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躍

動

す

る
精

神

-

王
国
経
の
文
革
理
論
に
つ
い
て
-

井

波

陵

一

滋
賀

大
草

は

じ

め

に

一
九
四
六
年
に
書
か
れ
た

｢魯
迅
と
王
国
維
｣
の
冒
頭
で
､
｢近
代

の
学
者
の
中
で
私
が
最
も
敬
服
す
る
の
は
魯
迅
と
王
国
経
で
あ
る
｣

と
う
ち
明
け
た
郭
沫
若
は
'
経
歴
や
性
格
の
類
似
を
強
調
し
な
が
ら
､

こ
の
禰
宜
星
の

｢輝
か
し
い
成
就
｣
に
つ
い
て
熱

っ
ぽ
-
語
っ
て
い

る
｡

そ
の
う
え
で
彼
は
､

｢
王
国
経
の
死
に
封
し
て
我
々
は
今
も
な

お
憐
情
を
感
じ
､
魯
迅
の
死
に
封
し
て
は
却

っ
て
終
始
荘
厳
を
感
じ

て
い
る
｣
と
記
し
た
｡
魯
迅
が

｢時
代
の
前
進
を
指
導
し
た
｣
の
に

封
し
､
王
国
経
の
方
は

｢時
代
の
犠
牲
と
な
っ
た
｣
と
み
な
す
か
ら

で
あ
る
｡

別
の
表
現
を
借
-
る
な
ら
ば
､

｢奮
寓
章
主
義
｣
の
段
階

に
と
ど
ま
っ
た
三
園
経
と
､
｢新
現
賓
主
義
｣
の
段
階
に
ま
で
掩
み

こ
ん
だ
魯
迅
と
い
う
固
式
に
な
る
｡
こ
の
相
違
に
基
づ
い
て
､
郭
沫

若
は
'
｢
王
国
維
は
や
は
-

一
つ
の
偉
大
な
未
完
成
品
の
よ
-
で
あ

-
､
魯
迅
の
方
は

一
つ
の
偉
大
な
完
成
品
で
あ
る
｣
と
結
論
づ
け
た
｡

こ
の
結
論
が
魯
迅
の
み
な
ら
ず
､
王
国
経
に
封
し
て
も
ま
た
き
わ
め

て
好
意
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
だ
が
そ
れ
は
果
し
て

両
者
の
核
心
に
解
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡

｢偉
大
な
完
成
品
｣
と
い
う
質
軒
が
魯
迅
に
似
つ
か
わ
し
い
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
､

こ
こ
で
は
王
国
経
を

｢偉
大
な
未
完
成
品
｣
と
み
な
す
根
接
を
問
題
に
し
た
い
｡
い
か
に

羅
振
玉
を
非
難
し
て
王
国
経
を
庇
っ
て
い
る
に
せ
よ
､
郭
沫
若
の
見

解
は
､
結
局
の
所
､
｢時
代
の
前
進
｣
を
ロ
賓
に
し
て
王
国
経
を

｢奮

寓
賓
主
義
｣
の
枠
の
中
に
押
し
こ
め
る
も
の
で
し
か
な
い
｡
こ
う
し

た
見
解
は
'
王
国
経
の
未
熟
な
部
分
を
埋
め
合
わ
せ
た
と
構
し
て
､

そ
れ
を

｢時
代
の
前
進
｣
の
何
よ
-
の
謹
操
だ
と
う
そ
ぶ
-
現
状
追

認
､
鰻
制
賛
美
の
横
合
主
義
者
の
た
め
に
間
違
い
な
-
道
を
開
い
て

し
ま
う
｡
王
国
経
は
そ
の
業
績
を
惨
め
な
形
で
盗
み
取
ら
れ
､
彼
自

身
は
未
完
成
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
-
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
で
-
ち
棄
て
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
-
'
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｢偉
大
な
未
完
成
品
｣
と
い
う
評
債
は
､
｢わ
れ
ら
の
時
代
｣
は
す
で

に

｢や
つ
ら
の
時
代
｣
を
克
服
し
て
い
る
と
い
-
鼻
持
ち
な
ら
ぬ
自

信
を
あ
か
ら
さ
ま
に
見
せ
つ
け
ず
に
は
お
か
な
い
の
だ
｡
た

し

かに

郭
抹
若
の
好
意
的
評
債
は
､
王
国
経
が
自
ら
の
時
代
を
き
わ
め
て
自

覚
的
に
生
き
た
こ
と
を
き
ち
ん
と
確
認
し
て
い
る
｡
に
も
か
か
わ
ら

ず
､
そ
の
評
債
に
致
命
的
な
故
障
が
生
じ
て
し
ま
う
の
は
､
以
下
の

鮎
を
見
逃
し
て
い
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
｡

す
な
わ
ち
､

｢偉
大

な
未
完
成
品
｣
と
い
う
言
葉
が
､
自
ら
が
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
時
代
を

突
破
口
と
し
て
全
時
代
を
生
き
よ
う
と
す
る
主
鮭
的
な
力
を
備
え
た

人
物
､
し
か
も
彼
が
襲
し
た
問
い
か
け
に
答
え
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ

の
責
任
で
あ
-
､
そ
れ
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
彼
と
同
じ
-
主
値

的
な
力
を
形
作
る
義
務
が
あ
る
と
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
人
物
に
こ
そ

ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
､
そ
し
て
そ
の
よ
-
な
本
来
的
な
意
味
に

照
ら
し
て
み
て
も
､
王
国
経
は
こ
の
言
葉
を
か
ち
取
る
資
格
を
十
分

に
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
な
見
通
し
の
下
に
､
こ
の
論
文
で
は
王
国
経
の
文
学

理
論
を
取
-
上
げ
､
ラ
デ
ィ
カ
ル
と
も
言
う
べ
き
彼
の
問
題
意
識
を

再
構
成
し
て
み
た
い
と
思
う
｡

運
動
す
る
精
紳

(井
波
)

第

一
章

王
国
経
が
文
学
､
い
や
も

っ
と
虞
-
学
問
全
般
の
根
本
的
使
命
と

み
な
し
た
の
は
､
紹
封
的
虞
理
の
追
求
で
あ
る
｡
そ
れ
は
同
時
代
の

気
分
に
姻
び
な
い
､
妥
協
を
拒
む
徹
底
し
た
態
度
に
お
い
て
始
め
て

可
能
と
な
る
｡

た
と
え
ば
､

｢哲
学
家
と
要
衝
家
の
天
職
を
論
弟
｣

と
い
う
文
章
を
､
彼
は
次
の
よ
う
に
切
-
出
す
｡

世
の
中
に
最
も
神
聖
､
最
も
尊
貴
に
し
て
'
し
か
も
常
世
の
役

に
立
た
な
い
も
の
が
あ
る
｡
哲
学
と
蛮
術
が
そ
れ
だ
｡
世
の
人

々
は
口
々
に
そ
ん
な
も
の
は
無
用
だ
と
言
う
け
れ
ど
､
そ
れ
に

よ
っ
て
哲
学
や
塾
術
の
債
値
が
損
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡

哲
学
や
蛮
術
に
た
ず
さ
わ
る
者
が
自
ら
そ
の
神
聖
な
る
地
位
を

忘
れ
て
､
普
世
の
役
に
立
て
よ
-
と
願
お
う
も
の
な
ら
､
そ
の

時
こ
そ
両
者
の
債
値
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
｡
そ
も
そ
も
哲
学
と

萄
術
が
目
指
す
も
の
は
､
虞
理
で
あ
る
｡
こ
こ
で
言
う
虞
理
と

は
､
天
下
希
世
の
虞
理
で
あ

っ
て
､

一
時
の
虞
理
で
は
な
い
O

こ
の
頃
理
を
明
ら
か
に
す
る

(哲
学
家
)､
或
い
は
記
窮
を
用
い

て
表
現
す
る
(蛮
術
)
な
ら
ば
､
そ
れ
は
天
下
寓
世
の
功
績
で
あ
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-
､

一
時
の
功
績
で
は
な
い
｡
た
だ
天
下
寓
世
の
員
理
で
あ
る

以
上
､

一
時

一
国
の
利
益
と
こ
と
ご
と
-
合
致
す
る
こ
と
は
不

可
能
だ
L
t
時
に
は
相
容
れ
な
い
場
合
す
ら
あ
る
｡
こ
れ
こ
そ

2

そ
の
神
聖
さ
が
存
す
る
所
な
の
桔
o

今
日
か
ら
見
れ
ば
､
い
か
に
も
古
典
的
な
調
子
を
帯
び
て
い
る
が
､

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
､
王
国
経
の
言
う
｢天
下
寓
世
の
展
理
｣

と
は
､
神
の
教
え
の
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
確
約
さ
れ
､
そ
れ
に
封
す

る
全
面
的
服
従
を
保
件
に
意
興
さ
れ
る
も
の
で
は
な
-
､
あ
-
ま
で

｢
1
時

一
国
｣
の
時
代
情
況
と
の
精
神
的
対
決
を
経
て
始
め
て
つ
か

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
と
い
う
鮎
だ
ろ
う
｡
し
か
も
そ
う
や

っ
て
獲
得
し
た

｢展
理
｣
は
､
た
だ
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
は
限

ら
ず
､
む
し
ろ
排
斥
さ
れ
る
場
合
す
ら
あ
る
の
だ
と
言
う
｡
つ
ま
-

｢真
理
｣
は
学
説
な
-
作
品
な
-
の
ま
と
ま
っ
た
形
と
し
て
は
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
完
結
し
て
い
る
の
だ
が
､
そ
れ
は
絶
え
ず
後

世
に
向
か
っ
て
自
ら
を
開
-
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
完
成
を
期
す
の
で

あ
る
o
こ
の
持
緯
力
こ
そ
学
説
や
作
品
が
も
つ
生
命
力
に
は
か
な
ら

な
い
｡
同
時
代
に
お
け
る
困
難
な
情
況
に
つ
い
て
､
王
国
経
は

し
か
も
非
常
の
説
は
寮
民
の
慣
れ
る
所
で
あ
-
､
難
知
の
道
は

下
士
の
笑
う
所
で
あ
る
｡
こ
れ
こ
そ
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
毒
を
仰
い

だ
理
由
､
ブ
ル
ー
ノ
が
火
刑
に
虞
せ
ら
れ
た
理
由
､
ス
ピ
ノ
ザ

が
破
門
に
な
っ
た
理
由
､
カ
ン
ト
が
職
を
解
か
れ
た
理
由
な
の

3

だ
｡
(近
年
の
学
術
界
を
論
ず
)

と
い
っ
た
例
を
畢
げ
て
い
る
し
､
ま
た

｢天
下
寓
世
の
功
績
｣
を
残

し
た
典
型
と
し
て
､
文
学
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

百
人
の
政
治
家
を
生
む
よ
-
､

一
人
の
大
文
筆
家
を
生
ん
だ
方

が
良
い
｡
な
ぜ
な
ら
政
治
家
が
園
民
に
物
質
上
の
利
益
を
輿
え

る
の
に
封
し
､
文
筆
家
は
精
神
上
の
利
金
を
輿
え
る
か
ら
だ
O

そ
も
そ
も
精
神
と
物
質
を
比
べ
た
場
合
､
ど
ち
ら
の
方
が
重
要

だ
ろ
う
か
｡
し
か
も
物
質
上
の
利
益
は

一
時
的
に
過
ぎ
な
い
が
､

精
神
上
の
利
益
は
永
久
的
で
あ
る
｡
先
人
が
政
治
面
で
築
き
上

げ
た
こ
と
だ
っ
た
ら
'
後
人
は

一
撃
に
そ
れ
を
破
壊
す
る
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
｡
古
今
の
大
著
速
と
も
な
る
と
､
も
し
そ
の

著
述
が
ひ
と
た
び
存
在
す
れ
ば
､
そ
の
通
津
は
千
百
世
に
及
ん

で
壷
き
る
こ
と
が
な
い
｡
だ
か
ら
ギ
リ
シ
ア
に
は
ホ
メ
ロ
ス
､

イ
タ
リ
ア
に
は
ダ
ソ
テ
､
イ
ギ
リ
ス
に
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
､

ド
イ
ツ
に
は
ゲ
ー
テ
が
い
る
の
だ
｡
彼
ら
は
す
べ
て
そ
の
園
の
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人
々
が
崇
拝
し
､
供
え
祭
る
人
物
で
あ
る
｡
し
か
る
に
政
治
家

は
教
に
入
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
ほ
ん
と
う
に
国
民
に
精

神
上
の
慰
め
を
興
え
る
し
､
国
民
の
方
も
彼
ら
を
生
命
と
悼
む

か
ら
で
あ
る
｡
政
治
家
の
遺
浮
の
ご
と
き
は
､
決
し
て
こ
の
よ

-
に
虞
-
か
つ
遠
-
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
(教
育
偶
感

4

四
鰍

)

無
限
の
生
命
力
を
も
つ

｢古
今
の
大
著
逓
｣
は
､
つ
ね
に
新
し
い

讃
者
の
新
し
い
感
動
を
呼
び
起
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の
存
在
意
義

を
ま
す
ま
す
重
大
な
も
の
と
す
る
｡
だ
が
歴
代
不
愛
の
評
債
は
'
そ

の
著
作
が
時
代
の
奨
化
を
超
越
し
て
い
る
こ
と
を
少
し
も
意
味
し
な

い
｡
逆
に
､
そ
れ
は
作
ら
れ
た
時
代
の
固
有
の
風
貌
を
印
象
づ
け
な

が
ら
､
過
去
と
の
繋
が
-
を
見
据
え
て
現
在
を
問
い
直
そ
-
と
す
る

人
々
に
封
し
て
個
別
に
働
き
か
け
､
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
二
つ
の
時

代
の
精
神
的
共
鳴
を
茸
現
す
る
と
い
う
飛
躍
的
な
結
び
つ
き
の
中
で
､

単
な
る
累
積
と
は
異
な

っ
た
歴
史
の
連
績
性
を
想
起
さ
せ
る
の
で
あ

る
｡
｢彼
ら
は
ほ
ん
と
う
に
国
民
に
精
神
上
の
慰
め
を
典
え
る
し
､

国
民
の
方
も
彼
ら
を
生
命
と
悼
む
｣
と
は
､
ま
さ
し
-
そ
の
よ
う
な

意
味
に
は
か
な
ら
な
い
｡
だ
が
残
念
な
こ
と
に
'
そ
う
し
た

｢古
今

毘
動
す
る
精
神

(井
波
)

の
大
著
逓
｣
を
中
国
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
-

王
国

経
は
す
ぐ
さ
ま
次
の
よ
う
に
厳
し
-
迫
る
.

