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（
1
）

　
い
ま
か
ら
十
数
年
ほ
ど
前
、
後
漢
末
期
の
文
人
・
思
想
家
徐
幹
（
一
七
一
～
二
一
八
）
の
主
著
『
中
論
』
の
校
注
を
著
し
た
折
、
そ
の
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

題
で
私
は
耕
墾
が
不
当
に
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
慨
嘆
し
、
と
く
に
狩
野
直
喜
『
中
国
哲
学
史
』
が
「
別
に
叙
述
す
べ
き
新
説
も
な
い
」

と
一
蹴
に
附
し
て
い
る
こ
と
に
反
駁
を
加
え
、
徐
幹
の
思
想
に
は
十
分
新
味
も
あ
り
価
値
も
あ
る
と
力
説
し
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ま
か
ら
み

れ
ば
、
ま
さ
に
客
気
に
ま
か
せ
た
書
き
ぶ
り
で
、
面
映
い
の
で
あ
る
が
、
主
張
自
体
は
基
本
的
に
は
誤
り
で
は
な
い
と
現
在
も
信
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
以
来
、
時
移
り
、
少
し
ず
つ
な
が
ら
、
徐
幹
に
関
す
る
論
考
も
現
れ
始
め
て
き
た
。
こ
れ
に
は
、
漢
代
思
想
研
究
の
隆
盛
と
い
う
基
礎
的

環
境
の
変
化
も
、
大
い
に
与
っ
て
力
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
薄
身
の
他
の
思
想
家
に
比
べ
る
と
、
徐
幹
は
依
然
と
し
て
マ
イ
ナ
ー
な

存
在
で
し
か
な
い
。

　
か
く
い
う
私
自
身
、
あ
れ
ほ
ど
声
高
に
徐
幹
研
究
の
必
要
性
を
叫
び
な
が
ら
、
実
は
一
篇
の
専
論
も
著
し
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
こ
と
に
紐

泥
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
次
第
で
あ
る
が
、
い
ま
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
を
奇
貨
と
し
て
、
永
年
の
責
の
一
部
を
果
し
た
く
思
う
。

徐
幹
の
人
間
観
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二

　
徐
幹
の
思
想
で
取
り
上
げ
る
べ
き
こ
と
が
ら
は
、
政
治
思
想
・
人
間
観
・
応
報
論
・
名
実
論
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、
今
回
は
そ
の
人
間

観
を
中
心
に
考
察
し
て
み
た
い
。
本
来
な
ら
、
ま
ず
政
治
思
想
を
取
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
す
ぐ
れ
た
論

考
も
あ
る
こ
と
な
の
で
、
今
回
は
そ
の
基
底
を
な
す
人
聞
観
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
と
し
た
（
た
だ
し
、
内
容
上
、
か
な
り
政
治
面
に
も
立

ち
入
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
点
、
あ
ら
か
じ
め
了
承
を
請
う
て
お
き
た
い
）
。

二

　
徐
幹
は
人
の
心
に
は
全
て
「
理
道
」
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
人
心
　
理
道
有
ら
ざ
る
は
莫
し
。
（
脩
本
篇
）

　
こ
の
表
現
は
い
さ
さ
か
簡
潔
に
す
ぎ
て
、
そ
の
含
意
は
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
え
な
い
が
、
人
心
に
つ
い
て
は
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か

　
　
人
心
必
ず
明
有
り
、
必
ず
悟
有
り
。
火
の
風
を
得
て
炎
熾
ん
な
る
が
如
く
、
水
の
下
に
赴
き
て
流
れ
速
き
が
如
し
。
（
治
学
篇
）

と
い
い
、
さ
ら
に
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま

　
　
其
（
羅
大
賢
）
の
人
に
異
な
る
者
は
、
心
　
群
理
を
統
べ
て
膠
ら
ず
、
智
　
万
物
に
周
く
し
て
過
た
ず
、
云
々
（
審
大
臣
篇
）

　
　
彼
の
利
口
な
る
者
は
、
…
…
是
非
の
性
を
論
ぜ
ず
、
曲
直
の
理
を
知
ら
ず
。
（
強
弁
篇
）

な
ど
の
言
あ
る
を
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
「
豊
丘
」
と
は
物
の
道
理
に
通
達
し
て
燵
非
曲
直
を
わ
き
ま
え
（
明
）
、
事
に
あ
た
っ
て
正
道
を
失
う

こ
と
な
く
身
を
処
す
る
（
悟
）
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
全
て
の
人
の
心
に
は
そ
の
よ
う
な
明
記
の
能
力
が
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
主
張
す
る
も
の
と
一
応
理
解
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
徐
幹
は
、
心
の
霊
性
を
肯
定
す
る
、
す
な
わ
ち
人
に
は
理
性
な
い
し

悟
性
が
先
芙
的
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
基
本
的
に
承
認
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
か
か
る
先
天
的
悟
性
を
入
に
認
め
て
い
た
と
す
る
な
ら
ぽ
、
中
国
思
想
の
常
例
か
ら
い
っ
て
、
人
は
修
養
に
よ
っ
て
そ
の
悟
性
を
十
全
に

発
揮
し
、
心
の
野
性
を
完
成
さ
せ
る
責
務
を
有
す
る
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。
事
実
、
徐
幹
は
、
君
子
を



「
心
を
成
し
た
者
」
と
定
義
し
て
、
そ
の
境
地
を
次
の
ご
と
く
説
く
、

　
　
君
子
な
る
者
は
、
能
く
其
の
心
を
成
す
。
心
成
れ
ぽ
則
ち
内
定
ま
り
、
内
定
ま
れ
ぽ
則
ち
物
乱
す
能
は
ず
、
物
乱
す
能
は
ざ
れ
ば
則
ち

　
　
独
り
其
の
道
を
楽
し
み
、
独
り
其
の
道
を
楽
し
め
ば
則
ち
不
聞
を
聞
と
為
し
、
不
顕
を
顕
と
為
す
。
故
に
礼
に
称
す
ら
く
、
「
…
…
君

　
　
子
の
道
は
淡
に
し
て
而
も
厭
は
ず
、
簡
に
し
て
而
も
文
あ
り
、
温
に
し
て
而
も
理
あ
り
。
遠
き
の
近
き
を
知
り
、
風
の
自
る
を
知
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

　
　
微
の
顕
な
る
を
知
ら
ぽ
、
与
に
徳
に
入
る
冒
し
。
君
子
の
及
ぶ
可
か
ら
ざ
る
者
は
、
其
れ
惟
だ
人
の
見
ざ
る
所
か
」
と
。
（
考
偽
篇
）

君
子
と
は
理
智
・
徳
義
を
兼
備
し
た
完
成
さ
れ
た
人
格
者
の
謂
で
あ
る
が
、
徐
幹
に
よ
れ
ぽ
、
そ
の
人
格
の
完
成
は
「
心
を
成
す
」
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
至
愚
は
、
生
来
「
理
道
」
備
わ
ら
ざ
る
な
き
心
を
人
の
君
子
た
り
得
る
根
拠
に
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
ま
た
雨
池
は
、
心
を
生
ま
れ
つ
き
完
全
至
高
な
る
も
の
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
。
生
来
、
心
が
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
霊
性

を
十
全
に
発
揮
し
得
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
「
心
を
成
す
」
必
要
が
な
い
。
修
養
に
よ
っ
て
「
心
を
成
さ
」
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
一
方
で

は
生
来
の
心
が
未
完
成
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
生
来
の
心
は
未
完
成
で
あ
る
か
ら
、
人
は
生
ま
れ
た
ま
ま
で
は
そ
の
明
悟
の
能
力
を
発
揮
で
き
な
い
。
そ
の
状
態
を
喩
え
て
、
面
素
は
次

の
ご
と
く
い
う
、

　
　
　
　
　
　
　
う

　
　
民
の
初
め
て
載
ま
る
る
や
、
其
の
朦
に
し
て
未
だ
知
な
ら
ざ
る
こ
と
、
慰
へ
ば
宝
の
玄
室
に
在
る
が
如
し
。
求
む
る
所
有
れ
ど
も
見
え

　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
ず
。
白
B
焉
を
照
し
て
、
則
ち
群
物
斯
に
弁
ぜ
り
。
（
治
学
篇
）

心
を
開
明
な
ら
し
め
る
に
は
、
白
日
に
比
擬
せ
ら
る
外
的
修
養
の
明
か
り
が
必
須
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
白
日
と
は
何
か
。
徐
幹

は
答
え
て
い
う
、

　
　
学
は
心
の
白
日
な
り
。

人
は
学
問
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
本
来
有
す
る
心
の
明
豊
能
力
を
発
揮
し
得
る
。
換
言
す
れ
ば
、
理
智
を
備
え
た
あ
る
べ
き
人
間
（
逸
文
に

（
7
）

い
う
、
「
天
地
の
間
、
気
を
含
み
て
生
ま
る
る
者
、
人
よ
り
知
な
る
は
莫
し
」
）
ほ
君
子
に
至
り
得
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
も
し
学
問
し

　
　
　
　
徐
幹
の
人
間
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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四

な
け
れ
ば
、
心
の
明
悟
は
単
な
る
素
質
、
潜
在
的
能
力
と
い
う
に
止
ま
り
、
し
た
が
っ
て
本
来
至
り
得
る
は
ず
の
君
子
と
な
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

　
　
学
は
猶
ほ
飾
の
ご
と
き
な
り
。
器
飾
ら
ざ
れ
ぽ
則
ち
以
て
美
観
を
為
す
な
く
、
人
学
ぽ
ざ
れ
ぽ
則
ち
以
て
認
徳
有
る
無
し
。
熱
徳
有
り
、

　
　
故
に
以
て
人
倫
を
経
す
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

　
　
馬
　
逸
足
有
り
と
錐
も
、
輿
に
閑
は
ざ
れ
ぽ
則
ち
良
酒
と
為
ら
ず
、
入
　
美
質
有
り
と
錐
も
、
道
を
習
は
ざ
れ
ば
劉
ち
君
子
と
為
ら
ず
。

徐
幹
に
と
っ
て
、
君
子
と
は
、

　
　
昔
の
君
子
、
徳
を
成
し
行
を
立
て
、
身
没
す
る
も
名
は
不
朽
な
り
。
其
の
故
は
何
ぞ
や
。
学
な
り
。

と
あ
る
ご
と
く
、
学
を
為
す
者
、
好
学
者
の
謂
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
故
に
彼
は
、

　
　
君
子
は
心
青
く
も
願
は
ず
、
必
ず
以
て
学
を
求
む
。
身
筍
く
も
動
か
ず
、
必
ず
以
て
師
に
従
ふ
。
雷
苛
く
も
出
だ
さ
ず
、
必
ず
以
て
文

　
　
を
博
む
。

等
々
、
君
子
た
る
者
、
あ
る
い
は
君
子
た
ら
ん
と
す
る
者
に
と
っ
て
学
問
が
い
か
に
重
要
不
可
欠
か
を
縷
々
説
い
て
や
ま
な
い
。
以
上
の
引

用
文
は
み
な
治
下
篇
に
見
ゆ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
治
六
畜
を
巻
頭
第
一
に
置
い
た
こ
と
は
、
彼
が
い
か
に
学
問
を
重
視
し
た
か
、
そ
し
て
い

か
ほ
ど
深
く
学
問
に
意
を
用
い
て
い
た
か
を
う
か
が
わ
せ
る
に
足
る
。

　
君
子
と
な
る
に
は
、
上
述
の
と
お
り
、
学
問
が
必
須
で
あ
る
が
、
君
子
に
至
り
得
れ
ば
、
学
問
は
も
う
不
要
と
な
る
の
で
は
な
い
。

　
　
君
子
の
学
に
於
け
る
や
、
其
の
解
ら
ざ
る
こ
と
、
猶
ほ
上
天
の
動
く
が
ご
と
く
、
猶
ほ
日
月
の
行
く
が
ご
と
く
に
し
て
、
終
身
下
々
と

　
　
し
て
、
没
し
て
後
已
む
。

と
あ
る
ご
と
く
、
君
子
と
い
え
ど
も
な
お
孜
々
と
し
て
学
問
に
励
む
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
い
や
む
し
ろ
、
終
生
学
び
つ
づ
け
る
か
ら
こ
そ

君
子
と
称
し
得
る
の
で
あ
る
。
君
子
の
中
の
君
子
と
も
い
う
べ
き
か
の
聖
人
た
ち
も
、
み
な
学
問
に
精
励
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
学
問
に
精

励
し
た
れ
ぽ
こ
そ
璽
人
た
り
得
た
の
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
　
起
業
は
天
地
を
観
て
八
卦
を
画
き
、
黒
人
は
時
令
を
察
し
て
火
を
要
り
、
…
…
斯
れ
大
聖
の
神
明
に
学
び
て
物
類
に
発
す
る
な
り
。
賢

　
　
者
遠
き
に
学
ぶ
能
は
ず
、
乃
ち
近
き
に
学
ぶ
。
故
に
聖
人
を
以
て
師
と
為
す
。
昔
　
単
座
の
聖
人
に
学
ぶ
や
、
一
を
聞
い
て
以
て
十
を

　
　
知
り
、
子
貢
は
一
を
聞
い
て
以
て
二
を
知
る
。
認
れ
首
邑
に
触
れ
て
之
を
長
じ
、
篤
く
思
ひ
て
之
を
聞
く
者
な
り
。
唯
だ
に
賢
者
の
み

　
　
聖
人
に
学
ぶ
に
非
ず
、
聖
人
も
亦
た
相
因
り
て
学
ぶ
な
り
。
孔
子
は
文
・
武
に
因
り
、
文
・
武
は
成
湯
に
因
り
、
長
湯
は
夏
后
に
因
り
、

　
　
夏
后
は
発
・
舜
に
因
る
。

聖
人
に
お
い
て
も
、
い
や
聖
人
な
れ
ば
こ
そ
、
学
問
が
最
も
主
要
な
任
務
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
は

　
　
学
な
る
者
は
、
神
を
疏
し
思
を
達
し
、
情
を
恰
ら
げ
性
を
理
む
る
所
以
に
し
て
、
聖
人
の
上
務
な
り
。

聖
人
す
ら
な
お
「
相
因
り
て
学
び
」
し
者
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
は
劣
る
賢
人
（
通
常
の
君
子
）
が
学
ば
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
は
も
と
よ
り

当
然
で
あ
る
。
で
は
学
ぶ
と
は
、
何
を
学
ぶ
の
か
。
そ
の
答
は
道
で
あ
る
。

　
　
人
　
美
質
有
り
と
錐
も
、
道
を
習
は
ざ
れ
ば
則
ち
君
子
と
為
ら
ず
。
故
に
学
な
る
者
は
、
道
を
習
ふ
を
求
む
る
な
り
。

君
子
と
凡
人
の
区
分
は
、
道
に
志
し
、
道
を
実
践
す
る
か
い
な
か
に
あ
る
。
然
れ
ば
こ
そ
、
「
道
は
君
子
の
業
な
り
」
、
「
其
の
道
は
則
ち
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

子
之
を
専
ら
に
す
」
（
芸
備
篇
）
と
い
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
で
は
そ
の
道
な
る
も
の
は
怨
言
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
他
に
あ
ら
ず
、
聖
人
の
道
で

あ
る
（
「
聖
人
を
以
て
師
と
為
す
」
）
。
而
し
て
そ
の
聖
入
の
道
は
歴
代
聖
人
の
相
因
れ
る
道
で
あ
っ
た
。

　
徐
幹
は
こ
こ
で
一
種
の
道
統
論
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
道
統
で
あ
る
以
上
、
「
因
」
と
い
う
雷
い
方
か
ら
も
明
ら
か
な

ご
と
く
、
道
は
基
本
的
に
不
変
に
し
て
か
つ
普
遍
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
不
変
に
し
て
か
つ
普
遍
な
る
道
を
体
得
し

て
お
れ
ぽ
こ
そ
、
聖
人
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

　
　
千
載
の
上
を
述
ぶ
る
も
共
に
時
を
一
に
す
る
が
若
く
、
論
難
の
類
を
論
ず
る
も
与
に
室
を
同
じ
う
す
る
が
若
し
。
幽
明
の
故
を
度
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ

　
　
と
其
の
情
を
見
る
が
若
く
、
治
乱
の
漸
を
原
ぬ
る
こ
と
己
が
効
を
指
す
が
若
し
。

と
い
っ
た
時
空
を
超
え
た
徳
智
を
所
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
か
、
徐
幹
の
学
問
の
保
守
性
が
明
ら
か
と
な
る
。

徐
幹
の
人
間
観

五
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古
え
の
聖
人
が
普
遍
に
し
て
か
つ
不
変
な
る
道
を
体
得
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
我
々
の
学
ぶ
べ
き
は
そ
の
盤
人
の
道
し
か
な
く
、
ま
た
そ

れ
の
み
で
十
分
で
あ
る
。
た
だ
、
い
ま
や
そ
の
聖
人
は
在
世
せ
ず
、
直
接
に
就
い
て
学
ぶ
こ
と
は
で
き
ぬ
。
然
ら
ば
ど
う
す
る
か
。
聖
人
の

遺
し
た
古
典
、
す
な
わ
ち
六
経
を
学
べ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
「
六
籍
は
信
託
相
因
る
の
書
」
で
あ
り
、
「
其
の
人
亡
ぶ
と
錐
も
、

其
の
道
は
猶
ほ
（
そ
こ
に
）
存
し
」
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
今
の
学
者
、
心
を
勤
め
て
以
て
之
を
取
ら
ぽ
、
亦
た
以
て
昭
明
に
躍
り
博
達
を
成
す
に
足
れ
り
。

六
籍
を
真
灘
に
学
び
さ
え
ず
れ
ば
、
物
の
道
理
に
通
達
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
徐
幹
に
と
っ
て
、
学
問
と
は
経
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
徐
幹
は
「
能
く
未
だ
弱
冠
に
至
ら
ず
し
て
、
五
経
を
学
び
て
悉
く
口
に
遇
す
。

…
…
霊
帝
の
末
年
、
…
…
俗
の
迷
昏
せ
る
を
病
み
、
遂
に
戸
を
閉
ぢ
て
自
ら
守
り
、
之
と
淫
せ
ず
、
六
籍
を
以
て
心
を
尊
し
ま
し
む
」
（
『
中

