
東
坪
史
研
完
作

郭
象
の
恵
想
に
つ
い
て

三六

鏡岩

昭
和
十
六
年
五
月
醍
行

村

　
　

上

　
　

嘉

　
　

賓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

漢
代
に
全
盛
を
誇
っ
た
儒
教
は
、
魏
昔
に
至
っ
て
な
ほ
國
家
の
表
面
に
は
立
つ
．
て
ゐ
た
が
、
漢
の
政
服
の
衰
微
と
共
に
次
第
に
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

式
化
し
、
却
っ
て
老
荘
思
想
の
流
行
を
見
る
や
う
に
た
っ
た
。

　
　
　

巍
晋
に
至
っ
て
再
び
老
荘
思
想
が
起
っ
て
き
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
漢
帝
國
の
滅
亡
と
い
ふ
大
な
る
事
件
と
、
そ
れ
に
引
き
っ
ゞ
く

　
　

永
き
間
の
動
揺
が
、
そ
の
歴
史
的
背
景
を
な
し
て
ゐ
る
こ
と
を
思
ふ
と
き
、
老
荘
が
現
賓
否
定
の
厭
世
舞
に
根
抹
を
お
く
無
の
思
想

　
　

で
あ
る
こ
と
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　

支
那
に
於
け
る
無
の
思
想
は
、
戦
國
時
代
よ
り
前
漢
の
初
・
堡
で
に
、
「
老
子
」
「
荘
子
」
と
な
っ
て
一
息
完
成
し
た
が
、
そ
れ
が
魏

　
　

晋
の
時
代
に
隠
然
た
る
勢
力
を
以
て
行
は
れ
る
や
う
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
の
思
想
が
有
っ
特
殊
の
性
格
（
常
識
や
傅
統
に
對
す
る
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
・

　
　

定
）
の
故
に
、
’
既
に
そ
の
常
時
か
ら
老
荘
流
行
の
可
否
が
喧
し
い
問
題
と
な
っ
て
現
れ
た
。
今
そ
れ
ら
に
つ
い
て
一
々
列
學
す
る
・
こ

５

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

Ｍ

　

と
は
省
く
が
ヽ
梢
後
れ
て
北
斉
の
顔
之
推
が
そ
の
家
訓
に
が
い
て
魏
晋
０
老
荘
を
全
般
的
に
痛
罵
し
、
殊
に
清
の
趙
翼
が
二
１
　
二
史

--
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Ｇ

劉
記
に
お
い
て
叉
之
に
非
難
を
輿
へ
て
か
ら
、
恰
も
魏
晋
老
荘
は
荒
唐
無
稽
な
る
も
の
で
あ
る
か
の
如
き
感
を
一
般
に
抱
か
せ
る
に

至
っ
た
。
爾
来
今
日
に
至
る
ま
で
そ
の
願
腹
的
方
面
の
み
が
主
と
し
て
傅
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
に
對
し
、
岡
崎
文
夫
博
士
が
そ
の
「
魏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤

晋
南
北
朝
通
史
」
に
於
て
、
こ
れ
ら
の
思
想
が
も
っ
歴
史
的
意
義
を
明
か
に
せ
ら
れ
て
よ
り
、
最
近
次
第
に
こ
の
方
面
の
新
し
い
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

憚
が
進
み
っ
１

　

漢
代
は
そ
０
政
治
力
が
極
度
に
我
揮
さ
れ
、
文
教
も
亦
儒
教
に
よ
っ
て
統
一
を
見
た
が
、
外
形
０
整
然
た
る
割
合
に
、
そ
の
精
紳

的
内
容
は
必
ず
し
も
之
に
件
は
な
い
も
の
が
あ
っ

心
。
且
つ
黄
巾
大
乱
後
の
支
那
は
、
外
か
ら
は
室
前
の
北
秋
侵
入
と
、
佛
教
を
初

め
種
々
外
来
文
化
の
流
入
が
あ
り
、
隋
唐
の
世
界
的
文
化
建
設
の
時
代
に
至
る
ま
で
の
三
百
数
１
　
年
間
は
具
に
大
な
る
混
乱
時
代
で

あ
っ
た
。
賓
は
こ
の
混
乱
と
悲
哀
の
中
に
こ
そ
老
荘
我
生
０
地
盤
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
漢
代
の
精
紳
は
こ
の
動
挨
期
の
中
に
あ
っ

て
更
に
深
い
統
一
に
入
っ
て
行
っ
た
と
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　

岡
崎
博
士
社
魏
晋
に
中
正
制
度
と
清
議
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
、
こ
れ
は
一
面
支
那
國
民
が
統
一
〇
破
れ
た
の
に
對
し
て
、

擢
め
て
弾
力
性
に
富
ん
で
ゐ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
居
ら
れ
る

燃
私
は
魏
晋
に
老
荘
が
行
は
れ
た
こ
と
を
、
そ
の

思
想
上
の
弾
力
性
と
し
て
１
　
へ
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
勿
論
私
は
魏
晋
老
荘
の
中
に
あ
る
願
殷
的
分
子
を
無
硯
す
る
も
の
で
は
た

い
。
何
時
０
時
代
に
お
い
て
も
、
國
家
存
亡
０
危
機
に
際
し
支
那
人
の
無
気
力
無
節
操
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
か
ど

賑
を
有
っ
た
彼
等
に
憐
佃
０
騎
さ
へ
感
す
る
も
０
で
あ
る
。
た
ゞ
こ
の
時
に
富
っ
て
そ
の
責
任
を
狽
り
老
荘
者
流
に
の
み
。
肺
せ
し
め

る
こ
と
０
無
意
義
な
る
を
思
０
　
、
こ
め
混
乱
の
中
に
あ
っ
て
思
想
的
に
は
却
っ
て
老
荘
が
時
代
の
新
生
面
を
撥
ひ
、
そ
の
中
に
は
か

ゝ
る
時
代
に
於
て
０
み
見
ら
れ
る
や
う
な
良
い
價
値
を
瓶
し
て
ゐ
る
こ
と
を
我
見
す
る
の
で
あ
る
・
恰
も
北
方
民
族
の
野
慢
性
が
、

そ
の
奥
に
浬
る
純
な
る
素
朴
性
に
よ
っ
て
大
切
な
る
新
時
代
出
現
の
活
力
と
た
っ
た
と
同
じ
や
う
に
、
極
端
に
放
縦
に
流
れ
た
如
く

２
-



j67

に
さ
へ
見
え
る
魏
晋
老
荘
も
、
之
を
仝
謄
的
に
考
へ
る
と
き
は
、
そ
の
形
０
底
に
深
い
意
義
を
有
し
て
ゐ
た
こ
と
を
浸
却
す
る
こ
と

は
出
来
た
い
Ｉ
。
殊
に
そ
れ
が
東
洋
的
文
化
の
根
板
た
る
無
の
思
想
に
関
り
、
今
日
の
哲
學
と
も
大
な
る
開
聯
を
有
っ
て
居
る
こ
と
を

看
過
し
て
は
な
ら
ぬ
０
で
あ
る
。

　

今
こ
の
小
篇
に
お
い
て
は
、
魏
晋
０
老
荘
思
想
の
中
で
僅
か
に
郭
象
の
思
想
に
つ
い
て
考
へ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
郭

ｔ
を
選
ん
だ
理
由
は
、
営
時
所
謂
老
荘
と
並
蒔
さ
れ
老
子
と
荘
子
の
間
に
大
し
た
亘
別
を
認
め
な
か
っ
た
中
で
も
、
荘
子
の
影
響
が

特
に
。
怪
ヤ
現
存
荘
子
０
註
０
中
で
最
も
古
い
郭
象
０
荘
子
註
は
ヽ
魏
晋
の
老
荘
思
想
を
考
へ
る
上
に
訣
く
可
か
ら
ざ
る
も
心
で
あ

り
、
世
説
文
學
篇
註
引
文
士
傅
に
、
「
象
作
荘
子
注
。
最
有
清
附
逍
旨
」
と
評
さ
れ
て
を
り
、
又
晋
１
　
向
秀
傅
に
郭
象
が
こ
０
註
を

書
い
て
か
ら
、
「
儒
墨
之
述
見
鄙
。
道
家
之
言
途
盛
焉
」
と
言
は
れ
た
ほ
ど
、
常
時
に
影
響
す
る
所
が
大
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

　
　
　
　

へ
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　

然
る
に
古
来
こ
の
註
は
、
彼
が
竹
林
七
賢
の
一
人
な
る
向
秀
の
荘
子
註
を
鵬
ん
だ
０
で
あ
る
と
傅
へ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
こ
れ
に
對

し
松
木
雅
明
氏
は
、
「
魏
晋
に
お
け
る
無
の
思
想
の
性
略
（
二
）
」
（
作
Ｊ
雛
皿
四
匹
）
な
る
硫
文
に
、
‘
い
ｔ
、
・
郭
象
が
向
秀
註
を
嘱
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て

だ
も
０
で
な
い
こ
と
を
論
鐙
さ
れ
た
。
従
来
こ
の
方
面
の
研
究
は
訓
詰
的
な
考
鐙
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
が
、
。
松
木
氏
は
思

想
並
び
に
本
文
批
評
の
上
か
ら
精
心
な
批
判
を
試
み
ら
れ
ヽ
特
に
向
秀
の
難
稲
叔
夜
養
生
論
（
賢
一
四
）
葺
見
ゆ
る
「
自
然
」
と
郭
註

に
見
ゆ
る
「
自
然
」
と
を
比
較
し
て
、
思
想
内
容
の
上
か
ら
雨
者
の
相
違
を
狸
見
せ
ら
れ
た
こ
と
は
敬
服
に
値
ぴ
す
る
。
郭
象
０
思

想
そ
０
も
の
に
つ
い
て
私
は
松
本
氏
と
考
へ
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
文
献
批
判
に
つ
い
て
は
、
今
細
目
に
入
る
こ
と
を

避
け
、
松
本
氏
０
意
見
に
従
っ
ヽ
て
こ
れ
を
郭
象
０
も
の
と
認
め
て
差
支
へ
な
い
と
思
ふ
０
で
、
そ
の
つ
も
り
で
見
て
ゆ
き
た
い
と
思

ふ
。

　

因
に
郭
象
は
、
晋
書
の
簡
輩
な
傅
に
よ
る
と
、
字
を
子
玄
と
謂
ひ
、
少
よ
り
才
理
あ
り
老
荘
を
好
み
清
言
を
能
く
し
た
。
常
に
閑

-３-
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居
し
て
文
論
を
娯
ん
で
ゐ
た
が
、
０
ち
東
海
王
越
に
用
ひ
ら
れ
て
太
傅
主
簿
と
な
り
、
一
時
大
い
に
膜
勢
を
振
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

永
嘉
０
末
に
病
死
し
た
＆
あ
る
０
み
で
あ
る
が
、
彼
が
荘
子
註
を
書
い
た
０
は
恵
帝
０
時
代
で
あ
り
、
大
醍
西
晋
時
代
の
人
で
あ
る

こ
と
が
解
る
。
世
説
文
學
篇
註
引
文
士
傅
に
象
の
こ
と
を
、
「
時
人
咸
以
狐
王
弼
之
亜
牌
」
と
記
し
て
あ
り
、
同
じ
く
賞
春
篇
に
は
、

そ
の
老
荘
言
を
以
て
王
術
・
度
数
か
ら
賞
歎
さ
れ
た
こ
と
が
載
っ
て

知
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　

荘
子
大
宗
師
篇
註
に
、
郭
象
は
次
０
如
く
言
っ
て
ゐ
る
。
（
以
下
篇
名
と
註
０
み
を
記
す
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　

子
貢
不
聞
性
呉
天
道
。
故
見
其
所
依
。
而
不
見
其
所
以
依
也
。
夫
所
以
依
者
。
不
依
也
。
世
壹
畳
之
諏

　

「
所
依
」
と
は
こ
０
現
賓
の
世
界
で
あ
り
、
「
所
以
依
」
と
は
そ
め
根
抹
と
た
る
所
の
形
而
上
的
な
る
も
０
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
而

も
そ
０
根
強
と
た
る
も
の
は
「
不
依
也
」
と
言
っ
て
、
仝
恨
的
な
否
定
を
以
て
営
て
ら
れ
て
ゐ
る
。
無
篤
自
然
を
標
榜
す
る
道
家
の

傅
統
の
上
に
立
つ
郭
象
が
、
一
勝
０
明
快
さ
を
以
て
否
定
０
論
理
を
駆
使
し
て
ゐ
る
こ
と
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

魏
晋
０
時
代
に
老
荘
思
想
が
流
行
し
た
と
い
ふ
こ
と
も
、
結
局
は
こ
０
現
賓
否
定
０
超
越
と
い
ふ
面
に
が
い
て
捉
へ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
営
時
「
方
外
」
と
い
ふ
言
葉
か
好
ん
心
用
０
　
ら
れ
、
俗
的
な
ら
０
に
對
す
る
言
葉
と
１
　
で
使
は
れ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る

が
、
郭
象
に
お
い
て
は
、
俗
と
は
印
ち
現
賓
的
な
も
０
を
意
味
し
、
方
外
と
は
そ
れ
を
超
え
た
世
界
で
あ
っ
て
、
荘
子
の
思
想
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

