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墨
子
は
周
秦
の
間
に
於
て
孔
子
老
子
の
學
派
に
對
峙
し
た
鬱
然
た
る
一
大

學
派
の
創
始
者
で
あ
る
。

　
墨
子
の
學
の
大
に
一
時
に
勢
力
の
あ
つ
た
こ
と
は
孔
子
系
の
孟
子
荀
子
等

が
之
を
駁
撃
し
て
ゐ
る
の
で
も
明
白
で
、
輕
視
し
て
置
け
ぬ
ほ
ど
に
當
世
に

威
燄
を
有
し
た
れ
ば
こ
そ
孟
子
荀
子
等
が
こ
れ
に
對
し
て
筆
舌
を
勞
し
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
人
間
の
善
惡
を
超
越
し
是
非
を
忘
却
す
る
や
う

な
こ
と
を
理
想
と
し
た
か
の
如
き
莊
周
で
さ
へ
も
墨
家
に
論
及
し
、
そ
れ
か

ら
又
手
嚴
し
い
法
治
論
者
の
韓
非
ま
で
も
墨
家
を
儒
家
と
列
べ
て
論
じ
て
ゐ

る
。
此
等
の
事
實
は
皆
墨
子
の
學
が
少
か
ら
ざ
る
力
を
當
時
に
有
し
て
ゐ
た

こ
と
の
傍
證
で
あ
つ
て
、
秦
以
後
の
書
の
孔
叢
子
、
淮
南
子
、
史
記
、
漢
書
、
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七
略
等
に
見
え
て
ゐ
る
こ
と
と
、
そ
の
前
の
尸
子
、
晏
子
春
秋
、
呂
覽
等
に

散
見
し
て
ゐ
る
こ
と
と
を
除
い
て
も
、
墨
子
の
本
書
に
、
墨
子
の
弟
子
禽
滑

釐
等
三
百
餘
人
が
墨
子
の
道
の
爲
に
守
禦
の
器
を
持
し
て
宋
の
爲
に
楚
を
防

が
ん
と
し
た
こ
と
が
、
魯
問
篇
に
見
え
て
ゐ
る
し
、
又
墨
子
の
弟
子
の
公
尚

過
と
い
ふ
も
の
は
越
王
に
優
遇
さ
れ
、
越
王
は
墨
子
を
故
の
呉
の
地
方
五
百

里
を
以
て
封
ぜ
ん
こ
と
を
申
出
し
、
又
楚
の
惠
王
、
魯
陽
文
君
等
は
墨
子
を

崇
敬
し
、
衞
、
宋
、
魯
等
の
君
も
墨
子
を
尊
ん
だ
こ
と
は
本
書
の
各
篇
に
見

え
、
墨
子
の
弟
子
は
禽
滑
釐
を
首
と
し
て
、
高
石
子
、
縣
子
碩
、
耕
柱
子
、

魏
越
、
管
黔
敖
、
高
孫
子
、
治
徒
娯
、
跌
鼻
、
曹
公
子
、
勝
綽
、
彭
輕
生
、

孟
山
譽
、
王
子
閭
等
は
皆
墨
子
に
道
を
學
び
、
或
は
道
を
問
う
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
本
書
に
見
え
、
漢
書
藝
文
志
、
呂
覽
等
に
よ
れ
ば
、
隨
巣
子
、
胡
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非
子
等
は
墨
子
の
弟
子
で
書
を
著
は
し
、
禽
滑
釐
の
弟
子
に
は
許
犯
、
索
盧

が
あ
り
、
許
犯
の
弟
子
に
は
田
繋
が
あ
り
、
胡
非
子
の
弟
子
に
は
屈
將
子
が

あ
り
、
其
他
、
韓
非
子
、
莊
子
、
呂
覽
等
に
よ
れ
ば
、
墨
子
の
學
系
に
は
、

田
俅
子
、
相
里
勤
、
相
夫
子
、
鄧
陵
子
、
苦
獲
、
相
里
氏
の
弟
子
の
五
侯
子
、

そ
れ
か
ら
孟
勝
、
田
襄
子
、
腹
※
、
徐
弱
、
謝
子
、
唐
姑
果
等
を
指
摘
し
得

る
。
是
の
如
く
に
墨
子
の
弟
子
又
は
再
傳
三
傳
の
弟
子
を
二
千
年
前
の
昔
に

指
摘
し
得
る
こ
と
は
、
墨
子
の
道
の
盛
行
し
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
無
く
て

何
で
あ
ら
う
。

　
墨
子
を
孔
子
と
同
列
の
や
う
に
取
扱
つ
た
の
は
、
早
く
韓
非
子
の
時
か
ら

で
、
韓
非
子
顯
學
篇
に
、
既
に
儒
墨
と
併
稱
し
て
、
八
儒
三
墨
と
其
の
流
派

を
擧
げ
て
ゐ
る
。
儒
の
至
る
所
は
孔
丘
な
り
、
墨
の
至
る
と
こ
ろ
は
墨
〻
其
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師
を
售
る
を
務
む
る
の
説
に
生
ず
、
二
師
の
道
の
本
よ
り
然
る
に
非
ざ
る
也
、

孔
子
は
必
ず
墨
子
を
用
ゐ
、
墨
子
は
必
ず
孔
子
を
用
ゐ
ん
、
相
用
ゐ
ざ
れ
ば

孔
墨
た
る
に
足
ら
ず
、
と
さ
へ
言
つ
て
ゐ
る
。
退
之
の
此
論
は
勿
論
割
引
し

な
け
れ
ば
通
ぜ
ぬ
論
で
あ
る
が
、
先
秦
諸
子
の
各
〻
一
家
の
言
を
な
し
て
ゐ

る
中
で
、
墨
子
の
教
が
孔
子
の
教
に
近
い
こ
と
は
、
そ
れ
は
他
の
莊
、
列
、

韓
非
の
輩
の
孔
子
に
遠
い
の
に
比
し
て
、
大
に
近
く
、
ま
こ
と
に
一
脈
相
通

ず
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
爭
へ
な
い
。
孔
子
の
堯
舜
禹
湯
文
武
を
稱
す
る
が

如
く
、
墨
子
も
堯
舜
禹
湯
文
武
を
稱
し
、
聖
王
賢
主
の
民
を
率
ゐ
躬
を
正
し

う
し
た
と
こ
ろ
に
準
據
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
自
分
の
小
さ
な
知
識
や
感

情
か
ら
一
家
の
言
を
成
し
、
我
よ
り
古
を
成
さ
う
と
し
て
ゐ
た
の
で
は
無
い

の
で
あ
る
。
理
想
に
於
て
は
孔
子
も
墨
子
も
治
國
平
天
下
、
民
を
し
て
安
穩
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幸
福
に
生
を
遂
げ
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
墨
子
は
何
樣
い
ふ
人
で
あ
つ
た
か
と
い
ふ
に
、
墨
子
の
姓
は
墨
、
名

は
翟
で
あ
つ
て
、
魯
の
人
で
あ
つ
た
。
宋
の
人
と
い
ふ
説
も
諸
書
に
あ
る
が
、

そ
れ
は
恐
ら
く
は
墨
子
が
宋
の
太
夫
と
な
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
こ
と
で

あ
ら
う
。
墨
氏
は
孤
竹
君
の
後
で
、
墨
台
氏
と
い
つ
た
の
が
、
改
め
て
墨
氏

と
な
つ
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
、
姓
氏
學
者
の
説
で
あ
る
。
姓
氏
學
者
の

説
は
時
に
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
墨
氏
が
墨
台
氏
で
孤
竹
君
の

後
で
有
ら
う
と
有
る
ま
い
と
、
い
づ
れ
に
し
て
も
墨
子
に
取
つ
て
は
大
し
た

こ
と
で
無
い
か
ら
論
ず
る
に
足
ら
ぬ
。
墨
子
の
姓
は
翟
で
名
は
烏
と
い
ふ
異

説
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
周
櫟
園
が
書
影
に
記
し
て
か
ら
人
の
談
に
上
る
や
う

に
な
つ
た
の
で
、
櫟
園
は
好
い
人
物
で
あ
り
、
書
影
は
面
白
い
雜
筆
だ
け
れ
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ど
、
其
説
は
元
の
伊
世
珍
の
※
※
記
に
賈
子
説
林
と
い
ふ
も
の
を
引
い
て
記

し
た
の
が
原
で
、
賈
子
説
林
な
ん
と
い
ふ
書
は
有
無
不
明
で
あ
り
、
恐
ら
く

は
世
珍
の
妄
言
、
墨
子
の
母
が
日
中
の
赤
烏
が
室
に
入
る
を
夢
み
て
驚
き
覺

め
て
生
れ
た
か
ら
烏
と
名
づ
け
た
な
ど
と
い
ふ
こ
と
を
作
り
出
し
た
の
だ
ら

う
、
他
の
古
書
に
見
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
面
白
い
説
だ
と
て
信
ず
る

に
は
足
ら
ぬ
、
た
ゞ
是
れ
茶
話
の
料
た
る
ま
で
で
あ
る
。

　
墨
子
の
在
世
時
代
は
、
墨
子
に
接
觸
し
て
ゐ
る
人
〻
の
上
か
ら
推
測
考
定

し
て
、
周
の
定
王
頃
に
生
れ
て
、
安
王
の
廿
四
五
年
頃
に
死
ん
だ
の
で
あ
り
、

其
壽
は
甚
だ
長
く
、
八
十
餘
歳
、
九
十
一
二
歳
か
で
あ
つ
た
ら
う
と
考
へ
ら

れ
る
。
孔
子
の
時
に
並
ぶ
、
或
は
曰
く
其
後
に
在
り
と
、
と
史
記
は
記
し
て

ゐ
る
が
、
史
記
の
撰
者
は
墨
子
が
嫌
ひ
で
あ
つ
た
か
何
樣
か
知
ら
ぬ
が
、
墨
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子
に
對
し
て
は
甚
だ
同
情
少
く
、
墨
子
の
た
め
に
其
傳
を
立
つ
る
に
勞
を
吝

ん
で
ゐ
る
。
後
漢
の
張
衡
が
、
公
輸
班
と
墨
翟
と
並
び
に
子
思
の
時
に
當
り
、

仲
尼
の
後
に
出
づ
、
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
實
に
當
を
得
て
ゐ
る
。
墨
子
は
孔

子
に
後
る
ゝ
こ
と
百
年
近
く
、
孟
子
の
師
の
頃
で
、
丁
度
子
思
よ
り
は
二
十

幾
歳
の
年
下
で
あ
つ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
。
秦
火
以
後
に
諸
子
は
復
活
し
た

が
墨
子
は
其
の
學
統
さ
へ
全
く
絶
え
て
、
終
に
晉
の
代
の
魯
勝
が
出
る
ま
で

は
少
く
も
墨
子
に
左
袒
す
る
氣
味
の
人
が
無
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
更

判
然
と
考
定
す
る
事
の
出
來
ぬ
の
も
自
然
の
數
で
あ
る
。
墨
子
の
如
き
儉
を

尚
び
民
を
愛
す
る
主
張
の
學
説
が
、
長
城
を
築
き
阿
房
を
起
し
た
如
き
秦
の

政
府
に
憎
惡
さ
れ
た
ら
う
こ
と
は
、
儒
教
其
他
の
學
説
よ
り
も
一
層
太
甚
し

か
つ
た
ら
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
こ
と
で
、
秦
以
後
に
復
び
其
の
學
説
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が
起
つ
能
は
ざ
る
ま
で
に
壓
迫
さ
れ
て
了
つ
た
こ
と
も
お
の
づ
か
ら
想
像
す

る
に
難
く
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
漢
に
於
て
儒
教
が
復
興
し
得
た
に
か
ゝ

は
ら
ず
、
墨
家
は
殆
ん
ど
撲
倒
さ
れ
た
ま
ゝ
に
な
り
了
つ
て
、
從
つ
て
墨
子

の
事
に
就
い
て
は
漢
で
も
既
に
不
明
に
な
つ
て
了
つ
た
の
で
あ
り
、
た
ま
〳

〵
淮
南
子
に
其
の
少
許
の
傳
説
、
論
衡
に
其
の
教
説
の
批
難
が
見
え
る
位
で
、

墨
子
派
の
遺
緒
を
紹
ぐ
者
な
ど
は
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
つ
た
。
史
記
の
撰