　
（
9
）

論
㎞
序
、
以
下
「
序
」
と
称
す
る
）
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
実
際
、
『
中
論
扇
を
通
覧
す
れ
ば
、
彼
の
経
学
の
素
養
の
す
こ
ぶ
る
深
か
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
し
、
徐
々
は
、
学
問
が
い
わ
ゆ
る
章
句
の
学
に
陥
る
こ
と
は
厳
に
戒
め
て
い
る
。

　
　
凡
そ
学
は
大
義
を
先
と
為
し
、
物
名
を
後
と
為
す
。
大
義
挙
が
り
て
物
名
之
に
従
ふ
。
然
れ
ど
も
都
響
の
博
学
や
、
物
名
に
務
め
、
器

　
　
械
に
詳
か
に
、
詰
訓
に
衿
り
、
其
の
章
句
を
摘
み
て
、
其
の
大
義
の
極
む
る
所
を
統
べ
て
以
て
先
王
の
心
を
獲
る
能
は
ず
。
此
れ
女
史

　
　
の
詩
を
講
し
、
内
賢
の
令
を
伝
ふ
る
に
異
な
ら
ず
。

学
問
の
意
義
は
大
義
を
体
認
し
、
先
聖
の
心
を
穿
る
こ
と
に
あ
り
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
学
問
は
君
子
と
な
る
た
め
の
修
養
で
あ

り
、
単
な
る
博
識
は
有
害
な
も
の
で
し
か
な
い
。

　
以
上
が
徐
幹
の
学
問
論
の
大
要
で
あ
る
が
、
　
重
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
極
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
、
悪
く
い
え
ぽ
、
あ
り
き
た
り

の
も
の
で
あ
り
、
新
味
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
と
ま
っ
た
学
問
論
と
し
て
先
行
す
る
も
の
に
『
葡
耳
隠
勧
学
篇
・
魍
法
欝
』
学
行
篇
・
『
潜
夫

論
』
讃
学
篇
が
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
と
も
内
容
的
に
極
め
て
近
い
。
恐
ら
く
徐
幹
は
こ
れ
ら
の
書
物
を
参
照
し
、
自
分
な
り
に
ア
レ
ン
ジ

し
て
治
学
篇
を
ま
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
㎎
親
縁
論
』
に
つ
い
て
は
、
当
時
ど
れ
ほ
ど
通
行
し
て
い
た
か
明
白
で
は
な
い
が
、
残
り
の
二
書



に
つ
い
て
は
、
徐
幹
が
目
に
し
て
い
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
と
く
に
笠
子
は
、
「
序
」
に
「
（
徐
幹
は
）
深
く
顔
淵
・
筍
卿
の
行
ひ

を
美
と
す
」
と
あ
り
、
ま
た
自
身
、
『
中
論
』
に
お
い
て
も
『
缶
子
鴫
の
語
を
し
ば
し
ぼ
引
用
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、

　
　
昔
　
荷
嵩
　
戦
国
の
際
に
生
れ
、
叡
哲
の
事
有
り
、
尭
舜
を
祖
述
し
、
文
武
を
憲
章
し
、
仲
尼
を
宗
師
と
し
、
擾
乱
の
道
を
明
ら
か

　
　
（
1
0
）

　
　
に
す
。
（
審
大
臣
篇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

と
、
儒
家
の
正
統
を
継
ぐ
者
と
し
て
極
め
て
高
く
評
価
し
て
お
り
、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
徐
幹
の
学
問
論
に
独
自
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
を
あ
え
て
詳
述
し
た
の
は
、
彼
が
基
本
的
に
は
オ
ー
ソ

ド
ッ
ク
ス
な
儒
家
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
か
っ
た
の
と
、
そ
れ
故
に
先
入
の
学
説
の
影
響
を
こ
う
む
っ
て
い
る
こ
と
を
も
併
せ
確
認
し
て

お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
然
、
そ
の
こ
と
は
人
間
観
に
も
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
以
下
、
さ
ら
に

考
察
を
進
め
た
い
が
、
そ
の
前
に
、
学
問
論
と
は
衰
裏
の
関
係
に
あ
る
教
育
論
に
つ
い
て
も
簡
単
に
み
て
お
き
た
い
。

　
教
育
に
つ
い
て
は
、
治
学
篇
と
芸
紀
篇
に
記
述
が
見
え
る
。
治
学
篇
で
は
、

　
　
先
王
官
を
立
て
国
子
を
教
ふ
る
を
掌
ら
し
む
。
教
ふ
る
に
六
徳
を
以
て
す
、
曰
く
、
智
・
仁
・
聖
・
義
・
中
・
和
。
教
ふ
る
に
六
行

　
　
を
以
て
す
、
曰
く
、
孝
・
友
・
睦
・
媚
・
任
・
憧
。
教
ふ
る
に
六
芸
を
以
て
す
、
曰
く
、
礼
・
楽
・
射
・
御
・
書
・
数
。
三
教
備
は
り

　
　
　
　
　
つ
く

　
　
て
人
道
畢
せ
り
。

芸
紀
篇
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
若
し
夫
の
君
子
と
為
ら
ん
と
議
せ
ば
、
必
ず
之
（
占
守
）
を
兼
ね
ん
か
。
先
王
　
人
の
君
子
と
為
る
を
欲
し
、
故
に
保
氏
を
立
て
て
六

　
　
芸
を
教
ふ
る
を
掌
ら
し
む
。
一
に
曰
く
五
礼
、
二
に
曰
く
六
楽
、
三
に
曰
く
二
字
、
四
に
曰
く
五
御
、
五
に
曰
く
六
書
、
六
に
曰
く
九

　
　
数
。
岩
登
を
教
ふ
、
　
一
に
曰
く
祭
襯
祀
の
容
、
二
に
曰
く
賓
客
の
容
、
三
に
曰
く
朝
廷
の
容
、
四
に
曰
く
喪
紀
の
容
、
五
に
曰
く
軍
旅
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か

　
　
容
、
六
に
曰
く
車
馬
の
容
。
大
膏
　
学
士
の
版
を
掌
る
。
春
　
学
に
入
り
、
舎
叙
し
て
万
舞
を
合
せ
、
秋
　
学
を
班
ち
て
声
を
合
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
た

　
　
調
講
講
習
、
時
に
解
ら
ず
。

徐
幹
の
人
間
観

七



哲
歯
子
粗
研
究
　
　
笛
増
五
｝
臼
七
十
一
薗
万

八

と
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
記
述
は
一
致
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
い
ず
れ
も
『
周
礼
』
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ど
ち
ら
に
も
教
科
と

し
て
六
芸
が
入
っ
て
い
る
な
ど
類
似
点
が
多
い
。
注
目
さ
れ
る
の
は
徳
行
の
み
な
ら
ず
、
技
芸
と
し
て
の
六
芸
・
六
儀
が
重
視
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
、
徐
幹
が
内
面
的
精
神
教
育
ぽ
か
り
で
な
く
、
外
面
的
な
規
範
や
技
術
の
修
得
の
重
要
性
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
君
子
た
る
者
の
条
件
と
し
て
、
技
芸
の
修
得
を
も
併
せ
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
教
育
も
学
問
と
同
様
、
そ
の
目

的
は
君
子
と
な
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
徐
幹
は
、
人
は
学
問
・
教
育
に
よ
っ
て
君
子
に
な
り
得
る
と
信
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
教
育
の
対
象
が
国
子
や
諸
子
、
す
な
わ
ち
公
卿
大
夫
の
子
弟
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ぽ
、
庶
民
教
育
な
ど
と
い
う
発
想
が
徐
幹
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
学
問
・
教
育
論
は
、
あ
く
ま
で
士
大
夫
階
級
に
向
け
て
述

べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
も
つ
意
味
合
い
は
、
後
の
論
述
の
中
で
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

三

　
「
人
心
　
管
弦
有
ら
ざ
る
は
莫
し
」
と
い
う
語
句
は
、
「
果
す
れ
ば
、
当
然
、
性
善
説
の
立
場
に
立
つ
も
の
の
よ
う
に
見
え
よ
う
。
あ
る

い
は
こ
の
こ
と
ぽ
か
ら
か
の
「
心
即
理
」
な
る
心
学
の
命
題
を
想
起
し
、
延
い
て
は
さ
ら
に
平
治
の
心
論
を
宋
明
理
学
の
先
父
と
み
る
人
が

出
て
き
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
現
に
張
岱
年
氏
は
「
骨
幹
の
心
に
修
道
有
り
と
す
る
説
は
、
ま
こ
と
に
宋
儒
の
『
理
は
心
に
具
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

る
蜘
と
す
る
説
の
先
河
を
開
く
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
断
言
し
て
い
る
し
、
ま
た
余
雄
氏
に
も
張
氏
と
ほ
ぼ
同
一
の
発
雷
が
あ
る

（
張
氏
ら
の
い
う
宋
儒
が
誰
を
指
し
て
い
る
か
は
分
明
で
は
な
い
が
、
「
理
具
聾
心
扁
と
か
「
心
中
有
理
」
と
い
う
表
現
は
心
学
に
限
ら
ず
、
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

朱
学
に
も
通
用
す
る
言
い
方
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
特
定
の
思
想
家
で
は
な
く
、
宋
代
理
学
一
般
を
念
頭
に
置
い
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
）
。

　
し
か
し
、
た
っ
た
一
句
の
心
学
的
衰
現
の
み
を
も
っ
て
、
宋
学
の
先
業
と
ま
で
評
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
ど
う

も
早
計
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
た
っ
た
一
句
の
衰
現
の
類
似
の
み
を
も
っ
て
と
い
う
の
は
、
あ
る
い
は
言
い
す
ぎ
か
も
し
れ

な
い
。
と
い
う
の
は
、
先
に
引
い
た
書
子
の
「
成
心
」
に
関
す
る
言
説
は
『
礼
記
聯
の
楽
記
篇
と
中
庸
篇
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た



　
　
　
　
　
　
　
つ
つ
し

「
君
子
は
孤
独
を
敬
み
て
幽
微
を
慎
む
」
（
合
壁
篇
）
、
「
君
子
は
其
の
寡
を
慎
む
」
（
脩
本
篇
）
の
ご
と
く
、
「
慎
独
」
に
通
ず
る
禁
忌
の
必

要
を
強
調
し
た
り
、
「
霜
子
は
常
に
其
の
心
志
を
虚
し
う
す
」
（
寄
道
篇
）
と
虚
心
を
説
い
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

徐
幹
と
藩
儒
の
発
想
に
通
面
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
徐
幹
が
心
を
極
め
て
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
中
論
』

中
に
「
心
」
字
が
六
十
五
例
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
一
点
だ
け
で
も
、
徐
幹
の
思
想
は
心
学
的
と
い
っ
て
い

え
な
い
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
か
か
る
類
似
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
部
分
的
か
つ
表
薗
的
な
も
の
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
先
河
」
と
い
う
か
ら
に
は
一
「
先
河
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
は
ま
こ
と
に
曖
昧
で
、
人
に
よ
っ
て
そ
の
認
定
の
度
合
は
異
な
る
の
は
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

む
を
得
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
一
、
や
は
り
本
質
的
な
部
分
で
、
す
な
わ
ち
根
幹
と
な
る
概
念
や
思
考
様
式
が
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る

こ
と
が
必
要
な
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
の
観
点
よ
り
す
れ
ば
、
徐
幹
の
心
論
を
宋
儒
の
先
河
と
い
う
の
は
性
急
に
す
ぎ
る
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
（
な
お
、
宋
儒
が
盆
立
に
つ
い
て
特
別
に
論
述
し
た
り
言
及
し
た
り
し
て
い
る
例
も
見
出
せ
な
い
）
。

　
ま
ず
第
一
に
、
徐
幹
の
い
う
「
心
」
や
「
理
」
に
は
、
厳
明
理
学
に
お
け
る
が
ご
と
き
形
而
上
的
概
念
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。
徐
幹
の
所

論
に
お
け
る
「
心
」
は
、
い
ず
れ
も
現
代
の
我
々
が
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
コ
コ
ロ
・
コ
コ
ロ
バ
セ
の
意
味
で
あ
っ
て
、
天
地
の
心
と
い
っ

た
よ
う
な
本
体
的
意
義
は
ま
っ
た
く
も
た
な
い
。
ま
た
「
理
」
も
、
事
物
の
即
物
的
条
理
で
あ
る
に
止
ま
り
、
万
物
の
理
巨
宇
宙
の
一
理
と

い
っ
た
図
式
は
な
い
の
で
（
前
節
で
徐
幹
が
「
聖
人
は
群
理
を
統
ぶ
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
一
見
で
は
、
群
理
を
通
貫
す

る
究
極
の
一
理
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
本
意
は
、
聖
人
は
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
も
対
応
し
得
る
だ
け
の
知
識
を
保

持
・
統
括
し
て
い
る
を
い
う
に
す
ぎ
な
い
）
、
天
理
・
太
極
と
い
っ
た
抽
象
的
概
念
と
同
質
で
は
な
い
。
眼
目
の
「
理
道
」
も
、
『
群
書
治
要
』

引
く
に
は
「
治
道
」
に
作
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
ご
と
く
、
修
景
・
治
巳
の
能
力
・
方
途
を
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
の
心

に
は
自
ら
の
心
を
治
め
身
を
正
し
、
君
子
を
目
指
し
て
努
力
し
よ
う
と
い
う
意
志
と
能
力
が
本
来
的
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の

で
あ
り
、
心
に
天
理
が
性
と
し
て
宿
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
次
元
の
話
で
は
な
い
。

徐
幹
の
入
問
観

九
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ま
た
学
問
論
に
お
い
て
も
、
理
学
の
そ
れ
と
岡
一
性
が
あ
る
と
は
到
底
い
え
な
い
。
少
な
く
と
も
心
学
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
る
。
心

学
の
修
養
（
工
夫
）
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
内
省
を
主
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
尊
徳
性
」
で
あ
っ
て
、
経
書
の
学
習
や
外
的
規
範
の
修
得
を
軽

視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
徐
幹
の
学
問
・
教
育
論
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
六
経
を
学
ぶ
こ
と
が
中
心
で
あ
り
、
ま
た

六
芸
・
六
儀
と
い
っ
た
外
的
技
術
・
マ
ナ
ー
が
極
め
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
外
的
規
範
の
修
得
に
つ
い
て
は
ま
た
、
法
象
の
一
篇
を
特
撰

し
、　

　
夫
れ
法
論
の
立
つ
は
、
君
子
と
為
る
所
以
な
り
。
法
象
は
容
貌
を
正
し
威
儀
を
慎
む
よ
り
先
な
る
は
莫
し
。
是
の
故
に
先
王
の
礼
を
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
は

　
　
す
る
や
、
髭
服
占
奪
を
為
り
て
以
て
之
を
族
し
、
瓢
弓
鳴
瑳
を
為
り
て
以
て
之
を
声
に
す
。
其
の
尊
き
を
欲
し
、
其
の
荘
な
る
を
欲
す

　
　
る
な
り
。
焉
ん
ぞ
辮
慢
す
べ
け
ん
や
。
夫
れ
容
貌
は
人
の
符
表
な
り
。
符
表
正
し
、
故
に
情
性
治
ま
る
。
情
性
治
玄
る
、
故
に
仁
義
存

　
　
す
。
仁
義
存
す
、
故
に
盛
徳
著
る
。
盛
徳
著
る
、
故
に
以
て
法
象
を
為
す
べ
し
。
斯
れ
之
を
君
子
と
謂
ふ
。
云
々

と
、
容
貌
を
正
し
礼
節
を
修
め
る
こ
と
を
君
子
の
始
め
と
し
て
、
極
め
て
重
大
な
意
義
を
担
わ
せ
て
い
る
。

　
心
学
も
、
も
ち
ろ
ん
経
学
を
完
全
に
無
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
や
や
も
す
れ
ぽ
軽
視
し
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
王
学
左
派
の

例
を
見
れ
ば
い
な
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
心
学
者
の
中
で
は
経
学
を
重
ん
じ
た
陸
象
山
に
し
て
か
ら
が
、
「
六
経
は
我
が
注
脚
」
と
の
有
名
な

一
雷
を
吐
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
心
学
と
芋
幹
の
相
出
る
こ
と
遠
甚
な
る
は
も
っ
て
明
白
で
あ
る
。

　
で
は
、
学
問
・
修
養
法
と
し
て
「
道
問
学
」
を
重
視
す
る
朱
子
学
は
い
か
ん
（
朱
子
学
に
お
い
て
も
「
尊
徳
性
」
は
斥
け
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
点
で
は
心
学
と
同
断
で
あ
る
が
、
い
ま
は
そ
の
こ
と
は
し
ぼ
ら
く
置
こ
う
）
。
「
道
問
学
」
と
い
う
点
で
は
、
な
る

ほ
ど
両
者
は
近
い
。
だ
が
、
朱
子
学
で
は
性
（
本
然
の
性
）
無
理
で
、
性
を
本
来
至
善
な
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
の
本
来
の
あ
り
方
を
回

復
す
る
（
謡
初
）
こ
と
を
志
向
す
る
の
に
対
し
て
、
徐
幹
の
「
心
中
有
理
」
は
、
い
ま
も
述
べ
た
ご
と
く
、
君
子
と
な
り
得
る
、
す
な
わ
ち

善
へ
と
向
か
う
可
能
性
を
保
証
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
だ
け
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
徐
幹
の
説
は
む
し
ろ
孟
子
の
四
帯
説
に
近
い
と
い
え

よ
う
。
も
っ
と
も
、
朱
子
学
は
そ
の
四
端
の
拡
充
を
説
く
孟
子
の
存
養
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
巧
み
に
解
釈
し
な
お
し
て
復
初
上
に



置
換
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、
両
者
は
と
も
に
孟
子
に
依
拠
す
る
も
の
だ
と
強
弁
で
き
な
く
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
が
、
そ
れ
は
徐
幹
が
性
善
説
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
。
性
善
説
で
な
け
れ
ぽ
、
は
な
か
ら
話
に
な
ら
な
い
。

