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@
王
充
の
思
想
に
就
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
王
充
と
老
蕪
思
想
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
輻
永
光
司

　
　
－
　
　
，
　
　
　
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
と
の
間
に
は
、
明
か
に
一
つ
の
明
瞭
な
色
調
の
相
違
が
看
取
さ
れ
る

　
　
　
唱
般
に
漢
代
の
文
化
を
魏
晋
の
文
化
に
、
或
は
魏
晋
の
文
化
を
漢
　
　
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
代
の
文
化
に
封
比
さ
せ
て
考
へ
る
こ
と
は
屡
々
行
は
れ
る
所
で
あ
る
　
　
　
と
こ
ろ
で
今
、
漢
代
の
文
化
と
魏
晋
の
文
化
の
こ
の
様
な
相
違
を

　
　
が
、
爾
者
が
全
く
本
質
的
に
異
る
文
化
で
あ
る
か
否
か
は
暫
く
措
く
　
　
思
想
史
の
面
で
考
察
す
る
時
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
最
も
顯
著
な
現
象
　
｝

　
　
と
し
て
、
少
く
と
も
そ
こ
に
か
な
り
色
調
の
異
つ
た
も
の
の
有
る
事
　
　
は
、
周
知
の
如
く
、
魏
晋
文
化
を
特
徴
づ
け
る
老
薙
思
想
の
盛
行
で
　
5
3

　
　
ﾍ
何
人
に
も
異
論
の
な
湯
で
あ
ら
う
・
印
ち
・
極
め
て
概
括
的
に
あ
る
が
・
そ
れ
な
ら
ば
、
叢
懸
は
如
何
な
る
艶
於
て
魏
晋
的
【

　
　
云
つ
て
、
漢
代
の
丈
化
は
政
治
中
心
の
丈
化
、
從
つ
て
外
向
的
な
文
　
　
な
る
も
の
の
形
成
原
理
た
り
得
た
の
で
あ
ら
う
か
。
私
は
そ
れ
を
老

　
　
化
で
あ
る
の
に
封
し
て
魏
晋
の
文
化
は
必
す
し
竜
政
治
申
心
で
な
く
」
　
荘
に
於
け
る
自
然
の
思
想
に
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
の
で
は
な
い
か

　
　
そ
の
文
化
は
人
間
の
眞
實
の
在
り
方
へ
の
追
求
、
人
間
の
豊
か
な
内
　
・
と
思
ふ
。
確
か
に
魏
晋
の
文
化
を
特
色
づ
け
性
格
づ
け
る
も
の
は
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
づ
か

　
　
面
的
世
界
へ
の
思
慕
の
中
に
形
成
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
が
出
來
よ
　
　
荘
の
自
然
の
思
想
で
あ
つ
た
。
自
然
と
は
「
自
ら
然
る
こ
と
」
屯
し

　
　
う
。
魏
晋
に
於
て
人
間
が
畿
見
さ
れ
た
と
か
、
或
は
自
己
が
自
畳
さ
　
　
く
は
「
自
ら
然
る
も
の
」
で
あ
り
、
王
弼
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
　
「
然

　
　
れ
た
と
か
云
は
れ
る
の
も
亦
お
意
味
で
あ
つ
で
、
つ
ま
り
漢
代
人
る
所
以
を
智
ざ
る
も
の
」
（
循
軒
沸
）
、
郭
象
の
箋
に
從
へ
ば
．
爲

　
　
を
支
へ
笙
活
の
規
範
と
魏
晋
人
を
支
へ
た
生
活
の
規
範
、
更
に
は
享
し
て
然
る
も
の
L
（
荘
子
遣
遙
遊
篇
注
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
然
る
所
以

鵬
　
そ
の
様
な
生
活
の
中
に
成
立
し
た
漢
代
人
の
思
惟
と
魏
晋
人
の
思
惟
　
　
を
知
ら
す
」
人
聞
め
認
識
を
絶
し
て
究
寛
的
な
濁
も
の
で
あ
り
、



3
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@
爲
さ
す
し
て
然
る
も
の
1
人
間
の
作
爲
を
超
え
て
無
窮
な
る
も
の
　
　
性
の
確
立
、
山
水
自
然
美
の
稜
見
な
ど
、
何
れ
も
こ
δ
様
な
自
然
の

　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
自
己
と
世
界
に
於
て
貫
に
在
る
も
の
が
求
め
ら
　
　
思
想
を
根
抵
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
つ
尭
。
．

　
　
れ
、
人
聞
生
活
に
於
け
る
一
切
の
眞
で
な
い
も
の
が
排
撃
さ
れ
る
。
　
　
　
さ
て
、
魏
晋
の
思
想
文
化
が
上
に
要
述
し
た
如
く
、
自
然
の
思
想

　
　
人
間
存
在
の
有
限
性
、
人
間
の
作
爲
の
無
力
さ
が
自
畳
さ
れ
て
、
人
　
　
を
根
抵
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
時
、
之
に
封
し
オ
漢

　
　
間
を
超
え
て
「
遙
か
な
都
も
の
」
「
窮
り
な
い
も
の
」
が
思
慕
さ
れ
　
　
代
の
思
想
文
化
は
如
何
な
る
黙
に
於
て
特
徴
を
も
つ
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　
る
と
共
に
、
人
聞
に
於
け
る
運
命
的
な
る
も
の
、
根
源
的
な
る
も
の
　
　
漢
代
思
想
の
特
徴
を
考
へ
る
上
に
何
よ
り
も
看
過
出
來
な
い
事
實
は

　
　
が
諦
観
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
屡
々
人
間
存
在
の
は
か
な
さ
、
人
間
の
　
　
云
ふ
迄
も
な
く
武
帝
の
時
代
に
お
け
る
儒
家
思
想
と
國
家
権
力
の
結

　
　
醜
悪
さ
に
樹
す
る
も
の
と
し
て
天
地
山
河
の
自
然
に
瞳
が
向
け
ら
れ
、
　
合
で
あ
ら
う
。
こ
の
結
合
は
儒
家
思
想
の
他
の
諸
思
想
に
野
す
る
勝

　
　
人
間
生
活
に
於
け
る
一
切
の
外
的
な
歪
曲
、
不
當
な
束
縛
が
反
抗
さ
　
　
利
で
あ
る
と
共
に
、
國
家
椹
力
に
封
す
る
儒
家
思
想
の
屈
從
で
も
あ
よ

　
　
れ
、
人
間
の
儒
り
の
な
い
心
情
、
　
自
由
無
碍
な
行
爲
が
讃
美
さ
れ
　
　
つ
た
。
つ
ま
り
儒
家
思
想
は
國
家
椹
力
に
よ
る
保
護
と
猫
占
と
を
保
　
5
4

　
　
る
・
暴
と
は
こ
の
墜
沈
潜
と
安
馨
原
理
で
あ
り
・
高
揚
と
抵
讃
さ
れ
る
代
り
に
、
國
憲
力
に
奉
仕
し
、
そ
の
理
論
を
提
供
す
る
｝

　
　
抗
の
母
胎
で
も
あ
つ
た
。
事
實
ま
た
魏
晋
の
思
想
は
こ
の
様
な
自
然
　
　
と
い
ふ
交
利
の
關
係
で
こ
の
勝
利
を
獲
得
し
た
の
で
あ
つ
た
。
然
し

　
　
の
思
想
を
中
核
と
し
、
魏
晋
人
の
生
活
は
こ
の
様
な
自
然
の
思
想
を
　
＼
如
何
な
る
思
想
も
そ
れ
が
思
想
で
あ
る
限
り
、
理
念
を
も
た
ぬ
も
の

　
　
基
盤
と
し
て
展
開
す
る
。
筍
藁
の
禮
教
的
な
椹
威
や
世
俗
的
債
値
に
　
　
は
な
く
、
ま
し
て
本
來
政
治
倫
理
の
學
と
し
て
展
開
し
た
儒
家
思
想

　
　
樹
す
る
批
判
と
抵
抗
、
王
弼
の
易
・
老
子
を
媒
介
と
す
る
究
寛
的
な
　
　
が
、
い
か
に
國
家
櫻
力
に
奉
仕
す
る
と
は
云
へ
、
自
己
の
政
治
理
念

　
　
る
存
在
へ
の
關
心
、
稽
康
・
院
籍
の
自
己
の
眞
實
の
生
活
へ
の
ひ
た
　
　
を
さ
へ
全
く
放
棄
す
る
事
は
あ
り
得
ぬ
か
ら
、
國
家
樺
力
と
結
合
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ

　
　
む
き
な
追
求
、
郭
象
の
荘
子
的
な
自
由
人
に
よ
る
儒
家
的
聖
人
の
新
　
　
て
以
後
の
儒
家
の
課
題
は
、
既
に
こ
の
結
合
で
主
要
な
役
割
を
演
じ

　
　
し
い
性
格
づ
廿
な
ど
が
何
よ
り
も
良
く
そ
れ
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
し
、
　
た
董
仲
醤
に
於
て
さ
う
で
あ
つ
た
様
に
、
唄
方
に
於
て
國
家
権
力
に

　
　
更
に
魏
晋
人
に
よ
る
感
性
的
な
る
も
の
の
深
化
、
交
學
藝
術
の
自
立
　
　
奉
仕
し
つ
』
、
他
方
に
於
て
現
實
の
椹
力
者
を
制
駅
す
る
事
で
あ
つ



　
　
た
。
経
義
の
整
理
と
そ
の
新
し
仏
理
論
づ
け
が
前
者
の
た
め
の
努
力
　
　
理
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
は
又
一
つ
の
理
念
や
規
範
の
申
に
人
間
の

・
　
で
あ
り
、
災
異
読
の
構
威
が
後
者
の
た
め
の
努
力
で
あ
つ
た
。
い
ば
　
　
多
角
的
な
眞
度
を
歪
曲
し
、
人
間
の
豊
か
な
個
性
と
自
由
な
批
判
を

　
　
ゆ
る
漢
代
の
経
學
が
か
く
し
て
成
立
し
展
開
す
る
。
然
し
學
問
が
國
　
　
拘
束
す
る
形
式
化
固
定
化
の
原
理
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
家
樺
力
に
奉
仕
し
、
理
論
が
政
治
的
手
段
と
さ
れ
る
所
、
そ
こ
に
は
　
　
　
さ
て
、
以
上
私
は
漢
代
の
文
化
と
魏
晋
の
文
化
と
を
極
め
て
概
括
・
，

　
　
自
由
な
批
判
も
眞
理
へ
の
ひ
た
む
き
な
探
求
も
展
開
し
よ
う
が
な
い
。
　
的
に
理
解
し
て
、
爾
者
を
自
然
の
文
化
、
作
爲
の
文
化
と
し
て
特
徴

　
　
殊
に
災
異
読
は
こ
の
思
想
の
旛
ひ
手
で
あ
る
今
文
學
派
が
、
他
學
派
　
　
づ
け
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
今
こ
の
様
な
特
徴
づ
け
が
多
少
の
眞
實
　
　
、

　
　
と
の
抗
宰
の
政
治
的
事
情
な
ど
か
ら
識
緯
読
と
結
合
ず
る
に
及
ん
で
　
　
を
含
む
と
す
る
時
、
一
体
、
こ
の
様
な
漢
代
的
作
爲
の
文
化
が
如
何

　
　
愈
々
挿
秘
的
神
怪
的
な
色
彩
を
濃
く
し
、
途
に
は
全
く
の
迷
信
に
堕
　
　
に
し
て
魏
晋
的
な
自
然
の
丈
化
に
移
行
し
た
か
、
ま
た
こ
の
様
な
推

　
　
し
て
し
ま
ふ
。
漢
代
人
の
思
考
が
こ
の
檬
な
空
疎
な
牽
強
附
會
に
形
　
　
移
も
し
く
は
攣
化
の
根
抵
に
は
如
何
な
る
思
想
史
的
な
必
然
が
あ
り
、
　
｝

　
　
式
化
し
迷
信
化
す
る
時
、
そ
の
生
活
も
亦
承
第
に
生
氣
と
創
造
性
を
　
　
肚
會
的
な
基
盤
が
あ
る
の
か
と
い
ふ
事
が
當
然
問
題
ど
な
る
で
あ
ら
　
5
5
’

