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王

陽
　
明
　
・
　
そ
　
の
　
隠

i
陽
明
文
録
を
読
む
一

品
　
の
　
思
　
い

薮

敏

也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
空
虚
静
寂
を
排
撃
し
、
実
学
1
実
践
躬
行
の
学
1
を
唱
え
、
事
上
磨
錬
を
説
く
陽
明
は
、
一
方
に
お
い
て
「
隠
遁
」
を
し
き
り
に
思
っ

た
人
で
あ
っ
た
。
　
「
王
文
成
公
全
書
」
巻
四
・
五
所
収
の
書
簡
七
十
篇
（
三
十
八
歳
よ
り
五
十
二
歳
ま
で
）
の
中
、
　
「
隠
遁
」
の
語
そ
の

も
の
は
使
用
し
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
類
し
た
語
を
使
用
し
た
り
、
ま
た
そ
の
思
い
を
語
っ
た
り
し
た
箇
所
は
実
に
二
十
五
篇
に
及
ん
で

い
る
。

　
一
体
、
何
が
陽
明
を
し
て
「
隠
遁
」
の
思
い
に
駆
ら
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
次
の
三
項
目
が
考
え
ら
れ
る
。

一
、
晦
養
・
厚
積
。
退
居
し
て
己
れ
の
根
本
を
養
う
こ
と
。

一
、
末
世
的
時
代
に
対
し
て
の
抵
抗
。
特
に
泥
沼
の
ご
と
き
政
・
官
界
に
対
し
て
の
焦
燥
と
絶
望
。

一
、
孝
養
。

　
こ
れ
は
仏
教
朝
出
隠
遁
、
　
「
名
聞
・
利
益
を
離
れ
て
山
林
な
ど
に
住
み
、
仏
道
修
行
に
心
を
か
け
て
た
し
な
む
」
　
（
中
村
元
「
仏
教
語

大
辞
典
」
）
と
こ
ろ
の
隠
遁
と
は
、
前
半
は
相
通
じ
な
が
ら
、
後
半
は
異
な
る
儒
教
的
隠
遁
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
右
の
三
項
目
を
中
心
と
し
て
、
陽
明
の
隠
遁
精
神
、
と
い
う
よ
り
も
「
隠
遁
」
に
対
し
て
の
陽
明
の
思
い
1
亜
目
の
傾
斜
1
に
つ

い
て
、
そ
れ
も
陽
明
自
身
の
言
葉
で
語
り
な
が
ら
、
併
せ
て
仏
教
隠
田
隠
遁
と
の
相
違
を
考
え
て
み
た
い
。

陽
明
は
そ
0
夫
人
・
諸
氏
の
弟
、

　
一

亜
目
明
に
書
を
寄
せ
て

（
全
書
、
巻
四
）
　
「
（
家
よ
り
）
仕
官
を
す
す
め
る
書
が
き
た
。
私
は
身
を
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潔
く
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
，
心
か
ら
こ
れ
を
願
う
理
由
は
、
時
代
一
世
間
を
避
け
隠
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
末
世
i
の
せ
い
だ

け
で
は
な
い
、
ま
た
吾
が
学
い
ま
だ
成
ら
ず
、
歳
月
人
を
待
た
ざ
る
が
た
め
で
も
あ
る
。
こ
の
ま
ま
更
に
数
年
を
過
ご
し
た
な
ら
ば
、
私
の

精
神
は
い
よ
い
よ
疲
弊
し
、
勉
め
進
も
う
と
し
て
も
不
可
能
と
な
り
、
遂
に
は
学
問
修
行
を
成
就
す
る
こ
と
な
く
生
涯
を
終
わ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
　
（
身
を
潔
く
す
る
思
い
が
）
私
の
や
む
べ
か
ら
ざ
る
心
か
ら
の
念
願
で
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

　
「
身
を
潔
く
す
る
」
と
は
、
孟
子
が
万
章
に
語
っ
た
言
葉
の
中
の
一
語
で
（
孟
子
、
万
章
下
）
「
聖
人
の
行
な
い
と
い
う
も
の
は
、
或
い
は

世
を
避
け
て
隠
遁
し
或
い
は
仕
官
し
、
或
い
は
国
を
去
り
或
い
は
国
に
と
ど
ま
る
な
ど
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
自
分
の
身
を
潔

自
に
正
し
く
保
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
孟
子
に
あ
っ
て
は
「
隠
遁
」
に
も
「
仕
官
」
に
も
通
用
し
た
「
身
を
潔
く
す
る
」
と
い
う
一

語
を
、
　
「
隠
遁
」
の
意
に
限
定
し
た
陽
明
の
心
情
は
記
憶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
陽
明
の
念
願
は
遂
げ
ら
れ
な
い
。
　
「
（

私
の
辞
職
・
隠
遁
を
）
車
船
（
父
・
龍
山
公
）
を
は
じ
め
と
し
て
親
戚
一
同
が
悦
ば
な
い
。
ど
う
し
て
決
然
と
し
実
行
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
。
」
と
陽
明
は
い
た
ず
ら
に
嘆
く
の
み
で
あ
る
。

　
こ
の
書
は
正
徳
六
年
目
一
五
一
一
）
陽
明
四
十
歳
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
、
陽
明
は
京
師
に
あ
り
、
正
月
、
吏
部
冊
封
清
吏
司

主
事
、
二
月
、
会
試
同
考
試
宮
と
な
り
、
十
月
、
文
選
清
吏
司
員
外
郎
に
陞
（
の
ぼ
）
っ
て
い
る
。
　
（
年
譜
）
。
「
体
、
何
が
陽
明
を
し

て
隠
遁
の
思
い
に
駆
ら
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
同
書
に
お
い
て
、
陽
明
は
ま
た
「
君
子
は
、
た
だ
学
業
の
修
ま
ら
な
い
の
を
憂
え
る
だ
け
で
あ
る
。
科
挙
の
合
格
の
遅
速
は
問
題
で
は

な
い
。
私
が
平
常
賢
弟
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
、
科
挙
よ
り
も
大
切
な
も
の
で
あ
る
」
と
戒
め
、
更
に
夫
人
の
甥
た
ち
の
科
挙
受
験
に
つ

い
て
「
年
少
に
し
て
志
あ
る
を
喜
ば
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
、
年
少
者
が
科
挙
に
応
ず
る
こ
と
を
決
し
て
結
構
な
こ

と
だ
と
は
思
わ
な
い
」
と
述
べ
な
が
ら
、
「
不
幸
に
し
て
遂
に
志
を
得
た
な
ら
ば
、
き
っ
と
彼
は
彼
の
人
生
を
誤
ま
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
断

じ
、
誰
で
も
が
祝
福
す
る
で
あ
ろ
う
科
挙
及
第
に
対
し
て
疑
催
の
念
を
表
明
し
て
い
る
。
　
「
年
少
」
に
し
て
「
志
を
得
る
」
こ
と
を
「
不

幸
」
と
言
い
、
「
彼
の
人
生
を
誤
ま
る
も
の
だ
」
と
断
ず
る
陽
明
は
、
し
か
ら
ば
「
年
少
者
」
に
何
を
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
す
ぐ
れ

た
素
質
の
あ
る
青
年
は
、
す
べ
か
ら
く
己
れ
の
根
本
を
養
い
（
晦
養
（
か
い
よ
う
）
）
、
内
に
た
く
わ
え
を
多
く
す
る
、
即
ち
学
問
修
行

を
積
む
こ
と
に
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
（
厚
積
（
こ
う
し
）
）
」
と
忠
告
す
る
。
　
「
晦
養
」
と
は
い
わ
ゆ
る
木
犀
（
も
く
か
い
）
の
訓
（

お
し
え
）
で
あ
る
。
朱
子
、
名
は
烹
、
字
は
昇
平
。
こ
の
字
は
朱
子
が
十
四
歳
に
な
っ
た
と
き
、
父
の
友
人
で
、
父
の
死
後
朱
子
が
皆
野

「1
9
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し
師
事
し
た
劉
屏
山
（
子
輩
、
字
は
彦
沖
全
権
）
が
命
名
し
た
も
の
で
、
屏
山
は
そ
の
と
き
こ
れ
を
祝
し
て
「
木
は
根
に
蒼
く
し
て

春
容
曄
（
か
が
や
）
き
敷
（
あ
ま
ね
）
し
。
人
は
身
に
晦
く
し
て
神
明
内
に
膜
（
こ
）
ゆ
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
徳
を
外
に
輝
か
す