者
父
子
は
た
ま
〳
〵
墨
子
を
愛
尚
し
な
か
つ
た
の
か
否
か
不
明
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
孔
子
と
併
稱
さ
れ
た
墨
子
に
對
し
て
は
、
餘
り
に
其
の
筆
墨
を
吝
ん

で
ゐ
る
が
、
そ
れ
も
た
ま
〳
〵
既
に
當
時
に
於
て
墨
子
の
繼
紹
者
が
絶
無
で

あ
つ
た
か
、
或
は
甚
だ
微
力
で
あ
つ
た
か
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
墨
子
の
説
は
墨
子
の
創
唱
に
な
つ
た
も
の
か
、
或
は
古
よ
り
其
の
一
派
傳
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統
の
あ
つ
た
も
の
か
、
こ
れ
も
論
定
さ
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
然
し
漢

書
の
藝
文
志
に
、
墨
家
の
首
に
尹
佚
二
篇
を
擧
げ
て
ゐ
る
。
尹
佚
は
即
ち
史

佚
で
、
周
の
太
史
で
あ
り
文
王
の
時
か
ら
成
王
康
王
の
時
に
亙
つ
た
功
臣
で

あ
る
。
此
の
史
佚
の
書
は
漢
の
時
に
猶
ほ
遺
つ
て
ゐ
た
も
の
で
、
其
言
が
墨

家
に
同
じ
き
も
の
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
墨
家
の
首
に
置
か
れ

た
の
で
あ
ら
う
。
し
て
見
れ
ば
墨
子
の
學
は
、
尹
佚
の
流
を
汲
ん
だ
も
の
で

あ
る
と
し
て
よ
い
。
古
の
史
官
と
い
ふ
も
の
は
、
實
に
禮
經
を
司
ど
り
國
典

を
管
し
、
其
の
學
は
皆
傳
統
的
に
受
授
し
た
も
の
で
あ
る
。
魯
の
惠
公
が
郊

廟
の
禮
を
天
子
に
請
う
た
時
、
桓
王
は
史
角
を
し
て
魯
に
往
か
し
め
ら
れ
た
。

惠
公
は
史
角
を
魯
に
止
め
た
。
此
の
史
角
の
後
が
魯
に
在
つ
た
者
に
就
い
て

墨
子
は
學
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
が
、
呂
氏
春
秋
の
當
染
篇
に
見
え
て
居
り
、
丁
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度
孔
子
が
老
〻
稀
薄
な
意
味
で
、
其
の
流
れ
の
末
だ
と
い
ふ
位
に
取
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
。
然
し
、
各
派
の
學
説
の
源
を
説
い
て
、
古
の
道
術
是
に
在
る
者
有

り
と
莊
子
の
説
い
た
の
と
、
九
流
皆
官
に
出
づ
る
と
爲
し
て
漢
書
の
説
い
た

の
と
は
、
同
じ
く
誣
ひ
ざ
る
者
が
あ
つ
て
、
各
家
の
説
皆
古
に
原
づ
く
と
こ

ろ
の
あ
る
こ
と
を
語
つ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
墨
家
者
流
も
忽
然
と
し
て

新
説
を
立
て
た
の
で
は
無
く
、
古
に
依
り
古
よ
り
出
で
ゝ
説
を
爲
し
た
と
し

て
宜
し
い
。
清
廟
に
事
有
る
も
の
は
巫
で
な
け
れ
ば
史
で
あ
る
、
史
佚
史
角

の
流
は
成
程
其
人
で
あ
ら
う
し
、
墨
子
が
史
角
の
後
に
學
び
、
史
佚
が
墨
家

に
列
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
今
は
史
佚
の
書
が
亡
び
て
何
樣
な

言
を
爲
し
た
も
の
か
考
知
す
る
こ
と
が
出
來
無
い
が
、
墨
子
の
學
も
其
邊
か

ら
出
て
來
た
と
し
て
認
む
べ
き
で
あ
る
。
但
し
墨
子
が
史
佚
史
角
の
學
系
に
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出
た
に
せ
よ
、
墨
子
が
自
家
の
力
量
識
見
を
以
て
、
こ
れ
を
墨
翟
流
に
擴
張

し
開
展
し
て
、
そ
し
て
所
謂
墨
家
を
成
立
た
せ
た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
墨
子
以
前
の
墨
家
者
流
の
撰
述
と
認
む
べ
き
も
の
は
、
尹
佚
二
篇
の

み
で
、
墨
子
以
外
の
墨
家
者
流
著
述
は
皆
墨
子
の
弟
子
の
手
に
成
つ
た
も
の

の
み
で
あ
る
か
ら
。

　
墨
子
の
書
は
漢
の
時
に
於
て
七
十
一
篇
存
在
し
た
が
、
今
に
存
し
て
ゐ
る

の
は
五
十
三
篇
で
あ
る
。
そ
し
て
其
書
は
漢
や
晉
に
於
て
他
の
諸
子
が
既
に

注
釋
詮
考
さ
れ
出
し
た
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
墨
子
の
み
は
棄
て
ゝ
置
か
れ
た
の

で
、
唐
か
ら
宋
へ
か
け
て
も
、
誰
も
注
疏
な
ど
し
た
人
が
無
く
、
長
い
歳
月

の
間
に
於
て
、
漢
の
王
充
が
墨
子
を
論
駁
し
、
晉
の
魯
勝
が
墨
辯
注
を
著
は

し
、
唐
で
韓
退
之
が
評
し
、
宋
で
黄
東
發
が
評
し
た
位
の
事
で
あ
つ
た
。
魯
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勝
の
墨
辯
注
は
何
樣
な
も
の
で
あ
つ
た
か
、
晉
の
時
代
は
後
世
の
史
家
等
か

ら
餘
り
立
派
な
時
代
で
無
い
や
う
に
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
定
論
に
な
つ
て
ゐ

て
も
そ
れ
は
感
心
さ
れ
ぬ
論
で
、
支
那
の
各
時
代
中
で
も
哲
學
が
ゝ
つ
た
方

面
は
進
歩
し
た
時
代
で
あ
る
と
云
ひ
た
い
位
で
あ
る
。
魯
勝
は
天
文
學
的
知

識
の
有
つ
た
人
で
、
自
分
の
生
命
を
賭
け
て
其
學
問
上
の
自
説
を
主
張
し
た

と
云
は
れ
て
居
り
、
其
の
注
し
た
部
分
は
墨
子
の
書
の
中
で
も
今
猶
ほ
甚
だ

讀
み
難
き
部
分
で
あ
る
か
ら
、
其
の
泯
び
た
こ
と
は
惜
む
べ
き
で
あ
る
が
是

非
が
無
い
。
陶
淵
明
の
文
と
僞
傳
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
に
、
墨
家
の
人
の
こ
と

に
筆
の
及
ん
で
ゐ
る
も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
晉
時
代
に
は
墨
子
が

少
し
は
士
人
の
談
論
に
上
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
文
の
記
す
る
と
こ
ろ

も
何
だ
か
異
樣
で
あ
る
。
同
じ
晉
の
代
に
は
彼
の
博
學
能
文
の
葛
洪
の
爲
に
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墨
子
は
仙
人
の
や
う
に
さ
れ
て
し
ま
つ
て
、
墨
子
は
變
化
の
術
や
金
丹
の
法

を
得
た
人
と
な
り
、
墨
子
五
行
記
な
ど
と
い
ふ
者
が
有
つ
て
、
神
通
變
化
の

術
を
説
い
て
あ
る
と
云
は
れ
、
漢
の
劉
安
が
未
だ
僊
去
せ
ざ
る
時
に
其
要
を

抄
記
し
た
一
卷
が
遺
つ
て
ゐ
る
な
ど
と
傳
へ
ら
れ
、
五
代
の
唐
の
莊
宗
の
時

に
魏
州
の
妖
人
楊
千
郎
と
い
ふ
も
の
が
墨
子
の
術
を
知
つ
て
ゐ
て
、
能
く
鬼

神
を
使
役
し
、
丹
砂
水
銀
を
化
す
る
事
を
爲
す
と
て
、
莊
宗
の
崇
愛
を
得
た

事
實
が
、
五
代
史
卷
十
四
に
見
え
る
に
至
つ
て
ゐ
る
。
葛
洪
は
面
白
い
人
だ

が
、
神
仙
傳
を
撰
ん
で
、
多
く
神
異
の
事
を
録
し
た
た
め
に
斯
樣
い
ふ
事
が

起
つ
た
の
で
、
又
同
人
の
著
は
し
た
抱
朴
子
及
び
金
※
經
に
も
墨
子
と
仙
道

に
關
す
る
こ
と
を
載
せ
て
ゐ
る
。
葛
洪
が
妄
撰
し
た
談
だ
か
、
當
時
然
樣
い

ふ
傳
説
が
有
つ
て
、
葛
洪
が
之
を
記
し
た
の
か
不
明
だ
が
、
晉
以
來
墨
子
が
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其
爲
に
道
家
と
縁
を
結
ん
で
、
後
に
は
莊
宗
の
爲
に
殺
さ
れ
て
了
ふ
楊
千
郎

の
事
の
如
き
も
五
代
の
時
に
は
起
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
然
し
何
が
幸
に

な
る
か
知
れ
な
い
も
の
で
、
墨
子
が
道
家
に
混
入
さ
せ
ら
れ
た
爲
に
、
道
藏

の
中
に
墨
子
の
佳
本
が
收
採
さ
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
爲
に
今
日
墨
子
を
讀
む
便

宜
を
得
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
道
藏
外
の
墨
子
は
訛
舛
の
實
に
甚
だ
し
く

て
讀
み
難
い
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
晉
よ
り
後
に
至
つ
て
、
梁
の
陶
弘

景
、
こ
れ
も
大
學
者
の
詩
人
で
あ
る
が
、
道
家
が
其
の
本
領
で
、
此
人
も
神

仙
傳
に
依
つ
て
言
を
爲
し
た
の
で
あ
ら
う
が
、
墨
子
が
金
丹
を
服
し
て
仙
と

な
つ
た
と
記
し
て
ゐ
る
。
孫
子
も
鬼
谷
子
も
韓
非
子
も
諸
葛
孔
明
も
、
道
家

は
皆
こ
れ
を
道
家
に
し
て
了
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
墨
子
が
道
家
に
さ
れ
て
も

不
思
議
は
無
い
が
、
一
つ
は
墨
子
の
學
に
は
「
實
物
を
處
理
す
る
」
と
こ
ろ
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が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
口
授
親
傳
さ
れ
、
そ
し
て
其
實
際
知
識
の
得
了
さ
れ
た

も
の
が
所
謂
「
巨
子
」
と
な
つ
て
其
學
の
宗
師
と
な
る
不
文
律
の
や
う
な
も

の
が
有
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
神
仙
家
の
假
託
の
談
の
成
立
つ
べ
き
祕
密
傳

授
の
如
き
地
が
有
つ
た
か
ら
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
墨
子
の
弟
子
の
禽
滑

釐
が
日
に
焦
げ
黒
み
、
手
足
胼
胝
し
て
苦
學
し
た
と
い
ふ
が
如
き
も
、
た
ゞ

室
内
に
在
つ
て
道
を
聞
き
教
を
受
け
る
の
で
は
然
樣
い
ふ
こ
と
に
な
る
譯
は

無
い
、
工
學
的
の
實
際
を
敢
て
し
た
れ
ば
こ
そ
然
樣
な
る
の
で
あ
つ
て
、
然

樣
し
て
其
學
成
就
す
れ
ば
「
巨
子
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
墨
者
の
巨
子
孟
勝

が
死
に
臨
ん
で
巨
子
を
田
襄
子
に
屬
し
た
談
の
如
く
に
、
巨
子
と
い
ふ
の
は

儒
家
に
於
け
る
碩
儒
と
い
ふ
や
う
な
た
ゞ
の
美
稱
の
意
味
の
み
で
は
無
い
、

一
種
の
相
傳
的
地
位
と
い
ふ
や
う
な
も
の
の
附
加
さ
れ
て
ゐ
る
意
味
を
有
し
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て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
斯
樣
い
ふ
と
こ
ろ
は
神
仙
家
金
丹
家
臭
い
と
こ
ろ
が
無