　
　
枯
渇
さ
せ
る
。
本
來
強
固
な
規
範
意
識
に
支
へ
ら
れ
た
儒
家
の
禮
教
　
　
う
。
私
が
こ
こ
に
王
充
の
思
想
に
就
い
て
多
少
の
考
察
を
加
へ
て
み
　
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
主
義
が
國
家
樺
力
を
背
景
と
し
て
漸
く
現
實
生
活
を
規
制
し
初
め
る
－
　
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
様
な
問
題
に
答
へ
る
矧
つ
の
手
が
か
り
を

　
　
と
共
に
、
人
間
の
自
由
な
生
活
は
煩
項
な
禮
教
規
範
に
束
縛
せ
ら
れ
、
　
・
彼
の
思
想
の
中
に
求
め
て
見
た
い
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
、

　
　
個
人
の
無
限
な
創
造
性
は
傳
統
的
な
椹
威
の
前
に
窒
息
し
、
途
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
因
襲
と
簸
と
禦
の
中
に
窃
豊
實
な
る
も
の
と
眞
實
な
る
も
　
王
充
は
幕
上
虞
の
人
、
後
漢
の
光
馨
の
建
武
三
年
（
毒
に
、

　
　
の
へ
の
意
欲
を
喪
失
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
琴
る
に
漢
代
の
文
生
れ
、
和
帝
の
永
元
中
（
西
紀
八
九
ー
一
〇
四
）
病
氣
で
家
舞
し
た
。
彼
の
著

　
　
化
は
一
言
に
し
て
審
せ
ぱ
作
爲
の
文
化
で
あ
り
、
作
爲
と
は
一
つ
の
　
　
書
と
し
て
は
、
護
俗
節
義
十
二
篇
、
政
務
書
、
論
衡
八
＋
五
篇
、
養
性

　
　
考
へ
ら
れ
た
理
念
、
作
ら
れ
た
規
範
の
中
に
人
間
と
肚
會
を
秩
序
づ
　
　
書
十
六
篇
が
あ
つ
た
と
云
ふ
が
占
現
在
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
論
衡

麟
け
規
制
せ
ん
と
す
る
人
間
的
書
爲
で
あ
り
、
嚢
的
藩
的
な
原
八
＋
五
篇
（
招
致
篇
を
欠
ぐ
）
だ
け
で
あ
為
。
論
衡
自
紀
篇
、
後
漢
書
本
饗



鵬
　
ど
の
記
事
を
綜
合
し
て
彼
の
思
想
を
考
・
察
す
る
上
に
一
慮
注
目
す
べ
．
　
れ
る
。
ぞ
も
て
こ
の
様
な
細
族
孤
門
の
子
弟
が
、
後
漢
の
士
大
夫
枇

　
　
き
二
一
二
の
黙
を
墨
げ
て
み
る
と
次
の
様
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
會
に
交
は
る
時
、
ど
の
様
な
目
で
迎
へ
ら
れ
る
か
は
、
彼
の
著
述
を

　
　
　
第
一
は
彼
の
性
格
の
孤
猫
性
．
非
安
協
性
で
あ
る
。
彼
は
生
れ
つ
　
　
　
「
組
先
が
緑
で
な
し
で
家
に
學
問
の
下
地
も
な
い
奴
が
、
如
何
に

　
　
き
孤
響
愛
し
て
世
俗
と
交
は
る
妻
好
享
、
特
に
當
時
の
讐
立
婆
著
作
を
し
た
と
こ
ろ
で
何
に
な
る
も
の
か
。
」
（
灘
磯

　
　
の
朋
箆
周
の
風
謬
は
巽
反
肇
抱
い
天
と
筍
も
交
は
る
事
徹
燕
購
膿
瓢
購
蟻
之
）
と
嵯
鍵
、
憂
異
妖
怪
L
だ
と
饗

　
　
を
せ
す
、
名
を
微
め
す
富
貴
を
慕
は
す
、
專
ら
著
述
に
從
事
し
た
が
　
　
し
た
そ
の
露
骨
な
侮
蔑
の
中
に
最
も
よ
く
窺
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
彼

　
　
彼
の
こ
の
様
な
世
俗
と
安
協
出
來
な
い
性
格
は
、
恐
ら
く
父
租
の
血
　
　
・
が
孤
猫
を
愛
し
、
榮
達
を
廟
は
す
、
或
は
君
子
の
理
想
を
述
べ
て
、

　
　
を
受
け
纒
い
だ
も
の
で
あ
ら
う
。
彼
の
曾
姐
父
や
父
、
伯
父
ぱ
何
れ
　
　
「
清
節
自
ら
守
つ
て
廣
く
結
從
せ
す
、
行
操
ま
す
ま
す
清
く
し
て
交

　
　
も
．
勇
に
し
て
氣
に
任
じ
、
人
と
不
揆
」
で
、
辱
土
地
の
有
力
者
は
る
套
す
享
鮮
し
。
L
（
講
瑞
篇
）
と
述
べ
て
ゐ
る
め
も
．
彼
の
籍
｝

　
　
と
事
を
構
べ
て
は
、
怨
離
を
避
け
て
一
家
軽
再
と
住
居
を
移
し
た
と
　
　
や
生
活
態
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
さ
う
考
へ
さ
う
す
る
事
　
5
6

　
　
い
ふ
。
尤
も
王
充
自
身
は
そ
れ
に
懲
り
た
の
か
、
努
め
て
他
人
と
評
　
　
を
絵
儀
な
く
さ
れ
た
彼
の
出
自
の
卑
し
さ
・
肚
會
的
な
孤
立
を
物
語
　
～

　
　
ふ
こ
と
を
遜
け
、
不
當
な
侮
辱
に
封
し
て
さ
へ
癬
解
も
し
な
か
つ
た
　
　
つ
て
ゐ
る
と
も
見
る
事
が
出
來
よ
う
。

　
　
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
然
し
そ
の
自
制
の
底
に
こ
そ
寧
ろ
彼
に
於
て
内
　
，
　
第
三
は
、
彼
が
青
年
時
代
の
勲
年
間
を
都
で
過
し
て
ゐ
る
他
は

　
　
面
化
さ
れ
た
釜
の
不
揆
性
を
見
る
事
奮
來
よ
う
。
－
　
　
（
黄
暉
の
年
譜
で
は
此
の
時
期
を
二
十
八
才
か
ら
三
十
三
才
迄
と
す
る
。
）
、
ナ
つ
と
都
を
遠
く
灘
れ
た
幕

　
　
　
第
二
は
彼
が
「
細
族
孤
門
」
の
出
身
者
で
あ
り
、
世
間
的
に
は
極
　
　
地
方
で
生
活
し
、
彼
の
著
述
も
殆
ん
ど
こ
の
纒
里
で
筆
が
執
ら
れ
て

　
　
め
て
不
遇
な
生
活
を
過
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
彼
の
組
先
ぱ
も
と
　
　
ゐ
る
事
で
あ
る
。
こ
の
事
に
當
時
に
於
て
は
相
當
重
要
な
意
味
、
を
も

　
　
ズ
く
軍
功
に
よ
つ
て
會
稽
の
陽
亭
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
、
幾
何
も
な
く
　
　
つ
で
あ
ら
う
。
印
ち
、
當
時
の
學
問
は
首
都
を
中
心
と
し
た
學
問
で

　
　
領
地
を
失
ひ
、
そ
れ
以
後
は
そ
の
地
に
土
着
し
て
農
桑
を
業
と
し
、
　
　
あ
り
、
そ
の
學
問
は
い
は
ゆ
る
利
緑
の
學
で
、
い
ろ
い
ろ
の
鮎
に
於

　
　
組
父
の
代
に
は
鐘
唐
縣
に
移
佳
し
て
頁
販
を
事
と
し
て
ゐ
た
と
云
は
　
　
て
政
治
的
制
約
を
冤
れ
す
、
學
問
が
學
問
そ
れ
自
体
の
自
主
性
に
於



　
　
て
存
在
す
る
事
は
困
難
で
あ
つ
た
。
從
つ
て
王
充
が
こ
の
様
な
政
治
　
　
楊
雄
は
古
丈
學
者
と
し
て
ど
ち
ら
か
と
云
へ
ば
識
緯
思
想
の
色
彩
の

　
　
的
制
約
を
屯
た
な
い
會
稽
の
地
方
で
、
し
か
も
利
緑
の
念
を
断
つ
た
　
　
少
い
學
者
・
で
あ
り
、
か
の
光
武
帝
の
識
緯
癖
を
誘
っ
て
不
興
を
買
っ

　
　
自
由
な
立
場
に
在
つ
た
事
は
、
彼
の
思
想
を
考
へ
る
上
に
か
な
り
重
　
　
た
桓
輝
と
も
學
問
的
な
つ
な
が
り
が
考
へ
ら
れ
る
か
ら
、
王
充
の
學

　
　
要
な
意
味
を
も
つ
と
思
は
れ
る
。
な
ほ
、
彼
の
鰹
里
が
會
稽
で
あ
つ
　
　
問
に
と
つ
て
、
楊
雄
・
班
彪
・
桓
課
は
相
當
影
響
力
を
も
つ
た
存
在
で

　
　
た
事
は
、
此
の
地
方
が
纂
、
海
塩
．
銅
山
に
よ
る
工
業
嚢
の
申
あ
つ
た
ら
う
。
（
王
充
が
論
衡
の
中
で
楊
雄
・
桓
諌
に
極
め
て
高
い
評
便
を
輿
へ
て
ゐ
る
こ
と
も
之
と
思
ひ
合
さ
れ
る
。
）
と
こ

　
　
心
地
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
経
濟
力
を
背
景
と
し
て
呉
楚
七
國
の
齪
　
　
ろ
で
こ
こ
に
も
う
「
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
楊
雄
が
古
文
學
者
で
あ

　
　
以
來
屡
々
叛
鑑
が
起
さ
れ
、
必
す
し
も
申
央
日
璽
的
で
な
い
批
判
と
　
　
る
と
共
に
、
－
太
玄
経
や
僻
賦
の
作
品
に
よ
つ
て
も
明
か
な
様
に
、
道

　
　
叛
逆
の
傳
統
が
流
れ
て
ゐ
た
事
を
思
へ
ば
、
そ
の
様
な
風
土
的
環
境
　
　
家
の
思
想
と
關
連
を
も
ち
、
更
に
桓
課
が
荘
子
の
思
想
に
關
心
を
竜

　
　 ｪ

彼
の
思
想
形
盛
何
ら
か
の
影
響
の
あ
つ
た
薯
雇
考
慮
さ
れ
つ
て
ゐ
た
事
で
あ
る
。
（
漢
書
叙
傳
の
桓
諌
が
斑
嗣
に
蕪
子
の
借
用
を
請
う
た
話
及
び
弘
明
集
巻
五
の
薪
論
形
神
の
文
を
参
照
）
購

て
良
い
で
あ
ら
う
．
　
　
　
　
　
そ
し
て
こ
の
事
を
彼
の
纒
里
籍
が
笙
義
難
煎
難
2

　
　
　
最
箆
彼
の
學
問
の
系
譜
で
あ
る
が
、
後
漢
書
本
傳
及
び
禦
書
誹
犠
論
纒
穫
麺
耀
）
薯
潮
つ
て
は
准
蜜
（
磯
斌
雁

　
　
に
よ
れ
ば
、
彼
は
都
洛
陽
で
班
彪
に
師
事
し
た
と
云
ひ
、
叉
謝
承
書
魏
揃
配
聾
」
）
の
治
所
に
近
く
、
璽
が
何
れ
毒
老
襲
の

　
　
（
後
漢
書
班
固
傳
注
引
）
に
は
、
班
彪
を
訪
れ
た
王
充
が
、
當
時
＋
三
歳
で
あ
つ
肇
好
み
、
此
の
派
の
馨
を
多
撃
の
門
下
藁
め
て
ゐ
た
事
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
か
わ

　
　
た
班
固
を
見
て
、
こ
の
子
は
將
來
必
す
や
漢
事
を
記
す
で
あ
ら
う
と
、
　
思
ひ
合
せ
る
と
、
彼
の
學
問
に
道
家
の
思
想
が
何
ら
か
の
關
り
を
も

　
　
父
の
班
彪
に
豫
言
し
た
と
い
ふ
話
を
載
せ
て
ゐ
渇
。
尤
も
班
固
を
見
　
　
つ
た
で
あ
ら
う
事
は
當
然
豫
想
さ
れ
て
良
い
で
あ
ら
う
。
要
す
る
に

　
　
て
委
の
記
事
は
、
既
に
轟
も
鶉
し
て
ゐ
る
捲
、
署
と
し
王
充
の
學
問
は
、
幼
年
時
代
の
論
語
・
薯
の
認
藁
鮪
紀
）
に
始
ま

