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は
し
が
き

　
中
国
の
藝
術
理
論
史
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
当
然
議
論
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
閑
却
さ
れ
て
い
る

事
柄
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

　
た
と
え
ば
絵
画
理
論
に
お
け
る
「
形
象
」
の
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
確
か
に
「
か
た
ち
を
こ
え
た
気
韻
」
を
主
要
な
問
題
と
す
る
中
国
藝

術
理
論
で
は
あ
る
が
、
肝
心
の
「
形
象
」
に
つ
い
て
は
、
特
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
も
つ
ぼ
ら
気
韻
が
語
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
形
象
忘
却
扁
が
、
中
国
絵
画
理
論
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
も
あ
る
。

　
ま
た
、
藝
術
の
鑑
賞
面
で
は
、
鑑
賞
者
の
個
人
差
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
中
国
藝
術
理
論
は
、
噸
書
記
慰
楽
記
篇
の
理
論
を
そ
の
根
底
に

持
ち
、
外
界
の
気
が
人
間
の
気
に
働
き
か
け
、
人
間
の
も
つ
気
が
（
そ
の
外
界
の
気
の
性
質
に
あ
わ
せ
て
）
機
械
的
に
感
応
（
反
癒
）
す
る

と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
作
品
は
鑑
賞
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
実
に
ま
た
、
制
作
も
同
じ
原
理
の
も
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
気
の
シ
ス
テ
ム
」
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）

の
支
配
下
に
あ
っ
て
は
、
鑑
賞
者
の
個
入
差
は
閑
却
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
稜
康
の
「
声
誉
哀
楽
論
」
に
よ
っ
て
問
題
提
起
さ

れ
、
さ
ら
に
詩
の
世
界
に
お
い
て
、
た
と
え
ぽ
白
居
易
に
よ
っ
て
そ
の
個
人
差
が
語
ら
れ
、
宋
代
以
後
の
「
詩
画
一
如
」
の
制
作
・
鑑
賞
論

に
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
基
本
的
に
は
そ
の
「
個
入
差
を
閑
却
す
る
気
の
シ
ス
テ
ム
」
の
支
配
下
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
、
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中
国
藝
術
理
論
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
中
国
の
藝
術
理
論
「
史
」
は
、
こ
れ
ら
の
「
表
面
に
現
れ
ぬ
基
本
的
な
性
格
」
を
整
理
し
た
上
で
記
述
さ
れ
る
の
が
便
宜
で
あ

ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
表
立
っ
て
現
れ
な
い
基
本
的
な
性
格
、
つ
ま
り
、
藝
術
理
論
史
の
見
え
ざ
る
始
源
と
し
て
の
問
題
で
あ
る
「
快
」

に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
思
想
史
の
文
献
の
中
で
は
、
お
よ
そ
「
肉
体
的
」
「
感
性
的
」
快
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
軽
視
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
が
藝
術
理
論
に
も
反
映
し
、
感
性
的
快
は
語
ら
れ
ぬ
ま
ま
捨
て
置
か
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
藝
術
作
品
の
享
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3
）

受
が
、
な
ん
ら
か
の
「
快
」
を
伴
う
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
「
快
」
の
問
題
を
、
思
想
史
上
に
お
け
る
感

性
の
能
力
の
意
味
に
言
及
し
つ
つ
考
え
る
。

　
ま
た
、
「
快
」
の
問
題
に
関
連
し
て
、
「
技
術
論
」
に
お
け
る
「
安
安
」
の
問
題
に
も
触
れ
る
。
中
国
詫
言
理
論
に
「
技
術
論
」
が
欠
け
て

い
る
こ
と
は
し
ば
し
ぽ
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
荘
子
』
の
有
名
な
議
論
、
　
「
技
」
で
は
な
い
、
「
道
」
な
の
だ
」
と
い
う
議

論
が
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
、
そ
れ
で
す
べ
て
片
づ
け
ら
れ
た
か
の
よ
う
な
様
相
を
持
つ
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
人
間
の
行
為
」

一
般
を
考
え
る
と
き
に
は
、
そ
の
行
為
自
体
が
善
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
が
「
い
か
に
」
行
わ
れ
た
か

が
問
題
と
な
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
行
為
論
と
技
術
論
と
の
か
か
わ
り
を
、
「
安
安
」
と
い
う
概
念
を
中
心
に
、
「
礼
」
と
の
関
係
に
も
言
及

し
っ
っ
、
考
察
を
す
す
め
る
。

「
快
」
に
つ
い
て

　
「
快
」
の
問
題
は
、
藝
術
理
論
史
の
上
で
表
だ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
「
快
」
を
「
五
宮
に
よ
る
快
」
と
「
心

的
あ
る
い
は
精
神
的
な
快
」
に
分
け
て
考
え
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
快
」
の
感
性
的
側
面
を
切
り
捨
て
、
「
快
」
を
言
葉
で
説
明
可
能
な

（
論
理
的
な
）
も
の
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
が
そ
の
理
由
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
不
全
作
品
を
享
受
す
る
と
き
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の
「
快
」
は
、
非
常
に
「
わ
か
り
や
す
い
」
も
の
な
の
で
、
あ
え
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
墨
竹
屋
を
見
て
、
そ
こ
に
君
子
の
晩
節
を
見
る
と
か
、
作
者
の
清
廉
な
る
心
情
、
あ
る
い
は
「
胸
中
の
逸
気
」
を
見
る
こ
と
が
群

長
の
享
受
で
あ
る
と
い
う
「
説
明
」
は
、
な
る
ほ
ど
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
確
か
に
彼
ら
が
そ
の
よ
う
に
墨
壷
画
を
鑑
賞
享

受
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
五
官
に
よ
る
快
、
い
わ
ば
感

性
的
な
「
快
」
の
側
薗
を
語
る
こ
と
な
く
、
藝
術
は
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
な
お
、
彼
ら
と
て
、
感
性
的
な
快
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
無
関
心
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
か
え
っ
て
、
こ
の
感
性

的
な
快
の
あ
り
よ
う
を
、
い
ろ
い
ろ
な
議
論
の
根
拠
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
よ
う
な
「
快
」
の
現
れ
を
考
察
す
る
。
彼
ら
の

「
快
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
か
え
っ
て
「
藝
術
」
の
享
受
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
「
発
想
的
始
源
」
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
乏
思
わ
れ

る
。　

さ
て
、
た
と
え
ば
儒
教
の
考
え
方
の
中
で
は
、
「
五
官
に
よ
る
欲
求
」
と
、
「
心
に
よ
る
欲
求
」
を
戯
然
と
分
け
て
話
が
進
ん
で
い
く
。

　
『
論
証
照
』
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
子
曰
く
、
吾
れ
未
だ
徳
を
好
む
こ
と
色
を
好
む
が
如
く
す
る
者
を
見
ざ
る
な
り
。
（
子
遺
篇
）

と
さ
れ
る
の
が
一
つ
の
典
型
だ
が
、
こ
こ
に
、
一
方
に
「
精
神
的
な
欲
求
」
と
、
も
う
一
方
に
「
肉
体
的
な
欲
求
」
あ
る
い
は
「
感
性
的
な

欲
求
」
と
、
現
代
の
我
々
な
ら
ぽ
分
類
が
出
来
る
違
い
が
あ
る
。
そ
し
て
、
お
よ
そ
経
書
の
考
え
方
を
ベ
ー
ス
と
す
る
世
界
で
は
、
こ
の
精
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5
）

神
的
な
欲
求
を
、
感
性
的
な
欲
求
の
上
位
に
お
く
と
い
う
の
が
通
常
の
観
念
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
先
の
『
論
語
繍
で
は
、
単
に
「
志
向
」
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
以
下
の
『
孟

子
撫
で
は
「
嗜
好
」
と
「
快
」
を
分
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
胴
の
味
に
於
け
る
や
、
同
じ
く
書
な
む
有
り
。
耳
の
声
に
於
け
る
や
、
同
じ
く
聴
く
有
り
。
爵
の
色
に
於
け
る
や
、
同
じ
く
美
と
す
る

　
　
有
り
。
心
に
調
て
は
、
独
り
同
じ
く
然
り
と
す
る
所
論
か
ら
ん
や
。
心
の
同
じ
く
然
り
と
す
る
所
の
者
は
何
ぞ
や
。
謂
へ
ら
く
、
理
な



　
　
り
、
義
な
り
。
聖
人
先
に
我
が
心
の
同
じ
く
遡
り
と
す
る
所
を
得
た
る
の
み
。
故
に
理
義
の
我
が
心
を
悦
ば
す
は
、
猶
ほ
舞
象
の
我
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
口
を
悦
ば
す
が
ご
と
し
。
（
告
子
上
）

　
世
の
人
が
み
な
同
じ
嗜
好
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
語
る
部
分
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
「
書
（
羽
嗜
）
」
が
く
せ
者
で
あ
り
、
孫
爽
作

と
さ
れ
る
疏
で
は
、
こ
の
「
薔
」
を
、
「
悦
」
と
敷
怨
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
リ
ン
ゴ
が
好
き
、
と
、
リ
ン
ゴ
に
よ
っ
て

そ
の
人
が
ど
の
よ
う
な
「
快
」
を
享
受
し
て
「
悦
扁
と
な
る
の
か
は
、
や
は
り
違
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
疏
は
一
緒
に
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
だ
が
、
『
孟
子
』
の
文
章
は
、
人
間
の
側
か
ら
い
え
ば
「
嗜
」
で
、
物
の
側
か
ら
は
「
悦
」
だ
と
区
別
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
し
て
、
言
わ
ば
精
神
的
な
快
と
感
性
的
な
快
を
、
「
理
義
の
も
た
ら
す
快
」
と
「
舞
象
の
も
た
ら
す
快
し
と
し
て
分
け
て
考
え
、
か
つ
、

そ
の
感
性
的
な
快
の
あ
り
よ
う
を
、
理
義
の
快
を
説
明
す
る
根
拠
と
し
て
い
る
。

　
精
神
的
な
快
と
い
う
も
の
を
、
感
性
的
な
快
か
ら
区
別
し
て
考
え
る
の
は
、
実
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
儒
教
は
「
純
粋
な
心
の
快
、
精
神
的
な
快
」
と
い
う
も
の
を
「
想
定
偏
し
て
、
話
を
進
め
て
い
こ
う
と
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
『
孟

