
百
害
老
子
文
鰹
考

小

池

一

郎

京

都
大

草

文
中
に
引
用
し
た

｢老
子
｣
本
文
は
'
近
年
馬
王
堆
湊
墓
よ
り
出
土
し

た

｢老
子
島
書
｣
に
基
づ
い
て
､
私
自
ら
が
校
定
し
た
も
の
で
あ
る
｡

必
要
に
鷹
じ
て
'
校
定
注
'
評
注
を
略
記
し
た
｡

l

文
鮭
の

｢賛

1
性
｣

小
川
環
樹
氏
は
､

｢老
子
｣
の
文
鮭
の
斉

l
性
を
主
張
さ
れ
た
｡

｢私
は
そ
の
(筆
者
注
･老
子
の
)
大
部
分
を
あ
る
ひ
と
り
の
著
者
が

書
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
｡
そ
の
理
由
の
一
つ
は
､
文
鮭
の
奔

一

性
で
あ
る
｡
(中
略
)
思
想
的
に
は
異
質
に
み
え
よ
う
と
も
､
そ
の
用

語
と
文
膿
は
前
後
を
通
じ
て
は
ぼ

一
貫
し
､
わ
ず
か
の
例
外
を
除
-

と
､
そ
の
斉

l
性
は
明
ら
か
で
あ

っ
て
ー
各
部
分
に
お
い
て
も
､
著

*

者
と
そ
の
時
代
や
地
域
の
隔
た
-
は
感
じ
ら
れ
な
い
｡
｣

*
世
界
の
名
著
4

｢老
子
･荘
子
｣
中
央
公
論
社
l
四
貢
.
中
公
文
庫

吊
吾
老
子
文
腔
考

(小
池
)

｢老
子
｣
一
四
七
貢
｡

｢老
子
｣
の
文
題
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
う
ち
､
小
川
氏
の
も
の

を
そ
の
一
方
の
極
と
す
れ
ば
､
他
の
極
に
は
､
例
え
ば
武
内
義
雄
氏

の
次
の
説
が
来
る
｡

｢其
の
文
鰻
か
ら
考
へ
る
と
ー
道
徳
経
の
中
に
は
韻
文
の
部
分
と

散
文
の
部
分
と
が
あ
っ
て
､

l
人
の
人
が

l
つ
の
目
的
の
為
に
著
作

*

し
た
本
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
｡
｣

*

｢老
子
の
研
究
｣
一
二
一
貢
｡

木
村
英

一
氏
も
､
武
内
氏
と
同
様
の
説
だ
と
見
て
よ
い
｡

｢道
徳
経
は
ー
こ
の
長
老
思
想
家
(筆
者
注
･老
子
)
の
教
訓
と
し
て

侍

へ
ら
れ
た
名
言
と
､
そ
れ
以
後
藻
(
B
･C
二
世
紀
)
に
亘
る
二
三
百

年
間
に
社
食
に
行
ほ
れ
た
そ
れ
と
同
様
の
思
想
的
傾
向
を
も
つ
僅
諺

･格
言
･名
言
の
類
と
を
集
め
て
整
理
し
た
も
の
で
､
そ
れ
の
原
形
の

*

成
立
は
漠
初
に
属
す
る
で
あ
ら
う
｡
｣

*

｢老
子
の
新
研
究
｣
創
文
社
･自
序
三
頁
｡

以
上
の
二
つ
の
考
え
方
の
相
異
は
､

｢老
子
｣
の
文
鰻
を
全
鰻
と

し
て
把
握
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
物
語
る
｡
そ
れ
は
ま
た
ー
文
鮭
を

考
慮
に
入
れ
ず
し
て
､

｢老
子
｣
を
語
れ
ぬ
こ
と
で
も
あ
る
｡
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こ
こ
で
ま
ず
ー

私
の
考
え
方

(仮
説
)
を
述
べ
て
お
こ
う
｡
｢
老
子
｣

は
幾
つ
か
の
小
文
鮭
を
含
む
｡
小
文
鮭
と
は
､

｢
一
定
の
表
現
技
法

(形
式
)
が
共
働
し
て
､
あ
る

一
つ
の
志
向

(内
容
)
を
持
つ
に
至
っ
て

い
る
文
章
｣
の
意
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
の
小
文
鰹
は
､
全
-
別
個
に
存

在
す
る
の
で
は
な
-
､
相
互
に
閲
達
し
あ
い
､
全
腹
の
中
で
そ
れ
自

ら
の
位
置
を
占
め
る
｡
そ
し
て
､

｢老
子
｣
全
鰹
は
ー
依
然
と
し
て

統

一
の
と
れ
た
､二

言
語
表
現
膿

(作
品
)
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
全

段
の
統

一
性
を

｢大
文
鰹
｣
と
呼
ぶ
と
い
う
候
件
を
付
け
た
上
で
､

*

｢老
子
｣
の
文
鮭
の
秀

一
性
を
語
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
｡

*

私
の
｢文
鰹
｣
の
定
義
は
､
既
に
前
三
氏
の
も
の
と
は
異
な
る
｡

し
か
し
ま
だ
何
の
結
論
も
下
さ
れ
て
は
い
な
い
｡
右
に
述
べ
た
こ

と
は
､
以
後
文
鰻
を
究
め
て
ゆ
-
上
で
の
道
筋
に
過
ぎ
な
い
｡
私
は
､

グ
ル
ープ

ま
ず

｢老
子
｣
の
小
文
髄
の
語

群

ー

及
び
各
群
間
の
関
係
に
つ
い

て
考
察
し
､
次
に
そ
れ
ら
の
文
鮭
が
､
賓
際
に
文
章
の
上
で
如
何
に

絡
-
あ
っ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
｡

二

文
鰹
の
四
つ
の
暦

｢老
子
｣
の
文
鰹
は
､
大
き
-
四
つ
の
群
に
分
か
れ
ー
そ
れ
ら
は

並
存
す
る
の
で
は
な
-
､
層
状
に
展
開
す
る
｡
私
は
こ
の
前
提
を
設

け
て
ー
以
下
論
を
進
め
る
｡
こ
の
四
つ
の
層
を
､
A
暦
･
B
暦
･C
暦

･
D
層
と
名
づ
け
て
お
-
｡
大

難
把

に
言

え

ば
ー

A
層
は
神
秘
主
義

コ
ア

的
色
彩
の
濃
い
ー
｢

老
子
｣

の
核
心

と
も
言

う
べ
き
部
分
､
B
層
は

A
暦
の
展
開
し
た
も

の
､
D

層
は
B

暦
の
伏
流
､

C暦
は
B
暦
D
層

の
周
連
に
演
が
-
ー

｢老
子
｣
の
外
線
を
構
成
す
る
部
分
で
あ
る
｡

コ
ア

三

A
層

〔核
心
〕

｢老
子
｣
の
神
秘
主
義
に
つ
い
て
は
ー
既
に
先
人
の
指
摘
が
あ
る
｡

私
が
こ
こ
で
特
に
神
秘
主
義
を
取
-
あ
げ
る
の
は
ー
そ
れ
が
｢
老
子
｣

の
言
葉
に
大
き
-
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
両
秘
主
義
的
色
彩
の
濃
い
言
語
を
持
つ
部
分
が
ー
恐
ら
-

｢老
子
｣
の
言
葉
の
核
心
を
形
成
す
る
｡

神
秘
主
義
は
､
神
秘
経
験
ー
神
秘
思
想
､
及
び
修
行
の
三
要
素
か

*

ら
成
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡
今
ー
こ
の
三
要
素
に
沿

っ
て
､
｢
老

子
｣
を
観
て
ゆ
-
0

*

岸
本
英
夫
集
第
二
巷

｢神
秘
主
義
と
ヨ
ー
ガ
｣
･
宗
教
神
秘
主
義
論

の
項
参
照
｡

2



吊

修

行

｢老
子
｣
に
は
､
神
秘
主
義
的
な
修
行
に
関
す
る
記
述
が
､
断
片

的

にで
はあ
る

が､
幾
つ
か

見
う
け

られる
｡

*

3

載
督
塊

抱
l
､
能
尊

離
乎

､

〔

10〕

たましい

(さ

まよえ
る

塊
を
安
ん
じ
て
'

一
を
抱
い
て
､
そ
こ
か
ら
離
れ
ず
に

お

れる
か
｡)

S
寒
気
致
柔
ー
能
嬰
鬼
平
､
〔10
〕

い
き

(呼
吸
を
整
え
て
柔
ら
か
に
な
-
'
赤
子
の
よ
う
に
な
れ
る
か
｡
)

(-
)

伺

惰
除
玄
監
､
能
夢
有
庇
乎
､
〔10
〕

(神
秘
を
混
る
心
の
鏡
を
洗
い
清
め
て
'

一
瓢
の
曇
-
も
な
い
よ
う
に
出

束
る
か
｡)(2

)

仰

天
門
啓
固
､
能
馬
雌
乎
､
〔10
〕

(天
門
を
開
閉
し
て
'
雌
と
な
れ
る
か
｡)

佃

致
虚
極
也
､
守
静
篤
也
､
〔
16
〕

(虚
を
十
分
に
招
き
'
静
を
篤
-
守
る
｡)

㈲

塞
其
先
ー
閉
其
門
､
〔52
〕
〔56
〕

(穴
を
塞
ぎ
'
門
を
閉
じ
る
O)

S

知
英
雄
ー
守
其
雌
ー
〔
28
〕

良
書
老
子
文
略
考

(小
池
)

(雄
を
知
-
､
雌
を
守
る
｡)

*
〔10
〕
と
は
'

｢老
子
｣
第
十
章
の
略
敏
で
あ
る
d
以
下
同
じ
O
畠
書

老
子
に
は
草
分
け
は
な
-
'
文
章
の
順
序
も
現
行
各
本
と
異
な
る
部
分

が
あ
る
が
'
本
稿
で
は
現
行
本

(王
江
本
･河
上
公
本
)

の
孝
次
に
徒

､つ
○

修
行
に
つ
い
て
の
直
接
的
言
及
は
以
上
に
壷
き
る
が
､
こ
れ
ら
の

修
行
は
､
神
秘
主
義

1
般
の
そ
れ
と
は
ぼ

l
致
し
て
い
る
.

3に
つ

い
て
は
ー
意
識
の

l
鮎

へ
の
集
中
は
ー
神
秘
的
険
悪
に
敏
か
せ
ぬ
も

*

の
で
あ
る
｡

Sは
ヨ
ー
ガ
の
調
息
法
ー
何
は
ヨ
ー
ガ
の
坐
法
や
併
教

の
坐
頑
と
軌
を

l
に
す
る
｡

桐は
､
｢神
秘
主
義

(m
ysticism
)｣
と

い
う
言
葉
自
腹
が
ー
ギ
リ
シ
ャ
語
の
m
u
6

(
目
や
ロ
を
閉
じ
る
意
｡)
か

*
*

ら
来
て
い
る
.

何は
｢
天
門
｣
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
､
こ

れ
を

｢鼻
｣
或
い
は

｢
肝
門
｣
と
取
れ
ば
佃
に
近
い
し
､

｢為
雌
｣

と
い
う
性
的
な
も
の
も
ー
神
秘
主
義
に
し
ば
し
ば
現
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
｡
(〔7
〕
の

｢守
其
雌
｣
も
同
様
｡)

*

例
え
ば
'
ユ
リ
ア
I
デ

｢
ヨ
ー
ガ
の
頃
悪
の
出
費
瓢
は
'
単

一
の
封

象
に
集
中
す
る
こ
と
で
あ
る
｡｣
(著
作
葉
巻
九

｢
ヨ
ー
ガ
こ

せ
-
か

書
房
･八
八
頁
｡)

**
｢理
想
｣

(
一
九
七
二
二
二
)
高
橋
亘

｢神
秘
主
義
に
つ
い
て
｣

一

3
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頁
｡

以
上
､

佃印刷
㈲
S
の
肉
鮭
的
な
修
練
に
よ
っ
て
､
Ⅲ
の
意
識
の

集
中
が
可
能
に
な
-
1
最
後
に
は
何
の
心
的
状
態
に
達
す
る
｡
井
筒

俊
彦
氏
の
言
葉
を
引
け
ば
ー

｢
禁
欲
的
修
業
は
ー
行
者
が
自
己
の
魂

を
清
浄
に
し
､
そ
の
表
面
を
遮
蔽
す
る
曇
-
を
拭
指
し
て
､
恰
も
明

鏡
の
物
を
映
す
ご
と
-
に
神
の
姿
を
魂
に
映
し
､
神
を
識
-
､
最
後

*

に
神
と
合

一
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
｣
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら

れ
た
澄
み
切

っ
た
心
境
こ
そ
が
､
神
秘
髄
験
の
訪
れ
を
可
能
に
す
る
｡

｢
神
秘
鰹
験
が
展
開
し
や
す
い
よ
う
な
素
地
と
い
う
の
は
ー

l
切
の

の
意
識
作
用
を
純

l
化
し
た
透
徹
か
つ
明
澄
の
心
的
状
態
に
他
な
ら

*
*

な
い
｡
｣

*

｢
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
｣
岩
波
書
店

l
五
七
頁
.

*

*
岸
本
英
夫
集
巻
二
･四
三
頁
｡

こ
れ
ら
の
修
行
が
､

〔10
〕
で
は
や
や
鰹
裁
を
整
え
て
い
る
も
の

の
､
全
鰻
と
し
て
断
片
的
に
の
み
記
さ
れ
て
い
る
の
は
､

｢
老
子
｣

が
修
行
の
俸
授
を
直
接
の
目
的
と
は
し
て
い
な
い
篤
で
あ
ろ
う
が
､

し
か
し
こ
れ
ら
の
数
個
の
断
片
に
よ
っ
て
も
､
そ
の
本
鰹
は
十
分
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡

吊

神

秘

経

験

神
秘
主
義
に
と
っ
て
､
修
行
は
必
須
の
も
の
で
は
な
い
が
､
神
秘

鰻
験
は
そ
の
前
提
で
あ
る
｡
こ
の
鮭
験
の
主
要
な
特
徴
は
次
の
二
鮎

に
あ
る
｡

3

そ
れ
が
直
観
を
通
し
て
得
ら
れ
る
こ
と
.

S

紹
封
者

(超
越
的
存
在
)
と
の
合

l
が
知
覚
さ
れ
る
こ
と
｡

｢
老
子
｣
に
は
､
や
は
り
､
神
秘
鰹
験
を
直
接
的
に
速
べ
た
と
思
わ

れ
る
部
分
が
あ
る
｡

(3
)

(4
)

〔

14
〕

一
着
其
上
不
悠
､
其
下
不
忽
ー
尋
尋
今
､
不
可
名
也
､
復
蹄

於
無
物
､
是
謂
無
状
之
状
､
無
物
之
象
､
是
謂
忽
桃
､

(こ
の
1
つ
の
も
の
は
'
そ
の
上
方
は
速
-
は
な
い
が
'
そ
の
下
方
は
義
き

*る
こ
と
が
な
い
｡
長
々
と
涯
し
な
-
績
い
て
'
名
づ
け
る
こ
と
も
出
来
ぬ

程
で
'
物
が
そ
の
要
を
取
ら
ぬ
世
界
に
復
締
す
る
｡
こ
れ
を

｢は
っ
き
-

と
し
た
形
の
無
い
形
｣

｢物
が
そ
の
要
を
取
ら
ぬ
状
態
｣
と
言
う
｡
こ
れ

を

｢悦
惚

〔ぽ
ん
や
-
と
し
て
い
て
定
か
で
な
い
〕｣
と
言
う
｡)

*

｢忽
｣
を

｢轟
き
る
｣
と
詳
し
た
｡
爾
雅
揮
話
に

｢忽
'
壷
也
｣
と

あ
る
｡

〔16
〕

寓
物
並
作
ー
吾
以
観
其
復
也
､
夫
物
芸
芸
､
各
復
帝
於
其
根
､

日
静
､
静
是
謂
復
命
､
復
命
常
也
､
知
常
明
也
､
不
知
常
妄
ー
妄

4



作
凶
ー

(寓
物
が
並
び
起
-
'
私
は
そ
れ
ら
が
戻
っ
て
ゆ
-
の
を
観
る
｡
そ
れ
ら
の

こん

物
は
盛
ん
に
う
ご
め
き
､
そ
れ
ぞ
れ
の
板

に

復
節
す
る
｡
こ
れ
を
静
と
言

*

う
｡
静
と
は

｢命
に
返
る
｣
こ
と
を
言
う
｡

｢命
に
返
る
｣
の
が
常
で
あ

くら

る
｡
常
を
知
る
の
が
明
で
あ
る
｡
常
を
知
ら
な
け
れ
ば
'
妄

い
｡
妄
け
れ

ぼ
凶
事
を
引
き
起
す
｡)

*

｢常
｣
と
は
､
老
子
烏
書
で
は
'
｢復
節
を
通
し
て
垣
間
見
た
所
の
'

よ▲ノ

虞
理
の
世
界
の
在
-
棟
｣
を
示
唆
す
る
語
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る
｡

こ
れ
に
封
し
て

｢恒
｣
は

｢
つ
ね
に
･恒
久
の
｣
の
意
味
を
持
つ
｡

(5
)

〔
21
〕

道
之
鳥
物
､
唯
桃
唯
忽
､
忽
今
.既
今
､
中
有
象
今
､
伏
今
忽

今
､
中
有
物
今
､
窺
今
冥
今
､
其
中
有
精
今
､
其
精
甚
虞
､
其
中

有
信
､

し
る
し

(道
の
物
と
し
て
の
状
態
は
､
騰
ろ
で
霞
ん
で
い
る
O
焼
ろ
な
中
に

象

が

有

る
｡
霞
ん
だ
中
に
物
が
有
る
｡
遠
か
奥
深
-
'
そ
の
中
に
精
が
有
る
｡
そ

の
精
は
誠
に
虞
責
な
も
の
で
あ
る
｡
更
に
そ
の
中
に
'
居
ず
べ
き
も
の
が

有
る
｡)

(6
)

〔25
〕

有
物
混
成
､
先
天
地
生
､
葡
今
家
今
､
沸
立
而
不
改
､

可
以

(7
)

爵
天
地
母
､
吾
未
知
其
名
也
､
字
之
日
道
､

(何
か
あ
る
名
状
L
が
た
い
も
の
が
'
混
沌
と
し
た
状
態
で
存
在
し
た
｡
そ

れ
は
天
地
に
先
立
っ
て
生
じ
た
o
も
の
寂
し
-
が
ら
ん
と
し
て
お
-
'
濁

昂
書
老
子
文
鮭
考

(小
池
)

-
で
存
立
し
て
'
襲
化
す
る
こ
と
が
な
い
｡
こ
れ
を
天
地
の
母
と
す
る
こ

あぎな

と
が
出
凍
る
｡
私
は
ま
だ
そ
の
名
を
知
ら
な
い
｡
こ
れ
に

字

し

て

｢道
｣

と
呼
ぼ
う
｡)

以
上
の
四
例
は
皆
､

｢
道
経
｣
の
中
程
に
位
置
し
て
お
-
､
ま
た
､

先
の

｢
修
行
｣
に
つ
い
て
の
記
述
も
､
ほ
ぼ
同
じ
所
に
集
ま

っ
て
い

る
の
は
､
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
さ
て
､
こ
の
四
例
で
は
'

1.し

封
象

(
l
者
･寓
物
･遥
之
鳥
物
･物
)
は
直
か
に
見
た
も
の
と
し
て
記
述

さ
れ
て
い
る
｡
特
に

〔
16
〕
で
は

｢
観
｣
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

｢
道
｣
(或
い
は
そ
の
現
象
)
を
､
観
覚
に
よ

っ
て
か
､

心
眼
に
よ
っ

●
●

て
か
､
確
か
に
見
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
神
髄
鮭
験
と
呼
ん
で
よ
か

ろ
う
｡
と
こ
ろ
で
､
こ
れ
ら
の
例
は
､
幾

つ
か
の
共
通
す
る
表
現
を

含
ん
で
い
る
｡

M

知
覚
さ
れ
た
封
象

(即
ち

｢遥
｣)
は
､

a
､
物
と
し
て
の
姿
は
無
-
､

b
､
た
だ
う
す
暗
-
放
ろ
で
あ
-
､

C
､
長
-
緯
い
て
う
ご
め
い
て
お
-
､

d
､
根
源
に
復
蹄
し
て
ゆ
-
0
(〔14
〕
〔16
〕)

吻

｢
物
｣
と
い
う
語
が
必
ず
用
い
ら
れ
る
｡

5
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朋

伺

擬
態
語
が
必
ず
用
い
ら
れ
る
｡
(税
覚
的
)

印

｢
定
義
｣
に
屠
す
る
語
句
を
必
ず
伴
な
う
O

何

知
覚
さ
れ
た
封
象
の
､
言
葉
に
表
わ
し
が
た
い
こ
と
を
表
明
す

る
｡
(〔14
〕
不
可
名
也
､
〔25
〕未
知
英
名
也
)

的

韻
文
鰹
で
あ
る
こ
と
｡

*

神
秘
鰻
験
は
､

｢
洞
察
の
瞬
間
に
輿
え
ら
れ
た
漠
と
し
た
経
験
｣

で
あ
-
､

｢
日
常
生
活
の
環
境
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
概
念
的

*
*

な
言
葉
の
中
に
は
ー
そ
れ
を
適
切
に
表
現
し
得
る
も
の
が
な

い
｡
｣

*

バ

ー
ト
ラ
ン
ド
･ラ
ッ
セ
ル
｢神
秘
主
義
と
論
理
｣
(著
作
集
4

み

す
ず

書
房
)
一
四
頁
｡

*
*

岸
本
英
夫
集
巻
二
二

二
四
頁
｡

従

っ
て
腔
験
さ
れ
た

｢遥
｣
な
る
も
の
は
ー
言
葉
に
移
さ
れ
れ
ば
暖

昧
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
何
は
そ
の
こ
と
を
直
接
語

っ
て
い
る
｡
ま

た

何は
わ
ず
か
に
そ
の
敏
鮎
を
補
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

Sに

つ
い
て
も
､
は
っ
き
-
と
言
葉
で
定
義
は
出
来
ぬ
が
､
し
か
し
確
か

に
存
在
す
る
こ
と
を
表
わ
す
馬
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
ろ
う
.
具
膿

的
な
形

(名
前
)
を
持

つ
も
の
を

｢物
｣
と
呼
ぶ
必
要
は
な
い
の
だ
｡

｢
/

川
の

｢
定
義
｣
も
や
は
-
同
じ
働
き
を
持
つ
｡

(
=
｢定
義
｣
参
照
｡
)

〔

か
-
表
現
上
の
工
夫
を
施
し
て
､

｢
遺
｣
が

桐の
如
-
表
わ
さ
れ
る
｡

Ⅲ
bは
､
単
に
封
象
の
様
態
の
み
を
言
-
の
で
は
な
く
､
主
観
が
エ

ク
ス
タ
シ
ー
の
状
態
に
至

っ
て
い
る
こ
と
を
も
物
語
る
.

