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中
井
履
軒
は
江
戸
時
代
後
期
の
、
い
わ
ゆ
る
懐
徳
堂
学
派
に
属
す

る
漢
学
者
で
あ
る
。
彼
は
儒
者
で
あ
り
、
『
論
語
逢
原
』
や
『
孟
子

逢
原
』
な
ど
の
儒
教
経
典
に
対
す
る
注
釈
を
著
し
て
い
る
こ
と
で
有

名
で
あ
る
。

江
戸
期
の
漢
学
者
た
ち
の
研
究
対
象
が
儒
教
経
典
中
心
で
あ
る
の

は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
の
思
想
形
成
に
も
儒
教
は
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
彼
ら
の
中
に
は
、
儒
教
以
外

の
諸
子
に
つ
い
て
造
詣
の
深
い
学
者
も
多
く
存
在
し
て
い
た
。
こ
の

履
軒
も
そ
の
一
人
で
、
彼
に
は
『
老
子
離
題
』
『
荘
子
離
題
』
と
い

う
老
荘
思
想
関
係
の
注
釈
書
が
あ
る
。

江
戸
期
の
漢
学
者
た
ち
の
儒
教
に
対
す
る
見
解
を
検
討
す
る
こ
と

は
大
い
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
儒
教
に
関
す
る
見
解

の
み
を
検
討
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
ら
の
思
想
の
一
面
を
見
る
だ
け
に

は
じ
め
に

中
井
履
軒
の

『
荘
子
』

観

過
ぎ
な
い
。
儒
教
関
連
の
著
作
に
止
ま
ら
ず
、
彼
ら
の
諸
子
関
連
の

著
作
そ
の
他
を
検
討
し
て
初
め
て
彼
ら
の
思
想
の
様
々
な
側
面
が
理

解
さ
れ
、
そ
の
思
想
の
全
体
像
を
窺
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ

{？ 
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
江
戸
期
の
漢
学
者
の
老
荘
思
想
に
対
す
る

見
解
を
検
討
す
る
こ
と
は
意
味
の
あ
る
こ
と
と
考
え
る
。
た
だ
、
従

来
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
江
戸
期
の
思
想
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は

少
な
か
っ
た
。
本
稿
は
『
荘
子
離
題
』
に
お
け
る
中
井
履
軒
の
『
荘

子
』
観
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ

た
江
戸
期
の
漢
学
者
が
持
つ
老
荘
思
想
観
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

『
荘
子
離
題
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
懐
徳
堂
記
念
会
『
荘
子
離
題
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
を
使
用
す
る
。
本
書
は
、
大
阪
大

学
所
蔵
の
懐
徳
堂
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
中
井
履
軒
の
自
筆
本
を
影
印

し
た
も
の
で
あ
る
。

藤

居

岳

人

（
阿
南
工
業
高
等
専
門
学
校
）
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中
井
履
軒
の
『
老
子
離
題
』
に
つ
い
て
、
筆
者
は
す
で
に
考
察
を

試
み
た
（
注
1
)
。
そ
の
中
で
、
先
行
論
考
を
参
考
に
し
な
が
ら
江

戸
期
の
老
荘
学
の
傾
向
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
江
戸
期
老
荘
学

の
特
徴
を
概
略
の
み
述
べ
る
と
、
『
老
子
』
は
儒
教
の
精
神
と
一
致

す
る
点
が
あ
る
と
さ
れ
て
、
ま
だ
し
も
尊
重
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
『
荘
子
』
は
寓
言
虚
誕
の
書
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
傾
向
が
強
い

と
言
わ
れ
て
い
る
。
『
老
子
』
が
儒
教
の
精
神
と
一
致
す
る
と
い
う

の
は
、
す
な
わ
ち
、
『
老
子
』
に
政
治
へ
の
関
心
を
受
け
入
れ
る
性

格
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

上
記
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
江
戸
期
の
漢
学
者
に
と
っ
て
、
老
荘
思

想
と
い
っ
て
も
、
そ
の
主
た
る
関
心
は
『
老
子
』
に
あ
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
。
実
際
に
江
戸
期
に
は
『
荘
子
』
よ
り
も
『
老
子
』
に
対
す

る
著
述
の
方
が
多
く
著
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
注
2
)
。
そ
の

中
で
、
当
時
の
漢
学
者
が
『
荘
子
』
を
読
む
と
き
、
宋
代
の
儒
者
林

希
逸
の
『
荘
子
磯
斎
口
義
』
（
以
下
、
林
希
逸
注
と
称
す
る
）
が
よ

く
読
ま
れ
た
注
釈
書
で
あ
っ
た
。
実
は
、
履
軒
の
『
荘
子
離
題
』
も

林
希
逸
注
の
刊
本
の
余
白
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

1
．
一
般
的
な
『
荘
子
』
理
解

一
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
荘
子
』
の
位
置
と
履
軒
の
『
荘
子

離
題
』
と

『
荘
子
』
に
対
す
る
林
希
逸
注
の
注
釈
の
態
度
は
、
同
じ
林
希
逸

の
『
老
子
磯
斎
口
義
』
が
『
老
子
』
を
儒
教
的
に
解
釈
す
る
の
と
同

様
に
、
『
荘
子
』
の
文
章
を
儒
教
的
解
釈
を
用
い
て
読
解
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
林
希
逸
注
の
冒
頭
に
付
さ
れ
た
「
荘

子
磯
斎
口
義
発
題
」
に
は
「
〔
『
荘
子
』
の
〕
大
綱
領
大
宗
旨
、
未

だ
嘗
て
聖
人
と
異
な
ら
ず
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
林
希
逸
が
『
荘

子
』
の
主
意
と
聖
人
た
る
孔
子
の
意
図
と
に
異
な
る
点
は
見
ら
れ
な

い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

江
戸
期
に
お
い
て
林
希
逸
注
が
読
ま
れ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
や
は
り
、
本
来
、
寓
言
虚
誕
の
書
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
傾
向

の
強
か
っ
た
『
荘
子
』
が
、
林
希
逸
の
施
し
た
儒
教
的
解
釈
に
よ
っ

て
当
時
の
漢
学
者
ら
に
受
け
入
れ
や
す
く
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
な
る
と
、
従
来
の
林
希
逸
注
に

代
わ
っ
て
郭
象
注
が
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
荻
生
祖
練
に

始
ま
る
談
園
学
派
に
お
い
て
諸
子
学
の
研
究
が
盛
ん
と
な
り
、
そ
こ

で
は
『
荘
子
』
に
つ
い
て
は
郭
象
注
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
（
注
3
)
。

『
荘
子
』
の
書
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
に
多
様
な
注
釈
の
存
在
を

認
め
る
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
て
く
る
と
き
、
従
来
の
注
釈
に
と
ら

わ
れ
ず
、
独
自
の
解
釈
で
『
荘
子
』
を
読
解
し
よ
う
と
す
る
学
者
が

現
れ
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
中
井
履
軒
は
そ
の
よ
う
な
学
者

の
中
の
人
で
あ
っ
た
。

(18) 
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『
荘
子
離
題
』
は
林
希
逸
注
の
刊
本
の
余
白
に
書
き
入
れ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
履
軒
の
『
荘
子
』
観
は
林
希
逸
注
に
対
す

る
態
度
に
よ
っ
て
ま
ず
そ
の
概
要
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
林
希

逸
注
の
特
徴
は
、
前
章
に
も
述
べ
た
よ
う
に
『
荘
子
』
の
文
章
を
儒

教
的
に
解
釈
す
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
批
判
的
な

態
度
を
と
っ
て
い
る
。

い
ぬ

例
え
ば
、
斉
物
論
篇
「
其
の
麻
る
や
魂
交
わ
り
、
其
の
覚
む
る
や

形
開
き
、
与
に
接
し
て
構
を
為
し
、
日
々
に
心
を
以
て
闘
う
」
の
後

半
部
分
に
対
し
て
、
林
希
逸
注
で
は
、
「
言
う
こ
こ
ろ
は
、
人
夜

な
れ
ば
則
ち
安
寝
し
、
平
旦
以
来
、
偶
合
の
間
は
便
ち
応
接
す
る
こ

と
有
り
。
内
に
其
の
心
を
役
し
、
戦
闘
す
る
が
如
く
然
り
。
日
日

是
く
の
如
し
。
故
に
『
与
に
接
し
て
構
を
為
し
、
日
々
に
心
を
以
て

闘
う
』
と
日
う
。
即
ち
孟
子
の
所
謂
『
旦
昼
の
為
す
所
、
有
た
之
を

桔
亡
せ
し
む
る
』
者
な
り
。
孟
子
の
説
き
得
る
こ
と
は
便
ち
平
善
に

し
て
、
他
に
此
く
の
如
く
語
を
造
ら
る
れ
ば
、
精
神
百
倍
し
て
亦
た

人
を
警
動
す
」
と
述
べ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
次
の
よ
う
に

{？ 
し

此
と
孟
子
の
語
と
科
を
異
に
す
。
孟
子
の
「
旦
昼
の
為
す
所
」

と
は
、
其
の
不
善
を
指
す
な
り
。
荘
子
の
「
接
構
」
「
心
闘
」

は
、
善
不
善
を
合
し
て
択
ぶ
こ
と
無
し
。
相
い
比
擬
す
る
を
得

2
.
『
荘
子
』
に
対
す
る
履
軒
の
基
本
的
な
注
釈
の
態
度

ず。旦
昼
の
為
す
所
、
有
た
之
を
桔
亡
せ
し
む
」
と
は
『
孟
子
』
告

子
篇
上
に
見
え
る
語
で
、
日
中
の
行
為
が
人
の
良
心
を
失
わ
せ
る
こ

と
を
い
う
。
林
希
逸
注
で
は
、
『
荘
子
』
中
の
語
が
こ
の
『
孟
子
』

の
語
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
、
平
明
な
『
孟
子
』
の
語
を
さ
ら
に
詳
説

す
る
も
の
だ
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
履
軒
は
文
意
を
厳
密
に
解
釈
し
、

『
孟
子
』
の
語
が
不
善
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
荘

子
』
の
「
接
構
」
「
心
闘
」
は
善
と
不
善
と
の
両
方
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
相
違
を
指
摘
す
る
。

ま
た
、
在
宥
篇
「
何
を
か
道
と
謂
う
。
天
道
有
り
、
人
道
有
り
。

わ
ず
ら

無
為
に
し
て
尊
き
者
は
、
天
道
な
り
。
有
為
に
し
て
累
う
者
は
、

人
道
な
り
」
に
対
し
て
、
林
希
逸
注
は
「
『
無
為
に
し
て
尊
き
者
』

と
は
、
天
道
の
自
然
な
り
。
『
有
為
に
し
て
累
う
者
』
と
は
、
人
道

の
為
さ
ざ
る
を
容
れ
ざ
る
者
な
り
。
上
句
は
便
ち
道
心
に
属
し
、
下

句
は
便
ち
人
心
に
属
す
。
此
の
―
つ
の
『
累
』
の
字
は
、
便
ち
危
の

字
と
相
い
近
し
」
と
述
べ
て
、
「
天
道
」
「
人
道
」
の
語
を
『
書
』
大

萬
膜
の
「
人
心
は
惟
れ
危
う
く
、
道
心
は
惟
れ
微
か
な
り
」
に
引
き

寄
せ
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
以
下
の
よ

う
に
い
う
。

お

さ

つ

ね

磯
斎
は
理
学
を
為
め
て
、
而
も
老
荘
を
好
む
。
毎
に
牽
合
調
停

の
言
多
し
。
此
れ
力
を
喝
く
し
て
荘
子
を
引
き
、
儒
籍
に
附
す
。

林
希
逸
は
宋
学
の
林
光
朝
の
系
統
に
属
す
る
儒
者
で
あ
る
（
注

(19) 
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4
)
。
従
っ
て
、
彼
が
老
荘
関
係
の
典
籍
を
儒
教
流
に
解
釈
し
て
い

て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
た
だ
、
履
軒
は
こ
の
よ
う
な
林
希
逸
注
の

傾
向
を
「
牽
合
調
停
の
言
」
と
述
べ
て
、
牽
強
付
会
で
あ
る
と
批
判

し
て
い
る
。

履
軒
は
他
に
も
大
宗
師
篇
「
其
の
嗜
欲
深
き
者
は
、
其
の
天
機
浅

し
」
に
対
す
る
林
希
逸
注
の
「
天
機
と
は
天
理
な
り
」
の
解
釈
を
次

の
よ
う
に
批
判
す
る
。

「
天
機
」
と
は
其
れ
所
謂
天
真
な
る
の
み
。
「
機
」
字
は
形
容

を
存
す
。
又
た
宋
儒
の
天
理
と
異
な
れ
ば
、
湊
合
し
て
（
寄
せ

な

集
め
て
）
解
を
作
す
を
得
ず
。

ま
た
、
則
陽
篇
「
異
を
合
し
て
以
て
同
と
為
し
、
同
を
散
じ
て
以

て
異
と
為
す
」
に
対
し
て
、
「
〔
林
希
逸
注
の
い
う
〕
『
一
理
を
同
じ

く
す
』
『
一
理
を
具
う
』
は
、
是
れ
宋
学
よ
り
す
る
の
言
な
り
。
荘

子
を
解
す
る
所
以
に
非
ず
。
〔
林
希
逸
注
の
〕
下
文
の
『
万
物
の
理
』

も
亦
た
然
り
」
と
履
軒
は
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
履
軒
は
儒
教
の
経
書
に
よ
る
解
釈
だ
け
で
は
な
く
、

江
戸
時
代
当
時
、
官
学
で
あ
っ
た
朱
子
学
の
用
語
に
よ
る
解
釈
も
批

判
の
対
象
と
し
て
い
る
。
履
軒
は
『
離
題
』
の
他
の
箇
所
に
お
い
て

つ
い

も
、
例
え
ば
、
「
磯
斎
は
党
に
儒
者
の
気
象
を
失
わ
ず
。
故
に
往
々

に
し
て
荘
子
の
口
気
を
得
ず
」
（
斉
物
論
篇
「
始
め
な
る
者
有
り
、

未
だ
始
め
よ
り
始
め
有
ら
ざ
る
者
有
り
」
の
箇
所
の
林
希
逸
注
に
対

す
る
『
離
題
』
）
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
履
軒

が
林
希
逸
注
の
儒
教
的
解
釈
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
よ
う
（
注
5
)
。

で
は
、
履
軒
は
『
荘
子
』
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
解
釈
の
態
度
が

妥
当
だ
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
然
、
履
軒
は
『
荘
子
』
を

儒
教
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
は
慎
重
な
態
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
荘

の
儒
に
異
な
る
は
、
開
巻
よ
り
末
尾
に
至
る
ま
で
み
な
然
り
」
（
応

帝
王
篇
「
肩
吾
狂
接
輿
に
見
ゆ
」
章
の
林
希
逸
注
に
「
其
の
（
荘

子
の
）
説
此
く
の
如
き
は
吾
が
儒
に
異
な
る
所
以
な
り
」
と
あ
る
の

に
対
す
る
『
離
題
』
）
と
い
う
履
軒
の
言
葉
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で

き
る
。
さ
ら
に
、
履
軒
の
『
荘
子
』
に
対
す
る
注
釈
の
態
度
を
見
る

に
は
、
『
孟
子
』
を
引
い
て
儒
教
的
解
釈
を
施
す
林
希
逸
注
を
批
判

し
た
上
記
の
斉
物
論
篇
に
お
け
る
『
離
題
』
が
参
考
と
な
る
。

荘
子
を
読
む
と
き
は
、
只
だ
荘
子
を
以
て
之
を
解
す
れ
ば
可
な

り
。
切
に
当
に
論
孟
を
引
い
て
拠
と
作
す
べ
か
ら
ず
。
後
学
の

荘
子
を
愛
す
る
者
は
、
往
々
に
し
て
之
を
推
し
て
孔
孟
の
域
中

に
納
め
ん
と
欲
す
る
が
故
に
牽
強
の
過
を
免
れ
ず
。
殊
に
知
ら

ず
、
大
本
の
殊
異
す
る
者
は
、
枝
葉
の
相
い
肖
た
る
者
有
り
と

雖
も
、
党
に
合
し
て
同
木
と
為
す
を
得
ざ
る
を
。

『
荘
子
』
を
読
解
す
る
に
は
、
『
荘
子
』
を
『
荘
子
』
自
体
で
解

釈
す
る
態
度
が
必
要
だ
と
履
軒
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
荘
子
』