け
っ
い
だ
も
０
で
あ
り
、
魏
晋
の
方
外
主
義
も
そ
の
根
紙
を
な
し
て
ゐ
る
も
０
は
や
は
り
か
Ｘ
る
考
へ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

　

晋
１
　
の
列
轄
を
読
ん
で
見
た
だ
け
で
も
ヽ
人
物
の
性
格
を
形
容
し
て
ヽ
宅
心
事
外
（
四
廣
）
土
木
形
骸
兪
康
）
傲
然
狽
特
・
任
性
不

禰
屁
Ｉ

　

任
自
然
趣
（
囃
）
柴
管
笹
（
悶
）

　

任
心
自
適
・
圭
常
世
辱
ギ
雲
今
う
な
言
葉
が
隨
所
に
目
に
つ
く
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｔ

そ
の
性
格
は
各
―
異
る
に
し
て
も
ヽ
何
等
か
０
形
で
現
賓
を
超
え
よ
う
と
し
て
ゐ
る
～
と
は
同
じ
で
あ
る
。
而
し
て
郭
象
が
従
前
の

４
-



　
　

道
家
言
を
究
明
整
理
し
て
荘
子
註
を
著
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
０
超
越
的
雰
園
気
に
思
想
的
な
根
糠
を
輿
へ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
Ｏ

　
　

で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　

吾
々
は
更
に
彼
が
「
不
依
也
」
と
言
っ
た
そ
０
否
定
の
内
容
に
つ
い
て
深
く
見
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
田
子
方
篇
註
に
曰
ふ
。

　
　
　
　

遺
物
離
人
。
而
立
於
濁
。
無
其
心
身
。
而
後
外
物
去
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ

　
　
　

遺
物
離
人
と
は
未
だ
僅
か
に
外
観
の
世
界
を
去
っ
た
も
０
に
過
ぎ
な
い
。
普
通
我
０
心
身
と
い
っ
て
ゐ
る
も
０
も
、
之
を
對
象
と

　
　

し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
以
上
、
未
だ
頁
の
我
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
な

ら
。
こ
０
現
賓
０
我
自
ら
を
去
っ
た
時
に
、
始
め
七
一
切
を

　
　

超
え
た
純
倅
の
自
己
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
。
こ
ｘ
に
彼
の
否
定
０
眼
目
が
あ
る
。
故
に
彼
は
、

　
　
　
　

天
７
之
難
奢
忌
・
（
混
）

　
　
　
　

人
之
所
不
能
忘
者
己
也
ｏ
己
撥
忘
之
・
叉
呉
識
哉
二
心
訓
）

　
　

と
道
破
し
て
ゐ
る
。
彼
が
問
題
に
し
て
居
る
の
は
、
初
め
か
ら
こ
の
鮎
な
の
で
あ
る
。
吾
々
が
外
界
と
言
っ
て
ゐ
る
も
ｏ
も
、
結
局

　
　

は
主
観
に
基
５
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
己
が
そ
の
根
祇
か
ら
主
観
的
に
否
定
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
具
の
否
定
と
は
言
は
れ
な

　
　

い
。

　
　
　
　

夫
聖
人
芸
者
也
・
（
昌
。
）

　
　
　
　

遺
身
而
自
得
・
（
難
。
）

　
　
　
　

雖
天
地
之
大
萬
物
之
富
。
其
所
宗
而
師
者
無
心
也
。
（
｀
一
匹
四
）

　
　

と
い
ふ
境
地
こ
そ
、
彼
が
「
不
依
也
」
と
言
っ
た
否
定
の
深
い
内
容
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
無
心
と
な
り
無
我
と
な
る
と
か
ふ

万

　

こ
と
は
、
理
性
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
叉
鮮
護
法
に
よ
る
矛
盾
の
論
理
と
し
て
、
有
の
否
定
的
媒
介
を
経
て
始
め
て

－５－
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述
ぜ
ら
れ
る
統
一
で
も
な
い
。
そ
れ
は
久
松
具
一
氏
が
「
東
洋
的
無
」
に
お
い
て
、
主
と
し
て
譚
に
基
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
如
く
、
東

　
　

洋
狽
自
の
方
法
と
し
て
、
有
の
立
場
の
絶
對
的
縛
換
と
し
て
、
直
接
的
に
醒
瞼
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。

　
　
　
　

明
旱
待
有
而
祭
具
肘
Ｊ

　
　

凡
非
員
性
・
皆
塵
垢
也
・
二
皿
一
四
論
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

゜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

と
言
へ
る
は
、
こ
の
東
洋
的
な
意
味
に
お
い
て
始
め
て
了
解
せ
ち
れ
る
も
の
で
あ
り
、
郭
象
が
原
始
道
家
思
想
に
基
い
て
、
か
ｘ
る

否
定
を
一
珊
明
か
な
論
理
の
上
に
展
開
さ
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
魏
晋
の
思
想
・
文
化
を
考
へ
る
上
に
看
過
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　

悴
通
支
那
人
は
現
賓
的
な
國
民
ご

る
こ
と
に
相
違
な
い
。
し
か
し
支
那
人
が
素
朴
な
現
賓
主
義
に
終
る
も
の
た
ら
ば
別
に
貴
ぶ
べ
き
も
の
は
な
い
が
、
若
し
そ
の
中
に

絹
對
否
定
の
肯
定
と
い
ふ
意
味
が
見
出
さ
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
非
常
に
深
い
思
想
で
あ
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し

か
る
に
吾
々
は
、
支
那
の
思
想
・
文
化
の
中
に
お
い
て
、
誕
よ
か
Ｘ
る
一
面
に
遭
遇
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

陶
淵
明
０
「
探
菊
東
簸
下
。
悠
然
見
南
山
」
と
い
ふ
詩
句
誤
於
て
も
、
。
一
庶
は
俗
界
を
離
れ
な
け
れ
ば
こ
の
言
葉
は
出
て
こ
な
い
。

併
し
そ
れ
は
決
し
て
空
想
の
世
界
で
も
９
　
髪
不
可
思
議
だ
仙
境
で
も
な
く
て
、
結
局
人
間
を
肯
定
し
て
居
る
こ
と
に
於
て
、
こ
０
詩

の
妙
味
は
あ
る
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
支
那
の
文
字
そ
の
も
の
が
、
輦
な
る
賓
用
に
経
ら
す
し
て
書
道
と
い
ふ
も
の
に
藤
展
し
て
行

っ
た
こ
と
は
支
那
文
化
の
大
な
る
特
色
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
が
、
書
は
要
す
る
に
・
人
を
現
す
も
の
に
外
た
ら
な
い
。
叉
宋
代
の
山
水

重
な
ど
に
於
て
、
特
に
否
定
に
よ
る
現
官
肯
定
０
境
地
を
よ
く
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
ふ
。
古
い
文
化
を
有
っ
た
支
那
人
は
、
他

國
民
に
比
べ
て
早
く
か
ら
老
熟
０
境
に
入
っ
た
が
篤
め
に
、
壮
年
以
後
の
人
が
現
官
的
で
あ
る
の
と
同
じ
意
味
に
於
て
、
彼
等
も
亦

-６-
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’
超
越
的
現
官
主
義
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
は
否
定
に
よ
る
肯
定
で
あ
る
。
支
那
人
。
が
現
官
的
だ
と
い
ふ
と
と
の
賀
に

深
い
意
味
は
、
正
に
こ
の
鮎
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

　

そ
し
て
支
那
に
於
て
、
、
こ
の
否
定
が
最
も
深
い
所
に
達
し
た
も
の
が
道
家
思
想
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
し
か
し
元
々
現
賓
的

内
在
的
で
あ
る
支
那
文
化
に
、
始
め
て
超
越
０
面
を
強
く
自
発
し
た
原
始
道
家
思
想
が
、
勢
ひ
否
定
０
側
に
よ
り
多
く
傾
く
や
う
に

な
っ
た
こ
と
は
。
已
む
を
爵
廠
い
。
故
に
老
子
は
道
の
根
本
に
蹄
す
る
こ
と
を
強
。
調
し
て
濡
弱
謙
下
の
處
世
法
を
と
ぷ
、
荘
子
は
進
ん

で
鉦
に
基
い
た
個
物
の
絶
對
性
を
認
め
た
け
れ

０
　
、
蜀
い
０
解
蔽
篇
に
「
賂
子
蔽
於
天
而
不
知
人
」
と
評
し
て
ゐ
る
如
く
、
や
ぱ

り
否
定
の
側
に
偏
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
吾
々
は
郭
象
に
お
い
て
、
上
来
説
き
来
っ
た
彼
の
紹
對
否
定
が
更
に
肯
定
に
韓

す
る
上
に
、
従
前
の
道
家
言
よ
り
～
一
段
の
進
歩
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

彼
は
脊
物
論
篇
註
に
次
言

　
　

我
自
忘
矣
。
天
下
何
物
足
識
哉
。
故
都
忘
外
内
。
然
後
超
然
倶
得
也
。

　

否
定
の
肯
定
と
い
ふ
こ
と
は
、
た
よ
｀
理
０
上
で
言
ふ
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
命
懸
廿
の
拝
換
で
あ
る
。
自
忘
と
い
ふ
自
己
否
定

に
よ
っ
て
凡
て
外
内
を
忘
じ
た
と
き
、
始
め
て
無
の
境
地
に
立
つ
。
超
然
倶
得
と
い
ふ
絶
對
肯
定
は
、
無
そ
の
も
の
の
性
格
と
し
て

営
然
そ
こ
に
起
ク
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
０
で
あ
る
。

大
宗
師
篇
註
に
曰
ふ
。

　

夫
れ
理
至
極
あ
り
。
内
外
相
冥
す
。
未
だ
遊
外
０
致
を
極
め
て
、
而
も
内
に
冥
せ
ざ
る
も
の
は
有
ら
ざ
る
な
り
。
未
だ
能
く
内
に

　

冥
し
て
、
而
も
外
に
遊
ば
ざ
る
も
の
有
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
聖
人
常
に
遊
外
以
て
内
を
弘
め
、
無
心
以
て
有
に
順
ふ
。
’
故
に
終
日

　

形
を
揮
ふ
と
雖
も
而
も
紳
気
瓊
り
な
く
、
萬
機
を
俯
仰
し
て
而
も
淡
然
自
若
た
り
。
夫
れ
形
を
見
て
紳
に
及
ば
ざ
る
も
の
天
下
の

－７－
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゜
常
累
な
り
。
是
故
に
其
の
駄
物
と
並
び
行
く
を
観
れ
ば
、
則
ち
能
く
之
を
物
を
遺
し
人
を
離
る
と
謂
ふ
な
し
。
…
…
…
…
…
…
…
夫

　

れ
外
に
遊
ぶ
者
は
内
に
依
り
、
人
を
離
る
ｘ
者
は
俗
に
合
す
。
故
に
天
下
を
有
す
る
者
、
天
下
を
以
て
篤
す
な
き
な
り
。
是
を
以

　

て
物
を
遺
し
て
而
る
後
能
く
群
に
入
り
、
坐
忘
し
て
而
る
後
能
く
務
に
廳
挙
。
愈
之
を
遺
す
れ
ば
愈
之
を
得
。

こ
と

而
も
絶
對
に
現
官
を
超
え
た
も
ｏ
は
必
寸
現
賓
に
出
て
く
る
。
内
外
相
冥
す
と
い
ひ
、
無
心
以
て
有
に
順
ふ
と
云
ふ
の
は
そ
れ
で
あ

る
。
無
心
と
い
ふ
絶
對
否
定
が
、
順
有
と
い
ふ
絶
對
肯
定
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
終
日
形
を
揮
う
て
紳
気
に
腱
り
な
く
、

萬
機
を
俯
仰
し
て
な
ほ
淡
然
自
若
た
る
超
越
の
境
地
が
あ
る
。
そ
の
否
定
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
肯
定
も
亦
大
な
り
と
す
る
の
で

あ
る
。
老
子
は
「
下
士
道
を
聞
い
て
大
い
に
之
を
芙
ふ
。
笑
は
ざ
れ
ば
以
て
道
と
な
す
に
足
ら
す
」
（
↓
四
十
）
と
言
っ
た
が
ヽ
郭
象

も
亦
ヽ
無
の
超
越
が
形
の
１
　
か
ら
の
み
判
断
す
る
と
き
ヽ
如
何
に
大
な
る
誤
解
を
受
け
易
い
も
の
で
あ
る
か
を
述
べ
て
ゐ
る
。

　

魏
１
　
の
常
時
、
聖
人
に
情
が
有
る
か
無
い
か
と
い
ふ
や
う
な
事
が
、
盛
ん
に
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
や
う
で
’
あ
る
。
何
晏
は
聖
人
無
喜

怒
高
推
論
を
唱
へ
、
鍾
會
等
が
之
を
述
べ
た
が
、
王
弼
は
之
に
反
對
し
て
、
聖
人
に
も
や
っ
ぱ
り
情
は
あ
る
が
、
紳
明
に
よ
っ
て
無

に
通
じ
て
ゐ
る
か
ら
物
に
庶
じ
て
而
も
物
に
累
は
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
と
言
っ