現
在
蒼
々
と
わ
が
中
国
に
運
び
入
れ
て
い
る
も
の
は
､
西
洋
の

物
質
的
文
明
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
政
治
家
と
教
育
家
は
妖
然

と
し
て
彼
に
及
ば
な
い
こ
と
を
自
覚
し
､
毅
然
と
し
て
こ
れ
を

手
本
と
す
る
｡
こ
れ
を
手
本
と
す
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
正
し
い
｡

だ
が
わ
が
国
民
の
精
神
的
世
界
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
な
ら
ど

う
だ
ろ
う
｡
試
み
に
尋
ね
る
が
､
ギ
リ
シ
ア
の
ホ
メ
ロ
ス
､
イ

ギ
リ
ス
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
､
ド
イ
ツ
の
ゲ
ー
テ
の
如
-
､
国

民
全
鰻
の
精
神
を
代
表
す
る
に
足
る
大
文
革
家
は
､
わ
が
園
に

存
在
す
る
だ
ろ
う
か
｡
わ
れ
わ
れ
に
は
答
え
ら
れ
な
い
｡
答
え

ら
れ
な
い
理
由
は
'
ほ
と
ん
ど
そ
う
し
た
人
物
が
存
在
し
な
い

か
ら
な
の
か
､
そ
れ
と
も
存
在
し
て
い
て
も
'
わ
れ
わ
れ
が
き

ち
ん
と
そ
の
人
の
名
前
を
挙
げ
て
大
文
筆
家
と
し
て
認
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
な
の
か
｡
必
ず
ど
ち
ら
か

一
方
の
理
由
に

ょ
る
は
ず
だ
｡
前
の
説
に
従
え
ば
､
わ
が
国
の
文
学
そ
の
も
の

が
西
洋
に
及
ば
な
い
こ
と
に
な
る
｡
後
の
説
に
従
え
ば
､
文
学

を
重
ん
じ
る
鮎
で
わ
が
国
は
西
洋
に
及
ば
な
い
こ
と
に
な
る
o
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前
の
説
に
つ
い
て
は
私
は
知
ら
な
い
｡
後
の
説
の
場
合
､
こ
れ

は
隠
し
よ
う
の
な
い
明
々
白
々
た
る
事
安
で
あ
る
o
(同
敢

ホ
メ
ロ
ス
や
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
に
匹
敵
す
る
文
学
家
が
中
国
に
は

存
在
し
な
い
の
か
､
そ
れ
と
も
文
学
に
封
す
る
認
識
の
不
十
分
さ
が

災
い
し
て
､
虞
正
の
債
値
に
気
づ
か
ぬ
ま
ま
そ
の
人
物
を
不
常
に
定

め
て
い
る
の
か
｡
こ
の
問
題
を
解
-
た
め
に
は
､
何
よ
-
も
ま
ず
文

学
の
本
質
が
理
論
的
に
把
撞
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
そ
れ
に
際

し
て
'

｢文
学
を
重
ん
じ
る
鮎
で
西
洋
に
及
ば
な
い
｣
と
い
-
中
国

の
､
言
わ
ば

｢
一
国
｣
の
特
殊
性
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
ま

っ
た
-
無

い
｡
よ
-

一
般
的
な
形
で
は
あ
る
が
､
王
国
経
は
何
の
た
め
ら
い
も

見
せ
ず
に
､
た
と
え
ば
次
の
よ
-
に
言
う
｡

だ
が
上
文
の
説
に
よ
っ
て
､
思
想
上
の
こ
と
は
中
国
は
中
国
自

身
､
西
洋
は
西
洋
自
身
の
問
題
な
の
か
と
疑
-
に
至

っ
た
と
す

れ
ば
､

こ
れ
は
ま
た
そ
う
で
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
知
力

(認
識

能
力
)
は
誰
も
が
も

っ
て
い
る
し
､

宇
宙
や
人
間
の
生
に
つ
い

て
の
問
題
は
誰
も
が
解
答
を
得
な
い
か
ら
だ
｡
こ
の
問
題
の
一

部
分
で
も
解
明
し
得
た
も
の
は
､
そ
れ
が
自
国
に
草
し
た
説
で

あ
ろ
う
と
他
国
に
賛
し
た
説
で
あ
ろ
う
と
､
わ
れ
わ
れ
の
知
識

(認
識
)
上
の
要
求
を
満
た
し
､
わ
れ
わ
れ
の
懐
疑
の
苦
痛
を
癒

す
こ
と
で
は
同

一
で
あ
る
｡
こ
の
宇
宙
を
同
じ
-
し
､
こ
の
人

間
の
生
を
同
じ
-
し
な
が
ら
､
宇
宙
や
人
間
の
生
に
封
す
る
見

方
は
各
々
異
な
る
｡
だ
が
異
な
る
か
ら
と
言

っ
て
､
彼
此
の
兄

を
生
じ
る
の
は
大
い
に
間
違

っ
て
い
る
｡
学
術
が
撃
う
の
は
是

非
県
債
の
区
別
だ
け
で
あ
る
｡
是
非
展
偽
の
匝
別
以
外
に
､
国

家
や
人
種
や
宗
教
の
観
鮎
を
交
じ
え
た
な
ら
ば
､
そ
れ
は
学
術

を

一
手
段
と
み
な
し
､

一
目
的
と
み
な
さ
な
い
こ
と
に
な
る
｡

一
目
的
と
み
な
さ
ず
し
て
考
展
を
遂
げ
る
学
術
な
ど
あ
-
得
な

い
｡
学
術
の
吏
展
は
そ
の
猪
立
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
.
と
す

れ
ば
､
わ
が
国
今
日
の
学
術
界
は
､
中
国
と
外
囲
と
い
-
観
鮎

を
う
ち
破
る

1
万
､
学
術
を
政
治
的
議
論
の
手
段
と
し
な
い
よ

う
に
す
れ
ば
､
将
来
の
章
展
も
約
束
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
｡
(近
年
の
学
術
界
を
論
ず
)

西
洋
の
文
学
理
論
を
用
い
て
中
国
の
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
は
､

異
な
る
停
統
を
も
つ
両
者
の
組
み
合
わ
せ
に
意
外
性
を
期
待
す
る
よ

う
な
興
味
本
位
の
試
み
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
｡
も
し
そ
の
よ
う
な

レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
れ
ば
'

｢
一
時

一
国
｣
の
時
代
情
況
は
む
し
ろ
前
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投
と
し
て
何
の
抵
抗
も
な
-
承
認
さ
れ
､
さ
ら
に
は
他
に
類
を
見
な

い
猪
自
性
を
生
み
出
す
板
接
と
化
し
て
絶
封
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
.

(も
ち
ろ
ん
両
者
の
共
通
性
=

内
在
的
連
関
を
正
し
-
指
摘
す
る

こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
な
た
め
'
そ
の
反
動
か
ら
乗
る
情
況
と
の
密
通
は
ほ

と
ん
ど
不
可
避
的
と
言
っ
て
も
い
い
の
だ
が
=
-
･｡
そ
れ
は
さ
て
お
き
)
こ

の
分
析
の
目
標
は
､
文
学
の
本
質
に
鑑
み
て

｢国
民
全
鮭
の
精
神
を

代
表
す
る
に
足
る
｣
作
者
や
作
品
を
車
見
す
る
こ
と
､
す
な
わ
ち
中

国
の
現
状
に
照
ら
し
て
言
え
ば
､
従
来
の
解
樺
が
徹
底
的
に
無
数
と

な

っ
た
地
鮎
で
､
そ
の
文
学
的
債
値
を
存
分
に
明
ら
か
に
す
る
作
者

や
作
品
を
費
見
す
る
こ
と
で
あ
る
o
そ
も
そ
も

｢代
表
す
る
｣
と
は
､

た
だ
単
に

｢反
映
す
る
｣
こ
と
で
は
な
-
'
文
学
の
本
質
を
理
解
し
､

そ
れ
を
通
じ
て

｢
天
下
寓
世
の
虞
理
｣
を
つ
か
み
取
ろ
う
と
す
る
人

々
が
つ
ね
に
立
ち
返
る
母
鮭
で
あ
-
緯
け
る
と
い
う
積
極
的
役
割
を

拾
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
-
｡
と
す
れ
ば
､
こ
う
し
た
回
路
が
断

ち
切
ら
れ
た
中
国
で
は
､
本
来
そ
の
役
割
を
拾
う
は
ず
の
作
者
や
作

品
が
本
営
の
意
味
で
は
読
者
に
め
ぐ
-
逢
え
な
い
と
い
う
絶
望
的
な

様
相
を
星
さ
ざ
る
を
得
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､
現
に
そ
の
作
者
や
作

品
が
人
気
を
博
し
て
い
る
か
ど
-
か
と
は
ま
っ
た
-
無
関
係
で
あ
る
.

躍
動
す
る
精
神

(井
波
)

人
気
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
､
そ
れ
ら
は
本
質
的
に
不
嘗
な
扱
い
を

受
け
て
お
-
'
そ
れ
ゆ
え
に
文
学
(家
)
と
し
て
の
完
成
の
契
機
を
後

世
の
斬
新
な
解
帯
の
中
に
切
資
に
求
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
シ

ョ

ー
ペ
ソ
ハ
ウ
ア
-
の
理
論
に
依
接
し
た
王
国
経
は
､
あ
る
作
品
の
伝

統
を
キ
ャ
ッ

チ
し
た
｡
『紅
槙
夢
』
で
あ
る
｡

第
二
章

一
九

〇
四
年
に
草
表
さ
れ
た
王
国
経
の

｢紅
榎
夢
評
論
｣
は
､
紅

寧
史
上
に
あ

っ
て
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ
｡
つ
ま
-
良
-
も
慈
し
-

も
刺
激
的
な
の
で
あ
る
｡
｢人
間
の
生
及
び
垂
術
の
概
観
｣
と
い
-

理
論
的
定
義
か
ら
始
ま
る
批
評
の
ス
タ
イ
ル
は
､
あ
-
ま
で
完
壁
を

期
し
て
お
-
､
し
た
が

っ
て
批
評
史
に
お
け
る
先
駆
者
を
認
め
ず
､

後
経
巻
を
必
要
と
し
な
い
｡
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
斬
新
に
し
て
強

引
な
の
で
あ
る
｡
前
者
が
長
所
､
後
者
が
短
所
と
さ
れ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
o
菓
嘉
宝
氏
に
よ
れ
ば
､
両
者
は
お
お
よ
そ
以
下
の

7

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
勘
｡
ま
ず
長
所
に
つ
い
て
は
､
第

1
に
､
晩
清

期
に
お
い
て
哲
学
と
美
挙
を
批
評
の
理
論
的
基
礎
と
し
た
こ
と
､
第

8

二
に
､
全
五
章
の
構
成
内
象
が
示
す
ご
と
く
､
中
国
の
文
学
批
評
が
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そ
れ
ま
で
快
い
て
い
た
理
論
鮭
系
を
う
ち
立
て
た
こ
と
､
第
三
に
､

善
紅
撃
批
判
に
見
ら
れ
る
通
り
､

｢蹄
妄
求
虞
｣
の
考
謹
精
神
に
貫

か
れ
て
い
る
こ
と
､
以
上
三
鮎
で
あ
る
｡
逆
に
短
所
に
つ
い
て
言
え

ば
､
そ
れ
は
ひ
と
え
に
シ
ョ
ー
ペ
ソ
ハ
ウ
7
-
の
哲
学
を
そ
っ
-
-

そ
の
ま
ま
常
て
は
め
よ
う
と
し
た
た
め
に
生
じ
た
問
題
な
の
だ
が
､

第

一
に
､
生
の
苦
痛
と
解
脱

へ
の
道
を
措
寓
す
る
鮎
に

『紅
棲
夢
』

を
批
評
す
る
板
接
を
求
め
た
こ
と
､
第
二
に
､
生
の
欲
求
を
滅
却
し
､

解
脱

へ
の
道
を
追
求
す
る
過
程
に

『紅
楼
夢
』
の
主
題
を
見
出
そ
う

と
し
た
こ
と
が
畢
げ
ら
れ
る
｡

以
上
の
よ
う
な
葉
氏
の
見
解
は
､
た
ぶ
ん
問
題
な
-
認
め
ら
れ
る

だ
ろ
う
｡
だ
が
こ
の
よ
う
な
整
然
と
し
た
指
摘
は
､
｢紅
棲
夢
評
論
｣

が
提
出
し
た
理
論
鰻
系
の
敏
階
を
､
理
論
鰻
系
に
は
映
階
が
あ

っ
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
､
そ
れ
は
そ
れ
で
も

っ
と
も
か
も
知
れ
な
い
前

提
の
下
で
､
か
ろ
う
じ
て
有
数
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

先
駆
的
意
義
と
時
代
的
制
約
を
セ
ッ
ト
に
し
て
語
る
こ
と
は
､
あ
ら

ゆ
る
歴
史
に
充
満
し
て
い
る
｡

た
と
え
ば
'
貿
賛
玉
の
出
家
な
-

9

｢懸
崖
撒
毛
｣
な
-
を
､
『紅
棲
夢
』
が
受
け
た
時
代
的
制
約
､
つ
ま

-
そ
の
弱
鮎
だ
と
す
る
見
方
が
根
強
-
あ
る
｡
だ
が

｢制
約
｣
を
ふ

-
ほ
ど
く
も
の
は
何
だ
と
言
う
の
か
｡
誰
が
ど
の
よ
う
に
ふ
-
ほ
ど

い
た
と
言
う
の
か
｡
そ
の
よ
う
な
言
い
回
し
は
､
林
黛
玉
と
貸
費
玉

が
結
ば
れ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
-
-
と
い
う
素
朴
な
願
い
を
､
現
在

の
制
度
の
中
で
寛
現
さ
せ
た
い
と
夢
見
る
幼
稚
な
護
憩
に
対
し
て
､

も

っ
と
も
ら
し
い
鰻
裁
を
施
し
た
に
過
ぎ
な
い
｡
こ
う
し
た
無
反
省

な
進
歩
主
義
に
身
を
す
-
寄
せ
る
限
-
､
そ
の
理
論
的
映
隅
に
も
か

か
わ
ら
ず
､
王
国
経
が
見
事
に
掬
い
取

っ
た
貿
賓
玉
の
特
長

-
そ

れ
は
後
述
す
る
よ
-
に
王
閉
経
の
文
学
理
論
の
バ

ッ
ク
ポ

ー
ソ
を
な

す
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
の
だ
が
1

を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

だ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､

｢そ
の
解
脱

へ
の
道
は
､

自
分
の
力
で
求
め

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

な
く
て
は
い
け
な
い
｣
(傍
鮎
引
用
者
)
と
い
-
指
摘
で
あ
る
｡

解
脱
に
は
ま
た
二
種
巣
の
区
別
が
あ
る
O

一
つ
は
他
人
の
苦
痛

を
観
る
こ
と
に
基
づ
き
､

一
つ
は
自
己
の
苦
痛
を
感
じ
る
こ
と

に
基
づ
-
｡
だ
が
前
者
の
解
脱
は
た
だ
非
凡
な
人
に
の
み
可
能

で
あ
-
､
そ
の
立
涯
さ
は
後
者
に
百
倍
す
る
が
､
難
し
さ
も
ま

た
百
倍
す
る
｡
但
し
成
し
遂
げ
る
と
い
う
鮎
か
ら
見
れ
ば
､
両

者
は
同

一
で
あ
る
｡
通
常
の
人
の
場
合
､
そ
の
解
脱
は
苦
痛
の

閲
歴
に
よ
る
の
で
あ

っ
て
､
苦
痛
の
認
識
に
よ
る
の
で
は
な
い
｡
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た
だ
非
凡
な
人
の
み
'
非
凡
な
知
力

(認
識
能
力
)
に
よ
っ
て
宇

宙
や
人
間
の
生
の
本
質
を
洞
察
し
､
始
め
て
生
と
苦
痛
と
が
切

-
離
せ
な
い
こ
と
を
知
-
､
そ
の
た
め
に
そ
の
生
の
欲
求
を
断

っ
て
解
脱

へ
の
道
を
得
よ
う
と
つ
と
め
る
の
だ
｡
だ
が
解
脱
の

途
中
で
､
彼
の
生
の
欲
求
は
な
お
紹
え
ず
現
れ
て
抵
抗
し
､
種

々
の
幻
影
を
生
む
｡
い
わ
ゆ
る
悪
魔
と
は
､
こ
-
し
た
幻
影
が

人
間
化
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
に
通
常
の
解
脱

は
自
己
の
苦
痛
に
基
づ
い
て
お
-
､
彼
の
生
の
欲
求
は
､
満
足

を
得
な
い
た
め
に
い
よ
い
よ
烈
し
-
な
-
､
ま
た
い
よ
い
よ
烈

し
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
満
足
を
得
ら
れ
ず
､
こ
の

よ
う
に
循
環
し
た
あ
げ
-
､
失
望
の
境
地
に
陪
-
､
つ
い
に
宇

宙
や
人
間
の
生
の
異
相
を
悟

っ
て
'
に
わ
か
に
安
息
の
地
を
求

め
る
こ
と
に
な
る
｡
彼
は
そ
の
気
質
を

T
襲
し
て
苦
楽
の
圏
外

に
超
越
し
､
か
つ
て
執
着
し
た
も
の
す
べ
て
を

一
朝
に
し
て
捨

て
て
し
ま
う
｡
彼
は
生
を
塩
と
な
し
､
苦
痛
を
炭
と
な
し
て
､

そ
の
解
脱
の
鼎
を
鋳
造
す
る
｡
彼
は
生
の
欲
求
に
疲
れ
て
い
る

の
で
､
生
の
欲
求
は
も
は
や
再
び
現
れ
て
幻
影
を
生
じ
る
こ
と

が
で
き
な
い
｡
こ
れ
が
通
常
の
人
の
解
脱
の
状
態
で
あ
る
｡
前

躍
動
す
る
精
神

(井
波
)

者
の
解
脱
は
､
惜
春
や
紫
鵜
が
そ
の
例
で
あ
-
､
後
者
の
解
脱

は
､
賓
玉
が
そ
の
例
で
あ
る
｡
前
者
の
解
脱
は
超
自
然
的
で
あ

-
神
明
的
で
あ
る
｡
後
者
の
解
脱
は
自
然
的
で
あ
-
人
類
的
で

あ
る
｡
前
者
の
解
脱
は
宗
教
的
で
あ
-
､
後
者
は
聾
術
的
で
あ

る
｡
前
者
は
平
和
的
で
あ
-
'
後
者
は
悲
感
的
､
壮
美
的
､
ゆ

え
に
文
学
的
で
あ
-
詩
歌
的
で
あ
-
小
説
的
で
あ
る
｡
こ
れ
こ

そ

『紅
槙
夢
』
の
主
人
公
が
'
惜
春
や
紫
随
で
は
な
-
て
質
貿

鋼

玉
と
な
っ
た
理
由
な
の
だ
｡
(第
二
章

紅
槙
夢
の
精
神
)

王
国
経
が
質
草
玉
を
高
-
評
債
す
る
理
由
は
明
ら
か
だ
ろ
う
｡
あ

く
ま
で
自
分
の
力
で
-

そ
れ
ゆ
え
に
幾
度
も
挫
折
や
後
退
と
い
-

代
償
を
換
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
-

強
い
ら
れ
た
情
況
を
切
-

開
こ
う
と
す
る
､
き
わ
め
て
人
間
的
な
側
面
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
｡

｢
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
苦
痛
は
天
才
の
苦
痛
だ
が
'
寮
玉

の
苦
痛
は
寓
人
共
通
の
苦
痛
だ
｣
と
い
う
比
較
の
言
葉
に
も
､
後
者

に
封
す
る
地
績
き
の
共
感
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
漂

っ
て
い
る
｡

解
脱

へ
の
明
確
な
過
程
と
し
て
王
国
経
が
指
摘
す
る

『紅
槙
夢
』
第

九
十
八
回

(林
黛
玉
の
死
)
か
ら
最
終
第
百
二
十
回
ま
で
の
内
容
は
､

た
と
え
ば
､
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賓
玉
さ
ま
は
き
っ
と
お
坊
さ
ま
に
つ
い
て
い
ら
し
た
の
だ
わ
｡

前
に
あ
の
方
が
玉
を
持

っ
て
出
て
行
こ
う
と
な
き
っ
た
時
は
､

そ
れ
こ
そ
世
を
捨
て
よ
う
と
い
-
御
様
子
だ
っ
た
｡
私
に
取
-

す
が
ら
れ
て
も
､
い
つ
も
と
は
ま
る
で
違

っ
た
感
じ
で
､
私
の

こ
と
を
め
っ
た
や
た
ら
と
押
し
た
-
突
い
た
-
な
さ
っ
て
､
こ

れ
っ
ぽ
っ
ち
の
優
し
さ
も
無
か
っ
た
も
の
｡
そ
の
後
は
二
の
若

奥
様

(醇
賓
奴
)
に
封
し
て
も
い
っ
そ
う
厭
わ
し
さ
を
募
ら
せ
て

お
い
で
だ
っ
た
｡
ほ
か
の
姉
妹
の
方
々
の
前
で
も
､
優
し
さ
の

か
け
ら
す
ら
お
見
せ
に
な
ら
な
か
っ
た
｡
こ
れ
こ
そ
悟
-
を
開

-1ーヤ.nT

か
れ
た
御
様
子
じ
ゃ
な
い
の
｡
(第
百
二
十
回
)

と
い
う
襲
人
の
欺
き
を
重
-
受
け
取
れ
ば
'
貿
賓
玉
が
透
徹
し
た
冷

た
さ
を
も

っ
て
地
上
の
世
界
に
見
切
-
を
つ
け
る
経
緯
を
描
い
た
と

言
え
な
-
も
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､
そ
-
い
っ
た
描
寓
か
ら
蓮
に
解

脱

へ
の
行
程
を
主
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
ま

っ
た
-
不
可
能

で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
､
前
八
十
回
と
後
四
十
回
の
問
に
横

た
わ
る
大
き
な
断
絶
を
公
認
す
る
今
日
で
は
､
こ
の
道
構
成
は
受
け

入
れ
ら
れ
な
い
.

