
柵草紙の山房論文
森鴎外

青空文庫





　
我
に
問
ふ
、 

何  

故 

な
に
ゆ
ゑ

に
久
し
く
文
を
論
ぜ
ざ
る
か
と
。
我
は
反
問
せ
む
と

す
、
何
故
に
久
し
く
論
ず
べ
き
文
を
出いだ
さ
ゞ
る
か
と
。
我
が
文
學
上
の
評
論

を
な
さ
ん
と
い
ひ
し
誓
ち
か
ひは
、
今
や
い
た
づ
ら
事
に
な
り
な
む
と
す
。
其その
咎とが
果

し
て
誰た
が
上
に
か
歸
す
べ
き
。

　
露
伴
子

ろ
は
ん
し

は
そ
の
著
當
世
外
道
げ
だ
う
の
面
に
於
い
て
、
柔
弱
者
の
口
を
藉か
り
て
我

に
戲
れ
て
い
は
く
。
鴎
外
は
技
術
論
者
に
し
て
、
唯たゞ
學
校
教
師
た
る
に
適
す

と
。 

是  

言 

こ
の
げ
ん

善よ
く
我わが
病へい
に
中あた
れ
り
。
然しか
れ
ど
も
今
の
世
の
あ
り
さ
ま
は
、
文

を
論
ず
る
人
に
理
を
説
か
し
む
る
を
奈
何
い
か
に
せ
む
。
こ
は
わ
れ
一
人
の
上
に
は

あ
ら
じ
。

　
近
刊
の
新
聞
雜
誌
中
、
論
ず
べ
き
文
少
か
ら
ざ
る
べ
し
。
我
眼
豆
の
如
く
、
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葡
萄
ぶ
だ
う
の
如
く
に
し
て
未
だ
こ
れ
を
發
見
せ
ず
。
幸
さ
い
は
ひに
今
人
が
文
を
論
じ
た
る

文
數
篇
を
獲え
た
れ
ば
、
一
日
千 

朶 

山 

房 

せ
ん
だ
さ
ん
ば
う

に
兀
坐
こ
つ
ざ
し
て
、
聊
い
さ
ゝ
か又
こ
れ
を
論
ず
。

　
　
　
逍
遙
子
の
諸
評
語

　
　
　
　
　
小
説
三
派
（
小
羊
漫
言
七
一
面
よ
り
）
及
梓
神
子

　
　
　
　
　
（
春
廼
舍
漫
筆
一
五
一
面
よ
り
）

　
さ
き
に
わ
れ 

忍  

月 

に
ん
げ
つ

、
不
知
庵

ふ
ち
あ
ん

、 
謫  
天 
た
く
て
ん

の
三
人
を
目
し
て
新
文
界
の
批

評
家
と
せ
し
こ
と
あ
り
。
當
時
は
實
に
此この
三
人
を
除
き
て
は
、
批
評
を
事
と

す
る
人
な
か
り
き
。
去
年
よ
り
今
年
（
明
治
二
十
四
年
）
に
か
け
て
は
、
忍

4柵草紙の山房論文



月
居こ
士じ
の
評
漸
や
う
やく
零 

言 

瑣 

語 

ア
フ
オ
リ
ス
メ
ン

の
姿
に
な
り
ゆ
き
、
不
知
庵
の
評
は
漸
く
感

情
の
境
よ
り
出
で
ゝ
、
一
種
の
諦
視
て
い
し
し
が
た
き
理
義
の
道
に
入
り
は
じ
め
た

り
。
獨ひと
り
謫
天  

情    

仙  

じ
や
う
せ
ん

の
み
舊
に
依よ
り
て
、
言
ふ
こ
と
稀まれ
な
れ
ど
も
、
中
あ
た

る
こ
と
多
か
ら
む
こ
と
を
求
む
る
に
似
た
り
。
こ
の
間
別
に
注
目
す
べ
き
批

評
家
二
人
を
獲え
つ
。
そ
を
誰たれ
と
か
す
る
。 

逍 

遙 

子 

せ
う
え
う
し

と
露
伴
子
と
即
す
な
は
ち是これ
な
り
。

並
な
ら
びに
是
れ
自
ら
詩
人
た
る
人
に
し
あ
れ
ば
、
い
づ
れ
も 

阿 

堵 

中 

あ
と
ち
ゆ
う

の
味
え
も

知
ら
ざ
る
輩
と
も
が
らと
は
、
日
を
同
う
し
て
論
ず
べ
か
ら
ざ
る
由よし
あ
ら
む
。
わ
れ
固
も
と

よ
り
善
詩
人
は
即
好
判
者
な
り
と
い
ふ
も
の
な
ら
ね
ど
、
自
ら
經
營
の
難
き

を
知
る
も
の
は
、
猥
み
だ
りに 

杓  

子  

定  
規 

し
や
く
し
ぢ
や
う
ぎ

う
ち
振
り
て
、 

枘  

鑿 

ぜ
い
さ
く

そ
の
形
を
殊
こ
と

に
し
て
、
相
容
あ
ひ
い
れ
ざ
る
や
う
な
る
言
を
ば
い
か
ゞ
出
さ
む
。
二
子
の
文
を
論

ず
る
や
、
そ
の
趣
相
距さ
る
こ
と
遠
け
れ
ど
、
約
し
て
い
へ
ば
、
逍
遙
子
は
能よ

5



く
も
の
を
容
れ
、
露
伴
子
は
能
く
も
の
を
穿うが
つ
。
左
に
少
し
く
逍
遙
子
が
批

評
眼
を
覗のぞ
か
む
。

　
逍
遙
子
の
評
能
く
も
の
を
容
る
と
は
何
の
謂いひ
ぞ
。
答
へ
て
い
は
く
。
批
評

眼
も
亦また
哲
理
眼
な
り
。
人
あ
り
て
哲
學
の 

一  

統 

ジ
ス
テ
ム

を
立
つ
る
と
き
は
、
そ
の

時
の
人
智
の
階
級
に
て
、
及
ば
む
限
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
、
合
し
て
一
機
關

を
な
し
、
其
理
の
動
く
と
こ
ろ
、
悉
こ
と
／
″
＼く
其その
源
み
な
も
とに
顧
應
せ
で
は
協かな
は
じ
。
批
評

も
亦
然さ
な
り
。
能
く
も
の
を
容
る
ゝ
批
評
は
、
其
標
準
の
完
美
な
る
こ
と
想

ふ
に
堪
へ
た
り
。 

劉 

海 

峰 

り
う
か
い
ほ
う
の
い
は
く
。    

居     

高     

以     

臨     

下    

た
か
き
に
を
り
て
も
つ
て
し
た
を
の
ぞ
め
ば

。

 

不  

至  

於  

爭 

あ
ら
そ
ふ
に
い
た
ら
ず
。 

爲  

其  

不  

足  
與  
我  

角  

也 

そ
の
わ
れ
と
く
ら
ぶ
る
に
た
ら
ざ
る
た
め
な
り
。    

至  

於  

才  

力  

之  

さ
い
り
よ
く
の
て
き
と
ひ
と
し
き

均  

敵    

に
い
た
り
て

。 

而  

惟  

恐  

其  

不  

能  

相  
勝 

た
ゞ
そ
の
あ
ひ
ま
さ
る
あ
た
は
ざ
る
を
お
そ
れ
。 
於   

是   

紛   

紜   

之   

辨   
こ
ゝ
に
お
い
て
ふ
ん
う
ん
の
べ
ん
も
つ
て
し

以   

生  

や
う
ず

。  

是   

故   

知   

道   

者  

こ
の
ゆ
ゑ
に
み
ち
を
し
る
も
の
は

。  

視
天
下
之
岐
趨
異
説  

て
ん
か
の
き
す
う
い
せ
つ
を
み
て

。
皆  

未  

甞  

み
な
い
ま
だ
か
つ
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出  

於 

吾 

道 

之 

外    
て
わ
が
み
ち
の
そ
と
に
い
で
ず

。  

故    

其    

心    

恢    

然    

有    

餘  

ゆ
ゑ
に
そ
の
こ
ゝ
ろ
く
わ
い
ぜ
ん
と
し
て
あ
ま
り
あ
り
。
夫     

恢     

そ
れ
く
わ
い
ぜ

然     
有     

餘    

ん
と
し
て
あ
ま
り
あ
れ
ば
。  

而  

於  

物  

無  

所  

不  

包  

も
の
に
お
い
て
つ
ゝ
ま
ざ
る
と
こ
ろ
な
し

。
蓋
け
だ
し逍
遙
子
が
能
く
も
の

を
容
る
ゝ
は
、
そ
の
地
位
人
よ
り
高
き
こ
と
一
等
な
れ
ば
な
る
べ
し
。

　
逍
遙
子
は 
演  

繹 
え
ん
え
き

評
を
嫌
ひ
て
、
歸
納
評
を
取
り
、
理
想
標
準
を
抛
な
げ
うた
む

と
す
る
人
な
り
。
然
れ
ど
も
子
も
亦
我
を
立
て
ゝ
人
の
著
作
を
評
す
る
上
は
、

絶
て
標
準
な
き
こ
と
能あた
は
じ
。
わ
れ
其
小
説
三
派
及 

梓 

神 

子 

あ
づ
さ
み
こ

を
み
て
、
そ

の
取
る
と
こ
ろ
の 

方  

鍼 

は
う
し
ん

を
認
め
た
り
。

　
逍
遙
子
の
小
説
三
派
と
は
何
を
か
謂
ふ
。
其
一
を
固
有
派
又
主
事
派
又
物

語
派
と
名
づ
け
、
次
を
折
衷
派
又
性
情
派
又
人
情
派
と
名
づ
け
、
末
な
る
を

人
間
派
と
名
づ
く
。

　
固
有
派
は
事
を
主
と
し
、
人
を
客
と
し
、
事
柄
を
先
に
し
、
人
物
を
後
に
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す
。
主
人
公
を
ば
必
ず
し
も
設
け
ず
、
た
ま
〳
〵
こ
れ
を
設
け
て
も
、
事
の

脈
絡
を
繋つな
が
む
料
に
し
た
る
の
み
。
さ
れ
ば
大
か
た
の
事
變
は
、
主
人
公
の

性
行
よ
り
起
ら
し
め
ず
し
て
、
偶
然
外
よ
り
來
ら
し
む
。
是こゝ
に
於
て
人
物
は

客
觀
な
り
。
此
派
の
作
者
は
俗
に
い
へ
る
三
世
因
果
の
説
を
理
想
と
し
、
若
も
し

く
は
天
命
の
説
を
理
想
と
す
る
な
り
。
我わが
曲
亭
、 

種  

彦 

た
ね
ひ
こ

な
ど
に
此
流
義
あ

り
て
、
外
國
に
て
は
、
中
古
の
物
語
類
は
い
ふ
も
更
な
り
、
ス
モ
オ
レ
ツ
ト
、

フ
イ
ヽ
ル
ヂ
ン
グ
な
ど
此
派
に
屬
し
、
ス
コ
ツ
ト
、
ヂ
ツ
ケ
ン
ス
と
い
へ
ど

も
間
々
こ
れ
に
近
し
。
此
派
は
人
に
配
す
れ
ば
支
體
の
如
く
、
畫ゑ
に
配
す
れ

ば
文
人
畫
の
梅
の
如
く
、
學
問
に
配
す
れ
ば
常
識
の
如
し
。

　
折
衷
派
は
人
を
主
と
し
、
事
を
客
と
し
、
事
を
先
に
し
、
人
を
後
に
す
。

人
を
主
と
す
と
は
、
人
の
性
情
を
活
寫
す
る
を
主
と
す
る
謂いひ
に
て
、
事
を
先
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に
す
る
は
、
事
に
よ
り
て
性
情
を
寫
さ
む
と
す
れ
ば
な
り
。
此
派
に
て
は
人

物
は
主
觀
な
り
。
但
し
事
と
人
と
の
間
に
は
、
主
客
後
先
あ
る
の
み
な
れ
ば
、

人
物
必
ず
主
觀
な
る
に
は
あ
ら
ず
。
サ
ツ
カ
レ
エ
な
ど
此
派
に
屬
し
た
り
。

ス
コ
ツ
ト
、
ヂ
ツ
ケ
ン
ス
等
は
固
有
派
と
此
派
と
の
間
に
跨
り
た
り
。
物
に

譬たと
へ
て
い
へ
ば
、
人
に
配
し
て
五
感
の
如
く
、
畫
に
配
し
て
一
枝
の
梅
の
密

畫
の
如
く
、
學
問
に
配
し
て
理
學
の
如
し
。

　
人
間
派
は
人
を
因
と
し
、
事
を
縁
と
す
、
そ
の
因
と
す
る
と
こ
ろ
は
人
の

性
情
に
し
て
、
そ
の
縁
と
す
る
と
こ
ろ
は
事
變
な
り
。
此
派
の
小
説
に
て
は
、

先
づ
人
を
因
と
し
、
事
を
縁
と
し
て
一
果
を
寫
し
、
こ
の
果
若
く
は
他
の
事

變
を
も
合
せ
て
縁
と
し
て
更
に
一
果
を
寫
し
、
其
果
若
く
は
他
の
新
事
件
を

も
合
せ
て
縁
と
し
て
更
に
ま
た
一
果
を
畫
き
、
終
に
大
詰
の
大
破
裂
若
く
は
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大
圓
滿
に
至
り
て
休や
む
。
ギ
ヨ
オ
テ
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
如
し
。
近
世
の

魯
獨
ろ
ど
く
な
ど
に
此
派
多
し
。
物
に
譬たと
へ
て
い
は
む
は
、
人
に
於
て
は
魂
の
如
く
、

畫
に
於
て
は
油
畫
の
梅
の
如
く
、
學
問
に
於
て
は
哲
學
の
如
し
。

　
以
上
は
逍
遙
子
が
小
説
三
派
の
差
別
な
り
。
あ
は
れ
此
け
ぢ
め
を
ば
い
し

く
も
立
て
つ
る
も
の
か
な
。
今
の
文
界
に
出
で
ゝ
、
小
説
の
派
を
分
た
む
と

せ
し
も
の
多
し
と
い
へ
ど
も
、
何
人
か
能
く
そ
が
右
に
出
で
む
。
わ
れ
嘗かつ
て

ゴ
ツ
ト
シ
ヤ
ル
が
詩
學
に
據よ
り
、
理
想
實
際
の
二
派
を
分
ち
て
、
時
の
人
の

批
評
法
を
論
ぜ
し
こ
と
あ
り
し
が
、
今
は
ひ
と
昔
に
な
り
ぬ
。
程
經
て
心
を

ハ
ル
ト
マ
ン
が
哲
學
に
傾
け
、
そ
の
審
美
の
卷
に
至
り
て
、
得
る
と
こ
ろ
あ

る
も
の
ゝ
如
し
。
そ
の
頃
料
ら
ず
も
外
山
正
一
氏
の
畫
論
を
讀
み
て
、
我わが
懷
い
だ

け
る
と
こ
ろ
に
衝
突
せ
る
を
覺
え
、
遂つひ
に
技
癢
ぎ
や
う
に
え
禁た
へ
ず
し
て 

反  

駁 

は
ん
ば
く

の
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文
を
草
し
つ
。
か
ゝ
れ
ば
わ
れ
は
ハ
ル
ト
マ
ン
が
審
美
の
標
準
を
以
て
、
畫

を
あ
げ
つ
ろ
ひ
し
こ
と
あ
れ
ど
も
、
嘗
て
小
説
に
及
ば
ざ
り
き
。
今
や
そ
を

果
す
べ
き
時
は
來
ぬ
。
い
で
逍
遙
子
が
批
評
眼
を
覗のぞ
く
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が

靉
靆
め
が
ね
を
も
て
せ
ば
や
。

　
夫そ
れ
固
有
と
云
ひ
、
折
衷
と
云
ひ
、
人
間
と
云
ふ
、
そ
の
義
は
皆
ハ
ル
ト

マ
ン
が
審
美
學
の
中
に
存
ぜ
り
。
今
多
く
そ
の
文
を
引
か
む
も
や
う
な
し
。

唯たゞ
爰こゝ
に
ハ
ル
ト
マ
ン
が
哲
學
上
の
用
語
例
に
よ
り
て
、
右
の
三
目
を
譯
せ
ば

足
り
な
む
。
固
有
は    

類        
想    

ガ
ツ
ツ
ン
グ
ス
イ
デ
エ
な
り
、
折
衷
は      

個            

想      

イ
ン
ヂ
ヰ
ヅ
ア
ア
ル
イ
デ
エ

な

り
、
人
間
は 

小  

天  

地  

想 

ミ
ク
ロ
コ
ス
ミ
ス
ム
ス
な
り
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
固
有
派
に
て
は
、
甲
人
に
於
け
る
天
命
も
、
乙
人
に

於
け
る
天
命
も
、 

汎  

然 

は
ん
ぜ
ん 

漠  

然 

ば
く
ぜ
ん

と
し
て
一
な
る
が
如
く
、
平
等
の
理
は
あ

11



れ
ど
も
、
差
別
の
實
な
し
。
死
し
た
る
概
念
は
あ
れ
ど
も
活
き
た
る
觀
念
は

な
く
、
「
ゼ
ネ
ラ
リ
チ
イ
」
は
あ
れ
ど
も
、
「
イ
ン
ヂ
ヰ
ヂ
ユ
ア
リ
チ
イ
」

は
な
し
。 
所  

謂 
い
は
ゆ
る

固
有
派
の
死
し
た
る
概
念
を
具
ふ
る
と
こ
ろ
、
「
ゼ
ネ
ラ

リ
チ
イ
」
を
存
ず
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
こ
そ
ハ
ル
ト
マ
ン
は
類
括
の
意
を
取

り
て
類
想
と
名
づ
け
た
る
な
れ
。
折
衷
派
に
い
た
り
て
は
、
逍
遙
子
活
き
た

る
觀
念
あ
り
と
い
ひ
、
「
イ
ン
ヂ
ヰ
ヂ
ユ
ア
リ
チ
イ
」
あ
り
と
い
ふ
。
是
れ

ハ
ル
ト
マ
ン
が
個
々
の
活
物
の
意
を
取
り
て
個
想
と
名
づ
け
た
る
も
の
に
あ

ら
ず
し
て
な
に
ぞ
や
。
所
謂
人
間
派
に
至
り
て
は
、
人
事
の
間
に
因
果
現
然

と
し
て
、
個
人
を
寫
す
は
是
れ
個
人
の
た
め
に
寫
す
な
ら
ず
、
寫
す
と
こ
ろ

は 

捕  

來 

と
ら
へ
き

た
る
個
人
の
不
朽
の
象
な
り
。
こ
の
象
や
露
伴
子
の
所
謂
靈
臺
の

眞
火
、
宇
宙
の
命
根
の
聖
火
と
相
觸
着
し
て
、
以
て
一
條
の
大
火
柱
を
成
せ
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る
と
こ
ろ
に
生
ず
。
（
美
術
世
界
の
題
言
）
ハ
ル
ト
マ
ン
が
個
物
の
能
く
一

天
地
を
な
し
て
、
大
千
世
界
と
相
呼
應
す
る
と
こ
ろ
よ
り
、
小
天
地
想
と
名

づ
け
し
は
是
な
り
。

　
然
は
あ
れ
ど
固
有
、
折
衷
、
人
間
の
三
目
は
逍
遙
子
立
て
ゝ
派
と
な
し
つ
。

類
想
、
個
想
、
小
天
地
想
の
三
目
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
分
ち
て
美
の
階
級
と
し

つ
。
二
家
は
わ
れ
を
し
て
殆
ほ
と
ん
ど岐
に
泣
か
し
め
む
と
す
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
が
類
想
、
個
想
、
小
天
地
想
の
三
目
を
分
ち
て
、
美
の
階
級

と
せ
し
所
以
は
、
其
審
美
學
の
根
本
に
根
ざ
し
あ
り
て
な
り
。
彼
は  

抽  

象

ア
プ
ス
ト

  

的  

ラ
ク
ト
理
想
派
の
審
美
學
を
排
し
て
、 
結 
象 

的 
コ
ン
ク
レ
エ
ト
理
想
派
の
審
美
學
を
興
さ
む

と
す
。
彼
が
眼
に
て
は
、
唯
官
能
上
に
快
き
ば
か
り
な
る
無
意
識
形
美
よ
り
、

美
術
の
奧
義
、
幽
玄
の
境
界
な
る
小
天
地
想
ま
で
は
、
抽
象
的
よ
り
、
結
象
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的
に
向
ひ
て
進
む
街
道
に
て
、
類
想
と
個
想
（
小
天
地
想
）
と
は
、
彼
幽
玄

の
都
に
近
き
一
里
塚
の
名
に
過
ぎ
ず
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
の
い
は
く
。
類
想
の
鑄
型
い
が
た
め
き
て
含
め
る
と
こ
ろ
少
く
、
久

く
趣
味
上
の
興
を
繋
ぐ
に
堪
へ
ざ
る
こ
と
、
眞
の
美
の
僅
わ
づ
かに
個
想
の
境
に
生

ず
る
こ
と
を
ば
、
今
や
趣
味
識
の
經
驗
事
實
な
り
と
い
ひ
て
も
、
殆
ほ
と
ん
ど反
對
者

に
逢
は
ざ
る
べ
し
。
類
想
の
模
型
に
は
盡
く
る
期
あ
り
。
後
れ
て
出
づ
る
美

術
家
は
樣
に
依
り
て
胡こ
盧ろ
を
畫
く
こ
と
を
免
れ
ず
。
（
審
美
學
下
卷
一
八
七

面
）
ハ
ル
ト
マ
ン
は
類
想
を
卑
み
て
個
想
を
貴
み
た
り
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
の
い
は
く
。
個
物
に
は
階
級
あ
り
。
高
下
一
樣
な
ら
ず
。
そ

の
最いと
低
き
も
の
と
最いと
高
き
も
の
と
は
、
人
の
觀
念
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
な
れ

ば
、
個
物
を
見
る
ご
と
に
、
こ
れ
よ
り
高
き
も
の
な
き
こ
と
な
く
、
又
こ
れ

14柵草紙の山房論文



よ
り
低
き
も
の
な
き
こ
と
な
し
。
個
物
は
高
し
と
い
へ
ど
も
類
に
あ
ら
ず
。

個
物
は
具
實
せ
る
も
の
に
て
、
類
は
抽
象
し
た
る
も
の
な
り
。
最
高
最
下
の

間
な
る
個
物
は
、
お
の
れ
よ
り
下
れ
る
個
物
を
包
み
て
肢
節
し
せ
つ
と
す
る
こ
と
、

大
天
地
想
の
世
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
個
物
を
包
み
て
肢
節
と
す
る
如
く
な
り
。

彼
は
梯
は
し
ごを
隔
て
ゝ
大
天
地
を
望
め
り
。
さ
れ
ば
個
想
は
絶
對
結
象
の
想
に
あ

ら
ざ
る
ゆ
ゑ
に    

分        
想    

パ
ル
チ
ヤ
ア
ル
イ
デ
エ
な
れ
ど
も
、
又
小
天
地
の
完
想
と
し
て
見
ら

る
べ
し
。
（
同
上
一
九
五
面
）
ハ
ル
ト
マ
ン
は
眞
の
個
想
を
、
お
の
づ
か
ら

小
天
地
想
た
る
べ
き
も
の
と
看み
做な
し
た
り
。
蓋
け
だ
し人
事
の
間
に
後
先
あ
り
て
因

果
な
き
は
、
因
果
な
き
に
あ
ら
ず
、
因
果
の
い
ま
だ
充
分
に
あ
ら
は
れ
ざ
る

も
の
に
て
、
小
天
地
想
な
ら
ざ
る
個
想
は
、
即
是
れ
い
ま
だ
至
ら
ざ
る
個
想

な
ら
む
の
み
。
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逍
遙
子
と
て
も
、
固
有
、
折
衷
、
人
間
の
三
目
を
立
て
ゝ
流
派
と
せ
し
は
、

あ
な
が
ち
尊
卑
を
其
間
に
置
か
ざ
り
し
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
折
衷
派
だ
に

稀
な
る
今
の
我
小
説
界
に
て
、
人
間
派
を
求
め
む
は
、
文
學
に
忠
誠
な
る
判

者
の
事
に
あ
ら
ず
と
や
う
に
、
時
の
務
つ
と
めを
お
も
ひ
て
、 

迂  

濶 

う
く
わ
つ

な
る
批
評
家

を
お
ど
ろ
か
さ
む
と
し
た
る
蹟あと
、
歴
々
と
し
て
見
ゆ
る
な
ら
ず
や
。

　
さ
れ
ば
逍
遙
子
が
類
想
、
個
想
、
小
天
地
想
と
い
ふ
美
の
三
級
を
藉か
り
も

て
來
て
、
今
の
文
界
の  
衆    
生  

し
ゆ
じ
や
う

の
た
め
に
、
盛
さ
か
んに
小
乘
を
説
き
し
は
、
お

そ
ら
く
は
是
れ
作
者
あ
は
れ
と
お
も
ひ
て
な
ら
む
、
批
評
家
憎
し
と
お
も
ひ

て
な
ら
む
の
み
。
逍
遙
子
は
類
想
の
固
有
派
、
個
想
の
折
衷
派
、
小
天
地
想

の
人
間
派
の
別
を
立
て
、
さ
て
獅し
子し
吼く
を
な
し
て
い
は
く
。
此
別
を
非
な
り

と
す
る
人
あ
ら
む
乎か
。
其
人
は
事
物
の
平
等
を
見
て
、
差
別
を
見
ざ
る
人
な
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り
。
世
に
絶
對
あ
る
を
知
り
て
、
相
對
あ
る
を
知
ら
ざ
る
人
な
り
。
一
あ
る

を
知
り
て
、
萬
億
あ
る
を
知
ら
ざ
る
人
な
り
。
國
家
あ
る
を
知
り
て
、
わ
れ

あ
る
を
知
ら
ざ
る
人
な
り
。
我
あ
る
を
知
ら
ざ
る
は
死
せ
る
な
り
、
死
灰
な

り
。
現げ
に
類
想
、
個
想
、
小
天
地
想
の
別
だ
に
知
ら
で
、
批
評
の
業
に
從
ふ

輩とも
が
ら
は
、
か
く
叱
咜
し
つ
た
せ
ら
れ
む
も
可
な
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
彼
三
派
に
優
劣
な

し
と
見
よ
と
い
は
ば
い
か
に
。

　
逍
遙
子
は
類
想
派
は
常
識
の
如
く
、
個
想
派
は
理
學
の
如
く
、
小
天
地
想

派
は
哲
學
の
如
く
な
り
と
い
へ
ど
、
若もし
譬
た
と
へを
進
め
て
、
哲
學
は
科
學
の
親
な

る
ゆ
ゑ
に
、
小
天
地
想
派
は
常
に
個
想
派
に
優
れ
り
、
常
識
は
科
學
の
材
た

る
に
過
ぎ
ね
ば
、
類
想
派
は
最
下
な
り
と
い
は
ゞ
、
大
お
ほ
いな
る 

僻  

事 

ひ
が
ご
と

な
ら
む

と
い
へ
り
。
わ
れ
お
も
ふ
に
恐
ら
く
は
然
ら
ず
。
哲
學
は
科
學
の
親
な
る
如
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く
、
個
想
に
小
天
地
の
義
あ
り
。
ダ
ル
ヰ
ン
、
ハ
ツ
ク
ス
レ
エ
が
説
、 

謬  

び
う
ま

妄 う
哲
理
に
優
り
た
る
は
ダ
ル
ヰ
ン
、
ハ
ツ
ク
ス
レ
エ
が
説
の
中
に
世
界
の

眞
理
あ
れ
ば
な
り
。
謬
妄
哲
理
の
彼
等
が
歸
納
説
に
及
ば
ざ
る
は
、
そ
の
謬

妄
な
る
た
め
に
て
、
苟
い
や
しく
も
近
世
の
哲
學
統
と
い
は
れ
む
程
の
も
の
は
、
ダ

ル
ヰ
ン
、
ハ
ツ
ク
ス
レ
エ
が
説
を
も
容
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
（
ハ
ル
ト
マ
ン

が
「
ダ
ル
ヰ
ニ
ス
ム
ス
」
の
論
を
見
よ
）
類
想
の
卑ひく
き
は
模
型
に
盡
く
る
期

あ
り
と
い
ひ
し
ハ
ル
ト
マ
ン
が
言
を
見
て
も
知
る
べ
か
ら
む
。
逍
遙
子
は
想

に
縁よ
り
て
派
を
立
て
、
こ
れ
を
梅
櫻
の
色
殊こと
な
る
に
比
べ
、
類
想
派
の
作
家

に
向
ひ
て
、
個
想
派
の
作
を
求
め
む
は
、
ふ
り
た
る
梅
園
に
向
ひ
て
其
花
の

櫻
な
ら
ざ
る
を
笑
ふ
如
し
と
い
ひ
、
今
の
批
評
家
を
烏を
許こ
の
風
流
雄
な
り
と

い
へ
り
。
夫
れ
逍
遙
子
が
一
味
の
雨
は
、
も
ろ
〳
〵
の
草
木
を
沾
う
る
ほす
に
足
り
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な
む
。
然
れ
ど
も
類
想
と
個
想
と
の
別
は
お
そ
ら
く
は
梅
と
櫻
と
の
別
に
殊
こ
と

な
る
べ
し
。
花
に
譬
へ
て
い
は
ゞ
、
類
想
家
の
作
も
個
想
家
の
作
も
、
お
な

じ
櫻
な
る
べ
け
れ
ど
、
か
な
た
は
日
蔭
ひ
か
げ
に
咲
き
て
、
色
香
少
く
、
こ
な
た
は

「
イ
ン
ス
ピ
ラ
チ
オ
ン
」
の
朝
日
を
う
け
て
、
匂にほ
ひ
常
な
ら
ぬ
花
の
如
し
と

や
い
ふ
べ
か
ら
む
。
日
蔭
に
生お
ふ
る
櫻
に
向
ひ
て
、
色
香
深
き
花
を
求
め
む

は
無
理
な
ら
む
。
そ
の
花
の
色
香
少
き
を
評
せ
む
は
、
必
ず
し
も
無
理
な
ら

じ
。
逍
遙
子
は
嵐
あ
ら
しに
似
た
る
批
評
家
の
花
に
慈じ
な
ら
ざ
る
を
怪
め
ど
も
、
わ

れ
は
逍
遙
子
が
花
に
慈
な
る
に
過
ぎ
て
、
風
を
憎
む
こ
と
の  

太    

甚  

は
な
は
だ
し

き
を

怪
め
り
。
若
批
評
の
上
に
絶
て 

褒  
貶 

は
う
へ
ん

な
か
り
せ
ば
、
我
文
界
は
い
と
ゞ
荒

野
と
や
な
り
な
む
。

　
逍
遙
子
は
我
文
界
に
小
天
地
想
の
人
間
派
な
き
を
認
め
き
。
（
我
國
は
い
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ま
だ
ギ
ヨ
オ
テ
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
を
出
さ
ず
）
逍
遙
子
は
我
舊
作
家
を
以

て
類
想
の
固
有
派
に
屬
せ
り
と
な
し
、
我
新
作
家
を
以
て
未
だ
至
ら
ざ
る
個

想
の
折
衷
派
と
な
し
つ
。
わ
れ
は
此
評
の
殼
を 

噛  

碎 

か
み
く
だ

き
て
、
其
肉
の
甘
さ

と
其
核たね
の
苦
さ
と
を
味
ふ
。
人
間
派
な
き
は
大
詩
人
な
き
な
り
、
妙
手
な
き

な
り
。
舊
作
家
の
固
有
派
に
屬
す
る
は
、
其
凡
手
な
る
た
め
な
り
。
新
作
家

の
折
衷
派
に
屬
す
る
は
、
其
小
家
數
た
る
こ
と
を
免
れ
ざ
る
た
め
な
り
。
か

の
不
知
庵
の
あ
る
じ
が
如
く
、
今
の
我
國
の
小
説
家
に
は
、
等
級
あ
り
と
い

へ
ば
え
に
、
言
は
ず
し
て
流
派
を
立
て
つ
る
は
逍
遙
子
な
り
。
具
眼
の
人
誰

か
こ
の
肉
中
の
核
を
認
め
ざ
ら
む
。

　
或ある
ひ
と
の
い
は
く
。
逍
遙
子
は
げ
に
今
の
我
文
界
に
人
間
派
な
き
を
認
め

き
。
さ
れ
ど
其
言
に
い
は
ず
や
。
嘗
て
「
ミ
ツ
ド
ル
、
マ
ア
チ
」
を
見
し
に
、
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ジ
ヨ
ル
ジ
・
エ
リ
オ
ツ
ト
女
史
が
作
に
人
間
派
の
旨
に
愜かな
へ
る
と
こ
ろ
あ
り
。

其
外
に
も
お
な
じ
派
を
汲く
む
人
あ
り
や
知
ら
ね
ど
、
英
國
に
て
の
人
間
派
詩

人
は
こ
れ
の
み
な
ら
む
も
計
り
難
か
り
。
夫
の
近
世
の
魯
獨
に
こ
そ
人
間
派

の
小
説
家
も
多
し
と
は
聞
き
つ
れ
。
そ
も
い
と
近
き
ほ
ど
の
事
な
り
。
又
佛フ

蘭
西
ラ
ン
ス
な
る
諸
作
家
バ
ル
ザ
ツ
ク
、
ユ
ウ
ゴ
オ
、
ゾ
ラ
、
ド
オ
デ
エ
の
徒
は
、

或
は
人
情
派
の
界
さ
か
ひを
超
え
て
、
人
間
派
に
入
れ
り
と
も
い
ふ
べ
か
ら
む
が
、

こ
れ
と
て
も
ま
た
近
世
の
作
家
な
り
。
詮
ず
る
と
こ
ろ
人
間
主
義
の
小
説
界

に
入
り
し
は
、
十
九
世
紀
に
於
け
る
特
相
と
い
ふ
も
誣
言
ふ
げ
ん
に
あ
ら
じ
。
尚なほ
い

と
穉
を
さ
なき
ほ
ど
の
顯
象
な
り
云
々
。
是
れ
人
間
派
は
新
き
も
の
に
て
、
漢
學
者

若
く
は
御
國
ま
な
び
せ
し
人
の
小
説
家
に
な
り
た
る
に
向
ひ
て
、
人
間
派
に

入
れ
と
い
は
む
こ
と
の
理
な
き
を
明
に
し
た
る
に
あ
ら
ず
や
。
こ
は
ま
こ
と
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に
其
故
あ
る
事
な
り
。
然
れ
ど
も
逍
遙
子
は
別
に
世
相
派
と
い
ふ
も
の
を
立

て
ゝ
、
こ
れ
に
ホ
オ
マ
ア
を
算
し
た
る
な
り
。
彼か
の
漢
學
者
若
く
は
國
學
者

た
る
小
説
家
に
對
し
て
求
む
べ
き
は
、
此
種
叙
事
詩
の
大
作
な
る
べ
し
。
こ

れ
そ
の
推
理
上
能
く
す
べ
き
も
の
な
れ
ば
な
り
。
又
東
洋
に 

個   

物   

主   

イ
ン
ヂ
ヰ
ヅ
ア
リ
ス
ム

義  ス
な
し
と
い
は
む
か
、
こ
れ
は
屡
聞
え
し
説
な
り
。
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
シ
エ

ル
い
は
く
。
東
洋
戲
曲
の
最
偉
な
る
は
印
度
詞
曲
な
れ
ど
、
印
度
詞
曲
の
雄

は
、
遂
に
此
詩
體
の
質
を
知
ら
ざ
り
き
。
蓋
戲
曲
の
質
は
、
個
人
が
み
づ
か

ら
自
在
に
も
の
を
定
む
る
性
よ
り
生
ず
。
惜
む
ら
く
は
東
洋
の
靈
魂
は
、
か
ゝ

る
個
物
主
義
を
得
る
に
至
り
し
こ
と
、
絶
て
な
か
り
き
。
（
世
界
文
學
史
一

の
卷
一
七
面
）
是
れ
東
洋
に
個
想
な
か
り
き
と
い
ふ
説
の
一
例
な
り
。
吾
邦

の
詩
人
に
は
果
し
て
眞
に
個
想
な
か
り
し
か
。
ギ
ヨ
オ
テ
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
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ヤ
が
詩
に
見
え
た
る
如
き
個
想
な
か
り
し
か
。
若
無
く
ば
、
小
天
地
想
を
美

の
極
意
と
す
る
立
脚
點
よ
り
見
て
、
吾
邦
古
來
大
詩
人
な
し
と
い
は
む
の
み
。

世
の
批
評
家
に  

大  

和  

魂  

や
ま
と
だ
ま
し
ひ

あ
り
て
、
古
來
な
か
り
し
大
詩
人
を
今
の
文
界

に
求
め
む
と
せ
ば
、
わ
れ
唯
こ
れ
を
壯
な
り
と
い
は
む
。

　
小
説
三
派
の
外
、
逍
遙
子
は
別
に
詩
の
二
派
を
立
て
た
り
。
其
一
を
叙
情

派
又
理
想
派
と
い
ひ
、
其
二
を
世
相
派
又
造
化
派
と
い
ふ
。

　
叙
情
派
は
理
想
を
宗
と
す
。
理
想
と
は
心
の
世
界
な
り
、
虚
の
世
界
な
り
。

此
派
の
詩
人
は
我
を
尺
度
と
し
て
世
間
を
度はか
る
。
彼
は
理
想
の
高
大
圓
滿
な

ら
む
こ
と
を
望
み
、
自
家
の
極
致
の
其
作
の
中
に
飛
動
せ
む
こ
と
を
期
す
。

其
小
な
る
や
、
一
身
の
哀
歡
を
歌
ふ
に
過
ぎ
ざ
れ
ど
も
、
其
大
な
る
や
、
作

者 

乾  

坤 

け
ん
こ
ん

を
呑の
み
て
、
能
く
天
命
を
釋
と
き
あ
かし
、
一
世
の
豫
言
者
た
る
こ
と
を
得
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べ
し
。
其
さ
ま
猶なほ
雲
に
冲のぼ
る 

高  

嶽 

か
う
が
く

の
ご
と
く
、
彌
い
よ
〳
高〵
う
し
て
彌
著
い
ち
じ
るし
。
其

さ
ま
は
又
猶
萬
里
の
長
堤
の
ご
と
し
。
遠
う
し
て
更
に
遠
し
と
い
ふ
と
も
、

詮せん
ず
る
に
踏
破
し
が
た
き
に
あ
ら
ず
。
ダ
ン
テ
、
マ
ア
ロ
オ
、
ミ
ル
ト
ン
、

カ
ア
ラ
イ
ル
、
バ
イ
ロ
ン
、
ヲ
オ
ヅ
ヲ
オ
ス
、
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
等
は
家
數
に

大
小
あ
り
と
い
へ
ど
も
皆
叙
情
詩
人
な
り
。

　
世
相
派
は
自
然
を
宗
と
す
。
自
然
と
は
物
の
世
界
な
り
、
實
の
世
界
な
り
。

此
派
の
詩
人
は
我
を
解
脱
げ
だ
つ
し
て
、
世
間
相
を
寫
す
。
そ
の
望
む
と
こ
ろ
は
、

作
者
の
影
空
く
し
て
、
ひ
と
へ
に
世
態
の
著
か
ら
む
こ
と
な
り
。
其
小
な
る

や
、
管
見
の
小
世
態
を
寫
す
に
止
ま
れ
ど
、
其
大
な
る
や
、
能
く
造
化
を
壺こ

   

中 

ち
ゆ
う
に
縮
め
て
、
鎭
と
こ
し
な
へに
不
言
の
救
世
主
た
ら
む
。
其
状
猶
邊
な
き 

蒼  

海 

さ
う
か
い

の

ご
と
く
、
彌
大
に
し
て
彌 

茫  

々 

ば
う
〳
〵

た
り
。
又
猶
底
知
ら
ぬ
湖
の
ご
と
し
。
深
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う
し
て
更
に
深
く
、
遂
に
其
底
を
究きは
む
べ
か
ら
ず
。
ホ
オ
マ
ア
、
シ
エ
ク
ス

ピ
イ
ヤ
、
ギ
ヨ
オ
テ
、
ス
コ
ツ
ト
、
エ
リ
オ
ツ
ト
等
は
、
家
數
の
大
小
こ
そ

相
殊
な
れ
、
此
派
の
詩
人
な
り
。

　
逍
遙
子
が
叙
情
、
世
相
の
二
派
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
審
美
學
上
、
叙
情
詩
、

叙
事
詩
の
二
派
に
當
れ
り
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
の
い
は
く
。
叙
情
詩
は
客
觀
の
相
に
勝
ち
た
る
主
觀
の
情
を

以
て
そ
の
質
と
す
。
そ
の
客
觀
の
相
を
捕
來
る
は
、
感
情
の
主
觀
を
高
う
も

し
、
深
う
も
せ
む
と
て
の
み
。
（
下
卷
七
四
五
面
）
是
れ
豈あに
逍
遙
子
が
所
謂
、

我
を
尺
度
と
し
て
世
間
を
度はか
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
や
。

　
又
い
は
く
。
叙
事
詩
は
客
觀
相
を
以
て
、
そ
の
偏
勝
の
質
と
す
。
そ
の
主

觀
の
情
は
、
唯
半
な
か
ば掩おほ
は
れ
て
か
す
か
に
響
き
い
づ
る
の
み
。
（
同
所
）
是
れ
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豈
逍
遙
子
が
所
謂
、
我
を
解
脱
し
て
世
間
相
を
寫
す
も
の
に
あ
ら
ず
や
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
は
此
二
門
の
外
に
、
戲
曲
門 D

ram
atik 

を
立
て
ゝ
い
は
く
。

叙
情
詩
に
て
は
、
主
觀
の
情
、
客
觀
の
相
に
勝
ち
、
叙
事
詩
に
て
は
、
客
觀

の
相
、
主
觀
の
情
に
勝
ち
た
れ
ど
も
、
戲
曲
に
至
り
て
は
、
情
と
相
と
の
平

均
を
取
戻
さ
む
と
す
。
さ
れ
ば
ヘ
エ
ゲ
ル
が
審
美
學
に
て
、
戲
曲
は
叙
情
、

叙
事
の
二
門
に
て
偏
勝
し
た
る
兩
義
を
合
併
し
た
り
と
い
へ
る
、
固
よ
り
善

し
。
唯
キ
ル
ヒ
マ
ン
が
戲
曲
の
叙
情
、
叙
事
の
二
詩
門
に
殊
な
る
は
、
場
に

上
せ
て
興
行
す
べ
き
と
こ
ろ
に
あ
り
と
い
ひ
し
も
、
亦
未
だ
嘗
て
善
か
ら
ず

ば
あ
ら
ず
、
（
同
所
）
逍
遙
子
が
「
ド
ラ
マ
」
は
こ
れ
に
殊
な
り
。
固
有
、

折
衷
、
人
間
の
三
派
を
分
つ
と
き
は
、
人
間
派
を
以
て
、
最
狹
き
意
義
に
て

い
ふ
「
ド
ラ
マ
」
の
結
構
と
す
。
こ
れ
に
對
す
る
叙
事
詩
は
固
有
派
に
屬
し
、
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折
衷
派
は
「
ド
ラ
マ
」
と
叙
事
詩
と
の
界
に
立
て
り
。
そ
の
叙
事
詩
と
な
る

は
、
事
を
先
に
す
る
こ
と
甚
き
と
き
に
し
て
、
そ
の
「
ド
ラ
マ
」
と
な
る
は

人
を
主
と
す
る
こ
と
重
き
と
き
な
り
。
又
叙
情
、
世
相
の
二
派
を
立
つ
る
と

き
は
、
世
相
詩
人
を
以
て
「
ド
ラ
マ
チ
ス
ト
」
と
し
、
以
て
叙
情
詩
人
の

「
リ
リ
カ
ル
、
ポ
エ
ト
」
に
對
し
た
り
。
人
間
派
の
旨
、
若
小
天
地
想
に
在

ら
ば
、
是
れ
叙
情
詩
、
叙
事
詩
、
戲
曲
の
三
門
を
通
じ
て
求
め
ら
る
べ
き
も

の
な
れ
ば
、
わ
れ
こ
れ
に
配
す
る
に
「
ド
ラ
マ
」
を
以
て
せ
む
こ
と
を
欲
せ

ず
。
彼
客
觀
相
を
し
て
偏
勝
せ
し
む
る
世
相
詩
人
の
作
、
即
沒
主
觀
情
詩

（
梓
神
子
に
い
は
ゆ
る
沒
理
想
詩
）
は
、
も
と
よ
り
相
と
感
と
並
び
至
ら
む

こ
と
を
望
め
る
戲
曲
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
こ
れ
を
「
ド
ラ
マ
」
と
い
は
む
も
亦

願
は
し
き
事
に
あ
ら
じ
。
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因
ち
な
みに
い
ふ
。
國
會
文
苑
に
出
で
し
戲
曲
論
中
、
戲
曲
の
標
準
の
條
に
て
、

　
　
忍
月
居
士
は
逍
遙
子
の
所
謂
「
ド
ラ
マ
」
を
さ
な
が
ら
に
戲
曲
の
こ
と
ゝ

　
　
看み
做な
し
て
反
駁
を
試
み
つ
。
こ
は
逍
遙
子
が
言
に
、
今
の
批
評
家
狂
言

　
　
作
者
に
向
ひ
て
「
ド
ラ
マ
」
を
求
む
る
は 

底  

事 

な
に
ご
と

ぞ
と
あ
り
し
に
据よ
り

　
　
た
る
な
る
べ
し
。
さ
れ
ど
逍
遙
子
が
所
謂
「
ド
ラ
マ
」
に
は
、
單
に
戲

　
　
曲
と
い
は
む
よ
り
は
廣
き
義
あ
り
。
忍
月
居
士
は
そ
を
認
め
ざ
り
し
に

　
　
や
。

　
逍
遙
子
が
叙
情
、
世
相
の
二
派
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
叙
情
詩
、
叙
事
詩
の
二

門
に
當
れ
る
こ
と
は
既
に
い
ひ
き
。
然
れ
ど
も
更
に
其
區
別
の
立
て
か
た
を

と
み
か
う
み
る
に
、
い
ま
だ
其
義
を
悉つく
さ
ゞ
る
と
こ
ろ
あ
ら
む
を
恐
る
。
わ

れ
思
ふ
に
所
謂
叙
情
と
世
相
と
の
目
に
は
、
別
に
普
通
の
意
義
に
て
理
想
、

28柵草紙の山房論文



實
際
の
兩
語
に
當
れ
る
と
こ
ろ
あ
る
べ
し
。

　
ゴ
ツ
ト
シ
ヤ
ル
の
い
は
く
。
造
化
を
模
傚
も
は
う
し
、
實
を
寫
す
こ
と
よ
り
出
づ

る
を
實
際
主
義
と
い
ひ
、
理
想
の
世
界
、
精
神
の
領
地
よ
り
出
づ
る
を
理
想

主
義
と
い
ふ
。
（
詩
學
上
卷
九
九
面
）
是
れ
逍
遙
子
が
所
謂
自
然
を
宗
と
す

る
世
相
派
と
理
想
を
宗
と
す
る
叙
情
派
と
に
通
へ
り
。
又
い
は
く
。
實
際
主

義
に
偏
し
た
る
も
の
は
、
心
な
き
造
化
を
宗
と
し
た
る
美
術
品
を
得
べ
く
、

理
想
主
義
に
偏
し
た
る
も
の
は
、
造
化
な
き
心
を
宗
と
し
た
る
美
術
品
を
得

べ
し
。
（
同
所
）
是
れ
逍
遙
子
が
所
謂
管
見
の
小
世
態
を
描
く
も
の
と
、
一

身
の
哀
歡
を
歌
ふ
も
の
と
に
近
し
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
は
理
想
派
、
實
際
派
の
別
を
認
め
ず
。
彼
は
抽
象
を
棄
て
ゝ

結
象
を
取
り
、
類
想
を
卑
み
て
個
想
を
尊
め
り
。
嘗
て
美
術
の
革
命
を
説
い
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て
い
は
く
。
革
命
者
實
際
主
義
と
い
ひ
、
自
然
主
義
と
い
ふ
も
の
を
奉
ず
る

