
董
仲
辞
陰
陽
刑
徳
説
に
つ
い
て

末
　
永
　
高
　
康

　
は
じ
め
に

一　

「

任
徳
不
任
刑
」

二
　
「
陽
尊
陰
卑
」

三
　
違
令
災
異
説
の
分
離

四
　
　
『
春
秋
』
と
の
関
係

　
お
わ
り
に



は
じ
め
に

　
董
仲
舘
の

陰
陽
説

に
、
天
の
陰
陽
の
あ
り
方
に
人
の
刑
徳
の
あ
り
方
を
結
び
付
け
て
語
る
陰
陽
刑
徳
説
が
あ
る
。
彼
は
「
対
策
（
第

一
策
）
」
に
お
い
て
、
「
天
道
の
大
な
る
者
、
陰
陽
に
在
り
。
」
と
し
て
「
陽
は
徳
な
り
、
陰
は
刑
な
り
、
刑
、
殺
を
・
王
り
、
徳
、
生
を

主

る
。
」
と
陰
陽
の
義
を
定
め
る
。
次
に
、
天
の
四
時
に
お
い
て
万
物
の
成
育
に
関
連
す
る
の
は
陽
で
あ
り
、
陰
は
そ
の
補
助
に
す
ぎ

ぬ

と
し
て
、
「
天
意
」
が
「
徳
（
1
1
陽
）
に
任
じ
刑
（
ー
陰
）
に
任
ぜ
ざ
る
」
も
の
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
王

者
、
天
意
を
承
け
て
以
て
事
に
従
ふ
、
故
に
徳
教
に
任
じ
て
刑
に
任
ぜ
ざ
る
な
り
。
」
と
徳
治
主
義
を
主
張
す
る
。
こ
れ
が
、
彼
の
陰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
　

陽
刑
徳
説
の

概
要
で

あ
る
が
、
類
似
の
主
張
は
『
春
秋
繁
露
』
（
以
下
『
繁
露
』
と
略
称
す
る
）
に
も
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
陰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
こ

陽
説
の
内
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

　
従
来
、
こ
の
よ
う
な
陰
陽
刑
徳
説
は
董
仲
紆
に
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
三
年
に
馬
王
堆
三
号
漢
墓
よ

り
出
土
し
た
吊
書
に
よ
り
、
董
仲
辞
以
前
に
　
　
遅
く
と
も
文
帝
期
ま
で
に
　
　
こ
の
よ
う
な
説
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
発
見
を
機
に
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
『
管
子
』
等
に
見
え
る
陰
陽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
シ

刑
徳
説

が
、
董
仲
辞
以
前
の
説
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
見
直
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
董
仲
舘
の
陰
陽
刑
徳
説
が
、
こ

れ

ら
の
説
と
の
関
連
に
お
い
て
再
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
。
彼
の
思
想
内
部
へ
の
位
置
付
け
と
い
う
関
心
を
離
れ

て

こ
の
説
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
が
董
仲
箭
の
創
始
に
係
る
も
の
で
な
い
以
上
、
彼
以

前
の
説
と
の
関
連
に
お
い
て
、
彼
の
説
を
見
直
し
て
行
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
見
直
し
を
行
う
の
が
本
論
の
目
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的

で
あ
る
。一

「

任
徳
不
任
刑
」

　
最
初

に
、
董
仲
奇
の
死
後
、
そ
れ
ほ
ど
間
も
な
い
時
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
塩
鉄
論
議
に
お
け
る
評
価
を
参
考
に
し
て
、
彼
の
陰
陽

刑
徳
説

の
一
つ
の
性
格
を
導
い
て
お
き
た
い
。

　
『

塩
鉄
論
』
論
蕾
篇
で
は
、
文
学
は
「
始
め
、
江
都
の
相
董
生
、
陰
陽
を
推
言
す
。
」
と
董
仲
辞
の
説
を
引
用
し
て
「
此
の
四
時
の

序
、
聖
人
の
則
る
所
な
り
。
刑
以
て
化
を
成
す
に
任
ず
べ
か
ら
ず
、
故
に
徳
教
を
広
む
。
」
と
儒
家
的
徳
治
主
義
を
主
張
し
て
い
る
。

そ
の
主
張
に
対
し
て
、
大
夫
が
次
の
よ
う
に
批
判
を
加
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
つ

　
　
春
夏

に
生
長
す
、
以
て
仁
を
行
な
ふ
に
利
あ
り
。
秋
冬
に
殺
蔵
す
、
以
て
刑
を
施
す
に
利
あ
り
。
故
に
其
の
時
に
非
ず
し
て
樹

　
　
う
れ
ば
、
生
ず
と
錐
も
成
ら
ず
。
秋
冬
に
徳
を
行
な
ふ
は
、
是
れ
天
道
に
逆
ふ
と
謂
ふ
。
月
令
に
「
涼
風
至
り
、
殺
気
動
き
、

　
　
蜻
蜘
鳴
き
、
衣
裏
成
る
。
天
子
微
刑
を
行
な
ひ
、
始
め
て
麺
婁
し
、
以
て
天
令
に
順
ふ
」
と
。
文
学
四
時
を
同
じ
う
し
、
陰
陽

　
　
を
合
し
て
、
徳
を
尚
び
て
刑
を
除
く
。
此
の
如
き
は
、
則
ち
鷹
隼
鴛
へ
ず
、
猛
獣
撞
へ
ず
、
秋
に
蒐
禰
せ
ず
、
冬
に
田
狩
せ
ざ

　
　
る
者
な
り
。

大
夫
は
、
「
春
夏
の
生
長
の
時
期
（
ー
陽
に
相
当
）
に
は
仁
を
行
う
の
が
よ
く
、
秋
冬
の
殺
蔵
の
時
期
（
1
1
陰
に
相
当
）
に
は
刑
を
施

す

の

が

よ
い
。
」
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
春
夏
に
仁
（
徳
）
を
、
秋
冬
に
刑
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文

学

は
、
四
時
の
時
の
め
ぐ
り
と
は
無
関
係
に
徳
を
尊
ぶ
こ
と
を
主
張
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
秋
冬
に
徳
を
行
な
う
の
は
天
道
に
逆
ら

一 61一



う
こ
と
に
な
る
L
と
評
し
て
、
そ
の
説
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
の
大
夫
は
、
天
の
陰
陽
と
人
の
刑
徳
を
対
応
さ
せ
、
前
者
に
後
者
が
従
う
べ
し
と
す
る
陰
陽
刑
徳
説
の
論
法
自
体
に
、
そ

の

批
判
の

鋒
先

を
向
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
論
法
を
前
提
と
し
た
と
き
に
導
か
れ
る
難
点
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
文
学
の

説
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
の
陰
陽
の
め
ぐ
り
に
歩
調
を
あ
わ
せ
て
、
人
の
刑
徳
の
行
為
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　

の

難
点
で

あ
る
。
大
夫
は
、
自
説
の
補
強
の
為
に
、
月
令
を
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
月
令
（
時
令
）
が
前
提
と
す
る
の
は
、
天
の

時
に

合
せ
て
人
の
行
為
は
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
思
考
で
あ
る
。
こ
の
思
考
に
反
す
る
と
い
う
点
に
、
文
学
の
説
、
ひ
い
て

は
董
仲
辞
の
説
の
難
点
を
、
大
夫
は
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
陰
陽
刑
徳
説
は
、
天
の
陰
陽
の
め
ぐ
り
と
結
び
つ
け
て
人
事
の
刑
徳
の
あ
る
べ
き
姿
を
思
考
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
董
仲
辞
の

説

も
、
時
令
的
な
思
考
を
母
体
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
天
の
時
の
め
ぐ
り
と
、
人
為

と
の
歩
調
を
あ
わ
せ
る
か
否
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
彼
の
説
は
、
時
令
的
な
思
考
か
ら
逸
脱
す
る
の
で
あ
る
。
『
塩
鉄
論
』
の
大

夫

は
、
董
仲
辞
説
の
こ
の
よ
う
な
性
格
を
我
々
に
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
い
ま
、
時
令
的
な
思
考
を
狭
く
解
釈
し
て
、
「
人
の
或
る

行
為

が
、
一
年
の
特
定
の
時
節
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
思
考
」
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
時
令
的
思
考
」

に

反
す

る
、
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
批
判
者
の
目
か
ら
見
た
、
董
仲
辞
説
の
性
格
で
あ
る
と
言
え
る
。
逆
に
、
董
仲
辞
の
側
に
立
っ

て

言
え
ば
、
こ
れ
は
、
「
時
令
的
思
考
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
性
格
は
、
董
仲
寄
の
次
の
言
葉
か

ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
徳

を
留
め
て
春
夏
を
待
ち
、
刑
を
留
め
て
秋
冬
を
待
つ
が
若
き
は
、
此
れ
四
時
に
順
ふ
の
名
有
れ
ど
も
、
実
は
天
地
の
経
に
逆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
れ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し

　
　
ふ

な
り
。
…
天
の
行
、
穀
は
寅
に
朽
ち
て
秋
に
麦
を
生
じ
、
稼
を
除
き
乏
し
き
を
継
ぐ
を
告
ふ
。
功
を
成
し
乏
し
き
を
継
ぎ
て
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た
ら

　
　
以
て

人

を
惰
す
所
以
な
り
。
…
行
ひ
急
な
れ
ば
皆
な
時
を
待
た
ざ
る
は
、
天
の
志
な
り
。
而
し
て
聖
人
之
を
承
け
て
以
て
治
む
。

　
　
是
の

故
に

春
に

仁

を
修
め
て
善
を
求
め
、
秋
に
義
を
修
め
て
悪
を
求
め
、
冬
に
刑
を
修
め
て
清
を
致
し
、
夏
に
徳
を
修
め
て
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

　
　
を
致
す
。
此
れ
天
地
に
順
ひ
陰
陽
を
体
す
る
所
以
な
り
。
然
り
而
し
て
善
を
求
む
る
の
時
に
方
り
て
、
悪
を
見
れ
ば
釈
さ
ず
、

　
　
悪

を
求
む
る
の
時
に
方
り
て
、
善
を
見
れ
ば
亦
た
立
ち
ど
こ
ろ
に
行
ひ
、
清
を
致
す
の
時
に
方
り
て
、
大
善
を
見
れ
ば
亦
た
立

　
　

ち
ど
こ
ろ
に
之
を
挙
げ
、
寛
を
致
す
の
時
に
方
り
て
、
大
悪
を
見
れ
ば
亦
た
立
ち
ど
こ
ろ
に
之
を
去
り
、
以
て
天
地
の
生
の
時

　
　
に

方
り
て
殺
有
り
、
殺
の
時
に
方
り
て
生
有
る
に
敷
ふ
な
り
。
…
而
ら
ば
人
の
治
む
る
所
、
安
く
ん
ぞ
久
し
く
当
に
行
ふ
べ
き

　
　
の

理
を
留
め
て
必
ず
四
時
を
待
つ
を
取
ら
ん
や
。
（
如
天
之
意
）

あ
た
か
も
、
『
塩
鉄
論
』
の
大
夫
の
反
論
を
予
期
し
た
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
天
の
生
殺
の
作
用
を
子
細
に
見
れ
ば
、
「
麦
」
が
秋
に

生
ず
る
な
ど
、
必
ず
し
も
、
春
夏
に
生
、
秋
冬
に
殺
の
作
用
の
み
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、

人
の
刑
徳
の

あ
り
方
が
天
の
陰
陽
（
1
1
生
殺
）
の
あ
り
方
に
し
た
が
う
べ
し
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
「
天
地
の
生
の
時
に
方
り

て

殺
有

り
、
殺
の
時
に
方
り
て
生
有
る
に
敷
」
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
刑
徳
を
行
う
べ
き
時
に
適
宜
に

