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評
・
紹

批

介

金
泰
俊
著

虚
撃
か
ら
賓
皐
へ

ー
ー
ー
+
八
世
紀
朝
鮮
知
識
人
洪
大
容
の
北
京
膝
行

儲
同

雄

園

「洪
大
容
L

と
言
っ
て
も
、
残
念
な
が
ら
わ
が
闘
で
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
知
ら

れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
本
書
の
書
評
に
先
立
っ
て
ご
く
簡
略
に
こ
の
人
物

を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
百
科
事
典
風
に
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
か
。洪

大
容
(
一
七
三
一
|
八
三
)
、
字
は
徳
保
、
湛
軒
と
鋭
す
。
木
貫
は
南
陽

の
洪
氏
。
羅
州
の
牧
・
洪
機
の
子
と
し
て
英
租
七
年
、
忠
清
道
天
原
郡
に
生
ま

る
。
李
粟
谷
・
宋
時
烈
の
流
れ
を
汲
む
金
元
行
(
渓
湖
)
に
師
事
。
停
統
的
な

儒
摩
川
H
朱
子
皐
を
修
め
つ
つ
も
、
古
代
の
六
慈
の
撃
に
志
し
、
博
物
皐
・
天
文

皐

・
律
暦
・
敏
感
・
一
音
楽
な
ど
を
修
得
。
特
に
天
文
皐
上
の
業
績
は
著
名
。
一

七
六
五
年
(
英
租
四
一
年
、
乾
隆
三
十
年
〉
、
三
五
裁
の
時
、
叔
父
に
随
行
し
て

中
園
に
放
し
、
約
二
カ
月
ほ
ど
北
京
に
滞
在
、
清
朝
の
進
ん
だ
文
物
制
度
や
洋

風
一
を
吸
収
す
る
か
た
わ
ら
、
中
園
の
皐
者
と
交
流
す
る
。

「魚
己
の
同
学
L

に
励

む
た
め
に
科
翠
に
は
背
を
向
け
、
し
ば
ら
く
皇
太
子
の
数
育
係
と
地
方
官
を
勤

め
た
ほ
か
は
底
土
と
し
て
家
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
地
位
や
権
勢
か
ら
距
離

を
置
い
た
生
き
方
を
し
、
ま
た
徐
り
に
も
時
代
か
ら
卓
越
し
て
い
た
頭
脳
ゆ
え

に
、
彼
の
思
想
は
嘗
時
の
祉
舎
の
受
け
容
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た

が
、
や
や
後
輩
の
朴
祉
源
・
李
徳
慾

・
朴
稿
用
家
と
い
っ
た
俊
秀
た
ち
と
交
遊

し
、
北
皐
波
の
道
を
拓
い
た
。
正
租
七
年
、
五
三
裁
で
郷
里
に
淡
す
。
そ
の
墓

誌
銘
は
朴
祉
源
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
著
書
に
、
宇
宙
論
や
世
界
観
上
の
諸
問

題
を
論
じ
る

「
盤
山
問
答
」
、
北
京
放
行
の
記
録
「
燕
記
」
、
中
園
の
友
人
た
ち

と
の
交
遊
録
「
杭
俸
尺
股
」
、
質
用
数
筆
書
「
箸
解
需
用
」
な
ど
が
あ
り
、
そ

の
文
集
と
と
も
に
す
べ
て
『
湛
軒
書
』
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
|
|
。

洪
大
容
は
、
朝
鮮
思
想
史
上
で
は

「
寅
皐
波
L

と
目
さ
れ
、
本
書
も
題
名
の

示
す
通
り

「賓
察
」
が
主
題
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
朝
鮮
「
質
皐
」
な
る

も
の
に
つ
い
て
も
一
際
の
概
略
を
示
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
韓
園
・
朝
鮮
に
庖
大
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
よ
う
で
、
ど
の

よ
う
に
紹
介
す
れ
ば
よ
い
か
戸
惑
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え

ず
李
結
成
氏
の
見
解
を
引
い
て
お
く
(
卒
九
社
刊
『
韓
園
の
歴
史
像
』
所
枚

「
貧
血
平
研
究
序
説
」
)
。
「
寅
皐
」
概
念
を
一
八
世
紀
朝
鮮
に
限
定
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
は
異
論
も
あ
る
だ
ろ
う
し
(
本
書
の
著
者
も
そ
の
一
人
)
、
「
寅
皐
波
」

の
性
格
と
し
て
百
科
全
書
的
博
皐
を
等
閑
に
付
し
て
い
る
黙
に
は
私
も
不
満
を

感
じ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
直
哉
明
解
な
解
読
は
他
に
思
い
浮
か
ば
な
い
。

「
寅
皐
」
は
、
一
般
的
名
辞
と
し
て
は
「
玄
皐
」
や
「
理
皐
」
の
よ
う
な
特

定
の
内
容
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
各
時
代
に
お
い
て
、
現
質
性
ま
た
は

現
質
的
意
義
を
も
っ
た
皐
聞
を
そ
の
播
い
手
た
ち
が
「
寅
皐
」
と
白
稽
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
的
名
僻
と
し
て
は
、
朝
鮮
王
朝
一
八
世
紀
、
英

租
・
正
租
時
代
以
来
の
新
皐
風
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
そ
こ
で
言
う
寅
暴
と
は
、
ソ
ウ
ル
お
よ
び
京
畿
道
出
身
の
、
朝
鮮
王
朝
官

僚
園
家
の
権
力
鐙
系
か
ら
離
脱
、
ま
た
は
疎
外
さ
れ
た
土
人
に
よ
っ
て
携
わ
れ
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た
、
現
貫
性
・
賞
用
性
・
貧
詮
性
の
あ
る
皐
聞
を
指
す
。
寅
皐
波
は
そ
の
性
格

上
、
付
経
世
致
用
板
、
同
利
用
厚
生
涯
、
同
質
事
求
是
源
、
の
三
皐
波
に
区
分

で
き
、
十
八
世
紀
前
牢
か
ら
十
九
世
紀
前
牢
に
か
け
て
こ
の
順
序
で
展
開
し
て

い
っ
た
。
こ
の
三
皐
波
の
中
心
人
物
を
列
翠
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
李
演
、
朴
祉

源、

金
正
喜
、
で
あ
る
。
了
若
鱗
は

H
口
を
総
合
し
、
国
を
大
き
く
推
進
さ
せ

た
1

1
。

以
上
が
李
結
成
氏
の
見
解
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
わ
が
洪
大
容
の
貧
血
干
の

内
寅
に
つ
い
て
は
、
金
泰
俊
民
の
こ
の
著
述
に
パ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
以
下
、
全
十
一
章
か
ら
成
る
本
書
各
一章
の
要
旨
を
記
し
、
各
一
章
毎
に
私

の
印
象
を
遁
宜
挿
む
と
い
う
形
式
で
進
め
て
行
き
た
い
。
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第
一
旦
意
義
山行
の
制
度
と

『
乙
丙
繁
行
銭
』

「
燕
行
」
と
い
う
外
交
制
度
を
も
っ
て
い
た
朝
鮮
王
朝
は
、
一
八
世
紀
の
東

ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
異
園
へ
の
放
を
最
も
活
滋
に
推
進
し
え
た
園
で
あ
っ
た
。

日
本
へ
の
通
信
使
は
十
二
回
、
清
朝
へ
の
燕
行
使
は
約
七
百
回
に
も
及
ん
だ
。

洪
大
容
は
、
書
紋
官
の
叔
父
の
軍
官
と
い
う
資
格
で
燕
行
使
に
随
行
、
一
七
六

五
年
十
一
月
ソ
ウ
ル
を
出
夜
、
翌
年
四
月
に
締
着
し
た
が
、
こ
の
軍
宮
と
い
う

身
分
が
北
京
に
お
け
る
自
由
な
行
動
を
彼
に
保
護
し
た
。

彼
は
こ
の
牢
年
に
わ
た
る
援
の
詳
細
な
記
録
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
燕
行

録
に
は
漢
文
本
と
ハ
ン
グ
ル
本
の
二
種
類
が
あ
る
。
雨
者
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ

た
説
者
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
た
、
別
々
の
作
品
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
感
蒙
的
配
慮
が
な
さ
れ
、
人
情
味
ゆ
た
か
な
詩
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
ハ
ン

グ
ル
本
は
、
女
性
讃
者
の
た
め
に
警
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
来
、
こ
の

二
重
性
に
注
意
が
携
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
誠
に
遺
憾
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
書
で
は
、
主
と
し
て
ハ
ン
グ
ル
本
に
依
捜
し
な
が
ら
洪
大
容
の
北
京
放
行
と

そ
の
世
界
陸
験
を
探
り
、
虚
聞
学
の
解
僅
に
努
め
た
こ
の
人
物
の
ソ
ン
ピ
(
士
)

精
一
脚
と
貧
血
平
へ
の
情
熱
を
論
じ
る
|

|
。

著
者
は
右
の
よ
う
に
、
ハ
ン
グ
ル
の
識
者
を
女
性
と
想
定
す
る
。
し
か
し
、

「
こ
の
時
代
に
す
で
に
多
く
の
紀
行
歌
僻
が
女
性
の
た
め
の
報
告
文
豪
と
し
て

作
ら
れ
た
」
と
す
る
雀
康
賢
の
見
解
を
注
に
引
く
も
の
の
、
著
者
自
身
の
根
嬢

は
何
ら
一亦
さ
れ
て
お
ら
ず
、
は
な
は
だ
読
得
力
に
飲
け
る
。
洪
大
容
が
「
女
性

の
文
字
と
い
わ
れ
た
ハ
ン
グ
ル
で
路
大
な
中
園
放
行
を
書
い
た
」
(
二
四
五
頁
〉

か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち
に
外
園
放
行
記
を
女
性
の
た
め
に
書
い
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
彼
が
、
「
女
性
の
文
皐
活
動
に
封
し
て
手
厳
し
い
批
-
評
を

加
え
L

た
(
二
四
五
頁
)
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
そ
の
根
擦
を
尋
ね

て
み
た
く
な
る
。
洪
大
容
が
自
分
の
「
世
界
程
験
」
を
女
性
に
も
共
有
さ
せ
よ

う
と
し
た
か
ど
う
か
は
、
彼
お
よ
び
朝
鮮
十
八
世
紀
賞
皐
渡
の
本
質
に
関
わ

る
、
た
い
へ
ん
重
要
な
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
牽
洪
大
容
の
中
国
観
と
北
京
の
印
象

