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透

お

l乙

lア

る

透
谷
と
陽
明
学
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
関
良
一
氏
の
「
北
村
透
谷
と
和
漢
文
学
」

に
よ
っ
て
先
鞭
が
着
け
ら
れ
て
い
る
。
関
氏
は
、
そ
こ
で
、
「
心
池
蓮
」
《
「
平
和
」
第
十
一
号
・
明
治

四年

3
3
や
『
エ
マ
ル
ソ
ン
』
ハ
明
治
幻
年
4
月
刊
v

に
触
れ
て
、
「
透
谷
の
浪
漫
的
思
考
法
は
、
西
洋

的
な
も
の
の
洗
礼
を
受
け
る
前
に
陽
明
学
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
」
と

い
う
注
目
す
ぺ
き
説
を
投
げ
か
け
て
お
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
、
透
谷
に
お
け

る
西
洋
思
想
受
容
の
有
力
な
基
盤
と
し
て
陽
明
学
を
想
定
す
る
見
方
で
あ
る
が
、
ま
た
、
そ
れ

は
、
透
谷
自
我
の
キ
リ
ス
ト
教
出
自
説
に
一
石
を
投
ず
る
も
の
で
あ
り
、
「
日
本
の
内
面
的
近

代
(
近
代
的
自
我
)
の
確
立
は
、
ど
う
し
て
も
一
度
、
日
本
の
土
壌
か
ら
断
た
れ
た
と
乙
ろ
か

ら
で
な
い
と
成
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
の
か
p
」
、
「
透
谷
ほ
ど
の
土
着
的
な
人
聞
が
、
ど
う

し
て
あ
れ
ほ
ど
異
質
な
西
欧
の
宗
教
論
理
を
受
容
し
た
の
か
己
ハ
色
川
大
吉
氏
引
と
っ
た
問
い
に
一

つ
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
笹
淵
友
一
氏
は
、
大
著
「
『
文
学
界
』
と
そ
の
時
代
・
上
」
げ
な
か
で
そ

の
関
氏
説
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
透
谷
に
お
け
る
陽
明
学
説
の
感
化
を
一
応
は
認
め
ら
れ
な
が
ら

も
、
「
東
洋
的
教
養
の
中
に
お
け
る
陽
明
学
の
比
重
を
ど
の
程
度
に
評
価
す
る
か
は
一
つ
の
問

題
で
あ
ら
う
は
と
疑
問
視
し
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
、
こ
の
指
摘
は
充
分
考
慮
し
て
か
か
ら
ね

ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
氏
が
、
そ
の
文
章
に
す
ぐ
続
け
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
述
ぺ
て
お
ら

れ
る
次
の
よ
う
な
観
点
に
は
な
お
問
題
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
い
ふ
の
は
透
谷
の
唯
心
的
傾
向
は
む
し
ろ
知
と
行
と
を
分
離
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ

て
、
|
|
「
心
池
蓮
」
の
知
行
合
一
説
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
る
。
|
|
従
っ
て
陽
明
学
の

充
分
な
理
解
者
と
は
い
九
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
彼
の
唯
心
的
傾
向
に
は
老
荘
思
想
や

仏
教
、
特
に
禅
の
影
響
が
考
?
り
れ
、
文
学
と
し
て
は
謡
曲
の
仏
教
思
想
の
感
化
も
計
算

に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
陽
明
学
の
理
解
も
こ
の
唯
心
的
側
面
に
重
き
を
お
い
て
ゐ

た
と
恩
は
れ
る
。

陽

学

明

山

謙

次

田

は
た
し
て
、
透
谷
の
唯
心
的
傾
向
は
、
「
知
と
行
と
を
分
離
し
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
ふ
う

に
断
じ
切
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
透
谷
は
「
心
池
蓮
」
に
お
い
て
、
自
ら
の
唯
心
的

立
場
が
現
世
主
義
に
う
ら
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
乙
と
を
表
明
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ

は
、
私
に
は
、
彼
の
内
部
追
求
の
当
初
か
ら
意
図
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、

透
谷
の
喰
心
的
傾
向
の
な
か
で
、
「
心
池
蓬
」
に
認
め
ら
れ
る
知
行
合
一
説
を
例
外
と
し
て
処

理
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
、
ま
た
、
彼
の
陽
明
学
理
解
に
関
し
て
も
、
単
に
唯

心
的
側
面
に
の
み
重
き
を
お
い
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
は
受
け
取
り
難
い
の
で
あ
る
。

笹
淵
氏
に
は
、
さ
ら
に
、
透
谷
に
お
け
る
老
荘
思
想
・
禅
・
陽
明
学
を
、
「
東
洋
神
秘
主
義

思
想
」
と
し
て
一
括
し
こ
れ
ら
の
伝
統
こ
そ
彼
を
し
て
「
単
純
な
寂
静
主
義
」
に
傾
か
せ
た
有

力
な
も
の
と
す
る
論
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
|
|
そ
乙
に
、
西
洋
H
プ
ラ
ス
、
伝
統
H

マ
イ
ナ

ス
と
い
っ
た
図
式
的
な
割
り
切
り
方
が
な
い
と
は
い
え
な
同
だ
ろ
う
。
乙
の
種
の
問
題
が
ひ
ど

く
単
純
化
し
て
し
ま
う
傾
向
は
、
そ
う
し
た
割
り
切
り
方
に
原
因
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
ー
ー

氏
が
、
透
谷
の
唯
心
的
傾
向
を
「
単
純
な
寂
静
主
義
」
と
評
さ
れ
て
い
る
点
も
す
で
に
述
ぺ
た

こ
と
と
関
連
し
て
承
服
し
難
い
わ
け
だ
が
、
今
、
そ
れ
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
当
時
の
陽
明

学
理
解
の
一
般
的
状
況
を
思
う
と
き
、
透
谷
の
伝
統
的
教
養
の
な
か
に
お
け
る
陽
明
学
の
占
め

る
位
置
を
老
荘
や
禅
の
思
想
と
同
列
に
処
理
し
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
、
は
な
は
だ
疑
わ
し
く

な
っ
て
く
る
。

当
時
、
陽
明
学
が
キ
リ
ス
ト
教
受
容
基
盤
の
一
つ
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
乙
と
を
、

円明治相-平均，

g
を
始
め
と
し
て
今
日

- 1一

(
乙
の
乙
と
は
、
山
路
愛
山
の
『
現
代
日
本
教
会
史
論
』

で
も
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
は
あ
る
が
、
)
乙
乙
で
改
め
て
考
慮

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
当
時
の
代
表
的
キ
リ
ス
ト
者
内
村
鑑
三
及
び
植
村
正
久
は
、
陽
明
学
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
い
た
。

王
陽
明
は
、
支
那
哲
筆
者
中
、
良
心
ハ
良
知
〕
と
、
仁
慈
且
つ
峻
巌
な
る
天
の
法
則
〔
天
理

、J



と
に
関
す
る
、
偉
大
な
態
訟
に
於
て
、
亜
細
亙
に
同
じ
く
起
源
を
有
す
る
か
の
尊
厳
き
は

ま
り
な
き
信
仰
〔
基
督
教
〕
に
、
最
も
近
く
ま
で
達
し
た
人
で
あ
る
。
(
中
略
)
そ
れ
ほ

ど
、
か
の
奮
幕
府
が
保
存
の
た
め
に
助
成
し
た
保
守
的
な
朱
子
墜
と
は
異
な
っ
て
、
陽
明

ア
ロ
ス
ぺ
ク

-74ヴ

車
は
、
進
歩
的
一
前
室
一
的
に
し
て
希
望
に
碕
て
る
も
の
で
あ
っ
た
、
そ
れ
が
基
督
教
応
似
て

ゐ
る
こ
と
は
、
従
来
一
一
再
な
ら
ず
認
め
ら
れ
た
所
で
あ
る
。
円
内
村
鑑
三
「
代
表
的
自
本
人
」

V

儒
撃
は
人
を
し
て
地
を
離
れ
し
め
ず
。
然
ど
も
陽
明
墜
は
人
を
し
て
天
に
援
ら
し
め
ん
と

す
。
騨
は
人
を
し
て
楠
木
死
灰
と
な
ら
し
む
、
然
れ
ど
も
陽
明
撃
は
人
を
し
て
生
命
の
水

に
潤
は
し
む
。
儒
墜
に
は
彼
の
ア
ス
ピ
レ

l
シ
ョ
ン
な
し
。
耀
撃
に
は
彼
の
ア
ス
ピ
レ

l

シ
ョ
ン
な
し
。
ア
ス
ピ
レ
1

シ
ョ
ン
は
卸
ち
王
陽
明
な
り
。
陽
明
撃
は
則
ち
一
種
の
宗
教

わ
ト
。
(
中
略
)
「
天
に
在
す
爾
曹
の
父
の
完
全
が
如
く
、
爾
菅
も
完
全
す
ぺ
し
」
と
い

ふ
、
山
上
垂
訓
の
精
神
は
、
陽
明
洞
の
達
人
既
に
幾
分
其
微
光
を
観
る
。
)

