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『
道
徳
真
経
註
』

の
回
一
山
加
山

問
題
の
所
在

元
朝
治
下
の
南
中
園
に
お
げ
る
代
表
的
な
儒
者
と
し
て
呉
澄
(
一

二
四
九

1
一
三
三
三
、
江
西
崇
仁
人
)
を
評
価
す
る
こ
と
に
、
お
そ

ら
く
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
呉
澄
が
、
な
ぜ
『
老
子
道

徳
経
』
に
対
す
る
注
釈
書
を
編
ん
で
い
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
察

す
る
に
は
、
さ
し
あ
た
り
、
か
れ
と
同
時
代
の
思
想
傾
向
、
と
り
わ

け
斯
書
に
対
す
る
注
釈
蓄
の
全
般
的
趨
勢
に
配
慮
し
な
が
ら
、
呉
澄

自
身
の
思
想
的
経
歴
に
お
げ
る
斯
注
の
位
置
を
確
定
す
る
作
業
が
求

め
ら
れ
よ
う
。
も
と
よ
り
、
斯
注
の
全
体
像
を
か
れ
の
意
識
に
即
し

つ
つ
解
析
す
る
こ
と
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
要
請
さ
れ
る
。
本
稿
は
、

如
上
の
関
心
と
観
点
と
に
も
と
づ
き
、
主
と
し
て
、
斯
注
が
如
何
な

る
内
容
の
思
想
的
著
作
で
あ
っ
た
か
を
分
析
す
る
。
呉
澄
の
意
識
に

即
し
た
そ
の
全
体
像
の
分
析
に
際
し
て
は
、
『
老
子
」
第
二
章
の
終
わ

り
に
か
れ
が
附
し
た
、
「
『
老
子
』
一
書
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章

浦

秀

に
説
か
れ
る
内
容
は
、
ど
れ
も
こ
の
章
の
主
旨
を
こ
え
る
も
の
で
は

な
い
(
老
子
一
書
之
中
、
凡
諸
章
所
一
一
言
、
皆
不
出
乎
此
章
之
意
)
」
と

の
見
解
や
、
多
く
の
注
釈
者
は
こ
の
書
物
を
八
十
一
の
章
よ
り
な
る

と
す
る
が
、
「
し
か
し
分
断
す
べ
き
で
は
な
い
の
に
分
け
ら
れ
た
章
が

あ
る
(
然
有
不
当
分
而
分
者
。
巻
末
題
政
)
」
と
し
て
、
全
六
十
八
章

の
書
物
へ
と
編
纂
し
直
し
た
か
れ
の
認
識
を
、
そ
の
手
掛
か
り
と
す

る
こ
と
が
穏
当
だ
と
考
え
る
。

聖
人
の
無
為

呉
澄
は
「
老
子
』
第
二
章
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た

の
か
。
当
該
章
の
本
文
に
見
え
る
「
美
」
や
「
普
」
の
語
に
つ
い
て
、

か
れ
は
そ
の
文
脈
に
沿
っ
て
注
釈
を
加
え
る
。
「
「
美
」
と
は
、
他
の

物
よ
り
美
し
い
こ
と
を
言
う
。
材
質
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
る
。
「
善
」

と
は
、
行
為
者
が
か
か
わ
る
事
柄
に
お
い
て
善
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。



能
力
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
る
(
美
謂
美
於
他
物
、
以
質
市
言
也
、
善

謂
善
於
其
事
、
以
能
而
一
号
一
一
同
也
。
訳
文
に
お
い
て
『
老
子
』
本
文
の
語

句
は
最
小
限
「
」
で
括
る
。
以
下
同
じ
)
」
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
相

対
的
あ
る
い
は
個
別
限
定
的
な
価
値
な
ど
を
真
の
「
美
」
や
「
普
」
の

名
に
は
値
し
な
い
と
斥
け
、
一
方
、
真
の
「
美
」
や
「
善
」
は
、
「
聖

人
」
の
「
無
為
」
「
不
言
一
」
な
る
態
度
に
よ
っ
て
結
果
さ
れ
る
「
事
」

や
「
教
え
」
の
中
に
こ
そ
あ
る
と
す
る
。

「
聖
人
」
は
、
「
事
」
を
生
起
き
せ
よ
う
と
い
う
意
識
な
し
に
事

を
成
り
立
た
せ
る
。
故
に
そ
の
事
に
は
作
為
的
に
為
さ
れ
た
事

柄
は
見
い
だ
せ
な
い
。
ま
た
、
「
教
え
」
て
や
ろ
う
と
い
う
意
識

な
し
に
教
え
る
。
故
に
そ
の
教
え
に
は
言
葉
に
よ
っ
て
一
目
さ
れ

和
た
も
の
は
見
い
だ
せ
な
い
。
「
無
為
」
で
あ
り
「
不
雪
主
で
あ
る

一一一(
カ
ら
、
「
美
」
で
あ
り
「
善
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
び

聞
と
は
気
づ
か
な
い
。
か
く
、
そ
の
美
と
そ
の
善
は
、
唯
一
の
尊

の
貴
な
る
在
り
方
で
あ
り
、
な
に
も
の
と
も
比
較
対
照
の
し
よ
う

剖
が
な
い
(
聖
人
以
不
事
而
事
、
故
其
事
無
所
為
、
以
不
教
而
教
、

臨
故
其
教
無
所
言
、
無
為
不
言
、
則
雄
有
美
有
善
、
而
人
不
知
、
是

湖
以
其
美
其
善
、
独
尊
独
室
町
無
可
与
対
)
。

]
呉
澄
は
、
こ
の
章
の
中
か
ら
、
実
践
の
当
事
者
で
あ
る
「
聖
人
」
、

尉
そ
の
実
践
の
様
態
で
あ
る
「
無
為
」
や
「
不
言
」
な
る
態
度
、
そ
し

3

て
、
か
か
る
態
度
に
よ
っ
て
現
出
さ
れ
る
唯
一
絶
対
の
、
し
か
し
世

4

間
一
般
の
人
聞
に
は
察
知
さ
れ
な
い
境
涯
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
取
り

出
し
て
『
老
子
」
一
書
の
骨
髄
を
な
す
も
の
だ
と
捉
え
た
。
で
は
か

れ
は
、
「
聖
人
」
を
如
何
な
る
内
容
を
具
え
た
存
在
と
し
て
規
定
し
て

い
る
の
か
。
ま
た
、
「
聖
人
」
の
「
無
為
」
や
「
不
言
一
」
な
る
態
度
に
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
聖
人
」
が
「
人
を
救
い
」
「
物
を
救
う
」
と
は
、
救
済
し
よ
う

と
い
う
意
識
を
超
え
た
在
り
方
で
救
う
こ
と
で
あ
る
。
・
何
故

な
ら
ば
、
救
お
う
と
す
る
或
る
対
象
が
あ
れ
ば
、
必
ず
そ
の
対

象
か
ら
漏
れ
「
棄
」
て
ら
れ
る
存
在
が
出
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
(
聖
人
之
救
人
救
物
、
以
不
救
為
救
、
:
蓋
有
所
救
者
、
必

有
所
棄
。
第
二
十
三
章
注
)
。

道
を
体
得
し
て
い
る
聖
人
は
、
「
天
下
」
の
人
び
と
に
と
っ
て
帰

り
「
往
く
」
対
象
で
あ
る
。
民
び
と
は
と
う
に
帰
順
し
て
お
り
、

聖
人
は
、
具
体
的
な
利
益
を
与
え
な
い
方
法
で
か
れ
ら
に
利
益

を
も
た
ら
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
具
体
的
な
利
益
に
よ
っ
て
か
れ

ら
に
利
益
を
も
た
ら
せ
ば
、
利
益
が
あ
る
と
い
っ
て
も
同
時
に

弊
「
害
」
も
生
じ
る
が
、
個
別
的
な
利
益
を
与
え
な
い
在
り
方

で
利
益
を
も
た
ら
せ
ば
、
常
に
利
益
が
保
た
れ
て
し
か
も
弊
害

は
起
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
民
び
と
は
恒
常
的
に
「
安
」

「
平
」
「
泰
」
で
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
(
言
体
道
之
聖
人
、
為
天

下
之
人
所
帰
往
、
民
既
帰
往
、
而
聖
人
以
不
利
利
之
、
蓋
利
之

以
利
、
則
有
利
亦
有
害
、
利
之
以
不
利
、
則
常
利
而
不
害
、
則

民
得
以
常
安
常
平
常
泰
也
。
第
三
十
章
注
)
。
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「
聖
人
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
道
」
の
体
得
者
で
あ
り
、
そ
れ

と
と
も
に
、
民
び
と
が
帰
順
す
る
か
れ
ら
の
指
導
者
で
も
あ
る
。
た

だ
し
そ
の
指
導
者
は
、
民
び
と
に
対
し
て
具
体
的
な
形
で
は
利
益
を

与
え
な
い
。
一
定
の
対
象
だ
け
を
利
す
る
行
為
は
、
そ
の
内
容
が
個

別
具
体
的
で
あ
る
以
上
、
空
間
的
あ
る
い
は
時
間
的
な
限
定
性
を
帯

び
る
。
結
果
、
そ
の
限
定
か
ら
漏
れ
出
た
人
々
は
、
我
先
に
利
益
を

獲
得
し
よ
う
と
し
、
あ
る
い
は
す
で
に
利
益
を
得
た
人
々
と
相
争
う

こ
と
に
な
る
。
相
対
的
な
施
策
が
は
ら
む
弊
害
を
、
呉
澄
は
次
の
よ

う
に
も
語
っ
て
い
る
。

「
正
を
以
て
国
を
治
め
る
」
こ
と
は
、
善
だ
と
言
え
る
。
だ
が
、

そ
の
民
び
と
が
「
欠
欠
」
と
し
て
し
ま
う
の
は
、
国
を
治
め
る

者
が
、
「
正
」
な
る
方
策
を
用
い
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
正
と
不
正
と
は
対
待
の
関
係
に
あ
り
、
正
な
る
在
り

方
が
ひ
と
た
び
裏
返
れ
ば
、
不
正
の
「
奇
と
為
る
」
。
正
は
善
で

あ
っ
て
奇
は
不
善
で
あ
る
。
:
た
だ
、
こ
こ
に
所
詣
る
正
を
超

え
、
所
謂
る
普
を
超
え
る
こ
と
で
、
裏
返
っ
て
奇
と
な
っ
た
り

「
訣
」
と
な
っ
た
り
す
る
事
態
に
は
至
ら
な
い
。
乙
の
こ
と
を
弁

え
ら
れ
る
の
は
、
聖
人
だ
け
で
あ
ろ
う
(
以
正
治
園
、
可
謂
善

突
、
而
其
民
欠
欠
、
則
治
国
者
、
将
無
所
用
於
正
邪
、
蓋
正
与

不
正
対
、
正
一
反
、
則
為
不
正
之
奇
、
正
善
市
奇
不
善
、
:
惟

無
所
謂
正
、
無
所
謂
韓
国
、
而
不
至
反
為
奇
之
訣
也
、
能
知
此
者
、

其
惟
聖
人
乎
。
第
四
十
九
章
注
)
。

「
欠
欠
」
と
は
不
満
足
な
さ
ま
。
右
の
「
正
」
な
る
方
策
と
は
、
「
法

制
や
禁
令
で
民
び
と
の
不
正
を
正
す
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
図
は

た
し
か
に
「
普
」
い
。
し
か
し
法
令
は
、
い
ず
れ
民
び
と
が
畏
れ
聞

か
る
対
象
と
な
り
、
民
び
と
は
そ
の
生
業
に
安
ん
じ
る
と
と
が
で
き

な
く
な
る
(
同
前
)
。
「
法
令
」
そ
れ
自
体
の
妥
当
性
が
問
題
な
の
で

は
な
い
。
「
法
令
」
に
は
、
た
と
え
そ
の
目
的
が
「
善
」
い
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
人
々
を
法
律
違
反
の
回
避
に
汲
々
と
さ
せ
、
そ
の
安