は
、
其
假
面
の
み
。
自
然
に
は
個
物
あ
り
て
類
な
し
。
こ
の
故
に
美
術
を
以

て
模
傚
と
な
す
は
、
固
よ
り
謬
見
な
れ
ど
、
其
謬
見
中
に
て
は
自
然
を
模
傚

せ
む
と
す
る
こ
そ
抽
象
し
た
る
類
型
を
模
傚
せ
む
と
す
る
に
優
り
た
れ
。
類

に
は
實
な
く
し
て
個
物
に
は
實
あ
り
。
こ
の
故
に
極
致
を
み
だ
り
な
り
と
し

て
、
實
を
美
術
の
材
に
せ
む
と
す
る
も
の
は
、
お
の
づ
か
ら
類
想
を 

遠  

離 

と
ほ
ざ
か

り
て
個
想
に
近
寄
ら
む
と
す
。
革
命
者
の
勢
力
は
其
源
、
小
天
地
想
に
在
り
。

そ
の
妄
な
り
と
し
て
棄
て
し
極
致
は
類
の
極
致
の
み
。
革
命
者
は
類
の
極
致

の
外
、
別
に
個
物
の
極
致
あ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
美
は
實
を
離
れ
た

る
映
象
な
れ
ば
、
美
術
に
實
を
取
ら
む
や
う
な
し
。
想
の
相
を
な
す
と
き
、

實
に
似
た
る
こ
と
あ
る
は
、
偶
然
の
み
。
個
物
の
美
、
類
の
美
よ
り
美
な
る
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は
、
實
に
近
き
た
め
に
あ
ら
ず
。
實
の
美
な
る
こ
と
類
美
の
作
よ
り
甚
し
き

は
、
實
の
結
象
し
た
る
個
物
に
適
へ
る
こ
と
作
に
勝
り
た
れ
ば
な
り
。
（
審

美
學
下
卷
一
八
八
及
一
八
九
面
）

　
わ
れ
お
も
ふ
に
所
謂
理
想
主
義
を
叙
情
詩
の
門
の
專
有
に
歸
し
、
所
謂
實

際
主
義
を
叙
事
詩
の
門
の
專
有
に
歸
す
る
如
き
は
恐
ら
く
は
妥
お
だ
や
かな
ら
ざ
る
論

な
ら
む
。
理
想
主
義
の
類
想
を
宗
と
す
る
弊
、
實
際
主
義
の
個
想
を
宗
と
す

る
利
、
い
づ
れ
も
叙
情
詩
、
叙
事
詩
、
戲
曲
の
三
門
を
通
じ
て
見
る
べ
き
も

の
な
り
。
お
も
な
る
事
を
少
し
擧
げ
て
、
詩
の
映
象 

躍  

如 

や
く
じ
よ

た
る
理
想
主
義

の
利
と
、
瑣さ
事じ
を
數
ふ
る
こ
と
多
く
し
て
聽
者
を
倦う
ま
し
む
る
實
際
主
義
の

弊
と
も
亦
然
な
り
。
（
下
卷
七
一
八
面
）
逍
遙
子
が
ホ
オ
マ
ア
、
シ
エ
ク
ス

ピ
イ
ヤ
、
ギ
ヨ
オ
テ
の
三
家
を
世
相
派
の
實
際
主
義
を
秉と
る
も
の
に
列
せ
し
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は
、
ゴ
ツ
ト
シ
ヤ
ル
が
お
な
じ
三
家
に
ジ
ヤ
ン
・
ポ
オ
ル
を
加
へ
て
實
を
役

す
る
理
想
主
義
、
即
ち
眞
の
實
際
主
義
を
秉
る
も
の
と
せ
し
と
、
殆
符
節
を

合
す
る
如
し
。
（
詩
學
上
卷
一
〇
二
面
）
若
實
際
主
義
に
し
て
叙
事
詩
の
門

の
專
有
に
歸
す
べ
き
も
の
な
ら
ば
、
此
群
に
入
り
た
る
ギ
ヨ
オ
テ
は
、
こ
こ

に
洩も
れ
た
る
シ
ル
レ
ル
な
ど
よ
り
立
超
え
た
る
叙
情
詩
の
大
家
た
ら
む
樣
な

か
る
べ
き
を
や
。
（
姑
し
ば
らく
フ
イ
ツ
シ
エ
ル
に
據
る
、
審
美
學
三
の
卷
一
三
五

二
面
）

　
逍
遙
子
は
叙
情
、
世
相
の
二
派
を
立
て
た
る
標
準
を
以
て
、
我
國
の
節
奏

文
を
批
評
し
、
上
は
短
歌
、
長
歌
よ
り
下
は
連
歌
、 

俳  

諧 

は
い
か
い

、
謠
曲
、
淨  

じ
や
う

瑠 

璃 

る
り

に
至
る
ま
で
、
（
淨
瑠
璃
の
あ
る
部
分
を
除
く
外
は
）
お
ほ
む
ね
理

想
詩
（
叙
情
派
）
に
屬
す
と
い
ひ
て
、
世
相
派
の
詩
少
き
を
歎なげ
き
つ
。
こ
ゝ
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に
所
謂
理
想
詩
を
ば
、
類
想
詩
と
解
し
て
も
善
か
る
べ
く
、
又
（
謠
曲
、
淨

瑠
璃
を
も
除
か
ば
）
叙
情
詩
と
解
し
て
も
善
か
る
べ
し
。

　
　
因
ち
な
みに
云
ふ
。
逍
遙
子
が
梅
花
道
人
を
樂
天
詩
人
な
り
と
せ
し
は
面
白
し
。

　
　
ハ
ル
ト
マ
ン
が
詩
統
よ
り
い
ひ
て
も
、
梅
花
道
人
が
詩
は
慥たし
か
に
樂
天

　
　
詩
な
る
べ
し
。
上
に
詩
統
の
略
圖
を
示
せ
り
。

　
　

　
　
又
云
ふ
。
忍
月
居
士
は
み
づ
か
ら
ハ
ル
ト
マ
ン
を
祖
述
す
と
稱
し
な
が

　
　
ら
、
小
説
三
派
及
梅
花
詞
集
評
を
讀
み
し
と
き
は
、
忽
た
ち
ま
ち認
め
て
人
と
事

　
　
と
に
お
な
じ
お
も
さ
を
あ
た
ふ
る
も
の
と
な
し
、
（
國
會
、
人
物
と
人

　
　
事
）
忽
又
認
め
て
事
を
從
と
し
、
人
を
主
と
す
る
も
の
と
な
し
つ
る
の

　
　
み
。
（
同
新
聞
、
人
物
、
人
事
に
就
き
て
逍
遙
先
生
に
寄
す
と
題
し
た
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る
文
及
此
頃
の
文
學
界
）
か
く
て
な
ほ
ハ
ル
ト
マ
ン
を
祖
述
す
と
い
は

　
　
む
は
い
と
な
ん  

影    

護  

う
し
ろ
め
た

か
る
べ
き
。

　
逍
遙
子
が
前
の
三
派
、
後
の
二
派
に
就
き
て
は
既
に
論
じ
畢をは
ん
ぬ
。
こ
れ

よ
り
は
其
批
評
の
標
準
を
措
い
て
、
其
批
評
の
手
段
に
及
ば
む
。

　
逍
遙
子
お
も
へ
ら
く
。
批
評
は
著
作
の
本
旨
の
所
在
を
發
揮
す
る
こ
と
を

も
て
專
と
す
べ
し
。
歸
納
的
な
る
べ
し
。
沒
理
想
的
な
る
べ
し
。
モ
オ
ル
ト

ン
が
唱
ふ
る
如
く
、
科
學
的
な
る
べ
し
。
標
準
に 

拘  

泥 

こ
う
で
い

す
る
こ
と
な
か
れ
。

手
前
勘
の
理
想
を
荷かつ
ぎ
ま
は
る
こ
と
な
か
れ
。
嗜
好
し
か
う
に
あ
や
ま
た
る
ゝ
こ
と

な
か
れ
。
演
繹
的
な
る
こ
と
な
か
れ
。
芋
蟲
一
疋
を
解
剖
す
る
に
も
、
人
間

を
解
剖
す
る
に
お
な
じ
く
、
其
間
に
上
下
優
劣
を
お
か
ぬ
動
物
學
者
の
心
こ

そ
頼
も
し
け
れ
。
批
評
と
は
も
と 

褒  

貶 

は
う
へ
ん

の
謂いひ
に
あ
ら
ず
。
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こ
は
實
に
今
の
批
評
家
の
弊
を
撓た
む
る
論
な
り
。
唯
夫
れ
弊
を
撓
む
る
論

な
り
。
か
る
が
故
に
寖やゝ
偏
な
る
に
は
あ
ら
ず
や
と
お
も
は
る
ゝ
ふ
し
な
き
に

あ
ら
ず
。
凡
お
ほ
よそ
世
の
中
に
て
、   

觀      

察   

ベ
オ
バ
ハ
ツ
ン
グ

と
云
ひ
、   

探      

究   

フ
オ
ル
シ
ユ
ン
グ

と
云
ふ

心
の
は
た
ら
き
に
は
、
一
つ
と
し
て
歸
納
法
の
力
を
藉か
ら
ざ
る
も
の
な
し
。

人
の
著
作
を
批
評
せ
む
と
す
る
と
き
も
、
先
づ
觀
察
し
、
探
究
せ
で
は
か
な

は
じ
。
是
れ
科
學
的
手
段
な
り
。
是
れ
歸
納
的
批
評
な
り
。
然しか
は
あ
れ
ど
觀

察
し
畢
り
、
研
究
し
畢
り
て
判
斷
を
下
さ
ん
ず
る
曉
に
は
、
理
想
な
か
る
べ

け
む
や
、
標
準
な
か
る
べ
け
ん
や
。
理
想
と
は
審
美
的
觀
念
な
り
。
標
準
と

は
審
美
學
上
に
古
今
の
美
術
品
を
み
て
、
歸
納
し
得
た
る 

經 

驗 

則 

エ
ム
ピ
リ
イ

な
り
。

唯たゞ
哲
學
者
は
經
驗
則
を
經
驗
則
と
し
て
應
用
せ
ず
、
こ
れ
を
お
の
が
哲
學
統

裡
に
收
め
た
る
上
に
て
活
か
し
使
は
む
と
す
る
の
み
。
審
美
的
觀
念
は
拉
甸
ラ
テ
ン
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人
が
爭
ふ
べ
か
ら
ぬ
も
の
と
定
め
し
一
人
々
々
の
嗜
好
に
あ
ら
ず
。
學
問
上

に
あ
き
ら
め
得
た
る
趣
味
な
り
、
「
エ
ス
テ
ジ
ス
」
な
り
。
拘
泥
す
れ
ば
こ

そ
標
準
を
憎
め
。
手
前
勘
な
れ
ば
こ
そ
、
杓
子
定
規
な
れ
ば
こ
そ
理
想
を
厭
い
と

へ
。
蠋
い
も
む
しを
昆
蟲
な
り
と
い
ひ
、
拙
つ
た
なき
小
説
家
を
固
有
派
な
り
と
い
ふ
と
き
は
、

其
際
に
お
の
づ
か
ら
褒
貶
存
ず
。
是
れ
演
繹
的
批
評
な
ら
ざ
ら
む
や
は
。

　
逍
遙
子
又
い
へ
ら
く
。
批
評
家
は
猶
植
物
家
の
植
物
を
評
す
る
如
く
。
動

物
家
の
動
物
を
評
す
る
如
く
、
理
想
を
離
れ
て
其
物
を
評
す
べ
し
と
い
ふ
の

み
な
り
。
そ
れ
の
某
な
に
が
しは
世
に
益
あ
り
、
又
は
益
な
し
と
い
ふ
は
、
當
世
又
は

未
來
世
に
對
し
て
の
評
判
な
り
。
こ
れ
は
科
學
的
批
評
に
あ
ら
ず
し
て
、
實

地
應
用
批
評
な
ど
ゝ
い
ふ
べ
し
。
純
粹
評
判
と
應
用
評
判
と
は
殊
な
り
。

　
こ
れ
も
亦
今
の
批
評
家
の
弊
を
撓
む
る
論
な
り
。
そ
の
偏
な
る
が
如
き
迹
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あ
る
こ
と
は
、
上
の
歸
納
、
演
繹
の
辨
に
お
な
じ
。
わ
れ
お
も
ふ
に
お
ほ
よ

そ
世
の
中
に
、
用
と
無
用
と
の
別
ほ
ど
む
づ
か
し
き
も
の
は
あ
ら
じ
。
物    

も
の
を

 

物     
而    
責    

之    

用  

も
の
と
し
て
こ
れ
が
よ
う
を
せ
む
れ
ば
、 

用  

亦  

窮  

矣 

よ
う
も
ま
た
き
ゆ
う
す
と
東
坡
と
う
ば
外
傳
の
首
は
じ
めに
題
せ
し
西せ

  

疇 

子 

い
ち
う
し

が
言
も
お
も
は
る
ゝ
は
、
二
三
の
新
聞
の
文
學
を
視
る
こ
ゝ
ろ
の
狹

さ
な
り
。
文
學
國
を
滅
ぼ
す
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
（
讀
賣
）
文
士
は
樂
隊
の

如
し
、
事
あ
る
と
き
は
何
の
用
を
も
な
さ
ず
と
罵
る
も
の
あ
り
。
（
中
新
聞
）

美
を
度
外
に
視
る
こ
と
能
は
ざ
る
人
性
を
知
ら
ず
、
趣
味
の
高
卑
よ
り
國
民

の
文
野
分
る
ゝ
こ
と
を
知
ら
ぬ
人
々
な
れ
ば
こ
そ
、
か
ゝ
る
決
斷
を
な
す
な

ら
め
。 

如  

法 

に
よ
ほ
ふ

こ
れ
等
の
輩
に
向
ひ
て
は
、
應
用
評
判
を
斥
し
り
ぞけ
て
、
純
粹
評

判
を
勸
む
る
逍
遙
子
が
言
、
大
に
開
發
の
功
を
秦
す
る
な
る
べ
し
。
然
は
あ

れ
ど
必
ず
用
を
問
は
じ
と
い
ふ
も
科
學
的
手
段
を
講
ず
る
も
の
ゝ
迷
な
ら
ま
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し
。
動
植
を
き
は
む
る
學
者
の
心
は
、
世
の
常
の
用
を
ば
げ
に
問
は
ざ
る
べ

け
れ
ど
、
進
化
説
を
唱
ふ
る
人
は
、
微
蟲
を
解
剖
す
る
と
き
も
、
お
の
れ
が

懷いだ
け
る
説
の
旨
に
愜かな
は
む
こ
と
を
願
は
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
唯
科
學
の
公
心
あ

る
を
も
て
、
預
期
せ
し
と
こ
ろ
に
反
せ
し
事
實
を
も
、
言
は
で
止
む
ご
と
き

こ
と
な
か
ら
む
の
み
。
生
物
の
最
微
な
る
を
細
菌
と
す
。
世
界
第
一
の
細
菌

學
者
コ
ツ
ホ
は
つ
ね
に
其
徒
に
誨をし
へ
て
い
は
く
。
利
害
な
き
細
菌
を
取
り
て
、

一
々
種
を
定
め
名
を
命
ぜ
む
は
い
と
も
お
ろ
か
な
る
べ
し
と
。
さ
れ
ば  

膠  

か
う
ち

  

中  

ゆ
う

に
栽
ゑ
た
る
と
き
、
紫
色
を
見
す
る
水
中
の
細
菌
、
立
派
な
る
拉
甸
ラ
テ
ン
名

を
得
た
る
は
、
利
害
な
き
中
に
て
も
、
そ
の
紫
の
色
に
出
に
け
れ
ば
な
り
か

し
。
今
の
小
説
界
に
入
り
と
入
り
ぬ
る
人
の
作
を
取
り
て
、
一
々
蠋
を
解
く

勞
を
取
ら
む
こ
と
、
さ
り
と
て
は
難
義
な
ら
む
か
。
わ
れ
は
逍
遙
子
が
縱
令
た
と
ひ
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そ
の
量
を
せ
ば
め
ず
と
も
、
少
し
く
用
の
有
無
を
顧
み
、
利
害
な
き
「
バ
ク

テ
リ
ヤ
」
を
措お
い
て
、
蝶
に
な
る
べ
き
蠋
を
取
り
、
再
び
は
世
の
無
頼
子
に

牛
刀
鷄
を
割
く
（
文
苑
）
と
い
は
れ
ざ
ら
む
を
望
む
。

　
逍
遙
子
は
ま
た
世
の
批
評
家
が
二
千
餘
年
前
に
死
せ
し
人
の 

肋  

骨 

ろ
く
こ
つ

を
息

杖
に
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
エ
ス
な
ど
が
言
を
引
用
ゐ
る
を
笑
ひ
き
。
こ
は

眞
の
卓
見
な
り
。
然
は
あ
れ
ど
審
美
學
の
道
理
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
エ
ス

が
詩
學
に
て
早
く
も
充
分
に
發
揮
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
き
に
あ
ら
ず
。
レ
ツ

シ
ン
グ
が
ハ
ム
ブ
ル
ク
に
あ
り
て
、
二
千
零
八
十
九
年
前
に
死
せ
し
ア
リ
ス

ト
テ
レ
エ
ス
を
引
き
け
む
も
、
吾
人
が
今
年
の
文
界
に
立
ち
て
、
二
千
二
百

十
三
年
前
に
死
せ
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
エ
ス
を
引
か
む
も
、
お
そ
ら
く
は
大
な

る
け
ぢ
め
な
か
る
べ
し
。
支
那
學
者
が
道
徳
を
説
き
て
、
い
つ
も
先
王
の
道
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と
い
ふ
を
笑
ふ
も
の
は
さ
は
な
り
。
さ
れ
ど
獨
逸
ド
イ
ツ
の
民
が
い
ま
も
ユ
ス
チ
ニ

ヤ
ン
の
法
典
を  

參  

考  

律  

ズ
ブ
ジ
ヂ
エ
エ
ル

に
す
る
を
笑
ふ
を
聞
か
ず
。
是
れ
識
者
の
つ
ら

〳
〵
慮
お
も
ん
ぱ
かる
べ
き
と
こ
ろ
な
り
。
モ
オ
ル
ト
ン
は
げ
に
新
な
る
べ
し
。
セ
ン
ト

・
ブ
ウ
ウ
は
げ
に
近
か
る
べ
し
。
さ
れ
ど
ア
リ
ス
ト
テ
レ
エ
ス
も
廢
つ
べ
か

ら
ず
。

　
　
自
ら
註
す
。
梓
神
子
の
取
次
の
翁
が
言
を
、
直
に
逍
遙
子
が
言
と
せ
し

　
　
を
疑
ふ
人
も
あ
る
べ
し
。
さ
れ
ど
作
家
が
言
と
作
家
が
其
作
中
の
人
に

　
　
い
は
し
む
る
言
と
は
、
時
あ
り
て
大
差
な
き
を
ば
、
フ
イ
ツ
シ
エ
ル
も

　
　
斷
言
せ
し
こ
と
あ
り
。
（
流
俗
及
褻
語
せ
つ
ご
一
四
七
面
）
況
い
は
んや
逍
遙
子
は
さ
ゝ

　
　
の
や
み
ど
り
に
對
し
て
、
わ
が
批
評
に
關
し
て
の
意
見
は
、
近
頃
の
讀

　
　
賣
新
聞
に
、
戲
文
も
て
ほ
ゞ
い
ひ
顯
し
お
き
ぬ
と
い
ひ
し
を
や
。
（
文
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苑
、
明
治
二
十
四
年
九
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
二
十
四
年
九
月
）

　
　
　
早
稻
田
文
學
の
沒
理
想

　
逍
遙
子
こ
の
頃
記
實
家
と
な
り
て
時
文
評
論
を
作
る
。
時
文
評
論
と
は
早

稻
田
文
學
の
一
欄
に
し
て
、
現
實
を
記
す
る
を
旨
と
す
る
も
の
な
り
。
逍
遙

子
は
何
故
に
記
實
家
と
な
り
た
る
か
。
曰
く
談
理
を
嫌きら
ひ
て
な
り
。
逍
遙
子

は
何
故
に
談
理
を
嫌
へ
る
か
。
曰
く
理
の
實
よ
り
小
な
ら
む
こ
と
を
慮
お
も
ん
ぱ
かり
て

な
り
、
理
想
世
界
の
現
實
世
界
よ
り
狹
か
ら
む
こ
と
を
思
議
し
て
な
り
。
そ

の
言
に
い
へ
ら
く
。
今
の
談
理
家
の
言
ふ
と
こ
ろ
は
空
漠
に
し
て
、
そ
の
見
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る
と
こ
ろ
は
獨
斷
に
過
ぎ
ず
。
今
の
談
理
家
は
お
の
〳
〵
お
の
が
方
寸
の
小

宇
宙
に  

彷    

徨  

は
う
く
わ
う

逍
遙
し
て
、
我
が
思
ふ
と
こ
ろ
の
み
を
正
し
と
し
、
こ
れ

を
尺
度
と
し
て
大
世
界
の
事
を
裁
斷
せ
ん
と
す
。
そ
の
さ
ま
恰
あ
た
かも
未
だ
巨
人

島
に
わ
た
ら
ぬ
ガ
リ
ワ
ル
の
如
く
、
ま
た
未
だ
ガ
リ
ワ
ル
を
見
ざ
る
「
リ
リ

ピ
ユ
ウ
シ
ヤ
ン
」
の
如
く
、
豕
ゐ
の
こを
抱
い
て
臭
き
こ
と
を
忘
れ
、
古
井
の
底
に

栖す
み
て
天
を
窺
う
か
ゞふ
。
か
ゝ
る
小
理
想
家
の
説
く
と
こ
ろ
何
の
や
く
に
か
立
た

む
と
。

　
逍
遙
子
は
か
く
理
を
談
ず
る
こ
と
を
斥
け
た
り
。
さ
れ
ど
そ
の
理
を
談
ぜ

ざ
る
は
、
談
ぜ
ざ
る
を
以
て
談
ず
る
な
り
。
そ
の
作
る
と
こ
ろ
の
時
文
評
論

は
評
論
に
あ
ら
ざ
る
評
論
た
ら
む
と
す
。
そ
の
人
を
教
ふ
る
手
段
に
い
は
く
。

我
は
實
を
記
し
て
汝
な
ん
ぢに
歸
納
の
材
を
與
ふ
。
汝
が
眼
、
汝
が
心
は
お
の
づ
か
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ら
こ
れ
を
歸
納
し
て
、
明
治
文
學
の
活
機
を
悟
り
、
以
て
明
治
文
學
大
歸
一

大
調
和
の
策
を
立
て
よ
。
汝
の
機
を
悟
り
策
を
立
つ
る
こ
と
を
得
る
に
至
る

は
、
或
は
遲
か
ら
む
。
そ
は
我
手
段
の
劇
藥
な
ら
ざ
る
た
め
な
り
、
持
藥
た

る
た
め
な
り
と
。

　
時
文
評
論
を
讀
む
人
は
、
い
づ
れ
の
處
よ
り
か
此
大
歸
納
力
を
得
來
た
る

べ
き
。
い
は
く
心
中
沒
理
想
こ
れ
な
り
。
時
文
評
論
を
書
く
人
は
、
い
づ
れ

の
處
よ
り
か
そ
の
大
記
實
法
を
得
來
る
べ
き
。
い
は
く
常
識
こ
れ
な
り
、
常

見
こ
れ
な
り
。

　
常
識
、
常
見
の
何
物
な
る
か
は
、
よ
く
も
知
ら
ず
。
逍
遙
子
は
た
ゞ
「
コ

ン
モ
ン
、
セ
ン
ス
」
と
い
ふ
一
英
語
を
示
し
ゝ
の
み
な
れ
ば
な
り
。
沒
理
想

の
何
物
な
る
か
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
脚
本
評
註
の
緒
言
に
見
え
た
り
。
そ
の
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言
に
い
は
く
。
進
化
は
無
心
な
り
。
自
然
は
善
惡
の
い
づ
れ
に
も
偏
か
た
より
た
り

と
は
見
え
ず
。
固
よ
り
意
地
わ
る
き
繼
母
の
如
き
も
の
と
も
見
え
ね
ば
、
慈

母
と
も
見
え
ず
。
さ
る
に
數
奇
失
意
の
人
は
造
化
を
怨
み
、
自
然
を
憤
り
て
、

此
世
を
穢ゑ
土ど
と
罵
の
ゝ
しり
、
苦
界
と
誚そし
る
な
り
。
さ
て
亦
得
意
の
人
は
こ
れ
に
反

し
て
造
化
を
情
深
き
慈
母
の
や
う
に
お
も
ひ
て
、
此
世
を
樂
園
と
お
も
へ
り
。

  

必    

竟  

ひ
つ
き
や
う

人
々
の 
思  
做 

お
も
ひ
な

し
次
第
に
て
、
苦
と
も
樂
と
も
見
ら
る
ゝ
が
自
然

の
本
相
な
り
。
此
故
に
造
化
の
作
用
を
解
釋
す
る
に
、
彼
宿
命
教
の
旨
を
以

て
す
る
も
解
し
得
べ
く
、
又
耶
蘇
教

や
そ
け
う

の
旨
を
以
て
す
る
も
解
し
得
べ
し
。
其

他
老
、
莊
、
楊
、
墨
、
儒
、
佛
若
く
は
古
今
東
西
の
哲
學
者
が
お
も
ひ
〳
〵

の
見
解
も
、
こ
れ
を
造
化
に
あ
て
は
め
て
、
強
あ
な
がち
當
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
否
、

造
化
と
い
ふ
も
の
は
、
此
等
無
數
の
解
釋
を
悉
こ
と
／
″
＼く
容
れ
て
も
餘
あ
る
な
り
。
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祇  

園  

精  

舍 
ぎ
を
ん
し
や
う
じ
や

の
鐘
の
聲
、
浮ふ
屠と
氏し
は
聞
き
て
寂
滅
爲
樂
の
響
な
り
と
い
ふ

べ
き
が
、 

待  

宵 

ま
つ
よ
ひ

に
は
情
人
が
何
と
聞
く
ら
む
。
沙
羅
雙
樹

さ
ら
さ
う
じ
ゆ
の
花
の
色
、
厭

世
の
目
に
は
諸
行
無
常
の
形
と
も
見
ゆ
ら
む
が
、
愁
う
れ
ひを
知
ら
ぬ
乙
女
お
と
め
は
何
さ

ま
に
眺
む
ら
む
、
要
す
る
に
造
化
の
本
意
は
人
未
だ
こ
れ
を
得
知
ら
ず
、
只

お
の
れ
に
愁
の
心
あ
り
て
秋
の
哀
あ
は
れを
知
り
、
前
に
其
心
樂
し
く
し
て
春
の
花

鳥
を
樂
し
と
見
る
の
み
と
。

　
造
化
既
に
沒
理
想
な
り
。
造
化
に
似
た
る
沒
理
想
の
詩
を
作
る
も
の
は
大

詩
人
な
る
べ
し
。
こ
ゝ
に
於
い
て
や
人
に
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
を
取
り
、
體

に
は
「
ド
ラ
マ
」
を
取
る
。
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
バ
イ
ロ
ン
、
ス
ヰ
フ
ト
よ

り
大
な
る
は
彼
は
理
想
な
く
、
此
は
お
の
が
理
想
を
あ
ら
は
せ
ば
な
り
。

「
ド
ラ
マ
」
の
小
説
よ
り
全
き
は
、
彼
は
理
想
な
く
、
此
は
作
者
の
理
想
を
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含
み
た
れ
ば
な
り
。
作
者
能
く
理
想
な
き
に
至
る
と
き
は
、
人
に
神
の
如
く

に
も
お
も
は
れ
、
聖
人
の
如
く
に
も
お
も
は
れ
、
至
人
の
如
く
に
も
お
も
は

る
べ
し
。
近
松
も
沒
理
想
な
り
。
彼
も
境
遇
次
第
に
て
は
、
た
と
ひ
シ
エ
ク

ス
ピ
イ
ヤ
に
は
及
ば
ず
と
す
る
も
、
我
國
の
淨
瑠
璃
作
者
に
て
終
ら
む
よ
り

は
逈
は
る
かに
優
り
た
る
位
地
に
上
り
ぬ
ら
む
。
「
キ
ン
グ
、
リ
ヤ
ア
」
の
悲
劇
は

馬
琴
の
作
に
似
て
勸
懲
の
旨
意
い
と
著しる
く
見
え
た
れ
ど
も
、
作
者
み
づ
か
ら

が
評
論
の
詞
、
絶
え
て
篇
中
に
な
き
ゆ
ゑ
、
見
る
も
の
ゝ
理
想
次
第
に
て
強
あ
な
が

ち
勸
懲
の
作
と
見
做
す
を
要
せ
ず
、
別
に
解
釋
を
加
ふ
る
こ
と
自
在
な
り
。

然
る
に
曲
亭
の
作
を
見
れ
ば
、
例
へ
ば 
蟇  

六 
が
ま
ろ
く

夫
婦
の
性
格
の
如
き
、
頗
す
こ
ぶる

自
然
に
似
て
活
動
し
た
れ
ど
も
、
作
者
叙
事
の
間
に
て
明
あ
き
ら
かに
勸
懲
の
旨
な
り

と
い
へ
れ
ば
、
人
も
亦
こ
れ
を
沒
理
想
と
評
す
る
こ
と
能
は
ず
と
。
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夫
れ
造
化
既
に
沒
理
想
な
り
、
作
者
と
詩
と
皆
沒
理
想
に
な
り
た
れ
ば
、

逍
遙
子
が
沒
理
想
の
時
文
評
論
を
作
れ
る
も
宜むべ
な
り
。
世
の
批
評
家
は
お
ほ

し
と
い
へ
ど
も
、
逍
遙
子
が
こ
た
び
の
大
議
論
を
聞
き
て
は
、
皆
口
を
つ
ぐ

ん
で
物
言
は
ず
。 

偶  

々 
た
ま
〳
〵

物
言
ふ
人
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
唯
賞
讃
の
こ
と
葉

を
重
ね
て
、
眞
價
を
秤
ら
む
と
す
る
に
至
ら
ず
。
（
青
年
文
學
第
一
の
成
語
）

平
生
批
評
を
專
も
つ
ぱ
らに
せ
ざ
る
人
々
の
中
に
は
、
多
少
こ
れ
に
對
し
て
意
見
を
述

べ
た
る
人
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
大
抵
片 

言 

隻 

句 

へ
ん
げ
ん
せ
き
く

に
し
て
、
人
の
心
を
あ
か

し
む
る
に
由
な
し
。
お
の
れ
も
大
同
小
異
の
見
を
懷
い
た
れ
ば
、
自
然
、
沒

理
想
の
論
に
少
か
ら
ぬ
同
意
を
表
し
た
し
と
い
ふ
は
美
妙
齋
な
り
。
（
國
民

新
聞
）
讀
者
の
沒
理
想
を
た
の
み
て
、
時
文
評
論
を
評
論
な
ら
ぬ
評
論
と
な

し
、
記
實
と
な
す
と
聽
き
て
、
こ
れ
に
服
し
た
る
は
漣
さ
ゞ
な
み山
人
な
り
。
（
讀
賣
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新
聞
）
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
を
沒
理
想
と
す
る
論
、
若
し
逍
遙
子
が
獨
造
の
見

な
ら
ば
、
こ
れ
を
歐
文
に
譯
し
て
歐
人
に
見
せ
ま
ほ
し
と
い
ふ
は
抱
一
庵
主

人
な
り
。
（
報
知
新
聞
）
こ
の
三
人
は
お
も
な
る
讃
者
な
る
べ
し
。
撫
象
子

の
い
は
く
。
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
理
想
は
い
と
大
き
や
か
な
り
し
を
見
て
、

沒
理
想
な
り
と
い
ふ
は
誤
な
り
。
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
は
豫
言
者
な
り
き
。
豫

言
者
と
は
大
理
想
家
を
い
ふ
な
り
と
。
（
女
學
雜
誌
第
二
九
〇
號
）
こ
れ
を

一
人
の
難
者
と
す
。
不
知
庵
主
人
の
い
は
く
。
沒
理
想
は
極
め
て
好
文
字
な

り
。
然
れ
ど
も
春
の
屋
は
沒
理
想
と
い
ふ
理
想
を
立
て
た
る
な
り
。
是
れ
或
あ
る
ひ

は
眞
理
に
近
か
ら
む
か
は
知
ら
ね
ど
、
わ
れ
未
だ
遽
に
は
かに
同
意
す
る
こ
と
を
得

ず
と
。
（
國
民
新
聞
）
こ
れ
を
一
人
の 
蜘 
蟵 

者 
ち
ち
ゆ
し
や

と
す
。
實
を
記
し
て
評
論

に
代
ふ
る
逍
遙
子
が
趣
意
に
漣
山
人
の
服
せ
し
を
、
特
書
し
て
表
あ
ら
はし
い
だ
し
ゝ

49



正
直
正
太
夫
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
（
國
會
）
こ
れ
を
一
人
の
傍
觀
者
と
す
。

　
こ
ゝ
に
烏
有
う
い
う
先
生
と
い
ふ
談
理
家
あ
り
け
り
。
理
を
談
ず
る
こ
と
を
旨
と

す
る
一
大
文
學
雜
誌
を
發
行
せ
む
と
お
も
へ
ど
も
未
だ
果
さ
ず
。
烏
有
先
生

は
何
故
に
談
理
家
と
な
り
ぬ
る
か
。
曰
く
記
實
に
あ
か
で
な
り
。
烏
有
先
生

は
何
故
に
記
實
に
あ
か
ざ
る
か
。
曰
く
萬
有
と
萬
念
と
一
に
歸
せ
し
む
べ
き

こ
と
を
お
も
ひ
て
な
り
。
造
化
の
無
理
性
に
し
て
ま
た
有
理
性
な
る
を
思
議

し
て
な
り
。
そ
の
言
に
い
へ
ら
く
。
物
に
逢
ひ
て
美
を
感
じ
、
物
を
造
り
て

美
を
な
す
。
是
れ
評
者
と
作
者
と
の
境
界
な
り
、
美
術
の
境
界
な
り
、
文
學

の
境
界
な
り
。
美
は
こ
れ
を
拆
い
て
繁
き
意
義
と
な
し
、
こ
れ
を
統
べ
て
深

き
考
思
と
な
す
べ
し
。
羅
馬
ロ
オ
マ
な
る 

聖  

彼  
得  
寺 

サ
ン
ト
、
ペ
エ
ト
ル

塔
を
觀
て
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
エ

ロ
が
作
り
し 

雛  

形 

ひ
な
が
た

の
美
に
驚
く
は
、
建
築
を
視
る
眼
あ
る
も
の
ゝ
皆
能
く
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す
る
と
こ
ろ
な
る
べ
し
。
こ
れ
を
美
な
り
と
記しる
さ
ば
、
記
實
者
の
役
濟
む
べ

け
れ
ど
、
談
理
者
は
そ
れ
に
て
足
れ
り
と
す
べ
か
ら
ず
。
か
の
佛
朗
西

フ
ラ
ン
ス

人
そ

れ
が
し
が
如
く
、
高
等  

靜    

論  

ス
タ
チ
ツ
ク

の
算
法
に
よ
り
て
古
人
が
不
用
意
に
し
て

   

靜      

性   

ス
タ
ビ
リ
テ
エ
ト

の
極
處
に
至
れ
る
を
看
破
し
て
こ
そ
、
そ
の
美
な
る
所
以
を
知

る
べ
き
な
れ
。
ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ
が
樂
調
の
美
を
知
る
を
無
意
識
中
の
算
術
と

い
ひ
し
も
お
な
じ
談
理
の
境
な
り
、
若
し
美
の
義
こ
ゝ
ろを
碎
い
て 

理  

に  

入  

る 

ダ
ス
、
ロ
オ
ギ
ツ
シ
エ

こ
と
あ
ら
ず
は
、
審
美
學
は
起
ら
ざ
る
べ
し
。
ま
だ
巨
人
島
を
見
ざ
る
ガ
リ

ワ
ル
が
實
を
知
る
こ
と
の
小
な
る
は
ま
こ
と
に
を
か
し
か
る
べ
け
れ
ど
、
い

ま
だ
理
に
通
ぜ
ざ
る
た
め
に 

論  
理 

ロ
ギ
ツ
ク

を
あ
や
ま
り
た
る
批
評
を
な
す
人
あ
ら

ば
、
こ
れ
も
可
笑
し
か
ら
む
。
逍
遙
子
が
記
實
の
文
を
讀
む
に
は
、
大
歸
納

力
を
具
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
烏
有
先
生
が
談
理
の
言
を
聞
く
に
は
、
當
り
ま
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へ
の
理
解
力
を
備
ふ
る
の
み
に
て
足
れ
り
。

　
烏
有
先
生
は
逍
遙
子
が
常
識
を
貴
む
を
聞
き
て
、
こ
れ
を
難
じ
て
い
は
く
。

シ
ヤ
フ
ツ
ベ
リ
イ
が
内
官
論
は
ふ
り
た
り
。
リ
イ
ド
が
常
識
も
今
の
哲
學
の

程
度
よ
り
見
る
と
き
は
、
お
そ
ら
く
は
取
る
に
足
ら
ざ
る
べ
し
。
蓋
常
識
は

凡
識
と
相
隣
せ
り
。
變
を
斥
し
り
ぞく
る
は
よ
け
れ
ど
、
非
凡
を
容
れ
ざ
る
は
わ
る

か
る
べ
し
。
國
利
民
福
を
も
と
む
る
便
た
つ
きを
知
ら
む
と
な
ら
ば
、
政
治
家
と
し

て
常
識
を
説
き
て
も
善
か
る
べ
く
、
經
濟
家
と
し
て
常
見
を
唱
へ
て
も
善
か

る
べ
け
れ
ど
、
常
識
は 

基  

督 

キ
リ
ス
ト

を
生
ぜ
ず
、
常
見
は
釋
迦
し
や
か
を
成
さ
ず
、
「
コ

ン
モ
ン
、
セ
ン
ス
」
の
間
に
は
一
個
の
大
詩
人
を
着
く
べ
き
と
こ
ろ
だ
に
あ

ら
ざ
る
べ
し
と
。

　
烏
有
先
生
は
ま
た
逍
遙
子
が
沒
理
想
の
論
を
駁
し
て
い
は
く
。
世
界
は
ひ
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と
り
實
レ
ア
ヽ
ルな
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
想
イ
デ
エの
み
ち
〳
〵
た
る
あ
り
。
逍
遙
子
は
沒

理
性
界
（
意ヰ
志ル
界レ
）
を
見
て  

理  

性  

界  

フ
エ
ル
ヌ
ン
フ
ト

を
見
ず
。  

意  

識  

界  

ベ
ウ
ス
ト
ザ
イ
ン

を
見
て
無

意
識
界
を
見
ず
。
意
識
生
じ
て
主
觀
と
客
觀
と
纔
に
分
か
る
ゝ
所
以
を
お
も

は
ず
。
老
、
莊
、
揚
、
墨
、
孔
丘
、
釋
迦
、
其
他
古
今
の
哲
學
者
が
觀み
得え
た

る
世
界
を
小
な
り
と
し
て
、
自
ら
片
輪
な
る
世
界
を
造
ら
む
は
果は
敢か
な
き
す

さ
み
な
ら
ま
し
。
後
天
に
の
み
注
げ
る
眼
は
ダ
ル
ヰ
ン
が
論
を
守
り
て
も
事

足
る
べ
け
れ
ど
そ
れ
に
て
造
化
は
盡
さ
れ
ず
。
棘
い
ば
らは
誰
か
磨
き
成
し
た
る
。

羽
は
誰
か
畫ゑが
き
成
し
た
る
。
棘
の
同
じ
さ
ま
な
る
は
姑
く
置
か
む
。
孔
雀
の

羽
の
い
ろ
〳
〵
は
そ
の
翰ね
よ
り
受
く
る
養
や
し
な
ひお
な
じ
き
に
、
色
彩
の
變
化
は
一ひ

   

本 

と
も
と
ご
と
に
殊
な
り
。
そ
の
相
殊
な
る
色
彩
の
合がつ
し
て
渾
身
の
紋
理
を
な
す

は
、
先
天
の
理
想
に
は
あ
ら
ざ
る
か
と
。
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烏
有
先
生
既
に
理
性
界
を
觀み
、
無
意
識
界
を
觀
て
、
美
の
理
想
あ
り
と
い

ひ
、
又
こ
れ
に
適
へ
る
極
致
あ
り
と
い
へ
り
。
さ
れ
ば
と
て
先
生
は
い
に
し

へ
の
人
の
立
て
し
抽
象
理
想
論
の 

迂  

濶 

う
く
わ
つ

な
る
跡
を
追
は
む
と
に
も
あ
ら
ず
、

ま
た
こ
の
世
紀
の
生
理
、
心
理
の
新
果
實
を
容
れ
ざ
る
に
も
あ
ら
ず
。
そ
の

言
に
い
へ
ら
く
。
祇
園
精
舍
の
鐘
の
聲
、
沙
羅
雙
樹
の
花
の
色
。
彼
を
聞
い

て
寂
滅
爲
樂
を
感
ず
る
も
の
あ
れ
ば
、
ま
た
待
人
こ
ひ
し
と
か
こ
つ
も
の
あ

り
。
此
を
見
て
諸
行
無
常
と
觀
ず
る
も
の
あ
れ
ば
、
ま
た
ひ
た
す
ら
に
愛め
で

た
が
る
も
の
も
あ
る
べ
し
。
さ
れ
ど
先
づ
實
相
々
々
と
追
ひ
行
き
た
る
極
端

に
達
し
て
、
人
間
の
官
能
を
除
き
去
り
て
お
も
へ
。
聲
は
も
と
聲
な
ら
ず
、

色
は
も
と
色
な
ら
ず
。
聲
も
色
も
分
子
の
動
き
ざ
ま
の
相
殊
な
る
の
み
。
純

粹
な
る
實
相
に
は
聲
も
な
く
、
色
も
な
し
。
さ
て
一
歩
を
ゆ
づ
り
て
、
人
間
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の
官
能
聲
を
成
す
べ
き
分
子
の
波
を
耳
に
受
け
て
、
是
れ
聲
な
り
と
い
ひ
、

色
を
成
す
べ
き
分
子
の
波
を
目
に
受
け
て
、
是
れ
色
な
り
と
い
ふ
。
こ
れ
す

な
は
ち
意
識
界
な
り
。
祇
園
精
舍
の
鐘
わ
れ
が
ね
な
ら
ば
、
聞
く
も
の
こ
れ

を
厭いと
は
し
と
し
、
わ
れ
鐘がね
な
ら
ず
ば
好この
ま
し
と
せ
む
。
沙
羅
雙
樹
の
花
萎しほ
れ

ば
な
な
ら
ば
、
見
る
人
こ
れ
よ
り
去
り
、
し
ほ
れ
花
な
ら
ず
ば
こ
れ
に
就
か

む
。
厭
は
し
と
し
て
去
り
、
好
ま
し
と
し
て
就
く
。
こ
れ
猶
後
天
よ
り
來
れ

る
決
斷
な
り
。
さ
ば
れ
破やれ
が
ね
な
ら
ぬ
祇
園
精
舍
の
鐘
を
聞
く
も
の
は
、
待

人
戀
ひ
し
と
も
お
も
ひ
、
寂
滅
爲
樂
と
も
感
ず
べ
け
れ
ど
、
其
聲
の
美
に
感

ず
る
は
一
な
り
。
沙
羅
雙
樹
の
花
の
色
を
見
る
も
の
は
、
諸
行
無
常
と
も
感

じ
、
ま
た 

只  

管 

ひ
た
す
ら

に
め
で
た
し
と
も
眺
む
め
れ
ど
、
其
色
の
美
に
感
ず
る
は

一
つ
な
り
。
こ
の
聲
、
こ
の
色
を
ま
こ
と
に
美
な
り
と
は
、
耳
あ
り
て
能
く
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聞
く
た
め
に
感
ず
る
に
あ
ら
ず
、
目
あ
り
て
能
く
視
る
た
め
に
感
ず
る
に
あ

ら
ず
。
先
天
の
理
想
は
こ
の
時
暗
中
よ
り
躍をど
り
出
で
ゝ
此
聲
美
な
り
、
こ
の

色
美
な
り
と
叫
ぶ
な
り
。
こ
れ  

感    

納    

性  

レ
チ
エ
プ
チ
ヰ
テ
エ
ト
の
上
の
理
想
に
あ
ら
ず
や
。

　
い
か
に
珍
ら
し
き
樂
に
も
自
然
な
ら
ぬ
聲
は
な
く
、
い
か
に
め
で
た
き
畫

に
も
自
然
な
ら
ぬ
色
は
な
し
。
意
識
の
中
に
聲
を
調
へ
て
も
樂
と
な
す
べ
く
、

意
識
の
中
に
色
を
施
し
て
も
畫
と
な
す
べ
き
は
言
ふ
ま
で
も
あ
ら
じ
。
さ
れ

ど
モ
ツ
ア
ル
ト
は
み
づ
か
ら
美
し
く
強
き
夢
の
裡うち
よ
り
其
調
を
得
た
り
と
い

へ
り
。
こ
は
畫
工
の
上
に
も
詩
人
の
上
に
も
あ
る
こ
と
に
て
、
所
謂    

神    

イ
ン
ス
ピ

    

來    

ラ
チ
オ
ン

即
是
な
り
。
眞
の
美
術
家
の
製
作
は
無
意
識
の
邊
よ
り
來
る
。
こ
れ

  

製    

作    

性  

プ
ロ
ヅ
ク
チ
ヰ
テ
エ
ト
の
上
の
理
想
に
あ
ら
ず
や
。

　
若
し
沒
理
想
を
説
く
人
の
い
へ
る
が
如
く
、
言
葉
の
う
ち
に
お
の
が
理
想
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の
あ
ら
は
れ
ざ
る
戲
曲
に
長
ず
る
た
め
に
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
大
な
り
、
お
の

が
理
想
の
あ
ら
は
る
ゝ
叙
情
詩
若
く
は
小
説
に
長
ず
る
た
め
に
バ
イ
ロ
ン
、

ス
ヰ
フ
ト
小
な
り
と
い
は
ゞ
、
こ
れ
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
と
バ
イ
ロ
ン
と
ス
ヰ

フ
ト
と
た
ま
〳
〵
其
詩
體
を
殊
に
せ
し
た
め
に
大
小
の
別
生
じ
た
る
の
み
に

て
、
そ
の
本
來
の
才
分
境
地
に
は
大
小
な
か
る
べ
し
。
そ
が
上
に
戲
曲
に
理

想
あ
ら
は
れ
ず
、
叙
情
詩
若
し
く
は
小
説
に
理
想
あ
ら
は
る
と
い
ふ
は
、
戲

曲
に
あ
ら
は
る
ゝ
客
觀
の
相
（
所
觀
）
は
叙
情
詩
若
し
く
は
小
説
に
於
け
る

よ
り
多
く
、
叙
情
詩
若
し
く
は
小
説
に
あ
ら
は
る
ゝ
主
觀
の
感
は
戲
曲
に
於

け
る
よ
り
多
き
が
た
め
に
し
か
お
も
は
る
ゝ
の
み
に
し
て
、
其
實
は
戲
曲
に

も
、
叙
情
詩
若
し
く
は
小
説
に
も
、
作
者
の
理
想
、
作
者
の
極
致
は
あ
ら
は

る
ゝ
な
り
。
唯
其
理
想
は   

抽      

象   

ア
プ
ス
ト
ラ
ク
ト

に
よ
り
て
生
じ
、
模
型
に
從
ひ
て
あ
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ら
は
る
ゝ
古
理
想
家
の
類
想
に
あ
ら
ず
し
て
、  

結    

象  

コ
ン
ク
レ
エ
ト
し
て
生
じ
、
無
意

識
の
邊
よ
り
躍
り
出
づ
る
個
想
な
り
、
小
天
地
想
な
り
。
大
詩
人
の
神
の
如

く
、
聖
人
の
如
く
、
至
人
の
如
く
お
も
は
る
ゝ
は
理
想
な
き
が
た
め
な
ら
ず
、

そ
の
理
想
の
個
想
な
る
た
め
な
り
、
小
天
地
想
な
る
た
め
な
り
。    

太        

ダ
ス
、
ア
プ
ゾ

虚    

ル
ウ
テ
の
無
意
識
中
よ
り
意
識
界
に
取
り
繼
が
れ
ず
し
て
生
れ
た
る
造
化
と
、

お
な
じ
無
意
識
中
よ
り
作
者
（
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
）
の
意
識
界
を
經
て
生
れ