翼
賛
玉
は
､

｢家
眉
濁
物
｣
で
あ
る
か
ら
こ
そ
､

林
黛
玉
を
中
心
と
す
る
少
女
世
界
を
他
の
世
界
な
ど
寄
せ
つ
け
ぬ
紀

封
的
存
在
と
し
て
封
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
､
そ
し
て
(こ
の
鮎
が
後

四
十
回
で
は
展
開
不
足
な
の
だ
が
)
そ
の
世
界
が
歪
め
ら
れ
崩
れ
去

っ
て

昭

い
-
過
程
で
流
さ
れ
た
少
女
た
ち
の
涙
-

千
紅

一
笑

I

を
す
べ

て
受
け
止
め
な
が
ら
､
林
黛
玉
の
死
を
絶
頂
と
す
る
世
界
の
絡
-
に

立
ち
合

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
原
作
者
の
構
想
に
お
い
て
､
少
女
た

ち
が
自
分
に
と
っ
て
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
を
貿
賓
玉
自
身
が
徹

底
的
に
突
き
詰
め
る
こ
と
は
､
『紅
榎
夢
』
の
悲
劇
的
展
開
を
支
え

る
重
要
な
要
素
で
あ

っ
た
｡
王
国
経
の
議
論
は

『紅
槙
夢
』
の
主
題

こ
そ
見
誤

っ
た
も
の
の
､
こ
の
鮎
に
関
し
て
は
的
確
に
見
抜
い
て
い

る
o
関
係
の
線
鰻

=
世
界
を
と
ら
え
返
す
主
鮭
的
な
カ
ー

こ
の
有

無
は

『金
瓶
梅
』
と

『紅
楼
夢
』
の
決
定
的
な
相
違
鮎
で
あ
-
'
そ

の
意
味
で
王
国
経
は

『紅
模
夢
』
が
襲
し
た
信
既
を
き
ち
ん
と
解
読

し
た
こ
と
に
な
る
｡

さ
て
話
が
少
し
横
に
逸
れ
る
が
､
こ
こ
で
竹
内
好
氏
の
次
の
よ
う

な
指
摘
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡

｢摩
羅
詩
力
説
｣
は
､
第

1
に
､
個
の
意
識
の
確
立
の
鮎
で
､

第
二
に
､
蛮
術
を

｢無
用
の
用
｣
と
し
て
､
功
利
か
ら
切
-
離
し

て
､
人
間
の
本
性
に
根
ざ
し
た
止
み
が
た
い
欲
求
と
し
て
と
ら
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え
た
鮎
で
､
第
三
に
､
民
族
的
自
覚
に
つ
ら
ぬ
か
れ
､
そ
れ
を

原
理
化
し
て
い
る
鮎
で
､
中
国
の
美
学
史
上
劃
期
的
な
論
文
で

あ
る
｡
王
国
経
の
先
例
も
あ
る
が
､
王
国
維
は
ま
だ
第
三
の
特

色
の
鮎
で
鉄
け
る
も
の
が
あ
っ
た
｡
梁
啓
超
を
経
て
､
孫
文
の

革
命
運
動
に
か
か
わ
-
あ
う
こ
と
で
､
よ
う
や
-
中
国
に
近
代姻

化
の
原
タ
イ
プ
が
-
ま
れ
た
の
で
あ
る
｡
(歴
史
に
お
け
る
魯

迅
)

竹
内
氏
が
言
わ
れ
る
第
三
の
特
色

｢民
族
的
自
覚
｣
を
論
じ
る
こ

と
は
き
わ
め
て
難
し
い
｡
｢民
族
的
自
覚
｣
の
内
容
及
び
そ
の
有
無

を
判
断
す
る
基
準
が
悪
意
的
に
決
め
ら
れ
る
危
険
性
が
十
分
に
あ
-
､

そ
の
鮎
か
ら
す
れ
ば
､
先
の
二
つ
の
特
色
と
並
列
す
る
こ
と
自
腹
に

ま
ず
た
め
ら
い
を
感
じ
て
し
ま
う
｡
と
も
あ
れ
魯
迅
に
つ
い
て
言
え

ば
､
ス
ロ
ー
ガ
ン
言
語
と
化
し
た

｢民
族
｣
を
徹
底
的
に
否
定
し
､

そ
れ
を
唱
道
す
る
者
と
封
決
し
た
､
す
な
わ
ち

｢民
族
｣
と
い
う
言

葉
を
絶
え
ず
否
定
の
契
機
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
虞
の

｢民
族
的

自
覚
｣
を
形
成
し
ょ
う
と
し
た
｡
宴
に
壮
絶
で
あ
る
｡

一
方
､
魯
迅

と
比
較
し
た
時
'
王
国
経
の

｢民
族
的
自
覚
｣
は
明
ら
か
に
違

っ
た

形
で
現
れ
る
｡
彼
は

｢宇
宙
や
人
間
の
生
の
県
理
｣
の
普
遍
性
を
前

面
に
押
し
出
し
､
つ
ね
に
普
遍
的
な
も
の
に
目
を
向
け
､
或
い
は
そ

躍
動
す
る
精
神

(井
波
)

れ
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
民
族
的
襲
展
も
保
護
さ
れ
る
と
考
え
て

い
る
o
｢民
族
｣
の
内
寛
を
問
え
な
い
弱
き
-

王
国
経
に
対
し
て
誰

が
そ
の
指
摘
を
な
し
得
る
か
は
別
の
大
き
な
問
題
だ
が
-

が
あ
る

と
言
え
ば
あ
る
だ
ろ
う
｡
だ
が
中
国
に
お
け
る

｢精
神
界
の
戦
士
｣

を
求
め
た

｢摩
羅
詩
力
説
｣

の
段
階
で
は
､
｢民
族
｣

に
封
す
る
魯

迅
の
思
い
入
れ
が
王
閉
経
の
そ
れ
を
引
き
離
し
て
い
る
と
は
考
え
に

-
い
｡
た
と
え
ば
'
魯
迅
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

上
述
し
た
詩
人
た
ち
の
品
性
､
言
行
､
思
想
は
､
民
族
が
ち
が

い
､
環
境
が
ち
が
っ
た
た
め
に
､
種
々
様
々
の
姿
を
呈
し
て
い

る
と
は
い
え
､
貴
は

一
つ
の
系
統
に
統
括
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
､
い
ず
れ
も
剛
毅
不
屈
､
あ
-
ま
で
県
費
を
守
-
通

し
た
｡
大
衆
に
娠
び
て
奮
習
に
随
順
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な

か
っ
た
｡
雄
叫
び
を
畢
げ
て
､
そ
の
国
民
に
生
気
を
吹
き
こ
ん

で
起
ち
上
ら
せ
､
そ
の
国
威
を
世
界
に
輝
か
せ
た
｡
と
こ
ろ
で
､

中
国
に
は
､
彼
ら
と
比
肩
す
る
に
足
る
よ
う
な
詩
人
が
､
果
し

て

一
人
で
も
い
る
だ
ろ
-
か
｡
そ
も
そ
も
中
国
は
ア
ジ
ア
に
お

け
る
唯

一
の
文
明
先
進
国
と
し
て
､
四
隣
に
こ
れ
と
匹
敵
す
る

国
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
､
唯
我
猪
奇
の
路
を
歩
き
､
そ
の
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た
め
益
ミ

特
異
の
章
達
を
と
げ
た
の
で
あ
る
｡
今
日
で
は
､

凋
落
し
た
と
は
い
え
､
な
お
西
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
と
封
立
し
て
い
る

の
は
､
中
国
の
幸
福
で
あ
る
｡
し
か
し
､
も
し
も
古
来
､
鎖
国

政
策
を
と
ら
ず
､
世
界
の
大
勢
と
接
衝
を
保
ち
､
思
想
に
お
い

て
も
行
動
に
お
い
て
も
'
絶
え
ず
更
新
し
て
い
た
な
ら
ば
､
必

ず
や
今
日
､
高
-
世
界
に
聾
え
て
､
他
閥
に
対
し
て
ひ
け
目
を

感
ず
る
こ
と
な
-
､
栄
光
燦
然
と
輝
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
､

今
さ
ら
周
章
狼
狽
し
て
襲
草
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
は
､

推
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

JJl-ヽJ

(松
枝
茂
夫
等

)

こ
れ
に
封
し
て
'
先
に
紹
介
し
た

｢古
今
の
大
著
速
｣
の
重
税
､

｢西
洋
の
名
劇
｣
に
匹
敵
す
る
戯
曲
創
作

へ
の
意
欲

(自
序
二
)､
さ

ら
に
は
､
｢近
年
の
学
術
界
を
論
ず
｣
の
冒
頭
で
展
開
し
た
中
国
学

術
史
の
概
括
な
ど
を
並
べ
て
み
る
と
､

｢民
族
的
自
覚
｣

の
鮎
で
も

決
し
て
遜
色
が
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

も

っ
と

も
､

｢民
族
｣
と

い
-
言
葉
が
見
普
ら
な
い
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
-
-
0

外
界
の
勢
力
が
学
術
に
及
ぼ
す
影
響
は
'
ま
こ
と
に
大
き
い
｡

周
が
表
え
､
文
王
や
周
公
の
勢
力
が
瓦
解
す
る
や
､
国
民
の
智

力
は
内
に
成
熟
し
､
政
治
の
混
乱
は
外
に
演
大
し
､
上
は
統

T

さ
れ
た
制
度
が
無
-
､
下
は
社
合
の
要
求
に
迫
ら
れ
､
そ
こ
で

諸
子
九
流
は
各

そ々
の
学
説
を
創
始
し
､
道
徳
､
政
治
､
文
学

の
方
面
に
あ

っ
て

､燦
然
と
し
て
寓
丈
の
光
を
放

っ
た
｡
こ
れ

が
中
国
の
思
想
の
能
動
の
時
代
で
あ
る
｡
漠
に
入
る
と
､
天
下

は
太
平
で
､
武
帝
は
ま
た
孔
子
の
説
を
も
っ
て
統

一
を
は
か
っ

た
｡
ち
ょ
う
ど
秦
の
焚
書
に
遭

っ
た
ば
か
-
だ
っ
た
の
で
､
儒

家
は
た
だ
抱
残
守
敏
を
事
と
す
る
の
み
だ
し
､
諸
子
の
撃
を
お

さ
め
る
者
も
'
師
の
教
え
を
守
る
だ
け
で
'
鴻
剣
的
な
思
想
を

生
み
出
す
こ
と
も
な
-
､
こ
こ
に
学
界
は
や
や
停
滞
す
る
こ
と

と
な

っ
た
｡
併
教
が
東
に
俸
わ

っ
た
の
は
､
お
-
L
も
わ
が
国

の
思
想
が
精
彩
を
失

っ
て
い
た
時
期
だ
っ
た
の
で
'
常
時
学
問

を
す
る
人
は
儒
教
に
接
す
る
と
､
飢
え
た
者
が
食
べ
物
を
得
､

渇
い
た
者
が
飲
み
物
を
得
た
か
の
よ
う
に
こ
れ
に
と
び
つ
き
､

葱
嶺
の
道
に
は
長
柄
の
か
さ
を
さ
し
て
道
を
訪
う
者
が
鐘
を
接

し
､
南
北
の
都
に
は
経
論
を
翻
諾
す
る
者
が
雲
集
し
､
六
朝
よ

-
麿
に
至
る
ま
で
､
俳
陀
の
教
え
は
千
古
の
盛
を
極
め
た
｡
こ

れ
が
わ
が
国
の
思
想
の
受
動
の
時
代
で
あ
る
｡
だ
が
こ
の
時
期
､
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わ
が
国
固
有
の
思
想
と
イ
ン
ド
の
思
想
は
互
い
に
並
行
し
た
ま

ま
で
相
化
合
し
な
か
っ
た
｡
宋
儒
が
出
て
始
め
て
両
者
を
調
和

し
た
が
'
こ
れ
は
ま
た
受
動
の
時
代
か
ら
抜
け
出
し
て
や
や
能

動
の
性
質
を
帯
び
た
も
の
だ
と
言
え
よ
-
｡
宋
代
以
後
､
本
朝

に
至
る
ま
で
､
思
想
の
停
滞
ぶ
-
は
は
ぼ
漠
代
に
同
じ
で
あ

っ

た
が
､
今
日
ま
た
第
二
の
併
教
が
登
場
し
た
｡
西
洋
の
思
想
が

i25.
.n
r

そ
れ
だ

｡

王
国
経
の
考
え
方
は
､
い
わ
ゆ
る
単
純
な
外
部
注
入
論
で
は
な
い
O

主
鮭
的
な
力
が
無
け
れ
ば
'
｢能
動
｣
の
時
代
は
訪
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
｡
そ
し
て
文
学
批
評
に
お
け
る

｢能
動
｣
と
は
､
中
国
の
文
学

作
品
が
身
に
つ
け
た
美
に
関
す
る
思
考
様
式
や
表
現
形
式
を
普
遍
的

債
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
語
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
｡
た
と
え

的

ば
､

ユ
ー
モ
ア
(欧
穆

亜

)

と
い
う
概
念
や
､

｢詩
歌
と
は
人
間
の
生

を
描
寓
す
る
も
の
｣
と
い
う
シ
ラ
ー
の
定
義
を
援
用
し
っ
つ
も
､
基

本
的
に
は
中
国
古
代
の
北
方
と
南
方
の
封
照
的
思
想
に
議
論
の
根
操

を
求
め
る

｢屈
子
文
学
の
精
神
｣
に
も
､
次
の
指
摘
に
見
ら
れ
る
通

り
､
普
遍
的
な
も
の
を
志
向
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
の
で
あ
る
｡

事
貴
､
王
図
維
氏
も
'

『紅
楼
夢
評
論
』
に
お
い
て
既
に
'
牡

躍
動
す
る
精
神

(井
波
)

美
か
ら
宗
教
的
解
除

へ
の
展
開
を
試
み
て
い
る
が
､
更
に
例
え

ば
､

『屈
子
文
学
の
精
神
』
と
題
す
る
小
論
に
お
い
て
も
､
同

様
の
傾
向
を
責
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡
即
ち
､
彼
は
屈
原
の

