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王
陽
明
の
門
人
王
聖
岳
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
陽
明
が
晩
年
に
提
唱
し
た
致
良
知
説
に
つ
い
て
は
、
当
時
す
で
に
帰
寂
説
・
修
証

説
・
已
解
説
・
現
成
説
・
体
用
説
・
終
始
説
の
六
つ
の
学
説
が
あ
り
（
芸
評
は
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
簡
明
に
そ
の
特
質
を
述
べ
て
い
る
。

（
王
尊
爵
全
集
巻
一
、
語
録
、
撫
州
流
飯
台
会
語
）
だ
が
概
括
す
れ
ば
王
門
は
次
の
三
派
に
分
れ
た
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
即
ち
現
成

派
（
国
旨
即
け
Φ
昌
鉱
三
二
け
ω
畠
。
。
一
　
〕
・
帰
寂
派
（
O
巳
Φ
鉱
ω
“
ω
島
。
。
一
　
　
　
〕
・
修
証
書
（
O
富
鉱
く
9
。
ご
。
昌
ω
畠
。
。
ご

が
そ
れ
で
あ
る
。
現
成
派
は
左
派
（
ピ
Φ
＝
ω
9
。
。
一
　
　
）
で
あ
り
、
帰
寂
派
は
右
派
（
　
空
σ
q
耳
の
。
げ
。
。
一
　
　
）
で
あ
り
、
修

証
派
は
正
統
派
（
O
吋
夢
。
α
。
×
ω
9
。
。
一
　
　
　
）
で
あ
る
。
現
成
説
は
陽
明
の
門
人
、
王
竜
黙
・
王
民
斎
な
ど
の
説
で
あ
る
。
竜
黙

は
陽
明
の
い
う
良
知
を
現
当
的
な
も
の
と
し
て
、
専
ら
本
体
上
に
工
夫
を
用
い
、
工
夫
の
積
出
や
効
験
を
要
と
す
る
立
場
を
誤
り
と
し
て
、

直
下
に
有
即
無
の
二
成
の
体
に
悟
入
す
る
こ
と
を
学
の
本
と
し
た
。
い
わ
ば
握
玉
の
弊
を
痛
感
し
て
頓
悟
の
み
を
絶
対
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
元
来
陽
明
が
上
根
に
の
み
許
容
し
た
教
法
で
あ
っ
た
が
、
竜
難
は
そ
れ
を
も
っ
て
根
の
上
下
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
人
に
通
ず
る

絶
対
唯
一
の
手
法
で
あ
る
と
し
た
。
た
だ
慰
書
の
い
う
よ
う
な
懸
崖
撒
手
、
一
指
も
染
め
得
な
い
不
犯
手
の
直
悟
は
、
や
や
も
す
れ
ば
虚

見
に
亘
り
、
見
解
に
陥
り
、
光
景
を
弄
す
る
に
至
る
嫌
い
が
な
い
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
竜
鄭
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
翼
な
く
し
て
飛

び
足
な
く
し
て
走
る
よ
う
な
、
工
夫
を
超
え
た
工
夫
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
な
り
に
悟
を
実
に
す
る
苦
心
が
払
わ
れ
て
い
る
。
心

斎
も
当
下
之
是
、
等
星
即
雪
濠
と
し
て
、
ま
た
同
じ
く
直
下
の
悟
入
を
事
と
し
た
が
、
心
斎
の
場
合
は
践
履
と
実
事
を
重
ん
じ
、
且
つ
そ

の
教
法
に
は
禅
の
よ
う
な
…
機
鋒
を
弄
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
も
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
現
成
説
は
易
簡
直
裁
で
あ
っ
た
。

　
心
斎
の
学
は
羅
近
漢
に
伝
わ
り
、
軽
羅
か
ら
周
海
門
に
伝
わ
っ
た
が
、
そ
れ
と
共
に
現
成
説
は
闊
略
膚
浅
に
な
っ
た
。
横
型
は
、
書
写

の
楊
慈
湖
の
よ
う
な
、
有
を
無
に
摂
す
る
悟
、
即
ち
端
本
澄
静
を
宗
と
す
る
悟
を
非
と
し
て
、
雲
斎
の
よ
う
な
、
無
を
有
に
摂
す
る
悟
、
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郎
ち
円
通
を
宗
と
す
る
悟
を
要
と
し
て
こ
れ
を
求
め
浮
そ
の
た
め
に
直
下
の
承
当
．
一
切
放
下
の
要
を
痛
論
し
た
が
、
良
知
の
豊
成
を
説

く
に
あ
た
っ
て
「
赤
子
の
心
」
を
掲
げ
て
こ
れ
を
述
べ
5
ま
た
当
量
の
信
を
強
調
し
て
と
れ
を
三
食
の
要
と
し
た
。
近
漢
は
立
談
瞬
目
の

問
に
人
を
悟
入
せ
し
め
る
手
法
に
長
じ
て
い
た
ゆ
た
だ
そ
の
学
、
粗
大
無
統
で
、
同
じ
く
現
成
の
良
知
を
説
い
・
た
が
、
竜
期
に
比
す
れ
ば

切
磋
を
欠
き
馬
知
解
に
任
じ
馬
意
見
に
陥
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
晩
年
に
は
篤
く
実
学
を
修
め
、
万
物
を
一
体
と
す

る
心
の
生
機
を
孝
弟
慈
と
そ
の
推
開
と
に
求
め
、
而
も
六
経
語
孟
の
教
え
は
す
べ
て
こ
こ
に
会
帰
す
る
も
め
と
し
た
。
里
雪
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は
朱
子
や
陽
明
さ
え
未
だ
達
し
得
な
か
、
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
。
近
点
の
実
学
も
．
天
台
に
至
っ
て
一
層
真
切
な
も
の
と
な
っ
た
ρ

天
台
も
皇
漢
と
同
じ
く
心
の
生
機
を
重
ん
じ
た
が
馬
修
証
派
の
郷
東
嶺
に
私
淑
し
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
か
、
仏
老
の
陥
空
、
李
卓
吾
一
派

の
知
見
浮
気
、
猫
狂
自
恣
の
弊
を
痛
感
し
て
、
人
倫
実
事
に
生
機
の
帰
宿
を
求
め
、
却
っ
て
竜
難
の
通
悟
を
非
と
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

故
に
庸
言
庸
行
、
、
反
身
循
理
、
或
い
は
職
分
を
尽
く
す
を
も
っ
て
学
の
要
と
し
、
こ
れ
ら
を
尽
く
す
と
尽
く
ざ
ざ
る
と
こ
ろ
に
儒
仏
の
別

が
あ
る
と
考
え
た
β
た
だ
一
面
心
斎
派
の
安
易
な
学
風
を
受
用
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
実
学
も
平
浅
に
堕
し
、
本
源
上
に
お
い
て
清
楚
で

な
い
と
こ
ろ
が
な
い
で
も
な
か
っ
た
，
。

　
海
門
も
、
近
古
乏
同
じ
く
対
言
の
際
人
を
直
下
に
悟
入
さ
せ
る
妙
手
で
あ
っ
た
。
・
陽
明
は
晩
年
四
句
宗
旨
を
掲
げ
て
門
人
に
学
の
宗
旨

を
示
し
た
が
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
王
竜
黙
と
銭
緒
山
と
の
間
に
意
見
の
相
違
が
あ
り
ふ
竜
黙
は
い
わ
ゆ
る
無
記
説

（
四
無
説
）
を
唱
え
、
鷺
山
は
有
善
説
（
四
有
説
）
を
唱
え
た
。
海
門
は
濃
艶
の
無
下
説
を
信
奉
し
て
そ
の
要
を
痛
論
し
、
当
時
そ
れ
に

対
し
、
有
善
説
を
唱
え
て
こ
れ
に
批
判
を
加
え
た
湛
門
派
の
玉
壷
庵
と
論
争
し
た
。
海
門
に
よ
れ
ば
、
無
善
男
の
用
品
、
・
即
ち
本
体
上
の

工
夫
は
、
根
，
の
上
下
に
通
ず
る
も
の
で
、
こ
れ
が
陽
明
の
四
句
宗
旨
の
本
意
で
あ
り
」
ま
た
聖
学
の
本
旨
で
あ
る
ゆ
故
に
も
し
有
善
を
掲

げ
て
こ
れ
に
湿
す
る
な
ら
ば
、
相
に
着
し
私
に
陥
る
を
免
れ
な
い
。
有
善
説
な
る
も
の
は
む
し
ろ
方
便
門
で
あ
る
と
。
明
末
の
思
想
界
に

は
無
籍
説
が
流
行
し
た
が
、
蓋
し
そ
れ
は
海
門
の
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
海
門
の
現
成
説
に
お
け
る
他
の
特
徴
は
、
自
我
の
現
成
を

強
調
し
、
自
我
を
も
っ
て
宇
宙
の
実
在
と
考
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
仁
義
斎
王
も
こ
の
自
我
の
題
目
に
外
な
ら
ぬ
と
し
て
、
背
黒
の
自
我

の
直
信
と
、
そ
の
直
下
の
自
知
自
得
の
要
を
説
き
、
そ
の
間
一
刻
の
黒
瀬
も
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
現
成
派
の
亜
流
に
は
狂
者
流
と
も
い
う
べ
き
一
派
が
あ
っ
た
。
彼
等
は
赤
手
を
も
っ
て
能
く
竜
蛇
を
搏
つ
徒
輩
で
あ
っ
た
が
、
意
気
を

尊
び
、
気
骨
に
任
じ
、
任
侠
を
事
と
し
斗
名
教
綱
紀
や
格
式
道
理
を
拘
束
と
し
て
こ
れ
を
嫌
い
、
用
功
を
障
道
と
し
て
こ
れ
を
排
す
る
風
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が
あ
っ
た
。
何
心
無
幽
翠
釜
元
）
と
坐
卓
吾
は
こ
の
派
の
尤
な
る
も
の
で
あ
る
。
心
隠
は
意
気
を
尊
び
、
師
弟
友
朋
の
道
を
重
ん
じ
た
。

心
隠
に
よ
れ
ば
、
意
気
も
大
な
る
も
の
は
天
地
の
道
を
成
し
、
師
弟
友
朋
の
道
も
こ
れ
に
よ
っ
て
貫
か
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
天
下
の
英
才

を
育
成
し
て
て
れ
を
上
の
用
に
供
す
れ
ば
、
始
め
て
天
道
の
宗
主
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
。
故
に
心
意
に
は
事
功
術
策
を
重
ん
ず
る
風

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
陰
符
経
に
い
う
「
殺
機
」
の
秘
義
さ
え
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
心
斎
の
実
学
の
旨

を
体
し
、
小
規
模
な
が
ら
革
新
的
な
事
業
を
興
し
、
共
和
的
社
会
を
建
設
し
て
い
る
σ
こ
の
よ
う
に
雪
隠
は
革
新
的
思
想
家
で
あ
っ
た
の

で
、
当
路
と
は
相
容
れ
ず
、
こ
れ
に
抗
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
当
路
の
弾
圧
を
受
け
た
が
、
自
ら
は
下
学
を
も
っ
て
罪
せ
ら
れ
た

朱
子
に
擬
せ
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
ρ

　
卓
吾
は
林
兆
恩
と
同
じ
く
儒
道
仏
三
教
の
一
致
を
唱
え
た
が
、
竜
黙
に
私
淑
し
て
竜
艶
を
三
教
の
宗
師
と
し
て
仰
い
だ
。
卓
吾
は
虚
文

面
理
を
排
し
て
実
事
実
用
を
尊
び
、
民
衆
の
素
朴
な
要
求
、
自
然
の
性
情
を
重
ん
じ
、
い
わ
ゆ
る
道
学
者
の
倫
理
主
義
、
教
条
主
義
を
痛

斥
し
、
い
わ
ゆ
る
道
徳
倫
理
、
名
評
節
義
に
対
し
て
は
、
人
間
の
自
由
を
束
縛
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
嫌
悪
し
た
。
署
長
は
「
童
心
」

を
掲
げ
、
こ
れ
が
心
の
体
で
あ
り
、
こ
れ
に
任
ず
る
こ
と
が
人
間
の
本
性
に
従
う
こ
と
だ
と
し
た
。
卓
吾
は
ま
た
男
女
の
平
等
、
言
論
の

自
由
を
唱
え
た
が
、
特
に
道
学
者
に
対
し
て
は
強
い
反
感
を
抱
き
、
彼
等
の
伝
統
的
な
評
価
を
け
な
し
、
道
学
者
ぶ
っ
た
当
時
の
為
政
者

の
面
皮
を
剥
ぎ
、
時
世
に
対
す
る
暴
怒
に
任
じ
て
人
目
を
悼
か
ら
ぬ
放
言
な
行
い
を
な
し
、
自
ら
は
肯
え
て
狂
猫
異
端
を
も
っ
て
こ
れ
に

任
じ
た
。
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
「
酒
色
財
気
、
－
一
切
菩
提
の
路
を
凝
げ
ず
」
と
い
っ
た
と
い
う
。
も
っ
て
そ
の
学
風
を
察
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
学
者
の
中
に
は
犬
蔵
の
心
の
正
直
さ
を
認
め
て
こ
れ
を
高
《
評
価
す
る
も
の
も
い
な
い
で
な
な
か
っ
た
が
、
卓
吾
の
言
動
に
は

怪
異
奇
行
が
多
か
っ
た
の
で
、
世
の
識
者
は
、
卓
吾
を
も
っ
て
春
情
恣
意
、
狙
狂
無
言
禅
で
、
．
世
の
名
教
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ

を
非
難
し
た
。
し
か
し
卓
吾
の
現
成
説
は
時
代
の
風
潮
に
適
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
＾
大
い
に
世
に
流
行
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
に

ま
た
弊
害
も
著
し
か
っ
た
。
　
　
n
　
：
・
　
　
　
F
．
－
・
　
，
”
　
．
噛
　
．
・
　
F
　
　
・
　
…
　
　
　
　
　
　
・
　
　
’

　
帰
寂
説
は
、
面
繋
の
門
人
轟
二
言
に
始
ま
り
、
’
羅
念
漕
げ
劉
両
峰
層
経
て
万
思
黙
げ
王
塘
南
に
至
る
や
い
よ
い
よ
透
徹
し
た
も
の
と
な

