
老
弗
批
の
自
由
瞬
心
想
（
村
上
）

驚
喜

老
荘
の
自

由
思
想

村

上

嘉

實

一
段
約
〕
畠
の
思
樫
窪
に
お
い
て
の
み
護
し
た
の
で
な
く
・
轟
に
蜜
洋
の
畠
が
あ
っ
た
・
私
は
謹
を
も
つ
て
轟
の
畠
を
現
し
・

ぎ
い
・
は
そ
れ
輩
洋
曽
由
の
在
・
蓼
嘉
す
・
も
の
患
㍉
老
慧
襲
踏
覆
磨
の
薩
順
・
・
聾
籟
の
走
錨
・
れ
・
畠
皇

属
を
要
す
る
田
憲
で
あ
る
。
叢
播
入
嚢
習
蜜
ン
、
達
大
の
も
の
で
あ
る
が
、
講
的
鍵
的
な
格
の
撃
ぎ
る
講
義
2
、
、
つ
ね
に

篇
誘
耀
雛
製
灌
蔀
鰭
輪
編
灘
離
罐
謹
鑓
㌍
敷
銀
濃
縮
糠
獅
酋
鑑
騙
詐
設
聴
熱
海
驚
嘆

…
史
の
蓑
を
奮
・
蓮
・
の
關
禁
ら
雪
、
私
の
試
讐
し
て
の
時
代
雰
の
腿
隻
・
・
及
し
た
。
・
の
加
論
集
講
代
に
忠
を
お
ミ
中

い

～
羅
魏
の
立
場
か
ら
、
罐
的
に
の
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（38）

幽

　
老
薙
は
ぐ
わ
ん
ら
い
政
治
愚
想
で
も
な
く
、
阯
愈
思
想
で
竜
な
く
、

倫
理
思
想
で
も
な
い
。
そ
れ
み
ず
か
ら
の
中
に
多
分
に
宗
教
的
な
も

の
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
組
織
を
も
た
な
い
た
め
に
、
そ
れ
だ
け
で

は
宗
教
と
し
て
も
画
展
し
な
か
っ
た
。
蘇
蜜
は
い
わ
ば
虞
世
に
期
す

る
哲
學
で
あ
り
、
生
活
態
度
の
思
想
で
あ
る
。
し
か
も
中
國
に
お
い

て
の
み
な
ら
ず
、
麹
の
如
何
な
る
國
に
お
い
て
も
稀
に
み
る
、
徹
底

し
た
霞
由
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
中
々
は
過
去
に
お
い
て
久
し
く
專
制
政
治
が
し
か
れ
、
封
建
的
な

砒
會
が
つ
ず
き
、
そ
の
う
え
家
族
剃
度
が
漁
網
に
行
わ
れ
た
國
で
あ

り
、
か
か
る
國
に
老
翁
の
如
き
徹
底
し
た
自
由
思
想
が
生
れ
る
こ
と



は
、
不
思
議
に
さ
え
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
如
何
に
政
治
的
祉
會
的
制

約
が
つ
よ
く
と
も
、
け
っ
き
ょ
く
人
聞
は
自
由
な
く
し
て
生
き
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
表
瀬
の
制
約
が
嚴
し
け
れ
ば
嚴
し
い
ほ

ど
、
そ
の
裏
面
に
お
い
て
、
ま
た
私
的
な
面
に
お
い
て
、
よ
り
深
刻

に
自
由
が
求
め
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
中
國
に
は
古
く
か
ら
彪
大
な
官
僚
組
織
が
獲
達
し
て
み
た
。
こ
の

鷹
大
な
官
僚
組
織
を
さ
さ
え
る
意
識
形
態
と
し
て
星
野
な
る
も
の
が

威
立
し
て
み
た
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
経
墨
の
有
力
な
基
礎

と
な
っ
て
み
る
孟
子
の
聖
寿
に
し
た
が
え
ば
、
士
人
（
後
の
官
僚
）

は
二
手
に
封
し
て
徳
を
も
つ
て
臨
む
が
、
そ
の
代
り
に
庶
民
か
ら
衣

食
佳
を
供
給
さ
れ
る
標
利
が
あ
る
と
さ
れ
て
み
る
（
孟
子
縢
丈
公
）
。

す
な
わ
ち
生
産
者
た
る
庶
民
に
凝
し
、
官
僚
は
溝
費
者
と
し
て
の
身

分
が
特
構
と
し
て
願
ハ
え
ら
れ
て
る
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
維
墨
・

の
理
論
に
よ
れ
ば
、
官
僚
は
彼
等
の
い
た
だ
く
專
制
君
主
に
墾
し
、

君
主
が
暴
虐
な
行
爲
に
難
ず
る
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
、
つ
ね
に
徳
を
も

つ
て
君
主
を
責
め
つ
け
る
。
維
畢
は
徳
の
完
工
者
た
る
聖
人
を
表
に

か
か
げ
、
君
主
は
聖
人
に
法
っ
て
政
治
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
さ

r
れ
て
る
る
。

　
　
　
　
　
老
蕪
の
霞
・
閏
思
想
（
村
上
）

　
か
く
官
僚
は
上
は
君
主
を
制
し
下
は
廉
畏
を
し
た
が
え
て
、
一
つ

の
大
き
な
特
等
階
級
を
な
し
て
は
い
た
が
、
　
一
面
に
お
い
て
ま
た
色

々
弱
黙
を
も
つ
て
い
た
。
そ
れ
は
第
一
に
彼
等
の
奉
ず
る
唯
一
の
思

想
三
根
櫨
た
る
身
魂
が
、
つ
ね
に
專
制
七
生
に
從
厚
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
從
っ
て
公
的
な
面
に
お
い
て
自
由
思
想
を
も
た
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
中
春
は
政
治
思
想
の
獲
達
し
た
國
で
あ
り
、
お
お
か

た
の
思
想
が
政
治
的
な
色
彩
を
屯
っ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
最
も

よ
く
專
制
導
引
を
代
表
す
る
竜
の
は
法
家
思
想
で
あ
る
。
法
家
の
思

想
に
從
え
ば
、
法
は
絶
樹
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
民
が
制
定
し

た
も
の
で
も
な
く
紳
が
賦
興
し
た
も
の
で
竜
な
く
し
て
、
實
に
君
主

が
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
渋
が
絶
謝
で
あ
る
こ
と
は
即
ち
君

主
が
絶
封
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
ρ
法
に
よ
っ
て
君
主
は
愚
民
政

治
を
な
す
と
と
竜
に
、
官
僚
を
も
手
足
の
ご
と
く
命
令
し
、
気
配
者

の
中
で
も
殊
に
君
主
そ
の
人
の
利
他
を
追
求
せ
ん
ど
す
る
も
の
で
あ

る
。
か
か
る
法
に
從
屡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
を
も
つ
経
墨
は
、

初
め
か
ら
眞
理
を
眞
理
と
し
て
泊
噛
陣
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
つ
ね

に
國
家
櫻
力
を
辮
護
す
る
も
の
と
し
て
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
維
學
も
そ
の
源
流
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
原
始
儒
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九

（39）



恥

　
　
　
　
　
老
蕪
の
趨
由
恩
想
（
村
上
）

場
合
に
あ
っ
て
は
、
も
っ
と
純
粋
に
道
徳
を
求
め
、
あ
る
程
度
眞
實

を
追
究
す
る
欲
求
を
も
つ
て
い
た
が
、
前
漢
武
帝
の
と
き
法
皇
を
内

に
し
て
心
墨
を
外
（
粉
飾
）
に
す
る
と
い
う
瞠
翻
が
立
て
ら
れ
て
よ

夢
以
來
、
経
學
は
主
に
利
隷
の
學
問
と
な
り
、
じ
ら
い
清
朝
の
滅
亡

に
い
た
る
ま
で
二
千
年
間
に
わ
た
り
原
則
と
し
て
こ
の
燈
心
は
つ
ず
r

い
た
の
で
あ
る
（
小
烏
鮪
馬
著
「
祉
會
維
濟
思
想
」
（
岩
波
東
洋
風
潮
）
・

蕊
羅
俊
郎
署
「
原
始
儒
家
磁
霜
野
と
経
畢
」
滲
照
）
。

　
そ
の
ほ
か
経
學
が
も
つ
形
式
性
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
必
要
が

あ
る
。
経
墨
は
ぐ
わ
ん
ら
い
禮
を
奪
重
す
6
も
の
で
あ
り
、
禮
が
そ

の
三
智
を
う
し
な
っ
て
形
式
に
流
れ
る
黙
に
つ
い
て
は
孔
子
が
つ
と

に
裁
め
た
と
こ
ろ
ぞ
あ
る
が
、
す
で
に
前
漢
武
帝
に
よ
っ
て
法
を
内

に
し
維
學
を
外
に
す
る
立
場
が
定
め
ら
れ
た
以
上
、
経
學
が
形
式
性

に
か
た
む
く
こ
と
は
必
須
で
あ
っ
た
。

　
漢
代
は
政
治
技
術
と
道
徳
が
同
時
に
追
求
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
、

政
治
技
術
の
標
っ
て
た
つ
法
家
思
想
と
、
道
徳
に
も
と
ず
く
儒
家
思

想
と
が
よ
く
調
和
さ
れ
、
武
事
の
方
針
は
堂
帯
の
こ
ろ
に
い
た
っ
て

完
威
し
、
い
わ
ゆ
る
良
二
千
石
な
る
地
方
宵
を
通
じ
て
政
治
が
末
端

に
ま
で
よ
く
ゆ
き
と
ど
い
た
。
し
か
る
に
次
の
元
帝
の
代
に
な
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

久
し
く
漠
帝
國
と
饗
立
し
て
い
た
飼
奴
の
勢
力
が
と
み
に
わ
と
ろ
え
、

漢
民
族
も
ま
た
氣
力
を
う
し
な
い
、
官
爽
は
一
般
に
維
墨
に
封
ず
る

教
養
を
身
に
つ
け
て
温
帯
自
身
が
こ
れ
に
心
濃
し
、
こ
こ
に
お
い
て

宣
帝
ま
で
の
方
針
が
一
細
入
し
て
法
家
よ
り
も
儒
…
家
思
想
の
方
に
重
心

が
う
つ
っ
て
き
た
。
そ
の
傾
向
は
後
置
に
い
た
っ
て
釜
タ
強
く
な
り
、

い
わ
ゆ
る
移
風
塵
俗
の
語
に
承
さ
れ
る
儒
家
的
経
世
の
蒋
代
と
な
っ

た
。
か
く
前
漢
と
後
漢
と
は
法
家
思
想
と
儒
蒙
思
想
と
の
比
重
が
異

h
ノ
、
儒
家
恩
想
そ
の
も
の
の
内
容
に
も
無
卦
が
あ
る
が
、
漢
の
國
家

梅
力
の
統
一
が
つ
ず
く
か
ぎ
り
、
だ
い
た
い
こ
の
爾
思
想
の
調
和
が

た
竜
た
れ
、
政
治
と
蓮
徳
と
は
一
つ
の
禮
教
的
な
秩
序
を
か
た
ち
ず

く
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
後
溝
宋
に
な
り
國
籏
構
力
の
暴
礎
が
動
揺

