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は
じ
め
に

　
「
文
公
」
と
諡

お
く
り
なさ
れ
た
韓
愈
は
、
文
字
通
り
「
文
」
の
意
義
を
体
現
し
た
人
物
で
あ
る
。
古
学
に
も
宋
学
に
も
繋
が
る
思
想
史
上
の
結
節
点
と

し
て
も
、
古
文
と
駢
文
と
い
う
「
文
」
の
転
換
の
提
唱
者
と
し
て
も
、
そ
し
て
杜
甫
を
発
見
し
詩
を
文
学
の
主
流
に
押
し
上
げ
た
詩
人
と
し
て

も
、
そ
の
文
化
史
上
の
位
置
は
極
め
て
大
き
い
。
し
か
し
同
時
に
、
思
想
・
文
学
・
文
化
と
い
う
近
代
的
な
概
念
で
の
説
明
を
超
え
て
、
そ
の
生

き
方
と
表
現
と
が
、
圧
倒
的
な
力
を
持
っ
て
読
む
者
に
肉
迫
す
る
稀
有
の
存
在
で
も
あ
る
。

　
筆
者
（
牧
角
）
は
個
人
的
に
は
中
国
の
詩
人
の
中
で
韓
愈
に
最
も
惹
か
れ
る
。
そ
れ
は
詩
人
と
し
て
で
あ
る
。
因
っ
て
本
学
の
授
業
で
長
く
文

学
史
を
講
じ
て
き
た
中
で
、
常
に
韓
愈
を
文
の
画
期
と
位
置
付
け
て
き
た
。
一
方
、
本
年
度
か
ら
非
常
勤
講
師
と
し
て
唐
・
宋
の
文
学
と
中
国
文

学
概
論
の
担
当
を
お
願
い
し
て
い
る
和
久
講
師
は
、
中
国
中
世
の
言
語
思
想
を
専
門
と
す
る
若
手
研
究
者
で
あ
る
。
和
久
講
師
も
ま
た
、
表
現
と

思
想
の
相
関
を
哲
学
的
体
系
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
自
身
の
問
題
意
識
の
中
で
、
韓
愈
に
大
き
な
興
味
を
覚
え
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
牧
角

は
文
学
史
或
い
は
詩
人
の
存
在
意
義
と
い
う
視
点
か
ら
、
和
久
は
表
現
と
思
想
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
、
方
法
論
を
異
に
し
な
が
ら
も
韓
愈
の
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大
き
な
個
性
に
対
し
て
他
と
は
異
な
る
格
別
の
思
い
を
共
有
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
牧
角
が
韓
愈
を
折
り
返
し
地
点
と
し
て
中
国
文
学
史
を
講

じ
た
よ
う
に
、
和
久
も
ま
た
本
学
の
講
義
（「
中
国
文
学
研
究
③
④
」）
の
中
で
韓
愈
を
中
心
に
思
想
と
文
化
、
そ
し
て
表
現
の
背
景
へ
の
志
向
を

講
じ
、
そ
れ
ら
は
学
生
の
深
い
興
味
を
喚
起
し
て
い
る
。

　

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
主
に
和
久
が
講
義
の
た
め
に
準
備
し
た
韓
愈
「
秋
懐
詩
」
の
基
本
資
料
（
講
義
ノ
ー
ト
）
を
「
ノ
ー
ト
」
と

し
て
提
示
し
た
上
で
、
牧
角
が
文
学
史
的
視
点
か
ら
一
つ
の
話
柄
を
提
供
す
る
。

　

中
国
古
典
に
は
、
近
代
的
「
文
学
」
と
は
多
少
異
質
の
性
格
が
あ
る
。
古
典
的
「
文
」
の
代
表
格
で
あ
る
韓
愈
を
対
象
に
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の

一
端
を
紹
介
す
る
こ
と
が
本
論
の
主
旨
で
あ
る
。

　

な
お
、
以
下
「
韓
愈
『
秋
懐
詩
』
ノ
ー
ト
」
は
和
久
、「
秋
懐
の
系
譜
―
―
阮
籍
・
韓
愈
・
魯
迅
―
―
」
は
牧
角
の
執
筆
に
繋
る
。

Ⅰ　

韓
愈
「
秋
懐
詩
」
ノ
ー
ト�

和
久　

希

■
解
題

　

「
秋
懐
詩
」
全
十
一
首
は
、
韓
愈
に
よ
る
五
言
の
連
作
詩
で
あ
る
。
表
題
の
通
り
、
秋
と
い
う
季
節
の
中
で
、
自
身
の
思
い
（
懐
）
を
述
べ
た
も

の
で
あ
り
、
方
世
挙
『
韓
昌
黎
詩
集
編
年
箋
注
』
に
よ
れ
ば
、
元
和
七
（
八
一
二
）
年
秋
、
韓
愈
四
五
歳
の
作
と
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
元
和
元
年
や

そ
れ
以
前
に
制
作
さ
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
）。
元
和
六
年
、
韓
愈
は
河
南
か
ら
上
京
し
て
尚
書
職
方
員
外
郎
の
地
位
を
得
た
が
、
翌
元
和
七
年
二

月
、
ふ
た
た
び
国
子
博
士
に
左
遷
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
韓
愈
の
内
面
に
は
時
流
に
従
う
こ
と
と
本
来
的
な
自
己
を
貫
く
こ
と
と
の
葛
藤
が
あ
り
、

そ
れ
ら
が
本
詩
の
主
題
を
な
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
本
詩
に
は
、
単
な
る
出
仕
／
隠
逸
と
い
う
二
項
対
立
に
は
回
収
さ
れ
な
い
、
読
書
へ
の

沈
潜
を
志
向
す
る
視
座
が
あ
る
（
其
三
～
其
五
）。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
現
実
と
の
あ
い
だ
に
新
た
な
揺
動
を
も
た
ら
し
、
つ
い
に
絶
対
的
な
他
者
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「
童
子
」
の
出
現
に
よ
り
、
破
綻
を
迎
え
て
し
ま
う
（
其
八
）。
そ
し
て
、
本
来
的
な
自
己
と
の
さ
ら
な
る
葛
藤
の
果
て
に
、
沈
黙
に
よ
る
天
命
の

受
容
（
其
十
一
）
に
至
る
の
で
あ
っ
た
。

　

本
ノ
ー
ト
で
は
、
以
下
の
問
題
意
識
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
連
作
詩
と
し
て
の
「
秋
懐
詩
」
全
十
一
首
の
全
体
を
把
握
す
る
た
め
の
基
礎
的
検
討
を

お
こ
な
う
。
韓
愈
詩
の
引
用
は
、
銭
仲
聯
『
韓
昌
黎
詩
繋
年
集
釈
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
に
も
と
づ
き
、
各
本
を
参
照
し
た
。

■
問
題
意
識

・
秋
： 

古
代
中
国
の
主
要
産
業
は
農
業
で
あ
り
、
秋
は
収
穫
の
季
節
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
豊
か
な
実
り
を
祝
福
す
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
中
国
文
学
史
に
お
い
て
は
、
古
代
よ
り
秋
を
悲
し
む
伝
統
が
あ
っ
た
。『
楚
辞
』
九
辯
の
冒
頭
に
は
「
悲
哉
秋
之
為
気
也
、

蕭
瑟
兮
草
木
揺
落
而
変
衰
」
と
の
言
が
あ
る
。
植
物
の
衰
亡
を
め
ぐ
る
描
写
は
、
往
々
に
し
て
悲
哀
の
情
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
が
、
さ

ら
に
は
、
人
生
の
短
さ
、
自
身
の
有
限
性
の
自
覚
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
自
身
の
有
限
性
と
は
、
時
間
が
不
可
逆
で
あ
り
、
そ
の

中
で
自
分
が
す
で
に
あ
る
程
度
の
と
こ
ろ
ま
で
無
自
覚
に
進
ん
で
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
文
学
史

上
の
秋
を
悲
し
む
伝
統
は
、
そ
の
後
、
潘
岳
「
秋
興
賦
」
、
謝
恵
連
「
秋
懐
」、
杜
甫
「
秋
興
」
な
ど
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う

な
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
し
て
の
韓
愈
「
秋
懐
詩
」
の
特
色
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

・
懐
： 

韓
愈
「
秋
懐
詩
」
に
は
、
上
述
し
た
秋
を
悲
し
む
伝
統
と
は
別
に
、
も
う
一
つ
、
文
学
史
上
の
異
な
る
伝
統
が
流
入
し
て
い
る
。
つ
と
に

夏
敬
観
「
説
韓
」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
詠
懐
」
の
伝
統
で
あ
る
。
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
其
一
に
見
え
て
い
る
「
現
実
」
と
「
文

学
」
と
の
二
重
の
関
係
（
大
上
正
美
『
阮
籍
・
嵆
康
の
文
学
』
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
あ
る
い
は
庾
信
「
擬
詠
懐
詩
」
其
一
に
見
え
て

い
る
「
方
法
と
し
て
の
自
虐
」
と
「
自
己
剔
抉
」
（
大
上
正
美
『
六
朝
文
学
が
要
請
す
る
視
座
─
─
曹
植
・
陶
淵
明
・
庾
信
』
研
文
出
版
、

二
〇
一
二
年
）
と
を
ふ
ま
え
、「
詠
懐
」
の
伝
統
か
ら
韓
愈
「
秋
懐
詩
」
が
い
か
に
し
て
表
現
を
獲
得
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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■
其
一

【
原
文
・
訓
読
】

１
牕
前
両
好
樹　
　

牕
前
の
両
好
樹

　

衆
葉
光
薿
薿　
　

衆
葉　

光
り
て
薿
薿
た
り

　

秋
風
一
披
払　
　

秋
風　

一
た
び
披
払
す
れ
ば

　

策
策
鳴
不
已　
　

策
策
と
し
て　

鳴
り
て
已
ま
ず

５
微
燈
照
空
牀　
　

微
燈　

空
牀
を
照
ら
し

　

夜
半
偏
入
耳　
　

夜
半　

偏ひ
と
えに
耳
に
入
る

　

愁
憂
無
端
来　
　

愁
憂　

端
無
く
し
て
来
た
り

　

感
歎
成
坐
起　
　

感
歎　

坐
起
を
成
す

　

天
明
視
顔
色　
　

天　

明
か
り
て　

顔
色
を
視
れ
ば

10
与
故
不
相
似　
　

故も
と

と　

相
い
似
ず

　

羲
和
駆
日
月　
　

羲
和　

日
月
を
駆
く
れ
ば

　

疾
急
不
可
恃　
　

疾
急
に
し
て
恃
む
べ
か
ら
ず

　

浮
生
雖
多
塗　
　

浮
生　

多
塗
な
り
と
雖
も

　

趨
死
惟
一
軌　
　

死
に
趨は

し

る
は　

惟
だ　

軌
を
一
に
す

15
胡
為
浪
自
苦　
　

胡な
ん
す為
れ
ぞ　

浪み
だ

り
に
自
ら
苦
し
ま
ん

　

得
酒
且
歓
喜　
　

酒
を
得
て
は　

且し
ば

ら
く
歓
喜
せ
よ



研
究
ノ
ー
ト
　
韓
愈
「
秋
懐
詩
」
を
め
ぐ
っ
て

五
三

【
語
釈
】

　

○
薿
薿
：
さ
か
ん
に
茂
る
さ
ま
。『
広
雅
』
釈
詁
に
「
薿
薿
、
茂
也
」
と
あ
る
。『
毛
詩
』
小
雅
「
甫
田
」
に
は
「
或
耘
或
耔
、
黍
稷
薿
薿
」
と

あ
る
。
○
披
払
：
吹
き
払
う
こ
と
。『
荘
子
』
天
運
に
「
風
起
北
方
、
一
西
一
東
、
有
上
彷
徨
。
孰
噓
吸
是
、
孰
居
無
事
而
披
払
是
」
と
あ
る
。
○

策
策
：
擬
音
語
。
秋
風
が
木
の
葉
を
揺
ら
す
音
。
ざ
わ
め
き
。
○
空
牀
：
誰
も
い
な
い
寝
床
。
○
無
端
：
端
緒
が
な
い
こ
と
。
き
っ
か
け
を
も
た

ず
に
、
な
ん
と
は
な
し
に
起
こ
る
様
子
。
○
坐
起
：
寝
床
か
ら
起
き
上
が
る
こ
と
。
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
其
一
の
冒
頭
に
「
夜
中
不
能
寐
、
起
坐
弾

鳴
琴
」
と
あ
る
。
な
お
「
古
詩
十
九
首
」
其
十
九
に
も
「
憂
愁
不
能
寐
、
攬
衣
起
徘
徊
」
と
の
言
が
あ
る
。
○
顔
色
：
様
子
。
夜
が
明
け
た
の
ち
の

衆
葉
の
姿
を
指
す
。
○
羲
和
：『
山
海
経
』
大
荒
南
経
の
郭
璞
注
に
「
羲
和
蓋
天
地
始
生
、
主
日
月
者
也
」
と
あ
る
。
○
浮
生
：
定
ま
る
と
こ
ろ
な

く
、
は
か
な
い
人
生
。『
荘
子
』
刻
意
に
「
其
生
若
浮
、
其
死
若
休
」
と
あ
る
。
○
多
塗
・
一
軌
：『
周
易
』
繋
辞
下
伝
に
「
天
下
同
帰
而
殊
塗
、

一
致
而
百
慮
」
と
あ
る
。
○
浪
：
み
だ
り
に
。
○
且
：
し
ば
ら
く
、
か
り
そ
め
に
。

【
現
代
語
訳
】

　

（
１
・
２
）
窓
の
前
に
は
二
本
の
好
ま
し
げ
な
樹
が
見
え
て
い
て
、（
夏
に
な
る
と
）
諸
々
の
葉
が
光
り
輝
き
な
が
ら
生
い
茂
っ
て
い
る
。

（
３
・
４
）
や
が
て
秋
風
が
ひ
と
た
び
や
っ
て
き
て
、
そ
れ
ら
の
葉
を
吹
き
払
お
う
と
す
る
と
、（
衆
葉
は
）
ざ
わ
ざ
わ
と
音
を
立
て
て
、
鳴
り
始

め
て
は
止
む
こ
と
が
な
い
。（
５
・
６
）
微
か
な
灯
火
が
誰
も
い
な
い
寝
床
を
照
ら
し
て
い
て
、
真
夜
中
に
な
る
と
（
秋
風
の
ざ
わ
め
き
が
）
こ
と

さ
ら
に
耳
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。（
７
・
８
）（
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
）
漠
然
と
憂
い
に
沈
む
よ
う
な
気
持
ち
が
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
こ
み
上

げ
て
き
て
は
、
そ
の
感
慨
は
深
夜
、
私
を
寝
床
か
ら
起
き
上
が
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。（
９
・
10
）
空
が
明
る
く
な
っ
て
き
て
、
あ
ら
た
め
て
窓

の
前
の
様
子
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、（
衆
葉
は
一
晩
の
う
ち
に
）
か
つ
て
の
姿
と
は
す
っ
か
り
か
け
離
れ
て
（
散
り
落
ち
て
）
し
ま
っ
た
。（
11
・

12
）
羲
和
が
（
常
に
）
太
陽
や
月
を
御
し
て
い
る
の
で
、（
季
節
の
移
り
変
わ
り
は
い
つ
も
）
迅
速
で
あ
っ
て
、（
不
変
な
る
も
の
と
し
て
）
拠
り
ど

こ
ろ
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。（
13
・
14
）（
そ
の
よ
う
な
時
間
の
推
移
の
中
に
あ
る
の
な
ら
ば
）
人
生
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
道
が
あ
る
と
は
い
う
け

れ
ど
、
死
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
点
の
み
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
誰
も
が
軌
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
だ
。（
15
・
16
）（
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
実
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の
喜
怒
哀
楽
は
す
べ
て
か
り
そ
め
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
）
ど
う
し
て
む
や
み
に
自
ら
苦
し
む
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
酒
を
飲
み
な
が
ら
、
し

ば
ら
く
は
（
俗
世
間
の
）
歓
喜
の
中
に
い
る
よ
り
ほ
か
に
な
い
で
は
な
い
か
。

【
解
説
】

　

１
句
目
～
４
句
目
は
、
窓
の
前
に
あ
る
二
本
の
樹
木
の
姿
を
対
比
的
に
描
写
し
て
い
る
。
生
命
力
豊
か
に
生
い
茂
る
夏
の
葉
は
視
覚
的
に
捉
え
ら

れ
、
一
方
で
枯
れ
落
ち
る
秋
の
葉
は
聴
覚
に
お
い
て
把
捉
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
事
態
を
そ
の
ま
ま
描
写
し
て
お
り
、
客
観
性
の
高
い
記
述

で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
、
衰
亡
へ
向
か
う
時
間
の
推
移
を
め
ぐ
る
ざ
わ
め
き
、
あ
る
い
は
漠
然
と
し
た
不
安
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
（
も
ち

ろ
ん
そ
の
ざ
わ
め
き
は
、
直
接
的
に
は
元
和
七
年
の
韓
愈
を
取
り
巻
く
人
事
的
状
況
の
変
化
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
も
よ
い
。
そ
の
場
合
に
は
、

自
身
の
栄
達
を
求
め
つ
つ
も
卑
職
に
あ
る
こ
と
を
枯
れ
落
ち
る
秋
葉
に
重
ね
た
、
と
理
解
で
き
る
）。
続
く
５
句
目
～
８
句
目
は
、
秋
の
夜
の
情
景

が
、
個
人
的
な
実
感
を
と
も
な
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
５
句
目
の
視
覚
描
写
は
１
・
２
句
目
、
６
句
目
の
聴
覚
描
写
は
３
・
４
句
目
に
対
応
す