心

。
王
弼
は
否
定
に
よ
る
肯
定
を
認
め
た
も
の
で
、

何
晏
等
に
比
べ
て
非
常
に
優
れ
た
も
の
を
有
っ
て
ゐ
る
と
云
ふ
ぺ
く
、
郭
象
が
個
々
の
執
著
の
愛
を
否
定
し
っ
Ｘ
而
も
「
無
情
の
情

あ
り
」
こ
献
皿
師
）
「
其
の
愛
す
る
所
に
任
じ
Ｉ
而
も
哀
楽
そ
の
間
に
錯
は
る
所
な
し
」
（
一
－
皿
主
）
と
言
っ
ｔ
ゐ
’
・
の
峡
こ
の
王
弼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い

等
の
論
法
に
負
ふ
所
が
彭
く
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　

竹
林
七
賢
達
が
故
意
に
職
制
に
反
抗
し
た
と
い
ふ
事
は
、
職
制
そ
の
も
の
へ
の
反
抗
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
営
時
の
極
端
に
形
式

化
し
た
職
制
に
對
す
る
忿
憑
か
ら
来
て
ゐ
る
方
が
多
い
と
思
は
れ
る
。
郭
象
も
亦
決
し
て
職
そ
０
も
の
を
否
定
す
る
も
０
で
は
な
い
。

-－８



　
　

．
「
夫
れ
磯
の
意
を
知
る
者
、
必
歩
遊
外
以
て
内
を
経
め
、
母
を
守
り
て
μ
て
子
を
存
し
、
情
に
栴
へ
て
直
ち
に
往
く
な
り
。
若
し
乃

　
　

ち
名
聾
に
衿
り
形
制
に
牽
か
る
れ
ば
ヽ
則
ち
孝
は
誠
に
任
ぜ
す
ヽ
慈
は
趾
に
任
ぜ
す
、
父
子
兄
弟
情
を
懐
い
て
相
欺
く
。
豊
に
磯
Ｏ

　
　

大
鷺
ら
ふ
や
」
（
難
。
）
と
て
、
外
即
ち
形
而
上
的
な
る
も
の
が
、
’
内
即
ち
現
賓
に
現
れ
る
と
き
、
破
と
な
り
情
と
た
っ
て
働
く

　
　

の
で
、
名
聾
や
形
に
囚
は
れ
る
と
き
は
、
根
本
を
離
れ
る
か
ら
却
っ
て
腫
０
大
意
に
背
く
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
０
で
あ
る
。

　
　
　

こ
の
こ
と
は
楽
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
阿
籍
や
椛
康
は
極
力
腔
制
を
罵
っ
た
け
れ
ど
も
、
音
楽
に
つ
い
て
は
自
分
自
身
が
好
き
で

　
　

あ
っ
た
か
ら
、
玩
籍
は
「
楽
論
」
を
著
。
し
、
桜
康
は
「
聾
無
哀
推
論
」
を
書
い
て
苦
し
い
肩
解
を
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
青
木
正
見
博

　
　

士
の
「
清
談
」
（
Ｅ
Ｕ
に
も
指
摘
し
て
あ
る
が
、
郭
象
は
「
夫
れ
至
楽
な
る
も
の
は
曾
聾
の
謂
に
非
ざ
る
廠
り
。
必
ず
先
づ
天
に
順

　
　

ぴ
て
人
に
庶
や
・
心
に
得
て
性
に
適
。
す
・
然
る
後
之
を
狸
す
る
に
聾
を
以
て
し
ゝ
之
を
奏
す
る
に
曲
を
以
て
す
る
の
み
」
（
匹
１

１
）
と

　
　

て
常
に
曾
聾
を
超
え
た
も
の
か
ら
出
で
ｘ
聾
や
曲
に
現
さ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
-
Ａ
Ｊ
脆
く
。

　
　
　

次
に
「
君
臣
父
子
口
先
後
、
是
れ
人
事
と
雖
も
皆
至
理
中
に
在
り
て
来
る
。
聖
人
の
作
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
」
（
匹
皿
）
と
て
人
倫

　
　

の
序
も
至
理
の
中
よ
り
来
る
と
述
べ
、
「
人
を
洽
む
る
者
必
雫
序
に
順
ふ
。
先
づ
天
を
明
か
に
す
。
賞
罰
を
棄
っ
る
こ
と
を
焉
さ
ゞ

　
　

る
な
り
・
但
営
に
先
後
の
心
を
失
は
ざ
る
べ
き
’
の
み
」
（
匹
謎
）
と
て
そ
の
根
本
の
序
把
従
へ
ば
、
賞
罰
も
決
し
て
棄
て
石
べ
き
で
は
な

　
　

い
と
言
ふ
・
或
は
知
と
５
ふ
も
の
に
就
い
て
も
ヽ
｀
「
知
を
遺
し
て
知
」
べ
鰍
皿
師
）
と
い
ひ
ヽ
柴
旅
と
い
ふ
や
う
な
も
の
に
於
て
も
ヽ

　
　

稽
康
の
如
く
一
概
に
そ
れ
を
退
け
よ
う
と
す
る
の
で
は
た
く
て
、
「
夫
れ
係
る
こ
と
な
き
者
、
条
縁
を
脱
る
こ
と
蚊
虻
鳥
雀
の
前
に

　
　

在
り
て
過
ぎ
去
る
が
若
き
の
み
。
豊
其
０
間
に
哀
推
有
ら
ん
や
」
（
皿
皿
）
と
見
一
ゆ
る
如
く
ヽ
拘
ら
な
い
と
い
ふ
態
度
で
あ
る
・

　
　
　

又
逍
遥
遊
篇
註
に
、
「
世
乱
を
以
て
故
に
我
を
求
む
。
我
無
心
な
り
。
我
蜀
し
く
も
無
心
た
ら
ば
、
亦
何
篤
れ
ぞ
世
に
塵
ぜ
ざ
ら

一
一
一
ヽ
心
や
」
と
い
っ
て
戴
世
に
も
積
極
的
に
崖
す
ぺ
き
気
勢
を
示
し
て
ゐ
る
。
更
に
同
篇
註
に
聖
人
の
無
心
に
つ
い
て
論
じ
、
・
「
廟
堂
Ｏ

-９
-



４

　

上
に
在
り
と
雖
も
、
そ
０
心
山
林
０
中
に
異
る
な
し
」

　

「
間
堂
の
裏
に
静
獣
す
と
雖
も
、
而
も
四
海
０
表
に
玄
同
す
」
と
て
、
聖
人

耳

　
　
　

の
静
か
な
心
に
し
て
始
め
て
世
界
を
包
む
こ
と
が
出
来
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。

　
　
　

無
と
い
ふ
も
０
が
室
無
の
謂
で
た
い
と
同
様
、
無
篤
と
い
ふ
こ
と
も
、
何
も
篤
さ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
い
こ
と
は
老
子

　
　

（
認
い
十
）
に
「
道
常
無
篤
而
無
不
篤
」
と
あ
る
に
よ
つ
て
も
解
る
が
ヽ
郭
象
は
更
に
積
極
的
に
そ
の
肯
定
面
を
説
明
し
て
ゐ
る
・

　
　
　
　
　

所
謂
無
猛
之
業
。
非
抗
原
也
。
所
謂
塵
垢
之
外
。
非
伏
于
山
林
也
。
其
所
観
示
于
衆
人
者
。
皆
塵
垢
耳
。
非
方
外
之
冥
物

也
・
（
皿
喘
）

と
い
ひ
、
又
天
下
篇
註
に
、
「
其
の
鳥
す
有
る
所
を
鳥
す
。
則
ち
筒
鳥
な
り
。
其
の
筒
篤
を
篤
す
。
則
ち
偽
な
し
。
叉
何
を
か
加
へ

ん
。
」

　

と
て
無
狐
と
い
ふ
こ
と
は
決
し
て
損
鰍
の
謂
で
は
な
く
、
却
っ
て
侭
を
去
っ
た
所
の
筒
篤
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
ゐ
る
。

　

唯
軍
に
肯
定
を
説
く
の
み
で
あ
っ
た
な
ら
ば
容
易
な
こ
と
で
あ
る
が
、
郭
象
の
如
く
一
旦
深
い
否
定
に
入
っ
た
上
で
肯
定
に
出
て

く
る
こ
と
は
容
１
　
な
こ
と
で
は
な
い
。
彼
が
馬
蹄
篇
註
に
説
い
て
ゐ
る
如
く
、
常
時
の
人
は
、
老
荘
が
馬
の
性
に
任
す
と
云
ふ
や
う

な
こ
と
を
言
へ
ば
、
直
ち
に
放
っ
て
乗
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
０
　
、
無
篤
の
風
を
聞
け
ば
、
則
ち
寝
こ
ろ
ん
で
ゐ
る
こ
と
で
あ
る

と
早
合
勁
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
か
き

く
馬
を
御
す
る
者
は
其
の
能
を
盗
す
こ
と
で
あ
る
。
能
を
畳
す
と
は
自
任
と
い
ふ
こ
と
に
在
る
の
で
、
決
し
て
過
能
の
用
を
求
め
で

死
に
至
ら
し
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
若
し
驚
騏
の
力
に
任
じ
て
遅
疾
の
分
を
適
度
に
し
た
な
ら
ば
、
足
述
八
荒
ｏ
表
に
接
す
と
雖
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

而
も
衆
馬
の
性
仝
き
を
得
る
の
で
あ
る
。
」

　

と
述
べ
て
ゐ
る
。

　

更
に
郭
象
は
営
時
０
逸
民
と
い
ふ
や
う
な
者
に
對
し
て
、
痛
切
な
批
評
を
浴
び
せ
か
け
て
ゐ
る
。
荘
子
逍
這
遊
篇
の
本
文
に
は
、

尭
の
譲
り
を
断
っ
た
許
由
を
、
尭
よ
り
も
高
し
と
す
る
風
が
あ
る
に
對
し
’
　
ｓ
象
は
そ
の
註
に
お
い
て
、
「
夫
治
之
由
於
不
治
。
篤
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之
出
乎
無
篤
也
。
取
於
尭
而
足
。
豊
借
之
許
由
哉
。
」

　

と
い
ふ
語
気
に
鳶
い
て
、
許
由
よ
り
も
岑
ろ
尭
が
無
篤
の
治
に
努
力
し
た
こ

と
を
よ
り
多
く
稀
へ
て
を
り
、
更
に
右
に
っ
ゞ
い
て
次
の
如
く
言
っ
て
ゐ
る
。

　
　

若
謂
挟
獣
山
林
之
中
。
而
後
得
搦
無
篤
者
。
此
老
荘
之
談
。
所
以
見
弄
於
営
塗
。
営
塗
之
者
。
良
必
於
有
篤
之
域
而
不
反
也
。

　
　

夫
自
任
煮
對
物
・
而
順
物
者
輿
物
１
　
對
・
…
…
…
若
狽
冗
然
立
乎
高
山
之
頂
・
守
一
家
之
偏
・
拐
此
故
俗
中
之
一
物
・

　

其
の
細
對
は
物
に
對
す
る
も
０
で
は
な
く
、
却
っ
て
相
對
の
中
に
自
己
を
見
出
す
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
た
い
。
人
を
離
れ
て
却

っ
て
よ
く
俗
に
合
し
、
物
を
遺
し
て
む
し
ろ
群
０
中
に
入
っ
て
ゆ
く
所
が
な
く
て
は
な
ら
た
い
。
自
分
だ
け
が
物
か
ら
懸
離
れ
た
超

越
は
、
ど
こ
ま
で
も
相
對
的
で
あ
る
。
故
に
郭
象
は
、
か
ｘ
る
超
越
を
俗
中
の
一
物
に
過
ぎ
た
い
と
言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
但
し

郭
象
は
許
由
そ
の
人
を
退
け
る
０
で
は
な
く
、
許
由
は
普
通
の
逸
民
と
異
り
そ
の
遇
ふ
所
に
賓
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
の
文

の
最
後
に
、
「
故
尭
許
大
地
雖
異
。
其
於
逍
浅
一
也
」
と
い
ふ
言
葉
で
結
ん
で
ゐ
る
。
、

　

こ
れ
に
開
聯
し
て
同
じ
逍
遥
遊
篇
註
に
お
い
て
、
尭
は
一
見
俗
と
少
し
も
愛
ら
な
い
や
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
賓
は
冥
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
と
し
、
「
然
れ
ど
も
未
だ
至
遠
の
順
ふ
所
の
も
の
更
に
近
く
、
至
高
の
會
す
る
所
０
も
０
反
っ
て
下
る
を
知
ら
ざ

る
な
り
。
若
し
翼
然
濁
高
を
以
て
至
れ
り
と
な
し
俗
に
夷
せ
ざ
る
者
、
斯
れ
山
谷
０
士
待
つ
な
き
者
に
非
ざ
る
な
り
。
笑
ん
ぞ
以
て

至
極
を
語
り
無
窮
に
遊
ぶ
に
足
ら
ん
や
。
」

　

と
て
至
高
至
遠
な
る
超
越
は
、
却
っ
て
近
く
低
い
現
賓
に
下
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
ゐ
る
。

　

竹
林
七
賢
の
一
人
た
る
稚
康
は
、
思
想
的
に
は
相
営
深
い
も
の
を
有
っ
て
ゐ
た
や
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
一
方
的
な
否

５

　

