
七
六
五
年
洪
大
谷
の
燕
行
と

|
|
雨
者
が
瞳
験
し
た
中
園
・
日
本
の

七
六
四
年
朝
鮮
通
信
使

「情」

を
中
心
に
|
|

夫

，馬

進

結三二ーは

じ

め

に

洪
大
容
燕
行
の
目
的
と
岡
内
で
の
衝
撃

洪
大
容
と
通
信
使
元
重
孝
ら
に
よ
る
中
園
人
・
日
本
人
観
察
の
類
似
性

洪
大
容
と
一
川
重
奉
が
髄
験
し
た
中
園
・
日
本
の
「
情
」

五
日
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l土

じ

め

朝
鮮
燕
行
使
は
園
都
ソ
ウ
ル
か
ら
北
に
向
か
っ
て
中
園
北
京
へ
至
り
、
朝
鮮
通
信
使
は
南
へ
向
か
っ
て
日
本
の
江
戸
に
至
る
。
雨
者
が
赴
い

た
固
が
異
る
た
め
、
こ
れ
ら
に
加
わ
っ
た
族
行
者
の
異
園
盟
験
、
異
園
観
察
も
首
然
に
し
て
異
っ
て
い
る
。
事
貰
、
同
じ
頃
に
一
方
は
燕
行
使

の
一
員
と
し
て
、
他
方
は
通
信
使
の
そ
れ
と
し
て
外
国
へ
赴
い
た
者
の
旗
行
記
を
同
時
に
併
せ
謹
ん
で
も
、
注
目
す
る
に
足
る
よ
う
な
あ
い
似

た
瞳
験
あ
い
似
た
観
察
に
出
合
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

と
こ
ろ
が
唯
一
例
外
と
言
っ
て
よ
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
七
六
五
(
乾
隆
三
十
、
英
組
四
十
一
)
年
に
燕
行
し
た
洪
大
容
の
瞳
験
お
よ
び

503 

観
察
と
、

一
七
六
四
年
に
日
本
か
ら
時
国
し
た
通
信
使
一
行
の
そ
れ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
洪
大
容
が
中
国
人
た
ち
と
筆
談
し
た
と
き
の
記
録



504 

で
あ
る

『
乾
浮
術
筆
談
」
と
一
七
六
四
年
通
信
使
の
一
員
で
あ
っ
た
元
重
奉
の
日
本
族
行
記
『
乗
桂
録
」
と
を
併
せ
て
謹
む
者
は
、
そ
こ
に
著

し
く
類
似
す
る
も
の
を
見
出
し
、

一
驚
を
禁
じ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

優
れ
た
外
園
族
行
記
は
、
強
行
者
が
赴
い
た
そ
の
園
の
そ
の
時
の
情
況
を
絵
す
と
こ
ろ
な
く
活
寓
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
裏
面
に
お
い
て
彼

自
身
が
生
き
た
白
圃
の
そ
の
時
の
情
況
を
も
活
寓
す
る
。
こ
の
た
め
族
行
記
に
記
さ
れ
た
彼
ら
の
瞳
験
と
観
察
を
も
と
に
し
て
、
我
々
は
首
該

の
二
つ
の
固
が
首
時
お
か
れ
て
い
た
情
況
に
つ
き
、
政
治
、
一
吐
合
目
、
文
化
な
ど
様
々
な
側
面
に
お
い
て
二
つ
の
園
の
位
相
を
測
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
今
わ
れ
わ
れ
の
場
合
、

一
方
で
は
燕
行
使
の
一
員
が
書
き
残
し
た
記
述
と
他
方
で
通
信
使
の
一
員
が
書
き
残
し
た
そ
れ
と
を
同
時
に

つ
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
を
基
軸
と
し
て
中
園
、
日
本
と
い
う
束
ア
ジ
ア
三
園
が
昔
時
置
か
れ
て
い
た
位
相
を
探
る
こ
と
が
可
能

ト
γ
な
る
。

一
七
四
八
年
と
一
七
六
四
年
朝
鮮
通
信
使
が
日
本
で
新
し
く
生

(
1
)
 

ま
れ
た
「
古
凶
晶
子
」
と
く
に
「
但
徳
亭
」
に
封
し
て
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
示
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
で
は
一
七
六
五
年
に
北
京
に

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
こ
の
よ
う
な
研
究
方
法
を
と
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
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援
立
っ
た
洪
大
容
に
よ
る
中
国
観
察
と
、
そ
の
前
年
一
七
六
四
年
に
開
園
し
た
通
信
使
一
行
に
よ
る
日
本
観
察
と
の
類
似
性
を
示
し
、
首
時
置

か
れ
て
い
た
上
記
三
園
の
丈
化
、
な
か
で
も
貫
生
活
に
お
け
る
精
神
の
位
相
と
い
う
べ
き
も
の
を
探
っ
て
み
た
い
。
こ
こ
で
と
く
に
問
題
に
す

る
の
は
、
北
と
南
へ
向
か
っ
た
放
行
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
地
で
同
じ
く
瞳
験
す
る
こ
と
に
な
る
「
情
」
で
あ
る
。

洪
大
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
朝
鮮
北
皐
抵
の
先
駆
者
と
し
て
、
ま
た
自
然
科
附
晶
子
に
造
詣
が
深
い
賓
墜
者
と
し
て
、
数
多
く
論
じ
ら
れ
て

(
2
)
 

き
た
。
そ
の
華
夷
論
も
よ
く
取
り
あ
げ
ら
れ
る
テ
l
マ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
管
見
の
か
、
ぎ
り
、
洪
大
容
に
よ
る
中
園
瞳
験
、
観
察
を
通
信
使
に

よ
る
そ
れ
と
封
比
し
て
論
じ
た
も
の
は
ま
っ
た
く
な
い
よ
う
で
あ
る
し
、
彼
が
中
園
で
瞳
験
し
た
「
情
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
も
ま
っ
た
く

な
い
よ
う
で
あ
る
。
洪
大
容
の
燕
行
が
韓
国
史
上
「
書
一
期
的
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

の
ち
に
詳
し
く
見
る
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
、
彼
の
瞳
験
を
そ
の
前
年
に
日
本
か
ら
担
開
園
し
た
者
が
そ
こ
で
睦
験
し
た
も
の
と
つ
き
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
彼
の
個
人
的
な
そ
れ

を
韓
国
史
の
中
で
よ
り
麿
く
一
般
化
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
は
、
彼
の
燕
行
が
昔
時
の
東
ア
ジ
ア
全
瞳
の
中
で
占
め



る
意
味
を
も
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

本
稿
で
主
に
用
い
る
記
録
は
、
洪
大
容
『
湛
軒
主
日
」
所
牧
の
『
乾
話
術
筆
談
』
二
巻
で
あ
る
。
『
湛
軒
書
」
は
洪
大
容
五
代
の
孫
で
あ
る
洪

(
3
)
 

柴
善
が
も
と
十
五
加
の
稿
本
を
編
集
し
な
お
し
、
一
九
三
九
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
こ
の
ほ
か
こ
れ
と
内
容
に
や
や
出
入
の
あ
る
抄

(
4
)
 

本
『
湛
軒
燕
記
』
六
巻
本
所
取
の
『
乾
崎
市
筆
語
」
二
巻
本
な
ど
が
あ
る
。
洪
大
容
は
北
京
か
ら
踊
る
と
た
だ
ち
に
筆
談
記
録
を
整
理
し
、
こ
れ

を
『
乾
滋
術
舎
友
銀
』
一
一
一
冊
と
名
づ
け
た
。
こ
の

『
乾
浮
術
舎
友
銀
』
が
も
と
も
と
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
今
と
な
っ
て
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
し
ば
ら
く
、

テ
キ
ス
ト
と
し
て
は

「
湛
軒
書
』
所
牧
の

「
乾
浮
術
筆
談
』
に
擦
る
こ
と
と
し
、
こ
の
三
つ

の
書
名
に
つ
い
て
は
、
情
況
の
中
で
遁
宜
使
い
分
け
る
こ
と
と
す
る
。

洪
大
容
燕
行
の
目
的
と
園
内
で
の
衝
撃

洪
大
容
が
中
国
で
瞳
験
し
観
察
し
た
も
の
と
、

一
七
六
四
年
通
信
使
の
一
行
に
よ
る
そ
れ
と
の
類
似
性
を
見
る
前
に
、
確
認
し
て
お
か
ね
ば
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な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
洪
大
容
は
何
を
主
な
目
的
と
し
て
燕
行
の
族
に
出
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
蹄
園
後
、
朝

鮮
の
知
識
人
に
ど
の
よ
う
な
黙
で
最
も
衝
撃
を
輿
え
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
彼
の
著
作
全
瞳

の
中
で
占
め
る

『
乾
浮
術
筆
談
』

の
意
義
を
確
定
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ま
で
こ
の
重
要
な
問
題
が
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な

い
か
ら
で
あ
る
し
、
ま
た
こ
れ
ま
で
洪
大
容
を
賓
撃
者
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
の
に
大
き
な
努
力
が
は
ら
わ
れ
た
た
め
、
彼
が
北
京
の
天
主
堂

を
訪
れ
た
こ
と
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
皐
問
、
な
か
で
も
白
然
科
撃
へ
の
関
心
を
深
め
た
こ
と
が
、
と
く
に
強
調
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
か
ら
で

あ
る
。洪

大
容
が
燕
行
の
援
を
終
え
彼
の
郷
里
へ
時
り
着
い
た
の
は
、

一
七
六
六
(
乾
隆
三
十
一
)
年
五
月
二
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
早
く
も

戸内戸υリυ

六
月
十
五
日
に
は
、
最
誠
、
活
庭
筒
、
陸
飛
と
避
}
返
し
た
始
末
、
彼
ら
と
の
筆
談
、
お
よ
び
彼
ら
と
の
往
復
書
簡
を
整
理
し
て
三
冊
と
し
、
こ

(
5
)
 

れ
を
「
乾
浄
術
舎
友
銀
』
と
名
づ
け
た
。
朴
世
源
が
洪
大
容
か
ら
の
依
頼
に
庭
じ
て
、
こ
の
書
の
た
め
に
「
曾
友
銀
序
」
を
書
い
た
の
は
、
こ
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(
6
)
 

の
書
の
整
理
修
纂
が
終
っ
て
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
朴
祉
源
は
そ
こ
で
洪
大
容
の
燕
行
こ
そ
、
満
洲
族
が
中
園
を

征
服
し
て
以
来
、
朝
鮮
民
族
が
自
ら
設
け
て
き
た
精
神
的
な
鎖
園
拭
態
を
打
ち
破
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
高
く
許
慣
し
た
。
彼
は
述
べ
る
。

洪
大
容
君
は
か
つ
て
一
朝
、

一
騎
を
走
ら
せ
、
燕
行
使
節
に
従
っ
て
中
園
へ
至
っ
た
。
街
市
の
聞
を
訪
僅
し
、
裏
長
屋
を
う
ろ
つ
い
た

あ
げ
く
、

や
っ
と
杭
州
か
ら
来
た
遊
士
三
人
を
得
た
。
こ
こ
に
お
い
て
こ
っ
そ
り
旗
館
へ
出
か
け
、
歓
然
た
る
こ
と
奮
知
の
ご
と
く
で
あ

っ
た
O
i
-
-
-
始
め
は
た
が
い
に
「
知
己
」
を
も
っ
て
許
し
、
終
に
は
兄
弟
の
契
り
を
か
わ
し
た
。

こ
こ
で
「
知
己
」
と
い
う
の
は
、

『
乾
海
術
筆
談
』
に
何
度
も
あ
ら
わ
れ
る
言
葉
で
あ
り
、

そ
れ
が
園
際
的
な
友
人
関
係
で
あ
る
こ
と
か
ら

「
天
涯
知
己
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り
多
い
。
洪
大
容
と
中
国
知
識
人
と
の
交
避
を
一
不
す
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。

『
乾
話
術
曾
友
銀
」
は
洪
大
容
の
も
と
か
ら
ソ
ウ
ル
を
中
心
と
す
る
知
識
人
の
聞
に
停
わ
り
、
密
か
に
謹
ま
れ
て
い
っ
た
。
彼
が
中
園
人
と

肝
謄
あ
い
照
ら
し
「
天
涯
知
己
」
と
稽
す
る
友
人
を
つ
く
っ
て
時
国
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
は
、
朴
駈
源
の
よ
う
に
「
書
一
期
的
な
こ
と
を
や
っ

た
」
と
し
て
高
く
評
慣
す
る
者
が
い
る
一
方
で
、
「
信
じ
ら
れ
ぬ
こ
と
を
や
っ
た
」
「
恥
ず
べ
き
こ
と
を
や
っ
た
」
と
し
て
、
激
し
い
非
難
を
あ
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び
せ
る
者
が
い
た
。
そ
の
一
人
が
十
数
年
に
わ
た
っ
て
兄
事
し
て
き
た
先
輩
、
金
鍾
厚
で
あ
る
。
彼
は
中
園
を
「
醒
械
の
讐
域
」
つ
ま
り
朝
鮮

と
し
て
は
復
讐
を
は
た
す
べ
き
野
蟹
民
族
が
統
治
す
る
地
と
呼
び
な
し
、
巌
誠
・
潜
庭
筋
ら
満
族
統
治
者
に
事
え
ん
と
し
て
科
奉
の
た
め
に
北

京
に
来
て
い
る
漢
族
知
識
人
を
「
剃
頭
奉
子
」

つ
ま
り
総
髪
の
た
め
に
頭
を
そ
り
上
げ
た
畢
人
と
呼
ん
だ
。
彼
は
遮
べ
る
。

そ
な
た
が
剃
頭
奉
子
の
ゃ
か
ら
と
兄
弟
の
ご
と
き
交
り
を
結
ん
だ
と
聞
く
に
及
び
、
誰
と
話
し
を
し
て
よ
い
の
や
ら
、
我
も
な
く
驚
嘆

(
7
)
 

し
な
す
す
べ
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
金
鍾
厚
の
手
紙
は
、
洪
大
容
が
開
園
し
た
年
の
秋
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
洪
大
容
が
「
乾
浴
術
曾
友
銀
』
を
編
纂
し
お
え
た
の
が

六
月
十
五
日
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
夏
の
終
わ
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
洪
大
容
が
中
園
で
友
人
を
つ
く
り
親
交
し
た
と
い
う
こ
と
が
、

しミ

か

に
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
ソ
ウ
ル
の
知
識
人
界
に
停
わ
り
衝
撃
を
輿
え
た
か
、
こ
れ
を
金
鍾
厚
の
手
紙
は
教
え
て
く
れ
る
。
し
か
も
洪
大
容
の
手
紙

(
8
)
 

に
よ
れ
ば
『
乾
海
術
舎
友
録
』
を
あ
え
て
金
鍾
厚
に
は
、
送
ら
な
か
っ
た
と
一
言
、
っ
。
こ
れ
に
封
し
て
、
金
鍾
厚
の
手
紙
で
は
こ
の
書
は
す
で
に
麿



(
9
)
 

く
惇
わ
っ
て
い
た
と
い
い
、
自
分
に
も
こ
れ
を
誼
ま
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
と
求
め
て
い
る
。
以
上
は

「
乾
浄
術
命
日
友
銀
』

の
出
現
か
ら
数
え
て
、

わ
ず
か
二
・
三
ヶ
月
の
聞
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
洪
大
容
は
そ
の
『
乾
添
術
筆
語
』

の
書
き
出
し
の
と
こ
ろ
で
、
彼
の
燕
行
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

乙
酉
(
一
七
六
五
、
乾
隆
三
十
、
英
租
四
十
一
)
の
年
の
冬
、

わ
た
し
は
叔
父
に
随
っ
て
北
京
へ
行
っ
た
。
鴨
緑
江
を
渡
っ
て
か
ら
見
た

も
の
の
な
か
に
、
創
め
て
見
た
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
大
願
と
す
る
と
こ
ろ
は
一
人
の
優
れ
た
秀
才
に
し
て
心
の
わ
か
り

(
日
)

あ
え
る
人
物
を
え
、
こ
れ
と
劇
談
せ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
沿
路
で
こ
れ
を
訪
ね
探
す
こ
と
に
大
い
に
努
力
し
た
。

す
な
わ
ち
、
彼
の
言
、
っ
と
こ
ろ
を
信
ず
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
燕
行
の
目
的
は
わ
か
り
あ
え
る
中
園
人
と
心
ゆ
く
ま
で
劇
談
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
と
い
う
。
翌
年
の
二
月
四
日
、
最
誠
と
潜
庭
箔
の
二
人
が
始
め
て
宿
合
玉
河
館
(
南
舘
)
を
訪
れ
た
時
に
は
、
「
今
回
中
園
へ
来
た
の
に
は
、

別
に
意
固
は
な
い
。
た
だ
天
下
の
奇
士
に
合
っ
て
、

一
度
で
い
い
か
ら
胸
の
内
を
述
べ
あ
っ
て
み
た
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
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ま
た
二
月
五
日
づ
け
で
最
誠
と
活
庭
箔
に
迭
っ
た
手
紙
で
も
、
こ
れ
ま
で
自
分
は
中
園
の
書
を
讃
み
、
ま
た
中
国
の
聖
人
を
敬
仰
し
て
き
た
の

(
U
)
 

で
「
一
た
び
中
園
へ
行
き
、
中
国
の
人
を
友
と
し
、
中
園
の
こ
と
を
論
じ
て
み
た
か
っ
た
」
と
い
う
。
潜
庭
鋳
が
書
い
た
「
湛
軒
記
」
で
も
、

(ロ)

洪
大
容
は
中
国
聖
人
の
化
を
慕
い
、
一
度
で
も
中
国
の
奇
士
を
友
と
し
た
い
と
思
い
北
京
へ
来
た
の
だ
と
記
し
て
い
る
。

は
た
し
て
洪
大
容
が
中
園
人
に
語
り
、
そ
の
筆
談
記
録
に
記
し
た
と
お
り
、
彼
の
燕
行
の
目
的
が
中
園
人
と
劇
談
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
か

ど
う
か
、
そ
の
護
想
が
飴
り
に
突
飛
す
ぎ
る
だ
け
に
、
我
々
は
ま
ず
こ
れ
を
疑
つ
で
か
か
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
洪
大
容
自
身
が
と
っ
た

行
動
と
そ
の
書
き
残
し
た
も
の
、
及
び
彼
の
先
輩
金
鍾
厚
が
書
き
残
し
た
も
の
か
ら
見
る
と
、
我
々
も
や
は
り
こ
れ
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

と
言
う
の
は
第
一
に
、
彼
が
最
誠
と
潜
庭
箔
に
遅
日
返
す
る
ま
で
に
と
っ
た
行
動
が
奇
妙
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
呉
湘
と
彰
冠
と
い
う
こ

人
の
翰
林
官
と
音
山
国
的
に
面
識
を
得
ょ
う
と
し
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
正
月
元
旦
に
紫
禁
城
で
行
わ
れ
た
正
朝
の
儀
に
出
席
し
た
彼
は
、
そ
こ

で
二
人
が
朝
鮮
の
衣
冠
に
注
目
し
、
こ
れ
を
話
題
に
し
て
い
る
こ
と
を
耳
に
し
、
あ
え
て
彼
ら
に
語
り
か
け
て
面
識
を
得
る
糸
口
を
探
っ
た
。
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彼
は
彼
ら
が
翰
林
官
で
あ
る
の
を
知
る
と
、

さ
っ
そ
く
庶
吉
士
舘
へ
人
を
や
っ
て
こ
人
の
こ
と
を
探
ら
せ
、
ま
た

「
緒
紳
案
』
(
『
緒
紳
便
覧
』
)
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を
わ
ざ
わ
ざ
購
入
し
て
二
人
の
こ
と
を
調
べ
あ
げ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
彰
冠
の
家
を
探
し
あ
て
、
そ
の
家
を
訪
問
し
て
筆
談
す
る
に
至
っ
て
い

(
日
)

る
。
奇
怪
に
し
て
執
拘
な
行
動
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
巌
誠
、
潜
庭
笥
と
「
劇
談
」
す
る
に
至
る
約
一
ヶ
月
前
の
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
は
、
洪
大
容
が
北
京
に
擁
立
つ
前
に
、
金
鍾
厚
が
彼
に
一
通
の
こ
れ
ま
た
奇
妙
な
手
紙
を
迭
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
迭
別

の
手
紙
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
賓
、
中
園
へ
は
行
く
な
と
制
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。

そ
な
た
が
今
、
中
園
へ
族
立
た
れ
る
の
は
、
何
の
た
め
で
し
ょ
う
か
。
固
王
に
か
か
わ
る
仕
事
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
猛
烈
な

風
や
沙
を
受
け
る
寓
里
の
苦
し
み
を
犯
し
、
満
洲
族
と
い
う
臭
く
て
野
賢
な
仇
敵
が
住
む
地
(
腔
械
の
讐
域
)
を
踏
も
う
と
な
さ
る
の
は
、

