
潘
�
格
の
生
涯
と
思
想

早

謁

俊

廣

は
じ
め
に

一
︑
潘
�
格
の
生
涯
と
社
會
�
境
�

(一
)

思
想
確
立
の
�
の
り

(二
)

崑
山
に
て

(三
)

寧
波
の
證
人
書
院
に
て

(四
)

語
り
繼
ぐ
者
た
ち

二
︑
潘
�
格
思
想
の
綱
領

(一
)

立
志

(二
)

格
�
人
我

(三
)

渾
然
天
地
萬
物
一
體

三
︑
潘
�
格
の
思
想
�
戰
略

(一
)

｢�
敬
﹂
批
�

(二
)

｢靈
知
﹂
批
�

(三
)

｢眞
心
﹂
論
の
射
�

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

大
括
り
の
表
題
が
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
本
稿
は
︑
潘
�
格
に
關
す
る
端
緖
�
な
硏
究
で
あ
る
︒
潘
�
格
は
�
末
淸
初
の
思
想
家
で
︑

寧
波
府
慈
溪
縣
の
出
で
あ
る
︒
そ
の
生
卒
年
は
︑
容
�
祖
に
よ
っ
て
︑
萬
曆
三
十
八
年

(
一
六
一
〇
)
～
康
煕
十
六
年

(一
六
七
七
)
と
推
定
さ

れ
て
い
る(1

)
︒
そ
の
生
涯
の
詳
細
は
分
か
っ
て
お
ら
ず
︑
著
書
と
し
て
現
在
目
睹
で
き
る
の
は
﹃
潘
子
求
仁
錄
輯
�
﹄
の
み
で
あ
る(2

)
︒
管
見
の
�

ぶ
限
り
︑
こ
れ
ま
で
潘
�
格
を
�
題
と
し
た
邦
語
論
�
は
見
當
た
ら
な
い
︒
邦
語
以
外
で
は
︑
容
�
祖
の
他
に
︑
方
祖
猷(3

)
や
王
鋭
森(4

)
に
よ
る
非

常
に
�
益
な
硏
究
が
現
に
あ
り
︑
本
稿
で
も
存
分
に
參
照
さ
せ
て
も
ら
っ
た
︒
ま
た
︑
も
ち
ろ
ん
錢
穆
﹃
中
國
�
三
百
年
學
�
�
﹄
の
當
該
箇

 
も
大
い
に
參
考
に
な
る(5

)
︒
だ
が
︑
數
と
し
て
は
極
め
て
限
ら
れ
て
お
り
︑
思
想
分
析
の
面
で
は
�
字
�
り
端
緖
の
域
を
出
て
い
な
い
硏
究
狀

況
で
あ
る
︒
本
格
�
な
思
想
分
析
の
提
示

(潘
�
格
思
想
の
"
#
�
把
握
)
と
い
う
點
に
︑
本
稿
の
獨
自
性
・
存
在
$
義
は
あ
る
︒

筆
者
は
こ
れ
ま
で
︑
寧
波
と
い
う
場
 
に
於
け
る
／
を
め
ぐ
る
思
想
�
硏
究
を
い
く
つ
か
發
表
し
て
き
た(6

)
︒
潘
�
格
は
寧
波
慈
溪
の
人
で
あ

り
︑
本
稿
の
出
發
點
も
ま
た
こ
の
�
%
の
な
か
に
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
潘
�
格
が
こ
の
�
%
に
置
か
れ
る
$
味
合
い
は
︑
他
の
も
の
と
は
大
き

く
衣
な
っ
て
く
る
︒
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
︑
潘
�
格
は
︑
寧
波
と
い
う
場
 
に
於
い
て
／
に
據
っ
て
思
想
活
動
を
存
分
に
展
開
し
た
黃

宗
羲
・
萬
斯
同
・
'
祖
(
た
ち
と
は
大
き
く
衣
な
り
︑
寧
波
と
い
う
場
 
か
ら
︑
い
わ
ば
)
放
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
潘
�
格
を

石
も
て
)
っ
た
張
本
人
が
黃
宗
羲

(一
六
一
〇
～
一
六
九
五
)
で
あ
り
︑
名
聲
を
*
し
た
彼
の
そ
の
後
と
潘
�
格
の
そ
れ
と
を
比
べ
て
み
る
と
き
︑

人
や
思
想
を
育
て
る
だ
け
で
な
く
排
斥
さ
え
も
し
て
し
ま
う
場
 
の
特
性
を
實
見
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
本
稿
は
潘
�
格
の
生
涯
と
思
想
を

紹
介
す
る
一
事
例
硏
究
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
︑
そ
う
い
う
硏
究
の
枠
組
み
の
な
か
に
お
け
る
一
事
例
で
あ
る
點
は
︑
ご
了
解
い
た
だ
き
た
い
︒
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一
︑
潘
�
格
の
生
涯
と
社
會
�
境
�

(一
)

思
想
確
立
の
�
の
り

潘
�
格
の
生
涯
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
基
本
+
料
は
︑
彼
の
弟
子
・
毛
�
強
に
よ
る
﹁
潘
先
生
傳(7

)
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
に
從
え
ば
︑
潘
�

格
の
生
涯
の
,
-
は
︑
お
お
む
ね
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
︒

︱
︱
先
生
は
︑
姓
が
潘
︑
諱
が
�
格
︑
字
は
用
.
︑
寧
波
府
慈
溪
縣
�
溪
の
人
で
あ
る
︒
祖
先
の
承
務
公
⁝
⁝
が
�
州
に
移
り
/
ん
で
か

ら
ず
っ
と
こ
の
地
に
/
ん
で
い
る
︒
先
生
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
0
戲
を
好
ま
ず
︑
周
り
の
子
供
に
�
づ
く
こ
と
を
く
だ
ら
な
い
と
思
っ
て
︑
無
知

の
者
の
よ
う
に
ぼ
う
っ
と
し
て
い
た
︒
早
く
に
父
母
を
2
く
し
︑
祖
母
に
對
し
て
孝
養
を
盡
く
し
た
︒
十
五
︑
六
歲
の
時
に
豪
4
を
も
っ
て
自

任
し
︑
忠
孝
5
義
の
事
は
自
分
が
拔
き
ん
で
て
い
る
と
考
え
て
い
た
︒
十
七
歲
(天
6
六
年
／
一
六
二
六
年
)
︑
必
ず
や
7
賢
に
な
ら
ん
と
す
る

志
を
8
き
︑
い
つ
も
﹁
自
分
は
︑
孔
子
孟
子
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
煩
悶
し
て
い
た
︒
世
俗
の
こ
と
に
絡
め
取
ら
れ
て
本

性
を
埋
沒
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
深
く
恐
れ
て
︑
隱
居
し
て
�
を
學
び
た
い
と
い
つ
も
思
っ
て
い
た
︒
二
十
歲
の
時

(
崇
禎
二
年
／
一
六
二
九

年
)
︑
�
朱
學
に
從
事
し
た
が
︑
:
里
の
友
人
た
ち
は
す
ぐ
さ
ま
先
生
を
迂
;
だ
と
み
な
し
た
︒
五
年
經
ち
︑
さ
ら
に
王
氏
羅
氏(8

)
の
學
に
從
事

し
︑
そ
の
後
さ
ら
に
老
莊
の
學
問
に
-
年
︑
禪
學
に
二
年
從
事
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
�
朱
王
羅
の
學
は
孔
孟
に
合
致
せ
ず
︑
釋
老
二
氏
の
學
は

そ
れ
以
上
に
孔
孟
に
合
致
し
な
い
と
考
え
︑
力
の
限
り
を
盡
く
し
て
參
求
し
︑
樣
々
に
自
ら
を
恥
じ
心
痛
め
る
�
樣
は
︑
四
十
日
が
一
日
に
相

當
す
る
ほ
ど
の
深
刻
さ
で
あ
っ
た
︒
か
く
し
て
︑﹁
渾
然
と
し
て
天
地
萬
物
が
一
體
で
あ
る
﹂
こ
と
を
身
を
も
っ
て
立
證
し
て
︑
孔
曾マ

マ

を
一
貫

す
る
�
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
了
解
し
︑
佛
老
が
孔
孟
と
衣
な
る
こ
と
や
�
朱
王
羅
も
み
な
孔
孟
と
衣
な
る
こ
と
も
た
ち
ど
こ
ろ
に
了
解
し
た
︒
思

う
に
こ
れ
が
︑
三
十
八
歲
(順
治
四
年
／
一
六
四
七
年(9
))

冬
十
>
の
こ
と
で
あ
る
︒
孔
孟
の
學
が
﹁
渾
然
と
し
て
天
地
萬
物
が
一
體
で
あ
る
﹂
こ

と
を
說
く
も
の
で
あ
る
と
身
を
も
っ
て
立
證
し
た
う
え
で
︑
學
問
實
踐
の
�
諦
を
論
じ
︑
�
德
を
天
下
に
�
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
願
欲
を
必
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ず
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
し
た
︒﹃
大
學
﹄
の
﹁
格
物
﹂
に
關
し
て
は
︑﹁
物
﹂
と
は
﹁
身
・
家
・
國
・
天
下
﹂
の
こ
と
︑﹁
格
﹂
と
は

﹁
人
我
を
格
�
す
る
﹂
こ
と
で
あ
り
︑﹁
格
物
﹂
の
學
は
ま
さ
し
く
孟
子
の
﹁
強
恕
反
求
﹂﹁
四
端
を
擴
閏
﹂
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︑
と
考

え
た
︒
そ
う
し
て
︑
身
を
も
っ
て
切
實
に
體
A
し
保
持
し
て
︑
そ
れ
を
少
し
も
中
斷
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
數
年
が
過
ぎ
︑

か
く
し
て
﹃
求
仁
錄
﹄
十
卷
︑﹃
著
�
錄
﹄
十
卷
︑﹃
四
書
發
�
﹄
六
卷
︑﹃
孝
經
發
�
﹄
二
卷
︑﹃
辨
二
氏
之
學
﹄
二
卷
︑﹃
契
7
錄
﹄
五
卷
を

著
し
た(

10
)

︒
︱
︱

こ
の
よ
う
に
︑
三
十
八
歲
(一
六
四
七
年
)
冬
十
>
に
自
己
の
思
想
を
確
立
し
た
潘
�
格
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
後
の
彼
は
︑
周
圍
か
ら
排
斥

さ
れ
續
け
る
人
生
を
C
る
こ
と
に
な
る
︒

(二
)

崑
山
に
て

康
煕
四
年

(一
六
六
五
)
︑
つ
ま
り
思
想
の
確
立
か
ら
十
八
年
後
の
話
に
な
る
が
︑
訓
蒙
と
し
て
崑
山
に
寓
居
し
て
い
た
潘
�
格
は
︑
�
名
な

�
人
・
歸
莊

(一
六
一
三
～
一
六
七
三
)
か
ら
師
と
拜
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
ほ
ど
な
く
し
て
兩
者
の
關
係
は
決
裂
す
る
︒
一
箇
>
ほ
ど
の
D
液
で

歸
莊
が
︑
潘
�
格
は
﹁
單
に
筆
端
を
E
し
く
す
る
だ
け
で
實
な
る
學
問
が
'
く
無
く
︑
�
日
の
言
動
も
禮
に
反
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
分

か
っ
て
き
た
﹂
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
︑
先
儒
を
誹
謗
し
て
や
ま
な
い
潘
�
格
を
)
放
す
る
計
劃
を
崑
山
の
人
々
が
立
て
た
際
に
は
︑
歸
莊

が
彼
ら
を
說
得
し
て
︑
計
劃
を
や
め
さ
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る(11

)
︒
だ
が
︑
結
局
︑
兩
者
は
﹁
師
を
改
め
て
友
と
爲
る
﹂
こ
と
に
し
た
︒

言
葉
は
よ
い
が
︑
實
質
�
な
絕
緣
宣
言
で
あ
る
︒
歸
莊
は
自
ら
の
過
ち
を
深
く
悔
い
︑﹁
過
ち
を
敍
す
﹂
と
い
う
�
違
を
著
し
た
︒
そ
れ
だ
け

で
は
I
き
足
り
な
か
っ
た
の
か
︑
歸
莊
は
﹁
吳
修
齡
に
與
う
る
の
書
﹂
で
︑
潘
�
格
を
﹁
小
人
﹂﹁
妄
人
﹂
と
口
汚
く
罵
っ
て
い
る
︒
'
て
歸

莊
か
ら
の
言
い
分
の
み
で
あ
る
か
ら
眞
相
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
︑﹁﹃
孝
經
發
�
﹄
と
い
う
著
書
が
あ
り
な
が
ら
︑
母
親
に
對
す
る
葬
祭
を
K

切
に
行
わ
な
か
っ
た
﹂︑﹁
孔
氏
の
家
法
を
自
ら
誇
り
な
が
ら
︑
妻
に
暴
力
を
振
る
っ
て
家
か
ら
)
い
出
し
た
﹂︑﹁
周
�
張
朱
象
山
陽
�
の
諸
大

儒
を
誣
吿
し
︑
孔
子
�
に
竝
ぶ
先
儒
を
み
な
僧
侶
・
�
士
と
目
し
た(12

)
﹂
な
ど
と
い
っ
た
﹁
妄
人
﹂
ぶ
り
の
列
擧
は
︑
眞
僞
は
と
も
か
く
︑
歸
莊
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を
は
じ
め
と
す
る
崑
山
の
人
々
に
と
っ
て
︑
潘
�
格
が
ど
れ
だ
け
厄
介
な
人
物
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
崑
山
に
お
け
る
潘
�
格
排
斥
・
排
擊
の
�
因
の
一
つ
に
︑
や
は
り
彼
自
身
の
性
格
�
な
問
題
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

(個
人
攻
擊

の
正
當
P
に
は
な
ら
な
い
も
の
の
)
容
易
に
推
測
が
つ
く
︒﹁
先
賢
に
對
す
る
誹
謗
中
傷
﹂
の
指
摘
は
潘
�
格
Q
に
つ
き
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
他

に
も
︑﹃
求
仁
錄
﹄
の
な
か
で
︑﹁
先
生

玉
峰

(崑
山
に
あ
る
山
の
名
)
に
在
り
し
と
き
︑
人
多
く
先
生
は
人
R
を
知
ら
ず
と
謂
へ
り
﹂
(一
二

四
頁
)
と
か
︑﹁
某

玉
峰
に
在
り
し
と
き
︑
諸
友
多
く
某
は
執
た
り
と
謂
へ
り
﹂
(一
八
二
頁
)
と
か
い
っ
た
回
想
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
し
か

も
︑
,
者
に
お
い
て
は
︑
潘
�
格
の
﹁
�
も
人
R
を
知
る
者
は
某
な
り
︒
惻
隱
の
心
・
羞
惡
の
心
・
恭
敬
の
心
・
是
非
の
心
は
⁝
⁝
﹂
と
い
う

反
論
が
續
い
て
い
る
し
︑
後
者
で
も
﹁
某
謂
う
に
︑
須
ら
く
執
す
る
 
の
是
非
を
論
ず
べ
し
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑﹁
執
﹂
を
一
槪
に
否
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
�
張
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
反
論
の
仕
方
ま
で
含
め
て
考
え
て
み
る
と
︑
確
か
に
︑
潘
�
格
の
︑
人
R
を
解
さ
な

い
︑
執
拗
な
氣
質
が
う
か
が
え
そ
う
で
あ
る
︒

(三
)

寧
波
の
證
人
書
院
に
て

こ
の
後
︑
潘
�
格
は
地
元
の
寧
波
に
歸
る
の
だ
が
︑
そ
こ
で
も
ま
た
峻
烈
な
拒
絕
を
T
け
た
︒
こ
の
點
に
關
し
︑﹁
萬
季
野
小
傳
﹂
と
い
う

�
違
で
李
塨
は
︑
以
下
の
よ
う
な
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
︒
毛
奇
齡
に
對
す
る
Q
價
の
V
い
で
.
妙
な
關
係
に
あ
っ
た
李
塨
と
萬
斯
同
で
あ
る

が
︑
李
塨
の
﹃
大
學
辨
業
﹄
を
萬
斯
同
が
讀
ん
だ
こ
と
か
ら
關
係
が
一
變
し
た
︒
そ
の
こ
と
を
T
け
て
の
話
で
あ
る
︒

數
日
し
て
萬
季
野
氏
と
面
會
し
た
際
︑
彼
は
跪
き
拜
禮
し
て
言
っ
た
︒
︱
︱
私
は
︑
六
十
餘
年
も
の
閒
︑
閒
V
っ
て
お
り
ま
し
た
︒
若

い
頃
︑
黃
梨
洲
先
生
に
從
學
し
ま
し
た
︒
四
�
に
潘
先
生
と
い
う
方
が
い
て
﹁
朱
子
は
�
家
で
︑
陸
子
は
禪
者
だ
﹂
と
言
っ
て
い
る
と
聞

き
︑
不
思
議
に
思
っ
て
質
問
を
し
に
伺
い
ま
し
た
が
︑
そ
の
學
說
に
は
根
據
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
︑
同
學
た
ち
は
私
が

黃
先
生
に
X
い
た
と
大
騷
ぎ
を
し
︑
先
生
も
お
怒
り
に
な
り
ま
し
た
︒
私
は
謝
罪
し
て
︑﹁
以
後
︑
學
問
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
せ
ず
︑

ひ
た
す
ら
經
學
・
�
學
を
究
�
し
て
參
り
ま
す
﹂
と
誓
っ
た
︒
か
く
し
て
︑
あ
た
ふ
た
と
今
に
至
り
ま
す
が
︑
思
い
も
か
け
ず
先
生
に
正
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し
い
�
筋
を
お
示
し
い
た
だ
き
ま
し
た(13

)
︒

同
樣
の
記
事
が
︑﹃
恕
谷
先
生
年
�
﹄
卷
三
﹁
辛
巳
﹂
の
項
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る(14

)
︒
辛
巳
は
康
煕
四
〇
年

(
一
七
〇
一
)
︑
萬
斯
同
は
六
十
四

歲
︑
李
塨
は
四
十
三
歲
で
あ
っ
た
︒
潘
�
格
も
黃
宗
羲
も
旣
に
沒
し
て
い
る
︒

こ
の
時
︑
萬
斯
同
は
﹃
大
學
辨
業
﹄
に
何
を
見
い
だ
し
た
の
か
︒
そ
れ
は
︑﹁
格
物
﹂
に
關
す
る
怨
し
い
解
釋
で
あ
る
︒﹃
大
學
辨
業
﹄
に
寄

せ
た
序
�
の
な
か
で
︑
萬
斯
同
は
Z
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒

(﹃
大
學
﹄
は
大
學
で
の
敎
學
方
法
を
究
�
し
た
も
の
で
あ
り
︑)
そ
の
方
法
と
は
何
か
と
言
え
ば
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
物
﹂
に
他
な
ら
ず
︑﹁
物
﹂
と

は
何
か
と
言
え
ば
︑﹃
周
禮
﹄
大
司
徒
に
い
う
﹁
三
物
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒﹁
三
物
﹂
と
は
︑
六
德
(
知
仁
7
義
中
和
)
・
六
行

(
孝
友
睦
姻

任
恤
)
・
六
藝

(禮
樂
射
御
書
數
)
の
こ
と
で
あ
る
︒
⁝
⁝
後
の
儒
者
は
﹁
物
﹂
が
大
學
の
﹁
三
物
﹂
で
あ
る
こ
と
が
分
か
ら
ず
︑
(﹁
格
物
﹂

を
)
﹁
理
を
窮
め
る
﹂
こ
と
だ
と
言
っ
た
り
︑﹁
事
を
正
す
﹂
こ
と
だ
と
言
っ
た
り
︑﹁
外
誘
を
扞
格
す
る
﹂
こ
と
だ
と
言
っ
た
り
︑﹁
人
我

を
格
�
す
る
﹂
こ
と
だ
と
言
っ
た
り
で
︑
紛
紛
た
る
議
論
は
精
緻
を
極
め
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
結
局
は
﹃
大
學
﹄
の
正
し
い
解
釋
に
行
き

當
た
る
こ
と
は
な
い
︒
⁝
⁝
蠡
吾
の
李
恕
谷
先
生
は
︑
私
に
﹃
大
學
辨
業
﹄
を
示
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
は
︑﹁
物
﹂
と
は
﹁
大
司
徒
﹂
に
い

う
﹁
三
物
﹂
の
こ
と
で
あ
り
︑﹁
格
物
﹂
と
は
﹁
禮
樂
射
御
書
數
﹂
と
い
う
六
藝
の
﹁
物
﹂
を
學
]
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︑
と
述
べ

て
お
ら
れ
る
︒
私
は
こ
れ
を
讀
ん
で
︑
深
甚
な
る
賞
贊
の
$
を
8
く
と
と
も
に
︑
古
人
失
傳
の
宗
旨
を
つ
か
ん
で
お
ら
れ
て
そ
の
卓
識
は

�
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
點
に
感
歎
し
た(15

)
︒

こ
の
な
か
で
﹁
後
の
儒
者
﹂
の
格
物
理
解
が
批
�
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
う
ち
の
一
つ
﹁
格
�
人
我
﹂
說
こ
そ
︑
潘
�
格
思
想
の
宗
旨
に
他
な

ら
な
い
︒﹃
大
學
辨
業
﹄
の
序
�
で
︑
萬
斯
同
は
な
ぜ
;
い
昔
の
思
い
出
を
語
っ
た
の
か
︒
そ
れ
は
︑
師
・
黃
宗
羲
の
怒
り
を
買
っ
て
﹁
以
後
︑

