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朱
薫
晩
年
の
朱
門
に
お
け
る
正
統
意
識
の
萌
芽

-
　
呂
租
俊
と
朱
嘉
・
朱
門
の
講
學
を
事
例
と
し
て
ー
ー
ー

五四三二一

は

　

じ

　

め

　

に

呂
租
俊
の
江
西
流
詩
と
朱
門
講
學
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

呂
租
億
の
訳
と
朱
某
の
評
債

朱
門
に
お
け
る
論
評

小
　
　
　
　
結

64

市
　
　
来
　
　
津
由
彦

】
　
は
じ
め
に

本
稿
で
筆
者
は
、
朱
喜
(
二
三
〇
～
一
二
〇
〇
)
と
そ
の
門
人
(
以
下
、
朱
門
と
も
い
う
)
・
交
渉
者
と
の
、
主
と
し
て
書
簡
往
復
に
よ
る
講
學

に
関
わ
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
、
晩
年
の
一
つ
の
講
學
事
例
を
通
し
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。

い
わ
ゆ
る
「
朱
子
學
」
に
関
わ
る
現
象
を
考
察
す
る
と
き
に
必
要
な
の
は
、
先
買
自
身
の
思
想
や
そ
の
生
涯
の
様
々
な
振
る
舞
い
と
、
陛
制

数
學
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
一
般
に
は
持
た
れ
て
い
る
後
世
の
學
ば
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
朱
子
學
」
と
を
二
度
分
離
し
た
上
で
、
そ
の
関
係
を

検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
朱
子
學
」
と
は
、
南
宋
末
以
降
、
.
先
買
の
語
録
や
書
簡
等
が
集
成
、
整
理
さ
れ
て
文
集
(
以
下
、
『
朱

文
公
文
集
』
に
つ
い
て
は
『
朱
集
』
、
同
「
績
集
」
「
別
集
」
に
つ
い
て
は
「
朱
集
積
集
』
『
朱
集
別
集
』
と
略
記
)
や
『
朱
子
語
煩
』
　
(
以
下
、
『
語
数
』
と
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略
記
)
が
成
立
し
、
『
四
書
集
注
』
等
の
朱
書
著
作
に
お
け
る
個
別
問
題
ご
と
に
こ
の
『
語
類
』
な
ど
の
先
買
の
言
葉
の
関
連
す
る
も
の
を
抽

(
1
)

出
配
督
し
て
解
説
・
解
繹
す
る
l
し
く
み
の
學
術
を
い
う
。
し
か
し
先
買
生
前
に
戻
っ
て
著
作
以
外
の
、
特
に
質
疑
應
答
型
の
先
買
の
言
説
資
料

の
存
在
形
態
を
考
え
る
と
、
語
録
は
そ
れ
を
記
録
し
た
人
ご
と
に
、
書
簡
も
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
人
ご
と
に
保
管
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
先
買
の
生
前
に
言
葉
を
受
け
取
り
保
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
者
は
、
各
個
受
け
取
っ
た
内
容
の
限
り
の
先
買
像
を
バ
ラ
バ
ラ
に
も
つ
だ
け

で
、
統
一
的
な
像
を
も
っ
と
か
先
買
の
全
貌
が
わ
か
る
と
か
と
い
う
傑
件
の
中
に
は
い
な
い
。
資
料
が
結
集
さ
れ
た
後
の
段
階
と
失
言
生
前
の

こ
の
段
階
と
に
は
、
大
き
な
落
差
が
あ
る
。
こ
の
段
階
か
ら
「
朱
子
學
」
と
い
う
形
で
祉
合
的
に
學
ば
れ
影
響
力
を
登
揮
す
る
よ
う
に
な
る
ま

で
の
過
程
や
そ
の
し
く
み
の
説
明
が
、
も
と
よ
り
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
に
は
朱
薫
没
後
の
経
過
が
第
一
の
問
題
と
な
る
は
ず
で
は
あ
る

が
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
の
先
買
生
前
の
朱
門
と
先
買
と
の
関
係
に
関
わ
る
問
題
の
検
討
も
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
筆
者
は
、
南
宋
に
お
け
る
士
大
夫
思
想
の
展
開
の
一
環
と
位
置
づ
け
な
が
ら
、
朱
薫
門
人
集
国
の
形
成
に
関
わ
る
諸
問

(
2
)

題
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
。
い
ま
そ
の
先
買
生
前
の
問
題
の
見
通
し
を
簡
略
に
述
べ
れ
ば
、
ま
ず
朱
真
自
身
の
思
想
的
自
立
が
あ

り
、
そ
れ
を
學
説
と
し
て
固
め
る
議
論
が
な
さ
れ
、
著
作
と
し
て
定
着
さ
せ
、
そ
の
書
物
が
ゆ
る
や
か
に
流
布
す
る
。
「
定
論
」
と
い
わ
れ

る
、
後
の
「
朱
子
學
」
的
思
考
法
の
核
と
な
る
先
買
の
猪
臼
の
思
惟
方
法
は
、
彼
四
十
歳
の
と
き
に
確
立
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
前
後
の

時
期
の
先
買
書
簡
は
、
そ
の
「
定
論
」
の
思
考
法
を
め
ぐ
る
、
「
門
人
」
で
は
な
い
失
言
と
封
等
の
立
場
の
講
學
者
と
の
往
復
が
重
要
な
部
分

を
占
め
る
。
そ
う
し
た
往
復
が
一
段
落
し
て
か
ら
、
朱
薫
は
『
四
書
集
注
』
等
を
著
し
、
そ
の
思
考
を
固
着
化
す
る
。
原
則
的
に
は
そ
の
頃
ま

で
の
朱
真
書
簡
の
相
手
は
、
朱
薫
批
判
者
で
あ
れ
、
親
和
的
な
講
學
者
で
あ
れ
、
入
門
を
望
む
者
で
あ
れ
、
先
買
の
相
手
が
、
先
買
が
提
起
す

る
後
の
「
朱
子
學
」
に
つ
な
が
る
新
た
な
思
考
の
地
平
以
前
の
、
甫
宋
初
ま
で
の
地
平
に
い
る
。
朱
薫
學
術
を
崇
め
る
も
の
と
し
て
受
容
し
数

行
す
る
と
い
う
構
団
は
、
基
本
的
に
は
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
す
で
に
確
立
し
た
朱
薫
學
説
が
著
作
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
そ
の

流
布
を
受
け
て
朱
言
説
に
関
心
を
抱
い
た
り
學
び
の
初
期
段
階
で
そ
れ
を
知
っ
て
惹
か
れ
た
人
々
が
先
買
の
も
と
に
集
ま
っ
て
き
て
、
朱
門
と

も
い
え
る
集
ま
り
の
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
始
め
る
。
先
買
五
十
歳
頃
が
そ
の
輯
換
鮎
と
な
る
。
先
買
と
そ
の
相
手
の
書
簡
文
面
に
先
買
學
説
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を
前
提
と
し
た
も
の
が
多
く
な
り
、
質
疑
應
答
が
な
さ
れ
て
先
買
と
朱
門
閲
の
言
説
が
蓄
積
さ
れ
る
.
。
.
交
渉
者
、
門
人
達
は
こ
の
過
程
の
初
期

段
階
で
は
、
自
身
と
先
買
と
の
や
り
と
り
し
か
確
保
で
き
な
い
が
、
問
題
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
先
買
を
仲
介
に
し
て
朱
門
相
互
閲
で
論
議
し
た

り
、
あ
る
い
は
朱
薫
か
ら
離
れ
て
朱
門
閲
で
滞
日
に
論
議
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
さ
ら
な
る
言
説
が
蓄
積
さ
れ
る
。
そ
し
て
門
人
集
国
が
形
成

さ
れ
、
「
門
人
」
意
識
を
各
人
が
相
互
に
も
つ
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
學
説
経
承
正
統
意
識
が
出
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
が
想
定
さ
れ

(
3
)

る
。
・こ

の
よ
う
な
過
程
を
考
え
た
場
合
、
問
答
型
の
資
料
を
扱
う
と
き
に
は
、
軍
に
朱
書
が
ど
う
考
え
て
い
る
か
を
み
る
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
朱
言
説
に
関
わ
る
相
手
の
朱
薫
交
渉
者
、
門
人
の
心
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
朱
言
説
を
篤
く
認
め
問
い
か
け
る
そ
れ
ら
の

人
々
こ
そ
が
、
こ
の
言
説
を
蓄
積
し
朱
真
説
を
再
生
産
し
、
朱
薫
没
後
に
は
言
葉
を
保
存
し
侍
え
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
資
料
を
結
集

す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
鼓
し
た
問
い
が
な
け
れ
ば
、
朱
薫
の
言
葉
の
蓄
積
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
朱
蕪
の
生
前
、
没
後
を
通
し
て
そ
の
人

々
が
朱
言
説
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
テ
ネ
ル
ギ
t
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
朱
薫
生
前
の
講
學
と
い
う
も
の
を
、

先
買
没
後
に
「
朱
子
學
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
展
開
を
見
据
え
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
構
想
の
一
環
と
し
て
、
右
の
、
先
買
門
人
集
国
に
お
い
て
學
説
経
承
正
嘩
意
識
が
出
て
く
る
の
が
み
ら
れ
る
朱
薫
晩
年

段
階
の
あ
る
講
學
を
取
り
上
げ
て
、
朱
門
の
形
成
と
彼
ら
の
講
學
に
関
わ
る
問
題
の
〓
堀
を
考
察
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
呂
組
俊
の
江
西
流
諭
と
朱
門
講
學
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

.
ま
ず
こ
こ
で
検
討
し
た
い
講
學
事
例
の
梗
概
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
話
は
慶
元
の
偏
學
の
禁
の
ま
っ
た
だ
中
の
こ
と
で
あ
る
。
娘
婿
黄
幹
に

あ
て
た
次
の
先
買
書
簡
を
ご
党
い
た
だ
き
た
い
。

(
輿
必
大
の
死
を
述
べ
た
後
に
-
補
説
、
出
典
等
の
説
明
は
市
来
)
　
昌
子
的
さ
ん
か
.
ら
何
通
も
手
紙
が
来
て
お
り
、
『
中
庸
』
首
章
の
「
戒
慣
恐

慌
」
と
「
其
の
漏
り
を
慎
む
」
と
は
、
二
つ
の
こ
と
で
は
な
い
と
議
論
し
、
ま
た
「
心
に
未
歳
を
指
し
て
言
う
者
有
り
」
と
い
う
(
『
程
氏
文
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集
』
巻
九
。
程
恒
語
迂
「
心
一
也
、
有
指
拉
而
富
者
、
有
指
用
而
言
考
」
に
よ
る
)
の
は
、
「
心
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
説
く
.
も
の
で
、
「
性
」

▼
と
い
う
言
葉
を
説
い
て
は
い
な
い
と
い
う
べ
き
だ
と
か
、
ま
た
「
走
れ
耳
に
聞
く
こ
と
無
く
、
目
に
見
る
こ
と
無
し
」
と
い
う
(
還
氏
遺

書
』
巻
一
八
に
ょ
る
)
の
は
、
心
に
働
き
が
な
い
時
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
未
夜
の
中
せ
い
.
う
べ
き
だ
と
か
、
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
こ
ん
が

一
ら
か
り
ま
す
。
ま
た
「
義
と
道
と
に
配
す
」
(
『
孟
子
』
公
孫
丑
)
を
論
議
し
、
こ
れ
は
「
道
と
義
」
を
こ
の
気
に
あ
わ
せ
る
こ
と
だ
と
。
ど

う
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
、
あ
ん
な
に
多
く
講
書
し
な
か
ら
、
心
の
中
が
こ
ん
な
に
眞
っ
晴
な
の
は
。

彰
子
壽
さ
ん
は
初
め
や
は
り
・
『
中
庸
』
首
章
(
の
解
繹
)
に
疑
問
を
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
き
た
手
紙
で
は
、
「
も
う
疑
念
は
と

け
ま
し
た
。
『
章
句
』
の
説
で
う
ま
く
い
く
こ
と
が
や
っ
と
わ
か
り
ま
し
た
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
張
元
徳
さ
ん
は
薗
き
方
が
子
的
さ
ん

よ
り
ず
っ
と
す
ぐ
れ
て
い
ま
す
が
、
彼
の
兄
の
元
陪
さ
ん
の
見
方
は
た
い
へ
ん
よ
ろ
し
い
で
す
。
も
し
呉
伯
豊
君
が
も
う
少
し
生
き
て
く

れ
て
彼
ら
と
切
磋
し
て
く
れ
た
ら
、
江
西
の
一
帯
は
道
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
の
に
。
今
や
も
う
望
む
よ
う
に
は
ま
い

り
ま
せ
ん
。
子
的
さ
ん
な
ど
は
(
考
え
が
)
頑
な
に
居
着
い
て
、
救
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の
手
紙
を
受
け
取
る
ご
と
に
、
こ
の
た

(
4
)

め
数
日
気
分
が
す
ぐ
れ
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
『
朱
集
績
集
』
竺
「
答
買
直
姻
」
第
二
九
書
)

以
上
に
は
、
失
言
が
呂
租
倹
(
字
子
約
)
と
議
論
し
、
.
呂
組
俊
は
朱
真
か
ら
み
て
誤
り
で
あ
り
、
ま
た
関
連
す
る
議
論
を
彰
砲
年
(
字
子
壽
)
、

張
治
(
字
元
琶
兄
弟
が
行
っ
て
お
り
、
彰
亀
年
は
朱
説
に
賛
同
す
る
よ
う
に
な
り
、
張
兄
弟
の
優
秀
さ
を
褒
め
、
亡
く
な
っ
た
呉
必
大
(
字
伯

盟
)
が
い
れ
ば
と
そ
の
死
の
悼
み
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
江
西
」
が
問
題
と
な
る
の
は
、
後
述
す
る
が
、
慶
元
の
賞
禁
に
関
わ
っ
て
呂
租
俊

が
韓
備
胃
を
批
列
し
た
結
果
と
し
て
流
諭
さ
れ
た
地
が
江
西
で
あ
り
、
生
前
の
呉
必
大
が
た
ま
た
ま
そ
こ
に
赴
任
し
呂
組
倹
ら
と
合
っ
て
議
論

を
し
た
と
い
う
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
こ
に
は
、
侶
學
の
禁
の
下
で
も
福
建
の
失
言
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
朱
真
説
が
論
議
さ

れ
、
朱
薫
が
そ
れ
を
論
評
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
論
評
の
中
で
先
買
に
肯
定
さ
れ
た
門
人
、
交
渉
者

は
、
自
身
を
「
正
し
」
い
先
買
説
理
解
者
と
み
る
意
識
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
識
が
朱
真
説
の
再
生
産
に
も
つ
な
が
る
。
そ
う
し

た
朱
蕪
晩
年
の
講
學
に
お
け
る
評
債
の
問
題
が
こ
の
書
簡
か
ら
感
得
さ
れ
る
の
だ
が
、
以
下
、
話
題
と
な
っ
て
い
る
先
買
と
呂
組
俊
の
問
答
内
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容
と
、
そ
れ
に
封
す
る
朱
薫
の
語
を
も
含
め
た
二
次
論
評
の
現
場
に
入
っ
て
、
こ
の
事
例
の
内
賓
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
こ
の
黄
幹
宛
て
先
薫
書
簡
に
名
が
出
て
い
る
人
々
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
た
だ
し
各
人
の
全
貌
で
は
な
く
、
そ
の
人
に
関
す
る
基
本

情
報
お
よ
び
朱
薫
と
の
交
渉
の
機
縁
と
慶
元
昔
時
の
状
況
に
記
述
を
と
ど
め
る
。
な
お
、
近
年
、
先
業
交
渉
者
、
門
人
の
分
析
が
進
め
ら
れ
て

お
り
、
ま
と
ま
っ
た
成
果
が
い
く
つ
か
で
て
い
る
。
読
者
の
優
に
資
す
る
た
め
に
、
以
下
、
陳
柴
捷
『
先
買
門
人
』
　
(
毒
酒
學
生
書
局
、
一
九
八

二
年
。
以
下
、
陳
柴
捷
書
と
略
記
)
、
方
彦
壽
『
朱
喜
書
院
興
門
人
考
』
　
(
華
東
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。
以
下
、
方
彦
壽
書
と
略
記
)
、
田
中
謙

二
　
「
朱
門
弟
子
師
事
年
致
」
　
(
『
田
中
謙
二
著
作
集
　
第
三
巻
』
所
収
、
二
〇
〇
一
年
。
以
下
、
田
中
論
文
と
略
記
)
に
お
け
る
論
及
人
士
の
所
論
頁
を

(
5
)

そ
の
都
度
あ
げ
る
。

(
6
)

さ
て
書
簡
の
宛
人
で
あ
る
黄
斡
(
一
一
五
二
～
二
三
一
)
は
、
字
は
直
卿
、
房
州
関
煤
の
人
。
陳
簗
捷
菖
二
六
一
頁
。
方
彦
壽
書
六
七
頁
。

田
中
論
文
三
〇
頁
。
文
集
『
勉
齋
集
』
に
『
年
譜
』
あ
り
。
父
黄
璃
は
紹
興
八
年
(
一
一
三
八
)
の
進
士
。
そ
の
父
は
黄
斡
十
七
歳
で
亡
く
な
一

り
、
経
済
的
に
は
豊
か
で
は
な
か
っ
た
。
黄
幹
は
痛
州
で
李
探
卿
、
林
之
奇
に
學
び
、
淳
駈
…
元
年
(
二
七
四
)
に
科
學
に
應
じ
た
が
不
合
格
。
　
6
8

兄
が
官
と
し
て
赴
任
し
た
書
州
に
同
行
し
、
先
買
講
友
一
の
、
吉
州
近
郊
の
臨
江
軍
の
劉
清
之
(
二
三
九
～
八
九
)
に
合
い
、
彼
の
紹
介
に
よ
り
-

翌
々
年
、
黄
斡
二
寸
五
歳
の
と
き
に
朱
蕪
に
初
見
し
て
師
事
。
淳
痍
九
年
(
一
一
八
二
)
に
は
そ
の
朱
真
の
娘
を
要
り
、
秘
書
役
の
よ
う
に
し

て
し
ば
ら
く
失
言
の
側
に
侍
る
。
先
買
の
學
に
ふ
れ
て
黄
幹
は
め
ざ
す
科
撃
に
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
る
。
慶
元
年
閲
は
貸
家
の
両
州
と
朱
薫

が
い
る
建
陽
と
を
往
復
。
五
年
(
一
一
九
九
)
に
姪
陽
に
住
む
よ
う
に
な
る
。
朱
薫
晩
年
の
　
『
儀
檀
経
停
通
解
』
編
纂
に
関
わ
っ
て
は
喪
嘩

祭
薩
部
分
を
朱
書
没
後
も
含
め
て
編
集
し
唐
け
、
ま
た
失
言
没
後
に
は
朱
喜
生
涯
の
正
統
的
侍
記
と
も
い
う
べ
き
『
朱
子
行
状
』
を
書
い
た
た

め
、
朱
子
學
學
説
史
と
い
う
硯
鮎
で
は
思
想
史
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
生
前
の
朱
薫
が
そ
の
感
情
を
吐
露
で
き
た
朱
薫
の
ご
く
内
輪
の

人
士
の
一
人
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

次
に
そ
の
死
を
悼
ま
れ
て
い
る
呉
必
大
は
、
字
は
伯
豊
、
興
國
軍
の
人
。
陳
柴
捷
書
九
〇
頁
。
方
彦
壽
書
八
一
頁
。
田
中
論
文
一
〇
九
頁
。
.