　
　
て
は
極
め
て
疑
は
し
い
が
、
と
も
か
く
、
王
充
が
班
彪
父
子
と
か
な
　
　
り
、
青
年
時
代
の
遊
學
に
よ
る
首
都
の
碩
學
達
を
通
じ
て
の
諸
経
義

　
　
り
密
接
な
學
問
的
交
渉
を
も
つ
て
ゐ
た
事
は
信
じ
ら
れ
て
良
い
で
あ
　
　
の
講
究
に
ょ
つ
て
形
成
さ
れ
た
い
は
ゆ
る
経
學
で
あ
る
が
、
た
だ
彼

卿
　
ら
う
。
そ
し
て
漢
書
叙
傳
に
よ
る
と
、
班
彪
は
楊
雄
と
交
り
を
も
ち
、
　
は
麗
・
に
経
書
だ
け
で
な
く
衆
流
百
家
の
言
を
博
覧
し
て
、
そ
0
學
問



鵬
　
は
雑
家
的
な
性
格
を
さ
へ
帯
び
、
特
に
道
家
の
思
想
乏
は
い
ろ
い
ろ
　
　
ひ
ら
れ
ぬ
た
め
に
論
衡
の
書
を
造
つ
て
輕
重
の
言
を
錘
し
眞
儒
の
亭

　
　
姦
に
於
義
近
性
を
も
ち
得
る
羅
に
あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
事
を
立
て
た
…
L
（
鰯
作
）
と
一
否
、
．
論
衡
は
世
俗
の
書
に
就
き
其
の

　
　
は
王
充
の
思
想
を
考
察
す
る
上
に
嘱
慮
注
目
に
債
す
る
と
思
は
れ
る
　
　
眞
儒
を
訂
し
其
の
實
盧
を
辮
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
俗
傳
が
人
を
惑

　
　
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
し
、
儒
書
が
世
に
は
び
こ
り
、
是
非
眞
儒
の
顛
倒
す
る
の
を
見
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
　
　
　
　
ね
混
の
書
を
著
し
た
L
（
鮒
作
）
と
も
一
吾
て
ゐ
る
が
、
要
す
る
に

　
　
　
さ
て
以
上
私
は
王
充
の
思
想
形
成
の
背
景
な
い
し
環
境
に
關
し
て
　
　
そ
れ
は
當
時
の
杜
會
に
於
け
る
一
切
の
盧
儒
を
却
け
、
眞
實
な
る
も

　
　
特
に
注
目
さ
れ
る
二
三
の
黙
を
墨
げ
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
　
　
の
を
追
求
す
る
事
で
あ
つ
た
。
彼
は
「
儒
書
俗
文
の
多
く
實
誠
で
な

　
　
轤
ﾎ
こ
の
墜
背
景
な
い
し
羅
の
上
に
形
馨
れ
た
王
充
の
思
想
い
の
を
傷
ん
で
」
（
自
紀
篇
）
鶉
茎
日
い
た
が
、
そ
の
彼
は
舅
る
も

　
　
は
如
何
な
る
内
容
を
も
ち
如
何
な
る
黙
で
特
質
を
も
つ
の
で
あ
ら
う
　
　
の
、
俗
な
る
も
の
に
抑
へ
切
れ
な
い
憎
悪
を
感
じ
、
實
な
る
も
の
、
　
一

　
　
か
。
既
に
述
べ
た
如
く
、
王
充
の
著
作
の
内
、
現
在
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
　
　
誠
な
る
も
の
に
ひ
た
む
き
な
憧
憬
を
寄
せ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
　
5
8

　
　
る
の
は
鵜
八
＋
蕎
だ
け
で
あ
る
か
ら
・
彼
の
思
想
を
具
体
盟
自
己
の
生
き
る
現
羅
會
の
世
俗
的
な
る
も
の
を
直
礁
・
そ
の
世
一

　
　
知
る
た
め
に
は
、
此
の
書
は
唯
｝
の
資
料
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
俗
性
に
叛
逆
す
る
と
共
に
、
現
實
肚
會
を
批
判
し
つ
つ
、
肚
會
と
財

　
　
　
論
衡
著
述
の
目
的
に
關
し
て
は
、
王
充
自
身
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
で
　
　
己
と
に
翼
實
な
る
も
の
を
追
求
し
た
。
論
衡
は
王
充
に
於
て
眞
實
追

　
　
読
明
し
て
ゐ
る
が
、
侠
文
篇
に
「
詩
三
百
、
一
言
に
し
て
之
を
蔽
へ
ば
　
　
求
の
書
で
あ
り
、
世
俗
批
判
の
書
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
論
衡
を
一

　
　
思
邪
な
し
と
日
は
ん
。
論
衡
の
讐
（
原
文
は
＋
に
作
る
。
）
を
以
藪
ふ
る
も
貫
す
る
も
の
は
王
充
の
激
し
い
批
判
の
糠
で
あ
つ
た
。

　
　
亦
ご
言
す
れ
ば
虚
妄
を
疾
む
と
日
は
ん
。
」
と
い
ふ
の
が
最
も
よ
く
そ
　
　
彼
の
批
判
の
封
象
、
換
言
す
れ
ば
論
衡
の
内
容
は
大
き
く
分
つ
て

　
　
れ
を
表
現
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
彼
は
更
に
之
を
読
明
し
て
「
衆
書
　
　
六
つ
乏
す
る
事
が
出
來
よ
う
。
第
｝
は
當
時
の
學
界
を
風
靡
し
た
識

　
　
並
び
に
實
を
失
ひ
、
虚
妄
の
言
が
眞
美
に
勝
ち
、
盧
妄
の
言
の
拙
け
　
　
緯
思
想
I
l
天
人
感
鷹
の
理
論
及
び
そ
れ
に
本
つ
く
災
異
読
の
批
判

　
　
ら
れ
ぬ
限
り
華
文
が
跡
を
た
た
す
、
華
峯
氾
濫
す
れ
ば
實
事
が
用
　
で
あ
り
、
第
こ
は
入
聞
と
脚
（
鬼
肺
）
と
の
問
題
に
關
す
る
迷
妄
一



　
　
i
迷
信
と
禁
忌
と
の
批
判
で
あ
り
、
第
三
は
人
間
存
在
の
本
質
に
關
－
．
無
爲
無
事
L
（
駈
嶺
雄
仔
綴
備
・
）
の
自
然
で
あ
る
事
轟
調
す

　
　
す
る
惑
読
の
、
第
四
は
耐
會
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
評
債
に
謝
す
　
　
る
。
天
は
意
志
な
く
意
欲
な
き
全
く
の
物
理
的
存
在
に
他
な
ら
ぬ
か

　
　
る
謬
見
の
、
第
五
は
人
間
の
歴
史
に
就
て
の
誤
れ
る
見
解
の
批
判
で
　
　
ら
、
天
と
萬
物
と
の
間
に
は
何
ら
有
機
的
な
關
係
は
存
在
し
得
な
い
。

　
　
あ
り
、
最
後
は
人
間
の
傳
読
記
録
の
誤
謬
性
に
封
す
る
批
判
で
あ
る
。
　
天
は
自
己
自
身
の
必
然
性
に
よ
つ
て
蓮
行
し
、
萬
物
は
自
己
自
身
の

　
　
彼
は
こ
れ
ら
の
宇
宙
、
神
、
人
間
、
歴
史
、
傳
読
な
ど
に
關
す
る
唱
　
　
必
然
性
に
よ
つ
て
生
成
し
存
在
す
る
。
そ
れ
は
恰
も
夫
婦
の
生
理
的

　
　
切
の
震
と
誤
謬
と
不
合
理
と
を
い
は
ゆ
る
数
璽
櫨
癩
的
）
毒
げ
な
必
然
に
よ
つ
て
子
供
が
生
ま
れ
る
様
な
も
の
で
あ
つ
て
、
何
人
も

　
　
て
批
判
し
、
そ
れ
ら
ガ
何
れ
も
眞
理
と
眞
實
を
蔽
ふ
根
擦
の
な
い
惑
　
　
子
供
を
産
ま
う
と
意
欲
し
て
子
供
が
産
ま
れ
る
の
で
な
い
の
と
同
じ

　
　

ﾐ
で
あ
蕩
以
を
藩
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
（
齢
罐
議
銑
で
あ
る
。
（
妖
難
磨
鵠
韓
賠
矯
酸
舞
遷
穣
蟹
堀
獣

　
　蛹
U
輪
）
と
こ
ろ
で
此
の
場
合
、
王
充
の
あ
墜
批
禦
そ
の
雛
離
顯
騰
蘇
蘇
傾
）
彼
警
た
道
家
の
無
爲
暴
の
教
｛

　
　
根
抵
に
於
て
支
へ
て
ゐ
「
る
思
想
は
ど
の
様
な
も
の
で
あ
ら
う
か
。
　
　
　
に
則
つ
て
理
想
的
な
政
治
を
行
つ
た
と
去
は
れ
る
漢
の
曹
参
、
汲
羅
　
5
9

　
　 @
論
衡
八
＋
蕎
の
内
・
笙
の
部
分
を
な
蓄
の
は
・
蓋
・
謎
な
ど
を
蕪
と
し
て
・
天
が
彼
等
の
無
爲
の
威
徳
に
及
ぱ
馨
は
な
｛

　
　
告
・
攣
動
・
感
類
・
明
雰
・
順
鼓
・
齪
龍
・
遭
虎
・
商
贔
な
ど
の
諸
　
　
い
か
ら
、
天
は
無
爲
で
あ
り
自
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
或
は

　
　
篇
で
あ
る
が
、
今
こ
れ
ら
の
諸
篇
の
天
人
感
憲
及
び
災
異
の
思
想
に
　
　
天
が
果
し
て
災
異
に
よ
つ
て
君
主
を
謎
告
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
天
は

　
　
封
す
る
彼
の
批
判
を
支
へ
て
ゐ
る
思
想
を
求
め
る
な
ら
ば
、
我
姦
　
初
め
か
ら
謎
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
様
な
凡
庸
な
人
聞
を
君
主
に
す

　
　
そ
れ
が
要
す
る
に
自
然
篇
の
思
想
で
あ
る
事
に
氣
付
く
で
あ
ら
う
。
．
　
る
筈
が
な
い
か
ら
、
・
天
の
謎
告
は
あ
り
得
な
い
と
も
論
じ
て
、
天
の

　
　
と
こ
ろ
で
自
然
篇
め
思
想
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
自
然
篇
の
思
想
　
　
無
爲
自
然
で
あ
る
事
を
重
ね
て
強
調
す
る
。
か
く
て
彼
は
昔
の
聖
天

　
　
の
根
抵
を
な
す
も
の
は
、
彼
自
身
言
つ
て
ゐ
る
様
に
、
道
家
の
思
想
　
　
子
と
云
は
れ
る
黄
帝
発
舜
は
何
れ
も
天
の
無
爲
に
則
つ
て
無
爲
自
然

　
　
で
あ
る
。
彼
は
天
人
感
態
な
い
し
災
異
の
読
が
全
く
根
撮
の
な
い
謬
　
　
の
政
治
を
行
つ
た
も
の
で
あ
り
、
　
「
そ
の
身
中
は
悟
澹
、
其
の
治
は

脚
　
妄
で
あ
る
事
を
論
破
す
る
た
め
に
、
先
づ
天
が
意
志
な
く
意
欲
な
き
　
　
無
爲
で
、
身
を
正
し
、
己
を
恭
し
く
す
る
か
ら
陰
陽
自
ら
和
し
、
爲



4
0
@
す
に
無
心
で
あ
り
、
生
す
る
に
無
意
で
あ
る
か
ら
、
萬
物
は
自
ら
化
　
　
に
よ
つ
て
出
莞
舜
孔
子
の
儒
家
的
聖
人
を
性
格
づ
け
て
ゐ
る
事
に
注
目
畠
，

5　
　
育
し
生
成
す
る
。
」
と
述
べ
て
、
論
語
や
易
な
ど
の
文
を
引
用
し
つ
　
　
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
つ
、
聖
人
を
無
爲
自
然
の
体
得
者
と
し
て
性
格
づ
け
、
最
後
に
聖
人
　
　
　
論
衡
の
第
二
の
部
分
に
あ
た
る
の
は
、
論
死
．
死
儒
♂
紀
妖
．
訂