つ
北
。
古
塁
は
陽
明
の
良
知
忙
つ
い
て
の
根
本
枝
葉
論
に
本
づ
き
、
」
・
良
知
を
幕
電
の
体
と
感
応
の
用
と
に
分
け
、
体
を
立
て
て
自
ら
用
を

導
く
、
い
わ
ゆ
る
立
体
達
識
が
陽
明
の
い
う
良
知
説
の
本
旨
で
、
ご
れ
に
よ
れ
ば
発
用
が
人
為
按
排
、
私
意
放
恣
か
ら
脱
し
て
、
本
体
の

自
然
に
穿
つ
く
も
の
と
な
る
と
し
て
帰
寂
説
を
唱
え
た
つ
こ
の
よ
う
な
帰
寂
説
も
、
宋
学
を
志
向
す
る
傾
向
が
あ
り
、
従
っ
て
王
学
の
展

｝

ヨ
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開
の
方
向
に
逆
行
す
ろ
と
こ
ろ
が
な
い
で
も
な
い
の
で
、
王
門
の
諸
士
か
ら
烈
し
い
非
難
を
受
け
た
が
、
概
念
庵
、
劉
両
峰
か
ら
信
奉
せ

ら
れ
た
。
し
か
し
念
庵
は
隻
江
の
帰
寂
説
に
は
静
寂
に
偏
す
る
弊
を
免
れ
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
、
　
「
知
止
」
を
掲
げ
て
こ
れ
を
救
お

う
と
し
た
。
こ
れ
も
要
す
る
に
隻
江
の
い
う
虚
寂
が
、
本
来
感
寂
を
貫
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
か
っ

た
が
、
修
正
・
現
成
の
二
派
、
な
か
ん
ず
く
翼
成
派
の
流
弊
が
著
し
い
の
を
見
て
念
庵
は
、
、
結
局
収
摂
保
聚
、
時
々
収
曝
す
る
工
夫
を
要

と
し
て
帰
寂
を
説
い
た
。
た
だ
隻
江
も
念
写
も
、
陽
明
の
い
う
良
知
説
の
本
旨
は
、
晩
年
の
説
よ
り
も
、
主
導
を
説
い
た
中
年
の
説
に
示

さ
れ
て
い
る
と
し
、
伝
習
録
に
お
い
て
も
、
陽
明
の
中
年
の
言
行
を
記
し
た
上
巻
を
重
視
し
た
。
両
峰
は
良
知
の
虚
体
を
生
々
の
も
の
と

し
て
生
機
を
重
ん
じ
た
。
帰
寂
説
も
累
年
の
門
人
、
万
思
出
、
両
峰
の
門
人
、
王
塘
南
に
至
っ
て
ま
た
新
た
に
進
展
し
た
。
思
黙
は
静
か

に
心
を
収
奪
し
て
自
心
を
黙
識
す
る
の
要
を
説
い
た
が
、
そ
の
学
、
概
ね
塘
南
と
同
調
で
あ
り
、
塘
南
は
主
静
収
飲
を
基
調
と
す
る
透
悟

を
宗
と
し
た
が
、
そ
れ
は
感
に
即
し
て
感
を
超
え
、
寂
に
即
し
て
寂
を
超
え
、
生
機
に
即
し
て
生
機
を
超
え
た
、
有
無
隻
混
、
悟
修
両
拳

の
も
の
で
、
そ
れ
は
心
性
と
か
透
悟
と
か
い
う
語
を
加
え
る
こ
と
さ
え
剰
語
と
な
る
ほ
ど
透
徹
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
陽
明
は
晩

年
良
知
説
か
ら
万
物
一
体
を
精
論
し
た
が
、
蓋
し
こ
れ
を
よ
く
紹
述
し
た
の
は
帰
寂
派
で
あ
ろ
う
。

　
現
成
・
帰
寂
の
二
黒
に
は
王
学
の
両
面
を
開
発
し
た
功
績
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
藁
囲
も
免
れ
難
く
、
動
に
流
れ
て
そ
の
本
旨
に

遠
ざ
か
っ
た
り
、
静
に
漁
ん
で
そ
の
発
展
の
方
向
に
早
っ
た
り
す
る
傾
向
が
な
い
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
間
に
あ
っ
て
、
王
学
の
真
精
神

を
体
し
て
こ
の
二
派
の
流
弊
を
矯
め
る
に
務
め
、
且
つ
王
学
に
対
す
る
朱
子
学
者
の
非
難
に
も
よ
く
対
処
し
て
王
学
の
真
伝
を
純
零
し
よ

う
と
し
た
の
が
、
陽
明
の
門
人
、
銭
緒
山
・
回
心
廓
・
欧
陽
南
野
な
ど
の
修
証
派
で
あ
る
。

　
陽
明
の
愛
弟
子
に
若
く
し
て
世
を
去
っ
た
徐
横
山
が
い
た
が
、
横
山
も
ま
た
挙
証
派
の
一
人
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
横
山
は
陽
明
の
晩

年
の
円
熟
し
た
学
説
、
即
ち
致
良
知
説
に
接
す
る
機
会
は
な
か
っ
た
が
、
身
心
に
切
至
な
実
地
の
工
夫
を
用
い
た
即
身
な
学
者
で
あ
っ
た
。

三
山
は
前
述
の
よ
う
に
、
有
善
説
を
提
げ
て
工
夫
上
に
本
体
を
修
証
す
る
の
要
を
説
き
、
無
善
説
を
主
張
す
る
竜
鶏
に
相
対
し
た
学
者
で

あ
っ
た
。
甲
山
は
、
陽
明
の
い
う
良
知
は
誠
意
に
よ
っ
て
始
め
て
致
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
が
陽
明
の
本
旨
に
製
す
る
所
以
で
あ
る
と
し
、

こ
の
立
場
か
ら
、
世
に
良
知
を
説
く
も
の
が
、
専
ら
良
知
を
掲
げ
て
或
い
は
寂
を
説
き
或
い
は
悟
を
説
く
の
を
誤
り
と
し
た
。
緒
山
に
よ

れ
ば
、
そ
れ
は
恰
も
門
に
入
ら
ず
に
宗
廟
を
見
よ
う
と
す
る
に
似
て
い
る
と
。

　
東
廓
は
陽
明
の
主
旨
を
体
し
て
本
体
と
工
夫
の
合
一
な
る
所
以
を
よ
く
説
い
た
け
れ
ど
も
、
専
ら
本
体
上
の
工
夫
に
任
じ
て
猫
狂
に
単
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つ
た
現
成
派
亜
流
の
弊
害
を
見
て
、
工
夫
上
に
本
体
を
修
理
す
る
こ
と
に
力
を
用
い
た
。
東
築
が
要
と
し
た
工
夫
は
、
忠
信
・
遷
善
改
築

・
戒
催
な
ど
の
実
地
の
工
夫
で
あ
っ
た
が
、
な
お
、
陽
明
が
、
良
知
と
い
え
ば
説
く
に
及
ば
ぬ
と
し
た
三
聖
の
敬
を
も
こ
れ
を
工
夫
と
し

て
そ
の
要
を
説
い
た
。
ま
た
現
量
派
亜
流
に
、
専
ら
心
に
依
存
し
て
天
理
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
る
の
を
見
て
、
良
知
が
即
ち
天
理
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
、
従
っ
て
ま
た
心
を
説
く
に
も
性
を
志
向
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
東
廓
鳳
宋
の
周
濾
農
・
張
横
渠
・
程
明
道

・
程
伊
川
・
三
聖
庵
や
明
の
醇
文
清
・
呉
康
斎
・
陳
白
沙
・
羅
一
峰
・
湛
甘
泉
の
学
を
も
っ
て
王
学
と
同
調
と
し
た
の
で
あ
る
。
南
野
も

山
妻
と
伺
じ
傾
向
の
学
者
で
、
本
体
と
工
夫
と
効
験
と
を
分
離
す
る
こ
と
も
、
ま
た
こ
れ
を
混
同
一
視
す
る
こ
と
も
誤
り
で
あ
る
と
し
た

が
、
現
員
派
亜
流
の
弊
に
鑑
み
、
結
局
工
夫
に
重
点
を
お
い
た
。
南
野
が
戒
催
を
説
き
、
ま
た
母
自
欺
・
自
様
の
要
を
説
い
た
の
は
そ
の

た
め
で
あ
る
。
一
般
に
修
士
派
の
儒
者
は
、
陽
明
の
本
体
工
夫
合
一
の
主
旨
を
よ
く
理
解
し
て
、
本
体
ま
た
は
工
夫
の
い
ず
れ
か
に
偏
す

る
こ
と
を
非
と
し
た
け
れ
ど
も
、
時
弊
を
慮
っ
て
、
小
心
・
慎
独
・
戒
催
・
洗
心
去
欲
・
母
自
欺
・
反
町
力
行
・
遷
善
改
過
な
ど
の
、
反

省
的
実
地
の
工
夫
を
切
要
と
し
、
む
し
ろ
悟
よ
り
も
修
に
力
を
注
ぐ
傾
向
が
あ
っ
た
。

　
黒
黒
の
門
人
に
胡
鷹
山
と
李
見
得
が
い
た
が
、
こ
の
二
人
は
特
に
実
地
の
工
夫
を
切
論
し
て
、
現
成
派
亜
流
の
狙
狂
、
禅
家
の
虚
見
の

弊
を
救
う
に
力
を
蜴
し
た
。
慮
山
は
心
の
覚
を
要
と
し
、
王
陽
明
・
陸
象
山
・
程
明
道
の
心
学
を
奉
じ
た
が
、
心
性
を
掲
げ
る
よ
り
も
そ

れ
を
尽
く
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
と
し
、
そ
れ
も
徳
行
経
輪
な
ど
の
実
地
の
処
に
こ
れ
を
求
め
た
。
見
羅
は
東
廓
の
性
を
重
ん
ず
る
立
場

を
一
歩
推
し
進
め
、
心
と
性
と
を
峻
別
し
て
性
宗
の
学
を
掲
げ
、
心
宗
の
説
を
痛
呈
し
た
。
そ
の
結
果
陽
明
の
心
学
は
固
よ
り
の
こ
と
、

朱
子
の
学
も
諸
宗
の
学
で
あ
る
と
い
っ
て
こ
れ
に
批
判
を
加
え
る
に
至
っ
た
。
甲
羅
は
こ
の
よ
う
に
性
宗
の
学
を
説
い
た
が
、
工
夫
は
実

地
を
旨
と
し
、
大
学
の
「
知
止
」
と
「
修
身
」
と
を
透
性
饗
し
て
止
修
雪
行
の
要
を
述
べ
た
。

　
以
上
王
門
三
派
の
思
想
の
要
旨
を
概
略
説
明
し
た
が
、
こ
の
中
、
現
成
派
だ
け
が
明
末
の
社
会
を
風
靡
し
た
。
そ
れ
は
こ
の
派
の
思
想

が
よ
く
時
代
の
風
潮
に
適
合
し
、
宋
以
来
の
理
学
の
趨
勢
、
王
学
の
展
開
の
方
向
に
合
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
現
成

派
の
思
想
も
末
流
に
な
る
に
及
ん
で
、
益
々
十
二
岩
戸
と
な
り
、
益
々
普
及
し
て
、
目
に
一
丁
字
の
な
い
無
知
蒙
昧
な
農
工
商
頁
に
も
流

行
し
て
い
っ
た
』
ま
た
こ
の
派
の
儒
者
も
－
自
ら
庶
民
の
教
化
に
力
を
端
し
、
そ
れ
は
都
市
だ
け
で
は
な
く
地
方
の
村
落
に
も
及
ん
だ
が
、

【
村
が
終
れ
ば
次
の
一
村
に
及
ぶ
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
賛
成
派
の
亜
流
は
、
粗
浅
安
易
な
自
然
の
性
情
に
任
じ
て
猫
狂
自
恣

と
な
り
、
倫
理
道
徳
を
蔑
視
し
て
著
し
く
世
の
綱
紀
を
敗
る
弊
害
を
生
ず
る
に
至
っ
た
の
で
、
帰
寂
・
男
食
の
二
派
だ
け
で
は
な
く
、
湛
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門
・
東
林
の
新
朱
子
学
派
、
紀
念
台
な
ど
の
新
王
学
派
、
そ
の
他
批
判
派
復
古
派
も
同
様
に
こ
れ
が
矯
救
に
力
を
零
し
た
。

　
湛
甘
泉
と
王
陽
明
は
講
友
の
間
柄
で
、
相
共
に
体
認
の
学
を
提
げ
て
聖
学
の
復
興
に
つ
と
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
朱
子
学
亜
流
の
弊
を
救

う
に
努
力
し
た
が
、
晩
年
に
至
っ
て
些
か
学
宗
を
異
に
し
、
両
家
互
に
対
峙
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
両
家
の
門
人
は
互
に
相
出
入
し
て

学
を
講
じ
た
ρ
た
だ
湛
門
派
は
朱
子
学
派
に
属
す
る
も
の
で
、
王
学
派
と
は
一
線
を
画
す
る
で
あ
ろ
う
。
湛
門
派
の
許
物
庵
や
凋
少
櫨
は

王
学
を
通
過
し
た
新
朱
子
学
を
提
げ
て
現
成
派
亜
流
の
弊
害
の
匡
正
に
つ
と
め
た
。
敬
庵
は
程
朱
よ
り
も
性
の
客
観
性
と
純
粋
性
と
を
切

論
し
、
克
己
と
い
う
厳
苦
な
実
地
の
工
夫
を
旨
と
し
た
。
し
か
し
陽
明
の
い
う
本
体
工
夫
合
一
の
主
旨
は
こ
れ
を
よ
く
理
解
し
、
・
ま
た
陽

明
が
掲
げ
た
致
良
知
説
や
四
句
宗
旨
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
天
理
に
土
づ
き
性
善
を
宗
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
こ
れ
を
認
め
て
い

る
。
た
だ
現
成
派
が
克
治
す
べ
き
己
私
は
な
い
と
い
っ
て
、
己
我
の
翼
成
を
強
信
し
て
猫
狂
に
陥
っ
た
の
で
、
こ
の
弊
を
救
う
た
め
に
性

を
切
論
し
、
・
克
己
の
要
を
述
べ
、
且
つ
こ
の
流
弊
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
竜
難
の
無
畏
説
に
批
判
を
加
え
一
て
有
善
説
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

旧
庵
は
、
先
儒
の
学
に
対
し
て
は
門
戸
の
見
を
立
て
る
の
を
非
と
し
、
且
つ
弁
論
よ
り
も
実
需
に
務
め
る
よ
う
求
め
た
。
し
か
し
門
人
、

