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但
僚
に
お
け
る

「物
L

に
つ
い
て

中

キす

春

作

は
じ
め
に

荻
生
但
係
(
一
ム
ハ
六
六
|
|
一
七
二
八
)
の
説
い
た
学
聞
は
、
儒
学
を
形
而
上
学
の
領
域
か
ら
再
び
現
実
の
人
間
に
即
し
た
も
の
と

し
て
捉
え
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
但
僚
は
当
時
学
界
の
主
流
で
あ
っ
た
宋
学
、
及
、
び
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
彼
が
見
倣
し
た

基
盤
を
「
定
準
」
の
無
い

「
理
」
に
求
め
、 つ

ま
り
、
彼
か
ら
観
れ
ば
両
者
は
共
に
儒
学
の
心
学
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
全
て
の
思
考
の

(
l
)
 

「
此
事
を
か
く
あ
る
べ
き
は
づ
、
宜
(
事
は
左
あ
る
べ
き
筈
と
手
前
よ
り
極
め
出
し
て
」
ゆ

仁
斎
の
学
問
を
徹
底
し
て
批
判
し
た
。

く
限
り
、
真
に

「道
L

の
得
ら
れ
る
筈
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
宋
学
の
立
場
を
批
判
し
た
仁
斎
も
結
局
人
の
内
心
に
思
考
の
原
点
を
置

く
以
上
、
宋
学
と
本
質
的
に
同
一
で
あ
る
と
但
僚
は
断
じ
た
の
で
あ
る
。

祖
僚
の
言
う
「
道
」
と
は
即
ち
「
先
王
の
道
」
、
「
先
王
」
が
創
作
し
人
民
を
治
め
た
具
体
的
な
術
、
そ
の
全
体
を
指
し
て
言
う
も
の

で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
の
学
と
は
、
こ
の
術
を
君
子
が
如
伺
に
し
て
体
得
す
る
か
と
い
う
点
に
眼
目
の
あ
る
も
の
と
な
る
。
だ
か
ら
、

彼
に
お
け
る
学
の
あ
り
方
と
は
常
に
「
事
を
事
と
す
る
」
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
宋
学
に
・
お
い
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
な
思
弁
的
行
為
で



2 

は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
仮
に
こ
の

「
事
を
事
と
す
る
」
学
を
言
い
換
え
て
み
る
な
ら
ば
、

「
事
実
に
就
き
従
う
」
学
と
で
も

言
い
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
内
容
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
は
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
思
弁
的
な

営
み
を
離
れ
た
学
の
あ
り
方
を
本
当
の
と
こ
ろ
、
我
々
は
把
握
し
難
い
か
ら
で
あ
り
、
且
つ
但
僚
の
言
う
「
事
実
」
が
独
特
の
内
容
を

有
す
る
「
事
実
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

」
の
小
稿
で
は
但
僚
の

「
事
を
事
と
す
る
」
学
の
あ
り
方
の
奥
に
在
る
と
考
え
ら
れ
る
「
物
」
と
い
う
概
念
に
注
目
し
、
そ
れ
が
如

何
な
る
概
念
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
但
僚
の
哲
学
説
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
考
え
た
い
。

但
僚
の

「
物
」
と
い
う
概
念
に
対
す
る
関
心
の
あ
り
方
を
端
的
に
示
す
の
は
次
の
一
章
で
あ
る
。

「
け
だ
し
先
王
の
教
へ
は
、
物
を
以
て
し
て
理
を
以
て
せ
ず
。
教
ふ
る
に
物
を
以
て
す
る
者
は
、
必
ず
事
を
事
と
す
る
こ
と
あ
り
。

教
ふ
る
に
理
を
以
て
す
る
者
は
、
言
語
詳
か
な
り
。
物
な
る
者
は
衆
理
の
緊
る
所
な
り
。
し
か
う
し
て
必
ず
事
に
従
ふ
こ
と
こ
れ
を

か

(
2
)

久
し
う
し
て
、
す
な
は
ち
心
実
に
こ
れ
を
知
る
。
何
ぞ
言
を
仮
ら
ん
や
。
言
の
尽
く
す
所
の
者
は
、
僅
僅
乎
と
し
て
理
の
一
端
の
み
。
」

こ
こ
に
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
重
要
な
こ
と
が
ら
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

山
朱
子
の
哲
学
に
お
け
る
「
理
」
に
対
抗
す
る
も
の
が

間
「
物
L

の
発
現
し
た
形
が
「
事
」
で
あ
る
こ
と
、
少
く
と
も
「
物
」
と

「
物
」
で
あ
る
こ
と
の
明
示
。

「事
L

と
は
段
階
を
異
に
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
二
点
で
あ
る
。
祖
俸
の
言
う
内
容
を
よ
り
明
確
に
図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

朱
子
|
|
理
|
|
(
そ
の
発
現
と
し
て
)
|
|
言



但
傑
|
|
物
|
|
|
(
そ
の
発
現
と
し
て
)
|
|
事

宋
学
に
お
け
る
「
理
」
が
時
を
通
じ
世
界
を
通

U
て
普
遍
妥
当
す
る
規
範
と
し
て
の
概
念
で
あ
る
な
ら
ば
、
但
僚
の
「
物
」
は
そ
れ
に

匹
敵
す
る
何
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

f且篠における「物」について

但
僚
の
考
え
は
こ
う
だ
。
人
を
教
え
る
に
「
物
」
に
拠
っ
て
教
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
ず
「
事
を
事
と
す
る
」
形
態
を
と
っ
て
あ

ら
わ
れ
る
。
反
対
に
人
は
「
事
に
従
ふ
こ
と
」
を
久
し
く
し
て
「
心
が
実
に
」
知
る
と
い
う
形
で
「
物
」
の
存
在
を
認
識
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
物
」
と
は
「
衆
理
の
緊
る
」
と
こ
ろ
で
あ
り
、
宋
学
に
お
け
る
「
言
」
が
た
だ
「
理
の
一
端
」
を
伝
え
得
る

だ
け
な
の
に
比
べ
て
、
「
物
」
は
「
事
」
と
い
う
よ
り
密
接
に
連
関
し
た
発
現
を
以
て
人
を
「
道
」
に
導
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見

て
く
れ
ば
、
但
僚
の
言
う
「
物
」
と
は
朱
子
学
で
言
う
「
理
」
的
規
範
に
対
し
て
、
「
物
」
的
規
範
と
も
呼
ぶ
べ
き
内
容
を
持
っ
た
も

の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
但
し
そ
の
規
範
と
し
て
の
あ
り
方
は
全
く
違
う
で
あ
ろ
う
し
、
宋
学
の
「
理
」
と
「
言
」
と
の

「
物
」
と
「
事
」
と
が
実
に
微
妙
な
、
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で

ま
ず
「
物
」
と
「
事
」
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
み
た
い
。

距
離
に
比
べ
て
、

今
ま
で
の
但
傑
研
究
に
・
お
い
て
「
物
」
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
か
。
以
下
、
簡
単
に
既
出
の
研
究
に
お
け
る
「
物
」
の

定
義
例
を
挙
げ
て
み
る
。

a
「
歴
史
的
事
実
」
(
丸
山
真
男
)

b

「
客
観
的
・
具
体
的
事
物
」
、
「
具
体
的
内
容
・
事
物
」

3 

(
西
田
太
一
郎
)

C

「
具
体
的
な
事
物
と
、
そ
の
事
実
に
即
し
た
経
験
的
な
認
識
」

d

「
『
物
』
す
な
わ
ち
『
先
王
』
の
提
示
す
る
標
準
的
事
実
」

(
尾
藤
正
英
)

(
吉
川
幸
次
郎
)
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こ
の
内
、
多
少
な
り
と
も
ま
と
ま
っ
た
論
議
の
な
さ
れ
て
い
る
の
は
尾
藤
、
吉
川
両
氏
の
も
の
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
「
物
・
事
」
は

ほ
ぼ
同
意
の
こ
と
ば
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
真
に
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
筆
者
に
は
、
「
物
」
と
「
事
」

と
は
や
は
り
段
階
を
異
に
す
る
概
念
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
大
学
の

「
物
有
本
末
。
事
有
終
始
。
」

の
一
節
の
解
釈
に
・
お
い
て
、

Tll. 
f来

は
こ
れ
を
単
な
る
同
意
語
の
反
復
に
よ
る
修
辞
と
は
見
、
ず
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

「
然
れ
ど
も
物
・
事
は
殊
な
り
。
事
と
は
、
凡
そ
事
こ
れ
な
り
。
物
と
は
、
先
王
の
制
す
る
所
に
し
て
、
宇
宙
開
に
特
に
こ
の
事
あ

る
は
、
な
ほ
天
地
の
物
あ
る
が
ご
と
き
な
り
。
故
に
大
学
に
『
物
に
本
末
あ
り
、
事
に
終
始
あ
り
』
と
、
物
・
事
分
か
ち
て
こ
れ
を

(
7
)
 

