あ
る
し
、
有
は
そ
の
根
擦
と
し
て
無
を
　
　
が
て
千
里
も
の
開
き
が
生
す
る
ー
先
師
は
道
佛
の
誤
謬
を
『
以
て

一

豫
想
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
、
す
で
に
読
い
た
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
　
　
天
下
國
家
を
治
む
べ
か
ら
す
』
の
一
語
に
よ
つ
て
総
括
さ
れ
た
i
　
6
6

明
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
．
　
　
　
　
　
こ
乏
と
な
る
の
は
こ
こ
に
原
因
す
る
。
眞
室
は
室
と
色
と
の
統
一
で
　
　
一

　
か
く
て
諸
君
は
了
解
す
べ
き
で
あ
る
、
・
良
知
の
読
が
察
虚
な
り
と
　
　
あ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
そ
れ
を
軍
に
室
と
抽
象
的
に
固
執
す
る
こ
と
・

そ
し
ら
る
る
そ
の
黙
こ
そ
ま
ざ
に
良
知
読
が
千
聖
の
學
脈
を
つ
ぎ
、
　
　
に
よ
つ
て
色
と
相
封
な
る
室
に
堕
し
て
し
ま
つ
た
。
　
（
い
は
ゆ
る
頑

わ
が
儒
學
の
最
奥
の
眞
理
を
間
明
し
た
所
以
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
。
　
室
、
あ
る
ひ
は
沈
室
）
世
と
出
世
と
の
統
一
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粉

千
古
の
聖
學
は
知
の
一
字
を
以
て
審
す
こ
と
が
で
き
る
。
わ
が
発
舜
　
　
彼
ら
は
出
世
を
固
執
し
た
。
す
な
は
ち
、
そ
れ
ら
は
謂
ゆ
る
体
を
具

孔
孟
の
聖
學
は
先
師
の
良
知
の
教
に
於
て
そ
の
千
古
の
秘
密
を
露
呈
　
　
へ
て
微
か
な
る
も
の
、
そ
の
ま
ま
で
眞
の
學
と
爲
す
ご
ど
は
も
ち
う

し
了
る
の
で
あ
り
、
中
國
の
學
術
史
ぼ
今
や
そ
の
展
開
を
完
結
し
て
　
　
ん
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
い
ま
良
知
と
い
ふ
究
極
境
よ
り
ふ
り
か
へ

最
後
の
究
極
境
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
究
極
境
に
立
つ
て
　
　
つ
て
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
眞
の
學
の
U
モ
メ
ン
ト
た
る
を
失
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粉

そ
の
展
開
の
あ
と
を
ふ
り
返
つ
て
み
る
な
ら
ば
、
道
佛
二
氏
そ
れ
そ
　
　
の
で
あ
る
。
『
良
知
こ
そ
三
教
の
難
椹
』
良
知
の
立
場
こ
そ
彼
ら
の
依



、
　
つ
て
立
つ
べ
き
眞
の
地
盤
で
あ
つ
た
の
に
、
二
家
が
つ
ひ
に
こ
の
こ
　
　
て
ま
た
良
知
設
の
位
置
を
明
瞭
に
了
解
で
き
る
筈
で
あ
る
。
聖
學
の

　
　
と
を
畳
り
え
な
か
つ
た
の
は
借
み
て
も
絵
り
あ
り
と
い
ふ
べ
く
、
決
　
　
正
法
眼
藏
た
る
良
知
は
、
経
験
知
分
別
知
の
量
的
累
積
に
よ
つ
て
は

　
、
し
て
軍
純
に
異
端
邪
論
と
し
て
排
斥
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
　
　
途
に
到
達
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
獣
識
心
通
と
い
ふ
方
法
に
よ
つ

　
　
ら
う
。
先
師
が
一
方
で
は
そ
の
現
實
逃
避
と
い
ふ
抽
象
性
を
き
び
し
　
　
て
こ
そ
は
じ
め
て
そ
れ
は
把
握
せ
ら
れ
る
。
し
か
る
に
顔
子
の
波
し

　
　
く
批
判
し
つ
つ
も
、
一
方
ま
た
か
の
屋
舎
一
漫
間
の
讐
を
も
つ
て
語
ら
　
　
て
以
後
、
學
問
の
正
し
き
傳
統
は
失
は
れ
3
た
だ
子
貢
子
張
の
多
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
　
れ
た
の
は
正
に
こ
の
黙
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
孔
　
　
聞
見
の
學
の
み
が
傳
は
る
こ
と
と
な
つ
た
。
更
に
漢
の
儒
者
に
い
た

　
　
子
を
罵
倒
し
た
蕪
子
、
孟
子
に
甥
抗
し
た
告
子
な
ど
、
儒
家
に
よ
つ
　
　
づ
て
は
、
い
た
す
ら
に
刑
名
格
式
に
拘
泥
し
、
そ
れ
を
典
要
と
し
て

　
　
て
傳
統
的
に
排
斥
せ
ら
る
る
人
た
ち
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
。
も
の
　
　
固
執
し
た
た
め
、
聖
學
の
生
生
巳
む
べ
か
ら
ざ
る
攣
動
周
流
の
体
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粉

　
　
ご
と
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
得
せ
し
め
る
良
知
の
立
場
か
ら
　
　
全
く
見
う
し
な
は
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
発
舜
孔
孟
の
學
は
決
　
　
一

　
　
見
る
と
き
、
た
と
ひ
彼
ら
が
精
一
の
黙
に
於
て
欠
く
る
と
こ
ろ
あ
り
　
　
し
て
始
皇
帝
の
焚
書
に
よ
つ
て
、
或
は
道
佛
二
氏
の
興
起
に
よ
つ
て
・
㏄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
と
は
い
ぴ
な
が
ら
、
し
か
も
な
ほ
蕪
が
曾
黙
漆
離
開
に
比
せ
ら
る
べ
　
　
滅
び
た
の
で
は
な
圃
・
漢
の
儒
學
い
で
て
よ
り
聖
學
は
軍
な
る
訓
詰
　
　
「

　
　
く
、
告
が
逡
門
の
別
派
と
も
構
す
べ
き
位
置
を
占
む
べ
き
こ
と
殆
ど
　
　
記
調
、
名
物
度
数
の
學
と
な
り
下
り
、
人
生
に
第
一
義
な
る
も
の
と

　
　
　
　
　
　
ア

　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

　
　
疑
を
容
れ
ぬ
。
人
は
彼
ら
を
異
端
と
呼
ぶ
が
、
名
に
と
ら
は
れ
す
、
　
　
は
毫
も
相
ぴ
關
せ
ざ
る
も
の
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
か
く
て
聖
學
は

　
　
實
を
の
み
求
む
れ
ば
、
實
は
漢
以
後
の
瞳
落
せ
る
儒
學
に
勝
る
ζ
と
　
　
滅
び
た
の
で
あ
る
。
儒
者
み
つ
か
ら
が
滅
し
た
の
で
あ
る
。
道
佛
二

　
　
藪
等
と
い
ふ
べ
く
、
異
端
の
語
は
か
へ
つ
て
後
者
に
こ
そ
與
ぺ
ら
る
、
　
民
は
こ
の
虚
に
乗
じ
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。
か
く
て
、
も
と
も
と
わ

　
　
べ
き
で
あ
ら
う
。
道
佛
に
儒
あ
り
、
儒
に
異
端
あ
り
、
い
た
づ
ら
に
　
　
が
聖
學
の
家
常
飯
に
す
ぎ
な
か
つ
た
為
の
を
二
氏
に
よ
つ
て
自
説
と