　
　
の
無
爲
自
然
の
政
治
を
老
子
の
「
禮
は
忠
信
の
薄
液
し
て
齪
の
首
な
　
　
鬼
・
言
毒
・
薄
葬
．
祀
義
．
祭
意
等
の
諸
篇
及
び
四
諦
以
下
解
除
に

　
　
閨
B
」
（
第
三
十
八
章
）
華
の
、
君
臣
は
治
に
湘
忘
れ
、
魚
は
水
箱
忘
至
る
八
篇
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
蕎
に
書
る
王
充
の
人
間
と
鬼
、

　
　
驕
B
」
（
大
宗
師
篇
）
「
孔
子
、
顔
響
謂
つ
て
曰
く
、
吾
の
汝
旛
ふ
も
忘
蓼
問
題
に
關
す
る
批
判
の
軽
を
な
し
て
ゐ
る
思
想
は
、
要
す
る

　
　
れ
、
汝
の
我
に
服
ふ
も
忘
れ
よ
。
」
（
鍵
．
三
皇
の
時
、
坐
す
薯
藷
死
篇
の
思
想
と
見
る
豪
出
來
よ
う
。
論
死
篇
は
人
間
が
死
ん

　
　
ﾍ
季
た
り
。
行
く
套
居
居
た
り
。
L
（
肇
窒
引
用
し
つ
つ
読
で
轟
と
な
り
、
箋
作
用
を
も
ち
、
笑
に
響
姦
へ
る
と
す

　
　
明
し
、
こ
の
様
な
「
徳
厚
く
し
て
下
そ
の
上
に
當
り
、
上
そ
の
下
に
　
　
る
當
時
の
俗
信
を
論
破
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
場
合
、
入
　
　
一

　
　
安
ん
す
る
純
蒙
無
爲
な
る
道
家
」
の
世
界
に
於
て
は
、
天
の
謎
告
な
　
　
間
の
生
死
の
現
象
を
氣
の
聚
散
に
よ
つ
て
読
明
す
る
。
　
　
　
，
　
　
6
0

　
　
ﾇ
あ
る
筈
が
な
い
と
結
論
す
る
・
琴
詮
自
餐
の
懸
は
・
天
　
，
人
案
だ
生
ぜ
ざ
る
や
元
氣
の
中
に
奮
．
既
髭
す
れ
ば
元
塾
復
｝

　
　
n
の
蓮
行
を
；
の
自
然
と
見
、
そ
れ
は
自
然
で
あ
る
讐
、
悪
讐
獣
篇
騨
難
毅
饒
け
矯
麟
撫
夢

　
　
も
感
畳
も
も
た
な
い
全
く
の
物
理
的
な
存
在
に
す
ぎ
す
、
そ
こ
に
は
　
　
　
り
v
氣
凝
り
て
人
と
な
る
。
氷
繹
け
て
水
と
な
り
、
人
死
し
て
紳
（
氣
）
に

　
　
ﾚ
的
的
な
意
志
や
倫
理
的
な
橿
意
繋
ど
あ
り
得
る
筈
が
な
い
・
　
讐
。
（
繍
死
）

　
　
い
は
ゆ
る
天
は
無
爲
自
烈
で
あ
つ
て
、
無
爲
自
然
の
天
が
災
異
に
よ
　
　
　
王
充
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
生
死
は
氣
の
聚
散
に
他
な
ら
な
い
。
生

　
㌧
つ
て
君
主
の
行
爲
を
認
告
す
る
な
ど
乏
い
ふ
の
は
、
荒
唐
無
稽
も
甚
　
　
と
は
陰
陽
の
氣
が
形
（
肉
体
）
と
結
合
す
る
事
で
あ
り
、
死
と
は
そ
の

　
　
だ
し
い
と
王
充
は
考
へ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
我
々
は
王
充
が
天
の
　
　
結
合
が
形
の
敗
壌
に
よ
つ
て
解
消
し
、
も
と
の
氣
に
露
る
事
で
あ
る
。

　
　
概
念
を
道
家
の
思
想
－
無
爲
自
然
ー
に
よ
つ
て
読
明
し
、
論
語
　
　
そ
し
て
人
間
の
知
畳
作
用
は
氣
に
よ
つ
て
行
は
れ
る
が
、
「
氣
は
形
を

　
　
　
易
な
ど
の
欝
の
文
姦
り
所
と
し
つ
つ
も
、
叢
の
無
爲
自
然
撫
つ
て
智
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、
形
が
消
撃
れ
ば
、
饗
作
用
も



　
　
　
同
時
に
治
滅
す
る
。
從
つ
て
死
人
の
精
が
鬼
神
と
な
る
と
か
、
死
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　 @
が
麗
作
用
を
も
つ
と
か
い
ふ
事
は
あ
り
得
す
・
ま
し
星
人
を
傷
こ
こ
で
は
人
間
の
崖
、
本
性
．
羅
．
運
命
な
ど
論
存
在
の
本

、
　
害
す
る
と
い
ふ
が
如
き
茎
く
馨
の
な
い
迷
信
で
あ
り
・
死
者
の
質
に
關
す
る
問
題
叢
り
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
は
元
氣
を
天
に
稟
け
、
各
々
壽
天
の
命
．
あ
り
、
以
て
長
短
の
形
を
立

　
　
　
祭
祀
も
鬼
神
を
野
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
生
人
の
倫
理
的
な
問
題
　
　
　
つ
。
…
…
器
形
す
で
に
成
れ
ば
小
大
す
べ
か
ら
す
・
人
体
既
に
定
ま
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
　
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
注
目
さ
れ
る
の
は
論
死
　
　
　
　
櫓
減
す
べ
か
ら
す
。
氣
を
用
っ
て
性
と
爲
し
、
性
成
り
て
命
定
り
、
体
氣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
形
骸
と
相
抱
き
、
生
死
は
期
節
と
相
須
つ
。
形
は
鍵
化
す
ぺ
か
ら
す
。

　
　@
縫
鹸
檬
剰
纂
剰
纏
眺
鞠
鰻
饒
超
慰
錘
天
間
と
な
る
の
で
あ
る
葦

　
　 @
人
間
は
氣
を
陰
陽
に
受
け
、
（
鰍
水
）
氣
饗
て
形
と
な
り
、
（
雛
樂
）
の
場
合
・
形
と
性
（
才
）
と
命
と
を
同
時
旨
然
と
し
藁
け
る
・
形
に

　
　
　
生
と
は
氣
の
聚
り
で
あ
り
、
死
と
は
氣
が
散
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
　
　
は
大
小
長
短
等
の
差
が
あ
り
、
性
（
才
）
に
は
賢
愚
善
悪
の
別
が
あ
り
、
　
｝

　
　

@
（ m

北
遊
篇
）
王
充
も
亦
こ
の
墜
華
的
な
氣
の
慧
に
よ
つ
て
生
と
死
命
に
は
吉
凶
蝸
嚢
賎
壽
天
の
相
異
が
あ
る
が
・
こ
れ
ら
は
何
れ
も
飢

　
　 @
の
問
題
、
人
間
と
轟
の
問
題
を
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
人
間
が
そ
の
生
誕
の
際
に
自
然
の
氣
（
元
氣
）
を
ど
の
様
藁
け
る
か
覧

　
　
　
彼
が
人
間
の
生
死
を
氷
の
凝
繹
に
よ
つ
て
読
明
し
、
陰
陽
の
氣
の
愛
　
ー
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
。
帥
ち
自
然
の
氣
を
稟
け
る
こ
と
の
厚
薄
多
少

　
　
　
化
と
し
て
理
解
す
る
時
、
そ
こ
に
は
人
間
存
在
を
一
つ
の
自
然
と
し
　
－
に
よ
つ
て
性
の
賢
愚
善
悪
が
決
定
さ
れ
、
性
を
稟
け
る
と
同
時
に
命

　
　
　
て
見
、
人
間
の
生
死
を
唄
つ
の
自
然
と
し
て
見
る
老
荘
的
な
自
然
の
　
　
を
稟
け
る
。
命
と
性
と
は
同
時
に
賦
與
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
先
づ

　
　
　
思
想
が
彼
に
於
て
容
易
に
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
自
然
篇
の
懸
性
を
受
け
て
然
る
後
命
を
受
け
る
の
で
は
な
い
。
（
藩
隷
鰯
醗
・

　
　
　
を
支
へ
る
も
の
が
老
荘
の
無
爲
自
然
で
あ
つ
た
誉
、
論
死
篇
の
思
饒
唾
）
と
こ
ろ
で
性
と
命
と
が
同
時
旨
然
と
し
て
賦
与
さ
れ
る
歯

　
　
　
想
の
根
抵
に
あ
る
も
の
は
蕪
子
的
な
氣
の
思
想
で
あ
つ
た
。
　
　
　
　
　
の
で
あ
る
限
り
、
人
間
の
賢
愚
善
悪
と
人
間
の
富
貴
貧
賎
、
吉
凶
蝸

　
　
　
　
論
衡
の
う
ち
第
三
の
部
分
を
な
す
も
の
は
、
巻
頭
の
逢
遇
・
累
害
　
　
幅
と
ば
本
來
別
の
も
の
で
、
賢
善
な
る
者
必
す
し
も
富
貴
と
な
ら
す
、

　
ユ

　
5
4
　
　
・
命
緑
・
氣
壽
か
ら
初
稟
・
本
性
・
物
勢
に
至
る
諸
篇
で
あ
る
が
、
　
　
貧
賎
な
る
も
の
必
す
し
も
愚
悪
だ
と
は
云
へ
な
い
。
つ
ま
り
人
間
の



姶
嘱
輻
を
決
め
る
も
の
は
、
彼
が
賢
で
あ
る
か
撃
あ
る
か
で
は
な
し
　
つ
て
を
り
、
蓮
命
を
自
然
と
し
て
理
解
し
、
性
を
自
然
の
氣
に
よ
つ

5　
　
に
、
彼
が
時
に
遇
ふ
か
遇
は
な
い
か
で
あ
り
、
人
間
の
吉
凶
を
決
め
　
　
て
読
明
す
る
彼
の
思
想
的
立
場
も
、
老
蕪
の
そ
れ
と
相
通
す
る
も
の

　
　
る
も
の
は
、
彼
が
自
然
と
し
て
受
け
た
「
命
」
に
よ
る
の
で
あ
る
。
　
　
で
あ
る
事
で
あ
る
。
尤
も
彼
は
人
間
の
性
を
氣
に
よ
つ
て
読
明
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
そ
し
て
遇
と
は
「
求
め
す
し
て
自
ら
至
り
、
作
さ
す
し
て
自
ら
成
る
　
　
唄
つ
の
自
然
と
し
て
理
解
は
し
つ
つ
も
、
老
荘
の
如
く
そ
の
自
然
を

　
　
こ
と
」
で
あ
り
、
自
然
と
は
「
人
の
力
の
如
何
と
も
す
る
事
の
出
來
　
　
絶
封
の
も
の
と
し
て
一
切
の
人
爲
的
な
努
力
を
必
す
し
も
否
定
は
せ

　
　

ﾊ
も
の
、
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
士
．
凶
蝸
幅
茎
く
時
と
會
に
塑
ナ
、
．
人
の
善
悪
は
亦
誉
在
り
。
響
性
の
み
に
在
象
。
」
（
肇

　
　
さ
れ
る
と
い
ふ
外
な
い
。
「
命
は
則
ち
勉
む
可
ら
す
、
時
は
則
ち
力
む
　
　
と
教
と
學
と
の
意
義
を
一
方
で
は
肯
定
し
、
ま
た
命
を
天
と
し
、
自

　
　 ﾂ

皐
。
響
こ
れ
美
に
辱
。
」
（
命
緑
篇
）
ー
馨
口
す
れ
ば
、
士
口
．
然
と
し
垂
解
し
つ
つ
も
、
そ
の
天
や
自
然
を
星
と
結
び
つ
け
、
人

　
　 ･

羅
は
天
で
あ
り
、
自
然
な
の
で
あ
る
。
（
命
、
自
然
之
道
也
ー
偶
會
篇
）
か
く
て
問
の
富
貴
趨
が
星
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
る
と
案
奇
餐
読
明
を
一

　
　

､
充
は
人
聞
の
徳
（
才
性
行
）
と
幅
（
鵬
難
）
の
矛
盾
の
問
題
の
藁
も
加
へ
て
ゐ
る
が
、
と
も
か
く
彼
が
人
間
の
吉
凶
魍
嘱
、
富
萎
賎
6
2