出
で
し
詩
（
戲
曲
）
と
相
似
た
る
に
何
の
不
思
議
か
あ
ら
む
。
唯
無
意
識
中

よ
り
の
神
來
に
は
眞
の
大
詩
人
な
ら
で
は
多
く
逢
は
ず
。
是
を
以
て
シ
エ
ク

ス
ピ
イ
ヤ
が
戲
曲
古
今
に
獨
歩
す
。
さ
れ
ば
バ
イ
ロ
ン
、
ス
ヰ
フ
ト
の
と
も

が
ら
、
た
と
ひ
多
く
戲
曲
を
作
り
ぬ
と
も
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
に
お
な
じ
き

境
地
に
は
至
ら
ざ
る
べ
く
、
近
松
は
戲
曲
を
作
り
け
れ
ど
も
、
そ
の
客
觀
相
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を
あ
ら
は
し
た
る
中
に
類
想
に
近
き
と
こ
ろ
あ
れ
ば
到
底
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ

に
は
及
ば
ざ
る
べ
し
。
「
キ
ン
グ
、
リ
ヤ
ア
」
は
戲
曲
に
し
て
、
作
者
み
づ

か
ら
が
評
論
な
し
と
い
へ
ど
も
、
勸
懲
の
旨
あ
り
と
見
ば
、
し
か
見
て
も
可

な
り
。
勸
懲
の
劇
を
作
ら
む
と
し
て
、
い
た
づ
ら
に
人
物
を
な
ら
べ
、
脚
色

を
立
て
た
る
を
こ
そ
卑
い
や
しみ
も
す
べ
け
れ
、
曲
中
人
物
の
性
格
一
々
活
動
せ
る

小
天
地
想
の
作
を
ば
勸
懲
の
旨
あ
り
と
て
斥
く
る
も
の
あ
ら
む
や
。 

蟇  

六 

が
ま
ろ
く

夫
婦
が
事
に
小
天
地
想
あ
ら
は
れ
た
ら
ば
、
作
者
の
詞
こ
と
ばに
勸
懲
の
旨
あ
り
と

て
、
何
ぞ
病
と
す
る
に
足
ら
む
。

　
英
吉
利
古
今
の
文
士
戲
曲
を
作
り
し
も
の
幾
百
千
家
ぞ
。
そ
の
作
り
し
戲

曲
幾
千
萬
篇
ぞ
。
こ
の
幾
千
萬
篇
か
知
れ
ぬ
戲
曲
は
、
戲
曲
の
體
裁
と
し
て

作
者
自
ら
が
評
論
の
詞
を
ば
揷
さ
し
は
さま
ざ
り
し
な
ら
ん
、
皆
所
謂
沒
理
想
な
り
し
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な
ら
ん
。
さ
る
に
彼かの
數
百
千
家
は
そ
の
名
、
骨
と
與とも
に
朽
ち
ぬ
。
ひ
と
り
シ

エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
威
靈
今
に
い
た
る
ま
で
も
い
や
ち
こ
な
る
は
何
故
ぞ
。
彼

數
百
千
家
は
小
家
數
に
し
て
、
ひ
と
り
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
大
詩
人
た
る
は

何
故
ぞ
。
又
叙
情
詩
と
小
説
と
に
は
、
作
者
の
理
想
あ
ら
は
る
と
い
ひ
、
沒

理
想
に
至
る
こ
と
能
は
ず
と
い
は
ゞ
、
叙
情
詩
に
長
ず
る
大
詩
人
、
小
説
に

長
ず
る
大
詩
人
は
果
し
て
生
ず
べ
か
ら
ざ
る
か
。
又
叙
事
詩
の
旨
は
純
粹
な

る
客
觀
相
に
あ
れ
ば
、
そ
の
沒
理
想
に
至
り
易
き
こ
と
逈
に
戲
曲
の
上
に
あ

ら
む
に
、
沒
理
想
を
説
く
人
の
戲
曲
を
取
り
て
叙
事
詩
を
取
ら
ざ
る
は
何
故

ぞ
。
お
ほ
よ
そ
是
等
の
問
に
答
ふ
る
人
な
き
間
は
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
に
理

想
な
し
と
も
い
は
せ
ず
、
理
想
な
き
を
大
詩
人
の
本
相
な
り
と
も
い
は
せ
じ

と
、
烏
有
先
生
は
説
け
り
と
ぞ
。
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わ
れ
山
房
に
あ
り
て
興
來
れ
ば
文
を
論
ず
。
こ
の
頃
逍
遙
子
が
言
を
聞
い

て
實
を
記
す
る
こ
と
の
功
徳
く
ど
く
を
知
り
、
ま
た
烏
有
先
生
が
言
を
聞
い
て
理
を

談
ず
る
こ
と
の
利
益
を
覺さと
り
ぬ
。
逍
遙
子
が
實
を
記
す
る
は
よ
し
と
雖
い
へ
ど
も、
そ

の
記
實
に
よ
り
て
談
理
を
廢
せ
む
と
す
る
は
あ
し
か
り
な
ん
。
烏
有
先
生
が

理
を
談
ず
る
は
辯
を
好
む
に
似
た
れ
ど
も
、
そ
の
記
實
に
あ
か
ず
思
へ
る
は

無
理
な
ら
じ
。
逍
遙
子
は
早
稻
田
に
隱
れ
て
記
實
の
直
筆
を
揮
へ
。
わ
れ
は

且
ら
く
烏
有
先
生
に
代
り
て
、
山
房
に
居
て
文
を
論
ぜ
む
。

　
　
　
附
記
、
其
言
を
取
ら
ず

　
主
觀
の
情
を
卑
み
て
、
客
觀
の
相
を
尊
む
。
是こゝ
に
於おい
て
乎か
、
今
の
叙エ
事ポ
詩ス
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す
く
な
き
世
に
あ
り
て
は
戲
曲
ド
ラ
マ
を
し
て
第
一
位
に
居
ら
し
め
ざ
る
こ
と
あ
た

は
ざ
る
べ
し
。
こ
れ
を
早
稻
田
文
學
が
沒
理
想
を
説
き
て
戲
曲
を
嗜たし
む
所
以
ゆ
ゑ
ん

と
す
。
わ
れ
は
其
意
を
取
り
て
其
言
を
取
ら
ず
。
沒
理
想
は
沒
理
想
に
あ
ら

ず
し
て
、
沒
主
觀
な
れ
ば
な
り
。

　
俄
羅
斯

オ
ロ
シ
ア

の
人
ツ
ル
ゲ
ニ
エ
フ
小
説 

喧 

嘩 

買 

け
ん
く
わ
が
ひ
、
〔B

retojo'r

〕 

を
著
あ
ら
はす
。

獨
逸
の
人
ヰ
ル
ヘ
ル
ム
・
ラ
ン
ゲ
其
文
を
讀
み
て
作
者
が
喧
嘩
買
を
惡にく
み
な

が
ら
も
敢あへ
て
一
貶
辭
へ
ん
じ
を
揷
さ
し
は
さま
ざ
る
を
稱
へ
て
止
ま
ず
。
馬
琴
が
筆
力
、
能
く

蟇
六
を
寫
せ
る
に
、
猶
評
を
叙
事
の
間
に
揷
む
こ
と
を
免
れ
ざ
り
し
は
、
婦

幼
の
た
め
に
書
を
著
す
と
い
ふ
志
の
卑
き
が
た
め
な
り
。
早
稻
田
文
學
が
八

犬
傳
に
あ
き
た
ら
ざ
る
所
あ
り
と
す
る
は
、
豈あに
馬
琴
が
叙
事
の
間
に
評
を
揷

み
し
を
以
て
な
ら
ず
や
。
わ
れ
は
其
意
を
取
り
て
其
言
を
取
ら
ず
。
沒
理
想
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は
沒
理
想
に
あ
ら
ず
し
て
、
沒
揷
評
な
れ
ば
な
り
。

　
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
は
大
詩
人
な
り
。
そ
の
作
の
造
化
に
似
た
る
は
、
曲
中

の
人
物
一
々
無
意
識
界
よ
り
生
れ
い
で
ゝ
、
お
の
〳
〵
そ
の
個
想
を
具そな
へ
た

れ
ば
な
り
。
そ
の
作
の
自
然
に
似
た
る
は
、
作
者
の
才
、
樣
に
依
り
て
胡こ
盧ろ

を
畫
く
世
の
類
想
家
に
立
ち
超
え
た
り
け
れ
ば
な
り
。
早
稻
田
文
學
は
こ
れ

に
縁よ
り
て
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
を
沒
理
想
な
り
と
す
。
わ
れ
は
其
意
を
取
り

て
其
言
を
取
ら
ず
。
沒
理
想
は
沒
理
想
に
あ
ら
ず
し
て
、
沒
類
想
な
れ
ば
な

り
。

　
虚
心
に
な
り
て
世
界
を
見
よ
。
そ
こ
に
哲
學
あ
ら
む
。
平
氣
に
な
り
て
文

學
の
現
勢
を
見
よ
。
そ
こ
に
評
論
あ
ら
む
。
悟
さ
と
りは
大
道
な
り
。
學
ま
な
びは
迂
路
な

り
。
ま
こ
と
や
成
心
は
悟
の
道
の
稻
麻
竹
葦

た
う
ま
ち
く
ゐ
に
し
て
、
學
の
路
の  

荊    

棘  

け
い
き
よ
く
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な
れ
ば
、
誰
か
は
こ
れ
を
破
り
、
こ
れ
を
除
か
む
こ
と
を
欲
せ
ざ
ら
む
。
然さ

り
と
て
理
を
談
ず
る
を
聞
く
こ
と
だ
に
能
は
ざ
る
世
の 

昧  

者 

ま
い
し
や

に
、
成
心
あ

ら
せ
じ
と
願
ひ
て
、
唯
實
を
記
し
た
る
の
み
を
見
て
悟
れ
と
い
は
む
は
、
お

そ
ら
く
は
難
題
な
ら
む
。
早
稻
田
文
學
が
文
壇
の
牛
耳
を
と
り
て
大
道
を
説

く
は
善
し
。
わ
れ
豈あに
其
意
を
取
ら
ざ
ら
む
や
。
さ
れ
ど
其
言
は
則
す
な
はち
わ
が
取

ら
ざ
る
所
な
り
。
故
い
か
に
と
い
ふ
に
、
早
稻
田
文
學
は
讀
者
の
沒
理
想
を

命いの
ちに
し
て
言
を
立
つ
と
い
へ
ど
、
所
謂
沒
理
想
は
沒
理
想
に
あ
ら
ず
し
て
、

沒
成
心
な
れ
ば
な
り
。

　
わ
れ
は
早
稻
田
文
學
と
共
に
戲
曲
を
嗜たし
み
、
早
稻
田
文
學
と
共
に
叙
事
中

に
評
を
揷
ま
ざ
る
小
説
を
愛
し
、
早
稻
田
文
學
と
共
に
造
化
に
似
た
る
詩
を

好
み
、
早
稻
田
文
學
と
共
に
悟
を
貴
む
。
然
れ
ど
も
わ
れ
は
早
稻
田
文
學
と
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共
に
沒
理
想
を
説
か
ず
。
烏
有
先
生
既
に
沒
理
想
を
一
主
義
と
し
て
辨
じ
た

れ
ば
、
わ
れ
は
唯
わ
が
沒
理
想
と
い
ふ
語
を
取
ら
ざ
る
所
以
ゆ
ゑ
ん
を
言
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
二
十
四
年
十
二
月
）

　
　
　
早
稻
田
文
學
の
沒
却
理
想

　
沒
却
理
想
は
一
に
沒
理
想
と
い
ひ
、
一
に
不
見
理
想
と
い
ひ
、
一
に
如
是

理
想
本
來
空
と
い
ひ
、
一
に
平
等
理
想
と
い
ふ
。
其
要
は
理
想
を
沒
却
し
、

埋
沒
し
て
、
こ
れ
を
見
ざ
ら
む
と
し
、
衆
理
想
の
本
來
空
な
る
を
説
く
に
あ

り
と
い
ふ
。
こ
れ
を
説
く
も
の
は
誰
ぞ
。
時
文
評
論
の
記
者
逍
遙
子
な
り
。

　
逍
遙
子
が
沒
却
理
想
を
説
く
や
、
一
面
は
こ
れ
に
よ
り
て
造
化
に
對
す
る
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お
の
れ
が
立
脚
點
を
指
定
し
、
一
面
は
こ
れ
に
よ
り
て
詩
文
に
對
す
る
お
の

れ
が
平
等
見
を
護
持
す
。
か
な
た
は
一
派
の
形 

而 

上 

論 

メ
タ
フ
イ
ジ
ツ
ク

な
り
。
こ
な
た
は

一
系
の
審
美
學
な
り
。

　
逍
遙
子
が
形
而
上
論
は
い
か
に
。

　
逍
遙
子
は
理
想
を
沒
却
せ
し
む
と
い
ふ
。
さ
ら
ば
そ
の
沒
却
せ
む
と
す
る

理
想
と
は
何
物
ぞ
。
答
へ
て
い
は
く
。
個
々
の
小
理
想
家
、
個
々
の
庸
人
、

若
く
は
世
の
見
て
大
理
想
家
と
な
せ
る
思
索
家
が
斷
じ
て
、
造
化
の
心
、
造

化
の
極
致
と
定
め
た
る
も
の
ゝ
名
な
り
。
か
ゝ
る
衆
理
想
の
沒
却
せ
ら
る
ゝ

こ
と
を
ば
、
無
理
想
と
い
ひ
て
も
さ
し
支
つ
か
へな
し
と
。

　
さ
ら
ば
何
物
か
他
の
衆
理
想
を
沒
却
す
る
。
答
へ
て
い
は
く
。
今
人
の
智

の
及
ぶ
限
に
て
は
、
無
底
無
邊
無
究
無
限
の
絶
對
な
り
。
こ
の
絶
對
は
即
ち
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造
化
に
し
て
、
其
名
を
沒
却
理
想
と
す
と
。

　
さ
ら
ば
逍
遙
子
が
絶
對
は
い
か
に
し
て
か
他
の
衆
理
想
を
沒
却
す
る
。
答

へ
て
い
は
く
。
衆
理
想
は
皆
是
な
り
。
是
れ
絶
對
は
之
を
納い
る
る
を
以
て
な

り
。
逍
遙
子
は
是
な
り
と
雖
い
へ
ども
之
を
崇あが
め
ず
。
是
を
以
て
衆
理
想
の
奴ど
と
な

る
こ
と
な
し
。
衆
理
想
は
皆
非
な
り
。
是
れ
絶
對
は
い
づ
れ
の
理
想
に
も
掩

は
れ
ざ
る
を
以
て
な
り
。
逍
遙
子
は
非
な
り
と
な
し
て
こ
れ
に
泥なづ
ま
ず
。
是

を
以
て
衆
理
想
の
敵
と
な
る
こ
と
な
し
。
衆
理
想
は
即
ち
差
別
相
に
し
て
、

沒
却
理
想
は
即
ち
唯
一
相
、
平
等
相
な
り
と
。

　
お
も
し
ろ
き
か
な
逍
遙
子
が
言
。
そ
の
人
々
の
寫
象
中
な
る
衆
多
を
し
て

本
來
空
に
歸
せ
し
め
た
る
は
パ
ル
メ
ニ
デ
エ
ス
に
や
似
た
ら
む
。
そ
の
人
々

の
理
性
を
衆
多
に
屬
せ
し
め
て
、
こ
の
差
別
相
に
對
す
る
平
等
相
を
立
て
た
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る
は
プ
ロ
チ
ヌ
ス
に
や
似
た
ら
む
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ
の
い
は
く
。
總
て
の
哲
學
系
は
皆
是
な
り
、
皆
非
な
り
。

そ
の
是
な
る
は
そ
の
立
つ
る
と
こ
ろ
な
り
。
そ
の
非
な
る
は
そ
の
斥
く
る
と

こ
ろ
な
り
と
。
（
ヰ
ク
ト
ル
・
ク
ザ
ン
は
こ
れ
に
よ
り
て
折
衷
派
を
興
し
き
）

ヘ
エ
ゲ
ル
も
ま
た
衆
哲
學
派
の
立
脚
點
に
比
較
的
の
權
利
を
與
へ
た
り
。
こ

れ
等
も
逍
遙
子
が
言
に
似
通
ひ
た
る
と
こ
ろ
あ
ら
む
。

　
さ
れ
ど
逍
遙
子
が
沒
却
理
想
に
は
お
ほ
い
に
研
究
を
要
す
べ
き
と
こ
ろ
あ

り
。

　
逍
遙
子
が
絶
對
の
衆
理
想
を
沒
却
す
る
や
、
衆
理
想
皆
是
に
し
て
又
皆
非

な
る
が
た
め
な
り
と
い
ふ
。
且
し
ば
らく
此
判
斷
に
注
意
せ
よ
。
常
理
に
依
る
に
、

是
と
非
と
は  

矛  

盾  

の  

意  

義  

コ
ン
ト
ラ
ア
ヂ
ク
ト
オ
リ
シ
ユ
に
し
て
、
そ
の
二
つ
の
も
の
ゝ
間
に
第
三
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以
上
の
意
義
を
容
れ
ざ
る
も
の
な
り
。
こ
は
か
の
大
と
小
と
の
如
く
、
そ
の

間
に
稍やゝ
大
、
稍やゝ
小
の
如
き
階
級
を
容
る
べ
き  

反    

對  

コ
ン
ト
レ
エ
ル
の
意
義
に
お
な
じ
か

ら
ず
。
反
對
の
み
な
る
意
義
に
於
い
て
は
、
着
眼
次
第
に
て
衆
理
想
皆
大
な

り
と
も
い
ふ
べ
く
、
衆
理
想
皆
小
な
り
と
も
い
ふ
べ
け
れ
ど
、
矛
盾
の
意
義

に
於
い
て
は
、
縱
令
た
と
ひ
そ
の
着
眼
點
殊
な
り
と
て
も
、
衆
理
想
皆
是
な
り
、
皆

非
な
り
と
い
は
む
こ
と
、
尋
常
の
論
理
の
許
す
と
こ
ろ
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。

　
逍
遙
子
が
衆
理
想
皆
是
な
り
と
い
ふ
や
、
そ
の
着
眼
點
は
造
化
こ
れ
を
納

る
と
い
ふ
に
あ
り
。
逍
遙
子
が
衆
理
想
皆
非
な
り
と
い
ふ
や
、
そ
の
着
眼
點

は
未
だ
造
化
を
掩おほ
ふ
に
足
ら
ず
と
い
ふ
に
あ
り
。

　
夫
れ
造
化
に
納
れ
ら
る
と
は
何
の
謂いひ
ぞ
。
答
へ
て
い
は
く
。
造
化
よ
り
小

な
る
な
り
。
未
だ
造
化
を
掩
ふ
に
足
ら
ず
と
は
何
の
謂
ぞ
。
答
へ
て
い
は
く
。

69



こ
れ
も
造
化
よ
り
小
な
る
な
り
。
さ
れ
ば
逍
遙
子
が
着
眼
點
は
、
そ
の
言
葉

を
二
樣
に
し
て
あ
ら
は
さ
れ
た
り
と
い
へ
ど
も
、
到
底
唯
一
つ
な
る
こ
と
論

な
か
ら
む
。

　
衆
理
想
に
附
す
る
に
、
是
と
い
ひ
非
と
い
ふ
矛
盾
の
意
義
を
以
て
す
る
は
、

縱
令
そ
の
着
眼
點
な
り
と
い
へ
ど
も
、
尋
常
の
論
理
の
許
さ
ゞ
る
と
こ
ろ
な

り
。
さ
る
を
い
は
む
や
、
そ
の
着
眼
點
は
た
ゞ
一
つ
な
る
を
や
。

　
か
の
ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ
が
言
の
如
き
は
す
こ
ぶ
る
こ
れ
に
殊
な
り
。
ラ
イ
プ

ニ
ツ
ツ
は
總
て
の
哲
學
系
皆
是
な
り
、
皆
非
な
り
と
い
ふ
と
雖
、
そ
の
是
な

り
と
す
る
は
總
て
の
哲
學
系
の
立
て
た
る
と
こ
ろ
に
限
り
て
、
そ
の
非
な
り

と
す
る
は
總
て
の
哲
學
系
の
斥
く
る
と
こ
ろ
に
限
り
た
り
。
こ
れ
を
取
り
分

け
て
の
判
斷
（  

一  

分  

法  

パ
ル
チ
ク
レ
エ
ル

）
と
す
。
逍
遙
子
は
衆
理
想
皆
是
な
り
と
す
る

70柵草紙の山房論文



と
き
も
、
衆
理
想
皆
非
な
り
と
す
る
と
き
も
、
衆
理
想
の
全
體
を
指
し
た
り
。

こ
れ
を
引
き
括
め
て
の
判
斷
（  

全  

分  

法  

ウ
ニ
ヱ
ル
ザ
ア
ル

）
と
す
。
取
り
分
け
て
の
判
斷

は
同
一
體
（
前
陳
）
に
矛
盾
の
義
（
後
陳
）
を
附
す
る
こ
と
を
許
し
も
す
べ

け
れ
ど
、
引
き
括
め
て
の
判
斷
は
お
そ
ら
く
は
か
ゝ
る
自
在
を
得
せ
し
め
ざ

る
べ
し
。

　
斯かく
の
如
く
よ
の
常
な
る
判
斷
法
よ
り
見
る
と
き
は
、
皆
是
な
る
衆
理
想
は

同
時
に
皆
非
な
る
に
由
な
く
、
皆
非
な
る
衆
理
想
は
同
時
に
皆
是
な
る
に
由

な
か
ら
む
。

　
さ
ら
ば
同
一
の
事
物
を
是
と
も
非
と
も
見
る
べ
き
は
果
し
て
い
か
な
る
境

界
な
る
か
。
答
へ
て
い
は
く
。
是
も
な
く
非
も
な
き
境
界
な
り
。
絶
對
の
境

界
な
り
。
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大
宗
教
家
と
大
哲
學
者
と
の
ご
と
き
自
在
の   

辨      

證   

ヂ
ヤ
レ
ク
チ
ツ
ク

を
な
さ
む
と
す

る
も
の
は
、
大
抵
絶
對
の
地
位
に
あ
り
て
言
ふ
。
（  

聖    

教    

量  

し
や
う
げ
う
り
や
う

、
「
ス

ペ
ク
ラ
チ
オ
ン
」
）
逍
遙
子
は
豈あに
釋
迦
し
や
か
と
共
に
法
華
ほ
つ
け
涅
槃
ね
は
ん
の
經
を
説
い
て
、

有う
に
非
ず
、
空
に
非
ず
、
亦
有
、
亦
空
と
い
は
む
と
す
る
か
。
逍
遙
子
は
豈

 

莊  

周 

さ
う
し
う

と
共
に
齊
物
論
を
作
り
て
、 

儒  

墨 

じ
ゆ
ぼ
く

の
是
非
を
嘲
あ
ざ
けり
、
そ
の
非
と
す

る
と
こ
ろ
を
是
と
し
、
そ
の
是
と
す
る
と
こ
ろ
を
非
と
せ
む
と
す
る
か
。

　
夫
れ
絶
對
に
は
是
非
も
な
け
れ
ば
彼
我
も
な
し
。
さ
れ
ど
そ
の
能
く
是
非

な
き
も
の
は
何
ぞ
や
。
そ
の
能
く
彼
我
な
き
も
の
は
何
ぞ
や
。
答
へ
て
い
は

く
。
空
間
を
脱
し
た
れ
ば
な
り
。
時
間
を
離
れ
た
れ
ば
な
り
。
質
と
い
ひ
、

絶
對
と
い
ふ
も
の
は
顯
象
（
事
相
）
に
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

　
絶
對
の
相
對
を
現
ず
る
や
、
空
間
は
彼
我
を
立
て
、
時
間
は
後
先
を
な
す
。
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既
に
相
對
あ
り
、
彼
我
後
先
あ
り
。
こ
の
顯
象
世
界
の
中
、
爭いか
で
か
是
非
な

き
こ
と
を
得
べ
き
。
佛
家
は
こ
れ
を
體
象
力
と
い
ひ
、
ハ
ル
ト
マ
ン
は
こ
れ

を
質
用
と
い
ふ
。
シ
ヨ
オ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
が 

所  

謂 

い
は
ゆ
る

「
プ
リ
ン
チ
ピ
ウ
ム
、

イ
ン
ヂ
ヰ
ヅ
ア
チ
オ
ヽ
ニ
ス
」
は
空
間
時
間
を
こ
の
理
よ
り
視
た
る
な
り
。

　
こ
ゝ
に
此
顯
象
世
界
の
法
廷
に
あ
り
て
裁
判
を
な
さ
む
と
す
る
も
の
あ
り
。

又
此
顯
象
世
界
の
文
壇
に
あ
り
て
批
評
を
な
さ
む
と
す
る
も
の
あ
り
。
そ
の

宣
告
、
そ
の
評
論
は
縱
令
た
と
ひ
絶
對
の
上
よ
り
し
て
も
實
相
を
撥
無
は
つ
む
す
べ
か
ら
ず
。

盜
む
者
と
盜
ま
る
ゝ
者
と
、
み
な
是
な
り
、
皆
非
な
り
と
い
ひ
て
は
お
そ
ら

く
は
裁
判
に
は
な
る
べ
か
ら
ず
。
論
理
を
守
る
も
の
と
、
論
理
を
守
ら
ざ
る

も
の
と
、
皆
是
な
り
、
皆
非
な
り
と
い
ひ
て
は
お
そ
ら
く
は
批
評
に
は
な
る

べ
か
ら
ず
。
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逍
遙
子
は
此
顯
象
世
界
の
文
壇
に
あ
り
て
我
を
立
て
、
そ
の
立
て
た
る
我

を
し
て
偶
な
か
ら
し
め
む
と
す
。
い
づ
く
ん
ぞ
そ
の
我
の
我
に
あ
ら
ず
し
て
、

そ
の 
能 
立 
我 
の
う
り
ふ
が

の
似
能
立
我
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
な
る
を
知
ら
む
。
逍
遙
子
に

し
て
若
し
能
く
欲
無
限
（
即
欲
絶
對
）
の
我
を
立
て
ば
、
何
故
に
是
を
是
と

し
、
非
を
非
と
す
べ
き
道
を
、
是
も
是
に
あ
ら
ず
、
非
も
非
に
あ
ら
ざ
る
處

よ
り
發
明
し
來
り
て
、
新
に
そ
の
惡
平
等
見
を
擲
な
げ
うつ
こ
と
、
嘗
て
そ
の
惡
差

別
見
を
擲
ち
し
が
如
く
な
ら
ざ
る
。

　
わ
れ
は
且
し
ば
らく
逍
遙
子
が
上
を
い
は
ず
し
て
、
絶
對
に
向
ひ
て
説
か
む
。

　
絶
對
よ
。
何
ぞ
汝
が
名
を
更か
ふ
る
こ
と
の
頻
し
き
りな
る
。
眞
如
と
い
ひ
、
太
虚

と
い
ひ
、
玄
と
い
ひ
、
無
と
い
ひ
、
靜
と
い
ひ
、
空
と
い
ひ
、
一
と
い
ひ
、

絶
對
と
い
ひ
、
質
と
い
ひ
、
絶
對
我
と
い
ひ
、
絶
對
主
客
兩
觀
と
い
ひ
、
絶
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對
理
想
と
い
ひ
、
意
志
と
い
ひ
、
無
意
識
と
い
ふ
。
學
者
既
に
そ
の
わ
づ
ら

は
し
さ
に
堪
へ
ざ
ら
む
と
す
。
さ
る
を
汝
は
猶
新
あ
ら
たに
沒
理
想
と
い
は
ざ
る
こ

と
を
得
ざ
る
か
。
既
に
沒
理
想
と
い
へ
り
。
今
ま
た
何
ぞ
沒
却
理
想
と
い
ひ
、

不
見
理
想
と
い
ひ
、
平
等
理
想
と
い
ひ
、
如
是
理
想
本
來
空
と
い
は
む
と
す

る
に
至
れ
る
。

　
絶
對
よ
、
汝
は
能
く
萬
物
を
沒
却
す
と
い
ふ
。
さ
ら
ば
沒
却
理
想
は
汝
が

た
め
に
最
適
切
な
る
名
な
る
べ
し
。
し
か
は
あ
れ
ど
汝
が
能
く
萬
物
を
沒
却

す
る
は
、
沒
却
理
想
と
呼
ば
れ
て
よ
り
始
て
然
る
に
は
あ
ら
じ
。
何
故
に
汝

は
眞
如
と
い
は
れ
て
足
れ
り
と
せ
ざ
る
。
玄
と
い
は
れ
て
足
れ
り
と
せ
ざ
る
。

乃
至
無
意
識
と
い
は
れ
て
足
れ
り
と
せ
ざ
る
。

　
絶
對
よ
。
汝
を
喚よ
び
來
た
る
も
の
に
は
く
さ
／
″
＼
あ
り
。
一
向
專
念
に
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眞
理
を
求
む
る
も
の
あ
り
。
お
の
が
轉
迷
開
悟
の
緒
に
せ
む
と
す
る
も
の
あ

り
。
已
む
こ
と
を
得
ず
し
て
言
を
立
つ
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
今
時
文
評
論
の

裏
に
あ
ら
は
れ
た
る
は
、
そ
も
〳
〵
ま
た
何
の
目
的
あ
り
て
な
る
か
。

　
絶
對
よ
。
逍
遙
子
は
汝
を
お
ほ
い
な
る
心
と
名
づ
け
む
と
し
て
猶
與
た
ゆ
た
へ
り
。

こ
は
神
在いま
す
と
い
ふ
に
等
し
か
ら
む
を
お
そ
れ
て
な
り
。
逍
遙
子
は
汝
を
大

理
想
と
名
づ
け
む
と
し
て
猶
與
へ
り
。
こ
は
大
理
想
の
何
物
な
る
か
を
證
す

べ
か
ら
ざ
る
を
慮
り
て
な
り
。
逍
遙
子
は
絶
對
の
意
味
に
て
汝
を
有
心
と
も

せ
ず
、
無
心
と
も
せ
ざ
り
き
、
ま
た
有
理
想
と
も
せ
ず
、
無
理
想
と
も
せ
ざ

り
き
。
汝
は
逍
遙
子
に
敬
し
て
遠
と
ほ
ざけ
ら
れ
た
る
か
。
我
は
逍
遙
子
が
心
を
用

ゐ
た
る
こ
と
の
深
き
に
感
ず
。

　
然
は
あ
れ
ど
絶
對
よ
。
逍
遙
子
は
有
心
と
も
斷
ぜ
ず
、
無
心
と
も
斷
ぜ
ず
、
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理
想
の
有
無
の
定
ま
ら
ざ
る
を
消
極
な
り
と
い
へ
り
。
消
極
立
た
ば
積
極
立

た
む
。
汝
が
絶
對
若
し
相
對
と
せ
ら
れ
な
ば
い
か
に
。
絶
對
よ
。
心
せ
よ
。

　
わ
れ
は
こ
れ
よ
り
逍
遙
子
が
上
を
い
は
む
。

　
逍
遙
子
の
時
文
評
論
は
果
し
て
絶
對
の
地
位
（
聖
教
量
）
に
あ
り
て
言
ふ

か
。

　
さ
ら
ば
逍
遙
子
は
衆
理
想
皆
是
な
り
、
衆
理
想
皆
非
な
り
と
い
ふ
こ
と
を

得
む
。
わ
れ
は
唯
そ
の
一
切
世
間
の
法
に
説
き
及
ば
ざ
る
を
惜
む
。

　
逍
遙
子
の
時
文
評
論
は
果
し
て
相
對
の
地
位
（
比
量
）
に
あ
り
て
言
ふ
か
。

　
さ
ら
ば
逍
遙
子
は
空
間
に
禁
い
ま
しめ
ら
れ
、
時
間
に
縛しば
ら
れ
、
は
て
は
論
理
に

窘くる
しめ
ら
れ
む
。
衆
理
想
皆
是
な
り
と
は
、
逍
遙
子
え
言
は
ざ
る
べ
し
。
彼
は

衆
理
想
の
中
に
於
て
論
理
に
た
が
ひ
た
る
も
の
を
發
見
す
べ
け
れ
ば
な
り
。
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衆
理
想
皆
非
な
り
と
は
、
逍
遙
子
え
言
は
ざ
る
べ
し
。
彼
は
お
の
れ
が
理
想

の
衆
理
想
と
共
に
非
な
ら
む
と
き
、
お
そ
ろ
し
き
絶
對
的
無
理
想
の
淵
に
臨

む
べ
け
れ
ば
な
り
。

　
こ
れ
を
逍
遙
子
が
形
而
上
論
と
す
。
逍
遙
子
の
い
は
く
。
わ
れ
は
敢あへ
て
形

而
上
論
を
な
さ
ず
。
わ
れ
は
方
便
を
説
く
の
み
。
わ
れ
は
無
邊
際
の
大
洋
を

渡
る
舟
筏
を
造
る
の
み
と
。
殊
に
知
ら
ず
、
古
今
哲
學
の
系
統
は
悉
く
是
れ

方
便
な
る
を
、
悉
く
是
れ
舟
筏
な
る
を
。

　
さ
て
逍
遙
子
が
審
美
學
は
い
か
に
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
わ
が
詩
文
に
對
す
る
沒
却
理
想
は
沒
却
作
家
な
り
、

不
見
作
家
な
り
。
作
家
の
沒
却
せ
ら
れ
て
見
え
ざ
る
は
、
そ
の
客
觀
的
な
る

が
た
め
な
り
。
さ
れ
ば
詩
文
に
對
す
る
沒
却
理
想
は
客
觀
を
評
す
る
言
葉
と
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も
い
ふ
べ
し
と
な
り
。

　
逍
遙
子
が
沒
却
せ
む
と
す
る
作
家
と
は
何
物
ぞ
。
答
へ
て
い
は
く
。
作
家

の
自
己
な
り
、
自
身
な
り
、
其
小
天
地
な
り
、
其
性
情
な
り
、
其
理
想
な
り
。

作
家
の
理
想
の
沒
却
せ
ら
れ
て
見
え
ず
な
り
た
る
、
若
く
は
見
る
こ
と
難
く

な
り
た
る
を
活
平
等
相
と
い
ふ
と
。

　
作
家
の
沒
却
せ
ら
る
ゝ
や
、
殘
る
と
こ
ろ
は
何
物
ぞ
。
答
へ
て
い
は
く
。

こ
ゝ
に
活
差
別
相
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
詩
文
の
中
な
る
個
々
の
人
物
、
お
の

〳
〵
其
特
質
あ
り
て
云
爲
す
る
さ
ま
是
な
り
。
こ
ゝ
に
又
活
平
等
相
と
い
ふ

も
の
あ
り
。
そ
の
特
質
あ
る
人
物
の
云
爲
す
る
間
に
、
こ
れ
を
支
配
す
べ
き

因
縁
果
の
理
法
あ
り
て
一
貫
す
る
さ
ま
是
な
り
。
さ
れ
ば
見
え
ざ
る
も
の
は

作
家
の
理
想
に
し
て
、
見
ゆ
る
も
の
は
人
間
の
理
法
な
り
と
。
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逍
遙
子
は
既
に
有
理
想
と
も
、
無
理
想
と
も
定
ま
ら
ざ
る
大
天
地
を
畫
き

成
せ
り
。
さ
れ
ど
そ
の
小
天
地
に
至
り
て
は
理
想
あ
る
こ
と
を
免
れ
ず
。
作

家
の
理
想
は
蓋
し
絶
對
の
意
味
に
て
も
有
る
な
ら
む
。

　
作
家
の
理
想
は
衆
理
想
の
一
な
り
。
さ
れ
ば
衆
理
想
の
沒
却
せ
ら
る
ゝ
と

き
は
、
作
家
の
理
想
も
亦
た
こ
れ
と
共
に
沒
却
せ
ら
る
ゝ
こ
と
を
免
れ
ざ
る

べ
し
。
こ
は
絶
對
の
上
よ
り
瞰
下
か
ん
か
し
て
の
事
な
り
。
こ
の
顯
象
世
界
に
て
作

家
に
理
想
あ
り
と
い
は
ゞ
、
そ
の
有
る
や
、
必
ず
絶
對
の
意
味
に
て
も
有
る

な
ら
む
。

　
逍
遙
子
は
作
家
の
理
想
を
沒
却
す
と
い
ふ
。
作
家
の
理
想
は
縱
令
沒
却
せ

ら
る
と
い
へ
ど
も
、
見
え
ず
な
り
ぬ
と
い
へ
ど
も
、
又
見
る
こ
と
難
く
な
り

ぬ
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
沒
却
せ
ら
る
ゝ
は
、
先
づ
存
じ
て
、
而
る
後
に
沒
却
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せ
ら
る
ゝ
な
ら
む
、
先
づ
見
ゆ
べ
く
、
又
見
る
こ
と
易
か
る
べ
き
由よし
あ
り
て
、

而
る
後
に
見
え
ず
な
り
、
又
見
る
こ
と
難
く
な
り
ぬ
る
な
ら
む
。

　
作
家
理
想
あ
り
。
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
理
想
あ
り
。
逍
遙
子
は
唯
シ
エ
ク
ス

ピ
イ
ヤ
の
理
想
を
以
て
人
間
以
上
の
理
想
な
り
と
せ
ず
、
大
理
想
な
り
と
せ

ざ
る
の
み
。

　
さ
ら
ば
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
理
想
大
理
想
な
る
に
あ
ら
ず
、
衆
評
者
の
理

想
小
理
想
な
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
衆
評
者
の
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
作
を
評
し

て
其
旨
を
窺
ひ
盡
す
こ
と
能
は
ざ
る
は
何
故
ぞ
。
逍
遙
子
答
へ
て
い
は
く
。

シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
作
は
衆
評
者
の
理
想
を
沒
却
し
て
、
併
せ
て
又
シ
エ
ク

ス
ピ
イ
ヤ
自
己
の
理
想
を
沒
却
す
れ
ば
な
り
と
。
さ
ら
ば
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ

の
理
想
大
理
想
に
あ
ら
ず
、
衆
評
者
の
理
想
小
理
想
に
あ
ら
ざ
る
に
、
衆
評
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者
の
作
家
と
な
り
て
作
を
な
し
た
る
と
き
、
若
く
は
他
の
か
い
な
で
の
作
家

の
作
を
な
し
た
る
と
き
、
そ
の
作
の
衆
評
者
の
理
想
と
作
家
自
身
の
理
想
と

を
沒
却
す
る
こ
と
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
作
の
如
く
な
ら
ざ
る
は
何
故
ぞ
。

逍
遙
子
は
未
だ
こ
れ
に
答
へ
ざ
り
き
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
沒
却
作
家
は
客
觀
を
評
す
る
言
葉
な
り
と
。
お
ほ
よ

そ
詩
の
上
に
て
觀
の
主
客
を
言
ふ
も
の
は
、
大
抵
作
家
の
感
情
を
以
て
主
觀

と
し
、
作
家
の    

觀        
相    

ア
ン
シ
ヤ
ウ
ウ
ン
グ

を
以
て
客
觀
と
す
。
叙
情
詩
を
主
觀
と
す
る

は
是
を
以
て
な
り
。
叙
事
詩
を
客
觀
と
す
る
は
是
を
以
て
な
り
。
戲
曲
に
は

觀
の
主
客
等
く
存
ぜ
り
と
は
い
ふ
も
の
か
ら
、
シ
ル
レ
ル
が
曲
と
シ
エ
ク
ス

ピ
イ
ヤ
が
曲
と
を
比
べ
見
ば
、
彼
に
は
作
家
の
感
情
多
く
、
こ
れ
に
は
作
家

の
觀
相
多
き
を
知
ら
む
。
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
作
を
客
觀
な
り
と
す
る
は
豈
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こ
れ
が
た
め
な
ら
ず
や
。
逍
遙
子
若
し
沒
却
作
家
と
は
作
家
の
主
觀
的
感
情

を
沒
却
す
る
義
な
り
と
い
は
ゞ
、
わ
れ
も
亦
た
左
右
な
く
そ
の
客
觀
を
評
し

た
る
言
葉
な
る
を
認
め
し
な
ら
む
。

　
さ
る
を
逍
遙
子
が
沒
却
せ
む
と
す
る
は
主
觀
的
感
情
に
あ
ら
ず
、
極
致
な

り
、
理
想
な
り
。
作
家
は
理
想
あ
れ
ど
も
、
そ
の
作
を
な
す
や
、
理
想
な
か

ら
し
む
。
彼
は
是
に
於
て  

臨    

時  
テ
ム
ポ
レ
エ
ル
無
理
想
の
作
用
に
な
れ
る
も
の
ゝ
如
し
。

こ
れ
を
「
ド
ラ
マ
」
と
い
ふ
。
さ
れ
ば
「
ド
ラ
マ
」
と
い
ふ
無
理
想
詩
の
中

に
は
お
も
に
無
理
想
時
の
主
感
情
を
歌
ふ
叙
情
詩
も
あ
る
べ
く
、
お
も
に
無

理
想
時
の
客
觀
相
を
寫
す
叙
事
詩
も
あ
る
べ
く
、
無
理
想
の
時
の
感
情
と
觀

相
と
を
役
し
た
る
戲
曲
も
あ
る
べ
く
、
又
小
説
も
あ
る
べ
し
。
無
理
想
の
感

情
と
無
理
想
の
觀
相
と
は
、
若
し
こ
れ
あ
ら
ば
、
蓋
し
審
美
上
に
精
究
す
べ
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き
も
の
な
ら
む
。

　
無
理
想
詩
に
活
差
別
相
あ
り
。
是
れ
理
想
を
沒
却
し
た
る
個
想
な
り
。
又

活
平
等
相
あ
り
。
是
れ
理
想
を
沒
却
し
た
る
小
天
地
想
な
り
。

　
活
差
別
相
の
人
物
は
、
理
想
を
沒
却
し
た
る
個
人
な
り
。
こ
は
現
實
の
個

人
を
模
倣
し
た
る
も
の
と
す
べ
き
な
ら
む
か
。
活
平
等
相
の
理
法
は
、
理
想

を
沒
却
し
た
る
因
果
な
り
。
こ
は  

目    

的  

テ
レ
オ
ロ
ギ
イ
な
く
し
て
人
間
を
左
右
す
る
物

力
を
模
倣
し
た
る
な
ら
む
か
。
か
の
無
理
想
の
感
情
と
無
理
想
の
觀
相
と
の

是
の
如
き
模
倣
を
な
す
さ
ま
は
、
若
し
こ
れ
あ
ら
ば
、
審
美
上
に
い
よ
〳
〵

精
究
す
べ
き
も
の
な
ら
む
。

　
逍
遙
子
は
活
平
等
相
即
活
差
別
相
、
活
差
別
相
即
活
平
等
相
な
り
と
い
ふ
。

こ
は
審
美
上
に
圓
融
相
即
の
法
門
を
開
い
て
、
活
平
等
相
の
小
天
地
を
理
具
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と
看
做
し
、
活
差
別
相
の
個
想
を
事
造
と
看
做
し
た
る
な
ら
む
。
こ
は
わ
が

個
想
即
小
天
地
想
と
い
へ
る
に
似
た
り
。

　
こ
れ
を
逍
遙
子
が
審
美
學
と
す
。
わ
れ
は
時
文
評
論
の
無
理
想
よ
り
立
て

來
り
た
る
審
美
學
の
果
實
を
見
る
べ
き
日
を
待
た
む
の
み
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
二
十
五
年
三
月
）

　
　
　
逍
遙
子
と
烏
有
先
生
と

　
逍
遙
子
沒
理
想
を
唱
へ
て
記
實
の
業
を
操
り
、
談
理
の
や
う
な
さ
を  

吹  

ふ
い
ち

  

聽  

や
う

す
。
わ
れ
こ
れ
を
評
せ
む
と
す
る
に
當
り
て
、
烏
有
う
い
う
先
生
が
有
理
想
の

説
を
擧
げ
た
り
。
こ
の
間
わ
が
談
理
の
業
を
廻
護
し
た
る
と
こ
ろ
も
あ
り
き
。

85



こ
ゝ
に
評
す
る
は
逍
遙
子
が
烏
有
先
生
に
答
へ
し
文
な
り
。

　
烏
有
先
生
と
は
誰
ぞ
。
答
へ
て
い
は
く
。
獨
逸
の
人
カ
ル
ヽ
・
ロ
オ
ベ
ル

ト
・
エ
ヅ
ワ
ル
ト
・
フ
オ
ン
・
ハ
ル
ト
マ
ン
な
り
。
わ
が
山
房
論
文
を
著
す

や
、
お
も
に
ハ
ル
ト
マ
ン
が
審
美
學
に
據
り
て
言
を
立
つ
。
逍
遙
子
が
沒
理

想
論
出
で
ゝ
、
そ
の
勢
ほ
と
〳
〵
我
國
の
文
學
界
を
風
靡
ふ
う
び
せ
む
と
す
る
を
見

て
、
わ
れ
は
ハ
ル
ト
マ
ン
が
現
世
紀
の
有
理
想
論
を
鈔
し
て
世
の
文
學
者
に

示
し
ゝ
な
り
。

　
逍
遙
子
は
沒
却
理
想
な
り
。
沒
却
理
想
は
造
化
に
對
し
て
こ
そ
有
理
想
無

理
想
を
決
せ
ざ
れ
、
詩
文
に
對
し
て
は
既
に
こ
れ
を
作
家
の
臨
時
無
理
想
の

中
よ
り
生
ぜ
し
め
た
れ
ば
、
爭
で
か
こ
れ
を
無
理
想
な
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
を

得
む
。
ハ
ル
ト
マ
ン
は
有
理
想
な
り
。
造
化
に
對
し
て
も
、
ま
た
詩
文
に
對
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し
て
も
。

　
さ
き
に
わ
が
逍
遙
子
と
ハ
ル
ト
マ
ン
と
の
兩
家
の
説
を
併なら
べ
擧
げ
し
と
き

は
、
わ
れ
逍
遙
子
が
沒
理
想
と
い
ひ
し
語
を
語
の
ま
ゝ
に
解
し
て
無
理
想
の

義
と
な
し
、
逍
遙
子
を
以
て
造
化
無
理
想
、
詩
文
無
理
想
と
説
く
も
の
と
な

し
て
、
こ
れ
を
二
者
皆
有
理
想
と
説
け
る
ハ
ル
ト
マ
ン
に
比
べ
た
り
き
。
逍

遙
子
が
そ
れ
ま
で
に
公
に
せ
し
文
は
、
わ
が
か
く
解
す
る
こ
と
を
妨
げ
ざ
り

し
な
り
。

　
さ
ら
ば
わ
が
お
の
れ
が
談
理
の
業
を
廻
護
せ
む
た
め
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が

有
理
想
論
を
出いだ
し
ゝ
は
何
故
ぞ
。
答
へ
て
い
は
く
。
逍
遙
子
は
談
理
の
今
の

我
文
學
界
に
益
少
か
る
べ
き
こ
と
を
證
せ
む
た
め
に
、
其
沒
理
想
を
引
い
た

れ
ば
な
り
。
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逍
遙
子
の
い
は
く
。
烏
有
先
生
が
談
理
を
重
ん
ず
べ
し
と
い
ふ
や
、
毎つね
に