中
の
語
を
素
直
に
解
釈
す
る
態
度
が
履
軒
に
と
っ
て
最
も
妥
当
な

『
荘
へ
の
解
釈
の
態
度
な
の
で
あ
る
。
『
荘
子
』
の
読
者
は
多

(20) 
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い
が
、
得
て
し
て
林
希
逸
の
よ
う
に
牽
強
付
会
の
解
釈
を
施
し
、
誤

っ
た
『
荘
子
』
理
解
に
至
る
学
者
が
存
在
す
る
。
『
荘
子
』
は
「
異

端
」
の
書
で
あ
り
（
後
述
）
、
儒
教
的
な
考
え
と
は
根
本
的
に
相
い

れ
な
い
考
え
を
有
し
て
い
る
。
た
と
い
儒
教
と
類
似
す
る
考
え
が
『
荘

子
』
中
に
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
儒
教
と
同
じ
考
え
に
基
づ
く

も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
履
軒
か
ら
見
れ
ば
儒
教
的
な
解
釈
に
止
ま
ら
ず
、

林
希
逸
の
牽
強
付
会
の
解
釈
は
到
底
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

履
軒
は
『
荘
子
離
題
』
全
編
の
末
尾
に
林
希
逸
注
に
対
す
る
見
解
を

以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

蓋
し
磯
斎
は
理
に
精
し
く
、
文
法
完
備
す
る
を
以
て
自
負
し
、

自
ら
文
軒
（
林
希
逸
の
学
統
の
祖
で
あ
る
林
光
朝
）
に
比
す
の

み
。
吾
は
其
の
理
未
だ
精
し
か
ら
ず
し
て
、
人
の
惑
い
を
増
すそ

む

を
恐
る
な
り
。
如
え
ば
文
法
を
論
ず
れ
ば
、
往
々
に
し
て
理
に
舛

き
、
且
つ
其
の
口
を
極
め
て
其
の
妙
を
賛
嘆
す
る
者
は
、
み
な

其
の
義
を
解
す
る
こ
と
能
わ
ず
し
て
、
徒
に
「
妙
々
」
「
奇
特
」

〔
の
語
〕
を
以
て
人
を
嚇
し
、
以
て
自
ら
拙
を
蔵
す
る
の
み
。

読
者
は
尤
も
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

同
部
分
の
林
希
逸
注
に
お
い
て
、
林
希
逸
は
諸
注
釈
家
の
経
解
に

つ
い
て
「
文
法
」
の
理
に
通
じ
ず
、
「
理
に
精
し
く
」
も
な
い
と
批

判
し
て
い
る
。
た
だ
学
祖
の
林
光
朝
だ
け
が
道
理
に
明
ら
か
で
、
文

法
を
論
ず
る
に
十
分
な
能
力
を
持
っ
て
い
た
と
賛
嘆
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
自
ら
を
そ
の
学
統
を
受
け
継
ぐ
者
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
し

か
し
、
履
軒
か
ら
見
れ
ば
、
林
希
逸
の
注
釈
こ
そ
が
不
十
分
で
あ
る

と
い
う
。
文
法
に
つ
い
て
の
彼
の
見
解
は
道
理
に
背
き
、
『
荘
子
』

の
文
章
を
讃
え
る
彼
の
言
葉
は
『
荘
子
』
を
理
解
す
る
能
力
が
彼
に

欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
、
「
妙
々
」
「
奇
特
」
等
の
語
は
彼
自
身

の
至
ら
な
さ
を
隠
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。

他
に
も
、
『
離
題
』
に
は
「
磯
斎
は
錯
文
し
醐
誤
す
る
に
到
る
。

諸
賑
渋
難
読
の
処
あ
れ
ば
、
轍
ち
文
法
を
以
て
人
を
嚇
す
。
奇
た
り

妙
た
り
と
謂
う
も
亦
た
其
の
一
癖
に
し
て
、
読
者
は
慎
み
て
其
の
証

し
を
受
く
る
こ
と
な
か
れ
」
（
人
間
世
篇
「
死
者
は
国
を
以
て
量
り
、

沢
に
お
け
る
蕉
の
若
し
」
の
箇
所
の
林
希
逸
注
に
対
す
る
『
離
題
』
）

や
「
磯
斎
は
毎
に
荘
子
の
読
み
が
た
き
に
苦
し
む
。
其
の
隻
眼
未
だ

具
わ
ら
ざ
る
を
知
る
べ
し
」
（
大
宗
師
篇
「
且
つ
相
い
与
に
之
を
吾

い
ず
く

と
す
る
の
み
。
庸
距
ん
ぞ
吾
の
所
謂
之
を
吾
と
す
る
を
知
ら
ん
や
」

の
箇
所
の
林
希
逸
注
に
対
す
る
『
離
題
』
）
と
述
べ
る
箇
所
が
あ
る
。

履
軒
が
林
希
逸
の
読
解
能
力
を
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
林
希
逸
注

に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
以
上
の
例
か
ら
も
窺
う
こ
と
が

で
き
よ
う
（
注
6
)
。

履
軒
は
『
荘
子
離
題
』
を
林
希
逸
注
の
刊
本
の
余
白
に
書
き
入
れ

て
い
る
。
当
然
、
『
離
題
』
に
は
林
希
逸
注
に
関
す
る
評
語
が
多
い
。

そ
し
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
林
希
逸
注
に
対
す
る
批
判
的
な
見
解
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
上
記
の
例
の
よ
う
に
言
莱
を
尽
く
し
て
林
希
逸
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注
を
批
判
し
て
い
る
例
以
外
に
も
、
林
希
逸
注
に
対
し
て
、
例
え
ば
、

「
堅
解
」
「
蛇
足
」
「
牽
強
」
「
牽
合
」
あ
る
い
は
「
強
解
す
べ
か
ら

ず
」
と
履
軒
が
評
し
て
い
る
語
は
『
離
題
』
全
編
を
通
じ
て
非
常
に

多
い
。で

は
、
牽
強
付
会
の
解
釈
で
は
な
く
、
正
し
く
『
荘
子
』
を
読
解

す
る
に
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
『
荘
子
』
中
の

文
章
を
素
直
に
解
釈
す
る
態
度
が
履
軒
に
と
っ
て
妥
当
な
『
荘
子
』

へ
の
解
釈
の
態
度
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
そ
れ

を
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
次
の
よ
う
な
解
釈
の
態
度
が
最
も
望
ま

し
い
と
履
軒
は
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
知
北
遊
篇
「
夫
れ
遇
う

を
知
る
も
遇
わ
ざ
る
所
を
知
ら
ず
。
能
く
す
る
を
能
く
す
る
を
知
る

も
能
く
せ
ざ
る
所
を
能
く
せ
ず
。
知
無
く
能
無
き
は
固
よ
り
人
の
免

れ
ざ
る
所
な
り
」
の
箇
所
に
、
履
軒
は
次
の
よ
う
に
注
す
る
。

是
の
両
つ
な
が
ら
の
「
無
」
（
無
知
無
能
）
は
、
通
人
の
免
れ

ざ
る
所
な
り
。
然
れ
ど
も
人
は
み
な
此
を
免
れ
ん
と
欲
し
、
務

め
て
知
を
求
め
強
い
て
能
を
求
む
。
是
れ
惑
い
な
り
。
故
に
大

人
は
強
く
求
む
る
こ
と
無
く
、
其
の
知
る
べ
か
ら
ず
能
く
す
べ

か
ら
ざ
る
者
を
舎
て
て
力
を
費
や
さ
ず
。
是
れ
真
の
大
知
な
り
、

真
の
大
能
な
り
。

こ
れ
は
『
荘
子
』
本
文
に
対
す
る
注
解
で
は
あ
る
が
、
履
軒
の
考

え
が
そ
こ
に
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
「
通
人
」
と
は
、
「
大

人
」
の
語
に
対
応
す
る
語
で
、
一
般
の
人
の
意
で
あ
ろ
う
。
知
る
こ

と
の
で
き
な
い
こ
と
や
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
に
関
し
て
、
一

般
の
人
は
こ
と
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
追
求
し
て
か
え
っ
て
迷
い
を
生
じ

る
。
し
か
し
、
「
大
人
」
は
そ
れ
ら
を
強
い
て
求
め
る
こ
と
な
く
、

不
可
知
の
も
の
は
不
可
知
の
ま
ま
に
、
不
可
能
の
も
の
は
不
可
能
の

ま
ま
に
し
て
お
く
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
で
き
る
人
物
こ
そ
が
真
の

大
知
で
あ
り
、
真
の
大
能
で
あ
る
と
履
軒
は
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の

「
大
人
」
の
よ
う
な
態
度
が
『
荘
子
』
を
注
釈
す
る
と
き
に
も
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

解
釈
不
可
能
の
部
分
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
い
う
履
軒
の
注

釈
の
態
度
を
『
荘
子
』
に
当
て
は
め
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
な

ろ
う
。

註
家
は
其
の
虚
誕
を
嫌
い
て
、
乃
ち
遷
就
（
こ
じ
つ
け
）
し
て

解
を
作
る
。
本
文
を
し
て
通
暁
せ
ざ
ら
し
む
る
は
、
誕
は
其
の

誕
に
還
し
、
妄
は
其
の
妄
に
還
す
に
若
か
ず
。
何
ぞ
必
ず
し
も

苦
心
し
て
異
端
の
人
を
回
護
せ
ん
や
。
（
天
地
篇
「
聖
人
は
…

…
千
歳
に
し
て
世
を
厭
え
ば
、
去
り
て
上
倦
し
、
彼
の
白
雲
に

乗
り
て
帝
郷
に
至
る
」
の
箇
所
の
『
離
題
』
）

履
軒
か
ら
見
れ
ば
、
『
荘
子
』
は
「
虚
誕
」
の
書
で
あ
り
、
そ
の

著
者
で
あ
る
荘
子
は
「
異
端
の
人
」
で
あ
る
。
『
荘
子
』
の
よ
う
な

荒
唐
無
稽
な
内
容
の
書
は
、
強
い
て
牽
強
付
会
の
解
釈
を
施
す
の
で

は
な
く
、
荒
唐
無
稽
の
書
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
理
解
す
る
べ
き
で
あ

る
と
履
軒
は
考
え
て
い
た
。
林
希
逸
の
よ
う
に
苦
心
し
て
荘
子
を
擁
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•
「
異
端
」
と
し
て
の
荘
子

天
地
篇
に
お
け
る
『
離
題
』
に
荘
子
を
「
異
端
の
人
」
と
し
て
い

る
例
を
前
章
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
。
こ
の
他
に
も
荘
子
を
異
端
で

あ
る
と
し
て
い
る
箇
所
は
『
離
題
』
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例

え
ば
、
在
宥
篇
「
戸
居
し
て
〔
じ
っ
と
し
て
お
り
な
が
ら
、
同
時
に

動
い
て
〕
竜
の
ご
と
〔
く
に
〕
見
え
、
淵
黙
し
て
〔
静
か
で
あ
り
な

が
ら
、
同
時
に
〕
雷
の
ご
と
〔
く
に
〕
声
し
、
神
動
し
て
天
随

1
.

「
異
端
」
と
し
て
の
荘
子
と
聖
人
と

二、

護
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ま
ず
、
履
軒
は
林
希
逸
注
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
荘

子
』
を
読
解
す
る
に
は
「
荘
子
〔
自
身
〕
を
以
て
之
を
解
す
る
」
態

度
、
す
な
わ
ち
素
直
に
『
荘
子
』
を
読
も
う
と
す
る
姿
勢
が
重
要
だ

と
履
軒
は
考
え
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
履
軒
自
身
は
ど
の
よ
う
に
『
荘
子
』
を
理
解
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
章
を
改
め
て
よ
り
具
体
的
に
検
討
し
て
ゆ

き
た
い
。

の
『
荘
子
』
観

う
」
に
対
す
る
『
離
題
』
で
、
履
軒
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

之
を
要
す
る
に
、
空
花
に
し
て
実
際
に
非
ざ
る
な
り
。
乃
ち
是

れ
異
端
の
魁
な
り
。
〔
林
希
逸
注
の
言
う
よ
う
に
〕
其
の
諸
子

に
度
越
す
る
は
、
魁
た
る
所
以
な
り
。
隔
斎
は
頗
る
眩
ま
さ
る
。

実
は
、
履
軒
は
老
子
に
対
し
て
も
異
端
の
評
価
を
与
え
て
い
る
（
注

7
)
。
た
だ
、
在
宥
篇
の
『
離
題
』
に
お
い
て
、
荘
子
を
「
異
端
の

魁
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
履
軒
は
老
子
よ
り
も
荘
子
の
方
を
よ

り
一
層
異
端
の
典
型
だ
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
異
端
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
離

題
』
に
見
え
る
異
端
の
語
の
中
に
は
、
聖
人
の
語
と
比
較
し
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
箇
所
が
餅
拇
篇
・
至
楽
篇
の
二
箇
所
あ
る
。
異
端
の
性

格
を
探
る
上
で
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
箇
所

を
ま
ず
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
餅
拇
篇
の
例
は
、
林
希
逸
注
の
「
荘
子
も
亦
た
是
れ
世
を

憤
り
邪
を
疾
み
て
、
而
る
後
に
此
の
書
を
著
す
。
其
の
見
又
た
高
く
、

其
の
筆
又
た
奇
な
り
。
過
当
の
処
有
る
所
以
な
り
」
に
対
す
る
『
離

題
』
で
あ
る
。

荘
子
の
過
当
の
処
は
、
〔
林
希
逸
の
い
う
〕
見
高
き
に
由
りの

て
生
ず
。
見
高
し
と
は
、
以
て
至
道
を
知
ら
ず
し
て
空
に
駕

る
。
然
ら
ば
則
ち
其
の
高
き
は
、
実
の
高
き
に
非
ず
。
妄
な
る

す

え

い

た

の
み
。
聖
人
の
高
き
は
、
猶
喬
木
の
抄
雲
霜
（
大
空
）
に
沖

る
が
ご
と
し
。
異
端
の
高
き
は
、
猶
紙
鳶
の
風
に
乗
る
が
ご
と
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し
。
本
無
く
し
て
上
に
在
り
。
其
の
高
き
は
即
ち
妄
な
り
。

次
に
至
楽
篇
の
例
は
、
本
文
の
「
天
は
無
為
に
し
て
之
を
以
て
清

く
、
地
は
無
為
に
し
て
之
を
以
て
寧
し
」
の
箇
所
に
対
す
る
『
離
題
』

で
あ
る
。無

為
は
、
聖
人
の
言
わ
ざ
る
所
な
り
。
然
れ
ど
も
其
の
理
は
存

い
た

す
。
人
能
＜
耳
目
心
腸
を
し
て
各
お
の
其
の
用
を
放
さ
し
め

て
、
或
い
は
遺
す
所
無
し
。
我
は
其
の
累
う
所
と
為
ら
ず
し
て
、

道
に
循
い
て
動
き
、
妄
無
く
羨
無
く
、
亦
た
以
て
人
の
無
為

と
為
す
べ
し
。
人
の
無
為
は
此
に
止
ま
る
の
み
。
而
し
て
〔
そ

の
〕
理
と
天
と
合
す
。
是
れ
以
て
人
の
天
（
理
を
通
じ
て
の
人

と
天
と
の
合
一
）
と
謂
う
な
り
。
此
れ
則
ち
為
す
べ
き
者
な
り
。

然
れ
ど
も
唯
だ
聖
人
の
〔
よ
う
な
〕
能
＜
其
の
性
を
尽
く
す
者

に
し
て
〔
は
じ
め
て
〕
、
之
を
能
く
す
と
為
す
。
異
端
家
の
能

く
及
ぶ
所
に
非
ず
。

前
者
の
餅
拇
篇
の
例
で
は
、
荘
子
が
過
激
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

