
に
か
え
た
-
､
意
味
を
不
明
に
し
た
-
ー
そ
し
て
謬
者
自
身
が
告
白

す
る
よ
-
に
原
文
に
あ
る
も
の
を
と
き
ど
き
落
し
た
-
し
て
い
る
の

で
ー
私
は
な
お
さ
ら
こ
の
詩
形
の
使
用
に
感
心
し
な
い
｡

ク
ー
パ

ー
氏
は
だ
い
た
い
の
場
合
に
前
か
ら
出
た
正
確
な
英
諸
を

参
考
に
し
て
い
る
の
で
ー
誤
諸
は
そ
れ
ほ
ど
見
普
ら
な
い
が
､
彼
自

身
の
漢
文
を
謹
め
る
力
は
つ
ぎ
の
一
例
で
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
｡
杜
甫
の

｢
竹
根
椎
子
無
人
見
｣
と
云
う
句
は
ー
ク
ー
パ

ー
き

じ

氏
の
評
に
こ
う
な
っ
て
い
る
､

｢
だ
れ
も
見
て
い
な
い
う
ち

に

雅

子

は
た
け
の
こ
を
板
か
ら
掘
っ
て
い
る
｣
!
ウ
ェ
イ
リ
イ
の
亡
霊
は
い

ま
ご
ろ
泣
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡
(
一
九
七
四
年
七
月
六
日
)

(
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

バ

ー
ト
ン

･
ワ
ト
ソ
ン
)

章
士
釣

｢
柳
文
指
要
｣

北
京

中
華
書
局

一
九
七

一
年
九
月

二

一
四
四
頁

華
氏
の
大
著
が
出
版
さ
れ
て
､
は
や
-
も
ま
る
三
年
が
経
過
し
た
｡

郭
沫
若
氏
の

｢李
白
と
杜
甫
｣
と
と
も
に
､
文
革
後
は
じ
め
て
の
本

書

評

格
的
な
学
術
書
の
出
現
と
し
て
ー
斯
界
の
耳
目
を
集
め
た
こ
と
は
ー

ま
だ
記
憶
に
新
し
い
｡
し
か
し

｢李
白
と
杜
甫
｣
が
い
ち
は
や
-
柄

謂
さ
れ
ー
書
評
も
何
度
か
書
か
れ
て
い
る
の
に
較
べ
る
と
ー

｢
柳
文

指
要
｣
の
方
は
ー
文
言
で
書
か
れ
た
極
め
て
地
味
な
内
容
の
も
の
で

あ
る
う
え
に
ー
二
千
頁
を
超
え
る
大
作
で
あ
る
た
め
か
ー
あ
る
い
は

ま
た
ー
文
革
後
に
こ
の
よ
-
な
書
物
が
世
に
出
さ
れ
た
こ
と
の
意
味

を
量
-
か
ね
て
か
､
わ
が
国
で
は
高
田
淳
氏
の
力
作

｢章
士
別
に
つ

い
て
｣
(｢思
想
±

九
七
三
年
七
月
鱗

岩
波
書
店
)
を
例
外
と
し
て
ー
ほ

と
ん
ど
沈
獣
が
保
た
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
｡
章
際
の
と
こ
ろ
筆

者
に
も

〝
文
化
革
命
の
主
播
〃

と
し
て
こ
の
上
な
い
高
い
評
債
を
輿

え
ら
れ
た
魯
迅
を
軍
閥
段
棋
瑞
政
府
の
司
法
総
長
乗
数
育
総
長
と
し

て
か
つ
て
弾
歴
し
た
こ
と
の
あ
る

〝
反
動
涯
の
頭
目
〃

の
書
物
が
､

文
革
後
に
ま
つ
さ
き
に
出
版
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
-

も
ち
ろ
ん
書

物
の
内
容
に
か
か
わ
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
-

は
､
い
ま
だ
に
よ

く
は
わ
か
ら
な
い
｡

中
華
書
局
の
出
版
説
明
に
は
い
う
｡

｢
作
者

(華
氏
)
は
辞
語
法
的
唯
物
論
お
よ
び
史
的
唯
物
論
の
観
鮎

を
つ
か
っ
て
歴
史
を
研
究
し
ー
例
文
を
解
帯
す
る
こ
と
が
十
分
に
は
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で
き
て
お
ら
ず
､

