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て
原
瑯
上
後
冊
の
制
爬
を
否
定
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
周
公
謳
政
の

の の

荀
子
の
後
王
息
想

に
古
い
起
源

と
云
つ

に
於
て
始
め
て
開
法
と
し
て

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
後
冊
新
し
く
制
定

あ
っ
た
し
、

荀

子

に

な

る

の

唯

一

の

目

的

で

あ

る

と

云

つ

て

い

る

所

に

、

qst-
）
 

特
の
思
想
が
附
奥
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
云
う
こ
と
れ
る
の
で
あ
る
。

年
代
の

は
百
王
の
同
じ
く
す
る
所
、
古
今
の
一
と
す
る
所
で
あ
っ
て
、
未
だ
そ
の

る
の
が
そ
の

で
あ
ろ
う
。
た
ゞ

の
偲
統
以
外
に
開
法
に
拇
す
る
彼
の
獨

ら
疲
生
し
た
も
の
、

る
者
は
非
ら
ざ
る
な

た
せ
る
為
め
に
一
般
的
に
先
王
制
開
作
業
と
説
明
し
て
い
る
。
開
法
は

す
る
と
い
う
こ
と
は
出
末
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
°
尤
も
孔
子
は

下
有
道
な
れ
ば
開
業
征
伐
天
子
よ
り
出
づ
」

の
他
説
で

し
い
時
期
の
制
闘
者
と
し
て
固
公
を
上
げ
て
い
る

の
治
祉
に
も
劣
ら
ぬ
太
平
時
代
を
蜆
出
せ
し
め
た
の
で
、
そ
の
制
殿
を
ば
公
認
し
た
の

の
法
源
が
不
定
で
あ
り
、

ぬ
の

開
法
の
起

い
う
も
の
は
古
く
、
肺
明
の
啓
示
に
よ
る
も
の
、
民
駅
の

は

の
制
定
に
な
っ
た
も

法
を
窮
め
る
こ
と

は
仁
の
間
題
が
よ

は

の
一
っ
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に

し

て

尊

敬

を

彿

つ

て

き

た

も

の

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

祖

述

と
は
少
し
も
異
と
す
る
に
営
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
と
て
即
法
だ
け
が
唯
一
の
研
究
題
目
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
孔
子
に
あ
っ
て

は
虹
殷
周
の
三
代
の
年
日
か
ら
懸
代
の
王

荀

子

の

後

王

の

己
を
修
め
る
為
め
に
も
、
又
人
を
治
め
る
為
め
に
も
映
く
こ
と
の
出
末
な
い
準
則
と

思

想

鈴

木

し
て
取
上
げ
る
に
至
っ
た
こ

隆



に
一
致
す
る
と
見
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
ぎ
:
し
て

し
た
開
法
は

に-

の
で
あ
り
、

つ
て

は
天
親
と
い
う
も
の

は
人
の
追
を
指
す

、
従
っ
て

け：

み

しー
こi

f
9
 

て

先
王
の
制
定

る
が
、
た
ゞ
孔
孟
に
あ
っ
て
は
こ
の
文
怖
の
側
の

こ
の
心
肉
の

法
の
制
定
に
は

望
の

で‘

の
外
貌
に

の
文
飾
と
見
る
こ
と
は
闘

る
節
文
と
倶
に

和
せ
し
め
、
こ

こ
＇戸＇

J
¥
 

と

こ
と
に
な
り
、
そ
の

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
A

に
先
王
が

て

J

の
欲

る
の
で

の

＼
 

に
人
六
が
相

の
で
あ
る
が
、

の

る

の
で
あ
る
。
即
ち
人
は

つ
て
い
る
が
、
た
ゞ

て
い
る
。

に
つ
い
て
の
起
源
は

つ
て

る
所
か
ら
、
的
法

の
如
く
判
ら
ぬ
と
す
る

の
も
の
で
あ

の

で`

で
、
又
そ
の
故
に
こ
そ

制
開
に
つ
い
て
こ
の
よ

の
上
で
も
郡
想
的
開
法

る
か

ら
な
い
。

の
で
あ
ろ
う
。

日
と
混
風
朕
態
に
陥
つ
て
い
る
の
で
あ

で
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も
周
公
の
よ

荀
子
0

後
王
息
想

明
と

つ
こ

な
ら
ば
後
冊
の

る
こ
と
を



の

の
後
王
晶
想

つ
の
関
法
が
文
飾
の
黙
に
つ
い
て
文
と

は
何
に
本
い
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ

しこ

い
て
荀
子
は
蜆
に
通
行
す
る

取
上
げ
て
仔
細
に

し

て

見

る

ス

の

し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
甑
別

廻
と
以
つ
て

し
た
應
用
的
な
部
分
は
こ

の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
だ
け
で
は
質
朴
に
流
れ
過
ぎ
、
又
應
用
は
細
目
に
つ
い
て
は