定
に
傾
い
て
ゐ
た
こ
と
は
、
そ
の
有
名
な
「
奥
山
互
源
絶
交
書
」
露
皿
懇
の
中
に
見
ゆ
る
思
想
が
、
世
の
羅
絆
を
脆
す
る
こ
と
に

ロ

　

極
力
腐
心
し
て
ゐ
る
ｏ
を
以
で
も
窺
は
れ
ゑ

　

一
方
的
な
否
定
に
偏
す
と
い
ふ
の
吟
肯
定
面
が
無
ｗ
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
・
む

-
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し
ろ
そ
の
否
定
が
不
徹
底
な
り
し
狐
め
に
、
具
に
溌
刺
と
し
て
現
賓
に
出
て
く
る
こ
と
が
出
来
た
か
っ
た
０
で
あ
る
。
精
康
に
あ
り

　
　

互
ヽ
「
遊
山
弓
観
魚
鳥
・
心
甚
楽
之
」
（
豊
驚
）
「
肆
志
養
浩
然
」
（
問
皿
ご
い
ふ
や
う
に
、
性
に
適
す
と
い
ふ
境
地
が
箕

　
　

賓
の
世
界
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
０
で
あ
る
。
性
に
適
す
と
い
ふ
事
は
、
後
に
述
べ
る
如
く
、
自
然
と
い
ふ
も
０
と
深
い
開
係
を

有
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
輩
な
る
自
由
と
か
気
俊
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
且
つ
精
康
は
そ
の
目
的
が

　

「
養
生
論
」
そ
の
他
に
述
べ
て
あ
る
や
う
に
、
９
　
仙
的
な
も
の
を
求
め
て
ゐ
た
と
し
て
も
、
そ
の
根
板
に
は
「
憚
私
論
」
に
見
え
る

や
う
な
無
の
超
越
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

四

。

　

或
は
徒
ら
に
常
世
を
俗
説
し
て
、
宇
宙
を
狭
し
と
す
る
一
派
が
あ
る
。
劉
伶
・
玩
修
等
が
そ
の
代
表
者
で
あ
り
、
白
眼
の
玩
籍
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

　
　
　
　
　
　
　

（
洵
）

　
　
　
　
　

⑩

亦
そ
の
傾
向
を
有
つ
て
ゐ
る
。
玩
籍
に
大
人
先
生
傅
あ
り
、
劉
伶
に
酒
徳
垣
、
玩
修
に
大
鵬
萱
が
あ
る
。
何
れ
も
荘
子
逍
遥
遊
篇
巻

頭
の
鵬
の
物
語
に
模
し
た
所
が
あ
る
か
ら
、
之
を
鵬
的
な
超
越
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ら
う
。
彼
等
は
自
由
奔
放
な
鵬
の
飛
翔
に
も
似

て
ヽ
際
胤
ハ
に
乗
じ
極
端
に
放
縦
に
流
れ
よ
う
と
す
る
。
青
木
博
士
が
「
清
談
」
の
中
に
お
い
て
畷
達
涙
と
誘
せ
ら
れ
る
も
の
の
中
心

を
な
す
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
彼
等
は
一
見
自
由
気
佐
に
享
察
に
走
っ
た
や
う
に
も
見
え
る
。
併
し
そ
れ
は
軍
に
本
能
や
感
受
を
爾

ん
だ
の
で
も
な
く
、
又
近
世
的
な
意
味
に
お
い
て
の
自
然
主
義
的
な
態
度
と
も
違
ふ
。
彼
等
に
お
い
て
も
や
は
り
、
そ
の
根
祗
に
は
Ｉ

老
荘
的
な
否
定
に
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
ふ
。
但
し
そ
の
否
定
が
員
の
自
己
否
定
に
徹
し
た
い
ま
ｘ
で
現
資
に
働
き
出
て
ゐ
る

た
め
に
、
感
官
的
な
も
の
と
結
び
つ
く
や
う
に
た
り
、
且
つ
は
時
代
の
反
破
教
的
な
態
度
に
傾
き
、
殊
に
亜
流
の
徒
に
至
っ
て
は
破

壊
の
篤
め
の
破
壊
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
思
ふ
。

　

な
ほ
最
初
に
鯛
れ
た
向
秀
に
つ
い
て
は
、
彼
の
難
積
叔
夜
養
生
論
に
見
ゆ
る
「
自
然
」
が
、
主
と
し
て
個
々
の
感
受
的
現
象
を
意

味
し
て
を
り
、
た
*
Ａ
道
義
や
破
に
よ
っ
て
そ
の
無
節
制
に
陥
る
の
を
防
げ
ば
よ
い
と
し
て
ゐ
る
事
は
、
。
松
本
雅
明
氏
が
指
摘
さ
れ
た
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碧
ｔ
よ
銭
配
所
一
痩
）

　
　
　
　

そ
の
外
に
難
養
生
論
の
中
に
憾
、
「
人
受
形
於
造
化
」
と
て
造
化
を
認
め
、
「
有
動
以
接
物
。
有
智
以
自
輔
。
此
有
心
之
釜
。
有
智

　
　
　

之
功
也
。
」

　

と
て
智
と
か
心
と
ｓ
｡
ふ
･
J
i
p
の
を
直
接
的
に
肯
定
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
郭
象
が
否
定
の
上
で
現
賓
に
出
て
き
て
ゐ
る
の
と

　
　
　

は
ヽ
非
常
に
違
っ
て
ゐ
る
。
そ
０
「
聖
人
之
大
賓
曰
位
」
と
い
ひ
、
「
先
王
」
を
引
き
、
。
節
制
は
「
古
人
之
所
修
」
と
い
ひ
、
「
夫
人

　
　
　

含
五
行
而
生
」
と
い
へ
る
な
ど
、
む
し
ろ
儒
家
的
な
思
想
が
本
に
な
っ
て
ゐ
る
や
う
亡
あ
る
。
老
荘
思
想
は
勢
ひ
感
官
的
な
も
の
と

　
　
　

結
び
つ
き
易
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
「
自
然
」
が
「
有
生
則
有
情
。
稀
情
則
自
然
。
若
絶
而
外
之
。
則
輿
無
生
同
。
何
貴
於
有

　
　
　

生
哉
。
且
夫
嗜
欲
好
柴
悪
辱
好
逸
悪
努
。
皆
生
於
自
然
。
」

　

と
い
ふ
や
う
に
感
官
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
そ

　
　
　

れ
が
否
定
の
上
に
立
っ
て
ゐ
た
い
と
い
ふ
事
が
次
に
説
く
郭
象
の
自
然
と
根
本
的
に
異
る
所
以
で
あ
る
。
總
じ
て
難
養
生
論
に
’
見
え

　
　
　

る
向
秀
の
思
想
に
は
ご

　
　
　

ば
な
ら
た
い
。

　
　
　
　

道
家
思
想
の
後
學
に
は
種
々
の
派
が
現
れ
た
。
殊
に
荘
子
外
篇
の
中
に
は
雑
多
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
魏
晋
の
老
荘
思
想
は
、
そ

　
　

れ
ら
の
諸
よ
の
傾
向
が
時
代
の
要
求
と
共
に
一
時
に
現
れ
出
て
き
た
や
う
な
観
が
あ
石
。
且
つ
時
代
の
狸
展
と
共
に
一
勝
の
複
雑
さ

　
　

が
あ
っ
て
一
概
に
は
論
ぜ
ら
れ
た
い
。
茲
に
は
唯
郭
象
に
開
係
あ
る
も
の
の
み
、
僅
か
に
一
瞥
を
輿
へ
る
事
に
止
め
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　
　
　

絶
對
の
否
定
を
肯
定
に
弊
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
理
念
と
し
て
知
的
な
立
場
か
ら
言
ふ
口
で
は
た
く
、
主
醒
的
全
醗
的
な
欄
題
と

　
　
　

し
て
篤
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
こ
に
拉
有
の
世
界
が
無
に
韓
す
る
所
が
か
く
て
は
な
ら
た
い
。
老
子
が
萬
物

耳

　

の
奥
と
い
ひ
、
今
日
の
言
葉
で
絶
對
無
と
も
稀
す
べ
色
県
賓
の
世
界
が
梧
軸
と
な
っ
て
ゐ
る
。
老
荘
が
無
と
い
ひ
自
然
と
い
ひ
、
或
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３

　

は
道
と
い
ひ
天
と
い
ふ
も
の
は
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
郭
象
は
最
も
多
く
自
然
と
い
ふ
言
葉
で
こ
の
世
界
を
呼
ん
で
ゐ
る
。

　
　
　
　

物
各
自
然
・
不
知
所
以
然
而
然
・
則
形
雖
弼
異
・
自
然
弼
同
也
・
（
皿
四
論
）

　
　

郭
象
に
よ
れ
ば
、
自
然
は
理
性
の
認
識
を
超
え
て
而
も
巌
然
と
し
て
賓
在
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
一
切
の
存
在
を
超
越
し
て
而
も
凡
て

　
　

の
個
物
に
普
遍
と
し
て
内
在
し
て
ゐ
る
。
故
に
物
は
各
そ
の
形
は
異
る
と
雖
も
、
自
然
は
ど
こ
ま
で
も
平
等
で
あ
っ
て
、
こ
の
平
等

　
　

性
あ
っ
て
始
め
て
物
の
差
別
性
は
成
立
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

こ
の
自
然
は
自
党
値
で
あ
る
。
無
心
と
い
ふ
も
の
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
主
脛
的
な
自
発
で
あ
る
。

　
　
　
　

夫
任
自
然
。
而
忘
是
非
者
。
共
中
狽
任
天
箕
而
已
。
又
何
所
有
哉
。
故
止
若
枯
木
。
行
若
遊
塵
。
動
止
之
容
。
吾
所
不
能
一
也
。

　
　

其
於
無
心
自
得
・
吾
所
不
能
二
也
・
（
匹
四
論
）

自
然
に
任
じ
て
行
へ
ば
、
動
止
の
容
は
異
つ
て
ゐ
て
も
無
心
自
得
と
い
ふ
鮎
に
於
て
は
常
に
一
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
、
自
然
が
軍
に

個
物
に
内
在
す
る
倅
遍
で
あ
る
と
い
ふ
に
止
ら
す
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
自
売
値
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

こ
の
自
然
即
ち
無
心
の
世
界
は
時
間
空
間
を
超
え
て
ゐ
る
。

　
　

１
　
者
期
之
遠
耳
。
無
期
。
故
拠
所
楊
壽
。
（
皿
皿
）

員
の
永
遠
は
時
間
が
無
限
に
永
く
徊
く
と
い
ふ
こ
と
で
は
た
い
。
期
即
ち
時
間
と
い
ふ
も
の
が
無
い
の
で
あ
る
。
時
間
は
こ
の
無
の

世
界
の
限
定
と
し
て
始
め
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
郭
象
は
無
の
永
遠
を
見
て
ゐ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
　

無
所
不
在
ｏ
而
所
在
皆
無
也
余
靉
師
）

在
ら
ざ
る
所
た
く
道
は
Ｉ
切
に
遍
満
し
て
ゐ
る
。
而
も
何
れ
の
室
間
を
も
そ
れ
は
超
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故
に

　
　

忘
先
後
之
所
接
０
　
斯
見
調
者
也
・
｀
古
今
哀
調
倶
生
也
・
係
外
政
有
死
・
悪
死
改
有
生
・
ｔ
係
無
悪
則
之
死
｀
生
矣
・
（
勁
師
）
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時
１
　
蜜
間
を
超
え
て
始
め
て
濁
り
を
見
る
唯
一
者
に
達
す
る
。
】
切
を
離
れ
て
ゐ
る
か
ら
係
は
る
と
か
悪
む
と
か
い
・
ふ
こ
と
は
な
い
。

　
　

帥
ち
生
死
と
い
ふ
も
の
は
既
に
超
え
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
田
子
方
篇
註
に
、

　
　
　
　

死
生
岑
小
使
耳
。
知
共
小
使
。
而
不
失
其
大
常
。
…
…
…
↓
・
・
”
・
萄
知
死
生
之
使
所
在
皆
我
。
則
所
１
　
者
我
。
而
我
呉
使
倶
。
故

　
　
　
　

無
失
也
。

　
　

と
あ
い
９
、
死
生
は
最
早
小
使
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
そ
の
中
に
大
常
あ
り
。
大
常
こ
そ
揃
０
見
濁
者
で
あ
り
員
の
我
で
あ
っ
て
、
如
何

　
　

た
る
現
賓
の
便
化
ど
も
縫
う
て
箕
我
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
郭
象
が
自
然
と
稀
す
る
も
の
は
、
こ
の
員
我
を
指
す
も
の
に
外
な
ら

　
　

た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　
　

魏
晋
の
時
代
に
老
荘
と
共
に
易
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
有
名
で
、
晋
代
の
儒
家
は
自
己
の
立
場
を
守
る
篤
め
に
老
荘
を
易
に
よ

　
　

っ
て
包
築
し
よ
う
と
し
た
と
言
は
れ
て
ゐ

細
。
併
し
元
来
有
を
超
え
た
無
を
、
有
の
立
場
か
ら
包
撮
し
よ
う
と
す
る
こ
と
』
は
無
理
な

　
　