絶
對
の
意
味
に
て
い
ふ
か
。
即
ち
古
今
東
西
の
大
な
る
談
理
家
即
ち
哲
學
者

と
い
ふ
き
は
を
も
、
そ
が
眼
中
に
置
き
て
い
へ
る
な
ら
む
。
こ
れ
理
と
い
ふ

字
を
絶
對
に
解
し
た
る
な
り
。
わ
が
後
に
せ
む
と
い
ふ
談
理
は
然
ら
ず
。
今

新
聞
な
ど
に
見
ゆ
る
偏
か
た
より
た
る
論
を
指
せ
る
な
り
。
そ
の
根
柢
に
一
系
の
哲

學
も
な
う
し
て
、
一
時
の
感
の
浮
べ
る
ま
ゝ
に
、
或
は
好
惡
に
驅
ら
れ
て
衆

他
を
排
し
、
或
は
狹
き
經
驗
を
尺
度
と
し
て
大
な
る
人
間
を
是
非
す
る
が
如

き  

頑    

陋  

ぐ
わ
ん
ろ
う 

偏  

僻 

へ
ん
ぺ
き

な
る
小
理
想
を
い
へ
る
な
り
と
。

　
こ
れ
に
由
り
て
觀
る
に
、
逍
遙
子
が
後
に
せ
む
と
す
る
は
、
偏
り
た
る
談

理
な
り
、
好
惡
に
左
右
せ
ら
る
ゝ
談
理
な
り
、
狹
き
經
驗
を
尺
度
と
し
た
る

談
理
な
り
。
一
系
の
哲
理
を
根
柢
と
し
た
る
談
理
は
、
逍
遙
子
後
に
せ
む
と
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は
せ
ざ
る
が
如
し
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
の
烏
有
先
生
は
ひ
と
り
一
系
の
哲
理
を
根
柢
と
し
た
る
の
み

な
ら
ず
、
ま
た
自
ら
一
系
を
立
て
た
る
も
の
な
り
。
さ
れ
ば
ハ
ル
ト
マ
ン
が

言
若
し
我
筆
を
借
り
て
出
で
ず
し
て
、
た
ゞ
ち
に
其
口
よ
り
出
で
ば
、
そ
は

逍
遙
子
の
た
め
に
後
に
す
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
ざ
る
べ
き
か
。

　
答
へ
て
い
は
く
。
お
そ
ら
く
は
然
ら
ず
。
ハ
ル
ト
マ
ン
は
有
理
想
な
り
。

か
る
が
故
に
無
理
想
を
非
と
す
。
そ
の
談
理
は
逍
遙
子
が
た
め
に
偏
り
た
り

と
せ
ら
れ
ざ
る
こ
と
能
は
ず
。
こ
は
ひ
と
り
ハ
ル
ト
マ
ン
が
上
の
み
な
ら
ず
。

造
化
無
理
想
と
唱
ふ
る  

實  

踐  

派  

エ
ム
ピ
ユ
リ
ス
ト

の
哲
學
者
は
造
化
有
理
想
と
唱
ふ
る
形メ

   

而  

上  

派 

タ
フ
ユ
ジ
イ
ケ
ル

の
哲
學
者
を
非
と
す
。
こ
れ
も
逍
遙
子
が
た
め
に
偏
り
た
り
と

せ
ら
る
べ
し
。
す
べ
て
の
哲
學
者
は
逍
遙
子
が
た
め
に
偏
り
た
り
と
せ
ら
れ
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ざ
る
こ
と
能
は
ざ
る
は
、
こ
れ
に
て
知
ら
る
べ
し
。
況
い
は
んや
好
惡
の
念
強
か
り

し
シ
ヨ
オ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
が
如
き
も
の
、
若
く
は
僻
境
に
居
り
て
經
驗
少
か

り
け
る
カ
ン
ト
が
如
き
も
の
、
爭いか
で
か
偏
僻
頑
陋
と
看
做
さ
れ
ざ
ら
む
。

　
さ
れ
ど
逍
遙
子
は
猶
一
つ
の
要
約
を
立
て
ゝ
、
談
理
を
後
に
せ
む
と
し
た

り
。
そ
は
そ
の
後
に
せ
む
と
す
る
も
の
を
、
今
の
新
聞
な
ど
に
見
ゆ
る
も
の

な
り
と
こ
と
わ
り
た
る
こ
と
是
な
り
。
今
の
新
聞
な
ど
に
見
ゆ
る
談
理
に
は
、

ま
こ
と
に
後
に
す
べ
き
も
の
お
ほ
か
ら
む
。
さ
ば
れ
そ
の
後
に
す
べ
き
は
、

お
そ
ら
く
は
偏
り
た
る
た
め
な
ら
じ
、
好
惡
の
た
め
に
左
右
せ
ら
る
ゝ
た
め

な
ら
じ
、
又
狹
き
經
驗
を
尺
度
と
し
た
る
た
め
な
ら
じ
。

　
わ
れ
そ
の
由
り
て
來
た
る
と
こ
ろ
を
求
め
て
、
少
し
く
得
る
と
こ
ろ
あ
る

に
似
た
り
。
蓋
し
新
聞
雜
誌
な
ど
に
見
ゆ
る
談
理
は
、  

現  

量  

智  

イ
ン
ツ
イ
チ
イ
フ

よ
り
出
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づ
る
も
の
（
露
伴
子
が
批
評
の
類
）
少
く
し
て
、  

比  

量  

智  

ヂ
ス
ク
ル
ジ
イ
フ

よ
り
來
た
る

も
の
多
し
。
現
量
智
生
の
理
に
對
し
て
は
、
そ
の
歸
す
る
と
こ
ろ
の
新
な
る

と
舊
き
と
を
問
は
む
よ
し
も
な
く
、
そ
の
明
に
す
る
と
こ
ろ
の
廣
き
と
狹
き

と
を
問
は
む
よ
し
も
な
け
れ
ど
、
比
量
智
生
の
理
に
對
し
て
は
、
之
に
歴
史

上
の
定
規
を
當
て
ゝ
、
そ
の 

芻  

狗 

す
う
こ
う

な
る
を
示
す
こ
と
を
得
べ
く
、
こ
れ
を

論
理
上
の
眼
鏡
も
て
見
て
、
そ
の
妄
斷
に
過
ぎ
ざ
る
を
諭
し
易
か
る
べ
し
。

逍
遙
子
が
後
に
せ
む
と
す
る
と
こ
ろ
は
お
そ
ら
く
は
そ
の
芻
狗
に
屬
し
た
る

も
の
な
ら
む
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
妄
斷
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
な
ら
む
。

　
か
ゝ
る
比
量
家
を
し
て
古
人
の
文
を
讀
ま
し
め
、
論
理
の
學
を
講
ぜ
し
め

む
と
す
。
こ
れ   

教      

育   

ペ
ダ
ゴ
オ
ギ
ツ
ク

の
道
な
り
。
こ
れ
積
極
の
法
な
り
。
早
稻
田
文

學
な
ど
は
こ
れ
を
司
る
も
の
か
。
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か
ゝ
る
比
量
家
を
し
て
そ
の
言
の
芻
狗
に
屬
す
る
を
知
ら
し
め
、
そ
の
論

の
妄
斷
に
過
ぎ
ざ
る
を
知
ら
し
む
。
こ
れ  

批    

評  

ク
リ
チ
ツ
ク

の
道
な
り
。
こ
れ
消
極

の
法
な
り
。
わ
れ
等
の
記
述
は
及
ば
ず
な
が
ら
も
こ
れ
に
當
る
も
の
ゝ
一
た

ら
む
と
す
。

　
こ
の
二
つ
の
道
は
並
び
行
は
れ
て
相あひ
悖もと
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
さ
る
を
逍
遙

子
わ
れ
記
實
を
先
に
す
、
人
は
談
理
を
先
に
せ
よ
と
い
は
ず
し
て
、
記
實
は

益
多
け
れ
ば
先
に
す
べ
き
も
の
な
り
、
談
理
は
益
少
な
け
れ
ば
後
に
す
べ
き

も
の
な
り
と
や
う
に
い
ひ
き
。
談
理
を
廻
護
す
る
論
は
是こゝ
に
於
て
や
興
り
ぬ
。

　
逍
遙
子
が
談
理
の
後
に
す
べ
き
を
説
く
や
、
そ
の
偏
り
た
る
が
故
と
い
ひ
、

そ
の
好
惡
あ
る
が
故
と
い
ひ
、
そ
の
經
驗
少
き
が
故
と
い
ひ
、
哲
學
者
を
其

範
圍
の
外
に
置
か
む
と
す
。
殊
に
知
ら
ず
、
偏
り
た
り
、
好
惡
あ
り
、
經
驗
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少
し
と
し
て
、
そ
の
後
に
す
べ
き
を
證
せ
む
と
す
る
時
は
、
い
か
な
る
大
哲

學
者
の
言
も
到
底
後
に
す
べ
き
も
の
と
せ
ら
る
ゝ
こ
と
を
免
れ
ざ
る
を
。

　
さ
ら
ば
逍
遙
子
が
後
に
せ
ざ
ら
む
と
す
る
偏
ら
ざ
る
談
理
と
は
何
物
ぞ
。

わ
れ
は
恐
る
、
唯
逍
遙
子
自
己
の
沒
却
理
想
論
の
み
な
ら
む
こ
と
を
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
烏
有
先
生
が
こ
れ
に
對
し
て
理
を
談
ぜ
む
と
す
る
文

壇
は
、
今
の
文
壇
の
う
ち
の
俊
秀
な
ら
む
人
々
を
標
準
と
し
て
觀
察
す
る
か
。

わ
が
眼
中
の
文
壇
は
初
學
後
進
の
猶
穉
を
さ
なき
を
標
準
と
し
た
る
な
り
。
早
稻
田

文
學
の
講
述
を
讀
ま
む
人
々
を
目
的
と
し
た
る
な
り
。
こ
れ
も
見
解
の
相
異

な
る
一
點
な
ら
む
と
。

　
わ
が
お
も
に
ハ
ル
ト
マ
ン
の
審
美
學
に
基
い
た
る
批
評
は
、
持
に
所
謂
先

進
に
對
す
る
に
も
あ
ら
ず
、
又
所
謂
後
進
に
對
す
る
に
も
あ
ら
ず
。
す
べ
て
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の
立
言
者
は
わ
が
た
め
に
同
一
な
る
方
法
を
以
て
批
評
せ
ら
る
。

　
逍
遙
子
い
は
く
。
わ
が
謂
ふ
小
理
想
家
は
經
驗
足
ら
ざ
る
が
た
め
に
そ
の

識
見
狹
き
も
の
な
り
。
一
道
の
皮
相
を
奉
じ
て
方
寸
の
世
界
に
安
ん
じ
、
我

師
の
教
を
の
み
無
雙
の
靈
玉
と
輕
信
し
て
、
初
よ
り
他
山
の
石
を
求
め
ず
、

み
だ
り
に
儒
佛
を
祖
述
し
、
ま
た
東
西
の
哲
理
を
談
ず
る
も
の
な
り
。
彼
等

の
心
中
に
は
談
理
を
迎
ふ
る
傾
向
な
し
。
一
旦
夕
の
談
理
爭
で
か
能
く
一
世

の
傾
向
を
釀かも
さ
む
。
こ
れ
を
釀
す
策
は
衆
美
を
一
堂
に
會
し
て
相
見
る
機
會

を
得
せ
し
む
る
に
若
か
ず
。
是
れ
記
實
の
文
の
先
に
す
べ
き
所
以
な
り
。
是

れ
審
美
の
論
説
を
聞
く
べ
き
初
發
心
を
作
る
に
等
し
と
。

　
識
見
の
狹
き
も
の
、
師
の
教
を
輕
信
す
る
も
の
に
談
理
を
迎
ふ
る
傾
向
な

き
こ
と
は
或
は
有
ら
む
。
さ
れ
ど
か
か
る
烏を
滸こ
の
し
れ
も
の
果
し
て
喜
ん
で
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記
實
の
文
を
讀
む
を
必
と
す
べ
き
か
。
こ
れ
も
い
と
〳
〵 

覺  

束 

お
ぼ
つ
か

な
し
。
一

世
の
傾
向
を
釀
さ
む
と
す
る
も
の
は
積
極
な
る
教
育
の
道
に
由
る
べ
き
は
、

固
よ
り
其
所
な
り
。
さ
れ
ど
こ
れ
と
同
時
に
消
極
な
る
批
評
の
道
の
行
は
る
ゝ

を
認
め
ざ
ら
む
と
せ
ば
、
お
そ
ら
く
は
偏
頗
に
陷
る
べ
し
。
逍
遙
子
は
談
理

無
功
徳
と
説
き
し
に
あ
ら
ず
。
わ
れ
は
記
實
の
功
徳
を
疑
ひ
し
こ
と
な
し
。

唯
逍
遙
子
は
談
理
を
後
に
す
べ
き
も
の
と
し
て
記
實
を
先
に
す
べ
き
も
の
と

し
、
わ
れ
は
談
理
と
記
實
と
に
後
先
な
か
ら
し
め
む
と
す
る
の
み
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
は
吾
師
な
り
。
逍
遙
子
が
い
は
ゆ
る
書
籍
の
形
し
た
る
師
な

り
。
わ
が
多
く
そ
の
審
美
の
説
を
信
ず
る
は
輕
信
な
ら
む
も
知
ら
れ
ず
。
逍

遙
子
が
沒
却
理
想
の
分
際
よ
り
わ
れ
を
見
ば
、
ま
こ
と
に
未
だ
河
東
の
地
を

蹈ふ
ま
ず
し
て
白
頭
の
豕
ゐ
の
こを
こ
と
な
り
と
す
る
人
に
似
た
ら
む
、
ま
た
未
だ
ジ
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ユ
リ
エ
ツ
ト
に
逢あ
は
ず
し
て
、
ロ
ザ
リ
ン
を
慕
へ
る
ロ
メ
オ
に
似
た
ら
む
。

さ
れ
ど
わ
れ
は
早
稻
田
文
學
中
に
聚
あ
つ
まり
た
る
衆
美
を
見
ざ
ら
む
と
し
て
目
を

掩おほ
ふ
も
の
に
あ
ら
ず
。
わ
れ
に
示
す
に
ハ
ル
ト
マ
ン
が
審
美
學
の
う
ち
に
て

我
が
假
借
し
來
れ
る
部
分
を
打
ち
毀こは
す
に
足
る
べ
き
無
理
想
の
審
美
學
を
以

て
せ
よ
。
わ
れ
は
頃
刻
も 

躊  

躇 

ち
う
ち
よ

せ
ず
し
て
無
理
想
派
に
與くみ
す
べ
し
。

　
早
稻
田
文
學
の
美
を
一
堂
に
聚
む
る
や
、
實
を
先
に
し
て
理
を
後
に
せ
む

と
い
ふ
。
わ
れ
そ
の
美
な
る
實
（
こ
は
ハ
ル
ト
マ
ン
が
審
美
學
に
は
な
き
も

の
な
り
）
を
聚
め
來
り
て
、
一
世
の
傾
向
を
釀
し
成
し
た
る
曉
を
待
ち
得
て
、

逍
遙
子
が
無
理
想
派
審
美
學
を
聞
か
む
を
願
ふ
こ
と
い
と
切
な
り
。

　
そ
も
〳
〵
早
稻
田
文
學
が
つ
ど
へ
た
る
衆
美
を
ば
、
垣
間
見
む
と
お
も
ふ

こ
と
な
べ
て
の
心
な
る
べ
き
は
、
わ
れ
も
亦
た
疑
は
ず
。
さ
れ
ど
耳
を
掩
ひ
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て
理
を
聞
か
ざ
る
も
の
あ
り
と
い
は
ゞ
目
を
閉
ぢ
て
實
を
見
ざ
る
も
の
あ
り

と
も
い
ふ
べ
し
。
わ
れ
嘗
て
文
を
學
ぶ
も
の
に
告
げ
て
い
は
く
。
洋
學
先
生

の
教
固
よ
り
聞
く
べ
し
。
漢
學
先
生
の
教
も
聞
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
我
國
文

の
格
式
に
至
り
て
は
、
宜よろ
し
く
和
學
先
生
の
前
に 

叩  

頭 

こ
う
と
う

し
て
其
教
を
奉
ず

べ
し
と
。
さ
れ
ば
我
が
早
稻
田
文
學
の 

聚  

美 

し
ゆ
う
び

の
堂
を
指
ざ
し
て
、
あ
れ
を

見
よ
と
い
は
む
聲
も
、
或
は
全
く
無
功
徳
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
き
か
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
人
間
の
文
明
史
は
衆
我
競
爭
の
記
録
な
ら
む
。
わ
れ

豈
衆
我
を
排
せ
む
や
。
さ
れ
ど
衆
我
に
も
差
等
あ
り
。
そ
の
最
下
な
る
も
の

は
理
想
を
鬪
は
す
こ
と
を
せ
ず
し
て
憎
惡
を
鬪
は
す
。
火
を
放
ち
て
こ
の
詞

林
の
荊
棘
を
焚
か
む
か
。
そ
の
理
想
の
美
を
も
併
せ
て  

灰    

燼  

く
わ
い
じ
ん

と
す
る
に

忍
び
ず
。
わ
れ
は
他
の
衆
我
を
し
て
相
見
え
し
め
む
が
た
め
に
文
學
的
博
物
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場
を
開
い
た
り
。
若
し
衆
我
を
し
て
一
和
せ
し
め
む
と
せ
ば
、
わ
れ
に
衆
我

を
容
れ
て
餘
あ
ま
りあ
る
宇
宙
大
の
理
想
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
わ
れ
未
だ
こ
れ
に
當

る
に
遑
あ
ら
ず
と
。

　
人
間
の
文
明
史
を
衆
我
競
爭
の
記
録
な
り
と
の
言
は
い
と
め
で
た
し
。
ハ

ル
ト
マ
ン
が
こ
と
葉
に
、
哲
學
の
歴
史
は
古
今
に
亙わた
れ
る  

對    

話  

ヂ
ア
ロ
オ
グ

な
り
と

あ
る
も
同
じ
こ
ゝ
ろ
な
る
べ
し
。
逍
遙
子
は
こ
れ
を
知
り
て
、
そ
の
競
爭
を

し
て
爼
豆
そ
と
う
の
間
に
の
み
行
は
れ
し
め
む
と
し
、
衆
我
の
旗き
皷こ
の
間
に
相
見
え

む
と
す
る
を
容ゆる
さ
ず
。

　 

歐 

羅 

巴 

ヨ
オ
ロ
ツ
パ

の
平
和
は
タ
ル
ラ
ン
、
メ
ツ
テ
ル
ニ
ヒ
が
手
に
の
み
握
ら
れ
た

り
し
に
あ
ら
ず
。 

拿 

破 

崙 

ナ
ポ
レ
オ
ン

が
戰
略
、
ブ
リ
ユ
ツ
ヘ
ル
が
兵
威
こ
そ
大
勢
を

左
右
す
る
こ
と
を
得
つ
る
な
れ
。
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最
下
の
衆
我
に
は
げ
に
憎
惡
を
鬪
は
す
も
の
あ
ら
む
。
さ
れ
ど 

彼  

輩 

か
の
は
い

も

わ
れ
汝
を
憎
む
と
は
い
は
ず
、
必
ず
わ
れ
是
な
り
、
汝
非
な
り
と
い
ふ
。
こ

れ
に
對
し
て
皆
是
皆
非
な
り
と
の
み
い
ひ
て
、
偏
執
あ
り
て
憎
む
も
の
に
も
、

公
平
に
し
て
憎
ま
る
ゝ
も
の
に
も
同
じ
權
利
を
與
ふ
る
も
の
は
沒
却
理
想
な

り
。
論
理
を
奉
じ
て
批
評
の
道
を
行
ふ
も
の
は
則
ち
然
ら
ず
。
是
を
是
と
し
、

非
を
非
と
し
て
、
か
の
憎
惡
の 

筆  

鋒 

ひ
つ
ぽ
う

を
避
け
ず
。
玉
石
を
併
せ
焚や
か
ば
こ

そ
、
崑
山
の
火
を
も
嫌
は
め
。
淘
汰
し
て
玉
を
存
ず
る
批
評
の
道
は
必
ず
し

も
無
益
な
ら
じ
。
わ
が
審
美
の
標
準
に
は
過
失
も
あ
る
べ
く
、
わ
が
論
理
の

  

繩    

墨  

じ
よ
う
ぼ
く

に
は
錯
誤
も
あ
る
べ
け
れ
ど
、
山
房
の
論
文
豈
理
想
の
美
を
焚
く

火
な
ら
む
や
。

　
逍
遙
子
の
文
を
好
め
る
、
早
稻
田
文
學
の
中
に
文
學
的
博
物
場
を
開
い
た
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り
。
わ
が
武
を
尚
た
ふ
とべ
る
、
わ
が
は
か
な
き
草
紙
の
裏
に
筆
戰
墨
鬪
の
庭
を
設

け
た
り
。
彼
は
積
極
な
る
教
育
の
道
を
履ふ
め
れ
ば
、
陳
列
し
て
審
査
せ
ざ
る

傾かた
む
き
あ
り
。
か
る
が
故
に
世
に
は
早
稻
田
文
學
を
講
義
録
の
み
な
り
と
い
ふ
も

の
あ
り
。
我
は
消
極
な
る
批
評
の
道
に
由
れ
ば
、
緒
に
觸
れ
て
は
言
へ
ど
も

科
を
立
て
ゝ
は
説
か
ざ
る
傾
あ
り
。
か
る
が
故
に
世
に
は
わ
が
草
紙
を
過
激

な
る
書
な
り
と
お
も
ふ
も
の
も
あ
ら
む
。
わ
れ
は
敢
て
批
評
を
以
て
か
ゝ
る

草
紙
の
本
色
な
り
と
は
い
は
ず
。
わ
れ
は
敢
て
講
義
を
以
て 

注  

疏 

ち
ゆ
う
そ

の
書
と

し
て
行
は
る
ゝ
筈はず
の
も
の
な
り
と
は
い
は
ず
。
わ
れ
は
唯
記
實
と
談
理
と
の

後
先
な
く
並
び
行
は
れ
む
こ
と
を
願
ふ
の
み
。

　
逍
遙
子
は
衆
我
を
し
て
一
和
せ
し
め
む
に
は
宇
宙
大
の
理
想
な
か
る
べ
か

ら
ず
と
い
へ
り
。
製
作
の
上
に
て
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
理
想
を
大
な
ら
ず
と
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す
る
逍
遙
子
が    

感        

納    

レ
チ
エ
ピ
チ
ヰ
テ
エ
ト
の
上
に
て
い
か
な
る
大
理
想
家
あ
ら
む
と
お

も
ひ
て
、
こ
れ
に
文
壇
を
一
統
す
る
任
を
與
へ
む
と
す
ら
む
。
か
ゝ
る
文
壇

の
慈
氏
み
ろ
く
、
詞
場
の
メ
シ
ヤ
ス
は
果
し
て
い
つ
か
出
現
す
べ
き
。
獨
逸
に
レ
ツ

シ
ン
グ
と
い
ふ
も
の
あ
り
き
。
彼
は
筆
戰
の
間
に
名
を
成
し
て
、
屍
か
ば
ねを
馬
革

に
裹つゝ
ま
む
の
志
を
曠
む
な
しう
せ
ざ
り
き
。
わ
が
平
生
欣
慕
き
ん
ぼ
す
る
と
こ
ろ
は
是
れ
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
わ
れ
は
談
理
を
獨
人
佛
人
の
流
を
酌く
む
も
の
に
委ゆだ
ね

て
、
み
づ
か
ら
「
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
」
の
常
見
を
師
と
せ
む
と
す
る
の
み
。

さ
れ
ば
記
實
を
先
に
し
て
談
理
を
後
に
す
と
は
わ
が
上
を
い
へ
る
に
過
ぎ
ず
。

わ
れ
未
だ
曾
て
談
理
を
斥
く
べ
し
と
い
ひ
し
こ
と
な
し
と
。

　
こ
は
因
明
に
い
は
ゆ
る
自
比
量
な
れ
ば
、
そ
の
後
に
す
べ
し
と
い
ふ
談
理

も
早
稻
田
文
學
の
談
理
に
限
り
た
る
べ
し
。
さ
る
を
逍
遙
子
が
談
理
の
事
を
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言
ふ
や
、
毎つね
に
全
文
學
界
の
談
理
を
指さ
す
如
し
。
所
謂
衆
理
想
、
所
謂
萬
理

想
、
所
謂
分
析
の
理
論
、
所
謂
小
理
想
、
所
謂
小
理
窟
、
所
謂
杓
子
定
規
等

是
な
り
。
わ
が
逍
遙
子
が
言
を
自
比
量
と
看み
做な
さ
ず
し
て
共
比
量
と
看
做
す

は
こ
ゝ
を
以
て
の
故
な
り
。

　
逍
遙
子
が
言
に
い
へ
ら
く
。
分
析
の
理
論
は 

昧  

者 

ま
い
し
や

に
益
せ
ず
と
。
そ
が

分
身
な
る
小
羊
子
は
い
へ
ら
く
。
明
治
文
壇
を
碁
盤
と
見
立
て
ゝ
、
詩
歌
小

説
の
魂
膽
を
機
械
的
遊
戲
と
ご
つ
ち
や
に
し
、
棋
將
碁
う
ち
混
ぜ
た
る
入い
法り

外ほが
の
差
出
口
、
五
な
ら
べ
の
初
心
者
を
つ
か
ま
へ
て
も
、
初
よ
り
八
段
に
桂

馬
飛
せ
さ
せ
む
と
肝
を
煎
り
、
ま
だ
歩
も
つ
か
ぬ
盤
面
に
指
さ
し
て
、
そ
れ

王
手
を
と
氣
を
焦
燥
い
ら
だ
ち
、
嗚あ
呼ゝ
こ
の
堂
々
た
る
手
の
裏うち
に
、
金
は
無
い
か
、

銀
將
無
き
か
と
う
れ
た
が
り
、
今
に
し
て
、
斷た
ち
截き
ら
ず
ば
、
末
を
奈
何
い
か
に
と
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懸 

念 

貌 
け
ね
ん
が
ほ

、
仔
細
ら
し
く
意
味
取
り
ち
が
へ
て
濫
用
す
る
圍
棋
詞
こ
と
ばの
粘
、
塗
、

抑
、
約
い
と
五う
月る
蠅さ
し
と
。
是
れ 

昧  

者 

ま
い
し
や

、
初
心
者
に
向
ひ
て
は
談
理
の
甲か

斐ひ
な
か
ら
む
と
て
、
こ
れ
を
斥
け
む
と
す
る
心
を
あ
ら
は
し
た
る
も
の
に
あ

ら
ず
や
。

　
お
な
じ
小
羊
子
は
又
云
へ
ら
く
。
詩
人
は
生
る
と
古
人
も
い
ひ
き
。 

天  

て
ん
ぴ

禀 ん
な
ら
む
は
教
へ
ず
と
も
大
な
る
詩
人
と
な
り
ぬ
べ
し
。
野
に
生お
ふ
る
花く

卉わき
の
麗
う
る
はし
さ
、
青
山
の
自
然
の
風
姿
、
白
水
の
お
の
づ
か
ら
な
る
情
韻
、
豈

人
間
の
所
爲
な
ら
む
。
そ
の 
底  
蘊 
て
い
う
ん

は
天
禀
に
あ
る
べ
き
詩
歌
小
説
を
、
杓

子
定
規
の
理
窟
詰
に
て
作
り
出
さ
む
こ
と
覺
束
な
し
。
理
窟
で
こ
ね
て
は
新

粉
で
も
う
ま
い
格
好
は
出
來
ぬ
例
、
所
詮
は
手
錬
と
胸
と
に
あ
る
を
、
生なま
ざ

と
り
の
指
南
、
邪
魔
に
な
る
と
も
盡
未
來
益
に
立
ち
さ
う
な
筈
も
な
し
と
。
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又
云
へ
ら
く
。
天
成
の
詩
人
に
向
ひ
て
生
中
の
小
理
窟
を
指
南
せ
む
は
、
猿さ

     
廻   

る
ま
は
し

與
二
郎
に
聞
き
か
ぢ
り
の
老
莊
が
教
説
き
聞
か
せ
て
一
時
の
惑
を
釀

す
に
同
じ
と
。
こ
は
詩
人
に
對
し
て
理
を
談
ず
る
こ
と
の
、
邪
魔
に
な
り
て

も
益
に
は
絶
え
て
な
ら
ざ
る
べ
き
を
説
き
て
、
談
理
を
斥
け
む
と
す
る
心
を

あ
ら
は
し
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
や
。

　
談
理
既
に
昧
者
に
益
な
く
、
又
天
成
の
詩
人
に
も
益
な
し
と
い
ふ
。
さ
ら

ば
天
成
の
哲
學
者
、
理
論
家
な
ん
ど
に
も
亦ま
た
お
そ
ら
く
は
益
な
し
と
い
ふ

に
至
ら
む
。
か
く
て
も
談
理
を
斥
け
ず
と
い
は
る
べ
き
か
。

　
わ
れ
お
も
ふ
に
總
て
の
學
問
は
人
を
益
す
る
を
待
ち
て
纔
わ
づ
かに
成
立
つ
と
も

定
め
が
た
か
る
べ
し
。
談
理
ま
こ
と
に
毫
釐
が
う
り
の
益
を
文
壇
に
與
ふ
る
こ
と
な

か
ら
む
か
。
わ
れ
未
だ
輙
す
な
はち
こ
れ
を
斥
け
む
と
せ
ざ
る
べ
し
。
そ
は
兎と
ま
れ
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角かく
ま
れ
、
昧
者
初
心
も
の
と
い
は
る
ゝ
人
に
も
俯ふ
し
て
教
を
受
く
る
も
の
と
、

仰
い
で
言
を
立
つ
る
も
の
と
あ
り
。
早
稻
田
文
學
が
教
育
の
道
は
俯
し
て
教

を
受
く
る
も
の
に
は
直
に
影
響
す
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
昧
者
に
し
て
み
づ
か

ら
其
昧
を
曉さと
ら
ず
、
仰
い
で
言
を
立
つ
る
も
の
に
向
ひ
て
、
汝
は
昧
者
な
り
、

我
が
聚
美
の
堂
に
來
り
て
看
よ
と
の
み
い
ひ
て
、
そ
の
効
あ
る
べ
き
か
。

　
わ
れ
は
か
い
な
で
の
詩
人
に
向
ひ
て
、
大
詩
人
に
な
れ
と
も
い
は
ず
、
又

大
詩
人
に
向
ひ
て
審
美
の
理
を
談
ぜ
む
と
も
せ
ず
。
さ
れ
ど
苟
い
や
し
くも
言
を
立
つ

る
も
の
に
逢
ふ
と
き
は
、
昧
者
と
雖
も
打
ち
棄
て
お
く
こ
と
な
し
。
早
稻
田

文
學
に
し
て
其
記
實
を
以
て
理
を
聽
く
こ
と
の
初
發
心
を
作
る
と
い
は
ゞ
、

わ
れ
は
ま
た
我
が
談
理
を
以
て
美
を
觀
る
こ
と
の
初
發
心
を
作
る
と
い
は
む
。

　
逍
遙
子
ま
た
言
へ
る
こ
と
あ
り
。
わ
れ
は
空
理
を
後
に
し
て
現
實
を
先
に
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す
と
。
現
實
に
對
す
る
に
空
理
を
以
て
し
た
る
は
、
佛
家
の
い
は
ゆ
る
色
即

是
空
の
空
な
る
か
知
ら
ね
ど
、
よ
の
常
の
用
語
に
從
ふ
と
き
は
、
こ
ゝ
に
て

も
實
を
揚
げ
理
を
抑
へ
た
る
に
似
た
ら
む
か
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
美
の
こ
ゝ
ろ
を
碎
い
て
理
に
入
る
べ
き
こ
と
を
ば
、

わ
れ
非なみ
せ
し
こ
と
な
し
。
こ
れ
を
非
せ
し
や
う
に
お
も
は
れ
た
る
は
、
沒
理

想
を
無
理
想
と
お
も
は
れ
た
る
が
た
め
な
り
と
。

　
逍
遙
子
が
沒
理
想
は
無
理
想
に
あ
ら
ず
し
て
、
沒
却
理
想
な
る
こ
と
は
既

に
聞
き
つ
。
さ
れ
ど
逍
遙
子
は
そ
の
沒
却
理
想
の
立
脚
點
よ
り
談
理
を
斥
く

る
も
の
な
り
、
談
理
の
後
に
す
べ
き
を
説
く
も
の
な
り
。
か
の
美
の
こ
ゝ
ろ

を
碎
い
て
理
に
入
り
た
る
審
美
論
、
豈
ひ
と
り
斥
け
ら
れ
ざ
ら
む
や
、
豈
ひ

と
り
後
に
す
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
ざ
ら
む
や
。
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逍
遙
子
の
い
は
く
。
わ
れ
は
記
實
を
以
て
徐
々
傾
向
を
誘
致
せ
む
と
す
。

こ
れ
一
種
の
持
藥
な
り
。
難
ず
る
も
の
は 

何  

爲 

な
ん
す
れ

ぞ
劇
藥
を
投
ぜ
ざ
る
と
い

ふ
。
嗚
呼
、
か
れ
等
は
劇
藥
の
い
と
〳
〵
用
ゐ
易
く
し
て
、
人
間
を
益
し
が

た
き
理
を
知
ら
ず
。
何
ぞ
共
に
醫
道
を
語
る
に
足
ら
む
と
。

　
記
實
は
果
し
て
持
藥
な
る
か
。
談
理
は
果
し
て
劇
藥
な
る
か
。
劇
藥
は
果

し
て
用
ゐ
易
く
し
て
、
人
間
を
益
し
が
た
き
か
。
劇
藥
の
是かく
の
如
く
な
る
は

果
し
て
談
理
に
似
た
る
か
。
わ
れ
は
逍
遙
子
が
我
を
以
て
共
に
醫
道
を
語
る

に
足
る
も
の
と
な
す
や
、
あ
ら
ず
や
を
知
ら
ず
。
さ
れ
ど
我
國
の
醫
史
に
據

れ
ば
、
温
補
の
方
盛
に
用
ゐ
ら
れ
て
、
漢
醫
の
道
衰
へ
た
る
を
、 

吉  

益  

よ
し
ま
す
と
う

東  

洞 

ど
う

、  

永 

富 

獨 

嘯 

庵  

な
が
と
み
ど
く
せ
う
あ
ん

の
輩
起
り
て
、
古
方
を
唱
へ
、
劇
藥
を
用
ゐ
、

一
度
は  

廻    

瀾  

く
わ
い
ら
ん

の
功
を
奏
し
き
。
今
の
西
暦
第
十
九
世
紀
の
醫
道
に
至
り

107



て
は
、
お
そ
ら
く
は
復ま
た
持
藥
の
名
を
口
に
す
る
も
の
な
か
ら
む
。
わ
れ
は

固もと
よ
り
譬ひ
喩ゆ
の
跛
足
は
そ
く
に
な
り
易
き
を
知
れ
ば
、
こ
ゝ
に
持
藥
劇
藥
の
事
を
論

ぜ
ず
。
わ
れ
は
唯
逍
遙
子
が
こ
ゝ
に
て
も
持
藥
に
譬
へ
た
る
積
極
な
る
教
育

の
道
を
以
て
人
間
を
益
し
易
き
も
の
と
し
、
劇
藥
に
譬
へ
た
る
消
極
な
る
批

評
の
道
を
以
て
人
間
を
益
し
難
き
も
の
と
し
た
る
を
認
る
の
み
。
わ
れ
は
唯

逍
遙
子
が
劇
藥
な
る
批
評
の
道
を
用
ゐ
易
き
も
の
と
し
て
人
に
委
ね
、
お
の

れ
奮
ひ
て
持
藥
な
る
教
育
の
道
の
用
ゐ
難
き
に
當
り
た
る
を
記
臆
し
お
か
む

の
み
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
烏
有
先
生
は
わ
が
常
識
と
い
ひ
、
「
コ
ン
モ
ン
、
セ

ン
ス
」
と
い
ひ
し
を
難
ぜ
し
が
、
わ
が
然し
か
言
ひ
し
は
常
識
哲
學
の
事
に
あ

ら
ず
、
造
化
人
間
の
事
を
こ
の
物
に
よ
り
て
料
理
せ
む
と
せ
し
に
あ
ら
ず
、
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わ
れ
は
我
が
記
實
の
務
を
な
す
に
當
り
て
、
公
平
な
る
着
眼
に
よ
ら
む
と
い

ふ
の
み
、
愛
憎
を
離
れ
た
る
常
の
判
斷
力
を
以
て
せ
む
と
い
ふ
の
み
と
。

　
常
識
の
公
平
な
る
着
眼
の
義
な
る
こ
と
は
此
解
を
得
て
知
り
ぬ
。
常
識
の

公
平
は
愛
憎
を
離
る
ゝ
よ
り
生
ず
る
な
る
べ
し
。
わ
れ
は
沒
却
理
想
の
公
平

を
願
ひ
て
立
ち
し
も
の
な
る
べ
く
、
愛
憎
を
離
れ
む
と
し
て
立
ち
し
も
の
な

る
べ
き
を
お
も
へ
り
。
さ
れ
ど
わ
れ
は
沒
却
理
想
の
愛
憎
を
離
れ
て
公
平
に

至
る
を
ば
、
顯
象
世
界
を
撥
無
し
た
る
上
の
事
と
な
す
を
以
て
、
沒
却
理
想

の
見
、
即
ち
逍
遙
子
の
見
を
以
て
常
人
の
判
斷
力
と
す
る
こ
と
の
當
れ
り
や
、

あ
ら
ず
や
を
疑
ふ
。

　
わ
れ
も
亦
た
公
平
な
ら
む
と
願
ふ
も
の
な
り
、
愛
憎
を
離
れ
む
と
欲
す
る

も
の
な
り
。
さ
れ
ど
わ
れ
は
論
理
を
守
り
て
是
非
を
立
つ
。
か
る
が
故
に
わ
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が
公
平
と
す
る
と
こ
ろ
、
わ
が
愛
憎
を
離
れ
た
り
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
是
を

是
と
す
る
に
あ
り
、
非
を
非
と
す
る
に
あ
り
。
わ
れ
は
敢
て
衆
理
想
皆
是
な

り
、
皆
非
な
り
と
は
い
は
ざ
る
な
り
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
わ
れ
は
世
界
に
想
絶
無
な
り
と
説
か
ず
、
ま
た
想
み

ち
た
り
と
説
か
ず
。
烏
有
先
生
は
想
み
ち
た
り
と
斷
言
す
。
わ
れ
は
未
だ
大

理
想
を
得
ざ
る
消
極
な
り
。
烏
有
先
生
は
既
に
大
理
想
を
得
た
る
積
極
な
り
。

か
る
が
故
に
わ
れ
は
お
も
む
ろ
に
記
實
の
事
に
從
ひ
、
烏
有
先
生
は
進
ん
で

談
理
の
筆
を
揮
ふ
と
。

　
逍
遙
子
は
ま
こ
と
に
造
化
の
有
理
想
無
理
想
を
定
め
ず
。
ハ
ル
ト
マ
ン
は

ま
こ
と
に
造
化
の
有
理
想
を
定
め
た
り
。
さ
れ
ど
逍
遙
子
を
以
て
未
得
大
理

想
と
し
、
ハ
ル
ト
マ
ン
を
以
て
既
得
大
理
想
と
せ
む
は
い
か
が
。
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わ
れ
未
だ
沒
却
理
想
を
信
じ
て
、
こ
の
禿ちび
た
る
談
理
の
筆
を
擲
な
げ
うち
、
逍
遙

子
が
驥き
尾び
に
附
い
て
、
記
實
の
事
に
從
ふ
こ
と
能
は
ず
と
い
へ
ど
も
、
逍
遙

子
は
既
に
沒
却
理
想
を
立
て
た
れ
ば
、
こ
れ
も
既
得
大
理
想
と
い
ふ
べ
き
も

の
に
は
あ
ら
ざ
る
か
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
某
無
意
識
哲
學
を
作
る
や   

辨      

ヂ
ヤ
レ
ク
チ
ツ

證   ク
の
一
道
を
避
け
て
、
歸
納
演
繹
の
論
理
を
用
ゐ
き
。
ハ
ル
ト
マ
ン
は
是

を
是
と
す
る
も
の
な
り
、
非
を
非
と
す
る
も
の
な
り
。
そ
の
造
化
有
理
想
と

い
ひ
て
、
造
化
無
理
想
と
い
ふ
も
の
に
も
、
造
化
有
理
想
に
あ
ら
ず
、
無
理

想
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
も
の
に
も
反そむ
き
た
る
は
こ
ゝ
を
以
て
な
り
。
逍
遙
子
が

沒
却
理
想
、
若
し
眞
能
立
な
ら
ば
、
そ
の
理
想
の
大
な
る
こ
と
、
豈
ハ
ル
ト

マ
ン
が
比
な
ら
む
や
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
系
統
の
如
き
も
の
は
、
所
謂
衆
小
理

想
の
一
つ
と
し
て
、
逍
遙
子
が
大
理
想
に 

併  
呑 

へ
い
ど
ん

せ
ら
る
べ
き
の
み
。
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わ
れ
嘗
て
い
は
く
。
わ
れ
は
且
し
ば
らく
烏
有
先
生
に
代
り
て
、
山
房
に
居
て
文

を
論
ぜ
む
と
。
こ
は
ま
こ
と
に
山
房
論
文
の
縁
起
な
り
。
わ
が
頑
冥
な
る
、

今
の
文
學
界
に
立
ち
て
評
論
を
事
と
す
べ
き
器
に
あ
ら
ず
。
平
生
少
し
く
獨

逸
語
を
解
す
る
を
以
て
、
た
ま
〳
〵
ハ
ル
ト
マ
ン
が
審
美
學
を
得
て
こ
れ
を

讀
み
、
そ
の  

結    
象  

コ
ン
ク
レ
エ
ト
理
想
を
立
て
ゝ
世
の
所
謂
實
際
派
を
お
の
が
系
中
に

收
め
得
た
る
を
喜
べ
る
あ
ま
り
に
、
わ
が
草
紙
を
機
關
と
し
て
山
房
論
文
を

作
る
に
至
り
ぬ
。
さ
れ
ば
論
文
の
は
じ
め
の
篇
に
も
、
逍
遙
子
が
批
評
眼
を

の
ぞ
く
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
眼
鏡
を
以
て
せ
ば
や
と
こ
と
わ
り
た
り
き
。

　
逍
遙
子
は
わ
れ
を
以
て
烏
有
先
生
な
り
と
し
、
わ
れ
を
以
て
既
に
大
理
想

を
得
た
る
も
の
と
し
、
わ
れ
を
以
て
胸
に
一
系
の
哲
理
あ
る
も
の
と
し
て
、

讃
歎
至
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
し
。
嗚
呼
、
是
れ
果
し
て
そ
の
眞
心
な
る
か
。
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わ
れ
は
烏
有
先
生
に
あ
ら
ず
。
わ
れ
は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
烏
有
先
生
が
逍
遙

子
の
言
を
聞
か
ば
斯
く
い
ふ
べ
し
と
お
も
ひ
量
り
て
、
沒
理
想
の
評
を
作
り

し
の
み
。

　
わ
れ
は
哲
學
系
統
を
有
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ど
わ
れ
は
哲
學
系
統

な
く
し
て
理
を
談
ず
る
こ
と
の
何
の
不
都
合
も
な
か
る
べ
き
を
信
ず
。
レ
ツ

シ
ン
グ
は
人
の
た
め
に
歐
羅
巴
第
一
の
批
評
家
と
い
は
れ
き
。
レ
ツ
シ
ン
グ

が
談
じ
た
る
理
は
哲
學
に
好
材
料
を
與
へ
き
。
さ
れ
ど
レ
ツ
シ
ン
グ
は
哲
學

系
統
を
立
て
し
こ
と
な
し
。
あ
ら
ず
。
或
時
は
哲
學
系
統
を
立
つ
る
こ
と
の

詩
人
に
は
ふ
さ
は
し
か
ら
ざ
る
を
論
じ
て
、
普
魯
西
學
士
會
院
の
懸
賞
募
文

を
非
難
す
る
に
至
り
ぬ
。

　
わ
が
頑
冥
な
る
、
曷
い
づ
くむ
ぞ
敢
て
レ
ツ
シ
ン
グ
を
以
て
み
づ
か
ら
比
せ
む
や
。
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さ
れ
ど
わ
れ
も
レ
ツ
シ
ン
グ
も
文
壇
に
立
ち
て
談
理
の
業
を
な
す
も
の
な
り
。

わ
が
第
十
九
基
督
世
紀
の
ハ
ル
ト
マ
ン
が 

唯 

一 

論 

モ
ニ
ス
ム
ス

に
取
る
と
こ
ろ
あ
る
は
、

其
れ
猶
レ
ツ
シ
ン
グ
が
第
十
七
基
督
世
紀
の
ス
ピ
ノ
ツ
ア
が
唯
一
論
に
取
る

と
こ
ろ
あ
り
し
が
ご
と
き
か
。

　
逍
遙
子
の
わ
れ
を
烏
有
先
生
な
り
と
て
讃
歎
す
る
や
、
一
種
の
お
も
し
ろ

き
手
段
を
用
ゐ
た
り
。
そ
を
何
ぞ
と
い
ふ
に
か
の
小
羊
子
が
白ひ
日る
の
夢
と
題

し
た
る
華
文
是
な
り
。
逍
遙
子
は
そ
の
初
に
お
の
が
來こ
し
か
た
を
説
き
つ
。

是
を
低
級
の
談
理
界
と
す
。
譬
へ
ば
猶
ほ
一
知
半
解
の
禪
の
ご
と
き
も
の
な

ら
む
。
こ
ゝ
に
使
は
れ
た
る
自
嘲
の
筆
法
は
上
に
引
い
た
る
節
々
（
談
理
を

斥
く
る
證
）
に
て
も
、
そ
の
一
斑
を
知
る
に
足
ら
む
。
逍
遙
子
は
次
に
お
の

が
愚
痴
と
題
し
て
、
白
日
の
夢
の
塊
か
た
ま
りの
縁
起
を
示
し
つ
。
塊
と
は
沒
却
理
想
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系
の
謂
な
る
べ
し
。
是
を
間
級
の
記
實
界
と
す
。
譬
へ
ば
猶
ほ
小
乘
禪
の
ご

と
き
な
ら
む
。
こ
の
段
の
終
に
は
烏
有
先
生
が
事
を
擧
げ
て
、
わ
が
沒
理
想

を
評
せ
し
文
を
ゆ
か
し
き
琴
の
音
な
り
と
い
ふ
。
烏
有
先
生
が
見
地
は
逍
遙

子
よ
り
高
し
と
し
た
る
な
り
。
是
を
高
級
の
談
理
界
と
す
。
譬
へ
ば
猶
ほ
大

乘
禪
の
ご
と
き
も
の
な
ら
む
。
逍
遙
子
は
わ
れ
に
徴
塵
ば
か
り
な
る
推
察
力

を
役
す
る
こ
と
を
許
さ
む
か
。
逍
遙
子
が
自
ら
記
實
の
間
級
に
居
り
て
、
陽

に
は
我
を
談
理
の
高
級
に
祭
り
込
み
、
陰
に
は
我
を
談
理
の
低
級
に
蹴
落
し

た
る
形
迹
は
、
お
そ
ら
く
は
掩
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
る
べ
し
。
あ
る
人
我

に
語
つ
て
い
ひ
け
ら
く
。
釋
迦
が
お
の
が
來
し
か
た
を
説
い
て
提
婆
達
多

だ
い
ば
だ
つ
た
を

罵のゝ
しり
し
は
、
罵
る
こ
と
の
極
め
て
深
き
も
の
な
り
と
。
逍
遙
子
が
言
も
亦
罵

り
得
て
好
か
ら
ず
や
。
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逍
遙
子
の
い
は
く
。
わ
れ
は
無
理
想
を
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
本
體
と
せ
ず
。

沒
却
理
想
を
大
詩
人
の
本
領
と
せ
ず
。
わ
が
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
沒
理
想
と
い

ひ
し
は
、
直
接
に
評
注
の
方
法
に  

關    

繋  

く
わ
ん
け
い

し
て
、
間
接
に
詩
論
に
關
繋
す

と
。

　
逍
遙
子
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
本
體
を
も
説
か
ず
、
大
詩
人
の
本
領
を
も

説
か
ず
と
か
。
さ
ら
ば
わ
れ
も
強
ひ
て
そ
の
本
體
本
領
を
問
は
む
と
は
せ
ざ

る
べ
し
。
逍
遙
子
が
沒
却
理
想
の
詩
論
（
審
美
學
）
に
於
け
る
關
繋
を
我
位

地
よ
り
見
た
る
と
こ
ろ
を
ば
既
に
い
ひ
ぬ
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
バ
イ
ロ
ン
等
が
作
の
度
量
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
作