こ
こ
ま
で
論
述
し
て
き
た
心
・
学
問
・
教
育
の
諸
論
よ
り
み
れ
ば
、
確
か
に
凝
着
は
性
善
説
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
性
善
説
に
ふ

さ
わ
し
い
と
思
え
る
憶
説
は
、
こ
れ
ま
で
掲
出
し
た
も
の
以
外
に
も
、
『
中
世
』
の
あ
ち
こ
ち
に
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ぽ
、

　
　
人
　
賢
愚
と
無
く
、
善
を
見
れ
ば
則
ち
之
を
誉
め
、
悪
を
見
れ
ば
則
ち
之
を
語
る
。
此
れ
人
の
惰
な
り
。
未
だ
必
ず
し
も
憎
愛
有
ら
ざ

　
　
る
な
り
、
未
だ
必
ず
し
も
私
憎
有
ら
ざ
る
な
り
。
今
夫
れ
身
を
立
つ
る
に
、
人
の
誉
む
る
所
と
為
ら
ず
し
て
、
人
の
労
る
所
と
為
る
は
、

　
　
未
だ
善
を
為
す
の
理
を
尽
く
さ
ざ
れ
ぽ
な
り
。
善
を
為
す
の
理
を
尽
く
せ
ば
、
将
に
舜
の
若
か
ら
ん
と
す
。
（
虚
道
篇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と

　
　
伝
に
「
大
人
　
己
を
正
し
て
物
自
ら
正
し
」
と
称
す
。
…
…
『
易
』
に
曰
く
、
「
観
は
存
し
て
尽
せ
ず
。
孚
有
り
て
顧
若
た
り
」
と
。

　
　
雷
ふ
こ
こ
ろ
は
、
下
観
て
化
す
、
と
な
り
。
（
法
象
篇
）

の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
も
、
徐
幹
性
善
説
の
妥
当
性
を
後
押
し
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
、
こ
と
は
そ
う
単
純

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
徐
幹
を
性
善
説
と
す
る
の
は
危
険
な
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
理
由
を
示
そ
う
。

　
孟
子
に
せ
よ
、
宋
儒
に
せ
よ
、
い
や
性
善
を
主
張
す
る
者
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
、
人
の
本
性
の
根
源
・
根
拠
を
天
に
求
め
て
い
る
。
天
は

至
高
至
善
の
理
法
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
天
に
根
ざ
し
た
人
の
性
は
、
現
実
態
は
と
も
あ
れ
、
原
理
的
に
は
善
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
天
の
理
法
が
人
の
中
に
宿
る
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
天
理
の
内
在
化
が
、
哲
学
的
な
面
で
は
性
善
説
の
唯
一
絶
対
の
理
論
と
い
う

も
不
可
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
天
道
と
人
道
の
一
貫
一
体
を
説
く
い
わ
ゆ
る
天
人
合
一
論
の
根
拠
で
も
あ
る
こ
と
、
改
め
て
い
う
ま
で
も

あ
る
ま
い
。

　
し
か
る
に
徐
幹
は
、
性
を
天
に
も
と
づ
け
よ
う
と
は
一
切
し
て
い
な
い
。
性
ぽ
か
り
で
は
な
い
、
徐
幹
に
は
人
事
を
天
道
に
結
び
つ
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

説
こ
う
と
す
る
態
度
が
全
般
的
に
見
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
蒼
蒼
に
は
天
人
論
と
呼
べ
る
よ
う
な
言
説
が
な
い
。
彼
の
こ
の
態
度
は
偶
然

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
恐
ら
く
徐
幹
は
意
図
的
に
天
道
を
論
じ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
の
天
道

徐
幹
の
人
間
観

一
一
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観
を
端
的
に
衰
明
し
た
次
の
こ
と
ぽ
に
証
を
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
天
道
は
迂
闊
、
闇
昧
に
し
て
明
ら
め
難
し
。
（
天
寿
篇
）

天
道
は
広
遠
に
し
て
暗
く
、
そ
の
一
々
の
条
理
は
明
知
し
が
た
い
。
も
ち
ろ
ん
徐
幹
は
、
天
道
を
不
条
理
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

彼
は
天
道
に
「
常
道
扁
あ
る
は
も
と
よ
り
承
認
す
る
。
だ
が
、
「
常
道
」
に
狂
い
が
生
じ
、
異
変
（
「
変
数
」
）
の
起
る
こ
と
も
否
定
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ

　
　
且
つ
馨
れ
信
な
る
こ
と
四
時
に
危
ぐ
る
は
無
し
。
而
れ
ど
も
春
或
い
は
華
ひ
ら
か
ず
、
夏
或
い
は
霜
図
り
、
秋
或
い
は
革
命
り
、
冬
或

　
　
い
は
泳
無
し
。
山
豆
に
復
た
以
て
難
を
為
さ
ん
や
。
（
同
上
）

し
か
し
、
そ
の
異
変
ゆ
え
に
常
道
を
疑
う
こ
と
は
な
い
し
（
「
知
者
は
変
数
を
以
て
常
道
を
疑
は
ず
し
〔
脩
本
篇
〕
）
、
そ
の
異
変
の
所
以
を
穿

饗
す
る
必
要
も
な
い
。
異
変
あ
る
の
も
ま
た
人
の
知
り
得
ぬ
天
道
の
あ
り
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
天
道
は
天
道
、
人
道
は

人
道
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
人
は
ま
ず
人
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
を
な
せ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
も
と
よ
り
、
人
間
に
禍
福
を
下

す
・
王
宰
神
的
天
な
ど
構
想
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
挙
れ
吉
を
施
し
て
凶
を
報
い
ら
る
る
、
之
を
命
と
謂
ひ
、
凶
を
施
し
て
吉
を
報
い
ら
る
る
、
之
を
幸
と
謂
ふ
。
其
の
志
す
所
を
守
ら
ん

　
　
の
み
。
『
易
』
に
曰
く
、
「
君
子
は
以
て
命
を
致
し
志
を
遂
ぐ
」
と
。
…
…
歳
の
凶
夢
有
る
を
以
て
其
の
稼
稻
を
荒
ら
す
者
は
良
農
に
非

　
　
ざ
る
な
り
。
利
の
盈
縮
有
る
を
以
て
其
の
資
貨
を
棄
つ
る
者
は
良
費
に
非
ざ
る
な
り
。
行
ひ
の
禍
福
有
る
を
以
て
其
の
善
道
を
改
む
る

　
　
者
は
良
士
に
非
ざ
る
な
り
。
（
脩
本
篇
）

こ
の
よ
う
な
天
命
は
天
命
、
人
道
は
人
道
と
し
て
果
人
を
区
別
し
、
人
事
を
重
視
す
る
徐
幹
の
天
人
観
は
、
萄
子
の
天
人
の
分
に
似
た
と
こ

ろ
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
徐
幹
が
天
の
常
道
・
変
数
を
い
う
の
は
、
そ
れ
を
も
っ
て
人
の
禍
福
の
常
道
（
「
善
を
行
ふ
者
福
を
獲
、
悪
を
為
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち
な
が

者
禍
を
得
」
〔
脩
本
篇
〕
、
「
仁
者
は
寿
し
」
〔
乗
寿
篇
〕
）
と
変
数
（
「
善
を
行
ふ
者
福
を
獲
ず
、
悪
を
為
す
者
禍
を
得
ず
」
、
「
顔
淵
早
乗
」
）
を

証
明
せ
ん
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
天
と
人
と
を
完
全
に
切
離
す
も
の
で
は
な
い
（
た
だ
し
、
そ
の
証
明
の
主
力
は
歴
史
的
事
実
の
多

寡
に
あ
り
、
天
道
は
そ
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
）
。
だ
が
、
実
質
上
、
彼
の
眼
差
し
は
人
道
に
の
み
注
が
れ
、
天
道
は



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

棚
上
げ
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
『
中
論
』
に
照
せ
ば
明
白
で
あ
る
（
「
天
道
」
の
用
例
は
前
述
の
一
例
の
み
）
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
話
を
本
題
に
戻
そ
う
。
か
よ
う
な
天
人
観
を
有
す
る
徐
幹
を
性
善
説
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
徐
幹
の
学
問
・
教

育
論
が
荷
子
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
徐
幹
が
萄
子
を
尊
崇
し
て
い
た
こ
と
は
前
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
て
葡
子
の
性
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

は
、
周
知
の
ご
と
く
、
性
悪
説
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
徐
幹
も
性
悪
説
の
可
能
性
は
十
分
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
（
2
2
）
　
　
（
2
3
）

　
ま
た
類
似
と
い
う
こ
と
で
い
え
ぽ
、
同
じ
く
極
め
て
類
似
し
た
学
問
論
・
政
論
を
展
開
す
る
揚
雄
・
王
符
・
垂
下
ら
は
、
顕
不
顕
の
差
は

あ
れ
、
い
ず
れ
も
性
三
品
説
の
立
場
に
立
つ
。
こ
れ
ら
の
事
実
に
思
い
を
致
せ
ば
、
徐
幹
が
性
善
説
と
い
う
の
は
む
し
ろ
あ
り
得
べ
か
ら
ざ

る
こ
と
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
で
は
実
際
に
は
ど
う
な
の
か
、
そ
の
考
究
に
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
徐
幹
の

「
心
に
理
道
有
り
」
を
宋
明
理
学
の
先
河
と
称
す
る
こ
と
の
不
当
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

四

　
さ
て
、
い
ま
か
ら
徐
幹
の
性
説
の
検
討
に
入
る
わ
け
だ
が
、
実
を
い
え
ば
、
彼
は
性
に
つ
い
て
あ
ま
り
語
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
善
悪
に
至

っ
て
は
些
事
に
は
何
も
規
定
し
て
い
な
い
（
も
し
は
っ
き
り
語
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
何
も
こ
ん
な
穿
馨
を
す
る
必
要
が
そ
も
そ
も
な
い
わ
け

で
、
そ
れ
を
愚
痴
っ
て
も
仕
様
が
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
…
…
。
ま
た
語
ら
ぬ
こ
と
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
意
味
の
あ
る
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ
と
と
す
る
）
。
た
だ
、
そ
の
少
な
い
用
例
か
ら
も
、
あ
る
程
度
は
彼
の
性
に
対
す
る
考
え
方
を
探
れ
ぬ
で
は
な
い
。

ま
ず
性
の
意
味
で
あ
る
が
、
明
確
な
定
義
は
下
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

　
　
大
蚊
は
善
く
水
を
治
め
、
君
子
は
善
く
人
を
導
く
。
人
を
導
く
に
は
必
ず
其
の
性
に
因
り
、
水
を
治
む
る
に
は
必
ず
そ
の
勢
に
因
る
。

　
　
（
貴
雷
篇
）

　
　
鶉
鳥
の
性
、
善
く
人
に
近
づ
き
、
飛
ぶ
こ
と
峻
か
ら
ず
、
行
く
こ
と
速
か
ら
ざ
る
な
り
。
（
同
上
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
・
持
ち
前
、
本
性
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
徐
幹
の
人
間
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
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一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら

　
　
物
な
る
者
は
、
春
や
華
を
吐
き
、
夏
や
葉
を
布
き
、
秋
や
凋
零
し
、
冬
や
実
を
成
す
。
逸
れ
無
為
に
し
て
自
ら
成
る
者
な
り
。
若
し
強

　
　
ひ
て
之
を
為
さ
ぼ
、
則
ち
其
の
性
を
傷
な
ふ
。
（
考
偽
篇
）

と
い
う
の
は
、
右
の
意
味
に
加
え
て
生
命
の
意
味
合
い
も
含
ま
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
徐
幹
の
い
う
と
こ
ろ
の
性
は
生
命
の
義

を
含
ん
だ
本
性
を
指
す
も
の
と
み
ら
れ
、
訓
詰
式
の
定
義
を
与
え
る
な
ら
ぽ
「
性
、
生
也
」
と
概
括
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
訓
詰
は
常

訓
、
す
な
わ
ち
最
も
基
本
的
あ
る
い
は
常
識
的
な
性
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
換
揺
す
れ
ぽ
、
性
を
論
ず
る
者
ほ
ぼ
全
て
に
共
通
す
る
観
念
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

る
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
性
の
善
悪
を
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
徐
幹
は
性
の
善
悪
に
つ
い
て
は
直
戴
に
規
定

し
て
い
な
い
の
で
、
我
々
は
困
惑
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
手
掛
り
す
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
手
掛
り
と
は
、
脩
本
篇

の
次
の
一
文
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
夫
れ
珠
の
礫
を
含
み
、
理
の
蝦
を
挾
む
は
、
量
れ
其
の
性
か
。
良
工
之
を
忌
め
て
以
て
其
の
性
を
純
に
せ
ぽ
、
夫
の
素
の
若
く
然
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

こ
れ
は
玉
の
性
を
い
う
も
の
で
、
直
接
、
人
性
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
つ
づ
け
て
「
故
に
二
物
の
既
に
純
な
る
を
観
て
、
仁
徳
の
粋

に
す
べ
き
を
知
る
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
れ
ぽ
、
こ
れ
が
人
の
性
の
比
喩
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ず

性
は
本
来
は
珠
理
の
ご
と
く
純
粋
美
麗
な
も
の
で
あ
る
が
、
「
玉
に
蝦
」
の
喩
え
ど
お
り
、
岡
時
に
そ
こ
に
は
蝦
も
あ
り
、
ま
た
礫
の
ご
と

き
不
純
物
が
混
っ
て
い
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
良
工
す
な
わ
ち
君
子
の
陶
冶
を
経
れ
ば
、
純
粋
な
る
仁
徳
の
人
と
な
る
と
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
善
悪
と
い
う
語
を
用
い
て
表
現
す
れ
ぽ
、
入
の
性
は
善
な
る
も
の
だ
が
、
性
の
中
に
悪
が
混
在
し
て
い
る
こ

と
も
ま
た
避
け
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
人
は
君
子
の
教
導
を
受
け
修
養
す
れ
ぽ
、
そ
の
悪
を
取
り
除
き
、
完
全
な
善
を
実
現
で
き
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
語
幹
の
こ
の
考
え
方
は
、
性
を
基
本
的
に
は
善
と
認
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
同
時
に
、
性
に
本
来
的
不
可
避

的
に
悪
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
で
は
性
善
説
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
悪
の
並
存
を
肯
定
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

比
重
は
と
も
あ
れ
、
や
は
り
性
善
悪
混
在
説
（
有
善
有
悪
説
）
に
分
属
せ
し
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
徐
幹
の
性
説
は
善
悪
混
在
説
で
決
定
か
と
い
う
と
、
実
は
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
性
善
悪
混
在
説
は
決
し



て
性
三
品
説
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
董
仲
野
や
揚
雄
、
あ
る
い
は
王
充
の
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
性
に
善
有
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

悪
有
り
と
説
き
な
が
ら
、
一
方
で
ま
た
性
善
・
性
不
善
の
人
有
り
と
し
て
、
全
体
と
し
て
は
性
三
品
説
の
立
場
に
立
つ
者
は
少
な
く
な
い
。

し
た
が
っ
て
徐
幹
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
案
の
定
、
徐
幹
は
や
は
り
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
よ
う
で

あ
る
。
そ
う
判
断
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
上
智
と
下
愚
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
駆
れ
母
人
の
教
へ
は
、
乃
ち
羅
宇
の
君
子
の
為
に
す
。
童
に
徒
だ
に
恨
事
の
民
の
為
に
す
る
の
み
な
ら
ん
や
。
愚
惑
の
民
は
、
威
す
に

　
　
斧
鉱
の
鐵
を
以
て
し
、
懲
ら
す
に
刀
墨
の
刑
を
以
て
し
、
之
を
他
藩
に
遷
し
、
膏
土
に
流
し
て
す
ら
、
猶
ほ
或
い
は
辱
め
ず
。
況
ん
や

　
　
言
を
以
て
す
る
を
や
。
故
に
曰
く
、
「
惟
だ
上
智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
」
と
。
（
天
寿
篇
）

　
　
『
易
』
に
曰
く
、
「
君
子
は
以
て
恐
軽
羅
写
す
一
と
。
下
愚
は
此
の
道
に
反
す
る
な
り
。
（
霜
道
篇
）

上
智
と
下
愚
の
存
在
を
認
め
（
そ
れ
が
孔
子
の
こ
と
ぽ
で
あ
る
以
上
は
、
認
め
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
）
、
そ
し
て
そ
れ
を
性
の
善
悪
と
絡

め
て
論
ず
る
限
り
、
ほ
ぼ
必
然
的
に
性
三
品
説
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
（
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
理
学
の
ご
と
く
、
下
愚
も
そ
の
性
自

体
は
至
善
で
あ
る
と
強
弁
す
る
し
か
方
途
は
な
い
）
。
右
の
一
文
は
、
直
接
的
に
性
と
関
連
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
愚
惑
の
民
を
教

化
の
観
点
か
ら
不
能
と
論
じ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
察
す
れ
ば
、
や
は
り
性
説
の
文
脈
に
お
い
て
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

徐
幹
は
性
に
三
品
あ
り
と
考
え
て
い
た
と
み
る
ほ
か
は
な
い
。

　
性
三
品
説
で
あ
れ
ば
、
中
人
が
想
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
が
、
『
再
論
』
に
は
、
予
想
に
違
わ
ず
、
中
人
が
措
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
み
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
は

　
　
中
里
の
徒
、
域
熱
球
し
て
之
（
1
1
世
を
惑
は
し
名
を
盗
む
の
徒
）
を
賛
へ
、
声
を
揚
げ
て
以
て
之
に
和
す
。
死
を
被
む
れ
ぽ
而
ち
復
た

　
　
其
の
遺
烈
を
論
じ
、
害
を
被
む
れ
ぽ
而
ち
猶
ほ
己
の
逮
ば
ざ
る
を
恨
む
。
悲
し
き
か
な
、
人
の
陥
興
す
る
こ
と
、
蓋
し
此
く
の
如
き
か
。

　
　
（
考
偽
篇
）

　
　
（
人
君
の
技
芸
・
小
事
に
熟
達
せ
る
者
）
必
ず
以
て
仁
義
を
廃
し
、
道
徳
を
妨
げ
ん
。
何
と
な
れ
ば
則
ち
小
器
は
兼
ね
て
替
る
る
能
は
ざ