ハ
航
村
正
久
「
王
陽
明
の
「
立
志
」
」
傍
点
原
文
】

い
ず
れ
も
、
陽
明
学
の
宗
教
的
要
素
に
注
目
し
て
、
そ
れ
が
他
の
伝
統
的
教
学
に
比
し
て
「

ブ
ロ
ス
ペ
ク
ヲ
，
q
ヴ

進
歩
的
前
望
的
」
で
「
ア
ス
ピ
レ

l
シ
ョ
ン
」
に
満
ち
た
も
の
と
す
る
理
解
を
示
し
、
ま
た
、

そ
う
し
た
陽
明
学
の
特
色
を
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
(
信
仰
)
に
最
も
近
い
も
の
と
し
て
促
え
て

い
る
。
陽
明
学
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
内
村
の
そ
れ
に
特
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
陽
明
学
の
、
人
聞
に
内
在
す
る
「
天
の
法
則
〔
天
理
ど
と
し
て
の
「
良
心
〔
良
知
〕
」
を

重
視
す
る
人
格
倫
理
的
性
格
、
及
び
、
徹
底
し
た
そ
の
内
面
主
義
に
基
づ
く
実
践
的
性
格
(
知

プ
ロ
み
ペ
ク
ヲ

行
合
一
説
)
と
い
っ
た
特
色
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
陽
明
学
の
「
進
歩
的
前
望

4
ヴ

的
」
性
格
が
「
基
督
教
に
似
て
ゐ
る
」
と
い
う
内
村
の
そ
れ
に
は
、
明
ら
か
に
陽
明
学
の
そ
う

し
た
性
格
が
、
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
、
「
神
の
栄
光
を
増
す
た
め
」
と
い
う
内
面
的
要
求
に

発
し
て
「
社
会
的
な
仕
事
」
を
重
視
し
現
世
に
お
け
る
「
隣
人
愛
」
の
実
現
を
志
向
す
る
と
い

っ
た
現
世
に
対
す
る
能
動
的
積
極
的
な
性
格
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
陽
明
学
が
キ
リ
ス
ト
教
と
の
同
質
性
で
捉
え
ら
れ
、
(
む
ろ
ん
、
彼
等
の
場
合
'

「
最
も
近
く
」
ハ
内

g
と
か
「
幾
分
其
微
光
」
円
相

g
と
か
い
っ
た
注
意
深
い
表
現
か
ら
う
か

が
え
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
両
者
の
同
質
性
を
の
み
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
)
そ
れ

が
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
そ
の
精
神
を
植
え
つ
け
る
砧
木
と
も
な
り
得
ぺ
き
伝
統
的
な
エ
ー
ト

ス
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
乙
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
当
時
の
キ
リ
ス
ト
者
に
お
け
る

陽
明
学
理
解
が
概
ね
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
透
谷
に
あ
っ
て
も
、
彼
に
お
け

る
陽
明
学
の
占
め
る
位
置
を
、
老
荘
や
禅
の
思
想
と
同
列
に
お
き
、

傾
か
せ
た
も
の
と
し
て
一
括
視
す
る
と
と
は
ま
ず
障
踏
さ
れ
る
。

そ
乙
で
、
透
谷
の
陽
明
学
理
解
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
わ
け
だ

が
、
そ
れ
を
示
す
直
接
の
資
料
は
な
い
。
従
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、
私

に
は
、
彼
が
「
玉
陽
明
の
恩
耕
」
に
比
し
た
エ
マ
ソ
ニ
ズ
ム
の
評
価
の
仕
方
か
ら
、
逆
に
彼
の
陽

明
学
理
解
の
大
体
を
推
し
測
る
乙
と
が
で
き
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
エ
マ
ル
ソ

ン
』
に
お
い
て
透
谷
は
、
「
自
己
の
存
在
」
百
点
、
原
文
O

以
下
の
円
点
も
す
べ
て
原
文
に
依
る
o
v

根
拠
を

「
心
霊
」
に
見
い
出
す
エ
マ
ソ
ン
の
思
想
に
つ
い
て
、
「
知
と
行
に
於
て
、
自
ら
の
立
つ
と
こ

ろ
」
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
評
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
の
思
想
の
卓
越
し
た
性
格
を
「
理

想
と
賓
際
と
を
結
合
し
た
る
と
乙
ろ
」
に
見
、
そ
の
「
賓
際
教
」
と
し
て
の
面
を
「
エ
マ
ル
ソ
ン

の
数
理
の
秀
で
た
る
成
果
」
ハ
稗
線
も
原
主
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
乙
の
乙
と
に
関
連
し
て
、
「

彼
室
、
ェ
マ
ソ
と
は
其
の
唯
心
的
の
内
観
を
以
て
、
奥
妙
な
る
哲
理
に
鐙
這
す
る
と
共
に
、
此

の
奥
妙
な
る
哲
理
を
基
礎
と
し
て
立
て
る
堅
牢
な
る
賓
際
教
を
布
け
り
U

と
も
、
「
『
法
』
と

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

『
行
』
と
必
ら
ず
相
率
か
ざ
る
を
示
し
た
り
、
心
と
物
と
必
ず
相
背
か
ざ
る
を
明
ら
か
に
し
た

り
以
と
も
評
し
て
い
る
。
そ
乙
で
は
、
ェ
マ
ソ
ン
の
唯
心
的
性
格
を
同
時
に
実
践
的
性
格
の
「

基
礎
」
と
し
て
捉
え
、
両
性
格
の
「
結
合
」
乙
そ
彼
の
思
想
の
真
本
領
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

透
谷
の
捉
え
た
そ
の
よ
う
な
エ
マ
ソ
ニ
ズ
ム
の
特
色
は
、
ま
さ
し
く
陽
明
学
に
も
相
通
ず
る
性

格
の
も
の
と
な
っ
て
い
よ
う
。
「
彼
室
、
ミ
ソ
ζ
は
王
陽
明
の
恩
弊
を
以
て
、
陶
淵
明
の
幽

寂
に
身
を
置
け
り
U

と
か
「
或
辺
に
於
て
は
彼
室
、
ム
マ
ソ
乙
は
陽
明
に
以
た
り
と
も
い
ふ
ぺ

し
、
」
と
か
い
う
そ
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
透
谷
は
両
者
の
同
質
性
に
め
く
ば
り
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
前
述
し
た
あ
た
り
に
あ
る
と
見
て
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
と

り
わ
け
、
ェ
マ
ソ
ン
の
「
心
霊
」
観
を
「
知
と
行
に
於
て
、
自
ら
の
立
つ
と
ζ

ろ
」
を
明
ら
か

に
し
た
も
の
と
す
る
理
解
の
仕
方
に
は
、
知
行
合
一
の
原
理
た
る
良
知
説
が
意
識
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
、
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
陽
明
の
思
弁
が
透
谷
の
エ
マ
ソ
ニ
ズ
ム
理
解
の

有
力
な
基
盤
で
あ
っ
た
公
算
が
強
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
の
関
氏
説
の
妥
当
性
が
思

わ
れ
て
く
る
。

「
単
純
な
寂
静
主
義
」
に

- 2-

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

と
も
あ
れ
、
ェ
マ
ソ
ン
の
真
本
領
を
「
理
想
と
賓
際
と
を
結
合
し
た
る
と
こ
ろ
」
に
見
た
湯

谷
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
彼
が
そ
れ
に
比
す
陽
明
学
の
理
解
に
お
い
て
、
そ
の
唯
心
的
性
格
が
苧

む
実
践
的
側
面
を
彼
が
充
分
に
汲
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
は
断
じ
切
れ
な
い
も
の
が



あ
る
。
『
エ
マ
ル
ソ
ン
』
に
お
け
る
透
谷
の
あ
の
め
く
ば
り
を
回
や
っ
と
き
、
彼
の
陽
明
学
理
解

は
、
や
は
り
内
村
鑑
三
や
植
村
正
久
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
受
け
と
め
方
に
か
な
り
近
い
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
透
谷
と
陽
明
学
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
関
氏
説
に
対
す
る
笹
淵
氏
の
見
解
を
取
り
上

げ
、
私
の
疑
問
を
述
ぺ
て
き
た
。
そ
乙
で
、
改
め
て
関
氏
説
の
補
強
を
試
み
て
み
た
い
。

透
谷
の
評
文
中
、
王
陽
明
の
詩
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
「
心
池
蓮
」
だ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
冒
頭
の
一
節
に
見
ら
れ
る
現
世
主
義
の
発
想
及
び
そ
れ
と
の
関
連
で
引
用
さ
れ
て
い
る
陽

明
の
詩
句
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
透
谷
は
、
そ
こ
で
、
陽
明
の
詩

句
を
援
用
し
つ
つ
自
ら
の
唯
心
的
傾
向
に
か
な
り
明
確
な
性
格
づ
け
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
ま
た
、
そ
こ
に
、
彼
の
唯
心
的
思
惟
の
伝
統
的
基
盤
が
明
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
次
の
よ
う
に
書
き
起
さ
れ
て
い
る
。

何
ぞ
絶
封
と
云
は
む
。
何
ぞ
天
園
と
謂
は
む
。
何
ぞ
高
天
を
仰
ひ
で
、
員
善
美
を
喚
呼

す
る
を
須
ひ
む
。
吾
人
は
こ
の
裟
婆
世
界
に
於
て
、
彼
の
遠
天
に
求
む
べ
き
香
妙
の
物
を

享
有
す
る
の
路
を
有
す
る
な
り
。

坐
中
町
是
天
台
路
不
須
漁
郎
更
問
津

と
謡
ひ
た
る
陽
明
は
薄
弱
な
る
厭
世
家
を
戒
む
る
に
儀
り
あ
り
。

乙
乙
に
引
用
さ
れ
て
い
る
陽
明
の
詩
句
は
「
別
方
叔
賢
四
首
」
と
題
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の