侶
dの
*

｢
復
蹄
｣
は
､
神
秘
主
義
に
見
ら
れ
る
特
性
の
T
つ
で
あ
る
O

*

｢太
源
へ
違
っ
て
行
こ
う
と
す
る
止
む
に
や
ま
れ
ぬ
『強
烈
な
憧
慣
』｣

(井
筒

｢
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
｣
一
七
二
頁
｡)

｢自
己
を
否
定
的
に
超
越
す
る
こ
と
を
通
じ
て
根
源
に
復
蹄
す
る
｡｣

(久
野
昭

｢理
想
｣
一
九
七
二
･三
-

｢紳
な
き
時
代
の
神
秘
思
想
｣

六
九
頁
｡)

但
し
､
こ
こ
で
は

｢
遺
｣
が
復
蹄
す
る
の
を
ー
主
観
が
知
覚
す
る
｡

即
ち
ー
運
動
す
る
の
は
主
観
で
は
な
-
､

｢
遥
｣
な
の
で
あ
る
｡
少

な
-
と
も
そ
う
意
識
さ
れ
て
い
る
｡

｢
老
子
｣
の
神
秘
鰹
験
の
も
う

一
つ
の
特
徴
は
ー
神
秘
鰻
験
に
よ

-
現
わ
れ
る

｢
輝
き
｣
を
敏
-
こ
と
で
ー
そ
の
全
鮭
の
印
象
は
む
し

ろ
暗
い
｡
そ
れ
は
､
薄
暗
い
根
源
に
掃

っ
て
ゆ
く
と
い
-

｢
遺
｣
の

性
質
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
が
ー
そ
こ
に
は
､
主
観
の
認
識

そ
の
も
の
の
色
調
が
影
を
落
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

帥

定

義

｢
老
子
｣
の
中
に
は

一
般
に
､
語
の
定
義
に
属
す
る
表
現
が
多
い
｡

6



定
義
を
直
接
示
す

｢
是
謂
｣
と
い
う
語
だ
け
で
も
､
二
十
六
例
兄
い

出
さ
れ
る
｡
そ
の
他
の
様
式
の
定
義

(例
え
ば

｢復
命
'
常
也
｣)
を
含

め
れ
ば
､
更
に
そ
の
教
は
増
す
｡
こ
こ
で
は
定
義
と
神
秘
主
義
と
の

関
連
に
つ
い
て
､

〔16
〕
を
例
に
取
-
､
検
討
し
て
み
よ
う
｡

〔
〔16
〕
の
定
義
の
仕
方
〕

(定
義
さ
れ
る
語
)

∴
定
義
さ
れ
る
語
は
ー
皆
神
秘
膿
験
と
関
連
し
て
い
る
｡
な
ぜ
こ
れ
ら

の
定
義
が
必
要
な
の
か
｡
そ
れ
は
､
神
秘
鮭
級
の
次
の
二
つ
の
特
性

に
原
因
が
あ
ろ
う
｡
そ
の
l
は
､
既
に
述
べ
た
如
-
､
そ
れ
が
言
葉

に
表
わ
し
が
た
い
こ
と
｡
直
接
そ
れ
を
言
葉
に
出
来
ぬ
の
で
､
そ
の

状
態
を
､
あ
る
特
定
さ
れ
た
語
で
呼
ぶ
の
で
あ
る
｡
そ
の
二
は
､
神

秘
鰻
験
が
層
を
成
す
と
い
う
こ
と
｡

｢
鰹
験
が
深
い
境
地
に
入
る
に

つ
れ
て
新
し
い
硯
野
が
開
け
､
い
ま
ま
で
と
は
色
調
を
異
に
し
た
世

界
観
や
人
生
観
が
あ
ら
わ
れ
て
-
る
こ
と
を
重
税
す
る
｡
世
界
観
や

偽
書
老
子
文
鰹
考

(小
池
)

*

人
生
観
が
い
わ
ば
層
状
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
｣
｡

*
岸
本
英
夫
集
巻
二
二
二
五
頁
｡

諸
暦
を
示
す
語
が
ー
定
義
の
形
を
取
る
｡
そ
れ
は
､
〔21
〕
に
最
も
典

型
的
に
現
わ
れ
て
い
る
｡

悦
忽
1
象
1
物
1
精
1
倍

こ
れ
は
､
軍
に
封
象
が
層
状
に
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
だ
け
で
な
-
､

そ
れ
を
認
識
す
る
主
観
も
層
状
に
展
開
す
る
こ
と
を
語

っ
て
い
る
｡

神
秘
鮭
験
の
さ
中
に
在

っ
て
は
､
主
観
と
封
象
と
は
未
分
化
の
ま
ま

に
在
る
｡

Eiii
d

tv

文
鮭
A
｡
の
成
立

〔

さ
て
､
こ
こ
で
話
を
文
鰹
の
こ
と
に
戻
そ
う
｡
私
は

｢
老
子
｣
の

神
秘
主
義
的
修
行
､
及
び
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
神
秘
鮭
級
に
つ

い
て
考
察
し
て
来
た
｡
そ
し
て
そ
こ
で
述
べ
た
事
柄
が
既
に
文
愚
論

的
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
｡
ま
ず
､
修
行
に
つ
い
て
は
､
記
述
が
断

片
的
で
あ

っ
て
､
文
髄
論
的
に
も

一
つ
の
も
の
と
は
判
断
し
難
い
が
､

し
か
し
修
行
の
方
法
そ
の
も
の
を
述
べ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
が
､

1

つ
の
文
鰹
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
｡

神
秘
鰹
験
を
述
べ
た
部
分
は
､
形
式
的
に
も
､
内
容
上
も
共
通
す

7
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第
二
十
九
折

る
の
で
､
こ
れ
を

一
つ
の
文
鰹

(前
述
し
た
小
文
鰹
)
と
見
な
す
こ
と

が
出
来
る
｡

定
義
に
関
し
て
は
ー
神
秘
鰹
験
の
用
語
に
関
す
る
も
の
(〔14
〕
〔16
〕

〔cqLL7]
の
該
普
す
る
部
分
O
〔21
〕も
こ
れ
に
近
い
O)
の
み
で
1

1
つ
の
文
鮭

●
●

を
成
す
｡
例
え
ば
､
〔
6
〕
｢
谷
紳
不
死
､
是
謂
玄
牝
｣
は
確
か
に
定

義
で
あ
-
､
定
義
と
い
う
鮎
で
は
共
通
の
表
現
技
法
を
用
い
て
い
る
｡

●
●

し
か
し
､
そ
れ
は
鮭
験
と
は
直
接
関
係
し
て
い
な
い
｡
従

っ
て
こ
こ

で
言
う

｢
定
義
｣
の
文
睦
に
は
入
ら
な
い
｡
文
鰹
は
表
現
技
法
の
一

致
に
壌
小
化
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
｡
そ
の
表
現
技
法
が
何
を
目
ざ

し
て
い
る
か
､
ま
で
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

右
の
三
つ
の
文
鰻

(修
行
=
乱
､
経
験
=
b
t
定
義
=
C
と
置
-
0)
は
､

更
に
大
き
-
ま
と
め
て
､
そ
の
全
鰻
を

一
つ
の
文
鮭
と
見
な
す
こ
と

が
出
来
る
｡
こ
れ
を
文
鮭
A｡
と
名
づ
け
る
｡

n

-

lL

.

｢‖
=

棋

座
2J

こ
の
文
鰻
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
の
は
ー
神
秘
鮭
験
を
言
葉
に
表
現

し
よ
う
と
す
る
意
志
で
あ
る
｡
こ
こ
に
ー
私
が
先
に
規
定
し
た
小
文

膿
､
大
文
鮭
の
関
係
が
小
規
模
な
形
で
貴
現
さ
れ
て
い
る
｡

一
般
に

文
鮭
と
言
う
こ
と
を
考
え
る
時
､
こ
れ
ら
三
小
文
鮭
を

一
括
す
る
こ

と
に
は
ー
な
お
異
論
が
提
出
さ
れ
得
よ
う
｡
し
か
し
ー

｢
老
子
｣
に

在

っ
て
は
ー
こ
れ
ら
は

一
つ
の
文
髄
を
形
成
す
る
｡
た
だ
そ
れ
は
ー

｢
老
子
｣
の
他
の
文
鮭
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ

る
質
の
も
の
で
あ
る
｡
兄
弟
は
､
他
家
の
人
間
と
比
べ
て
始
め
て
似

て
い
る
｡
文
鰻
の
概
念
は
､
既
に
そ
の
内
に
､

｢
他
者
=
己
に
と
っ

て
異
質
な
存
在
｣
の
概
念
を
取
-
込
ん
で
い
る
｡
文
鮭
は
単
数
で
は

存
立
し
え
な
い
生
ま
れ
つ
き
に
あ
る
｡

文
鰻
A

｡
に
よ
っ
て
成
る
部
分
が
､

｢
老
子
｣
全
線
の
核
心
と
な
る
｡

そ
し
て
こ
の
核
心
は
言
葉
の
爆
顎
を
呼
び
､
そ
の
結
果

｢
老
子
｣
五

千
飴
言
が
世
に
生
ま
れ
た
｡

M
文
鮭
40
9
展
開

神
秘
経
験
に
よ
っ
て
直
観
的
に
知
覚
さ
れ
た

｢
遺
｣
は
ー
言
語
に

よ
る
表
現
を
超
え
て
い
る
｡
そ
れ
を
文
鰻
A｡
の
如
き
形
で
提
示
す
る

*

の
み
で
は
､

｢道
｣
を
他
者
に
十
分
俸
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
｡

*

｢老
子
｣
に
は
'
そ
れ
を
他
者
に
俸
え
よ
う
と
は
し
な
い
部
分
が
在

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
解
れ
る
｡

♂



ま
た
己
に
と
っ
て
は
､

｢
道
｣
は
賓
現
し
て
ゆ
-
べ
き
も
の
で
あ

っ

て
､
い
つ
ま
で
も
鮭
験
の
記
憶
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
｡
そ
こ
で
ー
言
葉
を
使
う
上
で
の
工
夫
が
な
さ
れ
た
｡
こ
れ
を
ー

三
つ
の
方
向
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
｡

3

｢
道
｣
の
形
而
上
学
的
な
展
開

伺

比
境
の
使
用

用

｢
二
｣
の
否
定

文
鰻
論
の
観
鮎
よ
-
眺
め
れ
ば
､
文
鮭
A｡
が
ー
三
つ
の
方
向
に
展
開

し
た
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
､

｢
展
開
｣

と
い
う
語
は
､

一
般
に

｢
文
鮭
｣
の
概
念
と
は
結
び
つ
か
な
い
｡

｢文
鮭
｣
と
い
-
以
上
､

そ
こ
に
は

一
つ
の

｢型
｣
が
前
提
さ
れ
て
お
り
､

｢
型
｣
は
空
間
的

･非
時
間
的
で
あ
る
の
に
射
し
て
､
｢
展
開
｣
は
､
空
間
と
同
時
に
時

間
を
も
内
に
含
む
の
で
あ
る
か
ら
O
封
象
が
時
間
と
共
に
展
開

(襲

化
)
し
て
ゆ
け
ば
､
そ
こ
に
一
つ
の
型
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ

-
､
或
い
は
無
意
味
で
あ
る
｡
し
か
し
､

｢
老
子
｣
で
は
ー
文
鮭
は

展
開
す
る
過
程
と
し
て
の
み
認
め
ら
れ
る
｡
こ
の
場
合
の
文
鰻
と
は
､

私
の
言
う

｢
小
文
鮭
｣
の
こ
と
で
あ
-
1
そ
の
展
開
の
全
過
程
を
､

｢
老
子
｣
の
文
膿

(大
文
鰹
)
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
｡

q
E書
老
子
文
鰻
考

(小
池
)

〕
Ⅵ

｢
遺
｣
の
形
而
上
学
的
な
展
開
(文
鰻
<.)

〔

直
観
的
に
把
握
さ
れ
た

｢
道
｣
を
､
哲
学
的
思
考
に
よ
っ
て
肉
付

け
し
よ
う
と
す
る
試
み
｡
そ
れ
は
ー

｢
道
｣
を
鮭
系
化
す
る
方
向
を

取
る
｡
つ
ま
-
､

｢
道
｣
を
世
界
全
腹
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す

る
｡

(8
)

(9
)

〔

1
〕

遺
可
道
也
､
非
恒
遥
也
､
名
可
名
也
､
非
恒
名
也
ー
無
名
寓

物
之
始
也
､
有
名
寓
物
之
母
也
､
故
恒
無
欲
也
､
以
観
其
抄
､
恒

(10
)

有
欲
也
､
以
観
共
析
轍
､
両
者
同
出
､
異
名
同
謂
､
玄
之
又
玄
､

衆
沙
之
門
､

pt
ち

な

(
道

は

言
葉
に
表
わ
す
こ
と
が
出
来
れ
ば
'
恒
久
の
追
で
は
な
い
｡
名
は
名

づ
け
る
こ
と
が
出
禿
れ
ば
'
恒
久
の
名
で
は
な
い
｡
寓
物
の
始
め
に
は
名

が
無
か
っ
た
｡
名
が
出
来
て
始
め
て
寓
物
が
生
れ
育
っ
た
の
で
あ
る
｡
だ

か
ら
､
恒
に
欲
望
に
囚
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
'
寓
物
の
奥
秘
を
観
る
こ
と

が
出
束
る
が
'
恒
に
欲
望
に
囚
わ
れ
て
お
れ
ば
'
た
だ
そ
の
外
貌
を
観
る

*

*
*

に
過
ぎ
な
い
o
と
は
言
っ
て
も
'
両
者
は
同
じ
所
か
ら
出
て
い
て
'
名
は

異
な
る
が
､
元
は
同
一
の
も
の
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が
つ
ま
り
暗
黒
の
中

の
暗
黒
'
諸
々
の
奥
秘
の
出
づ
る
所
で
あ
る
｡)

*

｢欲
望
｣
は
'
自
然
に
反
し
て
'
名
づ
け
る
こ
と
を
求
め
る
｡

**

｢両
者
｣
と
は
'
直
接
的
に
は

｢寓
物
の
奥
秘

(本
質
)｣
と

｢高

9
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物
の
外
貌

(現
象
)｣
を
指
す
が
'
前
者
は

｢無
名
｣
｢寓
物
之
始
｣
の

世
界
に
属
し
'
後
者
は

｢有
名
｣

｢寓
物
之
母
｣
の
世
界
に
属
す
｡

(‖
)

〔

14
〕

執
今
之
遺
､
以
御
今
之
有
､
以
知
古
始
､
是
謂
遺
紀
､

(今
の
道
を
し
っ
か
-
と
握
-
'
今
の
有

〔存
在
〕
を
統
御
す
れ
ば
､
古
の

･,>二
∴
■

始
源
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
.
こ
れ
を

｢道
の
紀

｣
と
言
う
O)

〔40
〕

反
也
者
ー
遺
之
動
也
､
窮
也
者
､
道
之
用
也
､
天
下
之
物
､

生
於
有
､
着
生
於
無
ー

(返
る
の
は
道
の
動
き
で
あ
る
.
弱
い
の
は
道
の
働
き
で
あ
る
O
天
下
の
物

は
'
有
よ
-
生
じ
る
｡
有
は
無
よ
-
生
じ
る
｡)(12

)

〔51
〕

道
生
之
､
而
徳
畜
之
､
物
形
之
､
而
器
成
之
､

(道
が
も
の
を
生
み
'
徳
が
こ
れ
を
番
い
'
物
が
こ
れ
に
形
を
輿
え
､
器
が

こ
れ
を
完
成
す
る
O)

(13
)

(14
)

〔51
〕

道
生
之
畜
之
､
長
之
途
之
ー
亭
之
毒
之
､
義
之
覆
之
､

(道
は
も
の
を
生
み
､
畜
い
'
成
長
さ
せ
'
育
て
'
整
え
定
め
'
手
厚
-
級

い
'
養
い
'
保
護
す
る
｡)

こ
れ
ら
は
次
の
共
通
鮎
を
持
ち
､

一
つ
の
文
鮭
を
成
し
て
い
る
｡

(文
鰹
A.
と
名
づ
け
る
｡)

1

形
式
的
に
は
四
言
句
を
主
と
し
､
若
干
三
言
句
を
含
み
､
は
と

ん
ど
が
韻
文
で
あ
る
こ
と
｡

2

必
ず

｢
遺
｣
の
語
を
用
い
る
こ
と
｡
そ
の

｢
造
｣
は
普
遍
的
原

理
と
し
て
､
形
而
上
学
的
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
｡
ま
た
ー

*

｢物
｣
の
語
が
よ
-
用
い
ら
れ
る
こ
と
｡

*
但
し
'
こ
こ
で
は

｢姿
あ
る
物
｣
｡
A｡
で
は
'
｢混
沌
と
し
た
物
｣
で

あ
っ
た
｡

3

な
お
神
秘
鰹
験
の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
こ
と
｡
そ
れ
は
ー
神
秘

鮭
験
の
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
｡

一

(観
･抄
･玄
･衆
抄
之
門
･執
･反
)
こ
れ
ら
の
語
は
､

既
に
純
粋
に
観

〟

念
の
上
で
の
意
味
し
か
持
た
ぬ
が
､
元
は
神
秘
性
験
に
出
て
い
る
｡

l

4

葦
展
的
に
物
事
を
捉
え
て
い
る
こ
と
｡

〔1
〕

玄
之
又
玄
･衆
沙
之
門
1
寓
物
之
始

(無
名
)
1
寓
物
之
母

(有
名
)

〔

14
〕

古
始
1
今
之
遺
1
今
之
有

〔40
〕

無
1
有
1
寓
物

〔51
〕

道
生
1
徳
畜
之
1
物
形
之
1
器
成
之

神
秘
鰹
験
で
は
､

｢
遺
｣
は
根
源
に
復
蹄
す
る
も
の
で
あ

っ
た
O

文
髄
A

l
で
は
ー
そ
れ
が
蓮
に

｢
根
源

(世
界
の
始
ま
-
)｣

か
ら
説
き



起
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
道
韓
は
､
感
性
(鮭
験
直

観
)
に
基
づ
-
言
葉

と
､
知
性
(反
省
･思
考
)
に
基
づ
-
言
葉
と
の
質
の
違
い
を
示
し
て
い

る
｡と

り
わ
け
､
右
の
4
の
特
徴
は
､
必
然
的
に
世
界
(天
地
)
創
造
の

構
想

へ
と
つ
な
が

っ
て
ゆ
-
.

｢
老
子
｣
本
来
の
神
秘
鮭
験
は
､
世

*

界
創
造
譜
と
は
無
縁
で
あ
る
が
､
こ
の
段
階
に
な

っ
て
､
二
つ
は
結

び
つ
-
0

*
｢理
想
｣
(
一
九
七
七
･十
二
)
の
封
談

｢神
秘
主
義
-
七
つ
の
柱
｣

を
最
近
讃
ん
だ
が
'
次
の
示
唆
に
富
む
撃
言
が
あ
る
｡

(七
1
貢
)

｢全
宇
宙
を
そ
の
始
源
ま
で
問
い
つ
め
て
'

一
撃
に
そ
れ
を
内
面
の
世

界
に
飼
え
し
て
し
事
ヱ

(宮
坂
宥
勝
氏
)

｢逆
に
そ
の
内
面
の
世
界
も
一
番
奥
ま
で
行
っ
て
初
め
て
宇
宙
の
全
鮭

が
わ
か
る
｣

(大
沼
忠
弘
氏
)

｢老
子
｣
で
も
同
じ
よ
う
な
事
が
亨
え
る
｡

｢宇
宙
｣

(営
然
の
こ
と

な
が
ら
空
間
と
時
間
と
を
含
む
｡)
と

｢物
質
｣
と

｢内
面
｣
と
は
'

根
源
に
於
い
て
1
つ
の
も
の
な
の
だ
.
従
っ
て
'

｢老
子
｣
の
神
秘
鰻

級
は
'
世
界
創
造
譜
の
少
な
-
と
も
原
鮎
た
-
得
る
｡

世
界
創
造
を
語
る
も
の
と
し
て
は
､
〔
1
〕
〔
14
〕
〔40
〕
及
び
神
秘
鰻
験

*

の
項
に
入
れ
た

〔
25
〕
の
他
､
〔42
〕
が
あ
る
｡
〔42
〕
は
甲
本
乙
本
で

烏
書
老
子
文
髄
考

(小
池
)

は
〔
40
〕
の
す
ぐ
後
に
績
い
て
い
る
｡
(
*
後
注
参
照
｡)

〔
42
〕

遺
生
1
､

一
生
二
､
二
生
三
､
三
生
寓
物
､
寓
物
負
陰
而
抱

(t5
)

陽
､
中
気
以
烏
和
､

(道
は
一
を
生
じ
'
一
は
二
を
生
じ
'
二
は
三
を
生
じ
'
三
は
寓
物
を
生
じ

る
｡
寓
物
は
陰
を
背
負
い
'陽
を
抱
き
'中
気
に
よ
っ
て
調
和
し
て
い
る
｡)

陰
陽
思
想
は
文
鮭
Al
と
は
馴
染
ま
な
い
か
ら
､
〔42
〕
は
､
Al
か
ら
涯

生
し
た
文
鰻
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

｢
老
子
｣
で
は
世
界
創
造
欝
､
ま
た

｢
道
｣
の
形
而
上
学
は
､
こ

れ
以
上
深
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
天
地
に
関
す
る
記
述
も
､

例
え
ば
〔
5

〕

｢
天
地
不
仁
､

以
寓
物
残
額
狗
｣
(天
地
に
は
思
い
や
-

*

が

な

い
.
寓
物
を
ワ
ラ
人
形
の
よ
う
に
扱
う
O
-

*
祭
-
の
時
に
ま
じ
な

い
と
し
て
使
い
'
用
が
済
め
ば
捨
て
た
｡)
や
､

〔
7
〕
｢
天
長
地
久
､
天

地
之
所
以
能
長
且
久
者
､

以
其
不
自
生
也
｣

(天
地
は
永
遠
で
あ
る
｡

天
地
が
永
遠
で
あ
-
得
る
の
は
'
そ
れ
が
自
ら
は
生
長
し
よ
う
と
し
な
い
か

ら
だ
｡)
と
あ
り
､
そ
れ
自
腹
は
天
地
(自
然
)
観
を
示
す
が
､
賓
際
は

ど
ち
ら
も
､
聖
人
の
比
倫
と
し
て
述
べ
る
の
が
そ
の
目
的
で
あ
る
O

老
子
の
関
心
は
ー
自
然

(老
子
の

｢自
然
｣
で
は
な
-
､
現
代
語
の
自
然

*

nature)
に
で
は
な
-
､
人
間
に
在

っ
た
｡

ll
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*
津
田
左
右
吉

｢『老
子
』
は
ま
た
形
而
上
学
的
も
し
-
は
哲
学
的
思

索
に
於
て
多
-
輿
か
る
と
こ
ろ
が
無
い
｡｣

(｢道
家
の
思
想
と
其
の
展

開
｣

一
三
四
頁
｡)

従

っ
て
文
鰹
Al
は
､
文
鰹
と
し
て
は
こ
れ
以
上
の
襲
展
を
遂
げ
る
こ

と
な
-
終
る
｡~ヽ

･
州

比

愉

(文
鰹
<
n
)

〔

｢
老
子
｣
は

｢
遺
｣
を
言
葉
に
表
わ
す
馬
に
比
境
を
多
-
用
い
る
｡

と
-
わ
け
ー
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
最
大
限
に
生
か
し
､
利
用
す
る
｡
そ

の
全
て
の
例
を
取
-
出
す
余
裕
は
な
い
の
で
ー
典
型
的
な
も
の
の
み

を
選
ん
で
検
討
を
加
え
る
｡

○
水
の
イ
メ
ー
ジ

〔

4
〕

道
沖
､
而
用
之
又
弗
盈
也
､
淵
今
似
寓
物
之
宗
､
(中
略
)
港

今
似
或
存
ー

(道
は
湧
き
出
て
来
る
も
の
な
の
で
'
こ
れ
を
使
用
し
て
も
'
更
に
満
た
す

必
要
が
な
い
｡
底
深
-
て
'
高
物
の
租
先
の
よ
う
で
あ
る
｡

〔中
略
〕
深

々
と
水
を
湛
え
て
い
て
'
あ
る
い
は
ず
っ
と
存
在
し
漬
け
て
来
た
よ
う
で

も
あ
る
｡)

〔

6
〕

谷
紳
不
死
ー
是
謂
玄
牝
､
玄
牝
之
門
､
是
謂
天
地
之
板
､
鮪

解
乎
､
共
著
存
､
用
之
不
動
､

めす

(谷
細
は
不
死
で
あ
る
｡
こ
れ
を
幽
遠
な
る
牝
と
言
う
｡
幽
遠
な
る
牝
の
門

こん

は
'
こ
れ
を
天
地
の
根

と

言
う
｡
綿
綿
と
し
て
存
在
し
績
け
て
い
る
よ
う

で
あ
-
'
い
-
ら
用
い
て
も
壷
き
る
こ
と
が
な
い
｡)

〔
6
〕
で
は

｢
牝
｣
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な

っ
て
い
る
｡
こ
の

｢
深
淵
｣

の
イ
メ
ー
ジ
は
､

｢
神
秘
鮭
漁
｣
に
重
な
る
も
の
で
あ
-
､

｢
牝
｣

は
神
秘
主
義
的
修
行
の
〔10
〕
｢
蔑
雌
｣
､

〔28
〕
｢
守
其
雌
｣
に
つ
な

*

が
る
所
が
あ
ろ
う

㌍

ま
り
､
比
境
は
､
神
聖

義
的
修
行
.鮭
験

一

に
そ
の
現
糞
的
な
板

を
持

つ
｡
任
意
に
言
葉
が
選
ば
れ
た
の
で
は
な

題

,
o

I

lV
*

｢雌
｣
の
語
は

｢老
子
｣
で
は
こ
の
二
例
の
み
が
認
め
ら
れ
る
｡
あ

る
修
行
の
行
魚
を
示
す
も
の
と
推
量
さ
れ
る
が
'
具
鮭
的
に
は
よ
-
わ

か
ら
な
い
｡
こ
れ
に
封
し
て

｢牝
｣
は
五
例
が
認
め
ら
れ
'
皆
'
単
に

｢め
す
｣
を
示
す
｡

(柑
)

(

1

7)

こ
の
他
､
〔
8
〕

〔

15

〕

で

も

｢
水
｣
の
イ
メ
ー
ジ
が
用
い
ら
れ
る
が
､

そ
こ
で
は

｢
遥
｣
そ
の
も
の
で
は
な
-
､

｢
道
の
膿
得
者
｣
が
水
に

比
愉
さ
れ
る
.