社
台
吏
展
の
記
述
に
お
い
て
も
循
環
論
の
誤
っ
た

見
方
が
あ
っ
て
ー
柳
宗
元
と
い
う
歴
史
上
の
人
物
に
射
し
て
厳
密
な

階
級
分
析
を
放
き
､
そ
の
歴
史
上
に
お
け
る
進
歩
性
を
誇
張
し
す
ぎ

て
い
る
｡
し
か
し
柳
宗
元
研
究
の
尊
者
と
し
て
み
る
な
ら
､
そ
こ
に

は
新
し
い
見
方
や
取
る
べ
き
虞
も
多
-
､
わ
れ
わ
れ
が
わ
が
国
古
代

の
す
ぐ
れ
た
文
化
遺
産
を
批
判
的
に
吸
収
す
る
に
あ
た
っ
て
ー

一
定

の
参
考
に
債
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う

｣

｡
(

1
九
七
1
年
四
月
)

後
に
も
解
れ
る
ご
と
-
､
本
書
は
文
革
直
前
に
出
版
が
準
備
さ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
､
決
し
て
文
革
の
試
練
の
成
果
と
し
て
書
か

れ
た
も
の
で
は
な
い
｡
そ
の
鮎
で
は
郭
氏
の
著
書
ほ
ど
に
は
そ
の
意

味
を
考
え
る
に
は
及
ば
な
い
の
か
も
し
れ
ぬ
｡
ま
し
て
章
氏
は
湖
南

省
長
抄
の
出
身
､
巷
間
の
説
に
よ
れ
ば
毛
洋
東
の
老
師
で
あ
っ
た
と

い
う
｡
そ
し
て
一
九
七

一
年
は
､
華
や
か
な
ピ
ン
ポ
ン
外
交
に
は
じ

ま
っ
て
ー

ニ
ク
ソ
ソ
訪
中
が
襲
表
さ
れ
ー
中
国
の
国
連
加
盟
が
決
定

す
る
な
ど
､
緊
張
緩
和
の
年
で
あ
っ
た
｡

さ
て

｢
柳
文
指
要
｣
三
由
十
四
筋
は
大
き
-
上
下
の
二
部
に
分
か

れ
る
｡
上
の

｢鰹
要
之
部
｣
は
ー
｢柳
河
東
集
｣
の
排
列
に
従
っ
て
ー

竜

一
の
雅
詩
歌
曲
か
ら
奄
四
十

一
の
祭
文
ま
で
､
篇
ご
と
に
評
論
､

考
欝
､
校
隻
な
ど
を
含
む
永
年
の
研
究
成
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
-
､

下
の

｢
通
要
之
部
｣
は
ー
柳
宗
元
に
か
か
わ
る
政
治
､
文
学
ー
儒
傍
､

韓
柳
関
係
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー

マ
に
関
す
る
著
者
自
身
の
見
解
を

先
人
の
研
究
や
評
論
を
ふ
ま
え
な
が
ら
披
涯
し
た
も
の
で
あ
る
｡
柳

宗
元
の
詩
に
つ
い
て
は
ー
陶
淵
明
や
葦
魔
物
の
詩
の
よ
う
に
政
治
性

の
映
落
し
た

〝
幽
閑
雅
淡
の
作
〃

で
､
散
文
と
は
同
列
に
論
じ
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
偏
見
を
､