　
　
傳
蔀
的
評
債
に
迷
は
さ
れ
て
不
通
の
論
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
　
　
暦
構
せ
ら
れ
て
も
儒
家
は
如
何
と
も
な
し
得
す
、
た
だ
い
た
づ
ら
に

　
　
　
ゆ

　
　
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘲
罵
し
て
自
ら
慰
む
る
の
み
。
や
つ
と
宋
代
に
入
つ
て
周
薩
漢
程
明

鵬
　
　
い
ま
や
諸
君
は
わ
が
申
國
學
術
の
史
的
展
開
の
あ
と
を
」
さ
う
し
　
　
道
の
二
先
生
が
主
欝
無
欲
の
読
を
と
な
へ
、
聖
學
は
や
う
や
く
そ
の



翅
眞
面
目
に
か
へ
る
か
に
見
え
た
が
、
借
し
い
か
な
、
伊
川
・
朱
子
の
　
　
①
王
文
成
公
全
書
廿
三
・
阿
腫
軒
記
を
薮
照
。
っ
い
で
な
が
ら
陽
明
學
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
出
現
に
よ
つ
て
そ
の
流
れ
は
ま
た
し
て
も
曲
げ
ら
れ
て
し
ま
つ
亀
。
　
　
　
　
立
の
機
縁
と
も
い
ふ
べ
き
龍
場
に
於
け
る
体
験
の
内
容
と
し
て
こ
の
交

　
　
も
ち
ろ
ん
、
當
時
、
一
方
に
簑
山
が
あ
り
は
し
た
が
力
お
よ
ば
交
　
　
明
以
前
的
な
る
夷
秋
と
の
篶
交
渉
と
い
ふ
鮎
が
相
當
に
覆
さ
藍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
嘗
て
京
都
支
那
學
會
で
蓮
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　
而
後
三
百
年
、
世
に
は
朱
子
學
の
み
が
流
行
し
た
の
で
み
る
。
）
か
く
　
　
　
②
全
書
廿
六
・
教
條
示
龍
場
諸
生
改
渦
第
二
の
意
に
よ
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
タ

　
　
て
わ
が
大
明
の
聖
代
に
入
り
、
先
づ
白
沙
先
生
が
先
聲
を
放
㌦
、
つ
　
　
　
③
杢
書
廿
四
、
論
泰
和
楊
茂

　
　
い
で
わ
が
陽
明
先
生
が
そ
の
良
知
の
教
に
よ
つ
て
聖
學
を
復
興
せ
ら
　
　
　
④
龍
漢
先
生
全
集
二
、
書
婆
源
同
志
會
約
に
晦
翁
随
塵
分
而
爲
二
、
先
廊

れ
る
f
こ
れ
が
申
畢
術
の
歴
史
で
あ
る
。
先
師
は
か
あ
袈
　
罐
殆
遷
報
下
、
陽
明
に
開
し
て
は
全
貰
龍
漢
に
は
全
集

　
　
歴
史
的
境
位
に
於
て
良
知
の
眞
理
を
間
明
せ
ら
れ
、
か
く
て
う
は
ぺ
　
　
　
⑤
全
集
＋
、
答
呉
悟
齋
書
（
第
二
）

　
　
で
は
異
端
と
し
て
排
斥
し
な
が
ら
、
内
心
ふ
か
く
畏
敬
を
禁
じ
え
な
　
　
　
⑥
蹟
下
傳
習
録
上
、
第
五
條
。
晩
年
の
読
（
例
へ
ば
傳
脅
録
下
廿
六
、
噛

　
　
ｩ
つ
た
道
佛
二
氏
の
深
婆
箪
に
封
し
て
わ
が
孔
門
の
葦
は
は
￥
　
三
な
ど
）
も
別
采
質
麹
化
は
な
い
。
な
ほ
聾
は
知
行
宣
の
ト

じ
め
て
肇
た
る
肇
康
と
が
で
き
郵
に
な
つ
た
の
で
　
醒
勃
藤
鋸
蕩
露
郷
謹
繍
蓑
．
　
鑓
鷺

　
　
あ
る
。
私
は
一
に
そ
の
論
を
爽
展
せ
し
め
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
華
陽
明
倫
堂
會
語
）
そ
の
ほ
か
心
之
良
知
謂
之
知
。
心
之
良
能
謂
之
行

　
　
私
へ
の
非
難
は
良
知
の
何
た
る
か
を
わ
き
ま
へ
ざ
る
も
の
の
妄
言
に
　
　
　
　
（
＋
、
答
呉
悟
齋
第
二
書
）
な
ど
と
い
ふ
。

　
　
す
ぎ
ぬ
。
い
は
ん
や
清
朝
の
考
誰
家
、
か
の
聖
學
の
根
本
精
神
を
忘
　
．
⑦
傳
脅
録
下
廿
六
、
道
徳
的
實
践
の
翼
の
意
味
は
こ
．
」
に
あ
る
め
で
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
む

　
　

黷
ﾍ
て
た
手
あ
ひ
の
轟
書
封
す
る
嘲
罵
Q
ご
と
き
、
殆
ど
歯
牙
、
⑧
ぎ
三
・
簑
人
間
の
第
三
條
・
ま
た
薯
録
上
三
ハ
に
・
知
者
行
之

　
　
に
か
け
る
に
も
及
ぶ
ま
い
◎
顧
寧
人
黄
太
沖
を
最
後
と
し
て
申
國
の
　
　
　
　
始
、
行
者
知
之
成
、
聖
學
只
一
箇
功
夫
。

　
　
學
術
は
た
だ
太
亭
の
逸
民
の
消
遣
の
具
と
化
し
て
し
ま
つ
た
。
私
は
　
　
⑨
傳
脅
録
、
中
、
答
人
論
學
書
＋
二
。
　
一

そ
れ
を
語
乏
忍
び
な
い
の
で
あ
る
．
　
　
　
⑳
箪
響
＋
二
、
塁
暴
書
（
第
二
）
鐸
奮
ξ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
解
説
は
次
號
）
　
　
　
　
　
舜
是
知
之
凝
聚
蓮
動
。
無
身
則
無
知
臭
。
無
知
則
無
身
臭
。
龍
漢
し
ば



　
　
　
　
　
し
ば
こ
の
こ
と
を
言
ふ
。
な
ほ
道
徳
的
實
践
が
好
悪
に
ま
で
具
体
化
ざ
　
　
　
　
　
無
欲
之
謂
仁
、
仁
人
心
也
、
良
知
者
心
之
明
畳
、
一
体
之
仁
也
…
：
二

　
　
　
　
　
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
も
龍
漢
の
し
ば
し
ば
設
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
体
者
心
之
明
畳
、
其
機
自
不
容
已
、
非
存
所
強
而
然
也
（
十
五
、
書
取

　
　
　
⑫
大
學
首
章
、
中
庸
二
十
章
朱
性
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
健
冬
遊
記
後
語
）
と
見
え
る
。
な
ほ
仁
者
以
天
地
萬
物
爲
一
体
が
近

　
　
　
⑬
註
6
に
同
じ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
思
録
遣
体
類
第
二
十
條
（
岩
波
文
庫
の
番
號
）
の
程
明
道
の
語
に
出
る

　
　
　
⑭
な
ほ
全
集
九
、
與
陶
念
齋
書
（
十
七
、
直
設
示
周
子
順
之
ほ
ぼ
同
じ
）
　
　
　
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
に
龍
漢
が
、
朱
子
が
學
の
方
法
と
し
て
讃
書
を
強
調
し
て
以
來
、
學
者
　
　
⑲
中
庸
廿
五
章
。
誠
者
物
之
絡
始
。
不
誠
無
物
。
是
故
君
子
誠
之
爲
貴
。

