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「
朝
三
暮
四
」

説
話
小
考

古

賀

芳

枝

Iま

じ

め

「
朝
三
暮
四
」
と
い
う
故
事
成
語
の
出
典
は
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
求
め
ら
れ
訂
w

そ
の
意
味
も
故
事
自
体
も
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
木
稿
は
、
こ
の
「
朝
三
暮
四
」
説
話
の
持
つ
意
味
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
な
お
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は

中
華
室
田
局
刊
円
荘
子
集
解
』
(
清
・
郭
慶
藩
撰
、
王
孝
魚
点
校
、

一
九
八
五
年
)
を
用
い
た
。

←→ 

従
来
の
「
朝
三
暮
四
」
解
釈

と
ち
の
み
あ
た

狙
公
亨
を
賦
え
ん
と
し
て
日
く
、
朝
に
コ
一
に
し
て
暮
に
四
に
せ
ん
と
。
衆
狙
皆
怒
る
。
日
く
、
然
ら
ば
則
ち
朝
に
四
に
し
て
暮
に

一
に
せ
ん
と
。
衆
狙
皆
悦
ぶ
。
(
『
荘
子
』
斉
物
語
)

狙
公
賦
字
、
日
、
朝
三
而
暮
四
。
衆
狙
皆
怒
。
目
、
然
則
朝
四
而
暮
コ
一
。
衆
狙
皆
悦
。
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猿
回
し
が
猿
た
ち
に
「
朝
に
コ
一
つ
、
暮
れ
に
四
つ
、
苧
を
や
ろ
う
」
と
言
う
と
、
猿
た
ち
は
文
句
を
言
っ
た
。
そ
こ
で
、

「
で
は
朝

四
つ
、
暮
れ
一
二
つ
に
し
よ
う
」
と
一
言
う
と
、
猿
た
ち
は
大
い
に
害
ん
だ
。
よ
く
知
ら
れ
た
「
朝
三
暮
四
」
の
故
事
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

「
朝
三
暮
四
」
と
い
え
ば
、
「
目
先
の
こ
と
に
心
を
奪
わ
れ
て
結
果
が
同
じ
に
な
る
こ
と
を
知
ら
な
い
愚
か
な
こ
と
」

(
2〉

点
を
置
い
て
)
、
「
人
を
誤
魔
化
す
こ
と
」
(
「
狙
公
」
に
観
点
を
置
い
て
)
と
い
う
こ
と
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
。
な
る
ほ
ど
こ
の
故
事

(
「
衆
狙
」
に
観

か
ら
導
き
出
さ
れ
た
教
え
が
こ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
こ
の
寓
話
を
通
し
て
荘
子
が
最
も
主
張

し
た
か
っ
た
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
従
来
の
解
釈
を
挙
げ
て
み
る
。

赤
塚
忠
氏
の
説
は
「
物
は
本
来
、

お
し
な
べ
て
一
つ
で
あ
る
の
に
、
そ
の
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
よ
し
あ
し
の
区
別
を
立
て

て
い
る
、
こ
れ
を
『
朝
三
〔
の
猿
知
恵
〕
』
と
一
ず
一
己
い
「
す
べ
て
で
七
つ
ず
つ
と
い
う
数
も
、

一
日
に
そ
れ
が
も
ら
え
る
と
い
う
実
質

も
変
わ
り
が
な
い
の
に
:
;
:
目
前
の
朝
の
利
益
が
い
い
と
思
つ
」
た
わ
け
で
「
人
間
も
猿
を
笑
え
な
い
」

Q
全
釈
漢
文
大
系
問
、
荘

子
上
』
、
集
英
社
、

一
九
七
四
年
、

八
八
頁
〉
。
金
谷
治
氏
の
説
は
、

「
あ
れ
こ
れ
と
精
神
を
つ
か
れ
さ
せ
て
同
じ
こ
と
を
く
り
か
え
し

な
が
ら
、
そ
れ
が
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
」
こ
と
が
「
朝
三
」
で
、

喜
び
ゃ
怒
り
の
感
情
が
働
く
こ
と
に
な
っ
た
」
の
は
「
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
(
『
荘
子
』
、
岩
波
書
庖
、
一
九
八
五
年
、
六
一

「
表
現
も
実
質
も
変
わ
り
は
な
い
の
に
、
そ
れ
で
い
て

頁
)
。
福
永
光
司
氏
の
説
は
「
徒
ら
に
精
神
を
苦
し
め
て
是
非
の
論
争
に
憂
き
身
を
や
っ
し
、
万
物
の
差
別
と
対
立
が
言
論
心
知
に
よ

