
第
十
一
號

第
二
巻

第
二
冊

周
易
に
見
え
た
る
倫
理
説
（
五
則
）

高
瀬
武
次
郎

絡
言

127

　
嗣
易
は
儒
家
思
想
の
「
重
要
な
る
部
分
を
澄
す
も
の
に
し
て
、
大
聖
孔
子
の
如
き
も
深
く
力
を
易

に
注
ぎ
章
編
三
点
す
る
に
至
ウ
、
十
翼
を
作
う
て
易
の
義
理
を
言
明
せ
ら
れ
だ
う
。
蓋
し
周
易
は

伏
義
二
王
周
公
孔
子
四
聖
人
の
智
を
集
め
、
天
地
人
三
才
の
道
を
説
け
る
も
の
な
る
が
故
に
其
四

極
て
二
大
な
る
も
の
あ
ウ
。
且
つ
易
は
主
と
し
て
東
洋
思
想
の
源
泉
と
爲
れ
る
も
の
な
れ
ど
も
、

其
の
組
成
法
が
時
代
二
士
に
殆
ど
何
等
の
關
係
な
き
も
の
な
れ
ば
、
其
義
は
東
西
古
今
に
鷹
用
す

る
を
得
べ
き
な
ウ
。
易
は
斯
か
る
廣
大
な
る
思
想
を
藻
有
す
れ
ば
支
那
の
哲
學
倫
理
を
攻
究
せ

ん
と
欲
す
る
者
は
須
ら
く
先
づ
易
の
大
意
を
知
る
べ
し
。

　
　
　
　
冊
易
に
見
え
た
る
倫
．
理
競
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
一
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哲
學
欝
－
究
　

第
十
一
盤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
二

野
意
其
の
本
源
に
太
極
を
立
て
た
軌
太
極
な
る
者
は
果
し
て
如
何
な
る
巻
な
ウ
や
、
易
経
に
は

輩
に
↓
團
太
極
の
宇
を
用
ひ
し
の
み
。
今
町
を
後
澄
の
哲
學
者
の
思
想
に
比
較
す
る
に
．
絶
封
無

母
野
の
歌
態
に
し
て
詩
維
に
所
謂
無
聲
無
臭
な
る
も
の
な
ら
ん
、
此
の
歌
態
は
必
然
の
勢
に
弔
う

て
陰
陽
の
難
儀
を
生
じ
、
其
れ
よ
う
漸
次
螢
渇
す
る
も
の
と
す
、
宋
の
周
濠
漢
の
太
極
國
説
に
謂
ふ

所
の
「
無
極
に
し
て
而
し
て
太
極
、
太
極
動
て
而
し
て
陽
を
生
じ
、
動
干
て
而
し
て
静
な
う
、
静
に
し
て

陰
を
生
ず
」
と
日
へ
る
に
比
較
す
れ
ば
、
略
易
の
太
極
の
何
π
る
か
を
知
る
べ
し
。
是
に
於
て
若
し

易
を
以
て
太
極
＝
兀
論
と
日
は
冥
陰
陽
を
包
饗
す
る
が
故
に
之
を
包
涌
的
一
元
論
と
謂
つ
ぺ
け

れ
ど
慰
事
は
多
く
は
陰
陽
を
以
て
二
元
と
爲
し
て
立
論
せ
う
。
若
し
之
を
朱
子
が
太
極
を
立
て

叉
理
解
一
＝
兀
を
立
つ
る
に
比
較
せ
ば
、
易
に
所
謂
陰
陽
は
即
ち
氣
に
し
て
元
亨
利
貞
は
婁
即
ち
理
に

相
卸
す
れ
ど
竜
、
輩
に
太
極
似
れ
爾
儀
を
生
ず
と
日
ふ
と
き
は
理
は
含
で
畿
せ
ぎ
る
も
の
と
見
る

べ
し
、
易
を
．
二
元
論
と
見
る
と
き
は
理
氣
二
元
論
に
非
ず
し
て
、
陰
陽
二
元
論
と
謂
つ
べ
き
の
み
。

陰
陽
の
爾
儀
は
四
象
を
生
ず
．
四
象
と
は
太
陽
少
陰
少
陽
、
太
陰
に
て
之
を
春
夏
秋
冬
の
四
季
に
當

て
、
＼
考
ふ
れ
ば
、
氣
の
循
環
す
る
所
に
就
き
て
四
象
を
知
る
べ
し
、
叉
之
を
水
火
木
金
土
の
五
行
に

配
合
す
れ
ば
土
は
方
位
に
て
は
申
央
に
佐
し
、
四
季
に
て
は
四
時
に
麺
じ
て
土
あ
う
、
五
行
は
支
那

に
て
は
古
代
よ
う
偉
物
を
生
ず
る
の
元
素
と
離
せ
ら
れ
凌
れ
ど
竜
、
易
に
は
専
行
を
読
か
ず
。
　
四



象
よ
ム
し
て
八
卦
を
生
ず
、
八
卦
と
は
乾
、
発
、
離
、
震
、
巽
、
炊
、
坤
、
愚
な
う
。
乾
を
天
と
爲
し
、
魔
を
澤
と
下

し
、
離
を
火
と
癒
し
震
を
雷
と
癒
し
、
巽
を
瓜
と
幽
し
、
玖
を
水
と
画
し
、
坤
を
地
と
癒
し
．
艮
を
山
と
爲

す
。
　
八
卦
の
各
が
八
卦
を
生
じ
、
八
八
、
六
十
四
卦
と
な
る
、
六
十
四
卦
に
は
各
六
麦
あ
り
て
三
百
八

十
四
炎
と
痴
る
、
此
の
六
十
四
卦
、
三
百
八
十
四
麦
の
準
備
を
以
て
易
の
特
種
な
る
構
成
法
は
成
就

し
之
に
象
僻
案
僻
、
論
議
等
を
具
で
今
の
易
維
を
．
組
成
せ
る
な
ウ
、
既
の
構
成
法
を
以
て
．
露
仏
の
脚

長
感
化
の
大
法
を
説
け
る
竜
の
に
し
て
、
轟
然
界
、
人
事
界
、
大
小
、
始
終
、
精
粗
表
裏
悉
く
説
き
得
て
洩

ら
す
訳
な
し
。
蓋
し
易
に
は
上
述
の
如
き
特
種
の
構
成
法
を
設
備
し
て
天
地
入
三
才
の
事
を
説

き
尤
う
と
謂
つ
べ
き
竜
、
決
し
て
然
か
の
み
考
ふ
べ
き
に
非
ず
。
三
才
の
道
が
自
然
に
此
の
如
く

罵
る
を
四
聖
人
の
大
智
を
貰
う
て
之
を
易
に
描
爲
し
來
れ
る
竜
の
な
ウ
、
然
れ
ば
易
の
漫
芸
無
窮

な
る
は
則
ち
天
地
人
の
…
愛
器
無
窮
な
る
を
示
せ
る
竜
の
に
露
な
ら
ざ
る
が
叡
に
書
道
は
貰
大
門

邊
な
う
と
云
ぷ
、
余
が
二
二
駈
に
論
ぜ
ん
と
欲
す
る
所
は
易
経
に
見
物
肥
る
人
道
の
一
部
分
に
廻

ぎ
ざ
乃
の
み
、
其
の
全
膿
の
如
き
は
他
臼
詳
細
な
る
研
究
を
待
て
之
を
登
表
せ
ん
こ
と
を
希
ふ
。

二
　
易
経
と
長
子
相
績

12象

序
呼
物
に
響
く
器
を
主
ど
る
者
は
長
子
に
若
く
は
な
し
圭
葉
者
莫
若
長
子
と
、
男
芸
は
震
の
卦

　
　
　
周
易
に
見
・
x
た
る
倫
理
設
　
　
　
　
　
　
遣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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藩
學
研
・
究
　
　
第
十
一
魏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

霞

の
意
義
よ
ウ
生
じ
た
る
も
の
な
ウ
、
震
の
卦
は
、
天
子
に
て
は
皇
長
子
に
當
ウ
、
普
通
人
に
て
は
長
子

に
垂
れ
う
、
故
に
下
家
傳
に
竜
「
出
で
、
以
て
宗
廟
社
是
を
守
う
以
て
祭
主
と
上
る
べ
し
（
出
歯
下
位
守
昌