　
　
れ
ぽ
な
り
。
治
乱
既
に
此
こ
に
繋
ら
ず
し
て
、
而
し
て
無
才
の
人
の
好
む
所
な
り
。
（
務
本
篇
）

徐
幹
の
人
間
観

一
五
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（
2
8
）

し
か
く
中
人
の
設
定
さ
れ
て
あ
る
以
上
、
も
は
や
徐
幹
の
性
説
が
三
品
説
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
い
わ
れ
は
な
い
（
君
子
と
小
人
、
あ
る

い
は
聖
人
・
賢
人
・
衆
入
と
い
う
人
の
区
別
は
も
と
よ
り
頻
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
従
来
の
常
識
的
区
分
を
踏
襲
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、

性
三
品
説
と
背
馳
す
る
も
の
で
は
な
い
）
。
ま
た
漢
代
の
性
説
の
多
く
が
三
品
説
で
あ
る
こ
と
、
と
く
に
学
問
論
や
政
論
に
お
い
て
非
常
に
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

似
し
た
主
張
を
な
す
王
符
や
葡
悦
が
三
品
説
で
あ
る
こ
と
は
有
力
な
る
傍
証
と
な
ろ
う
。

　
こ
こ
に
お
い
て
か
、
徐
幹
の
性
説
何
如
に
つ
い
て
は
一
応
の
結
着
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
問
題
は
こ
れ
で
終
了
し
た
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
右
の
考
察
に
よ
っ
て
も
、
性
説
の
類
型
の
い
ず
こ
に
分
属
す
る
か
が
判
明
し
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ

は
あ
く
ま
で
表
薗
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
実
を
探
れ
ば
、
徐
幹
の
性
三
品
説
に
は
、
実
は
重
大
な
疑
義
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
そ
の
疑
義
に
つ
い
て
述
べ
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
請
し
く
思
わ
れ
る
の
は
、
繰
返
す
よ
う
だ
が
、
彼
が
性
に
つ
い
て
ま

と
ま
っ
た
言
説
を
遺
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
や
、
溺
に
ま
と
ま
っ
た
体
系
的
論
説
で
な
く
と
も
よ
い
。
せ
め
て
人
の
性
に
は
善
有
り

悪
有
り
と
か
、
あ
る
い
は
人
の
性
に
は
三
等
有
り
と
か
簡
明
直
裁
に
記
し
て
さ
え
お
い
て
く
れ
た
ら
、
こ
ん
な
外
面
を
な
で
る
よ
う
な
遠
回

り
は
せ
ず
に
済
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。

　
直
送
が
影
響
を
受
け
た
、
な
い
し
は
少
な
く
と
も
客
観
的
に
は
類
似
の
入
間
観
を
有
す
る
と
み
な
せ
る
思
想
家
の
大
半
は
、
性
を
直
接
の

主
題
と
す
る
論
説
を
遺
し
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
か
な
り
明
確
に
人
性
の
善
悪
を
論
定
し
て
い
る
。
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
時
代
的

に
重
な
る
筍
悦
（
一
四
八
～
二
〇
九
）
が
体
系
的
な
三
品
説
を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
事
実
は
、
当
時
、
性
に
対
す
る
関
心
が
す
こ

ぶ
る
高
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
徐
幹
に
何
ら
か
の
明
確
な
形
で
の
性
論
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

い
や
む
し
ろ
、
あ
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
私
が
嘉
し
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
徐
幹
が
意
図
的
に
述
べ
な
か
っ
た
か
、

も
し
く
は
本
当
に
無
関
心
で
あ
っ
た
冷
一
完
全
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
ち
ょ
っ
と
考
え
が
た
い
が
一
、
ど
ち
ら
か
し
か
な
い
が
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

ず
れ
に
し
て
も
、
彼
が
入
の
本
性
は
善
か
悪
か
な
ど
と
い
う
よ
う
な
観
念
的
議
論
を
好
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
徐
幹
が
抽
象
的
な
観
念
論
議
を
好
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
、
『
中
論
軸
に
応
報
論
（
内
福
論
）
以
外
の
観
念
的
議
論
、
た
と
え
ぽ
宇
宙
論
や



生
成
論
の
類
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
中
国
の
思
想
家
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
の
一
つ
で
あ
る
は
ず
の
天
・
天

道
に
対
し
て
す
ら
冷
淡
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
天
に
冷
淡
で
あ
る
か
ら
、
陰
陽
五
行
説
に
も
関
心
が
非
常
に
薄
い
。

陰
陽
に
つ
い
て
は
若
干
の
言
及
は
あ
る
も
の
の
、
陰
陽
説
を
積
極
的
に
理
論
と
し
て
活
用
し
て
い
る
と
は
到
底
い
え
な
い
。
五
行
説
に
至
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

て
は
、
そ
の
片
鱗
さ
え
う
か
が
え
な
い
。
そ
し
て
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
い
や
、
陰
陽
五
行
説
が
な
い
こ
と
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
漢
儒
が

あ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
り
、
異
口
同
音
に
鼓
吹
し
た
災
異
・
祥
瑞
説
も
ほ
と
ん
ど
姿
を
見
せ
な
い
。
天
人
相
関
・
災
異
思
想
金
盛
の
漢
代
に
あ
っ

て
は
、
こ
れ
は
非
常
に
特
異
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
で
は
何
故
に
、
徐
幹
は
こ
の
よ
う
な
特
異
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
徐
重
な
る
思
想
家
の
本
質
を
解
明
す

る
最
大
の
鍵
は
、
ま
ず
間
違
い
な
く
こ
こ
に
あ
る
。
た
だ
し
現
在
の
私
に
は
、
こ
の
課
題
に
立
ち
向
か
え
る
だ
け
の
十
分
な
準
備
は
整
っ
て

い
な
い
。
ま
た
、
問
題
の
重
大
性
か
ら
み
て
、
倉
卒
に
解
答
を
提
出
す
べ
き
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
（
人
は
恐
ら
く
、
こ
の
特
異
性
ゆ
え
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

彼
に
対
し
て
合
理
主
義
者
と
か
唯
物
論
者
と
か
い
っ
た
論
断
を
下
す
だ
ろ
う
が
　
　
そ
し
て
そ
の
論
断
は
決
し
て
誤
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

が
一
、
そ
れ
は
や
や
安
易
な
、
と
い
っ
て
悪
け
れ
ば
、
い
さ
さ
か
定
型
的
な
規
定
の
仕
方
の
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
た
だ
、
暗
澹
た
る
社
会
の
閉
塞
状
況
を
打
開
せ
ん
が
た
め
に
、
英
明
な
君
主
を
擁
立
し
、
名
利
の
み
を
求
め
る
無
能
官
僚
を
廃
し
て
賢
人

を
登
用
し
、
以
て
正
道
を
実
践
せ
ん
と
す
る
強
烈
な
憤
葱
と
熱
意
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
の
熱
意
は
双
刃

の
剣
で
、
一
方
で
は
徐
幹
の
思
想
の
体
系
性
を
失
わ
せ
、
矛
盾
に
満
ち
た
も
の
と
さ
せ
る
要
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五

　
さ
て
、
徐
幹
の
性
論
で
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
「
手
甲
の
徒
（
人
）
」
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
中
人
に
関
し
て
で
あ
る
。
三

品
説
で
は
、
普
通
、
（
1
）
上
智
と
下
愚
は
幽
く
少
数
で
、
人
間
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
の
は
中
人
で
あ
る
、
（
2
）
中
人
は
後
天
的
修
養
の

有
無
、
環
境
の
良
否
等
に
よ
っ
て
善
人
に
も
悪
人
に
も
な
る
可
塑
性
を
有
し
て
い
る
、
の
二
点
を
骨
子
と
し
て
い
る
。
徐
幹
の
性
説
も
、
こ

徐
幹
の
人
間
観

一
七
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こ
ま
で
の
叙
述
の
と
お
り
、
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
し
、
実
際
、
「
君
子
の
貴
ぶ
所
は
善
に
遷
り
て
其
の
及
ば
ざ
る
を
恐
れ
、

悪
を
改
め
て
其
の
余
り
あ
る
を
量
る
る
こ
と
な
り
」
（
虚
道
書
）
と
、
人
の
遷
善
改
悪
能
力
を
認
め
る
文
章
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に

仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
そ
う
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
前
に
挙
げ
た
中
才
を
論
ず
る

文
章
を
も
う
一
度
み
て
み
よ
う
。

　
　
中
学
の
徒
、
筆
墨
手
し
て
之
（
鮭
世
を
惑
は
し
名
を
盗
む
の
徒
）
を
賛
へ
、
声
を
揚
げ
て
以
て
之
に
和
す
。
…
…
悲
し
き
か
な
、
人
の

　
　
陥
溺
す
る
こ
と
、
蓋
し
此
く
の
如
き
か
。
（
考
偽
篇
）

　
　
（
人
君
の
技
芸
・
小
技
に
熟
達
せ
る
者
）
必
ず
以
て
仁
義
を
廃
し
、
道
徳
を
妨
げ
ん
。
何
と
な
れ
ば
則
ち
小
器
は
兼
ね
て
然
る
る
能
は
ざ

　
　
れ
ば
な
り
。
治
乱
既
に
此
こ
に
繋
ら
ず
し
て
、
而
し
て
中
才
の
人
の
好
む
所
な
り
。
（
務
本
篇
）

中
才
の
徒
は
み
な
真
偽
を
見
抜
く
眼
識
を
も
た
ず
、
ま
た
仁
義
道
徳
の
妨
害
と
な
る
餐
で
し
か
な
い
。
後
の
文
は
、
大
道
を
忘
れ
小
技
に
耽

る
君
主
に
つ
い
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
好
む
の
は
、
中
人
も
同
断
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
と
す
れ
ぽ
、
中
人
は
、
つ

ま
り
は
人
と
し
て
の
器
が
小
さ
い
の
で
あ
る
。
器
量
の
大
小
は
天
性
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
変
え
よ
う
が
な
い
。
学
問
・
教
育
に
よ
っ
て
そ

の
器
に
い
く
ば
く
か
の
も
の
は
盛
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
器
主
な
る
も
の
に
は
、
し
ょ
せ
ん
限
界
が
あ
る
。
い
く
ら
六
徳
・
六
行
・
六
芸
を
教

え
こ
ん
だ
と
て
、
そ
の
三
教
を
完
備
す
る
こ
と
な
ど
到
底
及
び
も
っ
か
ぬ
。
而
し
て
「
聖
人
の
徳
は
一
道
に
取
る
に
非
ず
」
、
「
学
は
二
道
を

並
ぶ
る
所
以
」
（
治
学
篇
）
で
あ
れ
ぽ
、
中
鷺
の
徒
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
聖
人
・
君
子
に
は
至
り
得
な
い
し
、
ま
た
学
を
成
就
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
徐
幹
は
治
仔
馬
で
は
、
学
問
に
必
要
な
の
は
「
志
」
で
あ
っ
て
「
才
」
の
多
少
で
は
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
、

　
　
其
の
才
有
り
と
錐
も
、
其
の
志
無
く
ん
ぽ
、
亦
た
其
の
功
を
興
す
能
は
ざ
る
な
り
。
志
は
学
の
師
な
り
、
才
は
学
の
徒
な
り
。
学
者

　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
ば

　
　
才
の
聰
ら
ざ
る
を
患
へ
ず
し
て
、
志
の
立
た
ざ
る
を
患
ふ
。
是
を
以
て
之
を
為
む
者
億
兆
に
し
て
、
之
を
成
す
者
は
幾
く
も
無
し
。
故

　
　
に
看
子
は
必
ず
其
の
志
を
立
つ
。



だ
が
、
こ
の
発
言
は
い
さ
さ
か
建
前
論
的
奇
麗
事
に
す
ぎ
よ
う
。
い
か
に
強
固
な
志
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
才
の
足
ら
ざ
る
者
は
徳
行

道
芸
兼
備
せ
る
君
子
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
君
子
は
其
の
志
を
立
つ
」
は
、
前
提
条
件
で
は
な
く
、
結
果
論
に
す
ぎ
な
い
。
才
有
り

と
錐
も
そ
の
志
無
き
が
た
め
に
功
を
成
し
得
ぬ
者
が
億
兆
だ
と
い
う
な
ら
、
志
有
り
と
錐
も
才
無
く
し
て
功
を
成
し
得
ぬ
者
は
数
億
兆
で
あ

ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
学
問
に
よ
っ
て
君
子
と
な
り
得
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
玉
無
の
本
音
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ

う
考
え
る
と
、
『
中
論
』
全
書
に
わ
た
っ
て
、
た
と
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ぢ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

　
　
埋
れ
小
事
は
味
甘
く
し
て
大
道
は
醇
淡
く
、
尤
物
は
験
し
易
く
し
て
遠
図
は
離
し
難
し
。
大
明
な
る
君
子
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
兼
通
す

　
　
る
能
は
ざ
る
者
な
り
。
故
に
皆
甘
き
所
に
惑
ひ
て
淡
き
所
に
至
る
能
は
ず
、
易
き
所
に
眩
み
て
難
き
所
に
及
ぶ
能
は
ず
。
是
を
以
て
治

　
　
君
は
世
に
寡
な
く
し
て
乱
君
は
世
に
多
き
な
り
。
（
務
本
篇
）

の
ご
と
く
、
君
子
が
世
俗
一
般
の
人
間
と
は
隔
絶
し
た
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
「
君
子
は
時
俗
の
称
す
る
所
と
為
ら
ず
」
（
審
大
臣
篇
）
、

世
俗
よ
り
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
を
繰
返
し
力
説
し
て
い
る
理
由
が
了
知
さ
れ
る
。

　
以
上
は
、
士
、
す
な
わ
ち
結
果
は
と
も
あ
れ
、
一
応
は
学
に
志
し
た
者
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
で
は
、
志
も
才
も
な
い
衆
庶
、
い
わ

ゆ
る
庶
民
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
こ
と
、
庶
民
が
君
子
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
に
く

　
　
天
の
熊
民
を
生
ず
る
、
其
の
性
は
一
な
り
。
肌
を
刻
み
体
を
薦
く
は
、
同
に
悪
む
所
な
り
。
文
を
被
り
藻
を
垂
る
る
は
、
同
に
好
む
所

　
　
な
り
。
（
賞
罰
篇
）

庶
民
と
い
う
の
は
な
べ
て
、
賞
賜
を
獲
、
刑
罰
を
免
れ
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
る
者
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
彼
ら
の
性
分
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
彼
ら
に
聖
人
の
道
を
説
き
聴
か
せ
て
も
無
駄
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
君
子
は
其
の
人
に
訓
ず
ん
ぽ
、
則
ち
之
と
言
は
ず
。
若
し
之
と
雷
は
ぽ
、
必
ず
其
の
方
を
以
て
す
。
農
夫
に
は
則
ち
稼
稿
を
以
て
し
、

　
　
百
工
に
は
則
ち
技
巧
を
以
て
し
、
商
費
に
は
則
ち
貴
賎
を
以
て
し
、
玉
垣
に
は
則
ち
官
守
を
以
て
し
、
大
夫
及
び
士
に
は
則
ち
法
制
を

　
　
以
て
し
、
儒
生
に
は
則
ち
学
業
を
以
て
す
。
（
貴
言
篇
）

徐
幹
の
人
間
観

一
九
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庶
民
に
は
生
業
の
た
め
の
知
識
・
手
段
だ
け
を
教
え
て
お
け
ぽ
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
は
、
社
会
秩
序
を
乱
さ
せ
な
い
た
め
の
最
低
限

の
道
徳
を
し
つ
け
て
お
け
ぽ
十
分
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
に
は
そ
れ
以
上
の
高
度
な
知
識
や
徳
義
の
理
解
能
力
は
も
と
も
と
な
く
、

無
理
強
い
す
る
こ
と
は
有
害
無
益
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
か

　
　
夫
の
父
慈
に
し
て
子
離
に
、
姑
愛
し
婦
順
ひ
、
兄
友
に
し
て
弟
恭
し
、
夫
敬
し
妻
聴
き
、
朋
友
必
ず
信
、
師
長
必
ず
教
ふ
る
が
若
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き

　
　
有
司
日
月
に
州
閻
に
慮
類
す
。
庸
人
と
錐
も
、
則
ち
亦
た
循
循
然
と
し
て
之
と
言
ひ
て
可
な
り
。
此
を
過
ぎ
て
よ
り
往
は
則
ち
不
可
な

　
　
り
。
故
に
君
子
の
人
と
雷
ふ
や
、
辞
を
し
て
以
て
其
の
知
慮
の
至
る
所
に
達
す
る
に
足
ら
し
め
、
事
を
し
て
其
の
性
情
の
安
ん
ず
る
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
ら

　
　
に
合
ふ
に
足
ら
し
む
。
其
の
任
を
過
ぎ
て
強
ひ
て
牽
制
せ
ざ
る
な
り
。
苛
く
も
其
の
任
を
過
ぎ
て
強
ひ
て
牽
制
せ
ば
、
則
ち
将
ず
昏
瞥

　
　
委
滞
し
て
、
遂
に
窟
子
を
疑
ひ
て
以
て
我
を
欺
く
と
為
さ
ん
。
…
…
明
偏
れ
る
に
而
も
之
に
示
す
に
幽
を
以
て
せ
ぽ
、
照
ら
す
こ
と
能

　
　
は
ず
、
聴
寡
な
き
に
而
も
之
に
告
ぐ
る
に
微
を
以
て
せ
ぽ
、
察
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
斯
れ
造
化
に
量
る
所
の
者
な
り
。
（
同
上
）

「
造
化
に
斯
る
所
」
、
す
な
わ
ち
天
性
の
資
質
の
劣
っ
た
者
に
高
遭
な
道
理
や
知
恵
は
し
ょ
せ
ん
受
容
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
子

た
ち
に
は
、
君
子
に
至
る
道
は
は
じ
め
か
ら
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。

　
道
徳
的
覚
醒
を
衆
庶
に
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
れ
ぽ
、
最
終
的
に
は
賞
罰
に
よ
っ
て
統
御
す
る
し
か
彼
ら
を
治
め
る
術
は
な