子
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
心
の
快
と
耳
目
の
快
は
お
な
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
い
な
が
ら
。
そ
し
て
、
中
国
の
藝
術
理
論
は
、

こ
の
「
純
粋
な
心
の
快
」
を
お
そ
ら
く
前
提
と
し
て
話
を
進
め
て
い
く
。
勿
論
、
そ
れ
を
表
だ
っ
て
議
論
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
。

　
さ
て
、
し
ば
ら
く
藝
術
論
の
文
脈
に
も
ど
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
彦
遠
論
じ
て
臼
く
、
図
画
な
る
者
は
賢
愚
を
鑑
画
し
、
情
性
を
恰
得
す
る
所
以
な
り
。
若
し
玄
妙
を
意
表
に
窮
む
る
に
非
ざ
れ
ぽ
、
安

　
　
ん
ぞ
能
く
神
変
を
天
機
に
合
せ
ん
や
。
（
『
歴
代
名
画
記
』
王
微
）

絵
画
に
つ
い
て
、
所
謂
絵
画
の
社
会
的
効
用
で
あ
る
鑑
戒
に
な
ら
べ
て
「
恰
悦
情
性
」
が
あ
が
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
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7
）

か
。
言
葉
の
直
接
な
つ
な
が
り
は
、
た
と
え
ぽ
『
毛
詩
』
雄
雄
「
雄
雄
干
飛
、
下
上
其
音
」
に
対
す
る
鄭
玄
の
注
釈
「
恰
悦
潜
入
偏
、
に
イ

メ
ー
ジ
が
も
と
め
ら
れ
よ
う
。
雄
の
雄
の
鳴
き
声
が
、
雄
が
上
昇
し
た
り
下
降
し
た
り
す
る
の
に
つ
れ
て
声
も
上
下
す
る
こ
と
を
、
宣
公
が

言
葉
巧
み
に
女
性
を
よ
ろ
こ
ば
せ
る
こ
と
に
た
と
え
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
は
雷
葉
を
借
り
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
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四
二

張
彦
遠
は
図
画
を
淫
靡
と
批
判
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
恰
悦
」
と
い
う
表
現
が
、
こ
の
『
毛
詩
』
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
、
感
性
的
な
快
感
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
は
、
娩
最
の

　
　
賦
彩
鮮
麗
、
観
る
も
の
悦
情
す
。
（
『
続
画
品
』
樒
宝
鈎
、
叢
松
）

が
端
的
に
そ
の
事
情
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

　
　
古
の
名
士
の
金
童
玉
璽
及
び
神
意
星
官
を
画
く
を
歴
観
す
る
に
、
中
に
婦
人
の
形
相
な
る
者
有
り
。
貌
は
端
厳
と
錐
も
、
神
は
必
ず
清

　
　
古
、
自
ら
威
重
三
然
の
色
有
り
て
、
人
を
し
て
見
れ
ば
則
ち
亡
霊
に
し
て
、
無
畜
の
心
有
ら
し
む
。
今
の
画
者
、
但
だ
其
の
嬉
麗
の
容

　
　
を
貴
ぶ
の
み
。
是
れ
悦
を
衆
目
に
取
る
。
画
の
理
趣
に
達
せ
ざ
る
な
り
。
観
る
者
之
を
察
せ
よ
。
（
『
図
画
見
聞
誌
幅
巻
一
「
論
婦
人
形

　
　
相
」
）

も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
女
性
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
当
世
の
絵
画
が
、
人
々
の
鼠
を
（
単
に
感
性
的
に
）
楽
し
ま
せ
る
「
だ
け
」
で
あ

り
、
絵
画
の
「
理
趣
」
に
は
到
達
し
て
い
な
い
、
と
し
、
女
性
を
画
い
た
古
の
絵
画
の
持
っ
て
い
る
、
感
性
的
で
な
い
部
分
に
訴
え
る
も
の

　
　
　
　
　
（
8
）

と
対
比
し
て
い
る
。
絵
画
の
感
性
に
訴
え
る
部
分
を
評
価
す
る
挑
最
に
対
し
て
、
そ
れ
が
感
性
的
な
る
が
ゆ
え
に
否
定
し
よ
う
と
す
る
郭
若

虚
と
の
対
照
は
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
。

　
た
だ
し
そ
の
一
方
で
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
宗
柄
「
画
山
水
序
」
に
晃
ら
れ
る
「
道
家
的
」
な
「
絵
薗
と
精
神
の
関
係
」
で
あ
る
。

　
　
是
に
於
て
間
居
し
て
気
を
理
め
、
鵤
を
払
ひ
て
琴
を
鳴
ら
し
、
図
を
披
き
て
幽
対
し
、
坐
し
て
四
荒
を
究
む
…
…
聖
賢
は
絶
代
に
映
え
、

　
　
萬
趣
は
其
の
神
思
に
融
す
。
余
復
た
何
を
か
為
さ
ん
や
。
神
を
暢
ぼ
す
の
み
。
（
画
山
水
序
）

絵
画
が
「
こ
こ
ろ
1
1
神
」
に
直
接
（
感
性
的
な
部
分
を
記
述
す
る
こ
と
な
く
）
働
き
か
け
る
こ
と
を
説
く
こ
の
文
献
は
、
翻
っ
て
張
彦
遠
の

「
恰
悦
情
性
」
と
も
関
わ
り
が
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
張
倉
皇
が
そ
の
よ
う
に
発
言
し
た
ひ
と
つ
の
「
根
拠
」
は
、
こ
の
文
献
に
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
さ
れ
ぽ
こ
そ
、
一
見
感
性
的
な
も
の
を
認
め
た
か
に
見
え
る
張
音
信
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
精
神
的
な
も
の
が
ま
ず
第
一
」
と
い



う
基
本
的
な
線
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
さ
て
次
に
、
人
間
が
み
な
同
じ
嗜
好
を
も
つ
の
だ
、
と
説
く
文
献
群
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
故
に
夫
の
三
皇
五
帝
の
礼
義
法
度
は
、
同
じ
き
を
瀞
ら
ず
し
て
治
を
承
る
。
故
に
善
う
る
に
三
皇
五
帝
の
礼
義
法
度
は
、
其
れ
猶
ほ
祖

　
　
梨
橘
柚
の
ご
と
き
か
。
其
の
味
相
い
反
す
る
も
、
皆
な
口
に
可
な
り
。
（
『
荘
子
』
天
運
）

　
　
佳
人
は
体
を
同
じ
く
せ
ず
、
美
人
は
面
を
同
じ
く
せ
ざ
る
も
、
皆
な
目
を
説
ぼ
す
。
梨
橘
喪
栗
は
味
を
同
じ
く
せ
ざ
る
も
、
皆
な
口
に

　
　
か
な

　
　
調
ふ
。
（
『
潅
南
子
』
説
林
訓
）

　
　
東
西
南
北
の
道
聖
な
る
も
、
然
れ
ど
も
其
の
分
を
為
す
こ
と
等
し
き
な
り
。
陰
陽
は
気
を
同
じ
く
せ
ざ
る
も
、
然
れ
ど
も
其
の
和
を
為

　
　
す
は
同
じ
き
な
り
。
酸
醸
甘
苦
の
味
は
相
い
反
す
る
も
、
然
れ
ど
も
其
の
善
を
為
す
は
均
し
き
な
り
。
五
色
は
釆
を
同
じ
く
せ
ざ
る
も
、

　
　
然
れ
ど
も
其
の
好
を
為
す
は
斉
し
き
な
り
。
忍
声
は
均
を
同
じ
く
せ
ざ
る
も
、
然
れ
ど
も
其
の
喜
ぶ
べ
ぎ
は
一
な
り
。
（
『
光
冠
子
』
環

　
　
流
）

　
　
美
色
は
面
を
同
じ
く
せ
ざ
る
も
、
皆
な
目
に
佳
な
り
。
悲
音
は
声
を
共
に
せ
ざ
る
も
、
皆
な
耳
に
快
な
り
。
酒
醗
は
気
を
異
に
す
る
も
、

　
　
之
を
飲
め
ば
皆
な
酔
ひ
、
百
穀
味
を
殊
に
す
る
も
、
之
を
食
せ
ば
皆
な
飽
く
。
（
『
論
衡
』
自
盛
篇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が

　
　
抱
草
子
曰
く
、
艶
姿
黒
革
、
墨
色
斉
し
か
ら
ざ
る
も
、
情
を
悦
ば
す
こ
と
均
し
か
る
べ
し
。
締
竹
金
石
、
五
声
韻
を
誰
ふ
も
、
耳
に
快

　
　
き
こ
と
異
な
ら
ず
。
（
『
抱
朴
子
』
外
篇
博
喩
）

　
こ
れ
ら
は
皆
、
『
周
易
』
の
所
謂
「
天
下
同
窓
而
殊
塗
、
一
致
而
百
雷
」
に
収
敏
す
る
わ
け
で
あ
り
、
も
の
ご
と
が
「
同
帰
」
す
る
こ
と

を
説
く
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
比
喩
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
「
快
」
と
い
う
こ
と
の
持
つ
不
思
議
な
側
面
に
光
を
当
て
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
「
見
た
目
は
ち
が
っ
て
い
て
も
、
快
を
あ
た
え
る
こ
と
は
同
じ
」
と
い
う
「
事
実
」
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
も
の
ご
と
が
「
岡
帰
」
す
る
こ
と
を
如
何
に
説
明
す
る
か
、
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
比
喩
が
使
わ
れ
る
。
た
と
え
ぽ
以

下
の
『
弘
明
集
』
の
例
は
、
同
帰
す
る
理
由
と
し
て
、
背
後
に
コ
者
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

中
国
藝
術
理
論
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敬
う
れ
ぽ
猶
ほ
霊
鳥
朝
に
観
れ
ば
、
物
に
称
ひ
て
照
を
謬
れ
、
時
風
夕
に
漉
げ
ぽ
、
形
を
焦
り
て
音
を
賦
す
が
ご
と
し
。
故
に
形
殊
な

　
　
れ
ば
則
ち
驚
異
な
り
、
物
異
な
れ
ぽ
則
ち
照
ら
す
こ
と
殊
な
る
。
日
は
物
を
異
に
す
る
が
為
に
照
ら
す
こ
と
を
殊
に
せ
ず
、
風
は
形
を