『
語
類
』
の
呉
必
大
の
記
録
は
淳
照
十
五
年
(
一
一
八
八
)
以
降
と
さ
れ
て
い
る
が
(
「
語
録
姓
氏
」
)
、
早
く
に
呉
必
大
が
朱
薫
を
知
っ
て
い
た
と
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い
う
こ
と
が
、
呉
必
大
宛
て
先
薫
書
簡
第
一
書
か
ら
は
わ
か
る
(
菜
集
』
巻
五
二
「
答
呉
伯
芦
。
朱
某
五
十
一
歳
。
田
中
論
文
六
三
頁
)
。
『
宋
元
學

案
』
　
(
巷
六
九
)
の
必
大
に
関
す
る
記
述
に
、
「
父
の
任
を
以
て
官
に
補
せ
も
れ
、
吉
水
願
丞
と
為
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
父

は
あ
る
程
度
の
官
員
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
必
大
も
官
と
科
學
シ
ス
テ
ム
文
化
世
界
を
生
き
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
呉
必
大
が
朱
薫
に

合
う
以
前
に
張
拭
㍉
呂
租
談
に
師
事
し
た
と
こ
の
『
學
案
』
は
い
う
。
こ
の
呉
必
大
は
、
先
買
が
こ
と
に
褒
め
構
え
た
愛
弟
子
で
あ
る
と
い
わ

れ
る
。
田
中
論
文
、
陳
簗
捷
書
、
三
浦
國
雄
『
朱
子
』
　
(
人
類
の
知
的
遺
産
、
講
談
社
、
一
九
七
九
年
)
二
一
九
頁
以
下
、
参
照
。
慶
元
年
閲
に
右

記
の
江
西
音
州
の
書
水
麻
丞
と
な
る
。
田
中
論
文
は
、
呉
必
大
宛
て
朱
真
書
簡
第
一
五
、
一
六
書
に
擦
り
、
そ
の
赴
任
は
慶
元
元
年
(
二
九

五
)
八
月
頃
と
す
る
。
二
八
頁
。
と
き
の
州
知
事
は
失
言
同
調
者
の
楊
方
で
あ
っ
た
(
呉
必
大
宛
第
一
五
容
。
そ
の
他
、
同
地
の
劉
桁
、
許
千
春
、

失
業
本
質
姿
源
の
人
で
ち
ょ
う
ど
赴
任
中
の
程
洵
、
そ
し
て
下
記
の
呂
組
俊
が
い
る
こ
と
を
示
唆
)
。
た
だ
し
侶
學
の
禁
の
状
勢
が
厳
し
く
な
り
、
呉
は

ほ
ど
な
く
し
て
辞
職
し
て
郷
里
に
も
ど
り
、
慶
元
三
年
(
一
一
九
七
)
十
二
月
に
死
去
し
た
。

書
簡
で
中
心
的
に
話
題
と
さ
れ
て
い
る
呂
組
俊
は
、
字
は
子
約
、
晩
年
の
琉
大
愚
は
、
南
渡
以
前
の
本
籍
で
は
京
東
(
山
東
)
の
莱
州
の
人

(
南
渡
後
は
呂
氏
は
贅
州
金
華
に
住
む
)
。
勇
名
は
慶
元
の
償
學
の
禁
に
よ
り
江
西
の
書
州
、
巧
州
に
流
諭
さ
れ
、
巧
州
高
安
の
大
愚
寺
に
寄
居
し

(
7
)

た
こ
と
に
よ
る
。
有
名
な
呂
組
諌
(
二
三
七
～
二
八
一
)
の
弟
で
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
宋
代
の
名
族
東
菜
の
呂
氏
の
一
員
で
あ
る
。
筆

者
は
先
に
、
「
淳
照
年
間
に
お
け
る
先
買
の
廣
域
講
學
-
新
學
呂
絶
倫
と
の
交
渉
を
中
心
に
-
」
と
い
う
拙
稿
に
お
い
て
こ
の
呂
租
俊
と
朱
薫

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
た
(
『
東
洋
古
典
學
研
究
』
第
一
一
集
、
二
〇
〇
一
年
。
以
下
、
「
前
論
」
と
も
略
記
)
。
以
下
、
そ
の
記
述
を
踏
ま
え
つ
つ

紹
介
す
る
が
、
こ
の
呂
組
倹
は
生
年
は
不
詳
。
た
だ
し
「
業
を
組
託
に
受
く
る
こ
と
諸
生
の
如
し
」
(
『
宋
史
』
巷
四
五
五
)
と
い
う
本
俸
の
記
述

か
ら
す
る
と
、
兄
呂
組
託
よ
り
も
十
歳
位
は
若
い
か
。
と
す
る
と
、
凍
薫
と
呂
組
談
と
の
年
齢
差
は
七
歳
で
あ
り
、
組
億
は
お
そ
ら
く
は
朱
薫

よ
り
十
五
～
二
十
歳
ほ
ど
若
い
。
兄
の
死
後
、
「
中
原
文
献
正
侍
の
家
」
と
い
わ
れ
た
呂
氏
の
學
の
中
心
的
存
在
と
な
る
。
兄
呂
租
託
は
博
學

(
8
)

宏
詞
科
を
通
り
、
科
挙
シ
ス
テ
ム
の
中
で
政
令
活
動
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
封
し
弟
呂
組
俊
は
、
科
挙
に
よ
ら
ず
蔭
に
よ
り
任
官
し
、
淳
殿
九
年

(
二
八
二
)
　
に
折
東
明
州
の
監
米
倉
と
な
る
。
そ
の
明
州
で
は
陸
氏
兄
弟
に
つ
な
が
る
新
東
陸
門
の
人
士
と
交
流
。
そ
の
の
ち
本
俸
に
よ
る

69
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と
」
衛
州
「
法
曹
」
、
籍
田
令
、
司
晨
簿
、
台
州
過
剰
、
大
府
寺
蕊
を
歴
任
。
慶
元
元
年
(
二
九
五
)
年
、
超
汝
愚
の
罷
兎
に
抗
議
し
て
(
四

月
)
・
韓
備
胃
に
に
ら
ま
れ
て
宙
州
安
置
と
な
り
、
さ
ら
に
嶺
南
の
新
州
に
移
す
決
定
が
下
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
名
流
の
子
孫
を
殺

す
こ
と
に
な
る
と
後
が
ま
ず
い
と
い
う
理
由
か
ら
胡
州
へ
の
南
行
中
に
戻
さ
れ
、
江
西
の
吉
州
(
五
月
)
、
次
い
で
甥
州
に
置
か
れ
た
(
慶
元
二

年
七
月
。
時
月
は
『
宋
史
』
券
三
一
七
、
寧
宗
本
紀
)
。
そ
の
巧
州
で
お
そ
ら
く
五
十
代
前
牛
の
年
齢
で
慶
元
四
年
(
二
九
八
)
七
月
に
死
去
し
た
。

別
集
と
し
て
『
大
愚
畳
集
』
十
一
巻
(
扇
齋
書
録
解
題
』
。
『
宋
史
』
盃
は
『
大
愚
集
』
十
一
巻
)
が
あ
っ
た
が
現
存
し
な
い
。
先
買
に
は
呂
組
倹

宛
て
書
簡
が
多
数
残
り
、
『
朱
集
』
巻
四
七
、
八
濫
眉
十
八
通
、
一
『
朱
儀
別
集
』
至
に
一
通
が
収
録
さ
れ
る
。
中
に
呂
組
億
の
質
問
を
併
載

す
る
も
の
も
あ
る
。
呂
組
億
は
朱
頁
の
講
學
の
相
手
と
し
て
、
そ
の
死
ま
で
朱
蕪
と
書
簡
の
往
復
を
結
け
た
。
文
集
な
ど
呂
組
倹
自
身
が
記
述

し
た
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
l
、
そ
の
内
面
を
う
か
が
う
場
合
は
こ
の
朱
喜
資
料
に
頼
る
こ
と
に
な
る
。
先
買
と
組
俊
の
交
渉
に
は
、

現
存
先
買
書
簡
に
よ
る
と
三
つ
の
波
が
み
と
め
ら
れ
る
。
①
先
買
四
十
五
歳
前
後
の
兄
租
謙
存
命
中
、
②
朱
喜
五
十
五
歳
前
後
、
兄
の
死
後

に
明
州
に
赴
任
し
た
頃
、
③
趨
汝
愚
罷
免
へ
の
抗
議
に
伴
う
、
本
稿
の
流
諭
期
、
で
あ
る
。
先
買
に
と
っ
て
呂
組
債
と
の
交
渉
は
、
道
學
を
顕

彰
す
る
活
動
を
と
も
に
し
た
彼
の
兄
呂
組
謀
と
の
交
渉
の
延
長
に
あ
る
。
よ
っ
て
呂
租
億
は
純
粋
の
失
言
門
人
で
は
な
く
、
同
調
者
と
も
い
う

べ
き
人
で
あ
り
、
そ
の
説
も
先
買
に
と
っ
て
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
多
く
、
朱
門
か
ら
す
れ
は
や
や
異
質
な
思
考
を
す
る
存
在
で
あ
っ

(
9
)

た
。以

上
、
こ
の
黄
、
呉
、
呂
の
三
者
に
と
っ
て
の
慶
元
年
閲
の
状
況
か
ら
す
る
と
、
は
じ
め
の
黄
斡
宛
て
朱
窯
書
簡
が
書
か
れ
た
の
は
、
.
呉
必

大
の
死
の
慶
元
三
年
十
二
月
か
ら
呂
組
俊
の
死
の
同
四
年
七
月
の
閲
の
約
牛
年
関
内
と
い
う
こ
と
が
.
わ
か
る
。

そ
の
他
の
出
演
者
は
彰
亀
年
、
張
治
で
あ
る
。
影
免
年
(
二
四
二
⊥
二
〇
六
)
は
、
字
は
子
壽
、
臨
江
軍
清
江
膵
、
す
な
わ
ち
路
レ
ベ
ル

で
は
江
西
の
人
。
陳
簗
捷
書
二
三
五
頁
、
田
中
論
文
八
一
頁
。
停
記
一
次
資
料
と
し
て
は
、
榎
鍋
「
忠
粛
彰
公
神
道
碑
」
(
還
塊
集
』
巻
九
六
)

が
あ
る
。
乾
道
五
年
(
一
一
六
九
)
の
進
士
。
紹
田
五
年
十
二
月
(
西
暦
で
は
一
「
九
五
竺
月
)
、
吏
部
侍
部
で
あ
っ
た
影
色
年
は
、
韓
催
胃
罷
免

を
上
奏
し
て
外
に
出
さ
れ
る
。
「
両
道
碑
」
は
、
「
初
め
て
第
し
て
締
る
自
り
、
盛
ま
す
學
に
籍
{
「
『
母
自
欺
』
を
以
て
齋
に
名
づ
く
。
書

70
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を
以
て
南
軒
張
公
に
中
庸
・
語
・
孟
の
大
義
を
問
い
云
々
。
復
た
劉
子
澄
・
清
之
と
往
復
問
耕
し
、
時
に
相
興
に
晦
竃
朱
公
を
折
衷
し
て
、
學

愈
い
よ
成
を
」
と
い
い
、
張
横
に
質
問
し
た
こ
と
、
同
郷
の
劉
清
之
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
。
こ
の
先
買
に
近
い
道
學
田
内
に
い
た
こ

と
は
確
か
だ
が
、
先
買
と
ど
の
く
ら
い
の
密
度
で
交
渉
が
あ
っ
た
か
は
不
詳
。
『
朱
集
』
巻
六
〇
に
二
通
あ
る
彼
宛
て
の
書
簡
は
、
道
學
詩
論

に
関
す
る
議
論
を
し
た
こ
と
を
若
干
う
か
が
わ
せ
る
が
、
淳
照
十
六
年
(
一
一
八
九
)
没
の
劉
清
之
の
生
前
ま
で
そ
れ
が
さ
か
の
ぼ
れ
る
か
は

不
明
で
あ
る
。
『
朱
集
別
条
』
巻
三
に
二
通
あ
る
書
簡
や
、
彰
盛
年
に
言
及
す
る
他
の
人
宛
て
の
書
簡
も
含
め
て
、
『
朱
集
』
内
の
そ
の
他
の

彰
包
年
に
関
す
る
言
及
は
、
お
お
む
ね
右
の
彼
の
左
遷
に
関
わ
る
こ
と
や
、
そ
の
の
ち
彼
が
消
沈
し
て
い
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

張
治
(
一
一
六
一
「
二
二
二
七
)
は
、
.
字
は
元
徳
、
や
は
り
臨
江
軍
清
江
の
人
。
陳
粂
捷
書
一
九
二
頁
。
l
方
彦
壽
書
一
〇
九
頁
。
田
中
論
文
七

八
頁
。
淳
照
十
四
年
(
二
八
七
)
、
紹
照
四
年
(
一
一
九
三
)
に
『
朱
子
語
類
』
の
記
録
者
の
一
人
と
な
っ
て
い
る
(
「
語
録
姓
氏
」
)
。
嘉
定
元
年

(
三
〇
八
)
の
進
士
。
そ
れ
資
で
は
修
行
中
の
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
朱
集
』
巻
六
二
に
は
張
拾
宛
て
の
九
通
の
書
簡
が
残
る
。
そ
の

第
六
書
は
、
『
孟
子
』
の
「
義
と
道
と
に
配
す
」
を
論
じ
、
張
治
が
す
で
に
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
失
言
は
呂
租
倹
説
に
言
及
す

る
。
ま
た
関
連
す
る
呂
租
倹
宛
失
言
書
簡
に
も
こ
の
張
治
説
に
論
及
す
る
も
の
が
あ
る
(
『
朱
集
』
巻
四
八
)
。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
呂
組
債
と
張

治
と
は
直
接
に
書
簡
を
往
復
し
あ
っ
て
い
た
ら
し
い
。
な
お
、
張
治
の
兄
、
単
元
階
に
つ
い
て
は
、
『
朱
集
』
内
で
は
、
こ
の
他
、
一
箇
所
だ

け
張
洛
と
と
も
に
そ
の
.
字
が
み
え
る
だ
け
で
(
巻
六
一
「
答
欧
陽
希
遥
」
第
二
書
。
こ
の
欧
陽
謙
之
、
字
希
適
も
書
州
す
な
わ
ち
江
西
の
人
)
、
先
買
と
の

交
渉
に
つ
い
で
の
諌
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

以
上
を
総
合
的
に
み
る
と
、
、
ま
ず
江
西
に
有
名
な
陛
學
グ
ル
ー
プ
と
は
別
に
、
朱
薫
の
講
友
劉
清
之
を
お
そ
ら
く
は
も
と
と
し
て
彰
免
年
、

張
治
ら
先
買
同
調
者
、
朱
言
説
を
學
ぷ
グ
ル
ー
プ
が
陸
學
グ
ル
ー
プ
と
並
行
し
て
淳
照
中
に
で
き
て
お
り
、
そ
の
地
に
呂
組
億
が
配
流
さ
れ
、

次
い
で
朱
門
の
顔
回
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
呉
必
大
が
赴
任
し
、
朱
真
説
に
関
す
る
講
學
が
盛
り
あ
が
る
と
い
う
事
態
が
一
時
的
に
出
現
し
た

と
い
ケ
こ
と
が
い
え
る
。
侶
學
の
禁
に
よ
り
、
失
言
が
棲
む
福
建
の
建
州
建
陽
西
邦
の
考
亭
の
學
合
に
集
っ
て
い
た
人
々
は
分
散
し
た
と
い
あ

れ
る
。
だ
が
そ
の
本
接
地
か
ら
離
れ
且
つ
臨
安
か
ら
も
離
れ
た
遠
隔
の
地
と
の
陶
で
は
、
.
朱
讃
と
そ
の
交
渉
者
、
門
人
達
と
の
講
學
が
書
侍
に
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よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
。
ま
た
そ
の
交
渉
者
、
門
人
ら
が
集
ま
れ
ば
そ
こ
で
先
買
説
を
め
ぐ
る
詩
學
が
な
さ
れ
、
そ
う
し
た
グ
ル
ー
プ
講
學
の
情

報
を
人
々
は
先
買
に
知
ら
せ
、
こ
れ
に
封
し
朱
薫
は
そ
れ
を
論
評
し
た
り
他
の
門
人
、
同
調
者
に
知
ら
せ
る
と
い
う
示
威
活
動
を
し
た
り
す

る
。
こ
の
時
期
の
そ
う
し
た
講
學
様
態
を
鮭
現
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
江
西
の
講
學
や
こ
の
黄
斡
宛
て
書
簡
が
存
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

三
　
呂
組
倹
の
説
と
失
言
の
評
債

黄
幹
宛
て
先
喜
書
簡
に
関
わ
る
人
々
と
先
買
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
上
で
了
解
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
、
そ
の
書
簡
で
語
ら
れ

て
い
た
呂
組
俊
と
朱
薫
と
の
議
論
に
つ
い
て
吟
味
し
た
い
。

慶
元
の
偏
學
の
禁
期
に
関
わ
る
呂
租
倹
宛
て
先
蕪
書
簡
は
、
第
三
八
～
四
八
書
(
F
朱
集
』
巻
四
八
)
で
あ
る
。
た
だ
し
『
朱
集
』
の
書
簡
配

列
に
は
乱
れ
が
あ
る
ら
し
い
。
こ
れ
を
検
討
し
、
本
稿
で
は
試
み
に
、
第
四
六
、
四
七
/
三
八
、
三
九
/
四
三
、
四
四
/
四
〇
～
四
二
書
(
/

(
1
0
)

で
ゆ
る
や
か
な
ま
と
ま
り
。
第
四
五
、
四
八
書
を
ど
こ
に
入
れ
る
か
は
判
定
困
難
)
と
い
う
順
の
配
列
を
想
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
書
簡
に
み
ら
れ
る
や
り

と
り
は
、
朱
蕪
定
説
と
も
い
え
か
『
集
注
』
説
に
封
し
、
呂
租
億
が
そ
の
朱
扁
説
を
踏
ま
え
た
上
で
彼
な
り
の
別
説
を
出
す
の
を
受
け
て
、
朱

薫
が
自
説
を
堅
持
す
る
立
場
か
ら
自
説
を
帯
解
繹
し
っ
つ
組
倹
説
を
斥
け
る
と
い
う
構
園
に
あ
る
り
講
學
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
議
論
を
朱
蕪

(

定
説
に
封
す
右
一
次
論
評
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
も
の
を
材
料
と
し
て
先
買
が
そ
の
交
渉
者
に
向
け
て
そ
の
話
題
を
論
評
し
た
り
、
あ
る
い
は