　
　
　
　
　
が
一
生
精
神
を
故
紙
堆
中
に
寄
頓
す
る
に
至
つ
た
と
言
つ
て
ゐ
る
の
も
　
　
　
　
　
誠
者
非
自
誠
已
而
巳
也
。
所
以
成
物
也
。
成
己
仁
也
。
成
物
知
也
。
性

　
　
　
　
　
こ
こ
に
参
照
せ
ら
れ
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
徳
也
。
合
内
外
之
道
也
。

　
　
　
⑮
註
6
に
同
じ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
近
思
録
爲
學
類
一
〇
五
。

　
　
　
⑯
傳
脅
録
中
、
答
嚢
庵
少
宰
書
。
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
萬
物
葎
愚
想
は
ま
た
蓬
の
良
知
設
の
報
本
的
立
場
で
あ
つ
て
引
用

　
　
　
⑰
傳
脅
録
中
、
答
人
論
學
書
十
二
。
な
ほ
、
誤
解
な
き
や
う
に
言
っ
て
お
　
　
　
　
　
す
れ
ば
限
り
が
な
い
。
　
（
專
論
せ
る
も
の
と
し
て
は
例
へ
ば
全
集
二
、

　
　
　
　
　
き
た
い
。
朱
子
學
に
封
す
る
こ
の
や
う
な
激
越
な
攻
撃
的
態
度
は
、
實
　
　
　
　
　
宛
陵
會
語
）
諫
告
、
助
言
、
ま
た
論
學
の
語
を
友
人
に
途
る
に
際
し
て
　
　
一

　
　
　
　
’
は
龍
漢
そ
の
人
を
も
ふ
も
め
て
陽
明
の
後
學
に
於
て
は
か
へ
つ
て
見
ら
　
　
　
．
　
　
も
彼
は
し
ば
し
ば
、
　
一
体
之
情
也
と
か
一
体
不
容
巳
の
情
な
り
、
と
結
　
　
6
9

　
　
　
　
　
れ
な
く
な
り
（
李
卓
吾
は
別
）
調
停
回
護
の
設
の
方
が
か
～
つ
て
目
だ
　
　
　
　
　
ん
で
ゐ
る
。
彼
が
『
講
學
』
を
重
ん
じ
て
『
此
學
於
朋
友
、
如
魚
之
於
　
　
一

　
　
　
　
　
つ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
水
、
　
一
日
相
離
、
便
成
枯
渇
』
－
と
い
ひ
（
全
集
二
、
桐
川
會
約
そ
の
他
）

　
　
　
⑱
こ
の
意
は
全
書
七
、
親
民
堂
記
、
全
書
廿
六
大
學
問
、
を
は
じ
め
、
特
　
　
　
　
　
論
語
の
有
朋
自
遠
方
來
、
不
亦
樂
乎
を
繹
し
て
『
人
心
本
樂
、
本
與
萬

　
　
　
　
　
に
後
期
の
も
の
に
著
し
い
。
全
書
廿
六
寄
正
憲
男
手
墨
に
吾
李
生
講
學
、
　
　
　
　
物
同
体
、
朋
來
則
途
其
一
体
之
心
、
故
樂
』
（
三
、
九
龍
紀
講
）
と
い
ふ

　
　
　
　
　
只
是
致
良
知
三
字
、
仁
、
人
心
也
、
良
知
之
誠
愛
側
恒
塵
便
是
仁
、
無
　
　
　
　
　
の
も
そ
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
し
、
　
一
体
に
し
て
已
む
こ
と
を
容
さ
ず
と

　
　
　
　
　
誠
愛
側
恒
之
心
、
亦
無
良
知
可
致
突
、
と
い
ひ
陳
九
川
は
こ
れ
晩
年
所
　
　
　
　
　
い
ふ
使
命
意
識
は
こ
こ
よ
り
生
れ
る
（
例
へ
ば
十
、
與
羅
念
庵
書
第
二
）

　
　
　
　
　
以
告
門
人
者
、
至
爲
緊
要
と
註
し
て
ゐ
る
。
傳
脅
録
で
は
た
と
へ
ほ
下
　
　
　
　
　
大
丈
夫
爲
大
事
因
縁
出
世
、
救
世
一
番
、
皆
吾
分
内
事
也
（
九
、
與
陶

　
　
　
　
　
七
六
、
下
＝
二
六
、
と
く
に
中
、
答
舜
文
蔚
第
咽
（
第
二
）
書
な
ど
。
　
　
　
　
　
念
齋
書
第
一
）
な
ほ
『
閉
門
喩
垣
、
踊
踊
然
と
し
て
潔
身
濁
行
し
自
か

　
　
　
　
　
下
七
六
の
佐
藤
＝
齋
欄
外
書
に
仁
体
帥
良
知
自
然
條
理
と
い
ふ
。
龍
漢
　
　
　
　
　
．
ら
高
し
と
な
す
は
予
の
初
心
に
非
ず
』
（
一
、
三
山
麗
澤
録
ま
た
、
五
、

　
　
　
　
　
に
あ
つ
て
は
、
例
へ
ば
儒
者
之
學
、
．
以
経
世
爲
用
、
而
其
實
以
無
欲
爲
　
　
　
　
天
桂
山
房
會
語
の
末
）
と
い
ふ
『
嬢
疑
を
避
け
ず
疑
諺
を
避
け
ざ
る
』

5
　
　
　
　
本
、
無
欲
者
無
我
也
、
天
地
萬
物
、
本
吾
哨
体
、
莫
非
我
也
：
…
．
良
知
　
　
　
　
　
態
度
も
こ
こ
か
ら
生
れ
る
で
あ
ら
う
p
　
　
　
　
　
　
一

　
1
　
　
　
　
者
仁
体
也
…
…
（
全
集
十
三
、
賀
中
丞
新
源
公
武
功
告
成
序
）
ま
た
、
　
　
　
＠
良
知
が
一
体
不
容
巳
な
る
鮎
よ
り
當
然
の
結
論
で
あ
る
が
、
十
五
、
践



6
6
@
　
　
　
徐
存
齋
師
相
教
曽
口
に
明
道
の
識
仁
篇
に
因
ん
で
識
右
原
只
是
良
知
自
識
　
　
　
　
　
を
治
め
、
そ
の
緒
絵
を
以
て
國
家
を
爲
め
、
そ
の
土
芭
を
以
て
天
下
を

　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
む

　
　
　
　
　
と
し
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爲
め
る
（
蕪
子
譲
王
）
』
と
稻
す
る
似
而
非
學
問
を
排
す
る
貼
（
十
四
、

　
　
　
⑳
傳
脅
録
中
、
答
人
論
學
書
十
二
、
全
集
十
「
七
、
紹
興
府
名
宣
祠
記
。
　
　
　
　
　
　
贈
梅
宛
漢
擢
山
東
憲
副
序
）
も
つ
い
で
に
こ
こ
に
注
意
レ
て
お
か
う
。

　
　
　
⑳
例
へ
ば
上
引
答
竈
第
｝
書
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
傳
脅
録
中
、
答
購
第
剛
書
。

　
　
　
＠
⑳
　
全
集
十
三
、
王
瑞
湖
文
集
序
に
い
ふ
、
儒
者
之
學
、
務
爲
経
世
、
　
　
　
　
⑳
全
集
十
三
、
太
李
杜
氏
重
修
家
譜
序
。
（
近
思
録
道
体
類
二
十
）