し
て
く
る
に
つ
れ
て
、
ぐ
わ
ん
ら
い
立
場
を
異
に
す
る
購
読
と
儒
家

と
の
爾
恩
想
は
分
裂
す
る
傾
向
を
た
ど
っ
た
。
厳
器
思
想
は
檬
力
か

ら
離
れ
る
と
學
問
の
中
心
は
民
間
に
う
つ
り
、
政
治
・
道
徳
思
想
と

し
て
は
し
だ
い
に
形
式
化
し
抽
象
化
し
て
ゆ
き
、
一
方
洪
籔
無
届
主

義
は
豪
族
中
心
の
利
欲
的
選
書
的
な
も
の
と
な
っ
て
獲
沸
し
て
い
っ

た
。
そ
の
間
に
曹
魏
の
法
術
政
治
が
し
か
れ
て
こ
の
分
裂
を
抑
え
よ

う
と
し
た
が
、
分
裂
は
さ
ら
に
そ
の
深
刻
度
を
増
し
て
鰍
糞
的
な
様

（40）



網
を
呈
し
、
け
っ
き
ょ
く
六
朝
の
敷
世
紀
を
遁
じ
て
、
政
治
的
に
も

思
想
的
に
も
統
一
を
み
る
こ
と
な
く
し
て
終
始
し
た
。
右
の
聖
遷
に

と
も
な
い
、
形
式
主
義
と
現
實
主
義
と
の
分
裂
の
中
か
ら
、
新
し
い

別
個
の
現
賢
主
義
と
し
て
生
れ
て
き
た
の
が
老
蕪
思
想
で
あ
る
。
老

蕪
は
虚
無
的
思
想
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
中
直
的
虚
無
は
決
し
て
非
貴

賓
的
な
竜
の
で
な
く
、
む
し
ろ
現
寸
を
ば
否
定
的
に
肯
定
す
る
と
こ

ろ
の
一
骨
強
い
意
味
に
お
い
て
の
現
費
主
義
で
あ
る
。
人
闇
は
つ
ね

に
何
等
か
の
意
味
に
お
い
て
現
實
に
立
脚
し
て
い
な
い
も
の
は
な
い
。

六
朝
の
知
識
人
の
或
考
は
、
利
欲
追
求
の
露
盤
主
義
に
竜
瀾
足
で
き

ず
、
ま
た
か
か
る
現
實
主
義
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
形
式
主
義

に
も
満
足
で
き
ず
、
け
っ
き
ょ
く
老
荘
的
現
實
主
義
に
お
い
て
人
生

の
意
義
を
皇
弟
し
た
の
で
あ
る
。
六
朝
の
老
蕪
的
現
實
・
王
義
は
、
老

蕪
の
本
質
と
し
て
の
藷
由
を
邉
求
し
、
特
に
荘
子
流
の
自
適
を
総
ん

だ
か
ら
、
私
は
こ
れ
を
詣
儲
主
義
と
呼
ぶ
。
こ
の
自
適
主
義
は
、
統

一
の
破
れ
た
六
朝
に
あ
．
り
て
は
、
は
じ
め
か
ら
非
政
治
的
な
性
格
を

有
し
て
み
た
。
か
く
て
六
朝
の
自
適
主
義
考
ら
が
、
官
僚
群
竹
か
ら

逸
腕
す
る
傾
向
を
も
つ
こ
と
は
當
然
で
あ
っ
た
。

　
霜
僚
は
政
治
的
勉
曾
的
な
階
級
と
し
て
は
量
固
な
存
在
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
老
蕪
の
霞
由
賄
心
想
（
村
上
）

鯛
人
と
し
て
の
地
伎
は
甚
だ
脆
弱
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
些
細
な
過
失

で
左
遜
さ
れ
、
追
放
さ
れ
、
ま
た
一
家
諜
滅
の
惨
事
に
あ
う
こ
と
も
、

珍
し
く
な
い
。
竹
林
七
賢
の
一
人
な
る
玩
籍
は
、
は
じ
め
國
家
財
世

の
墨
を
志
し
た
が
、
あ
た
か
も
魏
異
事
迭
の
際
に
勘
た
り
て
名
士
の

生
命
を
発
う
す
る
も
の
稀
な
り
し
か
ば
、
、
つ
い
に
世
事
を
す
て
て
酒

に
稻
晦
し
た
と
い
わ
れ
る
（
晋
漸
騰
九
、
阯
籍
醇
）
。
六
朝
貴
族
は
革

命
や
喪
胤
の
慶
毎
に
成
太
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
養
族
就
會
に
は
他

の
時
代
に
見
ら
れ
な
い
家
族
群
相
互
の
暗
岡
が
あ
り
，
そ
の
蒙
や
個

入
的
な
地
位
は
決
し
て
安
息
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
に
官
僚

貴
族
の
み
な
ら
ず
、
六
朝
に
あ
り
て
は
零
主
に
し
て
殺
逆
の
憂
躍
に

あ
う
も
の
が
非
常
に
多
く
、
欝
主
も
個
人
と
し
て
は
無
力
で
あ
っ
た
。

ま
た
経
回
・
の
も
つ
形
式
性
は
、
そ
れ
が
も
と
亜
族
制
度
に
も
と
ず
い

て
起
つ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
家
庭
の
内
部
に
い
た
る
ま
で
形
式
奪

矯…

ﾌ
膿
制
が
や
か
ま
し
く
、
六
朝
に
あ
り
て
は
殊
に
動
議
と
嫁
し
て
、

籏
庭
内
の
非
禮
的
始
爲
が
直
ち
に
公
的
な
意
味
を
も
つ
て
批
判
さ
れ

た
こ
と
も
、
官
僚
の
個
人
的
な
地
位
を
不
安
な
ら
し
め
る
所
以
で
あ

っ
た
。
近
世
の
君
主
燭
裁
政
治
下
に
あ
っ
て
、
官
僚
の
悩
人
的
な
地

位
が
薄
霧
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
と
な
る
冗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
｝
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老
蕪
の
直
由
擬
…
想
（
踊
屑
上
）

宮
の
問
題
竜
、
近
世
に
お
い
て
重
大
化
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
中
世

に
お
い
て
も
論
議
さ
れ
て
み
る
、
か
く
て
士
人
が
宮
糞
垂
會
か
ら
逸

脆
す
る
颪
は
、
随
所
に
伏
在
し
て
い
る
と
い
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
右
に
の
べ
き
た
っ
た
如
く
、
密
僚
は
～
つ
の
大
き
な
樹
帯
階
級
で

は
あ
っ
た
が
、
他
面
そ
の
弱
黙
も
大
き
く
、
公
的
生
活
に
お
い
て
自

由
な
主
張
す
る
こ
と
は
、
甚
だ
困
難
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
彼
等
が
虞
ら
の
個
性
を
の
ば
し
自
由
を
實
現
す
る
た
め
に
は
、

公
よ
り
も
私
の
面
に
お
い
て
、
私
的
な
も
の
の
中
に
お
い
て
も
さ
ら

に
個
人
的
な
面
に
お
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
ひ
い
て
は
公
私
の
混
同
を
お
こ
し
、
公
的
な
面
が
釜
写
形
式

化
し
欺
賄
化
し
て
ゆ
き
、
政
治
を
腐
敗
せ
し
め
る
も
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
私
的
な
面
に
お
い
て
さ
え
充
分
に
自
由
が
求
め
ら
れ
な
い
時

は
、
い
き
お
い
特
糠
的
宮
僚
融
會
を
逸
慨
し
て
、
別
の
乱
肌
會
に
逃
れ

る
は
か
な
か
っ
た
。
い
わ
ん
や
そ
の
地
位
を
剥
奪
さ
れ
た
人
々
は
、

必
然
的
に
他
の
批
會
に
顯
落
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

二

古
く
か
ら
饗
膳
に
は
逸
民
と
い
う
竜
の
が
あ
っ
た
。
逸
民
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

は
論
語
に
も
見
え
て
・
お
り
、
孔
子
自
身
が
道
が
行
わ
れ
な
い
縛
は
世

を
逃
れ
る
こ
と
を
語
っ
て
み
る
（
論
語
、
画
伯
・
公
脚
長
・
子
輩
篇
）
。

漢
代
に
王
萎
の
墓
奪
が
あ
っ
て
よ
9
、
儒
道
を
奉
ず
る
も
の
は
そ
の

志
を
守
っ
て
世
を
逃
れ
る
竜
の
が
多
く
、
よ
っ
て
後
漢
書
に
は
じ
め

て
逸
民
傳
が
お
か
れ
、
そ
れ
よ
り
し
て
各
正
史
に
は
お
お
か
た
逸
民

傳
ま
た
は
隠
逸
傳
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
逸
民
の
中
に
は

山
谷
江
海
の
ほ
と
り
に
逃
れ
、
入
間
私
讐
を
厭
忌
し
て
鳥
獣
と
と
も

に
暮
し
、
な
い
し
は
睡
中
じ
み
た
生
活
を
す
る
も
の
も
少
く
な
か
っ

た
。　

逸
民
と
別
に
虜
士
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
虚
士
と
は
不
仕
の

士
で
あ
っ
て
、
孟
子
に
も
「
諸
侯
放
恣
、
難
船
横
議
」
（
縢
文
公
）
と

あ
り
、
春
秋
戦
國
の
思
想
界
は
こ
れ
ら
重
星
の
活
躍
に
よ
る
も
の
が

大
で
あ
っ
た
。
虚
士
も
逸
民
と
と
も
に
各
時
代
を
通
じ
て
あ
り
、
観

世
ほ
ど
多
く
塒
た
。
逸
民
は
士
人
階
級
を
逃
れ
て
庶
民
と
な
っ
た
も

の
、
虚
士
は
未
だ
仕
え
ざ
る
士
で
、
爾
者
の
間
に
は
獲
生
的
に
も
内

容
的
に
も
画
別
は
あ
る
が
、
六
朝
時
代
に
は
す
で
に
そ
の
覆
別
が
曖

昧
と
な
り
、
近
世
に
な
る
ほ
ど
釜
よ
混
同
し
て
く
る
。
唐
禰
に
成
り

し
銚
思
廉
撰
の
押
書
に
は
「
庭
士
傳
」
が
設
け
ら
れ
、
防
塵
緒
∵
陶
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弘
景
・
張
孝
秀
・
贋
読
。
織
元
瑛
㌔
諸
葛
礁
ら
十
敷
面
の
傳
が
の
せ