中
園
放
行
を
科
牽
及
第
に
勝
る
快
事
と
考
え
て
い
た
洪
大
容
の
、
そ
れ
が
現

賓
の
も
の
と
な
っ
た
喜
び
。
山
海
開
外
十
里
に
あ
る
貞
女
廟
の
見
皐
記
。
ハ
ン

グ
ル
本
で
は
、
そ
の
洞
廟
に
刻
ま
れ
て
い
た
文
天
鮮
の
柱
聯
に
謝
す
る
詳
細
な

解
説
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。
い
よ
い
よ
一
行
は
北
京
入
り
を
果
た
す
。
洪
大
容

は
北
京
の
繁
華
さ
に
驚
き
、
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
見
識
の
狭
さ
を
思
い
知
ら
さ

れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
清
の
躍
儀
や
衣
食
制
度
に
は
い
た
く
失
望
す

る
。
匙
を
使
わ
な
い
食
事
作
法
や
燐
髪
は
、
彼
に
と
っ
て
は
躍
儀
の
問
題
で
あ

っ
た
ー
1

。

著
者
は
、
文
天
鮮
の
「
貞
女
墓
詩
」
に
洪
大
容
が
詳
細
な
解
説
を
附
し
た
こ

と
に
糾
問
し
て
、
そ
こ
に
は
「
か
弱
い
{
村
婦
の
事
績
と
秦
の
始
皇
帝
の
蔦
里
の

-181ー
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長
城
と
を
等
債
な
も
の
と
し
て
針
置
す
る
精
神
」
が
見
出
さ
れ
る
と
述
べ
、

「
偉
大
な
も
の
の
陰
に
あ
る
小
さ
な
存
在
の
な
か
に
、
歴
史
の
質
賃
を
読
み
取

る
洪
大
容
の
批
判
的
歴
史
観
が
そ
こ
に
は
あ
る
」
と
穂
讃
す
る
の
で
あ
る
が
、

文
天
鮮
詩
の
単
な
る
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
す
ぎ
な
い
彼
の
技
種
を
そ
こ
ま
で
持
ち

上
げ
ら
れ
る
と
、
評
者
な
ど
白
け
て
く
る
の
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

そ
れ
に
秦
始
皇
批
剣
は
、
買
誼
の

「
過
秦
論
」
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
奮
位

制
の
儒
者
な
ら
誰
も
が
口
に
し
た
こ
と
で
、
洪
大
容
が
そ
れ
を
知
ら
ぬ
は
ず
が

な
い
。

「
批
判
的
歴
史
観
」
な
ど
と
い
う
語
は
、
む
し
ろ
彼
が
そ
う
し
た
常
識

に
抵
抗
し
て
始
皇
帯
一
を
評
慣
し
た
時
に
こ
そ
初
め
て
使
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
七
頁
第
四
行
の
謬
は
お
か
し
い
。
ど
の
よ
う
に
議
み
誤
っ
て
い
る
か
は
紙

幅
の
都
合
で
い
ち
い
ち
説
明
で
き
な
い
が
、
本
書
に
は
原
文
(
漢
文
)
の
謀
説

が
か
な
り
認
め
ら
れ
る
。
同
じ
文
脈
に
見
え
る
「
李
庚
」
の
注
、
「
李
庚

(0
・

J
五
五

O
)
は
中
園
南
北
朝
時
代
の
文
人
。
伺
奴
攻
撃
:
・
」
(
傍
黙
評
者
、

以
下
同
)
は
噴
飯
も
の
。
徐
脱
の
『
高
麗
回
経
』
を
朝
鮮
人
の
著
作
と
み
な
し

た
り
(
二
八
三
頁
)
、
王
陽
明
を
紹
興
の
人
と
す
る
(
六
一
二
頁
、
紹
興
を
入
れ

た
い
の
な
ら
紹
興
府
徐
挑
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
)
な
ど
、
著
者
の
中
園
皐
の
素

養
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
初
歩
的
な
ミ
ス
が
少
な
く
な
い
。

第
三
一
軍
北
京
天
主
堂
訪
問
記
|
|
西
畢
へ
の
関
心

(
ご

北
京
に
着
い
た
洪
大
容
は
、

宣
教
師
の
劉
松
齢
(
〉
・
〈
O

ロ
目
白

-razz

首
時
六
二
歳
)
、
飽
友
官
(
〉・

0
0向。一己

首
時
六
四
歳
)
に
手
紙
を
書
き
、

憧
れ
の
天
主
堂
見
皐
を
果
た
す
。
洪
大
容
の
い
う
「
西
風
ご
に
は
、
宗
敬
と
し

て
の
天
王
教
と
そ
れ
に
附
随
す
る
西
洋
の
科
製

・
皐
術
と
の
こ
要
素
が
含
ま
れ

て
い
る
が
、
す
で
に
海
天
儀
等
の
観
測
機
器
を
制
作
し
て
い
た
彼
が
皐
び
た
い

と
願
っ
た
の
は
後
者
の
方
だ
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
た
め
ら
わ
ず
に
こ
れ

を
異
端
邪
数
と
し
て
谷
定
す
る
。

も
っ
と
も
、
彼
の
天
主
教
理
解
は
、
嘗
時
の

筆
者
た
ち
と
同
様
さ
し
て
深
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

天
主
堂
に
お
い
て
洪
大
容
は
パ

イ
プ
オ
ル
ガ
ン
に
座
倒
さ
れ
る
が
、
た
ち
ま

ち
一
耳
目
が
出
る
仕
組
み
を
把
握
し
て
紳
父
を
驚
か
せ
た
だ
け
で
な
く
、
自
闘
の
琴

曲
の
一
節
を
パ
イ
プ
オ
ル
カ
ン
で
弼
い
て
み
せ
る
と
い
う
套
嘗
を
や
っ
て
の
け

る
。
ま
た
、
西
洋
査
に
強
い
印
象
を
受
け
、
こ
れ
も
初
見
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
色
彩
技
法
や
遠
近
法
を
誤
た
ず
に
理
解
で
き
た
||
。

洪
大
容
の
オ
ル
ガ
ン
観
察
に
関
し
て
、

著
者
は
朴
耽
源
の
『
熱
河
日
記
』
か

ら
引
用
す
る
の
で
あ
る
が
、
何
も
そ
の
よ
う
な
閲
接
資
料
を
援
引
せ
ず
と
も
、

漢
文
本
「
燕
記
」
(
劉
飽
問
答
)
に
は
ち
ゃ
ん
と
洪
大
容
自
身
の
言
葉
で
詳
細

に
記
さ
れ
て
い
る
(
寅
際
、
洪
大
容
の
柔
軟
で
級
密
な
頭
脳
に
は
驚
嘆
の
ほ
か

は
な
い
。
こ
の
オ
ル
ガ
ン
翻
察
記
を
諌
む
だ
け
で
も
、
彼
が
世
田
時
の
東
ア
ジ
ア

に
お
い
て
、
ど
れ
だ
け
群
を
抜
い
た
知
性
で
あ
っ
た
か
が
よ
く
わ
か
る
)
。

第
四
量
東
ア
ジ
ア
の
慰
問
の
同
質
性
と
異
質
性

l
l清
の
撃
者
と
の
交
友
録
(
ご

洪
大
容
は
北
京
琉
璃
廠
で
、
ふ
と
し
た
偶
然
か
ら
殿
誠

・
潜
庭
筒

・
陸
飛
の

三
人
の
浪
人
知
識
人
と
知
り
合
い
に
な
り
、
生
涯
に
わ
た
る
親
交
を
結
ぶ
に
至

る
。
時
に
殴
三
五
歳
、
潜
二
五
歳
、
陸
四
八
歳
(
洪
は
三
六
歳
〉
、
い
ず
れ
も

杭
州
出
身
で
、
科
翠
受
験
の
た
め
に
上
京
中
の
身
で
あ
っ
た
。
彼
等
が
北
京
で

禽
面
で
き
た
の
は
た
っ
た
七
回
(
遅
れ
て
知
り
合
っ
た
陸
飛
と
は
二
回
)
で
あ

り
、
洪
大
容
が
本
園
に
錦
園
し
て
か
ら
は
二
度
と
舎
う
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た

が
、
互
い
に
兄
弟
と
呼
び
合
っ
て
多
様
な
テ
!
?
を
腹
臓
な
く
語
り
合
い
、

A

l
モ
ア
と
笑
い
に
氾
れ
た
曾
話
を
楽
し
ん
だ
。

丙
子
胡
蹴
(
一
六
三
六
年
の
清
軍
の
朝
鮮
侵
入
)
の
際
、
涼
陽
に
人
質
と
な

っ
た
金
向
癒
の
こ
と
も
話
題
に
上
っ

た
。
洪
大
容
の
師
・
金
元
行
は
こ
の
金
向

車胞の
子
孫
で
あ
っ
た
が
、
中
園
の
友
人
た
ち
は
王
士
棋
の

『
感
醤
集
』
に
よ
っ
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て
す
で
に
ζ

の
硬
骨
の
文
人
政
治
家
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。

陽
明
皐
の
一
評
僚
も
重
要
な
話
題
で
あ
っ
た
。
洪
大
容
は
朱
子
皐
的
立
場
を
堅

持
し
て
陽
明
摩
に
は
批
判
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
が
、
陽
明
風
平
に
共
鳴
し
て

レ
た
彼
等
と
の
態
酬
を
通
し
て
、
陽
明
察
の
み
な
ら
ず
康
く
異
端
思
想
に
制
到
す

る
寛
容
の
精
神
を
培
っ
て
ゆ
き
、
つ
い
に
「
心
皐
的
大
同
論
」
と
で
も
い
う
べ

き
結
論
に
到
逮
し
た
。

洪
大
容
と
中
園
人
事
者
と
の
針
話
は
筆
談
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
方

法
は
員
に
卒
等
な
コ
ミ
品
ニ
ケ
l
シ
ョ
ン
を
可
能
に
し
た
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ

た
言
語
|
|
漢
文
は
、
東
ア
ジ
ア
の
知
識
人
聞
の
接
繍
黙
で
あ
り
、
外
交
に
お

け
る
公
式
の
言
語
で
あ
っ
た
。
こ
の
筆
談
の
メ
そ
が
ハ
ン
グ
ル
本
燕
行
録
の
ご

と
き
庖
大
な
紀
行
文
皐
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
|
|。

洪
大
容
と
三
人
の
漢
人
拳
者
と
の
交
流
に
は
、
切
な
い
ま
で
の
寅
に
希
有
な

友
情
が
横
溢
し
て
い
た
。
(
夙
に
藤
塚
郷
『
清
朝
文
化
東
憾
の
研
究
』
に
言
及

あ
り
)
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
交
流
を
通
し
て
我
々
は
洪
大
容
の
思
想
や
人
と
な

