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（
そ
の
一
）

荒

木

見

悟

は

し

が

き

じ
よ
う
ゆ
い
し
き
ろ
ん

章
太
炎
の
『
自
定
年
譜
』
に
よ
る
と
、
彼
は
十
六
才
の
時
、
老
荘
を
読
み
、
三
十
七
才
の
時
、
獄
中
で
『
成
唯
識
論
』
を
、
そ
の
翌
年

ゆ

が

し

宮

ろ

ん

に
は
『
職
伽
師
地
論
』
を
読
み
、
四
十
三
才
に
至
っ
て
『
斉
物
論
釈
』
を
書
き
あ
げ
て
い
る
。
乙
の
と
と
は
、
老
荘
哲
学
に
深
く
心
を
引

か
れ
な
が
ら
、
歴
代
諸
学
者
の
老
荘
解
釈
に
あ
き
た
ら
ぬ
ま
ま
約
二
十
年
を
経
過
し
、
は
し
な
く
も
仏
教
唯
識
論
に
遭
遇
す
る
機
を
得

て
、
そ
乙
に
老
荘
哲
学
解
明
の
活
眼
を
聞
か
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
太
炎
の
荘
子
に
関
す
る
専
著
と
し
て
は
、
別
に

『
荘
子
解

故
lb, 

一
巻
が
あ
っ
て
、

乙
れ
は
専
ら
字
句
の
訓
話
を
検
証
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

『
斉
物
論
釈
』
の
一
篇
は
、

ほ
と
ん
ど
訓
詰
・
考
証
・

逐
語
解
釈
の
領
域
を
離
れ
て
、
奔
放
自
在
に
彼
の
思
想
を
た
た
き
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
胸
中
の
高
鳴
り
が
、
強
烈
に
全
篇
を
買
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
乙
に
は
心
識
論
・
人
間
論
・
因
果
論
は
も
と
よ
り
、
教
学
論
・
文
明
論
・
科
学
論
等
に
至
る
ま
で
、
太
炎
思
想
の

根
本
問
題
が
、
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
か
ら
彼
自
身
「
斉
物
論
釈
・
文
始
の
諸
書
の
ご
と
き
は
、

一
字
千
金
と
い
う
べ

し
L. 

（
自
定
年
譜
、
五
十
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
し
、
特
に
『
斉
物
論
釈
』
に
つ
い
て
は
、

「
（
荘
子
の
）
観
想
精
微
な
る
乙
と
、
千
載
に
独
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歩
せ
り
。
而
も
挙
世
未
だ
そ
の
解
を
知
ら
ず
。

今
始
め
て
証
明
す
」

（
斉
物
論
釈
定
本
、
二
十
一
丁
）
と
、

溢
れ
る
よ
う
な
自
信
を
も
ら
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
彼
が
一
旦
完
成
し
た
『
斉
物
論
釈
』
に
、
大
幅
な
手
直
し
を
加
え
、

そ
の
重
定
本
を
作
っ
た
と
い
う
乙
と
は
、

彼
の
乙
の
書
に
対
す
る
愛
着
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
を
思
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

荘
子
の
中
国
思
想
史
に
於
る
地
位
、
ま
た
特
に
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
太
炎
の
考
え
は
、
『
到
漢
徴
一
一
一
己

（
太
炎
四
十
八
才
の
時
の
作
）

の
、
次
の
一
節
が
簡
に
し
て
要
を
得
て
い
る
。

「

文

・

孔

・

老

・

荘

は

、

そ

の

言

隠

品

ら

わ

っ

点

き

約
、
ほ
ぽ
端
緒
を
見
す
の
み
に
し
て
、
究
尽
せ
ず
。
意
を
以
て
得
べ
き
も
、
質
言
す
べ
か
ら
ず
。
荘
生
の
ご
と
き
に
至
っ
て
は
、
曲
に

乙
と

性
相
の
故
を
明
ら
か
に
し
、
空
有
の
域
に
馳
轄
す
る
こ
と
、
委
悉
詳
尽
に
し
て
、
隠
す
と
と
な
き
の
み
。
庚
桑
楚
篇
に
、
霊
台
持
す
る
あ

品

だ

な

し

き

り
と
言
う
以
下
は
、
詳
に
阿
陀
那
識
を
説
く
。
慈
民
・
世
親
の
所
説
と
、
符
節
を
合
す
る
が
ご
と
し
。
即
ち
名
相
も
ま
た
鯛
忽
を
時
て

乙
れ
域
中
の
四
聖
た
り
。

ふ
か冥

く
華
・
党
を
会
し
、

皆
大
乗
の
菩
薩
な
り
。
文
王
・
老
・
孔
は
、

ず
。
寓
言
篇
の
、
万
物
は
皆
種
等
の
語
は
、
華
厳
の
無
尽
縁
起
と
、
又
同
じ
。
L

乙
の
中
、
慈
氏
（
す
な
わ
ち
弥
勤
）
は
、

『
議
伽
師
地
論
』
の
著
者
、
世
親
は
『
摂
大
乗
論
釈
』
の
著
者
で
あ
っ
て
、

乙
の
両
書
は
い
ず

れ
も
、
太
炎
の
愛
読
し
た
唯
識
系
の
名
著
で
あ
る
。
所
で
荘
子
と
仏
教
思
想
と
の
関
係
は
、
す
で
に
仏
教
伝
来
当
初
か
ら
問
題
と
な
り
、

格
義
仏
教
を
通
過
し
て
、
次
第
に
老
荘
と
仏
教
と
の
異
質
性
が
明
確
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
乙
と
は
、

周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、

明
代
以

降
、
仏
教
の
立
場
か
ら
老
荘
に
註
解
を
加
え
る
風
潮
が
盛
ん
と
な
り
、

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
清
朝
の
居
士
仏
教
に
ま
で
波
及
し
て
い
る
。
従

っ
て
仏
教
と
荘
子
と
を
結
合
し
て
、

そ
乙
に
独
自
の
世
界
観
を
打
ち
た
て
る
試
み
は
、
中
国
思
想
史
の
一
角
に
綿
々
と
し
て
続
い
て
い
た

と
言
え
る
。
し
か
し
太
炎
に
よ
れ
ば
、
「
斉
物
の
文
旨
は
、

華
妙
に
し
て
知
り
難
し
。
説
晋
以
下
、
解
す
る
も
の
ま
た
衆
き
も
、
す
で
に



綜
麗
の
用
少
く
、
乃
ち
似
象
の
辞
多
し
」

（
斉
物
論
釈
序
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
伝
統
に
は
、
全
く
彼
を
満
足
さ
せ
る
も
の
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

自
証
の
哲
学
と
し
て
荘
子
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
太
炎
に
と
っ
て
、

そ
と
に
追
求
さ
れ
る
問
題
は
、
当
然
彼
の
波
澗
に
満
ち
に
生
涯
を

通
し
て
体
認
さ
れ
た
裸
い
人
間
存
在
の
根
底
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
解
決
の
焦
点
を
、
泰
西
の
哲
学
や
科
学
を
も
凌
駕
す
る
荘

子
、
な
か
ん
ず
く
斉
物
論
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
中
の
「
天
鈎
」
を
論
じ
た
一
段
の
如
き
は
、
「
斉
物
の
大
旨
を
詳
に
す

る
に
、
多
く
仏
教
に
契
う
。
独
り
と
の
一
解
の
み
は
、

字
未
だ
二
百
な
ら
ざ
る
も
、

大
小
乗
中
、
み
な
未
だ
あ
ら
ざ
る
所
な
り
」

（
斉
物

論
釈
二
十
六
丁
）
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、

人
類
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
的
遺
産
の
白
眉
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
う
し
た
見
地
か
ら
、

古

今
東
西
の

S
ま
ざ
ま
な
思
想
家
・
宗
学
者
に
鋭
利
な
批
判
を
加
え
つ
つ
、
叙
述
の
不
均
衡
や
解
説
の
む
ら
に
は
頓
着
せ
ず
、

一
気
に
書
き

下
し
た
も
の
で
あ
り
、
不
規
則
な
文
脈
が
、

か
え
っ
て
迫
力
に
満
ち
た
充
実
感
を
た
だ
よ
わ
せ
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
太
炎
の
多
く
の
著
述
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

乙
の
書
も
ま
た
晦
渋
な
術
悟
を
縦
横
に
駆
使
し
、
特
に
唯
識
系
仏
教
哲
学
を
ふ
ま

え
で
の
表
現
が
織
り
成
す
精
織
な
認
識
論
の
展
開
は
、
極
め
て
難
解
な
印
象
を
一
般
読
者
に
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

而
も
本
書
の
味
解
が
、
太
炎
哲
学
解
明
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
件
だ
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
を
一
応
忠
実
に
訓
読
し
て
み
る
乙
と
も
、
満
更

意
味
の
な
い
仕
事
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
に
拙
訳
を
公
に
し
て
、
大
方
諸
賢
の
叱
正
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

凡

例

て
底
本
は
、
章
氏
叢
書
に
収
め
ら
れ
た
斉
物
論
釈
定
本
を
用
い
た
。

斉

物

論

釈

訓
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二
四

二
、
底
本
で
は
、
一
篇
を
七
章
に
分
け
、
更
に
第
一
章
だ
け
は
六
つ
の
段
落
が
設
け
て
あ
る
が
、
こ
の
訳
文
で
は
段
落
に
通
し
番
号
を
つ
け
た
。

三
、
底
本
に
は
斉
物
論
篇
の
原
文
が
、
全
文
引
用
し
て
あ
る
が
、
紙
数
の
関
係
上
、
こ
れ
を
省
略
し
、
各
段
落
の
区
切
り
を
示
す
に
と
ど
め
た
。

四
、
底
本
で
は
、
細
註
は
細
字
二
行
と
し
て
あ
る
が
、
訳
文
で
は
小
活
字
一
行
と
し
、
括
孤
を
付
し
て
、
本
文
と
区
別
し
た
。

五
、
訳
文
は
当
用
漢
字
・
新
仮
名
遣
い
を
使
用
し
た
。

六
、
特
殊
な
術
語
（
主
と
し
て
仏
教
関
係
）
に
は
右
側
に
読
仮
名
を
施
し
た
。
但
し
括
孤
を
付
し
た
の
は
、
意
訳
で
あ
る
。

七
、
序
文
は
初
稿
本
に
あ
っ
て
、
定
本
に
は
な
い
が
、
重
要
な
資
料
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
コ

八
、
註
は
内
典
関
係
の
引
用
文
の
出
処
を
示
す
を
主
と
し
、
こ
れ
に
若
干
外
典
の
も
の
を
補
う
に
と
ど
め
た
。

斉

物

論

釈

序

昔
、
蒼
・
姫
録
を
詑
っ
て
、
世
道
交
互
喪
わ
れ
、
姦
雄
、
千
里
に
結
軌
し
て
、
系
民
、
九
隅
に
塗
炭
す
。
そ
れ
た
だ
荘
主
の
み
、
聖
知

の
禍
を
覧
、
浮
雲
の
情
を
抗
す
。
蓋
し
斉
の
覆
下
の
先
生
、
三
千
余
人
。
孟
子
・
孫
卿
・
慎
到
・
罪
文
皆
在
れ
ど
も
、
荘
生
は
乙
れ
に
過

ら
ず
。
お
も
え
ら
く
、
隠
居
は
以
て
物
を
利
す
べ
か
ら
ず
と
。
故
に
抱
関
の
践
に
託
す
。
南
面
は
以
て
盗
を
止
む
べ
か
ら
ず
と
。
故
に
楚

相
の
禄
を
辞
す
。
止
足
は
以
て
待
つ
な
か
る
べ
か
ら
ず
と
。
故
に
死
生
の
分
を
浪
ず
。
兼
愛
は
以
て
衆
に
宜
し
か
る
べ
か
ら
ず
と
。
故
に

自
取
の
弁
を
建
つ
。
常
道
は
以
て
遠
き
を
致
す
べ
か
ら
ず
と
。
故
に
造
微
の
談
を
存
す
。
維
綱
の
寄
る
所
は
、

そ
れ
た
だ
消
揺
・
斉
物
の

二
篇
の
み
。
則
ち
世
俗
の
い
わ
ゆ
る
自
在
平
等
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
体
は
形
器
に
あ
ら
ず
、
故
に
自
在
に
し
て
対
な
し
。
理
は
名
一
一
－
一
口
を

絶
す
、
故
に
平
等
に
し
て
戚
く
適
切
っ
。
斉
物
の
文
旨
は
、
華
妙
に
し
て
知
り
難
し
。
現
晋
以
下
、
解
す
る
も
の
ま
た
衆
き
も
、
既
に
綜
麗

の
用
少
く
、
乃
ち
似
象
の
辞
多
し
。
そ
れ
そ
の
、
夷
・
恵
を
括
喪
し
、
周
・
召
を
炊
紫
し
、
臭
味
を
方
外
に
等
し
く
し
、
酸
拙
酬
を
儒
史
に



致
す
所
以
は
、
膿
乎
と
し
て
未
だ
聞
く
あ
ら
ず
。
論
を
作
る
者
は
、

そ
れ
憂
患
あ
り
し
か
。
遠
く
万
世
の
後
を
観
る
に
、
必
ず
人
と
人
と

相
食
む
も
の
あ
ら
ん
。
今
ま
さ
に
そ
の
会
な
り
。
文
王
明
夷
な
れ
ば
、
主
知
る
べ
し
。
仲
尼
旅
人
な
れ
ば
、
国
知
る
べ
し
。
昔
人
の
容
な
し

と
雄
も
、
仁
に
当
る
に
依
り
、
微
文
を
潤
色
す
る
も
、
ま
た
何
ぞ
多
く
譲
ら
ん
。
乙
の
大
象
を
執
り
、
遂
に
腫
言
を
以
て
す
。
儒
墨
の
諸
流

は
、
既
に
商
推
す
る
あ
り
。
大
小
の
二
乗
は
、
な
お
取
携
す
る
と
と
多
し
。
そ
れ
然
る
は
、
義
相
徴
す
る
あ
る
に
て
、
停
会
し
て
然
る
に
は
あ

ら
ざ
る
な
り
。
さ
き
に
僧
肇
・
道
生
は
、
内
を
撫
り
て
以
て
外
を
明
ら
か
に
し
、
法
蔵
・
澄
観
は
陰
に
盗
み
て
陽
に
憎
む
。
（
宋
世
の
諸
儒
、
或

い
は
云
う
、
仏
典
は
多
く
老
荘
を
縮
め
り
と
。
こ
れ
閏
よ
り
未
だ
華
党
の
言
を
殊
に
す
る
の
理
を
明
ら
か
に
せ
ず
。

法
蔵
・
澄
観
に
至
り
、
購
か
に
荘
の
義

を
取
り
て
、
以
て
華
厳
を
説
く
。
そ
の
漣
自
ら
掩
う
べ
か
ら
ず
。
澄
観
よ
り
宗
密
に
至
り
、
乃
ち
ま
た
老
荘
を
剰
剥
し
、
そ
の
引
拠
す
る
所
は
、

多
く
こ
れ

天
師
・
道
士
の
言
に
し
て
、
以
て
前
哲
を
寵
う
。
そ
の
見
、
生
・
肇
に
下
る
こ
と
遠
し
〉
然
ら
ば
教
に
拘
わ
る
者
は
、

異
門
を
以
て
質
を
致
し
、
達

乙
の
域
に
本
づ
く
も
、
解
す
る
者
、
な
お
大
秦
の
算
を
引
く
。
何
と
な

観
す
る
者
は
、
同
出
を
以
て
玄
を
覧
る
。
且
つ
周
韓
・
墨
経
は
、

れ
ば
、

一
致
百
慮
な
れ
ば
、

則
ち
胡
・
越
情
を
同
じ
う
す
れ
ば
な
り
。
意
を
得
て
言
を
忘
る
れ
ば
、

符
契
自
ら
合
す
。
一
今
の
述
ぷ
る
所

は
、
類
例
乙
れ
に
同
ず
。
詩
に
日
く
、
小
球
大
球
を
受
け
て
、
下
国
の
巌
潜
と
な
る
と
。
あ
あ
、

乙
れ
先
生
、
そ
れ
以
て
乙
れ
に
与
す
る

に
足
ら
ん
か
な
。
章
嫡
麟
序
す
。

斉

物

論

釈

【
つ
づ
吋
て
よ

b

d

b

す

斉
物
は
、
（
斉
物
は
属
議
す
。
旧
訓
は
皆
同
じ
。
王
安
石
・
呂
恵
郷
、
始
め
て
物
論
を
以
て
属
議
す
。
こ
の
篇
の
、
先
に
我
を
喪
る
る
を
説
き
、
終
り

に
物
ル
仰
を
明
ら
か
し
、
彼
と
此
と
を
海
絶
し
、
是
と
非
と
を
排
遺
し
て
、
専
ら
異
論
を
統
一
せ
ん
が
為
に
作
れ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
を
、
信
ら
ざ
る
な
り
。