第
四
首
め

ユ

シ

テ

ダ

リ

一

道
本
無
矯
只
在
人
、

ν
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チ

レ

ノ

坐
中
便
是
天
台
路
、

ν不自
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漁ヒ屋
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んニ須 タ
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ν ~ ~都テ

ー ラ 。
b ラ

訓
点
及
ぴ
円
点
、
論
者
】

の
後
半
で
あ
る
。
乙
の
詩
は
、
「
道
」
の
徹
底
し
た
内
化
を
説
く
も
の
で
、
「
心
」
を
あ
ら
ゆ
る

も
の
の
根
源
と
す
る
陽
明
の
内
面
主
義
の
特
色
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
こ

う
し
た
性
格
の
詩
句
を
、
透
谷
が
自
ら
の
唯
心
的
立
場
を
性
格

a

つ
け
る
も
の
と
し
て
援
用
し
て

い
る
乙
と
、
し
か
も
、
ま
た
、
そ
れ
が
、
彼
の
愛
唱
匂
の
一
つ
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
「

各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
円
「
平
和
L

第
六
号
・
明
治
お
年

9
3
に
お
い
て
彼
が
自
ら
の
説
く
「
心
」
を
、

老
荘
や
禅
と
と
も
に
陽
明
派
と
も
区
別
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
の
唯
心
的
思
惟
が
陽

明
学
と
無
縁
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
と
を
示
す
一
つ
の
証
左
と
見
ら
れ
よ
う
。

透
谷
が
そ
の
陽
明
の
詩
句
を
愛
唱
し
て
い
た
ら
し
い
乙
と
は
、
「
『
平
和
』
議
行
之
癖
」

円
「
平
和
」
第
一
?
明
治
拓
年

3
3
の
結
び
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
そ
の
結
び
に

ふ
み
、

幸
に
、
江
湖
の
識
者
来
っ
て
、
五
ロ
人
に
数
九
ょ
、
吾
人
を
し
て
通
津
を
言
ふ
の
人
た
ら
し
む

る
勿
れ
。
吾
人
は
漁
郎
を
求
め
つ
h

あ
り
、
吾
人
を
し
て
門
会
言
の
徒
と
な
ら
し
む
る
勿

れ
。
天
下
誰
れ
か
隣
人
を
愛
す
る
を
願
は
ざ
る
者
あ
ら
む
。
ハ
傍
点
、
論
者
】

と
あ
り
、
「
通
津
を
言
ふ
の
人
」
室
、
選
挙
管
蓄
ふ
」
E
は
「
問
樟
」
の
意
で
あ
ろ
う
o
v

・
「
空
中
一
言
の
徒
」

と
対
比
さ
れ
て
い
る
「
漁
郎
」
と
い
う
語
は
、
あ
の
陽
明
の
詩
句
で
喰
え
ら
れ
て
い
る
の
と
同

様
、
八
自
ら
の
内
に
在
る
道
に
即
し
て
自
ら
行
う
人
|
|
透
谷
の
用
語
で
い
え
ば
、
「
内
部
の

経
験
」
・
「
内
部
の
自
覚
」
に
基
づ
い
て
自
ら
行
う
人
V
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
「
漁
郎
」
と
い
う
用
語
は
、
あ
の
陽
明
の
詩
句
に
関
わ
り
を
も
つ

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
、
先
の
引
用
文
の
直
前
に
は
、
「
鞍
守
は
政
治
家
の
罪
に
あ
ら
ず

し
て
、
人
類
の
正
心
の
曇
れ
る
に
因
つ
て
な
る
乙
と
を
記
憶
せ
ら
れ
よ
U

と
あ
り
、
戦
争
の
原

因
を
外
に
求
め
る
の
で
は
な
く
内
に
求
め
ん
と
す
る
そ
う
し
た
透
谷
の
唯
心
的
発
想
は
、
「
道

本
無
篤
只
在
人
」
と
す
る
あ
の
陽
明
の
詩
に
一
脈
相
通
う
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、

あ
の
陽
明
の
詩
が
透
谷
の
信
条
の
如
き
も
の
と
し
て
愛
唱
さ
れ
て
い
た
乙
と
を
物
語
る
も
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

話
を
「
心
池
蓮
」
の
冒
頭
の
一
節
に
帰
そ
う
。
透
谷
は
、
そ
の
一
節
で
、
自
ら
の
唯
心
的
立

場
が
あ
く
ま
で
も
「
乙
の
裟
婆
世
界
」
に
即
し
て
い
か
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
「
薄

弱
な
る
厭
世
家
」
と
は
峻
別
さ
れ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
の

中
に
あ
の
陽
明
の
詩
句
が
援
用
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
乙
の
点
に
注
意
す
れ
ば
、
透
谷
が
あ

の
陽
明
の
詩
句
に
、
彼
の
内
面
主
義
(
唯
心
的
側
面
)
と
と
も
に
そ
れ
が
苧
む
と
こ
ろ
の
現
世

主
義
の
側
面
を
も
充
分
に
汲
み
取
っ
て
い
た
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
陽
明
は
、
自
ら
の
内

面
主
義
が
、
静
坐
澄
心
し
て
外
界
を
遮
断
す
る
(
「
倫
理
ヲ
遺
棄
シ
、
寂
滅
虚
無
以
テ
常
ト
篤

ス
」
)
か
の
「
頑
宗
一
虚
静
ノ
徒
」
と
峻
別
さ
れ
る
所
以
を
、
「
能
ク
事
ニ
随
ヒ
物
-
一
陣
ツ
テ
、
此

札
/
心
ノ
天
理
ヲ
精
察
シ
、
以
テ
其
ノ
本
然
ノ
良
知
ヲ
致
ス
」
と
乙
ろ
に
あ
る
と
し
、
そ
れ
故

に
、
自
ら
の
内
面
主
義
が
決
し
て
経
世
の
学
た
る
性
格
を
失
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
力
説

し
て
い
る
の
だ
が
、
透
谷
が
こ
の
種
の
陽
明
の
思
弁
を
背
景
に
置
い
て
い
る
乙
と
は
、
あ
の
詩

勾
の
援
用
の
仕
方
か
ら
克
て
、
ま
ず
疑
い
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
現
世

- 3ー



重
視
の
志
向
と
関
連
し
て
、
「
本
心
(
良
心
)
」
に
従
い
心
の
動
的
様
相
(
「
紛
闘
」
)
に
即

川
い
て
い
か
ん
と
す
る
態
度
や
知
行
合
一
の
立
場
が
そ
の
後
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に

伊
る
と
き
、
君
主
心
的
立
場
の
性
格
は
、
そ
う
し
た
陽
明
の
思
弁
と
ほ
ぼ
正
確
に
重
な

っ
て
く
る
。

さ
て
、
そ
乙
で
、
さ
ら
に
注
目
さ
れ
て
く
る
の
は
、
乙
の
評
文
の
本
論
に
お
け
る
論
理
展
開

が
、
陽
明
の
有
名
な
四
言
教
(
「
無
善
無
悪
是
心
之
盤
、
有
善
有
悪
是
意
之
動
、
知
昔
車
両
知
悪
是

良
知
、
篤
善
去
悪
是
格
物
」
)
の
論
理
構
成
を
踏
え
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
乙
と
で
あ
る
。

そ
の
本
論
の
構
成
は
、
心
の
「
紛
闘
」
に
つ
い
て
説
い
た
部
分
と
「
悔
改
」
に
つ
い
て
説
い
た

部
分
と
に
二
分
さ
れ
る
が
、
そ
の
論
理
の
展
開
に
注
意
さ
れ
た
い
。

人
の
一
生
は
或
意
味
に
於
て
の
「
紛
闘
」
な
り
。
は
じ
め
よ
り
善
な
る
も
の
あ
ら
ず
、

は
じ
め
よ
り
悪
な
る
も
の
あ
ら
ず
、
惑
の
悪
な
る
は
悪
を
悪
た
ら
し
む
る
も
の
あ
れ
ば
な

り
、
、
争
の
善
な
か
は
善
を
善
な
ら
し
か
か
も
の
あ
れ
ば
小
ト
。
彼
は
惑
を
作
せ
り
と
い
ふ

瞬
間
は
、
或
は
以
て
彼
は
善
を
矯
す
ぺ
し
と
い
ふ
前
兆
と
す
べ
き
や
も
知
る
可
か
ら
ず
。

彼
は
善
を
作
せ
り
に
い
ふ
瞬
間
は
或
は
以
て
彼
の
後
の
惑
を
議
知
す
べ
き
兆
徴
な
る
べ
き

や
も
知
れ
ず
。
要
す
る
に
彼
も
是
も
我
が
心
池
面
上
の
水
草
の
み
。
あ
は
れ
盆
に
立
た
ぬ

藻
草
と
見
ゆ
る
も
の
或
は
見
事
な
る
妙
華
を
開
く
乙
と
あ
り
。
さ
し
も
妙
華
な
り
と
見
ゆ

る
も
の
何
の
菓
も
結
ば
で
散
る
乙
と
も
あ
る
な
り
。
ハ
傍
点
、
論
者

V

乙
れ
は
、
本
論
の
書
き
出
し
の
一
節
だ
が
、
そ
乙
で
は
、
ま
ず
、
「
は
じ
め
よ
り
善
な
る
も

の
あ
ら
ず
、
は
じ
め
よ
り
悪
な
る
も
の
あ
ら
ず
、
」
と
さ
れ
、
善
悪
の
根
源
的
対
立
が
否
定
さ
れ

る
。
つ
ぎ
に
、
善
悪
の
発
生
に
触
れ
「
要
す
る
に
彼
も
是
も
我
が
心
池
面
上
の
水
草
の
み
U

と

し
、
善
悪
を
単
に
心
の
現
象
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
乙
の
部
分
の
そ
う
し
た
論
理
構