　
　
　
　
學
不
足
以
紹
世
、
非
儒
也
、
吾
人
置
身
於
天
地
之
間
、
本
不
容
以
退
托
　
　
　
＠
答
溝
第
一
書
。
鳥
獣
不
可
與
同
群
、
吾
非
斯
人
之
徒
而
誰
興
は
論
語
微

　
　
　
　
其
日
、
爲
天
地
立
心
、
爲
生
民
立
命
（
張
横
渠
）
固
儒
者
輝
世
事
也
・
…
：
　
　
　
　
　
子
篇
、
知
其
不
可
而
爲
之
者
は
憲
問
篇
。
龍
渓
に
も
吾
非
斯
人
之
徒
而

　
　
　
　
道
喪
千
載
、
絶
學
悠
悠
、
天
地
自
天
地
、
生
民
自
生
民
、
吾
人
自
吾
人
　
　
　
　
　
誰
與
、
原
是
孔
門
家
法
（
五
、
天
柱
山
房
會
語
）
の
語
あ
り
。
但
し
・

　
　
　
　
揆
分
漢
裂
、
漠
然
不
相
聯
薦
、
慮
傲
也
久
夷
、
自
陽
明
夫
子
、
首
掲
良
　
　
　
　
　
こ
れ
は
今
ま
で
注
に
引
い
て
き
た
龍
渓
の
語
の
殆
ど
す
べ
て
に
つ
い
て

　
　
　
　
知
之
旨
、
以
畳
天
下
、
天
下
之
人
、
皆
知
此
心
之
璽
、
貫
徹
天
地
、
而
　
　
　
　
　
言
ふ
の
で
あ
る
が
、
龍
漢
の
か
か
る
態
度
と
陽
明
の
淑
世
の
精
紳
と
の

　
　
　
　
生
民
之
痢
痩
疾
痛
、
始
與
吾
人
休
戚
、
　
一
体
相
關
：
・
…
吾
人
誠
有
意
干
　
　
　
　
　
間
に
は
掩
ふ
べ
か
ら
ざ
る
蓬
庭
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
や
が
て
、

　
　
　
　
輕
世
、
豊
恕
百
悠
悠
、
享
退
托
、
漠
然
覗
之
而
巳
也
、
天
地
萬
物
　
　
解
説
の
項
に
於
て
述
べ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
ゐ
　
　
　
　
　
蜘

　
　
　
　
　
U
体
相
通
、
生
生
之
機
、
自
不
容
已
…
・
：
在
家
仁
家
、
在
國
仁
國
、
在
　
　
　
－
⑫
全
書
六
、
與
黄
宗
賢
書
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
0

　
　
　
　
天
下
仁
天
下
、
所
謂
格
物
致
知
、
儒
者
有
用
之
實
學
也
、
「
　
　
　
　
　
　
　
⑳
全
集
十
四
、
贈
邑
博
諸
元
岡
遷
荊
王
府
教
授
序
。
　
　
　
　
噛
　
　
　
　
一

　
　
　
⑳
傳
脅
録
中
答
人
論
學
書
十
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
全
書
七
、
贈
陸
清
伯
麟
省
序
。

　
　
　
⑳
自
了
漢
の
語
は
龍
漢
に
頻
見
す
る
。
い
ま
は
全
集
十
に
羅
念
庵
が
世
の
　
　
　
⑳
全
書
七
、
別
梁
日
孚
序
　
　
　
　
　
　
　
、
。

　
　
　
　
學
者
た
ち
に
嫌
氣
が
さ
し
、
閉
關
多
年
、
高
臥
不
出
で
あ
る
の
を
、
自
　
　
　
⑳
全
書
七
、
從
吾
道
人
記
。

　
　
　
　
分
一
己
の
受
用
は
そ
れ
で
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
し
か
し
世
道
を
如
何
　
　
　
⑰
全
書
廿
四
、
書
徐
汝
侃
巻
。

　
　
　
　
せ
ん
乏
詰
問
？
し
た
興
羅
念
庵
書
第
二
、
ま
た
十
二
與
股
秋
漢
書
第
剛
　
　
　
＠
以
上
詳
細
は
年
譜
を
は
じ
め
多
く
の
陽
朋
傳
を
滲
照
せ
ら
れ
た
い
。
陽

　
　
　
　
な
ど
。
な
ほ
全
藻
の
王
宗
沐
の
序
の
載
す
る
と
こ
ろ
に
智
者
大
師
の
四
　
　
　
　
“
、
明
傳
と
し
て
詳
密
正
確
、
私
の
も
つ
と
も
敬
服
す
る
の
は
、
山
本
正
…
　
－

　
　
　
　
弘
誓
願
を
引
い
て
吾
儒
の
禮
…
に
及
ぱ
ざ
る
を
い
へ
る
も
の
、
十
六
、
書
　
　
　
　
　
，
氏
『
王
陽
明
』
（
昭
和
十
八
年
）
で
あ
る
ー
こ
の
著
の
存
在
を
永
ら
く
’

　
　
　
　
見
羅
巷
条
贈
思
獣
に
同
じ
く
佛
家
の
弘
誓
に
言
及
し
て
、
欲
明
明
徳
於
　
　
　
　
　
知
ら
な
い
で
ゐ
た
迂
澗
を
恥
ぢ
る
ー
が
・
．
た
だ
明
儒
學
案
に
よ
つ
て

　
　
　
　
天
下
、
便
是
吾
人
最
初
爽
心
誓
願
と
い
ひ
、
寧
學
聖
人
而
未
至
、
恥
以
　
　
　
　
　
龍
渓
の
入
門
を
嘉
靖
二
年
に
繋
け
て
ゐ
ら
れ
る
の
は
如
何
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
一
善
而
成
名
と
程
明
道
の
語
を
引
い
て
此
便
是
孔
門
家
法
と
結
べ
る
も
　
　
　
　
　
全
集
こ
十
の
鏡
緒
山
行
歌
に
龍
渓
み
つ
か
ら
が
言
ふ
と
こ
ろ
を
推
せ
ば

　
　
　
　
　
の
な
ど
滲
照
に
便
す
る
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
『
道
の
眞
な
る
を
以
て
身
　
　
　
　
　
彼
の
入
門
が
緒
由
と
同
じ
く
正
徳
十
六
年
に
あ
つ
た
こ
と
は
ぽ
ぼ
疑
ひ



　
　
　
　
　
得
な
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ほ
こ
こ
で
興
味
あ
る
逸
話
を
一
つ
　
　
、
、
　
焚
書
一
、
復
郡
石
陽
太
守
書
の
語
を
用
ふ
。
前
者
は
特
に
此
の
條
に
参

　
　
　
　
　
紹
介
し
て
お
昏
た
い
。
そ
れ
は
學
案
十
九
の
魏
良
器
の
傳
に
見
ゆ
る
も
　
　
　
　
　
照
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
の
で
あ
る
。
日
く
、
陽
明
が
越
に
か
へ
つ
た
當
時
、
龍
渓
は
諸
生
で
、
　
　
　
＠
天
桂
山
房
會
語
に
言
ふ
、
今
人
不
論
哀
與
不
哀
、
見
城
郭
室
嘘
而
笑
、

　
　
　
　
　
落
醜
不
覇
、
つ
ね
に
講
學
の
徒
を
罵
つ
て
ゐ
た
。
家
は
陽
明
と
隣
で
あ
　
　
　
　
　
是
乃
循
守
格
套
、
非
由
衷
也
、
客
至
而
果
、
客
不
至
而
不
笑
、
尤
爲
作