い
。
こ
こ
に
お
い
て
徐
幹
は
、
政
治
の
中
核
・
大
綱
と
し
て
賞
罰
を
据
え
る
こ
と
と
な
る
。

　
賞
罰
が
猛
追
の
政
論
の
中
核
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
串
田
久
治
氏
に
詳
細
な
考
察
が
あ
る
。
そ
の
論
考
の
中
で
氏
は
、
賞
罰

を
道
徳
か
ら
切
離
し
独
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
徐
幹
の
賞
罰
観
の
特
色
を
見
出
し
、
そ
れ
と
入
間
観
と
の
関
わ
り
を
論
じ
て
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
、

　
　
孔
子
は
徳
を
体
得
し
た
上
智
と
、
そ
の
正
反
対
に
位
置
す
る
下
愚
と
を
、
道
徳
的
教
化
の
対
象
か
ら
は
ず
し
た
。
徐
幹
も
人
間
を
等
級

　
　
分
け
し
て
、
厳
飛
を
以
て
し
て
も
改
帯
し
な
い
「
愚
惑
の
民
」
を
切
り
捨
て
て
、
「
政
の
大
綱
」
た
る
賞
罰
の
対
象
を
、
上
智
と
下
愚

　
　
の
中
冬
に
あ
た
る
「
二
才
の
徒
」
に
限
定
し
た
。
さ
て
、
絶
対
的
多
数
を
占
め
る
こ
の
「
中
皮
の
徒
」
は
、
本
来
な
ら
徳
を
以
て
教
化



　
　
す
る
こ
と
の
で
き
る
ラ
ン
ク
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
虻
田
は
、
下
愚
を
厳
刑
に
処
し
て
も
救
わ
れ
な
い
存
在
と
し
、
中
事
の
衆
民
を
、
道

　
　
徳
的
教
化
の
対
象
と
は
み
な
さ
ず
、
賞
と
罰
と
を
巧
み
に
施
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
導
管
理
す
べ
き
存
在
と
み
て
い
る
。
こ
れ
に
は

　
　
次
の
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
「
天
、
黙
民
を
生
じ
て
よ
り
、
其
の
性
は
一
な
り
。
肌
を
刻
み
体
を
亡
く
は
、
同
に

　
　
悪
む
所
な
り
。
文
を
被
り
藻
を
垂
る
は
、
同
に
好
む
所
な
り
」
と
、
か
れ
が
賞
罰
を
人
間
の
本
性
に
基
づ
い
た
政
治
手
段
で
あ
る
と
考

　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
串
田
氏
の
所
説
に
間
然
と
す
る
と
こ
ろ
は
ほ
ぼ
な
く
、
私
は
基
本
的
に
賛
意
を
表
し
た
い
。
た
だ
、
「
中
才
の
徒
」
を
衆
民
、
す
な
わ

ち
上
智
と
下
愚
の
中
聞
に
位
置
す
る
人
間
全
部
と
解
す
る
の
は
疑
問
で
、
私
は
前
述
の
と
お
り
、
衆
民
と
は
差
別
化
さ
れ
た
士
を
指
す
も
の

と
み
る
べ
き
だ
と
思
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
衆
民
が
道
徳
的
教
化
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
串
田
氏
の
説
か
れ
る
と
お
り
で

あ
る
。

　
衆
民
は
当
初
か
ら
道
徳
的
教
化
の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
中
身
の
徒
」
た
る
士
も
、
中
細
な
る
が
故
に
、
す
な
わ
ち
そ

の
器
の
大
な
ら
ざ
る
が
故
に
、
徳
義
を
備
え
た
君
子
と
な
る
素
質
を
本
来
有
し
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
道
徳
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
君
子

の
域
に
達
し
得
る
の
は
ご
く
｝
部
の
大
才
あ
る
者
の
み
で
あ
っ
て
、
大
多
数
の
中
人
は
君
子
に
至
る
途
を
は
じ
め
か
ら
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
大
多
数
の
中
人
は
、
実
質
上
、
下
愚
と
何
ら
異
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
士
に
は
技
芸
あ
り
、
衆
庶

も
賞
罰
に
反
応
す
る
だ
け
の
判
断
力
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
刑
罰
を
も
っ
て
し
て
も
素
行
の
お
さ
ま
ら
ぬ
下
愚
と
同
じ
で
は
な
い
。
が
、

君
子
の
要
件
の
第
一
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
道
徳
の
保
有
で
あ
り
、
ま
た
人
性
論
に
お
け
る
善
悪
も
も
っ
ぱ
ら
人
の
徳
性
に
つ
い
て
い
わ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
中
入
の
道
徳
的
向
上
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ぽ
、
中
人
の
性
に
善
有
り
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
我
々
は
、
痘
苗
の
性
三
贔
説
が
そ
の
実
を
失
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
人
の
心
に
「
理
道
」
あ
り
と
し
、
学
問
・
教
育
に

よ
る
人
格
の
陶
冶
を
あ
れ
ほ
ど
熱
心
に
説
い
た
徐
幹
が
、
何
故
に
か
か
る
矛
盾
し
た
人
性
論
を
抱
く
に
遡
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

徐
幹
の
人
間
観

二
一
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彼
が
入
間
の
本
性
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
「
才
」
な
る
規
準
を
そ
こ
に
導
入
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
中
人
を
単
に
中
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

い
わ
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
「
二
才
の
徒
（
人
）
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
「
才
」
の
側
面
か
ら
人
性
を
考

え
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
凡
そ
性
に
は
善
悪
が
あ
り
、
才
に
は
高
下
（
大
小
）
が
あ
る
。
が
、
性
の
善
悪
は
可
変
で
あ
る
に
対
し
、
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

の
高
下
は
不
変
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
才
を
か
ら
め
て
性
を
論
ず
れ
ば
、
性
も
一
定
不
変
と
い
う
方
向
に
転
化
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
き

に
挙
げ
た
「
小
器
は
兼
ね
て
容
る
る
能
は
ず
」
の
言
に
端
な
く
も
露
呈
し
て
い
る
よ
う
に
、
徐
幹
は
ま
さ
に
こ
の
陥
穽
に
お
ち
い
っ
た
の
だ
。

　
な
ら
ぽ
、
ど
う
し
て
徐
幹
は
才
に
注
目
し
た
の
か
が
次
の
間
と
な
ろ
う
。
そ
の
間
に
は
、
彼
は
あ
く
ま
で
為
政
に
即
し
て
人
の
本
性
を
見

つ
め
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
、
と
答
え
る
ほ
か
は
な
い
。
人
の
性
は
善
か
悪
か
な
ど
と
い
う
観
念
的
議
論
は
、
も
と
も
と
彼
の
関
心
の
内
に
な

い
。
平
話
・
衆
庶
の
賢
愚
・
善
悪
は
為
政
の
場
に
お
い
て
は
じ
め
て
意
味
あ
る
課
題
と
な
る
。
し
か
し
て
そ
の
賢
愚
・
善
悪
は
、
徐
幹
か
ら

み
れ
ぽ
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
才
の
高
下
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
政
治
に
立
脚
し
て
物
事
を
考
え
よ
う
と
す
る
徐
幹
に
と
っ
て

（
こ
れ
は
応
報
論
な
ど
の
場
合
も
同
様
）
、
人
聞
の
価
値
を
決
定
す
る
指
標
は
、
窮
極
的
に
は
、
政
治
的
才
能
・
才
智
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
、
そ
の
才
智
論
の
考
究
に
進
ま
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。

ゐIN

　
大
多
数
の
人
間
に
は
道
徳
的
向
上
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
世
に
太
平
を
実
現
す
る
こ
と
は
単
な
る
夢
に

す
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
意
外
に
も
、
雨
蓋
は
絶
望
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
太
平
は
実
現
可
能
と
彼
は
い
う
の

で
あ
る
。
そ
の
…
つ
の
理
由
は
、
政
治
を
行
う
に
は
必
ず
し
も
多
数
の
賢
人
は
必
要
な
く
、
ご
く
少
数
の
君
子
た
る
賢
臣
が
い
れ
ば
十
分
だ

と
徐
幹
は
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
賢
者
の
人
に
称
せ
ら
る
る
は
、
力
を
以
て
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
力
も
て
す
る
者
は
必
ず
須
ら
く
多
か
る
べ
き
も
、
知
者
は
響
き
を
待

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
さ

　
　
た
ざ
る
な
り
。
故
に
王
の
卒
は
七
万
あ
れ
ど
も
、
輔
佐
は
六
識
な
り
。
故
に
舜
に
臣
五
人
有
り
て
天
下
治
ま
り
、
周
に
乱
む
る
臣
十
人



　
　
有
り
て
四
海
服
せ
り
。
此
れ
寡
を
用
ふ
る
の
験
に
非
ず
や
。
（
亡
国
篇
）

こ
れ
だ
と
、
大
多
数
の
人
間
が
君
子
で
な
く
と
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
理
由
の
主
た
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
徐
幹
が
為
政
に
お
い
て
道
徳
を
至
上
命
題
と
し
て
い
な
い
こ
と

で
あ
る
。
道
徳
を
至
上
命
題
と
し
て
い
な
い
こ
と
の
一
端
は
串
田
氏
の
所
説
を
引
い
て
さ
き
に
も
少
し
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
再
度
、
串
田
氏

の
言
を
聴
こ
う
。
衆
民
を
道
徳
的
教
化
の
対
象
か
ら
は
ず
す
第
二
の
理
由
を
、
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
、

　
　
二
つ
は
、
…
…
賢
人
登
用
論
と
深
く
関
わ
る
。
か
れ
は
そ
こ
に
お
い
て
聖
人
を
求
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
夫
れ
珠
の
礫
を
含
み
、

　
　
理
の
蝦
を
挟
む
」
と
、
む
し
ろ
か
れ
は
人
間
の
不
完
全
を
う
け
い
れ
、
聖
人
で
は
な
い
、
不
完
全
な
入
間
に
も
可
能
な
明
晰
な
頭
脳
と

　
　
政
治
的
熱
意
と
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
そ
の
為
政
者
（
賢
人
）
の
任
務
は
、
衆
民
を
道
徳
的
教
化
に
よ
っ
て
教
導
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
　
と
で
は
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
串
田
氏
の
所
説
に
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
り
、
全
面
的
に
賛
意
は
表
し
が
た
い
が
、
為
政
者
に
完
全
性
を
求
め
て
い
な
い
と
い
う
論
旨

は
、
私
も
そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
。
い
さ
さ
か
問
題
あ
り
と
い
う
の
は
、
ま
ず
「
珠
の
礫
を
含
み
云
々
」
を
人
間
の
不
完
全
さ
を
受
け
入
れ

る
こ
と
の
表
明
と
と
ら
え
て
い
る
の
は
疑
問
で
、
こ
の
文
は
文
脈
か
ら
み
て
、
前
述
の
ご
と
く
、
蝦
あ
る
玉
も
磨
け
ば
全
き
珠
玉
と
な
る
、

す
な
わ
ち
、
不
完
全
な
る
入
間
も
完
全
な
人
間
に
な
り
得
る
こ
と
を
説
く
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
そ
の
一
。
次
に
、
『
立
論
』
全
体
は
も

と
よ
り
、
政
論
の
中
核
を
形
成
す
る
審
大
臣
篇
以
下
の
五
篇
に
お
い
て
も
、
政
治
に
携
る
賢
人
（
君
子
）
に
は
、

　
　
若
し
夫
れ
明
君
の
親
任
す
る
所
は
、
皆
貞
良
聰
智
に
し
て
、
其
の
言
や
皆
徳
義
忠
信
な
り
。
（
慎
所
従
篇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
な

　
　
君
子
な
る
者
は
、
行
く
に
楡
合
せ
ず
、
立
つ
に
方
を
易
へ
ず
、
天
下
を
以
て
道
を
柾
げ
ず
、
生
を
楽
ふ
を
以
て
仁
を
害
は
ず
。
（
亡
国

　
　
篇
）

と
あ
る
ご
と
く
、
や
は
り
基
本
的
に
は
道
徳
的
完
全
性
を
賦
与
す
る
姿
勢
を
崩
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
串
田
氏
の
説
き
方
は
そ
の
点
を

少
し
軽
視
し
て
い
る
感
が
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
氏
の
趣
旨
自
体
に
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
ま
っ
た
く
異
論
は
な
い
。
な
ぜ
な

徐
幹
の
人
間
観

二
三
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ら
、
氏
の
い
う
「
頭
脳
の
明
晰
さ
扁
、
す
な
わ
ち
聰
明
と
才
智
（
叡
知
）
こ
そ
が
、
徳
義
に
も
増
し
て
為
政
に
は
必
要
と
徐
幹
は
考
え
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。

　
君
子
に
は
、
道
徳
性
と
同
時
に
聰
明
さ
と
叡
知
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　
人
の
耳
匿
、
尽
く
我
（
1
1
二
子
）
が
用
と
為
れ
ば
、
則
ち
我
の
聰
明
、
天
下
に
敵
無
し
。
…
…
昔
　
衛
の
武
公
、
年
九
十
を
過
ぐ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
い
く

　
　
猶
ほ
夙
夜
怠
ら
ず
、
訓
道
を
聞
か
ん
こ
と
を
思
ふ
。
…
…
衛
人
魚
の
徳
を
賦
し
、
為
に
素
点
を
賦
し
、
且
つ
書
聖
と
日
ふ
。
（
虚
道
篇
）

　
　
王
者
の
天
下
を
取
る
や
大
本
有
り
、
仁
者
有
る
を
こ
れ
謂
ふ
な
り
。
仁
な
れ
ぽ
則
ち
万
国
之
に
懐
き
、
智
な
れ
ば
則
ち
英
雄
之
に
帰
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

　
　
万
国
を
御
し
英
雄
を
総
べ
、
以
て
四
海
に
臨
ま
ぽ
、
其
れ
誰
か
与
に
争
は
ん
や
。
（
慎
所
従
篇
）

徳
智
双
備
を
君
子
の
基
礎
的
要
件
と
す
る
の
は
儒
家
の
一
貫
し
て
変
ら
ぬ
君
子
像
の
根
幹
で
あ
っ
て
、
徐
幹
の
専
売
で
は
な
い
。
た
だ
注
目

す
べ
き
は
、
通
常
で
は
、
徳
智
並
挙
と
は
い
い
条
、
や
は
り
徳
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
徐
幹
に
お
い
て
は
む
し
ろ
聰
明
・
才

智
を
徳
行
よ
り
重
視
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
が
端
的
に
現
れ
た
の
が
智
行
篇
で
あ
る
。
誓
事
の
文
章
は
こ
う
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ

　
　
叢
る
ひ
と
問
ひ
て
臼
く
、
「
士
或
い
は
明
哲
に
し
て
理
を
窮
め
、
或
い
は
志
行
純
篤
な
り
。
二
者
兼
ぬ
べ
か
ら
ず
ん
ば
、
墾
人
将
に
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か

　
　
く
を
取
ら
ん
と
す
る
」
と
。
対
へ
て
曰
く
、
「
其
れ
明
哲
か
。
夫
れ
明
哲
の
用
為
る
や
、
乃
ち
能
く
民
を
殼
ん
に
し
利
を
阜
ん
に
し
、

　
　
万
物
を
し
て
其
の
極
を
尽
く
さ
ざ
る
者
無
か
ら
し
む
。
聖
人
の
及
ぶ
べ
き
は
、
徒
だ
に
空
行
の
み
に
非
ざ
る
な
り
、
智
な
り
。
伏
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
と

　
　
八
卦
を
作
り
、
文
面
其
の
辞
を
増
す
は
、
宣
れ
皆
神
を
窮
め
化
を
知
る
な
り
。
量
に
徒
独
り
善
を
行
ふ
の
み
な
ら
ん
や
。
『
易
睡
離
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ

　
　
象
に
称
す
ら
く
、
『
大
人
は
以
て
明
を
継
ぎ
、
照
方
を
照
す
』
と
。
滴
れ
大
人
と
は
聖
入
な
り
。
其
の
余
の
象
に
は
皆
君
子
と
称
す
。

　
　
蓋
し
君
子
は
賢
者
に
通
ず
る
な
り
。
聰
明
は
惟
だ
聖
人
の
み
能
く
之
を
尽
く
す
。
大
才
・
通
人
は
有
れ
ど
も
尽
く
す
能
は
ざ
る
な
り
。

　
　
云
々
」

聖
人
の
聖
人
た
る
所
以
は
聰
明
・
明
哲
、
す
な
わ
ち
智
に
あ
り
、
善
行
な
ど
は
二
の
次
だ
と
言
わ
ん
ぽ
か
り
の
口
吻
で
あ
る
。
明
哲
窮
理
、

志
行
純
篤
、
い
ず
れ
も
賢
者
で
あ
り
、
聖
人
な
ど
を
持
ち
出
し
て
優
劣
を
論
ず
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
或
る
ひ
と
の
反
論
に
対
し
て
は
、



「
賢
者
も
亦
た
漁
り
」
、
賢
入
に
お
い
て
も
聰
明
・
才
智
が
最
も
重
要
で
あ
り
、
そ
の
優
劣
が
賢
人
の
ラ
ン
ク
を
決
め
る
の
だ
と
し
て
、
次

の
よ
う
に
い
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し

　
　
入
の
行
、
孝
よ
り
大
な
る
は
莫
く
、
清
よ
り
駆
る
る
は
莫
し
。
曽
参
の
孝
は
有
虞
も
易
ふ
る
能
は
ず
、
原
憲
の
清
は
伯
夷
も
早
る
能
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
ず
。
然
れ
ど
も
（
子
）
遊
・
（
子
）
夏
と
列
し
て
四
行
の
科
に
在
る
を
得
ず
。
其
の
才
の
如
か
ざ
る
を
以
て
な
り
。
…
…
子
貢
の
行
、

　
　
顔
淵
に
若
か
ざ
る
こ
と
遠
し
。
然
り
而
し
て
其
の
行
に
服
せ
ず
、
其
の
一
を
聞
い
て
十
を
知
る
に
服
せ
り
。
此
れ
に
由
り
て
之
を
観
れ