息
を
奪
う
と
い
う
弊
害
が
ひ
そ
む
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

聖
人
は
、
一
般
に
「
正
」
し
く
「
善
」
い
と
さ
れ
る
方
策
が
そ
の

実
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
を
否
定
す
る
。
乙

れ
が
、
相
対
的
な
善
悪
邪
正
に
と
ら
わ
れ
な
い
無
為
な
る
態
度
に
認

め
ら
れ
る
べ
き
意
義
の
一
側
面
で
あ
る
。
そ
う
し
た
態
度
で
人
々
に

相
対
し
た
結
果
、
そ
の
世
界
か
ら
は
、

善
や
不
善
と
い
っ
た
名
称
が
と
も
に
う
せ
、
ひ
と
し
な
み
に
奥

深
い
同
一
性
を
示
し
て
、
区
別
で
き
る
も
の
が
な
い
。
智
慧
の

あ
る
人
間
も
「
大
い
に
迷
い
」
、
何
が
善
で
あ
り
、
何
が
不
善
で

あ
る
か
が
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
玄
妙
不
可
思
議
の
極
致

で
あ
り
、
そ
れ
を
「
要
妙
」
と
言
う
(
善
不
善
之
名
倶
浪
、
一

概
玄
問
、
無
可
分
別
、
雌
有
智
者
、
亦
大
迷
、
而
不
知
其
執
為

善
、
執
為
不
善
、
斯
廼
妙
不
可
測
之
至
極
、
日
要
妙
。
第
二
十

三
章
)
。

聖
人
が
治
め
る
世
界
に
お
い
て
、
是
非
善
悪
や
優
劣
美
醜
と
い
っ
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た
価
値
観
の
固
定
的
な
絶
対
性
は
否
定
さ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
事

柄
の
す
べ
て
が
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
肯
定
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
一
定

の
価
値
観
を
限
定
的
な
知
識
で
粉
飾
し
て
い
る
よ
う
な
「
智
慧
」
あ

る
人
聞
は
、
か
え
っ
て
混
沌
の
閣
に
授
け
込
ま
れ
る
。
聖
人
の
無
為

は
、
世
間
に
あ
っ
て
「
正
」
「
善
」
な
る
施
策
の
限
定
性
に
疑
問
を
提

示
し
、
「
智
慧
」
あ
る
者
の
認
識
の
偏
向
を
矯
正
す
る
方
向
に
、
そ
の

カ
を
発
揮
す
る
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
一
部
の
人
間
だ
け
の
一
時

的
な
利
益
や
救
済
で
は
な
く
、
世
の
中
す
べ
て
の
人
々
が
憩
い
う
る

恒
久
的
な
安
息
が
導
き
出
せ
る
。
こ
の
全
体
的
な
救
済
の
対
象
に
は
、

以
下
に
言
う
「
失
者
」
や
「
不
善
者
」
「
不
信
者
」
も
含
ま
れ
る
。

「
道
者
」
と
は
有
道
の
人
間
で
あ
り
、
「
徳
者
」
と
は
有
徳
の
人

間
で
あ
り
、
「
失
者
」
と
は
凡
庸
な
下
等
の
人
間
で
あ
っ
て
、
そ

の
行
為
に
お
い
て
失
敗
せ
ず
に
は
す
ま
な
い
者
で
あ
る
。
「
同
」

と
は
荘
子
斉
物
論
の
斉
の
意
味
に
近
い
。
・
・
・
故
に
お
よ
そ
上
等
、

そ
れ
に
次
ぐ
ラ
ン
ク
、
下
等
の
者
の
そ
の
す
べ
て
を
ひ
と
し
な

み
に
受
け
入
れ
、
非
難
し
た
り
排
除
し
た
り
し
な
い
(
道
者
有

道
之
人
、
徳
者
有
徳
之
人
、
失
者
庸
下
之
人
、
所
為
不
能
無
失

者
也
、
同
与
荘
子
斉
物
論
之
斉
相
近
、
:
・
故
凡
上
等
次
等
下
等

之
人
、
皆
視
之
一
向
、
而
無
非
異
。
第
二
十
章
注
)
。

民
の
「
善
」
と
「
不
善
」
、
「
信
」
と
「
不
信
」
に
つ
い
て
、
「
聖

人
」
は
そ
れ
ら
の
是
非
を
区
別
し
な
い
。
い
ず
れ
も
善
と
し
信

と
す
る
か
ら
、
た
だ
善
な
る
人
間
だ
け
が
「
善
を
得
」
、
信
な
る

45 

人
間
だ
げ
が
「
信
を
得
る
」
だ
け
で
な
く
、
不
善
者
も
善
を
得
、

不
信
者
も
信
を
得
る
。
「
得
る
」
と
は
、
民
び
と
が
こ
の
善
や
信

を
獲
得
し
て
失
わ
な
い
こ
と
を
言
う
。
そ
も
そ
も
不
善
・
不
信

な
る
者
も
教
化
を
う
け
て
善
や
信
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
が
人
び

と
が
こ
の
善
や
信
を
得
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
(
民
之
善

不
善
、
信
不
信
、
聖
人
不
分
其
是
非
、
皆
以
為
善
、
以
為
信
、
不

惟
善
者
得
善
、
信
者
得
信
、
而
不
善
者
亦
得
善
、
不
信
者
亦
得

信
失
、
得
謂
民
得
此
善
信
市
不
失
、
蓋
不
善
不
信
亦
化
市
為
善

信
、
是
人
人
得
此
善
信
也
。
第
四
十
一
章
注
)
。

「
聖
人
は
民
び
と
を
愛
す
る
と
い
う
意
識
か
ら
自
由
で
あ
り
、
か
れ

ら
が
み
ず
か
ら
働
き
み
ず
か
ら
休
む
の
に
ま
か
せ
る
(
聖
人
無
心
於

愛
民
、
而
任
其
自
作
自
息
。
第
五
章
注
こ
と
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

聖
人
の
無
為
と
は
、
優
劣
真
偽
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
を
そ
の
あ
る
が
ま

ま
に
容
認
す
る
態
度
で
あ
る
。
聖
人
が
そ
う
在
る
こ
と
で
、
人
々
は

そ
れ
ぞ
れ
に
持
っ
て
生
ま
れ
た
生
き
方
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
べ
て
の
存
在
を
救
済
す
る
態
度
と
し
て
の
聖
人
の
無
為
は
、
こ

の
点
に
お
い
て
そ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
か
に
見
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
に
大
き
な
問
題
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
呉
澄

の
説
く
聖
人
は
、
現
実
の
存
在
の
そ
の
あ
り
の
ま
ま
な
姿
を
容
認
す

る
か
に
見
え
て
、
た
と
え
ば
「
正
」
な
る
方
策
を
採
る
為
政
者
を
否

定
し
、
「
智
慧
」
あ
る
者
を
不
安
に
陥
れ
る
。
呉
澄
は
ま
た
、
「
古
の

韮
背
く
道
を
為
む
者
は
、
以
て
民
を
明
ら
め
る
に
あ
ら
ず
、
将
に
以
て
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之
を
愚
に
せ
ん
と
す
」
と
の
第
五
十
五
章
本
文
に
対
し
、
「
そ
の
昔
、

4

聖
人
は
自
身
の
徳
を
開
示
し
つ
つ
、
民
の
徳
を
開
示
さ
せ
た
。
そ
れ

も
ま
た
、
民
び
と
の
う
ち
愚
か
な
者
が
、
そ
の
徳
を
開
示
さ
せ
る
方

向
に
進
み
、
物
事
が
わ
き
ま
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で

の
こ
と
で
あ
る
(
古
者
、
聖
人
明
己
之
徳
、
以
明
民
徳
、
亦
欲
民
之

愚
者
、
進
於
明
而
有
所
知
也
)
」
と
の
反
論
を
、
こ
と
さ
ら
注
記
す
る
。

愚
者
が
愚
者
で
な
く
な
る
よ
う
、
そ
の
向
上
を
期
待
す
る
の
が
、
『
老

子
』
所
説
の
聖
人
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

呉
澄
が
描
く
聖
人
と
は
、
対
象
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
を
容
認
す
る

一
方
で
、
人
々
の
改
善
向
上
を
期
待
す
る
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た

造
形
は
、
そ
の
内
部
に
葛
藤
を
は
ら
む
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
か

れ
は
、
前
述
の
「
失
者
」
を
め
ぐ
っ
て
、

他
者
は
そ
の
失
敗
を
失
敗
だ
と
捉
え
る
が
、
か
れ
自
身
は
そ
れ

を
正
し
い
と
考
え
る
。
も
と
よ
り
そ
こ
に
は
自
の
ず
か
ら
然
る

正
し
さ
が
存
在
し
て
い
る
。
か
れ
が
正
し
い
と
す
る
事
柄
に
依

拠
し
て
正
し
い
と
せ
ず
、
む
や
み
に
そ
れ
を
間
違
い
だ
と
妄
言

し
て
よ
い
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
(
至
若
失
者
、
他
人
難
以
為

失
、
彼
則
自
以
為
是
、
固
亦
有
自
然
之
是
也
、
宣
可
不
困
其
所

是
以
是
之
、
而
廼
妄
言
以
非
之
哉
)
、

と
論
を
広
げ
る
。
「
失
者
」
が
そ
の
あ
る
が
ま
ま
な
る
状
態
に
お
い
て

容
認
さ
れ
る
の
は
、
か
れ
が
そ
の
「
自
の
ず
か
ら
然
る
正
し
さ
」
に

立
脚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
以
外
の
他
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

価
値
観
に
依
拠
し
て
「
失
者
」
を
批
判
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
わ
け
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
批
判
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
的
を
射
な
い
。

た
だ
し
呉
澄
は
、
「
「
失
者
」
と
い
っ
た
人
聞
は
、
わ
た
し
の
立
場

か
ら
ひ
と
し
な
み
に
「
同
」
じ
れ
ば
、
か
れ
の
立
場
に
あ
っ
て
ひ
と

り
正
し
い
と
す
る
独
是
を
手
が
か
り
に
、
わ
た
し
の
立
場
に
あ
っ
て

共
通
に
正
し
い
と
す
る
公
是
を
悟
る
か
も
し
れ
な
い
(
然
失
者
之
人
、

以
我
同
之
、
亦
或
縁
彼
之
独
是
、
而
悟
我
之
公
是
こ
と
も
語
る
。
聖

人
が
そ
の
あ
る
が
ま
ま
な
る
状
態
を
容
認
す
る
態
度
を
示
す
こ
と

で
、
「
失
者
」
は
そ
の
個
人
的
な
「
独
是
」
を
全
体
の
「
公
是
」
へ
と

揚
棄
さ
せ
う
る
、
と
見
る
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
に
、
右
の
葛
藤
を
分
析
す
る
手
掛
か
り
が
見
い
だ
せ

る
。
た
だ
し
そ
れ
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
は
、
人
々
に
と
っ
て
の

そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
状
態
と
理
想
状
態
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
呉
澄

が
如
何
に
思
念
し
て
い
た
か
を
問
お
う
。
そ
の
う
え
で
、
か
か
る
人
々

と
相
対
す
る
聖
人
の
無
為
な
る
態
度
の
、
そ
の
内
容
と
意
義
と
は
捉

え
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
人
問
、
な
い
し
人
間
に
よ
っ
て
作
り
出

さ
れ
る
世
界
の
存
在
形
態
を
め
ぐ
る
呉
澄
の
思
索
を
、
以
下
に
た
ど

る
と
し
た
い
。

進
と
徳
と
智

呉
澄
は
、
天
下
を
掌
握
し
統
治
す
る
う
え
で
、
有
為
の
知
恵
が
大



き
な
障
害
に
な
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
、
「
正
」

し
い
方
策
で
す
ら
、
そ
の
限
定
性
を
原
因
と
し
た
破
綻
が
い
ず
れ
来

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
智
力
に
よ
っ
て
天
下
を
治
め
よ
う
と
す
る
者

は
、
そ
の
事
業
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
反
対
に
失
敗
す
る
(
彼

以
智
力
為
之
者
、
欲
成
其
事
、
市
其
事
反
不
成
。
第
二
十
五
章
注
こ

と
か
、
「
上
位
の
者
が
こ
と
さ
ら
な
施
策
の
も
と
智
術
に
よ
っ
て
下
位

の
者
を
統
御
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
下
位
の
者
も
悪
巧
み
に
よ
っ
て
上

位
の
者
を
欺
く
(
上
有
為
以
智
術
御
其
下
、
下
亦
以
姦
詐
欺
其
上
。
第

六
十
ニ
章
注
こ
と
述
べ
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
(
第
四
十
章
注
も
参

照
)
。
こ
こ
で
は
ま
た
、
為
政
者
の
有
為
が
被
治
者
の
佼
知
を
誘
発
す

る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
国
家
の
衰
亡
が
有
為
の
連
鎖
反
応
と
し
て
一
部