文
学
を
許
し
て
､
南
方
人
の
豊
か
な
想
像
力
と
北
方
人
の
虞
撃

な
る
感
情
と
の
融
合
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
し
､

一
般
に

偉
大
な
る
文
学
は
想
像
力
の
み
に
よ
っ
て
は
成
立
せ
ず
､
常
に

そ
の
中
核
と
し
て
虞
肇
な
る
感
情
を
必
要
と
す
る
と
説
い
て
い

る
が
､
こ
こ
に
想
像
力
に
対
比
さ
れ
た
る
北
方
的
な
虞
撃
の
感

情
と
は
'
畢
竜
､
前
述
の
如
き
壮
美
の
感
情
と
の
深
い
内
面
的

な
つ
な
が
-
を
も
つ
超
感
性
的
な
る
も
の
へ
の
退
出
感
情
､
倫

理
的
宗
教
的
感
動
､
い
わ
ば
蛮
術
形
成
に
お
け
る
主
観
的
感
動

の
側
面
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

(田
仲

l
成

｢
王
国
推

㈹

に
お
け
る
近
代
的
蛮
術
思
想
に
つ
い
て
｣
)

王
国
経
が
言
う

｢県
勢
な
感
情
｣
と
は
､
封
象
を
内
在
化
し
よ
う

と
す
る
主
鮭
的
な
力
に
は
か
な
ら
な
い
｡

そ
れ
に
し
て
も
､

｢員
撃

な
感
情
｣
を
も

っ
て

｢天
下
寓
世
の
虞
理
｣
を
探
求
す
る
と
は
､
あ

ま
-
に
ス
ト
イ
ッ
ク
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
カ
ン
ト
哲
学
の
研
究
を
第

四
次
ま
で
敢
行
し
､
や
が
て

｢哲
学
に
疲
れ
た
｣
(自
序
二
)
と
漏
ら
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き
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
王
国
経
は
､
魯
迅
と
違
っ
た
意
味
で
'
こ
れ

ま
た
壮
絶
と
形
容
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
｡

第
三
章

四
次
に
わ
た
る
カ
ン
ト
哲
学
の
研
究
を
経
て
､
｢差
し
支
え
の
あ

る
箇
所
は
､
大
抵
そ
の
説
が
維
持
で
き
な
い
箇
所
だ
と
覚

っ
た
｣

(自
序
)
と
い
う
感
想
を
抱
い
た
王
国
経
は
､
西
洋
の
理
論
を
完
壁
な

鰹
系
と
み
な
し
て
個
々
の
作
品
の
中
に
持
ち
こ
む
手
法
に
限
界
を
感

じ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
た
め
､
個
々
の
作
品
の
す
ぐ
れ
た
描
寓
に

｢直
接
の
慰
籍
｣
(自
序
二
)
を
求
め
な
が
ら
､
そ
こ
に
文
学
が
も
つ

普
遍
的
債
値
を
確
認
す
る
と
い
う
､
こ
れ
ま
で
と
は
蓮
の
方
向
の
試

み
に
力
を
注
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
｡

｢全
膿
､

そ
し
て
部
分
｣
と
い
う

切
寛
で
は
あ
る
が
性
急
な
考
え
方
を
改
め
て
､

｢部
分
､

や
が
て
全

鮭
｣
と
い
う
堅
寛
な
考
え
方
に
切
-
換
え
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
も

ち
ろ
ん
､
｢虞
肇
な
感
情
｣
を
も
っ
て

｢天
下
寓
世
の
真
理
｣
を
探

求
す
る
と
い
-
基
本
的
態
度
は
ま
っ
た
-
襲

っ
て
お
ら
ず
､
ま
た
'

｢や
が
て
全
盟
｣
と
い
う
大
き
な
硯
鮎
を
支
え
る
要
素
と
し
て
､
西

洋
の
理
論
は
ひ
き
続
き
教
果
を
車
揮
し
た
o
こ
れ
に
加
え
て
､
作
品

の
具
鰹
的
批
評
を
行
え
ば
､
中
国
歴
代
の
文
学
批
評
の
成
果
を
取
-

入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
嘗
然
だ
し
､
さ
ら
に
王
閉
経
自
身

｢詞
の

成
功
｣
(自
序
二
)
を
自
負
し
て
い
る
こ
と
か
ら
'
自
分
の
創
作
鮭
漁

を

反
姦
し
な
が
ら
作
者
の
立
場
を
語
る
場
合
も
出
て
来
る
だ
ろ
う
.

こ
う
し
た
批
評
の
眼
の
多
様
化
の
中
で
､
王
国
経
は
中
国
文
学
を
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
た
の
だ
ろ
う
か
｡
｢人
間
詞
話
｣
及
び

｢文
学
小

言
｣
に
例
を
求
め
つ
つ
考
え
て
み
た
い
｡

従
来

｢人
間
詞
話
｣
と
言
え
ば
､
す
ぐ
に

｢意
境
｣
や

｢境
界
｣

と
い
っ
た
用
語
が
想
い
起
さ
れ
､
そ
れ
ら
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
は

こ
れ
ま
で
に
も
多
-
の
人
々
が
論
じ
て
き
た
｡
だ
が
こ
こ
で
は
､
｢虞

撃
な
感
情
｣
を
も
っ
て

｢天
下
寓
世
の
虞
理
｣
を
探
求
す
る
と
い
う

王
国
経
の
基
本
的
態
度
に
基
づ
き
'
ま
ず

｢県
｣
と
い
う
言
葉
に
目

を
向
け
た
い
と
思
う
｡

｢昔
は
侶
家
の
女
た
-
､
今
は
蕩
子
の
婿
と
為
る
｡
蕩
子
行
き

て
締
ら
ず
､
空
淋
猪
-
守
-
難
し
｡｣
｢何
ぞ
高
足
に
策
う
ち
､

先
ず
要
路
の
津
に
嬢
ら
ざ
る
｡
為
す
無
か
れ
貧
煩
を
久
し
う
し
､

堵
珂
し
て
長
-
苦
辛
す
る
を
o｣

こ
れ
ら
は
淫
都
の
甚
し
い
例

と
言
え
よ
う
｡
そ
れ
な
の
に
淫
詞
､
都
詞
と
み
な
さ
な
い
の
は
､
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そ
の
虞
を
も
っ
て
で
あ
る
〇
五
代
北
宋
の
大
詞
人
も
ま
た
同
じ

こ
と
だ
｡
淫
詞
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
､
讃
者
の
方
は
も

っ

ぱ
ら
胸
に
迫
る
感
動
を
覚
え
る
の
だ
O
都
詞
が
無
い
わ
け
で
は

な
い
が
､
も

っ
ぱ
ら
溢
れ
ん
ば
か
-
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
取

る
の
だ
｡
,g
詞
と
都
詞
の
病
は
'
淫
と
部
の
病
で
は
な
-
､
溝

.EiB｢J

詞
の
病
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
｡
(人
間
詞
話
六
二

)

こ
の
例
は
'
作
品
の
優
劣
を
決
定
す
る
最
も
重
要
な
基
準
が

｢虞

-
不
具

(溝
)｣
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
､
こ
れ
は
た

だ
ち
に

｢不
隔
1
隔
｣
と
い
う
区
別
に
結
び
つ
-
0

隔
と
不
隔
の
違
い
と
は
何
か
.
陶
淵
明
や
謝
蛋
運
の
詩
は
不
隔

だ
が
､
顔
延
年
の
場
合
は
や
や
隔
で
あ
る
｡
蘇
東
城
の
詩
は
不胸

隔
だ
が
､
黄
山
谷
の
場
合
は
や
や
隔
で
あ
る
｡
(人
間
詞
話
四
〇
)

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
差
違
が
生
じ
る
の
か
と
い
-
こ
と
に
つ
い
て
､

王
国
経
は
別
の
言
い
方
も
す
る
｡

屈
原
は
自
分
の
感
情
を
感
じ
､
自
分
の
言
葉
を
言

っ
た
人
間
で

あ
る
｡
宋
玉
と
景
差
は
屈
原
が
感
じ
た
も
の
を
感
じ
､
彼
が
言

っ
た
こ
と
を
言

っ
た
｡
だ
が
屈
原
の
境
遇
と
屈
原
の
人
格
を
直

接
目
に
し
て
い
た
の
で
､
彼
ら
の
言

っ
た
こ
と
も
ま
た
は
と
ん

躍
動
す
る
精
細

(井
波
)

ど
彼
ら
自
身
の
言
葉
を
言

っ
た
の
と
奨
-
は
無
か
っ
た
｡
貿
誼

や
劉
向
の
場
合
､
そ
の
境
遇
は
ほ
ぼ
屈
原
と
同
じ
だ
っ
た
が
､

才
能
の
知
で
劣

っ
て
い
た
.
王
政
師
以
下
と
も
な
れ
ば
'
単
に

そ
の
外
見
を
踏
襲
す
る
だ
け
で
､
そ
れ
を
生
か
す
虞
情
に
放
け

て
い
た
｡
こ
れ
こ
そ
後
人
が
も
は
や
楚
人
の
詞
を
作
ろ
う
と
し

鯛

な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
｡
(文
学
小
言
一〇
)

屈
原
の
後
､
文
学
の
面
で
秀
で
た
者
と
言
え
ば
､
陶
淵
明
が
群

を
抜
い
て
い
た
｡
葦
魔
物
や
柳
宗
元
を
陶
淵
明
と
比
較
す
る
の

は
､
あ
た
か
も
質
誼
や
劉
向
を
屈
原
と
比
較
す
る
よ
う
な
も
の

だ
ろ
-
か
｡
彼
ら
は
他
人
の
感
じ
た
も
の
を
感
じ
､
他
人
の
言

っ
た
こ
と
を
言

っ
た
に
過
ぎ
な
い
｡
李
白
や
杜
甫
に
及
ば
な
い

｣.し争

の
も
も

っ
と
も
で
あ
る
｡
(同
前
〓

)

宋
代
以
降
で
自
分
の
感
情
を
感
じ
､
自
分
の
言
葉
を
言
う
こ
と

が
で
き
た
人
物
は
､
蘇
東
城
た
だ

一
人
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
黄

山
谷
は
自
分
の
言
葉
を
言
う
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
て
も
､
自

分
の
感
情
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
言
え
な
い
｡
(同
前
一

物二
)

以
上
の
例
か
ら
､

｢
不
隔
-
隔
｣
の
区
別
が

｢虞
情
｣

の
有
無
を
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根
操
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
｡

ま
た
､

｢虞
情
｣
の
裏

付
け
を
放
き
､
外
形
だ
け
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
楚
辞
が
過
去

の
も
の
と
な

っ
た
と
い
う
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
､

一
つ
の
ジ
ャ

ン
ル
が
衰
退
し
て
い
-
背
景
に
は
､
表
現
し
よ
う
と
欲
す
る
感
情
と
､

そ
れ
を
言
語
化
す
る
形
式
と
の
問
に
亀
裂
が
生
じ
て
来
る
と
い
-
問

題
が
あ
る
｡

四
言
詩
が
行
き
づ
ま
る
と
楚
辞
が
現
れ
､
楚
辞
が
行
き
づ
ま
る

と
五
言
詩
が
現
れ
､
五
言
詩
が
行
き
づ
ま
る
と
七
言
詩
が
現
れ
'

古
詩
が
行
き
づ
ま
る
と
律
詩
絶
句
が
現
れ
､
律
詩
紹
句
が
行
き

づ
ま
る
と
詞
が
現
れ
た
.
思
う
に

1
つ
の
文
鮭
が
長
い
間
流
行

す
る
と
､
手
を
染
め
る
こ
と
も
多
-
な
-
､
自
然
と
決
ま
-
き

っ
た
パ
タ
ー
ン
に
尿
-
下
が

っ
て
し
ま
-
｡
非
凡
な
人
々
で
す

ら
そ
の
文
鰻
に
お
い
て
は
新
鮮
な
表
現
を
生
み
出
す
こ
と
が
難

し
く
な
る
た
め
'
そ
こ
で
手
を
引
い
て
他
の
文
鮭
を
作
-
､
そ

う
や
っ
て
自
ら
活
路
を
見
出
そ
う
と
す
る
｡

一
切
の
文
鰻
に
栄

枯
盛
表
が
附
い
て
ま
わ
る
の
は
､
す
べ
て
こ
の
た
め
で
あ
る
｡

だ
か
ら
､
文
学
に
お
い
て
後
の
も
の
は
前
の
も
の
に
及
ば
な
い

と
い
う
説
を
'
私
は
信
じ
る
気
に
な
れ
な
い
｡
た
だ
し

一
つ
の

文
鮭
に
限

っ
て
言
-
な
ら
ば
､
こ
の
説
は
も
と
よ
-
動
か
し
難

温

い
｡
(人
間
詞
話
五
四
)

詩
は
麿
中
葉
以
後
に
至
る
と
､
ほ
と
ん
ど
滑
答
品
と
化
し
て
し

ま
っ
た
｡
だ
か
ら
五
代
北
末
の
詩
に
は

(
一
二
の
大
家
を
例
外
と

し
て
)
見
る
べ
き
も
の
が
無
い
｡

そ
れ
に
ひ
き
か
え
､
詞
の
方

は
全
盛
時
代
を
迎
え
た
O
詩
詞
い
ず
れ
に
お
い
て
も
才
能
を
費

揮
し
た
欧
陽
永
叔
や
秦
少
藩
と
い
っ
た
人
で
も
､
詩
の
出
来
映

え
は
詞
の
そ
れ
に
遠
-
及
ば
な
い
｡
詩
に
表
現
し
た
も
の
が
､

詞
に
表
現
し
た
も
の
の
県
に
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
南
宋
以

後
に
至
っ
て
は
､
詞
も
ま
た
贈
答
品
と
化
し
'
同
じ
-
衰
え
を

見
せ
た
｡
(辛
稼
軒
の
み
例
外
)

こ
の
こ
と
か
ら
文
学
の
盛
衰
の

a

理
由
を
十
分
に
理
解
で
き
る
.
(文
学
小
言
1
三
)

ジ
ャ
ン
ル
の
興
香
に
も

｢員
-
不
具
｣
が
探
-
関
係
し
て
い
る
の

で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
､

｢真
率
な
感
情
｣
が
通
常
な
形
式
の
下
に
言

語
化
さ
れ
た
時
､
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
表
現
と
し
て
人
々
に
受
け
止

め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
｡

大
家
の
作
品
は
､
情
を
言
う
や
､
必
ず
人
の
心
肝
に
,,a
み
､
景

を
寓
す
や
､
必
ず
人
の
耳
目
を
鮪
-
.
言
葉
が
ロ
か
ら
顎
せ
ら
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れ
て
も
'
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
様
子
が
感
じ
ら
れ
な
い
｡
そ
の
見

る
所
が
虞
で
あ
-
､
知
る
所
が
深
い
か
ら
で
あ
る
｡
詩
詞
い
ず

れ
の
場
合
も
そ
う
だ
｡
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
古
今
の
作
者
を
判

別
す
れ
ば
､
大
き
-
誤
る
こ

と
は
な
い
だ
ろ

う
｡
(人
間
詞
話
五

%六
)

そ
し
て
表
現
の
レ
ベ
ル
が
右
の
よ
う
な
高
み
に
到
達
し
た
時
､

｢意
境
｣
が
有
る
と
さ
れ
る
｡
｢胸
中
の
ぽ
ん
や
-
し
て
つ
か
み
所
が

無
い
意
境
を
､
あ
る
瞬
間
に
わ
か
に
文
字
'
給
重
､
離
刻
と
し
て
表

現
す
る
｣
(哲
学
家
と
要
衝
家
の
天
職
を
論
ず
)
と
い
-
言
い
方
か
ら
考

え
る
と
､
｢

意
境
｣と
は
表

現
へ

の
衝
動
､

つ
ま
-
は

｢虞
撃
な
感

%

情
｣
と
み
な

し
て差し
支

えある
ま
い

｡
｢異
肇
な
感
情
｣

が
十
分

に
言
語
化
さ
れ
る
か
ど
う
か

､逆
に
言
え
ば
､
対
象
を
的
確
に
と
ら

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
言
語
が
自
ら
に
託
さ
れ
た

｢虞
撃
な
感
情
｣

を
十
分
に
生
か
し
切
れ
る
か
ど
う
か
-

｢意
境
｣
の
有
無
深
漢
は

こ
れ
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
原
理
的
に
言
え
ば
'
｢
言

情
｣
と

｢寓
景
｣
に
封
し
て
､
前
者
に
は

｢意
｣
が
､
後
者
に
は

｢境
｣
が
底
じ
る
の
だ
が
､
具
鮭
的
に
は
厳
密
に
区
分
す
る
こ
と
は

難
し
い
｡躍

動
す
る
精
耐

(井
波
)

文
学
の
事
で
､
内
に
自
分
を
表
現
す
る
に
足
-
､
外
に
人
を
感

動
さ
せ
る
に
足
る
も
の
は
､
意
と
境
の
両
者
に
は
か
な
ら
な
い
｡

最
高
は
意
と
境
が
津
然

一
腹
と
な
っ
た
場
合
で
あ
-
､
次
い
で

境
が
勝

っ
た
-
､
或
い
は
意
が
勝

っ
た
-
す
る
場
合
だ
｡
も
し

ど
ち
ら
か

1
万
を
敏
い
て
い
る
な
ら
､
文
学
を
語
る
資
格
は
無

い
O
そ
も
そ
も
文
学
に
意
童
が
有
る
の
は
､
よ
-
観
る
と
い
う

こ
と
に
よ
る
｡
親
我
に
出
る
も
の
は
､
意
が
境
よ
-
多
-
､
艶

物
に
出
る
も
の
は
､
境
が
意
よ
-
多
い
｡
だ
が
物
に
我
を
見
出

せ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
し
､
観
我
の
時
に
は
､
ま
た
自
ら

我

(な
る
物
)
が
存
在
し
て
い
る
｡
だ
か
ら
両
者
は
つ
ね
に
お
互

い
に
錯
綜
し
て
お
-
､
偏
重
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
､
偏
駿
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｡
文
学
の
工
不
工
も
ま
た
そ
の
意
境
の

帥
㈱

有
無
と
深
博
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
｡
(人
間
詞
乙
稿

序

)

こ
-
し
た

｢意
-
境
｣
の
封
鷹
関
係
は
､
認
識
主
鮭
が
対
象
に
反

鷹
す
る
も
の
と
し
て
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
か
､
そ
れ
と
も
そ
れ
が

封
象
の
内
部
に
溶
け
こ
ん
で
し
ま
う
か
と
い
う
鑑
賞
の
機
軸
と
し
て

作
用
す
る
か
ら
､
｢造
境
-
寓
境
｣
｢理
想
丁
寓
資
｣
｢有
我
-
無
我
｣

｢主
観
-
客
観
｣
｢宏
荘
-
優
美
｣
と
い
っ
た
他
の
封
鷹
関
係
を
も
贋
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第
四
十
二
筋

-
含
み
こ
む
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢意
-
境
｣
以
下
の
封
鷹
関
係
は
'

作
品
の
性
質
を
判
定
す
る
二
者
揮

一
的
な
基
準
で
は
な
-
､
あ
た
か

も
明
暗
や
剛
柔
の
よ
う
に
'
表
現
の
相
封
的
二
極
関
係
を
様
々
に
言

い
表
し
た
も
の
で
あ
る
｡
認
識
主
値
と
対
象
と
の
間
の
緊
張
関
係
を

絶
え
ず
南
極

(意
-
境
)
が
卒
む
こ
と
に
よ
っ
て
､
作
品
の
生
命
力

FL

(意
境
)
が
維
持
さ
れ
る
と
見
て
よ
い

｡

さ
ら
に
､

｢意
境
｣
に
似
た

｢境
界
｣
と
は
､
｢県
撃
な
感
情
｣
が
適
普
な
形
式
の
下
に
言
語
化
さ

れ
る
'
つ
ま
-

｢意
境
｣
を
有
す
る
言
語
表
現
を
可
能
に
す
る
封
象

--
場
に
は
か
な
ら
な
い
.