話
。
で
あ
る
か
ら
０
老
荘
家
の
方
に
＆
り
て
は
菊
築
が
既
に
、
「
理
之
微
者
。
非
物
象
之
所
阜
。
」
（
瞰
皿
皿
一

″
一
″
雛
引
）
と
言
っ
て
、
物
象

　
　

を
超
越
し
た
立
場
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
が
、
郭
象
は
更
に
、

　
　
　
　

誰
得
先
物
者
乎
哉
。
吾
以
陰
陽
篤
先
物
。
而
陰
陽
即
所
謂
物
耳
。
誰
叉
先
陰
陽
者
乎
。
吾
以
自
然
篤
先
之
。
而
自
然
印
物
之
自

　
　
　
　

晋
・
（
腔
Ｊ

　
　

と
て
、
陰
陽
は
物
の
根
祇
を
な
し
て
は
ゐ
る
が
、
そ
れ
自
ら
が
物
に
過
ぎ
た
い
の
で
あ
る
か
ら
。
結
局
物
と
い
ふ
有
の
中
で
の
根
球

　
　

に
過
ぎ
ぬ
。
陰
陽
に
先
ん
す
る
自
然
に
し
て
始
め
て
、
有
を
超
え
て
有
そ
の
も
の
を
仝
醒
的
に
根
球
づ
け
る
も
の
と
な
す
こ
と
が
出

　
　

来
る
と
い
ふ
０
　
で
あ
る
。
而
し
て
自
然
と
い
ふ
の
は
物
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
「
物
之
自
爾
耳
」
と
あ
る
や
う
に
、
主
客

万

　

を
滅
し
ｔ
物
が
物
を
見
る
こ
と
ご
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Ｊ

　

見
。

　

忘
聴
而
白
聞
。
則
祁
不
擁
・
而
形
不
邪
也
」
痩
茲
）

と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
、
こ
の
物
の
白
爾
の
境
地
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

郭
象
は
更
に
造
物
主
と
い
ふ
も
の
を
否
定
す
る
。

　
　

上
知
造
物
無
物
。
下
知
有
物
之
自
造
。
（
皿
Ｅ
）

　
　

放
任
之
而
理
自
至
矣
。
萬
物
萬
情
。
趣
舎
不
同
。
若
有
賀
宰
使
之
然
也
。
起
憲
具
宰
之
叙
述
。
而
亦
終
不
得
。
則
明
物
皆
自
然
。

　
　

が
使
物
然
也
・
（
皿
四
あ
）

郭
象
に
於
て
は
、
自
然
と
い
ふ
も
の
が
自
分
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
自
分
と
い
ふ
も
の
が
無
く
な
っ
た
所
に
自
然
と
い
ふ
も
の

が
あ
る
の
で
あ
る
。
普
通
に
９
　
と
か
造
物
と
云
っ
て
居
る
も
の
は
、
結
局
に
お
い
て
こ
の
自
然
（
無
）
の
世
界
を
現
賓
か
ら
眺
め
た

も
の
に
外
な
ら
な
い
。
故
に
自
然
が
そ
の
ま
と
県
我
の
主
賠
で
あ
る
こ
と
が
解
っ
た
時
に
は
、
最
早
４
　
と
い
ふ
も
の
は
無
い
の
で
あ

る
。

造
化
と
一
に
な
る
と
い
ふ
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
往
く
と
し
て
我
に
非
ざ
る
な
し
と
い
ふ
大
た
る
我
が
こ
Ｘ
に
現
存
す
る
の
で
あ
る
。

冥
然
具
造
化
鳥
一
。
則
無
往
而
非
我
矣
。
将
何
得
何
失
。
衰
死
衰
生
々
・
〔
詐
〕

と
一
に
な
る
と
い
ふ
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
往
く
と
し
て
我
に
非
ざ
る
な
し
と
い
ふ
大

自
然
生
我
・
我
自
然
生
・
旋
自
然
者
印
我
之
自
然
・

　

豊
遠
之
哉
・
（
匹
四
諦
）

現
賓
に
死
ん
だ
無
心
の
我
、
そ
れ
が
自
然
で
あ
る
。
「
自
然
た
る
も
の
印
ち
我
の
自
然
」
と
。
言
つ
て
ゐ
る
所
に
、
郭
象
の
超
越
が
主

醍
的
生
命
の
超
越
で
あ
る
こ
と
を
確
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

自
然
は
普
遍
で
あ
り
平
等
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
こ
ま
で
も
差
別
の
ま
Ｘ
で
の
平
等
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
た
ら
な
い
。
逍
逢

遊
篇
註
に
見
え
る
郭
象
の
次
の
一
文
に
注
意
し
て
頂
き
た
い
。
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天
地
は
萬
物
の
總
名
な
り
。
天
地
萬
物
を
以
て
膿
と
な
し
、
而
毛
萬
物
必
す
自
然
を
以
て
正
と
な
す
。
故
に
大
鵬
の
能
く
高
き
。

　
　
　

斥
鸚
の
能
く
下
り
、
大
椿
の
能
く
長
く
、
朝
菌
の
能
く
短
き
、
凡
そ
此
れ
皆
自
然
の
能
く
す
る
所
。
之
を
篤
し
て
能
く
す
る
所
に

　
　
　

非
ざ
る
な
び
。
篤
さ
す
し
て
自
ら
能
く
す
。
正
と
な
す
所
以
な
り
。
故
に
天
地
の
正
に
乗
す
る
者
、
即
ち
萬
物
の
性
に
順
ふ
な
り
。

　
　
　

六
気
の
辨
を
御
す
る
者
、
印
ち
便
化
の
塗
に
遊
ぶ
な
り
。
斯
く
の
如
き
以
往
、
則
ち
何
ぞ
往
い
て
窮
り
有
ら
ん
や
。
遇
ふ
所
斯
れ

　
　
　

乗
す
、
又
将
に
い
づ
く
に
か
待
た
ん
や
。
此
れ
乃
ち
至
徳
０
人
、
彼
我
を
玄
同
す
る
者
の
逍
退
な
り
。
萄
し
く
も
待
つ
有
ら
ば
、

　
　
　

則
ち
列
子
の
軽
妙
と
雖
も
猶
陸
風
無
き
を
以
て
行
／
へ
こ
と
能
は
す
。
故
に
必
す
其
０
．
待
つ
所
を
得
て
然
る
後
逍
浅
す
る
０
み
。
況

　
　
　

ん
や
大
鵬
を
や
。
夫
れ
唯
物
と
冥
し
て
大
愛
に
循
ふ
者
、
能
く
待
つ
無
く
６
　
て
常
に
通
す
と
な
す
。
豊
に
自
ら
通
寸
る
０
み
な
ら

　
　
　

ん
や
。
叉
待
つ
有
る
者
に
順
ひ
、
そ
の
待
つ
所
を
失
は
し
め
す
。
故
に
有
待
と
無
待
、
吾
れ
斉
し
う
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。
各
そ

　
　
　

の
性
に
安
ん
す
る
に
於
て
は
、
天
機
自
ら
張
り
、
受
け
て
知
ら
す
、
則
ち
吾
れ
殊
に
す
る
能
は
ざ
る
な
や
。
夫
れ
無
待
な
ほ
以
て

　
　
　

有
待
に
殊
な
る
に
足
ら
す
。
況
ん
や
待
つ
有
る
者
の
巨
細
を
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

　
　

有
待
者
と
は
未
だ
有
の
世
界
に
留
っ
て
ゐ
る
者
で
あ
る
。
無
待
者
こ
そ
有
を
離
脱
し
て
絹
對
無
に
立
つ
人
で
あ
る
。
未
だ
有
の
世
界

　
　

゛
に
あ
る
以
上
、
列
子
０
軽
妙
を
以
て
さ
へ
も
風
な
く
し
て
行
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
九
萬
里
を
飛
ぶ
大
鵬
に
於
て
は
倚
更
０
こ
と
で

　
　

あ
る
・
そ
れ
ら
一
切
の
限
定
を
離
脱
し
て
始
め
て
萬
物
と
通
す
る
自
在
者
と
た
る
こ
と
を
得
。
而
も
無
待
者
は
自
分
だ
け
が
無
と
通

　
　

す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
自
分
ど
稀
す
る
も
０
が
既
に
滅
せ
ら
れ
て
ゐ
乙
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
純
粋
自
己
で
あ
り
絹
對
無
で
あ
る
。

　
　

’
４
れ
は
一
切
を
離
れ
て
ゐ
る
と
共
に
、
〕
久
凡
て
の
個
物
に
内
在
し
て
、
そ
れ
ら
が
依
っ
て
以
て
成
り
立
つ
所
０
差
別
０
根
抹
と
た
る
。

　
　

斯
く
萬
有
は
盗
く
絹
對
無
で
あ
る
所
の
自
然
に
依
っ
て
以
て
性
を
な
し
て
ゐ
る
こ
と
に
思
ひ
到
ら
ば
、
元
々
一
切
の
も
の
が
正
を
得

Ｃ
Ｏ

　

て
臍
は
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
・
ヽ
こ
０
世
に
正
し
く
な
い
も
の
は
‘
一
つ
も
な
い
・
こ
Ｘ
に
於
て
始
め
て
大
通
に
同
す
る
０
で
あ
る
と
い
ふ
・
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招2

　

私
は
こ
の
一
文
に
お
い
て
、
郭
象
０
　
最
も
深
い
思
想
に
肩
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五

　

性
と
命
と
い
ふ
こ
と
は
、
支
那
思
想
の
中
で
も
大
な
る
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
。
今
こ
れ
を
郭
象
に
つ
い
て
考
へ
て
見
る
に
、
何
れ

も
上
述
の
自
然
と
い
ふ
こ
と
と
深
い
開
係
を
有
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
る
。

　

先
づ
性
に
つ
い
て
は
、
駐
栂
篇
註
に
、

　
　

物
各
任
性
。
・
一
一
ゆ
一
Ｉ
一
一
―
｝
い
Ｉ
以
短
正
長
。
乃
謂
長
篤
有
蝕
。

　

以
長
正
短
。
乃
謂
短
篤
不
足
。
各
自
有
正
。
不
可
以
此
正
彼
而
損
益

　
　

之
。
知
其
性
分
非
可
断
細
而
任
之
。
則
無
所
去
憂
而
憂
自
去
矣
。

と
あ
り
。
性
は
各
が
正
で
あ
り
絶
對
的
な
意
味
を
有
っ
て
ゐ
る
０
で
あ
る
か
ら
、
一
方
を
以
て
他
を
正
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
て

ゐ
る
・
個
物
０
地
位
を
重
く
見
た
荘
周
０
學
脆
を
受
綴
ぐ
郭
象
が
、
斯
く
主
張
す
る
０
も
営
然
で
あ
る
。
但
し
性
は
個
性
で
あ
る
以

上
、
何
處
ま
で
も
差
別
限
定
の
上
に
立
つ
絶
對
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
性
の
事
を
定
極
と
も
い
ふ
。

　
　

故
理
有
至
分
ｏ
物
有
定
極
・
（
皿
惣
）

又
同
じ
逍
遥
遊
篇
註
に
、
性
に
は
各
極
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
る
後
、
「
萄
し
く
も
そ
の
極
を
知
ら
ば
、
則
ち
毫
分
も
相
肢
っ
べ
か
ら

す
。
天
下
叉
何
ぞ
悲
し
む
所
な
ら
ん
や
。
」

　

と
言
ひ
、
更
に
物
は
大
を
以
て
小
を
羨
む
こ
と
か
く
、
必
ず
小
を
以
て
大
を
羨
む
も
ｏ

で
あ
る
が
、
こ
の
極
と
い
ふ
こ
と
を
知
っ
た
た
ら
ば
羨
欲
の
累
も
な
く
な
り
、
従
っ
て
悲
し
み
も
去
っ
て
性
命
安
ら
か
に
た
る
も
の

で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。

　

郭
象
は
一
方
に
お
い
て
斯
く
ｏ
如
く
極
と
い
ふ
も
の
を
説
く
が
、
他
方
に
お
い
て
は
叉
無
極
と
い
ふ
こ
と
を
盛
ん
に
述
べ
て
ゐ
る
。

印
ち
右
の
文
に
禎
い
て
、
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自
此
已
下
至
於
列
子
。
歴
學
年
知
之
大
小
。
各
信
其
一
方
。
未
有
足
り
相
傾
者
。
然
後
統
以
無
待
之
人
。
遺
彼
忘
我
。
冥
此
群

　
　

異
。
異
方
同
得
。
’
而
我
無
功
名
。
是
故
統
小
大
者
。
無
小
無
大
者
也
。
…
…
…
…
故
遊
於
無
小
無
大
者
。
無
窮
者
也
。
冥
乎
不

　
　

死
不
生
者
。
無
極
１
　
也
。
若
夫
逍
逢
而
繋
螢
有
方
。
則
雖
放
之
使
遊
。
而
有
所
窮
矣
。
・
未
能
無
行
也
。

と
述
べ
’
て
ゐ
る
。
萄
し
く
な
有
方
に
繋
が
れ
る
以
上
列
子
の
脛
妙
を
以
て
さ
へ
も
、
物
に
累
は
さ
れ
る
鮎
は
鳥
や
獣
と
同
じ
一
で
あ
る
。