宗
廟
肚
穫
以
爲
漸
騰
勉
）
と
日
ひ
且
つ
震
卦
の
象
博
に
は
震
ふ
て
百
里
．
を
驚
か
せ
ど
竜
七
讐
を
喪

は
す
」
と
（
震
驚
百
里
不
喪
七
圏
）
と
日
へ
う
．
皆
な
太
子
が
出
で
＼
宗
廟
就
稜
を
守
ウ
以
て
祭
主
と
爲

5
、
非
常
の
際
に
も
泰
然
と
し
て
祭
記
に
用
ふ
る
器
物
を
喪
は
ず
、
能
く
其
任
務
を
成
し
逮
ぐ
る
を

、
示
せ
る
な
う
、
七
は
匙
な
ウ
祭
に
供
す
多
肉
類
を
盛
る
時
に
用
ム
る
器
な
う
、
毯
は
酒
に
欝
金
香
草

を
浸
し
て
香
氣
を
附
け
π
る
も
の
を
云
ふ
な
ク
然
れ
ば
震
の
卦
に
は
長
男
よ
う
長
男
へ
と
代
々

長
男
に
傅
ふ
る
こ
と
を
示
せ
る
こ
と
明
な
φ
、
世
界
萬
國
共
の
習
俗
を
異
に
す
れ
ば
各
國
一
様
に

長
子
相
傳
法
を
取
る
も
の
と
は
断
定
し
難
く
、
或
は
次
男
三
男
と
相
心
す
る
こ
と
な
し
と
も
言
ふ

べ
か
ら
ざ
れ
ど
も
易
経
に
示
せ
る
長
男
相
績
は
最
も
正
當
な
る
順
序
な
う
と
謂
つ
べ
し
、
斯
か
れ

ば
我
が
先
師
根
本
通
明
翁
は
器
を
主
と
る
は
長
子
に
若
く
は
莫
し
」
と
の
語
を
以
て
萬
世
一
系
の

長
男
相
績
法
な
ウ
老
戴
き
、
且
つ
之
を
以
て
易
道
は
能
く
我
が
邦
の
皇
統
一
系
の
國
膿
に
適
合
す

る
竜
の
と
主
唱
せ
ら
れ
π
う
、
根
本
翁
が
易
脛
の
震
卦
が
皇
土
の
國
膿
に
適
合
す
る
こ
と
を
説
か

れ
し
は
人
の
普
ね
く
知
煮
所
に
し
て
翁
は
非
常
な
る
熟
誠
を
以
て
之
を
主
張
せ
ら
れ
た
う
、
然
れ

ば
根
本
翁
㊨
此
主
唱
は
晩
年
に
於
け
る
夷
磯
明
設
と
し
て
自
ら
カ
を
之
に
注
ぎ
講
義
に
談
話
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に
將
だ
丈
章
に
頻
り
に
之
を
駿
表
せ
ら
れ
控
う
。

　
私
か
に
案
ず
る
に
我
が
皇
統
一
系
の
蘭
留
は
萬
國
無
比
な
れ
ば
唯
だ
我
が
國
の
み
に
存
す
る

も
の
に
し
て
之
を
支
那
傳
來
の
易
経
の
震
の
卦
に
見
皇
簸
る
長
子
相
傳
の
旨
と
、
暗
合
せ
ウ
と
唱

ふ
る
は
不
可
な
け
れ
ど
も
支
那
は
元
來
古
代
よ
め
革
命
の
國
膿
な
れ
ば
全
艦
の
敏
義
と
し
て
は

革
命
の
意
を
含
む
は
亦
た
已
む
を
得
ざ
る
所
な
ら
ん
、
唯
だ
孔
子
は
誌
代
に
生
れ
飽
く
按
で
周
室

を
愈
心
し
て
永
く
周
道
を
興
隆
せ
ん
ヒ
と
を
希
望
し
た
れ
ば
其
の
言
論
中
に
は
革
命
の
旨
を
含

ま
ざ
る
も
其
他
の
諸
子
及
び
歴
更
書
類
に
は
往
々
革
命
的
語
句
を
包
含
せ
る
を
見
る
な
ウ
、
孟
子

に
竜
雷
鳥
に
竜
革
命
の
思
想
を
示
せ
る
文
句
見
ゆ
れ
ば
支
那
の
経
常
等
よ
ウ
皇
統
一
系
の
意
を

探
ム
來
ら
ん
こ
と
は
殆
ど
全
く
不
可
能
な
ウ
、
唯
だ
論
語
等
は
革
命
の
思
想
を
含
懐
ず
と
謂
つ
べ

き
の
み
、
我
國
明
治
維
新
棄
教
育
界
」
淀
於
て
論
語
な
は
革
命
の
患
想
を
含
棲
ざ
れ
ば
可
な
る
竜
孟

子
に
は
革
命
の
思
想
を
示
せ
ば
我
が
國
膿
と
合
は
ざ
れ
ば
之
を
讃
ま
し
む
べ
か
ら
ず
と
の
議
起

う
、
一
時
は
識
者
間
に
相
鷹
の
勢
力
を
有
し
π
う
、
此
説
を
主
，
戯
し
た
る
者
は
丸
山
作
樂
等
を
始
め

と
し
て
國
隠
者
之
に
慮
話
し
カ
づ
と
云
ふ
、
然
る
に
加
藤
弘
之
博
士
等
の
如
き
は
之
に
反
封
し
て

謂
へ
ら
く
、
孟
子
に
は
革
命
の
思
想
を
含
あ
ど
竜
之
を
講
讃
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
は
飴
ム
偏
狭
な

ら
ず
や
、
宜
し
く
學
徒
を
し
て
之
を
護
ま
し
め
、
革
命
の
我
が
裏
面
に
適
合
せ
ざ
る
≧
と
を
明
知
せ

　
　
　
　
燭
易
κ
．
見
・
え
た
る
倫
理
雛
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
哲
　
　
五
　
　
　

、
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暫
學
研
究
　
第
＋
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無

し
め
ば
可
な
う
、
今
後
響
く
琶
界
に
知
識
を
求
め
ん
と
す
る
に
際
し
て
斯
か
る
早
筆
な
る
論
を
面

す
べ
か
ら
ず
と
、
遽
に
加
藤
博
士
等
の
詮
勝
を
罰
し
て
孟
子
を
竜
自
由
に
讃
ま
し
む
る
に
至
れ
参

と
云
ふ
、
是
れ
余
が
加
藤
博
士
よ
5
直
接
に
聴
き
し
駈
凍
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
シ
　
ク
　
ハ
　
　
ゴ

　
今
假
に
震
の
卦
の
序
卦
簿
に
主
レ
聖
者
莫
レ
若
長
子
の
句
あ
ウ
て
萬
世
一
系
の
意
味
を
示
す
と
ず

る
も
、
同
じ
く
周
易
の
革
の
卦
の
象
傳
に
は
直
ち
に
般
の
湯
王
、
周
の
鰻
塚
の
革
命
を
説
き
て
曰
く

「
湯
践
の
革
命
は
天
に
順
ふ
て
人
に
鷹
ず
革
の
時
大
な
る
か
な
（
湯
武
革
命
順
二
乎
天
一
豊
麗
心
隔
里
人
嚇
革
之

時
大
奥
哉
）
と
、
是
れ
量
に
易
経
に
革
命
の
意
義
を
示
す
も
の
に
あ
ら
ず
や
、
故
に
予
曰
く
震
の
卦
の

家
傳
は
長
子
が
宗
廟
就
稜
を
守
ウ
以
て
祭
主
と
爲
る
べ
き
を
説
き
、
革
の
卦
の
碧
南
に
．
は
革
命
の

意
義
を
論
け
る
の
み
と
、
然
れ
ば
易
脛
全
部
が
直
ち
に
皇
統
一
系
の
藤
下
に
合
ふ
と
は
論
ず
べ
か

ら
ぎ
る
な
う
、
担
先
師
根
本
翁
が
熟
誠
を
披
歴
し
て
長
子
相
績
法
が
我
が
國
膿
に
合
す
る
こ
と
を

設
け
る
は
其
忠
君
愛
國
の
至
情
に
出
で
だ
る
を
見
る
べ
き
な
ウ
、
根
本
翁
嘗
て
我
が
爲
に
孔
夫
子

の
勲
野
蚕
に
顯
服
せ
ら
れ
’
唱
κ
ウ
、
盆
画
句
、
「
に
曰
く
、
伏
義
の
…
易
野
を
蓮
べ
、
人
の
口
熱
を
立
つ
、
仁
孝
義
爵
心
、
白
王
晶
就
　
一
系
、