副
附
さ
れ
る
。
で
は
、
そ
の
「
智
」
と
は
、
そ
も
そ
も
何
に
も
と
づ
き
、
ど

巴
の
よ
う
に
し
て
生
起
す
る
も
の
な
の
か
。

開
「
上
徳
は
徳
な
ら
ず
、
是
こ
を
以
て
徳
あ
り
」
と
書
き
出
さ
れ
る
第

の
三
十
三
章
本
文
の
文
脈
に
し
た
が
い
、
呉
澄
は
、
「
上
徳
な
る
者
は
徳

副
の
上
に
在
り
、
道
な
り

0

・
:
徳
あ
り
と
は
、
徳
、
道
の
中
に
在
る
な

競
り
」
と
注
釈
す
る
。
以
下
、
「
徳
」
を
超
え
た
「
道
」
か
ら
個
別
の
「
徳
」

摘
が
限
定
さ
れ
、
「
仁
・
義
・
礼
」
へ
と
「
降
」
る
こ
と
を
述
べ
、
『
老

ι
子
』
本
文
で
は
「
前
識
」
と
記
さ
れ
る
語
を
「
智
」
と
言
い
直
し
、
そ

日
間
れ
を
「
嵐
」
の
起
点
に
据
え
る
と
と
に
な
る
。

道
は
木
の
実
に
喰
え
ら
れ
る
。
芽
生
え
る
前
の
段
階
で
は
、
生

長
の
原
理
は
そ
の
内
部
に
あ
り
、
ま
だ
形
を
な
さ
ず
何
も
は
っ
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き
り
し
て
い
な
い
。
生
長
し
て
後
は
、
徳
が
そ
の
根
で
あ
り
、
仁

が
そ
の
幹
で
あ
り
、
義
が
そ
の
枝
で
あ
り
、
礼
が
そ
の
葉
で
あ

り
、
智
が
そ
の
華
で
あ
る
。
根
幹
枝
葉
撃
は
、
(
木
の
実
と
し
て

の
)
道
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
。
智
あ
る
者
は
自
身
が
賢
く
愚
か

で
は
な
い
と
と
を
望
む
が
、
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
愚

か
さ
と
い
う
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
故
に
「
愚
の
始

め
」
と
言
う
(
道
猶
木
之
実
、
未
生
之
初
、
生
理
在
中
、
圧
勝

未
露
、
既
生
之
後
、
則
徳
其
根
也
、
仁
其
幹
也
、
義
其
校
也
、
礼

其
葉
也
、
智
其
華
也
、
根
幹
枝
葉
華
、
自
道
中
生
、
智
者
欲
其

哲
而
不
愚
、
而
適
以
肇
愚
、
故
日
愚
之
始
)
。

『
老
子
』
当
該
章
の
内
容
を
敷
街
し
た
だ
け
の
注
釈
に
も
見
え
る
。

し
か
し
呉
澄
は
、
「
故
に
道
を
失
い
て
而
る
後
に
徳
あ
り
、
云
々
」
と

い
う
本
文
の
そ
の
「
失
」
の
字
に
は
注
記
せ
ず
、
「
道
」
か
ら
そ
れ
以

下
の
状
態
へ
の
転
落
を
、
本
文
に
は
な
い
「
降
」
る
と
い
う
表
現
で

説
明
す
る
。
「
智
」
を
「
道
」
の
自
己
限
定
態
と
し
て
特
定
し
よ
う
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
「
道
」
は
形
而
上
の
理
で
あ
り
、
気
が
混
じ
ら
な
い
状
態
」
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
「
「
徳
」
は
形
而
下
の
気
で
あ
り
、
そ
の
内
部
に
理

を
保
有
す
る
」
、
と
呉
澄
は
「
道
」
と
「
徳
」
と
に
区
別
を
つ
け
、
「
道
」

の
唯
一
絶
対
性
を
強
調
す
る
(
第
一
章
注
)
。
た
だ
し
、
首
章
本
文
の

え
だ

「
此
の
両
者
は
同
じ
」
句
に
対
し
て
、
「
「
同
」
じ
と
は
、
道
は
即
ち
に

徳
で
あ
り
、
徳
は
即
ち
に
道
で
あ
る
こ
と
」
と
し
、
両
者
を
相
即
す
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る
関
係
で
把
握
す
る
場
合
も
あ
る
。
と
は
い
え
「
徳
」
は
、
「
有
物
有

4

象
の
本
」
(
第
十
八
章
注
)
と
し
て
、
存
在
す
る
も
の
の
「
気
」
的
側

面
を
担
う
。
こ
の
側
面
か
ら
見
た
時
に
、
「
徳
」
は
限
定
的
存
在
と
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
う
し
た
「
徳
」
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
森
羅
万
象
は
、
個
物
と
し

て
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
得
る
こ
と
と
引
き
替
え
に
、
絶
対
の
「
道
」

か
ら
下
降
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
現
実
世
界
の

荒
廃
が
「
智
」
を
原
因
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し

あ
く
ま
で
も
「
智
」
は
「
道
」
の
自
己
限
定
態
で
あ
る
。
呉
澄
は
、
「
道
」

と
「
智
」
と
の
こ
う
し
た
関
係
が
具
体
的
に
了
解
さ
れ
る
よ
う
な
形

で
、
『
老
子
』
の
校
訂
を
お
こ
な
う
の
で
あ
っ
た
。

『
老
子
』
八
十
一
章
本
に
あ
っ
て
、
「
太
上
下
知
有
之
」
(
八
十
一
章

本
の
第
十
七
)
章
・
「
大
道
廃
有
仁
義
」
(
第
十
八
)
章
・
「
絶
聖
棄
智
」

(
第
十
九
)
章
の
三
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
章
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

一
方
呉
澄
は
、
三
つ
の
章
を
ひ
と
つ
に
括
り
、
ま
た
、
「
絶
聖
棄
智
、

民
利
百
倍
、
絶
仁
棄
義
、
民
復
孝
慈
』
と
並
ぶ
本
文
の
前
半
と
後
半

と
を
入
れ
替
え
る
。
「
仁
を
絶
ち
義
を
棄
て
て
、
民
は
孝
慈
に
復
り
、

聖
を
絶
ち
智
を
棄
て
て
、
民
の
利
は
百
倍
す
」
と
訓
む
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
理
由
を
、
「
上
の
文
は
世
の
中
に
変
乱
が
お
こ
り
下
降
す
る

様
相
を
説
明
す
る
こ
と
で
、
末
期
的
状
態
に
向
か
う
因
由
を
あ
ら
わ

す
。
こ
こ
で
は
統
治
教
化
が
回
復
さ
れ
る
情
況
を
説
明
す
る
乙
と
で
、

根
本
的
在
り
方
に
戻
る
階
梯
を
示
す
(
上
文
言
世
変
之
降
、
以
見
趨

未
之
由
、
此
言
治
化
之
復
、
以
示
反
本
之
漸
。
第
十
六
章
注
)
」
と
説

明
す
る
。

右
の
「
上
の
文
」
と
は
、
八
十
一
章
本
で
は
「
太
上
下
知
有
之
」
章

と
「
大
道
廃
有
仁
義
」
章
と
を
合
わ
せ
た
文
章
で
あ
り
、
「
こ
こ
で
は
」

と
は
、
そ
れ
ら
に
続
き
、
「
仁
を
絶
ち
義
を
棄
て
て
」
と
始
ま
る
部
分

を
指
す
。
呉
澄
は
「
上
の
文
」
の
構
成
に
つ
い
て
、
「
大
道
の
世
」
か

ら
「
仁
義
の
君
」
、
「
智
慧
の
主
」
が
統
治
す
る
時
代
へ
と
次
第
に
降

り
、
そ
の
「
智
慧
も
漸
く
窮
す
る
に
及
び
」
「
智
慧
又
た
変
じ
て
大
偽

と
為
る
」
に
い
た
る
四
段
階
の
歴
史
が
描
写
さ
れ
て
い
る
、
と
解
釈

す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
統
治
教
化
は
如
何
に
回
復
さ
れ
る
の
か
。
『
老
子
』
本
文
の

「
絶
仁
棄
義
」
「
絶
望
棄
智
」
「
絶
功
棄
利
」
が
、
そ
の
方
法
を
下
降
の

程
度
の
浅
い
段
階
か
ら
順
に
示
す
、
と
呉
澄
は
見
る
。
そ
し
て
そ
の

際
に
、
右
の
四
段
階
を
、
「
都
子
(
『
観
物
内
篤
』
)
の
言
う
所
の
皇
帝

王
伯
・
聖
賢
才
術
の
等
と
略
ぽ
相
似
る
」
と
比
定
し
た
う
え
で
、
「
仁

義
の
君
」
に
対
し
て
は
、
「
帝
者
の
仁
義
を
絶
棄
し
て
以
て
皇
の
大
道

に
反
」
る
こ
と
を
要
請
し
、
以
下
、
「
王
者
の
聖
智
を
絶
棄
し
て
以
て

帝
の
仁
義
に
反
」
る
こ
と
、
「
覇
者
の
功
利
を
絶
棄
し
て
以
て
王
の
聖

智
に
反
る
」
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
求
め
る
。
「
仁
・
義
」
が
「
聖
・

智
」
の
後
に
来
る
八
十
一
章
本
の
句
づ
く
り
は
、
か
く
し
て
か
れ
が

考
え
る
回
復
の
順
序
に
合
う
よ
う
移
動
さ
せ
ら
れ
た
わ
げ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
校
訂
の
意
図
は
、
世
の
中
の
段
階
的
な
下
降
と
そ
れ
を



逆
に
た
ど
る
回
復
の
過
程
と
を
、
両
者
一
連
の
サ
イ
ク
ル
の
な
か
に

結
び
つ
け
る
点
に
在
る
。
「
道
」
か
ら
派
生
し
た
「
智
」
な
い
し
万
物

は
、
い
ず
れ
「
道
」
に
回
帰
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
「
道
」
へ
の
回
帰
可
能
性
は
如
何
に
保
証
さ
れ
る
の
か
。
こ

の
問
題
を
め
ぐ
り
、
呉
澄
は
、
『
老
子
』
第
三
十
五
章
本
文
の
「
反
者

道
之
動
、
弱
者
道
之
用
」
と
の
一
言
葉
に
着
目
す
る
。
こ
こ
で
も
か
れ

は
、
校
訂
者
と
し
て
の
才
覚
を
発
揮
す
る
。

右
の
二
句
は
、
八
十
一
章
本
で
は
「
反
者
道
之
動
」
(
そ
の
第
四
十
)

章
の
冒
頭
を
飾
る
舌
目
茶
で
あ
る
。
た
だ
し
呉
澄
は
、
続
く
「
上
士
聞

道
」
(
第
四
十
二
章
・
「
道
生
一
」
(
第
四
十
二
)
章
・
「
天
下
之
至

柔
」
(
第
四
十
三
)
章
を
一
括
し
た
う
え
で
、
右
の
二
匂
を
「
一
章
の

澗
綱
」
、
全
体
の
綱
領
と
し
て
捉
え
直
す
。
そ
し
て
、
こ
の
ご
句
に
つ
づ

巴
く
一
連
の
文
章
を
、
「
「
反
者
道
之
動
」
を
詳
言
す
る
」
前
半
部
分
と
、

開
「
「
弱
者
道
之
用
」
を
詳
言
す
る
」
部
分
と
に
二
分
す
る
。
「
道
は
一
を

の
生
ず
」
以
下
の
文
章
を
、
そ
の
後
半
に
当
て
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

剖
前
後
半
ふ
た
つ
の
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
構
成
を
分
析
し
、
両
者

一
時
と
も
に
、
ま
ず
「
道
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
反
」
あ
る
い
は
「
弱
」
と
し

部
て
作
用
す
る
「
因
由
」
を
述
べ
、
次
に
そ
れ
を
「
人
」
に
つ
い
て
見

刈
た
場
合
、
続
い
て
具
体
的
事
例
を
導
き
「
起
」
こ
す
本
文
中
の
言
葉
、

見
お
よ
び
そ
の
「
事
」
例
、
最
後
に
そ
れ
を
推
し
「
広
」
げ
た
例
か
ら

9
結
語
、
と
い
う
整
然
と
し
た
構
成
を
持
つ
と
解
説
す
る
。
全
体
構

4

成
に
関
す
る
こ
の
解
説
か
ら
だ
け
で
も
、
「
道
」
の
「
反
」
る
働
き
「
弱
」

な
る
作
用
に
つ
い
て
説
得
的
な
解
釈
を
示
そ
う
と
し
た
呉
澄
の
意
図

が
、
透
け
て
見
え
る
。

こ
の
章
の
中
心
概
念
だ
と
さ
れ
る
「
反
」
と
「
弱
」
と
の
関
係
に

つ
い
て
、
本
章
末
尾
の
双
行
注
は
、
「
「
反
る
」
と
は
、
「
弱
」
な
る
作

用
の
根
源
の
所
に
遡
る
こ
と
で
あ
り
、
弱
と
は
反
る
そ
の
実
質
を
指

す
。
目
弱
な
る
作
用
と
別
に
所
謂
る
反
る
行
為
が
あ
る
の
で
は
な
い

(
反
者
遡
所
以
弱
之
原
、
弱
者
指
所
以
反
之
実
、
:
・
非
弱
之
外
又
有
所

謂
反
也
こ
と
概
括
す
る
。
「
無
で
あ
っ
て
有
で
は
な
い
」
方
向
へ
「
反

る
」
「
道
」
の
働
き
を
具
体
的
に
示
す
の
が
、
「
虚
で
あ
っ
て
盈
ち
る

こ
と
の
な
い
」
「
弱
」
な
る
作
用
な
の
で
あ
る
。
限
定
的
な
「
有
」
な

る
存
在
は
、
そ
の
状
態
に
充
足
す
る
こ
と
な
く
、
「
無
」
な
る
方
向
へ

と
み
ず
か
ら
を
向
か
わ
せ
る
。
そ
れ
が
、
呉
澄
の
捉
え
る
「
弱
」
な

る
作
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
う
し
た
「
弱
」
な
る
作
用
は
、
如
何
な
る
「
因
由
」
根
拠
を
持