ま

斉

物
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①
 

さ
に
旧
読
に
従
う
ベ
し
。
物
に
因
り
て
物
に
付
す
る
が
、
斉
た
る
所
以
な
り
。
故
に
許
行
の
斉
物
と
同
じ
か
ら
ず
）

う

じ

よ

う

②

を
詳
か
に
す
る
に
、
独
り
有
情
を
等
視
し
て
優
劣
す
る
所
な
き
の
み
に
あ
ら
ず
。
蓋
し
言
説
の
相
を
離
れ
、
名
字
の
相
を
離
れ
、
心
縁
の

一
往
平
等
の
談
な
り
。
そ
の
実
義

相
を
離
れ
、
畢
寛
平
等
に
し
て
、
乃
ち
斉
の
義
に
合
す
。
次
は
即
ち
般
若
に
い
わ
ゆ
る
字
平
等
性
、
語
平
等
性
な
り
。
そ
の
文
は
既
に
名

し

ゅ

う

さ

わ

り

家
の
執
を
破
し
て
、
即
ち
人
と
法
と
を
浪
絶
し
、
兼
ね
て
見
相
を
空
ず
。
か
く
の
如
く
に
し
て
乃
ち
蕩
然
と
し
て
聞
な
き
を
得
。
若
し
そ

③

な

ん

の
情
に
彼
此
を
在
し
、
智
に
是
非
あ
ら
ば
、
ま
た
汎
愛
兼
利
し
、
人
と
我
と
畢
く
足
る
と
雄
も
、
己
分
に
封
凧
修
す
れ
ば
、
乃
ち
奨
の
斉
し

④
 

う
す
る
と
と
こ
れ
あ
ら
ん
や
。
然
ら
ば
兼
愛
は
大
迂
の
談
、
橿
兵
は
造
兵
の
本
と
は
、
畳
に
虚
言
な
ら
ん
や
。
そ
れ
上
神
に
託
し
て
以
て

か

り

そ

や

繭
と
為
し
、
帝
則
に
順
い
て
以
て
心
を
潜
ば
す
れ
ば
、
愛
は
且
つ
置
く
は
兼
ね
、
兵
も
ま
た
苛
め
に
は
僅
ま
ん
。
然
れ
ど
も
そ
の
縄
暴
の

出
づ
る
所
は
、
期
然
と
し
て
量
あ
り
、
工
宰
の
用
は
、
思
師
に
依
る
。
有
く
も
人
各
E
心
あ
り
て
、
そ
の
条
教
に
払
れ
ば
、
屍
を
臨
み
血

ふ

む

と

い

た

を
牒
む
と
雄
も
、
猶
天
討
を
乗
る
と
い
う
。
そ
れ
然
ら
ば
兼
愛
は
仁
義
よ
り
も
酷
く
、
仁
義
は
法
律
よ
り
も
憎
ま
し
き
乙
と
、
較
然
と
し

て
明
ら
か
な
り
。
そ
の
斉
し
か
ら
ざ
る
を
斉
し
く
す
る
は
、
下
士
の
部
執
に
し
て
、
斉
し
か
ら
ず
し
て
斉
し
き
は
、
上
哲
の
玄
談
な
り
。

た

れ

あ

ず

か

⑤

つ

な

名
相
を
糠
除
す
る
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
、
そ
れ
執
か
能
く
ζ

れ
に
与
ら
ん
。
老
踊
日
く
、
「
債
舗
に
し
て
係
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
者
は
、
そ
れ

た
だ
人
心
か
」
と
。
人
心
の
起
る
所
は
、
相
・
名
・
分
別
の
三
事
に
過
ぐ
る
は
無
し
。
名
は
一
切
を
映
じ
、
執
取
す
る
乙
と
転
深
し
。
乙

や

す

な

わ

⑥

み

よ

う

の
故
に
名
を
以
て
名
を
遣
る
を
、
斯
ち
至
妙
と
為
す
。
稔
伽
師
地
論
三
十
六
に
日
く
、
「
何
を
か
名
け
て
四
種
尋
思
と
為
す
。
一
に
は
名

H
u
i
uト
」
町
長
J
Hり

尋
思
。
名
に
於
て
た
だ
名
を
見
る
の
み
な
る
を
調
う
。
こ
に
は
事
尋
思
。
事
に
於
て
た
だ
事
を
見
る
の
み
な
る
を
謂
う
。
三
に
は
自
性
仮

り
ゅ
う
じ
ん
し

立
尋
思
。
自
性
仮
立
に
於
て
た
だ
自
性
仮
立
を
見
る
の
み
な
る
を
謂
う
。
四
に
は
差
別
仮
立
尋
恩
。
差
別
仮
立
に
於
て
、
た
だ
差
別
仮
立

え
し

を
見
る
の
み
な
る
を
謂
う
。
此
の
諸
菩
薩
は
、
彼
の
名
・
事
に
於
て
、
或
い
は
離
相
観
し
、
或
い
は
合
相
観
す
。
名
・
事
に
依
止
し
て
合



い
か
ん
が

相
観
す
。
故
に
ニ
種
の
自
性
仮
立
・
差
別
仮
立
に
通
達
す
。
云
何
名
け
て
四
如
実
智
と
為
す
。

一
に
は
名
尋
思
所
引
の
如
実
智
。
名
尋
思

に
於
て
た
だ
名
の
み
あ
る
を
詣
う
。
即
ち
乙
の
名
に
於
て
如
実
に
了
知
す
る
な
り
。
か
く
の
如
き
の
名
を
謂
い
て
、

か
く
の
如
き
義
と
為

す
。
事
に
於
て
仮
立
し
て
、
世
間
を
し
て
想
を
起
し
見
を
起
し
言
説
を
起
さ
し
む
る
が
為
の
故
に
。
若
し
一
切
の
色
等
の
想
の
事
に
於

て
、
仮
に
色
等
の
名
を
建
立
せ
ざ
れ
ば
、
能
く
色
等
の
想
の
事
に
於
て
、
色
等
の
想
を
起
す
乙
と
あ
る
な
し
。
若
し
想
あ
る
こ
と
な
く
ん

ば
、
能
く
増
益
の
執
を
起
す
乙
と
あ
る
な
し
。
若
し
執
あ
る
こ
と
な
く
ん
ば
、
則
ち
言
説
な
し
。
若
し
能
く
か
く
の
如
く
如
実
に
了
知
せ

ば
、
乙
れ
を
名
尋
思
所
引
の
如
実
智
と
名
く
。
こ
に
は
事
尋
思
所
引
の
如
実
智
。
事
尋
思
に
於
て
、
た
だ
事
の
み
あ
る
を
謂
う
。

⑦
 

色
等
の
想
の
事
は
、
性
、
言
説
を
離
れ
、
〔
言
説
す
〕
べ
か
ら
ず
と
観
見
す
。

一
切
の

若
し
能
く
か
く
の
如
く
如
実
に
了
知
せ
ば
、
ど
れ
を
事
尋

思
所
引
の
如
実
智
と
名
く
。
三
に
は
自
性
仮
立
尋
思
所
引
の
如
実
智
。
自
性
仮
立
尋
思
に
於
て
、

た
だ
自
性
仮
立
の
み
あ
る
を
謂
う
。
如

実
に
通
達
し
て
、
色
等
の
想
の
事
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
自
性
仮
立
は
、
彼
の
事
の
自
性
に
あ
ら
ず
し
て
、
彼
の
事
の
自
性
に
似
て
顕
現
す
と

へ
ん
げ

了
知
し
、
文
能
く
、
彼
の
事
の
自
性
は
、
猶
変
化
・
影
像
・
響
応
・
光
影
・
水
月
・
餓
火
・
夢
幻
の
如
く
、
相
似
顕
見
す
れ
ど
も
、
彼
の

体
に
あ
ら
ず
と
了
知
す
。

若
し
能
く
か
く
の
如
く
如
実
に
、

最
も
甚
深
な
る
義
の
所
行
の
境
界
を
了
知
す
る
、

ζ

れ
を
自
性
仮
立
の
尋

差
別
仮
立
の
尋
思
に
於
て
、
た
だ
差
別
仮
立
の
み
あ
る
を
謂

お
色

ぅ
。
如
実
に
通
達
し
て
、
色
等
の
想
の
事
の
中
の
差
別
・
仮
立
不
二
の
義
を
了
知
す
。
謂
う
に
、
彼
の
諸
事
は
、
性
あ
る
に
あ
ら
ず
、
性

思
所
引
の
如
実
智
と
名
く
。

四
に
は
差
別
仮
立
の
尋
思
所
引
の
如
実
智
。

な
き
に
あ
ら
ず
。
言
説
す
べ
き
性
は
実
を
成
ぜ
ず
、
故
に
性
あ
る
に
あ
ら
ず
。
言
説
を
離
る
る
性
は
実
、
成
立
す
。
故
に
性
な
き
に
あ
ら

し

よ

う

ぎ

た

い

し

き

せ

ぞ

く

た

い

ず
。
か
く
の
如
く
勝
義
諦
に
由
る
が
故
に
、
色
あ
る
に
あ
ら
ず
。
中
に
於
て
諸
互
の
色
法
あ
る
な
き
が
故
に
。
世
俗
諦
に
由
る
が
故
に
、

色
な
き
に
非
ず
。
中
に
於
て
諸
互
の
色
法
あ
り
と
説
く
が
故
に
。
有
性
と
無
性
、
有
色
と
無
色
の
如
く
、

か
く
の
如
く
有
見
・
無
見
等
の

斉
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差
別
仮
立
門
も
、
か
く
の
如
き
道
理
に
由
り
、

一
切
皆
ま
さ
に
了
知
す
べ
し
。
若
し
能
く
か
く
の
如
く
如
実
に
差
別
・
仮
立
不
二
の
義
を

了
知
せ
ば
、

乙
れ
を
差
別
仮
立
尋
思
所
引
の
如
実
智
と
名
く
」
と
。

乙
の
論
の
「
言
は
吹
く
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
言
は
言
う
あ
り
」
と

即
ち
名
に
於
て
た
だ
名
の
み
を
見
る
な
り
。
「
指
を
以
て
指
の
指
に
あ
ら
ざ
る
を
喰
う
る
は
、

し

ら
ま
る
を
喰
う
る
に
若
か
ざ
る
な
り
。
馬
を
以
て
馬
の
馬
に
あ
ら
ざ
る
を
除
う
る
は
、
馬
に
あ
ら
ぎ
る
を
以
て
馬
の
馬
に
あ
ら
ざ
る
を
験

し

し

ゅ

う

う
る
に
若
か
ざ
る
な
り
」
と
は
、
即
ち
執
な
け
れ
ば
言
説
な
き
な
り
。
「
既
に
一
た
り
。
且
つ
言
あ
る
を
得
ん
や
」
と
は
、

は

指
に
あ
ら
ぎ
る
を
以
て
指
の
指
に
あ

即
ち
事
に
於

て
た
だ
事
の
み
を
見
、

ま
た
即
ち
性
、
言
説
を
離
る
る
な
り
。
「
そ
の
成
心
に
随
っ
て
こ
れ
を
師
と
せ
ば
、

誰
か
独
り
且
つ
師
な
か
ら
ん

や
」
と
は
、
即
ち
自
性
仮
立
に
於
て
、

た
だ
自
性
仮
立
の
み
を
見
る
な
り
。
「
未
だ
心
に
成
ら
ず
し
て
是
非
あ
る
は
、

乙
れ
有
る
な
き
を

以
て
有
り
と
為
す
な
り
」
と
は
、

即
ち
彼
の
事
の
自
性
相
似
顕
現
し
て
彼
の
体
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
「
有
な
る
も
の
あ
り
。
無
な
る
も
の

あ
り
。
未
だ
始
め
よ
り
無
あ
ら
ず
と
い
う
も
の
あ
り
。
未
だ
始
め
よ
り
夫
の
未
だ
始
め
よ
り
無
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
ら
ず
と
い
う
も
の
あ
り
」

い

ず

い

ず

而
も
未
だ
有
無
の
果
し
て
執
れ
か
有
、
執
れ

た
だ
差
別
仮
立
を
見
る
な
り
。
「
俄
に
し
て
有
無
あ
り
。

と
は
、
即
ち
差
別
仮
立
に
於
て
、

か
無
な
る
を
知
ら
ず
」
と
は
、
即
ち
言
説
す
べ
き
の
性
は
有
に
あ
ら
ず
、
言
語
を
離
る
る
性
は
無
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
乙
れ
は
た
だ
そ
の

一
例
を
挙
げ
し
の
み
。
華
文
の
深
旨
、

乙
れ
に
契
う
者
多
し
。
別
に
当
句
に
於
て
解
説
せ
ん
。
そ
れ
論
を
以
て
論
を
摂
す
る
は
、
即
ち
論

斉
し
き
に
あ
ら
ず
。
所
以
は
い
か
ん
。
能
く
総
摂
す
る
が
故
な
り
。
方
に
乙
れ
を
斉
と
謂
え
ば
、

己
に
斉
と
反
す
。
所
以
は
い
か
ん
。
不

斉
を
遣
る
が
故
な
り
。
乙
の
故
に
寓
言
篇
に
云
う
、
「
言
わ
ざ
れ
ば
斉
し
。
斉
し
く
す
る
と
、
言
う
と
は
、
斉
し
か
ら
ず
。

③

ζ

己

う

し

よ

う

し
き
と
は
、
斉
し
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
大
般
若
経
四
百
七
十
八
に
云
う
、
「
若
し
是
処
に
於
て
は
、
都
べ
て
有
性
も
な
く
、
ま
た
無
性

言
う
と
、
斉

も
な
く
、
ま
た
説
い
て
平
等
性
と
為
す
べ
か
ら
ず
。
か
く
の
如
き
を
ば
乃
ち
法
平
等
性
と
名
く
。
当
に
知
る
べ
し
、
法
平
等
性
は
既
に
説



く
べ
か
ら
ず
、
ま
た
知
る
べ
か
ら
芯
る
を
。
平
等
性
ぞ
除
い
て
は
、
法
の
得
ぺ
き
な
く
、

③

げ

ろ

ん

言
う
、
「
一
切
法
の
平
等
性
中
に
は
戯
論
あ
る
に
あ
ら
ず
。
若
し
戯
論
を
離
る
れ
ば
、
乃
ち
名
け
て
法
平
等
性
と
為
す
べ
し
」
と
。

一
切
法
を
離
れ
て
は
、
平
等
性
な
し
」
と
。
又

と
の

義
は
正
に
寓
言
の
旨
に
会
す
。
た
だ
誼
を
以
て
導
化
を
存
せ
ん
に
は
、
言
に
あ
ら
芯
れ
ば
顕
れ
ず
。
而
も
号
一
口
説
に
は
還
滅
の
性
あ
り
。
故

⑩
 

に
一
一
一
回
に
因
り
て
以
て
実
を
寄
す
る
な
り
。
即
ち
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
言
っ
て
言
う
な
く
ん
ば
、
終
身
言
う
も
、
未
だ
嘗
て
言
わ
ず
、

宋
葉

成
玄
英
疏
本
及
び
纂
図
互
注
本
、
明
世
徳
堂
本
は
、
皆
「
未
嘗
不
雪
巳
に
作
る
。
王
夫
之
の
解
本
は
「
未
嘗
言
」
に
作
る
。
文
義
を
尋
徴
す
る
に
、
旧
本
は

＠
 

大
乗
入
梼
伽
経
正
一
一
口
う
、
「
我
が
経
中
に
、

皆
誤
る
。
今
は
王
本
に
従
う
）
終
身
言
わ
ざ
る
も
、
未
だ
嘗
て
言
わ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
」一

切
の
諸
法
は
、
文
字
を
離
る
る
が
故
に
。
義
に

か
み

随
わ
ず
し
て
分
別
し
て
説
く
に
あ
ら
ず
」
と
。
乙
れ
寓
言
の
所
説
と
ま
た
符
契
の
如
し
。
そ
れ
能
く
上
た
だ
識
を
悟
り
広
く
有
情
を
利
せ

我
と
諸
仏
菩
薩
と
は
、

一
字
を
説
か
ず
、

一
字
を
答
え
ず
と
説
く
。
所
以
は
い
か
ん
。

ん
に
は
、
域
中
の
故
籍
、
斉
物
論
よ
り
善
き
は
な
し
。
天
下
篇
に
云
う
、
「
内
聖
外
王
の
道
、
欝
と
し
て
発
せ
ず
」
と
。

爾
ら
ば
則
ち
荘

生
の
書
を
著
す
は
、
た
だ
に
南
面
の
術
の
み
に
あ
ら
ず
。
蓋
し
名
家
は
礼
官
よ
り
出
で
し
が
、
而
も
恵
施
は
尊
き
を
去
る
。
道
家
は
本
よ