衆
庶
未
だ
通
ぜ
ず
、
示
し
て
曰
く
、
器
を
主
ど
る
は
長
子
に
若
く
は
匂
し
と
、
易
義
興
隆
．
君
道
無
窮
、
孟

筍
老
荘
は
此
を
之
れ
私
と
爲
し
、
革
命
を
公
と
爲
す
。

　
　
述
昌
伏
義
易
一
　
　
　
　
　
　
立
翫
入
之
道
「
　
　
　
　
　
　
仁
孝
義
忠
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皇
統
一
系
　
　
　
　
　
衆
庶
未
レ
通
　
　
　
　
　
示
日
主
レ
器

　
　
莫
レ
費
養
子
　
　
　
　
　
　
易
義
興
隆
　
　
　
　
　
　
震
溢
無
窮

　
　
孟
筍
老
荘
　
　
　
　
　
此
之
爲
“
私
　
　
　
　
　
革
命
爲
γ
公

　
明
治
三
十
六
年
一
月
二
十
一
口
、
行
年
八
十
有
二
、
朋
嶽
根
本
通
明
謹
題

　
玉
堤
を
案
ず
る
に
根
本
先
生
謂
へ
ら
く
、
漏
壷
が
伏
義
の
易
を
面
影
せ
ら
れ
、
人
道
を
立
て
給
ひ

て
、
仁
義
忠
孝
皇
統
一
系
と
示
さ
れ
だ
ゲ
し
竜
世
問
の
衆
庶
は
猫
ほ
此
深
意
を
知
ら
ざ
れ
ば
更
に

明
か
に
傳
園
の
轟
器
を
司
ど
る
は
長
子
に
若
く
は
莫
し
と
示
さ
れ
授
う
、
之
に
由
て
講
義
は
釜
興

隆
し
．
君
道
も
無
窮
に
博
は
る
に
至
れ
る
は
喜
ぶ
べ
き
な
う
、
然
る
に
感
温
の
外
は
孟
子
も
筍
子
も

老
子
も
荘
子
竜
其
他
諸
儒
は
革
命
を
以
て
公
遽
と
誤
認
し
．
長
子
相
傳
皇
統
一
系
を
以
て
却
て
私

道
と
爲
す
は
慨
歎
す
べ
き
な
う
と
、
是
．
れ
剛
ち
根
本
先
生
が
晩
年
最
竜
熱
心
に
唱
道
さ
れ
π
る
主

意
な
う
と
す
。

　
菅
原
滋
二
二
は
千
有
飴
年
前
既
に
共
卓
見
を
示
し
三
誠
を
作
ウ
て
、
和
魂
漢
才
π
る
べ
き
を
云

ひ
、
且
つ
周
公
孔
子
の
道
の
蔽
奥
を
究
む
と
錐
も
革
命
の
國
夢
心
る
乙
と
を
粧
へ
て
之
を
避
け
ざ

る
べ
か
ら
ず
と
云
へ
う
、
労
れ
則
ち
菅
公
の
畑
黒
黒
と
に
彼
我
二
尉
の
異
な
る
こ
と
を
看
破
し
．
馬

飼
革
命
の
三
関
は
支
那
に
行
は
れ
、
我
郵
、
は
皇
統
一
系
天
壌
と
無
窮
な
る
こ
と
を
明
示
さ
れ
た
る

　
　
　
　
周
易
に
見
え
た
る
倫
理
講
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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へ

な
う
．
菅
公
の
識
見
の
千
、
古
に
卓
越
す
る
は
實
に
此
訓
誠
に
在
ウ
て
存
す
、
苦
し
菅
公
を
し
て
今
世

に
生
れ
し
め
ば
必
ず
和
魂
洋
才
を
叫
び
、
知
識
は
宜
し
く
之
を
世
界
萬
國
に
求
む
べ
き
も
我
が
國

禮
は
天
壌
と
共
に
無
窮
な
る
こ
と
を
一
層
明
か
に
警
守
さ
る
＼
な
ら
ん
、
上
述
の
如
く
な
れ
ば
支

那
の
聖
賢
の
選
挙
よ
う
し
て
萬
世
一
系
の
説
を
求
む
る
こ
と
は
極
て
困
難
な
ら
ん
、
余
は
敢
て
根

本
先
生
の
論
を
疑
ム
者
に
あ
ら
ず
、
其
の
所
論
の
眞
意
を
了
知
す
と
錐
も
今
は
唯
だ
煙
道
中
事
よ

う
立
論
し
て
震
卦
あ
る
と
同
時
に
革
卦
あ
る
こ
と
を
示
せ
る
の
み
な
う
。

三
　
過
を
式
び
せ
さ
る
の
工
夫

　
雍
也
第
六
に
曰
く
、
「
子
曰
く
同
や
生
心
三
月
仁
に
違
は
ず
治
国
は
鋼
ち
目
月
に
至
る
の
み
」
、
（
子
日
譜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

同
仁
夢
心
三
月
不
ド
違
レ
仁
、
其
絵
則
日
月
至
賢
宰
巳
尖
｝
是
れ
期
ち
顔
同
が
能
く
三
月
の
久
き
に
亙
ウ

て
仁
に
蓮
は
ざ
る
の
言
行
を
録
す
竜
盤
他
の
諸
弟
子
は
唯
だ
日
に
月
に
時
々
仁
に
至
る
の
み
に

し
て
能
く
顔
淵
の
如
く
事
績
せ
ざ
ウ
し
を
評
せ
ら
れ
し
な
ウ
、
三
月
と
云
ふ
語
の
解
繹
は
時
の
長

短
を
示
す
上
に
於
て
古
藤
壷
読
な
き
に
宣
れ
ど
も
三
と
云
ふ
は
小
数
の
極
な
れ
ば
三
月
は
稚
長

き
間
を
意
味
し
若
し
能
く
三
月
仁
に
違
は
ざ
る
を
得
ぱ
殆
ど
常
に
仁
の
境
に
住
す
る
乙
と
を
推

知
す
べ
し
、
顔
淵
は
雲
霞
に
及
ば
ぎ
る
こ
と
僅
に
一
髪
の
聞
の
み
な
・
れ
ば
之
を
亜
聖
と
稻
す
る
竜
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猶
ほ
孔
子
は
之
を
常
に
仁
な
う
と
は
評
し
給
は
ず
、
叉
だ
過
な
し
と
竜
評
し
給
は
ざ
う
し
な
ウ
、
然

れ
ど
も
包
子
が
仁
道
に
於
け
る
修
養
の
功
は
極
て
大
な
ウ
し
を
知
る
べ
し
、
論
語
公
冶
長
第
五
に

「
哀
愚
問
ふ
弟
子
敦
か
學
を
好
む
之
と
を
翻
す
、
孔
子
封
て
曰
く
、
顔
同
と
云
ふ
者
あ
φ
、
學
を
好
み
、
怒

を
蓬
さ
ず
、
過
を
武
た
び
せ
ず
」
と
云
へ
り
。

　
　
　
フ

　
〔
哀
公
問
弟
子
軌
爲
レ
好
レ
學
、
孔
子
寧
日
・
有
一
一
顔
同
者
ハ
好
レ
學
不
レ
蓬
レ
怒
不
レ
武
レ
過
｝

　
己
が
怒
れ
る
時
に
共
怒
を
他
人
に
遷
す
こ
と
は
悪
し
き
所
爲
な
る
こ
と
明
か
な
れ
ど
竜
修
養

の
充
分
な
ら
ざ
る
者
は
容
易
に
之
を
避
く
る
こ
と
能
は
ず
し
て
甲
に
怒
る
時
に
は
乙
丙
の
入
に

竜
不
快
な
る
墨
差
を
擁
す
を
晃
か
れ
ず
、
然
る
に
顔
淵
の
修
養
は
怒
を
蓬
さ
捕
る
程
度
に
ま
で
進

め
る
な
蚤
、
以
て
其
入
格
の
尋
常
な
ら
ぎ
思
し
を
知
る
べ
し
。

　
過
を
試
た
び
せ
ず
と
云
へ
る
意
義
に
も
二
種
の
郷
繹
あ
ウ
、
第
一
論
は
凡
て
一
度
過
失
を
爲
し

た
る
こ
と
は
再
度
の
過
失
を
演
ず
る
に
至
ら
ず
、
能
く
精
密
な
る
注
意
を
以
て
再
び
過
失
に
隔
ら

ん
こ
と
を
防
ぐ
と
云
ぷ
、
此
事
固
よ
う
尋
常
入
に
在
め
て
は
困
難
な
る
を
見
る
、
第
二
説
は
悪
念
の
，

癒
す
る
を
以
て
第
一
の
過
と
算
し
、
其
の
悪
念
を
愈
窮
理
行
に
現
は
す
を
以
て
第
二
の
過
と
見
る
な

う
、
然
れ
ば
過
を
武
た
び
せ
ず
と
云
ふ
は
行
爲
に
現
は
れ
カ
る
過
は
決
し
て
爲
さ
ず
、
能
く
一
念
襲

動
の
瞬
聞
に
直
ち
に
之
を
知
ウ
て
之
を
打
溝
し
て
料
率
に
至
ら
し
め
ざ
る
竜
の
と
す
、
之
を
易
経

　
　
　
　
縄
易
に
見
え
た
る
倫
理
「
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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哲
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研
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．
　
　
　
　
　
　
　
一
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ち
　
か