り
、
十
八
世
紀
清
朝
治
下
の
ふ
つ
う
の
漢
人
知
識
人
(
杭
州
の
三
友
は
詳
し
い

人
名
索
引
の
類
い
に
も
全
く
出
て
来
な
い
無
名
の
人
士
)
の
生
活
と
信
僚
な
ど

を
生
き
生
き
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
著
者
が
こ
の
テ
1
7
の
た
め
に
本

章
と
第
六
章
の
二
章
を
割
い
た
の
は
誠
に
適
切
な
措
置
で
あ
っ
た
と
思
う
。

六
四
頁
、
「
洪
大
容
は
こ
こ
で
初
め
て
自
己
の
皐
問
的
姿
勢
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
陽
明
摩
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
在
の
朱
子

製
者
の
記
請
の
皐
問
に
比
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
天
と
地
ほ
ど
の
差
が
あ
る
。
現
在

の
世
俗
の
間
学
者
た
ち
は
表
む
き
朱
子
を
傘
敬
し
て
い
る
も
の
の
、
義
を
論
ず
る

の
は
た
だ
口
先
ば
か
り
で
あ
る
。
寅
践
へ
の
指
向
が
全
く
な
い
」
《
こ
れ
に
制
割

腹
す
る
「
杭
惇
尺
臆
」
の
原
文
は
、
「
余
日
、
陽
明
之
阻
午
、
鐙
有
徐
憾
、
但
比
諸

後
世
記
議
之
摩
、
宣
非
南青
壊
乎
、
蘭
公
即
打
臨
子
量
非
寄
援
四
{
子
-
-
一
ハ
『
湛

野
書
』
外
集
各
二
|
三
b
。
句
譲
貼
は
評
者
、
以
下
同
)
。
見
ら
れ
る
通
り
「
寅

践
」
に
嘗
る
語
は
ど
こ
に
も
な
い
。
あ
ま
つ
さ
え
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
著
者
は

こ
う
言
う
、
「
こ
の
短
い
議
論
の
な
か
で
洪
大
容
の
質
率
的
畢
間
観
が
は
っ
き

り
と
示
さ
れ
た
。
朱
子
準
か
、
陽
明
皐
か
、
と
い
う
区
別
よ
り
も
、
ま
ず
、
貧

践
を
重
視
す
べ
き
だ
と
い
う
『
篤
己
の
皐
』
の
態
度
が
こ
こ
に
一
ホ
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
h

更
に
こ
の
す
ぐ
あ
と
、
陵
飛
の
設
言
を
要
約
す
る
か
た
ち
で
著
者

は
言
う
、
「
朱
子
拳
者
が
経
書
の
研
究
に
傾
い
て
い
る
の
に
劃
し
て
、
象
山
の

後
皐
の
徒
は
本
心
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
寅
抽
出
的
、
傘
徳
的
傾
向
が
あ

る
L

。
こ
の
場
合
も

「
杭
惇
尺
臆
」
の
該
嘗
個
所
(
外
集
巻
三
|
十
b
)
に
は

「寅
践
」
を
意
味
す
る
語
が
見
首
ら
な
い
。
評
者
は
見
て
い
な
い
が
、
俵
り

に
ハ

ン
グ
ル
本
に
は
あ
っ

た
と
し
て
も
、

著
者
は

「
質
践
」
と
い
う
語
を
も
っ

と
厳
密
に
使
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
「
質
践
的
」
皐
聞
を
「
寅
準
的
」
事

聞
の
重
要
な
篠
件
と
考
え
て
い
る
ら
し
い
の
だ
が
、
そ
の
「
質
践
」
が
ど
う
い

う
寅
践
な
の
か
(
社
禽
的
政
治
的
な
も
の
か
、
道
徳
的
、
あ
る
い
は
「
心
象
」

閏
な
も
の
か
)
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
使
い
方

も
あ
る
。
「
丹
念
に
、
精
密
に
讃
み
、
員
賞
を
論
じ
、
必
ず
賞
行
す
べ
し
と
い

う
彼
(
洪
大
容
)
の
笈
践
的
闘
争
問
論
」
(
{
一

八
頁
)。
こ
の
よ
う
な
暖
味
さ
が

洪
大
容
の
「
寅
皐
」
を
わ
か
り
難
く
さ
せ
て
い
る
の
は
否
め
な
い
。

六
七
頁
、
洪
大
容
が
自
己
の
陽
明
皐
観
を
彼
涯
す
る
と
こ
ろ
、
「
た
だ
、
そ

の
(
王
陽
明
の
)
言
葉
は
あ
ま
り
に
高
く
、
己
の
政
治
上
の
業
績
に
つ
い
て
諮

る
こ
と
は
少
な
い
」
は
誤
謬
。
原
文
は
「
惟
其
言
太
高
、
功
太
簡
」
(
外
集
巻

三

二

O
b
V

「
功
」
は
「
功
夫
」
、

陽
明
皐
の
修
業
法
が
徐
り
に
簡
約
で
あ

る
こ
と
を
い
う
。
そ
の
綴
き
、
「
陽
明
は
卒
素
門
人
た
ち
と
語
る
時
、
か
つ
て

自
分
が
藩
邦
を
卒
定
し
た
こ
と
に
言
及
も
し
な
か
っ
た
。
確
か
に
彼
は
自
ら
語

る
こ
と
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
行
信
用
の
隠
さ
れ
た
意
味
を
私
達
が
推
し
量
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る
こ
と
は
で
き
よ
う
」
。
原
文
は
全
然
そ
ん
な
こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
事
功

(
現
質
的
功
業
)
で
自
分
が
品
呼
ば
れ
る
の
を
知
っ
た
ら
陽
明
は
と
て
も
嫌
が
る

だ
ろ
う
、
く
ら
い
の
一
意
。

右
の
す
ぐ
あ
と
六
八
頁
、
「
ま
た
人
は
陽
明
底
?
を
鵡
だ
と
言
っ
て
必
ず
誹
誘

す
る
が
、
寅
は
、
誰
も
言
わ
な
い
が
、
陽
明
撃
の
な
か
に
は
鵡
と
つ
な
が
ら
な

い
要
素
が
あ
る
。
陽
明
以
後
、
朱
子
筆
者
で
費
地
か
ら
悟
り
、
あ
ら
ゆ
る
事
物

に
明
る
い
者
と
し
て
、
陽
明
に
よ
く
敵
す
る
者
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら

も
陽
明
に
つ
い
て
正
し
く
表
現
し
た
者
は
な
い
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
H

こ
れ

も
と
ん
で
も
な
い
謬
。

-
九
七
四
年
に
出
た
民
族
文
化
推
進
舎
刊
行
『
園
謬
湛

軒
書
』

の
ハ
ン
グ
ル
譲
も
、
何
を
言
っ

て
い
る
の
か
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
。
原

文
は
、

「
且
謂
人
必
誕
之
篤
税
、
而
其
不
篤
稿
者
、
乃
紹
無
表
見
云
、
則
陽
明

以
後
、
名
信
州
朱
鼠
午
、
而
其
能
貧
見
、
得
而
明
庶
物
者
、
恐
無
陽
明
之
針
手
、
其

謂
之
無
表
見
、
亦
可
失
、
若
以
事
功
而
言
、
則
後
世
儒
者
、
多
窮
而
濁
善
、
錐

有
才
具
、
勝
安
所
施
乎
:
:
」
(
外
集
径
三
|
一一一

a
V
こ
の
洪
大
容
の
語

は
、
質
は
前
日
の
陸
飛
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
承
け
て
表
明
さ
れ
た
も
の
。

「
但
看
後
世
宗
朱
宗
陵
、
紛
紛
議
論
、
全
是
血
気
、
而
陵
之
後
策
陽
明
、
其
事

功
片
品
赫
、
紹
非
空
虚
之
事
、
而
人
必
話
之
魚
制
、
其
不
信
同
制
者
、
乃
紹
無
所
表

見
、
以
外
之
事
功
而
験
中
之
所
得
良
知
、
亦
未
可
霊
非
也
」
(
外
集
雀
三
|
十

一
a
)
。
つ
ま
り
、
洪
大
容
の
夜
言
は
朱
子
皐
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
、
王
陽

明
の
事
功
を
評
償
し
よ
う
と
す
る
陸
飛
批
剣
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
、
お

お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
あ
な
た
は
、

『
人
々
は

そ
し

必
ず
陽
明
を
栂
だ
と
言
っ
て
誕
る
け
れ
ど
、
そ
の
穏
で
な
い
部
分
は
全
く
口
に

し
な
い
云
々
』
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
陽
明
以
後
、

朱
子
息
子
の
徒
と
自
認
し
、
員
・貨
を
見
き
わ
め
諸
々
の
事
柄
を
明
察
し
う
る
人
で

も
、
陽
明
と
張
り
合
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
c

『
陽
明
の
穏

で
な
い
部
分
は
全
く
ロ
に
し
な
い
』
と
言
わ
れ
る
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
事
功

で
も
っ
て
人
関
を
許
債
す
れ
ば
、
後
世
の
儒
者
に
は

『窮
し
で
も
濁
り
善
し
と

す
る
』
(
『
孟
子
』
童
心
上
篇
の
語
)
人
が
多
く
な
り
、
立
阪
な
資
質
が
あ
っ
て

も
施
し
ょ
う
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
j
・:
」
。

著
者
は
更
に
、

こ
の
洪
大
容
の
一
連
の
言
葉
か
ら
次
の
よ
う
な
ま
る
で
顛
倒

し
た
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

「
こ
の
文
章
か
ら
し
て
洪
大
容
が
か
な
り
以

前
か
ら
陽
明
患
に
相
蛍
な
関
心
を
寄
せ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
彼
の
関
心

は
陽
明
同
年
へ
の
傾
倒
の
た
め
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
朱
子
撃
に
偏
向
す
ま
い

と
し
た
努
力
の
表
れ
と
解
穫
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
が
、
他
方
で
は
、
そ
れ
は
彼