の
度
量
に
劣
れ
り
。
か
な
た
は
解
し
易
く
、
評
し
易
く
し
て
、
こ
な
た
は
解

し
難
く
、
評
し
難
し
。
わ
れ
は
バ
イ
ロ
ン
等
と
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
と
の
優
劣
、
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そ
の
作
の
度
量
の
優
劣
に
存
ず
と
は
い
は
ず
と
。

　
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
と
バ
イ
ロ
ン
等
と
の
優
劣
を
ば
逍
遙
子
説
か
ず
と
か
。

さ
ら
ば
わ
れ
も
そ
を
問
は
ざ
る
べ
し
。
さ
ば
れ
逍
遙
子
は
常
に
「
ド
ラ
マ
」

主
義
と
い
ふ
も
の
を
唱
へ
た
り
。
そ
の
所
謂
「
ド
ラ
マ
」
は
作
家
が
お
の
が

理
想
を
沒
却
し
て
作
り
し
詩
な
り
。
既
に
主
義
と
い
は
ゞ
、
か
く
臨
時
無
理

想
に
し
て
作
り
た
る
詩
を
度
量
優
れ
り
と
し
、
さ
ら
ぬ
を
度
量
劣
れ
り
と
す

る
も
の
な
ら
む
。
叙
情
詩
を
作
る
こ
と
バ
イ
ロ
ン
等
が
如
き
も
の
は
、
逍
遙

子
に
理
想
を
沒
却
す
る
こ
と
充
分
な
ら
ざ
る
も
の
と
せ
ら
る
べ
く
、
戲
曲
を

作
る
こ
と
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
等
が
如
き
も
の
は
、
逍
遙
子
に
理
想
を
沒
却
す

る
こ
と
充
分
な
る
も
の
と
せ
ら
る
べ
し
。
さ
れ
ば
叙
情
詩
人
は
逍
遙
子
が
た

め
に
概
ね
其
作
の
度
量
劣
り
た
る
も
の
と
せ
ら
れ
、
戲
曲
作
者
は
こ
れ
が
た
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め
に
概
ね
其
作
の
度
量
優
り
た
る
も
の
と
せ
ら
る
べ
し
。
逍
遙
子
は
そ
の
作

の
度
量
に
よ
り
て
詩
人
の
優
劣
を
定
め
ず
と
い
ふ
と
雖
、
詩
人
は
叙
情
詩
を

作
る
こ
と
に
慣
る
ゝ
と
、
戲
曲
を
作
る
こ
と
に
慣
る
ゝ
と
に
よ
り
て
、
逍
遙

子
が
た
め
に
其
作
の
度
量
を
軒
輊
け
ん
ち
せ
ら
る
ゝ
こ
と
を
免
れ
ず
。
此
の
如
き
待

遇
は
果
し
て
公
平
な
る
判
斷
力
よ
り
生
ず
る
も
の
な
る
か
。
詩
人
は
そ
の
所

長
を
殊
に
す
る
た
め
に
、
逍
遙
子
が
批
評
眼
に
逢
ひ
た
る
と
き
幸
不
幸
あ
る

に
は
あ
ら
ざ
る
か
。
逍
遙
子
が
所
謂
「
ド
ラ
マ
」
主
義
は
戲
曲
に
厚
く
し
て
、

叙
情
詩
に
薄
き
に
は
あ
ら
ざ
る
か
。
是
れ
我
問
の
本
意
な
り
き
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
と
近
松
と
は
、
わ
れ
其
質
必
ず
等

し
と
い
は
ず
、
そ
の
詩
人
と
し
て
の 

技  
倆 

ぎ
り
や
う

必
ず
同
じ
と
い
は
ず
、
二
人
は

皆
理
想
を
あ
ら
は
さ
ゞ
る
理
想
家
な
り
き
。
英
國
の
小
理
想
家
な
る
評
者
ど

118柵草紙の山房論文



も
は
、
或
は
宗
教
上
に
、
或
は
沒
美
學
的
俗
見
を
も
て
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
を

評
し
き
。
そ
の
さ
ま
群
盲
象
を
語
る
に
殊
な
ら
ず
し
て
い
と
可
笑
し
。
近
松

も
英
國
に
生
れ
た
ら
ま
し
か
ば
、
か
ゝ
る
大
出
世
を
や
な
し
け
む
と
お
も
は

る
と
。

　
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
質
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
詩
人
と
し
て
の
技
倆
、
近

松
が
質
、
近
松
が
詩
人
と
し
て
の
技
倆
を
ば
、
逍
遙
子
言
は
ず
と
か
。
さ
ら

ば
そ
れ
に
て
も
よ
し
。

　
逍
遙
子
が
「
ド
ラ
マ
」
主
義
の
審
美
學
に
よ
れ
ば
、
理
想
を
沒
却
し
て
あ

ら
は
さ
ゞ
る
を
詩
人
の
旨
と
す
。
さ
れ
ば
逍
遙
子
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
と
近

松
と
が
此
旨
を
同
う
し
た
る
を
認
め
た
る
な
り
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
と
近
松

と
が
「
ド
ラ
マ
」
主
義
に
適かな
へ
る
を
認
め
た
る
な
り
。
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シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
作
に
は
個
想
比
較
的
に
多
く
、
近
松
が
作
に
は
類
想

比
較
的
に
多
し
と
し
て
、
彼
を
揚
げ
此
を
抑
へ
た
る
は
我
な
り
。
二
者
の
間

に
等
差
を
立
て
ざ
る
は
逍
遙
子
な
り
。
（
逍
遙
子
が
等
差
を
立
て
ざ
る
は
等

差
な
し
と
の
こ
ゝ
ろ
に
あ
ら
ず
、
等
差
の
有
無
を
語
ら
じ
と
の
こ
ゝ
ろ
な
り

と
い
ふ
、
下
の
一
面
相
の
辨
と
合
せ
看
る
べ
し
）
英
吉
利
の
評
者
が
逍
遙
子

に
嗤
笑
し
せ
う
せ
ら
れ
た
る
は
氣
の
毒
な
る
こ
と
な
り
。
彼
等
が
果
し
て
逍
遙
子
と

共
に
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
と
近
松
と
の
間
に
等
差
を
立
て
ず
し
て
、
こ
れ
が
た

め
に
近
松
大
出
世
を
な
す
に
至
る
べ
き
か
、
あ
ら
ざ
る
か
は
、
わ
れ
こ
れ
を

斷
ず
る
こ
と
能
は
ず
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
詩
文
の
沒
却
理
想
は
一
面
相
よ
り
見
て
立
て
た
る
な

り
。
さ
れ
ば
沒
却
理
想
の
戲
曲
す
な
は
ち
大
戲
曲
な
る
に
あ
ら
ず
。
沒
却
理
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想
の
詩
文
を
作
る
も
の
す
な
は
ち
大
詩
人
な
る
に
あ
ら
ず
と
。

　
逍
遙
子
が
詩
文
に
對
す
る
沒
却
理
想
は
審
美
上
の
立
言
な
る
こ
と
は
疑
ふ

べ
か
ら
ず
。
わ
れ
は
當
初
こ
れ
を
評
し
て
、
逍
遙
子
が
審
美
學
な
り
と
し
た

り
。

「
ド
ラ
マ
」
主
義
は
逍
遙
子
が
久
し
く
唱
ふ
る
と
こ
ろ
な
り
。
「
ド
ラ
マ
」

の
所
謂
沒
却
理
想
の
詩
な
る
こ
と
は
こ
こ
に
辨
ず
る
こ
と
を
要
せ
ず
。
さ
る

に
逍
遙
子
は
詩
文
の
沒
却
理
想
を
詩
文
の
一
面
相
な
り
と
し
、
沒
却
理
想
の

戲
曲
即
ち
大
戲
曲
な
る
に
あ
ら
ず
と
い
ひ
、
沒
却
理
想
の
詩
文
を
作
る
も
の

す
な
は
ち
大
詩
人
な
る
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
。
こ
は
沒
却
理
想
の
外
に
、
詩
文

の
面
相
あ
る
べ
き
を
定
め
お
き
て
、
そ
の
面
相
を
ば
い
か
な
る
も
の
と
も
斷

ら
ず
、
以
て
自
家
の
主
義
の    

擴        

大    

ゲ
ネ
ラ
リ
ジ
イ
レ
ン

せ
ら
る
ゝ
を
避
け
、
以
て
詩
の
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質ヱエ
ゼ
ン
と
詩
人
の
技
倆
と
を
直
評
す
る
に
至
る
を
免
れ
む
と
す
る
も
の
な
り
。

　
逍
遙
子
は
既
に
沒
却
理
想
以
外
に
詩
文
の
面
相
あ
る
こ
と
を
公
言
し
つ
。

さ
れ
ど
逍
遙
子
は
そ
の
面
相
の
何
物
な
る
か
を
示
さ
ゞ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま

た
そ
の
面
相
の
ま
こ
と
に    

有        

る    

エ
ク
シ
ス
チ
イ
レ
ン

べ
き
所
以
を
も
示
さ
ゞ
り
き
。
よ

の
常
の
論
理
に
從
ふ
と
き
は
、
一
事
物
の
有
る
所
以
を
示
さ
ゞ
る
間
は
、
こ

れ
を
有
り
と
認
め
ず
し
て
無
し
と
認
む
べ
き
も
の
な
れ
ば
、
わ
れ
は
逍
遙
子

が
既
に
指
し
示
し
た
る
沒
却
理
想
を
唯
一
面
相
な
り
と
し
て
評
論
す
る
こ
と

を
得
べ
し
。
若
し
ま
た
面
相
と
い
ふ
語
に
既
に
唯
一
な
ら
ざ
る
意
義
あ
り
と

せ
ば
、
わ
れ
は
沒
却
理
想
を
面
相
と
い
ふ
を
非
な
り
と
し
て
評
論
す
る
こ
と

を
得
べ
し
、
沒
却
理
想
を
質
な
り
と
し
て
評
論
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。
か
ゝ

る
評
論
を
な
さ
む
折
の
わ
が
責
は
、
他
日
逍
遙
子
が
沒
却
理
想
と
併
び
立
つ
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べ
き
第
二
以
上
の
面
相
を
示
し
た
る
と
き
、
或
は
こ
れ
を
駁
議
し
、
或
は
さ

き
の
沒
却
理
想
を
詩
文
の
唯
一
質
と
し
て
の
評
論
を
訂
正
す
る
に
あ
る
べ
き

の
み
。

　
さ
れ
ど
わ
れ
は
今
此
權
利
を
用
ゐ
ざ
る
べ
し
。
此
權
利
を
用
ゐ
ざ
る
上
は
、

詩
文
の
沒
却
理
想
以
外
の
面
相
の
有
る
べ
き
こ
と
を
妄
信
す
べ
き
か
。
答
へ

て
い
は
く
。
あ
ら
ず
。
さ
ら
ば
又
詩
文
の
沒
却
理
想
を
逍
遙
子
が
審
美
學
な

り
と
し
た
る
評
論
を
取
消
す
べ
き
か
。
答
へ
て
い
は
く
。
あ
ら
ず
。

　
逍
遙
子
が
沒
却
理
想
は
依
然
た
る
逍
遙
子
が
審
美
學
な
り
。
そ
の
沒
却
作

家
以
外
の
面
相
、
沒
却
理
想
以
外
の
面
相
を
ば
逍
遙
子
不
説
と
し
て
顧
み
ざ

る
こ
と
を
得
べ
く
、
わ
れ
は
こ
れ
を
不
問
に
し
て
棄
て
お
く
こ
と
を
得
べ
し
。

唯
逍
遙
子
が
審
美
學
は
復
た
圓
通
の
道
に
あ
ら
ず
し
て
、
缺
陷
の
論
た
ら
む
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の
み
。
こ
れ
を
一
面
相
の
審
美
學
と
謂
ふ
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
、
沒
却
理
想
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
傑
作
に
於
い
て
こ

れ
を
見
る
。
わ
れ
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
作
皆
沒
却
理
想
な
り
と
い
は
ず
と
。

　
こ
は
逍
遙
子
が
平
等
見
も
猶
ほ
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
作
中
に
於
い
て
傑
不

傑
の
分
を
立
て
た
る
も
の
に
似
た
り
。
さ
て
皆
沒
却
理
想
な
り
と
い
は
ず
と

は
、
傑
作
は
沒
却
理
想
に
し
て
、
不
傑
作
は
非
沒
却
理
想
な
り
と
の
こ
ゝ
ろ

な
る
べ
し
。

　
逍
遙
子
が
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
作
中
に
於
い
て
傑
不
傑
の
分
を
立
て
た
る

は
、
上
に
所
謂
度
量
の
大
小
に
同
じ
か
る
べ
し
。
さ
ら
ば
度
量
の
大
小
は
即

ち
作
の
傑
不
傑
に
し
て
作
の
傑
不
傑
は
即
ち
理
想
の
沒
却
非
沒
却
な
る
べ
し
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
衆
戲
曲
家
に
殊
な
る
は
花
形
の

124柵草紙の山房論文



寶
鏡
の
玻
璃
製
の
小
鏡
に
殊
な
る
が
如
し
。
わ
れ
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
傑

作
を
沒
却
理
想
な
り
と
す
れ
ど
も
、
總
て
の
「
ド
ラ
マ
」
沒
却
理
想
な
り
と

い
は
ず
と
。

　
こ
は
逍
遙
子
が
特ひと
り
沒
却
理
想
な
る
戲
曲
と
沒
却
理
想
な
ら
ざ
る
戲
曲
と

を
分
ち
た
る
の
み
な
ら
で
、
能
く
沒
却
理
想
な
る
戲
曲
を
作
る
詩
人
と
、
沒

却
理
想
な
る
戲
曲
を
作
る
こ
と
能
は
ざ
る
詩
人
と
を
別
ち
た
る
言
な
り
。

　
逍
遙
子
は
こ
れ
に
よ
り
て
作
者
の
高
下
を
ば
定
め
ず
と
い
ふ
。
さ
れ
ど
沒

却
理
想
な
る
と
沒
却
理
想
な
ら
ざ
る
と
に
て
、
作
の
度
量
の
優
れ
る
と
劣
れ

る
と
を
知
る
は
、
逍
遙
子
が
一
面
相
審
美
學
の
標
準
な
れ
ば
、
シ
エ
ク
ス
ピ

イ
ヤ
は
到
底
一
面
相
の
上
の
大
詩
人
た
る
に
差
支
な
か
る
べ
く
、
そ
の
他
の

衆
戲
曲
家
は
到
底
一
面
相
の
上
の
小
家
數
た
る
に
差
支
な
か
る
べ
し
。
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逍
遙
子
が
沒
理
想
は
、
當
初
戲
曲
の
體
裁
に
伴
へ
る
が
如
く
な
り
き
。
わ

れ
は
こ
れ
が
た
め
に
戲
曲
に
し
て
沒
理
想
な
ら
ざ
る
も
の
ゝ
あ
り
や
な
し
や

を
疑
ひ
き
。
今
や
、
沒
却
理
想
な
ら
ざ
る
戲
曲
あ
る
こ
と
を
ば
、
逍
遙
子
み

づ
か
ら
言
へ
り
。
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
曲
中
既
に
沒
却
理
想
な
ら
ざ
る
も
の

あ
る
が
如
く
、
文
學
史
上
に
名
を
列つら
ね
た
る
衆
戲
曲
家
に
は
、
終
身
一
篇
の

沒
却
理
想
な
る
戲
曲
を
も
作
り
得
ざ
り
し
も
の
多
き
な
る
べ
し
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
が
如
き
審
美
家
も
、
必
ず
し
も
戲
曲

ド
ラ
マ
チ
ツ
クの
旨
と
戲
曲
の
體
と
相

伴
へ
り
と
は
せ
ず
。
戲
曲
の
旨
あ
り
て
叙
情
詩
の
體
を
な
す
も
の
を
「
ド
ラ

マ
」
的
叙
情
詩
と
名
け
、
又
小
説
中
に
も
「
ド
ラ
マ
」
の
旨
入
り
た
る
多
し

と
い
へ
る
は
、
戲
曲
の
旨
の
戲
曲
な
ら
ぬ
詩
の
體
に
伴
ふ
べ
き
を
示
し
た
る

な
り
。
戲
曲
の
體
あ
る
も
の
に
三
種
を
分
ち
て
、
一
つ
を
叙
情
戲
曲
と
い
ひ
、
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次
を
叙
事
戲
曲
と
い
ひ
、
次
を
「
ド
ラ
マ
」
的
戲
曲
と
い
ひ
た
る
は
、
戲
曲

の
體
の
戲
曲
な
ら
ぬ
詩
の
旨
を
も
含
む
べ
き
を
示
し
た
る
な
り
。

　
獨
り
戲
曲
の
體
あ
り
て
「
ド
ラ
マ
」
の
旨
な
き
も
の
に
至
り
て
は
、
ハ
ル

ト
マ
ン
等
が
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
る
に
、
逍
遙
子
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
作

の
傑
出
な
ら
ざ
る
も
の
に
然さ
る
た
ぐ
ひ
あ
り
と
い
ひ
、
又
衆
戲
曲
家
の
作
に

然
る
た
ぐ
ひ
多
し
と
い
ふ
。
こ
は
逍
遙
子
が
「
ド
ラ
マ
」
と
い
ふ
語
の
よ
の

常
の
意
義
と
は
い
た
く
殊
な
る
が
た
め
な
る
べ
し
。

　
逍
遙
子
が
「
ド
ラ
マ
」
の
叙
情
詩
に
も
、
叙
事
詩
に
も
、
戲
曲
に
も
、
小

説
に
も
通
ず
べ
き
意
義
あ
る
が
如
く
な
る
こ
と
を
ば
嘗
て
論
じ
お
き
つ
。
さ

れ
ど
そ
の
詩
の
諸
體
に
通
ず
る
は
「
ド
ラ
マ
」
の
體
と
し
て
通
ず
る
に
は
あ

ら
ず
、
所
謂
沒
却
理
想
の
旨
と
し
て
通
ず
る
な
り
。
宜むべ
な
る
か
な
、
沒
却
理
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想
な
ら
ざ
る
戲
曲
と
い
ふ
も
の
出
來
て
、
遂
に
「
ド
ラ
マ
」
の
旨
な
き
戲
曲

を
現
じ
來
れ
る
こ
と
。

　
わ
れ
是
に
於
い
て
や
、
逍
遙
子
が
猶
ほ
戲
曲
と
書
し
て
「
ド
ラ
マ
」
と
傍

訓
す
る
を
怪
み
、
そ
の
「
ド
ラ
マ
」
即
ち
沒
却
理
想
詩
と
戲
曲
と
の
限
界
尚

未
だ
明
な
ら
ざ
る
を
惜
み
き
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
「
ド
ラ
マ
」
に
大
「
ド
ラ
マ
」
と
小
「
ド
ラ
マ
」
と

あ
り
。
大
な
る
も
の
は
活
差
別
相
を
具
へ
、
小
な
る
も
の
は
こ
れ
を
具
ふ
る

こ
と
な
し
。
「
ド
ラ
マ
」
は
沒
揷
評
の
詩
な
り
。
大
沒
揷
評
詩
は
活
差
別
相

を
具
へ
た
る
が
故
に
、
こ
れ
を
沒
却
理
想
な
り
と
し
、
小
沒
揷
評
詩
は
活
差

別
相
を
具
へ
ざ
る
が
故
に
、
こ
れ
を
沒
却
理
想
な
ら
ず
と
す
と
。

　
こ
は
逍
遙
子
が
は
じ
め
て
そ
の
所
謂
「
ド
ラ
マ
」
の
體
を
表
し
出
し
た
る
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言
葉
な
り
。
蓋
し
逍
遙
子
が
「
ド
ラ
マ
」
は
沒
却
理
想
を
以
て
そ
の
旨
と
し
、

沒
揷
評
を
以
て
そ
の
體
と
し
た
る
な
ら
む
。
こ
ゝ
ろ
み
に
詩
の
諸
體
に
就
い

て
、
作
者
の
客
觀
的
叙
法
を
用
ゐ
て
、
評
（
感
情
に
よ
れ
る
言
葉
）
な
か
ら

し
む
べ
き
も
の
を
求
む
る
に
、
吟
體
詩
に
は
叙
事
詩
あ
り
、
戲
曲
あ
り
、
讀

體
詩
に
は
小
説
あ
り
。
そ
の
こ
ゝ
に
入
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
は
唯
叙
情
詩

の
一
體
の
み
。

　
さ
れ
ば
沒
揷
評
の
性
、
即
ち
逍
遙
子
が
「
ド
ラ
マ
」
の
體
を
ば
叙
事
詩
、

戲
曲
、
小
説
の
三
つ
の
も
の
、
皆
通
じ
て
具
へ
た
る
な
ら
む
。
今
沒
揷
評
と

い
ふ
「
ド
ラ
マ
」
の
體
と
、
沒
却
理
想
と
い
ふ
「
ド
ラ
マ
」
の
旨
と
の
占
領

す
べ
き
審
美
上
の
區
域
を
並
べ
擧
ぐ
る
と
き
は
左
の
如
し
。

　
さ
て
沒
揷
評
詩
の
大
小
、
即
ち
「
ド
ラ
マ
」
の
大
小
は
活
差
別
相
の
有
無
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に
よ
り
て
分
る
と
い
へ
ど
、
活
差
別
相
即
活
平
等
相
は
沒
却
作
家
即
沒
却
理

想
の
現
ず
る
と
こ
ろ
に
過
ぎ
ざ
れ
ば
、
沒
揷
評
詩
の
大
な
る
も
の
と
小
な
る

も
の
と
の
細
區
別
は
左
の
如
く
な
る
べ
し
。

　
さ
て
沒
揷
評
と
沒
却
理
想
と
の
二
つ
を
基
と
し
て
、
詩
の
全
域
を
組
立
つ

る
と
き
は
、
そ
の
さ
ま
お
ほ
よ
そ
左
の
如
く
な
る
べ
し
。

　
右
の
表
を
見
る
と
き
は
、
逍
遙
子
が
「
ド
ラ
マ
」
の
旨
な
り
と
す
る
沒
却

理
想
と
逍
遙
子
が
「
ド
ラ
マ
」
の
體
な
り
と
す
る
沒
揷
評
と
は
並
び
存
す
る

こ
と
ゝ
並
び
存
ぜ
ざ
る
こ
と
ゝ
あ
り
て
一
樣
な
ら
ず
。
旨
と
し
て
の
「
ド
ラ

マ
」
（
沒
却
理
想
詩
）
は
す
べ
て
の
詩
體
を
通
じ
て
、
そ
の
大
な
る
も
の
、

そ
の
傑
な
る
も
の
、
そ
の
度
量
優
り
た
る
も
の
を
統
べ
た
り
。
體
と
し
て
の

「
ド
ラ
マ
」
（
沒
揷
評
詩
）
は
叙
事
詩
、
戲
曲
、
小
説
の
三
體
に
通
じ
て
、
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叙
情
詩
に
通
ぜ
ず
、
大
小
、
傑
不
傑
、
度
量
の
優
劣
に
至
り
て
は
、
そ
の
問

ふ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。

　
わ
れ
是
に
至
り
て
「
ド
ラ
マ
」
と
戲
曲
と
の
、
逍
遙
子
が
用
語
上
に
大
差

別
あ
る
を
明
に
す
る
こ
と
を
得
し
が
、
逍
遙
子
が
猶
ほ
戲
曲
と
書
し
て
「
ド

ラ
マ
」
と
傍
訓
す
る
こ
と
あ
る
所
以
は
、
遂
に
こ
れ
を
明
に
す
る
に
由
な
し
。

或
は
思
ふ
に
逍
遙
子
は
「
ド
ラ
マ
」
と
い
ふ
語
を
三
義
に
分
ち
用
ゐ
る
も
の

か
。

　
若
し
こ
の
數
節
の
分
解
に
し
て
、
甚
し
き
過
謬
な
き
も
の
と
す
る
と
き
は
、

逍
遙
子
が
用
語
の
變
通
自
在
に
し
て
逍
遙
子
が
立
言
の
殆
ほ
と
ん
ど

 

端  

倪 

た
ん
げ
い

す
べ
か
ら

ざ
り
し
を
知
る
に
足
ら
む
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
わ
れ
「
ド
ラ
マ
」
の
例
に
鬼
貫
が
俳
句
と
宗
吾
が
實
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傳
と
引
き
し
こ
と
あ
り
。
沒
揷
評
即
沒
却
理
想
と
解
せ
ら
れ
し
は
こ
れ
が
た

め
な
ら
む
と
。

　
逍
遙
子
が
「
ド
ラ
マ
」
主
義
の
例
に
俳
句
と
實
傳
と
を
引
く
べ
く
ば
、
そ

の
所
屬
は
左
の
如
く
な
る
べ
し
。

　
わ
が
當
初
沒
理
想
の
語
に
沒
揷
評
の
義
を
含
ま
せ
た
る
逍
遙
子
が
言
を
疑

ひ
し
は
、
沒
理
想
の
義
、
後
に
沒
却
理
想
の
義
と
改
ま
り
て
、
別
に
沒
揷
評

の
義
を
生
じ
、
遂
に
は
沒
却
理
想
に
し
て
沒
揷
評
に
あ
ら
ざ
る
も
の
（
詩
に

て
は
大
叙
情
詩
）
と
沒
却
理
想
に
あ
ら
ず
し
て
沒
揷
評
な
る
も
の
（
詩
に
て

は
小
叙
事
詩
、
小
戲
曲
、
小
小
説
）
と
を
生
ず
べ
き
を
預
知
す
る
に
由
な
か

り
け
れ
ば
な
り
。
わ
れ
は
ま
こ
と
に
沒
理
想
の
語
に
沒
揷
評
の
義
を
含
ま
せ

た
る
を
疑
ひ
き
、
さ
れ
ど
沒
理
想
即
沒
揷
評
と
あ
や
ま
り
解
せ
し
に
あ
ら
ず
。
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故かれ
わ
が
當
時
の
言
に
い
は
く
。
沒
理
想
は
沒
理
想
に
あ
ら
ず
し
て
沒
揷
評
な

る
こ
と
あ
る
を
見
た
り
と
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
叙
情
詩
人
の
極
大
な
る
は
預
言
者
な
り
。
「
ド
ラ
マ

チ
ス
ト
」
の
極
大
な
る
は
不
言
の
救
世
主
な
り
。
彼
も
此
も
沒
却
理
想
な
り
。

さ
る
を
我われ
叙
情
詩
に
薄
く
し
て
、
「
ド
ラ
マ
」
に
厚
し
と
や
う
に
い
ふ
も
の

あ
る
は
違
へ
り
と
。

　
こ
ゝ
に
「
ド
ラ
マ
」
と
い
ひ
、
「
ド
ラ
マ
チ
ス
ト
」
と
い
へ
る
は
、
沒
揷

評
詩
、
沒
揷
評
詩
人
に
し
て
、
沒
却
理
想
詩
、
沒
却
理
想
詩
人
に
あ
ら
ず
。

こ
の
用
語
例
を
い
ま
だ
示
さ
ゞ
る
間
は
、
「
ド
ラ
マ
」
即
沒
理
想
詩
の
義
を

沒
揷
評
詩
と
も
無
理
想
詩
と
も
解
す
べ
く
、
「
ド
ラ
マ
チ
ス
ト
」
即
沒
理
想

詩
家
の
義
を
沒
揷
評
詩
家
と
も
無
理
想
詩
家
と
も
解
す
べ
か
り
し
な
り
。
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逍
遙
子
の
い
は
く
。
叙
事
詩
の
沒
理
想
を
取
ら
ざ
る
か
と
怪
ま
れ
た
る
は
、

沒
理
想
を
わ
が
好
尚
の
唯
一
點
と
お
も
は
れ
し
た
め
な
ら
む
。
こ
は
人
の
誤

解
な
る
べ
し
と
。

　
逍
遙
子
が
叙
事
詩
の
沒
理
想
を
取
ら
ざ
る
か
と
疑
は
れ
し
は
、
そ
の
沒
理

想
の
義
と
「
ド
ラ
マ
」
の
義
と
の
さ
だ
か
な
ら
ざ
り
し
た
め
な
れ
ば
、
こ
れ

を
※
智
の
誤
解
と
い
は
む
よ
り
は
、
立
言
の
失
當
と
い
ふ
べ
き
な
ら
む
。
沒

却
理
想
は
唯
一
點
に
あ
ら
ず
し
て
、
一
面
相
な
り
と
い
へ
ど
も
、
※
智
の
判

斷
に
變
易
な
き
こ
と
は
上
に
辨
じ
た
る
如
し
。

　
逍
遙
子
は
烏
有
先
生
に
向
ひ
て
四
問
を
な
し
て
い
は
く
。

　
　
第
一
問
、
先
生
が
戲
曲
を
評
し
て
理
想
見
た
り
と
い
ふ
は
、
人
物
の
上

　
　
に
理
想
あ
ら
は
る
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
る
か
。
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第
二
問
、 

押  

並 

お
し
な
べ

て
の
戲
曲
の
上
を
か
く
い
ふ
か
。

　
　
第
三
問
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
理
想
は
そ
の
傑
作
の
全
局
に
あ
ら
は
れ

　
　
た
り
と
い
ふ
か
。
ミ
ル
ト
ン
、
バ
イ
ロ
ン
等
が
叙
情
詩
の
如
く
に
。

　
　
第
四
問
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
理
想
は
そ
の
傑
作
の
全
局
に
あ
ら
は
れ

　
　
た
り
と
い
ふ
か
。
衆
戲
曲
家
の
作
の
如
く
に
。

　
烏
有
先
生
の
四
答
は
必
ず
皆
一
向
記
を
作な
さ
む
。

　
　
第
一
答
、
然
り
。

　
　
第
二
答
、
然
り
。

　
　
第
三
答
、
然
り
。

　
　
第
四
答
、
然
り
。

　
さ
ら
ば
烏
有
先
生
が
皆
然
り
と
い
ふ
は
何
故
ぞ
。
答
へ
て
い
は
く
。
逍
遙
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子
は
美
の
主
觀
情
の
み
を
指
し
て
想
と
し
、
美
の
客
觀
相
を
指
し
て
非
想
と

す
れ
ど
も
、
ハ
ル
ト
マ
ン
は
主
客
兩
觀
想
を
立
つ
。
さ
れ
ば
哲
學
者
の
比
量

よ
り
生
じ
來
る
べ
き
美
の
義
ベ
グ
リ
ツ
フは
即
ち
是
れ
美
の
主
觀
想
な
り
。
美
の
主
觀
想

と
共
に
美
の
客
觀
想
立
て
ば
こ
そ
、
抽
象
美
（
類
想
）
を
本
尊
に
し
た
る
舊

理
想
家
を
排
し
て
、
結
象
美
（
個
想
）
を
極
致
に
し
た
る
新
理
想
家
に
は
な

り
ぬ
る
な
れ
。
（
審
美
學
第
二
卷
、
序
九
及
一
〇
面
）

　
逍
遙
子
は
詩
に
理
想
あ
ら
は
れ
た
る
も
の
（
非
沒
却
理
想
詩
、
小
詩
）
と

理
想
あ
ら
は
れ
ざ
る
も
の
（
沒
却
理
想
詩
、
大
詩
）
と
を
分
て
り
。
そ
の
理

想
あ
ら
は
れ
ざ
る
と
こ
ろ
に
は
、
何
物
か
あ
ら
は
れ
た
る
。
逍
遙
子
は
こ
れ

を
活
差
別
相
及
活
平
等
相
な
り
と
い
ふ
。
彼
は    

個      

物      

的    

ダ
ス
、
イ
ン
ヂ
ヰ
ヅ
エ
ル
レ

に
し
て

此
は  

因  

果  

的  

カ
ウ
ザ
リ
テ
エ
ト

な
り
。
個
物
的
に
し
て
個
想
な
ら
ざ
る
も
の
は
、
若
し
個
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物
の
實
な
ら
ず
ば
、
個
物
の
實
の
模
造
な
る
べ
し
。
因
果
的
に
し
て
目
的
な

き
も
の
は
、
若
し
物
力
の
實
な
ら
ず
ば
、
物
力
の
實
の
模
作
な
る
べ
し
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
は
藝
術
を
模
倣
の
低
級
に
蹴
落
す
に
忍
び
ず
。
故かれ
藝
術
の
上

に
個
物
の
實
の
模
造
を
立
て
ず
し
て
個
想
を
立
て
、
物
力
の
實
の
模
作
を
立

て
ず
し
て
小
天
地
想
を
立
つ
。

　
逍
遙
子
が
非
沒
却
理
想
詩
即
小
詩
は
ハ
ル
ト
マ
ン
が
類
想
の
詩
な
り
、
抽

象
美
の
詩
な
り
。
逍
遙
子
が
沒
却
理
想
詩
即
大
詩
は
ハ
ル
ト
マ
ン
が
個
想
、

小
天
地
想
の
詩
な
り
、
結
象
美
の
詩
な
り
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
が
美
は
皆
想
に
し
て
、
實
に
も
あ
ら
ず
、
實
の
模
倣
に
も
あ

ら
ず
。
實
相
實
相
と
追
ひ
ゆ
く
と
き
は
、
聲
も
聲
に
あ
ら
ず
、
色
も
色
に
あ

ら
ず
と
い
ふ
極
微
の
論
は
先
に
示
し
つ
。
實
相
既
に
か
く
の
如
く
ん
ば
、
こ
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れ
を
模
倣
し
た
る
も
の
、
は
た
何
の
聲
を
か
な
し
、
何
の
色
を
か
な
さ
む
。

こ
れ
を
ハ
ル
ト
マ
ン
が
穉
く
實
を
立
て
た
る
論
を
破
す
る
段
と
す
。
（
卷
二
、

一
乃
至
三
面
）

　
美
既
に
實
に
あ
ら
ず
と
い
は
ゞ
、
美
は
主
觀
に
あ
り
と
い
ふ
説
必
ず
起
ら

む
。
詩
人
の
詩
を
空
想
裏
よ
り
得
來
た
る
や
、
（
内
美
術
品
）
こ
れ
を
言
葉

と
な
し
て
、
主
觀
よ
り
客
觀
に
移
さ
で
止
ま
む
や
。
（
外
美
術
品
）
若
し
美

は
主
觀
に
あ
り
と
い
は
ゞ
、
是
の
如
く
外
美
術
品
の
成
る
所
以
、
遂
に
解
す

べ
か
ら
ず
。
今
一
歩
を
進
め
て
、
か
ゝ
る
外
美
術
品
の
吟
者
讀
者
に
主
觀
の

美
を
感
得
せ
し
む
る
所
以
を
問
は
ゞ
、
美
を
主
觀
に
あ
り
と
す
る
論
い
よ
い

よ
窮
せ
む
。
ま
た
作
者
は
歳
を
閲
し
て
一
詩
を
成
し
た
る
に
、
こ
れ
を
吟
じ
、

こ
れ
を
讀
む
も
の
は
、
皆
一
齊
に
お
な
じ
主
觀
を
な
す
こ
と
一
瞬
間
を
出
で
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ず
と
せ
む
か
。
作
者
の
難
と
吟
者
讀
者
の
易
と
の
分
る
ゝ
所
以
は
、
到
底
美

を
主
觀
に
あ
り
と
す
る
も
の
ゝ
得
て
解
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
を
主

觀
想
に
偏
り
た
る
論
を
破
す
る
段
と
す
。
（
卷
二
、
三
乃
至
四
面
）

　
美
既
に
實
に
あ
ら
ず
、
又
實
の
模
倣
に
あ
ら
ず
、
又
主
觀
想
に
あ
ら
ず
と

い
は
ゞ
、
か
の
穉
く
實
を
立
て
た
る
論
に
も
あ
ら
ず
、
こ
の
主
觀
想
に
偏
り

た
る
論
に
も
あ
ら
ざ
る
第
三
論
必
ず
起
ら
む
。
蓋
し
主
觀
の
美
を
生
ず
る
は

作
者
の
上
に
限
れ
り
。
吟
者
讀
者
は
お
の
が
官
能
に
よ
り
て
、
客
觀
實
な
る

字
形
若
く
は
聲
波
を
受
く
。
こ
の
時
に
當
り
て
、
客
觀
想
な
る
詩
の
美
は
、

か
の
客
觀
實
な
る
字
形
若
く
は
聲
波
に
即
き
て
、
吟
者
讀
者
を
侵
す
な
り
。

外
美
術
品
は
客
觀
實
な
る
を
以
て
、
自
ら
美
な
る
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ど
作
者

の
そ
の
主
觀
よ
り
生
じ
た
る
美
を
、
外
美
術
品
に
移
し
お
き
た
る
た
め
に
、
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外
美
術
品
は
吟
者
讀
者
に
美
な
る
空
想
圖
を
現
ぜ
し
む
べ
き
因
縁
と
な
れ
り
。

美
は
實
に
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
實
に
即
く
に
あ
ら
で
は
、
主
觀
に
入
る
こ
と

能
は
ず
。
そ
の
實
に
即
い
た
る
美
の
主
觀
に
入
る
に
當
り
て
、
實
よ
り
離
れ

た
る
を
美
の
映
象
う
つ
り
と
い
ふ
。
こ
れ
を
先
天
に
よ
り
て
實
を
立
て
た
る
論
と
な

す
。
（
卷
二
、
五
面
以
下
）

　
譬ひ
喩ゆ
を
以
て
い
ふ
と
き
は
、
穉
を
さ
なき
立
實
論
は
阿
含
あ
ご
ん
の
如
く
、
偏
か
た
より
た
る
主

觀
想
論
は 

般  

若 

は
ん
に
や

の
如
く
、
先
天
立
實
論
は
法
華
涅
槃

ほ
つ
け
ね
は
ん
の
如
し
。
さ
れ
ど
造

化
の
上
に
於
い
て
、
阿
含
の
有
と
般
若
の
空
と
を
法
華
涅
槃
の
非
有
非
空
の

裏
に
收
め
入
る
ゝ
に
は
、
聖
教
量
に
待
つ
こ
と
あ
り
。
我
が
審
美
學
の
美
世

界
の
上
に
於
い
て
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
烏
有
先
生
が
比
量
猶
ほ
能
く
穉
き
立

實
論
と
偏
り
た
る
主
觀
想
論
と
を
調
和
す
る
に
餘
あ
り
。
こ
れ
を
我
評
論
の
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立
脚
點
と
す
。

　
わ
れ
我
が
立
脚
點
に
あ
り
て
逍
遙
子
が
四
問
を
聽
か
む
に
、
そ
の
第
一
問

に
て
人
物
の
上
に
あ
ら
は
る
と
い
ふ
理
想
は
個
想
を
指
し
た
る
な
り
。
個
想

の
あ
ら
は
れ
た
る
を
ば
、
い
か
で
か
理
想
あ
ら
は
れ
た
り
と
い
ふ
べ
か
ら
ざ

ら
む
。
故かれ
わ
れ
は
烏
有
先
生
を
し
て
答
へ
し
め
て
い
は
く
。
然
り
。

　
第
二
問
に
押
並
て
の
戲
曲
の
上
の
理
想
と
い
ふ
は
、
類
想
を
も
個
想
を
も

兼
ね
て
い
ふ
な
り
。
こ
ゝ
に
て
も
わ
れ
は
烏
有
先
生
を
し
て
答
へ
し
め
て
い

は
く
。
然
り
。

　
第
三
問
に
て
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
傑
作
の
全
局
に
理
想
現
れ
た
る
こ
と
、

バ
イ
ロ
ン
、
ス
ヰ
フ
ト
等
が
叙
情
詩
の
上
に
あ
ら
は
れ
た
る
が
如
く
な
り
や

と
い
へ
る
は
、
叙
情
詩
に
見
ゆ
る
こ
と
多
き
能
感
の
情
の
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ

146柵草紙の山房論文



が
作
に
て
見
ゆ
る
こ
と
少
く
、
叙
情
詩
に
見
ゆ
る
こ
と
少
き
能
觀
の
相
の
シ

エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
作
に
て
見
ゆ
る
こ
と
を
擧
げ
て
、
情
を
想
と
し
、
相
を
非

想
と
す
る
見
解
よ
り
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
傑
作
を
ば
想
あ
ら
は
れ
た
り
と

し
難
か
ら
む
と
問
ひ
究
め
た
る
な
り
。
さ
れ
ど
我
が
立
脚
點
よ
り
み
る
と
き

は
、
感
情
は
主
觀
の
理
想
に
し
て
、
觀
相
は
客
觀
の
理
想
な
り
。
故かれ
わ
れ
は

烏
有
先
生
を
し
て
答
へ
し
め
て
い
は
く
。
然
り
。

　
第
四
問
に
て
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
傑
作
の
全
局
に
あ
ら
は
れ
た
る
理
想
を
、

衆
戲
曲
家
の
作
の
上
に
あ
ら
は
れ
た
る
理
想
に
お
な
じ
き
か
と
い
へ
る
は
、

類
想
を
想
と
し
、
個
想
を
非
想
と
す
る
見
解
よ
り
出
で
た
る
言
に
過
ぎ
ず
。

故かれ
わ
れ
は
烏
有
先
生
を
し
て
答
へ
し
め
て
い
は
く
。
然
り
。

　
逍
遙
子
は
第
一
及
第
二
問
に
逢
ひ
て
、
烏
有
先
生
を
し
て
然
り
と
い
は
し
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む
る
を
怪
ま
ず
。
逍
遙
子
は
唯
烏
有
先
生
が
第
三
及
第
四
問
に
逢
ひ
て
、
然

り
と
い
ふ
を
怪
む
べ
き
の
み
。

　
わ
れ
逍
遙
子
に
從
ひ
て
能
觀
の
相
を
理
想
に
あ
ら
ず
と
せ
む
か
。
わ
れ
は

乃
ち
こ
れ
を
實
と
す
る
に
至
ら
む
。
能
觀
の
相
を
實
と
す
る
時
は
、
詩
は
模

實
の
言
語
と
な
り
て
、
詩
人
は
模
實
の
器
械
と
な
ら
む
。
こ
れ
我
が
忍
び
ざ

る
と
こ
ろ
な
り
。
逍
遙
子
が
論
法
は
能
く
非
想
非
實
を
も
立
つ
べ
け
れ
ど
、

（
聖
教
量
）
わ
が
論
法
は
想
と
實
と
の
間
に
第
三
者
を
容
る
ゝ
こ
と
能
は
ず
。

（
比
量
）
是
を
以
て
わ
れ
は
い
ふ
、
能
觀
の
相
は
實
に
あ
ら
ず
し
て
想
な
り

と
。

　
わ
れ
逍
遙
子
に
從
ひ
て
個
想
を
理
想
に
あ
ら
ず
と
せ
む
か
。
わ
が
こ
れ
を

實
と
す
る
に
至
る
べ
き
こ
と
亦
た
復
た
是
の
如
し
。
是
を
以
て
わ
れ
は
い
ふ
、
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個
想
は
實
に
あ
ら
ず
し
て
想
な
り
と
。

　
夫
れ
非
想
と
は
何
ぞ
や
。
吾
人
比
量
の
見
を
以
て
す
る
と
き
は
非
想
は
即

ち
實
な
り
。
か
る
が
故
に
吾
人
比
量
の
見
を
以
て
逍
遙
子
が
非
想
論
即
沒
却

理
想
論
を
み
る
と
き
は
、
是
れ
現
實
主
義
の
み
、
自
然
主
義
の
み
。
圖
ら
ざ

り
き
、
逍
遙
子
は   
覆      

面   
フ
エ
ル
カ
ツ
プ
ト

し
た
る
ゾ
ラ
な
ら
む
と
は
。

　
さ
る
に
逍
遙
子
は
現
實
自
然
と
い
ふ
表
詮
比
量
の
我
を
も
立
て
ず
、
非
理

想
無
理
想
と
い
ふ
遮
詮
比
量
の
我
を
も
立
て
ず
し
て
、
沒
却
理
想
即
大
理
想
、

衆
理
想
皆
是
皆
非
と
い
ふ
聖
教
量
の
我
を
立
て
た
り
。
何
ぞ
其
見
地
の
高
く

し
て
遠
き
や
。
さ
る
見
地
に
あ
り
な
が
ら
、
猶
烏
有
先
生
に
告
げ
て
い
は
く
。

我
は
漸
く
學
に
志
せ
り
。
今
よ
り
修
行
門
に
入
り
て
素
材
を
蒐
め
む
と
。
圖

ら
ざ
り
き
、
我
が
早
稻
田
文
壇
に
こ
の   

微      
行   

イ
ン
コ
グ
ニ
ト
オ

の
釋
迦
を
見
む
と
は
。
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逍
遙
子
の
い
は
く
。
相
對
の
象
の
絶
對
の
體
よ
り
生
ず
る
究
竟
の
目
的
は

何
ぞ
と
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
の
烏
有
先
生
こ
れ
を
聞
か
ば
、
唯
わ
が
無
意
識
の
哲
學
を
讀

め
と
い
は
む
。
わ
れ
は
唯
反
問
し
て
、
衆
理
想
の
象
の
沒
却
理
想
の
體
よ
り

出
沒
す
る
究
竟
の
目
的
は
何
ぞ
と
い
は
ん
の
み
。
嗚
呼
、
我
と
逍
遙
子
と
は

い
づ
れ
か
學
に
志
す
も
の
ぞ
、
い
づ
れ
か
修
行
地
に
あ
る
も
の
ぞ
。

　
因
に
い
ふ
。
逍
遙
子
の
沒
理
想
の
語
を
沒
主
觀
、
沒
揷
評
、
沒
類
想
、
沒

成
心
の
數
義
に
用
ゐ
た
る
や
、
わ
れ
山
房
論
文
の
附
録
に
於
い
て
そ
の
義
を

取
り
て
そ
の
言
を
取
ら
ず
と
い
ひ
き
。
逍
遙
子
答
辨
を
作
り
て
、
わ
れ
に
我

が
意
の
違
へ
る
を
責
む
。
わ
れ
は
こ
れ
を
讀
み
て
、
違
へ
る
も
の
ゝ
我
が
意

な
る
か
、
將は
た
逍
遙
子
の
意
な
る
か
を
疑
へ
り
。
夫
れ
逍
遙
子
が
能
立
の
沒
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理
想
は
一
語
數
義
な
り
し
こ
と
、
そ
の
能
立
の
「
ド
ラ
マ
」
の
一
語
數
義
な

る
が
如
し
。
わ
れ
若
し
よ
の
常
の
※
智
を
以
て
こ
れ
に
對
せ
む
か
。
わ
れ
は

唯
隨
處
に
立
者
が
自
語
相
違
の
過
に
陷
り
た
る
を
示
し
ゝ
な
ら
む
。
さ
る
を

わ
れ
一
歩
を
立
者
に
讓
り
て
、
わ
れ
其
意
を
取
り
て
、
其
言
を
取
ら
ず
と
い

ひ
き
。
こ
は
わ
が
逍
遙
子
を
敬
す
る
こ
ゝ
ろ
よ
り
出
で
し
な
り
。
さ
れ
ば
一

語
數
義
の
沒
理
想
は
み
づ
か
ら
違
ひ
た
り
。
（
自
違
）
是
れ
立
者
の
似
能
立

な
ら
む
の
み
。
一
語
數
義
の
沒
理
想
を
ば
わ
が
違
へ
た
る
に
あ
ら
ず
。
（
非

他
違
）
是
れ
※
智
の
眞
能
破
に
は
あ
ら
ざ
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
二
十
五
年
三
月
）

　
　
　
早
稻
田
文
學
の
後
沒
理
想
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逍
遙
子
お
ほ
い
に
後
沒
理
想
の
論
を
説
き
、
説
き
畢をは
り
て
書
を
わ
れ
に
お