繋
群
下
傳
に
徴
す
る
に
曰
く
、
重
氏
の
子
其
れ
殆
ど
庶
震
い
か
、
不
善
あ
れ
ば
未
だ
嘗
て
知
ら
ず
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

ば
あ
ら
ず
、
之
を
知
れ
ば
未
だ
嘗
て
復
だ
之
を
行
は
ず
、
易
に
曰
く
「
遠
か
ら
ず
し
て
復
う
悔
に
直
る

こ
と
な
し
元
吉
な
う
」
と
、

　
（
顔
氏
之
子
其
殆
庶
幾
乎
、
有
瓢
不
善
一
未
轡
型
不
”
知
、
知
ド
調
乳
魑
田
復
行
一
也
、
易
日
、
不
“
遠
復
、
元
レ
砥
レ
悔
、
元
吉
）
、

　
此
奴
は
明
か
に
第
二
詮
と
合
す
る
も
の
に
し
て
孔
夫
子
が
論
語
に
は
遇
を
戴
π
ぴ
せ
ず
と
日

ひ
、
繋
僻
下
魚
に
は
不
善
の
一
念
の
繭
さ
し
繰
る
瞬
間
に
之
を
知
う
、
直
に
之
を
打
溝
し
て
未
だ
嘗

て
復
だ
行
は
ず
と
詳
細
に
之
を
説
き
明
か
し
給
へ
φ
、
猶
ほ
又
た
．
顔
面
之
子
其
れ
殆
ど
庶
幾
い
か

と
云
ひ
し
こ
と
は
、
論
語
先
進
第
十
一
に
子
曰
く
、
同
や
其
れ
庶
い
か
屡
．
碧
し
（
子
日
、
同
也
其
鼠
食
屡

塞
）
と
日
ひ
し
に
同
じ
く
、
竜
子
の
言
動
は
道
に
近
し
と
歎
美
さ
れ
π
る
竜
の
な
う
、
屡
塞
ど
は
貧
乏

を
以
て
心
を
動
か
し
て
富
を
求
む
る
こ
と
な
く
塞
匿
に
至
る
を
云
ふ
、
蓋
し
聖
人
の
道
を
樂
て
貧

困
を
苦
と
せ
ざ
り
し
な
ら
ん
、
雍
也
第
六
に
子
曰
く
賢
な
る
か
な
同
や
、
一
箪
の
食
、
一
瓢
の
歓
、
随
巷

に
在
う
．
人
は
其
憂
に
堪
へ
ず
、
同
や
愈
愈
を
改
め
ず
．
賢
な
る
か
な
同
や
」
と
．

　
〔
子
日
賢
哉
同
也
、
旧
藩
倉
、
噌
重
富
、
在
凹
随
巷
軸
距
レ
堪
”
其
憂
h
同
也
不
レ
改
闇
翼
樂
賢
哉
面
癖
）

．
顔
子
が
過
を
戴
た
び
せ
ず
、
不
善
あ
れ
ば
未
だ
嘗
て
知
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
之
を
知
れ
ば
未
だ
嘗

て
復
た
行
は
ず
と
滅
ぶ
明
の
王
陽
明
の
所
論
の
格
物
の
工
夫
に
し
て
此
所
に
起
て
復
鬼
所
謂
知
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行
合
一
義
實
現
さ
る
＼
な
う
、
王
子
の
説
に
從
へ
ば
格
物
と
は
念
頭
を
正
す
な
ク
と
云
ふ
、
悪
の
一

念
萌
起
の
初
に
於
て
之
を
正
し
て
悪
行
に
至
ら
ざ
ら
し
む
る
は
之
を
知
る
や
否
や
直
に
之
を
打

浴
す
の
行
を
評
す
も
の
な
れ
ば
正
し
く
之
を
知
行
並
進
合
一
と
樗
す
べ
き
な
う
。

幽
　
夫
婦
の
關
係

　
序
卦
傳
に
曰
く
、
天
地
あ
う
て
然
る
後
に
語
物
あ
う
．
謡
物
あ
ウ
て
然
る
後
に
男
女
あ
り
、
男
女
あ

う
て
然
る
後
に
夫
婦
あ
ム
、
夫
婦
あ
ウ
て
然
る
後
に
父
エ
ー
あ
ウ
、
父
子
あ
う
て
然
る
．
．
後
に
君
臣
あ
う
、

君
臣
あ
う
て
然
る
後
に
上
下
あ
り
、
上
下
あ
ウ
て
然
る
後
に
禮
義
は
早
く
駈
あ
う
、
夫
婦
の
道
は
以

て
久
か
ら
ざ
る
べ
か
ら
ぎ
る
孜
り
。
　
　
　
　
　
・

　
俗
句
は
天
地
誌
面
の
初
よ
ウ
遠
き
起
し
て
萬
物
生
じ
男
女
分
れ
夫
婦
あ
ウ
親
子
あ
ウ
て
．
漸
次

励
會
を
構
成
し
、
評
家
整
頓
し
て
、
君
臣
上
下
の
分
限
定
う
、
禮
義
距
ハ
問
に
行
は
れ
て
能
く
世
の
秩
序

を
保
ち
、
生
命
財
産
の
安
固
を
得
る
こ
と
を
順
次
説
明
し
て
、
特
に
夫
婦
の
契
は
永
久
に
古
血
せ
ぎ

る
べ
か
ら
ざ
る
の
意
を
示
し
給
へ
る
な
う
、
央
無
相
和
し
て
永
く
離
れ
ざ
る
こ
と
は
只
一
身
の
干

た
る
の
み
な
ら
ず
復
疫
一
家
の
幸
な
う
、
唯
だ
一
家
の
幸
凍
る
の
み
な
ら
ず
叉
た
天
地
の
常
滋
な

う
、
夫
婦
不
和
に
し
て
遽
に
破
鏡
の
歎
を
生
ず
る
に
至
ら
ん
に
は
豊
に
唯
だ
一
身
一
家
の
不
幸
た

　
　
　
　
嗣
易
に
晃
え
た
る
倫
理
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ノ
　
　
一
一

＼
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る
の
み
な
ら
ん
や
天
地
の
常
道
に
反
す
る
竜
の
な
6
．
故
に
易
道
に
は
夫
婦
の
道
に
は
特
に
一
生

涯
恒
久
不
墾
の
意
を
示
さ
れ
た
る
な
O
。

　
下
魚
傳
に
曰
く
、
家
人
は
女
は
位
を
内
に
正
う
し
、
男
は
位
を
外
に
正
5
す
、
男
女
正
し
き
は
天
地

の
大
義
な
う
、
家
人
に
嚴
君
あ
う
、
父
母
の
謂
な
ウ
、
父
ば
父
カ
ウ
子
は
子
た
ウ
、
兄
は
兄
π
参
、
弟
は
弟

尤
う
、
婦
は
婦
π
ウ
て
家
道
正
し
．
家
を
随
う
し
て
天
下
定
ま
る
」
、

　
　
　
ハ
　
　
　
チ

　
戸
家
入
、
女
正
昌
書
誌
内
h
男
正
昌
豊
平
外
画
男
女
正
天
地
之
大
義
也
、
家
人
有
昌
嚴
君
焉
、
父
母
空
軍
也
、
父
父
、
子