朝
鮮
に
い
て
は
覗
野
に
限
界
(
日
之
局
)
が
あ
り
、
こ
れ
を
酪
然
と
属
く
し
た
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
覗
野
に
限
界
が
あ

る
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
麿
く
し
た
い
と
思
っ
て
お
き
な
が
ら
、
心
の
限
界
(
心
之
局
)
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
慶
く
し
た
い
と
思
わ
な
く
て

よ
い
で
し
ょ
う
か
。
況
や
こ
の
心
を
慶
く
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
風
や
沙
を
受
け
る
苦
勢
や
臭
く
て
野
蟹
な
も
の
に
間
れ
る
苦
勢
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を
な
め
ず
に
す
み
、
仇
敵
が
住
む
地
を
踏
む
と
い
う
屈
辱
を
味
わ
わ
ず
に
す
む
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

そ
し
て
金
鍾
厚
は
、
洪
大
容
の
「
心
の
局
」
と
は
彼
が
一
人
イ
ナ
カ
に
引
き
こ
も
っ
て
自
分
た
ち
と
つ
き
合
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
手
紙
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
終
わ
っ
て
い
る
。

今
、
そ
な
た
が
そ
の
覗
野
の
狭
い
こ
と
を
心
配
し
て
遠
遊
さ
れ
ん
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
な
た
の
覗
野
は
狭
い
ま
ま
で
は
終
わ
ら
な

い
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
自
分
(
の
心
)
は
な
お
狭
い
の
だ
と
い
う
貼
に
注
意
を
加
え
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
お
互
い
こ
の
上
な
く

心
配
し
あ
う
と
い
う
間
柄
で
あ
り
ま
す
た
め
、
誌
が
狂
っ
た
よ
う
に
勝
手
放
題
な
こ
と
を
か
く
ま
で
申
し
ま
し
た
が
、
ご
寛
恕
い
た
だ
き

(
叫
)

お
察
し
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
こ
れ
は
迭
別
の
手
紙
で
あ
り
な
が
ら
、
賓
際
に
は
燕
行
を
制
止
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
金
鍾
厚
の
主
張
は
要
す
る
に
、
覗

野
の
限
界
よ
り
心
の
限
界
を
打
破
す
る
方
が
重
要
で
あ
る
、

し
か
し
こ
の
心
の
限
界
を
打
破
す
る
た
め
に
は
、
苦
勢
ば
か
り
多
く
慣
値
の
ま
つ

た
く
な
い
「
腫
械
の
讐
域
」

へ
行
く
必
要
は
な
い
、

ソ
ウ
ル
へ
出
て
き
て
自
分
た
ち
と
つ
き
合
う
だ
け
で
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
に
あ
る
。
と



こ
ろ
が
彼
の
手
紙
に
は
最
も
重
要
な
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
第
三
者
に
は
そ
の
員
意
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
は
な
は
だ

わ
か
り
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
最
も
重
要
な
こ
と
と
は
何
か
と
言
う
と
、
「
中
国
人
と
親
し
く
つ
き
合
う
な
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
洪
大
容
が
賓
際
に
「
中

園
の
人
を
友
と
し
」
「
劇
談
し
て
」
開
園
し
た
あ
と
、
金
鍾
厚
が
こ
れ
を
非
難
し
つ
つ
、
北
京
へ
出
か
け
る
前
に
送
っ
た
手
紙
で
は
「
た
だ
腫

械
の
讐
域
な
ど
と
あ
れ
こ
れ
言
っ
た
だ
け
で
、
(
北
京
で
の
)
行
動
規
範
や
外
界
と
の
接
し
方
に
つ
い
て
言
及
し
な
か
っ
た
の
は
、
白
分
の
罪
で

(
日
)

や
っ
と
明
ら
か
と
な
る
。
北
京
で
の
行
動
規
範
や
外
界
と
の
接
し
方
と
は
、
彼
の
そ

あ
っ
た
」
、
と
率
直
に
書
く
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

の
手
紙
が
「
剃
頭
奉
子
」

つ
ま
り
解
髪
を
し
た
漢
人
と
洪
大
容
が
親
し
く
交
わ
っ
た
こ
と
を
激
し
く
非
難
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
を

意
味
す
る
か
明
瞭
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
「
中
国
人
と
親
し
く
つ
き
合
う
な
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
金
鍾
厚
が
心
配
し
た
の
は
、
洪
大
容
が
天

主
堂
な
ど
を
訪
れ
て
自
然
科
撃
に
か
か
わ
る
新
知
識
に
杷
刷
れ
た
り
、
琉
璃
廠
へ
行
っ
て
中
園
書
を
購
入
し
た
り
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
覗
野
の
限
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界

(
H
の
局
)
を
聞
く
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
中
園
人
と
親
し
く
つ
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
と
は
関
係
な
い
と
こ
ろ
で
、
「
心

の
局
」
を
諮
然
と
し
て
聞
い
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
百
数
十
年
に
わ
た
っ
て
彼
ら
が
護
り
績
け
て
き
た
精
神
的
な
鎧
を
、
こ
れ
に
よ
っ
て

簡
単
に
打
ち
砕
い
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
明
言
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
彼
は
あ
え
て
「
腫
械
の
讐
域
」
な
ど
と
い
う
刺
激
的

な
言
葉
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
洪
大
容
は
そ
れ
ま
で
で
も
、
「
彼
な
ら
苦
し
い
放
を
し
て
ま
で
、
中
園
人
と
親
し
く
つ
き
合
い
か
ね

な
い
」
、
と
周
園
の
者
に
感
づ
か
せ
る
よ
う
な
護
言
と
行
動
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
金
鍾
厚
の
方
で
は
そ
れ
と
察
し
な
が
ら
、
そ
れ
が

あ
ま
り
に
禁
忌
に
鰯
れ
か
つ
破
天
荒
な
こ
と
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
と
明
言
す
る
こ
と
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

洪
大
容
燕
行
の
目
的
が
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
第
三
に
彼
が
北
京
で
最
誠
と
活
庭
錆
に
輿
え
た
手
紙
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
的
な

も
の
と
な
る
。
こ
の
手
紙
は
巌
誠
の
死
後
に
編
纂
さ
れ
た

『
銭
橋
全
集
」
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
一
部
、
「
乾
浮
術
筆
談
』
に
も

一
一
月
九
日
づ
け
で
迭
っ
た
手
紙
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
雨
者
を
比
較
す
れ
ば
、

『
乾
話
術
筆
談
」
に
掲
げ
る
も
の
は
賓
際
に
彼
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ら
に
奥
え
た
手
紙
か
ら
重
要
な
部
分
、
す
な
わ
ち
い
ま
我
々
が
問
題
に
し
て
い
る
彼
の
燕
行
の
動
機
を
語
っ
た
と
こ
ろ
を
大
幅
に
カ
ッ
ト
し
た
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も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
乾
浮
術
筆
談
」
掲
載
の
手
紙
で
は
、
北
京
で
偶
然
に
も
二
人
に
遇
っ
て
親
し
く
語
ら
う
こ
と
が
で
き
た
喜
び

を
語
り
、
「
あ
あ
、
舎
心
の
人
を
得
て
曾
心
の
こ
と
を
語
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
人
生
の
至
ω
楽
で
あ
り
ま
す
」
と
書
き
、
こ
れ
に
績
け
て
「
今
、

私
た
ち
は
高
里
を
隔
て
た
地
か
ら
あ
い
集
ま
り
、
心
腹
を
披
涯
し
数
日
間
交
際
し
た
こ
と
こ
そ
奇
と
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
」
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
賓
際
に
輿
え
た
手
紙
で
は
、
「
人
生
の
至
楽
で
あ
り
ま
す
」
の
後
に
は
、
次
の
よ
う
な
丈
章
が
績
い
て
い
た
。
長
文
で
あ
る
か
ら
、

」
こ
で
は
そ
の
一
部
を
示
す
の
に
止
め
よ
う
。

こ
の
た
め
旗
行
用
の
弁
嘗
を
包
ん
で
馬
に
乗
り
、
わ
が
足
跡
は
ほ
ぼ
全
国
に
わ
た
り
ま
し
た
。
曾
心
の
人
を
得
て
合
心
の
こ
と
を
語
ら

ん
と
す
る
こ
と
、
中
途
半
端
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
こ
れ
を
求
め
ん
と
す
る
努
力
も
怠
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と

こ
ろ
が
こ
ち
ら
の
気
持
ち
を
訴
え
る
た
び
に
、
そ
れ
は
相
手
の
怒
り
を
招
く
こ
と
に
な
り
、
言
葉
に
で
き
な
い
ほ
ど
の
苛
立
ち
が
昂
じ
た

(
日
)

結
果
、
こ
れ
を
国
外
に
求
め
ん
と
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
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洪
大
容
は
燕
行
に
先
立
ち
、
そ
の
心
腹
を
披
涯
で
き
る
友
を
求
め
て
朝
鮮
圏
内
を
遍
歴
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
圏
内
で
は
誰
も

彼
の
話
し
を
聞
い
て
く
れ
る
も
の
が
な
く
、
話
せ
ば
か
え
っ
て
怒
り
を
招
き
、
そ
の
苛
立
ち
が
昂
じ
た
結
果
と
し
て
中
園
で
舎
心
の
人
を
求
め

る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
『
乾
浮
術
筆
談
』
に
掲
載
し
な
か
っ
た
の
は
、

や
は
り
彼
が
禁
忌
す
べ
き
も
の

を
感
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
彼
の
こ
の
言
葉
を
疑
う
に
足
る
い
か
な
る
材
料
を
も
持
た
な
い
。
か
え
っ
て
彼
の
こ
の
言
葉
は
、
金
鍾
厚

が
彼
の
燕
行
直
前
に
迭
っ
た
手
紙
と
見
事
な
ま
で
に
封
麿
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
洪
大
容
が
イ
ナ
カ
に
引
き
こ
も
っ
て
自
分
た
ち
と

は
つ
き
合
わ
な
い
か
ら
、
彼
の
「
心
の
局
」
は
聞
か
れ
な
い
の
だ
と
非
難
し
た
が
、
そ
れ
は
賓
は
、
洪
大
容
か
ら
す
れ
ば
ま
っ
た
く
逆
で
あ
っ

た
。
彼
ら
に
そ
の
心
を
訴
え
か
け
て
も
、

そ
、
イ
ナ
カ
へ
引
き
こ
も
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
金
鍾
厚
が
心
配
し
た
と
お
り
、
彼
は
中
園
へ
出
か
け
て
ま
で
曾
心

一
向
に
「
心
の
局
」
は
聞
か
れ
る
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
苛
立
ち
が
募
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
ら
こ

の
人
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
我
々
は
洪
大
容
燕
行
の
目
的
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
彼
を
賓
撃
者
と
し
て
位
置
づ
け
た
と
こ
ろ
か

ら
推
測
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
素
直
に
昔
時
の
枇
舎
の
拭
況
と
彼
の
心
の
軌
跡
を
謹
み
解
く
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。



も
ち
ろ
ん
彼
は
、
中
固
に
封
す
る
強
い
憧
れ
を
早
く
か
ら
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
天
主
堂
へ
も
行
き
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し

か
し
、
中
固
に
封
す
る
強
い
憧
れ
を
持
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
中
園
の
様
々
な
事
物
を
見
て
み
た
い
と
い
う
動
機
か
ら
燕
行
し
た
朝
鮮
知
識
人

は
、
昔
時
す
で
に
多
か
っ
た
。
事
賞
、
洪
大
容
自
身
が
、
彼
の
燕
行
以
前
に
「
使
行
子
弟
従
者
」
「
大
人
子
弟
」
「
公
子
」
す
な
わ
ち
燕
行
使
正

(η) 

使
、
副
使
、
書
状
官
の
子
供
な
ど
が
し
ば
し
ば
「
遊
覧
観
光
」
を
目
的
に
し
て
北
京
に
来
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
天
主
堂
を
訪
れ

る
こ
と
は
、
首
時
の
観
光
ル

l
ト
の
一
つ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
言
う
な
ら
、
北
京
へ
行
っ
て
中
園
人
と
親
し
く
筆
談
を
交
し
た
、
あ
る
い
は
中
園
人
と
親
し
い
関
係
を
持
っ
た
と
い
う
だ
け
な
ら
、

洪
大
容
が
燕
行
す
る
直
前
に
す
で
に
い
く
つ
か
事
例
が
あ
っ
た
。

一
七
六
四
年
通
信
使
の
一
員
で
あ
っ
た
成
大
中
は
、
江
戸
か
ら
の
蹄
途
品
川

に
お
い
て
津
田
東
江
ら
と
筆
談
を
交
し
、
そ
の
中
で
朝
鮮
人
柳
宿
雲
と
い
う
人
物
に
言
及
し
て
い
る
。
成
大
中
は
柳
宿
雲
が
刻
し
た
と
い
う
印

章
を
津
田
ら
に
見
せ
な
が
ら
、
「
柳
宿
雲
は
中
園
杭
州
の
人
で
あ
る
本
裕
と
園
を
超
え
た
一
刺
交
を
な
し
た
。
本
裕
は
か
天
涯
相
隣
、
海
外
知

(

同

日

)

己
w

と
刻
し
た
印
章
を
柳
宿
雲
に
贈
っ
た
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
何
年
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
が
、
成
大
中
が
日
本
へ
渡
る
前
の
あ
ま

り
遠
か
ら
ぬ
頃
の
こ
と
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
「
天
涯
」
「
知
己
」
の
語
が
こ
こ
で
も
す
で
に
表
れ
て
い
る
。

149 

ま
た
一
七
六

O
(乾
隆
二
十
五
、
英
岨
三
十
六
)
年
に
燕
行
し
た
李
商
鳳
の
事
例
も
あ
る
。
彼
の

「
北
鞍
録
』
に
よ
れ
ば
、
彼
も
洪
大
容
と
同

様
、
書
拭
官
と
な
っ
た
父
に
随
っ
て
燕
行
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ま
た
洪
大
容
が
避
遁
す
る
こ
と
に
な
る
最
誠
ら
と
同
様
、

や
は
り
合
試
を
受
験

す
る
た
め
に
北
京
へ
来
て
い
た
奉
人
、
胡
少
逸
と
親
し
く
交
際
し
た
。
胡
少
逸
は
江
西
省
撫
州
府
金
諮
牒
の
人
で
あ
り
、
彼
の
従
兄
が
燕
行
使

節
の
宿
舎
を
管
理
す
る
膏
吏
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
李
商
鳳
ら
と
闘
係
が
生
ま
れ
、
何
度
も
宿
舎
ま
で
や
っ
て
来
て
筆
談
を
交
し
た
。
李
商
鳳
は

胡
少
逸
と
の
聞
で
手
紙
を
や
り
と
り
し
た
だ
け
で
は
な
く
、

(
凶
)

っ
て
い
る
。
彼
の
行
動
は
洪
大
容
の
そ
れ
と
き
わ
め
て
近
い
と
言
っ
て
よ
い
。

一
七
六

(
乾
隆
二
十
六
)
年
二
月
五
日
に
は
彼
の
寓
居
を
訪
問
す
る
ま
で
に
至

し
か
し
こ
の
李
商
鳳
の
場
合
で
さ
え
、
胡
少
逸
の
方
が
そ
の
縁
故
に
よ
り
偶
然
一
行
の
宿
舎
に
来
て
い
た
こ
と
か
ら
交
際
が
始
ま
っ
た
も
の
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で
あ
っ
て
、
洪
大
容
の
場
合
と
全
然
違
っ
て
い
る
。
洪
大
容
が
こ
れ
ら
と
決
定
的
に
遣
っ
て
い
た
の
は
、
彼
が
圏
内
で
友
を
得
ら
れ
ぬ
結
果
と
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し
て
「
中
園
の
人
を
友
と
せ
ん
」
と
す
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
主
な
目
的
と
し
て
燕
行
し
、
そ
の
賓
現
に
大
壁
な
努
力
を
は
ら
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
達
成
の
た
め
、
彼
は
中
園
へ
入
る
と
で
き
る
か
、
ぎ
り
中
国
語
に
慣
れ
る
こ
と
に
努
め
、
十
二
月
八
日
に
洛
陽
で
粒
助
教

(
却
)

(
柱
、
水
害
)
と
合
同
話
し
た
頃
に
は
、
す
で
に
筆
談
を
用
い
ぬ
ま
で
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

洪
大
容
が
中
国
か
ら
蹄
園
す
る
と
、
こ
れ
が
朝
鮮
圏
内
で
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

金
履
安
が
書
い
た
「
華
夷
排
」
と
い
う
論
文
も
、
お
そ
ら
く
は
彼
の
蹄
固
に
鰯
愛
さ
れ
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
こ
の
論
文
の

目
頭
で
「
来
客
の
中
に
洪
子
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
言
う
も
の
が
い
る
、
云
々
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
で
言
う
洪
子
と
は
恐
ら
く

(
む
)

は
洪
大
容
そ
の
人
で
あ
る
。
こ
の
金
履
安
の
父
は
金
元
行
で
あ
り
、
彼
こ
そ
洪
大
容
の
隼
敬
す
る
師
で
あ
っ
た
。
金
履
安
は
ま
た
洪
大
容
が
海

天
儀
を
安
置
す
る
た
め
に
建
て
た
龍
水
閣
の
た
め
に
、
「
龍
水
聞
記
」
を
書
い
た
人
物
で
あ
る
。

一
方
、
洪
大
容
の
燕
行
は
朴
祉
源
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
、
そ
の
燕
行
を
、
つ
な
が
す
こ
と
に
な
る
が
、
よ
り
深
甚
な
影
響
を
輿
え
た
の
は
、

よ
り
若
く
多
感
な
朴
斉
家
と
李
健
患
に
封
し
て
で
あ
っ
た
。
朴
斉
家
の
解
緯
に
よ
れ
ば
、
洪
大
容
は
「
知
己
と
逢
っ
て
死
な
ん
こ
と
を
願
い

(

日

以

)

(
願
逢
知
己
死
)
」
、
燕
行
の
族
に
出
た
の
だ
と
い
う
。
朴
斉
家
は
洪
大
容
と
「
天
涯
知
己
」
と
な
っ
た
潜
庭
箔
に
後
に
手
紙
を
迭
り
、
「
自
分
は
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洪
大
容
さ
ん
と
も
と
も
と
つ
き
合
い
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
な
た
や
巌
誠
先
生
、
陸
飛
先
生
と
天
涯
知
己
の
契
り
を
結
ん
で
時
ら
れ
た
こ

と
を
聞
き
、
私
の
方
か
ら
洪
大
容
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
交
際
を
も
ち
、
そ
の
筆
談
や
唱
酬
の
詩
文
を
全
部
も
ら
っ
て
誼
み
、
こ
れ
ら
を
愛

撫
し
て
お
か
ず
、
来
る
日
も
来
る
日
も
こ
れ
と
と
も
に
寝
起
き
し
て
お
り
ま
し
た
。
あ
あ
、

ぼ
く
は
あ
な
た
の
か
情
人
α

で
す
。
目
の
中
に
あ

る
の
は
す
べ
て
あ
な
た
の
お
顔
、
夢
に
見
る
の
は
あ
な
た
の
御
郷
里
で
遊
ぶ
姿
、
こ
れ
ま
で
も
あ
な
た
に
手
紙
を
書
い
て
白
分
の
こ
と
を
知
ら

(
お
)

せ
よ
う
と
思
っ
て
や
め
て
き
た
こ
と
、
こ
の
手
紙
を
ご
覧
に
な
れ
ば
わ
か
る
は
ず
で
す
」
と
遮
べ
る
。
ま
た
彼
は
あ
る
友
人
に
洪
大
容
の

乾

話
術
合
国
友
銀
」
(
舎
友
記
)
を
迭
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

『
曾
友
記
」
を
お
迭
り
し
ま
す
。
ぼ
く
は
い
つ
も
中
国
の
こ
と
を
思
慕
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
書
を
謹
む
に
及
ん
で
、
試
が
ふ
れ
て

(
但
)

狂
っ
た
か
の
ご
と
く
、
御
飯
を
食
べ
ん
と
し
て
ス
プ
ー
ン
を
忘
れ
、
顔
を
洗
お
う
と
し
て
洗
う
こ
と
も
忘
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。



ま
さ
し
く
『
乾
浮
術
命
日
友
銀
』
を
謹
ん
だ
朴
斉
家
は
、
狂
わ
ん
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
衝
撃
に
よ
っ
て
正
然
自
失
た
る
有
様
で
あ
っ
た
。
ま
た

李
徳
愈
も
そ
の
後
、
わ
ざ
わ
ざ
『
天
涯
知
己
書
」
と
名
づ
け
た
ノ

1
ト
を
作
っ
て
ま
で
、
洪
大
容
の
樫
験
を
追
瞳
験
し
よ
う
と
し
た
。

以
上
に
よ
っ
て
洪
大
容
の
燕
行
の
主
な
目
的
が
、
「
腫
械
の
讐
域
」
に
行
っ
て
ま
で
「
奇
士
」
を
求
め
、
彼
ら
と
劇
談
す
る
と
い
う
破
天
荒