そ
れ
を
行
わ
ず
、
春
夏
の
徳
の
季
節
、
秋
冬
の
刑
の
季
節
を
待
つ
よ
う
な
も
の
は
、
四
時
の
あ
り
方
に
従
っ
て
い
る
外
観
を
と
っ
て

は

い
て

も
、
「
実
は
天
地
の
経
に
逆
ふ
」
も
の
で
あ
る
と
し
て
退
け
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
退
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
春
夏
に
の
み
徳

を
、
秋
冬
に
の
み
刑
を
行
う
と
い
う
、
先
に
定
義
し
た
狭
義
の
「
時
令
的
思
考
」
を
固
く
遵
守
す
る
立
場
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
も
、

「

時
令
的
思
考
」
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
性
格
が
示
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
従
来
、
董
仲
辞
説
の
性
格
と
し
て
は
全
く
指
摘

さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
「
時
令
的
思
考
」
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
彼
の
説
の
性
格
の
一
つ
と
し
て

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
こ
の
「
時
令
的
思
考
」
に
対
す
る
態
度
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
時
令
的
思
考
」
を
固
く
遵
守
す

る
立
場
を
董
仲
舘
が
退
け
た
り
、
逆
に
、
「
時
令
的
思
考
」
に
反
す
る
と
し
て
、
董
仲
奇
説
が
批
判
さ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ

の

背
後
に

「

時
令
的
思
考
」
に
立
脚
し
た
陰
陽
刑
徳
説
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
董
仲
録
が
批
判
し
た
対
象
と
し
て
、

ま
た
逆
に
、
董
仲
奇
説
を
批
判
す
る
為
の
視
点
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
「
時
令
的
思
考
」
に
立
脚
し
た
説
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
そ
の
よ
う
な
説
は
存
在
し
た
。
馬
王
堆
出
土
吊
書
の
内
、
『
経
法
』
等
四
篇
（
「
経
法
」
「
十
六
経
」
「
称
」

「

道
原
」
、
以
下
吊
書
と
略
称
す
る
）
に
見
え
る
陰
陽
刑
徳
説
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
畠
書
は
文
帝
期
に
副
葬
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ
ら
　

れ
て

お

り
、
ま
た
、
漢
初
流
行
し
た
黄
老
思
想
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
畠
書
の
説
は
、
董

仲
辞
に

先
立
つ
時
代
に

存
在

し
て
い
た
説
で
あ
り
、
ま
た
、
董
仲
鉦
の
時
代
に
黄
老
思
想
を
信
奉
す
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
支
持
さ

れ
て

い

た
説
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
陰
陽
刑
徳
説
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
天
に

順
ふ
者
は
昌
え
、
天
に
逆
ふ
者
は
亡
ぶ
。
天
道
に
逆
ふ
母
く
ん
ば
、
則
ち
守
る
所
を
失
は
ず
。
…
凡
そ
誰
の
極
は
、
刑
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ

　
　
徳

と
に
在
り
。
刑
徳
皇
皇
、
日
月
相
ひ
望
み
、
以
て
其
の
当
を
明
ら
か
に
す
。
望
、
其
の
当
を
失
は
ば
、
環
っ
て
其
の
央
（
映
）

　
　
　
し
め

　
　
を
視
す
。
天
徳
皇
皇
、
刑
に
非
ざ
れ
ば
行
は
れ
ず
。
　
　
（
穆
穆
）
た
る
天
刑
、
徳
に
非
ざ
れ
ば
必
ず
頃
（
傾
）
く
。
刑
徳
相

　
　
　
　
　
　
　
す
な
は

　
　
ひ
養

ひ
、
逆
順
若
ち
成
る
。
刑
は
晦
に
し
て
徳
は
明
、
刑
は
陰
に
し
て
徳
は
陽
、
刑
は
微
に
し
て
徳
は
彰
な
り
。
（
十
六
経
・
姓

　
　
　
　
ア
　

　
　
争
）

　
　
靡
せ
ず
黒
せ
ず
、
之
を
正
す
に
刑
と
徳
と
を
以
て
す
。
春
夏
に
徳
を
為
し
、
秋
冬
に
刑
を
為
す
。
徳
を
先
に
し
刑
を
後
に
し
以

　
　
て

生

を
養
ふ
。
…
夫
れ
時
に
並
び
て
以
て
民
功
を
養
ふ
、
徳
を
先
に
し
刑
を
後
に
し
、
天
に
順
ふ
。
（
十
六
経
・
観
）

天
の
刑
徳

と
人
の
陰
陽
を
対
応
付
け
て
い
る
こ
と
、
前
者
の
あ
り
方
に
後
者
の
あ
り
方
が
従
う
べ
し
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
董
仲
辞
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の

陰
陽
刑
徳
説

と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
董
仲
箭
が
「
徳
教
に
任
じ
て
刑
に
任
ぜ
ず
」
と
刑
徳
の
差
異
を
強
調
す
る
の
に
対
し
、
こ

こ
で
は
「
天
徳
皇
皇
、
刑
に
非
ざ
れ
ば
行
は
れ
ず
。
穆
穆
た
る
天
刑
、
徳
に
非
ざ
れ
ば
必
ず
傾
く
。
」
と
刑
徳
（
陰
陽
）
の
い
ず
れ
も

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
、
徳
の
一
方
的
な
重
視
が
み
ら
れ
な
い
点
が
異
な
る
。
吊
書
は
基
本
的
に
「
刑
徳
並
用
」
の
立

場
に

立
つ

の

で

あ
る
。
「
徳
を
先
に
し
刑
を
後
に
す
」
と
は
言
わ
れ
て
も
、
「
春
夏
に
徳
を
為
し
、
秋
冬
に
刑
を
為
す
」
わ
け
で
あ
り
、

董
仲
寄
の

よ
う
な
徳
の
一
方
的
重
視
が
語
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
年
を
二
分
し
て
春
夏
に
陽
、
秋
冬
に
陰
を
対
応
さ
せ
、
刑
徳

を
陰
陽
に
対
応
さ
せ
る
以
上
、
徳
の
み
が
一
方
的
に
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
春
夏
に
徳
を
為
し
、

秋
冬
に
刑
を
為
す
。
」
と
い
う
言
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
説
は
、
人
事
と
四
時
の
時
の
一
致
を
説
く
「
時
令
的
思
考
」
に
支

え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
吊
書
の
説
が
「
時
令
的
思
考
」
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
た
、
先
の
引
用
に
続
く
次
の
言
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
其
の

時
扇
に
し
て
事
拙
な
れ
ば
、
陰
節
復
た
次
し
、
地
気
（
原
文
「
尤
」
依
釈
文
注
釈
改
）
復
た
収
ま
る
。
正
名
し
て
刑
を
脩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ぢ

　
　
む

れ

ば
、
執
（
蟄
）
虫
出
で
ず
、
雪
霜
復
た
清
く
、
孟
穀
乃
ち
粛
（
粛
）
み
、
此
の
材
（
災
）
口
生
ず
。
此
の
如
き
者
、
事
を

　
　
挙
げ
て
将
に
成
ら
ざ
ら
ん
と
す
。

　
　
其
の

時
紬
に

し
て
事
扇
な
れ
ば
、
陽
節
復
た
次
し
、
地
気
（
原
文
「
尤
」
依
釈
文
注
釈
改
）
収
ま
ら
ず
。
正
名
し
て
刑
を
施
（
弛
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
く
さ
　
　
　
　
し
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
が
や

　
　
く
す
れ
ば
、
執
（
蟄
）
虫
声
を
発
し
、
草
茸
復
た
栄
る
。
已
に
陽
に
し
て
有
（
又
）
た
陽
、
時
を
重
ね
て
光
く
こ
と
元
し
。
此

　
　
の
如
き
者
、
事
を
挙
げ
て
将
に
行
な
は
ざ
ら
ん
と
す
。
（
十
六
経
・
観
）

「

其
の

時
扇
」
と
は
春
夏
の
時
節
、
「
其
の
時
細
」
と
は
秋
冬
の
時
節
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
、
刑
を
行
な
っ
て
は
な
ら
ぬ
春
夏
に

「

刑

を
脩
め
」
、
刑
を
修
め
ね
ば
な
ら
ぬ
秋
冬
に
「
刑
を
弛
く
」
し
、
刑
徳
を
行
な
う
べ
き
時
を
過
つ
場
合
に
、
「
蟄
虫
出
で
ず
」
「
草
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宜
復
た

栄

る
L
と
い
っ
た
異
変
が
起
こ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
違
令
災
異
的
な
言
及
は
、
吊
書
が
「
時
令
的
思

考
」
に
従
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
更
に
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
異
変
は
『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
に
示
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
シ

る
違
令
災
異
の
規
定
に
酷
似
し
て
お
り
、
畠
書
の
説
と
時
令
説
と
の
よ
り
直
接
的
な
関
連
性
を
暗
示
し
て
い
る
。
畠
書
の
陰
陽
刑
徳

説

と
は
、
「
時
令
的
思
考
」
に
立
脚
し
、
「
刑
徳
並
用
」
を
説
く
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
が
ま
た
、
文
帝
期
と
い

う
董
仲
静
の
生
時
と
重
な
る
時
代
に
お
い
て
、
黄
老
思
想
を
信
奉
す
る
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
董
仲

舘

は
、
こ
の
よ
う
な
説
が
存
在
す
る
場
に
あ
っ
て
、
自
己
の
陰
陽
刑
徳
説
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
い
ま
、
吊
書
の
説
と
董
仲
辞
の
説
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
、
す
な
わ
ち
、
陰
陽
と
刑
徳
と
を
対
応
さ

せ
、
人
の
刑
徳
の
あ
り
方
が
、
天
の
陰
陽
の
あ
り
方
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
両
者
の
間
に
違
い
は
な
い
こ
と

が
わ

か

る
。
吊
書
の
刑
徳
並
用
的
な
主
張
と
、
董
仲
寄
の
徳
治
主
義
的
な
主
張
と
い
う
両
者
の
主
張
の
相
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の

主
張

を
載
せ
る
形
式
に
関
し
て
は
両
者
共
通
な
の
で
あ
る
。
い
ま
、
漢
初
に
黄
老
思
想
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
董
仲
箭
が
、
吊
書
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
当
時
の
黄
老
思
想
に
お
け
る
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
を
そ
の
ま
ま
利

用

し
て
、
自
己
の
説
を
主
張
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
彼
は
、
こ
の
形
式
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
導
く
結
論
を
「
刑

徳
並
用
」
か
ら
、
儒
家
的
な
徳
治
主
義
を
示
す
「
任
徳
不
任
刑
」
（
「
陰
陽
位
」
）
へ
と
改
変
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「

時
令
的
思
考
」
に
こ
だ
わ
ら
な
い
と
い
う
董
仲
紆
説
の
特
徴
は
、
実
は
、
こ
の
改
変
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ

る
。
彼
は
、
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
に
よ
り
「
任
徳
不
任
刑
」
と
い
う
結
論
を
導
く
為
に
、
天
の
陰
陽
の
あ
り
方
に
つ
い
て
新
た
な
解

釈

を
提
示
す
る
。
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
が
前
提
と
さ
れ
れ
ば
、
人
の
刑
徳
の
あ
る
べ
き
姿
は
、
天
の
陰
陽
の
あ
り
方
を
如
何
に
解
釈

す

る
か
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
か
ら
、
「
刑
徳
並
用
」
で
は
な
く
「
任
徳
不
任
刑
」
を
導
く
為
に
は
、
そ
の
結
論
に
適
し
た
天
の
陰
陽

一 66一



の

あ
り
方
の
解
釈
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
春
夏
に
は
陽
の
作
用
を
、
秋
冬
に
は
陰
の
作
用
を
考
え
る
と
い
っ