｢
遺
｣
が
､
人
間
の
行
為
と
し
て
具
現
し
て
来
る
様

を
､

｢
水
｣
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
-
て
述
べ
る
の
で
あ
る
.



o

｢撲
｣
と

｢
嬰
鬼
｣
の
イ
メ
ー
ジ

｢撲
｣
と

｢
嬰
兄
｣
も
､

｢
老
子
｣
の
中
で
重
要
な
位
置
を
輿
え

ら
れ
た
語
で
あ
る
｡

｢撲
｣
は
七
､

｢嬰
兄
｣
は
三
の
用
例
を
持
ち
､

前
者
は

｢
道
経
｣
の
後
半
､
後
者
は

｢
道
経
｣
の
中
辛
に
集
中
し
て

い
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
ら
の
語
を
核
と
し
て
､
や
は
-
比
職
の
文
鮭

が
形
成
さ
れ
て
い
る
｡

〔28
〕

知
英
雄
､
守
其
雌
､
烏
天
下
糸
､
恒
徳
不
離
､
復
蹄
於
嬰
兄
､

(18
)

知
英
日
ー
守
其
辱
､
馬
天
下
谷
､
恒
徳
乃
足
､
復
掃
於
撲
､

(雄
を
知
り
､
雌
を
守
れ
ば
､
天
下
の
渓
谷
と
な
る
｡
天
下
の
渓
谷
と
な
れ

ば
'
恒
久
の
徳
が
離
れ
な
い
｡
恒
久
の
徳
が
離
れ
な
け
れ
ば
'
嬰
兄
に
復

蹄
す
る
｡
潔
白
を
知
-
'
恥
辱
を
守
れ
ば
'
天
下
の
谷
と
な
る
｡
天
下
の

谷
と
な
れ
ば
'
恒
久
の
徳
は
そ
れ
で
足
-
る
｡
恒
久
の
徳
が
足
-
れ
ば
'

僕
に
復
蹄
す
る
｡)-

こ
の
章
'
文
献
学
上
の
問
題
が
あ
る
が
'
略
す
｡

｢
修
行
｣

｢
水
の
イ
メ
ー
ジ
(撃

谷
)｣
そ
し
て

｢復
蹄
｣
｡
｢復
蹄
｣

は
神
秘
鮭
験
に
し
ば
し
ば
見
え
た
が
､
そ
の
場
合
に
は
､

｢
無
物
｣

〔

14
〕
､

｢其
根
｣
〔16
〕
に
締
る
の
で
あ
-
､

し
か
も

｢
一
着
･物
｣

が
根
源
に
締
る
の
を
､
主
観
が
観
る
の
で
あ

っ
た
｡
と
こ
ろ
が
〔28
〕

で
は
､
｢修
行
者
･求
道
者
｣
が
復
蹄
す
べ
き
最
終
的
な
境
地
の
比
愉

良
書
老
子
文
鮭
考

(小
池
)

(隠
愉
)
と
し
て
､

｢
嬰
見
｣

｢僕
｣
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

さ
て
､

｢嬰
兄
｣
は
､
〔10
〕
に
も

｢専
束
致
柔
､
能
嬰
兄
乎
｣
と

あ
る
か
ら
､
神
秘
主
義
的
な
意
味
が
そ
の
元
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
o

(19
)

こ
こ
で
も
や
は
り
､
比
倫
は
そ
の
現
寛
的
な
板
嬢
を
持
つ
の
で
あ

る

｡

一
方

｢僕
｣
は
､

｢
あ
ら
き
｣
と
い
う
そ
の
本
来
の
意
味
の
故
に
､

｢
道
｣
の
形
容
と
し
て
外
部
か
ら
取
-
入
れ
ら
れ
た
語
で
あ
ろ
う
｡

な
お
､
〔32
〕
〔37
〕
は
､
〔28
〕
と
は
別
に
､

｢僕
｣
に
よ
る
比
境
の
文

へ20
)

鰻
を
形
成
し
て
い
る
o
(文
鮭
4m中
の
小
文
鮭
で
あ

る

.

)

r.｣
帥

｢
二
｣
の
否
定

(文
鮭
心
)

T

'バ
ー
ト
ラ

ン

ド
･
ラ
ッ
セ
ル
は
､
神
秘
哲
学
の
特
徴
に
つ
い
て
､

乃

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

l

｢
統

一
を
信
ず
る
こ
と
｡
従

っ
て
反
封
物
な
い
し
分
割
を
い
か
な

*

る
場
合
に
も
決
し
て
認
め
よ
う
と
し
な
い
こ
と
｡
｣

*

｢
矛
盾
す
る
命
題
を
同
時
に
認
め
る
こ
と
｡
｣

*

共
に
著
作
集
4

｢神
秘
主
義
と
論
理
｣
l
五
頁
｡

｢
老
子
｣
の
神
秘
主
義
に
つ
い
て
も
同
様
で
ー
そ
の
神
秘
膿
験
の
部

分
を
見
て
も
､
二
分
化
さ
れ
た
､
封
立
的
な
世
界
を
見
出
だ
す
こ
と

は
出
来
な
い
｡
そ
し
て
､
し
ば
し
ば

｢
二

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
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射

る
｡

｢
老
子
｣
全
鮭
で

｢
二

は
十
五
の
用
例
が
あ
る
が
､
そ
の
中
､

十
三
例
に
何
ら
か
の
神
秘
主
義
的
な
意
味
を
認
め
得
る
｡
例
え
ば
､

〔
10
〕

載
曹
塊
抱

一
､

〔

14
〕

一
考
其
上
不
悠
ー
其
下
不
忽
､

〔
42
〕

遺
生

一
､

一
生
二
､

修
行
ー

神
秘
鮭
験
､
ま
た
そ
れ
の
形
而
上
学
的
な
反
省
､
に
於
け
る

全
て
の
過
程
で
､

｢
二

は
重
要
不
可
敏
な
位
置
を
占
め
る
｡
神
秘

主
義
は
､
そ
の
根
底
に
､

｢
二
分
化
さ
れ
た
世
界
｣

(即
ち
'
知
性
に

*

基
づ
-
日
常
世
界
)
へ
の
批
判
精
神
を
持
つ
｡
し
か
る
に
こ
の
｢
〓

な
る
も
の
は
､
言
葉
に
よ
る
表
現
を
超
え
て
い
る
｡
老
子
の
考
え
で

は
､
言
葉
は
既
に
二
分
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､

｢
二
｣
の
世
界
に

展
す
る
言
語
は
､

｢
こ

の
世
界
を
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
｡

*
こ
の
｢
二

を

｢道
｣
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
｡
そ
の

場
合
'
〔42
〕
｢逆
生
こ

の
｢
二

は
'

｢道
｣
の
こ
の
世
に
於
け
る

現
象
形
態
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
は
､
言
葉
は
そ
の
本
性
か
ら
し
て
､
県
理
を
表
わ
し
得
な
い
こ

と
を
意
味
す
る
が
､
な
お
か
つ
､
そ
の
言
葉
に
よ
り

｢
一
｣
を
表
わ

す
手
段
の
一
つ
と
し
て
､

｢逆
説
｣
が
選
ば
れ
た
｡

｢
老
子
｣
に
則

あ
い

し
て
言
え
ば
､

｢逆
説
｣
と
は
､
相

矛

盾
対
立
す
る
言
葉

(例
え
ば
'

寒
と
暑
)
を
､
同
時
に
存
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
｡
(例
え
ば
'

｢今
は

寒
-
て
'
し
か
も
暑
い
｡｣)
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
-
､

｢
二
｣
の
観
念

を
破
壊
(否
定
)
し
て
ー

｢
二

を
琵
明
し
よ
う
と
す
る
｡

｢
二
｣
を

否
定
す
る
言
語
的
方
法
(工
夫
)
は
こ
の
他
に
も
あ
る
｡
そ
の
一
は
､

相
封
立
す
る
も
の
の
相
対
化
｡
別
の
一
方
法
は
､
封
立
す
る
関
係
に

あ
る
両
者
を
､
ど
ち
ら
も
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

(例

｢寒
-
て
も

よ
し
'
暑
-
て
も
よ
し
｡｣)
こ
れ
ら
の

｢
二
｣
の
否
定
の
方
法
は
1
校

l

々
の
形
で

｢
老
子
｣
の
中
に
現
わ
れ
て
い
て
､
そ
れ
ら
を
類
別
す
る

〟

こ
と
は
容
易
で
は
な
い
｡
次
に
､
そ
れ
ら
の
中
で
比
較
的
わ
か
-
や

l

す
い
例
を
引
い
て
､
検
討
し
て
み
よ
-
0

〔56
〕
吊

知
者
弗
言
､
言
老
弗
知
､

佃

塞
其
免
､
閉
其
門
､

川

和
其
光
､
同
其
塵
､

囲

挫
其
親
､
解
其
紛
､

何

是
謂
玄
同
､

何

故
不
可
得
両
親
､
亦
不
可
得
而
疏
､

不
可
得
而
利
､
亦
不
可
得
而
害
､



不
可
得
而
貴
､
亦
不
可
得
而
蟻
､

S

故
為
天
下
貴
'

*

(知
っ
て
い
る
者
は
'
言
お
-
と
は
し
な
い
｡
言
う
者
は
'
知
っ
て
は
い
な

*
*

い
｡
穴
を
塞
ぎ
'
門
を
閉
じ
る
｡
光
を
和
ら
げ
'
塵
を
清
め
る
｡
鋭
と
き

も
つ

を
創
-
敬
-
'
紛

れ
を
解
き
ほ
ぐ
す
｡
こ
れ
を

｢玄
同
｣
と
言
う
｡
だ
か

ら
､
親
し
む
こ
と
も
出
来
ず
'
疎
ん
じ
る
こ
と
も
出
来
な
い
｡
利
益
を
輿

え
る
こ
と
も
出
来
ず
'
損
害
を
輿
え
る
こ
と
も
出
来
な
い
｡
貴
ぶ
こ
と
も

さげす

出
来
ず
'
蔑

む

こ
と
も
出
来
な
い
｡
だ
か
ら
'天
下
の
貴
き
も
の
と
な
る
｡)

*

兵
書
老
子
で
は

｢不
｣
と

｢弗
｣
の
間
に
は
明
確
な
匝
別
が
あ
る
.

｢不
｣
は
単
な
る
否
定
詞
で
あ
る
が
'

｢弗
｣
は

｢意
志
を
伴
な
っ
た

否
定
｣
の
語
で
あ
る
｡

(論
詮
は
略
す
｡)

*
*

A
･
ウ
ェ
イ
リ
ィ
｡
A
E
d
u
st
sm
o
oth
ed
｡
と
謬
す
の
に
従
う
｡

今
､
考
察
に
便
利
な
よ
う
に
七
つ
の
部
分
に
区
切
-
ー
通
常
に
行
を

襲
え
た
O

吊は
､
言
葉
に
よ
っ
て
は
真
理
の
表
わ
し
得
ぬ
こ
と
の
表

明
で
あ
-

､何は
､
〔52
〕
に
同
文
が
見
え
る
が
､
あ
ら
ゆ
る
外
部
か

ら
の
刺
激
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
-
､

｢
二
｣
の
世
界
を
拒
絶
し
ー

｢
二

に
到
ら
ん
と
す
る
所
の
､
修
行
を
示
す
｡

何回は
〔
4
〕
に
､

｢
道
｣
の
こ
と
と
し
て
同
文
が
使
わ
れ
て
い
る
｡

桝周囲は
､

｢
○

其

O
｣
の
型
が
共
通
で
あ
-
､
且
つ

｢門
･塵
･紛
｣
で
韻
を
踏
む
の

兵
書
老
子
文
睦
考

(小
池
)

で
､
本
来

一
連
の
文
章
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
｡

｢
光
｣

｢塵
｣

｢
親
｣
｢紛
｣
は
､
そ
れ
ぞ
れ
､
二
分
化
さ
れ
た
概
念
の
ー
他
の
一
方

の
み
が
選
び
出
さ
れ
て
い
る
｡
例
え
ば
､

｢
和
英
光
｣
の
裏
に
は
､

｢
照
其
闇
｣
の
如
き

一
文
が
隠
さ
れ
て
い
て
､
つ
ま
-
は

｢
光
｣
と

｢
闇
｣
の
双
方
の
概
念
を
否
定
し
去
る
｡
他
の
文
に
つ
い
て
も
同
じ

よ
-
な
事
が
言
え
よ
う
｡
こ
の
よ
う
な
､

S何回に
於
け
る

｢
二
｣

の
否
定
に
よ
る

｢
こ

の
認
識
(或
い
は

｢
二

へ
の
同
一
化
)
を
'
何

の

｢
玄
同
｣
と
呼
ぶ
｡

｢
老
子
｣
で
は

｢
玄
｣
は
､

｢
直
観
的
認
識

に
よ
っ
て
の
み
把
撞
ざ
れ
る
不
可
思
議
｣
を
意
味
す
る
｡

佃周囲は
､

修
行
者

(求
道
者
)
に
課
せ
ら
れ
る
所
の
､
彼
自
ら
の
行
為
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
｡
現
世
が
不
可
避
的
に
所
有
す
る
二
元
的
性
質
を
､
己

の
心
が
ま
え
ー
身
が
ま
え
に
よ
っ
て
克
服
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
で

あ

る

｡
何
は
､

｢
玄
同
｣
と
い
う
こ
と
を
､
逆
説
的
表
現
で
述
べ
て
い
る
｡

上
段
と
下
段
と
は
､
相
反
す
る
命
題
で
は
あ
る
が
､
必
ず
し
も
相
排

除
し
あ
う
も
の
で
は
な
い
の
で
､
上
下
二
つ
の
文
を

｢
亦
｣
で
つ
な

い
で
も
ー
厳
密
に
は
逆
説
で
は
な
い
｡
け
れ
ど
も
､
例
え
ば

｢
親
｣

-

｢疏
｣
と
い
う
､
二
分
的
な
概
念
は
や
は
-
否
定
さ
れ
る
こ
と
に

15
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放

な
る
｡

と
こ
ろ
で
､
㈲
は
言
語
の
面
か
ら
言
え
ば
､

｢
遺
｣
の

｢
〓

な

る
性
質
を
､

｢
二
｣
的
言
語
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
｡

(｢老
子
｣
で
は
言
語
自
鮭
が

｢
二
｣
的
世
界
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

だ
が
'
こ
こ
は
特
に
封
立
的
語
-

親
と
疏
な
ビ
ー

が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
言
う
｡)
つ
ま
-
､
言
語
的
に
は

｢
二

か
ら

｢
二
｣

へ
と
向

う
兆
し
を
見
せ
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
ー

｢
二
｣
を
否
定
し
よ
う
と
す

る
意
志
に
立
脚
し
て
は
い
る
の
だ
が
ー
し
か
し
そ
の
為
に
用
い
た
言

語
が

｢
二
｣
の
概
念
を
含
ん
で
い
る
以
上
ー

一
歩

｢
二
｣
の
世
界

へ

と
踏
み
出
し
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
神
秘
経
験
の
記
述
の
段

階
で
は
ー
な
お
､
言
語
そ
の
も
の
が
ー
周
到
な
工
夫
の
下
に
そ
の
二

元
性
を
掩
い
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
｡

｢
･

Ⅸ

A
層
の
成
立

E-

Ei-

Ei-

以
上
､

v~道
の
形
而
上
学
的
な
展
開
t
w
比
噴
､
州

｢
二
｣
の
否

.｣

_
㌧

_
㌔

定
t
の
三
項
目
に
亘
っ
て

｢
老
子
｣
の
文
膿
を
考
察
し
て
き
た
｡
こ

の
三
つ
の
文
鰻
は
ー
先
に
述
べ
た
如
-
ー
文
隠
A

｡
よ
-
涯
生
し
た
｡

そ
し
て
尚
か
つ
文
腔
A｡
と
の
係
わ
-
を
強
-
持
つ
｡
そ
の
間
の
粋
は

｢
遺
｣
で
あ
-
､
そ
の

｢
一
｣
な
る
､

｢
名
づ
け
る
こ
と
の
出
来
ぬ
｣

性
質
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
三
つ
の
文
鮭
は
､

｢
A｡
よ
-
｣
と
い
う
性

格
に
於
て
共
通
す
る
｡
そ
の
鮎
で
､
こ
れ
ら
は
横
に
並
立
す
る
｡
誓

え
れ
ば
､
A｡
は
生
み
の
親
で
あ
-
､
三
文
鮭
は
子
供
で
あ
る
｡
子
供

は
親
に
生
み
落
さ
れ
ー
親
の
面
影
を
ー
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
留
め
て

い
る
｡｢

tt

-----
-
I--
i

(A)

文
健
A0

L
N

_1
1
1tIr
_

__
Ill_
t
1
11L

右
四
つ
の
文
鰻
は
､
異
な
る

文
鮭

(小
文
鰹
)
で
あ
る
が
､

し
か
し
皆
t
A
と
い
う

一
家

族
に
含

ま
れ
る

｡
こ

れが
｢老子
｣

の
文
鰻
の
A
暦
〔核
心
〕
で
あ
る
.

ガ

こ
の
層

は
-
神
秘
経
験
の
影
響
を
強

-
受
け
て
い
る
｡

l

文
鮭
A
暦
を
ー
小
規
模
な
形
で
寛
現
さ
れ
た

｢
大
文
鮭
｣
と
見
な

す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡

四

B

層

〔展
開
〕

神
秘
鰹
験
は
､
神
秘
思
想
と
し
て
展
開
す
る
｡
ラ
ッ
セ
ル
は
言
う
｡

｢
神
秘
的
洞
察
は
､
神
秘
の
ヴ

ェ
ー
ル
が
脱
が
さ
れ
た
と
い
う
感
じ
ー

か
-
れ
て
い
た
知
意
が
今
や
突
然
疑
い
を
超
越
し
て
確
賓
に
な
っ
た

と
い
う
感
じ
､
か
ら
始
ま
る
｡
確
資
性
と
啓
示
と
い
う
感
じ
が
先
ず



到
来
し
､
な
ん
ら
か
の
確
定
し
た
信
念
を
得
る
の
は
そ
の
後
で
あ
る
｡

神
秘
家
が
到
達
す
る
は
っ
き
-
し
た
諸
信
念
は
､
洞
察
の
瞬
間
に
え

ら
れ
た
漠
と
し
た
経
験
を
反
省
し
た
結
果
で
あ
る
｡
時
に
は
､
こ
の

瞬
間
と
な
ん
ら
茸
際
の
関
係
を
も
た
な
い
信
念
が
ー
そ
の
後
に
な

っ

て
教
説
の
中
核
に
入
-
込
ん
で
乗
る
こ
と
が
あ
る
｡
｣
(著
作
集
4

一

四
頁
)｢

老
子
｣
に
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
｡
A
暦
は
､
神
秘

思
想
と
し
て
展
開
す
る
｡
但
し
A
暦
は
､
思
想
的
な
展
開
の
形
を
取

ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
ー
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
｡さ

て
､
文
鮭
A

｡
は
文
鮭
Al
･<N
･<EO
へ
と
展
開
し
た
が
ー
そ
の
中
t*

Al
<N
に
つ
い
て
は
文
鮭
と
し
て
の
そ
れ
以
上
の
葦
展
は
見
ら
れ
な
い
｡

*
文
睦
<N
に
つ
い
て
言
え
ば
'

｢水
｣
の
イ
メ
ー
ジ
は
様
々
に
襲
容
を

遂
げ
る
が

'
そ
れ
ら
を
'
<W
の
襲
展
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
｡

そ
こ
で
ー
文
膿
<
EQ
が

ー

｢
老
子
｣
の
神
秘
思
想
的
な
章
展
を
理
解
す

*

る
上
で
の
鍵
と
な
る
｡

*
Al
･
心
'･
心
に
既
に
神
秘
思
想
と
し
て
の
性
格
が
見
受
け
ら
れ
よ
う
O

ま
た
､
｢
老

子
｣
の
全
て
の
思
想
を

｢神
秘
主
義
｣
の
名
で
掩
い
壷
す

前
書
老
子
文
膿
考

(小
池
)

こ
と
は
出
来
な
い
｡
そ
の
こ
と
を
認
め
た
上
で
､
な
お
､
こ
こ
に
神
秘

思
想
と
し
て
の
護
展
を
見
た
い
.

文
鮭
A

｡
(神
秘
経
験
)
は
､
文
鮭
も
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め

て
､
神
秘
思
想
と
し
て
開
花
し
得
た
｡

日

産

no
(聖
人
の
無
為
)
の
成
立

〔2〕
3

天
下
皆
知
美
之
馬
糞
､
斯
悪
己
､
皆
知
善
之
馬
善
､
斯
不

善
臭
､

(21
)

D̂

有
無
之
相
生
也
､
難
易
之
相
成
也
､
長
短
之
相
形
也
､
高
下

(22
)

(23
)

之
相
盈
也
ー
音
撃
之
相
和
也
ー
先
後
之
相
随
ー
恒
也
ー(24

)

(25
)

伺

是
以
聖
人
居
無
為
之
事
ー
行
不
言
之
教
ー
寓
物
作
而
弗
始
也
､

馬
而
弗
侍
也
､
成
功
而
弗
居
也
､
夫
唯
弗
居
､
是
以
弗
去
､

(天
下
の
人
々
が
皆
美
し
い
も
の
を
美
し
い
と
認
め
る
か
ら
'
醜
い
も
の
が

生
じ
る
｡
皆
善
い
も
の
を
善
い
と
認
め
る
か
ら
'
善
-
な
い
も
の
が
生
じ

る
｡
有
と
無
と
は
互
に
補
い
あ
い
つ
つ
生
じ
'
難
と
易
と
は
互
に
補
い
あ

い
つ
つ
成
立
し
､
長
と
短
と
は
互
に
形
を
決
め
あ
い
'
高
と
低
と
は
互
に

満
た
し
あ
い
'
書
架
と
肉
聾
と
は
互
に
譜
和
し
あ
う
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
は

不
襲
で
あ
る
O
そ
れ
で
聖
人
は
'
無
為
の
ま
ま
に
身
を
保
っ
て
'
言
葉
に

表
わ
さ
な
い
で
教
化
を
行
な
う
｡
寓
物
が
動
き
出
し
て
も
'
自
ら
は
何
か

な

を
始
め
よ
う
と
は
せ
ず
'
事
を
為
し
て
も
そ
の
結
果
に
頼
ろ
う
と
は
せ
ず
'

17
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功
績
を
あ
げ
て
も
そ
の
地
位
に
安
任
し
よ
う
と
し
な
い
O
そ
も
そ
も
安
任

し
ょ
う
と
は
し
な
い
.
そ
れ
で
去
ろ
-
と
も
し
な
い
O)

Sは
論
理
的
な
散
文
膿
o

佃は
封
偶
を
成
す
韻
文
.

何回共
に
､
相*

封
化
に
よ
っ
て

｢
二
｣
を
否
定
す
る
｡
ど
ち
ら
も
文
膿
47
に
展
す
る
｡

*
私
は
こ
こ
で
'
韻
文
鮭
と
散
文
鮭
と
を
含
め
て
一
つ
の
文
睦
と
す
る
｡

私
の
文
鰹
論
に
と
っ
て
は
､
韻
文
･散
文
は
'
文
睦
の
決
定
要
素
で
は

な
-
'
文
膿
を
成
す
賓
素
の
l
つ
に
す
ぎ
な
い
O
も
ち
ろ
ん
'
理
想
的

な
文
鮭
に
在
っ
て
は
こ
の
要
素
を
含
む
べ
き
で
あ
る
O
今
問
題
に
し
て

い
る
よ
う
な
例
は
'

文
鰹
の
内
部
の
結
び
つ
き
が
弱
い
の
で
あ
る
｡

(山
の

｢己
｣

｢臭
｣
を
韻
字
と
取
る
説
も
あ
る
｡)

何
は
､

吊Sに
於
け
る

｢
二
｣
の
否
定
か
ら
導
び
き
出
さ
れ
た
文
章

で
､
そ
の
表
現
上
の
特
徴
は
次
の
四
鮎
に
要
約
で
き
よ
う
｡

一､
｢
聖
人
｣
が
出
て
-
る
｡

二
､

｢
無
為
｣
が
説
か
れ
る
｡

三
､
｢
二
｣
の
否
定
の
表
現
を
件
な
う
｡

四
､
否
定
詞

｢
弗
｣
が
用
い
ら
れ
る
｡

｢
二
｣
の
否
定
は
､
革
に
観
念
の
段
階
に
止
ま
ら
ず
に
､

｢
聖
人
｣

し

の

｢
無
為
｣
と
し
て
現
賓
化
さ
れ
る
.