　
　
　
　
　
つ
た
が
、
會
つ
て
み
よ
う
と
も
し
な
か
つ
た
。
良
器
は
百
方
働
誘
し
た
　
　
　
　
備
、
世
人
作
備
得
慣
、
連
父
母
之
喪
、
亦
用
此
術
、
以
爲
守
禮
、
可
嘆

　
　
　
　
　
が
肯
ん
ぜ
ぬ
。
あ
る
日
、
良
器
は
同
門
の
友
人
と
投
壷
雅
歌
し
て
た
　
　
　
　
　
也
日
、
段
不
滅
性
、
哀
亦
是
和
、
悟
得
時
、
帥
此
是
學
。

　
　
　
　
　
の
し
ん
で
ゐ
た
。
龍
渓
そ
れ
を
見
て
腐
儒
も
ま
た
こ
れ
を
爲
す
か
と
訊
　
　
　
　
⑭
全
書
六
、
寄
郷
謙
之
第
二
書
。

　
　
　
　
　
ね
た
と
こ
ろ
、
良
器
は
吾
等
爲
學
、
未
嘗
櫓
板
、
汝
自
不
知
耳
と
答
へ
　
　
　
⑮
日
知
録
六
、
檀
弓
の
條
に
言
ふ
、
今
之
學
者
、
生
於
草
野
之
中
、
當
禮

　
　
　
　
　
た
。
こ
こ
に
於
て
龍
漢
は
漸
次
か
れ
ら
と
交
り
巻
に
陽
明
に
北
面
す
る
　
　
　
、
　
壊
樂
崩
之
後
、
於
古
人
之
遺
丈
、
一
切
不
爲
之
討
究
、
而
日
、
禮
吾
知

　
　
　
　
　
に
至
つ
た
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
話
は
糞
宗
道
も
記
し
て
ゐ
て
（
中
央
　
　
　
　
　
其
敬
而
巳
、
喪
吾
知
其
哀
而
巳
、
以
空
學
両
議
朝
章
、
以
清
談
而
干
王

　
　
　
　
　
書
店
國
學
基
本
交
庫
嚢
伯
修
全
集
巻
二
十
二
雑
設
）
そ
こ
で
は
少
年
任
　
　
　
　
　
政
、
是
術
不
足
以
窺
漢
儒
之
里
、
而
何
以
升
孔
子
之
堂
哉
。
論
語
子
張
「

　
　
　
　
　
侠
、
日
日
在
酒
蝉
博
場
中
、
な
る
龍
漢
を
、
陽
明
が
わ
ざ
と
弟
子
に
投
　
　
　
　
　
篇
に
士
見
危
致
命
、
見
得
思
義
、
祭
思
敬
、
喪
思
哀
、
其
可
巳
臭
、
ま
　
　
｝

　
　
　
　
　
壼
飲
酒
せ
し
め
て
誘
つ
た
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
私
は
こ
の
話
は
ま
ん
　
　
　
　
　
た
喪
致
乎
哀
而
止
、
と
あ
る
。
な
ほ
『
凡
禮
不
可
…
常
行
者
、
非
禮
之
維
、
　
7
1

　
　
　
　
　
ざ
ら
根
も
葉
も
な
い
話
で
は
な
い
や
う
な
氣
が
す
る
の
で
あ
る
。
　
（
つ
　
　
　
　
用
於
古
不
宜
於
今
、
而
猫
著
之
於
篇
者
、
非
聖
人
立
経
之
意
』
『
凡
禮
　
　
一

　
　
　
　
・
い
で
に
言
つ
て
お
き
た
い
、
例
の
出
身
靖
働
録
に
載
つ
て
ゐ
る
陽
明
が
・
　
　
非
一
世
一
端
可
誰
、
古
帝
三
不
相
沼
襲
、
聖
人
言
禮
、
不
及
器
数
、
惟

　
　
　
　
　
少
年
時
代
縫
母
を
や
り
こ
め
た
話
も
私
は
必
し
も
全
然
し
り
ぞ
け
ら
る
　
　
　
　
　
日
義
以
爲
質
、
有
以
也
』
と
、
ほ
ぼ
陽
明
と
同
じ
見
地
か
ら
、
禮
記
四

　
　
　
　
　
べ
き
も
の
と
は
思
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
逸
話
を
い
ま
少
し
ま
、
　
　
　
　
十
九
篇
所
載
の
禮
を
詳
細
に
批
判
し
、
そ
の
あ
る
も
の
が
失
倫
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
と
も
に
考
へ
て
み
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
陽
明
心
學
の
意
味
が
よ
り
は
つ
　
　
　
　
　
あ
る
も
の
が
無
盆
有
害
で
あ
り
、
あ
る
も
の
は
ま
た
馬
鹿
馬
鹿
し
く
さ

　
　
　
　
　
き
り
す
る
貼
が
な
い
で
も
な
か
ら
う
）
な
ほ
捲
板
は
輝
家
語
録
の
語
。
　
　
　
　
　
へ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
都
敬
（
京
山
）
（
萬
暦
十
七
年
進
士
）
な
ど
の

　
　
　
⑳
全
集
二
、
源
陽
會
語
。
學
案
陽
明
傳
に
學
三
攣
を
説
く
條
は
こ
れ
を
襲
　
　
　
　
　
設
を
参
照
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
進
ん
で
い
は
ゆ
る
考
讃
學
へ
の
親
野

　
　
　
　
　
つ
て
ゐ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
°
　
　
　
　
　
　
　
を
も
含
む
精
紳
史
的
問
題
と
し
て
展
開
せ
ら
れ
得
る
で
あ
ら
う
。
な
ほ

　
　
　
⑳
傳
脅
録
下
、
一
＝
一
。
　
　
　
　
　
　

、
　
　
　
　
　
　
都
敬
の
言
を
私
は
皮
錫
瑞
『
三
禮
通
論
』
の
論
宋
明
人
疑
輕
之
失
、
明

　
　
　
＠
以
下
、
全
書
三
十
四
、
年
譜
、
嘉
靖
元
年
二
月
の
條
、
並
に
全
集
五
、
　
　
　
　
　
人
又
甚
於
宋
人
の
條
で
知
っ
た
が
、
崇
雅
堂
叢
書
所
牧
『
談
超
』
に
全

7
　
　
　
　
天
桂
山
房
・
曾
語
。
ま
た
四
部
叢
刊
陽
明
集
要
の
年
譜
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丈
が
見
え
る
。
學
案
（
五
十
五
）
が
都
氏
を
諸
儒
に
入
れ
て
ゐ
る
の
は

1
6
@
　
⑫
全
書
廿
五
、
明
封
刑
部
主
事
浩
齋
陸
君
墓
碑
銘
、
お
よ
び
、
李
卓
吾
、
　
　
　
　
　
委
當
で
あ
る
が
、
然
し
右
叢
書
に
附
録
す
る
傳
に
『
良
知
の
統
弊
』
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

8
　
　
　
　
非
難
さ
れ
た
と
あ
る
ご
と
く
、
廣
い
意
味
矯
の
心
學
の
徒
で
あ
つ
た
の
　
　
　
　
㌔
譲
め
ば
明
か
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

1
6
@
　
　
　
で
あ
る
。
そ
の
勝
し
い
著
述
の
中
に
は
諸
儒
心
學
直
指
五
巻
が
見
え
て
　
　
　
＠
報
答
師
恩
、
報
答
老
師
圏
極
之
恩
、
と
い
ふ
こ
と
、
例
へ
ば
全
集
九
答