見
解
が
林
希
逸
と
履
軒
と
で
異
な
っ
て
い
る
。
林
希
逸
は
、
異
端
で

あ
る
荘
子
の
「
見
」
を
高
尚
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
履
軒
は
異
端
の
「
見
」
が
高
尚
に
見
え
る
の
は
地
に
足
の
つ
い

た
真
の
高
尚
さ
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
妄
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。

そ
し
て
、
真
の
高
尚
さ
を
実
現
し
て
い
る
の
は
聖
人
で
あ
る
と
す
る
。

至
楽
篇
の
『
離
題
』
に
お
い
て
も
、
聖
人
の
み
が
真
の
「
無
為
」
を

実
現
し
て
お
り
、
異
端
の
者
は
そ
の
点
に
お
い
て
聖
人
に
及
ぶ
べ
く

も
な
い
と
履
軒
は
述
べ
る
。

以
上
の
二
例
か
ら
す
る
と
、
異
端
と
聖
人
と
の
関
係
は
明
ら
か
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
履
軒
の
見
解
で
は
、
聖
人
が
完
璧
な
人
格
者
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
異
端
は
聖
人
の
能
力
に
及
ば
ず
、
劣
っ
た
点
が
あ

る
と
し
て
い
る
（
注
8
)
。

履
軒
に
と
っ
て
聖
人
は
完
璧
な
人
格
者
だ
と
さ
れ
る
が
、
よ
り
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
人
格
者
な
の
だ
ろ
う
か
。
聖
人

の
性
格
を
見
れ
ば
、
異
端
の
性
格
を
逆
の
面
か
ら
映
し
出
す
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
異
端
の
性
格
を
把
握

す
る
上
で
、
聖
人
の
性
質
を
検
討
す
る
こ
と
は
有
効
だ
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
以
下
に
『
離
題
』
に
見
え
る
聖
人
の
性
格
に
つ
い
て
検
討

を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

•
履
軒
の
聖
人
観

ま
ず
、
『
離
題
』
に
お
け
る
聖
人
は
現
実
の
世
界
に
対
し
て
大
き

な
関
心
を
寄
せ
る
存
在
で
あ
る
。
天
地
篇
の
「
至
徳
の
世
」
に
つ
い

て
述
べ
る
箇
所
の
『
離
題
』
に
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

其
れ
上
た
る
者
は
、
標
枝
の
如
く
し
て
之
（
民
衆
）
を
顧
み
ざ

く
に

れ
ば
、
則
ち
争
奪
し
て
相
い
乗
じ
、
邦
に
寧
日
無
し
。
是
の
故

に
聖
人
な
る
者
出
ず
。
之
が
為
に
教
え
を
立
て
法
を
設
け
、
賢

を
尚
び
能
を
使
い
、
其
の
民
を
し
て
端
正
に
義
に
服
し
、
相
い
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愛
し
て
仁
を
施
し
、
慇
実
（
ま
こ
と
）
た
る
こ
と
忠
を
以
て
し
、

事
を
行
な
う
に
当
を
得
、
動
作
に
礼
有
り
、
以
て
相
い
友
助
せ

し
め
、
以
て
自
ら
野
鹿
と
別
る
の
み
。
則
ち
標
枝
た
ら
ん
と
欲

し
て
得
る
な
り
。
此
れ
荘
生
の
知
る
能
わ
ざ
る
所
な
り
。

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
聖
人
は
、
教
え
を
述
べ
て
民
衆
を
教
導
し
、

法
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
秩
序
を
整
え
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
民
衆
が
「
仁
」
「
義
」
等
の
道
徳
を
会
得
し
、
無
知
蒙
昧
な

動
物
と
一
線
を
画
す
存
在
に
ま
で
な
る
よ
う
指
導
す
る
。
つ
ま
り
、

聖
人
は
現
実
の
世
界
に
お
い
て
理
想
的
な
政
治
を
行
な
う
人
格
者
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
以
上
の
よ
う
な
聖
人
の
意
図
を
荘

子
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
履
軒
は
述
べ
る
。

ま
た
、
耕
拇
篇
「
聖
人
は
則
ち
身
を
以
て
天
下
に
殉
ず
」
に
対
す

る
『
離
題
』
に
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

聖
人
は
天
下
に
殉
ず
る
の
意
有
る
も
、
天
下
に
殉
ず
る
の
聖
人

無
し
。
以
て
聖
人
の
徳
盛
ん
な
る
を
見
る
べ
し
。
是
れ
漆
園

の
知
る
所
に
非
ず
。

『
荘
子
』
の
原
文
で
は
、
こ
の
聖
人
は
「
其
の
性
を
傷
つ
け
身
を

以
て
殉
と
為
す
」
者
の
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
履
軒
は
聖
人
に
天
下
に
殉
じ
る
意
志
の
あ
る
こ
と
を
肯
定
的
に

と
ら
え
て
、
聖
人
の
徳
が
優
れ
て
い
る
こ
と
の
論
拠
と
す
る
。
そ
し

て
ま
た
、
天
地
篇
の
例
と
同
様
に
そ
の
よ
う
な
聖
人
の
意
志
は
、
荘

子
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
。

上
記
の
二
例
か
ら
、
履
軒
か
ら
見
た
聖
人
が
天
下
全
体
に
対
す
る

関
心
を
深
く
持
ち
、
民
衆
の
た
め
に
政
治
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
も
厭

わ
な
い
理
想
的
人
格
者
で
あ
る
こ
と
が
看
取
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、

「
公
」
「
私
」
の
語
を
用
い
る
な
ら
ば
、
「
公
」
に
一
層
の
関
心
を
持

つ
こ
と
が
聖
人
の
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
、
肱
徳
篇
に
聖
人
の
法
に

従
っ
て
治
め
ら
れ
て
い
た
斉
国
を
田
成
子
が
纂
奪
し
た
故
事
が
記
さ

う
ば

れ
て
い
る
。
林
希
逸
は
「
田
氏
は
斉
を
墓
い
、
私
量
を
以
て
貸
し
、

公
量
も
て
入
る
。
…
…
便
ち
是
れ
聖
人
の
法
を
借
る
」
と
述
べ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
い
う
。

「
私
量
も
て
貸
し
」
「
公
量
も
て
入
る
」
は
、
是
れ
民
心
を
収

む
る
の
私
智
な
り
。
国
法
の
禁
ず
る
所
な
り
。
何
ぞ
聖
人
の
法

之
有
ら
ん
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
田
氏
の
「
私
智
」
を
批
判
し
、
こ
の
「
私

智
」
が
聖
人
の
法
と
は
相
い
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、

聖
人
の
法
と
は
公
を
重
ん
じ
る
も
の
と
し
て
履
軒
は
考
え
て
い
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

聖
人
は
天
下
全
体
の
公
の
利
益
を
考
え
、
個
人
的
な
私
の
利
益
を

排
斥
す
る
。
こ
の
よ
う
な
理
想
的
人
格
者
と
し
て
、
履
軒
が
聖
人
を

と
ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
履
軒
の
関
心
自
体
も
現
実
的
世
界

に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
履
軒
は
儒
者

で
あ
り
、
現
実
的
世
界
に
関
心
を
持
つ
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ

の
履
軒
の
眼
に
理
想
的
人
格
者
と
し
て
映
る
聖
人
は
ど
の
よ
う
な
存
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在
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
儒
教
に
お
い
て
称
揚
さ
れ
る

聖
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
離
題
』
中
に
見
え
る
聖
人
は
、
儒
教
的

聖
人
と
ほ
ぼ
同
格
の
人
格
者
と
し
て
と
ら
え
て
も
よ
い
と
考
え
る
。

『
離
題
』
中
に
見
え
る
聖
人
が
、
儒
教
的
な
意
味
で
の
聖
人
と
ほ

ぼ
同
格
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
他
の
例
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
例
え

お

ど

ろ

よ

ざ

ば
、
外
物
篇
「
聖
人
の
天
下
を
駿
か
す
所
以
は
、
神
人
未
だ
嘗
て
過

り
て
問
わ
ず
」
に
対
す
る
『
離
題
』
に
い
う
。

「
聖
人
天
下
を
駿
か
す
」
と
は
、
仁
義
の
外
に
別
に
一
件
の

事
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
天
下
を
登
動
驚
駿
す
る
（
驚

か
せ
る
）
所
以
は
、
其
の
大
い
に
衆
の
行
な
い
に
異
な
る
こ
と

有
る
を
以
て
な
り
。
未
だ
平
常
の
仁
義
も
て
天
下
の
事
を
治
む

る
を
以
て
之
を
解
す
べ
か
ら
ず
。

こ
の
箇
所
は
、
聖
人
が
天
下
を
驚
か
せ
る
理
由
を
履
軒
が
解
釈
す

る
部
分
で
あ
る
。
履
軒
は
、
聖
人
が
民
衆
の
考
え
と
相
違
す
る
行
動

を
し
て
民
衆
を
驚
か
せ
る
の
は
、
普
通
の
仁
義
で
は
な
く
真
の
仁
義

を
用
い
て
天
下
を
治
め
る
た
め
で
あ
る
と
述
べ
る
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
仁
義
は
儒
教
に
お
け
る
重
要
な
徳
目
で
あ
る
。
そ
の
仁
義
の
精

神
を
真
に
備
え
て
い
る
理
想
的
人
格
者
と
は
、
ま
さ
し
く
儒
教
的
聖

人
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
『
離
題
』
中
に
描
か
れ
る
聖
人
は
、
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
態
度
で
民
衆
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
手
法
を
用
い
て

天
下
を
治
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
履
軒
の
聖
人
観
を
窺
う
た
め
に
参
考

と
な
る
『
離
題
』
が
斉
物
論
篇
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
「
朝
三
暮
四

説
話
と
し
て
有
名
な
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
箇
所
の
「
聖
人
之
を
和

す
る
に
是
非
を
以
て
し
て
、
天
鉤
に
休
う
」
に
対
す
る
『
離
題
』
に

次
の
よ
う
に
あ
る
。

言
う
こ
こ
ろ
は
、
聖
人
は
天
鉤
に
休
い
、
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

て
、
亦
た
是
非
を
立
て
、
以
て
之
に
和
す
る
の
み
。
猶
朝
三
は
、

即
ち
是
に
因
る
の
ご
と
き
な
り
。

聖
人
に
は
本
来
、
彼
此
や
是
非
の
対
立
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
、
民
衆
は
相
対
的
な
是
非
等
の
対
立
に
左
右
さ
れ
る
生
活
を

送
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
民
衆
に
対
し
て
聖
人
は
是
非
を
区
別
す

る
こ
と
の
不
合
理
を
こ
と
さ
ら
に
説
い
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
万

物
斉
同
の
見
地
か
ら
現
実
の
世
界
を
見
つ
め
、
民
衆
と
調
和
し
て
ゆ

こ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
聖
人
の
立
場
を
『
荘
子
』
で
は
「
是
に

因
る
」
と
い
う
の
だ
と
履
軒
は
考
え
て
い
る
（
注
9
)
。

上
記
の
例
か
ら
窺
え
る
聖
人
に
よ
る
民
衆
統
治
の
性
格
は
、
こ
と

さ
ら
に
民
衆
を
自
ら
の
理
想
と
す
る
方
向
へ
導
い
て
ゆ
こ
う
と
す
る

も
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
民
衆
を
―
つ
の
理
念
に
束
縛
す
る
の
で
は

な
く
、
自
由
に
放
任
し
な
が
ら
統
治
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
を
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

従
っ
て
、
聖
人
の
統
治
方
法
に
つ
い
て
『
離
題
』
で
は
次
の
よ
う

な
見
解
を
述
べ
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
在
宥
篇
「
人
を
し
て
喜
怒
位
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を
失
い
、
居
処
常
無
く
、
思
慮
自
ら
得
ず
、
中
道
章
を
成
さ
ざ
ら
し

む
」
の
『
離
題
』
に
い
う
。

「
人
を
し
て

S
せ
し
む
」
と
は
、
汎
そ
古
の
聖
人
在
宥
せ
ず

し
て
人
を
し
て
此
に
至
ら
し
む
る
を
咎
む
る
な
り
。

こ
の
よ
う
に
聖
人
に
と
っ
て
、
在
宥
、
す
な
わ
ち
放
任
す
る
こ
と

を
せ
ず
に
民
衆
を
無
理
に
束
縛
し
て
統
治
す
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
こ

と
に
な
る
。

『
離
題
』
に
述
べ
ら
れ
る
聖
人
が
放
任
政
治
を
重
視
す
る
の
は
な

ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
聖
人
自
身
の
性
格
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え

の
が

る
。
例
え
ば
、
大
宗
師
篇
「
聖
人
は
将
に
物
の
遮
る
る
を
得
ざ
る
所

に
遊
び
て
み
な
存
せ
ん
と
す
」
の
『
離
題
』
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

人
壮
を
固
守
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
壮
遮
れ
て
老
来
る
。
老
を

固
守
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
老
遮
れ
て
死
来
る
。
是
れ
憂
い
と
為

す
所
以
な
り
。
聖
人
は
則
ち
化
に
随
い
て
之
を
喜
楽
す
。
故
に

壮
な
れ
ば
則
ち
壮
を
喜
び
、
老
ゆ
れ
ば
則
ち
老
を
楽
し
み
、
死

ぬ
れ
ば
則
ち
死
に
安
ん
ず
。
我
は
物
に
随
い
て
遊
ぶ
。
故
に
物

逓
る
る
を
得
ず
。

聖
人
は
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
現
実
世
界
の
変

化
す
る
も
の
に
従
っ
て
、
若
け
れ
ば
そ
の
若
さ
を
、
年
老
い
れ
ば
そ

の
老
い
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
喜
び
楽
し
ん
で
肯
定
す
る
。
興
味

深
い
の
は
「
聖
人
は
則
ち
化
に
随
い
て
之
を
喜
楽
す
」
と
あ
っ
て
、

聖
人
も
喜
楽
の
感
情
を
超
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

民
衆
と
聖
人
と
の
立
場
は
異
な
る
が
、
聖
人
は
無
感
情
に
現
実
世
界

に
対
処
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
民
衆
と
同
様
の
感
情
を
持
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
民
衆
の
よ
う
に
そ
の
感
情
に
と
ら
わ
れ
て
固

執
す
る
こ
と
は
な
い
。

『
離
題
』
に
お
い
て
、
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
理

想
的
人
格
者
は
聖
人
の
語
で
表
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

ま

天
道
篇
「
此
の
五
つ
の
末
な
る
者
は
、
精
神
の
運
心
術
の
動
を
須

ち
て
、
然
る
後
に
之
に
従
う
者
な
り
」
に
対
し
て
、
履
軒
は
い
う
。

「
須
精
神
」
の
二
句
、
言
う
こ
こ
ろ
は
此
ら
の
末
事
、
王
者
は

時
に
随
い
事
に
応
じ
て
、
精
神
発
動
す
。
当
に
為
す
べ
く
し
て

之
を
為
し
、
必
ず
し
も
予
設
し
て
以
て
事
を
待
た
ず
。
亦
た
固

有
一
定
の
理
に
非
ざ
る
な
り
。

こ
の
天
道
篇
の
文
章
は
、
前
節
に
「
古
の
天
下
に
王
た
る
者
」
に

つ
い
て
述
べ
た
箇
所
が
あ
る
の
で
、
そ
の
記
述
に
従
っ
て
『
離
題
』

に
お
い
て
も
「
王
者
」
の
語
を
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
箇
所
の
王
者
も
「
固
有
一
定
の
理
」
に
と
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
な
く
、
時
宜
に
応
じ
て
物
ご
と
に
対
処
す
る
能
力
を
持
つ
。