た
、
通
常
の
陰
陽
の
作
用
形
式
を
前
提
と
し
て
し
ま
っ
て
は
、
そ
こ
に
陰
陽
の
間
に
特
別
の
差
異
を
設
け
る
解
釈
を
読
み
込
む
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
董
仲
寄
は
、
独
自
の
陰
陽
の
作
用
形
式
を
考
案
す
る
こ
と
に
よ
り
、
天
の
陰
陽
の
あ
り
方
に
つ
い
て
新

た

な
解
釈
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
陰
陽
の
作
用
形
式
に
つ
い
て
の
こ
の
解
釈
は
『
繁
露
』
の
「
陰
陽
位
」
「
陰
陽
終
始
」
「
陰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

陽

出
入
上
下
」
等
の
篇
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
過
去
の
研
究
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
は
春
夏
に

陽
・
秋
冬
に
陰
を
対
応
さ
せ
る
作
用
形
式
に
比
し
て
相
当
に
複
雑
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
彼
の
苦
心
の
跡

が

う
か
が
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
作
用
形
式
は
陽
を
「
実
位
」
に
陰
を
「
空
位
」
に
置
き
両
者
の
交
代
を
考
え
ず
、
陰

陽
の

そ
れ
ぞ
れ
の
作
用
は
と
も
に
通
年
で
は
た
ら
く
と
し
て
い
る
た
め
に
、
も
と
よ
り
「
時
令
的
思
考
」
と
は
調
和
し
な
い
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
作
用
形
式
の
段
階
で
す
で
に
「
時
令
的
思
考
」
が
陰
陽
刑
徳
説
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

董

仲
辞
は
、
こ
の
新
た
な
陰
陽
の
作
用
形
式
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
の
陰
陽
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
解
釈
を
「
任
陽
不
任

陰
」
な
る
も
の
へ
と
改
変
し
た
。
そ
し
て
、
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
に
従
っ
て
、
人
の
刑
徳
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
の
解
釈
を
、
刑

徳
並

用
的
な
も
の
か
ら
徳
を
主
と
す
る
も
の
に
改
変
し
た
の
で
あ
る
。

　
陰
陽
刑
徳
説
の

形
式
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
「
時
令
的
思
考
」
を
犠
牲
に
せ
ず
に
、
「
任
徳
不
任
刑
」
と
い
う
結
論
を
導
く
と
い
う

こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
董
仲
紆
は
、
右
の
よ
う
な
形
で
陰
陽
刑
徳
説
の
内
容
を
改
変
し
た
の
で
あ
る
。
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二
　
「
陽
尊
陰
卑
」

　
董
仲
辞
が
陰
陽
刑
徳
説
の
内
容
の
改
変
に
お
い
て
、
「
時
令
的
思
考
」
を
犠
牲
に
し
た
こ
と
は
、
陰
陽
刑
徳
説
を
、
単
に
刑
徳
の
あ

り
方
に
つ
い
て
語
る
論
か
ら
、
よ
り
多
く
の
内
容
を
含
み
得
る
も
の
へ
と
変
化
さ
せ
る
道
を
ひ
ら
い
て
い
る
。
そ
の
最
も
顕
著
な
例

を
、
彼
の
「
陽
尊
陰
卑
」
の
主
張
の
う
ち
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
任
徳
不
任
刑
」
を
主
張
す
る
陰
陽
刑
徳
説
は
、
陰
陽
の
間
に
価
値
的
な
差
異
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
容
易
に
「
陽

尊
陰
卑
」
の
主
張
に
転
化
し
得
る
。
董
仲
辞
は
、
「
陽
始
め
て
出
つ
れ
ば
物
も
亦
た
始
め
て
出
で
、
陽
方
に
盛
ん
な
れ
ば
物
も
亦
た
盛

ん
、
…
此
を
以
て
之
を
見
れ
ば
、
陽
を
貴
と
し
て
陰
を
賎
と
す
る
な
り
。
」
（
「
陽
尊
陰
卑
」
）
、
「
天
下
の
昆
虫
、
陽
に
随
ひ
て
出
入
し
、

天
下
の

草
木
、
陽
に
随
ひ
て
生
落
し
、
…
陽
の
貴
に
し
て
陰
の
賎
な
る
は
、
天
の
制
な
り
。
」
（
「
天
辮
在
人
」
）
、
と
万
物
の
変
化
が
基

本
的
に

陽
の
変
化
に

従
っ
て
い
る
こ
と
等
を
挙
げ
、
そ
こ
か
ら
「
陽
尊
陰
卑
」
を
主
張
す
る
。
こ
れ
は
「
対
策
」
に
お
い
て
歳
功
が

主

と
し
て
陽
の
は
た
ら
き
に
よ
る
こ
と
を
挙
げ
「
任
陽
不
任
陰
」
を
言
う
の
と
同
じ
思
考
に
よ
る
。
そ
し
て
、
「
君
臣
父
子
夫
婦
の

　
　
　
こ
れ

義
、
皆
諸
を
陰
陽
の
道
に
取
る
。
君
は
陽
な
り
臣
は
陰
な
り
。
父
は
陽
な
り
子
は
陰
な
り
。
夫
は
陽
な
り
妻
は
陰
な
り
。
」
（
「
基
義
」
）

と
陰
陽
を
人
事
の
内
に
割
り
振
る
こ
と
を
介
し
て
、
「
陽
尊
陰
卑
」
が
人
倫
関
係
等
に
そ
の
ま
ま
持
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て

い
る
。

　
「

陰

陽
」
に
よ
り
人
倫
関
係
の
「
尊
卑
」
の
絶
対
化
固
定
化
を
図
る
も
の
と
し
て
悪
名
高
い
こ
の
「
陽
尊
陰
卑
」
の
説
も
ま
た
、

従

来
、
董
仲
辞
よ
り
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
単
に
「
陽
尊
陰
卑
」
を
語
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
す
で
に
吊
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書
の

「

称
」
に
見
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち

　
　
凡

そ
論
は
必
ず
陰
陽
口
大
義
を
以
ふ
。
天
は
陽
に
し
て
地
は
陰
。
…
大
国
は
陽
に
し
て
小
国
は
陰
。
…
主
は
陽
に
し
て
臣
は
陰
。

　
　
…
男
は
陽
に
し
て
【
女
は
陰
、
父
は
】
陽
に
し
て
子
は
陰
。
…
貴
は
【
陽
に
し
て
】
賎
は
陰
。
…
諸
も
ろ
の
陽
な
る
者
は
天
に

　
　
法

り
、
…
諸
も
ろ
の
陰
な
る
者
は
地
に
法
り
、
…
（
称
）

特
に
「
貴
陽
賎
陰
」
と
言
い
、
い
わ
ゆ
る
三
綱
に
陰
陽
を
配
当
す
る
な
ど
、
董
仲
紆
の
説
に
同
じ
い
。
董
仲
静
に
先
立
つ
時
代
に
、

す

で

に
、
黄
老
家
の
内
で
、
人
倫
関
係
が
陰
陽
に
よ
り
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
『
繁
露
』
の
「
離
合
根
」
「
立
元
神
」
「
保
位
権
」
の
三
篇
に
よ
り
間
接
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
が
無
為
清
浄
た

る
べ
き
こ
と
を
説
く
こ
れ
ら
の
篇
は
黄
老
的
色
彩
の
強
い
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

ら
の
篇
が
、
董
仲
辞
に
よ
る
道
家
の
兼
習
の
名
残
り
な
の
か
、
黄
老
的
テ
キ
ス
ト
の
窺
入
な
の
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
『
准
南
子
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

等
と
の
共
通
点
が
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
漢
初
の
黄
老
思
想
の
一
端
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
離
合
根
篇
で

は
、
人
主
と
人
臣
の
あ
る
べ
き
姿
が
峻
別
さ
れ
、
人
主
は
「
天
之
行
」
に
、
人
臣
は
「
地
之
行
」
に
法
る
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
立
元
神
篇
で
は
さ
ら
に
「
人
臣
陽
に
居
り
て
陰
た
り
、
人
君
陰
に
居
り
て
陽
た
り
。
陰
道
は
形
を
尚
び
て
情
を
露
は
し
、

陽
道

は
無
端
に
し
て
神
を
貴
ぶ
。
」
と
君
臣
が
天
地
の
関
係
と
対
比
さ
れ
る
と
と
も
に
陰
陽
に
よ
り
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
道
家
の
兼
習
の
跡
な
ら
ば
、
彼
は
黄
老
思
想
か
ら
人
倫
関
係
を
陰
陽
で
語
る
こ
と
を
学
ん
だ
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
そ
う
で
な
か
っ

た
と
し
て
も
董
仲
寄
の
頃
に
こ
の
よ
う
な
思
考
が
存
在
し
た
証
左
と
な
ろ
う
。
彼
の
「
陽
尊
陰
卑
」
の
主
張
は
こ
の
よ
う
な
思
考
を

受

け
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
董
仲
辞
は
彼
以
前
の
「
陽
尊
陰
卑
」
の
・
王
張
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
陰
陽
刑
徳
説
の

一
　69一



枠
組
み

の

中
に
「
陽
尊
陰
卑
」
を
組
入
れ
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
「
陽
尊
陰
卑
」
に
関
し
て
、
董
仲
箭

が
陰
陽
説
の
二
つ
の
側
面
を
統
一
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
陰
陽
説
の
二
つ
の
側
面
と
は
、
事
物
の
対
立
す
る
二
つ
の
概
念
（
上

下
、
左
右
、
君
臣
、
父
子
、
男
女
等
）
に
対
し
て
陰
陽
を
配
当
す
る
側
面
と
、
よ
り
実
体
的
な
陰
陽
の
気
に
よ
り
四
時
の
め
ぐ
り
等

を
説
明
し
て
い
く
側
面
で
あ
る
。
先
の
基
義
篇
や
「
称
」
の
論
が
、
実
体
的
な
陰
陽
の
気
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
単

純
に

対
立
す

る
概
念
に
対
し
て
陰
陽
を
割
り
振
っ
て
い
る
面
が
強
い
の
に
対
し
て
、
陰
陽
刑
徳
説
で
の
天
の
陰
陽
は
、
実
体
的
な
気

と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
こ
の
相
異
が
陰
陽
説
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
。
そ
し
て
、
畠
書
が
「
陽
尊
陰
卑
」
を
語
る
の
は
前
者
の
陰

陽
説
に
限
ら
れ
る
の
に
対
し
、
董
仲
辞
は
後
者
に
お
い
て
も
「
陽
尊
陰
卑
」
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
彼

は
、
天
の
陰
陽
そ
れ
自
体
に
対
し
て
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
抽
象
さ
れ
た
陰
陽
の
関
係
に
対
し
て
、
人
倫
関
係
を
当
て
は
め
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
の
こ
と
を
行
う
。
陰
陽
刑
徳
説
は
陰
陽
に
刑
徳
を
配
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
陽
の
万
物
を
育
む
作
用
と

陰
の
万
物
を
枯
殺
す
る
作
用
が
、
人
の
刑
徳
の
作
用
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
別
に
、
吊
書
で
は
「
天
の

生
に

因
り
て
以
て
生
を
養
ふ
、
之
を
文
と
胃
（
謂
）
ひ
、
天
の
殺
に
因
り
て
以
て
死
を
伐
つ
、
之
を
武
と
胃
（
謂
）
ふ
。
【
文
】
武
並

び
行

は
る
れ
ば
、
則
ち
天
下
従
ふ
。
」
（
「
経
法
・
君
正
」
）
と
「
文
武
」
が
ー
直
接
陰
陽
と
で
は
な
い
が
　
　
天
の
「
生
殺
」
の
作

用

と
対
応
付
け
ら
れ
て
お
り
、
同
じ
く
両
者
の
も
つ
作
用
の
類
似
が
こ
の
結
び
付
き
を
産
ん
で
い
る
。
こ
の
「
刑
徳
」
「
文
武
」
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

対
応

は
『
管
子
』
に
も
見
え
て
お
り
、
天
の
陰
陽
と
人
事
と
の
結
合
の
初
期
の
段
階
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