る
。
ま
た
、
主
体
的
に
聴
く
の
で
は
な
く
、
耳
に
飛
び
込
ん
で
き
た
秋
風
の
ざ
わ
め
き
は
、
７
・
８
句
目
に
見
え
て
い
る
「
詠
懐
」
の
起
点
と
な
っ

て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
と
同
様
、
憂
い
を
も
た
ら
す
も
の
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
（
無
端
）。
す
な
わ
ち
焦
点
化

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
現
実
の
全
体
が
「
詠
懐
」
の
契
機
な
の
で
あ
る
。
秋
と
は
、
夜
が
次
第
に
長
く
な
る
季
節
で
あ
り
、
そ
の
時
間
の
長
さ
は
物
思

い
の
長
さ
、
内
省
の
深
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
本
詩
で
は
、「
坐
起
」
し
た
の
ち
の
思
索
や
行
為
が
具
体
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

９
句
目
～
12
句
目
は
、
翌
朝
の
光
景
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
思
索
を
述
べ
て
い
る
。
８
句
目
と
９
句
目
の
あ
い
だ
、
す
な
わ
ち
深
夜
か
ら
翌
朝
ま

で
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。
そ
し
て
翌
朝
、
窓
の
外
の
世
界
は
一
変
し
て
い
る
。
11
・
12
句
目
で
は
、
衆
葉
の
散
り
落
ち
た
光
景
を
眼
前
に
し
な
が

ら
、
そ
の
こ
と
を
抽
象
化
し
て
、
理
知
的
に
言
及
す
る
。
季
節
の
推
移
は
、
羲
和
が
天
体
の
運
行
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
迅
速
な
の
で

あ
っ
て
、
一
カ
所
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
13
・
14
句
目
は
前
句
を
う
け
て
、
時
間
の
不
可
逆
的
な
進
行
を
前
提
と
し
な

が
ら
人
生
観
を
披
瀝
す
る
。
人
々
に
は
多
様
な
生
き
か
た
が
あ
る
と
は
い
え
、
死
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
誰
も
が

同
じ
レ
ー
ル
の
上
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
時
間
の
推
移
の
中
に
お
け
る
人
間
の
有
限
性
を
述
べ
る
点
で
、
ひ
と
つ
の
諦
念
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
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と
を
引
き
受
け
た
う
え
で
、
し
か
し
15
・
16
句
目
に
は
、
単
な
る
諦
念
と
は
異
な
っ
た
視
座
が
見
え
て
い
る
。
誰
も
が
死
に
向
か
っ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
こ
と
さ
ら
に
苦
し
む
必
要
は
な
い
。
こ
の
「
浮
生
」
に
お
い
て
、
酒
を
飲
み
、
か
り
そ
め
に
楽
し
む
ほ
か
に
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
詩

で
は
、
死
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
現
実
の
人
生
を
見
据
え
る
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
く
、
浮
世
に
流
さ
れ
る
ま
ま
に
あ
る
こ
と
を
肯
定
的
に

捉
え
よ
う
と
す
る
視
点
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

■
其
二

【
原
文
・
訓
読
】

１
白
露
下
百
草　
　

白
露　

百
草
に
下
り

　

蕭
蘭
共
雕
悴　
　

蕭
蘭　

共
に
雕
悴
す

　

青
青
四
牆
下　
　

青
青
た
り　

四
牆
の
下

　

已
復
生
満
地　
　

已
に
復
た　

生
じ
て
地
に
満
つ

５
寒
蟬
暫
寂
寞　
　

寒
蟬　

暫し
ば
らく
寂
寞
た
り

　

蟋
蟀
鳴
自
恣　
　

蟋
蟀　

鳴
き
て
自み

ず
から
恣

ほ
し
い
ま
また
り

　

運
行
無
窮
期　
　

運
行
に
は　

窮
期
無
き
も

　

稟
受
気
苦
異　
　

禀
受
に
は　

気　

苦は
な
はだ
異
な
る

　

適
時
各
得
所　
　

時
に
適か

な

い
て　

各お
の

お
の　

所
を
得
れ
ば

10
松
柏
不
必
貴　
　

松
柏　

必
ず
し
も
貴
か
ら
ず
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【
語
釈
】

　

○
白
露
～
：『
楚
辞
』
九
辯
に
「
白
露
既
下
百
草
兮
、
奄
離
披
此
梧
楸
」
と
あ
る
。
ま
た
『
礼
記
』
月
令
・
孟
秋
之
月
に
「
涼
風
至
、
白
露
降
、

寒
蟬
鳴
」
と
あ
る
。
○
蕭
蘭
：
蕭
（
ヨ
モ
ギ
）
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
、
蘭
は
高
潔
な
も
の
。
○
雕
悴
：
枯
れ
萎
む
。
○
青
青
～
：「
古
詩
十
九
首
」

其
二
に
「
青
青
河
畔
草
、
鬱
鬱
園
中
柳
」
と
あ
る
。
○
四
牆
：
四
方
の
垣
。
○
寒
蟬
～
：
寒
蟬
は
、
ヒ
グ
ラ
シ
。『
楚
辞
』
九
辯
に
「
燕
翩
翩
其

辞
帰
兮
、
蟬
寂
寞
而
無
声
」
と
あ
る
。
○
蟋
蟀
～
：
蟋
蟀
は
、
コ
オ
ロ
ギ
。『
楚
辞
』
九
辯
に
「
澹
容
与
而
独
倚
兮
、
蟋
蟀
鳴
此
西
堂
」
と
あ
る
。

○
稟
受
：
天
か
ら
受
け
る
こ
と
。『
淮
南
子
』
修
務
訓
に
「
各
有
其
自
然
之
勢
、
無
稟
受
於
外
」
と
あ
る
。
ま
た
『
淮
南
子
』
原
道
訓
に
は
「
夫
道

者
、
覆
天
載
地
、
廓
四
方
、
柝
八
極
、
高
不
可
際
、
深
不
可
測
、
包
裹
天
地
、
稟
授
無
形
」
と
の
言
も
あ
る
。
○
苦
：
は
な
は
だ
。
○
各
得
所
：

『
周
易
』
繋
辞
下
伝
に
「
日
中
為
市
、
致
天
下
之
民
、
聚
天
下
之
貨
、
交
易
而
退
、
各
得
其
所
」
と
あ
る
。
○
松
柏
：
常
緑
樹
。『
論
語
』
子
罕
篇

に
は
「
子
曰
、
歳
寒
、
然
後
知
松
柏
之
後
彫
也
」
と
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

　

（
１
・
２
）
う
る
わ
し
い
露
が
諸
々
の
草
の
上
に
降
り
注
ぐ
と
、（
季
節
が
め
ぐ
り
）
蕭
も
蘭
も
時
を
同
じ
く
し
て
枯
れ
萎
ん
で
し
ま
う
。

（
３
・
４
）（
そ
れ
で
も
も
う
一
度
春
が
訪
れ
る
と
）
四
方
の
塀
の
も
と
に
青
々
と
し
て
、
す
で
に
（
か
つ
て
枯
死
し
た
草
た
ち
が
）
ふ
た
た
び
生
じ

て
、
地
を
覆
う
か
の
よ
う
で
あ
る
。（
５
・
６
）（
晩
夏
に
は
盛
ん
に
鳴
い
て
い
た
）
ヒ
グ
ラ
シ
が
（
秋
に
な
っ
て
）
に
わ
か
に
そ
の
声
を
潜
め
た
と

こ
ろ
で
、（
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
）
コ
オ
ロ
ギ
が
思
い
の
ま
ま
に
鳴
き
だ
し
て
い
る
。（
７
・
８
）（
天
体
の
）
運
行
に
は
、
き
わ
ま
り
と
ど
ま
る

と
こ
ろ
が
な
い
け
れ
ど
、（
そ
の
天
か
ら
万
物
が
）
禀
受
す
る
際
の
（
そ
れ
ぞ
れ
が
与
え
ら
れ
る
）
気
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。（
９
・
10
）（
そ

の
よ
う
な
差
異
を
前
提
と
し
な
が
ら
）
そ
の
時
宜
に
応
じ
る
よ
う
に
し
て
（
万
物
が
）
各
々
、
そ
の
適
切
な
場
所
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、

（
春
ま
で
葉
を
落
と
さ
な
い
）
松
や
柏
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
ら
が
貴
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
だ
。

【
解
説
】

　

１
・
２
句
目
は
、「
秋
懐
詩
」
其
一
に
「
浮
生
雖
多
塗
、
趨
死
惟
一
軌
」
と
あ
る
よ
う
な
死
生
観
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
植
物
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は
、
露
を
ま
と
う
季
節
に
な
る
と
枯
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
と
同
様
に
、
人
々
も
ま
た
死
に
向
か
う
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
直
線
的
で
不
可
逆
な

時
間
の
中
で
、
万
物
が
一
様
に
死
に
ゆ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
一
般
論
と
し
て
述
べ
、
導
入
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
３
・
４
句
目
以
降
に

は
、
時
間
に
関
し
て
、
前
句
と
は
異
な
る
視
座
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
循
環
的
な
時
間
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
秋
に
枯
れ
た
植
物
は
、
春
に

な
っ
て
ふ
た
た
び
芽
生
え
る
。
あ
る
い
は
、
ヒ
グ
ラ
シ
の
声
が
止
ん
だ
晩
夏
に
は
、
コ
オ
ロ
ギ
が
鳴
き
出
す
。
こ
の
よ
う
に
、
各
々
が
（
個
体
と
し

て
は
）
移
り
変
わ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
時
々
に
応
じ
た
展
開
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
本
詩
で
は
、
鮮
や
か
に
芽
吹
い
て
地

を
覆
う
春
の
植
物
、
ほ
し
い
ま
ま
に
声
を
響
か
せ
る
秋
の
昆
虫
を
取
り
上
げ
、
視
覚
・
聴
覚
に
わ
た
っ
て
提
示
し
て
い
る
。

　

７
・
８
句
目
で
は
、
万
物
の
相
対
性
を
担
保
す
る
普
遍
者
と
し
て
、
天
体
の
運
行
が
提
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
万
物
は
普
遍
者
を
根
拠
と
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
に
相
対
的
差
異
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
天
か
ら
稟
受
す
る
「
気
」（
万
物
の
構
成
要
素
、
質
料
）
の
配
分
・
調
合

が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
９
・
10
句
目
で
は
、
ま
ず
は
万
物
の
相
対
性
を
認
め
た
う
え
で
、
各
々
あ
る
が
ま
ま
に
適
宜
適
切
に

あ
る
こ
と
を
希
求
す
る
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
以
上
、
秋
に
葉
を
落
と
さ
な
い
松
柏
は
、
必
ず
し
も
羨
望
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。

本
詩
で
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
直
線
的
な
時
間
と
生
命
の
衰
滅
と
い
う
こ
と
が
観
念
的
に
克
服
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
松
柏
の
よ
う
に
あ
ろ
う
と

す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
各
々
の
差
異
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
足
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

■
其
三

【
原
文
・
訓
読
】

１
彼
時
何
卒
卒　
　

彼
の
時　

何
ぞ
卒
卒
た
る

　

我
志
何
曼
曼　
　

我
が
志　

何
ぞ
曼
曼
た
る

　

犀
首
空
好
飲　
　

犀さ
い

首し
ゅ

は　

空
し
く
飲
を
好
み
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廉
頗
尚
能
飯　
　

廉れ
ん

頗ぱ

は　

尚
お
能
く
飯
す

５
学
堂
日
無
事　
　

学
堂
は　

日ひ
び

に
事
無
く

　

駆
馬
適
所
願　
　

馬
を
駆
け
て　

願
う
所
に
適ゆ

か
ん

　

茫
茫
出
門
路　
　

茫
茫
た
り　

門
を
出
づ
る
の
路

　

欲
去
聊
自
歎　
　

去ゆ

か
ん
と
欲
す
れ
ど
も　

聊い
さ
さか
自み

ず
から
歎
く

　

帰
還
閲
書
史　
　

帰
還
し
て
書
史
を
閲
す
れ
ば

10
文
字
浩
千
万　
　

文
字
は　

浩
と
し
て
千
万

　

陳
跡
竟
誰
尋　
　

陳
跡　

竟つ
い

に
誰
か
尋
ね
ん

　

賤
嗜
非
貴
献　
　

賤
嗜
は　

貴
献
に
非
ず

　

丈
夫
意
有
在　
　

丈
夫　

意　

在
る
こ
と
有
り

　

女
子
乃
多
怨　
　

女
子　

乃
ち　

怨
み
多
し

【
校
勘
】

　

○
欲
去
聊
自
歎　
　

底
本
は
「
欲
去
聊
自
勧
」
に
作
る
。
祝
本
（
祝
充
『
音
注
韓
文
公
文
集
』）、
魏
本
（
魏
懐
忠
『
新
刊
五
百
家
注
音
辨
昌
黎
先

生
文
集
』）
に
し
た
が
っ
て
「
勧
」
を
「
歎
」
に
改
め
た
。

【
語
釈
】

　

○
卒
卒
：
切
迫
し
て
い
る
さ
ま
。
司
馬
遷
「
報
任
少
卿
書
」
に
「
卒
卒
無
須
臾
之
間
」
と
あ
る
。
○
曼
曼
：
遠
大
で
あ
る
さ
ま
。『
広
雅
』
釈
詁

に「
曼
曼
、
長
也
」
と
あ
る
。
○
犀
首
：
古
代
の
官
名
。
こ
こ
で
は
戦
国
時
代
・
魏
の
犀
首
で
あ
っ
た
公
孫
衍
を
指
す
。『
史
記
』
張
儀
列
伝
に
よ

れ
ば
、
楚
の
使
者
で
あ
る
陳
軫
が
公
孫
衍
に
「
公
何
好
飲
也
」
と
訊
ね
た
と
こ
ろ
、
彼
は
「
無
事
也
」
と
返
答
し
、
閑
職
に
あ
っ
て
な
す
こ
と
が
な

い
現
況
を
訴
え
た
。
○
廉
頗
：
『
史
記
』
廉
頗
藺
相
如
列
伝
に
は
、
魏
に
逃
れ
た
廉
頗
の
能
力
を
測
ろ
う
と
し
て
趙
王
が
使
者
を
や
っ
た
と
こ
ろ
、
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五
九

使
者
が
「
廉
将
軍
雖
老
、
尚
善
飯
」
と
報
告
し
た
こ
と
が
載
る
。
廉
頗
は
年
老
い
て
も
な
お
、
自
身
が
有
用
な
人
材
で
あ
る
こ
と
を
周
囲
に
誇
示
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
○
茫
茫
：
遠
く
遙
か
に
隔
た
っ
て
い
て
、
判
然
と
し
な
い
さ
ま
。
○
聊
：
わ
ず
か
に
。
○
陳
跡
：
先
人
の
残
し
た
痕
跡
。
足

跡
。『
荘
子
』
天
運
に
「
夫
六
経
、
先
王
之
陳
迹
也
。
豈
其
所
以
跡
哉
」
と
あ
る
。
○
女
子
～
：『
論
語
』
陽
貨
篇
に
「
子
曰
、
唯
女
子
与
小
人
為

難
養
也
。
近
之
則
不
孫
、
遠
之
則
怨
」
と
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

　

（
１
・
２
）
時
間
（
の
推
移
）
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も
せ
わ
し
な
く
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。（
そ
れ
に
対

し
て
）
私
自
身
の
も
つ
志
は
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も
遠
大
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。（
３
・
４
）（
そ
の
よ
う
な
不
均
衡
な
状
況
を
前
に
し
て
）
犀

首
（
で
あ
っ
た
公
孫
衍
）
は
（
か
つ
て
）
空
し
く
酒
を
飲
む
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
廉
頗
は
そ
れ
で
も
ま
だ
、
た
く
さ
ん
の
飯
を
食
ら
っ
て
事
態
に
備

え
て
い
た
。（
５
・
６
）（
私
の
勤
務
先
の
）
学
堂
で
は
、
日
々
、
と
り
た
て
て
物
事
が
起
こ
る
わ
け
で
も
な
く
、（
と
き
に
）
馬
を
走
ら
せ
て
思
う
が

ま
ま
に
行
こ
う
と
す
る
気
持
ち
も
あ
る
。（
７
・
８
）（
し
か
し
い
ざ
）
門
の
外
へ
出
る
と
な
る
と
、
道
は
遙
か
彼
方
ま
で
茫
洋
と
し
て
い
て
、
進
み

た
い
と
思
う
気
持
ち
は
あ
る
が
か
な
わ
ず
に
、
わ
ず
か
に
自
ら
嘆
く
ほ
か
に
な
い
。（
９
・
10
）（
そ
う
い
う
わ
け
で
）
部
屋
に
戻
っ
て
文
献
を
読
み

始
め
た
と
こ
ろ
、（
書
籍
の
）
文
字
は
き
わ
め
て
数
が
多
く
て
、
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。（
11
・
12
）（
そ
の
よ
う
に
膨
大
な
ま
で
の
）
先
人

の
残
し
た
痕
跡
な
ど
、
今
に
な
っ
て
誰
が
尋
ね
求
め
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
好
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
決
し
て
他
者
に
勧
め
ら
れ
る
ほ

ど
の
も
の
で
は
な
い
。（
13
・
14
）（
し
か
し
そ
れ
で
も
私
が
書
籍
を
愛
好
す
る
の
は
）
一
人
前
の
男
と
し
て
の
自
覚
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
女

性
が
（
遠
ざ
け
ら
れ
た
際
に
）
不
満
を
口
に
す
る
の
と
は
わ
け
が
違
う
の
だ
。

【
解
説
】

　

１
・
２
句
目
は
、
過
ぎ
ゆ
く
時
間
の
早
さ
に
対
し
て
、
自
身
の
志
が
広
大
・
遠
大
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
人
生
は
、
志
を
果
た
す
に
は
あ
ま
り