か
つ
突
飛
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
と
な
っ
た
。
そ
の
決
定
的
な
動
機
は
、
そ
れ
を
朝
鮮
圏
内
で
は
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

昔
時
朝
鮮
が
お
か
れ
て
い
た
精
柿
的
な
鎖
国
状
態
は
、
こ
の
よ
う
な
個
人
的
瞳
験
を
持
っ
た
ま
さ
し
く
一
人
の
奇
士
に
よ
っ
て
、
そ
の
風
穴
が

聞
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
洪
大
容
自
身
、
自
分
の
燕
行
の
最
も
核
心
的
な
部
分
が
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
、
持
園
後
何
よ
り
ま
ず

『
乾
海
術
筆
談
』
を
編
纂
し
た
の
で
あ
っ
た
。

い
よ
い
よ
我
々
は
、
こ
の

「
乾
浄
術
筆
談
』
に
見
え
る
彼
の
中
国
盟
験
、
中
国
観
察
と
一
七
六
四
年
通
信
使
一
行
が
日
本
で
瞳
験
し
観
察
し

た
も
の
と
の
類
似
に
、
話
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

洪
大
容
と
通
信
使
元
重
器
ら
に
よ
る
中
園
人
・
日
本
人
観
察
の
類
似
性

元
重
奉
は
一
七
六
四
年
通
信
使
の
一
員
で
あ
る
。
彼
が
日
本
か
ら
朝
鮮
へ
蹄
り
、
そ
し
て
ソ
ウ
ル
に
到
着
し
た
の
は
一
七
六
回
(
乾
隆
二
十

九
)
年
七
月
八
日
で
あ
っ
た
。
洪
大
容
が
燕
行
の
逢
に
族
立
つ
の
は
、
そ
の
約
一
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
は
詳
細
な
日
本
族
行
記
『
莱
桂

(
お
)

録
』
と
、
歴
代
通
信
使
の
人
員
が
著
し
た
も
の
と
し
て
は
最
も
詳
細
な
日
本
研
究
書
『
和
国
志
』
が
あ
る
。

元
重
奉
が
洪
大
容
『
乾
海
術
筆
談
』
を
誼
ん
だ
の
は
一
七
七
二
(
乾
隆
三
十
七
、
英
租
四
十
八
)
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

『
乾
伊
筆
談
』

と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
彼
は
こ
の
二
冊
本
を
洪
大
容
本
人
か
ら
借
り
、
こ
れ
を
「
返
却
す
る
に
あ
た
っ
て
こ
の
年
五
月
十
三
日
づ
け
で

次
の
よ
う
な
蹴
丈
、
す
な
わ
ち
誼
後
感
想
文
を
記
し
た
。
そ
れ
は

「
湛
軒
燕
記
』
六
巻
本
の
巻
末
に
附
せ
ら
れ
て
い
る
。

発
未
(
一
七
六
三
、
乾
隆
二
十
八
、
英
組
三
十
九
)
の
年
、
私
は
書
記
に
充
て
ら
れ
、
通
信
使
に
従
っ
て
日
本
へ
行
っ
た
。
:
:
:
(
日
本
で
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は
多
く
の
文
士
と
交
り
)
そ
の
中
に
は
必
ず
や
傑
物
も
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
わ
が
鑑
識
眼
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
『
左
惇
』
に
言
、
っ
音
の
叔
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向
が
鄭
に
使
い
し
た
時
、

一
目
見
て
へ
り
く
だ
っ
た
よ
う
な
人
物
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
の
眼
中
に
宿
る
風
情
が
そ
の
胸
の
内

を
あ
り
あ
り
と
映
し
出
す
者
と
い
え
ば
、
塞
々
た
る
も
の
で
あ
り
、
坐
一
常
大
典
・
瀧
鶴
蓋
・
近
藤
篤
・
細
合
斗
南
な
ど
わ
ず
か
数
人
で
あ

っ
た
。
空
の
は
て
雲
の
は
て
を
想
う
た
び
に
、
あ
あ
も
っ
と
つ
き
合
え
た
ら
と
残
念
に
思
い
、
次
い
で
は
慕
わ
し
く
思
っ
て
悲
し
ま
な
い

」
と
は
な
か
っ
た
。

」ー

の

「
乾
浄
筆
談
」
二
加
は
、
洪
大
容
先
生
が
北
京
で
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
わ
た
し
が
こ
の
書
を
謹
ん
で
い
る
と
、
雲
を
は
ら

ん
だ
船
の
帆
を
落
し
、
車
を
走
ら
せ
て
い
た
様
が
悦
惚
と
し
て
思
い
出
さ
れ
て
き
て
、
日
空
一
常
大
典
や
瀧
鶴
蓋
を
背
中
に
し
て
潜
庭
箔
や
陸

飛
と
封
座
し
、
に
っ
こ
り
笑
い
な
が
ら
書
斎
や
茶
室
の
中
で
筆
を
ふ
る
っ
て
い
る
か
の
ご
と
き
錯
覚
に
お
ち
い
る
。
思
う
に
、
活
庭
錆
や

陸
飛
の
気
性
が
正
し
く
嘘
い
つ
わ
り
な
い
こ
と
と
、
庄
一
常
大
典
や
瀧
鶴
蓋
が
沈
着
荘
重
で
あ
る
こ
と
と
は
、
各
お
の
そ
の
軌
を
一
に
し
、

そ
の
肝
謄
を
吐
露
し
異
心
の
愛
に
あ
ふ
れ
で
な
ご
や
か
な
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
別
れ
に
首
つ
て
は
沸
を
揮
い
、
暗
潅

(
お
)

た
る
思
い
で
情
に
牽
か
れ
、
各
お
の
自
然
と
濯
し
く
結
ぼ
れ
る
の
は
、
天
の
南
天
の
北
に
お
い
て
こ
れ
ま
た
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
元
重
奉
は
、
洪
大
容
が
北
京
で
瞳
験
し
た
も
の
と
自
ら
が
日
本
で
瞳
験
し
た
も
の
の
な
か
に
、
き
わ
め
て
よ
く
似
た
も
の
が
あ

る
こ
と
を
『
乾
浮
筆
談
』
の
な
か
に
嘆
ぎ
と
っ
た
。
そ
し
て
、
自
ら
の
瞳
験
を
洪
大
容
の
そ
れ
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
こ
れ
を
謹
ん
だ
。
さ
ら

二
度
土
、

l
i
l
 
日
本
の
知
識
人
と
の
避
遁
そ
し
て
筆
談
を
甘
美
な
思
い
出
と
し
て
、
蹄
圃
後
十
年
近
く
に
わ
た
っ
て
ず
っ
と
持
ち
績
け
て
い
た
の
で

あ
る
。洪

大
容
と
元
重
奉
に
よ
る
記
述
の
中
で
最
も
よ
く
似
て
い
る
の
は
、
第
一
に
中
園
人
と
日
本
人
と
も
に
そ
の
品
性
と
皐
聞
に
お
い
て
頗
る
高

い
と
す
る
評
慣
と
、
第
二
に
中
園
丈
化
と
日
本
文
化
と
も
に
極
め
て
高
い
と
す
る
許
債
で
あ
る
。
以
下
我
々
は
、
こ
の
う
ち
第
一
の
類
似
鈷
に

だ
け
問
題
を
し
ぼ
り
、
元
重
奉
の
思
い
出
を
十
年
、
近
く
前
に
遡
っ
て
検
置
し
つ
つ
、

さ
ら
に
洪
大
容
に
よ
る
相
似
た
記
述
を
追
っ
て
み
よ
う
。

元
重
奉
が

「
乾
浮
筆
談
」
肱
丈
で
と
く
に
取
り
奉
げ
て
い
る
の
は
、
京
都
の
僧
侶
佐
一
常
大
典
と
荻
藩
(
現
在
の
山
口
勝
)
の
儒
者
瀧
鶴
喜
の

二
人
で
あ
る
。
径
一
常
大
典
は
額
常
大
典
と
も
い
い
、
信
侶
で
は
あ
っ
た
が
儒
皐
に
か
か
わ
る
知
識
も
含
め
、
島
ナ
識
が
極
め
て
高
か
っ
た
。
彼
は



通
信
使
一
行
が
時
路
大
坂
に
至
り
、
宿
舎
に
時
り
着
い
た
四
月
五
日
、
商
人
木
村
菜
直
堂
(
本
世
粛
)
と
と
も
に
初
め
て
訪
れ
、
筆
談
を
交
し

て
い
る
。
彼
は
合
計
六
回
に
わ
た
り
通
信
使
一
行
と
曾
っ
た
と
い
い
、
そ
の
時
の
筆
談
記
録
と
し
て

『
芹
遇
録
』
二
冊
を
残
し
て
い
る
。
こ
の

『
洋
遇
録
」
に
は
、
朱
子
随
一
干
是
か
否
か
、
あ
る
い
は
但
徳
皐
是
か
否
か
と
い
う
議
論
は
一
切
見
え
な
い
。
逆
に
数
多
い
朝
鮮
通
信
使
と
の
筆
談

記
録
の
中
で
、
雨
園
知
識
人
の
交
情
の
細
や
か
さ
と
相
互
の
敬
愛
と
を
感
じ
さ
せ
る
代
表
的
な
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
元
重
奉
は
そ
の

『
乗
桂

録
』
四
月
六
日
の
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

僧
侶
で
庄
一
常
、
そ
の
競
を
蕉
中
道
人
と
い
う
者
が
お
り
、
年
は
四
十
五
歳
、
自
ら
言
、
つ
に
は
山
中
に
居
る
こ
と
数
年
で
あ
っ
た
と
の
こ

と
で
あ
る
。
通
信
使
一
行
の
先
生
方
が
こ
れ
ま
で
日
本
人
に
雁
釘
す
る
の
に
誠
賓
で
あ
っ
た
と
聞
き
つ
け
、
こ
の
た
め
に
来
て
筆
談
に
及

ん
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
丈
辞
に
熟
練
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
、
偉
人
と
言
、
つ
べ
き
者
で
あ
る
(
不
但
老
於
文
辞
、
蓋
偉
人
也
)

0

そ
の
翌
日
七
日
、
日
本
人
が
通
信
使
の
一
員
で
あ
る
崖
天
涼
(
崖
天
宗
)
を
殺
害
す
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
犯
人
は
鈴
木
惇
戴
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。
こ
の
幕
府
を
も
ゆ
る
が
し
た
大
事
件
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
金
一
常
が
沈
着
誠
貰
に
一
行
に
封
麿
し
た
こ
と
が
、
元
重
奉
の
彼
に
封
す
る

(
幻
)

許
債
を
よ
り
高
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
壁
一
常
は
事
件
の
顛
末
を
「
書
鈴
木
惇
戴
事
」
と
題
し
て
記
し
一
行
に
輿
え
た
。
元
重
翠
『
干
一
米
韓
録
」
四

月
二
十
九
日
で
は
、
「
か
の
固
の
僧
徒
は
た
い
て
い
丈
章
が
で
き
て
巧
黙
で
あ
り
、
身
分
は
高
く
は
な
い
が
権
力
を
持
っ
て
い
る
。
:
:
:
後
に

通
信
使
の
任
に
首
た
る
者
は
、

よ
く
よ
く
注
意
さ
れ
る
が
よ
い
。
径
一
常
は
心
を
持
つ
こ
と
極
め
て
純
正
で
あ
り
、
も
と
も
と
名
利
を
求
め
る
俗

借
で
は
な
い
(
佐
一
常
持
心
極
純
正
、
本
非
名
利
俗
信
)
」
、
と
評
し
た
。

あ
と
一
人
の
瀧
鶴
蓋
は
、
往
路
は
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
に
か
け
て
の
三
日
間
、
赤
間
関
(
山
口
際
下
閥
)
で
、
復
路
は
五
月
二
十

一
行
と
朱
子
撃
あ
る
い
は
古
撃
さ
ら
に
日
本

(
お
)

で
昔
時
出
版
さ
れ
て
い
た
様
々
な
書
籍
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
議
論
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
、
す
で
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
に
は
こ
の
時

の
筆
談
集
『
長
門
発
甲
問
桂
」
が
あ
る
。
確
か
に
但
徐
皐
抵
の
者
と
朱
子
皐
抵
の
者
と
の
筆
談
で
は
あ
る
が
、
雨
者
と
も
に
自
由
聞
達
で
あ
り
、

一
日
に
同
じ
く
赤
間
闘
で
一
行
と
筆
談
し
て
い
る
。
彼
は
歴
と
し
た
但
休
刊
随
一
干
抵
の
一
人
で
あ
り
、

戸1戸υIυ 

こ
れ
ま
た
数
多
い
通
信
使
関
連
の
筆
談
記
録
の
中
で
そ
の
白
眉
に
属
す
る
も
の
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
元
重
奉
は
瀧
鶴
墓
を
「
海
外
の
華
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人
」
と
許
し
、
ま
た
同
じ

『
乗
桂
録
」
五
月
二
十
二
日
で
「
繭
八
(
鶴
歪
)
の
立
振
な
身
の
こ
な
し
は
、

ゆ
っ
た
り
と
し
て
重
厚
で
あ
り
、
遺

部
な
海
外
の
地
に
生
ま
れ
た
人
ら
し
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
丈
撃
面
で
の
知
識
も
該
博
で
あ
る
(
不
似
海
外
人
。
其
文
識
又
謄
博
)
」
と
記

し
て
い
る
。

ほ
か
に
近
藤
篤
と
細
合
斗
南
で
あ
っ
た
。
近
藤
篤
は
岡
山
藩
の
儒
者
で
あ
り
、

七
四
八
年
通
信
使
と
も
詩
文
の
交
換
を
し
た
。
『
西
涯
館
詩
集
』
が
あ
る
。
細
合
斗
南
は
合
離
と
も
合
麗
王
と
も
稽
す
る
。
大
坂
の
儒
者
で
あ

『
乾
滋
筆
談
』
蹴
丈
を
書
く
と
き
に
思
い
出
し
た
の
は
、

る
元
重
奉
は
日
本
か
ら
開
園
す
る
直
前
の
六
月
十
八
日
、
封
馬
に
停
泊
す
る
船
の
中
で
は
次
の
四
人
を
優
れ
た
日
本
人
と
し
て
奉
げ
て
い
る
。

蕉
中
(
竺
常
大
典
)
は
樟
門
界
の
白
楽
天
で
あ
る
。
那
波
孝
卿
(
那
波
魯
堂
)
は
俗
事
か
ら
身
を
ひ
い
た
子
産
で
あ
る
。
瀧
禰
八
(
瀧
鶴

蓋
)
は
海
外
の
華
人
で
あ
る
。
岡
田
宜
生
は
日
本
の
唐
詩
で
あ
る
。
わ
た
し
は
海
中
に
お
い
て
四
人
を
得
た
だ
け
で
あ
る
。
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こ
の
う
ち
那
波
魯
堂
と
は
、
同
行
し
た
成
大
中
に
よ
っ
て
も
博
多
の
亀
井
南
冥
と
と
も
に
「
日
本
二
才
子
」
の
一
人
と
し
て
奉
げ
ら
れ
た
人

(
鈎
)

物
で
あ
る
。
彼
は
初
め
大
坂
の
古
事
祇
筆
者
岡
白
駒
に
附
学
ん
だ
が
、
の
ち
朱
子
随
一
千
に
轄
じ
た
。
京
都
聖
護
院
で
随
一
子
塾
を
聞
い
て
い
た
が
、
朝
鮮

通
信
使
が
間
も
な
く
来
る
と
聞
き
つ
け
て
京
都
か
ら
大
坂
に
出
か
け
、
本
隊
よ
り
一
足
早
く
大
坂
に
到
着
し
て
い
た
先
遣
隊
の
者
か
ら
朝
鮮
語

一
行
を
待
ち
受
け
た
と
い
う
。
昔
時
、
釘
馬
藩
の
儒
者
た
ち
と
接
件
借
と
呼
ぶ
接
待
係
の
僧
侶
の
ほ
か
は
、
通
信
使
一
行
と
何
日
間

に
も
わ
た
っ
て
つ
き
合
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
那
波
は
接
伴
僧
を
護
衛
す
る
と
い
う
名
目
を
え
、
「
僧
侶
の
徒
や
雑
役
夫
に
足
を
雑
じ
え
」
「
風

(
別
)

雨
の
山
河
を
蹴
渉
す
る
苦
勢
を
偉
ら
ず
」
、
大
坂
江
戸
を
往
復
し
た
と
い
う
。
通
信
使
と
の
唱
和
集
と
し
て
『
東
遊
篇
』
が
あ
る
。
岡
田
宜

生
は
競
を
新
川
と
言
い
、
名
古
屋
藩
の
儒
者
で
あ
る
。
通
信
使
と
の
唱
和
集
と
し
て
「
表
海
英
華
』
が
残
っ
て
い
る
。

を
皐
ぴ
、

次
に
彼
が
「
そ
の
別
れ
に
首
つ
て
は
涙
を
揮
い
、
云
々
」
と
記
す
と
き
、

お
そ
ら
く
彼
の
脳
裏
に
は
、
江
戸
の
知
識
人
た
ち
と
品
川
お
よ
び

藤
津
で
別
れ
た
時
の
こ
と
、
お
よ
び
大
坂
で
踊
圃
の
た
め
に
船
に
乗
り
込
む
た
め
、
こ
の
地
の
知
識
人
た
ち
と
別
れ
た
時
の
情
景
が
描
か
れ
て

、a

，
-
伊
」
'
コ
マ
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元
重
奉
は
日
本
か
ら
開
園
し
た
直
後
、
上
陸
の
地
韓
圃
釜
山
で
次
の
よ
う
記
し
て
い
た
。

江
戸
の
名
士
た
ち
が
品
川
で
涙
を
揮
い
、
大
坂
の
才
士
た
ち
が
茶
屈
で
聾
を
呑
ん
で
い
た
こ
と
な
ど
、
今
思
い
出
し
て
も
心
が
痛
む
。

那
波
魯
堂
が
そ
の
時
そ
の
時
に
見
せ
た
赤
心
、
坐
一
常
大
典
が
二
一
言
一
一
言
に
見
せ
た
遁
理
、
瀧
鶴
官
室
が
謹
巌
賓
直
で
飾
り
気
が
な
か
っ
た
こ

と
、
亀
井
南
冥
が
徐
す
と
こ
ろ
な
く
異
心
を
い
た
し
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
人
と
な
り
は
古
人
に
及
ば
な
い
と
は
い
え
、
以
上
の
賄
か
ら
彼

ら
の
こ
と
を
言
う
な
ら
、
春
秋
時
代
斉
の
曇
嬰
や
音
の
叔
向
が
圏
外
で
遇
っ
た
者
の
ご
と
き
遺
風
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
私
は

(
出
)

無
情
で
あ
り
う
る
、
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
品
川
で
の
別
れ
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
江
戸
の
知
識
人
で
あ
る
今
井
粂
規
、
山
岸
職
、
木
村
貞
貫
(
木
貞
貫
)
、
泣
井
孝
徳
(
太

室
、
井
卒
)
、
津
田
束
江
(
東
郊
、
卒
麟
)
、
中
川
天
書
(
韓
天
書
)
ら
十
人
ほ
ど
は
、
江
戸
の
宿
舎
本
誓
土
寸
で
一
行
と
別
れ
る
の
に
忍
び
ず
、
わ

(
認
)

ざ
わ
ざ
次
の
宿
場
で
あ
る
品
川
ま
で
来
て
、
再
び
夜
お
そ
く
ま
で
筆
談
を
交
し
た
。
三
月
十
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
中
川
天
書
と
平

川
天
書
と
平
瑛
は
雨
を
冒
し
泥
を
衝
い
て
つ
い
て
来
た
。
そ
の
二
一
日
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
一
行
と
別
れ
て
江
戸
へ
蹄
ろ
う
と
思
っ
た
の
だ
が
、

瑛
の
二
人
は
、
な
お
こ
れ
で
も
別
れ
難
く
、
次
の
宿
場
で
あ
る
藤
津
ま
で
つ
い
て
来
た
と
い
う
。
「
乗
栓
録
』
三
月
十
二
日
で
元
重
畢
は
、
「
中

西
を
は
る
か
に
望
む
と
腸
も
は
り
裂
け
ん
ば
か
り
と
な
り
、
か
く
て
ま
た
つ
い
て
来
た
の
だ
、
と
の
こ
と
で
あ
る
」
と
記
し
、
翌
日
十
三
日
の

僚
に
は
「
朝
、
中
川
天
皇
百
は
別
れ
る
に
あ
た
り
、
涙
が
口
に
入
り
撃
を
出
せ
な
か
っ
た
。

一
行
が
暗
に
乗
る
の
を
見
る
や
、
ま
た
鳴
咽
し
、

(
お
)