　
子
、
兄
兄
、
弟
弟
、
夫
夫
、
婦
婦
、
而
家
道
正
、
正
レ
家
而
天
下
、
定
圧
）
、

．
男
は
外
に
出
で
、
業
務
を
脅
し
、
女
は
内
に
撃
て
家
事
を
治
め
小
寒
を
育
す
る
は
古
今
東
西
の

甥
あ
る
こ
と
な
く
、
之
を
天
地
問
の
常
道
な
う
と
す
、
故
に
之
を
天
地
の
大
義
と
謂
ふ
、
夕
明
進
歩
し

杜
魯
百
般
・
の
事
業
繁
蕪
と
爲
る
に
至
て
は
女
子
竜
亦
濁
立
生
活
を
螢
み
外
に
出
で
㌧
勤
務
を
爲

す
者
多
き
を
加
ふ
れ
ど
竜
、
是
れ
固
よ
う
進
歩
上
に
於
け
る
病
弊
的
現
象
に
し
て
天
地
の
正
道
に

は
あ
ら
ざ
る
な
ウ
、
男
女
は
剛
柔
内
外
相
特
ち
相
助
け
て
始
て
宜
し
き
を
得
べ
き
竜
の
な
れ
ば
女

子
の
猫
立
生
活
が
不
瞭
然
な
る
と
同
時
に
男
子
の
猫
身
生
活
竜
亦
た
礎
則
だ
る
こ
と
は
言
を
待

遊
ず
、
易
道
は
天
地
當
然
の
常
理
を
示
せ
る
竜
の
に
し
て
東
西
古
今
の
別
を
見
ず
、
故
に
男
女
の
地

位
圏
係
を
詮
け
る
所
竜
撃
て
公
卒
な
る
を
知
る
べ
し
、
加
之
、
「
家
人
に
嚴
君
あ
う
、
父
母
の
謂
な
う
」
と



．
し
て
父
も
母
も
共
に
一
家
に
於
て
は
巌
君
と
し
て
之
を
奪
重
す
べ
き
こ
と
を
言
へ
蚤
。

　
　
親
子
兄
弟
夫
婦
皆
な
各
其
書
す
べ
き
を
誰
く
し
．
其
の
守
る
べ
き
を
守
て
家
道
正
ソ
・
、
家
道
正
し

　
ぐ
し
て
而
後
に
天
下
の
秩
序
も
定
ま
ウ
て
所
謂
修
身
齊
黒
漆
國
李
天
下
の
實
を
見
る
べ
き
な
う
。

　
　
面
繋
僻
憾
に
曰
く
、
「
乾
道
は
男
を
成
し
風
道
は
女
を
成
す
」
と
、
（
乾
道
成
レ
男
、
坤
濫
成
レ
無
限
此
句
は
三
物

　
全
面
に
就
て
説
け
る
も
の
に
し
て
漉
し
も
入
の
み
に
就
て
男
女
を
詮
け
る
に
は
あ
ら
ず
、
乾
は
陽

　
物
な
う
男
な
め
、
坤
は
畠
物
な
ウ
女
な
ウ
、
剛
は
男
の
性
を
示
し
、
柔
は
女
の
性
を
示
す
男
は
陽
に
し

　
て
女
は
陰
な
る
は
易
経
に
示
せ
る
著
明
な
る
匠
分
な
ウ
、
且
つ
左
道
が
男
を
成
し
、
奇
道
が
女
を
成

　
　
　
　
　
　
　
　
〆
一
　
　
　
　
　
ツ
カ

　
す
よ
ρ
推
演
し
て
乾
は
始
を
知
さ
ど
う
、
坤
は
成
物
を
作
ひ
す
（
乾
知
更
始
h
坤
作
一
成
物
し
と
云
ヘ
ウ
、
大
始

　
を
司
ど
る
は
乾
男
が
上
に
立
て
最
初
の
命
を
姦
し
．
毒
心
は
之
を
承
け
て
之
を
成
就
す
る
を
，
務
と

　
住
す
、
且
つ
乾
は
天
蚕
の
健
な
る
が
如
く
翻
健
に
し
て
天
這
な
う
、
夫
露
な
ウ
、
君
道
な
ウ
。
坤
は
至

　
柔
至
翻
に
し
て
順
承
を
常
と
す
、
故
に
坤
の
文
言
に
曰
く
、
地
道
な
ウ
、
妻
道
な
ウ
、
臣
滋
な
う
、
地
道
は

　
成
す
こ
と
な
く
し
て
代
て
漏
る
乙
と
あ
る
な
ウ
、
（
地
道
也
妻
道
也
、
臣
道
也
、
地
道
元
歳
二
代
有
レ
絡
也
｝
、

　
　
上
象
傳
に
は
「
大
な
る
か
な
乾
元
、
主
物
建
て
始
む
、
乃
ち
天
を
統
ぶ
」
と
日
ひ
叉
た
「
至
れ
る
か
な
坤

　
元
、
萬
物
資
て
生
ず
、
乃
ち
順
ふ
て
天
に
承
く
」
と
へ
大
町
乾
元
、
萬
物
資
始
、
乃
上
製
二
至
哉
坤
元
、
萬
物
資

㎜
　
生
、
乃
順
承
レ
ぎ
と
日
へ
う
。
乾
に
は
資
て
始
む
と
云
ひ
、
乃
ち
天
を
統
ぶ
と
云
ひ
、
坤
に
は
資
て
生
ず

　
　
　
　
、
凋
易
κ
見
え
た
る
倫
理
認
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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暫
學
　
研
究
　
　
第
十
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
一
婦
、

と
云
ひ
、
順
ふ
て
天
、
に
導
く
と
云
ふ
。
乾
は
男
な
ウ
坤
は
女
な
う
、
乾
男
は
常
に
始
め
且
つ
統
ふ
る

の
作
用
を
有
し
、
坤
女
は
常
に
生
じ
且
つ
順
承
す
る
の
作
用
を
有
す
、
露
骨
傳
に
は
乾
は
剛
な
ウ
、
坤

は
柔
な
動
と
日
ひ
、
読
卦
傳
に
ほ
乾
は
健
な
ウ
，
坤
は
順
な
う
と
日
ひ
、
叉
だ
乾
を
天
と
爲
し
君
と
爲

し
父
と
甚
し
、
坤
を
地
と
下
し
、
母
と
逃
す
と
日
へ
φ
、
且
つ
又
π
繋
僻
上
傳
に
は
天
は
聡
く
地
は
卑

く
、
乾
坤
定
る
、
卑
高
以
て
目
し
、
貴
賎
位
す
、
動
静
常
あ
う
．
剛
柔
断
す
と
日
ヘ
ウ
、
以
て
乾
天
趣
地
の
奪

卑
貴
賎
剛
柔
を
知
る
べ
し
、
叉
だ
同
じ
く
下
傳
に
は
乾
は
天
下
の
至
健
な
ウ
、
坤
は
天
下
の
至
重
な

う
と
臼
ヘ
ウ
、
以
上
に
掲
ぐ
る
所
の
語
に
徴
す
る
も
乾
坤
男
女
相
封
ず
る
と
き
は
乾
男
は
能
働
的

に
し
て
臆
面
は
受
動
的
な
る
乙
と
は
易
道
に
示
す
所
に
し
て
實
に
天
地
問
不
礎
の
常
道
な
ウ
と

す
、
故
に
夫
唱
婦
随
又
は
夫
命
婦
從
又
は
夫
唱
婦
和
は
正
當
な
る
家
道
な
ら
ん
、
下
繋
僻
傳
に
曰
く

乾
は
陽
物
な
ウ
、
坤
は
贈
物
な
ウ
、
陰
陽
徳
を
合
せ
て
剛
柔
膿
あ
う
と
（
乾
陽
物
也
、
坤
陰
物
也
、
陰
陽
会

徳
蒲
岡
柔
有
爵
）
。
陰
陽
が
徳
を
合
は
せ
て
男
女
各
走
性
を
守
れ
ば
翻
柔
宜
を
得
て
剛
は
自
ら
剛

の
膿
を
保
ち
柔
は
良
ら
柔
の
盤
を
保
つ
を
得
べ
き
奮
う
、
夫
侶
婦
随
て
ふ
熟
語
は
易
経
に
は
見
え

ぎ
れ
ど
も
關
サ
子
に
在
ム
、
昏
晦
熟
語
は
見
免
ず
と
肖
像
敏
は
歴
々
之
を
易
経
に
徴
す
べ
き
の
み

な
ら
ず
、
易
維
は
天
地
自
然
の
大
法
よ
う
演
繹
し
て
人
倫
上
に
於
て
竜
夫
唱
婦
和
が
血
道
た
る
こ

と
を
明
示
せ
ウ
、
小
畜
の
卦
の
九
三
に
は
夫
妻
反
目
て
ふ
句
を
着
け
て
夫
婦
相
挙
ひ
家
遣
正
し
か
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ら
ざ
る
を
護
れ
ゆ
、
妻
が
其
の
夫
に
乗
じ
．
妻
は
其
の
外
に
居
て
夫
は
反
て
臨
に
在
ム
、
家
室
を
正
す