　
　
ｩ
ら
、
更
に
人
間
の
運
命
、
人
間
の
本
性
に
關
し
て
考
察
を
進
め
、
剛
を
時
と
命
と
に
於
て
把
握
し
、
こ
の
墜
時
と
命
の
中
維
會
の
矛
＝

　
　
周
知
の
如
く
命
を
強
弱
壽
天
の
命
と
所
當
燭
値
の
命
と
に
分
ち
、
性
　
　
盾
と
人
闇
の
苦
悩
と
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
意
圖
は
充
分
注
目
さ
れ

　
　
�
{
來
善
な
る
も
の
（
中
人
以
上
）
、
本
來
悪
な
る
も
轟
杁
）
と
慧
混
す
て
良
か
ら
う
。
そ
し
て
こ
の
墜
彼
の
時
命
の
思
轡
差
に
老
荘

　
　
驍
烽
ﾌ
（
中
人
）
の
三
つ
券
ち
、
該
博
な
費
的
知
識
で
裏
づ
け
？
的
で
あ
り
、
た
だ
彼
は
そ
れ
を
孔
子
の
中
に
読
明
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ

　
　
興
味
あ
る
論
議
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
そ
の
具
体
的
な
内
　
　
な
い
の
で
あ
る
。

　
　 e

に
關
し
て
は
今
の
場
合
省
略
す
る
。
（
既
に
先
人
の
論
考
が
幾
つ
か
登
表
さ
れ
て
ゐ
る
Q
）
た
、
論
衡
の
第
四
の
部
分
、
印
ち
人
間
の
便
健
關
す
る
世
俗
的
な
謬

　
　
だ
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
王
充
の
彊
命
論
が
直
接
的
に
は
孔
子
の
　
　
見
を
批
判
し
た
も
の
と
し
て
は
、
答
俵
・
程
材
以
下
歌
留
に
至
る
八
篇

　
　
「
死
生
有
命
、
富
貴
在
天
」
の
語
を
擦
り
所
と
し
つ
つ
、
そ
の
解
繹
　
　
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
王
充
の
有
名
な
文
吏
⊥
儒
生
－
通
人

　
　
に
於
て
は
荘
子
的
な
時
命
の
思
想
と
殆
ん
ど
同
じ
思
想
的
立
場
に
立
　
　
，
ー
文
儒
i
鴻
儒
と
い
ふ
人
間
の
便
値
に
關
す
る
五
段
階
読
が
主
張
さ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
れ
て
ゐ
る
・
と
こ
ろ
で
王
充
の
こ
の
様
な
人
間
の
債
値
に
關
す
る
見
讐
弄
び
、
老
幸
芸
れ
て
は
將
亟
養
り
、
亘
位
に
在
れ
・
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
ど

　
　
解
を
支
へ
て
ゐ
る
思
想
は
何
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
當
時
の
枇
會
に
　
　
ぱ
鮮
冠
利
剣
し
、
一
歳
職
を
典
れ
ば
田
宅
を
井
象
す
る
」
俗
吏
の
横

　
　
お
け
る
實
利
主
義
に
封
す
る
彼
の
批
判
と
反
撃
に
他
な
ら
な
い
。
こ
　
　
暴
と
そ
の
勢
力
を
培
ふ
肚
會
の
機
構
と
に
激
し
い
憤
り
を
感
じ
、
彼

　
　
の
事
は
儒
生
ど
丈
吏
、
つ
ま
り
、
教
養
人
と
事
務
人
と
の
優
劣
を
種
　
　
等
の
世
俗
性
に
抑
へ
切
れ
な
い
憎
悪
を
抱
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
儒

　
　
々
の
観
黙
か
ら
比
較
商
量
し
た
程
材
篇
と
量
知
篇
の
内
容
を
楡
討
す
　
　
生
と
文
吏
と
を
比
較
し
て
教
養
人
の
事
務
人
に
封
ず
る
優
越
を
主
張

　
　
れ
ば
雇
明
か
と
な
る
で
あ
ら
う
・
　
　
　
　
　
　
す
る
王
充
は
、
更
に
一
経
を
読
く
儒
生
よ
り
も
古
今
の
書
傳
を
博
覧

　
　
　
　
現
實
の
肚
會
で
は
實
務
に
疎
い
儒
生
よ
り
も
事
務
に
堪
能
な
小
吏
が
重
　
　
す
る
通
人
に
、
通
人
よ
り
も
上
書
奏
記
の
作
文
能
力
を
も
つ
文
人
に

　
　
　
ん
ぜ
ら
れ
、
選
畢
に
於
て
も
、
朝
廷
に
於
て
も
儒
生
は
随
め
ら
れ
見
捨
て
　
　
高
い
償
値
を
認
め
、
最
後
に
「
精
思
著
レ
丈
、
興
レ
論
立
レ
読
傷
結
昌
連
篇

　
　
　
ら
れ
る
の
で
世
渡
り
の
巧
み
な
蓮
中
は
皆
吏
事
を
勉
強
し
て
學
問
に
働
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
　
う
と
は
し
な
い
。
然
し
・
儒
生
の
學
ぶ
所
の
も
の
は
「
道
」
で
あ
つ
て
い
　
　
章
こ
の
鴻
儒
を
教
養
人
の
最
上
位
に
位
置
づ
け
る
。
つ
ま
り
彼
に
於
　
　
｝

　
　
　
丈
吏
の
學
ぶ
所
の
も
の
は
「
事
」
で
あ
り
、
警
は
道
よ
り
末
で
あ
る
。
儒
　
　
　
て
は
思
索
批
判
の
能
力
を
も
ち
、
自
己
の
猫
創
性
の
上
に
立
つ
て
著
　
6
3

　
　@
難
勅
講
麓
難
蟹
誘
鰐
胤
働
箋
嚢
作
し
得
嚢
人
こ
叢
も
橿
あ
る
存
在
な
の
で
あ
る
．
そ
し
て
，
一

　
　
　
に
で
晶
瞭
で
あ
ろ
う
。
（
簾
材
）
、
　
　
　
　
　
王
充
が
こ
の
墜
鴻
儒
を
、
利
緑
の
た
め
に
學
婆
、
官
途
の
學
を
な

　
　
　
王
充
竺
見
無
用
覧
え
る
學
疑
養
が
犬
局
に
於
て
は
聚
杜
享
、
不
遇
に
心
動
か
さ
れ
す
、
專
ら
自
己
の
眞
實
を
守
る
人
と
し

　
　
箆
と
つ
て
も
爲
馨
に
と
つ
て
も
有
用
で
あ
り
・
一
見
迂
遠
覧
イ
、
読
明
す
る
時
、
そ
乏
は
學
問
を
學
問
そ
れ
自
体
と
し
て
、
教
養

　
　
え
る
警
人
が
究
極
に
於
て
は
高
い
人
間
的
農
値
を
有
す
る
事
を
姦
養
そ
れ
自
体
と
し
て
橿
づ
け
よ
う
と
す
皇
充
の
意
圖
が
容

　
　
い
ろ
い
ろ
の
角
度
か
ら
強
調
す
る
。
そ
し
て
彼
が
こ
の
檬
な
學
問
教
　
　
、
易
に
看
取
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
利
緑
官
途
を
離
れ
た
學
問
1
そ
れ
　
．

　
　
養
の
重
要
性
を
強
調
す
る
時
、
そ
の
彼
は
「
丈
を
舞
は
し
、
法
を
　
　
は
世
俗
的
に
は
債
値
の
な
い
無
用
の
螢
み
で
あ
ら
う
。
然
し
王
充
は

　
．
巧
に
し
、
私
に
猴
が
つ
て
己
の
た
め
に
し
、
勉
め
て
椹
利
に
赴
き
、
事
　
　
そ
の
世
俗
的
な
無
用
の
中
に
こ
そ
眞
の
有
用
を
見
出
す
の
で
ド
あ
る
。

脇
　
を
瀞
し
て
は
賂
を
受
け
、
民
に
臨
ん
で
は
釆
漁
し
、
右
に
爵
り
て
は
　
　
そ
こ
に
は
學
問
の
政
治
か
ら
の
自
立
、
文
藝
の
不
朽
性
の
確
立
に
封



脳
す
る
王
充
の
巽
志
向
書
警
れ
る
と
共
に
、
輩
的
な
債
蕩
慧
の
皮
相
的
な
難
で
あ
り
、
蝸
幅
の
，
本
質
を
奪
た
議
論
で
は

　
　
1
無
用
の
用
の
思
想
；
と
通
ナ
る
一
つ
の
思
想
的
な
立
場
さ
へ
　
　
な
い
。
蝸
幅
と
善
悪
と
の
間
に
は
本
來
何
ら
必
然
的
關
係
は
ガ
く
・

　
　
指
摘
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
　
，
　
世
が
治
ま
る
の
は
治
ま
る
べ
き
か
象
象
に
な
つ
て
皇
か
宅

　
　
　
王
充
の
歴
史
に
封
す
る
見
解
は
論
衡
の
各
所
に
見
え
て
ゐ
る
が
、
　
　
あ
り
、
世
が
齪
れ
る
の
は
齪
れ
る
め
ぐ
り
合
せ
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
　
↓

　
　
世
俗
の
歴
史
に
樹
す
る
誤
つ
た
見
解
を
批
判
し
た
も
の
と
し
て
は
、
　
　
に
他
な
ら
な
い
。
治
齪
成
敗
は
天
に
か
か
り
、
時
に
制
せ
ら
れ
る
の

　
　
齊
世
．
宣
漢
．
恢
國
．
験
符
．
治
期
等
の
諸
蘂
あ
げ
ら
れ
る
。
王
　
で
あ
つ
て
、
そ
乏
は
人
聞
の
倫
理
的
奎
体
性
の
入
り
込
む
絵
地

　
　
充
の
歴
史
に
封
す
る
見
解
を
基
礎
づ
け
て
ゐ
る
の
は
二
つ
の
思
想
で
　
　
は
全
く
あ
り
得
な
い
。
如
何
な
る
聖
人
も
観
る
る
べ
き
め
ぐ
り
合
せ
・

　
　
あ
る
。
；
は
時
命
の
思
想
で
あ
り
、
他
の
；
は
古
今
不
二
の
思
　
に
な
つ
て
ゐ
る
世
の
中
を
治
め
も
事
の
出
來
ぬ
の
は
・
如
何
な
る
名

　
　
想
で
あ
る
。
前
者
は
治
期
篇
に
最
も
よ
く
窺
は
れ
、
後
者
は
齊
世
篇
　
　
讐
も
死
期
の
訪
れ
て
ゐ
る
病
人
を
救
ふ
事
の
出
來
ぬ
の
と
同
じ
で
あ

　
　
ﾉ
よ
く
現
れ
て
ゐ
る
。
　
　
　
　
　
　
る
・
か
壬
王
充
は
個
人
の
運
命
美
上
の
星
と
結
び
つ
け
た
楚
脇

　
　
　
　
世
の
成
敗
治
齪
は
命
期
の
自
然
に
し
て
人
君
の
徳
化
に
非
る
な
り
。
…
　
國
家
の
治
齪
興
慶
の
運
命
を
も
星
象
と
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
が
・
　
一

　
　@
灘
瞑
騨
鰐
鞍
難
矯
聾
獣
鋤
舞
謬
雛
た
だ
こ
毛
昔
さ
書
は
・
彼
が
世
の
治
讐
原
因
を
年
の
鱗

　
　
@
ら
す
。
（
治
期
篇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
穰
に
求
め
・
年
の
豊
凶
の
原
因
を
輩
に
露
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
・
嘲

　
　
　
上
述
の
如
く
、
個
人
の
一
切
の
蝸
幅
を
時
と
命
と
に
よ
つ
て
読
明
　
　
こ
れ
は
治
齪
が
民
生
の
安
定
に
本
づ
き
、
民
生
の
安
定
が
自
然
現
象

　
　
す
る
王
充
は
、
國
家
讐
の
治
齪
興
肇
も
亦
時
命
に
よ
つ
て
読
明
嶽
鰍
）
に
本
つ
く
と
す
る
懸
で
あ
る
が
、
彼
が
世
の
治
齪
を
星
と

　
　
す
る
。
世
俗
的
な
見
解
に
從
へ
ば
、
天
下
が
太
挙
で
人
民
が
生
業
㌃
　
　
結
び
つ
け
る
根
嫁
の
一
つ
も
こ
こ
に
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
つ
ま
り