成
は
、
四
言
教
第
一
・
二
匂
め
「
無
善
無
窓
是
心
之
鐙
、
有
善
有
悪
是
意
之
動
」
と
明
確
に
対

応
し
て
い
よ
う
。

そ
し
て
、
乙
の
後
、
「
心
池
」
の
「
主
人
」
た
る
「
本
心
(
良
心
)
」
に
従
っ
て
善
悪
等
の

心
の
「
紛
闘
」
に
う
ち
勝
ち
、
そ
乙
に
は
じ
め
て
「
燦
然
た
る
光
妙
界
」
が
開
け
て
く
る
と
い

っ
た
転
生
の
図
式
が
さ
ら
に
描
か
れ
て
く
る
。
「
本
心
(
良
心
)
」
に
従
っ
て
と
は
明
言
さ
れ

て
は
い
な
い
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
「
わ
が
本
心
に
い
か
な
る
清
濁
あ
る
か
、
い
か
な
る
善
不

善
あ
る
か
」
云
々
と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
先
の
冒
頭
の
一
節
に
続
く
部
分
に
は
、

「
乙
の
池
を
鏡
と
す
る
時
に
、
乙
の
池
の
主
人
と
な
る
も
の
は
、
本
心
(
良
心
)
の
外
な
か
る

べ
し
」
と
あ
り
、
そ
う
し
た
内
容
が
合
ま
れ
て
い
る
乙
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
乙
の
部
分
が
、

四
言
教
第
三
匂
め
「
知
善
知
悪
是
良
知
」
と
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
乙

乙
に
は
、
善
悪
の
烈
し
い
葛
藤
の
す
え
の
転
生
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
イ
メ
ー
ジ
も
み
ら

れ
注
意
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
乙
こ
で
の
中
心
論
点
が
、
「
本
心
(
良
心
)
」
に
基

h
つ
い
て
「
罪
の
罪
た
る
を
知
」
る
「
悪
の
矯
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
」
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
置
か

れ
て
い
る
乙
と
は
ま
た
明
瞭
な
の
で
あ
る
。
次
の
一
節
は
、

ζ

の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
よ

・つ。

つ
ら
/
¥
人
間
の
一
生
を
見
る
に
、
罪
と
い
ふ
事
よ
り
も
罪
と
い
ふ
事
を
自
ら
知
ら
ざ

る
も
の
ほ
ど
大
な
る
罪
人
は
あ
ら
じ
と
恩
は
る
』
な
り
。
己
れ
あ
く
ま
で
も
賢
乙
し
と
思

ひ
、
己
れ
あ
く
ま
で
も
清
し
と
思
ひ
、
己
れ
何
庭
ま
で
も
善
人
な
り
と
信
ず
る
も
の
ほ
ど

に
罪
多
き
も
の
は
な
か
る
べ
し
。
是
等
の
人
は
些
々
た
る
出
来
事
に
注
意
し
て
燕
の
如
く

人
の
軒
下
を
飛
び
廻
は
り
、
燕
に
も
増
し
て
人
の
善
悪
を
い
へ
ど
、
わ
が
本
心
に
い
か
な

る
清
濁
あ
る
か
、
い
か
な
る
善
不
善
あ
る
か
、
ひ
た
す
ら
隠
蔽
す
る
丈
は
隠
蔽
し
て
の
け

ん
と
恩
ひ
つ
〉
人
間
の
一
生
を
盆
に
も
立
ぬ
時
辰
機
と
な
さ
ん
と
す
。
時
辰
機
な
ほ
可
な

り
、
時
辰
機
を
し
て
、
唯
だ
時
を
計
る
た
め
の
も
の
、
喰
だ
懐
中
を
飾
る
た
め
の
も
の
と

す
る
は
長
大
息
の
至
り
な
り
。

つ
ぎ
に
、
そ
れ
を
受
け
て
展
開
さ
れ
る
の
が
「
悔
改
」
に
つ
い
て
の
所
論
で
あ
り
、
そ
の
論

理
的
骨
子
は
、

そ
も
悔
改
と
は
一
時
の
感
情
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
改
宗
の
意
味
に
も
あ
ら
ざ
る
な
り
。

貨
に
非
の
非
な
る
を
知
り
改
む
べ
き
乙
と
の
た
し
か
な
る
を
認
む
る
に
あ
る
な
り
。
己
れ

の
惑
を
知
る
こ
と
は
悔
改
の
一
大
要
素
な
り
。
「
知
」
と
い
ふ
乙
と
は
罪
を
う
ち
消
す
べ

き
基
礎
に
し
て
「
悔
改
」
と
は
、
乙
の
「
知
」
に
「
行
」
を
加
へ
た
る
も
の
な
ら
ず
ん
ば

あ
ら
ず
。
己
に
罪
を
知
る
、
而
し
て
後
に
行
あ
り
、
乙
の
二
者
相
待
っ
て
始
め
て
再
生
し

た
る
生
命
に
入
る
こ
と
を
得
る
な
り
。

と
い
う
一
節
に
あ
る
。
透
谷
は
、
「
悔
改
」
を
単
な
る
改
宗
と
は
見
ず
、
「
賃
に
非
の
非
な
る

を
知
り
」
そ
れ
を
「
行
」
に
よ
っ
て
改
め
る
こ
と
と
す
る
の
で
あ
り
、
改
宗
と
い
っ
た
形
式
的

な
乙
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
個
人
の
内
実
を
通
し
て
罪
が
消
さ
れ
る
と
い
う
と
乙

ろ
に
そ
の
真
の
意
味
を
見
据
え
て
い
る
。
乙
の
よ
う
な
「
悔
改
」
理
解
は
、
す
で
に
「
各
人
心

宮
内
の
秘
宮
」
に
お
い
て
、
「
ヨ
ハ
ネ
の
所
謂
悔
改
と
は
即
ち
心
を
直
く
す
る
に
あ
り
、
」
と

い
う
表
現
で
端
的
に
示
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
倫
理
的
色
彩
の
濃
い
そ
う
し
た
透
谷
の
受
け

と
め
方
に
は
注
意
さ
れ
る
。
彼
の
論
理
は
、
こ
の
一
節
で
、
悪
(
罪
〉
を
知
る
こ
と
い
か
ら
悪

(
罪
)
を
う
ち
消
す
乙
と
へ
と
展
開
し
て
お
り
、
一
z

h

戸
、
m
-
t↑
品
位

m
h
仏
一
債
整
土

h

悪
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是
格
物
」
と
対
応
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
乙
の
一
節
が
、
す
で
に
関
氏
に
よ
っ
て
「
明
ら
か

に
、
陽
明
の
知
行
合
一
説
、
致
良
知
説
の
応
用
で
あ
る
U

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で

占のヲ心。以
上
が
本
論
の
大
ま
か
な
論
理
構
成
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
透
谷
の
論
理
の
展

開
は
、
四
言
教
の
各
勾
意
を
か
な
り
正
確
に
反
映
し
て
い
る
乙
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
私
に

は
、
こ
う
し
た
こ
と
の
な
か
に
透
谷
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
陽
明
の
格
物
解
釈
は
、
朱
子
が
「
物
ニ
至
ル
」
と
解
し
「
窮
理
」
の
義
と

す
る
の
に
対
し
て
、
「
物
ヲ
正
ス
」
と
解
し
良
知
を
致
す
工
夫
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
乙

に
、
知
行
会
一
説
を
唱
え
る
行
動
の
学
と
し
て
の
立
場
が
築
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
陽
明
の

場
合
、
「
物
」
を
「
事
物
ノ
理
」
と
す
る
朱
子
の
解
釈
に
対
し
て
、
「
物
」
と
は
「
事
」
で
あ

り
「
意
ノ
在
ル
所
」
と
す
る
。
従
っ
て
、
陽
明
の
い
う
「
格
物
」
と
は
、
要
す
る
に
心
の
不
正

を
正
す
乙
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
陽
明
の
格
物
解
釈
が
こ
の
よ
う
な
'
も
の
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
「
悔
改
」
と
り
つ
キ
リ
ス
ト
教
概
念
が
、
そ
う
し
た
素
地
を
通
し
て
主
体
化
さ
れ
て

く
る
可
能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
透
谷
の
「
悔
改
」
理
解
が
倫
理
的
色
彩
の
濃
い
も
の
と