こ
と
な
く
で
き
る
だ
け
内
に
蔵
す
る
、
則
ち
学
に
お
け
る
「
静
養
」
の
工
夫
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
　
（
岡
田
武
彦
「
朱
子
の
父
と
師
」

西
南
学
院
大
学
文
理
論
集
十
三
巻
二
号
。
安
岡
正
篤
「
王
陽
明
伝
」
）
・

　
と
こ
ろ
で
「
晦
養
・
厚
積
」
は
な
ぜ
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
更
に
陽
明
は
程
子
の
語
（
工
程
全
書
巻
十
二
。
和
刻
本
。
以
下
同
じ
）
を
引
い
て
言
う
。
「
天
道
と
い
え
ど
も
内
に
集
註
（
詰
開
（
き
ゅ

う
し
ゅ
う
）
）
し
な
い
限
り
外
に
発
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し
て
人
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
（
内
に
集
申
し
て
根
本
を
養
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
）
」
と
。
　
「
置
字
・
厚
積
」
は
程
子
の
「
翁
聚
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
学
問
修
行
成
就
の
た
め
の
工
夫
で
あ
っ
た
。
　
「
美

し
い
花
び
ら
か
ら
は
実
が
生
（
な
）
ら
な
い
の
は
、
そ
の
華
美
（
う
つ
く
し
）
さ
が
あ
ま
り
に
も
表
面
に
現
わ
れ
た
か
ら
だ
。
賢
明
な
君

た
ち
が
私
の
言
を
迂
遠
と
思
わ
な
け
れ
ば
、
君
た
ち
は
必
ず
や
進
歩
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
」

　
「
年
少
」
に
し
て
「
志
を
得
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
そ
の
華
美
さ
が
あ
ま
り
に
も
（
早
く
）
表
面
に
現
わ
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
「
実
が
生
ら
な
い
」
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
不
幸
」
な
こ
と
で
あ
り
、
　
「
素
質
あ
る
青
年
」
は
「
彼
の
生
を
誤
ま
る
」
こ
と

に
な
る
。
陽
明
が
「
晦
養
・
厚
積
」
を
勧
め
た
ゆ
え
ん
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
「
根
本
を
養
う
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
陽
明
は
、
年
来
の
盟
友
、
湛
甘
泉
の
学
と
自
己
の
学
と
の
差
異
を
迂
曲
（
ま
わ

り
く
ど
い
こ
と
）
と
直
流
．
（
ち
ょ
く
せ
つ
（
き
っ
ぱ
り
し
て
い
る
こ
と
）
）
と
し
な
が
ら
「
私
の
い
わ
ゆ
る
良
知
を
致
す
の
説
は
、
天
理

を
体
認
す
る
の
説
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
異
は
な
い
。
ほ
ん
の
直
戴
と
迂
曲
の
差
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
草
木
の
栽
培
に
昏
え
る
と
、
良

知
を
致
す
と
い
う
こ
と
は
、
草
木
の
根
本
の
生
命
力
を
培
養
し
て
、
こ
れ
を
枝
葉
に
到
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
天
理
を
体
認
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
枝
葉
を
茂
盛
（
さ
か
ん
）
に
し
て
、
こ
れ
を
根
本
に
復
（
か
え
）
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
根
本
の
生
命
力
を

培
養
し
さ
え
ず
れ
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
枝
葉
に
到
る
。
だ
か
ら
枝
葉
を
茂
盛
に
し
ょ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
根
本
の
生
命
力
を
培

養
し
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
」
　
（
全
書
堂
守
「
毛
古
庵
春
灯
に
与
う
」
）
と
根
本
の
生
命
力
の
培
養
を
強
調
す
る
。

　
「
草
木
の
栽
培
」
に
警
え
ら
れ
た
「
良
知
を
致
す
の
説
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
小
論
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
触
れ
な
い
が
、
何

は
と
も
あ
れ
「
晦
養
・
厚
積
」
は
、
　
「
賢
明
な
青
年
た
ち
」
へ
の
陽
明
の
切
な
る
「
期
待
」
で
あ
っ
た
、
と
同
時
に
陽
明
自
身
の
「
隠
遁
」
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の
目
的
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
さ
て
陽
明
の
「
隠
遁
」
と
仏
教
者
の
「
隠
遁
」
と
は
ど
う
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
陽
明
は
程
子
の
語
を
引
き
な
が
ら
、
儒
教
と
仏
教

の
差
異
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
（
全
書
巻
四
「
黄
宗
賢
・
応
原
品
に
答
う
）
、
引
く
と
こ
ろ
の
程
子
の
語
が
充
分
で
は
な
い
の
で
、
こ

こ
で
は
程
子
の
原
文
を
引
く
こ
と
に
す
る
。

　
「
か
の
釈
氏
の
学
（
仏
教
）
に
は
、
敬
以
て
内
を
直
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
義
以
て
外
を
方
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
。
だ
か
ら
滞
固
な
る
（
心
が
と
ど
こ
お
っ
て
動
か
な
い
）
も
の
は
枯
稿
（
枯
れ
て
生
気
の
な
い
静
寂
な
世
界
）
に
入
り
、
疏
通
な
る
（

事
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
心
が
よ
く
動
く
）
も
の
は
蝉
恣
（
し
し
（
気
ま
ま
。
わ
が
ま
ま
）
）
と
な
る
。
こ
れ
が
仏
教
の
狭
隆
な
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
吾
が
道
は
そ
う
で
は
な
く
、
性
に
従
う
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
道
理
は
、
聖
人
が
易
の
中
で
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
」
　
（
二
程

全
書
巻
五
）
。
ま
た
「
釈
氏
に
は
覚
の
理
が
あ
る
か
ら
、
敬
以
て
内
を
直
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
義
以
て
外
を
方
に
す

る
と
い
う
こ
と
が
な
い
か
ら
、
そ
の
内
を
幽
く
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
要
す
る
に
そ
の
根
本
は
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
」
　
（
二
程

全
書
三
二
）

　
陽
明
は
こ
の
母
子
の
論
で
「
儒
釈
の
差
異
は
八
九
分
（
ほ
と
ん
ど
）
説
き
つ
く
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
こ
の
書
を
結
ん
で
い
る
。

　
「
敬
以
て
内
を
直
く
す
」
　
「
義
以
て
外
を
方
に
す
」
は
、
『
易
経
』
坤
卦
文
言
伝
の
語
で
あ
る
が
、
『
程
氏
易
伝
』
で
は
次
の
よ
う
に
注

す
る
。
　
「
敬
を
主
と
し
て
心
を
直
く
し
、
義
を
守
っ
て
外
（
形
・
行
為
）
を
方
正
に
す
る
。
敬
が
確
立
し
て
心
は
直
く
、
義
が
現
わ
れ
て

外
が
方
正
に
な
る
。
義
は
（
内
か
ら
）
外
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
外
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
敬
義
が
確
立
す
る
と
徳
は
盛
大
に

な
る
。
」
と
。
　
「
敬
」
と
は
も
と
心
の
内
に
深
く
つ
つ
し
む
こ
と
で
あ
る
が
、
程
伊
川
は
主
一
無
適
（
一
を
主
と
し
て
他
に
適
（
ゆ
）
か

ぬ
、
心
を
専
一
に
し
て
雑
念
を
ま
じ
え
な
い
こ
と
）
と
す
る
。
、
（
三
無
全
書
七
十
六
）
。
　
「
義
」
と
は
外
（
形
・
行
為
）
が
宜
し
き
に
か

な
う
道
。

　
『
平
氏
易
伝
』
に
従
え
ば
、
　
「
敬
」
と
「
義
」
の
関
係
は
内
と
外
の
関
係
で
あ
り
、
心
と
形
・
行
為
の
関
係
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、

外
1
1
形
・
行
為
は
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
内
”
心
が
表
面
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
義
」
は
（
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内
か
ら
）
外
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
．
外
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
「
外
は
内
の
現
わ
れ
」
と
い
う
考
え
が
、
陽

明
に
よ
っ
て
徹
底
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
梁
日
孚
（
り
ょ
う
じ
つ
ぷ
）
が
「
事
物
の
理
を
窮
め
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
」
と
問
わ
れ
て
、
　
「
例
え
ば
親
に
仕
え
る
と
き
に
は
、