ら
れ
て
る
る
が
、
そ
れ
よ
り
や
や
お
く
れ
て
極
り
し
李
延
壽
の
南
史

に
は
、
右
の
人
々
の
傳
が
み
な
隠
逸
傅
に
の
せ
ら
れ
て
る
る
。
事
書

虜
士
傳
の
序
に
よ
れ
ば
、
隙
者
を
三
種
に
分
け
、
第
一
は
帝
王
の
護

り
を
退
け
生
を
輕
ん
じ
道
を
重
ん
じ
た
隠
者
で
、
次
は
市
朝
に
懸
れ

し
も
の
、
次
は
禮
樂
を
す
て
狂
を
い
つ
わ
り
て
身
を
全
う
せ
し
も
の

で
あ
る
と
し
、
こ
の
三
者
は
何
れ
も
語
黙
の
致
を
失
わ
ず
、
か
の
身

を
灘
世
に
多
し
て
利
を
事
う
も
の
と
同
年
に
し
て
語
る
べ
き
で
な
い

と
い
っ
て
み
る
。
そ
の
虚
士
簿
中
に
列
せ
ら
れ
る
人
々
の
態
度
は
、

間
蒔
代
の
他
書
の
懸
逸
直
中
の
節
々
と
別
に
異
る
わ
け
で
は
な
い
。

陶
淵
明
は
笹
書
の
隠
逸
徳
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
生
活
態
度

は
普
撃
手
に
あ
る
人
士
と
異
る
な
く
、
顔
延
之
の
諌
に
は
居
士
と
い

い
、
自
ら
は
貧
士
を
以
て
任
じ
て
お
り
、
逸
民
と
い
う
よ
り
は
む
し

ろ
虚
蝉
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
逸
民
も
、
修
羅

の
膿
士
の
中
に
加
え
て
の
べ
る
こ
之
に
す
る
。

　
薩
士
は
不
仕
の
士
で
あ
る
か
ぎ
り
、
来
だ
仕
え
ざ
る
と
、
嘗
て
仕

え
中
途
で
致
仕
し
た
る
と
を
問
わ
ず
と
も
に
宮
僚
肚
會
か
ら
逸
脱
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
別
の
祉
會
を
形
威
す
る
も
の

懇
群
網
の
蜜
由
　
慧
想
（
村
上
）

と
い
っ
て
よ
い
。
中
國
に
あ
り
て
は
、
封
建
綱
度
量
に
お
い
て
は
も

ち
ろ
ん
、
漢
代
以
後
に
つ
い
て
み
て
も
宮
僚
と
廉
民
と
は
一
懸
鯛
重

に
別
た
れ
、
そ
の
間
に
選
外
や
科
墨
を
通
し
て
厳
民
が
官
僚
階
…
級
に

入
る
道
が
開
か
れ
爾
者
の
階
級
閥
に
融
通
性
は
あ
っ
て
も
、
一
旦
庶

民
か
ら
官
僚
階
級
に
入
っ
た
竜
の
は
、
も
は
や
そ
の
特
輯
を
す
て
ず

し
て
こ
れ
を
も
っ
て
民
に
臨
み
、
又
官
僚
階
級
か
ら
逸
睨
す
る
人
も
、

何
時
ま
で
も
士
人
と
し
て
の
氣
位
と
身
分
を
保
持
し
、
自
己
の
意
志

や
情
勢
に
よ
っ
て
再
び
官
僚
に
復
齢
す
る
こ
と
も
困
難
で
は
な
か
っ

た
。
ゆ
え
に
虚
士
は
富
津
と
表
裏
形
影
の
ご
と
き
存
在
で
、
ど
こ
ま

で
も
七
種
階
、
級
を
本
格
と
し
て
立
つ
屯
の
で
あ
り
、
一
部
獺
介
の
士

を
の
ぞ
い
て
は
、
麗
士
は
み
つ
か
ら
の
祉
會
を
も
つ
と
と
も
に
、
ま

た
官
僚
や
庶
民
の
肚
會
を
み
と
め
、
決
し
て
砒
會
田
家
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

。
　
官
僚
は
專
制
灌
力
に
從
驕
す
べ
き
性
格
の
ゆ
え
に
思
い
き
っ
て
政

治
や
肚
會
を
批
判
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
各
隠
代
に
わ
た
り

宮
僚
の
も
の
せ
し
上
奏
文
は
、
彼
等
の
公
的
な
面
に
お
い
て
珍
ら
し

く
翼
實
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
根
本
的
に
枇
會
改

革
を
論
ず
る
こ
と
は
到
底
ゆ
る
さ
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
清
末
に
お
け

鵬
三

（43）



　
　
　
　
　
老
蕪
の
農
由
思
想
（
村
上
）

る
山
亭
爲
の
改
革
の
如
き
は
、
一
一
千
年
來
の
官
僚
祉
會
が
將
に
滅
亡

せ
ん
と
す
る
時
期
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
構
想
は
彼
が
庭
士
の
時
代

に
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
近
世
に
な
る
と
王
安
石
の
薪
法
を

は
じ
め
種
女
の
改
革
案
も
禺
て
は
く
る
が
、
そ
れ
と
て
も
官
僚
肚
會

そ
の
竜
の
を
攣
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
黙
塵
士
は
近

世
以
前
に
あ
り
て
も
比
較
的
自
由
で
、
後
肺
侠
末
の
王
符
の
潜
夫
論
や
、

晋
の
魯
褒
の
鐙
紳
士
お
よ
び
葛
洪
の
抱
朴
子
外
篇
に
お
け
る
が
ご
と

き
、
昔
か
ら
相
食
思
い
き
っ
て
時
世
を
論
じ
改
草
を
唱
え
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
と
て
も
な
お
、
宮
僚
を
中
心
と
す
る
中
國
肚
會
を
ば
根

本
的
に
攣
心
す
る
こ
と
は
敢
え
て
考
え
な
い
。
た
ま
に
老
薙
思
想
の

立
場
で
、
阪
籍
や
、
抱
癖
子
中
に
…
見
え
る
飽
生
や
、
ま
た
六
朝
の
編

纂
に
か
か
る
と
思
は
れ
る
列
子
な
ど
に
、
無
君
無
臣
の
無
政
府
主
義

的
敢
會
を
柔
く
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
實
行
力
に
乏
し
い
塞
想

で
し
が
な
か
っ
た
。
老
心
に
は
ぐ
わ
ん
ら
い
太
省
の
自
然
就
會
に
復

館
す
る
思
想
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
理
想
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ

と
屯
近
世
に
な
れ
ば
、
黄
｛
群
羊
の
明
春
待
訪
録
に
見
る
が
ご
と
く
、

專
制
政
治
そ
の
も
の
を
批
判
し
た
も
の
も
現
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
論
く
ご
と
く
虞
士
の
近
世
的
事
情
が
然
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
霞

め
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
異
民
族
統
治
に
起
國
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

先
秦
露
士
の
横
議
が
絡
恩
し
、
い
や
し
く
も
官
僚
虚
妄
が
域
画
し
て

よ
り
黄
熱
、
虚
士
と
い
え
ど
竜
こ
の
羅
制
を
攣
え
よ
う
と
は
歓
し
な

か
っ
た
の
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
，
薪

代
中
世
に
お
い
て
、
塵
士
は
官
僚
階
級
を
本
瓦
と
し
、
そ
れ
よ
り
逸

睨
し
な
が
ら
し
か
も
そ
れ
に
依
存
し
て
み
る
階
級
で
あ
る
。
虚
士
が

官
に
仕
え
ず
し
て
而
竜
生
産
者
た
る
庶
民
の
列
に
も
下
ら
ず
、
多
く

悠
歳
自
適
し
得
た
の
は
、
彼
等
の
一
族
ま
た
は
先
細
が
官
僚
に
嘉
し
、

そ
の
遣
産
や
援
助
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
六
朝
は
殊
に
貴

族
全
盛
の
粗
代
で
あ
り
、
官
僚
貴
族
の
富
裕
が
、
一
面
に
お
い
て
虞

士
的
生
活
の
流
行
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
康
安
が
四
十
歳
に
い
た
る

ま
で
宮
に
仕
え
ず
、
會
稽
東
山
に
棲
逸
し
て
豪
奢
な
自
適
ぶ
り
を

獲
揮
し
え
た
の
を
は
じ
め
、
當
痴
女
稽
郡
．
は
こ
れ
ら
富
裕
庭
士
の
集

窟
で
あ
っ
た
。
磯
目
は
官
僚
と
｛
示
族
…
關
係
に
お
い
て
密
接
に
結
び
つ

い
て
み
た
ば
か
り
で
な
く
、
知
友
薫
染
に
お
い
て
も
ま
た
宮
僚
に
依

存
し
て
み
た
。
會
稽
鋤
縣
に
縫
逸
し
て
七
十
巽
東
の
一
生
を
山
水
に

自
適
し
、
中
國
山
水
重
事
の
歯
型
を
な
し
た
論
士
菰
蓬
は
榔
超
と
い

う
東
晋
第
一
の
富
豪
を
後
援
者
に
も
っ
て
い
た
。
郡
超
は
大
更
馬
桓
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温
の
謀
臣
と
し
て
政
界
に
活
躍
し
た
入
で
、
高
潔
な
懸
逸
者
の
た
め

に
は
百
萬
の
資
を
投
じ
て
お
し
ま
ず
、
戴
逡
の
た
め
に
建
て
た
邸
宅

は
官
金
の
よ
う
に
立
派
で
あ
っ
た
と
い
う
（
世
説
新
藷
、
棲
逸
篇
）
。

、
同
じ
く
會
稽
に
棲
逸
し
て
溝
談
の
名
士
と
う
た
わ
れ
た
許
論
も
、

多
く
の
大
官
諸
侯
か
ら
物
質
的
な
援
助
を
う
け
て
い
た
（
同
右
）
。
陶

虚
器
も
火
司
馬
陶
侃
の
曾
孫
と
し
て
客
前
の
遺
産
を
う
け
る
と
と
も

．
に
、
顔
延
之
や
借
景
仁
ら
多
r
く
知
名
の
官
人
と
交
遊
が
あ
り
、
そ
の

維
濟
的
な
援
助
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
官
僚
が
地
主
で
あ
れ
ば
虞