　
　
安
ん
じ
、
瑞
砧
並
び
に
至
る
と
、
そ
れ
は
君
主
が
賢
明
で
政
治
が
立
　
　
王
充
の
歴
史
運
命
論
は
自
然
に
封
す
る
人
聞
の
無
力
の
告
白
で
あ
つ

　
派
だ
か
ら
と
云
ひ
、
世
が
鑑
れ
人
民
が
苦
ん
で
災
蒙
頻
り
に
起
る
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
歴
史
を
支
解
る
も
の
が
入
間
の
主
体

　
　
と
、
蓋
薯
素
闇
愚
で
政
治
が
贋
か
ら
と
云
ふ
が
、
そ
れ
は
的
倫
理
的
實
践
で
は
な
く
、
時
と
命
に
よ
る
圭
張
す
垂
充
は
・



更
に
又
、
古
が
今
に
勝
る
と
す
る
世
俗
の
爾
古
的
な
歴
史
観
を
否
定
　
　
る
事
を
論
謹
す
る
た
め
に
、
宣
漢
・
恢
國
以
下
諸
篇
の
論
議
を
展
開

し
て
、
今
が
古
に
劣
る
も
の
で
な
く
、
古
今
が
一
つ
で
あ
る
事
を
強
　
　
す
る
課
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
王
充
が
歴
史
の
治

調
し
論
誰
す
る
。
世
俗
の
學
者
は
聖
人
は
古
に
の
み
存
在
し
、
古
の
　
　
齪
興
亡
の
原
理
を
時
と
命
に
求
め
、
歴
史
を
自
然
の
同
一
性
と
法
則

世
は
人
情
質
朴
で
義
を
重
ん
じ
壽
を
保
つ
事
も
長
か
つ
た
が
、
今
の
　
　
性
に
於
て
考
へ
、
古
が
今
に
優
ら
す
、
今
が
古
に
劣
ら
ぬ
事
を
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
す

世
は
利
に
趨
り
生
を
楡
み
、
長
壽
の
人
間
も
少
い
と
云
ふ
が
、
こ
れ
　
　
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
そ
し
て
齊
世
の
「
齊
」
が
准
南
子
齊
俗
訓
の

は
誤
り
も
甚
だ
し
い
。
一
体
、
聖
人
は
「
天
地
の
氣
の
和
す
る
事
に
　
　
齊
の
思
想
を
受
け
綴
ぐ
も
の
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
が
蕪
子
の
齊
物
論

よ
つ
て
生
す
る
」
の
で
あ
る
が
、
氣
の
和
が
古
に
の
み
あ
る
の
で
な
　
　
に
於
け
る
齊
の
思
想
に
つ
な
渉
る
も
の
で
あ
る
事
は
、
こ
の
場
合
、

い
様
に
、
聖
人
は
上
世
に
存
在
す
る
と
共
に
下
世
（
現
在
）
に
屯
存
　
　
特
に
注
目
さ
れ
ズ
良
い
で
あ
ら
う
。

在
し
、
し
か
も
そ
め
徳
は
前
後
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
人
間
は
萬
物
の
　
　
　
論
衡
の
第
六
の
部
分
は
古
書
古
傳
に
於
け
る
盧
儒
と
迷
妄
の
批
判

　
　
一
氣
を
稟
け
て
生
れ
る
が
、
氣
の
厚
薄
は
古
今
同
じ
で
あ
り
、
從
つ
　
　
で
あ
り
、
い
は
ゆ
る
九
盧
三
増
が
そ
の
主
要
な
内
容
を
な
す
。
こ
こ
　
6
5

　
　
て
人
間
の
本
性
も
才
行
も
古
と
今
と
に
よ
つ
て
異
る
筈
が
な
い
。
尤
　
　
で
は
王
充
の
盧
妄
へ
の
激
し
い
憎
悪
と
假
借
な
き
批
判
と
が
最
も
翫
　
｛

　
　
も
長
い
歴
史
的
時
間
の
中
に
は
、
一
質
一
文
が
あ
り
、
唱
盛
一
衰
が
　
　
と
ま
つ
た
形
で
示
さ
れ
て
を
り
、
民
間
信
仰
の
迷
妄
、
識
諦
読
の
不

　
　
あ
る
が
、
そ
の
攣
化
は
今
に
だ
け
あ
る
の
で
な
く
、
古
に
も
存
在
し
　
　
合
理
が
批
判
さ
れ
、
諸
子
百
家
は
勿
論
、
孔
子
さ
へ
其
の
批
判
の
狙

　
　
た
ゆ
世
俗
の
人
間
は
見
る
所
よ
り
も
聞
く
所
を
重
ん
す
る
の
で
、
、
さ
　
　
上
に
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
　
ま
ざ
ま
な
褒
増
と
塞
加
を
施
し
で
古
を
理
想
化
す
る
が
、
古
聖
と
云
　
　
’
　
世
俗
の
學
者
は
、
師
の
読
く
事
は
す
べ
て
信
用
し
、
聖
賢
の
曽
ロ
葉
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切
正
し
い
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に
疑
問
を
抱
い
た
り
批
判
す
る
と
い
ふ
事

　
　
は
れ
る
土
莞
舜
湯
武
の
政
治
も
そ
れ
程
で
は
な
か
つ
た
ら
う
し
、
假
に
　
　
　
を
知
ら
な
い
が
・
一
体
聖
賢
が
物
を
書
く
場
合
・
い
か
に
周
到
な
思
慮
を

　
　
す
ぐ
れ
た
功
徳
の
所
有
者
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
主
と
も
て
　
　
　
蓋
く
し
て
も
全
く
間
違
ひ
が
無
い
と
は
云
へ
な
い
か
ら
、
ま
し
て
そ
の
場

命
と
時
と
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
を
て
今
は
古
に
劣
享
と
す
る
　
吸
難
響
踪
鞭
雛
綬
繍
蜷
藷
縫
獺

　

5
4
@
王
充
は
、
漢
の
天
子
（
今
の
聖
人
）
が
古
の
聖
人
に
劣
ら
ぬ
も
の
で
あ
．
　
　
が
あ
り
、
前
と
後
で
矛
盾
し
た
所
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
世
間
の
學
者
は



鵬
　
さ
自
ふ
事
に
竺
向
無
薯
で
あ
る
。
（
網
孔
Y
　
、
　
に
於
て
見
出
さ
れ
た
「
自
己
」
で
あ
つ
た
の
で
融
。
、
、
．

　
　
　
王
充
に
と
つ
て
は
如
何
な
る
事
柄
も
そ
れ
が
軍
に
竹
畠
に
載
せ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
れ
て
か
る
と
か
聖
賢
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
と
い
ふ
只
そ
れ
だ
け
の
理
　
　
　
さ
て
、
、
以
上
私
は
王
充
の
「
批
判
の
書
」
と
し
て
の
論
衡
を
内
容
的

　
　
由
で
は
、
其
の
眞
理
性
を
承
認
す
る
事
は
出
來
な
い
。
彼
に
お
い
て
　
　
に
六
つ
の
部
分
に
分
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
於
け
る
彼
の
批
判
を

　
　
は
、
如
何
な
る
権
威
も
無
條
件
艇
は
存
在
し
得
す
、
た
と
ひ
経
書
の
　
　
支
へ
て
ゐ
る
思
想
、
彼
の
批
判
を
根
篠
づ
け
「
て
ゐ
る
思
想
的
立
場
を

　
　
記
事
で
あ
ら
う
と
、
孔
子
の
言
葉
で
あ
ら
う
と
、
そ
れ
が
若
し
道
理
　
　
槍
討
し
て
、
そ
れ
が
「
自
然
」
「
氣
」
「
時
命
レ
の
思
想
で
あ
り
、
「
無
用
の

　
　
に
合
は
す
自
己
に
納
得
の
ゆ
か
ぬ
も
の
で
あ
れ
ば
、
疑
は
れ
、
批
判
．
　
用
」
「
古
今
齊
煽
」
の
思
想
で
あ
り
、
「
個
我
の
自
畳
」
で
あ
る
事
を
述

　
　
さ
れ
、
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
只
眞
で
あ
り
實
で
あ
る
　
　
べ
、
更
に
こ
れ
ら
の
思
想
が
老
荘
思
想
－
特
に
荘
子
σ
思
想
と
極

　
　
竜
の
の
み
が
問
は
れ
る
。
し
か
も
其
の
眞
と
實
と
は
外
か
ら
與
へ
ら
　
　
め
て
親
近
性
を
も
ち
、
老
蕪
の
思
想
的
立
場
と
相
通
す
る
も
の
で
あ
　
｝

　
　
れ
た
も
の
で
も
、
上
か
ら
強
ひ
ら
れ
た
も
の
で
も
な
し
に
、
自
己
に
　
　
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
尤
も
王
充
の
思
想
に
こ
れ
ら
の
老
蕪
的
な
思
　
6
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　翌
ﾄ
あ
る
も
の
・
自
己
の
碁
な
の
で
あ
る
・
王
充
に
於
て
は
、
自
己
想
が
鶉
さ
れ
る
と
云
つ
て
も
、
そ
れ
は
必
す
し
皇
充
が
老
慧
｝

　
　
は
眞
理
と
眞
實
に
關
し
て
経
の
椹
威
と
匹
敵
し
、
聖
人
の
絶
封
性
と
　
．
想
を
自
己
の
唯
一
の
立
場
と
し
た
と
か
、
経
學
を
否
定
し
、
儒
家
的

　
　
並
ぶ
も
の
で
あ
つ
た
。
聖
人
は
決
し
て
超
越
的
・
騨
秘
的
な
存
在
で
　
　
立
場
を
放
棄
し
た
と
か
云
ふ
事
で
は
な
し
に
、
む
し
ろ
彼
に
於
て
は

　
　
は
な
く
、
本
質
的
に
は
賢
人
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
賢
人
は
此
の
自
　
　
あ
く
迄
孔
子
の
眞
の
思
想
の
顯
揚
、
経
學
の
正
し
い
在
り
方
の
追
求

　
　
己
と
讐
こ
と
の
な
高
じ
人
間
で
あ
る
。
（
實
知
篇
）
彼
に
於
て
は
、
　
の
中
に
當
時
の
馨
的
な
葦
が
批
判
せ
ら
れ
、
當
時
の
経
師
の
固

　
　
自
己
は
聖
人
の
高
み
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
、
聖
人
は
此
の
自
己
と
－
　
隈
さ
が
却
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
批
判
を
支
へ
る
噸

　
　
同
じ
人
間
の
座
に
ま
で
引
き
下
ろ
さ
れ
る
。
そ
し
て
此
虞
に
我
々
は
　
　
此
等
の
合
理
主
義
が
老
荘
的
で
あ
る
と
共
に
筍
子
的
な
合
理
主
義
の

　
　
王
充
に
於
け
る
個
我
の
自
畳
と
薪
し
い
人
間
の
焚
見
と
を
指
摘
す
る
　
　
｝
マ
の
展
開
と
し
て
、
い
は
ば
儒
家
的
性
格
に
於
て
理
解
さ
る
べ
き

「
事
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
王
充
の
批
判
を
支
へ
て
ゐ
る
も
の
は
、
彼
　
で
あ
ゑ
も
當
然
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
℃
て
更
に
葺
な



　
　
事
は
、
彼
の
合
理
主
義
が
老
荘
的
で
あ
る
に
せ
よ
儒
家
的
で
あ
る
に
　
　
が
魏
晋
的
な
る
も
の
で
あ
る
と
云
へ
る
な
ら
ば
、
そ
の
彼
の
超
克
こ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
せ
よ
、
な
ほ
多
く
の
不
徹
底
な
要
素
を
含
み
、
濃
い
非
合
理
的
な
色
、
　
そ
何
ら
か
の
意
味
に
於
て
魏
晋
的
な
る
も
の
と
つ
な
が
る
も
の
で
な

　
　
彩
を
残
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
即
ち
、
天
人
感
慮
が
否
定
さ
れ
な
が
　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
王
充
の
合
理
主
義
は
共
の
限
界

　
　
ら
瑞
慮
群
瑞
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
、
人
鬼
の
關
係
が
否
定
さ
れ
な
が
　
　
を
も
含
め
て
、
漢
代
的
な
る
も
の
と
魏
晋
的
な
る
も
の
と
の
つ
な
が

　
　
ら
鬼
神
そ
の
も
の
や
妖
怪
の
實
在
は
な
ほ
信
じ
ら
れ
、
人
間
の
蝸
幅
　
　
り
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
に
於
て
彼
に