孝
の
理
を
窮
め
よ
う
と
し
、
君
に
仕
え
る
と
き
に
は
、
忠
の
理
を
窮
め
よ
う
と
す
る
」
と
答
え
た
の
を
う
け
て
、
陽
明
は
「
忠
孝
の
理
は
、

君
や
親
の
身
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
自
己
の
心
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
　
（
必
ず
や
自
己
の
心
に
あ
る
に
ち
が
い
な
い
）
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
　
（
事
物
の
理
を
窮
め
る
と
い
う
こ
と
は
）
わ
が
心
の
理
を
窮
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
　
（
伝
習
録
巻
上
）
と
言
う
。
　
「
事

物
の
理
を
窮
め
る
こ
と
」
は
、
「
心
の
理
を
窮
め
る
こ
と
」
で
あ
る
。

　
同
じ
く
「
敬
」
に
つ
い
て
梁
日
差
が
「
敬
と
は
一
を
主
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
読
書
す
る
と
き
に
は
専
心
読
書
し
、
事
に
対
処

す
る
と
き
に
は
専
心
そ
の
事
に
対
処
す
る
」
と
答
え
た
の
に
対
し
て
、
陽
明
は
「
そ
れ
で
は
酒
を
飲
む
と
き
に
は
専
心
酒
を
飲
み
、
色
を

好
む
と
き
に
は
専
心
色
を
好
む
（
こ
と
も
一
を
主
と
す
る
こ
と
に
な
る
が
）
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
外
物
を
追
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
ど
う

し
て
居
敬
の
工
夫
と
言
え
よ
う
か
」
と
言
い
、
「
一
」
の
意
味
を
説
く
。
　
「
．
一
と
は
天
理
で
あ
る
。
一
を
主
と
す
る
と
は
、
専
心
天
理
に

心
を
お
く
こ
と
で
あ
る
。
も
し
一
を
主
と
す
る
こ
と
だ
け
を
知
っ
て
、
一
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ

ば
、
事
あ
る
と
き
に
は
外
物
を
追
い
、
事
が
な
い
と
き
に
は
空
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
言
う
。
・
で
は
ど
う
ず
れ
ば
よ
い
の
か
。
　
「
事
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
専
心
天
理
に
心
を
お
い
て
工
夫
す
る
、
だ
か
ら
居
敬
は
そ
の
ま
ま
窮
理
と
な
る
」
と
陽
明
は
言
う
。

　
具
体
的
に
考
え
て
み
る
。
　
「
孝
養
を
つ
く
す
」
と
い
う
こ
と
は
「
専
心
天
理
に
心
を
お
い
て
」
の
工
夫
で
あ
る
。
　
「
一
n
理
を
主
と
す

る
と
こ
ろ
」
の
工
夫
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
「
居
敬
」
の
工
夫
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
「
親
に
仕
え
る
と
き
に
は
孝
の

理
を
窮
め
よ
う
と
す
る
」
の
で
あ
り
、
　
「
孝
の
理
を
窮
め
る
」
こ
と
は
、
　
「
わ
が
心
の
理
を
窮
め
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
す
れ

ば
「
孝
養
を
つ
く
す
」
互
い
う
「
居
敬
」
の
工
夫
は
そ
の
ま
ま
「
窮
理
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
陽
明
は
「
専
一
に
理
を
窮
め
る
と
こ
ろ
を

敬
に
居
る
と
い
い
、
敬
に
居
り
な
が
ら
精
密
な
と
こ
ろ
を
理
を
窮
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
」
　
（
同
上
）
と
言
う
。
換
言
す
れ
ば
、
　
「
専
一

に
孝
養
を
つ
く
す
」
こ
と
は
「
敬
に
居
る
」
こ
と
で
あ
り
、
　
「
専
一
に
孝
養
を
つ
く
し
」
な
が
ら
、
そ
の
孝
養
の
心
を
更
に
「
精
密
」
に

し
て
い
く
工
夫
を
「
理
を
窮
め
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
敬
に
居
り
な
が
ら
、
別
に
心
が
あ
っ
て
理
を
窮
め
る
の
で
も
な
け

れ
ば
、
ま
た
理
を
窮
め
る
と
き
、
別
に
心
が
あ
っ
て
敬
に
居
る
の
で
も
な
い
。
居
敬
と
窮
理
と
は
名
称
は
違
う
け
れ
ど
も
、
工
夫
は
あ
く
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ま
で
も
一
つ
で
あ
る
。
」
　
（
同
上
）
。
陽
明
学
が
朱
子
学
の
徹
底
と
解
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
　
（
楠
本
正
継
「
宋
明
時
代
儒
学
思
想
の

研
究
」
）

　
「
居
敬
」
と
「
窮
理
」
と
は
決
し
て
二
つ
の
事
で
は
な
い
。
　
「
天
地
間
に
は
た
だ
一
つ
の
事
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
」
　
（
伝
習
録
巻
上
）

そ
れ
は
「
専
心
天
理
に
心
を
お
い
て
」
の
工
夫
で
あ
っ
た
。
陽
明
は
こ
れ
を
『
易
経
』
坤
卦
文
言
伝
の
両
句
を
も
っ
て
説
く
。

　
「
『
易
』
に
『
敬
以
て
内
を
直
く
し
、
義
以
て
外
を
方
に
す
』
と
あ
る
が
、
敬
と
は
事
の
な
い
と
き
の
義
で
あ
り
、
義
と
は
事
の
あ
る

と
き
の
敬
で
あ
る
。
両
句
は
合
せ
て
一
つ
の
事
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
一
つ
の
事
の
両
面
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
）
孔
子
が

『
己
を
棲
む
る
に
敬
を
以
て
す
』
と
言
っ
た
と
き
に
は
、
義
を
説
く
必
要
は
な
く
、
孟
子
が
『
義
を
集
む
』
と
言
っ
た
と
き
に
は
、
敬
を

説
く
必
要
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
こ
こ
の
と
こ
ろ
さ
え
会
得
で
き
れ
ば
、
あ
と
は
ど
の
よ
う
な
説
き
方
を
し
ょ
う
と
、
工
夫
は
結
局
一
つ

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
　
（
伝
習
録
巻
上
）

　
「
敬
以
て
内
を
直
く
す
」
は
「
居
敬
」
に
当
り
、
「
義
以
て
外
を
方
に
す
」
は
「
窮
理
」
に
当
る
。
　
「
敬
」
も
「
義
」
も
「
一
つ
の
事

め
両
面
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
言
う
ま
で
も
な
く
、
　
コ
つ
の
事
」
と
は
「
専
心
天
理
に
心
を
お
い
て
」
の
工
夫
で
あ
る
。
　
「
工

夫
は
結
局
一
つ
で
あ
る
。
」

　
さ
て
、
『
程
氏
易
伝
』
に
よ
れ
ば
、
敬
義
の
関
係
は
内
外
の
関
係
で
あ
り
、
心
と
形
・
行
為
の
関
係
で
あ
っ
た
。
外
は
そ
れ
自
体
と
し

て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
内
か
ら
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
義
は
（
内
か
ら
）
外
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
外
に
あ
る
も
の

で
は
な
い
。
」
こ
の
考
え
で
は
内
外
つ
ま
り
敬
義
の
関
係
は
、
論
理
的
に
は
先
後
の
関
係
で
あ
る
。
内
（
敬
）
か
ら
外
（
義
）
へ
と
い
う

関
係
で
あ
る
。
居
敬
と
窮
理
の
関
係
で
言
え
ば
、
　
「
専
「
に
孝
養
を
つ
く
す
」
こ
と
が
先
に
あ
っ
て
、
後
に
「
そ
の
孝
養
の
心
を
精
密
に

す
る
」
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
居
敬
が
先
、
窮
理
が
後
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
陽
明
に
あ
っ
て
は
、
内
（
敬
）
と
外
（
義
）
の
関
係
で
は
な
く
、
言
う
な
れ
ば
照
応
関
係
と
い
っ
た
も
の
に
な
る
。
　
「
孝
養

を
つ
く
す
（
1
1
敬
）
」
こ
と
が
「
孝
養
の
理
を
窮
め
る
」
こ
と
に
な
る
。
居
敬
が
窮
理
に
な
る
。
つ
ま
り
「
敬
以
て
内
を
直
く
す
る
」
こ

と
は
、
　
「
義
以
て
列
を
方
に
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
更
に
言
え
ば
同
時
存
在
と
言
っ
て
も
よ
い
。
一
枚
の
銅
貨
の
裏
と
表
で
あ
る
。
　
「
孝