く
り
て
い
は
く
。
沒
理
想
に
關
す
る
論
辨
は
こ
れ
に
て 

一  

旦 

い
っ
た
ん

止
む
べ
し
。

さ
れ
ど
汝
は
わ
が
こ
た
び
の
論
の
う
ち
に
て 

難  

駁 

な
ん
ば
く

を
蒙
か
う
むり
た
る
も
の
な
れ

ば
、
正
當
な
る 
防  
禦 
ば
う
ぎ
よ

せ
よ
と
い
ふ
。

　
逍
遙
子
ま
こ
と
に
こ
れ
の
み
に
て
其
論
辨
を
止
め
た
ら
む
に
、
わ
れ
こ
れ

に
對
し
て
言
ふ
と
こ
ろ
あ
ら
む
か
。
最
終
の
言
葉
は
我
口
よ
り
出
づ
べ
し
。

若
し
わ
れ
こ
れ
に
對
し
て
言
ふ
と
こ
ろ
な
か
ら
む
か
。
最
終
の
言
葉
は
彼
の

口
よ
り
出
で
し
儘
な
る
べ
し
。

　
最
終
の
言
葉
を
出
だ
す
も
の
に
は
、
必
ず
多
少
の  

影    

護  

う
し
ろ
め
た

き
と
こ
ろ
あ

り
。
奈
何
い
か
に
と
い
ふ
に
そ
の
敵
手
の
復
た
言
は
ざ
る
は
、
言
ふ
べ
き
理
な
き
が
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た
め
に
あ
ら
ず
し
て
、
理
あ
れ
ど
も
敢
て
言
は
ざ
る
が
た
め
に
は
あ
ら
ず
や

と
疑
ふ
も
の
も
あ
る
べ
け
れ
ば
な
り
。

　
わ
れ
若
し
逍
遙
子
が
書
（
所
謂
矢
ぶ
み
）
に
い
へ
る
と
こ
ろ
に
隨
ひ
て
、

そ
の
後
沒
理
想
論
を
駁
せ
む
か
。
こ
れ
逍
遙
子
を
影
護
き
地
位
よ
り
救
ひ
出

し
て
、
却
り
て
み
づ
か
ら
お
な
じ
地
位
に
陷
る
に
似
た
る
べ
し
。
こ
の
謀
は

わ
が
た
め
に
い
と
拙
つ
た
なか
ら
む
。

　
勿
論
逍
遙
子
は
わ
れ
に
防
禦
せ
よ
と
い
ひ
て
、
わ
れ
に 

逆  

寄 

さ
か
よ
せ

せ
よ
と
い

は
ず
。
わ
が
防
が
む
こ
と
を
ば
彼
望
め
ど
も
、
攻
め
む
こ
と
を
ば
か
れ
望
ま

ざ
る
な
る
べ
し
。
然
は
あ
れ
ど
筆
戰
墨
鬪
の
間
に
て
は
、
防
ぐ
こ
と
と
攻
む

る
こ
と
と
の
別
を
な
さ
む
こ
と
甚
難
し
。
防
ぐ
と
は
我
言
の
非
な
ら
ざ
る
を

示
す
な
り
。
攻
む
と
は
彼
の
言
の
非
な
る
を
示
す
な
り
。
我
言
の
非
な
ら
ざ
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る
を
示
さ
む
と
す
る
と
き
は
、
勢
か
れ
の
言
の
非
な
る
を
示
さ
ゞ
る
こ
と
能

は
ず
。
彼
の
言
の
非
な
る
を
示
さ
む
と
す
る
と
き
は
、
勢
わ
が
言
の
非
な
ら

ざ
る
を
示
さ
ゞ
る
べ
か
ら
ず
。

　
わ
れ
縱
令
た
と
ひ
逍
遙
子
が
言
に
從
ひ
て
、
攻
め
ず
し
て
防
が
む
と
す
と
い
へ
ど

も
、
防
禦
の
た
め
に
放
つ
矢
石
の
敵
を
傷
き
ず
つ
ける
こ
と
、
攻
戰
の
た
め
に
放
て
る

も
の
に
殊
な
ら
ざ
る
べ
し
。

　
逍
遙
子
既
に
復
た
出
で
ゝ
戰
ふ
こ
ゝ
ろ
な
し
と
い
ふ
を
、
わ
れ
若
し
猶
矢

石
を
放
ち
て
こ
れ
を
傷
る
こ
と
あ
ら
ば
、
た
と
ひ
我
擧
は
我
よ
り
出
で
た
る

に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
た
と
ひ
我
擧
は
か
れ
の
矢
ぶ
み
も
て
促
し
挑いど
み
た

る
と
こ
ろ
な
り
と
い
へ
ど
も
、
わ
が
最
終
の
言
葉
に
は
お
そ
ら
く
は
影
護
き

と
こ
ろ
あ
る
こ
と
を
免
れ
ず
し
て
、
我
謀
は
到
底
太
は
な
はだ
拙
つ
た
なし
と
せ
ら
る
ゝ
に
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至
ら
む
。

　
今
ま
で
は
逍
遙
子
の
時
文
評
論
と
我
山
房
論
文
と
、
ま
こ
と
に
戰
爭
を
な

し
居
た
る
も
の
と
せ
む
か
。
わ
が
た
め
に
謀
る
と
き
は
、
最
終
の
言
葉
を
逍

遙
子
に
讓
り
お
き
て
、
わ
が
軍
を
旋めぐ
ら
す
に
若し
く
も
の
な
か
ら
む
。

　
然
は
あ
れ
ど
我
が
早
稻
田
文
學
に
對
し
て
出
し
ゝ
言
を
顧
み
る
に
、
お
ほ

よ
そ
三
つ
あ
り
、
曰
い
は
く早
稻
田
文
學
の
沒
理
想
、
曰
早
稻
田
文
學
の
沒
却
理
想
、

曰
逍
遙
子
と
烏
有
先
生
と
。  
就    

中  
な
か
ん
づ
く

初
の
文
と
中
の
文
と
は
到
底
戰
爭
の

文
と
い
は
む
よ
り
は
平
和
の
文
と
い
ふ
べ
く
覺
ゆ
れ
ば
、
ま
こ
と
に
筆
鋒
を

か
な
た
に
向
け
そ
め
た
る
は
、
お
そ
ら
く
は
後
の
一
文
な
ら
む
。
今
わ
れ
若

し
逍
遙
子
の
書
の
い
ふ
と
こ
ろ
に
從
ひ
て
、
最
後
に
逍
遙
子
が
言
の
非
な
る

を
嗚
ら
し
て
止
ま
む
と
せ
ば
、
わ
れ
は
影
護
き
地
位
に
陷
る
如
し
と
い
へ
ど
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も
、
わ
れ
嚴
に
批
評
の
區
域
を
守
ら
む
こ
と
を
つ
と
め
て
、
逍
遙
子
が
後
沒

理
想
論
を
評
す
る
こ
と
、
嘗
て
そ
の
沒
理
想
を
評
し
、
そ
の
沒
却
理
想
を
評

せ
し
と
き
の
如
く
な
ら
む
か
。
世
間
お
そ
ら
く
は
能
く
こ
れ
を
以
て
我
を
累

す
る
も
の
な
か
ら
む
。

　
夫
れ
古
人
は
九
原
よ
り
起
た
し
む
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ど
吾
人
は

敢
て
古
人
の
言
を
評
す
る
こ
と
あ
り
。
逍
遙
子
ま
こ
と
に
口
を
噤つぐ
み
て
、
復

た
沒
理
想
を
説
か
ず
と
い
へ
ど
も
、
わ
れ
こ
れ
を
評
す
る
こ
と
古
人
の
文
を

評
す
る
が
如
く
な
ら
ば
、
又
何
ぞ
病
と
す
べ
け
む
。
矧
ま
し
てや
逍
遙
子
は
古
人
に

あ
ら
ざ
る
を
以
て
、
そ
の
一
旦
擲
ち
た
る 

椽  

大 
て
ん
だ
い

の
筆
を
、
再
び
と
り
上
ぐ

る
こ
と
を
得
べ
き
を
や
。

　
わ
れ
今
こ
の
文
に
題
し
て
早
稻
田
文
學
の
後
沒
理
想
と
い
ふ
。
わ
れ
は
此
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題
の
逍
遙
子
に
嫌
は
る
べ
き
を
知
れ
り
。
然
れ
ど
も
わ
れ
は
又
此
題
の
逍
遙

子
が
論
を
指
し
て
善
く
中あた
れ
る
を
知
れ
り
。

　
逍
遙
子
の
始
て
沒
理
想
を
説
く
や
、
わ
れ
こ
れ
を
評
す
る
に
當
り
て
、
其

用
語
を
襲
用
し
て
沒
理
想
と
い
ひ
き
。
沒
理
想
は
字
の
ま
ゝ
に
解
し
て
無
理

想
な
り
。
逍
遙
子
が
そ
れ
ま
で
に
公
に
せ
し
文
は
、
我
が
斯
く
解
す
る
こ
と

を
妨
げ
ざ
り
き
。
あ
ら
ず
、
世
人
の
斯
く
解
す
る
こ
と
を
妨
げ
ざ
り
き
。
あ

ら
ず
、
世
人
も
我
も
斯
く
解
す
る
よ
り
外
に
解
す
べ
き
や
う
な
か
り
き
。
後

逍
遙
子
は
沒
字
に
附
す
る
に
埋
沒
若
く
は
沒
却
の
義
を
以
て
し
て
、
こ
れ
を

無
の
義
に
解
せ
し
を
誤
解
な
り
と
い
ひ
き
。

　
世
人
は
い
ざ
知
ら
ず
、
わ
れ
は
沒
理
想
を
無
理
想
と
解
し
て
、
わ
が
評
者

た
る
地
位
よ
り
罪
を
逍
遙
子
に
獲
た
り
と
す
べ
き
も
の
な
り
や
否
や
。
お
ほ
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よ
そ
批
評
の
力
の
及
ぶ
所
は
、
評
せ
ら
る
ゝ
論
旨
の
文
字
に
あ
ら
は
れ
た
る

範
圍
よ
り
外
に
出
づ
る
こ
と
能
は
ず
。
逍
遙
子
は
世
人
に
も
我
に
も
必
ず
無

理
想
の
義
な
り
と
お
も
は
る
べ
き
沒
理
想
の
語
を
用
ゐ
て
、
別
に
解
釋
を
附

せ
ざ
り
き
。
而
し
て
逍
遙
子
が
文
は
篇
ご
と
に
分
明
な
る
結
末
あ
り
き
。
逍

遙
子
が 

胸  

裡 

き
よ
う
り

た
と
ひ
始
よ
り
沒
却
理
想
あ
り
き
と
し
て
も
、
其
當
時
の
文

を
評
す
る
も
の
は
こ
れ
を
推
察
す
る
責
あ
る
べ
う
も
あ
ら
ず
。
若
し
文
字
の

上
に
あ
ら
は
れ
た
る
と
こ
ろ
に
就
て
の
評
を
誤
解
な
り
と
せ
ら
る
ゝ
と
き
は
、

批
評
と
は
隱
微
を 

穿  

鑿 

せ
ん
さ
く

す
る
義
に
な
り
て
、
遂
に
は
比
量
の
境
界
を
脱
し
、

論
理
の
範
圍
を
離
る
ゝ
に
至
ら
む
。
危
し
と
も
危
き
こ
と
な
ら
ず
や
。

　
逍
遙
子
は
胸
に
沒
却
理
想
と
い
ふ
一
主
義
を
蓄
へ
て
、
こ
れ
を
文
字
に
あ

ら
は
さ
ず
、
沒
理
想
と
い
ふ
一
術
語
を
製
し
て
こ
れ
に
解
釋
を
附
せ
ざ
り
き
。
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こ
れ
恐
ら
く
は
誤
り
説
け
る
な
る
べ
し
。
説
く
こ
と
の
誤
り
た
る
を
措
い
て

問
は
ず
、
評
す
る
こ
と
を
誤
り
た
り
と
責
む
れ
ば
と
て
、
評
者
い
か
で
か
罪

に
服
す
べ
き
。

　
逍
遙
子
若
し
我
に
求
む
る
に
其
言
論
を
評
す
る
こ
と
を
以
て
せ
ず
し
て
、

其
蘊
蓄
を
評
す
る
こ
と
を
以
て
せ
ば
、
我
批
評
眼
の
太
だ
鈍
き
が
た
め
に
、

逍
遙
子
を
以
て
、
は
じ
め
沒
理
想
の
語
を
無
理
想
の
義
に
用
ゐ
、
わ
が
烏
有

先
生
の
言
を
引
い
て
こ
れ
を
評
せ
し
を
見
て
、
遽
に
は
かに
沒
字
に
附
す
る
に
沒
却

の
義
を
以
て
し
た
る
も
の
と
す
る
が
如
き
こ
と
な
し
と
も
言
ひ
難
し
。
わ
が

逍
遙
子
の
意
に
違
ふ
を
も
憚
は
ゞ
から
で
、
穿
鑿
の
評
を
避
け
、
文
字
の
上
に
見
あ
ら
はれ

た
る
論
の
評
を
作
す
も
の
は
、
か
ゝ
る
危
險
を
お
そ
る
ゝ
こ
と
甚
し
け
れ
ば

な
り
。
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わ
が
沒
理
想
を
評
せ
し
後
、
逍
遙
子
は
そ
の
沒
却
理
想
の
主
義
を
示
し
き
。

逍
遙
子
は
こ
の
主
義
を
示
し
た
る
後
も
舊
に
依
り
て
沒
理
想
と
い
ふ
語
を
用

ゐ
た
り
し
に
、
わ
れ
は
こ
れ
を
評
す
る
に
當
り
て
、
沒
却
理
想
と
い
ひ
て
、

前
の
評
に
混
ぜ
ざ
ら
し
め
き
。
逍
遙
子
の
い
は
く
。
沒
は
沒
却
な
り
、
埋
沒

な
り
。
さ
れ
ど
無
を
絶
無
、
本
來
無
と
だ
に
せ
ず
ば
、
無
な
り
と
解
せ
ら
れ

て
も
差
支
な
し
と
い
へ
り
。
わ
れ
は
絶
無
な
ら
ざ
る
無
を
以
て
無
に
非
ず
と

し
、
多
少
そ
の
有
を
認
め
た
る
も
の
と
す
。
わ
れ
は
本
來
無
な
ら
ざ
る
無
を

以
て
無
に
あ
ら
ず
と
し
、
早
晩
そ
の
有
を
認
め
た
る
も
の
と
す
。
か
る
が
故

に
わ
が
評
者
た
る
地
位
に
あ
り
て
は
、
此
間
に
お
ご
そ
か
な
る
限
界
を
設
け

て
、
沒
理
想
よ
り
沒
却
理
想
に
入
り
た
る
始
終
を
明
に
せ
む
と
し
た
る
こ
と
、

當
然
の
理
な
る
べ
し
。
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今
や
わ
れ
此
文
に
題
し
て
後
沒
理
想
と
い
へ
り
。
こ
は
逍
遙
子
が
こ
の
ご

ろ
説
く
と
こ
ろ
の
前
に
説
き
し
沒
理
想
に
も
あ
ら
ず
、
中
ご
ろ
説
い
た
る
沒

却
理
想
に
も
あ
ら
ざ
る
こ
と
分
明
な
れ
ば
な
り
。
わ
れ
は
こ
ゝ
に
沒
却
理
想

と
後
沒
理
想
と
の
最
著
き
差
別
を
擧
げ
て
、
わ
が
命
名
の
根
據
を
定
め
む
。

　
逍
遙
子
は
沒
却
理
想
を
立
て
ゝ
、
衆
理
想
皆
是
皆
非
な
り
と
い
ひ
き
。
わ

れ
こ
れ
を
評
し
て
い
は
く
。
逍
遙
子
若
し
み
づ
か
ら
絶
對
の
地
位
に
居
り
、

聖
教
量
を
以
て
言
を
立
て
ば
、
か
く
い
ひ
て
も
好
か
る
べ
し
。
惜
む
ら
く
は

逍
遙
子
一
切
世
間
の
法
に
説
き
及
ば
ず
と
い
ひ
き
。
此
評
出
で
ゝ
後
、
逍
遙

子
は
後
沒
理
想
論
を
作
り
て
、
今
ま
で
の
出
世
間
法
に
世
間
法
を
加
へ
た
り
。

　
後
沒
理
想
の
論
に
い
へ
ら
く
。
さ
き
に
欲
無
限
の
我
を
立
て
ゝ
、
衆
理
想

皆
是
皆
非
な
り
と
い
ひ
し
は
、
造
化
に
對
し
、
絶
對
に
對
す
る
個
人
の
逍
遙
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な
り
。
早
稻
田
文
學
の
時
文
評
論
記
者
と
し
て
現
世
に
對
す
る
逍
遙
は
や
は

り
欲
有
限
の
我
を
立
て
ゝ
義
務
を
盡
せ
り
。
か
な
た
は
常
に
し
て
、
こ
な
た

は
變
な
り
。
わ
が
生
涯
は
是
の
如
く
二
境
に
分
れ
た
り
と
い
へ
り
。

　
逍
遙
子
は
こ
の
言
を
作
し
て
、
お
の
れ
が
生
涯
を
、
造
化
の
絶
對
に
對
す

る
生
涯
と
人
間
の
相
對
に
對
す
る
生
涯
と
に
分
ち
た
る
は
洵
に
さ
る
こ
と
な

る
べ
け
れ
ど
、
評
者
た
る
我
は
此
後
沒
理
想
論
の
毫
も
前
度
の
沒
却
理
想
論

と
お
な
じ
か
ら
ざ
る
を
見
る
。
夫
れ
衆
理
想
と
は
何
ぞ
や
。
所
謂
理
想
の
何

物
な
る
か
は
姑
く
問
は
ず
。
そ
の
衆
人
の
懷
抱
す
る
と
こ
ろ
な
る
よ
り
見
れ

ば
、
衆
理
想
は
言
ふ
ま
で
も
な
き
世
間
の
理
想
な
り
、
相
對
の
理
想
な
り
。

こ
の
世
間
の
理
想
に
對
し
、
相
對
の
理
想
に
對
し
て
、
欲
無
限
の
我
を
立
て

む
と
し
つ
れ
ば
こ
そ
、
逍
遙
子
は
星
川
子
が
た
め
に
は
萬
理
想
を
踏
み
付
け
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て 

儼  

立 
げ
ん
り
つ

し
た
る
さ
ま
、
天
台
一
萬
八
千
尺
、 

碧  

林  

瑤  

草 

へ
き
り
ん
え
う
さ
う

、 

瓊  

樓  

け
い
ろ
う
ぎ
よ

玉  
闕 
く
け
つ

、
烟
霧
え
ん
む
の
裏うち
に
ほ
の
見
ゆ
る
如
し
と
稱たゝ
へ
ら
れ
、
我
が
た
め
に
は
い

と
も
畏
か
し
こき
聖
教
量
に
よ
り
て
言
を
立
つ
と
評
せ
ら
れ
玉
ひ
し
な
れ
。
是
れ
早

稻
田
文
學
の
沒
却
理
想
な
り
き
。
今
や
逍
遙
子
は
そ
の
欲
無
限
の
我
を
以
て
、

絶
對
を
研
究
す
る
天
職
を
竭つく
さ
む
と
い
ひ
、
そ
の
欲
有
限
の
我
を
以
て
相
對

に
對
す
る
料
理
を
な
す
と
い
ふ
。
さ
れ
ど
絶
對
は
お
の
づ
か
ら
に
し
て
無
限

な
り
。
逍
遙
子
が
欲
無
限
の
我
を
立
つ
る
を
待
た
ず
。
相
對
は
お
の
づ
か
ら

に
し
て
有
限
な
り
。
逍
遙
子
が
欲
有
限
の
我
を
立
つ
る
を
待
た
ず
。
絶
對
に

對
し
て
は
限
あ
ら
せ
じ
と
欲
し
、
相
對
に
對
し
て
は
限
あ
ら
せ
む
と
欲
す
と

い
ふ
は
、
唯
是
れ
絶
對
と
相
對
と
の
別
よ
り
出
で
た
る
自
然
の
境
界
に
て
、

此
間
に
は
誰
も
逍
遙
子
が
特
殊
の
面
目
を
見
出
す
こ
と
な
か
ら
む
。
是
れ
今
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の
早
稻
田
文
學
の
後
沒
理
想
な
り
。

　
逍
遙
子
は
今
後
沒
理
想
を
以
て
お
の
れ
が
本
意
な
り
と
し
、
評
者
た
る
我

が
嘗
て
早
稻
田
文
學
の
沒
却
理
想
論
中
に
於
い
て
、
そ
の
中
に
埋
沒
し
た
り

し
後
沒
理
想
の
生
涯
を
穿
鑿
し
得
ざ
り
し
を
咎
め
て
、
こ
れ
を
誤
解
な
り
と

い
ふ
。
殊こと
に
知
ら
ず
、
相
對
に
對
し
て
は
欲
有
限
の
我
を
立
て
ゝ
、
聖
教
量

を
僣
上
な
り
と
い
ふ
逍
遙
子
が
、
嘗
て
一
た
び
相
對
な
る
衆
理
想
に
對
し
て

皆
是
皆
非
の
斷
案
を
下
し
、
お
の
れ
欲
無
限
の
我
を
立
て
ゝ
衆
理
想
家
を
濟

度
せ
む
と
す
る
が
如
き
さ
ま
を
見
せ
し
は
、
全
く
是
れ
誤
り
説
き
た
る
も
の

な
る
を
。

　
わ
が
此
文
に
題
し
て
後
沒
理
想
と
い
ふ
こ
と
の
止
む
べ
か
ら
ざ
る
は
こ
れ

の
み
に
て
も
明
な
る
べ
し
。
い
で
や
、
こ
れ
よ
り
逍
遙
子
が
後
沒
理
想
の
論
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を
評
し
こ
ゝ
ろ
み
て
む
。

　
逍
遙
子
は
先
づ

　
　
　
沒
理
想
の
由
來

を
説
き
て
、
か
た
は
ら
ハ
ル
ト
マ
ン
の
審
美
學
と
我
評
論
と
に
及
び
ぬ
。

　
わ
れ
は
此
篇
を
讀
み
て
、
始
て
逍
遙
子
が
理
想
と
い
ふ
も
の
ゝ
解
釋
を
聞

く
こ
と
を
得
た
り
。
蓋
し
逍
遙
子
が
所
謂
理
想
は
個
人
が
平
生
の
經
驗
學
識

等
に
よ
り
て
宇
宙
の
事
を
思
議
し
、
現
世
の
縁
起
、
人
間
の
由
來
、
現
世
と

人
間
と
の
何
た
る
、
此
世
を
統
ぶ
る
力
、
人
間
未
來
の
歸
宿
、
生
死
の
理
、

靈
魂
、
天
命
、
鬼
神
等
に
關
し
て
覺
悟
し
た
る
と
こ
ろ
な
り
と
い
ふ
。
逍
遙

子
が
所
謂
理
想
は
個
人
が
哲
學
上
の
所
見
な
り
。

　
わ
が
見
る
と
こ
ろ
を
以
て
す
れ
ば
、
個
人
の
哲
學
上
所
見
は
比
量
智
な
り
。
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詩
と
い
ひ
、
美
文
と
い
ふ
も
の
は
現
量
智
な
り
、
若
し
直
ち
に
比
量
の
所
見

を
詩
に
入
る
ゝ
も
の
あ
る
と
き
は
、
レ
ツ
シ
ン
グ
が
嘗
て
ポ
オ
プ
を
論
ぜ
し

と
き
、
ル
ク
レ
ツ
ツ
を
た
め
し
に
引
き
て
詩
人
の
衣
を
藉
り
た
る
哲
學
者
な

り
と
笑
ひ
し
に
や
似
る
べ
き
。
い
か
な
る
樂
天
の
詩
も
、
い
か
な
る
厭
世
の

詩
も
、
一
た
び
思
議
に
わ
た
り
て
は
詩
天
地
よ
り
逐
ひ
出
さ
る
べ
き
こ
と
勿

論
な
り
。

　
既
に
詩
を
認
め
て
思
議
を
經
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
、
現
量
智
生
の
も
の

と
す
る
と
き
は
、
作
者
の
哲
學
上
所
見
は
到
底
明
白
に
其
詩
中
に
あ
ら
は
る
ゝ

こ
と
能
は
ざ
る
理
由
あ
り
。
一
時
の
詩
興
に
て
浮
世
を
悲
し
と
觀
じ
、
ま
た

人
間
を
樂
し
と
觀
ず
る
は
、
哲
學
上
の
厭
世
主
義
若
く
は
樂
天
主
義
に
あ
ら

ず
。
哲
學
上
の
厭
世
樂
天
な
ん
ど
の
主
義
を
明
白
に
あ
ら
は
す
に
は
、
先
づ
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用
語
例
を
定
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
用
語
に
は
解
釋
を
附
せ
ざ
る
べ
か
ら

ず
。
そ
の
用
語
を
ば
必
ず
一
た
び
解
釋
し
た
る
と
ほ
り
に
使
ひ
、
他
の
意
味

に
は
使
ふ
べ
か
ら
ず
。
そ
の
用
語
の
か
は
り
に
は
他
の
意
味
同
じ
と
見
ゆ
る

語
を
据
う
べ
か
ら
ず
。
世
間
豈
か
く
窮
屈
な
る
法
度
を
守
り
て
詩
を
作
る
も

の
あ
ら
む
や
。

　
詩
人
は
音
響
の
た
め
に
言
葉
を
換
ふ
る
も
の
な
り
。
詩
人
は
觀
相
に
繼
ぐ

に
觀
相
を
以
て
す
れ
ど
も
、
意
義
に
接
す
る
に
意
義
を
以
て
す
る
こ
と
な
き

も
の
な
り
。
詩
人
は
言
葉
と
こ
ゝ
ろ
と
大
小
相
掩
は
ざ
る
諸
譬
喩
を
出
す
こ

と
を
好
む
も
の
な
り
。
詩
人
は
哲
學
者
の
如
く
論
理
の
道
を
走
り
て
單
よ
り

複
に
赴
く
こ
と
な
き
も
の
な
り
。
こ
れ
等
は
皆
詩
人
の
明
白
に
其
哲
學
上
所

見
を
詩
中
に
あ
ら
は
す
こ
と
能
は
ざ
る
理
由
な
り
。
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さ
れ
ど
詩
人
は
ひ
と
り
そ
の
哲
學
上
所
見
を
詩
中
に
あ
ら
は
す
こ
と
能
は

ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
こ
れ
を
あ
ら
は
す
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
べ
し
。
わ
れ

は
前
段
な
る
不
能
の
理
由
を
も
、
お
も
に
レ
ツ
シ
ン
グ
に
よ
り
て
陳
じ
た
れ

ば
、
こ
ゝ
に
不
欲
の
理
由
を
陳
ず
る
に
當
り
て
も
、
又
レ
ツ
シ
ン
グ
が
論
に

據
ら
む
と
す
。

　
レ
ツ
シ
ン
グ
の
い
は
く
。
哲
學
上
の
所
見
を
あ
ら
は
す
に
は
、
必
ず
し
も

い
づ
れ
の
部
分
も
同
じ
や
う
に
明
白
な
る
こ
と
を
要
せ
ず
。
二
三
の
眞
理
は

直
に
根
則
よ
り
出
づ
べ
け
れ
ど
、
そ
の
他
の
眞
理
は
斷
案
と
斷
案
と
を
積
み

疊かさ
ね
て
は
じ
め
て
出
だ
す
こ
と
を
得
べ
し
。
こ
の
斷
案
に
斷
案
を
か
さ
ね
て

出
だ
し
た
る
眞
理
は
、
他
の
哲
學
者
の
立
脚
點
よ
り
見
る
と
き
は
、
却
り
て

又
直
に
根
則
よ
り
出
づ
べ
き
も
の
な
ら
む
。
哲
學
者
は
人
の
廡ぶ
下か
に
倚
る
こ

168柵草紙の山房論文



と
能
は
ざ
る
も
の
な
り
。
哲
學
者
は
た
と
ひ
明
な
る
室
の
み
な
ら
で
、
暗
き

房
も
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
み
づ
か
ら
一
家
を
營
み
て
、
そ
こ
に
安
ず
べ
き
責

を
負
へ
り
。
詩
人
に
至
り
て
は
こ
れ
に
殊
な
り
。
そ
の
作
る
と
こ
ろ
は
節
々

人
に
入
る
こ
と
深
か
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
一
節
の
詩
に
は
光
明
透
徹
し
て
一

點
の
翳かげ
あ
ら
し
む
べ
か
ら
ず
。
此
故
に
詩
人
は
快
樂
を
寫
さ
む
と
す
る
と
き

は
エ
ピ
ク
ウ
ル
と
共
に
語
り
、
徳
操
を
寫
さ
む
と
す
る
と
き
は
ス
ト
ア
と
共

に
語
る
べ
し
。
セ
ネ
カ
若
し
お
の
が
所
見
の
根
則
を
守
り
つ
ゝ
も
、
詩
を
作

り
て
快
樂
を
寫
さ
む
と
し
た
ら
ま
し
か
ば
、
そ
の
果はか
な
き
さ
ま
い
か
な
る
べ

き
。
こ
れ
に
反
し
て
エ
ピ
ク
ウ
ル
派
の
人
若
し
徳
操
を
歌
は
む
を
り
に
は
、

そ
の
徳
操
と
い
ふ
も
の
ゝ
姿
遂
に
遊
女
の
姿
に
あ
ら
は
る
べ
し
と
い
へ
り
。

（
雜
文
神
學
及
哲
學
部
一
面
以
下
）
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作
者
の
哲
學
上
所
見
は
既
に
明
白
に
詩
中
に
あ
ら
は
る
べ
き
も
の
に
あ
ら

ず
。
さ
れ
ど
常
の
生
活
に
て
歡
喜
の
實
感
に
富
め
る
も
の
は
、
其
審
美
感
の

中
に
樂
天
の
情
ほ
の
見
ゆ
べ
く
、
常
の
生
活
に
て
悲
哀
の
實
感
に
富
め
る
も

の
は
、
其
審
美
感
の
中
に
厭
世
の
情
ほ
の
見
ゆ
べ
し
。
こ
れ
を
作
者
の
主
觀

と
い
ふ
。

　
所
觀
の
相
と
能
感
の
情
と
互
に
相
出
入
し
て
、
兩
者
の
上
に
超
出
せ
る
も

の
ゝ
成
就
し
た
る
詩
を
戲
曲
と
い
ふ
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
い
は
く
。
戲
曲
の
作

者
は
全
く
個
人
の
主
觀
（
能
感
）
を
遠
離
し
て
、
深
く
曲
中
人
物
の
主
觀
に

潜
め
り
。
個
人
の
主
觀
の
時
あ
り
て
曲
中
人
物
の
主
觀
に
入
る
こ
と
あ
る
は
、

意
識
あ
り
て
入
る
に
あ
ら
ず
、
料
ら
ず
も
流
れ
入
る
な
り
と
い
へ
り
。
（
審

美
學
下
卷
七
四
九
面
）

170柵草紙の山房論文



　
さ
れ
ば
明
白
に
詩
中
に
あ
ら
は
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
は
獨
り
作
者
の

哲
學
上
所
見
の
み
に
あ
ら
ず
、
そ
の
詩
を
作
る
に
臨
み
て
動
か
し
た
る
樂
天

厭
世
の
情
も
亦
戲
曲
な
ん
ど
の
中
に
明
白
に
あ
ら
は
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。

さ
れ
ば
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
曲
に
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
と
い
ふ
個
人
の
主
觀
の

あ
ら
は
れ
ざ
る
は
、
唯
曲
の
妙
處
と
い
ふ
の
み
に
て
、
戲
曲
と
い
ふ
も
の
ゝ

本
體
に
縁
起
し
た
る
性
質
に
過
ぎ
ず
。
わ
が
嘗
て
沒
却
理
想
を
論
ず
る
に
當

り
て
、
早
稻
田
文
學
の
沒
理
想
は
沒
理
想
に
あ
ら
ず
し
て
沒
却
主
觀
な
り
と

お
も
ひ
し
は
こ
れ
が
た
め
な
り
。

　
逍
遙
子
は
別
に
論
を
立
て
ゝ
主
觀
と
い
ふ
語
を
却
し
り
ぞけ
つ
。
そ
の
亞ア
米メ
利リ
加カ

の
人
エ
ワ
レ
ツ
ト
が
言
を
引
き
て
の
辨
に
い
へ
ら
く
。
吾
黨
と
エ
ワ
レ
ツ
ト

と
の
所
謂
主
觀
は
私
情
な
り
。
直
現
情
感
な
り
。
平
生
の
談
話
、
愁
歎
、
誹ひ
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謗ばう
、
罵ば
詈り
、
辨
難
等
の
如
き
狹
隘
な
る
利
害
な
り
。
叙
情
詩
人
は
た
と
ひ
情

感
を
歌
ふ
と
い
へ
ど
も
、
そ
は
公
情
な
り
。
再
現
情
感
な
り
。
主
觀
の
影
な

り
。
主
觀
の
映
畫
な
り
。
傑
作
中
の
哀
悼
、
戀
愛
、
慨
世
、
憂
國
等
の
如
く

小
利
害
を
脱
し
た
る
も
の
な
り
と
い
へ
り
。

　
わ
が
見
る
と
こ
ろ
を
以
て
す
れ
ば
エ
ワ
レ
ツ
ト
と
早
稻
田
黨
と
の
所
謂
主

觀
は
審
美
感
に
あ
ら
ず
し
て
實
感
な
り
。
美
人
の
畫
に
對
す
る
人
の
情
は
審

美
感
な
り
。
活
き
た
る
美
人
に
對
す
る
人
の
情
は
實
感
な
り
。
劇
を
觀
て
泣

く
は
審
美
感
な
り
。
民
を
お
も
ひ
て
泣
く
は
實
感
な
り
。
こ
は
ひ
と
り
感
納

性
の
上
の
み
に
は
あ
ら
ず
。
轉
じ
て
製
作
性
の
上
よ
り
説
く
と
き
は
平
生
の

談
話
、
愁
歎
、
誹
謗
、
罵
詈
、
辨
難
等
を
あ
り
の
ま
ゝ
に
言
葉
に
あ
ら
は
す

は
實
感
な
り
。
哀
悼
、
戀
愛
、
慨
世
、
憂
國
等
の
詩
人
の
傑
作
中
に
あ
ら
は
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る
ゝ
は
審
美
感
な
り
。
エ
ワ
レ
ツ
ト
と
早
稻
田
黨
と
の
彼
と
此
と
を
分
て
る

は
ま
こ
と
に
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
か
な
た
を
私
情
な
り
と
し
、
こ
な
た

を
公
情
な
り
と
す
る
は
頗
す
こ
ぶ
る妥
お
だ
や
かな
ら
ず
。
そ
の
私
情
な
り
と
す
る
罵
詈
、
辨
難

に
も
國
家
を
お
も
ひ
て
奸
民
を
罵
詈
し
、
學
術
を
唱
へ
て
迂
儒
を
辨
難
す
る

が
如
く
公
な
る
も
の
あ
る
が
如
く
、
そ
の
公
情
な
り
と
す
る 

哀  

悼 

あ
い
た
う

、
戀
愛

に
も
個
人
に
對
し
て
動
く
と
き
は
到
底
私
を
免
れ
ざ
る
も
の
あ
る
べ
し
。
又

エ
ワ
レ
ツ
ト
と
早
稻
田
黨
と
が
實
感
を
直
現
な
り
と
い
ひ
、
審
美
感
を
再
現

な
り
と
い
へ
る
は
、
か
な
た
の
實
に
逢
ひ
て
直
に
起
る
と
殊
に
て
、
審
美
感

の
ハ
ル
ト
マ
ン
が
所
謂
約
束
あ
る
前
納 conditionale A

nticipation 

と
し
て

起
る
を
見
て
立
て
た
る
區
別
な
る
べ
し
。
（
審
美
學
下
卷
四
二
面
）
原
來
審

美
感
は
思
議
し
て
起
す
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
意
識
な
く
し
て
起
す
も
の
に
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は
あ
れ
ど
、
美
人
の
畫
に
對
し
て
起
す
審
美
感
は
活
き
た
る
美
人
に
逢
ひ
た

ら
む
を
り
に
起
す
べ
き
實
感
の
約
束
の
前
納
と
看
做
さ
る
ゝ
こ
と
を
得
べ
し
。

か
つ
て
戀
せ
し
こ
と
あ
る
人
は
そ
の
既
往
の
戀
の
實
歴
を
喚
び
お
こ
し
て
、

此
の
如
き
前
納
感
を
な
す
べ
く
、
ま
だ
戀
知
ら
ぬ
少
年
は
お
の
れ
が   

本     

イ
ン
ス
チ

 

能   

ン
ク
ト
を
役
し
て
戀
と
い
ふ
も
の
は
か
く
あ
る
べ
し
と
思
ひ
遣
り
て
、
此
の
如

き
前
納
感
を
な
す
べ
き
は
覩
易
み
や
す
き
理
な
ら
む
。

　
さ
れ
ば
エ
ワ
レ
ツ
ト
と
早
稻
田
黨
と
の
主
觀
と
い
ひ
、
私
情
と
い
ひ
、
直

現
情
感
と
い
へ
る
も
の
は
詩
人
の
實
感
な
り
。
彼
等
の
主
觀
の
影
と
い
ひ
、

主
觀
の
映
畫
と
い
ひ
、
再
現
情
感
と
い
へ
る
も
の
は
詩
人
の
審
美
感
な
り
。

　
わ
が
詩
を
論
ず
る
や
、
常
に
詩
人
の
實
感
を
ば
度
外
視
し
た
り
き
。
故
い

か
に
と
い
ふ
に
詩
人
も
固
よ
り
人
な
れ
ば
、
飢
う
れ
ば
食
は
む
こ
と
を
思
ひ
、
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倦
め
ば
眠
ら
む
こ
と
を
思
ふ
が
如
き
實
感
な
き
こ
と
能
は
ず
と
い
へ
ど
も
、

そ
の
實
感
の
直
ち
に
歌
ひ
出
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
け

れ
ば
な
り
。
詩
人
の
詩
を
作
る
と
き
の
主
觀
は
審
美
感
な
ら
ざ
る
こ
と
能
は

ざ
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
け
れ
ば
な
り
。

　
夫
れ
作
者
の
哲
學
上
所
見
の
あ
ら
は
る
べ
か
ら
ざ
る
は
詩
の
本
性
な
り
。

作
者
の
實
感
の
あ
ら
は
る
べ
か
ら
ざ
る
も
ま
た
詩
の
本
性
な
り
。
詩
は
初
よ

り
沒
却
哲
理
な
る
べ
き
も
の
な
り
。
詩
は
又
初
よ
り
沒
却
實
感
な
る
べ
き
も

の
な
り
。
逍
遙
子
が
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
戲
曲
を
評
せ
し
言
葉
の
天
下
の
耳

目
を
驚
か
し
ゝ
は
抑そも
何
故
ぞ
や
。
答
へ
て
い
は
く
。
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
曲

を
沒
理
想
な
り
と
い
ひ
け
れ
ば
な
り
。
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
曲
を
沒
理
想
な

り
と
い
ひ
し
を
、
世
の
人
も
我
も
、
プ
ラ
ト
オ
以
來
哲
學
上
に
多
少
の
定
義
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あ
る
理
想
を
無
し
と
せ
る
な
り
と
お
も
ひ
け
れ
ば
な
り
。
逍
遙
子
が
其
黨
人

と
共
に
沒
主
觀
の
名
を
却
し
り
ぞけ
て
我
評
を
難
ぜ
し
は
い
と
面
白
け
れ
ど
、
そ
の

面
白
き
樣
な
る
は
抑
何
故
ぞ
や
。
答
へ
て
云
く
。
わ
が
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の

曲
に
能
觀
の
相
勝
ち
た
る
と
シ
ル
レ
ル
の
曲
に
能
感
の
情
勝
ち
た
る
と
を
説

き
し
を
難
じ
て
、
苟
く
も
大
家
の
作
に
は
主
觀
あ
る
べ
か
ら
ず
と
い
ひ
け
れ

ば
な
り
。
わ
が
所
謂
能
感
の
情
、
主
觀
の
感
は
審
美
感
に
し
て
、
古
今
の
審

美
學
者
が
認
め
て
正
當
な
る
叙
情
詩
の
部
分
と
な
し
た
る
も
の
な
る
を
、
實

感
な
る
べ
く
見
ゆ
る
や
う
に
言
ひ
做
し
け
れ
ば
な
り
。
獨
り
奈
何
せ
む
、
逍

遙
子
が
所
謂
理
想
は
作
者
の
哲
學
上
所
見
に
し
て
、
そ
の
所
謂
主
觀
は
作
者

の
實
感
な
る
こ
と
を
。
詩
中
に
は
お
の
づ
か
ら
に
し
て
作
者
の
哲
學
上
所
見

を
あ
ら
は
す
こ
と
な
し
。
逍
遙
子
が
そ
の
埋
沒
を
發
明
す
る
を
待
た
ず
。
詩
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中
に
は
お
の
づ
か
ら
に
し
て
作
者
の
實
感
を
あ
ら
は
す
こ
と
な
し
。
逍
遙
子

が
其
黨
人
と
共
に
そ
の
埋
沒
を
宣
言
す
る
を
待
た
ず
。
詩
の
沒
却
哲
理
に
し

て
又
沒
却
實
感
な
る
は
詩
の
本
體
の
當
に
然
ら
し
む
べ
き
と
こ
ろ
な
れ
ば
、

此
間
に
は
誰
も
逍
遙
子
と
其
黨
人
と
の
特
殊
の
面
目
を
見
出
す
こ
と
な
か
ら

む
。

　
逍
遙
子
の
後
沒
理
想
論
を
な
す
や
、
肚と
裏り
に
沒
却
哲
理
詩
の
義
を
藏
し
て
、

筆
頭
に
は
舊
に
依
り
て
沒
理
想
の
字
を
寫
し
出
せ
り
。
そ
の
言
に
い
は
く
。

わ
が
用
ゐ
る
如
き
意
に
理
想
と
い
ふ
語
を
用
ゐ
む
こ
と
、
勿
論
幾
多
審
美
學

者
が
古
來
用
ゐ
來
り
た
る
先
例
に
違
背
す
べ
し
と
い
ふ
。
逍
遙
子
何
人
な
れ

ば
か
、
敢
て
古
今
の
審
美
學
者
の
一
た
び
も
理
想
と
い
は
ざ
り
し
も
の
を
名

づ
け
て
理
想
と
は
い
は
む
と
す
ら
む
。
そ
の
實
感
を
主
觀
と
い
へ
る
に
至
り
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て
は
、
亞
米
利
加
の
人
某
が
言
に
基
づ
け
り
と
は
い
ふ
も
の
か
ら
、
そ
の
こ

と
さ
ら
に
古
今
審
美
學
者
の
用
語
例
を
蔑
な
い
が
し
ろに
し
て
、
故
も
な
く
新
字
面
を
作

れ
る
は
お
な
じ
か
る
べ
し
。

　
沒
理
想
の
由
來
と
い
ふ
文
に
は
、
又
逍
遙
子
が
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
を
究
め

む
と
す
る
方
鍼
を
示
さ
れ
た
り
。
逍
遙
子
は
こ
の
段
に
て
更
に
シ
エ
ク
ス
ピ

イ
ヤ
が
曲
を
論
じ
て
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
所
謂
曲
中
人
物
の
主
觀
（
個
想
）
に

活
差
別
相
と
い
ふ
名
を
附
し
た
る
こ
と
、
作
者
が
能
く
癖 Idiosyncrasie 

を

避
け
て
無
私 N

icht interessirt sein 
な
る
に
至
り
し
を
所
謂
理
想
（
實
は
作

者
の
哲
學
上
所
見
）
の
見
え
ず
な
り
た
る
由
縁
な
り
と
認
め
て
、
こ
れ
に
活

平
等
相
と
い
ふ
名
を
附
し
た
る
こ
と
を
こ
と
わ
り
、
こ
の
兩
相
を
シ
エ
ク
ス

ピ
イ
ヤ
が
客
觀
を
評
し
た
る
言
葉
な
り
と
し
、
こ
れ
に
て
評
し
到
ら
ざ
る
所
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謂
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
主
觀
と
い
ふ
も
の
を
、
お
の
が
十
餘
年
を
期
し
て
究

め
ま
く
思
ふ
神
祕
な
り
と
い
へ
り
。

　
わ
が
見
る
と
こ
ろ
を
以
て
す
れ
ば
、
逍
遙
子
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
詩
の

全
局
面
に
客
觀
と
い
ふ
名
を
附
け
た
る
後
、
更
に
墻かき
の
外
な
る
別
天
地
あ
る

や
う
に
お
も
ひ
て
こ
れ
に
主
觀
と
い
ふ
名
を
負
は
せ
た
る
な
り
。
逍
遙
子
が

所
謂
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
主
觀
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
と
い
ふ
個
人
の
哲
學
上

所
見
な
り
。
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
と
い
ふ
個
人
の
其
詩
中
に
あ
ら
は
さ
ゞ
り
け

る
實
感
な
り
。

　
お
ほ
よ
そ
一
詩
人
の
哲
學
上
所
見
は
、
そ
の
詩
卷
中
に
て
求
め
が
た
き
も

の
に
て
、
そ
の
困
難
は
詩
の
巧
な
る
に
從
ひ
て
増
さ
り
、
又
詩
の
叙
情
體
を

離
る
ゝ
と
共
に
加
は
る
も
の
な
り
。
さ
れ
ば
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
哲
學
上
所
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見
と
そ
の
實
感
と
を
知
ら
む
と
欲
し
て
、
猶
そ
の
戲
曲
を
あ
さ
ら
む
は
、
氷

を
鑽き
り
て
火
を
覓もと
め
、
沙すな
を
壓
し
て
油
を
出
さ
む
と
す
る
に
や
似
た
ら
む
。

か
ゝ
る
願
あ
る
も
の
は
速
に
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
戲
曲
の
集
を
抛
な
げ
うち
て
專
ら

そ
の
傳
記
を
搜さぐ
る
べ
し
。
想
ふ
に
、
こ
の
般
の
探
究
は
審
美
學
者
若
く
は
戲

曲
を
評
す
る
も
の
ゝ
な
す
べ
き
と
こ
ろ
と
せ
む
よ
り
は
、
歴
史
家
若
く
は
傳

記
を
作
る
に
意
あ
る
も
の
ゝ
な
す
べ
き
と
こ
ろ
と
す
べ
き
な
ら
む
。
さ
れ
ば

わ
れ
は
逍
遙
子
が
十
餘
年
を
期
し
た
る
探
究
を
も
、
審
美
上
若
く
は
詩
を
評

す
る
上
よ
り
は
、
あ
ま
り
あ
り
が
た
し
と
も
思
は
ず
。

　
次
に
逍
遙
子
は
千
八
百
八
十
四
年
に
無
名
氏
が
作
り
し
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ

論
に
見
え
た
る
プ
ラ
ト
オ
が
理
想
を
擧
げ
て
、
こ
の 

希  

臘 

ギ
リ
シ
ア

古
儒
の
理
想
を

逍
遙
子
自
家
の
所
謂
理
想
と
山
房
論
文
の
理
想
と
に
比
べ
た
り
。
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逍
遙
子
の
い
は
く
。
プ
ラ
ト
オ
の
理
想
は
鴎
外
の
理
想
に
は
あ
ら
ざ
る
か

と
い
へ
り
。
わ
れ
答
へ
て
云
く
。
あ
ら
ず
。
天
地
の
間
に
は
常
住
す
る
も
の

あ
り
、
生
滅
す
る
も
の
あ
り
。
こ
の
常
住
の
も
の
、
時
間
の
覊
絆
き
は
ん
を
離
れ
た

る
も
の
な
ら
で
は
、
古
今
の
哲
學
者
は
敢
て
理
想
と
名
づ
け
ざ
り
き
。
プ
ラ

ト
オ
と
ハ
ル
ト
マ
ン
と
は
理
想
を
以
て
時
間
を
離
れ
た
る
、
意
識
な
き
思
想

な
り
と
す
。
さ
れ
ど
プ
ラ
ト
オ
は
其
理
想
を
體
と
し
て
現
世
を
象
と
し
、
彼

を
實
在
と
し
て
此
を
幻
影
と
せ
し
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
は
其
理
想
を
非
實
在
と

し
て
現
世
に
體
象
あ
ら
し
む
。
わ
れ
は
現
世
の
象
後
に
は
體
あ
り
て
實
在
す

と
お
も
ふ
が
ゆ
ゑ
に
、
わ
が
理
想
は
プ
ラ
ト
オ
が
理
想
に
殊
な
り
。
逍
遙
子

の
い
は
く
。
わ
が
所
謂
理
想
も
プ
ラ
ト
オ
が
理
想
の
意
に
て
差
支
な
し
と
い

へ
り
。
わ
れ
窃
ひ
そ
かに
お
も
へ
ら
く
。
逍
遙
子
が
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
を
評
す
る
と
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き
に
用
ゐ
し
理
想
と
い
ふ
語
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
哲
學
上
の
所
見
な
り
。