っ
て
統
一
さ
れ
る
か
の
ご
と
く
錯
覚
し
て
、
本
来
一
つ
で
あ
る
実
在
の
真
相
を
悟
ら
な
い
が
、
彼
ら
の
愚
か
さ
を
こ
そ
H

朝一二
μ

と
呼

ぶ
」
、
「
実
際
に
は
何
の
変
化
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
猿
ど
も
は
勝
手
に
喜
怒
の
情
を
用
い
て
騒
ぎ
立
て
て
い
る
。
世
俗
の
学
者
先
生
た

ち
の
愚
か
さ
が
、
こ
の
浅
は
か
な
猿
ど
も
と
ど
れ
ほ
ど
違
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
」
(
『
中
国
古
典
選
ロ
、
荘
子
(
内
篇
)
』
、
朝
日
新
聞

社

一
九
八
四
年
、
八
五
頁
〉
。
森
一
二
樹
一
二
郎
氏
の
説
は
「
名
実
と
も
に
何
の
変
わ
り
も
な
い
の
に
喜
怒
の
情
が
働
く
の
は
、
自
分
自



身
の
あ
さ
か
は
な
是
非
の
心
に
従
う
か
ら
で
あ
る
」
(
『
荘
子
』
、
中
央
公
論
社
、

一
九
八
六
年
、
四
八
頁
)
。
ま
た
中
国
人
の
解
釈
も
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
関
鋒
氏
の
説
は
、

「
学
者
た
ち
は
一
日
中
議
論
を
し
て
互
い
に
言
い
争
っ
て
い
る
が
、
心
を
こ
の
一
点
に

疲
れ
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
は
一
様
で
あ
り
、
彼
ら
は
全
て
の
物
が
同
じ
で
あ
っ
て
本
来
何
の
区
別
も
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
」

一
O
二
頁
)
。
王
叔
眠
氏
の
説
は
「
諸
子
百
家
の
争
鳴
は
、

(
「
荘
子
内
篇
訳
解
和
批
判
』
中
華
書
局
、

一
九
六
一
年
、

八
こ
れ
〉
も
一

是
非
、
〈
あ
れ
〉
も
一
是
非
で
あ
り
、
朝
三
暮
四
、
朝
四
暮
一
ニ
の
理
の
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
(
『
荘
子
校
詮
上
冊
』
(
中
央
研
究
院

一
九
八
四
年
、
六
五
百
o

こ
の
よ
う
に
「
朝
三
暮
四
」
説
話
は

歴
史
語
言
研
究
所
、
台
湾
商
務
印
書
館
、
学
生
書
局
、
三
一
民
書
局
、

「朝三暮四」説話小考

荘
子
の
万
物
斉
同
の
思
想
か
ら
是
非
分
別
を
批
判
す
る
と
い
う
立
場
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
一
般
的
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
寓
話
は
作
者
の
主
張
を
読
者
に
対
し
て
分
か
り
ゃ
す
く
理
解
さ
せ
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、

そ
の
前
後
に
自
己
の
主
張

が
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
寓
話
は
全
体
の
文
脈
の
中
で
見
て
ゆ
く
の
、
が
妥
当
で
あ
る
。
寓
話
の
部
分
だ
け
を
見
て
解

釈
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
そ
う
い
う
観
点
で
こ
の
「
朝
三
暮
四
」
説
話
を
検
討
し
て
み
る
と
、
従
来
の
断
章
主
義
的
解
釈
で
は
こ
の

寓
話
と
そ
の
前
後
と
が
噛
み
合
わ
ず
、
寓
話
の
真
意
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
朝
三
暮

四
」
と
い
う
成
語
解
釈
の
固
定
観
念
か
ら
抜
け
切
れ
な
い
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
「
朝
三

暮
四
」
説
話
の
文
脈
(
便
宜
上
、
説
話
の
前
後
を
「
前
節
A
」

「
後
節
B
」
と
す
る
)
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
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に)

「
朝
三
暮
四
」
説
話
の
文
脈

)
 

1
 

(
 
前
節

A
の
意
味

ぜ
ん

可
を
可
と
し
、
不
可
を
不
可
と
す
。
道
〔
に
つ
い
て
は
〕
之
を
行
な
え
ば
成
り
、
物
〔
に
つ
い
で
は
〕
之
を
謂
え
ば
然
た
り
。
悪

ふ
ぜ
ん

〔
「
可
を
可
と
す
」
と
同
様
に
〕
然
に
〔
お
い
て
〕
然
と
す
。
悪
く
に
か
不
然
と
す
る
や
。
〔
不
可
を
不
可