況
ん
や
大
小
の
差
は
問
題
に
な
ら
ぬ
。
是
に
於
て
始
め
て
有
を
絶
對
に
超
え
た
無
待
者
０
世
界
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
無
待
者
は
無
極

者
で
あ
る
。
こ
Ｘ
に
云
ふ
無
小
無
大
は
小
大
を
撥
無
す
る
も
の
で
は
な
い
。
小
大
と
い
ふ
極
に
在
っ
て
而
も
そ
れ
を
超
え
た
も
の
で

あ
る
・
無
待
者
は
限
ら
れ
た
人
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
萬
物
が
長
短
に
在
り
な
が
ら
各
絶
對
に
鯛
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
そ
の
唯
一
〇
絶
對

は
＞
無
待
者
が
自
党
し
て
居
る
絶
對
に
外
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
く
郭
象
は
ヽ
各
の
作
と
い
ふ
も
の
は
ヽ
毫
分
も
相
談
っ
こ
と
の
出
来
た
い
定
極
‘
（
差
別
性
）
と
ｓ
ふ
も
の
を
有
っ
ｔ
居
る
折

而
も
そ
の
各
が
極
を
超
え
た
絶
對
に
鯛
れ
て
ゐ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
自
党
し
た
者
が
無
待
者
で
あ
る
と
な
す
。
こ
の
事
は
之
を
反

對
に
言
へ
ば
、
性
と
い
ふ
も
の
が
絶
對
無
０
限
定
と
し
て
見
ら
れ
て
居
る
わ
け
で
、
絶
對
は
彼
０
自
然
に
外
な
ら
な
い
０
で
あ
る
か

ら
、
彼
が

自
然
そ
故
曰
性
・
（
肢
）

　
　

ど
言
つ
て
ゐ
る
０
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
了
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
’
。

　
　
　

魏
晋
０
時
代
に
、
性
に
適
す
と
い
ふ
こ
と
が
盛
ん
に
言
は
れ
た
や
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
直
ち
に
自
然
主
誘
的
な
態
度
を
意
味
す

　
　

る
も
の
で
は
な
い
。
任
性
不
繭
と
云
は
れ
た
玩
籍
と
雖
も
、
放
縦
に
流
れ
る
の
み
が
そ
の
凡
て
で
は
た
か
つ
。
た
。
魏
晋
の
底
に
は
郭

認
こ
尿
が
言
ふ
や
う
な
自
然
と
い
ふ
も
ｏ
が
流
れ
て
ゐ
て
、
少
丿
い
、
ど
も
老
荘
を
自
発
し
た
人
々
は
、
そ
れ
に
鯛
れ
る
所
が
あ
つ
た
で
あ
ら
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1８４

う
と
思
は
れ
る
。

　

次
に
命
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
考
へ
て
見
る
に
、
彼
は
左
０
如
く
言
つ
て
ゐ
る
。

　
　

知
不
可
奈
何
者
・
命
也
二
髭
世
）

或
は

　
　

夫
物
皆
先
有
共
命
。
故
来
事
可
知
。
是
以
凡
所
篤
者
。
不
得
不
篤
。
凡
所
不
篤
者
。
不
可
得
儒
。
而
愚
者
以
篤
。
１
　
之
在
己
。

　
　

ぶ
阜
・
（
魏
）

と
あ
る
如
く
、
命
は
己
ｏ
自
由
に
属
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
事
が
よ
く
解
る
。
徳
充
符
篇
註
に
、
こ
の
世
に
在
り
て
利
害
を
以

て
相
攻
め
る
こ
と
は
、
天
下
の
人
皆
昇
に
し
て
そ
の
弓
矢
の
中
で
遊
ん
で
ゐ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
た
る
後
、
「
則
中
輿
不
中
。

　
　

一

唯
在
命
耳
」
と
言
つ
て
ゐ
る
の
も
、
命
と
い
ふ
も
０
が
必
然
に
易
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
現
し
て
ゐ
る
。
こ
０
事
は
更
に
、
「
故

　
　

2
0

冥
然
以
所
遇
篤
命
・
而
不
施
心
於
具
間
・
混
然
輿
至
営
篤
一
・
而
鉦
休
戚
於
具
中
」
（
瓢
皿
世
）
と
て
命
の
字
の
代
り
に
至
雷
と
い
ふ
言

葉
を
使
っ
て
ゐ
る
の
で
も
解
る
。

　

命
が
必
然
を
現
す
も
０
で
あ
る
事
は
よ
い
と
し
て
も
、
遇
ふ
所
を
以
て
命
と
な
し
、
己
の
篤
す
こ
と
は
認
さ
ｕ
る
を
得
な
５
か
ら

で
あ
り
、
己
の
篤
さ
ゞ
る
こ
と
は
１
　
す
を
得
べ
が
ら
ざ
る
か
故
で
あ
る
と
い
ふ
風
に
考
へ
て
く
る
と
、
何
處
に
も
自
由
と
い
ふ
毛
Ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　

１

は
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
殊
に
次
０
文
の
や
う
に
、
。

　
　

夫
我
之
生
也
。
非
我
之
所
生
也
。
則
一
生
之
内
。
百
年
之
中
。
其
坐
起
行
立
。
動
脈
趣
舎
。
性
情
知
能
。
輿
凡
所
有
者
。
凡
所

　
　

拠
者
・
凡
所
篤
者
・
凡
所
遇
者
・
皆
非
我
也
・
理
自
爾
耳
・
（
雛
皿
符
Ｅ

坐
起
行
立
、
動
静
趣
舎
ま
で
も
皆
こ
れ
必
然
に
し
て
我
０
篤
す
所
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
全
然
我
の
存
在
と
い
ふ
も
の
は



無
く
な
っ
て
し
ま
ふ
。

　

併
し
こ
Ｘ
で
一
息
反
省
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
東
洋
的
な
も
０
は
、
西
洋
思
想
と
は
非
常
に
異
っ
た
も
０
を
有
っ
て

居
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
。
吾
々
は
直
ち
に
自
由
と
必
然
と
い
ふ
も
の
を
對
立
し
た
ら
０
と
し
て
考
へ
る
け
れ
ど
も
、
郭
象
に
お
い

て
は
、
常
に
對
立
を
超
え
た
立
場
か
ら
眺
め
ら
れ
て
ゐ
る
０
で
あ
る
。
自
由
は
直
ち
に
必
然
で
あ
り
、
必
然
は
そ
の
ま
と

た
る
世
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
辨
鐙
法
以
前
の
同
・
一
性
０
論
理
に
よ
っ
て
然
る
の
で
は
な
く
し
て
、
飽
く
ま
で
東
洋
的
な
無

の
論
理
の
上
に
立
っ
て
一
な
の
で
あ
る
。
我
と
い
ふ
も
の
が
無
存
在
に
等
し
く
思
は
れ
る
０
も
道
理
で
、
「
皆
非
我
也
」
と
い
ふ
絶

對
否
定
が
そ
の
根
本
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
至
言
と
一
に
な
る
と
い
ふ
の
も
、
造
化
と
一
に
な
る
と
い
ふ
思
想
と
同
様
、
個
我
‘

を
滅
し
た
諮
對
無
に
お
い
て
は
至
言
以
外
に
我
と
い
ふ
も
０
は
た
い
０
で
あ
る
。
そ
れ
は
恢
り
に
至
営
と
か
命
と
孵
す
る
け
れ
ど
も
、

そ
０
ま
Ｘ
を
自
由
と
名
附
け
て
も
差
支
へ
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
、

　
　

動
静
行
止
・
常
居
怠
ご
祭
三
鏃
。
）

と
い
っ
て
ヽ
動
静
行
止
と
い
ふ
自
己
の
自
由
に
属
す
る
行
篤
が
い
必
然
の
極
に
居
っ
て
何
等
の
矛
盾
を
も
感
じ
た
く
た
る
わ
け
で
あ

る
。

　
　
　

但
し
そ
れ
が
現
賓
に
限
定
さ
れ
る
と
き
、
始
め
て
多
の
世
界
と
な
る
。
二
つ
の
も
０
が
一
つ
に
な
る
の
で
は
な
く
し
て
、
一
つ
の

　
　

も
の
が
二
つ
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
も
０
と
は
即
ち
具
我
で
あ
る
。
員
我
は
ど
こ
ま
で
も
個
我
を
滅
し
た
自
然
（
無
）
で
あ
る
。

　
　

こ
の
唯
一
の
も
の
が
限
定
さ
れ
た
と
き
、
‘
物
と
心
、
他
と
我
、
必
然
と
自
由
と
い
ふ
風
に
互
に
對
立
し
た
も
の
と
な
っ
て
現
れ
る
。

　
　

前
述
性
に
は
各
長
短
が
あ
り
、
一
方
を
以
て
他
を
正
す
こ
と
は
出
来
た
い
と
云
っ
て
ゐ
る
の
は
、
こ
の
限
定
の
世
界
を
述
べ
て
ゐ
る

召

　
　

の
で
あ
る
。
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扨6

何
れ
に
し
て
も
、
命
は
絹
對
無
の
騒
動
で
あ
る
。

命
之
所
有
者
非
昌
也
。
皆
自
然
耳
。
（
に
皿
）

と
あ
る
如
く
、
命
も
亦
性
と
同
じ
や
う
に
自
然
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
般
的
な
も
の
が
命
で
あ
り
特
殊
的
な
も
の
が
性
で

あ
る
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
。
そ
し
て
性
に
が
い
て
も
又
命
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
必
然
と
も
自
由
と
も
判
然
せ
す
、
而
も
何
の
不

思
議
も
た
く
在
り
得
る
の
は
、
常
に
自
然
と
い
ぶ
無
の
立
場
か
ら
兄
ら
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
又
東
洋
的
な
物
の
考
へ
方

が
あ
る
。

　

し
か
し
郭
象
の
思
想
を
全
屋
的
に
眺
め
る
時
に
、
何
處
と
か
し
に
溌
刺
た
る
積
極
性
に
訣
け
て
ゐ
る
の
は
何
故
だ
ら
う
か
。
上
述

の
例
に
於
て
も
明
か
か
る
如
く
、
差
別
限
定
の
世
界
を
説
く
に
言
っ
て
は
、
著
し
く
必
然
の
方
向
に
傾
い
て
ゐ
る
こ
と
を
知
る
の
で

あ
る
。
郭
象
は
自
然
包
呉
我
と
見
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
寧
ろ
自
由
と
名
附
け
た
方
が
よ
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ

る
が
、
白
山
と
い
ふ
こ
と
は
一
口
玉
一
日
は
な
い
で
、
た
ゞ
定
極
と
か
至
営
と
か
必
然
と
い
ふ
言
葉
の
み
を
使
っ
て
説
明
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
超
越
が
、
従
来
０
も
の
よ
り
も
否
定
を
肯
定
に
韓
す
る
上
に
、
一
段
の
進
歩
を
示
し
て
ゐ
る
と
は
云

ひ
な
が
ら
、
な
ほ
主
般
性
に
不
充
分
な
鮎
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　

。
魏
晋
の
老
荘
思
想
家
は
、
何
も
自
ら
進
ん
で
観
會
を
改
革
し
よ
う
と
か
、
新
し
い
文
化
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
極

端
に
破
制
を
無
脱
し
た
人
々
の
場
合
に
お
い
て
も
さ
う
で
あ
る
。
彼
等
は
折
角
自
然
と
い
ふ
優
れ
た
超
越
に
鯛
れ
て
は
ゐ
て
も
、
自

醍
性
に
訣
け
て
ゐ
た
。
多
く
の
順
腹
者
流
が
老
荘
思
想
に
開
聯
し
て
起
っ
て
き
た
の
も
、
ぞ
の
一
つ
の
原
因
は
こ
の
黙
に
あ
る
と
云

っ
て
よ
い
。
故
に
こ
れ
は
郭
象
に
お
い
て
の
み
た
ら
す
、
無
焉
自
然
を
標
榜
す
る
道
家
思
想
そ
の
も
の
の
傅
統
で
あ
る
と
い
っ
て
差

支
へ
な
い
。
郭
奮
と
同
時
代
の
裴
頓
が
崇
有
論
を
著
し
て
、
老
荘
を
虚
無
的
だ
と
難
じ
た
こ
と
は
有
名
池
こ
と
で
、
彼
が
無
を
空
無
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ｏ
義
と
解
し
て
ゐ
る
の
は
富
ら
な
い
と
し
て
９
兎
も
角
老
荘
が
虚
無
的
だ
と
非
難
せ
ら
れ
る
所
以
の
も
ｏ
も
亦
こ
の
鮎
に
あ
る
と

言
は
な
匝
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
な
ほ
、
拠
に
至
ら
ん
と
し
て
無
の
形
に
Ｈ
は
れ
た
も
の
と
云
ふ
こ
と
が
出
来

心
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六

　

吾
々
は
以
上
郭
象
の
思
想
に
お
い
て
、
絶
對
の
否
定
が
肯
定
に
韓
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
か
ｘ
る
超
越
は
具
に
自
由

無
碍
な
る
も
０
と
し
て
現
賓
に
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
郭
象
の
超
越
は
、
西
洋
的
客
眼
拘
な
も
の
と
異
り
、
優
れ
た
主
眼
的
無