士
も
ま
た
地
主
で
あ
り
、
嘗
僚
に
依
存
し
て
威
話
す
る
薫
掛
が
、
急

心
を
本
格
と
す
る
中
蒔
の
政
治
計
　
會
を
根
本
的
に
饗
慰
し
よ
う
と
し

な
か
っ
た
の
は
赫
然
で
あ
る
。

　
以
上
語
群
が
属
僚
階
級
を
本
格
と
し
、
政
治
。
嘉
島
・
経
塁
上
官

僚
に
依
存
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
宮
僚
階
級
が
そ

の
鷹
大
な
組
織
に
お
い
て
世
界
に
愚
な
き
も
の
で
あ
る
如
く
、
虞
士

階
級
も
ま
た
中
園
気
上
に
濁
特
の
位
置
を
し
め
、
器
量
と
文
化
を
有

し
、
世
界
に
珍
し
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
庭
士
が
官
僚
と
表
裏
關

係
を
な
す
と
い
う
意
味
で
、
と
も
に
一
つ
の
士
人
階
級
を
つ
く
る
と

見
る
な
ら
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
し
か
し
虞
士
階
級
は
齪
世
に
あ

　
　
　
　
　
老
蕊
ゲ
の
霞
由
思
想
（
村
上
）

つ
て
官
僚
が
衰
頽
し
た
と
き
に
は
却
っ
て
櫓
無
し
、
致
治
が
統
一
し

て
官
僚
が
興
隆
し
た
と
き
に
は
却
っ
て
縮
卜
す
る
と
い
う
、
相
互
摘

反
す
る
關
係
に
あ
る
。
古
よ
り
中
尊
の
天
子
は
、
野
に
一
人
の
遺
逸

な
く
、
凡
て
の
君
子
が
玉
器
に
吸
着
さ
れ
る
こ
と
を
理
想
と
し
た
の

ぞ
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
掬
ら
ず
世
六
論
士
逸
民
の
薫
ず
る
こ
と
跡
を

た
た
ず
、
後
世
つ
い
に
宮
詣
と
な
ら
ん
ぞ
一
大
階
級
を
組
織
す
る
に

い
た
っ
た
事
實
は
、
嘘
士
の
存
在
が
申
國
肚
愈
に
必
要
若
く
べ
か
ら

ざ
る
も
の
で
あ
り
、
歴
皮
の
必
然
性
を
も
つ
て
存
績
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
．
而
し
て
そ
の
理
由
は
す
で
に
見
て

き
た
如
く
、
中
國
の
專
制
的
封
建
的
な
政
治
枇
愈
の
然
ら
し
め
る
も

の
で
あ
り
、
士
入
が
官
僚
阯
會
か
ら
追
放
さ
れ
淘
汰
さ
れ
或
は
自
ら

主
義
主
張
を
異
に
し
て
野
に
下
る
こ
と
の
外
に
、
も
っ
と
積
極
的
な

理
由
と
し
て
こ
こ
に
問
題
と
し
た
い
こ
と
は
、
官
僚
に
お
い
て
ど
う

し
て
も
充
た
さ
れ
な
い
も
の
、
鄭
ち
麗
世
の
態
度
と
し
て
の
自
由
の

精
紳
が
、
庭
士
の
肚
愈
に
お
い
て
は
じ
め
て
充
分
に
充
た
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
官
僚
と
嘘
．
士
と
が
密
接
な
三
富
に
あ
り
な
が
ら
、
種
た
の
黙
で
別

の
甦
會
を
概
…
威
す
る
竜
の
と
す
る
な
ら
ば
、
官
僚
の
意
識
形
態
を
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
五

（45）



　
　
　
　
　
老
蕪
の
霞
由
思
想
（
村
上
）

塵
・
に
求
め
た
の
に
封
し
、
塵
士
の
そ
れ
は
何
に
求
む
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
念
う
に
虚
士
は
野
に
あ
っ
て
生
活
態
度
の
自
由
を
專
ら
に
す
る

も
の
で
あ
り
、
官
僚
を
本
格
と
し
な
が
ら
官
僚
か
ら
逸
脆
し
、
殊
に

観
世
に
お
い
て
櫓
幸
す
る
階
級
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
虞
士
階
級

の
意
識
形
態
を
考
え
る
上
に
一
つ
の
示
唆
を
與
え
る
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

か
か
る
意
識
形
態
は
こ
れ
を
老
荘
思
想
に
求
め
る
ほ
か
な
い
で
あ
ら

う
。
尤
も
冨
僚
を
経
學
に
虚
士
を
老
薙
に
結
び
つ
け
る
に
し
て
も
、

こ
の
爾
思
想
は
そ
の
思
想
磯
部
の
緯
過
と
し
て
深
く
融
合
し
て
お
り
、

ま
た
継
聖
書
に
も
錆
綜
と
し
て
存
し
、
決
し
て
蔵
然
と
二
分
さ
る
べ

き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
た
だ
そ
の
基
本
的
な
傾
向

を
池
ろ
う
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

三

　
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
に
老
薙
の
内
面
に
入
っ
て
、
こ
の
思
想
が
三
つ

爲
H
由
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
老
荘
思
想
の
原
典
た
る
老
子
と
蕪
子
と
は
、
同
じ
道
家
の
中
に
あ

っ
て
も
も
と
別
荘
の
新
派
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
尋

者
の
思
想
内
容
も
多
少
異
っ
て
い
る
。
時
代
的
に
い
っ
て
も
、
老
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隣
六

を
先
と
し
荘
子
を
後
と
す
る
の
が
古
く
か
ら
の
定
論
で
あ
る
が
、
最

近
は
む
し
ろ
老
子
の
方
を
後
と
す
る
學
論
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
（
わ
が
國
の
伊
藤
蘭
隅
や
清
の
親
指
を
は
じ
め
、
最
近
こ
の
論

を
奉
ず
る
人
が
少
く
な
い
）
。
誰
氏
も
感
ず
る
ご
と
く
、
蕪
子
の
内

篇
は
鼠
輩
そ
の
人
の
言
を
傳
え
た
も
の
と
し
て
人
格
的
な
臭
い
が
強

い
の
に
卜
し
、
老
子
は
凡
て
格
言
集
の
形
を
と
り
人
格
的
な
臭
い
が

薄
い
こ
と
は
、
老
子
が
む
し
ろ
新
し
い
時
代
に
お
い
て
、
師
ち
道
家

思
想
が
一
時
政
治
に
反
映
し
た
漢
初
に
お
い
て
、
整
理
さ
れ
篇
纂
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
を
起
さ
し
め
る
。
ま
た
老
子
の
中

に
天
下
統
一
を
豫
喫
す
る
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
秦
漢
の

統
一
と
關
蓮
が
あ
る
こ
と
を
思
わ
し
め
る
。
老
子
や
薙
子
の
テ
キ
ス

ト
批
判
に
つ
い
て
私
は
充
分
準
備
が
な
い
が
、
い
ま
思
想
獲
展
の
上

に
立
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
老
子
の
書
の
篇
纂
は
た
と
い
後
れ
て
み

る
に
し
て
竜
、
そ
の
中
に
は
き
わ
め
て
古
い
中
核
的
な
思
想
が
あ
り
、

こ
れ
を
荘
子
の
中
核
的
な
思
想
と
比
べ
て
み
る
と
、
や
は
り
老
子
の

思
想
の
方
が
根
抵
を
な
し
て
い
る
と
恩
う
。
竜
し
老
子
と
荘
子
の
中

核
的
愚
想
を
ご
胃
に
し
て
い
う
な
ら
ば
、
老
子
は
「
自
然
」
で
あ
り
、

蕪
子
は
「
自
適
」
で
あ
る
と
い
え
る
と
遇
う
。
老
子
が
普
遍
性
を
問

（46）



題
と
し
、
蕪
子
が
個
別
性
を
論
く
こ
と
は
、
先
輿
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
指

摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
右
の
私
の
‘
考
え
と
も
一
致
す
る
。

そ
こ
で
「
自
然
」
と
「
素
適
」
　
（
輿
由
）
と
の
問
題
に
な
る
が
、
私

は
群
婚
の
自
適
は
老
子
の
膏
油
を
通
さ
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
と
こ

ろ
の
論
義
で
あ
る
と
い
う
風
に
考
え
る
。

　
老
子
の
自
然
は
近
代
の
自
然
の
概
念
と
異
り
、
入
闇
の
主
観
そ
の

も
の
を
も
客
観
化
し
た
存
在
で
あ
る
。
主
観
を
滅
し
て
徹
底
的
に
物

に
随
順
す
る
態
度
は
、
老
蕪
思
想
全
山
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

爾
洋
の
縞
…
融
が
ギ
ザ
シ
や
以
來
、
理
性
を
重
ん
じ
自
主
欄
立
の
自
由

を
爾
ん
だ
の
と
著
し
い
相
異
を
な
す
。
考
子
は
人
闇
に
お
け
る
随
順

の
態
度
を
漸
う
る
に
、
水
を
も
つ
て
し
て
い
る
。
水
は
柔
順
で
あ
り
、

高
き
よ
り
低
き
に
流
れ
、
地
形
の
ま
に
ま
に
撃
っ
て
少
し
竜
自
己
を

主
張
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
し
か
も
水
は
江
海
の
大
を
な
し
、
雨
露

と
な
っ
て
萬
物
を
や
し
な
う
。
若
き
屯
の
は
み
ず
み
ず
し
く
、
老
ゆ

れ
ば
、
枯
槁
し
、
死
す
れ
ば
硬
直
す
る
。
老
子
は
こ
の
生
命
の
喜
賓

に
惣
律
し
、
随
順
の
思
想
を
燈
系
化
し
て
「
自
然
」
な
る
道
を
唱
道

し
た
の
で
あ
る
。
古
代
よ
り
響
岩
が
強
く
、
し
ば
し
ば
勝
北
に
遭
遇

し
て
暴
君
の
出
現
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
う
た
中
國
に
お
い
て
、

　
　
　
　
老
蕪
の
霞
由
思
徳
（
村
上
）

随
順
の
思
想
は
惚
者
の
唯
一
の
武
器
と
し
て
禮
験
さ
れ
た
。
人
が
逆

境
の
危
機
に
あ
り
て
、
進
む
こ
と
も
退
く
こ
と
も
あ
た
わ
ぬ
と
き
、

唯
一
の
活
路
を
見
面
す
方
法
は
、
先
ず
相
手
に
順
う
こ
と
で
あ
る
。

徹
頭
徹
尾
も
の
に
順
う
こ
と
は
、
や
が
て
そ
の
物
を
自
己
の
力
に
献
胃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