く
に
か
然
と
す
る
や
。

と
す
」
と
同
様
に
〕
不
然
に
〔
お
い
て
〕
不
然
と
す
。
物

回
よ
り
然
と
す
る
所
有
り
、
物

回
よ
り
可
と
す
る
所
有
り
。
故
に

蓮
(
梁
)
と
極
(
柱
)
と
、
腐
(
ハ
ン
セ
ン
氏
病
患
者
〉
と
西
施
と
を
挙
げ
、
依
怖
惰
怪
(
さ
ま
ざ
ま
な
形
状
)

に
、
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
〕
、
道
通
じ
て
一
為
り
。
そ
の
分
か
つ
や
成
る
な
り
。
其
の
成
や
、
製
つ
な
り
。
凡
そ

?

に

こ

れ

物
成
と
授
と
王
く
、
復
た
通
じ
て
一
為
り
。
唯
だ
達
者
の
み
通
じ
て
一
為
る
を
知
る
。
是
が
為
め
に
用
い
ず
し
て
諸
を
庸
に
寓

ま

さ

も

か

ぜ

す

で

巧

せ

す
。
庸
と
は
、
用
な
り
。
通
と
は
、
得
な
り
。
適
に
得
れ
ば
幾
し
。
是
に
因
る
の
み
。
巳
に
し
て
〔
是
に
因
っ
て
お
り
〕
其
の
然

〔
と
い
う
ふ
う

る
を
知
ら
ず
。
之
を
道
と
調
う
。

可
乎
可
、
不
可
乎
不
可
。
道
行
之
市
成
、
物
謂
之
市
然
、
悪
乎
然
。
然
於
然
。
悪
乎
不
然
。
不
然
於
不
然
。
物
固
有
所
可
。
克

物
不
然
、
元
物
不
可
。
故
為
是
挙
蓮
与
極
、
属
与
西
施
、
依
佑
惜
怪
、
道
通
為
一
。
其
分
也
、
成
也
。
其
成
也
、
段
也
。
凡
物

一
尤
成
与
襲
。
復
通
為
一
。
唯
達
者
知
通
為
一
、
為
是
不
用
而
寓
諸
庸
。
庸
也
者
、
用
也
。
用
也
者
、
通
也
。
通
也
者
、
得
也
。

適
得
市
幾
実
。
因
是
己
。
巳
而
不
知
其
然
、
謂
之
道
。



こ
の
前
節
A
の
文
章
の
主
眼
点
は
、
物
は
全
て
一
つ
の
も
の
で
何
ら
区
別
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
荘
子
の
代
表
的
な
思
想
で

あ
る
万
物
斉
同
の
見
地
が
こ
こ
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
物
は
全
て
一
で
あ
る
と
い
う
こ
の
こ
と
は
、
唯
だ
道
に
達
し
た
者
だ

け
が
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
働
き
か
け
ず
に
、
こ
れ
を
「
庸
」
に
任
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
結
局
「
道
」
に
近
づ
く
と
い
う
。

ぜ

ぜ

そ
れ
に
は
「
是
」
に
因
る
の
み
で
あ
る
。
巳
に
是
に
因
っ
て
行
動
し
て
お
れ
ば
、

一
般
の
人
に
は
そ
の
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く

わ
か
っ
て
い
な
く
と
も
、
そ
れ
は
道
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
部
分
「
不
用
而
寓
諸
庸
」
以
下
の
解
釈
は
、
明
の
焦
紘
の
『
筆
乗
』
に
次
の
よ
う
な
解
釈
が
あ
る
。

「
不
用
と
は
自
ら
用
い
さ

「朝三暮四J説話小考

る
な
り
。
寓
諸
庸
と
は
人
に
困
る
な
り
。
即
ち
人
の
常
に
用
う
る
所
な
り
。
故
に
日
く
、
庸
と
は
、
用
な
り
と
。
凡
そ
物
用
い
ず
ん
ば

通
づ
る
に
至
れ
ば
則
ち
得
。
故
に
日
く
、
通
と
は
、

則
ち
滞
る
。
用
う
る
と
き
は
則
ち
通
ず
。
故
に
日
く
、
用
と
は
、
通
な
り
と
。
道

得
な
り
と
。
得
る
に
至
る
と
き
は
則
ち
幾
し
。
而
し
て
之
を
統
ぶ
れ
ば
只
だ
是
れ
悶
の
一
字
の
み
」
。
焦
紘
の
こ
の
「
因
是
巳
」
の
解

釈
に
は
賛
成
し
か
ね
る
が
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
)
、
「
人
の
常
に
用
い
る
所
に
因
っ
て
行
け
ば
、
そ
れ
が
道
に
近
づ
く
」
と
い
う