境
と
は
た
だ
景
物
を
言
う
ば
か
-
で
は
な
い
｡
喜
怒
哀
楽
も
ま

た
人
の
心
の
中
の
1
境
界
で
あ
る
.
だ
か
ら
虞
の
景
物
､
虞
の

感
情
を
表
現
し
得
る
も
の
は
､
境
界
が
有
る
と
言
い
､
そ
う
で

叫

な
け
れ
ば
境
界
が
無
い
と
言
-
｡
(人
間
詞
話
六

)

｢物
｣
で
あ
れ

｢我
｣
で
あ
れ
､
そ
の
よ
う
な
封
象
に
向
き
合
-

こ
と
に
よ
っ
て
､
す
ぐ
れ
た
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

詞
は
境
界
を
も
っ
て
最
上
と
す
る
｡
寛
界
が
有
れ
ば
自
ら
高
格

を
成
し
､
自
ら
名
句
が
有
る
｡
五
代
北
末
の
詞
が
他
の
追
随
を

.刀白ー

許
さ
な
い
理
由
は
こ
の
鮎
に
在
る
｡
(人
間
詞
話
一
)

ま
た
､

｢境
界
に
は
大
小
が
有
る
け
れ
ど
も
'

そ
れ
に
よ
っ
て
優

劣
を
つ
け
た
-
は
し
な
い
｣
(人
間
詞
話
八
)
と
い
う
指
摘
も
見
逃
し

て
は
な
る
ま
い
｡

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
､
楚
辞
に
し
て
も
詩
詞
に
し
て
も
､

文
学
が
成
立
す
る
根
底
に
は
必
ず

｢県
勢
な
感
情
｣
が
蔽

っ
て
い
る
｡

感
情
も
言
語
も
借
-
物
で
あ

っ
て
ほ
な
ら
な
い
し
'
見
せ
物
で
あ

っ

て
も
な
ら
な
い
｡
計
算
を
働
か
せ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
｡
王
国

経
が
李
燈
を
激
賞
す
る
の
も
､
李
魔
が

｢帝
事
｣
や

｢装
飾
｣
(人
間

詞
話
五
七
)
と
無
縁
で
あ
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
｡

詞
人
と
は
､
赤
子
の
心
を
失
わ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
探

官
の
中
に
生
れ
､
婦
人
の
手
に
育
て
ら
れ
た
こ
と
は
､
後
主
に

と
っ
て
君
主
と
し
て
は
短
所
と
な
っ
た
が
､
詞
人
と
し
て
は
長

田

所
と
な
っ
た
｡
(人
間
詞
話

一六
)

右
の
よ
う
な
と
ら
え
方
に
つ
い
て
､
村
上
暫
見
氏
は
､

こ
の

｢赤
子
之
心
｣
と
は

｢孟
子
｣
の
表
現
を
借
-
た
も
の
に

違
い
あ
る
ま
い
け
れ
ど
も
､
そ
の
原
義
に
か
か
わ
-
な
-
､
士

君
子
と
し
て
の
面
目
や
見
柴
な
ど
を
拙

っ
て
'
ひ
た
す
ら
に
感

情
の
赴
-
ま
ま
に
投
入
で
き
る
純
異
な
精
細
と
い
う
よ
う
に
解
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し
て
よ
い
と
思
う
｡
そ
し
て
王
国
経
が
い
う
よ
う
に
､
李
後
主

は
そ
の
鮎
に
お
い
て
古
今
の
詞
人
の
中
で
卓
紹
し
た
存
在
で
あ

S
っ
た

｡

と
速
べ
て
お
ら
れ
る
が
､
｢赤
子
の
心
｣
は
､
｢自
然
｣
と
い
う
概
念

の
き
わ
立
っ
た
表
現
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
た
と
え

ば
､
嗣
蘭
性
徳
に
つ
い
て
王
国
経
は
次
の
よ
う
に
評
債
し
て
い
る
｡

嗣
蘭
容
若
は
自
然
の
眼
を
も
っ
て
物
を
観
､
自
然
の
舌
を
も
っ

て
情
を
言
っ
た
｡
初
め
て
中
原
に
入
-
､
い
ま
だ
漢
人
の
風
気

に
染
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
､
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
虞
切
で
あ

-
得
た
の
だ
｡
北
宋
以
来
､
唯

一
の
存
在
で
あ
る
｡
(人
間
詞
話

朗
五

二
)

囲
朝
に
至
る
と
､
嗣
蘭
侍
衛
が
天
賦
の
才
能
を
も

っ
て
新
興
の

民
族
の
中
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
｡
彼
が
作
る
詞
は
､
あ
で
や
か

な
美
し
き
に
満
ち
あ
ふ
れ
､
な
み
は
ず
れ
て
深
い
意
境
を
獲
得

し
て
い
る
｡
百
代
の
後
に
ま
で
奮
い
立
つ
非
凡
な
人
物
だ
と
言

S

え
よ
う
｡
(人
間
詞
乙
稿
序

)

｢自
然
｣
と
い
-
概
念
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
､
｢宋
元
戯

曲
考
｣
に
お
い
て
で
あ
る
o
｢自
然
｣
が

｢見
切
｣
や

｢意
境
｣
と
密

躍
動
す
る
精
細

(井
波
)

接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
に
留
意
し
っ
つ
､
次
に
元
の
雑
劇
に
関
す
る

王
国
経
の
見
解
を
取
-
上
げ
て
み
た
い
.

第
四
章

最
終
的
に
は
'

｢
お
よ
そ

一
代
に
は

一
代
の
文
学
が
有
る
｡

楚
の

騒
､
藻
の
賦
､
六
代
の
餅
語
､
麿
の
詩
､
末
の
詞
､
元
の
曲
は
､
皆

い
わ
ゆ
る

1
代
の
文
学
に
し
て
､
後
世
よ
-
受
け
経
ぐ
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
｣
(宋
元
戯
曲
考
序
)
と
述
べ
た
王
国
経
だ
が
'

中
国
の
戯
曲
に
封
す
る
彼
の
評
債
は
最
初
か
ら
高
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
O
む
し
ろ
き
わ
め
て
低
か
っ
た
O
彼
は
断
固
た
る
調
子
で
次
の

よ
う
に
宣
告
す
る
｡

以
上
論
じ
た
こ
と
は
､
す
べ
て
拝
情
的
文
学
に
つ
い
て
言
っ
た

も
の
だ
｡
(離
駿
や
詞
詩
は
い
ず
れ
も
こ
れ
で
あ
る
)
叙
事
的
文
学

(叙
事
俸
'
史
詩
'
戯
曲
な
ど
を
言
い
'
散
文
を
言
う
の
で
は
な
い
)

に
至
っ
て
は
､
わ
が
国
は
な
お
幼
稚
な
時
代
に
在
る
｡
元
入
の

薙
劇
は
､
な
る
ほ
ど
文
辞
は
美
し
い
｡
だ
が
人
格
を
描
寓
す
る

こ
と
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
い
O
園
朝
の

『桃
花
扇
』
に
な
っ

て
､
や
っ
と
人
格
が
備
わ
っ
た
｡
だ
が
他
の
戯
曲
は
ま
っ
た
-
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落
第
だ
｡

要
す
る
に
､

や
や
系
統
を
有
す
る
詞
に
し
て
し
か
も

詞
の
性
質
を
失

っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
｡
東
方
に
あ

っ
て
停
銃

を
誇
る
文
学
の
園
で
あ
-
な
が
ら
､
最
高
の
文
学
に
お
い
て
は

西
欧
の
作
品
に
匹
敵
す
る
も
の
が

一
つ
も
無
い
.
こ
れ
は
後
世

餌

の
文
筆
家
の
責
任
で
あ
る
｡
(文
学
小
言
一
四

)

わ
が
中
国
の
文
学
で
最
も
振
わ
な
い
の
は
'
何
よ
-
も
戯
曲
で

あ
る
｡
今
日
ま
で
俸
わ
る
元
の
難
劇
や
明
の
俸
奇
は
､
な
お
百

を
も

っ
て
教
え
る
｡
そ
の
中
の
文
辞
に
は
住
い
も
の
が
あ
る
け

れ
ど
､
理
想
や
構
成
の
面
で
は
､
い
た

っ
て
幼
稚
､
い
た

っ
て

拙
劣
と
ま
で
は
言
う
ま
い
と
思

っ
て
も
､
そ
-
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
ほ
ど
だ
｡
園
朝
の
作
者
は
少
し
ば
か
-
進
歩
し
た
も
の
の
､

こ
れ
を
西
洋
の
名
劇
と
比
べ
た
な
ら
､
そ
の
格
差
は
な
お
普
通

的

の
尺
度
で
は
律
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
(自
序

二

)

シ
ョ
ー
ペ
ソ
ハ
ゥ
ア
I
は
､

｢拝
情
詩
は
少
年
の
作

で
あ
る
｡

叙
事
詩
と
戯
曲
は
壮
年
の
作
で
あ
る
｡｣

と
言

っ
た
｡

私
が
思

う
に
'
拝
情
詩
は
国
民
が
幼
稚
な
時
代
の
作
で
あ
-
､
叙
事
詩

は
国
民
が
若

々
し
-
て
元
気
な
時
代
の
作
で
あ
る
｡
だ
か
ら
戯

曲
の
場
合
､
昔
は
今
に
及
ば
な
い
｡
(元
曲
に
は
ま
こ
と
に
天
範
の

作
が
多
い
｡
だ
が
そ
の
思
想
の
胆
劣
さ
'
布
置
の
粗
難
さ
と
き
た
ら
'

千
篇

一
律
で
噴
飯
物
だ
｡
本
朝
の
『桃
花
房
』
や

『
長
生
殿
』
と
い
っ

た
諸
俸
奇
に
な
っ
て
進
歩
が
見
ら
れ
た
｡)

詞
の
場
合
だ
と
､
今
は

昔
に
及
ば
な
い
｡
多
分

1
万
は
布
局
を
主
と
し
､
他
方
は
感
興

の
盛
-
上
が
-
を
経
て
成
-
立
つ
か
ら
だ
ろ
う
｡
(人
間
詞
話
拾

.a

退
三
､
人
間
詞
話
新
注
二
八

)

中
国
の
戯
曲
に
封
す
る
王
園
経
の
手
厳
し
い
批
判
は
､
言
う
ま
で

も
な
-
シ
ョ
ー
ペ
ソ
ハ
ウ
ア
-
の
戯
曲
観
に
基
づ
い
て
い
る
｡

戯
曲
は
'
詩

P
o
e
Sie
の
な
か
で
も

っ
と
も
客
観
的
な
ジ
ャ
ン

ル
で
あ
-
､
い
-
つ
か
の
複
数
の
見
地
か
ら
眺
め
ら
れ
て
完
壁

を
き
わ
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
､
も

っ
と
も
困

S

難
な
ジ
ャ
ン
ル
で
も
あ

る
｡

歌
謡
よ
-
も
客
観
的
な
詩
の
種
歎
､
小
説
､
叙
事
詩
､
戯
曲
に

お
い
て
､
人
類
の
イ
デ
ア
を
明
白
に
表
面
化
す
る
と
い
-
目
的

を
達
成
す
る
に
は
､
と
-
わ
け
二
つ
の
方
法
が
あ
る
｡
重
要
な

性
格
的
人
物
を
正
し
-
ま
た
深
-
立
ち
入

っ
て
描
き
出
す
こ
と

と
､
こ
れ
ら
性
格
的
な
人
物
が
展
開
し
や
す
い
き
わ
立

っ
た
状

㈹

況
を
考
え
出
す
こ
と
と
､
こ
の
二
つ
で
あ
る

｡
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シ

ョ
ー
ペ

ソ

ハ
ウ
ア
-
の
こ
う
し
た
主
張
が
先
に
引
い
た
王
国
経

の
論
断
に
大
き
な
影
馨
を
輿
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

｢全
鰻
､
そ
し
て
部
分
｣
と
い
う
考
え
方
に
貫
か
れ
て
い
る
と
言
え

よ
う
｡

T
方
､
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
､
｢人
間
詞
話
｣
や

｢文

学
小
言
｣
に
は
､
詞
話
や
小
言
と
い
う
名
が
示
す
通
-
､
違
っ
た
角

度
か
ら
の
見
解
が
ち
-
ば
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
'
全
鮭
と
し
て

は

｢部
分
､
や
が
て
全
鮭
｣
と
い
う
考
え
方
に
傾
い
て
い
る
｡
特
に

制
稿
や
附
錬
､
拾
遺
を
除
い
た

｢人
間
詞
話
｣
の
本
編
(｢図
枠
学
報
｣
､U-牲

に
掲
載
さ
れ
た
王
国
維
手
定
の
六
十
四
則
)
で
は
そ
の
傾
向
が
著
し
い
.