天
の
陰
陽
の
作
用
が
結
合
の
媒
介
と
な
っ
て
い
る
。
人
事
の
内
の
何
か
を
、
天
の
陰
陽
と
直
接
対
応
付
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

の

作
用

と
の
類
似
を
全
く
無
視
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
類
似
を
前
面
に
出
せ
な
い
人
倫
関
係
な
ど

は
、
本
来
、
そ
の
対
応
を
主
張
す
る
の
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
称
」
で
は
天
の
陰
陽
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
諸
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陽
者
法
天
L
「
諸
陰
者
法
地
」
と
天
地
の
関
係
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
し
、
離
合
根
篇
等
に
お
い
て
も
、
君
臣
が
陰
陽
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

よ
り
は
、
ま
ず
天
地
と
比
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
地
の
関
係
な
ら
ば
容
易
に
そ
れ
が
上
下
関
係
に
転
じ
得
る
が
、
天
の
陰
陽

は
そ
の
生
殺
の
作
用
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
董
仲
辞
以
前
に
お
い
て
、
天
の
陰
陽
が
た
だ
ち
に
「
尊
卑
」
と
結
び
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

け
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
は
こ
こ
に
存
し
よ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
董
仲
箭
は
先
に
ふ
れ
た
特
異
な
陰
陽
の
作
用
形
式
を
考
案
す
る
こ
と
に
よ
り
、
天
の
陰
陽
の
あ
り
方
を
「
任
陽

不
任
陰
」
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
か
ら
「
陽
尊
陰
卑
」
を
規
定
し
て
し
ま
う
。
天
の
陰
陽
と
人
事
と
を
直
接
結
び
付
け
よ
う
と
す
れ
ば
、

生
殺
の

イ
メ
ー
ジ
が
障
害
と
な
る
が
、
天
の
陰
陽
の
作
用
形
式
そ
れ
自
体
を
「
陽
尊
陰
卑
」
と
規
定
し
て
、
こ
れ
に
則
る
べ
し
と
す

れ

ば
、
「
陽
尊
陰
卑
」
と
い
う
関
係
だ
け
が
抽
象
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
天
の
陰
陽
各
々
と
人
倫
関
係
の
個
々
を
結
び
付
け
る
必
要
は
な

く
な
る
。
か
く
し
て
、
天
の
陰
陽
の
あ
り
方
と
、
人
倫
関
係
が
結
び
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
董
仲
辞
の
「
陽
尊
陰
卑
」
の
説
の
特

徴

は
こ
の
点
に
あ
る
。
陰
陽
を
も
ち
い
て
人
倫
関
係
を
論
じ
て
い
る
点
に
で
は
な
く
、
天
の
陰
陽
の
あ
り
方
を
、
人
倫
関
係
を
説
明

で

き
る
形
で
論
じ
て
い
る
点
に
こ
そ
、
彼
の
説
の
独
自
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
彼
の
独
自
性
は
、
彼
が
「
時
令
的
思
考
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
「
時
令
的
思
考
」
に
執
着

す

る
限
り
は
、
特
定
の
時
節
に
行
わ
れ
得
る
人
の
行
為
以
外
を
天
の
陰
陽
と
結
び
つ
け
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
の
関
係
や
、

特
定
の

時
節
に
配
分
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
行
為
を
天
の
陰
陽
と
結
び
つ
け
て
論
ず
る
為
に
は
、
時
節
と
い
う
枠
組
み
か
ら
切
り
放

さ
れ
た
形
で
、
天
の
陰
陽
が
思
考
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
彼
は
「
時
令
的
思
考
」
に
こ
だ
わ
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
人
倫
関
係
の
「
陽

尊
陰
卑
」
を
天
の
陰
陽
と
の
関
係
で
論
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
彼
は
、
陰
陽
刑
徳
説
に
「
陽
尊
陰
卑
」
を
結
び
つ
け
た
こ
こ
で
の
論
法
、
す
な
わ
ち
、
「
時
令
的
思
考
」
の
枠
の
中
で
、
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天
の

持
つ
要
素
の

個
々

と
、
人
の
持
つ
要
素
の
個
々
を
直
接
に
結
び
付
け
る
の
で
は
な
く
、
「
時
令
的
思
考
」
を
離
れ
た
形
で
、
天
の

あ
り
方
に
従
う
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
論
法
に
よ
り
、
陰
陽
刑
徳
説
を
　
　
も
は
や
、
陰
陽
刑
徳
説
と
い
う
呼
称
が
ふ
さ
わ
し
く
な

い

ほ

ど
に
ま
で
　
　
更
に
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
四
時
と
喜
怒
哀
楽
等
の
感
情
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

『

繁
露
』
に
お
い
て
は
「
主
の
好
悪
喜
怒
は
乃
ち
天
の
春
夏
秋
冬
な
り
。
」
「
喜
気
は
…
春
に
当
り
、
怒
気
は
…
秋
に
当
り
、
楽
気
は

…
夏
に
当
り
、
哀
気
は
…
冬
に
当
る
。
」
「
春
は
喜
、
夏
は
楽
、
秋
は
憂
、
冬
は
悲
。
」
（
「
王
道
通
三
」
）
等
、
四
時
に
喜
怒
哀
楽
等
を

対
応

さ
せ
る
部
分
が
多
い
。
こ
の
対
応
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
「
好
悪
喜
怒
を
し
て
必
ず
義
に
当
り
て
乃
ち
出
だ
さ
し
む
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が

暖
清
寒
暑
の
必
ず
其
の
時
に
当
り
て
乃
ち
発
す
る
が
若
く
、
」
「
好
悪
喜
怒
を
し
て
未
だ
嘗
て
差
は
ざ
ら
し
む
る
こ
と
、
春
夏
秋
冬
の

未
だ

嘗
て

過
た

ざ
る
が
如
し
。
」
（
同
上
）
と
妄
り
に
感
情
に
ま
か
せ
て
事
を
お
こ
な
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
言
う
部
分
に
あ
る
。

こ
れ
が
、
春
に
喜
び
、
秋
に
怒
る
べ
き
を
言
う
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
四
時
と
の
時
間
的
に
直
接
的
な
結
び
付
き
を

切

り
放
ち
、
天
の
四
時
の
あ
り
方
の
意
味
だ
け
に
注
目
す
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
対
応
が
生
ま
れ
得
る
の
で
あ
る
。

　
陰
陽
刑
徳
説
と
は
、
本
来
、
人
の
刑
徳
の
あ
る
べ
き
姿
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
董
仲
辞
が
陰
陽
刑
徳
説
を
語
っ
た
当
初
の

関
心
も
、
刑
徳
を
論
ず
る
部
分
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
陰
陽
刑
徳
説
に
お
い
て
「
時
令
的
思
考
」
の
と
ら
わ
れ
か
ら
脱

し
た
董
仲
辞
は
、
こ
の
説
を
、
単
に
刑
徳
の
あ
り
か
た
を
語
る
論
を
こ
え
て
、
よ
り
豊
富
な
内
容
を
含
み
得
る
も
の
へ
と
拡
大
し
て

い

っ

た

の

で

あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
天
の
陰
陽
四
時
に
従
う
と
い
う
立
場
を
徹
底
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か

し
な
が
ら
、
董
仲
辞
に
よ
る
陰
陽
刑
徳
説
の
拡
大
は
こ
の
方
向
に
の
み
限
定
さ
れ
る
。
彼
は
、
陰
陽
刑
徳
説
が
内
包
す
る
論
理
を

全
面
的
に

展

開
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
に
見
る
、
彼
の
陰
陽
刑
徳
説
と
災
異
説
と
の
関
係
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
。
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三
　
違
令
災
異
説
の
分
離

　
陰
陽
刑
徳
説

と
災
映
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
吊
書
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
春
夏
に
徳
、
秋
冬
に
刑
を
行
わ
な
か
っ
た
場

合
の

災
映
の
存
在
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
災
映
が
規
定
さ
れ
る
場
に
お
い
て
は
、
こ
の
災
映
を
避
け
る
為
に
は
、
春
夏
に

徳
、
秋
冬
に
刑
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
吊
書
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
違
令
災
異
の
規
定
に
よ
っ
て
、
天
の
陰
陽

の

あ
り
方
に
、
人
の
刑
徳
の
あ
り
方
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
根
拠
付
け
ら
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
陰
陽
刑
徳
説
と
違
令
災
異
説
が
、
本
来
、
関
係
の
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
こ
で
、
少
し
く
董
仲
箭

か

ら
離
れ
て
、
ま
ず
、
こ
の
両
者
が
結
び
つ
く
理
由
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　
陰
陽
刑
徳
説
の
特
徴
は
、
天
の
陰
陽
と
人
の
刑
徳
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
結
び
つ
け
の
背
後
に
は
、
「
万
物
の
化
育
の

主

体

を
天
に
求
め
る
」
と
い
う
思
考
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
『
呂
氏
春
秋
』
の
言
葉
は
、
直
接
に
陰
陽
刑
徳
説
を

論

じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
天
の
陰
陽
（
四
時
）
と
人
の
刑
徳
を
結
び
つ
け
る
こ
と
の
背
後
に
あ
る
思
考
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
　
春
気
至
れ
ば
則
ち
草
木
産
じ
、
秋
気
至
れ
ば
則
ち
草
木
落
つ
。
産
と
落
と
或
も
の
之
を
せ
し
む
、
自
つ
か
ら
然
る
に
非
ざ
る
な

　
　
り
。
故
に
之
を
せ
し
む
る
者
至
れ
ば
、
物
為
さ
ざ
る
無
く
、
之
を
せ
し
む
る
者
至
ら
ざ
れ
ば
、
物
為
す
べ
き
無
し
。
古
へ
の
人

　
　
其
の

せ

し
む
る
所
以
を
審
ら
か
に
す
、
故
に
物
の
用
為
ら
ざ
る
は
莫
し
。
賞
罰
の
柄
、
此
れ
上
の
せ
し
む
る
所
以
な
り
。
（
孝
行

　
　
覧
・
義
賞
）

こ
こ
で
は
、
物
（
草
木
）
の
生
育
（
産
、
落
）
に
つ
い
て
、
そ
の
生
育
の
力
が
物
の
内
に
求
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
「
使
之
者
（
ー
之

一 73一



を
せ
し
む
る
者
）
L
で
あ
る
天
の
春
気
、
秋
気
の
側
に
そ
の
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
生
物
の
内
に
自
ら
が
生
育
す
る
力
を
認
め
、
そ

の

力
が
発
現
し
得
る
環
境
と
し
て
春
気
、
秋
気
が
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
産
と
落
と
或
も
の
之
を

せ

し
む
、
自
つ
か
ら
然
る
に
非
ざ
る
な
り
。
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
生
物
を
生
育
さ
せ
る
主
体
を
天
の
側
に
見
出

す

か

ら
、
天
の
春
気
、
秋
気
か
ら
の
類
推
で
、
民
を
統
治
教
化
す
る
主
体
で
あ
る
人
主
の
賞
罰
へ
と
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
生
物
の
化
育
の
主
体
を
天
に
求
め
る
」
と
い
う
思
考
が
、
四
時
と
賞
罰
の
結
び
つ
き
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
同
様
に
、
天
の
四
時
（
陰
陽
）
と
人
の
刑
徳
を
結
び
つ
け
る
以
上
、
こ
の
「
生
物
（
万
物
）
の
化
育
の
主
体
を
天
に
求
め
る
」

と
い
う
思
考
が
、
陰
陽
刑
徳
説
の
根
底
に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
先
述
の
よ
う
に
、
董
仲
寄
は
、
麦
が
秋
に
生
ず
る
こ