言
ふ
。
」

又

「
『
物
』
と
は
、
礼
の
物
な
り
。
『
事
』
と
は
、
身
を
倫
む
る
よ
り
以
て
天
下
を
平
ら
か
に
す
る
に
至
る
ま
で
の
事
な
り
。

(
8
)
 

る
所
を
知
る
』
と
は
、
物
に
格
り
て
以
て
事
の
終
始
す
る
所
を
知
る
な
り
。
」

『
先
後
す

明
ら
か
に
、
「
物
」
と
「
事
」
と
は
段
階
の
異
な
る
概
念
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
朱
子
が
同
一
箇
所
の
注
に
お
い
て
、
何
ら
「
物
」

-
「
事
」
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
す
ぐ
後
に
続
く
経
の
注
で
「
物
は
な
ほ
事
の
ご
と
き
な
り
、
事
物
の
理
に
窮
め
至
り
云
々
」
と
述

べ
る
こ
と
に
比
し
て
考
え
れ
ば
、
朱
子
の

「物」

1
「
事
物
」
観
に
対
し
て
但
僚
は

「
物
・
事
は
殊
な
り
L

と
正
面
か
ら
異
議
を
唱
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

筆
者
注

「
物
」
と
は
「
先
王
の
制
(
作
)
し
た
」
も
の
、
プ
礼
の
物
L

と
い
う
限
定
を
受
け
る
の
に
対
し
て
、
「
事
」
と
は
「
凡
そ
事

(
M
M
事

筆
者
注

実
全
般
)
」
、
「
身
を
僑
む
る
よ
り
以
て
天
下
を
平
ら
か
に
す
る
に
至
る
ま
で
の
事

(
1人
事
全
般
)
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
但
僚
に
お
い
て
両
者
は
区
別
さ
る
べ
き
概
念
で
あ
る
が
、
前
に
も
見
た
よ
う
に
両
者
は
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。



「
物
」
は
常
に
「
事
」
と
し
て
し
か
発
現
せ
ず
、
「
事
」
の
奥
に
は

つ
ま
り
、
「
事
」
を
二
次
的
と
す
れ
ば
「
物
」
は

「
物
」
が
在
る
。

そ
れ
と
密
接
に
か
か
わ
る
一
次
的
な
概
念
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
「
物
」
は
宋
学
の

「
理
」
に
対
抗
す
る
h
v
の
と
し
て
、
但
僚
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
「
理
」
的
規
範
よ
り
「
物
」

的
規
範
の
方
が
何
故
す
ぐ
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
事
実
か
ら
遊
離
し
た

「
定
準
値
…
き
理
L

に
拠
る
教
え
と
は
結
局
説

く
者
の
心
の
ま
ま
の
教
え
で
あ
り
、
そ
う
し
た
教
え
は
言
語
を
詳
細
に
し
な
が
ら
果
て
な
き
議
論
に
陥
る
の
に
対
し
て
、
確
と
し
て
在

但僚における「物」について

「
物
」
に
拠
る
教
え
は

「
事
を
事
と
す
る
」
教
え
と
し
て
具
体
化
し
、
人
は
心
中
に
確
実
に
教
え
を
体
得
す
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
り

る実
感
的
に
人
を
「
化
す
L

働
き
を
持
つ
か
ら
な
の
で
あ
る
。

「
物
な
る
者
は
、
教
へ
の
条
件
な
り
。
古
の
人
は
学
び
て
、

以
て
徳
を
己
に
成
さ
ん
こ
と
を
求
む
。
故
に
人
を
教
ふ
る
者
は
教
ふ
る

(
9
)
 

に
条
件
を
以
て
す
。
学
ぶ
者
も
ま
た
条
件
を
以
て
こ
れ
を
守
る
。
」

又

「
人
、
古
言
を
記
憶
し
て
、
そ
の
胸
中
に
在
る
こ
と
、
な
ほ
物
あ
る
が
ご
と
く
然
り
。
故
に
こ
れ
を
物
と
謂
ふ
。
も
し
臆
に
任
せ
て

(
凶
)

一
物
あ
る
こ
と
な
き
、
こ
れ
物
な
き
な
り
。
」

障
言
せ
ば
、
す
な
は
ち
胸
中
に
は
記
憶
す
る
所
あ
る
こ
と
な
し
。

こ
の
よ
う
な
「
教
へ
の
条
件
」
た
る

「
心
中
に
物
あ
る
が
ご
と
く
」
に
確
実
に
「
道
」
を
体
得
さ
せ

つ
物
」
の
、
人
を
「
化
す
」
働
き

る
働
き
を
以
て
、
筆
者
は
そ
れ
を
「
物
」
の
規
範
性
と
措
定
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
「
物
」
と
い
え
ば
問
題
に
な
る
の
は

「
格
物
致
知
」
と
の
間
遠
で
あ
る
が
、
朱
子
の
場
合
と
但
僚
の
場
合
と
で
は
ど
う
異

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

5 

詩
経
、
大
雅
丞
…
民
篇
の

「
有
物
有
則
」
に
お
け
る
朱
子
集
伝
の
注
は
次
の
通
り
、



6 

「
天
衆
民
を
生
、
ず
、
是
の
物
有
れ
ば
必
ず
是
の
則
有
り
、
蓋
し
百
骸
九
窺
五
臓
よ
り
し
て
、
こ
れ
を
君
臣
父
子
夫
婦
長
幼
朋
友
に
達

す
る
ま
で
、
物
に
非
ざ
る
は
無
き
な
り
。
而
し
て
法
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
視
の
明
、
聴
の
聡
、
貌
の
恭
、
言
の
順
、
君
臣
義
あ
り
、

父
子
親
あ
り
の
如
き
の
類
、
是
れ
な
り
。
」

朱
子
の
言
う
「
物
」
と
は
こ
の
際
、
人
事
及
び
万
物
を
含
め
て
言
う
。
そ
う
し
て
、
「
有
物
有
則
」
と
は
、
「
物
L

全
て
の
内
に
自
ら
在

る
規
範
性
を
指
し
て
「
有
則
」
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
但
僚
の
解
釈
は
次
の
通
り
。

(
日
)

「
天
、
蒸
民
を
生
、
ず
。
物
あ
れ
ば
則
ち
法
則
す
る
所
あ
り
。
人
、
天
に
法
る
な
り
。
L

又

「
『
物
』
な
る
者
は
、
美
の
成
れ
る
な
り
。
美
を
好
む
者
は
民
の
性
な
り
。
故
に
礼
に
物
あ
り
て
、
し
か
る
の
ち
民
必
ず
則
法
す
る

(ロ)

所
あ
る
な
り
。
」

の
っ
と
る

つ
ま
り
、
但
僚
の
場
合
「
有
則
」
と
は
「
有
法
則
」
、
主
格
は

「民
L

で
あ
っ
て
、

の
っ
と

「
物
が
既
に
有
れ
ば
人
は
そ
れ
に
法
則
る
」
と
い

う
意
味
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
但
僚
に
お
い
て
は
、

「
先
王
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た

「
物
」
が
既
に
有
れ
ば
、

人
は
当
然
そ
れ
に
の

っ
と
る
と
い
う
、
よ
り
直
接
的
、
実
感
的
な
「
物
」
の
働
き
の
面
に
即
し
て
し
か
、
そ
の
規
範
性
は
語
ら
れ
な
い
の
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
今
ま
で
述
べ
た
こ
と
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
但
僚
に
お
け
る
「
物
」
と
は
朱
子
学
に
お
け
る
「
理
L

に
対
抗
す
る
規
範
と
し

て
の
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

「
物
」
規
範
以
「
理
」
規
範
と
大
き
く
隔
た
っ
た
内
容
を
持
つ
。
第
一
に
、
そ
の
規
範
性
が
常
に
人

を
「
化
す
」
る
際
に
お
け
る
働
き
の
面
に
即
し
て
し
か
語
ら
れ
な
い
こ
と
。
朱
子
が

「
理
」
規
範
の
普
遍
妥
当
性
を
天
地
四
時
の
運
行
等

に
必
死
で
求
め
よ
う
と
し
た
努
力
の
知
き
は
但
僚
の

「
物
」
規
範
で
は
必
要
視
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
人
は
心
中
に
あ
た
か
も
「
物
あ



る
が
知
く
」
に
体
得
す
る
と
い
う
言
い
方
で
し
か
語
ら
れ
な
い
。
第
二
に
、
朱
子
に
お
け
る

寸
理
」
と

「言
L

と
の
隔
た
り
に
対
し
て
、

「
物
」
と

「
事
」
と
が
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
。

「
物
」
は
常
に

「
事
」
と
し
て
し
か
表
わ
れ
得
な
い
。
そ
う
し
て
こ
の
「
事
」

と
し
て
の
発
現
を
人
は
、

「
事
実
、
具
体
、
客
観
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
れ
ば
、
但
僚
の