　
　
　
　
　
ゐ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
季
彰
龍
鏡
書
、
十
二
、
與
張
叔
學
書
第
四
な
ど
。
ま
た
そ
の
老
師
一
脈

　
　
　
⑭
以
下
、
全
書
巷
首
刻
文
録
肢
説
、
傳
脅
録
下
、
黄
省
曾
所
録
末
尾
参
照
。
　
　
　
　
云
云
に
い
た
つ
て
は
引
用
の
繁
に
悔
え
な
い
。
た
讐
十
二
、
輿
沈
宗
顔

　
　
　
⑰
吾
人
一
生
、
惟
有
此
學
。
人
生
只
有
此
〔
一
大
〕
，
事
。
千
古
聖
人
、
只
　
　
　
　
　
書
第
二
に
、
颪
匿
八
十
老
翁
、
於
世
界
更
有
想
放
不
下
、
惟
師
門
一
脈

　
　
　
　
　
有
這
些
子
。
人
生
一
世
、
只
有
這
件
事
な
ど
枚
畢
に
逞
が
な
い
。
　
一
大
　
　
　
　
　
如
綾
之
傳
、
未
得
＝
一
法
器
出
頭
捲
荷
、
未
能
忘
情
、
切
切
求
友
於
四

　
　
　
　
　
事
因
縁
も
同
様
で
あ
る
。
（
こ
の
語
は
法
華
経
に
由
來
す
る
）
　
　
　
　
　
、
　
　
　
方
者
、
意
實
在
此
、
と
い
へ
る
も
の
を
一
例
と
し
て
お
く
。

　
　
　
⑱
人
生
不
知
學
、
猫
不
生
也
。
學
而
不
聞
道
、
猫
不
學
也
（
全
集
十
一
、
　
　
　
㊥
以
下
杢
集
一
、
撫
州
擬
蜆
台
會
語
（
終
り
の
方
、
秦
漢
以
來
、
學
絶
道
　
　
．

　
　
　
　
　
答
張
陽
和
書
）
と
か
、
人
生
這
些
子
命
根
、
無
此
不
得
爲
人
（
二
、
懐
　
　
　
　
　
喪
で
は
じ
ま
る
條
）
、
二
、
源
陽
會
語
を
併
せ
観
ら
れ
た
い
。
ま
た
十
、

　
　
　
　
　
玉
書
院
會
語
）
と
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
答
呉
悟
齋
書
第
一
も
参
考
に
な
ら
う
。

　
　
．
＠
全
集
五
、
蓬
葉
會
籍
申
約
後
語
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
㊥
全
集
十
七
、
太
趣
亭
記
に
、
夫
千
古
聖
人
之
學
心
學
也
、
太
趣
者
心
之

　
　
　
⑩
黄
維
（
洛
村
）
の
ご
と
き
を
指
す
の
で
あ
ら
う
。
彼
は
陽
明
に
封
し
て
　
　
　
　
　
極
也
、
有
無
相
生
、
動
静
相
承
、
自
無
極
而
太
極
而
陰
陽
五
行
而
萬
物
、
　
【

　
　
　
　
　
親
家
で
あ
り
、
陽
明
派
中
の
名
士
で
あ
つ
た
が
、
容
肇
顧
氏
の
研
究
に
　
　
　
　
　
自
無
而
向
於
有
、
所
謂
順
也
、
由
萬
物
而
…
・
：
：
．
無
趣
、
自
有
両
灘
於
　
　
7
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よ
れ
ば
・
陽
明
の
死
後
、
著
し
く
批
判
的
に
な
り
殆
ど
陽
明
設
を
否
定
　
　
　
　
　
無
、
所
謂
逆
也
、
　
一
順
一
逆
、
造
化
生
成
之
機
也
、
ま
た
八
、
艮
止
精
　
　
騨

　
　
　
　
　
す
る
に
至
つ
た
と
い
ふ
（
燕
京
學
報
廿
七
『
王
守
仁
的
門
人
黄
縮
』
。
そ
　
　
　
　
　
一
之
旨
（
ま
た
天
根
月
窟
設
）
に
萬
物
生
於
無
而
顯
於
有
。
な
ほ
す
ぐ

　
　
　
　
　
の
要
旨
は
同
氏
の
明
代
思
想
史
に
見
え
乃
）
っ
い
で
に
注
意
し
て
お
き
　
　
　
　
　
あ
と
に
も
説
か
れ
て
ゐ
る
ご
と
く
良
知
は
二
重
の
意
味
を
も
っ
て
を
り
、

　
　
　
　
　
た
い
の
は
、
陽
明
に
封
し
て
批
判
的
な
態
度
を
（
時
と
し
て
）
と
っ
た
　
　
　
”
　
い
つ
れ
の
意
味
に
重
黙
を
お
く
場
合
で
も
、
直
ち
に
他
の
意
味
で
の
良

　
　
　
　
　
の
は
謂
は
ゆ
る
左
派
に
は
殆
ど
な
く
て
、
む
し
ろ
右
派
に
多
か
つ
た
と
　
　
　
　
　
知
の
性
格
が
無
造
作
に
そ
ζ
に
ダ
ブ
ら
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
た
が
つ
て
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
　
　
　
い
ふ
こ
と
で
あ
る
（
た
と
へ
ば
ま
た
鱈
隻
江
）
。
龍
渓
の
ご
と
き
、
陽
明
　
　
　
　
　
無
生
有
を
先
づ
宇
宙
的
意
味
の
も
の
、
次
い
で
人
間
に
於
け
る
良
知
の

　
　
　
　
　
を
超
え
よ
う
と
い
ふ
意
圖
が
あ
つ
た
と
す
る
設
も
あ
る
が
、
私
の
見
た
　
　
　
　
　
も
の
、
と
規
定
す
る
の
は
軍
な
る
叙
述
の
便
宜
の
た
め
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
か
ぎ
り
・
た
だ
全
集
二
・
書
婆
源
同
志
會
約
に
朱
子
と
陽
明
の
異
同
を
　
　
　
　
、
，
字
宙
（
存
在
）
の
眞
相
が
無
中
生
有
で
あ
る
と
は
、
帥
ち
良
知
が
無
中

　
　
　
　
　
の
べ
た
の
ち
、
今
日
之
學
、
惟
以
螢
明
聖
修
爲
事
、
不
必
問
其
出
於
晦
　
　
　
　
　
生
有
で
あ
る
こ
と
な
、
の
で
あ
る
。
良
知
惟
無
物
、
始
能
誰
萬
物
之
縫
、

　
　
　
　
　
翁
出
於
先
師
、
求
諸
其
心
之
安
而
信
焉
可
也
、
と
言
へ
る
一
條
の
み
が
　
　
　
　
　
無
中
生
有
（
九
、
答
季
彰
山
龍
鏡
書
）
璽
明
之
妙
磨
：
：
：
自
無
生
有

　
　
　
　
　
或
は
當
ら
う
か
と
思
へ
る
が
、
し
か
し
こ
の
語
も
要
す
る
に
朱
子
の
権
　
　
　
　
　
　
（
電
、
新
安
斗
山
書
院
會
語
）
そ
の
ほ
か
こ
の
無
中
生
有
、
自
無
生
有
　
　
、

　
　
　
　
　
威
に
封
し
て
陽
明
を
辮
護
し
た
調
停
の
語
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
全
文
を
　
　
　
　
　
と
い
ふ
表
現
は
實
に
霧
し
い
の
で
し
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
有
生
於
無
』
（
老