っ

か

き

ど

そ

己

な

り
以
て
世
を
宰
り
し
が
、
而
も
荘
周
は
法
を
残
う
。
旧
術
と
相
戻
る
に
あ
ら
ず
。
も
と
乙
れ
局
を
捨
て
て
通
に
就
き
し
の
み
。
老
聴
は
た

だ
「
民
利
器
多
く
し
て
国
家
ま
す
ま
す
昏
し
」
と
説
く
の
み
。
而
も
猶
未
だ
聖
人
の
経
国
は
、
ま
た
と
れ
天
下
の
利
器
な
り
と
説
か
ず
。

⑬
 

故
に
固
に
利
器
多
く
し
て
、
民
も
亦
ま
す
ま
す
昏
き
な
り
。
老
聴
は
た
だ
「
人
の
教
う
る
所
は
、
我
も
亦
乙
れ
を
教
う
。
強
梁
な
る
者
は

⑪
 

そ
の
死
を
得
ず
。
吾
将
に
以
て
教
父
た
ら
ん
と
す
」
と
説
く
の
み
。
た
だ
乙
れ
政
教
分
離
の
説
に
し
て
、
猶
未
だ
九
洛
の
法
を
説
か
ず
。

己
と

乙
れ
を
上
皇
と
請
う
。
そ
の
説
は
亙
戚
に
出
づ
。
乃
ち
天
運
・
地
処
・
日
月
・
雲
雨
の
故
は
、
拝
に
知
る
べ
か
ら
ぎ

下
土
を
監
照
す
る
、

る
に
由
っ
て
、
大
高
・
箕
子
の
曙
を
起
す
は
、
則
ち
と
れ
を
以
て
民
の
耳
目
を
塗
り
て
、
神
器
を
取
る
な
り
。
そ
れ
然
ら
ば
君
あ
る
は
巴

斉

物

論

釈

訓

註
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。

む
を
得
ぎ
る
が
為
な
り
。
故
に
そ
の
極
は
王
な
き
に
至
る
。
聖
あ
れ
ば
、
或
い
は
以
て
盗
を
利
す
。
故
に
廓
然
と
し
て
未
だ
嘗
て
聖
を
立

お
わ
り

（
論
中
に
言
う
「
聖
人
は
た
だ
こ
れ
俗
に
随
う
の
名
の
み
」
と
）
終
に
世
法
の
差
違
を
挙
ぐ
る
に
、
俗
に
都
野
あ
り
。
野
な
る
者
は
自
ら

て
ず
。

そ
の
阻
に
安
ん
じ
、
都
な
る
者
は
意
を
嫡
に
得
。
両
ら
相
儲
わ
ざ
る
を
、
乃
ち
平
等
と
為
す
。
小
智
は
自
私
も
て
欲
を
横
に
し
、
己
の
欄

を
以
て
人
の
附
を
奪
い
、
人
を
殺
し
賄
を
劫
し
、
行
は
封
稀
の
若
く
に
し
て
、
反
っ
て
徽
音
を
崇
飾
し
、
辞
に
枝
葉
あ
り
。
乙
れ
尭
三
子

を
伐
つ
の
聞
を
設
く
る
所
以
な
り
。
晩
世
を
下
観
す
る
に
、
斯
の
言
に
応
ず
る
が
如
し
。
か
の
聾
番
を
し
て
以
て
志
を
還
し
く
す
る
を
得

し
む
る
は
、
聖
智
尚
文
の
弁
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
執
か
こ
れ
を
為
さ
ん
や
。
淵
な
る
か
な
。
若
し
人
心
を
用
う
る
こ
と
砥
の
如
く
な
ら
ば
、

と

⑬

【

し

ゃ

く

盛
徳
を
上
皇
の
年
に
幹
し
、
寿
一
一
一
一
口
を
千
載
の
下
に
杜
じ
ん
。
故
に
日
く
、
「
道
家
者
流
は
史
官
よ
り
出
づ
」
と
。
其
の
規
奉
閤
遠
な
り
。
能

そ

ん

｝

（

そ

う

し

）

仁
の
書
は
、
東
夏
に
訳
さ
れ
し
が
、
園
吏
の
籍
は
、
殊
方
に
至
ら
ず
。
（
近
世
訳
述
せ
ら
る
と
雄
も
、
然
も
皆
部
生
こ
れ
を
為
せ
り
）
雲
行
き
雨

ほ
ζ
り

（

ひ

が

し

ロ

I
マ

｝

ほ

E
b

施
せ
ば
、
大
秦
の
豪
も
そ
の
審
委
喪
い
、
払
蒜
の
士
も
そ
の
幕
を
忘
る
。
万
物
を
衣
養
す
る
は
、
何
の
遠
き
こ
と
こ
れ
あ
ら
ん
。
旧
師

己
ま

の
章
句
は
分
っ
て
七
首
と
為
し
、
尭
聞
の
一
章
は
、
宜
し
く
最
後
に
在
る
べ
し
と
す
。
越
え
て
第
三
に
在
る
所
以
は
、
精
か
く
単
微
に
入

む
ね

り
、
還
っ
て
以
て
用
を
致
す
な
り
。
大
人
利
見
の
致
、
そ
れ
乙
こ
に
在
り
。
宜
し
く
旧
次
に
依
り
、
顕
倒
を
取
る
な
か
る
べ
し
。
篇
題
を

釈
し
覚
る
。

第
一
章
第
一
節

「
南
郭
子
葉
」
よ
り
「
且
莫
得
此
其
所
由
以
生
乎
」
ま
で

に
ん
が

こ
れ
を
一
心
に
会
す
。
名
と
相
と
の
依
る
所
は
、
人
我
・
法
我
そ
の
大
地
と
為
る
。

ζ

の
故
に

ヒ
ト
せ
っ
き
ょ
う

先
ず
我
を
喪
る
と
説
き
、
爾
る
後
名
栢
空
ず
べ
し
。
子
莱
坐
忘
し
、
自
ら
「
我
を
喪
れ
た
り
」
と
言
う
は
、
定
境
に
依
る
が
若
し
。
則

斉
物
は
本
名
相
を
観
察
す
る
を
以
て
、



ち
枇
婆
沙
論
八
十
四
に
云
う
、

⑬

し

ょ

げ

だ

っ

宮

「
議
伽
師
は
、
初
解
脱
地
を
空
無
辺
処
と
名
く
。
乙
の
定
よ
り
出
づ
れ
ば
、
必
ず
相
似
空
の
想
の
現
前

め

つ

じ

ん

じ

よ

う

が

し

申

う

を
起
し
、
手
づ
か
ら
自
身
を
覚
む
」
と
。
最
極
を
滅
尽
定
と
為
す
。
意
根
中
断
す
れ
ば
、
我
執
行
わ
れ
ず
。
若
し
真
証
に
依
れ
ば
、
則
ち

健
ベ
て
人
我
・
法
我
を
断
ず
。
云
何
に
せ
ば
、
我
自
ら
喪
る
べ
き
。
故
に
地
籍
・
天
績
を
説
い
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
。
地
績
は
能
吹
と

⑪
 

所
吹
と
別
あ
り
。
天
績
は
能
吹
と
所
吹
と
殊
な
ら
ず
。
乙
れ
そ
の
除
の
旨
な
り
。
地
績
中
の
風
は
、
不
覚
の
念
の
動
く
に
聡
う
。
万
簸
怒

号
し
て
各
E
相
似
ざ
る
は
、
相
と
名
の
分
別
各
E
異
な
り
、
乃
至
瀞
撞
野
馬
各
E
殊
形
有
り
、
騰
躍
し
て
起
る
に
喰
う
。
天
鎖
中
の
吹
万

は
、
蔵
識
に
喰
う
。
万
は
蔵
識
中
の
一
切
の
種
子
に
聡
う
。
晩
世
或
い
は
原
型
観
念
と
名
く
。
独
り
名
言
を
龍
軍
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
、

え
し

ま
た
こ
れ
相
の
本
質
な
り
。
故
に
「
吹
万
同
じ
か
ら
ず
」
と
い
う
。
「
其
を
し
て
己
よ
り
せ
し
む
」
と
は
、
蔵
識
に
依
止
し
て
乃
ち
意
根

あ

ち

ゃ

あ
り
、
蔵
識
を
執
ず
る
に
よ
っ
て
ζ

れ
を
我
と
す
る
を
謂
う
な
り
。
仏
典
を
詳
か
に
す
る
に
、
第
八
識
を
説
い
て
心
体
と
為
し
、
阿
羅
邪

し

き

あ

だ

な

し

き

識
と
名
け
、
訳
義
を
蔵
と
為
す
。
ま
た
阿
陀
那
識
と
名
け
、
訳
義
を
持
と
為
す
。
荘
子
の
書
の
徳
充
符
に
霊
府
と
言
う
は
、
即
ち
阿
羅
邪

な
り
。

（
説
文
に
は
「
府
は
文
書
の
蔵
な
り
」
と
。
府
と
蔵
と
は
義
を
同
じ
う
す
）
庚
桑
楚
に
霊
台
と
言
う
は
、
即
ち
阿
陀
那
な
り
。

（
台
は
も
と

持
と
訓
ず
。
准
南
注
及
び
釈
名
に
見
ゅ
。
こ
の
霊
台
は
、
許
叔
重
・
郭
子
玄
皆
説
い
て
心
と
為
す
。
釈
文
に
は
「
霊
台
と
は
、

心
に
霊
智
あ
り
て
能
く
任
持

す
る
を
謂
う
」
と
。
）
庚
桑
楚
に
云
う
、
「
霊
台
な
る
者
は
、

持
す
る
あ
れ
ど
も
、

そ
の
持
す
る
所
を
知
ら
ざ
れ
ば
、

持
す
可
か
ら
ざ
る
者

な
り
。
そ
の
己
れ
に
誠
な
る
を
見
ず
し
て
発
す
れ
ば
、
発
す
る
ご
と
に
当
ら
ず
。
業
入
り
て
舎
で
ぎ
れ
ば
、
更
わ
る
ご
と
に
失
を
な
す
」

と
。
そ
れ
「
霊
台
持
す
る
あ
り
」
と
は
、
阿
陀
那
識
、

な
い
し
ゅ
う
じ
ゅ

縁
の
内
執
受
の
境
、
微
細
に
し
て
知
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

一
切
種
子
を
持
す
る
な
り
。
「
そ
の
持
す
る
所
を
知
ら
ず
」
と
は
、

此
の
識
の
所

と
れ
妄
執
な
り
。
若
し
唯
識
の
真
実
有
を
執
ず
る
者
は
、

「
持
す
可
か
ら
ず
」
と
は
、
有
情
乙
れ
を
執
じ
て
自
内
我
と
為
す
、
即
ち

ほ
っ
し
申
う

ま
た
乙
れ
法
執
な
り
。
「
其
の
己
れ
に
誠
な
る
を
見
ず
し
て
発
す
る
」
と
は
、

斉

物
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意
根
は
阿
陀
那
識
を
以
て
真
我
と
為
せ
ど
も
、
阿
陀
那
識
は
自
ら
真
我
た
る
を
見
ず
、
然
も
一
切
の
知
見
は
乙
れ
に
由
り
て
以
て
発
す
る

⑬

き

と

っ

そ

う

な
り
。
「
発
す
る
毎
に
当
ら
ず
」
と
は
、
一
二
細
と
心
と
相
応
せ
ざ
る
な
り
。
「
業
に
入
っ
て
舎
で
ず
」
と
は
、
六
離
の
第
五
を
起
業
相
と
為

ιん
ま

い

じ

ゅ

く

レ
、
白
黒
の
掲
磨
、
本
識
に
蒸
入
し
、
種
は
焦
倣
せ
ず
し
て
、
前
の
異
熟
に
由
っ
て
、
後
の
異
熟
を
生
じ
、
阿
羅
漢
の
位
に
至
る
に
あ
ら

ほ
う
る

「
更
わ
る
ご
と
に
失
を
為
す
」
と
は
‘
恒
に
転
ず
る
こ
と
暴
流
の
如
き
な
り
。
今
乙

e
き
れ
ば
、
蔵
識
の
雑
染
を
捨
つ
る
能
わ
ざ
る
な
り
。

の
斉
物
論
中
に
、
「
其
を
し
て
己
れ
よ
り
せ
し
む
」
と
言
う
は
、
意
根
を
以
て
蔵
識
を
執
じ
て
我
の
義
と
為
す
な
り
。

⑬
し
よ
う

相
成
す
。
「
自
ら
取
る
」
と
は
、
摂
大
乗
論
の
無
性
の
釈
に
日
く
、
「
一
識
の
中
に
於
て
、
相
あ
り
見
あ
り
、
二
分
倶
に
転
ず
。
相
と
見
の

二
分
は
、
即
か
ず
離
れ
ず
。
所
取
分
を
相
と
名
け
、
能
取
分
を
見
と
名
く
。

庚
桑
楚
篇
と
参
伍

一
識
の
中
に
於
て
、

分
は
変
異
し
て
能
取
の
相
に
似
る
」
と
。
乙
れ
則
ち
自
心
か
え
っ
て
自
心
を
取
る
に
て
、
余
法
あ
る
に
あ
ら
ず
。
そ
の
爾
る
を
知
る
は
、

お
も

現
量
を
以
て
相
を
取
る
時
、
相
、
根
識
以
外
に
在
り
と
は
執
ぜ
ず
。
後
、
意
識
を
以
て
分
別
し
、
乃
ち
外
に
在
り
と
謂
え
る
な
り
。
諸
量

一
分
は
変
異
し
て
所
取
の
相
に
似
、

の
中
に
於
て
、
現
量
最
も
勝
れ
た
り
。
現
量
既
に
相
、
外
に
在
り
と
は
執
ぜ
ず
。
故
に
知
ん
ぬ
、
感
ず
る
所
は
定
め
て
外
界
に
あ
ら
ず
、

即
ち
乙
れ
自
心
影
を
現
ず
る
な
り
。
既
に
外
界
な
く
ん
ば
、
万
巌
怒
号
す
る
も
、
別
に
本
体
な
し
。
故
に
日
く
、

「
怒
ま
す
者
は
そ
れ
誰

ぞ
や
」
と
。
知
北
潜
篇
を
尋
ぬ
る
に
云
く
、
「
物
を
物
と
す
る
者
は
、
物
と
際
な
し
。

而
し
て
物
に
際
あ
る
は
、

い
わ
ゆ
る
物
際
な
る
も

の
な
り
。
不
際
の
際
は
、
際
の
不
際
な
る
も
の
な
り
。
盈
虚
衰
殺
を
調
わ
ん
に
、
彼
は
盈
虚
を
為
せ
ど
も
、
盈
虚
に
あ
ら
ず
。
彼
は
衰
殺

を
為
せ
ど
も
、
衰
殺
に
あ
ら
ず
。
彼
は
本
末
を
為
せ
ど
も
、
本
末
に
あ
ら
ず
。

彼
は
積
散
を
為
せ
ど
も
、
積
散
に
あ
ら
ず
」
と
。
「
物
」

は
即
ち
相
分
な
り
。
「
物
を
物
と
す
る
者
」
と
は
、

乙
の
相
分
を
形
成
す
る
者
を
謂
う
。
即
ち
乙
の
見
分
と
相
分
と
の
二
分
は
、
即
か
ず

離
れ
ず
、

と
れ
を
「
物
を
物
と
す
る
者
は
、
物
と
際
な
し
」
と
名
く
る
な
り
。
而
し
て
彼
の
相
分
は
、
自
ら
方
円
辺
角
を
現
ず
。
こ
れ
を



「
物
に
際
あ
り
」
と
名
く
る
な
り
。
見
分
上
の
相
分
は
も
と
方
隅
無
き
も
、
現
に
乙
の
方
隅
有
り
。
乙
れ
を
「
不
際
の
際
」
と
名
く
る
な

り
。
即
ち
此
の
相
分
方
隅
の
界
、
如
実
に
乙
れ
無
な
り
、
乙
れ
を
「
際
の
不
際
」
と
名
く
る
な
り
。
乙
れ
み
な
義
、
摂
論
と
「
自
ら
取

⑫
げ
じ
ん
み
つ
き
ょ
う

る
」
と
の
説
相
に
同
ず
る
乙
と
、
明
ら
か
な
り
。
解
深
密
経
に
云
う
、
「
か
の
所
行
の
影
像
の
若
き
は
、
即
ち
こ
の
心
と
異
あ
る
も
の

も

し

な
し
。
弓
時
乙
の
心
か
え
っ
て
こ
の
心
を
見
る
や
。
善
男
子
、
此
の
中
に
、
少
法
の
能
く
少
法
を
見
る
こ
と
あ
る
は
な
し
。
然
即
乙
の
心