に
も
短
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
『
荘
子
』
養
生
主
に
「
吾
生
也
有
涯
、
而
知
也
無
涯
」
と
あ
り
、「
古
詩
十
九
首
」
其
十
五
に

「
生
年
不
満
百
、
常
懐
千
歳
憂
」
と
あ
る
よ
う
な
認
識
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
。
３
・
４
句
目
は
、
そ
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
時
間
、
限
ら
れ
た
生
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涯
に
お
い
て
対
称
的
に
生
き
た
二
者
を
挙
げ
る
。
閑
職
に
あ
っ
た
公
孫
衍
は
、
ひ
た
す
ら
に
酒
を
飲
む
こ
と
で
不
満
を
表
明
し
、
他
国
へ
逃
れ
た
廉

頗
は
、
老
い
て
な
お
旺
盛
に
飯
を
食
ら
う
こ
と
で
事
態
に
備
え
る
姿
勢
を
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
態
度
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
５
句
目
以
下
で

は
、
は
じ
め
て
韓
愈
自
身
の
具
体
的
状
況
が
語
ら
れ
て
い
る
。
左
遷
さ
れ
て
就
い
た
国
子
博
士
の
任
は
、
多
忙
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
公
孫
衍
の
よ
う
に
も
廉
頗
の
よ
う
に
も
振
る
舞
え
る
の
だ
が
、
彼
の
志
は
、
当
初
、
思
う
が
ま
ま
に
馬
を
走
ら
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
「
詠
懐
詩
」
を
著
し
た
阮
籍
が
、
と
き
に
あ
て
も
な
く
車
を
走
ら
せ
て
は
、
道
の
途
絶
し
た
と
こ
ろ
で
引
き
返
し
、
慟
哭
し
な
が
ら

戻
っ
て
く
る
と
い
う
逸
話
に
も
と
づ
い
て
い
る
（『
晋
書
』
阮
籍
伝
）。
と
こ
ろ
が
７
・
８
句
目
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
馬
を
走
ら
せ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
門
の
外
は
茫
漠
と
し
て
、
駆
け
出
そ
う
に
も
か
な
わ
ず
、
た
だ
嘆
く
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
阮
籍
を
思
慕
し
つ
つ
、
そ
の
よ
う

に
あ
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
へ
の
言
及
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
庾
信
「
擬
詠
懐
詩
」
其
一
が
「
歩
兵
未
飲
酒
、
中
散
未
弾
琴
」
と
述
べ
、
阮

籍
・
嵆
康
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
を
見
据
え
る
契
機
と
し
た
こ
と
と
親
和
性
が
あ
る
。

　

現
実
（
出
仕
）
の
栄
達
、
逸
脱
（
隠
逸
）
へ
の
志
向
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
果
た
さ
れ
な
い
状
況
に
お
い
て
、
９
句
目
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
と
は
異

な
る
態
度
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
世
塵
に
積
極
的
に
参
与
す
る
で
も
な
く
、
き
っ
ぱ
り
と
現
実
を
拒
絶
す
る
の
で
も
な
く
、
読
書
へ
沈
潜
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
書
籍
と
は
、
先
人
の
痕
跡
で
あ
る
。
現
実
の
こ
と
ご
と
を
最
優
先
す
る
立
場
に
あ
っ
て
は
、
膨
大
な
文
献
は
必
ず
し
も

重
要
視
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
書
史
を
閲
す
る
こ
と
は
、
自
身
の
密
か
に
愛
好
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
他
者
に
勧
め
ら
れ
る
よ
う
な
行
為
で
は
な

い
。
け
れ
ど
も
読
書
と
は
、
書
か
れ
た
文
字
（
痕
跡
）
を
通
じ
て
先
人
に
通
暁
す
る
た
め
の
営
為
で
も
あ
る
。
12
句
目
で
は
「
賤4

嗜
」「
貴4

献
」
と

の
語
で
自
身
を
卑
下
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
こ
こ
に
反
俗
的
で
強
固
な
自
意
識
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
、
続
く
13
・
14
句

目
で
は
、
か
か
る
強
い
自
意
識
が
明
確
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
読
書
へ
の
沈
潜
は
、
士
大
夫
と
し
て
の
強
い
自
覚
に
も
と
づ
く
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
本
詩
に
あ
っ
て
は
、
過
ぎ
ゆ
く
季
節
を
哀
惜
す
る
表
現
は
、
冒
頭
二
句
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
そ
の
表
現
は
、
単
に
老
衰
や
死
を
恐
れ
嘆
く
も

の
で
は
な
く
、
志
の
果
た
し
難
さ
を
主
眼
と
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
彼
の
士
大
夫
と
し
て
の
志
は
、
出
仕
と
隠
逸
と
い
う
二
項
対
立
に
回
収
さ
れ

る
も
の
と
は
異
な
り
、
読
書
へ
の
沈
潜
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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■
其
四

【
原
文
・
訓
読
】

１
秋
気
日
惻
惻　
　

秋
気　

日ひ
び

に
惻
惻
た
り

　

秋
空
日
凌
凌　
　

秋
空　

日
に
凌
凌
た
り

　

上
無
枝
上
蜩　
　

上
に
は　

枝
上
の
蜩　

無
く

　

下
無
盤
中
蝿　
　

下
に
は　

盤
中
の
蝿　

無
し

５
豈
不
感
時
節　
　

豈
に
時
節
に
感
ぜ
ざ
ら
ん
や

　

耳
目
去
所
憎　
　

耳
目　

憎
む
所
を
去
る

　

清
暁
巻
書
坐　
　

清
暁　

書
を
巻
き
て
坐
す
れ
ば

　

南
山
見
高
棱　
　

南
山　

高
棱
を
見あ

ら

わ
す

　

其
下
澄
湫
水　
　

其
の
下
の
澄
湫
の
水
に

10
有
蛟
寒
可
罾　
　

蛟み
ず
ち有
り　

寒
く
し
て
罾あ

み

す
べ
し

　

惜
哉
不
得
往　
　

惜
し
い
哉　

往
く
こ
と
を
得
ず

　

豈
謂
吾
無
能　
　

豈
に
吾
に
能
く
す
る
無
し
と
謂
わ
ん
や

【
語
釈
】

　

○
秋
気
：
秋
の
様
子
。『
楚
辞
』
九
辯
に
「
悲
哉
秋
之
為
気
也
、
蕭
瑟
兮
草
木
揺
落
而
変
衰
」
と
あ
る
。
○
惻
惻
：
痛
ま
し
い
さ
ま
。
潘
岳
「
寡

婦
賦
」
に
「
庶
浸
遠
而
哀
降
兮
、
情
惻
惻
而
彌
甚
」
と
あ
る
。
○
凌
凌
：
高
々
と
し
て
い
る
さ
ま
。
○
蜩
：
大
蝉
。『
毛
詩
』
豳
風
「
七
月
」
に

「
五
月
鳴
蜩
」
と
あ
る
。
○
盤
中
蝿
：
皿
に
群
が
る
蝿
。
○
南
山
～
：
南
山
は
、
終
南
山
を
指
す
。
な
お
、
韓
愈
に
は
「
南
山
詩
」
が
あ
り
、
そ
こ
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に
は
「
晴
明
出
棱
角
、
縷
脈
砕
分
繍
」
と
の
言
が
あ
る
。
○
澄
湫
水
～
：
終
南
山
に
は
炭
谷
湫
と
い
う
名
の
池
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
蛟
（
蛟
龍
）
が

住
む
と
さ
れ
た
。
韓
愈
「
南
山
詩
」
に
は
「
因
縁
窺
其
湫
、
凝
湛
閟
陰
嘼
」
と
の
言
が
あ
る
。
○
蛟
：
蛟
龍
。
み
ず
ち
の
こ
と
。
○
罾
：
魚
網
。

【
現
代
語
訳
】

　

（
１
・
２
）
秋
の
様
子
は
、
日
々
（
深
ま
る
ご
と
に
）
痛
ま
し
く
な
り
、
秋
の
空
は
、
日
々
（
澄
み
わ
た
っ
て
）
高
々
と
し
て
見
え
る
。（
３
・

４
）
上
を
見
れ
ば
、
枝
の
上
で
鳴
い
て
い
た
蝉
が
い
な
く
な
り
、
下
を
見
れ
ば
、
皿
に
群
が
っ
て
い
た
蝿
も
い
な
く
な
っ
て
い
る
。（
５
・
６
）

ど
う
し
て
季
節
（
の
推
移
）
と
い
う
も
の
に
心
を
動
か
さ
な
い
で
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
耳
目
に
煩
わ
し
か
っ
た
蝉
や
蝿
が
い
な
く
な
っ
た
の
だ
。

（
７
・
８
）
清
々
し
い
秋
の
朝
、
読
み
終
え
た
書
物
を
巻
い
て
座
り
直
す
と
、（
遙
か
彼
方
に
は
）
終
南
山
が
高
く
聳
え
立
ち
、
そ
の
稜
線
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
。（
９
・
10
）
そ
の
麓
に
あ
る
澄
み
わ
た
っ
た
炭
谷
湫
に
は
蛟
龍
が
棲
ん
で
い
て
、
水
が
澄
ん
で
い
る
か
ら
魚
網
で
捕
ら
え
ら
れ
そ
う

だ
。（
11
・
12
）（
し
か
し
）
残
念
な
こ
と
だ
。
実
際
に
そ
こ
ま
で
行
く
こ
と
が
か
な
わ
な
い
。（
状
況
が
許
さ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
）
決
し
て
私
自
身

に
（
蛟
龍
を
捕
ら
え
る
だ
け
の
）
能
力
が
な
い
な
ど
と
は
言
わ
な
い
で
く
れ
。

【
解
説
】

　

「
秋
懐
詩
」
其
一
は
、
初
秋
の
光
景
と
胸
懐
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
時
間
が
進
み
、
本
詩
で
は
、
秋
の
深
ま
っ
た
様
子
が
描
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
連
作
詩
の
中
に
時
間
的
展
開
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
１
句
目
～
４
句
目
で
は
、
実
際
の
生
活
の
中
か
ら
秋
の
深

ま
り
に
思
い
を
致
し
て
お
り
、
そ
れ
を
う
け
て
５
・
６
句
目
に
は
、
季
節
の
変
化
を
喜
ぶ
表
現
が
見
え
て
い
る
。
３
句
目
以
降
に
は
植
物
や
自
身
の

衰
亡
に
関
す
る
言
及
は
な
く
、
そ
の
こ
と
は
、
文
学
史
上
の
秋
を
悲
し
む
伝
統
か
ら
乖
離
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
か
、
本
詩
は
と

く
に
韓
愈
の
具
体
的
状
況
、
す
な
わ
ち
憲
宗
期
の
朝
政
に
お
け
る
混
乱
と
結
び
つ
け
な
が
ら
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
耳
目
に
煩
わ
し
い
蝉
や
蝿
は
、
讒

言
を
な
す
喧
し
い
知
識
人
た
ち
を
指
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
不
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
秋
懐
詩
」
其
三
に
示
さ
れ
た
よ
う

な
、
読
書
へ
の
沈
潜
が
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
７
句
目
以
降
、
終
南
山
を
眺
め
や
り
な
が
ら
炭
谷
湫
に
棲
む
蛟
龍
を
連
想
す
る
点
に
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
創
造
性
が
認
め
ら
れ
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る
。
７
・
８
句
目
は
「
清
」「
高
」
と
い
っ
た
語
を
用
い
つ
つ
、
澄
み
き
っ
て
見
通
し
の
よ
い
秋
の
朝
の
情
景
を
述
べ
る
。
そ
の
清
澄
な
さ
ま
を
接

点
と
し
て
、
９
・
10
句
目
で
は
、
澄
み
わ
た
っ
た
炭
谷
湫
の
水
面
と
い
う
想
像
の
空
間
が
開
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
蛟
龍
が
棲
む
と
い
う

伝
説
が
あ
る
が
、
水
面
の
鮮
明
な
こ
の
時
期
な
ら
ば
蛟
龍
を
捕
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
連
想
を
広
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
実
際
に
炭
谷
湫
を
訪
れ
て
蛟
龍
を
捕
ら
え
る
こ
と
は
な
い
。
11
・
12
句
目
に
は
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
機
会
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
捕
獲
す
る
能
力
が
な
い
の
で
は
な
い
、
と
の
主
張
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
韓
愈
の
具
体
的
状
況
に
重
ね
な
が
ら
、
自
身
の
不
遇
は

時
宜
に
か
な
わ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
必
ず
し
も
彼
自
身
の
能
力
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
認
識
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈

が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
前
半
部
の
蝉
や
蝿
を
現
実
の
官
界
の
煩
わ
し
さ
と
と
る
な
ら
ば
、
後
半
部
、
炭
谷
湫
の
蛟
龍
は
隠
逸
生
活
を
暗
示
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
本
詩
は
、
単
に
官
界
を
拒
絶
す
る
意
志
を
あ
ら
わ
す
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
一
方
で
隠
逸
生
活
に
向
か
う
状
況
に
な

い
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
出
仕
／
隠
逸
の
二
項
対
立
に
は
お
さ
ま
ら
な
い
志
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

■
其
五

【
原
文
・
訓
読
】

１
離
離
掛
空
悲　
　

離
離
と
し
て　

空
悲
を
掛
け

　

慼
慼
抱
虚
警　
　

慼
慼
と
し
て　

虚
警
を
抱
く

　

露
泫
秋
樹
高　
　

露
は
秋
樹
の
高
き
よ
り
泫し

た
たり

　

虫
弔
寒
夜
永　
　

虫
は
寒
夜
の
永
き
を
弔
う

５
斂
退
就
新
懦　
　

斂
退
し
て
は　

新
懦
に
就つ

き

　

趨
営
悼
前
猛　
　

趨
営
し
て
は　

前
猛
を
悼
む
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帰
愚
識
夷
塗　
　

愚
に
帰
り
て　

夷
塗
を
識し

り

　

汲
古
得
脩
綆　
　

古
を
汲
む
に　

脩
綆
を
得
た
り

　

名
浮
猶
有
恥　
　

名
の
浮
な
る
は　

猶
お
恥
ず
る
こ
と
有
り

10
味
薄
真
自
幸　
　

味
の
薄
な
る
は　

真
に
自み

ず
から
幸
い
と
す

　

庶
幾
遺
悔
尤　
　

庶こ
い
ね
が幾
わ
く
は　

悔
尤
を
遺わ

す

れ

　

即
此
是
幽
屏　
　

即
ち
此
に
是
れ　

幽
屏
せ
ん

【
語
釈
】

　

○
離
離
：
散
り
散
り
に
引
き
裂
か
れ
る
こ
と
。『
楚
辞
』
九
歎
「
思
古
」
に
「
曾
哀
悽
欷
心
離
離
兮
、
還
顧
高
丘
泣
如
灑
兮
」
と
あ
り
、
王
逸
注

に
は
「
離
離
、
剥
裂
貌
」
と
あ
る
。
○
空
悲
：
と
り
と
め
の
な
い
悲
し
み
。
○
慼
慼
：
憂
う
さ
ま
。『
広
雅
』
釈
詁
に
「
慼
慼
、
憂
也
」
と
あ
る
。

○
虚
警
：
い
た
ず
ら
に
び
く
び
く
す
る
こ
と
。
顧
炎
武
『
日
知
録
』
は
、
典
拠
と
し
て
陸
機
「
歎
逝
賦
」
に
「
日
望
空
以
駿
駆
、
節
循
虚
而
警
立
」

と
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
方
世
挙
『
韓
昌
黎
詩
集
編
年
箋
注
』
は
こ
れ
を
非
妥
当
と
し
て
「
大
抵
警
猶
驚
也
。
乃
慼
慼
焉
時
懐
怵
惕
耳
」
と
述

べ
る
。
○
泫
：
し
た
た
る
。
涙
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
。
○
斂
退
：
身
を
退
け
る
こ
と
。
○
新
懦
：
新
た
に
選
ん
だ
惰
弱
な
生
き
方
。
○
趨
営
：
奔
走

す
る
こ
と
。
○
前
猛
：
か
つ
て
雄
大
な
志
を
有
し
て
い
た
こ
と
。
○
夷
塗
：
平
ら
か
な
道
。
張
衡
「
西
京
賦
」
に
「
襄
岸
夷
塗
、
脩
路
陖
険
」
と

あ
り
、
薛
綜
注
に
は
「
夷
、
平
也
」
と
あ
る
。
○
脩
綆
：
長
い
縄
。『
荘
子
』
至
楽
に
「
綆
短
者
、
不
可
以
汲
深
」
と
あ
り
、
郭
象
注
に
は
「
綆
、

汲
索
也
」
と
あ
る
。
○
名
浮
：
実
質
の
と
も
な
わ
な
い
名
声
。『
礼
記
』
表
記
に
「
恥
名
之
浮
於
行
也
」
と
あ
る
。
○
味
薄
：
無
味
淡
泊
で
あ
る
こ

と
。
『
老
子
』
第
三
十
五
章
に
「
道
之
出
言
、
淡
乎
其
無
味
」
と
あ
り
、『
老
子
』
第
六
十
三
章
に
は
「
為
無
為
、
事
無
事
、
味
無
味
」
と
あ
る
。

○
悔
尤
：
後
悔
・
過
失
。『
論
語
』
為
政
篇
に
「
多
聞
闕
疑
、
慎
言
其
余
、
則
寡
尤
。
多
見
闕
殆
、
慎
行
其
余
、
則
寡
悔
。
言
寡
尤
行
寡
悔
、
禄
在

其
中
矣
」
と
あ
る
。
○
幽
屏
：
隠
居
す
る
こ
と
。
曹
植
「
出
婦
賦
」
に
「
遂
摧
頹
而
失
望
、
退
幽
屏
於
下
庭
」
と
あ
る
。
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【
現
代
語
訳
】

　