な
っ
て
い
る
の
も
、
ま
た
、
そ
う
し
た
「
悔
改
」
理
解
と
関
連
し
て
、
教
会
の
儀
式
主
義
に
伴

う
信
仰
の
形
骸
化
し
た
状
況
を
打
つ
た
め
に
、
知
行
合
一
説
が
援
用
さ
れ
て
く
る
の
も
、
彼
の

キ
リ
ス
ト
教
受
容
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

ヲ
令
。

「
心
池
蓮
」
に
お
い
て
、
透
谷
が
、
現
世
に
対
す
る
積
極
的
な
態
度
を
自
ら
の
唯
心
的
立
場

が
苧
む
思
想
的
性
格
と
し
て
強
調
し
た
と
乙
ろ
に
は
、
あ
の
人
生
相
渉
論
争
が
濃
く
そ
の
影
を

落
と
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
乙
に
見
ら
れ
た
現
世
主
義
の

発
想
は
、
人
生
相
渉
論
争
以
前
の
も
の
に
も
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
、
決
し
て
、
彼
の
内
部
追
求

の
過
程
に
お
い
て
例
外
的
な
発
想
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
に
お
い
て

「
人
須
ら
く
其
の
本
心
を
明
ら
か
に
す
べ
し
」
と
説
い
た
そ
の
「
徴
心
」
を
改
め
て
論
じ
て
い

る
「
『
獄
』
の
一
字
」
ハ
「
平
和
」
第
七
?
明
抽
出
年
四
月
v

の
次
の
文
章
は
、
そ
の
一
つ
の
証
左
と
な

ろ
う
。
そ
し
て
、
ま
た
、
乙
の
部
分
は
、
著
し
く
陽
明
の
思
弁
を
匂
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も

#のヲ也。

道
は
虚
な
り
、
然
れ
ど
も
そ
の
人
に
入
る
や
鴛
な
り
、
虚
を
鮫
り
て
貨
を
成
す
は
至

人
の
行
あ
る
所
以
な
り
、
道
を
談
ず
る
は
窓
一
を
道
ふ
に
は
あ
ら
ず
、
道
の
中
に
行
あ
り
、

虚
を
鑑
る
は
賓
を
識
る
の
始
め
、
貨
を
識
る
は
虚
に
進
む
の
路
な
り
。

道
は
虚
な
る
が
吸
収
晴
吋
、
4
4
叱
ぺ
ろ
な
く
臨
ま
ざ
る
と
乙
ろ
な
し
、
然
れ
ど
も
其
道

の
駄
を
現
ず
る
は
心
の
白
間
に
あ
る
な
り
、
心
は
人
の
中
に
あ
り
又
た
人
の
外
に
あ
り
、
道

も
亦
た
人
の
中
に
あ
り
人
の
外
に
あ
る
所
以
な
り
。
心
の
外
に
道
を
見
る
も
の
は
な
く

。
。
。
。
。
。
。

心
の
外
に
行
を
作
す
も
の
は
な
し
。

前
説
心
宮
論
に
於
て
「
人
須
ら
く
其
の
本
心
を
明
ら
か
に
す
ぺ
し
」
と
絶
叫
し
た
る
余

が
徴
心
川
市
是
あ
る
の
み
道
は
言
の
以
て
透
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
心
あ
り
て
然
る
の
ち
に

道
あ
り
。

2
点、原文〉

こ
乙
に
は
、
「
心
池
蓮
」
の
場
合
と
同
様
、
「
盗
を
道
ふ
」
も
の
(
「
薄
弱
な
る
厭
世
家
」
)

と
自
ら
の
唯
心
的
立
場
と
を
峻
別
せ
ん
と
す
る
思
惟
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
透
谷
は
、
そ
乙
で
、

「
道
を
談
ず
る
は
空
を
道
ふ
に
は
あ
ら
ず
、
道
の
中
に
行
あ
り
、
」
と
主
張
し
、
「
道
」
の
顕

現
し
て
く
る
「
心
」
こ
そ
が
実
行
力
の
源
泉
で
あ
る
と
し
て
、
自
ら
の
「
心
」
重
視
説
が
現
実

的
行
為
と
結
び
つ
く
性
格
の
も
の
で
あ
る
乙
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
主

張
が
「
前
競
心
宮
論
」
の
「
徴
心
」
と
し
て
展
開
室
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
以

上
、
「
心
池
蓮
」
で
明
か
さ
れ
た
彼
の
唯
心
的
立
場
の
あ
の
よ
う
な
性
格
は
、
彼
の
内
部
追
求

の
当
初
か
ら
意
識
化
さ
れ
て
い
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
に
か
く
、
笹
淵
氏
は
、
す
で
に
、
そ
の
引
用
し
た
所
論
中
の
「
道
は
虚
な
り
、
」

で
始
ま
る
一
段
落
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
特
に
老
荘
思
想
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
、
「
『
道
は
虚

な
り
』
が
老
子
の
本
体
論
と
一
致
」
し
て
お
り
、
ま
た
、
「
虚
と
実
、
道
と
行
と
の
論
理
的
関

係
は
、
八
有
物
混
成
、
先
天
地
生
、
寂
令
審
今
、
独
立
市
不
改
、
周
行
而
不
殆
、
可
以
為
天
下

母
、
吾
不
知
其
名
、
字
之
日
道
。
霊
祭
竺
一
五
き

V
の
論
理
構
造
と
一
致
し
て
ゐ
る
。
(
至
人

は
老
荘
の
理
想
人
の
概
念
で
あ
る
。
)
更
に
キ
リ
ス
ト
の
真
理
を
看
破
す
る
た
め
に
『
須
ら
く

湛
一
港
』
『
黙
又
黙
す
ぺ
』
き
乙
と
が
要
請
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
乙
れ
も
沖
淵
な
る
老
子
の
道
に

対
応
す
る
人
生
態
度
と
い
ふ
ぺ
き
も
の
で
あ
る
U

と
述
ぺ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
続

け
て
「
ま
た
禅
や
陽
明
学
も
老
荘
思
想
と
共
通
す
る
思
想
傾
向
を
も
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
ニ
+
五

二
ハ
年
当
時
の
透
谷
の
思
想
を
形
成
し
た
要
因
と
し
て
老
荘
思
想
だ
け
で
な
く
、
広
く
東
洋
神

秘
主
義
思
想
が
参
与
し
よ
ゐ
た
乙
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
U

と
い
う
ふ
う
に
柔
軟
な
見

方
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
乙
で
、
私
が
、
陽
明
学
と
の
関
連
を
あ
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え
て
強
調
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
氏
の
取
り
上
げ
ら
れ
た
一
段
落
の
み
で
な
く
そ
れ
を
合
む

あ
の
引
用
し
た
所
論
全
体
の
透
谷
の
思
惟
構
造
を
視
野
に
置
く
と
き
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
陽
明

の
思
弁
に
よ
り
近
い
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
氏
の
取
り
上

げ
ら
れ
た
一
段
落
で
は
、
透
谷
は
、
自
ら
の
説
く
「
道
」
が
「
行
」
を
苧
む
も
の
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
老
荘
の
思
想
に
お
い
て
は
「
行
」
の
概
念
が
構
造
化
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
乙
の
面
か
ら
見
て
も
、
彼
の
序
心
的
思
惟
の
伝
統
的
基
盤
と
し
て

は
、
や
は
り
陽
明
学
が
浮
び
上
っ
て
く
る
よ
う
に
恩
わ
れ
み
が

さ
て
、
先
に
引
引
用
し
た
所
論
に
お
け
る
透
谷
の
論
理
の
骨
組
み
は
、
「
道
は
虚
な
り
、
」
、

。
。
。
。
。
。
。
。

「
然
れ
ど
も
其
道
の
駄
を
現
ず
る
は
心
の
畠
に
あ
る
な
り
、
」
と
し
て
、
「
道
」
と
「
心
」
と

。

の
関
係
を
捉
え
、
「
心
の
外
に
道
を
見
る
も
の
は
な
く
心
の
外
に
行
を
作
す
も
の
は
な
し
」
、

「
道
は
言
の
以
て
透
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
心
あ
り
て
然
る
の
ち
に
道
あ
り
U

と
結
論
守
つ
け
る

と
乙
ろ
に
あ
る
。
そ
乙
で
い
う
「
言
」
と
は
、
単
な
る
「
吹
聴
者
」
の
そ
れ
で
あ
り
、
「
文
函

に
あ
ら
は
れ
た
る
意
味
」
を
の
み
追
い
求
め
る
者
の
そ
れ
で
も
あ
っ
て
、
要
す
る
に
概
念
的
知

識
に
類
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
透
谷
の
「
道
」
を
「
心
」
に
収
飲
さ
せ
て
い
く

論
法
及
び
そ
の
思
惟
内
容
は
、
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
陽
明
の
思
弁
に
酷
似
し
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
、
.
、
、
、
、

.

.
 