つ
の
か
。
「
道
は
一
を
生
ず
」
以
下
の
本
文
に
注
釈
を
加
え
て
、
呉
澄

は
、
「
道
は
無
の
中
か
ら
沖
虚
の
一
気
を
生
み
だ
す
」
と
述
べ
、
「
万

物
が
生
み
だ
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
沖
気
に
依
拠
し
て
で
あ
る
。
生
ま

れ
て
か
ら
後
も
必
ず
こ
の
沖
気
に
し
た
が
っ
て
は
た
ら
さ
を
お
こ
す

か
ぎ
り
、
そ
の
本
体
を
見
失
わ
な
い
で
い
ら
れ
る
。
万
物
を
生
み
だ

す
沖
気
が
、
虚
で
あ
っ
て
盈
ち
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
故
に
弱
と
言

う
(
万
物
之
生
、
以
此
沖
気
、
既
生
之
後
、
亦
必
以
此
沖
気
為
用
、
廼

為
不
失
其
本
、
以
生
之
本
沖
気
、
虚
市
不
盈
、
故
臼
弱
)
」
と
ま
と
め



。
る
。
「
沖
鹿
の
一
気
」
と
は
、
「
沖
鹿
の
徳
」
や
「
沖
虚
不
盈
の
徳
」
(
第

5

三
十
四
章
注
。
第
二
十
四
章
注
も
参
照
)
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
万

有
の
根
源
で
あ
る
「
徳
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
「
徳
」
を

根
拠
と
し
て
、
「
道
」
の
「
弱
」
な
る
在
り
方
は
実
現
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。呉

澄
は
、
『
老
子
』
本
文
に
対
し
て
如
上
の
校
訂
と
注
釈
と
を
施
し

つ
つ
、
「
徳
」
の
意
義
を
高
く
持
ち
上
げ
る
。
「
徳
」
と
は
、
個
別
の

存
在
が
先
天
的
か
つ
普
通
的
に
具
有
す
る
本
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

た
、
「
智
」
以
下
の
状
態
に
転
落
し
て
い
る
現
実
の
人
聞
を
、
「
無
為

自
然
」
の
「
道
」
へ
と
還
帰
さ
せ
る
根
拠
で
も
あ
る
。
「
道
」
に
反
し

て
い
る
か
に
見
え
る
現
実
の
人
間
は
、
そ
の
「
徳
」
に
依
拠
し
た
「
無
」

化
の
作
用
に
よ
る
こ
と
で
、
自
己
実
現
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

人
心
の
荒
廃
は
、
「
道
」
を
根
源
と
し
、
「
徳
」
を
経
由
し
つ
つ
生

み
出
さ
れ
た
「
智
」
の
、
そ
の
放
恋
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
第

二
十
七
「
道
常
無
名
」
章
の
後
半
「
始
制
有
名
」
句
以
下
を
、
呉
澄

は
、
「
道
」
の
限
定
態
で
あ
る
「
徳
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
だ
と
捉

え
る
。
そ
し
て
、
本
文
に
「
夫
れ
亦
た
将
に
止
ま
る
を
知
ら
ん
と
す
」

と
の
表
現
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
「
こ
の
意
味
は
、
無
か
ら
有
に
向

か
っ
た
場
合
で
も
、
徳
の
段
階
で
止
ま
り
、
そ
れ
以
上
は
下
降
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
を
わ
き
ま
え
る
べ
き
だ
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
(
其
意
若
目
、
自
無
適
有
、
当
知
至
於
徳
市
止
、
不
可
再
適
也
と

と
の
説
明
を
加
え
る
。
逆
に
一
言
え
ば
、
「
徳
」
に
す
ら
「
止
ま
」
れ
ず

「
智
」
へ
と
堕
落
す
る
の
が
人
間
の
常
態
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
「
徳
」
か
ら
「
智
」
へ
の
下
降
と
は
、
如
何
な
る
事
態
を
意

味
す
る
の
か
。
ま
た
、
「
智
」
の
状
態
が
、
「
徳
」
の
作
用
に
よ
っ
て

「
道
」
に
回
帰
す
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
変
化
を
指
す
の
か
。
第
五
十

九
章
に
対
す
る
注
釈
に
注
目
し
た
い
。
呉
澄
は
、
当
該
章
の
本
文
を

「
知
る
も
知
ら
ざ
る
が
ご
と
し
、
上
は
知
ら
ざ
る
も
知
る
と
す
。
病
め

り
。
夫
れ
惟
だ
病
い
を
病
と
す
。
是
こ
を
以
て
病
い
あ
ら
ず
。
聖
人

は
病
い
あ
ら
ず
。
其
の
病
い
を
病
と
す
る
を
以
て
、
是
こ
を
以
て
病

い
あ
ら
ず
(
知
不
知
、
上
不
知
知
、
病
、
夫
惟
病
病
、
是
以
不
病
、
聖

人
不
病
、
以
其
病
病
、
是
以
不
病
ご
と
訓
む
。
そ
れ
は
、
以
下
の
よ

う
な
解
釈
に
も
と
づ
く
か
ら
で
あ
る
。

「
知
っ
て
い
る
の
に
知
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
」
。
「
上
」
智
の

人
は
聡
明
で
知
恵
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
守
ろ
う
と
し
て
愚
か
に

な
る
。
故
に
「
上
は
知
が
な
い
の
に
知
が
あ
る
と
思
い
込
む
」
と

言
う
。
下
愚
の
人
は
、
耳
が
聞
こ
え
ず
目
も
見
え
な
い
の
に
、
見

た
り
聞
い
た
り
す
る
対
象
が
あ
る
、
と
自
分
で
は
垣
間
る
。
故
に

「
病
い
」
と
晋
一
同
う
。
「
病
い
を
病
い
と
す
る
」
と
は
、
病
気
の
部

分
を
病
気
だ
と
心
配
す
る
よ
う
な
行
為
で
あ
る
。
知
ら
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
知
っ
て
い
る
と
思
い
こ
む
の
は
、
病
い
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
を
病
い
だ
と
認
識
し
そ
れ
を
弊
害
だ
と
と
ら
え

れ
ば
、
も
は
や
こ
の
「
病
い
か
ら
は
解
放
さ
れ
る
」
。
「
聖
人
」
は

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
知
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
っ
て



い
る
の
だ
が
、
あ
た
か
も
知
ら
な
い
者
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。
知
ら
な
い
の
に
知
っ
て
い
る
と
す
る
病
い
な
ど
(
聖
人
に

は
)
あ
る
は
ず
が
な
い
。
聖
人
に
お
い
て
「
病
い
が
な
い
」
の

は
、
自
然
に
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
病
い
を
病
い
だ
と
自
覚
し

た
結
果
そ
う
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
(
知
而
若
不
知
、
上

智
之
人
、
聡
明
叡
知
、
守
之
以
愚
、
故
田
上
不
知
、
而
以
為
知
、

下
愚
之
人
、
耳
目
聾
替
、
自
調
有
所
間
見
、
故
日
病
、
病
病
、
猶

患
其
所
患
、
以
不
知
為
知
、
病
也
、
以
為
病
而
病
之
、
則
不
復

有
此
病
突
、
聖
人
生
而
知
之
、
雄
知
猶
若
不
知
、
宣
有
不
知
為

知
之
病
乎
、
其
不
病
也
、
自
然
而
然
、
非
由
病
病
而
然
也
)
。

乙
こ
に
言
う
「
上
智
の
人
」
と
「
下
愚
の
人
」
と
は
、
と
も
に
「
病
」

潤
む
存
在
で
あ
る
。
本
文
の
前
半
は
、
一
般
の
人
聞
に
つ
い
て
の
記
述

ぼ
で
あ
る
。
一
般
の
人
聞
は
、
見
聞
の
広
狭
に
関
わ
ら
ず
、
み
ず
か
ら

臨
を
知
識
に
あ
ふ
れ
た
人
間
だ
と
思
い
込
む
。
し
か
し
、
そ
の
自
己
認

の
識
が
錯
覚
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
で
、
「
病
い
」
は
消
え
失
せ
る
。

剖
一
方
、
本
文
後
半
に
言
及
さ
れ
る
聖
人
は
、
「
自
然
」
に
そ
う
あ
る
存

離
在
と
し
て
、
欠
陥
な
ど
あ
り
ょ
う
が
な
い
。
本
文
の
「
其
の
病
い
を

脚
病
い
と
す
る
を
以
て
、
云
々
」
の
く
だ
り
に
関
し
て
は
、
後
述
す
る
。

]
一
般
の
人
聞
は
、
自
己
の
「
病
い
」
に
対
す
る
自
覚
を
唯
一
の
契

知
機
と
し
て
、
「
道
」
へ
の
回
帰
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
「
道
」

に
立
ち
帰
っ
た
一
般
の
人
間
と
は
、
如
何
な
る
存
在
で
あ
る
の
か
。
そ

も
そ
も
「
病
い
」
と
自
覚
さ
れ
る
以
前
の
そ
の
「
病
い
」
と
は
、
当
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人
に
と
っ
て
自
己
相
即
的
な
自
己
認
識
だ
と
み
な
せ
る
。
自
分
自
身

に
関
し
て
の
自
覚
さ
れ
ざ
る
思
い
込
み
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

こ
の
当
人
に
と
っ
て
「
病
い
」
は
ま
だ
存
在
せ
ず
、
そ
れ
を
「
病
い
」

だ
と
す
る
自
覚
の
発
生
と
と
も
に
、
か
れ
は
は
じ
め
て
、
「
病
」
め
る

自
己
認
識
を
対
象
化
し
て
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
そ
の
「
病
い
」
を
、
除
去
さ
れ
る
べ
き
「
病
い
」
だ
と
自
覚
す

る
こ
と
で
、
「
病
い
」
は
、
実
体
の
な
い
も
の
と
し
て
消
え
失
せ
る
。

そ
の
際
に
は
、
「
病
い
」
を
対
象
的
に
認
識
し
た
自
覚
も
ま
た
意
味
を

失
い
、
当
の
人
聞
が
あ
る
が
ま
ま
に
存
在
す
る
だ
け
と
な
る
は
ず
で

あ
る
。「

病
い
」
を
自
覚
し
た
人
間
は
、
も
は
や
、
実
体
の
な
い
思
い
込
み

を
起
こ
す
存
在
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
「
上
智
」
で
あ
っ
た
り
、
ま
た

「
下
愚
」
で
あ
っ
た
り
す
る
生
来
の
在
り
方
ま
で
を
も
、
か
れ
ら
は
変

え
て
し
ま
っ
た
わ
げ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
分
自
身
に
対
す
る
実
体

の
な
い
思
い
込
み
の
、
そ
の
一
切
を
払
拭
し
た
所
に
、
か
れ
ら
は
、
そ

の
持
っ
て
生
ま
れ
た
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
を
十
全
に
開
示
す
る
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
境
涯
に
お
い
て
、
「
道
」
は
、
個
々
の
人
間
に
即
し
た

在
り
方
で
顕
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
聞
が
具
有
す
る
「
徳
」
と
は
、

自
分
自
身
に
対
し
て
「
病
い
」
の
自
覚
を
促
し
、
か
っ
そ
の
「
病
い
」

を
消
滅
さ
せ
る
根
拠
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
「
病
い
」
と

し
て
析
出
さ
れ
た
対
象
が
、
当
人
に
と
っ
て
の
「
智
」
だ
と
み
な
せ

る
。
「
徳
」
が
「
智
」
を
生
み
出
し
、
そ
の
う
え
で
包
み
込
む
、
と
い
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ぅ
構
造
で
あ
る
。

5

そ
う
し
た
「
智
」
は
、
現
実
の
人
間
に
と
っ
て
否
定
的
対
象
で
あ

り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
自
己
に
外
在
す
る
虚
妄
な
も
の
だ
と
み

な
せ
る
。
た
だ
し
、
「
智
」
の
否
定
と
は
、
人
間
の
知
性
や
感
覚
の
す

べ
て
を
排
除
す
る
態
度
で
は
な
い
。
無
為
な
る
「
道
」
の
顕
現
と
と

も
に
、
個
々
の
人
聞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
前
に
応
じ
て
知
覚
や
才