見
解
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
同
様
の
解
釈
は
清
の
陳
寿
昌
『
南
華
真
経
正
義
』

「
私
見
を
絶
去
し
、
大
同
に
寄
る
。
惟
だ
自
ら
用
い

「
不
用
と
は
己
れ
が
か
か
}
用
い
ざ
る
な
り
。
寓
諸
庸

ざ
る
が
放
に
能
く
人
に
因
り
、
以
て
用
を
為
す
」
や
、
清
の
林
雲
銘
『
荘
子
悶
』

ぜ

と
は
人
の
是
に
因
る
な
り
」
な
ど
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
焦
拡
の
解
釈
に
依
る
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
意
味
を
含
ん
だ
こ
の
文
章

の
後
に
「
朝
三
暮
四
」
説
話
が
登
場
す
る
わ
け
で
あ
る
。

(2) 

「
朝
三
暮
四
」
説
話
の
意
味

31 

た

神
明
を
労
し
て
一
為
り
、
而
る
に
其
の
同
じ
き
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
之
を
朝
三
と
謂
う
。
何
を
朝
三
と
謂
う
か
。
狙
公
、
苧
を
賦
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え
ん
と
し
て
日
く
、
朝
に
三
に
し
て
暮
に
四
に
せ
ん
と
。
衆
狙

皆
怒
る
。
日
く
o

然
ら
ば
則
ち
朝
に
四
に
し
て
暮
に
三
に
せ
ん

と
。
衆
狙
皆
悦
ぶ
。

労
神
明
為
一
而
不
知
其
同
也
。
謂
之
朝
三
。
何
謂
朝
三
。
狙
公
賦
字
、

目
、
朝
三
市
暮
四
。
衆
狙
皆
怒
。
目
、
然
則
朝
四
而
暮

一
二
。
衆
狙
皆
悦
。

た

「
神
明
を
労
し
て
一
為
り
」
、
こ
の
部
分
の
従
来
の
解
釈
は
、
人
間
は
全
て
を
任
せ
る
と
い
う
態
度
が
で
き
ず
、
徒
に
精
神
を
苦
し

め
て
一
に
な
ろ
う
と
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
否
定
的
な
解
釈
で
あ
る
。
ど
う
や

ら
こ
こ
か
ら
現
行
の
「
朝
三
暮
四
」
解
釈
が
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
「
神
明
を
労
し
て
一
為
り
」
と
い
う
文
は
む

L
ろ
「
神
妙
な
働
き
で
あ
る
精
神
を
使
っ
て
一
を
実
現
さ
せ
る
」
と
い
う
積
極
的
な
意
味
に
解
釈
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、

以
下
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
朝
三
暮
四
」
説
話
の
中
に
「
神
明
を
労
し
て
一
為
」
ろ
う
と
し
て
積
極
的
に
努

力
を
見
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
一
」
を
行
な
え
る
の
は
聖
人
の
み
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
「
神
明
を
労
し
て
一
為
り
」
と
い
う
文

の
後
に
「
而
る
に
其
の
同
じ
き
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
続
く
が
、

一
般
に
は
「
結
局
万
物
が
斉
同
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
(
愚
か
な

こ
と
だ
と
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
は
前
節
A
の
主
張
の
「
己
に
し
て
其
の
然
る
を
知
ら
ず
。
之
を
道
と
謂
う
」
と
ほ

ぼ
同
じ
趣
旨
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
「
あ
あ
し
て
や
ろ
う
、
こ
う
し
て
や
ろ
う
」
と
い
っ
た
狭
い
人
知
を
越
え
た
見
地
か
ら
聖
人

が
「
一
」
を
行
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

一
般
の
人
は
斉
同
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
く
て
も
い
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
意
識
し
て
い
な

い
か
ら
こ
そ
「
道
」
に
近
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

「
神
明
」
を
使
っ
て
「
一
」
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
実
行
で
き
る
の
は
聖
人
だ
け

で
あ
り
、
一
般
の
者
は
「
同
」
(
一
)
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
敢
え
て
教
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ



が
「
朝
一
ニ
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
前
節
A
の
主
張
を
表
現
を
変
え
て
繰
り
返
し
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
、
猿
を
一
般
の

人
間
に
喰
え
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

(3) 

後
節

B
の
意
味

ぜ

こ

こ

ぜ

ひ

名
実
未
だ
儲
け
ず
し
て
喜
怒
の
用
を
為
す
も
亦
た
是
に
因
れ
ば
な
り
。
是
を
以
て
聖
人
は
之
を
和
す
る
に
是
非
を
以
て
し
而
し
て