先
生
日
ク
、
道
ハ
方
霞
無
シ
。
執
(
着
)
ス
可
カ
ラ
ズ
。
初
ツ
テ
交
義
上
ニ
拘
滞
ス
-
V
A
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

道
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
遠
シ
。
如
今
、
人
ハ
只
ダ
天
ヲ
説
ク
モ
、
其
ノ
賓
何
ゾ
嘗
テ
天
ヲ
見
ン
。

日
月
・
風
雷
ハ
町
チ
天
ナ
リ
ト
鶏
ハ
パ
不
可
ナ
リ
。
人
物
・
草
木
ハ
是
レ
天
ニ
ア
ラ
ズ
ト
謂

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ハ
パ
亦
不
可
ナ
リ
。
道
ハ
即
チ
是
レ
天
ナ
リ
。
若
シ
識
(
得
〉
ル
時
ハ
、
何
ク
ニ
適
ク
ト
シ

、
、
、
、
、
、
、

テ
道
ニ
非
ザ
ラ
ン
。
人
ハ
但
ダ
各
々
其
ノ
一
隅
ノ
見
ヲ
以
テ
、
認
定
シ
テ
以
テ
道
ハ
此
ノ
如

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

キ
ニ
止
マ
ル
ト
篤
ス
、
所
以
ニ
向
ジ
カ
ラ
ズ
。
若
シ
裏
ニ
向
ツ
テ
尋
求
シ
、
自
己
ノ
心
/
鐙

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ヲ
見
(
得
)
ル
コ
ト
ヲ
解
ス
レ
パ
、
邸
チ
時
ト
シ
テ
慮
ト
シ
テ
是
レ
此
ノ
道
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ハ

、、

、
、
、
、
、

無
シ
。
古
ニ
豆
リ
今
ニ
亘
リ
、
終
無
ク
始
無
シ
。
更
-
一
甚
ノ
同
異
カ
有
ラ
ン
。
心
ハ
創
チ
道

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ナ
リ
。
道
ハ
創
チ
天
ナ
リ
。
心
ヲ
知
レ
パ
則
チ
道
ヲ
知
リ
天
ヲ
知
ル
、
ト
。
又
日
ク
、
諸
君
寅

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ニ
此
ノ
道
ヲ
見
ン
コ
ト
ヲ
要
メ
パ
、
須
ク
自
己
ノ
心
上
ヨ
リ
鰻
認
ス
ベ
ク
、
外
求
ヲ
俵
ラ

ザ
レ
パ
始
メ
テ
得
ン
、
ト
。
ハ
寸
伝
習
録
し
巻
上
六
七
条
・
傍
点
、
論
者
V

乙
の
条
は
、
陽
明
の
「
道
」
を
説
い
た
も
の
の
な
か
で
最
も
完
備
し
て
い
る
と
さ
れ
る
も
の

だ
が
、
「
道
」
を
形
も
所
も
な
い
無
限
定
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
し
か
も
、
そ
の
無
限
定
性
が

「
心
」
に
求
め
ら
れ
る
以
上
、
そ
れ
は
「
自
己
ノ
心
上
ヨ
リ
程
認
」
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
「

文
義
上
」
(
「
外
」
〉
に
求
め
ら
れ
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
す
る
、
こ
の
よ
う
な
陽
明
の

論
法
及
び
そ
の
思
惟
内
容
は
、
透
谷
の
そ
れ
と
全
く
一
致
し
て
い
よ
う
。

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

そ
れ
に
、
「
心
の
外
に
道
を
見
る
も
の
は
な
く
心
の
外
に
行
を
作
す
も
の
は
な
し
U

と
い
う

そ
の
表
現
は
、
明
ら
か
に
陽
明
の
「
心
ノ
外
ノ
理
無
ク
、
心
ノ
外
ノ
物
無
シ
」
と
す
る
心
即
理

説
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
「
理
」
と
「
道
」
、
「
物
」
と
「
行
」
と
い
っ

た
用
語
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
が
、
陽
明
に
あ
っ
て
は
、
「
道
」
は
「
理
」
で
あ
り
、
「
物
」

は
「
事
」
の
義
で
「
意
ノ
在
ル
所
」
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
透
谷
の
そ
れ
は
内
容
に
お
い
て
も

陽
明
の
そ
の
主
旨
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
ま
た
、
「
虚
を
鑑
る
は
貨
を
識

行
る
の
始
め
、
寅
を
識
る
は
虚
に
進
む
の
路
な
り
」
と
い
う
表
現
も
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
「
道
」

を
体
現
し
て
い
く
「
至
人
の
伊
」
を
強
調
す
る
論
理
で
あ
る
と
と
か
ら
し
て
、
陽
明
の
「
知
ハ
是
レ

行
ノ
始
ニ
シ
テ
、
行
ハ
是
レ
知
ノ
成
ナ
リ
」
と
す
る
知
行
合
一
説
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
透
谷
の
「
虚
を
鐙
る
」
・
「
虚
に
進
む
」
乙
と
と
「
賓
を
識
る
」
乙
と
と
の
関
係

は
、
陽
明
の
「
知
」
と
「
行
」
と
の
関
係
に
対
応
し
て
い
る
。
透
谷
は
、
そ
の
一
段
落
で
、
「

道
を
談
ず
る
」
自
ら
の
立
場
が
現
実
的
行
為
と
結
び
つ
く
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
い
た
ず
ら
に

「
宏
一
を
道
ふ
」
も
の
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
乙
と
を
暗
に
主
張
し
て
い
る
の
だ
が
、

そ
こ
に
、
や
は
り
知
行
合
一
の
立
場
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
見
て
く
る
と
、
私
に
は
、
透
谷
の
あ
の
所
論
全
体
が
彼
の
愛
唱
匂
で
あ
っ
た
ら

し
い
「
道
本
無
篤
只
在
人
、
自
行
自
住
蛍
須
郷
、
坐
中
便
是
天
台
路
、
不
用
漁
郎
更
問
津
」
と

い
う
陽
明
の
詩
を
敷
倍
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
さ
え
恩
わ
れ
て
く
る
。
引
用
は
避
け
た
が
、

''BEt-

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

あ
の
所
論
に
続
く
「
放
つ
ぺ
し
縦
る
す
ぺ
し
、
行
か
し
む
べ
し
、
駐
ま
ら
し
む
べ
し
、
心
な
に

も
の
と
い
~
ど
も
心
を
控
縛
せ
し
む
べ
か
ら
ず
、
些
々
た
る
数
舎
の
信
僚
の
如
き
心
に
於
て
何

か
せ
ん

U
S点、原文
v

と
い
っ
た
激
し
い
語
気
で
「
心
」
の
「
自
在
」
性
を
主
張
す
る
と
乙
ろ

に
は
、
「
自
行
自
住
漫
須
都
」
と
い
う
匂
に
う
か
が
わ
れ
る
陽
明
学
的
バ
ト
ス
を
も
恩
わ
せ
る

に
足
る
も
の
が
あ
る
。

乙
の
「
『
黙
』
の
一
字
」
に
限
ら
ず
、
透
谷
の
唯
心
的
思
惟
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
心
に

収
数
さ
せ
る
陽
明
の
思
弁
が
濃
く
そ
の
影
を
落
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

次
の
よ
う
な
両
者
の
文
章
を
比
駁
し
て
み
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
親
近
性
に
は
濃
密
な
も
の
が
あ

ろ
う
。

不
争
の
怠
は
世
十
不
善
の
賓
象
を
骨
ず
る
に
過
ず
し
主
主
に
あ
ら
は
作
か
か
一
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。
。
。
。
。
。
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
。
。
。
。
。
。

蒸
駄
に
外
な
ら
ず
。
不
善
の
行
篤
を
援
め
て
善
の
行
篤
を
な
す
も
亦
た
心
の
上
に
う
つ
り

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
。
。
。
。
。
。

た
る
一
白
貼
に
外
な
ら
ず
、
共
に
心
の
上
に
あ
ら
は
る
h

も
の
に
し
て
心
あ
り
て
後
に
善

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

も
あ
り
不
善
も
あ
り
、
心
な
け
れ
ば
何
を
悔
改
む
る
と
乙
ろ
と
せ
む
。

ム
ハ
寸
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
L

・
傍
点
及
ぴ
円
点
原
文
V

日
ク
、
然
ラ
パ
則
チ
善
悪
会
ク
物
一
一
在
ラ
ザ
ル
ャ
、
ト
。
日
ク
、
只
ダ
汝
ノ
心
ニ
在
リ
。

理
ニ
循
へ
パ
便
チ
是
レ
善
ニ
シ
テ
、
白
黒
ニ
動
ケ
パ
便
チ
是
レ
悪
ナ
リ
、
ト
。
日
ク
、
畢
寛

物
に
善
悪
無
キ
ャ
、
ト
。
日
ク
、
心
ニ
在
リ
テ
比
ノ
如
ク
ン
パ
、
物
ニ
在
リ
テ
モ
亦
然

リ
。
世
儒
ハ
惟
ダ
此
ヲ
知
-
フ
ズ
。
心
ヲ
舎
テ
テ
物
ヲ
遂
ヒ
、
格
物
ノ
翠
ヲ
終
テ
錯
リ
者

(
了
)
テ
、
終
日
外
ニ
馳
セ
求
メ
、
只
ダ
箇
ノ
義
襲
ヒ
テ
取
ル
ヲ
倣
(
得
)
シ
テ
、
終
身

行
ヒ
テ
表
カ
ナ
ラ
ズ
、
習
ヒ
テ
察
カ
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
ト
。
円
寸
伝
習
録
L
巻上一
O
ニ
条
V

と
こ
ろ
で
、
「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
を
始
め
と
す
る
『
平
和
』
誌
上
の
心
を
軸
と
し
た
評

文
群
は
、
す
で
に
笹
淵
氏
の
詳
細
な
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
ク
ェ

l
カ
リ
ズ
ム
の
影
響
下
に
展

開
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

ζ

れ
ま
で
見
て
き
た
「
『
歎
』
の
一
字
」
で
は
、
「
黙
」
の
主

張
や
「
数
舎
の
信
燦
」
否
定
に
、
ま
た
、
「
心
池
蓮
」
で
い
え
ば
、
「
悔
改
」
に
つ
い
て
説
た

と
乙
ろ
に
う
か
が
わ
れ
る
、
教
会
の
儀
式
主
義
に
伴
う
信
仰
の
形
骸
化
し
た
状
況
九
の
批
判
的

な
態
度
に
、
そ
の
思
想
傾
向
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
そ
う
し
た
性
格
の
評
文
に
陽