　
　
が
時
と
命
に
よ
ブ
て
読
明
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
命
を
星
と
結
び
つ
け
　
　
指
摘
さ
れ
る
老
荘
的
な
思
想
が
注
目
さ
れ
る
と
共
に
、
彼
の
思
想
の

　
　
或
は
骨
相
の
眞
理
性
を
強
調
し
て
ゐ
る
が
如
き
、
何
れ
も
彼
の
合
理
　
　
思
想
史
的
意
義
が
充
分
な
理
解
を
得
る
で
あ
ら
う
。
彼
の
合
理
主
義

　
　
主
義
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
更
に
ま
た
、
彼
が
、
歴
史
を
時
　
　
は
筍
子
と
の
つ
な
が
り
に
於
て
理
解
さ
れ
る
よ
り
も
老
蕪
と
の
つ
な

　
　
と
命
と
に
ょ
つ
て
説
明
し
つ
つ
発
舜
文
武
の
聖
人
性
を
自
然
に
置
き
　
　
が
り
に
於
て
理
解
さ
れ
る
方
が
思
想
史
的
に
は
よ
り
適
切
で
も
あ
り
　
　
　

　
　
換
へ
な
が
ら
、
漢
の
帝
王
の
聖
人
と
し
て
の
主
体
的
（
作
爲
的
）
な
偉
　
　
正
當
で
さ
へ
あ
る
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
王
充
の
思
　
㏄

　
　蛯
ｳ
を
讃
へ
・
徹
底
的
蓬
命
論
を
鶉
し
な
が
ら
・
倫
理
的
な
努
想
は
如
何
な
る
糖
於
て
魏
晋
的
な
る
も
の
と
つ
套
り
得
る
の
t

　
　
力
を
肯
定
す
る
時
、
そ
こ
に
は
彼
の
思
想
そ
の
も
の
に
な
ほ
多
く
の
　
’
あ
ら
う
か
。
私
は
初
め
に
魏
晋
の
思
想
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て

　
　
矛
盾
の
淺
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
で
あ
ら
う
。
然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
・
．
老
蕪
思
想
を
指
摘
し
、
魏
晋
的
な
文
化
の
形
成
原
理
と
し
て
老
荘
の

　
　
す
、
否
そ
れ
故
に
こ
そ
、
王
充
に
指
摘
さ
れ
る
上
述
の
老
荘
的
な
思
　
　
自
然
の
思
想
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
魏
晋
老
蕪
思
想
に
於
て
、
自
然
と

　
　
想
な
い
し
立
場
は
、
彼
の
思
想
な
り
彼
の
思
想
史
的
立
場
を
考
察
す
　
　
は
自
己
の
存
在
の
始
め
と
絡
り
を
天
地
の
運
行
の
申
に
位
置
づ
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
づ
か

　
　
る
上
に
一
慮
注
目
す
べ
き
意
義
を
も
ち
得
る
で
あ
ら
う
。
何
と
な
れ
　
　
人
間
の
一
切
の
属
性
を
ー
そ
σ
賢
愚
も
美
醜
も
壽
天
も
」
自
ら

　
　
ば
、
王
充
の
思
想
に
見
ら
れ
る
非
合
理
性
は
他
な
ら
ぬ
彼
の
漢
代
性
　
　
然
る
も
の
と
し
て
其
の
ま
ま
肯
定
し
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
蝸
幅
吉
凶

　
　
で
あ
り
・
彼
の
合
理
的
思
惟
は
そ
の
漢
代
的
な
る
も
の
の
超
克
に
他
　
　
を
倫
理
的
な
實
践
と
の
因
果
關
係
か
ら
切
り
離
し
、
そ
の
様
な
入
間

脚
　
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
漢
代
的
な
る
も
の
の
乱
つ
の
超
克
　
　
存
在
の
自
然
性
の
申
に
、
一
切
の
人
間
的
な
悲
嘆
と
苦
悩
と
を
超
克
　
－



鵬
　
す
る
事
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
は
入
間
存
在
の
根
源
と
し
て
の
天
地
自
　
　
精
粗
の
相
異
に
他
な
ら
す
の
人
間
の
幸
編
乏
不
幸
と
が
時
と
命
ー
，

　
　
然
が
人
間
の
有
限
性
と
人
間
肚
會
の
醜
悪
さ
の
前
に
「
き
は
ま
り
な
　
　
自
然
1
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
事
で
あ
つ
た
。
彼
は
自
己
の

　
　
き
も
の
」
「
は
る
か
な
る
も
の
」
「
清
き
も
の
」
「
眞
な
る
も
の
」
と
し
て
　
　
自
然
ー
時
と
命
1
に
安
立
し
、
自
己
の
眞
實
を
ひ
旋
す
ら
追
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
つ
か

　
　
讃
へ
ら
れ
る
と
共
に
、
自
己
に
お
け
る
自
然
－
自
ら
然
る
も
の
ー
　
　
し
て
自
己
の
不
遇
と
世
俗
の
嘲
笑
に
耐
へ
た
。
彼
は
す
べ
て
σ
眞
な
　
－

　
　
i
が
人
間
の
唯
一
の
眞
實
と
し
て
ひ
た
む
き
に
追
求
さ
れ
、
そ
れ
を
　
　
る
も
の
、
實
な
る
も
の
を
追
求
す
る
が
故
に
世
俗
の
虚
妄
を
慣
．
み
、
哺

　
　
阻
む
す
べ
て
の
「
外
な
る
も
の
」
が
嚴
し
く
却
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
　
切
の
世
俗
的
な
る
も
の
を
假
借
な
く
批
判
し
た
。
彼
は
現
實
肚
會
の

　
　
人
間
の
債
値
は
人
間
が
自
己
の
自
然
（
貫
實
）
に
ど
れ
だ
け
忠
實
で
あ
　
　
醜
い
轟
き
に
目
を
そ
む
け
な
が
ら
、
人
間
の
運
命
を
大
室
の
星
に
凝

　
　
る
か
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
、
究
極
的
な
人
格
と
し
て
の
聖
人
も
自
然
　
‘
覗
し
、
世
俗
的
な
債
値
を
否
定
し
て
覧
文
藝
を
利
緑
か
ら
、
教
養
を

　
　
の
道
の
讐
者
と
し
て
、
自
己
書
む
一
切
の
存
在
の
自
然
（
必
然
）
～
霧
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
た
。
彼
に
於
て
竺
切
の
外
な
る
叢
一

　
　
に
因
循
す
る
事
に
於
て
究
寛
者
た
り
得
る
の
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
で
　
　
は
す
べ
て
批
判
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
肚
・
曾
的
な
規
範
も
聖
賢
の
教
読
　
6
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魏
晋
的
な
る
も
の
が
こ
の
様
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
時
、
我
々
は
そ
　
　
も
自
己
の
眞
實
に
於
て
の
み
是
と
さ
れ
非
と
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
　
一

　
　
れ
ら
を
ま
た
王
充
の
思
想
の
中
に
も
見
出
す
事
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
　
た
。
そ
れ
は
筍
藥
が
外
的
椹
威
へ
の
反
抗
に
自
己
を
見
出
し
、
院
籍

　
　
王
充
に
於
て
、
孔
子
は
彼
が
最
大
の
奪
敬
と
思
慕
を
寄
せ
る
究
寛
的
　
　
が
人
間
の
自
然
の
申
に
禮
教
的
な
椹
威
を
乗
り
越
え
、
印
稽
康
が
世
俗

　
　
な
人
絡
i
聖
人
1
で
あ
つ
た
が
、
（
自
紀
篇
）
そ
の
孔
子
は
馨
的
な
的
な
轟
と
闘
フ
奎
の
昌
の
婆
へ
の
ひ
た
む
き
さ
と
相
導

　
　
藤
秘
性
に
支
へ
ら
れ
た
超
越
的
な
神
格
で
は
な
し
に
、
人
間
存
在
の
　
　
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
王
充
が
自
己
の
究
寛
的
生
活
を
蕪
子
的
な
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
　
本
質
の
諦
観
者
、
一
切
の
人
間
的
な
苦
悩
の
超
克
者
と
し
て
、
し
か
、
・
想
と
表
現
と
に
嫁
つ
て
「
智
を
繋
り
て
緑
を
干
め
す
、
爵
を
辮
し
て

　
　
も
そ
の
超
克
の
原
理
を
天
－
自
然
1
に
見
出
し
た
も
の
と
し
て
　
　
名
を
弔
め
す
、
進
む
を
貧
り
て
自
ら
明
か
に
せ
す
、
退
く
を
悪
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
聖
人
な
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
王
充
に
於
て
自
然
と
は
人
聞
の
生
死
　
　
人
を
怨
ま
す
、
安
危
を
同
じ
く
し
、
ρ
死
生
を
齊
し
く
し
、
吉
凶
を
均

　
　
ｪ
氣
の
聚
散
で
あ
り
、
人
澗
の
す
べ
て
駕
性
が
氣
の
結
倉
大
小
ひ
↑
七
賄
奪
慰
顧
」
（
自
紀
篇
）
と
述
べ
つ
つ
、
こ
の
様
な
究
寛



　
　
者
と
し
て
聖
人
孔
子
を
よ
り
切
實
に
理
解
す
る
時
、
そ
れ
は
又
、
何
　
け
た
が
、
漢
代
の
作
爲
の
丈
化
を
支
へ
る
も
の
は
云
ふ
迄
も
な
く
漢

　
、
曼
に
於
け
る
聖
人
と
道
と
の
老
荘
的
な
性
格
づ
け
、
郭
象
に
お
け
る
　
　
代
絶
封
主
義
王
朝
の
存
在
で
あ
り
、
こ
の
絶
野
主
義
に
封
す
る
學
問

　
　
孔
子
の
荘
子
的
（
神
人
的
）
な
解
繹
の
立
場
の
先
騙
を
な
す
も
の
と
　
　
と
思
想
の
安
協
も
し
く
は
屈
從
で
あ
つ
た
。
漢
代
の
學
問
は
帝
王
の
‘

　
　
し
て
、
何
よ
り
も
魏
晋
的
な
思
想
と
の
つ
な
が
り
を
想
は
せ
る
の
で
、
　
絶
封
性
に
理
論
的
な
根
櫨
を
提
供
し
、
経
學
は
絶
封
主
義
政
治
に
理

　
　
あ
る
。
王
充
の
思
想
は
こ
れ
ら
の
黙
に
於
て
魏
晋
的
な
も
の
と
つ
な
　
　
念
と
施
策
を
提
供
す
る
。
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
人
間
は
少
く
と
も
理

　
　
が
り
得
る
一
つ
の
思
想
的
立
場
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
念
的
に
ば
君
か
臣
か
民
と
し
て
存
在
す
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
臣
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
と
は
帝
王
に
蹄
一
し
、
帝
王
は
臣
と
民
と
を
統
一
す
べ
き
も
の
で

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
王
充
の
思
想
が
上
述
の
如
く
、
経
學
的
な
立
場
に
篠
　
　
あ
つ
た
。
そ
れ
は
人
倫
の
名
に
於
て
倫
理
化
さ
れ
、
禮
教
の
名
の
下
に

　
　
り
つ
つ
老
蕪
的
な
思
想
を
根
抵
に
含
み
、
漢
代
的
な
る
も
の
の
上
に
　
　
規
範
化
さ
れ
、
そ
の
絶
樹
性
が
聖
人
と
経
書
の
椹
威
に
於
て
根
篠
づ
　
　
「

　
　
立
ち
つ
つ
魏
晋
的
な
も
の
と
つ
な
が
る
i
ー
つ
な
が
り
得
る
t
一
　
　
け
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
の
不
攣
性
が
現
實
の
政
治
的
機
構
に
よ
つ
て
　
6
9

　
　
つ
の
思
想
的
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
時
・
こ
の
墜
彼
の
固
く
裏
づ
け
ら
れ
る
・
い
は
ゆ
る
選
學
と
い
重
問
と
利
墜
の
巧
一

　
　
思
想
な
り
、
思
想
的
立
場
な
り
を
可
能
な
ら
し
め
成
立
せ
し
め
て
ゐ
　
　
妙
な
抱
き
合
せ
が
そ
れ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
學
問
の
翼
理
性
が
國
家

　
　
る
亀
の
は
何
で
あ
ら
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
王
充
に
於
て
漢
代
的
な
　
　
の
利
害
（
政
治
的
目
的
）
に
規
制
せ
ら
れ
、
支
配
者
の
意
志
が
閾
巷