學
問
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
せ
ず
︑
ひ
た
す
ら
經
學
・
�
學
を
究
�
し
て
參
り
ま
す
﹂
と
誓
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︑
そ
れ
以
來
ず
っ
と
胸

の
中
に
わ
だ
か
ま
り
と
し
て
殘
っ
て
い
た
潘
�
格
の
﹁
學
﹂︑
そ
れ
を
超
克
で
き
る
見
解
に
や
っ
と
出
會
え
た
︑
そ
う
い
っ
た
體
驗
と
し
て

﹃
大
學
辨
業
﹄
と
の
出
會
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
Z
5
で
觸
れ
る
よ
う
に
潘
�
格
が
寧
波
の
證
人
書
院
で
影
^
を
發
揮
す
る
の

― 106 ―

260



が
康
煕
八
～
十
二
年

(一
六
六
九
～
一
六
七
三
)
の
頃
︑
つ
ま
り
萬
斯
同
が
三
十
代
-
ば
︑
潘
�
格
が
六
十
代
初
め
の
時
_
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ

の
直
後
の
﹁
今
後
︑
學
問
を
論
じ
な
い
﹂
と
の
誓
い
か
ら
﹃
大
學
辨
業
﹄
と
の
出
會
い
ま
で
︑
三
十
年
�
く
の
歲
>
が
液
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
︒い

さ
さ
か
氣
に
掛
か
る
の
は
︑
萬
斯
同
の
言
い
ぶ
り
で
あ
る
︒﹁
以
`
不
談
學
︑
專
窮
經
�
﹂
と
い
う
こ
と
は
︑
黃
宗
羲
の
議
論
に
a
得
・

承
b
し
て
見
解
を
改
め
た
︑
と
い
う
こ
と
と
は
V
う
︒
哲
學
に
關
わ
る
こ
と
に
は
今
後
口
出
し
を
致
し
ま
せ
ん
︑
ひ
た
す
ら
經
學
・
�
學
に
打

ち
c
み
ま
す
︑
と
い
う
弟
子
の
誓
d
は
︑
心
移
り
に
關
す
る
謝
罪
に
は
な
っ
て
も
︑
師
の
論
說
に
承
b
し
た
同
$
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
︒
錢

穆
は
︑
黃
宗
羲
の
怒
り
に
對
し
て
萬
斯
同
が
﹁
未
心
悅
﹂
だ
っ
た
と
指
摘
す
る
が

(,
揭
書
五
十
三
頁
)
︑
恐
ら
く
そ
の
�
り
で
あ
ろ
う
︒
萬
斯

同
の
﹁
六﹅

十﹅

餘﹅

年﹅

も﹅

の﹅

閒﹅

︑
閒
V
っ
て
お
り
ま
し
た
﹂
と
い
う
懺
悔
は
︑
黃
宗
羲
に
從
學
し
て
い
た
時
_
を
も
含
ん
で
い
る
︒
談
ず
る
こ
と
な

く
心
に
秘
め
ら
れ
た
不
滿
・
疑
團
を
︑
李
塨
の
﹁
格
物
﹂
解
釋
が
冰
解
さ
せ
て
く
れ
た
わ
け
だ
が
︑
言
い
奄
え
れ
ば
そ
れ
は
︑
結
局
︑
萬
斯
同

が
潘
�
格
の
思
想
を
�
體
�
に
克
b
で
き
な
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒
彼
の
こ
の
個
人
�
な
挫
折
は
︑
そ
れ
以
影
の
寧
波
思
想
界
の

趨
勢

(活
況
の
h
失
)
を
體
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒

(四
)

語
り
繼
ぐ
者
た
ち

崑
山
に
し
て
も
寧
波
に
し
て
も
︑
潘
�
格
は
︑
峻
烈
な
拒
絕
を
T
け
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
あ
ま
り
に
峻
烈
で
あ
る
た
め
︑
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

T
け
取
っ
て
よ
い
も
の
か
︑
た
め
ら
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
︒
歸
莊
に
し
ろ
萬
斯
同
に
し
ろ
︑
始
め
は
︑
強
い
の
め
り
c
み
を
見
せ
︑
そ
の
後
︑

周
り
の
反
發
も
あ
っ
て
i
離
を
置
き
だ
し
て
い
る
︑
と
い
う
點
も
共
�
し
て
い
て
︑
や
は
り
そ
れ
ら
を
︑
單
純
な
拒
絕
と
し
て
そ
の
ま
ま
T
け

取
る
こ
と
に
は
愼
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
︒﹃
雍
正
寧
波
府
志
﹄
卷
二
十
八
﹁
隱
逸
傳
﹂
に
載
る
潘
�
格
の
傳
記
の
末
尾
に
は

﹁
今
に
至
る
ま
で
︑
門
人
の
崑
山
に
在
る
者
︑
尙
お
其
の
師
說
を
守
る
と
云
う
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
寧
波
地
方
の
�
料
︑
し
か
も
﹁
隱
逸
傳
﹂

に
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
と
︑
つ
い
﹁
こ
こ
寧
波
に
お
い
て
は
︑
師
說
を
T
け
つ
ぐ
門
人
は
い
な
い
け
れ
ど
も
﹂
と
い
う
$
味
に
讀
み
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た
く
な
っ
て
し
ま
う
し
︑
あ
る
い
は
そ
う
い
う
$
味
が
ど
こ
か
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
︒
た
だ
︑
崑
山
に
お
い
て
も
寧
波
に
お

い
て
も
︑
や
は
り
細
々
と
で
は
あ
れ
彼
の
學
問
を
語
り
繼
ぐ
人
び
と
が
い
た
こ
と
︑
こ
の
こ
と
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

そ
の
う
ち
︑
こ
こ
で
は
︑﹃
求
仁
錄
﹄
の
刊
行
に
關
わ
っ
た
寧
波
の
人
士
を
と
り
あ
げ
た
い
︒
一
人
目
は
︑
,
出
﹁
潘
先
生
傳
﹂
を
著
し
た

毛
�
強
で
あ
る
︒
こ
の
傳
記
で
︑
彼
自
身
と
潘
�
格
と
の
出
會
い
は
︑
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

私
は
若
く
し
て
黃
宗
羲
先
生
に
從
學
し
︑
劉
宗
周
先
生
の
學
問
を
學
ん
だ
︒
康
煕
十
二
年
︑
寧
波
府
城
に
假
/
ま
い
し
て
い
た
時
に
︑
萬

斯
同
氏
か
ら
先
生
の
書
物
數
帙
を
見
せ
て
い
た
だ
き
︑
一
讀
し
て
魅
了
さ
れ
た
︒
同
志
た
ち
は
み
な
私
を
責
め
立
て
た
が
︑
私
は
ま
す
ま

す
篤
く
信
じ
た
︒
後
に
︑
慈
溪
の
顏
長
�
氏
の
家
に
立
ち
寄
っ
た
際
に
'
集
を
求
め
た
︒
長
�
氏
は
先
生
の
高
弟
で
あ
る
︒
先
生
は
︑
お

2
く
な
り
に
な
る
直
,
︑
�
素
書
き
た
め
て
お
ら
れ
た
書
物
を
長
�
氏
に
手
ず
か
ら
l
け
ら
れ
た
︒
だ
か
ら
︑
私
は
︑
長
�
氏
か
ら
先
生

の
書
物
を
集
め
︑
そ
の
學
問
を
學
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
だ
︒
そ
も
そ
も
先
生
の
學
問
は
︑
孔
孟
の
眞
實
の
血
%
で
あ
る
︒
同
時
代
の
友
人

た
ち
は
擧
業
に
絡
め
取
ら
れ
︑
m
釋
書
に
拘
束
さ
れ
て
︑
と
も
に
語
り
合
う
こ
と
の
で
き
る
者
が
い
な
い
︒
私
は
︑
時
閒
が
經
っ
て
先
生

の
書
物
が
埋
沒
し
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
︑
副
本
一
册
を
書
寫
し
て
︑
首
都
に
持
參
し
︑
�
志
を
一
人
で
も
二
人
で
も
得
て
︑
と
も
に
先

生
の
�
を
究
�
し
︑
,
人
の
事
業
を
繼
承
し
未
來
を
開
拓
し
て
︑
そ
の
�
を
旺
盛
に
し
よ
う
と
願
っ
た
が
︑
結
局
︑
そ
の
人
を
得
る
こ
と

が
な
か
っ
た
︒
康
熙
五
十
六
年

(一
七
一
七
)
︑
G
義
門
氏
は
︑﹃
求
仁
錄
﹄
を
讀
ん
で
心
に
契
合
し
︑
奮
然
と
刻
板
印
刷
し
て
こ
れ
を
世

に
問
い
︑
先
生
の
學
問
が
埋
沒
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
願
っ
た(16

)
︒

こ
の
毛
�
強
に
關
し
て
︑
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
︒
黃
宗
羲
の
﹁
陳
姶

蘷
獻
墓
誌
銘
﹂
に
は
︑
寧
波
地
方
の
弟
子
た
ち
が
列
擧
稱
贊
さ
れ
て
い
る

箇
 
が
あ
る
の
だ
が
︑
そ
こ
で
︑
も
と
も
と
﹁
躬
行
は
則
ち
張
旦
復
︑
毛
孝
違
﹂
と
な
っ
て
い
た
部
分
に
︑﹁
毛
孝
違
﹂
(毛
�
強
の
こ
と
)
か

ら
﹁
蔣
弘
憲
﹂
へ
と
修
正
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
先
行
硏
究(17

)
の
指
摘
す
る
よ
う
に
こ
こ
に
作
爲
が
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
︑
毛
�
強

に
對
す
る
黃
宗
羲
の
怒
り
が
表
れ
た
逸
話
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

さ
て
︑
こ
の
﹁
潘
先
生
傳
﹂
で
言
�
さ
れ
て
い
た
﹁
顏
長
�
﹂﹁
G
義
門
﹂
の
二
人
も
ま
た
︑
黃
宗
羲
と
緊
密
な
關
係
を
持
ち
な
が
ら
︑
潘
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�
格
思
想
へ
の
荏
持
を
堅
持
し
續
け
た
寧
波
の
人
士
で
あ
っ
た
︒﹁
顏
長
�
﹂
に
つ
い
て
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
︑﹃
求
仁
錄
﹄
の
後
跋
に
﹁
門

人
顏
曰
彬
曰
⁝
⁝
﹂
と
あ
る
﹁
顏
曰
彬
﹂
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
彼
は
﹃
求
仁
錄
﹄
の
q
集
者
と
言
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
が
︑
潘
�
格
と
の
出

會
い
は
Z
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒

不
r
・
彬
は
先
生
と
同
里
で
あ
る
が
︑
互
い
V
い
に
:
里
を
離
れ
て
い
た
た
め
︑
こ
れ
ま
で
附
き
從
っ
て
敎
え
を
賜
る
機
會
が
な
か
っ
た
︒

⁝
⁝
己
酉
の
歲
に
な
っ
て
︑
先
生
と
證
人
書
院
で
お
會
い
し
︑
始
め
て
そ
の
書
物
を
讀
み
︑
眞
性
が
勃
發
し
︑
十
餘
年
來
の
︑
疑
っ
て
信

じ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
點
が
︑
一
擧
に
豁
然
と
し
て
合
點
す
る
こ
と
と
な
り
︑
か
く
し
て
北
面
し
て
弟
子
の
禮
を
執
っ
た(18

)
︒

｢己
酉
﹂
と
は
︑
康
煕
八
年

(一
六
六
九
)
︑
潘
�
格
六
十
歲
の
時
で
あ
る
か
ら
︑
毛
�
強
に
先
立
つ
こ
と
四
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
出
會
っ

た
場
 
が
寧
波
の
﹁
證
人
書
院
﹂
で
あ
り
︑
こ
の
後
︑
毛
�
強
・
萬
斯
同
と
い
っ
た
黃
宗
羲
の
高
弟
た
ち
ま
で
潘
�
格
に
魅
了
さ
れ
て
い
っ
た

の
だ
か
ら
︑
黃
宗
羲
の
焦
燥
は
さ
ぞ
や
激
し
い
も
の
だ
っ
た
ろ
う
︒
彼
の
潘
�
格
批
�
は
︑
思
想
界
に
お
け
る
權
力
闘
爭
の
$
味
合
い
も
強

か
っ
た
わ
け
で
あ
る(19

)
︒

つ
い
で
﹁
G
義
門
﹂
に
關
し
て
で
あ
る
が
︑
彼
︑
卽
ち
G
性

(一
六
六
五
～
一
七
四
三
)
に
つ
い
て
は
何
度
か
,
揭
拙
論
で
取
り
上
げ
た
こ
と

が
あ
る
の
で
︑
そ
ち
ら
も
參
照
さ
れ
た
い
︒
こ
こ
で
は
︑
彼
に
關
す
る
'
祖
(
の
�
違
を
取
り
上
げ
︑
彼
自
身
に
關
す
る
R
報
と
と
も
に
︑
潘

�
格
に
對
す
る
'
祖
(
の
態
度
も
合
わ
せ
て
確
A
し
て
お
き
た
い
︒
G
性
は
祖
父
が
黃
宗
羲
の
友
人
︑
父
が
そ
の
門
人
と
い
う
家
系
に
あ
っ
て
︑

黃
宗
羲
を
心
か
ら
崇
拜
し
︑
藏
書
樓
﹁
二
老
閣
﹂
か
ら
黃
宗
羲
の
著
作
の
數
々
を
刊
行
し
た
︒
'
祖
(
は
﹁
五
嶽
0
人
穿
中
t
�
﹂
と
い
う
G

性
の
傳
記
の
な
か
で
︑
黃
宗
羲
が
潘
�
格
を
﹁
�
も
排
斥
し
︑
か
つ
て
書
を
萬
季
野
u
君
に
し
た
た
め
て
︑
數
千
言
に
�
ぶ
論
駁
を
行
っ
た
﹂

に
も
關
わ
ら
ず
︑
G
性
が
潘
�
格
の
學
問
を
﹁
特
別
な
見
識
を
も
っ
て
い
る
と
心
許
し
た
﹂
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑

潘
用
.
の
學
問
に
關
し
て
は
︑
私
も
ま
た
そ
の
缺
點
を
列
擧
し
て
共
に
討
論
し
た
︒
G
先
生
は
私
が
閒
V
っ
て
い
る
と
は
さ
れ
な
か
っ
た

け
れ
ど
も
︑﹁
�
世
の
士
人
は
學
問
を
悅
ば
な
い
︒
こ
の
人
の
よ
う
に
苦
心
さ
れ
た
方
は
︑
絕
對
に
︑
埋
沒
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
﹂

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
も
ち
ろ
ん
公
�
な
議
論
で
あ
る
︒
南
雷
の
門
戶
の
見
が
h
P
さ
れ
て
い
な
い
と

(G
先
生
が
)
疑
っ
た
點
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に
至
っ
て
は
︑
�
末
諸
公
の
病
w
を
�
も
突
い
た
も
の
で
あ
る(20

)
︒

實
は
︑
G
性
が
潘
�
格
の
學
問
に
﹁
心
許
し
た
﹂
と
い
う
指
摘
の
直
後
に
も
︑
'
祖
(
は
︑﹁
先
生
は
︑
其
の
門
戶
の
見
は
尙
お
未
だ
盡
く
は

P
せ
ず
と
言
へ
り
﹂
と
い
う
︑
黃
宗
羲
に
對
す
る
G
性
の
苦
言
を
載
せ
て
い
る
︒
黃
宗
羲
に
﹁
門
戶
の
見
﹂
が
あ
る
と
い
う
批
Q
は
︑
潘
�
格

と
の
關
係
性
に
直
接
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
け
れ
ど
も
︑
潘
�
格
の
話
題
の
合
閒
に
必
ず
﹁
門
戶
の
見
﹂
批
�
が
言
�
さ
れ
て
い

る
點
か
ら
す
れ
ば
︑
'
祖
(
の
知
る
限
り
で
の
G
性
は
︑
黃
宗
羲
の
潘
�
格
批
�
を
も
﹁
門
戶
の
見
﹂
と
し
て
否
定
�
に
と
ら
え
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
︒
'
祖
(
は
︑
學
問
・
思
想
の
面
で
潘
�
格
に
承
b
で
き
な
い
點
を
多
く
感
じ
た
も
の
の
︑﹁
苦
心
如
此
人
者
︑
正
自
不
可
泯
沒
﹂
と

い
う
G
性
の
言
を
﹁
公
�
な
議
論
﹂
と
Q
價
し
た
わ
け
で
︑
師
・
黃
宗
羲
と
弟
子
・
G
性
に
對
す
る
Q
價
の
對
比
は
鮮
�
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
顏
曰
彬
・
毛
�
強
・
G
性
と
い
う
︑
黃
宗
羲
に
極
め
て
�
し
い
人
々
が
︑
師
の
$
向
に
反
し
て
ま
で
も
潘
�
格
の
﹃
求
仁

錄
﹄
を
こ
の
世
に
y
し
た
︒
刊
行
そ
れ
自
體
が
黃
宗
羲
も
萬
斯
同
も
沒
し
た
後
で
あ
っ
た
こ
と
に
何
か
$
味
が
あ
る
の
か
否
か
は
定
か
で
な
い

が
︑
も
し
か
し
た
ら
︑
寧
波
と
い
う
場
 
が
潘
�
格
を
T
け
入
れ
る
の
に
は
︑
そ
れ
だ
け
の
時
閒
が
必
�
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒

二
︑
潘
�
格
思
想
の
綱
領

も
し
假
に
歸
莊
の
描
く
潘
�
格
宴
に
多
く
の
眞
實
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
︑﹃
求
仁
錄
﹄
を
讀
む
た
び
に
感
じ
る
こ
と
は
︑
學
問
修
養

に
對
す
る
潘
�
格
の
﹁
苦
心
﹂
で
あ
る
︒
ま
た
假
に
︑
歸
莊
や
萬
斯
同
の
よ
う
に
�
初
に
魅
力
を
感
じ
な
が
ら
や
が
て
は
i
離
を
置
き
た
く

な
っ
て
く
る
よ
う
な
︑
あ
る
種
の
�
板
さ

(後
述
)
を
︑
潘
�
格
思
想
が
"
#
�
に
8
え
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
︑
求
�
者
の
發
す
る
思
想
�

な
す
ご
み
を
彼
の
發
言
が
帶
び
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒﹁
門
戶
の
見
﹂
が
指
摘
さ
れ
た
黃
宗
羲
で
あ
る

が
︑
そ
し
て
︑
そ
の
潘
�
格
批
�
に
は
承
b
し
か
ね
る
部
分
も
多
々
あ
る
彼
で
あ
る
が
︑﹁
潘
用
.
の
言
說
は
︑
數
句
で
事
足
り
る
も
の
に
過

ぎ
ま
せ
ん
︒
同
じ
フ
レ
ー
ズ
が
何
度
も
繰
り
z
し
出
て
き
ま
す
﹂
と
い
う
指
摘
に
は
︑
首
肯
せ
ざ
る
を
得
な
い(21

)
︒﹃
求
仁
錄
﹄
を
一
讀
す
れ
ば

す
ぐ
に
看
取
で
き
る
こ
と
だ
が
︑
確
か
に
黃
宗
羲
の
言
う
と
お
り
︑
潘
�
格
の
�
違
は
﹁
重
見
疊
出
﹂
だ
ら
け
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
以
下
の
�
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違
は
﹃
求
仁
錄
﹄
第
一
卷
第
一
條
で
あ
る
が
︑
こ
こ
に
出
て
く
る
槪
念
や
言
い
回
し
︑
典
據
引
用
が
︑
一
書
中
で
{
々
と
繰
り
z
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
︒
潘
�
格
思
想
の
綱
領
を
把
握
す
る
う
え
で
極
め
て
�
效
な
�
違
で
あ
る
が
︑
そ
れ
と
同
時
に
﹁
繰
り
z
し
﹂
に
も
留
$
し
な
が
ら
讀

ん
で
い
た
だ
き
た
い
︒

【A
︼
孔
門
の
學
問
は
︑﹁
求
仁
﹂
を
宗
旨
と
す
る
︒﹁
仁
﹂
と
は
人
の
本
性
で
あ
り
︑﹁
求
仁
﹂
と
は
︑
そ
の
本
性
に
回
復
す
る
や
り
方
で

あ
る
︒
⁝
⁝
﹁
仁
﹂
と
い
う
も
の
は
︑﹁
渾
然
と
し
て
天
地
萬
物
が
一
體
で
あ
る
﹂
こ
と
で
あ
り
︑
發
現
し
て
い
な
い
時
で
も
あ
ま
ね
く

閏
ち
て
い
て
︑
發
現
の
際
に
も
條
理
立
っ
て
お
り
︑
我
々
に
と
っ
て
日
常
�
�
の
こ
と
で
あ
る
︒
幼
子
で
も
そ
の
親
を
愛
す
る
こ
と
を
知

ら
な
い
こ
と
が
な
く
︑
成
長
す
れ
ば
そ
の
兄
を
敬
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
が
な
い
︒
思
慮
を
ま
じ
え
る
こ
と
な
く
知
り
︑
學
ば
な
く

と
も
で
き
る
こ
と
で
あ
り
︑
渾
然
と
し
て
親
や
年
長
者
が
一
體
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
︑
渾
然
と
し
て
天
地
萬
物
が
一
體
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒
人
は
︑
~
飮
み
子
が
井
戶
に
落
ち
そ
う
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
か
け
た
�
端
︑
恐
れ
お
の
の
い
た
り
憐
れ
ん
だ
り
す
る