と
れ

天
鈎
に
休
ん
ず
。
是
を
之
れ
両
行
と
謂
う
。

「朝三暮四」説話小考

名
実
未
臆
而
喜
怒
為
用
、
亦
因
是
也
。
是
以
聖
人
和
之
以
是
非
而
休
天
鈎
、
是
之
謂
両
行
。

「
朝
三
暮
四
」
で
は
怒
っ
た
猿
た
ち
が
、
「
朝
四
暮
三
こ
な
ら
喜
ん
だ
と
い
う
話
を
評
し
て
、
「
名
実
未
だ
届
け
ず
し
て
喜
怒
の
用
を

ぜ

為
す
も
亦
た
是
に
因
る
な
り
」
と
続
く
。

「
朝
三
暮
四
」
、

「
朝
四
暮
三
」
と
言
っ
て
も
、

一
日
に
も
ら
え
る
予
の
数
は
合
計
七
つ
で
何

一
つ
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
に
、
猿
が
怒
っ
た
り
喜
ん
だ
り
と
い
う
働
き
を
生
ぜ
し
め
た
。
こ
れ
は
愚
か
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
愚
か
さ
を
噺
笑
す
る
こ
と
が
主
眼
で
は
な
か
ろ
う
。
聖
人
の
行
為
を
讃
え
る
方
に
重
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
質
上
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は
何
も
変
え
ず
に
、
そ
れ
で
い
て
人
に
気
持
ち
よ
く
働
い
て
も
ら
う
と
い
う
好
結
果
を
生
ん
だ
(
喜
怒
の
用
を
為
す
)
と
い
う
こ
と
で

ぜ

あ
る
。
こ
の
こ
と
も
や
は
り
素
直
に
現
実
の
「
是
に
因
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

こ
の
「
困
是
也
」
の
解
釈
は
、
①
「
自
分
と
い
う
個
人
の
か
に
因
る
か
ら
、
こ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
を
し
て
し
ま
う
(
赤
塚
説
、
金
谷

説
、
森
説
)
」
と
い
う
解
釈
、
②
「
宣
同
怒
の
用
を
為
す
よ
う
な
過
ち
を
犯
さ
な
い
た
め
に
も
、
絶
対
の
是
に
因
る
べ
き
だ
(
福
永
説
、

ぜ

王
先
謙
『
荘
子
集
解
』
説
)
、
③
「
喜
怒
の
用
を
為
し
た
の
は
聖
人
が
絶
対
の
是
に
因
る
か
ら
だ
(
王
叔
民
説
ど
と
い
う
解
釈
が
見
え
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(
5〉

る
。
こ
の
「
因
是
」
と
い
う
語
は
「
斉
物
論
篇
」
中
、
他
に
一
一
筒
所
に
見
え
る
が
、
ど
ち
ら
も
荘
子
が
「
こ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
考
え
て
い
る
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
寓
言
の
後
に
①
の
よ
う
な
特
殊
な
解
釈
を
施
す
の
は
無
理
が
あ
る
。

さ
ら
に
②
も
「
因
是
也
」
の
後
を
読
む
と
妥
当
で
な
い
と
言
え
る
。

「
聖
人
和
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
猿
の
「
怒
」
を
「
宣
己
に
変
え

た
の
は
狙
公
の
手
柄
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ぜ

ひ

締
括
り
は
、
「
是
を
以
て
聖
人
は
之
を
和
す
る
に
是
非
を
以
て
し
而
し
て
天
鈎
に
休
ん
ず
」
、
以
上
の
よ
う
に
聖
人
は
人
々
と
和
す
る

た
め
に
「
是
非
」
を
以
て
し
、
そ
う
し
な
が
ら
「
天
鈎
L

(

天
の
平
衡
)
に
適
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
寓
言
は
聖

人
が
人
々
と
調
和
す
る
た
め
に
行
な
う
こ
と
を
記
し
て
い
る
と
み
る
の
が
よ
い
。
す
る
と
聖
人
と
は
「
狙
公
」
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

聖
人
の
行
動
は
人
の
納
得
す
る
よ
う
に
「
そ
う
し
よ
う
、
そ
う
し
よ
う
」
と
言
い
、
そ
の
現
実
に
乗
っ
て
い
な
が
ら
、
実
は
は
じ
め
かこ

れ

ら
猿
に
与
え
る
芋
の
数
は
全
部
で
七
つ
と
い
う
全
体
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
お
り
決
し
て
大
勢
を
乱
す
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
が
「
是