と
ん
ど
大
聾
を
護
す
る
寸
前
で
あ
っ
た
。
情
に
ほ
だ
さ
れ
る
の
が
も
は
や
ひ
ど
過
ぎ
、
同
船
主
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

lま

一
行
は
開
園
の
た
め
に
大
坂
の
宿
舎
を
出
て
、
河
口
に
待
つ
船
に
乗
り
こ
も
う
と
し
た
。
在
天

涼
殺
害
事
件
の
直
後
で
あ
っ
た
か
ら
、
警
備
は
巌
重
を
極
め
、
彼
ら
は
別
れ
の
挨
拶
を
親
し
く
交
わ
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
時
、
見

次
は
大
坂
で
の
こ
と
で
あ
る
。
五
月
六
日
、

迭
り
に
来
た
竺
常
ら
の
様
を
、
元
重
拳
「
乗
桂
銀
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

木
村
莱
醍
堂
は
大
い
に
驚
き
、
な
す
と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
細
合
斗
南
は
天
と
地
に
指
を
さ
し
、
心
を
な
で
て
な
げ
き
、
「
こ
の
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天
地
の
問
、
こ
の
心
は
化
わ
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
鳴
咽
に
よ
っ
て
涙
が
顔
を
被
っ
て
い
た
。
坐
一
常
は
歎
々
と
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(

川

崎

)

見
つ
め
る
だ
け
で
撃
な
く
、
涙
を
は
ら
は
ら
流
し
て
襟
も
と
を
ぬ
ら
し
、
身
の
こ
な
し
に
は
一
層
す
ば
ら
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

彼
は
さ
ら
に
蹄
路
封
馬
で
、
彼
が
見
た
日
本
人
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

文
士
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
毎
日
か
の
園
の
文
人
韻
士
や
豪
傑
の
流
と
筆
談
し
た
り
詩
文
を
唱
酬
し
た
の
だ
が
、
物
欲
や
人
欲
が
動
く

と
い
う
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
い
。
ま
た
封
馬
以
外
の
か
の
固
の
人
は
、
た
い
て
い
多
く
柔
善
に
し
て
慈
悲
深
く
誠
賓
で
あ
っ
て
、
「
婦
人

女
子
の
仁
」
が
あ
る
。
こ
ち
ら
が
彼
ら
と
誠
心
で
う
ち
と
け
、
決
し
て
わ
、
ざ
と
ら
し
い
気
持
ち
を
示
す
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

(
お
)

な
と
こ
と
ん
赤
心
を
い
た
し
、
誠
賓
さ
を
吐
露
す
る
。

日
本
人
は
み

さ
て
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
讃
む
我
々
は
、
こ
れ
か
ら
二
年
後
、
洪
大
容
が
極
め
て
よ
く
似
た
情
景
を
目
に
し
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
第
一
は
、
二
月
四
日
、
洪
大
容
に
と
っ
て
は
最
誠
、
活
庭
箔
と
二
度
目
に
筆
談
し
た
日
の
こ
と
で
あ
る
。
二
人
が
燕
行
使
一
行
の

宿
舎
玉
河
館
を
訪
問
し
、

い
ざ
時
ろ
う
と
し
た
時
で
あ
っ
た
。
活
庭
箔
は
す
で
に
涙
を
出
し
て
い
た
が
、
洪
大
容
が
「
た
だ
た
だ
天
下
の
奇
士
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に
合
同
い
、

一
度
で
い
い
か
ら
心
の
た
け
を
語
り
た
い
と
思
っ
て
中
園
へ
来
た
。
し
か
し
蹄
園
の
時
期
が
せ
ま
り
何
の
目
的
も
は
た
さ
ず
に
蹄
る

ほ
か
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
偶
然
二
人
に
曾
っ
て
大
願
を
か
な
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
音
に
志
あ
る
者
は
そ
の
こ
と
を
成
し
と
げ
る

も
の
で
あ
る
。
た
だ
恨
め
し
い
の
は
彊
域
に
へ
だ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
二
度
と
曾
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
書
い
た
。
す
る
と
「
潜
庭
錆
は

(
お
)

誼
み
お
わ
る
と
、
顔
を
掩
っ
て
よ
よ
と
涙
を
流
し
た
。
巌
誠
も
痛
ま
し
く
思
う
の
み
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。

さ
ら
に
そ
の
翌
五
日
、
洪
大
容
は
最
誠
と
潜
庭
笥
に
手
紙
を
逢
っ
た
。
手
紙
を
託
さ
れ
た
使
い
の
者
が
宿
舎
玉
河
館
へ
開
り
、
最
誠
と
潜
庭

箔
が
そ
の
手
紙
を
謹
ん
だ
時
の
あ
り
様
を
報
告
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
洪
大
容
は
次
の
よ
う
に
毅
速
し
て
い
る
。

(
使
い
の
者
の
一
一
一
白
う
と
こ
ろ
で
は
)
活
庭
錆
先
生
は
手
紙
を
謹
ん
で
ま
だ
竿
分
ま
で
ゆ
か
な
い
と
こ
ろ
で
、
ま
た
涙
を
ボ
ロ
ボ
ロ
と
流
し
、

最
誠
先
生
も
痛
ま
し
い
ほ
ど
に
感
じ
て
や
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。
私
の
手
紙
に
は
、
別
れ
が
凄
惨
な
ほ
ど
に
苦
し
く
な
ご
り
お
し
い
と
い

(
幻
)

う
よ
う
な
言
葉
は
一
句
と
し
て
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
二
人
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
は
、
誠
に
不
思
議
で
あ
る
。

ま
た
別
れ
が
近
く
な
っ
た
二
月
二
十
六
日
、
最
誠
、
潜
庭
箔
に
陸
飛
を
加
え
て
筆
談
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
筆
談
を
終
え
て
洪
大
容
が
蹄



ろ
う
と
す
る
頃
、
最
誠
は
感
極
ま
り
、
次
の
よ
う
な
様
子
で
あ
っ
た
。

最
誠
は
、
「
惨
極
(
こ
れ
以
上
つ
ら
い
こ
と
は
な
い
)
」
と
い
う
こ
字
を
大
書
し
、
ま
た
そ
の
下
に
無
数
の
貼
を
打
っ
た
。
こ
の
時
、
最
誠

は
鳴
咽
し
惨
然
と
し
て
人
色
な
く
、
わ
れ
わ
れ
も
顔
を
見
あ
わ
せ
悲
し
み
に
た
え
な
か
っ
た
。
:
:
:
巌
誠
は
、
千
言
高
語
も
結
局
の
と
こ

ろ
「
絡
に
一
別
に
蹄
す
」
の
四
字
に
ほ
か
な
ら
な
い
、

し
か
し
、
こ
の
情
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
言
っ
た
。
:
:
:
。

自
分
は
潜
庭
鋳
と
曾
話
を
お
え
て
、
門
の
内
の
と
こ
ろ
ま
で
来
て
別
れ
た
。
巌
誠
は
涙
を
う
か
べ
顔
を
し
か
め
な
が
ら
、
手
を
も
っ
て

(
お
)

心
を
指
さ
し
示
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

」
こ
に
、

一
七
六
四
年
に
元
重
翠
が
日
本
で
瞳
験
し
た
も
の
と
、

一
七
六
六
年
に
洪
大
容
が
北
京
で
瞳
験
し
た
も
の
の
な
か
で
、
全
く
同
じ

も
の
を
見
出
す
。
そ
れ
は
日
本
人
と
中
園
人
が
と
も
に
誠
愛
に
溢
れ
て
率
直
で
あ
り
、
止
ま
ら
な
い
ほ
ど
の
涙
を
流
し
た
こ
と
、
ま
さ
し
く
元

重
奉
が
後
に
『
乾
伊
筆
談
』
肱
丈
で
記
し
た
よ
う
に
「
肝
謄
を
吐
露
し
員
心
の
愛
に
あ
ふ
れ
な
ご
や
か
な
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
日
本
人
の
細
合
斗
南
が
通
信
使
一
行
と
別
れ
る
に
際
し
て
、
「
天
と
地
に
指
を
さ
し
、
心
を
な
で
た
」
と
は
、

中
園
の
最
誠
が
洪
大
容
と
別
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
「
手
を
も
っ
て
心
を
指
さ
し
て
示
し
た
」
と
あ
る
と
お
り
、
雨
者
の
動
作
ま
で
も
酷
似
し
て

い
る
。日

本
知
識
人
の
人
品
と
皐
聞
に
封
す
る
高
い
評
慣
が
、
元
重
翠
だ
け
で
は
な
く
同
じ
く
通
信
使
に
加
わ
っ
た
南
玉
と
成
大
中
に
も
見
ら
れ
る

こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
彼
ら
の
日
本
文
化
に
釘
す
る
高
い
評
慣
と
洪
大
容
の
中
国
文
化
に
封
す
る
高
い
評
慣
が
、
こ
れ
ま
た
一
致
す
る
こ

と
等
々
、
こ
こ
で
詳
し
く
述
べ
る
徐
裕
が
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
通
信
使
製
述
官
で
あ
っ
た
南
玉
が
大
坂
で
時
圃
の
た
め
に
船
に
乗
り
こ
む

間
際
、
那
波
魯
堂
が
見
送
り
に
来
て
お
り
、
自
分
た
ち
の
姿
が
帆
影
に
隠
れ
て
見
え
な
く
な
る
ま
で
ず
っ
と
見
積
け
て
い
た
の
を
、
「
そ
の
心

は
透
明
で
濁
り
が
な
い
(
其
心
無
所
染
也
)
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
、
成
大
中
が
「
日
本
の
丈
撃
は
昔
日
の
比
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
つ
つ
、
白

分
一
人
で
白
園
を
「
華
園
」
だ
と
考
え
て
い
る
朝
鮮
知
識
人
を
戒
め
て
い
る
こ
と
、
一
冗
重
畢
が
日
本
を
「
海
中
文
明
の
郷
」
と
高
く
許
債
し
つ
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っ
、
日
本
人
が
「
聴
明
に
し
て
純
朴
で
あ
り
、
義
を
慕
い
善
を
好
み
、
勤
勉
で
仕
事
に
精
を
出
す
貼
で
は
、
わ
た
し
は
我
が
固
の
人
が
逆
に
彼
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ら
に
及
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
洪
大
容
が
、
最
誠
ら
が
い
か
に
人
品
が
高
い
か
と
述

べ
つ
つ
、
「
隠
然
と
し
て
グ
中
華
が
を
も
っ
て
自
ら
居
す
わ
っ
て
い
る
」
隼
大
な
朝
鮮
知
識
人
を
強
く
批
判
し
て
い
る
貼
で
ま
っ
た
く
同
じ
で

(
ぬ
)

あ
る
こ
と
、
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

洪
大
容
と
元
重
血
事
が
睦
験
し
た
中
園
・
日
本
の

「
情
」

以
上
、
元
重
器
ら
通
信
使
の
一
行
に
よ
る
日
本
人
に
釘
す
る
観
察
と
、
洪
大
容
に
よ
る
中
国
人
に
針
す
る
そ
れ
と
が
、
あ
ま
り
に
も
酷
似
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
以
下
で
は
さ
ら
に
問
題
を
し
ぼ
り
、

一
方
で
洪
大
容
が
中
国
で
観
察
し
瞳
験
す
る
こ
と
に
な
る
「
情
」
と
、
他
方

で
そ
の
二
年
、
近
く
前
に
元
重
奉
ら
が
日
本
で
観
察
し
瞳
験
し
た
「
情
」
と
の
類
似
性
に
焦
貼
を
嘗
て
て
み
よ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
雨
者
は
一
方
で
日
本
で
、
他
方
で
中
国
で
、
そ
の
地
の
知
識
人
た
ち
が
深
い
情
を
持
ち
、
し
ば
し
ば
情
が
極
ま
つ

し
か
し
次
の
よ
う
な
記
遮
が
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
二
月
四
日
の
こ
と
、
す
で
に
紹
介
し
た
洪
大
容
が
巌
誠
、
浅
間
庭
箔
と
宿
舎
玉
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て
涙
す
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。
そ
し
て
雨
者
と
も
そ
れ
が
「
赤
心
」
「
誠
愛
」
「
誠
心
」
か
ら
出
た
も
の
と
解
轄
し
た
。

河
館
で
筆
談
し
、

い
ざ
彼
ら
が
踊
ろ
う
と
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
潜
庭
錆
は
涙
を
流
し
て
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
目
撃
し
た

朝
鮮
人
側
の
封
躍
を
、
洪
大
容
は
次
の
よ
う
に
描
寓
し
て
い
る
。

こ
の
時
、
身
分
あ
る
者
も
な
い
者
も
傍
観
し
、
驚
い
て
顔
色
を
嬰
え
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
あ
る
者
は
心
が
弱
い
か
ら
だ
と
言
い
、

あ
る
者
は
多
情
だ
か
ら
だ
と
言
い
、
あ
る
者
は
(
反
漏
族
の
)
懐
慨
有
心
の
士
だ
か
ら
だ
と
一
三
一
口
う
な
ど
、
各
人
の
意
見
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ

(
判
)

っ
た
が
、
要
す
る
に
こ
れ
ら
全
部
が
一
緒
に
な
っ
て
こ
う
な
っ
た
の
で
あ
る
。

活
庭
笥
が
泣
き
く
ず
れ
、
最
誠
も
惨
然
た
る
様
を
見
て
、
朝
鮮
人
全
員
は
驚
き
を
も
っ
て
見
守
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
絞
速
の
前
に
『
湛
軒

燕
記
』
所
牧
本
に
よ
れ
ば
、
洪
大
容
は
泣
き
出
し
た
活
庭
箔
を
た
だ
ち
に
諌
め
「
別
れ
に
際
し
て
泣
く
の
は
、
昔
か
ら
あ
る
こ
と
で
す
。
し
か

や
ぶ

し
よ
及
し
み
て
傷
ら
ず
w

で
あ
る
べ
き
で
す
」
と

『
論
語
」
八
街
に
見
え
る
孔
子
の
言
葉
を
用
い
て
過
度
に
哀
し
ん
で
は
い
け
な
い
と
議
し
た



と
い
う
。
さ
ら
に
洪
大
容
は
、
二
人
を
戒
め
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

古
い
言
葉
に
「
泣
き
た
く
な
る
よ
う
で
は
、
女
と
似
た
よ
う
な
も
の
だ
」
と
申
し
ま
す
。
活
庭
箔
さ
ん
が
か
く
感
泣
さ
れ
る
の
は
、
ひ

(
札
)

ど
過
ぎ
る
(
太
過
)
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

洪
大
容
は

『
史
記
」
宋
微
子
世
家
に
見
え
る
故
事
を
引
用
し
な
が
ら
、
活
庭
鋳
の
感
情
表
現
を
節
度
を
過
ぎ
て
い
る
、
「
太
過
」
で
あ
る
と
注

意
し
、
泣
く
の
は
大
丈
夫
で
は
な
く
婦
人
の
や
る
こ
と
だ
と
戒
め
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
洪
大
容
は
潜
庭
笥
が
別
れ
が
辛
い
と
言
っ
た
の
で
、
「
丈
夫
は
凄
絶
な
ま
で
に
苦
し
い
な
ど
と
言
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
(
丈
夫
不
須
作

凄
苦
語
)
」
と
言
っ
て
戒
め
た
。
ま
た
二
月
六
日
づ
け
で
巌
誠
、
滋
庭
筋
の
二
人
に
手
紙
を
迭
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

交
際
し
て
道
を
修
め
、
映
鈷
を
補
い
盆
を
受
け
る
と
い
う
正
し
い
あ
り
方
を
知
ら
ず
、

(
幻
)

は
婦
人
の
仁
(
婦
の
仁
)
で
あ
り
、
商
買
人
の
交
り
で
す
。

一
時
の
情
愛
か
ら
だ
け
で
つ
き
合
え
ば
、
こ
れ

こ
こ
で
い
う
「
婦
の
仁
」
と
は
、

や
は
り
「
史
記
』
韓
信
停
に
見
え
る
言
葉
で
あ
る
。

我
々
は
こ
の
二
月
四
日
か
ら
翌
々
日
に
か
け
て
の
洪
大
容
と
最
誠
、
活
庭
箔
の
交
流
の
中
に
、
朝
鮮
お
よ
び
中
園
で
「
情
」
「
情
愛
」
「
人

情
」
に
封
す
る
見
方
、
こ
れ
に
封
す
る
封
庭
の
仕
方
に
お
い
て
大
き
な
遣
い
が
あ
る
こ
と
に
日
を
と
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
洪
大
容
が
「
情
」

「
情
愛
」
を
抑
制
す
る
「
丈
夫
」
「
大
丈
夫
」
で
あ
る
こ
と
を
知
識
人
の
理
想
と
し
て
い
た
の
に
封
し
、
最
誠
、
活
庭
鋳
は
そ
れ
を
制
御
す
る

こ
と
に
は
な
は
だ
不
器
用
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

い
や
こ
の
二
人
の
中
園
人
は
、
「
情
」
「
情
愛
」
を
む
し
ろ
重
覗
す
る
世
界
で
生
き
て
い
た

と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
最
誠
は
こ
の
よ
う
な
情
況
で
涙
を
流
す
の
は
首
然
で
あ
り
、
「
情
あ
る
人
」
な
ら
首
然
こ
れ
が
わ
か
る

は
ず
だ
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
月
六
日
づ
け
で
洪
大
容
が
巌
誠
に
手
紙
を
迭
り
、
天
涯
知
己
と
し
て
の
交
際
は
、
「
婦
人
の
仁
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
説
得
し
た
こ
と
、
す
で
に
述
べ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
巌
誠
は
、
同
日
づ
け
の
返
信
で
、
大
丈
夫
が
天
涯

知
己
と
し
て
の
交
り
を
す
る
の
は
、
女
子
供
の
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
し
て
さ
ら
に
靖
庭
筋
は
確
か
に
心
が
軟
か
く
試
が
弱
い
こ
と
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は
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
あ
る
、
と
し
な
が
ら
、
彼
が
泣
い
た
の
は
「
そ
の
心
が
激
護
し
、
禁
じ
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
、

さ
ら



522 

に
、
「
あ
あ
、
天
下
の
情
あ
る
人
な
ら
、
歌
っ
て
い
て
も
こ
の
気
持
ち
を
首
然
わ
か
る
べ
き
で
す
(
天
下
有
情
人
、
国
首
歎
爺
此
意
耳
)
」
と
反
論

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
巌
誠
は
洪
大
容
に
む
し
ろ
「
有
情
人
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
雨
者
は
達
っ
た
精
神
世
界
で
生
き
て
い
た
と

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

雨
者
の
車
な
る
個
性
を
超
え
て
、
こ
の
よ
う
な
精
神
世
界
に
お
け
る
差
異
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
そ
の
二
年
前
の
通
信
使
も
極
め
て
よ
く
似

た
盟
験
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
元
重
翠
ら
が
江
戸
を
離
れ
た
時
、
中
川
天
書
ら
が
別
れ
る
の
に
忍
び
ず
、
次
の
宿
場
の
品
川
ま
で
つ
い
て

来
た
こ
と
、
彼
と
平
瑛
と
は
そ
れ
で
も
な
お
別
れ
が
た
く
、
次
の
宿
場
で
あ
る
藤
津
ま
で
つ
い
て
来
た
こ
と
、
す
で
に
述
べ
た
。
中
川
天
書
が

な
お
別
れ
が
た
く
、
大
聾
を
出
し
て
泣
き
さ
け
ば
ん
ば
か
り
に
な
っ
た
の
を
見
て
、
元
重
畢
は
「
情
に
ほ
だ
さ
れ
る
の
が
も
は
や
ひ
ど
過
、
ぎ
、

同
相
生
で
あ
る
」
と
記
録
に
と
ど
め
た
。
元
重
翠
も
や
は
り
日
本
人
が
あ
ま
り
に
「
情
」
の
ま
ま
に
泣
く
こ
と
に
封
し
て
、
す
で
に
節
度
を
過
ご
し

た
こ
と
、
奇
怪
な
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
二
年
後
の
北
京
で
二
月
四
日
、
活
庭
錆
が
一
涙
を
流
し
た
の
に
封
し
て
「
身
分
あ

る
者
も
な
い
者
も
傍
観
し
、
驚
い
て
顔
色
を
饗
え
な
い
者
は
な
か
っ
た
」
こ
と
、
中
園
人
が
「
情
」
の
ま
ま
に
泣
く
様
を
見
て
朝
鮮
人
一
同
が

同
じ
く
驚
き
、

一
躍
な
ぜ
こ
の
中
国
人
は
こ
ん
な
に
も
泣
く
の
か
、
あ
れ
こ
れ
そ
の
原
因
を
推
測
し
つ
つ
訪
っ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
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ぅ
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
洪
大
容
も
活
庭
箔
の
よ
う
な
感
情
表
現
を
「
泣
き
た
く
な
る
よ
う
で
は
、
女
と
似
た
よ
う
な
も
の
だ
」
あ
る
い
は
「
婦

の
仁
」
と
許
し
去
っ
た
。
そ
の
二
年
前
、
元
重
畢
も
日
本
人
を
評
し
て
「
婦
人
女
子
の
仁
が
あ
る
」
と
記
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
た
あ
ま
り
に
よ