能
は
ず
し
て
反
目
す
、
家
内
何
に
由
て
か
治
ら
ん
、
夫
婦
相
和
は
髄
帆
の
正
則
に
し
て
古
今
東
西
の

別
あ
る
之
と
な
し
、
夫
婦
有
別
の
敏
は
五
倫
の
一
に
し
て
葎
別
と
は
夫
婦
間
に
相
和
の
秩
序
あ
る

歌
態
を
示
せ
る
も
の
な
れ
ば
有
学
と
相
和
と
は
結
局
同
意
と
爲
る
べ
し
、
夫
婦
相
姦
は
畏
多
く
竜

敏
育
勅
語
に
示
し
給
へ
る
句
に
し
て
吾
人
の
常
に
守
る
べ
き
所
な
ウ
、
而
し
て
夫
婦
相
和
の
成
語
，

は
古
書
に
は
見
え
ず
禮
記
の
昏
義
篇
に
曰
く
、
敬
愼
重
正
に
し
て
而
後
に
之
を
青
む
は
禮
の
大
膣

に
し
て
男
女
の
別
を
成
し
て
夫
婦
の
義
を
立
つ
る
所
以
な
う
、
男
女
劉
あ
ウ
て
而
後
に
夫
婦
義
あ

参
、
夫
婦
義
あ
ウ
て
而
後
に
父
子
親
あ
う
、
父
子
親
あ
う
て
而
後
に
君
臣
正
あ
づ
、
（
敬
旗
重
正
而
後
親
γ

之
、
禮
之
大
楽
墓
所
”
以
成
鵠
男
女
之
鋼
鱒
而
立
陣
夫
婦
之
義
乱
筆
、
男
女
有
レ
別
而
後
夫
富
有
レ
義
、
夫
婦
有
レ
臨
空
後

父
子
有
γ
親
。
父
子
有
悲
曲
後
君
臣
墨
画
）
此
所
に
は
男
女
の
溺
を
云
ひ
夫
婦
に
は
特
に
義
と
云
へ
ど

竜
共
融
は
夫
婦
有
別
と
飼
じ
く
，
且
つ
昏
義
篇
に
は
外
内
相
和
順
と
云
ふ
語
を
以
て
夫
婦
相
論
の

意
味
を
竜
説
け
ウ
。
夫
婦
有
佐
の
成
語
は
孟
子
空
位
公
上
篇
に
見
え
叉
力
孟
子
が
中
庸
に
子
思

が
、
君
臣
也
、
父
子
也
、
夫
婦
也
．
昆
振
粛
．
朋
友
之
交
也
と
云
ふ
て
五
達
道
を
示
せ
る
を
承
け
て
更
に
詳

を
加
へ
て
、
父
子
有
レ
親
、
君
臣
有
ゲ
義
，
夫
婦
有
レ
剛
、
長
幼
有
レ
序
、
明
友
有
レ
信
と
云
ふ
て
五
倫
の
名
目
を
定
示

し
カ
る
に
始
ま
る
な
う
、
孟
子
の
語
を
考
ふ
』
る
に
鞠
夫
婦
は
至
て
親
密
な
る
竜
の
な
れ
ば
或
は
邪
れ

　
　
　
㌔
鶏
易
に
箆
え
た
る
倫
理
読
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
竃
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＝
ハ

て
臨
に
隔
り
易
く
却
て
相
凌
結
し
て
不
和
の
生
ぜ
ん
こ
と
を
恐
れ
て
特
に
有
瀦
と
敏
へ
だ
も
の

な
る
べ
し
。

　
上
蓮
の
如
く
男
女
夫
婦
の
關
係
は
天
地
の
正
命
に
照
し
て
央
唱
婦
当
た
る
べ
き
も
の
な
れ
ば

若
し
之
れ
に
違
ム
て
夫
婦
同
椹
か
叉
は
女
が
男
を
、
凌
ぎ
て
專
横
な
る
と
き
は
夫
妻
反
臼
の
観
釈

に
至
ら
ん
、
設
令
ひ
餓
離
に
至
ら
ず
と
す
る
も
入
倫
の
翌
夕
に
あ
ら
ず
、
且
つ
又
丈
明
進
歩
の
常
道

に
あ
ら
ず
し
て
剛
時
的
礎
調
と
見
る
べ
く
、
遠
か
ら
ず
し
て
正
路
を
知
6
天
地
の
常
態
に
卸
す
べ

か
ら
ん
の
み
。

五
　
倫
理
的
因
果
決

　
文
言
傳
に
曰
く
、
「
積
善
の
家
に
は
必
ず
除
慶
あ
ウ
、
積
不
善
の
家
に
は
必
ず
除
媒
あ
う
、
臣
其
君
を

就
し
、
子
其
父
を
斌
す
る
は
一
朝
一
夕
の
故
に
非
ず
、
其
の
由
て
翻
る
所
の
丸
鋸
な
ウ
、
薫
ず
る
こ
と

の
早
く
辮
ぜ
ぎ
る
に
由
る
、
易
に
曰
く
、
霜
を
履
て
堅
氷
至
る
と
蓋
し
順
を
言
へ
る
な
ら
」
、
（
積
善
之
家

必
有
昌
鯨
慶
嚇
積
不
善
之
家
事
有
昌
絵
秋
嚇
臣
導
音
ハ
雰
嚇
子
殺
二
面
父
h
非
＝
朝
旧
殻
之
故
釜
ハ
所
函
來
表
単
眼
、
由
冨
｝

辮
之
不
昌
早
辮
幣
也
、
易
日
履
レ
霜
堅
氷
至
蓋
言
γ
順
也
）
。

此
一
節
に
由
て
孔
子
が
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
因
果
律
の
天
地
問
に
行
は
れ
つ
、
あ
る
こ
と
を
信
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せ
し
を
知
る
。
へ
き
な
ウ
、
凡
そ
易
は
天
然
と
人
事
と
を
問
ば
ず
、
萬
古
不
言
の
道
理
を
説
け
る
の
み

　
　
　
　
　
へ

に
し
て
特
に
想
像
を
蓬
く
し
て
一
個
人
の
意
見
を
立
て
π
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
世
人
が
易
は
未
來

の
事
を
豫
知
す
る
も
の
と
考
ふ
る
竜
且
つ
周
易
を
三
笠
と
し
て
用
ぶ
る
竜
宮
た
義
理
と
し
て
用

ふ
る
竜
、
決
し
て
不
可
思
議
な
る
紳
秘
的
作
用
を
漏
す
竜
の
に
あ
ら
ず
、
唯
だ
天
地
問
必
然
去
る
べ

き
学
理
を
詮
示
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
、
詳
言
す
れ
ば
善
因
を
施
し
て
，
善
果
を
獲
る
は
古
今
東
西

の
劉
な
く
、
千
萬
世
に
亘
て
行
は
れ
つ
＼
あ
る
も
の
に
し
て
隠
し
も
易
脛
の
敏
を
待
て
而
後
に
知

る
も
の
に
非
ず
、
老
子
に
天
道
は
親
な
し
常
に
善
人
に
笑
み
す
（
天
溢
無
レ
親
常
土
呂
善
人
し
と
云
ひ
し
は

鋼
ち
爾
書
湯
上
及
び
伊
里
に
天
道
は
善
に
輻
を
降
し
淫
に
渦
を
降
す
の
意
に
し
て
何
涙
何
種
の

敏
義
を
問
は
ず
此
旨
を
含
ま
ざ
る
は
な
し
、
老
子
は
儒
家
と
其
説
を
異
に
す
る
所
多
け
れ
ど
も
天

網
恢
々
、
野
饗
不
レ
漏
（
第
七
十
三
章
）
と
日
ふ
が
如
き
は
支
那
の
み
な
ら
ず
、
東
洋
に
も
西
洋
に
も
此
意