か
く
の
如
く
生
ず
る
時
は
、

即
ち
か
く
の
如
き
影
像
の
顕
現
す
る
あ
り
」
と
。

徳
充
符
篇
に
云
う
、
「
そ
の
知
を
以
て
、

そ
の
心
を
得
、

そ
の
、
む
を
以
て
、

そ
の
常
心
を
得
」
と
。
徐
無
鬼
篇
に
一
五
う
、
「
目
を
以
て
目
を
視
、
耳
を
以
て
耳
を
聴
き
、
心
を
以
て
心
に
復
す
」
と
。

こ
れ
真
人
独
り
険
る
の
情
な
り
と
離
も
、
ま
た
実
に
庸
衆
と
も
に
循
う
の
則
な
り
。
故
に
か
の
経
に
云
く
、
哨
若
し
も
ろ
も
ろ
の
有
情
、

自
性
に
し
て
住
し
、
色
等
の
心
の
所
行
の
影
像
を
縁
ず
れ
ば
、
彼
と
乙
の
心
と
、
ま
た
異
あ
る
こ
と
な
し
。
而
る
に
も
ろ
も
ろ
の
愚
夫

は
、
顕
倒
の
覚
に
由
り
、
も
ろ
も
ろ
の
影
像
に
於
て
、
如
実
に
た
だ
乙
れ
識
の
み
と
知
る
能
わ
ず
」
と
。
乙
れ
「
皆
自
ら
取
る
、
誰
も
無

し
」
の
義
な
り
。
そ
れ
己
を
以
て
己
に
よ
る
、
取
る
者
は
却
ち
己
な
り
。
我
も
し
こ
れ
一
な
ら
ば
、
応
に
自
ら
取
る
べ
か
ら
ず
。
我
も
し

乙
れ
二
な
ら
ば
、
云
何
ぞ
、
我
あ
ら
ん
。
則
ち
我
を
喪
る
る
乙
と
怪
し
む
に
足
ら
ず
。
乙
の
上
は
総
義
に
し
て
、

ほ
ぽ
人
法
の
大
相
を
破

せ
り
。
次
に
ま
た
別
し
て
心
量
を
明
す
。
「
大
知
は
閑
閑
た
り
」
と
は
、
簡
文
云
う
、

「
広
博
の
貌
」
と
。

蔵
識
同
時
に
知
を
兼
ぬ
る
を

調
う
な
り
。
「
小
知
は
間
関
た
り
」
と
は
、
簡
文
云
う
、
「
聞
別
す
る
所
有
り
」
と
。
五
識
は
相
代
る
能
わ
ず
、
意
識
は
同
時
に
二
想
あ
る

計
の
口
に
出
、
つ
る
や
、
淡
乎
と
し
て
そ
れ
味
わ
い
な
し
」
と
。

ど
〈
ず
い
し
き

「
そ
の
寝
ぬ
る
や
魂
交
わ
る
」
と
は
、
夢
中
の
独
頭
意
識
を
謂

＠
 

大
枇
婆
婆
論
三
十
七
に
日
ぅ
、
「
〔
乙
の

能
わ
ざ
る
を
謂
う
な
り
。

「
大
言
は
淡
淡
た
り
」
と
は
、

老
子
云
う
、

．
「
小
言
は
倉
倉
た
り
」
と
は
、
李
云
う
、
「
小
弁
の
貌
乙
れ
な
り
」
と
。

う
な
り
。
「
そ
の
覚
む
る
や
形
聞
く
」
と
は
、
明
了
意
識
及
び
散
位
の
独
頭
意
識
を
謂
う
な
り
。
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四

し

か

っ

由

説
を
作
す
あ
り
。
〕
夢
に
見
る
所
の
事
は
、
皆
乙
れ
首
更
な
り
と
。
問
う
、
若
し
繭
ら
ば
ょ
云
何
ぞ
夢
に
角
あ
る
人
を
見
る
や
。

宣
に
曽

て
時
あ
り
て
か
、
人
の
角
あ
る
を
見
し
か
。
答
う
、
彼
覚
む
る
時
に
於
て
、
異
処
に
人
を
見
、
異
処
に
角
を
見
る
。
夢
中
に
惰
乱
し
て
、

処
に
在
り
と
見
る
。
故
に
失
あ
る
乙
と
な
し
」
と
。
然
ら
ば
則
ち
「
形
の
聞
く
る
」
は
、
即
ち
こ
れ
異
処
の
別
見
に
し
て
、
「
魂
の
交
わ

る
」
は
、
即
ち
乙
れ
一
処
に
在
り
と
見
る
な
り
。

「
与
に
接
し
て
構
を
為
し
、
自
に
心
を
以
て
闘
う
」
と
は
、

「
接
」
は
猶
触
受
の
ご
と

し
。
能
取
・
所
取
交
互
加
わ
り
て
起
る
予
謂
う
。
二
者
交
互
加
わ
れ
ば
、
則
ち
順
違
窮
ま
り
な
し
。
乙
れ
を
「
日
に
心
を
以
て
闘
う
」
と

ま
じ

名
く
る
な
り
。
庚
桑
楚
篇
に
云
う
、
「
知
者
は
接
わ
り
、
知
者
は
誤
る
」
と
。
彼
の
接
も
ま
た
触
受
を
謂
う
。
並
び
に
即
ち
近
人
の
い
わ
ゆ

る
感
覚
な
り
。
か
の
謀
、
規
事
の
義
に
従
え
ば
、
即
ち
こ
れ
想
な
り
。

（
想
と
は
像
を
取
る
を
謂
う
）
彼
の
護
、
謀
慮
の
義
に
従
え
ば
、

艮H

ち
乙
れ
思
な
り
。

墨
経
に
、

接
を
説
い
て
親
と
な
す
は
、

乙
れ
即
ち
現
量
な
り
。
諜
を
説
い
て
説
と
な
す
は
、
乙
れ
即
ち
比
量
な
り
。

そ
つ
に
だ
し
ん

ま
た
率
爾
堕
心
を
謂
う
。
境
に
串
習
せ
ず
、

「
糧
」
と
は
、
簡
文
云
う
、

「
心
を
寛
く
す
る
を
云
う
」
と
。
応
に
こ
れ
散
意
な
る
べ
し
。

欲
等
の
生
ず
る
な
く
、
乍
ち
感
ず
る
所
あ
る
を
、
率
爾
堕
心
と
名
く
。

「
盛
田
」
と
は
、

簡
文
云
う
、
「
深
心
な
り
」
と
。
乙
れ
即
ち
ζ

れ

尋
求
心
な
り
。
「
密
」
と
は
精
心
な
り
。
恒
審
に
思
量
す
る
、

い
わ
ゆ
る
慧
な
り
。

即
ち
思
の
中
に
於
て
、
簡
択
の
用
あ
り
、
故
に
広
思

と
同
じ
か
ら
ぎ
る
な
り
。
「
小
恐
怖
情
」
と
は
、
李
云
う
、
「
小
心
の
貌
」
と
。
「
大
恐
鰻
糧
」
と
は
李
云
う
、
「
死
生
を
斉
レ
う
す
る
貌
」

と
。
「
小
恐
」
は
神
志
尚
定
ま
る
を
以
て
の
故
に
、
戦
標
震
怖
の
諸
相
あ
り
。
「
大
恐
」
は
神
志
己
に
奪
わ
る
れ
ば
、
乃
ち
憎
酔
の
知
し
。

「
そ
の
発
す
る
や
機
桔
の
若
し
。

そ
の
是
非
を
司
る
の
謂
な
り
」
と
は
、
意
を
作
す
を
謂
う
。
「
そ
の
留
ま
る
乙
と
誼
盟
の
如
し
と
は
、

と
う
る
し
ん

（
司
徒
を
勝
屠
に
作
る
が
如
し
）
等
流
心
を
謂
い
、

ま
た

そ
の
勝
を
守
る
の
謂
な
り
」
と
は
、
「
勝
」
は
ま
た
読
ん
で
「
司
」
の
如
く
に
て
、

じ
よ
う定

と
謂
う
を
得
。
皆
司
察
す
る
所
あ
る
な
り
。

（
無
想
・
滅
尽
等
の
定
を
除
く
）

「
そ
の
殺
す
る
乙
と
秋
冬
の
如
し
と
は
、

以
て
そ
の
日
に



消
ゆ
る
を
言
う
な
り
」
と
は
、
等
流
心
の
専
ら
一
境
を
縁
じ
て
、
念
念
相
続
し
、
久
し
け
れ
ば
則
ち
心
と
境
と
忘
じ
て
、
乃
ち
あ
る
所
な

ゆ

ま

た

き
に
似
た
る
を
調
う
な
り
。
「
そ
の
溺
の
之
く
を
為
す
所
、
復
之
か
し
む
べ
か
ら
ず
」
と
は
、

等
流
心
の
専
ら
一
相
に
趣
き
て
、

忽
ち
自

身
を
忘
る
る
乙
と
、

溺
者
の
陥
没
し
て
還
ら
ざ
る
が
若
き
を
謂
う
な
り
。
「
そ
の
厭
す
る
や
舗
の
如
し
と
は
、

以
て
そ
の
老
油
を
言
う
」

と
は
、
「
厭
」
は
読
ん
で
墜
と
為
す
、
按
な
り
。
「
油
」
は
読
ん
で
他
と
為
す
、
静
な
り
。
乙
れ
定
心
静
慮
、
老
者
の
形
志
衰
え
て
噌
欲
息

む
が
如
く
な
る
を
謂
う
な
り
。
無
想
・
滅
尽
の
二
定
も
ま
た
こ
こ
に
在
り
。
「
死
に
近
き
の
心
、

生

ま
た
陽
な
ら
し
む
る
な
し
」
と
は
、

き
ょ
う
あ
ん
し
ん

死
位
の
心
・
悶
絶
位
の
心
を
謂
う
な
り
。
「
喜
怒
・
哀
楽
・
慮
嘆
・
変
謹
・
挑
侠
・
啓
態
」
と
は
、
軽
安
心
及
び
煩
悩
心
を
謂
う
な
り
。

し
ん
じ
よ
う
ほ
う

上
の
如
く
に
種
種
ほ
ぽ
心
及
び
心
所
有
法
を
挙
ぐ
。
然
れ
ど
も
そ
の
能
取
は
還
っ
て
即
ち
自
ら
己
心
を
取
る
に
て
、
外
界
あ
る
に
あ
ら

み
よ
う
と
ん

ず
。
「
音
楽
の
空
虚
に
出
づ
る
」
は
、
名
言
の
自
性
な
き
に
除
う
る
な
り
。
「
菌
芝
の
蒸
湿
に
成
る
」
は
、
四
大
の
自
性
な
き
に
除
う
る
な

じ
っ
・
ヲ

り
。
爾
り
と
雄
も
、
「
日
夜
相
代
り
て
、
始
ま
る
所
を
知
る
な
け
れ
ば
、
」
能
く
有
辺
・
無
辺
の
論
を
起
す
。
時
も
し
実
有
な
ら
ば
、
即
ち

唯
識
に
あ
ら
ず
。
天
績
の
義
成
ぜ
ず
。
故
に
ま
た
「
応
に
旦
莫
を
以
て
、
此
れ
そ
の
由
り
て
生
ず
る
所
を
得
べ
し
。
」
「
此
れ
」
と
は
即
ち

や

や

能
く
自
ら
取
る
の
識
を
謂
う
。
大
抵
蔵
識
は
流
転
し
て
駐
ま
ず
、
意
識
は
時
あ
り
て
か
起
ら
ま
る
も
、
起
位
は
ま
た
流
転
し
て
駐
ま
ず
。

そ
つ
に
だ
し
ん
じ
ん
ぐ
し
ん
げ
つ

乙
の
故
に
相
に
触
れ
て
心
を
生
ず
る
に
、
触
・
作
意
・
受
・
想
・
思
の
五
位
あ
り
。
受
・
想
・
思
の
中
、
ま
た
率
爾
堕
心
・
尋
求
心
・
決

じ
よ
う
し
ん
ぜ
ん
じ
よ
う
し
ん
と
う
る
し
ん

定
心
・
染
浄
心
・
等
流
心
の
五
位
を
分
つ
。
か
く
の
如
く
相
続
す
れ
ば
、
即
ち
自
位
心
、
自
位
心
を
証
し
て
、

現
在
あ
り
と
覚
す
。

自
位
心
を
以
て
前
位
心
に
望
む
れ
ば
、
過
去
あ
り
と
覚
す
。
自
位
心
を
以
て
後
位
心
に
望
む
れ
ば
、
未
来
を
比
知
す
。
乙
の
故
に
心
起
れ

ふ

五
夜
を
更
と
雌
も
、

ば
即
ち
時
分
あ
り
、
心
寂
な
れ
ば
即
ち
時
分
な
し
。
も
し
睡
眠
に
夢
位
な
く
ん
ば
、

剃
那
に
異
な
ら
ず
。

（
近
人
は

多
く
謂
う
、
物
佑
を
観
ず
る
に
由
る
が
故
に
、
時
分
の
想
を
生
ず
と
。

こ
れ
は
極
成
の
義
に
非
ず
。
人
の
専
ら
一
金
を
視
ん
に
、
念
念
こ
の
｝
金
を
想
う
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に
、
念
も
ま
た
変
ず
る
こ
と
な
く
、
金
も
ま
た
佑
せ
ざ
れ
ど
も
、
而
も
こ
の
位
に
於
て
時
分
前
後
の
覚
な
き
に
あ
ら
ざ
る
が
如
し
。
）
然
ら
ぱ
時
の
実
有
に

あ
ら
ま
る
と
と
、
宛
爾
と
し
て
知
る
べ
し
。
知
北
潜
篇
に
説
く
、
「
古
も
な
く
今
も
な
く
、
始
め
も
な
く
終
り
も
な
し
」
と
。

説
く
、
「
物
と
与
に
終
り
な
く
始
め
な
く
、
幾
な
く
時
な
し
」
と
。
又
説
く
、
「
日
を
除
け
ば
識
注
し
」
と
。
大
乗
入
楊
伽
経
に
説
く
、

問
来
蔵
は
蔵
識
と
名
く
。
〔
苦
楽
を
受
け
、
因
と
倶
に
〕
生
誠
あ
り
。
四
種
の
習
気
に
迷
覆
さ
る
。
而
も
も
ろ
も
ろ
の
凡
愚
は
、
分
別
も

し
ゅ
ど
う
ー
ん
し
ん

て
心
に
薫
じ
て
了
知
す
る
能
わ
ず
、
剃
那
の
見
を
起
せ
り
」
と
。
皆
乙
れ
証
を
成
ず
る
な
り
。
た
だ
衆
同
分
心
に
、
悉
く
と
の
相
あ
る
を

よ

以
て
、
世
遂
に
執
著
し
て
実
と
為
す
。
と
の
故
に
秋
水
篇
に
説
く
、
「
時
は
止
ま
る
乙
と
な
し
」
と
。
庚
桑
楚
篇
に
説
く
、
「
長
ず
る
乙
と

も
ろ
も
ろ

あ
れ
ど
も
本
剰
な
き
は
宙
な
り
」
と
。
皆
衆
同
分
心
に
順
い
て
、
言
を
為
し
乙
れ
を
終
う
。
甲
・
乙
二
人
各
E
時
分
あ
る
と
と
、
衆
の
吹

と

と

由

お

の

お

の

芋
同
じ
く
一
調
を
度
ぇ
、
和
合
し
て
一
に
似
た
る
も
、
そ
の
実
は
各
各
自
ら
竿
声
あ
る
が
知
し
。
所
以
は
い
か
ん
。
時
は
心
に
由
っ
て
変

則
陽
篇
に

ず
れ
ば
な
り
。
甲
・
乙
二
心
は
、
界
、
別
あ
る
が
故
に
。
乙
れ
に
由
っ
て
知
る
べ
し
、
時
は
人
人
の
私
器
た
り
。
衆
人
の
公
器
に
あ
ら
ぎ

る
を
。
か
つ
又
時
分
の
総
相
は
、
情
同
じ
き
に
似
た
る
あ
る
も
、
時
分
の
別
相
は
、
彼
我
各
E
異
な
れ
り
。
童
枇
以
往
は
、
時
の
去
る
乙

か
ぞ

と
遅
き
を
覚
ゆ
。
中
年
以
来
は
、
時
の
去
る
ζ

と
速
き
を
覚
ゆ
。
淫
楽
戯
忘
す
る
者
は
、
選
え
る
と
と
少
く
し
て
蹟
逝
き
、
春
輪
勤
苦
す

る
者
は
、
限
り
を
待
ち
て
盈
た
ず
。
ま
た
種
種
の
別
相
の
各
各
不
同
あ
る
と
と
、

と
と
由

を
吹
く
に
、
一
調
を
度
え
ず
、
或
い
は
清
角
と
な
り
、
或
い
は
下
徴
と
な
り
、

ζ
れ
は
折
楊
に
応
じ
、
か
れ
は
下
里
に
合
す
る
が
ご
と
く

な
れ
ば
、
則
ち
和
合
し
て
一
に
似
る
の
相
な
し
。
ま
た
日
を
暑
り
星
を
望
み
、
壷
を
撃
り
漏
を
下
し
、
強
い
て
契
約
を
為
し
、
そ
の
同
然