と
か
ら
、
天
が
秋
に
も
「
生
」
の
作
用
を
行
っ
て
い
る
、
と
解
釈
し
て
い
た
が
二
如
天
之
意
L
）
、
こ
こ
に
も
こ
の
思
考
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
も
し
、
生
育
の
力
を
生
物
の
側
に
帰
し
、
そ
の
力
を
発
現
さ
せ
る
外
的
環
境
と
し
て
の
み
季
節
を
考
え
る
な
ら
ば
、

董
仲
箭
の

よ
う
な
解
釈
は
生
ま
れ
得
な
い
。
麦
と
他
の
穀
類
と
の
生
育
条
件
が
異
な
る
と
い
え
ば
そ
れ
で
済
む
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
彼
は
「
万
物
、
天
に
非
ざ
れ
ば
生
ぜ
ず
」
（
「
順
命
」
）
と
万
物
の
化
育
の
主
体
を
天
に
見
出
す
か
ら
、
麦
の
生
育
は
、
天
が
秋
に

生
の

作
用
を
行
っ
て
い
る
こ
と
の
証
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
思
考
が
持
つ
際
立
っ
た
特
徴
は
、
陰
陽
の
気
や
四
時
の
気
を
質
的
に
異
な
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
傾
向
を
持
つ
こ
と
に
あ

る
。
「
賞
」
と
「
罰
」
と
が
質
的
に
異
な
る
人
為
で
あ
る
よ
う
に
、
「
産
」
と
「
落
」
と
も
質
的
に
異
な
る
作
用
で
あ
る
。
先
の
『
呂

氏
春

秋
』
は
、
春
気
、
秋
気
を
、
生
物
に
対
し
て
質
的
に
異
な
る
作
用
を
与
え
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
陰
陽
刑
徳
説
に
お

い

て

は
、
陰
気
、
陽
気
は
そ
れ
ぞ
れ
「
生
」
「
殺
」
の
作
用
に
よ
り
特
徴
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
質
的
に
異
な
る
作
用

で
あ
る
。
質
的
に
異
な
る
二
つ
の
作
用
で
あ
る
か
ら
、
董
仲
紆
な
ど
は
一
方
を
「
実
位
」
、
他
方
を
「
空
位
」
に
置
き
、
両
者
が
そ
れ
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そ

れ
に

適
当
な
時
に
作
用
す
る
と
い
う
作
用
形
式
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
か
り
に
、
陰
陽
を
、
或
る
一
元
的
な
量
の
多
少
に
よ
り
区

別

さ
れ
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
董
仲
箭
の
説
な
ど
は
、
全
く
理
解
不
能
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
。
彼
等
は
、
生
物
の
生
育
を
天
の
化
育
に
よ
る
と
考
え
た
為
に
、
季
節
に
お
け
る
生
育
の
質
的
に
異
な
る
相
に
対
応
す
る
か

た

ち
で
、
天
の
化
育
を
も
質
的
に
異
な
る
作
用
に
分
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
逆
に
、
生
物
の
側
に
生
育
す
る
力
を
認
め
、

そ
の
生
育
の
質
的
に
異
な
る
相
を
、
季
節
の
変
化
に
対
す
る
生
物
側
の
反
応
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
必
要
は
な
い
。

季
節
の

側

は
、
量
的
な
連
続
的
な
も
の
（
例
え
ば
、
気
温
や
日
射
量
等
）
の
変
化
と
し
て
特
徴
付
け
て
し
ま
っ
て
か
ま
わ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
我
々
の
思
考
は
む
し
ろ
こ
の
後
者
に
近
い
。
天
が
化
育
を
行
う
と
い
う
前
提
は
、
我
々
と
異
な
る
自
然
に
対
す
る
理
解
を

も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
春
気
、
秋
気
の
語
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
天
に
よ
る
化
育
は
「
気
」
を
媒
介
に
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
生
物
の

外
に

あ
る
天
の
側
に
生
育
の
力
を
認
め
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
そ
の
生
育
を
行
う
媒
介
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

こ
こ
で
の
「
気
」
と
は
、
そ
れ
が
生
物
（
万
物
）
に
或
る
状
態
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
春
気

で

あ
れ
ば
、
生
物
（
万
物
）
に
芽
吹
き
成
長
す
る
と
い
う
状
態
を
も
た
ら
し
、
秋
気
で
あ
れ
ば
結
実
し
枯
れ
る
と
い
う
状
態
を
も
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

ら
す
も
の
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
春
気
と
秋
気
と
は
質
的
に
異
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
質
的
に
異
な
る
作
用
を
行

う
気
を
、
時
を
過
た
ず
に
順
序
よ
く
出
だ
す
こ
と
に
よ
り
、
天
は
万
物
の
化
育
を
行
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
思
考
に
立
つ
な
ら
ば
、
農
事
の
よ
う
な
「
人
」
の
作
用
は
、
天
が
あ
る
特
定
の
気
を
出
だ
し
て
、
万
物
の
生

育

を
行
う
際
に
、
そ
の
生
育
に
「
人
」
が
手
を
加
え
る
事
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
い
結
果
（
1
1
収
穫
）
を
得
る
こ
と
と
意
識
さ
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
農
事
が
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
時
、
こ
れ
は
、
天
の
化
育
の
力
を
、
「
人
」
が
分
有
し
て
い
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る
こ
と
の
証
拠
と
な
り
う
る
。
天
が
万
物
の
化
育
を
行
う
と
し
て
、
も
し
、
「
人
」
に
、
そ
の
化
育
の
力
が
分
有
さ
れ
て
い
な
い
と
す

る
な
ら
ば
、
「
人
」
の
手
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
の
化
育
の
美
が
得
ら
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
人
」

は
、
天
の
化
育
の
力
を
分
有
し
て
い
る
。
董
仲
辞
な
ど
は
、
天
の
化
育
に
関
与
す
る
も
の
と
し
て
、
「
人
」
を
天
の
十
端
の
一
つ
に
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ザ

え
数
え
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
「
人
」
と
は
一
介
の
農
夫
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
君
主
（
特
に
天
子
）

に

よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
、
集
団
と
し
て
の
「
人
」
で
あ
る
。
こ
の
「
人
」
の
あ
り
方
は
、
そ
の
統
治
者
た
る
君
主
の
あ
り
方
の
何
如

に

よ
る
か
ら
、
「
人
」
の
天
の
化
育
に
対
す
る
影
響
は
ひ
と
え
に
君
主
の
あ
り
方
に
よ
り
定
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
思
考
す

る
か
ら
こ
そ
、
刑
徳
の
よ
う
な
君
主
の
行
為
が
天
の
化
育
に
影
響
を
与
え
得
る
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
陰
陽
刑
徳
説

は

生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
或
る
人
為
が
天
の
化
育
に
影
響
を
与
え
得
る
と
思
考
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
人
為
は
、
天
の
化
育
と

歩
調

を
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
天
が
、
例
え
ば
、
春
気
を
出
し
て
い
る
時
に
、
春
気
の
作
用
を
阻
害

す

る
よ
う
な
事
を
人
が
行
う
な
ら
ば
、
天
の
化
育
は
そ
の
美
を
保
つ
事
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
人
の
或
る
行

為

が
、
一
年
の
特
定
の
時
節
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
「
時
令
的
思
考
」
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
違
反

す
る
時
の
災
害
の
規
定
と
し
て
、
こ
こ
に
違
令
災
異
説
が
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
陰
陽
刑
徳
説
が
前
提
と
す
る
「
万
物
の
化
育
の
主

体
を
天
に
求
め
る
」
と
い
う
思
考
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
時
令
的
思
考
」
を
導
き
、
違
令
災
異
説
を
導
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

吊
書
の
場
合
、
陰
陽
刑
徳
説
に
違
令
災
異
的
な
表
現
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
『
管

子
』
の
内
で
陰
陽
刑
徳
説
を
展
開
す
る
四
時
篇
で
も
「
陰
陽
と
は
天
地
の
大
理
な
り
。
四
時
と
は
陰
陽
の
大
経
な
り
。
刑
徳
と
は
四
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そ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
げ

時
の

合

な
り
。
刑
徳
時
に
合
す
れ
ば
則
ち
福
を
生
じ
、
誰
け
ば
禍
生
ず
。
L
「
春
に
凋
み
、
秋
に
栄
り
、
冬
に
雷
し
、
夏
に
霜
有
る
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
み
や

此
れ
皆
な
気
の
賊
な
り
。
刑
徳
節
を
易
へ
次
を
失
は
ば
、
則
ち
賊
気
遂
か
に
至
る
。
賊
気
逝
か
に
至
れ
ば
、
則
ち
国
に
蓄
映
多
し
。
」

と
刑
徳
の
時
を
過
つ
こ
と
が
災
映
を
も
た
ら
す
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
陰
陽
刑
徳
説
は
、
本
来
、
違
令
災
異
説
と
密
接
な
繋
が
り

を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
董
仲
箭
以
前
の
陰
陽
刑
徳
説
は
、
確
か
に
違
令
災
異
説
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
董
仲
辞
は
、
自
己
の
陰
陽
刑
徳
説
を
災
異
説
と
結
び
つ
け
て
語
っ
て
は
い
な
い
。
彼
が
、
「
対
策
（
第
一
策
）
」
で
「
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い

罰
中
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
邪
気
を
生
じ
、
…
則
ち
陰
陽
　
整
し
て
妖
華
生
ず
。
」
と
災
異
の
生
起
す
る
理
由
を
述
べ
た
部
分
な
ど
は
、
右

の

『

管

子
』
の
言
葉
と
よ
く
似
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
董
仲
辞
は
こ
れ
を
陰
陽
刑
徳
説
と
結
び
つ
け
て
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
『
繁
露
』
に
お
い
て
陰
陽
刑
徳
説
は
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
災

異
説

と
結
び
付
け
た
形
で
論
じ
て
い
る
部
分
は
、
全
く
不
思
議
な
こ
と
に
、
一
ヶ
所
も
無
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
陰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　

陽
刑
徳
説
に
関
す
る
部
分
で
は
「
災
異
し
と
い
う
語
は
お
ろ
か
、
「
災
」
「
異
」
の
語
で
さ
え
も
全
く
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
畠
書
等

と
異
な
り
、
董
仲
餅
は
陰
陽
刑
徳
説
と
災
異
説
を
関
連
付
け
て
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
彼
の
説
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は

こ
こ
に
読
み
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
彼
は
、
違
令
災
異
説
を
含
む
災
異
説
を
陰
陽
刑
徳
説
か
ら
分
離
す
る
。

そ
し
て
、
陰
陽
刑
徳
説
と
災
異
説
を
別
々
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
彼
の
説
の
特
徴
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
切
り
放
し
の
災
異
説
側
の
理
由
は
見
や
す
い
。
『
漢
書
』
五
行
志
に
記
載
さ
れ
た
『
春
秋
』
の
災
異
記
事
に
対
す
る
董
仲
箭
の

解
釈
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
は
、
特
定
の
人
事
と
特
定
の
災
異
を
固
定
さ
れ
た
季
節
の
時
間
枠
の
内
で
機
械
的
に
結
び
付

け
る
こ
と
に
よ
り
災
異
の
解
釈
を
下
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
所
謂
「
天
誼
説
」
を
語
る
部
分
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
所
謂
「
感

応
説
」
を
語
る
部
分
も
同
様
で
あ
る
。
違
令
災
異
的
な
思
考
、
す
な
わ
ち
、
或
る
特
定
の
時
期
の
違
令
が
或
る
特
定
の
時
期
の
災
異
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を
引
き
起
こ
す
と
い
う
思
考
に
厳
密
に
従
う
な
ら
ば
、
彼
の
春
秋
災
異
説
は
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
彼
が
春
秋
災
異
説
を
語
っ

た
意
図
は
置
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
災
異
説
を
主
張
す
る
為
に
は
、
陰
陽
刑
徳
説
に
於
け
る
思
考
が
そ
の
ま
ま
災
異
説
に
持
込
ま