一
種
確
信
の
知
き
統
一
体
、

し
か
も
そ
の
内
容
の
逐

「
物
」
と
は
単
に
「
事
実
」
で
は
な
く
、

f且係における『物」について

一
的
分
析
解
剖
を
拒
否
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
統
一
体
と
し
て
の
概
念
の
如
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
更
に
考
察
す
べ
き
な
の
は
、
「
先
王
制
作
」
の
「
物
」
と
い
う
限
定
で
あ
り
、
そ
う
し
て
「
天
」

「
物
」
概
念
の
母
体
と
も
言
え
る
但
僚
の
「
礼
」
観
を
め
ぐ
っ
て
以
下
に
考
え
て
み
た
い
。

の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、

祖
係
は
『
弁
名
』
の
官
頭
、
次
の
よ
う
に
言
う
。も

と

「
生
民
よ
り
以
来
、
物
あ
れ
ば
名
あ
り
。
名
は
故
よ
り
常
人
の
名
守
つ
く
る
者
あ
り
。
こ
れ
物
の
形
あ
る
者
に
名
事
つ
く
る
の
み
。
物
の

形
な
き
者
に
到
り
で
は
、
す
な
わ
ち
常
人
の
賭
る
こ
と
能
は
ざ
る
所
の
者
に
し
て
、
聖
人
こ
れ
を
立
て
て
こ
れ
に
名
づ
く
。
然
る
の

(
日
)

ち
常
人
と
い
へ
ど
も
見
て
こ
れ
を
識
る
べ
き
な
り
。
こ
れ
を
名
教
と
謂
ふ
。
」

こ
こ
に
「
形
あ
る
物
」
と
「
形
な
き
物
」
の
二
つ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
常
人
の
命
名
し
た
、
有
形
の
、
世
界
内
の
現
象
一
般
に

つ
い
て
畳
一

T
j。
し
か
し
、
こ
れ
は
こ
の
あ
と
但
僚
に
・
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
但
傑
が
問
題
と
す
る
の
は
「
形
な
き
物
」
、

過
去
に
・
お
い
て
「
聖
人
」
が
命
名
し
た

「
物
」
で
あ
る
。
以
下
『
弁
名
』
に
と
ど
ま
ら
ず
他
の
主
要
著
作
で
「
理
」
に
対
抗
す
る
規
範

7 

と
し
て
持
ち
出
さ
れ
る
の
は
常
に
こ
の
「
形
な
き
物
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
六
経
で
あ
る
。
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つ
ぶ
さ

(
M
)

「
夫
れ
六
経
は
物
な
り
。
道
具
に
こ
こ
に
存
す
。
」

「
形
な
き
物
」
の
た
め
に
著
わ
さ
れ
た

但
僚
は
「
礼
」
に
執
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

、a
'
P
O

L
・
d
t

(
儀
)
札
・
楽
・
春
秋
の
こ
と
で
あ
る
が
、
但
僚
が
規
範
と
し
て
の
「
物
」
を
問
題
と
す
る
際
に
そ
の
拠
り

「
物
」
を
説
く
時
に
は
「
礼
」
を
、
寸
刻
山
」
を
説
く
時
に
は
「
物
」
を
い
つ
も
そ
の
説
明
に
用

『
弁
名
』
中
に
六
経
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
乃
礼
L

の
み
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば

六
経
と
は
詩
・
書
・
易

所
と
す
る
の
は
常
に
づ
礼
L

で
あ
り
、

「
物
」
と
い
う
概
念
に
行
き
着
い
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

近
世
日
本
の
儒
者
が
多
か
れ
少
な
か
れ
心
・
性
の
領
域
に
関
心
を
集
中
さ
せ
た
こ
と
に
比
べ
て
、
但
僚
の

「礼
L

へ
の
執
着
は
異
質

「礼
L

は
寸
先
王
の
礼
L

す
な
わ
ち

六
経
に
記
載
さ
れ
た
古
代
聖
人
達
の
作
為
し
た
事
実
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
に
、
彼
の
つ
礼
」
観
の
最
大
の
特
徴
が
あ
る
。
凡
そ

で
あ
る
。
そ
う
し
て
彼
の
言
う
「
礼
」
が
心
構
え
と
し
て
の
、
内
心
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、

儀
礼
等
に
記
さ
れ
た
具
体
的
な
儀
式
の
作
法
と
は
遥
か
に
隔
た
っ
た
、
そ
れ
故
に
「
札
L

の
軽
視
さ
れ
た
近
世
日
本
の
思
想
状
況
の
下

で
、
何
故
祖
僚
の
場
合
、
繁
雑
で
縁
遠
い
古
代
中
国
の

「礼
L

が
よ
り
切
実
な
問
題
と
し
て
あ
り
得
た
の
か
。

儒
学
が
本
来
、
祭
杷
の

「
礼
」
を
そ
の
起
源
と
す
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
論
語
に
「
学
ん
で
時
に
こ
れ
を
習
ふ
」
(
学
而
)

な
祭
肥
の

と
い
う
そ
の
「
学
・
習
」
の
対
象
は
「
礼
」
で
あ
り
、
し
か
も
「
習
ふ
L

と
言
う
よ
う
に
こ
の
つ
礼
」
は
本
来
、
実
修
的
且
つ
具
体
的

(
日
)

「
札
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
実
修
的
、
具
体
的
な
祭
杷
の

「
礼
」
こ
そ
が
儒
学
の
本
源
で
あ
り
、
以
後

「
礼
」
を
学
ぶ
と
は
儀
礼
等
に
記
載
の
具
体
的
な
作
法
を
習
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
但
僚
が

「
先
王
の
礼
」
を
学
ぶ
こ
と
に
執
着

し
た
事
実
は
、
近
世
日
本
に
・
お
い
て
は
特
殊
な
例
で
あ
っ
て
も
、

一
般
的
に
は
儒
学
本
流
へ
の
復
帰
と
言
い
得
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、

「
礼
」
を
「
物
」
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
思
考
の
起
点
を
置
く
立
場
は
但
僚
の
独
創
で
あ
り
、
彼
の
哲
学
説
全
体
に
か
か

わ
る
問
題
で
あ
る
。



祖
僚
の

「
礼
」
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
外
在
す
る
具
体
的
事
実
と
し
て
の

「
礼
」
が
「
内
的
規
範
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
但
僚
の
場
合
は

「礼
L

説
を
批
判
す
る
の
は
、
そ
の

に
と
っ
て
は

「
礼
」
で
あ
る
。
こ
の
点
を
山
下
龍
二
氏
は
、
朱
子
・
仁
斎(

凶
)

「
礼
」
が
完
全
に
「
外
的
規
範
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

但
僚
が
朱
子
の

「札
L

を
「
性
」
と
し
て
人
の
内
心
に
連
関
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
対
し
て

で
あ
る
。

「
朱
子
は
礼
を
釈
し
て
日
く
、

『
天
理
の
節
文
、
人
事
の
儀
則
』
と
。
こ
れ
そ
の
意
も
ま
た
札
の
先
王
の
礼
た
る
こ
と
を
識
ら
ざ
る

f且僚における「物」について

に
非
ず
。
然
れ
ど
も
す
で
に
以
て
性
と
な
せ
ば
、
す
な
は
ち
そ
の
言
に
難
ん
ず
。
故
に
天
理
を
以
て
こ
れ
を
弥
縫
す
。
し
か
う
し
て

ち
か

謂
へ
ら
く
、
礼
は
彼
に
在
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
理
は
我
に
具
れ
ば
、
す
な
は
ち
礼
は
以
て
性
と
な
す
べ
き
に
庶
し
と
し
か
い
ふ
と
。

(
口
)

ま
た
仏
氏
の
事
理
無
擬
の
説
の
み
。
」

「
先
王
の
礼
L

で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
且
つ

「
礼
」
が

寸
礼
」
を
人
の

「
性
」
と
す
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
の

つ
ま
り
、
朱
子
も

聞
を
「
天
理
」
な
ど
と
い
う
と
り
と
め
の
無
い
も
の
で
弥
縫
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
但
僚
に
す
れ
ば

「
ー
も
問
中
品

ー

目

l

「
先
王
の
礼
」
で
し
か
な
い
。

筆
者
注

「
あ
あ
、
(
宋
儒
は
)
先
王
の
礼
を
外
に
し
て
別
に
己
が
い
は
ゆ
る
礼
を
立
つ
。
そ
の
倦
妄
に
し
て
道
を
乱
る
の
極
な
る
こ
と
、
以

(
凶
)

て
見
る
べ
き
の
み
。
」

同
時
に
そ
れ
は
常
に
外
在
す
る
事
々
物
々
と
し
て
の

(
四
)

「
先
王
の
道
は
外
に
在
り
。
」

(
初
)

「
礼
儀
は
外
に
在
り
。
L

「
礼
」
で
あ
る
外
は
な
い
。

9 

こ
の
よ
う
に
確
か
に
但
僚
の

「礼
L

は
外
的
規
範
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
古
三
代
の
こ
と
細
か
な
儀
式
の
作
法
が
江
戸
時
代
の
社
会
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で
ど
れ
ほ
ど
の
切
実
さ
を
持
ち
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