能
を
発
揮
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
己
に
外
在
的
な
「
智
」

を
拭
い
去
り
、
そ
の
持
ち
前
の
能
力
を
発
現
さ
せ
る
実
践
に
つ
い
て
、

呉
澄
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

「
智
」
と
は
「
人
を
知
る
」
こ
と
が
で
き
る
能
力
だ
が
、
外
界
の

存
在
に
従
属
す
る
智
で
し
か
な
い
。
「
自
ら
知
」
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
そ
の
内
面
に
お
い
て
本
性
を
発
揮
し
尽
く
す
こ
と
が
で

き
る
。
故
に
そ
れ
を
「
明
」
と
言
う
。
「
力
」
が
あ
る
と
は
「
人

に
勝
つ
」
こ
と
が
で
き
る
能
力
だ
が
、
外
界
の
存
在
が
あ
っ
て

は
じ
め
て
示
さ
れ
る
カ
で
し
か
な
い
。
「
自
ら
勝
」
つ
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
(
依
頼
心
そ
の
も
の
の
)
己
れ
に
打
ち
克
つ
こ
と
が
で

き
る
。
故
に
そ
れ
を
「
強
」
と
言
う
。
:
・
た
だ
明
で
あ
り
強
で

さ
え
あ
れ
ば
、
自
己
の
真
性
を
自
覚
し
そ
の
堅
固
さ
が
保
守
で

き
る
。
(
自
己
に
附
着
し
て
い
た
)
残
り
津
が
消
滅
変
化
し
、
修

養
が
充
分
に
練
ら
れ
混
じ
り
げ
が
な
く
な
る
に
至
っ
た
と
き
、

思
索
も
行
為
も
と
も
に
跡
か
た
も
な
く
、
(
自
己
の
)
神
と
(
道

の
)
化
と
が
ぴ
た
り
と
合
致
す
る
(
智
能
知
人
、
絢
外
之
智
爾
、

能
自
知
、
則
内
福
田
岡
市
性
也
、
故
調
之
明
、
有
力
能
勝
人
、
博
外

之
力
爾
、
能
自
勝
、
則
能
克
己
也
、
故
調
之
強
、
・
:
惟
明
惟
強
、

則
見
真
守
園
、
逮
至
査
津
消
融
、
功
用
純
熱
、
思
為
倶
浪
、
神

化
胞
合
。
第
二
十
八
章
注
)
。

外
在
す
る
事
物
へ
の
も
た
れ
か
か
り
が
、
「
智
」
や
「
カ
」
と
い
う

事
態
を
誘
発
す
る
。
そ
れ
故
に
、
「
智
」
の
外
在
性
を
自
覚
し
、
外
界

の
事
物
に
依
存
す
る
現
実
の
自
分
を
克
服
す
れ
ば
、
実
践
主
体
の
知

覚
や
才
能
は
、
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
状
態
を
形

容
し
て
、
『
老
子
」
は
「
明
」
で
あ
り
「
強
」
で
あ
る
と
言
う
。
「
智
」

や
「
力
」
を
現
出
さ
せ
た
母
体
が
、
そ
の
本
来
の
姿
を
余
す
と
こ
ろ

な
く
あ
ら
わ
し
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
自
己
回
復
の
実
践
に
は
「
純
熟
」
が
要
請
さ

れ
る
。
外
界
に
依
存
す
る
「
智
」
や
「
カ
」
は
、
人
間
の
内
面
に
深

く
し
み
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
「
徳
」
の
発
現
は
、
構
造

上
た
だ
ち
に
「
智
」
の
解
体
へ
と
結
び
つ
く
。
し
か
し
現
実
に
は
、
い

た
っ
て
図
難
な
実
践
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
実
の
人
聞
に
と
っ
て

そ
れ
が
か
く
も
困
難
で
あ
る
以
上
、
先
に
見
た
と
お
り
、
そ
う
し
た

人
闘
が
統
治
し
統
治
さ
れ
る
社
会
を
「
大
道
の
世
」
へ
と
回
帰
さ
せ

る
に
は
、
当
然
い
く
つ
も
の
段
階
を
経
る
必
要
が
あ
る
。
と
は
い
え
、

要
は
「
自
身
の
沖
虚
の
徳
を
全
う
す
れ
ば
、
た
だ
ち
に
太
初
の
道
に

復
帰
す
る
は
ず
だ
(
既
全
此
沖
虚
之
徳
、
廼
可
復
帰
於
太
初
之
道
。
第

二
十
四
章
注
)
」
。
自
己
に
内
在
す
る
「
徳
」
を
発
揮
し
尽
く
し
て
「
純



熱
」
の
境
涯
に
至
っ
た
と
き
、
そ
の
「
無
」
化
の
は
た
ら
き
に
よ
っ

て
実
践
の
た
め
の
思
索
や
行
為
は
あ
と
か
た
も
な
く
消
え
、
あ
り
の

ま
ま
の
当
人
が
、
自
己
と
世
界
と
が
一
体
と
な
っ
た
状
態
に
お
い
て

存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
実
践
を
始
め
る
以
前
の
人
聞
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

実
践
の
必
要
性
に
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
こ
こ
に
、
他
者
に
よ
る
何

ら
か
の
促
し
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
他
者
か
ら
の

そ
う
し
た
働
き
か
け
は
、
外
的
な
影
響
力
と
し
て
、
当
の
人
間
の
そ

の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
に
変
容
を
加
え
る
行
為
と
な
る
だ
ろ
う
。
呉
澄

の
聖
人
像
に
お
い
て
生
じ
か
ね
な
い
葛
藤
が
、
か
れ
の
捉
え
る
一
般

の
人
間
に
あ
っ
て
も
そ
の
様
相
を
受
動
的
な
も
の
に
変
え
つ
つ
見
い

紛
だ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
無
為
の
「
道
」
が
顕
現
し
た
世

巴
界
に
お
い
て
、
聖
人
は
一
般
の
人
間
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
取
り
結

問
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

の組

三

分

願

の

自

得

真雌
先
に
引
用
し
た
第
五
十
九
章
注
は
、
以
下
の
如
く
言
葉
を
継
い
で

]
い
る
。
そ
の
言
葉
の
な
か
に
、
前
節
末
尾
に
提
示
し
た
問
題
を
解
く

鉛
鍵
が
あ
る
。

聖
人
は
そ
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
知
に
は
依
存
し
な
い
。
自
分
に

は
自
覚
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
の
病
い
は
な
い
が
、
し
か
し
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不
賢
な
る
存
在
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
自
己
の
内
面
を
省
み
、

一
般
の
人
間
に
お
い
て
病
い
と
し
て
自
覚
す
べ
き
対
象
が
あ
れ

ば
、
ま
た
傷
然
と
憂
え
て
そ
れ
を
病
い
と
捉
え
、
み
ず
か
ら
病

む
。
他
者
の
病
い
を
病
む
そ
の
行
為
を
、
自
分
の
病
い
に
対
す

る
か
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
で
か
れ
自
身
は
つ
ね
に
「
病

ま
な
い
」
の
で
あ
る
(
聖
人
不
侍
其
生
知
、
己
錐
無
病
可
病
、
然

見
不
賢
、
而
内
自
省
、
於
衆
人
有
病
之
可
病
者
、
亦
傷
然
以
為

病
而
病
之
、
以
其
病
人
之
病
、
若
己
之
病
、
是
以
自
己
始
終
不

病
也
)
。

こ
こ
に
言
う
「
自
分
の
病
い
に
対
す
る
か
の
よ
う
に
す
る
」
と
の

考
え
方
は
、
当
該
章
の
本
文
か
ら
直
接
に
導
き
出
せ
る
も
の
で
は
な

い
。
聖
人
と
は
、
そ
の
自
ず
か
ら
然
る
在
り
方
と
し
て
「
病
む
」
こ

と
の
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
呉
澄
は
そ
れ
を
推
し
広
げ
、
聖
人
が
「
病
」

ま
な
い
理
由
を
、
他
者
の
「
病
い
」
を
自
分
の
「
病
い
」
で
あ
る
か

の
よ
う
に
「
病
む
」
か
ら
だ
と
し
た
。
そ
れ
は
、
聖
人
が
そ
の
「
病

い
」
を
、
他
な
ら
ぬ
自
身
の
「
病
い
」
と
し
て
切
実
に
「
病
む
」
と

い
う
事
態
を
合
意
し
よ
う
。
も
と
よ
り
そ
の
切
実
さ
は
、
特
定
の
対

象
に
の
み
向
け
ら
れ
る
よ
う
な
限
定
的
心
情
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
聖

人
の
こ
の
無
為
の
心
情
と
は
、
か
れ
が
相
対
す
る
世
界
全
体
を
包
み

込
む
態
度
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
聖
人
に
よ
っ
て
包
み
込
ま
れ
た

こ
の
世
界
全
体
が
、
聖
人
の
「
自
己
」
な
の
で
あ
っ
た
。

聖
人
は
、
虚
妄
な
思
い
込
み
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
現
実
の
人
聞
を



4

含
め
、
世
界
の
全
存
在
を
そ
の
内
部
に
抱
え
込
み
、
そ
う
し
た
存
在

5

の
「
病
い
」
に
対
し
、
切
実
に
応
援
し
つ
づ
げ
る
点
に
お
い
て
、
は

じ
め
て
聖
人
た
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
一
切
の
存
在
と
の
密

接
な
関
係
態
を
そ
の
「
自
己
」
と
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
存
在
だ

と
も
言
え
る
。
聖
人
の
そ
う
し
た
在
り
方
に
つ
い
て
、
呉
澄
は
以
下

の
よ
う
に
も
雪
一
一
回
う
。

「
聖
人
」
の
「
欲
」
と
は
、
「
欲
し
な
い
」
こ
と
を
そ
の
欲
望
と

し
、
聖
人
の
「
学
」
と
は
、
「
学
ば
な
い
」
こ
と
を
そ
の
学
問
と

す
る
。
「
得
難
き
の
貨
」
は
人
び
と
が
ほ
し
が
る
も
の
だ
が
、
そ

れ
を
「
貴
」
重
だ
と
は
し
な
い
。
こ
れ
が
、
人
び
と
が
ほ
し
が

る
も
の
を
欲
望
の
対
象
と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
:

「
衆
人
」
が
足
を
向
け
る
所
に
、
自
分
は
赴
か
な
い
。
衆
人
が
管

を
ふ
る
い
、
「
祖
国
ぎ
」
去
っ
て
顧
慮
し
な
い
そ
の
場
所
に
こ
そ
、

自
分
は
立
ち
戻
る
。
こ
れ
が
、
人
び
と
が
学
ぶ
事
柄
を
学
ぶ
対

象
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
:
そ
も
そ
も
、
こ
の
欲
し

な
い
こ
と
学
ば
な
い
こ
と
と
は
、
「
万
物
」
が
そ
の
理
と
し
て
無

為
で
あ
り
「
自
然
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
故
、
自
分
自
身
も
無

為
で
あ
り
万
物
と
同
じ
よ
う
に
自
然
で
あ
る
こ
と
、
あ
た
か
も

「
輔
」
と
輸
相
桐
と
が
、
お
互
い
に
依
存
し
あ
い
な
が
ら
ひ
と
つ
の

車
輪
と
し
て
動
く
よ
う
な
在
り
方
を
意
味
す
る
(
此
言
聖
人
之

欲
、
以
不
欲
為
欲
、
聖
人
之
学
、
以
不
学
為
学
、
難
得
之
貨
、
人

所
欲
者
、
不
貴
重
之
、
是
不
欲
人
之
所
欲
也
、
衆
人
所
趨
者
、

我
則
不
趨
、
衆
人
持
管
、
過
而
不
顔
、
我
則
還
反
其
処
、
是
不

学
人
之
所
学
也
、
・
凡
此
不
欲
不
学
者
、
蓋
以
万
物
之
理
、
無

為
而
自
然
、
故
苔
亦
無
為
而
与
万
物
同
一
自
然
、
如
輔
之
於
輪

稿
、
相
依
附
而
為
一
也
。
第
五
十
四
章
注
)
。

聖
人
は
、
人
々
が
噌
好
す
る
対
象
を
欲
せ
ず
、
大
多
数
の
判
断
に

も
付
和
雷
同
し
な
い
。
だ
が
、
一
般
の
人
間
の
側
か
ら
す
れ
ば
そ
の

あ
り
の
ま
ま
な
る
状
態
と
正
反
対
の
在
り
方
を
そ
の
「
欲
し
」
「
学
ぶ
」

在
り
方
と
す
る
、
と
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
る
の
か
。
「
ま
だ
「
無
為
」