著
者
が
か
つ
て
も
つ
て
い
た
こ
と

も
あ
っ
て
奄
四
十
二

･
四
十
三
に
結
け
て
収
め
ら
れ
る
は
ず
の
詩
の

部
分
が
､
鮭
要
之
部
に
は
省
か
れ
て
い
る
｡
華
氏
の
考
え
は
そ
の
後

改
め
ら
れ
た
が
､
出
版
に
際
し
鮭
要
之
部
に
､
同
じ
鮭
裁
で
そ
の
詩

す
べ
て
に
わ
た
っ
て
書
-
だ
け
の
鎗
裕
が
な
か
っ
た
た
め
t
や
む
を

得
ず
叙
志

･
感
遇
な
ど
の
諸
篇
を
選
ん
で
､
通
要
之
部
に
入
れ
ら
れ

た
(通
要
之
部
序
)｡
書
名
に
使
わ
れ
た
｢指
要
｣
の
語
は
､
｢絶
序
｣
に

よ
れ
ば
､
妄
言
乱
世
の
書
で
あ
る

｢
鬼
谷
子
｣
に
ー
元
翼
と
い
う
古

ヽ
ヽ

書
好
き
が
敷
千
言
に
及
ぶ
指
要
を
書
い
た
こ
と
を
述
べ
る
柳
宗
元
の

｢耕
鬼
谷
子
｣
に
も
と
づ
-
o
柳
宗
元
は
元
巽
の

｢指
要
｣
に
つ
い

あ
あ

あ
や
ま

て
｢
鳴

呼

ー
其
の
術
を
好
む
を
爵
す
こ
と
や

過

て
-
｣
と
断
じ
た
.

章
氏
自
身
も
､
そ
の
説
を
支
持
し
っ
つ
ー
鬼
谷
子
の
説
-
消
極
的
な
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抵
抗
の
姿
勢
で
は
ー
身
を
亡
ぼ
す
結
果
を
招
-
だ
け
だ
と
し
て
ー
鬼

谷
子
を
愛
し
た
初
麿
の
陳
子
昂
が
結
局
は
獄
死
し
た
こ
と
に
解
れ
る

ヽ
ヽ

(上
･
巻
四
)
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
華
氏
が
敢
え
て
指
要
の
語
を
書
名

に
選
ん
だ
こ
と
に
な
に
か
特
別
の
意
味
が
あ
る
の
か
ー
そ
れ
と
も
指

要
が

｢
世
説
｣
な
ど
に
も
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
単
な
る

〝
文
家

の
常
語
〃

で
あ
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
の
か
ー
い
や
そ
ん
な
こ
と
を
あ