（
１
・
２
）（
自
己
の
理
想
が
果
た
さ
れ
ず
に
）
理
想
と
現
実
の
あ
い
だ
で
引
き
裂
か
れ
、
と
り
と
め
の
な
い
悲
し
み
が
胸
に
去
来
し
て
、
憂
い

を
お
び
た
ま
ま
に
、
い
た
ず
ら
に
萎
縮
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。（
３
・
４
）
（
そ
の
よ
う
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
見
上
げ
る
と
）
露
が
秋

の
樹
の
高
い
と
こ
ろ
か
ら
涙
を
流
す
よ
う
に
落
ち
て
き
て
、
虫
の
声
は
寒
々
と
し
た
秋
の
夜
を
弔
う
か
の
よ
う
に
響
き
わ
た
っ
て
い
た
。（
５
・
６
）

（
こ
れ
ま
で
は
）
身
を
小
さ
く
折
り
た
た
む
よ
う
に
し
て
、
新
た
に
惰
弱
な
生
き
方
を
選
び
と
る
こ
と
も
あ
っ
た
。（
ま
た
一
方
で
）
世
の
中
に
奔

走
し
て
栄
達
を
求
め
、
先
に
遠
大
な
志
を
有
し
て
い
た
自
己
を
不
憫
に
思
う
こ
と
も
あ
っ
た
。（
７
・
８
）（
し
か
し
今
は
、
俗
世
間
か
ら
見
れ
ば
）

愚
鈍
な
生
き
方
に
回
帰
す
る
こ
と
で
、
平
穏
な
道
を
歩
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、（
そ
の
う
え
と
う
と
う
）
古
典
文
献
に
耽
溺
し
よ
う
と
し

て
、
古
人
の
思
索
を
た
ぐ
り
寄
せ
る
た
め
の
長
縄
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。（
９
・
10
）
実
態
の
と
も
な
わ
な
い
名
声
で
あ
れ
ば
、（
心
あ
る
人

な
ら
ば
）
恥
じ
入
っ
て
し
ま
う
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
無
味
淡
泊
な
脱
俗
の
境
地
こ
そ
が
、
真
に
私
自
身
の
確
乎
と
し
た
幸
福
で
あ
る
の
だ
。

（
11
・
12
）
私
が
願
う
こ
と
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
後
悔
や
過
失
の
な
い
よ
う
に
し
て
、
つ
ま
り
は
（
俗
塵
か
ら
遠
く
離
れ
て
）
閉
じ
こ
も
っ
て
あ

り
た
い
と
思
う
の
だ
。

【
解
説
】

　

１
・
２
句
目
に
は
、
具
体
性
を
欠
い
た
表
現
に
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
孤
立
し
て
い
る
姿
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
は
「
秋
懐

詩
」
其
一
に
「
愁
憂
無
端
来
」
と
あ
る
の
と
同
様
、
孤
立
を
も
た
ら
す
も
の
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
現
実
の
総
体
で
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
て
お
り
、
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
明
確
な
対
象
を
も
た
な
い
「
空4

悲
」「
虚4

警
」
を
抱
え
る
の
で

あ
っ
た
。
３
・
４
句
目
で
は
、
前
句
の
孤
立
が
視
覚
（
落
涙
す
る
露
）・
聴
覚
（
哀
悼
す
る
虫
）
に
わ
た
っ
て
秋
の
情
景
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
う
え
で
、
５
句
目
以
降
は
、
進
退
の
定
ま
ら
な
い
自
己
を
振
り
返
り
つ
つ
、
書
物
を
ひ
も
と
く
現
在
の
生
活
に
つ
い
て
の
矜
恃
を
述
べ
る
。
身
体

を
小
さ
く
折
り
た
た
む
よ
う
に
し
て
官
界
か
ら
退
い
た
こ
と
も
、
あ
る
い
は
社
会
的
栄
達
を
求
め
て
奮
励
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
過
去

を
相
対
化
し
つ
つ
、
７
・
８
句
目
で
は
、
現
在
の
読
書
生
活
に
満
足
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
他
者
か
ら
見
れ
ば
愚
劣
な
姿
か
も
し
れ
な
い
が
、
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そ
こ
に
こ
そ
平
穏
な
生
き
方
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
中
で
、
古
典
文
献
に
次
第
に
習
熟
し
て
き
た
実
感
が
得
ら
れ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
、
読
書
人
と
し
て
の
立
場
を
選
び
取
っ
た
自
負
が
「
識
」「
得
」
の
語
に
よ
っ
て
経
験
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
９
句
目
以
降
に
は
、
そ

の
よ
う
な
見
地
に
立
っ
た
自
己
の
心
境
が
、
よ
り
直
接
的
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
実
態
を
も
た
な
い
名
声
な
ど
取
る
べ
き
で
は
な

く
、
そ
の
対
極
と
も
い
え
る
無
味
淡
泊
な
境
涯
こ
そ
が
、
彼
自
身
の
絶
対
的
な
幸
福
で
あ
る
と
い
う
。「
真
自
幸
」
は
、
自
己
の
評
価
を
明
確
に
強

調
し
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
俗
塵
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
つ
つ
、
出
仕
と
隠
逸
と
に
揺
れ
ま
ど
う
過
去
の
自
分
へ
の
訣
別
を
意
味
す
る

も
の
で
も
あ
る
。
11
・
12
句
目
は
『
論
語
』
に
依
拠
し
な
が
ら
、
言
行
に
堅
実
か
つ
慎
重
で
あ
る
こ
と
を
志
向
す
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
俗
塵
と

隔
た
っ
て
静
穏
に
あ
り
た
い
と
い
う
願
望
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

本
詩
は
、
葛
立
方
『
韻
語
陽
秋
』
が
陶
淵
明
「
帰
去
来
辞
」
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
過
去
の
自
分
と
対
比
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
訣
別

し
た
現
在
の
生
活
を
肯
定
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
た
と
え
ば
「
帰
去
来
辞
」
に
「
帰
去
来
兮
。
請
息
交
以
絶
游
。
世
与
我
而
相
遺
、

復
駕
言
兮
焉
求
。
悦
親
戚
之
情
話
、
楽
琴
書
以
消
憂
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
は
、
一
部
、
本
詩
の
詩
境
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
し
本
詩
で

は
、
自
身
の
現
況
や
理
想
に
つ
い
て
「
帰
愚
」「
味
薄
」
な
ど
、
一
見
す
る
と
否
定
的
な
言
辞
を
用
い
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
身

の
理
想
を
語
り
つ
つ
も
、
そ
の
（
自
身
に
と
っ
て
の
）
確
乎
た
る
価
値
が
決
し
て
他
者
と
は
折
り
合
わ
な
い
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
に
彼
自
身

の
屈
折
し
た
自
己
認
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

■
其
六

【
原
文
・
訓
読
】

１
今
晨
不
成
起　
　

今
晨　

起た

つ
こ
と
を
成
さ
ず

　

端
坐
尽
日
景　
　

端
坐
し
て　

日
景
を
尽
く
す
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虫
鳴
室
幽
幽　
　

虫
鳴
き
て　

室　

幽
幽
た
り

　

月
吐
窓
冏
冏　
　

月
吐
き
て　

窓　

冏
冏
た
り

５
喪
懐
若
迷
方　
　

喪
懐　

方み
ち

に
迷
う
が
若
く

　

浮
念
劇
含
梗　
　

浮
念　

梗と
げ

を
含
む
よ
り
劇は

げ

し

　

塵
埃
慵
伺
候　
　

塵
埃　

伺
候
す
る
に
慵も

の
うけ
れ
ば

　

文
字
浪
馳
騁　
　

文
字　

浪み
だ

り
に
馳
騁
す

　

尚
須
勉
其
頑　
　

尚
お
須す

べ
から
く
其
の
頑
を
勉つ

と

む
べ
し

10
王
事
有
朝
請　
　

王
事
に
は　

朝
請　

有
ら
ん

【
語
釈
】

　

○
今
晨
：
今
朝
。
○
日
景
：
陽
光
に
よ
り
影
の
で
き
る
時
間
帯
、
昼
間
。
○
幽
幽
：
暗
い
さ
ま
。『
礼
記
』
礼
運
に
「
祝
嘏
辞
説
、
蔵
於
宗
祝
巫

史
、
非
礼
也
。
是
謂
幽
国
」
と
あ
り
、
鄭
玄
注
に
は
「
幽
、
闇
也
」
と
あ
る
。
○
月
吐
：
月
が
現
れ
出
る
こ
と
。
○
冏
冏
：
煌
々
と
明
る
い
さ
ま
。

な
お
、
江
淹
「
雑
体
詩
」
に
は
「
冏
冏
秋
月
明
、
憑
軒
詠
堯
老
」
と
の
言
が
あ
る
。
○
喪
懐
：
判
断
力
を
失
い
茫
然
と
し
て
い
る
さ
ま
。『
春
秋

左
氏
伝
』
昭
公
二
十
五
年
に
「
哀
楽
而
楽
哀
、
皆
喪
心
也
」
と
あ
る
。
○
梗
：
ト
ゲ
、
災
禍
。『
毛
詩
』
大
雅
「
桑
桑
」
に
「
誰
生
厲
階
、
至
今
為

梗
」
と
あ
り
、
毛
伝
に
は
「
梗
、
病
也
」
と
あ
る
。
○
塵
埃
：
俗
塵
。
○
浪
：
み
だ
り
に
。
○
朝
請
：
朝
廷
へ
の
出
仕
。

【
現
代
語
訳
】

　

（
１
・
２
）
今
朝
、
起
き
上
が
っ
て
部
屋
か
ら
出
て
行
く
こ
と
も
な
く
、
座
り
込
ん
だ
ま
ま
で
一
日
中
、
太
陽
の
光
を
浴
び
て
い
た
。（
３
・
４
）

（
そ
の
ま
ま
夜
に
な
る
と
）
虫
が
鳴
く
ば
か
り
で
、
部
屋
は
暗
く
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
る
。（
視
線
を
外
に
向
け
る
と
）
月
が
現
れ
て
、
窓
の
外
は

煌
々
と
光
り
輝
い
て
い
る
。（
５
・
６
）
心
は
茫
然
と
し
て
、
ま
る
で
道
に
迷
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
と
り
と
め
の
な
い
思
い
が
ト
ゲ
の
刺
さ
っ

た
よ
う
に
煩
わ
し
い
。（
７
・
８
）
俗
塵
に
奔
走
し
て
、
貴
顕
の
者
に
会
い
に
出
か
け
る
の
も
億
劫
で
あ
る
か
ら
、（
部
屋
か
ら
出
る
こ
と
な
く
）
文
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字
ば
か
り
を
む
や
み
に
走
ら
せ
て
い
る
。（
９
・
10
）
そ
れ
で
も
な
お
、
自
身
の
頑
迷
な
主
張
を
掲
げ
な
が
ら
、
力
を
尽
く
し
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
公
務
と
し
て
は
、
や
は
り
朝
廷
へ
の
出
仕
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
。

【
解
説
】

　

１
句
目
～
４
句
目
は
、
自
室
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た
一
日
の
状
況
を
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
俗
塵
か
ら
隔
絶
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
喜
ぶ

態
度
が
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
「
秋
懐
詩
」
其
五
と
は
色
調
を
異
に
し
て
い
る
。
や
が
て
自
堕
落
に
過
ご
し
た
一
日
が
過
ぎ
去
り
、
虫
の
声
（
聴

覚
）
や
月
の
光
（
視
覚
）
に
よ
っ
て
夜
の
訪
れ
を
知
る
と
、
そ
れ
に
接
す
る
よ
う
に
し
て
逡
巡
す
る
内
面
が
開
示
さ
れ
る
。
５
・
６
句
目
は
、
行

き
場
も
な
く
鬱
々
と
し
た
思
い
を
抱
え
て
い
る
さ
ま
を
い
う
。
現
実
を
拒
絶
し
て
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
満
足
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
７
・
８
句
目
で
は
、
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
す
べ
が
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
栄
達
を
求
め
て
世
間
を
奔
走
す
る
つ
も
り
は

な
い
。
か
と
い
っ
て
現
実
を
完
全
に
遮
断
し
て
隠
逸
す
る
と
い
う
の
で
も
な
い
か
ら
、
結
果
と
し
て
、
読
書
や
著
述
に
没
頭
す
る
こ
と
で
し
か
、
自

身
を
維
持
で
き
な
い
の
で
あ
る
。「
慵
」「
浪
」
の
語
が
示
す
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
自
身
の
行
動
に
対
し
て
虚
無
的
に
見
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま

た
、
松
本
肇
「
韓
愈
の
「
秋
懐
詩
」
に
つ
い
て
」（『
文
芸
言
語
研
究
』
文
芸
篇
、
一
三
、
一
九
八
八
年
）
は
「
韓
愈
が
著
述
の
世
界
に
没
頭
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
ボ
ル
テ
ー
ジ
で
の
し
か
か
る
、
現
実
生
活
の
重
圧
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
あ
た

か
も
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
の
よ
う
に
、
圧
倒
的
な
現
実
を
前
に
し
て
は
、
そ
こ
に
回
帰
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
隘
路
を
脱
却
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
９
・
10
句
目
に
は
、
本
詩
全
体
を
反
転
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
内
容
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
や
は
り
士
大
夫
で
あ
る
以
上
は
公
務
・
出
仕
と
い
う
こ
と
が
使
命
で
あ
る
、
と
自
身
を
鼓
舞
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
「
秋
懐
詩
」
其
五
の
最
後
部
「
庶
幾
遺
悔
尤
、
即
此
是
幽
屏
」
と
正
反
対
の
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
、
韓
愈
が
現
実
の
官
界

へ
積
極
的
に
進
出
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
本
詩
の
主
眼
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
本
詩
で

は
、
現
実
へ
の
貢
献
を
是
と
し
て
自
身
を
奮
い
立
た
せ
よ
う
と
す
る
ほ
ど
に
、
そ
れ
に
背
反
し
な
が
ら
生
き
て
し
ま
う
自
己
を
自
責
的
に
述
べ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
士
大
夫
と
し
て
の
理
念
を
了
解
し
な
が
ら
も
一
日
中
を
無
為
に
過
ご
し
、「
喪
懐
」
や
「
浮
念
」
に
翻
弄
さ
れ
て
、
み
だ
り
に
読
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書
や
著
述
に
没
頭
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
充
足
す
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
現
実
の
重
圧
を
こ
と
さ
ら
に
一
身
に
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
本
詩
は
、

そ
の
よ
う
な
堂
々
巡
り
の
中
で
現
実
に
対
し
て
敗
北
す
る
自
己
が
あ
る
、
と
い
う
よ
り
も
、
自
己
が
そ
の
よ
う
に
し
か
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と

を
告
白
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

■
其
七

【
原
文
・
訓
読
】

１
秋
夜
不
可
晨　
　

秋
夜　

晨あ
し
たな
る
べ
か
ら
ず

　

秋
日
苦
易
暗　
　

秋
日　

苦は
な
はだ
暗
く
な
り
易
し

　

我
無
汲
汲
志　
　

我
に
汲
汲
の
志　

無
け
れ
ば

　

何
以
有
此
憾　
　

何
を
以
て
か　

此
の
憾う

ら

み
有
ら
ん

５
寒
鷄
空
在
棲　
　

寒
鷄　

空
し
く
棲
に
在
り

　

欠
月
煩
屢
瞰　
　

欠
月　

屢し
ば

し
ば
瞰み

る
に
煩わ

ず
らう

　

有
琴
具
徽
絃　
　

琴
有
り　

徽
絃
を
具そ

な

う
る
も

　

再
鼓
聴
愈
淡　
　

再
び
鼓
し
て　

聴
け
ば
愈い

よ

い
よ
淡
し

　

古
声
久
埋
滅　
　

古
声　

久
し
く
埋
滅
す
れ
ば

10
無
由
見
真
濫　
　

真
濫
を
見
る
に
由
無
し

　

低
心
逐
時
趨　
　

心
を
低
く
し
て　

時
の
趨は

し

る
を
逐お

い

　

苦
勉
祇
能
暫　
　

苦ね
ん
ごろ
に
勉
む
る
も　

祇た

だ
暫
を
能
く
す
る
の
み
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有
如
乗
風
船　
　

風
に
乗
る
船
の

　

一
縦
不
可
䌫　
　

一
た
び
縦は

な

て
ば
䌫つ

な

ぐ
べ
か
ら
ざ
る
が
如
き
有
り

15
不
如
覰
文
字　
　

文
字
を
覰み

て

　

丹
鉛
事
点
勘　
　

丹
鉛
も
て
点
勘
を
事
と
す
る
に
如し

か
ず

　

豈
必
求
贏
余　
　

豈
に
必
ず
し
も
贏
余
を
求
め
ん
や

　

所
要
石
与
甔　
　

要も
と

む
る
所
は
石
と
甔
と
の
み

【
語
釈
】

　

○
不
可
晨
：
夜
が
長
く
、
な
か
な
か
朝
を
迎
え
な
い
こ
と
。
な
お
、
陸
機
「
挽
歌
詩
」
に
は
「
広
霄
何
寥
廓
、
大
暮
安
可
晨
」
と
の
言
が
あ
る
。

○
苦
：
は
な
は
だ
。
○
易
暗
：
日
没
が
早
い
こ
と
。
○
汲
汲
：
あ
く
せ
く
と
努
め
る
さ
ま
。
陶
淵
明
「
飲
酒
」
其
二
十
に
「
汲
汲
魯
中
叟
、
弥
縫

使
其
淳
」
と
あ
る
。
○
寒
鷄
～
：『
毛
詩
』
王
風
「
君
子
于
役
」
に
「
鶏
棲
於
塒
、
日
之
夕
矣
」
と
あ
る
。
○
具
徽
絃
：
弦
が
調
律
さ
れ
て
あ
る
こ