朱
門
に
お
い
て
さ
ら
に
そ
の
論
議
を
話
題
に
し
た
り
す
る
の
は
、
二
次
論
評
と
い
え
る
。
冒
頭
の
黄
幹
宛
て
書
簡
に
み
ら
れ
る
二
次
論
評
に
関

わ
る
問
題
は
後
節
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
一
一
次
論
評
と
も
い
え
る
.
呂
剋
俊
と
の
書
簡
の
往
復
を
み
て
い
く
。

注
意
し
た
い
の
は
、
先
買
の
言
葉
を
と
も
す
る
と
朱
薫
の
側
だ
け
か
ら
読
み
解
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
言
葉
の
多
く
は
相
手
の
質
問

に
準
え
て
表
出
さ
れ
た
滝
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
先
買
が
「
累
書
」
と
も
い
っ
て
い
た
よ
う
に
、
呂
租
俊
は
何
度
批
刻
さ
れ
て
も
自
説
を
修

正
し
っ
つ
意
見
を
質
し
措
け
た
。
呂
組
倹
説
は
成
り
立
た
な
い
と
失
業
は
み
た
が
、
組
俊
の
方
は
自
説
が
成
り
立
た
な
い
と
は
み
て
い
な
か
っ

た
ら
し
い
。
そ
こ
に
は
こ
の
質
疑
應
答
に
封
す
る
両
者
の
受
け
取
り
方
の
ず
れ
が
み
ら
れ
る
。
朱
書
が
捉
え
た
組
倹
像
が
呂
組
俊
の
意
に
沿
っ
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た
も
の
な
の
か
、
呂
軋
像
が
な
ぜ
繰
り
返
し
そ
う
い
う
の
か
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
話
題
と
さ
れ
て
い
る
の

は
、
『
中
庸
』
に
関
わ
る
「
戒
慣
恐
慌
」
論
と
「
未
詳
論
、
『
孟
子
』
に
関
わ
る
「
浩
然
の
気
」
論
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
『
孟
子
』
論
議
に

は
右
の
二
次
論
評
が
多
い
の
に
封
し
、
『
中
庸
』
論
議
に
は
呂
組
俊
の
立
場
を
う
か
が
わ
せ
る
ヒ
ソ
ト
が
多
い
。
よ
っ
て
こ
の
『
中
庸
』
論
議

を
先
に
吟
味
し
、
後
に
『
孟
子
』
論
議
に
う
つ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
の
呂
組
億
の
思
想
言
説
の
立
場
を
考
え
る
と
き
に
、
前
提
と
し
て
踏
ま
え
る
べ
き
こ
と
が
二
件
あ
る
。
そ
の
第
-
は
、
呂
組
億
が

そ
の
兄
の
よ
う
に
は
科
學
に
関
わ
る
資
格
の
裏
づ
、
け
を
も
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
兄
呂
組
託
の
在
世
中
に
呂
氏
の
學
合
に
き
た
人
々
は
、
科
學

に
関
わ
る
呂
組
課
の
活
動
に
共
鳴
し
、
自
ら
も
そ
の
恩
恵
に
興
る
べ
く
雲
集
し
た
。
そ
の
兄
の
死
後
、
「
中
原
文
献
正
侍
」
の
家
の
者
と
い
う

こ
の
東
莱
呂
氏
へ
の
評
債
は
租
俊
に
引
き
纏
が
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
科
學
に
関
わ
る
裏
づ
け
を
も
た
な
い
組
億
を
、
兄
と
同
じ
よ
う
に
科
學
の

成
功
に
導
く
導
師
と
ま
で
人
々
が
評
慣
し
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

第
二
は
、
呂
組
俊
の
思
考
の
中
に
、
朱
薫
の
い
わ
ゆ
る
未
定
説
の
立
場
で
あ
っ
た
湖
南
の
胡
氏
の
學
の
影
響
を
受
け
て
い
る
ふ
L
が
み
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。

失
言
の
立
場
の
理
解
に
も
関
わ
る
の
で
、
行
論
上
、
こ
の
胡
氏
の
學
の
心
性
説
す
な
わ
ち
心
の
修
養
論
と
そ
の
基
礎
と
な
る
入
関
論
に
つ
い

て
ご
く
簡
略
に
述
べ
て
お
く
。
胡
氏
湖
南
學
の
胡
宏
(
字
仁
仲
、
競
五
峯
。
一
一
〇
五
l
一
六
一
)
は
、
生
生
流
動
す
る
こ
の
苗
物
の
個
々
す
べ

て
に
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
奥
底
に
そ
の
も
の
た
ら
し
め
る
本
鰹
(
畦
)
と
し
て
の
「
形
而
上
」
の
ー
『
中
庸
』
冒
頭
に
い
う
「
天
命
之
謂
性
」
を

踏
ま
え
る
-
「
性
」
が
具
わ
る
と
す
る
。
形
而
上
の
そ
の
「
性
」
彗
l
「
形
而
下
」
の
現
象
(
用
)
の
世
界
に
必
ず
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
そ
れ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

し
か
あ
ら
わ
れ
よ
う
は
な
い
。
「
物
」
は
す
べ
て
そ
う
し
た
あ
ら
わ
れ
と
し
て
存
し
、
物
の
一
で
あ
る
人
に
つ
い
て
い
え
ば
「
心
」
の
働
き
が

そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
・
現
象
と
し
て
の
主
醍
す
な
わ
ち
「
心
」
は
、
「
坦
」
た
る
「
性
」
の
「
用
」
た
る
現
象
と
し
て
存
す
る
。
こ
の
と
き

「
心
」
は
、
そ
の
動
の
様
態
も
静
の
様
態
も
と
も
に
形
而
下
の
現
象
様
態
と
さ
れ
る
。
動
静
窮
ま
り
な
い
そ
の
あ
ら
わ
れ
に
は
善
も
不
善
も
あ

る
。
そ
こ
で
そ
の
動
き
の
う
ち
の
「
性
」
の
あ
ら
わ
れ
の
端
緒
で
あ
る
善
な
る
様
態
(
「
端
侃
」
)
を
察
知
し
、
そ
の
榎
態
を
保
持
す
れ
ば
、
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「
性
」
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
「
心
」
を
鍛
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
胡
氏
は
「
察
識
端
侃
」
と
い
う
こ
と
を
唱
え
た
。
こ
の
説
は
胡
宏

か
ら
朱
薫
の
親
友
と
な
っ
た
張
桟
に
侍
え
ら
れ
て
先
買
の
傾
倒
を
呼
び
、
い
わ
ゆ
る
「
定
論
」
以
前
の
先
買
の
未
「
定
」
説
と
な
っ
た
。
以
上

は
、
北
宋
牛
は
の
二
程
以
降
、
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
に
か
け
て
多
様
化
し
た
道
學
の
一
展
開
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
朱
薫
の
思
想
を
理
解
す

(n)

る
基
本
前
提
と
し
て
有
名
な
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
呂
組
俊
の
思
考
は
、
先
買
書
簡
資
料
か
ら
す
る
と
、
.
そ
の
青
年
期
か
ら
壮
年
期
ま
で
一
貫
し
て
こ
の
胡
氏
の
學
を
強
く
意
識
し
っ
つ

遺
學
と
い
う
も
の
を
受
け
と
め
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
は
、
呂
絶
倫
の
兄
の
呂
組
談
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
呂
組

像
は
朱
薫
説
を
も
熟
讃
し
て
お
り
、
人
と
し
て
の
先
買
に
傾
倒
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も
確
か
め
ら
れ
て
、
そ
こ
に
胡
氏
の
學
と
先
買
の
説
と

を
重
ね
て
讃
み
込
む
と
い
う
道
學
理
解
が
彼
に
は
生
じ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
み
て
と
れ
る
(
前
論
「
淳
照
年
間
に
お
け
る
朱
責
の
廣
域
講
學
」
)
。

こ
の
こ
と
が
、
以
下
の
『
中
庸
』
論
議
に
お
け
る
呂
租
億
の
立
場
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
以
下
の
『
中
庸
』
、
『
孟
子
』
論
議
は
い
わ
ば
心
の
修
養
法
に
関
わ
る
話
だ
が
、
呂
組
俊
が
こ
う
し
た
議
論
に
傾
く
の
は
、
一
般
論
と

し
て
書
物
の
単
な
る
解
樺
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
つ
嶺
南
へ
追
い
や
ら
れ
る
か
わ
か
ら
ぬ
こ
の
配
流
生
活
の
中
で
、
心
の
安
定
を
求
め

る
自
己
修
養
に
深
く
関
心
を
抱
く
か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
彼
の
本
俸
は
、
「
諭
所
で
は
読
書
窮
理
し
、
粟
を
亘
っ
て
自
給
し
、
出
か
け

る
と
き
に
は
必
ら
ず
草
履
を
は
い
て
歩
い
て
、
嶺
を
越
え
る
備
え
を
し
て
い
た
」
　
(
『
宋
史
』
巷
四
五
五
)
と
い
う
挿
話
を
載
せ
る
が
、
い
ず
れ

嶺
南
へ
送
ら
れ
る
と
覚
悟
し
て
心
腹
と
酸
力
を
鍛
え
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

a
　
『
中
庸
』
論
議

一
『
中
庸
』
論
議
は
二
件
あ
る
。
は
じ
め
の
「
戒
憬
恐
慌
」
と
「
横
猿
」
.
と
の
関
係
の
論
は
、
『
中
庸
』
冒
頭
の
「
天
命
之
謂
性
、
率
性
之
謂

道
、
修
道
之
謂
教
性
。
」
と
い
う
三
句
の
後
に
、
「
道
也
老
不
可
須
卦
離
也
、
可
離
非
道
也
。
是
故
君
子
戒
保
乎
其
所
不
措
、
恐
倦
乎
其
所
不

問
。
莫
見
乎
陰
り
莫
顕
乎
徴
。
故
君
子
慣
其
漏
也
。
」
と
み
え
る
も
の
の
解
揮
論
で
あ
る
。
先
買
は
、
前
著
の
「
戒
憬
恐
慌
」
を
心
の
「
未
蛮
」

74



531

の
、
後
者
の
「
慣
猫
」
を
心
の
「
己
学
の
修
養
賓
機
と
み
る
(
『
中
庸
或
問
』
)
。
し
か
し
『
正
義
』
を
は
じ
め
一
般
的
に
常
時
、
こ
の
「
戎
慣

恐
慌
」
と
「
憤
猫
」
は
と
も
に
心
の
働
き
の
微
妙
な
段
階
を
重
ね
て
い
う
も
の
と
み
ら
れ
て
お
り
、
二
つ
に
わ
け
て
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
。

(
1
2
)

呂
組
俊
も
・
黄
誅
宛
て
先
雪
目
筒
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
分
け
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
呂
租
億
が
分
け
な
い
理
由
は
、
単
な
る
醤
説
の

踏
襲
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
次
の
彼
の
▼
「
未
変
」
概
念
の
理
解
と
理
論
上
は
絡
む
も
の
と
み
ら
れ
る
。
よ
?
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
▼
て
は
そ
の

「
未
詳
論
の
附
論
と
し
て
ふ
れ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
も
う
一
件
の
「
未
墾
論
議
に
つ
い
て
重
鮎
的
に
み
て
い
き
た
い
。

『
中
庸
』
の
右
の
績
き
に
、
「
喜
怒
哀
欒
之
未
発
謂
之
中
、
援
而
中
節
謂
之
和
。
中
也
老
天
下
之
大
本
也
、
和
也
者
天
下
之
達
道
也
。
」
と

あ
る
の
を
受
け
て
」
心
が
働
い
て
い
な
い
様
態
を
「
未
墾
、
働
い
て
い
る
様
態
を
「
巳
撃
と
い
う
。
北
朱
の
程
際
(
伊
州
)
は
心
の
こ
の
多

様
な
様
態
に
應
じ
た
心
の
修
養
賓
践
法
を
そ
の
門
人
に
射
し
て
説
き
、
門
人
各
人
は
自
身
に
封
し
て
説
か
れ
た
言
葉
に
基
づ
い
て
程
説
を
理
解

(
1
3
)

し
、
再
停
以
降
に
侍
え
て
い
く
。
そ
の
中
の
一
度
と
し
て
先
述
の
胡
氏
の
學
が
出
て
く
る
が
、
そ
の
胡
氏
の
學
の
立
場
か
ら
い
う
と
、
心
の
働

き
は
そ
の
動
・
静
の
様
態
を
含
め
て
、
形
而
上
の
「
性
」
の
形
而
下
の
「
心
」
　
へ
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
。
そ
七
て
こ
の
「
あ
ら
わ
れ
」
と
い

う
所
を
捉
え
て
「
巳
撃
と
し
、
こ
れ
に
封
し
て
「
あ
ら
わ
れ
」
以
前
は
「
未
費
」
と
な
る
こ
と
か
ら
、
「
己
撃
　
「
未
詳
の
語
を
形
而
下

と
形
而
上
と
に
配
常
し
て
、
「
未
ま
」
を
形
而
上
の
「
性
」
の
位
置
に
あ
て
た
。
胡
宏
の
「
察
識
端
祝
」
説
は
そ
の
前
提
に
こ
の
配
常
を
据
え

る
。朱

薫
は
一
時
こ
の
「
察
識
端
侃
」
説
に
傾
倒
し
た
が
、
こ
れ
で
は
心
の
「
動
」
時
の
修
養
貿
戊
に
傾
き
、
.
「
静
」
時
の
貿
機
が
快
落
す
る
と

ふ
と
反
省
し
、
程
學
の
術
語
の
位
置
づ
け
を
組
み
直
し
、
胡
氏
の
學
で
は
形
而
上
と
さ
れ
て
い
た
「
性
」
を
形
而
下
の
心
の
「
静
」
時
に
あ

て
、
樫
原
は
そ
の
「
静
」
時
の
修
養
賓
践
と
し
て
「
存
養
」
の
「
敬
」
、
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
と
み
な
し
た
(
『
朱
集
』
巻
六
七
「
己
登
未
空

説
」
、
先
買
四
十
歳
)
。
そ
こ
で
は
「
性
」
　
は
形
而
下
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
未
瑳
」
は
現
象
態
と
し
て
は
心
の
「
静
」
時
を
い
う
も
の
と
な

る
。
ま
た
、
「
性
」
は
形
而
下
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
形
而
下
を
支
え
る
形
而
上
の
位
置
に
あ
る
板
按
づ
け
の
働
き
を
す
る
も
の
と
し
て

「
理
」
に
対
す
る
思
索
を
深
め
、
形
而
上
の
「
理
」
が
形
而
下
の
現
象
様
態
に
内
在
し
た
も
の
を
「
性
」
と
い
う
と
し
た
。
理
に
関
す
る
こ
.
の
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思
索
の
媒
介
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
が
、
周
敦
頼
「
大
抵
固
・
園
詭
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
周
が
い
う
「
大
歳
」
は
「
理
」
だ
と
み
な
さ
れ
、

形
而
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
以
上
の
よ
う
に
心
の
「
静
」
時
の
修
養
貿
機
を
程
學
の
論
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
出
空
知
と
し
て
、
先
買

の
い
わ
ゆ
る
「
定
論
」
　
の
立
場
が
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
諸
概
念
の
こ
う
し
た
相
関
を
前
提
に
四
書
を
解
讃
し
て
『
四
書
集
注
』
及
び
関
連
著
作

(
1
4
)

を
書
き
、
失
言
は
道
學
系
儒
學
思
想
家
と
し
て
自
立
す
る
。
以
上
、
や
や
煩
墳
な
説
明
と
な
っ
た
が
、
呂
租
億
と
失
業
と
の
こ
の
「
未
故
」
論

議
を
理
解
す
る
前
提
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
呂
組
俊
も
以
上
の
思
索
が
示
さ
れ
た
『
四
書
集
注
』
と
関
連
著
作
を
読
み
、
そ
の
上
で
繰
り
返
し
朱
薫
に
問
う
。
失
言
の
呂
組
倹
像
が

み
え
る
、
租
俊
の
未
空
論
に
封
す
る
應
答
の
一
節
を
み
る
と
、
例
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

(
あ
な
た
の
お
考
え
の
よ
う
に
)
人
が
生
ま
れ
た
あ
と
死
ぬ
前
ま
で
に
、
(
醒
め
て
い
る
と
き
に
)
一
瞬
た
り
と
も
未
費
と
い
う
時
が
な

く
、
熟
陸
し
て
い
る
時
だ
け
は
未
麦
と
み
な
せ
は
し
て
も
「
天
下
の
大
本
を
立
て
」
ら
れ
な
い
の
だ
と
す
る
な
ら
、
こ
の
誤
り
は
明
ら
か

に
す
る
の
は
難
し
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
『
或
問
』
で
こ
こ
に
端
を
賛
し
て
論
じ
ま
し
た
。
な
の
に
い
ま
信
じ
な
い
で
再
度
こ
の

紛
々
の
論
を
さ
れ
ま
す
。
せ
こ
で
心
が
思
う
、
耳
が
聞
く
、
目
が
見
る
と
い
う
三
振
に
l
よ
っ
て
例
え
て
、
未
鼓
(
と
己
更
)
の
位
置
づ

け
、
時
の
ち
が
い
を
お
示
し
し
ま
し
ょ
う
。
.
思
う
に
心
が
(
目
覚
め
て
)
わ
か
る
様
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
耳
が
聞
こ
え
る
、
目
が
見

え
る
様
態
は
、
(
巳
費
と
区
分
け
さ
れ
る
)
一
つ
の
時
で
す
。
心
が
変
動
し
て
は
い
ま
せ
ん
が
無
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
心
が
も
の

を
考
え
て
い
る
と
、
耳
は
乾
き
と
l
り
、
l
目
は
注
現
し
て
お
り
ま
す
が
、
(
こ
れ
が
)
一
.
つ
の
時
で
す
。
ち
ょ
.
っ
と
で
も
こ
う
で
あ
れ
は
未

費
と
は
み
な
せ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
程
子
が
心
が
思
う
様
態
を
巳
麦
と
し
た
(
『
程
氏
遺
書
』
巻
一
八
)
の
は
.
よ
い
.
の
で
す
が
、
そ
の
記
録
者

(
1
5
)

が
見
え
る
、
聞
こ
え
る
こ
と
が
な
い
の
を
未
故
と
し
た
(
洞
)
の
は
よ
く
な
い
の
で
す
。
(
『
朱
集
』
巷
四
八
「
答
呂
予
約
」
第
三
九
弓
部
分
)

先
買
か
ら
す
る
と
、
「
未
賛
」
と
は
、
「
成
る
」
　
「
放
く
」
と
い
う
、
封
象
と
関
わ
る
志
向
性
を
伴
っ
た
心
の
働
き
が
変
動
は
し
て
い
な
い
様

態
だ
が
、
そ
れ
は
眠
っ
た
よ
う
な
状
態
で
は
な
く
、
「
見
え
る
」
　
「
聞
こ
え
る
」
と
い
う
覚
醒
様
態
に
あ
る
と
み
る
。
そ
の
言
い
方
か
ら
す
る