回
ぞ

を
責
む
と
雄
も
、
然
も
時
の
去
る
乙
と
遅
き
を
覚
ゆ
る
者
は
、
そ
れ
日
星
壷
漏
の
変
ず
る
と
と
ま
た
遅
き
を
覚
ゆ
。
時
の
去
る
乙
と
速
き

は
か

ま
た
な
お
尺
を
以
て
物
を
比
り
、

（
説
は
「
知
代
」
の
下
に
見
ゆ
）
ま
た
な
お
人
の
各
E
学

を
覚
ゆ
る
者
は
、

そ
れ
白
星
壷
漏
の
変
ず
る
ζ

と
ま
た
速
き
を
覚
ゆ
。

そ
の
長
短
を
定
む
る
が
ご
と



し
。
然
も
眼
識
の
汗
漫
な
る
者
は
、
物
長
く
し
て
尺
も
ま
た
長
し
と
視
、
眼
識
の
精
諦
な
る
者
は
、
物
短
き
が
故
に
尺
も
ま
た
短
し
と
視

る
。
つ
い
に
畢
く
同
ず
る
の
法
な
し
。
乙
れ
に
由
っ
て
以
て
推
せ
ば
、
朝
菌
は
晦
朔
を
知
ら
ず
、
恵
姑
は
春
秋
を
知
ら
ず
し
て
、
冥
霊
・

大
椿
は
寿
千
百
を
溢
ゆ
る
も
、
な
ん
ぞ
小
年
な
る
者
の
自
ら
そ
の
長
き
を
覚
え
ず
、
大
年
な
る
者
の
そ
の
短
か
き
を
覚
え
ざ
る
を
知
ら
ん

キ
A
U
L
L

ゃ
。
然
れ
ば
た
だ
無
刺
那
を
証
る
者
に
し
て
、
始
め
て
能
く
剃
那
を
暁
了
す
。
徳
充
符
篇
に
、
「
才
全
き
の
人
」
を
説
い
て
、
「
日
夜
街
無

か
ら
し
め
て
、
物
と
春
を
為
す
。

乙
れ
接
し
て
時
を
心
に
生
ず
る
者
な
り
」
と
。
乙
れ
は
、
衆
生
の
歴
る
所
の
日
夜
は
、
達
す
る
者
こ
れ

に
処
す
る
に
間
街
分
際
あ
る
な
き
を
明
す
な
り
。
乙
れ
を
三
世
断
絶
し
て
剥
那
を
現
ぜ
ず
と
謂
う
な
り
。
而
も
衆
生
の
縁
力
を
以
て
交
接

し
て
起
れ
ば
、
即
ち
自
心
上
に
時
分
に
似
た
る
相
現
ず
る
あ
り
。
故
に
「
物
と
春
を
為
す
」
な
り
。
大
批
婆
沙
論
一
百
三
十
六
に
説
く
、

ふ

⑧

函
士
の
弾
指
の
頃
に
、
六
十
四
剃
那
を
経
」
と
。
又
説
く
、
「
世
尊
は
実
の
剃
那
の
量
を
説
か
ず
、
有
情
の
能
く
知
る
に
堪
う
る
乙
と

お
も
ん
み

あ
る
な
き
が
故
に
」
と
。
誠
に
以
る
に
、
時
分
の
最
も
速
か
な
る
は
、

一
瞭
及
び
一
弾
指
に
過
ぐ
る
な
し
。
心
の
生
ず
る
は
、
或
い
は
こ

れ
よ
り
速
か
な
ら
ん
。
然
れ
ど
も
未
だ
剥
那
と
量
を
斉
し
う
す
る
者
あ
ら
ず
。

一
念
の
心
生
じ
て
、
速
疾
に
回
転
し
、

一
剥
那
に
斉
し
き

は
、
応
真
の
上
士
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
、
執
か
乙
れ
に
与
ら
ん
。
も
し
一
弾
指
の
頃
に
、
一
家
分
も
忘
れ
ぎ
る
は
、

こ
れ
小
年
の
あ
る
所
に

し
て
、
大
年
の
な
き
所
な
り
。
忘
れ
ざ
る
が
故
に
、
小
年
も
ま
た
寿
な
り
。
乙
れ
を
忘
る
る
が
故
に
、
大
年
も
ま
た
蕩
す
。
消
揺
潜
篇
の

郭
注
に
は
た
だ
云
う
、
「
萄
く
も
そ
の
極
を
知
れ
ば
、
豪
分
も
相
肢
す
べ
か
ら
ず
。
羨
欲
の
索
、
以
て
自
ら
絶
つ
ベ
し
」
と
。
乙
れ
未
だ
、

時
の
心
に
由
っ
て
造
ら
れ
、

そ
の
掘
削
促
も
ま
た
心
に
由
っ
て
変
ず
る
を
了
せ
ざ
る
な
り
。
心
起
減
せ
ず
、
意
識
続
か
ず
、
中
間
の
恒
審
の

思
量
悉
く
伏
断
ず
れ
ば
、
時
分
鋪
亡
し
て
、
流
注
相
続
の
我
お
の
ず
か
ら
喪
れ
ん
。
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第
二
節

「
非
彼
無
我
非
裁
無
所
蔵
」
よ
り
「
人
亦
有
不
在
者
乎
」
ま
で
。

乙
れ
我
を
喪
る
る
の
説
に
因
っ
て
、
真
我
・
幻
我
を
論
ず
る
な
り
。
荘
生
・
子
恭
の
道
は
、
無
我
を
以
て
戸
腐
と
為
す
。

ζ

ζ

に
は

「
我
を
喪
る
る
」
を
説
き
、
消
揺
潜
に
は
「
至
人
は
己
な
し
」
と
云
い
、
在
宥
に
は
、
「
形
掘
を
頒
論
す
れ
ば
、

大
聞
に
合
す
。
大
同
な

れ
ば
己
な
し
。
己
な
く
ん
ば
、

い
ず
く
ん
ぞ
有
を
有
と
す
る
を
得
ん
」
と
云
い
、

天
地
に
は
、
「
物
を
忘
れ
、
天
を
忘
る
。

そ
の
名
を
忘

己
と
な
す
」
と
云
う
。
皆
無
我
を
説
く
な
り
。
我
荷
く
も
素
よ
り
有
な
ら
ば
、
と
れ
を
無
に
せ
ん
と
欲
す
と
雄
も
、
固
よ
り
得
べ
か
ら

－eL’u
 

ず
。
我
も
し
定
め
て
無
な
ら
ば
、
無
我
を
証
ら
ん
の
み
。
は
た
楠
木
枯
踏
の
如
く
な
ら
ん
や
。
乙
れ
が
為
に
我
相
を
名
色
六
処
に
徴
求
す

る
に
、
我
は
得
べ
か
ら
ず
。
無
我
所
顕
の
真
如
は
、
指
し
て
我
と
言
う
べ
き
も
、
乃
ち
人
我
・
法
我
と
は
異
な
れ
り
。
そ
の
弁
に
日
く
、

絶
待
は
対
な
け
れ
ば
、
則
ち
自
ら
我
あ
り
と
知
る
を
得
ず
。
故
に
日
く
、
「
彼
に
あ
ら
ま
れ
ば
我
な
し
」
と
。
も
し
本
よ
り
我
な
け
れ
ば
、

彼
の
相
あ
り
と
雄
も
、
誰
か
能
取
と
為
さ
ん
。
既
に
能
取
な
く
ん
ば
、
即
ち
取
る
所
な
し
。

故
に
日
く
、
「
我
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
取
る
所

な
し
」
と
。
乙
れ
に
由
り
て
以
て
彼
我
の
二
覚
互
い
に
因
果
と
為
り
、
曽
て
先
後
な
き
を
談
じ
、
彼
我
皆
空
な
り
と
知
る
に
足
れ
り
。
空

を
知
れ
ば
智
に
近
し
。
も
鮮
は
り
彼
我
を
空
ず
れ
ば
、
妄
覚
ま
た
何
れ
の
処
・
伺
れ
の
者
に
依
っ
て
生
ぜ
ん
。
故
に
日
く
、
「
そ
の
せ
し

し
ょ
え
し

む
る
所
を
知
ら
ず
」
と
。
乙
れ
に
由
っ
て
推
尋
す
る
に
、
必
ず
心
体
あ
り
、
衆
生
の
所
依
止
と
な
る
。
故
に
日
く
、
「
真
宰
あ
る
が
若
し
」

よ

と
。
心
体
既
に
衆
生
の
依
止
と
な
ら
ば
、
何
に
縁
っ
て
形
相
の
朕
兆
を
ば
窺
尋
す
べ
か
ら

g
ら
ん
。
党
上
の
諸
師
の
如
き
、
或
い
は
我
を

し
。
故
に
日
く
、
「
そ
の
朕
を
得
ず
」
と
。

乙
の
所
説
を
詳
か
に
す
る
に
、

皆
妄
情
の
計
度
に
由
る
。
実
は
と
の
形
埼
を
見
る
者
な

晶
ら
や
し
き

真
宰
は
即
ち
仏
法
中
の
阿
羅
邪
識
な
り
。
た
だ
意
根
あ
り
、

執
ず
る
と
と
禅
子
の
如
く
、

或
い
は
米
粒
の
知
く
、
或
い
は
据
指
の
如
き
は
、



恒
審
に
思
量
し
、
阿
羅
邪
識
を
執
じ
て
以
て
自
我
と
な
せ
ど
も
、
而
も
意
識
分
別
の
見
る
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
恒
審
の
思
量
な
る
を
以
て

お
白
れ

の
故
に
、
必
ず
自
ら
覚
し
て
幻
と
な
し
、
自
ら
疑
っ
て
断
を
な
注
ず
、
進
止
屈
伸
、
在
乎
と
し
て
自
任
す
。
故
に
「
行
わ
る
べ
し
と
己
信

が
そ
う

而
も
乙
の
我
相
、

ず
」
と
い
う
な
り
。

（
郭
云
う
、

「
行
と
は
己
行
う
を
得
べ
し
と
信
ず
る
な
り
」
と
。
）
自
ら
信
任
す
と
雄
も
、

朱
と
為
り
白

と
為
り
方
と
為
り
円
と
為
り
、
終
に
意
根
の
見
る
所
に
あ
ら
ず
。
故
に
日
く
、
「
そ
の
形
を
見
ず
、
情
あ
れ
ど
も
形
な
し
」
と
。

い
ず
れ

を
求
め
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
た
だ
と
れ
百
骸
九
窮
六
蔵
の
属
に
し
て
、
且
つ
未
だ
乙
の
数
者
、
誰
か
真
我
た
る
を
知
ら
ず
。
も
し
「
皆
乙

よ
ろ
こ

れ
を
説
ぷ
」
と
云
わ
ば
、
諸
体
散
殊
し
て
我
は
応
に
一
に
あ
ら
ざ
る
べ
き
も
、
而
も
現
に
、
乙
れ
一
な
り
と
自
覚
す
。
も
し
「
私
す
る
所

横
に
形

余
体
の
痛
楚
は
応
に
知
ら
ぎ
る
が
若
く
な
る
べ
き
も
、

ば
、
誰
か
ま
た
君
と
な
る
。
藷
し
脳
髄
の
神
経
を
挙
げ
て
以
て
共
主
と
な
さ
ば
、
彼
と
臣
妾
と
等
し
く
と
れ
筋
肉
膏
肪
な
り
。
何
に
因
っ

あ
り
」
と
云
わ
ば
、

現
に
捨
置
す
べ
か
ら
ず
。

も
し
「
皆
臣
妾
た
り
」
と
一
宮
わ

て
独
り
能
く
調
御
せ
ん
。
も
し
身
に
神
経
な
く
ん
ば
、

そ
の
余
の
諸
体
は
、
相
治
む
る
に
足
ら
ず
と
云
わ
ば
、
現
に
単
細
胞
物
の
、
識
知

を
具
有
す
る
を
見
る
に
、

た
と
い
神
経
な
き
も
、
相
治
む
る
を
得
る
に
足
る
。
況
ん
や
ま
た
草
蘇
百
井
の
悉
く
情
命
あ
り
、
幹
茎
枝
葉
、

人
の
百
体
あ
る
が
若
く
な
る
を
や
。
曽
て
草
木
に
脳
髄
神
経
あ
り
と
見
る
も
の
な
く
し
て
、
而
も
百
体
相
治
む
べ
き
に
足
り
、
呼
吸
は
即

ち
同
じ
き
に
、
或
い
は
能
く
蝿
子
を
暁
う
あ
り
。
乙
れ
執
か
乙
れ
を
せ
し
む
る
や
。
か
く
の
如
く
、
人
・
烏
・
獣
等
は
、
脳
髄
神
経
あ
り

と
雄
も
、
た
だ
説
い
て
知
識
を
伝
達
す
る
の
具
と
な
す
べ
し
。
な
お
鉄
績
の
電
を
伝
う
る
所
以
に
し
て
、
電
は
鉄
棲
に
あ
ら
ず
、
馳
道
は

馬
を
歩
ま
す
る
所
以
に
し
て
、
馬
は
馳
道
に
あ
ら
ま
る
が
ご
と
し
。
乙
れ
則
ち
触
・
受
・
想
・
思
の
体
に
し
て
、
即
ち
脳
髄
神
経
に
あ
ら

ゴミ
h
v
F」
長
」
、

明
ら
か
な
り
。
乙
れ
を
以
て
践
と
な
さ
ば
、

諸
義
自
ら
壊
れ
ん
。
も
し
脳
髄
神
経
と
百
体
と
、

た
が
い
に
君
臣
と
な
る
と

云
わ
ば
、
今
心
を
し
て
水
穀
・
胃
布
・
血
脈
・
耳
視
・
目
聴
・
頭
行
・
髪
持
を
受
け
し
め
ん
と
欲
す
る
も
、
終
に
得
べ
か
ら
ず
。
況
ん
や
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能
く
た
が
い
に
用
う
る
を
や
。
乙
の
五
義
を
以
て
展
転
推
度
す
れ
ば
、
則
ち
寸
真
我
在
る
あ
り
L

と
請
う
な
り
。
査
し
霊
台
は
根
・
覚
を

あ

だ

な

あ

ら

や

任
持
す
。
党
に
は
阿
陀
那
と
名
け
、
－
蕊
た
種
子
を
含
蔵
す
る
を
以
て
、
名
け
て
霊
府
と
い
う
。
党
に
は
阿
羅
邪
と
名
く
。
そ
の
体
、
不
生

あ

ま

ら

し

き

滅
に
し
て
、
而
も
随
縁
生
滅
す
る
者
を
ば
、
仏
典
に
は
如
来
蔵
と
称
す
。
正
に
不
生
滅
の
体
を
言
い
て
は
、
ま
た
奄
摩
羅
識
と
云
う
。
徳

充
符
に
は
、

そ
の
心
を
以
て
そ
の
常
心
を
得
」
と
説
く
。
心
は
即
ち
阿
陀
那
識
、
常
心
は
即
ち
巷
摩
羅

ご
っ
そ
う

識
な
り
。
彼
に
は
「
常
心
」
と
言
い
、
此
に
は
乃
ち
「
真
君
」
と
謂
う
。
心
と
常
心
と
、
業
相
に
は
別
あ
る
も
、
自
体
は
異
な
る
乙
と
な

「
そ
の
知
を
以
て
そ
の
心
を
得
、

し
。
こ
の
中
の
真
宰
・
真
君
も
ま
た
別
に
依
っ
て
説
け
ば
、
家
宰
の
更
代
し
て
常
無
き
は
、
阿
陀
那
の
恒
に
転
ず
る
者
に
除
う
。
大
君
の

廃
置
す
べ
か
ら
ざ
る
は
、
竜
摩
羅
の
不
変
な
る
者
に
喰
う
。
意
識
に
あ
ら
ず
と
知
る
は
、
熟
眠
位
は
、
意
識
己
に
断
ず
れ
ど
も
、
而
も
死

に
異
な
る
を
以
て
の
故
に
、
比
量
を
以
て
意
識
に
あ
ら
ず
と
知
る
な
り
。
意
根
は
恒
に
阿
陀
那
を
縁
じ
て
以
て
自
我
と
な
す
。
分
別
し
難

た
だ
行
住
坐
臥
・
作
止
語
黙
、
我
を
念
ぜ
ず
と
雄
も
二
向
に
未
だ
曽
て
疑
っ
て
我
に
あ
ら
ず
と
為
さ
ま
る
を
以
て
の
故
に
、

ぼ
う
る

現
量
に
拠
り
て
、
意
識
に
あ
ら
ず
と
知
る
な
り
。
乙
れ
に
由
っ
て
寂
静
に
霊
台
を
観
察
す
る
に
、
即
ち
現
に
乙
の
恒
に
転
ず
る
ζ