養
を
つ
く
す
」
こ
と
が
そ
の
ま
ま
「
孝
養
の
理
を
窮
め
る
」
こ
と
で
あ
り
、
　
「
孝
養
の
理
を
窮
め
る
」
こ
と
が
そ
の
ま
ま
「
孝
養
を
つ
く

す
」
こ
と
で
あ
る
。
内
が
列
で
あ
り
、
外
が
内
で
あ
る
。
程
氏
の
「
外
は
内
の
現
わ
れ
」
と
い
う
考
え
が
、
陽
明
に
よ
っ
て
徹
底
化
さ
れ
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た
と
言
っ
た
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
仏
教
に
は
「
敬
以
て
内
を
直
く
す
る
」
．
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
　
「
義
以
て
外
を
方
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か

る
に
内
（
敬
）
と
外
（
義
）
は
照
応
関
係
で
あ
り
、
同
時
存
在
で
あ
る
。
内
が
あ
っ
て
外
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

い
か
に
「
敬
以
て
内
を
早
く
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
　
「
義
以
て
外
を
方
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ

は
「
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
。
」
こ
れ
が
夏
子
な
ら
び
に
陽
明
の
仏
教
批
判
の
論
理
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
仏
教
に
お
け
る
「
内
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

　
陽
明
は
砂
州
の
諸
生
に
書
を
与
え
て
（
全
書
巻
落
）
　
「
諸
友
は
名
声
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
己
れ
に
切
実
な
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
着
実

に
工
夫
を
積
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
に
言
っ
た
静
座
の
こ
と
は
、
坐
禅
入
定
の
た
め
で
は
な
く
、
放
心
を
収
め
る
こ
と
を
説

い
た
『
小
学
』
嘉
言
篇
の
補
助
的
方
法
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
書
は
陽
明
が
早
場
か
ら
の
帰
途
．
辰
州
で
か
つ
て
の
門
人
た
ち

に
知
行
合
一
を
説
き
、
諸
生
と
僧
寺
に
静
坐
し
て
性
の
本
体
を
悟
ら
せ
よ
う
と
し
た
が
　
（
年
譜
正
徳
五
年
）
、
　
そ
の
と
き
の
静
坐
は
坐

禅
入
定
と
は
違
う
と
言
っ
て
諸
生
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
好
ん
で
仙
仏
を
論
じ
た
」
　
（
年
譜
正
徳
九
年
）
王
嘉
秀
の
請
益
の
巻
に
書
し
て
（
全
書
巻
八
）
、
陽
明
は
　
「
君
子
の
学
は
（
　
『

論
語
』
鵬
翼
篇
に
言
う
よ
う
に
）
己
れ
の
修
養
の
た
め
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
己
れ
の
た
め
に
す
る
と
な
れ
ば
、
己
れ
（
自
我
意
識
）
に

克
（
か
）
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
己
れ
に
克
て
ば
己
れ
が
な
く
な
る
。
己
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
無
我
で
あ
る
。
Z
こ
ろ
が
世
の
学

者
の
中
に
は
自
身
自
利
の
心
に
執
着
し
な
が
ら
、
自
分
で
は
己
れ
の
た
め
に
し
て
い
る
と
思
い
こ
ん
だ
り
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
（
抽

象
的
な
）
現
実
無
視
の
空
負
の
世
界
に
逃
避
し
な
が
ら
、
自
分
で
は
無
我
の
境
に
い
る
と
思
い
こ
ん
だ
り
し
て
い
る
も
の
・
が
多
く
見
う
け

ら
れ
る
。
彼
等
は
、
自
分
で
は
聖
人
の
学
に
志
し
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
は
い
る
が
、
実
は
、
末
世
の
仏
語
の
邪
道
に
陥
り
な
が
ら
、
自

分
で
は
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
陽
明
の
言
う
「
無
我
」
と
は
何
か
。

　
「
人
の
心
は
、
本
来
天
然
の
理
で
あ
っ
て
、
精
精
明
明
、
少
し
の
汚
染
も
な
い
。
そ
れ
が
無
我
で
あ
る
」
　
（
伝
習
録
巻
下
）
。
し
か
し

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
空
々
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
無
我
で
あ
れ
ば
、
自
然
に
謙
虚
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
謙
虚
は
も
ろ
も
ろ
の
善
の
本
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で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
　
（
同
上
）
　
「
無
我
」
と
は
、
換
言
す
れ
ば
「
専
心
天
理
に
心
を
お
い
て
」
の
工
夫
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
　
「
聖
人
の
心
は
、
明
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
、
少
し
の
く
も
り
も
な
い
か
ら
磨
く
必
要
は
な
い
。
し
か
し
普
通
人

の
心
は
、
処
々
よ
ご
れ
の
つ
い
た
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
磨
い
て
そ
れ
を
払
い
落
と
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば

ち
ょ
っ
と
の
塵
が
つ
い
て
も
す
ぐ
に
わ
か
っ
て
、
力
を
入
れ
る
こ
と
も
な
し
に
払
い
落
と
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
自
然
に
仁
の
本
体
を
識
る

こ
と
が
で
き
る
。
」
　
（
同
上
）
か
く
し
て
「
胸
中
に
は
一
点
の
（
我
）
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
れ
ば
そ
れ
は
傲
（
お
ご
り
）
で
あ
る
］

（
同
上
）
　
「
傲
」
と
は
強
烈
な
自
我
意
識
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
「
心
中
の
賊
」
　
（
全
書
巻
四
「
楊
仕
徳
・
醇
尚
謙
に
与
う
」
）
で

あ
り
、
、
「
も
ろ
も
ろ
の
悪
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
」
　
（
伝
習
録
巻
下
）
。
実
に
「
人
間
に
と
っ
て
の
最
大
の
病
弊
は
傲
の
一
字
に
尽
き
る
」

（
同
上
）
「
己
れ
に
克
つ
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
「
三
無
」
と
は
何
か
。

　
「
空
無
」
と
は
、
　
「
断
滅
禅
定
（
自
己
の
も
ろ
も
ろ
の
意
を
断
ち
滅
ぼ
し
た
無
念
無
想
の
境
地
）
」
　
（
伝
習
録
巻
上
）
を
言
う
。
　
「
空

言
の
世
界
に
逃
避
す
る
」
と
は
、
　
「
黒
氏
の
い
わ
ゆ
る
種
性
（
し
ゅ
し
ょ
う
）
を
断
滅
し
て
槁
木
死
灰
に
入
る
」
　
（
伝
習
録
世
世
）
こ
と

で
あ
る
。
　
「
種
性
」
と
は
種
姓
の
こ
と
で
、
家
族
・
家
族
の
姓
・
血
統
・
家
柄
・
氏
族
な
ど
を
意
味
す
る
。
（
「
仏
教
語
序
辞
典
」
）
つ
ま

り
世
の
申
の
一
切
の
き
ず
な
を
断
ち
き
っ
て
、
寂
滅
の
世
界
に
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
生
命
な
き
「
繁
木
死
灰
」
の
世
界
で
あ

る
。
一
合
目
そ
れ
は
「
無
我
」
の
よ
う
に
見
え
は
す
る
が
、
実
は
「
家
を
出
て
わ
が
身
を
善
く
す
る
」
、
　
（
二
程
全
書
巻
十
四
）
、

「
生
死
の
苦
し
み
を
恐
れ
て
、
そ
れ
か
ら
解
脱
し
よ
う
と
す
る
、
自
分
の
利
益
の
た
め
」
　
（
同
上
）
の
工
夫
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ

に
は
家
も
な
く
、
人
倫
も
な
く
、
　
「
自
私
自
利
の
心
へ
の
執
着
」
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
我
」
で
あ
り
「
汚
染
」
で
あ
る
。

「
克
た
る
べ
き
己
れ
」
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
て
も
「
専
心
天
理
に
心
を
お
い
て
」
の
工
夫
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

程
氏
も
言
う
、
　
「
（
釈
氏
の
教
は
）
決
し
て
公
道
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
形
而
上
の
世
界
に
達
し
よ
う
と
努
め
る
だ
け
で
、
形
而

下
の
工
夫
が
な
い
。
　
（
形
而
下
の
工
夫
が
な
け
れ
ば
）
形
而
上
の
世
界
に
達
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
で
き
よ
う
か
。
も
と
も
と
（
釈
氏
の