れ

る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
が
陰
陽
刑
徳
説
と
災
異
説
を
結
び
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
の
理
由
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ

は
こ
こ
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
陰
陽
刑
徳
説
の
側
よ
り
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
、
陰
陽
刑
徳
説
と
災
異
説
が
分
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

董
仲
鉦
の

陰
陽
刑
徳
説
が
、
彼
の
天
人
相
関
説
全
体
を
包
括
す
る
よ
う
な
性
格
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の

こ
と
は
、
自
己
の
天
人
相
関
説
を
体
系
的
に
構
成
す
る
上
で
必
要
な
論
と
し
て
、
陰
陽
刑
徳
説
が
取
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
も
し
、
あ
る
体
系
を
意
図
し
て
陰
陽
刑
徳
説
が
取
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
説
が
災
異
説
と
分
離
し
て

語

ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
自
己
の
思
想
の
体
系
の
た
め
で
は
な
く
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
意

図
の
下
に
、
陰
陽
刑
徳
説
が
語
ら
れ
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
分
離
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
、
彼
の
陰
陽
刑
徳
説
の
核
心

に

あ
る
の
は
、
そ
の
解
釈
を
「
刑
徳
並
用
」
か
ら
、
「
任
徳
不
任
刑
」
に
改
変
し
た
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
説
を
語
る
際
の
彼

の

意
図

も
、
こ
の
改
変
の
内
に
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ら
ば
、
そ
の
意
図
と
は
、
儒
家
的
徳
治
主
義
の
正
当
性

を
立
証
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
、
陰
陽
刑
徳
説
と
い
う
、
既
成
の
思
考
形
式
の
枠
の
内
に
徳
治
主
義
を
位
置
付
け

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
既
成
の
思
考
形
式
に
従
う
人
々
に
対
し
て
、
徳
治
主
義
の
正
当
性
を
立
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
儒
家
の
台

頭
以
前
、
思
想
界
に
お
い
て
優
位
を
占
め
て
い
た
黄
老
思
想
が
、
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
に
よ
り
、
刑
徳
並
用
の
立
場
を
根
拠
付
け
て

い

た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
場
に
対
し
て
儒
家
的
徳
治
主
義
を
主
張
す
る
董
仲
寄
と
し
て
は
、
そ
の
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
に
よ
っ

て

も
儒
家
説
が
根
拠
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
既
成
の
思
想
を
利
用
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
自
己
の
立
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場
に

有
利
な
内
容
を
読
み
込
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
立
場
を
根
拠
付
け
る
こ
と
は
、
新
た
な
思
想
的
立
場
を
打
ち
出
す
者

の
一
つ
の
手
段
で
あ
る
。
儒
家
の
台
頭
期
に
当
た
る
董
仲
箭
は
、
陰
陽
刑
徳
説
と
い
う
場
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
行
っ
て
い
る
の

で

あ
る
。
よ
っ
て
、
董
仲
辞
に
と
っ
て
陰
陽
刑
徳
説
と
は
、
そ
の
形
式
自
体
に
で
は
な
く
、
そ
の
形
式
に
よ
り
儒
家
的
な
徳
治
主
義

を
導
く
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
こ
の
形
式
は
彼
の
天
人
相
関
説
を
包
括
す
る
よ
う
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い

の

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
彼
が
考
案
し
た
特
異
な
陰
陽
の
作
用
形
式
の
説
が
、
後
世
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
語

ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
に
よ
っ
て
「
任
徳
不
任
刑
し
を
語
る
為
に
は
、
彼
の
提
示
し
た
作
用

形
式
は

不
可
欠
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
後
の
文
献
に
現
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
、
『
塩
鉄
論
』
の
文
学

が
、
先
に
挙
げ
た
大
夫
の
言
葉
に
対
し
て
「
故
に
陽
を
し
て
大
夏
に
居
り
て
徳
施
を
宣
ば
し
め
、
陰
を
し
て
虚
に
蔵
し
陽
の
佐
補
た

ら
し
む
。
」
と
反
論
を
加
え
た
例
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
大
夫
の
刑
徳
並
用
的
な
主
張
に
対
す
る
反
論
の
内
で
語
ら
れ
て
い
る

の

は
示
唆
的
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
か
の
複
雑
な
作
用
形
式
な
ど
は
、
刑
徳
並
用
的
な
主
張
と
徳
治
の
主
張
が
、
陰
陽
刑
徳
説
と
い

う
場
で
ぶ
つ
か
り
あ
う
時
に
の
み
、
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
儒
家
の
優
位
が
確
定
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、

こ
の
よ
う
な
ぶ
つ
か
り
あ
い
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
の
は
徳
治
主
義
が
天
意
に
適
う
と
い
う
結
論
だ
け
で

あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
複
雑
な
作
用
形
式
に
ま
で
立
ち
返
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
如
く
、
漢
代
の
儒
家
の
主
張
は
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

質
的
に

は
刑
徳
並
用
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
董
仲
辞
で
さ
え
、
そ
の
「
対
策
（
第
二
策
）
」
に
お
い
て
「
聖
王
の
天
下
を
治
む
る
や
、

…
爵
禄
以
て
其
の
徳
を
養
ひ
、
刑
罰
以
て
其
の
悪
を
威
す
し
と
ほ
と
ん
ど
刑
徳
の
並
用
を
・
王
張
す
る
が
如
き
言
を
残
し
て
い
る
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

た
、
『
塩
鉄
論
』
の
大
夫
の
「
春
賞
秋
罰
」
的
な
思
考
は
、
実
は
、
漢
代
を
通
じ
て
有
力
で
あ
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
結
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局
、
「
任
徳
不
任
刑
」
と
は
漢
代
の
儒
家
に
と
っ
て
の
政
策
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
が
故
に
、

董
仲
寄
は
、
陰
陽
刑
徳
説
と
い
う
、
現
実
の
刑
徳
の
諸
相
を
反
映
し
な
い
論
に
お
い
て
、
そ
れ
を
強
く
主
張
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
刑
徳
並
用
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
「
任
徳
不
任
刑
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
変
化
さ
せ
る
、
そ
の
た
め
に
生
ま
れ
て

き
た
董
仲
辞
の
作
用
形
式
と
は
、
そ
の
よ
う
な
改
変
を
必
要
と
し
た
儒
家
の
台
頭
期
に
お
い
て
の
み
十
分
な
意
味
を
持
ち
得
た
も
の

　
　
　
　
ヘ
ハ
　

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
ま
た
董
仲
辞
が
陰
陽
刑
徳
説
を
語
っ
た
目
的
、
そ
の
限
定
性
を
間
接
的
に
物
語
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
董
仲
静

は
陰
陽
刑
徳
説
か
ら
災
異
説
（
違
令
災
異
説
）
を
排
除
し
た
。
違
令
災
異
説
は
「
時
令
的
思
考
」
を
基
礎
に
成
り
立
っ
て

い

る
か
ら
、
こ
の
排
除
は
「
時
令
的
思
考
」
を
犠
牲
に
し
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
結
果
と
は
、
一
方
で
は
、
彼
の

春
秋
災
異
説
が

要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
陰
陽
刑
徳
説
が
語
ら
れ
る
根
底
に
あ
っ
た
目
的
が
導
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
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四
　
　
『
春
秋
』
と
の
関
係

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
を
導
入
す
る
た
め
に
、
董
仲
箭
は
『
春
秋
』
を
用
い
て
い
る
。
『
春
秋
』
冒
頭
の
「
元
年
春

王
正
月
」
を
「
上
は
天
の
為
す
所
を
承
け
、
下
は
以
て
其
の
為
す
所
を
正
す
」
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
対
策
」
が
陰
陽
刑
徳
説

を
導
い
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
詳
細
を
、
こ
こ
で
改
め
て
説
明
す
る
必
要
は
無
い
と
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
注
意

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
こ
こ
で
『
春
秋
』
は
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
を
正
当
化
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
、
と

い

う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
が
存
在
し
な
い
場
に
、
か
よ
う
な
奇
異
な
論
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
『
春
秋
』



の

よ
う
な
何
等
か
の
権
威
を
か
り
て
、
そ
の
論
の
正
当
化
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
に

お

い
て

は
、
こ
の
形
式
そ
れ
自
体
を
正
当
化
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
も
し
『
春
秋
』
に
よ
る
正
当
化
が
必

要
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
任
徳
不
任
刑
」
と
い
う
結
論
部
分
だ
け
で
あ
り
、
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

て
、
三
董
仲
辞
は
）
陰
陽
説
を
採
入
し
て
、
自
説
を
構
成
し
、
以
て
春
秋
に
其
の
実
証
を
求
め
た
L
と
い
う
よ
う
な
説
明
は
、
畠
書

が
出
土
し
た
現
在
、
も
は
や
成
立
し
難
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
形
式
上
『
春
秋
』
解
釈
の
一
つ
と
し
て
陰
陽
刑
徳
説
を
位
置
付
け
て

い

る
こ
と
は
、
儒
家
に
と
っ
て
本
来
異
質
な
こ
の
説
を
、
儒
家
の
内
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
見
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

董
仲
辞
は
、
『
春
秋
』
の
新
解
釈
に
よ
り
、
こ
の
説
を
『
春
秋
』
に
下
属
さ
せ
、
元
来
儒
家
の
も
の
で
な
い
説
を
儒
家
が
語
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

　
董
仲
辞
の
陰
陽
刑
徳
説
が
災
異
説
と
結
び
付
か
な
い
以
上
、
こ
の
説
に
関
し
て
の
論
議
は
ほ
ぼ
上
述
の
範
囲
に
尽
き
る
。
董
仲
辞

に

よ
る
、
陰
陽
刑
徳
説
の
改
変
に
つ
い
て
ま
と
め
れ
ば
、
彼
は
当
時
行
わ
れ
て
い
た
陰
陽
刑
徳
説
に
よ
り
儒
家
説
の
正
当
性
を
立
証

す

る
た
め
に
、
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
自
体
は
、
当
時
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
受
入
れ
た
。
こ
の
受
入
れ
の
為
に
彼
は
儒
家
の
経
典
た

る
『
春
秋
』
に
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
を
下
属
さ
せ
る
。
そ
し
て
独
自
の
陰
陽
の
作
用
形
式
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
「
任
徳
不
任
刑
」

の

解
釈
を
導
き
出
し
た
。
そ
の
際
、
こ
の
結
論
を
導
き
出
す
た
め
に
は
、
陰
陽
刑
徳
説
が
本
来
有
し
て
い
た
「
時
令
的
思
考
」
に
反

せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
災
異
説
が
陰
陽
刑
徳
説
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
方
、
こ
こ

で
導
か
れ
た
「
任
陽
不
任
陰
」
と
い
う
天
の
陰
陽
の
あ
り
方
の
解
釈
は
、
「
陽
尊
陰
卑
」
の
説
と
し
て
、
上
下
尊
卑
の
人
倫
関
係
を
直

接
天
の

陰
陽
に

結
び
付
け
て
論
じ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
喜
怒
哀
楽
等
の
人
事
も
天
の
陰
陽
に
結
び
付
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け
て
論
ず
る
道
を
開
き
、
「
天
に
従
う
べ
し
」
と
い
う
立
場
を
よ
り
広
い
場
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の

お
わ

り
に

　
馬
王
堆
吊
書
の
出
現
、
そ
の
陰
陽
刑
徳
説
の
出
現
が
、
董
仲
籠
研
究
に
対
し
て
指
示
す
る
こ
と
は
、
彼
の
陰
陽
刑
徳
説
を
、
彼
以

前
の
説
に
対
す
る
改
変
と
し
て
見
る
視
点
の
必
要
性
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
「
時
令
的
思
考
」
に
対
す
る
態
度
を
手
が
か
り
に