づ
礼
」
が
外
的
規
範
で
あ
れ
ば
、
猶
更
、
本
当
に
今
の
生
活
を
外
側
か
ら
規
制
し

得
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

例
え
ば
も
し

「
札
」
が

「
先
王
制
作
の
外
的
規
範
」
と
い
う
言
葉
で
総
括
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
但
僚
が
常
に
そ
れ
に
拠
っ
て
世
界

を
捉
え
た
と
言
い
得
る
な
ら
ば
、

『
政
談
』
の
何
処
に
「
先
王
制
作
の
具
体
的
事
実
と
し
て
の
外
的
規
範
た
る
礼
」
が
活
用
さ
れ
て
い

る
の
か
。

『
政
談
』
こ
そ
但
僚
に
と
っ
て
「
先
王
の
道
L

実
現
の
方
策
を
説
く
べ
き
書
で
あ
る
筈
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
絶
対
的
に
在
る

「
先
王
の
礼
」
の
実
現
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
の
は
江
戸
幕
藩
体
制
に
と
っ
て
の
現
実
的
、
具
体

的
な
方
策
ば
か
り
で
あ
る
。
例
え
ば
但
僚
が

「
先
王
の
礼
」
の

「
精
神
」
を
体
得
し
て
そ
れ
を
活
用
せ
よ
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
事
実
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
但
僚
は
そ
う
は
説
い
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
は
「
先
王
の
礼
」
を
「
物
」
と
し
て

人
が
体
得
す
る
際
の
あ
り
方
と
の
関
係
は
ま
さ
に
前
述
の

「
礼
」
の
外
的
に
現
実
に
人
を
制
す
る
働
き
と
、
そ
の
働
き
の
所
以
、
又

「
物
」
と
「
事
L

と
の
関
係
と
同
一
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
箇
所
、

直
に
そ
の
ま
ま
体
得
せ
よ
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「
礼
な
る
者
は
、
道
の
名
な
り
。
先
王
制
作
す
る
所
の
四
教
・
六
芸
、
こ
れ
そ
の
一
に
居
る
。
い
は
ゆ
る
経
礼
三
百
、
威
儀
三
千
、

(
幻
)

こ
れ
そ
の
物
な
り
。
」

又

も

の

い

き

と

「
そ
れ
人
は
、
言
へ
ば
す
な
は
ち
喰
る
。
言
は
き
れ
ば
す
な
は
ち
喰
ら
ず
。
礼
楽
は
言
は
ざ
る
に
、
何
を
以
て
言
語
の
人
を
教
ふ
る

に
勝
れ
る
や
。
化
す
る
が
故
な
り
。
習
ひ
て
以
て
こ
れ
に
熟
す
る
と
き
は
、
い
ま
だ
喰
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
心
志
身
体
、
す
で

(
忽
)

つ
ひ
に
喰
ら
ざ
ら
ん
や
。
」

に
潜
か
に
こ
れ
と
化
す
。

は
う
そ
く

「
か
つ
言
の
喰
す
所
は
、
詳
か
に
こ
れ
を
説
く
と
い
へ
ど
も
、
ま
た
た
だ
一
端
の
み
。
礼
は
物
な
り
。
衆
義
の
琶
塞
す
る
所
な
り
。



(
お
)

巧
言
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
ま
た
以
て
そ
の
義
を
尽
く
す
こ
と
能
は
ざ
る
者
な
り
。
」

前
者
の
「
い
は
ゆ
る
経
礼
三
百
、
威
儀
三
千
、
こ
れ
そ
の
物
な
り
」
と
い
う
箇
所
と
、
後
者
の
「
礼
は
物
な
り
。
衆
義
の
琶
塞
す
る

所
な
り
」
と
い
う
箇
所
を
見
比
べ
て
み
よ
う
。
前
者
で
「
礼
」
が
「
物
」
で
あ
る
と
言
う
の
は
、
「
札
L

の
こ
と
細
か
な
作
法
の
事
が
ら

(
「
経
礼
三
百
、
威
儀
三
千
」
)
が
「
物
」
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
示
す
の
に
対
し
て
、
後
者
で
「
礼
」
が
「
物
」
だ
と
言
う
場
合
に
は
、

「
衆
義
」
が
一
杯
内
に
満
た
さ
れ
た
、
そ
の
結
果
人
を
「
化
す
る
」
働
き
を
持
つ
と
い
う
性
格
そ
の
も
の
を
指
し
て
「
物
」
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
前
者
の
言
い
方
は
、

「
事
」
の
側
面
に
即
し
て
の
発
言
だ
と
言

「物
L

と
「
事
」
と
の
関
連
で
言
え
ば
、

但僚における「物「について

え
よ
う
。
逆
に
言
え
ば
、

「
礼
」
の
こ
の
よ
う
な
性
格
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
但
僚
の
「
物
L

は
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
「
礼
」
の
「
経
礼
三
百
、
威
儀
三
千
」
を
江
戸
時
代
の
現
実
社
会
に
お
い
て
実
践
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
但
僚
も

自
身
言
う
ほ
ど
に
は
古
代
の
礼
儀
そ
の
も
の
に
こ
だ
わ
ら
ぬ
以
上
、
彼
の
言
う
「
物
」
と
は
き
わ
め
て
抽
象
的
で
、
且
つ
個
人
的
、
実

感
的
な
「
心
志
こ
れ
に
化
す
」
体
験
の
産
物
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

但
僚
の
「
物
L

或
い
は
「
札
」
が
規
範
た
り
得
た
そ
の
根
拠
と
し
て
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、

う
限
定
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
を
遡
っ
て
は
「
天
」
、
「
天
命
」
の
存
在
で
あ
ろ
う
。

「
先
王
の
物
・
先
王
の
礼
」
と
い

言
う
ま
で
も
な
く
但
徳
が

「物
L

、
「
礼
」
を
言
う
時
、
そ
れ
ら
は
必
ず
「
先
王
の
」
と
い
う
限
定
を
受
け
る
。

「
先
王
」
と
は
す
な

わ
ち
、
尭
・
舜
・
福
岡
・
湯
・
文
・
武
・
周
公
の
七
人
を
指
す
。
こ
れ
ら
七
人
の

「
聖
人
」
が

「
制
作
」
し
た
「
物
・
礼
」
で
あ
る
か
ら

11 

こ
そ
一
種
「
聖
」
性
を
帯
び
た
絶
対
的
な
規
範
た
り
得
る
の
だ
、
と
ひ
と
ま
ず
は
言
え
よ
う
。
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祖
僚
の
最
大
の
独
創
は
「
道
」
が
「
天
地
自
然
の
道
」
で
は
な
く
「
聖
人
制
作
」
の
「
作
為
」
さ
れ
た
「
道
」
で
あ
る
と
し
た
点
に

あ
る
、
と
一
般
に
さ
れ
る
。
そ
の
「
制
作
」
者
が
七
「
聖
人
」
で
あ
る
。

「
『
作
者
七
人
き
、
作
者
を
こ
れ
聖
と
謂
ひ
、
述
者
を
こ
れ
明
と
調
ふ
。

『
七
人
』
と
は
、
尭
・
舜
・
扇
・
湯
・
文
・
武
・
周
公
な

り
。
尭
舜
の
前
、
聖
人
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
孔
子
取
ら
ず
。
取
ら
ざ
る
所
以
の
者
は
、
そ
の
作
す
所
は
利
用
厚
生
の
事
に
止
ま
る
を

(M) 

以
て
な
り
。
」

」
の
よ
う
に
奏
以
下
の
七
人
が
、

「
利
用
厚
生
の
事
」
に
止
ま
ら
ぬ
「
道
」
を
初
め
て
説
き
、

「
教
へ
の
条
件
・
術
」
で
あ
る
「
物
・

-
礼
」
を
「
制
作
」
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
祖
僚
の
場
合
、

「
聖
人
」
が
普
通
の
人
聞
か
ら
超
越
し
て
い
た
か
ら
「
制
作
L

で
き
た
の
だ
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
聖
人
」
に
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
「
制
作
」
の
「
天
命
L

告リ

作
」
の
権
威
的
根
拠
は
「
聖
人
」
の
超
越
的
能
力
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

を
下
し
た
「
天
レ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
但
僚
の
「
聖
人
」
は
一
見
超
越
者
の
知
く
見
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。

「
聖
人
」

が
凡
人
と
何
ら
変
ら
ぬ
と
の
説
は
特
に
『
論
語
徴
』
に
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
、
孔
子
、
更
に
は
顔
淵
さ
え
も
「
聖
人
」
た
り

得
る
可
能
性
を
持
つ
と
い
う
但
傑
の
言
か
ら
考
え
て
も
、

「
聖
人
」
の
超
越
性
は
低
い
と
言
え
る
。
で
は
何
故
「
聖
」
と
美
称
す
る
の

か。
「
そ
れ
聖
人
も
ま
た
人
の
み
。
人
の
徳
は
性
を
以
て
殊
な
り
。
聖
人
と
い
へ
ど
も
そ
の
徳
あ
に
同
ピ
か
ら
ん
や
。
し
か
る
に
均
し
く