教
に
お
い
て
は
）
　
（
形
而
上
下
の
世
界
）
が
連
続
せ
ず
し
て
断
絶
が
あ
る
の
で
あ
る
。
　
（
釈
氏
の
教
は
）
道
で
は
な
い
。
」
　
（
同
上
）

　
と
こ
ろ
で
、
仏
教
に
は
な
い
と
さ
れ
る
「
外
」
と
は
何
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
陽
明
は
仏
教
を
批
判
し
て
「
か
の
釈
氏
は
人
倫
を
お
ろ
そ
か
に
し
、
物
の
道
理
を
忘
れ
て
空
寂
に
陥
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は

心
を
明
ら
か
に
す
る
（
も
の
）
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
　
（
全
書
巻
筆
・
．
「
夏
敦
夫
に
与
う
」
）
と
言
う
。
ま
た
世
儒
を
批
判
し
て
「
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世
の
儒
者
は
、
外
部
の
知
識
の
研
究
考
察
に
つ
と
め
て
、
こ
れ
を
そ
の
心
に
言
づ
け
る
こ
と
を
知
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
理
を
窮
め
る
（
も

の
）
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
　
（
同
上
）
と
言
っ
て
い
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
人
の
心
は
「
本
来
天
然
の
理
」
で
あ
り
、
　
「
無
我
」
で
あ
っ
た
。
外
（
窮
理
）
は
内
（
居
敬
）
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
内

（
居
敬
）
は
外
（
窮
理
）
で
あ
り
外
（
窮
理
）
は
内
（
居
敬
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
陽
明
の
考
え
か
ら
見
れ
ば
、
　
「
人
倫
を
お
ろ
そ
か
に
し
、

物
の
道
理
を
忘
れ
て
空
寂
に
陥
っ
た
」
釈
氏
は
、
　
「
そ
の
心
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
し
、
ま
た
「
外
部
の
知

識
の
研
究
考
察
に
つ
と
め
て
、
こ
れ
を
そ
の
心
に
本
づ
け
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
」
世
儒
は
、
　
「
理
を
窮
め
る
も
の
と
言
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
」
陽
明
の
思
想
が
釈
氏
や
世
儒
と
異
な
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
右
の
書
の
前
年
に
書
か
れ
た
「
象
山
文
集
序
」
　
（
全
書
巻
七
）
で
は
、
　
「
仏
老
の
空
虚
は
、
人
倫
・
事
物
の
常
理
を
遺
棄
し
て
、
そ
の

い
わ
ゆ
る
吾
が
心
な
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
け
れ
ど
も
、
　
（
彼
等
は
）
物
理
は
と
り
も
な
お
さ
ず
吾
が
心
で
あ
っ
て
、
決
し

て
遺
棄
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
　
「
物
理
は
と
り
も
な
お
さ
ず
吾
が
心
」
と
は
何
か
。

　
「
親
に
孝
た
ら
ん
と
す
る
の
心
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
孝
の
理
が
あ
り
、
親
に
孝
た
ら
ん
と
す
る
の
心
が
な
け
れ
ば
、
孝
の
理
も
な
い
。

同
じ
よ
う
に
、
君
に
忠
た
ら
ん
と
す
る
の
心
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
忠
の
理
が
あ
り
、
．
君
に
忠
た
ら
ん
と
す
る
の
心
が
な
け
れ
ば
、
忠
の

理
も
な
い
。
こ
め
よ
う
に
理
は
、
吾
が
心
を
お
い
て
は
決
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
　
（
伝
習
録
巻
中
）

　
「
親
に
孝
た
ら
ん
と
す
る
」
こ
と
は
「
物
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
「
孝
の
理
」
を
窮
め
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
孝
の
理
」
を
窮
め
る

こ
と
は
、
　
「
心
の
理
」
を
窮
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
「
物
理
は
と
り
も
な
お
さ
ず
吾
が
心
」
な
の
で
あ
る
。

　
尊
老
は
「
吾
が
心
を
明
ら
か
に
し
よ
う
」
と
す
る
け
れ
ど
も
、
　
「
物
理
は
即
ち
吾
が
心
」
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
た
め
に
、
　
「
人
倫

・
物
理
を
遺
棄
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
　
「
家
を
出
て
我
が
身
を
善
く
」
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
自
私
自
利
の
心
に
執
着
す
る
」
こ

と
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
仏
法
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
は
、
　
「
そ
も
そ
も
禅
の
説
は
、
人
倫
を
棄
て
物
理
を
遺
（
す
）
て
る
。
そ
の
結
果
す

る
と
こ
ろ
、
　
（
禅
の
説
で
は
）
天
下
国
家
を
治
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
　
（
「
象
山
文
集
序
」
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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陽
明
の
「
隠
遁
」
の
目
的
は

　
　
四

「
晦
養
・
厚
手
」

に
あ
っ
た
。
　
「
隠
遁
」
の
場
所
は
山
間
で
あ
り
、
　
「
当
直
・
厚
恩
」
の
方
法
は
講
習
で



あ
る
。
　
「
講
習
」
は
『
易
経
』
兇
卦
に
「
象
に
曰
く
、
麗
澤
は
兇
な
り
。
君
子
以
て
朋
友
講
習
す
」
と
あ
る
に
も
と
つ
く
。

　
二
つ
の
沢
が
近
い
処
に
並
ん
で
い
る
の
は
克
の
卦
の
象
で
あ
る
。
沢
が
近
い
処
に
二
つ
並
ん
で
い
れ
ば
、
互
い
に
相
潤
お
す
。
君
子
は

こ
の
象
を
観
て
、
そ
れ
に
の
っ
と
り
、
友
達
が
一
緒
に
学
問
を
研
究
し
、
互
い
に
教
え
た
り
教
え
ら
れ
た
り
す
る
。
そ
こ
で
友
達
が
互
い

に
益
を
得
る
の
で
あ
る
。
　
（
公
田
連
太
郎
「
易
経
講
話
」
）

　
湛
甘
泉
が
陽
明
洞
を
去
る
こ
と
数
十
里
の
と
こ
ろ
、
薫
山
の
湘
湖
の
ほ
と
り
に
肝
心
を
建
て
た
。
陽
明
洞
は
、
漸
江
省
紹
興
の
東
南
の

会
稽
山
に
あ
り
、
陽
明
は
周
辺
の
風
物
を
愛
し
て
こ
こ
に
室
を
築
い
た
。
こ
の
こ
と
を
聞
い
た
陽
明
は
非
常
に
喜
ん
で
、
　
「
ま
こ
と
に
良
友

が
相
集
会
し
て
共
に
七
道
（
し
ど
う
（
儒
学
の
道
）
）
に
進
み
励
む
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
こ
の
世
に
こ
れ
以
上
の
楽
し
み
が
あ
る
だ

ろ
う
か
。
こ
の
楽
し
み
に
く
ら
べ
れ
ば
、
取
る
に
足
り
な
い
表
面
の
栄
辱
得
喪
の
ご
と
き
は
、
歯
牙
に
か
け
る
に
足
り
よ
う
か
」
　
（
全
書

巻
四
「
王
古
意
に
集
う
e
」
）
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
書
よ
り
八
年
後
、
江
西
省
南
部
の
反
乱
を
鎮
定
し
、
故
郷
に
帰
る
こ
と
を
期
待

し
な
が
ら
、
「
や
が
て
辞
職
し
て
帰
郷
す
る
だ
ろ
う
。
山
間
の
講
習
の
楽
し
み
を
予
想
す
る
と
、
思
わ
ず
欣
（
よ
ろ
こ
）
び
に
満
た
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
」
　
（
同
上
「
聞
人
邦
英
・
邦
正
に
寄
す
θ
」
）
と
言
っ
て
い
る
。

・
仏
教
者
的
隠
遁
と
の
相
違
が
こ
こ
に
あ
る
。
山
林
に
隠
棲
し
、
坐
禅
瞑
想
に
沈
潜
す
る
の
で
は
な
く
て
、
山
間
に
相
集
会
し
、
朋
友
と

共
に
聖
人
の
学
問
を
研
究
し
、
互
い
に
教
え
ら
れ
て
禅
益
し
合
っ
て
向
上
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
陽
明
の
理
想
は
あ
っ
た
。

　
「
仁
を
な
す
の
は
自
分
自
身
で
あ
り
。
他
人
が
関
与
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
学
問
修
行
の
進
み
工
合
を
観
る
に
は
、

朋
友
は
た
と
え
一
日
で
あ
っ
て
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
：
：
（
と
こ
ろ
で
君
は
職
を
辞
し
、
朋
友
と
別
れ
て
故
郷
に
い
る
が
）