く
似
た
表
現
と
一
一
一
日
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
元
重
奉
も
ま
た
「
情
」
「
情
愛
」
は
努
め
て
抑
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
世
界
に
生
き
て
い
た
の

で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
「
情
」
「
情
愛
」
は
努
め
て
抑
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
精
神
と
は
何
か
。
そ
れ
は
朱
子
向
学
的
精
神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。朱

子
民
子
あ
る
い
は
宋
墜
と
い
わ
れ
る
世
界
に
お
い
て
は
、
情
に
は

「
孟
子
」
に
い
う
仁
・
義
・
躍
・
智
に
針
磨
し
た
側
隠
、
基
悪
、
辞
譲
、

是
非
と
い
う
四
端
の
情
の
ほ
か
、
喜
怒
哀
憧
愛
悪
欲
と
い
う
七
情
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
李
徳
林
中
は
後
に
『
天
涯
知
己
書
』
を
書
い
た
と
き
、
洪



大
容
や
措
庭
錆
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
別
離
の
「
情
」
と
は
、
四
端
の
う
ち
の
側
隠
の
情
と
七
情
の
う
ち
の
哀
が
そ
れ
で
あ
る
と
解
緯

(
必
)

し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
朱
子
準
で
も
「
情
」
は
そ
れ
白
煙
、
か
な
ら
ず
し
も
悪
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
本
源
で
あ
る
「
理
」
で
も

「
性
」
で
も
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
情
が
設
す
る
前
あ
る
い
は
設
す
る
時
に
、
そ
れ
が
相
麿
し
い
現
れ
方
を
す
る
よ
う
十
分
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
重
ね
て
お
き
、
註
し
た
と
き
に
は
自
然
と
過
と
不
及
(
不
足
)
の
な
い
中
正
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
中
庸
』
首

あ
た

章
に
は
、
「
喜
怒
哀
楽
の
未
だ
護
せ
ざ
る
、
之
を
中
と
謂
う
。
設
し
て
皆
な
節
に
中
る
、
之
を
和
と
謂
う
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
喜
怒
哀
楽

で
あ
っ
て
も
過
不
足
の
な
い
節
度
あ
る
と
こ
ろ
に
ピ
タ
リ
ピ
タ
リ
と
的
中
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
和
」
で
あ
る
と
肯
定
さ
れ
る
。
朱
子
皐

で
は
と
く
に
、
情
が
未
護
の
段
階
、

つ
ま
り
ま
だ
喜
怒
哀
楽
と
し
て
表
れ
て
い
な
い
段
階
で
修
錬
を
積
ん
で
お
く
必
要
が
あ
る
と
強
調
さ
れ
た
。

こ
れ
を
「
福
養
」
「
存
養
」
と
い
う
。
『
近
思
録
」
存
養
篇
で
程
願
(
伊
川
)
は
、
「
久
し
く
掴
養
を
積
ん
で
お
け
ば
、
喜
怒
哀
楽
が
護
し
た
と

き
自
然
と
節
に
中
る
」
よ
う
に
な
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
函
養
を
行
う
た
め
に
は
「
敬
」
と
い
う
精
神
集
中
が
必
要
で
あ
る
と
し
、

こ
れ
を
賓
践
す
る
こ
と
を
「
居
敬
」
「
主
敬
」
な
ど
と
呼
ん
だ
。
同
じ
く
「
近
思
録
』
で
程
顕
は
、
「
一
泊
養
に
は
敬
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。

洪
大
容
も
元
重
奉
も
中
園
あ
る
い
は
日
本
へ
族
立
つ
前
に
は
、
こ
の
酒
養
に
つ
と
め
、
居
敬
と
い
う
修
錬
を
相
首
に
積
ん
だ
人
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
と
い
う
の
は
、
潜
庭
錆
が
涙
し
た
と
き
に
「
潜
庭
錆
さ
ん
が
か
く
感
泣
さ
れ
る
の
は
、

ひ
ど
過
ぎ
る
(
太
過
)
」
と
た
だ
ち
に
批
判
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
後
李
健
惑
に
よ
っ
て
「
側
隠
」
あ
る
い
は
「
哀
」
と
い
う
感
情
表
現
で
あ
る
と
肯
定
的
に
解
担
押
さ
れ
る
に
至

っ
た
も
の
を
、
「
節
に
中
ら
な
い
」
も
の
と
見
て
い
た
。
元
重
翠
は
江
戸
の
中
川
天
書
が
涙
で
の
ど
を
つ
ま
ら
せ
、
大
聾
で
泣
き
さ
け
び
そ
う

な
様
を
見
て
、
「
情
に
ほ
だ
さ
れ
る
の
が
、
も
は
や
ひ
ど
過
、
ぎ
る
」
と
記
し
た
。
こ
れ
ま
た
「
節
に
中
ら
な
い
」
も
の
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
彼
ら
が
一
旦
母
国
を
離
れ
て
異
国
へ
い
た
る
と
、
筆
談
す
る
相
手
が
同
じ
く
儒
敬
を
信
奉
す
る
者
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
こ
は
こ
の
「
敬
」
や
「
酒
養
」
に
封
す
る
考
え
方
が
ま
る
で
遣
う
世
界
で
あ
っ
た
。

い
く
つ
か
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
よ
う
。
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元
重
奉
が
日
本
の
至
る
と
こ
ろ
で
「
窮
理
居
敬
」
を
説
い
た
こ
と
は
、
彼
の

「
乗
桂
録
』
及
び
日
本
人
が
残
し
た
数
多
く
の
記
録
に
残
っ
て
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い
る
。
往
路
の
九
州
博
多
沖
合
の
藍
島
(
相
の
島
)
で
、
亀
井
南
冥
と
筆
談
を
交
し
た
時
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
彼
は
亀
井
が
才
能
に
優
れ
奔

放
で
は
あ
る
が
、
沈
着
端
正
な
と
こ
ろ
が
少
い
と
思
い
、
こ
れ
を
諌
め
よ
う
と
思
っ
て
「
こ
れ
を
治
す
に
は
ど
ん
な
薬
が
必
要
か
」
と
問
、
っ
た
。

亀
井
は
こ
の
間
い
を
茶
化
し
て
「
修
心
湯
」
と
い
う
薬
が
必
要
だ
と
答
え
た
。
こ
れ
に
封
し
て
元
重
翠
は
「
修
心
の
二
字
で
十
分
だ
」
と
た
し

(
組
)

な
め
つ
つ
、
さ
ら
に
「
聖
門
に
お
け
る
千
言
蔦
語
も
、
す
べ
て
か
敬
α

字
か
ら
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ
る
」
と
説
教
し
た
。
こ
れ
は

『
朱
子
語

類
』
巻
十
二
に
い
う
「
聖
賢
の
千
言
高
語
は
、
大
事
も
小
事
も

η

敬
α

に
も
と
づ
か
な
い
も
の
は
な
い
」
に
擦
っ
た
護
言
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
亀
井
は
一
層
茶
化
し
て
、
自
分
の
薬
龍
中
の
治
療
薬
を
聞
け
て
教
え
て
進
ぜ
よ
う
と
言
い
、
「
敬
」
と
は
ま
る
で
関
係
の
な
い
自
分
の
修
業

方
法
を
一
白
々
と
述
べ
た
。

一
方
洪
大
容
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
を
残
し
て
い
る
。
二
月
八
日
、
彼
は
最
誠
、
潜
庭
箔
の
泊
ま
る
強
館
へ
出
か
け
て
終
日
筆
談
し
た
。
筆

談
の
主
な
相
手
は
巌
誠
で
あ
る
。
最
誠
は
決
し
て
朱
子
準
一
連
倒
の
人
物
で
は
な
か
っ
た
が
、
『
近
思
録
」
を
謹
む
こ
と
を
好
む
と
言
っ
て
い

た
。
そ
の
彼
が
昔
時
の
中
園
に
お
け
る
知
的
雰
固
試
を
紹
介
し
つ
つ
、
「
世
間
で
は
聴
明
な
人
で
あ
っ
て
も
『
近
思
録
」
を
眠
気
を
引
き
出
す

(

日

制

)

書
物
と
見
な
し
て
い
る
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
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さ
ら
に
話
題
は
「
敬
」
の
問
題
に
移
っ
た
。
こ
の
時
、
洪
大
容
が
つ
敬
。
の
字
は
儒
者
の
陳
腐
な
話
題
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
の
に

封
し
て
、
巌
誠
は
さ
ら
に
輪
を
掛
け
「
も
し
我
々
が
人
に
向
か
っ
て
万
主
敬
w

の
二
字
を
言
い
出
す
な
ら
、
人
は
皆
ん
な
、
こ
ん
な
こ
と
を
聞

(
必
)

く
の
も
厭
だ
と
一
言
、
つ
」
と
述
べ
て
い
る
。
洪
大
容
が
言
っ
た
よ
う
に
、
確
か
に
朝
鮮
に
お
い
で
す
ら
「
敬
」
を
言
う
の
は
儒
者
の
陳
腐
な
話
題

と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
決
し
て
こ
れ
を
聞
く
の
が
厭
だ
な
ど
と
言
つ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
敬
」
は
朱
子
撃
の
根
底

と
し
て
権
威
を
持
ち
績
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
事
賓
、
首
時
の
朝
鮮
知
識
人
が
残
し
た
丈
集
に
は
、
こ
の
「
敬
」
の
一
字
が
溢
れ
か
え
っ
て
い

る

一
方
の
中
園
で
は
、
「
主
敬
」
の
二
字
を
話
題
と
す
る
こ
と
さ
え
嫌
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

巌
誠
は

「
近
思
録
』
が
睡
眠
薬
と
見
な
さ
れ
、
「
主
敬
」
「
居
敬
」
な
ど
と
言
い
出
す
の
も
恥
ず
か
し
い
よ
う
な
世
界
に
生
き
て
い
た
。
そ
の

よ
う
な
彼
に
と
っ
て
洪
大
容
と
は
、
未
子
事
者
と
し
て
最
粛
に
「
酒
養
」
「
主
敬
」
を
重
ね
て
い
る
と
見
え
た
賄
で
、
畏
敬
す
べ
き
封
象
で
あ



っ
た
ら
し
い
。
洪
大
容
が
北
京
を
族
立
つ
二
日
前
の
二
月
二
十
八
日
、
最
誠
か
ら
の
長
丈
の
手
紙
が
届
い
た
。
そ
れ
は
最
誠
自
ら
「
常
日
頃
か

ら
人
情
に
拘
い
過
ぎ
、
優
柔
寡
断
で
あ
る
」
と
反
省
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
洪
大
容
を
許
し
て
、

あ
な
た
様
は
常
に
わ
た
く
し
最
誠
が
η

過
情
μ

な
こ
と
を
賞
讃
し
許
容
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
不
満
に
思
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
わ
た
く

し
巌
誠
は
振
る
舞
い
は
軽
率
で
あ
り
、
あ
な
た
様
が
方
正
巌
粛
で
あ
ら
れ
る
こ
と
、
ま
こ
と
に
敬
っ
て
見
な
ら
う
に
足
る
も
の
で
あ
る
と

(
訂
)

思
っ
て
お
り
ま
す
。

と
言
っ
て
い
る
。
最
誠
に
と
っ
て
洪
大
容
と
は
、
自
分
を
「
過
情
」
で
あ
る
と
言
っ
て
忠
告
す
る
驚
嘆
す
べ
き
賓
践
的
な
朱
子
撃
者
で
あ
っ
た

ら
し
い
。
彼
は
こ
の
手
紙
の
中
で
、
洪
大
容
を
許
し
て
「
古
風
高
義
を
再
び
今
日
に
見
る
(
古
風
高
義
、
更
見
今
日
)
」
と
表
現
し
て
お
り
、
こ

れ
に
類
し
た
許
慣
が
二
月
十
二
日
の
筆
談
で
も
「
古
義
敦
勉
の
人
(
古
義
敦
勉
之
人
)
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
た
ん
に
枇
交
辞
令

と
し
て
相
手
を
「
古
風
」
「
古
義
」
が
あ
る
と
ほ
め
た
の
で
は
な
い
、
ま
さ
し
く
六
百
年
も
七
百
年
も
前
の
宋
代
人
、
宋
代
に
お
け
る
よ
う
な

洪
大
容
に
と
っ
て
最
誠
や
潜
庭
箔
は
、
自
園
朝
鮮
の
知
識
人
枇
舎
で
決
し
て
許
容
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
過
情
」
な
人
々
、
「
節
に
中
ら
な
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「
丈
夫
」
が
時
を
超
え
て
忽
然
と
い
ま
日
の
前
に
い
る
、
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

い
」
情
の
表
出
を
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。

一
方
最
誠
や
潜
庭
笥
に
と
っ
て
の
洪
大
容
と
は
、
泣
く
と
い
う
の
が
「
自
ら
禁
ず
る
あ
た
わ
ざ
る
」

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
者
、
人
情
と
い
う
も
の
が
わ
か
ら
な
い
人
と
見
え
た
。
雨
者
は
、
異
っ
た
環
境
の
中
で
育
っ
て
き
た
の
で
あ

り
、
「
情
」
を
め
ぐ
る
彼
ら
の
筆
談
と
瞳
験
と
は
文
化
と
文
化
の
衝
突
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
、
筆
談
中
に
な
さ
れ
た
「
情
」
に
か
か
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
泣
く
と
い
う
よ
う
な
個
人
的
な

問
題
を
越
え
て
、

は
る
か
に
枇
合
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
二
月
十
二
日
の
こ
と
、
話
題
は
家
族
問
題
に
及
び
、
さ
ら
に
寡
婦
の
再
婚
問
題
に
進

展
し
た
。

一
人
の
男
に
貞
節
を
守
り
通
し
、
夫
亡
き
後
も
再
婚
し
な
い
の
が
「
婦
人
の
義
」
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
た
の
が
洪
大
容
、
こ
れ
に
封

し
て
最
誠
と
潜
庭
箔
は
寡
婦
の
再
婚
に
封
し
て
は
る
か
に
寛
容
で
あ
っ
た
。
未
婚
で
守
節
す
る
「
貞
女
」
、

つ
ま
り
正
式
な
結
婚
式
を
あ
げ
な

戸つ戸υLυ 

い
う
ち
に
婚
約
者
で
あ
る
男
が
死
去
し
た
場
合
で
も
、
今
は
な
き
婚
約
者
へ
の
節
を
守
っ
て
「
再
婚
」
し
な
い
「
寡
婦
」
に
つ
い
て
、
洪
大
容
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は
「
納
幣
つ
ま
り
女
性
側
の
家
が
結
婚
の
申
込
み
に
同
意
し
た
ら
結
婚
し
た
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
か
再
婚
μ

し
な
い
の
だ
」
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
封
し
て
潜
庭
箔
は
、
「
そ
れ
は
か
え
っ
て
情
か
ら
見
て
も
義
か
ら
見
て
も
正
し
く
な
い
」
と
強
く
反
論
し
て
い
る
。
彼
は
、
「
瞳
記
」
曾

子
聞
に
見
え
る
孔
子
の
言
葉
を
奉
げ
な
が
ら
、
「
廟
見
」

つ
ま
り
夫
家
の
宗
廟
に
お
参
り
す
る
儀
式
を
終
え
て
、
始
め
て
「
婦
」
と
な
る
の
で

あ
る
か
ら
、
納
幣
を
終
え
た
が
い
ま
だ
嫁
、
ぎ
も
し
な
い
段
階
で
、
婚
約
者
が
死
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
再
婚
し
な
い
こ
と
に
強
く
反
封
し
た
。

さ
ら
に
寡
婦
が
再
婚
し
な
い
場
合
、
若
く
し
て
寡
婦
と
な
っ
た
者
が
こ
っ
そ
り
男
を
作
る
と
い
う
弊
害
が
現
れ
な
い
か
、
と
問
題
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
洪
大
容
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
千
に
一
つ
も
な
い
、
設
費
す
れ
ば
寡
婦
は
必
ず
自
殺
す
る
、
と
朝
鮮
の
賓
情
を
紹
介
し
た
。

さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
父
兄
や
近
親
に
迷
惑
が
か
か
り
、
官
界
で
の
出
世
に
妨
げ
と
な
る
、
と
も
言
っ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
潜
庭

(
必
)

笥
は
、
「
ひ
ど
過
ぎ
る
(
太
過
)
。
父
兄
に
何
の
罪
が
あ
る
の
か
」
と
驚
い
て
い
る
。
最
誠
も
潜
庭
箔
の
意
見
に
ほ
ぼ
同
意
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
「
ひ
ど
過
ぎ
る
(
太
過
)
」
と
い
う
の
が
、
か
つ
て
活
庭
笥
が
泣
い
た
と
き
に
、
洪
大
容
が
責
め
た
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
、
想
起
す
べ
き
で
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あ
る
。
何
が
「
過
」
で
あ
る
の
か
、
雨
者
の
聞
で
は
ま
る
で
そ
の
基
準
が
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
が
筆
談
し
た
一
七
六
六
年
と
は
、
程
子
や
朱
子
な
ど
宋
代
の
「
丈
夫
」
「
大
丈
夫
」
た
ち
が
生
き
て
い
た
時
代
か
ら
す
れ
ば
、
す
で
に

六
百
年
、
七
百
年
が
過
ぎ
て
い
た
。
明
末
に
な
っ
て
陽
明
皐
が
現
れ
る
と
、
と
く
に
そ
の
左
振
で
は
敬
は
も
は
や
ほ
と
ん
ど
説
か
れ
る
こ
と
が

(ω) 

な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
時
代
は
清
朝
中
期
に
な
っ
て
も
こ
れ
は
蟹
わ
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
代
表
的
な
考
諮
問
学
者
で
あ
る
戴
震
の
主
要

著
作
「
孟
子
字
義
疏
詮
』

一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
ほ
と
ん
ど
「
敬
」
に
説
き
及
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。

戴
震
に
あ
っ
て
は
「
敬
」
が
ほ
と
ん
ど
言
わ
れ
な
い
の
に
比
べ
、
「
情
」
の
位
置
が
飛
躍
的
に
高
く
な
っ
て
い
る
。
彼
に
あ
っ
て
は
「
聖
人

と
は
天
下
の
情
を
通
じ
、
天
下
の
欲
を
遂
げ
る
」
者
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
宋
儒
と
は
「
人
倫
日
用
を
捨
て
て
、
無
欲
で
あ
る
こ

と
を
篤
行
で
あ
る
こ
と
と
勘
違
い
し
て
い
る
」
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
朱
子
に
よ
る
「
理
」
の
解
稗
に
員
っ
向
か
ら
反
釘
し
、
情

こ
そ
が
人
間
存
在
の
中
心
で
あ
る
と
し
、
「
理
と
は
情
に
達
わ
ず
情
を
失
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
、
情
を
得
て
い
な
い
の
に
理
を
得
て
い
る
と
い

は
か

う
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
」
と
し
、
「
我
の
情
を
も
っ
て
人
の
情
を
繋
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
情
と
い
う
枇
舎
を
生
き
る
者
が
ほ
ぼ
共
通
し
て



持
つ
基
準
で
自
分
と
他
人
の
情
を
計
測
し
て
こ
そ
、
情
は
そ
の
標
準
を
得
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
標
準
的
な
情
を
彼
は
と
く
に
「
常(ω) 

つ
ま
り
戴
震
に
あ
っ
て
は
、
一
吐
舎
が
成
り
立
っ
た
め
に
必
須
な
輿
件
に
ま
で
「
情
」
の
地
位
が
引
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

情
」
と
呼
ん
で
い
る
。

「
童
子
問
』
で
、
「
曜
と
義
を
も
っ
て
節
制
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
情
は
そ
の
も
の
と
し
て
遁
で
あ
り
、
欲
は
そ
の
も
の
と
し
て
義
で
あ
る
。
何
の
悪
む
必
要
が
あ
ろ
う
か
」
と
主
張
す
る
。
さ
ら

以
上
は
中
園
の
情
況
で
あ
る
が
賓
は
日
本
で
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
た
。
伊
藤
仁
粛
は

に
こ
れ
に
績
け
て
、
朱
子
事
者
た
ち
が
「
曲
が
っ
て
い
る
も
の
を
矯
め
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
し
過
ぎ
る
」
な
ら
ば
「
藷
然
た
る
至
情
は
一
斉
に
紹

滅
す
る
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
過
度
に
情
を
抑
制
す
る
な
ら
ば
、
本
来
そ
の
も
の
と
し
て
道
で
あ
る
情
を
殺
し
て
し
ま
う
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
朱
子
撃
者
た
ち
と
は
、
努
力
に
努
力
を
重
ね
て
「
必
ず
情
を
滅
し
無
欲
に
ま
で
至
ら
せ
な
け
れ
ば
止
ま
ら
な
い
」
者
た
ち
で
あ
る
と
非

(
日
)