ぜ
し
め
る
所
以
で
あ
る
。
蕪
子
人
間
世
篇
に
、
蓬
伯
玉
が
暴
戻
の
太

子
に
仕
う
る
道
を
論
い
た
言
葉
に
も
、
そ
の
思
想
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
醗
順
の
思
想
は
さ
ら
に
聖
代
の
精
榊
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
ら
れ

る
。
興
塚
茂
樹
氏
は
そ
の
著
「
中
館
古
代
薄
墨
の
磯
展
」
に
お
い
て
、
，

活
着
革
命
の
意
義
は
周
公
が
制
定
し
た
と
傳
え
ら
れ
る
棚
度
に
あ
る
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
7

の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
す
で
に
殿
の
末
葉
に
大
熱
そ
な
わ
っ
て
い
　
（

た
の
で
、
叢
書
の
功
績
は
猫
零
下
よ
り
も
老
練
な
送
行
蒙
と
し
て
の

手
腕
に
あ
り
、
そ
し
て
殿
周
革
命
の
眞
の
意
義
は
む
し
ろ
文
化
の
基

調
の
攣
化
で
あ
勺
、
殿
の
定
命
思
想
よ
り
周
の
非
定
命
思
想
え
の
轄

換
に
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
同
書
第
二
部
、
新
賛
料
を
麺
じ
て
見
た
殿
周

王
朝
の
丈
化
）
。
股
代
の
精
神
が
定
命
思
想
に
厚
か
り
し
こ
と
は
、
そ

の
ト
館
に
徴
し
て
も
充
分
認
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
注
意

す
べ
き
は
、
殿
周
革
命
の
意
義
は
看
の
如
く
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ

の
澱
の
定
命
思
想
は
、
殿
が
滅
び
た
の
ち
周
以
後
に
な
っ
て
も
、
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
　
　
老
蕪
の
臨
爵
困
思
懇
（
村
上
）

し
て
直
面
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
．
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と

い
船
齢
召
譜
篇
に
見
え
る
、
周
公
が
人
聞
努
力
に
よ
る
道
徳
的
自
由

を
確
保
し
得
て
、
周
代
に
非
定
命
的
愚
想
が
勃
興
し
た
と
し
て
も
、

な
お
そ
の
底
に
は
、
よ
り
深
く
熱
い
範
圃
に
わ
た
っ
て
、
殿
の
定
命

思
想
が
流
れ
て
み
た
こ
と
を
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
謙
秋
職
國
の

進
歩
的
な
思
想
界
に
お
い
て
も
、
愚
慮
派
は
け
っ
き
ょ
く
そ
の
思
想

的
根
撫
を
形
而
上
的
な
天
命
に
起
し
て
い
る
。
か
の
天
に
代
っ
て
君

構
．
を
極
慶
に
重
ん
じ
た
法
家
思
想
で
さ
え
、
君
主
そ
の
人
は
自
己
の

安
心
を
人
聞
の
内
に
求
め
得
ず
、
始
豊
で
も
漢
武
で
も
紳
仙
恩
想
に

心
醇
し
た
。
實
に
命
的
思
想
は
中
衆
に
お
い
て
、
ご
く
近
代
に
い
た

る
ま
で
強
く
人
心
を
左
右
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
老
蕪
が
殿
丈
化
と
深
い
恩
情
を
も
つ
て
み
る
こ
と
は
、
種
女
の
黙

か
ら
あ
げ
ら
れ
る
。
史
記
に
よ
れ
ば
老
子
の
著
者
と
い
わ
れ
る
老
聴

の
生
國
は
楚
の
苦
縣
で
あ
り
、
蕪
子
の
著
者
蕪
周
の
生
國
は
宋
の
蒙

城
ぞ
、
何
れ
n
も
河
南
省
露
徳
府
の
近
く
で
あ
り
、
殿
民
族
及
び
そ
の

文
化
が
最
も
よ
く
歌
え
ら
れ
た
地
方
で
あ
る
。
孔
子
も
そ
の
認
は
宋

よ
り
繊
で
、
孔
子
の
創
め
た
儒
教
に
廊
下
化
の
影
響
が
あ
る
こ
と
が

知
ら
亙
る
が
、
し
か
し
儒
教
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、
や
は
り
孔
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閣
八

が
郁
郁
乎
と
し
て
文
な
る
哉
と
絶
讃
し
た
寒
心
の
制
度
に
あ
る
。
老

荘
の
根
幹
を
な
す
随
順
の
思
想
が
殿
の
定
命
思
想
に
養
し
て
み
る
こ

と
は
、
昏
々
立
春
の
上
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
儒
教
に

比
べ
て
老
荘
は
も
っ
と
純
粋
に
殿
精
紳
を
う
け
つ
い
で
み
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
殿
滅
亡
後
の
殿
．
人
の
生
活
熊
度
の
中
に
、

こ
の
思
想
は
一
点
洗
藻
さ
れ
膿
得
さ
れ
て
い
っ
た
。
老
荘
が
非
戦
論

を
囑
え
、
ど
こ
ま
で
も
武
器
を
す
て
て
立
つ
弱
者
の
立
場
を
論
い
て

る
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
裏
書
き
し
て
み
る
。
か
く
て
殿
の
定
命
思
想

に
捜
し
た
随
順
の
思
想
が
、
課
秋
戦
闘
の
諸
思
想
獲
揚
の
時
期
に
及

び
、
し
だ
い
に
騰
系
化
さ
れ
て
き
た
も
の
が
老
子
の
「
自
然
」
で

あ
り
、
こ
の
自
然
を
根
抵
と
し
て
そ
の
上
に
き
ず
か
れ
た
も
の
が
、

荘
子
の
自
適
で
あ
り
自
」
由
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四

　
老
薙
思
想
は
六
朝
に
い
た
っ
て
弱
い
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
後
漢

薬
以
來
の
観
世
が
馴
致
し
た
も
の
で
あ
り
、
漸
騰
的
生
活
歯
度
の
流

行
と
結
ん
で
推
進
さ
れ
た
。
魏
の
王
蜷
が
注
術
政
治
を
も
ち
・
い
て
…
平

素
を
抑
虚
し
た
こ
と
は
、
か
え
っ
て
思
想
を
政
治
か
ら
猫
訂
せ
し
め
、

（　4・8　）



純
粋
哲
璽
と
し
て
護
展
す
る
可
能
性
を
有
す
る
老
薪
思
想
の
盛
行
を

來
ざ
し
め
た
。
老
子
の
研
究
か
ら
入
っ
た
魏
晋
の
老
荘
は
、
魏
の
正

始
時
代
に
出
で
し
何
婁
・
王
弼
の
こ
ろ
か
ら
す
で
に
蕪
子
中
心
に
移

る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
魏
面
倒
迭
の
際
の
竹
林
七
賢
に
よ
っ
て
張
子

思
想
の
實
蔑
的
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
、
じ
ら
い
六
朝
を
通
じ
て
二
二
と

呼
ば
れ
た
ほ
ど
、
荘
子
に
重
鮎
が
お
か
れ
た
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
’

ば
な
ら
ぬ
。
右
の
思
想
黒
黒
の
過
程
に
と
も
な
っ
て
き
た
の
が
濤
談

ぞ
あ
る
。
清
談
は
主
と
し
て
老
燕
的
論
理
の
追
究
に
し
た
が
い
、
西

晋
に
入
っ
て
爺
嵐
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
一
方
裟
顧
が
崇
有
論
を
著
し

て
老
蕪
的
虚
無
の
弱
黙
を
突
き
、
そ
の
他
時
人
か
ら
望
都
に
封
ず
る

批
剰
・
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
却
っ
て
老
蕪
の
思
想
内
容
を
鍛
錬
し
、

そ
し
て
八
王
鰍
前
後
よ
り
再
び
深
刻
な
喪
鑑
が
お
と
ず
れ
て
き
た
こ

ろ
、
こ
こ
に
老
荘
随
一
の
思
想
家
鼻
糞
を
出
｝
す
に
い
た
っ
た
の
で
あ

る
。　

』
郭
象
は
荘
子
注
を
著
し
、
老
子
の
自
然
と
荘
子
の
自
適
を
統
一
し

で
老
蕪
思
想
を
大
成
し
た
の
で
あ
る
。
郭
象
は
荘
子
の
自
由
を
追
究

し
て
、
　
「
性
」
の
闇
題
に
深
い
洞
察
を
舞
え
た
。
越
年
は
儒
家
が
性

の
善
悪
を
論
ず
る
こ
と
を
退
け
、
性
の
限
定
（
極
と
か
分
と
い
う
）

　
　
　
　
　
老
蘇
矩
の
露
由
恩
想
（
村
上
）

を
指
摘
し
、
無
心
に
し
て
こ
の
限
定
に
順
う
べ
き
こ
と
を
ヨ
説
い
て
み

る
。
凡
そ
人
の
…
悩
み
は
性
の
限
定
を
知
ら
ざ
る
所
よ
り
起
る
屯
の
で

あ
り
、
悲
し
み
を
悲
し
み
と
し
苦
し
み
を
苦
し
み
と
し
て
限
定
に
順

う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
脱
を
得
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
郭
象
は

「
安
傷
」
　
（
傷
害
に
安
ん
ず
）
と
い
う
。
こ
こ
に
老
荘
の
随
順
の
思

想
が
は
た
ら
い
て
み
る
。
郭
象
に
お
い
て
は
、
．
箪
に
外
物
に
順
う
ば

か
り
で
な
く
、
内
な
る
自
分
自
身
を
も
愚
な
る
も
の
と
し
て
そ
れ
に

順
う
の
で
あ
る
。
郭
「
象
が
無
心
と
か
無
已
・
無
私
と
い
う
の
は
、
主

擬
を
も
客
親
署
し
た
純
粋
警
手
の
境
地
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
老
子
の

「
自
然
し
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
郭
象
に
い
た
っ
て
は
じ
め

て
論
理
化
さ
れ
て
み
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
而
し
て
こ
の
黒
星
客