先
の
例
と
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
「
聖
人
」
「
王
者
」
と
使
用
さ

れ
る
語
は
異
な
る
も
の
の
、
履
軒
の
い
う
聖
人
も
「
天
下
に
王
た
る
」

点
で
は
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
両
者
と
も
履
軒
か
ら

見
た
理
想
的
人
格
者
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
そ
し
て
、

両
者
と
も
何
か
―
つ
の
こ
と
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
物
ご
と
の
変
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化
に
変
幻
自
在
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
と
も
主
体
的
意

志
に
よ
っ
て
自
分
自
身
の
自
在
性
を
確
保
す
る
能
力
を
持
つ
と
考
え

ら
れ
る
。
履
軒
に
と
っ
て
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
自
在
性
を
持
つ

点
が
理
想
的
人
格
者
の
最
も
基
本
的
な
条
件
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た

（
後
述
）
。

聖
人
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
則
陽
篇
「
日
々
物
と
化
す
る
者
は
、

一
の
化
せ
ざ
る
者
あ
り
」
に
対
す
る
『
離
題
』
に
、
「
『
日
々
物
と
化

す
』
は
衆
人
を
謂
う
な
り
。
聖
人
は
物
に
循
い
、
衆
人
は
物
と
化
す
」

と
述
べ
る
箇
所
も
あ
り
、
聖
人
の
自
在
性
を
さ
ら
に
証
す
る
例
だ
と

考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
人
は
変
幻
自
在
性
を
も
つ
こ
と
が
そ
の
特

徴
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
統
治
方
法
も
放
任
主
義
と
な
る
の
で

あ
る
。た

だ
、
変
幻
自
在
で
あ
る
聖
人
に
も
守
る
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
「
道
」
で
あ
る
。
知
北
遊
篇
「
之
を
博
く
す
る
も
必
ず
し
も

知
な
ら
ず
。
之
を
弁
ず
る
も
必
ず
し
も
慧
な
ら
ず
。
聖
人
は
以
て
之

を
断
ず
」
の
『
離
題
』
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

聖
人
は
道
を
以
て
之
（
「
博
」
と
「
弁
」
と
）
を
断
ず
。
蓋
し

道
を
以
て
之
が
権
衡
と
為
す
。
「
弁
」
「
博
」
道
と
合
す
れ
ば
、

則
ち
以
て
「
知
」
と
為
し
「
慧
」
と
為
す
。
合
せ
ざ
れ
ば
則
ち

以
て
不
知
不
慧
と
為
す
。

聖
人
に
と
っ
て
道
は
「
権
衡
」
、
す
な
わ
ち
物
ご
と
を
判
断
す
る

た
め
の
標
準
と
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
離
題
』
中
に
見
え
る

「
道
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
が
、
聖
人
に
も
頼
る
べ

き
も
の
が
あ
る
と
履
軒
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
看
取
さ
れ
よ
う
。

以
上
、
聖
人
の
性
格
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
要
す
る
に
、
聖
人

と
は
完
璧
な
理
想
的
人
格
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
聖
人
に
対
し
て
、

異
端
で
あ
る
荘
子
は
一
歩
も
二
歩
も
劣
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
荘
子
で
は
あ
っ
て
も
、
履
軒
は
一
定

の
意
義
を
荘
子
に
認
め
て
い
た
と
考
え
る
。
と
言
う
の
も
、
同
じ
異

端
の
評
価
を
下
さ
れ
た
老
子
よ
り
も
、
履
軒
の
荘
子
に
対
す
る
批
判

の
語
は
そ
れ
ほ
ど
激
烈
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
注
10)
。

『
荘
子
離
題
』
中
に
も
老
子
に
言
及
す
る
語
が
見
え
る
の
で
、
そ

の
例
を
検
討
し
て
み
る
。
例
え
ば
、
天
下
篇
に
老
子
の
主
張
を
紹
介

し
て
、
「
其
の
雄
を
知
り
、
其
の
雌
を
守
れ
ば
、
天
下
の
漢
と
為
る
。

其
の
白
を
知
り
、
其
の
辱
を
守
れ
ば
、
天
下
の
谷
と
為
る
」
と
述
べ

る
箇
所
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
履
軒
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
雄
」
と
「
白
」
と
固
よ
り
之
を
知
り
、
然
り
而
う
し
て
其
の

守
る
所
は
、
特
り
「
雌
」
と
「
辱
」
と
に
在
り
。
是
れ
老
姦
の

手
段
な
る
の
み
。

こ
の
箇
所
で
は
、
男
性
的
な
あ
り
方
や
明
白
な
態
度
を
知
っ
て
い

な
が
ら
、
女
性
的
な
あ
り
方
や
は
っ
き
り
し
な
い
態
度
を
守
っ
て
い

る
の
は
、
老
子
の
「
老
姦
の
手
段
」
つ
ま
り
、
老
猾
な
態
度
を
表
す

手
法
で
あ
る
と
履
軒
は
批
判
す
る
。
他
に
も
「
老
賠
の
毒
辣
」
（
天

地
篇
「
泰
初
に
無
有
り
」
章
に
お
け
る
『
離
題
』
）
の
語
も
あ
り
、
『
荘
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子
離
題
』
に
お
い
て
も
荘
子
に
対
す
る
よ
り
も
過
激
な
言
莱
を
用
い

て
老
子
を
批
判
す
る
態
度
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
履
軒
が
荘
子
に
認
め
て
い
た
一
定
の
意
義
と
は
ど
の

よ
う
な
点
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
履
軒
が
『
荘
子
』
に
お
け
る
文
章

表
現
を
優
れ
た
も
の
と
認
め
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
異
端
で
あ
り
な
が

ら
『
荘
子
』
に
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
た
と
考
え
る
。
以
下
、
『
荘

子
』
の
文
章
表
現
に
対
す
る
履
軒
の
考
察
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

2
.
『
荘
子
』
の
文
章
表
現

西
村
天
囚
『
懐
徳
堂
考
』
（
上
巻
は
明
治
四
十
三
年
に
下
巻
は
明

治
四
十
四
年
に
印
行
•
昭
和
五
十
九
年
に
懐
徳
堂
友
の
会
よ
り
復

刻
）
に
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

履
軒
の
文
を
論
ず
る
や
、
論
語
を
天
地
間
第
一
の
文
章
と
為
し
、

孟
子
之
に
次
ぎ
、
荘
子
之
に
次
ぎ
、
左
伝
史
記
之
に
次
ぎ
、
其

余
韓
柳
以
下
学
ぶ
に
足
ら
ず
と
為
す
。
（
三
十
七
章
、
履
軒
の

文
詩
）

履
軒
に
と
っ
て
、
『
荘
子
』
は
『
論
語
』
『
孟
子
』
に
次
い
で
文
章

の
規
範
と
す
べ
き
書
で
あ
っ
た
。
履
軒
は
『
荘
子
』
の
文
章
に
高
い

評
価
を
与
え
て
い
る
。

そ
も
そ
も
荘
子
が
こ
の
『
荘
子
』
の
書
を
著
し
た
動
機
は
一
体
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
下
篇
に
荘
子
を
評
し
て
、
「
彼

其
れ
充
実
す
る
は
、
以
て
已
む
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、

履
軒
は
い
う
。

彼
の
其
の
胸
中
に
蘊
蓄
充
実
す
る
者
は
、
黙
し
て
止
む
べ
か
ら

ざ
る
な
り
。
故
に
之
の
篇
を
著
す
と
し
か
云
う
。

荘
子
の
胸
中
に
あ
っ
た
思
い
が
充
足
し
て
抑
え
切
れ
な
く
な
っ
た

と
き
に
初
め
て
『
荘
子
』
の
書
が
著
さ
れ
た
と
履
軒
は
説
く
。
こ
の

よ
う
な
抑
え
切
れ
な
い
思
い
が
荘
子
の
文
章
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
文
章
は
形
式
ば
っ
た
堅
苦
し
さ
を
も
つ
も
の
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
形
式
に
と
ら
わ
れ
ず
自
由
奔
放
な
性
格
を
も
つ
も
の
と
な

る
。
こ
の
よ
う
に
履
軒
は
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
『
荘
子
』
に
お
け
る
文
章
表
現
の
特
徴
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
点
は
ど
の
よ
う
な
点
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
そ

の
比
喩
表
現
に
あ
る
と
履
軒
は
考
え
て
い
た
。
天
地
篇
「
泰
初
に
無

有
り
」
章
の
『
離
題
』
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

荘
生
の
筆
、
長
ず
る
所
は
比
喩
も
て
叙
事
す
る
と
排
撃
と
に
在

り
。
是
れ
実
に
古
今
に
冠
た
り
。
道
宗
を
直
序
す
る
に
至
り
て

は
、
則
ち
其
の
短
と
す
る
所
な
り
。

履
軒
か
ら
見
れ
ば
、
比
喩
を
巧
み
に
用
い
て
文
章
表
現
を
す
る
点

と
、
そ
の
比
喩
を
中
心
と
し
た
過
激
な
文
章
表
現
で
他
者
を
攻
撃
す

る
点
と
が
『
荘
子
』
の
長
所
で
あ
り
、
古
今
の
様
々
の
書
物
の
中
で

も
そ
の
点
に
お
い
て
秀
で
た
書
で
あ
る
と
す
る
。
逆
に
、
文
章
の
要

旨
を
端
的
に
著
述
す
る
こ
と
が
不
得
手
で
あ
る
の
が
『
荘
子
』
の
文
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の
至
ら
な
い
点
だ
と
い
う
。

履
軒
か
ら
見
た
『
荘
子
』
の
文
章
の
短
所
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

と
し
て
、
ま
ず
、
そ
の
長
所
と
さ
れ
る
比
喩
表
現
か
ら
検
討
す
る
。

実
際
に
『
離
題
』
を
通
覧
す
る
と
、
履
軒
が
『
荘
子
』
の
比
喩
表

現
に
対
し
て
賛
辞
を
述
べ
る
箇
所
は
多
い
。
例
え
ば
、
人
間
世
篇
「
言

と
は
風
波
な
り
。
行
と
は
実
喪
な
り
。
夫
れ
風
波
は
以
て
動
き
や
す

く
、
実
喪
は
以
て
危
う
く
な
り
や
す
し
」
に
対
す
る
『
離
題
』
に
い

ぷ
ノ

あ
る

「
風
波
」
の
璧
え
も
亦
た
妙
な
り
。
両
人
相
い
与
に
言
う
。
一

い
は
風
た
り
一
い
は
水
た
り
て
、
波
を
起
こ
す
。

『
荘
子
』
で
は
、
言
語
の
指
す
内
容
が
不
明
確
で
変
化
し
や
す
い

こ
と
を
風
や
波
に
璧
え
て
い
る
。
履
軒
は
二
人
の
人
間
同
士
の
言
葉

を
そ
れ
ぞ
れ
風
と
水
と
を
指
す
と
考
え
、
そ
の
両
者
の
ぶ
つ
か
り
合

い
に
よ
っ
て
波
が
生
じ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
璧
え
を
評
価
し

て
「
妙
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

ま
た
、
山
木
篇
に
市
南
宜
僚
な
る
人
物
が
、
身
を
慎
ん
で
い
な
が

ら
心
配
ご
と
の
絶
え
な
い
と
い
う
魯
侯
に
対
し
て
、
「
無
人
の
野
」
「
建

徳
の
国
」
「
大
莫
の
国
」
等
の
理
想
郷
の
存
在
を
紹
介
し
、
そ
こ
に

行
く
こ
と
を
勧
め
る
説
話
が
見
え
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
「
己
を
虚

し
く
し
て
以
て
世
に
遊
ぶ
」
境
地
の
重
要
性
を
説
き
、
そ
の
境
地
を

な

ら

わ

た

表
す
替
え
と
し
て
「
舟
を
方
べ
て
河
を
済
る
」
と
い
う
比
喩
を
取
り

上
げ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

所
謂
「
無
人
の
野
」
「
建
徳
」
「
大
葵
」
は
元
々
指
す
所
有
る
に

非
ず
。
此
を
設
け
て
以
て
沖
虚
の
理
を
説
く
の
み
。
則
ち
末
段

の
「
己
を
虚
し
く
し
て
世
に
遊
ぶ
」
は
即
ち
是
れ
「
無
人
の
野
」

な
り
、
即
ち
是
れ
「
建
徳
の
国
」
な
り
、
即
ち
是
れ
「
大
莫
の

国
」
な
り
。
市
南
子
は
元
々
魯
侯
の
実
に
国
を
棄
て
逃
走
す
る

を
欲
す
る
に
非
ず
。
唯
だ
之
を
導
き
て
沖
虚
の
道
を
修
め
し
む

る
の
み
。
故
に
末
段
に
醤
喩
を
設
け
て
此
に
結
果
せ
し
む
。
呼

応
す
る
こ
と
此
く
の
如
く
し
て
、
始
め
て
臀
喩
の
力
有
る
を
見

る
。
当
に
徒
に
埜
尾
（
最
後
）
の
語
を
作
る
べ
か
ら
ず
。

山
木
篇
で
は
「
無
人
の
野
」
等
の
比
喩
を
用
い
た
後
、
「
方
舟
」

の
比
喩
で
「
己
を
虚
し
く
し
て
以
て
世
に
遊
ぶ
」
境
地
を
説
明
し
て

二
人
の
対
話
を
締
め
く
く
る
。
先
の
「
無
人
の
野
」
等
の
比
喩
は
、

た
だ
市
南
宜
僚
が
魯
侯
に
「
沖
虚
の
道
」
を
修
め
る
よ
う
に
説
く
た

め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
「
無
人
の
野
」
に
行
く
こ
と
を
勧
め

る
意
志
は
市
南
宜
僚
に
は
な
い
と
履
軒
は
い
う
。
市
南
宜
僚
は
、
最

後
に
「
己
を
虚
し
く
し
て
以
て
世
に
遊
ぶ
」
境
地
で
実
際
の
生
活
に

対
処
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
魯
侯
に
対
し
て

彼
が
最
も
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
最
後
に
よ
り
具
体
的
な
比

喩
が
呼
応
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
層
比
喩
の
効
果
が
増
す
と
履
軒

は
考
え
た
。

こ
の
よ
う
に
『
荘
子
』
に
お
い
て
は
比
喩
の
用
法
が
巧
み
で
あ
る

と
い
う
認
識
が
履
軒
に
は
あ
る
。
そ
の
他
に
も
「
是
の
喩
え
尤
も
妙
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な
り
（
達
生
篇
「
瓦
を
以
て
注
す
る
者
は
巧
み
に
、
鉤
を
以
て
注

く
ら

す
る
者
は
憚
り
、
黄
金
を
以
て
注
す
る
者
は
婚
し
」
に
対
す
る
『
離

題
』
）
と
述
べ
て
い
る
箇
所
も
見
え
、
『
荘
子
』
に
お
い
て
用
い
ら
れ

る
比
喩
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
履
軒
の
認
識
を
裏
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。『

荘
子
』
に
お
け
る
比
喩
表
現
が
優
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
荘
子
の
文
章
技
術
が
優
れ
、

型
に
は
ま
ら
な
い
奔
放
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、

馬
蹄
篇
「
吾
意
う
に
、
善
＜
天
下
を
治
む
る
者
は
然
ら
ず
」
章
に
お

け
る
『
離
題
』
に
い
う
。

夫
れ
荘
生
は
何
ぞ
必
ず
規
々
と
し
て
法
に
倣
い
、
様
を
拳
せ
ん

や
。
又
た
況
ん
や
己
の
筆
に
お
い
て
、
何
ぞ
翻
り
て
之
を
出
だ

す
こ
と
有
ら
ん
や
。

荘
子
が
文
章
を
記
す
場
合
、
形
式
的
に
論
理
の
整
っ
た
文
章
を
書

く
こ
と
よ
り
も
自
由
奔
放
に
そ
の
技
術
を
駆
使
す
る
こ
と
に
意
義
を

見
い
だ
し
て
い
た
と
履
軒
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
文
章

技
術
を
用
い
て
書
か
れ
た
荘
子
の
文
章
を
履
軒
は
「
寓
言
」
と
い
う
。

例
え
ば
、
至
楽
篇
に
荘
子
が
そ
の
妻
の
死
に
際
し
て
盆
を
鼓
し
て

歌
っ
た
説
話
が
見
え
る
。
そ
の
箇
所
の
林
希
逸
注
に
「
盆
を
鼓
す
る

の
説
も
亦
た
寓
言
な
り
」
と
注
す
る
の
に
対
し
て
、
履
軒
は
「
此
の

書
寓
言
多
し
。
然
れ
ど
も
註
家
定
め
て
以
て
寓
言
と
為
す
者
は
、

意
回
護
に
在
る
の
み
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
履
軒
か
ら
見
れ
ば
、