難
す
る
。
「
敬
」
に
つ
い
て
も
、
宋
儒
た
ち
の
考
え
方
に
畳
一
向
か
ら
反
封
す
る
。
そ
の

『一語子皿{子主夜』

で
彼
は
「
敬
」
を
解
轄
し
て
、
こ
れ
を

か
り
に
宋
儒
た
ち
の
よ
う
に
解
稗
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
聖
人
の
千
言
寓
語
は
み
な
無
用
の
長
物
と
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
。
朱
子
や
元
重

の
が
興
味
深
い
。

奉
と
同
じ
く
敬
に
か
か
わ
る
言
葉
と
し
て
「
千
言
寓
語
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
、
そ
の
主
張
が
ま
っ
た
く
異
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る

情
の
重
視
と
い
う
賠
で
は
、
但
徳
島
干
一
淑
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
太
宰
春
喜
は
そ
の
「
誼
朱
氏
詩
停
」
に
お
い
て
朱
子
の

『
詩
一
経
』
解
稗
を
批
判

し
、
「
甚
し
い
か
な
、
朱
子
が
詩
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
よ
。
詩
と
は
何
な
の
か
、
そ
れ
は
人
情
が
言
葉
と
い
う
形
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
『
荘
子
』
に
見
え
る
恵
子
の
一
言
葉
を
引
用
し
て
「
人
に
し
て
情
を
な
く
せ
ば
、
何
で
こ
れ
を
人
だ
と
言
え
よ
う
。
情
な

(
閉
山
)

る
者
は
買
で
あ
る
。
係
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

園
撃
者
本
居
宣
長
は
、
江
戸
の
中
川
天
書
や
大
阪
の
細
合
斗
南
ら
と
同
世
代
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
。
彼
が
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
論
と
い
う

主
情
主
義
を
唱
え
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
「
女
童
の
言
め
き
て
み
な
は
か
な
き
も
の
」
こ
そ
「
詩
経
』
三
百
篇
の
本
質
で
あ
る
と

(
日
)

し
、
「
男
ら
し
き
」
詩
を
か
え
っ
て
詩
の
本
質
よ
り
の
逸
脱
で
あ
る
と
し
た
と
い
う
。
通
信
使
は
園
亭
者
ら
と
は
ほ
と
ん
ど
筆
談
を
交
わ
し
て
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い
な
い
が
、
官
一
長
の
丈
塞
論
と
中
川
あ
る
い
は
細
合
ら
が
流
し
た
涙
と
に
通
底
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
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ろ、っ。さ
て
、
潜
庭
笥
が
初
め
て
涙
を
流
し
た
の
は
二
月
四
日
、
中
園
で
は
「
近
思
録
』
が
睡
眠
薬
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
の
話
が
出
た
の
は
二
月

八
日
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
翌
二
月
九
日
に
な
る
と
、
こ
の
「
情
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
で
、
洪
大
容
自
身
に
紛
失
化
が
起
こ
っ
て
来
て
い

る
。
彼
は
こ
の
日
、
最
誠
、
潜
庭
錆
に
輿
え
た
手
紙
に
お
い
て
、
前
日
宿
舎
へ
蹄
っ
て
か
ら
枕
に
つ
き
、

二
人
と
談
笑
し
て
い
る
こ
と
を
思
い

う
か
べ
、
「
ほ
と
ん
ど
朝
に
な
る
ま
で
睡
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
告
白
す
る
。
何
と
か
思
い
を
ふ
り
は
ら
お
う
と
し
て
、

一
旦
別
れ
て

し
ま
え
ば
も
う
ソ
ウ
ル
と
北
京
は
七
千
里
離
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
も
う
懐
か
し
い
な
ど
と
思
わ
ず
に
す
む
、
こ
れ
は
何
と
う
ま
い
考
え
か
と

一
人
言
を
言
い
一
人
で
笑
っ
て
い
た
の
だ
が
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
「
情
魔
」
が
襲
い
来
た
り
、
こ
の
う
ま
い
考
え
は
た
ち
ま
ち
に
霧
散
し
て
し

(
日
)

ま
っ
た
と
遮
べ
る
。
数
日
前
に
は
潜
庭
箔
の
「
情
」
の
表
現
を
「
ひ
ど
過
ぎ
る
」
と
批
判
し
た
彼
自
身
、
「
画
養
」
「
居
敬
」
の
か
い
も
な
く
、

自
ら
の
内
に
自
然
と
わ
き
あ
が
る
「
情
」
を
何
と
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

交
り
は
情
が
義
に
勝
る
、
と
い
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
近
日
来
、
別
れ
の
こ
と
が
試
に
か
か
り
、

ほ
と
ん
ど
寝
食
も
ま
ま
な
り
ま
せ
ん
。
義
が
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一
一
月
十
二
日
に
も
洪
大
容
ら
は
終
日
筆
談
を
交
し
た
。
こ
こ
で
洪
大
容
は
「
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
君
子
の
交
り
は
義
が
情
に
勝
り
、
小
人
の

情
に
勝
る
と
は
、

お
そ
ら
く
こ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
人
情
と
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
し
か
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と

逆
に
巌
誠
ら
に
問
い
、
あ
る
い
は
自
ら
に
問
う
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
て
巌
誠
は
、
「
こ
れ
も
情
が
そ
の
正
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
聖
賢
の
言

(
日
)

わ
れ
る
理
や
義
に
反
し
た
こ
と
に
は
な
り
ま
す
ま
い
」
と
答
え
て
い
る
。
李
徳
恵
が
問
題
の
「
情
」
と
は
四
端
の
う
ち
の
側
隠
と
七
情
の
う
ち

の
哀
で
あ
る
、
と
書
き
記
し
た
の
は
こ
の
候
に
お
い
て
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
至
っ
て
、
洪
大
容
に
お
い
て
自
国
朝
鮮
で
行
っ
て
き
た
修
錬

の
成
果
が
大
き
く
揺
い
で
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
情
」
そ
の
も
の
に
封
す
る
考
え
で
も
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
考
え
に
疑
い
を
持
つ
に
至
つ

た
姿
を
明
瞭
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
つ
い
に
別
れ
の
時
が
至
っ
た
。
二
月
二
十
六
日
、
洪
大
容
は
巌
誠
ら
の
住
む
放
館
を
訪
れ
た
。
合
っ
た
の
は
、
最
誠
、
潜
庭
錯
そ
れ

に
陸
飛
を
加
え
た
三
人
で
あ
る
。
別
れ
に
際
し
て
最
誠
が
鳴
咽

L
、
「
惨
極
」

の
二
字
を
大
童
目
し
た
こ
と
、
そ
し
て
つ
い
に
は
雨
の
ご
と
く
涙



を
流
し
、
手
で
心
を
指
さ
し
た
こ
と
、
す
で
に
述
べ
た
。
二
十
七
日
、

二
十
八
日
は
最
誠
、
活
庭
錆
そ
し
て
陸
飛
と
何
度
も
手
紙
を
交
し
た
。

二
十
九
日
、
出
護
を
明
日
に
ひ
か
え
た
洪
大
容
は
、
最
誠
に
一
つ
の
手
紙
を
書
い
た
。
巌
誠
『
銭
橋
全
集
』
に
牧
め
ら
れ
る
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
よ
り
お
別
れ
で
す
。
手
紙
は
も
う
通
じ
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
悲
し
ま
ず
に
お
れ
ま
し
ょ
う
か
。
今
日
に
は
時
聞
を
見
つ
け
て
お
う
か

が
い
し
別
れ
を
告
げ
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
昨
日
、
陸
飛
先
生
の
お
手
紙
を
い
た
だ
き
、
〔
は
じ
め
で
あ
な
た
方
の
考
え
が
わ

か
り
、
五
臓
六
府
は
驚
惇
し
て
張
り
裂
け
ん
ば
か
り
で
し
た
。
あ
な
た
方
は
何
て
薄
情
な
人
た
ち
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て

や
っ
と
、
〕
そ
の
情
誼
の
厚
い
こ
と
、
そ
の
悲
し
み
の
切
な
る
こ
と
、
こ
の
上
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
う
自
分
と
は
合
わ
な
い
、
と

決
断
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
〔
か
く
し
て
簾
を
お
ろ
し
て
一
人
坐
す
と
、
涙
は
迂
々
と
し
て
流
れ
お
ち
ま
し
た
。
土
日
は
活

(
日
)

庭
笥
さ
ん
が
過
情
で
あ
る
と
責
め
ま
し
た
。
今
わ
た
し
も
ま
た
禁
じ
え
ま
せ
ん
o
〕
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

賓
は
こ
こ
の
と
こ
ろ
、
『
乾
伊
術
筆
談
』

で
引
用
す
る
彼
自
身
の
手
紙
は
大
幅
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
は
じ
め
で
あ
な
た

洪
大
容
は
一
人
簾
を
下
ろ
し
、
薄
暗
い
部
屋
で
「
正
々
と
」
涙
を
流
し
た
の
で
あ
る
。

方
の
考
え
が
わ
か
り
、
:
:
:
し
ば
ら
く
し
て
や
っ
と
」
と
「
か
く
し
て
簾
を
お
ろ
し
て
一
人
坐
す
と
、
:
:
:
今
わ
た
し
も
ま
た
禁
じ
え
ま
せ

ん
」
と
い
う
こ
箇
所
が
す
っ
か
り
削
り
取
ら
れ
、
巧
妙
に
前
後
が
接
合
さ
れ
て
い
る
。
自
分
自
身
も
泣
い
て
し
ま
っ
た
な
ど
と
は
、

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
彼
が
こ
の
「
情
」
の
問
題
に
最
後
の
最
後
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

一
言
も
言

前
後
の
事
情
を
勘
案
す
れ
ば
、
『
乾
浄
術
筆
談
』
を
執
筆
す
る
に
首
た
っ
て
彼
自
身
が
巧
妙
に
書
き
換
え
た
と
考
え
る
の
が
、
最
も
自
然
で

あ
ろ
う
。
彼
の
理
想
と
す
る
「
丈
夫
」
「
大
丈
夫
」
と
し
て
は
、
そ
の
感
情
表
現
は
や
は
り
軽
薄
に
思
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
た

だ
、
自
分
も
泣
い
た
と
朝
鮮
の
人
に
言
う
の
が
恥
か
し
か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
か
つ
て
活
庭
錆
が
泣
い
た
時
に
は
、
そ
の
感
情
表
現
を

「
ひ
ど
過
、
ぎ
る
」
「
女
み
た
い
だ
」
と
言
っ
て
責
め
た
彼
で
は
あ
っ
た
が
、
わ
ず
か
一
ヶ
月
足
ら
ず
で
、
今
度
は
洪
大
容
自
身
が
「
過
情
」
の

529 

人
で
あ
る
こ
と
を
禁
じ
え
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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五
日

三
口

以
上
に
よ
っ
て
、
洪
大
容
が
燕
行
し
た
こ
と
の
意
義
の
核
心
部
分
が
『
乾
海
術
筆
談
』
に
盛
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
そ
こ
に
盛
ら
れ
た

瞳
験
や
筆
談
の
中
で
最
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
は
「
情
」

の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
お
お
よ
そ
明
ら
か
と
な
っ
た
。
「
情
」
の
問
題
こ
そ
、

こ
の
一
書
を
貫
く
主
旋
律
の
一
つ
で
あ
る
。
以
下
ほ
か
に
明
ら
か
に
な
っ
た
い
く
つ
か
の
貼
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、
十
八
世
紀
後
牛
の
中
国
及
び
日
本
と
も
に
、
知
識
人
の
(
貫
生
活
に
お
い
て
は
相
似
た
「
情
の
世
界
」
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
に
封
し
て
朝
鮮
で
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
皐
的
世
界
に
あ
り
、
宋
代
の
「
丈
夫
」
「
大
丈
夫
」
を
理
想
と
す
る
元
重

奉
あ
る
い
は
洪
大
容
か
ら
す
れ
ば
、
「
お
か
し
な
こ
と
だ
(
可
怪
)
」
「
誠
に
奇
異
で
あ
る
(
誠
可
異
)
」
「
婦
人
の
仁
」
「
ひ
ど
過
ぎ
る
(
太
過
)
」

と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
中
国
人
や
日
本
人
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
感
じ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
彼
ら
は
む
し
ろ
、
人
は
「
有
情
人
」

で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。
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反
朱
子
準
と
し
て
の
日
本
古
筆
、
さ
ら
に
は
日
本
圏
内
学
が
、
情
欲
に
釘
す
る
寛
容
な
い
し
は
肯
定
か
ら
そ
の
積
極
的
な
主
張
に
い
た
る
ま
で
、

(
幻
)

朱
子
撃
的
な
最
格
さ
を
排
除
す
る
賄
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
た

と
え
ば
、

日
本
の
伊
藤
仁
薪
と
中
国
の
戴
震
と
が
そ
の
思
想
に
お
い
て
い
か
に
酷
似
し
て
い
る
か
な
ど
も
、
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
と

(
同
)

こ
ろ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
今
回
、
洪
大
容
と
元
重
翠
ら
と
い
う
ほ
ぼ
同
じ
年
に
外
園
へ
赴
い
た
朝
鮮
知
識
人
の
放
行
記
を
封
比
し
、
外
園
人
の

日
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
撃
術
よ
り
も
よ
り
奥
に
あ
る
精
神
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
賓
生
活
で
の
心
情
に
お
い
て
も
、
酷
似
し
た
も
の

が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
日
本
で
は
儒
敬
、
な
か
で
も
朱
子
撃
が
知
識
人
の
精
神
界
に
と
り
込
ま
れ
て
い
た
期
間
は
、

中
固
と
朝
鮮
に
比
べ
て
は
る
か
に
短
く
、
三
園
に
お
け
る
「
惰
」
の
表
れ
に
つ
い
て
も
同
日
に
語
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も

こ
こ
で
間
違
い
な
い
の
は
、
十
八
世
紀
後
牛
と
い
う
一
時
賠
を
取
る
な
ら
、
「
情
」
の
表
出
に
お
い
て
中
園
と
日
本
は
非
常
に
よ
く
似
て
お
り
、

朝
鮮
は
こ
れ
と
大
い
に
違
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。



そ
の
第
二
は
、
第
一
の
鈷
と
関
連
し
て
、
最
誠
ら
中
園
知
識
人
の
「
情
」
に
封
す
る
意
味
づ
け
が
、
清
朝
を
代
表
す
る
考
詮
向
学
者
、
戴
震
の

そ
れ
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
戴
震
の
『
孟
子
字
義
疏
誼
」
が
生
ま
れ
た
の
は
、
洪
大
容
ら
が
筆
談
を
交
わ
し
て
か
ら
十
年

(
印
)

後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
「
子
且
子
字
義
疏
詮
』
と
は

「
近
思
録
』
が
睡
眠
薬
代
わ
り
と
な
っ
て
い
た
時
代
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

り
、
巌
誠
や
潜
庭
錆
ら
が
持
っ
て
い
た
心
情
を
思
想
と
し
て
結
晶
さ
せ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
同
じ
く
考
諮
問
学
者
で
あ
っ
た
庄
中
が
、
婚
約
者
が
死
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
再
婚
し
な
い
「
貞
女
」
を
強
く
非
難
し
た
こ
と
は
、

(ω) 

女
性
解
放
論
を
唱
え
た
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
庄
中
の
こ
の
議
論
は
、
彼
の
子
正
喜
孫
に
よ
れ
ば
一
七
七
六
(
乾
隆
四
十
二
年

(
日
)

の
こ
と
と
い
う
。
そ
れ
は
洪
大
容
と
活
庭
錆
ら
と
の
聞
で
議
論
さ
れ
て
か
ら
、
こ
れ
ま
た
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
庄
中
が
そ
の
論
擦
と
し
て

種
の

奉
げ
た
も
の
、
た
と
え
ば

「
瞳
記
」
な
ど
に
見
え
る
典
擦
は
、
活
庭
箔
が
洪
大
容
と
の
議
論
の
時
に
奉
げ
た
も
の
と
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
同
じ
で

あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
潜
庭
箔
が
生
き
て
い
た
時
代
に
は
一
部
の
知
識
人
の
聞
で
は
す
で
に
常
識
的
に
な
っ
て
い
た
考
え
方
を
、
正

し
、
寡
婦
再
婚
に
つ
い
て
の
議
論
で
も
、
庄
中
ら
の
そ
れ
に
反
封
す
る
も
の
も
長
く
績
い
た
。
ま
た
も
と
も
と
は
庄
中
に
よ
っ
て
、
そ
の
母
が

169 

中
は
よ
り
最
密
な
考
詮
墜
と
い
う
手
法
を
用
い
て
論
じ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
朱
子
撃
は
こ
れ
以
後
も
長
く
維
持
さ
れ
た

寡
婦
と
し
て
生
き
た
よ
う
な
苦
勢
を
解
消
で
き
た
ら
と
い
う
動
機
で
構
想
さ
れ
た
貞
苦
堂
が
、
「
節
婦
」
「
貞
女
」
を
賞
讃
し
つ
つ
彼
女
た
ち
を

(
位
)

閉
じ
込
め
て
お
く
た
め
の
施
設
に
蟹
貌
し
た
か
た
ち
で
建
て
ら
れ
始
め
る
の
も
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
寡
婦

の
再
婚
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
簡
単
に
は
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
が
、
潜
庭
箔
が
洪
大
容
に
語
っ
た
よ
う
な
考
え
方
が
、

一
部
で
は
あ
れ

知
識
人
の
貫
生
活
に
お
い
て
常
識
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
以
上
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
第
三
は
、
こ
の
「
情
」
は
昔
時
の
固
際
枇
舎
で
著
し
い
感
染
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
初
め
は
あ
れ
ほ
ど
中
国
人
の

「
過
情
」
を
責
め
た
洪
大
容
自
身
、

一
ヶ
月
足
ら
ず
の
聞
に
「
過
情
」
の
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
が
開
園
後
た
だ
ち
に
自
ら
の
瞳
験
を
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『
乾
浮
術
筆
談
」
と
し
て
ま
と
め
る
と
、
こ
れ
を
謹
ん
だ
者
の
中
に
た
ち
ま
ち
こ
れ
に
共
鳴
す
る
者
が
現
れ
た
。
そ
の
代
表
が
朴
斉
家
で
あ
り
、

李
懐
患
で
あ
る
。
李
徳
抵
は
そ
の
「
天
涯
知
己
書
』
を
著
し
た
時
、
潜
庭
箔
が
涙
を
流
し
た
の
に
封
し
て
朝
鮮
人
側
の
だ
れ
も
が
驚
き
を
も
っ
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て
見
守
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
い
る
。

朴
祉
源
先
生
は
「
英
雄
と
美
人
は
涙
が
多
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
自
分
は
英
雄
で
も
美
人
で
も
な
い
。
し
か
し
「
乾
浮
術
曾
友
銀
』

を
一
謹
す
る
と
、
涙
が
正
々
と
溢
れ
て
く
る
。
も
し
本
首
に
こ
の
人
に
逢
っ
た
ら
、
た
だ
あ
い
封
し
て
鳴
咽
す
る
ば
か
り
で
、
筆
談
を
す

(
m
m
)
 

る
暇
な
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
讃
ん
で
巻
を
閉
じ
て
傷
心
し
な
い
の
は
、
人
情
で
は
な
い
。
友
と
は
で
き
な
い
。

李
穂
桃
山
も
ま
た
最
誠
や
潜
庭
笥
が
涙
す
る
情
景
を
想
像
し
、
大
い
に
涙
す
る
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
側
隠
の
精
と
哀
の
精
と
は
、

「
ま
さ
に
こ
の
時
の
た
め
に
準
備
し
て
あ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
巌
誠
が
「
天
下
の
情
あ
る
人
(
有
情
人
)
な
ら
、
歌
っ
て
い
て
も
こ
の

気
持
ち
を
首
然
わ
か
る
べ
き
で
す
」
と
洪
大
容
に
反
論
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
「
わ
た
し
で
も
今
、
歌
っ
て
い
て
も
こ
の
気
持
ち
が
わ
か
る
。
洪

(
似
)

大
容
だ
け
で
は
な
い
」
と
の
感
想
を
記
し
て
い
る
。
李
徳
愈
も
最
誠
の
求
め
た
よ
う
に
「
有
情
人
」
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
李
懐
抵
は
洪
大
容
ら
が
寡
婦
の
再
婚
問
題
を
論
じ
た
と
こ
ろ
に
論
評
を
加
え
、
「
わ
が
園
の
士
大
夫
の
家
で
は
寡
婦
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の
再
婚
が
な
い
」
、
と
現
肢
に
釘
し
て
は
洪
大
容
と
同
じ
認
識
を
一
不
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
そ
の
主
張
で
は
潜
庭
箔
の
そ
れ
を
完
全
に
支
持
し
、

(
印
)

朝
鮮
の
こ
の
よ
う
な
習
俗
は
「
正
し
い
経
典
に
見
え
る
遁
理
で
は
な
い
」
と
は
っ
き
り
言
う
に
い
た
っ
て
い
る
。
洪
大
容
を
す
で
に
簡
単
に
超