を
之
れ
両
行
と
謂
う
」
の
で
あ
る
。
「
両
行
(
二
つ
な
が
ら
行
な
う
と
と
は
、
人
々
を
調
和
さ
せ
る
の
に
「
是
非
」
を
用
い
な
が
ら
か

つ
天
の
釣
り
合
い
に
任
せ
て
も
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
、
荘
子
は
「
是
非
分
別
」
を
非
難
し
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、

「是

非
を
越
え
た
是
非
に
よ
る
」

「
両
行
と
は
是
と
非
と
を
そ
の
ま
ま
に
存
在
さ
せ
て
い
く
」

ぜ

こ
そ
と
ら
わ
れ
た
心
で
は
あ
る
ま
い
か
。
猿
は
愚
か
だ
が
狙
公
は
「
相
手
の
是
」
を
踏
み
な
が
ら
う
ま
く
和
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
赤
塚
氏
ら
)
な
ど
と
解
釈
す
る
の
は
そ
れ

こ
れ
が
「
因
是
也
」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
人
の
是
に
よ
る
方
法
が
最
善
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
③
も
妥
当
で
あ
る
か
。

(司

「
朝
三
暮
四
」
説
話
の
真
意

前
章
の
考
察
か
ら
こ
の
寓
話
の
象
徴
す
る
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
文
脈
と
し
て
は
、
前
節
A
に



お
い
て
、
全
て
物
が
一
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
の
は
達
者
(
聖
人
)
だ
け
で
あ
っ
て
、
普
通
の
人
間
が
理
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
る

ぜ

か
ら
、
聖
人
は
敢
え
て
物
の
一
で
あ
る
こ
と
を
強
調
せ
ず
に
、
ひ
た
す
ら
人
の
是
に
任
せ
て
お
れ
ば
、
そ
れ
で
道
に
近
い
の
で
あ
る
と

ぜ

言
う
。
そ
し
て
後
節
B
に
お
い
て
、
全
体
は
変
え
て
い
な
い
の
に
人
が
喜
ぶ
よ
う
に
で
き
る
の
は
、
人
の
是
に
因
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

り

こ
の
よ
う
に
聖
人
は
人
の
和
の
た
め
に
是
非
と
天
鈎
と
の
両
者
を
用
い
る
の
で
あ
る
と
結
ぶ
。
す
る
と
、
こ
う
し
た
文
脈
の
中
に

位
置
す
る
「
朝
三
暮
四
」
説
話
の
解
釈
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
「
衆
狙
」
は
一
般
の
人
間
、

「
狙
公
」
は
聖
人
を
表

し
て
お
り
、
聖
人
が
人
間
を
調
和
さ
せ
る
仕
方
が
こ
の
説
話
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
大
枠
で
あ
る
。
次
に
狭
義
の
「
朝

「朝三暮四」説話小考

(
「
朝
三
暮
四
」
説
話
を
ま
と
め
て
「
朝
一
一
己
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
場
合
と
区
別
す
る
〉
と
は
衆
狙
の
「
非
」
で
あ
り
、
「
朝

ぜ

四
」
が
衆
狙
の
「
是
」
で
あ
る
。
始
め
に
た
く
さ
ん
も
ら
う
こ
と
へ
の
満
足
感
と
い
う
の
は
人
間
一
般
の
心
理
と
し
て
普
通
の
こ
と
で

ぜ

あ
る
。
普
通
の
心
理
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
治
民
に
お
い
て
「
困
是
」
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
「
困
是
」
と
は
衆
狙
の
「
是
」
に
因
る

ぜ

の

り

こ
と
で
あ
る
。
荘
子
の
「
是
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
真
宰
」
と
い
う
不
可
視
の
則
を
指
す
こ
と
が
一
般
的
だ
が
、
私
は
そ
れ
と
と
も
に
人

L 
々
が
納
得
す
る
と
い
う
可
視
的
現
象
も
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
目
先
の
「
是
非
」
を
判
断
し
て
騒
、
ぎ
立
て
る
衆
狙
を
、

狙
公
は
合
計
数
「
七
」
は
崩
す
こ
と
な
く
、
現
実
的
な
「
是
非
」
を
も
っ
て
、

う
ま
く
納
得
さ
せ
る
よ
う
図
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ

の
「
七
」
が
「
天
鈎
」
で
あ
る
。

一
般
人
の
欲
望
で
あ
る
「
朝
四
暮
一
一
一
」
と
、
指
導
者
の
取
り
た
い
立
場
で
あ
る
「
朝
三
暮
四
」
と
の

対
立
の
解
決
法
は
、
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
。
大
本
は
変
え
ず
に
、
だ
が
人
が
喜
ぶ
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
全
て
円
満
に
治
め