　
　
殊
に
す
る
が
為
に
音
を
異
に
せ
ず
。
将
て
知
る
、
其
の
日
は
一
な
り
、
其
の
風
は
一
に
し
て
、
之
を
稟
く
る
者
の
同
じ
か
ら
ざ
る
の
み

　
　
な
る
を
。
」
（
『
弘
明
集
価
巻
七
・
慧
通
法
師
「
駁
顧
道
士
夷
蔓
論
」
↓
詔
－
臨
巴

　
ま
た
、
仏
教
で
よ
く
使
わ
れ
る
「
四
温
入
海
」
の
喩
え
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
す
べ
て
の
川
が
海
に
流
れ
込
ん
で
塩
辛
く
な
る
こ
と
を
喩

え
に
取
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
例
と
、
こ
こ
に
注
目
す
る
「
耳
醤
の
快
漏
を
喩
え
と
す
る
例
は
、
い
さ
さ
か
趣
を
異
に
す
る
。
「
耳
目
の
快
」

の
喩
え
は
、
一
雨
か
ら
の
派
生
も
、
一
廻
へ
の
収
敏
も
考
え
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
大
き
な
違
い
は
、
川
の
喩
え
は
、
世
界
の
「
事
物
の
在
り

よ
う
」
の
一
な
る
も
の
を
喩
え
と
し
て
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
耳
目
の
快
の
話
は
人
間
の
心
の
あ
り
よ
う
に
「
一
な
る
も
の
」
を
晃
出
そ
う

と
し
た
点
に
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
顔
は
違
っ
て
も
み
な
人
間
」
の
如
き
、
世
界
の
事
物
の
在
り
よ
う
に
よ
る
の
で
な
く
、
人
間
の
心
の
持

つ
「
ご
を
問
題
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
「
顔
が
違
っ
て
も
美
人
は
み
な
美
人
」
、
と
い
う
上
記
の
発
言
は
、
あ
る
意
味
で
、
「
普
遍
的
美
的
判
断
」
を
人
聞
が
な
し
得
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
（
美
的
判
断
、
と
は
、
「
悦
」
「
説
」
「
佳
漏
「
仔
漏
「
善
」
「
可
」
「
調
」
な
ど
と
並
ん
で
、
こ
こ
で
は
っ
き

り
と
「
美
」
と
い
う
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
、
文
字
通
り
の
意
味
で
あ
る
。
）
物
理
的
に
違
う
様
相
を
持
っ
た
異
な
る
事
象
が
、

す
べ
て
の
人
問
に
、
感
性
的
に
同
じ
（
美
な
ど
の
）
判
断
を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
普
遍
的
扁
美
的
判
断
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
き
、
二
つ
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
受
け
取
る
人
聞
が
違
う
燗
体
で
も
岡

様
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
享
受
さ
れ
る
対
象
の
「
具
体
的
な
形
象
」
が
違
っ
て
も
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
二
つ

の
方
向
で
あ
る
。
前
者
は
鑑
賞
理
論
の
起
源
で
あ
り
、
こ
れ
は
先
述
の
「
気
の
シ
ス
テ
ム
」
が
そ
の
説
明
の
理
論
と
し
て
要
請
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
後
者
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
具
体
的
な
形
象
が
違
え
ば
、
違
う
気
の
性
質
を
持
つ
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
に
同
　
の
判
断
を
も
た
ら

す
た
め
に
は
、
別
の
理
論
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
中
国
の
「
美
学
（
感
性
学
ご
と
で
も
い
う
も
の
を
考



え
る
と
き
に
は
、
こ
の
考
え
方
が
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
感
性
が
受
け
取
る
も
の
は
、
ま
っ
た

く
ち
が
う
も
の
な
の
に
、
感
性
は
（
感
性
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
）
全
く
同
じ
一
つ
の
「
判
断
」
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
う
い
う
能
力
を
感
性
（
の
周
辺
の
能
力
）
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
張
某
が
困
っ
て
い
る
入
を
助
け
た
。
李
某
が
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
た
。
こ
れ
は
、
「
表
象
と
し
て
」
は
、
違
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
と
も
に
「
善
」
で
あ
る
、
と
判
断
で
き
る
。
そ
れ
は
、
張
某
の
表
象
と
心
音
の
表
象
は
違
っ
て
い
て
も
、
「
困
っ
た
人
を
助
け
た
」
と
い

う
「
事
柄
」
が
同
一
で
あ
る
と
「
判
断
」
で
き
、
そ
の
「
事
柄
」
が
「
善
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
「
美
人
は
顔
が
違
う
が
み
ん
な
目
に
快
い
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
「
事
柄
が
同
＝
と
判
断
す
る
よ
う
な
、
論
理
的
な
根
拠
を

持
ち
得
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
目
に
快
い
」
、
要
す
る
に
た
と
え
ば
「
美
し
い
」
と
判
断
で
き
る
。
そ
の
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
言
い
立

て
る
の
は
、
話
を
大
き
く
拡
げ
て
、
「
ち
が
う
よ
う
に
み
え
て
も
お
な
じ
こ
と
は
あ
る
の
だ
」
と
い
う
一
般
命
題
を
引
き
出
す
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
は
言
う
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
思
想
上
重
要
な
命
題
の
根
拠
が
、
こ
の
感
性
（
周
辺
）
が
持
つ
「
能
力
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
他
な
ら
ぬ
。

　
も
ち
ろ
ん
、
中
国
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
者
は
、
同
一
な
る
「
道
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
先
の
『
弘
明
集
』
の
例
が
端
的
に
そ

れ
を
示
す
。
従
っ
て
、
「
ち
が
う
よ
う
に
み
え
て
も
同
じ
道
の
支
配
下
に
あ
る
」
と
い
う
の
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
道
」
の
思
想
は
、
上
記
の
「
顔
が
違
う
が
み
ん
な
美
人
だ
」
と
い
う
事
柄
に
は
対
応
で
き
な
い
。
こ
の
感
性
が
持
つ

能
力
を
「
人
々
が
み
な
備
え
る
」
こ
と
の
理
由
と
し
て
登
場
す
る
以
上
に
、
こ
の
「
道
の
思
想
」
は
効
力
を
持
た
ぬ
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

「
道
」
は
、
存
在
者
す
べ
て
を
カ
バ
ー
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
特
定
の
存
在
者
群
の
み
に
対
応
し
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
宋
学
者
が
区
別
の
原

理
と
し
て
「
気
」
を
持
ち
出
し
た
よ
う
な
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
道
の
思
想
か
ら
す
れ
ぽ
、
「
だ
か
ら
美
も
醜
も
な
い
の
だ
」
と
い
う
方
向

に
ど
う
し
て
も
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
し
ま
う
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
話
を
『
孟
子
』
に
も
ど
そ
う
。
「
快
」
は
あ
く
ま
で
も
「
個
人
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
同
一
性
」
を
要
求
し
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う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
感
性
の
能
力
に
基
づ
く
、
「
快
の
同
一
性
」
を
表
に
出
す
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
『
孟
子
』
の
議
論
は
成
立
す
る
の
で

（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

あ
る
。
『
孟
子
』
は
「
質
的
に
同
一
な
る
快
楽
」
を
想
定
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
こ
の
感
性
の
能
力
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
儒
教
で
は
「
精
神
的
快
」
を
「
感
性
的
快
」
か
ら
戴
然
と
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
、
却
っ
て
そ
の
「
感
性
的
快
」
の
持
つ
構
造
を
使
っ
て
、
そ
の
「
精
神
的
快
」
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

（
1
1
）

い
る
。
そ
し
て
、
藝
術
理
論
に
つ
い
て
も
、
し
ぼ
し
ば
「
嗜
好
」
は
語
ら
れ
る
も
の
の
、
「
快
」
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、

次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
快
と
い
う
も
の
を
「
説
明
」
し
ょ
う
と
す
る
と
、
肉
体
的
・
感
性
的
な
快
楽
を
引
き
合

い
に
出
し
て
説
明
す
る
以
外
に
彼
ら
は
手
だ
て
を
持
た
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
忌
避
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
や
っ
か
い
な
問

題
を
か
か
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
藝
術
作
晶
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
「
快
を
以
て
享
受
」
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
理
解
」
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
何
故
そ
の
よ
う
に
、

「
享
受
」
す
る
こ
と
に
は
思
い
及
ば
ず
、
か
つ
議
論
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
「
理
解
」
す
る
と
い
う
傾
向
を
持
っ
た
の
か
。
こ
の
藝
術
に
対
す
る

あ
る
種
滑
稽
と
も
言
え
る
態
度
に
つ
い
て
は
、
か
く
の
如
き
儒
者
の
傾
向
、
を
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
そ
の
よ
う
な
「
人
間
の
心
が
持
っ
て
い
る
、
同
一
の
価
値
に
つ
い
て
判
断
す
る
力
」
で
誰
で
も
思
い
つ
く
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

端
」
の
『
孟
子
撫
の
文
章
で
あ
ろ
う
。
子
供
を
助
け
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
認
め
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
お
そ
ら
く
、
価
値
判
断
に
関
し
て
「
人
聞
が
共
通
に
も
っ
て
い
る
も
の
さ
が
し
」
を
し
て
い
く
と
、
こ
の
子
供
の
生
死
と
い
う
、

「
生
存
に
か
か
わ
る
感
覚
」
以
外
に
出
て
く
る
も
の
は
、
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
「
な
い
」
な
か
で
、
こ
の
「
美
的
判

断
」
は
、
人
問
に
備
わ
る
能
力
と
し
て
、
『
孟
子
輪
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
、
そ
う
も
雷
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
こ
の
「
快
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
彼
ら
が
も
う
ひ
と
つ
準
備
す
る
の
は
、
「
自
ら
の
行
動
に
と
も
な
う
快
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
制
作
に
お
け
る
快
」
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
以
下
に
述
べ
る
「
安
安
」
の
問
題
で
あ
る
。



二
　
技
術
に
つ
い
て

　
中
国
の
技
術
論
と
雷
え
ば
、
『
荘
子
』
の
「
道
」
と
「
技
」
に
つ
い
て
の
発
言
が
し
ぼ
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
牛
の
解
体
の
名
人
、
庖

丁
が
、
そ
の
技
を
「
技
も
こ
こ
ま
で
極
め
ら
れ
る
も
の
か
」
と
誉
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、
「
自
分
の
好
む
の
は
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
技
よ
り