(
お
)

こ
れ
を
聖
人
と
謂
ふ
者
は
、
制
作
を
以
て
の
故
な
り
、
た
だ
制
作
の
速
の
み
見
る
べ
し
。
」

尭
・
舜
ら
七
人
個
々
の
「
徳
」
は
問
題
で
は
な
い
。

「
徳
」
を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
祖
傑
に
お
い
て
、

一
芸
に
秀
で
た
人
間
の
価
値
は

決
し
て
「
聖
人
」
に
劣
る
こ
と
は
な
い
。

「
聖
」
と
称
す
る
の
は
「
制
作
」
と
い
う
行
為
に
の
み
係
っ
て
称
す
る
の
で
あ
る
。
(
「
制
作



の
迩
L

が
六
経
、

つ
ま
り
「
礼
」
)

で
は
何
故
、
凡
人
と
変
ら
ぬ
筈
の
七
人
が
「
制
作
」
し
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
天
命
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
、

(
お
)

寸
先
王
の
道
は
、
天
に
本
づ
き
、
天
命
を
奉
じ
て
以
て
こ
れ
を
行
ふ
。
」

と
祖
僚
は
言
う
。

又

lJ3.f:宋における「物」について

「
聖
人
の
、
道
を
立
つ
る
は
、
天
命
を
奉
ピ
て
以
て
こ
れ
を
行
ふ
。
故
に
君
子
の
道
、
重
き
を
天
と
聖
人
と
に
帰
す
る
者
は
、
適
く

筆

者

注

、

、

(

幻

)

の
終
始
す
る
所
以
(
官
頭
と
結
尾
で
知
命
を
い
う
こ
と
)
、
以
て
見
る
べ
き
の
み
。
」

と
し
て
然
ら
ざ
る
は
無
し
。

『

4m五ロヨ

ヨ
4
R
2
2
n
L

こ
れ
で
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。

「
道
」
及
、
び
「
制
作
の
遮
」
た
る
「
礼
」
の
権
威
的
根
拠
は
ま
ず
「
先
王
の
制
作
」
と
い
う
行
為
に
、

「
制
作
」
を
ち
ょ
う
ど
「
先
王
」
に
命
じ
た
「
天
」

へ
と
求
め
ら
れ
て
い
る
。

「
先
王
(
聖
人
)
L

は
極
言
す
れ
ば
単
な
る

更
に
そ
の

仲
介
者
で
あ
り
、
大
事
な
の
は
「
天
命
」
に
よ
る
「
制
作
」
と
い
う
点
な
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
今
我
々
は
、
但
僚
に
お
け
る
「
天
」
、
特
に
「
制
作
」
に
係
る
「
天
命
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

四
但
係
が

「
天
」
を
語
る
時
、
そ
れ
は
常
に
不
可
測
の
絶
対
的
な
「
天
」
と
し
て
示
さ
れ
る
。
そ
の
故
に
但
俸
を
考
え
る
時
、

「天」

の
重
要
性
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
は
絶
対
的
に
不
可
測
の
も
の
だ
か
ら
、

と
棚
上
し
て
、
そ
こ
か
ら
分
離
さ
れ
た
領
域
で
彼
の
学
問
を
考

え
る
立
場
が
あ
る
。
又
、
但
僚
の
学
問
を
考
え
る
際
に
常
に
行
き
当
る
不
可
知
の
部
分
を
、
彼
の
「
天
」
信
仰
に
帰
着
さ
せ
よ
う
と
す

13 

る
立
場
も
あ
り
得
る
。
筆
者
も
但
僚
の
内
に
、
不
可
測
の

「
天
」
に
対
す
る
信
仰
と
も
言
い
得
る
素
質
を
認
め
る
。
そ
れ
は
端
的
に
は
、
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彼
の
「
鬼
・
神
」
論
に
結
び
つ
く
日
本
人
的
心
性
と
も
言
え
る
宗
教
性
で
あ
ろ
う
、
と
今
の
と
こ
ろ
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
同

じ
く
「
天
L

に
か
か
わ
っ
て
も
、
但
僚
に
お
い
て
「
天
命
」
と
言
わ
れ
る
時
、
そ
れ
は
極
め
て
論
理
的
虚
構
性
の
強
い
も
の
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
そ
の
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。

「
天
命
」
と
は
何
か
。

前
に
引
用
し
た
よ
う
に
、

「
聖
人
」
は
「
天
命
」
に
よ
り
「
制
作
」
し
た
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
も
し
こ
の

「
天
命
L

が
「
聖
人
」

4

』

T'
」
斗
J

、

l
J
l
 
「
制
作
」
の
意
志
を
だ
け
伝
え
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
札
」
の
権
威
的
根
拠
、

ひ
い
て
は
「
物
」
の
規
範
性
の
保
証
と
も

な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
「
天
命
」
は
「
聖
人
」
だ
け
に
下
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

又
「
天
」
が
一
方
的
に
「
制
作
」

の
意
図
を
告
げ
る
働
き
を
す
る
も
の
で
も
な
い
の
が
事
実
で
あ
る
。

但
僚
の

「
天
命
」
と
は
「
聖
人
」
に
の
み
下
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

「
聖
人
L

に
下
さ
れ
た
の
は
「
制
作
」
と
い
う
一
つ
の
「
天

命
」
で
あ
っ
て
、
他
の
人
間
に
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
「
天
命
」
が
下
さ
れ
る
。
例
え
ば
孔
子
に
下
さ
れ
た
「
天
命
」
は
「
先
王
の
道
L

を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
孔
子
は
先
王
の
道
を
学
び
て
、
以
て
天
命
を
待
つ
。
五
十
に
じ
て
爵
禄
至
ら
ず
。
故
に
、
天
の
命
ず
る
所
は
、
道
を
当
世
に
行
ふ

(
お
)

に
在
ら
ず
し
て
、
こ
れ
を
後
世
に
伝
ふ
る
に
在
る
こ
と
を
知
る
の
み
。
」

孔
子
の
「
天
命
」
と
は
「
先
王
の
道
」
を
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
事
業
で
あ
る
。
注
目
す
ん
べ
き
な
の
は
、
こ
の
「
天
命
」
が
現
実
に
不

如
意
向
孔
子
が
「
故
に
、
天
の
命
ず
る
所
は
i
i
知
る
の
み
。
」
と
、
自
身
の
置
か
れ
た
状
況
を
積
極
的
に
認
め
、
自
覚
的
に
自
身
の

使
命
を
認
識
す
る
そ
の
契
機
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

一体、

「
天
命
」
と
言
え
ば
そ
れ
は
い
か
に
も
絶
対
的
「
天
L

か
ら
一
方
的
に
下
る
「
命
」
と
い
う
語
感
で
あ
る
が
、
但
僚
に
お
け



る
「
天
命
」
の
あ
り
方
を
見
た
場
合
、
そ
れ
は
実
に
所
与
の
現
実
の
内
に
生
き
る
人
間
に
、
現
実
を
「
使
命
L

と
把
握
さ
せ
る
た
め
に

介
在
す
る
も
の
と
し
て
の
、
論
理
上
の
虚
構
性
の
強
い
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
な
但
僚
に
お
け
る
「
天
命
」
の
役
割
は
彼
の

「
天
職
」
観
と
も
深
く
連
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
箇
所
。
子
路

が
「
君
子
と
は
何
か
」
と
尋
ね
た
の
に
対
し
て
孔
子
が
「
己
れ
を
修
め
て
以
て
敬
す
云
々
L

と
答
え
る
条
。

『
民
事
を
敬
す
』
と
。
君
子
宣
に

王
事
無
か
ら
ん
や
。
こ
れ
を
要
す
る
に
民
事
・
王
事
は
み
な
天
職
な
り
。
故
に
天
を
敬
す
る
を
本
と
為
す
。
」

「
『
己
れ
を
倫
め
て
以
て
敬
す
』
、
敬
す
る
所
を
言
は
ざ
る
は
、
天
を
敬
す
る
な
り
。
仁
斎
日
く
、

但僚における「物」について

宗
教
性
の
強
い
と
言
わ
れ
る
但
僚
の

「
敬
天
」
で
あ
る
が
、
こ
の
例
の
如
く
「
天
職
」
と
の
関
係
の
箇
所
で
見
て
み
る
と
、
現
実
に

「
民
事
・
王
事
」
が
君
子
の
職
と
し
て
奉
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
筈
だ
と
い
う
こ
と
の
権
威
づ
け
と
し
て
「
天
」
が
あ
り
、
だ
か
ら
「
敬

天
」
だ
と
い
う
順
序
で
あ
る
。
君
子
が
自
己
の
職
分
を
「
天
職
」
と
し
て
使
命
感
を
持
つ
た
め
に
「
敬
天
」
が
あ
る
。
言
う
な
ら
ば
此