槻
の
中
か
ら
、
必
然
的
に
、
新
し
い
主
罷
が
生
れ
て
く
る
。
こ
れ
脚

ち
自
己
の
眞
性
で
あ
る
。
故
に
郭
象
は
、

　
　
自
然
な
る
の
み
、
故
に
性
と
い
う
（
蕪
子
山
木
篇
注
）
。

と
い
い
、
文
、

　
　
自
然
我
を
生
じ
、
我
自
．
然
に
し
て
生
ず
。
故
に
自
然
な
る
も
の

　
　
は
即
ち
我
の
自
然
な
り
。
盤
こ
れ
に
遠
か
ら
ん
や
（
同
、
齊
物

　
　
論
注
）
。

四
九
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老
蕪
の
自
由
思
想
（
村
上
）

と
も
い
っ
て
い
る
。
郭
象
に
し
た
が
え
ば
、
自
然
よ
り
主
髄
が
生
ず

る
こ
と
が
眞
の
意
味
の
創
造
で
あ
り
、
か
か
る
創
造
の
は
た
繁
き
を

こ
そ
「
無
」
と
櫓
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
、

　
　
老
荘
の
二
幅
無
と
許
す
る
所
以
の
も
の
は
何
ぞ
や
。
物
を
生
ず

　
　
る
も
の
無
物
に
し
て
、
物
お
の
ず
か
ら
生
ず
る
を
明
ら
か
に
す

　
　
る
の
み
。
お
の
ず
か
ら
生
ず
る
の
み
。
生
ず
る
を
爲
す
に
非
ざ

　
　
る
な
り
。
叉
何
ぞ
お
の
れ
生
ず
る
を
爲
ナ
こ
と
あ
ら
ん
や
。
視

　
　
る
こ
と
を
忘
れ
て
お
の
ず
か
ら
見
、
聴
く
こ
と
を
忘
れ
て
お
の

　
　
ず
か
ら
聞
く
、
則
ち
紳
擁
せ
ず
し
て
形
よ
こ
し
ま
な
ら
ざ
る
な

　
　
り
（
同
、
在
日
田
畠
）
。

と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
客
と
主
と
は
完
全
に
一
で
あ
り
、
　
「
親

る
こ
と
を
忘
れ
て
見
、
響
く
こ
ど
を
忘
れ
て
聞
く
」
と
い
う
無
心
の

境
地
が
自
畳
さ
れ
て
い
る
。
右
に
お
い
て
も
明
ら
か
な
る
ご
と
く
、

郭
象
は
無
紳
論
者
で
あ
り
、
自
物
・
三
婆
・
霞
生
す
る
創
造
の
主
騰

・
こ
そ
思
懸
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
ゆ
か
か
る
個
物
の
主
罷
に
し
て

は
じ
め
て
眞
に
自
由
な
る
主
艘
で
あ
り
、
そ
れ
が
荘
子
の
自
遍
に
外

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
自
分
だ
け
に
許
さ
れ
る
自
・
田
で
な
く
、
萬
人
の

立
場
を
認
め
る
黒
味
に
お
い
て
の
自
由
で
あ
る
。
逆
風
は
薙
子
虫
遙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

遊
篇
の
大
鵬
と
小
鳩
と
の
物
語
に
つ
・
き
、
大
は
大
、
小
は
小
な
り
に

絶
謝
の
性
が
あ
り
、
織
物
の
性
が
解
放
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
指
樽
遊
が

あ
る
と
し
て
い
る
。
但
し
三
物
の
性
が
解
放
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
甦
會
的
な
三
等
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
竜

個
人
的
生
活
態
度
の
自
由
と
し
て
、
形
而
上
學
的
に
の
べ
ら
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。

　
東
洋
で
は
宗
籔
や
藝
術
に
お
い
て
、
屡
よ
　
「
遊
し
の
境
地
が
語
ら

れ
て
い
る
。
世
阿
彌
も
能
樂
に
お
い
て
、
そ
の
は
げ
し
い
修
錬
の
結

渠
到
達
せ
る
最
高
の
境
地
を
「
遊
樂
」
と
い
っ
て
い
る
（
遊
心
脅
三
見

聞
書
）
。
「
遊
」
と
は
あ
ら
ゆ
る
繋
縛
を
脱
し
た
自
由
自
在
の
境
地
で

あ
り
、
そ
れ
を
現
す
に
「
遊
」
の
名
を
五
っ
て
す
る
と
こ
ろ
に
東
洋

的
自
由
の
性
格
が
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
老
荘
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
解
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
う
。
　
「
遊
」
の
意
想
は
印
度
や

そ
の
他
西
方
世
界
に
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
を
最
も
よ

く
代
表
し
て
い
る
も
の
は
老
蕪
思
想
で
あ
り
む
し
ろ
老
荘
に
固
有
の

思
想
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
飛
子
に
お
い
て
は
随
所
に
「
遊
」
の

思
想
を
解
い
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
老
蕪
の
窮
極
の
目
的
で
あ
り
本
質

で
あ
っ
て
、
郭
象
に
お
い
て
そ
れ
は
膿
系
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
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東
洋
に
お
い
て
「
遊
」
の
思
想
が
高
く
評
便
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

帥
ち
老
蕪
の
影
響
に
外
な
ら
な
い
。

　
老
蕪
の
霞
由
は
純
粋
客
槻
を
維
た
る
主
輪
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
い

か
な
る
傷
害
を
も
の
り
超
え
て
極
り
が
な
い
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
、

他
の
立
場
か
ら
悪
用
さ
れ
る
こ
と
も
少
ぐ
な
い
。
老
荘
の
テ
キ
ス
ト

に
法
家
や
縦
横
家
の
手
が
入
っ
て
い
る
の
亀
、
秦
漢
の
交
に
そ
の
虚

無
的
随
順
の
思
想
を
、
衆
愚
政
治
や
糠
謀
に
怨
讐
せ
ん
と
し
た
た
め

に
起
つ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
老
荘
の
本
義
で
は
な
い
。

ま
た
老
薙
は
無
神
論
で
あ
り
窮
極
の
責
任
を
自
己
に
露
ず
る
竜
の
で

あ
る
が
、
そ
の
自
由
は
無
心
を
本
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
道
徳
や
祉
會

規
範
を
超
越
す
る
。
超
越
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
一
方
的
に
否
定
す

る
こ
と
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
事
實
に
お
い
て
は
六
朝
に

櫨
端
な
非
　
薩
的
麟
達
が
は
や
り
、
そ
れ
が
老
荘
の
自
由
　
と
結
び
つ
け

て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
h
ン
、
か
か
る
誤
解
は
多
か

れ
少
な
か
れ
虚
無
的
思
想
に
は
附
き
も
の
で
あ
る
。

　
郭
象
に
膿
系
化
さ
れ
た
老
荘
の
自
由
黒
藻
は
、
東
晋
の
貴
族
批
會

に
う
け
い
れ
ら
れ
て
一
種
の
新
鮮
な
文
化
を
嚢
達
せ
し
め
た
。
東
讐

に
績
鐵
乱
せ
る
虚
士
や
風
流
の
士
は
多
く
會
稽
に
集
っ
て
山
水
の
美
を

　
　
　
　
　
老
蕪
の
膚
由
↑
思
想
（
村
上
）

探
り
、
清
談
を
語
り
、
機
智
・
個
性
を
尚
び
、
文
學
藝
衛
を
愛
好
し

て
生
活
態
度
の
自
由
を
專
ら
に
し
た
。
謝
安
・
王
義
之
。
王
徴
之
。

王
隙
之
・
支
逓
。
誓
詞
。
孫
紳
∴
鍬
逡
。
戴
騙
酬
ら
は
そ
の
代
表
的
な

も
の
で
あ
り
、
私
は
そ
れ
を
自
適
主
義
と
呼
ぶ
。
自
習
主
義
は
六
朝

を
代
表
す
る
精
紳
ぞ
あ
る
が
、
東
晋
の
中
末
期
に
お
い
て
最
・
も
費

え
、
庭
桜
を
中
心
と
し
て
官
僚
謎
會
に
も
波
及
し
た
。
六
朝
の
自
適

主
義
は
は
じ
め
か
ら
非
政
治
的
性
格
を
有
し
、
官
僚
は
政
務
を
俗
競

し
て
下
僚
に
委
し
た
た
め
、
そ
れ
よ
り
し
て
後
に
習
吏
階
級
を
獲
生

せ
し
め
る
所
以
と
な
り
、
一
方
に
お
い
て
は
窟
僚
の
文
化
政
治
を
惹
　
D

起
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
・
し
か
し
六
朝
の
自
適
嚢
の
中
か
ら
種
6

々
の
新
し
い
丈
化
竜
脱
出
し
、
そ
れ
が
中
國
近
世
の
文
化
に
大
き
な

根
抵
を
輿
え
て
み
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

五

　
以
上
老
荘
の
源
流
お
よ
び
本
質
と
、
そ
れ
が
六
朝
に
お
い
て
慮
適

主
義
の
鞍
懸
に
獲
塗
す
る
過
程
の
概
略
を
の
べ
た
。
老
蕪
は
個
人
主

義
的
自
由
の
自
畳
に
お
い
て
は
徹
底
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
た
だ
耐
　

會
性
に
乏
し
く
、
そ
の
上
逃
避
的
高
踏
的
な
傾
向
を
有
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
老
催
脳
の
霞
爵
病
期
額
｝
（
村
上
）

簸
大
の
欲
陥
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
き
再
び
、
中
國
の
政
治
就
曾
と

の
關
蓮
に
お
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
中
國
の
歴
史
は
た
と
え
古
代
。
中
世
・
近
世
の
三
分
法
を
用
い
て

も
、
西
洋
と
は
異
っ
た
慧
味
を
も
つ
て
い
る
。
中
足
　
の
近
抵
に
も
西

洋
に
お
け
る
が
如
く
、
交
藝
復
興
的
な
蓮
動
が
一
部
に
見
ら
れ
な
い

こ
と
は
な
い
が
、
近
世
は
中
枇
を
強
く
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
古
代