て
始
め
て
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
出
末
る
の
で
あ
る
か
ら
、
田
者
は
互
い
に
相
待
っ
て

な

た
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

の
で
あ
る

の
で
あ
る
。

の

は
あ
る
が
、

閲
の
中
で

使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
°
然
る
に

は
こ
の

は
沢
し
て

の

し
た
も

は

の
ア
ヤ
の
あ
る
こ
と
、

廻
は
玉
の

た
も
の
が
、

に

て

稲
す
る
の
て
あ
る
か
ら
上
叫
の
怖
文
は
伯
用

と
こ
ろ

ヽ

と
し

は
文

と
し
て
、
暫
く
文
飾
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
文
は
又

て

こ
の

に
費
し

の
籾
期
に
於
て
は

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
荀
子

ゞ
三
つ
のに

こ
の
三

た
も
の
に
な
っ
て
行
く
こ

は
餅
と
文
と
が
倶
に
備
つ
て
お
り
、
そ
の
次
は
情

訣
い
た
朕
態
で
あ
る
と
い
う
の
で

に
於
て
も
怖
は
常
に
文
と
倶
に
そ
の

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

に
つ
い
て
の
解
説
は

の

こヽ

)
と
の
出
末
な
い

っ

文
の
い

か

の

占
め
て
沿
り
、
そ
の
下
は

で`

に
関
法
は
そ

る。 あ
る
が
、
そ
の

る
所
は
屈
が
素
朴
な
朕
態
か

こヽー`

べ
た
も
の
A

よ
う
に
息
は
れ

し
て
い
る
。

gfJ
ち
始
め
は
株
、

次
は
文
、

ヽ
ょ
~
ノ

し

る
こ
と
が
出
末
る
と
い
う
の
で

J

の
噸
は

か
ら
だ
け
で

の

に
つ
い
て
見
て
も
そ
う
云
え
る
。

文
飾
の
外
に

乾
法
も
人
自
ら
が
こ
れ
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
と
す
れ
ば
情
意
の

の
必
要
を
主
張
せ
し
め
た
碑
由
で
あ
っ
た
と
思
う
。

に
即
し
て

し

る
と
ほ

し
な
く
て
は
諏
法
も
成
立
た
A

ぬ
と
見
た
こ
と
が
、



過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
長
い
期
間
を
繹
て
改
良
に
改
良
を
直
ね
て
漸
く
蜆
行
法
の
完
成
を
見
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
合
翠
的
と
い
う

獣
か
ら
見
れ
ば
籾
期
の
名
残
り
で
あ
る
素
材
的
部
分
は
関
法
の
必
面
の
要
素
で
も
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
無
用
の
長
物
に
類
す
る
も
の

も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
こ
の
素
材
が
無
か
っ
た
な
ら
ば
現
行
法
の
成
立
も
不
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
創
始
期
の
紀
念
物

と
し
て
永
久
に
鐙
法
と
倶
に
存
続
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
爬
法
に
於
け
る
文
飾
が
文
と
狸
と
に
分
け
ら
れ
る
狸
由
で
あ
る
。
文
疸
が
文

飾
の
二
要
素
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
酎
す
る
情
意
の
形
容
た
る
情
用
も
亦
二
要
素
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と

が
容
易
に
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
就
い
て
の
荀
子
の
説
明
は
そ
の
性
悪
説
に
於
て
示
さ
れ
て
い
る
。

現
在
見
ら
れ
る
完
備
し

る
。
圃
昏
殿
廟
祭
喪
祭
の
初
期
に
於
て
は
齊
戒
せ
ず
、

に
そ
の
大
網
を
定
め
た
に

納
れ
ず
、
小
倣
を
行
わ
ぬ
な
ど
儀
式
と
し
て
は
甚
だ
筒
素
な
一
場
面
で
は
あ

荀
子
の
後
王
m心想

と
、
こ
の
霞
法
の
作
ら
れ
た
初
期
の
面
影
と
そ
れ
以
後
に
改
善
修
飾
を
加
え
ら
れ
た
部
分
と
が
丁
度
樹
木
の
年
輪
の
よ
う
に
明
瞭
に
看
取