｢
何
も
馬

な
い
｣
こ
と
に
よ

-
､

｢
二
｣
を
否
定
す
る
.
そ
れ
は
積
極
的
な
行
為
の
l
形
態
な
の

で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
ま
た
､

｢
弗
｣
と
い
う

｢
意
志
を
件
な
っ
た

否
定
｣
の
語
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
｡
例
え
ば
ー

｢
成
功
｣
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

｢
二
｣
的
な
も
の
を
､

｢
而
弗
居
｣
と
い
う

よ
う
に
否
定
し
去
る
｡
文
鮭
4m
で
は
､

｢
二
の
否
定
｣
と
は
､

｢原

よれノ

理
｣

｢
も
の
の
在
-
様
｣

へ
の
洞
察
､
理
解
で
あ

っ
た
｡
つ
ま
-
､

思
索
者
の
認
識
で
あ

っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
〔
2
〕
の

用で
は
､
そ
れ
は

●
●

●●

倫
理
(賓

践
)

の
問
題
と
な

っ
て
い
る
｡

｢
二
で
は
な
い
｣
か
ら

｢
二

と
は
な

ら
な

い
｣

へ
の
輯
換
｡
(ま
た
'
こ
の
所
で

｢行
不
言
之
教
｣
と

l

あ
る
の
は
'
｢
二
｣
を
否
定
す
る
行
馬
は
'
結
局

｢言
葉
｣
に
な
し
得
な
い

eq

と
の
判
断
が
働
い
て
い
る
が
箆
で
あ
る
o)

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
韓
換
が
行

1

な
わ
れ
た
の
か
｡
そ
れ
を
問
う
前
に
､
も
う
少
し
そ
の
輯
換
の
跡
を

追

っ
て
見
よ
う
｡

｢
老
子
｣
に
は
､
〔
2
〕
の

刷と
よ
-
似
た
文
型
を
持
つ
も
の
が
幾

つ
か
あ
る
｡
そ
の
中
の
一
例
の
み
を
引
-
0

(26
)

〔22
〕3

曲
則
全
､
桂
則

正

ー

窪
則
盈
､
倣
則
新
､
少
則
得
､
多
則

惑
､

(27
)

(28
)

何
是
以
聖
人
執

l
､
以
馬
天
下
牧
､

(29
)

相
不
日
親
政
彰
､
不
日
見
政
明
､
不
日
伐
故
有
功
､
弗
衿
故
能



長
､
夫
唯
不
守
､
政
美
能
輿
之
守
､

(30
)

3
古
之
所
謂
曲
全
者
､
幾

語

我

､
誠
全
蹄
之
､

まつと

ゆ

(曲
っ
て
お
れ
ば
生
命
を

全

う

L
t
柾

が
ん
で
お
れ
ば
見
直
ぐ
に
な
-
'
窪

ん
で
お
れ
ば
水
を
湛
え
'
破
れ
て
お
れ
ば
新
し
-
な
-
'
少
な
け
れ
ば
得
'

多
け
れ
ば
惑
-
｡
そ
れ
で
聖
人
は

｢
二

を
執
-
'
天
下
の
長
と
な
る
｡

あきら

自
ら
は
鼠
な
い
の
で

彰

か

で
あ
-
'
自
ら
は
現
わ
れ
な
い
の
で
明
白
で
あ

ほこ

たかぷ

る
｡
自
ら
は
伐
ら
な
い
の
で
功
績
が
有
-
'
衿

ろ

う
と
は
し
な
い
の
で
'

長
続
き
出
来
る
｡
そ
も
そ
も
争
う
と
い
う
こ
と
が
な
い
｡
だ
か
ら
こ
れ
と

争
う
こ
と
の
出
来
る
も
の
は
居
な
い
｡
古
の
｢曲
全
｣
と
言
わ
れ
る
も
の

ことわぎ

は
'
ど
う
し
て
単
な
る
諺

に

過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
｡
誠
に
生
命
を
全
う

し
て
､
寓
物
の
根
源
に
締
る
こ
と
な
の
で
あ
る
｡)

全
鮭
を
四
つ
に
分
か
つ
o

Sは
逆
説
言
で
､
文
鮭
<m
に
含
ま
れ
る
o

｢
曲
則
全
｣
は
､

Sに
あ
る
よ
う
に
､
元
は

｢
語
｣
(こ
と
わ
ざ
)
で

あ
ろ
う
｡
他
の
句
も
同
糞
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
<"
は
､
既
製
の

逆
説
的
言
節
を
多
-
敬
-
込
ん
で
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

Sに
､

｢
是
以
聖
人
｣
の
句
が
来
る
｡

切は
､

吊で
説
か
れ
る

｢
l
｣
の
理

念
(｢遥
｣)
を
ー

｢
聖
人
｣
の
次
元

へ
と
移
す
過
渡
の
部
分
で
あ
-
､

何
に
於
て
､

｢
l
｣
の
理
念
は
､

｢
聖
人
の
無
為
｣
と
し
て
具
鮭
化

さ
れ
る
.
そ
し
て

佃何の
表
現
上
の
特
徴
は
､
前
述
の
〔
2
〕
の

何の

良
書
老
子
文
鮭
考

(小
池
)

四
特
徴
に

一
致
し
て
い
る
｡

｢
不
日
｣
は

｢
弗
｣
と
等
債
で
あ
る
｡

(印は
'
多
分
に
説
明
的
で
'
語
-
手
自
身
を
そ
こ
に
感
じ
さ
せ
る
L
t
韻

の
踏
み
方
も
上
文
ほ
ど
に
は
整
っ
て
い
な
い
の
で
､別
の
文
鮭
と
し
て
残
る
｡
)

以
上
､
〔
2
〕
〔22
〕
の
検
討
を
通
し
て
､
〔
2
〕
の

何の
四
特
徴
が
､

｢
老
子
｣
の
中
で
､

一
つ
の
文
鮭
を
成
す
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
-
0

こ
の
文
鰹
を
､
文
鰹
A
暦
と
は
質
を
異
に
す
る
の
で
､
文
鰻
B｡
と
名

づ
け
る
｡
但
し
､
第
四
の
特
徴
は
､
｢
『弗
』
或
い
は
そ
れ
と
同
類
の

語
を
伴
な
う
こ
と
｣
と
言
い
直
し
て
お
-
｡
こ
の
四
特
徴
を
､
今
仮

に
文
章
に
直
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡

一

｢
聖
人
が
､
自
ら
積
極
的
に
有
為
〔二
〕
を
否
定
し
て
､
無
為

〓

〕

β

で
あ
ろ
う
と
す
る
｡
｣

l

か
-
言
う

｢
聖
人
｣
と
は
何
か
｡
な
ぜ
こ
の
段
階
で
そ
れ
が
現
わ
れ

ね
は
な
ら
ぬ
の
か
｡
こ
の
鮎
を
次
に
考
え
る
｡

吊

｢
聖
人
｣
と
は
何
か

我
々
は
ま
ず
t
A
暦
に
は

｢
聖
人
｣
が
現
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
A
暦
に
於
け
る

｢
遺
｣
の
認

識
は
､
暗
い
色
彩
を
符
び
て
い
る
こ
と
を
先
に
述
べ
た
｡
そ
れ
は
､

認
識
者
自
身
の
､
孤
猪
と
絶
望
と
を
生
む
も
の
で
も
あ

っ
た
｡

(

〔加
]
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の
猫
白
を
見
よ
｡
)
私
は
､

こ
の

｢
認
識
者
の
悲
劇
｣
と
で
も
呼
ぶ
べ

き
情
念
は
､
二
つ
の
方
向
を
取
る
の
だ
と
思
う
｡

一
つ
は
上
方
に
向

い
､
己
の
認
識
に
生
命
を
輿
え
よ
う
と
す
る
｡

一
つ
は
下
方
に
向
い
ー

伏
流
と
な
っ
て
存
在
す
る
｡

｢
聖
人
｣
と
は
､
認
識
者
が
､
絶
望
に

抗
い

つ
つ
創
-
出
し
た
所
の
､
｢

道
｣

(
県
埋
)

の
具
現
者
で
は
な
か

*

っ
た

か
｡

｢
聖
人
｣
は
そ
れ
だ
け
に

､

強
い
意
志
を
も
っ
て

｢
二
｣

を
否
定
し
ー

｢
無
為
｣

に
生
き
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
こ

の

｢
無

為
｣
は
､
認
識
者
の
硯
賓
に
於
け
る
無
力
さ
の
裏
が
え
L
で

も
あ
る

*
*

よ
う
に
､
私
に
は
思
わ
れ
る
｡

*

〔5
〕
〔7
〕
で
は
'

｢聖
人
｣
が

｢天
地
｣
に
愉
え
ら
れ
て
い
る
｡
或

い
は
'
｢天
地
｣
へ
の
深
い
洞
察
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
の
が
'
｢聖
人
｣

の
概
念
な
の
で
あ
ろ
う
か
O

*
*

入
矢
義
高
氏

｢『無
籍
』
と
い
い
『自
然
L
と
い
い

F遺
』
と
い

う
の
も
'
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
彼
の
絶
望
の
裏
が
え
L
に
過
ぎ
ぬ
か
も
し

れ
ぬ
と
い
う
束
が
す
る
O
い
い
か
え
れ
ば
'
そ
の
よ
う
な
自
分
に
向
っ

て
必
死
に
な
っ
て
言
い
聞
か
せ
よ
う
と
し
た
切
札
の
言
葉
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
気
も
す
る
｡｣

(新
訂
中
国
古
典
選

〔朝
日
新
聞

社
〕
附
鉾
N
O
･
2
0
-
老
子
噺
想
)

凧

文
鮭
語

諸
相

文
鰻
cQo
に
屈
す
る
も
の
を
ー
順
次
検
謬
し
て
ゆ
-
と
､
同
じ
Bo
の

中
に
も
幾
つ
か
の
相
が
あ
-
1
そ
れ
ら
を
吏
展
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
出
来
る
こ
と
に
気
づ
-
｡
そ
の
第

一
の
段
階

(B｡
初
期
)
で
は
t
B｡

の
文
鰻
を
成
す
四
特
徴
が
ほ
ぼ
満
た
さ
れ
て
い
る
｡
前
記
し
た
〔
2
〕

〔22
〕
が
そ
の
典
型
で
あ
-
､
表
現
技
法
と
し
て
は

｢弗
｣

｢逆
説
的

*

(31
)

言
軒
｣

｢
尻
取
-
語
法

｣

が
多
-
用
い
ら
れ
て
い
る

｡

*
〔2
〕
｢成
功
而
矧
鳳
也
'
夫
唯
矧
矧
｣
な
ど
.

第
二
の
段
階

(B｡
中
期
)
に
な
る
と
､
聖
人
の
無
為
に
重
鮎
が
移
-
～

聖
人
は

｢既
に
そ
の
よ
う
に
あ
る
｣
も
の
と
し
て
ー
静
止
的
に
受
容

さ
れ
る
｡
そ
し
て
ー
第

一
の
段
階
に
は
無
か
っ
た
政
治
的
性
格
を
持

つ
よ
う
に
な
-
､

｢
民
衆
｣
が
強
-
意
識
さ
れ
だ
す
｡
表
現
上
は
ー

｢弗
｣
｢
二
の
否
定
｣
が
後
退
す
る
｡
第
三
期

(B｡
末
期
)
に
な
る
と
ー

第
二
段
階
の
性
格
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
ー
他
面
で
は
FCF
と
は
異
質
な
も

の
が
生
ま
れ
て
-
る
｡
｢
欲
望
否
定
｣

｢
救
済
｣

｢虞
世
｣

｢
天
道
｣

｢保
身
｣
等
の
思
想
｡
こ
れ
ら
は
文
髄
論
的
に
み
て
も
ー
B｡
か
ら
離

脱
し
っ
つ
あ
る
｡
そ
し
て

｢
聖
人
｣
は
ー
再
び
着
極
的
に
､
(し
か
し

今
度
は
他
者
に
向
っ
て
)
行
動
し
始
め
る
よ
う
で
あ
る
｡

次
に
､
第
二
､
第
三
期
の
例
を
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
ず
つ
示
す
こ
と
に

20



す
る
｡

〔
63
〕

薦
無
為
ー
事
無
事
､
味
無
味
､
大
小
多
少
ー
報
怨
以
徳
､
固

難
於
其
易
ー
馬
大
於
其
細
也
ー
天
下
之
難
ー
作
於
易
ー
天
下
之
大
ー

作
於
細
.
是
以
聖
人
終
不
馬
大
､
故
能
成
其
大
､
夫
軽
諾
必
寡
信
ー

多
易
必
多
難
､
是
以
聖
人
猶
難
之
､
政
経
於
無
難
ー

(何
も
せ
ぬ
よ
う
に
す
る
｡
何
事
も
起
さ
ず
に
い
る
｡
味
無
き
も
の
を
味
わ

う
｡
小
を
大
と
L
t
少
を
多
と
し
､
怨
み
に
報
い
る
に
徳
を
以
て
す
る
｡

やさ

難
し
い
こ
と
は
'
そ
れ
が

易

し
い
う
ち
に
手
を
下
し
'
大
き
い
こ
と
は
'

し

そ
れ
が
小
さ
い
う
ち
に
為

て
し
ま
-
｡
天
下
の
困
難
は
'
易
し
い
こ
と
か

ら
起
-
'
天
下
の
大
事
は
､
小
さ
な
こ
と
か
ら
起
る
｡
そ
れ
で
聖
人
は
'

最
後
ま
で
尊
大
に
な
ら
な
い
｡
だ
か
ら
偉
大
な
事
業
を
成
し
遂
げ
る
こ
と

が
出
来
る
｡
軽
～
し
-
承
諾
す
る
よ
う
な
者
は
'
め
っ
た
に
信
用
出
来
な

い
｡
始
め
に
易
し
過
ぎ
れ
ば
､
必
ず
後
で
難
し
-
な
る
｡
そ
れ
で
聖
人
は
'

易
し
い
こ
と
に
封
し
て
も
こ
れ
を
難
し
い
も
の
と
し
て
封
虞
す
る
｡
だ
か

ら
最
後
ま
で
困
難
に
遇
う
こ
と
が
な
い
｡)

B｡
中
期
の
例
｡
｢
弗
｣
と
い
う
強
い
否
定
が
見
ら
れ
な
い
の
は
ー
｢
有

馬
｣
を
否
定
し
て

｢
無
為
｣
を
守
る
と
い
う
意
志
に
は
注
目
さ
れ
ず
､

既
に
そ
の
よ
う
に
あ
る
も
の
と
し
て
聖
人
が
形
象
さ
れ
て
い
る
馬
で

あ
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
の

｢
聖
人
｣
は
統
治
者
な
の
で
あ
る
｡
技
法
的

q
E書
老
子
文
鮭
考

(小
池
)

に
は
､
尻
取
-
語
法
を
持

つ
鮎
､
｢
夫
軽
諸
必
寡
信
ー
多
易
必
多
難
｣

(32
)

と
い
-
虞
世
訓
の
見
え
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
｡
〔64
〕
(後
年
)
も
同

例
だ
と
考
え
て
よ
い
｡
こ
こ
で
は

｢
民
｣

｢
衆
人
｣
が
意
識
さ
れ
て

い
る
｡

〔
27
〕

(前
半
省
略
)

(33
)

(34
)

是
以
聖
人
恒
善
救
人
1
両
無
棄
人
ー
物
無
棄
財
ー
是
謂
悦
明
､
故

(35
)

善
人
､
善
人
之
師
ー
不
善
人
､
善
人
之
賀
也
ー
不
貴
其
師
､
不
愛

(36
)

英
資
､
維
智
乎
大
迷
ー
是
謂
沙
要
ー

(そ
れ
で
聖
人
は
'
恒
に
う
ま
-
人
を
救
っ
て
'
人
々
を
見
棄
て
る
こ
と
が

な
い
｡
物
に
つ
い
て
は
'
財
と
な
る
も
の
を
棄
て
る
こ
と
が
な
い
｡
こ
れ

也

を

｢明
に
習
ら
う
｣
と
言
う
｡
だ
か
ら
善
人
は
'
善
人
の
先
生
で
あ
-
'

不
善
の
人
で
も
善
人
の
援
助
者
と
な
る
｡
自
分
の
先
生
を
尊
ば
ず
'
自
分

の
援
助
者
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
､
た
と
え
智
恵
が
有
ろ
う
と
も
'
大
い

に
迷
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
を

｢幽
遠
な
る
要
諦
｣
と
言
う
｡)

B｡
後
期
の
例
｡
こ
の
章
は
､

｢
是
以
聖
人
｣
の
句
を
伴
な
う
も
の
の
､

内
容
は
か
な
-
他
の
B｡
と
異
な
る
.

｢
聖
人
｣
は

｢
無
為
｣
に
止
ま

ら
ず
､
積
極
的
に
行
動
に
出
て
い
る
｡
ま
た
､

｢
是
謂
悦
明
｣

｢
是

謂
抄
要
｣
と
い
う
､
神
秘
主
義
の
用
語
定
義
に
似
た
型
を
持

つ
｡
更
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に

｢
善
人
｣

｢
故
人
｣
の
思
想
も
B｡
で
は
他
に
見
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ

る
｡さ

て
､
こ
の
よ
う
な
B｡
の
内
部
に
於
け
る
杢
展
は
､

｢
老
子
｣
の

内
で
精
神
が
動
き

つ
つ
あ
る
以
上
､
恐
ら
-
は
必
然
な
の
で
あ
る
｡

新
た
な
も
の
は
､
そ
れ
が
精
神
の
動
き
で
あ
る
以
上
､
必
ず
意
志
を

ひ
と
た
び

件
な
い
､
そ
し
て

一

度

成

し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
は
､

定
着
･固
定
さ

れ
､

定
着
･国
定
さ
れ
た
も
の
は
､
普
初
の
精
神
を
腐
敗
さ
せ
つ
つ
､

外
部
か
ら
異
質
な
も
の
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
蘇
生
を
固

ろ
う
と
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
蘇
生
し
た
も
の
は
､
も
は
や
も
と

の
B｡
で
は
あ
-
得
な
い
｡
こ
こ
に
新
た
な
文
鰹
が
生
み
出
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
｡

文
鰹
B｡
の
考
察
を
終
え
る
前
に
ー
少
し
補
足
を
し
て
お
こ
う
O
B
｡

の
大
部
分
は
韻
文
鰹
を
成
す
｡
但
し
必
ず
し
も
整
然
と
し
た
型
を
と

っ
て
は
い
な
い
｡
ま

た

､
B

｡に

は

､

｢
吾
｣

が
額
を
出
さ
な
い
O

(
〔

29
〕
一
例
の
み
が
例
外
｡
)
｢
吾
｣
は
ー
こ
こ
で
は
､
｢
聖
人
｣
に
身
を

托
し
て
生

き
て

い
る
為
で
あ
ろ

う
か

｡

〕.Ⅳ

文
鰻
Bl
(知
足

)

〔

こ
こ
で
〔63
〕
(21頁
)

に
戻
る
｡
〔

63
〕

は

｢

知
足
｣

｢
保
身
｣
を
説

き
､
虞
世
訓
を
含
む
｡

｢
老
子
｣
に
は
こ
れ
に
似
た
文
鰻
を
持

つ
も

の
が
あ
る
｡

〔
33
〕

知
人
老
智
也
､
自
知
者
明
也
､
勝
入
着
有
力
也
､
自
勝
者
強

也
､
知
足
者
富
也
､
強
行
者
有
志
也
ー
不
失
共
析
者
久
也
ー
死
而

(37
)

不
忘
者
詩
也
､

(人
を
知
る
者
は
智
恵
が
有
る
o
己
を
知
る
者
は
明
哲
で
あ
る
.
人
に
勝
つ

者
は
力
が
有
る
｡
己
に
勝
つ
者
は
強
い
｡
足
る
こ
と
を
知
る
者
は
豊
か
で

あ
る
O
必
ず
貴
行
す
る
者
は
意
志
が
有
る
｡
己
の
在
-
方
を
誤
ら
ぬ
者
は

い
の
ち

久
し
-
己
を
保
つ
｡
死
ん
で
も
忘
れ
ら
れ
ぬ
者
は
語

命

が
長
い
｡)

｢
知
足
｣
及
び

｢
長
生

へ
の
希
求
｣
｡
虞
世
訓
｡
(前
牛
に
は
別
の
思
想

も
見
え
る
｡)

〔

44
〕

.名
輿
身
執
親
､
身
輿
貨
執
多
ー
得
興
亡
執
病
ー
甚
愛
必
大
費
ー

多
戒
必
厚
亡
､
故
知
足
不
唇
､
知
止
不
殆
､
可
以
長
久
､

ち
か

(名
聾
と
身
睦
と
で
は
'
ど
ち
ら
が
己
に
と
っ
て

親

し

い
か
｡
身
鰹
と
財
貨

まさ

と
で
は
'
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
い
る
か
｡
手
に
入
れ
る
の
と
失
な
う
の
と
で

は
'
ど
ち
ら
が
憂
い
事
で
あ
る
か
｡
も
の
惜
し
み
が
過
ぎ
れ
ば
必
ず
出
費

が
潜
む
.
多
-
貯
え
れ
ば
必
ず
多
-
失
な
う
.
だ
か
ら
'
満
足
す
る
こ
と

を
知
れ
ば
'
辱
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
-
'
節
度
を
守
れ
ば
､
危
う
い
こ
と

が
無
い
.
そ
し
て
長
-
持
績
す
る
こ
と
が
出
束
る
.)
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｢
虞
世
訓
｣

｢
知
足
｣
そ
し
て

｢
長
久
｣
｡

(但
し
'

｢身
鰹
を
大
切
に

す
る
｣
思
想
は
'
系
統
を
異
に
す
る
｡)
特
に
､

｢
甚
愛
必
大
費
､
多
蔵

必
厚
亡
｣
の
如
き
は
､
〔63
〕
の

｢
軽
諾
必
寡
信
､
多
易
必
多
難
｣
と

型
を
同
じ
く
す
る
｡

私
は
'
こ
の
三
鮎
(知
足
･庭
世
訓
長

生
保
身
)
を
備
え
た
文
鰹
を
Bl

と
名
づ
け
る
｡
〔63
〕
は
､
B｡
と
Bl
と
の
橋
渡
し
の
役
割
を
果
し
て
い

る
の
で
あ
る
｡
こ
の
他
､
〔46
〕
も
Bl
に
含
ま
れ
る
が
､
こ
の
章
で
は
､

(38
)

非
戦
の
立
場
か
ら

｢
知
足
｣
を
説
い
て
い
る
｡

Bl
は
皆
韻
文
鮭
で
あ
-
､
引
用
さ
れ
る
虞
世
訓
は
封
偶
を
成
す
｡

｢
知
足
｣
は
､

｢
無
為
｣
の
消
極
的
な
韓
回
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

本
来
箭
極
的
な
否
定
の
行
為
で
あ

っ
た
も
の
が
､

受
動
的
･保
身
的

な
も
の
に
奨
化
し
た
時
､

｢
聖
人
｣
の
語
は
消
え
た
｡

M

文
髄
Aq
(長

生保身
)

さ
て
､
文
睦
Bl
の

一
特
徴

｢

長生
｣
は
､

｢
知
足
｣
と
は
無
関
係

に

一
つ
の
文
鰹
を
形
成
し
て
い
る
｡

〔59
〕

治
人
事
天
ー
莫
若
晋
､
夫
唯
薯
､
是
以
早
服
､
早
服
是
謂
重

積
徳
､
重
積
徳
､
則
無
不
克
､
無
不
克
､
則
英
知
其
極
､
英
知
其

(39
)

極
､
可
以
有
閑
､
有
閑
之
母
ー
可
以
長
久
ー
是
謂
深
根
固
粒
､
長

尉
苦
老
子
文
鮭
考

(小
池
)

生
久
硯
之
遺
也
､

け
ち

(人
を
治
め
'
天
に
仕
え
る
に
は
'
畜

な

の
が
最
も
よ
い
｡
密
で
あ
り
さ
え

す
れ
ば
'
早
-
民
を
従
え
る
こ
と
が
出
来
る
｡
早
-
民
を
絶
え
る
の
を
'

｢徳
を
積
み
重
ね
る
｣
と
言
う
｡
徳
を
積
み
重
ね
れ
ば
'
か
な
わ
ぬ
こ
と

が
無
い
｡
か
な
わ
ぬ
こ
と
が
無
け
れ
ば
､
そ
の
限
界
を
知
る
者
が
居
な
い
｡

そ
の
限
界
を
知
る
者
が
居
な
け
れ
ば
'
園
を
保
つ
こ
と
が
出
凍
る
｡
そ
の

上
に
園
の
母
を
所
有
す
れ
ば
'
長
-
持
綬
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
こ
れ
を

ね
もと

｢根
本

を

深
-
固
め
る
｣
と
l亨
つ
｡
こ
れ
が
'
長
-
生
き
績
け
る
道
で
あ

る
｡)

こ
の
章
は
､

他
章
に
も
よ
-
見
ら
れ
る
表
現
技
法
を
多
-
含
む
｡

(｢夫
唯
～
是
以
～
｣

｢繰
-
返
し
｣

｢是
謂
｣)
そ
れ
は
さ
て
お
き
､

｢
長

生
｣
で
ま
ず
B
lに
結
び
つ
-
｡
し
か
し
Bl
と
比
較
し
た
場
合
､

｢知

足
｣
と
は
無
縁
で
あ
り
､
支
配
者

(統
治
者
)
の
側
に
立

っ
て
い
て
､

従

っ
て
虚
世
訓
的
な
言
辞
は
な
-
､
そ
れ
に
代

っ
て
二
つ
の
定
義
が

配
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､

｢
有
圃
之
母
｣
と
い
う
解
し
難
い
句
を
有

す
o

｢
母
｣
と
は
何
か
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
t
Fq.
と
重
な
-
合
う
部
分

を
持
ち
つ
つ
､
Bl
と
は
方
向
を
異
に
し
て
い
る
｡

な
お
､

｢
長
生
｣

｢
長
久
｣
は
､
普
通
､
章
或
い
は
節
の
末
尾
に

位
置
す
る
｡
こ
れ
は
､

一
つ
の
文
鮭
的
特
徴
と
な
る
｡
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[52
〕

3
天
下
有
始
､

以
馬
天
下
母
､
既
得
其
母
ー
以
知
英
子
ー
既

知
其
子
､
復
守
其
母
､
投
身

不
殆
､

何

塞
其
究
ー
閉
其
門
ー
終
身
不
動
ー
啓
其
允
ー
済
其
事
､
終
身

不
救
ー

川

見
小
目
明
､
守
柔
日
強
ー
用
其
光
､
復
蹄
其
明
､
尊
遥
身
狭
､

是
謂
襲
常
ー

(天
下
に
始
め
が
有
っ
た
O
そ
れ
が
天
下
の
母
で
あ
る
o
そ
の
母
を
鰹
得
す

れ
ば
'
そ
の
子
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
｡
そ
の
子
を
知
れ
ば
'
再
び
母
に

掃
っ
て
そ
の
母
を
守
る
o
そ
う
す
れ
ば
'
死
ぬ
ま
で
危
険
が
な
い
.
穴
を

塞
ぎ
'
門
を
閉
じ
れ
ば
t
l
生
疲
れ
な
い
｡
穴
を
開
き
､
事
を
為
せ
ば
'

一
生
救
わ
れ
な
い
｡
小
を
見
る
の
を
明
と
言
い
'
柔
を
守
る
の
を
強
と
言

う
｡
知
恵
の
光
を
用
い
て
'
明
に
復
蹄
す
れ
ば
'
身
に
災
い
を
遺
さ
な

1一.,

い
｡
こ
れ
を

｢常

(裳
)
を
身
に
纏
う
｣
と
言
う
｡)

ま
ず
全
鮭
を
三
分
す
る
｡
脚
韻
の
上
か
ら
も
三
分
す
る
の
が
安
皆
で

あ
る
.
さ
て
､
こ
の
章
は
全
鮭
に
神
秘
主
義
的
な
雰
囲
気
を
醸
し
出*

し
て
い
て
､
文
鰻
A

｡
に
層
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
ー
茸
際
は
後
攻
的

に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
を
澄
明
し
て
み
よ
う
｡

*
後
攻
的
-
文
鰹

(ま
た
は
思
想
)
を
展
開
の
相
で
見
た
時
'
そ
れ
が

よ
-
遅
-
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
｡
以
下
も
こ
の
意
に
用
い
る
｡

ま
ず
吊
に
つ
い
て
.