が
常
に
心
に
か
け
て
き
た
、
訓
話
と
虚
拳
の
朝
鮮
朱
子
製
に
射
す
る
貧
血
平
的
治

癒
の
試
み
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
」
(
六
八
頁
)
。

他
に
、
五
三
頁
第
二
行
、
第
七
行
、
六
二
頁
第
二
行
の
譲
が
お
か
し
い
。

第
五
一
章
科
串
的
知
識
の
敬
養
化
の
試
み
l
l西
軍
へ
の
関
心

(ニ
)

洪
大
容
は
三
度
に
わ
た
る
天
主
堂
訪
問
を
通
し
て
食
欲
に
西
洋
科
皐
の
吸
枚

に
努
め
た
が
、
質
は
北
京
旅
行
以
前
か
ら
す
で
に
彼
は
自
然
科
皐
を
皐
ん
で
い

た
の
み
な
ら
ず
、
荷
停
天
儀
や
自
鳴
鍾
を
備
え
た
籍
水
閣
と
い
う
私
設
天
文
豪
を

建
て
、
天
鐙
の
運
行
を
観
測
し
計
算
し
て
い
た
。
彼
の
漂
天
儀
は
、
水
を
動
力

と
す
る
従
来
の
も
の
と
異
な
り
、
自
鳴
鐙
の
仕
組
み
を
取
り
入
れ
た
歯
車
の
動

力
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
デ
カ
ル
ト
以
来
の
、
機
械
論
的
自
然
観

に
立
脚
し
た
近
代
科
率
的
性
格
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
機
械
装
置
は
、
嘗
時
の
朝
鮮
は
い
う
に
及
ば
ず
、
世
界
的
に
見
て
も
最

新
の
技
術
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
賓
際
の
製
作
に
嘗
つ
て
は
羅
景
績
と
そ
の
弟

子
安
庭
仁
の
技
術
に
依
存
し
て
い
た
し
、
経
済
的
に
は
父
の
援
助
を
受
け
て
い

た
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
際
者
に
し
て
特
異
な
科
皐
技
術
者
・

羅
景
績
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
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数
民
平
は
雨
班
の
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
中
人
の
仕
事
だ
と
低
く
見
ら
れ
て
い

た
嘗
時
に
あ
っ
て
、
洪
大
容
は
「
簿
解
需
用
」
と
い
う
数
回
筆
書
を
著
し
た
。
そ

こ
に
は
幾
何
摩
的
精
紳
が
稜
揮
さ
れ
て
お
り
、
彼
が
宇
宙
無
限
論
に
到
達
し
た

の
も
そ
の
よ
う
な
精
一
仰
の
所
産
で
あ
っ
た
。
洪
大
容
が
北
京
に
お
い
て
、
紳
父

か
ら
数
皐
や
天
文
曲
目
干
を
皐
ん
だ
痕
跡
は
な
い
|
|
。

八
八
頁
、
著
者
は
、
葎
天
儀
の
動
力
に
つ
い
て
は
ハ
ン
グ
ル
本
に
よ
り
明
確

な
説
明
が
あ
る
と
述
べ
る
が
、
「
杭
俸
尺
腹
」
(
外
集
巻
一
一
一
|
十
六

a
)
に
も

見
え
る
こ
と
を
注
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
な
例
は
他
に
も
あ
る
。
二

七
二
頁
注
ハ
初
)
に
言
う
ハ
ン
グ
ル
本
の
記
述
は
、
漢
文
本
「
燕
記
」
(
外
集
巻

七
|
一
一
九

a
以
下
)
に
も
あ
る
。

謀
議
の
個
所
だ
け
指
摘
し
て
お
く
。
九

O
頁
第
十
l
十
一
行
、
九
一
頁
第
七

行
、
九
四
頁
第
一
行
J
二
行
、
一

O
四
頁
第
九
行
J
十
四
行
、
一

O
六
頁
第
十

四戸行。第
六
章
書
き
績
が
れ
る
紘
行
記
|
|
清
の
患
者
と
の
交
友
銭
(
ニ
)

洪
大
容
と
清
の
皐
人
と
の
交
流
は
、
洪
の
蹄
園
後
も
綬
け
ら
れ
た
。
巌
誠
宛

の
手
紙
で
は
、
彼
の
科
掌
不
合
格
を
慶
賀
す
る
文
面
が
見
ら
れ
る
の
が
注
目
さ

れ
る
(
杭
州
の
三
友
は
揃
っ
て
不
合
格
)
。
ま
た
、
巌
誠
に
は
今
後
の
研
鎮
に

役
立
つ
よ
う
に
と
李
栗
谷
の
『
聖
皐
輯
要
』
を
贈
っ
て
や
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
親
友
は
洪
が
ソ
ウ
ル
に
錦
着
し
た
翌
年
に
死
去
す
る
。
洪
大
容
は
、
厳
誠
の

家
族
に
弔
文
を
書
き
祭
物
を
迭
っ
た
。
そ
れ
に
劃
し
て
杭
州
か
ら
は
、
般
誠
の

文
集
や
内
円
像
査
な
ど
が
届
け
ら
れ
た
。
洪
は
ま
た
般
誠
の
孤
児
に
、
設
書
法
の

要
諦
を
書
き
迭
っ
て
や
っ
て
も
い
る
。

潜
庭
笥
宛
の
手
紙
は
五
遁
が
現
存
。
そ
の
中
に
は
、
中
園
人
撰
述
の
朝
鮮
史

の
誤
り
を
-
訂
し
た
一
文
も
含
ま
れ
て
い
る
。
陸
飛
宛
は
四
通
。
土
の
あ
り
方
を

論
じ
た
り
、

琴
の
こ
と
を
諾
っ
た
り
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
杭
州
の
三
友
の
他
に
、
陽
園
の
途
次
、
三
河
で
知
り
合
っ
た
三
人
の

中
園
人
が
い
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
が
孫
有
義
で
六
通
が
現
存
。
彼
に
は
朴
祉

源
ら
の
後
輩
を
紹
介
し
た
り
、
近
頃
『
文
選
』
を
諌
ん
で
い
る
と
吐
露
し
た
り

し
て
い
る
(
元
来
洪
大
容
は
詩
を
好
ま
な
か
っ
た
)
。
近
鐙
詩
よ
り
古
詩
を
よ

し
と
す
る
文
摩
叡
は
、
洪
大
容
か
ら
十
九
世
紀
の
丁
若
鏑
ま
で
貧
血
平
波
を
貫
い

て
い
る
。
ま
た
孫
有
義
に
は
、
官
職
制
度
・
科
翠
・
風
習
・
服
制
・
宗
教
等
に

つ
い
て
質
問
し
て
い
る
。
彼
は
手
紙
の
や
り
と
り
を
通
し
て
、
自
己
の
燕
行
録

を
補
充
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
一
一
河
の
郵
波
軒
に
は
四
通
。
朝
鮮
の
給

査
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
燕
行
の
随
員
が
朝
鮮
の
鎗
査
を
撤
行
し
、
道
中
換

金
し
て
旅
費
に
充
て
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

な
お
、
ハ
ン
グ
ル
本
の
巻
尾
に
、
洪
大
容
の
孫
と
溶
庭
錆
の
子
孫
と
の
往
復

書
簡
が
附
さ
れ
て
い
る
。
洪
大
容
の
孫
・
良
厚
は
祖
父
と
中
園
の
友
人
と
の
厚

情
に
感
動
し
、
祖
父
波
後
五

O
年
後
に
燕
行
が
寅
現
し
た
時
、
潜
の
子
孫
に
手

紙
を
書
い
て

「世
交
」
を
果
た
し
た
の
だ
っ
た
|

|
。

ご
ニ

O
頁
、
洪
大
容
の
溶
庭
錫
宛
の
手
紙
に
関
連
し
て
著
者
は
、
「
さ
ら
に

彼
(
洪
大
容
)
は
、
朝
鮮
の
歴
史
と
聞
学
者
に
つ
い
て
一
加
の
本
を
箸
わ
す
と
い

う
潜
生
の
企
て
に
反
封
す
る
」
と
注
記
し
、
こ
の
一
文
か
ら
長
々
と
洪
大
容
の

歴
史
観
を
抽
き
出
し
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
第
九
章
二
二
二
頁
で
も
い
っ
そ
う

詳
し
く
繰
り
返
さ
れ
る
の
だ
が
、
潜
生
の
企
図
し
た
著
述
が
「
朝
鮮
の
歴
史
と

皐
者
」
に
関
す
る
も
の
と
い
う
根
濠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
接
り
所
と
す
べ
き

は
書
簡
の
次
の

一
節
だ
が
、
鍵
に
な
る
「
臭
明
済
の
書
」
が
い
か
な
る
書
物
で

あ
る
か
評
者
に
は
調
べ
が
つ
か
な
い
も
の
の
、
潜
庭
笥
が
編
も
う
と
し
た
の
は

朝
鮮
の
詞
筆
集
の
可
能
性
も
あ
る
。

「
呉
明
済
室
田
未
知
信
用
幾
本
而
其
編
次
堕
要

如
何
、
呉
公
曾
輿
東
園
詩
人
略
有
唱
酬
、
諒
其
震
雲
、
宜
有
考
媛
、
無
由
一

見
、
甚
修
足
下
銃
欲
緩
成
一
書
、
此
不
可
以
倉
卒
了
事
:
:
:
」
(
外
集
各
一
ー
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二
八
a
)
。

一
二
五
京
第
十
二
行
J
十
三
行
、

は
再
考
す
べ
き
で
あ
る
。

第
七
量
い
わ
ゆ
る

「
第
一
等
人
論
争
」
1
1
筆
者
・
畢
問
論
(
ご

首
時
の
朝
鮮
の
知
識
人
の
中
に
は
、
燕
行
し
て
清
朝
の
問
。
人
と
交
流
す
る
こ

と
に
劃
し
て
快
く
思
わ
な
い
人
土
が
数
多
く
い
た
。
こ
の
時
代
に
は
、
清
を
征

討
す
べ
き
だ
と
い
う
北
伐
論
が
ま
だ
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
在
野
の
皐
者
金

銭
厚
も
そ
の
一

人
で
、
彼
は
「
第

一
等
人
(
一
流
の
人
)
」
と
は
何
ぞ
や
と
い

う
テ
1
7
を
め
ぐ
っ
て
洪
大
容
と
の
開
に
交
わ
さ
れ
た
論
争
に
お
い
て
、

洪
が

腹
く
汚
ら
わ
し
い
怨
敵
の
図
に
行
っ
た
ば
か
り
か
、
解
脱抵
の
翠
子
た
ち
と
兄
弟

の
よ
う
に
交
際
し
た
と
言
っ
て
非
難
し
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
洪
大
容
は
、
「
康