も
一
歩
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
」
と
答
え
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
こ
れ
は
、
内
山
俊
彦
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
技
術
論
と
し
て
は
は
な
は
だ
不
徹
底
な
も
の
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
『
荘
子
』
の
文

章
が
、
お
よ
そ
後
世
の
中
国
の
技
術
や
藝
術
を
語
る
人
々
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
い
わ
ぽ
、
「
技
術
を
無
視
す
る
技
術
論
」
で
あ
る
。
技
術
自
体
に
意
味
を
見
出
さ
な
い
技
術
論
と

い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
技
術
と
い
う
も
の
が
、
外
的
世
界
に
働
き
か
け
て
、
な
に
か
新
た
な
存
在
や
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
を
目

的
と
す
る
と
し
た
と
き
、
こ
の
逸
話
の
中
で
は
、
そ
の
新
た
な
存
在
や
状
態
が
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
に
な
る
の
は
、
そ

の
行
為
が
す
ば
や
い
こ
と
、
庖
丁
の
刃
が
欠
け
な
い
こ
と
、
な
ど
の
「
過
程
」
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
「
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

程
の
見
事
さ
」
が
、
で
き
あ
が
り
（
作
晶
）
の
善
し
悪
し
に
、
全
く
直
結
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
問
題
に
し
な
い
こ
と
に
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
極
端
な
「
過
程
主
義
」
な
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
道
家
の
思
想
と
の
関
連
で
考
え
、
「
道
が
重
視
さ
れ
る
の
で
、
そ

の
目
標
た
る
道
を
強
調
す
る
た
め
に
、
道
と
の
合
一
が
説
か
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
こ
の
よ
う
な
過
程
主
義
の
技
術
観
が
生
ま
れ
た
」
と
い

う
見
方
を
と
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
道
家
的
な
発
想
、
あ
る
い
は
道
家
思
想
が
導
い
た
も
の
と
単
純
に
と
ら
え
る
べ
き
も

　
　
　
（
1
5
）

の
で
は
な
い
。

　
そ
れ
は
た
と
え
ぽ
『
尚
書
』
虚
位
の
解
釈
に
現
れ
る
。
語
典
冒
頭
部
の
「
欽
明
文
思
安
安
」
を
、
孔
伝
は
「
敬
明
文
思
の
四
徳
を
以
て
天

下
の
当
に
安
ん
ず
べ
き
者
を
安
ん
ず
」
と
解
す
る
。
「
安
を
安
ん
ず
」
と
読
む
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
今
文
は
「
安
曇
」
に
作
る
。
嬰
嬰
は
、

『
毛
詩
』
衛
風
眠
に
「
紹
角
の
宴
、
言
笑
嬰
嬰
」
と
あ
り
、
毛
伝
は
「
嬰
婁
は
和
金
な
り
」
、
鄭
箋
は
「
汝
と
我
と
言
笑
嬰
翻
然
と
し
て
和

中
国
藝
術
理
論
史
序
説
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七
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着
す
」
で
、
要
す
る
に
「
や
す
ら
か
な
さ
ま
」
で
あ
る
。
こ
の
今
文
に
従
っ
た
と
思
わ
れ
る
朱
子
は
、
『
朱
子
党
類
』
巻
七
十
八
に
「
生
な

自
然
に
本
づ
き
、
勉
強
よ
り
出
で
ざ
る
な
り
」
、
　
『
朱
文
書
文
集
下
巻
六
十
五
雑
著
尚
書
に
も
、
「
欽
は
恭
敬
な
り
、
明
は
聡
明
な
り
、
敬
は

体
為
り
て
明
は
用
為
る
な
り
、
文
は
文
章
な
り
、
思
は
意
思
な
り
。
文
汐
見
し
て
思
深
遠
な
り
。
安
安
は
勉
強
す
る
所
無
き
の
貌
、
言
ふ
こ

こ
ろ
は
其
の
徳
性
の
美
、
皆
な
自
然
よ
り
出
で
て
、
勉
強
す
る
に
非
ず
、
所
謂
之
を
性
と
す
る
者
な
り
」
と
す
る
。
こ
れ
は
狩
野
直
喜
「
尚

書
発
典
首
節
講
義
」
の
雪
筒
を
借
り
れ
ば
、

　
　
発
は
天
性
に
こ
の
四
徳
を
心
に
得
て
居
ら
れ
ま
し
た
る
故
、
其
の
働
が
自
然
に
す
ら
す
ら
と
参
り
、
作
為
努
力
の
痕
遊
を
見
ま
せ
ぬ
。

　
　
恰
も
天
地
の
問
に
、
四
時
昼
夜
の
変
化
が
自
然
に
行
わ
れ
ま
す
る
通
り
、
強
い
て
無
理
に
か
く
致
し
た
い
と
思
ひ
ま
せ
い
で
、
其
の
働

　
　
が
何
の
苦
も
な
く
、
完
全
円
満
に
、
煮
た
何
時
で
も
同
様
で
、
出
来
不
出
来
の
事
が
御
座
り
ま
せ
ぬ
。
其
の
態
度
を
形
容
致
し
て
、
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
安
と
申
し
ま
す
。
（
『
御
進
講
録
騙
大
正
十
三
庫
正
月
御
講
書
始
）

　
つ
ま
り
、
行
為
の
「
過
程
」
を
重
視
し
、
し
か
も
そ
れ
を
「
安
安
然
」
と
行
う
こ
と
に
価
値
を
繋
い
だ
す
こ
と
は
、
既
に
経
書
（
の
解

釈
）
に
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
雷
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
安
安
」
は
、
『
礼
記
撫
中
庸
の
「
安
而
行
之
」
、
さ
ら
に
は
『
論
語
魅

為
政
「
従
心
所
欲
不
黙
矩
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
道
家
の
側
に
は
「
游
」
と
い
う
概
念
が
準
備
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
道
家
の
場
合
、
何
故
そ
の
よ
う
な
、

匿
標
の
定
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
型
に
は
め
ら
れ
た
行
為
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
そ
う
い
う
疑
問
が
わ
い
て
こ
よ
う
。
そ
れ
を
う
ま
く
調

和
し
た
の
が
、
「
倣
」
の
藝
術
論
で
あ
る
。
型
に
は
ま
っ
た
行
為
を
す
る
　
方
で
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
自
由
で
あ
る
と
い
う
理
想
状
態

を
も
っ
て
臨
む
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

　
「
倣
」
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
と
し
て
、
し
ば
ら
く
「
安
安
」
に
も
ど
ろ
う
。

　
こ
の
思
想
が
、
「
技
術
」
に
振
り
向
け
ら
れ
る
と
き
、
つ
ま
り
「
な
に
か
を
作
り
出
す
と
き
に
「
安
安
然
」
た
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」

と
考
え
れ
ば
、
後
世
の
藝
術
論
、
た
と
え
ぽ
代
表
的
な
絵
画
理
論
で
あ
る
『
歴
代
名
画
記
』
の



　
　
掌
れ
運
思
揮
毫
、
自
ら
以
て
画
と
為
せ
ば
、
則
ち
愈
い
よ
画
に
失
せ
り
。
運
思
揮
毫
、
意
は
画
に
在
ら
ず
、
故
に
画
に
得
た
り
。
手
に

　
　
滞
ら
ず
、
心
に
凝
ら
ず
、
然
る
を
知
ら
ず
し
て
然
る
。
（
論
固
着
張
呉
用
筆
）

の
根
源
的
発
想
を
、
こ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
無
心
の
藝
術
論
と
で
も
い
う
も
の
を
、

（
確
か
に
『
荘
子
』
の
言
葉
を
使
っ
て
は
い
る
の
だ
が
）
単
純
に
道
家
思
想
の
み
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
に
は
、
す
こ
し
躊
躇
を
感
じ

る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
「
当
為
」
が
問
題
に
な
る
行
為
だ
け
で
な
く
、
お
よ
そ
中
国
の
「
行
為
論
」
は
、
こ
の
発
想
を
軸
に
動
い
て
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
＞

　
つ
ま
り
、
「
自
然
な
る
人
為
」
、
あ
る
い
は
「
安
安
偏
は
、
た
と
え
「
理
想
的
な
概
念
」
に
す
ぎ
ぬ
、
人
間
に
は
到
達
不
能
な
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
伝
統
的
」
行
為
論
は
、
中
国
序
品
理
論
の
根
底
を
流
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
説
明
可
能
で

あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
か
え
っ
て
人
為
を
否
定
す
る
が
如
き
老
荘
的
な
思
想
を
中
国
藝
術
理
論
の
原
型
と
し
て
求
め
る
な
ら
砥
、
そ

こ
に
は
い
さ
さ
か
の
危
う
さ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
人
間
が
そ
の
よ
う
に
「
安
安
」
と
行
動
「
で
き
る
」
こ
と
に
力
点
を
置
く
か
、
人
間
の
行
為
が
「
自
然
」
に
反
す
る
と
い
う
負
の
側
面
に

重
点
を
置
い
て
考
え
る
か
、
そ
の
違
い
が
こ
こ
に
は
現
れ
る
。
そ
の
結
果
、
藝
術
理
論
は
前
者
を
も
と
に
し
て
進
め
ば
、
あ
る
い
は
ま
た
違

っ
た
理
論
を
構
築
し
て
い
け
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
時
と
し
て
前
面
に
出
て
く
る
の
は
後
者
で
あ
っ
た
と
い
う
複
雑
な
事
情
が
あ
る
。

　
と
も
か
く
、
「
安
安
」
と
し
て
行
う
受
入
と
、
「
安
安
偏
と
し
て
は
行
え
ぬ
一
般
民
衆
、
さ
れ
ば
そ
こ
に
「
礼
」
が
要
請
さ
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
ま
た
、
老
荘
的
藝
術
論
は
、
こ
の
聖
入
の
方
向
を
直
接
的
に
志
向
し
た
と
も
言
え
る
の
だ
が
、
「
礼
」
と
の
関
係
で
そ
の
思
想
を
明
確

に
述
べ
た
の
が
田
子
方
篇
で
あ
る
。

　
　
宋
元
君
将
に
画
図
せ
ん
と
し
、
野
史
皆
な
至
り
、
揖
を
受
け
て
立
ち
、
筆
を
舐
め
て
墨
を
和
し
、
外
に
在
る
者
半
ば
な
り
。
一
史
の
後