少
嘘
に
至
る
や
、
異
端
異
学
を
弁
難
し
な
け
れ
ば
、
明
道
覚
心
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
っ
て
、
・
却
っ
て
講
論
に
力
を
用
，
い
た
。
少
嘘
は
理

の
有
無
を
も
っ
て
儒
仏
を
明
弁
し
、
天
理
と
人
欲
は
両
立
し
得
な
い
か
ら
、
理
を
無
に
す
る
夢
占
の
手
無
の
論
は
、
結
局
人
欲
を
縦
に
し
、

世
俗
の
名
利
に
投
じ
て
そ
の
弁
を
伸
べ
る
に
過
ぎ
ぬ
と
い
っ
て
こ
れ
を
痛
与
し
た
。
こ
の
よ
う
に
理
の
切
要
を
論
じ
た
少
嘘
は
、
性
善
説

を
復
興
・
し
て
、
現
成
派
の
無
善
無
悪
説
（
無
善
説
）
の
弁
難
に
力
を
領
し
、
現
成
派
の
無
善
無
悪
説
は
仏
氏
の
黒
頭
換
面
で
あ
る
と
断
じ

た
。
少
嘘
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
説
が
流
行
し
た
の
は
、
本
体
と
工
夫
の
弁
析
が
明
白
で
な
い
た
め
に
本
体
工
夫
共
に
失
っ
た
か
ら
で

あ
る
と
。
よ
っ
て
本
体
と
工
夫
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
両
者
が
本
来
渾
然
一
体
の
も
の
で
あ
る

こ
と
を
解
明
し
た
。
．
聖
書
は
結
局
静
処
に
お
い
て
本
体
に
透
徹
し
、
早
る
後
動
処
に
お
い
て
時
々
点
検
す
る
こ
と
を
学
の
要
と
し
た
が
、

概
観
す
れ
ば
、
三
三
の
学
は
些
か
議
論
に
走
っ
て
体
認
の
真
切
さ
に
欠
け
る
嫌
い
が
な
い
で
も
な
か
っ
た
。

　
東
林
派
も
湛
門
派
と
同
じ
く
新
朱
子
学
派
に
属
す
る
が
、
そ
の
巨
頭
は
顧
斜
陽
と
高
商
逸
で
あ
る
。
彼
等
は
理
を
直
ち
に
心
に
即
し
て

こ
れ
を
求
め
る
陸
王
の
心
学
を
非
と
し
、
性
を
理
と
し
て
こ
れ
を
厳
正
に
存
立
す
る
朱
子
の
性
学
を
信
奉
し
た
。
彼
等
は
時
弊
を
痛
感
し
、

そ
れ
を
救
う
た
め
に
黒
甜
を
な
し
、
是
非
の
弁
を
明
ち
か
に
し
、
気
節
事
功
の
要
を
説
い
た
が
、
た
だ
そ
の
亜
流
の
中
に
血
気
に
任
じ
て

上
議
を
大
言
し
、
門
戸
を
立
て
て
世
と
抗
し
、
時
政
を
批
判
し
て
遂
に
申
韓
の
よ
う
な
刻
薄
に
陥
る
も
の
が
出
た
の
で
、
も
と
も
と
講
学

一

　

一



の
名
で
あ
っ
た
東
林
も
、
そ
の
た
め
に
党
名
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
顧
・
高
は
門
戸
を
立
て
て
人
と
争
う
こ
と
を
強
く

戒
め
、
専
ら
性
と
天
理
の
体
認
躬
行
、
静
定
自
得
を
旨
と
し
、
さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
講
議
是
非
も
、
結
局
論
争
拘
執
、
相
対
蟹
玉
に
任
ず

る
の
弊
に
陥
る
と
述
べ
て
、
東
林
が
本
来
講
学
の
名
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
に
努
め
た
。
東
林
の
朱
子
学
は
、
脛
陽
の
学
が
王
学

に
源
を
発
し
た
関
係
も
あ
っ
て
、
陸
王
学
を
通
過
し
て
出
て
来
た
新
傾
向
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
傾
向
は
訳
業
に
も
流
れ
て
い
る
。

故
に
二
人
は
、
相
互
忙
朱
子
学
を
信
奉
し
て
、
陸
王
学
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
が
、
陰
に
陽
に
こ
れ
を
摂
取
し
て
わ
が
学
を
講
じ
て
い
る

跡
が
見
受
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
両
学
を
折
衷
し
て
そ
の
長
を
取
り
短
を
捨
て
ろ
態
度
を
持
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
を

朱
子
学
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
彼
等
は
黒
影
の
陳
清
笛
や
清
初
の
張
武
装
或
い
は
呂
晩
村
な
ど
の
よ
う
に
、
・
朱
子
と
陸
王
を
明
弁
し
て
朱

子
を
固
守
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
朱
子
に
対
し
て
も
批
判
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
忌
禅
な
く
批
判
を
加
え
つ
つ
そ
の
新
生
面

を
開
発
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
純
乎
と
し
て
朱
子
学
を
堅
守
し
よ
う
と
し
た
町
鳶
の
朱
子
学
者
、
評
議
書
・
翠
黛
園
・
陸
桿
亭
な

ど
か
ら
批
判
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
顧
，
・
高
は
先
ず
学
術
を
も
っ
て
時
世
を
救
う
こ
と
を
念
願
と
し
た
。
彼
等
は
天
理
の
厳
存
を

説
き
性
善
説
を
復
興
し
て
、
当
時
流
行
し
て
い
た
現
成
派
の
無
善
誘
悪
説
の
弁
難
に
力
を
評
し
、
ま
た
、
雪
下
と
い
っ
て
も
よ
く
本
体
工

夫
上
に
力
を
用
い
ね
ば
そ
の
停
当
着
落
は
期
し
難
い
と
い
っ
て
黒
影
派
の
当
下
之
是
論
、
当
下
即
現
成
論
に
批
判
を
加
え
た
，
彼
等
が
格

物
窮
理
の
要
を
切
論
し
た
の
も
同
じ
主
旨
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
等
の
い
う
格
物
窮
理
は
、
こ
れ
を
内
的
過
程
と
し
て
わ
が

身
心
上
に
真
切
な
工
夫
を
加
え
、
理
の
静
、
性
の
静
に
深
く
沈
潜
し
て
い
く
こ
と
を
要
と
し
た
。
故
に
格
物
窮
理
と
い
っ
て
も
必
ず
し
も

朱
子
の
旧
説
に
固
執
せ
ず
、
心
と
理
、
知
と
行
、
本
体
と
工
夫
の
妙
結
す
る
精
微
の
と
こ
ろ
を
探
り
、
主
義
体
認
に
よ
る
深
造
自
得
を
旨

と
し
た
。
こ
の
説
は
脛
陽
か
ら
景
逸
に
及
ん
で
一
層
精
切
な
も
の
と
な
り
、
・
格
物
窮
理
が
主
静
体
認
を
本
と
す
る
渾
一
の
工
夫
で
あ
る
こ

と
が
そ
れ
に
よ
．
っ
て
い
よ
い
よ
明
白
に
な
っ
た
。
、
彼
等
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
現
勢
派
亜
流
の
狽
狂
の
弊
ば
か
り
で
な
く
、
朱
子
学

亜
流
の
支
離
の
弊
を
も
救
わ
れ
う
と
。
要
す
る
に
鼠
落
園
も
い
う
よ
う
に
」
東
林
は
静
悟
の
二
字
を
も
っ
て
工
夫
の
入
門
と
し
た
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
。
故
に
彼
等
が
周
濾
渓
・
羅
憲
章
・
李
延
平
・
陳
白
沙
・
昔
歳
庵
な
ど
、
手
明
の
主
静
派
に
同
情
的
で
あ
っ
た
の
も
理
由
の

な
い
こ
と
で
は
な
い
。
，

　
明
末
の
思
想
界
も
、
最
後
に
敬
庵
の
門
人
、
劉
念
台
が
出
て
一
段
と
光
輝
を
加
え
る
に
至
っ
た
。
念
台
も
朱
王
両
学
に
批
判
を
加
え
て

い
る
け
れ
ど
も
、
一
面
ま
た
こ
れ
を
折
衷
す
る
面
も
あ
っ
た
。
結
局
、
後
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
．
念
台
は
朱
子
学
を
通
過
し
た

一
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新
王
学
者
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
何
故
な
ら
、
念
台
は
王
学
の
中
に
緬
ま
れ
て
い
る
血
脈
生
命
を
開
発
し
て
わ
が
学
を
形
成
し
て
い

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
血
脈
生
命
を
重
ん
じ
た
念
台
は
、
性
を
掲
げ
て
こ
れ
を
題
目
と
な
す
こ
と
を
嫌
っ
て
、
こ
れ
を
心
体
と
し
て
説
い
た
。

そ
れ
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
性
は
血
脈
生
命
を
失
っ
て
支
離
空
誉
に
陥
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
叩
台
が
い
う
心
体
と
は
心
の
存
主
で
あ

る
が
、
念
台
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
心
を
主
宰
す
る
一
物
で
は
な
く
心
の
主
宰
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
主
宰
即
流
行
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
そ
れ
は
有
無
合
一
、
有
無
無
間
の
、
至
微
の
枢
紐
で
あ
る
と
。
故
に
そ
れ
は
ま
た
未
発
で
あ
っ
て
而
も
存
発
一
機
の
も
の
で
あ
る
。
念

台
は
こ
の
心
体
、
即
ち
心
の
存
主
、
心
の
主
宰
を
も
っ
て
、
善
を
好
み
悪
を
悪
む
、
い
わ
ゆ
る
好
悪
の
意
に
求
め
た
。
即
身
は
、
こ
の
よ

う
な
意
を
心
体
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
は
定
向
を
保
持
し
て
、
無
の
虚
寂
に
営
み
有
の
任
騨
に
流
れ
る
弊
を
脱
し
、
一
源
無
間
の
幾

微
を
得
て
真
の
主
宰
と
し
て
の
面
目
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
と
。
こ
の
よ
う
に
念
台
が
従
来
E
発
と
さ
れ
た
意
を
未
発
と
し
て
こ
れ
を
心

体
と
見
な
す
に
至
っ
た
の
は
、
心
の
血
脈
生
命
を
重
ん
じ
て
そ
れ
が
支
離
外
馳
と
な
る
こ
と
を
極
力
憂
え
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
意
を

心
体
、
未
発
と
し
た
念
台
は
、
こ
れ
を
心
の
所
発
と
し
て
の
念
よ
り
区
別
し
た
が
、
船
下
の
別
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
を

蔽
う
墨
田
の
陰
窮
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
念
台
に
よ
れ
ば
、
楊
慈
湖
・
程
伊
川
・
朱
晦
庵
・
王
陽
明
も
こ
の
点
が
明
ら
か

で
な
か
っ
た
た
め
に
、
結
局
念
頭
が
起
滅
す
る
と
こ
ろ
に
実
地
を
求
め
て
、
遂
に
支
離
空
蕩
に
陥
る
を
免
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
。
意

を
心
体
と
し
た
念
台
が
、
誠
意
を
も
っ
て
学
問
の
符
と
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
誠
と
は
念
台
に
よ
れ
ば
、
陽
明
が
知
の
真

切
篤
実
と
し
た
行
い
の
別
名
で
、
こ
こ
に
工
夫
の
主
意
が
あ
る
の
で
あ
る
と
。
念
台
は
か
つ
て
慎
独
を
重
視
し
て
厳
格
な
反
省
的
工
夫
を

用
い
た
。
し
か
し
そ
の
慎
独
説
も
、
後
に
は
内
容
に
変
化
を
生
じ
た
が
、
誠
意
を
学
の
宗
旨
と
す
る
に
至
っ
て
か
ら
は
、
古
人
の
慎
独
の

学
は
意
根
上
に
尋
署
し
て
始
め
て
得
ら
れ
る
と
し
、
慎
独
も
誠
意
を
主
脳
と
し
な
け
れ
ば
、
仏
の
陥
空
と
な
る
潤
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

た
。
ま
だ
大
学
も
誠
意
を
主
脳
と
し
て
始
め
て
首
尾
一
貫
し
た
渾
一
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
り
、
さ
も
な
く
し
て
誠
意
以
外
の
も
の
を
主

脳
と
す
れ
ば
、
そ
の
渾
】
性
が
失
わ
れ
て
支
離
に
陥
る
と
し
た
。
故
に
朱
子
の
補
伝
を
非
と
し
て
、
朱
子
が
敬
を
も
っ
て
こ
れ
を
補
お
う

と
し
た
の
は
贅
で
あ
る
と
し
、
ま
た
陽
明
が
主
意
を
良
知
に
求
め
た
の
は
聖
書
に
近
く
、
見
羅
が
正
修
を
も
っ
て
主
脳
と
し
た
の
は
支
離

に
近
い
。
こ
れ
ら
は
皆
大
学
の
誠
意
の
旨
に
通
ぜ
ぬ
た
め
に
起
っ
た
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
蓋
し
弓
台
の
誠
意
説
は
、
陽
明
の
本
体
工
夫

合
一
の
主
旨
を
よ
く
発
明
し
た
も
の
と
も
い
え
る
が
、
実
は
陽
明
の
、
好
悪
の
意
に
つ
い
て
の
論
や
、
知
行
合
一
説
の
、
真
髄
微
に
入
る

と
こ
ろ
を
発
明
し
て
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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明
末
の
社
会
は
綱
紀
の
棄
乱
が
甚
だ
し
か
っ
た
が
、
そ
の
責
め
は
現
成
派
亜
流
に
帰
す
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
。
当
時
現
量
説
は
、
儒
学

だ
け
で
な
く
禅
学
に
も
流
行
し
、
両
者
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
狙
狂
の
弊
を
生
じ
た
。
智
旭
は
、
当
時
禅
者
が
狂
解
を
自
負
し
て
徳
行
を

敗
り
生
検
を
喪
っ
た
の
を
見
て
こ
れ
を
慨
嘆
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
を
見
た
儒
者
の
中
に
は
、
そ
の
責
め
は
陸
王
に
あ
る
と
し
て
、
こ
れ