さ
れ
る
こ
と
が
何
よ
り
の
證
拙
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
質
例
を
上
げ
る
と
日
袷
祭
に
使
用
す
る
五
齊
三
酒
の
中
に
は
必
ず
玄
尊
を
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
又
牲
姐
に
は
生
魚
を
、
肉
清
に
は
大
羮
を
共
え
る
が
、
玄
尊
•
生
魚
・
大
羹
は
い
ず
れ
も
底
栂
の
な
い
も
の
で
あ

つ
て
従
っ
て
食
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
袷
祭
に
必
須
の
も
の
と
す
る
の
は
人
類
の
先
祖
が
太
古
草
創
の
時
代

に
於
て
こ
の
材
料
に
よ
っ
て
飲
食
の
追
を
疲
見
し
、
叉
こ
れ
に
よ
っ
て
轄
法
の
追
を
考
え
た
努
力
と
功
紐
の
跡
を
他
ぶ
報
本
復
始
の
動
観

許
六
）

か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
口
四
時
の
廟
祭
に
於
て
も
玄
尊
・
黍
稜
・
大
羹
の
三
品
を
必
ず
隙
列
す
る
が
こ
れ
も
形
式
的
の
陳
列
で
あ
っ
て

四
際
に
飲
食
に
供
す
る
も
の
は
酒
罷
稲
槃
庶
蓋
の
類
で
あ
る
。
こ
の
狸

Fllも
袷
祭
の
場
合
と
同
様
に
報
本
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
曰
祭
粕

の
利
爵
、
喪
爬
の
成
瑣
、
祭
末
の
不
食
と
い
う
よ
う
な
低
粕
は
威
低
節
文
の
未
だ
整
わ
な
か
っ
た
太
古
素
朴
の
風
習
に
象
っ
た
も
の
で
あ

る
が
こ
れ
も
太
古
の
風
習
を
忘
れ
な
い
総
め
の
故
の
行
軍
で
あ
る
。
田
こ
の
他
服
装
器
用
に
つ
い
て
も
同
様
な
配
廊
が
彿
わ
れ
て
お
り
、

祭
天
の
木
路
、
郊
祭
の
麻
髭
、
喪
服
の
散
需
な
ど
、
或
は
三
年
之
喪
に
於
け
る
哭
泣
の
不
文
、
活
廟
之
歌
に
於
け
る
一
侶
三
炊
、
棄
器
に

招
・
朱
絃
を
使
用
す
る
こ
と
な
ど
は
い
ず
れ
も
故
窟
に
簡
素
不
備
を
傑
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
の
開
法
も
決
し
て
一
朝
に
成
立
し
た
も
の
で
な
く
、
創
始
期
に
あ
っ
て
は