い
で
も
無
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
墨
者
は
死
を
以
て
其
道
と
地
位
と
に
殉
ず

る
意
氣
が
甚
だ
強
か
つ
た
も
の
で
、
墨
子
の
弟
子
禽
滑
釐
等
三
百
人
は
楚
を

敵
と
し
て
死
な
う
と
し
、
巨
子
孟
勝
が
呉
起
の
亂
に
死
し
た
時
は
弟
子
徐
弱

を
は
じ
め
八
十
五
人
が
皆
死
ん
で
ゐ
る
。
で
、
莊
子
に
は
「
巨
子
を
以
て
聖

人
と
爲
し
、
皆
之
が
尸
た
ら
ん
こ
と
を
願
ふ
」
と
記
し
、
淮
南
子
に
は
「
墨

子
の
服
役
百
八
十
人
、
皆
火
に
赴
き
刀
を
踏
み
、
死
し
て
踵
を
旋
さ
ゞ
ら
し

む
可
し
」
と
記
し
、
新
語
の
思
務
篇
に
「
墨
子
の
門
、
勇
士
多
し
」
と
云
つ

て
ゐ
る
。
此
等
の
有
樣
を
考
へ
る
と
、
墨
學
傳
授
の
有
樣
は
儒
家
と
は
大
分

異
つ
て
居
り
、
特
に
兵
科
の
事
の
實
際
を
墨
子
の
書
の
記
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ

に
照
し
考
へ
れ
ば
、
墨
子
は
非
戰
主
義
で
は
有
る
け
れ
ど
も
、
非
戰
主
義
で
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も
無
抵
抗
主
義
で
は
無
く
て
、
侵
略
者
を
沈
默
さ
せ
る
主
義
で
あ
る
た
め
防

禦
的
兵
科
を
實
習
實
行
す
る
こ
と
を
し
た
も
の
で
、
そ
れ
故
に
史
記
に
「
守

禦
を
善
く
す
」
と
云
は
れ
た
の
で
あ
る
。
神
仙
家
の
中
に
は
今
日
の
化
學
作

業
の
如
き
こ
と
を
し
た
者
も
あ
る
。
墨
子
の
學
に
も
理
化
學
的
作
業
の
や
う

な
こ
と
を
し
た
部
面
も
或
は
有
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
飛
行
機
の
孩
子
の
如
き

木
鳶
を
墨
子
の
造
つ
た
傳
説
も
有
り
、
雲
梯
等
の
攻
城
器
械
を
無
功
な
ら
し

む
る
各
般
の
實
際
設
備
と
、
攻
城
に
對
す
る
防
禦
施
爲
と
を
墨
子
が
説
い
て

ゐ
る
と
こ
ろ
を
觀
る
と
、
墨
子
の
學
は
心
識
的
の
み
で
無
く
て
手
腕
的
の
方

面
も
伴
な
つ
て
ゐ
た
も
の
で
、
そ
の
實
際
施
設
の
方
面
に
は
口
授
親
接
に
よ

つ
て
傳
へ
ら
れ
た
も
の
も
多
か
つ
た
ら
う
。
墨
子
が
神
仙
家
の
方
へ
引
張
り

込
ま
れ
た
の
も
少
し
は
理
由
が
有
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
韓
非
子
さ
へ
其
の
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學
の
核
心
に
老
子
風
の
人
生
觀
が
少
し
許
り
存
し
た
た
め
道
家
に
入
れ
ら
れ

た
位
で
あ
る
か
ら
。

　
唐
宋
元
明
の
間
に
は
前
に
言
つ
た
通
り
墨
子
は
講
明
さ
る
ゝ
こ
と
も
無
く

て
過
ぎ
た
が
、
此
は
一
つ
は
墨
子
が
讀
み
難
い
文
で
あ
り
、
古
字
が
有
つ
た

り
、
寫
誤
や
錯
簡
が
有
つ
た
り
、
又
意
味
の
元
來
晦
澁
な
と
こ
ろ
が
有
つ
た

り
、
解
し
易
い
部
分
は
讀
ん
で
も
興
味
が
少
か
つ
た
り
し
た
た
め
で
、
墨
説

の
興
味
少
く
て
華
や
か
で
無
い
こ
と
は
既
に
韓
非
子
に
、
楚
王
と
田
鳩
と
の

問
答
に
見
え
て
ゐ
る
通
り
で
あ
る
。
先
秦
諸
子
の
中
で
、
公
平
に
評
し
て
、

墨
子
は
餘
り
高
級
の
出
來
榮
の
文
章
で
は
無
い
。
特
に
他
書
に
は
見
え
ぬ
や

う
な
詞
づ
か
ひ
な
ど
も
あ
る
。
然
樣
い
ふ
譯
で
長
く
顧
み
ら
れ
ず
、
且
又
儒

學
の
兩
大
家
で
あ
る
孟
子
荀
子
に
は
斥
け
ら
れ
異
端
邪
説
と
さ
れ
て
ゐ
た
の
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で
あ
る
か
ら
、
骨
を
折
つ
て
讀
ま
う
と
い
ふ
も
の
も
無
く
、
僅
に
茅
鹿
門
に

明
の
時
に
評
さ
れ
た
位
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
清
朝
に
な
つ
て
古
を
攻
む
る

こ
と
が
行
は
れ
た
に
際
し
、
畢
〻
以
て
十
分
と
は
い
か
ぬ
し
、
隅
か
ら
隅
ま

で
明
晰
に
解
し
得
る
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
解
釋
に
日
が
暮
れ
て
、
批
判

と
い
ふ
と
こ
ろ
ま
で
手
を
着
け
て
ゐ
る
も
の
は
未
だ
見
當
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

何
に
せ
よ
二
千
年
も
棄
て
ゝ
置
か
れ
た
舊
籍
で
爛
脱
訛
舛
が
多
い
の
み
な
ら

ず
、
孔
老
の
道
、
莊
列
の
書
、
管
晏
の
説
と
も
異
な
る
墨
子
は
墨
子
だ
け
の

特
立
の
學
で
あ
る
か
ら
、
其
の
理
路
を
考
へ
る
に
も
沈
涵
の
日
數
を
累
ね
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
今
で
も
明
白
に
讀
み
得
ぬ
と
こ
ろ
が
殘
さ
れ
て
ゐ
る
。

畢
沅
は
博
學
な
人
で
は
あ
る
が
、
一
番
最
初
に
讀
墨
に
着
手
し
た
人
な
の
で
、

隨
分
多
く
の
讀
み
誤
り
を
し
て
ゐ
る
位
で
あ
る
。
で
も
畢
氏
か
ら
讀
墨
の
道
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が
拓
け
て
、
其
後
王
引
之
が
特
に
詞
辭
の
學
を
詳
に
し
た
の
で
、
墨
子
特
有

の
「
惟
母
」
と
い
ふ
や
う
な
稀
有
の
言
葉
づ
か
ひ
も
明
ら
か
に
さ
れ
、
念
孫

の
讀
書
雜
志
は
大
に
墨
子
の
錯
簡
や
古
字
を
闡
明
し
、
兪
樾
の
諸
子
平
議
は

時
に
鑿
説
と
思
は
る
ゝ
の
も
あ
る
が
、
是
亦
少
か
ら
ぬ
發
明
を
し
て
居
り
、

孫
詒
讓
が
間
話
を
撰
す
る
に
至
つ
て
、
衆
説
を
滙
會
し
、
精
力
を
傾
倒
し
て
、

お
ほ
よ
そ
は
後
學
を
し
て
、
此
の
滿
目
棒
蕪
の
古
典
を
窺
知
す
る
を
得
せ
し

め
た
の
で
あ
る
。
が
、
猶
ほ
甚
だ
多
く
不
明
の
處
が
遺
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は

否
定
す
る
こ
と
が
出
來
ぬ
の
で
あ
る
。

　
さ
て
墨
子
の
思
想
や
主
張
に
就
い
て
語
ら
う
と
す
る
に
、
墨
子
を
覗
ひ
知

る
べ
き
も
の
は
今
存
し
て
ゐ
る
五
十
三
篇
の
ほ
か
に
正
し
い
材
料
と
す
べ
き

も
の
は
無
い
。
墨
子
に
就
て
は
先
秦
諸
子
及
び
漢
の
時
の
諸
書
が
言
及
し
て
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ゐ
る
も
の
が
無
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
等
は
餘
り
價
値
は
無
い
。
淮
南
子
の

要
略
に
、
墨
子
儒
者
の
業
を
學
び
孔
子
の
術
を
受
く
な
ど
と
云
つ
て
ゐ
る
が

如
き
は
取
る
に
足
ら
ぬ
妄
言
で
あ
り
、
同
書
主
術
に
、
孔
墨
皆
先
聖
の
術
を

脩
め
、
六
藝
の
論
に
通
ず
、
と
云
つ
て
ゐ
る
の
も
、
孔
墨
を
同
視
し
た
言
で
、

孔
墨
の
道
の
相
反
す
る
こ
と
多
き
こ
と
を
無
視
し
て
ゐ
る
妄
言
で
あ
る
。
古

書
古
人
の
言
と
雖
も
間
違
つ
て
ゐ
る
も
の
は
間
違
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
古

書
古
人
の
言
も
た
ゞ
參
考
と
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
無
批
判
に
採
用
は
出
來
ぬ
。

そ
れ
よ
り
も
墨
子
の
書
が
幾
篇
を
亡
つ
て
も
今
幸
に
五
十
三
篇
を
存
し
て
ゐ

る
か
ら
、
直
ち
に
其
の
書
に
就
い
て
其
説
を
觀
取
す
る
方
が
宜
い
。

　
但
し
現
存
の
墨
子
は
墨
子
の
躬
づ
か
ら
撰
し
た
も
の
の
み
で
は
無
い
。
古

書
多
く
は
皆
然
り
で
あ
る
が
、
墨
子
の
書
の
大
部
分
は
墨
子
の
手
に
成
つ
た
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の
で
は
無
く
て
、
墨
子
の
弟
子
、
或
は
墨
子
の
弟
子
の
禽
滑
釐
の
弟
子
、
或

は
其
弟
子
の
弟
子
等
の
手
に
成
つ
た
も
の
で
あ
る
。
其
の
證
據
は
現
存
の
墨

子
所
染
篇
の
末
の
と
こ
ろ
に
「
禽
子
傳
説
の
徒
是
な
り
」
と
あ
る
句
が
あ
る

が
、
禽
滑
釐
は
墨
子
の
弟
子
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
「
子
」
と
い
ふ
尊
稱
を

以
て
名
い
つ
て
ゐ
る
の
は
、
禽
子
系
の
弟
子
の
手
に
文
が
成
つ
た
か
ら
で
あ

る
。
又
尚
賢
篇
の
中
篇
に
、
「
且
つ
尚
賢
を
以
て
政
の
本
と
爲
す
者
は
、
亦

豈
獨
り
子
墨
子
の
言
の
み
な
ら
ん
や
」
と
記
し
て
あ
る
。
墨
子
が
自
づ
か
ら

子
墨
子
と
い
ふ
譯
は
無
い
か
ら
、
文
が
墨
子
の
弟
子
、
又
は
孫
弟
子
の
手
に

成
つ
た
證
で
あ
る
。
か
ゝ
る
證
は
他
に
も
幾
箇
處
も
あ
る
。
し
て
見
れ
ば
現

存
墨
子
の
書
は
少
く
も
全
部
墨
子
の
親
撰
に
出
で
た
も
の
で
は
無
い
。
論
語

が
有
子
の
弟
子
、
若
く
は
其
同
列
地
位
の
人
の
手
で
成
つ
た
如
く
に
、
現
存
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墨
子
は
禽
子
の
弟
子
、
孫
弟
子
、
若
く
は
墨
門
の
門
弟
子
輩
の
手
に
成
つ
た

こ
と
は
猜
知
す
る
に
難
く
な
い
。
然
し
其
等
の
人
の
手
に
成
つ
た
と
し
て
も
、

現
存
墨
子
の
中
に
、
墨
子
の
言
の
載
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
疑
も
無
い
か
ら
、
墨