と
。
徽
は
、
音
程
の
調
節
の
際
に
目
印
と
な
る
紐
の
こ
と
。
な
お
『
晋
書
』
隠
逸
伝
・
陶
潜
に
は
「
性
不
解
音
、
而
畜
素
琴
一
張
、
絃
徽
不
具
、
毎

朋
酒
之
会
、
則
撫
而
和
之
」
と
の
言
が
あ
る
。
○
鼓
：
演
奏
す
る
。
○
古
声
～
：
た
と
え
ば
『
礼
記
』
楽
記
に
は
「
今
夫
古
楽
、
進
旅
退
旅
、
和
正

以
広
。
…
…
今
夫
新
楽
、
進
俯
退
俯
、
姦
声
以
濫
」
と
の
言
が
あ
る
。
○
低
心
：
志
を
曲
げ
る
こ
と
。
○
祇
能
暫
：
た
だ
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
し

か
で
き
な
い
。
○
丹
鉛
：
丹
は
丹
砂
、
鉛
は
鉛
粉
（
胡
粉
）。
丹
は
書
き
込
み
を
入
れ
る
際
に
用
い
、
鉛
は
文
字
を
修
正
す
る
際
に
用
い
た
。
○
点

勘
：
点
は
修
正
を
施
す
こ
と
、
勘
は
異
同
を
照
合
す
る
こ
と
。
○
贏
余
：
盈
余
。
余
分
、
余
剰
。『
後
漢
書
』
馬
援
伝
に
は
「
致
求
盈
余
、
但
自
苦

耳
」
と
の
言
が
あ
る
。
○
石
与
甔
：
石
は
一
〇
斗
、
甔
は
二
〇
斗
。
い
ず
れ
に
し
て
も
わ
ず
か
な
俸
給
を
い
う
。

【
現
代
語
訳
】

　

（
１
・
２
）
秋
の
夜
は
（
次
第
に
長
く
な
る
の
で
）
な
か
な
か
朝
を
迎
え
な
い
が
、
秋
の
日
は
（
次
第
に
短
く
な
る
の
で
）
ま
こ
と
に
暗
く
な
り

や
す
い
。（
３
・
４
）（
そ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
）
私
に
は
あ
く
せ
く
と
（
世
に
出
て
働
こ
う
と
）
す
る
よ
う
な
志
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
、
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ど
う
し
て
こ
の
こ
と
に
対
し
て
恨
め
し
く
思
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。（
５
・
６
）
寒
々
し
い
鶏
が
、
な
に
を
す
る
で
も
な
く
巣
の
中
に
い
て
、

（
満
月
を
過
ぎ
て
）
欠
け
は
じ
め
た
月
は
、
し
ば
し
ば
見
上
げ
る
こ
と
さ
え
も
物
憂
く
感
じ
ら
れ
る
。（
７
・
８
）
琴
に
は
徽
も
絃
も
そ
な
わ
っ
て

い
て
（
音
程
が
調
整
さ
れ
て
い
る
の
に
）、
ふ
た
た
び
弾
い
て
み
る
と
、
そ
の
音
色
は
ま
す
ま
す
淡
泊
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
。（
９
・
10
）（
と
は
い

え
）
古
代
の
音
楽
は
か
つ
て
衰
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
（
現
在
に
伝
わ
ら
ず
）、（
そ
れ
ゆ
え
自
身
の
演
奏
す
る
音
色
が
）
正
統
な
も
の
か
、
逸
脱
し

た
も
の
な
の
か
、
判
断
し
よ
う
に
も
根
拠
を
も
た
な
い
で
い
る
。（
11
・
12
）（
そ
こ
で
）
自
身
の
志
を
曲
げ
て
、
時
流
を
追
い
か
け
て
み
よ
う
と
し

て
も
、
力
を
尽
く
し
て
取
り
組
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
た
だ
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
し
か
か
な
わ
な
い
の
だ
。（
13
・
14
）（
時
流
を
追
う
こ
と
は
）
風
を
帆

に
受
け
た
船
が
、
ひ
と
た
び
岸
辺
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
と
、
繋
ぎ
と
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。（
15
・
16
）

（
結
局
の
と
こ
ろ
）
文
字
を
観
て
、
丹
鉛
を
用
い
な
が
ら
文
献
を
検
証
す
る
こ
と
に
は
及
ば
な
い
の
だ
。（
17
・
18
）（
そ
れ
で
も
最
低
限
の
収
入
は

必
要
で
あ
る
が
）
ど
う
し
て
過
分
な
利
益
を
求
め
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
必
要
な
も
の
は
、
わ
ず
か
に
石
や
甔
と
い
っ
た
程
度
の
俸
給
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

【
解
説
】

　

１
・
２
句
目
は
ま
ず
、
秋
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
夜
明
け
が
遅
く
な
り
、
日
没
が
早
ま
る
と
い
う
客
観
的
な
事
態
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
３
・
４
句

目
で
は
、
自
身
が
奮
迅
し
て
出
仕
す
る
よ
う
な
意
志
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
以
上
、
日
の
短
さ
、
つ
ま
り
活
動
時
間
の
短
さ
を
不
満
に
思
う
よ
う

な
気
持
ち
が
な
い
こ
と
を
述
べ
て
、
現
実
を
突
き
放
し
て
い
る
。「
憾
」
を
も
た
な
い
の
は
、
現
状
に
満
足
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め

現
実
の
社
会
的
枠
組
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
現
実
の
中
に
居
場
所
を
も
た
な
い
様
子
は
、
続
く
５
・
６
句
目
の
情
景
に
も
重
ね
合
わ

さ
れ
て
い
る
。「
寒
鷄
」
は
、
現
実
の
外
に
佇
む
硬
直
し
た
自
己
の
姿
で
あ
り
、「
欠
月
」
は
盛
時
を
過
ぎ
て
空
し
く
流
れ
ゆ
く
時
間
を
示
す
。
そ

の
よ
う
に
孤
立
し
た
状
況
の
中
で
、
７
句
目
以
降
に
は
、
慰
め
を
求
め
て
琴
を
弾
く
姿
が
描
か
れ
る
。「
琴
」
は
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
其
一
に
「
夜
中

不
能
寐
、
起
坐
弾
鳴
琴
」
と
あ
る
よ
う
に
、
現
実
か
ら
の
逸
脱
や
心
の
安
寧
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
琴
は
調
律
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
音
色
は
淡
泊
で
、
空
々
し
く
響
い
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
本
詩
に
お
け
る
「
淡
」
の
語
は
、
琴
の
音
色
が
老
荘
的
高
踏
に
合
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致
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
琴
に
心
を
慰
め
よ
う
と
し
て
み
て
も
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
状
態
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
古
代

の
正
統
的
音
楽
は
つ
と
に
消
滅
し
て
い
る
た
め
、
自
身
の
演
奏
す
る
音
楽
が
実
際
に
正
統
性
を
有
し
て
い
る
の
か
、
逸
脱
し
た
も
の
な
の
か
、
判
断

す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
琴
の
音
色
に
満
足
せ
ず
、
阮
籍
の
よ
う
に
は
慰
め
ら
れ
な
い
と
い
う
違
和
感
ば
か
り
が
残
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
超
俗
の
境
地
に
な
じ
め
ず
に
い
る
一
方
、
11
句
目
以
降
で
は
、
俗
塵
へ
の
積
極
的
な
参
与
を
志
向
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
も
ま
た
長
く

続
か
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
13
・
14
句
目
の
例
に
よ
れ
ば
、
時
流
に
合
わ
せ
て
奔
走
す
る
と
、
い
つ
し
か
自
身
で
進
む
方
向
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
、
ひ
と
た
び
そ
の
よ
う
に
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
二
度
と
立
ち
止
ま
る
こ
と
さ
え
で
き
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

15
句
目
以
降
で
は
、
脱
俗
と
現
実
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
適
応
で
き
ず
に
い
る
自
己
の
真
に
志
向
す
る
と
こ
ろ
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
や
は
り

読
書
へ
の
沈
潜
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
「
丹
鉛
」「
点
勘
」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
の
志
向
す
る
読
書
と
は
、
文
献
学
的
検
証
を
と
も
な
う

も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
本
詩
で
は
、
そ
れ
に
没
頭
す
る
の
み
で
は
な
い
。
17
・
18
句
目
に
は
、
最
低
限
の
俸
給
を
必
要
と
す
る
旨
の
発
言
が
あ
る
。

俸
給
を
拒
む
で
も
な
く
、
多
く
を
求
め
る
で
も
な
い
姿
は
、
隠
逸
と
出
仕
の
い
ず
れ
に
も
与
し
な
い
態
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
本
詩
で
は
読
書

へ
の
志
向
を
語
り
つ
つ
も
、
俗
塵
と
つ
か
ず
離
れ
ず
に
、
あ
た
か
も
調
停
を
は
か
る
か
の
よ
う
な
姿
勢
が
見
え
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

■
其
八

【
原
文
・
訓
読
】

１
巻
巻
落
地
葉　
　

巻
巻
た
り　

地
に
落
つ
る
葉

　

随
風
走
前
軒　
　

風
に
随
い
て　

前
軒
を
走
る

　

鳴
声
若
有
意　
　

鳴
声　

意　

有
る
が
若
く

　

顚
倒
相
追
奔　
　

顚
倒
し
て　

相た
が

い
に
追
奔
す
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５
空
堂
黄
昏
暮　
　

空
堂　

黄
昏
の
暮

　

我
坐
黙
不
言　
　

我　

坐
し
て　

黙
し
て
言
わ
ず

　

童
子
自
外
至　
　

童
子　

外
よ
り
至
り

　

吹
燈
当
我
前　
　

燈
を
吹
き
て　

我
が
前
に
当
た
る

　

問
我
我
不
応　
　

我
に
問
え
ど
も
我
は
応こ

た

え
ず

10
饋
我
我
不
餐　
　

我
に
饋す

す

む
れ
ど
も
我
は
餐く

ら
わ
ず

　

退
坐
西
壁
下　
　

退
き
て
西
壁
の
下
に
坐
し

　

読
詩
尽
数
編　
　

詩
を
読
み
て　

数
編
を
尽
く
す

　

作
者
非
今
士　
　

作
者
は
今
の
士
に
非
ず

　

相
去
時
已
千　
　

相
い
去
る
こ
と　

時　

已
に
千
な
り

15
其
言
有
感
触　
　

其
の
言　

感
触
す
る
こ
と
有
り
て

　

使
我
復
悽
酸　
　

我
を
し
て　

復
た　

悽
酸
た
ら
し
む

　

顧
謂
汝
童
子　
　

顧
み
て
謂
う　

汝　

童
子
よ

　

置
書
且
安
眠　
　

書
を
置
き
て
且し

ば

ら
く
安
眠
せ
よ
と

　

丈
人
属
有
念　
　

丈
人
に
は
属た

ま

た
ま
念お

も

う
こ
と
有
り

20
事
業
無
窮
年　
　

事
業
に
は　

窮
ま
る
年　

無
し

【
語
釈
】

　

○
巻
巻
：
擬
態
語
。
く
る
く
る
。
○
前
軒
：
軒
先
。
○
空
堂
：
誰
も
い
な
い
部
屋
。
○
童
子
：
子
供
。
当
時
は
使
用
人
と
し
て
置
く
も
の
で
あ
っ

た
。
○
吹
燈
：
灯
火
を
点
す
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
火
を
吹
き
消
し
た
の
で
は
な
い
。
な
お
『
淮
南
子
』
説
山
訓
に
は
「
或
吹
火
而
然
、
或
吹
火
而
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滅
、
所
以
吹
者
異
也
」
と
の
言
が
あ
る
。
○
当
：
正
対
す
る
。
○
饋
：
食
事
を
す
す
め
る
こ
と
。
○
詩
：『
詩
経
』
所
収
の
詩
篇
。
○
感
触
：
感
銘

を
受
け
る
こ
と
。
○
悽
酸
：
悲
し
く
痛
ま
し
い
さ
ま
。
○
且
：
し
ば
ら
く
。
○
属
有
念
：
属
は
、
た
ま
た
ま
。
そ
の
場
限
り
で
あ
る
こ
と
。
鮑
照

「
答
客
詩
」
に
「
幽
居
属
有
念
、
含
意
未
連
詞
」
と
あ
る
。
○
事
業
：『
周
易
』
坤
卦
文
言
伝
に
「
発
於
事
業
」
と
あ
り
、『
周
易
』
繋
辞
上
伝
に

は
「
挙
而
措
之
天
下
之
民
、
謂
之
事
業
」
と
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

　

（
１
・
２
）
く
る
く
る
と
風
に
舞
っ
て
は
、
地
に
落
ち
て
い
く
葉
。
風
の
吹
く
ま
ま
に
従
っ
て
、
軒
先
を
駆
け
回
っ
て
い
る
。（
３
・
４
）
秋
風

が
落
葉
を
巻
き
上
げ
る
音
は
、
ま
る
で
意
志
を
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、（
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
る
落
葉
は
）
左
に
右
に
反
転
し
て
は
、
た
が

い
に
追
い
か
け
あ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。（
５
・
６
）
誰
も
い
な
い
部
屋
、
黄
昏
時
の
夕
闇
。
私
は
一
人
座
り
込
ん
だ
ま
ま
、
沈
黙
の
中
に

い
て
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
な
い
。（
７
・
８
）
そ
こ
へ
童
子
が
外
か
ら
や
っ
て
き
て
、
灯
火
を
点
し
て
私
の
正
面
に
正
対
し
た
。（
９
・
10
）（
童
子

は
）
私
に
問
い
か
け
る
け
れ
ど
も
、
私
は
答
え
る
こ
と
が
な
い
。
私
に
食
事
を
す
す
め
る
け
れ
ど
も
、
私
は
食
べ
る
こ
と
が
な
い
。（
11
・
12
）（
そ

こ
で
童
子
は
）
西
側
の
壁
の
も
と
ま
で
退
い
て
座
り
、
『
詩
経
』
の
詩
を
読
み
上
げ
る
こ
と
数
篇
に
及
ん
だ
。（
13
・
14
）『
詩
経
』
の
詩
篇
の
制
作

者
た
ち
は
、（
当
然
な
が
ら
）
現
代
の
人
物
で
は
な
い
。
互
い
に
隔
た
る
こ
と
、
時
間
は
も
は
や
千
年
に
至
る
ほ
ど
で
あ
る
。（
15
・
16
）（
そ
れ
だ
け

隔
た
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
童
子
の
読
み
上
げ
た
詩
の
言
葉
は
（
私
に
）
感
銘
を
与
え
な
が
ら
、
私
を
ふ
た
た
び
悲
し
く
痛
ま
し
い
思
い

に
引
き
ず
り
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。（
17
・
18
）（
そ
こ
で
私
は
）
振
り
返
っ
て
言
っ
た
の
だ
っ
た
。「
君
、
童
子
よ
。
書
物
を
置
い
て
、
し

ば
ら
く
穏
や
か
に
眠
る
よ
う
に
」
と
。（
19
・
20
）
年
長
者
（
で
あ
る
私
）
に
は
、
そ
の
時
々
に
応
じ
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

（
す
な
わ
ち
）
事
業
に
は
終
わ
り
の
訪
れ
る
こ
と
が
な
い
の
だ
。

【
解
説
】

　

本
詩
は
「
秋
懐
詩
」
全
十
一
首
に
お
い
て
は
じ
め
て
他
者
（
童
子
）
が
出
現
し
て
、
二
人
称
を
と
も
な
う
表
現
が
成
立
す
る
こ
と
を
最
大
の
特
徴

と
す
る
。
こ
れ
以
降
の
各
詩
に
は
「
君
」（
其
九
）、「
汝
」（
其
十
）、「
爾
」（
其
十
一
）
と
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
表
現
は
こ
れ
ま
で
に
見
え
な
い
こ
と
か
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ら
、
こ
れ
ら
は
意
図
的
に
構
成
・
配
列
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
構
成
に
お
い
て
、
最
初
に
二
人
称
を
有
す
る
の
が
本
詩
で
あ
る
。

　

１
句
目
～
４
句
目
は
、
秋
風
に
巻
き
上
げ
ら
れ
た
落
葉
の
姿
を
描
写
し
て
い
る
。
落
葉
は
自
力
で
運
動
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
翻
弄
さ

れ
る
ま
ま
に
あ
る
生
の
姿
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
吹
き
上
げ
る
秋
風
は
力
強
く
、
ま
る
で
意
志
を
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
鳴
り
響
い

て
い
る
。
左
右
に
一
斉
に
揺
動
し
な
が
ら
、
た
が
い
に
追
い
か
け
あ
う
落
葉
は
、
あ
た
か
も
時
代
の
風
を
受
け
て
雷
同
す
る
人
士
た
ち
の
よ
う
で
あ

る
。
続
け
て
５
句
目
以
降
で
は
、
そ
の
よ
う
な
世
間
の
ざ
わ
め
き
を
外
に
し
な
が
ら
、
対
称
的
に
静
謐
な
時
間
・
空
間
が
提
示
さ
れ
る
。
黄
昏
時
、

誰
も
い
な
い
部
屋
に
一
人
座
り
込
ん
で
沈
黙
す
る
さ
ま
は
、
俗
塵
と
隔
絶
さ
れ
て
あ
る
自
己
の
清
高
な
内
面
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
自
己
完
結
を
破
る
か
の
よ
う
に
し
て
出
現
す
る
の
が
、
灯
火
を
携
え
た
童
子
で
あ
っ
た
。
こ
の
童
子
が
実
際
の
使
用
人
で
あ
る
か
、
あ
る

い
は
仮
構
さ
れ
た
も
の
か
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
他
者
の
出
現
に
よ
り
、
自
己
の
内
面
を
相

対
化
す
る
も
の
が
予
期
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
灯
火
に
照
ら
さ
れ
た
両
者
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
正
面
に
対
峙
し
な
が
ら
も
語
り
合
う