｢
有
始
｣
｢
天
下
母
｣
｢
守
其
母
｣
は
神
秘
主

義
を
感
じ
さ
せ
る
が
ー
し
か
し
既
に
引
用
し
た
文
章
か
ら
明
ら
か
な

如

-

､

文
鮭
A
｡
で
は
ー

｢
天
下
｣

と
い
う
語
は
使
用
さ
れ
な
い
｡

(
〔

2
5

〕
で
は
｢
天
地

母
｣
と
な

っ
て
い
る
｡)
ま
た
ー

｢
母
｣
を

｢
子
｣
と

の
結

び

つ
き
に
於
い
て
思
考
す
る
例
も
､
A

｡に
は

な

い

｡

且
つ
ー

｢
投
身
不
殆
｣
の
句
は
ー
〔16
〕
末
尾
に
も
見
え
る
の
だ

が
ー
そ
こ
で

は
神
秘
主
義
と
は
無
関
係
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
思
想
的
に
も
､

｢
長
生
｣
を
希
求
す
る
の
は
ー
A

｡
に
於
い
て
で
は
な
い
｡

佃に
つ
い
て
｡
脚
韻
か
ら
見
て
ー
こ
れ
を
ひ
と
ま
と
ま
-
の
文
章

と
考
え
て
よ
か
ろ
う
｡

｢
塞
其
免
､
閉
其
門
｣
は
〔56
〕
に
も
見
え
る

が
､
神
秘
主
義
の
修
行
を
指
す
｡

｢
啓
其
党
､
済
其
事
｣
は
､
そ
の

反
射
概
念
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
が
ー

｢
事
｣
と
い

う
語
は
t
A｡
に
は
見
え
な
い
｡

｢終
身
不
動
｣
は
〔
6
〕
の

｢
用
之
不

動
｣
(
こ
れ
は
文
鮭
<m)
か
ら
造
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
o

い
ず
れ
に

せ
よ
､
次
の

｢終
身
不
救
｣
と
共
に
､
A
層
に
屠
す
る
思
想
で
は
な

ヽ
0

.-Y

何は
定
義
の
並
列
｡
こ
れ
自
慢
は
､
文
鰹
A｡
の
一
段
階
(
C
)
を
占

め
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
ー
こ
の
章
で
は
ー
次
の
諸
鮎
で
A

｡
と
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は
性
質
を
異
に
す
る
｡

･
｢
用
其
光
｣
-

[
4
〕
[56
〕
で
は

｢
和
英
光
｣
o

･
｢
守
柔
日
強
｣
-

｢
強
｣
の
概
念
は
､
A｡
に
は
な
い
｡

･
｢復
蹄
英
明
｣
-

A
暦
で
は
根
源
的
な
も
の
へ
復
蹄
す
る
の
で

あ

っ
た
｡
形
式
的
に
は

｢
復
蹄
於

○
○
｣
と
な

っ
て
い
た
｡

･
｢
尊
遺
身
妖
｣
1

そ
の
保
身
的
な
思
想
は
､
A｡
の
も
の
で
は
な

ヽ
〇

...～

･

｢
是
謂
襲
常
｣-

A｡
で
は

｢常
｣
を
定
義
す
る
場
合
に
は
､
｢是

謂
｣
を
用
い
な
い
｡

以
上
の
よ
う
に
､
〔52
〕
は
文
鮭
か
ら
見
て
､
後
攻
的
な
も
の
で
あ
り
､

次
の
諸
鮎
で
〔59
〕
と
共
通
す
る
｡

1

｢長
生
保
身
｣
を
表
明
す
る
語
句
が
文
末
に
乗
る
｡

2

｢
母
｣
の
語
が
用
い
ら
れ
､
内
容
的
に
重
要
な
意
味
を
輿
え
ら

れ
て
い
る
｡

3

神
秘
主
義
的
趣
き
を
持

っ
て
い
る
0

4

｢
定
義
｣
を
件
な
う
｡

5

韻
文
鰹
で
あ
る
｡

(40
)

こ
の
よ
う
な
文
鮭
を
Bc.
(長
生
保
身
の
文
鰹
)
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る

｡

病
毒
老
子
文
後
考

(小
池
)

何
故
こ
の
よ
う
な
編
纂
が
行
な
わ
れ
た
の
か
｡
そ
れ
は
ー
神
髄
主

義
(鰹
験
)
と

｢長
生
保
身
｣
と
を
結
び
つ
け
る
馬
で
あ

っ
た
だ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
｡
蓮
に
ー
神
秘
主
義
が
､
長
生
保
身
術

へ
と
特
化
し

た
と
言

っ
て
も
よ
い
｡
そ
の
場
合
に
ー

｢
母
｣
の
概
念
が
主
要
な
媒

介
と
な

っ
て
い
る
｡
〔52
〕
に

｢
復
守
其
母
､
投
身
不
殆
｣
ー

[59
〕
に

｢
有
図
之
母
ー
可
以
長
久
｣
と
あ
る
｡
神
秘
的
な
牝

(根
源
｡
〔6
〕
に

｢玄
牝
｣
と
見
え
る
｡)l

寓
物
の
母
([1
〕
に

｢寓
物
之
母
｣
と
あ
る
｡)

-

養
な
い
の
母
(〔S
]
に
｢食
母
｣
と
見
え
る
｡)l

長
生
保
身
の
母
｡

か
-
妻
展
し
て
長
生
保
身
術
は
､
神
秘
主
義
に
そ
の
根
操
を
見
出
だ

し
た
の
で
あ
る
｡

(こ
の
場
合
'

｢聖
人
｣
〔
B｡〕
の
概
念
は
と
び
こ
さ
れ

る
｡
従
っ
て
Falは

｢聖
人
｣
の
語
を
必
要
と
し
な
い
し
､
賓
際
'
こ
の
語
を

用
い
な
い
｡)

か
-
て
こ
こ
に
､
B｡
末
期
よ
り
涯
生
し
た
Bl
と
わ
ず
か
に
｢
長
生
｣

の
思
想
に
於
い
て
重
な
る
所
の
､
文
鰹
pqq
が
存
在
す
る
こ
と
が
澄
明

さ
れ
た
｡
そ
れ
は
決
し
て
大
家
族
で
は
な
い
が
､
し
か
し
確
か
に

一

家
を
構
え
て
お
り
､
し
か
も
意
識
的
に
本
家
(
A
)
の
筋
を
引
-
こ
と

を
強
調
し
て
い
る

よ
う
に
思

わ
れ
る
｡

帥

文
讐

B
〕
(｢知
｣
の
反
省
)
及
び
文
讐

(反
智
)
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(41
)

(42
)

〔71
〕

知
不
知
備
臭
､

不
知
不
知
病
臭
､
是
以
聖
人
之
不
病
也
､
以

其
病
癖
也
､
是
以
不
病
､

(知
ら
ぬ
と
言
う
こ
と
を
知
る
の
が
最
も
よ
い
｡
知
ら
ぬ
と
言
う
こ
と
を
知

ら
ぬ
の
は
病
い
で
あ
る
｡
そ
れ
で
'
聖
人
に
痛
い
が
無
い
の
は
'
彼
が
痛

い
を
病
い
と
し
て
認
め
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
で
病
い
が
無
い
｡)

人
間
は
窮
極
的
に
は
県
理
を
知
ら
な
い
｡
即
ち
､
人
間
は
本
質
的
に

は
無
智
で
あ
る
こ
と
-

そ
れ
を
自
覚
す
べ
き
で
あ
る
｡

｢
知
｣

へ

の
懐
疑
は
､

神
秘
主
義
に

一
般
で
あ
-
1

そ
の
ア
ン
チ
･テ
ー
ゼ
と

*

し
て

｢
直
観
的
認
識
｣
が
主
張
さ
れ
る
｡

*
論
語
為
政
簾
に

｢子
日
'
由
'
議
汝
知
之
乎
'
知
之
馬
知
之
'
不
知

箆
不
知
'
是
知
也
｣
と
あ
る
.

｢知
っ
て
い
る
こ
と
｣
と

｢知
ら
ぬ
こ

と
｣

を
は
っ
き
-
知
る
こ
と
'
そ
れ
が
虞
の
知
で
あ
る
｡
論
語
で
は

｢知
｣
へ
の
信
頼
が
そ
の
基
底
に
あ
る
｡

｢老
子
｣
の
本
章
は
'
恐
ら

-
こ
の
箇
所
を
意
識
し
て
い
る
o

〔71
〕
の
文
膿
は
B
暦
に
展
す
る
｡
し
か
し
そ
の
思
想
の
源
泉
は
A｡
に

在
る
｡
ま
た
ー

｢
聖
人
の
無
馬
｣
を
説
-
の
で
は
な
い
の
で
､
文
膿

B｡
と
は
少
し
系
統
が
違
う
.
A｡
1
<n
-
BC
と
文
濃
が
展
開
す
る
に
従

い
､
言
葉
の
二
元
的
側
面
が
強
ま
-
1

｢
知
｣
的
思
惟
が
優
勢
を
占

め
る
中
で
､
B｡
(初
期
)
と
は
ぼ
平
行
す
る
よ
う
に
し
て
､

｢
知
｣

へ

の
反
省
が
生
じ
た
｡
〔56
〕
冒
頭
の
二
句

｢
知
者
弗
言
､
言
老
弗
知
｣

も
同
じ
位
置
を
占
め
る
｡
ど
ち
ら
も

｢
徳
経
｣
で
あ
る
｡

(｢徳
経
｣

は
よ
り
反
省
的
で
あ
る
｡)
私
は
こ
の
〔71
〕
･〔56
〕
冒
頭
の
類
を

一
文
鮭

と
見
た
て
､
〔
B
〕
と
呼
ぶ
｡
〔
B
〕
は
同
時
に

｢
言
語
｣
へ
の
反
省
も

,l･＼

伴
な
う
こ
と
が
多
い
｡
そ
の
文
鮭
の

枠

は

か
な
-
緩
や
か
で
あ
る
｡

｢
老
子
｣
で
は
､

｢
知
｣

へ
の
懐
疑
と
言

っ
て
も
､

｢
知
る
｣
と

言
う
認
識
行
為

一
般
が
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
｡
こ
れ
に
射
し
て
ー

全
面
的
に
否
定
さ
れ
る
の
が
､
｢智
｣
即
ち

｢
人
間
の
経
験
の
集
積
｣

(43
)

(｢知
る
｣
の
名
詞
型
)
で
あ
る
｡

｢智
｣
の
語
は
､

｢
知
｣
と
は
違

っ
て
､

一
つ

の
文
鮭
系
に
の
み

めぐ

出
現
す
る
｡
逆
に
言
え
ば
､

｢
智
｣

の
語

を

周
っ
て

一
つ
の
文
鮭
が
､

こ
の
場
合
に
は
思
想
が
､
形
成

さ
れ

て
い

る
｡
そ
の
基
盤
と
し
て
､

Fq｡
(聖
人
の
無
籍
)
と
､
〔
B
〕
に
於
け
る
認
識
論
的
反
省
が
見
て
と
れ

る
｡
こ
の
文
鮭
(Fqn
と
呼
ぶ
｡)
に
層
す
る
の
は
､
〔18
〕
〔19
〕
〔57
〕
〔65
〕

で
ー
そ
の
特
徴
は
次
の
諸
鮎
で
あ
る
｡

1

｢智
｣
の
語
を
含
む
｡

2

｢
盗
賊
｣
｢
民
｣
｢邦
｣
の
語
を
含
む
｡

3

反
智
･反
文
明
を
唱
え
る
｡
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｢

r

J

今
､
〔
57
〕
の
み
を
例
示

す

る

｡

(45
)_

〔57
〕

以
正
之
邦
､
以
寄
用
兵
､
以
無
事
取
天
下
ー
吾
何
以
知
其
然

也
哉
､
夫
天
下
多
忌
諒
､
而
矧
禰
貧
ー
矧
多
利
器
ー
而
邦
家
滋
昏
ー

(46
)

(47
)

人
多
謝
､
而
何
物
滋
起
､
法
物
滋
彰
ー
而
薗
観
多
有
ー
(後
牛
省
略
)

*

(正
統
な
手
段
で
邦
園
に
立
ち
向
い
'
奇
計
を
用
い
て
軍
除
を
動
か
す
O
何

ら
事
を
起
さ
ず
に
天
下
を
取
る
.
私
は
ど
う
し
て
nT
っ
だ
と
知
る
の
か
｡

そ
も
そ
も
天
下
に
禁
忌
が
多
け
れ
ば
'
民
衆
は
い
よ
い
よ
貧
し
-
な
る
｡

民
衆
に
鋭
い
武
器
が
多
け
れ
ば
､
国
家
は
い
よ
い
よ
混
乱
す
る
｡
人
々
に

*
*

智
藩
が
多
け
れ
ば
'
厄
介
物
が
ま
す
ま
す
起
っ
て
-
る
｡
法
令
の
類
が
隅

*
*
*

"
ま
で
行
き
渡
れ
ば
'
盗
賊
が
多
-
な
る
o)

ゆ

*

原
文

｢之
｣｡
｢治
｣
の
借
字
と
見
れ
ば
解
し
易
い
｡
今
'
｢
之

-
｣

の
意
と
し
て
話
し
て
み
た
｡

にな

*
*

原
文

｢何
物
｣｡

｢何
｣
を

｢荷
｣
'
即
ち

｢据
う
｣
の
意
と
解
し

た
｡

*
*
*

原
文

｢法
物
滋
彰
｣｡
｢物
｣
と
は
'

｢人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
も
の
で
は
あ
る
が
'
そ
れ
自
ら
意
志

(意
欲
)
を
持
っ
て
'
人
間
と

は
別
の
も
の
と
し
て
存
在
し
'
人
間
に
封
立
し
て
来
る
も
の
｡｣
｢疎
外

物
｣
｡

A｡
､
Al
に
現
わ
れ
る

｢物
｣
と
は
異
な
る
｡

｢彰
｣
は

｢あ
き

ら
か
｣｡

法
令
が
容
赦
な
-
'
何
の
暖
昧
さ
も
な
-
行
な
わ
れ
る
こ
と
｡

こ
れ
を

｢苛
酷
｣
と
諾
し
て
も
よ
い
O

高

書
老
子
文
鰹
考

(小
池
)

Eiii_州

文
膿
Fq.

(天
道
)

■し

文
鮭
B｡

(後
期
)
の
周
遊
に
ー

｢
天
道
｣
観
を
中
心
に
し
て
､

一

つ
の
文
髄
(軌
と
呼
ぶ
o)
が
形
成
さ
れ
て
い
る
o
そ
れ
ら
は

｢
徳
経
｣

の
後
年
に
集
中
し
て
お
-
1
〔
73
〕
〔77
〕

〔81
〕
が
そ
の
主
流
を
占
め
る
｡

共
通
鮎
を
左
に
挙
げ
る
｡

1

｢
天
之
遺
｣
の
語
を
有
す
｡

2

｢
天

(天
之
道
)
｣
は
意
志
を
持

つ
こ
と
｡
こ
れ
に
対
し
て

｢
遺
｣

は
､

｢
老
子
｣
で
は
､
人
間
に
対
し
て
意
志
的
に
働
か
な
い
の
が

普
通
で
あ
る
｡

3

｢
利
益
｣
或
い
は

｢
輿
え
る
｣
と
い
う
こ
と
が
強
-
意
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
｡

特
に

｢
利
を
輿
え
る
主
値
｣
と
し
て

｢
天

(天
之

道
)
｣
が
受
け
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
｡

4

｢
天

(天
之
道
)
｣
は
､

｢
聖
人
の
無
為
｣
に
近
い
性
格
を
持

つ

こ
と
｡

5

｢
天
｣

と

｢
人
｣

と
が
封
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
｡

｢
道
｣

が

｢
人
｣
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｡

6

逆
説
的
な
表
現
を
含
む
こ
と
｡

右
の
中
､
4
と

6
と
は
文
鰻
B｡
の
影
響
の
下
に
あ
る
｡
〔79
〕
に

｢
是
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以
聖
人
｣
と

｢
天
道
｣

の
語
が
同
時
に
見
え
､

ま
た
〔81
〕
が

｢

聖

人
｣
の
語
を
含
む
の
は
ー
B｡
の
名
残
-
を
語
る
.
抗
は
B｡
と
天
道

教

と
が
結
び
合
わ
さ
れ
て
出
来
た
も
の
で
ー
距
離
的
に
言
え
ば
ー
B｡
か

(48
)

ら
は
か
な
-
遠
い
所
に
位
置
し
よ
う
｡
〔81
〕
の
例
の
み
次
に
引

く

｡

〔81
〕

(前
牛
省
略
)

塾
T
<
無
稽
ー
既
以
鳥
人
ー
己
愈
有
､
既
以
刊
人
条
､
己
愈
多
ー
故

(49
ト

ーh

対
忍
岨
ー
利
而
不
害

1
人
之

遺
ー
為
而
弗
守
ー

(聖
人
は
貯
え
る
こ
と
が
な
-
'
皆
'
人
の
馬
に
用
い
る
｡
そ
れ
で
も
自
分

の
も
の
は
ま
す
ま
す
椅
え
る
｡
皆
'
人
に
興
え
る
｡
そ
れ
で
も
自
分
は
ま

す
ま
す
豊
か
に
な
る
｡
だ
か
ら
天
の
道
は
､
利
益
を
輿
え
る
の
み
で
'
害

を
輿
え
な
い
.
人
の
道
は
'
何
か
事
を
し
て
も
'
季
お
う
と
は
し
な
い
O)

〕帥

B
暦
の
成
立

以
上
で
文

鮭
B
潜
の
考
察
を
終
え

る
こ
と
と
す
る
.

B
暦
は
左
圏

の
よ
-
に
展
開
し
た
｡

針/

ぐ
,

0A
･･-i
)

こ
の
展
開
の
絶
鮭
を
ー

附
憧

㊥

贋
義
の

｢
耐
秘
思
想
｣
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来

よ
う
｡
し
か
し
､
FQ
暦
の
末
端
に
な
る
と
ー
神
秘
主
義
的
色
彩
は
失

な
わ
れ
て
ゆ
-
.
(EqN
は
そ
の
鮎
で
例
外
的
で
あ
る
o)
B
暦
は
､
表
面
に

は
強
-
は
出
て
来
ぬ
が
､
そ
れ
滞
日
の
性
向
と
言
う
べ
き
も
の
を
持

っ
て
い
る
o
何
ら
か
の
形
で

｢
聖
人
の
無
為
｣
の
影
馨
下
に
あ
る
こ

と
ー

｢
吾

(戟
)｣
が
出
現
し
な
い
こ
と
｡

｢
情
｣
的
側
面
の
少
な
い

こ
と
t
等
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
ー
他
の
層
と
比
較
し
て

見
る
時
ー
そ
こ
に
ー
緩
や
か
な
形
に
於

い
て
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
ー

一
つ
の

｢
大
文
鰹
｣
が
寛
現
し
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
｡

五

D

暦

〔伏
流
〕

吊

B
暦
に
は
伏
流
の
あ
る
こ
と

私

は

ー
｢
老
子
｣
に
は

｢
そ
れ

(直
観
的
に
知
覚
さ
れ
た

｢追
j)
を

他

者
に
停
え
よ
う
と
は
し
な
い
部
分
が
あ
る
｣
と
述
べ

(8
頁
)
ー
｢神

秘
膿
験
は
思
想
的
な
展
開
の
形
を
取
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
｣
こ
と
を
示

吹
(17
頁
)
し
て
お
い
た
｡
ま
た
､
認
識
者
の
暗
い
情
念
は
ー
｢

一

つ

は
上
方
に
向
い
､
己
の
認
識
に
生
命
を
輿
え
よ
う
と
す
る
｡
一

つ
は

下
方
に
向
い
ー
伏
流
と
な

っ
て
存
在
す
る
｣
と
述
べ
た

(20
頁
).
つ

ま
-
､
神
秘
鮭
験
は
全
て

｢
聖
人
｣
と
し
て
昇
華
さ
れ
る
こ
と
に
は
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な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
文
鰹
論
の
立
場
か
ら
言
え
ば
､

A
層
は
B
暦
と
し
て
の
み
展
開
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
｡
私
は
そ
こ

*

に
､
B
暦
の
伏
流
(
D
層
)
を
見
る
｡

*

次
の
両
氏
の
空
言
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(傍
鮎
は
共
に
筆
者
が
付
し

た

｡)

F

･
テ
-
ケ
イ

｢老
子
の
作
品
全
鮭
に
は
'
す
ぎ
去
っ
た
過
去
'
逆
立

ち
し
た
古
来
の
美
徳
'
世
の
中
の
混
沌
な
ど
に
た
い
す
る
エ
レ
ジ
ー
的

陰
影
の
憂
う
つ
さ
が
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
基
本
的
な
悲
歌
的
な
調
子

は
'
賢
明
な
諌
言
'
さ
と
す
よ
う
な
態
度
に
よ
っ
て
も
消
さ
れ
る
こ
と

は
な
-
'
つ
ね
に
行
間
に
た
だ
よ
っ
て
い
る
O｣

(｢中
国
の
悲
歌
の
誕

生
｣
風
涛
祉
･羽
仁
協
子
諾
六
九
貢
o)

入
矢
義
高

｢病
め
る
時
代
に
生
き
た
孤
燭
な
隠
者
の
詠
嘆
が
'
こ
の
老

子
全
鰻
の
底
を
流
れ
る
主
調
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
｣
(｢老
子

断
想
｣
)

D
層
は
､
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
存
在
す
る
二
つ
の
文
鮭
よ
-
成
る
｡

そ
こ
に
は
中
心
は
無
-
､
章
展
の
関
係
も
見
ら
れ
な
い
｡
但
し
全
鮭

に
共
通
す
る
所
が
あ
る
の
で
､
こ
れ
を

｢
大
文
鮭
｣
と
し
て
も
よ
い
｡

D
層
は
ー
営
然
の
事
で
は
あ
る
が
ー

｢
聖
人
｣
の
語
､
従

っ
て
そ
の

概
念
を
含
ま
な
い
｡
そ
れ
に
相
鷹
す
る
よ
う
に
し
て
､

｢
吾

(戟
)
｣

烏

書
老
子
文
餌
考

(小
池
)

が
姿
を
現
わ
す
｡
更
に
､
情
的
側
面
が
強
-
出
て
い
る
｡
要
す
る
に
､

B
暦
で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
､
こ
こ
で
語
る
の
で
あ
る
｡

再

文
鰻
D
l
(滞
日
)

〔
(50
)

(51
)

〔
20
〕

3
唯
輿
討
ー
其
相

去
幾
何
､
美
輿
悪
､
其
相
去
何
若
､
人
之

(52
)

所
畏
､
亦
不
可
以
不
畏
人
､
桃
今
､
其
未
央
哉
､

佃

衆
人
照
照
､
若
饗
於
大
牢
､
而
春
登
童
､
我
泊
蔦
未
兆
､
若

嬰
兄
未
咳
､
盤
今
､
若
無
所
蹄
､
衆
人
皆
有
飴
ー
我
猪
適
ー
我
愚

人
之
心
也
､
悉
悉
今
､
俗
人
昭
昭
ー
我
猪
若
昏
今
､
俗
人
察
察
､

我
猪
悶
悶
今
､
忽
今
､
其
苦
海
､
侠
今
ー
若
無
所
止
ー
衆
人
皆
有

以
､
我
猫
頑
以
都
､
我
欲
猪
異
於
人
ー
而
貴
食
母
､

い
な

*

(｢
よ
し
｣
と
｢
否

｣

と
で
は
'
ど
れ
だ
け
違
う
で
あ
ろ
う
か
｡
美
と
観
と

は
'
ど
れ
だ
け
違
う
で
あ
ろ
う
か
｡
人
に
畏
れ
ら
れ
る
も
の
は
'
ま
た
人

を
畏
れ
ず
に
は
居
れ
な
い
｡
何
事
に
つ
け
そ
の
境
目
は
暖
昧
で
'
究
め
轟

さ
れ
る
こ
と
は
無
い
で
あ
ろ
う
｡
多
-
の
人
々
は
喜
々
と
し
て
'
ま
る
で

御
馳
走
の
持
て
成
し
を
受
け
て
'
春
に
台
に
登
る
よ
う
な
様
で
あ
る
｡
私

は
身
じ
ろ
が
ず
､
ま
だ
外
に
向
っ
て
現
わ
れ
も
せ
ず
'
ま
る
で
ま
だ
笑
い

も
せ
ぬ
赤
子
の
よ
う
だ
O
憂
苦
で
'
締
る
所
も
無
い
よ
う
だ
｡
多
-
の
人

ひと

なく

々
は
皆
'
有
-
除
る
程
も
の
が
有
る
の
に
'
私

猪

-

失

し
て
し
ま
っ
た
｡

ち
ぢ

私
の
愚
か
な
心
は
千

々

に
乱
れ
る
.
俗
人
達
は
明
ら
か
な
の
に
'
私
猪
-
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貝
暗
な
よ
う
だ
O

俗
人
達
は
楓
爽
と
し
て
い
る
の
に
'
私
滞
り
悶
悶
と
し

*
*

とど

て
い
る
｡
暗
-
霞
ん
で
い
て
海

の
よ
う
で
あ
り
'
止
ま
る
所
と
て
無
い
よ

*
*
*

う
だ
｡
多
-
の
人
々
は
'
皆
取
-
柄
が
あ
る
の
に
､
私
ひ
と
-
頑
固
な
田

舎
者
で
あ
る
｡
私
は
た
と
え
猪
-
人
と
異
な
ろ
う
と
も
'
寓
物
の
養
い
の

*
*
*
*

母

〔道
〕
を
貴
ん
で
ゆ
き
た
い
｡)

*
｢討
｣
は

｢叱
責
｣
の
意
で
'
こ
の
場
合
'
否
定
の
意
に
懐
む
-
で

あ
ろ
う
｡くら

*
*

｢晦
し
｣
の
意
が
含
ま
れ
よ
う
｡

*
*
*

原
文

｢有
以
｣｡
王
弼
注
に

｢以
'
用
也
｣
｡
詩
語
は
小
川
環
樹

氏
の
も
の
に
習
っ
た
｡

や
し
な

*
*
*
*

原
文

｢貴
食
母
｣｡
｢母
に

食

わ

れ
る
｣
と
讃
む
説
も
あ
る
｡

｢貴
｣
は

｢好
｣
に
通
じ
る
｡

〔20
〕
の

Mは
､
文
鮭
<n
に
属
す
.