と
暴
流

し
と
雄
も
、

の
如
き
者
を
執
じ
て
、
以
て
自
我
と
な
す
は
、
猶
乙
れ
幻
妄
な
り
。
た
だ
蕎
摩
羅
識
を
証
得
す
れ
ば
、
斯
ち
真
君
と
な
し
、
斯
ち
無
我
に

し
て
我
を
顕
す
の
み
。
乙
の
故
に
幻
我
は
本
無
に
し
て
喪
る
べ
き
も
、
真
我
は
常
に
偏
く
し
て
、
自
ら
存
す
。
而
し
て
と
の
竜
摩
羅
識

修
す
べ
き
相
あ
ら
ず
、
作
す
べ
き
相
あ
ら
ず
、

畢
寛
得
る
な
し
。
故
に
日
く
、
「
そ
の
情
を
求
め
得
る
と
得
ま

は
、
本
来
自
璃
に
し
て
、

一
た
び
成
形
を
受
け
、
亡
ぼ
さ
ず
し
て
尽
く
る
を
待
つ
」
と
。
念
念
相
続
す
る
と
と
、
連
銭
の
波
の
如

し
。
前
心
己
に
去
れ
ば
、
更
る
山
慨
に
失
を
為
す
。
即
ち
と
の
膚
肉
骨
骸
、
時
に
随
っ
て
代
謝
し
、
十
年
の
故
体
は
、
悉
く
灰
塵
と
為
る
。
こ

る
と
は
、

そ
の
真
に
益
損
な
し
。

れ
に
よ
っ
て
知
る
べ
し
、
即
ち
一
た
び
生
ず
る
時
は
、

己
に
九
死
を
更
る
を
。
故
に
日
く
、
「
人
乙
れ
を
不
死
と
謂
う
も
、

な
ん
ぞ
益
あ



ら

ん

や

」

と

。

乙

乙

に

「

真

君

」

と

言

う

は

、

次

に

「

そ

の

形

化

し

て

、

あ
ち
ゃ

は
、
如
来
蔵
中
随
縁
の
用
を
序
す
。
既
に
随
縁
生
滅
す
れ
ば
、
即
ち
乙
の
如
来
蔵
の
転
ず
る
を
、
阿
羅
邪
と
名
く
。

如
来
蔵
中
の
真
如
の
相
を
摩
す
。

そ
の
心
乙
れ
と
然
り
」
と

（
子
奏
も
と
「
我
を
喪

る
」
と
雪
一
口
い
、
荘
生
の
佑
篇
も
皆
「
己
な
し
」
と
一
冨
う
に
、
独
り
こ
こ
に
「
真
君
あ
り
」
と
説
く
は
、

な
お
仏
典
に
は
悉
く
無
我
を
言
、
つ
に
、
浬
繋
経
の
み

独
り
有
我
を
一
一
三
一
一
同
一
う
が
ご
と
し
。
蓋
し
二
我
を
隻
演
す
れ
ば
、
自
性
清
浄
始
め
て
現
ず
。
こ
れ
断
無
に
異
な
る
所
以
な
り
。
）

「
我
で
す
れ
ば
、
人
も
ま
た

立
し
す
」
と
言
う
は
、
無
量
の
有
情
、
等
し
く
こ
れ
一
識
な
れ
ば
な
り
。
も
し
一
人
の
で
せ
ざ
る
者
あ
れ
ば
、
則
ち
こ
の
情
界
・
器
界
を
現

ず
る
を
得
ざ
る
な
り
。
郭
子
玄
の
大
宗
師
義
に
言
う
、
「
人
の
生
ず
る
や
、

形
は
七
尺
な
り
と
雌
も
、
乃
ち
天
を
挙
げ
て
以
て
乙
れ
に
奉

ず
。
故
に
天
地
万
物
、
凡
そ
あ
ら
ゆ
る
者
は
、

一
日
も
相
無
か
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

一
物
具
わ
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
生
ず
る
者
、
生
ず
る

を
得
る
に
由
な
し
」
と
。
義
ま
た
精
審
に
し
て
、
能
く
こ
の
旨
に
会
す
。
唐
の
時
の
法
蔵
、

こ
れ
に
依
り
て
以
て
無
尽
縁
起
の
説
を
立

っ
。
詳
か
な
る
は
、
「
万
物
我
と
一
た
り
」
の
下
に
あ
り
。

（
仏
法
に
、
或
い
は
無
我
と
言
い
、
或
い
は
有
我
と
言
う
。
無
我
と
言
う
は
、
意
根
妄

執
の
阿
陀
那
を
直
附
し
て
我
と
な
す
な
り
。
有
我
と
言
、
つ
は
、
浬
梁
経
に
見
ゆ
。
即
ち
仏
性
を
指
す
は
、
清
浄
如
来
臓
な
り
。

政
識
既
に
起
れ
ば
、
如
来
蔵
も

ま
た
生
滅
の
中
に
在
り
。
故
に
名
に
通
別
あ
る
な
り
。
）

第
三
節

「
夫
随
其
成
心
而
師
之
誰
独
且
無
師
乎
」
よ
り
、
「
天
地
一
指
也
、
万
物
一
馬
也
」
ま
で
。

し

き

ほ

う

む

い

ほ

う

ふ

そ

う

お

う

吉

ょ

う

乙
れ
蔵
識
中
の
種
子
、
即
ち
原
型
観
念
を
論
ず
る
な
り
。
色
法
・
無
為
法
の
外
に
、
大
小
乗
は
皆
二
十
四
種
の
不
相
応
行
を
立
つ
。
近

カ
ン
ト

世
康
徳
は
十
二
範
臨
帽
を
立
つ
。
乙
れ
皆
繁
砕
な
り
。
今
三
法
を
挙
げ
、
大
較
応
に
説
く
べ
し
。
第
八
蔵
識
は
、
も
と
世
識
・
処
識
・
相
識
・
数

識
・
作
用
識
・
因
果
識
あ
り
。

（
世
識
・
処
識
・
数
識
は
皆
摂
大
乗
論
に
見
ゆ
。
世
と
は
現
在
・
過
去
・
未
来
を
謂
う
。
処
と
は
点
・
線
・
商
・
体
・
中
辺
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－
方
位
を
謂
う
。
相
と
は
色
・
声
・
香
・
味
・
触
を
謂
う
。
数
と
は
一
・
ニ
・
三
等
を
謂
う
。

作
用
と
は
有
為
を
言買
う

真
空因
は果

ヨ⑧まと
台 た ， は
星 空 き 彼
自－：＇は
芸顕5此
"' 色合 I乙
1, あE由
」るり

謂宣正
わてれ

の
故
に
。
大
枇
婆
沙
論
七
十
五
に
云
う
、

り
ん
げ
し
き

く
、
隣
礎
色
な
り
。
磯
と
は
謂
わ
く
、
積
衆
な
り
。
即
ち
婚
壁
等
の
有
色
に
し
て
、
此
れ
に
近
き
を
隣
磯
色
と
名
く
。

に
由
っ
て
彼
あ
る
を
謂
う
。
そ
の
空
間
識
は
即
ち
こ
れ
処
識
に
し
て
、
感
覚
す
る
所
の
真
空
は
、
乃
ち
相
識
に
属
す
。

⑧
 

「
或
い
は
あ
る
色
は
顕
も
な
く
形
も
な
く
、
空
界
色
と
謂
う
」
と
。
又
云
わ
く
、

嫡
墜
の
闘
の
空
、
叢
林
の
聞
の
空
、

う
け
ん
じ
き

樹
葉
の
聞
の
空
、
窓
隔
の
聞
の
空
、
往
来
処
の
空
、
指
関
等
の
空
の
知
き
、
こ
れ
を
空
界
と
名
く
」
と
。
方
隅
等
の
位
の
若
き
は
、
有
顕
色
の
処
に
在
り
て

む

げ

ん

じ

き

⑧

は
、
説
い
て
形
色
と
な
し
、
無
顕
色
の
処
に
在
り
て
は
、
説
い
て
空
間
と
な
す
。
大
肱
婆
沙
論
七
十
五
に
一
式
う
、
「
問
う
、
虚
空
と
空
界
と
、
何
の
差
別
あ

＠
 

り
や
。
答
ぅ
、
虚
空
は
非
色
な
る
も
、
空
界
は
こ
れ
色
な
り
」
と
。
又
云
う
、
「
も
し
虚
空
な
く
ん
ば
、
一
切
の
有
物
は
、
ま
さ
に
容
る
る
処
な
か
る
べ

し
。
既
に
あ
ら
ゆ
る
物
を
容
受
す
る
処
あ
ら
ば
、
虚
空
あ
る
を
知
る
。

ま
た
こ
の
説
を
な
す
、
往
来
し
皿
作
〔
集
〕
の
処
あ
る
を
以
て
の
故
に
、

虚
安
あ
り
と

知
る
。

（
中
略
）
ま
た
こ
の
説
を
な
す
。
も
し
虚
空
な
く
ん
ば
、
ま
さ
に
一
切
処
処
に
皆
障
磯
あ
る
べ
し
。
既
に
現
見
す
る
に
、
障
磯
な
き
処
あ
る
が
故

に
、
虚
空
は
決
定
し
て
実
有
な
り
と
知
る
。
無
障
磯
の
相
、
こ
れ
虚
空
な
る
が
故
に
」
と
。

こ
こ
に
説
く
所
の
虚
空
は
、
即
今
の
い
わ
ゆ
る
空
間
な
り
。
然

れ
ど
も
虚
空
と
空
間
の
名
は
、
実
は
通
ず
べ
か
ら
ず
。

そ
の
実
は
、

無
障
磯
処
の
形
と
有
障
擬
処
の
形
と
通
じ
て
こ
の
名
を
得
。

天
下
篇
に
、

名
家
を
挙

H' 

「
無
厚
は
積
む
べ
か
ら
ず
、
そ
の
大
千
里
な
り
」
と
説
く
。

司
馬
紹
統
云
く
、

「
そ
の
厚
さ
大
な
る
こ
と
有
る
も
の
は
、
そ
の
厚
さ
な
き
こ
と
も
ま
た

大
な
り
」
と
。
墨
経
に
云
う
、

「
厚
さ
大
な
る
所
有
り
」
と
。

説
に
臼
く
、

「
厚
さ
こ
れ
大
な
る
所
な
し
」
と
。
こ
の
故
に
磯
あ
る
と
硬
な
き
と
、

た
だ
形

の
量
る
べ
き
も
の
あ
る
を
、
通
じ
て
処
と
謂
う
。

当
に
傭
ゆ
え
に
空
間
・
虚
空
を
挙
げ
て
名
と
為
し
、
乃
ち
真
空
に
し
て
色
あ
る
者
と
相
混
ず
べ
か
ら
ず
。
勝

論
に
九
種
の
実
を
立
つ
る
も
、
空
と
方
と
は
異
な
れ
り
。
彼
の
空
は
即
ち
空
界
の
真
空
な
り
。
彼
の
方
は
即
ち
虚
空
の
空
間
な
り
。

な
ず

す
と
、
こ
れ
を
命
け
て
処
と
為
す
と
は
、
名
実
相
応
す
。
虚
空
と
空
間
は
こ
れ
乱
名
の
み
。
）
第
七
意
根
に
は
本
よ
り
我
識
あ
り
。

じ

ぐ

う

む

よ

う

え

執
な
り
）
そ
の
他
の
有
無
・
是
非
・
自
共
・
合
散
・
成
壊
等
の
相
は
、
悉
く
乙
の
七
種
子
の
支
分
の
観
待
に
由
っ
て
生
ず
。
「
成
心
」
は
即

こ
れ
を
命
け
て
方
と
為

（
人
我
執
・
法
我



ち
乙
れ
種
子
な
り
。
種
子
は
心
の
擬
相
な
り
。

〈
き
ょ
う
カ
く

一
切
の
障
礎
は
、
即
ち
究
寛
覚
な
り
。
故
に
こ
の
成
心
を
転
ず
れ
ば
、
則
ち
智
を
成
ず
。

乙
の
成
心
に
順
え
ば
、
則
ち
紛
を
解
く
。
成
心
の
物
た
る
や
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
の
六
識
未
だ
動
か
ま
れ
ば
、
蔵
識
意
根
の
中

に
潜
処
し
、

六
識
既
に
動
け
ば
、

時
に
応
じ
て
顕
現
す
る
こ
と
、

告
教
を
待
た
ず
。

い
わ
ゆ
る
「
そ
の
成
心
に
随
っ
て
こ
れ
を
師
と
す

る
」
な
り
。
こ
の
中
し
ば
ら
く
世
識
の
一
例
を
挙
げ
ん
に
、
節
序
の
逓
遷
す
る
、

こ
れ
を
名
け
て
代
と
な
す
。
そ
れ
現
在
に
は
、
必
ず
未

来
あ
り
、
今
日
は
、
必
ず
明
日
あ
る
乙
と
、

乙
れ
誰
か
証
明
す
る
所
の
者
ぞ
。
然
れ
ど
も
嬰
児
の
初
め
て
生
れ
、
塑
鼠
の
相
遇
う
、
な
ん

ぞ
代
の
名
言
を
知
ら
ん
や
。
児
の
喰
号
し
て
以
て
乳
を
索
む
る
は
、
固
よ
り
現
在
こ
れ
を
索
む
れ
ば
、
未
来
に
は
以
て
こ
れ
を
得
ベ
き
を

知
れ
ば
な
り
。
鼠
の
奔
験
し
て
以
て
裂
を
避
く
る
は
、
ま
た
現
在
裂
を
見
れ
ば
、
未
来
に
は
以
て
臨
ま
る
べ
き
を
知
れ
ば
な
り
。
乙
れ
皆

＠
 

「
心
に
自
ら
取
る
所
、
愚
者
も
与
り
有
す
る
な
り
。
」
故
に
大
枇
婆
沙
論
十
四
に
云
う
、
「
も
し
は
愚
な
る
も
、
も
し
は
智
な
る
も
、
内
道

も
、
外
道
も
、
世
間
の
論
者
も
、
乃
至
童
竪
も
、
皆
世
あ
る
を
知
る
な
り
」
と
。
彼
は
皆
去
来
今
あ
り
と
了
す
る
を
謂
う
な
り
。

（彼の、

コ
一
世
を
疑
う
者
を
冥
身
と
な
す
と
説
く
は
、
則
ち
こ
れ
小
乗
法
執
の
説
な
り
）
乙
れ
こ
れ
を
原
型
観
念
に
取
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、

う

そ

う

み

よ

う

と

ん

ゃ
。
も
し
そ
れ
有
相
の
分
別
は
、
必
ず
名
言
を
待
っ
て
、
諸
想
方
に
起
る
。
無
相
の
分
別
は
、
名
言
の
想
な
し
と
雄
も
、
ま
た
成
ず
る
を

じ
よ
う
じ
ゅ
く

時
有
相
の
分
別
と
は
、
先
に
受
け
し
所
の
義
に
於
て
、
諸
根
成
熟
し
、
名
言
喜
く
す
る
者
の
起
す
所

何
ぞ
得
ベ
け
ん

得
。
議
伽
師
地
論
こ
に
云
う
、

の
分
別
を
謂
う
な
り
。
無
相
の
分
別
と
は
、
先
の
所
引
に
随
い
て
、
嬰
児
等
に
及
ぶ
ま
で
、
名
言
を
善
く
せ
ぎ
る
者
の
有
す
る
所
の
分
別

へ

ん

げ

⑧

な
り
」
と
。
摂
大
乗
論
に
も
ま
た
乙
れ
を
称
し
て
無
覚
偏
計
と
な
す
。
世
親
釈
し
て
日
く
、
「
牛
羊
等
は
分
別
あ
り
と
雄
も
、
然
も
文
字

に
於
て
解
了
す
る
能
わ
ま
る
を
謂
う
な
り
」
と
。

（
印
度
に
て
は
音
を
合
し
て
字
と
為
す
。
故
に
文
字
は
即
ち
名
言
な
り
。
）
彼
は
そ
れ
、

代
取

の
種
子
、
無
相
分
別
に
現
ず
る
を
知
る
。
故
に
乙
れ
あ
る
を
得
。
又
今
世
、
生
物
を
説
く
者
は
、
虫
獣
草
木
・
種
種
毛
羽
・
華
色
香
味
、
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或
い
は
自
ら
生
命
を
保
つ
が
為
に
、
或
い
は
自
ら
胤
嗣
を
求
む
る
が
為
に
し
て
、
乙
の
相
を
現
ず
と
調
う
。
然
れ
ど
も
彼
宣
に
人
類
の
如