味
の
敏
な
き
は
な
し
蓋
し
因
果
律
を
天
網
を
以
て
説
き
明
し
禿
る
も
の
な
み
、
且
叉
銃
の
野
里
下

馬
に
茸
山
積
ま
ず
ん
ば
以
て
名
を
成
す
に
足
ら
ず
、
悪
も
積
ま
ず
ん
ば
以
て
身
を
滅
す
に
足
ら
ず
、

小
人
は
小
善
を
以
て
盆
な
し
と
廃
し
て
爲
さ
起
る
な
勇
、
小
悪
を
以
て
傷
な
し
と
悪
し
て
去
ら
ざ

る
な
ウ
、
故
に
悪
業
て
掩
ふ
べ
か
ら
ず
、
罪
大
に
し
て
、
解
く
べ
か
ら
ず
」
、
（
善
不
レ
積
不
レ
足
扁
以
成
7
名
、
悪
不
7

積
不
レ
足
“
以
滅
7
身
、
小
人
以
扁
”
小
善
”
爲
γ
元
γ
猛
而
弗
γ
爲
也
、
以
“
小
悪
膳
爲
レ
元
レ
傷
群
舞
レ
去
也
、
故
悪
積
而
不
レ
可
晒
掩
、
罪

　
　
　
　
周
易
喪
見
え
た
る
倫
理
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



144

　
　
　
　
哲
學
研
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第
十
一
．
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一
八

大
而
不
γ
可
γ
解
）
、
賜
れ
亦
π
一
種
の
訓
戎
法
を
以
て
秘
事
去
悪
を
示
さ
れ
た
る
竜
の
な
ウ
、
猫
ほ
孟
子

に
竜
善
因
善
果
の
意
を
洩
ら
し
、
梁
恵
王
篇
に
「
善
を
爲
さ
ば
後
世
子
孫
必
ず
王
者
あ
ら
ん
」
（
爲
レ
善
後

世
子
孫
総
有
昌
王
考
奥
）
と
日
へ
う
、
是
亦
所
謂
善
を
積
む
の
家
に
は
必
ず
絵
慶
あ
う
の
読
な
う
、
叉
π

孟
子
は
口
演
に
孔
子
の
語
を
引
用
し
て
悪
因
悪
果
の
旨
を
示
さ
れ
た
ム
、
曰
く
仲
尼
曰
く
、
始
て
備

を
作
る
者
は
其
れ
後
な
か
ら
ん
か
メ
仲
尼
日
、
越
権
ド
備
…
白
蜜
無
ゾ
後
槍
）
と
、
地
鼠
は
孔
夫
子
が
殉
死
の
弊

習
を
生
ぜ
ん
≧
と
を
辛
め
戒
め
ら
れ
π
る
竜
の
な
ウ
、
傭
は
死
人
に
從
ふ
木
製
の
入
形
な
れ
ど
竜

人
形
を
作
ウ
て
殉
と
爲
す
者
あ
る
時
は
漸
次
弊
風
を
増
進
し
て
遽
に
人
を
以
て
殉
と
爲
す
に
至

る
へ
き
を
豫
知
し
、
悪
例
を
作
る
者
は
其
悪
因
の
爲
に
後
世
子
孫
滅
亡
の
悪
果
を
驚
く
べ
し
と
云

ひ
、
極
て
深
切
に
之
を
戒
め
ら
れ
π
る
竜
の
な
う
。

　
善
因
善
果
悪
因
悪
果
の
倫
理
的
因
果
法
は
充
分
に
熟
考
す
る
と
き
は
如
何
な
る
揚
合
に
於
て

竜
正
當
に
し
て
決
し
て
疑
心
を
挾
む
べ
き
織
な
け
れ
ど
も
、
前
漢
の
司
馬
遷
が
更
記
の
伯
本
々
に

於
て
千
古
の
高
士
、
伯
夷
叔
齊
が
大
義
名
．
分
を
明
か
に
せ
ん
と
欲
し
て
終
に
は
首
陽
山
に
餓
死
す

る
に
至
れ
る
に
同
情
を
表
し
て
天
蚕
是
細
事
耶
と
絶
叫
し
、
電
池
の
短
命
と
盗
賄
の
長
吉
と
を
引

て
善
人
竜
悪
報
を
受
け
．
悪
計
竜
善
果
を
獲
る
≧
と
を
説
け
ム
、
然
れ
ど
も
司
馬
遜
が
顔
天
暴
走
の

希
有
の
爆
心
を
引
き
、
且
つ
表
面
の
肉
膿
的
物
質
的
幸
編
快
樂
を
見
て
、
全
く
裏
面
の
精
心
的
幸
爾
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快
樂
を
忽
諸
に
附
せ
し
は
未
だ
以
て
精
密
深
刻
に
因
果
律
を
討
究
せ
う
と
は
謂
ふ
べ
か
ら
ざ
る

な
ウ
、
予
営
て
拙
著
支
那
哲
登
簿
の
緒
論
儒
敏
思
想
の
淵
源
の
條
及
び
前
漢
司
馬
蓬
の
條
に
倫
理

的
因
果
律
を
詳
論
し
控
れ
ば
今
は
唯
だ
之
を
略
述
す
る
の
み
。

　
上
繋
僻
博
に
曰
く
、
易
に
曰
く
天
よ
ム
之
を
…
藤
く
、
吉
に
し
て
利
あ
ら
ざ
る
は
な
し
（
大
有
の
卦
の

上
九
の
炎
僻
）
と
、
肪
と
は
助
な
う
、
天
の
助
く
る
所
の
者
は
順
な
う
、
人
の
助
く
る
所
の
者
は
信
な
う
、

信
を
求
み
順
を
思
ひ
、
叉
だ
以
て
賢
を
爾
ぶ
な
ウ
、
是
を
以
て
天
よ
ウ
之
を
肪
く
、
吉
に
し
て
利
あ
ら

ざ
る
こ
と
な
シ
、
（
易
日
、
自
レ
天
肪
乏
、
聖
天
レ
不
レ
利
、
肪
者
助
也
、
天
之
所
レ
読
者
順
也
、
人
之
所
動
者
信
也
、
履
レ
信

思
轟
乎
順
曳
以
爾
レ
賢
也
、
是
以
自
レ
天
祐
レ
之
、
吉
元
“
不
“
利
也
）
と
孟
子
公
孫
丑
下
篇
に
曰
く
、
濫
を
得
る
者
は

．
助
多
く
、
道
を
失
ふ
者
は
助
易
し
、
助
寡
き
の
至
は
親
戚
竜
之
に
隙
き
、
助
多
き
の
至
は
天
下
之
に
順

ふ
、
天
下
の
順
ふ
所
を
以
て
、
親
戚
の
絆
く
所
を
攻
む
．
故
に
君
子
は
戦
は
ぎ
る
こ
と
あ
ウ
、
職
へ
ば
必

ず
勝
ρ
（
得
レ
撹
者
多
レ
助
．
失
レ
選
者
寡
レ
助
、
寡
レ
助
之
至
、
親
戚
眸
レ
之
、
多
レ
助
之
至
天
下
順
レ
之
、
以
昌
天
下
之
所
τ
順
攻
二

親
戚
之
所
Ψ
畔
、
故
君
子
有
F
不
“
職
、
戦
必
勝
奥
）
と
墨
取
禿
因
果
の
理
法
を
見
る
べ
き
な
う
。

六
　
中
正
仁
義

周
易
の
象
傳
及
び
象
傳
に
は
屡
中
正
の
こ
宇
を
用
ひ
禿
ゑ
、
蓋
し
陽
麦
に
し
て
二
又
に
五
の
中

　
　
　
鯛
易
に
尭
え
た
る
倫
理
設
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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哲
學
研
究
　
第
千
一
號
　
　
，
　
　
　
／
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

位
に
居
れ
ば
期
ち
常
に
之
を
中
正
と
謂
つ
ぺ
け
れ
ば
な
う
、
叉
π
正
中
の
熟
語
を
用
ふ
る
こ
と
も

亦
少
か
ら
ず
。

　
読
卦
傳
に
曰
く
、
入
の
道
を
立
つ
曰
く
、
陰
陽
と
。
地
の
道
を
立
つ
、
曰
く
柔
と
剛
と
ゆ
入
の
道
を

立
つ
、
臼
く
、
仁
と
義
ど
。
（
立
凹
天
之
溢
一
日
陰
率
レ
陽
、
立
H
地
之
道
日
揮
與
レ
筆
立
昌
人
之
羅
宇
仁
與
レ
義
庇
所
に