の
道
そ
の
も
の
に
な
り
き
れ
て
い
な
い
実
践
主
体
は
、
対
象
が
「
化

す
る
」
の
を
期
待
す
る
そ
の
時
、
相
手
の
向
上
を
「
欲
す
る
」
意
識

を
た
だ
ち
に
持
つ
。
欲
す
る
意
識
が
ひ
と
た
び
起
き
れ
ば
、
無
為
の

道
で
は
あ
り
え
な
く
な
る
(
未
能
純
乎
無
為
之
道
者
、
方
将
待
物
之

化
、
而
途
有
心
於
欲
其
化
、
欲
之
之
心
一
起
、
則
非
無
為
之
道
会
。
第

三
十
二
章
注
)
」
と
の
注
釈
を
割
酌
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
民
び
と
の

向
上
を
対
象
措
定
的
に
欲
し
た
り
す
る
よ
う
な
、
限
定
的
な
意
識
を

超
え
た
在
り
方
が
含
意
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

右
に
一
吉
う
聖
人
の
欲
望
と
は
、
世
界
全
体
と
の
関
係
態
で
あ
る
聖

人
の
「
自
己
」
を
満
足
さ
せ
る
欲
望
、
換
言
す
れ
ば
、
世
界
全
体
が

調
和
を
保
ち
つ
つ
在
る
こ
と
へ
の
希
望
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の

欲
望
が
、
「
万
物
が
そ
の
理
と
し
て
の
無
為
で
あ
り
自
然
で
あ
る
」
事

態
に
対
応
し
た
、
聖
人
に
と
っ
て
の
「
万
物
と
同
じ
よ
う
に
自
然
な

る
」
状
態
で
発
現
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
聖
人
は
、
「
輸
相
咽
」
に
比
定
さ
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れ
る
一
般
の
人
聞
を
「
輸
」
佐
す
る
存
在
で
あ
る
。
聖
人
が
存
在
し

な
け
れ
ば
一
般
の
人
聞
は
「
自
然
」
で
は
在
り
得
な
い
。
し
か
し
聖

人
も
ま
た
、
一
般
の
人
聞
を
、
み
ず
か
ら
が
「
自
然
」
で
あ
る
こ
と

の
前
提
と
す
る
。
こ
の
関
係
の
場
に
お
い
て
、
聖
人
は
、
一
般
の
人

聞
を
覚
醒
さ
せ
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

無
為
の
世
界
に
お
け
る
役
割
分
担
と
い
っ
た
問
題
に
関
し
て
は
、

「
天
」
の
意
義
を
述
べ
た
以
下
の
注
釈
が
興
味
深
い
。
善
人
を
虐
げ
る

悪
人
に
対
し
て
、
無
為
の
聖
人
は
手
を
下
さ
な
い
も
の
の
「
天
」
が

厳
罰
を
与
え
る
、
と
呉
澄
は
捉
え
る
。

「
敢
え
て
」
悪
事
を
犯
す
人
は
、
ま
さ
に
「
天
の
悪
む
所
」
と
な

る
。
し
か
し
、
天
の
憎
む
対
象
は
、
は
な
は
だ
暖
昧
で
推
し
量

り
に
く
い
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
確
か
に
天
が
憎
ん
で
い
る
人

間
だ
と
知
り
得
ょ
う
か
。
そ
の
人
が
殺
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い

ほ
ど
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
聖
人
は
猶
お
之
を
難
し
と
す
る
」

判
断
か
ら
、
敢
え
て
軽
々
し
く
は
殺
さ
な
い
。
:
・
天
は
無
心
で

あ
り
、
「
坦
然
と
し
て
」
心
を
動
か
さ
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、

報
応
の
具
体
化
に
は
巧
妙
で
あ
る
。
人
間
の
智
謀
で
は
及
び
も

つ
か
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
「
天
網
依
侠
」
、
そ
の
広
大
で

あ
る
こ
と
「
疏
に
し
て
」
徽
密
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
と
い

う
こ
と
。
と
こ
ろ
が
(
天
は
)
こ
れ
ま
で
ひ
と
り
の
悪
人
と
て

見
「
失
わ
ず
」
、
処
罰
の
網
か
ら
漏
れ
得
た
者
は
い
な
い
。
聖
人

は
殺
さ
な
い
の
だ
が
、
天
が
自
ず
ら
そ
の
対
象
を
殺
す
の
で
あ
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る
(
敢
為
悪
之
人
、
乃
天
所
悪
、
然
天
之
所
悪
、
深
昧
難
測
、
何

以
知
其
果
為
天
所
悪
之
人
乎
、
其
人
雄
可
殺
、
聖
人
猶
有
難
之

之
意
、
而
不
敢
軽
易
殺
之
也
、
・
:
天
雌
無
心
坦
然
平
易
、
而
巧

於
報
応
、
有
非
人
謀
之
所
能
及
、
此
天
網
依
恢
、
広
大
似
若
疏

而
不
密
、
然
未
嘗
失
一
一
恐
人
、
無
得
漏
網
者
、
聖
人
雄
不
殺
之
、

而
天
自
殺
之
也
。
第
六
十
一
章
注
)
。

「
聖
人
」
は
「
善
人
」
の
た
め
に
行
為
す
る
意
識
を
超
え
て
い
る

が
、
「
天
」
は
い
つ
も
善
人
の
た
め
に
行
為
し
、
悪
人
に
対
し
て

は
絶
対
に
そ
の
害
毒
を
流
し
放
題
に
さ
せ
な
い
。
前
の
章
で
は
、

聖
人
は
刑
罰
を
用
い
な
い
が
、
天
が
悪
人
を
殺
す
こ
と
を
言
い
、

こ
の
章
で
は
、
聖
人
は
「
怨
み
」
に
対
し
て
そ
れ
を
「
和
」
解

さ
せ
る
の
で
は
な
く
(
は
じ
め
か
ら
相
対
的
な
怨
み
を
抱
か

ず
)
、
し
か
し
天
が
善
人
の
た
め
に
行
為
す
る
こ
と
を
言
う
。
老

子
の
道
は
無
為
自
然
で
あ
っ
て
、
ひ
た
す
ら
天
に
付
託
す
る
だ

け
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
天
が
悪
人
を
織
滅
し
善
人
を

加
護
す
る
そ
の
様
は
、
ど
う
し
て
、
人
聞
が
意
識
的
に
お
こ
な

う
そ
れ
の
よ
う
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
悪
人
に
は
必
ず
禍
い
が
あ

り
、
善
人
に
は
必
ず
福
が
あ
る
。
理
と
し
て
の
自
の
ず
か
ら
然

る
在
り
方
と
し
て
、
そ
う
あ
る
の
だ
(
聖
人
雄
無
心
於
為
替
人
、

而
天
常
為
之
、
必
不
令
悪
人
得
以
臨
時
毒
也
、
前
言
聖
人
不
用
刑
、

而
天
殺
悪
人
、
此
雪
一
同
聖
人
不
和
怨
、
而
天
為
善
人
、
老
子
之
道
、

無
為
自
然
、
一
付
之
天
市
己
、
然
天
之
織
悪
祐
善
、
宣
若
人
之
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有
心
哉
、
悪
者
必
禍
、
善
者
必
福
、
理
之
自
然
而
然
」
問
。
第
六

十
六
章
注
)
。

「
天
」
も
ま
た
「
無
心
」
で
あ
り
、
決
し
て
例
外
的
な
「
有
為
」
の

存
在
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
天
も
亦
た
道
に
由
り
て
生
ず
る
」
(
第

四
章
注
)
と
お
り
、
「
天
」
も
「
道
」
の
一
限
定
態
と
し
て
、
「
無
為
」

な
る
在
り
方
を
そ
の
本
来
の
状
態
と
す
る
。
た
だ
し
「
天
」
の
お
の

ず
か
ら
な
る
働
き
が
、
人
知
を
超
え
て
は
い
る
も
の
の
、
勧
善
懲
悪

的
な
の
で
あ
る
。

呉
澄
が
右
の
よ
う
に
注
釈
を
加
え
た
『
老
子
』
の
本
文
か
ら
も
、
天

と
聖
人
と
を
対
比
さ
せ
る
観
点
は
看
取
さ
れ
る
。
た
だ
し
か
れ
は
、
そ

れ
を
強
調
し
、
無
為
に
徹
す
る
聖
人
と
「
善
人
」
の
た
め
に
行
為
す

る
天
と
い
う
図
式
を
描
き
だ
し
た
。
図
式
化
の
意
図
は
、
聖
人
の
無

為
を
、
「
天
」
が
「
無
心
」
に
勧
善
懲
悪
を
お
こ
な
い
う
る
そ
の
条
件

と
し
て
提
示
す
る
点
に
存
す
る
。
万
物
と
同
様
に
、
「
天
」
も
ま
た
、

聖
人
が
相
対
す
る
無
為
の
世
界
の
一
存
在
と
し
て
、
そ
の
お
の
ず
か

ら
な
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
聖
人
は
、
「
天
」
に
そ
う
し
た

役
割
を
遂
行
さ
せ
る
べ
く
、
無
為
に
徹
す
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
聖
人
の
「
自
己
」
に
包
摂
さ
れ
る
一
切
の
存
在
と
は
、
如

何
な
る
在
り
方
で
そ
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
の
か
。
そ
う
し
た
万

物
が
聖
人
の
「
自
己
」
の
な
か
に
在
る
と
い
う
こ
と
と
、
万
物
が
そ

の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
容
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
を
、
呉
澄
は
、
ど

の
よ
う
に
架
橋
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

春
、
万
物
が
生
ま
れ
出
ず
る
時
、
道
は
万
物
に
あ
ま
ね
く
存
在

す
る
。
:
(
『
通
書
』
誠
篇
に
)
い
わ
ゆ
る
元
亨
、
群
品
に
播
か

れ
る
も
、
元
亨
は
誠
の
通
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
道
は
み
ず

か
ら
は
万
物
の
「
主
と
為
ら
な
い
」
。
「
常
に
無
欲
」
と
は
、
道

が
無
心
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。
こ
れ
は
、
一
個
の
根
本
が
分
散

し
て
多
く
の
個
物
と
し
て
在
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
し
か
し
道

が
分
散
し
て
こ
の
う
え
な
く
小
さ
く
な
っ
た
存
在
を
、
「
小
と
名

づ
く
べ
き
」
と
し
て
し
ま
え
る
だ
ろ
う
か
。
お
も
う
に
正
し
く

は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、

「
辞
さ
ず
」
、
主
と
為
ら
ず
、
常
に
無
欲
、
の
道
で
は
な
く
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
(
春
生
之
時
、
道
普
幅
削
万
物
、
・
:
所
謂
元

亨
播
群
品
、
元
亨
、
誠
之
通
、
而
道
不
自
為
之
主
、
常
無
欲
、
謂

其
無
心
也
、
此
一
本
之
散
為
万
殊
、
廼
道
之
分
市
至
小
者
、
其

可
名
之
於
小
失
乎
、
蓋
不
可
也
、
若
其
可
名
、
則
非
不
辞
、
不

為
主
、
常
無
欲
之
道
突
。
第
二
十
九
章
注
)
。

現
実
に
「
至
小
」
な
も
の
と
し
て
在
る
「
群
品
」
は
、
「
道
」
の
個

別
的
形
態
で
あ
る
。
そ
の
際
に
「
道
」
は
「
主
と
な
ら
な
い
」
。
つ
ま

り
、
道
は
「
群
品
」
の
命
名
者
な
い
し
主
宰
者
と
し
て
君
臨
し
た
り

し
な
い
。
か
り
に
「
群
品
」
が
「
小
と
名
づ
く
べ
き
」
被
造
物
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
創
造
主
た
る
存
在
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ

る
乙
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
個
々
の
存
在
は
、
「
道
」
の
絶

対
性
に
支
え
ら
れ
た
個
物
と
し
て
、
唯
一
無
二
の
主
体
性
を
持
ち
、
そ



呉澄『道徳真綬註』の思想(三浦)

の
在
り
方
は
外
的
に
は
決
し
て
規
定
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
と

と
も
に
、
個
々
の
存
在
は
、
「
道
」
の
全
体
性
を
分
げ
持
つ
点
に
お
い

て
、
一
切
存
在
と
の
調
和
的
関
係
を
お
の
ず
か
ら
築
き
あ
げ
て
も
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
個
物
の
在
り
方
は
、
倫
常
社
会
の
個
人
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
。
以
下
に
言
う
と
お
り
、
無
為
の
世
界
に
お
け
る
個
人
と

は
、
「
孝
」
や
「
忠
」
と
い
っ
た
倫
常
観
念
を
前
提
的
な
規
範
と
す
る

こ
と
な
く
在
り
つ
つ
も
、
安
定
し
た
社
会
の
一
員
と
し
て
そ
の
「
常

分
」
を
顕
現
さ
せ
て
生
き
る
存
在
で
あ
る
。

「
六
親
」
と
は
、
父
子
兄
弟
夫
婦
の
六
者
で
あ
る
。
尊
卑
長
幼
、

そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
道
に
従
っ
て
、
「
和
せ
ざ
る
」
傾
向
が
ま
っ
た

く
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
子
と
し
て
の
孝
と
い
っ
て
も
、
当