孤
独
で
共
に
（
講
習
に
励
む
朋
友
の
な
い
）
嘆
き
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
　
（
同
上
「
首
夏
に
寄
す
e
」
）
と
故
郷
に
独
り
居
る
弟
子
を
戒

め
て
い
る
。
　
「
講
習
」
の
勧
め
で
あ
る
。

　
ま
た
「
大
学
・
中
庸
の
註
は
最
近
書
き
あ
げ
た
け
れ
ど
も
、
私
の
酒
養
す
る
と
こ
ろ
が
ま
だ
純
一
で
な
く
、
博
学
博
識
を
求
め
、
速
成

を
求
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
焼
き
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
い
さ
さ
か
進
歩
し
た
と
は
思
う
も
の
の
、
真
に
自
得
深
造
の
境
地

に
は
至
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
将
来
、
山
中
（
陽
明
洞
）
で
諸
賢
と
商
量
（
考
え
量
る
・
相
談
す
る
）
し
て
共
に
こ
れ
を
完
成
し
ょ
う
」

（
同
上
「
陸
元
畜
に
寄
す
e
」
）
と
も
言
い
、
さ
ら
に
は
、
希
顔
ら
が
科
挙
に
及
第
し
た
知
ら
せ
を
聞
い
て
喜
び
な
が
ら
も
、
「
諸
君
の
今

日
の
た
め
に
喜
こ
ぶ
の
で
は
な
い
。
将
来
、
山
中
（
の
講
習
）
に
良
友
を
得
た
こ
と
を
喜
こ
ぶ
の
で
あ
る
」
（
同
上
「
希
顔
・
台
仲
・
明
徳
・

一2
7

一



尚
謙
・
原
註
に
与
う
」
）
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
陽
明
が
山
間
講
習
に
何
を
期
待
し
、
い
か
に
楽
し
み
と
し
て
い
た
か
が
理
解
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
「
禅
の
説
は
人
倫
を
棄
て
物
理
を
遺
て
る
。
そ
の
結
果
す
る
と
こ
ろ
、
　
（
禅
の
説
で
は
）
天
下
国
家
を
治
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
仏
教
を
批
判
し
た
陽
明
が
、
講
習
の
た
め
と
は
い
え
「
天
下
国
家
を
遺
（
す
）
て
」
て
山
間
に
隠
遁
し
よ
う
と
す
る
の
は
な
ぜ

で
あ
ろ
う
か
。

　
正
徳
五
年
、
北
京
大
興
隆
寺
で
、
黄
宗
賢
が
陽
明
と
甘
泉
に
「
他
日
、
天
台
・
鷹
蕩
（
漸
江
省
）
に
二
君
の
た
め
に
二
つ
の
草
葺
を
作
ろ

う
」
　
（
湛
甘
泉
撰
「
陽
明
先
生
墓
誌
銘
」
）
と
言
っ
た
。
や
が
て
宗
賢
は
職
を
辞
し
て
帰
郷
し
、
草
蔭
を
結
ん
で
待
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
甘
泉
は
母
を
亡
く
し
、
広
東
省
増
城
に
帰
郷
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
（
全
書
避
溢
「
黄
宗
賢
に
覆
う
四
」
）
。
陽
明
は
「
天
台
よ
り
の
書

を
拝
受
し
た
。
山
間
の
お
も
む
き
を
聞
き
羨
や
ま
し
い
限
り
で
あ
る
。
早
寒
を
結
ん
で
待
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
の
こ
と
、
あ
り
が
た
い

こ
と
で
は
あ
る
が
、
貴
意
に
副
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
・
：
・
甘
泉
は
や
が
て
増
城
に
帰
る
だ
ろ
う
。
そ
う

な
る
と
道
程
は
る
か
に
距
っ
て
、
他
日
、
天
台
鷹
蕩
問
に
草
葺
を
結
ん
で
の
三
人
講
習
の
約
束
も
空
し
く
な
る
だ
ろ
う
」
と
嘆
き
、
「
僕
は

と
い
え
ば
、
近
く
に
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
家
の
事
情
で
辞
職
を
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
　
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
）
挙
げ
ら
れ
て

（
正
徳
九
年
四
月
、
南
京
鴻
膣
寺
卿
に
下
っ
た
こ
と
か
）
遂
に
北
山
の
移
文
と
な
る
」
　
（
同
上
）
と
言
う
。

　
「
北
山
の
移
文
」
と
は
『
古
文
真
宝
群
集
』
巻
の
五
に
の
せ
る
文
章
の
名
で
あ
る
。
　
（
以
下
、
新
釈
漢
文
大
系
「
古
文
全
軍
（
後
集
）
」

に
よ
る
。
）
六
朝
の
宋
の
周
騒
（
し
ゅ
う
ぎ
ょ
う
）
　
（
字
は
彦
倫
（
げ
ん
り
ん
）
）
は
、
初
め
は
江
蘇
省
江
怨
府
に
あ
る
鍾
（
し
ょ
う
）

山
（
南
京
の
東
北
に
あ
る
の
で
北
山
と
も
い
う
）
に
隠
れ
住
ん
だ
が
、
後
に
は
出
で
て
仕
え
て
会
稽
山
の
海
士
県
令
と
な
り
、
ま
た
こ
の
鍾

山
に
立
ち
寄
ろ
う
と
し
た
。
孔
徳
章
（
名
は
稚
圭
、
会
稽
の
人
）
は
周
顯
が
隠
逸
の
素
志
を
変
じ
て
仕
え
た
の
を
い
や
し
み
、
蓼
藍
（
北

山
）
の
神
霊
の
意
に
仮
託
し
て
、
官
府
の
通
達
文
書
に
擬
し
て
こ
の
文
を
書
き
、
二
度
と
全
山
（
北
山
）
に
立
ち
入
ら
せ
ま
い
と
し
た
。

政
府
の
廻
状
を
移
文
、
下
書
と
い
う
の
で
、
こ
の
文
章
を
「
北
山
移
文
」
と
名
づ
け
た
。
北
山
の
神
は
、
周
顯
の
よ
う
な
節
操
を
守
ら
な

い
人
間
が
こ
の
山
を
通
る
と
、
山
水
草
木
が
汚
れ
る
か
ら
立
ち
寄
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
志
明
ら
か
に
節
操
固
く
凡
俗
を
抜
き
ん
出
た
姿
、
心
さ
わ
や
か
に
浮
世
の
塵
埃
を
超
出
し
た
想
い
、
そ
一
の
節
操
は
白
雪
に
比
す
べ
く
、

そ
の
心
志
は
青
雲
を
も
凌
い
で
真
直
ぐ
に
立
ち
上
る
。
隠
者
と
は
そ
う
い
う
人
柄
で
あ
る
。
．
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隠
者
の
人
柄
は
万
物
の
上
に
高
ぐ
払
え
立
ち
、
そ
の
徳
は
霞
の
外
に
清
く
輝
く
。
千
金
を
塵
芥
と
し
て
顧
み
ず
、
天
子
の
位
を
も
わ
ら

ぐ
つ
の
よ
う
に
脱
ぎ
捨
て
る
。

　
世
に
周
子
と
い
う
も
の
あ
り
、
書
中
の
俊
才
で
あ
る
。
学
問
あ
り
博
識
あ
り
、
老
荘
に
通
じ
ま
た
教
養
も
あ
る
。
：
：
隠
遁
の
心
な
く

北
山
に
隠
棲
し
た
。
北
山
の
操
正
し
い
桧
や
桂
を
誘
い
だ
ま
し
、
美
し
い
雲
や
谷
を
欺
い
た
。
う
わ
べ
は
川
や
沢
に
世
を
避
け
て
い
た
け

れ
ど
、
心
は
爵
禄
に
か
ら
み
つ
い
て
い
た
。

　
御
召
の
車
の
馬
が
北
山
の
谷
に
噺
（
い
な
な
）
き
、
鶴
頭
の
文
書
（
隠
者
を
招
く
文
書
）
が
岡
を
登
っ
て
く
る
と
、
周
子
は
身
を
馳
せ

気
も
そ
ぞ
ろ
に
志
は
変
り
心
変
り
し
た
。
仕
官
し
た
彼
は
眉
を
あ
げ
て
座
に
並
び
、
襖
を
ひ
る
が
え
し
て
酒
宴
に
列
し
た
。
道
服
は
焼
き