げ
た
く
じ
ん
し

く
能
く
計
度
尋
思
せ
ん
や
。
無
相
の
分
別
を
説
く
に
あ
ら

eき
れ
ば
、
義
成
ず
る
を
得
ず
。
是
を
以
て
証
知
す
、
そ
の
「
成
心
を
師
と
す

る
」
は
、
「
愚
者
も
与
り
有
す
る
」
も
、
自
に
用
い
て
知
ら
ざ
る
が
若
く
な
る
を
。
そ
れ
無
相
分
別
は
、
意
言
も
ま
た
な
し
。

に

し

よ

ふ

情
は
、
爾
所
の
分
別
を
経
過
し
、
時
相
等
を
歴
。
有
相
分
別
は
、
即
ち
意
一
－
一
一
口
あ
り
。
も
し
は
伺
、
も
し
は
尋
、
意
中
に
響
を
流
し
、
芦
必

一
切
の
有

ず
相
続
す
。
乙
れ
則
ち
単
音
語
の
人
の
、
歴
る
所
の
時
は
短
し
。
爾
所
の
分
別
を
経
れ
ば
、
即
ち
爾
所
の
声
を
経
る
を
以
て
の
故
に
。
複

音
語
の
人
の
、
歴
る
所
の
時
は
長
し
。
爾
所
の
分
別
を
経
れ
ば
、
必
ず
爾
所
の
流
注
声
を
経
る
を
以
て
の
故
に
。
法
の
字
を
念
ず
る
が
如

だ

る

ま

き
、
此
土
に
て
法
を
念
ず
る
に
は
、
た
だ
乙
れ
一
声
な
り
。
印
度
に
て
達
爾
摩
を
念
ず
る
に
は
、
乃
ち
三
声
あ
り
。
う
た
た
相
積
棄
す
れ

は
る
か

ば
、
経
る
時
の
長
短
相
県
な
り
。
乙
の
故
に
複
音
語
の
人
は
、
声
、
念
に
余
れ
ば
、
意
中
の
章
句
、
そ
の
成
る
乙
と
遅
し
。
単
音
語
の
人

は

声
と
念
と
称
え
ば
、

そ
の
成
る
乙
と
速
か
な
り
。

お
と

而
し
て
死
地
に
近
づ
け
ば
、
望
む
こ
と
身
を
聞
し
て
以
後
に
あ
り
。
故
に
宗
教
の
用
興
る
。

意
中
の
章
旬
、

念
の
成
る
と
と
遅
き
が
故
に
、

時
の
促
る
を
覚
え
、

分
陰
を

惜
む
。

念
の
成
る
こ
と
速
き
が
故
に
、

時

の
箭
ぶ
る
を
覚
え
、

暇
日
多
し
。

而
し
て
尽
期
に
遠
け
れ
ば
、

有
身
の
時
に
味
著
す
。

故
に
宗
教
の
用
細
け
ら
る
。

（
前
世
に
祈
歯
周
祷

祝
あ
り
と
蜂
も
、
然
も
み
な
目
前
の
禍
福
の
為
に
し
て
、
死
後
の
為
に
あ
ら
ず
）
人
情
の
封
略
は
、

ま
た
世
を
観
ず
る
者
の
、

宜
し
く
知
る
べ
き

所
な
り
。
次
に
意
根
我
識
の
種
子
の
支
分
す
る
所
の
者
を
挙
げ
て
、

是
非
の
見
と
為
す
。

も
し
是
非
の
種
な
く
ん
ぱ
、

是
非
の
現
識
も

ま
た
な
し
。
そ
の
現
識
に
あ
り
て
、
も
し
忍
許
せ
ず
ん
ば
、

何
者
を
か
是
と
為
し
、

何
者
を
か
非
と
為
さ
ん
。

事
の
是
非
も
ま
た
明
証

な
し
。
是
非
の
印
す
る
所
は
、
宙
合
同
じ
か
ら
ず
、
悉
く
人
心
の
順
違
に
由
り
て
、

以
て
串
習
を
成
ず
。

一
人
と
雄
も
、
な
お
爾
り
。

然
ら
ば
佑
に
係
わ
る
者
の
曲
直
は
、

庸
衆
と
乙
れ
を
共
に
し
、

己
に
脊
す
る
者
の
正
謬
は
、
当
情
を
以
て
主
と
な
す
。

近
人
の
い
わ
ゆ



る
主
観
・
客
観
な
り
。

ぜ

寓
言
篇
に
云
う
、
「
孔
子
行
年
六
十
に
し
て
六
十
佑
す
。
始
め
の
時
是
と
す
る
所
、
卒
に
し
て
乙
れ
を
非
と
す
。

未
だ
知
ら
ず
、

今
の
い
わ
ゆ
る
是
の
、

五
十
九
の
非
に
あ
ら
ざ
る
と
と
を
」
と
。

乙
れ
則
ち
五
十
九
の
時
の
い
わ
ゆ
る
是
な
る
者
は
、

も
と
よ
り
非
の
想
な
し
。
今
六
十
の
時
の
見
を
以
て
、

五
十
九
の
時
の
見
を
非
と
す
る
は
、

そ
の
事
可
な
り
と
雌
も
、

必
ず
五
十
九
の

時
に
当
っ
て
、
己
に
非
な
り
と
云
わ
ば
、
則
ち
倒
論
と
な
す
。

所
以
は
い
か
ん
。

五
十
九
の
時
は
、

自
ら
非
と
す
る
の
心
、
未
だ
成
ぜ

ざ
る
が
故
な
り
。
又
況
ん
や
道
は
本
よ
り
無
常
に
し
て
、
世
と
変
易
す
。

今
を
以
て
古
を
非
と
し
、

な
ら

（
或
い
は
異
域
を
以
て
宗
国
を
非
と
し
、
宗
国
を
以
て
異
域
を
非
と
す
る
は
、
そ
の
例
こ
れ
に
視
う
）
乙
れ
正
に
顛
倒
の
説
に
し

寺
田
う

「
今
日
越
に
適
き
て
昔
至
る
」
に
比
す
る
は
、

一
時
の
見
を
執
守
し
、

古
を
以
て

今
を
非
と
す
る
は
、

て、

す
な
わ
ち
善
き
除
な
る
か
な
。

世
俗
の
旧
章
を
守
り
、

進
化
に
順
う
乙
と
あ
る
者

は

そ
れ
皆
未
だ
こ
の
旨
を
喰
ら
ま
る
な
り
。

外
物
篇
に
云
う
、
「
そ
れ
流
遁
の
志
、
決
絶
の
行
は
、

曜
、
そ
れ
至
知
厚
徳
の
任
に
あ

ら
ぜ
C

る
か
。
覆
墜
し
て
反
ら
ず
、
火
馳
し
て
顧
み
ず
、
相
与
に
君
臣
と
な
る
と
雌
も
、

時
な
り
。

世
を
易
う
れ
ば
、

以
て
相
臆
し
む
乙

と
な
し
。
故
に
日
く
、
至
人
は
行
を
留
め
ず
と
」
と
。

進
化
に
願
う
者
の
、

今
を
以
て
古
を
非
と
す
る
は
、

「
そ
れ
古
を
尊
ん
で
今
を
卑
し
む
は
、

学
者
の
流
な
り
。

E
つ
稀
章
氏
の
流
を
以
て
、

今
の
世
を
観
れ
ば
、

そ 謹れ号
執ぷ Z
'1)) 

N り
能
く
波
せ
ま
ら

又
日
く
、

ん
。
た
だ
至
人
は
乃
ち
能
く
世
に
潜
べ
ど
も
僻
せ
ず
、
人
に
順
え
ど
も
己
を
失
わ
ず
」
と
。
旧
章
を
守
る
者
は
、
古
を
以
て
今
を
非
と

す
。
乙
れ
ま
た
一
孔
の
見
な
り
。
是
と
い
い
非
と
い
う
は
、

天
よ
り
降
ら
ず
、

地
よ
り
作
ら
ず
、

ζ

れ
皆
人
心
よ
り
生
ず
。
心
未
だ
生

ぜ
ぎ
る
時
に
し
て
、

是
非
素
よ
り
定
ま
る
と
い
う
は
、

ζ

れ
量
に
あ
る
な
き
を
以
て
あ
り
と
な
す
に
あ
ら
ず
や
。

そ
れ
人
に
怯
心
あ
り

と
離
も
、
瓢
瓦
を
怨
ま
ざ
る
は
、

瓦
に
是
非
の
心
な
く
、

乙
の
成
心
に
就
い
て
、

被
の
未
成
心
を
論
ず
べ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
然
ら
ば

史
に
往
事
を
書
す
る
は
、

昔
人
の
印
す
る
所
の
是
非
に
し
て
、

ま
た
今
人
と
致
を
殊
に
す
。
而
も
多
く
柾
直
を
弁
論
し
、

功
罪
を
校
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ノ、

董
仲
静
は
云
う
、

道
も
亦
変
ら
ず
」
と
。

智
と
愚老
の子
相は
県2云
る完う
こ、

計
す
る
は
、

最
の
道
と
す
べ
き
は
常
の
道
に
あ
ら
ず
」
と
。

う
そ
う
ふ
ん
べ
つ

と
、
乃
ち
こ
乙
に
至
る
。
－
一
一
一
一
は
乙
れ
有
想
分
別
た
り
。
想
に
依
っ
て
境
を
取
る
。
そ
の
分
斉
の
如
く
、
以
て
音
均
の
割
曲
を
成
ず
れ
ば
、

な
お
漢
律
を
以
て
股
民
を
論
じ
、

唐
格
も
て
秦
史
を

選
「 t録、ぶ
天田が
はと、

変と
らし
ず

何
ぞ
そ
れ
類
を
知
ら
ぎ
る
や
。

自
ら
掴
う
所
を
表
す
。
故
に
こ
れ
を
言
と
い
う
。
墨
子
の
経
説
に
云
う
、
「
言
と
は
、

諸
口
乙
れ
を
能
く
し
、

民
に
出
づ
る
も
の
な
り
。

民
は
画
械
の
ご
と
し
」
と
。

乙
れ
則
ち
言
は
義
を
成
ず
る
を
得
る
も
、
吹
は
義
を
成
ず
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、

そ
の
用
も
と
よ
り
殊
な
れ

り
。
然
ら
ば
古
今
語
を
異
に
し
、
万
土
音
を
殊
に
し
て
、

そ
の
義
は
則
ち
一
な
る
も
、
そ
の
言
は
乃
ち
十
を
以
て
数
う
。

乙
こ
に
知
ん

ぬ
、
言
は
も
と
よ
り
恒
な
く
、
定
性
あ
る
に
あ
ら
ぎ
る
を
。
と
れ
「
言
あ
る
」
と
「
言
な
き
」
と
の
疑
い
を
輿
し
、

「
敵
音
と
別
な
し
」

と
い
う
ゆ
え
ん
な
り
。
則
陽
篇
に
云
う
、
「
鶏
鳴
狗
吠
は
、

乙
れ
人
の
知
る
所
な
り
。
大
知
あ
り
と
離
も
、

日
を
以
て
そ
の
自
ら
佑
す
る

所
を
読
む
能
わ
ず
、
又
以
て
そ
の
将
に
為
さ
ん
と
す
る
所
を
意
う
能
わ
ず
」
と
。
も
し
殊
方
の
異
類
、
た
ち
ま
ち
相
逢
遇
し
、
互
い
に
言
う

も
Jm

所
を
聴
く
も
、
ま
た
乙
れ
と
異
な
る
な
し
。
「
隠
」
は
読
む
こ
と
「
凡
に
隠
る
」
の
「
隠
」
字
の
如
し
。

正
し
く
は
「
重
」
に
作
る
。
依

拠
す
る
所
な
り
。
道
は
い
ず
乙
に
依
拠
し
て
真
偽
あ
り
ゃ
。
言
は
い
ず
こ
に
依
拠
し
て
是
非
あ
り
や
。
も
し
定
軌
な
く
ん
ば
、
た
だ
心
の

取
る
所
の
ま
ま
な
り
。

（
前
世
の
道
を
論
ず
る
を
詳
か
に
す
る
に
、

一
軌
に
依
ら
ず
、
夷
と
恵
と
行
殊
な
り
、
箕
と
比
と
志
異
な
る
も
、
な
お
皆
こ
れ
を

至
徳
と
い
う
は
、
も
と
よ
り
道
の
無
常
を
知
れ
ば
な
り
。
晩
世
、
一
端
を
以
て
人
を
縄
す
る
は
、
す
な
わ
ち
大
方
の
談
ぜ
ざ
る
所
な
り
。
）

そ
の
衰
う
る
に

比
ぶ
や
、
帝
王
の
法
を
ば
、
依
り
て
以
て
公
義
と
為
す
。
乙
れ
「
道
、
小
成
に
隠
る
る
」
な
り
。
京
洛
の
語
を
ば
、
依
り
て
以
て
雅
言
と
為

す
。
乙
れ
「
言
、
栄
華
に
隠
る
る
」
な
り
。
荷
子
正
論
に
日
く
、
「
天
下
の
大
隆
は
、

是
非
の
封
界
、

分
職
名
象
の
起
る
所
に
し
て
、
王

制
乙
れ
な
り
。
故
に
凡
そ
言
議
期
命
は
、
聖
王
を
以
て
師
と
為
す
」
と
。
と
れ
み
な
俗
に
随
っ
て
雅
化
す
る
に
て
、
宣
に
遠
き
を
致
す
者



に
語
ぐ
る
所
な
ら
ん
や
。
儒
家
は
周
に
法
り
、
墨
家
は
夏
に
法
る
。
二
代
は
嘗
て
己
に
小
成
栄
華
あ
れ
ど
も
、

そ
の
是
非
の
相
反
、

乙
れ

よ
り
競
い
生
じ
、
部
執
、
重
仇
を
復
す
る
が
如
く
、
還
っ
て
そ
の
情
を
以
て
そ
の
自
ら
謬
れ
る
を
明
ら
か
に
す
。
則
ち
「
物
彼
に
あ
ら
ざ

こ
る
と

4

る
な
し
」
と
は
、
更
相
彼
と
す
る
を
言
う
な
り
。
「
物
是
に
あ
ら
ざ
る
な
し
」
と
は
、
各
三
自
ら
是
と
す
る
を
雪
国
う
な
り
。
彼
に
あ
ら
ざ

る
な
け
れ
ば
、
天
下
に
是
な
し
。
是
に
あ
ら
ざ
る
な
け
れ
ば
、
天
下
に
彼
な
し
。

も
、
宣
に
ま
た
他
人
の
我
あ
る
を
了
せ
ざ
ら
ん
。
位
人
の
我
は
、
恒
に
計
度
に
依
っ
て
推
知
し
、
恒
審
に
証
知
す
る
に
は
あ
ら
ざ
る
が
故

に
。
乙
れ
に
由
っ
て
、
他
の
心
及
び
彼
の
心
の
あ
ら
ゆ
る
法
は
、
ま
た
計
度
を
以
て
推
知
す
。
瓢
忽
の
閥
、
終
に
介
爾
の
障
隔
あ
り
。
こ

（
郭
の
義
を
用
う
）
人
は
皆
自
ら
証
し
て
彼
を
知
る
な
き

れ
に
依
っ
て
争
い
を
起
し
、
是
非
議
午
す
。
そ
れ
是
非
あ
り
と
執
ず
る
者
、
も
し
我
の
覚
な
く
ん
ば
、
必
ず
彼
を
い
い
て
非
と
な
さ
ず
。

も
し
彼
の
覚
な
く
ん
ば
、
ま
た
我
を
い
い
て
是
と
な
さ
ず
。
所
以
は
い
か
ん
。
乙
れ
皆
比
擬
し
て
執
見
を
成
ず
れ
ば
な
り
。
も
し
比
援
す

る
と
と
な
く
応
ば
、
即
ち
散
心
を
以
て
、
任
運
に
こ
れ
に
処
す
。
そ
れ
な
お
閤
撫
・
子
都
の
衆
人
と
共
に
鑑
み
ざ
れ
ば
、
必
ず
自
ら
美
好

匂
刷

a
b

な
り
と
謂
わ
ざ
る
が
ご
と
し
。
こ
れ
に
由
り
て
以
て
言
え
ば
、
「
彼
は
是
れ
に
出
で
、
是
れ
も
ま
た
彼
に
因
る
。
」
曽
て
先
後
な
し
。
而
も

因
果
相
生
ず
れ
ば
、
則
ち
彼
と
是
と
観
待
し
て
起
る
を
知
る
。
そ
の
性
本
よ
り
空
な
り
。
彼
と
是
れ
す
ら
な
お
空
な
り
。
い
か
ん
ぞ
ま
た

是
非
の
論
を
容
れ
ん
や
。
「
万
生
」
を
、
以
て
彼
是
に
除
う
る
は
、

一
方
に
生
ず
れ
ば
即
ち
一
方
に
滅
し
、

一
方
に
可
な
れ
ば
即
ち
一
方
に

不
可
な
れ
ば
な
り
。
因
と
果
と
同
時
な
る
は
、
則
ち
観
待
の
説
な
り
。
聖
人
は
常
心
な
し
。
百
姓
の
心
を
以
て
心
と
な
す
。
故
に
「
由
ら