問
問
以
後
、
民
と
休
息
す
」
と
清
朝
の
現
寅
を
讃
え
つ
つ
、
民
族
的
感
情
論
か
ら

の
脱
皮
を
相
手
に
促
し
た
。

朱
子
の
言
う
「
第
一

等
人
」
と
は
、
第
一
義
的
に
は
科
傘
に
謄
じ
な
い
人
を

指
す
が
、
こ
の
貼
に
関
し
て
洪
大
容
は
、
仕
官
志
向
の
俗
獲
を
信
用
し
な
か
っ

た
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
も
早
く
か
ら
科
翠
に
は
執
着
せ
ず
、
中
園
か
ら
錦

圏
直
後
、
父
の
死
を
契
機
に
き
っ
ぱ
り
と
際
試
を
断
念
し
た
。
洪
大
容
の
四
月
子
問

視
は
、
一
言
で
言
え
ば
「
鴛
己
の
皐
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
知
識
の
法
で
あ
る
よ

り
も
修
養
の
法
で
あ
っ
た
。
彼
が
み
ず
か
ら
に
課
し
た
修
養
の
殿
し
さ
は
そ
の

「
自
警
説
」
に
よ
く
一ホ
さ
れ
て
い
る
。

洪
大
容
の
燕
行
の
目
的
の
-
つ
に
友
人
探
し
が
あ
っ
た
が
、
何
故
彼
は
乾
隆

の
大
家
た
ち
と
交
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
。
思
う
に
、
都
市
文
明
に
射
す
る
懐

疑
、
俗
化

・
鹿
感
化
し
た
清
の
皐
聞
に
射
す
る
失
望
、
そ
し
て
科
準
と
技
術
に

射
す
る
強
い
関
心
、
と
い
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
1
1
0

一
六
九
頁
、
「
寓
物
を
開
い
て
事
物
を
成
す
こ
と
(
開
物
成
務
)
は
、
用
の

達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
こ
こ
で
開
物
成
務
と
は
、
ま
さ
に
開
化
の
一
意
で
あ

一
二
六
頁
第
二
行
J
三
行
の
諜

り
」
、
「
開
物
成
務
」
は
洪
大
容
思
想
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
っ
と
お
ぼ
し
い

が
、
こ
こ
で
い
き
な
り
説
明
ぬ
き
で
「
開
化
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
も
、
日
本

の
讃
者
に
は
却
っ
て
わ
か
り
づ
ら
く
な
る
だ
け
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
あ
よ
い
。

こ
の
す
ぐ
あ
と
、
著
者
は
引
き
綴
き
洪
大
容
が
別
れ
に
際
し
て
殴
誠
に
輿
え
た

言
葉
を
引
用
す
る
。

「朱
子
は
後
世
の
孔
子
で
あ
る
。
夫
子
以
外
に
私
の
院
す

る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
形
に
頼

っ
て
わ
ざ
と
一
致
さ
せ
る
も
の
は

阿
ね
る
者
で
あ
り
、

意
を
強
靭
に
し
て
異
な
る
議
論
を
立
て
る
も
の
は
盗
人
に

す
ぎ
な
い
」
(
原
文
:
朱
子
、
後
孔
子
也
、
微
夫
子
、

吾
誰
輿
鏑
、
雌
然
、
依

様
有
向
者
、
倭
也
、
強
意
立
異
者
、
賊
也
。
外
集
径
三
1

五
a
)
。
著
者
は
こ

の
一
文
に
射
し
て
、
次
の
よ
う
な
大
祭
奇
異
な
注
記
を
附
す
。
「
洪
大
容
が
こ

の
言
葉
を
殴
誠
に
輿
え
た
時
、
ま
す
ま
す
朱
子
に
似
て
い
く
朝
鮮
朝
の
皐
問

と
、
陸
王
曲
学
に
陥
り
や
す
い
清
の
皐
問
の
雨
方
に
猛
省
を
促
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
」
(
一
六
九
頁
J
一
七

O
頁)。

こ
の
贈
る
言
葉
に
よ
っ
て
洪
大
容
は
、
朝

鮮
朝
の
皐
聞
の
現
状
を
指
濁
し
た
り
、

清
朝
の
皐
問
の
傾
向
を
憂
慮
し
た
り
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
朱
子
と
ど
の
よ
う
に

距
離
を
取
る
か
と
い
う
翠
人
の
主
陸
性
の
あ
り
方
で
あ
り
、
朝
鮮
朱
子
皐
に
お

い
て
は
李
粟
谷
以
来
、
「
依
様
(
模
倣
ど
と
「
自
得
(
創
造
〉
」
の
問
題
と
し

て
考
え
抜
か
れ
て
き
た
切
質
な
テ
ー
ゼ
な
の
で
あ
っ
た
(
『
栗
谷
全
書
』
巻
十

|
三
七

a
)
。
「
夫
子
以
外
に
・
:
:
」
の
「
夫
子
」
も
、
従
っ
て
著
者
が
言
う
よ

う
な
孔
子
で
は
な
く
(
一
七

O
頁
〉
、
朱
子
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
八
一
頁
、
北
京
に
は
栄
達
を
求
め
る
者
が
多
い
と
い
う
中
園
の
友
人
の
語

を
引
い
た
あ
と
、
洪
大
容
は
都
市
文
明
に
糾
問
し
て
き
わ
め
て
懐
疑
的
だ
っ
た
と

著
者
は
言
う
が
、
そ
れ
な
ら
何
故
洪
大
容
は
繁
華
な
北
京
く
ん
だ
り
ま
で
や
っ

て
来
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
彼
の
燕
行
そ
の
も
の
が
意
味
を
な
さ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
一
八
三
頁
、

洪
大
容
が
質
事
求
是
の
清
朝
の
皐
問
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に
驚
歎
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
あ
る
が
、
洪
大
容
は
ま
だ
清
朝
考
詮
曲
学

の
寅
態
を
知
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。

二
ハ
四
頁
第
二
行
、
「
事
質
向
裡
」
を
「
寅
皐
に
専
心
」
と
謬
し
て
あ
る

の
は
、
名
議
の
よ
う
な
京
意
的
な
よ
う
な
、
何
と
も
言
い
難
い
玄
妙
な
誇
で
あ

る
。
一
五
一
一
員
第
二
行
J
一一一行、

一
五
三
頁
最
終
行
、
一
六
二
頁
第
六
行
、

-

六
八
頁
第
二
行
、
同
終
り
か
ら
二
行
目
J
最
終
行
、
二
ハ
九
頁
第
一
行
(
「
静

粛
に
坐
る
」
よ
り
「
静
坐
」
の
ま
ま
で
よ
し
)
、
一
七
一
頁
第
十
一
行
、
一
七

六
頁
第
五
行
、
一
七
九
頁
第
九
行
・
第
十
五
行
、
一
八
五
頁
第
七
行
、
以
上
の

諜
は
再
考
せ
ら
れ
よ
。

第
八
-章

虚
子
と
由
民
翁
の
出
曾
い
及
び
宇
宙
論
|
|
畢
者

・愚
問
論
(
二
)

洪
大
容
が
中
園
よ
り
蹄
園
後
、
四
三
歳
頃
に
書
い
た
「
盤
山
問
答
」
は
、
論

文
で
は
な
く
立
源
な
哲
皐
小
説
。
虚
子
が
駿
亙
閣
山
(
遼
寧
省
北
銀
際
〉
に
分

け
入
っ
て
貸
翁
と
出
倉
い
、
論
争
を
交
わ
す
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
お
り
、
そ

の
論
争
を
通
し
て
三

O
年
も
研
い
て
き
た
虚
子
の
儒
皐
的
皐
術
|
|
虎
皐
が
寅

翁
の
賓
闘
争
に
よ
っ
て
解
堕
さ
れ
て
ゆ
く
援
が
描
か
れ
る
。
虚
子
の
人
開
中
心
主

義
が
洛
論
(
十
七
世
紀
、
畿
湖
鼠
干
減
内
で
起
き
た
論
争
上
の
タ
l
ム
〉
に
も
と

づ
く
人
・
物
性
同
一
論
に
よ
っ
て
解
鐙
さ
れ
、
虚
子
の
古
い
宇
宙
論
が
地
球
球

種
説
・
地
球
自
縛
読

・
字
宙
無
限
論
な
ど
に
よ
っ
て
解
堕
さ
れ
て
ゆ
く
。
ま
た

質
翁
は
、
虚
子
の
自
然
に
劃
す
る
反
逆
的
文
明
性
を
攻
撃
し
、
人
聞
の
欲
望
に

よ
っ
て
気
化
が
形
化
に
堕
し
た
と
し
て
文
明
批
判
を
行
う
。
中
園
文
明
不
振
の

原
因
も
、
賞
品
羽
は

こ
の
利
害
打
算
と
私
欲
の
形
化
論
に
求
め
る
。
こ
の
文
明
批

判
は
歴
史
批
判
に
接
綴
さ
れ
、
中
華
を
内
と
し
四
夷
を
外
と
す
る
内
外
の
概
念

の
批
判
刊
と
な
り
、
天
か
ら
見
下
ろ
せ
ば
内
外
の
匿
別
も
な
い
と
す
る
減
外
春
秋

論
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
が
、
こ
れ
は
洪
大
容
の
寅
皐
的
歴
史
認
識
に
つ
な
が
る

も
の
で
あ
っ
た
|
|
。

著
者
は
こ
の
問
答
録
を
「
架
空
の
人
物
の
設
定
や
作
品
の
虚
構
的
構
成
か

ら
」
し
て
「
小
説
」
と
み
な
す
の
だ
が
、
著
者
の
い
う
「
小
説
」
概
念
を
も
う

少
し
明
確
に
打
ち
出
し
て
も
ら
わ
な
い
と
説
得
力
が
な
い
。
寅
翁
は
得
々
と
一

方
的
に
喋
り
、
虚
子
は
殆
ど
唯
之
祐
々
と
聞
き
役
に
回
っ
て
お
り
、
レ
わ
ば
初

め
か
ら
勝
負
が
つ
い
て
い
る
こ
の
作
品
に
は
「
論
争
」
も
成
立
し
て
い
な
い

し
、
「
小
説
」
的
妙
味
に
も
乏
し
い
。

「
康
子
は
虚
に
よ
っ
て
質
に
い
た
ろ
う

と
し
て
お
り
、
食
翁
は
貨
に
よ
っ
て
鹿
を
暴
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
虚
と
寅

は
そ
の
相
針
的
概
念
に
お
い
て
は
一
意
味
論
的
記
放
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
相
補
的