心
が
ぱ
っ
と
沸
き
起
こ
り
︑
直
に
す
ぐ
さ
ま
痛
切
な
思
い
に
な
り
な
が
ら
︑
そ
れ
を
自
覺
す
る
こ
と
は
な
い
︒
渾
然
と
し
て
~
飮
み
子
が

一
體
と
な
っ
て
い
る
の
で
︑
渾
然
と
し
て
天
地
萬
物
が
一
體
な
の
で
あ
る
︒
渾
然
と
し
て
一
體
で
あ
る
も
の
が
日
常
に
あ
ま
ね
く
閏
ち
︑

條
理
立
っ
て
發
現
す
る
さ
ま
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
だ
か
ら
︑
知
が
す
べ
て
擴
閏
さ
れ
て
四
海
を
保
つ
と
い
う
こ
と
も
︑
一
體
ど
う
し
て

難
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か(22

)
︒

こ
の
引
用
の
な
か
に
限
っ
て
も
︑﹁
渾
然
一
體
﹂
と
い
う
表
現
が
﹁
重
見
疊
出
﹂
す
る
さ
ま
が
容
易
に
見
て
取
れ
る
︒
確
か
に
彼
は
﹁
執
﹂
の

人
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
執
﹂
と
い
う
彼
の
氣
質
は
︑
彼
の
思
想
に
も
お
お
い
に
反
映
さ
れ
て
い
よ
う
︒
同
じ
フ
レ
ー
ズ
が
何
度
も

出
て
く
る
の
で
思
想
の
ポ
イ
ン
ト
を
つ
か
む
の
は
容
易
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
を
�
機
�
"
#
�
に
聯
關
づ
け
よ
う
と
す
る
と
︑
苦
心
を
強
い
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
︑
旣
に
引
い
た
﹁
潘
先
生
傳
﹂
の
﹁
旣
親
證
孔
孟
之
學
爲
渾
然
天
地
萬
物
一
體
︑
因
論
爲
學
之
�
︑
必
須
立
�
�
德

於
天
下
之
欲
︒
大
學
之
格
物
︑
物
是
身
家
國
天
下
︑
格
是
格
�
人
我
︑
格
物
之
學
︑
卽
孟
子
強
恕
反
求
擴
閏
四
端
︒
體
A
親
切
︑
篤
志
力
行
︑

保
任
緝
熙
︑
無
少
閒
斷
︒﹂
と
い
っ
た
く
だ
り
が
︑
潘
�
格
思
想
の
大
枠
を
說
�
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
︑
以
下
︑
こ
の
大
枠
を
︑﹁
立
志

(立
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�
�
德
於
天
下
之
欲
)｣
↓
｢格
�
人
我

(強
恕
反
求
︑
擴
閏
四
端
)｣
↓
｢渾
然
天
地
萬
物
一
體
の
實
現

(回
復
)
﹂
と
い
う
順
路
に
竝
べ
替
え
て
檢
討

し
て
い
く
︒

(一
)

立
志

潘
�
格
の
傳
記
の
な
か
で
︑
彼
の
﹁
樣
々
に
自
ら
を
恥
じ
心
痛
め
る
﹂
樣
子
が
︑﹁
四
十
日
が
一
日
に
相
當
す
る
ほ
ど
の
深
刻
さ
﹂
と
表
現

さ
れ
て
い
た
︒
彼
が
門
生
に
諭
し
た
以
下
の
敎
え
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
精
神
に
貫
か
れ
て
い
る
︒

【B
︼
工
夫
は
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
自
ず
と
そ
う
な
る

(自
然
)
も
の
だ
︒
志
は
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
こ
れ
も
ま
た
自

ず
と
そ
う
な
る
も
の
だ
︒
た
だ
︑
思
慮
の
�
初
で
は
か
え
っ
て
努
力

(勉
強
)
す
る
こ
と
に
な
る
︒
努
力
す
る
力
は
︑
起
動
し
た
て
の
時

に
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
初
め
は
思
念
を
起
こ
し
て
思
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
⁝
⁝
努
力
し
喚
起
す
る

(
提
起
)
こ
と
が
長
く

な
れ
ば
︑
思
慮
の
%
路
も
徐
々
に
成
熟
し
︑
思
念
を
起
こ
す
必
�
も
無
く
常
に
顯
現
し
︑
⁝
⁝
自
覺
す
る
ま
で
も
な
く
恥
を
知
り
延
り
を

發
し
︑
精
神
が
沸
き
起
こ
り
︑
志
が
立
つ
︒
志
が
立
っ
た
な
ら
ば
︑
自
然
と
一
日
十
二
時
閒
︑
輕
�
怠
慢
に
過
ご
す
こ
と
は
し
な
く
な
り
︑

他
人
や
物
事
へ
の
接
し
方
す
べ
て
で
︑
心
に
I
き
足
り
な
い
こ
と
が
少
し
で
も
あ
る
と
︑
自
ず
と
忍
び
な
く
な
る
︒
こ
れ
を
工
夫
と
言
う
︒

工
夫
を
し
よ
う
と
思
う
の
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
單
に
﹁
し
よ
う
と
思
う
﹂
こ
と
で
あ
っ
て
︑
工
夫
で
は
な
い
︒
志
を
立
て
よ
う
と
思
う
の
で

あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
單
に
$
念
で
あ
っ
て
︑
眞
の
志
で
は
な
い(23

)
︒

眞
摯
に
﹁
勉
強
﹂
し
自
ら
を
恥
じ
自
ら
を
延
る
こ
と
を
�
じ
て
︑
單
な
る
﹁
$
念
﹂
で
は
な
い
︑﹁
眞
志
﹂
を
確
立
し
て
い
く
︒
こ
れ
が
︑
潘

�
格
の
說
く
﹁
立
志
﹂
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
こ
の
苛
烈
に
自
己
を
)
い
c
ん
で
い
く
�
勢
を
荏
え
て
い
る
の
が
︑
自
己
の
本
來
態
に
關
す
る

﹁
信
﹂
で
あ
る
︒
彼
は
︑﹁
7
學
は
力
行
か
ら
入
り
︑
禪
學
は
疑
い
か
ら
入
る
︒
力
行
か
ら
入
る
者
は
そ
の
渾
然
と
一
體
で
あ
る
仁
を
自
然
と
手

に
入
れ
︑
疑
い
か
ら
入
る
者
は
身
と
心
が
一
如
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
︑
身
の
外
に
は
何
も
な
い
︒
⁝
⁝
人
と
し
て
の
�
で
人
の
身
を
治
め
︑
是
が

非
で
も
必
ず
力
行
す
る
こ
と
に
︑
ど
う
し
て
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
餘
地
な
ど
あ
ろ
う(24

)
﹂
と
考
え
︑﹁
疑
う
﹂
と
い
う
行
爲
を
Q
價
し
な
い
︒﹁
私
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が
﹃
疑
う
﹄
と
い
う
行
爲
を
Q
價
し
な
い
の
は
︑
我
々
が
本
來
︑
善
な
る
本
性
を
�
し
て
お
り
︑
力
行
す
れ
ば
そ
の
善
な
る
本
性
が
顯
現
し
︑

力
行
が
純
粹
篤
實
で
あ
れ
ば
︑
渾
然
た
る
善
性
は
直
に
液
行
�
�
す
る
の
だ
か
ら
︑
我
々
は
た
だ
力
行
に
勉
め
る
べ
き
の
み
で
あ
る
︒
自
ら
力

行
に
勉
め
れ
ば
︑
本
來
の
善
性
が
回
復
し
︑
そ
の
本
性
の
理
解
も
自
ず
と
﹃
性
善
﹄
の
眞
の
學
%
と
な
り
︑
衣
端
に
つ
ま
ず
く
こ
と
は
な
い
の

で
あ
る(

25
)

﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑
ひ
た
す
ら
自
己
の
善
性
を
信
じ
て
力
行
す
る
の
み
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
自
己
の
本
來
態
に
對
す
る
安
易
な
も

た
れ
か
か
り
で
は
な
い
︒︻
B
︼
に
﹁
自
覺
す
る
ま
で
も
な
く
恥
を
知
り
延
り
を
發
し
︑
精
神
が
沸
き
起
こ
り
︑
志
が
立
つ
﹂
と
あ
っ
た
よ
う

に
︑
自
己
の
本
來
態
を
確
信
し
て
い
れ
ば
こ
そ
︑
そ
れ
に
反
す
る
現
況
に
對
す
る
痛
切
な
﹁
恥
﹂﹁
延
﹂
が
湧
き
起
っ
て
來
て
︑
そ
れ
を
止
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
は
︑
本
來
態
を
實
現
・
回
復
で
き
て
い
な
い
自
己
に
對
す
る
叱
責
で
あ
っ
て
も
︑
自
己
の
本
來
態
に
對
す
る
懷
疑

で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

か
く
し
て
︑﹁
眞
の
志
﹂
が
確
立
さ
れ
る
︒﹁
學
者
に
對
し
て
は
︑
立
志
を
說
け
ば
十
分
で
あ
り
︑
立
志
の
外
に
何
も
言
う
べ
き
こ
と
は
な

い(
26
)

﹂
と
ま
で
言
う
潘
�
格
は
︑﹁
志
を
喚
起
す
る
方
法
は
︑
お
お
む
ね
陽
�
先
生
の
﹃
立
志
說
﹄
の
な
か
に
具
わ
っ
て
い
る(27

)
﹂
と
︑
王
守
仁
の

�
違

('
集
卷
七
�
錄
四
﹁
示
弟
立
志
說
﹂)
を
高
く
Q
價
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
立
志
﹂﹁
篤
志
力
行
﹂
は
︑
潘
�
格
に
と
っ
て
修

養
實
踐
論
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
本
體
論

(人
閒
存
在
の
本
質
規
定
)
で
も
あ
っ
た
︒

【C
︼
あ
る
友
人
が
先
生
の
こ
と
を
ひ
そ
か
に
Q
し
て
︑﹁
そ
の
學
問
は
專
ら
力
行
の
み
で
あ
り
︑
用
は
�
っ
て
も
體
は
無
い
﹂
と
言
っ
た
︒

あ
る
門
生
も
ま
た
﹁
強
恕
反
求(28

)
ば
か
り
重
ん
じ
て
︑
本
領
が
な
い
よ
う
に
感
じ
る
﹂
と
言
っ
た
︒
こ
の
こ
と
を
門
人
が
吿
げ
た
と
こ
ろ
︑

先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
二
つ
の
說
は
ど
ち
ら
も
よ
ろ
し
い
︒
お
,
も
私
の
本
領
を
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
︒
私
は
か
つ
て
お
,

に
﹁
篤
志
﹂
に
つ
い
て
語
っ
た
が
︑
そ
れ
が
卽
ち
私
の
本
領
で
あ
り
︑
卽
ち
私
の
﹁
體
﹂
で
あ
る
︒
眞
志
が
現
,
す
る
こ
と
が
︑
と
り
も

な
お
さ
ず
眞
性
が
現
,
す
る
こ
と
で
あ
る
︑
ど
う
し
て
こ
れ
が
﹁
體
﹂
で
な
か
ろ
う
か
︒
志
が
常
に
篤
切
で
あ
る
こ
と
が
と
り
も
な
お
さ

ず
心
が
常
に
集
中
し
安
寧
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
こ
れ
が
本
領
で
な
か
ろ
う
か
︒
內
の
力
が
重
厚
で
あ
れ
ば
︑
眞
志
が
卽
ち
眞

の
工
夫
で
あ
り
︑
ど
う
し
て
工
夫
に
言
�
す
る
必
�
が
あ
ろ
う
か
︒
力
行
は
み
な
眞
性
が
直
に
�
�
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
上
ど
う
し
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て
﹁
用
﹂
を
語
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
あ
の
﹁
立
志
﹂
を
分
か
っ
て
い
な
い
者
た
ち
は
︑
必
ず
こ
の
靈
�
な
る
知
覺
の
心
が
常
に
肉
體
に

あ
る
よ
う
に
操
持

し
ょ
う
あ
く

し
︑
そ
の
こ
と
を
︑﹁
體
﹂
を
確
立
し
て
﹁
本
領
﹂
が
あ
る
こ
と
と
見
な
す
︒
私
に
﹁
體
﹂
も
﹁
本
領
﹂
も
な
い
と
Q

す
る
こ
と
を
︑
そ
の
上
ど
う
し
て
不
思
議
に
思
お
う
か(29

)
︒

引
用
�
中
の
﹁
靈
�
な
る
知
覺
﹂
云
々
に
つ
い
て
は
︑
後
述
す
る
︒
こ
こ
で
は
︑
志
を
立
て
る
こ
と
が
︑
彼
に
と
っ
て
實
踐
行
爲
で
あ
る
と
と

も
に
本
體
の
顯
現
・
確
證
で
も
あ
っ
た
こ
と
︑
人
閒
存
在
は
不
斷
に
立
志
し
續
け
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
確
A
し
て
お
き
た
い
︒
こ
の
﹁
志
﹂
と
は
︑﹁
潘
先
生
傳
﹂
で
も
觸
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
﹁
�
德
を
天
下
に
�
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
願

欲
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
點
に
對
し
黃
宗
羲
が
特
に
取
り
上
げ
て
批
�
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
�
に
そ
の
問
題
の
大
き
さ
を
示
唆
し
て
い
て
興
味
深

い
︒
黃
宗
羲
は
︑﹁
古
の
�
德
を
天
下
に
�
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
る
者
﹂
と
い
う
﹃
大
學
﹄
の
一
句
に
お
い
て
﹁
欲
﹂
の
字
に
大
し
た
$
味
が

無
い
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
の
に
︑
潘
�
格
が
擴
大
解
釋
を
行
っ
た
と
批
�
す
る
︒
そ
し
て
︑
陋
巷
で
淸
貧
の
生
活
を
C
り
つ
つ
そ
の
樂
し
み

を
改
め
な
か
っ
た
顏
子
を
例
に
あ
げ
︑﹁
顏
子
が
志
を
立
て
な
か
っ
た
と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か
﹂﹁
世
の
人
が
こ
ぞ
っ
て
時
・
位
を
�
て
︑

汲
汲
皇
皇

あ
く
せ
く
あ
た
ふ
た

と
治
國
�
天
下
を
わ
が
仕
事
と
し
た
な
ら
ば
︑
病
氣
に
か
か
っ
て
走
り
狂
う
の
と
ど
こ
が
V
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
指
摘
し
︑

﹁
復
性
の
功
夫
が
家
・
國
・
天
下
に
な
い
こ
と
も
�
ら
か
で
あ
る
﹂
と
論
斷
す
る(30

)
︒
こ
こ
に
は
︑
潘
�
格
に
垣
閒
見
え
る
王
心
齋
ば
り
の
政
治

論(
31
)

に
對
す
る
︑
黃
宗
羲
な
り
の
衣
議
申
し
立
て
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
立
志
﹂
論
を
め
ぐ
る
こ
の
相
V
の
な
か
に
も
︑
思
想
�
の

あ
る
種
の
轉
奄

(﹁
�
代
の
氣
風
を
強
く
殘
す
潘
�
格
／
怨
し
い
時
代
を
見
据
え
た
黃
宗
羲
﹂
に
見
え
る
政
治
$
識
の
轉
奄
)
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
知
れ
な
い
︒

(二
)

格
�
人
我

さ
て
︑
こ
の
よ
う
に
志
を
確
立
す
る
こ
と
で
︑﹁
格
�
人
我
﹂
を
實
現
し
﹁
渾
然
天
地
萬
物
一
體
﹂
と
い
う
本
來
態
に
回
復
す
る
�
筋
を
�

む
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
︒﹁
格
�
人
我
﹂
に
つ
い
て
は
︑
先
述
し
た
よ
う
に
︑
潘
�
格
が
﹃
大
學
﹄
の
﹁
格
物
﹂
に
對
し
て
與
え
た
訓
釋
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で
あ
っ
た
︒
彼
は
︑﹃
大
學
﹄
が
﹁
求
仁
の
'
書
﹂
で
あ
り
︑
�
に
至
る
�
訣
が
﹁
格
物
﹂
に
あ
る
と
考
え
た
︒
そ
し
て
︑﹁
格
物
﹂
の
﹁
物
﹂

は
﹁
物
に
本
末
�
り
﹂
の
﹁
物
﹂
に
他
な
ら
ず
︑﹁
物
に
本
末
�
り
﹂
の
﹁
本
末
﹂
は
﹁
本
亂
れ
て
末
治
ま
る
﹂
の
﹁
本
末
﹂
で
︑
そ
の
﹁
本

亂
る
﹂
の
﹁
本
﹂
と
は
﹁
身
﹂︑﹁
末
治
ま
る
﹂
の
﹁
末
﹂
と
は
﹁
家
國
天
下
﹂
の
こ
と
で
あ
る
と
論
定
し
た
う
え
で(32

)
︑

【D
︼
だ
か
ら
﹁
格
物
﹂
の
﹁
物
﹂
は
︑﹁
身
家
國
天
下
﹂
の
こ
と
を
言
う
︒﹁
格
﹂
と
は
︑﹁
�
﹂
で
あ
り
︑
經
書
に
い
う
﹁
格
於
皇
天
﹂

が
こ
れ
で
あ
る
︒﹁
格
物
﹂
と
は
﹁
身
家
國
天
下
を
格
�
す
る
﹂
こ
と
を
言
う
︒
そ
も
そ
も
人
の
大
き
な
病
患
は
﹁
�
我
﹂
に
あ
る
︒﹁
�

我
﹂
で
あ
れ
ば
︑
人
と
互
い
に
對
峙
す
る
こ
と
に
な
り
︑﹁
我
﹂
と
﹁
人
﹂
と
が
分
か
れ
て
し
ま
う
︒
初
め
は
︑
事
理
の
成
り
行
き
だ
か

ら
仕
方
が
無
い
︑
た
い
し
た
�
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
︒
$
が
�
で
な
く
心
が
正
し
く
な
く
身
が
修
ま
ら
ず
家
が
齊
わ
ず
國
が
治
ま
ら

ず
天
下
が
�
ら
か
で
な
い
の
は
︑
こ
こ
に
起
因
し
な
い
こ
と
が
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
誰
が
氣
づ
こ
う
︒
⁝
⁝
 
謂
﹁
致
知
は
格
物
に
在

り
﹂
と
は
︑
(孟
子
が
)
﹁
人
に
は
皆
な
忍
び
ざ
る
 
�
り
︑
之
を
其
の
忍
ぶ
 
に
�
す
﹂
と
い
う
と
き
の
︑﹁
忍
び
ざ
る
﹂
が
良
知
で
︑

﹁
之
を
其
の
忍
ぶ
 
に
�
す
﹂
が
﹁
致
知
は
格
物
に
在
り
﹂
で
あ
る
︒﹁
人
に
は
皆
な
爲
さ
ざ
る
 
�
り
︑
之
を
其
の
爲
す
 
に
�
す
﹂
の
︑

﹁
爲
さ
ざ
る
﹂
が
良
知
で
︑﹁
之
を
其
の
爲
す
 
に
�
す
﹂
が
﹁
致
知
は
格
物
に
在
り
﹂
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
﹁
忍
び
ざ
る
﹂﹁
爲
さ
ざ
る
﹂

な
の
だ
か
ら
︑
ど
う
し
て
﹁
人
﹂
と
﹁
我
﹂
が
分
裂
し
よ
う
か
︒﹁
惻
隱
・
羞
惡
・
辭
讓
・
是
非
﹂
に
︑
ど
う
し
て
﹁
人
／
我
﹂
の
�
絕

(私
)
が
あ
ろ
う
か
︒
⁝
⁝
だ
か
ら
︑﹁
惻
隱
・
羞
惡
・
辭
讓
・
是
非
﹂
は
︑
眞
性
が
直
に
液
行
�
�
し
た
も
の
で
あ
り
︑
 
謂
﹁
渾
然
と

し
て
天
地
萬
物
が
一
體
で
あ
る
﹂
も
の
で
あ
る
︒﹃
大
學
﹄
の
﹁
致
知
格
物
﹂
の
趣
旨
は
﹃
孟
子
﹄
の
﹁
四
端
を
擴
閏
す
る
﹂
說
に
他
な

ら
な
い(33

)
︒

自
己
と
他
者
と
の
分
裂
を
解
h
し
︑
本
來
の
渾
然
一
體
性
を
取
り
戾
す
こ
と
が
﹁
求
仁
｣=

｢格
物

(格
�
人
我
)｣=

｢四
端
擴
閏
﹂
で
あ
る
︒

︻
C
︼
で
潘
�
格
に
對
す
る
﹁
�
用
無
體
﹂﹁
無
本
領
﹂
と
い
う
批
�
を
取
り
上
げ
た
が
︑
こ
の
﹁
格
�
人
我
﹂
說
に
つ
い
て
も
似
た
よ
う
な
批

�
が
︑
彼
の
門
生
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
門
生
は
︑﹁
�
敬
致
良
知
の
學
﹂︑
つ
ま
り
朱
子
學
と
陽
�
學
は
﹁
ど
ち
ら
も
動
・
靜
を
貫
い

て
い
る
﹂
け
れ
ど
も
︑
潘
�
格
の
﹁
格
�
人
我
﹂
論
は
︑
單
に
﹁
�
事
﹂
の
時
だ
け
の
も
の
で
あ
り
︑﹁
無
事
﹂
の
時
を
も
貫
く
こ
と
が
で
き
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な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
疑
念
を
�
し
た
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
門
生
は
︑
潘
�
格
の
﹁
立
志
﹂
說
は
﹁
$
念
﹂
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な

い
か
︑
と
も
問
い
た
だ
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
潘
�
格
思
想
に
對
す
る
︑
か
な
り
深
刻
な
疑
念=