と
す
れ
ば
､
｢人
間
詞
話
｣
や

｢文
学
小
言
｣
を
経
て
成
立
し
た

｢宋

元
戯
曲
考
｣
は
､
初
期
の
徹
底
し
た
批
判
的
見
解
と
は

一
線
を
劃
す

著
作
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
事
宴
'
｢曲
線
｣
か
ら

｢古
劇
脚
色
考
｣

に
至
る
ま
で
の
周
到
な
準
備
と
､
そ
れ
に
基
づ
い
た
戯
曲
史
の
全
面

的
な
考
察
は
､
王
国
経
が

｢や
が
て
全
鰹
｣
に
繋
が
る

｢部
分
｣
を

詳
細
に
検
討
し
､
少
な
-
と
も
中
国
文
学
と
い
う
小
さ
な

｢全
鰹
｣

の
中
で
戯
曲
の
債
値
を
稀
揚
し
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
｡
し
た
が

っ
て
､
た
と
え
ば
､

中
国
古
代
戯
曲
史
に
封
す
る
研
究
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
､
元

躍
動
す
る
精
神

(井
波
)

の
薙
劇
に
封
す
る
王
国
経
の
見
方
は
大
き
な
賛
展
と
襲
化
を
途

げ
た
｡
す
ぐ
後
の
戯
曲
研
究
の
尊
者
の
中
で
'
彼
は
元
曲
に
封

し
て
高
い
評
債
を
輿
え
た
｡
(謄
威
恵

『
人
間
詞
話
新
注
』
第
二
十

細

入
則
の
注
)

と
い
っ
た
と
ら
え
方
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
こ
う

し
た
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
､
手
放
し
に
過
ぎ
る
と
し
て
次
の
よ
う

な
反
論
も
あ
る
｡

王
国
経
の

｢す
ぐ
後
の
｣
見
方
に
は
'
べ
つ
に

｢大
き
な
章
展

と
襲
化
｣
な
ど
無
い
｡

｢宋
元
戯
曲
考
｣
の
中
で
'

王
園
経
は

た
し
か
に

｢元
曲
に
対
し
て
高
い
許
債
を
輿
え
た
｣
が
､
普
該

の
そ
の
一
章
は

｢元
劇
の
文
章
｣
と
言

っ
て
､
こ
の
よ
-
な
高

い
評
債
は
文
章
に
限
ら
れ
て
い
る
し
､
該
章
末
尾
で
は
ま
た
特

に

｢元
劇
は
文
章
の
上
か
ら
言
え
ば
､
優
に

1
代
の
文
学
た
る

に
ふ
さ
わ
し
い
｣
と
説
明
し
て
い
る
の
だ
か
ら
､
王
国
経
は
文

章
と
し
て
の
元
曲
と
叙
事
文
撃
と
し
て
の
元
劇
を
は
っ
き
-
分

け
て
い
る
の
で
あ
る
.
元
劇
を
叙
事
文
撃
と
す
る
時
､
王
国
経

は
､
｢関
目
の
拙
劣
は
問
わ
ず
､
思
想
の
卑
胆
は
憤
ら
ず
､
人

物
の
矛
盾
は
顧
み
な
か
っ
た
｣
と
言
っ
て
､
そ
れ
ほ
ど
高
-
持
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ち
上
げ
て
は
い
な
い
｡

｢意
境
論
｣
形
成
以
後
､

王
氏
は
元
曲

の

｢自
然
｣
や

｢意
境
が
有
る
｣
こ
と
に
つ
い
て
高
-
推
賞
し

て
い
る
か
ら
'

こ
れ
は
変
化
の

一
つ
と
言
え
る
が
､

｢元
曲
に

は
ま
こ
と
に
天
額
の
作
が
多
い
｣
や
､
｢な
る
ほ
ど
文
辞
は
美
し

い
｣
も
ま
た
従
来
か
ら
の
観
鮎
な
の
だ
｡
『賓
蛾
菟
』
と

『
超
氏

孤
兄
』
は

｢
世
界
の
大
悲
劇
と
並
べ
て
も
遜
色
が
な
い
｣
と
認

め
た
こ
と
は
､

｢
西
欧
の
作
品
に
匹
敵
す
る
も
の
は

一
つ
も
無

い
｣
と
い
う
言
い
方
に
比
べ
れ
ば

一
大
襲
化
だ
が
､
畢
克
二
つ

の
戯
劇
に
限
ら
れ
て
お
-
､
元
劇
全
鮭
に
つ
い
て
は
た
だ

｢
そ

の
中
に
悲
劇
が
有
る
｣
こ
と
を
肯
定
し
た
だ
け
だ
か
ら
､
中
国

の
戯
劇
の
普
遍
的
､
終
値
的
水
準
に
封
す
る
評
債
に
は
ぺ
つ
に

根
本
的
襲
化
は
無
い
｡

(陸
障

｢
王
国
経
の
戯
劇
文
学
批
評
と
戯
劇

場
史
論
｣)

だ
が
こ
こ
で
言
わ
れ
る

｢普
遍
的
､
絶
鮭
的
｣
と
は
何
を
指
す
の

だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
す
ん
な
-
と
シ
ョ
ー
ペ
ソ
ハ
ウ
7
-
の
戯
曲
観

に
差
し
戻
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
｡
王
国
経
は
元
の
丑
劇
の
形
成
過

程
を
臭
腺
的
な
歴
史
と
し
て
提
示
し
､
古
代
の
祭
組
に
淵
源
を
も
っ

こ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
時
代
の
流
れ
が
文
学
の
頂
鮎
に
押
し
上
げ
て
い
-

必
然
性
に
迫

っ
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
れ
に
よ

っ
て
､
｢虞
肇
な
感
情
｣

が
十
分
に
言
語
化
さ
れ
る
形
式
と
し
て
の

｢元
劇
の
文
章
｣
を
確
認

し
た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
､

｢意
境
が
有
る
｣
と

｢
な
る
ほ
ど
文

辞
は
美
し
い
｣
と
を
簡
単
に
同
列
に
扱
う
よ
う
な
態
度
は
'
ど
う
見

て
も
乱
暴
に
過
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

｢理
想
及
び

構
成
｣

軸

に
関
す
る
考
察
は
､

全
面
的
な
否
定
を
修
正
し

っ
つ
も
､
｢
や
が
て

全
鰻
｣
の
段
階
で
再
び
取
-
上
げ
る
べ
き
課
題
'
つ
ま
-
単
純
な
比

較
判
定
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
-

｢宋
元
赦

..･2
､
.
.
-
ll
.r
I
.J

I

曲
考
｣
の
執
筆
意
圏
や
成
立
過
程
を
考
え
る
な
ら
ば
､
こ
の
憤
重
な

卯

態
度
は
む
し
ろ
営
然
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
｡

｣

さ
て
､

｢
元
劇
の
文
章
｣
に
封
す
る
王
国
経
の
評
債
は
､

次

の
二

鮎
､
す
な
わ
ち

｢自
然
｣
と

｢意
境
｣
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
｡

元
曲
の
佳
い
虚
は
ど
こ
に
在
る
の
か
｡

二
言
で
言
え
ば
､
自
然

で
あ
る
｡
古
今
の
大
文
学
は
､
ど
れ
も
自
然
と
い
う
鮎
で
す
ぐ

れ
て
い
る
の
だ
が
､
元
曲
は
ど
著
し
い
も
の
は
な
い
｡
思
う
に

元
劇
の
作
者
は
､
お
し
な
べ
て
地
位
や
学
問
が
無
か
っ
た
し
､

劇
を
作

っ
て
も
､
こ
れ
を
名
山
に
蔵
す
と
か
､
し
か
る
べ
き
人

に
俸
え
る
と
か
い
っ
た
気
持
ち
を
も
た
な
か
っ
た
｡
彼
ら
は
感



興
の
赴
-
ま
ま
に
制
作
し
て
'
自
ら
娯
し
み
人
を
娯
し
ま
せ
た

の
で
あ
る
｡
関
目
の
拙
劣
は
問
わ
ず
､
思
想
の
卑
随
は
慣
ら
ず
､

人
物
の
矛
盾
は
顧
み
な
か
っ
た
｡
彼
ら
は
た
だ
そ
の
胸
中
の
感

想
と
時
代
の
情
状
と
を
革
寓
し
た
の
だ
が
､
虞
撃
の
理
と
秀
傑

の
気
が
､
時
と
し
て
そ
の
間
に
流
露
し
た
｡
だ
か
ら
元
曲
は
中

国
で
最
も
自
然
な
文
学
だ
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
｡
そ
の
文

辞
の
自
然
の
ご
と
き
は
､
ま
た
そ
の
必
然
の
結
果
で
あ

っ
て
､

㈹

副
次
的
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の

だ

｡

だ
が
元
劇
の
最
も
住
い
虞
は
､
そ
の
思
想
や
構
成
に
在
る
の
で

は
な
-
､
そ
の
文
章
に
在
る
｡
そ
の
文
章
の
妙
も
､
ま
た

二
言

で
言
え
ば
､
意
境
が
有
る
と
い
う
こ
と
だ
｡
何
を
も

っ
て
意
境

が
有
る
と
言
う
の
か
.
情
を
寓
し
て
は
人
の
心
肝
に
,,a
み
､
景

を
寓
し
て
は
人
の
耳
目
に
在
-
､
事
を
述
べ
て
は
そ
の
ロ
か
ら

出
た
か
の
よ
う
､
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
い
に
し
え
の
詩

詞
の
佳
作
も
､
す
べ
て
そ
う
で
あ

っ
た
｡
元
曲
も
ま
た
同
様
で

あ
る
｡
明
以
後
､
そ
の
思
想
や
構
成
の
面
で
､
た
と
え
前
人
に

勝
る
も
の
が
現
れ
た
と
し
て
も
､
意
境
だ
け
は
元
入
の
猪
檀
場

■1什肌Ⅵ世

な
の
だ
｡

躍
動
す
る
精
神

(井
波
)

後
の
例
は
'
｢人
間
詞
話
｣
第
五
十
六
別
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ

-
､
｢元
劇
の
文
章
｣
が

｢
一
代
の
文
学
｣
を
代
表
す
る
に
ふ
さ
わ

し
い
理
由
を
端
的
に
説
明
し
て
い
る
｡

一
方
､
前
の
例
に
見
ら
れ
る

｢自
然
｣
に
つ
い
て
は
､
｢自
然
-
人
工
｣
と
い
う
封
比
も
あ
わ
せ
て

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
｡

湯
氏
の
才
恩
は
､
ま
こ
と
に
一
時
の
俊
英
で
あ
る
｡
だ
が
元
入

と
比
較
す
れ
ば
'
人
工
と
自
然
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

細

(宋
元
戯
曲
考

･
飴
論
)

そ
の
中
の
文
詞
も
､
ま
た
康
封
山
と
徐
文
長
の
み
が
な
お
請
す

る
に
た
え
る
も
の
の
､
元
入
と
比
較
す
れ
ば
､
す
で
に
自
然
と

19.牲

人
工
の
違
い
が
有
る
｡
(庚
辛
之
問
責
書
記
･
盛
明
雄
劇
初
集
)

ま
ず
先
に
引
い
た
陸
氏
の
論
文
で
'
｢関
目
｣
以
下
の
表
現
に
王

国
経
の
消
極
的
気
分
を
謹
み
取
ろ
う
と
し
た
鮎
だ
が
､
こ
れ
は
お
そ

ら
-
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
｡
関
目
､
思
想
'
人
物
と
い
っ
た
作
品
構

成
上
の
ハ
ー
ド
ル
を
､
あ
ろ
う
こ
と
か
ま
と
も
に
飛
び
越
え
よ
う
と

せ
ず
､
し
か
し
､
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の

｢虞
肇
の
理
｣
と

｢秀
傑

の
束
｣
を
鮮
や
か
に
言
語
化
し
て
し
ま
っ
た
作
者
た
ち
に
目
を
見
張

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢そ
の
文
辞
の
自
然
の
ご
と
き
は
､

ま
た
そ
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の
必
然
の
結
果
で
あ
っ
て
､

副
次
的
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
だ
｣
と

い
う
最
後
の
1
文
は
､

｢な
る
ほ
ど
文
辞
は
美
し
い
｣
と
い
っ
た
通

-

1
遍
の
扱
い
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
ぞ
-

王
園
経
の
そ
ん
な
驚
き

を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
-
か
｡

王
国
経
が
元
の
薙
劇
の
佳
虞
を

｢自
然
｣
と
い
う
言
葉
で
定
義
づ

け
た
第

1
の
理
由
は
､
作
者
た
ち
が
文
学
を
手
段
と
し
て
扱
わ
な
か

っ
た
､
す
な
わ
ち
創
作
活
動
を

｢利
緑
の
途
｣
(文
学
小
言
一
)
と
み

な
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
｡
見
せ
物
に
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
彼
ら
の
表
現

へ
の
衝
動
が
彼
ら
自
身
の
言
葉
と
結
び
つ
い

た
鮎
も
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
｡

こ
れ
に
よ

っ
て
見
れ
ば
､
元
劇
は
寛
に
新
し
い
文
腹
の
中
で
新

し
い
言
語
を
自
由
に
使
用
し
た
の
で
あ
-
､
わ
が
国
の
文
学
に

あ

っ
て
は
､
楚
軒
､
内
典
に
綬
い
て
三
番
目
と
い
う
こ
と
に
な

る
｡
だ
が
そ
の
源
は
遠
-
宋
金
二
代
に
在
-
､
元
に
至
っ
て
大

成
し
た
に
過
ぎ
な
い
｡
そ
の
寓
景
､
行
情
､
逸
事
の
美
は
､
こ

れ
に
負
う
所
が
寛

に
多
い
の
で
あ
る
｡
(宋
元
戯
曲
考
･
元
劇
の

B

文

章

)

す
な
わ
ち
文
髄
も
言
語
も
借
-
物
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

王
図
経
が
様
々
な
言
葉
を
使

っ
て
分
析
解
明
し
よ
う
と
し
た
文
学

の
本
質
は
､

｢自
然
｣
の
中
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
､

こ
こ
に

一
つ
の
締
結
を
得
た
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
だ
が
､
こ
の

1
見
積
や
か
な
言
葉
に
秘
め
ら
れ
た
文
学
に
封
す
る
彼
の
思
い
に
は
､

あ
る
確
信
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
｡
自
分
の
感
情
を
自
分
の
言
葉
で
語

る
-

そ
う
し
た
確
信
で
あ
-
､
も
ち
ろ
ん
文
学
の
普
遍
的
債
値
も

こ
こ
に
宿
る
｡
い
か
に
も
簡
単
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
'
自

分
の
感
情
や
自
分
の
言
葉
を
つ
か
ま
え
る
の
は
資
際
に
は
き
わ
め
て

難
し
い
｡
多
-
の
作
者
や
作
品
に
封
す
る
王
国
経
の
批
判
は
､
こ
の

問
題
を
め
ぐ

っ
て
展
開
さ
れ
た
と
言

っ
て
も
差
し
支
え
な
い
｡
時
代

情
況
に
支
配
さ
れ
､
そ
れ
ゆ
え
に
特
定
の
様
式
を
強
制
す
る
感
覚
や

言
語
を
拒
絶
す
る
こ
と
-

王
国
経
の
認
識
は
あ
-
ま
で
厳
し
い
｡

た
だ
し
か
し
､
時
代
情
況
と
の
精
神
的
対
決
を
経
て
普
遍
的
な
も
の

を
つ
か
み
取
る
と
い
う
最
高
の
目
標
は
､
も
は
や
理
論
的
に

一
気
に

大
所
高
所

へ
昇
-
つ
め
る
こ
と
で
は
な
-
､
む
し
ろ
日
常
的
な
営
み

の
中
に
湧
き
起
る

｢虞
撃
な
感
情
｣
を
そ
の
都
度
言
語
化
す
る
試
み

を
積
み
重
ね
､
文
学
の
本
質
に
迫
る
可
能
性
を
絶
え
ず
開
い
て
お
-

こ
と
に
､
達
成

へ
の
希
望
を
見
出
す
の
で
あ
る
｡
厳
し
さ
と
と
も
に
､
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こ
の
飴
裕
を
失

っ
て
は
な
ら
な
い
｡
王
国
経
は
言
う
｡

古
今
の
大
事
業
､
大
学
間
を
伊
す
者
は
､
必
ず
三
種
の
境
界
を

経
過
す
る
｡
｢昨
夜
西
風
碧
樹
凋
む
｡

猪
-
高
槙
に
上
-
､

望

み
壷
す
天
涯
の
路
｡｣
こ
れ
が
第

一
の
境
界
で
あ
る
｡
｢衣
帯
漸

あ
た
い

-
寛
き
も
路
に
悔

い
ず
､
伊
の
馬
な
ら
ば
人
惟
惇
す
る
に

滑

得

す
｡｣
こ
れ
が
第
二
の
競
界
で
あ
る
｡
｢
衆
裏

地
を
尋
ぬ
る
こ

と
千
百
度
､
頭
を
回
ら
し
て
素
見
す
れ
ば
､
部
の
人
は
正
に
在

-
､

燈火
聞
刑
た

る
虞
.｣

こ
れ
が
第
三
の
童
界
で
あ
る
O

剛

(人
間
詞話
二
六

)

こ
の
比
職
は
､
文
学
研
究
に
お
け
る
王
国
維
自
身
の
軌
跡
を
も
象

徴
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

注

3
原
題
は

｢
論
哲
学
家
及
美
術
家
之
天
職
｣
で
あ
る
｡

囲
天
下
有
最
神
聖
最
尊
貴
､
而
無
輿
於
常
世
之
用
者
｡
哲
学
輿
美
術
是

己
｡
天
下
之
人
蓋
然
謂
之
日
無
用
'
無
損
干
哲
学
美
術
之
債
値
也
｡
至

為
此
学
者
自
志
其
神
聖
之
位
置
'
而
求
以
合
音
世
之
用
､
於
是
二
者
之

債
値
失
｡
夫
哲
学
輿
美
術
之
所
志
老
'
虞
理
也
｡
虞
理
者
'
天
下
寓
世

之
虞
理
'
而
非

1
時
之
虞
理
也
o
其
有
季
明
此
県
理
(哲
学
家
)
'
或
以

記
競
表
之

(美
術
)
者
'
天
下
寓
世
之
功
績
'
而
非

1
時
之
功
績
也
o

躍
動
す
る
精
神

(井
波
)

唯
其
馬
天
下
寓
世
之
虞
理
､
故
不
能
轟
興

l
時

1
園
之
利
益
合
､
且
有

時
不
能
相
客
.
此
郎
其
神
聖
之
所
存
也
0

回
且
非
常
之
説
'
寒
民
之
所
催
､
難
知
之
道
'
下
士
之
所
笑
o
此
蘇
格

泣
底
之
所
以
仰
薬
'
婆
魯
諾
之
所
以
焚
身
へ
斯
枝
諸
君
之
所
以
破
門
'