　
　
ぽ
、
下
々
は
人
を
服
せ
し
む
る
所
以
な
り
。
仲
尼
も
亦
た
顔
淵
の
盛
才
有
る
を
奇
と
せ
し
な
り
。
…
…
曽
参
質
孝
な
り
と
錐
も
、
原
憲

　
　
体
清
な
り
と
錐
も
、
仲
尼
未
だ
甚
だ
し
く
は
嘆
ぜ
ざ
る
な
り
。

顔
回
が
「
七
十
子
の
冠
」
と
な
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
才
智
が
抜
群
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
も
明
快
に
才
智
の
徳
行
に
対
す
る
優
越
を
・
王
諭
し
た
か
ら
に
は
、
「
近
く
も
才
智
有
り
て
而
も
行
ひ
善
か
ら
ざ
る
は
、
則
ち
取
る
べ

き
か
」
と
の
再
反
論
あ
る
は
必
定
で
あ
る
。
こ
の
返
答
に
は
徐
幹
も
い
さ
さ
か
困
っ
た
よ
う
で
（
と
い
っ
て
も
、
多
分
、
自
問
自
答
で
あ
ろ

う
が
）
、

　
　
夫
れ
君
子
は
、
仁
以
て
愛
を
博
め
、
義
以
て
悪
を
除
き
、
信
以
て
情
を
立
て
、
礼
以
て
自
ら
節
し
、
聰
以
て
自
ら
察
し
、
明
以
て
色
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
観
、
謀
以
て
権
を
行
ひ
、
智
以
て
物
を
弁
ず
。
量
に
一
も
無
か
る
ぺ
け
ん
や
。
夫
の
多
少
の
間
を
謂
ふ
の
み
。
…
…
聖
人
は
才
智
の
特

　
　
り
能
く
功
を
立
て
事
を
立
て
、
世
に
益
あ
る
を
貴
ぶ
。
如
し
葱
過
多
く
、
才
智
少
な
く
ぼ
、
乱
を
作
す
こ
と
余
り
有
り
て
、
功
を
立
つ

　
　
る
こ
と
足
ら
ず
。

な
ど
と
、
多
分
に
は
ぐ
ら
か
し
た
答
を
返
し
て
い
る
。
「
取
る
べ
し
」
と
は
、
さ
す
が
に
断
介
し
に
く
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
二

慰
に
事
え
、
と
か
く
僑
礼
の
沙
汰
あ
る
管
仲
を
称
賛
す
る
の
に
ひ
き
か
え
、
仁
義
徳
行
は
あ
り
な
が
ら
智
謀
に
欠
け
る
故
に
身
を
滅
ぼ
し
た

比
干
・
徐
の
優
王
・
魯
の
隠
公
ら
が
「
此
れ
皆
善
を
躇
め
ど
も
智
少
な
き
の
謂
な
り
」
と
切
っ
て
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
を
み
れ
ば
、
徐
幹
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

意
の
あ
る
と
こ
ろ
は
明
々
白
々
で
あ
る
。

徐
幹
の
人
間
観

二
五
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こ
の
よ
う
に
功
業
を
立
て
る
こ
と
が
才
智
の
特
り
能
く
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
人
を
服
従
さ
せ
る
所
以
が
盛
才
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
政
治

に
お
い
て
才
智
が
最
も
緊
要
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
は
理
の
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
ま
ず
君
主
自
身
が
、

　
　
入
君
の
務
む
る
所
の
者
は
、
其
れ
大
道
・
遠
図
に
在
る
か
。
大
道
・
遠
図
な
る
者
は
、
仁
は
以
て
群
生
を
聖
意
す
る
に
足
り
、
恵
は
以

　
　
て
百
姓
を
撫
養
す
る
に
足
り
、
明
は
以
て
四
方
を
愚
見
す
る
に
足
り
、
智
は
以
て
万
物
を
統
理
す
る
に
足
り
、
権
は
以
て
無
端
に
変
応

　
　
す
る
に
足
り
、
義
は
以
て
財
用
を
阜
生
す
る
に
足
り
、
威
は
以
て
姦
非
を
禁
寂
す
る
に
足
り
、
武
は
以
て
禍
乱
を
平
定
す
る
に
足
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

　
　
聴
受
に
詳
か
に
し
て
人
を
宮
す
る
に
審
か
に
、
興
廃
の
原
に
達
し
、
安
危
の
分
に
通
ず
る
を
為
ふ
。
此
く
の
如
け
れ
ぽ
、
則
ち
君
道
畢

　
　
せ
り
。
（
務
本
篇
）

と
あ
る
ご
と
く
、
聰
明
に
し
て
叡
知
あ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
だ
が
、
よ
り
肝
要
な
の
は
、
大
臣
に
明
哲
な
る
人
材
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
大
臣
は
以
て
其
の
人
を
得
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
大
臣
な
る
者
は
、
君
の
股
肱
耳
目
な
り
。
視
聴
す
る
所
以
、
事
を
行
ふ
所
以
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　
　
先
王
其
の
是
く
の
如
き
な
る
を
知
り
、
故
に
博
く
聰
明
害
哲
の
君
子
を
求
め
、
諸
を
上
位
に
措
き
、
邦
の
政
令
を
執
ら
し
む
。
執
政
聰

　
　
明
容
哲
な
れ
ば
、
則
ち
其
の
事
挙
が
り
、
其
の
事
挙
が
れ
ぽ
、
則
ち
百
僚
其
の
職
に
任
じ
、
百
僚
其
の
職
に
任
ず
れ
ば
、
則
ち
庶
事
其

　
　
の
治
を
致
さ
ざ
る
莫
く
、
庶
事
其
の
治
を
致
せ
ば
、
則
ち
九
牧
の
民
其
の
所
を
得
ざ
る
莫
し
。
…
…
故
に
大
臣
な
る
者
は
万
邦
を
治
む

　
　
る
の
重
器
な
り
。
（
審
大
墜
篇
）

国
の
重
器
た
る
大
臣
に
聰
明
叡
哲
の
君
子
を
得
さ
え
す
れ
ぽ
、
政
治
機
構
は
万
般
順
調
に
機
能
し
《
天
下
に
太
平
を
致
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

徐
幹
が
政
治
の
枢
要
と
し
て
明
哲
の
君
子
を
い
か
ほ
ど
重
視
し
て
い
た
か
知
ら
れ
よ
う
（
そ
し
て
才
智
な
き
有
司
百
僚
も
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち

分
・
技
童
を
つ
く
し
て
そ
の
職
に
任
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
こ
に
行
政
の
一
個
の
歯
車
と
し
て
そ
の
存
在
衝
値
を
公
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）
。

　
こ
こ
で
い
う
聰
明
叡
哲
の
君
子
が
も
っ
ぱ
ら
才
智
の
み
を
問
題
と
さ
れ
て
い
る
、
換
言
す
れ
ぽ
、
徳
性
を
当
面
の
必
要
条
件
と
し
て
い
な

い
こ
と
は
、
後
文
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
は

　
　
其
（
大
賢
）
の
人
に
異
な
る
者
は
、
心
　
群
理
を
統
べ
て
纒
ら
ず
、
智
　
万
物
に
周
く
し
て
過
た
ず
、
変
故
暴
か
に
至
る
も
惑
は
ず
、



　
　
真
偽
叢
幸
す
れ
ど
も
迷
は
ざ
る
を
謂
ふ
。
故
に
其
れ
志
を
得
れ
ば
、
則
ち
邦
家
治
ま
り
て
以
て
和
し
、
社
穫
安
く
し
て
以
て
固
く
、
兆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

　
　
民
其
の
慶
を
受
け
、
群
生
其
の
沢
に
頼
り
、
八
極
の
内
同
に
一
と
為
る
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。
以
上
が
、
私
が
串
田
氏
の
所
説
を
正
当
と
考
え
る
理
由
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
電
導
が
、
儒
教
の
伝
統
を
は
ず
れ
て
で
も
、
敢
え
て
才
智
を
徳
行
に
優
先
さ
せ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
や
は
り
現
実
の
直

視
と
、
そ
の
直
視
か
ら
不
可
避
的
に
生
ず
る
危
機
意
識
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
も
陳
腐
な
解
答
で
、
我
な
が
ら
気
が
き
か
な
い
と
は
思
う
が
、

い
ま
の
と
こ
ろ
、
残
念
な
が
ら
こ
の
答
し
か
思
い
つ
か
な
い
。
徐
幹
が
そ
の
後
半
生
を
送
っ
た
時
期
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
時
に
層
群
　
乱
を
作
し
、
主
を
劫
か
し
て
耳
当
せ
し
め
、
好
雄
野
に
満
ち
、
天
下
に
主
無
し
。
聖
人
の
道
息
み
、
邪
偽
の
事
興
り
、
利

　
　
を
営
む
の
士
誉
を
得
、
貞
を
守
る
の
賢
彰
れ
ず
。
（
序
）

と
い
う
、
ま
さ
し
く
闇
黒
の
乱
世
の
最
中
で
あ
っ
た
。
彼
が
い
か
に
そ
の
乱
世
に
慨
嘆
し
て
い
た
か
は
、
『
中
論
』
を
一
読
す
れ
ぽ
、
慨
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
（
4
3
）

も
容
易
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
生
胆
・
庶
幾
統
・
崔
建
ら
類
似
せ
る
政
論
を
展
開
す
る
者
た
ち
が
同
様
の
危
機
意
識
と
現
実
直
視

の
眼
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ
う
い
っ
た
危
機
意
識
が
基
幹
に
大
き
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
得
ま
い
。
と
く
に
、
性

三
品
説
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
現
実
の
統
治
法
に
お
い
て
は
衆
庶
の
俗
悪
な
面
に
の
み
眼
を
注
い
だ
感
の
あ
る
王
符
と
の
類
似
性
は
際
だ

っ
て
い
る
。
現
実
を
直
視
す
れ
ば
、
衆
庶
の
愚
惑
さ
が
い
や
応
な
く
痛
感
さ
れ
、
道
徳
的
教
化
と
い
う
迂
遠
な
理
想
論
な
ど
採
択
の
余
地
は

な
か
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
た
だ
し
、
徐
幹
を
動
か
し
て
い
た
の
は
、
ひ
と
え
に
現
実
直
視
の
姿
勢
と
危
機
意
識
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

（
た
と
え
ぽ
危
機
意
識
と
裏
返
し
の
曹
魏
政
権
に
対
す
る
期
待
感
は
き
っ
と
同
時
に
あ
っ
た
ろ
う
）
。
と
り
わ
け
気
に
な
る
の
は
現
実
を
直

視
し
た
に
し
て
は
、
さ
き
に
み
た
大
臣
論
は
、
あ
ま
り
に
も
理
念
が
か
ち
す
ぎ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
執
政
に
聰
明
叡
哲
の
君
子
を
据
え
さ

え
ず
れ
ば
万
事
う
ま
く
い
く
な
ど
と
い
う
の
は
楽
観
的
に
す
ぎ
る
。
こ
れ
で
は
、
君
主
や
大
臣
が
有
徳
の
君
子
で
あ
れ
ぽ
、
民
も
そ
れ
に
化

し
て
尭
舜
の
民
と
な
る
と
い
う
王
道
論
と
思
想
構
造
上
、
変
り
は
な
い
。
す
な
わ
ち
徐
幹
は
、
現
実
直
視
の
一
方
で
、
伝
統
的
理
念
に
な
お

徐
幹
の
人
間
観

二
七
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八

支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ぽ
、
も
う
一
歩
進
め
れ
ぽ
、
ま
た
そ
ろ
道
徳
教
化
論
が
登
場
す
る
怖
れ
が
あ
る
。
そ
し
て
果
た
せ
る

か
な
、
別
の
箇
所
で
は
、
急
心
は
政
治
に
お
け
る
君
主
の
道
徳
の
有
効
性
を
高
ら
か
に
宣
題
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
人
君
荷
く
も
其
の
道
義
を
脩
め
、
其
の
畳
音
を
昭
ら
か
に
し
、
其
の
威
儀
を
慎
み
、
其
の
教
令
を
審
か
に
し
、
刑
に
強
要
無
く
、
獄
に

　
　
放
残
無
く
、
仁
愛
普
般
に
し
て
、
恵
沢
懸
垂
し
、
百
官
職
を
楽
し
み
、
万
民
所
を
得
れ
ば
、
則
ち
賢
者
の
之
を
仰
ぐ
こ
と
天
地
の
如
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ろ
こ

　
　
之
を
愛
す
る
こ
と
親
戚
の
如
く
、
之
を
楽
し
む
こ
と
屓
麗
の
如
く
、
之
を
亡
ぶ
こ
と
蘭
芳
の
如
し
。
故
に
其
の
我
に
帰
す
る
や
、
猶
ほ

　
　
ふ
た
が

　
　
甕
れ
る
を
決
し
滞
れ
る
を
導
き
、
之
を
大
面
に
注
ぐ
が
ご
と
し
。
何
の
至
ら
ざ
る
こ
と
か
こ
れ
有
ら
ん
。
（
亡
国
篇
）

こ
の
発
想
は
旧
来
の
徳
治
主
義
の
論
法
か
ら
ほ
と
ん
ど
出
て
い
な
い
。
人
君
が
道
義
を
修
め
、
万
民
に
仁
愛
を
施
し
さ
え
ず
れ
ば
、
安
寧
が

も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
の
な
ら
、
臣
下
が
苦
労
し
て
そ
の
才
智
を
発
揮
す
る
必
要
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
右
の
一
文
は
本
来
、
か
か
る
明
君

で
あ
れ
ぽ
こ
そ
、
賢
者
が
歓
び
勇
ん
で
推
戴
し
、
そ
の
力
を
尽
く
す
の
だ
と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
臣
下
の
才
智
は
不
要
と
な
る

な
ど
と
い
え
ば
、
著
者
は
心
外
だ
と
怒
る
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
賢
者
は
君
主
の
コ
ピ
ー
に
す
ぎ
ず
、
政
治
の
全
責
任
が
君
・
王
の
道
徳

性
に
か
か
っ
て
い
る
以
上
、
実
際
に
は
い
て
も
い
な
く
て
も
同
じ
こ
と
な
の
だ
。
才
智
は
、
善
道
を
践
み
行
う
だ
け
で
は
安
寧
を
得
ら
れ
な

い
か
ら
こ
そ
、
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
道
義
を
修
め
て
さ
え
い
れ
ば
事
足
り
る
な
ら
、
才
智
を
特
価
質
す
る
い
わ
れ
は
な
く
な
る
。
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

主
の
道
徳
性
を
持
ち
出
し
て
し
ま
え
ぽ
、
話
は
全
て
振
り
出
し
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
徳
治
主
義
の
立
場
に
立
つ
か
ら
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

賞
罰
に
よ
る
強
権
政
治
も
不
要
に
な
る
。
串
膿
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
賞
罰
論
（
道
徳
か
ら
独
立
し
た
、
政
治
技
術
と
し
て
の
賞
罰
の
施

行
）
も
ま
た
振
り
出
し
に
漢
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
道
徳
的
教
化
を
放
棄
し
な
が
ら
、
霜
主
の
道
徳
性
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
を
串
田
氏

は
「
自
家
撞
着
」
と
評
し
て
い
る
が
、
確
か
に
そ
う
評
さ
れ
て
も
仕
方
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
通
草
自
身
は
こ
れ
を
矛
盾
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
大
道
・
遠
図
に
詳
悉
す
る
こ
と
が
霧
主
の
「
大
明
」
す

な
わ
ち
智
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
人
君
の
修
む
べ
き
徳
（
文
王
の
「
九
徳
」
の
中
に
「
明
」
「
智
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
だ
と
、

彼
は
み
な
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
そ
も
そ
も
智
は
仁
・
義
・
礼
・
信
と
並
ぶ
五
常
の
一
で
あ
り
、
明
・
聰
・
叡
は
徳
を
高
め
る
所
以



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
は

で
あ
っ
た
（
脩
本
篇
）
。
ま
た
「
芸
な
る
者
は
、
智
を
饗
し
能
を
飾
り
事
を
統
べ
群
を
御
す
る
所
以
な
り
。
…
…
芸
は
事
を
以
て
徳
を
成
す

者
な
り
」
（
芸
紀
篇
）
と
あ
る
ご
と
く
、
智
の
現
れ
が
徳
で
あ
る
。
君
子
の
徳
智
が
一
体
の
も
の
と
観
念
さ
れ
る
の
は
、
徐
幹
の
み
の
こ
と

で
は
な
く
、
通
念
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
彼
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
通
念
に
よ
っ
た
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
客
観
的
に
み
れ
ぽ
、
や
は
り
徳
化
論
と
賞
罰
論
の
矛
盾
は
お
お
い
が
た
い
。
徐
幹
も
結
局
、
王
符
や
仲
長
統
ら
と
同
様
、
徳
治

主
義
と
法
術
主
義
の
並
存
両
用
と
い
う
矛
盾
し
た
政
治
論
か
ら
完
全
に
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
我
々
は
こ
こ
に
、
徳
治
・
礼
教
と

い
う
儒
家
的
理
念
が
い
か
に
強
固
な
も
の
か
、
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
徐
幹
の
政
治
論
は
ま
る
ま
る
旧
態
依
然
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
政
治
を
一
種
の
技
術
と
み
、
そ
の
技
術
・
知
識
を

身
に
つ
け
た
百
官
有
司
、
い
わ
ば
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
も
の
と
み
る
点
は
新
鮮
な
国
家
観
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ

し
て
そ
の
よ
う
な
政
治
観
・
国
家
観
を
形
成
し
得
た
の
は
、
才
智
の
徳
行
に
対
す
る
優
位
を
主
張
し
、
技
芸
を
君
子
の
業
と
し
て
一
定
の
評

価
を
与
え
る
人
間
観
で
あ
ろ
う
。
も
し
怨
讐
に
思
想
的
価
値
あ
り
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
点
を
置
い
て
ほ
か
に
な
い
。
そ
し
て
徐
幹
の
思
い
描
い

た
君
子
像
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
技
芸
を
身
に
つ
け
た
才
智
あ
ふ
る
る
文
人
官
僚
が
接
写
に
か
け
て
輩
出
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
人
間
学
は
時
代
の
先
駆
と
も
評
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
意
味
で
は
、
か
か
る
入
間
観
は
建
安
七
子
の