批
�
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
潘
�
格

に
つ
い
て
﹁
苦
心
﹂﹁
執
﹂
が
言
わ
れ
︑
彼
自
身
﹁
勉
強
﹂
の
必
�
性
を
說
い
て
い
た
が
︑
そ
の
思
想
綱
領
で
あ
る
﹁
立
志
﹂﹁
格
�
人
我
﹂
も

ま
た
︑
$
識
�
作
爲
�
な
修
養
實
踐
で
あ
り
︑
そ
れ
を
行
っ
て
い
な
い
局
面
に
對
し
て
は
無
力
・
無
效
な
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
疑
念
で
あ

り
︑
突
き
詰
め
れ
ば
こ
れ
は
︑
$
念
を
起
こ
し
て
行
う
こ
の
修
養
實
踐
は
︑
朱
子
學
・
陽
�
學
の
思
想
レ
ベ
ル
を
超
え
る
も
の
で
は
あ
り
得
な

い
︑
と
い
う
批
�
で
も
あ
る
︒
そ
れ
に
對
し
て
潘
�
格
は
︑﹁
無
事
﹂
の
時
に
﹁
工
夫
﹂
が
無
い
の
な
ら
ば
︑﹁
事
﹂
に
�
っ
た
際
に
ど
う
し
て

﹁
格
�
人
我
﹂
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︑
と
述
べ
た
後
︑

【E
︼
こ
れ
も
ま
た
︑
君
が
﹁
立
志
﹂
の
こ
と
を
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
だ
け
の
こ
と
だ
︒
も
し
本
當
に
﹁
�
德
を
天
下
に
�
ら
か
﹂
に

し
よ
う
と
欲
し
た
な
ら
ば
︑
卽
座
に
﹁
�
德
を
天
下
に
�
ら
か
﹂
に
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
自
責
す
る
は
ず
だ
︒﹁
格
�
人
我
﹂
に
盡
力

し
た
な
ら
ば
︑
卽
座
に
﹁
人
﹂
と
﹁
我
﹂
と
を
�
じ
ら
れ
な
い
こ
と
を
自
責
す
る
は
ず
だ
︒
惕
然

ひ
や
ひ
や

し
悚
然

ぞ

っ

と
し
て
︑
心
思
が
常
に
自
然
と

凝
聚
し
︑
精
神
が
常
に
自
然
と
緊
�
す
る
︑
こ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
﹁
無
事
﹂
の
時
の
工
夫
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
私
は
常
々
﹁
眞
の
志

が
卽
ち
眞
の
工
夫
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
言
う
︒
潘
�
格
に
寄
り
添
っ
て
�
衍
す
る
な
ら
ば
︑
篤
實
に
志
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
ど
ん
な
狀
況
に
あ
ろ
う
と
も
自
己
と
他
者
と
の

分
裂
狀
態
を
銳
敏
に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
︑
そ
れ
を
感
じ
取
っ
た
な
ら
ば
︑
そ
の
分
裂
狀
態
を
卽
座
に
解
h
す
べ
く
︑
渾
然
一
體
で
あ
る
本

來
態
を
眞
摯
に
擴
閏
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒
と
い
う
よ
り
も
︑
銳
敏
に
感
じ
取
っ
た
以
上
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
う
い
っ

た
潘
�
格
の
回
答
に
對
し
︑
門
生
は
そ
れ
で
も
﹁
�
念
﹂
か
﹁
無
念
﹂
か
の
V
い
に
拘
り
︑
矢
繼
ぎ
早
の
質
問
を
潘
�
格
に
浴
び
せ
續
け
る
︒

潘
�
格
の
學
說
は
︑
ど
う
し
て
も
$
識
�
作
爲
�
な
修
養
實
踐
を
說
く
も
の
で
あ
り
︑
結
局
は
7
人
の
學
た
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
い

う
論
難
で
あ
る
︒
そ
れ
に
對
し
て
潘
�
格
は
︑
つ
い
に
は
神
秀
と
�
能
の
兩
偈

(﹃
六
祖
壇
經
﹄)
お
よ
び
王
陽
�
の
﹁
戒
愼
恐
懼
も
亦
た
是
れ

念
﹂﹁
實
に
念
無
き
の
時
無
し
﹂
と
い
う
語

(﹃
傳
]
錄
﹄
卷
下
)
を
あ
げ
た
う
え
で
︑
Z
の
よ
う
に
言
う
︒
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念
々
起
こ
る
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
し
く
無
念
で
あ
る
︒
一
念
が
起
ら
な
い
こ
と
を
無
念
と
す
る
な
ら
ば
︑
佛
氏
外
�
の
見
解
で
あ
る
︒
7

學
は
も
と
よ
り
こ
ん
な
議
論
を
し
て
は
な
ら
な
い
︒
だ
か
ら
︑
私
は
い
つ
も
こ
の
言
葉
を
口
に
す
る
の
が
�
な
の
だ
︒
(孟
子
の
い
う
)

﹁
親
を
愛
し
年
長
を
敬
う
﹂
こ
と
が
︑
ど
う
し
て
念
で
な
か
ろ
う
︒
ま
た
︑
ど
う
し
て
念
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
ろ
う
︒﹁
ふ
と
見
か
け
て
惻

隱
の
R
を
覺
え
る
﹂
こ
と
が
︑
ど
う
し
て
念
で
な
か
ろ
う
︒
ま
た
︑
ど
う
し
て
念
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
7
人
は
汲
汲
皇
皇
と
し
て
︑

世
を
憂
い
民
を
憂
う
る
の
み
で
あ
る
︒
學
者
は
︑﹁
強
恕
反
求
﹂﹁
格
�
人
我
﹂
す
る
の
み
で
あ
る
︒
さ
ら
に
ど
う
し
て
﹁
�
念
﹂﹁
無
念
﹂

を
論
じ
る
必
�
が
あ
ろ
う
︒
⁝
⁝
﹁
四
端
を
擴
閏
す
る
﹂
學
問
は
︑
も
と
も
と
人
欲
が
あ
る
以
上
︑
渾
然
た
る
眞
性
に
缺
陷
が
あ
る
︒
た

だ
︑
隨
 
に
顯
現
す
る
わ
が
眞
性
に
卽
し
て
そ
れ
を
�
�
し
擴
閏
し
て
い
け
ば
︑
渾
然
た
る
眞
性
は
ま
る
ご
と
回
復
す
る
︒﹁
擴
閏
す
る
﹂

と
い
う
の
は
︑
も
と
も
と
欲
が
あ
る
た
め
に
そ
う
す
る
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
﹁
人
に
は
皆
な
忍
び
ざ
る
 
�
り
︑
之
を
其
の
忍
ぶ
 
に
�

す
︒
人
に
は
皆
な
爲
さ
ざ
る
 
�
り
︑
之
を
其
の
爲
す
 
に
�
す
﹂
と
い
う
時
の
︑﹁
忍
ぶ
 
﹂﹁
爲
す
 
﹂
が
人
欲
で
あ
る
︒
自
分
の

﹁
忍
び
ざ
る
﹂﹁
爲
さ
ざ
る
﹂
 
を
そ
こ
に
�
�
さ
せ
て
い
け
ば
︑
眞
性
が
顯
現
し
て
人
欲
は
自
ず
と
除
去
さ
れ
︑
ま
る
ご
と
回
復
し
て
缺

陷
部
分
は
滿
た
さ
れ
る
︒
欲
を
ど
う
し
て
氣
に
す
る
必
�
が
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
上
ど
う
し
て
制
壓
す
る
必
�
が
あ
ろ
う
か(34

)
︒

こ
こ
ま
で
の
引
用
で
も
何
度
か
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
潘
�
格
に
と
っ
て
︑﹁
格
�
人
我
﹂
は
﹁
強
恕
反
求
﹂
や
﹁
四
端
を
擴
閏
す
る
﹂
こ

と
と
同
義
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
が
︑
原
理
論
を
缺
い
た
單
な
る
作
爲
�
な
實
踐
論
だ
と
非
難
さ
れ
て
も
ひ
る
む
こ
と
な
く
潘
�
格
が
貫
き
�
し
た
︑

彼
の
思
想
の
�
訣
で
あ
っ
た
︒

(三
)

渾
然
天
地
萬
物
一
體

そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
立
志
︱
︱
格
�
人
我
﹂
に
よ
っ
て
︑﹁
渾
然
天
地
萬
物
一
體
﹂
と
い
う
本
來
態
が
回
復
さ
れ
る
︒
で
は
︑
そ
も
そ

も
﹁
渾
然
天
地
萬
物
一
體
﹂
と
は
︑
一
體
ど
の
よ
う
な
境
涯
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
容
易
に
聯
想
で
き
る
よ
う
に
︑
こ
れ
は
﹁
萬
物
一
體
の
仁
﹂

思
想
の
液
れ
を
T
け
る
も
の
で
あ
り
︑﹁
仁
﹂
を
仲
介
し
て
﹃
求
仁
錄
﹄
と
い
う
書
名
と
も
關
聯
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
︑﹁
渾
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然
天
地
萬
物
一
體
﹂
を
い
さ
さ
か
窮
屈
に
﹁
渾
然
と
し
て
天
地
萬
物
が
一
體
で
あ
る
﹂
と
譯
し
て
き
た
︒
こ
れ
を
﹁
天
地
萬
物
と﹅

一
體
﹂
と
譯

さ
な
か
っ
た
の
は
︑
潘
�
格
が
︑
�
顥
の
﹁
渾
然
與
萬
物
同
體
﹂﹁
以
天
地
萬
物
爲
一
體
﹂
と
い
う
表
現(35

)
を
﹁
一
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
實
は

二
で
あ
る
﹂
と
批
�
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る(36

)
︒
こ
れ
は
︑
わ
が
身
が
天
地
萬
物
﹁
と
﹂
一
體
で
あ
る
と
い
う
思
想
に
對
す
る
批
�
と
捉
え
て
よ

か
ろ
う
︒
な
ら
ば
︑
こ
の
批
�
時
に
潘
�
格
が
述
べ
た
﹁
吾
性
渾
然
天
地
萬
物
一
體
﹂
と
は
︑
天
地
萬
物
が
區
別
無
く
／
斷
絕
無
く
渾
然
と

(た
だ
し
︑︻
A
︼
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
條
理
を
具
え
つ
つ
)
一
體
で
あ
る
事
態
が
そ
の
ま
ま
人
の
本
性
で
あ
る
︑
と
い
う
含
$
で
あ
る
と
理
解
し

て
よ
い
だ
ろ
う
︒

�
に
︑
渾
然
天
地
萬
物
一
體
で
は
な
い
狀
態
と
は
︑
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
T
け
て
言
え
ば
︑﹁
人
﹂
と
﹁
我
﹂
と
が
分
裂
し
て
い
る
狀
態
や
︑

﹁
爲
す
べ
き
で
な
い
の
に
爲
し
て
し
ま
う
／
爲
す
べ
き
な
の
に
爲
す
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
い
っ
た
至﹅

ら﹅

な﹅

い﹅

部﹅

分﹅

が
存
在
し
て
い
る
狀
態
な

ど
が
そ
れ
で
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
分
裂
面
︑
空
白
地
帶
を
︑﹁
格
�
﹂﹁
強
恕
﹂
と
い
う
力
行
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
埋
め
て
い
く
こ
と
︱
︱
鯵
單

に
言
え
ば
︑
潘
�
格
の
�
張
の
眼
目
は
そ
こ
に
あ
る
︒
努
力
工
夫
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
埋
め
る
と
い
う
と
︑
極
め
て
作
爲
�
$
識
�
行
爲
で
あ
る

印
象
を
T
け
る
︒
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
そ
の
點
に
對
す
る
批
�
も
多
か
っ
た
︒
だ
が
︑
潘
�
格
に
と
っ
て
︑
そ
れ
で
も
﹁
渾
然
天
地
萬
物
一

體
﹂
は
嚴
然
た
る
事
實
で
あ
り
︑
且
つ
︑
是
が
非
で
も
そ
こ
に
立
ち
z
る
べ
き
本
來
態
で
あ
っ
た
︒
潘
�
格
は
﹁
現
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
眞
心

が
分
か
ら
な
け
れ
ば
︑
渾
然
と
し
て
天
地
萬
物
が
一
體
で
あ
る
こ
と
が
分
か
ら
な
い
﹂
と
述
べ
︑
多
く
の
似
而
非
﹁
一
體
﹂
論
を
切
り
�
て
る
︒

そ
し
て
︑

【F
︼
求
仁
の
學
%
を
知
る
者
は
︑
現
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
眞
心
が
︑
ぴ
っ
た
り
そ
の
ま
ま
﹁
渾
然
と
し
て
天
地
萬
物
が
一
體
﹂
で
あ
る
︒

思
う
に
眞
心
に
は
對
立
す
る
も
の
が
無
く
︑
對
立
す
る
も
の
が
な
い
か
ら
渾
然
一
體
な
の
で
あ
る
︒
眞
心
が
日
常
世
界
に
現
,
し
つ
つ
︑

自
ら
知
る
こ
と
が
な
い
︒
自
ら
知
る
こ
と
が
な
い
か
ら
︑
渾
然
一
體
な
の
で
あ
る
︒
⁝
⁝
そ
も
そ
も
﹁
親
を
愛
し
年
長
を
敬
う
﹂
の
は
︑

こ
の
心
が
安
ら
い
で
い
る
狀
態
で
あ
る
︒﹁
ふ
と
見
か
け
て
惻
隱
の
R
を
覺
え
る
﹂
の
は
︑
こ
の
心
が
安
ら
い
で
い
な
い
狀
態
で
あ
る
︒

安
ら
ぎ
は
も
ち
ろ
ん
渾
然
一
體
で
あ
る
が
︑
安
ら
い
で
い
な
い
狀
態
も
ま
た
渾
然
一
體
で
あ
る
︑
こ
れ
が
︑
ど
う
し
て
性
善
で
な
い
こ
と
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が
あ
ろ
う
か
︑
(孟
子
の
)
い
わ
ゆ
る
﹁
仁
は
人
心
な
り
﹂
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
佛
老
の
い
う
一
體
も
ま
た
對
立
す
る
も
の
が
な

く
︑
自
ら
知
ら
な
い
も
の
だ
が
︑
か
た
や
虛
無
で
あ
り
︑
か
た
や
寂
滅
で
あ
る(37

)
︒

潘
�
格
に
と
っ
て
は
︑﹁
虛
無
﹂
で
も
﹁
寂
滅
﹂
で
も
な
い
︑
こ
の
人
倫
世
界
に
確
か
に
あ
る
﹁
眞
心
﹂
こ
そ
︑﹁
渾
然
天
地
萬
物
一
體
﹂
が
我

ら
の
本
性
で
あ
る
こ
と
の
證
左
で
あ
る
︒
家
族
と
と
も
に
あ
る
安
ら
ぎ
も
︑
他
者
の
苦
境
に
直
面
し
た
不
安
も
︑
ふ
だ
ん
は
$
識
す
る
こ
と
の

な
い
﹁
現
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
眞
心
﹂
で
あ
り
︑
世
界
が
一
つ
な
が
り
に
あ
る
こ
と
の
確
證
な
の
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑
こ
の
﹁
眞
心
﹂
論
に
つ

い
て
は
︑
後
で
も
觸
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

三
︑
潘
�
格
の
思
想
�
戰
略

さ
て
︑
こ
う
い
っ
た
思
想
綱
領
を
も
つ
潘
�
格
思
想
は
︑
思
想
�
�
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
紙
幅
の
都
合

も
あ
っ
て
︑
本
稿
で
は
︑
彼﹅

自﹅

身﹅

が﹅

︑
先
行
す
る
他
の
思
想
家
と
自
己
と
の
差
衣
P
を
い
か
に
圖
っ
た
か
︑
と
い
う
問
題

(こ
こ
で
は
そ
れ
を

﹁
思
想
�
戰
略
﹂
と
呼
ぶ
)
に
�
っ
て
論
を
�
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒
他
と
の
差
衣
P
と
い
う
點
で
言
え
ば
︑
以
下
の
+
料
は
︑
そ
の
�
勢
が

鮮
�
で
あ
る
︒

【G
︼﹁
渾
然
天
地
萬
物
一
體
﹂
は
︑﹁
深
#
自
得
﹂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
し
て
始
め
て
︑
そ
れ
が
禪
宗
の
﹁
山
河
大
地
を
轉
じ

て
自
己
に
歸
し
︑
自
己
を
轉
じ
て
山
河
大
地
に
歸
す
﹂
こ
と
と
は
V
う
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
︑﹁
識
仁
�
﹂
の
到
�
點
と
も
﹁
西
銘
﹂

の
到
�
點
と
も
衣
な
り
︑
王
陽
�
や
羅
�
溪
も
そ
れ
と
�
を
竝
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︑
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
う
し
て
始
め
て
︑

﹁
�
敬
﹂﹁
致
良
知
﹂
の
學
%
と
大
い
に
衣
な
る
こ
と
も
分
か
る
の
だ(38

)
︒

潘
�
格
が
周
圍
か
ら
非
難
を
浴
び
る
�
大
の
�
因
が
先
儒
を
誹
謗
し
て
已
ま
な
い
彼
の
態
度
に
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
で
何
度
も

言
�
し
て
き
た
︒
た
だ
︑
彼
は
や
み
く
も
に
そ
う
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
思
想
�
な
必
然
性
を
も
っ
て
そ
う
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

﹁
萬
物
一
體
﹂
論
の
古
典
と
言
え
る
�
顥
の
﹁
識
仁
�
﹂
や
張
載
の
﹁
西
銘
﹂
に
つ
い
て
は
︑
(自
�
す
る
ほ
ど
に
彼
の
思
想
が
そ
れ
ら
を
超
克
で
き
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て
い
る
か
否
か
は
さ
て
お
き
)
そ
れ
に
觸
れ
ざ
る
を
得
な
い
必
然
性
は
�
白
で
あ
る
︒
だ
が
︑
こ
の
﹁
渾
然
一
體
﹂
の
問
題
が
﹁
�
敬
﹂﹁
致
良

知
﹂
の
學
%
︑
つ
ま
り
朱
子
學
・
陽
�
學
と
の
差
衣
P
を
圖
る
鍵
に
な
る
と
い
う
點
に
つ
い
て
は
︑
說
�
が
必
�
で
あ
ろ
う
︒
潘
�
格
は
︑
何

も
單
純
に
朱
子
學
・
陽
�
學
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
朱
子
學
で
說
か
れ
る
﹁
敬
﹂
も
陽
�
學
の
中
心
槪
念
で
あ
る
﹁
良
知
﹂
も
︑

潘
�
格
は
否
定
な
ど
せ
ず
A
め
て
い
る
︒
彼
が
否
定
す
る
の
は
﹁
�
敬
﹂
で
あ
り
﹁
靈
知
﹂
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
ど
ち
ら
に
對
し
て
も
同
じ
理

由
に
も
と
づ
い
て
批
�
を
投
げ
か
け
て
い
て
︑
そ
の
﹁
理
由
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
が
﹁
渾
然
天
地
萬
物
一
體
﹂
論
と

(�
向
き
に
)
關
わ
っ
て
く

る
︒
批
�
の
�
當
性
云
々
よ
り
も
︑
こ
の
點
の
ほ
う
が
︑
潘
�
格
を
理
解
す
る
う
え
で
重
�
で
あ
る
︒

【H
︼
後
世
の
學
問
は
︑
單
に
﹁
そ
の
身
を
修
め
よ
う
と
欲
す
る
﹂
と
こ
ろ
で
着
手
す
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
﹁
格
物
﹂
も
ま
た

﹁
格
�
人
我
﹂
で
は
な
く
︑
結
局
は
︑
渾
然
と
し
て
天
地
萬
物
が
一
體
で
あ
る
本
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
例
え
ば
﹁
事
物
の
理
を

窮
め
至
る
﹂
こ
と
を
﹁
格
物
﹂
と
み
な
し
︑
さ
ら
に
﹁
�
敬
﹂
し
て
身
心
を
束
ね
た
り
︑﹁
物
事
の
不
正
を
正
し
て
正
に
も
ど
す
﹂
こ
と

を
﹁
格
物
﹂
と
見
な
し
た
り
す
る
け
れ
ど
も
︑
悟
っ
た
中
身
は
︑﹁
$
識
﹂
の
も
た
ら
す
﹁
智
�
﹂
を
出
る
も
の
で
は
な
い
︒
思
う
に
︑

﹁
事
物
の
理
を
窮
め
至
る
﹂
の
も
︑﹁
物
事
の
不
正
を
正
し
て
正
に
も
ど
す
﹂
こ
と
も
︑
ち
ょ
う
ど
﹁
そ
の
身
を
修
め
よ
う
﹂
と
い
う
願
欲

に
か
な
う
だ
け
の
も
の
で
あ
る
︒﹁
物
事
に
卽
し
て
人
我
を
格
�
す
る
﹂
こ
と
は
︑
ち
ょ
う
ど
﹁
�
德
を
天
下
に
�
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す

る
﹂
願
欲
に
か
な
っ
て
い
る
︒
�
ら
か
に
︑
大
小
�
'
の
V
い
が
あ
る(39

)
︒

｢事
物
の
理
を
窮
め
至
る
﹂
云
々
が
朱
子
學
を
︑﹁
物
事
の
不
正
を
正
し
て
正
に
も
ど
す
﹂
云
々
が
陽
�
學
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
�
ら

か
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
の
﹁
悟
る
と
こ
ろ
は
乃
ち
$
識
の
智
�
を
落
ち
ず
﹂
と
は
︑
ど
う
い
う
事
態
に
對
す
る
批
�
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
し