子
を
窺
は
ん
と
す
る
に
は
現
存
墨
子
に
依
る
の
が
不
當
で
も
何
で
も
無
い
。

現
存
墨
子
の
中
で
、
經
篇
は
墨
子
自
撰
で
あ
る
と
い
ふ
人
も
あ
る
。
そ
れ
も

疑
は
し
い
こ
と
で
無
く
も
無
い
。
が
、
何
に
せ
よ
現
存
墨
子
を
除
い
て
は
墨

子
を
知
る
べ
き
材
料
は
何
も
無
い
。
墨
家
の
書
と
い
ふ
も
の
は
、
漢
書
に
六

部
の
書
名
が
見
え
る
が
、
胡
非
子
隨
巣
子
等
の
文
は
意
林
や
太
平
御
覽
や
北

堂
書
鈔
等
に
散
見
す
る
の
み
で
全
豹
は
覗
へ
ぬ
の
で
あ
り
、
何
樣
し
て
も
現

存
墨
子
を
研
究
の
標
的
と
す
る
ほ
か
に
道
は
無
い
。

　
墨
子
の
現
存
五
十
三
篇
は
、
自
分
を
し
て
評
さ
せ
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
に
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し
て
三
部
を
爲
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
事
は
前
人
に
か
ゝ
る
言
を
爲
し
た

も
の
は
無
い
が
、
精
し
く
墨
子
を
讀
ん
だ
人
な
ら
ば
自
分
の
言
を
首
肯
し
て

呉
れ
る
だ
ら
う
。
其
の
三
部
と
い
ふ
の
は
何
樣
い
ふ
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
、

甲
部
は
、

　
　
親
士
、
脩
身
、
所
染
、
法
儀
、
七
患
、
辭
過
、
三
辯
、
尚
賢
上
、
同
中
、

　
　
同
下
、
尚
同
上
、
同
中
、
同
下
、
兼
愛
上
、
同
中
、
同
下
、
非
攻
上
、

　
　
同
中
、
同
下
、
節
用
上
、
同
中
、
同
下
、
（
闕
）
節
葬
上
、
（
闕
）
同

　
　
中
、
（
闕
）
同
下
、
天
志
上
、
同
中
、
同
下
、
明
鬼
上
、
（
闕
）
同
中
、

　
　
（
闕
）
同
下
、
非
樂
上
、
同
中
、
（
闕
）
同
下
、
（
闕
）
非
命
上
、
同

　
　
中
、
同
下
、
非
儒
上
、
（
闕
）
同
下
、
大
取
、
小
取
、
耕
柱
、
貴
義
、

　
　
公
孟
、
魯
問
、
公
輸
、
□
□
、
（
闕
）
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の
篇
〻
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
墨
子
の
對
世
間
言
、
顯
説
、
一
般
の
士
君
子
に

對
し
て
の
教
諭
訓
説
で
あ
る
。
乙
部
は
、

　
　
經
上
、
經
下
、
經
説
上
、
經
説
下
、

の
四
篇
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
前
の
諸
篇
の
對
外
の
言
説
で
あ
る
と
は
異
つ
て
、

墨
學
の
學
徒
内
の
も
の
で
あ
り
、
學
問
的
に
純
な
る
部
分
で
あ
り
、
理
論
的
、

又
は
理
論
の
取
扱
ひ
方
、
認
定
論
決
の
確
實
性
を
成
立
た
し
む
る
道
の
如
き

も
の
で
あ
る
。
或
は
墨
子
の
死
後
に
韓
非
子
莊
子
の
敍
し
て
ゐ
る
如
く
、
別

墨
と
い
ふ
一
派
、
南
方
に
於
て
墨
學
か
ら
開
展
し
た
る
學
徒
の
も
の
か
も
知

れ
な
い
。
畢
沅
は
こ
れ
を
墨
翟
の
自
著
と
云
つ
た
が
、
そ
れ
は
「
經
」
と
い

ふ
字
に
眼
を
奪
は
れ
た
ま
で
の
説
で
あ
る
ら
し
く
、
甲
部
の
所
説
と
は
大
に

樣
子
が
異
つ
て
ゐ
る
。
墨
子
の
中
で
最
も
讀
み
難
い
の
は
此
部
分
で
あ
る
。
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甲
部
に
擧
げ
た
が
、
大
取
、
小
取
等
の
篇
は
、
甲
部
の
多
數
と
は
樣
子
が
異

つ
て
ゐ
て
、
或
は
此
乙
部
に
聯
屬
し
た
も
の
の
や
う
な
氣
も
す
る
。
公
孫
龍

等
の
學
説
は
漢
書
藝
文
志
の
説
に
よ
れ
ば
、
禮
官
に
出
た
の
で
あ
る
が
、
公

孫
龍
、
惠
施
等
の
學
と
此
の
乙
部
及
び
大
取
小
取
等
の
篇
の
言
と
は
少
し
く

通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
墨
子
の
學
と
惠
施
の
説
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と

い
へ
ば
、
人
は
大
口
を
開
い
て
笑
ふ
で
あ
ら
う
が
、
こ
れ
は
他
日
細
心
の
人

の
研
覈
に
委
ね
る
こ
と
と
し
て
、
こ
ゝ
で
は
た
ゞ
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
言
つ

て
置
く
。
そ
れ
か
ら
丙
部
は
、

　
　
備
城
門
、
備
高
臨
、
備
鉤
、
（
佚
）
備
衝
、
（
佚
）
備
梯
、
備
堙
、

　
　
（
佚
）
備
水
、
□
□
、
（
佚
）
□
□
、
（
佚
）
備
突
、
備
穴
、
備
蛾
傅
、

　
　
備
※
轀
、
（
佚
）
備
軒
車
、
（
佚
）
□
□
、
（
佚
）
□
□
、
（
佚
）
□
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□
、
（
佚
）
迎
敵
祠
、
旗
幟
、
號
令
、
襍
守
、

の
篇
〻
で
あ
る
。
此
中
に
篇
名
不
明
な
の
と
、
篇
名
あ
る
も
佚
字
を
記
し
た

の
は
今
は
亡
は
れ
た
も
の
で
、
七
十
一
篇
の
目
に
合
せ
し
む
る
た
め
に
篇
名

不
明
の
も
の
ま
で
を
擧
げ
て
置
い
た
の
で
あ
る
。
此
部
は
事
と
法
と
に
約
し

て
判
す
れ
ば
、
事
の
部
で
、
理
論
や
主
張
が
説
か
れ
て
あ
る
の
で
は
無
く
、

全
く
兵
事
を
説
い
た
も
の
で
、
防
禦
對
敵
の
施
爲
を
傳
授
し
た
も
の
で
あ
る
。

嚴
格
に
云
へ
ば
非
戰
主
義
で
は
無
く
て
、
非
侵
略
主
義
で
あ
る
と
こ
ろ
の
墨

子
の
説
を
實
際
に
成
立
た
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
敵
が
侵
略
行
爲
に
出
て
來
る

以
上
は
對
抗
撃
攘
の
道
を
講
ぜ
ね
ば
空
言
に
終
る
か
ら
、
そ
れ
で
是
の
如
き

兵
備
施
爲
を
ば
教
へ
た
も
の
で
あ
る
。
此
部
は
甲
部
に
は
關
係
が
あ
る
が
、

乙
部
と
は
殆
ん
ど
別
途
異
門
で
あ
る
。
三
部
中
の
「
事
」
の
部
と
し
て
特
立
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し
て
ゐ
る
も
の
と
云
つ
て
も
宜
い
。
然
し
理
の
中
に
事
を
觀
る
べ
く
、
事
の

中
に
理
を
觀
る
べ
し
で
あ
る
か
ら
、
此
部
を
度
外
視
す
る
譯
に
も
ゆ
か
ぬ
し
、

此
部
の
所
説
に
考
へ
照
ら
し
て
墨
家
の
意
途
を
觀
て
取
る
べ
き
と
こ
ろ
も
有

る
。

　
以
上
の
三
部
の
中
で
、
所
謂
墨
家
の
説
と
し
て
古
來
の
人
〻
の
論
議
し
た

と
こ
ろ
は
甲
の
部
で
あ
り
、
し
か
も
墨
家
の
思
想
や
主
張
は
實
に
殆
ん
ど
甲

部
に
盡
き
て
居
る
と
云
つ
て
も
宜
い
の
で
あ
る
。

　
墨
子
の
道
と
す
る
と
こ
ろ
は
孔
子
の
道
と
す
る
と
こ
ろ
と
は
何
と
し
て
も

異
な
つ
て
ゐ
る
。
然
し
古
よ
り
儒
墨
と
い
ひ
、
又
は
孔
墨
と
併
べ
稱
し
た
の

は
何
故
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
淮
南
子
が
謂
つ
た
通
り
、
兩
者
い
づ
れ
も
先
聖

の
術
を
脩
め
古
王
の
道
に
依
つ
た
か
ら
で
、
孔
子
と
は
其
の
執
る
と
こ
ろ
が
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異
な
つ
た
と
は
云
へ
、
墨
子
も
亦
孔
子
と
同
じ
く
堯
舜
禹
湯
文
武
を
稱
し
た

の
で
あ
る
。
墨
子
も
亦
孔
子
と
同
じ
く
詩
、
書
を
稱
し
た
の
で
あ
る
。
墨
子

は
、
吾
嘗
つ
て
百
國
の
春
秋
を
見
る
と
い
ひ
、
又
其
の
藏
書
の
甚
だ
多
か
つ

た
こ
と
を
本
書
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
墨
子
も
實
に
孔
子
と
同
じ
く
古
を
學
び

史
に
據
り
て
、
そ
し
て
所
信
を
立
て
ゝ
居
る
の
で
、
我
流
に
一
家
の
見
を
立

て
た
の
で
は
無
い
。
但
し
孔
子
と
異
な
る
に
至
つ
た
と
こ
ろ
は
、
孔
子
は
周

の
人
と
し
て
特
に
周
公
を
尊
び
、
周
初
の
文
治
を
謳
歌
し
、
何
と
か
し
て
周

初
の
郁
〻
乎
と
し
て
文
な
る
哉
の
代
に
一
世
を
し
て
引
戻
ら
せ
た
い
意
を
有

し
て
ゐ
た
の
に
、
墨
子
は
孔
子
よ
り
も
後
の
世
に
出
で
、
世
は
愈
〻
自
利
自

恣
の
念
の
み
強
く
な
つ
て
、
且
又
人
情
は
浮
薄
で
、
目
前
主
義
、
享
樂
主
義
、

虚
榮
の
是
認
、
奢
侈
の
衒
耀
、
殘
虐
と
騙
詐
、
侵
略
と
劫
掠
、
あ
ら
ゆ
る
惡
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徳
の
日
に
盛
ん
な
ら
ん
と
す
る
時
に
際
會
し
た
の
で
、
中
〻
孔
子
の
や
う
に

手
緩
い
態
度
や
思
想
や
感
情
を
抱
い
て
ゐ
る
こ
と
が
出
來
ず
、
そ
こ
で
孔
子

と
同
じ
く
古
王
の
道
に
依
り
、
同
じ
く
先
聖
の
術
を
脩
め
た
の
で
は
あ
り
、

同
じ
く
道
徳
の
念
の
強
い
人
で
は
あ
つ
た
が
、
其
の
實
際
に
施
爲
せ
ん
と
す

る
と
こ
ろ
は
、
お
の
づ
か
ら
孔
子
と
は
色
彩
を
も
樣
式
を
も
異
に
す
る
を
以

て
時
を
救
ひ
世
を
濟
ふ
の
法
に
於
て
是
な
り
と
す
る
に
至
つ
た
も
の
と
見
え

る
。
孔
子
は
周
公
が
周
國
の
成
立
つ
て
國
家
の
機
運
と
人
民
の
精
神
と
の
將

に
新
し
い
文
化
を
成
就
せ
ん
と
す
る
に
適
し
た
時
代
の
施
爲
に
か
ゝ
る
周
初

の
道
徳
や
教
法
や
禮
樂
や
及
び
其
の
精
神
を
、
理
想
の
標
的
と
し
て
言
を
立

て
教
を
布
か
れ
た
と
見
え
る
が
、
墨
子
は
同
じ
先
聖
古
王
の
中
で
も
、
最
も

國
家
危
難
の
時
に
當
つ
て
非
常
の
勤
勞
を
以
て
世
を
治
め
時
を
濟
つ
た
と
こ
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ろ
の
夏
王
の
禹
の
道
法
や
精
神
を
以
て
、
此
の
時
代
に
對
す
る
の
を
ば
最
適