の
方
向
に
立
ち
な
が
ら
而
も
主
眼
性
そ
の
も
の
が
不
充
分
た
る
篤
め
に
、
命
的
必
然
の
方
向
に
傾
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
事

を
も
見
て
き
た
。
私
は
こ
の
訣
陥
の
原
因
を
、
彼
の
超
越
の
根
板
に
潜
ん
で
ゐ
る
所
の
、
否
定
の
不
徹
底
と
い
ふ
こ
と
に
蹄
し
た
い

と
思
ふ
。

　

惟
ふ
に
東
洋
的
無
と
云
は
れ
る
も
の
の
、
最
も
優
れ
て
居
り
且
つ
最
も
困
難
な
る
勤
は
、
現
賓
に
於
け
る
我
の
主
眼
そ
の
も
の
が

否
定
し
轟
さ
れ
る
所
に
あ
る
。
現
賓
に
於
け
る
我
の
主
観
そ
の
も
の
が
否
定
し
盗
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
現
賓
に
對
す
る
絹
對
の

厭
世
な
く
七
て
は
有
り
得
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
老
子
が
、
「
吾
所
以
有
大
患
者
。
鴬
吾
有
身
。
及
吾
無
身
。
吾
有
何
患
」
（
四
軒
）
と
て
厭

　
　

世
を
訴
へ
、
荘
子
に
於
て
も
、
そ
の
贅
物
論
篇
・
人
間
世
篇
な
ど
は
主
と
し
て
現
資
に
於
け
る
相
互
の
矛
盾
限
定
を
説
き
、
’
か
る
が

　
　

故
に
之
を
超
え
な
廿
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
。
初
め
に
腸
れ
た
如
く
、
魏
晋
に
老
荘
思
想
が
起
つ
て
き
た
と
い
ふ
こ
と
も

　
　

亦
、
現
賓
に
對
す
る
厭
世
に
そ
の
端
を
醗
し
て
居
る
と
思
は
れ
る
。
今
郭
象
の
厭
世
観
を
窺
ふ
に
、
田
子
方
篇
註
に
。

　
　
　
　

夫
便
化
不
可
執
而
留
也
。
難
執
瞥
相
守
。
而
不
能
令
停
。
若
哀
成
者
。
則
此
亦
可
哀
也
。
今
人
未
嘗
以
此
篤
哀
。
流
濁
哀
死
耶
。

　
　
　
　

…
…
人
之
生
ヽ
。
若
馬
之
過
肆
耳
。
恒
１
　
駐
須
央
。
新
故
之
相
績
。
不
舎
書
夜
。

ｙ

　

と
あ
り
、
死
は
勿
論
な
れ
ど
も
、
先
づ
生
。
そ
の
も
の
の
果
敢
な
さ
を
哀
し
む
べ
き
を
言
ひ
、
馬
の
肆
を
過
ぐ
る
が
如
く
に
須
臭
留
る
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８

　

こ
と
な
く
し
て
過
ぎ
ゆ
く
生
の
悲
哀
を
述
べ
て
ゐ
る
。
或
は
又
脊
物
論
篇
註
に
、

圃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　

然
知
者
守
知
以
待
経
。
愚
者
抱
愚
以
至
死
。
逆
順
相
交
。
各
信
其
偏
見
。
而
恣
其
所
行
。
莫
能
自
反
。
此
比
衆
人
所
悲
者
。
亦

　
　
　
　

可
悲
矣
。
而
未
１
　
以
此
篤
悲

　

性
然
故
也
。
物
各
性
然
。
叉
何
足
悲
哉
。
然
則
終
身
役
役
。
茶
然
疲
困
。
雖
生
而
責
具
死
同
。

　
　
　
　

此
叉
哀
之
大
。
而
人
未
嘗
以
篤
哀
。
則
凡
所
哀
者
不
足
哀
也
。

　
　

と
あ
り
。
知
者
は
知
を
守
り
、
愚
者
は
愚
を
抱
い
て
、
絡
身
役
役
と
し
て
疲
れ
た
る
ま
ｘ
無
の
根
本
に
諮
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
有

　
　

様
は
、
世
上
に
浮
沈
す
る
一
喜
一
憂
に
比
べ
て
具
に
大
な
る
哀
し
み
で
あ
る
ｔ
と
を
歎
じ
て
ゐ
る
。
と
れ
亦
現
賓
に
對
す
る
深
い
厭
。

　
　

世
で
あ
る
。

　
　
　
　

然
し
こ
ｘ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
郭
象
や
道
家
思
想
に
積
極
性
が
足
り
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
、
直
ち
に
こ
の
厭
世

　
　

観
の
結
果
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
否
定
的
契
機
と
し
て
の
厭
世
観
が
、
積
極
性
と
反
對
の
方
向
で
あ
る
こ

　
　

と
は
勿
論
で
あ
る
。
し
か
し
其
の
否
定
は
其
の
肯
定
で
あ
る
以
上
、
否
定
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
肯
定
も
亦
強
い
と
言
は
な
け
れ

　
　

ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
意
味
で
、
郭
象
に
積
極
性
が
足
り
な
い
と
云
ふ
こ
と
は
、
賓
は
厭
世
の
篤
め
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
そ
の
厭
世

　
　

の
不
徹
底
な
Ｉ
る
が
篤
め
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

上
述
の
例
に
つ
い
て
見
て
も
明
か
か
る
如
く
、
彼
の
厭
世
は
な
ほ
い
さ
ｙ

　
　

具
に
我
自
ら
が
そ
の
渦
中
に
幄
棒
し
て
、
最
早
一
歩
を
も
逃
る
ｘ
こ
と
は
出
来
た
い
と
云
ふ
や
う
な
、
断
末
魔
の
叫
び
を
訴
へ
た
も

　
　

の
で
は
な
い
。
昔
に
富
貴
名
聞
が
営
に
な
ら
ぬ
と
か
仁
義
道
徳
が
最
後
の
も
の
で
な
い
と
云
ふ
に
止
ら
す
、
か
ｘ
る
不
安
な
現
責
の

　
　

中
に
あ
つ
て
、
而
も
そ
０
統
一
と
し
て
成
り
立
つ
て
ゐ
る
我
の
主
醒
そ
の
も
の
奴
、
不
安
の
源
泉
で
あ
り
悪
の
結
晶
で
か
つ
て
、
絶

　
　

｀
對
死
に
直
面
し
て
燃
え
つ
ｘ
あ
る
残
骸
に
外
な
ら
な
い
と
い
ふ
や
う
な
、
深
刻
な
厭
世
観
は
郭
象
の
ロ
か
ら
聞
く
こ
と
は
出
来
た
か
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つ
た
。
彼
の
厭
世
か
ら
は
死
に
直
面
す
る
絶
大
だ
る
苦
悶
と
い
ふ
も
の
が
迫
ら
す
、
久
松
其
一
氏
の
所
謂
絶
對
危
機
と
い
ふ

帥
の
は

感
ぜ
ら
れ
な
い
。
惟
ふ
に
そ
れ
は
、
死
と
い
ふ
も
の
に
對
す
る
其
の
自
発
が
未
だ
不
充
分
た
る
所
か
ら
来
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

郭
象
は
死
生
を
如
何
に
観
て
ゐ
た
か
と
い
ふ
に
、

　
　

延
篇
蓋
夜
・
（
駄
師
）

　

’
今
気
聚
而
生
・
汝
不
能
禁
也
・
気
散
而
死
・
汝
不
能
止
也
・
（
｀
一
計
Ｊ

と
い
っ
て
、
荘
子
の
脆
を
襲
う

９
　
死
生
を
斉
し
と
し
、
気
の
聚
散
髪
化
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
ゐ
る
・
且
つ
死
生
の
髪
化
に
っ

い
て
。

　
　

鍵
化
無
究
・
何
所
不
遇
・
’
所
遇
而
楽
・
楽
豊
有
極
乎
・
（
鰍
皿
師
）

と
て
ヽ
遇
ふ
所
を
以
て
楽
し
ん
で
行
か
う
と
す
る
極
め
て
南
天
的
な
所
が
あ
る
。
こ
れ
は
な
ぽ
ヽ
死
に
對
す
る
深
い
自
党
か
ら
出
て

居
る
も
の
と
は
言
ぴ
難
い
。
一
般
に
支
那
に
於
て
は
、
死
に
對
す
る
自
発
が
充
分
錫
さ
れ
て
居
ら
寸
、
孔
子
が
殆
ん
ど
死
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

１
　
ら
な
か
っ
た
こ
恚
は
有
名
で
あ
り
、
且
つ
は
今
次
事
腱
に
お
い
て
。
、
死
刑
に
處
せ
ら
れ
る
匪
賊
の
捕
虜
建
が
、
従
容
と
し
て
死
に

就
い
て
行
っ
た
こ
と
は
、
多
く
の
人
々
が
見
聞
す
る
所
で
あ
る
。

　

古
米
死
に
つ
い
て
最
も
深
い
自
発
に
達
し
た
も
の
は
、
佛
教
に
若
く
も
の
は
な
い
。
郭
象
の
厭
世
も
、
老
荘
に
基
い
て
相
営
深
い

所
に
達
し
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
鮎
に
お
い
て
佛
教
と
非
常
に
異
っ
て
居
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
老
荘
が
絶
對
否
定

に
お
い
て
佛
教
と
同
じ
方
向
を
有
ち
な
が
ら
、
そ
れ
自
ら
と
し
て
は
宗
教
と
し
て
腿
展
す
る
こ
と
も
出
来
す
、
六
朝
に
入
っ
て
逐
に

佛
教
に
そ
の
地
位
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
所
以
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
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四∂

　

註
①
魏
志
巻
十
三
王
爾
傅
註
引
魏
略
に
見
り
る
左
の
文
は
、
最
も
よ
く
引

　
　

用
せ
ら
れ
る
。

　
　
　

大
學
始
開
。
有
弟
子
数
百
人
。
至
太
和
青
龍
中
。
中
外
多
事
。
人

　
　
　

懐
避
就
。
雖
性
非
解
學
。

　

多
求
詣
太
學
。
太
學
諸
生
有
千
飲
。

　
　
　

呵
諸
博
士
率
皆
聶
疎
。
無
以
数
弟
子
。
弟
子
本
赤
避
役
。
竟
無
能

　
　
　

習
學
。
冬
来
春
去
。
歳
歳
如
是
。

　

久
雖
有
待
者
。
而
毫
開
畢
格

　
　
　

太
高
。
加
不
念
統
其
大
義
。
而
問
字
指
墨
法
鮎
注
之
間
。
百
人
同

　
　
　

試
。
度
者
米
十
。
是
以
志
學
之
士
逞
復
陵
遅
。
河
末
求
浮
虚
者
各

　
　
　

競
逞
也
。

②
裴
順
が
崇
有
論
を
著
し
て
烈
し
く
老
荘
の
無
を
論
駁
し
仁
こ
そ
、
（
晋

　
　

書
装
順
傅
）
又
西
晋
元
康
中
に
至
り
、
王
澄
・
胡
母
輔
之
の
徒
裸
倣

　

｀
に
な
り
放
辿
を
極
め
仁
の
で
、
老
荘
に
造
詣
深
い
楽
廣
で
さ
へ
も
、

　
　

「
名
数
中
自
有
築
地

　

何
篤
乃
爾
也
」
と
言
つ
君
こ
と
、
（
世
誕
新
語

　
　

徳
行
篇
）
。
な
ど
枚
挙
に
逞
が
な
い
。

③
顔
氏
家
訓
勉
學
篇
１
　
照

④
二
十
二
史
劉
記
巻
八
「
六
朝
清
談
之
習
」
條
１
　
照

⑤
例
へ
ば
同
書
一
〇
九
頁
西
晋
の
滅
亡
其
二
、
五
〇
九
頁
魏
薦
晋
間
思

　
　

潮
の
韓
移
其
三
等
參
照

④
板
野
長
八
氏
「
晋
代
儒
道
の
一
考
察
」
（
東
方
學
報
・
東
京
第
六
珊
）
・

　
　

「
清
談
の
一
解
稀
」
（
史
學
雑
誌
第
五
〇
編
第
三
狐
）

　
　

宇
都
宮
清
吉
氏
「
世
誕
新
語
の
晦
代
」
（
東
方
學
報
・
京
祁
第
十
勝
）
。

　
　

松
本
雅
明
氏
「
魏
晋
に
お
け
る
無
の
思
想
の
性
格
」
（
史
學
雑
誌

　
　

第
五
一
編
第
二
・
三
・
四
昧
）
等
參
照

⑦
一
方
に
於
い
て
は
祁
仙
脆
・
限
緯
脆
・
太
平
道
等
幾
多
の
迷
信
が
行

　
　

は
れ
、
一
方
に
は
王
符
の
潜
夫
論
浮
侈
篇
に
見
ゆ
る
如
き
奢
侈
が
流

　
　

行
し
て
物
質
的
狂
介
が
現
れ
た
こ
と
は
、
精
紳
の
不
統
一
を
物
語
る

　
　

一
詮
左
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

②
魏
付
南
北
朝
廷
史
四
九
五
頁

⑨
小
島
祓
馬
博
士
「
（
支
那
）
此
會
紅
済
思
想
（
八
六
頁
）
」
（
東
洋
思
潮
所

　
　