れ
こ
れ
考

え
る
こ
と
自
腹
が
小
人
の
要
ら
ざ
る
穿
整
な
の
か
も
し
れ

ぬ
｡そ

れ
は
と
も
か
-
と
し
て
､
本
書
の

｢絶
序
｣
が
書
か
れ
た
の
が
､

一
九
六
四
年
二
月

ー
華
氏
八
十
四
歳
の
時
ー

｢
通
要
之
部
序
｣
が
六

五
年
四
月
ー
八
十
五
歳
ー

｢績
序
｣
が
七

一
年
八
月
､
九
十

一
歳
､

朕
が
六
六
年
三
月
ー
八
十
六
歳
ー
再
蚊
が
七

一
年
三
月
で
あ
る
｡
｢絶

序
｣
が
書
か
れ
て
か
ら
七

一
年
九
月
の
出
版
に
至
る
ま
で
七
年
の
歳

月
を
要
し
た
の
は
､
も
ち
ろ
ん
六
六
年
の
春
か
ら
本
格
化
し
た
文
化

大
革
命
の
た
め
で
あ
る
｡
そ
し
て
華
氏
は

｢柳
文
指
要
｣
が
公
刊
さ

れ
た
翌
々
年
､
七
三
年
七
月

一
日
､
訪
問
先
の
香
港
で
客
死
し
た
｡

時
に
九
十
三
歳
｡
全
国
人
民
代
表
大
骨
常
務
委
員
､
北
京
中
央
文
史

研
究
館
館
長
が
最
後
の
肩
書
き
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡

書

評

章
士
別
に
と
っ
て
､
柳
宗
元
の
散
文
は
少
年
の
頃
か
ら
の
愛
読
書

で
あ
っ
た
｡
氏
自
身
の
回
想
に
よ
れ
ば
ー
は
じ
め
て

｢柳
文
｣
を
知

っ
た
の
は
ー
湖
南
永
州
刻
本
を
手
に
入
れ
た
十
三
歳
の
時
で
あ
っ
た

と
い
う
(下
･
巻
五

｢翁
叔
平
之
於
例
文
｣)
｡
以
後
ー
海
外
留
学
の
折
も
ー

仕
官
し
た
時
も
､
解
放
後
も
､
前
後
六
七
十
年
に
わ
た
っ
て
､

｢柳

河
東
集
｣
は
常
に
そ
の
座
右
に
あ
っ
た
｡

｢柳
文
指
要
｣
は
ー
い
わ

は
氏
の
一
生
を
か
け
た
柳
宗
元
研
究
の
総
決
算
の
書
な
の
で
あ
る
｡

｢桐
城
の
謬
種
｣
(銭
玄
同
の
胡
適
宛
の
書
簡
に
見
え
る
語
｡
｢新
青
年
｣

E
j-

6
)
と
い
わ
れ
た
章
氏
は
､
柳
宗
元
を
定
し
め
る
桐
城
涯

の
人

び
と
に
抗
し
て
厳
復
が
著
し
た

｢閲
韓
論
｣
に
左
裡
し
､
熱
烈
な
柳

宗
元
の
信
奉
者
と
な
っ
た
｡
氏
に
い
わ
せ
れ
ば
､
韓
愈
の
千
年
に
わ

た
る
優
位
は
､
厳
復
の
一
撃
に
よ
っ
て
揺
ら
ぎ
は
じ
め
､

〝
毎
況
愈

下
〃
す
な
わ
ち
時
代
が
-
だ
る
と
と
も
に
落
ち
め
に
な
-
1

一
九
四

九
年
ー
人
民
改
構
が
成
立
す
る
と
と
も
に
､

〝
柳
進
み
韓
退
-
〃

大

勢
は
も
は
や
決
定
的
と
な
っ
た
o
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
解
放
後
陸

清

と
尊
表
さ
れ
る
論
文
を
見
る
と
ー
い
ま
だ
に
韓
愈
を
梓
護
す
る
も
の

が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
は

一
鰻
ど
う
し
た
こ
と
か

(下
･
巻
六

｢閲
韓

飴
論
｣)｡
か
-
し
て

｢
柳
文
詣
要
｣
の
最
大
テ
ー
マ
は
〝
闘
韓
崇
柳
〃
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し
り
ぞ

に
し
ぼ
ら
れ
た
｡

鮭
要
之
部
と
通
要
之
部
と
を
問
わ
ず
､
韓
を

開

け

た
つと

柳
を

崇

ぶ

論
調
は
至
る
と
こ
ろ
で
執
物
な
ま
で
に
-
-
返
さ
れ
る
｡

柳
宗
元
を

〝
韓
門
の
罪
人
〃

と
き
め
つ
け
た
欧
陽
修
は
勿
論

の
こ

と
､
近
人
で
は
ー
陳
寅
恰
(上

･
巻
四

｢育
文
公
問
守
原
議
｣
'
同
筆

1十

五

｢逸
文
暢
上
人
登
五
重
山
海
遊
河
朔
序
｣
な
ど
)
や
羅
文
潤
(下
･巻
十
1

｢徒
左
道
勇
門
看
韓
退
之
｣)
ー
柳
宗
元
研
究
の
専
門
家
具
文
治

(上
･
巻

三
〇
｢致
楊
京
兆
葱
書
｣)
な
ど
ー
少
し
で
も
韓
愈
に
甘
-
柳
宗
元
に
不

利
な
記
述
を
し
た
も
の
に
は
ー
見
逃
す
こ
と
な
-
反
駁
が
加
え
ら
れ

る
｡
華
氏
の
韓
愈
に
封
す
る
感
情
的
な
反
樽
と
柳
宗
元
に
封
す
る
判

官
び
い
き
が
ー
い
か
に
激
し
い
も
の
で
あ
る
か
は
ー
た
と
え
ば

｢讃

先
君
石
表
陰
先
友
記
｣
の
韓
愈
に
つ
い
て
述
べ
た
-
だ
-
を
謹
ん
だ

だ
け
で
も
､
十
分
に
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
で
あ
ろ
う
｡

｢韓
愈
は
永
点
の
政
愛
の
後
､
大
い
に
〝
二
王
劉
柳
〃
を
攻
撃
し

た
｡
と
こ
ろ
が
柳
宗
元
の
方
は
韓
愈
を
尊
ん
で

〝
先
友
〃

と
し
ー

〝
文
は
益
ま
す
寄
な
-
〃

と
は
め
た
た
え
て
い
る
｡
韓
柳
人
品
の
高

下
は
ー
こ
の
鮎
か
ら
も
判

然
と
わ
か
る
の
で
あ
る
｣
(下
･
撃
二
)