こ
と
が
な
か
っ
た
。
９
・
10
句
目
に
お
い
て
は
、
童
子
が
ま
る
で
不
在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
光
景
が
述
べ
ら
れ
る
。
実
際
に
は
、
童
子
は
「
我
」
に

語
り
か
け
、
食
事
を
す
す
め
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
す
る
応
答
が
な
く
、
両
者
の
世
界
が
交
錯
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
童

子
は
壁
際
ま
で
退
い
て
、
一
人
『
詩
経
』
の
詩
篇
を
読
み
上
げ
は
じ
め
た
。
そ
れ
ら
は
千
年
前
の
古
典
で
あ
り
、
知
識
人
に
と
っ
て
必
須
の
教
養
で

も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
を
朗
誦
す
る
童
子
は
、
読
書
生
活
の
理
想
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
15
・
16
句
目
が
示
す

よ
う
に
、
童
子
の
朗
誦
す
る
詩
篇
に
感
銘
を
受
け
つ
つ
も
、
そ
れ
を
聞
く
「
我
」
自
身
は
悽
酸
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
『
詩
経
』
の
詩
句
に
感
じ
て
、
そ
の
悲
哀
に
い
た
た
ま
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
以
上
聞
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
、
続
く
17
・
18
句
目
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
自
身
が
言
葉
を
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
内
容
は
、
童
子
に
読
書
を
止

め
て
眠
る
よ
う
に
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
自
身
が
読
書
へ
の
沈
潜
を
志
向
し
つ
つ
も
、
実
際
に
そ
の
理
想
を
体
現
す
る
存
在
を

前
に
し
て
、
そ
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
自
己
認
識
を
吐
露
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
発
言
に
お
い
て
「
汝
」
字
が
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
、
こ
こ
で
の
童
子
は
理
想
で
あ
り
つ
つ
も
、
絶
対
的
な
他
者
と
し
て
、
自
己
と
断
絶
し
た
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
身
は
も
は
や
、
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童
子
の
よ
う
に
古
典
を
朗
誦
し
な
が
ら
純
粋
に
古
人
に
連
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
─
─
読
書
へ
の
沈
潜
が
か
な
わ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
の
発
言
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
19
・
20
句
目
で
は
、
童
子
と
の
断
絶
を
経
た
自
身
の
胸
懐
が
述
べ
ら
れ

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
や
は
り
現
実
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の
場
そ
の
場
で
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
志
向
す
る
と

こ
ろ
は
、
『
周
易
』
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
現
実
的
効
用
を
も
つ
「
事
業
」
の
語
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

　

本
詩
は
ま
ず
、
現
実
の
ざ
わ
め
き
を
発
端
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
隔
絶
し
た
静
穏
な
自
己
を
述
べ
る
。
し
か
し
、
彼
の
志
向
す
る
読
書
生
活
を
体
現

す
る
他
者
の
出
現
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
を
自
覚
す
る
に
至
り
、
現
実
へ
と
回
帰
し
て
ゆ
く
意
志
を
示
す
、
そ
の
よ
う

な
構
造
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
「
童
子
」
が
登
場
し
、
そ
れ
に
対
し
て
二
人
称
で
呼
び
か
け
る
点
は
、「
秋
懐
詩
」
全
十
一
首
に
お
い
て
最
大

の
特
徴
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
二
人
称
と
は
、
他
者
と
と
も
に
あ
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
者
と
断
絶
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
に
あ

る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
を
鮮
明
に
す
る
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

■
其
九

【
原
文
・
訓
読
】

１
霜
風
侵
梧
桐　
　

霜
風　

梧
桐
を
侵
せ
ば

　

衆
葉
著
樹
乾　
　

衆
葉　

樹
に
著つ

き
て
乾
く

　

空
階
一
片
下　
　

空
階
に
一
片　

下お

つ
れ
ば

　

琤
若
摧
琅
玕　
　

琤
と
し
て
琅
玕
を
摧く

だ

く
が
若
し

５
謂
是
夜
気
滅　
　

謂お
も

え
ら
く
是
れ　

夜
気
の
滅
す
る
は

　

望
舒
霣
其
圑　
　

望
舒　

其
の
圑
を
霣お

と

せ
ば
な
り
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青
冥
無
依
倚　
　

青
冥　

依
倚
す
る
こ
と
無
く

　

飛
轍
危
難
安　
　

飛
轍　

危
う
く
し
て
安
ん
じ
難
し
と

　

驚
起
出
戸
視　
　

驚
き
起た

ち
て　

戸
を
出
で
て
視
て

10
倚
楹
久
汍
瀾　
　

楹
に
倚
り
て　

久
し
く
汍
瀾
た
り

　

憂
愁
費
晷
景　
　

憂
愁　

晷
景
を
費
や
し

　

日
月
如
跳
丸　
　

日
月　

跳
丸
の
如
し

　

迷
復
不
計
遠　
　

迷
復　

遠
き
を
計
ら
ず

　

為
君
駐
塵
鞍　
　

君
が
為
に
塵
鞍
を
駐と

ど

め
ん

【
語
釈
】

　

○
霜
風
：
冷
た
く
厳
し
い
風
。
○
梧
桐
：
ア
オ
ギ
リ
。
落
葉
樹
。
○
著
樹
乾
：
葉
が
樹
上
に
あ
る
ま
ま
に
枯
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
い
う
。
○
空

階
：
誰
も
い
な
い
階
段
。
○
琤
：
玉
の
ふ
れ
あ
う
音
。
○
琅
玕
：
宝
玉
。『
尚
書
』
禹
貢
に
「
厥
貢
惟
球
・
琳
・
琅
玕
」
と
あ
る
。
○
夜
気
：
夜
明

け
前
の
清
涼
な
気
。『
孟
子
』
告
子
上
に
「
梏
之
反
覆
、
則
其
夜
気
不
足
以
存
。
夜
気
不
足
以
存
、
則
其
違
禽
獣
不
遠
矣
」
と
あ
る
。
○
望
舒
：
月

の
御
者
。『
楚
辞
』
離
騒
に
「
前
望
舒
使
先
駆
兮
、
後
飛
廉
使
奔
属
」
と
あ
る
。
○
霣
：
落
と
す
、
降
り
注
ぐ
。『
春
秋
公
羊
伝
』
荘
公
七
年
に「
恒

星
不
見
、
夜
中
星
霣
如
雨
」
と
あ
る
。
○
圑
：
球
体
。
こ
こ
で
は
月
を
指
す
。
○
青
冥
：
青
空
。『
楚
辞
』
九
章
「
悲
回
風
」
に
「
拠
青
冥
而
攄
虹

兮
、
遂
儵
忽
而
捫
天
」
と
あ
る
。
○
飛
轍
：
月
の
軌
道
。
○
楹
：
柱
。
○
汍
瀾
：
涙
を
流
す
さ
ま
。
欧
陽
建
「
臨
終
詩
」
に
「
執
紙
五
情
塞
、
揮
筆

涕
汍
瀾
」
と
あ
る
。
○
晷
景
：
日
の
影
、
時
間
。
な
お
張
衡
「
西
京
賦
」
に
は
「
白
日
未
及
移
其
晷
、
已
獮
其
什
七
八
」
と
の
言
が
あ
る
。
○
跳

丸
：
お
手
玉
。
○
迷
復
～
：『
周
易
』
復
卦
上
六
爻
辞
に
「
迷
復
、
凶
、
有
災
眚
」
と
あ
り
、
初
九
爻
辞
に
は
「
不
遠
復
、
无
祗
悔
、
元
吉
」
と
あ

る
。
○
塵
鞍
：
粗
末
な
鞍
。
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【
現
代
語
訳
】

　

（
１
・
２
）
冷
た
く
厳
し
い
晩
秋
の
風
が
、（
夏
に
茂
っ
て
い
た
）
ア
オ
ギ
リ
の
樹
を
侵
食
す
る
と
、
そ
の
葉
は
樹
上
に
あ
る
ま
ま
に
（
枯
れ

て
）
乾
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。（
３
・
４
）
誰
も
い
な
い
階
段
に
、
そ
の
乾
い
た
一
片
の
葉
が
落
ち
て
く
る
と
、
チ
ン
と
音
を
立
て
な
が
ら
、

ま
る
で
宝
玉
を
打
ち
砕
い
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。（
５
・
６
）（
そ
の
音
に
導
か
れ
て
）
思
う
こ
と
に
は
、
こ
こ
に
夜
明
け
前
の
清
涼
な
気
が
消
え

去
っ
て
（
暗
転
し
て
）
し
ま
っ
た
の
は
、（
月
の
御
者
で
あ
る
）
望
舒
が
（
天
空
か
ら
）
月
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。（
７
・
８
）

蒼
々
と
し
た
空
に
は
も
と
よ
り
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
月
の
軌
道
が
不
安
定
に
な
っ
て
し
ま
い
、
平
衡
を
失
っ
て
落
ち
て
き
た
の

で
は
な
い
か
、
と
。（
９
・
10
）（
そ
う
し
て
月
が
落
ち
て
き
た
と
思
い
こ
ん
で
）
驚
い
て
思
わ
ず
立
ち
上
が
り
、
扉
か
ら
出
て
見
上
げ
て
み
る
（
と

月
は
落
ち
て
い
な
か
っ
た
の
だ
）。（
し
か
し
心
の
動
揺
の
ま
ま
に
）
柱
に
寄
り
か
か
っ
て
、
ひ
と
し
き
り
涙
を
流
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。（
11
・
12
）

（
そ
も
そ
も
私
の
抱
え
て
い
る
）
憂
愁
な
る
思
い
は
、
日
々
絶
え
間
な
く
続
く
も
の
で
あ
る
が
、
太
陽
と
月
も
ま
た
（
私
の
憂
愁
と
は
関
わ
ら
ず

に
）
お
手
玉
の
よ
う
に
（
代
わ
る
代
わ
る
）
空
中
に
放
た
れ
て
は
落
ち
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
。（
13
・
14
）
帰
還
す
る
と
こ
ろ
に
迷
う
の
な

ら
ば
、
遠
大
な
こ
と
を
考
え
た
り
は
し
な
い
も
の
だ
。
君
の
た
め
に
粗
末
な
鞍
（
を
つ
け
た
馬
）
を
駐
め
て
、
し
ば
ら
く
は
こ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と

に
し
よ
う
。

【
解
説
】

　

１
・
２
句
目
は
、
晩
秋
の
水
気
を
含
ん
だ
冷
た
い
風
が
ア
オ
ギ
リ
に
吹
き
つ
け
る
さ
ま
を
述
べ
て
い
る
。『
楚
辞
』
九
辯
以
来
、
秋
風
と
落
葉
を

描
く
こ
と
は
常
套
的
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ア
オ
ギ
リ
の
葉
が
枝
に
つ
い
た
ま
ま
枯
れ
て
い
る
点
に
表
現
上
の
新
奇
性
が
あ
る
。
３
・
４
句
目

は
、
一
枚
の
葉
が
階
段
へ
落
ち
る
音
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
が
宝
玉
を
砕
く
よ
う
な
音
で
あ
る
と
連
想
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
聴
覚
的
連
想
を

も
と
に
、
続
く
５
句
目
～
８
句
目
で
は
、
さ
ら
な
る
想
像
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
音
が
望
舒
に
よ
っ
て
、
月
を
地
上
に
落
と
し
た

こ
と
で
鳴
り
響
い
た
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
そ
も
そ
も
天
空
に
は
月
を
支
え
る
も
の
が
な
く
、
軌
道
が
安
定
し
な
い
と
い

う
。
こ
れ
は
宇
宙
的
規
模
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
突
飛
な
発
想
で
あ
る
が
、
幻
想
的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
因
果
関
係
を
理
知
的
に
述
べ
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よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
見
上
げ
て
み
る
と
、
当
然
そ
の
よ
う
な
事
実
は
な
く
、
月
は
あ
り
あ
り
と
夜
空
に
浮
か
ん
で

い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

11
句
目
以
降
に
は
、
一
瞬
の
想
像
か
ら
日
常
に
回
帰
し
た
際
の
胸
懐
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
と
め
の
な
い
「
憂
愁
」
は
平
生
の
も
の
で
あ

り
、
日
月
も
ま
た
絶
え
ず
運
行
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
月
が
落
下
す
る
事
態
を
想
像
し
て
は
、
自
身
の
「
憂
愁
」
に
も
変
化
が
訪
れ
る
こ
と
を

期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
両
者
は
関
与
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
13
・
14
句
目
は
『
周
易
』
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
遠
大
な
こ

と
を
志
向
せ
ず
に
、
そ
の
場
に
停
留
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
視
座
を
提
起
す
る
。
所
在
に
迷
い
つ
つ
現
状
の
ま
ま
に
あ
る
自
己
を
、
ひ
と
ま
ず
は
そ

れ
で
よ
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
本
詩
で
は
、
二
人
称
「
君
」
を
用
い
て
自
己
を
客
体
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
葛
藤
を
含
め
て
甘
受
し
よ
う

と
す
る
意
志
を
明
確
に
示
す
の
で
あ
っ
た
。

■
其
十

【
原
文
・
訓
読
】

１
暮
暗
来
客
去　
　

暮
暗　

来
客　

去
り
て

　

羣
囂
各
収
声　
　

羣
囂　

各お
の

お
の　

声
を
収
む

　

悠
悠
偃
宵
寂　
　

悠
悠
と
し
て　

宵
の
寂
な
る
に
偃ふ

し

　

亹
亹
抱
秋
明　
　

亹
亹
と
し
て　

秋
の
明
な
る
を
抱
く

５
世
累
忽
進
慮　
　

世
累　

忽
ち
慮
に
進
み

　

外
憂
遂
侵
誠　
　

外
憂　

遂
に
誠
を
侵
す

　

強
懐
張
不
満　
　

強
懐　

張
れ
ど
も
満
た
ず
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弱
念
欠
已
盈　
　

弱
念　

欠
く
れ
ど
も
已
に
盈
ち
た
り

　

詰
屈
避
語
穽　
　

詰
屈
と
し
て　

語
穽
を
避
け

10
冥
茫
触
心
兵　
　

冥
茫
と
し
て　

心
兵
に
触
る

　

敗
虞
千
金
棄　
　

敗
れ
て
は
千
金
の
棄
つ
る
を
虞お

そ

れ

　

得
比
寸
草
栄　
　

得
て
は　

寸
草
の
栄
に
比
す

　

知
恥
足
為
勇　
　

恥
を
知
る
は　

勇
を
為
す
に
足
る

　

晏
然
誰
汝
令　
　

晏
然
た
れ
ば　

誰
か
汝
を
令
せ
ん

【
語
釈
】

　

○
羣
囂
：
群
動
。
○
悠
悠
：
ゆ
っ
た
り
と
し
た
さ
ま
。
○
偃
：
横
た
わ
る
こ
と
。
○
亹
亹
：
絶
え
ず
引
き
続
い
て
い
る
さ
ま
。『
楚
辞
』
九
辯
に

「
時
亹
亹
而
過
中
兮
、
蹇
淹
留
而
無
成
」
と
あ
り
、
ま
た
「
事
亹
亹
而
覬
進
兮
、
蹇
淹
留
而
躊
躇
」
と
あ
る
。
○
世
累
：
世
俗
の
煩
わ
し
さ
。
俗

塵
。
○
外
憂
：
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
憂
い
。
世
累
と
類
義
。
○
誠
：
精
神
の
集
中
し
て
い
る
さ
ま
。
○
詰
屈
：
ま
が
り
く
ね
っ
て
い
る
さ
ま
。

○
語
穽
：
言
葉
に
関
す
る
陥
穽
。
舌
禍
。
○
冥
茫
：
茫
漠
と
し
た
さ
ま
。
郭
璞
「
遊
仙
詩
」
に
「
遐
邈
冥
茫
中
、
俯
視
令
人
哀
」
と
あ
る
。
○
心

兵
：
心
に
思
い
煩
う
こ
と
。『
呂
氏
春
秋
』
孟
秋
紀
・
蕩
兵
に
「
在
心
而
未
発
、
兵
也
」
と
あ
る
。
○
千
金
棄
：『
荘
子
』
山
木
に
「
林
回
棄
千
金

之
璧
、
負
赤
子
而
趨
。
或
曰
、
為
其
布
与
。
赤
子
之
布
寡
矣
。
為
其
累
与
。
赤
子
之
累
多
矣
。
棄
千
金
之
璧
、
負
赤
子
而
趨
、
何
也
。
林
回
曰
、
彼

以
利
合
、
此
以
天
属
也
」
と
あ
る
。
○
栄
：
花
開
く
こ
と
。
○
知
恥
足
為
勇
：
『
礼
記
』
中
庸
に
「
好
学
近
乎
知
、
力
行
近
乎
仁
、
知
恥
近
乎
勇
」

と
あ
る
。
○
晏
然
：
安
ら
か
な
さ
ま
。

【
現
代
語
訳
】

　

（
１
・
２
）
日
が
落
ち
て
暗
く
な
り
、
客
人
も
帰
っ
た
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
ざ
わ
め
き
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
を
収
束
さ
せ
て
ゆ
く
。（
３
・
４
）

（
私
は
）
ゆ
っ
た
り
と
し
た
心
持
ち
で
、
夜
の
静
寂
の
中
に
横
た
わ
り
、
飽
き
る
こ
と
も
な
く
、
秋
の
夜
の
月
光
を
一
身
に
抱
え
込
ん
で
い
る
。
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（
５
・
６
）（
そ
の
よ
う
な
時
間
で
あ
っ
て
さ
え
）
世
俗
の
煩
わ
し
さ
が
、
に
わ
か
に
私
の
思
索
の
中
に
入
り
込
ん
で
き
て
、
外
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
憂
い
が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
私
の
集
中
し
て
い
る
精
神
を
侵
食
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。（
７
・
８
）（
そ
れ
に
対
抗
す
べ
く
）
強
固
に
自
己
を
保