止
揚
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
意
味
に
お
い
て
は
鰐
哲
也
法
的
記
鋭
で
あ
る
」
(
一

九
二
頁
)
な
ど
と
言
う
の
は
言
葉
の
ア
ヤ
で
し
か
な
い
。
虚
子
は
「
解
鐙
」
さ

せ
ら
れ
て
も
、
磐
石
の
ご
と
き
賞
品
調
は
少
し
も
繁
容
を
遂
げ
な
い
の
だ
か
ら

「
組
問
益
法
」
も
何
も
な
か
ろ
う
。
だ
が
、
「
小
説
」
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、

こ
の
作
品
の
面
白
さ
は
揺
が
な
い
。
寅
に
こ
れ
は
天
下
の
奇
文
で
あ
る
。
十
八

世
紀
極
東
の
片
田
舎
に
、
一
切
の
既
成
の
債
値
と
概
念
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と

し
た
、
か
か
る
人
物
が
生
き
て
い
た
の
は
何
と
も
痛
快
で
あ
る
。
何
し
ろ
「
陰

陽
に
拘
せ
ら
れ
、
理
義
に
泥
み
、
天
道
を
察
せ
ざ
る
は
先
儒
の
過
ち
也
」

(内

集
各
四
|
二
七
b
〉
な
ど
と
、
東
ア
ジ
ア
人
に
は
あ
れ
ほ
ど
骨
が
ら
み
の
陰
陽

五
行
論
を
易
々
と
超
え
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
か
な
わ
な
い
。

一
九
一
頁
に
、
「
恥
骨
か
骨
骨
品
開
わ
げが
わ
か
わ
世
去
か
か
か

u
b引
か
こ
と

を
見
極
め
て
し
ま
っ
た
作
者
(
洪
大
容
)
の
歎
き
」
と
あ
る
(
同
様
の
語
は
二

一
一
頁
ほ
か
〉
。

な
る
ほ
ど
「
墜
山
問
答
」
に
「
中
薗
の
振
わ
ざ
る
は
則
ち
由

来
す
る
所
漸
な
り
」

(
内
集
巻
四
|
三
六

a
)
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
著
者
の
よ
う
な
表
現
だ
と
、
中
園
か
ら
も
は
や
皐
ぶ
も
の
は
な
い
と
い
う
ニ

ュ
ア
ン
ス
に
な
る
し
、
そ
う
な
る
と
洪
大
容
と
北
皐
波
の
パ
イ
プ
が
切
れ
て
し

ま
う
。
洪
大
容
に
と
っ
て
中
園
H
清
朝
は
果
た
し
て
そ
の
程
度
の
も
の
だ
っ
た
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の
だ
ろ
う
か
。
洪
大
容
の
針
清
観
に
関
し
て
、
著
者
の
捉
え
方
は
終
盤
的
に
詰

め
が
甘
い
と
い
う
印
象
を
評
者
は
梯
拭
し
き
れ
な
い
。
科
摩
・
技
術
の
問
題
に

し
て
も
、
著
者
は
西
洋
に
ば
か
り
気
を
取
ら
れ
て
い
る
が
、

洪
大
容
は
北
京
に

お
い
て
中
閣
の
惇
統
技
術
も
吸
枚
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

二
O
六
頁
、
「
こ
の
引
用
に
見
ら
れ
る
、
『
は
じ
め
も
終
り
も
な
い
』
時
間

的
無
限
性
の
思
考
こ
そ
、
無
限
空
間
の
概
念
以
上
に
近
代
的
な
概
念
で
あ
る
」
。

「
こ
の
引
用
」
は
長
く
な
る
の
で
い
ま
引
け
な
い
が
、
洪
大
容
は
そ
こ
で
「
『
は

じ
め
も
終
り
も
な
い
』
時
閲
的
無
限
性
」
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
聞

に
と
っ
て
こ
の
宇
宙
の
「
始
め
」
や
「
終
り
」
は
不
可
知
だ
と
言
っ
て
い
る
よ

う
に
評
者
に
は
讃
め
る
。
百
歩
譲
っ
て
「
時
間
的
無
限
性
」
を
述
べ
て
い
る
の

だ
と
し
て
も
、
こ
の
思
考
を
そ
ん
な
簡
畢
に
「
近
代
的
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
て

よ
い
の
か
ど
う
か
。
た
と
え
ば
す
で
に
『
荘
子
』
庚
桑
楚
篇
に
も
、
「
寅
有
れ

ど
彪
元
き
者
は
字
也
(
郭
象
注
:
字
に
は
四
方
上
下
有
り
、
而
れ
ど
も
四
方
上

下
に
未
だ
窮
ま
る
慮
有
ら
ず
)
。
長
さ
有
れ
ど
本
剰
走
き
者
は
宙
な
り
(
郭
象

注
・
宙
に
は
古
今
の
長
さ
有
り
、
而
れ
ど
も
古
今
の
長
さ
に
極
ま
り
無
し
ご

と
あ
る
で
は
な
い
か
。

二
O
九
貰
、
寅
翁
の
形
化
・
気
化
論
は
、
そ
の
思
想
的
典
接
が
程
子
|
朱
子

に
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
九
六
頁
第
三
行
J
四
行
、
二

O
五
頁
第
十
二
行
の
謬
は
再
考
の
品
跡
地
あ

り
。
二

O
七
頁
第
一
行
、
「
太
陽
は
そ
の
身
が
地
球
よ
り
何
倍
も
大
き
く
、
そ

の
元
は
火
で
そ
の
色
は
明
る
い
。
元
が
日
で
あ
る
ゆ
え
;
:
:
」
、
「
元
」
よ
り
は

原
文
の

「質
」
の
ま
ま
の
方
が
よ
く
、
「
日
」
は
「
火
」
の
ミ
ス
。

第
九
輩
境
界
人
の
自
己
確
認
|
|
世
界
か
ら
自
己
へ

洪
大
容
は
北
京
滞
在
中
、
杭
州
の
聞
宇
者
た
ち
の
た
め
に
朝
鮮
事
情
を
記
し
た

「
東
園
事
蹟
」
を
書
い
て
や
っ
た
。
ま
た
鋳
園
後
、
中
園
撰
述
の
『
明
記
輯

略
』
中
の
朝
鮮
関
係
の
記
述
に
つ
い
て
、
著
し
く
史
賓
を
歪
め
て
い
る
と
し
て

長
文
の
解
説
を
杭
州
の
潜
庭
笥
に
書
き
迭
っ
た
。
彼
は
自
園
史
に
関
し
て
、
函

内
の
皐
者
と
論
争
し
た
こ
と
も
あ
り
、
丙
子
胡
飢
の
際
の
斥
和
(
主
戦
論
)
は

民
族
史
的
記
念
碑
だ
と
主
張
し
た
り
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
洪
大
容
の
生
き
た
十
八
世
紀
は
、
中
園
も
朝
鮮
も
歴
史
の
時
代
で

あ
っ
た
。
こ
の
時
代
、
朝
鮮
列
俸
を
含
む

『
明
史
』
の
金
供
が
朝
鮮
に
将
来
さ

れ
た
し
、
安
鼎
一
騎
の
『
東
史
綱
目
』
等
、
私
撰
史
書
が
数
多
く
著
わ
さ
れ
た
。

大
鐙
、
民
族
意
識
の
昂
揚
は
十
八
世
紀
朝
鮮
寅
皐
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

洪
大
容
は
ま
た
、
潜
生
の
要
請
を
受
け
『
海
東
詩
選
』
を
編
ん
で
迭
っ
て
や

っ
た
。
か
ね
が
ね
中
園
の
使
臣
に
よ
る
朝
鮮
の
詩
の
紹
介
に
批
判
的
で
あ
っ
た

洪
大
容
は
、
朝
鮮
人
自
身
の
手
で
正
し
く
停
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た

彼
は
、
詩
に
よ
る
教
化
と
い
う
観
熱
か
ら
朝
鮮
の
俗
謡
集
『
大
東
歌
謡
』
を
編

ん
で
い
る
。
そ
の
序
文
に
お
い
て
、
自
然
に
従
っ
て
天
機
を
砕
鉱
し
た
も
の
が
よ

い
歌
だ
と
述
べ
る
と
こ
ろ
に
彼
の
文
皐
翻
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
|
|
。

一
軍
題
に
い
う

「境
界
人
」
と
は
園
境
を
跨
い
で
外
園
を
鵠
験
し
た
人
の
意、

「
自
己
確
認
」
の
「
自
己
」
は
こ
こ
で
は
自
我
で
は
な
く
、
自
園
あ
る
い
は
自

園
史
の
意
味
ら
し
い
。

第
六
章
の
と
こ
ろ
で
燭
れ
た
よ
う
に
、
杭
州
の
溶
庭
笥
か
企
て
た
の
が
本
嘗

に
「
韓
民
族
の
歴
史
編
纂
」
だ
っ
た
の
か
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
護
壌
を
示
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
も
し
史
書
で
な
い
と
な
れ
ば
、
本
章
の
「
他
閣
の
歴
史
を
書
く
者

の
資
格
」
の
一
節
も
た
ち
ま
ち
瓦
解
し
て
し
ま
う
。

二
三
九
頁
第
十
行
、
「
詩
可
以
親
者
」
が
『
論
語
』
を
踏
ま
え
て
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
お
れ
ば
、
「
詩
は
見
る
べ
き
も
の
だ
」
な
ど
と
い
う
わ
け
の
わ

か
ら
ぬ
譲
に
は
な
ら
な
い
は
ず
。
二
四
二
頁
、
「
大
東
風
諮
序
」
の
解
説
文
、

「
善
悪
を
忘
れ
る
」
と
い
う
洪
大
容
の
語
に
射
す
る
言
及
が
な
い
。
こ
れ
は
彼
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の
文
皐
観
の
ポ
イ
ン
ト
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
十
量
新
し
い
世
界
へ
の
動
き
1
1自
己
か
ら
世
界
へ

洪
大
容
の
友
人
で
『
熱
河
日
記
』
の
著
者
・
朴
陛
源
は
、
先
輩
よ
り
十
五
年

遅
れ
て
北
京
に
着
い
た
時
、
地
軸
特
設
と
月
世
界
の
話
を
酒
々
と
論
じ
て
清
の
皐

者
を
驚
か
せ
た
。
洪
大
容
と
朴
祉
源
ら
の
グ
ル
ー
プ
は
、
卒
素
か
ら
天
文
庫
T

や

宇
宙
論
に
つ
い
て
は
討
議
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
朴
祉
源
は
洪
大
容