え
て
い
る
。

つ
ま
り
人
情
を
理
解
で
き
な
い
残
忍
な
者
で
あ
る
と
非
難
し
つ
つ
、
自
分
の
こ
と
を

(
侃
)

「
多
情
で
気
質
の
弱
い
同
学
生
(
多
情
弱
質
之
友
生
)
」
と
描
寓
し
て
い
る
。
潜
庭
簡
に
輿
え
た
手
紙
で
も
「
あ
あ
、
わ
た
し
は

η

情
人
u

で
す

朴
斉
家
も
同
様
で
あ
る
。
彼
は
あ
る
友
人
を
「
忍
人
」

(
僕
情
人
也
)
」
と
記
し
て
い
た
。
中
国
で
肯
定
さ
れ
積
極
的
に
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
情
は
、
著
し
い
園
際
的
な
感
染
力
を
も
っ
た
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
洪
大
容
を
先
駆
と
す
る
北
皐
抵
は
、
「
貰
悶
晶
子
抵
」
の
一
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
と
さ
れ
、
彼
ら
の
持
つ
自
然
科
皐
へ
の
関
心
や
貰
用
へ

の
関
心
の
み
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
東
ア
ジ
ア
と
い
う
場
で
こ
れ
を
見
る
な
ら
、
違
っ
た
解
程
が
可
能
と
な
る
。
以
上
に
よ
っ
て
理
解

で
き
る
の
は
、
洪
大
容
、
朴
祉
源
、
朴
斉
家
、
李
懐
控
と
も
に
「
有
情
人
」
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
有
情
人
に
壁
貌
し
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
こ



と
で
あ
る
。
元
重
奉
も
開
園
し
て
釜
山
に
上
陸
し
た
と
き
に
は
、
品
川
や
大
坂
で
の
別
れ
を
回
想
し
つ
つ
「
無
情
で
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
」
と

一
言
う
に
い
た
っ
て
い
た
。
元
重
奉
は
そ
の
後
に
北
皐
汲
と
い
う
べ
き
グ
ル
ー
プ
が
生
ま
れ
る
と
こ
れ
に
大
き
く
接
近
し
、
そ
の
思
想
形
成
の
一

翼
を
捨
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
北
町
比
一
子
振
と
は
ま
ず
何
よ
り
も
、
国
際
的
接
簡
に
よ
っ
て
ま
ず
「
情
」
に
目
覚
め
た
人
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
貫
生
活

の
基
盤
と
し
て
人
間
と
し
て
あ
た
り
ま
え
の
「
情
」
を
重
嗣
す
る
に
至
っ
た
人
々
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

〔
本
論
は
二

O
O
七
年
十
二
月
十
七
日
に
復
旦
大
島
ナ
文
史
研
究
院
の
主
催
で
開
催
さ
れ
た
図
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
講
演
す
る
た
め
、
宣
讃
用
に
作
成
し
た
原

稿
(
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
一
七
六
五
年
洪
大
容
的
中
園
京
師
行
奥
一
七
六
四
年
朝
鮮
通
信
使
」
察
亮
誇
と
し
て
『
復
旦
皐
報
(
枇
曾
科
撃
版
)
』
二

O
O
八
年
第

論
文
の
方
に
記
し
て
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
も
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
o
〕

四
期
に
韓
載
)
を
も
と
に
、
全
面
的
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
を
定
稿
と
す
る
が
、
こ
こ
で
省
略
し
た
い
く
つ
か
の
論
貼
に
つ
い
て
は
こ
の
中
園
語
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キ
+
-(

1
)

拙
稿
「
朝
鮮
通
信
使
に
よ
る

H
本
古
皐
の
認
識
|
|
朝
鮮
燕
行
使

に
よ
る
清
朝
漢
準
の
把
握
を
楓
野
に
入
れ
|
|
」
(
『
思
想
』
第
九
八

一
張
、
二

O
O
六
)
、
「
一
七
六
四
年
朝
鮮
通
信
使
と
円
本
の
但
徳

島
干
」
(
『
史
林
』
第
八
十
九
巻
第
五
競
、
二

O
O
六
)
、
「
朝
鮮
通
信
使

と
日
本
の
書
籍
|
|
古
皐
派
校
勘
撃
の
著
作
と
古
典
籍
を
中
心
に

|
|
」
(
『
套
章
閑
』
第
二
十
九
、
二

O
O
六
、
日
本
語
と
ハ
ン
グ
ル

併
載
)
o

と
も
に
拙
著
卒
斗
人
一
三
平
『
唱
号
外
外
号
位
外
燕
行
使

と
通
信
使
』
(
ソ
ウ
ル
、
新
書
苑
、
二

O
O
八
)
牧
録
。
な
お
本
稿

で
一
七
六
四
年
通
信
使
と
呼
ぶ
も
の
は
、
朝
鮮
で
は
発
未
(
一
七
六

三
年
)
通
信
使
と
呼
ば
れ
た
。
し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
皐
術
交
流

は
発
未
十
二
月
三

H
(
一
七
六
四
年
一
月
五
日
)
以
降
の
こ
と
で
あ

り
、
か
つ
日
本
で
は
こ
れ
を
明
和
(
一
七
六
四
年
)
通
信
使
と
呼
ぶ

の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
前
稿
同
様
、
本
稿
で
も
こ
れ
を
一
七
六
四

年
通
信
使
と
呼
ぶ
。

(
2
)

洪
大
容
の
研
究
の
う
ち
そ
の
燕
行
に
即
し
た
も
の
と
し
て
は
、
余

泰
俊
(
升
ロ
司
ヱ
て
)
『
洪
大
容
許
惇
』
(
ソ
ウ
ル
、
民
音
祉
、
一
九
八

七
)
、
同
『
虚
血
字
か
ら
賓
皐
へ
|
|
十
八
世
紀
朝
鮮
知
識
人
洪
大
谷

の
北
京
放
行
|
|
』
(
東
京
、
東
京
大
串
出
版
舎
、
一
九
八
八
)
が

優
れ
て
い
る
。
近
年
刊
行
さ
れ
た
『
坦
曹
三
寸
恒
子
主
o
d
叶
燕
行
録
研

究
叢
書
』
(
ソ
ウ
ル
、
山
川
子
卜
U
房
、
二

O
O
六
)
全
十
加
で
も
、
洪
大

谷
が
多
く
主
題
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
鄭
動
植
(
材
o

-
一
吾
斗
)
『
苓
司
♀
o
叶
し
剖
O

三「叫寸ユ己品一汁
l
d吋

zτ
ユ
ナ
「
包
洪
大
容
燕
行
録

の
文
章
記
述
と
中
園
認
識
』
(
プ
サ
ン
、
叶
Z
す
-z
吉
井
じ
件
、
二

0
0

七
)
お
よ
び
こ
こ
に
掲
げ
る
参
考
文
献
参
照
。
ま
た
山
内
弘
一
「
洪

大
容
の
華
夷
観
に
つ
い
て
」
(
『
朝
鮮
皐
報
』
第
一
五
九
輯
、
一
九
九

ムハ)。
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(
3
)

洪
大
容
『
湛
軒
童
日
』
(
『
韓
園
文
集
叢
刊
』
第
二
四
八
輯
、
ソ
ウ
ル
、

景
仁
文
化
枇
、
二

0
0
0
)
0

(
4
)

『
燕
行
録
選
集
』
(
ソ
ウ
ル
、
成
均
館
大
皐
校
大
東
文
化
研
究
院
、

一
九
六

O
)
上
珊
所
牧
本
、
林
基
中
編
『
燕
行
銀
全
集
』
(
ソ
ウ
ル
、

東
園
大
亭
校
山
川
版
部
、
二

O
O
一
)
第
四
十
二
・
四
十
三
加
所
牧
本

と
も
に
室
主
早
閤
蔵
本
で
あ
る
。

(
5
)

『
湛
軒
記
』
外
集
中
沓
一
、
輿
潜
秋
庫
庭
筋
書
(
『
韓
園
文
集
叢

刊
』
第
二
四
八
輯
)
頁
一

O
三
下
。

(
6
)

同
前
書
、
外
集
虫
色
一
、
舎
友
銀
序
、
頁
一

O
一ーに
o

洪
君
徳
保
嘗
一
朝
陣
一
騎
、
従
使
者
而
至
中
園
、
初
佳
子
街
市
之
問
、

日
佐
官
於
側
阻
之
中
、
乃
得
杭
州
之
遊
士
三
人
馬
。
於
是
開
歩
放
邸
、

歓
然
如
奮
、
極
論
天
人
性
命
之
源
、
朱
陸
這
術
之
排
、
進
退
治
長
之

機
、
出
廃
材
栄
辱
之
八
刀
、
考
擦
誼
定
、
廃
不
契
合
、
而
其
相
奥
規
告
歳

導
之
言
、
皆
同
於
至
誠
側
但
。
始
許
以
知
己
、
終
結
翁
兄
弟
。

(
7
)

余
鍾
厚
『
本
庵
集
』
巻
三
、
答
洪
徳
保
(
『
韓
園
文
集
叢
刊
』
第

二
三
七
輯
)
頁
三
八
O
L
L

・ド。

及
聞
其
輿
剃
頭
奉
子
結
交
如
兄
弟
、
百
七
無
所
不
興
語
、
則
不
目
覚
驚
歎

失
闘
。

(
8
)

『
湛
軒
童
H

」
内
集
巻
三
、
輿
金
直
粛
鍾
厚
書
、
百
八
六
十
四
下
。

頃
因
内
兄
、
承
開
座
下
以
容
之
入
燕
時
輿
杭
州
輩
交
歓
、
大
加
非
責

0

・
:
・
其
問
答
書
臆
、
略
有
記
出
而
過
半
遺
忘
、
無
甚
可
観
。
且
座
下

段
以
其
v

父
際
矯
非
、
則
因
不
敢
盆
露
其
醜
而
重
得
罪
於
向
論
之
下
。

(
9
)

『
本
庵
集
』
巻
三
、
答
洪
徳
保
、
頁
三
八
二
上
。
ま
た
『
湛
軒

幸
田
』
内
集
巻
三
、
直
粛
答
書
、
頁
六
十
六
上
。

(
日
)
『
湛
軒
童
H

』
外
集
中
否
二
、
頁
一
二
九
上
。

乙
酉
(
一
七
六
五
H

乾
隆
三
十
年
)
冬
、
徐
随
季
父
赴
燕
。
白
渡
江

後
所
見
未
嘗
加
盟
…
湖
親
、
而
乃
其
所
大
願
則
欲
得
一
佳
秀
才
合
心
人
、

奥
之
劇
談
、
沿
路
訪
問
甚
勤
。

(
日
)
同
前
書
、
頁
二
二
二
下
、
二
二
三
下
。

(
ロ
)
同
前
書
、
百
二
五
三
上
。
『
湛
軒
書
』
附
録
、
湛
軒
記
、
頁
三
二

四
上
。

(
日
)
同
前
書
、
外
集
中
沓
七
、
燕
記
、
呉
彰
問
答
、
頁
二
四
三
上
。

(
U
)

「
本
庵
集
」
巻
三
、
答
洪
徳
保
、
頁
三
七
九
上
。

足
下
今
日
之
行
、
何
潟
也
哉
。
匪
有
王
事
而
蒙
犯
風
沙
高
里
之
苦
、

以
踏
腫
械
之
讐
域
者
、
量
非
以
目
之
局
而
思
欲
酪
而
大
之
耶
。
日
之

局
也
則
思
大
之
、
而
心
之
局
也
則
不
思
有
以
大
之
可
乎
。
況
欲
大
此

心
者
、

V
A
無
風
沙
握
様
之
苦
奥
讐
域
之
辱
者
乎
。
:
:
:
是
則
農
園
琴

射
畳
非
足
以
局
足
下
之
心
者
乎
。
是
蓋
有
創
於
徒
勢
無
成
如
某
者
耳
。

某
誠
盆
感
、
然
足
下
亦
過
失
。
今
足
下
病
其
日
之
局
而
有
遠
遊
、
則

足
下
之
目
、
将
不
局
実
。
孟
於
其
猫
冶
局
者
而
加
意
駕
。
荷
相
愛
之

深
、
狂
臨
時
百
七
此
、
倫
蒙
恕
而
察
之
否
耶
。

(
日
)
前
注
(
7
)
。

(
日
)
巌
誠
『
銭
橋
全
集
』
巻
五
、
頁
三
、
血
ハ
鍛
橋
秋
出
。

日
記
以
巌
糧
策
馬
、
足
跡
殆
偏
子
園
中
、
其
好
之
非
不
切
也
、
求
之
非

不
勤
也
。
毎
不
兎
薄
言
往
想
、
逢
彼
之
怒
、
惟
憤
俳
之
極
、
乃
欲
求

之
子
彊
域
之
外
、
此
其
計
亦
迂
失
。

李
徳
林
山
『
天
、
評
知
己
書
」
で
引
用
さ
れ
る
「
尺
臆
」
「
筆
談
」
は
、

恐
ら
く
は
『
乾
浄
術
舎
友
銀
』
と
い
う
名
で
流
布
し
て
い
た
頃
の
原

型
を
何
が
し
か
情
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
洪
大
谷
が
大
幅
に
カ

ッ
ト
し
た
文
章
の
う
ち
、
後
半
部
分
(
「
悌
家
輪
回
、
云
云
」
以

172 
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下
)
は
、
こ
の
『
乾
浄
術
曾
友
銀
』
に
も
記
さ
れ
て
い
た
が
、
前
宇

部
分
は
や
は
り
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
(
李
徳
惣
『
青
荘

舘
全
書
』
皿
、
『
韓
園
文
集
叢
刊
』
、
第
二
五
九
輯
、
頁
一
一
一
一
四
上
)

0

『
銭
橋
全
集
』
(
ソ
ウ
ル
大
挙
校
中
央
園
書
館
城
本
)
の
収
集
に
蛍

た
っ
て
は
、
高
麗
大
学
校
教
授
沈
慶
夫
氏
の
助
力
を
得
た
。
記
し
て

感
謝
す
る
。

(
口
)
『
湛
軒
童
H

』
外
集
巻
七
、
燕
記
、
街
門
諸
官
、
頁
二
五

O
上
下
。

(
刊
日
)
淳
出
東
江
『
傾
蓋
集
』

0

龍
淵
示
園
章
云
、
岩
邦
柳
宿
祉
一
声
所
刻
。
宿
祉
一
古
典
中
州
武
林
之
本
裕
翁

域
外
柿
山
父
、
本
裕
刻
印
日
天
涯
相
隣
、
海
外
知
己
、
以
寄
宿
雲
。
東

郊
一
五
、
君
陶
ハ
僕
交
誼
亦
如
此
。

(
印
)
李
尚
鳳
『
北
較
録
』
(
『
燕
行
録
選
集
補
遺
』
ソ
ウ
ル
、
成
均
館
大

自
学
校
大
東
文
化
研
究
院
、
二

O
O
八
)
上
巻
、
頁
八
四
二
下
1
九
O

二
上
。

(
初
)
『
湛
軒
書
』
外
集
巻
八
、
燕
記
、
沿
路
記
略
、
頁
二
七
八
下
。

余
宿
有
一
遊
之
士
山
、
略
見
詩
語
諸
童
日
、
習
其
語
有
年
実
。
:
:
・
至
洛

陽
、
血
ハ
助
救
父
子
語
無
不
到
、
而
不
川
市
筆
舌
。

(
幻
)
余
履
安
「
三
山
市
周
集
』
を
十
、
雑
著
、
華
夷
排
上
、
華
夷
排
下

(
『
韓
園
文
集
叢
刊
』
第
二
三
八
輯
)
頁
五

O
二
下
1

五
O
三
下
。

(
幻
)
朴
斉
家
「
貞
廷
悶
集
』
初
集
、
洪
湛
軒
(
大
容
)
茅
亭
次
原
韻

(
『
韓
園
文
集
叢
刊
』
第
二
六
一
輯
)
頁
四
五

O
ト。

(
お
)
同
前
書
、
巻
四
、
輿
滋
秋
唐
(
庭
箔
)
、
頁
六
六
四
下
。

僕
血
八
洪
湛
軒
初
不
相
識
。
開
奥
足
下
及
銭
橋
厳
公
(
厳
誠
)
・
篠
飲

陸
公
(
陸
飛
)
結
天
涯
知
己
而
婦
、
滋
一
先
往
納
じ
父
、
宝
山
得
其
筆
談
唱

酬
詩
文
護
之
、
摩
塗
不
去
、
寝
息
其
下
者
累
日
。
嵯
乎
、
僕
情
人
也
。

闇
眼
則
見
足
下
之
眉
字
、
夢
{
株
則
遊
足
下
之
里
問
、
至
作
擬
書
欲
白

蓮
而
止
、
可
覧
而
知
也
。

(μ)
同
前
書
、
巻
四
、
興
徐
観
軒
(
常
修
)
、
頁
六
六
一
下
。

曾
友
記
送
去
耳
。
僕
常
時
非
不
甚
慕
中
原
也
。
及
見
此
書
、
乃
復
忽

忽
如
狂
、
飯
而
忘
匙
、
盟
而
忘
洗
。

(
お
)
前
注
(
1
)
「
一
七
六
四
年
朝
鮮
通
信
使
と
日
本
の
但
律
問
子
」
頁
三

(
韓
図
語
版
拙
著
、
一
良
一
二
八
)

0

(
お
)
一
一
ん
重
奉
「
乾
伊
筆
語
」
政
文
(
前
注
(
4
)

『
燕
行
録
選
集
』
所
牧

『
湛
軒
燕
記
」
頁
四
二
九
下
)

0

歳
発
未
(
英
組
三
十
九
H

乾
隆
二
十
八
l

一
七
六
三
年
)
、
余
充
書

記
、
従
通
信
使
遁
日
本
O
i
-
-
-
是
必
右
豪
併
特
抜
之
人
厩
足
於
其
問
、

而
我
之
鑑
賞
識
別
、
賓
乏
叔
向
之
下
堂
。
濁
其
眼
中
風
儀
畑
照
襟
懐

者
、
官
警
察
若
竺
常
(
竺
常
大
典
)
・
瀧
長
凱
(
瀧
鶴
塞
)
・
近
川
膝

篤
・
合
離
(
細
合
斗
南
)
等
若
而
人
而
己
。
年
り
想
天
外
雲
端
、
未
嘗

不
開
律
扶
…
軟
惚
、
継
之
以
閑
恨
也
。
此
乾
浮
筆
談
雨
皿
山
者
、
湛
軒
洪
公

徳
保
氏
記
之
燕
京
者
也
。
:
:
・
其
必
毛
翠
緩
載
用
代
小
説
者
、
欲
令

観
者
各
轍
心
眼
、
宛
如
一
番
経
来
於
唱
酬
之
席
、
而
籍
以
矯
異
日
同

文
之
用
也
。
:
:
:
以
余
閲
此
書
、
悦
若
落
畢
一
百
馴
而
馳
星
昭
、
背
径
五
腕

而
封
潜
(
庭
錆
)
・
陸
(
飛
)
、
莞
爾
揮
妻
於
筆
床
茶
燈
之
問
実
。

蓋
潜
陸
之
気
義
然
諾
、
台
高
批
之
沈
賓
荘
重
、
各
一
其
規
、
而
若
其
吐

露
肝
謄
、
誠
愛
藷
然
、
則
大
抵
略
向
。
其
分
手
揮
潟
、
賠
然
牽
情
、

各
白
結
掛
柳
川
、
於
天
南
-
大
北
者
、
又
輿
之
訪
御
失
。

(
訂
)
竺
常
大
典
『
亦
遇
録
」
巻
下
、
童
H

鈴
木
惇
蔵
事
。
元
重
奉
『
采
桂

録
』
四
月
二
十
九
日
。

(
お
)
前
注
(
1
)
「
一
七
六
四
年
朝
鮮
通
信
使
と
日
本
の
但
僚
亭
」
頁
十
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六
、
二
十
八
(
韓
岡
語
版
拙
著
、
頁
二
三
七
、
二
五
四
)