と
信
じ
た
と
見
え
る
。
禹
は
非
常
の
大
洪
水
で
天
下
が
滅
茶
〻
〻
に
な
つ
た

時
に
當
つ
て
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
窮
乏
に
堪
へ
て
、
其
の
偉
大
で
あ
り
寛
厚
で

あ
り
、
そ
し
て
畏
る
べ
き
勞
苦
を
辭
せ
ぬ
勇
健
な
る
精
神
を
以
て
、
亂
れ
潰

え
た
乾
坤
を
處
理
し
、
人
民
を
救
濟
し
た
聖
主
で
あ
る
。
尋
常
一
樣
の
こ
と

で
は
如
何
と
も
す
る
能
は
ざ
る
時
に
於
て
、
大
わ
ら
は
に
な
つ
て
働
い
て
、

大
抵
の
事
は
顧
み
る
に
遑
も
無
く
、
一
生
懸
命
に
世
の
爲
に
民
の
爲
に
勞
苦

し
た
の
が
大
禹
で
あ
る
。
周
公
だ
と
て
吐
哺
握
髮
し
て
、
一
寸
の
暇
隙
も
無

く
天
下
の
爲
に
さ
れ
た
に
は
相
違
無
い
が
、
大
禹
の
時
は
周
公
の
時
ど
こ
ろ

で
は
無
か
つ
た
。
濁
流
山
谷
を
掩
う
て
、
國
境
も
分
ら
な
く
な
れ
ば
道
路
も

無
く
な
り
、
何
も
彼
も
眼
鼻
の
つ
か
な
い
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
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大
禹
は
吾
家
に
も
歸
ら
ぬ
こ
と
何
年
、
眞
黒
に
な
つ
て
日
に
焦
げ
、
向
ふ
臑

に
毛
も
無
く
な
る
ま
で
奔
走
馳
驅
し
て
、
そ
し
て
辛
く
も
政
治
の
功
を
擧
げ

た
の
で
あ
る
。
墨
子
の
時
は
、
孔
子
の
時
よ
り
も
世
の
中
が
愈
〻
亂
れ
立
つ

て
、
爲
政
者
は
暑
威
暴
利
を
縱
い
ま
ゝ
に
し
、
人
民
は
頽
廢
的
氣
象
に
な
つ

て
、
ま
こ
と
に
惡
い
世
に
な
り
下
つ
て
來
た
。
そ
れ
は
宛
然
濁
水
に
山
川
陵

谷
を
呑
み
盡
さ
れ
た
禹
の
大
洪
水
の
時
の
如
く
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
墨
子

が
古
聖
賢
の
道
を
學
ん
で
、
堯
舜
よ
り
周
公
に
至
る
ま
で
の
人
〻
を
稱
し
な

が
ら
、
特
に
大
禹
を
稱
す
る
こ
と
、
孔
子
が
古
聖
賢
を
稱
し
な
が
ら
、
特
に

周
公
を
夢
み
る
ま
で
に
渇
仰
し
た
如
く
で
あ
る
の
は
、
一
つ
は
孔
墨
の
個
性

の
差
に
よ
る
こ
と
勿
論
だ
が
、
又
一
つ
は
時
代
の
形
勢
の
差
に
も
よ
つ
て
居

た
ら
う
。
周
公
の
施
爲
は
文
明
的
で
あ
り
、
大
禹
は
生
や
さ
し
い
こ
と
は
顧
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み
て
居
ら
れ
ぬ
時
に
當
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
應
急
的
施
爲
の
常
と
し
て
實
質

的
に
傾
か
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
ら
う
。
墨
子
は
も
う
孔
子
の
如
く
周
公
の
世

に
與
へ
た
文
明
的
形
式
及
び
其
精
神
を
採
る
に
堪
へ
ぬ
時
に
當
つ
て
ゐ
る
と
、

自
己
の
時
代
を
考
へ
た
で
あ
ら
う
か
、
或
は
又
自
己
の
性
質
上
に
根
ざ
す
思

想
の
傾
向
か
ら
、
古
聖
の
中
に
於
て
周
公
よ
り
も
大
禹
に
心
を
惹
か
れ
た
で

あ
ら
う
か
、
何
に
せ
よ
孔
子
が
周
公
を
仰
い
だ
如
く
に
墨
子
は
夏
王
を
仰
い

だ
の
で
あ
る
。
夏
王
の
精
神
も
周
公
の
精
神
も
國
家
人
民
に
對
す
る
點
に
於

て
は
勿
論
大
同
で
あ
ら
う
が
、
其
の
施
爲
に
於
て
は
小
異
、
イ
ヤ
大
分
の
差

異
の
有
ら
う
こ
と
は
分
明
で
あ
る
。
で
、
孔
子
墨
子
の
其
時
を
救
ふ
の
精
神

の
大
處
は
餘
り
間
隔
は
有
る
ま
い
と
し
て
も
、
一
方
が
周
初
の
文
明
施
爲
を

理
想
の
標
的
と
し
、
一
方
が
大
洪
水
氾
濫
の
時
の
實
質
的
施
爲
を
取
る
と
い
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ふ
こ
と
に
な
つ
て
は
、
其
間
に
大
な
る
距
離
が
生
じ
て
來
る
。
そ
こ
で
韓
文

公
は
儒
墨
の
距
離
を
餘
り
大
き
く
見
な
い
で
、
其
の
精
神
の
上
に
於
て
相
通

ず
る
と
こ
ろ
有
る
者
と
評
し
た
、
そ
れ
は
好
觀
察
で
は
有
る
け
れ
ど
、
孔
墨

兩
家
の
爭
は
秦
以
前
に
お
い
て
既
に
發
生
し
て
ゐ
る
。
孟
子
と
荀
子
と
は
其

人
生
の
信
仰
、
及
び
古
聖
賢
に
對
す
る
解
釋
に
於
て
大
に
差
が
有
る
が
、
兩

子
と
も
墨
家
に
對
し
て
は
同
じ
く
儒
家
と
し
て
非
難
の
鋒
矢
を
向
け
て
ゐ
る
。

こ
れ
も
亦
お
の
づ
か
ら
已
む
能
は
ざ
る
の
勢
と
い
ふ
も
の
で
、
儒
家
が
墨
家

を
難
じ
、
墨
家
が
儒
家
を
難
ず
る
の
は
、
互
に
相
非
と
せ
ず
ん
ば
各
〻
自
づ

か
ら
是
と
せ
ざ
る
に
近
き
も
の
で
あ
る
か
ら
致
し
方
は
無
い
の
で
あ
る
。

　
儒
墨
は
洵
に
異
な
る
と
こ
ろ
が
有
る
。
然
し
異
な
る
と
こ
ろ
の
存
す
る
と

同
樣
に
同
じ
き
と
こ
ろ
も
あ
る
。
其
同
じ
き
と
こ
ろ
は
何
か
と
云
へ
ば
第
一
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精
神
で
あ
る
。
兩
者
同
じ
く
國
家
の
安
康
に
し
て
人
民
の
生
を
樂
ま
ん
こ
と

を
欲
し
て
ゐ
る
。
此
第
一
精
神
に
お
い
て
は
差
は
無
い
。
佛
氏
は
國
家
の
觀

念
に
於
て
甚
だ
稀
薄
で
あ
り
、
老
氏
は
佛
氏
ほ
ど
で
は
無
い
が
、
又
や
ゝ
稀

薄
で
あ
る
。
莊
列
は
原
人
生
活
を
謳
歌
す
る
か
の
如
く
見
え
て
、
是
亦
國
家

を
重
視
す
る
こ
と
に
於
て
儒
墨
と
は
餘
程
の
距
離
が
有
る
。
楊
朱
の
學
に
至

つ
て
は
甚
だ
し
い
個
人
主
義
で
あ
る
。
墨
子
は
他
の
諸
家
の
如
く
に
國
家
に

對
し
て
稀
薄
の
思
想
を
有
し
、
又
は
之
を
輕
視
無
視
す
る
如
き
非
實
際
的
理

想
的
思
想
的
の
と
こ
ろ
は
無
い
。
此
點
は
儒
家
と
同
じ
で
あ
る
。
墨
子
は
其

時
代
に
於
て
用
ゐ
ら
る
れ
ば
直
ち
に
國
家
人
民
の
爲
に
有
利
で
あ
る
と
信
ず

る
實
行
可
能
性
を
有
す
る
言
を
爲
し
た
の
で
あ
つ
て
、
實
際
的
で
あ
り
、
空

言
的
で
無
い
と
こ
ろ
を
、
其
力
強
い
存
在
の
支
持
と
し
て
ゐ
る
。
空
言
の
徒
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ら
に
高
く
し
て
實
際
の
伴
な
は
ぬ
の
を
ば
墨
家
は
「
蕩
口
」
と
い
つ
て
甚
だ

し
く
卑
ん
で
ゐ
る
。
言
論
の
空
し
く
美
に
し
て
實
に
益
無
き
を
も
「
文
を
以

つ
て
用
を
害
す
る
」
と
し
て
恐
れ
て
ゐ
る
。
す
べ
て
「
實
」
を
重
ん
ず
る
の

は
墨
家
の
信
條
で
あ
る
。
直
ち
に
依
つ
て
以
て
天
下
國
家
を
濟
ふ
べ
き
も
の

を
眞
の
道
と
し
て
ゐ
る
。
此
點
に
於
て
は
孔
子
の
學
と
其
色
彩
こ
そ
少
し
異

な
る
も
の
が
あ
れ
、
性
質
と
精
神
と
に
於
て
相
通
じ
相
同
じ
き
も
の
が
あ
る
。

　
た
ゞ
其
の
實
行
の
形
式
、
及
び
其
の
形
式
の
内
に
存
す
る
精
神
に
於
て
、

儒
墨
は
何
樣
し
て
も
一
致
す
る
譯
に
は
行
か
ぬ
も
の
が
あ
る
。
賢
士
を
重
ん

じ
、
正
し
き
行
爲
を
重
ん
じ
、
教
育
を
重
ん
じ
、
法
儀
を
重
ん
ず
る
等
の
點

に
於
て
は
、
儒
墨
同
一
で
あ
る
。
然
も
墨
子
の
孔
子
と
相
異
な
る
第
一
は
、

墨
子
が
甚
だ
し
く
質
素
簡
易
な
生
活
状
態
を
ば
人
の
正
當
な
生
活
状
態
と
認
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め
、
こ
れ
に
反
す
る
も
の
を
ば
一
切
の
社
會
惡
の
生
ず
る
根
本
と
見
做
し
て

ゐ
る
の
に
、
孔
子
は
同
じ
く
儉
素
を
尊
び
奢
侈
を
惡
み
な
が
ら
も
、
相
當
な

文
化
を
取
入
れ
る
こ
と
は
、
人
間
の
自
然
で
も
あ
り
、
社
會
を
善
美
に
す
る

所
以
で
も
あ
る
と
認
め
て
居
ら
れ
、
從
つ
て
「
禮
樂
」
を
重
ん
ぜ
ら
る
ゝ
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
自
づ
か
ら
左
右
に
分
岐
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
墨

子
は
甚
だ
し
く
「
用
を
節
す
る
」
こ
と
を
大
切
な
こ
と
と
す
る
。
用
を
節
せ

ぬ
故
に
節
度
無
き
生
活
と
慾
求
が
起
る
。
節
度
無
き
生
活
と
慾
求
が
起
る
故

に
自
己
を
愛
し
て
已
ま
ぬ
結
果
と
し
て
他
を
侵
害
す
る
こ
と
が
生
じ
る
。
そ

れ
が
即
ち
社
會
の
紛
亂
の
根
原
で
あ
る
、
と
説
い
て
、
特
に
「
治
者
」
「
優

者
」
の
節
用
を
強
調
す
る
。
堯
が
天
子
の
尊
き
を
以
て
、
「
土
階
三
等
、
茅

茨
剪
ら
ず
」
な
ど
と
言
囃
し
た
の
も
墨
子
か
ら
出
た
こ
と
で
あ
る
。
堯
が
果
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し
て
天
子
の
尊
き
を
以
て
然
樣
い
ふ
生
活
を
し
た
か
否
や
は
不
明
で
あ
つ
て
、