林
希
逸
は
『
荘
子
』
中
に
見
え
る
寓
言
を
あ
り
も
し
な
い
内
容
を
記

し
た
文
章
で
あ
る
と
し
て
否
定
的
に
と
ら
え
て
、
『
荘
子
』
は
寓
言

ば
か
り
の
書
で
は
な
い
と
し
て
『
荘
子
』
を
擁
護
す
る
意
図
が
あ
る

と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
自
身
は
『
荘
子
』
の
特
徴
を
示
す

も
の
と
し
て
肯
定
的
に
寓
言
の
語
を
と
ら
え
て
い
る
。

ま
た
、
譲
王
篇
に
殷
の
湯
王
が
天
下
を
下
随
と
い
う
賢
者
に
譲
ろ

う
と
し
て
、
そ
れ
を
拒
否
し
た
下
随
が
入
水
す
る
説
話
が
見
え
る
。

そ
の
箇
所
に
林
希
逸
注
は
「
但
だ
其
れ
自
沈
の
一
節
も
亦
た
考
う
べ

か
ら
ず
。
或
い
は
亦
た
寓
言
な
る
の
み
」
と
述
べ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
『
離
題
』
は
「
み
な
寓
言
な
る
の
み
。
何
ぞ
必
ず
し
も
此
の
一
事

の
み
な
ら
ん
や
」
と
い
う
。
こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
林
希
逸
は
あ

り
そ
う
も
な
い
下
随
入
水
の
説
話
が
寓
言
で
あ
る
と
い
う
の
に
対
し

て
、
履
軒
は
『
荘
子
』
全
体
が
寓
言
で
あ
っ
て
個
別
の
説
話
の
み
が

寓
言
な
の
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
『
荘
子
』
全

体
の
特
徴
と
し
て
寓
言
を
と
ら
え
て
い
る
履
軒
の
考
え
を
看
取
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

履
軒
か
ら
見
れ
ば
、
『
荘
子
』
の
言
葉
は
奔
放
性
に
あ
ふ
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、
そ
の
語
は
時
に
過
激
な
表
現
に
な
る
こ
と
も
し
ば
し

ば
で
あ
る
。
例
え
ば
、
庚
桑
楚
篇
「
全
人
は
天
を
悪
み
、
人
の
天
た

る
を
悪
む
。
而
る
を
況
ん
や
吾
が
天
を
や
、
人
を
や
」
に
対
し
て
、

履
軒
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

荘
子
の
意
は
、
全
人
は
天
道
を
尽
く
す
を
以
て
貴
し
と
為
さ
ざ
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る
を
謂
う
。
乃
ち
激
語
を
設
け
て
「
天
を
悪
む
」
と
日
う
の
み
。

是
れ
其
の
奇
処
な
り
。
「
人
の
天
を
悪
む
」
と
は
、
他
人
の
天

道
を
尽
く
す
者
有
り
て
、
大
い
に
は
喜
ば
ざ
る
を
謂
う
。
他
人

の
天
す
ら
か
つ
喜
ば
ず
。
況
ん
や
吾
の
天
を
や
。
天
道
を
尽
く

す
こ
と
す
ら
か
つ
喜
ば
ず
。
況
ん
や
人
道
を
守
る
に
お
い
て
を

ゃ
゜
並
び
に
激
語
を
用
い
て
、
而
る
後
に
人
多
く
惑
う
。

荘
子
』
の
主
意
は
、
全
人
が
天
の
道
に
則
る
こ
と
を
重
視
し
て

い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
に
「
天
を
悪
む
」
等

の
過
激
な
表
現
を
用
い
て
い
る
と
履
軒
は
考
え
た
。
ま
た
、
『
離
題
』

で
は
他
に
も
『
荘
子
』
の
表
現
を
「
矯
激
の
言
」
（
秋
水
篇
「
是
の

故
に
大
人
の
行
は
…
…
」
の
箇
所
に
対
す
る
『
離
題
』
）
と
述
べ
る

箇
所
も
あ
り
、
『
荘
子
』
に
お
け
る
文
章
表
現
が
過
激
に
な
る
傾
向

が
あ
る
と
履
軒
が
考
え
て
い
た
の
を
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
時
に
過
激
に
過
ぎ
る
表
現
が
『
荘
子
』
に
は
見
え
る

が
、
そ
の
よ
う
な
表
現
か
ら
『
荘
子
』
の
文
章
に
一
種
独
特
の
余
韻

と
も
言
う
べ
き
味
が
醸
し
出
さ
れ
る
と
履
軒
は
考
え
た
。
例
え
ば
、

斉
物
論
篇
の
有
名
な
「
胡
蝶
の
夢
」
の
箇
所
に
、
履
軒
は
次
の
よ
う

こ
、
う
。

'し`
し

説
破
せ
ず
し
て
、
余
意
は
言
外
に
在
り
。
是
れ
文
の
妙
処
な
り
。

も
と

乃
ち
以
為
え
ら
く
人
の
参
究
を
要
む
れ
ば
、
則
ち
説
隠
る
。

同
じ
「
胡
蝶
の
夢
」
の
箇
所
に
、
林
希
逸
注
は
「
此
の
一
句
結

に
似
て
結
せ
ず
し
て
、
却
っ
て
説
破
せ
ず
。
人
の
此
に
就
き
て
参
究

す
る
こ
と
を
要
す
」
と
述
べ
る
。
林
希
逸
は
こ
の
箇
所
の
『
荘
子
』

の
文
章
に
対
し
て
、
こ
の
箇
所
の
文
意
を
説
き
明
か
し
追
究
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
林
希
逸
の
説

に
反
対
し
、
『
荘
子
』
の
言
外
に
漂
う
余
韻
こ
そ
が
そ
の
文
章
の
優

れ
た
点
で
あ
り
、
文
意
を
追
究
す
る
ほ
ど
に
『
荘
子
』
の
本
意
は
隠

れ
て
し
ま
う
と
い
う
。

ひ
と

ま
た
、
大
宗
師
篇
「
其
の
（
知
の
）
待
っ
所
の
者
、
特
り
未
だ
定

ま
ら
ず
」
に
対
し
て
、
『
離
題
』
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
待
つ
所
」
は
将
に
来
た
ら
ん
と
す
る
に
在
り
。
将
に
来
た
ら

ん
と
す
る
が
故
に
「
未
だ
定
ま
ら
ざ
る
」
の
み
。
将
に
来
た
ら

ん
と
す
る
者
は
、
果
た
し
て
天
な
る
か
、
果
た
し
て
人
な
る
か
。

逆
観
す
べ
か
ら
ず
。
…
…
未
だ
知
る
べ
か
ら
ざ
る
者
を
以
て
之

を
結
ぶ
。
是
れ
暗
に
天
人
と
合
し
て
敢
え
て
断
ぜ
ず
。
是
れ
荘

子
の
伎
個
な
り
。

『
荘
子
』
の
文
章
は
白
黒
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
で
き
る

限
り
断
定
的
な
表
現
を
避
け
る
傾
向
が
あ
る
と
履
軒
は
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
点
が
荘
子
の
優
れ
た
技
量
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
断
定
的
な
表
現
を
せ
ず
、
表
現
を
曖
昧
の
ま
ま
に
し

て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
独
特
の
余
韻
を
残
す
手
法
が
『
荘
子
』
に
お

い
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
手
法
は
得
て
し
て
読

者
に
は
理
解
し
づ
ら
い
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
斉
物
論
篇
「
指
を

以
て
指
の
指
に
非
ざ
る
を
喩
す
は
、
指
に
非
ざ
る
も
の
を
以
て
指
の
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指
に
非
ざ
る
を
喩
す
に
若
か
ず
」

゜

ち
ノ
‘
 

し

の
箇
所
に
対
し
て
、

『
離
題
』
は

特
り
措
辞
の
幽
謬
に
し
て
味
有
り
。
却
っ
て
後
人
の
惑
い
を
生

ず
る
の
み
。

こ
の
よ
う
に
『
荘
子
』
の
文
章
は
読
者
を
惑
わ
せ
る
こ
と
も
し
ば

し
ば
な
の
で
あ
る
。
先
の
庚
桑
楚
篇
の
『
離
題
』
に
お
い
て
も
「
並

び
に
激
語
を
用
い
て
、
而
る
後
に
人
多
く
惑
う
」
と
も
言
わ
れ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
に
読
者
を
迷
わ
せ
る
よ
う
な
表
現
が
多
く
な
れ
ば
、

様
々
な
問
題
が
起
こ
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
一
部
の
読
者
に
と
っ
て
は

あ
ま
り
に
『
荘
子
』
の
文
章
が
曖
昧
に
過
ぎ
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば

そ
の
文
意
を
誤
解
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
寓
言
篇
「
終
身
言
わ
ざ
れ
ば
、
未
だ
嘗
て
言
わ
ず
ん
ば

あ
ら
ず
」
に
対
す
る
『
離
題
』
に
い
う
。

…
…
只
だ
是
れ
上
文
を
反
復
し
て
言
と
為
す
。
別
義
有
る
に
非

ず
。
是
れ
漆
園
の
家
法
に
し
て
、
究
党
は
「
言
」
と
「
不
言
」

と
同
じ
と
云
う
の
み
。
乃
ち
拗
語
を
用
い
て
、
以
て
人
を
弄
す

る
の
み
。

寓
言
篇
の
上
文
に
は
「
終
身
言
え
ば
、
未
だ
嘗
て
言
わ
ず
」
と
あ

り
、
同
様
の
内
容
を
逆
の
方
向
か
ら
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

文
意
と
し
て
は
簡
明
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
荘
子
』
は
ひ
ね

く
れ
た
言
葉
を
用
い
て
読
者
を
幻
惑
し
て
い
る
と
履
軒
は
い
う
。
従

っ
て
、
履
軒
は
『
荘
子
』
の
文
章
に
対
し
て
、
「
拗
説
妙
理
」
「
拗
説

倒
語
」
（
共
に
斉
物
論
篇
中
の
『
離
題
』
）
と
述
べ
る
箇
所
も
見
ら
れ

る。
こ
の
よ
う
に
『
荘
子
』
の
文
章
に
幻
惑
さ
れ
る
読
者
は
多
い
が
、

そ
の
最
た
る
者
は
林
希
逸
で
あ
る
と
履
軒
は
考
え
た
。
例
え
ば
、
在

宥
篇
に
「
党
の
天
下
を
治
む
る
や
、
天
下
を
し
て
欣
欣
焉
と
し
て
人

に
其
の
性
を
楽
し
ま
し
む
。
是
れ
括
な
ら
ず
。
架
の
天
下
を
治
む
る

や
、
天
下
を
し
て
痒
痒
焉
と
し
て
人
に
其
の
性
を
苦
し
ま
し
む
。
是

れ
愉
な
ら
ず
」
と
あ
る
。
そ
の
本
文
に
対
し
て
、
林
希
逸
は
「
『
不

括
』
を
以
て
『
不
愉
』
に
比
す
。
便
ち
軽
重
無
し
」
と
述
べ
て
、
発

と
架
と
の
天
下
を
治
め
る
方
法
に
は
軽
重
の
差
は
な
い
と
解
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

荘
子
は
拗
を
好
む
。
是
れ
其
の
軽
重
に
就
く
が
故
に
是
の
語
を

作
り
て
、
比
し
て
之
を
論
ず
る
の
み
。
乃
ち
此
を
以
て
荘
子
を

病
す
る
か
。
則
ち
是
れ
荘
子
を
読
み
得
ざ
る
者
は
、
必
ず
其
の

笑
う
所
と
為
る
。

発
と
架
と
の
天
下
を
治
め
る
方
法
に
は
や
は
り
格
差
が
あ
る
と
履

軒
は
い
う
。
こ
こ
に
架
よ
り
も
発
を
評
価
す
る
儒
者
と
し
て
の
履
軒

の
考
え
を
窺
え
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
し
か
し
そ
れ
は
さ
て
お
き
、

林
希
逸
は
『
荘
子
』
の
ひ
ね
く
れ
た
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
て
本
文
を
読

み
誤
り
、
発
と
架
と
の
治
世
を
同
等
に
見
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
『
荘

子
』
の
真
意
を
正
し
く
理
解
で
き
な
い
者
に
は
『
荘
子
』
を
批
判
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
え
っ
て
荘
子
に
笑
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
履
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軒
は
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
荘
子
』
の
文
章
に
幻
惑
さ
れ
な
が
ら
も
、
林
希
逸

自
身
は
そ
の
よ
う
な
自
覚
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
履
軒
か
ら
見
れ

ば
、
そ
の
点
が
ま
さ
し
く
林
希
逸
の
至
ら
ぬ
点
な
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
徐
無
鬼
篇
「
古
の
真
人
は
、
之
を
得
る
や
生
き
、
之
を
得
る
や

死
し
、
之
を
得
る
や
死
し
、
之
を
得
る
や
生
く
」
に
対
し
て
、
履
軒

は
次
の
よ
う
に
い
う
。

…
•
•
•
下
の
両
句
を
復
す
る
は
、
即
ち
漆
園
の
拗
処
に
し
て
、
徒

に
深
遠
を
規
し
て
、
以
て
人
を
眩
ま
す
の
み
。
畢
覚
は
蛇
足
な

り。〔
林
希
逸
〕
註
の
字
解
を
失
す
。
故
に
総
じ
て
条
理

な
し
。
且
つ
漆
園
の
眩
ま
す
所
と
為
り
て
、
自
覚
せ
ず
。

林
希
逸
の
よ
う
に
『
荘
子
』
の
文
章
に
幻
惑
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
手
法
で
そ
の
文
章
を
と
ら
え
れ
ば
い
い
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
『
荘
子
』
の
文
章
を
こ
と
さ
ら
に
理
解
し
よ
う

と
す
る
態
度
を
捨
て
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
逍
遥
遊
篇
に
発
が

天
下
を
治
め
て
か
ら
貌
姑
射
の
山
に
神
人
を
見
て
以
後
、
茫
然
と
な

っ
て
天
下
を
治
め
た
こ
と
を
忘
れ
る
説
話
が
あ
る
。
そ
の
箇
所
に
対

し
て
、
林
希
逸
注
は
「
正
に
学
者
の
此
く
の
如
く
描
摸
す
る
（
推
し

量
る
）
を
要
す
。
前
後
の
解
者
正
に
そ
の
圏
櫃
中
に
落
つ
。
何
ぞ

以
て
荘
子
を
読
む
に
足
ら
ん
。
其
の
実
は
み
な
寓
言
な
り
。
大
抵
謂

し
さ

え
ら
く
、
人
は
各
々
見
る
所
を
局
り
て
自
ら
其
の
迷
い
の
著
な
る
を

知
ら
ず
。
必
ず
大
見
識
を
有
せ
ば
、
方
に
能
く
自
ら
照
破
す
と
」
と

述
べ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
い
う
。

荘
子
は
元
々
人
の
描
摸
を
要
さ
ず
。
何
ぞ
曾
て
圏
櫃
あ
ら
ん
。

又
た
人
の
自
ら
照
破
す
る
を
要
す
る
に
非
ず
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
林
希
逸
注
に
真
っ
向
か
ら
反
対
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
『
荘
子
』
の
文
章
は
こ
と
さ
ら
に
解
釈
し
て
そ
の
意
を