　
　
　
　
　
子
四
十
章
）
と
い
ふ
老
子
の
思
想
か
ら
來
た
と
直
ち
に
い
ふ
よ
り
も
、
　
　
　
　
　
準
一
章
大
旨
）

　
　
　
　
　
む
し
ろ
良
知
に
關
す
る
論
理
の
展
開
が
敢
て
そ
の
表
現
を
襲
は
し
め
た
　
　
　
㊥
全
集
十
六
、
池
陽
漫
語
示
丁
惟
寅
。

　
　
　
　
　
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
・
朱
子
が
無
極
而
太
極
に
費
し
憲
索
の
苦
心
「
⑳
全
集
＋
七
、
伺
賢
以
徳
説
。
　
　
　
　
，
　
’

　
　
　
　
　
は
（
安
田
二
郎
氏
、
中
國
近
世
思
想
研
究
）
か
毛
、
そ
れ
こ
そ
無
に
　
＠
全
集
四
、
留
都
會
紀
（
取
楚
桐
と
の
問
答
）

　
　
　
　
　
露
し
た
の
で
あ
る
・
な
ほ
・
の
無
崖
有
と
い
ふ
・
と
が
、
一
、
無
が
　
＠
以
下
全
集
＋
六
、
書
見
羅
嚢
贈
思
潜
饗
夫
を
論
ず
る
條
参
照
。

　
　
　
　
　
有
を
生
む
、
の
意
か
、
二
、
有
は
無
に
於
て
あ
る
（
例
へ
ば
虚
無
な
る
　
　
　
⑧
全
集
十
五
、
易
測
授
脹
叔
學
そ
の
他
。
こ
の
語
が
南
宗
の
荷
澤
神
會
の

　
　
　
　
　
空
間
に
於
け
る
ご
と
く
）
の
意
か
、
　
（
本
心
…
…
空
洞
無
体
、
廣
大
無
　
　
　
　
　
も
の
と
し
て
宗
密
の
輝
源
諸
詮
集
に
出
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
際
・
天
地
萬
物
・
有
像
有
形
、
皆
在
吾
無
体
無
際
之
中
。
全
集
五
、
慈
　
し
襲
が
頓
悟
漸
悟
を
や
か
ま
し
含
ふ
の
輸
、
彼
が
暉
學
に
琴
、
後

　
　
　
　
　
・
湖
精
舎
會
語
）
三
、
有
は
謂
ゆ
る
因
縁
所
生
法
で
あ
つ
て
そ
の
裏
に
そ
　
　
世
輝
と
い
へ
ば
南
宗
系
苞
と
い
つ
て
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
當
然
で
あ

　
　
　
　
　
れ
を
生
み
、
支
え
て
ゐ
る
ご
と
き
實
体
を
も
た
な
い
、
と
の
意
か
、
明
　
　
る
。
な
ほ
頓
轡
關
し
て
は
宗
密
の
場
合
に
つ
い
て
研
究
せ
ら
れ
た
荒

　
　
　
　
　
か
に
主
と
し
て
前
二
者
で
あ
る
と
思
は
れ
る
が
、
（
例
へ
ば
、
全
集
七
、
　
　
木
見
悟
氏
の
極
め
て
明
快
な
『
頓
悟
漸
修
論
，
』
（
需
學
藝
大
學
紀
要

　
　
　
　
　
新
安
斗
山
會
語
に
・
警
袈
卵
中
、
必
有
一
瀧
慮
、
乃
其
生
化
之
機
、
　
　
？
）
が
参
考
に
な
る
。
　
　
　
・
、
‘
　
　
　
　
順

　
　
　
　
　
不
虚
則
不
襲
臭
）
果
し
て
前
二
者
の
意
味
の
み
か
。
恐
ら
ー
こ
れ
は
　
＠
正
法
眼
藏
、
六
、
即
心
是
佛
。
（
岩
婆
庫
本
、
上
、
一
〇
五
頁
）
　
招

　
　

@
　@
佛
教
の
磐
空
禦
入
つ
て
以
後
の
中
國
懸
史
の
架
問
題
に
つ
ら
　
⑯
薯
録
中
、
答
人
諭
肇
早
ご
。
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
な
喬
題
で
あ
ら
う
・
　
　
　
　
、
　
　
　
　
⑯
こ
の
二
つ
の
知
の
騎
は
～
か
へ
し
認
か
れ
る
。
聞
見
之
知
と
は
ま
，

　
　
　
　
⑭
無
者
萬
有
之
基
（
叢
士
ハ
、
書
先
師
過
釣
台
蓬
）
　
．
、
．
　
　
た
、
意
あ
る
ひ
ほ
欝
よ
る
知
で
あ
る
。

　
　
　
　
㊥
薯
鎌
・
下
・
六
一
。
全
集
七
、
南
遊
會
紀
に
、
天
地
生
物
之
心
、
以
　
＠
無
知
而
桀
知
の
設
は
す
で
陽
明
も
ふ
喫
ゐ
る
（
薯
録
下
八
二
）

　
　
　
　
　
基
付
之
於
人
・
而
知
也
者
、
人
心
之
需
爲
響
也
、
從
古
以
來
、
　
　
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
も
と
は
恐
ら
禧
肇
（
三
八
四
ー
四
一
四
）

　
　
　
　
　
生
天
生
地
・
失
生
物
、
皆
些
籍
已
。
　
　
　
　
　
　
の
磐
舞
論
（
い
は
ゆ
る
肇
論
の
一
）
に
あ
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が

　
　
　
　
⑯
例
へ
ば
全
集
六
、
格
物
問
答
原
旨
、
八
、
易
與
天
地
準
一
章
大
旨
な
ど
　
　
．
　
　
肇
論
か
ら
直
接
に
讃
ま
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
輝
籍
に
引
用
す
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
を
参
照
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
．
に
よ
つ
漏
ら
れ
た
か
、
私
讐
ち
う
ん
後
者
を
否
定
し
な
い
と
と
も

　
　
　
　
㊥
天
地
生
生
之
機
・
犠
譲
自
不
容
已
。
如
天
之
四
時
、
濫
簗
熱
、
　
　
に
、
歩
ぐ
と
も
龍
馨
肇
論
そ
の
も
の
を
讃
ん
だ
こ
と
は
大
い
に
あ
り
‘

　
　
　
　
　
磐
停
機
。
生
集
測
。
畿
周
蓬
体
（
語
は
易
に
基
く
）
。
な
ど
引
’
　
う
る
と
考
へ
る
も
の
で
あ
る
。
肇
論
は
萬
暦
初
年
に
は
佛
教
界
の
大
論

　
　
　
　
　
用
の
繁
に
た
え
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
職
の
的
と
な
つ
て
ゐ
る
し
（
東
方
學
報
東
京
山
ハ
、
中
田
源
次
郎
氏
「
肇

　
　，

雄
　
　
⑱
天
地
問
一
氣
而
已
…
…
其
氣
之
婁
、
謂
之
良
知
（
全
，
集
八
、
易
奥
天
地
　
　
　
　
　
論
お
よ
び
そ
の
註
疏
に
つ
い
て
」
三
九
二
頁
以
下
）
、
　
少
し
く
後
輩
の
・



0
　
　
　
　
焦
弱
侯
は
そ
の
筆
乗
や
荘
子
翼
に
於
い
て
明
か
に
そ
の
名
を
畢
げ
て
引
　
　
　
　
　
ど
。
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
～