と
、
彼
は
呂
組
債
の
考
え
を
、
「
末
社
」
と
は
「
見
え
る
」
　
「
聞
こ
え
る
」
様
態
に
も
な
い
こ
と
だ
と
み
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
朱
書
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は
こ
れ
を
神
秘
主
義
に
傾
く
誤
り
と
し
て
批
列
す
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
議
論
に
関
連
す
る
朱
薫
書
簡
に
あ
ら
わ
れ
た
呂
組
俊
と
朱
薫
と
の
や
り
と
り
を
た
ど
る
こ
と
で
浮
か
ん
で
く
る
の
は
、
両
者
の

「
未
援
」
概
念
が
そ
も
そ
も
同
じ
な
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
呂
租
俊
が
胡
氏
の
學
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
先
に
述
べ
た

が
、
そ
の
胡
氏
の
學
の
立
場
で
は
、
心
の
働
き
は
形
而
上
の
「
性
」
の
形
而
下
へ
の
あ
ら
わ
れ
と
さ
れ
↓
　
こ
の
形
而
上
・
下
に
未
援
・
己
登
を

配
督
す
る
と
、
未
更
は
形
而
上
の
「
性
」
の
位
置
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
朱
・
呂
両
者
の
や
り
と
り
を
み
る

と
、
呂
租
俊
は
こ
の
未
覆
論
議
の
初
期
の
段
階
か
ら
未
変
を
「
形
而
上
」
に
あ
て
て
い
る
ふ
L
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
以
下
は
、
(

右
と
同
じ
第
三
九
書
書
簡
の
末
尾
の
朱
薫
の
言
葉
で
あ
る
。

(
呂
さ
ん
は
)
　
「
未
夜
は
純
坤
に
比
す
可
か
ら
ず
し
て
、
常
に
太
極
と
爵
す
べ
し
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
小
さ
な
間
違
い
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
他
の
こ
と
の
よ
う
に
見
過
ご
し
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
試
し
に
お
た
ず
ね
し
ま
す
。
も
し
未
登
を
太
極
と
す
る
な
ら
、
已

費
は
無
極
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
「
純
坤
は
未
語
と
為
す
を
得
ず
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
何
の
卦
を
未
ま
と
み
な
し
た
ら
よ
い

の
で
し
ょ
う
か
。
恐
縮
で
す
が
、
い
っ
そ
う
静
坐
し
て
ゆ
っ
た
り
し
て
こ
こ
ろ
が
明
る
く
か
ら
り
と
な
る
よ
う
に
し
、
(
そ
の
上
で
)
太

(
1
6
)

極
園
及
び
十
二
卦
歪
を
あ
れ
こ
れ
考
察
虚
理
し
て
、
と
る
も
の
置
く
も
の
を
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
て
こ
そ
、
語
れ
る
の
で
す
。

こ
れ
は
、
こ
の
書
簡
の
前
の
朱
薫
第
三
八
書
の
先
買
の
言
葉
に
、
「
至
静
の
時
は
、
但
だ
能
く
知
覚
す
る
老
有
る
も
、
知
る
所
・
発
す
る
所
の

事
無
し
。
此
れ
易
卦
に
於
い
て
純
坤
に
陽
無
し
と
為
さ
ざ
る
の
象
為
り
。
」
と
あ
る
の
に
封
す
る
呂
租
億
の
應
答
書
簡
の
一
節
に
封
す
る
再
度

の
朱
薫
の
論
評
と
み
ら
れ
る
。

朱
薫
の
い
ら
つ
き
の
気
拝
は
さ
て
お
き
、
呂
組
億
は
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
未
変
は
純
坤
に
比
す
可
か
ら
ず
し
て
、
皆
に
太
極
と
爵
す
べ
し
。
」

と
述
べ
た
ら
し
い
。
概
念
の
配
普
封
應
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
、
「
太
極
」
概
念
を
朱
言
説
に
沿
っ
て
受
け
入
れ
て
「
形
而
上
」
の
位
置
に
措

定
し
っ
つ
、
同
時
に
胡
氏
の
學
の
登
想
を
連
繚
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
形
而
上
を
「
未
費
」
と
み
な
す
た
め
に
、
「
未
援
」
を
「
大
権
」
の

(
1
7
)

位
置
に
あ
て
る
言
い
方
を
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
朱
素
か
ら
す
る
と
、
未
顎
は
形
而
下
の
「
心
」
の
静
な
る
現
象
様
態
に
位
喝
つ
け
て
,
づ
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て
と
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
呂
組
像
の
登
想
が
未
費
を
形
而
上
と
み
る
よ
う
な
も
の
だ
と
す
る
と
、
「
未
変
」
概
念
の
位
置
づ
け
が

形
而
上
と
形
而
下
と
で
朱
書
と
は
そ
も
そ
も
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
組
倹
説
の
よ
う
に
「
未
衷
」
を
形
而
上
の
太
極
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
先
買
か
ら
み
れ
ば
現
象
界
と
直
接
に
は
切
り
結
ば
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
未
変
」
.
に
は
「
聞
見
な
し
」
と
呂
が
み
て
い
る
と
い
う
朱
薫

の
租
絵
像
は
、
も
と
こ
の
事
態
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
買
か
ら
す
る
と
そ
れ
は
▼
「
末
葉
」
を
形
而
上
と
み
る
誤
り
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
そ
こ
で
繰
り
返
し
彼
を
非
難
す
る
。
す
な
わ
ち
朱
栞
は
、
呂
が
「
未
更
」
に
は
感
覚
知
覚
が
な
い
と
み
て
い
る
と
み
て
、
こ
の
「
未
費
」

論
で
は
彼
を
一
貫
し
て
批
剣
し
て
い
る
が
、
一
方
の
呂
租
億
は
そ
こ
に
同
調
は
し
き
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
「
未
故
」
を
位
置
づ
け
る
そ
の
基
本

変
想
が
、
以
上
の
よ
う
に
胡
氏
の
學
を
基
調
と
し
て
い
る
た
め
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
未
瑳
概
念
の
位
置
づ
け
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

(
1
8
)

は
、
朱
薫
は
わ
か
っ
て
い
て
自
説
を
主
張
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
呂
組
俊
は
あ
ま
り
自
覚
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。

さ
て
、
先
に
留
保
し
た
「
戒
憤
恐
惜
」
論
だ
が
、
呂
組
億
が
「
戒
慣
恐
慌
」
と
「
憬
濁
」
と
を
同
一
の
位
相
と
み
る
の
も
、
呂
組
億
が
「
未

変
」
を
形
而
上
と
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
瑳
想
に
い
る
の
と
絡
む
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
般
論
の
み
な
ら
ず
、
胡
氏
の
學
の

立
場
か
ら
す
る
と
、
「
未
委
」
を
「
形
而
上
」
と
し
た
場
合
は
、
心
の
働
き
は
動
静
含
め
て
形
而
上
の
現
象
様
態
と
な
り
、
「
戒
慣
恐
慌
」
も

「
慣
猪
」
も
心
の
具
倍
的
様
態
で
あ
る
か
ら
同
じ
形
而
下
の
「
巳
登
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
先
買
の
よ
う
に
　
「
戒
慣
恐
催
」
　
を
「
未
空
」
、

.
「
憬
猫
」
　
は
「
己
故
」
と
分
離
す
る
言
い
方
は
で
て
く
る
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
呂
組
俊
が
「
戒
慣
恐
催
」
と
「
慣
猥
」
を
同
じ
位
相
と

み
て
い
る
こ
と
と
、
「
未
覆
」
を
「
形
而
上
」
と
み
て
.
い
る
ら
し
い
こ
と
と
は
、
理
論
構
成
と
し
て
封
應
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
朱
頁
か
ら

す
れ
ば
、
呂
は
「
戒
惧
恐
慌
」
論
も
「
未
曇
」
論
も
と
、
も
に
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
。

以
上
の
『
中
庸
』
論
議
を
み
る
と
、
南
宍
初
の
風
気
を
侍
え
る
胡
氏
の
學
の
影
響
が
こ
の
慶
元
の
時
鮎
で
も
紐
結
し
て
い
る
こ
と
に
あ
ら
た

め
て
注
首
さ
せ
ら
れ
る
。
・
と
と
も
に
、
親
密
な
朱
門
濫
と
っ
て
は
先
買
は
中
心
的
絶
封
的
な
存
在
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
白
組
俊
の
學
の
出
自

を
振
り
返
る
と
、
道
學
系
で
も
純
粋
の
朱
門
で
は
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
深
く
惹
か
れ
は
し
て
も
、
朱
書
説
は
な
お
相
封
の
中
の
一
つ
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
彼
に
と
っ
て
は
朱
蕪
が
必
ず
し
も
「
正
し
い
」
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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b
　
『
孟
子
』
　
「
浩
然
の
気
」
論
議

こ
の
論
は
、
『
孟
子
』
公
孫
丑
茄
に
、
「
浩
然
の
気
」
と
は
何
か
と
孟
子
が
問
わ
れ
、
「
其
爵
気
也
、
至
大
至
剛
、
以
直
義
而
無
害
、
則
塞

干
天
地
之
開
。
其
爵
気
也
、
配
義
興
道
。
無
是
餃
也
。
是
集
義
所
生
者
、
非
義
襲
而
取
之
也
。
行
有
不
快
於
心
則
麒
兵
。
」
と
説
い
た
後
牛

の
、
「
気
」
と
「
義
・
道
」
と
の
相
関
関
係
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
、
倫
理
的
行
岳
が
「
気
」
に
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
っ
た
そ
の
気
の
形
成

に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

孟
子
は
こ
の
「
浩
然
の
気
」
の
説
明
の
直
前
で
、
「
夫
れ
志
は
気
の
帥
な
り
。
気
は
燈
の
充
な
り
。
夫
れ
志
至
れ
ば
、
気
は
次
ぐ
。
」
と
、
l

多
様
な
心
の
働
き
の
中
の
、
身
心
を
あ
る
方
向
へ
と
志
向
さ
せ
る
「
志
」
と
い
う
役
割
を
、
身
燈
を
め
ぐ
る
気
か
ら
概
念
と
し
て
は
一
端
分
離

し
、
身
鐙
の
気
に
封
す
る
そ
の
優
位
性
を
唱
え
る
。
と
と
も
に
結
け
て
、
つ
ま
づ
い
て
つ
.
、
っ
と
走
り
(
気
の
働
き
)
べ
　
そ
の
と
き
に
心
が
は
っ
と

す
る
と
い
う
例
を
用
い
て
、
気
が
心
を
動
か
す
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
い
う
。
孟
子
に
よ
れ
ば
、
心
の
働
き
の
制
御
か
ら
離
れ
て
身
(
及
び
欲
望

し

な
ど
の
心
)
の
気
が
か
っ
て
に
動
き
、
主
醍
(
心
)
が
そ
れ
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
志
の
制
御
下
に
置
く
こ
と
に
よ
り
身

し

の
気
を
養
う
必
要
が
あ
る
と
み
る
。
そ
の
志
を
も
含
む
心
の
働
き
と
気
と
が
一
倍
と
な
っ
た
そ
の
養
い
の
極
致
に
お
い
て
措
定
さ
れ
る
の
が

「
浩
然
の
気
」
で
あ
る
。
こ
の
と
き
表
現
の
限
り
で
は
、
「
浩
然
の
気
」
と
「
義
・
道
」
と
を
結
果
と
し
て
の
現
象
態
と
し
て
は
一
鰹
と
孟
子

は
み
る
。
し
か
し
「
浩
然
の
気
」
白
檀
は
「
義
」
の
積
み
重
ね
に
よ
り
生
ず
る
の
で
満
っ
て
、
は
じ
め
か
ら
一
倍
な
の
で
は
な
い
と
み
て
い
る

よ
う
に
も
と
れ
る
。
前
後
ど
ち
ら
止
力
鮎
を
置
く
か
で
、
解
樺
に
相
違
も
生
じ
得
る
。

こ
の
「
浩
然
の
気
」
の
形
成
に
封
す
る
先
買
の
基
本
理
解
を
亘
孟
子
集
注
』
の
中
に
み
る
と
、
「
配
義
興
道
」
に
つ
い
て
は
、
「
道
・
義
と

一
脛
に
な
り
こ
れ
を
助
け
、
も
し
こ
の
気
が
快
け
れ
は
、
ふ
る
ま
い
に
迷
い
.
が
生
じ
、
な
す
べ
き
事
が
充
分
に
で
き
な
く
な
る
。
」
と
い
う
意

味
の
解
説
を
し
、
「
集
義
所
生
」
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
気
は
道
・
義
と
一
粒
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
養
い
の
は
じ
め
は
、
振
る
舞
い
・
行
い

に
あ
た
り
す
べ
て
義
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
白
か
ら
省
み
て
や
ま
し
い
こ
と
な
く
す
っ
き
り
し
て
い
て
こ
そ
、
こ
の
気
が
身
心
に
生
ま
れ

79
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る
。
」
と
い
う
意
味
の
解
説
を
す
る
。

さ
て
、
こ
の
件
に
つ
い
て
呂
組
俊
は
、
こ
う
し
た
理
解
を
も
つ
失
言
に
封
し
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

「
其
の
気
為
る
や
云
々
」
に
つ
い
て
。
あ
た
く
し
め
が
こ
の
段
の
.
言
う
所
を
説
明
し
ま
す
と
、
(
二
回
い
う
)
　
「
其
の
気
為
る
や
」
は
意

味
に
ち
が
い
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
の
言
は
∵
‥
:
略
…
…
。
(
二
回
目
の
「
其
爵
気
也
」
と
い
う
)
下
の
言
は
」
　
こ
の
気
は
義

め
ぐ

と
道
と
を
合
わ
せ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
血
気
は
(
そ
れ
が
周
る
)
筋
道
を
た
ど
っ
て
こ
こ
に
至
る
か
ら
に
は
、
血
気
は
つ
ま
り
は
義
・

道
な
の
で
す
。
気
を
養
っ
た
後
に
、
さ
ら
に
こ
の
義
・
道
を
待
っ
て
助
け
と
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
(
二
回
い
う
「
其
爵
気
也
」

の
)
二
回
目
と
し
て
「
其
為
気
也
、
配
義
興
道
」
と
い
う
わ
け
は
」
思
う
に
こ
こ
の
こ
の
(
浩
然
の
)
気
の
援
現
は
、
も
と
も
と
(
そ
な

.
あ
る
)
義
・
造
な
の
で
あ
っ
て
、
も
し
こ
の
気
の
本
来
の
姿
が
わ
か
れ
ば
、
何
を
養
っ
て
い
る
か
が
わ
か
り
、
そ
の
動
き
は
血
気
で
は
な

い
こ
と
を
深
く
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
「
走
れ
無
く
は
餃
う
」
と
い
う
の
は
、
人
が
自
身
を
主
宰
す
る
中
心
で
あ
る
も
の
が
も

し
炊
け
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
と
た
ん
に
む
な
し
く
な
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
と
望
ん
だ
の
で
す
。

(
2
0
)

(
『
朱
集
』
巻
四
八
「
答
昌
子
的
」
第
四
六
書
所
引
呂
狙
倹
書
簡
。
部
分
)

孟
子
本
文
の
「
其
の
気
為
る
や
、
義
と
道
と
に
配
す
。
」
と
い
う
「
義
」
の
集
積
の
結
果
を
い
う
部
分
を
、
「
走
れ
気
を
養
う
の
後
に
、
又
た

此
れ
を
待
ち
て
助
を
為
す
に
非
ざ
る
な
り
。
」
と
、
本
来
の
姿
と
み
な
し
、
身
障
を
め
ぐ
る
気
に
も
と
も
と
「
道
・
義
」
が
そ
な
あ
り
、
気
に

も
と
も
と
そ
な
わ
る
そ
の
本
質
を
見
失
わ
な
け
れ
ば
　
「
浩
然
の
気
」
　
と
な
る
と
捉
え
る
。
「
血
気
」
　
の
め
ぐ
り
の
中
に
　
「
本
然
」
　
と
し
て
の

「
道
・
義
」
を
み
て
と
り
、
「
養
」
い
は
身
健
的
気
で
あ
る
血
気
の
み
を
養
う
か
の
よ
う
な
が
ら
、
そ
の
宜
、
「
道
・
義
」
こ
そ
を
養
っ
て
い

る
の
だ
と
呂
は
み
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
わ
れ
わ
れ
近
代
世
界
の
者
が
こ
の
南
宋
代
に
お
け
る
呂
租
俊
や
失
言
の
思
考
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
例
え
ば
馨
書
に
み
ら
れ

る
中
國
停
銃
の
身
心
観
を
彼
ら
が
前
提
に
置
い
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
身
心
観
で
は
、
も
の
の
構
成
基
恒
で

あ
り
、
そ
れ
白
煙
が
生
命
力
を
も
つ
と
思
念
さ
れ
る
「
気
」
が
身
鐙
を
め
ぐ
り
、
心
の
働
き
も
、
か
ら
だ
を
め
ぐ
る
こ
の
気
の
働
き
の
一
環
と
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し
て
現
象
化
す
る
と
み
る
。
肉
燈
の
気
は
心
の
働
き
の
気
に
通
底
す
る
。
『
語
類
』
の
問
答
か
ら
は
、
先
買
も
朱
門
も
こ
う
し
た
認
識
を
前
提

と
し
て
持
.
っ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
は
み
て
と
れ
る
。
朱
書
は
そ
の
よ
う
な
理
解
の
世
界
に
お
り
つ
つ
も
、
′
　
「
集
義
」
の
意
義
を
重
視
す
る
立

場
か
ら
『
孟
子
』
の
こ
の
く
だ
り
を
解
繹
す
る
。
こ
れ
に
対
し
呂
組
億
は
気
の
身
健
的
め
ぐ
り
の
常
時
の
前
提
認
識
か
ら
離
れ
な
い
で
そ
の
め

ぐ
り
そ
の
も
の
に
沈
潜
す
る
理
解
を
唱
え
る
。
北
宋
か
ら
の
遺
學
説
の
中
で
い
え
は
、
.
そ
う
し
た
理
解
は
程
覇
の
か
の
苗
物
一
粒
の
仁
説
に
も

つ
な
が
る
も
の
.
と
も
い
え
よ
う
し
、
ま
た
気
の
身
樫
的
め
ぐ
り
に
印
す
る
と
い
う
の
は
、
裾
野
と
し
て
は
同
時
代
の
道
教
身
心
修
行
文
化
に
も

通
底
す
る
も
の
が
あ
な
そ
の
上
で
「
遣
い
義
」
の
意
義
を
重
く
み
よ
う
と
し
て
い
る
鮎
に
は
、
先
買
説
に
傾
く
姿
勢
も
う
か
が
え
竜
朱
薫
l
l

・
の
評
債
を
中
心
に
し
て
み
た
場
合
は
朱
説
と
の
封
應
の
み
に
日
を
奪
わ
れ
が
ち
に
な
る
が
、
そ
れ
を
離
れ
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
の
呂
組
倹
説

は
、
同
時
代
の
他
の
説
と
関
わ
る
損
が
り
と
可
能
性
を
も
つ
説
の
よ
う
で
も
あ
る
。
た
だ
し
呂
租
倹
説
は
資
料
的
に
確
雇
的
な
も
の
と
し
て
は

(
2
2
)

右
に
撃
げ
た
よ
う
な
考
え
方
に
と
ど
ま
る
の
で
、
そ
の
検
討
は
こ
こ
で
は
略
す
る
こ
と
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

し
か
し
朱
薫
の
『
孟
子
』
理
解
か
ら
す
る
と
、
こ
の
呂
組
倹
説
は
、
気
の
不
安
定
さ
、
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
る
心
の
不
安
定
さ
、
と
い
う
問
　
8
1

題
を
み
る
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に
し
、
人
と
し
て
の
も
ち
ま
え
と
し
て
人
に
そ
な
わ
る
、
「
理
」
に
由
来
す
る
「
遣
い
義
」
と
、
生
ま
身
の
肉
鰹
-

、
に
関
わ
る
「
気
」
と
の
区
分
を
無
現
し
、
心
の
修
養
の
原
理
を
見
失
い
か
ね
な
.
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
呂
説
批
判
と
し
て
こ
う
い
う
。

∵
気
は
身
を
つ
か
さ
ど
り
、
道
や
義
は
心
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
で
す
。
一
気
は
現
象
世
界
の
も
の
で
あ
り
、
道
や
義
は
形
に
は
見
え
な
い
も
の

で
す
。
そ
の
区
分
け
は
異
な
る
と
い
え
、
し
か
し
気
は
身
中
に
あ
っ
て
、
道
や
義
は
皮
膚
の
外
に
あ
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

∴
　
た
ど
う
し
て
両
者
(
の
意
義
を
わ
け
た
上
で
こ
れ
)
を
重
ね
る
の
せ
い
や
が
っ
て
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
説
を
つ
く
る
の
で
し
ょ
う
。
(
呂

.