の
墓
誌
銘
の
中
で
、
洪
の
地
縛
設
が
西
洋
人
に
先
行
す
る
と
書
い
て
い
る
。
質

際
、
洪
大
容
は
西
洋
最
新
の
天
文
皐
と
科
皐
的
知
識
に
直
接
鰯
れ
る
こ
と
な
し

に
宇
宙
無
限
論
や
地
縛
設
に
到
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
濁
創
的
自
然
皐
の
樹
立

と
い
う
黙
で
同
時
代
の
三
浦
栂
園
を
想
起
さ
せ
る
が
、
彼
等
先
究
者
は
時
代
の

理
解
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
東
ア
ジ
ア
の
十
八
世
紀
は
、
貧
息
十
を
求
め

つ
つ
新
し
い
世
界
に
向
け
て
動
い
て
い
た
の
で
あ
る
|

1
P

著
者
は
宇
宙
論
に
お
け
る
洪
大
容
の
濁
創
性
を
強
調
す
る
が
、
彼
は
北
京
で

本
嘗
に

「西
洋
最
新
の
」
天
文
皐
と
接
燭
し
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
、
な
お
慎

重
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
西
洋
に
ば
か
り
目
を
向
け
て
い
る
が
、

西
洋
以
上
に
中
園
の
惇
統
的
字
宙
論
の
蓄
積
も
無
視
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

洪
ほ
ど
精
密
な
も
の
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
宋
の
部
牧
な
ど
は
す
で
に
無
限

宇
宙
論
を
唱
え
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
先
例
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
東
ア

ジ
ア
思
想
史
上
に
お
け
る
洪
大
容
の
祭
光
は
損
な
わ
れ
ま
い
。
評
者
な
ど
は
彼

の
二
連
の
宇
宙
論
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
先
述
し
た
よ
う
に
彼
が
陰
陽
五
行
論

を
振
り
切
っ
た
こ
と
の
方
が
偉
大
に
思
え
る
。
い
や
そ
ん
な
個
別
的
な
こ
と
よ

り
、
洪
大
容
は
そ
の
全
人
格
に
お
い
て
希
有
な
存
在
だ
っ
た
と
思
う
。

二
五

O
頁
第
八
行
、
二
五
二
一
負
第
六
行
の
謬
は
お
か
し
い
。
二
五
三
頁
(
最

終
頁
)
第
二
行
J
三
行
、
鄭
祭
善
「
湛
軒
室
一
回
序
」
の
謬
文
、
「
し
か
し
(
洪
)

先
生
が
ど
れ
ほ
ど
の
方
で
あ
っ
た
か
を
燕
巌
〈
朴
祉
源
)
が
ど
う
し
て
こ
れ

(
墓
誌
銘
)
だ
け
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
示
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
は
課
課
。

大
鐙
の
と
こ
ろ
は
、
「
異
園
の
三
人
で
さ
え
洪
先
生
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の

に
、
自
園
人
が
知
ら
な
い
の
を
深
く
悲
し
み
、
そ
れ
で
朴
祉
源
は
墓
誌
銘
を
あ

の
よ
う
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
書
い
た
の
だ
」
の
一
意
で
あ
ろ
う
。
こ
の
-
文
に
よ
っ

て
、
首
時
洪
大
容
は
殆
ど
世
開
問
に
無
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る。
も
う
輿
え
ら
れ
た
紙
数
が
蓋
き
て
し
ま
っ
た
が
、
全
種
的
な
問
題
で
ま
だ
書

き
残
し
た
こ
と
が
あ
り
、
大
急
ぎ
で
附
け
加
え
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
。

「
本
書
の
中
で
し
V

引
い
レ
印
象
的
で
あ
る
の
は
」
と
、
金
氏
の
こ
の
書
の
序

文
の
中
で
卒
川
祐
弘
氏
が
書
い
て
い
る
、
「
十
八
世
紀
の
特
質
が
洋
の
東
西
を

問
わ
ず
共
通
し
て
い
た
、
と
い
う
人
類
に
普
週
的
な
朕
況
を
示
し
得
た
貼
に
も

あ
る
」
。
十
八
世
紀
の
「
西
」
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
な
る
ほ
ど
装
飾
昔
符
の

よ
う
に
時
々
黙
綴
さ
れ
て
讃
者
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。
し
か
し
肝
心
の
同
時

代
の
「
東
」
ア
ジ
ア
は
、
少
な
く
と
も
評
者
に
は
一
向
に
見
え
て
こ
な
い
。
清

朝
し
か
り
、
日
本
し
か
り
。
だ
か
ら
「
人
類
に
普
週
間
な
欣
況
を
一
示
し
得
た
」

な
ど
と
言
わ
れ
る
と
、
「
ど
こ
が
?
」
と
問
い
返
し
た
く
な
る
。

た
と
え
ば
ソ
ン
ピ
の
問
題
が
あ
る
。
何
故
十
八
世
紀
朝
・
中
・
日
の
知
識
人

論
へ
と
展
開
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
折
角
著
者
は
東
京
大
撃
で
比
較
文
化
論
を

皐
ば
れ
た
と
い
う
の
に
。
そ
れ
か
ら
「
貧
皐
」
の
問
題
が
あ
る
。
著
者
自
身
、

「
貨
準
波
と
は
皐
に
清
朝
や
他
の
図
々
の
十
八
世
紀
に
固
有
の
暴
風
で
は
な
」

い
と
述
べ
な
が
ら
、
お
お
む
ね
朝
鮮
十
八
世
紀
で
自
足
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
「
貧
血
干
」
の
記
述
も
評
者
に
は

一
向
に
ク
リ
ア
で
な
か
っ
た
。
著
者
の

「貧
皐
」
観
は
そ
の
時
々
の
話
題
に
昨
応
じ
て
任
意
に
挿
ま
れ
る
の
で
、
讃
者
の

側
で
は
統
一
的
な
像
が
な
か
な
か
結
び
に
く
い
し
、
「
貧
」
の
字
が
つ
け
ば
何
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で
も
「
質
製
」
に
し
て
し
ま
っ
た
り
、
著
者
が
プ
ラ
ス
債
値
と
認
め
る
も
の
は

「筑
摩
」
、
マ
イ
ナ
ス
償
値
に
は
「
虚
康
」
と
間学
術
を
安
直
に
仕
分
け
る
の
も

気
に
な
っ
た
。

著
者
の
最
も
ま
と
ま
っ
た
「
質
皐
」
翻
は
、
第
八
章
(
例
の
虚
子
賞
翁
問

答
)
の
一
九
六
・
一
九
七
頁
に
わ
た
り
寅
翁
の
語
を
敷
街
す
る
形
で
表
明
さ
れ

て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
「
質
問
年
と
は
成
準
と
相
射
す
る
概
念
」
で
あ

り
、
「
時
代
は
常
に
虚
・
空
・
名

・
文

・
華
に
走
ろ
う
と
す
る
傾
向
を
も
っ
」

と
こ
ろ
に
「
貨
準
」
が
叫
ば
れ
る
契
機
が
あ
る
ゆ
え
に
、
「
質
製
波
と
は
車
に

清
朝
や
他
の
図
々
の
十
八
世
紀
に
固
有
の
皐
風
で
は
な
く
、
成
準
に
流
れ
た
ど

の
園
、
ど
の
時
代
に
も
求
め
ら
れ
た
、
充
質
し
た
摩
問
へ
の
止
揚
運
動
」
だ
と

さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
「
貧
に
な
る
こ
と
は
あ
る
貧
相
、
あ
る
本
鐙
に
踊
る
こ

と
で
あ
る
」
が
、
い
ま
「
虚
」
に
な
り
果
て
た
「
寅
」
を
も
と
に
戻
す
こ
と
に

ご
定
の
基
準
と
か
法
則
は
あ
り
得
な
い
」
の
で
、
「
質
皐
の
概
念
は
函
と
時

代
に
よ
っ
て
蛍
然
幾
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
。
従
っ
て
、
「
十
八
世
紀
の
朝
鮮
質
翠

を
利
用
厚
生

・
経
世
致
用

・
質
事
求
是
な
ど
と
定
義
す
る
の
は
、
充
寅
化
の
モ

ッ
ト
ー
と
し
て
の
貨
準
の
一
面
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
て
、
「
貨
祭
」
を

特
定
の
時
代
の
歴
史
的
概
念
と
し
て
限
定
す
る
立
場
に
反
針
す
る
。

こ
こ
ま
で
は
よ
い
。
た
い
へ
ん
格
調
の
高
い
文
一意
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
の

知
り
た
い
の
は
十
八
世
紀
の
「
質
事
」
の
形
姿
で
あ
り
、
洪
大
容
に
お
け
る

「
質
問
宇
」
性
で
あ
る
。
「
利
用
厚
生
・
経
世
致
用
・
質
事
求
是
」
は
十
八
世
紀

朝
鮮
質
問
学
の
「
一
面
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
の
な
ら
、
他
に
ど
う
い
う
面
が
あ

る
の
か
。
と
こ
ろ
が
著
者
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
見
解
を
示
し
て
く

れ
て
い
な
い
の
で
、
文
中
に
散
見
す
る
幾
つ
か
の
指
摘
を
拾
っ
て
み
る
と
、
ま

ず
「
技
術
者
の
健
統
と
寅
用
的
技
術
へ
の
関
心
」
(
八
三
頁
)
が
闘
争
げ
ら
れ
よ

う
。
こ
れ
は
「
朝
鮮
朝
の
貨
準
の
近
代
的
性
格
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
が
、
文
脈
か
ら
し
て
十
八
世
紀
朝
鮮
お
よ
び
洪
大
容
の
「
貧
血
平
」
的

内
容
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
民
族
意
識
の
昂
揚
と
い
う
こ
と
が
あ
る

(
二
三
四
頁
)
。
そ
し
て
、

洪
大
容
の
「
質
観
的
皐
問
翻
」
と
し
て
の
「
鴛
己
の

皐
L

が
あ
る
つ
六
六
頁
な
ど
)
。
そ
れ
は
「
寅
践
」
(
こ
の
語
の
わ
か
り
に
く

さ
は
前
述
)
を
伴
っ
た
修
養
の
皐
で
あ
り
、
記
請
と
空
論
の

「虚
皐
」
の
針
極

に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
皐
聞
を
行
う
士
が
ソ
ン
ピ
で
あ
り
質
問
学