を
鋭
く
批
判
し
た
も
の
が
い
た
。
画
塾
瀾
は
そ
の
代
表
的
な
儒
者
で
あ
ろ
う
。
清
瀾
の
こ
の
批
判
論
は
、
明
末
清
初
の
朱
子
学
の
興
起
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
清
瀾
は
、
朱
陸
を
性
心
筋
学
の
立
場
か
ら
峻
別
し
、
心
学
を
事
と
す
る
も
の
は
す
べ
て
禅
だ
と
き
め
つ
け
、

且
つ
民
族
主
義
的
見
地
か
ら
陸
王
一
派
の
心
学
を
痛
斥
し
た
。
し
か
し
明
末
の
儒
者
の
中
に
は
、
陸
王
だ
け
で
な
く
、
程
朱
に
も
批
判
を

加
え
た
も
の
も
い
た
。
呉
蘇
原
・
都
楚
望
な
ど
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
彼
等
は
古
学
に
復
帰
し
て
気
を
主
と
す
る
理
責
一
元
論
、
血
気
一

元
論
を
唱
え
、
そ
の
立
場
か
ら
宋
明
の
理
学
を
非
難
し
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
仏
老
の
空
寂
に
陥
る
も
の
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
復
古
派
の

思
想
は
、
わ
が
江
戸
時
代
の
儒
者
に
受
用
せ
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
　
（
以
上
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
著
「
王
陽
明
と
明
末
の

儒
学
」
を
参
照
さ
れ
た
い
）

　
以
上
明
末
の
儒
学
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
陽
明
学
と
朱
子
学
を
中
心
に
そ
の
概
要
を
述
べ
た
が
、
江
戸
時
代
の
儒
学
は
こ
れ
を
摂
取
し

受
用
し
て
展
開
を
遂
げ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
日
本
的
な
も
の
が
あ
り
、
ま
た
日
本
の
伝
統
思
想
と
の
折
衷
も
行
な
わ
れ
、
そ
れ
に

よ
っ
て
ま
た
国
体
に
対
す
る
自
覚
も
生
じ
た
。
以
下
幕
末
の
陽
明
学
と
朱
子
学
の
概
要
を
述
べ
、
明
末
の
儒
学
が
ど
の
よ
う
に
摂
取
さ
れ

受
用
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。口

　
江
戸
幕
府
の
教
学
の
宗
家
で
あ
っ
た
林
家
庵
、
初
代
の
羅
山
、
二
代
の
鷲
峰
、
三
代
の
鳳
岡
ま
で
は
、
名
実
と
も
に
一
代
の
宗
師
と
し

て
天
下
に
君
臨
し
た
が
、
豊
山
と
同
門
の
木
下
順
庵
門
下
に
大
儒
が
輩
出
し
て
、
江
戸
に
お
い
て
林
門
に
対
抗
す
る
勢
力
を
保
持
し
、
京

畿
に
は
眺
江
を
宗
と
す
る
中
江
藤
樹
の
江
西
派
、
古
義
学
を
唱
え
た
伊
藤
仁
斎
の
堀
河
派
、
林
門
の
朱
子
学
に
対
抗
し
て
別
派
の
朱
子
学

を
唱
え
た
山
崎
闇
斎
の
崎
門
派
が
興
起
し
て
、
互
に
覇
を
争
い
、
ま
た
地
方
に
お
い
て
も
多
く
の
大
儒
が
出
た
の
で
、
歯
面
の
存
在
は
次

第
に
影
が
薄
く
な
っ
て
い
っ
た
。
江
戸
文
化
も
文
禄
・
宝
永
（
一
六
八
八
一
一
七
，
一
〇
）
頃
に
な
る
と
、
漸
く
欄
熟
の
域
に
達
し
た
が
、

そ
れ
に
続
く
享
保
の
初
年
（
一
七
一
六
一
）
荻
生
黎
民
が
出
る
に
及
ん
で
≦
江
戸
に
お
い
て
護
園
社
を
結
び
、
古
文
辞
学
・
復
古
学
を
唱
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え
た
。
こ
の
派
は
当
時
の
世
相
、
時
代
の
反
動
精
神
及
び
江
戸
人
の
気
風
に
投
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
厚
み
に
一
世
を
風
靡
し
、

安
永
・
天
明
二
七
七
二
i
一
七
八
八
）
頃
に
は
隆
盛
の
極
に
達
し
た
。
こ
の
間
に
ま
た
折
衷
・
独
立
・
古
注
・
考
証
の
各
家
が
出
て
お

の
お
の
子
弟
に
教
授
し
た
が
、
護
園
派
の
鼓
動
に
よ
り
文
人
詩
人
も
、
互
に
門
戸
を
張
っ
て
新
奇
を
競
い
、
自
説
を
唱
え
て
師
法
の
紹
述

を
厭
い
、
傲
然
と
し
て
自
ら
師
儒
を
も
っ
て
任
じ
、
令
名
売
名
の
徒
輩
が
世
に
横
行
し
た
。
そ
の
た
め
に
伝
統
的
な
京
学
の
醇
篤
懇
実
の

風
が
失
せ
て
狙
狂
自
恣
と
な
っ
た
が
、
そ
の
風
潮
は
輩
下
の
現
成
派
墨
流
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
各
派
が
興
起
し
て
互
に
覇
を
争
っ
た
の
で
、
当
時
の
思
想
界
は
沈
滞
常
套
を
脱
し
て
活
気
を
呈
す
る
に
至
っ
た
が
、
護
園

派
の
流
行
に
よ
っ
て
幕
府
の
教
学
が
破
壊
せ
ら
れ
、
世
の
綱
紀
が
頽
廃
し
、
思
想
界
は
騒
然
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
憂
慮
し
た
幕
府
は
寛
政

二
年
（
一
七
九
〇
）
異
学
の
禁
令
を
発
布
し
、
朱
子
学
の
復
興
、
教
学
の
刷
新
、
学
術
思
想
の
統
一
に
鋭
意
努
力
し
た
が
、
当
時
は
、
官

学
と
し
て
の
朱
子
学
を
偏
固
に
掲
摂
す
る
だ
け
で
は
、
も
は
や
事
態
を
収
拾
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
や
が
て
述
斎
が
幕

府
に
起
用
さ
れ
て
林
家
の
宗
主
と
な
っ
た
が
、
述
斎
は
幼
少
の
頃
の
講
友
、
佐
藤
一
斎
を
起
用
し
、
相
共
に
徳
川
の
始
祖
、
家
康
か
ら
篤

く
崇
信
さ
れ
た
藤
原
梶
窩
に
依
遵
し
、
朱
子
学
を
標
榜
し
て
も
、
偏
狭
な
門
戸
の
見
を
排
し
て
包
括
的
な
態
度
を
も
っ
て
斯
学
の
復
興
に

つ
と
め
た
。
殊
に
一
斎
は
、
慢
窩
だ
け
で
な
く
、
林
家
も
そ
の
始
め
は
一
家
に
拘
泥
し
な
か
っ
た
と
述
べ
、
崎
門
の
偏
狭
を
非
難
し
た
。

述
斎
の
没
後
、
一
斎
は
朱
墨
同
旨
の
説
を
唱
え
た
が
、
元
来
一
時
半
陽
朱
筆
陸
と
い
わ
れ
た
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
門
下
か
ら
多
く
の
俊

秀
が
輩
出
し
た
が
、
彼
等
は
多
く
列
藩
に
仕
え
て
活
躍
し
た
の
で
、
一
斎
は
当
時
一
世
の
泰
斗
と
し
て
上
下
か
ら
景
仰
欽
馳
せ
ら
れ
た
。

　
思
想
家
と
し
て
優
れ
た
幕
末
の
陽
明
学
者
・
朱
子
学
者
を
挙
げ
れ
ば
、
林
良
斎
・
吉
村
秋
陽
・
山
田
方
谷
・
春
田
潜
庵
・
池
田
草
庵
・

東
沢
潟
な
ど
の
陽
明
学
者
が
お
り
、
大
橋
訥
庵
・
楠
本
端
山
・
碩
水
　
な
ど
が
い
る
。
こ
の
中
の
多
く
は
一
斎
の
門
人
、
ま
た
は
そ
の
交

友
で
、
良
斎
だ
け
が
大
塩
中
手
の
門
人
で
あ
る
。
彼
等
は
お
互
交
友
の
染
柄
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
方
谷
の
よ
う
に
経
世
家
と
し
て
世
に

名
を
馳
せ
た
も
の
や
、
訥
庵
や
潜
庵
・
沢
潟
の
よ
う
に
勤
王
家
と
し
て
名
を
知
ら
れ
た
も
の
も
お
り
、
ま
た
端
山
の
よ
う
に
藩
政
の
要
路

に
あ
っ
て
維
新
回
天
の
業
に
参
加
し
た
も
の
も
お
り
、
ま
た
良
斎
・
草
庵
な
ど
の
よ
う
に
野
に
あ
っ
て
専
ら
講
学
を
任
と
し
た
も
の
も
い

た
が
、
概
し
て
い
え
ば
、
彼
等
は
大
義
律
管
を
張
合
大
言
し
た
り
、
意
気
に
激
し
、
客
気
勝
心
に
任
じ
、
功
業
気
節
に
志
を
馳
せ
て
世
を

革
新
し
よ
う
と
し
た
り
、
尊
王
下
墨
を
標
榜
し
．
国
体
の
護
持
を
力
説
し
た
り
し
て
、
国
事
に
狂
奔
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
行
動
派
に
属

す
る
学
者
と
も
異
っ
て
、
韓
土
の
心
性
の
学
を
講
じ
て
道
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
わ
が
使
命
、
学
者
の
第
一
義
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

一1
0
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世
の
風
教
を
正
し
国
難
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
。
彼
等
に
よ
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
行
動
も
深
密
な
心
術
、
真
切
な
実
功
を
用
い
ぬ
限
り
、

外
（
道
義
に
名
を
仮
り
内
、
権
詐
功
利
に
陥
る
を
免
れ
ず
、
結
局
国
家
の
元
気
を
傷
い
世
の
綱
紀
を
敗
り
、
却
っ
て
生
民
を
塗
炭
の
苦
し

み
に
陥
れ
る
よ
う
に
な
る
と
。
　
（
楠
本
碩
水
、
池
田
草
庵
宛
書
簡
。
潜
庵
遺
稿
華
墨
、
与
山
本
清
磯
9
同
再
与
山
本
清
笹
書
。
方
谷
遺
稿

巻
中
、
覇
王
文
成
公
全
集
後
悔
河
井
重
質
）
幕
末
の
朱
子
学
者
、
並
木
栗
水
が
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
英
雄
豪
傑
の
談
を
痛
恥
し
た
理
由
は

こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
近
世
斯
学
陵
夷
す
。
学
者
皆
六
経
四
書
を
も
っ
て
無
用
母
岩
と
な
し
、
歴
史
詞
章
を
も
っ
て
有
用
達
才
と
な
し
、
聖
賢
君
子

　
と
な
る
を
庶
幾
せ
ず
し
て
、
願
は
く
は
英
雄
豪
傑
と
な
ら
ん
と
欲
す
と
。
こ
こ
を
も
っ
て
人
心
壊
乱
し
風
俗
頽
靡
し
、
邪
設
の
説
ま
た

　
従
ひ
て
こ
れ
に
乗
ず
。
然
り
而
し
て
、
天
下
の
敗
乱
せ
ざ
る
も
の
は
幸
ひ
な
り
。
そ
れ
聖
賢
の
学
講
ず
れ
ば
、
す
な
は
ち
忠
信
礼
譲
の

　
三
日
に
興
ら
ん
。
忠
信
礼
譲
の
風
興
り
て
邦
画
る
る
も
の
は
未
だ
こ
れ
あ
ら
ざ
る
な
り
。

　
英
雄
豪
傑
の
談
盛
ん
な
れ
ば
、
す
な
は
ち
智
弁
桀
駐
の
多
出
で
て
国
治
ま
る
も
の
は
未
だ
こ
れ
あ
ら
ざ
る
な
り
。
学
術
の
世
道
に
関
係

　
す
る
や
か
く
の
ご
と
し
。
，
照
し
め
ざ
る
ぺ
け
ん
や
。
僅
霜
か
に
謂
へ
ら
く
、
「
近
世
学
風
の
一
変
、
そ
の
源
は
山
陽
頼
氏
に
出
で
、
而

　
し
て
藤
田
東
湖
・
佐
久
間
象
山
・
藤
森
弘
庵
の
徒
こ
れ
を
鼓
舞
す
。
彼
違
い
は
ゆ
る
豪
傑
の
士
な
り
。
故
に
そ
の
流
弊
海
内
を
風
靡
す
。

　
そ
の
禍
最
も
烈
し
：
」
と
。
（
三
王
三
編
、
巻
四
、
与
三
沢
潟
書
）

右
に
掲
げ
た
幕
末
の
陽
明
学
者
・
朱
子
学
者
は
一
般
に
勤
王
の
思
想
を
持
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
当
時
の
勤
王
討
幕
の
い
わ
ゆ
る
行
動
派

に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
故
に
例
え
ば
訥
庵
や
潜
庵
が
勤
王
討
幕
の
た
め
に
奔
走
し
た
と
き
、
か
ね
て
よ
り
こ
の
二
人
目
親
交
の

あ
っ
た
秋
陽
・
草
庵
・
端
山
・
碩
水
な
ど
は
、
こ
の
二
人
の
行
動
に
疑
念
を
抱
き
、
中
に
は
そ
れ
を
も
っ
て
講
学
を
捨
て
て
功
利
腸
に
堕

し
た
と
い
っ
て
こ
れ
を
非
難
し
た
も
の
も
い
た
。
　
（
吉
村
秋
陽
、
池
田
草
庵
宛
書
簡
）
こ
れ
ら
幕
末
の
学
者
が
、
時
弊
を
救
い
国
難
に
対

処
す
る
に
講
学
明
道
を
第
一
義
と
し
た
態
度
は
、
ま
さ
に
些
末
の
、
王
門
正
統
派
（
挙
証
派
）
や
新
朱
子
学
派
・
新
陽
明
学
派
の
態
度
と

相
通
ず
る
。

一1
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右
に
述
べ
た
幕
末
の
学
者
は
、

　
　
⇔

或
い
は
陽
明
学
を
宗
と
し
或
い
は
朱
子
学
を
宗
と
し
た
け
れ
ど
も
、
．
い
ず
れ
も
真
切
な
反
省
的
な
実
地



の
工
夫
と
績
密
な
体
認
自
得
を
要
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
学
風
は
従
来
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
彼
等
に
至
っ
て
そ
れ
が
一
層
深
潜
績