.
さ
ん
の
説
を
要
約
す
る
と
こ
う
な
ヶ
ま
す
)
.
「
道
義
は
本
と
血
気
に
存
す
。
但
だ
道
義
無
く
ん
ば
」
　
則
ち
此
の
気
は
便
ち
麒
え
て
、
、
止
だ

血
気
の
私
と
為
る
。
故
に
必
ず
義
と
道
と
に
配
し
、
然
る
後
に
能
く
浩
然
と
し
て
償
う
る
無
き
か
」
と
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
孟
子
は

こ
こ
で
(
「
配
」
.
で
は
な
く
)
′
「
穏
」
と
い
う
語
を
別
に
あ
て
て
、
そ
の
意
周
の
細
か
さ
を
轟
く
す
べ
き
で
あ
り
、
「
配
」
と
い
う
語
を

置
い
て
、
・
南
者
か
も
と
一
ら
で
あ
る
様
態
を
引
き
離
し
、
さ
ら
に
気
を
主
と
し
て
両
者
の
ど
ち
ら
が
優
勢
か
の
常
態
を
ひ
っ
く
り
さ
j
と
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い
う
こ
と
を
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
『
朱
集
』
巷
四
八
「
答
呂
子
約
」
第
三
九
書
。
部
分
)

彼
は
、
「
浩
然
の
気
」
の
形
成
に
お
い
て
「
集
義
」
の
工
夫
の
領
域
を
確
保
し
ょ
う
と
す
る
。
た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
、
呂
組
倹
誼
で
は
『
孟

子
』
本
文
の
文
脈
理
解
が
不
能
に
な
る
と
い
う
言
い
方
を
し
て
、
孟
子
に
封
す
る
自
ら
の
理
解
の
立
場
か
ら
孟
子
の
文
脈
と
い
う
解
繹
學
的
領

域
に
論
を
押
し
込
め
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
先
の
「
未
吏
」
論
と
同
じ
く
、
血
気
の
め
ぐ
り
に
「
義
・
道
」
が
内

在
し
て
い
る
か
否
か
と
い
っ
た
呂
租
倹
説
に
印
し
た
検
討
を
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
黄
斡
宛
て
朱
喜
書
簡
に
言
及
さ
れ
て
い
る
呂
租
俊
と
朱
薫
と
の
議
論
の
内
容
を
う
か
が
っ
た
。
先
買
は
も
と
よ
り
『
四
書
集
注
』
に

集
約
さ
れ
て
い
る
そ
の
思
想
的
立
場
か
ら
呂
組
億
の
説
に
準
え
、
批
刻
す
る
。
そ
の
中
身
の
説
自
燈
と
し
て
は
、
こ
こ
に
は
新
説
と
み
と
め
ら

れ
る
よ
う
な
も
の
は
特
に
は
な
い
。
た
だ
し
再
度
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
失
言
に
問
い
た
だ
す
呂
組
倹
側
の
思
考
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
思
考

に
封
す
る
先
買
の
捌
き
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
」
朱
薫
側
の
資
料
で
あ
る
故
に
目
が
届
き
に
く
い
が
、
本
稿
で
問
題
に
す
る
以
前
か
ら
の
も
の

も
含
め
て
朱
薫
書
簡
の
中
の
組
俊
の
思
考
を
た
ど
る
と
、
斥
け
ら
れ
る
呂
現
像
の
凌
想
に
は
、
彼
が
湖
南
の
胡
氏
の
學
の
考
え
方
の
影
響
を
引

き
ず
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
呂
組
俊
の
言
葉
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
そ
れ
な
り
の
一
貫
性
が
み

て
と
れ
る
。
「
未
費
」
概
念
が
両
者
折
り
合
わ
な
い
所
に
は
、
呂
組
債
の
前
提
に
先
買
の
前
提
と
異
な
る
要
素
が
あ
る
の
が
わ
か
る
。
し
か
し

こ
の
呂
租
億
に
封
應
す
る
時
に
、
先
買
は
そ
れ
を
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
自
説
を
唱
道
す
る
硯
鮎
で
準
え
る
。
一
方
、
.
程
學
の
議
論

と
い
う
廣
く
は
同
じ
土
俵
上
で
同
じ
術
語
を
問
題
と
す
る
た
め
に
、
思
考
の
前
提
の
相
違
を
呂
組
億
は
明
確
に
は
白
壁
で
き
て
い
な
い
よ
う
に

み
え
る
。
そ
の
た
め
呂
租
億
は
朱
薫
の
捌
き
を
突
破
で
き
な
い
。
か
く
一
て
議
論
は
先
買
か
ら
す
れ
ば
不
毛
な
繰
り
返
し
に
な
る
。
と
は
い
え
、

先
買
晩
年
に
は
『
集
注
』
そ
の
他
と
し
て
朱
素
の
學
説
が
あ
る
程
度
流
布
し
始
め
て
い
る
と
し
て
も
、
皆
が
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
と

い
ケ
こ
と
で
は
な
く
、
程
學
、
道
學
に
強
く
関
心
あ
る
者
で
も
、
失
言
純
粋
門
人
以
外
の
者
は
、
朱
薫
説
に
必
ず
し
も
ぴ
た
り
と
同
調
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
姿
が
こ
こ
に
は
う
か
が
え
る
。
先
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
人
に
と
っ
て
は
、
朱
言
説
は
興
味
は
惹
か
れ
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る
が
、
は
じ
め
か
ら
「
正
し
い
」
も
の
と
し
て
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

四
　
朱
門
に
お
け
る
論
評

多
数
残
る
質
疑
應
答
型
の
朱
薫
資
料
の
中
で
、
朱
薫
と
必
ず
し
も
一
倍
で
は
な
い
呂
租
億
の
よ
う
な
人
と
の
こ
う
し
た
朱
蕪
説
一
次
論
評
論

議
に
お
い
て
は
、
朱
薫
は
そ
の
異
の
部
分
を
批
剣
す
べ
く
自
説
、
定
説
を
む
し
ろ
比
較
的
く
っ
き
り
と
語
る
。
そ
れ
が
た
ま
た
ま
朱
門
に
お
い

で
二
次
論
評
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
ど
う
い
う
異
説
に
封
し
先
買
説
が
強
調
さ
れ
る
か
、
有
数
か
の
事
例
と
し
て
そ
の
論
議
が

な
ぞ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
朱
書
の
言
葉
が
そ
の
朱
門
自
身
と
の
交
渉
の
場
面
で
一
次
的
に
生
起
す
る
生
ま
の
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
讃
せ

ら
れ
た
解
辞
さ
れ
る
べ
き
言
葉
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
、
そ
の
思
考
の
コ
ピ
ー
が
先
買
門
人
に
よ
っ
て
(
と
き
に
は
朱
薫
に
よ
っ
て
も
)
二
次
、
三
次

的
に
再
生
産
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
過
程
に
お
い
て
、
朱
言
説
を
受
け
取
る
朱
門
の
者
が
朱
真
の
言
葉
を
中
心
化
、
特
権
化
し
、
首
己

を
そ
の
正
確
な
紐
承
、
再
生
産
者
と
み
る
意
識
が
芽
生
え
る
と
い
う
現
象
が
起
き
る
。
失
言
生
前
の
生
身
の
言
葉
が
表
出
さ
れ
る
段
階
か
ら
、

そ
の
言
葉
が
既
成
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
學
ば
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
朱
子
學
」
　
へ
と
向
か
う
と
こ
ろ
で
は
、
こ
う
し
た
意
識
が
重
要
な
役
割
を

拾
お
う
。
本
稿
で
取
り
あ
げ
て
い
る
呂
組
俊
と
の
論
議
を
め
ぐ
る
二
次
論
評
に
も
、
こ
の
道
程
に
関
わ
る
問
題
が
看
取
で
き
る
。
以
下
、
「
未

登
」
論
と
「
浩
然
の
気
」
論
を
め
ぐ
る
こ
の
二
次
論
評
的
事
態
に
つ
い
て
検
討
し
ょ
う
。

ま
ず
前
者
の
「
未
顎
」
論
に
関
し
て
一
例
を
あ
げ
る
と
、
偏
學
の
禁
が
は
じ
ま
る
前
夜
の
頃
に
入
門
し
た
比
較
的
新
し
い
門
人
の
一
人
、
孫

自
修
と
い
う
人
に
先
買
は
次
の
よ
う
な
書
簡
を
書
い
て
い
る
。
孫
自
修
・
字
敬
甫
は
、
寧
國
府
(
江
東
)
宜
城
の
人
。
紹
無
五
年
(
二
九
四
)

に
行
在
臨
安
で
初
見
(
「
語
類
』
余
二
〇
七
第
三
保
。
田
中
論
文
二
五
六
頁
)
。
.
.
そ
の
孫
自
修
宛
て
先
頁
書
簡
第
六
書
冒
頭
部
分
に
こ
う
い
う
。
ノ

わ
す

「
才
か
に
存
蓋
と
説
け
ば
、
即
ち
走
れ
動
き
了
る
」
と
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
の
一
心

は
も
と
も
と
輝
い
て
お
り
、
死
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
存
義
と
は
、
意
識
的
に
操
作
す
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ

た
す
ら
心
を
動
か
さ
な
い
で
い
る
と
、
そ
こ
で
は
心
の
働
き
は
(
覚
醒
し
て
い
て
)
明
ら
か
で
く
ら
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
喜
怒
哀
柴
の
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偏
軒
や
、
思
慮
ふ
る
ま
い
に
ょ
る
煩
い
が
無
い
の
で
す
。
こ
の
時
は
、
ど
う
し
て
静
で
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
眞
っ
晴
で
ま
っ
た

く
覚
醒
し
て
い
な
い
時
で
あ
っ
て
こ
そ
静
だ
、
と
い
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
去
年
呂
予
約
さ
ん
と
こ
の
こ
と
を
論
じ
ま
し
た
。
彼
は

充
分
に
は
納
得
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
群
論
の
折
り
に
ふ
と
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
残
念
至
極
で
す
。
い
ま
そ
の
(
や

り
と
り
の
)
言
葉
を
再
録
し
、
長
い
で
す
が
逸
り
ま
す
「
一
讃
さ
れ
て
深
く
鮭
味
さ
れ
れ
ば
、
自
然
と
お
わ
か
り
に
な
ら
れ
る
で
し
ょ
(以)

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
『
朱
集
』
竺
ハ
≡
「
答
孫
敬
甫
」
第
六
書
。
部
分
)

孫
自
修
の
問
い
に
應
え
て
、
朱
薫
は
、
心
の
「
未
詳
ど
の
「
静
」
と
は
、
心
が
眠
っ
て
い
る
楼
態
で
は
な
く
、
感
情
の
動
き
や
何
か
を
為
す
と

い
う
こ
と
は
な
い
が
覚
醒
し
て
い
る
様
態
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
説
を
熟
考
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
呂
組
債
と
の
や
り
と
り
を
書
き
渇
し
て
送

る
と
い
う
。

こ
の
前
提
と
な
る
書
簡
に
お
い
て
「
才
か
に
存
菱
と
説
け
ば
、
即
ち
走
れ
動
き
了
る
」
と
孫
は
述
べ
た
ら
し
い
。
そ
の
語
か
ら
す
る
と
彼

は
、
「
存
養
」
の
「
敬
」
・
が
心
の
「
未
墾
の
「
静
」
の
様
態
に
関
わ
る
修
養
の
箕
戊
と
し
て
朱
真
説
で
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が

「
実
践
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
限
り
は
意
志
的
な
も
の
を
働
か
せ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
で
こ
れ
は
心
の
や
は
り
「
勒
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
、
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
先
買
か
ら
す
れ
ば
、
も
し
そ
う
み
る
と
、
心
の
「
静
」
時
の
貢
機
が
成
り
立
た
な
く
な
り
、
か
つ
「
未

委
」
と
い
う
も
の
を
捉
え
る
と
き
に
形
而
上
と
し
て
位
置
づ
け
る
胡
氏
の
學
の
説
に
沿
っ
て
こ
れ
を
み
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
自
説

・
へ
の
根
本
的
無
理
解
だ
と
判
断
し
、
関
連
す
る
最
近
の
論
議
と
し
て
呂
現
像
と
の
や
り
と
り
を
朱
薫
は
提
示
し
ょ
ぅ
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
な
ぜ
呂
か
と
い
う
と
・
「
末
だ
識
面
に
及
ば
ざ
る
に
、
猥
り
に
書
を
蔑
む
を
辱
な
く
す
」
(
『
朱
集
』
竺
ハ
二
「
答
孫
敬
甫
」
)
と
そ
の
冒
頭
に

あ
っ
て
朱
・
孫
両
者
の
初
見
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
孫
宛
て
の
失
言
第
一
書
に
、
「
子
約
の
言
は
、
蓋
し
之
に
近
し
と
為
す
も
云

々
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
ょ
る
と
、
朱
票
と
合
う
前
濫
孫
は
何
ら
か
の
緑
で
呂
組
俊
を
知
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
呂
組
俊
は
兄
呂
租
談
を
置
ぐ

道
學
運
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
朱
真
同
調
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
孫
が
知
人
で
あ
っ
て
有
名
な
そ
の
呂
組
像
が
説
諭
さ
れ
た
形
の
論
が
孫
に

示
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
り
、
か
の
呂
租
倹
氏
も
朱
説
に
従
っ
た
の
か
と
孫
は
椚
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
教
具
を
企
固
し
っ
つ
、
先
買
は
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呂
組
俊
と
の
論
蹄
の
結
果
を
自
ら
流
布
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
朱
薫
の
思
想
圏
内
に
新
た
に
入
っ
た
人
に
封
し
自
身
の

思
想
を
中
心
化
、
特
権
化
さ
せ
て
い
こ
う
と
し
て
朱
書
自
身
が
積
極
的
に
働
き
か
け
る
姿
が
み
て
と
れ
る
。

「
浩
然
の
気
」
論
に
関
す
る
次
の
二
次
論
評
に
は
、
l
よ
り
興
味
深
い
事
態
が
克
出
せ
る
り
先
の
呉
必
大
と
同
郷
の
先
買
門
人
で
あ
る
萬
人

傑
・
毒
正
淳
宛
て
書
簡
に
附
録
さ
れ
て
い
る
萬
の
質
問
に
こ
う
い
う
。

わ
た
く
L
は
前
に
(
呉
)
伯
豊
さ
ん
に
お
應
え
し
た
書
簡
で
、
「
浩
然
の
気
に
関
す
る
(
呂
さ
ん
の
)
詮
に
論
及
な
さ
れ
て
お
ら
れ
ま

す
。
(
呉
さ
ん
は
)
　
『
浩
然
の
気
は
、
集
義
が
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
(
そ
れ
が
生
じ
た
段
階
で
は
)
道
や
義
と
も
は
や
渾
然
と
一
塩
で

ぁ
り
す
き
ま
は
な
い
。
し
沸
し
な
が
ら
(
役
割
分
抱
は
あ
る
の
で
あ
っ
て
)
道
や
義
は
確
か
に
こ
の
気
を
助
け
て
そ
の
働
き
を
達
成
さ
せ

る
。
(
一
方
)
こ
の
(
浩
然
の
)
気
は
(
義
の
)
集
積
か
ら
生
ず
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
か
ら
だ
に
充
ち
る
と
、
か
え
っ
て
道
や
義
の

助
け
を
す
る
』
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
数
語
は
、
『
集
注
』
の
説
を
は
っ
き
り
と
説
明
し
て
い
て
、
た
い
へ
ん
に
す
ば
ら
し
い
で

す
。
」
と
述
べ
ま
し
た
。
(
呉
さ
ん
に
封
す
る
呂
さ
ん
の
評
債
も
聞
小
て
お
り
ま
す
が
、
呂
)
子
約
さ
ん
が
「
充
分
で
は
な
い
」
と
い
わ

れ
る
の
は
、
こ
れ
は
か
え
っ
て
基
本
の
所
で
見
方
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
の
で
す
。
た
だ
し
上
薬
(
謝
良
佐
)
の
語
に
つ
い
て
は
、
予

約
さ
ん
の
論
群
は
営
た
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
…
…
(
中
略
=
か
ら
だ
を
め
ぐ
る
気
に
関
す
る
上
薬
説
へ
の
論
評
)
…
…
。
予
約
さ
ん
の
議
論
を

考
え
る
と
、
か
れ
が
心
の
修
養
の
宜
践
を
し
て
事
る
の
に
は
、
箕
に
み
る
も
の
が
あ
り
ま
す
一
が
、
t
か
し
わ
た
し
が
ひ
そ
か
に
思
い
ま
す

正
、
(
概
念
の
)
区
分
け
が
充
分
に
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
部
分
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
そ
の
論
排
に
き
ず
が
多
い
の
で
す
。
先
生
は

ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
『
墓
』
豊
一
「
答
萬
正
淳
」
第
三
書
所
引
萬
人
傑
塾

萬
人
傑
・
字
正
淳
は
興
国
軍
大
治
の
人
。
朱
薫
が
南
康
軍
知
事
時
代
の
先
買
五
十
歳
の
と
き
に
先
買
に
合
い
、
朱
責
晩
年
ま
で
師
事
し
た
。

生
没
年
不
詳
。
陳
簗
捷
書
二
四
八
頁
、
方
彦
壽
書
八
二
頁
、
田
中
論
文
六
二
頁
。
呉
必
大
と
親
密
。
陸
九
齢
が
興
国
軍
教
授
と
な
っ
た
と
き
に