て
︑
朱
子
學
・
陽
�
學
と
﹁
格
�
人
我
﹂
說
と
の
閒
に
﹁
大
小
�
'
の
別
﹂
が
あ
る
と
は
︑
一
體
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

(一
)

｢�
敬
﹂
批
�

｢敬
﹂
は
A
め
て
﹁
�
敬
﹂
を
A
め
な
い
の
は
︑
後
者
に
︑﹁
提
醒

(m
$
す
る
)
﹂﹁
照
管

(
面
倒
を
見
る
)
﹂﹁
操
持

(掌
握
す
る
)
﹂﹁
涵
養
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(培
養
す
る
)
﹂
と
い
っ
た
働
き
か
け
が
介
在
す
る

(と
見
な
さ
れ
る
)
か
ら
で
あ
る
︒
一
般
に
︑
そ
う
い
っ
た
働
き
か
け
に
よ
っ
て
心
を
い
つ
も

目
覺
め
さ
せ
眩
ま
さ
な
い
の
が
﹁
敬
﹂
だ
と
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
は
7
人
の
言
う
﹁
敬
﹂
で
は
な
い
︑
と
潘
�
格
は
考
え
る
︒

【I
︼
思
う
に
︑
渾
然
と
し
て
一
體
で
あ
る
眞
心
は
﹁
操
持
﹂
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
︒﹁
操
持
﹂
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
﹁
$
﹂
で

あ
り
﹁
識
﹂
で
あ
る
︒﹁
$
識
﹂
は
も
と
も
と
﹁
物
﹂
と
對
峙
し
て
﹁
內
心
﹂
と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
︑﹁
操
持
﹂
で
き
る
︒
だ
か
ら
﹁
操

持
﹂
で
き
る
の
も
﹁
$
﹂
で
あ
り
﹁
識
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
心
を
﹁
操
持
﹂
す
る
と
は
︑
$
識
で
も
っ
て
$
識
を
治
め
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ

こ
で
い
う
﹁
心
﹂
は
﹁
渾
然
一
體
の
眞
心
﹂
で
は
な
く
︑﹁
敬
﹂
も
ま
た
7
人
の
い
わ
ゆ
る
﹁
敬
﹂
で
は
な
い
︒﹁
求
仁
﹂
の
學
%
を
知
る

者
は
︑﹁
四
端
を
擴
閏
﹂
し
﹁
強
恕
反
求
﹂
し
て
︑
一
$
專
心
に
わ
が
分
を
盡
く
し
︑
每
日
每
日
わ
が
分
が
盡
く
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

自
覺
し
て
︑
畏
れ
謹
ん
で
怠
惰
に
な
る
こ
と
が
決
し
て
な
い
︒
そ
も
そ
も
一
$
專
心
に
わ
が
分
を
盡
く
す
こ
と
は
︑
ま
る
ご
と
敬
で
あ
る
︒

每
日
每
日
わ
が
分
が
盡
く
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
自
覺
し
て
︑
畏
れ
謹
ん
で
怠
惰
に
な
る
こ
と
が
決
し
て
な
い
こ
と
も
︑
ま
る
ご
と
敬
で

あ
る
︒
敬
が
卽
ち
心
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
︑﹁
敬
し
て
心
を
治
め
る
﹂
の
で
は
な
い(40

)
︒

﹁
$
識
﹂
は
︑
外
物
と
對
峙
す
る
形
で
﹁
內
心
﹂
を
擬
似
�
に
"
成
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
$
識
﹂
で
﹁
$
識
﹂
を
治
め
よ
う
と
す
る
こ

と
が
﹁
�
敬
﹂
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
︑﹁
渾
然
一
體
の
眞
心
﹂
が
ま
る
ご
と
顯
現
し
て
い
る
﹁
敬
﹂
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
︒︻
C
︼
で

﹁
立
志
を
分
か
っ
て
い
な
い
者
た
ち
は
︑
必
ず
こ
の
靈
�
な
る
知
覺
の
心
が
常
に
肉
體
に
あ
る
よ
う
に
操
持

し
ょ
う
あ
く

し

(必
操
持
此
靈
�
知
覺
之
心
常
在

於
腔
子
)
﹂
と
い
う
箇
 
も
紹
介
し
て
お
い
た
が
︑
こ
れ
ら
の
發
言
を
總
合
す
る
に
︑
こ
こ
に
う
か
が
え
る
の
は
︑
肉
體
と
い
う
區
劃
＝
軀
殻

を
設
定
し
︑
そ
の
中
に
き
ら
き
ら
輝
く
光
源
の
よ
う
な
も
の
を
も
措
定
し
て
︑
そ
れ
で
も
っ
て
身
と
心
と
を
理
解
す
る
モ
デ
ル
に
對
す
る
批
�

で
あ
る(

41
)

︒﹁
敬
卽
是
心
﹂
で
あ
れ
ば
そ
の
モ
デ
ル
の
惡
w
を
克
b
で
き
る
が
︑﹁
�
敬
﹂
と
い
う
言
い
方
は
そ
の
モ
デ
ル
の
陷
穽
に
落
ち
c
ん
だ

も
の
だ
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

【J
︼﹁
敬
を
�
と
す
る
﹂
と
言
え
ば
︑
こ
の
心
を
﹁
提
醒
照
管
﹂
す
る
こ
と
と
な
り
︑
胸
中
に
か
え
っ
て
一
つ
の
心
が
�
々
白
々
と
存
在

す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
︑
こ
れ
は
﹁
敬
﹂
で
は
な
い
︒﹁
敬
﹂
で
な
け
れ
ば
﹁
仁
﹂
で
な
く
︑
一
體
ど
う
し
て
孔
門
の
學
た
り
得
よ
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う
︒
⁝
⁝
﹁
敬
を
�
と
す
﹂
れ
ば
︑
切
切
と
﹁
提
醒
照
管
﹂
し
て
︑
か
え
っ
て
胸
中
に
昭
昭
靈
靈(42

)
た
る
一
つ
の
心
が
存
在
す
る
か
の
よ
う

に
な
る
︒
胸
中
に
昭
昭
靈
靈
た
る
心
が
存
在
す
る
の
な
ら
ば
︑
身
と
心
は
別
々
と
な
り
︑
ど
う
し
て
も
﹁
人
／
己
﹂﹁
內
／
外
﹂
が
截
然

と
二
つ
に
分
か
れ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い(43

)
︒

潘
�
格
は
︑
こ
の
よ
う
な
︑﹁
虛
靈
な
る
知
覺
を
常
に
肉
體
中
に
お
い
て
煌
々
と
さ
せ
る
﹂
見
方
を
 
け
︑﹁
そ
も
そ
も
吾
が
心
は
渾
然
と
し
て

天
地
萬
物
が
一
體
な
の
で
あ
り
︑
ど
う
し
て
肉
體
中
に
拘
禁
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
﹂
と
も
言
う(44

)
︒
身
心
を
そ
う
い
う
モ
デ
ル
に
從
っ
て
¡
A

す
る
こ
と
で
︑
身
と
心
︑
人
と
我
が
分
斷
し
︑
ひ
い
て
は
自
己
と
世
界
も
ま
た
分
裂
し
て
し
ま
う
︒
も
は
や
�
ら
か
で
あ
る
�
り
︑
潘
�
格
は
︑

自
己
の
﹁
渾
然
天
地
萬
物
一
體
﹂
の
�
張
に
從
っ
て
﹁
�
敬
﹂
說
を
 
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

(二
)

｢靈
知
﹂
批
�

そ
し
て
︑
同
じ
ロ
ジ
ッ
ク
が
﹁
致
良
知
﹂
說
に
も
K
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
潘
�
格
は
︑﹁
良
知
﹂
と
い
う
槪
念
そ
の
も
の
は
批
�
し
な

い
ど
こ
ろ
か
︑
高
く
稱
揚
す
る
︒
肝
�
な
の
は
︑﹁
性
善
﹂
と
﹁
性
空
﹂︑﹁
良
知
﹂
と
﹁
靈
知
﹂
と
を
き
っ
ぱ
り
と
見
極
め
る
こ
と
で
あ
る(45

)
︒

【K
︼
お
よ
そ
﹁
靈
�
な
る
知
覺
﹂
を
內
心
と
し
︑﹁
靈
�
な
る
知
覺
﹂
の
映
し
出
す
も
の
を
外
境
と
み
な
す
︒﹁
物
﹂
に
依
っ
て
﹁
我
﹂

を
定
立
し
︑﹁
物
﹂
と
相
對
す
る
の
で
︑
內
外
體
用
の
說
が
起
こ
っ
た
︒
⁝
⁝
そ
も
そ
も
吾
が
性
の
良
知
は
︑
惻
隱
す
べ
き
だ
が
惻
隱
を

知
ら
ず
︑
羞
惡
す
べ
き
だ
が
羞
惡
を
知
ら
ず
︑
辭
讓
す
べ
き
だ
が
辭
讓
を
知
ら
ず
︑
是
非
を
つ
け
る
べ
き
だ
が
是
非
を
知
ら
な
い
︒
そ
の

場
で

(當
下
)
惻
隱
・
羞
惡
・
辭
讓
・
是
非
を
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
︑
渾
然
と
し
て
天
地
萬
物
が
一
體
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
外
物
に
因
っ

て
我
を
定
立
し
︑
物
と
對
立
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
場
で
惻
隱
・
羞
惡
・
辭
讓
・
是
非
を
知
ら
な
い
と
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
識
ら
ず

知
ら
ず
︑
¢
の
則
に
順
う
﹂︑
孟
子
の
い
う
﹁
慮
ら
ざ
る
﹂﹁
良
知
﹂
で
あ
り
︑
ど
う
し
て
﹁
靈
�
な
る
知
覺
﹂
で
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
か(46

)
︒

潘
�
格
は
︑
陽
�
の
學
說
を
﹁
靈
知
を
致
す
﹂
と
い
う
言
い
方
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
う
え
で
批
�
す
る
︒
こ
の
﹁
靈
知
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
こ
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の
引
用
で
批
�
さ
れ
て
い
る
﹁
靈
�
な
る
知
覺
﹂
を
短
縮
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
﹁
靈
知
﹂
に
對
す
る
批
�
が
︑
,
5
で
觸
れ
た
﹁
區
劃

=

軀
殻
を
も
っ
た
身
の
な
か
に
︑
か
た
ま
り
の
よ
う
な
心
が
あ
っ
て
︑
そ
の
き
ら
き
ら
輝
く
知
覺
作
用
に
賴
っ
て
性
が
働
く
﹂
と
い
う
モ
デ
ル

に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
靈
知
を
致
す
者
は
︑
い
つ
も
R
識
の
な
か
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る(47

)
﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
︑
そ
こ
に
は
︑
知
と
R
識
と
の
混
亂
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
潘
�
格
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
混
亂
は
︑
心
性
論
に
﹁
氣
﹂
と
い
う
槪
念

を
混
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

【L
︼
現
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
眞
心
を
�
て
て
︑
靈
�
な
る
知
覺
を
心
だ
と
見
な
し
て
し
ま
う
人
は
︑
靈
�
が
炯
然

き
ら
き
ら

︑
精
光
が
¤
露

ぴ
か
ぴ
か

す
る

さ
ま
を
見
て
︑
心
を
靈
氣
と
見
な
す
︒
⁝
⁝
こ
れ
は
智
の
こ
と
が
分
か
ら
ず
︑
智
を
識
と
¡
A
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
識
知
す
る
こ
と
が

で
き
る
心
の
働
き
が
靈
妙
な
る
氣

(の
働
き
)
に
似
て
い
る
の
で
︑
さ
ら
に
識
を
氣
と
¡
A
し
︑
そ
れ
が
心
だ
と
見
な
し
て
し
ま
う
の
で

あ
る
︒
こ
れ
は
︑
後
世
に
智
を
佛
氏
の
空
�
と
閒
V
え
る
人
が
い
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
多
く
の
﹁
良
知
﹂
論
者
は
︑﹁
良
知
と
知
識
は
衣
な
る
﹂
と
自
ら
�
張
し
て
い
る
に
も
關
わ
ら
ず
︑
こ
の
兩
者
の
混
同
を
免
れ
て
い

な
い
︒そ

の
發
言
を
見
る
と
︑﹁
心
の
本
體
は
只
だ
是
れ
一
つ
の
靈
�
﹂
と
言
い
︑﹁
靈
�
照
園
す
﹂
と
言
う
︒
識
と
混
同
し
て
い
る
の
で
︑
靈
知

が
液
行
し
生
機
が
活
潑
で
あ
る
の
を
見
て
︑﹁
良
知
の
液
行
は
卽
ち
 
謂
る
氣
︑
而
し
て
靈
氣
を
指
し
て
心
と
爲
せ
ば
︑
氣
は
卽
ち
是
れ

性
﹂
と
言
う
︒
⁝
⁝
わ
が
性
は
﹁
渾
然
と
し
て
天
地
萬
物
が
一
體
﹂
で
あ
り
︑
こ
の
﹁
渾
然
一
體
﹂
性
が
直
に
�
�
す
る
の
が
わ
が
心
に

外
な
ら
な
い
︒
⁝
⁝
た
だ
︑
性
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
心
が
分
か
ら
な
い
︒
心
が
分
か
っ
て
い
な
い
人
は
︑
心
が
直
に
�
�
す
る
さ
ま
を
見

て
︑
何
と
も
靈
�
活
潑
な
も
の
で
あ
る
と
思
い
︑
そ
れ
を
﹁
氣
﹂
だ
と
見
な
し
て
し
ま
う
︒
そ
も
そ
も
心
は
氣
を
瓜
御
す
る
こ
と
が
で
き

る
が
︑
氣
は
心
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
ま
し
て
心
を
直
指
し
て
氣
と
見
な
す
こ
と
な
ど
論
外
で
あ
る
︒
心
は
︑
智
と
い
う
部
分
�

機
能
で
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
︒
ま
し
て
︑
識
と
靈
�
と
が
ど
ち
ら
も
智
で
す
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い(48

)
︒

靈
知
論
は
︑
知
と
識
の
V
い
が
分
か
っ
て
い
る
と
自
A
す
る
も
の
の
︑
靈
氣
と
同
等
に
知
を
と
ら
え
︑
か
つ
そ
れ
を
心
そ
の
も
の
と
¡
A
し
て
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し
ま
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
︒
知
と
識
に
V
い
が
あ
る
こ
と
を
A
識
し
て
い
る
點
で
は
朱
子
學
よ
り
上
だ
が
︑
.
妙
な
と
こ
ろ
で
兩
者
を
混
同
し

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
で
は
︑
靈
知
な
ら
ざ
る
良
知
と
は
︑
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
︒︻
D
︼
で
は
︑
孟
子
の
﹁
人
に
は

皆
な
忍
び
ざ
る
 
�
り
﹂﹁
人
に
は
皆
な
爲
さ
ざ
る
 
�
り
﹂
が
﹁
良
知
﹂
で
︑
そ
れ
を
﹁
忍
ぶ
 
﹂﹁
爲
す
 
﹂
に
�
�
さ
せ
る
こ
と
が
﹁
致

良
知
﹂
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
他
に
は
︑﹁
渾
然
と
し
て
天
地
萬
物
が
一
體
で
あ
る
こ
と
︑
こ
れ
を
良
知
と
い
う
﹂﹁
凡
そ
︑
擴
閏
四
端
︑
強
恕
反

求
︑
集
義
求
仁
は
︑
す
べ
て
致
良
知
の
こ
と
で
あ
り
︑
す
べ
て
格
物
の
事
で
あ
る(49

)
﹂
と
も
言
わ
れ
る
︒
日
常
世
界
に
嚴
と
し
て
顯
現
し
て
い
る

﹁
渾
然
と
し
て
天
地
萬
物
が
一
體
で
あ
る
﹂
と
い
う
本
來
態
こ
そ
が
﹁
性
善
﹂
の
u
表
た
る
﹁
良
知=

眞
心
﹂
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
顯
現
し
て

い
な
い
空
白
地
帶
に
そ
れ
を
推
し
致
し
て
い
く
こ
と
が
﹁
致
良
知
﹂
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
そ
れ
は
實
地
に
實
踐

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

【M
︼
そ
も
そ
も
良
知
は
﹁
慮
ら
ず
し
て
知
る
﹂
働
き
で
︑
力
行
が
そ
れ
を
﹁
致
す
﹂
や
り
方
で
あ
る
︒
⁝
⁝
﹁
致
す
﹂
と
言
え
ば
︑
そ

れ
は
必
ず
行
う
こ
と
で
あ
る
︒

潘
�
格
は
こ
う
述
べ
た
後
︑
孟
子
の
﹁
吾
が
老
を
老
と
し
て
以
て
人
の
老
に
�
ぼ
し
⁝
⁝
﹂﹁
權は

か

り
て
然
る
後
に
輕
重
を
知
り
︑
度は
か

り
て
然
る

後
に
長
短
を
知
る
⁝
⁝
﹂
と
い
っ
た
語
を
引
用
し
て
︑

(こ
れ
ら
の
語
は
)
﹁
良
知
を
推
し
致
す
﹂
こ
と
を
貴
び
︑
⁝
⁝
さ
ら
に
﹁
度
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
こ
と
を
貴
ぶ
も
の
で
あ
る
︒
良
知
を
推

し
致
す
と
き
︑
推
し
致
す
こ
と
が
︑
他
で
も
な
い
良
知
で
あ
る
︒
籌
度

け
い
そ
く

し
て
良
知
を
推
し
致
す
と
き
︑
籌
度
す
る
こ
と
が
︑
他
で
も
な
い

良
知
で
あ
る
︒
良
知
が
推
し
致
し
︑
良
知
が
籌
度
し
︑
バ
ラ
ン
ス
を
推
し
は
か
り
輕
重
を
分
別
す
る
の
は
︑
す
べ
て
良
知
の
曲
折
變
P
で

あ
る(50

)
︒

﹁
渾
然
と
し
て
天
地
萬
物
が
一
體
で
あ
る
﹂
本
來
態
の
回
復
こ
そ
が
)
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
そ
こ
に
は
﹁
推
致
﹂﹁
籌
度
﹂
と

い
う
實
地
の
實
踐
が
必
�
と
さ
れ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
は
︑
本
來
態
の
﹁
曲
折
變
P
﹂
に
他
な
ら
な
い
わ
け
で
は
あ
る
が
︑﹁
バ
ラ
ン

ス
を
推
し
は
か
り
輕
重
を
分
別
す
る
﹂
こ
と
は
︑
擬
似
�
に
"
成
さ
れ
た
內
面
世
界
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
て
は
無
理
な
行
爲
で
あ
り
︑
こ
こ
に
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も
ま
た
﹁
虛
靈
／
靈
�
な
る
知
覺
﹂
批
�
に
�
じ
る
視
點
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

(三
)

｢眞
心
﹂
論
の
射
�

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
朱
子
學
批
�
も
陽
�
學
批
�
も
︑﹁
虛
靈
／
靈
�
な
る
知
覺
﹂
批
�
と
い
う
同
じ
論
理
に
則
っ
て
な
さ
れ
て

い
た
︒
そ
し
て
︑﹁
虛
靈
／
靈
�
な
る
知
覺
﹂
と
對
峙
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
が
︑﹁
現
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
眞
心
﹂
(︻
F
︼
︻
L
︼
﹁
見
在
眞

心
﹂)
﹁
渾
然
と
し
て
一
體
で
あ
る
眞
心
﹂
(︻
I
︼﹁
渾
然
一
體
之
眞
心
﹂)
で
あ
っ
た
︒
,
者
は
︑﹁
渾
然
天
地
萬
物
一
體
﹂
性
を
阻
�
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
理
由
は
︑
身
と
心
と
を
分
斷
し
そ
れ
ぞ
れ
を
物
象
P
す
る
心
身
モ
デ
ル
を
,
提
と
し
が
ち
な
そ
れ
が
︑
本
來
そ
の

よ
う
な
分
裂
・
限
定
を
帶
び
て
い
な
い
︑
一
つ
な
が
り
の
存
在
で
あ
る
自
己
︱
︱
世
界
を
分
裂
・
限
定
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒﹁
區
劃
を

も
っ
た
身
に
︑
靈
�
な
る
輝
き
を
帶
び
た
心
が
內
藏
し
て
い
る
﹂
と
い
う
モ
デ
ル
で
人
閒
存
在
を
と
ら
え
て
い
る
か
ら
︑﹁
身
﹂
と
﹁
心
﹂︑

﹁
內
﹂
と
﹁
外
﹂
が
分
斷
し
︑
そ
の
た
め
世
界
へ
の
�
路
も
�
絕
さ
れ
て
し
ま
う
︑
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
�
に
︑﹁
見
在
／
渾
然
一

體
之
眞
心
﹂
は
︑﹁
渾
然
天
地
萬
物
一
體
﹂
性
を
ま
る
ご
と
／
直
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
潘
�
格
の
理
論
で
は
︑﹁
眞
志
が
現
,
す
る
こ

と
が
︑
と
り
も
な
お
さ
ず
眞
性
が
現
,
す
る
こ
と
で
⁝
⁝
志
が
常
に
篤
切
で
あ
る
こ
と
が
と
り
も
な
お
さ
ず
心
が
常
に
集
中
し
安
寧
で
あ
る
こ

と
で
あ
﹂
り

(︻
C
︼)
︑﹁
隨
 
に
顯
現
す
る
わ
が
眞
性
に
卽
し
て
そ
れ
を
�
�
し
擴
閏
し
て
い
け
ば
︑
渾
然
た
る
眞
性
は
ま
る
ご
と
回
復
す

る
﹂
(︻
E
︼)
︒
つ
ま
り
︑﹁
立
志
｣
↓
｢格
�
人
我
｣
↓
｢渾
然
天
地
萬
物
一
體
﹂
と
い
う
�
筋
で
本
來
態
が
回
復
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
︑