密
、
精
切
深
淵
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
一
世
の
泰
斗
と
仰
が
れ
た
一
斎
も
、

　
人
馬
ら
に
目
を
も
っ
て
字
あ
る
の
書
を
読
む
。
故
に
字
に
涌
せ
ら
れ
て
通
透
す
る
を
得
ず
。
ま
さ
に
心
を
も
っ
て
字
な
き
の
書
を
読
む

　
べ
し
。
乃
ち
洞
と
し
て
自
得
あ
り
（
朱
王
合
編
巻
一
、
一
斎
行
状
）

と
い
い
、
ま
た
、

　
吾
読
書
静
坐
を
把
っ
て
打
成
一
片
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
（
同
）
，

と
述
べ
て
、
真
切
な
古
血
を
責
め
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
績
密
精
血
に
い
た
っ
て
は
彼
等
に
一
歩
譲
ら
ざ
ろ
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
彼

等
か
ら
見
れ
ば
一
斎
の
学
も
純
正
を
欠
い
て
博
雑
に
堕
し
、
体
認
自
得
も
些
か
平
浅
に
陥
る
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
故
に
彼
等
は
概
し

て
一
斎
の
学
術
思
想
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
を
避
け
、
お
互
同
志
書
簡
を
往
復
し
て
輔
仁
に
励
み
学
を
磨
い
た
が
、
中
に
は
門
人
で
あ

り
な
が
ら
師
の
行
動
に
批
判
を
加
え
た
も
の
も
お
り
、
　
（
大
橋
訥
庵
、
楠
本
端
山
宛
書
簡
）
ま
た
一
斎
の
学
に
は
魅
力
が
な
い
こ
と
を
率

直
に
述
べ
た
も
の
も
い
た
。
　
（
池
田
盛
之
助
日
記
。
吉
村
秋
陽
、
池
田
草
庵
宛
書
簡
〕
何
故
彼
等
の
学
が
従
来
の
も
の
よ
り
も
体
認
自
得

に
お
い
て
一
層
深
漏
精
切
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
．
そ
れ
は
彼
等
が
歴
史
上
か
っ
て
な
か
っ
た
国
家
内
外
の
感
傷
の
さ
中
に
生

を
享
け
て
、
深
刻
な
体
験
を
経
た
た
め
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
同
じ
よ
う
な
時
世
の
中
で
深
い
体
認
を
旨
と
し
た
明
末
の
陽
明

学
や
朱
子
学
を
真
剣
に
摂
取
し
受
用
し
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
彼
等
は
家
国
の
運
命
、
民
生
の
安
危
を
わ
が
心
性
に
会
帰
し
、
心
性
の
学

の
盛
衰
を
も
っ
て
一
国
の
命
脈
に
関
わ
る
一
大
事
と
考
え
た
。
故
に
碩
水
は
草
庵
宛
の
書
簡
の
中
で
、

　
三
三
之
盛
衰
ハ
一
国
の
命
脈
に
懸
り
、
中
々
小
事
に
唐
詩
御
座
候
。
吾
人
今
日
に
相
当
り
、
此
外
心
を
尽
し
候
南
無
御
座
候

と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
彼
等
が
宗
と
し
た
心
性
の
学
は
生
死
を
賭
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
述
べ
た
当
時
の
学
者
の
気
持

は
次
に
掲
げ
る
草
庵
の
一
文
が
遺
憾
な
く
こ
れ
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

　
あ
あ
　
々
た
る
宇
宙
、
議
論
是
非
、
何
れ
の
時
に
し
て
定
ま
ら
ん
。
安
危
重
病
、
何
れ
の
日
に
し
て
明
ら
か
な
ら
ん
。
紛
々
擾
々
、
知

　
ら
ず
何
れ
の
処
か
終
に
こ
れ
脱
駕
の
地
ぞ
。
願
ふ
と
こ
ろ
は
す
な
は
ち
吾
輩
霜
か
に
こ
の
学
を
下
に
講
じ
、
奮
発
勉
励
、
辿
れ
て
後
弓

　
ま
ん
。
幸
ひ
に
も
つ
て
こ
の
一
種
子
を
天
壌
の
間
に
存
す
る
を
得
ば
、
す
な
は
ち
庶
幾
は
く
は
嘉
苗
待
ち
て
忽
せ
ん
。
或
は
も
っ
て
世

・
道
人
心
に
締
す
る
あ
ら
ん
か
、
．
こ
れ
は
こ
れ
吾
人
の
深
く
心
に
期
す
と
こ
ろ
に
し
て
、
ま
さ
に
手
を
籍
き
て
も
っ
て
天
地
神
明
に
謝
せ

「1
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ん
と
す
る
も
の
な
り
。
み
青
艶
書
院
全
集
、
第
二
編
上
、
草
庵
文
集
下
、
早
春
日
量
証
書
）

（

　
右
に
挙
げ
た
幕
末
の
学
者
は
、
道
学
を
掲
げ
て
或
い
は
心
性
の
学
を
説
き
、
或
い
は
性
命
の
学
を
述
べ
た
が
、
そ
れ
に
ま
た
多
聞
博
識
、

訓
義
涯
濫
の
弊
や
、
議
論
弁
析
、
考
索
知
解
の
弊
に
陥
る
こ
と
を
極
力
戒
め
た
。
例
え
ば
良
斎
は
陽
明
学
を
奉
じ
て
読
書
が
玩
物
喪
志
と

な
る
こ
と
を
戒
め
、
ま
た
朱
子
も
良
知
の
鍋
取
を
事
と
し
て
多
聞
博
覧
を
嫌
っ
た
と
述
べ
た
。
故
に
明
末
の
陳
清
瀾
や
清
初
の
陸
稼
書
の

朱
子
学
を
批
判
し
て
、
そ
れ
は
真
の
朱
子
学
で
は
な
い
と
い
い
、
ま
た
心
性
の
学
の
訓
詰
を
排
し
、
そ
の
立
場
か
ら
陳
北
漢
や
饒
讐
峰
の

朱
子
学
を
非
難
し
て
、
彼
等
は
朱
子
学
を
訓
詰
に
陥
れ
た
と
い
っ
た
元
の
呉
草
盧
の
学
を
高
く
評
価
し
た
。
　
（
会
籍
）
衰
弱
は
ま
た
、
学

に
は
分
析
と
綜
合
の
二
端
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
弊
害
が
あ
る
。
し
か
し
「
今
日
は
分
析
の
弊
」
　
（
　
池
田
草
庵
宛
書
簡
）
と
い
っ
て
、

特
に
分
析
の
弊
を
指
摘
し
た
。

　
秋
陽
は
、
読
書
講
解
は
学
の
入
所
、
体
験
躬
行
は
学
の
究
寛
と
述
べ
、
当
世
の
学
者
が
入
所
を
究
童
と
す
る
の
誤
り
を
指
摘
し
、
世
に

経
解
の
人
は
多
い
が
、
文
字
ば
か
り
で
真
の
実
功
は
覚
束
な
い
と
い
っ
て
慨
嘆
し
た
。
　
（
吉
村
秋
陽
、
読
御
書
艶
文
草
、
随
筆
七
十
五
条
）

故
に
訓
点
の
精
を
求
め
る
よ
り
も
、
大
略
意
味
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
着
実
に
体
当
し
、
実
皆
実
悟
を
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
述
べ

た
の
で
あ
る
。
　
（
吉
村
秋
陽
、
黒
帯
書
楼
遺
稿
、
附
存
、
語
録
）
こ
の
立
場
か
ら
崎
門
派
の
金
子
霜
山
の
朱
子
学
を
批
判
し
て
、
文
字
は

品
書
無
比
だ
が
実
功
が
足
ら
ぬ
と
述
べ
て
い
る
。
　
（
楠
本
端
山
宛
書
簡
）
故
に
ま
た
澄
濫
を
も
っ
て
学
術
の
弊
と
し
、
便
捷
巧
俵
の
言
論
、

議
論
弁
析
、
論
調
二
見
、
辞
差
置
瓢
に
任
ず
る
を
非
と
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
．
い
。
・
（
読
我
書
楼
文
草
、
与
大
塩
子
起
書
）
従

っ
て
秋
陽
が
、
弁
才
に
長
け
た
同
門
の
訥
庵
や
、
文
才
に
長
け
議
論
を
好
ん
で
軽
桃
な
行
い
、
浅
薄
な
体
認
を
免
れ
な
か
っ
た
当
時
の
江

戸
の
朱
子
学
者
安
積
艮
斎
を
非
難
し
た
の
も
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
　
（
池
田
草
庵
宛
書
簡
）

　
潜
庵
も
多
読
の
害
を
指
摘
し
、
仏
老
の
虚
無
寂
滅
の
論
と
共
に
儒
者
の
口
耳
の
学
」
章
句
訓
詰
の
見
を
排
し
て
心
身
実
践
の
要
を
説
い

た
。
　
（
姦
悪
遺
稿
巻
二
、
与
山
本
清
磯
書
。
同
｝
、
、
．
立
志
説
）
潜
庵
は
当
時
の
学
者
が
洗
々
の
読
書
に
任
じ
て
反
観
内
省
、
総
裏
着
の
工

夫
を
用
い
ぬ
の
を
慨
嘆
し
て
、

　
道
学
の
人
と
申
し
て
、
大
要
談
話
の
事
に
日
を
送
り
候
様
之
姿
に
相
見
（
，
掬
グ
学
者
は
廃
し
申
思
事
と
存
候
（
池
田
草
庵
宛
書
簡
）
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と
い
っ
て
い
る
。
故
に
窮
理
学
に
精
通
し
博
識
を
も
っ
て
聞
え
た
九
州
の
帆
足
万
里
を
許
し
て
、

　
一
向
名
望
の
様
子
と
者
違
、
甚
疎
々
之
事
に
御
座
候
。
大
抵
少
し
読
書
の
博
と
申
事
迄
に
而
、
識
見
浅
随
之
様
子
、
可
笑
事
偶
感
承
り

　
候
。
当
時
之
名
家
如
此
、
実
に
可
憐
次
第
に
御
座
候
（
同
）

と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
当
時
古
注
学
を
も
っ
て
江
戸
で
名
を
馳
せ
て
い
た
安
井
息
軒
に
対
し
て
も
、
　
「
た
だ
文
字
の
み
」
と
い
っ
て

こ
れ
を
評
し
た
。
　
（
同
）
潜
庵
は
門
戸
を
張
り
罵
声
を
逐
う
当
時
の
江
戸
の
野
風
を
忌
み
嫌
っ
た
。
　
（
同
）

　
草
庵
も
博
捜
を
非
と
し
自
得
体
認
の
要
を
説
い
た
。
　
（
青
黙
書
院
全
集
第
一
編
疑
業
余
稿
）
故
に
読
書
の
功
は
廃
し
て
は
な
ら
ぬ
と
は

述
べ
た
が
、
　
（
忠
良
斎
宛
書
簡
）
　
「
今
日
我
の
学
、
天
下
の
事
物
の
未
だ
通
知
せ
ざ
る
を
患
へ
ず
し
て
、
た
だ
こ
の
心
の
未
だ
そ
の
力
を

得
ざ
る
を
患
ふ
」
　
（
青
鶏
書
院
全
集
第
二
編
上
、
草
庵
文
集
中
、
自
警
）
と
述
べ
、
警
手
に
お
い
て
も
元
来
人
々
の
胸
中
に
あ
る
聖
賢
の

意
味
気
象
を
わ
が
胸
申
に
体
透
体
認
す
ろ
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
。
　
（
青
鰯
書
院
全
集
第
一
編
、
雛
業
余
稿
）
体
認
自
得
を

要
と
し
た
草
庵
は
従
っ
て
高
妙
の
論
よ
り
も
平
実
で
下
汐
に
心
え
る
舞
を
喜
ん
だ
。
故
に
議
論
の
場
合
で
も
標
榜
を
忌
み
圭
角
を
嫌
っ
た

の
で
あ
る
。
　
（
楠
本
碩
水
宛
書
簡
）
草
庵
が
胡
致
堂
の
「
読
史
管
見
」
や
訥
庵
の
「
關
邪
小
言
」
の
論
、
或
い
は
水
戸
学
に
対
し
て
批
判

的
で
あ
っ
た
の
も
、
こ
こ
に
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
（
同
）
草
庵
が
ま
た
門
戸
の
見
を
排
し
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
幕
末
の
陽
明
学
者
の
所
論
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
朱
子
学
者
の
説
も
同
工
異
曲
で
あ
る
。
訥
庵
は
弁
才
に
長
け
て
い
た
が
、
そ
れ

で
も
、

　
性
理
之
学
は
溶
接
多
読
貴
精
読
候
事
故
、
町
所
四
子
之
書
に
就
き
枢
要
之
処
を
工
高
而
、
数
十
百
遍
反
復
熟
調
、
更
に
体
験
之
功
を
下
，

　
候
て
、
思
詰
年
々
致
候
は
ば
、
轟
然
如
大
虚
之
得
醒
時
節
有
之
候
而
、
五
体
を
看
徹
致
候
事
相
違
無
明
候
（
楠
本
端
山
宛
書
簡
）

と
い
っ
た
。
訥
庵
の
門
人
並
木
栗
水
は
博
学
強
識
を
非
と
し
、
そ
れ
は
結
局
玩
物
喪
志
に
陥
る
と
述
べ
た
。
　
（
楠
本
碩
水
宛
書
簡
）
栗
水

は
伊
藤
東
涯
の
「
太
極
図
説
管
見
」
を
評
し
て
、
程
朱
の
書
を
よ
く
考
冷
し
て
い
る
が
、
　
「
道
理
」
の
二
字
に
至
っ
て
は
発
明
が
な
い
と

い
っ
て
考
索
知
解
の
害
を
述
べ
た
。
　
（
同
）

　
朱
子
の
い
わ
ゆ
る
「
本
領
一
段
の
工
夫
」
を
要
と
し
た
崎
門
派
の
端
山
は
「
約
に
し
て
深
く
踏
み
込
む
」
こ
と
を
要
と
し
、
　
（
吉
村
秋