　
　
れ
て
至
る
者
有
り
。
卸
値
然
と
し
て
趨
ら
ず
、
揖
を
受
け
て
立
た
ず
、
因
り
て
含
に
之
く
。
公
人
を
し
て
之
を
視
し
む
る
に
、
則
ち
解

中
国
藝
術
理
論
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衣
般
礁
し
て
、
巌
な
り
。
君
曰
く
、
可
な
り
。
是
れ
真
の
三
者
な
り
。
（
『
荘
子
隠
田
子
方
）

　
ま
ず
は
通
常
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
絵
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
の
「
礼
」
と
い
う
も
の
に
し
ぼ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
礼
」
と
の
関
係
で
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
人
間
の
単
な
る
（
社
会
的
）
行
為
で

は
な
く
、
「
制
作
」
と
い
う
行
為
を
問
題
に
す
る
と
き
、
「
礼
」
と
い
う
も
の
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
こ
と
に
、
藝

術
理
論
史
上
の
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
善
」
が
そ
の
価
値
を
主
張
で
き
な
い
人
間
の
行
動
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
し

た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
「
善
」
が
「
美
偏
に
優
先
す
る
、
優
越
す
る
」
と
い
う
考
え
方
と
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

く
違
う
方
向
を
向
い
て
い
る
。

　
さ
て
彼
ら
は
こ
の
「
善
翫
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
あ
く
ま
で
も
「
規
範
に
合
致
し
た
も
の
扁
と
い
う
範
囲
を
超
え
て
考
察
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

な
か
っ
た
。
「
正
し
い
形
式
」
が
「
存
在
」
し
、
そ
れ
に
合
致
し
た
も
の
の
み
が
「
善
」
と
し
て
占
断
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
な
お
、
規
範
と

い
う
も
の
を
考
え
る
と
き
に
は
、
『
荘
子
』
に
お
け
る
「
遣
遙
偏
（
厨
的
か
ら
の
自
由
）
と
「
混
沌
し
（
秩
序
か
ら
の
自
由
）
が
問
題
に
な
ろ
う
。

『
荘
子
』
は
、
秩
序
を
主
張
す
る
儒
家
に
対
し
て
、
混
沌
、
自
由
、
潜
門
を
説
く
。
儒
家
が
主
張
す
る
社
会
的
秩
序
、
あ
る
い
は
「
礼
」
を
、

人
問
が
勝
手
に
作
り
だ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
本
来
の
あ
り
方
（
天
真
）
が
損
な
わ
れ
る
と
考
え
る
。

　
　
礼
な
る
者
は
、
世
俗
の
為
す
所
な
り
。
真
な
る
者
は
、
天
よ
り
受
く
る
所
以
な
り
。
自
然
に
し
て
易
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
町
人

　
　
は
天
に
法
り
真
を
貴
び
、
俗
に
拘
は
れ
ず
。
（
『
荘
子
㎞
漁
父
）

　
先
の
田
子
方
篇
の
記
述
は
、
ま
さ
に
こ
の
礼
批
判
の
一
環
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
中
国
の
道
術
が
語
ら
れ

る
と
き
に
は
、
こ
の
『
荘
子
嘱
の
側
面
と
で
も
　
思
う
べ
き
、
「
自
由
」
が
強
調
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
中
国
の
藝
術
の
ひ
と
つ
の
基
調
と
し
て
、
こ
の
「
霞
由
」
と
い
う
発
想
が
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
『
荘
子
』
が
敵
視
し
た
方
の
「
礼
」
に
つ
い
て
、
実
は
も
う
少
し
慎
重
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

　
こ
こ
で
は
、
「
彷
（
嚢
な
ら
う
ご
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
彼
ら
は
、
「
彷
手
摩
（
北
苑
）
」
「
彷
黄
公
望
（
子
久
）
」
と
い
う
画
題
で
、



頻
り
に
絵
を
描
く
、
が
、
こ
れ
は
、
礼
と
の
関
係
か
ら
考
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
形
式

（
礼
、
あ
る
い
は
先
人
の
作
品
）
に
の
っ
と
る
こ
と
は
、
当
然
要
請
さ
れ
る
こ
と
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
許
さ
れ
な
い
。
外
か
ら
の
形

式
に
導
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
意
志
に
導
か
れ
て
、
自
ら
の
自
然
の
支
配
下
で
、
そ
の
形
式
に
合
致
し
た
も
の
を
作
り
出
さ
ね
ぽ
な

ら
な
い
の
だ
。

　
こ
れ
は
、
「
行
為
論
」
と
し
て
最
初
に
述
べ
た
話
の
延
長
上
で
そ
う
い
う
わ
け
だ
が
、
礼
と
い
う
も
の
は
ひ
と
つ
の
「
規
範
」
で
あ
り
、

守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
行
動
の
規
範
に
合
致
さ
せ
よ
う
と
意
識
し
て
行
わ
れ
る
行
動
に
は
、
最
終
的
な
評
価
を
与
え

な
い
と
い
う
の
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
考
え
方
、
つ
ま
り
、
自
然
に
従
い
つ
つ
、
規
範
、
あ
る
い
は
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
形
式
に
合
致
す
る
と
い
う
理
想
に
つ
い
て
、

藝
術
を
例
に
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
藝
術
の
場
合
は
や
は
り
大
き
な
「
無
理
」
が
あ
ろ
う
。
勝
手
に
書
い
た
ら
黄
公
望
の
絵
に
そ
っ

く
り
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
場
合
に
求
め
ら
れ
た
、
と
い
う
か
、
手
法
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
や
は
り

形
式
を
先
行
さ
せ
る
、
と
い
う
手
法
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
「
礼
は
人
間
が
勝
手
に
作
り
出
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
先
の
論
理
を
持
ち
出
し
て
思
考
を
停
止
す
る
の
は
禁
じ
手
で

あ
ろ
う
。
道
家
は
そ
う
考
え
る
の
だ
が
、
す
く
な
く
と
も
儒
家
の
思
考
下
に
お
い
て
は
、
礼
と
い
う
も
の
は
天
地
の
理
に
の
っ
と
っ
て
聖
人

に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
形
式
を
先
行
さ
せ
る
意
味
は
、
こ
の
思
想
の
下
に
お
い
て
は
意
味
が
あ
る
。
（
し
か
も
儒

教
の
場
合
に
は
、
門
教
化
」
と
い
う
役
割
を
も
礼
は
担
っ
て
い
る
。
）

　
た
だ
、
藝
術
の
場
合
は
、
そ
の
「
董
源
ス
タ
イ
ル
」
や
「
黄
公
望
ス
タ
イ
ル
」
と
い
う
も
の
は
、
「
聖
人
」
が
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
と
こ
ろ
が
問
題
で
あ
る
。
藝
術
の
場
合
は
、
そ
の
形
式
が
、
礼
の
如
き
絶
対
性
を
持
た
ぬ
。
そ
の
中
で
の
話
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
に
は
、
海
難
の
画
の
六
法
の
な
か
の
「
伝
移
模
写
」
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
念
が
先

行
す
る
前
に
、
模
写
を
す
る
と
い
う
の
は
画
家
の
「
仕
事
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
仕
事
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
絵
画
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か

中
国
藝
術
理
論
史
序
説
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と
い
う
理
念
が
あ
ら
わ
れ
る
以
前
に
、
「
線
を
引
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
レ
ベ
ル
で
、
摸
倣
、
模
写
は
彼
ら
に

課
せ
ら
れ
た
課
題
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
話
を
戻
そ
う
。
つ
ま
り
、
礼
と
の
関
係
で
雷
う
な
ら
ぽ
、
礼
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
、
礼
の
場
合
に
は
基
本
的
に
は
要
請
さ
れ
な
い
。
が
、

絵
画
の
場
合
に
は
、
ひ
と
つ
は
形
式
に
則
っ
た
上
で
自
由
な
る
表
現
を
与
え
る
可
能
性
、
も
う
ひ
と
つ
は
新
し
い
形
式
を
作
り
出
す
こ
と
、

と
い
う
こ
つ
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
「
筆
意
を
ま
ね
る
」
と
い
う
論
理
を
準
備
す
る
。
こ
れ
は
、
画
面
の
上
で
は

形
式
を
ま
ね
て
い
る
よ
う
に
見
せ
て
（
見
え
て
）
、
実
は
形
式
を
模
倣
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
作
者
の
「
筆
意
」
を
ま
ね
て
い
る

だ
け
な
の
だ
、
と
い
う
錯
綜
し
た
論
理
で
あ
る
。
形
式
を
模
倣
し
て
し
ま
っ
て
は
、
礼
の
ご
と
き
外
か
ら
の
枠
組
み
に
た
だ
従
っ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
と
し
て
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
礼
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
人
々
と
同
じ
、
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
礼
は

形
式
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
そ
れ
を
お
こ
な
う
人
間
の
内
面
に
求
め
ら
れ
る
。
雷
う
ま
で
も
な
く
、

　
　
子
曰
く
、
礼
と
云
ひ
礼
と
云
ふ
、
玉
島
を
云
は
ん
や
。
楽
と
藪
ひ
楽
と
云
ふ
、
鐘
鼓
を
云
は
ん
や
。
（
『
論
語
睡
陽
貨
）

で
あ
り
、
そ
し
て
究
極
的
に
は
「
安
安
」
が
理
想
で
あ
る
こ
と
は
既
に
量
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
形
式
は
大
事
だ
が
、
問
題
は

そ
こ
に
は
な
い
」
と
い
う
発
想
は
礼
か
ら
借
り
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
画
家
は
ど
う
ず
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た
の

が
、
「
彷
筆
意
扁
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
礼
と
は
違
っ
て
、
そ
の
形
式
の
み
が
絶
対
の
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
問
題
は
、
倫
理
と
同
じ
よ
う

に
、
絵
画
の
場
合
も
、
「
何
ら
か
の
行
動
に
出
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
規
範
は
、
そ
れ

だ
け
で
は
意
味
が
な
い
わ
け
で
、
「
さ
て
で
は
ど
の
よ
う
に
行
動
す
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
が
常
に
つ
い
て
回
る
。

　
同
様
に
、
画
家
も
、
「
黄
公
望
の
筆
意
偏
は
い
い
の
だ
が
、
さ
て
で
は
ど
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
山
水
函
を
描
く
の
か
。
画
家
は
絵
を
描