孟
子
の
﹁
仁
は
人
心
な
り
﹂
と
い
う
言
葉
が
端
�
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
の
本
來
態
は
﹁
虛
靈
﹂
な
も
の
で
は
な
く
︑
人
倫
の
秩
序
を
も

本
來
�
に
含
み
こ
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
︒
び
く
び
く
し
た
牛
や
井
戶
に
落
ち
そ
う
な
~
飮
み
子
を
見
か
け
た
時
の
忍
び
な
さ
も
︑
親
を
愛
し
年

長
者
を
敬
す
る
愛
R
も
︑﹁
仁=

人
心=

眞
心
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
こ
の
世
界
が
す
べ
て
一
つ
な
が
り
に
あ
る
と
い
う
事
態
の
端
�
な
表
出

で
も
あ
っ
た
︒
こ
の
人
倫
世
界
︑
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
一
つ
な
が
り
に
あ
る
こ
の
天
地
に
お
い
て
︑
そ
の
一
つ
な
が
り
で
あ
る
こ
と
の
證
左
は
︑

常
に
旣
に
顯
現
し
て
い
る
︒
現
實
と
し
て
顯
現
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
領
域
が
あ
る
に
し
て
も
︑
そ
れ
は
︑
顯
現
部
分
を
擴
閏
し
て
空
白
部
分
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を
實
際
に
埋
め
て
い
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
顯
現
で
あ
る
﹁
眞
心
﹂
こ
そ
が
︑
潘
�
格
思
想
の
核
心
槪
念
で
あ
っ
た
︒

�
光
年
閒
の
©
鑑
﹃
國
ª
學
案
小
識
﹄
は
︑
そ
の
卷
末
に
﹁
心
宗
學
案
﹂
と
い
う
項
目
を
設
け
て
い
る
︒
付
屬
品
«
い
で
卷
末
に
置
か
れ
た

一
群
の
思
想
家
の
な
か
に
︑
潘
�
格
も
い
る
︒
そ
こ
で
は
︑
潘
�
格
の
思
想
を
﹁
陽
�
の
龍
場
の
大
悟
と
衣
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
﹂︑﹁
陽
�
の

﹃
致
良
知
﹄
と
﹃
責
志
﹄
の
學
說
を
ひ
た
す
ら
守
り
な
が
ら
︑
特
に
﹃
格
物
﹄
を
﹃
身
家
國
天
下
を
格
�
す
る
﹄
と
解
釋
す
る
こ
と
で
︑
陽
�

の
窠
臼

あ
な
ぐ
ら

に
は
入
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
﹂
と
斷
じ
て
い
る(51

)
︒
だ
が
︑
少
な
く
と
も
潘
�
格
の
自
己
A
識
に
卽
せ
ば
︑
こ
の
論
斷
は

a
得
の
ゆ
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒﹁
良
知
﹂
と
﹁
靈
知
﹂
の
V
い
は
︑
彼
の
中
で
は
決
定
�
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
こ
を
分
け
る
の
が
﹁
眞

心
﹂
で
あ
っ
た
︒﹁
虛
靈
／
靈
�
﹂
と
﹁
性
空
﹂
を
二
つ
な
が
ら
に
克
b
す
る
も
の
と
し
て
﹁
眞
心
﹂
論
は
"
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

�
に
黃
宗
羲
は
︑﹁
お
よ
そ
�
朱
諸
儒
が
排
斥
す
る
の
は
︑
す
べ
て
如
來
禪
で
あ
り
︑
祖
師
禪
に
つ
い
て
は
論
�
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
﹂

と
し
た
う
え
で
︑﹁
試
み
に
用
.
の
發
言
を
見
る
に
︑
一
つ
と
し
て
祖
師
禪
と
契
合
し
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
か
﹂﹁
用
.
は
先
儒
に
﹃
性
空
﹄
と

い
う
立
場
を
押
し
つ
け
︑﹃
性
善
﹄
を
眞
實
と
み
な
し
た
︒
だ
が
︑
用
.
の
說
こ
そ
が
眞
の
﹃
性
空
﹄
で
あ
る
﹂
と
し
た
︒
こ
れ
は
︑﹁
虛
靈
／

靈
�
な
る
知
覺
﹂
論
を
﹁
如
來
禪
﹂
(﹁
言
心
性
／
言
體
／
談
空
﹂)
と
︑﹁
見
在
／
渾
然
一
體
之
眞
心
﹂
論
を
﹁
祖
師
禪
﹂
(﹁
惡
言
心
性
／
言
用
／
論

實
事
﹂)
と
對
應
付
け
た
上
で
の
批
�
で
あ
ろ
う(52

)
︒
潘
�
格
の
﹁
眞
心
﹂
論
が
こ
の
人
倫
世
界
に
定
位
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
A
し
た

以
上
︑
こ
の
黃
宗
羲
の
論
難
に
同
$
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
︑
こ
こ
で
も
︑
黃
宗
羲
が
潘
�
格
を
﹁
祖
師
禪
﹂
と
難
じ
て
い
る
こ
と
が
︑

�
に
︑
潘
�
格
の
本
領
の
あ
り
か
を
示
し
て
い
る
︑
と
言
え
る
︒
潘
�
格
を
論
難
し
て
餘
す
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
黃
宗
羲
で
あ
る
が
︑
彼
は
︑

後
の
©
鑑
な
ど
よ
り
も
よ
ほ
ど
深
く
潘
�
格
の
本
領
を
︑
一
方
で
は
見
拔
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

お

わ

り

に

以
上
が
︑
潘
�
格
の
生
涯
と
思
想
の
梗
槪
で
あ
る
︒
後
-
で
思
想
の
綱
領
と
思
想
�
戰
略
と
に
分
け
て
檢
討
し
た
が
︑
以
下
の
�
違
は
︑
そ

の
兩
方
を
合
わ
せ
て
潘
�
格
の
特
色
を
餘
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
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あ
る
友
人
が
王
陽
�
先
生
の
語
を
引
き
︑
座
を
勉
勵
し
て
﹁
滿
堂

皆
な
是
れ
7
人
﹂
と
言
っ
た
︒
潘
子
は
﹁
滿
堂

皆
な
是
れ
人
の

子
﹂
と
言
っ
た
︒
友
は
﹁
人
は
誰
も
7
賢
に
な
る
べ
き
で
あ
る
﹂
と
言
っ
た
︒
潘
子
は
﹁
わ
た
く
し
は
た
だ
︑
誰
も
が
孝
子
悌
弟
と
な
る

こ
と
を
願
う
の
み
で
す
﹂
と
言
っ
た
︒
友
は
さ
ら
に
﹁
西
銘
﹂
を
解
釋
し
て
﹁
乾
が
父
で
坤
が
母
︑
人
は
︑
天
地
が
一
大
父
母
で
あ
る
こ

と
を
理
解
し
て
初
め
て
一
體
と
な
り
得
る
﹂
と
言
っ
た
︒
潘
子
は
﹁
わ
た
く
し
は
た
だ
︑
各
人
が
自
己
の
父
母
を
理
解
し
て
一
體
と
な
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
願
う
の
み
で
す
﹂
と
言
っ
た(53

)
︒

潘
�
格
に
は
︑
壯
大
な
宇
宙
論
も
円
設
�
な
政
策
論
も
な
い
︒
彼
に
あ
る
の
は
︑
地
�
な
努
力
を
�
す
る
修
養
論
の
み
で
あ
る
︒
後
の
時
代
に

屬
す
る
者
か
ら
見
れ
ば
︑
論
究
さ
れ
る
範
圍
も
狹
く
︑
怨
時
代
を
開
拓
す
る
だ
け
の
勢
い
に
も
缺
け
て
い
た
︑
と
い
う
印
象
は
ぬ
ぐ
え
な
い
︒

ま
た
︑
同
時
代
人
に
と
っ
て
は
︑
空
氣
の
讀
め
な
い
︑
執
拗
な
氣
質
の
持
ち
�
と
し
て
︑
あ
ま
り
積
極
�
に
關
わ
り
た
く
な
い
類
の
人
物
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
黃
宗
羲
や
萬
斯
同
︑
歸
莊
な
ど
︑
彼
を
批
�
し
た
人
々
と
比
べ
て
︑
彼
の
名
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
少
な
く
︑
そ

れ
も
ま
た
故
�
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
了
解
で
き
る
︒
だ
が
︑
彼
が
強
く
批
�
し
た
身
心
モ
デ
ル
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
︑
後
人

(
そ
の

範
圍
を
︑
何
も
傳
瓜
中
國
に
限
る
必
�
は
あ
る
ま
い
)
が
ど
れ
だ
け
そ
れ
を
超
克
で
き
た
だ
ろ
う
か
︑
疑
問
で
あ
る
︒
彼
は
多
く
の
人
を
罵
っ
た
が

ゆ
え
に
︑
多
く
の
人
か
ら
罵
ら
れ
た
︒
自
業
自
得
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
︑
し
か
し
そ
れ
は
︑
彼
の
�
張
が
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
の
證
左
で
は
必
ず
し
も
な
い
︒
少
な
く
と
も
︑
G
性
の
い
う
よ
う
に
﹁
苦
心
如
此
人
者
︑
正
自
不
可
泯
沒
﹂
と
い
う
こ
と
だ
け
は
言

え
る
で
あ
ろ
う
︒

本
稿
は
︑
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
﹁
端
緖
�
な
硏
究
﹂
で
あ
り
︑
多
く
の
問
題
を
論
じ
殘
し
た
︒
�
中
で
觸
れ
た
﹁
本
末
格
物
﹂
說
を
軸
に

陽
�
後
學
と
の
思
想
�
聯
動
性
を
確
A
す
る
こ
と
も
︑
�
末
淸
初
_
の
他
の
思
想
家
た
ち
と
の
比
�(54

)
も
︑
潘
�
格
の
身
心
論
を
�
時
�
共
時
�

に

(あ
る
い
は
比
�
哲
學
�
に
)
掘
り
下
げ
て
考
察
す
る
こ
と
も
︑
先
行
硏
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
戴
震
・
焦
循
と
の
思
想
�
類
似
性(55

)
の

再
檢
證
も
︑
そ
し
て
何
よ
り
も
潘
�
格
と
い
う
思
想
家
を
生
ん
だ
寧
波
慈
溪
と
い
う
場
 
の
力
學
の
檢
證
に
つ
い
て
も
︑
す
べ
て
は
後
日
の
課

題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
末
尾
に
こ
の
こ
と
を
記
し
︑
志
を
立
て
た
證
し
と
し
て
お
き
た
い
︒
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註(1
)

容
�
祖
﹁
潘
�
格
�
思
想
﹂
(﹃
容
�
祖
集
﹄
齊
魯
書
社
一
九
八
九

年
 
收
︑
原
載
﹃
燕
京
學
報
﹄
第
十
九
_
︑
一
九
三
六
年
)︒
以
下
︑

生
卒
年
は
こ
れ
に
從
う
︒

(2
)

以
下
︑﹃
求
仁
錄
﹄
と
略
稱
す
る
︒
同
書
は
︑﹁
四
庫
'
書
存
目
叢

書
﹂
に
收
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
二
〇
〇
九
年
に
中
華
書
局
﹁
理
學
叢

書
﹂
の
一
册
と
し
て
出
版
さ
れ
︑
閱
覽
が
鯵
³
に
な
っ
た
︒
,
揭
容

�
祖
論
�
に
よ
れ
ば
︑
同
書
は
康
煕
五
十
六
年

(一
七
一
七
)
に
刊

刻
さ
れ
た
後
︑
咸
豐
四
年

(一
八
六
五
)
に
も
重
刻
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
︒
た
だ
し
︑
四
庫
'
書
存
目
叢
書
も
理
學
叢
書
も
︑
康
煕
の
版

本
に
據
っ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
理
學
叢
書
本
を
底
本
と
し
た
︒

(3
)

方
祖
猷
﹁
論
潘
�
格
�
求
仁
哲
學
﹂
(﹃
朱
子
學
刊
﹄
一
九
九
一
年

第
二
輯
)︑
お
よ
び
同
氏
﹃
淸
初
浙
東
學
´
論
叢
﹄
(萬
卷
樓
圖
書
�

限
公
司
︑
一
九
九
六
年
)
 
收
の
﹁
黃
宗
羲
與
甬
上
弟
子
�
學
�
分

岐

︱
︱
µ
論
蕺
山
之
學
�
傳
播
和
沒
落
﹂﹁
黃
宗
羲
與
潘
�
格
﹂︒

(4
)

王
鋭
森
﹁
潘
�
格
與
淸
初
�
思
想
世
界
﹂
(同
氏
﹃
晚
�
淸
初
思

想
十
論
﹄
復
旦
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
年
︒
原
載
﹃
亞
洲
硏
究
﹄

二
十
三
_
︑
一
九
九
七
年
)

(5
)

本
稿
で
は
︑
臺
灣
商
務
印
書
館
一
九
八
七
年
發
行
の
も
の
を
使
用

し
た

(初
版
は
一
九
三
七
年
)︒
な
お
︑
�
料
の
發
掘
と
い
う
點
で

言
え
ば
︑
本
稿
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
如
上
の
先
行
硏
究
に
�
っ
て
い

る
︒

(6
)

｢寧
波
に
お
け
る
知
の
營
み
と
そ
の
傳
瓜
﹂
(﹃
信
大
�
學
﹄
第
三

十
三
號
︑
二
〇
〇
八
年
)︑﹁
場
 
の
記
憶
／
'
祖
(
の
記
錄
﹂
(﹃
中

國

︱
︱
社
會
と
�
P
﹄
第
二
十
七
號
︑
二
〇
一
二
年
)︑﹁
慈
湖
の

楊
鯵
論
﹂
(
吉
田
公
�
敎
l
 
休
記
念
論
集
刊
行
會
q
﹃
哲
學
+
源

と
し
て
の
中
國
思
想
﹄
硏
�
出
版
︑
二
〇
一
三
年
)︑
小
島
毅
監

修
・
早
謁
俊
廣
q
﹃
�
P
都
市

寧
波
﹄
(東
京
大
學
出
版
會
︑
二

〇
一
三
年
)
を
參
看
さ
れ
た
い
︒
な
お
︑
本
稿
は
二
〇
一
〇
～
一
三

年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金
・
基
盤
硏
究
(
C
)﹁
淸
ª
中
_
以
影
の
寧

波
に
お
け
る
�
P
保
存
の
精
神
�
﹂
(代
表
：
早
謁
)
に
よ
る
成
果

の
一
部
で
あ
る
︒

(7
)

『
求
仁
錄
﹄
卷
頭
四−

五
頁
︒
以
下
︑
同
書
か
ら
の
引
用
は
頁
數

の
み
を
記
す
こ
と
と
す
る
︒

(8
)

｢論
潘
�
格
�
求
仁
哲
學
﹂
で
方
祖
猷
氏
は
︑
こ
の
﹁
羅
氏
﹂
を

羅
汝
芳
だ
と
指
摘
す
る
︒

(9
)

こ
の
年
が
﹁
永
曆
元
年
﹂
で
も
あ
る
こ
と
は
︑
潘
�
格

(も
し
く

は
傳
記
作
者
)
に
と
っ
て
何
ら
か
の
$
味
を
�
す
る
の
か
も
知
れ
な

い
が
︑
詳
細
は
不
�
で
あ
る
︒

(10
)

｢
先
生
姓
潘
︑
諱
�
格
︑
字
用
.
︑
寧
波
府
慈
谿
縣
�
溪
人
也
︒

其
祖
承
務
公
⁝
⁝
徙
於
�
州
︑
º
家
焉
︒
先
生
自
幼
不
喜
嬉
戲
︑
不

Ò
與
凡
兒
�
︑
木
然
若
無
知
者
︒
早
失
怙
恃
︑
奉
事
祖
母
極
孝
︒
十

五
六
歲
時
︑
輒
以
豪
4
自
命
︑
謂
忠
孝
5
義
之
事
︑
我
優
爲
之
︒
十

七
歲
︑
�
必
爲
7
賢
之
志
︑
嘗
自
嘆
曰
︑
我
其
不
能
爲
孔
孟
乎
︒
深

恐
世
俗
赳
纏
︑
埋
沒
本
性
︑
每
思
入
山
學
�
︒
二
十
歲
︑
從
事
於
�

朱
之
學
︑
:
里
友
¼
輒
迂
之
︒
越
五
年
︑
印
從
事
於
王
羅
之
學
︒
後

印
從
事
於
老
莊
之
學
者
-
載
︑
禪
學
者
二
年
︒
因
念
�
朱
王
羅
之
學
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旣
不
合
於
孔
孟
︑
而
二
氏
之
學
益
不
合
於
孔
孟
︑
竭
力
參
求
︑
慚
痛

D
�
者
四
十
日
如
一
日
︒
而
親
證
渾
然
天
地
萬
物
一
體
︑
當
下
知
孔

曾
一
貫
之
�
︑
當
下
知
佛
老
之
衣
於
孔
孟
︑
當
下
知
�
朱
王
羅
之
皆

不
合
於
孔
孟
︒
是
時
蓋
三
十
八
歲
冬
十
>
也
︒
旣
親
證
孔
孟
之
學
爲

渾
然
天
地
萬
物
一
體
︑
因
論
爲
學
之
�
︑
必
須
立
�
�
德
於
天
下
之

欲
︒
大
學
之
格
物
︑
物
是
身
家
國
天
下
︑
格
是
格
�
人
我
︑
格
物
之

學
︑
卽
孟
子
強
恕
反
求
擴
閏
四
端
︒
體
A
親
切
︑
篤
志
力
行
︑
保
任

緝
熙
︑
無
少
閒
斷
︒
如
是
者
�
年
︒
º
著
求
仁
錄
十
卷
︑
著
�
錄
十

卷
︑
四
書
發
�
六
卷
︑
孝
經
發
�
二
卷
︑
辨
二
氏
之
學
二
卷
︑
契
7

錄
五
卷
︒﹂

(11
)

｢旣
>
餘
︑
見
其
徒
E
筆
端
︑
'
無
實
學
︑
�
日
言
動
︑
多
V
於

禮
︒
時
邑
中
友
人
︑
⁝
⁝
且
聞
其
詆
衛
先
儒
︑
謀
檄
討
之
而
½
之
境

外
︒
余
竭
力
挽
回
︑
筆
舌
俱
敞
︑
ë
乃
得
止
︒﹂
(﹃
歸
莊
集
﹄
卷
一

〇
﹁
敍
過
﹂︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
五
〇
一
頁
)

(12
)

｢渠
每
向
人
¿
孝
經
︑
印
�
孝
經
發
�
之
作
︑
乃
母
喪
旣
畢
︑
悦

不
思
祭
︑
弟
規
之
以
禮
︑
強
而
復
祭
︑
則
置
其
母
之
位
於
北
面
︑
印

科
頭
短
衣
而
上
香
︑
弟
從
旁
窺
之
︑
爲
之
掩
口
︒
天
下
�
此
À
日
言

孝
︑
發
�
孝
經
之
人
乎
︒
⁝
⁝
至
其
出
妻
一
事
︑
渠
方
自
矜
爲
孔
氏

家
法
︑
但
不
知
孔
子
子
思
曾
日
夜
鞭
撻
其
妻
︑
Á
體
液
血
︑
ú
之
招

承
淫
行
否
︒
⁝
⁝
且
如
潘
生
今
日
之
事
︑
則
伯
魚
不
合
隨
孔
子
︑
子

思
不
合
留
子
上
︑
皆
當
隨
其
母
去
︑
不
知
孔
氏
何
故
印
不
然
︒
⁝
⁝

至
於
周
�
張
朱
象
山
陽
�
諸
大
儒
︑
無
不
痛
加
詆
衛
︑
以
爲
皆
喪
其

良
心
︒
印
指
孔
�
兩
廡
先
儒
︑
目
之
曰
一
羣
僧
�
︒
⁝
⁝
其
Â
妄
Ã

悖
印
如
此
︒﹂
(同
,
書
卷
五
﹁
與
吳
修
齡
書
﹂︑
三
三
四
頁
)

(13
)

｢數
日
季
野
見
下
拜
曰
︑
吾
自
¡
六
十
餘
年
矣
︒
吾
少
從
0
黃
梨

洲
︒
聞
四
�
�
潘
先
生
者
︑
曰
朱
子
�
陸
子
禪
︑
怪
之
`
詰
︑
其
說

�
據
︒
同
學
因
轟
言
予
Ä
黃
先
生
︑
先
生
亦
怒
︒
予
謝
曰
︑
Å
以
`

不
談
學
︑
專
窮
經
�
︒
º
忽
忽
至
今
︒
不
謂
先
生
示
我
正
塗
也
︒﹂

(﹃
恕
谷
後
集
﹄
卷
六
︑
﹁
顏
李
叢
書
﹂
第
四
册
一
二
七
五
頁
︑
廣
�

書
局
)

(14
)

｢
顏
李
叢
書
﹂
第
二
册
︑
三
八
一
頁

(15
)