求
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
曖
昧
な
ま
ま
で
解
釈
を
留
保
し
て
初

め
て
正
し
い
解
釈
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
履
軒
は
い
う
。

従
っ
て
、
履
軒
は
「
荘
子
の
意
は
、
是
れ
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
付

し
て
、
之
の
意
を
彊
求
す
る
こ
と
な
か
れ
。
註
家
之
を
察
せ
ず
し

ひ

て
、
経
を
引
き
禅
を
援
き
、
解
を
益
し
結
を
益
す
。
宜
し
く
之
を
掃

う
べ
し
。
而
る
後
に
通
ず
べ
し
」
（
秋
水
篇
「
河
伯
日
く
、
然
ら
ば

則
ち
吾
天
地
を
大
と
し
て
竜
末
を
小
と
す
る
は
可
な
る
か
と
」
章

に
対
す
る
『
離
題
』
）
と
い
う
。

他
に
も
履
軒
は
「
深
く
求
む
る
こ
と
な
か
れ
」
と
述
べ
る
箇
所
が

あ
り
（
注
11)
、
曖
昧
な
ま
ま
で
解
釈
を
保
留
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
一
種
独
特
の
余
韻
と
も
言
う
べ
き
『
荘
子
』

の
文
章
の
優
れ
た
点
を
玩
味
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

実
際
の
と
こ
ろ
は
「
読
者
其
の
浮
言
の
証
し
を
受
く
」
（
肱
策

篇
「
故
に
日
く
、
魚
は
淵
を
脱
す
べ
か
ら
ず
、
国
の
利
器
は
以
て
人

に
示
す
べ
か
ら
ず
」
の
箇
所
に
対
す
る
『
離
題
』
）
、
「
註
家
は
み
な

其
れ
愚
弄
さ
れ
、
其
の
言
に
酔
わ
さ
る
」
（
徐
無
鬼
篇
を
知
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り
、
大
陰
を
知
り
…
・
:
」
の
箇
所
に
対
す
る
『
離
題
』
）
と
『
離
題
』

に
あ
る
よ
う
に
、
林
希
逸
を
初
め
と
し
て
『
荘
子
』
の
注
釈
者
は
し

ば
し
ば
『
荘
子
』
に
幻
惑
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
幻
惑
さ
れ

る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
点
も
見
ら
れ
る
。
と
言
う
の
も
、
『
荘
子
』
の

過
激
な
寓
言
の
中
に
は
あ
ま
り
に
度
の
過
ぎ
た
も
の
も
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
庚
桑
楚
篇
「
動
く
こ
と
已
む
を
得

ざ
る
を
以
て
す
る
を
之
れ
徳
と
謂
い
、
動
く
こ
と
我
に
非
ざ
る
無
き

を
之
れ
治
と
謂
う
。
名
は
相
い
反
す
れ
ど
も
、
実
は
相
い
順
う
」
に

対
す
る
『
離
題
』
に
い
う
。

此
の
類
い
は
是
れ
荘
子
の
短
処
な
り
。
其
の
実
見
る
所
無
し
。

徒
に
語
言
を
撰
出
し
て
、
以
て
員
を
備
う
（
数
の
中
に
入
れ
る
）
。

是
の
故
に
字
句
拘
棘
（
読
み
に
く
い
）
に
し
て
、
人
を
し
て

思
睡
せ
し
め
、
殊
に
英
発
し
て
人
を
醒
ま
さ
し
む
る
者
無
し
。

荘
子
を
読
む
者
は
、
尤
も
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

こ
の
よ
う
に
『
荘
子
』
の
文
章
自
体
に
や
や
迂
遠
に
過
ぎ
る
面
が

見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
読
者
を
し
て
『
荘
子
』
を
読
み
誤

ら
せ
る
と
き
が
あ
る
。
天
地
篇
に
、
華
の
封
人
が
発
に
対
し
て
長
寿

と
富
裕
と
子
に
男
子
が
多
い
こ
と
と
を
祝
し
た
の
を
尭
が
断
っ
た
説

話
が
あ
る
が
、
履
軒
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

発
は
既
に
天
下
を
富
有
す
。
封
人
の
祝
、
何
を
か
用
て
之
に
益

さ
ん
と
欲
す
る
や
。
党
も
又
た
何
ぞ
辞
す
る
や
。
是
の
言
語

其
の
人
に
応
じ
ざ
る
は
荘
生
の
辣
処
と
謂
う
べ
し
。
あ
に
寓
言

虚
辞
に
し
て
、
自
ら
辣
漏
を
免
れ
ず
。

儒
者
で
あ
る
履
軒
に
と
っ
て
、
聖
人
た
る
発
が
封
人
の
祝
福
を
断

る
理
由
は
な
い
。
発
の
性
格
を
見
誤
っ
て
、
祝
福
を
断
ら
せ
る
と
こ

ろ
に
『
荘
子
』
の
寓
言
が
不
十
分
な
点
が
あ
る
と
履
軒
は
考
え
た
。

そ
の
他
に
も
『
離
題
』
に
は
「
寓
言
破
綻
の
処
」
と
述
べ
る
箇
所
も

あ
り
（
注
12)
、
履
軒
は
『
荘
子
』
の
文
章
に
対
し
て
、
や
や
寓
言

の
過
ぎ
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。

た
だ
、
寓
言
の
中
で
も
、
現
実
中
に
あ
ま
り
に
あ
り
そ
う
も
な
い

も
の
に
対
し
て
は
、
履
軒
は
荘
子
の
自
筆
で
は
な
い
と
疑
う
。
例
え

ば
、
譲
王
篇
に
孔
子
が
顔
回
に
対
し
て
、
仕
官
を
し
な
い
理
由
を
尋

ね
、
そ
れ
に
顔
回
が
答
え
る
説
話
が
見
え
る
。
そ
の
箇
所
に
『
離
題
』

す
ぺ

は
「
是
の
章
都
て
顔
子
の
人
と
な
り
を
得
ず
。
是
れ
寓
言
の
善
か

ら
ざ
る
者
な
り
。
漆
園
の
筆
に
非
ず
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
寓
言
の

語
は
な
い
も
の
の
、
『
荘
子
』
の
文
章
の
特
徴
か
ら
は
か
け
離
れ
た

性
質
を
も
つ
説
話
に
対
し
て
は
、
荘
子
の
自
筆
で
は
な
い
と
述
べ
る

箇
所
が
『
離
題
』
に
は
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
逍
遥
遊
篇
の
冒
頭
に

有
名
な
大
鵬
説
話
が
見
え
、
そ
れ
に
続
く
箇
所
に
殷
の
湯
王
が
棘
と

い
う
臣
下
に
大
鵬
説
話
を
聞
く
説
話
が
見
え
る
。
『
離
題
』
で
は
次

の
よ
う
に
い
う
。

是
の
一
節
、
蓋
し
後
人
の
拳
倣
の
筆
に
し
て
、
誤
り
て
此
に
撥

入
す
。
南
華
老
（
荘
子
）
必
ず
此
く
の
如
き
複
言
重
説
も
て
人

を
し
て
厭
わ
し
む
る
こ
と
無
し
。
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『
離
題
』
に
お
い
て
は
、
他
に
も
荘
子
の
自
筆
で
は
な
い
こ
と
を

疑
う
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
（
注
13)
。

以
上
、
履
軒
か
ら
見
た
『
荘
子
』
の
文
章
に
つ
い
て
検
討
し
て
き

た
。
『
荘
子
』
は
確
か
に
異
端
の
書
で
あ
る
。
た
だ
、
異
端
で
あ
る

が
故
に
正
統
で
あ
る
儒
教
の
書
の
よ
う
な
一
種
の
堅
苦
し
さ
を
も
っ

も
の
と
は
な
ら
ず
、
形
式
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
奔
放
性
を
も
つ
文

章
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
文
章
の
性
格
は
『
荘
子
』
に

お
い
て
は
寓
言
に
表
れ
て
い
る
と
履
軒
は
考
え
た
。
林
希
逸
ら
の
注

解
者
に
と
っ
て
、
『
荘
子
』
の
寓
言
は
荒
唐
無
稽
な
表
現
で
あ
る
と

し
て
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
履
軒
は
先
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
寓
言
の
自
由
奔
放
性
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
評
価
か
ら
、
履
軒
の
『
荘
子
』
の
書
全
体
に
対
す
る
肯

定
的
な
評
価
が
導
き
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
『
荘
子
』
が
そ
の
文
章
に
寓
言
を
多
く
用
い
、
断
定

的
な
表
現
を
抑
え
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
『
荘
子
』
に

見
え
る
思
想
の
特
性
が
現
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
次
章
に
お

い
て
、
履
軒
か
ら
見
た
『
荘
子
』
の
思
想
の
特
性
に
つ
い
て
検
討
し

た
い
。

3
.
『
荘
子
』
の
思
想

・
『
荘
子
』
の
万
物
斉
同

万
物
斉
同
思
想
は
思
想
の
特
徴
と
し
て
最
も
有
名
な
も

の
の
―
つ
で
あ
る
。
履
軒
は
、
こ
の
万
物
斉
同
思
想
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
見
解
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
斉
物
論
篇
の
冒
頭

に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

後
儒
の
語
録
随
筆
、
往
々
に
し
て
是
の
篇
名
に
据
り
て
、
荘
子

を
排
す
る
も
、
解
を
謬
り
て
物
の
論
を
斉
し
く
す
に
作
る
。
読

書
の
歯
葬
（
粗
雑
で
あ
る
こ
と
）
、
其
の
害
少
な
か
ら
ず
。

「
斉
物
論
」
の
語
に
つ
い
て
は
二
種
の
解
釈
が
存
在
し
て
い
る
。

―
つ
は
「
物
を
斉
し
く
す
る
の
論
」
と
す
る
説
で
、
六
朝
期
以
来
の

解
釈
で
あ
る
（
注
14)
。
す
な
わ
ち
、
彼
此
や
善
悪
の
区
別
は
相
対

的
な
も
の
で
あ
り
、
大
い
な
る
見
地
か
ら
見
れ
ば
そ
の
よ
う
な
区
別

は
な
く
な
り
、
万
物
は
す
べ
て
斉
し
い
と
い
う
。
も
う
一
種
は
「
物

論
を
斉
し
く
す
」
と
す
る
説
で
、
宋
代
以
降
の
学
者
が
主
に
唱
え
て

い
る
。
こ
ち
ら
は
様
々
の
議
論
を
統
一
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
と
い
う

意
で
、
林
希
逸
注
は
こ
の
説
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
林

希
逸
注
は
斉
物
論
篇
の
冒
頭
に
「
物
論
と
は
、
人
物
の
論
な
り
。
猶

衆
論
と
言
う
が
ご
と
し
。
斉
と
は
一
な
り
。
衆
論
を
合
し
て
一
と
為

さ
ん
と
欲
す
」
と
述
べ
る
（
注

15)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
林

希
逸
の
「
物
の
論
を
斉
し
く
す
」
と
す
る
説
を
批
判
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
前
者
の
「
物
を
斉
し
く
す
る
の
論
」
の
説
と

同
じ
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
履
軒
は
『
荘
子
』
が
万
物
斉
同
の
思

想
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
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『
荘
子
』
の
中
心
思
想
が
万
物
斉
同
思
想
で
あ
る
こ
と
を
履
軒
が

認
め
て
い
る
例
は
『
離
題
』
の
他
の
箇
所
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
例
え
ば
、
肱
徳
篇
「
天
下
は
…
…
み
な
其
の
善
し
と
せ
ざ

る
所
を
非
と
す
る
を
知
る
も
、
其
の
已
に
善
し
と
す
る
所
を
非
と
す

る
を
知
る
者
莫
し
。
是
を
以
て
大
い
に
乱
る
」
に
対
す
る
林
希
逸
注

に
「
善
し
と
せ
ざ
る
は
人
に
在
る
者
な
り
。
已
に
善
し
と
す
る
は
我

に
在
る
者
な
り
」
と
あ
る
。
履
軒
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
善
」
と
「
不
善
」
と
は
当
に
〔
林
希
逸
注
の
い
う
よ
う
に
〕

人
我
を
別
つ
べ
か
ら
ず
。
斉
物
論
も
亦
た
然
り
。

林
希
逸
注
で
は
「
不
善
」
を
他
人
に
、
「
善
」
を
自
分
に
属
せ
し

め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
履
軒
は

考
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
立
場
は
す
べ
て
は
斉
し
い
と
い
う
斉
物
論

の
立
場
と
ま
さ
し
く
同
じ
で
あ
る
と
履
軒
は
述
べ
る
。

も
ち

ま
た
、
斉
物
論
篇
に
お
い
て
、
『
荘
子
』
の
立
場
を
「
明
を
以
う

る
に
若
く
は
莫
し
」
と
述
べ
る
有
名
な
箇
所
に
つ
い
て
、
履
軒
は
い

スノ

「
明
を
以
う
」
と
は
彼
此
の
診
界
を
去
る
こ
と
、
明
燭
の
彼
此

無
き
が
ご
と
く
に
至
る
。
斯
ち
私
心
無
く
ん
ば
、
則
ち
是
非
自

ら
定
ま
る
。

『
荘
子
』
の
い
う
最
高
の
英
知
が
「
明
」
で
あ
る
。
そ
の
「
明
」

の
境
地
は
、
す
な
わ
ち
彼
此
の
区
別
の
な
い
万
物
斉
同
の
境
地
で
あ

る
。
「
私
心
」
の
範
囲
、
す
な
わ
ち
一
部
の
範
囲
の
み
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
公
の
範
囲
、
す
な
わ
ち
全
体
に
ま
で
眼
の
行
き
届
い

て
い
る
こ
と
が
「
明
」
の
境
地
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
明
」
の

境
地
を
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
『
荘
子
』
の
理
想
と
す
る
何

も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
境
地
の
こ
と
で
あ
る
。

『
荘
子
』
の
中
心
的
思
想
が
万
物
斉
同
で
あ
る
こ
と
は
履
軒
も
認

識
し
て
い
る
。
そ
の
点
は
以
上
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
の
万
物
斉
同
の
境
地
は
、
他
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
今
述
べ

た
「
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
境
地
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
境
地
は
『
荘
子
』
中
に
ど
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
以
下
に
そ
の
点
を
検
討
し
て
ゆ
く
。

・
『
荘
子
』
の
自
在
性
重
視

『
離
題
』
中
に
お
い
て
、
『
荘
子
』
思
想
の
特
徴
を
表
す
語
と
し

て
注
目
す
べ
き
語
の
―
つ
は
「
自
在
」
の
語
で
あ
る
。
例
え
ば
、
斉

物
論
篇
「
一
た
び
其
の
成
形
を
受
く
れ
ば
、
亡
せ
ず
し
て
尽
く
る
を

待
た
ん
」
に
対
し
て
、
林
希
逸
注
は
「
人
一
た
び
造
物
に
順
う
こ

と
能
わ
ず
し
て
、
乃
ち
外
物
の
泊
す
る
所
と
為
る
」
と
述
べ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
「
荘
子
は
只
だ
外
役
を
受
け
ず
し
て
安
閑
自

在
た
る
を
欲
す
る
の
み
」
と
い
う
。
林
希
逸
は
、
人
が
偉
大
な
る
「
造

物
」
に
対
し
て
従
順
で
な
け
れ
ば
、
自
分
に
外
在
す
る
も
の
に
苦
し

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
に
対
し
て
、
『
荘
子
』
の
本
意
は
、
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た
だ
外
在
す
る
も
の
に
煩
わ
さ
れ
ず
自
ら
の
自
在
性
を
確
保
す
る
こ