人
の
恒
常
的
な
持
ち
前
で
あ
る
常
分
に
ほ
か
な
ら
ず
、
子
は
自

身
が
孝
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な
い
。
:
・
「
国
」
と
は
君
の
こ

と
を
言
い
、
「
家
」
と
は
臣
の
乙
と
を
言
う
。
君
臣
上
下
、
そ
れ

ぞ
れ
が
そ
の
道
に
従
い
、
「
昏
乱
」
の
陰
が
す
ζ

し
も
な
い
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
臣
と
し
て
の
忠
と
い
っ
て
も
、
当
人
の
常
分
に

ほ
か
な
ら
ず
、
臣
は
自
身
が
忠
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な
い
(
六

親
、
父
子
兄
弟
夫
婦
也
、
尊
卑
長
幼
、
各
由
其
道
、
市
無
有
不

和
、
則
子
之
孝
者
、
廼
其
常
分
、
不
知
其
為
孝
也
、
・
:
国
謂
君
、

家
謂
臣
、
君
臣
上
下
、
各
由
其
道
、
而
無
有
昏
乱
、
則
臣
之
忠

者
、
亦
其
常
分
、
不
知
其
為
忠
也
。
第
十
六
章
注
)
。
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「
常
分
」
と
は
、
「
道
」
の
絶
対
性
・
全
体
性
を
、
「
道
」
を
具
有
す

る
個
別
的
存
在
の
側
か
ら
表
現
し
た
概
念
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
「
常

分
」
は
全
体
の
「
道
」
と
表
裏
一
体
を
な
す
わ
け
で
あ
る
。
「
道
に
従

う
」
こ
と
と
「
常
分
」
の
ま
ま
に
在
る
こ
と
と
を
同
義
的
に
捉
え
る

呉
澄
の
認
識
が
、
そ
れ
を
証
し
だ
て
る
。
で
は
、
個
々
の
「
常
分
」
が

顕
現
す
る
世
界
を
、
聖
人
は
如
何
に
そ
の
「
自
己
」
と
す
る
の
か
。

「
徳
」
が
そ
の
「
身
に
修
ま
り
」
、
「
天
下
」
全
体
に
及
べ
ば
、
一

個
の
存
在
と
し
て
(
そ
の
徳
が
)
修
ま
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
し

か
し
そ
れ
は
ま
た
、
個
物
の
自
の
ず
か
ら
そ
う
で
あ
る
在
り
方

に
従
う
だ
け
で
、
(
徳
を
身
に
修
め
た
)
わ
た
し
は
関
与
し
て
は

い
な
い
。
個
物
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
個
物
と
し
て
の
在
り
方
に
ぴ

た
り
と
か
な
い
、
(
自
己
の
存
在
に
つ
い
て
)
依
存
し
合
う
こ
と

が
な
い
。
自
身
が
存
在
す
る
場
の
在
り
方
に
随
い
、
自
身
が
落

ち
着
い
て
い
る
状
態
を
「
観
」
て
、
す
べ
て
の
人
聞
が
そ
れ
ぞ

れ
の
分
願
を
自
得
す
る
。
ヲ
」
れ
が
大
道
に
よ
る
無
為
の
治
で
あ

り
、
意
識
も
行
跡
も
ふ
た
つ
な
が
ら
忘
却
し
、
超
然
と
し
て
わ

ず
か
の
弊
害
も
な
い
(
徳
修
於
身
、
以
及
於
天
下
、
無
一
不
修
、

然
亦
因
彼
之
自
然
、
吾
無
与
薦
、
物
各
付
物
、
不
相
繋
著
、
随

其
所
在
、
観
其
所
止
、
人
人
皆
自
得
其
分
願
、
此
大
道
無
為
之

治
、
心
迩
両
忘
、
超
然
無
累
。
第
四
十
六
章
注
)
。

「
分
願
」
と
は
先
に
言
う
「
常
分
」
へ
の
願
望
を
意
味
し
よ
う
。
た

だ
し
、
「
分
願
を
自
得
」
し
た
存
在
は
、
す
で
に
そ
の
「
常
分
」
を
顕
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現
さ
せ
得
て
い
る
。
み
ず
か
ら
が
存
在
す
る
時
と
空
間
と
に
随
順
し

5

つ
つ
、
そ
の
「
分
願
」
を
実
現
す
る
個
々
の
存
在
に
対
し
て
、
聖
人

は
な
ん
ら
関
与
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
そ
の
「
徳
」
を
発
揮
す
る
だ

砂
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
う
し
た
「
徳
」
と
は
聖
人
に
と
っ
て
の

「
自
己
」
の
「
徳
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
で
に
「
天
下
」
に
及
ん
で
い

る
こ
と
は
、
自
明
で
あ
る
う
。

こ
こ
に
、
「
失
者
」
は
、
そ
の
あ
る
が
ま
ま
な
る
状
態
を
容
認
す
る

聖
人
の
無
為
に
接
す
る
こ
と
で
、
そ
の
「
独
是
」
を
手
掛
か
り
に
「
我

の
公
是
を
悟
る
」
、
と
し
た
呉
澄
の
見
解
を
想
起
し
た
い
。
ま
た
か
れ

は
、
聖
人
の
無
為
に
よ
り
、
「
不
善
」
あ
る
い
は
「
不
信
」
な
る
民
び

と
が
「
善
」
「
信
」
な
る
存
在
へ
と
教
化
さ
れ
る
と
も
一
言
っ
て
い
た
。

そ
の
「
善
」
「
信
」
と
は
、
お
そ
ら
く
、
「
不
善
」
あ
る
い
は
「
不
信
」

な
る
民
び
と
に
と
っ
て
、
虚
妄
な
思
い
込
み
が
取
り
除
か
れ
た
そ
の

あ
り
の
ま
ま
な
る
在
り
方
を
意
味
し
よ
う
。
た
だ
し
こ
の
時
か
れ
ら

は
、
世
界
を
「
自
己
」
と
す
る
聖
人
に
包
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
調

和
し
た
世
界
に
お
け
る
個
々
の
存
在
意
義
、
換
言
す
れ
ば
「
独
是
」
が

E
き
で
あ
る
所
以
を
知
る
よ
う
方
向
づ
げ
ら
れ
も
す
る
わ
け
で
あ

ヲ
匂
。

聖
人
の
無
為
な
る
「
自
己
」
の
世
界
に
お
い
て
、
個
々
の
存
在
は

こ
の
「
自
己
」
の
構
成
要
素
と
化
す
。
こ
れ
ら
諸
要
素
は
、
か
か
る

世
界
の
調
和
に
対
し
て
か
け
が
え
の
な
い
意
義
を
発
揮
し
な
が
ら
、

そ
の
こ
と
を
と
お
し
て
個
別
の
生
を
全
う
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
聖
人
に
よ
る
こ
の
緊
張
し
た
全
体
の
場
に
あ
っ
て
は
、
如

何
な
る
葛
藤
も
生
じ
る
は
ず
の
な
い
こ
と
が
推
量
さ
れ
る
わ
け
で
あ

司
令
。

結
語
に
か
え
て

如
上
の
検
討
に
し
た
が
え
ば
、
呉
澄
『
道
徳
真
経
註
』
の
主
眼
は
、

聖
人
の
無
為
な
る
態
度
が
と
の
世
界
の
調
和
を
形
成
す
る
う
え
で
根

底
的
な
意
義
を
持
つ
こ
と
を
、
個
別
的
な
注
釈
作
業
の
そ
の
全
体
を

通
じ
て
訴
え
か
げ
る
点
に
存
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
切
万
物
の
生

存
に
対
し
重
い
責
任
を
負
う
存
在
と
し
て
聖
人
を
規
定
し
つ
つ
、
呉

澄
は
、
聖
人
に
と
っ
て
の
「
自
己
」
や
、
道
か
ら
徳
、
智
へ
の
降
下

と
そ
の
逆
を
た
ど
る
向
上
の
一
途
と
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
な
が

ら
、
聖
人
が
万
物
に
相
対
す
る
在
り
方
や
、
万
物
が
万
物
と
し
て
存

在
す
る
そ
の
構
造
の
理
解
を
透
徹
さ
せ
て
い
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

で
は
、
か
れ
は
何
故
、
か
か
る
内
容
の
書
物
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
か
。
紙
幅
の
許
す
範
囲
に
お
い
て
推
察
の
概
要
を
記

し
、
結
び
に
代
え
る
と
し
た
い
。

宋
朝
倒
壊
の
前
夜
、
呉
澄
は
、
戦
乱
を
避
け
て
「
跡
を
道
観
に
寄

き
た

せ
、
書
を
巴
山
の
陰
に
読
む
」
(
「
和
答
校
江
令
何
朝
奉
詩
序
」
、
『
臨

川
呉
文
正
公
集
』
巻
四
七
/
二
十
、
元
人
文
集
珍
本
叢
刊
、
新
文
豊

出
版
公
司
、
所
収
)
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
の
地
で
か
れ
は
道
士



の
雷
恩
斉
と
出
会
い
、
か
れ
ら
は
「
老
子
を
談
じ
て
、
甘
芭
た
相
契
う
」

こ
と
に
な
る
(
「
空
山
漫
藁
序
」
問
、
集
巻
十
三
/
十
)
。
呉
澄
の
見

る
と
こ
ろ
「
儒
中
の
巨
壁
に
し
て
、
道
家
者
流
に
は
あ
ら
ざ
る
」
(
同

前
)
存
在
の
雷
思
斉
に
も
「
老
子
注
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
至
元
二
三

(
一
二
八
六
)
年
以
前
の
作
成
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
を
評
価

し
て
、
天
師
道
を
率
い
て
い
た
張
宗
演
は
、
「
儒
学
と
老
子
の
学
問
と

の
一
致
す
る
部
分
を
合
わ
せ
、
そ
の
異
な
る
点
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
明

ら
か
に
し
た
(
合
儒
老
之
所
岡
、
歴
誌
其
所
異
こ
と
見
る
。
儒
道
ニ

教
の
一
致
を
主
張
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
態
度
は
い
た
っ
て
冷
静
で

あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
呉
澄
は
、
撫
州
の
臨
汝
書
院
に
山
長
と
し
て
招
か
れ
た

紛
程
若
庸
の
紫
陶
を
受
け
、
名
教
の
束
縛
を
超
え
た
境
涯
に
理
想
の
聖

巴
賢
像
を
求
め
つ
つ
そ
の
若
き
日
々
を
送
っ
て
い
問
。
「
聖
人
」
に
関
し

悶
て
多
面
的
な
思
案
を
示
す
呉
澄
老
子
注
の
原
点
を
、
学
生
時
代
の
か

の
れ
に
見
い
だ
す
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
か
れ
が
そ
の

剖
聖
人
観
を
『
老
子
』
と
結
合
さ
せ
る
に
は
、
宋
朝
最
末
期
の
自
己
研

一
時
鎖
、
お
よ
び
雷
思
斉
と
の
交
流
が
必
要
で
あ
っ
た
。

蹴
宋
元
の
鼎
革
期
、
『
老
子
』
と
い
う
書
物
は
、
あ
た
か
も
か
れ
ら
自

1
1

身
が
そ
の
躯
を
「
道
観
に
寄
せ
」
る
が
如
く
、
知
識
人
と
し
て
の
白

期
己
の
思
想
を
仮
託
し
う
る
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
南
中
国
に
お

}
げ
る
こ
の
運
動
は
、
元
初
の
至
元
後
半
、
『
老
子
』
の
注
釈
を
と
お
し

出
て
み
ず
か
ら
の
思
想
を
語
る
風
潮
へ
と
盛
り
上
が
お
。
そ
う
し
て
作

成
さ
れ
た
注
釈
書
の
性
格
を
一
括
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
困
難
で
あ

る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
或
る
方
向
性
も
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
先

行
諸
注
と
比
較
す
れ
ば
、
『
老
子
』
の
主
旨
を
論
じ
る
う
え
で
本
体
論

か
ら
修
養
論
へ
と
そ
の
関
心
を
移
行
さ
せ
っ
つ
、
ま
た
そ
の
修
養
論

に
お
い
て
も
、
聖
人
か
ら
人
間
一
般
の
そ
れ
へ
と
範
囲
を
拡
大
さ
せ

る
、
と
い
っ
た
傾
向
が
探
り
出
せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
呉
澄
の
老
子
注
は
、
「
聖
人
」
を
そ
の
主
人
公
と
す
る
。
た

と
え
ば
か
れ
は
、
『
老
子
』
第
三
章
を
総
括
し
て
「
此
の
章
は
聖
人
、

天
下
を
治
め
る
の
道
を
言
う
」
と
見
る
。
「
後
世
の
養
生
家
」
が
「
虚

心
実
腹
」
と
い
っ
た
と
の
章
の
言
葉
を
転
用
し
て
立
説
し
て
い
る
事

態
を
批
判
し
て
、
そ
う
語
る
の
で
あ
る
。
「
其
の
説
、
精
な
り
と
騰
も
、

老
子
の
本
旨
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」
。
個
人
的
修
養
法
を
解
説
す
る
た