方
か
ら
の
論
理
的
要
請
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
も
の
と
言
習
え
よ
う
。

こ
こ
で
話
を
も
う
一
度
「
札
制
作
」
の
「
天
命
L

に
戻
そ
う
。

「
礼
楽
」
を
「
制
作
」
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
古
の
「
聖
人
」
達
に

の
み
許
さ
れ
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
論
語
徴
』
を
見
る
限
り
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
寧
ろ
「
礼
」
と
は
い
つ
で
も
「
制

作
」
さ
れ
得
る
も
の
だ
と
い
う
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
孔
子
も
「
制
作
」
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
但
僚
の
説
で
あ
る
。

と
き

寸
孔
子
の
時
は
、
革
命
の
秋
に
当
た
る
。
孔
子
の
道
大
い
に
天
下
に
行
は
れ
、
必
ず
礼
楽
を
改
め
ん
。
宰
我
の
智
、
け
だ
し
そ
の
意

(
初
)

を
窺
ひ
見
る
。
」

宰
我
が
当
時
通
行
の
三
年
の
喪
に
つ
い
て
長
す
ぎ
は
し
な
い
か
と
孔
子
に
尋
ね
た
。
但
僚
に
よ
れ
ば
質
問
の
具
体
的
内
容
(
一
二
年
之
喪

15 

五
々
)
が
こ
の
章
の
眼
目
な
わ
け
で
は
な
い
。
宰
我
の
智
が

「
今
が
革
命
の
秋
で
あ
る
。
孔
子
の
道
が
天
下
に
行
わ
れ
、
礼
楽
が
改
め
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ら
れ
る
で
あ
ろ
う
L

と
予
見
し
た
点
が
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
注
目
せ
よ
と
但
僚
は
云
う
。

又
、
次
の
よ
う
に
も
丑
一
守
7
0

「
礼
楽
を
制
作
す
る
は
、
革
命
の
事
、
君
子
こ
れ
を
言
ふ
を
講
む
。
故
に
顔
子
止
だ
邦
を
為
め
ん
こ
と
を
間
ふ
。
し
か
う
し
て
孔
・

筆

者

注

(

泊

)

顔
の
時
は
、
革
命
の
秋
な
り
。
旦
つ
顔
子
の
用
舎
行
蔵
(
述
而
)
は
孔
子
と
同
じ
。
若
し
天
こ
れ
を
縦
さ
ぱ
、
亦
た
聖
人
な
り
。
」

こ
こ
で
も
孔
子
、
顔
淵
ま
で
も
が

「
制
作
」
に
与
れ
る
と
但
僚
は
し
て
い
る
。
た
だ
「
天
」
が
縦
さ
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し

「
天
」
が
縦
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
結
局
、
世
と
時
が

寸
制
作
」
に
ふ
さ
わ
し
く
な
く
て
実
現
し
な
か
っ
た
と
す
る
後
世
か
ら
の

但
係
自
身
の
歴
史
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
札
制
作
L

の

「
天
命
」
と
は
結
局
、
六
経
よ
り
後
「
制
作
」
が
無
か
っ
た

と
規
定
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
但
僚
の
哲
学
説
の
論
理
上
の
要
請
か
ら
説
き
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
畳
一
守
え
よ
う
。

」
の
よ
う
に
、
但
僚
の

「
天
」
或
い
は
「
天
命
」
と
は
、

寸
制
作
」
に
関
し
て
み
る
限
り
に
お
い
て
は
、
虚
構
性
の
強
い
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
「
制
作
」

の
権
威
づ
け
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
但
係
の
哲
学
説
に
お
け
る
論
理

上
の
操
作
と
し
て
の
面
が
強
い
の
で
あ
る
。

但
僚
に
と
っ
て
は
、
六
経
、
特
に
「
礼
」

の
内
に
彼
が
見
出
し
た
事
実
の
重
み
、
そ
こ
に
人
聞
の
あ
り
方
が
事
実
と
し
て
表
わ
れ
て

い
る
こ
と
の
発
見
こ
そ
が
、
全
て
の
出
発
点
で
あ
り
帰
着
点
で
あ
る
。

「
作
為
」
の
論
理
が
先
行
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、

「
制
作
の

連
」
に
お
け
る
彼
独
自
の
発
見
が
先
に
あ
り
、
但
僚
の
思
考
の
全
て
は
そ
こ
を
起
点
と
す
る
の
で
あ
る
。

但
僚
は
古
代
の
礼
儀
そ
の
も
の
の
内
に
、
常
に
外
的
事
実
と
し
て
あ
ら
わ
れ
つ
つ
、
・
遂
に
は
人
の

「
心
志
」
を
「
化
し
」
て
し
ま
う

す
ぐ
れ
た
規
範
性
を
発
見
し
、
こ
の
発
見
を
一
段
飛
躍
さ
せ
て
「
物
」
と
い
う
絶
対
的
な
規
範
概
念
を
得
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
飛
躍
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
彼
の
所
謂
「
古
文
辞
学
」
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
説
明
に
は
い
る
前
に
、

「
礼
」
の
大
き
な
要
素
で



あ
り
、

「
物
」
の
大
き
な
要
素
で
あ
る
「
文
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

五
但
僚
の

い

に

し

え

あ

や

ふ

み

(

詑

)

「
古
文
辞
」
が
「
古
の
文
あ
る
辞
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
よ
う
に
、
但
僚
に
・
お
い
て
「
文
」
と
は
極
め
て
重
要
な
概
念
で
あ
り
、

単
に
「
文
・
質
」
と
並
べ
ら
れ
る
よ
う
な
多
種
目
の
概
念
の
一
つ
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
根
本
的
な
概
念
、
そ
れ
が
付
加
さ
れ
る
こ
と

但f来における「物」について

に
よ
っ
て
規
範
性
が
成
立
す
る
よ
う
な
概
念
で
あ
る
。

『
論
語
徴
』
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

「
林
放
問
礼
之
本
。
子
日
。
大
哉
問
。
礼
与
其
奪
也
寧
倹
。
喪
与
其
易
也
寧
戚
。
」

(
八
借
)
章
。
孔
子
の
答
の
部
分
に
つ
い
て
の
朱
注
は
次
の
通
り
。

プ
礼
貴
得
中
。
奪
・
易
則
過
於
文
。
倹
・
戚
則
不
及
而
質
。
二
者
皆
未
合
札
。
然
凡
物
之
理
、

必
先
有
質
而
後
有
文
。
則
質
乃
礼
之

本
也
。
」

「
本
」
、
「
文
」
が

「
末
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
奪
・
易

l
文
」
を
捨
て
て
「
倹
・
戚
H

つ
ま
り
朱
子
の
考
え
で
は
「
札
」
は
「
質
」
が

質
」
に
戻
れ
、
と
孔
子
は
答
え
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
但
僚
は

「
文
・
質
」
を
対
立
さ
せ
て
言
う
の
は
全
く
の
誤
り
で
あ
っ
て
、

「
質
」
は
単
に
「
質
行
」
を
意
味
す
る
だ

け
の
、
「
文
」
よ
り
遥
か
に
下
住
の
概
念
に
過
ぎ
ぬ
と
す
る
。
っ
礼
」
は
元
来
「
繁
文
L

で
あ
る
、
と
彼
は
言
う
。

筆

者

注

つ

よ

筆

者

注

「
(
宋
儒
は
)
殊
に
知
ら
ず
、
礼
の
繁
文
あ
る
は
、
乃
ち
そ
の
『
物
に
こ
れ
が
制
を
為
し
、
曲
さ
に
こ
れ
が
防
を
為
す
』
(
漢
書
)
所

(
お
)

以
な
る
こ
と
を
。
あ
に
以
て
非
と
す
べ
け
ん
や
。
」

17 

但
僚
に
よ
れ
ば

「文
L

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
働
き
が
あ
る
の
で
あ
る
。
孔
子
は
た
だ
実
際
の
運
用
に
お
け
る
心
が
け
を

『

J

ー
も

-+iF

J
f
-
l
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言
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
文
」
の
強
調
、

「
文
」
だ
か
ら
こ
そ
「
礼
」
の
働
き
が
あ
る
と
す
る
彼
の
主
張
は
『
論
語
徴
』
に
常
に
見
ら
れ
る
が
、

も
う
一
例
だ
け
挙
げ
て
置
く
。

「
か
つ
聖
人
の
道
は
文
な
り
。
夏
は
夏
の
礼
を
以
て
文
と
為
し
、
殿
は
殿
の
礼
を
以
て
文
と
為
し
、
周
は
周
の
礼
を
以
て
文
と
為
す
。

(
泌
)

・
(
中
略
)
文
は
即
ち
中
な
り
。
文
・
質
比
並
し
て
そ
の
中
を
取
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
」