佃は
そ
の
よ
う
な
認
識
を
得
た

*
｢
我
｣

の
滞
日
で
あ
る
｡
全
鰻
に
暗
い
色
調
に
掩
わ
れ
て
い
る
｡
そ

し
て
､

｢
嬰
兄
｣
｢
軒
｣
｢
食
母
｣
等
の
紳
秘
主
義
と
共
通
す
る
語
を

含
み
､
と
り
わ
け

｢
忽
今
｣

｢
伏
今
｣
は
､
文
鰻
A｡
に
見
え
る
語
で

あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
｡
ま
た
､

｢
衆
人
｣

｢
俗
人
｣
と
い
っ
た
他

者
と
の
封
比
に
於
い
て
ー
自
ら
の
孤
猪
が
表
白
さ
れ
る
｡
恐
ら
-
､

こ
れ
が

｢
我
｣
に
と

っ
て
の
現
賓
な
の
で
あ
-
1
こ
の
現
糞
に
於
け

る
絶
望
を
そ

っ
-
-
裏
返
し
た
位
置
に
ー

｢
聖
人
｣
が
来
る
｡

(53
)

〔
70

〕

の
猫
白
老
も
､
〔20
〕
と
同
質
の
認
識
者
と
見
て
よ
い
O
た
だ
I

叙
述
は
詠
嘆
的
で
は
な
-
､
反
省
的
で
あ
る
O
他
者
を
意
識
し
て
は

た
つと

い
る
が
､
己
は
､
[20
〕
の
如
-

｢
愚
人
｣

で
は
な
く
､

｢
貴
い
｣
｡

己
に
確
信
を
持

っ
て
い
る
｡
も
し
-
は
持
と
う
と
し
て
い
る
｡
末
句

の

｢
是
以
聖
人
被
褐
而
懐
玉
｣
は
そ
の
こ
と
を
物
語
る
｡
こ
の

｢
是

以
聖
人
｣
の
語
は
､
文
鰻
D
層
に
は
馴
染
ま
ぬ
が
､
こ
れ
は
ー

｢
確

信
｣
に
於
い
て
B
暦
に
分
け
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
O
D
暦
は
t
B
暦

の
す
ぐ
下
を
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

*
論
詮
の
余
白
は
な
い
が
'

｢老
子
｣
の

｢吾
｣
と

｢我
｣
の
用
法
に

つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
-
｡
所
有
格
は

｢
吾
｣
'
目
的
格
は

｢我
｣

が
使
わ
れ
'
主
格
は
双
方
が
使
わ
れ
る
｡
主
格
の

｢吾
｣
は
地
面
効
で

用
い
ら
れ
る
一
人
栴

(即
ち

｢作
者
｣)
で
あ
-
'
主
格
の

｢我
｣
は

画
矧
諭
観
の
中
で
用
い
ら
れ
る
1
人
栴

(滞
日
を
含
む
o

必
ず
し
も

｢作
者
｣
と
は
限
ら
な
い
｡)
で
あ
る
｡

凧

蓋

禁

負
の
警

)

神
秘
主
義
の
修
行
に

〔10
〕
｢
専
束
致
柔
､

能
嬰
兄
乎
｣
､

〔10
〕

｢
天
門
啓
開
ー
能
薦
雌
乎
｣
､
〔16
〕
｢
致
虚
極
也
ー

守
静
篤
也
｣
と
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い
う
の
が
あ

っ
た

(3
頁
)｡
そ
こ
に
は

｢
柔
｣
｢雌
｣
｢静
｣
の
観
念

が
見
ら
れ
る
.
こ
れ
ら
の
幾
分
か
は
ー
<d
(比
愉
)
の
文
鰹
と
し
て
生

き
て
ゆ
-
O
し
か
し
な
が
ら
､
4m
(
二
の
否
定
)
か
ら
B｡
(聖
人
の
無
籍
)

へ
と
文
鰻
が
葦
展
を
逐
げ
ー

｢
二
｣
の
否
定
に
よ
る

｢
こ

の
資
現

が
強
調
さ
れ
る
段
に
な
っ
て
ー
こ
れ
ら
の
観
念
は
失
な
わ
れ
た
｡
そ

し
て
､
失
な
わ
れ
た
も
の
は
ー
伏
流
と
な

っ
て
､
別
の
場
所
で
生
き

漬
け
る
｡

｢
柔
｣
と
言
い
､

｢雌
｣
と
言
い
､

｢
静
｣
と
言
う
の
は
､

プ
ヲ
ス

Trイ
ナ
ス

｢
堅
｣
や

｢
雄
｣
や

｢動
｣
の

正

の

観
念
に
封
す
る
､
負

の

観
念

で
あ
る
｡

｢負
を
取
る
｣
と
い
う
態
度
は
､
既
に

｢
老
子
｣
の
核
心

に
在

っ
た
o
こ
の
態
度
を
受
け
継
い
だ
の
が
､
文
鎧
nq
(負
の
観
念
)

で
あ
る
｡

Dq
は
ま
た
､
屯
､
B｡
前
半
､
或
は
〔
B
〕
か
ら
も
影
響
を
受

け
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡

〔39
〕
(前
年
省
略
)

侯
王
算
己
貴
以
高
､
賂
恐
勝
､
故
必
貴
以
購
篤
本
､
必
高
桑
而
以

下
馬
基
､
夫
是
以
侯
三
日
謂
孤
寡
不
穀
､
此
其
頗
之
本
輿
､
非
也
､

故
致
教
輿
無
輿
､
是
故
不
欲
練
練
若
玉
､
活
路
若
石
､

た
つと

たお

(侯
王
は
気
高
-

貴

-

な
け
れ
ば
恐
ら
-

蘇

れ

る
で
あ
ろ
う
.
だ
か
ら
貴
-

て
も
必
ず
賎
し
さ
を
根
本
と
L
t
高
-
て
も
必
ず
低
い
も
の
を
基
礎
と
す

烏
書
老
子
文
鰻
考

(小
池
)

る
｡
そ
れ
で
侯
王
は
自
分
の
こ
と
を
孤

〔み
な
し
ご
〕'
寡

〔猪
-
者
〕'

*

不
穀

〔不
幸
者

〕
と
呼
ぶ
｡
こ
れ
こ
そ
購
し
き
も
の
を
根
本
と
す
る
こ
と

くるま

ゼ
u

*
*

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
だ
か
ら
'
輿

の

数
は

無

が
最
高
な
の
で
あ

る

｡
だ

か
ら
'
玉
の
よ
う
に
輝
-
こ
と
を
望
ま
ず
'
石
の
よ
う
に
目
立
た
な
い
で

居
る
｡)

*

｢不
穀
｣｡

よ
か
ら
ぬ
者
'
不
幸
者
｡
章
柄
鱗
は

｢僕
｣
の
合
音
と

す
る
｡

*
*

輿
を
い
-
ら
求
め
て
も
'
無
い
の
に
は
及
ば
な
い
､
の
意
か
｡

こ
の
章
の
前
半
(省
略
)
は

｢
l
｣
を
説
-
､
dT
に
近
い
文
鮭
で
､

｢
侯
王
得

l
而
以
薦
天
下
正
｣

の
句
を
含
む
o

と
こ
ろ
が
､

後
半

(引
用
部
分
)
は

｢負
｣

を
重
税
す
る
｡

｢
貴
｣
に
封
す
る

｢
蔑
｣
｡

ま
た
､

｢
聖
人
｣
で
は
な
-
ー

｢
侯
王
｣
の
語
を
用
い
る
鮎
に
注
意

す
べ
き
で
あ
る
｡

｢
侯
王
｣
と
は
理
想
の
王
で
は
な
-
､
現
寛
の
侯

王
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
章
は
､
｢
孤
寡
不
穀
｣
の
句
に
よ
っ
て
'
〔42
〕

(洪
)

と
係
わ
る
｡
(こ
の
句
は
他
の
章
に
は
見
え
な
い
O)

〔

42

〕

後

半
は
､

断

片
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
感
が
あ
る
が
､
負
の
観
念
を
説
-
の
に
違
い

は
な
か
ろ
う
｡
な
お
､

｢
吾
｣
の
語
を
含
む
｡

｢
侯
王
｣
の
代
-
に

は
､

｢
王
公
｣
を
用
い
て
い
る
｡

〔78
〕
〔45
〕
は

｢
水
｣
に
つ
い
て
語
る
｡

｢
水
の
イ
メ
ー
ジ
｣
に
つ
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い
て
は
既
に
述
べ
た
｡

そ
れ
ら
は

｢
遺
｣
の
比
職
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
た
｡
そ
の
中
､
〔
8
〕
(後
注
16
に
原
文
引
用
o)
に
は
水
を
負
の
観

念
で
捉
え
た
も
の

(低
き
に
つ
-
水
)
も
あ
る
が
､
全
鮭
と
し
て
は
負

の
観
念
は
認
め
ら
れ
な
い
｡
と
こ
ろ
が
､
〔78
〕
〔45
〕
は
ー
水
を

｢
柔

弱
｣
(負
)
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
｡
し
か
も
何
か
の
比
職
と
し
て

で
は
な
-
､
水
そ
の
も
の
と
し
て
｡

〔78
〕

天
下
莫
柔
弱
於
水
､
而
攻
堅
強
者
､
英
之
能
先
也
ー
以
其
無

(55
)

以
易
之
也
ー
水
之
勝
剛
也
､
窮
乏
勝
強
也
､
天
下
莫
弗
知
也
､
而

英
之
能
行
也
､
故
聖
人
之
言
云
日
､
受
邦
之
話
ー
是
謂
証
積
之
主
､

受
邦
之
不
祥
､
是
謂
天
下
之
王
ー
正
言
若
反
､

(天
下
に
水
よ
-
柔
ら
か
-
弱
い
も
の
は
な
い
.
し
か
も
堅
固
な
も
の
を
攻

め
れ
ば
'
何
も
の
も
こ
れ
に
先
ん
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
｡
そ
れ
は
'
水

が
何
も
の
を
も
容
易
だ
と
は
見
な
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
水
が
堅
い
も
の

に
勝
ち
'
弱
い
も
の
が
強
い
も
の
に
勝
つ
と
言
う
こ
と
は
'
天
下
に
知
ら

ぬ
者
が
無
い
が
'
そ
れ
を
貴
地
に
行
な
う
こ
と
の
出
衆
る
者
は
居
な
い
｡

あるじ

だ
か
ら
聖
人
の
言
葉
に
､
｢園
の
恥
を
受
け
持
つ
者
を
図
家

の

主

と

言
い
､

園
の
不
祥
事
を
受
け
持
つ
者
を
天
下
の
壬
と
言
う
｣
と
あ
る
｡
正
し
い
言

葉
は
'
逆
立
ち
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
｡)

｢
水
｣
に
負
の
観
念
の
寛
現
さ
れ
た
姿
を
見
る
の
で
あ
る
｡

｢
天
下

莫
弗
知
也
､
而
莫
之
能
行
也
｣
は
､
〔70
〕
に

｢
而
人
英
之
能
知
也
､

英
之
能
行
也
｣
と
あ
る
の
と
よ
-
似
る
｡
〔78
〕
は
Dl
と
重
な
る
部
分

を
持
つ
わ
け
で
あ
る
｡
こ
こ
で

｢
人
｣
は

｢
天
下
｣
に
書
き
換
え
ら

れ
て
い
て
､
そ
れ
だ
け
政
治
性
を
帯
び
る
が
､
そ
れ
は
こ
の
章
の
後

牛
に

一
層
明
ら
か
で
あ
る
｡
ま
た

｢
聖
人
｣
の
語
が
見
え
る
鮎
で
も

〔78
〕
は
〔70
〕
に
重
な
る
｡

そ
の
他
､
〔43
〕
〔61
〕
〔66
〕
〔76
〕
等
に
も
､
若
干
の
襲
種
を
含
み
つ

つ
も
､
文
鮭
叫
が
形
成
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
Dq
は

｢
徳
経
｣
に
偏

在
し
て
お
-
､

｢
遠
軽
｣
に
は
か
ろ
う
じ
て
〔36
〕
｢
柔
弱
勝
強
｣
が

兄
い
出
さ
れ
る
の
み
で
､
こ
れ
は
文
鰹
を
成
す
に
至
っ
て
い
な
い
｡

文
鰻
FjN
は
そ
の
基
盤
を
A
暦
に
置
き
､
負
の
観
念
を
主
張
す
る
こ

と
か
ら
始
め
た
が
､
後
に
は

｢負
の
力
｣
に
重
鮎
が
移
-
､
著
し
-

政
治
的
に
な

っ
て
い
っ
た
｡

一
方
そ
れ
は
〔76
〕
で
は

｢
死
生
観
｣
に

結
び
つ
い
た
｡
(｢人
之
生
也
柔
弱
'
其
死
也
堅
強
｣｡)

文
鰹
D
層
は
ー
そ
の
量
か
ら
言
え
ば
さ
し
て
多
-
は
無
い
が
､
B

暦
の
底
蓮
を
支
え
る
だ
け
の
重
み
を
持

っ
て
い
る
｡
そ
し
て
ー
そ
こ

に
は
認
識
者
(作
者
｡
単
数
か
複
数
か
は
別
と
し
て
｡)
の
情
念
が
う
ご
め

い
て
い
る
｡
現
資
に
於
い
て
は
恐
ら
-
弱
者
で
あ
-
1
下
位
に
在

っ
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た
で
あ
ろ
う
彼
は
､
理
想
者
(聖
人
)
を
創
出
す
る
裏
で
､
猪
白
と
し

て
､
負
の
観
念
の
主
張
と
し
て
､
む
し
ろ
隠
微
に
己
を
語
っ
た
の
で

あ

る

｡
六

C

暦

〔外
縁
〕

私
は
D
層
の
文
鮭
分
析
に
於
い
て
､
明
確
な
文
鰹
構
成
要
素

(文

睦
の
特
徴
)
を
提
示
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
｡

そ
し
て

｢
全
鰹

に
共
通
す
る
析
｣
と
言
う
暖
味
な
表
現
を
し
た
｡
つ
ま
り
､
D
層
で

は
､
A
暦
B
層
の
よ
う
な
形
で
の
文
鮭
を
見
出
だ
す
こ
と
が
難
し
い
.

A
暦
Fq
層
で
は
､
あ
る

一
つ
の
事
柄
は
あ
る

一
つ
の
文
鮭
で
表
現
さ

れ
る
｡
と
こ
ろ
が
D
層
で
は
ー
あ
る

一
つ
の
事
柄
を
､
文
鮭
の
束
縛

*

を
受
け
ず
に
自
由
に
述
べ
る
｡

*

例
え
ば
〔20
〕
の
精
白
は
'

｢老
子
｣
の
中
で
は
特
異
な
'
む
し
ろ
騒

鰹
に
近
い
文
鮭
を
持
つ
が
'
そ
れ
故
に
こ
そ
'

｢老
子
｣
と
い
う

｢大

文
鮭
｣
の
中
で
'
文
鰹
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
部
分
な
の
で
あ
る
｡

私
は
こ
れ
を
ー
老
子
の
言
葉
に
習
っ
て
次
の
よ
う
に
呼
ぶ
｡

A
･B
暦
-
-

有
文
鮭
の
文
鮭

D
層
‥
-
-
-
-
無
文
鮭
の
文
鮭

貝
毒
老
子
文
鮭
考

(小
池
)

替
え
て
言
え
ば
､

｢有
文
鮭
の
文
隆
｣
は
､

｢
家
の
有
る
家
族
｣
で

あ
-
､

｢
無
文
鰹
の
文
鮭
｣
は
ー

｢
家
の
無
い
家
族
｣
で
あ
る
｡
前

者
は
､
そ
の
存
在
を
物
理
的
に
澄
明
す
る
も
の
を
持
つ
が
ー
後
者
に

は
そ
れ
が
無
い
｡
し
か
し
後
者
と
て
確
か
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡

C
暦
〔外
縁
〕
は
ー
D
層
の
こ
の
傾
向
を
よ
-
推
し
進
め
た
地
平
に

あ
る
｡

C
暦
は
､
D
層
〔伏
流
〕
が
再
び
湧
出
し
て
､
B
暦
に
合
流
す
る
地

鮎
で
あ
る
o
B
膚
と
D
層
と
に
分
裂
し
た
A
層
が
､
よ
-
高
い
次
元

に
於
い
て
再
統

一
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

吊

〔善

人
〕

B｡
後
期
〔27
〕
(21
頁
)
の
外
線
に
〔62
〕
が
乗
る
O

(56
)

〔62
〕

遺
著
寓
物
之
注
也
､
善
人
之
保
也
､
不
善
人
之
所
保
也
､
実

言
可
以
市
､
専
行
可
以
加
入
､
人
之
不
善
､
何
棄
之
有
､
故
立
天

(57
)

子
ー
置
三
卿
ー
錐
有
珠
之
壁
以
先
駆
馬
､
不
若
坐
而
進
此
､

古
之

(57
)

所
以
貴
此
者
何
也
ー
不
日
求
以
得
､
有
罪
以
兎
輿
ー
放
鳥
天
下
貴
ー

(道
と
い
う
も
の
は
､
寓
物
の
注
ぎ
込
む
所
で
あ
る
o
書
き
人
は
こ
れ
を
保

持
L
t
善
か
ら
ぬ
人
は
こ
れ
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
｡

｢美
し
い
言
葉
は
'

そ
れ
を
使
っ
て
責
-
買
い
出
来
る
｡
奪
い
行
為
は
'
そ
れ
を
人
に
施
す
こ
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*

と
が
出
爽
る
｡
｣

善
か
ら
ぬ
人
だ
か
ら
と
言
っ
て
'
ど
う
し
て
見
乗
る
こ

と
が
あ
ろ
う
か
o
だ
か
ら
'
天
子
を
立
て
､
三
胸
を
置
-
場
合
に
'
1
抱

おく

え
も
あ
る
聖
を
耶
馬
の
先
に
遣
っ
た
に
し
て
も
'
坐
し
た
ま
ま
で
こ
の
道

を
殿
上
す
る
こ
と
に
は
及
ば
な
い
O
古
に
こ
の
道
を
貴
ん
だ
の
は
ど
う
し

て
か
O

｢
(道
を
睦
得
す
れ
ば
)
求
め
れ
ば
手
に
入
-
､
罪
を
犯
し
て
も
免

れ
る
｣
と
言
う
で
は
な
い
か
｡
だ
か
ら
天
下
の
貴
き
も
の
と
な
る
の
だ
｡)

*
今
､
不
善
の
人
で
も
'
そ
の
t1.L11行
次
第
で
役
に
立
ち
得
る
こ
と
の
憶

え
と
考
え
て
お
-
0

こ
の
章
は
､

3善
人
､

何人
を
棄
て
な
い

(人
を
救
う
)
､
何
人
に
は

取
り
柄
の
あ
る
こ
と
の
比
噴
､

囲
A暦
的
な
も
の
が
見
え
る
｡
以
上

四
鮎
で
〔27
〕
と
共
通
す
る
｡
異
な
る
の
は
'
〔62
〕
に

｢
聖
人
｣
が
見

え
ぬ
こ
と
で
､
こ
れ
が
両
章
の
文
鮭
を
分
け
る
｡
ま
た
､
〔62
〕
に
は

｢
道
｣
の
功
利
的
な
理
解
が
あ
る
が
ー
こ
れ
は
後
攻
的
な
思
想
で
あ

り
､

｢
天
子
｣
と
い
-
語
も
他
章
に
見
ら
れ
ぬ
語
で
あ
る
｡
こ
の
他
､

B｡
の
〔79
〕
も
3
善
人
､

何人
を
救
-
､
の
二
鮎
で
〔62
〕
に
重
な
る
｡

〔79
〕
は
pj.
(天
道
)
に
も
重
な
る
も
の
を
も
つ
O

めぐ

以
上
の
こ
と
か
ら
､

｢善
人
｣

｢
求
人
｣
を
周

っ
て
､
B
暦
の
外

周
に
緩
や
か
な
文
鰻
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
｡
〔62
〕
が
そ
の
最

も
外
線
に
あ
る
｡

Ei
iiii
d

-

[愛

身
｣

㌧

｢
己
が
身
を
大
切
に
す
る
｣
思
想
は
､
既
に
Bl
〔44
〕
に
見
え
て
い

(58
)

た
が
､
そ
れ
は
〔13
〕
に
最
も
鮭
系
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
｡
〔13
〕
は

も
は
や
B
層
か
ら
離
れ
て
､

C暦
に
展
す
る
と
考
え
て
よ
い
｡
(｢吾
｣

が
姿
を
現
わ
し
て
い
る
｡)
こ
の
他
ー

｢
愛
身
｣
の
思
想
が
幾
つ
か
見
え

る

(例
〔26
〕
｢若
何
番
秀
之
王
'
佃
以
身
軽
於
天
下
｣)
が
､
そ
れ
ら
は
断

片
的
で
あ
-
､
文
鰹
を
成
さ
な
い
｡

EiiiiJm

〔兵
家
言
〕

.･T
[

｢
老
子
｣
の
文
章
は
､
外
縁
に
向
か
う
程
､
兵
家
的
な
色
彩
を
濃

く
す
る
｡
そ
し
て
ー
兵
家
言
的
な
文
鰹
を
成
す
に
至
る
が
ー
そ
の
範

囲
は
贋
-
､
他
の
文
鰻
と
重
な
-
合
う
部
分
も
多
い
｡
例
え
ば
〔50
〕

は
全
鮭
に
兵
家
的
な
言
葉
を
使
う
が
ー
後
に
説
-

｢
死
生
｣
の
文
鮭

に
含
ま
れ
る
.
〔68
〕
は

｢
書
籍
～
者
～
｣
の
文
型
で
〔27
〕
と
共
通
し
､

定
義
を
用
い
る
鮎
で
は
A
層
を
襲
い
ー

｢
不
肇
之
徳
｣
で
〔81
〕
の
末

尾
に
通
じ
る
が
､
や
は
-
兵
家
的
な
語
-
口
を
持
つ
｡
〔
69〕
は
文
頭

に

｢
用
兵
有
言
日
｣
と
明
言
さ
れ
て
い
る
章
で
あ
る
が
ー
そ
の
思
想

は
､
B｡
(聖
人
の
無
為
)
の
影
響
を
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
O

〔31

〕
(後
に
引
用
)
も
言
葉
は
兵
家
的
だ
が
､

｢
非
戦
｣
の
立
場
に
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立
つ
鮎
で

｢
不
守
之
徳
｣
の
思
想
を

一
歩
推
し
進
め
て
い
る
｡
こ
の

(59
)