章
氏
の
韓
恵
に
封
す
る
批
判
は
､
韓
愈
が
散
文
改
革
に
あ
た
っ
て

述
べ
た
有
名
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
〝
文
徒
字
順
〃

〝
陳
言
務
去
〃

に
つ
い

て
も
容
赦
な
-
及
ぶ
｡
氏
は
い
う
O
韓
愈
は
み
ず
か
ら

〝
文
徒
い
字

順
う
〃

こ
と
を
主
張
し
な
が
ら
ー

一
方
で
慮
全
が
奇
怪
な
文
を
つ
づ

る
の
を

奨
励
し
て
い
る
し
､

｢薦
士
詩
｣
で
は
孟
邦
を
は
め
て

〝
空

.i)だ
か･M

ご
う

に
横
た
わ
っ
て
硬
語
を

盤

ら

し
む
る
も
ー
愛
帖
し
て
力
は

葬

を

排

す
〃

と
い
う
｡
ま
た
韓
愈
を
手
本
と
し
た
孫
可
之
の
文
章
は
ー
往
々

に
し

て
字
は
理
解
で
き
ず
ー
文
は
句
講
が
う
て
な
い
｡
唐
代
に
お
い

て
虞
に

〝
文
徒
字
順
〃
の
域
に
到
達
し
得
た
の
は
ー
韓
に
非
ず
し
て
ー

柳
で
あ
る
(下
･
巻
七

｢樵
晩
｣)
と
｡
さ
ら
に

〝
陳
言
を
務
め
て
去
る
〃

と
い
う
主
張
も
､
従
来
文
人
は
あ
ま
-
潔
-
は
考
え
ず
に
た
だ
韓
愈

の
文
が
八
代
の
表
を
起
し
得
た
異
論
は
こ
の
一
語
に
こ
そ
あ
つ
た
と

し
て
い
る
が
､
陳
言
と
は
何
か
ー
彼
は
は
た
し
て
そ
れ
を
去
る
こ
と

が
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ー
ま
っ
た
-
問
題
に
も
し

て
い
な
い
し
､
そ
も
そ
も
韓
愈
門
下
の
李
朝
自
身
が
こ
の
主
張
に
疑

問
を
抱
き
､
わ
れ
わ
れ
が
古
文
を
書
-
勉
強
を
す
る
の
は
古
人
の
道

を
愛
す
る
が
た
め
で
ー
古
人
の
道
を
愛
す
る
な
ら
､
古
人
の
言
葉
を

撃
は
ざ
る
を
得
な
い
で
は
な
い
か
と
い

っ
て
い
る
｡
ま
た
宋
邪
が

｢
新
鹿
書
｣
を
摸
し
た
時
に

｢善
唐
書
｣
の
陳
語
を
妄
-
に
改
鼓
し

て
､
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
文
章
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
､
韓
愈
の
教
え
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を
承
け
つ
い
で
､
そ
れ
を

1
暦
蓉
展
さ
せ
た
た
め
で
あ
る
(下
･
巻
九

｢陳
言
務
去
｣)
と
､
氏
は
き
め
つ
け
る
の
で
あ
る
｡

筆
者
な
ど
は
正
直
な
と
こ
ろ
ー
こ
う
し
た
熱
烈
な
閲
韓
崇
柳
論
が

し
ば
し
ば
公
平
を
敏
-
結
論
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危

供
を
抱
き
つ
つ
も
､
そ
の
一
方
で
､
研
究
者
と
し
て
か
-
ほ
ど
ま
で

に
心
酔
し
ー
打
ち
込
む
こ
と
の
で
き
る
対
象
を
持
ち
得
た
章
氏
の
幸

福
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
O

と
こ
ろ
で
い
ま
中
国
で
は
ー
昨
年
に
は
じ
ま
る

｢
批
林
批
孔
｣
運

動
の
全
国
的
な
と
-
-
み
の
な
か
で

｢儒
法
闘
争
史
｣
研
究
の
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
が
大
々
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
な
か
で
､
柳
宗
元