と
を
欲
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
履
軒
は
考
え
る
。

ま
た
、
養
生
主
篇
「
時
に
安
ん
じ
て
順
に
処
れ
ば
、
哀
楽
も
入
る

能
わ
ず
。
古
は
是
れ
を
帝
の
県
解
と
謂
う
」
に
対
し
て
、
履
軒
は
「
『
帝

の
県
解
』
な
れ
ば
、
則
ち
百
自
在
な
り
。
千
自
在
な
り
」
と
述
べ
る
。

「
帝
の
県
解
」
と
は
『
荘
子
』
の
い
う
理
想
的
境
地
の
―
つ
で
、
絶

対
者
に
よ
っ
て
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
履
軒
は
そ
れ

を
「
自
在
」
の
語
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
以
上
の
例
か
ら
す
れ

ば
、
履
軒
が
『
荘
子
』
に
お
け
る
理
想
的
境
地
を
自
由
自
在
で
奔
放

な
境
地
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。
そ
の
他
、
「
自

在
」
の
語
に
つ
い
て
は
大
宗
師
篇
「
大
通
に
同
す
」
に
対
し
て
、
「
『
大

通
』
の
意
は
活
な
り
。
便
ち
是
れ
変
通
自
在
の
意
な
り
」
と
注
す
る

語
も
見
え
、
上
記
の
履
軒
の
見
解
を
一
け
る
こ
と
が
で
き
よ

ぷ
ノ

こ
の
よ
う
な
自
在
性
重
視
の
思
想
と
先
に
述
べ
た
万
物
斉
同
思
想

と
は
密
接
な
関
連
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
は
斉
し
い
と
見
る
万

物
斉
同
の
立
場
で
あ
る
か
ら
こ
そ
‘
―
つ
の
立
場
に
こ
だ
わ
る
こ
と

な
く
自
身
の
自
在
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
履

軒
は
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
よ
う
に
『
荘
子
』
が
自
在
性
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
履

軒
の
見
解
は
、
そ
の
「
道
」
に
対
す
る
認
識
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で

き
る
。
江
戸
期
の
儒
者
に
と
っ
て
「
道
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
、
儒
教
風
の
孔
子
の
「
道
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
特
に
荻
生
祖
練

以
後
は
そ
の
「
道
」
に
対
し
て
政
治
性
を
付
与
す
る
見
解
が
主
流
と

な
っ
て
き
た
。
そ
の
傾
向
は
老
荘
の
説
く
「
道
」
に
対
し
て
も
同
様

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
老
子
離
題
』
を
検
討
し
た
結
果
、
履
軒
は

『
老
子
』
に
つ
い
て
は
そ
の
「
道
」
を
儒
教
風
に
政
治
性
を
付
与
し

た
解
釈
を
施
す
こ
と
は
な
く
、
老
荘
風
の
自
然
的
「
道
」
と
解
し
て

い
た
。
（
注
16)
。
そ
れ
で
は
、
『
荘
子
離
題
』
に
お
い
て
は
「
道
」

を
ど
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

履
軒
は
『
荘
子
離
題
』
に
お
い
て
も
「
道
」
は
そ
の
ま
ま
老
荘
風

に
解
釈
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
刻
意
篇
に
見
え
る
「
純
素
の
道
」
の

語
に
対
し
て
は
「
『
純
素
の
道
』
は
、
猶
自
然
に
循
う
の
道
な
り
。

亦
た
荘
生
の
尚
ぶ
所
な
り
」
と
履
軒
は
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
前
出

の
山
木
篇
に
市
南
宜
僚
が
魯
侯
に
対
し
て
「
吾
は
…
・
：
独
り
道
と
与

に
大
莫
の
国
に
遊
ぶ
こ
と
を
願
う
」
と
述
べ
る
箇
所
に
、
履
軒
は
「
市

南
子
は
…
…
之
（
魯
侯
）
を
導
く
に
沖
虚
の
道
を
修
む
る
の
み
」
と

い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
履
軒
の
「
道
」
に
対
す
る
解
釈
は
当
時
の
儒

者
ら
の
よ
う
な
政
治
性
を
付
与
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

履
軒
の
「
道
」
の
解
釈
は
老
荘
風
で
あ
る
。
た
だ
、
老
荘
風
と
い

っ
て
も
実
は
ま
だ
明
確
な
「
道
」
の
定
義
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
老

荘
風
の
「
道
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
履
軒
の
「
道
」
に
対
す
る
見
解
を
も
う
少
し
詳
細
に
検
討

し
て
み
よ
う
。
履
軒
に
と
っ
て
ま
ず
「
道
」
と
は
「
万
物
の
宗
な
り
。
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こ
こ

故
に
万
物
の
資
た
り
」
（
知
北
遊
篇
万
物
み
な
往
き
て
焉
に
資
り

と
ぼ

て
直
し
か
ら
ず
。
此
れ
其
れ
道
か
」
に
対
す
る
『
離
題
』
）
と
い
う

べ
き
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
唯
だ
道
な
れ
ば
、
則
ち
之
を
包
み

て
遺
す
所
無
し
。
可
と
不
可
と
み
な
其
の
中
に
存
す
」
（
天
下
篇
「
影

蒙
田
餅
慎
到
…
…
日
＜
…
…
道
は
則
ち
遺
す
無
き
者
な
り
」
に
対
す

る
『
離
題
』
）
と
い
う
よ
う
に
万
物
を
あ
ま
ね
く
包
み
こ
む
存
在
で

も
あ
る
。

た
だ
、
そ
の
よ
う
な
「
道
」
の
存
在
は
、
ど
の
よ
う
な
知
者
で
あ

っ
て
も
知
覚
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
履
軒
は
「
道
の

微
砂
た
る
者
は
、
知
者
と
雖
も
亦
た
知
る
こ
と
能
わ
ず
」
（
庚
桑
楚

篇
「
知
者
の
知
ら
ざ
る
所
は
、
猶
脱
の
ご
と
し
」
に
対
す
る
『
離
題
』
）

と
い
う
。
従
っ
て
、
人
が
「
道
」
を
い
か
に
そ
の
言
語
に
と
ら
え
よ

う
と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
秋
水
篇
「
北

海
若
日
わ
く
、
道
を
知
る
者
は
、
必
ず
理
に
達
す
」
に
対
し
て
、
履

軒
は
「
荘
生
は
道
の
模
糊
た
る
を
見
る
。
故
に
其
の
言
糊
を
含
む
」

と
述
べ
、
荘
子
自
身
、
道
が
曖
昧
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
の
で
そ
の
言
莱
も
明
確
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
履

軒
自
身
も
「
道
の
名
状
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
」
（
知
北
遊
篇
「
道

は
当
に
名
づ
く
べ
か
ら
ず
」
に
対
す
る
『
離
題
』
）
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
文
章
表
現
に
長
じ
た
荘
子
を
も
っ
て
し
て
も
「
道
」

を
表
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
従
っ
て
、
履
軒
は
「
道
」
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
い
う
。

道
は
黙
識
自
得
す
る
に
在
り
。
聞
き
て
得
べ
き
者
に
非
ず
。
之

を
聞
け
ば
或
い
は
其
の
惑
う
所
と
為
る
。
（
知
北
遊
篇
「
道
は

聞
く
べ
か
ら
ず
。
聞
く
は
塞
ぐ
に
若
か
ず
」
に
対
す
る
『
離
題
』
）

其
の
知
る
能
わ
ざ
る
所
に
至
れ
ば
止
め
、
復
た
穿
堅
し
て
之
を

知
る
を
求
め
ざ
る
を
言
う
。
是
れ
則
ち
至
道
の
極
と
し
か
云
う
。

（
庚
桑
楚
篇
「
知
は
其
の
知
る
能
わ
ざ
る
所
に
止
ま
る
は
、
至

れ
り
」
に
対
す
る
『
離
題
』
）

不
明
瞭
の
も
の
は
不
明
瞭
の
ま
ま
に
止
め
て
お
く
こ
と
が
履
軒
の

道
に
対
す
る
態
度
な
の
で
あ
る
。
先
に
林
希
逸
注
に
対
す
る
履
軒
の

批
判
的
な
態
度
を
指
摘
し
た
箇
所
に
お
い
て
も
述
べ
た
が
、
履
軒
は

『
荘
子
』
の
文
章
に
対
し
て
こ
と
さ
ら
に
解
釈
を
深
め
る
こ
と
を
好

ま
な
い
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
態
度
は
「
道
」
の
解
釈
に
お
い
て
も

共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
『
荘
子
』
中
に
見
え
る
「
道
」
に
は
人
間
の
浅
薄
な
解

釈
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
広
汎
な
働
き
が
あ
る
と
履
軒
は
認
め
て
い

た
。
彼
は
知
北
遊
篇
に
見
え
る
「
道
」
の
形
容
に
対
し
て
以
下
の
よ

う
に
文
意
に
即
し
て
素
直
に
解
釈
す
る
。
ま
ず
、
知
北
遊
篇
の
本
文

は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

其
の
来
る
や
迩
無
く
、
其
の
往
く
や
崖
無
し
。
門
無
く
房
無
く
、

む
か

四
達
し
て
皇
皇
た
り
。
此
を
激
え
る
者
は
、
四
枝
彊
く
、
思
慮

拘
達
し
、
耳
目
聡
明
に
し
て
、
其
の
心
を
用
う
る
や
労
せ
ず
、

其
の
物
に
応
ず
る
や
方
無
し
。
天
得
ざ
れ
ば
高
か
ら
ず
、
地
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万
物

得
ざ
れ
ば
広
か
ら
ず
、
日
月
得
ざ
れ
ば
行
ら
ず
、

得
ざ
れ
ば
昌
な
ら
ず
。
此
れ
其
れ
道
か
。

そ
の
本
文
に
対
し
て
、
履
軒
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
其
来
無
迩
」
よ
り
「
四
達
之
皇
皇
也
」
に
至
る
は
、
並
び
に

至
道
の
状
を
述
ぶ
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
道
は
皇
々
四
達
に
し
て
、

窒
凝
す
る
所
無
く
、
其
の
来
去
は
「
迩
無
く
」
「
崖
無
く
」
、
其

の
居
は
「
門
無
く
房
無
し
」
。

「
四
枝
彊
」
よ
り
「
無
方
」
に
至
る
は
、
道
を
得
る
の
効
を
語

る。
す

で
既
巳
に
「
聡
明
」
「
洵
達
」
な
り
。
故
に
思
慮
し
て
心
を
用
う

る
に
、
労
せ
ず
し
て
獲
。
故
に
「
労
せ
ず
」
と
日
う
。
其
の
物

に
応
ず
る
や
窮
せ
ず
し
て
、
機
に
随
い
変
に
適
し
、
一
定
の
方

無
し
。
故
に
「
方
無
し
」
と
日
う
。

「
天
不
得
」
以
下
の
語
は
、
道
の
妙
用
広
循
な
る
を
云
う
。

こ
の
よ
う
に
、
履
軒
か
ら
見
た
『
荘
子
』
中
の
道
の
働
き
は
、
広

汎
に
し
て
際
限
な
く
、
人
間
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
。

そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
も
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
こ

と
が
で
き
、
し
か
も
そ
こ
に
こ
と
さ
ら
な
働
き
は
見
え
な
い
。
こ
の

知
北
遊
篇
の
『
離
題
』
に
説
か
れ
た
道
の
性
格
に
も
、
『
荘
子
』
に

お
け
る
自
在
性
重
視
の
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
履
軒
は
認
識
し

て
い
た
。

以
上
、
『
荘
子
離
題
』
を
検
討
し
て
き
た
結
果
、
履
軒
か
ら
見
れ

ば
、
『
荘
子
』
の
中
心
的
思
想
は
万
物
斉
同
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
が

『
荘
子
』
の
自
在
性
重
視
の
傾
向
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
。

最
後
に
、
も
う
一
点
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、
履
軒
か
ら
見
た
『
荘

子
』
思
想
の
特
徴
と
し
て
取
り
上
げ
た
自
在
性
重
視
の
傾
向
が
、
実

は
、
先
に
検
討
し
た
『
荘
子
』
中
に
見
え
る
聖
人
の
性
格
の
一
端
を

表
す
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
聖
人
の
性
格
に
つ
い
て
、
例

え
ば
、
庚
桑
楚
篇
「
万
物
は
無
有
よ
り
出
ず
。
有
は
有
を
以
て
有
と

為
す
こ
と
能
わ
ず
。
必
ず
無
有
よ
り
出
ず
。
而
し
て
無
有
は
一
の
有

か
く

な
り
（
注

17)
。
聖
人
は
是
に
蔵
る
」
の
箇
所
の
『
離
題
』
に
履
軒

は
い
う
。有

無
混
然
を
最
上
乗
と
為
す
。
故
に
「
聖
人
は
是
に
蔵
る
」
と

日
う
。
「
是
」
と
は
有
無
混
然
を
指
す
。

聖
人
の
居
る
べ
き
場
所
は
「
有
無
混
然
」
た
る
万
物
斉
同
の
境
地

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
所
に
聖
人
は
居
る
か
ら
こ
そ
彼

自
身
の
自
在
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
具

体
的
に
言
え
ば
、
例
え
ば
、
天
下
篇
「
天
を
以
て
宗
と
為
し
、
徳
を

以
て
本
と
為
し
、
道
を
以
て
門
と
為
し
、
変
化
に
兆
す
、
之
を
聖
人

と
謂
う
」
に
対
す
る
『
離
題
』
で
あ
る
。

「
変
化
に
兆
す
」
と
は
、
兆
を
機
の
前
に
見
て
、
随
い
て
変
化

終
わ
り
に
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一
方
に
拘
ら
ざ
る
な
り
。

こ
の
よ
う
に
聖
人
は
こ
の
世
界
の
変
化
に
対
応
し
て
、
と
ら
わ
れ

る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
、
前
出
の
「
聖
人
は
物
に
循
い
、
衆
人
は

物
に
化
せ
ら
る
」
（
則
陽
篇
「
日
々
に
物
と
化
す
る
者
」
に
対
す
る

『
離
題
』
）
と
同
様
の
性
格
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
聖
人
」
の
語
で
は

な
く
「
真
人
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
履
軒
は
「
真
人
は
其
の
変
に
当

た
れ
ば
、
則
ち
ま
た
変
に
随
い
て
応
ず
。
預
め
備
え
を
設
く
る
所
無

し
」
（
徐
無
鬼
篇
「
真
人
…
…
は
、
其
の
平
な
る
や
縄
、
其
の
変
な

る
や
循
な
り
」
に
対
す
る
『
離
題
』
）
と
述
べ
る
。
こ
の
箇
所
の
「
真

人
」
は
ほ
ぼ
「
聖
人
」
の
語
と
同
義
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
以
上

の
検
討
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
は
、
『
荘
子
』
に
お
け
る
基
本
的

な
思
想
と
儒
教
風
の
聖
人
と
の
性
格
と
は
通
じ
る
点
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

は
正
統
で
あ
る
儒
教
風
の
聖
人
に
は
及
ば
な
い
異
端
の

人
荘
子
の
著
し
た
書
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
履
軒
は
同
じ
異
端

で
あ
る
『
老
子
』
に
比
べ
れ
ば
『
荘
子
』
の
方
を
よ
り
高
く
評
価
し

て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
『
荘
子
』
に
お
け

る
卓
越
し
た
文
章
表
現
を
履
軒
が
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
た
。
た
だ
、
も
う
少
し
根
本
的
な
要
因
と
し
て
『
荘
子
』
の

思
想
に
対
し
て
、
履
軒
は
か
な
り
の
共
感
の
念
を
持
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
『
荘
子
』
の
基
本
的
思
想
で
あ
る

万
物
斉
同
思
想
と
、
そ
の
思
想
を
反
映
し
た
自
在
性
重
視
の
傾
向
に

し、

対
す
る
共
感
が
履
軒
の
『
荘
子
』
へ
の
評
価
を
高
か
ら
し
め
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
『
荘
子
』
の
思
想
に
、
履

軒
の
理
想
と
す
る
儒
教
的
聖
人
の
変
幻
自
在
な
性
格
と
通
じ
る
面
を

見
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
に
よ
っ
て
、
履
軒
の
『
荘
子
』
に