｢大
學
一
書
見
於
戴
氏
之
禮
記
︑
非
泛
言
學
也
︑
乃
原
大
學
敎
人

之
法
︑
⁝
⁝
其
法
維
何
︑
卽
 
謂
物
也
︑
其
物
維
何
︑
周
官
大
司
徒

之
三
物
是
也
︒
三
物
者
︑
一
曰
六
德
︑
知
仁
7
義
中
和
︒
一
曰
六
行
︑

孝
友
睦
姻
任
恤
︒
一
曰
六
藝
︑
禮
樂
射
御
書
數
︒
⁝
⁝
後
之
儒
者
不

知
物
爲
大
學
之
三
物
︑
或
以
爲
窮
理
︑
或
以
爲
正
事
︑
或
以
爲
扞
格

外
誘
︑
或
以
爲
格
�
人
我
︑
紛
紛
之
論
雖
析
之
極
精
︑
À
無
當
乎
大

學
之
正
訓
︒
⁝
⁝
︒
蠡
吾
恕
谷
李
子
示
予
大
學
辨
業
一
q
︒
其
言
物

謂
卽
大
司
徒
之
三
物
︑
言
格
物
謂
卽
學
]
禮
樂
射
御
書
數
六
藝
之
物
︒

予
讀
之
擊
5
稱
是
︑
且
歎
其
得
古
人
失
傳
之
旨
︑
而
卓
識
深
詣
爲
不

可
�
也
︒
﹂
(﹁
大
學
辨
業
序
﹂
︑
﹃
石
園
�
集
﹄
卷
七
︑
四
�
叢
書
第

一
四
册
︑
八
四
三
五−

六
頁
)
な
お
︑
﹃
大
學
辨
業
﹄
に
關
し
て
は
︑

入
船
弘
�
﹁
李
塨
の
﹁
格
物
致
知
﹂
解
釋
に
つ
い
て
﹂
(
北
海
�
中

國
哲
學
會
﹃
中
國
哲
學
﹄
第
二
五
號
︑
一
九
九
六
年
)
が
あ
る
︒

(16
)

｢余
少
T
業
於
南
雷
黃
先
生
︑
學
蕺
山
劉
子
之
學
︒
癸
丑
歲
館
於

寧
城
︑
因
萬
季
野
得
先
生
書
數
帙
︑
一
見
而
嗜
之
︒
同
志
者
皆
非
余
︑

余
信
之
益
篤
︒
後
過
慈
水
顏
長
�
家
求
其
'
書
︒
長
�
者
︑
先
生
之

高
第
弟
子
也
︒
先
生
將
沒
︑
卽
以
�
生
 
著
之
書
手
l
長
�
︑
故
余

得
因
長
�
而
集
先
生
之
書
︑
學
先
生
之
學
︒
夫
先
生
之
學
︑
孔
孟
之

眞
血
%
也
︒
一
時
同
人
皆
爲
舉
業
 
纏
︑
集
�
 
拘
︑
未
�
可
與
言
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者
︒
余
恐
其
久
而
湮
沒
也
︑
因
寫
副
本
一
册
︑
攜
入
都
門
︑
冀
得
一

二
�
志
之
士
︑
共
�
先
生
之
�
︑
繼
`
開
來
︑
以
昌
�
其
�
︑
而
卒

不
得
其
人
︒
康
熙
丁
酉
︑
G
義
門
讀
求
仁
錄
而
心
契
焉
︑
慨
然
鐫
之

以
行
於
世
︑
庶
先
生
之
學
不
至
湮
沒
︒﹂
(卷
頭
五
頁
)

(17
)

,
揭
王
鋭
森
書
三
一
四
頁
を
參
照
︒
確
A
す
る
と
︑
確
か
に
︑
中

華
書
局
﹃
黃
梨
洲
�
集
﹄
二
三
二
頁
で
は
﹁
毛
孝
違
﹂
と
な
っ
て
い

る
も
の
が
︑
浙
江
古
籍
出
版
社
﹃
黃
宗
羲
'
集
﹄
第
十
册
四
四
〇
頁

で
は
﹁
蔣
弘
憲
﹂
と
な
っ
て
い
て
︑
校
勘
で
も
こ
の
V
い
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
︒

(18
)

｢先
生
 
著
'
書
︑
未
嘗
q
輯
︑
因
學
者
之
Å
︑
將
求
仁
錄
分
帙

數
q
︒
⁝
⁝
不
r
彬
與
先
生
同
里
︑
彼
此
出
0
︑
未
�
)
隨
聆
敎
︒

⁝
⁝
�
至
己
酉
歲
︑
與
先
生
會
于
證
人
書
院
︑
始
讀
其
書
︑
眞
性
勃

發
︑
舉
十
餘
年
來
之
疑
而
未
信
者
︑
一
旦
豁
然
�
會
︑
º
北
面
執
弟

子
禮
焉
︒﹂
(二
八
一
頁
)

(19
)

こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
,
揭
の
方
祖
猷
﹃
淸
初
浙
東
學
´
論
叢
﹄

が
極
め
て
參
考
に
な
る
︒

(20
)

｢南
雷
�
斥
潘
氏
用
.
之
學
︑
嘗
�
書
書
爲
萬
u
君
季
野
駁
之
︑

凡
數
千
言
︒
而
先
生
於
用
.
求
仁
宗
旨
︑
許
爲
別
具
隻
眼
︒
南
雷
汰

存
錄
之
作
︑
言
�
�
者
皆
宗
之
︑
而
先
生
言
其
門
戶
之
見
尙
未
盡
P
︒

⁝
⁝
用
.
之
學
︑
予
亦
嘗
舉
其
疵
纇
以
相
商
榷
︑
先
生
不
以
予
爲
非
︑

而
謂
�
世
士
不
悅
學
︑
苦
心
如
此
人
者
︑
正
自
不
可
泯
沒
︑
是
固
�

R
之
論
也
︒
至
疑
南
雷
門
戶
之
見
未
P
︑
則
�
足
中
�
季
諸
公
之
病

者
︒﹂
(﹃
鮚
埼
亭
集
﹄
內
q
卷
二
十
一
﹁
五
嶽
0
人
穿
中
t
�
﹂︑
國

立
q
譯
館
刊
・
詹
海
雲
校
m
本
・
第
二
册
四
八
二
頁
)
な
お
︑
本
論

で
直
後
に
言
�
す
る
﹁
門
戶
の
見
﹂
批
�
は
︑
傍
線
部
で
�
ら
か
な

よ
う
に
︑
直
接
�
に
は
黃
宗
羲
の
﹃
汰
存
祿
﹄
に
向
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
︒

(21
)

｢
用
.
之
言
︑
不
過
數
句
而
盡
︑
而
重
見
疊
出
︑
唯
恐
其
不
多
︒﹂

(黃
宗
羲
﹁
與
友
人
論
學
書
﹂
︑
中
華
書
局
﹃
黃
梨
洲
�
集
﹄
四
三
六

頁
)
︒
黃
宗
羲
の
潘
�
格
批
�
に
つ
い
て
は
︑
方
祖
猷
論
�
に
詳
し

い
︒

(22
)

｢孔
門
之
學
︑
以
求
仁
爲
宗
︒
仁
︑
人
性
也
︒
求
仁
︑
 
以
復
性

也
︒
⁝
⁝
仁
也
者
︑
渾
然
天
地
萬
物
一
體
︑
而
閏
周
於
未
發
︑
條
理

於
發
見
︑
吾
人
日
用
�
常
之
事
也
︒
孩
提
之
越
︑
無
不
知
愛
其
親
︑

�
其
長
也
︑
無
不
知
敬
其
兄
︒
不
慮
而
知
︑
不
學
而
能
︑
渾
然
親
長

一
體
︑
則
渾
然
天
地
萬
物
一
體
者
也
︒
今
人
乍
見
孺
子
將
入
於
井
︑

怵
惕
惻
隱
︑
勃
然
而
發
︑
直
捷
痛
切
︑
不
自
知
覺
︒
渾
然
孺
子
一
體
︑

則
渾
然
天
地
萬
物
一
體
者
也
︒
渾
然
一
體
之
閏
周
於
日
用
︑
條
理
於

發
見
如
此
︑
則
知
皆
擴
而
閏
之
以
保
四
海
︑
豈
難
事
哉
︒﹂
(
一
頁
)

(23
)

｢
工
夫
不
是
做
�
︑
是
自
然
�
︒
志
不
是
�
立
�
︑
亦
是
自
然
�
︒

只
起
初
思
量
︑
乃
是
勉
強
︒
人
勉
強
之
力
︑
須
在
初
起
時
用
︑
初
須

起
念
思
量
︒
⁝
⁝
勉
強
提
起
之
久
︑
至
於
思
路
漸
熟
︑
不
俟
起
念
︑

時
時
見
,
︑
⁝
⁝
自
不
覺
知
恥
發
延
︑
精
神
煥
發
︑
而
志
立
矣
︒
志

旣
立
︑
自
然
一
日
十
二
時
不
肯
輕
易
忽
畧
過
︑
一
切
待
人
接
物
自
不

忍
使
少
�
不
慊
於
心
︑
是
之
謂
工
夫
︒
若
工
夫
待
做
︑
只
是
做
作
︑

非
工
夫
也
︒
志
若
是
�
立
︑
只
是
$
念
︑
非
眞
志
也
︒﹂
(二
五
八

頁
)

(24
)

｢7
學
從
力
行
入
︑
禪
從
疑
入
︒
從
力
行
入
者
︑
自
得
其
渾
然
一

體
之
仁
︑
從
疑
入
者
︑
不
過
身
心
一
如
︑
身
外
無
餘
而
已
︒
⁝
⁝
以

人
之
�
治
人
之
身
︑
力
行
斷
斷
必
然
︑
而
安
 
用
疑
也
︒﹂
(一
七
六
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頁
)

(25
)

｢愚
 
以
不
取
人
疑
者
︑
爲
吾
人
本
來
性
善
︑
力
行
則
性
善
現
,
︒

力
行
之
純
篤
︑
則
渾
然
性
善
直
�
液
行
︑
故
吾
人
但
當
自
勉
於
力
行
︒

自
勉
於
力
行
︑
則
復
本
來
之
性
善
︑
其
知
性
也
自
是
性
善
眞
%
︑
不

失
足
於
衣
端
︒﹂
(一
七
七
頁
)

(26
)

｢與
學
者
言
︑
果
說
立
志
足
矣
︒
立
志
之
外
É
不
容
他
�
言
矣
︒﹂

(二
五
六
頁
)

(27
)

｢提
志
之
法
︑
畧
具
陽
�
先
生
立
志
說
中
︒﹂
(二
四
八
頁
)

(28
)

『孟
子
﹄
盡
心
上
�
の
語
︒
朱
熹
は
﹁
強
は
勉
強
な
り
︒
恕
は
己

を
推
し
て
以
て
人
に
�
ぼ
す
な
り
﹂
と
m
す
る
︒

(29
)

｢一
友
私
議
先
生
云
︑
學
專
力
行
︑
�
用
而
無
體
︒
一
生
亦
云
︑

重
在
強
恕
反
求
︑
覺
無
本
領
︒
門
人
以
吿
︑
先
生
曰
︑
二
說
皆
善
︑

生
亦
知
吾
之
本
領
乎
︒
吾
嘗
與
生
言
篤
志
︑
卽
吾
之
本
領
︑
亦
卽
吾

之
體
︒
眞
志
見
,
卽
眞
性
見
,
︑
非
體
乎
︒
志
常
篤
切
卽
心
常
凝
謐
︑

非
本
領
乎
︒
內
力
沉
重
︑
眞
志
卽
是
眞
工
夫
︑
何
必
言
工
夫
︒
力
行

皆
眞
性
直
�
︑
印
何
可
以
言
用
︒
彼
不
知
立
志
者
︑
必
操
持
此
靈
�

知
覺
之
心
常
在
於
腔
子
︑
則
爲
立
體
�
本
領
︒
印
何
怪
其
議
吾
之
無

體
無
本
領
哉
︒﹂
(二
五
三
頁
)

(30
)

｢古
之
欲
�
�
德
于
天
下
者
一
句
︑
 
以
興
起
下
�
︑
歸
重
格
物
︑

則
欲
字
之
無
功
夫
︑
稍
識
�
義
者
︑
亦
不
難
辨
︒
用
.
乃
以
欲
爲
立

志
︑
而
言
齊
家
治
國
�
天
下
︑
渾
然
吾
身
之
事
︒
⁝
⁝
顏
子
當
亂
世
︑

居
于
陋
巷
⁝
⁝
顏
子
未
嘗
汲
汲
皇
皇
憂
世
憂
民
︑
將
謂
顏
子
未
嘗
立

志
乎
︒
使
舉
一
世
之
人
︑
舍
其
時
位
而
皆
汲
汲
皇
皇
以
治
�
爲
事
︑

印
何
衣
于
中
風
狂
走
︒
⁝
⁝
則
復
性
之
功
︑
其
不
在
家
國
天
下
亦
�

矣
︒﹂
(黃
宗
羲
,
揭
+
料
四
三
七−

八
頁
)

(31
)

｢
王
心
齋
は
﹃
出
で
て
は
則
ち
天
下
の
師
と
爲
り
︑
處
り
て
は
則

ち
萬
世
の
師
と
爲
る
﹄
と
言
い
ま
し
た
が
︑
大
げ
さ
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
︒
曰
く
︑
こ
れ
は
我
々
の
本
分
で
あ
り
︑
ど
う
し
て
大
げ

さ
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
曰
く
︑
そ
の
�
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

し
ょ
う
か
︒
曰
く
︑
親
を
愛
し
年
長
を
敬
す
る
こ
と
を
天
下
に
�
�

さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
︒
曰
く
︑
そ
ん
な
に
た
や
す
い
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
か
︒
曰
く
︑
君
は
難
し
い
と
思
う
の
か
︒
こ
れ
は
幼
子
の
本

然
で
あ
り
︑
愚
夫
愚
Ê
の
眞
の
面
目
で
あ
る
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑

賢
知
の
師
と
な
っ
て
も
︑
愚
夫
愚
Ê
の
師
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

一
方
の
風
敎
︑
一
代
の
時
敎
と
な
っ
て
も
︑
天
下
の
師
︑
萬
世
の
師

と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
(
心
齋
言
﹃
出
則
爲
天
下
師
︑
處
則
爲

萬
世
師
﹄
︑
不
大
夸
乎
︒
曰
︑
此
吾
人
本
分
︑
何
夸
之
�
︒
曰
︑
其

�
何
如
︒
曰
︑
愛
親
敬
長
︑
�
之
天
下
而
已
︒
曰
︑
何
易
也
︒
曰
︑

子
以
爲
難
耶
︒
此
孩
提
本
然
︑
愚
夫
愚
Ê
本
色
︒
不
然
︑
則
爲
賢
知

之
師
︑
不
可
爲
愚
夫
愚
Ê
之
師
︒
爲
一
方
之
風
敎
︑
一
代
之
時
敎
︑

不
可
爲
天
下
師
萬
世
師
︒)﹂
(
一
五
九
頁
)

(32
)

こ
の
點
は
︑
�
年
︑
精
力
�
に
硏
究
が
�
め
ら
れ
て
い
る
﹁
本
末

格
物
﹂
說
と
の
關
聯
性
を
想
起
さ
せ
る
︒
先
行
硏
究
で
も
觸
れ
ら
れ

て
い
る
が
︑
潘
�
格
に
は
︑
王
心
齋
ら
陽
�
後
學
と
の
思
想
�
な
つ

な
が
り
が
A
め
ら
れ
る
︒﹁
本
末
格
物
﹂
說
は
そ
の
解
�
の
手
掛
か

り
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
︒﹁
本
末
格
物
﹂
說
に
つ
い
て
は
︑
中
純

夫
﹁
本
末
格
物
說
攷
﹂
(﹃
日
本
中
國
學
會
報
﹄
第
六
十
二
集
︑
二
〇

一
〇
年
)︑
荒
木
龍
太
郞
﹁
陽
�
學
に
お
け
る
本
末
格
物
說
の
考

察

︱
︱
羅
念
庵
・
胡
廬
山
を
中
心
に
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
活
水
論
�

集
﹄
第
五
十
四
集
﹁
現
代
日
本
�
P
學
科
q
﹂︑
二
〇
一
一
年
)
を
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參
照
︒

(33
)

｢大
學
︑
求
仁
'
書
也
︒
而
#
�
之
�
︑
在
於
格
物
︒
⁝
⁝
夫
格

物
之
物
卽
物
�
本
末
之
物
︑
易
知
也
︒
物
�
本
末
之
本
末
︑
卽
本
亂

末
治
之
本
末
︑
亦
易
知
也
︒
本
亂
之
本
︑
謂
身
也
︒
末
治
之
末
︑
謂

家
國
天
下
也
︒
則
物
�
本
末
之
本
末
︑
必
指
身
家
國
天
下
︑
無
容
衣

釋
矣
︒
物
�
本
末
之
本
末
︑
旣
指
身
家
國
天
下
︑
則
物
是
µ
身
家
國

天
下
︑
亦
無
容
衣
釋
矣
︒
故
格
物
之
物
︑
謂
身
家
國
天
下
也
︒
格
者
︑

�
也
︑
經
 
云
格
於
皇
天
是
也
︒
格
物
謂
格
�
身
家
國
天
下
也
︒
夫

人
之
大
患
在
於
�
我
︑
�
我
則
與
人
相
對
待
︑
分
我
分
人
︑
初
以
爲

理
勢
之
當
然
︑
無
甚
大
�
︒
孰
知
$
之
不
�
︑
心
之
不
正
︑
身
之
不

修
︑
家
之
不
齊
︑
國
之
不
治
︑
天
下
之
不
�
︑
無
不
繇
於
此
︒
⁝
⁝

 
謂
致
知
在
格
物
者
︑
人
皆
�
 
不
忍
︑
�
之
於
其
 
忍
︑
不
忍
︑

良
知
也
︑
�
之
於
其
 
忍
︑
致
知
在
格
物
也
︒
人
皆
�
 
不
爲
︑
�

之
於
其
 
爲
︑
不
爲
︑
良
知
也
︑
�
之
於
其
 
爲
︑
致
知
在
格
物
也
︒

夫
不
忍
不
爲
︑
豈
分
人
我
乎
︒
惻
隱
羞
惡
辭
讓
是
非
︑
豈
�
人
我
之

私
乎
︒
⁝
⁝
故
惻
隱
羞
惡
辭
讓
是
非
者
︑
眞
性
之
直
�
液
行
者
也
︑

 
謂
渾
然
天
地
萬
物
一
體
者
也
︒
大
學
致
知
格
物
之
旨
︑
卽
孟
子
擴

閏
四
端
之
說
而
已
矣
︒﹂
(五
四−

五
頁
)

(34
)

｢生
問
︑
�
敬
致
良
知
之
學
︑
俱
貫
動
靜
︒
獨
7
學
格
�
人
我
︑

似
只
在
�
事
時
︑
而
不
能
貫
無
事
時
︒
先
生
曰
︑
若
無
事
時
無
工
夫
︑

則
�
事
安
能
格
�
人
我
︒
印
問
︑
立
志
非
$
念
之
說
︑
某
皆
常
聞
之
︑

而
À
不
能
無
疑
︒
曰
︑
此
亦
只
是
子
未
知
立
志
耳
︒
若
果
欲
�
�
德

於
天
下
︑
卽
自
責
不
能
�
�
德
於
天
下
︒
竭
力
格
�
人
我
︑
卽
自
責

不
能
�
人
我
︒
惕
然
悚
然
︑
心
思
常
自
凝
聚
︑
精
神
常
自
緊
切
︑
卽

是
無
事
時
工
夫
︒
 
以
某
常
言
眞
志
卽
是
眞
工
夫
︒
⁝
⁝
生
云
︑
此

屬
起
念
︑
正
苦
閒
斷
︒
⁝
⁝
生
云
︑
惕
然
悚
然
︑
豈
非
念
耶
︒
⁝
⁝

生
云
︑
É
�
無
念
時
︑
如
何
︒
⁝
⁝
生
云
︑
惕
然
悚
然
︑
À
屬
�
念
︒

恐
7
人
决
不
然
︒
⁝
⁝
º
舉
神
秀
�
能
兩
偈
�
陽
�
﹃
戒
愼
恐
懼
亦

是
念
︑
實
無
無
念
時
﹄
之
語
︑
云
︑
念
念
起
恰
是
無
念
︒
A
一
念
不

起
爲
無
念
︑
則
佛
氏
外
�
之
見
耳
︒
7
學
本
不
須
論
至
此
︑
 
以
某

每
不
喜
爲
此
言
︒
愛
親
敬
長
︑
何
嘗
非
念
︑
何
嘗
起
念
︒
乍
見
怵
惕

惻
隱
︑
何
嘗
非
念
︑
何
嘗
起
念
︒
7
人
則
汲
汲
皇
皇
︑
憂
世
憂
民
而

已
矣
︒
學
者
則
強
恕
反
求
︑
格
�
人
我
而
已
矣
︒
印
何
必
論
�
念
無

念
︒
⁝
⁝
擴
閏
四
端
之
學
︑
原
爲
�
人
欲
︑
則
渾
然
眞
性
�
 
缺
陷
︒

惟
卽
吾
之
眞
性
隨
在
顯
發
者
︑
�
之
閏
之
︑
則
渾
然
眞
性
'
體
獨
復

矣
︒
是
擴
而
閏
之
︑
原
爲
�
欲
而
然
︒
故
曰
﹃
人
皆
�
 
不
忍
︑
�

之
於
其
 
忍
︒
人
皆
�
 
不
爲
︑
�
之
於
其
 
爲
﹄
︑
 
忍
︑
 
爲
︑

人
欲
也
︒
�
吾
之
 
不
忍
不
爲
︑
則
眞
性
顯
而
人
欲
自
去
︑
'
體
復

而
缺
陷
者
滿
︒
欲
何
足
患
︑
欲
印
何
必
制
哉
︒﹂
(一
九
七−

九
頁
)

(35
)