一
た
る
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
表
明
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
『
中
蓋
』
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
は
詩
や
辞
賦
を
思
郷
し
て
著

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
一
方
で
な
お
漢
代
儒
者
の
衣
を
引
き
ず
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
こ
そ
、
矛
盾

に
満
ち
た
こ
の
文
人
思
想
家
の
神
髄
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

　
注

（
1
）
　
徐
幹
の
生
卒
に
つ
い
て
は
一
七
〇
～
二
一
七
と
す
る
説
も
あ
る
。

章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

徐
幹
の
人
間
観
・

詳
し
く
は
注
（
3
）
に
掲
げ
る
串
田
氏
論
文
1
の
注
（
3
）
、
お
よ
び
李
蔵
書
の
第
二

二
九
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三
〇

（
2
）
　
一
九
五
三
、
岩
波
書
店
、
三
〇
二
頁
。

（
3
）
　
近
年
の
徐
幹
お
よ
び
『
細
論
』
を
主
題
と
す
る
論
文
・
著
書
を
以
下
に
列
挙
し
て
お
く
（
た
だ
し
、
私
の
目
賭
し
た
も
の
に
限
る
。
ま
た
思
想
史
の

　
項
冒
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
、
お
よ
び
建
安
七
子
研
究
の
　
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
は
省
類
す
る
）
。
酪
建
人
『
徐
砂
中
論
研
究
㎞
（
一
九
七
三
、

台
湾
商
務
印
書
館
）
。
梁
栄
鼠
戸
徐
幹
中
品
校
釈
』
（
一
九
七
九
、
牧
童
出
版
社
）
。
多
田
猫
介
「
『
中
論
嚇
出
稿
（
上
）
（
下
）
」
（
隅
日
本
女
子
大
学
紀
要
1

　
文
学
部
暁
三
一
・
三
二
、
一
九
八
二
）
。
串
田
久
治
「
徐
幹
の
政
論
－
賢
人
登
用
と
賞
罰
一
」
（
隅
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
　
文
学
二
千
睡
　
八
、
一
九

　
八
五
。
以
下
「
論
文
－
偏
と
表
記
す
る
）
。
同
「
幸
福
論
の
展
開
一
驚
幹
の
ば
あ
い
一
扁
（
同
上
、
｝
九
、
　
九
八
六
）
。
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
カ
ム
（
一
〇
ぎ

　
譲
算
①
冨
ヨ
）
「
徐
幹
の
戦
中
論
魎
版
本
に
つ
い
て
」
（
隅
中
国
研
究
集
刊
』
四
、
　
九
八
七
）
。
同
一
⑦
↓
§
《
≧
Q
舅
毫
眺
q
2
≧
ト
さ

　
彊
≧
9
》
妻
卜
⑦
Ω
霞
》
熱
量
嘗
ミ
謹
ミ
ミ
O
蕊
§
ミ
、
的
ミ
ミ
題
》
×
×
く
H
目
l
b
。
レ
㊤
㊤
P
張
舜
徽
「
中
黒
注
」
（
　
九
四
六
年
稿
、
『
旧
学

　
輯
存
臨
、
一
九
八
八
、
当
掻
書
社
、
所
収
）
。
露
文
獄
隅
徐
幹
思
想
研
究
』
（
　
九
九
二
、
文
津
出
版
栓
）
。
中
嶋
隆
蔵
「
漢
宋
魏
初
に
お
け
る
道
徳
論
一
徐

　
幹
と
王
弼
の
所
論
を
め
ぐ
っ
て
…
」
（
隅
栗
原
圭
介
博
士
頒
寿
記
念
東
洋
学
論
集
撫
、
一
九
九
五
、
汲
古
書
院
、
所
収
）
。

（
4
）
　
『
中
細
魎
よ
り
の
引
用
は
惣
名
の
み
記
す
。
テ
キ
ス
ト
は
拙
稿
「
置
綿
里
謡
校
注
（
上
）
（
中
）
（
下
）
」
（
咽
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
一
二
三
・
二

　
四
・
二
五
、
｝
九
八
四
～
八
六
）
に
収
め
た
校
訂
本
文
を
用
い
る
。
通
行
本
と
異
同
の
あ
る
箇
所
が
あ
る
が
、
拙
稿
中
に
校
門
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は

　
一
々
注
記
し
な
い
。
た
だ
、
「
校
注
扁
の
底
本
と
し
て
隅
龍
難
精
舎
叢
書
』
本
を
用
い
た
の
は
私
の
央
態
で
あ
っ
た
。
当
蒔
、
懸
念
し
た
と
お
り
、
同
本

　
は
『
両
京
遺
篇
臨
本
の
覆
刻
の
可
能
性
が
強
く
、
元
本
の
覆
刻
と
は
い
え
な
い
と
、
現
在
の
私
は
み
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
『
龍
難
精
舎
叢
書
臨
本

　
は
、
隠
棲
本
の
忠
実
な
覆
刻
に
し
て
、
か
つ
最
古
本
と
認
め
ら
れ
る
厳
霊
峯
所
蔵
本
に
も
近
い
杜
黒
本
（
照
部
叢
刊
本
）
の
善
な
る
に
及
ば
な
い
。
や
は

　
り
四
部
叢
刊
本
に
拠
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
い
ま
訂
正
し
て
お
き
た
い
。
な
お
厳
氏
所
蔵
本
に
つ
い
て
は
、
所
蔵
義
烈
氏
の
「
無
求
備

斎
見
蔵
徐
幹
中
論
題
記
扁
（
注
（
3
）
酪
氏
書
に
収
録
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）
　
張
岱
隼
隅
中
国
哲
学
大
綱
繰
（
一
九
五
八
、
商
務
印
書
館
。
い
ま
は
一
九
八
二
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
再
版
本
に
拠
る
）
は
、
「
人
心
莫
不
有
理

道
」
と
は
「
入
心
が
能
く
是
非
を
弁
じ
、
真
と
妄
、
当
と
不
当
を
分
領
す
る
こ
と
を
謂
う
」
と
し
て
い
る
（
瓢
三
八
頁
）
。

（
6
）
　
以
下
、
本
節
で
は
、
治
学
篇
よ
り
の
引
用
に
限
り
、
篇
名
掲
示
を
省
略
す
る
。

（
7
）
　
隅
群
書
治
要
聴
巻
四
［
六
引
く
。

（
8
）
　
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
「
道
」
は
形
術
上
的
な
真
理
・
原
理
を
い
う
の
で
は
な
く
、
「
事
」
す
な
わ
ち
威
儀
や
技
芸
に
こ
め
ら
れ
た
精
神
的
意
義
を

指
す
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
「
事
」
を
定
め
た
の
が
聖
人
で
あ
る
か
ら
に
は
、
精
神
を
理
解
す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
聖
人
の
心
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ



　
の
こ
と
は
、
「
事
」
を
司
る
有
司
が
外
面
的
こ
と
が
ら
に
し
か
携
れ
な
い
と
常
に
軽
侮
の
念
を
こ
め
て
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
了
解
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、

　
徐
幹
は
有
司
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
有
司
に
は
有
司
な
り
の
存
在
意
義
あ
り
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
9
）
　
『
中
蟹
騙
巻
頭
に
附
さ
れ
て
い
る
無
名
氏
の
序
。
串
田
氏
は
任
蝦
の
作
で
あ
ろ
う
と
す
る
（
注
（
3
）
所
掲
論
文
1
の
注
（
3
）
）
。
私
も
恐
ら
く
そ
う
で

　
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
い
ま
し
ぼ
ら
く
は
断
定
は
控
え
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
徐
幹
の
生
平
を
熟
知
せ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
1
0
）
　
『
礼
記
』
中
庸
篇
「
仲
尼
祖
述
尭
舜
、
憲
章
文
武
」
。
『
漢
書
』
芸
文
志
「
儒
家
者
流
、
…
…
游
文
於
六
経
之
中
、
留
意
於
仁
義
中
藍
、
祖
述
舞
舜
、

宗
師
仲
尼
、
以
重
其
言
」
。

（
1
1
）
　
因
み
に
孟
子
に
つ
い
て
は
、
序
に
「
有
識
孟
軽
、
不
遜
其
量
、
増
置
行
道
、
蚕
食
諸
侯
」
と
あ
り
、
そ
の
人
物
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

　
れ
る
。
た
だ
し
、
『
中
論
騙
に
は
『
孟
子
舳
の
引
用
は
極
め
て
多
く
、
思
想
的
に
は
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
1
2
）
　
「
芸
」
は
訳
し
に
く
い
語
で
あ
る
が
、
「
校
注
」
で
「
直
接
的
に
は
礼
楽
射
卸
書
数
の
六
芸
を
指
す
が
、
下
に
門
芸
能
」
「
文
芸
」
と
云
え
る
よ
り
み

　
れ
ば
、
よ
り
広
く
君
子
の
備
え
る
べ
き
教
養
（
多
田
氏
の
訳
語
）
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
」
（
「
校
注
（
中
）
」
、
七
七
頁
）
と
し
て
お
い
た
見
解
を
い
ま
も
保

持
し
て
お
き
た
く
思
う
。
た
だ
し
、
中
核
は
や
は
り
技
芸
的
側
面
で
あ
ろ
ヶ
。
な
お
張
舜
無
毒
は
「
才
技
」
と
い
う
注
を
与
え
て
い
る
（
注
（
3
）
所
掲
の

　
張
氏
書
、
一
四
九
九
頁
）
。

（
1
3
）
　
噸
諸
礼
』
士
官
・
師
軽
量
「
国
子
、
公
卿
大
夫
之
子
弟
」
。
な
お
保
氏
は
「
諌
王
悪
而
養
国
子
以
道
」
を
掌
り
、
大
筋
は
「
掌
学
士
之
版
、
以
待
致
諸

　
子
」
を
職
と
す
る
。

（
1
4
）
　
注
（
5
）
所
掲
書
、
二
三
九
頁
。

（
1
5
）
　
注
（
3
）
所
掲
李
氏
書
、
一
三
九
頁
所
引
に
拠
る
。
な
お
李
氏
は
引
用
に
際
し
て
何
も
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
余
氏
の
説
を
肯
定
し

　
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
6
）
　
張
氏
は
、
朱
子
が
理
は
心
に
具
わ
る
が
、
心
は
即
応
で
は
な
い
と
す
る
の
に
対
し
、
陸
象
山
は
心
即
性
即
智
と
す
る
と
し
て
両
者
の
相
違
を
強
調
し

　
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
朱
子
を
想
定
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
一
具
仁
心
」
が
陸
に
該
当
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
張
氏
は
晋
の
傅

玄
の
「
心
は
万
理
の
統
」
と
の
説
に
つ
い
て
、
徐
幹
の
門
心
は
学
を
待
ち
て
然
る
後
に
群
論
を
統
ぶ
扁
と
す
る
説
よ
り
直
三
無
で
あ
り
、
宋
儒
の
「
心
は

　
万
理
を
具
う
」
の
説
に
さ
ら
に
近
似
し
て
い
る
と
評
し
て
い
る
か
ら
、
氏
の
い
う
宋
儒
に
は
陸
氏
心
学
を
含
む
と
み
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
注
（
5
）

所
願
書
二
四
四
頁
お
よ
び
二
三
九
頁
）
。
な
お
心
の
概
念
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
張
立
文
主
編
『
中
国
哲
学
範
晒
精
粋
叢
書
　
心
』
（
一
九
九
三
、
中
国
人

民
大
学
出
版
社
）
を
参
照
。

徐
幹
の
人
間
観

三
｝
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（
1
7
）
　
「
先
河
」
は
欄
話
語
騙
学
記
篇
「
三
王
之
祭
川
也
、
皆
先
繰
而
後
下
」
を
典
故
と
す
る
語
で
、
事
の
は
じ
め
と
な
る
も
の
の
意
。
霞
み
に
、
「
先
躍
」

　
は
前
例
を
い
う
。

（
1
8
）
　
暦
数
篇
に
門
上
観
前
化
、
下
迄
於
今
、
帝
王
興
作
、
未
有
海
奉
賛
天
時
以
経
人
事
者
也
、
故
孔
子
制
春
秋
、
書
人
事
、
而
山
蛭
天
時
、
以
明
二
物
相

　
須
而
成
也
」
と
い
う
の
は
天
人
の
合
一
を
説
く
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
四
時
の
節
を
正
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
殺
生
の
期
を
存
し
、
作
事
の
節
を
詔
げ
、
万
国

　
の
民
を
し
て
其
の
業
を
失
は
ざ
ら
し
め
」
ん
が
た
め
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
天
人
相
関
説
と
日
を
同
じ
う
し
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
「
夫

　
暦
数
者
、
聖
人
之
所
以
測
量
耀
之
願
亀
甲
玄
妙
之
情
也
、
非
天
下
之
至
精
、
敦
王
立
思
焉
」
と
い
え
ば
、
甕
人
に
非
ざ
る
者
が
軽
々
に
天
道
を
論
じ
る
こ

　
と
は
戒
め
ら
れ
て
い
る
。

（
1
9
）
　
徐
幹
の
天
道
観
に
つ
い
て
は
、
注
（
3
）
所
掲
の
李
氏
書
第
四
章
第
一
節
「
天
人
関
係
論
」
を
参
照
。

（
2
0
）
　
芸
紀
篇
に
「
民
生
面
心
知
物
、
知
物
騒
欲
作
、
欲
作
而
事
繁
、
事
繁
而
莫
之
能
理
也
、
三
聖
人
里
智
以
造
芸
、
照
芸
以
立
事
」
と
あ
る
の
は
、
『
苛

　
子
幅
礼
論
篇
よ
り
発
想
を
得
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。

（
2
1
）
　
揚
雄
の
性
論
は
一
般
に
は
「
性
善
悪
混
一
説
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
三
晶
説
で
あ
る
。
拙
稿
篇
法
言
㎞
の
思
想
扁
（
欄
日
本
中
国
学

　
会
報
舳
二
九
、
一
九
七
七
）
参
照
。

（
2
2
）
　
王
符
の
性
論
に
つ
い
て
は
、
日
原
利
国
「
王
符
の
人
間
観
」
（
『
池
田
末
利
博
士
古
稀
記
念
東
洋
学
論
集
画
、
同
事
業
会
、
一
九
八
○
、
所
収
）
、
田
中

麻
紗
巳
「
王
符
の
人
間
観
に
つ
い
て
」
（
㎎
日
本
大
学
文
理
学
部
人
文
科
学
研
究
所
　
研
究
紀
要
㎞
五
｝
、
一
九
九
七
）
を
参
照
。

（
2
3
）
　
萄
悦
の
性
論
を
含
む
思
想
全
般
に
つ
い
て
は
、
同
原
利
国
「
葡
悦
の
規
範
意
識
に
つ
い
て
扁
（
『
東
方
学
漏
一
八
、
～
九
五
九
。
後
に
『
漢
代
思
想
の

　
研
究
幽
、
一
九
八
六
、
研
文
出
版
、
に
収
録
）
、
張
美
燈
『
早
出
申
竪
思
想
探
求
撫
（
｝
九
七
眠
、
自
版
本
）
、
田
中
麻
紗
巳
「
筍
悦
の
「
権
時
之
宜
」
等
に

　
つ
い
て
」
（
隅
漢
学
研
究
臨
三
六
、
一
九
九
八
）
を
参
照
。

（
2
4
）
　
張
霊
感
氏
は
、
「
量
子
・
卓
子
・
董
仲
艀
・
王
法
・
韓
愈
は
み
な
隅
生
㎞
を
も
っ
て
隅
性
舳
を
解
釈
し
て
い
る
が
、
量
子
は
性
は
噸
善
不
善
を
分
つ

　
無
し
㎞
と
し
、
萄
子
は
『
性
悪
㎞
を
論
じ
、
藪
仲
認
・
王
充
は
性
に
善
有
り
悪
有
り
と
説
い
て
『
性
三
論
舳
に
傾
き
、
鼻
梁
と
な
る
と
明
確
に
隅
性
三

　
贔
幅
を
宣
揚
し
た
。
（
同
じ
く
湿
性
睡
を
鴨
生
魅
と
し
な
が
ら
も
）
そ
れ
ぞ
れ
説
を
異
に
し
て
い
る
扁
こ
と
に
注
意
を
与
え
て
い
る
（
噌
中
国
古
典
哲
学
概

　
念
範
麟
要
論
騙
、
一
九
八
九
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
　
　
八
一
頁
）
。

（
2
5
）
　
隅
礼
記
㎞
聰
義
鷹
に
「
蝦
不
乙
女
、
鍮
不
鎗
蝦
」
と
あ
り
、
そ
の
鄭
注
に
「
玉
之
性
、
三
悪
不
相
癖
」
と
い
う
。

（
2
6
∀
　
李
文
献
氏
も
こ
の
一
文
を
「
人
の
性
は
善
有
れ
ど
も
全
善
な
る
に
は
葬
ざ
」
る
を
主
張
す
る
も
の
と
し
、
徐
幹
は
「
性
に
善
有
り
悪
有
り
扁
を
唱
え



　
た
の
だ
と
み
る
。
注
（
3
）
所
掲
李
氏
書
、
　
＝
二
一
～
三
二
頁
。

（
2
7
）
　
本
章
は
周
知
の
ご
と
く
、
性
は
命
と
同
様
、
原
理
的
に
は
不
可
変
な
る
も
の
と
し
て
、
善
悪
の
可
変
性
を
制
限
す
る
独
自
の
性
説
を
立
て
て
い
る

　
（
『
論
衡
睡
本
性
篇
）
。
た
だ
し
、
率
下
篇
で
は
後
天
的
変
化
の
可
能
性
を
む
し
ろ
積
極
的
に
認
め
て
い
る
こ
と
も
ま
た
周
知
の
と
お
り
。

（
2
8
）
　
李
文
献
氏
も
本
稿
と
ほ
ぼ
同
じ
文
章
を
挙
げ
、
そ
れ
に
拠
っ
て
、
徐
幹
の
性
説
を
三
品
説
と
論
定
し
て
い
る
。
た
だ
氏
が
、
卓
才
の
徒
を
「
君
子
或