る
よ
う
に
頭
を
働
か
せ
る
。

「
結
局
一
緒
で
は
な
い
か
」
と
説
得
し
よ
う
と
か
か
っ
た
り
、

「
朝
四
暮
四
」
に
改
め
て
機
嫌
を
取
っ
た

り
す
る
こ
と
は
愚
行
で
あ
っ
て
、
最
終
的
に
は
混
乱
を
招
く
で
あ
ろ
う
。
衆
狙
が
「
朝
一
二
」
だ
「
朝
四
」
だ
と
言
っ
て
騒
い
で
い
る
と
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き
、
彼
ら
に
は
後
の
こ
と
(
結
局
七
つ
で
あ
る
こ
と
)

は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
だ
が
狙
公
が
し
っ
か
り
七
つ
で
あ
る
こ
と
を
外
さ
ず
に
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い
る
限
り
、
「
己
に
し
て
其
の
然
る
を
知
ら
ず
」

「
而
し
て
其
の
同
じ
き
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
、
衆
狙
が
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
ど

う
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。
「
両
行
」
と
は
「
是
非
」
と
「
天
鈎
」
と
を
二
つ
な
が
ら
に
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
方
法
と
し
て
は
、

思
考
判
断
(
是
非
)
を
用
い
て
徴
調
整
し
な
が
ら
も
、
全
体
像
(
七
・
天
鈎
)
は
変
え
ぬ
ま
ま
に
見
据
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
す
な

わ
ち
「
両
行
」
で
あ
り
、
為
政
者
の
取
る
べ
き
態
度
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
朝
三
暮
四
」
の
寓
話
は
、
こ
う
し
た

全
体
(
普
遍
・
本
質
)
を
見
る
目
と
現
象
(
人
の
是
〉
と
に
因
り
つ
つ
、
な
お
か
つ
調
和
を
図
っ
て
現
実
に
対
処
し
、
万
物
斉
同
の
在

り
方
に
届
こ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
荘
子
の
求
め
る
と
こ
ろ
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

(四)

中
井
履
軒
の
解
釈

と
こ
ろ
で
「
朝
三
暮
四
」
説
話
が
前
後
の
文
脈
と
一
平
離
し
て
、
現
行
の
よ
う
に
読
ま
れ
だ
し
た
の
は
い
つ
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

『
荘
子
』
が
広
く
読
ま
れ
は
じ
め
た
の
は
親
晋
南
北
朝
の
噴
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
注
釈
と
し
て
司
馬
彪
や
向
秀
な
ど
の
手
に
よ
る

も
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
今
は
散
供
し
て
わ
ず
か
に
『
経
典
釈
文
』
な
ど
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
が
、

こ
の
寓
話
に
関
し
て
見
る
べ
き

記
載
は
、
特
に
な
い
。
晋
の
郭
象
の
注
は
、

『
荘
子
』
の
注
釈
書
と
し
て
最
も
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
後
世
の
依
る
と
こ
ろ

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
注
し
て
あ
る
。

夫
れ
達
者
の
一
に
於
け
る
や
、
宣
に
神
を
労
せ
ん
や
。
神
明
を
一
を
為
す
に
労
す
る
が
若
き
は
、
頼
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
彼
の

ぜ

一
な
ら
ざ
る
者
と
以
て
異
な
る
無
し
。
亦
た
衆
狙
の
惑
い
に
同
じ
く
し
、
好
み
て
自
ら
是
と
す
る
所
に
因
る
な
り
o

夫
達
者
之
於
一
、
宣
労
神
哉
。
若
労
神
明
於
為
一
、
不
足
頼
也
。
与
彼
不
一
者
無
以
異
会
。
亦
同
衆
狙
之
惑
、
因
所
好
而
自
是

也



す
な
わ
ち
す
で
に
「
衆
狙
」
の
愚
か
な
「
是
非
」
を
批
判
す
る
読
み
方
を
し
て
い
る
。
ま
た
成
玄
英
の
疏
で
は
「
両
行
」
を
解
し
て
、

是
非
を
離
れ
ず
し
て
是
非
無
き
を
得
、
故
に
之
を
両
行
と
謂
う
。

不
離
是
非
而
得
無
是
非
、
故
謂
之
両
行
。

是
非
の
対
立
を
あ
る
が
ま
ま
に
存
在
さ
せ
な
が
ら
、
是
非
に
こ
だ
わ
ら
な
い
境
地
に
あ
る
と
言
う
。
後
世
に
お
け
る
、

「
是
非
」
の
批

判
を
中
心
に
し
た
一
般
的
解
釈
は
こ
の
郭
象
の
注
や
成
玄
英
の
疏
の
影
響
が
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。