し
て
、
そ
の
改
変
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。

　
吊
書
や
、
『
管
子
』
の
説
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
陰
陽
刑
徳
説
と
は
、
本
来
、
「
時
令
的
思
考
」
と
関
連
の
深
い
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
「
時
令
的
思
考
」
が
組
入
れ
ら
れ
て
こ
そ
、
陰
陽
刑
徳
説
は
一
貫
し
た
論
理
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
董
仲
紆
は
こ
の
「
時
令
的
思
考
」
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
、
陰
陽
刑
徳
説
の
内
に
儒
家
的
な
徳
治
主
義
を
読
み
込
ん

で
い

く
。
彼
に
と
っ
て
は
、
陰
陽
刑
徳
説
の
持
つ
論
理
よ
り
も
、
こ
の
形
式
に
よ
り
儒
家
説
を
導
く
こ
と
の
方
が
重
要
だ
っ
た
。
陰

陽
刑
徳
説
の

形
式
そ
れ
自
体
は
董
仲
辞
に
と
っ
て
第
一
義
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
、
こ
の
陰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

陽
刑
徳
説
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
て
き
た
評
価
、
す
な
わ
ち
「
天
の
陰
陽
に
よ
り
、
特
定
の
刑
徳
の
あ
り
方
を
基
礎
付
け
る
。
」
「
天
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

陰
陽
に
よ
り
、
封
建
的
人
倫
関
係
を
絶
対
化
す
る
。
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
主
と
し
て
陰
陽
刑
徳
説
の
形
式
自
体
に
注
目
し
て
与
え
ら

れ
て

き
た
評
価
に
対
す
る
見
直
し
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
説
の
評
価
は
、
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
形
式
に
対
し
て
で
な
く
、

彼
が

こ
の
形
式
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
っ
た
こ
と
　
　
陰
陽
刑
徳
説
の
改
変
　
　
に
対
し
て
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
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で

あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
董
仲
餅
の
陰
陽
刑
徳
説
に
対
す
る
こ
こ
で
の
評
価
を
与
え
て
本
論
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
彼
の

陰
陽
刑
徳
説
に
お
け
る
、
最
も
明
確
な
意
図
は
、
「
刑
徳
並
用
」
を
「
任
徳
不
任
刑
」
に
変
化
さ
せ
る
と
い
う
部
分
に
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
説
の
評
価
も
ま
ず
こ
の
部
分
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
彼
の
陰
陽
刑
徳
説

に

対
す

る
第
一
の
評
価
は
、
こ
の
説
に
よ
り
「
任
徳
不
任
刑
」
を
導
き
、
儒
家
説
の
正
当
性
の
立
証
を
は
か
り
、
儒
家
の
台
頭
の
一

助

と
な
っ
た
点
に
与
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
陰
陽
刑
徳
説
に
よ
り
「
任
徳
不
任
刑
」
を
導
く
こ
と
は
、
陰
陽
説
が
儒
家
の
徳
治
主
義

と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
で
も
あ
る
。
も
し
、
彼
が
、
こ
の
こ
と
を
示
し
得
な
か
っ
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
後
の
儒
家
が
、

陰
陽
説

を
大
幅
に
取
入
れ
る
上
で
の
一
つ
の
困
難
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
儒
家
が
全
面
的
に
陰
陽
説
を
語
る
為
に
は
、
そ
れ
が

儒
家
的
徳
治
主
義
に
適
合
す
る
こ
と
を
、
ま
ず
示
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
彼
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
、
儒
家
が
全
面
的
に
陰
陽
説
を
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
の
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
第
二
の
評
価
は
、
陰
陽
説
と
儒
家
的
徳
治
主
義
が
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
示
し
、

儒
家
が
よ
り
広
範
に
陰
陽
説
を
語
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
、
と
い
う
点
に
与
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
彼
の
陰
陽
刑
徳
説

で
評
価

さ
れ
る
べ
き
は
、
時
令
的
枠
を
離
れ
て
天
に
従
う
べ
き
道
を
開
い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
董
仲
辞
思
想
の
よ
く
知
ら
れ
た

特
徴
と
し
て
、
人
事
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
天
に
結
び
つ
け
て
考
察
す
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
陰
陽
刑
徳
説
で
時
令
的
思
考
に
と
ら
わ

れ
ず
に

天
に

従

う
べ
き
を
論
じ
た
こ
と
は
、
よ
り
広
く
人
事
と
天
を
結
び
つ
け
て
語
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
そ
の
第
三
の
評
価
は
、
陰
陽
刑
徳
説
を
単
に
刑
徳
を
語
る
論
か
ら
拡
大
し
、
広
く
天
に
従
う
べ
き
こ
と
を
論
じ
得
る
も
の
に
変

形
し
た
点
に
与
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
が
、
こ
こ
で
与
え
る
、
董
仲
辞
陰
陽
刑
徳
説
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。

　
陰
陽
刑
徳
説

は
、
董
仲
辞
思
想
の
中
で
は
、
そ
の
天
人
相
関
説
を
包
括
す
る
よ
う
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

彼
の
思
想
内
部
に
止
ま
る
限
り
、
こ
の
説
の
評
価
も
ま
た
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
彼
に
よ
り
、
こ
の
説
が
語
ら
れ
た
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こ
と
の
意
義
は
、
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
陰
陽
刑
徳
説
の
発
案
者
と
し
て
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
を
奪

わ
れ
て
し
ま
っ
た
董
仲
奇
で
は
あ
る
が
、
陰
陽
刑
徳
説
の
改
変
者
と
し
て
、
依
然
、
彼
は
陰
陽
説
の
歴
史
に
お
い
て
不
動
の
地
位
を

占
め
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
論
で
は
、
董
仲
紆
思
想
の
内
、
わ
ず
か
に
陰
陽
刑
徳
説
に
つ
い
て
論
じ
得
た
に
過
ぎ
な
い
。
陰
陽
刑
徳
説
が
前
提
と
す

る
思
考
に
多
く
従
い
な
が
ら
も
、
「
時
令
的
思
考
」
を
脱
却
し
て
天
と
の
関
係
を
考
え
て
い
る
点
な
ど
、
董
仲
鉦
の
自
然
観
の
特
異
性

を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
の
自
然
観
や
、
彼
の
天
人
相
関
説
に
つ

い
て

の

よ
り
広
範
な
考
察
は
、
彼
の
春
秋
災
異
説
に
つ
い
て
の
分
析
も
含
め
て
別
稿
に
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

注（
1
）
　
テ
キ
ス
ト
は
蘇
輿
の
『
春
秋
繁
露
義
証
』
を
用
い
る
。
な
お
、
以
下
、
書
名
を
表
さ
な
い
篇
名
は
す
べ
て
『
繁
露
』
の
篇
名
で
あ
る
。

（
2
）
　
ま
た
、
同
説
は
『
漢
書
』
礼
楽
志
に
も
見
え
る
。

（
3
）
　
金
谷
治
「
古
侠
書
「
経
法
」
等
四
篇
に
つ
い
て
L
（
『
加
賀
博
士
退
官
記
念
中
国
文
史
哲
学
論
集
』
講
談
社
一
九
七
九
所
収
）
参
照
。

（
4
）
　
金
谷
治
『
管
子
の
研
究
』
岩
波
書
店
一
九
八
七
（
第
五
章
第
一
節
）
・
同
氏
「
陰
陽
五
行
説
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
東
方
学
会
創
立
四
十

　
　
周
年
記
念
－
東
方
学
論
集
』
一
九
八
七
所
収
）
な
ど
。

（
5
）
　
た
だ
し
、
こ
の
引
用
文
は
今
本
の
『
礼
記
』
月
令
及
び
『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
に
は
見
え
て
い
な
い
。

（
6
）
　
吊
書
の
作
成
年
代
等
に
つ
い
て
は
、
注
（
3
）
に
挙
げ
た
金
谷
論
文
、
お
よ
び
、
内
山
俊
彦
「
「
経
法
」
「
十
六
経
」
「
称
」
「
道
原
」
小
考
」

　
　
（
『
中
国
古
代
思
想
史
に
お
け
る
自
然
認
識
』
創
文
社
一
九
八
七
所
収
）
に
従
う
。
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（
7
）
　
「
経
法
」
等
に
つ
い
て
は
『
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
〔
壼
〕
』
文
物
出
版
社
一
九
八
〇
の
釈
文
に
よ
る
。
ま
た
、
「
凡
織
之
極
、
在
刑
与
徳
。

　
　
刑
徳
皇
皇
、
日
月
相
望
、
以
明
其
当
。
」
の
語
は
「
十
六
経
・
観
」
に
も
見
え
る
。

（
8
）
　
「
孟
春
に
…
冬
令
を
行
な
は
ば
、
…
雪
霜
大
い
に
摯
り
、
首
種
入
ら
ず
」
（
『
呂
氏
春
秋
』
孟
春
紀
）
「
季
春
に
冬
令
を
行
な
は
ば
、
則
ち

　
　
寒
気
時
に

発
し
、
草
木
皆
な
粛
み
」
（
「
季
春
紀
」
）
「
孟
秋
に
…
春
令
を
行
な
は
ば
、
…
陽
気
復
た
還
り
」
（
「
孟
秋
紀
」
）
「
仲
秋
に
…
夏
令

　
　
を
行
な
は
ば
、
…
蟄
虫
蔵
せ
ず
、
五
穀
復
た
生
ず
」
（
「
仲
秋
紀
」
）
。

（
9
）
　
重
沢
俊
郎
『
周
漢
思
想
研
究
』
弘
文
堂
↓
九
四
三
（
二
三
九
～
二
四
二
頁
）
。

（
1
0
）
　
例
え
ば
「
為
人
主
者
、
以
無
為
為
道
、
以
不
私
為
宝
。
」
（
「
離
合
根
」
）
「
為
人
君
者
、
居
無
為
位
、
行
不
言
之
教
、
寂
而
無
声
、
静
而
無

　
　
形
、
執
一
無
端
。
」
（
「
保
位
権
」
）
と
い
う
表
現
な
ど
。

（
1
1
）
　
蘇
輿
は
『
春
秋
繁
露
義
証
』
で
立
元
神
篇
の
末
尾
の
注
に
お
い
て
「
漢
初
老
学
盛
行
、
此
二
篇
（
離
合
根
・
立
元
神
）
疑
是
蓋
公
諸
人

　
　
之
諸
論
而
時
師
有
述
之
者
、
或
董
子
初
兼
習
道
家
。
」
と
い
う
。

（
1
2
）
　
田
中
麻
紗
巳
『
両
漢
思
想
の
研
究
』
研
文
出
版
一
九
八
六
（
第
一
章
二
）
参
照
。
な
お
、
田
中
氏
は
こ
れ
ら
三
篇
を
董
仲
箭
の
若
い
時

　
　
の
作
と
す
る
。

（
1
3
）
　
金
谷
前
掲
書
（
第
五
章
第
　
節
（
三
）
（
四
）
）
参
照
。

（
1
4
）
　
吊
書
の
文
武
に
つ
い
て
は
、
天
の
四
時
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
「
経
法
・
四
度
」
で
は
文
武
は
「
動
静
参
於
天
地

　
　
胃
（
謂
）
之
文
。
謙
口
時
当
胃
（
謂
）
之
武
。
」
と
定
義
さ
れ
、
ま
た
同
篇
で
は
「
因
天
時
、
伐
天
殿
、
胃
（
謂
）
之
武
。
」
と
も
言
わ
れ

　
　
て
い
る
。
こ
の
「
武
」
に
つ
い
て
は
、
「
十
六
経
・
観
」
や
「
兵
容
」
に
「
当
断
不
断
、
反
受
其
乱
。
」
と
あ
る
よ
う
な
、
戦
伐
の
時
宜
を
失
う

　
　
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
説
く
部
分
と
関
連
付
け
て
論
ず
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
武
は
四
時
と
の
関
連
が
薄
い
こ
と
に
な