明
の
思
弁
が
色
濃
く
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
乙
と
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
透
谷
の
ク
ェ

l
カ
リ
ズ

ム
受
容
が
陽
明
率
的
素
地
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
た
事
情
を
物
語
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ち
な

イ
シ
ナ
1
ラ
イ
ト

み
に
い
え
ば
、
人
聞
に
内
在
し
神
に
由
来
す
る
「
内
な
る
光
」
九
の
絶
対
的
信
頼
か
ら
生
ず
る

エ
ク
l
ヵ
!
の
思
想
傾
向
と
し
て
は
、
良
心
・
理
性
の
重
視
、
教
会
の
儀
式
主
義
反
対
、
異
端

に
対
す
る
寛
容
、
そ
し
て
実
践
的
性
格
と
い
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て

陽
明
学
の
有
す
る
思
想
傾
向
と
相
通
じ
て
お
り
、
透
谷
は
、
そ
う
し
た
ク
エ
ー
カ
ー
の
思
想
傾

向
を
、
陽
明
学
の
素
地
を
通
し
て
主
体
化
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

四

笹
淵
氏
が
、
透
谷
と
卓
也
荘
思
想
と
の
関
連
を
暗
に
強
調
さ
れ
、
ま
た
、
「
透
谷
の
唯
心
的
傾

向
は
む
し
ろ
知
と
行
と
を
分
離
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、

l
l
「
心
池
蓮
」
の
知
行
合
一

説
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
る
U

と
い
わ
れ
る
そ
の
背
景
に
は
、
透
谷
の
唯
心
的
傾
向
が
「
単
純
な

寂
静
主
義
」
に
傾
い
て
い
た
と
い
う
判
断
が
介
在
し
て
い
る
。
氏
は
、
そ
の
論
拠
と
し
て
「
各

人
心
宮
内
の
秘
宮
」
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
透
谷
は
第
一
の
宮
か
ら
第
二
の
秘
宮
に
入
る
乙
と

を
勧
奨
す
る
だ
け
で
、
第
二
の
秘
宮
か
ら
再
び
第
一
の
宮
に
帰
る
こ
と
は
意
識
に
と
め
て
ゐ
な

い
己
主
寸
第
一
芸
L
は
寸
社
会
的
行
為
と
結
ぴ
?
世
界
で
あ
る
L
o
v
と
述
ぺ
て
お
ら
れ
も
だ
が
、
し
か
し

、
そ
こ
で
確
実
に
い
え
る
乙
と
は
、
「
第
二
の
秘
宮
か
ら
再
び
第
一
の
宮
に
帰
る
こ
と
」
が
論

理
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
は
た
し
て
、
透
谷
が
そ
の
コ

i
ス
を
意

識
に
と
め
て
い
な
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
そ
乙
か
ら
直
ち
に
導
き
出
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
の
モ
チ
ー
フ
を
受
け
継
ぐ
と
さ
れ
た

「
『
黙
』
の
一
字
」
で
の
透
谷
の
思
惟
の
内
実
に
却
す
な
ら
ば
、
彼
が
「
秘
宮
」
か
ら
再
び

「
第
一
の
宮
」
に
帰
る
コ

l
ス
を
も
意
識
化
し
て
い
た
乙
と
は
明
ら
か
な
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
改
め
て
い
え
ば
、
透
谷
は
、
そ
こ
で
、
「
道
の
中
に
」
苧
ま
れ
る
「
行
」
の
側
面
を
乙
そ
強
調

し
、
「
道
を
談
ず
る
」
自
ら
の
立
場
が
単
に
「
空
を
道
」
い
現
実
を
軽
ん
ず
る
体
の
も
の
と
は

一
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
、
「
道
」
の

顕
現
し
て
く
る
「
心
」
乙
そ
が
実
行
力
の
源
泉
で
あ
る
と
す
る
捉
え
方
が
見
ら
れ
、
自
ら
の

「
心
」
重
視
説
が
現
実
的
行
為
と
結
び
つ
く
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
論
理
が
確
保
さ
れ
て

も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
所
論
が
「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
の
「
徴
心
」
と
し
て
展
開
さ

れ
て
い
る
以
上
、
「
第
一
の
宮
」
・
「
秘
宮
」
と
い
う
透
谷
の
「
心
」
の
蹄
分
け
が
、
氏
の
い

わ
れ
る
よ
う
な
「
第
一
の
宮
」
か
ら
「
秘
宮
」
へ
と
い
っ
た
だ
け
の
単
線
的
で
静
的
な
関
係
に

あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
ま
た
、
透
谷
の
「
獣
」
の
主
張
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
文
脈
の
中
で
捉
え
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
空
寂
に
泥
む
体
の
人
生
態
度
一
般
へ
と
拡
大
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
の
「
駁
」
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
も
内
面
的
な
根

拠
を
も
た
な
い
浅
薄
な
行
為
者
の
「
言
」
に
対
置
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
、
そ

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

れ
は
、
「
漉
一
湛
す
ぺ
し
」
「
獣
又
黙
す
ぺ
し
」
百
点
、
原
去
、
と
い
う
地
点
に
と
ど
ま
る

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
表
現
に
続
く
「
湛
の
終
は
溢
な
り
、
獣
の
末
は
道
な
り
、
」

ム

百
点
、
原
文
v

と
い
っ
た
論
理
が
よ
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
そ
の
主
張
は
、
外
九
拡
充
し

ゅ
く
性
格
の
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
単
に
「
知
」
と
「
行
」
と

を
分
離
し
、
「
行
」
に
対
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
態
度
と
い
う
ふ
う
に
短
絡
さ
る
ぺ
き
も
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

透
谷
が
「
黙
」
を
の
み
一
方
的
に
重
視
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ま
た
、
「
各
人
心

宮
内
の
秘
宮
」
と
「
再
び
同
じ
様
な
る
問
題
を
設
け
」
た
と
さ
れ
る
「
心
の
死
活
を
論
、
ず
」

円寸平和
L
第
十
?
明
治
白
血

is
か
ら
も
了
解
さ
れ
得
る
。
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。
。
。
。
。

静
と
は
何
ぞ

わ
れ
は
静
を
、
必
ら
ず
し
も
枯
乾
し
た
る
騨
僑
の
意
味
に
於
て
言
ふ
に
あ
ら
ず
。
大
な

る
愛
を
篤
し
得
る
も
の
は
大
な
る
静
を
も
守
り
得
る
こ
と
は
余
の
深
く
信

n

す
る
と
乙
ろ
な

り
。
(
中
略
)。

。
。
。
。
。

賃
貸
と
は
何
ぞ

自
信
と
は
何
ぞ

共
に
乙
れ
心
の
花
な
り
。
静
な
る
中
に
あ
り
て
大
な
る
賃
貸
あ
ら
ば
、
そ
の
静
は
何
時

に
で
も
大
に
動
く
乙
と
を
得
る
の
静
な
り
。
市
し
て
静
な
る
中
に
大
な
る
自
信
あ
ら
ば
其

の
欝
は
大
に
矯
し
得
る
の
静
な
り
。

多
く
の
愛
関
者
多
く
の
仁
人
義
士
は
、
愛
閣
の
行
ひ
な
く
、
仁
人
義
士
の
行
な
く
し
て

終
れ
り
、
静
を
守
り
て
終
れ
り
、
彼
等
に
於
て
は
行
不
行
、
静
不
静
は
な
に
ら
の
も
の
に

で
も
あ
ら
ざ
る
な
り
。

こ
れ
が
、
ど
う
し
て
「
単
純
な
寂
静
主
義
」
な
ど
で
あ
り
得
ょ
う
。
透
谷
の
説
く
「
静
」

は
、
そ
の
な
か
に
「
大
な
る
賃
貸
」
と
「
大
な
る
自
信
」
と
を
存
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、

外
九
拡
充
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
「
動
」
を
指
向
す
る

性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
「
心
の
静
」
が
説
か
れ
る
に
し
て
も
、
「
然

れ
ど
も
静
を
わ
す
れ
て
、
不
静
の
中
に
あ
り
て
、
而
し
て
な
ほ
満
足
な
る
乙
と
あ
り
げ
一
と
い
っ

た
論
理
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
、
「
近
時
」
の
「
多
く
の
愛
園
者

多
く
の
仁
人
義
士
」
(
内
に
「
大
な
る
異
質
」
と
「
大
な
る
自
信
」
と
を
有
さ
な
い
浅
薄
な
行

為
者
の
群
れ
)
九
の
批
判
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
「
貨
の
意
味
」
の
「
愛
園
家
」
が
対

置
せ
し
め
ら
れ
て
お
り
、
彼
の
志
向
が
ど
こ
に
賭
け
ら
れ
て
い
た
か
は
明
瞭
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
乙
の
「
心
の
死
活
を
論
ず
」
に
お
い
て
も
、
す
で
に
見
て
き
た
「
心
池
蓮
」
や
「

『
歎
』
の
一
字
」
と
同
様
、
自
ら
の
立
場
を
空
寂
に
泥
み
現
世
を
軽
ん
ず
る
体
の
思
想
傾
向
か

ら
区
別
せ
ん
と
す
る
思
惟
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
透
谷
は
、
一
貫
し
て
、
自
ら
の