そ
の
當
代
の
理
想
（
實
は
哲
學
風
潮
な
る
べ
し
）
と
す
ら
解
す
べ
か
ら
ざ
る

こ
と
を
ば
、
逍
遙
子
み
づ
か
ら
こ
と
わ
り
た
る
に
、
こ
れ
を
プ
ラ
ト
オ
が
哲

學
統
な
る
世
界
の
實
在
常
住
の
本
體
た
る
思
想
即
ち
プ
ラ
ト
オ
が
理
想
に
取

ら
れ
て
も
差
支
な
し
と
は
何
事
ぞ
。
逍
遙
子
の
い
は
く
。
わ
が
所
謂
理
想
を

プ
ラ
ト
オ
が
理
想
に
取
ら
れ
て
も
差
支
な
け
れ
ど
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
理

想
（
哲
學
上
所
見
）
が
拔
く
べ
か
ら
ざ
る
説
に
よ
り
て
明
證
せ
ら
れ
ざ
る
間

は
、
沒
理
想
（
實
は
沒
却
哲
理
）
の
名
目
を
取
除
く
べ
き
由
縁
を
知
ら
ず
と

い
へ
り
、
わ
れ
又
窃
に
お
も
へ
ら
く
。
沒
却
哲
理
は
詩
の
須
す
べ
か
らく
備
ふ
べ
き
性

な
り
。
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
戲
曲
い
か
で
か
沒
却
哲
理
な
ら
ざ
ら
む
。
逍
遙

子
理
想
と
い
ふ
語
を
哲
學
上
所
見
の
義
に
用
ゐ
む
限
は
、
沒
理
想
の
名
目
、
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取
除
け
ず
と
雖
い
へ
ど
も可
な
り
。
唯
逍
遙
子
は
そ
の
所
謂
理
想
の
一
家
の
命
名
に
し

て
、
古
今
の
哲
學
者
、
審
美
家
の
用
語
例
に
違
へ
る
を
忘
れ
ざ
ら
む
こ
と
を

要
す
る
の
み
。

　
次
に
逍
遙
子
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
を
論
ぜ
し
無
名
氏
の
語
に
て
圓
滿
な
る

意
味
に
て
の
模
倣
と
い
へ
る
を
紹
介
せ
り
。
蓋
し
逍
遙
子
は
模
倣
に
高
級
な

る
も
の
と
低
級
な
る
も
の
と
あ
り
と
し
て
、
そ
の
高
級
な
る
も
の
を
神
を
師

と
す
と
い
ひ
、
そ
の
低
級
な
る
も
の
を
貌
を
師
と
す
と
い
へ
り
。
所
謂
圓
滿

な
る
意
味
に
て
の
模
倣
は
神
を
師
と
す
る
高
級
の
模
倣
な
り
と
ぞ
い
ふ
な
る
。

　
わ
が
見
る
と
こ
ろ
を
以
て
す
れ
ば
、
模
倣
は
必
ず
低
級
な
る
も
の
に
て
、

ま
こ
と
の
藝
術
上
の
製
作
は
無
意
識
の
作
用
な
る
こ
と
屡
々
論
ぜ
る
如
し
。

無
意
識
中
な
る
神
來
の
製
作
に
は
、
た
と
ひ
圓
滿
と
い
ふ
「
プ
レ
ヂ
カ
ア
ト
」
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を
添
へ
た
れ
ば
と
て
、
模
倣
と
い
ふ
名
を
下
さ
む
や
う
な
し
。
模
倣
と
い
ふ

語
に
は
着
意
の
義
あ
れ
ば
な
り
、
有
意
義
の
義
あ
れ
ば
な
り
。
師
神
師
貌
の

別
に
至
り
て
は
漢
學
者
流
の
套
語
に
過
ぎ
ず
。
ま
た
何
の
辨
ず
べ
き
と
こ
ろ

か
あ
ら
む
。

　
次
に
逍
遙
子
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
を
評
せ
し
無
名
氏
が
用
ゐ
し
「
レ
ア
ル
」

の
語
を
實
と
譯
し
、
「
ア
ン
レ
ア
ル
」
の
語
を
虚
と
譯
し
て
、
其
實
を
鴎
外

の
所
謂
實
に
お
な
じ
と
し
、
其
虚
を
鴎
外
の
所
謂
想
に
適かな
へ
り
と
し
た
り
。

　
わ
れ
は
「
ア
ン
レ
ア
ル
」
を
虚
と
譯
せ
ず
し
て
、
非
實
と
譯
す
。
こ
は
虚

實
の
對
の
我
國
及
支
那
の
談
理
者
に
濫
用
せ
ら
れ
た
る
を
嫌
ひ
て
な
り
。
現げ

に
無
名
氏
の
實
は
我
が
所
謂
實
に
應
じ
、
無
名
氏
の
非
實
は
わ
が
所
謂
想
に

應
じ
た
れ
ど
、
兩
者
全
く
相
同
じ
き
に
は
あ
ら
ず
。
無
名
氏
は
プ
ラ
ト
オ
論
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者
な
り
と
い
へ
ば
、
そ
の
實
を
幻
影
と
し
、
其
非
實
を
本
體
と
す
べ
く
、
わ

れ
は
プ
ラ
ト
オ
論
者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
我
實
を
實
在
せ
し
め
、
わ
が
非
實
の

想
を
實
在
せ
し
め
ず
。

　
次
に
逍
遙
子
は
上
に
見
え
た
る
實
非
實
の
縁
に
よ
り
て
、
お
の
が
活
差
別

相
、
活
平
等
相
の
別
を
立
て
た
る
こ
と
に
説
き
及
び
て
、
山
房
論
文
に
活
差

別
相
を
個
物
的
な
り
と
し
、
活
平
等
相
を
理
法
的
な
り
と
評
し
た
る
を
非
な

り
と
せ
り
。

　
逍
遙
子
の
い
は
く
。
活
差
別
相
は
「
ド
ラ
マ
」
の
體
を
觀
る
に
國
を
萬
民

と
し
て
み
る
如
く
、
地
球
を
五
大
洲
と
し
て
み
る
如
く
す
る
こ
と
に
て
、
活

平
等
相
は
お
な
じ
體
を
觀
る
に
國
を
一
國
と
し
て
み
る
如
く
、
地
球
を
一
地

球
と
し
て
み
る
如
く
す
る
こ
と
な
り
。
差
別
相
は
實
に
あ
ら
ず
。
平
等
相
は
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非
實
即
ち
想
に
あ
ら
ず
。
又
差
別
相
は
個
物
的
な
ら
ず
。
平
等
相
は
理
法
的

な
ら
ず
と
い
ふ
。

　
わ
が
見
る
と
こ
ろ
を
以
て
す
れ
ば
、
活
差
別
相
の
「
ド
ラ
マ
」
に
於
け
る

こ
と
國
を
觀
る
も
の
ゝ
萬
民
と
し
て
み
る
如
く
、
地
球
を
觀
る
も
の
ゝ
五
大

洲
と
し
て
み
る
如
し
と
い
へ
る
は
、
曲
を
其
中
な
る
個
々
の
人
物
と
し
て
み

る
こ
ゝ
ろ
に
相
違
な
か
る
べ
く
、
活
平
等
相
の
「
ド
ラ
マ
」
に
於
け
る
こ
と

國
を
一
國
と
觀
じ
、
地
球
を
一
地
球
と
觀
ず
る
如
し
と
い
へ
る
は
、
曲
を
一

曲
と
し
て
み
る
こ
ゝ
ろ
に
相
違
な
か
る
べ
し
。
曲
を
其
中
な
る
個
々
の
人
物

と
し
て
み
る
は
、
我
地
位
よ
り
し
て
も
、
か
の
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
を
評
せ
し

無
名
氏
の
實
と
は
し
が
た
し
。
故
い
か
に
と
い
ふ
に
プ
ラ
ト
オ
が
見
る
と
こ

ろ
に
よ
る
と
き
は
、
實
（
即
ち
無
名
氏
の
實
な
ら
む
）
は
創
造
的
α
ά
ν
ι
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ο
ν
）
と
い
ふ
に
、
詩
人
の
手
に
成
り
た
る
戲
曲
は
、
プ
ラ
ト
オ
が
説
に
據

る
と
き
は
實
世
界
の
い
や
し
き
模
倣
に
過
ぎ
ざ
れ
ば
な
り
。
さ
れ
ど
我
山
房

論
文
に
て
、
曲
を
一
曲
と
し
て
見
た
る
活
平
等
相
を
、
法
律
の
萬
民
を
一
國

に
ま
と
む
る
如
く
、
地
理
の
五
洲
を
一
球
に
統
ぶ
る
如
き
論
理
的
因
果
的
な

る
も
の das Logische 

と
評
せ
し
に
又
何
の
妥
な
ら
ざ
る
と
こ
ろ
か
あ
ら
む
。

　
逍
遙
子
は
沒
理
想
の
由
來
を
説
き
畢
り
て
、
虚
設
の
人
物
公
平
入
道
常
見

と
い
ふ
も
の
を
し
て

　
　
　
陣
頭
に
馬
を
立
て
ゝ
わ
れ
に
宣の
ら
せ
て

い
は
く
。
逍
遙
が
談
理
を
後
に
す
る
は
、
汝
が
記
實
を
後
に
す
る
と
、
其
本

意
に
お
い
て
相
異
な
る
と
こ
ろ
な
し
。
逍
遙
は
特
に
時
文
評
論
に
對
し
て
し

か
い
へ
る
な
り
。
逍
遙
が
世
間
に
向
ひ
て
の
願
は
記
實
と
談
理
と
の
前
後
な
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く
並
び
行
は
れ
む
こ
と
な
り
。
逍
遙
は
汎
あ
ま
ねく
世
間
に
向
ひ
て
談
理
を
後
に
せ

し
め
む
と
せ
し
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
。
こ
は
談
理
を
後
に
し
、
記
實
を
先
に
す

と
い
ふ
自
説
を
自
比
量
な
り
と
す
る
な
り
。

　
わ
が
見
る
と
こ
ろ
を
以
て
す
れ
ば
、
逍
遙
子
が
沒
却
理
想
期
の
説
に
、
談

理
は
今
の
世
に
益
少
け
れ
ば
後
に
す
べ
し
、
記
實
は
今
の
世
に
益
多
け
れ
ば

先
に
す
べ
し
と
や
う
に
い
へ
る
は
、
特
に
時
文
評
論
に
對
し
て
の
自
比
量
に

あ
ら
ず
し
て
、
汎
く
世
間
に
對
し
て
の
共
比
量
な
り
し
こ
と
は
、
逍
遙
子
と

烏
有
先
生
と
と
題
し
た
る
我
評
に
詳
な
り
。
今
逍
遙
子
の
後
沒
理
想
論
は
談

理
を
後
に
す
べ
く
、
記
實
を
先
に
す
べ
き
も
の
ゝ
時
文
評
論
に
限
れ
る
こ
と

を
明
に
し
た
り
。
そ
の
共
比
量
に
あ
ら
ず
し
て
、
自
比
量
な
る
こ
と
を
明
に

し
た
り
。
こ
は
ま
こ
と
に
然
も
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。
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逍
遙
子
は
又
常
見
に
い
は
す
る
や
う
。
沒
理
想
は
個
人
た
る
逍
遙
が
方
便

な
り
。
逍
遙
は
こ
れ
を
以
て
無
限
に
對
し
、
ま
た
こ
れ
に
よ
り
て
「
ド
ラ
マ
」

を
修
む
。
時
文
評
論
記
者
た
る
逍
遙
に
は
、
別
に
有
限
に
對
す
る
主
義
の
沒

理
想
に
非
ざ
る
あ
り
。
こ
の
辨
を
補
説
し
た
る
假
造
の
人
物
雅
俗
折
衷
之
助

と
い
ふ
も
の
ゝ
言
に
い
は
く
。
鴎
外
は
個
人
た
る
逍
遙
と
時
文
評
論
記
者
と

を
混
ぜ
り
。
こ
れ
を
第
一
誤
解
と
す
。
鴎
外
は
絶
對
に
對
す
る
逍
遙
と
一
種

の
對
相
對
主
義
を
奉
ず
る
逍
遙
と
を
混
ぜ
り
。
こ
れ
を
第
二
誤
解
と
す
。
鴎

外
は
吾
人
と
名
乘
り
出
で
た
る
時
文
評
論
記
者
と
絶
對
に
對
す
る
逍
遙
と
を

混
ぜ
り
。
こ
れ
を
第
三
の
誤
解
と
す
。
さ
て
有
限
に
對
す
る
別
の
主
義
の
い

か
な
る
も
の
な
る
か
は
他
日
沒
理
想
と
題
し
た
る
書
一
卷
を
あ
ら
は
し
て
、

逍
遙
子
み
づ
か
ら
説
く
べ
し
と
な
り
。
蓋
し
逍
遙
子
は
こ
ゝ
に
て
常
見
和
尚
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と
折
衷
之
助
と
に
お
の
が
對
絶
對
及
對
相
對
の
兩
生
涯
を
告
げ
さ
せ
し
な
り
。

　
わ
れ
は
先
づ
逍
遙
子
の
具
足
し
た
る
く
さ
／
″
＼
の
資
格
を
審
査
せ
む
。

逍
遙
子
の
個
人
た
る
や
、
そ
の
肚
裏
に
絶
對
に
對
す
る
沒
理
想
（
實
は
哲
學

上
若
く
は
形
而
上
論
上
無
所
見
）
と
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
戲
曲
に
對
す
る
沒

理
想
（
實
は
作
者
の
哲
學
上
所
見
の
沒
却
）
と
を
蓄
へ
た
り
。
逍
遙
子
の
時

文
評
論
記
者
た
る
や
、
現
世
の
相
對
に
對
す
る
腹
稿
の
主
義
を
蓄
へ
た
り
。

こ
の
區
別
を
ば
早
稻
田
文
學
に
て
、
常
見
和
尚
と
雅
俗
折
衷
之
助
と
の
二
人

か
は
る
／
″
＼
陳
じ
た
り
。
さ
る
に
お
な
じ
早
稻
田
文
學
の
別
處
に
て
あ
や

し
き
こ
と
こ
そ
出
來
し
た
れ
。
そ
を
何
ぞ
と
い
ふ
に
、
か
の
相
對
に
對
す
る

腹
稿
の
主
義
を
懷
き
て
、
現
在
の
小
宇
宙
に
對
す
る
處
分
を
な
す
と
い
ふ
資

格
の
逍
遙
子
は
忽
ち
主
人
と
な
り
て
一
家
を
治
む
る
も
の
と
な
り
、
人
民
と
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な
り
て
國
に
對
す
る
も
の
と
な
り
、
教
師
と
し
て
學
校
に
勤
む
る
も
の
と
な

り
ぬ
る
こ
と
こ
れ
な
り
。
わ
れ
お
も
ふ
に
一
家
を
治
む
る
主
人
は
個
人
な
る

べ
し
、
國
に
對
す
る
一
個
の
人
民
も
個
人
な
る
べ
し
、
學
校
に
對
す
る
一
個

の
教
師
も
個
人
な
る
べ
し
。
時
文
評
論
記
者
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
さ
れ
ば
雅

俗
折
衷
之
助
は
こ
ゝ
に
至
り
て
、
個
人
た
る
逍
遙
に
も
、
絶
對
に
對
す
る
沒

理
想
（
形
而
上
論
上
無
所
見
）
と
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
戲
曲
に
對
す
る
沒
理

想
（
作
者
の
哲
學
上
所
見
の
沒
却
）
と
を
奉
ず
る
個
人
逍
遙
の
外
に
、
腹
稿

主
義
を
奉
ず
る
個
人
逍
遙
あ
る
こ
と
を
示
し
た
る
な
り
。
こ
ゝ
に
逍
遙
子
の

諸
資
格
を
總
括
す
る
と
き
は
。
第
一
、
兩
種
の
沒
理
想
を
奉
ず
る
個
人
逍
遙
。

第
二
、
腹
稿
主
義
を
奉
ず
る
個
人
逍
遙
、
第
三
、
腹
稿
主
義
を
奉
ず
る
早
稻

田
文
學
記
者
た
る
逍
遙
。
以
上
お
ほ
よ
そ
三
種
と
す
。
い
で
や
、
こ
れ
よ
り
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上
に
列
擧
せ
ら
れ
た
る
三
種
の
誤
解
と
い
ふ
も
の
を
辨
じ
試
み
む
。

　
假
に
一
歩
を
ゆ
づ
り
お
き
て
、
逍
遙
子
の
三
資
格
に
明
な
る
區
別
あ
る
と

き
、
評
者
は
こ
れ
を
守
る
べ
き
も
の
と
せ
む
か
。
所
謂
第
一
誤
解
の
條
に
見

え
た
る
區
別
は
い
と
覺
束
な
き
も
の
な
る
べ
し
。
故
い
か
に
と
い
ふ
に
個
人

た
る
逍
遙
も
時
文
評
論
記
者
も
そ
の
腹
稿
主
義
を
奉
ず
る
と
こ
ろ
相
同
じ
け

れ
ば
な
り
。
次
に
第
二
誤
解
の
條
に
見
え
た
る
區
別
も
ま
た
い
と
覺
束
な
き

も
の
な
る
べ
し
。
故
い
か
に
と
い
ふ
に
絶
對
に
對
す
る
逍
遙
こ
そ
記
者
を
ば

な
さ
ず
と
い
へ
、
對
相
對
逍
遙
は
記
者
を
も
な
し
、
個
人
を
も
な
せ
ば
、
對

絶
對
個
人
と
對
相
對
個
人
と
は
、
そ
の
並
に
個
人
な
る
と
こ
ろ
相
同
じ
け
れ

ば
な
り
。
さ
て
第
三
誤
解
の
條
に
見
え
た
る
區
別
も
亦
い
と
覺
束
な
き
も
の

な
る
べ
し
。
故
い
か
に
と
い
ふ
に
對
絶
對
逍
遙
は
記
者
を
な
さ
ず
と
い
ふ
と
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い
へ
ど
も
、
個
人
逍
遙
は
對
相
對
な
る
こ
と
記
者
に
お
な
じ
き
時
あ
れ
ば
な

り
。

　
逍
遙
子
の
三
資
格
の
區
別
は
、
そ
の
明
な
ら
ざ
る
こ
と
是
の
如
し
。
さ
れ

ど
た
と
ひ
此
區
別
明
な
る
こ
と
あ
り
と
雖
も
、
そ
の
い
ろ
〳
〵
の
資
格
に
あ

り
て
唱
ふ
る
論
を
、
か
れ
こ
れ
と
併
せ
考
へ
て
、
わ
が
批
評
眼
の
そ
の
す
べ

て
の
資
格
に
通
ず
る
論
な
る
こ
と
を
認
む
る
と
き
は
、
批
評
の
上
に
て
復
た

論
者
の
諸
資
格
の
區
別
を
顧
み
ざ
る
こ
と
あ
る
べ
し
。
さ
れ
ば
逍
遙
子
ま
こ

と
に
わ
れ
を
以
て
人
を
誣し
ふ
る
も
の
と
し
、
常
識
な
き
も
の
と
し
、
資
格
を

重
ぜ
ざ
る
時
弊
に
染
み
た
る
も
の
と
な
さ
む
と
す
る
と
き
は
、
宜
し
く
わ
が

逍
遙
子
の
諸
資
格
の
區
別
を
顧
み
ざ
り
し
を
證
す
る
を
以
て
足
れ
り
と
せ
ず

し
て
、
お
の
れ
が
諸
資
格
の
區
別
の
明
な
り
や
、
あ
ら
ず
や
を
考
へ
、
次
に
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お
の
れ
が
論
旨
の
お
の
れ
が
諸
資
格
に
通
ず
る
や
、
あ
ら
ず
や
を
考
ふ
べ
し
。

　
わ
れ
は
こ
れ
よ
り
逍
遙
子
が
對
絶
對
及
對
相
對
の
兩
生
涯
に
及
ば
む
。

　
逍
遙
子
が
對
絶
對
生
涯
は
そ
の
後
沒
理
想
期
に
お
い
て
は
、
絶
對
に
對
し

て
哲
學
上
乃
至
形
而
上
論
上
に
見
る
所
な
き
こ
と
を
指
示
す
る
に
過
ぎ
ず
。

そ
の
欲
無
限
の
我
と
い
ふ
も
の
は
無
限
な
る
造
化
を
無
限
な
ら
し
む
と
い
ふ

に
過
ぎ
ず
。
こ
の
地
位
の
事
に
關
し
て
は
、
下
方
に
て
雅
俗
折
衷
之
助
が
軍

配
に
對
す
る
我
が
反
撃
の
條
に
し
る
す
と
こ
ろ
を
參
看
せ
よ
。

　
さ
て
逍
遙
子
が
對
相
對
生
涯
は
其
腹
稿
の
み
の
主
義
な
れ
ば
今
こ
れ
を
評

せ
む
す
べ
を
知
ら
ず
。
わ
れ
は
唯
此
腹
稿
主
義
の
山
房
論
文
の
逍
遙
子
に
向

ひ
て
世
間
法
を
求
め
し
後
に
出
で
た
る
も
の
な
る
こ
と
を
記
臆
し
お
か
む
の

み
。
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常
見
和
尚
は
又
い
は
く
。
逍
遙
は
迷
惑
し
て
立
脚
地
な
し
。
鴎
外
は
ハ
ル

ト
マ
ン
の
哲
學
と
い
ふ
立
脚
地
あ
り
。
さ
る
に
逍
遙
が
鴎
外
の
理
想
の
何
物

な
る
か
を
問
ひ
し
と
き
鴎
外
が
こ
れ
に
答
へ
ざ
り
し
は
不
親
切
な
り
と
い
ふ
。

　
わ
が
見
る
と
こ
ろ
を
以
て
す
れ
ば
、
理
想
と
い
ふ
語
は
プ
ラ
ト
オ
よ
り
こ

の
か
た
今
の
第
十
九
基
督
世
紀
に
至
る
ま
で
く
さ
／
″
＼
の
變
化
を
な
し
た

り
。
逍
遙
子
若
し
我
に
理
想
の
何
物
た
る
か
を
問
ひ
た
ら
ま
し
か
ば
、
我
は

唯
そ
の
第
十
九
基
督
世
紀
の
形
而
上
論
の
理
想
な
り
と
答
へ
し
な
ら
む
。
わ

れ
は
逍
遙
子
が
如
く
古
今
の
哲
學
者
乃
至
審
美
學
者
の
用
語
例
に
違
へ
る
用

語
例
を
創
設
す
る
も
の
に
あ
ら
ね
ば
、
か
ゝ
る
問
に
答
ふ
る
に
は
許
多
の
言

葉
を
費
さ
ゞ
る
べ
し
。

　
さ
れ
ど
逍
遙
子
は
い
ま
だ
明
に
わ
が
理
想
と
い
ふ
も
の
を
一
の
用
語
と
し
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て
問
ひ
し
こ
と
な
し
。
逍
遙
子
は
唯
相
對
の
象
の
絶
對
の
體
よ
り
生
ず
る
究

竟
の
目
的
は
何
ぞ
と
尋
ね
つ
る
こ
と
あ
り
し
に
、
わ
れ
答
へ
て
、
ハ
ル
ト
マ

ン
の
烏
有
先
生
こ
れ
を
聞
か
ば
、
我
無
慮
識
の
哲
學
を
讀
め
と
い
は
む
、
わ

れ
は
衆
理
想
の
象
の
沒
却
理
想
の
體
よ
り
出
沒
す
る
究
竟
の
目
的
は
何
ぞ
と

反
問
せ
む
の
み
と
い
ひ
き
。
お
も
ふ
に
我
を
不
親
切
な
り
と
難
ぜ
ら
る
ゝ
は
、

わ
が
草
紙
の
ハ
ル
ト
マ
ン
が
無
意
識
哲
學
を
鈔
録
し
若
く
は
講
述
せ
ざ
る
が

た
め
な
る
べ
し
。

　
難
波
津

な
に
は
づ

に 

蕨  

村 

け
つ
そ
ん

居
士
と
い
ふ
も
の
あ
り
て
、
教
育
時
論
に
一
篇
の
文

（
一
元
論
と
二
元
論
）
を
載
せ
、
わ
れ
に
お
な
じ
や
う
な
る
詰
問
を
な
し
て

い
は
く
。
逍
遙
子
汝
に
問
ふ
と
こ
ろ
あ
り
し
に
、
汝
は
顧
み
て
他
を
い
ひ
、

思
想
の
化
石
に
な
り
た
る
書
籍
に
問
へ
な
ど
ゝ
い
へ
る
は
、
討
論
の
常
法
を
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失
ふ
も
の
な
り
と
い
へ
り
。

　
わ
れ
は
果
し
て
逍
遙
子
に
對
し
て
不
親
切
な
る
か
、
討
論
の
常
法
を
失
ひ

し
か
。
「
ハ
ル
ト
マ
ン
、
リ
テ
ラ
ツ
ウ
ル
」
は
廣
大
な
り
。
中
に
就
い
て
ハ

ル
ト
マ
ン
が
親
ら
書
き
し
も
の
ゝ
み
を
讀
み
て
も
一
朝
に
し
て
讀
み
盡
す
べ

か
ら
ず
。
そ
の
無
意
識
哲
學
の
如
き
は
ハ
ル
ト
マ
ン
自
ら
認
め
て
我
哲
學
の

期
程 Program

m
 

に
過
ぎ
ず
と
せ
り
。
わ
れ
若
し
我
草
紙
に
て
無
意
識
哲
學

を
講
ぜ
む
と
せ
ば
、
果
し
て
幾
歳
月
を
か
要
す
べ
き
。
わ
れ
若
し
我
草
紙
に

て
こ
れ
を
鈔
せ
む
か
。
お
そ
ら
く
は
近
時
坊
間
に
行
は
る
ゝ
哲
學
史
中
の
一

段
に
似
た
る
も
の
と
な
る
べ
し
。
こ
れ
を
ば
縱
令
忍
ぶ
べ
し
と
あ
き
ら
め
て

も
、
か
ゝ
る
講
説
、
鈔
録
は
詮
ず
る
と
こ
ろ
彼
の
ハ
ル
ト
マ
ン
が
原
書
と
お

な
じ
く
、
思
想
の
化
石
と
せ
ら
る
ゝ
こ
と
を
免
れ
ざ
る
べ
し
。
さ
れ
ば
こ
そ

197



我
は
烏
有
先
生
を
し
て
無
意
識
哲
學
を
讀
め
と
は
答
へ
し
め
し
な
れ
。
我
親

切
こ
そ
は
こ
れ
の
み
に
て
足
ら
ん
ず
ら
め
。
矧
ま
し
てや
逍
遙
子
は
早
く
よ
り
ハ
ル

ト
マ
ン
が
無
意
識
哲
學
を
帳
中
の
祕
と
な
し
た
る
を
ば
、
我
に
語
り
し
も
の

あ
る
を
や
。
又
討
論
の
方
法
に
つ
き
て
は
、
わ
れ
常
に
敵
手
を
し
て
そ
の
出

で
む
と
欲
す
る
と
こ
ろ
に
出
で
し
め
、
強
ひ
て
正
兵
を
も
て
せ
よ
と
も
い
は

ね
ば
、
又
あ
な
が
ち
奇
兵
を
も
て
せ
よ
と
も
い
は
ず
。
さ
れ
ば
早
稻
田
方
は

い
か
な
る
手
段
を
用
ゐ
て
、
い
か
な
る
方
角
よ
り
攻
寄
す
と
い
へ
ど
も
、
そ

は
わ
が
問
ふ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
獨
り
か
な
た
に
て
は
、
我
討
論
法
に
不
親

切
な
る
と
こ
ろ
あ
り
と
認
め
、
或
傍
觀
者
も
亦
こ
れ
と
共
に
我
討
論
法
の
過

失
を
責
む
。
わ
れ
こ
れ
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
て
窃
ひ
そ
かに
そ
の
當
れ
り
や
否
や
を
お

も
ふ
に
、
逍
遙
子
が
わ
れ
に
問
ひ
し
と
こ
ろ
の
ハ
ル
ト
マ
ン
が
哲
學
系
の
世
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界
究
竟
の
目
的
を
ば
、
わ
れ
必
ず
し
も
こ
の
紙
上
に
寫
し
出
す
べ
き
責
な
き

に
似
た
り
。
か
の
逍
遙
子
が
み
づ
か
ら
無
意
識
哲
學
を
藏
し
て
、
又
み
づ
か

ら
こ
れ
を
讀
む
眼
を
持
ち
た
る
こ
と
、
か
の
逍
遙
子
が
隨
信
行
を
須ま
た
ず
し

て
隨
法
行
を
作
し
得
べ
き
人
な
る
こ
と
は
既
に
我
責
を
輕
う
す
る
に
足
る
も

の
な
れ
ど
、
わ
れ
は
姑
く
こ
れ
を
度
外
に
措
き
、
進
み
て
今
の
世
の
學
者
の

間
に
て
、
言
論
の
爭
を
な
さ
む
と
す
る
と
き
、
い
か
な
る
も
の
を
ば
互
に
知

り
た
り
と
預
期
す
べ
き
か
を
問
は
む
と
す
。
苟
も
今
の
學
者
と
し
て
、
哲
學

上
の
論
戰
を
な
さ
む
と
す
る
も
の
は
、
近
世
の
お
も
な
る
哲
學
統
を
ば
知
り

た
り
と
預
期
す
べ
き
は
、
誰
も
否
と
い
ふ
ま
じ
き
原
則
な
り
。
先
づ
此
原
則

を
立
て
お
き
て
、
試
に
ハ
ル
ト
マ
ン
が
書
の
い
か
な
る
も
の
な
る
か
を
お
も

へ
。
逍
遙
子
は
み
づ
か
ら
い
は
く
。
ハ
ル
ト
マ
ン
は
近
世
の
大
哲
學
者
な
り
。
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ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲
學
は
、
ウ
ン
ド
出
で
ざ
る
前
に
於
て
は
、
殆
一
世
を
風
靡

せ
り
き
と
も
い
ふ
べ
し
と
い
へ
り
。
さ
れ
ば
逍
遙
子
は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲
學

を
以
て
近
世
の
大
系
統
な
り
と
認
め
た
る
な
り
。
唯
逍
遙
子
は
ウ
ン
ド
出
で
ゝ

よ
り
ハ
ル
ト
マ
ン
の
聲
價
下
り
た
り
と
や
う
に
い
へ
ど
、
一
昨
年
の
普
魯
西

プ
ロ
シ
ア

年
報
に
載
せ
た
る
ウ
ン
ド
が
哲
學
系
と
い
ふ
評
論
な
ど
を
見
ば
、
ウ
ン
ド
が

物
生
的
自
然
主
義 hylozoischer N

aturalism
us 

の
決
し
て
ハ
ル
ト
マ
ン
が

試
み
た
る
哲
學
と
自
然
學
と
の
調
和
の
右
に
出
づ
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
知
る

に
足
ら
む
。
そ
は
兎
ま
れ
角
ま
れ
、
逍
遙
子
も
時
を
限
り
て
は
ハ
ル
ト
マ
ン

が
學
の
世
間
を
風
靡
せ
し
を
認
め
た
る
な
り
。
果
し
て
然
ら
ば
そ
の
學
の
歸

す
る
と
こ
ろ
を
ば
、
今
の
世
に
立
ち
て
理
想
の
新
義
を
製
し
、
沒
理
想
の
新

學
を
起
す
も
の
ゝ
須
く
知
る
べ
き
と
こ
ろ
に
は
あ
ら
ざ
る
か
。
わ
れ
は
ひ
と
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り
逍
遙
子
が
問
の
眞
面
目
な
り
や
否
や
を
疑
ふ
の
み
な
ら
ず
、
か
の
蕨
村
子

の
如
き
上
下
三
千
載
の
哲
學
史
を 

一  

呑 

ひ
と
の
み

に
し
た
る
や
う
な
る
多
聞
博
通
の

士
が
斯
く
ま
で
に
ハ
ル
ト
マ
ン
の
無
意
識
哲
學
を
僻
典
視
す
る
所
以
を
お
も

ひ
て
、
つ
ひ
に
我
惑
を
解
く
こ
と
能
は
ず
。

　
和
上
は
つ
い
で
又
い
へ
ら
く
。
逍
遙
が
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
は
シ
エ
ク
ス
ピ

イ
ヤ
の
主
觀
（
實
は
實
感
）
な
り
。
鴎
外
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
曲
を
、
無

意
識
中
よ
り
作
者
の
意
識
界
を
經
て
生
れ
出
で
た
る
も
の
な
り
と
い
ひ
き
。

さ
ら
ば
鴎
外
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
と
い
ふ
作
者
の
主
觀
（
實
感
）
を
も
知
り

た
る
筈
な
れ
ば
教
へ
よ
と
な
り
。

　
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
實
感
（
早
稻
田
黨
の
所
謂
主
觀
）
若
く
は
そ
の
哲
學

上
所
見
（
彼
の
所
謂
理
想
）
を
ば
わ
れ
と
て
も
、
逍
遙
子
が
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
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ヤ
の
諸
傳
記
を
讀
み
て
知
り
得
べ
き
だ
け
よ
り
多
く
は
、
知
ら
む
や
う
な
し
。

わ
が
無
意
識
よ
り
出
づ
る
詩
の
事
を
い
ひ
し
は
、
大
詩
人
の
詩
は
斯
く
あ
る

べ
し
と
推
論
し
た
る
に
て
、
わ
が
地
位
に
あ
り
て
は
始
よ
り
徒
勞
な
る
べ
う

お
も
は
る
ゝ
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
實
感
若
く
は
其
哲
學
上
所
見
と
シ
エ
ク

ス
ピ
イ
ヤ
が
戲
曲
と
を
比
べ
考
へ
た
る
論
に
は
あ
ら
ず
。
わ
れ
豈
逍
遙
子
が

如
き
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
に
邃
お
く
ぶ
かき
人
に
向
ひ
て
こ
と
あ
た
ら
し
く
教
ふ
べ
き
こ

と
あ
ら
む
や
。

　
和
尚
ま
た
い
は
く
。
鴎
外
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
詩
人
た
る
技
倆
、
シ
エ

ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
詩
の
質
を
逍
遙
が
評
の
う
ち
に
求
め
た
り
。
さ
れ
ど
か
の
技

倆
と
い
ひ
、
質
と
い
ふ
も
の
は
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
主
觀
（
實
は
實
感
）
に

し
て
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
主
觀
は
逍
遙
の
見
え
ず
と
い
へ
る
も
の
な
る
を
、
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鴎
外
強
ひ
て
問
は
む
と
せ
ば
、
そ
は
論
理
に
違
ひ
た
る
べ
し
と
い
ふ
。

　
わ
が
見
る
と
こ
ろ
を
以
て
す
れ
ば
、
詩
人
の
哲
學
上
所
見
と
其
實
感
と
は

必
ず
し
も
其
詩
の
價
値
を
上
下
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
二
つ
の
も
の
は
詩
境

の
外
に
あ
り
て
、
僅
に
影
響
を
詩
に
及
ぼ
す
も
の
な
り
。
さ
れ
ば
詩
の
質
を

ば
、
わ
れ
そ
の
作
者
を
知
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
猶
こ
れ
を
評
す
る
こ
と
を
得

べ
し
。
詩
の
質
に
し
て
妙
な
ら
ば
、
わ
れ
そ
の
作
者
の
技
倆
の
す
ぐ
れ
た
る

を
推
知
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。

　
わ
れ
は
始
よ
り
逍
遙
子
が
詩
の
質
と
詩
人
の
技
倆
と
を
詩
人
の
哲
學
上
所

見
若
く
は
實
感
の
う
ち
に
求
め
た
る
を
知
ら
む
や
う
な
し
。
詩
の
縁
起 G

en

esis 

は
姑
く
お
き
、
逍
遙
子
が
地
位
よ
り
詩
の
質
を
い
は
む
に
は
、
か
の
活

差
別
相
、
活
平
等
相
な
ど
に
て
や
ゝ
事
足
る
べ
う
お
も
は
る
ゝ
に
、
こ
れ
を
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一
面
な
り
と
こ
と
わ
り
た
る
は
、
我
批
評
眼
よ
り
見
て
い
た
づ
ら
事
の
や
う

に
見
え
し
が
ゆ
ゑ
に
、
わ
れ
乃
ち
こ
れ
を
評
し
て
一
面
審
美
學
と
い
ひ
き
。

何
ぞ
料
ら
む
、
逍
遙
子
が
認
む
る
第
二
面
は
作
者
の
哲
學
上
所
見
若
く
は
實

感
な
ら
む
と
は
。
逍
遙
子
は
後
に
雅
俗
折
衷
之
助
を
し
て
我
一
面
審
美
學
の

評
を
方
便
戲
論
な
る
か
、
提
喩
的
批
評
な
る
か
と
言
は
し
め
し
が
、
こ
は
我

評
を
以
て
こ
と
さ
ら
に
逍
遙
子
が
論
の
一
面
を
擧
げ
て
其
全
體
と
看
做
し
た

る
も
の
と
な
し
ゝ
な
ら
む
。
わ
れ
今
改
め
て
逍
遙
子
に
告
げ
む
。
そ
の
嘗
て

示
し
た
る
一
面
と
い
ふ
も
の
は
審
美
上
に
は
全
體
を
な
す
べ
き
筈
の
も
の
な

る
こ
と
を
。
そ
の
認
め
た
る
第
二
面
の
神
祕
は
も
と
よ
り
審
美
學
の
範
圍
外

に
あ
る
も
の
な
る
こ
と
を
。

　
和
尚
わ
れ
に
問
う
て
い
は
く
。
沒
理
想
（
實
は
形
而
上
論
上
無
所
見
）
の
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語
を
造
化
に
對
し
て
方
便
と
し
て
用
ゐ
る
は
可
な
り
や
と
い
ふ
。

　
わ
れ
は
こ
れ
に
對
し
て
諾
と
も
い
ふ
べ
く
否
と
も
い
ふ
べ
し
。
い
か
な
れ

ば
か
我
は
諾
と
い
ふ
こ
と
を
得
る
。
答
へ
て
い
は
く
。
逍
遙
子
が
理
想
は
哲

學
上
所
見
の
義
な
り
、
形
而
上
論
上
所
見
の
義
な
り
。
逍
遙
子
が
一
時
の
方

便
に
て
こ
ゝ
に
見
る
と
こ
ろ
な
し
と
い
は
む
は
固
よ
り
勝
手
た
る
べ
し
。
さ

て
此
義
を
語
る
に
沒
理
想
の
三
字
を
用
ゐ
る
は
、
あ
ま
た
の
不
利
あ
る
が
如

く
な
り
と
い
へ
ど
も
、
必
ず
し
も
他
人
の
遮
り
留
む
べ
き
こ
と
に
は
あ
ら
ず
。

か
る
が
故
に
わ
れ
は
し
ば
ら
く
こ
れ
を
諾
し
て
、
そ
の
こ
れ
を
用
ゐ
る
こ
と

の
不
利
を
告
げ
お
か
む
と
す
。
第
一
、
沒
理
想
の
理
想
を
常
の
義
に
取
ら
れ
、

沒
を
も
常
の
無
と
い
ふ
義
に
取
ら
る
ゝ
と
き
は
、
造
化
に
永
劫
不
減
の
も
の

な
き
や
う
に
解
せ
ら
る
べ
し
。
是
に
於
い
て
や
、
逍
遙
子
の
懷
疑 Skepticis
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m
us 

は
認
め
て
虚
無 N

ihilism
us 

と
せ
ら
る
ゝ
虞
お
そ
れあ
り
。
第
二
、
逍
遙
子
は

文
學
界
に
於
い
て
大
勢
力
あ
る
も
の
な
れ
ば
、
そ
の
造
語
の
流
通
す
る
に
至

ら
む
こ
と
は
疑
ふ
べ
か
ら
ず
と
し
て
も
、
古
今
の
哲
學
者
及
審
美
學
者
が
用

ゐ
な
れ
た
る
理
想
の
語
は
矢
張
や
は
り
そ
の
用
ゐ
な
れ
た
る
義
に
使
は
る
ゝ
こ
と
止

ま
ざ
る
べ
く
、
逍
遙
子
は
斷
え
ず
こ
れ
と
戰
は
ざ
る
こ
と
能
は
ず
。
そ
の
沒

字
に
附
す
る
に
埋
沒
の
義
を
以
て
せ
む
と
す
る
に
つ
い
て
も
、
亦
漢
字
の
義

を
論
ず
る
も
の
と
永
く
相
抗
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
さ
ら
ば
又
怎いか
な
れ
ば
か
我
は
こ
れ
を
不
可
と
す
る
こ
と
を
得
べ
き
。
お
ほ

よ
そ
造
語
は
そ
の
必
要
あ
り
て
は
じ
め
て
造
ら
る
べ
き
も
の
な
り
。
こ
ゝ
に

個
人
あ
り
て
、
わ
れ
形
而
上
の
事
に
つ
い
て
は
少
し
も
見
る
と
こ
ろ
な
し
と

い
は
む
が
た
め
に
一
新
語
を
造
れ
り
と
せ
む
か
。
わ
れ
は
將
に
そ
の
不
必
要
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な
る
こ
と
を
言
ふ
を
憚
ら
ざ
ら
む
と
す
。
お
ほ
よ
そ
造
語
は
そ
の
既
往
の
歴

史
を
以
て
人
の
寛
恕
を
得
べ
き
權
利
な
き
も
の
な
れ
ば
、
そ
の
こ
れ
を
造
る

に
當
り
て
鄭
重
な
る
商
量
を
な
さ
ゞ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
ゝ
に
文
人
あ
り
て
解

し
が
た
き
文
字
、
若
く
は
錯
り
解
し
易
き
文
字
、
若
く
は
解
釋
を
附
す
る
に

あ
ら
で
は
毫
も
解
す
べ
か
ら
ざ
る
文
字
、
若
く
は
解
釋
あ
り
と
い
へ
ど
も
尚

且
解
し
が
た
き
文
字
を
聯つら
ね
て
新
に
語
を
製
せ
む
と
せ
ば
、
わ
れ
は
そ
の
不

可
な
る
こ
と
を
嗚
ら
す
を
憚
ら
ざ
る
べ
し
。
造
化
に
對
す
る
沒
理
想
の
如
き

も
の
即
是
な
り
。

　
和
尚
重
ね
て
問
う
て
い
は
く
。
さ
ら
ば
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
作
の
客
觀

（
實
は
曲
の
全
體
）
を
沒
理
想
（
哲
學
上
所
見
の
沒
却
）
と
い
ふ
は
可
な
り

や
、
奈
何
。
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答
へ
て
い
は
く
。
逍
遙
子
既
に
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
曲
の
全
體
を
客
觀
と

な
づ
け
、
哲
學
上
所
見
の
沒
却
せ
ら
る
ゝ
こ
と
を
沒
理
想
と
な
づ
け
て
、
さ

て
そ
の
所
謂
客
觀
の
沒
理
想
な
る
を
説
け
る
は
義
に
お
い
て
不
可
な
る
こ
と

な
し
。
故
い
か
に
と
い
ふ
に
詩
は
固
よ
り
實
感
を
あ
ら
は
す
べ
き
も
の
に
あ

ら
ず
し
て
、
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
曲
は
充
分
に
詩
の
約
束
を
具
へ
た
る
も
の

な
れ
ば
な
り
。
さ
れ
ど
こ
の
意
味
に
て
沒
理
想
と
い
ふ
語
を
使
ふ
こ
と
に
つ

き
て
は
、
わ
れ
諾
し
て
而
し
て
又
否
ま
む
と
す
。
そ
の
理
由
は
上
に
造
化
に

對
す
る
沒
理
想
の
た
め
に
辨
じ
た
る
が
如
し
。
和
尚
は
次
に
時
文
評
論
の
記

實
主
義
の
自
比
量
な
る
か
、
共
比
量
な
る
か
を
問
は
れ
し
が
、
そ
は
こ
な
た

に
向
ひ
て
問
ふ
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ざ
る
が
上
に
、
既
に
こ
の
篇
の
は
じ
め
に

て
も
こ
れ
に
つ
き
て
一
言
し
つ
れ
ば
、
今
復
別
に
答
ふ
べ
き
と
こ
ろ
な
し
。
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公
平
入
道
常
見
が
陣
頭
の
宣
言
畢
り
て
、
逍
遙
子
は
又
英
和
字
典
膳
と
い

ふ
假
設
人
物
を
出
し
、
こ
れ
に
い
と
勇
ま
し
き
軍
歌
を
歌
は
せ
、
そ
の
響
と

共
に
わ
が
論
陣
を
攻
め
た
る
が
、
そ
の
時
の
雅
俗
折
衷
之
助
が

　
　
　
軍
配

に
對
す
る
わ
が
反
撃
は
左
の
如
し
。

　
折
衷
之
助
が
先
づ
言
ひ
し
は
逍
遙
子
が
對
絶
對
及
對
相
對
の
二
生
涯
の
差

別
な
り
き
。
さ
れ
ど
こ
れ
に
就
き
て
は
既
に
辨
じ
お
き
た
り
。
こ
ゝ
に
は
唯

逍
遙
子
が
對
絶
對
地
位
の
説
明
を
擧
げ
て
、
聊
い
さ
ゝ
か又
こ
れ
を
評
せ
む
。

　
折
衷
之
助
の
い
は
く
。
逍
遙
子
が
對
絶
對
の
地
位
を
始
の
空
と
い
ふ
。
こ

は
終
の
空
に
對
し
て
い
ふ
な
り
。
又
始
の
絶
對
と
い
ふ
。
こ
は
終
の
絶
對
に

對
し
て
い
ふ
な
り
。
又
覺
前
の
空
と
い
ふ
。
こ
は
覺
後
の
空
に
對
し
て
い
ふ
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な
り
。
こ
の
地
位
は
立
脚
點
に
あ
ら
ず
し
て
數
學
點
な
り
。
（
こ
は
城
南
評

論
記
者
に
對
し
て
逍
遙
子
自
ら
言
へ
る
な
れ
ど
、
折
衷
之
助
が
言
葉
の
中
に

は
立
脚
點
と
も
い
へ
る
こ
と
時
文
評
論
に
て
見
る
べ
し
）
こ
の
地
位
は
靜
坐

に
あ
ら
ず
し
て
動
く
べ
き
性
を
具
へ
た
る
も
の
な
り
。
こ
の
地
位
は
停
り
た

る
水
の
如
し
。
唯
そ
の
い
づ
か
た
に
流
る
べ
き
か
を
知
ら
ざ
る
の
み
。
こ
の

地
位
は
「
タ
ブ
ラ
、
ラ
ザ
」
な
り
。
心
頭
の
印
銘
は
こ
と
ご
と
く
消
除
し
去

れ
り
。
こ
の
地
位
は
發
程
な
り
。
終
の
空
、
終
の
絶
對
の
歸
着
處
な
る
に
殊

な
り
。
こ
の
地
位
は
未
生
な
り
。
覺
後
の
空
の
死
し
て
空
に
歸
し
た
る
が
如

き
に
殊
な
り
。
覺
前
空
の
無
明
に
し
て
不
知
な
る
や
、
覺
後
空
の
知
に
し
て

覺
な
る
に
殊
な
り
と
雖
、
衆
理
想
（
衆
人
の
哲
學
上
所
見
）
は
い
づ
れ
よ
り

見
て
も
皆
是
皆
非
な
り
と
い
ふ
。
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わ
れ
は
逍
遙
子
が
絶
對
に
對
す
る
沒
理
想
と
い
ふ
も
の
ゝ
形
而
上
論
上
の