陽
、
楠
本
端
山
宛
書
簡
）
当
世
の
朱
子
学
を
評
し
て
、

　
世
上
之
朱
学
を
唱
候
者
、
面
詰
上
に
う
は
走
り
仕
、
一
箇
短
刀
直
入
煮
転
功
無
之
候
（
池
田
草
庵
宛
書
簡
）
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と
述
べ
、
そ
の
弟
碩
水
は
心
の
自
得
を
要
と
し
て
、
宋
の
真
西
山
の
「
心
経
」
、
明
の
程
篁
激
の
「
心
経
付
註
」
を
推
賞
し
た
が
、
明
の

程
篁
激
．
丘
覆
山
の
名
が
「
理
学
宗
伝
」
や
「
明
儒
学
案
」
の
中
に
興
せ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
に
論
及
し
て
、
そ
れ
は
彼
等
の
学
が
た
だ

博
識
の
み
に
止
っ
て
心
得
が
足
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
た
。
　
（
碩
水
遺
書
一
〇
、
習
得
録
三
）

　
幕
末
の
陽
明
学
者
だ
け
で
な
く
朱
子
学
者
も
右
の
よ
う
に
多
聞
博
識
、
訓
詰
涯
濫
の
弊
を
述
べ
、
議
論
弁
析
、
世
智
知
解
の
害
を
説
い

た
の
は
何
故
か
。
彼
等
に
よ
れ
ば
、
専
ら
こ
れ
に
任
ず
れ
ば
捕
風
把
影
、
滞
空
祝
惚
の
弊
に
陥
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
利
害
得
喪
の
間
、

計
較
の
心
を
生
じ
て
功
利
権
詐
に
陥
り
、
覇
学
の
た
め
に
赤
幟
を
樹
て
る
を
免
れ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
と
。
故
に
秋
陽
は
自
警
三
条
を
掲
げ

て
、　

三
三
の
晒
に
落
ち
ず
、
門
戸
の
見
を
立
て
ず
、
知
解
の
精
に
頼
ら
ず
（
読
我
書
楼
遺
稿
、
付
存
、
語
録
）

と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
三
条
は
右
に
述
べ
た
論
旨
を
言
切
に
明
示
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
以
下
幕
末
の
陽
明
学
者
、
朱
子

学
者
の
学
宗
を
述
べ
、
彼
等
が
ど
の
よ
う
に
明
末
の
儒
学
を
摂
取
し
受
用
し
た
か
を
概
略
説
明
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

㈲

　
良
斎
の
学
は
無
我
を
も
っ
て
宗
と
し
慎
独
を
功
夫
と
す
る
。
（
静
黙
書
院
全
集
第
一
編
、
鳴
鶴
相
和
集
、
林
慢
言
、
与
吉
村
秋
陽
書
）
故

に
春
日
旧
庵
へ
の
書
簡
の
中
で
、

　
お
も
へ
ら
く
、
聖
人
の
聖
人
た
る
所
以
の
も
の
は
無
我
の
み
。
而
し
て
吾
人
の
一
点
の
独
知
は
天
機
の
自
然
に
し
て
人
力
得
て
与
か
ら

　
ざ
れ
ば
、
す
な
は
ち
ま
た
無
我
な
り
。
そ
の
有
我
な
る
も
の
は
乃
ち
意
欲
の
み
。
趣
意
を
遣
り
欲
を
消
し
、
そ
の
俗
客
な
る
の
天
に
復

　
さ
ん
と
欲
せ
ば
他
な
し
、
そ
の
独
を
回
し
む
に
あ
る
の
み
と
（
同
、
与
春
日
潜
庵
書
）

と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
良
斎
は
陽
明
学
を
奉
じ
た
が
、
師
の
大
塩
剣
士
や
銭
緒
山
の
説
に
従
っ
て
良
知
の
体
を
も
っ
て
太
虚
と
し
た
。
　
（

再
寄
篤
山
近
藤
先
生
博
論
学
術
書
）
良
斎
に
よ
れ
ば
、
人
々
が
わ
が
中
な
る
虚
霊
の
独
知
に
従
え
ば
、
我
欲
私
意
は
消
尽
し
て
無
我
と
な

る
。
無
我
と
な
れ
ば
万
物
一
体
の
生
機
が
自
然
に
生
ず
る
。
何
故
な
ら
ば
虚
に
し
て
無
我
で
あ
る
の
が
宇
宙
の
体
で
あ
り
、
そ
こ
に
万
物

一
体
の
生
機
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
。
故
に
慎
独
を
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
良
斎
の
い
う
慎
独
は
本
体
即
工
夫
の
も
の
で
あ
る

が
、
良
斎
は
工
夫
に
重
点
を
お
い
た
。
路
面
が
慎
独
の
工
夫
と
レ
て
求
め
た
も
の
は
静
坐
収
漱
に
よ
る
反
観
内
省
で
あ
っ
た
。
良
斎
に
よ

一1
5

「



れ
ば
こ
れ
が
ま
た
聖
霊
の
生
機
を
充
養
す
る
致
良
知
の
工
夫
で
あ
る
と
。
　
（
白
明
六
遺
稿
、
自
警
録
。
随
説
七
条
。
奉
送
中
置
大
教
義
序
。
，

再
寄
親
山
近
藤
先
生
復
論
学
術
書
。
池
田
草
庵
宛
書
簡
）
故
に
羅
豫
章
・
李
延
平
・
陳
白
沙
の
主
用
説
、
最
隻
江
・
羅
念
庵
の
帰
寂
説
に

心
を
寄
せ
る
と
共
に
、
劉
念
台
の
自
訟
説
を
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
良
斎
は
い
う
、

　
著
実
之
学
問
は
兎
角
讐
江
、
念
庵
之
帰
に
止
り
候
欝
欝
存
候
。
其
手
を
下
し
候
所
は
、
念
台
之
訟
過
法
至
極
之
良
法
欺
と
存
候
（
池
田

　
草
庵
宛
書
簡
）

と
。
特
に
念
台
の
慎
独
二
巴
を
信
奉
し
、
門
人
に
も
「
自
製
録
」
を
作
ら
せ
て
切
に
反
観
内
省
を
責
め
た
。
　
（
同
）
良
斎
は
前
述
の
よ
う

に
陽
明
学
者
で
あ
っ
た
が
、
王
門
三
派
の
中
で
は
帰
寂
派
を
尊
信
し
た
。
現
成
派
に
対
し
て
は
、
王
竜
鶏
や
歌
天
台
は
一
念
微
に
入
る
と

こ
ろ
に
性
命
の
真
機
を
識
旨
し
た
と
い
っ
て
そ
の
功
を
認
め
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
　
（
会
籍
）
現
成
派
の
学
者
が
、
気
質
に
任
じ
直
情
径

行
と
な
っ
て
陽
明
の
本
旨
を
失
し
、
世
人
を
し
て
陽
明
の
良
知
説
に
疑
念
を
抱
か
し
め
ろ
に
至
っ
た
点
を
指
摘
し
て
こ
れ
に
批
判
を
加
え
、

（
寄
篤
山
近
藤
翁
。
奉
復
質
碧
山
先
生
）
結
局
隻
江
・
否
諾
の
帰
寂
に
よ
ら
ね
ば
光
景
を
弄
す
ろ
に
至
る
と
い
っ
て
そ
の
流
弊
を
述
べ
た
。

（
池
田
草
庵
宛
書
簡
）
こ
の
よ
う
に
良
斎
は
王
門
の
帰
寂
派
や
誓
書
台
を
尊
信
し
た
が
、
ま
た
東
林
の
顧
渥
陽
⊥
局
景
逸
、
湛
門
派
の
許

敬
庵
な
ど
、
明
末
の
新
朱
子
学
に
も
心
を
寄
せ
た
ば
か
り
で
な
く
、
　
「
愚
謂
へ
ら
く
、
程
朱
陸
王
は
殊
途
に
し
て
欝
欝
、
み
な
聖
学
な
り
」

（
自
明
軒
遺
稿
、
随
説
七
条
）
と
い
っ
て
、
朱
陸
・
長
島
を
折
衷
し
、
宋
明
を
調
停
し
た
。
　
（
類
聚
要
語
、
自
序
及
び
祓
〕
故
に
「
朱
子

も
良
知
の
学
」
と
い
っ
て
、
陸
王
の
弁
難
に
力
を
呈
し
た
陳
情
瀾
や
陸
端
書
の
朱
子
学
を
真
正
の
朱
子
学
で
な
い
と
い
っ
て
非
難
し
、
　
（

会
意
）
わ
が
国
の
藤
原
慢
窩
や
元
の
顕
要
盧
の
馬
陸
折
衷
を
称
賛
し
て
．
　
「
二
子
の
論
、
こ
れ
を
羅
整
庵
・
陳
清
瀾
・
窪
溜
涯
・
翌
晩
村

・
張
楊
園
・
陸
家
書
輩
に
比
す
れ
ば
、
公
正
な
る
を
覚
ゆ
る
に
似
た
り
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
　
（
随
説
七
条
）
良
習
の
学
に
つ
い
て
付

言
す
る
こ
と
は
、
師
、
中
斎
の
影
響
も
あ
っ
て
孝
を
重
視
し
て
、
　
（
大
塩
申
斎
、
林
良
器
宛
漢
績
）
コ
孝
万
善
」
と
い
い
、
孝
を
も
っ

て
天
地
の
経
義
と
し
、
宋
の
楊
慈
湖
、
元
の
王
道
園
、
明
の
羅
近
写
や
わ
が
国
の
石
門
心
学
の
重
孝
思
想
に
心
を
寄
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

（
自
警
録
。
随
説
七
条
。
旧
藩
篤
山
大
教
生
。
再
寄
当
山
近
藤
先
生
早
牛
学
術
書
）
石
門
心
学
に
つ
い
て
は
、

　
本
朝
の
馬
流
を
観
る
に
、
江
西
一
派
を
除
く
の
外
、
未
だ
石
門
の
学
の
ご
と
く
親
切
簡
易
に
し
て
、
世
教
に
稗
あ
り
と
な
す
も
の
あ
ら

　
ざ
る
な
り
。
そ
の
著
は
す
と
こ
．
ろ
の
国
字
の
読
書
見
る
べ
し
。
然
り
而
し
て
世
人
往
々
，
徒
ら
に
そ
の
言
の
近
き
を
見
て
そ
の
旨
の
遠
き

　
を
察
せ
ず
、
視
て
も
っ
て
俗
学
と
な
す
、
過
り
と
い
ふ
べ
し
（
池
田
草
庵
宛
書
簡
）
、
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と
述
べ
て
い
る
。

　
秋
陽
は
、
師
、
一
斎
の
学
の
真
伝
を
得
て
こ
れ
を
一
層
字
書
に
し
た
学
者
で
、
佐
藤
門
の
功
臣
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
秋
陽
は
、
　
「

何
分
に
も
簡
易
に
て
奥
妙
不
測
、
千
古
之
卓
見
有
之
候
人
は
、
銚
江
の
外
比
倫
乏
敷
様
に
黒
星
候
」
　
（
池
田
草
庵
宛
書
簡
）
と
い
っ
て
陽

明
を
篤
く
尊
信
し
、
且
つ
陽
明
と
念
台
の
学
を
同
調
と
し
た
り
、
念
台
の
学
を
も
っ
て
王
学
の
欠
を
補
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
を
非
と

し
、
王
門
の
欠
を
補
う
も
の
は
修
証
派
の
郷
東
廓
・
欧
陽
南
野
で
あ
り
、
王
門
に
功
が
あ
る
も
の
は
帰
寂
派
の
王
業
南
・
万
思
潮
で
あ
っ

て
念
台
で
は
な
い
。
念
念
は
独
自
の
学
を
樹
て
た
学
者
で
あ
る
と
し
た
。
　
（
読
我
背
景
遺
稿
巻
一
、
与
池
田
草
庵
）
し
か
し
「
意
は
敏
発

に
し
て
辱
な
き
時
な
き
な
り
。
こ
れ
王
門
の
正
法
土
蔵
」
　
（
読
墨
書
楼
文
辞
、
随
筆
七
十
五
条
）
と
い
う
か
ら
、
陽
明
の
「
意
」
に
つ
い

て
の
秋
陽
の
解
釈
に
は
、
意
を
存
主
と
し
未
発
の
中
と
す
る
念
台
の
誠
意
説
の
影
響
が
な
か
っ
た
と
は
い
い
難
い
。
秋
陽
の
「
大
学
都
議
」

を
見
れ
ば
こ
の
点
は
一
層
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
秋
陽
は
陽
明
の
致
良
知
説
に
お
け
る
本
体
工
夫
一
体
の
主
旨
を
よ
く
理
解
し
、
陽
、

明
と
同
じ
く
「
致
」
の
要
を
指
摘
し
た
。
　
（
読
図
書
楼
遺
稿
、
付
存
、
語
録
）
そ
れ
は
一
つ
は
王
竜
黙
や
周
海
門
な
ど
の
現
成
派
が
本
体

に
即
す
ろ
立
場
に
終
始
し
て
、
過
言
空
焚
、
猫
狂
自
恣
、
意
見
臆
度
の
弊
に
陥
っ
た
の
を
痛
感
し
た
か
ら
で
あ
る
。
　
（
読
我
書
分
遺
稿
巻

一
、
王
文
成
公
伝
本
懐
。
読
奏
書
楼
文
草
、
贈
飯
田
）
故
に
豊
中
の
悟
が
真
悟
で
、
修
外
の
悟
は
狙
狂
と
し
て
、
頓
悟
を
排
し
た
。
　
（
読

我
書
楼
遺
稿
、
付
存
、
語
録
）
晩
年
秋
陽
は
、
益
々
知
解
の
弊
を
痛
感
し
て
、
性
命
の
高
論
な
ど
空
虚
の
論
は
一
切
排
除
し
、
学
術
の
弊

は
身
心
岐
れ
て
二
と
な
る
に
あ
る
と
述
べ
、
　
（
読
農
書
平
文
草
馬
順
正
書
院
記
）
専
ら
反
論
践
履
を
旨
と
す
る
に
至
っ
た
。
故
に
例
え
ば

懲
葱
窒
欲
を
人
生
の
第
一
義
と
し
、
　
（
読
我
書
誌
遺
稿
、
付
存
、
語
録
）
ま
た
宋
儒
の
説
く
敬
を
も
っ
て
、
用
功
の
会
帰
す
る
と
こ
ろ
、

聖
人
相
伝
の
一
滴
血
で
あ
り
、
反
躬
実
践
に
よ
っ
て
始
め
て
こ
れ
が
得
ら
れ
ろ
と
述
べ
、
二
上
・
反
身
・
反
己
と
い
う
よ
う
な
思
至
な
反