「
文
」
は
「
礼
」
が

「礼
L

と
し
て
働
く
た
め
の
必
須
の
条
件
で
あ
る
が
、

「
札
」
を
母
体
と
し
て
成
立
し
た

「
物
」
に
お
い
て
も

勿
論
必
須
の
条
件
で
あ
る
。

「
『
物
』
な
る
者
は
、
美
の
成
れ
る
な
り
。
美
を
好
む
者
は
民
の
性
な
り
。
故
に
礼
に
物
あ
り
て
、
し
か
る
の
ち
民
必
ず
則
法
す
る

(
お
)

所
あ
る
な
り
。
」

の
っ
と

前
に
「
物
」
が
既
に
在
れ
ば
「
則
ち
」
民
は
「
法
る
」
と
す
る
但
僚
の
考
え
を
述
べ
た
が
、
こ
の
間
に
は
「
文
」
と
い
う
必
須
の
条
件

が
存
在
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
物
」
概
念
は
「
礼
L

に
お
け
る
彼
独
自
の
発
見
を
母
体
と
し
て
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国

古
代
の
礼
儀
作
法
は
も
と
よ
り
完
全
に
「
外
的
」
規
範
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
事
実
」
と

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
但
僚
の

「
文
」
と
が
全
く
結
合
し
、
そ
れ
故
に
規
範

性
を
発
揮
す
る
と
確
信
し
た
但
僚
は
、
こ
の
い
わ
ば
個
人
的
、
且
つ
実
感
的
な
確
信
を
更
に
昇
華
さ
せ
て
、

「
物
」
と
い
う
絶
対
的
規

範
と
し
て
の
概
念
を
得
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
、
そ
の
構
成
要
素
を
羅
列
で
き
な
い
よ
う
な
、

一
種
確
信
の
如
き
統

体
と
し
か
呼
び
得
な
い
、
(
「
理
」
に
比
べ
て
)
特
殊
な
規
範
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の

「
礼
」
に
お
け
る
発
見
か
ら
「
物
L

と
い
う
概

念
へ
の
一
大
飛
躍
に
介
在
す
る
の
が
、
彼
の

「
古
文
辞
学
」
で
あ
る
。



....... ，、そ
も
そ
も
但
僚
の
「
物
」
と
い
う
独
特
の
考
え
方
は
何
を
契
機
と
し
て
い
つ
完
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
が
今
ま
で
引
用
し

た
の
は
全
て
、
所
謂
但
徳
学
定
立
以
降
、
但
傑
五
十
二
j
三
歳
以
降
の
著
作
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
物
」
に
拠
る
彼
の
立
場
は
一

貫
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
も
ほ
ぼ
同
一
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
所
謂
祖
徳
学
定
立
以
前
で
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
。

f且僚における「物」について

『
謹
園
随
筆
』
は
周
知
の
通
り
、
朱
子
学
の
塁
に
拠
っ
て
仁
斎
批
判
を
行
う
の
が
主
目
的
の
著
作
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
祖
僚
を
朱
子

学
者
と
は
呼
べ
な
い
に
し
ろ
、
と
も
か
く
朱
子
学
に
大
き
く
依
存
し
た
、
但
係
学
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の

『
謹
園
随
筆
』
に
も
「
物
」
或
い
は
「
事
」
が
、
何
ら
か
の
意
味
を
有
す
る
概
念
と
し
て
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
例

え
ば
次
の
箇
所
、

「
一
、
予
を
以
て
古
今
の
聞
に
玄
覧
す
る
に
、
均
し
く
み
な
こ
の
物
な
り
。
し
か
う
し
て
こ
の
物
の
外
、
別
に
他
物
あ
る
こ
と
能
は

ず
。
故
に
唐
虞
三
代
の
時
に
あ
る
所
の
者
は
、
今
も
ま
た
こ
れ
あ
り
。
し
か
う
し
て
今
の
あ
る
所
の
者
は
、
唐
虞
三
代
の
時
お
の
づ

か
ら
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
。
今
の
世
の
種
種
の
悪
俗
悪
態
、
及
び
人
倫
の
四
民
の
外
に
出
づ
る
者
、
道
術
の
聖
人
の
道
に
非
ざ
る
者
、

(
お
)

技
芸
の
六
芸
に
非
ざ
る
者
、
み
な
然
り
。
L

一
見
『
学
則
』
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
唐
突
な
言
葉
で
は
じ
ま
る

「
物
」
へ
の
言
及
で
あ
る
が
、
こ
の
「
物
」
と
は
結
局
、
古
-
A
7
変
り

な
く
存
在
す
る
「
悪
俗
悪
態
』
等
、
悪
を
も
含
め
た
社
会
現
象
一
般
を
指
す
の
で
あ
る
。
又
、

例

19 

「
一
、
或
ひ
と
程
朱
の
性
理
の
説
、
甚
だ
精
微
高
妙
、
古
聖
人
の
教
法
と
或
い
は
同
じ
か
ら
ざ
る
者
あ
る
が
ご
と
し
と
疑
ふ
。
け
だ

(
幻
)

み
な
こ
れ
を
礼
楽
六
芸
の
内
に
寓
す
る
こ
と
を
。
礼
楽
は
み
な
事
な
り
。
」

し
知
ら
ず
、
古
聖
人
も
ま
た
精
微
高
妙
な
る
者
あ
り
て
、
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こ
こ
に
は
確
か
に
「
礼
楽
」
と

「
事
」
と
の
関
連
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
実
は

ゴ
礼
楽
」
の
「
精
微
高
妙
L

を
以
て
程
朱
の
「
精
微

「
精
微
高
妙
L

を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
「
礼
楽
」

高
妙
」
を
弁
護
す
る
為
の
論
法
な
の
で
あ
る
。
後
の
彼
の
考
え
か
ら
言
え
ば
、
程
朱
の

-
「
事
」
|
「
物
」
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

以
上
、
後
に
但
係
自
身
、
こ
の

『
護
園
随
筆
』
を
未
熟
の
時
の
も
の
と
弁
解
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
こ

の
当
時
、
但
傑
は
「
事
」
や
「
物
」
と
い
う
概
念
に
注
目
し
つ
つ
も
、

「
物
」
を
絶
対
的
規
範
と
し
て
捉
え
る
立
場
に
は
到
底
立
ち
到

っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の

『
刊
誌
園
随
筆
』
が
但
僚
が
世
評
を
期
待
す
る
な
か
で
刊
行
さ
れ
た
の
が
一
七
一
四
年
(
正
徳
四
年
)
但
係
四
十
九
歳

の
時
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
の
哲
学
説
の
主
著
た
る

『
弁
道
』
・
『
弁
名
』
・
『
学
則
』
等
の
成
っ
た
の
が
ほ
ぼ
一
七
一
七
年
寄

保
二
年
)
但
係
五
十
二
歳
の
前
後
、

又

『
論
語
徴
』
が
一
七
一
八
年
(
同
三
年
)
但
係
五
十
三
歳
、
こ
の
間
に
は
ま
た
こ
れ
ら
主
著
の

準
備
ノ

l
ト
と
し
て
の

『
謹
園
十
筆
』
が
著
わ
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
彼
の
主
著
が
著
わ
さ
れ
、

「
物
」
に
拠
る
立
場
が
明
確
に
反
宋
学
の
立
場
と
し
て
展
開
さ
れ
た
時
期
と
、

『
護
園

随
筆
』
が
刊
行
さ
れ
た
時
と
は
僅
か
に
二
、
三
年
し
か
隔
た
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
但
僚
は

『
護
園
随

筆
』
よ
り
後
極
め
て
短
期
間
の
内
に
、
そ
の
思
想
的
転
回
と
成
熟
と
を
成
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
間
の
転
回
、
及
び
成
熟
の
契
機
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
は
向
か
。
但
係
自
身
明
確
に
は
語
ら
な
い
も
の
の
、
結
局
「
古

文
辞
学
」
の
経
学
へ
の
応
用
と
い
う
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

レム
F

「
ポ
候
、
天
の
寵
霊
に
籍
り
、
王
・
李
二
家
の
書
を
得
て
以
て
こ
れ
を
読
み
、
始
め
て
古
文
辞
あ
る
を
識
る
。
こ
こ
に
お
い
て
稿
梢

六
経
を
と
り
で
こ
れ
を
読
む
。
年
を
歴
る
の
久
し
き
、
柏
梢
、
物
と
名
と
の
合
す
る
を
得
た
り
。
物
と
名
と
合
し
て
、
し
か
る
の
ち



(
お
)

訓
詰
始
め
て
明
ら
か
に
、
六
経
得
て
言
ふ
べ
し
。
」

寸
年
を
歴
る
の
久
し
き
」
と
言
う
も
の
の
、
そ
れ
は
極
め
て
短
期
間
の
内
に
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
但
傑
門
下
の
宇
佐
美
恵
が

(
ぬ
)

園
随
筆
板
行
シ
、
五
十
ノ
歳
過
ギ
テ
後
、
忽
チ
ニ
見
ル
所
ア
リ
テ
見
識
大
ニ
カ
ハ
レ
リ
」
と
言
う
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
の 「謹