　
　
る
も
の
は
如
何
に
し
て
魏
晋
的
な
る
も
の
と
つ
な
が
り
得
る
の
で
あ
　
　
の
一
讃
一
諦
を
方
向
づ
け
る
。
漢
代
の
學
問
思
想
は
こ
の
様
な
肚
會

　
　
ら
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
へ
る
に
當
つ
て
、
我
々
が
一
鷹
考
慮
し
な
　
　
的
基
盤
の
上
に
成
立
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
魏
晋
の
自
然

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
漢
代
的
な
文
化
な
り
思
想
な
り
を
支
へ
る
　
　
の
文
化
を
支
へ
る
も
の
は
何
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
既
に
屡
々
指
摘

　
　
も
の
が
何
で
あ
ゆ
、
魏
晋
的
な
文
化
な
り
思
想
な
り
を
支
へ
る
も
の
　
　
さ
れ
る
檬
に
、
漢
代
的
絶
樹
主
義
の
嚢
頽
で
あ
り
、
貴
族
化
し
た
豪

　
　
が
何
で
あ
る
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
ら
う
。
初
め
に
私
は
漢
代
の
文
化
　
　
族
の
分
立
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
豪
族
群
の
権
力
を
め
ぐ
も
封
立
と
血

即
　
を
作
爲
の
丈
化
と
し
、
魏
晋
の
文
化
を
自
然
の
丈
化
と
し
て
特
徴
つ
　
　
な
ま
ぐ
さ
い
闘
孚
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
は
現
實
の
不
安
が
人
間
の
心



5
0
@
を
暗
く
険
し
く
色
ど
り
は
し
た
が
、
學
問
は
も
は
や
利
線
の
具
で
は
　
　
が
絶
野
主
義
の
時
代
と
云
は
れ
る
所
以
も
亦
こ
こ
に
在
る
と
思
は
れ

5　
　
な
か
つ
た
。
門
閥
の
障
壁
が
豊
か
な
才
能
を
官
途
か
ら
遮
つ
た
け
れ
　
　
る
が
、
殊
に
王
充
の
生
き
た
時
代
ー
光
武
を
経
て
明
帝
章
帝
と
績

　
　
ど
も
人
々
に
と
つ
て
選
墨
は
既
に
生
活
の
す
べ
て
で
は
な
か
つ
た
。
　
　
く
こ
の
敷
十
年
は
後
漢
の
最
盛
期
で
あ
り
、
そ
の
絶
封
主
義
は
唱
慮

　
　
魏
晋
纂
け
る
個
人
の
意
識
、
人
間
存
在
の
有
限
性
の
墨
と
天
地
そ
の
露
蓬
し
た
恵
は
れ
る
。
（
號
霧
鵬
諜
霧
薩
糠

　
　
自
然
の
悠
久
さ
へ
の
篠
、
昌
の
髪
に
撃
る
ひ
た
む
き
な
追
獄
講
ゼ
鎧
蟹
）
然
し
事
情
は
そ
の
末
端
に
於
て
は
か
な
り
異
る

　
　
求
と
眞
實
を
妨
げ
る
一
切
の
も
の
に
封
す
る
嚴
し
い
批
判
セ
抵
抗
、
　
　
で
あ
ら
う
。
元
來
、
後
漢
の
王
朝
は
そ
の
成
立
の
際
の
政
治
的
軍
事

　
　
人
聞
の
自
然
ー
1
特
に
感
性
的
な
る
も
の
の
奪
重
と
丈
學
藝
術
の
ぞ
　
　
的
緯
繕
も
あ
つ
て
、
地
方
勢
力
に
封
し
て
は
威
を
以
て
お
ど
す
と
い

　
　
れ
自
体
の
便
値
づ
け
等
が
こ
の
様
な
肚
會
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
、
　
　
ふ
よ
り
も
徳
を
以
て
な
つ
け
る
と
い
ふ
、
い
は
ば
懐
柔
的
な
庭
理
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

　
　
薪
し
い
人
間
像
、
新
し
い
聖
人
の
理
念
が
こ
の
様
な
祉
會
の
安
定
と
　
　
上
に
そ
の
中
央
集
椹
を
確
立
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
光
武
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

　
　
調
和
の
原
理
と
し
て
確
立
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
魏
晋
の
文
化
を
支
へ
、
　
よ
つ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
後
漢
の
経
術
主
義
は
又
こ
の
様
な
地
方
枇
　
四

　
　
漢
代
の
文
化
を
支
へ
る
就
會
が
大
略
こ
の
様
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
　
　
會
に
特
異
な
在
り
方
を
許
容
し
、
一
つ
の
勢
力
を
扶
植
す
る
結
果
を
　
一

　
　
時
、
王
充
の
思
想
－
王
充
に
指
摘
さ
れ
る
謹
的
な
思
想
の
基
盤
助
長
し
た
で
あ
ら
う
。
（
鞭
監
搭
蠣
森
魔
雛
蓑
鐘
蹴

　
　

�
ﾈ
す
も
の
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
5
か
。
先
に
私
は
王
充
の
思
離
離
魏
揚
霧
箋
叢
難
鴇
葡
欝
薙
罎
麗
糊

　
　

z
形
成
の
環
境
に
關
し
て
、
彼
が
都
を
遠
く
離
れ
た
霧
の
地
方
で
議
黎
甥
鍵
鋤
蕩
鴇
初
馨
議
藻
篶
・
）
殊
に
前
漢
以

　
　
そ
の
生
涯
の
殆
ん
ど
を
過
し
、
し
か
も
彼
は
門
地
な
く
閥
閲
な
き
細
　
　
來
、
中
央
椹
力
に
封
し
て
必
す
し
も
求
心
的
で
な
い
傳
統
を
有
す
る

　
　
族
孤
門
と
し
て
そ
の
地
方
祉
會
に
生
き
た
事
を
述
べ
た
が
、
こ
の
事
　
　
會
稽
の
地
方
が
、
前
記
の
事
情
と
共
に
、
王
葬
の
動
鑑
を
経
た
後
の

　
　
實
は
今
の
場
合
改
め
て
想
起
さ
れ
る
必
要
が
あ
ら
う
。
一
般
に
絶
封
　
　
後
漢
絶
樹
主
義
統
治
の
下
で
「
つ
の
特
異
な
地
方
祉
會
と
し
て
存
在

　
　
主
義
的
統
治
の
杜
會
で
は
、
君
主
の
支
配
は
直
接
人
民
と
結
び
つ
き
　
　
し
た
で
あ
ら
う
事
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
王
充
が
程
材

　
　
中
間
的
な
構
力
の
存
在
し
な
い
事
を
特
質
と
す
る
の
で
あ
り
、
漢
代
　
　
篇
や
累
害
篇
等
で
描
く
こ
の
地
の
門
閥
の
根
強
い
勢
力
、
官
場
の
不

、



　
　
合
理
と
矛
盾
が
そ
の
實
状
を
彷
彿
さ
せ
て
ゐ
る
様
に
思
は
れ
る
し
、
　
　
理
主
義
が
、
當
然
の
事
で
は
あ
る
が
、
多
分
に
漢
代
的
な
性
格
を
残

　
　
楚
王
英
の
叛
齪
や
後
漢
中
期
以
後
の
こ
の
地
の
猫
自
な
杜
會
史
的
思
　
　
し
て
ゐ
る
事
も
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
然
し
王
充
が
意
識
す
る

葱
史
的
（
特
に
佛
教
史
的
）
位
置
が
、
そ
の
特
異
性
を
裏
付
け
る
で
あ
ら
う
。
　
と
否
と
に
拘
象
、
彼
の
合
理
主
蒙
、
そ
の
根
誓
於
て
老
荘
特

　
　
そ
れ
は
後
漢
絶
封
主
義
の
地
理
的
末
端
と
し
て
、
更
に
ま
た
後
漢
絶
　
　
に
荘
子
の
思
想
と
相
通
す
る
も
の
を
含
ん
で
ゐ
る
事
實
は
何
よ
り
も

　
　
野
主
義
が
そ
の
内
部
に
含
む
矛
盾
の
初
嚢
的
兆
候
と
し
て
、
後
漢
末
　
　
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
私
は
そ
れ
を
魏
晋
的
な
も

　
　
魏
晋
の
計
　
會
へ
の
推
移
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
後
漢
の
肚
會
　
　
の
と
の
つ
な
が
り
に
於
て
理
解
し
、
そ
れ
を
支
へ
る
基
盤
と
し
て
彼

　
　
は
王
充
が
會
稽
の
地
方
祉
會
に
指
摘
し
批
判
す
る
そ
の
同
じ
不
合
理
、
　
が
生
き
た
會
稽
の
地
方
杜
會
と
其
の
耐
會
に
お
け
る
彼
の
在
り
方
と
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
矛
盾
の
強
化
振
大
の
過
程
の
中
に
惚
し
崩
し
に
崩
さ
れ
て
ゆ
き
、
　
　
を
考
噛
へ
π
見
た
い
の
で
あ
る
。
王
充
に
於
て
老
荘
思
想
は
漢
代
的
な

　
　
途
に
魏
晋
の
肚
會
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
王
充
の
生
き
た
現
實
　
　
る
竜
の
の
超
克
の
原
理
で
あ
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
は
こ
の
様
な
肚
會
で
あ
つ
た
。
し
か
も
彼
は
こ
の
様
な
肚
會
の
中
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
7
1

閉
ぎ
れ
た
皆
を
自
己
の
運
會
し
て
生
き
充
の
で
あ
る
・
彼
は
騨
王
充
の
思
想
馨
の
思
想
と
の
思
想
婁
書
に
於
轟
7

　
　
現
實
肚
會
の
虚
妄
を
批
判
し
、
不
合
理
と
矛
盾
に
反
抗
す
る
と
共
に
　
　
　
し
よ
う
と
す
る
私
の
企
圖
が
充
分
に
根
擦
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
王
充
以

　
　
そ
の
憤
墓
運
命
の
諦
観
の
中
に
沈
潜
さ
せ
、
そ
の
悲
し
み
を
薪
し
　
後
、
後
渠
塁
る
誰
思
想
の
推
移
と
魏
晋
に
お
け
る
彼
の
思
想
の
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
な
影
響
と
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
前
者
に
關
し
て
は
「
後

　
　
い
慣
値
の
世
界
に
高
揚
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
彼
は
そ
の
沈
潜
　
漢
の
老
慧
想
」
乞
て
讐
稿
を
改
め
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
・
後
者
に
關

　
　
と
高
揚
の
原
理
を
老
荘
思
想
－
特
に
荘
子
的
な
思
想
の
中
に
見
出
　
　
　
し
て
は
、
魏
氏
春
秋
（
魏
志
崔
瑛
傳
注
引
）
が
孔
融
の
雪
葉
と
し
て
傳
へ
る

　
　
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
王
充
に
と
つ
て
老
蕪
　
，
　
人
間
の
出
生
の
物
理
的
解
繹
、
晋
の
院
脩
の
無
鬼
論
、
（
世
設
の
注
も
之
を

　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
王
充
に
本
づ
け
て
ゐ
る
。
）
戴
蓬
の
繹
疑
論
に
見
え
る
人
間
性
と
運
命
に
就
い

　
　
の
思
想
は
そ
れ
が
す
べ
て
で
も
究
寛
的
な
俺
の
で
竜
あ
り
得
な
か
つ
　
　
　
て
の
見
解
・
、
或
は
初
期
佛
教
の
慮
報
論
に
お
け
る
蓮
命
の
論
議
（
例
へ
ば
宗
－

　
　
た
。
彼
は
あ
く
迄
経
學
の
革
新
と
し
て
、
ま
た
孔
子
の
眞
の
精
神
の
．
　
嫡
の
明
佛
論
に
見
え
る
標
な
）
な
ど
・
何
れ
も
王
充
の
思
想
の
一
つ
の
影
響

瓢
　
顯
揚
と
し
て
自
己
の
合
理
主
義
を
確
立
し
た
。
そ
し
て
そ
の
彼
の
合
　
　
　
と
見
る
事
が
出
來
よ
う
。
（
唱
九
五
耐
．
＋
．
八
．
稿
－
五
三
．
九
．
一
．
改
稿
）
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Wang Ch'ung was a critical philosopher who lived in the first half

of the Later Han (~~) period, and his philosophy is based on the

Laotzu (~r)·Chuangtzu· 01:tr) school of thought. With a view to

elucidating the transition from Han thought to Wei-Chin (ftW) phi- .

losophy, the author examines the social background and the personal

environment of Wang Ch'ung.
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