と
う
と
す
る
気
持
ち
を
み
な
ぎ
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
充
分
で
は
な
く
、（
世
俗
に
迎
合
す
る
）
薄
弱
な
思
い
を
減
退
さ
せ
よ
う
と
し
て

も
、
ま
た
し
て
も
満
ち
て
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。（
９
・
10
）（
そ
こ
で
い
っ
そ
の
こ
と
）
自
身
の
志
を
曲
げ
て
、
舌
禍
を
回
避
し
な
が
ら
妥
協
的

に
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
、
た
だ
ぼ
ん
や
り
と
し
て
、
心
の
わ
だ
か
ま
り
に
触
れ
る
こ
と
し
か
で
き
な
く
な
る
。（
11
・
12
）（
そ
の
よ
う
な
生
き
方
で

あ
れ
ば
）
危
難
の
直
面
し
た
と
き
に
さ
え
（
林
回
の
故
事
の
よ
う
に
）
価
値
の
高
い
宝
玉
を
棄
て
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
し
ま
い
、
成
功
を
得
た
と

し
て
も
、
小
さ
な
草
が
花
開
い
た
程
度
の
さ
さ
や
か
な
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。（
13
・
14
）
た
だ
恥
を
知
る
こ
と
が
自
身
に
残
っ
て
い

る
な
ら
ば
、
自
ら
を
鼓
舞
し
て
自
己
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。（
そ
う
す
れ
ば
）
安
ら
か
な
境
地
に
あ
っ
て
、
誰
も
君
を
使
役
す
る
こ
と
な
ど
で
き

な
い
の
だ
。

【
解
説
】

　

１
句
目
～
４
句
目
は
、
静
穏
な
秋
の
夜
の
状
況
を
述
べ
て
い
る
。
来
客
が
去
り
、
夜
に
な
っ
て
喧
噪
が
徐
々
に
静
ま
り
か
え
る
様
子
は
、
本
詩
が

他
者
の
不
在
を
起
点
と
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
悠
然
と
横
た
わ
り
な
が
ら
月
光
を
一
身
に
浴
び
て
い
る
の
は
、
他
者
の

介
在
す
る
こ
と
の
な
い
完
全
な
自
己
充
足
で
あ
り
、
本
来
的
な
自
己
を
獲
得
し
て
い
る
姿
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
こ
の
よ
う
な
、
完
結
し
た
空
間
が

あ
る
。
と
こ
ろ
が
５
・
６
句
目
に
「
世
累
」「
外
憂
」
と
あ
る
よ
う
に
、
充
実
し
た
時
間
は
ま
た
し
て
も
他
者
に
夾
雑
さ
れ
て
し
ま
う
。「
世
」「
外
」

は
、
い
ず
れ
も
具
体
的
に
言
及
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
現
実
の
全
体
を
抽
象
化
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
７
・
８
句
目
で
は
、
そ
の
よ
う
な
障
害
に

対
抗
す
る
た
め
、
自
身
の
内
面
を
よ
り
頑
健
に
維
持
し
よ
う
と
奮
起
す
る
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
敗
北
し
て
し
ま
う
こ
と
を
い
う
。
現
実
の
総
体

に
圧
倒
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
本
来
的
な
自
己
は
損
な
わ
れ
、
喪
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

　

９
句
目
以
降
で
は
、
本
来
的
な
自
己
の
危
機
に
際
し
て
の
葛
藤
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
も
し
も
世
俗
に
妥
協
し
て
迎
合
的
な
生
き
方
を
選
ぶ
な
ら

ば
、
内
心
に
わ
だ
か
ま
り
を
抱
え
つ
つ
も
、
本
来
的
自
己
に
背
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
危
難
に
際
し
て
適
切
な
判
断
が
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で
き
な
く
な
り
、
仮
に
成
功
を
収
め
た
と
し
て
も
瑣
末
な
成
果
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。『
荘
子
』
山
木
に
お
い
て
、
林
回
が
宝
玉
を
棄
て
、

赤
子
を
背
負
っ
て
逃
走
し
た
の
は
、
利
害
に
眩
ま
ず
に
天
与
の
関
係
性
を
選
び
取
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
故
事
に
対
し
て
本
詩
で

は
、
時
流
に
従
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
人
と
し
て
の
基
本
的
判
断
す
ら
忽
せ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
13
・
14
句

目
で
は
『
礼
記
』
中
庸
に
も
と
づ
き
な
が
ら
「
知
恥
」
の
重
要
性
を
述
べ
る
。
こ
れ
は
「
秋
懐
詩
」
其
五
に
「
名
浮
猶
有
恥
」
と
あ
る
こ
と
と
通
じ

る
も
の
で
あ
る
。
本
詩
で
は
俗
塵
を
「
恥
」
と
見
な
す
ほ
ど
の
高
潔
な
精
神
性
を
自
ら
誇
り
、
鼓
舞
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

自
己
は
安
定
的
で
あ
っ
て
、
も
は
や
他
者
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
こ
と
を
本
詩
で
は
二
人
称
「
汝
」
を
用
い
な
が
ら
、
客
体
化
し
て
述

べ
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
れ
は
自
己
と
世
俗
と
の
距
離
を
強
調
し
て
示
す
た
め
の
用
法
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
単
な
る
断
絶
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
世
俗
に
対
し
て
自
立
的
で
あ
る
こ
と
の
矜
恃
を
述
べ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
本
詩
で
は
、
ひ
と
た
び
危
機
に
瀕

し
た
本
来
的
自
己
を
回
復
し
、
俗
塵
を
克
服
す
る
、
そ
の
よ
う
な
境
涯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

■
其
十
一

【
原
文
・
訓
読
】

１
鮮
鮮
霜
中
菊　
　

鮮
鮮
た
り　

霜
中
の
菊

　

既
晚
何
用
好　
　

既
に
晚お

そ

く
し
て　

何
を
用も

っ

て
か
好よ

し

　

揚
揚
弄
芳
蝶　
　

揚
揚
た
り　

芳
を
弄
す
る
の
蝶

　

爾
生
還
不
早　
　

爾な
ん
じが
生　

還ま

た
早
か
ら
ず

５
運
窮
両
値
遇　
　

運　

窮
ま
り
て　

両ふ
た

つ
な
が
ら
値
遇
し

　

婉
孌
死
相
保　
　

婉
孌
と
し
て　

死
す
る
ま
で
相
い
保
つ
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西
風
蟄
龍
蛇　
　

西
風
は　

龍
蛇
を
蟄
し

　

衆
木
日
凋
槁　
　

衆
木　

日ひ
び

に
凋
槁
す

　

由
来
命
分
爾　
　

由
来　

命
分　

爾し
か

り

10
泯
滅
豈
足
道　
　

泯
滅　

豈
に
道い

う
に
足
ら
ん

【
語
釈
】

　

○
鮮
鮮
：
あ
ざ
や
か
な
さ
ま
。
○
既
晚
：
す
で
に
咲
く
べ
き
時
機
を
逸
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
い
う
。
○
揚
揚
：（
意
の
ま
ま
に
）
飛
び
回
っ
て

い
る
さ
ま
。『
説
文
解
字
』
に
「
揚
、
飛
挙
也
」
と
あ
る
。
○
弄
：
戯
れ
る
こ
と
。
○
不
早
：
晩
年
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
○
両
：

菊
と
蝶
を
指
す
。
○
値
遇
：
出
逢
う
こ
と
。
○
婉
孌
：
た
が
い
に
ま
つ
わ
り
つ
く
さ
ま
。
な
お
『
毛
詩
』
斉
風
「
甫
田
」
に
は
「
婉
兮
孌
兮
、
總
角

丱
兮
」
と
あ
り
、
鄭
箋
に
「
婉
孌
、
少
好
貌
」
と
あ
る
。
○
蟄
龍
蛇
：
『
周
易
』
繋
辞
下
伝
に
「
尺
蠖
之
屈
、
以
求
信
也
。
龍
蛇
之
蟄
、
以
存
身

也
」
と
あ
る
。
○
凋
槁
：
枯
れ
萎
む
。
○
命
分
：
天
に
命
ぜ
ら
れ
た
分
。
○
泯
滅
：
死
没
す
る
こ
と
。

【
現
代
語
訳
】

　

（
１
・
２
）
鮮
や
か
に
花
開
い
て
い
る
、
霜
の
中
に
咲
い
た
（
季
節
外
れ
の
）
菊
。
す
で
に
ふ
さ
わ
し
い
時
節
は
去
っ
た
と
い
う
の
に
、
ど
う
し

て
こ
ん
な
に
も
美
し
く
咲
き
誇
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。（
３
・
４
）
ひ
ら
ひ
ら
と
飛
び
回
っ
て
い
る
、（
菊
花
の
）
香
り
に
た
わ
む
れ
て
い
る
蝶
。
君

の
命
も
、
も
は
や
晩
年
に
さ
し
か
か
っ
て
い
よ
う
。（
５
・
６
）
命
運
が
窮
ま
っ
て
（
死
期
が
近
づ
い
て
か
ら
）、
両
者
は
出
逢
っ
た
の
だ
。
（
そ
し

て
）
親
し
く
ま
つ
わ
り
つ
き
な
が
ら
、
死
に
至
る
ま
で
互
い
に
そ
の
ま
ま
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。（
７
・
８
）
西
風
が
起
こ
り
、
爬
虫
類
た
ち
は
地

中
へ
潜
っ
て
い
っ
た
。（
そ
し
て
）
木
々
は
日
を
追
う
ご
と
に
、
萎
み
枯
れ
て
し
ま
っ
た
。（
９
・
10
）
そ
の
よ
う
な
（
季
節
が
動
い
て
ゆ
く
）
こ
と

も
ま
た
、
天
命
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
。（
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
）
絶
命
し
て
し
ま
う
こ
と
も
（
同
様
な
の
だ
か
ら
）
、
そ
こ
に
言
葉
を
差
し
は

さ
む
必
要
は
あ
る
ま
い
。

【
解
説
】
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本
詩
は
、
霜
の
降
り
た
晩
秋
～
初
冬
の
光
景
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
１
・
２
句
目
は
、
霜
の
中
に
咲
い
た
季
節
外
れ
の
菊
花
が
、
時
機
を
逸
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
ぐ
れ
た
資
質
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
３
・
４
句
目
は
、
そ
の
菊
花
の
周
囲
に
た
わ
む
れ
る
蝶
に
対
し
て
、

「
爾
」
字
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
生
命
も
尽
き
か
け
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
な
お
、
松
本
肇
「
韓
愈
の
「
秋
懐
詩
」
に
つ
い
て
」（
前
掲
）
は
、
蝶

を
韓
愈
の
分
身
と
す
る
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。
５
・
６
句
目
に
は
両
者
の
睦
ま
じ
い
さ
ま
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
は
死
を
前
提
と

す
る
関
係
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
時
間
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
時
間
を
惜
し
み
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
７
句
目
以
降
で
は
、
季
節
が
め
ぐ
り
、
や
が
て

絶
命
す
る
こ
と
も
ま
た
天
命
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
言
葉
を
差
し
は
さ
む
こ
と
も
な
い
、
と
運
命
を
受
容
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
。
運

命
を
前
に
し
て
は
、
言
葉
を
用
い
て
判
断
を
く
わ
え
る
こ
と
な
ど
、
と
て
も
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。「
秋
懐
詩
」
其
一
「
浮
生
雖
多

塗
、
趨
死
惟
一
軌
」
に
は
、
人
間
の
有
限
性
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
諦
念
が
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
諦
念
は
「
胡
為
浪
自
苦
、
得
酒

且
歓
喜
」（「
秋
懐
詩
」
其
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
か
り
そ
め
の
日
常
的
快
楽
の
中
に
埋
没
さ
せ
る
ほ
か
に
な
か
っ
た
。
し
か
し
本
詩
で
は
、
死
す

ら
天
命
と
し
て
受
容
す
る
姿
勢
が
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
連
作
詩
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
述
べ
ら
れ
て
き
た
出
仕
／
隠
逸
の
対

立
や
、
読
書
へ
の
志
向
と
そ
の
破
綻
、
そ
し
て
彷
徨
す
る
自
己
と
い
う
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
葛
藤
を
最
終
的
な
局
面
に
お
い
て
解
消
す
る
か
の
よ
う
で

も
あ
る
。

　

な
お
、
本
詩
は
「
秋
懐
詩
」
全
十
一
首
の
最
後
に
位
置
し
て
お
り
、
寓
話
的
内
容
を
も
つ
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
連
作
詩
に
あ
っ
て

は
、
コ
ー
ダ
（
終
結
部
）
的
部
位
を
な
す
も
の
と
い
え
る
。

Ⅱ　

秋
懐
の
系
譜
―
―
阮
籍
・
韓
愈
・
魯
迅
―
―�

牧
角
悦
子

　

「
Ⅰ
」
に
お
い
て
提
示
し
た
和
久
の
「
秋
懐
詩
」
の
詳
細
な
分
析
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
こ
で
は
少
し
異
な
る
視
点
か
ら
韓
愈
の
「
秋
懐
詩
」
を
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語
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
中
国
古
典
詩
の
史
的
展
開
の
中
で
、
い
く
つ
か
の
モ
チ
ー
フ
が
、
或
い
は
継
承
さ
れ
或
い
は
変
容
し
つ
つ
も
受
け
継
が

れ
て
行
く
、
そ
の
様
相
に
つ
い
て
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
秋
懐
詩
」
に
み
え
る
「
秋
の
憂
い
」
が
六
朝
の
阮
籍
の
「
詠
懐
詩
」
の
継
承
と
し
て

あ
る
こ
と
が
一
つ
、
そ
し
て
「
秋
懐
詩
」
に
詠
わ
れ
る
「
二
本
の
樹
木
」
と
い
う
も
の
が
近
代
の
魯
迅
の
小
説
へ
の
影
響
を
持
つ
こ
と
が
一
つ
で
あ

る
。
長
い
時
間
的
蓄
積
を
持
つ
中
国
の
古
典
の
継
承
の
中
で
、
一
つ
の
テ
ー
マ
や
モ
チ
ー
フ
が
、
時
代
を
超
え
て
そ
の
内
実
を
薀
醸
さ
せ
て
い
く
、

そ
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
。

一
、
韓
愈
「
秋
懐
詩
」
其
一

　

ま
ず
、
韓
愈
「
秋
懐
詩
」
の
最
初
の
一
首
の
拙
訳
を
掲
げ
よ
う
。

牕
前
両
好
樹　
　

窓
辺
に
好
ま
し
げ
な
樹
木
が
二
本

衆
葉
光
薿
薿　
　

茂
る
葉
に
密
に
籠
る
光

秋
風
一
披
払　
　

ひ
と
た
び
秋
風
が
枝
を
吹
き
払
う
と

策
策
鳴
不
已　
　

サ
ワ
サ
ワ
と
已や

む
こ
と
な
く
声
を
あ
げ
る

微
燈
照
空
牀　
　

夜
中　

今
に
も
消
え
そ
う
な
燈
火
に
照
ら
さ
れ
た
一
人
寝
の
ベ
ッ
ド

夜
半
偏
入
耳　
　

私
の
耳
に
そ
の
音
だ
け
が
ひ
た
す
ら
入
る

愁
憂
無
端
来　
　

う
れ
い
の
思
い
が
わ
け
も
無
く
湧
き
上
が
り

感
歎
成
坐
起　
　

私
は
大
き
く
息
を
吐
い
て
端
坐
す
る

天
明
視
顔
色　
　

夜
が
明
け
て
様
子
を
見
る
と

与
故
不
相
似　
　

以
前
と
は
ま
る
で
変
っ
た
姿
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羲
和
駆
日
月　
　

羲
和
は
日
月
を
駆
り
立
て
て

疾
急
不
可
恃　
　

休
む
こ
と
な
く
疾
走
さ
せ
る
の
だ

浮
世
雖
多
塗　
　

こ
の
世
に
営
む
多
岐
な
る
道
も

趨
死
惟
一
軌　
　

全
て
は
最
後
に
死
に
行
き
着
く
も
の

胡
為
浪
自
苦　
　

な
ら
ば　

い
た
ず
ら
に
自
ら
を
苦
し
め
る
こ
と
な
く

得
酒
且
歓
喜　
　

酒
を
飲
み　

し
ば
し
歓
喜
に
身
を
ま
か
せ
よ
う

　

「
秋
懐
詩
」
の
第
一
首
は
、
秋
風
が
鳴
ら
す
葉
音
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
憂
愁
に
、
眠
れ
ぬ
夜
を
明
か
す
心
の
内
を
詠
む
。
後
半
は
、
秋
風

に
吹
き
荒
ら
さ
れ
て
一
変
し
た
樹
木
の
姿
に
、
一
方
的
に
過
ぎ
去
る
日
月
の
縮
図
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
死
に
向
か
う
ば
か
り
の
浮
世
の
定
め
を

見
据
え
る
。
し
か
し
そ
こ
で
こ
の
詩
は
諦
観
に
は
向
か
わ
ず
、「
自
苦
（
自
分
で
自
分
を
苦
し
め
る
）」
を
止
め
て
「
歓
喜
」
を
求
め
よ
う
、
と
自

ら
を
励
ま
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
の
特
徴
は
、「
何
を
歌
っ
て
い
る
の
か
」
に
で
は
な
く
、「
ど
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
の
か
」
に
在
る
。
そ
れ
は
、
抒
情
と
も
叙
事
と
も

異
な
る
叙
述
的
語
り
な
の
で
あ
る
。「
窓
」「
樹
木
」「
風
」
と
い
う
小
風
物
と
、
夜
か
ら
朝
に
至
る
時
間
の
推
移
と
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
に
描
か
れ