教
え
を
受
け
、
さ
ら
に
撫
州
金
湊
に
出
か
け
て
陸
九
淵
に
師
事
し
た
後
に
朱
薫
に
合
っ
た
と
い
う
(
『
宋
元
學
案
』
竺
ハ
九
)
。
陸
九
淵
に
直
接
合

っ
て
教
え
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
語
類
』
巻
一
二
四
「
陸
氏
」
畢
二
六
候
の
萬
の
記
録
に
よ
り
浮
田
五
年
(
一
一
七
八
)
・
竺
二
七
校
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の
萬
の
費
言
止
よ
り
淳
照
十
年
(
一
一
八
三
)
、
の
少
な
く
と
も
二
回
を
確
認
で
き
る
。
萬
人
傑
は
進
士
に
も
な
ら
ず
官
職
に
も
つ
い
て
い
な
い

が
、
興
国
軍
で
陸
九
齢
に
教
え
を
受
け
た
と
い
う
の
は
、
彼
が
や
は
り
科
撃
シ
ス
テ
ム
文
化
世
界
の
中
で
生
き
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
そ

し
て
彼
は
陸
氏
の
學
に
で
は
な
く
後
に
出
合
っ
た
先
買
の
學
に
惹
か
れ
て
師
事
し
た
。
慶
元
年
閲
は
、
そ
の
二
年
十
二
月
～
三
年
一
月
、
五
年

に
先
買
の
膝
下
に
い
た
ら
し
い
。
田
中
論
文
八
二
頁
。

さ
て
こ
の
書
簡
は
、
呉
必
大
の
死
の
慶
元
三
年
十
二
月
以
前
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
集
注
を
敷
宿
し
て
呂
組
倹
誅
を
批
列
し
た
呉
必
大
の

説
に
賛
同
す
る
旨
を
い
う
。
こ
れ
が
失
言
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
第
一
に
、
朱
書
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
朱
門
内
で
自
立
的
に

先
買
説
を
め
ぐ
る
相
互
交
流
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
萬
人
傑
が
こ
の
書
簡
を
書
く
気
拝
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
朱
蕪
の
言
葉

を
中
心
化
し
、
自
己
を
そ
の
正
確
な
再
生
産
者
と
み
る
意
識
の
芽
生
え
が
み
え
る
こ
と
と
い
う
二
鮎
の
問
題
が
う
か
が
え
る
。
併
せ
て
い
え

ば
、
朱
門
に
ょ
る
朱
素
読
の
自
立
的
再
生
産
が
先
買
の
没
前
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
様
子
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

第
一
の
鮎
に
つ
い
て
確
認
し
ょ
う
。
こ
の
萬
人
傑
の
文
面
を
考
え
る
と
、
こ
の
書
簡
ま
で
に
何
段
階
か
の
や
り
と
り
が
あ
り
、
こ
の
書
館
は

お
よ
そ
そ
の
第
六
段
階
あ
た
り
に
あ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
い
ま
萬
の
こ
の
書
簡
を
候
に
⑥
(
第
六
段
階
)
と
す
る
と
、
こ
の
書
簡

⑥
は
呉
へ
の
返
書
⑤
を
引
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
以
前
に
「
浩
然
の
気
」
に
関
わ
る
呉
か
ら
の
意
見
④
が
萬
に
き
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

は
じ
め
呂
の
説
を
呉
が
知
り
①
、
こ
れ
に
封
し
呉
が
呂
に
見
解
を
表
明
し
②
、
呂
が
そ
れ
を
「
充
分
で
は
な
い
」
と
評
す
る
③
。
こ
の
呉
と
呂

と
の
や
り
と
り
を
呉
と
同
郷
で
線
が
深
い
高
に
呉
が
停
え
た
の
が
④
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
呉
は
呂
と
の
閲
に
や
り
と
り
①
②
③
が
あ

(
2
6
)

っ
た
こ
と
を
朱
栞
に
も
知
ら
せ
て
い
る
。
ま
た
萬
の
文
面
は
、
こ
れ
ら
呉
と
呂
と
の
や
り
と
り
を
朱
書
が
知
っ
て
い
る
わ
を
前
提
と
す
る
よ
う

な
口
ぶ
り
で
あ
り
、
呉
が
朱
窯
に
知
ら
せ
た
こ
と
も
萬
に
停
え
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。

先
述
し
た
人
的
関
係
を
振
り
返
る
と
、
呂
組
俊
と
呉
必
大
は
吉
州
で
語
り
合
い
、
呉
と
萬
人
傑
は
同
郷
で
親
密
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
師
弟

と
い
う
縦
の
関
係
だ
け
で
朱
門
各
人
が
個
別
に
先
買
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
朱
門
同
士
の
横
の
関
係
を
つ
く
っ
て
情
報
を
共
有

し
、
さ
ら
に
は
呂
租
俊
と
い
う
同
調
者
と
い
え
る
人
と
も
講
學
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
み
て
と
れ
る
。
朱
責
と
の
関
わ
り
を
出
後
期
と
し
つ
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つ
、
朱
門
の
人
々
同
士
、
ま
た
朱
薫
課
に
関
心
を
も
つ
者
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
に
関
わ
り
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
先
買
の
手
元
を
離
れ
て
、
福

建
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
方
の
、
狭
い
意
味
で
の
地
域
証
合
に
お
い
て
朱
書
學
説
に
関
わ
る
議
論
が
二
次
的
に
再
生
産
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
様
相
を
、
朱
薫
の
門
人
集
圏
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
明
確
に
成
立
し
て
い
る
事
態
で
あ
る
と
筆
者
は
み
る
。

そ
し
て
第
二
に
、
関
連
し
て
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
朱
頁
に
こ
の
書
簡
を
書
い
て
い
る
と
き
の
萬
人
傑
、
ま
た
そ
の
寓
に
意
見
を
述
べ

た
と
き
の
呉
の
意
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
呉
必
大
は
朱
薫
の
定
説
で
あ
る
『
集
注
』
を
数
行
し
て
い
る
と
苗
は
い
う
。
そ
の
『
集
注
』
の
説

鮎
で
萬
は
、
呉
に
比
べ
て
呂
は
わ
か
っ
て
い
な
い
と
み
な
し
て
、
自
身
の
呂
組
倹
像
の
安
富
性
を
先
買
に
問
う
。
『
集
注
』
説
を
判
断
の
基
準

と
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
み
え
た
像
の
「
正
し
さ
」
を
、
い
わ
ば
家
元
で
あ
る
先
買
に
よ
っ
て
確
認
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
識
が
、
こ
こ
に

は
み
て
と
れ
る
。
ま
た
『
集
注
』
説
を
敷
街
す
る
鮎
で
、
呉
も
、
わ
れ
こ
そ
「
正
し
」
き
朱
書
説
理
解
者
と
い
う
意
識
を
持
つ
か
の
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
呂
租
俊
に
は
朱
薫
説
と
ま
っ
た
く
重
な
る
の
で
は
な
い
彼
な
り
の
一
貫
し
た
思
考
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
の

だ
が
、
苗
は
こ
の
文
面
に
お
い
て
は
そ
の
側
面
を
検
討
す
る
の
で
は
な
く
し
て
こ
れ
を
む
し
ろ
捨
象
し
、
自
己
の
呂
租
倹
像
の
「
正
し
さ
」
の

′

確
認
を
朱
言
説
に
沿
っ
て
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
呂
組
像
を
そ
う
し
た
確
認
要
請
の
鯛
媒
と
し
て
利
用
す
る
だ
け
の
も
の
と
し
て
扱
う
。

あ
た
か
も
朱
門
の
「
内
」
と
「
外
」
の
境
界
に
い
る
呂
租
俊
を
「
外
」
　
へ
押
し
出
す
方
向
で
論
評
す
る
こ
と
で
「
内
」
の
輪
を
確
認
し
ょ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
萬
と
呉
は
、
『
語
類
』
の
記
録
者
と
し
て
朱
書
の
談
話
の
言
葉
も
多
く
残
し
て
お
り
、
先
の
そ
れ
ぞ
れ
の
紹
介
の
よ
う
に
、
先
買

の
典
型
的
門
人
と
い
え
る
人
で
あ
る
。
先
買
と
深
く
関
わ
り
、
朱
素
読
l
の
　
「
正
し
」
　
い
理
解
者
と
自
認
す
る
そ
う
し
た
人
が
、
先
買
の
定
説

と
も
い
え
る
『
集
注
』
課
を
基
準
に
し
て
朱
真
説
を
敷
宿
し
、
そ
れ
に
あ
わ
な
い
近
似
の
説
を
「
誤
り
」
と
し
て
裁
断
す
る
。
こ
の
よ
う
な

「
正
し
さ
」
の
意
識
を
門
人
が
持
ち
始
め
る
こ
と
が
、
朱
書
没
後
に
學
汲
意
識
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
向
か
う
基
礎
、
あ
る
い
は
出
費
鮎
と
な

ろ
う
。そ

し
て
、
l
こ
の
萬
人
傑
書
簡
に
封
す
る
朱
薫
の
返
書
は
こ
う
で
あ
る
。
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畠4亘

.
・
昌
子
約
さ
ん
の
快
鮎
は
、
一
何
を
基
本
と
す
る
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
(
概
念
の
)
区
分
け
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
集
義
の
生
ず
る
所
」
　
(
孟
子
本
文
)
を
論
じ
る
と
き
に
は
義
を
主
と
し
、
「
義
と
道
と
に
配
す
」
　
(
同
)
を
論
じ

る
と
き
に
は
気
を
主
と
す
る
こ
と
が
(
彼
に
は
)
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
.
ひ
た
す
ら
義
を
主
と
し
よ
う
と
し
ま
す
。
だ
か
ら
ま
ち
が
う
の
で

す
。
も
し
そ
の
言
葉
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
一
孟
子
の
数
語
の
中
に
、
二
一
つ
の
句
が
重
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
ほ
つ
れ

た
聖
賢
が
天
下
に
お
力
ま
し
ょ
う
か
。

.
子
約
き
ん
は
道
理
を
み
て
と
る
こ
と
が
お
お
む
ね
バ
ラ
.
バ
ラ
で
「
さ
ら
に
自
分
の
見
解
に
固
執
し
∵
心
を
虚
し
く
し
て
善
を
え
ら
ぶ
こ

と
が
で
き
ず
、
所
論
に
一
致
し
な
い
箇
所
が
き
わ
め
て
多
い
の
で
す
。
こ
の
(
浩
然
の
気
の
)
一
義
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
伯
豊
君
は

.

.
説
き
方
が
た
い
へ
ん
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
.
朋
友
の
中
で
は
得
難
き
人
で
す
。
お
手
紙
は
こ
の
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
、
こ
こ
の
た
め
感
歎
壷

㍉
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
子
約
さ
ん
の
老
成
質
安
は
、
今
は
き
わ
め
て
得
難
い
で
す
。
道
理
が
彼
を
呼
び
覚
ま
し
て
く
れ
な
い
こ
と
だ

(
2
7
)

け
が
残
念
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
『
朱
集
』
巻
五
一
「
答
萬
正
淳
」
第
三
書
)

朱
蕪
は
、
自
説
に
封
す
る
同
調
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
呂
組
像
を
厳
し
く
評
す
る
。
そ
れ
と
封
比
的
に
呉
必
大
を
は
め
そ
や
す
。
呉

と
萬
と
が
『
集
注
』
説
に
沿
う
の
も
そ
の
要
因
で
は
あ
ろ
う
が
‥
こ
の
表
現
は
そ
れ
以
上
の
は
め
方
で
あ
る
。
.
萬
人
傑
、
呉
必
大
の
側
に
し
て

み
れ
ば
、
朱
薫
の
こ
の
言
葉
は
」
　
呂
租
倹
批
判
を
す
る
自
分
ら
の
現
鮎
の
正
統
的
理
解
が
「
朱
先
生
に
よ
っ
て
琵
明
さ
れ
た
」
.
.
と
い
う
承
認
と

は
げ
ま
し
の
感
情
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
.
失
言
の
答
書
は
、
高
、
呉
が
先
買
に
問
い
か
け
る
意
識
と
ぴ
た
り
と
符
合
す
る
。
ま
た
こ
の

限
り
で
ほ
、
先
買
側
も
結
果
的
に
は
呂
組
俊
を
、
一
や
は
り
萬
人
傑
、
呉
必
大
の
理
解
の
「
正
し
さ
」
の
確
認
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

.
1
す
な
わ
ち
、
萬
人
傑
と
先
買
の
以
上
の
や
り
と
り
に
お
い
て
は
、
問
う
者
は
朱
薫
學
説
に
封
す
る
自
身
の
理
解
の
「
正
し
さ
」
の
確
認
を
朱

薫
に
求
め
、
朱
薫
は
そ
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
こ
と
自
畦
を
嘉
的
し
、
門
人
に
よ
る
朱
言
説
の
理
解
、
敷
街
の
安
富
性
を
判
断
し
、
朱
書
自
身

が
そ
の
と
き
ど
き
で
考
え
る
限
り
の
自
説
を
基
準
に
し
て
、
問
う
者
が
充
足
感
を
も
つ
よ
う
に
答
え
る
の
が
み
て
と
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
質
疑
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慮
答
が
な
さ
れ
る
と
き
、
問
答
の
内
容
に
お
い
て
で
は
な
く
・
問
答
す
る
こ
と
そ
れ
自
鮭
に
お
い
て
、
先
買
の
認
琵
を
求
め
る
門
人
の
心
と
答

え
を
興
え
る
師
の
心
と
は
封
臆
す
る
。
そ
の
中
で
「
よ
し
」
と
い
わ
れ
た
者
は
、
「
朱
先
生
の
説
を
わ
た
し
は
正
し
く
理
解
し
て
い
る
」
と
い

う
感
情
を
抱
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
親
密
度
が
高
い
門
人
宛
て
書
簡
や
『
語
類
』
を
み
る
と
、
各
虞
に
こ
う
し
た
意
味
の
や
り
と
勺
が
う
か
が
え

る
が
、
そ
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
・
『
集
注
』
な
ど
の
著
書
に
象
徴
さ
れ
る
先
買
の
定
説
内
容
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
指
も
示
そ
う
と
す
る
(
先
買

學
説
の
像
の
限
り
の
)
入
関
の
普
遍
的
あ
り
方
を
基
準
に
す
る
の
で
は
な
く
、
朱
書
そ
の
人
の
封
應
に
「
正
し
さ
」
の
基
準
が
お
か
れ
る
こ
と

l
覧
な
る
。
論
議
を
行
う
各
門
人
群
の
中
に
、
朱
薫
そ
の
人
を
朱
薫
學
説
の
開
組
と
し
て
崇
め
る
意
識
、
そ
し
て
そ
れ
と
一
醍
的
に
、
み
ず
か

ヽ

　

ヽ

・

ヽ

ら
が
そ
の
學
の
正
統
的
粒
承
者
で
あ
る
と
い
う
「
門
人
」
意
識
・
「
正
統
」
意
識
、
先
買
か
ら
す
れ
ば
右
に
み
え
る
「
朋
友
」
と
い
っ
た
う
ち
わ

(
2
8
)

意
識
が
、
ニ
」
う
し
た
封
應
の
集
積
に
よ
っ
て
萌
芽
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　
小
　
　
　
結

以
上
を
端
的
に
振
り
返
る
と
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
『
四
書
集
注
』
説
に
代
表
さ
れ
る
朱
蕪
の
い
わ
ば
定
説
が
流
通
す
る
よ

う
に
な
り
・
そ
れ
に
賛
同
す
る
者
も
、
別
記
を
考
え
て
い
る
者
も
・
そ
の
定
説
を
前
提
と
し
て
朱
薫
と
意
見
の
や
り
と
り
を
す
る
よ
う
な
状
勢

が
生
ま
れ
る
。
さ
ら
に
進
む
と
そ
の
定
説
に
深
入
り
し
て
そ
の
思
考
の
コ
ピ
ー
を
再
生
産
す
る
人
士
が
出
て
く
る
。
そ
の
再
生
産
の
熱
情
は
も

と
ュ
り
個
々
人
の
心
濫
あ
る
。
と
と
も
に
、
議
論
の
往
復
に
よ
り
、
朱
書
が
そ
の
門
人
の
言
説
に
承
認
を
興
え
る
こ
と
で
そ
の
熱
情
の
形
成
を

後
押
し
す
る
上
い
う
現
象
が
み
て
と
れ
る
。
師
説
経
承
の
「
正
し
さ
」
意
識
が
情
緒
面
を
含
め
て
作
ら
れ
て
い
き
、
そ
こ
に
先
買
課
題
承
の
正

統
意
識
、
朱
書
顕
彰
意
識
が
芽
生
え
る
。
そ
れ
は
、
来
貢
没
後
の
朱
素
読
の
再
生
産
の
準
備
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
、
と
。

た
だ
し
、
.
本
稿
で
論
じ
た
か
.
っ
た
の
は
、
朱
門
の
外
で
は
先
買
説
が
必
ザ
L
も
正
し
い
と
は
み
ら
れ
て
い
な
く
て
も
朱
門
内
に
お
い
て
は

「
正
し
さ
」
の
意
識
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
現
場
の
様
相
で
あ
り
、
論
材
の
呉
必
大
や
萬
人
傑
が
た
だ
ち
に
先
買
没
後
の
朱
言
説
の
再
生
産
者

と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
呉
必
大
は
朱
書
の
死
以
前
に
亡
く
な
り
、
朱
薫
没
後
の
萬
人
傑
の
消
息
も
不
詳
で
ぁ
る
。
し
か
し
片
々
た
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る
そ
う
し
た
先
買
生
前
の
朱
書
の
封
話
者
達
が
引
き
出
し
、
朱
票
と
協
同
で
固
着
化
さ
せ
た
先
買
の
言
葉
が
、
彼
ら
が
懐
く
「
正
し
さ
」
の
感

情
を
も
粒
承
し
っ
つ
、
後
の
「
朱
子
學
」
の
素
材
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
本
稿
で
は
書
簡
を
問
題
と
し
た
が
、
『
語
類
』
の

記
録
條
約
一
萬
四
千
俵
の
う
ち
、
呉
必
大
が
残
し
た
記
録
條
は
約
二
百
飴
保
、
萬
人
傑
は
約
四
百
飴
條
と
い
も
れ
る
(
陳
柴
捷
書
九
〇
頁
、
二
四

(
2
9
)

八
頁
)
。

朱
門
の
形
成
と
「
朱
子
學
」
の
成
立
と
い
っ
た
問
題
は
、
物
理
的
に
人
が
集
ま
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
「
門
人
」
意

識
、
朱
頁
か
ら
す
れ
ば
「
吾
ら
が
賞
」
あ
る
い
は
右
の
返
書
に
み
え
る
「
朋
友
」
と
い
っ
た
意
識
の
形
成
を
含
め
、
ま
た
朱
蕪
没
後
へ
の
そ
の

(
3
0
)

展
開
も
射
程
に
入
れ
つ
つ
、
そ
の
貢
態
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