　
い
は
賢
人
を
指
す
に
似
た
り
」
（
＝
黒
四
頁
）
と
い
う
の
は
同
意
し
が
た
い
。
後
述
の
と
お
り
、
中
才
の
徒
は
賢
人
ど
こ
ろ
か
、
下
愚
に
ベ
ク
ト
ル
を
向

　
け
た
存
在
で
あ
る
（
た
だ
し
、
衆
庶
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の
と
み
る
点
は
鄙
見
と
一
致
す
る
）
。
同
氏
は
ま
た
、
上
智
の
人
は
善
多
悪
善
に
し
て
必
ず
し

も
純
善
に
あ
ら
ず
、
愚
惑
の
民
は
善
暑
熱
多
に
し
て
必
ず
し
も
純
悪
に
あ
ら
ず
と
し
、
こ
れ
は
「
人
性
兼
有
善
悪
」
説
と
抵
触
し
な
い
よ
う
に
、
上
智
・

　
下
愚
を
そ
れ
ぞ
れ
純
暮
々
悪
と
す
る
苛
悦
の
三
品
説
に
修
正
を
加
え
た
も
の
だ
と
い
う
が
（
一
三
六
頁
）
、
こ
の
見
解
に
も
賛
同
は
表
せ
な
い
。
徐
幹
は

聖
人
に
も
過
失
や
不
足
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
そ
こ
に
彼
の
聖
人
論
の
特
色
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
上
智
が
翠
蔓
で
な
い
こ
と
と
は
直
接
に
は

関
係
は
な
い
。
李
氏
の
文
章
解
釈
に
は
疑
問
な
点
が
あ
り
、
ま
た
「
手
鑑
」
と
い
う
限
り
は
、
や
は
り
改
変
不
能
の
意
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
す
な

わ
ち
、
上
智
・
下
愚
は
あ
く
ま
で
質
的
差
異
で
あ
っ
て
、
童
的
差
異
に
還
元
は
で
き
な
い
。

（
2
9
）
　
串
田
久
治
氏
も
、
「
中
業
の
徒
」
の
設
定
に
は
王
符
・
葡
悦
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
推
定
し
て
い
る
。
注
（
3
）
所
掲
論
文
1
、
「
＝
二
頁
お
よ
び

　
＝
一
四
頁
。

（
3
0
）
　
徐
々
は
「
昼
は
則
ち
経
緯
を
研
精
し
、
夜
は
則
ち
三
宿
を
歴
観
し
」
（
序
）
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
人
物
で
あ
れ
ば
、
劉

　
向
（
「
昼
は
書
伝
を
諦
し
、
夜
は
星
宿
を
観
る
」
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
い
う
）
の
ご
と
く
、
大
い
に
天
道
に
興
味
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く

　
は
な
い
（
「
経
緯
」
の
「
緯
」
を
文
字
ど
お
り
経
に
対
す
る
緯
と
解
し
て
よ
い
な
ら
、
華
墨
は
緯
書
に
も
通
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
）
。
ま
た
彼
は
「
混
元

　
　
　
あ
ら
は

　
を
未
だ
形
れ
ざ
る
に
考
へ
」
（
序
）
た
と
い
う
が
、
こ
れ
も
、
も
し
元
気
論
の
類
な
ら
、
宇
宙
生
成
論
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
序
に
顕
著
な
道

家
的
傾
向
が
『
無
論
』
に
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
て
い
な
い
こ
と
を
も
併
せ
考
え
れ
ば
、
町
中
論
』
が
「
大
義
を
關
暫
し
、
道
教
（
儒
教
）
を
敷
散
す
」
（
序
）

　
る
と
い
う
限
定
的
目
的
の
た
め
に
作
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
『
中
論
舳
が
徐
幹
の
思
想
・
学
問
の
全
て
を
表
現
し
た
も
の
で

　
な
い
こ
と
は
心
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

（
3
1
）
　
審
大
臣
篇
に
門
至
重
遊
説
之
士
、
講
其
邪
術
、
率
其
徒
党
、
而
名
震
乎
諸
侯
、
所
如
之
国
、
理
不
尽
礼
郊
迎
、
擁
鋒
先
駆
」
と
い
う
。
こ
の
遊
説
の

　
士
は
む
ろ
ん
従
横
家
等
を
指
し
て
い
よ
う
が
、
里
山
も
そ
の
申
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
『
史
記
幅
孟
子
・
妻
事
伝
に
「
驕
子
重
於
斉
、
適
梁
、
恵
王
郊
迎

執
聖
主
親
筆
、
…
…
蝉
吟
、
昭
王
擁
彗
先
駆
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
営
営
に
と
っ
て
五
行
説
は
「
邪
術
」
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

徐
幹
の
入
間
観
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哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
　
号

三
四

（
3
2
）
　
祝
報
開
氏
は
三
瀬
の
天
道
観
に
対
し
て
「
朴
素
唯
物
主
義
」
な
る
評
定
を
与
え
て
い
る
（
『
両
漢
思
想
史
』
、
｝
九
八
九
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
四
一

　
三
～
一
四
頁
）
。

（
3
3
）
　
串
田
氏
は
、
徐
幹
は
後
漢
王
朝
を
見
限
り
、
曹
氏
に
英
明
の
君
主
と
し
て
の
希
望
を
託
し
て
い
た
と
い
う
（
注
（
3
）
所
掲
論
文
1
、
　
二
〇
～
一
＝

　
頁
）
。
ま
さ
に
然
り
で
あ
ろ
う
。

（
3
4
）
　
「
天
生
口
民
」
は
『
詩
廓
大
雅
・
然
民
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
が
、
原
詩
が
「
埴
生
黙
民
、
有
物
冬
営
、
民
之
乗
葬
、
好
是
白
鷺
」
と
民
の
善
性
を
謳

　
っ
て
い
る
の
を
あ
え
て
逆
転
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
徐
幹
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

（
3
5
）
　
注
（
3
）
所
掲
論
文
王
、
一
一
三
頁
。

（
3
6
）
　
た
だ
し
、
「
中
才
（
材
と
と
い
う
語
自
体
は
『
史
記
瞼
に
も
見
え
る
古
来
の
語
で
あ
り
、
性
論
の
文
脈
で
も
『
論
衡
舳
や
一
三
竪
』
な
ど
で
用
い
ら

　
れ
て
い
る
。

（
3
7
）
　
『
論
衡
瞼
本
性
篇
「
人
性
有
善
有
悪
、
猶
人
才
有
高
有
下
下
、
高
不
可
下
、
下
不
可
高
、
謂
性
無
善
悪
、
是
謂
人
才
無
高
下
也
」
。

（
3
8
）
　
注
（
3
5
）
に
同
じ
。

（
3
9
）
　
嘉
瑞
開
設
は
、
徐
々
の
重
花
蕊
徳
の
思
想
は
伝
統
儒
学
に
衝
撃
を
与
え
て
思
想
解
放
の
重
要
な
作
用
を
な
す
と
と
も
に
、
ま
た
曹
操
の
「
唯
才
是

　
挙
扁
の
革
新
的
政
策
の
理
論
的
準
備
の
役
割
を
担
っ
た
と
評
価
す
る
（
注
（
3
2
）
所
働
蟻
、
四
一
七
頁
）
。
「
思
想
解
放
」
と
い
う
言
い
方
に
は
か
な
り
抵
抗

　
を
覚
え
る
が
、
　
｝
応
首
肯
し
得
る
見
解
と
思
う
。

（
4
0
）
　
同
時
期
の
三
宝
も
門
域
問
、
聖
人
所
以
為
貴
者
才
乎
、
日
、
命
而
用
之
、
以
才
為
貴
、
藁
薦
行
之
、
以
行
為
貴
、
舜
萬
前
面
、
而
不
為
邪
、
甚
於
□

　
婁
、
舜
禺
之
仁
、
錐
亡
其
才
、
不
失
為
良
人
哉
」
（
隅
申
讐
蜘
雑
言
下
）
と
、
同
様
に
才
と
行
の
優
劣
を
論
じ
て
い
る
が
、
二
者
択
一
に
お
い
て
は
な
お

行
を
上
位
に
お
く
立
場
を
崩
し
て
い
な
い
。
な
お
任
継
愈
氏
は
、
智
行
篇
の
討
論
は
才
・
性
の
同
異
離
合
に
わ
た
っ
て
お
り
、
魏
晋
七
種
の
才
性
四
本
論

　
を
準
備
す
る
も
の
だ
と
い
う
が
（
同
氏
主
脳
『
中
国
哲
学
発
展
史
（
秦
漢
謡
、
　
　
九
八
五
、
人
民
出
版
社
。
七
四
八
頁
）
、
承
服
し
が
た
い
。
智
行
麗
は

　
才
・
性
の
同
異
問
題
に
ま
で
は
立
ち
入
っ
て
い
な
い
し
、
徐
幹
に
清
談
的
発
想
は
ま
だ
な
い
。
た
だ
、
客
観
的
に
は
、
そ
の
地
な
ら
し
を
し
た
こ
と
は
認

　
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
徐
幹
の
才
智
論
が
心
立
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
『
抱
梅
子
㎏
仁
明
篇
の
原
本
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
亀
田
勝
見
「
葛
洪

　
に
お
け
る
「
明
」
」
（
隅
東
方
宗
教
画
六
九
、
二
〇
〇
〇
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
4
1
）
　
王
符
の
政
治
思
想
に
お
け
る
法
の
意
義
と
現
実
直
視
の
姿
勢
に
つ
い
て
は
日
原
利
国
「
蓄
電
の
法
思
想
」
（
『
東
洋
の
文
化
と
社
会
口
業
、
　
九
五
七
。

後
、
注
（
2
3
）
所
落
書
に
収
録
）
に
詳
細
な
考
察
が
あ
る
。
法
思
想
（
法
術
主
義
）
は
王
符
研
究
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
、
日
原
論
文
以
降
も
数
多
く
の



論
考
が
出
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
矢
羽
野
隆
男
「
王
符
の
政
治
思
想
に
お
け
る
〈
智
〉
」
（
『
中
国
研
究
装
着
幅
一
〇
、
「
九
九
一
）
お
よ
び

渡
部
東
｛
郎
「
後
漢
に
お
け
る
儒
と
法
一
王
符
と
雀
建
を
季
掛
か
り
に
一
」
（
『
集
義
東
洋
学
』
七
八
、
一
九
九
七
）
が
そ
れ
ぞ
れ
鳥
鰍
的
要
約
を
行
っ
て

　
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
2
）
仲
長
統
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
は
、
金
谷
治
「
後
漢
画
の
思
想
家
た
ち
一
特
に
王
符
と
仲
学
統
1
し
（
『
福
井
博
士
頒
寿
記
念
東
洋
文
化
論
集
聴
、
一

　
九
六
九
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
。
後
に
『
金
谷
治
中
国
思
想
論
集
上
巻
　
下
国
古
代
の
自
然
観
と
人
間
観
』
、
一
九
八
七
、
平
河
出
版
社
に
収
録
）
、
内
山

　
俊
彦
「
仲
長
芋
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
三
六
、
一
九
八
四
。
後
に
『
中
国
古
代
思
想
史
に
お
け
る
自
然
認
識
臨
、
一
九
八
七
、
創
文
社
、
に
収
録
）
を

参
照
。

（
4
3
）
　
雀
建
の
政
論
に
つ
い
て
は
、
串
田
久
治
「
雀
窺
『
政
論
騙
に
つ
い
て
」
（
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
　
文
学
科
編
』
一
五
、
一
九
八
二
）
お
よ
び
注

　
（
4
1
）
所
掲
の
渡
部
氏
論
文
を
参
照
。

（
4
4
）
　
務
本
篇
に
お
い
て
難
論
は
、
人
君
た
る
者
は
文
王
の
ご
と
く
「
九
牛
」
に
励
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
、
「
如
此
則
為
九
徳
之
美
、
何
技
芸
之
尚
哉
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

踏
面
人
君
視
如
離
婁
、
聰
如
師
畷
、
御
如
王
良
、
射
借
貸
昇
、
書
如
史
箔
、
計
如
隷
首
、
走
追
馳
馬
、
力
折
端
鍵
、
瀟
瀟
六
四
、
藩
論
善
於
有
司
之
職
奏
、

何
益
於
治
乎
、
皇
尊
訳
者
、
可
謂
乏
於
有
司
之
職
奏
、
何
増
於
乱
調
」
と
述
べ
、
君
子
の
不
可
欠
の
基
礎
要
件
だ
っ
た
は
ず
の
六
芸
と
技
芸
を
人
君
に
は

無
用
な
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
有
害
な
も
の
と
し
て
斥
け
て
い
る
が
、
こ
れ
も
振
り
出
し
に
戻
っ
た
例
に
数
え
ら
れ
よ
う
。
才
智
と
技
芸
は
、
本
論
で
述

　
べ
た
よ
う
に
、
深
く
関
連
し
て
い
る
。

（
4
5
）
　
注
（
3
）
所
掲
論
文
1
、
一
一
九
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
い
け
だ
・
し
ゅ
う
ぞ
う
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
／
中
国
哲
学
史
）

徐
幹
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入
間
観

三
五



THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Hstt－kan’s　View　of　Humanities

　　　　　　　　　　　　　Shuzo　IKEDA

Professor　of　the　History　of　Chinese　Phjlosophy

　　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　Hstt－kan（徐幹，　A．　D．171－218）asserts　that　human－mind　owns“litao”（副道，

the　ability　of　self－command）　by　nature．　This　assertion，　which　is　similar　to　the

statement　of　Sung－Ming　li－hstteh（野冊理学，　new　Confucianism　in　the　Sung　and

Ming　dynasties），makes　him　seem　standing　on　the　hsing－shan－shuo（性善説，　the

propositjon　that　human　nature　is　good）　．　And　he　expectediy　declares　that　all　human

beings　can　and　must　beceme　the　chifntzu（君子，　the　man　of　both　learning　and

morality　；　a　sage）　by　self－cultivation，　especially　by　studying　Confucian　classics．

　　But　it　is　wrong　to　judge　HsU－kan’s　view　of　human　nature　to　be　the　hsing－shan

－shtto　such　as　that　of　Mencius，　for　he　affirms　existance　of　shang－chih（上智，　the

Inan　who　is　a　saint　from　birth）and　hsia－ytt（下愚，　the　stupid　person　who　has　no

capability　of　self－improvement）．　Generally　speaking，　affirmation　of　shang－chih

and　hsia－yU　inevitably　leads　to　the　hsing－san－P‘in－shuo　（’lt生三三品説，　the　proposition

as　follows　：　there　are　three　classes　on　human　natures，　the　higher　class　is　hsing－

shan，　the　lower　is　hsing－6〔性悪human　nature　is　evi1），the　middle　class，　to　which

most　people　belong，　is　mixed　with　the　goodness　and　the　badness．　To　get　virtue　or

vice　is　determined　by　acquiring　or　not）　．　And　the　hsing－san－p‘in－shuo　was　the　main

idea　in　the　Han　dynasty．　Therefore　it　is　well　that　we　should　consider　him　to　be　also

based　on　the　hsing－san－p‘in－shuo．　His　emphasis　upon　the　necessity　of　self－cultiva－

tion　is　suitable　to　the　hsing－san－p‘in－shuo．

　　Nevertheless　，　on　the　other　hand，　he　insists　that　the　faculty　and　capacity　of　each

individual　person　is　different，　therefore　everyone　can　not　become　the　chifntzu．　This

1



assertion　contradicts　the　hsing－san－p［in－shuo，　because　it　essentia｝ly　denies　the

possibility　of　chung－jen（中人，　middle一¢lass－people）to　beconle　the　ch伽tzu。

　　But　Hstt－1〈an　does　not　deny　whole　reason　for　being　of　chung－jen　at　all．　He　finds

it　in　various　talents　of　chung－jen．　He　thinks　that　talents　and　intelligence　are　more

important　and　useful　than　morality　against　traditional　doctrine．　Thus　he　could　get

rid　of　the　shackles　of　Confucianism，　and　made　a　step　forward　to　the　liberalism　in

the　Wei－Chin（魏晋）period．

Another　“Aesthetics”　in　Hegel’s　Philosophy　：

　　　　On　the　Reality　of　‘Things’　as　Fiction

　　　　　　　　　Ken－ichi　lwAKI

Professor　of　Aesthetics　and　Art　History

　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　Kyoto　University

　As　1　have　already　suggested　in　“The　Journal　of　Philosophical　Studies”　（Nr．

564）　，　we　can　find　another　‘aesthetics　as　a　new　science’　among　the　various　works

of　Hegel，　which　clarifies　the　structures　of　hdman　experiences　and　the　functions　of

sensibility　and　feeling．　Actually，　Hegel’s　so－called　“Aesthetics”，　which　he　himself

originally　had　preferred　to　call　“The　Philosophy　of　Art”，　has　its　roots　deep　in　this

‘another　aesthetics’

　In　this　article，　1　would　like　to　turn　my　attention　te　Hegel’s　radical　theory　of

‘perception’　in　his　worl〈，　“Phenomenology　of　Mind”　（1807），　in　which　he　decon－

structed　every　fixed　belief　in　the　truth　of　our　consciousness　and　unveiied　its

relativity．　According　to　Hegel’s　consequent　thinking，　criterion　of　the　truth　is

always　changed　in，　and　related　to，　the　formations　of　every　consciousness　each　time

it　happens．　With　regards　to　the　‘perception’，　its　discourse　of　truth　always　depends

on　the　belief　in　the　real　existence　of　‘tihings’．　ln　other　words，　the　truth　of　perception

and　the　belief　in　the　reality　of　things　have　always　been　correlating　to　each　other．

Therefore，　the　reality　of　things　must　be　changed　into　fiction　if　we　understand　that

the　structure　of　perception　is　only　in　the　unstable　to－and－fro　motion　between

contradictory　statemeRts，　i．　e．　on　one　hand，　‘the　thing　is　one’，　but　on　the　other　hand，

‘the　thing　has　many　qualities’．

　　ffegel　revealed　the　structure　of　this　contradictory　consciousness　and　its　tacit
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