汗
徳
之
所
以
解
職
也
｡

回
生
百
政
治
家
'
不
如
生

l
大
文
筆
家
o
何
則
政
治
家
輿
国
民
以
物
質

上
之
利
益
'
而
文
筆
家
輿
以
精
神
上
之
利
益
｡
夫
精
神
之
於
物
質
'
二

者
執
重
｡
且
物
質
上
之
利
益
'
一
時
的
也
へ
精
神
上
之
利
益
'
永
久
的

也
o
前
人
政
治
上
所
経
麿
者
'
後
人
得

1
旦
而
壊
之
｡
至
古
今
之
大
著

逓
'
萄
其
著
述

1
日
存
'
則
其
通
津
且
及
於
千
百
世
而
未
沫
o
故
希
勝

之
有
都
議
爾
也
'
意
大
利
之
有
唐
旦
也
'
英
吉
利
之
有
狭
斯
重
商
也
'

徳
意
志
之
有
格
代
也
｡
皆
其
図
人
人
之
所
戸
而
疏
之
'
敢
而
頑
之
.
而

政
治
家
無
輿
蔦
O
何
則
彼
等
誠
輿
国
民
以
精
神
上
之
慰
籍
'
両
国
民
之

所
侍
以
馬
生
命
者
｡
若
政
治
家
之
通
津
'
決
不
能
如
此
虞
且
達
也
｡

何

今
之
混
混
然
輸
入
於
我
中
図
着
'
非
泰
西
物
質
的
文
明
乎
O
政
治
家

輿
教
育
家
族
然
自
知
其
不
彼
若
'
毅
然
法
之
｡
法
之
誠
是
也
｡
然
回
顧

我
国
民
之
精
神
界
則
葵
若
O
試
問
我
国
之
大
文
学
家
有
足
以
代
表
全
国

民
之
精
神
'
如
希
勝
之
都
議
爾
'
英
之
狭
斯
杢
爾
､
徳
之
格
代
者
乎
｡

吾
人
所
不
能
答
也
O
其
所
以
不
能
答
者
'
殆
無
其
人
称
'
抑
有
之
而
吾

人
不
能
畢
其
人
以
貴
之
欺
O
二
者
必
居

l
蔦
.
由
前
之
説
'
則
我
国
之

文
学
不
如
泰
西
｡
由
後
之
説
'
則
我
園
之
重
文
畢
不
如
泰
西
｡
前
説
我

所
不
知
.
至
後
説
'
別
事
貴
校
然
無
可
諒
也
｡

拘

然
由
上
文
之
課
'
而
逐
疑
思
想
上
之
事
'
中
国
自
中
国
'
西
洋
自
西
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洋
者
'
此
又
不
然
｡
何
則
知
力
人
人
之
所
同
者
'
宇
宙
人
生
之
問
題
人

人
之
所
不
得
解
也
｡
其
有
能
解
樺
此
間
題
之

1
部
分
者
'
無
論
其
出
於

本
国
或
出
干
外
囲
'
其
償
我
知
識
上
之
要
求
'
而
慰
我
懐
疑
之
苦
痛
者

則

一
也
｡
同
此
宇
宙
'
同
此
人
生
'
而
其
観
宇
宙
人
生
也
'
則
各
不
同
｡

以
其
不
同
之
故
'
而
遂
生
彼
此
之
見
'
此
大
不
然
者
也
｡
学
術
之
所
争

只
有
是
非
具
備
之
別
耳
o
於
是
非
県
債
之
別
外
'
而
国
家
人
種
宗
教
之

見
難
之
､
則
以
寧
術
蔑

1
手
段
'
而
非
為

一
目
的
也
｡
未
有
不
敵
学
術

馬

一
目
的
而
能
襲
達
者
｡
学
術
之
襲
達
存
干
其
猪
立
而
己
｡
然
則
吾
園

今
日
之
学
術
界
'

1
面
骨
破
中
外
之
見
'
而

l
両
帝
以
為
政
論
之
手
段
'

則
庶
可
有
護
達
之
日
軟
｡

S

菓
嘉
登

『
王
国
維
及
英
文
学
批
評
』
(中
華
書
局

l
九
八
〇
年
)

一
七
九
-
八
五
頁
｡

伺

人
生
及
美
術
之
概
観
'
紅
楼
夢
之
精
神
'
紅
楼
夢
之
美
学
上
之
債
値
'

紅
模
夢
之
倫
理
学
上
之
債
値
'
飴
論
｡

㈹

賓
玉
之
情
'
今
古
無
人
可
比
国
臭
｡
然
賓
玉
有
情
極
之
毒
'
亦
世
人

莫
忍
為
者
'
看
至
後
半
部
'
則
洞
明
夫
O
此
是
賓
玉
三
大
病
也
o
賓
玉

看
此
世
人
莫
忍
蔑
之
毒
'
故
複
文
万
能

｢懸
崖
撒
手
｣

1
回
o
若
他
人

得
賓
奴
之
妻
'
廃
月
之
碑
'
豊
能
棄
而
鳥
恰
哉
o
(『紅
楼
夢
』
第
二
十

1
回
脂
硯
斎
許
)

的

而
解
脱
之
中
'
又
自
有
二
種
之
別
〇

一
存
於
観
他
人
之
苦
痛
t
l
存

於
餐
自
己
之
苦
痛
｡
然
前
者
之
解
脱
へ
唯
非
常
之
人
為
能
'
其
高
百
倍

於
後
者
'
而
其
難
亦
百
倍
｡
但
由
其
成
功
観
之
'
則
二
者

一
也
｡
通
常

之
人
'
其
解
脱
由
於
苦
痛
之
閲
歴
'
而
不
由
於
苦
痛
之
知
識
｡
唯
非
常

､

之
人
'
由
非
常
之
知
力
'
而
洞
観
宇
宙
人
生
之
本
質
'
始
知
生
活
輿
苦

痛
之
不
能
相
離
'
由
是
求
紹
其
生
活
之
欲
而
得
解
脱
之
道
｡
然
於
解
脱

之
途
中
'
彼
之
生
活
之
欲
'
猶
時
時
起
而
興
之
相
抗
'
而
生
種
種
之
幻

影
｡
所
謂
悪
魔
者
'
不
遇
比
等
幻
影
之
人
物
化
而
己
臭
｡
故
通
常
之
解

脱
存
於
自
己
之
苦
痛
'
彼
之
生
活
之
欲
'
困
不
得
其
満
足
而
愈
烈
'
又

困
愈
烈
而
愈
不
得
其
満
足
､
如
此
循
環
'
而
隔
於
失
望
之
境
遇
'
逐
悟

宇
宙
人
生
之
異
相
､
遠
而
求
其
息
眉
之
所
｡
彼
全
襲
其
気
質
而
超
出
乎

苦
楽
之
外
'
拳
昔
之
所
執
著
者
t

l
旦
而
舎
之
｡
彼
以
生
活
馬
渡
'
苦

痛
馬
炭
'
而
鋳
其
解
脱
之
鼎
o
彼
以
疲
於
生
活
之
欲
故
'
故
其
生
活
之

欲
不
能
復
起
而
為
之
幻
影
.
此
通
常
之
人
解
脱
之
状
態
也
｡
前
者
之
解

脱
'
如
惜
春
紫
蘇
'
後
者
之
解
脱
'
如
賓
玉
｡
前
者
之
解
脱
'
超
自
然

的
也
'
神
明
的
也
.
後
者
之
解
脱
'
自
然
的
也
'
人
頬
的
也
.
前
者
之

解
脱
'
宗
教
的
也
'
後
者
美
術
的
也
｡
前
者
平
和
的
也
'
後
者
悲
感
的

也
'
壮
美
的
也
'
故
文
学
的
也
へ
詩
歌
的
也
､
小
説
的
也
.
此
紅
模
夢

之
主
人
公
'
所
以
非
惜
春
紫
酪
而
為
貿
賓
玉
者
也
.

細

葉
玉
必
是
限
了
和
備
去
O
上
回
他
蚕
室
玉
出
去
'
便
是
要
股
身
的
様

子
｡
被
我
鰍
任
'
看
他
責
不
象
往
常
'
把
我
混
推
混
操
的
'

一
鮎
情
意

都
汲
有
o
後
束
待
二
放
射
更
生
厭
煩
｡
在
別
的
姉
妹
版
前
'
也
是
没
有

一
鮎
情
意
｡
這
就
是
倍
道
的
様
子
｡

個

此
茶
名
日
干
紅

1
窟
O

(『紅
棲
夢
』
第
五
回
)
隠
笑
字
｡

(脂
硯
斎

評
)

個

『
竹
内
好
全
集
』
第
二
巻

(筑
摩
書
房

1
九
八
1
年
)
三
〇
九
頁
｡

帥

『魯
迅
選
集
』
第
五
巻

(岩
波
書
店

l
九
六
四
年
)
九
〇

-
九

一
京
.
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㈹

外
界
之
勢
力
之
影
響
於
学
術
'
豊
不
大
哉
｡
日
周
之
衰
'
文
王
周
公

勢
力
之
瓦
解
也
'
国
民
之
智
力
成
熟
於
内
､
政
治
之
粉
乳
乗
之
於
外
'

上
無
統

一
之
制
度
'
下
迫
於
社
食
之
要
求
'
於
是
諸
子
九
流
各
創
其
寧

説
'
於
道
徳
政
治
文
学
上
､
燦
然
放
寓
丈
之
光
煩
.
此
島
中
園
思
想
之

能
動
時
代
｡
自
漠
以
後
'
天
下
太
平
'
武
帝
復
以
孔
子
之
課
統

1
之
.

共
時
新
道
秦
火
'
儒
家
唯
以
抱
残
守
放
鳥
事
'
其
為
諸
子
之
学
者
'
亦

但
守
其
師
説
'
無
創
作
之
思
想
'
学
界
棺
棺
停
滞
臭
｡
偶
数
之
東
'
適

値
吾
園
思
想
凋
赦
之
後
'
督
此
之
時
'
学
者
見
之
'
如
飢
者
之
得
食
'

渇
者
之
待
飲
､
槍
豊
訪
道
者
'
接
武
於
葱
嶺
之
道
'
播
経
詳
論
者
'
雲

集
於
南
北
之
都
7
日
六
朝
至
於
磨
室
'
而
俳
陀
之
教
極
千
古
之
盛
臭
｡

此
蔑
吾
図
思
想
受
動
之
時
代
.
然
普
是
時
'
吾
国
固
有
之
思
想
輿
印
度

之
思
想
互
相
並
行
而
不
相
化
合
｡
至
宋
儒
出
而

一
調
和
之
'
此
又
由
受

動
之
時
代
出
而
相
帯
能
動
之
性
質
者
也
｡
自
宋
以
後
'
以
至
本
朝
'
思

想
之
停
滞
略
同
於
爾
漢
'
至
今
日
而
第
二
之
併
教
又
見
告
臭
｡
西
洋
之

思
想
是
也
｡

㈹

一
九
〇
六
年
'
中
開
的
著
名
学
者
王
国
維
先
生
在
他
的

｢
屈
子
文
学

之
精
耐
｣
1
文
中
'
首
次
引
用
了
這

l
概
念
'
井
渚
英
文
h
u
m
o
u
r
音

讃
島
中
文

｢欧
穆
亜
L
o
他
薦
道
‥
(引
用
文
省
略
)
王
国
維
所
引
用
的

｢欧
穆
亜
｣
(h
u
m
o
u
r)
概
念
'
源
出
徳
園
哲
学
家
叔
本
華
和
丹
琴
心

理
学
家
海
甫
定
的
観
鮎
'
郎
是

l
雀
牌
世
間
的
悲
劇
輿
喜
劇
融
馬

1
鰻
'

在
人
性
典
政
令
的
衝
突
中
'
干
痛
苦
和
同
情
之
問
'
珍
人
語
浪
笑
散
的

人
生
態
度
｡
｢欧
穆
亜
｣
(h
u
m
o
u
r)
就
這
棟
惰
然
衆
到
中
国
'
相
安

無
事
地
過
了
十
八
年
｡

(徐
個
『話
説
幽
獣
』
八
-
九
頁

上
海
社
食

躍
動
す
る
精
神

(井
波
)

科
学
院
出
版
社

一
九
八
九
年
)

S

東
京
大
学
文
学
部
中
開
文
学
研
究
室
編
『近
代
中
国
の
思
想
と
文
学
』

(大
安

一
九
六
七
年
)
所
収
.

二

五
頁
.

摘

｢青
馬
侶
家
女
'
今
為
蕩
子
婦
｡
蕩
子
行
不
蹄
'
空
淋
難
濁
守
｡｣

｢何
不
策
高
足
'
先
擁
要
路
浄
O
無
為
久
貧
腰
'
稚
内
長
若
草
o｣
可
謂

軽
部
之
尤
.
無
敵
為
淫
詞
'
鄭
詞
者
'
以
其
虞
也
｡
五
代
北
宋
之
大
詞

人
亦
然
｡
非
無
淫
詞
､
譲
之
者
但
覚
其
親
切
動
人
｡
非
無
都
詞
'
但
覚

其
精
力
弼
満
｡
可
知
淫
詞
興
部
詞
之
病
'
非
淫
興
部
之
病
'
而
瀕
詞
之

病
也
｡

個

間
隔
輿
不
隔
之
別
0
日
‥
陶
謝
之
詩
不
隔
'
延
年
則
柏
隔
臭
.
東
城

之

詩
不
隔
'
山
谷
則
稗
隔
臭
｡

鱒

屈
子
感
自
己
之
感
'
言
自
己
之
言
老
也
O
宋
玉
景
美
感
屈
子
之
所
感
'

而
言
共
析
言
｡
然
親
見
屈
子
之
境
遇
輿
屈
子
之
人
格
'
故
其
所
言
亦
殆

興
言
自
己
之
言
無
異
｡
責
誼
劉
向
'
共
通
略
輿
屈
子
同
'
而
才
則
遜
臭
｡

王
叔
師
以
下
'
但
襲
其
貌
'
而
無
虞
情
以
済
之
｡
此
後
人
之
所
以
不
復

籍
楚
人
之
詞
者
也
｡

帥

屈
子
之
後
'
文
学
上
之
雄
者
'
淵
明
其
尤
也
｡
毒
柳
之
蔽
淵
明
'
其

如
実
劉
之
配
屈
子
平
｡
彼
感
他
人
之
所
感
'
而
言
他
人
之
所
言
.
宜
其

不
如
李
杜
也
｡

鋤

宋
以
後
之
能
感
自
己
之
感
'
言
自
己
之
言
老
'
其
唯
東
披
乎
O
山
谷

可

謂
能
言
其
言
臭
'
未
可
謂
能
感
共
感
也
｡

幽

四
言
赦
而
有
楚
辞
'
楚
辞
倣
而
有
五
言
'
五
言
倣
而
有
七
言
'
古
詩

赦
而
有
律
権
､
律
紹
敵
而
有
詞
｡
蓋
文
鮭
通
行
既
久
'
染
指
逐
多
'
自
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成
習
糞
｡
豪
傑
之
士
'
亦
難
於
其
中
日
出
新
意
'
故
遁
而
作
他
鮭
'
以

自
解
脱
｡

一
切
文
鰹
所
以
始
感
銘
表
者
'
皆
由
於
此
｡
故
謂
文
畢
後
不

如
前
'
余
不
敢
信
｡
但
就

一
腹
論
'
則
此
説
固
無
以
易
也
｡

銅

詩
至
唐
中
葉
以
後
'
殆
畠
薫
雁
之
具
臭
｡
故
五
季
北
宋
之
詩

(除

l

二
大
家
外
)
無
可
観
者
｡
而
詞
則
猪
為
其
全
盛
時
代
.
其
詩
詞
乗
桓
如

永
叔
'
少
瀞
者
'
皆
詩
不
如
詞
遠
甚
.
以
其
寓
之
於
詩
者
'
不
若
衆
之

於
詞
者
之
虞
也
o
重
商
宋
以
後
'
詞
亦
馬
薫
雁
之
具
'
而
詞
亦
替
臭
o

(除
稼
軒

一
人
外
)
観
此
足
以
知
文
学
盛
衰
之
故
臭
｡

鍋

大
家
之
作
'
其
言
情
也
'
必
,,3
人
心
肝
'
其
寓
景
也
'
必
硲
人
耳
目
｡

其
辞
脱
口
而
出
へ
無
矯
採
赦
克
之
態
｡
以
其
所
見
者
展
'
所
知
者
深
也
｡

詩
詞
皆
然
｡
持
此
以
衡
古
今
之
作
者
'
可
無
大
誤
臭
｡

鯛

如
何
創
造
意
境
美
?
在
東
認

｢自
然
及
人
生
之
事
賓
｣
為
根
源
的
前

提
下
'
在
審
美
主
隆
興
客
観
封
象
這

一
根
本
関
係
中
'
王
閣
維
認
識
到

了
主
観
能
動
性
即
創
造
性
的
根
本
意
義
｡

(轟
振
斌

『
王
国
維
美
学
思

想
適
評
』

二
ハ
二
頁

遼
寧
大
挙
出
版
社

l
九
八
六
年
)