者
で
あ
る
ら
し
い
(
一
七
一
頁
)
。

以
上
を
性
急
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
洪
大
容
の
「
貨
準
」
に
は
、
博
統
的
儲

激
的
性
格
と
、
近
代
的
技
術
的
性
格
が
同
居
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
評
者

の
ま
と
め
が
蛍
を
失
し
て
い
な
い
な
ら
、
こ
れ
は
筏
め
て
刺
戟
的
な
指
摘
で
は

あ
る
ま
い
か
。
た
だ
、
こ
の
二
性
格
が
洪
大
容
の
内
部
で
ど
の
よ
う
に
統

一

調
停
さ
れ
て
い
た
か
、
著
者
の
考
え
を
聞
か
せ
て
ほ
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る。
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と
こ
ろ
で
、
著
者
の
「
質
皐
」
「
虚
皐
」
観
が
最
も
よ
く
表
明
さ
れ
て
い
る

の
は
何
度
も
言
う
よ
う
に
第
八
重
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る

「
駿
山
問
答
」
と
い
う
作
品
は
、
洪
大
容
の
他
の
書
き
物
と
異
質
な
と
こ
ろ
が

あ
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
虚
子
の
抱
く
停
統
的
儒
数
的
債
値
の
穂
陸
、か

質
翁
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
著
者
も
言
う
よ
う

に
賃
翁
の
思
想
に
は
、

「
慶
子
が
誇
り
と
し
た
三
十
年
の
儒
皐
の
撃
問
で
は
及

び
も
つ
か
な
い
距
離
」
(
二

O
五
頁
)
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
か
な
り

粗
雑
な
園
式
か
も
し
れ
な
い
が
、
虚
子
と
寅
翁
と
の
封
立
は
、
儒
教
封
近
代
的

思
惟
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
著
者
は
、
依
然
と
し
て

こ
の
虚
子
と
寅
翁
と
の
封
立
を
、
洪
大
容
の
他
の
著
作
で
用
い
た
同
じ
「
鹿

皐
」
封
「
貧
農

a

」
概
念
で
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
(
先
述
し
た
よ
う
に
そ

の
「
貧
血
平
」
に
は
儒
激
的
要
素
が
濃
厚
で
あ
る
)
。
そ
こ
に
無
理
が
あ
り
、
そ



れ
が
洪
大
容
の
「
寅
皐
」
の
中
味
を
わ
か
り
に
く
く
さ
せ
て
い
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

最
後
に
も
う
一
つ
言
わ
せ
て
も
ら
う
と
、
著
者
の
「
貧
困
宇
」

「虚
象
」
概
念

は
殆
ど
思
想
史
的
績
が
り
を
も
た
な
い
け
れ
ど
、
東
ア
ジ
ア
思
想
史
に
お
け
る

虚
・
費
概
念
の
展
開
と
い
う
文
脈
の
中
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
は
、
固
定
的
に
「
虚
」
は
マ
イ
ナ
ス
債
値
、
「
質
」
は
プ
ラ
ス
債
値
で
は
決

し
て
な
い
。
「
充
賛
」
し
た
も
の
は
次
に
硬
直
化
し
、
生
々
た
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
を
失
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
「
貧
」
は
も
う
一
度
そ
れ
を
「
虚
」
に
も

ど
す
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
救
済
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
極
端
な
物
言
い
に
な
る

が
、
「
虚
」
の
硯
貼
か
ら
洪
大
容
や
質
製
波
を
撃
つ
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
の
だ
。

評
者
は
、
洪
大
容
と
燕
行
を
共
に
し
た
金
在
行
と
い
う
人
物
が
気
に
な
っ
て

い
る
。
「
五
日
が
心
は
猶
お
太
虚
の
ご
と
し
L

と
言
い
、
「
養
虚
」
と
描
抗
し
た
こ

の
一
風
興
っ

た
ニ
ヒ
リ
ス
ト
を
洪
大
容
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
自

分
の
影
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
洪

大
容
の
「
虚
血
平
」
と
「
貧
血
ご
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
人
物
の
存
在
は
避
け
で

は
通
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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こ
こ
ま
で
書
い
た
こ
と
を
改
め
て
讃
み
返
し
て
み
て
、
随
分
辛
い
貼
を
つ
け
て

し
ま
っ
た
も
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
評
者
は
、
決
し
て
こ

の
書
物
を
全
否
定
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
巧
み
な
構
成
と
卒
易
な
記
述
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で

は
科
皐
史
の
分
野
で
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
洪
大
容
を
身
近
な
存
在
に
引

き
寄
せ
た
功
績
は
多
大
だ
と
思
う
。
ま
し
て
本
邦
で
は
殆
ど
無
名
の
思
想
家
で

あ
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
全
鐙
像
を
描
い
た
本
書
の
公
刊
の
一
意
義
は
決
し
て
小
さ

く
は
な
い
。
十
八
世
紀
の
朝
鮮
が
か
く
も
卓
越
し
た
知
性
を
生
み
出
し
た
事
貧

に
驚
樗
し
た
人
も
多
か
っ
た
だ
ろ
う
。
朝
鮮
通
信
使
は
わ
が
園
で
は
最
近
よ
う

や
く
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
燕
行
使
の
貧
態
は
前
掲
藤
塚
氏
の
先
駆

的
な
業
績
や
今
村
輿
士
山
雄
氏
の
『
熱
河
日
記
』
の
-
課
業
を
除
き
、
本
書
で
初
め

て
具
鐙
的
に
本
邦
に
紹
介
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
園
史
・
日
本
史

の
十
八
世
紀
の
研
究
家
は
、
本
書
の
刊
行
に
よ
っ
て
比
較
の
手
が
か
り
を
得
ら

れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
評
者
自
身
も
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
口
を
利
い
て
き
た
が
、

本
書
に
よ
っ
て
蒙
を
啓
か
れ
た
こ
と
は
数
多
い
。
書
く
こ
と
に
比
べ
た
ら
評
す

る
こ
と
な
ど
ど
れ
だ
け
築
な
こ
と
か
。

本
書
は
韓
園
語
を
母
園
語
と
す
る
外
園
人
が
日
本
語
で
書
い
た
も
の
で
、
そ

の
辛
苦
は
察
す
る
に
徐
り
あ
る
。
し
か
し
評
者
は
、
そ
の
よ
う
な
ハ
ン
デ
ィ
を

一
切
顧
慮
し
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
が
濃
儀
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
は
最
初
に
書
い
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

評
者
は
朝
鮮
質
皐
振
の
研
究
家
で
は
な
い
。
朝
鮮
思
想
史
に
は
関
心
を
抱
き
つ

つ
も
、
貸
は
こ
れ
ま
で
朝
鮮
貧
血
平
仮
の
著
述
は
殆
ど
譲
ん
だ
こ
と
が
な
い
。
研

究
書
に
つ
い
て
も
、
源
了
園
氏
の
大
著
『
近
世
初
期
貧
皐
思
想
の
研
究
』
(
一

九
八

O
年
、
創
文
社
)
ほ
か
若
干
の
文
献
に
目
を
通
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
徐
り

食
指
が
動
か
な
か
っ
た
の
は
、
賞
墨

'H善
玉
、
朱
子
息
一
a
H
H
悪
玉
と
い
う
、
貧
民
平

研
究
の
一
般
的
な
割
り
切
り
方
に
納
得
が
行
か
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
し
、
元

来
「
質
」
よ
り
「
虚
」
の
方
が
(
換
言
す
れ
ば
い
わ
ゆ
る
「
費
皐
」
よ
り
「
虚

貝干
」
の
方
が
)
何
と
な
く
波
長
が
合
う
と
い
う
好
み
の
問
題
も
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
聞
に
批
評
さ
れ
て
、
さ
ぞ
か
し
著
者
は
迷
惑
さ
れ
て
お

ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
評
者
は
、
ハ
ン
グ

ル
本
燕
行
記
は
全
く
見
て
い

な
い
か
ら
、
公
正
な
書
評
に
は
な
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
的
外
れ
な
論

評
も
多
い
こ
と
と
思
う
が
、
何
卒
御
海
容
を
乞
う
。
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著
者
に
は
気
の
毒
だ
っ
た
が
、
本
書
の
お
か
げ
で
『
湛
軒
書
』

を
通
積
で

き
、
希
有
な
十
八
世
紀
人
に
出
品
問
え
た
こ
と
は
評
者
の
大
き
な
喜
び
で
あ
る
。

「
盤
山
問
答
」
や
「
杭
侍
尺
脱
」
は
、
積
書
中
何
度
膝
を
打
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
機
曾
を
泉
え
て
下
さ
っ
た
著
者
に
感
謝
す
る
。
な
お
、
本
書

は
東
京
大
皐
に
同
晶
子
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
、
め
で
た
く
皐
位
を
授
輿
さ

れ
た
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。

一
九
八
八
年
五
月
東
京
大
皐
出
版
舎

A
5
剣

一

三

六

頁

五

八

O
O国

楊
園
禎
著

明
清
土
地
契
約
文
書
研
究

森

成

滴

田

土
地
支
配
の
仕
組
み
ゃ
そ
の
幾
遜
を
見
る
こ
と
を
通
し
て
時
代
の
特
徴
を
窺

い
得
る
。
停
統
中
閣
に
於
い
て
は
重
要
な
法
律
的
行
筋
を
な
す
と
き
、
契
援
を

立
て
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
契
接
は
土
地
制
度
解
明
の
原
始
資

料
と
な
る
。
契
擦
は
特
に
明
清
代
の
も
の
が
多
く
残
存
し
て
お
り
、
契
嬢
を
材

料
と
す
る
先
翠
の
業
績
も
少
な
く
な
い
。
本
書
の
著
者
楊
園
検
氏
は
時
代
を
明

清
代
に
限
っ
て
農
村
社
舎
に
於
け
る
土
地
所
有
権
の
仕
組
み
と
第
遜
、
即
ち
土

地
関
係
と
契
約
関
係
の
解
明
を
目
指
し
て
い
る
。
氏
は
明
清
契
約
文
書
研
究
の

開
拓
者
で
あ
る
縛
衣
凌
敬
授
の
指
導
を
う
け
な
が
ら
二
十
年
来
、
研
究
生
活
を

さ
れ
て
来
て
い
る
と
い
う
。
中
園
圏
内
は
言
う
に
及
ば
ず
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本

に
残
存
す
る
契
擦
を
精
力
的
に
探
査
し
て
研
究
の
材
料
と
さ
れ
て
い
る
。

本
書
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金
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構
成
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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