ワ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

1
　
　
　
　
用
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
な
ほ
無
○
而
無
不
○
と
い
ふ
風
な
論
理
が
中
　
　
　
＠
全
集
一
、
三
山
麗
澤
銀
そ
の
他
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
、
．

、
　
　
國
に
於
て
は
早
く
老
子
の
無
蔦
而
無
不
爲
と
し
て
設
か
れ
て
を
り
、
そ
　
　
⑭
全
集
七
、
南
遊
會
紀
に
、
人
心
本
來
虚
寂
、
原
是
入
聖
眞
路
頭
、
虚
寂

　
　
ー
　
　
れ
が
魏
晋
の
い
は
ゆ
る
玄
學
の
基
調
を
な
し
て
ゐ
た
こ
と
、
聖
人
之
情
、
　
　
　
　
之
旨
、
義
黄
姫
孔
相
傳
之
摩
豚
、
儒
得
之
以
爲
儒
、
揮
得
之
以
爲
輝
。

　
　
　
　
　
鷹
物
而
無
累
於
物
（
王
弼
）
と
い
ふ
如
匙
も
そ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
が
佛
ギ
⑯
⑯
全
塁
、
三
山
麗
澤
録
末
條
。
そ
の
他
、
範
園
三
教
大
総
持
の
語

　
　
　
　
　
教
め
空
観
と
習
合
し
て
以
後
中
國
哲
學
に
濁
特
な
思
惟
檬
式
と
な
つ
て
　
　
　
　
　
な
ど
。

　
　
　
　
　
く
る
で
あ
ら
う
こ
と
（
い
は
ゆ
る
『
即
』
と
い
ふ
如
き
）
な
ど
、
い
ま
　
　
　
　
⑰
全
集
一
、
三
山
麗
澤
録
（
注
7
5
所
引
の
前
條
）
三
、
水
西
精
舎
會
語
、

　
　
　
　
　
は
一
切
ふ
れ
な
い
。
や
が
て
人
女
科
學
研
究
所
よ
り
肇
論
に
關
す
る
綜
　
　
　
曽
　
　
答
中
濫
呉
子
問
。
そ
の
他
、
彼
は
論
語
の
佛
肝
・
微
生
高
や
孟
子
の
羊

　
　
　
　
．
合
研
究
が
刊
行
さ
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
こ
こ
で
は
興
味
あ
る
文
献
と
し
　
　
　
　
　
を
以
て
牛
に
か
へ
た
齊
宣
王
な
ど
匹
封
し
て
も
傳
統
的
解
繹
を
排
し
て

　
　
　
　
　
て
漏
友
蘭
『
薪
原
道
』
（
第
七
章
玄
學
）
を
學
げ
て
お
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肯
定
的
に
評
債
し
て
ゐ
る
。

　
　
　
＠
傳
習
録
中
、
答
厭
陽
崇
一
書
籠
二
條
。
全
集
十
六
、
趙
望
雲
別
言
に
良
　
　
　
　
⑱
全
集
十
七
、
三
教
堂
記
。

　
　
　
　
　
知
如
燈
之
明
、
、
欄
説
釦
畜
託
詫
照
と
い
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
⑲
以
上
、
全
集
九
、
答
季
彰
山
龍
鏡
書
、
そ
の
他
随
慮
。
　
　
　
　
　
　
　
　
【

　
　
　
⑧
鍵
識
爲
知
、
非
是
去
識
以
全
知
（
＋
一
、
與
屠
坪
石
書
）
　
　
　
　
　
⑧
全
集
一
、
撫
州
擬
蜆
台
會
語
の
秦
不
曾
襲
了
道
脈
至
漢
而
大
壊
を
注
せ
　
7
4

　
　
　
⑳
全
集
二
、
九
龍
紀
講
。
ー
七
、
南
遊
會
紀
末
條
な
ど
。
　
　
　
　
　
　
　
る
條
な
ど
。
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
｝

　
　
　
＠
全
集
＋
三
、
隊
陽
南
野
丈
選
序
そ
の
他
。
六
経
、
四
書
も
こ
の
見
地
か
　

＠
龍
渓
が
伊
川
を
肯
定
し
な
い
こ
と
、
全
集
四
、
留
都
會
紀
の
末
條
。

　
　
　
　
　
ら
見
る
と
き
閑
葛
藤
で
あ
り
我
の
註
脚
で
あ
り
、
糟
粕
で
あ
る
（
十
一
、
　
　
　
　
な
ほ
、
伊
川
を
抑
へ
て
明
道
を
揚
げ
る
の
は
明
代
（
こ
と
に
陽
明
學
）

　
　
　
　
・
答
王
敬
所
第
二
書
、
十
五
、
自
訟
長
語
、
自
訟
問
答
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
學
者
の
一
般
的
傾
向
で
あ
る
。

　
　
　
＠
全
集
一
、
白
鹿
洞
纏
講
義
、
八
、
，
艮
止
精
一
之
旨
、
十
七
、
慮
谷
説
な
　
　
　
　
⑫
全
集
十
、
復
顔
沖
宇
そ
の
他
。



On Wang Lung-hsi (x.~r~) Sayings 

By Kenji Shimada 

I. Wang Yang-~ing's CE~JtJI'IM) philosophical principle," liang-chi,(~9al) 

or intuitive knowledge of good knowledge, means firstly unification of 

knowledge with behaviour and secondly unification of oneself with the 

others. Based on such a principle Wang Yang-ming made a severe 

criticism of his contemporary scholars and thinkers. He said: mere 

accumulation of knowledge without being accompanied with practice 

on the one hand and irresponsibility for political and social situation on 

the part of the ruling class who do not realize all-pervading unity of 

all being were the very cause of the prevailing unrest and crisis of .the 

world. Such a deplorable situation was the result of the philosophy of 

the' Chu-tzu school, which discriminates between knowledge and behaviour, 

-2-



the internal and the external. In the teaching of the Chu-tzu school 

the basic principle of Confucianism, i.e .• the principle of intuitive know

ledge, remains disregarded, says Wang Yang-mingo From such a stand

point itco mes that the chaos can only be saved by those who are par

tisans of cc intuitive knowledge." Wang Lung-hsi (.:E~~~) belonged to the 

left wing of those followers of Wang Yang-ming, who were conscious 

of this mission, and he devot~d his whole life in diffusing his faith in 

the philosophy of intuitive knowldge. 

II. Wang Lung-hsi interpreted intuitive knowledge as " ever present 

intuitive knowledge (:f~PX:$!. 5;:n)" His theory of ever present intuitive 

knowledge (mpx:$!.5;:n) became an object of censure. but it was the ine

vitable result of his philosophy. The truth of ever present intuitive 

know ledge could be expressed only by introducing in to his theory 

the Buddhistic or Taoistic ideas of cc nothing" and "voidness," which 

were almost tabooed terms for the men of orthodox Confucianism. He 

thought that the theory of ever present intuitive knowledge was not 

in oppos~tion to Buddhism or Taoism but, on the contarry, the latter 

were embraced in the former. In the mind of Wang Lung-hsi all 

heresies were interpreted as necessary steps in the course of develop

ment of intuitive knowledge. Their raison d'etre was, according to 

Wang .Lung-hsi, to be in the fact that they-constitute media for a unified 

whole of the' truth. Such a theory as described above necessarily led 

to lay Wang Lung-hsi open to the blame. that he dared introduce 

Buddhistic elements into Confucianism, and such a situation seems in 

the present au~hor's vie~, to reflect the current of his age. 

-3-
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