よ
り
竜
よ
り
多
く
中
世
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
中
國
の
歴

史
に
・
も
馬
糧
が
あ
り
鼎
誰
法
的
な
護
展
も
あ
る
が
、
つ
ね
に
否
定
は

微
粥
ぞ
蓬
績
の
齎
が
は
る
か
に
強
い
。
私
は
申
國
の
歴
蟄
を
、
内
藤

湖
南
憾
士
な
ら
び
に
宮
崎
市
定
博
士
の
隠
代
機
縁
に
よ
り
、
一
巡
三

分
法
に
し
た
が
い
な
が
ら
、
別
に
そ
の
現
費
的
な
推
移
を
「
格
」
と

「
逸
」
の
華
甲
に
よ
っ
て
考
え
て
み
よ
ヶ
と
思
う
。

　
「
格
」
と
は
正
続
な
る
も
の
ゴ
あ
り
、
中
堅
に
お
い
て
は
同
時
に

傳
統
逆
な
も
の
と
一
致
す
る
。
　
「
逸
」
と
は
「
格
」
よ
り
逸
脱
し
た

も
の
で
あ
り
、
攣
則
的
で
は
あ
る
が
、
ま
た
新
製
式
な
も
の
で
も
あ

り
う
る
。
た
と
え
ば
中
部
の
甦
會
に
お
い
て
、
官
僚
階
級
は
格
で
あ

り
、
・
恩
想
的
に
は
経
義
が
格
と
な
る
。
中
國
に
お
い
て
は
つ
ね
に
格

が
尊
重
さ
れ
る
國
ぞ
あ
り
、
格
は
傳
統
を
支
配
す
る
が
故
に
、
い
き

五
二

お
い
停
滞
性
の
根
面
・
と
も
な
る
。

　
右
の
「
格
」
に
封
し
、
三
士
階
…
級
や
老
蕪
思
想
は
「
逸
」
に
あ
た

る
。
嘘
「
士
は
富
僚
階
級
か
ら
逸
し
た
も
の
で
あ
り
、
老
荘
も
諜
秋
職

國
の
思
想
界
に
お
い
て
は
、
主
に
儒
家
思
想
か
ら
逸
し
て
威
立
す
る

も
の
で
あ
る
。
老
麺
は
逸
的
思
想
で
あ
る
が
故
に
、
逃
避
的
∴
尚
踏

的
。
猫
善
的
傾
向
を
有
し
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
虚
士
階
級
と
結
び

つ
く
竜
の
で
あ
る
。
た
だ
し
老
蕪
が
逃
避
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

必
ず
し
も
功
利
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
老
荘
は
随
順
で
あ

り
撮
譲
で
あ
り
、
自
己
の
限
定
を
守
る
こ
と
は
嚴
に
し
て
、
繰
入
の

立
場
を
認
め
る
こ
と
は
積
極
的
で
あ
る
。
老
懸
が
逃
避
的
傾
向
を
も

つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
老
懸
を
し
て
か
く
な
ら
し
め
た
所
以
の
も
の

を
背
後
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
格
」
の
存
在
が

あ
る
。
即
ち
中
國
濁
自
の
あ
ま
り
に
も
強
固
な
「
格
」
の
存
在
が
、

老
薙
を
し
て
逃
避
的
な
ら
し
め
て
い
る
。
中
國
の
古
代
・
中
世
に
お

い
て
は
「
格
」
が
必
要
以
上
に
強
大
な
り
し
が
故
に
噛
　
「
格
」
を
超

え
よ
う
と
す
る
竜
の
は
、
い
き
お
い
逃
避
的
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
老
藏
の
随
順
の
思
想
と
矛
盾
す
る
よ
う

に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
す
で
に
の
べ
た
ご
と
く
、
随
順
と
は
け
っ
き

（　5．P．　）



よ
～
、
自
己
の
個
性
を
生
か
す
こ
と
で
あ
り
、
積
極
的
に
自
己
を
主
張

せ
ず
、
随
順
的
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
方
法
に
よ
る
が
故
に
逸
的
性
格
を

お
び
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
近
世
に
い
た
っ
て
は
、
中
國
の
格
と
逸
と
の
上
に
相
當

大
き
な
攣
化
が
生
じ
て
い
る
。
格
と
逸
と
の
關
係
は
小
規
模
に
は
随

時
随
所
に
起
っ
て
お
り
、
先
後
錯
綜
し
て
い
る
が
、
そ
の
大
規
模
の

饗
化
を
と
ら
え
る
と
き
は
、
中
幕
史
上
に
も
三
分
法
に
よ
る
時
代
旺

分
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
た
だ
格
が
強
大
に
す
ぎ
、
否
定
面
の
微
弱

な
中
薬
史
の
獲
展
に
お
い
て
は
、
西
洋
世
界
に
お
け
る
が
如
き
明
ら

か
な
時
代
優
分
が
現
れ
ず
、
新
し
い
継
會
や
交
化
が
生
れ
て
も
、
そ

の
底
に
は
つ
ね
に
古
い
も
の
が
永
く
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
い
ま
近
世
的
攣
化
の
一
つ
と
し
て
、
美
術
野
上
に
お
け
る
文
人
叢

の
轟
現
を
、
格
と
逸
と
の
關
係
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
中
國
に
お
い

て
は
中
世
野
曝
朝
廷
附
騰
の
書
院
の
絡
叢
（
院
早
書
）
が
格
と
し
て

存
平
し
て
い
た
が
、
文
入
説
は
院
艦
甕
に
封
ず
る
逸
事
的
な
叢
風
と

し
て
起
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
院
盤
叢
は
宮
廷
趣
味
に
も
と
ず
き

傅
統
的
書
風
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
文
人
書
は
も
と
五
代
ご
ろ
よ
り

起
り
し
逸
絡
霊
や
水
墨
霞
の
精
榊
と
豊
胸
に
亀
嘆
ず
き
、
藤
代
の
新

　
　
　
　
老
蕪
の
膚
由
…
思
想
卜
（
村
上
）

し
い
精
紳
に
よ
っ
て
勃
興
し
た
も
の
で
あ
る
。
交
人
書
は
從
來
の
專

門
寄
継
氣
を
脱
し
て
素
人
の
趣
味
を
生
か
し
、
技
法
よ
り
も
學
問
を

絢
び
、
爲
實
に
基
ず
き
な
が
ら
省
略
に
し
た
が
い
、
封
象
の
描
爲
よ

り
も
作
者
の
個
性
を
表
現
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
丈
人
書
が
威

立
す
る
の
は
北
宋
の
煕
寧
。
元
螢
の
闇
で
あ
る
が
、
允
末
の
四
大
家

に
よ
っ
て
大
成
し
、
明
の
董
其
騒
出
ず
る
に
お
よ
び
、
南
書
の
概
念

と
結
合
し
て
そ
の
歴
・
災
的
様
式
論
的
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
董
其

騒
の
流
れ
を
く
む
清
初
の
四
王
呉
揮
に
い
た
っ
て
は
、
南
書
す
な
わ

ち
文
人
叢
が
北
叢
ま
た
は
院
無
残
を
吸
浮
し
て
中
央
の
書
院
を
支
配

す
る
に
い
た
っ
た
。
文
人
書
は
虚
位
的
生
活
態
度
と
と
も
に
起
り
、

老
蕪
的
精
榊
を
多
分
に
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
逸
格
的
護
風
に
麗
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
清
初
に
中
央
の
書
院
を
支
配
す
る
に
い

た
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
重
岡
が
逸
格
で
な
く
な
な
り
、
新
し
い
格

と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
意
昧
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
明
朝
清
初
よ
り
、

こ
の
新
し
い
格
よ
り
さ
ら
に
逸
脆
せ
ん
と
す
る
、
石
匙
・
石
難
・
八
大

山
人
の
如
き
も
の
さ
え
現
れ
た
の
で
あ
る
。
右
に
お
け
る
文
人
書
の

護
展
は
、
緩
漫
な
が
ら
一
つ
の
辮
誰
法
的
獲
展
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
長
年
月
を
へ
て
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
格
の
張
靱
さ
が
う
か
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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老
難
の
霞
聖
恩
想
（
村
上
）

わ
れ
る
。
か
か
る
格
と
逸
と
の
關
係
は
、
他
の
思
想
。
文
墨
等
に
も

あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
歴
史
の
現
實
の
推
移
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
甦
・
曾
的
に
み
て
も
、
虞
士
や
逸
民
は
は
じ
め
士
人
ま
た
は
官
醸
階

級
に
依
存
し
、
そ
れ
ら
を
絡
と
す
る
逸
的
な
存
在
と
し
て
あ
っ
た
の

で
あ
る
が
、
近
世
に
な
る
と
、
渾
一
は
み
ず
か
ら
濁
等
し
た
肚
會
を

つ
く
り
、
必
ず
し
も
官
僚
に
依
存
し
な
く
な
る
。
元
代
に
お
い
て
、
い

わ
ゆ
る
南
人
の
知
識
階
級
は
ほ
と
ん
ど
政
治
圏
外
に
お
か
れ
て
虞
士

と
な
り
、
彼
等
み
ず
か
ら
の
文
化
團
膿
を
組
織
し
た
こ
と
は
有
名
で
、

そ
れ
は
異
民
族
統
治
の
政
治
が
生
み
・
出
し
た
現
象
で
は
あ
る
が
、
そ

の
起
原
は
さ
ら
に
南
宋
の
道
塵
・
者
に
お
い
て
見
撫
さ
れ
る
。
内
藤
博

士
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
風
が
「
宋
元
に
亙
り
二
百
年
屯
績
い
た
の
で
、

そ
の
開
に
一
種
の
讃
書
人
階
級
が
、
域
帯
し
、
そ
れ
が
明
清
に
ま
で
及

ん
で
、
現
代
支
那
文
化
の
中
心
勢
力
が
形
威
せ
ら
れ
た
」
の
で
あ
る

（
内
藤
虎
次
鄭
、
中
気
近
世
史
二
三
六
頁
）
。
明
史
の
逸
民
傳
を
み
て
も
、

逸
畏
と
質
し
な
が
ら
大
都
市
に
あ
っ
て
藥
問
黄
玉
に
し
た
が
う
も
の

が
少
く
な
い
。
近
世
に
な
る
と
虚
士
階
級
の
中
に
は
む
し
ろ
庶
民
と

結
…
び
つ
き
、
揚
州
の
塵
商
な
ど
に
み
る
が
如
く
、
審
商
の
維
劇
的
支

持
に
よ
っ
て
墨
・
問
藝
術
を
な
す
竜
の
が
現
れ
、
つ
い
に
は
富
商
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

の
中
か
ら
も
文
人
墨
・
者
を
繊
す
よ
う
に
な
っ
た
（
佐
伯
富
、
盤
と
支
那

敵
愈
1
…
策
亜
人
丈
學
報
三
ノ
一
参
照
）
。
か
く
庶
疑
の
擁
頭
に
よ
り
、

廉
民
の
維
濟
力
と
庭
士
の
知
識
文
化
と
が
交
流
し
、
虚
士
の
逃
避
的

性
格
が
次
第
に
失
わ
れ
て
く
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
格
の
権
威
が
衰

え
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
溝
初
の
墨
焼
尊
敬
梓
が
儒
林

外
史
に
の
べ
る
と
こ
ろ
も
、
右
の
傾
向
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し

て
か
か
る
融
夕
蝉
老
化
が
、
格
よ
り
も
む
し
ろ
逸
の
颪
か
ら
起
っ
て

い
る
こ
と
は
、
さ
き
の
文
人
書
の
場
合
と
同
檬
で
あ
り
、
逸
の
逃
避

性
は
同
時
に
進
歩
的
な
性
格
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
見
る

の
で
あ
る
。

　
老
荘
の
逸
脱
性
格
も
右
と
同
様
の
夢
中
に
あ
り
、
は
じ
め
は
格
よ

り
逸
腕
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
近
世
に
な
る
と
肚
會
の
獲
達
に
と
も