鯛

文
孝
之
事
'
其
内
足
以
櫨
己
而
外
足
以
感
人
者
'
意
輿
境
二
者
而
己
｡

上
意
着
意
輿
境
揮
'
英
次
或
以
境
勝
'
或
以
意
勝
｡
萄
敏
共

1
'
不
足

以
言
文
撃
｡
原
夫
文
学
之
所
以
有
意
境
者
'
以
其
能
敏
也
｡
出
於
観
我

者
'
意
飴
於
境
､
而
出
於
観
物
老
'
境
多
於
意
｡
然
非
物
無
以
見
我
'

而
観
我
之
時
'
又
自
有
我
在
｡
故
二
者
常
互
相
錯
綜
'
能
有
所
偏
重
'

而
不
能
有
所
偏
巌
也
.
文
学
之
工
不
工
'
亦
税
其
意
境
之
有
無
輿
其
深

浅
而
己
｡

鰯

把
王
国
維
嗣
子
意
境
的
分
寮
輿
他
的
意
境
思
想
整
鰻
聯
系
起
来
'
都

可
以
看
出
'
他
始
終
園
続
主
鰻
典
封
象
的
這

一
板
木
関
係
進
行
剖
祈
｡

這
表
明
'
他
清
醒
地
注
意
到
'
在
文
学
蛮
術
或
美
的
領
域
内
'
紹
封
不

存
在
無
｢人
化
｣
的
封
象
-

景
或
境
'
也
不
存
在
無
料
象
化
的
人
-

情
或
意
｡
封
象
興
人
密
不
可
分
'
互
相
依
存
｡
入
組
是
把
自
己
的
感
情
'

態
度
'
力
量
注
入
到
封
象
中
去
､
困
此
也
縫
有
美
｡
由
子
主
膿
輿
封
象

存
在
者
復
任
的
関
係
'
繰
有
美

(包
括
意
境
)
的
多
様
性
和
審
美
趣
味

的
個
性
I

(絶
鮭
的
)
豊
富
性
｡
主
鮭
輿
封
象
'
徒
根
本
上
訣
是
矛

盾
的
'
封
立
的
'
但
経
過
人
的
能
動
創
造
､
又
可
以
達
到
統

1
0
統

l

的
程
度
不
同
'
而
有
高
下
深
浅
之
分
的
意
境
美
'
統

1
的
方
法
'
途
笹
､

情
況
的
不
同
､
而
有
意
境
的
分
額
o

(轟
振
斌

『
王
図
維
美
学
思
想
適

評
』

l
五
七
-
入
貢
)

意
境
乃
是
封
垂
術
形
象
的

1
種
極
高
的
美
挙
要
求
'
官
是
蛮
術
形
象

的

｢隠
秀
｣
之
美
高
度
集
中
鰻
現
的
産
物
o
意
境
是
由
蛮
術
形
象
的
比

職
'
象
徴
'
暗
示
作
用
的
充
分
賛
揮
而
造
成
的

一
種
比
重
術
形
象
本
身

更
加
庶
閲
深
遠
的
美
学
境
界
｡
在
這
個
美
学
境
界
裏
'
蛮
術
家
的
深
遠

的
心
室
世
界
'
借
助
干
蛮
術
形
象
的
比
喰
'
象
徴
'
暗
示
作
用
而
得
到

具
鮭
生
動
的
形
象
顕
現
'
官
能
把
萄
術
家
心
壁
中
無
法
用
語
言
'
物
象

臭
腺
表
連
出
束
的
感
受
'
膿
合
'
認
識
'
形
象
地
顧
現
在
読
者
面
前
｡

由
子
這
種
意
境
的
創
造
便
作
者
的
心
室
世
界
在
作
品
中
得
到
了
比
重
術

形
象
本
身
所
鰻
現
的
内
容
有
更
多
更
充
分
的
表
達
O

(張
少
康

『
中
国

古
代
文
学
創
作
論
』
九
七
頁

北
京
大
学
出
版
社

一
九
八
三
年
)

境
非
猪
謂
景
物
也
｡
喜
怒
哀
楽
'
亦
人
心
中
之

l
境
界
O
故
能
寓
虞

景
物
'
虞
感
情
者
'
謂
之
有
境
赤
'
香
則
謂
之
無
境
界
O
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帥

詞
以
境
界
篤
最
上
｡
有
境
界
則
日
成
高
格
'
自
有
名
句
.
五
代
北
宋

之
詞
所
以
猪
紹
者
在
此
｡

的

詞
入
着
'
不
失
其
赤
子
之
心
者
也
o
放
生
於
深
官
之
中
'
長
於
婦
人

之
手
､
是
後
主
鳥
人
君
所
短
慮
'
亦
即
爵
詞
人
所
長
虞
｡

的

村
上
哲
見

『
宋
詞
研
究
』
(創
文
社

1
九
七
六
年
)

1
五
三
頁
.

国

柄
蘭
容
若
以
自
然
之
限
艶
物
'
以
自
然
之
舌
言
情
｡
此
由
初
入
中
原
'

未
染
漢
人
風
気
'
故
能
見
切
如
此
.
北
宋
以
来
'

1
人
而
己
｡

鍋

至
於
園
朝
'
而
約
蘭
侍
衛
以
天
賦
之
才
'
蝋
起
於
方
興
之
族
｡
其
所

為
詞
'
悲
涼
頑
艶
'
猶
有
得
於
意
境
之
深
'
可
謂
豪
傑
之
士
'
菅
平
百

世
之
下
老
兵
｡

鯛

上
之
所
論
'
皆
就
拝
情
的
文
筆
言
之
｡
(離
騒
'
詞
詩
皆
是
)

至
叙

事
的
文
撃

(謂
叙
事
俸
'
史
詩
'
戯
曲
等
'
非
謂
散
文
也
)
'
則
我
図

倍
在
幼
稚
之
時
代
｡
元
入
雄
劇
'
蔚
則
美
臭
.
然
不
知
描
寓
人
格
鳥
何

事
.
至
国
朝
之
桃
花
房
'
則
有
人
格
臭
｡
然
他
戯
曲
則
殊
不
稗
是
O
要

之
'
不
過
梢
有
系
統
之
詞
而
並
失
詞
之
性
質
者
也
｡
以
東
万
古
文
学
之

国
'
而
最
高
之
文
学
無

l
足
以
興
西
欧
匹
者
O
此
則
後
此
文
筆
家
之
責

兵
｡

帥

吾
中
国
文
学
之
最
不
振
者
'
莫
戯
曲
若
o
元
之
難
劇
'
明
之
俸
奇
､

存
於
今
日
者
'
伺
以
百
数
'
其
中
之
文
字
維
有
佳
者
へ
然
其
理
想
及
結

揮
'
雄
欲
不
謂
至
助
辞
至
拙
劣
不
可
待
也
｡
園
朝
之
作
者
経
略
有
進
歩
'

然
比
諸
西
洋
之
名
劇
'
相
去
伺
不
能
以
道
里
計
｡

銅

叔
本
革
日
'
｢拝
情
詩
'
少
年
之
作
也
｡
叙
事
詩
及
戯
曲
'
壮
年
之

作
也
｡｣

余
謂
'
拝
情
詩
'
国
民
幼
稚
時
代
之
作
也
｡
叙
事
詩
'
闘
民

躍
動
す
る
精
神

(井
波
)

盛
牡
時
代
之
作
也
｡
故
曲
別
舌
不
如
今
｡
(元
曲
誠
多
天
頼
｡
然
其
思

想
之
拙
劣
'
布
置
之
粗
宋
'
千
篇

l
律
令
人
噴
飯
.
至
本
朝
之
桃
花
房
､

長
生
殿
諸
俸
奇
則
進
臭
.)

詞
則
今
不
加
古
｡
蓋

l
則
以
布
局
馬
主
､

一
則
須
作
興
而
成
故
也
｡

鋤

西
尾
幹
二
詳

『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
(『世
界
の
名
著
』
4

『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
-
』
中
央
公
論
社

一
九
八
〇
年
)
四
六
五
頁
｡

如

同
前
'
四
六
八
I
九
貢
O

的

本
編
の
構
成
に

つ
い
て
は
'
菓
嘉
豊

『
三
園
維
及
其
文
学
批
評
』
二

一
三
-
五
頁
参
照
｡

的

随
着
封
中
図
古
代
戯
曲
史
研
究
的
進
展
､
王
国
維
封
元
来
劇
的
看
法

有
了
狽
大
的
襲
展
和
襲
化
｡
在
随
後
的
戯
曲
研
究
書
書
中
'
他
封
元
曲

給
以
高
度
評
債
｡

国

王
閉
経

｢随
後
的
｣
看
法
'
井
綬
有

｢
根
大
的
襲
展
和
襲
化
｣｡
在

｢
宋
元
戯
曲
考
｣
中
'
王
国
維
的
確

｢封
元
曲
給
以
高
度
許
債
｣
'
但

有
閑
的
郡

一
章
叫
倣

｢
元
劇
之
文
章
｣
'
這
種
高
度
評
債
是
限
干
文
章

的
'
該
章
末
尾
又
特
意
説
明

｢
元
劇
自
文
章
上
言
之
'
優
足
以
普

一
代

之
文
学
｣
'
王
国
維
是
把
作
為
文
章
的
元
曲
和
作
為
叙
事
文
撃
的
元
劇

分
得
狽
清
的
｡
把
元
劇
作
為
叙
事
文
畢
時
'
王
国
維
則
説
'
｢閑
fIII之

拙
劣
所
不
問
也
'
思
想
之
卑
随
所
不
詳
也
'
人
物
之
矛
盾
所
不
顧
也
L
t

井
未
捧
得
狽
高
.
在

｢
意
境
論
｣
形
成
以
後
､
王
氏
封
元
曲
之
｢自
然

｣

｢有
意
量
｣
高
度
推
崇
'
此
可
謂
襲
化
之

1
㌧
但

｢
元
曲
誠
多
天
頼
｣

｢鮮
則
美
臭
｣
也
是

一
向
的
観
鮎
｡
認
為

『
貸
蛾
菟
』
『選
民
孤
兄
』

｢郎
列
之
世
界
大
悲
劇
中
､
亦
無
脱
色
也
｣
､
這
比
之

｢無

一
足
以
輿
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中
国
文
畢
報

第
四
十
二
筋

西
欧
匹
者
｣
的
説
法
是

一
大
襲
化
'
然
而
畢
責
限
千
両
個
戯
'
封
元
劇

絶
睦
只
肯
定

｢有
悲
劇
在
英
中
｣
'
所
以
封
中
国
戯
劇
普
遍
的
'
纏
鰹

的
水
平
之
伯
債
井
投
石
根
本
的
轡
化
｡

こ
の
論
文
は
'
『王
国
維
学
術
研
究
論
集
』
第
二
輯
(華
東
師
範
大
学

出
版
社

一
九
八
七
年
)
に
収
め
る
｡

掴

明
以
後
'
俸
奇
無
非
喜
劇
'
而
元
則
有
悲
劇
在
英
中
｡
就
共
存
者
言

之
'
如

『漠
官
秋
』
『梧
桐
雨
』
『西
萄
夢
』
『火
焼
介
子
推
』
『張
千
番

殺
妻
』
等
'
初
無
所
謂
先
離
後
合
'
始
困
終
亨
之
事
也
｡
其
最
有
悲
劇

之
性
質
老
'
則
如
閥
漢
卿
之

『筆
紙
発
』'
紀
君
群
之

『
趨
氏
孤
兄
』
｡

劇
中
雄
有
悪
人
交
構
其
閲
'
而
其
楕
湯
赴
火
者
'
析
出
於
其
主
人
窮
乏

意
志
'
即
列
之
於
世
界
大
悲
劇
中
'
亦
無
娩
色
也
｡

元
劇
関
目
之
拙
'
固
不
待
言
'
此
由
昔
日
未
嘗
重
税
此
事
'
故
往
往
互

相
招
襲
､
或
草
草
為
之
.
然
如
武
漢
臣
之
『老
生
見
』
'
関
湊
卿
之
『救

風
塵
』
へ
其
布
置
結
構
'
亦
極
意
匠
惨
淡
之
致
'
寧
較
後
世
之
停
奇
'

有
優
無
劣
也
｡
(元
劇
之
文
章
)

的

徒
者
讃
元
入
雑
劇
而
善
之
'
以
爵
能
道
人
情
'
状
物
腰
'
詞
采
俊
挨
'

而
出
乎
自
然
'
蓋
古
所
未
有
'
而
後
人
所
不
能
努
駕
也
o
軌
思
究
其
淵

源
'
明
其
襲
化
之
跡
'
以
為
非
求
諸
磨
宋
遼
金
之
文
学
'
弗
能
得
也
'

乃
成

｢曲
錬
｣
六
巻
'
｢戯
曲
考
原
｣
一
巻
'
｢宋
大
曲
考
｣
一
巻
'
｢優

語
錬
｣
二
巻
'
｢古
劇
脚
色
考
｣

一
巻
'
｢曲
調
源
流
表
｣

一
巻
｡

(宋

元
戯
曲
考
序
)

的

元
曲
之
佳
虞
何
在
.

三
1ロ以
蔽
之
'
日
自
然
而
己
臭
｡
古
今
之
大
文

学
'
無
不
以
計
然
勝
'
而
莫
著
於
元
曲
｡
蓋
元
劇
之
作
者
'
英
人
均
非

有
名
位
草
間
也
｡
其
作
劇
也
'
非
有
戒
之
名
山
'
俸
之
英
人
之
意
也
｡

彼
以
意
興
之
所
至
馬
之
'
以
自
娯
娯
人
.
関
目
之
拙
劣
所
不
問
也
'
思

想
之
卑
随
所
不
詳
也
'
人
物
之
矛
盾
所
不
顧
也
｡
彼
但
革
寓
其
胸
中
之

感
想
輿
時
代
之
情
状
'
而
県
勢
之
理
興
秀
傑
之
気
'
時
流
露
於
其
聞
o

故
謂
元
曲
馬
中
開
最
自
然
之
文
学
'
無
不
可
也
｡
若
其
文
字
之
自
然
'

則
又
為
其
必
然
之
結
果
'
抑
英
次
也
O

的

然
元
劇
最
佳
之
虞
'
不
在
其
思
想
結
構
'
而
在
英
文
章
O
英
文
孝
之

妙
'
亦

二
言
以
蔽
之
'
日
有
意
境
而
己
臭
｡
何
以
謂
之
有
意
境
｡
日
'

寓
惜
別
犯
人
心
肺
'
寓
景
則
在
人
耳
目
'
述
事
則
如
其
口
出
走
也
｡
古

詩
詞
之
佳
者
'
無
不
如
是
｡
元
曲
亦
然
O
明
以
後
'
其
思
想
結
構
'
礎

有
勝
於
前
人
者
'
唯
意
境
則
為
元
入
所
猪
壇
｡

な
お
元
の
南
戯
に
つ
い
て
も
同
様
の
許
債
を
輿
え
て
い
る
｡

元
南
戯
之
佳
虞
'
亦

l
言
以
蔽
之
'
日
自
然
両
日
兵
o
中
富
之
'
則
亦

不
過

一
言
'
日
有
意
境
而
己
臭
｡
故
元
代
南
北
二
戯
'
佳
庭
略
同
｡
唯

北
劇
悲
壮
沈
雄
'
南
戯
清
柔
曲
折
'
此
外
殆
無
区
別
｡
此
由
地
方
之
風

気
及
曲
之
鰻
製
使
然
'
而
元
曲
之
能
事
'
則
固
未
有
閑
也
｡

(宋
元
戯

曲
考

･
1R
南
戯
之
文
章
)

的

湯
氏
才
思
'
誠

l
時
之
偽
.
然
較
之
元
入
'
顧
有
人
工
興
自
然
之
別
.

個

其
中
文
詞
'
亦
唯
康
封
山
'
徐
文
長
尚
可
諦
'
然
比
之
元
入
'
己
有

自
然
'
人
工
之
別
｡

銅

由
是
観
之
'
則
元
劇
賓
於
新
文
腹
中
自
由
使
用
新
言
語
'
在
我
国
文

筆
中
'
於
楚
辞
'
内
典
外
'
得
此
而
三
.
然
其
源
遍
在
宋
金
二
代
'
不

遇
至
元
而
大
成
｡
其
寓
景
行
情
逃
事
之
美
'
所
負
於
此
者
'
賓
不
少
也
o
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剛

古
今
之
成
大
事
業
'
大
挙
間
者
'

必
経
過
三
種
之
境
界
O
｢昨
夜
西

風
凋
碧
樹
｡
猪
上
高
棲
'
望
轟
天
涯
路
｡｣
此
第

一
境
也
｡
｢衣
帯
漸
寛

絡
不
悔
'
馬
伊
治
待
人
憶
悼
.｣
此
第
二
境
也
｡
｢
衆
裏
尋
他
千
百
度
'

回
頭
薫
見
'
邦
人
正
在
'
燈
火
関
刑
虞
｡｣
此
第
三
境
也
｡

な
お
こ
の
一
則
の
詳
し
い
解
説
を
試
み
た
も
の
と
し
て
'
菓
嘉
望

｢談

詩
歌
的
欣
賞
輿

『
人
間
詞
話
』
的
三
種
境
界
｣
(『三
園
維
及
其
文
筆
批

評
』
所
収
)
が
あ
る
｡

醍
動
す
る
精
紳

(井
波
)