「朝三暮四」説話小考

し
か
し
、
前
掲
し
た
よ
う
に
現
代
の
研
究
者
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
「
朝
三
暮
四
」
の
固
定
概
念
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
江
戸
時

代
の
中
井
履
軒
は
『
荘
子
離
題
』
に
お
い
て
明
快
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

ひ

し

ぜ

ひ

ぜ

ひ

言
う
こ
こ
ろ
は
、
聖
人
は
天
鈎
に
休
ん
じ
、
彼
此
無
く
、
是
非
無
し
。
然
れ
ど
も
其
の
世
に
応
ず
る
や
、
人
の
是
非
有
る
に
因
り

ぜ

の
ご
と
き
な
り
、
即
ち
是
に
因
る
な
り
。

て
、
亦
た
是
非
を
立
て
以
て
之
を
和
す
る
の
み
。
猶
お
朝
三
〔
暮
四
の
説
話
〕

言
聖
人
休
乎
天
鈎
、
無
彼
此
、
無
是
非
。
然
其
応
乎
世
也
、
因
人
有
是
非
、
亦
立
是
非
以
和
之
耳
。
猶
朝
三
也
。
即
因
是
也
。

聖
人
は
天
鈎
と
い
う
境
地
に
お
り
、
〈
あ
れ
と
こ
れ
と
〉
と
か
、
〈
是
と
非
と
〉
と
か
は
な
い
。
だ
が
世
の
中
に
応
じ
て
い
こ
う
と
す

る
と
、
人
々
に
是
非
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
素
直
に
そ
れ
に
因
っ
て
、
す
な
わ
ち
や
は
り
是
非
を
用
い
て
こ
の
人
々
を
調
和
さ
せ
て
い

ぜ

く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
朝
三
暮
四
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
是
に
因
る
と
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
中
井
履
軒
の
解
釈
は
極
め
て
妥
当
で
あ
ろ
う
。
本
稿
も
こ
の
中
井
履
軒
の
説
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
の
『
荘
子
雌
題
』

37 

が
今
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
今
後
『
荘
子
』
研
究
の
上
で
無
視
で
き
な
い
解
釈
書
で
あ
る
と
考
え
る
。
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主
(

1

)

 

〈

2
)

「
朝
三
暮
四
」
説
話
は
『
列
子
』
黄
帝
篇
に
も
あ
る
が
、
赤
塚
忠
氏
が
「
斉
物
論
の
こ
の
寓
話
を
合
理
化
し
た
改
作
で
あ
る
」
(
全
釈
漢
文

大
系
同
『
荘
子
上
』
、
一
九
七
四
年
、
九
一
頁
)
と
す
る
よ
う
に
、
『
荘
子
』
を
初
出
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

佐
藤
一
好
氏
は
狙
の
愚
か
さ
を
風
刺
す
る
の
が
『
荘
子
』
、
狙
公
の
詐
術
を
風
刺
す
る
の
が
『
列
子
』
と
す
る
。
(
『
郁
離
子
』
「
術
使
」
考

l
l
「
朝
三
暮
四
」
の
系
議
一
-
|
『
学
大
園
芸
第
三
十
八
号
、
大
阪
教
育
大
学
、
一
九
九
五
・
一
、
二
六
三
頁
)

〔
那
些
一
学
者
岡
山
、
成
天
発
議
論
、
相
互
争
弁
、
〕
在
労
心
這
一
点
上
是
一
様
的
、
〔
他
伺
〕
不
暁
得
一
切
都
相
問
、
本
来
没
有
什
膝
分
別
、

〔
這
就
是
〕
所
謂

n
朝
三
九

諸
子
百
家
之
争
鳴
、
此
亦
一
是
非
、
彼
亦
一
是
非
、
亦
不
過
如
朝
三
暮
四
、
朝
四
暮
三
之
理
而
己

0

・
因
是
因
非
、
因
非
因
是
。
是
以
襲
人
、
不
由
而
照
之
子
天
。
亦
国
是
也
。

-
既
己
為
一
会
。
且
得
有
言
乎
。
既
己
謂
一
失
O

R

A

得
無
言
乎
。
一
与
一
言
為
二
。
二
与
一
為
三
。
白
此
以
往
、
巧
歴
不
能
得
。
而
況
其
凡

乎
。
故
自
無
適
有
、
以
至
於
一
二
。
而
況
自
有
適
有
乎
。
無
適
為
。
因
是
己
。

(
3
)
 

(
4
)
 

(

5

)

 

(
大
学
院
後
期
課
程
学
生
)