な
い
、
し
だ
い
に
そ
の
逃
避
的
性
格
を
失
っ
て
一
般
化
し
て
く
る
。

す
な
わ
ち
漢
讃
に
大
成
さ
れ
た
中
國
古
代
精
神
と
し
て
の
説
教
的
秩

序
を
格
と
し
、
こ
の
格
よ
り
種
々
の
逸
的
傾
向
が
お
こ
る
六
朝
に
お

い
て
、
精
華
史
上
の
中
世
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
逸
的

傾
向
の
う
ち
、
老
荘
的
自
由
に
よ
る
自
適
主
義
の
精
紳
が
も
っ
と
も

顯
著
な
屯
の
で
あ
り
、
前
述
文
入
書
の
遠
い
起
原
も
亦
こ
こ
に
あ
る
。
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六
朝
に
分
裂
し
た
諸
傾
向
は
、
一
面
外
來
文
化
を
受
け
い
れ
し
め
、

階
唐
に
い
た
っ
て
一
種
の
コ
ス
ミ
カ
ル
な
文
化
を
形
威
す
る
の
で
あ

る
が
、
中
園
が
一
期
思
想
を
受
容
す
る
精
棘
の
基
底
に
は
、
つ
ね
に

老
飛
の
虚
無
思
想
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

　
老
子
は
近
世
に
入
る
と
、
儒
教
・
佛
教
と
融
合
し
て
、
共
通
の
現

實
槻
の
上
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
儒
・
佛
と
老
荘
と
の
撤
合
的
傾

｛
図
は
す
で
に
六
朝
時
代
か
ら
起
っ
て
い
る
が
、
畔
て
こ
に
お
い
て
老
荘

の
占
め
る
位
置
は
、
や
は
り
融
含
の
福
軸
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
老

薙
は
み
ず
か
ら
は
形
を
も
た
ず
、
三
者
融
合
の
場
合
は
老
莚
が
濡
滅

し
た
如
き
様
相
を
呈
す
る
の
で
あ
る
が
、
費
は
そ
の
人
の
艮
々
の
態

度
に
お
い
て
最
も
多
く
を
支
配
す
る
も
の
は
老
蕪
の
転
載
思
想
で
あ

り
、
近
枇
の
文
化
藝
術
に
か
か
る
老
荘
の
自
由
精
紳
が
如
何
に
作
用

し
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
中
國
精
紳
史
上
の
重
大
な
問
題
で
あ

る
。　

中
國
古
代
に
威
亡
し
た
格
は
、
爾
來
二
千
年
を
高
じ
て
、
最
近
世

の
西
洋
の
薪
…
文
賜
に
接
鰯
…
す
る
ま
で
つ
ず
い
た
。
そ
れ
に
黒
し
て
逸

は
、
古
代
に
お
い
て
す
で
に
現
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
中
枇
に
お
い

て
最
も
盛
ん
に
現
れ
た
。
即
ち
中
国
の
中
世
は
古
代
の
格
に
射
し
て
、

　
　
　
　
老
蕪
の
霞
晦
思
想
（
村
上
）

逸
的
時
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
こ
の
際
古
代
以
來
の
格

が
中
世
を
逸
し
て
近
世
ま
で
も
貫
い
て
い
る
こ
と
は
特
に
注
意
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
）
。
　
こ
の
累
世
に
盛
行
し
た
逸
が
、
主
と
し
て
脱

化
面
か
ら
強
く
作
用
し
て
、
次
の
時
代
に
一
，
般
化
し
、
す
で
に
次
第

に
縮
少
し
つ
つ
あ
っ
た
古
代
以
來
の
格
と
融
合
し
て
、
新
し
い
「
逸

的
な
格
」
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
が
近
世
ぞ
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

執
筆
者
紹
介

前
川
貞
次
郎
氏

村
上
嘉
実
氏

大
石
良
材
氏

赤
松
俊
秀
氏

中
村
二
柄
氏

木
地
節
郎
氏

岡
部
健
彦
氏

宙

京
都
大
学
助
教
授

京
都
大
学
講
師

鴨
済
高
校
教
諭

京
都
大
学
助
教
授
，

京
都
学
芸
大
学
助
教
授

同
志
社
女
子
高
校
教
諭

奈
良
女
子
大
講
師
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　　　　A　Comparat’ive　Study　of　tl｝e　ISive　Declarations

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ofthe　R三9hts（，fMa！／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”1”．　Maeka．　wa

　　l）uring　the　l／；”rench　1〈evolution　there　appe：uJcd　inany　‘C　1）ecla，rations

of　lk’ights　of　Ai［a”．”　lf　ive　conftne　oRrse／vc’s　to　those　“’hich　Nverc　ptiblic－

Iy　clr，　ttftec！　ancl　declarecl，　ther’e　were　at　least　three　excer）t　the　first

ftLmous　1）eclaratioi．｝　of　1789－the　Girondist　1）eclaration　of　17｛3

wliich　wtts　clrafted　by　Condorcet，　tlie　“｛f．ontagntu”d・　1）eclaration　ef　June

in　the　s：tme　year，　and　the　1）eclaration　of　lk’ig’hts　and　1．）nties　c）f　179L　5．

IBesi（les　・theni　we　fin（1　i）ot　few　private　drafts　of　dec｝aration，　thon．o．’．h

t］ie　declarations　publicly，　ixnnounced　were　prefiixed　to　the　Constitutions

andl　consiclered　as　inseparately　connected　“tith　theni．

　　1’／l／ere　1　want・　to　t’rettt　tl＞ern　apart　froin　the　Constittitions　toge’xther

with　tl’＞e　1〈obespierre’s　a’nd　to　point　out　that　all　ef　thdse　declarations　are

こ．しPl）tLrent1｝r　之し1．）str例しct　‘し11d　fbnn幽し1，　but　wh（）11　we　col）s｛der　theln　i玉1　tl｝e

ligl｝t　of　the　historical　background　by　which　they　were　procluced，　we

find　in　them　those　historical　foyces　reHected－the　！）urniiig　stasres
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

ef　tlie　IR．evolution，　tl）e　poiitical　and　social　icleals　of　tlLe　classes　who

hav’e　1’）arti．cipated　in　the　drafts　（L’ncl　their　1）roinulgations．　”lihe　inose

characteristic　of　all　tlitese　6rying　articles，　however，　is　the　le，c，rislation

on　property，　and　except　that　of　Robespierre　etLch　of　them　i．s　pierced

througli　the　bourgeoi　idea　whi．ch　ta］｛es　the　right　of　property　for　sacred

and　inviolable．　ln　view　of　these　analysis　1　susrgest　that　these　declartt－

ti．ons　are　but　the　brief　expressions　of　bourgeoi　democyatic　society．

　　　　　　　　　Liberalism　in　Lao－tse　and　Chuang－tse

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l）ソ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y．　Murakami

　　Liberttlism　is　considered　as　the　son　of　the　NVestern　world，　but　in　the

Oriental　craclle　we　’find　a　oriental　lil）eralisrri．　1　tun　of　the　opi　nion

一
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th乙しt　the　thoUght　expo（’mdedi　by　Lo二いtse（老．．子）　and　Chtian9－tse　Gi妊．了う

is　a　representation　of　Chinese　libertLlisni．　lt　also　represents，　to　a　］esser

degree，　a　liberalisip　particmlar！y　Oriental．　Uttey　subnrLissiveness　is　the

reinarkable　fetLttll“e　of　the｛r　thought，　and　they　sotisrht　fbr　freedom田idey

subnLissiveness．　（）・rettt　is　their　tlLottsrht　：ts　an　hrLdividtu“ist　liberalisn｝，

bnt　as　it　was　broutsr｝it　ttp　in　the　weak　uRdey　the　clespotisniL　of　the　feu（la／

Chin乙し，　itこし1＄o　gave・“ise　t・in謝ere・・tisl・・ωthe　sccu／こしr　m・しtters，乙md

foun（1　its　travorable　becl　anionsT　these　circles　who　httd　escttpecl　fron　the

despot｛c　beaurocracy　of　their　asre．　Since　the　Sung’　（1一十：〈一）　（lynast．y，　however，

“rith　tlie　eniergence　of　nio（llern　society，　iLnd　with　the　（levelopinent　ot’

these　socitLl　classes　as　weH，　this　erennitic　feature　（lroppecl　ttwt・ty　froni

their　thought，乙md　fo乳m（玉its　w乙Ly　hito　the　secul乙しr　wor！d．　王hlしve　ol／ce

analyzecl　th．giL　Chinese　history　froni　the　vi，L’sxvpoint　of　this　interrelation

bet“reen　despotisn｝　tLncl　escaptisni，　ancl　thereby　attenipted　at　its　period－

izこしt三く）R．　Thisししytic！e　centers　hユthe　I，｛．uch：し（）（六朝）era乏m．d　w童lh1諏strIしte

sonユ¢　とLspects　of　it　by　the　乙しd回しptこしtion　of　thi，s　1．nc｛＝hod畢

二

　　　　　　　　A　Stucly　of　gdticarional　Hist－ory　cluring“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　h　e　AG　e　iji　1））　ra

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R．　Oisl｝i

　　ITeetlless　to　s：ty　tliat　education　playecl　a　L．rrctLt　role　in　the　ferintttlon

of　tho　1）．10dern　thoi．置9ht　in　j『tLl．》乙しn，　but　ln：．uly　ttttellll）ts　httve　f2しiled　to

define　it　on　account　of　theiy　del’）reciation　of　its　background．　〈）n　wht・tt

bとしsis　the　PoPu1乙しr　desire　wtLs　fbrm¢d　三md　ho、v　it　w乙しs　reflectcd　｛n　tlユe

srenerttl　trend　of　thoiight－these　are　the　fnndanientttl　questions

with　whicl｝　we　1ittve　to　do　in　considering　the　develol’）n｝ent　of　niocler”n

thoubrht，　esl’）ecitLIIy　in　coRnection　with　the　genera！　rnoclernization　of

this　country．　11’he　object　of　this　articiie　is　to　illustrate　son’ie　of　the

institutional　｛ileveiopnients　of　eonunon　e（lltcation　froin　the　ideolosrlcaL

stsan（lpoint．　’ll’he　cleve｝opnient　there．’tfter　xvill　later　be　trettted　sel）arately

as　a　question　of　1）rofessional　education．
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