牧
）
に
も
そ
の
鮎
が
指
摘
さ
れ
て
あ
る
。

⑩
世
誕
新
語
文
學
銘
「
初
注
荘
子
者
欲
十
家
」
條
・
同
條
註
引
向
秀
別

　
　

傅
及
び
向
秀
本
傅
・
言
語
篇
「
彷
中
敗
既
被
誄
」
條
註
引
向
秀
別
傅
・

　
　

晋
書
郭
象
傅
・
晋
書
向
秀
傅
等
參
照

⑨
「
魏
１
　
に
お
け
る
無
の
思
想
の
性
格
（
二
）
」

　
　

松
本
氏
は
結
論
と
し
て
、
・
世
記
文
學
篇
註
引
向
秀
本
傅
の
曰
ふ
如

　
　

く
、
向
秀
の
荘
子
註
は
備
忘
録
以
上
に
は
信
じ
雖
い
も
の
で
あ
り
、

　
　

郭
象
の
註
本
が
流
布
し
て
後
向
秀
の
備
忘
録
が
疲
見
せ
ら
れ
、
そ
れ

　
　

炉
郭
註
に
類
似
し
、
而
も
簡
略
で
そ
の
ま
ｘ
註
本
と
し
て
世
に
出
す

　
　

に
不
遠
雷
で
あ
っ
仁
か
ら
、
却
っ
て
郭
註
を
と
っ
て
噌
補
し
、
何
時

　
　

の
間
に
か
郭
象
が
向
秀
の
註
を
剽
窟
し
仁
も
の
で
あ
る
と
誤
ら
れ
た

　
　

の
で
あ
ら
う
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
。

⑩
世
誕
新
語
賞
響
篇
に

　
　
　

王
太
尉
（
折
）
云
。
郭
子
玄
語
議
。
如
懸
河
寫
水
。

　

注
而
不
備
。

　
　

又

　
　
　

郭
子
玄
有
俊
才
。
能
言
老
荘
。
皮
数
嘗
裕
之
毎
日
。
郭
子
玄
何
必

　
　
　

減
良
子
嵩
。

　
　

と
見
ゆ

⑩
魏
志
萄
或
傅
註
引
何
功
作
菊
楽
傅
に

　
　
　

娶
諸
兄
並
以
儒
術
論
議
。
而
矣
褐
好
言
道
。
常
以
篤
。
子
貢
揚
夫
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子
之
言
性
臭
天
道
。
不
可
得
聞
。
然
則
六
籍
雖
存
。
固
聖
人
之
糠

　
　
　

枇
。

　

と
あ
り
。
萄
楽
は
何
晏
や
王
弼
等
と
同
根
、
魏
普
老
荘
の
先
建
で
あ

　

り
、
郭
象
も
彼
等
先
輩
よ
り
受
く
る
所
の
も
の
が
斟
く
な
か
つ
包
こ

　

と
を
思
ふ
の
で
あ
る
。

⑩
荘
子
大
宗
師
篇
に
見
ゆ
る
「
方
之
外
」
は
、
死
生
を
超
え
、
塵
垢
の

　

外
無
焉
の
業
に
逍
蘆
し
て
、
造
物
者
（
天
）
と
一
に
な
る
こ
と
を
意
味

　

し
て
ゐ
る
。
郭
象
は
そ
の
條
に
註
し
て
、
「
夫
知
磋
意
者
。
必
遊
外

　

以
紐
内
。
守
母
以
存
子
。
」
・
「
遊
外
以
弘
内
。
無
心
以
順
有
」
・
「
夫

　

遊
外
者
依
内
。
離
人
者
合
俗
」
と
言
ひ
、
内
を
現
賞
と
し
外
を
超
越

　

と
し
て
、
方
外
を
形
而
上
的
な
意
味
に
解
し
て
ゐ
る
。

　

し
か
る
に
世
脆
新
語
任
誕
篇
に
、
母
の
喪
中
に
居
る
民
籍
を
見
舞
つ

　

包
装
楷
の
言
と
し
て
、

　
　
　

阿
方
外
之
人
。
故
不
崇
疆
制
。
我
輩
俗
中
人
。

　

欽
以
儀
軌
自

　
　
　

居
。

　

と
あ
り
、
宇
都
宮
清
吉
氏
は
前
禍
「
世
誕
新
語
の
時
代
」
に
お
い
て
、

　
　
　

と
い
ふ
こ
と
は
、
自
己
を
對
象
化
し
た
見
方
で
あ
っ
て
、
か
ｓ
る

　
　
　

見
方
に
よ
っ
て
自
昼
と
い
ふ
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ

　
　
　

て
か
Ａ
る
限
定
の
逆
限
定
に
よ
っ
て
自
畳
と
い
ふ
も
の
が
見
ら
れ

　
　
　

る
の
で
あ
る
♂
自
昼
的
限
定
と
考
＾
ら
れ
る
も
の
極
限
的
限
定
と

　
　
　

は
反
對
の
意
義
を
有
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
却
っ
て
そ
の
否

　
　
　

定
の
意
義
を
有
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
敦
に
白
毫
的
限
定

　
　
　

に
於
て
は
自
己
が
無
と
な
れ
ば
な
る
程
、
自
畳
す
る
と
考
へ
ら
れ

　
　
　

る
の
で
あ
る
。
」

⑩
例
へ
ば
老
子
の
「
無
」
（
第
四
十
章
）
も
、
荘
子
の
「
坐
忘
」
（
大
宗
師

　
　

篇
）
も
か
ゝ
る
否
定
を
現
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
道
家
思
想
の
根

　
　

本
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
佛
敦
と
別
に
か
ｓ
る
否
定
の
方
向
が
支

　
　

那
で
普
験
せ
ら
れ
て
居
る
事
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

⑥
竹
内
義
雄
博
士
は
「
老
荘
思
想
」

　

（
支
那
精
紳
所
牧
）
の
中
に
於
い

　
　

て
、
荘
周
は
ｓ
立
し
た
佃
物
の
存
在
は
否
定
し
な
が
ら
も
、
仝
豊
の

　
　

一
部
と
し
て
個
物
の
價
値
を
絶
對
と
評
慎
し
て
居
る
と
述
べ
て
ゐ
ら

　
　

れ
る
。

漢
代
の
理
念
で
あ
る
級
数
に
對
し
て
、
方
外
主
義
は
歴
史
的
登
展
の

　
　

⑩
魏
志
鍾
會
傅
註
引
何
助
作
王
弼
傅
に
ヽ
何
晏
等
に
對
す
る
王
弼
の
言

相
に
お
い
て
把
握
せ
ら
る
べ
き
魏
晋
新
興
の
理
念
で
あ
る
と
述
べ
て

　
　
　
　

と
し
て
次
四
如
く
見
ゆ
。

居
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
総
聖
人
茂
於
人
者
祁
明
也
。
同
於
人
者
五
皆
也
ご
聊
明
茂
。
故

し
か
し
こ
の
際
、
方
外
と
い
ふ
や
う
な
思
想
は
、
雁
史
的
現
官
を
超

　
　
　
　
　

能
林
冲
和
以
通
無
ｏ
五
惜
同
・
散
不
能
無
哀
楽
以
庶
物
ｏ
然
則
聖

越
し
た
思
想
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
、
充
分
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　

人
之
情
ｏ
庶
物
海
無
累
於
物
者
也
ｏ
今
以
其
無
累
ｏ
便
謂
不
復
庶

ぬ
と
思
ふ
。

　
　
　

‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

物
。
失
之
多
矣
。

⑩
西
田
幾
多
郎
博
士
「
無
の
自
毫
的
限
定
」

　
　

ゆ
。

一
〇
八
頁
に
左
の
如
く
見

　
　

⑩
馬
蹄
篇
註
に
「
夫
善
御
者
。
将
以
盗
其
能
也
。
沓
能
在
於
自
任
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乃
走
作
顧
歩
。
求
其
過
能
之
用
。
故
有
不
堪
而
多
死
焉
。
若
乃
任

「
元
来
自
己
が
自
己
を
志
向
し
、
そ
の
極
限
と
し
て
自
発
を
考
へ
る

鷲
銃
之
力
。

　

適
遅
疾
之
分
。
雖
足
廸
接
乎
八
荒
之
表
。
而
衆
馬
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之
性
全
矣
。
惑
者
閉
任
馬
之
性
。
乃
謂
放
直
不
黍
。
聞
無
狐
之
風
。

　
　
　

逞
云
行
不
如
臥
。
何
其
狂
而
不
返
哉
。
斯
失
乎
荘
生
之
旨
逍
矣
」

　
　

と
あ
り
ｏ

⑩
詳
私
論
（
答
中
散
集
）
に
日
ふ
。

　
　
　

夫
孵
君
子
者
。
心
無
措
乎
是
非
。
直
行
不
違
乎
道
者
也
。
何
以
言

　
　
　

之
。
夫
気
静
紳
虚
者
。
心
不
存
於
衿
肯
。
般
亮
心
逞
者
。
情
不
繋

　
　
　

於
所
欲
。
衿
付
不
存
於
心
。
敗
能
越
名
数
。
而
任
自
然
。
情
不
繋

　
　
　

於
所
欲
。
故
能
審
貴
賤
。
而
通
物
惜
。
物
情
順
通
。
故
大
盗
無

　
　
　

違
。
越
名
任
心
。
放
是
非
無
措
也
。
…
…
…
是
以
大
道
言
及
吾
無

　
　
　

身
ｏ

　
　

と
あ
り
。
又
す
ぐ
之
に
禎
い
て
、
「
無
以
生
狐
火
者
。
是
賢
於
貴
生

　
　

也
」
と
め
る
に
よ
つ
て
見
れ
、
ば
祥
私
論
を
書
い
仁
頃
は
、
彼
は
必

　
　

寸
し
も
帥
仙
長
壽
を
貴
ん
で
ゐ
記
の
で
な
い
こ
と
が
解
る
。

　
　

又
彼
の
「
兄
秀
才
公
穆
入
軍
潜
詩
」
の
中
の

　
　
　

目
逡
録
鴻
。
手
揮
五
絃
。

　
　

と
い
ふ
句
は
、
そ
の
高
風
を
示
す
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

＠
＠
⑩

　
　

何
れ
も
咎
書
本
傅
に
見
ゆ
。
但
し
大
人
先
生
傅
に
つ
い
て
、
詳
し
く

　
　

は
仝
三
國
文
參
照

　
　
　
　
　
　
　

ｊ

＠
易
は
儒
家
に
於
い
て
の
み
な
ら
す
、
老
荘
家
に
お
い
て
も
亦
よ
く
蹟

　
　

ま
れ
仁
。
王
弼
が
老
子
註
と
共
に
易
に
註
し
仁
こ
と
は
有
名
で
あ

　
　

り
、
晋
書
列
傅
な
ど
に
「
尤
精
老
易
」
（
裴
楷
傅
）
・
「
好
老
易
」
（
謝
艇

　
　

傅
）
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
よ
く
見
え
る
。

＠
板
野
長
八
氏
「
晋
代
儒
道
の
一
考
察
」

⑩
久
松
筥
一
氏
。
「
東
洋
的
無
」
所
収
の
「
賓
主
未
分
」
な
る
論
文
を
參

　
　

照
さ
れ
た
し
。

○
晋
１
　
裴
順
傅
に
見
ゆ
る
彼
の
崇
有
論
に
、

　
　
　

心
非
事
。
而
制
事
必
由
於
心
。
然
不
可
以
制
事
以
非
事
謂
心
儒
無

　
　
　

也
。
匠
非
器
也
。
而
制
器
必
須
於
匠
。
然
不
可
以
制
器
以
非
器
謂

　
　
　

匠
非
有
也
。

　
　

と
て
無
を
空
無
の
義
に
解
し
て
ゐ
る
。

⑩
西
田
幾
多
郎
博
士
［
形
而
上
學
的
立
場
か
ら
見
I
　
]
東
西
古
代
の
文
化

　
　

形
健
」
（
哲
學
の
根
本
問
題
絞
編
二
八
一
頁
）
に
左
の
如
く
述
べ
て

　
　

あ
る
ｏ

　
　
　

「
逍
敦
文
化
は
無
の
文
化
と
い
っ
て
も
、
肯
無
に
囚
は
れ
て
居
る
。

　
　
　

無
の
形
に
囚
へ
ら
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
」

　
　

西
田
博
士
は
逍
放
文
化
と
い
ふ
言
葉
を
使
っ
て
居
ら
れ
る
け
れ
ど

　
　

も
、
こ
の
論
文
に
述
べ
ら
れ
て
あ
る
も
の
は
、
主
と
し
て
老
荘
思
想

　
　

で
あ
る
。

⑩
「
東
洋
的
無
」
二
〇
頁

⑩
荘
子
大
宗
師
篇
に
、

　
　
　

執
知
死
生
存
亡
之
一
銭
者
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　

と
あ
り
、
荘
子
が
死
生
を
斉
し
く
見
仁
こ
と
は
有
名
な
こ
と
で
あ

　
　

る
。
。
叉
知
北
遊
篇
に
、

　
　
　

人
之
生
。
気
之
聚
也
。
聚
則
篤
生
。
散
則
篤
死
。

　
　

と
あ
り
、

◎
論
語
先
進
篇
に
「
未
知
生
。
焉
知
死
」
と
見
ゆ
。
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