無
所
見
に
過
ぎ
ざ
る
こ
と
を
認
め
き
。
こ
ゝ
に
示
さ
れ
た
る
、
許
多
の
異
名

あ
る
覺
前
空
は
要
す
る
に
無
所
見
の
説
明
に
過
ぎ
ず
。
さ
れ
ど
其
用
語
と
い

ひ
、
其
引
諭
と
い
ひ
、
一
つ
と
し
て
人
の
耳
目
を
驚
か
さ
ゞ
る
も
の
な
け
れ

ば
、
わ
れ
は
そ
の
説
明
の
當
れ
り
や
否
や
を
評
す
る
こ
と
の
無
益
な
ら
ざ
る

を
信
ず
。

　
覺
前
空
は
覺
後
空
に
對
し
て
い
ふ
な
り
。
さ
て
覺
後
空
を
い
か
な
る
も
の

ぞ
と
問
ふ
に
、
逍
遙
子
は
こ
れ
を
覺
と
い
ひ
、
知
と
い
ひ
、
悟
道
徹
底
と
い

ひ
、
聖
教
量
と
い
へ
り
。
思
ふ
に
逍
遙
子
は
聖
教
量
に
あ
ら
ず
し
て
衆
理
想

（
衆
人
の
哲
學
上
所
見
）
を
是
と
も
せ
ず
、
非
と
も
せ
ざ
る
も
の
は
何
か
あ

る
と
搜
し
求
め
て
、
つ
ひ
に
こ
の
「
タ
ブ
ラ
、
ラ
ザ
」
を
獲
た
る
な
る
べ
し
。
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此
の
如
き
人
心
の
「
タ
ブ
ラ
、
ラ
ザ
」
は
、
わ
れ
そ
の
心
理
上
に
不
可
得
な

る
こ
と
を
知
る
と
雖
、
こ
ゝ
に
は
姑
く
そ
の
存
在
を
認
め
て
、
こ
れ
を
有
し

た
り
と
お
も
へ
る
逍
遙
子
が
上
を
評
し
て
見
む
。

　
逍
遙
子
は
其
覺
前
空
の
地
位
に
住
し
て
、
わ
れ
は
い
づ
か
た
に
も
進
む
こ

と
を
得
べ
し
と
い
へ
り
。
さ
れ
ど
逍
遙
子
に
し
て
試
に
一
歩
を
動
し
て
見
よ
。

こ
の
一
歩
形
而
上
派
に
近
づ
き
た
る
と
き
は
、
忽
ち
經
驗
派
の
お
の
れ
に
反

對
せ
る
を
見
む
。
こ
の
一
歩
經
驗
派
に
近
づ
き
た
る
と
き
は
、
忽
ち
形
而
上

派
の
お
の
れ
に
反
對
せ
る
を
見
む
。
逍
遙
子
は
到
底
學
問
の
比
量
界
に
あ
り

て
歩
々
の
進
前
を
な
し
得
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
、
こ
れ
に
て
明
な
る
べ
し
。

さ
ら
ば
逍
遙
子
は
い
づ
か
た
に
も
歩
を
移
さ
ゞ
ら
む
か
。
我
は
恐
る
、
逍
遙

子
が
徒
に
心
の
虚
無
に
お
ち
入
り
て
、
無
明
窟
裡
に
そ
の
生
を
了
せ
む
こ
と
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を
。

　
さ
は
れ
逍
遙
子
は
其
覺
前
空
の
地
位
に
住
し
て
、
わ
れ
を
ば
何
人
も
え
倒

さ
じ
、
わ
が
沒
理
想
（
形
而
上
論
上
無
所
見
）
を
ば
誰
も
え
破
ら
じ
と
誇
り

て
、
別
に
お
の
が
望
め
る
轉
迷
開
悟
の
途
を
示
し
た
り
。
そ
の
言
に
い
は
く
。

わ
が
沒
理
想
は
南
山
の
壽
の
如
く
、
か
げ
ず
崩
れ
ざ
る
べ
く
、
不
壞
金
剛

ふ
ゑ
こ
ん
が
う
の

  

磐    

石  

ば
ん
じ
や
く

の
如
く
、
芥
子
劫

け
し
こ
ふ

に
亙
り
て
依
然
た
る
べ
し
。
わ
が
論
は
宇
宙
と

お
な
じ
く
、
萬
理
想
は
お
ろ
か
萬
哲
學
系
を
容
れ
て
餘
あ
り
。
絶
對
無
二
の

大
眞
理
が
古
今
の
哲
學
を
殘
な
く  
折    

伏  
し
や
く
ぶ
く

し
、
融
會
し
、
若
く
は
悉
く
併

呑
統
一
し
て
宇
宙
を
貫
き
、
太
陽
系
を  
花    

鬘  
は
な
か
づ
ら

と
も
し
、
「
ネ
プ
チ
ユ
ウ

ン
」
の
軌
道
を
ば 

靴  

紐 

く
つ
ひ
も

と
も
し
、
無
上
無
比
不
増
不
減
の
妙
光
を
發はな
ち
て
、

如
々
然
と
し
て
あ
ら
は
れ
ざ
る
間
は
、
此
方
便
的
沒
理
想
の
魂
魄
は
彌
勒
み
ろ
く
の
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世
は
來
る
と
も
「
ミ
レ
ン
ニ
ヤ
ム
」
は
到
る
と
も
、
時
間
と
共
に
無
終
無
極

無
盡
無
窮
な
る
べ
し
と
な
り
。

　
げ
に 
天  
晴 
あ
つ
ぱ
れ

な
る
廣
言
な
る
か
な
。
逍
遙
子
を
ば
ま
こ
と
に
何
人
も
え
倒

さ
ゞ
る
べ
し
。
後
沒
理
想
論
を
ば
ま
こ
と
に
誰
も
え
破
ら
ざ
る
べ
し
。
然
は

あ
れ
ど
我
窃
に
お
も
ひ
見
る
に
そ
の
え
倒
さ
ゞ
る
は
、
倒
す
べ
か
ら
ざ
る
も

の
あ
る
が
故
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
倒
す
べ
き
も
の
見
え
ざ
る
が
故
な
り
。
そ

の
え
破
ら
ざ
る
は
、
後
沒
理
想
主
義
の
轉
ば
す
べ
か
ら
ざ
る
巖
に
似
た
る
た

め
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
捉とら
ふ
べ
か
ら
ざ
る
風
に
似
た
る
た
め
な
り
。
譬
へ
ば

地
に
横
れ
る
人
の
如
し
。
誰
か
得
て
こ
れ
を
倒
さ
む
。
又
空
屋
の
如
し
。
盜

何
の
た
め
に
か
入
ら
む
。
善よ
い
か
な
。
奪
ふ
べ
か
ら
ざ
る
立
脚
點
は
立
脚
點

な
し
と
い
ふ
立
脚
點
な
り
。
善
い
か
な
。
爭
ふ
べ
か
ら
ざ
る
形
而
上
論
は
形
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而
上
に
は
見
る
と
こ
ろ
な
し
と
い
ふ
形
而
上
論
な
り
。

　
わ
れ
は
前
段
に
て
逍
遙
子
が
一
歩
を
動
か
す
ご
と
に
、
必
ず
敵
を
得
べ
き

こ
と
を
示
し
つ
る
が
、
こ
の
段
に
至
り
て
見
れ
ば
、
逍
遙
子
は
決
し
て
哲
學

の
比
量
界
に
居
ら
む
と
す
る
人
に
あ
ら
ず
。
逍
遙
子
が
未
來
に
は
唯
左
の
三

途
あ
る
べ
き
の
み
。
第
一
、
上
に
示
し
た
る
が
如
く
心
の
虚
無
を
以
て
そ
の

主
義
と
し
、
永
く
そ
の
「
タ
ブ
ラ
、
ラ
ザ
」
を
守
る
こ
と
。
第
二
、
お
の
れ

か
の
無
二
の
大
眞
理
を
産
み
出
づ
る
こ
と
。
第
三
、
無
二
の
大
眞
理
の
お
の

れ
が
外
よ
り
來
る
を
待
ち
て
、
そ
の
所
謂
數
學
點
よ
り
目
覺
ま
し
き
檀
溪
の

一
躍
を
な
し
て
こ
れ
に
就
く
こ
と
即
是
な
り
。

　
さ
ら
ば
逍
遙
子
そ
の
第
二
若
く
は
第
三
種
の
地
位
を
得
て
、
心
中
に
無
二

の
眞
理
を
懷
い
た
る
と
き
は
い
か
な
ら
む
。
こ
ゝ
に
又
三
法
あ
り
。
第
一
、
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個
人
た
る
逍
遙
子
無
二
の
眞
理
を
懷
き
て
止
む
こ
と
。
第
二
、
逍
遙
子
人
間

に
向
ひ
て
、
わ
が
言
ふ
と
こ
ろ
は
眞
理
な
れ
ば 

爾  

等 

な
ん
ぢ
ら

こ
れ
を
信
ぜ
よ
と
い

ふ
こ
と
。
第
三
、
逍
遙
子
人
間
に
向
ひ
て
、
わ
が
言
ふ
と
こ
ろ
は
眞
理
な
り
、

其
故
は
云
々
と
そ
の
得
た
る
と
こ
ろ
を
證
せ
む
と
す
る
こ
と
即
是
な
り
。

　
さ
ら
ば
逍
遙
子
そ
の
第
二
法
若
く
は
第
三
法
に
出
で
た
る
と
き
は
い
か
な

ら
む
。
第
二
法
は
す
な
は
ち
宗
教
の
道
な
り
。
わ
れ
逍
遙
子
の
こ
の
時
に
及

び
て
佛
教
を
説
く
べ
き
か
、
基
督
教
を
説
く
べ
き
か
、
將
た
逍
遙
教
を
説
く

べ
き
か
を
知
ら
ね
ど
、
こ
れ
を
ば
姑
く
問
題
の
外
に
お
く
べ
し
。
第
三
法
は

す
な
は
ち
哲
學
の
道
な
り
。

　
古
今
哲
學
を
以
て
名
を
青
史
に
垂
る
ゝ
も
の
幾
人
ぞ
。
か
れ
等
は
皆
自
ら

無
二
の
眞
理
を
懷
け
り
と
お
も
ひ
た
り
き
。
あ
ら
ず
、
か
れ
等
は
或
は
ま
こ
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と
に
無
二
の
眞
理
を
懷
き
し
と
き
あ
る
べ
し
。
さ
れ
ど
果
な
き
も
の
は
人
の

力
な
り
。
一
た
び
比
量
智
を
役
し
て
、
お
の
が
聖
教
量
智
を
證
せ
む
と
す
る

と
き
は
、
障
礙
乃
ち
生
じ
て
、
缺
漏
つ
ひ
に
掩
ふ
べ
か
ら
ず
。
是
れ
哲
學
の

哲
學
た
る
所
以
に
し
て
、
又
哲
學
の
宗
教
に
あ
ら
ざ
る
所
以
な
る
べ
し
。

　
逍
遙
子
の
眞
理
を
得
る
や
、
か
れ
は
い
か
に
し
て
吾
等
が
た
め
に
こ
れ
を

證
す
べ
き
か
。
わ
れ
等
は
預
め
望
む
、
そ
の
擧
證
の
迹
の
せ
め
て
は
ハ
ル
ト

マ
ン
輩
の
如
き
理
想
家
の
上
に
出
で
む
こ
と
を
。

　
逍
遙
子
は
ま
た
折
衷
之
助
を
し
て
宣の
ら
す
ら
く
。
儒
家
の
仁
、
浮ふ
屠と
氏し
の

涅
槃
ね
は
ん
、
老
、
莊
、
カ
ン
ト
が
道
も
逍
遙
子
が
沒
理
想
と
お
な
じ
や
う
に
世
に

あ
ら
は
れ
た
る
を
、
鴎
外
が
見
た
ら
ま
し
か
ば
、
そ
の
反
難
に
逢
ふ
こ
と
は

沒
理
想
に
お
な
じ
か
る
べ
し
。
殊
に
は
カ
ア
ラ
イ
ル
、
エ
マ
ル
ソ
ン
が
如
く
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文
章
險
怪
な
る
も
の
は
所
詮
鴎
外
の
假
借
せ
ざ
る
と
こ
ろ
と
な
り
し
な
ら
む

と
い
ふ
。

　
わ
が
聞
く
と
こ
ろ
を
以
て
す
れ
ば
、
儒
家
の
仁
は
ま
こ
と
に
多
義
な
り
、

佛
徒
の
涅
槃
は
大
小
乘
に
よ
り
て
大
に
其
義
を
殊
に
せ
り
。
さ
れ
ど
儒
家
の

仁
を
説
け
る
が
以
前
に
、
數
千
年
の
歴
史
あ
る
仁
と
い
ふ
も
の
あ
る
を
、
儒

家
の
殆
全
く
殊
な
る
も
の
を
作
り
て
、
別
に
仁
と
い
ふ
も
の
と
な
し
ゝ
に
あ

ら
ず
。
仁
も
涅
槃
も
理
想
も
世
に
つ
れ
、
人
に
つ
れ
て
變
化
す
べ
し
と
い
へ

ど
も
、
始
終
こ
れ
を
一
貫
す
る
意
義
な
き
に
あ
ら
ず
。
そ
の
他
道
家
の
玄
を

説
け
る
な
ん
ど
を
見
て
も
、
お
そ
ら
く
は
一
つ
と
し
て
か
の
逍
遙
子
が
前
沒

理
想
、
沒
却
理
想
、
後
沒
理
想
と
お
な
じ
や
う
な
る
次
第
を
な
し
て
、
世
に

あ
ら
は
れ
し
も
の
あ
る
ま
じ
。
何
ぞ
い
は
む
や
、
用
語
例
の
極
め
て
嚴
重
な
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る
カ
ン
ト
が
如
き
も
の
を
や
。
又
逍
遙
子
は
鴎
外
既
に
我
に
向
ひ
て
假
借
す

る
と
こ
ろ
な
け
れ
ば
、
文
章
險
怪
な
る
カ
ア
ラ
イ
ル
、
エ
マ
ル
ソ
ン
等
も
鴎

外
に
逢
は
ゞ
無
慚
な
る
扱
を
や
受
け
む
と
い
へ
り
。
殊
に
知
ら
ず
、
カ
ア
ラ

イ
ル
が
ギ
ヨ
オ
テ
の
衣
鉢
を
傳
へ
て
一
種
の
汎
神
論
を
な
し
、
業
を
尊
み
産

を
崇あが
め
た
る
、
エ
マ
ル
ソ
ン
が
盛
に
獨
逸
哲
學
を
そ
の
ふ
る
里
に
流
布
せ
し

め
た
る
、
皆
我
が
敬
す
る
と
こ
ろ
な
る
を
。
殊
に
知
ら
ず
、
我
は
逍
遙
子
の

主
義
を
評
せ
む
と
す
る
に
臨
み
て
そ
の
文
章
に
眩
惑
せ
ら
る
ゝ
ほ
ど
の
不
幸

に
は
陷
ら
ざ
り
し
を
。

　
次
に
逍
遙
子
は
折
衷
之
助
に
い
は
し
む
る
や
う
。
鴎
外
は
古
今
の
哲
學
系

を
こ
と
ご
と
く
方
便
な
り
と
い
ひ
き
。
鴎
外
既
に
ハ
ル
ト
マ
ン
を
奉
ず
と
い

ふ
上
は
ハ
ル
ト
マ
ン
が
一
系
統
を
確
信
す
べ
き
に
、
こ
れ
を
も
方
便
な
り
と
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い
ふ
こ
そ
心
得
ら
れ
ね
。
鴎
外
果
し
て
ハ
ル
ト
マ
ン
が
哲
學
系
を
方
便
と
せ

ば
、
こ
れ
逍
遙
が
沒
理
想
を
方
便
と
す
る
と
同
じ
か
ら
む
。
か
く
て
も
鴎
外

は
尚
逍
遙
が
地
位
を
難
ぜ
む
と
す
る
や
と
い
ふ
。

　
わ
が
見
る
と
こ
ろ
を
以
て
す
れ
ば
、
逍
遙
子
が
地
位
は
決
し
て
我
に
お
な

じ
か
ら
ず
。
逍
遙
子
は
聖
教
量
に
は
居
ら
ず
と
い
ふ
と
い
へ
ど
も
、
か
れ
は

比
量
を
嫌
ひ
て
、
既
に
そ
の
心
を
「
タ
ブ
ラ
、
ラ
ザ
」
と
な
し
、
機
を
見
て

無
二
の
眞
理
を
一
掴
み
に
せ
む
と
控
へ
た
り
。
我
心
は
逍
遙
子
が
如
く
「
タ

ブ
ラ
、
ラ
ザ
」
と
は
な
す
べ
か
ら
ざ
る
心
な
り
、
わ
れ
は
我
比
量
界
に
あ
り

て
、
歩
々
學
に
こ
ゝ
ろ
ざ
し
、
念
々
道
を
求
め
た
り
。
さ
て
わ
が
今
の
立
脚

點
は
し
ば
〳
〵
言
ひ
し
が
如
く
文
學
美
術
の
批
評
に
從
事
す
る
が
た
め
の
立

脚
點
に
し
て
、
こ
の
立
脚
點
は
ハ
ル
ト
マ
ン
が
審
美
學
な
れ
ど
、
わ
れ
は
必
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ず
し
も
ハ
ル
ト
マ
ン
が
全
系
を
確
信
せ
ず
し
て
、
こ
れ
よ
り
後
も
人
智
の
開

け
ゆ
く
に
從
ひ
て
、
た
と
ひ
い
か
な
る
唯
物
論
あ
り
て
、
ひ
と
時
は
榮
ゆ
と

い
へ
ど
も
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
無
意
識
哲
學
よ
り
も
完
全
な
る
、
ハ
ル
ト
マ
ン

が
哲
學
よ
り
も
眞
理
に
近
き
一
大
極
致
の
生
ず
べ
き
を
お
も
へ
り
。
わ
れ
は

レ
ツ
シ
ン
グ
と
共
に
わ
が
比
量
界
に
あ
り
て
、
無
二
の
眞
理
を
掴
ま
む
と
す

る
願
を
立
て
ず
し
て
、
無
二
の
眞
理
に
向
ふ
道
を
離
れ
じ
の
願
を
立
つ
る
も

の
な
り
。
さ
れ
ば
逍
遙
子
に
は
逍
遙
子
の
方
便
あ
り
。
我
に
は
わ
が
方
便
あ

り
。
兩
個
の
地
位
は
決
し
て
ひ
と
し
な
み
に
見
ら
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
か

し
。

　
折
衷
之
助
は
次
に
傳
ふ
る
や
う
。
鴎
外
若
し
逍
遙
の
所
謂
理
想
（
作
者
の

哲
學
上
所
見
）
を
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
作
中
に
て
見
得
た
り
と
な
さ
ば
、
か
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れ
宜
く
こ
れ
を
解
釋
す
べ
し
。
若
し
又
逍
遙
の
所
謂
理
想
な
ら
ぬ
理
想
を
鴎

外
理
想
と
し
た
ら
ま
し
か
ば
、
そ
は
彼
が
誤
解
の
み
。
若
し
又
古
の
諸
家
が

シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
着
想
の
根
據
な
り
と
い
へ
る
が
如
き
も
の
を
、
鴎
外
見

出
だ
し
て
我
黨
に
告
げ
む
か
。
我
黨
は
廼
す
な
はち
五
大
洲
を 

睥  

睨 

へ
い
げ
い

し
て
彼
の
千

魂
萬
魂
と
い
は
れ
た
り
し
怪
物
、
わ
が
日
の
本
の
鴎
外
將
軍
が
審
美
の
利
劍

に
劈
つ
ん
ざか
れ
て
、
つ
ひ
に
こ
そ
そ
が
正
體
を
あ
ら
は
し
つ
れ
と
、
洽
あ
ま
ねく
と
つ
國

び
と
に
の
ら
ま
く
す
。
若
し
又
鴎
外
お
の
が
理
想
を
言
ひ
が
た
き
理
想
な
り

と
い
は
む
か
。
吾
黨
望
を
失
は
む
と
い
ふ
。

　
わ
が
所
謂
理
想
は
逍
遙
子
の
所
謂
理
想
な
ら
ね
ど
、
こ
の
間
に
は
わ
が
解

す
る
こ
と
の
誤
り
た
る
と
こ
ろ
な
く
し
て
、
却
り
て
逍
遙
子
が
説
く
こ
と
の

誤
り
た
る
と
こ
ろ
あ
る
こ
と
、
既
に
し
ば
〳
〵
辨
ぜ
し
如
し
。
逍
遙
子
が
所
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謂
理
想
（
作
者
の
哲
學
上
所
見
）
の
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
曲
中
に
て
求
む
べ

き
も
の
な
ら
ぬ
こ
と
も
亦
同
じ
。
逍
遙
子
が
鴎
外
若
し
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の

千
魂
萬
魂
を
一
つ
に
統す
べ
た
る
も
の
を
見
出
さ
ば
、
お
の
れ
こ
れ
を
歐
羅
巴

に
吹
聽
し
て
呉
れ
ん
ず
と
い
は
る
ゝ
は
、
あ
は
れ
め
で
た
き
厚
誼
か
う
ぎ
な
る
も
の

か
ら
、
原
來
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
千
魂
萬
魂
は
レ
ツ
シ
ン
グ
が
所
謂
、
快
樂

を
寫
さ
む
と
す
る
と
き
は
エ
ピ
ク
ウ
ル
と
共
に
語
り
、
徳
操
を
寫
さ
む
と
す

る
と
き
は
ス
ト
ア
と
共
に
語
る
も
の
に
て
、
其
根
據
た
る
一
系
と
い
ふ
も
の

あ
ら
む
や
う
な
し
。
さ
れ
ば
わ
れ
將は
た
い
か
に
し
て
か
そ
の
無
き
も
の
を
見

出
し
得
べ
き
。
又
逍
遙
子
が
知
ら
む
と
す
る
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
理
想
、
即

ち
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
平
生
の
哲
學
上
所
見
及
其
實
感
を
尋
ね
出
さ
む
こ
と
、

こ
れ
も
歴
史
上
に
お
も
し
ろ
か
る
べ
き
事
業
な
れ
ば
、
逍
遙
子
若
し
ま
こ
と
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に
こ
れ
を
發
見
せ
む
折
に
は
、
わ
れ
に
五
大
洲
を
睥
睨
す
る
大
眼
力
も
な
く
、

わ
れ
に
洽
く
と
つ
國
人
に
告
げ
知
ら
す
べ
き
大
音
聲
も
な
け
れ
ど
、
我
力
の

及
ば
む
限
は
敢
て
披
露
の
勞
を
取
り
て
、
早
稻
田
黨
の
厚
誼
に
酬
い
ん
ず
る

こ
と
勿
論
な
り
。
ま
た
わ
が
使
ふ
理
想
と
い
ふ
語
に
至
り
て
は
む
づ
か
し
き

も
の
に
も
あ
ら
ね
ば
、
い
ひ
が
た
き
こ
と
も
な
し
。
天
造
人
爲
す
べ
て
の
美

を
貫
き
た
る
時
間
に
限
ら
れ
ざ
る
思
想
な
り
と
も
、
審
美
世
界
の
論
理
的
な

り
と
も
、
ひ
と
へ
に
言
は
ゞ
言
ひ
つ
べ
し
。

　
次
に
折
衷
之
助
は
逍
遙
子
が
旨
を
承
け
た
る
軍
配
の
大
詰
と
し
て
、
沒
主

觀
（
沒
實
感
）
見
理
想
（
哲
學
上
所
見
の
現
出
）
と
い
ふ
詩
品
を
立
て
ゝ
、

鴎
外
の
た
め
に
傷
け
ら
れ
た
り
と
見
た
る
シ
ル
レ
ル
を
辨
護
せ
む
と
試
み
た

り
。
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わ
れ
シ
ル
レ
ル
が
曲
中
に
主
觀
頗
る
現
れ
た
り
と
い
ひ
し
は
審
美
的
主
觀

の
情
に
し
て
實
感
に
あ
ら
ず
。
逍
遙
子
が
實
感
を
主
觀
と
す
る
心
よ
り
、
我

判
斷
を
輕
々
し
と
思
は
れ
た
る
は
、
恐
ら
く
は
逍
遙
子
が
自
ら
輕
々
し
く
今

の
歐
羅
巴
多
數
の
審
美
家
の
用
ゐ
慣
れ
た
る
語
を
我
儘
な
る
意
義
に
用
ゐ
し

た
め
な
ら
む
か
。
シ
ル
レ
ル
が
詩
に
は
素
よ
り
實
感
な
し
。
そ
を
早
稻
田
流

に
沒
主
觀
と
い
は
む
は
勝
手
た
る
べ
し
。
シ
ル
レ
ル
が
詩
に
は
素もと
よ
り
ポ
オ

ザ
公
が
自
由
と
「
コ
ス
モ
ポ
リ
チ
ツ
ク
」
と
の
思
想
の
如
く
、
一
種
の
哲
學

上
所
見
の
審
美
的
主
觀
の
情
と
な
り
て
あ
ら
は
れ
た
る
あ
り
。
そ
を
早
稻
田

流
に
見
理
想
と
い
は
む
こ
と
、
こ
れ
も
亦
勝
手
た
る
べ
し
。

　
折
衷
之
助
が
軍
配
め
ざ
ま
し
き
論
戰
畢
り
て
、
逍
遙
子
は
さ
ら
に

　
　
　
軍
評
議
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と
い
ふ
も
の
を
ぞ
開
き
け
る
。
先
づ
わ
が
沒
却
理
想
の
評
の
こ
ま
か
な
る
と

こ
ろ
に
答
へ
ざ
る
ゆ
ゑ
よ
し
を
常
見
和
尚
に
言
は
せ
、
次
に
は
折
衷
之
助
に

鴎
外
と
ハ
ル
ト
マ
ン
と
を
全
く
お
な
じ
に
看み
做な
し
て
事
問
ふ
べ
き
譯
あ
り
と

辨
ぜ
さ
せ
た
り
。
さ
て
そ
の
仔
細
を
た
づ
ぬ
れ
ば
、
わ
が
山
房
論
文
に
烏
有

先
生
と
い
ふ
談
理
家
あ
り
て
、
理
を
談
ず
る
を
旨
と
す
る
大
文
學
雜
誌
を
發

行
せ
む
と
し
て
未
だ
果
さ
ず
と
あ
る
を
見
て
、
ハ
ル
ト
マ
ン
舶
來
せ
ざ
ら
む

限
は
、
鴎
外
即
ち
ハ
ル
ト
マ
ン
と
看
做
す
べ
き
な
ら
む
と
い
へ
る
な
り
。

　
ハ
ル
ト
マ
ン
が
審
美
學
の
序
に
い
は
く
。
わ
れ
は
此
書
の
あ
ま
り
に
大
册

に
な
ら
む
こ
と
を
お
そ
れ
て
、
應
用
審
美
學
の
區
域
に
入
ら
む
こ
と
を
避
け

た
り
。
さ
れ
ど
そ
の
わ
が
こ
の
區
域
に
入
る
こ
と
能
は
ざ
る
が
ゆ
ゑ
な
ら
ぬ

は
、
わ
が
小
品
に
て
知
れ
か
し
と
い
へ
り
。
（
審
美
學
下
卷
序
八
面
〉
斯
く
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ハ
ル
ト
マ
ン
は
文
學
美
術
の
批
評
の
如
き
審
美
學
の
應
用
に
志
あ
り
て
、
多

く
こ
れ
に
及
ぶ
に
遑
あ
ら
ざ
り
し
を
、
わ
が
山
房
論
文
は
寓
意
語
を
も
て
出

し
ゝ
な
り
。
さ
る
を
折
衷
之
助
の 

羅  

織 

ら
し
よ
く

に
巧
な
る
、
わ
が
文
學
雜
誌
の
發

行
と
い
ひ
し
言
葉
を
、
日
本
に
て
と
限
り
て
も
言
ひ
た
り
け
む
や
う
に
解
き

僻ひが
め
て
、
ハ
ル
ト
マ
ン
み
づ
か
ら
海
を
渡
り
て
來
ず
て
は
か
な
は
ぬ
や
う
に

い
へ
る
の
み
。
そ
が
上
に
若
し
か
の
言
葉
を
ハ
ル
ト
マ
ン
が
上
に
當
ら
ず
と

い
は
ゞ
、
折
衷
之
助
は
何
の
依
る
と
こ
ろ
あ
り
て
か
、
こ
れ
を
我
上
に
當
れ

り
と
は
し
た
り
け
む
。
わ
れ
ま
こ
と
に
忌
む
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
我
草
紙

を
所
謂
大
文
學
雜
誌
に
當
て
た
り
と
せ
ば
、
未
だ
そ
の
發
行
を
果
さ
ず
と
い

ふ
言
葉
い
か
に
し
て
わ
が
口
よ
り
出
づ
べ
き
。

　
評
定
の
う
ち
に
は
又
、
こ
た
び
早
稻
田
文
學
の
時
文
評
論
記
者
が
わ
が
山
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房
論
文
に
答
ふ
る
に
戲
文
も
て
し
た
る
を
常
見
和
尚
に
難
ぜ
さ
せ
、
折
衷
之

助
を
し
て
敵
に
權
變
あ
る
上
は
わ
れ
も
奇
兵
を
出
さ
む
こ
と
然
る
べ
し
と
辨

ぜ
し
め
た
り
。

　
わ
が
見
る
と
こ
ろ
を
以
て
す
れ
ば
、
辨
難
の
文
は
い
ふ
も
さ
ら
な
り
、
批

評
の
文
に
も
權
變
あ
る
は
爭
ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
そ
を
戲
文
を

以
て
論
文
に
代
ふ
る 
分  
疏 
い
ひ
わ
け

に
せ
む
は
い
か
ゞ
あ
る
べ
き
。
逍
遙
子
が
眞
面

目
な
る
語
を
な
す
と
、
戲
文
を
作
る
と
は
、
吾
が
關
す
る
と
こ
ろ
な
ら
ね
ど
、

世
に
逍
遙
子
が
才
な
く
し
て
、
華
文
を
作
り
て
審
美
上
の
論
を
な
し
、
遂
に

は
虎とら
を
畫
い
て
狗いぬ
に
類
す
る
が
如
き
人
出
で
な
む
こ
と
を
お
そ
れ
、
こ
こ
に

昔
年
シ
ヤ
ス
レ
ル
が
審
美
的
華
文
の
弊
を
論
じ
た
る
卷
（
審
美
學
首
卷
四
六

面
以
下
）
の
中
よ
り
一
ひ
ら
二
ひ
ら
を
鈔
出
し
て
、
聊
い
さ
ゝ
か我
草
紙
を
讀
む
ら
む
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人
の
戒
と
す
。

　
シ
ヤ
ス
レ
ル
の
い
は
く
。
審
美
的
華
文
を
作
る
も
の
は
、
そ
の
作
る
と
こ

ろ
に
詩
趣
あ
る
や
う
に
お
も
は
る
ゝ
を
奇
貨
と
し
て
人
を
欺
き
、
欺
か
れ
た

る
人
は
そ
の
文
致
の
非
凡
な
る
を
稱
す
る
に
至
る
。
ジ
ヤ
ン
・
ポ
オ
ル
は
審

美
上
に
善
く
事
を
解
す
る
人
な
り
き
。
そ
の
説
く
と
こ
ろ
の
裏
面
に
は
多
く

眞
理
あ
り
け
れ
ど
も
、
性
癖
に
し
て
文
奇
な
る
が
た
め
に
、
し
ば
〳
〵
論
斷

の
過
失
に
陷
り
き
。
後
の
世
に
出
で
ゝ
こ
れ
を
學
ぶ
も
の
は
、
殆
ど
審
美
學

の
寄
生
と
な
り
さ
が
り
て
、
技
藝
の
家
に
此
學
の
納
れ
ら
れ
ざ
る
媒
と
さ
へ

な
り
ぬ
。
さ
れ
ど
普
通
教
育
を
受
た
り
と
い
へ
ど
も
ま
こ
と
の
識
見
な
き
俗

間
の
人
に
は
華
文
の
毒
に
中あ
て
ら
る
ゝ
も
の
い
と
多
か
り
。
さ
る
は
彼
等
そ

の
大
膽
な
る
言
葉
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
、
そ
の
苦
も
な
く
讀
ま
る
ゝ
こ
と
の
心
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安
さ
に
い
ざ
な
は
る
ゝ
を
以
て
な
り
。
華
文
家
は
ま
こ
と
の
思
索
家
の
言
葉

に
は
含
蓄
多
く
し
て
修
飾
少
き
を
、
乾
燥
な
り
と
笑
ひ
、
氣
燄
き
え
ん
な
し
と
嘲
り

て
、
お
の
れ
が
音
節
を
と
ゝ
の
へ
、
誇
張
を
事
と
し
た
る
文
の
中
に
、
果は
敢か

な
き
思
想
を
包
み
た
る
を
恥
と
せ
ず
。
そ
の
弊
ま
こ
と
に
言
ふ
に
堪
へ
ず
。

又
專
門
審
美
家
の
う
ち
に
も
粧
飾
語
を
弄
ぶ
も
の
あ
り
。
粧
飾
語
は
お
ほ
む

ね
序
に
お
ほ
く
、
篇
の
首
に
お
ほ
し
。
此
類
の
學
者
は
先
づ
人
を
香
な
き
造

り
ば
な
に
等
し
き
文
字
も
て
飾
り
た
る
花
苑
に
導
き
て
、
そ
れ
よ
り
さ
う
／

″
＼
し
き
技
藝
史
の
菜
圃
に
案
内
す
る
習
な
る
が
、
そ
の
花
苑
と
菜
圃
と
の

境
に
て
文
體
の
俄
に
變
ず
る
さ
ま
い
と
可
笑
し
。
此
類
の
學
者
は
能
く
自
ら

欺
き
、
ま
た
能
く
人
を
欺
け
ど
も
、
人
あ
り
て
そ
の
繁
文
を
削
り
、
そ
の
要

旨
を
尋
ね
む
と
す
る
と
き
は
、
或
は
そ
の
包
め
る
と
こ
ろ
何
の
思
想
を
も
な
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さ
ゞ
る
こ
と
あ
り
、
或
は
極
め
て
平
凡
な
る
意
味
と
な
る
こ
と
あ
り
、
或
は

そ
の
筋
違
な
る
想
像
な
る
を
見
る
こ
と
あ
り
と
い
へ
り
。

　
軍
評
議
あ
り
し
夜
、
逍
遙
子
が
夢
に
見
え
に
き
と
い
ふ
文
珠
菩
薩
の

　
　
　
剛
意
見

は
た
ゞ
智
慧
も
な
き
息
爭
の
勸
告
な
り
。
我
も
あ
な
が
ち
戰
を
好
む
に
あ
ら

ね
ど
、
逍
遙
子
が
ジ
ヤ
ン
・
ポ
オ
ル
、
カ
ア
ラ
イ
ル
に
も
を
さ
を
さ
劣
る
ま

じ
き
審
美
的
華
文
を
あ
ら
は
し
た
る
に
、
こ
れ
を
評
論
せ
ざ
ら
む
こ
と
、
口

惜
し
か
る
べ
う
お
も
ひ
な
り
て
、
果
は
最
終
の
言
葉
を
出
さ
む
こ
と
の  

影  

う
し
ろ

  

護  

め
た

さ
を
さ
へ
打
ち
忘
れ
て
な
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
二
十
五
年
六
月
）
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エ
ミ
ル
・
ゾ
ラ
が
沒
理
想

　
今
の
歐
羅
巴
の
美
術
は
大
抵
沒
理
想
派
の
賜
た
ま
も
のな
り
。
沒
理
想
派
の
賜
を
ば

わ
れ
受
け
て
、
沒
理
想
派
の
論
を
ば
わ
れ
斥
く
。
さ
れ
ば
璧へき
を
留
め
て
櫃き
を

還かへ
す
を
我
山
房
の
謀
は
か
り
ご
とと
す
る
な
り
。

　
實
際
主
義
と
い
ひ
、
極
實
主
義
と
い
ひ
、
自
然
主
義
と
い
ふ
、
そ
の
言
葉

は
お
な
じ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
孰
い
づ
れか
沒
理
想
な
ら
ざ
る
。
美
術
を
評
し
、

文
學
を
論
ず
る
に
當
り
て
、
沒
理
想
を
基
と
す
る
も
の
は
、
獨
逸
に
文
庫 

M
agazin 

の
一
黨
あ
り
、
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヰ
ヤ
に
イ
プ
セ
ン
が
餘
流
あ
り
、
英イ

吉
利
ギ
リ
ス
に
も
俄
羅
斯

オ
ロ
シ
ヤ

に
も
そ
の
人
あ
れ
ど
、
概
お
ほ
む
ね皆
エ
ミ
ル
・
ゾ
ラ
を
宗
と
す
。

　
わ
が
見
る
と
こ
ろ
を
以
て
い
へ
ば
、
ゾ
ラ
が
小
説
に
就
い
て
の
沒
理
想
論
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は
試
驗
小
説 

〔Le rom
an expe'rim

ental

〕 

と
題
し
た
る
數
篇
の
「
エ
ツ

セ
イ
」
に
あ
り
。
そ
の
劇
に
就
い
て
の
沒
理
想
論
は
劇
部
に
て
の
自
然
派 

〔Le naturalism
e au the'a^tre

（A
nnales du the'a^tre, 1879

）
〕
と
題
し

た
る
文
に
あ
り
。
ま
た
そ
の
畫
に
就
い
て
の
沒
理
想
主
義
は
マ
ネ
エ
が
油
繪

を
評
し
た
る
文
（
〔L'Eve'nem

ent, 1866

〕
）
に
あ
り
。
ゾ
ラ
が
立
言
は
一

系
を
な
し
た
る
哲
學
に
も
あ
ら
ず
、
ま
た
首
尾
全
き
審
美
論
に
も
あ
ら
ね
ど
、

そ
の
あ
ら
ま
し
を
左
に
記
せ
む
。

　
ゾ
ラ
は
そ
の
主
義
を
説
い
て
い
は
く
。
我
主
義
は
新
し
き
自
然
學
を
文
と

術
と
に
應
用
す
る
符
號
な
り
。
「
ク
ラ
シ
ツ
ク
」
の
符
號
は
行
は
る
ゝ
こ
と

二
世
紀
な
り
き
。
「
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
」
の
符
號
は
こ
れ
に
繼
い
で
起
り
し
か

ど
、
其
運
命
は
一
世
紀
の
四
分
の
一
に
だ
に
至
ら
ず
。
我
主
義
は
實
に
「
ロ
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マ
ン
チ
ツ
ク
」
を
前
驅
に
し
て
出
で
た
る
も
の
な
り
。
我
主
義
は
系
統
に
あ

ら
ず
ま
た
黨
派
に
あ
ら
ず
。
奉
ず
る
と
こ
ろ
は
唯
眞
の
み
。
眞
は
實
な
り
、

造
化
な
り
。
美
は
實
の
一
面
に
過
ぎ
ず
と
。

　
さ
れ
ば
小
説
に
「
ロ
マ
ン
」
の
名
を
あ
た
ふ
る
は
ゾ
ラ
が
好
む
と
こ
ろ
に

あ
ら
ず
。
「
ロ
マ
ン
」
と
い
ふ
字
に
は
、
つ
く
り
物
語
と
い
ふ
に
近
き
義
あ

り
て
、
作
者
の
空
想
に
待
つ
こ
と
あ
れ
ば
な
り
。
お
ほ
よ
そ
自
然
學
の
方
便

に
は
觀
察
と
試
驗
と
あ
り
。
觀
察
の
み
に
て
看
到
み
い
た
り
が
た
き
と
こ
ろ
に
看
到

ら
む
と
す
る
に
は
試
驗
あ
る
耳のみ
。
小
説
は
公
衆
の
前
に
て
行
ふ
試
驗
の
記
事

な
り
。
小
説
は
分
析
的
批
評
な
り
。
「
ロ
マ
ン
」
の
字
に
代
ふ
る
に
「
エ
チ

ユ
ウ
ド
」
の
字
を
以
て
せ
ば
頗
す
こ
ぶ
る妥
お
だ
や
かな
ら
む
。
さ
て
試
驗
の
結
果
は
事
實
な
り
。

事
實
に
向
ひ
て
其
利
害
を
問
ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
化
學
の
上
に
て
窒
素
の
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人
を
傷
そ
こ
なふ
こ
と
あ
る
を
怒
る
に
由
な
き
が
如
く
な
る
べ
し
。
こ
れ
を
ゾ
ラ
が

小
説
論
と
す
。

　
劇
に
於
い
て
も
略ほゞ
お
な
じ
。
作
者
の
空
想
よ
り
産
れ
出
で
た
る
も
の
は
、

こ
れ
を
舞
臺
に
上
し
て
活
動
す
べ
か
ら
ず
。
戲
曲
も
ま
た
宜
く
試
驗
の
結
果

な
る
べ
し
。
そ
の
小
説
に
殊
な
る
は
、
細
に
叙
す
る
こ
と
ゝ
詳
に
言
ふ
こ
と
ゝ

の
た
め
に
餘
地
を
留
め
ざ
る
處
に
あ
り
。
細
に
叙
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
か
は

り
に
は
、
舞
臺
の
道
具
立
あ
り
。
詳
に
言
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
か
は
り
に
は
作

者
の
働
に
て 

一  

顰 

い
つ
ぴ
ん

一
笑
の
間
に
事
の
情
こ
ゝ
ろを
悟
ら
し
む
る
こ
と
を
得
べ
し
。

こ
れ
を
ゾ
ラ
が
劇
の
論
と
す
。

　
ゾ
ラ
は
畫
を
以
て
術
と
な
す
を
嫌
ふ
。
故ゆゑ
奈
何
い
か
に
と
い
ふ
に
、
術
と
い
ふ
語

に
は
極
致
を
求
む
る
が
如
き
義
を
含
み
た
れ
ば
な
り
。
畫
は
宜
し
く
造
化
を
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寫
す
べ
し
。
造
化
に
あ
ら
ず
、
眞
に
あ
ら
ず
し
て
、
夢
の
如
く
、
穉
を
さ
な物
語
の

如
き
も
の
を
寫
す
も
の
を
ば
、
畫
工
と
な
す
に
足
ら
ず
。
然
は
あ
れ
ど
實
際

派
な
り
と
て
、
た
ゞ
の  

光    

寫    

圖  

フ
オ
ト
グ
ラ
フ
イ
イ

の
や
う
な
る
畫
を
作
り
、
い
た
づ
ら

に
事
實
を
模
倣
す
る
は
惡
し
。
畫
工
に
は
お
の
〳
〵
其
特
異
な
る
眼
あ
り
、

其
特
異
な
る
性 
〔tem

pe'ram
ent

〕 

あ
り
て
、
こ
れ
に
愜かな
ひ
た
る
新
し
き
も

の
を
製
作
す
る
を
其
本
分
と
す
。
要
す
る
に
畫
に
は
個
人
的
と
實
在
的
と
あ

る
べ
し
。
個
人
的
な
る
も
の
は
人
よ
り
來
り
、
實
在
的
な
る
も
の
は
造
化
よ

り
來
る
。
造
化
は
常
住
に
し
て
平
等
な
れ
ど
も
、
人
は
不
常
住
に
し
て
變
化

極
な
し
。
美
術
品
は
個
人
の
性
の
地
よ
り
觀
た
る
造
化
の
一
片
な
り
。
こ
れ

を
ゾ
ラ
が
畫
論
と
す
。

　
夫
れ
新
し
き
自
然
學
を
美
術
に
應
用
す
る
は
固
よ
り
善
し
。
然
れ
ど
も
ゾ
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ラ
が
言
の
如
く
、
美
に
代
ふ
る
に
實
を
以
て
し
、
術
に
代
ふ
る
に
批
評
と
試

驗
と
を
以
て
す
る
と
き
は
、
矛
盾
の
迹あと
つ
ひ
に
掩おほ
ふ
べ
か
ら
ざ
る
に
至
ら
む
。

ゾ
ラ
が
「
エ
ツ
セ
イ
」
の
一
（
〔D

e la m
oralite'

〕
）
を
見
る
に
、
新
聞
記

者
の
醜
き
刑
事
を
録
し
て
厭
は
ず
、
却かへ
り
て
小
説
家
の
筆
の
美
な
ら
ざ
る
を

責
む
る
を
笑
へ
り
。
こ
は
小
説
に
對
す
る
審
美
の
感
と
刑
事
に
對
す
る
記
實

の
感
と
を
分
た
ず
し
て
、
遂
に
小
説
を
見
る
こ
と
刑
事
を
見
る
が
如
く
な
る

に
至
り
し
な
り
。
さ
る
に
ゾ
ラ
は
畫
を
論
ず
る
に
至
り
て
忽
ち
光
寫
圖
に
等

し
き
畫
を
取
ら
ず
と
い
ふ
。
若
し
新
聞
に
出
で
た
る
刑
事
の
記
録
と
、
詩
人

の
作
り
た
る
小
説
と
を
測
る
に
、
お
な
じ
定
規
を
以
て
す
べ
く
ん
ば
、
光
寫

圖
の
妙
は
繪
畫
の
妙
に
同
じ
か
ら
む
。
ゾ
ラ
は
畫
に
於
て
は
取
捨
の
別
を
立

て
な
が
ら
、
文
に
於
て
は
去
就
の
分
を
明
に
せ
ざ
り
き
。
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蓋
し
ゾ
ラ
は
天
の
な
せ
る
詩
人
な
れ
ば
、
お
の
れ
は
空
想
を
遠
離
け
て
批

評
を
な
し
、
試
驗
を
な
す
と
お
も
ひ
つ
ゝ
も
、    

神        

來    

イ
ン
ス
ピ
ラ
チ
オ
ン

に
逢
ひ
、
空

想
を
役
し
た
り
。
ゾ
ラ
は
沒
理
想
論
を
唱
へ
つ
ゝ
も
大
理
想
家
の
業
を
な
し

た
り
。
彼
が
小
説
に
於
て
造
り
物
語
を
取
ら
ず
、
劇
に
於
て
舞
臺
に
上
し
て

活
動
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
取
ら
ず
、
又
畫
に
於
て
夢
の
如
く
、
穉
を
さ
な物
語
の

如
き
も
の
を
寫
し
た
る
を
取
ら
ざ
る
は
、
即
是
れ
類
想
を
斥
く
る
な
り
。
彼

が
文
と
術
と
に
應
用
し
得
た
る
も
の
は
造
化
に
似
て
造
化
に
あ
ら
ず
。
そ
の

事
實
と
も
見
え
、
試
驗
の
結
果
と
も
見
え
、
將は
た
眞
と
も
お
も
は
れ
し
は
即

是
れ
個
想
な
り
。
彼
が
美
術
品
を
以
て
個
人
の
性
の
地
よ
り
觀
た
る
造
化
の

一
片
と
な
す
は
、
即
是
れ
小
天
地
の
圖
に
對
し
て
大
天
地
の
影
を
望
む
境
界

な
り
。
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近
頃
我
國
に
て
造
化
を
以
て
美
術
を
説
か
む
と
試
み
し
人
は
、
前
に
撫  

ぶ
し
や

象 
子 
う
し

あ
り
、
後
に
逍
遙
子
あ
り
。
撫
象
子
が
自
然
主
義
は
沒
理
想
に
非
ず

し
て
有
理
想
な
り
。
そ
の
極
致
は
古
の
希
臘
人
に
似
て
善
と
美
と
を
併
せ
た

る
も
の
な
り
。
さ
れ
ば
お
な
じ
く
自
然
と
い
ひ
、
造
化
と
い
へ
ど
、
ゾ
ラ
が

自
然
は
弱
肉
強
食
の
自
然
な
る
に
、
撫
象
子
が
造
化
は
蝶てふ
舞
ひ
鳥
歌
ふ
造
化

な
り
。
逍
遙
子
が
自
然
主
義
は
則
ち
こ
れ
に
反
す
。
そ
の
沒
理
想
の
造
化
は

酷はな
はだ
ゾ
ラ
が
造
化
に
肖
た
り
。
さ
れ
ば
逍
遙
子
と
ゾ
ラ
と
は
共
に
客
觀
を
揚

げ
て
主
觀
を
抑
へ
、
叙
事
の
間
に
評
を
揷
む
こ
と
を
嫌
ひ
た
り
、
逍
遙
子
戲

曲
の
文
を
以
て
讀
者
の 

思  

傲 

お
も
ひ
な

し
次
第
に
て
い
か
や
う
に
も
見
ゆ
る
も
の
と

な
し
て
こ
れ
を
尊
め
ば
、
ゾ
ラ
は
小
説
の
文
を
以
て
利
害
を
問
ふ
べ
か
ら
ざ

る
事
實
と
な
し
て
こ
れ
を
庇かば
ふ
。
こ
れ
等
の
處
を
細
に
比
べ
論
ぜ
ば
、
い
と
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お
も
し
ろ
か
る
べ
け
れ
ど
、
ま
た
折
も
あ
ら
む
と
お
も
ひ
て
止
み
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
二
十
五
年
一
月
）
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