は
軍
に
人
這
を
以
て
仁
義
と
黒
し
申
正
の
二
宇
を
聯
結
せ
ず
、
蓋
し
陰
陽
剛
柔
仁
義
と
各
二
字
を

以
て
三
才
の
濫
を
示
せ
ば
な
ウ
、
直
ち
に
仁
義
を
以
て
人
道
と
日
へ
る
も
仁
義
が
如
何
な
る
徳
な

る
か
を
定
義
せ
ず
從
來
既
に
自
明
な
る
竜
の
と
し
て
之
を
唱
へ
π
る
こ
と
は
兵
書
の
金
縢
篇
、
論

語
孟
子
等
に
於
け
る
仁
と
異
な
る
こ
と
な
し
。

　
下
繋
僻
傳
に
曰
く
、
「
小
人
は
不
仁
を
恥
ぢ
ず
．
不
義
を
畏
れ
ず
、
扁
（
小
人
不
レ
恥
昌
不
仁
｛
不
レ
畏
レ
不
義
つ
と

　
上
意
僻
傳
に
一
膝
一
陽
之
を
道
と
謂
ふ
、
之
を
縫
ぐ
者
は
善
な
ウ
、
之
を
成
す
者
は
性
な
ウ
、
仁
者

は
之
を
見
て
仁
と
謂
ひ
、
知
者
は
之
を
見
て
之
を
知
と
謂
ふ
、
（
一
陰
↓
陽
之
謂
造
、
舞
走
者
善
也
、
成
レ
之

者
性
也
、
仁
者
見
乏
謂
乏
仁
如
者
見
ゼ
之
謂
乏
知
一
）
と
日
ひ
、

　
周
灘
漢
の
太
極
定
論
に
は
、
墨
入
之
を
定
む
る
に
中
正
仁
義
を
以
て
し
て
静
を
主
と
し
て
（
蝋
轍

糊
轍
鵬
）
人
香
を
立
つ
と
琢
へ
互
（
聖
人
定
レ
之
以
昌
中
正
仁
義
而
主
ゾ
艀
（
無
欲
散
静
）
立
囎
入
極
焉
）
煙
れ
蓋
し
周
易

の
思
想
よ
り
通
れ
る
も
の
な
ら
ん
、
且
つ
周
子
の
表
書
第
六
章
に
撹
を
説
け
る
所
に
怯
婿
入
の
道
品
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は
仁
義
中
正
の
み
（
聖
人
世
道
仁
義
申
正
而
巳
尖
）
と
日
、
へ
・
9
、
前
に
は
申
正
仁
義
と
日
ひ
、
後
に
は
仁

義
中
事
と
日
ふ
竜
其
意
味
は
異
な
る
罪
な
く
、
齊
し
く
仁
義
中
正
の
「
四
者
を
列
卑
し
π
る
な
ウ
、
之

忍
四
徳
と
曝
す
る
竜
馬
者
．
各
別
に
一
徳
と
し
て
馬
立
す
る
に
あ
ら
ず
し
て
常
に
相
聯
關
し
て
全

功
を
成
す
竜
の
と
す
、
何
と
な
れ
ば
若
し
仁
義
に
し
て
中
正
な
ら
ず
ん
ば
仁
は
姑
息
の
愛
に
流
れ
、

義
は
忍
刻
の
弊
に
照
ら
ん
、
故
に
申
正
を
得
て
而
然
に
仁
義
の
徳
地
て
全
か
る
べ
き
な
う
。

　
殉
ほ
世
の
仁
愛
を
行
ふ
者
に
就
き
て
論
ず
る
も
仁
愛
は
善
行
な
れ
ど
も
之
を
施
す
に
當
て
過

度
な
る
と
き
は
逮
に
弊
害
を
生
ず
る
に
至
ら
ん
、
然
れ
ど
竜
仁
を
行
ふ
に
は
李
常
の
揚
合
と
非
常

な
る
野
合
と
あ
れ
ば
所
謂
申
正
を
知
る
こ
と
容
易
な
ら
ぎ
る
こ
と
あ
φ
、
例
せ
ば
「
身
を
殺
し
て
仁

を
成
す
」
と
云
ひ
、
危
を
見
て
命
を
賢
く
」
と
云
ふ
如
き
竜
学
説
を
行
ふ
も
の
な
れ
ど
も
雫
常
に
所
謂

親
愛
の
意
味
の
仁
と
は
大
に
懸
隔
あ
る
を
．
知
る
べ
し
、
而
か
も
復
泥
殺
身
成
仁
竜
之
を
中
正
な
ら

ず
と
は
謂
ふ
べ
か
ら
ず
へ
唯
だ
非
常
の
機
甲
に
慮
す
る
の
仁
義
申
聖
な
る
の
み
。

　
仁
義
て
ふ
爾
字
を
聯
結
し
て
用
ひ
カ
る
竜
の
は
論
語
に
は
即
実
ず
、
仁
と
義
と
の
敏
を
設
け
る

句
は
固
よ
動
論
語
に
多
け
れ
ど
竜
熟
語
と
し
て
仁
義
を
唱
へ
π
る
は
周
易
に
見
る
べ
く
、
孟
子
に

至
て
は
盛
に
仁
義
を
提
起
し
て
之
を
壁
塗
横
注
せ
る
を
見
れ
ば
孔
子
は
仁
を
唱
へ
孟
子
に
至
て

仁
義
を
唱
へ
π
ウ
と
論
ず
ぺ
け
れ
ど
竜
仁
義
を
聯
ね
て
用
ひ
た
る
熟
語
が
平
易
に
見
ゆ
れ
ば
必

　
　
　
　
周
囲
に
見
え
た
る
倫
理
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
河
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哲
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研
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二
二

し
竜
孔
子
が
仁
義
を
聯
暴
せ
ず
と
は
謂
ふ
べ
か
ら
ず
、
但
だ
孟
子
が
熟
鮨
に
仁
義
を
提
起
し
て
之

を
其
の
至
要
の
敏
義
と
試
し
た
る
は
其
の
平
定
て
大
な
づ
謂
つ
■
べ
し
。

　
或
論
者
は
一
孟
子
が
仁
義
を
創
説
せ
る
竜
の
と
噺
定
し
て
周
易
十
翼
申
に
仁
義
を
列
壊
す
る
を

見
て
却
て
十
翼
が
孟
子
以
後
に
作
ら
れ
た
る
も
の
な
ら
ん
と
の
臆
説
を
立
つ
る
を
見
れ
ど
竜
是

れ
固
よ
ム
從
ぷ
べ
き
竜
の
に
あ
ら
ず
、
予
は
仁
義
の
熟
語
を
以
て
孟
子
の
濁
占
と
は
信
ぜ
ぎ
る
者

な
う
、
猶
ほ
左
に
掲
ぐ
る
老
子
の
語
を
見
て
予
が
説
の
妄
な
ら
ざ
る
を
知
る
べ
し
。

　
老
子
第
十
八
章
に
臼
く
、
大
道
屡
れ
て
・
仁
義
あ
φ
、
智
慧
出
で
、
大
宰
あ
O
（
大
京
腰
有
昌
仁
義
嚇
智
慧

出
有
昌
大
僑
し
叉
た
老
子
第
三
十
八
ρ
章
に
も
仁
義
を
並
馨
し
て
「
濫
を
失
ふ
て
而
後
に
徳
あ
ウ
、
徳
を
失

ふ
て
而
後
に
義
あ
う
．
義
を
失
ふ
て
露
髄
に
禮
あ
ウ
緊
失
レ
道
毒
血
徳
、
失
レ
徳
而
後
仁
、
失
財
仁
而
後
顧
、
失
レ
義

心
後
身
）
と
日
へ
う
、
老
子
の
書
は
孔
子
と
同
時
代
に
し
て
少
し
く
先
輩
π
る
暴
挙
が
作
れ
る
も
の

な
る
に
猶
ほ
其
事
に
仁
義
を
聯
覆
し
て
儒
家
即
ち
孔
子
涙
の
溢
徳
を
攻
撃
し
た
り
、
然
れ
ど
竜
世

に
或
は
老
子
の
書
を
以
て
孟
子
以
後
の
作
な
ウ
と
す
る
の
詮
左
と
罪
す
者
あ
れ
ど
土
器
は
決
し

て
斯
か
る
妄
断
に
從
は
ず
、
孔
子
と
時
を
並
べ
π
る
老
子
時
代
に
去
て
既
に
仁
義
を
聯
唱
し
た
る

を
信
ず
る
者
な
ウ
。
　
（
完
）