｢學
者
須
先
識
仁
︒
仁
者
︑
渾
然
與
物
同
體
︒﹂
(
中
華
書
局
﹃
二

�
集
﹄
一
六−

七
頁
)︑﹁
醫
書
言
手
足
痿
痺
爲
不
仁
︒
此
言
�
善
名

狀
︒
仁
者
︑
以
天
地
萬
物
爲
一
體
︑
莫
非
己
也
︒﹂
(同
,
書
一
五

頁
)
︒

(36
)

｢
惟
體
不
y
用
︑
用
不
離
體
︑
似
合
而
實
分
︑
故
云
渾
然
與
萬
物

同
體
︑
云
以
天
地
萬
物
爲
一
體
︑
似
一
而
仍
二
也
︒
若
知
吾
性
渾
然

天
地
萬
物
一
體
︑
則
天
地
萬
物
皆
體
也
︑
何
用
之
可
言
︒﹂
(
二
六

頁
)

(37
)

｢不
知
見
在
眞
心
︑
則
不
知
渾
然
天
地
萬
物
一
體
︑
故
雖
言
一
體

而
實
非
渾
然
一
體
︒
⁝
⁝
知
求
仁
之
學
%
者
︑
見
在
眞
心
恰
恰
渾
然

天
地
萬
物
一
體
︒
蓋
眞
心
無
對
待
︑
無
對
待
則
渾
然
一
體
︒
眞
心
見
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在
日
用
不
自
識
知
︑
不
自
識
知
則
渾
然
一
體
︒
⁝
⁝
夫
愛
親
敬
長
︑

此
心
之
安
者
也
︒
乍
見
惻
隱
︑
此
心
之
不
安
者
也
︒
安
固
渾
然
一
體
︑

不
安
亦
渾
然
一
體
︑
此
豈
非
性
善
乎
︒
豈
非
 
謂
仁
人
心
乎
︒
若
佛

老
之
一
體
︑
亦
無
對
待
︑
亦
不
自
識
知
︑
而
一
爲
虛
無
︑
一
爲
寂

滅
︒﹂
(四
五−

六
頁
)

(38
)

｢渾
然
天
地
萬
物
一
體
︑
須
深
#
自
得
︑
方
知
與
禪
宗
﹃
轉
山
河

大
地
歸
自
己
︑
轉
自
己
歸
山
河
大
地
﹄
者
不
同
︑
方
知
非
識
仁
�
 

到
︑
非
西
銘
 
�
︑
非
陽
�
�
溪
可
同
日
語
︒
方
知
與
�
敬
致
良
知

學
%
大
不
同
︒﹂
(二
三
八
頁
)

(39
)

｢後
世
之
學
只
在
欲
修
其
身
起
手
︑
故
其
格
物
也
非
格
�
人
我
︑

卒
不
能
知
渾
然
天
地
萬
物
一
體
之
性
︒
如
以
窮
至
事
物
之
理
爲
格
物
︑

而
印
�
敬
以
束
身
心
︑
以
正
事
之
不
正
以
歸
於
正
爲
格
物
︑
而
 
悟

乃
不
落
$
識
之
智
�
︒
蓋
窮
至
事
物
之
理
︑
正
事
之
不
正
以
歸
於
正

者
︑
恰
副
欲
修
其
身
之
願
︒
事
上
格
�
人
我
者
︑
恰
副
欲
�
�
德
於

天
下
之
願
︒
分
�
�
大
小
�
'
之
別
︒﹂
(二
二
二−

三
頁
)

(40
)

｢提
醒
照
管
操
持
涵
養
︑
使
此
心
常
惺
惺
而
不
昧
者
︑
敬
也
︑
非

7
人
之
 
謂
敬
︒
蓋
渾
然
一
體
之
眞
心
︑
非
可
操
持
︒
其
可
操
持
者
︑

$
也
識
也
︒
$
識
本
與
物
對
待
而
見
爲
內
心
︑
故
可
操
持
︒
$
識
與

物
對
待
而
見
爲
內
心
︑
亦
能
操
持
︒
故
操
持
者
︑
亦
$
也
識
也
︒
操

持
此
心
︑
是
以
$
識
治
$
識
也
︒
心
非
渾
然
一
體
之
眞
心
︑
敬
亦
非

7
人
之
 
謂
敬
︒
知
求
仁
之
學
%
者
︑
擴
閏
四
端
︑
強
恕
反
求
︑
孜

孜
焉
以
盡
吾
分
︑
日
見
吾
分
之
未
盡
︑
而
凛
凛
然
不
敢
忽
易
︒
夫
孜

孜
焉
以
盡
吾
分
︑
'
體
是
敬
︒
日
見
吾
分
之
未
盡
而
凛
凛
然
不
敢
忽

易
︑
亦
'
體
是
敬
︒
敬
卽
是
心
︑
而
非
敬
以
治
心
︒﹂
(三
五
頁
)

(41
)

潘
�
格
は
︑﹁
心
は
虛
靈
不
昧
﹂
な
ど
と
言
え
ば
︑
虛
を
形
に
分

類
す
る
こ
と
に
な
り
︑
そ
の
う
え
﹁
心
は
氣
の
精
爽

た
ま
し
い

﹂﹁
覺
す
る
 

の
者
は
心
の
理
︑
能
く
覺
す
る
者
は
氣
の
靈
﹂
な
ど
と
言
え
ば
︑
靈

を
氣
に
分
類
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑﹁
果
た
し
て
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
︑
心
は
形
氣
の
一
物
で
︑
そ
こ
に
こ
の
本
性
を
貯
藏
し
て
い
る
に

過
ぎ
な
く
な
る
﹂
と
批
�
す
る
︒
さ
ら
に
﹁
性
は
是
れ
理
︑
心
は
是

れ
Í
含
該
載
し
�
施
發
用
す
る
底
﹂
と
言
え
ば
︑
性
も
ま
た
一
物
の

よ
う
に
心
に
含
藏
さ
れ
︑
'
く
心
の
知
覺
に
賴
っ
て
﹁
�
施
發
用

お
よ
ぼ
し
は
た
ら
く

﹂

す
る
も
の
に
な
る
︑
と
論
じ
て
︑
﹁
性
は
心
中
に
具
わ
っ
て
い
て
︑

心
は
肉
の
か
た
ま
り
で
あ
り
︑
人
の
胸
膈
の
閒
に
あ
る
﹂﹁
心
は
火

に
分
類
さ
れ
︑
き
ら
き
ら
光
り
輝
き
︑
散
亂
し
や
す
い
の
で
︑
そ
れ

を
監
督
す
る
工
夫
が
無
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
﹂
と
い
う
理
解
を

﹁
俗
信
﹂
と
し
て
斥
け
た
︒
(且
如
言
﹁
心
者
虛
靈
不
昧
﹂︑
云
﹁
凡

物
�
心
而
其
中
必
虛
︑
d
些
虛
處
︑
Í
藏
�
理
﹂︑
是
虛
屬
形
︒
印

云
﹁
心
者
氣
之
精
爽
﹂︑
云
﹁
靈
處
是
心
︑
不
是
性
﹂
︑
云
﹁
 
覺
者

心
之
理
︑
能
覺
者
氣
之
靈
﹂
︑
是
靈
屬
氣
︒
果
爾
︑
則
心
不
過
形
氣

之
一
物
︑
而
貯
此
性
者
也
︒
印
云
﹁
性
是
理
︑
心
是
Í
含
該
載
�
施

發
用
底
﹂
︑
印
是
性
亦
似
一
物
︑
而
含
藏
於
心
︑
'
恃
心
之
知
覺
以

�
施
發
用
者
也
︒
嗚
呼
︑
性
具
於
心
中
︑
而
心
爲
肉
團
︑
居
人
胸
膈

閒
︑
俗
 
易
信
︒
心
屬
火
︑
光
�
閃
爍
︑
易
於
散
亂
︑
不
可
無
管
束

工
夫
︑
印
俗
 
易
信
︒
二
五
一
頁
)

(42
)

こ
の
語
に
つ
い
て
︑
入
矢
義
高
監
修
﹃
禪
語
辭
典
﹄
(思
�
閣
出

版
)
は
﹁
あ
り
あ
り
と
且
つ
き
ら
き
ら
と
︒
本
來
の
�
人
公
の
Î
動

す
る
さ
ま
﹂
と
解
說
す
る
が
︑
末
木
�
美
士
q
﹃
現
代
語
譯

碧
巖

錄
﹄
(
岩
波
書
店
)
中
卷
二
七
二
頁
の
語
釋
は
︑
こ
の
語
が
批
�
�

に
用
い
ら
れ
る
點
に
言
�
し
︑
﹁
朱
子
が
禪
を
批
�
す
る
際
に
も
こ
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の
語
を
用
い
る
﹂
と
も
指
摘
し
て
い
る
︒

(43
)

｢如
云
�
敬
則
提
醒
照
管
此
心
︑
胸
中
却
昭
昭
然
�
一
心
在
︑
非

敬
矣
︒
非
敬
則
非
仁
︑
豈
孔
門
之
學
乎
︒
⁝
⁝
如
�
敬
︑
則
切
切
然

提
醒
照
管
︑
却
似
胸
中
�
一
昭
昭
靈
靈
之
心
在
︑
胸
中
�
一
昭
昭
靈

靈
之
心
在
︑
則
身
心
爲
二
︑
豈
非
人
己
內
外
截
然
爲
二
乎
︒﹂
(二
六

五
頁
)

(44
)

｢操
持
存
�
︑
使
虛
靈
知
覺
者
常
炯
炯
腔
子
中
也
︒
⁝
⁝
夫
吾
心

渾
然
天
地
萬
物
一
體
︑
而
安
得
拘
隅
於
腔
子
︒﹂
(二
五
二
頁
)

(45
)

｢學
須
審
知
%
路
︑
%
路
旣
審
︑
性
善
之
與
性
空
︑
靈
知
之
與
良

知
︑
固
灼
然
可
見
矣
︒﹂
(一
五
一
頁
)

(46
)

｢大
d
以
靈
�
知
覺
爲
內
心
︑
以
靈
�
知
覺
之
 
照
爲
外
境
︑
立

我
緣
物
而
與
物
對
待
︑
故
內
外
體
用
之
說
起
焉
︒
⁝
⁝
夫
吾
性
之
良

知
︑
當
惻
隱
不
知
是
惻
隱
︑
當
羞
惡
不
知
是
羞
惡
︑
當
辭
讓
不
知
是

辭
讓
︑
當
是
非
不
知
是
是
非
︒
夫
當
下
不
知
是
惻
隱
羞
惡
辭
讓
是
非
︑

則
渾
然
天
地
萬
物
一
體
也
︑
豈
立
我
緣
物
而
與
物
對
待
者
乎
︒
當
下

不
知
是
惻
隱
羞
惡
辭
讓
是
非
︑
 
謂
不
識
不
知
順
¢
之
則
︒
孟
子
 

謂
不
慮
之
良
知
也
︑
豈
靈
�
知
覺
之
可
言
乎
︒﹂
(五
六
頁
)

(47
)

｢致
靈
知
者
︑
`
`
液
浪
於
R
識
︒﹂
(一
四
九
頁
)︒
こ
の
﹁
R

識
﹂
に
關
し
て
は
︑
以
下
の
+
料
も
參
照
︒﹁
後
の
學
者
は
︑
眞
心

が
安
ら
ぐ
の
も
安
ら
が
な
い
の
も
も
と
も
と
性
善
の
證
し
で
あ
り
︑

そ
れ
に
擴
閏
の
工
夫
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
い
ば
か
り
か
︑

さ
ら
に
︑
古
の
禪
の
高
僧
の
よ
う
に
命
根
を
斷
ち
R
識
を
去
り
苦
參

實
悟
す
る
と
い
う
こ
と
も
せ
ず
︑
い
き
な
り
︑
日
常
世
界
に
現
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
﹃
當
體
本
空

(そ
れ
自
體
何
も
含
ま
な
い
)
の
靈

知
﹄
を
肯
定
し
て
し
ま
う
が
︑
こ
れ
が
R
識
で
な
く
て
何
だ
と
言
う

の
だ
ろ
う
か
︒
(後
之
學
者
︑
旣
不
知
眞
心
之
安
與
不
安
本
是
性
善

�
擴
閏
工
夫
︑
印
未
嘗
如
古
之
高
禪
︑
斷
命
根
︑
去
R
識
︑
苦
參
實

悟
︑
而
遽
承
A
當
體
本
空
之
靈
知
見
在
日
用
︑
非
R
識
而
何
哉
︒)﹂

(
四
三
頁
)

(48
)

｢
舍
見
在
眞
心
而
A
靈
�
知
覺
爲
心
︑
則
見
靈
�
炯
然
︑
精
光
¤

露
︑
而
指
心
爲
靈
氣
︑
⁝
⁝
蓋
不
知
智
︑
而
悞
智
爲
識
︑
能
識
能
知
︑

似
乎
氣
之
靈
︑
故
印
悞
識
爲
氣
︑
而
指
爲
心
︒
卽
後
世
�
悞
智
爲
佛

氏
之
空
�
︒
⁝
⁝
觀
其
言
曰
﹃
心
之
本
體
只
是
一
靈
�
﹄︑
曰
﹃
靈

�
照
園
﹄
︑
混
於
識
︑
故
見
靈
知
液
行
生
機
活
潑
︑
曰
﹃
良
知
之
液

行
卽
 
謂
氣
︑
而
指
靈
氣
爲
心
︑
氣
卽
是
性
﹄︒
知
求
仁
之
學
%
者
︑

灼
知
吾
性
渾
然
天
地
萬
物
一
體
︑
而
渾
然
一
體
之
直
�
者
卽
吾
之
心
︒

⁝
⁝
惟
不
知
性
則
不
知
心
︑
故
見
心
之
直
�
︑
以
爲
其
靈
�
活
潑
如

此
︑
而
指
爲
氣
︒
夫
心
能
帥
氣
︑
氣
不
能
助
心
︑
況
直
指
心
爲
氣
乎
︒

心
非
智
之
一
端
 
能
名
︑
況
識
與
靈
�
幷
非
智
乎
︒﹂
(
三
七−

八

頁
)

(49
)

｢
凡
擴
閏
四
端
︑
強
恕
反
求
︑
集
義
求
仁
︑
皆
致
良
知
之
事
︑
皆

格
物
之
事
︑
而
無
容
他
說
矣
︒
印
曰
︑
渾
然
天
地
萬
物
一
體
之
謂
良

知
︒﹂
(
七
四
頁
)

(50
)

｢
夫
良
知
不
慮
而
知
︑
力
行
乃
 
以
致
︒
⁝
⁝
言
致
則
必
行
也
︒

孟
子
不
嘗
云
乎
﹃
老
吾
老
以
�
人
之
老
︑
幼
吾
幼
以
�
人
之
幼
︑
言

舉
斯
心
加
諸
彼
而
已
﹄︑
是
良
知
貴
在
乎
推
致
︒﹃
權
然
後
知
輕
重
︑

度
然
後
知
長
短
︑
物
皆
然
︑
心
爲
甚
︑
王
Å
度
之
﹄︒
是
推
致
良
知
︑

印
貴
在
乎
能
度
︒
推
致
良
如
︑
推
致
卽
是
良
知
︒
籌
度
以
推
致
良
知
︑

籌
度
卽
是
良
知
︒
良
知
推
致
︑
良
知
籌
度
︑
權
衡
審
Ð
︑
分
別
輕
重
︑

皆
良
知
之
曲
折
變
P
︒
﹂
(五
八
頁
)
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(51
)

｢蓋
先
生
欲
超
出
�
朱
之
塗
轍
︑
竝
亦
諱
言
陽
�
以
³
直
接
孟
子
︒

而
觀
毛
氏
�
強
稱
先
生
竭
力
參
求
慚
痛
D
�
者
四
十
日
如
一
日
︑
而

親
證
渾
然
天
地
萬
物
一
體
︑
則
亦
與
陽
�
龍
場
之
悟
無
衣
︒
故
一
守

陽
�
之
致
良
知
與
責
志
之
說
︑
而
特
以
格
�
身
家
國
天
下
釋
物
以
示

不
入
陽
�
窠
臼
︒﹂

(52
)

｢佛
氏
之
學
︑
�
如
來
禪
祖
師
禪
之
衣
︒
⁝
⁝
如
來
禪
言
心
性
︑

祖
師
禪
惡
言
心
性
︑
如
來
禪
言
體
︑
祖
師
禪
言
用
︑
如
來
禪
談
空
︑

祖
師
禪
論
實
事
︑
如
來
禪
槁
木
死
灰
︑
祖
師
禪
縱
橫
權
�
︒
⁝
⁝
而

如
來
禪
自
眞
空
而
妙
�
︑
祖
師
禪
自
妙
�
而
眞
空
︑
其
歸
則
一
也
︒

凡
�
朱
諸
儒
之
 
闢
者
︑
皆
如
來
禪
︑
其
于
祖
師
禪
曾
未
之
�
也
︒

⁝
⁝
試
觀
用
.
 
言
︑
�
一
不
與
祖
師
禪
相
合
者
乎
︒
⁝
⁝
用
.
強

坐
先
儒
以
性
空
︑
而
以
性
善
爲
實
事
︒
然
用
.
之
說
︑
眞
性
空
也
︒﹂

(黃
宗
羲
﹁
與
友
人
論
學
書
﹂︑
,
揭
書
四
四
〇−

一
頁
)︒
な
お
荒

木
見
悟
氏
は
︑
黃
宗
羲
の
﹁
凡
�
朱
諸
儒
之
 
闢
者
︑
皆
如
來
禪
︑

其
于
祖
師
禪
曾
未
之
�
也
﹂
と
い
う
A
識
を
﹁
¡
謬
﹂
と
批
�
さ
れ

て
い
る

(﹃
陽
�
學
の
位
相
﹄︑
硏
�
出
版
社
一
九
九
二
年
)
が
︑

も
っ
ぱ
ら
潘
�
格
批
�
に
焦
點
を
當
て
る
本
稿
で
は
︑
こ
の
點
は
問

題
と
し
な
い
︒

(53
)

｢一
友
引
陽
�
先
生
語
勗
在
座
云
︑
滿
堂
皆
是
7
人
︒
潘
子
曰
︑

滿
堂
皆
是
人
子
︒
友
云
︑
人
人
須
爲
7
爲
賢
︒
潘
子
曰
︑
�
格
只
願

人
人
爲
孝
子
悌
弟
︒
友
印
解
西
銘
云
︑
乾
父
坤
母
︑
人
須
識
得
天
地

是
一
大
父
母
︑
方
能
一
體
︒
潘
子
云
︑
�
格
只
願
各
人
識
自
己
之
父

母
︑
自
能
一
體
︒
﹂
(一
四
〇
頁
)

(54
)

例
え
ば
︑
久
米
晉
�
﹁
李
二
曲
の
﹁
反
身
實
踐
﹂
思
想

︱
︱
そ

の
四
書
解
釋
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
(﹃
日
本
中
國
學
會
報
﹄
第
六
十

二
集
︑
二
〇
一
〇
年
)
が
紹
介
す
る
︑
李
顒

(
二
曲
︑
一
六
二
七
～

一
七
〇
五
)
の
﹁
悔
過
自
怨
﹂﹁
反
身
實
踐
﹂
の
思
想
は
︑
潘
�
格

と
一
%
�
じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(55
)

『
容
�
祖
集
﹄
四
七
七−

八
頁
で
﹁
忠
恕
﹂
﹁
絜
矩
﹂
と
い
う
點
か

ら
兩
者
と
の
比
�
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
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THE LIFE AND THE THOUGHT OF PAN PINGGE 潘�格

HAYASAKA Toshihiro

This paper is a result of preliminary research on Pan Pingge, a thinker of the

Ming-Qing era. I have previously published a number of papers dealing with the

history of ideas in which the Ningbo area was the stage for the argument or the

subject of analysis. Unlike thinkers analyzed in those papers, Pan Pingge can be

characterized a figure who was banished from Ningbo. A representative critic of

Pan was Huang Zongxi 黃宗羲. Some of Huang Zongxiʼs pupils were attracted to

Pan Pingge, and thus incurred Huang-Zongxiʼs wrath. Some then abandoned Pan

Pingge, but others carefully guarded and preserved his writings. The main points

of Pan Pinggeʼs thought can be captured in a single thread ; “fixing oneʼs will”

(立志), “melding into the other” (格�人我), and “recovering unity with the whole

of creation”(渾然天地萬物一體). Pan Pingge believed that by the effort of sincerely

settling “oneʼs will and clarifying oneʼs own brilliant virtue forward the world”

(��德於天下) divisions between self and others could be dissolved, human beings

could regain the original state of being and realize that all things of the world were a

single entity. Pan Pingge also criticized the schools that emphasized “concentrating

mind and body” (�敬) and “demonstrating natural moral capability” (致良知),

that is the traditions of Zhuzi 朱子 and Yangming 陽�. This criticism was ground-

ed upon a consistent logical denial of the way of understanding that saw the shining

heart-and-mind as settled into an isolated body, because he thought that this under-

standing of heart-and-mind and body became an obstacle to the unity of the whole of

creation. His argument for “sincerity” (眞心) was his strategic solution to this

obstacle. Pan Pingge thought that everything of this world was connected and the

proof of this connection had already been manifested, and “sincerity” was the

manifestation of the proof. Huang Zongxi criticized Pan Pingge, arguing that his

thought was “Zushi Chan” 祖師禪 because Huang Zongxi saw that the essence of

Panʼs thought was his “sincerity” theory. Although Pan Pingge offered neither a

grand cosmology nor an argument for constructive policy, he simply provided a

theory of self-development that demanded steady effort ; his “struggle” should been

recognized, and the fact that he in many sense embodied a turning point in the

history of ideas in early modern China deserves further elucidation.
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