　
　
る
。
ま
た
「
君
正
」
の
語
も
「
天
有
死
生
之
時
、
国
有
死
生
之
正
（
政
）
。
」
に
続
け
て
語
ら
れ
て
お
り
、
或
い
は
、
四
時
と
の
関
連
で
説

　
　
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
四
度
篇
で
は
　
方
で
「
参
於
天
地
、
閨
（
合
）
於
民
心
、
文
武
並
立
、
命
之
日
上
同
。
」

　
　
と
言
い
、
他
方
で
「
用
二
文
一
武
者
王
。
」
と
言
い
文
武
を
用
い
る
配
分
に
つ
い
て
曖
昧
さ
を
残
し
て
い
る
。
た
だ
、
後
者
の
意
も
、
お
そ
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ら
く
は
、
武
に
偏
る
こ
と
を
戒
め
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
語
を
以
て
董
仲
箭
の
「
文
徳
為
貴
、
而
威
武
為
下
。
」
（
「
服
制
像
」
）
の
よ
う
な
文

　
　
徳

の
一
方
的
重
視
が
吊
書
の
主
張
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
1
5
）
　
離
合
根
等
の
篇
で
君
臣
を
陰
陽
と
結
び
つ
け
る
の
は
先
に
挙
げ
た
部
分
だ
け
で
あ
り
、
他
は
す
べ
て
天
地
の
関
係
で
語
ら
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
　
『
周
易
』
繋
辞
伝
が
「
天
尊
地
卑
、
乾
坤
定
。
卑
高
以
陳
、
貴
賎
位
　
。
」
（
「
上
伝
」
）
と
言
い
、
「
乾
陽
物
也
。
坤
陰
物
也
。
」
（
「
下
伝
」
）

　
　
と
言
い
、
天
地
の
尊
卑
を
核
に
し
て
、
乾
坤
陰
陽
を
尊
卑
の
関
係
で
と
ら
え
て
い
く
の
も
、
そ
の
例
で
あ
る
。
十
翼
で
の
陰
陽
が
、
実
体

　
　
と
し
て
の
天
の
陰
陽
の
気
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
事
物
の
二
側
面
に
形
式
的
に
配
当
さ
れ
た
側
面
が
強
い
の
は
言
う
ま
で
も

　
　
な
い
。
な
お
、
『
繁
露
』
に
お
い
て
は
陰
陽
刑
徳
説
を
中
心
と
す
る
諸
篇
を
除
け
ば
、
尊
卑
を
直
接
に
陰
陽
と
結
び
付
け
て
語
る
部
分
は
精

　
　
華
篇
で
「
大
早
者
、
陽
滅
陰
也
。
陽
滅
陰
者
、
尊
圧
（
従
凌
曙
本
）
陰
。
」
「
大
水
者
、
陰
滅
陽
也
。
陰
滅
陽
者
、
卑
勝
尊
也
。
」
と
大
早
・

　
　
大
水

を
陰
陽
で
解
釈
す
る
部
分
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
（
王
道
篇
に
「
古
者
人
君
立
於
陰
、
大
夫
立
於
陽
、
所
以
別
位
明
貴
賎
。
」
と
あ
る

　
　
が
、
こ
れ
は
君
・
王
南
面
、
人
臣
北
面
が
両
者
の
貴
賎
の
区
別
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
言
う
だ
け
で
あ
り
、
貴
賎
を
直
接
陰
陽
と
結
び
付

　
　
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
）

（
1
7
）
　
『
繁
露
』
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
「
春
気
暖
者
、
天
之
所
以
愛
而
生
之
。
秋
気
清
者
、
天
之
所
以
厳
而
成
之
。
…
春
主
生
、
夏
主
養
、

　
　
秋
主
収
、
冬
主
蔵
。
」
（
「
陽
尊
陰
卑
」
）
と
あ
り
、
類
似
の
表
現
は
頻
出
す
る
。

（
1
8
）
　
「
天
有
十
端
、
十
端
而
止
已
。
天
為
一
端
、
…
人
為
一
端
。
」
（
「
官
制
象
天
」
）
、
「
天
地
陰
陽
木
火
土
金
水
、
与
人
而
十
者
、
天
之
数
畢

　
　
也
。
」
（
「
天
地
陰
陽
」
）

（
1
9
）
　
こ
こ
で
対
象
に
し
て
い
る
の
は
、
陰
陽
刑
徳
説
と
関
連
が
深
い
「
陽
尊
陰
卑
」
「
王
道
通
三
」
「
天
容
」
「
天
辮
在
人
」
「
陰
陽
位
」
「
陰
陽

　
　
終
始
」
「
陰
陽
義
」
「
陰
陽
出
入
上
下
」
「
天
道
無
二
」
「
暖
襖
常
多
」
「
基
義
」
「
四
時
之
副
」
「
天
地
之
行
」
「
威
徳
所
生
」
「
如
天
之
為
」
の

　
　
諸
篇
で
あ
る
。
な
お
、
「
異
な
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
異
」
の
用
例
は
存
在
す
る
。

（
2
0
）
　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
『
繁
露
』
の
「
五
行
順
逆
」
「
治
乱
五
行
」
「
五
行
愛
救
」
「
五
行
五
事
」
と
い
っ
た
五
行
に
関
す
る
諸
篇
に

　
　
は
、
違
令
災
異
的
な
人
事
と
災
異
の
対
応
表
を
与
え
て
い
る
部
分
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
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る
よ
う
に
、
『
漢
書
』
五
行
志
所
載
の
董
仲
箭
の
災
異
解
釈
で
は
、
陰
陽
説
は
用
い
ら
れ
て
い
て
も
五
行
説
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、

　
　
ま
た
こ
の
こ
と
を
根
拠
に
『
繁
露
』
の
五
行
諸
篇
に
対
し
て
は
偽
作
の
疑
い
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
（
慶
松
光
雄
「
春
秋
繁
露
五
行
諸
編
偽

　
　
作
考
ー
董
仲
箭
の
陰
陽
・
五
行
説
と
の
関
連
に
お
い
て
ー
」
二
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
』
哲
学
史
学
篇
6
、
一
九
五
八
）
・
田
中
前
掲
書

　
　
（
第
一
章
第
二
節
一
）
参
照
）
こ
の
こ
と
だ
け
で
は
、
こ
れ
ら
五
行
に
関
す
る
諸
篇
を
偽
作
と
す
る
に
十
分
な
証
拠
と
は
な
り
得
な
い
が
、

　
　
彼
が
少
な
く
と
も
『
春
秋
』
に
関
す
る
災
異
解
釈
か
ら
五
行
説
、
更
に
は
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
違
令
災
異
的
な
思
考
を
排
除
し
よ
う
と
し

　
　
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
2
1
）
　
西
田
太
一
郎
『
中
国
刑
法
史
研
究
』
岩
波
書
店
一
九
七
四
（
第
四
章
）
参
照
。

（
2
2
）
　
西
田
前
掲
書
（
第
九
章
）
参
照
。

（
2
3
）
　
漢
代
の
儒
家
思
想
が
実
質
的
に
「
刑
」
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
董
仲
静
の
陰
陽
刑
徳
説
を
「
刑
」
の
承
認
と
い
う
部
分

　
　
で
評
価
す
る
説
が
あ
る
。
西
田
前
掲
書
（
第
四
章
六
五
～
六
六
頁
）
・
金
谷
治
『
秦
漢
思
想
史
研
究
』
（
第
四
章
結
語
四
二
五
頁
）
・
町
田
三

　
　
郎
『
秦
漢
思
想
史
の
研
究
』
創
文
社
一
九
八
五
（
第
二
章
六
、
↓
七
五
頁
）
。
彼
の
説
が
刑
の
存
在
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
る
の
は
確
か
で

　
　
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
説
が
語
ら
れ
た
思
想
的
環
境
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
主
意
が
刑
の
承
認
の
部
分
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
2
4
）
　
佐
川
修
「
董
仲
箭
陰
陽
説
に
就
き
て
」
（
漢
文
学
会
会
報
9
・
一
九
三
九
年
）

（
2
5
）
　
「
春
王
正
月
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
他
に
「
春
秋
之
序
辞
也
、
置
王
於
春
正
之
間
、
非
日
上
奉
天
施
而
下
正
人
、
然
後
可
以
為
王
也

　
　
云
爾
。
」
（
「
竹
林
」
）
「
故
春
正
月
者
、
承
天
地
之
所
為
也
。
継
天
之
所
為
而
終
之
也
。
」
（
「
重
政
」
）
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
人
が
天
に
従
う
べ

　
　
し
と
の
義
を
こ
の
経
文
に
読
み
取
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
天
の
何
に
従
う
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
に
し
て
い
な
い
。
こ
の
曖

　
　
昧
さ
が
、
こ
の
経
文
の
解
釈
を
陰
陽
刑
徳
説
の
導
入
に
利
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
2
6
）
　
董
仲
舘
が
「
任
徳
不
任
刑
」
を
導
く
の
に
、
陰
陽
の
作
用
形
式
に
基
づ
く
説
と
は
異
な
る
説
明
を
与
え
る
部
分
も
あ
る
。
暖
襖
常
多
篇

　
　
が
そ
の
代
表
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
自
正
月
至
於
十
月
而
天
之
功
畢
（
「
自
」
上
有
「
是
」
字
、
依
盧
文
詔
説
削
）
。
計
其
間
陰
与
陽
各
居

　
　
幾
何
、
薫
与
漂
其
日
敦
多
。
L
と
歳
功
に
於
け
る
陰
陽
の
作
用
の
割
合
を
直
接
に
問
い
、
「
其
実
清
漂
之
日
少
少
耳
。
」
と
陰
の
関
与
が
少
な
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い
こ
と
を
結
論
す
る
。
類
似
の
こ
と
が
基
義
篇
で
は
「
不
暖
不
生
、
不
清
不
成
。
而
計
其
多
少
之
分
、
則
暖
暑
居
百
而
清
寒
居
一
。
徳
教

　
　
之
与
刑
罰
猶
此
也
。
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
吊
書
の
「
経
法
・
論
約
」
で
は
「
三
時
成
功
、
一
時
刑
殺
、
天
地
之
道
也
。
し
と
あ
る
か
ら
、

　
　
こ
れ
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
利
用
し
て
強
く
「
任
徳
不
任
刑
」
を
・
王
張
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
も
「
時
令
的
思
考
」
と

　
　
は
無
縁
の
説
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
本
文
で
特
に
ふ
れ
る
こ
と
が
無
か
っ
た
の
で
こ
こ
に
補
っ
て
お
く
。
な
お
、
こ
の
「
論

　
　
約
」
の
説
だ
け
取
り
出
せ
ば
、
吊
書
の
説
を
徳
を
重
視
し
た
も
の
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
が
、
吊
書
全
体
の
傾
向
は
明
ら
か
に
刑
徳
並
用

　
　
で
あ
る
の
で
、
こ
の
一
句
だ
け
で
董
仲
辞
的
な
徳
治
の
思
想
が
吊
書
に
も
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

（
2
7
）
　
佐
川
前
掲
論
文
・
重
沢
前
掲
書
（
二
四
四
頁
）
な
ど
。

（
2
8
）
　
任
継
愈
・
王
編
『
中
国
哲
学
発
展
史
』
人
民
出
版
社
一
九
八
五
（
董
仲
辞
的
天
人
感
応
神
学
体
系
三
三
五
頁
）
・
潟
友
蘭
『
中
国
哲
学
史
新

　
　
編
』
（
第
三
冊
）
人
民
出
版
社
一
九
八
五
（
第
二
十
七
章
第
七
節
六
二
頁
）
な
ど
。

（
2
9
）
　
「
繋
辞
伝
」
等
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
儒
家
説
へ
の
陰
陽
説
の
導
入
は
董
仲
辞
以
前
に
遡
る
が
、
そ
の
全
面
的
な
導
入
は
董
仲
鉦
以
後

　
　
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
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