か
な
け
れ
ぽ
意
味
が
な
い
。
そ
こ
で
形
式
と
い
う
も
の
を
ど
う
し
て
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
礼
の
場
合
は
、

聖
人
が
制
作
し
た
形
式
が
厳
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
絵
画
の
場
合
に
は
、
そ
れ
を
選
択
す
る
余
地
が
あ
る
、
と
い
っ
て
も
い

い
。
た
だ
、
選
択
さ
れ
た
形
式
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
た
だ
模
倣
し
た
だ
け
で
は
ダ
メ
な
の
で
あ
る
。



　
話
を
安
安
ま
で
戻
そ
う
。
あ
る
行
為
が
安
安
と
行
わ
る
べ
し
と
い
う
論
理
は
、
「
安
安
」
が
既
に
「
や
す
ら
か
偏
と
い
う
あ
る
「
価
値
」

づ
け
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
安
安
と
し
て
行
わ
れ
る
行
為
は
、
そ
の
行
為
を
行
う
こ
と
自
体
に
「
快
」
を
伴
う
も
の
で

あ
る
と
い
う
発
想
を
導
き
出
し
う
る
。
儒
教
は
そ
れ
を
「
理
想
」
と
し
て
掲
げ
、
「
行
為
論
」
と
「
快
」
は
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
結
び
つ
き

を
持
つ
。

　
し
か
し
、
礼
は
そ
の
規
範
の
枠
の
中
に
あ
る
こ
と
に
お
い
て
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
実
に
そ
こ
に
礼
の
「
窮
屈
さ
」

が
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
お
よ
そ
礼
と
藝
術
は
没
交
渉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
わ
け
だ
が
、
狩
野
直
喜
「
魏
晋
学
術
考
」
に
語
ら

れ
る
よ
う
に
、
行
為
が
礼
に
合
致
す
る
こ
と
が
「
美
」
な
る
こ
と
と
み
な
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
勿
論
、
礼
は
其
形
式
よ
り
も
、
之
を
行
ふ
心
の
状
態
の
方
が
、
大
切
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
、
已
に
礼
と
い
ひ
儀
と
い
へ
ぼ
、

　
　
形
式
的
の
も
の
で
あ
る
。
殊
に
、
「
礼
儀
三
百
、
威
儀
三
千
、
」
と
い
ひ
、
礼
よ
り
出
た
威
儀
の
細
目
と
な
り
て
は
、
益
々
形
式
的
の
も

　
　
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
練
熟
し
た
る
と
い
ふ
事
は
、
即
ち
、
其
人
の
品
格
を
示
す
訳
で
あ
る
。
雅
な
る
人
、
う
る
は
し
い
人
と
い
ふ
事

　
　
と
、
威
儀
に
練
熟
し
た
人
と
は
、
同
…
で
あ
る
。
魏
晋
時
代
に
は
、
藝
術
的
の
趣
味
が
非
常
に
発
達
し
、
己
の
身
体
其
物
を
藝
術
化
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
ん
と
し
た
。
そ
れ
で
、
礼
と
い
ふ
如
き
学
問
に
、
非
常
に
興
味
を
有
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
な
り
。
」

　
こ
こ
で
は
、
与
え
ら
れ
た
形
式
と
い
う
も
の
が
、
天
地
の
形
式
で
あ
る
わ
け
な
の
で
、
そ
れ
と
合
致
す
る
こ
と
に
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

こ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
、
単
純
に
中
国
独
特
の
「
万
物
一
体
の
思
想
」
を
持
ち
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
的
と
雷
う

こ
と
を
も
し
考
え
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
「
礼
と
人
間
の
行
動
」
を
例
に
取
る
と
き
、
「
形
式
に
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
」
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な

行
為
自
体
に
価
値
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
と
い
う
方
面
に
注
意
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
は
、
六
朝
時
代
の
射
術
の
発
展
、
あ
る
い
は
、
こ
の
時
代
の
礼
学
の
問
題
と
考
え
合
わ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題
で
あ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
、

で
、
こ
こ
で
は
話
柄
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の
み
に
し
て
お
ぐ
が
、
さ
ら
に
雷
っ
て
お
く
な
ら
ぽ
、
こ
こ
に
は
「
熟
練
」
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

所
謂
「
上
達
」
の
問
題
は
、
中
国
藝
術
理
論
の
盲
点
と
も
雷
え
る
分
野
で
あ
り
、
そ
れ
を
考
え
る
上
で
も
、
重
要
な
観
点
で
あ
る
。
と
も
か

中
国
藝
術
理
論
史
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く
、
「
藝
術
、
形
式
、
熟
練
」
と
い
う
三
つ
の
問
題
を
、
こ
の
礼
の
問
題
は
含
ん
で
い
る
。

　
な
お
、
こ
の
熟
練
問
題
に
つ
い
て
、
注
釈
的
に
の
べ
て
お
こ
う
。
た
と
え
ぽ
「
射
」
に
つ
い
て
は
、
「
熟
練
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

れ
る
の
か
。
徳
を
磨
け
ば
よ
い
、
そ
れ
が
す
べ
て
で
あ
る
。
対
し
て
先
の
庖
丁
自
身
は
ど
う
か
。
彼
は
、
何
年
も
経
験
を
積
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
全
牛
が
見
え
な
く
な
り
云
々
と
明
確
に
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
実
的
な
経
験
則
に
照
ら
し
た
「
技
術
の
上
達
」
を
認
め
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

同
時
に
道
と
の
｝
体
化
に
つ
な
が
る
の
だ
と
い
う
論
理
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
達
論
は
こ
れ
で
お
わ
り
で
あ
る
。
技
術

自
体
に
意
味
を
認
め
ぬ
技
術
論
は
、
技
術
の
上
達
を
議
論
の
姐
上
に
載
せ
る
こ
と
は
な
い
。
実
に
宋
学
に
及
び
、
「
気
質
の
変
化
」
が
説
か

れ
る
と
き
、
あ
る
い
は
技
術
論
に
於
け
る
上
達
論
が
進
展
し
て
い
れ
ぽ
、
彼
ら
が
「
気
質
の
変
化
」
を
説
く
際
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
残
念
な
が
ら
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

お
わ
り
に

　
「
快
」
の
考
察
は
、
の
ち
に
大
き
く
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
藝
術
理
論
史
の
中
で
は
埋
も
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い

っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
思
想
史
の
上
で
は
、
感
性
の
能
力
の
存
在
は
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
感
性
の
能

力
は
、
お
よ
そ
中
国
思
想
の
中
で
「
価
値
論
」
を
考
え
る
上
で
も
、
基
本
と
な
る
能
力
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
う
ま
で
も

な
く
、
「
価
値
」
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
藝
術
理
論
に
つ
い
て
も
、
こ
の
感
性
の
能
力
は
見
え
ざ
る
と
こ
ろ
で
効
い
て
い
る
。

　
最
初
に
引
い
た
『
孟
子
臨
の
一
節
は
、
思
想
史
の
上
か
ら
言
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
等
量
理
論
史
と
は
い
わ
ぽ

没
交
渉
の
ま
ま
で
あ
っ
た
部
分
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
藝
術
理
論
の
立
場
か
ら
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
思
想
史
上
の
問
題
が

見
え
て
く
る
と
い
う
謡
は
、
な
お
探
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。
藝
術
理
論
史
の
始
源
を
探
る
思
索
は
、
思
想
史
の
見
え
ざ
る
底
流
を
探
る
こ
と

で
も
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
こ
と
を
「
快
漏
を
例
と
し
て
呈
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。



　
　
注

（
1
）
　
上
記
篇
に
も
、
「
和
順
積
中
而
英
華
発
案
扁
と
し
て
、
個
人
内
部
の
気
の
変
化
を
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
柔
術
を
離
れ
て
考
え
て
も
、
人
間
の
気
が
変
質
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
変
質
を
語
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

　
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
語
り
得
た
思
想
家
は
い
な
い
。
こ
れ
が
問
題
に
な
る
宋
代
の
張
扇
、
朱
子
を
見
て
も
破
り
で
あ
る
。

（
2
）
　
形
象
忘
却
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
六
朝
歯
軸
論
に
お
け
る
気
の
問
題
」
（
『
東
方
学
報
』
京
都
第
六
九
冊
）
、
個
人
差
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

　
「
白
居
易
と
風
景
」
（
『
平
成
二
四
～
十
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
「
六
朝
階
唐
精
神
史
の
研
究
漏
（
論
考
篇
）
』
）
参
照
。

（
3
）
　
た
と
え
そ
れ
が
「
醜
な
る
も
の
」
、
「
不
快
な
る
」
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
で
あ
る
。

（
4
）
　
な
お
、
衛
霊
公
篇
に
も
見
え
る
。

（
5
）
　
「
精
神
的
快
偏
に
つ
い
て
は
、
『
論
語
』
学
而
首
章
の
「
不
亦
説
乎
」
が
端
的
に
思
い
出
さ
れ
よ
う
。
ま
た
そ
れ
が
後
に
引
く
『
孟
子
』
に
所
謂
「
銘

豪
」
に
ま
さ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
朱
子
『
論
譜
或
問
』
の
同
処
の
記
述
を
参
照
。
な
お
問
題
な
の
は
、
衡
量
篇
「
孔
子
日
、
益
者
三
楽
、
損
者

　
三
楽
。
楽
節
礼
楽
、
楽
道
人
之
善
、
楽
多
賢
友
、
益
　
。
楽
驕
楽
、
楽
侠
遊
、
楽
宴
楽
、
損
　
。
」
で
、
い
う
ま
で
も
な
く
礼
楽
、
な
か
で
も
感
性
を
考

　
た
と
き
に
重
要
な
の
は
音
楽
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
「
節
」
（
節
度
に
あ
っ
て
い
る
こ
と
）
を
楽
し
む
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
観
念
的
な

快
の
部
類
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
た
と
え
ば
孟
子
が
所
謂
三
楽
を
い
う
の
も
、
「
精
神
的
な
楽
し
み
」
を
説
く
典
型
の
一
つ
で
あ
る
。
尽
直
上
「
孟
子
日
、

　
君
子
有
三
楽
、
而
王
天
下
不
与
存
焉
。
父
母
倶
存
、
兄
弟
無
稽
、
一
楽
也
。
仰
不
椀
於
天
、
傭
不
着
浜
人
、
遠
慮
也
。
得
天
下
英
才
而
教
育
之
、
三
楽