〔31
〕
は

｢
君
子
｣

｢虞
｣
の
語
を
含
む
が
､
こ
の
二
語
は
〔26
〕
に
の

み
見
え
る
､

｢
老
子
｣
で
は
特
異
な
語
で
あ
る
｡
従

っ
て
､
〔31
〕
と

〔26
〕
と
は
､
共
通
の
小
文
鮭
を
成
す
と
考
え
て
よ
い
｡

l
般
に
兵
家
言
は
､
B｡
(聖
人
の
無
為
)
と
DEq
(負
の
観
念
-
特
に
負

の
力
)
の
結
合
さ
れ
た
所
ー
或
い
は
そ
の
延
長
上
に
在
る
｡

そ
の
あ

る
も
の
は
､

｢
老
子
｣
の
外
部
よ
-
敬
-
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ

る
に
し
て
も
､
少
な
-
と
も
､
そ
れ
を
受
容
す
る
素
地
は
既
に
あ

っ

た
の
で
あ
る
｡〕Ⅳ

〔
非

戦
〕

〔

文
鰻
Bl
の
〔46
〕
(
後

注
38
引
)
は
ー
非
戦
の
立
場
か
ら

｢
知
足
｣
を

(60
)

蕊
-
｡
こ
の
立
場
は
ー
〔30
〕
〔31
〕
に
引
き
継
が
れ
る
O
〔30
〕
は
､

3

非
戦
の
立
場
1

回｢
遺
｣
を

｢
平
和
｣
と
結
び
つ
け
る
こ
と
ー
何

平

和
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
状
況
を
述
べ
る
こ
と
､
の
三
鮎
で
〔46
〕

に

一
致
す
る
｡
し
か
し
､
も
は
や
文
鮭
Bl
で
は
な
-
1

｢非
戦
｣
の

文
鮭
を
成
す
｡
恐
ら
-
､

｢
無
為
｣
-

｢
知
足
｣
1

｢
非
戦
｣

へ
と

思
想
が
顎
展
し
た
の
で
あ
る
｡

｢
果
｣
の
語
は
､
〔30
〕
に
の
み
見
え
､

*

兵
家
的
な
意
味
を
持
つ

｡

〔30
〕
は
､
Bl
〔46
〕
の
外
縁
に
普
た
る
と
同

畠
苔
老
子
文
推
考

(小
池
)

時
に
､
大
き
-
は

｢
兵
家
言
｣
に
含
み
込
ま
れ
よ
う
｡

はた

*
軍
隊
を
使
っ
て
あ
る
目
的
を
果
す
こ
と
を
言
う
で
あ
ろ
う
｡

(61
)

(62
)

〔
31
〕

夫
兵
者
ー
不
祥
之
器
也
､
物
或
悪
之
､
故
有
欲
者
弗
居
､
憩

刊
居
則
貴
左
､
用
兵
則
貴
右
､
故
兵
者
ー
非
君
子
之
器
也
ー
兵
者

(6
)

(朗
)

不
祥
之
器
也
､
不
得
己
而
用
之
､
惜
警
馬
上
､
勿
美
也
､
若
美
之
､

是
楽
殺
人
也
ー
夫
栗
殺
人
､
不
可
以
得
志
於
天
下
臭
､
是
以
吉
事

(65
)

上
左
ー
喪
事
上
右
､
是
以
偏
将
軍
居
左
､
而
上
渚
軍
居
右
ー
言
以

_

(66
)

喪
薩
居
之
也
､
殺
人
衆
､
以
悲
哀
叢
之
ー
戦
勝
而
以
喪
薩
劇
之
ー

(そ
も
そ
も
軍
除
と
言
う
も
の
は
'
不
吉
な
器

〔道
具
〕
で
あ
る
｡
誰
も
が

常
に
こ
れ
を
憎
む
｡
だ
か
ら
道
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
は
'
そ
れ
に
安
任

し
よ
う
と
は
し
な
い
｡
君
子
が
坐
る
時
に
は
左
を
貴
ぶ
が
'
軍
陵
を
用
い

る
時
に
は
右
を
貴
ぶ
｡
だ
か
ら
軍
除
は
君
子
の
券
で
は
な
い
｡
軍
除
は
不

吉
な
器
で
あ
る
｡
ど
う
し
て
も
必
要
な
時
に
の
み
､
こ
れ
を
用
い
る
｡
平

素
は

｢静
ま
-
お
の
の
い
て
い
る
｣
の
が
最
も
よ
い
O
軍
除
を
努
め
て
は

な
ら
ぬ
｡
も
し
こ
れ
を
美
め
れ
ば
'
そ
れ
は
殺
人
を
禦
し
む
に
等
し
い
｡

殺
人
を
禦
し
む
よ
う
で
は
'
天
下
に
於
い
て
志
を
貫
ぬ
-
こ
と
が
出
来
な

よ

･も

い
.
1
般
に
害
い
事
は
左
を
伺
び
'
喪
の
事
は
右
を
筒
ぶ
｡
そ
れ
で
'
副

購
軍
は
左
に
居
-
'
総
大
将
は
右
に
居
る
｡
そ
れ
は
'
喪
の
鰻
に
従
っ
て

位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
人
を
多
-
殺
す
の
で
'
悲
哀
の
情
を
も
っ
て

戦
い
に
臨
む
｡戦
い
に
勝
っ
て
も
､喪
の
薩
に
従
っ
て
こ
れ
に
封
虞
す
る
D)
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こ
の
章
､

｢
君
子
｣

｢
虞
｣
の
語
に
よ
っ
て
〔26
〕
に
結
び
つ
-
こ
と

は
先
に
述
べ
た
｡
大
き
-
は
兵
家
言
に
含
み
込
ま
れ
る
､

｢
非
戦
｣

の
文
膿
で
あ
る
｡
そ
の
中
で
も
ー
と
-
わ
け
猪
立
性
を
保

っ
て
い
る

の
で
､
最
も
外
縁
に
展
す
る

(即
ち
'
こ
れ
以
上
外
に
は
境
が
っ
て
ゆ
か

な
い
)

文

章で
あ

る
｡

そ
し
て
､

｢
老
子
｣
の
文
膿
の
最
外
縁
に
､

*

我

々
は

｢悲哀
｣

の語
を
得
る
｡

｢
老
子
｣
の
終
局
を
語
る
､
象
徴

的
な
語
で
あ
る
｡

*

｢悲
｣
は
こ
の
章
に
の
み
見
え
る
｡

｢哀
｣
は
こ
の
他
'
〔69
〕
(兵

家
言
)
に
1
例
あ
る
｡
但
し
こ
れ
は

｢敵
を
恐
れ
て
嘆
き
哀
し
む
｣
意

で
あ
る
｡

(｢則
哀
者
勝
央
｣)

〕∨

〔死

生
〕

卜
し

死
生
観
は
C
層
で

一
つ
の
文
鰻
を
つ
-
る
｡
該
常
す
る
部
分
は
､

〔50
〕
､
〔75
〕後
牛
ー
〔76
〕
で
あ
る
｡

〔50
〕
(本
文
略
)
は
､
兵
家
的
な
言
葉
使
い
で
あ
る
が
ー
生
死
の
分

か
れ
目
を
論
じ
る
の
で
､

こ
の
文
鮭
に
入
れ
て
よ
い
｡

こ
の
章
の

｢
民
生
生
動
｣
(民
衆
は
あ
-
せ
-
と
動
き
ま
わ
る
｡)
と
い
う
､
生
の
次

元
で
の
民
衆
批
判
は
､
〔75
〕後
年
に
通
じ
る
｡
〔75
〕
は
､
甲
本
で
前

後
に
分
章
し
て
い
る
よ
う
に
､
内
容
か
ら
見
て
二
つ
に
分
か
つ
べ
き

章
で
あ
る
｡
今
そ
の
後
牛
の
み
を
引
-
0

〔
75
〕

民
之
軽
死
也
､
以
其
粛
弘
之
画
也
､
是
以
軽
死
ー
夫
唯
無
以

(67
)

生
馬
者
､
是
賢
発
生
､

(民
衆
が
死
を
軽
ん
じ
る
の
は
'
彼
ら
が
生
の
充
賓
を
求
め
る
が
た
め
で
あ

る
o
そ
れ
で
死
を
軽
ん
じ
る
O
も
し
生
の
為
に
何
ら
行
動
す
る
こ
と
が
な

け
れ
ば
'
そ
の
者
は
生
を
貴
ぶ
老
よ
-
も
賢
明
だ
｡)

｢
求
生
之
厚
｣
が
〔50
〕
に
通
じ
る
箇
所
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
､
民

衆
を
批
判
す
る
税
鮎
は
､
C
層
に
至

っ
て
始
め
て
現
わ
れ
る
｡
批
判

の
原
鮎
は
､
無
為
の
思
想

(cQ.･FQ.･Fqm)
で
あ
ろ
う
｡

〔76
〕
が
文
鮭
Dd
と
強
-
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
､
既
に
述
べ
た
｡

〕.Ⅵ

〔批

判
〕

_
1＼

文
鮭
B
層
は
､
そ
の
外
緑
に
近
づ
-
に
従

っ
て
ー

一
般
に
政
治
性

(と
は
い
っ
て
も
､
著
し
-
抽
象
的
･理
念
的
で
は
あ
る
が
｡)
を
強
-
持

っ

て
-
る
が
､
そ
れ
が
は
っ
き
-
と

｢
批
判
｣
の
形
を
取
る
場
合
が
あ

る
｡
そ
れ
ら
は
､
文
鮭
と
し
て
は
既
に
C
暦
に
分
け
入
っ
て
い
る
｡

〔53
〕

使
我
介
有
知
､
行
於
大
道
ー
唯
施
是
畏
､
大
道
甚
夷
､
民
甚

(68
)

好
解
､
朝
甚
除
ー
田
甚
燕
､
倉
甚
虚
ー
服
文
採
､
帯
利
剣
ー
厭
食

而
蘭
財
有
能
､
是
謂
盗
香
､
盗
脊
非
道
也
裁
､
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(私
に
は
ん
の
少
し
の
知
識
を
興
え
よ
｡
そ
う
す
れ
ば
'
大
道
を
行
っ
て
'

そ

た
だ
斜
め
に
逸

れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
だ
け
で
あ
る
O
大
道
は
全
-
平
ら
で

あ
る
の
に
'
民
衆
は
横
道
を
好
む
こ
と
甚
だ
し
い
｡

朝
廷
は
き
れ
い
に
掃

き
清
め
ら
れ
て
い
る
の
に
'
田
地
は
荒
れ
果
て
て
お
-
'
倉
庫
は
空
っ
ぽ

で
あ
る
の
に
'
貴
人
は
あ
で
や
か
な
服
装
を
L
t
鋭
い
刻
を
帯
び
､
た
ら

ふ
-
食
ら
い
'
財
貨
は
有
-
飴
っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
の
を
'
盗
人
の

騎
-
と
言
う
.
法
人
の
騎
-
は
'
道
に
外
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
o)

親
い
､
支
配
者

へ
の
批
判
｡
同
時
に
､

｢
我
｣
(吾
)
が
姿
を
見
せ
､

ま
た
民
衆
に
封
す
る
批
判
を
も
含
む
.
B
層
で
は
､

｢
民
｣
は
お
お

む
ね
､
聖
人
の
統
治
封
象
と
し
て
の
性
格
し
か
持
た
な
か
っ
た
｡
こ

の
章
は
､
思
想
的
に
は
Fqn
(反
智
･反
文
明
)
に
つ
な
が
る
｡

ま
た
'

｢
便
我

～
｣
や

｢
～
也
哉
｣
の
表
現
に
は
ー
情
的
な
も
の
が
感
じ
ら

れ
る
｡

〔58
〕
(本
文
略
)
に
も
政
治
批
判
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
｡
そ
し
て
や

は

-

､

｢
人
之
迷
也
､
英
日
固
久
臭
｣
と
い
う
ー

情
を
伴
な
う

(世

の
人
々
へ
の
)
批
判
が
あ
る
｡
〔74
〕
(本
文
略
)
は
､
私
の
解
樺
で
は

｢
法
を
守
る
｣
こ
と
を
説
-
の
だ
が
､
現
寛
の
無
秩
序
な
政
治
に
封

す
る
批
判
が
そ
の
裏
に
感
じ
取
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
も

｢
吾
｣
が
姿
を

見
せ
､
文
章
は
情
的
な
も
の
を
含
む
｡
〔75
〕
前
年
は
支
配
者
を
直
接

南

書
老
子
文
健
考

(小
池
)

批
判
す
る
｡

(69
)

(70
)

(71
)

(72
)

〔75
〕

人
之
飢
也
､
以
其
取
食
税
之
多
也
､
是
以
飢
､
百
姓
之
不
治

(72
)

也
ー
以
其
上
之
有
以
為
也
､
是
以
不
治
､

(人
々
が
飢
え
る
の
は
'
年
貢
を
多
-
取
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
で
飢

え
る
｡
国
民
が
治
ま
ら
な
い
の
は
'
上
に
立
つ
者
が
作
為
す
る
た
め
で
あ

る
｡
そ
れ
で
治
ま
ら
な
い
｡)

批
判
は
情
を
伴
な
う
こ
と
が
多
い
｡
こ
れ
は
､
批
判
の
思
想
は
B

層
に
萌
芽
し
､
批
判
の
情
念
は
D
層
に
潜
在
し
て
い
た
の
が
､
C
膚

で
合
流
し
た
馬
で
あ
ろ
う
｡

＼~.･
州

〔
ユ
ー
ト
ピ
ア
〕

〔

(73
)

(74
)

〔80
〕

小
邦
寡
民
､
使
十
百
人
器
算
用
､
使
民
垂
死
而
遠
征
､
有
事

舟
､
無
所
乗
之
､
有
甲
兵
ー
無
所
陳
之
､
使
民
復
結
縄
両
用
之
､

甘
其
食
､
美
其
服
､
栗
其
俗
､
安
其
居
ー
鄭
邦
相
望
､
鶏
狗
之
聾

相
聞
ー
民
至
老
死
､
不
相
往
来
､

(園
は
小
さ
-
民
衆
は
少
な
い
｡
も
し
十
人
百
人
に
営
た
る
人
材
が
居
て
も

い
の
ち

そ
の
才
能
を
用
い
さ
せ
ず
'
民
衆
が

生

命

を

重
ん
じ
て
他
の
土
地
に
移
-

行
か
ぬ
よ
う
に
さ
せ
る
｡
車
や
舟
が
有
っ
て
も
､
そ
れ
に
乗
る
横
合
は
な

なら

-
'
鎧
刀
が
あ
っ
て
も
'
そ
れ
を

陳

べ

る
こ
と
は
な
い
｡
民
衆
に
'
再
び

縄
を
結
ん
で
文
字
の
代
-
に
用
い
さ
せ
'
彼
ら
が
自
ら
の
食
物
に
満
足
L
t
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自
ら
の
衣
服
を
美
し
い
と
L
t

そ
の
生
活
を
楽
し
み
､
そ
の
住
居
に
落
ち

着
-
よ
う
に
さ
せ
る
｡
隣
-
の
園
と
は
互
い
に
顔
を
望
み
あ
う
こ
と
が
出

来
'
鶏
や
犬
の
鳴
き
聾
も
互
に
聞
こ
え
て
-
る
｡
し
か
し
'
民
衆
は
老
い

て
死
ぬ
ま
で
'
互
に
往
き
来
す
る
こ
と
が
な
い
｡)

こ
の
章
は
､
老
子
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
-
｡
他
に
例
を
見
な
い
｡
文

髄
p5'の
反
智
･反
文
明
(ま
た
'
無
為
'
知
足
'
非
戦
'
批
判
な
ど
)
の
立

場
を
ー
よ
-
民
衆
次
元
へ
､
よ
-
情
的
な
も
の
へ
と
推
し
進
め
た
も

の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
理
知
は
情
念
を
得
､
情
念
は
理
想
を
得
た
｡
そ

の
抑
制
さ
れ
た
言
語
の
美
は
､
人
の
心
を
打
つ
｡

qiiiiP
州

C
暦
の
特
性

〔

C
暦
〔外
縁
〕
は
ー
外
縁
で
あ
る
以
上
､
そ
こ
に

一
定
の
傾
向
が
無

く
て
も
差
し
支
え
は
な
い
わ
け
だ
が
､
そ
れ
が
二
つ
の
異
質
な
も
の

の
統

l
の
場
で
あ
る
が
篤
に
ー
幾
つ
か
の
特
性
が
生
じ
た
よ
う
で
あ

る

｡
1

情
が
強
-
出
て
-
る
｡

2

よ
-
民
衆
の
立
場
に
近
づ
い
て
い
る
｡

3

｢
無
文
鮭
の
文
鮭
｣
が
主
で
あ
-
､
そ
の
烏
に
文
股
間
の
入
-

握
り
が
激
し
い
｡
ま
た
､
散
文
鮭
が
大
勢
を
占
め
る
0

4

し
か
し
な
が
ら
､
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
は
､
自
ら
の
猪
立
性
を
保

つ
よ
う
に
な
る
｡
つ
ま
-
1

｢文
鮭
｣
か
ら
出
立
ち
し
て
､
そ
れ

自
ら
に
な
る
｡

｢
老
子
｣
の
小
文
鮭
が
様
々
に
襲
展
を
遂
げ
､
襲
容
し
て
ー
最
後

*

に
無
(文
鰻
)
に
到

っ
た
時
､

｢
老
子
｣
の
大
文
鮭
が
成

っ
た
｡

*
以
上
考
察
し
た
各
層
の
渚
文
鰹
の
他
に
'
な
お
次
の
二
文
鮭
を
設
け

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡

3

｢習

矧
｣
-

1
つ
の
文
鯉
と
認
め
ら
れ
る
が
'
ど
こ
に
位
置
す
る

か明
ら
か
で
な
い
(或
い
は
私
が
明
ら
か
に
し
得
て
い
な
い
)
も
の
o

｢徳
｣
に
関
す
る
も
の
が
多
い
.
S

｢矧
醜
｣
-
異
な
る
文
鮭
に
屠
す

る
断
片
の
密
せ
集
め
｡

七

文
髄
論
の
章
際

文
鮭
の
暦
的
展
開
は
､
章
際
の
文
章
の
上
で
は
､
平
面
的
に
の
み

現
わ
れ
る
｡
山
岳
の
航
空
寓
県
を
思
い
浮
べ
る
と
よ
い
｡
異
な
る
層

の
種
々
の
文
睦
が
ー
ひ
と
績
き
の
も
の
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
.
し
か

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

し
､
そ
れ
は
で
た
ら
め
に
績
い
て
い
る
の
で
は
な
-
､
そ
れ
を
綴

っ

た
意
志
(作
者
或
い
は
編
纂
老
)
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
｡
そ
の
意
志

の
方
向
は
､
ほ
ぼ
文
鮭
の
展
開
す
る
方
向
に
等
し
い
｡

38



〔道〕

D

前

書

老
子

文

鰐

考

(小
池
)

8

9
1
0

2

3

1〇

3

3
4
4

4

4

4

Å DBA D

徳 遺

A 層 4 14.5

B 層 16.5 ll.5

D 層 10.5 1

C層他 13 10

(往) 1.幸次は現行本と若干異なる｡各章長さ

を異にするが,図では皆同一とした｡

1.一章に二つ以上の文体が含まれる時は,

最 も優勢なものをその章の文体とした｡

1.｢C層他｣には.独立体,雑体,いづ

れとも決 Lがたいものを含む｡
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各
章
の
文
髄
の
連
鎖
の
仕
方
に
つ
い
て
は
､
今
ま
で
に
若
干
は
解

れ
て
き
た
こ
と
で
も
あ
-
､
こ
れ
以
上
の
分
析
を
す
る
意
志
を
持
た

な

い

｡
た

だ

､

｢
遺
経
｣
と

｢
徳
経
｣
の
文
鰹
的
な
傾
向
に
つ
い
て

は

考

え
て

お
き
た
い
と
思
う
｡

こ
の
両
第
は
ー
も
ち
ろ
ん
文
鮭
上
共
通
す
る
鮎
が
多
く
ー
こ
れ
を

一
括
し
て

｢
老
子
｣
の
大
文
鮭
を
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
｡
し

か
し
､
両
笛
は
全
-
同

一
の
文
鮭
で
は
な
い
｡

(既
に
指
摘
し
た
も
の

も
幾
つ
か
あ
る
が
'
そ
の
他
'
例
え
ば

｢今
｣

｢天
地
｣
は

｢道
経
｣
に
の

み
見
え
る
｡)
次
に
､

｢
道
経
｣
と

｢
徳
経
｣
の
文
鮭
的
傾
向
を
､
グ

ラ
フ
に
表
わ
し
て
み
る
｡
事
は
大
雑
把
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
､

そ
れ
で
も
大
勢
は
分
か
る
で
あ
ろ
う
｡
(39
頁
固
)

｢
道
経
｣
と

｢
徳
軽
｣
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
｡
そ
の
最
た
る
も

の
は

｢
道
経
｣
に
D
層
が
少
な
-
､

｢
徳
経
｣
に
A
暦
の
少
な
い
こ

と
で
あ
る
｡
即
ち
ー
前
者
は
A
B
C
の
世
界
､
後
者
は
B
D
C
の
世

界
を
構
成
す
る
｡

｢
造
粒
｣
は
A
に
始
ま
-
､
B
が
中
年
を
占
め
､
後
年
は
A
と
C

に
分
離
す
る
｡
D
が
た
だ

一
つ
､
ほ
ぼ
笛
の
中
央
に
位
置
す
る
の
が

異
様
で
あ
る
O
篇
の
前
年
と
後
年
に
は
<q
(比
喰
)
が
集
中
す
る
｡
中

牛
に
現
わ
れ
る
A
は
A｡
で
あ
る
こ
と
が
多
い
｡

こ
の
よ
う
に
見
る
と
､

｢
遠
軽
｣
は
全
-
随
意
に
集
め
ら
れ
た
文

集
で
は
な
-
､
そ
こ
に
意
識
的
な
編
纂
の
跡
が
認
め
ら
れ
る
｡
そ
れ

は
ほ
ぼ
次
の
筋
書
き
を
持
つ
で
あ
ろ
う
｡

A

A

A

B

一

-
∵
･
･
･

･
r工

1

D

導入〔1〕

比 喰

本 論

敷 術
〔情〕

展 開
比 愉 C
(致用)

40

｢
徳
経
｣
は
､

D
に
始
ま
-
1
B
が
中
年
を
占
め
t
c
及
び
D
が

後
半
に
位
置
す
る
｡
前
牛
で

｢
遺
経
｣
の
言
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
補

い
ー
中
牛
で

｢
造
粒
｣
の
B
的
側
面
を
幸
展
さ
せ
ー
後
年
で
滞
日
の

展
開
を
遂
げ
る
｡

｢
造
粒
｣
よ
-
も
筋
書
き
は
は
っ
き
-
し
な
い
が
､

こ
こ
に
も
編
纂
の
跡
が
う
か
が
わ
れ
る
｡

｢
老
子
｣
が

一
人
の
手
に
成
る
書
で
あ
る
か
ど
う
か
､
私
は
判
断

の
材
料
を
持
た
な
い
｡
本
稿
で
述
べ
て
き
た
文
鰻
展
開
の
絶
鮭
が
､

ど
れ
程
の
時
間
を
要
し
た
か
｡
こ
こ
で
そ
の
物
理
的
時
間
を
云
々
す

る
こ
と
を
私
は
望
ま
な
い
｡
(意
外
と
短
い
よ
う
な
気
も
す
る
｡)要
は
､



そ
こ
に
確
か
に
人
間
の
精
神
が
動
い
た
と
い
-
こ
と
で
あ
る
｡

補
足
す
れ
ば
､
確
か
な
言
語
感
覚
を
持

っ
た
編
纂
者
の
存
在
は
肯

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
彼
が
即
ち
作
者
か
､
私
の
用
い
た
方
法

で
は
ー
そ
れ
は
終
に
不
明
で
あ
る
｡

八

結

論

文
鰻
A
は
混
沌
で
あ

っ
た
｡
そ
の
中
か
ら
文
髄

B
が
生
み
出
さ
れ

た
｡
B
は
知
で
あ

っ
た
｡
B
が
地
歩
を
固
め
つ
つ
あ

っ
た
時
ー
情

の

力
学
が
働
い
て
､
文
鰻

D
が
生
ま
れ
た
｡
D
は
情
で
あ

っ
た
｡
か
-

て
情
と
知
と
の
不
安
定
な
分
離
の
後
､
両
者
は
文
鮭

C
に
於
い
て
合

一
し
た
｡
A
は
､
よ
-
高
度
な
次
元
で
再
統

一
さ
れ
､
そ
の
時
幾

つ

か
の
言
語
の
美
が
生
ま
れ
た
｡
こ
こ
で

｢
老
子
｣
は
文
鮭
の
自
己
展

*

開
を
完
結
し
､
そ
し
て
自
閉
し
た
｡

*
但
し
'
た
だ

一
瓢
に
閉
じ
て
ゆ
-
の
で
は
な
-
､
同
時
に
様
々
の
方

向
に
閉
じ
て
ゆ
-
の
で
あ
る
.