ず
し
て
、

乙
れ
を
天
に
照
す
な
り
。
」
彼
是
の
分
な
き
を
知
れ
ば
、
則
ち
両
ら
順
っ
て
対
な
し
。
戸
の
枢
あ
る
が
如
く
、
環
内
に
旋
転
し

し

か

し

て
、
開
園
進
退
、
時
と
と
れ
を
宜
し
く
し
、
是
非
窮
ま
り
な
く
、
因
応
も
ま
た
繭
り
。
い
わ
ゆ
る
「
明
を
以
て
す
る
に
若
く
な
き
な
り
。
」

或
い
は
難
じ
て
言
わ
ん
、
「
時
に
因
り
て
政
を
敷
く
は
、

も
と
よ
り
典
常
な
か
ら
ん
。
大
理
を
制
割
す
る
は
、

寧
ろ
真
謬
な
か
ら
ん
や
」
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儒
墨
そ
の
名
言
を
同
じ
う
す
る

も
、
そ
の
封
界
を
異
に
す
。
乙
れ
比
量
の
よ
く
明
す
所
に
あ
ら
ず
、
ま
た
声
量
の
よ
く
定
む
る
所
に
あ
ら
ず
。
更
相
に
章
戻
し
て
、
た
だ

斉
己
た

と
。
こ
れ
に
応
え
て
い
わ
ん
、
「
乙
れ
を
謂
う
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
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仁
義
の
名
は
古
昔
よ
り
伝
わ
る
。

こ
れ
党
伐
の
－
一
一
言
の
み
な
れ
ば
、
聖
人
は
独
り
従
わ
ざ
る
な
り
。
儒
の
人
に
徴
し
、
墨
の
鬼
に
徴
す
る
が
若
き
は
、

乙
れ
乃
ち
虚
実
明
ら
め

易
け
れ
ば
、
荘
生
の
論
列
す
る
所
に
あ
ら
ず
」
と
。
或
い
は
ま
た
難
じ
て
言
わ
ん
、
「
行
義
常
な
く
、

語
言
定
ま
ら
や
さ
る
は
、

乙
れ
皆
情

感
に
本
づ
き
、
串
習
に
因
る
。
故
に
理
に
拠
り
て
以
て
是
非
を
定
む
べ
か
ら
ず
。
白
黒
の
相
、
寂
麦
の
姿
は
、
名
号
一
一
を
待
た
ず
し
て
、
弁

E
た

異
を
生
ず
。
離
言
の
自
性
は
、
宣
に
乱
る
べ
け
ん
や
」
と
。

ζ

れ
に
応
え
て
日
わ
ん
、
「
無
相
の
分
別
は
、
そ
れ
自
身
の
如
く
ん
ば
、
荘
生

も
と
よ
り
遮
援
す
る
こ
と
な
し
。
名
言
在
る
に
及
べ
ば
、
白
は
白
相
を
表
わ
し
、
黒
は
黒
相
を
表
わ
し
、
設
は
悲
の
事
を
表
わ
し
、
麦
は
麦

の
事
を
表
わ
す
。
俗
詮
定
ま
る
あ
れ
ば
、
則
ち
ま
た
故
言
に
随
順
す
。
斯
ち
こ
れ
を
天
に
照
し
、
己
が
制
に
因
ら
ず
と
な
す
。
故
に
鹿
を

指
し
て
馬
と
為
し
、
素
を
以
て
玄
と
為
す
は
、
義
の
許
さ
芯
る
所
な
り
。
所
以
は
い
か
ん
。
俗
に
従
え
ば
争
論
な
き
も
、
私
意
も
て
変
更

す
れ
ば
、
是
非
即
ち
又
議
起
し
、
向
日
に
比
し
て
富
訟
ま
す
ま
す
多
か
ら
ん
。
乙
乙
を
以
て
有
徳
の
司
契
は
、

こ
れ
を
約
定
俗
成
に
本
づ

く
る
な
り
。
或
い
は
殊
文
を
引
用
し
、
自
ら
旧
買
を
移
さ
ん
と
欲
す
る
は
、
未
だ
文
は
則
ち
鳥
遮
、
言
は
乃
ち
敵
音
な
る
を
悟
ら
ざ
る
な

り
。
等
し
く
是
非
な
き
に
、
何
ぞ
彼
我
を
間
て
ん
。
習
俗
の
循
う
べ
き
を
暁
ら
ず
し
て
、
是
非
の
見
を
起
す
。
是
に
於
て
非
な
き
に
非
と

い
い
、
彼
に
於
て
即
応
な
き
に
慰
と
い
う
。
木
偶
行
戸
、
と
も
に
い
う
べ
け
ん
や
。
と
れ
ま
た
、
む
を
小
成
栄
華
に
酔
わ
し
む
る
も
の
な
り
」

と
「
馬
を
指
す
」
の
義
は
、
乃
ち
公
孫
龍
の
説
を
破
す
る
な
り
。
指
物
篇
に
云
う
、
「
物
は
指
に
あ
ら
ざ
る
な
く
し
て
、
指
は
指
に
あ
ら
ず
。

指
な
る
も
の
は
、
天
下
の
な
き
所
な
り
。
物
な
る
も
の
は
、
天
下
の
あ
る
所
な
り
。
天
下
の
あ
る
所
を
以
て
、
天
下
の
な
き
所
と
な
す
は
、



未
だ
可
な
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
指
」
は
、
上
の
「
指
」
は
、
所
指
の
も
の
、
即
ち
境
を
い
う
な
り
。
下
の
「
指
」
は
、

能
指
の
も
の
、
即
ち
識
を
い
う
な
り
。
物
は
み
な
対
あ
り
。
故
に
境
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
識
は
則
ち
対
な
し
。
故
に
識
は
境
に
あ
ら

ず
。
対
な
き
が
故
に
、

こ
れ
を
無
と
い
う
。
対
あ
る
が
故
に
、

乙
れ
を
有
と
い
う
。
物
を
以
て
境
と
な
す
は
、
即
ち
乙
れ
物
を
以
て
識
中

の
境
と
な
す
な
り
。
故
に
公
孫
以
て
未
だ
可
な
ら
ず
と
な
す
。
荘
生
は
則
ち
い
う
、
「
境
を
以
て
、
識
の
境
に
あ
ら
ざ
る
に
喰
う
る
は
、

し

境
に
あ
ら
ざ
る
を
以
て
、
識
の
境
の
あ
ら
‘
ざ
る
に
除
う
る
に
若
か
ず
」
と
。
蓋
し
境
を
以
て
対
あ
り
と
な
す
者
は
、
た
だ
乙
れ
俗
論
な

・と
a
b

り
。
方
に
見
る
所
あ
れ
ば
、
相
と
見
と
同
に
生
ず
。
二
に
内
外
の
見
な
く
、
ま
た
相
、
見
の
外
に
在
り
と
執
ぜ
ず
、
故
に
物
も
境
に
あ
ら

白
馬
論
に
云
う
、
「
馬
は
形
に
科
く
る
所
以

ざ
る
な
り
。
物
も
境
に
あ
ら
ず
、
識
も
境
に
あ
ら
ま
れ
ば
、
則
ち
有
無
の
争
い
自
ら
絶
ゆ
。

な
り
。
白
は
色
に
命
く
る
所
以
な
り
。
色
に
命
く
る
は
、
形
に
命
く
る
に
あ
ら
。
き
る
な
り
。
故
に
日
く
、
白
馬
は
馬
に
あ
ら
ず
と
」
と
。

荘
生
は
則
ち
云
う
、
「
馬
を
以
て
白
馬
の
馬
に
あ
ら
ざ
る
を
喰
う
る
は
、
馬
に
あ
ら
ざ
る
を
以
て
、
白
馬
の
馬
に
あ
ら
ざ
る
に
喰
う
る
に

し若
か
ず
」
と
。
所
以
は
い
か
ん
。
馬
は
形
に
命
く
る
所
以
に
あ
ら
ず
。
形
と
は
何
ぞ
や
。
た
だ
こ
れ
句
股
曲
直
の
諸
鵠
・
種
種
の
相
状
な

り
。
視
覚
の
得
る
所
は
、

そ
の
界
乙
れ
に
止
ま
る
。
初
め
よ
り
乙
の
形
色
の
外
に
於
て
、
別
に
馬
の
覚
あ
り
、
意
想
分
別
も
て
、
方
に
名

け
て
馬
と
為
す
に
あ
ら
ま
る
な
り
。
馬
は
生
を
計
る
の
増
語
た
れ
ど
も
、
形
に
擬
す
る
の
法
言
に
非
ず
。
専
ら
現
量
を
取
れ
ば
、
真
の
馬

と
石
形
の
馬
の
如
き
も
の
と
は
、
等
し
く
し
て
差
別
な
し
。
而
も
馬
は
以
て
形
に
命
く
と
云
う
は
、

乙
れ
何
の
拠
る
所
ぞ
。
然
ら
ば
馬
に

命
け
て
馬
と
為
し
、
ま
た
且
つ
現
量
以
外
に
越
出
す
れ
ば
、
白
馬
と
・
馬
と
の
争
い
自
ら
絶
え
ん
。
乙
れ
皆
い
わ
ゆ
る
「
明
を
以
て
す
る
に

若
く
な
き
な
り
。
」
広
く
論
ず
れ
ば
、
天
地
は
も
と
無
体
に
し
て
、
万
物
は
み
な
不
生
な
り
。

し

へ

ん

げ

盟
れ
ず
。
我
執
に
よ
り
て
こ
れ
を
計
る
が
故
に
、
品
物
形
を
流
く
な
り
。
乙
れ
皆
意
根
偏
計
の
妄
な
り
。
或
い
は
ま
た
通
じ
て
言
わ
ん
、

法
執
に
よ
り
て
乙
れ
を
計
れ
ば
、

乾
坤
は
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「
指
の
義
を
破
す
る
は
、
誠
に
余
の
弁
な
し
。
馬
を
破
す
る
の
義
は
、
た
だ
公
孫
の
言
調
の
隙
に
乗
じ
、
因
り
て
と
れ
に
堕
す
。
も
し
、

う
じ
よ
う

W
ん
じ
き

『
馬
は
有
情
に
命
く
る
ゆ
え
ん
な
り
。
白
は
顕
色
に
命
く
る
ゆ
え
ん
な
り
。
顕
色
に
命
く
る
は
、
有
情
に
命
く
る
に
あ
ら
ず
。
故
に
白
馬

己
記

ζ

れ
に
応
え
て
日
わ
ん
、
「
ζ

れ
ま
た
破
り
易

荘
生
そ
れ
な
に
を
以
て
乙
れ
を
破
ら
ん
や
」
と
。

し
。
鋸
も
て
馬
の
体
を
解
き
、
後
研
捧
を
施
さ
ば
、
な
お
故
の
ご
と
く
情
あ
り
や
否
や
。

ζ

の
情
あ
る
の
馬
は
、
も
と
と
れ
地
水
火
風
、

う
じ
よ
う
し
ゅ

種
種
微
盛
の
集
合
な
り
。
い
か
ん
ぞ
説
い
て
有
情
数
と
な
す
べ
け
ん
。
も
し
地
水
火
風
も
ま
た
と
れ
有
情
な
り
と
云
わ
ぱ
、
も
ろ
も
ろ
の

げ
み
よ
う

有
情
数
合
し
て
一
有
情
数
と
な
る
な
れ
ば
、
説
い
て
馬
と
な
す
と
雄
も
、
た
だ
と
れ
仮
名
な
り
。
乙
れ
則
ち
馬
も
馬
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

は
馬
に
あ
ら
ず
と
い
う
』
と
云
わ
ば
、

又
公
孫
は
堅
白
を
以
て
こ
と
な
す
も
、
堅
白
と
石
と
を
三
と
な
す
べ
か
ら
ず
。
か
く
の
如
く
馬
の
中
に
も
堅
白
あ
ら
ば
、
堅
白
は
二
と
す

べ
き
も
、
白
馬
は
二
と
す
べ
か
ら
ま
れ
ば
、
説
か
え
っ
て
自
ら
破
れ
ん
。
も
し
、
『
石
は
白
な
ら
ざ
る
な
き
も
、
馬
は
自
な
ら
ま
る
あ
り
』

と
云
わ
ば
、
馬
に
青
臨
あ
り
。
石
に
も
も
と
よ
り
黄
黒
あ
り
。
自
は
馬
の
自
相
に
あ
ら
ず
、
ま
た
石
の
自
相
に
あ
ら
ず
。
何
故
に
自
と
石

わ
か

と
は
離
つ
べ
か
ら
ず
し
て
、
独
り
馬
と
離
つ
べ
き
か
」
と
。
乙
れ
皆
乙
れ
を
破
す
る
の
説
な
り
。

上
の
所
論
の
知
き
は
、
皆
成
心
の
義
を
説
く
。
応
に
三
科
に
分
つ
ベ
レ
。
第
一
は
、
種
子
未
だ
成
ぜ
ぎ
れ
ば
、
ま
当
に
倒
費
し
て
有
と

な
す
べ
か
ら
ざ
る
を
明
す
。
第
二
は
、
既
に
種
子
あ
ら
ば
、
言
語
是
非
、
或
い
は
定
量
な
き
を
明
す
。
第
三
は
、
現
量
の
所
得
の
、
計
し

て
実
法
実
生
あ
り
と
な
す
も
の
は
、
即
ち
と
れ
意
根
の
妄
執
な
る
を
明
す
。

③①  

註

釈

孟
子
膝
文
公
上
。

「
離
言
説
相
」
よ
り
「
畢
寛
平
等
」
ま
で
は
、
大
乗
超
信
論
（
正
蔵
巻
三
十
二
、
五
七
六
上
）
に
よ
る
。



＠＠＠⑧＠＠⑬⑬⑪⑬⑬⑬⑬⑫⑪⑩⑨③①⑥③④③  

荘
子
天
下
籍
。

荘
子
徐
無
鬼
篇
。

荘
子
在
宥
篇
。

正
蔵
巻
三
十
、
四
九
O
中。

正
蔵
本
に
よ
り
「
不
可
」
の
下
に
「
言
説
」
を
補
う
。

正
蔵
巻
七
、
四
二
三
中
。

正
蔵
巻
七
、
四
二
三
中
。

荘
子
寓
言
篇
。

正
蔵
巻
十
六
、
六
一
五
下
。

老
子
第
五
十
七
章
。

老
子
第
四
十
二
章
。

荘
子
天
運
篤
に
よ
る
。

漢
書
芸
文
志
。

正
蔵
巻
二
十
七
‘
四
三
三
上
。

「
不
覚
」
は
大
乗
起
信
論
に
出
づ
。
正
蔵
巻
三
十
二
、
五
七
六
中
。

三
細
・
六
爆
の
こ
と
は
、
大
乗
起
信
論
お
よ
び
義
記
に
出
づ
。
正
蔵
巻
三
十
一
一
、
五
七
七
上
及
び
巻
四
十
四
、
二
六
二
中
以
下
。

正
蔵
巻
三
十
一
、
四
O
一下。

正
蔵
巻
十
六
、
六
九
八
中
。

正
蔵
巻
十
六
、
六
九
八
中
。

老
子
第
三
十
五
章
。

正
蔵
巻
二
十
七
、
一
九
四
中
。
正
蔵
本
に
よ
り
「
夢
」
の
上
に
「
有
作
是
説
」
の
四
字
を
補
う
。

正
蔵
巻
十
六
、
六
一
一
一
下
。
正
蔵
本
に
よ
り
「
蔵
識
」
の
下
に
「
受
苦
楽
奥
因
倶
」
の
六
字
を
補
う
。

正
蔵
巻
二
十
七
、
七
O
一中。

斉

物

論

釈

訓

註

五



斉

物

論

釈

訓

註

⑮⑧⑧⑧⑧⑧⑮⑫⑧⑧⑧  

正
蔵
巻
二
！
？
七
、
七
O
一下。

正
蔵
巻
三
十
一
、
一
三
八
上
。

正
蔵
巻
二
十
七
、
三
九
O
下。

正
蔵
巻
二
十
七
、
三
八
八
中
。

正
蔵
巻
二
十
七
、
三
八
八
中
。

正
蔵
巻
二
十
七
、
三
八
八
下
。
正
蔵
本
に
よ
り
「
衆
」
の
下
に
「
集
」
の
一
字
を
補
う
。

正
蔵
巻
二
十
七
、
六
九
中
。

正
蔵
巻
三
十
、
ニ
八
O
下。

正
蔵
巻
三
十
一
、
三
四
二
上
。

老
子
第
一
章
。

漢
書
巻
五
十
六
、
室
仲
錦
町
伝
。

五

「
中
略
」
は
底
本
に
は
な
い
。