る
。
そ
し
て
そ
の
描
か
れ
る
物
と
事
と
が
、
日
月
を
馳
せ
る
羲
和
の
疾
走
の
中
に
凝
縮
し
、
そ
れ
が
浮
世
の
儚
さ
と
対
項
す
る
。
こ
の
一
見
即
物
的

な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
全
体
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
情
緒
こ
そ
、
詩
題
の
「
秋
懐
」
の
内
実
で
あ
り
、
そ
の
秋
懐
は
お
そ
ら
く
「
自
苦
」
を
止
め
て
「
歓

喜
」
し
よ
う
、
と
い
う
末
句
の
結
束
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
詠
う
ご
と
に
増
幅
さ
れ
、
余
韻
と
し
て
こ
の
詩
の
読
後
に
漂
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
五
言

と
い
う
定
形
で
「
詩
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
時
、
抒
情
や
象
徴
を
超
え
た
一
つ
の
力
を
読
む
者
に
実
感
さ
せ
る
。
抽
象
的
な
秋
懐
が
、
言
葉
に
昇
華

さ
れ
て
独
自
の
世
界
を
形
づ
く
る
の
だ
。

　

韓
愈
詩
の
魅
力
は
抒
情
性
に
は
な
い
。
叙
景
や
象
徴
と
い
っ
た
詩
と
い
う
も
の
が
本
来
的
に
持
つ
言
葉
と
し
て
の
異
次
元
性
に
拠
る
働
き
と
は
全
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く
別
の
何
か
が
、
韓
愈
詩
に
は
あ
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
現
実
の
直
視
、
体
当
た
り
の
実
感
か
ら
し
か
生
ま
れ
得
な
い
生
の
感
覚
を
、
具
象
的
な
言

葉
に
よ
っ
て
語
る
、
そ
の
言
語
世
界
の
持
つ
魅
力
な
の
だ
ろ
う
。
秋
風
に
揺
ら
れ
て
鳴
き
止
ま
ぬ
二
本
の
良
き
樹
木
を
描
く
の
み
の
こ
の
詩
は
、

人
生
の
抱
え
込
む
衆
多
の
憂
愁
と
、
詩
の
持
つ
無
限
性
と
を
我
々
に
力
強
く
提
示
す
る
。「
文
」
と
い
う
も
の
が
力
を
も
っ
て
人
に
は
た
ら
く
こ
と

を
、
そ
の
生
き
方
と
言
語
世
界
の
双
方
で
顕
現
し
た
人
物
が
韓
愈
で
あ
っ
た
。
韓
愈
を
「
文
公
」
と
諡
す
る
所
以
で
あ
る
。

二
、
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
其
一

　

と
こ
ろ
で
、「
秋
の
憂
い
」
を
五
言
詩
で
詠
う
の
は
韓
愈
の
独
創
で
は
な
い
。「
秋
懐
詩
」
が
六
朝
の
阮
籍
（
二
一
〇
―
二
六
三
）「
詠
懐
詩
」
の

大
き
な
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
、
既
に
上
文
で
和
久
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
阮
籍
の
詩
を
以
下
に
挙
げ
よ
う
。

阮
籍　

詠
懐
詩　

其
一

夜
中
不
能
寐　
　

真
夜
中
に
眠
る
こ
と
が
出
来
ず

起
坐
弾
鳴
琴　
　

起
き
上
が
っ
て
琴
を
掻
き
鳴
ら
す

薄
帷
鑑
明
月　
　

薄
い
帷
に
満
月
が
光
を
投
げ
か
け

清
風
吹
我
襟　
　

す
ず
や
か
な
風
が
私
の
襟
元
を
吹
き
す
ぎ
る

孤
雁
号
外
野　
　

群
れ
か
ら
離
れ
た
一
羽
の
雁
が
荒
野
に
叫
び

朔
鳥
鳴
北
林　
　

北
の
国
か
ら
や
っ
て
き
た
鳥
が
北
の
林
に
鳴
く

徘
徊
将
何
見　
　

何
か
を
捜
す
わ
け
で
も
な
く
あ
て
も
無
く
さ
ま
よ
う
私
の
心
を

憂
思
独
傷
心　
　

憂
い
の
思
い
が
た
だ
傷
つ
け
る
の
だ
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阮
籍
の
「
詠
懐
詩
」
は
、
詩
と
い
う
表
現
形
態
が
大
き
く
変
化
す
る
転
機
と
な
っ
た
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
漢
代
以
前
に
お
い
て
詩
は
、『
詩

経
』
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
主
に
儀
式
や
公
の
場
で
の
公
共
的
性
格
を
強
く
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
王
朝
の
賛
美
や
現
実
の
風
諭
と
い
う
儒
教

的
価
値
を
、
詩
は
い
つ
も
背
負
わ
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
風
物
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
情
や
個
別
の
思
い
を
詩
で
詠
う
、
今
で
い
え
ば
あ
た
り
ま
え
の

抒
情
詩
は
、
阮
籍
以
前
の
詩
に
は
ほ
ぼ
無
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
阮
籍
の
こ
の
詩
が
殊
更
に
「
詠
懐
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
詩
と
い
う
も
の
が
そ

も
そ
も
詠
懐
す
な
わ
ち
心
の
内
を
詠
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

　

韓
愈
は
明
ら
か
に
阮
籍
の
「
詠
懐
詩
」
を
意
識
し
な
が
ら
「
秋
懐
詩
」
を
詠
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
阮
籍
の
「
詠
懐
詩
」
が
、
夜
中
の
孤
独
を

「
孤
雁
」
と
「
朔
鳥
」
の
鳴
き
声
に
よ
っ
て
導
き
、
謂
れ
の
な
い
憂
い
に
よ
っ
て
徘
徊
し
心
を
傷
め
る
、
と
詠
う
の
に
対
し
て
、
韓
愈
「
秋
懐
詩
」

は
、
自
ら
心
を
傷
め
る
こ
と
を
否
定
し
、
憂
い
を
憂
い
と
し
て
客
観
化
し
よ
う
と
す
る
。
秋
の
憂
い
を
詠
う
と
い
う
主
題
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、

こ
こ
に
は
新
し
い
展
開
が
あ
る
の
だ
。

　

更
に
、
阮
籍
詩
に
は
無
い
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、「
秋
懐
詩
」
に
は
二
本
の
樹
木
が
詠
わ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
窓
越
し
に
見
え
る

「
両
好
樹
」
に
は
、
光
を
含
ん
で
密
に
重
な
る
多
く
の
葉
が
茂
っ
て
い
る
。
韓
愈
は
好
ん
で
「
好
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
だ
が
、
こ
れ
は
外
見
の

美
し
さ
を
客
観
的
に
言
う
形
容
詞
で
は
な
く
、
対
象
物
の
内
面
的
な
価
値
に
対
す
る
主
観
的
な
好
ま
し
さ
を
表
す
。
そ
れ
が
何
の
樹
木
な
の
か
を
明

示
す
る
こ
と
な
く
、
多
く
の
葉
を
つ
け
た
二
本
の
好
ま
し
げ
な
樹
木
を
、
韓
愈
は
詩
の
冒
頭
に
描
く
の
だ
。

そ
れ
は
、
実
際
に
詩
人
の
窓
辺
に
見
え
た
二
本
の
樹
木
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
或
は
韓
愈
の
詩
に
度
々
詠
わ
れ
る
二
者
一
対
の
「
歌
う
も
の
」
の
形

象
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
杜
甫
と
李
白
と
い
う
二
人
の
詩
人
を
新
し
い
「
詩
人
」
と
し
て
評
価
し
、
現
実
と
は
異
な
る
次
元
で
の
言
語
空
間
の

創
造
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
歌
う
「
双
鳥
」
詩
や
「
調
張
籍
」
詩
に
は
、
二
者
一
対
の
詩
人
の
存
在
が
、
想
像
性
豊
か
に
描
か
れ
る
か
ら
だ
。
二
者
一

対
の
表
現
を
好
ん
で
用
い
る
韓
愈
だ
が
、「
秋
懐
詩
」
其
一
に
お
い
て
二
本
の
樹
は
、
象
徴
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
一
つ
の
光
景
と
し
て
叙
景
的
に

描
か
れ
る
こ
と
で
、
読
む
者
に
大
き
な
印
象
を
残
す
。

　

こ
の
印
象
を
、
そ
の
ま
ま
自
己
の
散
文
詩
に
掬
い
取
っ
た
の
が
魯
迅
で
あ
っ
た
。
魯
迅
『
野
草
』
「
秋
夜
」
は
ま
た
、
二
本
の
樹
木
の
形
容
か
ら
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始
ま
る
の
だ
。

三
、
魯
迅
「
秋
夜
」

　

様
々
な
小
説
形
態
を
残
し
た
魯
迅
だ
が
、
な
か
で
も
散
文
詩
『
野
草
』
は
難
解
な
事
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
『
野
草
』
の
第
一
篇
で
あ
る
「
秋
夜
」

は
、
二
本
の
樹
木
の
描
写
か
ら
始
ま
る
。

　

私
の
住
ま
い
の
後
ろ
の
庭
に
、
壁
越
に
二
本
の
木
が
見
え
る
。
一
本
は
棗
の
木
で
あ
り
、
も
う
一
本
も
棗
の
木
で
あ
る
。

　

見
上
げ
る
と
夜
の
空
は
、
奇
妙
な
ほ
ど
高
く
、
ふ
だ
ん
こ
ん
な
に
奇
妙
に
高
い
空
は
見
た
こ
と
が
無
い
。
そ
れ
は
ま
る
で
人
の
世
を
避
け
て

去
り
、
人
々
が
見
上
げ
て
も
二
度
と
見
え
な
い
こ
と
を
求
め
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
し
か
し
い
ま
空
は
か
え
っ
て
と
て
も
青
く
、
キ
ラ
キ
ラ
と

数
十
個
の
星
々
の
瞳
の
冷
た
い
眼
差
し
を
輝
か
せ
る
。
そ
の
口
元
に
微
笑
み
が
現
わ
れ
る
。
何
か
大
き
な
意
味
あ
り
げ
に
。
そ
し
て
そ
れ
は
繁

霜
と
な
っ
て
私
の
庭
の
野
生
の
草
花
の
上
に
降
り
注
ぐ
だ
ろ
う
。
…
…

　

在
我
的
後
園
、
可
以
看
見
牆
外
有
兩
株
樹
。
一
株
是
棗
樹
、
還
有
一
株
也
是
棗
樹
。

　

這
上
面
的
夜
的
天
空
、
奇
怪
而
高
。
我
平
生
沒
有
見
過
這
樣
的
奇
怪
而
高
的
天
空
。
他
仿
佛
要
離
開
人
間
而
去
、
使
人
們
仰
面
不
再
看
見
。

然
而
現
在
却
非
常
之
藍
、
閃
閃
地
晱
著
幾
十
個
星
星
的
眼
、
冷
眼
。
他
的
口
角
上
現
出
微
笑
、
似
乎
自
以
為
大
有
深
意
、
而
將
繁
霜
灑
在
我
的

園
裏
的
野
花
草
上
。
…
…

　

魯
迅
の
「
秋
夜
」
は
、
二
本
の
棗
の
木
の
存
在
を
背
景
に
、
地
上
に
生
え
る
夢
見
る
野
草
の
幻
想
を
、
現
実
と
未
来
の
狭
間
に
描
く
短
編
で
あ

る
。
二
本
の
樹
木
は
こ
こ
で
は
棗
と
い
う
具
体
的
な
名
称
を
持
つ
こ
と
で
、
韓
愈
詩
よ
り
も
情
景
が
具
体
化
さ
れ
る
。
し
か
し
「
秋
夜
」
の
中
心
は
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む
し
ろ
地
上
の
野
草
と
そ
れ
を
見
下
ろ
す
空
、
そ
し
て
夜
の
経
過
の
描
写
に
あ
る
。
そ
こ
に
敢
え
て
二
本
の
棗
の
樹
木
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し

て
ま
た
舞
台
が
秋
の
夜
で
あ
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。
散
文
詩
と
い
う
表
現
、
複
雑
な
思
想
の
テ
ク
ニ
カ
ル
な
表
現
に
お
い
て
近
代
的
味
付
け
を

施
し
な
が
ら
、
魯
迅
の
「
秋
夜
」
は
確
実
に
韓
愈
「
秋
懐
詩
」
に
基
づ
く
の
だ
。

　

魯
迅
の
小
説
は
中
国
の
古
典
を
様
々
に
踏
ま
え
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
『
故
事
新
編
』
が
文
字
通
り
故
事
の
翻
案

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、『
吶
喊
』
や
『
野
草
』
に
収
め
ら
れ
た
小
説
も
ま
た
、
六
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て
の
詩
や
小
説
、
故
事
か
ら
多
く
の
養
分
を

吸
収
し
て
い
る
。
古
典
と
強
く
繋
が
り
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
魯
迅
の
小
説
に
、「
秋
懐
詩
」
の
テ
ー
マ
・
モ
チ
ー
フ
は
明
ら
か
に
受
け
継
が
れ
て
い

る
。

　

魯
迅
と
韓
愈
が
繋
が
る
、
と
い
う
と
一
見
唐
突
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
中
国
近
代
の
詩
人
で
あ
り
古
典
研
究
者
で
あ
っ

た
聞
一
多
（
一
八
九
九
－
一
九
四
六
）
は
、
魯
迅
の
追
悼
講
演
の
中
で
魯
迅
と
韓
愈
の
類
似
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

文
学
史
上
の
人
物
の
中
で
、
我
々
を
最
も
長
く
深
く
支
配
し
、
戦
闘
的
・
反
抗
的
態
度
に
駆
り
立
て
る
者
、
そ
し
て
そ
の
人
に
つ
い
て
、
そ

の
文
章
よ
り
も
人
格
へ
の
想
い
を
起
こ
さ
せ
る
者
は
誰
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
韓
愈
で
あ
る
。
唐
代
の
韓
愈
と
現
代
の
魯
迅
は
、
と
も
に
文
章

以
外
に
、
国
家
や
民
族
の
長
い
前
途
を
見
据
え
た
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
人
に
、
良
い
こ
と
を
し
ろ
と
勧
め
な
か
っ
た
。
代
わ
り
に
、
悪
事

を
敢
え
て
行
わ
な
い
よ
う
に
大
声
で
叫
ん
だ
。
彼
ら
の
態
度
は
文
人
の
態
度
で
あ
っ
て
詩
人
の
そ
れ
で
は
な
い
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 

（「
清
華
副
刊
」
45
・
１
『
聞
一
多
年
譜
長
編
』
１
９
３
６
年
10
月
24
日
の
項
に
引
用
）

　

在
中
國
文
學
史
上
的
人
物
中
、
支
配
我
們
最
久
最
深
刻
、
取
得
一
種
戰
鬥
反
抗
的
態
度
、
使
我
們
一
想
到
他
不
想
到
他
的
文
章
而
想
到
他
的

人
物
的
、
是
誰
呢
。
是
韓
愈
。
唐
代
的
韓
愈
跟
現
代
的
魯
迅
都
是
除
了
文
章
以
外
、
還
要
顧
及
到
國
家
民
族
永
遠
的
前
途
。

　

他
們
不
勸
人
做
好
事
、
而
是
罵
人
叫
人
家
不
敢
做
壞
事
。
他
們
的
態
度
可
說
是
文
人
的
態
度
而
不
是
詩
人
的
態
度
。
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懐
詩
」
を
め
ぐ
っ
て

九
一

　

聞
一
多
は
こ
こ
で
、
魯
迅
と
韓
愈
と
が
文
人
と
し
て
の
態
度
に
お
い
て
共
通
す
る
と
い
う
。
聞
一
多
が
彼
ら
に
対
し
て
「
詩
人
で
は
な
く
文
人
」

と
い
う
表
現
を
使
う
の
は
、
近
代
の
新
詩
と
呼
ば
れ
る
分
野
を
リ
ー
ド
し
た
立
場
か
ら
、
近
代
的
な
詩
と
古
典
的
な
詩
の
違
い
を
背
景
に
発
し
た
言

葉
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
注
目
し
た
い
の
は
、
文
人
的
価
値
、
そ
れ
は
長
い
中
国
文
化
の
背
景
を
持
つ
エ
リ
ー
ト
の
矜
持
と
し
て
の
「
文
」
意
識
な
の

だ
が
、
そ
れ
を
韓
愈
か
ら
直
接
魯
迅
に
結
び
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
魯
迅
が
継
承
し
た
の
は
、
韓
愈
詩
の
テ
ー
マ
や
モ
チ
ー
フ
の
み
で
な
く
、

中
国
伝
統
の
文
人
的
生
き
方
と
表
現
だ
っ
た
こ
と
を
、
聞
一
多
の
こ
の
言
葉
は
語
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

長
い
中
国
文
化
の
歴
史
と
、
そ
こ
に
存
在
し
た
数
多
く
の
文
人
・
詩
人
の
中
で
、
韓
愈
は
特
別
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
韓
愈
の
多
く
の
著
作
の
中

で
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
「
秋
懐
詩
」
は
ま
た
特
別
な
意
味
を
持
つ
。
韓
愈
自
身
に
と
っ
て
そ
れ
が
特
別
な
意
味
を
持
っ
た
と
同
時
に
、
ま
た
中
国

文
学
史
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
本
稿
は
、
牧
角
と
和
久
の
両
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
興
味
と
方
法
で
、
韓
愈
に
向
き
合
う
た
め
の
第
一
歩
を
、
こ

の
「
秋
懐
詩
」
を
め
ぐ
っ
て
提
示
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
我
々
も
更
に
個
別
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
始
め
た
い
と
思
っ
て

い
る
。
同
時
に
我
々
が
生
き
た
現
場
と
し
て
こ
れ
ら
を
講
じ
た
受
講
生
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
興
味
と
方
法
で
韓
愈
の
魅
力
を
論
じ
る
こ
と
を
始
め

て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。