也
。
扁

（
6
）
　
本
文
に
書
き
下
し
文
を
載
せ
な
か
っ
た
部
分
も
含
め
て
、
以
下
に
掲
示
し
て
お
く
。
「
口
之
於
味
、
有
同
習
也
。
易
手
先
至
言
口
之
所
看
者
也
。
如

使
口
之
於
味
也
、
其
性
愚
人
殊
、
若
犬
馬
之
与
我
不
同
類
也
、
則
天
下
何
醤
皆
従
易
牙
之
謡
曲
也
。
至
於
味
、
天
下
期
於
毒
牙
、
四
天
下
之
口
相
似
也
。

惟
耳
亦
然
。
至
誠
声
、
天
下
期
画
師
畷
、
是
天
下
下
簗
相
似
也
。
量
目
亦
然
。
展
覧
子
都
、
天
下
莫
不
知
其
妓
也
。
不
知
子
都
之
妓
者
、
無
目
者
也
。
故

　
日
。
口
之
於
味
也
、
有
同
書
焉
。
面
前
瀟
瀟
也
、
有
同
穴
焉
。
目
高
於
色
也
、
有
同
二
更
。
至
於
心
、
独
無
所
同
然
乎
。
心
宮
所
同
然
者
罵
言
。
両
目
也
、

義
也
。
聖
人
先
得
我
心
之
所
同
然
耳
。
故
理
義
之
悦
我
心
、
猶
錫
豪
之
悦
前
口
。
扁

（
7
）
　
「
雄
維
子
飛
、
下
上
上
音
」
箋
云
「
下
上
其
音
、
興
宣
公
小
大
槽
声
、
感
悦
婦
人
。
」
正
義
日
「
言
雄
鑑
飛
雪
時
、
下
上
其
音
声
、
以
恰
悦
雌
雄
、
以

興
宣
公
小
大
其
言
語
、
以
恰
悦
婦
人
。
」

　
　
　
中
国
藝
術
理
論
史
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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（
8
）
　
女
性
の
美
貌
に
つ
い
て
の
イ
メ
…
ジ
は
、
た
と
え
ば
「
婦
容
不
必
顔
色
美
麗
也
、
盟
涜
塵
事
、
服
飾
鮮
潔
、
沐
浴
以
侍
、
身
不
垢
辱
、
是
謂
婦
容
。
扁

　
（
『
後
漢
書
』
列
女
伝
）
「
王
夫
入
神
清
散
朗
、
故
里
林
下
風
気
、
顧
家
婦
清
心
玉
映
、
露
主
軸
房
之
秀
。
」
（
樹
冠
書
㎞
中
土
伝
）
等
を
参
照
。

（
9
）
　
何
度
も
出
て
き
た
が
、
「
嗜
好
」
と
「
快
偏
と
は
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
が
お
そ
ら
く
や
っ
か
い
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
嗜
好
」
と
「
快
」
が
完
全
に
一
対
一
対
応
す
る
も
の
で
あ
れ
ぽ
、
話
は
簡
単
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
未
知
の
存
在
が
「
快
」
を
も
た
ら
す

　
こ
と
は
充
分
に
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
ま
た
、
「
同
義
扁
の
快
と
、
「
翁
豪
」
の
快
が
岡
じ
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
門
同
じ
で
あ
る
」
こ
と

　
が
「
岡
じ
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

（
1
1
）
　
「
呉
伯
英
問
、
心
不
在
焉
、
則
食
隣
不
知
其
味
、
是
心
不
得
其
正
也
。
然
夫
子
聞
紹
何
故
三
月
不
知
黒
味
。
日
、
也
有
時
如
此
。
所
思
之
事
大
、
而

　
飲
食
不
足
以
奪
其
志
也
。
且
如
発
憤
箪
食
、
吾
嘗
終
日
不
食
、
皆
非
常
事
。
以
其
所
憤
所
思
自
大
、
自
不
能
忘
也
。
扁
（
『
朱
子
語
轟
轟
巻
三
十
圏
）
（
心
不

　
在
焉
、
幌
而
不
見
、
聴
而
不
聞
、
食
而
不
知
、
其
味
、
此
講
脩
身
在
正
其
心
。
は
、
大
学
。
）
に
つ
い
て
、
こ
の
『
論
語
幅
の
「
不
知
肉
味
」
を
、
た
と

　
え
ば
、
「
肉
の
味
も
わ
か
ら
な
い
漏
ほ
ど
に
、
「
快
」
を
得
た
こ
と
を
言
う
の
だ
、
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の

　
問
答
で
は
、
味
が
わ
か
ら
な
い
の
は
心
が
正
し
く
な
い
せ
い
だ
、
と
大
学
に
雷
わ
れ
て
い
る
の
に
、
心
が
正
し
い
は
ず
の
孔
子
が
な
に
ゆ
え
肉
の
昧
が
分

　
か
ら
な
い
と
雷
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
質
問
に
遷
し
、
儒
教
の
本
来
の
立
場
に
厳
し
く
立
つ
朱
子
は
、
そ
も
そ
も
、
肉
体
的
な
狭
と
精
神
的
な
「
快
扁

　
を
比
べ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
抵
抗
が
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
、
従
っ
て
、
飲
食
不
足
以
奪
其
志
、
と
、
あ
く
ま
で
も
「
噌
好
」
で
読
み
切
っ
て
し
ま
お
う

　
と
す
る
。
そ
の
読
み
切
っ
て
し
ま
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
朱
子
の
儒
者
と
し
て
の
立
場
が
よ
く
現
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
子
田
、
召

嘗
終
冒
不
食
、
終
夜
不
寝
、
三
思
、
無
益
、
不
奴
網
嚢
。
」
（
衛
霊
公
）
門
葉
公
闘
孔
子
於
子
路
、
子
馬
不
霊
。
子
田
、
女
異
不
田
、
其
為
人
也
、
発
憤
忘

　
食
、
楽
以
忘
憂
、
不
知
老
之
将
至
云
爾
。
」
（
述
蒲
V
参
照
。

（
1
2
）
　
「
所
以
謂
入
皆
有
不
忍
人
勝
心
者
、
今
人
乍
晃
飛
子
将
軍
於
井
、
皆
有
無
掲
測
隠
之
心
、
非
所
以
内
曾
於
墨
型
之
父
母
也
、
雰
所
以
要
誉
於
郷
党
朋

　
友
也
、
門
訴
其
声
雁
然
也
、
幽
是
観
之
、
無
側
隠
聾
心
悪
人
也
、
無
蓋
悪
塗
鞘
非
人
也
、
無
辞
譲
磁
心
縄
入
也
、
無
是
雰
翻
心
非
入
也
。
偏
（
隅
孟
子
臨
公

　
孫
丑
上
）

（
1
3
）
　
内
山
俊
彦
氏
咽
中
国
古
代
思
想
史
に
お
け
る
麹
然
認
識
㎞
（
創
文
役
、
　
一
九
八
七
）
六
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
1
4
）
　
現
実
に
は
、
こ
の
調
理
人
の
さ
ぽ
い
た
牛
は
、
見
た
翻
が
よ
く
、
ま
た
お
い
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
。

（
1
5
）
　
儒
家
を
主
流
と
し
て
実
学
を
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
代
表
的
な
も
の
に
李
沢
厚
氏
㎎
正
金
美
学
㎞
（
香
港
三
聯
書
店
、
～
九
八
八
）



　
が
あ
る
。
儒
道
の
関
係
を
同
書
第
三
章
で
「
儒
道
互
補
」
と
と
ら
え
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
以
下
の
「
安
安
」
に
関
し
て
は
、
特
に
同
書
第
二
章
を
参
照
。

　
（
な
お
田
本
語
訳
に
『
中
国
の
伝
統
美
学
』
（
興
膳
宏
・
中
純
子
・
松
家
裕
子
訳
、
平
凡
社
、
｝
九
九
五
）
が
あ
る
。
詳
細
な
訳
注
も
備
わ
っ
て
お
り
、

　
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
）

（
1
6
）
　
今
文
に
つ
い
て
は
『
尚
書
今
古
文
注
疏
㎞
、
『
今
文
尚
書
考
証
』
を
参
照
。
「
性
之
縣
は
、
『
孟
子
』
尽
塁
上
「
孟
子
日
、
発
舜
、
性
之
也
、
湯
武
、
身

　
之
也
、
山
霧
、
仮
之
也
。
」
朱
黒
「
発
舜
天
性
渾
全
、
不
仮
修
習
。
湯
武
修
身
体
道
、
以
復
其
性
。
五
霧
則
仮
借
仁
義
替
名
、
以
求
意
馬
貧
欲
之
私
耳
」
。

　
『
御
進
講
録
』
は
、
み
す
ず
書
房
、
　
一
九
八
四
、
六
－
七
頁
。

（
1
7
）
　
早
早
論
の
文
脈
で
し
ば
し
ば
使
わ
れ
、
上
記
『
歴
代
名
画
記
㎞
に
も
で
て
く
る
、
「
然
る
を
知
ら
ず
し
て
然
る
」
は
、
こ
の
「
自
然
な
る
人
為
」
を

指
す
表
現
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
は
『
荘
子
』
の
中
の
「
泳
ぎ
の
達
人
」
の
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
。
そ
こ
で
は
、
「
水
の
道
に
従
っ
て
私
を
為
さ

ず
」
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
技
術
、
つ
ま
り
、
自
ら
が
手
を
下
そ
う
と
す
る
外
界
が
存
在
す
る
「
技
術
」
と
い
う
も
の
と
、
自
ら
の
行
動
自
体

が
問
題
に
な
る
「
礼
」
と
の
違
い
が
浮
か
び
上
が
る
。
礼
の
場
合
に
は
、
従
わ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
の
は
、
自
身
の
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
技
術
の
場

合
に
は
、
自
身
の
自
然
で
は
な
く
、
自
ら
が
、
あ
る
い
は
自
ら
の
技
術
が
「
対
象
」
と
す
る
外
界
に
も
従
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
大
き
な
目
で

　
見
れ
ば
、
と
も
に
「
自
然
」
あ
る
い
は
「
道
扁
で
あ
る
か
ら
に
は
、
同
じ
物
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
。