堯
の
女
の
墓
と
考
へ
ら
る
ゝ
と
こ
ろ
の
古
墳
の
發
掘
に
於
て
多
く
の
珠
玉
を

見
出
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
宋
の
羅
廬
陵
は
古
傳
の
堯
の
甚
だ
し
い
質
素
の

眞
否
を
疑
つ
て
ゐ
る
。
が
、
史
實
は
兎
に
角
に
墨
子
の
時
に
於
て
然
樣
い
ふ

傳
説
が
有
り
、
そ
し
て
墨
子
が
そ
れ
を
振
か
ざ
し
て
、
當
時
の
分
國
の
諸
侯

等
の
奢
侈
を
戒
め
簡
素
儉
約
を
強
調
し
た
の
は
、
墨
子
に
於
て
は
至
當
の
事

と
考
へ
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
詮
ず
る
と
こ
ろ
例
へ
ば
齊
の
賢
相
の
晏
平
仲
の

如
き
は
墨
子
の
最
も
善
し
と
し
た
人
で
、
同
じ
賢
相
で
も
管
仲
の
如
き
は
三

歸
反
〻
に
は
必
ず
し
も
是
認
さ
れ
な
い
一
つ
で
あ
る
。
荀
卿
の
如
き
は
、
そ

ん
な
消
極
的
な
、
不
景
氣
招
致
に
適
し
た
や
う
な
こ
と
は
不
可
で
あ
る
、
社

會
が
蹙
然
と
し
て
萎
縮
し
て
し
ま
ふ
、
人
の
上
た
る
者
は
美
な
ら
ず
飾
ら
ず
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ん
ば
民
を
一
に
す
る
に
足
ら
な
い
、
面
白
い
も
の
を
あ
て
が
ひ
、
味
よ
き
も

の
を
與
へ
、
天
下
人
民
を
し
て
愉
悦
踴
躍
し
て
、
業
を
勤
め
生
を
樂
ま
し
め

る
や
う
に
と
取
計
ら
ふ
の
が
聖
王
の
道
で
あ
る
、
と
論
難
し
て
ゐ
る
。
雙
方

に
相
當
の
主
張
は
有
る
が
、
攻
掠
侵
伐
の
爭
亂
が
不
節
用
の
奢
侈
、
無
節
度

の
生
活
に
本
づ
く
場
合
の
多
い
こ
と
も
疑
ふ
こ
と
の
出
來
な
い
道
理
で
、
墨

子
の
時
代
の
君
民
皆
放
縱
で
あ
つ
た
に
對
し
、
墨
子
が
節
用
を
強
調
し
た
の

も
確
に
一
面
の
眞
理
を
含
ん
で
ゐ
る
。
今
日
簡
易
生
活
を
叫
ぶ
も
の
の
あ
る

や
う
な
譯
で
、
時
代
の
大
勢
は
反
對
な
或
者
を
産
み
出
す
、
河
水
が
強
く
流

れ
下
る
時
は
其
岸
邊
に
は
上
へ
向
く
流
れ
が
生
ず
る
や
う
な
も
の
で
、
墨
子

は
放
縱
の
世
に
際
し
て
お
の
づ
か
ら
敢
然
と
し
て
節
用
を
主
張
し
た
の
で
あ

る
。
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節
用
の
主
張
を
一
環
の
半
圓
と
す
る
と
、
他
の
半
圓
と
し
て
相
助
け
て
一

環
を
成
す
も
の
に
兼
愛
の
主
張
が
あ
る
。
兼
愛
と
は
非
個
人
主
義
で
あ
る
。

墨
子
の
考
で
は
個
人
主
義
は
罪
惡
の
根
源
で
あ
る
。
子
が
父
を
愛
せ
ず
、
弟

が
兄
を
愛
せ
ず
、
吏
が
上
を
愛
せ
ず
、
君
が
臣
を
愛
せ
ず
、
賊
が
自
己
を
愛

し
て
他
人
を
害
し
、
諸
侯
が
各
〻
自
國
を
愛
し
て
異
國
を
愛
せ
ず
、
皆
自
己

を
本
位
と
し
て
、
無
節
度
の
生
活
を
す
れ
ば
、
天
下
の
爭
亂
の
生
ぜ
ぬ
理
は

無
い
。
兼
ね
る
と
い
ふ
の
は
自
他
を
兼
ね
る
の
で
あ
る
。
兼
の
反
對
は
別
で

あ
る
、
別
は
私
で
あ
る
、
兼
は
公
で
あ
る
。
古
來
の
聖
王
、
禹
も
湯
も
文
王

武
王
も
皆
「
兼
」
の
道
を
以
て
道
と
爲
し
た
の
で
あ
る
、
絶
對
に
自
己
を
利

し
他
を
顧
み
ぬ
如
き
、
「
別
」
の
道
を
取
つ
た
の
で
は
な
い
、
「
私
」
を
爲

し
た
の
で
は
無
い
、
そ
こ
で
終
に
天
下
の
安
と
民
庶
の
福
と
を
致
す
を
得
た
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の
で
あ
る
。
人
の
上
た
る
者
、
治
者
た
る
者
は
、
「
兼
」
に
因
ら
ず
し
て
何

樣
し
て
民
を
率
ゐ
世
を
治
む
る
を
得
よ
う
。
民
も
亦
「
兼
」
に
よ
ら
ず
し
て

何
樣
し
て
家
を
齊
へ
生
を
樂
む
こ
と
を
得
よ
う
。
我
が
人
の
親
を
も
愛
利
し
、

人
も
亦
我
が
親
を
愛
利
し
、
交
〻
兼
ね
る
の
道
が
立
つ
に
至
つ
て
眞
の
平
和

と
幸
福
と
が
成
立
つ
の
で
あ
る
。
詩
に
謂
は
ゆ
る
、
我
に
投
ず
る
に
桃
を
以

て
す
、
之
に
報
ゆ
る
に
李
を
以
て
す
、
と
い
ふ
や
う
で
な
け
れ
ば
、
人
生
は

眞
の
幸
福
で
は
無
い
、
と
い
ふ
の
が
墨
子
の
説
で
、
「
兼
」
の
道
は
古
聖
王

の
取
つ
た
と
こ
ろ
の
大
道
で
あ
る
と
、
古
に
徴
し
て
論
證
し
、
世
間
是
の
如

く
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
、
今
に
照
し
て
説
諭
し
、
反
對
側
の
個
人
主
義
を

不
幸
へ
の
道
で
あ
る
と
し
て
、
論
談
甚
だ
力
め
て
ゐ
る
。
墨
子
の
此
の
主
張

が
、
多
分
を
治
者
優
者
に
對
つ
て
爲
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
特
に
有
理
で
あ
つ
て
、
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其
意
は
先
づ
人
の
上
長
た
る
者
の
「
兼
」
を
以
て
道
と
せ
ん
こ
と
を
求
め
、

そ
し
て
此
「
兼
」
の
道
に
民
庶
も
從
ふ
に
至
る
に
よ
つ
て
理
想
的
幸
福
世
界

を
現
ぜ
ん
と
す
る
に
在
る
。
此
主
張
は
も
と
よ
り
史
的
の
正
確
不
正
確
を
以

て
爭
ふ
べ
き
で
も
無
く
、
又
其
主
張
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
意
圖
の
善
惡
等

を
以
て
爭
ふ
べ
き
で
も
無
く
、
自
己
を
中
心
と
す
る
楊
朱
の
刻
薄
な
思
想
な

ど
よ
り
遙
に
立
勝
つ
て
ゐ
る
博
大
な
善
良
な
立
派
な
も
の
で
あ
る
。
然
し
人

は
如
何
に
し
て
も
自
己
を
中
心
と
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
現
在
事
實

と
は
牴
觸
し
て
ゐ
る
弱
味
が
有
る
こ
と
は
爭
は
れ
ぬ
。
た
ゞ
眞
の
人
間
の
幸

福
と
い
ふ
も
の
は
「
兼
」
の
道
に
よ
つ
て
の
み
得
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

し
た
ら
、
眞
の
幸
福
を
得
ん
と
す
る
の
は
是
亦
人
の
如
何
と
も
す
る
能
は
ざ

る
本
願
で
あ
る
か
ら
、
自
己
中
心
と
い
ふ
現
在
事
實
を
漸
〻
と
克
服
せ
ん
と
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す
る
に
力
む
べ
き
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
墨
説
も
人
類

の
本
願
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
於
て
非
常
な
強
み
を
有
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然

も
此
説
も
ま
た
儒
家
と
は
容
れ
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
儒
家
は
勿
論
楊
朱
の
如

き
自
己
中
心
主
義
で
は
無
い
が
、
自
他
に
於
て
程
度
の
差
を
立
つ
る
こ
と
を

自
然
の
状
態
で
も
あ
り
道
理
の
眞
致
で
も
有
る
と
し
て
ゐ
る
。
人
の
親
を
敬

愛
せ
ぬ
こ
と
は
無
い
が
、
吾
が
親
を
敬
愛
し
て
然
し
て
後
に
人
の
親
を
敬
愛

し
得
る
と
爲
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
差
別
が
あ
つ
て
、
そ
の
差
別
は
自
然
で
あ

り
道
理
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
孟
子
は
墨
子
の
道
を
ば
、
「
墨
子
の

兼
愛
す
る
は
是
れ
父
を
無
み
す
る
也
、
父
を
無
み
す
る
は
是
れ
禽
獸
な
り
」

と
酷
論
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
少
し
苛
評
で
あ
る
。
孟
子
は
墨
子
が
爲
政
者

治
者
等
に
對
し
て
「
兼
」
の
道
を
強
調
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
看
過
し
て
ゐ
る
。
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孟
子
が
「
何
ぞ
必
ず
し
も
利
を
い
は
ん
」
と
云
つ
て
、
人
各
〻
自
ら
利
せ
ん

と
す
れ
ば
社
會
は
何
樣
に
も
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
、
と
説
い
た
と
こ
ろ
は
、

正
に
是
れ
墨
子
の
兼
愛
の
説
の
由
つ
て
出
づ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
少
し
墨

子
の
精
神
を
看
取
し
て
、
そ
し
て
徐
ろ
に
儒
家
の
差
別
説
が
墨
子
の
無
差
別

説
に
優
る
あ
る
と
こ
ろ
を
説
破
し
な
け
れ
ば
、
墨
家
を
し
て
首
肯
せ
し
む
る

に
は
至
ら
ぬ
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
節
用
は
質
素
簡
樸
の
原
徳
を
保
持
す
る
所
以
で
あ
り
、
質
樸
は
勤
勞
と
因

果
の
好
循
環
を
爲
す
所
以
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
奢
侈
は
人
の
原
徳
を
喪

失
す
る
に
至
ら
し
む
る
所
以
で
あ
り
、
又
奢
侈
は
安
逸
遊
惰
と
因
果
の
醜
循

環
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
る
。
善
く
勤
勞
に
服
す
れ
ば
、
〻
孜
〻
と
し
て
身

を
碎
き
心
を
勞
し
た
と
こ
ろ
は
、
殆
ど
其
の
形
儀
の
標
的
で
あ
る
と
す
る
の
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で
あ
る
。
莊
子
を
し
て
、
「
禹
親
自
に
〻
巧
慧
狡
猾
と
遊
惰
安
逸
と
奢
侈
放

肆
と
虚
榮
浮
美
と
を
以
て
生
活
を
遂
げ
ん
と
し
て
ゐ
た
状
態
に
切
齒
し
て
反

抗
し
た
る
に
出
で
、
勤
勞
に
服
せ
ず
ん
ば
人
世
そ
れ
如
何
と
の
感
想
か
ら
出

發
し
て
ゐ
る
こ
と
も
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
墨
子
の
政
體
に
就
て
の
觀
察
も
是
の
如
き
の
思
想
精
神
か
ら
來
る