唯
心
的
立
場
が
、
「
窪
を
道
ふ
」
も
の
・
「
枯
乾
し
た
る
騨
僑
」
・
「
薄
弱
な
る
厭
世
家
」

(
ま
さ
し
く
老
荘
や
禅
に
代
表
さ
れ
る
「
単
純
な
寂
静
主
義
」
)
と
は
峻
別
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
執
劫
に
言
及
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
唯
心
的
思
惟
が
そ
う
し
た
骨
降
の

も
と
に
展
開
さ
れ
て
い
る
乙
と
は
、
ひ
と
ま
ず
見
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
心
池
蓮
」
に
お

け
る
陽
明
の
詩
句
や
思
弁
の
援
用
も
、
以
上
の
よ
う
な
現
世
主
義
の
発
想
を
と
ど
め
た
一
連
の

恩
挫
の
な
か
で
、
し
か
も
、
そ
の
立
場
を
明
確
化
せ
ん
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
、
や
は
り
、
陽
明
学
的
素
地
が
彼
の
唯
心
的
思
慌
の
伝
統
的
基
盤
と
し
て
有
力
に
機
能
し
て

い
た
乙
と
を
充
分
に
物
語
る
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。

(
注
)

川
『
明
治
大
正
文
学
研
究
』
第
二
四
号
(
昭
お
・

6
)

凶
「
新
透
谷
像
の
出
現
」
(
『
思
想
』
・
昭
位
・
ロ
)

附
(
明
治
書
院
・
昭
鎚
・

1
)
引
用
部
分
は
槌
頁
。

同
文
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

I
「
北
村
透
谷
の
遺
し
た
も
の
」
(
『
季
刊
創
造
』
創
刊
号
・
昭
日

-m)
の
な
か
に
は
、
陽
明
学
と
透
谷
の
関
係
を
重
視
す
る
氏
の
発
言
が
見
ら
れ
注
意
を

ロロノ、。

同
「
『
文
学
界
』
と
そ
の
時
代
・
上
」

m
i
m頁
参
照
。

同
「
維
新
政
府
の
緩
和
政
略
、
大
慎
重
信
の
驚
致
、
最
初
の
新
教
会
」
の
章
参
照
。

何
『
近
代
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教
|
明
治
篇
!
』
〈
久
山
康
編
・
創
文
社
・
昭
m
-
4
)

印

1
n頁
、
倉
光
卯
平
「
納
耐
野
雄
一
世
間
先
生
の
信
仰
に
於
け
る
陽
明
学
の
立
場
」
(
西
南

学
院
大
学
『
文
学
論
集
』
・
昭
泊
・

3
)
、
武
田
清
子
『
人
間
観
の
相
魁
』
(
弘
文
堂
・

昭
泊
・

8
)
m
頁
、
宮
川
透
『
日
本
精
神
史
の
課
題
』
(
紀
伊
国
屋
新
書
・
昭

ω
・
6
)

位
頁
、
等
。

川
鈴
木
俊
郎
訳
・
岩
波
文
庫

同
『
福
品
目
新
報
』
(
明
幻
・

5
)
初
出
。
引
用
は
、
講
談
社
版
日
本
現
代
文
学
全
集
日
比
『
内

村
鑑
=
了
附
キ
リ
ス
ト
教
文
学
』
に
よ
る
。

同
透
谷
文
の
引
用
は
、
以
下
す
べ
て
明
治
文
学
金
集
却
『
北
村
透
谷
集
』
(
筑
摩
書
房
一
)
に

よ
る
。

川
本
文
は
、
四
部
叢
刊
・
王
文
成
公
全
書
(
巻
之
二
十
)
に
よ
る
。
円
点
は
透
谷
引
用
の
そ

れ
と
の
異
同
を
示
す
。
な
お
、
乙
の
詩
を
解
説
し
た
も
の
と
し
て
は
、
村
松
介
石
「
玉
陽

明
の
詩
と
其
の
悟
道
」
(
『
陽
明
学
研
究
』
木
村
秀
吉
編
《
東
亜
学
議
協
会
刊
・
昭
日
・

7
》
所
収
)
が
あ
る
。

同
『
伝
習
録
』
巻
中
・
「
答
顧
束
橋
書
」
(
「
答
人
論
学
書
」
)
参
照
。
引
用
文
の
訓
読

は
、
近
藤
康
信
『
伝
習
録
』
(
新
釈
漢
文
大
系
・
明
治
書
院
)
に
よ
る
。
以
下
『
伝
習
録
』

か
ら
の
引
用
文
の
訓
読
は
す
べ
て
乙
れ
に
よ
る
。

同
「
『
文
学
界
』
と
そ
の
時
代
・
上
」

m
l
m頁。

同
当
時
八
沈
黙
V
を
主
張
し
た
文
章
中
に
陽
明
文
を
援
用
し
て
い
る
例
と
し
て
、
『
日
本
評

論
』
第
二
十
四
・
二
十
五
号
(
明
治
担
年
2
・
3
月
)
に
「
大
な
る
人
民
、
精
神
家
」
と
題
し
て

発
表
さ
れ
た
南
城
漫
史
の
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
の
で
参
考
の
た
め
に
掲
げ
て
お
く
。

吾
人
は
再
言
す
、
大
な
る
精
神
家
は
大
な
る
沈
黙
家
な
り
と
。
さ
れ
ば
大
な
る
精
神
を
有

ム

A
U

- 8一



し
て
沈
黙
す
る
は
、
な
ほ
大
な
る
雄
携
を
有
し
て
械
黙
す
る
が
如
く
、
中
流
人
士
の
能
く
湛

A
 

え
得
る
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
但
だ
大
な
る
精
神
を
有
す
る
人
に
在
り
て
始
め
て
自
ら
守

ム

る
を
得
ん
(
中
略
)
然
れ
と
も
一
閤
祉
舎
の
人
民
を
警
醒
せ
し
め
、
一
関
輿
論
の
調
子
を
謹

巌
な
ら
し
め
ん
に
は
。
舌
頭
火
餓
を
飛
ば
し
て
叫
呼
跳
躍
す
る
人
に
存
せ
ず
し
て
、
更
ら

ム

A
U

に
沈
黙
高
観
す
る
精
神
家
の
勢
力
如
何
に
在
ら
ず
ん
パ
あ
ら
ず
。
(
中
略
)
斯
の
如
く
精

神
家
の
一
耽
舎
に
在
る
猶
ほ
頑
石
の
庭
隅
に
在
る
と
相
似
た
る
者
あ
り
。
彼
れ
は
一
言
を
吐

か
ず
、
然
れ
ど
も
其
の
無
一
言
は
大
言
に
優
る
乙
と
万
々
な
り
と
す
。
彼
れ
は
一
の
細
工
な
し

ム

、
一
の
懸
引
な
し
彼
れ
の
枇
舎
に
在
る
不
生
産
的
に
存
在
す
、
彼
の
鋤
を
抱
て
耕
す
人
、

鋸
を
以
て
工
す
る
人
に
比
す
れ
ば
、
彼
れ
或
は
無
き
も
大
に
害
な
き
が
如
し
。
是
れ
果
し

て
然
る
や
否
や
夫
れ
大
な
た
黙
は
大
な
る
精
神
な
り
。
王
陽
明
先
生
云
く

夫
誠
敏
於
行
而
後
欲
黙
突
、
仁
者
一
一
言
也
、
初
非
以
篤
黙
而
黙
存
宮
岡
、
又
日
黙
而
識
之
、

-

ν

ν

 

是
故
必
有
所
識
也
、
終
日
不
違
如
愚
者
也
、
黙
而
成
之
、
是
故
必
有
所
成
也
、
退
市
省

レ

レ

ν

レ

レ

レ

ニ

其
私
亦
足
以
護
者
也
、
故
善
黙
者
莫
如
顔
子
、
関
然
市
日
章
、
黙
之
積
也
、
不
-
一
一
白
而
信
、

}

二

一

ν
-
一
一

黙
之
道
成
実
、
天
何
言
哉
、
四
時
行
駕
高
物
生
盟
問
、
而
黙
之
道
至
会
、
非
聖
人
其
敦
能

-9-

興
於
比
哉
、

然
り
、
固
定
れ
貨
に
旨
あ
る
な
り
、
彼
れ
宣
に
徒
に
黙
す
る
者
な
ら
ん
、
養
ふ
所
の
索
あ
る

ι
 

者
は
憾
で
然
り
、

且
つ
世
の
迷
溺
せ
し
者
性
々
門
会
論
を
放
ち
盲
動
を
事
と
す
る
を
以
て
、
大
な
る
事
業
と
倣

す
者
あ
り
。
然
れ
と
も
沈
黙
の
更
ら
に
大
な
る
事
業
な
る
こ
と
を
識
ら
ずム

同
「
更
学
界
』
と
そ
の
時
代
・
上
」
瑚

1
m頁。

〔
付
記
〕

①
引
用
文
中
の
文
字
で
左
側
に
A
印
を
付
し
た
も
の
は
、
変
体
仮
名
を
印
刷
の
都
合
に

よ
り
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

②
本
稿
は
昭
和
田
年
度
提
出
の
修
士
論
文
の
一
部
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
懇
切
な

調
指
導
を
賜
っ
た
磯
貝
英
夫
先
生
に
深
謝
致
し
ま
す
。