（
1
8
）
　
『
論
語
㎞
口
話
「
子
謂
紹
、
尽
頭
突
、
又
尽
善
也
、
謂
武
、
里
美
莫
、
未
尽
善
也
。
」
集
解
前
日
「
紹
舜
楽
名
、
扁
額
聖
徳
受
禅
、
故
尽
善
、
武
武
王

　
楽
也
、
以
征
伐
取
天
下
、
故
未
単
費
。
」
た
だ
、
疏
の
如
く
「
故
応
徳
未
尽
善
也
」
と
し
て
、
善
を
尽
く
し
て
い
な
い
の
が
「
音
楽
」
で
は
な
く
て
、

　
「
徳
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
「
善
を
尽
く
し
た
音
楽
な
ど
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
と
も

関
わ
る
。

（
1
9
）
　
『
孟
子
㎞
あ
る
い
は
『
春
秋
公
羊
伝
』
が
強
調
す
る
所
謂
「
権
」
の
如
き
例
外
は
勿
論
あ
る
が
。

（
2
0
）
　
『
魏
晋
学
術
考
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
）
三
一
四
頁
。

（
2
1
）
　
出
稿
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
経
験
則
で
は
そ
う
う
ま
く
は
い
か
な
い
わ
け
だ
が
。
注
（
2
）
前
掲
拙
稿
「
六
朝
藝
術
論
に
お
け
る
気
の
問
題
」
参
照
。

（
2
2
）
　
さ
ら
に
残
さ
れ
た
問
題
は
、
精
神
の
集
中
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
経
験
則
か
ら
言
っ
て
、
精
神
の
集
中
が
、
す
べ
て
の
技
術
に
と
っ
て
重
要
な

要
素
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
の
庖
丁
の
話
の
中
で
も
、
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
に
く
る
と
、
「
錐
然
、
毎
至
於
族
、
望
見
其
難
為
、
城

然
単
寧
、
視
為
止
、
（
郭
注
一
叢
復
属
目
於
他
物
也
）
行
為
遅
（
郭
注
一
掃
其
手
也
）
」
と
し
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
集
中
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

　
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
由
な
技
術
、
「
遊
㎏
と
し
て
の
技
術
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
る
と
、
精
神
を
集
中
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
梱
反

中
国
藝
術
理
論
史
序
説

五
七
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す
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
「
一
心
不
乱
に
そ
の
遊
び
に
集
中
し
て
い
る
」
と
い
う
幼
児
の
ご
と
き
状
態
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
簡
単
に
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
。
眼
で
も
っ
て
牛
を
見
ず
、
「
神
」
に
よ
っ
て
牛
の
理
と
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
庖
丁
に
と
っ
て
、

（
精
神
、
あ
る
い
は
視
覚
を
）
集
中
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
果
た
し
て
必
要
な
の
か
。
な
お
噌
孟
子
隔
臣
子
上
「
今
夫
変
艶
拭
数
、
小
数
也
、
不
専

心
致
志
、
則
不
得
也
、
変
秋
、
通
国
之
渡
鳥
者
也
、
面
変
秋
講
二
人
変
、
其
一
人
専
心
致
志
、
惟
変
電
之
為
聴
、
一
人
錐
聴
之
、
一
心
以
為
有
鴻
鵠
将
至
、

難
論
弓
掛
帯
選
別
、
錐
与
之
倶
学
、
弗
若
之
奏
、
為
是
其
智
弗
若
与
、
日
、
非
運
也
。
」
趙
貴
注
門
零
墨
也
、
錐
小
技
、
不
専
心
則
不
得
也
。
偏
噸
藝
文
類

聚
』
巻
七
十
四
「
又
（
β
子
）
日
、
鴻
鵠
在
上
、
鞍
弩
以
待
、
若
発
善
（
御
覧
三
百
四
十
七
作
若
、
滋
従
）
否
、
問
二
五
弗
知
、
非
こ
五
難
計
也
、
欲
鴻

之
心
乱
也
。
」
を
参
照
。
な
お
、
「
安
安
の
快
」
に
つ
い
て
補
足
を
し
て
お
く
。
書
道
に
お
い
て
、
た
と
え
ぽ
楷
書
を
書
い
た
り
見
た
り
す
る
と
き
の
楽
し

み
、
快
感
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
美
し
い
楷
書
を
見
た
と
き
、
そ
こ
に
快
を
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
我
々
自
身
が
持
っ
て
い
る

「
理
想
的
な
榴
書
の
玉
書
型
扁
に
そ
の
目
前
の
文
字
が
合
致
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
言
書
の
典
型
自
体
は
我
々
は
男
泣
で
は
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
が
、
冒
前
に
あ
る
文
字
が
そ
の
典
型
を
想
起
さ
せ
て
く
れ
る
か
ら
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
規
範
と
の
合
致
と
い
う
側
面
を
示

す
わ
け
だ
が
、
さ
ら
に
雷
う
な
ら
ば
、
繕
事
を
書
く
と
き
に
は
、
そ
の
典
型
と
の
合
致
が
、
「
安
安
扁
と
行
わ
れ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
慮
体
に
「
快
」
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
、
と
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
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he　ignores　CandrakTrti’s　objection　against　Bhaviveka．

　　It　should　be　noted　that　according　to　theβo識が鋭4禦⑳β一pa勿’iha一’the　four　great

reasons　are　employed　only　until　one　obtains　certainty　（flis’caya）　before　entering

the　practice　of　non－conceptuality　and　are　not　concerned　directly　with　the　absolute．

　　Therefore，　it　is　not　inconsistent　for　Atiga　to　accept　autonomous　inference　until

obtaining　certainty，　while　denying　that　one　can　attain　the　absolute　itself　by　infer－

ence．　Atiga’s　description　of　the　four　great　reasons，　in　which　he　treats　Bhaviveka

and　Candrakirti　regardless　of　their　attitude　to　autonomous　inference，　shows　his

unawareness　of　the　distinction　between　Svatantrika　and　Prasafigika．

　　It　is　true，　as　is　often　pointed　out，　that　AtiSa　considers　CandrakTrti　as　more

important　than　Bhavivel〈a　in　the　description　of　his　lineage，　the　classification　of

Buddhist　masters　in　the　Ratnahararpofodgha－1　a，　and　so　forth，　but　this　is　not　because

Atiga　is　a　Prasafigika．　Although　the　reason　is　still　unclear，　an　answer　may　be　found

in　the　context　of　the　reevaluation　of　CandrakTrti　that　tool〈　place　in　late　lndian

Buddhism．

An　introduction　to　the　history　of

　　　　　　Chinese　theory　of　arts

　　　　　　　　　　　　　　　　　Bunri　UsAMI

Associate　Professor　of　the　History　of　Chinese　Philosophy

　　　　　　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　When　we　are　going　to　write　the　history　of　Chinese　theory　of　arts，　we　notice　that

there　are　many　arguments　which　do　not　have　description　although　they　are

required　in　a　modern　viewpoint．

　　In　this　paper，　1　considerate　such　forgotten　problems．　The　first　one　is　a　problem

about　“pleasure”．　Chinese　thinkers　regard　the　sensuous　pleasure　as　being　inferior

to　the　spiritual　pleasure．　So，　when　they　enj　oy　a　work　of　art，　they　“understand”　the

pleasure　as　spirituai　one，　and　disregard　the　sensuous　side　of　the　pleasure．　But　in

Chinese　philosophy，　for　example　in　Mengzi孟子，　in　order　to　prove　that　all　human

beings　iikes　morality，　he　reference　that　‘Cit　is　same　as　we　alHike　the　taste　of　meat”．

It　does　not　become　others　than　that　they　accept　the　universality　of　sensuous

pleasure．　And　in　Huainanzi准南子，　it　says　that　beautiful　women　each　have

15



different　faces，　but　they　are　all　beauty．　That　is　to　say，　Chinese　thinl〈ers　accept　the

ability　of　“aesthetic”　judge．　［［’herefore，　the　problem　about　pleasure　is　the　very

important　one　in　Chinese　philosophy．　in　spite　of　this　importance，　because　of

disrespect　to　the　sensuous　pleasure　we　can　not　find　the　development　of　thought

about　pleasure　in　Chinese　philosophy．　So，　it　goes　without　saying　in　Chinese　theory

of　arts．

　　In　connection　with　this　problem，　there　is　the　problem　about　technique．　ln

Zhuangzi荘子Paoding庖T　says亡hat　he　likes　Dao道，　and　i亡is　beyond　the

technique．　ln　this　text　we　find　the　basic　thought　about　technique　in　Chinese

philosophy．　But　about　such　tendency　to　“respect　the　process”　in　the　problem　of

techniqLie，　we　find　another　one　in　Confucian　texts．　ln　that　text　they　say　that　it　is

important　to　behavior　‘‘with　ease　and　comfort（Anan安安）η．　This“respect　the

process”　is　a　fundamental　thought　about　theory　of　act　in　Chinese　philosophy．　And

we　usually　emphasis　the　“freedom”　in　Chinese　theory　of　arts，　but　Chinese　thinl〈er

have　another　polnt　of　view，“model　of　behavior（Li礼）”．　Similar　to　usual　behavior，

Chinese　painter　draw　a　picture　with　freedom　on　the　one　hand　and　in　following　the

model　on　the　other．　What　is　called“Fang彷”，　it　is　represents　this　inten＄ion．　So

when　painter　draw　a　picture　in　this　way　and　“with　ease　and　comfort”，　it　is　just　an

ideal　action．

　　　　　　　　　　　　　　　Meno’s　Paradox，　Recollection，

the　Method　of　Hypothesis，　the　Calculation　of　the　Cause

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　the　Road　to　Larisa

　　　The　BeginRing　of　Epistemology　in　AncieRt　Greek　Philosophy

Yasuhira　KANAYAMA
　Professor　of　Philosophy

Graduate　School　of　Letters

　　　Nagoya　University

　　Plato’s　Meno　contains　ideas　similar　to　various　important　topics　of　epistemoJogy

today，　such　as　the　recollection　theory　（81C－86C）　and　the　calculation　of　the　cause

（98A），　which　respectively　remind　us　of　nativism　and　of　justification　that　distin－

guishes　between　true　belief　and　knowledge．　ffowever，　what　we　today　tal〈e　them　to

be　may　be　dif｛erent　fro職what　Plato　intended．　The　aim　of亡his　paper　is　to　elucidate
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