省
的
工
夫
を
切
要
と
し
た
。
　
（
同
）
秋
陽
の
学
の
真
切
さ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
秋
陽
が
こ
の
よ
う
な
工
夫
を
掲
げ

た
の
は
私
利
に
よ
っ
て
道
の
常
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
痛
く
惚
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
秋
陽
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
真
の
良
知
が
致
さ
れ
、
天
則

の
巳
む
べ
か
ら
ざ
る
自
然
の
流
行
、
万
物
一
体
の
仁
の
真
機
が
得
ら
れ
る
と
考
え
た
。
秋
陽
は
い
う
、

　
学
者
自
ら
反
る
の
み
。
切
に
物
と
対
を
な
す
べ
か
ら
ず
。
百
般
の
病
痛
み
な
こ
れ
よ
り
生
ず
。
そ
れ
物
と
対
せ
ざ
れ
ば
す
な
は
ち
物
な

　
し
。
物
な
け
れ
ば
す
な
は
ち
物
我
混
同
し
、
そ
の
感
応
の
際
、
た
だ
一
箇
の
已
む
を
得
ざ
る
の
心
を
尽
く
す
。
孝
は
も
っ
て
自
ら
孝
ど

　
成
り
、
悌
は
も
っ
て
自
ら
悌
と
成
ろ
。
殊
更
孝
を
欲
し
悌
を
欲
す
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
日
用
硬
変
わ
が
操
る
と
こ
ろ
は
一
。
自
ら
反
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る
と
は
か
く
の
ご
と
き
に
過
ぎ
ず
（
同
）

と
。
秋
陽
は
晩
年
の
陽
明
の
善
学
者
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
秋
陽
が
「
王
学
窒
息
」
に
お
い
て
｝
「
抜
本
塞
源
論
」

を
そ
の
冒
頭
に
掲
げ
た
一
事
か
ら
で
も
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
秋
陽
は
前
述
の
よ
う
に
、
王
門
の
修
証
派
の
東
廓
・
南
野
ば
か
り

で
な
く
、
帰
寂
派
の
隻
江
・
念
庵
・
塘
南
・
血
止
も
王
門
を
補
い
王
門
に
功
が
あ
る
と
し
た
け
れ
ど
も
、
秋
陽
の
思
想
は
修
証
派
に
最
も

近
い
。
秋
陽
は
最
初
は
主
静
帰
寂
派
の
説
に
は
賛
成
で
な
か
っ
た
が
、
晩
年
に
至
っ
て
か
ら
静
坐
細
雨
が
学
の
入
門
下
手
の
と
こ
ろ
に
功

が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
（
林
良
斎
、
池
田
草
庵
宛
書
簡
。
秋
陽
、
草
庵
宛
書
簡
）
秋
陽
は
王
学
者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

朱
子
学
層
排
斥
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
二
王
折
衷
の
立
場
を
取
っ
た
。
秋
陽
に
よ
れ
ば
、
学
問
の
道
は
五
欲
存
理
の
反
躬
践
履
に
あ

る
。
朱
王
の
学
、
入
門
下
手
の
処
は
異
な
る
も
、
こ
の
実
功
を
旨
と
す
れ
ば
一
に
帰
す
る
。
た
だ
わ
が
力
量
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
随
っ
て
そ

の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
と
。
　
（
読
我
書
楼
文
草
、
雑
著
）
秋
陽
は
こ
れ
が
実
は
陽
明
の
本
旨
で
あ
る
と
考
え
た
。
故

に
陽
明
学
を
掲
げ
た
け
れ
ど
も
、
一
方
に
お
い
て
は
朱
子
学
を
真
に
理
解
す
る
よ
う
求
め
た
。
秋
陽
が
「
四
書
大
全
」
を
翻
刻
し
た
意
図

は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
秋
陽
は
、
弟
子
に
対
し
て
は
、
朱
子
の
章
句
集
註
に
よ
っ
て
諄
々
と
講
説
し
、
陽
明
の
書
に
至
っ

て
は
、
学
者
が
篤
く
信
じ
て
懇
請
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
妄
り
に
講
説
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
方
谷
は
、

、
王
氏
の
学
、
誠
意
を
も
っ
て
主
と
な
す
。
致
良
知
は
即
ち
誠
意
中
の
事
の
み
。
然
れ
ど
も
必
ず
格
物
を
も
っ
て
こ
れ
に
配
す
。
蓋
し
致

　
良
知
に
あ
ら
ざ
れ
ば
も
っ
て
誠
意
の
本
体
を
観
る
な
し
。
格
物
に
あ
ら
ざ
れ
ば
も
っ
て
誠
意
の
功
夫
を
な
す
な
し
。
二
者
並
進
し
て
意

　
誠
な
り
（
方
谷
遺
稿
巻
上
、
三
人
某
書
）

と
い
い
、
誠
意
を
致
良
知
の
主
と
し
、
格
物
を
そ
の
実
地
の
功
と
し
た
。
方
谷
に
よ
れ
ば
へ
こ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
陽
明
の
致
良
知
が
胱

洋
荘
蕩
の
弊
か
ら
脱
し
て
績
密
と
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
専
ら
致
良
知
を
掲
げ
て
そ
の
簡
高
に
任
じ
、
そ
の
実
功
を
用
い
ず
し
て
こ
れ
を

虚
説
す
る
こ
と
は
陽
明
の
本
旨
に
湿
る
と
。
方
谷
は
当
時
潜
庵
が
専
ら
致
良
知
を
掲
げ
た
の
を
戒
め
て
、
　
「
願
は
く
は
再
び
王
氏
の
書
を

取
り
、
精
に
し
て
ま
た
こ
れ
を
精
に
し
、
誠
意
の
学
に
従
事
し
…
…
」
と
い
っ
た
。
　
（
同
、
復
春
日
潜
庵
）
従
っ
て
方
谷
の
学
は
王
門
の

銭
緒
山
に
相
通
ず
る
。
．
な
お
方
谷
は
、
誠
意
の
実
功
を
用
い
て
心
得
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
周
子
の
主
動
、
程
子
の
持
敬
、
陸
子
の
尊

徳
性
、
朱
子
の
道
問
学
、
王
子
の
致
良
知
な
ど
、
各
々
説
は
異
な
る
が
道
は
一
、
即
ち
殊
途
同
帰
で
あ
る
と
述
べ
た
。
　
（
同
、
答
木
山
三
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介
書
）
た
だ
小
国
と
い
わ
れ
た
方
谷
は
、
事
功
を
要
と
し
た
の
で
、
陳
竜
川
の
超
脱
飛
騰
の
気
慨
に
憬
が
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
　
（
方
谷
遺
稿
巻
下
、
読
陳
竜
川
集
）

　
潜
庵
も
秋
陽
と
同
じ
く
本
体
即
工
夫
、
工
夫
即
本
体
、
即
ち
本
体
と
工
夫
と
を
「
体
と
す
る
と
こ
ろ
に
王
学
の
真
金
が
あ
る
と
し
た
が
、

（
潜
庵
遺
稿
巻
三
法
録
、
潜
庵
走
筆
）
そ
れ
は
た
だ
反
観
内
省
、
自
責
反
求
に
よ
る
自
得
に
よ
っ
て
始
め
て
達
し
得
ら
れ
る
と
し
た
。
故

に
切
己
の
工
夫
を
な
し
た
王
門
の
徐
横
山
を
も
っ
て
陽
明
の
真
を
伝
え
た
も
の
と
し
、
近
心
両
学
を
調
停
し
て
実
地
の
工
夫
を
な
し
た
呂

東
莱
の
学
を
自
得
に
よ
る
も
の
ど
し
て
こ
れ
を
称
え
、
修
証
派
の
郷
重
織
、
帰
寂
派
の
轟
畑
江
◎
羅
念
庵
・
劉
両
々
を
も
っ
て
陽
明
の
本

旨
を
失
わ
ぬ
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
（
潜
庵
遺
稿
巻
二
、
与
岡
本
経
迫
書
〕
性
格
気
象
か
ら
潜
庵
は
豊
成
派
の
王
心
斎
に
似
た
と
こ
ろ

が
あ
る
が
、
旧
庵
は
心
斎
や
竜
慾
に
対
し
て
は
批
判
的
で
、

　
王
門
の
諸
子
、
竜
黙
、
心
斎
の
ご
と
き
、
致
良
知
の
旨
を
聞
か
ざ
る
な
し
。
然
れ
ど
も
往
々
弊
な
き
能
は
ず
（
同
、
、
重
池
田
子
敬
書
）

と
い
い
、
彼
等
の
現
成
派
に
、
狂
騨
放
蕩
、
、
名
利
に
陥
熱
す
る
流
弊
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
　
（
同
、
王
心
斎
全
集
序
）
金
掘
は
陽
明

学
者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
潜
庵
が
最
も
尊
信
し
た
も
の
は
、
王
学
の
纏
を
啓
い
て
新
王
学
を
樹
立
し
、
　
「
人
譜
」
を
著
わ
し
て
自
訟
慎

独
の
功
を
切
論
し
た
劉
翁
忌
で
あ
っ
た
。
潜
庵
は
始
め
て
「
人
譜
」
を
読
ん
だ
感
想
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
戊
戌
季
冬
、
始
め
て
人
譜
を
読
み
、
爽
然
と
し
て
自
失
し
、
乃
ち
予
の
学
の
疎
な
る
を
知
る
。
　
（
潜
庵
遺
稿
巻
一
、
与
池
田
子
壷
書
）

潜
庵
は
こ
の
「
人
譜
」
を
論
じ
て
、

　
先
生
（
劉
念
台
）
の
全
書
四
十
巻
、
そ
の
言
往
々
銚
江
の
科
を
起
き
て
も
っ
て
支
離
胱
惚
の
弊
を
救
ふ
。
而
し
て
そ
の
要
領
を
求
む
れ

　
ば
、
乃
ち
こ
の
篇
（
人
譜
）
に
外
な
ら
ず
（
旧
庵
遺
稿
巻
二
、
劉
蔵
山
人
譜
序
）

と
述
べ
、
ま
た
・
、

　
蔵
山
の
学
、
銚
江
を
も
っ
て
宗
と
な
し
、
致
知
を
も
っ
て
要
と
な
し
、
而
し
て
慎
独
を
主
と
な
し
人
事
を
作
っ
て
学
者
に
授
べ
。
相
し

　
て
そ
の
用
功
の
精
、
条
分
縷
晰
、
一
も
っ
て
こ
れ
を
貫
く
。
　
（
潜
庵
遺
稿
巻
一
、
与
池
田
子
敬
書
）

と
い
い
、
蔵
山
は
眺
江
の
粋
を
得
た
学
者
で
、
蔵
山
の
大
節
も
慎
独
の
功
熟
し
て
良
知
を
致
し
た
か
ら
で
あ
る
と
し
た
。
　
（
同
）
潜
行
は
、

特
に
念
台
の
二
念
の
別
電
を
推
賞
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
千
古
の
卓
見
、
千
古
の
定
案
、
銚
江
の
薪
伝
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
（
与
奪
遺

稿
巻
二
、
答
西
江
恒
河
健
書
。
同
与
忠
純
書
）
陽
明
は
意
を
早
発
と
し
、
念
台
は
所
存
、
心
の
存
主
、
即
ち
独
体
と
し
た
が
、
潜
庵
に
よ
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れ
ば
念
台
の
い
う
意
と
し
て
の
独
体
は
陽
明
の
い
う
未
発
の
中
で
、
陽
明
の
未
発
の
中
は
大
中
の
真
底
、
周
濾
漢
の
如
意
で
あ
る
と
。
　
（

同
、
答
西
江
恒
河
健
書
）
故
に
潜
庵
は
念
台
の
学
を
も
っ
て
銚
江
の
精
枠
を
得
た
も
の
と
し
、
王
劉
の
意
論
は
巳
発
未
発
の
別
が
あ
る
に
も

拘
ら
ず
、
自
得
す
れ
ば
断
じ
て
同
じ
で
あ
ろ
と
し
、
両
学
を
一
統
と
し
た
。
　
（
同
、
答
西
江
恒
河
健
書
。
同
馬
与
忠
純
書
）
潜
庵
は
こ
の
自

得
の
立
場
か
ら
朱
陸
両
可
を
述
べ
た
。
　
（
旧
庵
遺
稿
巻
一
、
虚
夢
。
池
田
草
庵
宛
書
簡
）
「

　
草
庵
は
、
陸
王
の
学
は
簡
易
直
戴
、
洞
然
と
レ
て
明
快
で
、
よ
く
程
朱
末
学
の
支
離
執
滞
を
救
っ
た
と
し
、
且
つ
陸
王
は
専
ら
本
体
を

論
じ
て
工
夫
を
説
か
ぬ
と
い
う
非
難
に
対
し
、
陸
王
は
本
体
だ
け
を
説
く
の
で
は
な
い
。
専
ら
本
体
だ
け
を
説
く
の
は
末
学
の
弊
と
い
っ

て
こ
れ
を
弁
護
し
た
。
　
（
青
黙
書
院
全
集
第
二
編
上
、
草
庵
文
集
上
）
し
か
し
陸
王
に
は
自
信
過
剰
、
含
糊
僅
伺
の
弊
が
あ
り
、
禅
の
余

習
を
脱
せ
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
救
う
た
も
の
は
念
台
で
あ
る
と
し
、
　
（
楠
本
端
山
宛
書
簡
）
　
「
蓋
し
程
朱
二
子
の
後
王
子
を
欠

く
を
得
ず
、
王
子
の
後
ま
た
劉
子
を
欠
く
を
得
ず
（
中
略
）
程
朱
の
学
、
王
子
こ
れ
を
救
ひ
、
王
子
の
旨
缶
子
こ
れ
を
補
ふ
と
い
ふ
も
ま

た
不
可
と
な
さ
ざ
る
な
り
」
　
（
草
庵
文
集
中
、
答
吉
村
秋
陽
書
）
と
述
べ
て
墨
磨
を
尊
崇
し
た
。
草
庵
も
良
斎
と
同
じ
く
身
重
の
自
前
慎

独
を
奉
じ
、
こ
れ
は
念
台
の
学
の
精
微
深
意
を
証
す
る
に
足
る
も
の
で
、
千
古
の
真
血
脈
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
（
青
郷
書
院
全
集
第