0

(
鈎
)
成
大
中
『
桂
上
記
』
童
日
日
本
二
才
子
事
〔
乙
酉
l
乾
隆
三
十
年
〕

0

(ω)
那
波
魯
堂
『
束
遊
篇
』
所
牧
、
成
大
中
「
東
遊
酬
唱
録
序
」

0

(
泊
)
元
重
奉
『
采
桂
録
』
六
月
二
十
二
円
。

至
若
江
戸
名
流
徒
之
揮
涙
於
品
川
、
浪
華
才
士
輩
之
容
整
於
茶
淳
、

向
令
人
念
之
情
懐
。
若
夫
師
曾
(
那
波
魯
堂
)
之
片
々
赤
心
、
径
一
常

(
竺
常
大
典
)
之
言
々
碑
致
、
瀧
長
凱
(
瀧
鶴
吉
冨
)
之
謹
厚
無
外
飾
、

亀
井
魯
之
整
掲
輪
中
情
、
難
其
作
人
不
及
士
門
人
、
以
一
一
一
白
其
事
、
則
殆

旦
安
嬰
・
叔
向
之
遺
風
、
五
円
安
得
無
情
乎
哉
。

(
詑
)
こ
の
時
の
筆
談
記
録
と
し
て
は
、
津
旧
東
江
『
傾
蓋
集
』
、
施
井

孝
徳
『
品
川
一
燈
』
が
あ
る
。

(
お
)
元
重
奉
『
采
桂
録
』
一
一
一
月
十
二
日
、
十
三
日
。

韓
天
皇
胃
・
平
瑛
百
雨
衝
泥
而
腫
来
。
向
一
一
一
日
初
雄
告
別
回
路
、
西
望
寸

腸
欲
裂
、
遂
有
此
更
璽
fAci---朝
、
天
番
欲
別
、
飲
泣
不
成
整
。

見
乗
輪
、

V
人
鳴
刷
幾
欲
放
撃
。
可
怪
着
情
之
己
甚
失
。

(
但
)
同
前
書
、
五
月
六
日
。

世
粛
(
木
世
斎
、
木
村
菜
夜
堂
)
憧
骸
、
莫
知
所
矯
。
合
離
(
細
合

斗
南
)
指
天
指
地
而
抑
心
、
似
道
此
天
地
之
閥
、
此
心
不
可
化
也
。

因
鳴
咽
涙
被
面
。
佐
一
常
駄
々
無
撃
、
法
然
沸
下
治
襟
、
容
止
盆
可
観
。

(
お
)
同
前
書
、
六
月
十
四
円
。

至
於
文
士
、
則
日
興
彼
中
文
人
韻
士
圏
中
豪
傑
之
流
談
議
唱
酬
、
初

無
物
累
人
慾
之
雨
相
感
護
者
。
又
彼
圏
内
地
之
人
、
大
抵
多
柔
蕎
慈

諒
、
有
婦
人
女
子
之
仁
。
我
川
右
典
之
誠
心
歎
治
、
絶
不
一
不
矯
飾
之
意
、

則
彼
皆
輪
童
赤
心
、
吐
出
誠
懇
。

(
お
)
『
湛
軒
童
H

』
外
集
中
否
二
、
頁
一
一
一
一
一
一
下
。

都
生
寸
初
無
官
打
差
、
此
来
無
他
意
、
只
願
見
天
下
奇
士
、
一
討
襟
抱
。

婦
期
己
迫
、
将
未
兎
虚
来
虚
婦
、
忽
得
雨
位
、
一
面
如
奮
、
幸
医
大

願
、
同
県
、
有
志
者
事
意
(
克
)
成
也
。
只
恨
彊
域
有
限
、
後
合
無
期
。

:
・
蘭
公
(
潜
庭
符
)
看
畢
、
不
禁
凄
傷
。
力
間
人
外
傷
感
不
己
。

こ
こ
の
と
こ
ろ
、
『
湛
軒
燕
記
」
所
牧
本
で
は
「
蘭
公
看
畢
、
掩

泣
沈
調
。
」
と
記
す
。
活
庭
簡
が
こ
の
日
涙
を
流
し
た
こ
と
が
、
そ

の
後
何
度
も
問
題
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
『
湛
軒
燕
記
」

所
牧
本
の
方
が
矛
盾
な
く
、
事
賓
に
よ
り
近
い
描
震
で
あ
る
こ
と
疑

い
な
い
。
ま
た
こ
の
部
分
、
李
徳
愁
『
天
涯
知
己
来
日
」
に
引
用
さ
れ

る
文
章
を
参
照
の
こ
と
(
『
青
荘
舘
全
書
』
皿
、
頁
一
一
一
一
一
上
)

0

(
幻
)
同
前
書
、
外
集
中
否
二
、
頁
一
三
四
下
。

蘭
公
看
童
H

未
牛
、
又
沸
澗
沈
澗
、
力
問
亦
傷
感
不
己
云
。
余
書
中
未

嘗
第
一
句
凄
苦
恨
別
之
語
、
雨
入
之
如
此
、
誠
吋
異
也
。

(
お
)
同
前
書
、
外
集
巻
二
、
頁
一
七
O
下。

(
力
関
ム
厳
誠
)
大
書
惨
極
二
字
、
又
無
数
打
姑
於
其
下
。
此
時
力

関
鳴
咽
惨
賠
無
人
色
、
吾
輩
亦
相
顧
恰
然
不
白
勝
。
:
:
:
力
関
目
、

千
三
円
高
語
、
終
婦
一
別
四
字
、
然
奈
此
情
何
。
:
・
・
言
畢
而
山
、
至

門
内
而
別
。
力
関
含
涙
墾
壁
、
以
子
指
心
而
示
之
而
己
。

(
鈎
)
南
玉
『
円
観
記
』
巻
九
、
五
月
六
日
、
成
大
中
『
程
上
記
』
書
束

権
軸
後
、
元
重
奉
『
来
権
録
』
六
月
十
四

H
、
洪
大
谷
『
湛
軒
書
』

内
集
巻
三
、
又
答
直
粛
書
、
頁
六
十
七
上
。

(ω)
「
湛
軒
書
」
外
集
巻
二
、
頁
￥
ヲ
王
。

是
時
、
上
下
傍
観
、
莫
不
驚
感
動
色
、
或
以
潟
、
心
弱
、
戎
以
潟
多
情
、

或
以
潟
煉
慨
有
心
之
上
、
諸
言
不
一
、
而
要
之
粂
此
而
致
然
。

(
叫
)
同
前
書
、
外
集
中
否
二
、
頁
一
一
二
三
上
。

174 
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古
語
云
、
欲
泣
則
近
於
婦
人
。
齢
其
情
不
能
自
己
、
蘭
公
此
拳
、
無

乃
太
過
耶
。

(
位
)
同
前
書
、
外
集
巻
二
、
頁
一
一
一
一
五
上
。

但
不
知
ぃ
父
修
補
盆
之
主
義
、
而
出
於
一
時
情
愛
之
感
、
則
自
疋
婦
之
仁
而

家
之
交
也
。

(
m
H
)

李
徳
林
中
『
青
駐
館
全
書
』
皿
、
百
二
三
四
上
。

余
以
潟
臨
別
作
極
懐
苦
、
可
也
。
四
端
之
側
隠
、
七
情
之
哀
、
政
矯

此
時
準
備
ヰ
。

(
叫
)
亀
井
南
冥
『
決
決
飴
響
』
巻
上
、
十
二
月
十
日
。

聖
門
千
言
高
語
、
背
従
敬
字
上
演
出
。

(
釘
)
『
湛
軒
童
H

」
外
集
径
二
、
頁
一
三
七
下
。

世
間
僅
有
聴
明
之
人
、
以
近
思
録
矯
引
睡
之
書
、
哀
哉
。

(
必
)
同
前
書
、
外
集
巻
二
、
頁
一
一
一
一
八
L
L
o

力
関
目
、
如
吾
輩
若
開
口
向
人
説
出
主
敬
二
字
、
則
人
皆
厭
開
之
。

(
幻
)
同
前
書
、
外
集
虫
色
三
、
頁
一
七
一
二
Y
仁
O

又
生
平
過
何
人
情
、
優
柔
寡
断
、
此
心
受
病
慮
不
少
。
:
:
:
足
下
毎

嫌
誠
栴
許
過
情
、
:
:
:
誠
威
儀
軽
率
、
而
足
下
之
方
巌
、
賓
堪
衿
式

也。

(
必
)
同
前
書
、
外
集
中
在
二
、
頁
一
四
三
下
。

余
H
、
改
嫁
不
以
筋
非
耶
。
蘭
公
日
、
士
大
夫
家
不
改
嫁
、
然
貧
而

無
子
、
改
嫁
?
小
宜
。
宋
儒
如
程
子
、
町
家
有
再
室
之
女
。
:
:
:
余
日
、

此
以
衆
人
望
人
之
義
、
主
(
貫
一
事
一
而
終
、
山
亙
非
婦
人
之
義
。
蘭
公
日
、

貧
無
所
錆
而
其
人
非
能
堅
忍
之
人
、
則
再
遁
亦
無
害
。
:
:
:
又
目
、

東
方
亦
有
未
婚
守
節
者
否
。
余
目
、
納
幣
則
己
成
婚
、
故
不
敢
改
嫁
。

蘭
公
目
、
此
却
非
情
義
之
正
。
己
嫁
未
廟
見
而
亡
、
則
自
町
葬
於
母
家
、

謂
其
未
成
婦
這
也
。
未
嫁
夫
死
而
守
節
者
、
山
人
比
之
潟
奔
、
難
其

入
賞
非
尋
常
婦
女
可
比
、
然
亦
賢
者
之
過
也
。
力
間
目
、
此
亡
於
雄

之
雄
也

0

・
・
:
蘭
公
日
、
早
寡
守
節
者
、
能
無
失
行
之
弊
耶
。
余
H
、

難
戎
有
之
、
千
百
中
一
、
見
覚
則
必
死
、
其
父
兄
近
族
、
皆
見
狽
仕

路
。
蘭
公
目
、
父
兄
之
見
根
何
也
。
力
関
目
、
第
清
議
所
不
容
。
余

目
、
然
。
蘭
公
目
、
太
遇
、
父
兄
笑
罪
官
。

(ω)
島
出
慶
次
『
中
園
思
想
史
の
研
究
」
(
京
都
、
京
都
大
鼠
宣
学
術
出

版
合
、
二

O
O
二
)
良
八
十
五
。

(
叩
)
『
戴
震
集
』
(
上
海
、
上
海
古
籍
出
版
枇
、
一
九
八

O
)
頁一一一一一

一
二
、
二
六
五
。

(
日
)
家
永
三
郎
等
校
注
『
近
世
思
想
家
文
集
」
(
『
日
本
古
典
文
準
大

系
』
九
十
七
、
岩
波
書
応
、
一
九
六
六
)
頁
一

O
四
l
一
O
六。

(
臼
)
太
宰
春
吉
室
『
春
塞
先
生
紫
芝
国
後
稿
」
巻
十
、
頁
一
、
讃
朱
氏
詩

惇。甚
夫
、
仲
晦
之
昧
子
詩
也
。
夫
詩
者
何
也
。
人
情
之
形
於
言
者
也

O

i
-
-
恵
子
日
人
而
無
情
、
何
以
謂
之
人
。
情
也
者
賓
也
、
無
傷
之
謂

也
。
君
子
不
知
人
情
、
不
可
以
恋
民
、
篇
政
而
不
知
人
情
、
必
有
不

行
0

・
:
:
仲
晦
必
以
勧
懲
言
之
。
夫
懲
悪
勧
善
者
、
春
秋
之
巳
日
也
。

(
日
)
丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
」
(
東
京
、
東
京
大
串
出
版

合
回
、
会
六
五
二
)
百
二
七
二
。

(
日
付
)
『
湛
軒
童
目
」
外
集
者
二
、
頁
一
一
一
一
九
下
。

但
於
婦
後
就
枕
孤
館
賠
賠
之
中
、
忽
若
二
兄
在
坐
談
笑
、
乃
蓋
然
驚

覚
、
殆
達
朝
不
成
睡
、
不
得
己
強
白
排
遣
、
以
矯
我
奥
彼
各
在
七
千

里
外
、
風
馬
牛
不
相
及
、
難
可
懐
也
、
亦
於
我
何
有
哉
。
白
言
自
笑
、

白
潟
得
計
。
濁
怪
其
依
然
之
頃
、
情
魔
依
奮
来
襲
、
盤
様
、
心
府
、
所
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謂
得
計
者
己
決
散
無
誠
一
、
想
此
境
界
、
乃
非
狂
則
療
也
。

(
日
)
同
前
書
、
外
集
巻
二
、
頁
一
四
四
卜
。

余
H
、
嘗
聞
君
子
之
じ
父
、
義
勝
情
、
小
人
之
交
、
情
勝
義
。
弟
近
日

以
来
、
別
緒
関
心
、
殆
寝
食
不
便
。
義
勝
惰
者
、
恐
不
如
是
、
抑
人

情
之
不
得
不
爾
耶
。
力
関
目
、
此
亦
向
是
惰
之
得
其
正
者
、
未
百
七
大

背
聖
賢
理
主
我
o

(
日
)
『
銭
橋
全
集
』
巻
五
、
頁
十
八
、
又
。

従
此
別
実
。
圭
一
自
信
亦
不
可
復
通
夫
。
如
之
何
弗
悲
。
今
日
始
擬
抽
暇

趨
別
、
昨
承
陸
老
兄
童
日
、
意
始
見
之
、
五
内
驚
隙
、
以
翁
我
兄
之
薄

情
、
何
乃
至
此
也
。
少
開
方
頓
目
覚
其
厚
之
至
悲
之
切
、
而
断
子
庭
事

也
。
子
日
疋
乎
、
下
簾
濁
坐
、
涙
訳
注
下
。
前
則
青
九
蘭
兄
以
過
失
、
今

我
亦
不
自
禁
鷲
。
奈
何
。

(
幻
)
前
注
(
臼
)
、
丸
山
著
書
、
頁
四
十
六
、
五
十
七
、
一
一
一
、
吉
川

幸
次
郎
『
伊
藤
仁
粛
伊
藤
束
涯
』
(
『
日
本
思
想
大
系
』
三
十
三
、

東
京
、
岩
波
書
応
、
一
九
七
一
)
頁
五
八
四
、
六
O
二。

(

四

川

)

士

H

川
幸
次
郎
「
息
子
問
の
か
た
ち
」
(
『
古
川
幸
次
郎
令
-
集
』
第
十
七

巻
、
東
京
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
)
頁
二

O
七
、
前
注
(
幻
)
吉
川

論
文
、
頁
五
八
九
。
余
英
時
「
戴
東
原
輿
伊
藤
仁
斎
」
(
「
論
戴
震
奥

章
準
誠
』
北
京
、
三
聯
書
庖
、
二

0
0
0
)
0

(
印
)
銭
穆
『
中
凶
近
三
百
年
、
学
術
史
(
上
)
』
(
上
海
、
商
務
印
書
館
、

一
九
三
七
)
頁
三
二
七
!
一
二
三
一
。

(
削
)
湯
浅
幸
孫
「
支
那
に
お
け
る
貞
節
観
念
の
愛
遷
」
(
『
中
国
倫
理
思

想
の
研
究
』
京
都
、
同
朋
合
、
一
九
八
一
)
頁
一
六
四
、
「
清
代
に

お
け
る
婦
人
解
放
論
」
(
同
)
頁
二
九
三
。

(
臼
)
楊
営
龍
編
『
正
喜
孫
著
作
集
(
下
)
』
(
宇
量
北
、
中
央
研
究
院
中
園

文
哲
研
究
所
、
二
O
O
三
)
頁
ム
一
六
六
。

(
臼
)
拙
著
『
中
園
晶
玉
門
人
官
善
堂
史
研
究
』
(
京
都
、
同
朋
八
百
山
版
、
一
九

九
八
)
寅
三
八
七
(
中
園
語
版
、
北
京
、
尚
務
印
書
館
、
二

O
O
五、

頁
三
二
七
三

(
日
)
「
青
荘
館
全
書
』
皿
、
頁
一
一
一
一
一
上
。

朴
美
仲
先
生
日
、
英
雄
奥
美
人
多
涙
。
余
非
英
雄
、
非
美
人
。
恒
一

語
合
同
友
録
則
閤
涙
迂
迂
。
若
巽
逢
此
人
、
只
相
封
鳴
咽
、
不
暇
矯
筆

談
也
o

譲
此
而
不
掩
者
傷
心
者
、
匪
人
情
也
、
不
可
奥
友
也
。

(
臼
)
同
前
書
、
頁
一
一
一
一
一
一
上
。

不
俵
今
亦
歎
詠
(
除
)
此
意
、
不
明
側
湛
軒
然
也
。

(
山
山
)
同
前
書
、
頁
一
三
七
上
。

死
因
烈
突
、
亦
非
正
経
道
理
、
猶
滅
性
之
孝
子
也
。

(
以
山
)
「
貞
廷
閣
集
』
巻
四
、
輿
金
石
坂
(
龍
行
)
、
頁
六
六
一
上
。
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(1582), (4) Song Yingchang '*!¥. §§, who was Jingltie-Chaoxian *~ aIi§- !f1}J ~.'f: in the 

26th year of the reign of Seon-jo (1593), and (5) Yuan Huang j:t W who was 

Jingltie zanhua *~aIi§-Wi!= in the 26th year of the reign of Seon-jo (1593). In each of 

these cases a common pattern is visible: those from the Chinese side displayed 

their admiration of the school of Lu-Wang and those from the Joseon side had 

absolute faith in the school of Zhuxi and rejected Lu-Wang thought. 

In this respect, the "Zhu-Lu ron-nan" was exactly the same. However, the 

"Zhu-Lu ron-nan" recorded what was among the first disputations on the Zhu-Lu 

schools between the two countries, and it was also superior in terms of the quality 

and quantity of its contents. In addition, it was, along with the work of I-hoang '$ 
i~, one of the earliest critiques of the Lu Wang school in Joseon. Moreover, Lu 

Guangzu was a top official, who served as Minister of Ministry of Personnel ~ ff~ 

f,iJi!f, and although he was an important figure in the political history of the Ming, 

little light has been shed on the content of his thought. In his secondary collection 

known as the Lu Zhuang-gong yigao ~!i±Mi~j!f/i1i one sees fragmentary evidence 

that indicate a relationship with Buddhist thought and that of Wang Yangming, but 

the truth of his belief in the Yangming school is unclear. On the basis of the exis

tence of the Joseon source "Zhu-Lu ron-nan," it has become possible to elucidate 

the theoretical position of Lu Guanzu. For this reason also the value of the "Zhu

Lu ron-nan" is particularly high. 

HONG DAEYON'S JOURNEY TO BEIJING IN 1765 AND THE JOSE ON 

EMBASSY TO JAPAN OF 1764, FOCUSING ON THEIR EX

PERIENCES 

OF CHINESE AND JAPANESE PASSION 

FUMA Susumu 

The journey of Hong Daeyon ?#:k~ to Beijing in 1765 was of epoch-making 

significance in the scholarly and cultural relations between Joseon and Qing China. 

It was only thereafter that relations between intellectuals from the two countries, 

which had been sundered for 110 years, were revived. That which most shocked 

intellectuals of Joseon was problem of "the passions," which Hong Daeyon took up 

in his Ganjeondong pildam !f1Z:i~'HIPjJ.~3~, where he recorded his written exchanges 

with Chinese intellectuals. 

Hong Daeyon had sought a partner to debate the issue within Joseon, but he 

-5-



was unable to discover such a person. He then decided to journey to China, even 

if it was under the rule of barbarians, to make a friend who would be his counter

part. 

That which Hong Daeyon experienced in China was very similar to the obser

vations made by the Joseon embassy to Japan in 1764. Both the Chinese and the 

Japanese people were seen to possess sincerity and a passionate sensibility that 

caused them to shed tears ceaselessly. The two peoples were surprisingly alike. 

This was in contrast to the Joseon intellectuals whose characters had been formed 

in a milieu permeated with the thought of Zhuxi and who would suppress any pas

sion that would be felt as superfluous. The Chinese and Japanese intellectuals, 

however, had grown up in the same "world of the passions" that either denigrated 

or denied Zhu Xi's outlook. 

Dai Zhen tx:., a Qing scholar of the Evidentiary Learning school :1!t~Ii:*, 

created an innovative school of thought, arguing that people and society should 

place great store on "the passions." The Chinese scholars with whom Hong 

Daeyon communicated in written exchanges emphasized "the passions" as a sensi

bility for everyday life. Dill Zhen's thought was representative of precisely this 

idea. 

Hong Daeyon who at first criticized Chinese intellectuals for shedding tears in 

an "excess of passion," was in the end himself unable to restrain his passions and 

ended up in tears. Mter returning home, Hong Daeyon composed the Ganjeon

dong pildam and those who read it were affected emotionally. It was precisely 

figures such as Bak Jiwon ;;fHlI:lmt, I Deokmu *l,\!Hf~, and Bak Jega ;tr~* who 
belonged to the Bukhakpa ~t*iJ.& who were those who had become "men of pas

sion" on the basis of their international experience. 


	1141176PS00
	2141176PS00
	3141176PS00
	4141176PS00
	5141176PS00
	6141176PS00
	7141176PS00
	8141176PS00
	9141176PS00
	10141176PS00
	11141176PS00
	12141176PS00
	13141176PS00
	14141176PS00
	15141176PS00
	16141176PS00
	17141176PS00
	18141176PS00
	19141176PS00
	20141176PS00
	21141176PS00
	22141176PS00
	23141176PS00
	24141176PS00
	25141176PS00
	26141176PS00
	27141176PS00
	28141176PS00
	29141176PS00
	30141176PS00
	31141176PS00
	32141176PS00
	33141176PS00
	34141176PS00
	35141176PS00
	36141176PS00