の

｢封
建
論
｣
が
あ
ら
た
め
て
脚
光
を
浴
び
は
じ
め
た
｡
周

一
良
民

｢讃
柳
宗
元
〝
封
建
論
〃

｣

(原
載
1
九
七
三
年
十
1
月
九
日

｢北
京
日

報
｣
･
そ
の
後

｢紅
旗
｣
七
四
年
琴

一期
に
収
錦
)
に
つ
づ
-
鍾
成
評
注
の

｢封
建
論
｣
(｢括
貢
文
選
｣
1

七
四
年
1
月

北
京
中
華
書
局
)
ー
さ
ら

に
北
京
汽
車
製
造
廠
工
人
理
論
組
に
よ
る
評
注
解
説

｢讃
封
建
論
｣

(七
四
年
六
月
二
十
九
日
～
七
月
1
日

｢光
明
日
報
｣)
が
そ
れ
で
あ
る
O

つ
い
で
に
い
え
ば

｢封
建
論
｣
の
評
注
は
'
文
革
以
前
に
も
顧
易
生
に
よ
っ

て
書
か
れ
て
い
る
｡
｢中
華
活
菓
文
選
｣
16
合
訂
本
H

T
九
六
二
年
五
月

書

評

上
海
中
華
書
局
)
し
か
し
こ
れ
ら
最
近
の
論
者
が
､

章
氏
の

｢柳
文

指
要
｣
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
.
そ
の
謹
撰

に
､
こ
れ
ら
の
論
者
が
文
革
後
に
出
版
さ
れ
た
大
著

｢柳
文
指
要
｣

に
言
及
す
る
こ
と
は

1
度
も
な
い
｡
そ
れ
は
華
氏
が
､
例
え
ば
北
京

汽
車
製
造
廠
工
人
理
論
組
の
書
い
た

｢讃

〝
封
建
論
〃

｣
の
前
言
に

い
う
ご
と
-

｢
反
潮
流
の
精
神
で
儒
家
の
孔
孟
の
道
に

射
し
て
大
腰

な
挑
戦
を
お
こ
な
い
ー
革
新
進
取
を
主
張
し
ー
歴
史
の
潮
流
に
順
鷹

し
た
秦
の
始
皇
ら
の
法
家
を
高
-
評
債
し
-
-
｣
と
い
う
よ
う
な
わ

-
き
っ
た
観
鮎
で

｢封
建
論
｣
を
あ
っ
か
つ
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず

し
も
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

鰻
要
之
都
電
三
の

｢封
建
論
｣
は
全
部
で
十
四
節
四
十
二
頁
に
も

及
ぶ
ス
ペ
ー
ス
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
｡
華
氏
は
ま
ず
第

一
節
で
何
帰

の

｢義
門
讃
書
記
｣
を
引
き
ー
柳
宗
元
の
学
識
が
班
園
に
遠
-
及
ば

な
い
と
い
う
何
煙
を
世
間
知
ら
ず
の
腐
儒

1
孔
之
論
だ
と
し
て

1
蹴

し
ー
わ
ざ
わ
ざ
班
国
の

｢諸
侯
王
表
｣
の
全
文
を
引
用
し
て
反
論
す

る
｡
第
二
節
で
は
ー
柳
宗
元
の

｢封
建
論
｣
が
空

肌
の
大
文
章
で
あ

-
､
彼
自
ら
の
政
治
理
論
と
そ
の
寛
施
方
法
を
述
べ
た
も
の
と
許
債

し
っ
つ
､
永
点
の
改
革
に
失
敗
し
た
原
因
を
考
察
し
､
蘇
餌
の

｢
時
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第
二
十
四
肘

は
聖
人
の
能
-
為
す
所
に
非
る
也
｣
を
引
い
て
､
柳
宗
元
が

｢為
す

能
わ
ざ
る
の
時
に
為
し
た
｣
が
た
め
に
敗
れ
た
と
す
る
｡
以
下
三
筋

で
は
蘇
拭
と
楊
憤
ー
四
節
は
劉
晦
の

｢奮
唐
書

･
徳
宗
順
宗
諸
子
列

俸
論
｣
ー
五
節
は
滞
租
南
の

｢唐
鑑
｣
ー
六
節
は
貌
源
の

｢
古
微
堂