二
編
下
、
草
庵
読
文
、
読
劉
子
全
書
。
同
第
一
編
、
贈
業
余
稿
　
）
故
に
吉
村
は
王
だ
が
我
は
劉
と
い
っ
て
、
　
（
寒
湿
五
聖
書
簡
）
自
ら

は
陽
明
よ
り
も
念
台
を
信
奉
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。
念
台
を
奉
じ
て
切
身
な
反
省
的
実
功
を
要
と
し
た
章
庵
が
、
張
南
軒
の
篤
敬
を

尊
び
、
程
門
、
サ
和
靖
の
践
履
を
純
篤
と
し
、
東
林
の
高
景
逸
の
平
常
の
道
理
に
注
目
し
、
日
常
事
実
上
の
切
離
な
身
心
の
点
検
を
旨
と

し
た
明
の
呉
白
癩
の
実
事
を
記
し
た
「
日
録
」
を
高
く
評
価
し
、
　
「
日
録
」
の
講
説
を
も
っ
て
今
日
の
急
務
と
し
た
の
も
理
由
の
な
い
こ

と
で
は
な
い
。
そ
の
他
草
庵
は
良
斎
と
同
じ
く
東
林
の
顧
脛
陽
の
「
小
心
斎
剤
記
」
や
高
堂
逸
の
「
三
時
記
」
　
「
知
本
説
」
な
ど
を
好
ん

だ
が
、
　
（
適
合
斎
宛
書
簡
）
草
庵
が
念
台
の
早
算
慎
独
の
工
夫
と
し
て
、
主
と
し
て
求
め
た
も
の
は
、
一
味
退
蔵
、
黙
然
と
し
て
静
修
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
　
（
青
難
書
院
全
集
第
一
編
、
鳴
鶴
相
和
集
、
復
林
良
購
書
〕
草
庵
は
羅
手
盛
・
李
延
平
・
量
隻
江
・
羅
念
庵
な

ど
の
主
音
帰
寂
、
静
坐
収
漱
を
も
っ
て
真
切
な
も
の
と
し
、
最
・
羅
の
帰
寂
説
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
中
庸
の
旨
を
発
明
し
、
致
良
知
の

弊
を
救
う
庵
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
　
（
林
孝
慈
宛
書
簡
）
こ
の
よ
う
に
静
寂
を
宗
と
し
た
の
で
ま
た
胸
中
の
淡
泊
事
忌
を
高
尚
と
し
た
。

故
に
楊
慈
湖
の
扇
訟
を
高
く
評
価
し
、
　
（
同
）
　
「
こ
の
中
江
だ
涼
快
」
と
い
っ
た
念
台
の
判
示
の
語
を
愛
し
、
（
草
庵
文
集
中
、
涼
快
堂
記
）

「
連
節
に
芋
栗
を
隈
く
。
貴
人
を
し
て
知
ら
し
む
る
な
か
れ
」
と
い
う
宋
末
の
詩
人
、
真
山
眠
の
「
田
家
の
詩
」
の
幽
趣
を
好
ん
だ
の
で
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あ
る
。
　
（
疑
業
余
稿
続
）
草
庵
も
現
成
派
の
二
王
の
論
は
こ
れ
を
警
策
と
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
が
あ
め
、
殊
に
年
魚
に
対
し
て
は
、
「
単

刀
直
往
、
心
髄
微
に
入
り
、
言
々
破
的
、
生
々
血
を
見
る
。
学
者
猛
然
と
し
て
警
省
の
念
を
生
ず
。
余
深
く
竜
難
の
言
に
取
る
あ
り
」
と

い
っ
た
が
、
結
局
自
信
過
剰
で
後
学
の
弊
を
胎
す
と
い
っ
て
こ
れ
を
斥
け
た
。
　
（
草
庵
読
法
、
読
王
塁
審
集
）
草
庵
が
特
に
念
台
の
慎
独

説
に
傾
倒
し
た
の
は
、
そ
れ
が
中
庸
に
本
づ
き
、
切
に
し
て
微
に
入
る
と
こ
ろ
の
工
夫
で
、
よ
く
程
朱
学
王
を
合
一
し
た
も
の
と
考
え
た

か
ら
で
も
あ
る
。
　
（
楠
本
端
山
宛
書
簡
。
林
良
飛
禽
書
簡
。
草
庵
諺
文
、
読
黒
子
全
書
）
故
に
ま
た
朱
王
を
折
衷
し
、
三
明
を
調
停
し
て

門
戸
の
見
を
排
し
た
。
　
（
林
良
斎
宛
書
簡
）

　
沢
潟
喰
初
め
は
念
台
の
学
を
も
っ
て
朱
王
を
折
衷
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
好
ん
だ
が
、
秋
陽
に
師
事
し
て
以
来
王
学
に
転
じ
た
。
沢

潟
は
現
成
派
の
流
弊
は
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
　
（
詳
解
全
集
巻
上
、
証
心
録
下
〕
秋
陽
が
郷
・
欧
陽
ら
の
修
証
派
を
好
ん
で
、
二

王
な
ど
の
現
成
派
を
排
し
た
の
と
は
異
っ
て
、
む
し
ろ
二
王
を
好
み
こ
れ
に
推
服
し
た
。
　
（
沢
潟
全
集
巻
下
、
沢
乱
文
約
、
復
楠
本
碩
水

書
。
同
巻
上
、
証
貫
録
上
）
故
に
沢
潟
が
「
凡
そ
学
、
覚
を
も
っ
て
則
と
な
し
、
人
意
を
顧
み
ず
一
に
自
信
に
あ
る
の
み
」
　
（
楠
本
碩
水

宛
書
簡
）
と
い
う
所
以
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
説
得
に
は
禅
学
を
兼
修
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
　
（
朱
王
合
編
巻
四
、

並
本
正
紹
、
与
楠
本
碩
水
参
照
）

　
幕
末
の
陽
明
学
者
は
概
し
て
い
え
ば
、
帰
寂
派
ま
た
は
修
常
磐
に
心
を
寄
せ
て
、
書
成
派
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
っ
た
が
、
中
に
は

諭
示
の
よ
う
に
当
課
派
を
好
ん
だ
も
の
も
い
る
。
例
え
ば
」
斎
の
門
人
、
奥
宮
再
審
は
竜
黙
を
好
み
、
　
（
高
瀬
武
次
郎
著
、
「
佐
藤
一
斎

と
其
門
人
」
七
四
三
頁
）
一
斎
の
門
人
、
佐
久
間
象
山
に
学
ん
だ
吉
田
松
陰
は
、
李
卓
吾
の
書
を
読
ん
で
心
を
打
た
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
松
陰
全
集
、
年
譜
）
ま
た
幕
末
の
陽
明
学
者
は
前
述
の
よ
う
に
、
概
し
て
い
え
ば
朱
鷺
君
王
を
折
衷
し
た
が
、
朱
子
学
者
の
方
は
朱
子

と
陸
王
の
別
を
論
じ
た
。
中
に
は
訥
庵
の
よ
う
に
朱
子
を
純
守
し
て
陸
王
を
痛
撃
し
た
も
の
も
い
た
。
訥
庵
と
端
山
・
碩
水
兄
弟
は
と
も

に
一
斎
の
門
人
で
あ
る
が
、
両
者
の
朱
子
学
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
く
、
．
ま
た
端
山
と
碩
水
の
間
に
お
い
て
も
「
西
海
の
こ
程
」
　
（
三

島
中
洲
詩
句
）
の
評
に
よ
っ
て
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
少
異
同
が
な
い
で
も
な
か
っ
た
。

　
訥
庵
は
初
め
は
陸
王
の
体
認
の
学
を
要
と
し
、
そ
れ
を
本
に
し
て
、
食
初
の
首
夏
峰
・
黄
梨
洲
・
李
二
曲
と
同
じ
く
朱
黒
を
折
衷
し
て

明
末
の
陳
清
瀾
の
陸
王
批
判
を
誤
り
と
し
、
湛
門
派
の
漏
少
嘘
の
王
学
批
判
を
も
っ
て
公
平
を
失
す
る
と
述
べ
、
清
初
の
朱
子
学
者
、
煮

湯
村
、
陸
墨
書
の
排
陸
王
論
を
非
と
し
た
が
、
そ
の
後
釜
台
に
転
じ
、
や
が
て
朱
子
学
に
移
り
、
遂
に
は
陸
王
禅
学
及
び
洋
学
を
異
端
と
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し
て
鋭
く
こ
れ
を
弁
じ
、
開
邪
の
旗
幟
を
高
く
掲
げ
た
。
訥
庵
の
弁
析
の
鋭
鋒
は
陳
清
瀾
を
偲
ば
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
レ
か
し
概
し
て

い
え
ば
旧
庵
の
朱
子
学
は
、
三
三
村
・
陸
壁
書
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
　
（
拙
著
「
楠
本
端
山
」
参
照
〕

　
端
山
・
碩
水
と
も
に
存
養
を
も
っ
て
致
知
力
行
を
貫
く
と
し
た
山
崎
闇
斎
の
朱
子
学
に
従
い
、
居
敬
を
学
の
終
始
、
窮
理
の
本
と
し
て

切
に
体
認
自
得
を
旨
と
し
た
。
　
（
「
楠
本
端
山
」
。
楠
本
端
山
、
池
田
草
庵
宛
書
簡
。
楠
本
碩
水
、
池
田
草
庵
宛
書
簡
。
碩
水
遺
書
五
、

贈
内
田
仲
準
。
同
、
贈
秋
山
罷
斎
。
同
船
、
随
得
録
二
）
端
山
は
、
朱
子
が
本
領
一
段
階
工
夫
と
し
た
居
敬
酒
田
を
提
げ
て
こ
れ
を
切
論

し
た
が
、
端
山
に
よ
れ
ば
、
本
領
一
段
の
工
夫
と
は
、
心
を
常
に
国
難
内
に
収
め
る
工
夫
で
、
整
斉
厳
粛
、
常
慢
々
、
心
を
収
敏
し
て
心

中
に
｛
物
も
容
れ
ぬ
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
朱
子
の
居
敬
三
条
を
内
に
含
む
が
、
心
の
収
敏
が
主
で
あ
る
と
。
即
ち
心
を
収
糾
し
て
放
心
を

収
め
る
の
が
本
領
」
段
の
工
夫
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
道
の
本
源
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
・
世
事
は
刃
を
迎
え
て
解
け
る
と
端
山
は
述

べ
て
い
る
。
こ
の
工
夫
も
端
山
に
あ
っ
て
は
、
高
金
逸
の
深
い
静
坐
体
認
の
学
を
通
過
し
、
周
・
羅
（
豫
章
）
・
李
・
陳
・
羅
（
念
庵
〕

な
ど
の
主
翼
帰
寂
を
受
用
し
て
後
到
達
し
得
た
も
の
で
あ
る
が
静
坐
に
よ
る
仁
体
深
智
の
自
得
体
認
は
、
端
山
の
学
問
の
宗
旨
頭
脳
で
あ

っ
た
。
端
山
の
深
潜
績
密
な
静
坐
体
認
は
、
当
時
の
朱
王
学
者
の
追
随
を
許
さ
な
か
っ
た
。
端
山
は
晩
年
智
蔵
の
微
旨
を
明
ら
か
に
し
、

「
智
蔵
の
述
な
き
は
冬
収
の
至
寂
、
声
も
な
く
臭
も
な
き
全
体
に
し
て
活
発
々
地
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
（
「
楠
本
端
山
」
参
照
）
・

　
碩
水
は
、

　
明
儒
の
書
、
警
策
の
語
は
随
分
面
白
御
座
候
得
共
、
理
到
之
処
絶
而
無
理
様
被
相
之
候
。
布
野
之
文
、
救
粟
勝
味
は
程
朱
に
限
り
候
事

　
に
奉
存
候
（
池
田
草
庵
宛
書
簡
〕

と
述
べ
、
ま
た
「
平
々
常
々
、
そ
の
内
二
無
窮
之
妙
処
有
之
下
様
奉
存
候
」
　
（
同
）
と
述
べ
て
、
程
朱
を
奉
じ
日
常
平
準
の
身
心
上
の
工

夫
を
切
要
と
し
て
心
の
自
得
を
責
め
た
。
碩
水
は
学
問
は
染
み
入
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
。
　
（
同
）
こ
れ
に
よ
っ
て
如
何
に
自
得
を
重

要
視
し
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
故
に
碩
水
が
「
心
経
付
註
」
　
「
夜
課
箴
」
　
「
敬
斎
箴
」
に
お
い
て
或
い
は
尊
徳
性
の
｝
路
に
、

或
い
は
持
敬
の
法
に
益
を
得
た
と
い
い
、
　
「
今
日
善
く
康
斎
を
学
ぶ
、
幾
人
か
あ
る
」
と
い
っ
て
呉
康
斎
の
学
を
推
賞
し
た
の
も
理
由
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
碩
水
の
朱
子
学
は
ま
た
清
初
の
陸
曹
書
や
張
楊
園
の
朱
子
学
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
見
え
、
　
「
陸
触

書
は
正
大
、
張
楊
園
は
精
粋
」
と
い
っ
て
、
こ
の
二
人
を
称
賛
し
て
い
る
。
　
（
碩
水
遺
書
八
、
随
得
録
一
）
故
に
碩
水
が
、
当
時
流
行
し

て
い
た
念
台
の
学
に
批
判
的
で
あ
り
、
　
ハ
碩
水
遺
書
＝
、
獲
得
録
四
）
顧
浬
陽
・
三
景
逸
・
卑
下
嘘
・
黄
梨
洲
・
李
二
曲
な
ど
、
王
学
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の
影
響
が
あ
る
朱
子
学
者
や
王
学
者
の
学
を
評
し
て
「
五
子
皆
未
だ
醇
な
ら
ず
」
　
（
碩
水
遺
書
八
、
随
得
録
一
）
と
い
っ
た
の
も
無
理
か

ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
碩
水
の
朱
子
学
で
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
一
事
は
、
　
「
異
姓
を
冒
さ
ざ
る
は
こ
れ
孝
の
第
一
義
、
武
門
に
仕
へ
一
ざ
る
は

こ
れ
忠
の
第
一
義
」
　
（
同
）
と
い
う
よ
う
に
、
名
分
の
要
を
切
論
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
崎
門
派
の
流
風
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
楠
本
端
山
、
碩
水
宛
書
簡
。
家
庭
余
聞
等
参
照
）
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