め
に
「
老
子
』
の
文
章
が
活
用
さ
れ
る
当
時
の
風
潮
を
、
呉
澄
は
知

悉
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
情
況
は
、
か
れ
が
生
き
る
知
識
人
社
会
の

実
態
を
も
反
映
す
る
だ
ろ
う
。
聖
人
が
天
下
を
統
治
す
る
上
で
の
理

念
や
方
法
を
提
示
す
る
か
れ
の
老
子
注
は
、
こ
の
情
況
に
対
す
る
反

措
定
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
。

成
宗
テ
ム
ル
の
元
貞
元
(
一
二
九
五
)
年
、
呉
澄
は
撫
州
に
北
接

す
る
龍
興
の
路
学
で
講
演
を
お
こ
な
う
。
大
徳
六
ご
=
一

O
二
)
年

に
は
上
都
へ
向
か
い
、
そ
の
帰
還
の
途
上
、
揚
州
で
も
講
演
を
求
め

ら
れ
る
。
大
徳
十
年
、
江
西
等
処
儒
学
副
提
挙
の
任
に
就
く
。
た
だ

し
翌
十
一
年
正
月
に
は
病
気
を
理
由
に
職
を
辞
し
、
二
月
、
撫
州
の



。
西
の
富
州
で
静
養
す
る
聞
に
「
老
子
・
荘
子
・
太
玄
章
句
」
の
校
訂

6

を
進
め
る
。
六
月
、
「
病
い
の
百
日
に
至
る
や
、
門
人
、
清
江
の
皮
滑

の
家
に
止
ま
り
」
、
清
の
子
で
あ
り
、
字
を
昭
徳
と
称
し
た
若
者
の
、

そ
の
斎
室
名
に
ち
な
ん
だ
一
文
「
尊
徳
性
道
同
学
斎
記
」
(
集
巻
二
二

/
二
を
著
す
。
呉
澄
、
齢
五
十
九
を
数
え
る
年
の
こ
と
で
あ
る
。

各
地
で
の
講
演
依
頼
に
対
し
て
か
れ
は
誠
意
的
に
応
じ
て
い
る
。

龍
興
で
は
、
「
城
中
の
土
友
、
及
び
諸
生
」
に
対
し
て
『
論
垣
間
』
態
間

「
惰
己
以
敬
」
章
を
諸
説
し
、
そ
の
様
子
が
、
「
反
覆
す
る
こ
と
万
余

むの

言
、
聴
者
千
百
、
感
激
す
る
所
多
し
」
と
記
録
さ
れ
る
。
ま
た
儒
学

副
提
挙
に
就
い
た
か
れ
は
、
「
な
ん
と
し
て
も
有
能
な
人
聞
を
育
成
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
び
と
に
対
し
、
「
雪
一
一
回
は
忠
信
、
行
は
篤

敬
」
(
「
論
語
』
衛
霊
公
)
に
し
て
、
そ
う
し
て
徳
性
を
尊
ぶ
こ
と
を

教
え
る
こ
と
が
、
肝
心
だ
(
必
欲
作
成
人
才
、
在
於
教
人
吉
一
同
忠
信
、
行

篤
敬
、
以
尊
徳
性
而
己
」
、
と
も
説
い
て
い
る
(
以
上
、
危
素
所
撰
『
年

部帽』)。士
人
た
ち
の
現
状
を
目
の
当
た
り
に
し
、
ま
た
そ
う
し
た
人
々
に

自
身
の
思
想
を
語
っ
て
い
た
こ
の
時
期
、
か
れ
は
如
何
な
る
思
想
を

構
築
し
て
い
た
の
か
。
右
に
挙
げ
た
講
演
の
主
題
が
、
「
敬
」
を
中
心

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
た
ば
。
呉
澄
思
想
の
特
徴
だ

と
称
さ
れ
る
「
徳
性
を
尊
ぶ
」
実
践
論
は
、
「
敬
」
概
念
と
密
接
な
関

連
性
を
持
つ
。
か
れ
の
老
子
注
に
見
え
る
「
徳
」
と
「
智
」
と
に
関

す
る
構
造
分
析
が
「
斎
記
」
の
主
旨
と
交
錯
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

容
易
に
想
像
が
つ
く
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
か
れ
の
「
敬
」
論
を
構

成
す
る
自
己
認
識
や
「
無
心
」
か
ら
「
公
心
」
へ
と
の
図
式
(
「
鹿
舟

説
」
集
巻
五
/
七
)
も
ま
た
、
老
子
注
に
見
え
る
発
想
と
重
な
っ
て

、
』
〉
。

し
21呉

澄
が
『
老
子
』
と
取
り
組
み
、
そ
の
注
釈
書
を
作
成
し
た
そ
の

背
景
に
は
、
自
己
の
思
想
を
豊
か
に
し
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
を
他
者

に
伝
え
る
う
え
で
よ
り
効
果
的
な
も
の
に
し
よ
う
、
と
の
情
熱
が

あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

、主
(
1
)

本
稿
で
は
、
文
物
出
版
社
等
に
よ
る
「
道
蔵
』
第
十
二
冊
所
収
の
呉

澄
『
道
徳
真
経
註
』
四
巻
を
使
用
す
る
。

近
年
、
堀
池
信
夫
「
呉
澄
『
道
徳
真
経
注
』
考
」
『
中
村
嘩
八
博
士

古
稀
記
念
東
洋
学
論
集
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
、
は
こ
こ
に
挙
げ
た

問
題
に
取
り
組
み
、
至
治
三
こ
三
二
三
)
年
、
「
蔵
経
」
の
「
金
字
」

写
本
に
対
す
る
序
文
の
執
筆
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
呉
澄
が
「
そ
れ

な
ら
ば
と
、
「
虚
」
を
い
い
「
空
」
を
い
う
も
の
と
し
て
中
国
固
有
の

老
荘
思
想
に
着
目
、
『
老
子
』
を
取
り
上
げ
」
、
そ
れ
に
注
釈
を
加
え
た

と
述
べ
る
。
こ
の
年
代
比
定
は
、
清
の
伍
崇
曜
が
著
し
た
「
道
徳
真
経

註
政
」
(
専
雅
堂
叢
書
本
『
道
徳
真
経
註
』
の
末
尾
)
に
拠
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
伍
崇
曜
の
政
文
は
、
「
金
字
蔵
経
」
へ
の
序
文
執

筆
を
拒
否
し
た
呉
澄
で
は
あ
る
が
、
斯
注
を
撰
述
し
て
い
た
よ
う
に
、

道
仏
二
教
と
り
わ
け
『
老
子
』
に
は
好
意
的
で
あ
っ
た
、
と
主
張
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
執
筆
年
次
を
推
定
す
る
材
料
は
見
い
だ
せ
な



い
。
た
だ
し
、
斯
注
か
ら
「
道
」
と
「
徳
」
と
の
同
一
性
と
差
異
性
を

摘
出
し
て
「
理
一
分
殊
」
の
思
想
を
そ
こ
に
読
み
と
る
氏
の
分
析
は
、

貴
重
で
あ
る
う
。
ま
た
、
熊
鉄
基
・
馬
良
懐
・
劉
留
軍
『
中
国
老
学
史
」

福
建
人
民
出
版
社
、
一
九
九
五
、
第
六
章
宋
元
時
期
的
老
学
、
第
六
節

呉
澄
的
老
学
研
究
、
の
分
析
は
従
来
の
研
究
を
質
量
と
も
に
凌
駕
す

る
。
と
く
に
斯
注
の
「
聖
人
」
観
を
重
視
す
る
そ
の
観
点
は
首
肯
で
き

る
が
、
し
か
し
そ
の
「
聖
人
」
を
、
自
己
の
内
心
に
お
い
て
絶
対
の
自

由
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
存
在
だ
と
ま
と
め
る
理
解
に
は
従
え
な

い
。
ち
な
み
に
、
堀
池
論
文
お
よ
び
熊
氏
等
書
の
考
察
に
は
、
『
老
子
」

第
二
章
の
主
旨
を
重
視
す
る
呉
澄
の
認
識
や
、
斯
書
を
全
六
十
八
章

の
書
物
と
し
て
校
訂
し
た
か
れ
の
態
度
は
生
か
さ
れ
て
い
な
い
。

(2)

こ
こ
で
は
、
八
十
一
章
本
の
代
表
格
で
あ
る
河
上
公
本
・
王
弼
本
の

各
章
冒
頭
の
句
を
記
し
た
。
な
お
「
太
上
下
知
有
之
」
句
を
兵
澄
は
「
大

浦
上
不
知
有
之
」
と
改
め
、
「
大
道
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
世
の
中
で
は
、

巴
無
為
な
る
状
態
に
お
い
て
(
分
別
の
意
識
が
)
忘
れ
去
ら
れ
、
民
び
と

想
は
か
れ
ら
を
統
治
す
る
者
の
存
在
に
気
づ
か
な
い
(
謂
大
道
之
世
、
相

岬
忘
於
無
為
、
民
不
知
有
其
上
也
こ
と
解
釈
す
る
。
こ
の
章
が
、
社
会

』
を
挙
げ
て
無
為
に
徹
す
る
「
大
道
の
世
」
の
描
写
か
ら
始
ま
る
こ
と

闘
を
、
明
確
化
し
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
呉
澄
の
斯
注
に
先
行
す
る
老

真
子
注
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
句
を
「
太
上
下
知
有
之
」
に
作
り
、

部
呉
澄
の
よ
う
な
改
変
を
お
こ
な
っ
た
書
物
と
し
て
は
、
元
初
の
道
士

ー
で
あ
る
部
錆
の
『
道
徳
真
経
三
解
』
が
探
し
出
せ
る
程
度
で
あ
る
。

賭

(3)

「
「
聖
人
」
は
、
故
に
「
彼
」
の
外
に
あ
る
諾
妄
を
こ
と
ご
と
く
「
去

り
」
、
た
だ
「
此
」
の
内
に
あ
る
一
真
だ
け
を
「
取
る
」
(
聖
人
、
:
・
故

悉
去
彼
在
外
之
諸
妄
、
而
独
取
此
在
内
之
一
真
。
第
十
一
章
注
)
」
と
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か
、
「
(
世
の
人
々
は
)
外
物
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
幻
身
に
よ
っ
て
、
自

身
の
「
生
を
益
」
し
て
い
る
。
気
の
正
当
な
在
り
方
で
は
な
い
(
是
以

外
義
之
幻
身
益
其
生
、
非
気
之
正
也
。
第
四
十
七
章
注
)
」
と
い
う
そ

の
「
諸
妄
」
も
し
く
は
「
幻
身
」
と
の
表
現
に
も
、
人
聞
を
惑
わ
す
存

在
と
は
、
そ
の
正
体
が
明
か
さ
れ
れ
ば
消
滅
す
る
実
体
を
持
た
ぬ
も

の
だ
と
す
る
意
識
が
う
か
が
え
る
。

(
4
)

こ
の
言
葉
は
、
雷
忠
斉
の
『
易
図
通
変
』
(
『
道
蔵
』
第
二
十
冊
、
所

収
)
へ
の
序
文
に
見
え
る
。
そ
の
奥
付
に
「
至
元
丙
戊
(
二
三
年
ご
と

あ
る
の
だ
が
、
『
易
図
適
変
』
の
完
成
は
大
徳
四
年
の
こ
と
で
あ
り
(
自

序
)
、
張
宗
演
の
こ
の
序
文
は
雷
思
斉
の
老
子
注
に
贈
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

(5)

三
浦
「
学
生
呉
澄
、
あ
る
い
は
宋
末
に
お
け
る
書
院
の
興
隆
に
つ
い

て
」
『
文
化
』
六
十
1
一
一
了
四
、
一
九
九
七
、
参
照
。

(6)

「
世
祖
皇
帝
、
道
家
説
競
の
経
文
を
焚
棄
す
。
此
れ
其
の
一
な
り
」

(
「
題
王
景
淵
道
書
」
集
巻
二
九
/
十
五
)
、
と
の
発
一
吉
は
テ
ム
ル
期
以

降
の
も
の
で
あ
る
う
が
、
呉
澄
が
、
至
元
焚
経
の
事
実
を
知
っ
て
い
た

証
左
で
は
あ
る
。
元
初
の
南
中
国
に
お
け
る
老
子
注
釈
の
運
動
は
、
と

の
事
件
を
契
機
に
拡
大
す
る
。

(
7
)

陳
栄
捷
「
元
代
之
朱
子
学
」
一
九
八
一
、

学
生
書
局
、
一
九
八
二
、
所
収
、
参
照
。

の
ち
『
朱
学
論
集
』
台
湾