事
情
は

「
古
文
辞
学
」
の
応
用
と
い
う
よ
り
も
、
「
古
文
辞
学
」
を
以
て
経
学
に
対
し
た
そ
の
際
に
、

天
啓
の
如
く
直
感
し
た
の
だ
、

と
す
る
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。

「
古
文
辞
学
」
を
今
詳
し
く
説
明
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
省
略
し
て
言
う
が
、

「
古
文
辞
学
」

f且僚における「物」について

「
文
」
あ
る
こ
と
ば
を
生
き
生
き
と
実
感
的
に
把
握
す
る
と
い
う
方
法
は
そ
の
ま
ま
、
古
代
の

が
ら
|
|
つ
ま
り
「
事
L

が

の
、
古
代
の

「礼
L

に
発
見
し
た
こ
と

「
文
」
な
る
形
で
全
く
結
合
し
規
範
性
を
発
揮
し
て
い
る
ー
ー
を
人
が
よ
り
抽
象
的
概
念
「
物
」
と
し
て

体
得
す
る
そ
の
方
法
と
二
重
写
し
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
古
文
辞
学
L

の、

「
故
に
後
世
の
文
を
読
む
に
慣
る
る
者
は
、
止
だ
一
条
の
路
径
を
見
、
古
文
辞
を
熟
読
す
る
者
は
、
毎
に
数
十
の
路
径
を
有
し
て
、

み
だ

心
目
の
聞
に
瞭
然
と
し
て
、
条
理
素
れ
ず
。
読
み
で
下
方
に
至
る
に
及
ん
で
、
数
十
の
義
趣
、
漸
次
に
用
ゐ
、
ず
、
篇
を
終
ふ
る
に
至

(ω) 

一
路
に
帰
宿
す
。
」

り
て

と
い
う
極
め
て
実
感
的
な
把
握
の
あ
り
方
は
、

プ
物
」
を
絶
対
的
規
範
と
し
て
個
人
が
体
得
す
る
、
そ
の
あ
り
方
に
実
に
共
通
す
る
の

で
あ
る
。

『
物
格
る
』
と
謂
ふ
。
そ
の
始
め
て
教
へ
を
受
く
る
に
方

「
そ
の
事
に
習
ふ
こ
と
こ
れ
を
久
し
う
し
て
、
守
る
所
の
者
成
る
。
こ
れ

か
し
こ

り
て
、
物
は
な
ほ
我
に
有
せ
ず
。
こ
れ
を
彼
に
在
り
て
来
ら
ざ
る
に
酔
ふ
。
そ
の
成
る
に
及
ん
で
、
物
は
我
が
有
と
な
る
。
こ
れ
を

(
M
M
)
 

彼
よ
り
来
り
至
る
に
酔
ふ
。
そ
の
力
む
る
を
容
れ
ざ
る
を
謂
ふ
な
り
。
L

21 

「
力
む
る
」
こ
と
な
く
一
挙
に
体
得
す
る
と
い
う
、
そ
の
あ
り
方
は
正
に
「
古
文
辞
学
L

の
方
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。

の
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む
す
び

中
国
古
代
の

プ
札
」
の
具
体
的
な
事
実
の
集
大
成
の
う
ち
に
、

「
文
」
な
る
さ
ま
で
全
く
結
合
し
て
規
範
性
を
発
揮
し
て

「
古
文
辞
学
」
を
経
て
、
そ
の
発
見
を
「
物
」
と
い
う
一
段
飛
躍
し
た
概
念
、
絶
対
的
な
規
範
と
し

「
事
」
が

い
る
こ
と
を
発
見
し
た
但
僚
は
、

て
結
実
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

「
物
」
規
範
と
は
、
宋
学
の

た
る
「
礼
」
を
母
体
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の

の

「
理
」
規
範
に
対
抗
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
内
的
」
規
範
た
る
「
理
」
に
対
し
て

「
物
」
と
は
常
に
「
事
実
」
に
立
脚
す
る
概
念
で
あ
る
と
、
但
僚
は
主
張
す

「
3
「
勺

J

克
竃

命

f
日

」

鉱

平

る
わ
け
で
あ
る
が
、

一
方
、
そ
の
体
得
の
方
法
、
及
び
規
範
性
の
根
拠
に
・
お
い
て
は
極
め
て
実
感
的
な
概
念
で
あ
り
、
但
僚
の
個
人
的

体
験
に
お
け
る
実
感
に
支
え
ら
れ
た
、

一
種
確
信
と
し
て
の
統
一
体
と
し
か
説
明
し
え
な
い
概
念
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

j主但
僚
の
文
章
の
引
用
は
全
て
、
み
す
ず
書
房
版
『
荻
生
但
保
全
集
』
(
既
刊
分
)
及
び
日
本
思
想
大
系
第
三
六
巻
『
荻
生
但
係
』
に
よ
る
。

(
以
下
、
『
全
集
』
・
『
大
系
』
と
略
記
す
る
こ
と
と
す
る
。
)
尚
、
表
記
統
一
の
為
、
部
分
的
に
筆
者
が
書
き
下
し
文
を
改
め
て
あ
る
。

(
1
)

『
一
答
問
書
下
』
全
集
一
・
四
七
七
頁

(
2
)

『
弁
道
』
大
系
・
二
六
頁

(
3
)
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
(
東
大
出
版
会
・
一
九
五
二
)
七
九
頁

(
4
)
大
系
頭
注
、
一
七
九
頁
な
ど
。

(
5
)
『
江
戸
の
思
想
家
た
ち
上
』
(
研
究
社
出
版
・
一
九
七
九
)
三
六
二
頁
。

(
6
)

『
但
徳
学
案
』
大
系
六
三
一
頁
。
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(
7
)

『
護
国
三
筆
』
全
集
十
七
・
六
四
八
頁
。

(
8
)

『
護
圏
四
筆
』
全
集
十
七
・
六
九
八
頁
。

(
9
)

『
弁
名
』
大
系
一
七
九
頁
。

(
叩
)
『
弁
名
』
大
系
一
八
一
頁
。

(
U
)

『
語
圏
七
筆
』
全
集
十
七
・
七
八
五
頁
。

(
勾
)
『
議
園
七
筆
』
全
集
十
七
・
七
八
七
頁
。

(
日
)
『
弁
名
』
大
系
四

O
頁。

(
H
)

『
学
則
』
大
系
一
九
二
頁
。

(
日
)
白
川
静
『
孔
子
伝
』
(
中
央
公
論
社
・
一
九
七
二
)
六
三
頁
な
ど
参
照
。

(
日
)
『
但
傑
|
論
語
徴
|
に
つ
い
て
一
』
(
名
大
文
学
部
研
究
論
集
七
二
・
一
九
七
六
)

(
口
)
『
弁
名
』
大
系
七
二
頁
。

(
日
)
『
弁
名
』
大
系
七
四
頁
。

(
叩
)
『
弁
名
』
大
系
四
七
頁
。

(
却
)
『
論
語
徴
・
泰
伯
』
全
集
ゴ
了
六
五
八
頁
。

(幻
V

『
弁
名
』
大
系
・
六
九
頁
。

(
詑
)
『
弁
名
』
大
系
七

O
頁。

(
お
)
『
弁
名
』
大
系
七
一
頁
。

(
出
)
『
論
語
徴
・
憲
問
』
全
集
団
・
五
六
四
頁
。

(
お
)
『
弁
名
』
大
系
六
七
頁
。

(
お
)
『
弁
名
』
大
系
五
九
頁
。

(
幻
)
『
論
語
徴
・
桑
田
』
全
集
四
・
七

O
八
頁
。

(
沼
)
『
弁
名
』
大
系
二
一
六
頁
。

(
却
)
『
論
語
徴
・
憲
問
』
八
五
集
四
・
五
六
九
頁
。

23 
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『
論
一
語
徴
・
陽
貨
』
全
集
四
・
六
五
三
頁
。

『
論
語
徴
・
衛
霊
公
』
全
集
四
・
五
八
四
頁
。

『
但
徳
学
案
』
大
系
六
七
八
頁
。

『
論
語
徴
・
八
俗
』
全
集
三
・
四
四
九
頁
。

『
論
語
徴
・
八
俗
』
全
集
三
・
四
六
八
頁
。

『
一
議
園
七
筆
』
全
集
十
七
・
七
八
七
頁
。

『
一
議
園
随
筆
・
巻
一
一
』
全
集
十
七
・
二
四
九
頁
。

『
護
国
随
筆
・
巻
一
一
』
全
集
十
七
・
二
五
一
頁
。

『
弁
道
』
大
系
十
一
頁
。

全
集
十
七
「
解
題
」
、
八
九
六
頁
。

『
訳
文
筆
蹄
題
言
十
則
・
十
則
』
全
集
二
・
五
六
二
頁
。

『
弁
名
』
大
系
一
七
九
頁
。

(
大
学
院
学
生
)