註(
l
)
　
佐
野
公
治
氏
の
い
う
「
四
書
學
」
で
あ
る
。
佐
野
公
治
『
四
書
學
史

の
研
究
』
　
(
創
文
社
、
一
九
八
八
年
)
、
特
に
そ
の
第
二
～
四
章
、
参

照
。
な
お
本
稿
で
は
、
演
説
や
講
義
や
演
習
風
の
更
表
と
質
疑
の
場
と

か
、
そ
の
他
曾
面
し
て
語
り
合
う
議
論
の
み
な
ら
ず
、
容
蘭
に
よ
る
同

棲
の
議
論
を
も
含
め
て
「
講
學
」
と
い
う
語
を
用
い
る
。

(
2
)
　
『
先
買
門
人
集
国
形
成
の
研
究
』
と
し
て
近
刊
線
定
。

(
3
)
　
著
作
と
し
て
定
着
さ
せ
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
友
枝
龍
太
郎

『
朱
子
の
思
想
形
成
』
春
秋
社
、
一
九
六
九
年
)
、
参
照
。
前
証
書
に

収
載
浮
足
の
関
連
拙
稿
の
い
く
つ
か
を
あ
げ
る
と
、
「
中
国
南
宋
初
に

お
け
る
関
北
士
人
の
心
性
論
と
朱
子
學
1
朱
買
上
何
銭
の
交
遊
を
て

が
か
り
と
し
て
　
-
」
　
(
『
國
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
二
第
、
東
北

大
學
大
學
院
国
際
文
化
研
究
科
、
一
九
九
三
年
)
は
、
福
建
北
部
地
域

内
の
親
友
と
も
い
え
る
講
學
相
手
何
鍋
と
い
う
人
を
事
例
に
朱
扁
五
十

歳
以
前
の
先
買
同
調
者
と
の
講
學
を
論
じ
、
「
靡
徳
明
　
-
一
幅
建
朱
扁

門
人
従
學
の
一
様
態
-
-
」
(
『
東
北
大
學
教
養
部
紀
要
』
第
五
六
競
、

一
九
九
一
年
)
は
、
朱
某
四
十
代
以
来
の
古
参
門
人
が
朱
真
説
に
惹
か

れ
る
様
相
と
理
由
を
検
討
し
、
「
陳
文
蔚
に
お
け
る
朱
子
學
の
受
容
」

(
『
東
北
大
學
教
養
部
紀
要
』
第
六
〇
競
、
一
九
九
三
年
)
は
、
先
買

五
十
代
に
師
事
し
は
じ
め
た
門
人
の
従
學
を
論
じ
る
。
「
地
域
に
生
き

る
士
人
と
先
買
思
想
　
-
　
失
言
五
、
六
十
代
の
門
人
、
交
遊
者
達
　
-
　
」

(
『
宋
代
人
の
認
覇
-
-
相
互
性
と
日
常
空
間
　
-
　
宋
代
史
研
究
含
研

究
報
告
第
七
集
』
汲
古
書
院
、
.
二
〇
〇
一
年
)
は
、
『
朱
集
L
所
収
書

紆
多
数
通
宛
人
と
『
語
類
』
多
数
傑
記
録
者
と
の
重
な
り
か
ら
現
存
基

礎
資
料
で
先
買
と
親
密
度
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
門
人
、
交
渉
者
十
六

名
を
抽
出
し
、
そ
の
出
自
、
科
學
と
の
関
わ
り
な
ど
を
瞼
討
す
る
。

(
4
)
　
「
予
約
累
書
衣
、
耕
中
庸
首
章
、
成
語
恐
催
興
義
其
濁
、
不
長
南
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事
。
又
須
説
心
有
指
未
設
而
言
者
、
方
説
得
心
字
、
未
説
得
性
字
。
叉

須
説
是
耳
無
間
、
目
無
見
、
心
無
知
璧
時
、
方
是
未
設
之
中
。
其
説
愈

多
愈
見
紛
撃
。
文
学
配
義
興
道
、
是
牌
道
義
未
配
此
気
、
如
何
有
人
讃

許
多
書
、
胸
中
乃
如
此
黒
臨
。
彰
子
壽
初
亦
疑
中
庸
首
翠
。
近
得
書
、

却
云
、
己
繹
然
臭
。
方
知
章
句
之
説
鳥
有
功
也
。
張
元
徳
説
得
頗
勝
子

約
、
而
其
兄
元
暗
君
得
尤
好
。
若
得
伯
里
且
在
興
之
切
磨
、
可
使
江
西

一
帯
路
程
不
差
。
今
既
不
如
所
望
。
而
予
約
翠
湛
滞
膠
固
、
不
可
救

按
。
毎
得
其
書
、
孤
島
之
数
日
作
意
也
。
」

(
5
)
　
陳
柴
捷
書
は
、
そ
の
人
が
門
人
か
否
か
の
判
断
に
力
瓢
を
置
く
が
、

門
人
侍
記
資
料
を
検
索
す
る
情
報
が
包
括
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
頁

教
を
の
せ
る
。
方
彦
壽
書
は
、
四
十
代
の
東
泉
精
舎
、
五
十
代
の
武
夷

精
舎
、
六
十
代
の
治
州
精
舎
と
い
う
、
先
買
の
各
年
齢
段
階
の
講
學
の

按
鮎
と
な
っ
た
塾
含
ご
と
に
そ
こ
に
集
ま
っ
た
ひ
と
び
と
を
分
析
配
督

す
る
。
學
合
の
各
段
階
で
師
事
す
る
門
人
の
雲
集
の
様
子
が
う
か
が
え

て
便
利
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
頁
教
を
の
せ
る
。
田
中
論
文
は
、
『
朱

子
語
類
』
の
同
席
者
の
割
り
出
し
を
基
礎
に
諸
侍
記
資
料
を
組
み
合
わ

せ
て
、
『
語
類
』
に
登
場
す
る
門
人
、
交
渉
者
の
骨
面
交
渉
期
を
検
討

す
る
。
座
元
年
間
の
朱
門
の
詳
細
を
う
か
が
う
の
に
も
っ
と
も
参
照
す

べ
き
も
の
と
い
う
理
由
で
頁
教
を
の
せ
る
。

(
6
)
　
近
藤
一
成
「
宋
代
の
士
大
夫
と
社
食
-
黄
輪
に
お
け
る
踵
の
世
界

と
別
語
の
世
界
1
-
」
　
(
佐
竹
靖
彦
他
編
『
中
国
史
學
史
の
基
本
問
題

3
宋
元
時
代
史
の
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
)
は
、
主
と

し
て
先
買
没
後
の
地
方
官
と
し
て
の
責
韓
の
姿
勢
を
扱
う
が
、
黄
徐
俸

記
資
料
の
考
護
も
行
い
有
用
で
あ
る
。
出
自
と
生
涯
の
詳
細
に
つ
い
て

は
こ
の
近
藤
論
文
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
)
　
衣
川
強
「
宋
代
の
名
族
-
-
河
南
昌
氏
の
場
合
1
1
」
　
(
『
人
文
論

集
』
第
九
巻
第
一
・
二
親
、
神
戸
商
科
大
學
、
一
九
七
三
年
)
参
照
。

(
8
)
　
拙
稿
「
朱
薫
・
呂
租
謙
講
學
試
論
」
　
(
宋
代
史
研
究
曾
研
究
報
告
第

六
集
『
宋
代
証
合
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
)
に

お
い
て
、
呂
租
託
の
講
學
が
科
學
シ
ス
テ
ム
内
の
も
の
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。

(
9
)
　
前
論
は
、
道
學
系
士
大
夫
思
想
家
の
結
節
鮎
に
位
置
し
て
い
た
呂
組

課
の
死
に
よ
り
、
道
學
顕
彰
運
動
の
中
心
源
と
し
て
の
呂
氏
の
學
が
力

を
失
い
、
朱
薫
が
そ
の
中
心
源
に
出
よ
う
と
す
る
樽
換
を
拉
現
す
る
講

學
と
み
な
し
て
呂
剋
俊
と
先
買
と
の
第
②
群
の
交
渉
を
論
述
し
美
。
太

稿
の
講
學
は
呂
租
俊
に
即
し
て
い
え
ば
そ
の
後
日
談
に
あ
た
る
。

(
1
0
)
　
書
簡
敦
は
『
朱
子
大
全
節
疑
輯
補
』
の
分
け
方
に
よ
る
。
た
だ
し
番

坑
は
巻
四
七
、
四
八
を
通
し
て
つ
け
る
。
順
番
に
つ
い
て
は
第
一
に
、

呉
必
大
が
座
元
三
年
(
二
九
七
)
十
二
月
に
亡
く
な
る
。
そ
の
呉
は

呂
の
「
浩
然
の
気
」
解
樺
を
批
判
し
て
お
り
(
第
四
節
後
述
)
、
「
又
如

説
活
気
之
飽
段
印
道
義
之
流
行
、
此
等
語
殊
不
可
暁
。
」
と
、
先
買
に

も
呂
と
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
(
『
朱
集
』
巻

五
二
「
答
呉
伯
盟
」
第
二
二
書
)
。
こ
の
「
浩
然
の
気
」
論
に
関
す
る

呂
租
俊
と
朱
嘉
と
の
應
答
は
、
朱
薫
第
三
九
、
四
四
、
四
六
書
に
み
え

る
。
そ
の
論
の
開
強
に
関
わ
る
書
簡
は
奥
の
死
の
か
な
り
前
に
置
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
う
ち
第
四
四
書
は
第
三
九
書
を
前
提
と
す
る
が
、

第
四
六
書
は
第
三
九
、
四
四
書
を
必
ず
し
も
前
提
と
は
し
な
い
。
そ
し

て
こ
の
第
四
六
書
全
盟
の
雰
囲
気
か
ら
み
て
こ
の
書
が
他
の
二
書
に
先

行
す
る
と
み
た
方
が
、
他
の
二
つ
の
問
題
の
理
解
も
含
め
て
落
ち
着
く

よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
雷
を
仮
に
第
三
九
書
よ
り
も
前
に
置
く
こ
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(
1
1
)

と
と
す
る
。
琴
一
に
、
昌
乱
倫
は
慶
元
二
年
(
二
九
六
)
七
月
に
巧

州
に
移
さ
れ
る
。
第
四
七
書
に
「
蘇
黄
門
初
不
學
俳
、
只
因
在
巧
州
、

防
人
此
涯
渦
中
。
恐
是
彼
中
風
土
不
好
、
一
生
出
不
得
。
」
と
み
え
る

の
は
、
こ
の
筍
州
移
管
が
朱
書
の
耳
に
達
し
た
段
階
の
攣
言
か
と
田
中

論
文
は
い
う
。
二
七
五
頁
。
と
す
る
と
こ
の
書
は
こ
の
年
七
月
末
以
降

遠
く
な
い
と
き
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
墾
二
に
、
第
四
二
層
題

注
に
「
戊
午
二
月
五
日
」
と
あ
る
。
戊
午
は
座
元
四
年
(
二
九
八
)
。

呂
租
俊
は
こ
の
年
の
七
月
に
亡
く
な
る
。
こ
の
書
後
半
の
「
論
語
」
部

分
は
第
四
一
書
を
受
け
、
第
四
一
書
は
第
四
〇
書
を
受
け
る
の
で
、
三

書
は
七
.
ッ
ト
で
す
べ
て
筍
州
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
第
四
三
、

四
四
書
は
内
容
的
に
は
第
三
九
書
に
璃
き
、
第
三
九
書
は
第
三
八
宙
を

受
け
る
。
こ
の
四
書
が
吉
州
期
か
埼
州
期
か
は
不
詳
だ
が
、
右
記
「
答

奥
伯
望
」
第
二
二
書
に
、
奥
が
呂
と
書
簡
で
や
り
と
り
し
た
こ
と
、
そ

の
中
に
「
浩
然
の
気
」
論
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
且

つ
こ
の
書
の
冒
頭
の
言
は
呉
の
吉
水
餅
丞
退
任
を
示
唆
す
る
も
の
か
と

思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
先
の
呉
と
呂
と
の
「
浩
然
の
気
」
論
は
、
初

め
書
州
で
含
面
し
て
話
題
と
さ
れ
、
後
に
奥
が
書
州
、
呂
が
埼
州
居
住

と
な
り
書
簡
で
意
見
を
交
換
し
た
も
の
か
と
推
測
さ
れ
る
。
よ
っ
て
巧

州
移
管
の
頃
と
み
ら
れ
る
第
四
七
書
を
第
三
八
容
の
前
に
置
く
。
以
上

を
組
合
し
て
本
文
の
案
の
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
書
簡
の
年
時
に
つ
い

て
は
そ
の
順
序
に
つ
い
て
よ
り
も
理
由
づ
け
は
弱
い
。
別
案
は
、
第
三

八
、
三
九
、
四
三
、
四
四
、
四
六
、
四
七
、
四
〇
～
四
二
書
で
、
第
四

七
書
以
下
が
笥
州
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

胡
氏
側
か
ら
み
た
胡
氏
の
學
像
に
つ
い
て
は
、
高
畑
常
信
『
宋
代
湖

南
學
の
研
究
』
　
(
秋
山
書
店
、
「
九
九
六
年
)
、
先
買
側
か
ら
み
た
そ

の
受
容
に
つ
い
て
は
、
註
(
3
)
友
枝
書
、
参
鼠
。

(
崇
　
呂
組
倹
自
身
の
語
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
「
戒
憾
於
不
暗
不
間
者
、

乃
謹
濁
之
目
、
而
謹
猫
者
、
乃
戒
健
於
不
暗
不
問
之
絃
名
、
似
未
可
分

烏
二
審
也
。
…
」
と
い
う
(
朱
扁
第
四
三
書
所
引
呂
絶
倫
書
簡
)
。

(
崇
　
拙
稿
「
程
門
初
侍
と
二
程
語
録
資
料
(
上
)
　
(
下
)
」
　
(
『
東
洋
古
典

學
研
究
』
第
八
集
、
九
集
、
一
九
九
九
」
二
〇
〇
〇
年
)
。

(
1
4
)
　
註
(
3
)
友
枝
雷
、
参
照
。

(
禁
　
「
侵
入
有
生
已
後
未
死
已
前
、
更
無
一
息
未
費
時
節
、
惟
有
爛
熟
陸

著
可
爵
未
墾
而
又
不
可
以
立
天
下
之
大
本
、
此
其
謬
誤
文
不
難
擁
。

故
或
間
中
粗
登
其
端
。
今
既
不
信
而
復
有
此
紛
紛
之
論
、
則
請
更
以
心

思
耳
関
目
見
三
事
校
之
、
以
見
其
地
位
時
節
之
不
同
。
重
心
之
有
知
、

興
耳
之
有
聞
、
日
之
有
見
、
爵
一
等
時
節
。
錐
末
顎
而
未
嘗
無
。
心
之

有
思
、
乃
耳
之
有
穂
輿
目
之
有
税
、
雷
一
等
時
節
。
一
有
此
則
不
待
翁

未
墾
故
程
子
以
有
思
烏
已
琴
　
則
可
。
而
記
者
以
無
見
無
間
烏
未

空
、
則
不
可
。
」

(
1
6
)
　
「
所
云
未
衷
不
可
比
純
坤
、
而
営
為
太
極
、
此
却
不
是
小
失
、
不
敢

随
例
放
過
、
且
試
奉
加
。
若
以
来
援
爵
太
極
、
則
已
夜
烏
無
極
邪
。
若

謂
純
坤
不
得
爵
未
歳
、
則
宜
以
何
卦
鳥
未
夜
邪
。
窃
恐
更
宜
静
坐
放
、

敦
心
胸
虚
明
浮
潔
、
却
格
太
極
圀
及
十
二
卦
重
安
排
頓
放
、
.
令
有
去

著
、
方
可
下
語
。
」

(
摂
)
　
第
三
九
書
を
受
け
た
第
四
四
書
の
先
買
所
引
呂
租
倹
書
に
お
い
て
、

文
脈
は
不
詳
な
が
ら
「
以
未
早
島
太
極
」
と
、
呂
剋
俊
は
再
度
太
極
に

末
夜
を
配
督
し
て
い
る
。
ま
た
役
が
胡
氏
の
學
の
影
響
を
引
き
つ
つ
朱

某
説
と
折
衷
す
る
有
り
様
に
つ
い
て
は
、
例
え
は
、
「
向
親
遺
書
(
『
程

氏
遺
書
』
巻
一
)
所
載
、
『
人
生
而
静
(
畦
記
・
契
記
)
以
上
、
不
容
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説
。
才
説
性
時
、
便
己
不
真
性
也
。
九
人
説
性
、
只
是
説
絶
之
老
善
也

(
易
)
。
孟
子
言
人
性
善
、
是
也
』
、
茫
然
不
暁
所
謂
。
今
始
粗
暁
此
文

義
。
人
生
而
静
、
天
之
性
也
。
周
子
所
謂
壬
静
老
以
此
也
。
然
所
謂
不

容
説
者
、
是
岩
繹
不
可
得
両
説
乎
。
周
子
不
得
己
而
言
之
日
無
極
而
太

極
、
則
指
不
容
記
者
以
喩
諸
人
耳
。
所
謂
「
才
説
性
時
、
便
已
不
是
性

也
㌔
此
却
田
上
文
而
言
之
。
或
指
太
極
爵
性
別
非
兵
。
蓋
天
命
之
謂

性
、
命
之
於
人
、
始
謂
之
性
也
。
所
謂
『
凡
人
説
性
、
只
是
説
紐
之
老

善
し
、
此
説
得
性
善
最
馬
親
切
。
若
舐
論
成
而
不
論
紐
、
則
有
二
本
。

非
性
之
果
善
也
。
故
孟
子
道
性
善
、
既
因
其
後
而
待
其
本
源
。
.
其
言
側

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

隈
仁
之
端
、
羞
悪
義
之
端
、
則
又
因
其
歳
見
之
首
裔
、
而
知
其
鳥
固

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

有
。
學
老
於
唯
有
操
存
之
功
不
合
、
使
潮
考
察
耳
。
」
と
い
う
(
『
朱
集
』

巻
四
八
「
答
呂
予
約
」
第
四
六
書
所
引
呂
伍
倹
書
簡
)
。
末
尾
傍
鮎
部

分
は
、
「
察
識
」
説
の
言
い
方
を
感
じ
さ
せ
る
。

(
1
8
)
　
呂
租
倹
宛
第
四
四
書
所
引
呂
組
倹
書
に
、
「
乗
数
又
謂
、
心
之
有

思
、
興
耳
之
有
閑
、
目
之
有
見
、
鳥
一
等
時
節
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
先

‥
に
引
用
し
た
第
三
九
容
を
受
け
て
、
そ
の
主
旨
を
質
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
第
三
九
書
で
は
、
問
題
提
起
部
分
で
は
、
「
心
思
・
耳
開
・

ノ
昌
見
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
直
後
の
論
の
部
分
で
は
、
「
心
之
有
思
」

は
↓
心
之
有
知
」
で
あ
り
、
朱
某
は
「
知
」
を
未
故
、
「
思
」
を
己
故

と
し
て
お
り
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
雨
字
の
ち
が
い
は
論
旨
の
根
幹
に
関

わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
呂
租
俊
は
そ
れ
を
混
同
し
て
質
問
し

て
き
た
。
先
買
は
答
書
部
分
で
こ
の
取
り
違
え
を
、
「
是
直
看
得
老

草
、
格
知
字
思
字
作
一
様
看
耳
。
」
と
厳
し
く
批
判
す
る
。
「
心
」
は

己
孜
と
す
る
ゆ
え
に
租
俊
に
こ
う
し
た
混
同
が
お
き
た
と
み
ら
れ
る
の

だ
が
、
こ
う
し
た
箇
所
に
、
朱
扇
の
言
葉
と
自
説
と
の
相
違
の
吟
味
に

や
や
放
け
る
鮎
が
租
俊
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

(
1
9
)
　
「
配
義
輿
遺
」
に
つ
い
て
は
、
「
言
人
能
義
成
此
気
、
則
其
気
合
乎

道
義
而
爵
之
助
、
使
其
行
之
勇
決
無
所
疑
膵
。
若
無
此
気
、
則
其
一
時

所
寅
雄
未
必
不
出
於
道
義
、
然
其
鰭
有
所
不
充
、
則
亦
不
発
於
疑
催
、

而
不
足
以
有
馬
兵
。
」
と
い
い
、
「
集
義
所
生
」
に
つ
い
て
は
、
「
言
菊

雄
可
以
配
乎
道
義
、
而
其
義
之
之
始
、
乃
由
事
皆
合
義
、
自
反
常
直
、

是
以
無
所
悦
作
、
而
此
気
自
然
壬
生
於
中
。
」
と
い
う
。
日
本
語
で
は

「
気
概
」
の
よ
う
な
も
の
に
あ
た
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
気
を
身
燈
を
め

ぐ
る
気
と
ま
っ
た
く
別
物
と
は
み
て
い
な
い
。
『
語
類
』
魯
五
二
第
六

七
、
七
六
候
な
ど
。

(
2
0
)
　
「
其
為
気
也
云
々
。
某
稿
詳
此
段
所
言
、
其
爵
気
也
、
非
有
異
義
。

上
言
…
…
。
下
言
此
気
合
義
輿
道
而
成
、
而
血
気
循
乎
軌
轍
到
此
、
則

血
気
便
是
義
道
央
。
非
是
義
気
之
後
、
又
待
此
而
爵
助
也
。
所
以
再
言

其
馬
気
也
、
配
義
興
道
、
蓋
深
明
夫
此
気
之
管
見
、
本
是
義
道
。
若
識

得
此
気
之
未
然
、
則
知
所
義
、
而
其
動
非
血
気
臭
。
其
日
、
無
是
段

′
也
、
欲
人
知
夫
此
身
之
所
以
鳥
主
著
、
筍
戒
厳
失
、
則
便
相
然
也
。
」

(
2
1
)
　
例
え
ば
『
黄
商
内
経
定
植
』
水
神
欝
、
参
照
。

(
2
2
)
　
朱
薫
と
朱
門
に
お
い
て
註
(
2
1
)
の
『
靂
椙
』
本
所
篇
の
身
心
論
が
前

提
的
認
識
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
語
類
』
巻
二
三
第
七

二
條
、
懸
一
三
八
第
七
〇
條
な
ど
を
参
照
。
な
お
身
性
を
め
ぐ
る
気
に

そ
な
わ
る
本
質
と
し
て
「
遺
・
義
」
を
み
る
と
い
う
こ
と
と
、
前
項
の

「
未
モ
」
論
議
と
の
関
係
を
呂
現
像
が
ど
う
捉
え
て
い
る
か
は
も
う
ひ

と
つ
判
然
と
は
し
な
い
が
、
そ
の
空
想
は
、
し
い
て
い
え
は
、
註
(
1
7
)

引
用
資
料
末
尾
の
傍
鮎
部
分
に
み
ら
れ
る
、
「
本
源
」
の
形
而
下
に
お

け
る
「
顎
見
」
を
工
夫
の
手
が
か
り
と
す
る
蔓
悪
と
童
忘
し
ょ
う
。
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(
2
3
)
　
「
気
主
乎
身
老
也
、
道
義
主
乎
心
老
也
。
気
形
而
下
老
也
、
道
義
形

而
上
老
也
。
錐
其
分
之
不
同
、
然
非
謂
気
在
身
中
、
而
道
義
在
皮
外

也
川
又
何
棟
於
以
此
配
征
、
而
島
崎
嘔
詰
曲
、
以
爵
之
説
。
日
、
道
義

本
存
乎
血
気
、
但
無
道
義
、
則
此
気
便
綴
、
而
止
爵
血
気
之
私
。
故
必

配
義
興
道
、
然
後
能
浩
然
而
無
餃
乎
。
若
菜
如
此
、
則
孟
子
於
此
普
別

有
権
字
、
以
轟
此
意
之
曲
折
、
不
常
下
一
配
字
以
離
二
者
合
一
之
本

形
、
而
又
以
気
鳥
妻
、
以
倒
二
者
賓
主
之
常
勢
也
。
」

(
以
)
　
「
所
論
才
説
存
養
、
即
是
動
了
、
此
恐
未
然
。
人
之
一
心
本
臼
光

明
、
不
是
死
物
。
所
謂
存
養
、
非
有
安
排
造
作
。
只
是
不
動
著
他
、
即

此
知
覚
桐
然
不
味
。
但
無
喜
怒
哀
欒
之
偏
、
思
慮
云
爵
之
擾
耳
。
.
皆
此

之
時
、
何
嘗
不
静
。
不
可
必
待
冥
然
都
無
知
覚
、
然
後
謂
之
静
也
。
去

年
嘗
典
子
約
論
之
。
桒
信
未
及
、
方
此
群
論
而
忽
己
烏
古
人
。
深
可
歎

恨
。
今
錬
其
語
謹
往
。
一
戦
深
箆
味
之
、
便
自
可
見
也
。
」

(
2
5
)
　
「
人
傑
昨
答
伯
里
書
云
、
示
及
活
気
説
。
所
謂
浩
然
之
気
、
集
義
所

生
、
既
興
道
義
渾
然
而
無
間
。
然
道
義
則
安
助
之
以
遠
共
用
。
是
気
推

生
於
集
、
而
其
克
也
却
能
舞
道
義
之
助
。
此
敬
語
夜
明
集
注
之
説
甚

任
。
予
約
以
爵
未
安
、
乃
是
大
綱
上
着
待
不
分
明
。
但
上
薬
語
、
子
約

挟
之
似
首
。
…
…
略
…
…
。
親
子
紆
之
論
、
誠
可
見
共
用
功
賃
虞
。
但

都
見
崩
謂
、
界
分
有
未
甚
明
、
故
其
論
耕
多
疫
病
。
不
審
、
先
生
以
鵠

如
何
。
」
な
お
、
.
「
子
細
以
烏
未
安
」
以
下
の
四
句
は
、
輿
宛
て
書
街

中
の
寓
の
語
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
局
面
で
は
呉
と
呂
と
が

合
う
と
い
う
関
わ
り
の
方
が
直
接
的
で
あ
る
こ
と
、
先
買
も
や
り
と
り

を
知
っ
て
い
る
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
こ
と
と
、
次
の
朱
薫
の
答
書
の

言
い
方
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
奥
が
も
た
ら
し
た
呂
と
奥
の
や

り
と
り
を
解
説
す
る
先
買
向
け
の
苗
の
語
と
理
解
し
た
。

(
2
6
)
　
註
(
1
0
)
所
引
「
答
奥
日
豊
」
第
二
二
書
、
参
照
。

(
2
7
)
　
「
予
約
之
病
、
乃
賓
主
不
明
、
非
界
分
不
明
也
。
不
知
論
集
義
所

生
、
則
義
烏
童
、
論
配
義
興
道
、
則
気
馬
主
、
一
向
都
欲
以
義
馬
主
。

故
失
之
。
若
如
其
言
、
則
孟
子
数
語
之
中
、
両
句
己
相
複
臭
。
天
下
豊

有
如
此
繋
底
聖
賢
耶
。
子
的
見
得
道
理
、
大
段
支
離
、
又
且
固
執
己

見
、
不
能
虚
心
揮
善
、
所
論
不
同
虞
極
多
臭
。
不
但
此
一
義
也
。
伯
盟

説
得
極
分
明
、
.
朋
友
閲
極
不
易
得
。
因
爽
喩
及
此
、
烏
之
感
歎
不
能

己
。
然
予
約
之
老
成
質
宜
、
今
尤
難
得
。
但
恨
未
有
道
理
喚
得
宅
醒

耳。」

(
2
8
)
　
紙
幅
の
関
係
で
彰
毎
年
と
張
拾
説
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
が
、
呂
租
俊
と
関
わ
る
彼
ら
の
説
に
封
す
る
直
接
の
論
評

は
、
彰
包
年
に
つ
い
て
は
、
『
朱
子
語
類
』
に
、
「
呂
予
約
書
来
、
争

『
「
莫
見
乎
隠
、
美
顔
乎
徴
」
、
只
管
液
作
一
段
看
』
。
某
答
電
書
、
江

西
諸
人
措
去
看
、
頗
以
其
説
爵
然
。
彰
子
詩
却
看
待
好
云
、
『
前
段
不

可
須
奥
離
、
且
是
大
鮭
説
。
到
慣
澗
虞
、
尤
見
於
接
物
待
力
。
巨
と
い

う
攣
盲
が
あ
る
　
(
『
朱
子
語
類
』
巻
六
二
第
一
〇
二
條
、
犀
徳
明
録
。

部
分
)
。
た
だ
し
影
宛
て
現
存
書
館
に
は
関
連
攣
言
は
み
え
な
い
。
張

治
に
つ
い
て
は
彼
を
紹
介
す
る
場
で
若
干
ふ
れ
た
が
、
張
拾
宛
て
先
薫

書
簡
第
六
書
　
(
『
朱
集
』
巻
六
二
)
　
に
「
配
義
兵
道
」
に
つ
い
て
が
、

関
連
し
て
の
展
開
が
第
七
書
に
う
か
が
え
る
。
そ
こ
に
お
い
て
張
治
は

全
面
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
張
治
は
朱
某
に

傾
倒
し
た
ら
し
く
、
朱
某
の
没
後
、
彼
は
『
春
秋
集
注
』
を
書
い
て
朱

喜
春
秋
説
の
数
行
を
は
か
る
。
な
お
、
慶
元
年
閲
に
多
数
の
門
人
を
巻

き
込
ん
で
行
わ
れ
た
同
じ
く
朱
素
謡
に
封
す
る
二
次
論
評
的
論
議
と
し

て
、
『
論
語
』
先
進
后
の
「
子
路
骨
暫
再
有
公
西
華
侍
坐
」
條
を
も
と
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と
し
た
「
骨
型
皇
心
」
論
が
あ
る
。
こ
の
論
議
で
は
、
門
人
が
朱
某
に
こ

質
し
た
い
こ
と
と
先
買
が
門
人
に
強
調
し
た
い
こ
と
と
に
ず
れ
が
あ

り
、
先
買
は
各
人
に
封
し
あ
ま
り
首
足
的
で
は
な
い
。
そ
の
一
端
は
註

(
3
)
拙
稿
「
靡
徳
明
」
で
ふ
れ
た
。
ま
た
、
朱
塁
百
説
の
生
成
は
晩
年

ま
で
不
断
に
綬
く
が
、
そ
れ
ま
で
に
表
出
さ
れ
た
學
説
も
表
出
の
営
初

の
意
田
か
ら
離
れ
、
先
買
自
身
も
、
「
正
し
さ
」
の
確
認
を
求
め
る
門

人
の
問
い
か
け
の
文
脈
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
説
を
い
く
ぷ
ん
欒
容
さ
せ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
先
買
に
お
け
る
學
説
本
来
の
表
出
意
園
と
問
答
文

脈
と
の
ず
れ
を
抱
え
る
そ
う
し
た
議
論
の
例
と
し
て
、
租
先
祭
祀
説
の

語
ら
れ
方
に
つ
い
て
か
つ
て
と
り
あ
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
朱
薫

祭
祀
感
格
課
に
お
け
る
『
理
』
」
　
(
『
集
刊
東
洋
學
』
第
七
五
輿
一
九

九
六
年
)
。

(
一
望
　
奥
必
大
、
萬
人
傑
は
、
註
(
2
)
拙
稿
「
地
域
に
生
き
る
士
人
と
朱
書

思
想
」
で
論
及
し
た
十
六
名
の
中
に
は
入
っ
て
い
る
。

(
測
)
.
本
稿
で
論
じ
た
講
學
の
二
次
論
評
部
分
を
一
部
紹
介
し
て
い
る
鮎

で
、
本
稿
は
拙
稿
「
↓
h
e
く
a
-
u
e
O
h
N
h
G
8
i
l
s
L
e
t
t
e
a
a
切
H
i
s
・

t
O
r
i
c
a
-
M
a
t
e
r
i
a
-
‥
A
く
i
e
w
p
O
i
n
t
才
O
m
 
R
e
s
e
a
r
c
h
 
i
已
O
t
h
e

H
i
告
r
y
O
h
T
h
O
u
g
h
t
」
(
t
r
a
n
㌢
t
e
-
b
y
M
a
y
u
m
i
 
Y
O
旨
i
計
,

『
T
H
E
 
S
↓
U
D
Y
 
O
句
　
H
H
S
T
O
R
Y
　
『
R
O
M
　
↓
H
E
 
P
E
R
・

S
P
E
C
T
l
く
E
 
O
句
　
H
-
S
T
O
R
:
C
A
L
 
M
A
T
E
R
I
A
L
S
』
　
↓
h
e

R
e
s
e
a
r
c
h
G
r
O
u
p
O
f
H
i
∽
t
O
r
i
c
a
-
M
a
t
e
r
i
a
㌃
i
P
S
呂
g
 
C
h
i
n
a
、

N
O
声
　
第
三
六
回
-
n
t
e
r
n
a
t
i
O
n
a
-
C
O
品
r
e
S
∽
0
-
A
肋
i
a
n
 
a
ロ
d

N
O
r
t
h
 
A
P
ふ
c
a
n
S
t
u
d
i
e
s
配
布
唐
子
)
　
と
重
な
り
が
あ
る
こ
と
を

お
祈
り
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
H
C
A
N
A
S
論
文
は
、
朱
薫
と
交
渉

す
る
人
と
の
多
様
な
交
渉
、
思
想
言
説
の
生
成
の
現
場
を
開
示
す
る
と

こ
ろ
に
朱
薫
書
簡
の
史
料
的
債
値
が
み
て
と
れ
る
と
い
う
論
旨
の
も
の

で
、
本
稿
使
用
資
料
を
そ
の
一
例
と
し
て
紹
介
し
た
。

〔
附
記
〕
　
本
稿
は
、
平
成
十
一
～
十
三
年
度
科
研
費
補
助
金
(
基
盤
研
究

(
C
)
(
2
.
)
)
　
「
南
宋
中
期
に
お
け
る
士
大
夫
思
想
交
流
の
基
礎
的

研
究
」
(
代
表
・
個
人
)
、
及
び
平
成
十
三
～
十
六
年
度
科
研
費
補
助

金
(
基
盤
研
究
(
B
)
(
1
)
)
　
「
宋
代
士
大
夫
の
相
互
性
と
日
常
空

間
に
関
す
る
思
想
文
化
學
的
研
究
」
　
(
分
拍
)
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
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o由erated concurrently. With the destruction of the Han dynasty And the

foundation of the Wei, the household taxation system became the o氏cidI

system for procuring funds for the central government under the Wei. - The

household ta立ation system formally replaced the various forms of Han

capitation (geng-qian更鏡, suan-qian算銀, and kou-qianロ鎮), but, in fact,

it grew out of the fu-lian system that had developed outside the official

system. The house-hold taxation system of the Western Jin amounted to the

deployment of the Wei household taxation system on a nation-wide scale.

THE GENERATION OF THE CONCEPTION OF ORTHODOXY

wITHIN THE SCHOOI- OF ZHU XI DURING HIS I-ATTER

YEARS : LU ZU JIAN AND THE LECTURES OF ZHU

xI AND HIS DISCIPLES

ICHIKI Tsuyuhiko

In this article I consider the lectures on the Zhon女-yong中庸and

the Meng-zi孟子based on the correspondence between Zhu Xi朱薫and

Lii Zu-jian呂租倹, the younger brother of Lti Zu・qian呂租謙:, and the

criticism of the lectures by the followers of Zhu Xi such as Wan Ren-jie

高人傑and Wu Bi-da呉必大as well as Zhu Xi himself.

一With the spread of a conventional understanding of Zhu Xi such as that

seen in the Si shu ji zhu四書集注　there were created the circumstances

under which those who endorsed this view and those who held di斤erent

interpretations could exchange views with Zhu Xi on the basis of this

prevalent understanding. As matters progressed, there appeared thinkers

who, deeply immersed in this conventionalized understandin岳of Zhu Xi,

attempted to copy the master and replicate this thought. The impetus for

replication arose in the minds of these various individuals. At the same

time, one also witnesses the phenomenon of Zhu Xi promoting th占

formation of this ardor by approving the comments of his disciples in the

give and take of arguments. The consciousness of carrying on the

authentic teaching of the master, which included an emotional component,

was thus created, and thereby a sense of the orthodox succ占ssion of Zhu

-42-

tosho-seibi-repo
長方形



Xi's views and their manifest glory丘rst blossomed.

Thとexchanges between Lu Zu-jian and Zhu Xi display the character

of being an argument regarding the earlier conventional understanding of

the teachings of Zhu Xi. The criticism of those like Wan Ren二jie can be

characterized as being critically concerned with those who later attempted

to replicate the teachings of Zhu Xi and his own secondary arguments.

Here one can see an aspect of the birthplace of the consciousness of the

orthodox succession of the teachings of Zhu Xi. This also demonstrates

that the groundwork was being laid for the reproduction of Zhu Xi's

teachings following the master's death.

THE FORMATION OF TEE NIRU OF THE ORONCON

UNDER THE QING DYNASTY AND AN ASPECT

OF BUTHA SOCIETY

Kicengge

As an integral part of my study of the society of the niru, the companies

and their commanders, of the Eight Banners, ja如n g元sa, of the Qing

Dynasty, I take up in this article the niru of the Oroncon, who belonged

to the jak元n jalan八園, a unit of the Eight Banners, and were part of

butha society, i. e., a society whose main occupation was hunting. While

attempting to consider the origins of their formation and the process and of

their incorporation into the Eight Banners, I have made clear the following

points by focusing my analysis more speci丘cally on the social structure of

the Bannermen and the problems the society faced from the point of view

the relationships of anda (friendship) and tribute game頁猫.

First, in early Qing times, the Solon with whom the Oroncon were

included, were first considered by the Qing authorities as Outer Bannermen

(dergigold), and they were designated as being in the same jurisdiction

as the Mongols, that of the Eastern Barbarians, from early Qing to

the thirtieth year of the Kang-xi era.　The jak元n jalan which was

subsequently composed of the Solon, Dag叫and Oroncon tribes after the

twenty-ninth year of the Kang-xi era, had originally been under the
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