内

集
｣
の

｢
治
篇
｣
ー
七
節
は
菓
適
の

｢治
勢
篇
｣
ー
八
節
は
蓬
莱
文
の

｢
侯
守
論
｣
､
九
節
は
臭
素
の

｢胡
氏
管
見
唐
柳
宗
元
封
建
論
後
題
｣
､

十
節
は
顧
炎
武
の

｢
郡
牌
論
｣
､
十

一
節
は
衰
枚
の

｢
再
書
封
建
諭

後
｣
､
十
二
節
は
清
末
の
張
亨
嘉
の

｢擬
柳
子
厚
封
建
論
｣
ー
十
三
節

は
焦
循
の

｢
易
飴
番
線
｣
ー
十
四
節
は
龍
翰
臣
の

｢績
封
建
論
｣
な

ど
の
全
文
ま
た
は
部
分
を
引
用
し
っ
つ
論
評
を
加
え
る
｡
さ
ら
に

｢
通
要
之
部
｣
巻
三
に
も
魂
宿
の

｢
封
建
論
｣
､

王
文
治
の

｢陸
柳

封
建
論
｣
が
引
用
さ
れ
る
｡

華
氏
の
本
書
に
お
け
る
叙
述
形
式
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
､
こ
の
よ

う
に
､
過
去
の
関
係
資
料
を
寛
に
丹
念
に
引
用
す
る
こ
と
に
あ
る
｡

読
者
に
と
っ
て
ー
煩
雑
さ
を
兎
が
れ
な
い
敏
鮎
を
も
つ
反
面
ー
柳
宗

元
の
一
つ
一
つ
の
文
章
に
関
す
る
先
人
の
言
及
を
ま
と
め
て
知
る
こ

と
の
で
き
る
利
鮎
は
有
難
い
｡
そ
れ
は
例
え
ば
周

一
良
氏
の
論
文
が

｢善
制
度
を
懸
命
に
護
ろ
う
と
し
た
蘇
餌
は
柳
宗
元
を
〝
小
人
の
忌

慣
な
き
老
〃

と
公
然
と
の
の
し
つ
た
｣
と
､
か
た
ず
け
て
し
ま
っ
て

い
る
の
に
-

ら
べ
れ
ば
､
は
る
か
に
親
切
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
華
氏
の
引
-
資
料
に
は
ー
し
ば
し
ば
珍
し
い
も
の
が
あ
る
こ
と

も
注
目
に
債
す
る
｡
か
つ
て
呉
文
治
氏
の
編
し
た

｢古
典
文
学
研
究

資
料
費
編

･
柳
宗
元
奄
｣
二
筋

(
一
九
六
四
年
十
月

北
京
中
華
書
局
)

に
含
ま
れ
な
い
資
料
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
｡
清
朝

諸
家
の
文
章
ー
と
り
わ
け
清
末
の
も
の
は
も
っ
と
も
ひ
ん
ぽ
ん
に
利

用
さ
れ
て
い
る
｡

｢
封
建
論
｣
に
関
す
る
引
用
資
料
の
場
合
は
必
ず

し
も
通
常
な
例
に
は
な
ら
な
い
が
､
そ
れ
で
も
張
亨
嘉
や
龍
翰
臣
の

も
の
な
ど
ー

一
般
の
研
究
者
の
あ
ま
-
注
意
し
な
い
資
料
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
｡

｢柳
文
指
要
｣
に
つ
い
て
語
る
べ
き
こ
と
は
あ
ま
-
に
も
多
い
｡

下
編
奄
四
･五
の

｢
評
林
｣
､
奄
六
の

｢第
韓
｣
な
ど
､
そ
の
ま
ま
で

一
種
の
中
国
散
文
評
論
史
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
ー
韓
柳
の
俳
教

へ

の
か
か
わ
り
を
論
じ
た
上
編
奄
二
十
五
や
下
編
奄
十

一
に
つ
い
て
､

ま
た
柳
文
個
々
の
訓
話

･
解
樺
の
問
題
な
ど
､
華
氏
の
す
ぐ
れ
た
業

績
お
よ
び
問
題
提
起
に
つ
い
て
は
今
は
す
べ
て
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な