た
め
に
、
精
し
く
論
ず
る
時
は
少
し
儒
家
の
見
と
は
異
な
る
も
の
の
あ
る
こ

と
が
見
え
る
。
墨
子
の
目
に
映
じ
た
天
子
と
い
ふ
も
の
は
天
子
の
名
は
あ
つ

て
も
、
天
若
く
は
神
の
寵
命
を
受
け
て
此
世
に
君
臨
す
る
運
命
を
負
う
て
ゐ

る
天
子
で
は
無
い
、
神
權
説
的
の
天
子
で
は
な
い
。
墨
子
の
思
想
で
は
、
人

各
〻
其
義
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
有
す
れ
ば
、
一
人
一
義
、
十
人
十
義
、

百
人
百
義
、
千
人
千
義
で
、
義
の
定
ま
る
と
こ
ろ
は
無
い
。
各
〻
皆
其
義
を
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是
と
し
て
人
の
義
を
非
と
す
れ
ば
、
厚
き
者
は
鬪
、
薄
き
者
は
爭
を
生
ず
る
。

そ
こ
で
「
兼
」
と
い
ふ
こ
と
の
大
切
な
る
が
如
く
に
「
同
」
と
い
ふ
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。
衆
義
を
一
に
し
て
、
衆
異
を
融
冶
し
、
賢
者
を
選
擇
し
て
立

て
ゝ
天
子
と
爲
す
の
で
あ
り
、
そ
し
て
天
子
の
是
と
す
る
と
こ
ろ
は
民
必
ず

之
を
是
と
し
、
天
子
の
非
と
す
る
と
こ
ろ
は
民
必
ず
之
を
非
と
し
、
天
子
は

又
必
ず
天
即
ち
「
兼
愛
」
の
本
體
と
一
致
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ

る
。
墨
子
の
天
子
は
「
賢
者
を
選
擇
し
て
立
て
ゝ
天
子
と
爲
す
」
と
い
ふ
の

で
あ
る
か
ら
、
天
子
の
根
源
は
「
大
統
領
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

支
那
上
古
の
政
史
に
於
て
、
或
は
然
樣
で
あ
つ
た
の
で
、
墨
子
の
上
古
史
解

釋
は
間
違
つ
て
居
ら
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
、
又
或
は
然
樣
で
は
無
か
つ
た
か
も
知

れ
ぬ
、
墨
子
の
理
想
の
影
を
以
て
上
古
を
掩
う
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
い
づ
れ
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に
し
て
も
此
の
一
半
は
史
的
の
事
に
か
ゝ
る
が
、
墨
子
の
解
で
は
「
尚
同
一

義
」
と
い
ふ
こ
と
が
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
、
そ
こ
で
、
尚
同
一
義
の
た
め

に
、
天
子
の
獨
力
が
天
下
を
治
む
る
に
足
ら
ぬ
か
ら
其
下
に
三
公
を
立
て
る
、

三
公
の
下
に
諸
侯
を
立
て
る
、
諸
侯
の
次
に
卿
と
宰
と
を
立
て
る
、
卿
と
宰

と
で
未
だ
足
ら
ぬ
か
ら
、
次
に
郷
長
・
家
君
を
置
く
、
正
長
・
里
長
等
、
墨

學
に
於
て
は
天
子
以
下
次
第
に
、
絲
縷
の
紀
あ
り
、
網
罟
の
綱
有
る
が
如
く

に
組
織
立
つ
た
職
制
を
置
い
て
、
そ
し
て
同
じ
き
を
尚
び
義
を
一
に
す
る
の

で
あ
る
。
墨
説
に
よ
れ
ば
諸
侯
等
は
富
貴
遊
佚
を
謂
れ
無
く
得
る
も
の
で
は

無
く
て
、
天
子
と
人
民
と
の
間
に
尚
同
一
義
の
機
關
と
し
て
、
馳
驅
し
て
以

て
上
に
告
げ
下
に
臨
む
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
墨
子
の
尚
同
一
義
の
旨
を

詳
し
く
察
す
る
と
、
墨
子
は
君
主
は
兵
力
徳
力
等
を
以
て
人
民
を
克
服
し
て
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成
立
つ
た
も
の
と
せ
ず
し
て
、
民
意
に
よ
つ
て
其
異
を
去
り
同
に
歸
し
爭
を

除
き
利
を
公
に
す
る
爲
に
成
立
し
た
も
の
と
す
る
。
つ
ま
り
君
主
政
體
を
解

釋
す
る
に
民
主
政
體
を
以
て
せ
ん
と
す
る
が
如
く
に
見
え
る
。
上
古
の
支
那

の
政
治
の
實
相
は
或
は
墨
子
の
言
の
如
く
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ

は
暫
く
保
留
し
て
置
く
問
題
と
し
て
、
夏
・
殷
・
周
に
至
つ
て
は
君
主
政
體

が
確
立
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
周
制
を
是
と
す
る
儒
家
と
は
此
點
に
於
て
も

墨
家
は
異
説
で
あ
る
に
相
違
無
い
。
尚
同
の
論
は
墨
家
の
古
を
援
き
語
を
壯

ん
に
し
て
極
力
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
儒
家
で
さ
へ
政
治
の
妨
害
と

し
た
秦
の
時
、
是
の
如
き
の
學
説
が
秦
の
朝
廷
か
ら
酷
烈
に
彈
壓
さ
れ
た
ら

う
こ
と
は
分
明
で
あ
る
か
ら
、
秦
の
後
に
墨
學
の
全
く
絶
滅
し
た
如
き
觀
が

あ
る
の
も
不
思
議
で
は
無
い
。
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墨
子
の
政
論
は
是
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
勢
と
し
て
人
世
の
最
上
權
力
者

の
上
に
「
天
」
と
い
ふ
者
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
墨
學
で
は

「
天
」
と
い
ふ
も
の
を
立
て
る
。
「
天
」
は
「
兼
愛
兼
利
」
で
あ
る
。
天
意

に
順
ふ
を
「
義
政
」
と
爲
し
、
天
意
に
反
く
も
の
を
「
力
政
」
と
す
る
。
上

は
天
に
、
中
は
鬼
神
に
、
下
は
人
民
に
利
す
る
も
の
を
聖
王
と
云
ひ
、
然
ら

ざ
る
も
の
を
暴
王
と
い
ふ
と
す
る
。
「
政
」
は
「
正
」
で
あ
る
と
す
る
、

「
義
」
は
「
善
政
」
で
あ
る
と
す
る
。
義
は
「
天
」
よ
り
出
づ
る
と
す
る
。

天
子
の
貴
き
所
以
は
「
天
の
意
」
を
奉
ず
る
故
で
あ
る
と
す
る
。
是
に
於
て

墨
學
は
少
し
宗
教
じ
み
る
。
天
は
民
を
愛
す
る
厚
き
も
の
で
あ
る
、
堯
舜
禹

湯
文
武
は
天
意
を
奉
じ
た
も
の
で
、
そ
れ
で
天
の
賞
を
得
た
も
の
で
あ
る
と

す
る
。
兼
愛
は
「
天
志
」
で
あ
る
、
獨
り
我
が
「
天
志
」
を
以
て
儀
法
と
爲
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す
の
み
な
ら
ず
、
先
王
の
書
、
大
夏
の
道
に
於
て
然
る
あ
る
な
り
、
と
斷
じ
、

天
志
は
義
の
經
也
と
斷
じ
て
ゐ
る
。
天
志
を
規
矩
と
し
て
世
に
臨
ま
ん
と
し

て
ゐ
る
。
上
帝
鬼
神
は
天
子
よ
り
庶
民
の
上
に
存
し
て
ゐ
る
も
の
と
す
る
。

帝
と
鬼
は
義
の
體
で
あ
り
、
兼
愛
其
物
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
こ
ゝ
は
大
に

基
督
教
的
信
仰
に
近
い
。
從
つ
て
天
地
間
の
現
象
は
有
意
義
の
も
の
で
あ
り
、

天
の
褒
美
、
天
の
刑
罰
が
存
在
し
て
ゐ
る
も
の
と
認
め
て
ゐ
る
。
從
つ
て
祭

祀
は
無
意
義
の
も
の
で
無
い
と
し
て
ゐ
る
。
此
點
は
儒
家
に
も
通
じ
、
支
那

上
代
よ
り
存
し
て
ゐ
る
上
帝
の
思
想
に
も
淵
源
し
て
ゐ
る
。
が
、
然
し
墨
家

で
は
隨
つ
て
「
運
命
」
を
信
ぜ
ぬ
。
「
運
命
」
と
い
ふ
も
の
は
盲
目
的
な
も

の
で
あ
る
が
、
墨
家
で
は
盲
目
的
な
運
命
を
認
め
ず
、
吉
凶
禍
福
窮
通
は
皆

意
義
あ
る
も
の
と
し
て
、
偶
然
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
認
め
る
如
き
生
緩
い
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考
を
有
せ
ず
、
天
志
に
從
へ
ば
必
ず
可
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
「
非
命
」
の

論
の
立
つ
所
以
で
、
こ
こ
は
又
儒
家
と
岐
れ
る
。
儒
家
で
は
不
可
測
の
「
命
」

が
有
る
と
す
る
、
墨
家
で
は
そ
ん
な
不
明
な
も
の
は
無
い
と
し
て
、
牢
固
な

る
信
念
に
立
ち
、
天
志
を
奉
じ
て
努
力
勤
勞
す
れ
ば
可
な
り
と
し
て
ゐ
る
。

　
鬼
神
を
信
ず
る
こ
と
は
又
墨
子
の
勇
氣
あ
る
行
爲
を
取
ら
し
む
る
所
以
の

一
で
あ
る
。
不
幸
に
し
て
又
其
論
の
三
の
二
を
失
つ
て
ゐ
る
が
、
墨
家
の
鬼

神
と
い
ふ
も
の
は
猶
ほ
耶
蘇
教
の
天
使
と
い
ふ
が
如
き
も
の
で
あ
る
。
「
深

溪
博
林
幽
澗
無
人
の
所
有
り
と
雖
も
、
施
行
は
以
て
正
し
う
せ
ざ
る
べ
か
ら

ず
、
鬼
神
あ
り
て
之
を
視
る
」
と
な
し
て
居
る
。
虞
夏
商
周
の
聖
王
の
天
下

を
治
む
る
に
鬼
神
を
先
に
す
る
者
は
必
ず
鬼
神
を
以
て
有
り
と
す
る
か
ら
で

あ
る
と
爲
し
、
而
し
て
人
死
し
て
或
は
鬼
神
と
な
り
、
天
の
化
育
を
贊
し
施
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運
を
輔
く
る
も
の
と
爲
し
、
古
傳
説
を
援
い
て
之
を
證
し
、
古
儀
式
を
釋
し

て
之
を
通
じ
、
鬼
神
の
ま
ざ
〳
〵
と
存
す
る
こ
と
を
説
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
は

明
ら
か
に
古
來
か
ら
の
信
仰
に
依
つ
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
墨
子
一
家
の
言

で
は
有
る
ま
い
が
、
此
點
に
於
て
も
儒
家
は
墨
家
ほ
ど
に
人
の
死
後
或
は
生

け
る
が
如
く
に
存
す
る
こ
と
な
ど
を
執
し
て
は
居
ら
ぬ
。
儒
家
で
は
死
後
の

状
態
な
ど
を
問
題
に
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
天
神
地
祇
人
鬼
の
語
は
儒
家

に
も
存
す
る
が
、
墨
家
ほ
ど
に
は
語
ら
な
い
。

　
人
の
鬼
と
な
る
も
の
の
有
る
こ
と
を
信
じ
て
は
ゐ
る
が
喪
葬
に
關
し
て
は

墨
家
は
儒
家
ほ
ど
に
重
視
せ
ぬ
。
こ
れ
は
節
用
と
勤
勞
と
を
尊
ぶ
よ
り
出
た

こ
と
で
、
厚
葬
久
喪
は
財
を
靡
し
事
を
妨
げ
、
國
家
人
民
を
し
て
窮
乏
に
陷

ら
し
む
る
か
ら
で
、
桐
棺
三
寸
、
衣
裳
三
領
が
古
聖
王
の
葬
埋
の
法
で
あ
る
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と
な
し
、
死
則
ち
既
に
以
て
葬
る
、
生
者
必
ず
し
も
久
哭
す
る
無
か
れ
、
そ