裂
き
捨
て
、
塵
に
汚
れ
た
俗
吏
の
顔
で
そ
り
返
り
、
栄
華
を
求
め
て
あ
く
せ
く
と
走
り
ま
わ
っ
た
。

　
今
や
周
子
は
蘭
草
の
偏
へ
お
び
も
の
（
幽
人
隠
士
の
高
潔
さ
を
示
す
）
）
を
解
き
捨
て
、
塵
に
汚
れ
た
官
吏
の
冠
の
綬
（
ひ
も
）
で
身
の

自
由
を
束
縛
す
る
生
活
に
入
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
今
、
海
量
県
令
の
任
期
満
ち
、
旅
装
を
整
え
て
帝
都
へ
向
け
て
舟
路
を
急
い
で
い
る
。
或
い
は
こ
の
山
の
草
堂
に
歩
を
運
ぶ
こ

と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ど
う
し
て
こ
の
碧
（
み
ど
り
）
の
嶺
を
、
丹
（
あ
か
）
き
崖
を
、
か
お
り
草
の
薫
る
小
路
を
、
澄
み
き
っ
た

池
の
水
を
、
辱
し
め
汚
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

　
さ
あ
、
ど
う
か
皆
で
こ
の
俗
士
の
駕
を
廻
ら
し
て
、
北
山
の
神
の
た
め
に
周
子
を
謝
絶
し
よ
う
。

、
言
う
ま
で
も
な
く
周
顯
に
は
周
腰
の
言
い
分
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
星
川
清
孝
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
そ
の
内
容
は
、
六
朝
の
は

じ
め
か
ら
盛
ん
で
あ
っ
た
隠
逸
劉
流
を
尊
び
、
世
俗
を
賎
し
む
、
い
わ
ゆ
る
隠
士
の
高
踏
思
想
で
あ
る
が
、
：
；
。
そ
し
て
周
鷹
が
こ
の

隠
者
の
生
活
を
捨
て
て
、
却
っ
て
官
界
に
入
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
思
想
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
流
派
の
人
か
ら
批
判
さ

れ
俗
人
と
し
て
厳
し
く
排
斥
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
」
甘
薯
の
行
為
の
是
非
善
悪
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
．
「
美
都
に
牽
か
れ
て
遅

運
と
し
て
未
だ
決
せ
ず
。
挙
げ
ら
れ
て
遂
に
北
山
の
移
文
と
な
る
」
と
言
っ
た
陽
明
の
嘆
き
1
隠
遁
へ
の
心
情
の
傾
斜
は
、
ま
こ
と
に
深

い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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陽
明
は
、
唐
音
淵
に
末
世
に
処
す
る
方
法
を
説
き
な
が
ら
、
一
「
私
は
厚
禄
を
頂
戴
し
、
地
万
の
な
す
べ
き
任
務
が
あ
る
の
で
（
南
京
太

今
寺
少
卿
）
、
身
を
脱
し
て
潜
か
に
逃
れ
帰
り
た
い
と
は
思
う
け
れ
ど
も
、
い
か
に
も
む
つ
か
し
い
」
　
（
全
書
巻
四
「
希
淵
に
寄
す
e
」
）

と
言
い
、
翌
年
（
正
徳
八
年
）
に
も
、
曲
淵
が
陽
明
の
出
処
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
の
に
感
謝
し
な
が
ら
、
　
「
世
事
の
た
め
に
辞
職
を

直
ち
に
決
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
そ
の
た
め
に
恥
じ
入
っ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
結
局
は
貴
君
の
教
示
の
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
」
　
（
同
上
「
希
淵
に
寄
す
θ
」
）
と
言
う
。

　
「
職
を
辞
す
」
こ
と
を
「
身
を
脱
し
て
逃
る
」
と
言
い
、
　
「
辞
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
の
が
恥
ず
か
し
い
」
と
す
る
陽
明
の

心
情
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
北
山
の
移
文
」
に
連
な
る
。
仏
教
や
老
荘
を
「
空
虚
静
寂
」
と
し
て
排
撃
し
な
が
ら
、
　
「
人
生
は
と
も
す

れ
ば
拘
束
多
く
、
不
自
由
な
こ
と
で
あ
る
。
か
え
っ
て
世
俗
か
ら
超
脱
し
た
老
荘
や
仏
教
の
方
が
よ
い
」
　
（
同
上
「
黄
宗
賢
に
与
う
四
」
）

と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
陽
明
を
し
て
・
「
世
俗
か
ら
超
脱
し
た
老
荘
や
仏
教
の
方
が
よ
い
」
と
ま
で
言
わ
し
め
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
正
徳
十
二
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
、
陽
明
は
都
響
院
左
倉
都
御
史
と
し
て
、
反
乱
平
定
の
た
め
江
西
南
部
の
鞍
（
か
ん
）
に
在
っ
た
。

軍
事
的
に
も
政
治
的
に
も
成
功
を
収
め
た
（
山
本
正
一
「
王
陽
明
」
）
。
と
こ
ろ
が
、
陽
明
は
「
士
風
は
日
々
に
軽
薄
に
な
り
、
立
派
な

人
た
ち
と
思
っ
て
い
た
も
の
も
、
皆
（
時
勢
に
）
附
和
雷
同
し
て
聖
学
を
忌
む
も
の
と
す
る
」
と
、
自
分
と
相
容
れ
ざ
る
周
囲
の
状
勢
を
憾

み
に
思
い
、
「
私
の
心
は
落
ち
着
か
ず
忙
し
く
、
い
ま
だ
に
逃
避
す
る
こ
と
も
な
く
、
　
（
思
え
ば
）
ま
こ
と
に
堂
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
燕

雀
で
あ
る
」
と
嘆
く
。
「
逃
避
」
と
は
「
身
を
脱
し
て
逃
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
　
「
（
そ
の
上
）
官
途
は
泥
沼
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
ひ
と
た
び
）
そ
の
中
に
没
入
す
れ
ば
、
脱
出
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
。
私
は
（
こ
の
申
に
）
脚
を
ふ
み
は
ず
し
た
見
本
で

あ
る
。
肇
（
か
ん
が
）
み
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
戒
め
る
。

　
「
士
風
」
は
自
分
と
合
わ
ず
、
自
分
は
「
堂
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
燕
雀
」
で
あ
れ
ば
、
「
拘
束
多
く
不
自
由
」
な
人
生
で
あ
る
。
　
「
世
俗

か
ら
超
脱
し
た
老
荘
・
仏
教
」
に
心
情
が
傾
斜
す
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
「
官
途
が
泥
沼
の
よ
う
な
も
の
」
で
あ
れ
ば
な
お
さ

ら
で
あ
る
。
更
に
も
う
一
つ
、
病
勢
の
す
す
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
　
「
毒
中
の
病
翼
、
或
は
能
く
冥
鴻
の
末
に
附
し
て
帰
ら
ん
こ
と
、
未
だ

知
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
　
（
全
書
巻
四
「
希
淵
に
寄
す
θ
」
）
と
結
ん
で
望
郷
の
思
い
を
訴
え
る
。
　
「
冥
鴻
の
末
」
と
は
天
高
く
飛
ぶ
雁

の
末
尾
の
こ
と
。
　
「
冥
鴻
」
は
ま
た
世
を
避
け
る
隠
者
の
た
と
え
で
も
あ
る
。

　
こ
の
書
は
、
正
徳
十
三
年
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
陽
明
は
弘
治
十
五
年
と
正
徳
十
年
に
病
気
休
暇
を
願
う
上
奏
文
を
二
度
（
三
月
と
六
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月
）
奉
っ
て
い
る
。

　
「
休
暇
を
請
う
上
奏
文
の
許
し
が
今
に
至
る
も
と
ど
か
な
い
の
で
、
己
む
を
得
ず
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
」
　
（
同
上
「
醇
尚
蔵
に
与
う
e

」
）
と
言
い
、
ま
た
「
私
は
、
二
度
の
上
奏
文
で
辞
職
を
願
っ
た
け
れ
ど
も
、
い
ま
だ
に
そ
の
返
報
が
な
い
。
私
は
決
意
し
た
、
二
度
許

さ
れ
な
け
れ
ば
三
度
願
い
、
三
度
許
さ
れ
な
け
れ
ば
五
度
願
い
六
度
願
っ
て
、
必
ず
返
報
を
得
る
ま
で
は
願
い
つ
づ
け
る
つ
も
り
で
あ
る
」