い
｡
は
じ
め
に
解
れ
た
高
田
淳
氏
の
論
文

｢章
士
別
に
つ
い
て
｣
に
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は
､
数
々

の
興
味
あ
る
指
摘
が
あ
る
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡

ま
た
華
氏
の
訓
話

･
考
護
に
関
す
る

一
部

の
意
見
は
ー
拙
著

｢韓

愈

･
柳
宗
元
｣
(
一
九
七
三
年
八
月

筑
摩
書
房
)
や

｢柳
宗
元

〝
童
匝

寄
俸
〃

考
｣

(｢立
命
館
文
学
｣

1
九
七
三
年
八
･
九
月
戟
)
で
解
れ
た

こ
と
が

あ
る
｡

晩
晴
か
ら
民
国
の
初
め
に
か
け
て
､

一
本
の
筆
を
ひ
っ
さ
げ
て
活

躍
し
た
厳
復

･
染
啓
超
の
二
公
に
や
や
後
れ
て
起
っ
た
章
士
別
氏
は
ー

桐
城
の
襲
種
ー
あ
る
い
は
桐
城
の
飴
撃
と
か
げ
口
を
た
た
か
れ
た
こ

と
が
あ
る
｡
氏
に
い
わ
せ
れ
ば

｢桐
城
と
は
絶
え
て
近
か
ら
ず
｣

(蹴
)
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
､
華
氏
は
俸
銃
的
な
文

言
に
よ
る
散
文
､
古
文
の
大
家
で
あ
っ
て
ー
哲
学
者
ま
た
は
歴
史
家

で
は
必
ず
し
も
な
い
｡
そ
こ
か
ら
氏
の
歴
史
や
哲
学
に
関
す
る
叙
述

に
あ
る
甘
さ
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
ー
読
者
の
一
般
に
気
づ
か
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
と
も
あ
れ
､
二
千
年
来
の
停
統
文
学
の
鰹
裁
に
の

つ
と
つ
て
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
茸
氏
の

｢柳
文
指
要
｣
は
恐
ら

-

｢最
終
の
結
穴
｣
と
な
る
に
違
い
な
い
｡
そ
の
一
世
紀
近
-
を
生

き
た
華
氏
の
生
涯
を
か
け
た
研
究
の
成
果
に
封
し
て
ー
筆
者
な
ど
が

書
評
の
筆
を
と
る
こ
と
自
腹
､
お
こ
が
ま
し
い
か
ぎ
り
で
あ
っ
た
｡

書

評

二
千
頁
を
超
え
る
巨
財
を
も
て
あ
ま
し
､
十
分
消
化
味
責
で
き
ぬ
ま

ま
ー
こ
の
よ
う
な
拙
文
を
草
す
る
こ
と
の
非
を
､
章
士
釦
氏
と
読
者

に
お
わ
び
せ
ね
は
な
ら
ぬ
｡

一
九
七
四
･
九
･
五

(立
命
館
大
学

寛

文
生
)

〔

補
記
〕

高
田
淳
氏
の
｢章
士
釦
に
つ
い
て
｣
は
'
補
訂
の
う
え
'〝
そ
の
『柳
文

指
要
』
〃
と
い
う
副
題
を
添
え
て
'
そ
の
後
に
書
か
れ
た
｢

章
士
剣
の
死
｣

と
と
も

に

'

｢葦
柄
麟

･
章
士
釧
･
魯
迅
-

辛
亥
の
死
と
生
と
-

｣

(
一
九
七
四
年
九
月
三
〇
日

龍
漢
書
舎
)
に
収
め
ら
れ
た
｡

ま
た
中
国
で
は
'
か
つ
て
中
華
書
局
か
ら
刊
行
さ
れ
た

｢柳
河
東
集
｣

(
一
九
五
八
年
十
一
月
)
が
'
句
読
鮎
の
誤
-
や
誤
植
を
訂
正
し
た
上
に
､

付
録
教
篇
を
加
え
て
'
上
海
人
民
出
版
社
か
ら
最
近
再
版
さ
れ
､
さ
ら
に

｢天
問
天
封
註
｣
が
復
且
大
学
中
文
系
古
典
文
学
教
研
組
に
よ
っ
て
､
同

じ
く
上
海
人
民
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
な
ど
､
柳
宗
元
に
封
す
る
関
心

は
'
急
速
に
高
ま
-
つ
つ
あ
る
｡

二

九
七
四
･
十

･
十
五
)
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