し
て
人
各
〻
其
事
に
從
へ
、
と
い
ふ
の
が
墨
説
で
あ
る
。
墨
説
で
は
、
堯
で

も
舜
で
も
禹
で
も
、
あ
れ
ほ
ど
の
聖
者
で
も
皆
薄
葬
で
あ
る
、
今
に
當
つ
て

何
ぞ
厚
葬
を
用
ゐ
ん
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
周
の
俗
に
至
つ
て
は
中
〻
鄭
重

な
葬
儀
を
用
ゐ
た
も
の
で
、
今
に
至
つ
て
支
那
人
は
世
界
各
國
民
中
で
も
厚

葬
す
る
國
民
で
あ
る
、
墨
子
時
代
に
も
隨
分
家
を
敗
り
産
を
毀
つ
ほ
ど
に
半

分
は
虚
榮
的
俗
習
的
壓
逼
を
感
じ
な
が
ら
も
厚
葬
し
た
も
の
と
見
え
る
。
で
、

何
事
に
も
實
際
を
重
ん
ず
る
墨
子
は
其
俗
を
改
め
て
、
そ
ん
な
事
は
人
世
を

利
す
る
所
以
で
無
い
と
爲
し
、
且
又
三
年
の
喪
な
ど
と
い
ふ
の
も
其
實
は
虚

禮
虚
式
に
な
つ
て
ゐ
る
世
な
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
三
月
で
澤
山
で
あ
る

と
な
し
た
の
で
あ
る
。
事
實
に
於
て
三
年
の
喪
な
ど
は
眞
に
行
は
れ
て
は
居
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な
い
の
で
あ
る
が
、
虚
禮
は
二
千
年
後
の
今
日
に
も
稀
に
行
は
れ
て
ゐ
る
ほ

ど
の
支
那
で
あ
る
か
ら
、
墨
子
の
厚
葬
久
喪
を
非
と
し
た
論
は
、
裏
面
は
兎

に
角
に
表
面
は
歡
迎
さ
れ
な
か
つ
た
事
で
あ
ら
う
。
音
樂
も
亦
墨
家
の
勤
儉

主
義
か
ら
は
弊
多
く
利
少
き
も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
。
葬
を
薄
く
し
樂
を

非
と
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
儒
家
で
は
最
も
大
切
に
す
る
禮
樂
を
輕
視
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
此
點
は
大
に
儒
家
に
論
難
せ
ら
れ
、
荀
子
な
ん
ど
に
は
手

嚴
し
く
非
樂
説
を
糺
彈
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
墨
子
の
當
時
、
良
い
樂
は
聲
を

潛
め
て
、
む
し
ろ
人
の
善
良
の
精
神
を
破
壞
し
、
頽
廢
的
氣
分
を
増
長
さ
せ

る
や
う
な
靡
曼
の
音
樂
が
行
は
れ
て
、
淫
蕩
の
風
を
煽
る
や
う
な
も
の
の
み

多
か
つ
た
か
ら
、
激
し
て
非
樂
の
論
を
發
す
る
に
至
つ
た
も
の
で
も
有
ら
う

し
、
又
墨
子
の
性
癖
が
是
の
如
く
な
る
に
至
ら
し
め
た
の
で
も
有
つ
た
ら
う
。
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薄
葬
は
可
否
相
半
し
て
ゐ
る
。
陶
淵
明
の
如
き
温
藉
の
人
で
も
、
「
裸
葬
ま

た
何
ぞ
惡
か
ら
ん
」
と
云
つ
て
居
る
位
だ
か
ら
、
墨
子
及
び
其
徒
に
し
て
薄

葬
を
好
み
、
又
久
喪
を
非
と
す
る
な
ら
ば
其
の
所
望
に
任
せ
て
宜
し
い
が
、

之
を
人
に
強
ひ
ん
と
す
る
に
至
つ
て
は
餘
り
感
心
も
出
來
ぬ
。
況
ん
や
非
樂

に
於
て
は
、
其
意
は
或
は
可
に
し
て
、
其
言
は
或
は
時
弊
に
當
つ
た
も
の
に

せ
よ
、
人
情
に
遠
い
頑
固
論
で
あ
り
、
之
を
人
に
強
ひ
ん
と
す
る
は
不
通
の

説
で
あ
る
。
且
又
古
聖
が
樂
を
重
ん
ぜ
ぬ
な
ど
と
言
つ
た
の
は
明
ら
か
に
古

聖
を
誣
ひ
た
も
の
で
、
荀
子
に
駁
倒
さ
れ
た
の
も
是
非
な
い
こ
と
で
あ
る
。

莊
子
が
墨
家
を
評
し
て
、
「
其
の
生
け
る
や
勤
め
、
其
の
死
す
る
や
薄
く
、

生
き
て
歌
う
た
は
ず
、
死
し
て
服
せ
ら
れ
ず
、
桐
棺
三
寸
に
し
て
而
も
槨
無

く
、
其
道
や
大
觳
、
人
を
し
て
憂
ひ
し
め
、
人
を
し
て
悲
ま
し
む
、
其
爲
し
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難
き
を
行
ふ
や
、
其
の
以
て
聖
人
の
道
と
爲
す
可
か
ら
ざ
る
を
恐
れ
、
天
下

の
心
に
反
す
、
天
下
堪
へ
ず
ん
ば
、
墨
子
獨
り
能
く
任
ふ
と
雖
も
、
天
下
を

奈
何
に
せ
ん
」
と
云
つ
た
は
實
に
適
評
で
、
大
觳
と
い
ふ
の
は
「
う
る
ほ
ひ

の
無
い
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
墨
子
の
道
は
惡
し
か
ら
ず
と
雖
も
、
「
う

る
ほ
ひ
の
無
い
」
こ
と
は
爭
へ
な
い
。
貞
し
い
説
で
も
有
り
善
い
教
へ
で
も

有
ら
う
が
、
一
口
に
云
へ
ば
野
暮
な
こ
と
で
、
天
下
堪
へ
ず
、
墨
子
獨
り
能

く
任
ふ
と
雖
も
天
下
を
如
何
に
せ
ん
、
と
云
つ
た
の
は
流
石
に
洒
落
者
の
巧

み
な
論
破
ぶ
り
で
あ
る
。

　
經
、
及
び
經
説
は
前
に
述
べ
た
如
く
に
奇
異
に
ま
で
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

恐
ら
く
は
「
別
墨
」
の
言
で
あ
ら
う
。
晉
の
魯
勝
の
書
で
も
存
し
て
居
た
ら

ば
少
し
は
明
ら
か
に
解
し
得
よ
う
が
、
數
學
の
如
く
、
論
理
學
の
如
く
、
實
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に
異
な
も
の
で
あ
る
。
列
子
の
中
、
莊
子
の
中
、
淮
南
子
の
中
な
ど
に
、
こ

れ
と
相
渉
る
も
の
が
少
し
存
す
る
が
、
宛
と
し
て
幾
何
學
の
出
來
ぬ
學
生
が

強
ひ
て
幾
何
學
的
論
證
を
し
て
ゐ
る
の
を
聞
く
が
如
く
、
理
屈
め
い
て
而
も

と
り
と
め
の
無
い
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
惠
施
や
公
孫
龍
の
學
に
近
い
、
イ

ヤ
惠
施
や
公
孫
龍
の
學
が
或
は
こ
れ
か
ら
〻
然
と
し
て
理
を
析
ち
事
を
究
め

ん
と
す
る
の
言
を
累
ね
た
も
の
で
、
而
も
零
細
叢
脞
、
一
貫
の
脈
絡
無
き
に

近
き
も
の
で
、
た
ゞ
其
の
勃
窣
と
し
て
纍
瓦
結
繩
の
辯
を
陳
ぶ
る
を
看
る
の

み
で
あ
る
。

　
墨
子
の
兵
科
の
教
は
當
時
に
於
て
は
實
用
に
供
せ
ら
る
べ
き
こ
と
で
有
つ

た
か
ら
、
重
要
の
事
で
有
つ
た
ら
う
。
狗
を
用
ゐ
て
敵
の
近
づ
く
を
知
つ
た

り
、
火
を
用
ゐ
て
敵
の
攻
撃
器
具
を
燒
い
た
り
、
空
罌
を
地
に
埋
め
て
共
鳴
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槽
の
道
理
に
よ
つ
て
敵
が
隧
道
を
掘
鑿
し
て
城
に
入
ら
ん
と
す
る
の
を
早
く

悟
つ
て
之
に
應
ず
べ
き
處
置
を
取
つ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
、
中
〻
感
ず
べ
き

こ
と
を
説
い
て
ゐ
る
。
然
し
墨
子
の
學
説
に
は
皆
交
渉
の
薄
い
こ
と
で
あ
る

が
、
墨
子
が
兼
愛
の
主
張
か
ら
し
て
、
侵
攻
は
墨
子
の
非
常
に
憎
惡
す
る
と

こ
ろ
で
、
こ
れ
に
對
し
て
は
た
ゞ
に
之
を
非
と
す
る
の
み
で
は
無
く
、
實
際

の
防
禦
に
訴
へ
て
侵
略
攻
撃
し
來
る
者
を
撃
退
せ
ん
こ
と
を
平
常
時
に
於
て

攻
究
し
置
き
、
時
に
臨
ん
で
は
其
不
法
非
道
の
攻
撃
者
を
粉
碎
せ
ん
こ
と
を

期
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
當
時
に
於
て
墨
子
一
派
が
世
に
重
視
せ
ら

れ
た
一
因
を
爲
し
て
ゐ
た
に
違
ひ
無
い
。
其
の
方
法
擧
施
は
今
日
に
於
て
取

る
と
こ
ろ
が
有
る
べ
く
も
無
い
が
、
た
ゞ
其
中
に
於
て
驚
く
べ
き
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
墨
子
が
、
籠
城
守
禦
の
場
合
に
於
て
は
、
女
子
老
少
を
し
て
其

60墨子



の
兵
務
を
執
ら
し
む
る
こ
と
殆
ど
男
子
に
異
な
る
無
か
ら
し
む
る
こ
と
で
、

而
も
女
子
老
少
と
雖
も
兵
務
を
執
ら
し
む
る
以
上
は
軍
律
を
以
て
是
を
律
す

る
こ
と
で
あ
る
。
大
抵
兵
士
の
割
合
、
丈
夫
十
人
、
壯
女
二
十
人
、
老
少
十

人
と
い
ふ
こ
と
で
、
兵
の
一
に
は
女
子
の
二
、
老
少
の
一
を
用
ゐ
る
比
例
に

な
つ
て
ゐ
る
。
籠
城
の
場
合
だ
か
ら
是
非
無
し
と
は
言
へ
、
女
子
と
老
少
と

を
斟
酌
無
く
使
は
う
と
す
る
こ
と
は
流
石
に
墨
子
で
あ
る
。
女
子
も
參
政
權

な
ど
要
求
す
る
道
理
が
有
る
の
だ
か
ら
、
兵
務
に
就
か
せ
ら
る
べ
き
權
利
の

有
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
墨
子
の
最
も
進
歩
し
た

思
想
に
本
づ
い
た
施
爲
で
あ
る
。
大
觳
に
し
て
、
「
う
る
ほ
ひ
の
無
い
」
ど

こ
ろ
で
は
無
い
、
女
子
よ
り
音
樂
を
取
上
げ
て
、
土
畚
を
荷
は
せ
た
り
な
ん

ぞ
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
隨
分
手
強
い
人
で
あ
る
。
此
事
は
前
人
が
墨
子
を
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論
ず
る
に
當
つ
て
誰
も
指
摘
し
て
居
ら
ぬ
が
、
孫
子
が
女
兵
を
調
練
し
て
軍

律
を
用
ゐ
ん
と
し
た
談
と
共
に
、
周
秦
の
間
の
世
相
に
就
い
て
或
種
の
考
を

抱
か
せ
る
。
大
體
に
於
て
の
墨
子
の
評
は
先
づ
莊
子
の
評
が
當
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
年
七
月
）
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