（
同
上
「
陸
々
静
に
与
う
⇔
」
）
と
決
意
を
表
明
す
る
。
と
こ
ろ
が
翌
年
（
正
徳
十
四
年
）
、
祖
母
の
死
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
「

決
意
」
は
ま
さ
に
実
行
に
移
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
　
「
正
月
二
日
、
家
よ
り
の
書
信
を
得
て
、
去
冬
十
月
、
祖
母
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
を

知
っ
た
。
身
を
割
（
さ
）
か
れ
る
よ
う
な
思
い
が
す
る
。
私
は
職
守
に
つ
な
が
れ
て
帰
り
灯
れ
る
す
べ
も
な
く
、
今
ま
た
懇
ろ
に
上
奏
文

を
奉
っ
た
。
も
し
ど
う
し
て
も
許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
儲
君
の
図
を
な
そ
う
と
思
う
」
　
（
同
上
「
希
淵
に
寄
す
⑳
」
）
　
「

径
往
の
図
」
と
は
、
た
だ
ち
に
往
く
、
則
ち
た
だ
ち
に
実
行
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
径
往
の
図
」
は
結
局
は
「
決
意
」
に
と
ど
ま
り
、
実
行
に
は
移
さ
れ
な
か
っ
た
。
　
「
陽
明
を
つ
な
い
だ
煮
転
」
は

あ
ま
り
に
も
強
く
、
　
「
官
途
は
泥
沼
の
よ
う
な
も
の
」
で
あ
っ
た
ρ
　
「
ひ
と
た
び
そ
の
中
に
没
入
す
れ
ば
、
脱
出
す
る
こ
と
は
な
か
な
か

む
つ
か
し
い
。
」
陽
明
は
自
分
の
無
力
を
痛
感
す
る
。
病
状
も
悪
く
、
気
力
も
弱
い
。
故
郷
の
西
落
蓋
に
隠
棲
し
て
い
る
湛
甘
泉
の
問
に

答
え
た
書
の
中
の
次
の
文
章
は
、
当
時
の
陽
明
の
心
情
を
語
っ
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
「
僕
は
ま
だ
五
十
歳
に
も
な
ら
な
い
の
に
、
病
み
衰
え
る
こ
と
六
七
十
翁
の
ご
と
く
で
あ
る
。
日
夜
、
陽
明
洞
に
帰
り
（
朝
に
道
を
聞

い
て
）
夕
べ
に
死
す
る
志
を
遂
げ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
　
（
た
め
に
）
三
た
び
上
書
し
て
（
辞
職
を
願
っ
た
が
）
い
ま
だ
に
許
さ
れ
な
い
。

（
思
い
き
っ
て
）
印
を
棄
て
て
帰
郷
し
、
貴
君
の
よ
う
に
隠
棲
し
た
い
と
は
思
う
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
ら
世
間
を
驚
か
し

て
大
変
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
（
同
上
「
甘
泉
に
答
う
e
」
）
し
か
し
一
方
で
は
、
．
「
祖
母
の
老
衰
も
い
よ
い
よ
甚
し
く
、
ぜ
ひ
一
度

会
っ
て
お
き
た
く
、
老
い
た
父
も
書
を
寄
せ
て
、
し
き
り
に
帰
郷
を
う
な
が
す
。
僕
の
気
持
ち
は
い
よ
い
よ
暗
い
。
」
　
（
同
上
）
い
か
に

孝
心
の
厚
か
っ
た
陽
明
と
は
い
え
、
彼
を
取
り
巻
く
状
勢
は
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
さ
に
身
体
こ
れ
谷
（
き
わ
）
ま
っ

た
思
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。
　
「
世
の
中
の
一
つ
一
つ
の
事
は
、
あ
た
か
も
狂
風
蝶
雨
申
の
落
葉
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
　
（
舞
い
来
た
り
舞

い
去
る
こ
と
）
忽
ち
の
う
ち
で
あ
っ
て
、
い
ず
こ
に
所
を
定
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
」
　
（
同
上
）
。

　
こ
の
嘆
き
は
二
年
後
、
再
び
甘
泉
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
掲
書
で
は
「
許
し
を
待
っ
て
お
れ
ば
、
冬
が
去
る
の
を
待
ち
春
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が
訪
れ
れ
ば
、
必
ず
や
（
僕
の
思
い
は
）
遂
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
期
待
は
し
た
も
の
の
、
「
僕
の
病
気
休
暇
の
願
い
は
、
ま
だ
遂
げ

ら
れ
な
い
で
い
る
。
今
ま
た
帰
省
を
請
願
し
よ
う
と
思
う
け
れ
ど
も
、
進
退
は
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。
憂
い
の
多
い
塵
の
世
に
あ
っ

て
、
僕
の
落
ち
つ
く
と
こ
ろ
は
、
結
局
い
ず
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
言
い
、
　
「
時
々
念
及
し
て
こ
れ
を
教
う
べ
し
」
　
（
同
上
「
甘

泉
に
答
う
⇔
」
）
と
訴
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
正
徳
十
六
年
春
三
月
、
三
聖
が
崩
じ
世
宗
が
即
位
し
た
。
陽
明
は
「
私
が
帰
り
逃
れ
る
日
も
間
も
な
く
で
あ
ろ
う
。
聖
天
子
の
新
政
は

英
明
で
あ
る
」
　
（
全
書
巻
五
「
郷
謙
之
に
与
う
e
」
）
と
期
待
し
た
け
れ
ど
も
、
召
用
の
勅
命
あ
り
北
京
へ
上
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
私
は

こ
の
両
年
来
、
血
気
も
衰
え
、
ま
た
世
に
用
い
ら
れ
ん
と
す
る
志
も
な
い
。
近
く
勅
を
奉
じ
て
北
京
へ
上
る
が
、
－
途
中
、
故
郷
に
老
い
た

父
の
安
否
を
尋
ね
て
孝
養
の
道
を
つ
く
し
た
い
」
　
（
同
上
「
夏
敦
夫
に
与
う
」
）
と
訴
え
、
六
月
、
老
父
を
思
う
切
々
た
る
情
を
こ
め
て

「
便
道
に
帰
省
す
る
を
乞
う
の
疏
」
を
奉
る
。
　
「
私
が
奉
っ
た
帰
省
を
乞
う
の
疏
は
、
．
当
局
は
已
に
認
め
て
奏
上
し
た
と
聞
い
て
い
る
。

も
し
勅
許
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
　
（
今
度
こ
そ
末
長
く
故
郷
の
山
沢
に
逃
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
　
（
同
「
三
元
静
に
与
う
e
」
）
と
最

後
の
希
望
を
託
す
る
。

　
結
局
、
政
治
状
勢
の
変
化
に
よ
り
移
用
の
こ
と
は
中
止
さ
れ
、
陽
明
は
南
京
兵
部
尚
書
に
陞
（
の
ぼ
）
り
、
同
時
に
帰
郷
を
許
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　
「
八
月
越
に
至
り
、
九
月
余
銚
に
帰
る
9
先
祖
の
墓
に
参
り
、
　
（
生
誕
の
）
瑞
雲
棲
を
訪
れ
、
胎
衣
（
登
時
の
服
）
を
蔵
し
て
あ
る
地

を
指
し
て
久
し
く
袖
を
涙
に
濡
ら
し
た
。
幼
く
し
て
永
訣
し
た
母
に
孝
養
を
つ
く
す
こ
と
が
で
き
ず
、
祖
母
の
死
に
会
し
て
葬
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
悼
み
悲
し
ん
だ
の
で
あ
る
、
し
か
し
こ
れ
よ
り
日
々
宗
族
親
友
と
宴
遊
し
：
：
。
」
　
（
年
譜
正
徳
十
六
年
）

　
か
く
し
て
こ
こ
に
、
永
年
の
念
願
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
ち
か
ご
ろ
、
こ
の
山
間
に
遠
く
近
く
よ
り
至
る
も
の
百
余
人
。
そ
の
た
め
頗
る
警
発
さ
れ
、
此
学
（
し
が
く
）
が
ま
す
ま
す
的
確
簡

易
な
る
こ
と
を
見
得
す
る
。
ま
こ
と
に
此
学
は
三
王
に
考
え
て
謬
ら
ず
、
百
世
聖
人
を
侯
（
ま
）
ち
て
惑
わ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
」
　
（
全

書
巻
五
「
路
賓
王
に
答
う
」
）
　
　
　
（
一
九
七
九
・
六
・
二
九
）
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