対
す
る
共
感
の
度
は
一
層
強
ま
っ
た
と
考
え
る
。

『
荘
子
』
の
文
章
は
寓
言
で
あ
り
、
意
味
を
と
ら
え
る
こ
と
が
難

し
い
場
合
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
従
っ
て
、
林
希
逸
注
も
誤
っ
た
解

釈
が
多
い
と
履
軒
は
批
判
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
履
軒
は
自

分
自
身
の
解
釈
に
対
し
て
絶
対
的
自
信
を
持
つ
。
天
地
篇
に
お
い
て
、

『
荘
子
』
の
文
章
の
長
所
に
つ
い
て
述
べ
た
『
離
題
』
は
既
に
取
り

上
げ
た
。
そ
の
箇
所
に
続
く
『
離
題
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

蓋
し
其
の
（
荘
子
の
）
学
老
睛
を
祖
と
し
て
、
之
を
操
縦
す
。
雖

だ
洸
洋
と
し
て
涯
無
き
が
若
く
し
て
、
実
に
定
見
な
く
、
只
だ

依
稀
の
間
に
在
り
。
故
に
其
の
言
や
拳
糊
に
し
て
、
之
を
明
ら

か
に
せ
ん
と
欲
す
と
雖
も
、
自
ら
能
わ
ざ
る
こ
と
有
り
。
…
…

読
む
者
是
の
意
を
知
り
て
、
而
る
後
に
其
の
書
解
す
べ
し
。

瞼
処
は
其
の
眩
む
所
と
為
ら
ず
、
易
処
は
更
に
深
く
は
求
め
ず
。

斯
れ
善
＜
荘
子
を
解
す
る
者
と
為
す
。
あ
あ
千
載
に
其
れ
一

幽
人
（
履
軒
の
号
）
有
り
て
之
を
知
る
の
み
。

難
解
な
箇
所
は
『
荘
子
』
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
解
し
や
す
い
箇
所
は

う
が
っ
た
解
釈
で
も
っ
て
読
む
こ
と
を
し
な
い
こ
と
が
「
拳
糊
」
た

る
『
荘
子
』
の
文
章
に
対
し
て
取
る
べ
き
解
釈
の
態
度
で
あ
る
と
履

(41) 
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軒
は
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
自
在
な
解
釈
の
態
度
を
わ
き
ま

え
て
い
る
の
は
千
載
の
間
に
履
軒
一
人
だ
け
で
あ
る
と
自
負
し
て
い

る。
従
っ
て
、
問
題
は
『
荘
子
』
の
文
章
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

を
解
す
る
者
の
資
質
に
あ
る
と
履
軒
は
考
え
て
い
る
。
『
荘
子
』
の

難
解
な
文
章
を
解
す
る
に
値
す
る
者
に
は
、
熟
読
玩
味
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
そ
の
文
章
は
味
わ
い
深
い
も
の
と
な
る
。
履
軒
が
ま
さ
し
く
そ

う
で
あ
る
。
逆
に
、
『
荘
子
』
の
文
章
を
読
解
す
る
能
力
の
な
い
者

に
と
っ
て
は
見
当
違
い
の
解
釈
を
施
す
し
か
な
い
書
に
『
荘
子
』
は

な
っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
、
『
荘
子
』
と
い
う
書
は
優
れ
た
読
者
の
み
が
読
む
こ
と

の
可
能
な
書
物
で
あ
る
と
履
軒
は
認
識
し
て
い
た
。
こ
の
履
軒
の
見

解
は
、
彼
の
強
烈
な
自
意
識
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

履
軒
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
自
意
識
は
実
際
に
は
他
者
と
の
距
離
を

保
つ
と
い
う
否
定
的
な
面
に
よ
り
一
層
作
用
し
て
い
た
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
。

彼
は
懐
徳
堂
第
二
代
学
主
中
井
梵
庵
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。

そ
し
て
、
父
が
隆
盛
を
築
い
た
懐
徳
堂
は
、
梵
庵
の
長
男
で
履
軒
の

兄
で
あ
る
竹
山
が
受
け
継
い
で
ゆ
く
。
一
方
、
履
軒
は
兄
に
劣
ら
ぬ

豊
か
な
才
能
を
持
ち
な
が
ら
、
自
身
は
懐
徳
堂
の
経
営
に
直
接
携
わ

る
こ
と
な
く
、
懐
徳
堂
と
は
別
に
水
哉
館
の
学
主
と
な
っ
て
学
問
に

勤
し
ん
で
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
屈
折
し
た
境
遇
が
、
当
時
の
正
統
派

で
あ
る
儒
教
を
研
究
し
な
が
ら
も
、
履
軒
を
「
異
端
の
魁
」
た
る
『
荘

子
』
に
親
近
せ
し
め
て
い
っ
た
可
能
性
を
私
は
想
定
し
て
い
る
。

最
後
に
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
荘
子
離
題
』
の
思
想
史
的
意
義

に
つ
い
て
一
言
し
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
江
戸
時
代
の

思
想
界
は
や
は
り
何
と
言
っ
て
も
儒
教
が
主
流
で
あ
っ
た
。
儒
教
は

幕
府
公
認
の
教
え
と
な
り
、
経
世
の
学
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

た
。
つ
ま
り
、
当
時
の
儒
者
ら
は
実
用
の
学
と
し
て
儒
教
を
学
ん
で

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
儒
者
ら
に
と
っ
て
、
老
荘
の
学
は
、

無
用
の
学
と
し
て
当
然
排
斥
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

彼
ら
儒
者
ら
が
老
荘
の
書
を
読
む
場
合
、
ど
う
し
て
も
自
ら
の
立
場

に
引
き
寄
せ
て
解
す
る
傾
向
が
強
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
老
荘
の
書

を
実
用
の
書
と
し
て
読
解
す
る
の
で
あ
る
。

実
際
に
『
老
子
』
と
『
荘
子
』
と
で
は
、
実
用
に
供
す
る
傾
向
の

よ
り
強
い
『
老
子
』
の
方
が
儒
者
ら
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
と

先
行
論
考
に
お
い
て
述
べ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
履
軒
は
違
っ

た
。
彼
は
異
端
の
書
は
異
端
の
書
と
し
て
素
直
に
読
解
す
る
べ
き
で

あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
原
文
を
厳
密
に
読
み
こ
み
、
牽
強
付

会
の
解
釈
を
施
す
こ
と
の
少
な
い
態
度
は
当
時
の
他
の
儒
者
に
は
あ

ま
り
見
ら
れ
な
い
履
軒
独
自
の
態
度
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ

i

つ
上
記
の
よ
う
に
、
江
戸
期
を
通
じ
て
儒
教
は
経
世
の
学
と
し
て
盛

ん
に
研
究
さ
れ
た
。
老
荘
思
想
関
係
の
書
も
経
世
に
資
す
る
『
老
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ー が
よ
く
読
ま
れ
た
。
そ
の
中
で
、
老
荘
思
想
関
係
の
書
に
対
し
て
、

履
軒
の
『
老
子
離
題
』
『
荘
子
離
題
』
の
よ
う
な
純
粋
に
学
問
的
に

対
象
の
書
を
読
解
す
る
態
度
を
も
つ
注
釈
書
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
注
目
す
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
後
期

に
な
っ
て
儒
教
に
と
ら
わ
れ
な
い
多
様
な
価
値
観
が
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
つ
の
事
例
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う

、0カ

拙
稿
「
中
井
履
軒
の
老
子
観
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
暑
号
、

年
）
参
照
。

長
沢
規
矩
也
『
和
刻
本
漢
籍
分
類
目
録
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
七
六
年
）

に
よ
る
と
、
『
老
子
』
関
係
の
和
刻
本
は
三
十
四
種
、
『
荘
子
』
関
係
の
も

の
は
二
十
一
種
出
版
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
数
字
は
、
長
沢
規
矩
也
『
和

刻
本
漢
籍
分
類
目
録
補
正
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
八

0
年
）
に
よ
り
訂
正

し
た
後
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
後
印
本
や
後
修
本
も
含
む
。
た
だ

し
、
写
本
と
明
治
期
以
降
の
刊
本
と
は
除
い
て
い
る
。

ま
た
、
厳
霊
峯
『
周
秦
漢
魏
諸
子
知
見
書
目
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九

三
年
）
に
よ
れ
ば
、
江
戸
期
に
お
け
る
老
荘
思
想
関
係
の
著
述
は
『
老
子
』

に
つ
い
て
は
百
五
十
四
種
、
『
荘
子
』
に
つ
い
て
は
七
十
五
種
存
す
る
。

注

一
九
九
七

6
 

5
 

4
 

3
 た

だ
し
、

こ
の
書
で
は
著
作
年
代
が
未
詳
の
も
の
は
著
者
の
没
年
が
記
さ

れ
て
お
り
、
上
記
の
数
字
は
や
や
正
確
性
を
欠
く
。
た
だ
、
江
戸
期
に
お

い
て
、
『
荘
子
』
よ
り
も
『
老
子
』
が
よ
り
多
く
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
の

一
応
の
目
安
に
は
な
ろ
う
。

江
戸
期
の
林
希
逸
注
の
受
容
と
そ
の
批
判
と
に
つ
い
て
は
、
池
田
知
久

「
日
本
に
お
け
る
林
希
逸
『
荘
子
磯
斎
口
義
』
の
受
容
」
（
二
松
学
舎
大

学
論
集
三
十
一
号
、
一
九
八
八
年
）
参
照
。

『
宋
元
学
案
』
巻
四
十
七
、
文
軒
学
案
を
参
照
。
そ
の
学
問
的
立
場
に

つ
い
て
は
、
荒
木
見
悟
「
林
希
逸
の
立
場
」
（
中
国
哲
学
論
集
七
号
、
一

九
八
一
年
）
参
照
。

た
だ
し
、
履
軒
は
林
希
逸
が
施
す
儒
教
的
解
釈
の
全
て
を
否
定
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
知
北
遊
篇
「
物
は
已
に
死
生

方
円
あ
り
て
、
其
の
根
を
知
る
こ
と
莫
し
」
に
対
し
て
、
履
軒
は
「
所
謂

『
根
』
と
は
、
即
ち
儒
者
の
所
謂
太
極
、
是
れ
な
り
」
と
述
べ
る
。
す
な

わ
ち
、
『
荘
子
』
中
の
「
根
」
の
語
と
宋
学
の
術
語
で
あ
る
「
太
極
」
と

を
同
義
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
林
希
逸
と
同
様
に
、
履
軒

も
『
荘
子
』
中
の
用
語
に
儒
教
的
解
釈
を
施
す
場
合
も
あ
る
。

本
文
に
挙
げ
た
例
以
外
に
も
『
離
題
』
で
は
「
磯
斎
は
其
の
解
す
る
能

の
が

わ
ざ
る
者
あ
れ
ば
、
諏
ち
妙
妙
を
以
て
自
ら
遁
る
。
是
れ
老
猾
の
手
段
な

り
」
（
知
北
遊
篇
「
再
求
仲
尼
に
問
い
て
日
く
」
章
の
林
希
逸
注
に
対

す
る
『
離
題
』
）
や
「
読
み
て
通
じ
が
た
け
れ
ば
、
乃
ち
称
揚
し
て
文
法

と
為
し
、
妙
処
と
為
す
。
是
れ
隅
斎
の
家
法
な
り
」
（
徐
無
鬼
篇
「
恵
子

(43) 
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日
く
」
章
の
林
希
逸
注
に
対
す
る
『
離
題
』
）
と
あ
り
、
林
希
逸
に
対
す

る
履
軒
の
批
判
的
な
態
度
が
看
取
で
き
る
。

7

前
掲
拙
稿
参
照
。

8

履
軒
の
兄
の
中
井
竹
山
も
「
異
端
」
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
る
。
小

堀
一
正
氏
は
、
『
近
世
大
坂
と
知
識
人
社
会
』
（
清
文
堂
出
版
・
一
九
九
六

年
）
第
二
章
「
近
世
後
期
に
お
け
る
『
知
』
の
特
質
」
に
お
い
て
、
「
竹

山
は
宗
教
と
か
信
仰
に
本
質
的
・
潜
在
的
に
備
っ
て
い
る
反
秩
序
性
・
反

権
力
性
を
さ
し
て
、
『
異
端
』
『
邪
誕
之
説
』
『
世
ヲ
匪
ヒ
民
ヲ
惑
ス
ノ
説
』

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

9

履
軒
の
「
朝
三
暮
四
」
説
話
解
釈
に
つ
い
て
は
、
古
賀
芳
枝
「
『
朝
三

暮
四
』
説
話
小
考
」
（
待
兼
山
論
叢
三
十
号
哲
学
篇
・
九
九
六
年
）
参

照。゜
ー

前
掲
拙
稿
参
照
。

す

「
『
心
を
以
て
道
を
捐
て
ず
』
と
は
、
只
だ
心
に
任
せ
て
以
て
道
に
違

わ
ざ
る
を
言
う
の
み
。
深
く
求
む
る
こ
と
な
か
れ
」
（
大
宗
師
篇
「
心
を

以
て
道
を
捐
て
ず
」
の
箇
所
に
対
す
る
『
離
題
』
）
、
「
世
人
み
な
死
去
し

て
、
我
独
り
死
せ
ず
。
意
斯
く
の
如
き
の
み
。
深
く
求
む
る
こ
と
な
か

れ
」
（
在
宥
篇
「
広
成
子
日
く
・
・
・
・
」
の
箇
所
に
対
す
る
『
離
題
』
）
等
。

12

「
既
に
〔
管
仲
は
〕
仲
父
た
り
。
必
ず
御
せ
ず
。
是
れ
寓
言
破
綻
の
処

か
り

な
り
」
（
達
生
篇
「
桓
公
沢
に
田
す
。
管
仲
御
す
」
に
対
す
る
『
離
題
』
）
、

11 

「
舟
車
無
く
、
糧
食
無
し
。
是
れ
国
君
の
言
に
非
ず
。
此
れ
自
ら
寓
言
破

綻
の
処
な
り
」
（
山
木
篇
、
魯
君
•
市
南
宜
僚
説
話
の
箇
所
に
対
す
る
『
離

題
』
）
等
。

13

在
宥
篇
「
賤
し
け
れ
ど
も
任
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
者
は
物
な
り
」
以
下

の
節
に
対
し
て
、
「
是
の
節
以
下
、
荘
生
の
口
気
に
似
ず
。
疑
う
ら
く
は

後
人
の
捕
入
な
ら
ん
。
蓋
し
荘
生
の
意
に
達
せ
ず
し
て
、
妄
り
に
侮
り
を

禦
ぐ
の
術
を
為
す
者
な
り
」
と
あ
る
例
、
天
道
篇
の
、
党
と
舜
と
の
対
話

を
記
す
箇
所
に
対
し
て
、
「
篇
首
よ
り
是
の
節
に
至
る
ま
で
、
頗
る
荘
生

の
筆
カ
ロ
気
に
類
せ
ず
。
或
い
は
恐
ら
く
は
後
人
の
附
益
擦
入
せ
し
者
な

ら
ん
」
と
あ
る
例
等
。

14

例
え
ば
、
『
文
心
離
竜
』
論
説
篇
に
「
荘
周
の
斉
物
、
論
を
以
て
名
と

為
す
」
と
あ
る
も
の
等
。

15

他
に
、
宋
の
王
応
鱗
『
困
学
紀
聞
』
＋
に
「
斉
物
論
、
物
を
斉
し
く
す

る
を
欲
す
る
に
非
ず
。
蓋
し
物
論
の
斉
し
く
し
が
た
き
を
謂
う
」
と
あ
る

説
が
よ
く
知
ら
れ
る
。

16

以
上
の
鏃
論
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
を
参
照
。

17

『
離
題
』
で
は
、
本
文
の
「
無
有
一
無
有
」
に
対
し
て
「
『
一
無
有
』

の
『
無
』
、
疑
う
ら
く
は
術
文
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
『
離
題
』

に
従
っ
て
「
無
」
字
を
削
除
し
た
。

(44) 