後

注

｢老
子
｣
本
文
の
校
定
に
普
っ
て
は
'
文
物
出
版
社
刊
行

(
一
九
七
四
年

畠
書
老
子
文
髄
考

(小
池
)

九
月
)
の

｢老
子
甲
本
及
巻
後
古
侠
書
｣
T
老
子
乙
本
及
聾
剛
古
侠
書
｣

所
載
の
固
版
に
依
っ
た
O
な
お
､
同
書
併
載
の
帯
文
'

｢文
物
｣

(
1
九

七
四
年
第
十

l
期
)
所
載
の
揮
文
'

及
び

｢馬
王
堆
漢
墓
前
書
老
子
｣

(
一
九
七
六
年
文
物
出
版
社
)
所
載
の
揮
文
と
注
'
と
を
参
照
し
た
｡
先

学
の
老
子
研
究
の
優
れ
た
業
績
に
依
る
所
'
も
ち
ろ
ん
大
で
あ
る
｡
現
行

本
に
関
し
て
は
'朱
謙
之
撰

｢老
子
校
揮
｣
及
び
島
邦
男
著

｢老
子
校
正
｣

に
多
-
を
負
っ
て
い
る
｡

以
下
の
注
に
'
甲
本
乙
本
と
あ
る
の
は
､
右
記
テ
キ
ス
ト
の
老
子
甲
本

乙
本
を
指
す
｡
各
本
と
は
'
現
行
テ
キ
ス
ト
全
般
を
言
う
｡
従
来
の
テ
キ

ス
ト
と
の
対
比
は
'
煩
を
避
け
る
爵
'
主
と
し
て
王
弼
注
本
'
河
上
公
本
'

停
突
本
に
止
め
た
｡
こ
れ
ら
の
諸
本
の
内
に
も
異
本
が
あ
る
が
'
今
そ
れ

ら
の
問
題
に
蔓
止
ち
入
ら
な
い
｡

(1
)

｢監
｣
-
乙
本
に
依
る
｡

甲
本

｢藍
｣｡
現
行
各
本
は

｢覚
｣｡
港

南
子
情
務
訓
に

｢誠
得
清
明
之

士
'
執
玄
鑑
於
心
｣
と
あ
る
｡

(2
)

甲
乙
本

｢啓
｣
字
は
'
各
本
全
て

｢開
｣

に
作
る
｡
景
帝
の
講

｢啓
｣
を
避
け
た
の
で
あ
る
｡

(3
)

｢悠
｣
-
甲
本

｢牧
｣｡

乙
本

｢謬
｣｡

各
本

｢轍
｣｡

今
'
｢謬

悠
｣
の

｢悠
｣
の
意
と
み
る
｡

(4
)

｢忽
｣
-
甲
乙
本
同
じ
｡
各
本

｢昧
｣｡

想
爾
注
本
は

｢忽
｣
に

作
る
｡

(
5
)

｢馬
｣
-
甲
乙
本
共

｢為
｣
の
字
が
無
い
が
'
各
本
に
依
-
補
っ
た
｡

(6
)

各
本
は
こ
の
後
に

｢周
行
而
不
殆
｣
の
句
が
有
る
が
､
甲
乙
本
に
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は
無
い
｡

(7
)

｢
天
地
｣
-
甲
乙
本
同
じ
｡
各
本

｢
天
下
｣
｡
｢天
地
｣
と
す
る
も

の
も
あ
る
｡

(8
)

｢恒
｣
-
各
本

｢常
｣
.
文
帝
の
詳

｢恒
｣
を
避
け
た
の
で
あ
る
O

な
お
'
こ
の
章
各
本

｢
也
｣
の
字
を
全
て
映
-
0

(9
)
｢寓
物
｣
-
甲
乙
本
同
じ
｡
史
記
自
著
列
俸
同
｡
冬
木

｢天
地
｣
｡

(10
)

｢所
轍
｣
-
各
本

｢徴
｣

一
字
の
み
｡

(ll
)

｢今
｣
1
甲
乙
本
に
依
る
｡
各
本

｢古
｣
｡

(12
)

｢
器
｣
-
甲
乙
本
同
じ
｡
各
本

｢勢
｣
｡

(13
)

｢
逐
｣
-
甲
本
に
依
る
.
乙
本
不
明
｡
各
本

｢育
｣
｡

(14
)

｢亭
之

｣
以
下
甲
乙
本
判
読
L
が
た
-
'
各
本
の
間
に
も
異
同
が

多
い
が
'
そ
の
校
定
は
略
す
｡

(15
)

｢中
｣
1
甲
本
に
依
る
｡
乙
本
不
明
｡
各
本

｢沖
｣｡

(16
)

〔8
〕
の
原
文

｢
上
善
加
水
'
水
音
利
寓
物
而
有
静
'
居
衆
人
之
所

悪
'
故
幾
於
道
央
'
居
善
地
､
心
善
淵
'
予
善
天
'
言
善
信
'
政
善
治
'

事
善
能
'
動
善
時
'
夫
唯
不
平
'
故
無
尤
｣
.

こ
こ
で
は

｢
水
｣
の
作

用

(平
等
･寓
能
)
と
位
置

(低
き
に
つ
-
)
が
注
目
さ
れ
て
い
る
｡

そ
し
て
'
こ
の
水
の
性
質
が
人
間

(統
治
者
)
の
理
想
的
な
在
-
方
な

の
で
あ
る
｡

(17
)

〔15
〕
の
原
文

(該
皆
部
分
の
み
)

｢古
之
書
残
遺
著
'
微
妙
玄
達
'

探
不
可
識
'

(中
略
)
噸
今
共
岩
谷
'
濁
而
蹄
之
､
徐
浦
'
安
以
動
之
'

徐
生
｣
｡

(18
)

｢自
｣
-
甲
乙
本
同
じ
O
各
本

｢柴
L
o

(19
)

〔
55
〕
も

｢嬰
兄
｣

(赤
子
)
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
る
｡

｢今
徳
之

厚
着
'
比
於
粛
可

蜂
蛍
池
蛇
弗
聾
'
樟
烏
猛
獣
弗
持
'
骨
張
筋
柔
而

握
固
'
未
知
牝
牡
之
合
而
膿
怒
'
精
之
至
也
'
終
日
戟
而
不
唾
'
和
之

至
也
'

(後
略
)
｣
｡
道
の
鰻
得
者
を
赤
子
に
愉
え
た
｡

(直
喰
)

(S
)

〔sS
]署

'
線
維
小
'
而
天
下
弗
敢
臣
'
僚
丑
親
船
萌
え
'

矧
矧
刺
創
矧
'
対
地
相
和
､
以
愈
甘
露
'
民
英
之
令
'
而
自
均
蔦
'
始

制
有
名
'
名
亦
既
有
'
夫
亦
婿
知
止
'
知
止
所
以
不
殆
'

(以
下
略
)

〔37
〕
温
風
観
劇
'
笥

苛
脱
却
a
t
矧
物
矧
創
化
'
化
而
欲
作
'
吾
渚

鎖
之
以
無
名
之
楓
'
鎖
之
以

無名之
蘭
'
夫
婿
不
唇
'
不
唇
以
静
'
対

地
滞
日
正
'

文
鰹
の
特
徴
は
次
の
鮎
で
あ
る
｡

田｢遺
恒
無
名
｣

｢侯
王
君
能
守

之
｣
｢寓
物
渚
自
O
L
｢
天
地
｣
の
語

句を
含
む
｡
佃

｢撲
｣
を

｢道
｣

の
比
愉
と
し
て
用
い
る
｡
佃
韻
文
鮭
で
あ
る
.

｢遺
｣
そ
の
も
の
で
は
な

-'
｢道
の
効
用
｣
を
説
-
文
鮭
で
あ
る
｡

(21
)

｢形
｣
-
甲
本
不
明
｡

乙
本

｢刑
｣
｡

玉
木

｢較
｣
｡

他
の
各
本

は

｢形
｣
O
韻
の
上
か
ら

｢形

(刺
)
｣
が
よ
い
.

(2
)

｢
盈
｣
-
甲
乙
本
同
じ
O
各
本

｢
傾
｣
｡

(2
)

｢侭
也
｣
Ⅰ
甲
乙
本
同
じ
｡
各
本
こ
の
二
字
無
し
.
な
お
こ
の
章
'

各
本

｢
也
｣
の
字
を
全
て
敏
-
0

(24
)

｢
作
而
弗
始
｣
-
甲
本
不
明
｡

乙
本

｢昔
而
弗
始
｣
｡

｢昔
｣
は

｢作
｣
の
借
手
O
王
注
本
'
河
上
公
本

｢作
･ii1而
不
節
｣
.

博
突
本
は

｢作
而
不
既
婚
｣
に
作
る
O

(25
)

各
本
こ
の
後
に

｢生
耐
不
有
｣
の
句
が
あ
る
が
､
乙
本
に
は
な
い
O
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甲
本
不
明
.
想
爾
注
系
本
に
も
こ
の
句
な
し
D
(｢老
子
校
正
｣
参
照
の

こ
と
｡
)

(2
)

｢
正
｣-
乙
本
に
よ
る
｡
甲
本

｢定
｣

o

キ
江
本
､
河
上
公
本

｢直
｣
9

但
し

｢
正
｣
と
す
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
｡

(侍
突
本
地
)

(27
)

｢執
｣
1
甲
乙
本
同
じ
｡
各
本

｢抱
｣
｡

(28
)

｢牧
｣
-
甲
乙
本
同
じ
｡
各
本

｢式
｣
｡

(
29)

｢
不
日
税
政
彰
'
不
日
見
政
明
｣
1
各
本
テ
キ
ス
ト
を
異
に
す
る
O

今
'
乙
本
に
従
っ
た
｡

(30
)

｢発
語
故
｣
I
甲
本

｢
○
語
才
｣
｡
乙
本

｢幾
語
才
｣
o
各
本

｢豊

虚
言
哉
｣o

(31
)

Fqo
初
期
に
展
す
る
も
の
に
例
え
ば
左
の
も
の
が
有
る
｡

〔34
〕

是
以
聖
人
之
能
成
大
也
'
以
其
不
馬
大
也
'
故
能
成
大
､

〔47
〕

是
以
聖
人
'
不
行
而
知
'
不
見
両
名
'
弗
馬
而
成
'

〔24
〕

企
者
不
立
'
跨
者
不
行
'
自
脱
着
不
彰
'
自
見
者
不
明
'
自
伐

者
無
功
'
自
給
者
不
長
'
其
在
道
也
'
日
'
飴
食
費
行
'
物
或
悪
之
'

故
有
欲
者
弗
居
'

(｢有
欲
者
｣
が

｢聖
人
｣
に
薗
た
る
｡
)

〔29
〕

婿
欲
取
天
下
而
為
之
'
吾
見
其
弗
得
己
'
夫
天
下
神
器
也
､
非

可
偽
者
也
'
馬
者
敗
之
'
執
老
失
之
'
物
或
行
或
陪
'
或
熱
或
吹
'
或

強
或
割
'
或
培
或
堕
'
是
以
聖
人
去
甚
去
大
去
著
'

(｢去
｣
が

｢
弗
｣

に
普
た
る
｡

｢
弗
｣
は
形
容
詞
に
は
か
か
ら
な
い
｡

｢吾
｣
が
注
目
さ

れ
る
｡
)

(3
)

〔64
〕
(前
半
略
)

｢是
以
聖
人
無
為
也
'
故
無
敗
也
'
無
執
也
へ

故
無
失
也
'
民
之
徒
事
也
'
恒
於
共
成
事
而
敗
之
'
故
ロ
､
慎
賂
若
姶
'

烏
書
老
子
文
髄
考

(小
池
)

則
無
敗
事
央
'
是
以
聖
人
欲
不
欲
'
而
不
意
難
得
之
貨
'
撃
不
孝
'
而

復
衆
人
之
所
遇
う
能
輔
寓
物
之
自
然
'
而
弗
敢
為
｣
｡
｢自
然
｣
の
語
が

見
え
る
.

｢弗
敢
為
｣
は
堅
剛
期
の
面
影
を
残
す
｡
又
'
傍
線
を
付
し

た
部
分
は
､

｢欲
望
否
定
｣
の
文
鮭
に
重
な
る
｡
こ
の
文
鰹
は
'
〔3
〕

〔12
〕
に
よ
-
形
成
さ
れ
'

｢難
得
之
貨
｣

｢是
以
聖
人
之
治
也
｣
の
語

句
を
共
有
L
t

｢便
｣
を
連
用
す
る
鮎
に
特
徴
が
あ
る
.
B｡
か
ら
派
生

し
っ
つ
t
B｡
の
主
流
か
ら
は
や
や
離
れ
て
滞
日
に
存
在
す
る
小
文
鰹
で

あ
る
｡

(
〔3
〕
〔12
〕
本
文
略
)

(33
)

｢物
無
棄
財
｣
-
甲
乙
本
に
従
う
0
各
本

｢常
善
救
物
'
故

(又

は
而
)
無
乗
物
｣
O
停
蛮
本
で
は

｢無
｣
の
上
に

｢物
｣
の
字
が
有
る
｡

(3
)

｢懐
｣
甲
本

｢悼
｣
｡
乙
本

｢曳
｣
O
各
本

｢襲
｣o
諌
文
に

｢洩
､

習
也
｣
と
あ
る
｡

(35
)

｢善
人
之
師
｣
I
乙
本
に
依
る
｡
甲
本

｢
○
○
之
師
｣
o
各
本

｢
不

善
人
之
師
｣
｡

(36
)

｢
抄
要
｣
1

甲
乙
本
同
じ
｡
各
本

｢
要
妙
｣
｡

(37
)

｢
忘
｣
-
甲
乙
本
同
じ
｡
各
本

｢
亡
｣
｡
甲
乙
本
で
は

｢
忘
｣
と

｢
亡
｣
の
匝
別
が
あ
る
の
で
'

｢
忘
｣
は

｢
亡
｣
の
借
字
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
｡
こ
の
章
､
樽
突
本
を
除
-
各
本
'

｢
也
｣
の
字
を
全
て
敏
-
｡

(CICO
)

〔46
〕
天
下
有
道
'
却
走
馬
以
糞
'
天
下
無
道
'
戎
馬
生
於
郊
'
罪

莫
大
於
可
欲
'
禍
莫
大
於
不
知
足
'
杏
実
情
於
欲
得
'
故
知
足
之
足
'

恒
足
央
'

(39
)

｢
園
｣
-
甲
本
で
は

｢
-
に
｣
は

｢
邦
｣
で
表
わ
さ
れ
る
の
が
普

通
で
あ
る
が
'
こ
こ
は
脚
韻
の
関
係
で

｢園
｣
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
0
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(40
)
〔
55
〕
後
半
も
Eqn
に
入
る
O
但
し
'

｢
母
｣
は
含
ま
ぬ
｡

｢知
和
日

常
'知
常
日
明
'
益
生
日
群
'
必
傭
気
日
強
'
物
枇
則
老
'
謂
之
不
遺
'

不
遥
早
己
｣
｡

(41
)

｢
不
知
不
知
｣｡

甲
本
圃
版
で
は

｢
不
JV
知
JV
L
と
あ
-
'
乙
本

で
は

｢
不
知
･V
｣
と
な
っ
て
い
る
O
乙
本
が

｢
不
｣
の
部
分
の

｢
～
｣

を
霧
し
落
し
た
こ
と
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
.
或
い
は
'
乙
本
は
甲
本
の

言
う
所
を
理
解
せ
ず
'
意
識
的
に

｢
不
｣
を

一
つ
落
し
た
も
の
か
｡
各

本
皆

｢
不
知
知
｣
｡

(42
)

｢是
以
｣
-
こ
の
二
字
に
相
常
す
る
部
分
は
'
王
注
本
'
河
上
公

本
'
博
突
本
で
は

｢
夫
唯
病
病
､
是
以
不
病
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
景
龍

本
他
は

｢是
以
｣
の
み
｡

(ea
)

甲
乙
本
で
は

｢知
｣

｢智
｣
の
匝
別
は
な
く

全
て

｢
知
｣
で
表

記
さ
れ
る
｡
私
は
校
定
に
際
し
て
'
現
行
本
を
参
照
し
っ
つ
両
者
を
区

別
し
た
｡

(S
)

〔18
〕
故
大
道
駿
'
案
有
仁
義
'
智
慧
出
'
案
有
大
略
'
六
親
不
和
'

案
有
孝
慈
'
邦
家
昏
乳
'
案
有
貞
臣
'

〔19
〕
緯
聖
楽
矧
'
風
刺
百
倍
'
絶
仁
乗
義
'
矧
復
孝
慈
'
緯
巧
棄
利
'

払
賦
無
有
'
此
三
言
也
'
以
為
文
末
足
'
故
令
之
有
所
属
'
見
素
抱
槙
'

少
私
寡
欲
へ
紹
撃
無
塵
'

〔wLn
]
古
之
魚
道
者
へ
非
以
明
矧
也
'
賂
以
愚
之
也
'
鳳
之
難
治
也
､
以

英
樹
也
'
故
以
矧
知
矧
へ
弗
之
醜
也
､
以
不
勧
知
紬
､
弗
之
徳
也
'

(45
)

｢之
｣
-
甲
乙
本
同
じ
O
各
本

｢
治
｣
｡
但
し
'
｢之
｣
の
テ
キ
ス

ト
も
若
干
あ
る
｡

(4
)

｢何
物
｣
I
甲
本
に
依
る
O

乙
本
不
明
｡

王
江
本
'

河
上
公
本

｢奇
物
｣
.
博
突
本
他

｢裏

(那
)
事
｣
.

(47
)

｢
法
物
｣
-
甲
本
不
明
｡
乙
本

｢○
物
｣
｡
現
行
本

｢
法
令
｣
(王

江
本
他
)
又
は

｢
法
物
｣

(河
上
公
本

他
)
｡

(48
)

〔73
〕
勇
於
敢
則
殺
､
勇
於
不
敢
則
活
'
此
両
者
､
或
利
戎
害
'
天

之
所
悪
'
執
知
其
故
'
対
劃
矧
'
不
戦
而
善
勝
'
不
言
而
菩
薩
'
不
召

而
自
乗
'
粁
而
善
謀
'
天
網
恢
恢
､
疏
而
不
失
'

〔77
〕
刃
必
滅
矧
'
猶
張
弓
也
'
高
著
抑
之
'
下
着
畢
之
'
有
鹸
者
損
之
'

不
足
者
補
之
'
故
刃
剖
瀞
､
損
有
験
'
而
益
不
足
'
人
之
追
'
損
不
足
'

而
奉
有
飴
'
夫
執
能
有
除
'
而
有
以
奉
於
天
老
'
唯
有
道
者
乎
'

(後

略
)

(49
)

｢
人
之
道
｣
-
甲
本
不
明
O

乙
本
に
依
る
o
各
本

｢
聖
人
之
道
｣

に
作
る
｡

(50
)

｢討
｣
-
甲
本
に
依
る
｡
乙
本

｢吋
｣
｡
各
本

｢
阿
｣｡

(51
)

｢美
｣
-
甲
乙
本
同
じ
｡
各
本

｢善
｣
｡
｢美
｣
の
テ
キ
ス
ト
も
あ

る
｡

(停
柴
本
他
)

(52
)

｢
人
｣
-
乙
本
に
依
る
｡
甲
本
不
明
｡
各
本
こ
の
字
な
し
｡
〔20
〕

は
こ
の
他
テ
キ
ス
-
の
異
同
が
多
い
が
'
煩
雑
に
な
る
の
で
省
-
0

(53
)

〔70
〕
の
本
文
｡

吾
言
甚
易
知
也
'
甚
易
行
也
'
而
人
英
之
能
知
也
'
英
之
能
行
也
'
言

有
君
'
享
有
宗
'
其
唯
無
知
也
'
是
以
不
我
知
'
知
者
希
'
則
我
強
兵
'

是
以
聖
人
被
褐
而
懐
玉
'

(54
)

〔42
〕
の
後
年
を
記
す
｡

(前
牛
は
<Ⅰ
の
文
鰹
｡
略
O
)
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天
下
之
所
悪
'
唯
孤
寡
不
着
､
而
王
公
以
目
名
也
'
物
或
損
之
而
益
'

或
益
之
而
損
七
人
之
所
致
'
亦
議
而
数
人
'
故
強
染
着
不
得
死
'
寄
渚

以
爵
撃
父
'

(EEu

｢
水
｣
1
甲
本
不
明
O
乙
本
に
依
る
｡
各
本

｢柔
｣｡

(56
)

｢
注
｣
-
甲
乙
本
同
じ
｡
各
本

｢奥
｣
｡

(57
)

｢此
｣
-
現
行
各
本

｢此
道
｣
二
字
.

(COLL,)

〔13
〕
寵
辱
若
驚
'
貴
大
患
若
身
'
何
謂
寵
辱
若
驚
'
寵
之
為
下
也
'

得
之
若
驚
'
失
之
若
驚
､
是
謂
寵
唇
若
驚
'
何
謂
貴
大
患
若
身
､
吾
所

以
有
大
患
者
'
鳥
吾
有
身
也
'
及
吾
無
身
'
有
何
患
､
故
貴
馬
身
於
馬

天
下
'
若
可
以
托
天
下
臭
'
愛
以
身
為
天
下
'
如
可
以
寄
天
下
臭
'

(sB)

〔讐

重
馬
軽
板
'
静
為
陳
君
'
是
以
創
刊
終
日
行
､
不
離
其
輔
重
'

雄
有
環
官
'
燕
劇
則
昭
若
､
若
何
寓
乗
之
王
'
而
以
身
軽
於
天
下
'
軽

則
矢
本
'
幌
別
失
君
'

(60)
〔S
]
以
薗
佐
人
主
､
不
以
兵
強
於
天
下
'
其
事
好
還
､
師
a
即
矧
'

矧楓
狙
え
'
善
着
果
而
己
臭
'
母
以
取
強
蔦
'
果
而
母
騎
'
果
而
勿
給
､

果
而
昏
伐
､
果
而
昏
得
己
居
'
是
謂
果
而
不
破
'
物
壮
而
死
'
謂
之
不

適
､
不
達
早
己
､

(6
)

｢夫
兵
者
｣
-

甲
乙
本
同
じ
.

王
注
本
'

河
上
公
本

｢夫
佳
兵

者
｣
｡

博
突
本

｢天
美
兵
老
｣o

(cqo
)

｢有
欲
者
｣
甲
本
に
依
る
｡
乙
本
不
明
.
各
本

｢有
遺
著
｣
に
作

る
｡

(!2
)

｢響
L
I
甲
本
不
明
｡
乙
本

｢龍
｣
の
字
形
が
わ
ず
か
に
読
み
取

れ
る
.
今
'
説
文
に
見
え
る

｢撃
｣
を
取
る
｡
段
注
に

｢此
興
惰
音
義

8E書
老
子
文
鮭
考

(小
池
)

同
｣
と
あ
る
｡
王
注
本

｢淡
｣
｡
河
上
公
本

｢燐
｣｡
停
柴
本

｢倍
｣｡

(64
)

｢
勿
美
也
'
若
美
之
｣
-
甲
乙
本
同
じ
｡

王
注
本
'

河
上
公
本

｢
勝
而
不
実
'
而
美
之
者
｣
｡
停
柴
本

｢
故
不
美
也
'
若
美
｣｡

(65
)

｢喪
｣
-
甲
乙
本
同
じ
.
各
本

(66
)

｢
在
｣-
甲
乙
本

｢立
｣o
各
本

(67
)

｢賢
貴
生
｣
-
甲
乙
本
同
じ
｡

(68
)

｢甚
好
解
｣
-
甲
本
に
依
る
｡

漢
書
顔
師
古
庄

｢解
'
支
節
也
｡
｣

(69
)

｢
人
｣
1
甲
乙
本
同
じ
｡
各
本

｢
凶
｣｡
想
爾
注
本
は

｢喪
｣O

｢泣
｣
O
｢立
｣
は
｢在
｣
の
借
字
O

各
本

｢賢
於
貴
生
｡｣

乙
本

｢甚
好
僻
｡｣
各
本

｢好
径
｣｡

｢民
｣｡
｢人
｣
の
テ
キ
ス
ト
も
有

る
｡

(70
)

｢取
｣
-
甲
乙
本
同
じ
｡
各
本

｢上
｣
｡

(
7)
｢百
姓
｣
-
甲
乙
本
同
じ
.
各
本

｢民
｣
｡
｢百
姓
｣
の
テ
キ
ス
ト

も有
る
｡

(72
)

｢
不
治
｣
1
甲
乙
本
同
じ
｡
各
本

｢
難
治
｣｡

(73
)

｢
人
｣
-
甲
乙
本
'
河
上
公
本
同
じ
｡
王
注
本
､
停
栗
本
他
に
は

こ
の
字
が
な
い
｡

う
つ

(a
)

｢速
徒
｣
-
甲
乙
本
同
じ
O
各
本

｢
不
達
徒
｣｡

甲
乙
本
は

｢徒

る
を
遠
ざ
く
｣
と
読
む
.
｢遠
｣
を
動
詞
に
読
む
例
は
〔讐

甲
本
に
｢不

達
其
蛸
壷
｣
と
見
え
て
い
る
｡

(補
記
)

｢老
子
畠
書
｣
に
基
づ
-

｢老
子
｣
全
文
の
厳
密
な
校
定
･校
注
･

諾
･諾
注
に
つ
い
て
は
､
更
に
検
討
を
重
ね
た
上
'
後
日
こ
れ
を
世
に
問
う

こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡
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