一
四



荀
子
の
後
王
屈
想

い
て
の
考
梨
も
告
子
と
同
様
に
鯰
納
的
方
法
に
よ
っ
た
こ
と

な
い
の
で
あ
る
が
、

一
五

告
子
が
辰
史
的
で
あ
る
の
に
爵
し
て
孟
子

そ
の
一
派
の
人
は

に
躙
わ
れ
た
人
物
や
行
跡
か

て
人
性
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

の
性
の

に
就

て
も
、
性
と
い
う
も
の
は
人
間
の
心
の

め

そ
の

び

し
て
も
性
の
倫
理

め
る
こ
と
が
少
い
の

え
、
或
は
濶
水
に
餃
べ
、

は
叉

の
と
見
る
な
ど
、
説
を
色
た
に

て
い
る
の
で
あ
る
が
、

て

荀
子
の
性
悪
説
は
孟
子
の

よ
い
と
思
う
。
さ
て

の
性
論
は
同
時
代
の

(-―-） 

と
の

性
論
は
孟
子
に
よ
っ
て
始
め
て
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

相
謡
内
外
表
袋
、

曰、

曰

、

人

生

而

打

欲

、

則

不

能

熙

求

、

則

不

能

不

像

、

憎

則

乱

、

乱

則

窮

、

先

王

惑

共

乱

也

、

、
以
養
人
之
欲
、
給
人
之
水
、
使
欲
必
不
窮
乎
物
、
物
必
不
肌
於
欲
、
面
着
相
特
面
髭
、
是
殴
之
所

凡
設
始
乎
椀
、
成
乎
文
、
終
乎
悦
狡
、
故
登
佃
、
仙
文
倶
這
、
共
次
仙
文
代
肋
、
共
也
、
（
詞
上
）

（
四
）
文
乳
繁
、
仙
川
省
、
是
歳
之
乾
也
、
文
鳳
省
、
仙
川
繁
、
殺
、
文
既
椅
Jll
、

上
）

怠
）
政
本
之
誼
文
、
就
用
之
晶
蜆
、

（
六
）

m大
環
蔚
玄
唸
、
俎
生
魚
、

也
。
③
利
爵
之
不
隈
也
、
＂

大
路
之
素
未
集
也
、
郊
之
・

朱
絃
而
通
越
一
也
（
同
上
）

以
蹄
大

直
食
飲
之
本
也
。

不
袢
也
、
三
臭
之
不
食
也

l

也

。

大

廟

之

未

人

戸

也

、

一

也

。

向

央
服
之
元
款
腐
也
一
也
。
町
三
年
之
良
、
哭
之
不
文
也
、
前
廟
之
歌

‘-111
而
―
―
一
歎
也
、
縣
一
鍾
向
拍
之
脳
、

、
夫
是
之
晶
大
峠
、
（
詞
上
）

は
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
道
徳
説
の
基
礎
を
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。

し
て
論
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
先
ず
性
善
説
の
慨
略
を
述
べ
る
こ
と
が
都
合
が

通
じ
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
告
子
は
性
を
ば
祀
柳
に
喩

は
な
い
に

あ
っ
た
°
性
が
普
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
悪
で
あ
る
か
の
問
題
は
別
と
し

め
る
こ
と

あ
る
の
で
、

中
流
也
、

註
（
一
）

（
二
）

（
同



な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
就
い
て
氣
付
く
こ
と
は

は
心
を
始
め
か

た
形
に
於
て
存
す
る
も
の
と
見
ず
、

あ
る
と
い
う
以
外
に

な
か
っ
た
所
に
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
て
こ
の

思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

ヽ
折j
 

し
て

に
よ
っ
て
大
小
の

の
他
に
性
の
名
を
設
け
る
必
要
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
朱
子
の
門
人
は
こ
の
事
に
就
い
て
朱
子
に

G

註
一
二
）

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
弼
す
る
同
答
は
必
し
も
明
諒
で
な
い
。

求
め
な
け
れ
ば

の
こ
の

にこ

の
で
は
あ
る
ま
い
と

て
い
る

つ
け
た
も
の
で
あ
る
と
思
う
。 そ

の
ま
4

性
に
反
映
し
た
の
で

心
と
が
大
小
に
よ
っ
て

に
し
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
な

ヽ

ヽ
Jし‘

た
の
で
、
そ
の
為
め
に
心
の
具
有
す

の
甑
別
が
出
末
な
く
な
り
、
た
ゞ

の
先

と
も
「
性
は

の
四
狸
で
あ

と
も
云
つ
て
心
性
の

義
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
°
宋
の

の

「心(lit-i) 

て
い
る
。
こ
れ
は

以
つ
て

な
る
。
先
後
の
恒
別
が
な
く
な
れ
ば

以
つ
て

以
つ
て

る
こ
と
、
同
意

た
全
骰
で
あ
る
」

生
れ
な
が
ら
に

る
才
能
で
あ
る
と
云
つ
て
い
る
°
然

J

の
知
能
と
情
と
の
間
に

の
先
後
を
つ
け
る
こ
と
が
出
末
な
く

の

に
用
い
た
の
で
あ
っ

、
彼
は
叉
良
知
良
能
も
人
の
努
力
勉
弧
を
待
た
な
く
て

こ
4

に
少
し

要
す
る
こ
と
は
、
一
｝
皿
子
は
心
の
中
で
感
情
の
作
用
が
最
も
原
靱
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

あ
る
と
し
て
こ
の

要
し

て
よ
く
、
従
っ
て
情
か
ら
拙
せ
ば
性
は

根
腺
で
あ
っ
た
。

と

る
も
の
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が

の

る
こ
の
情
は
後
天
的
に

た
も
の
で

の

は
心
碑
學
的
方
法
を
用
い

子
が
井
戸
に
陥
い
ろ
う
と
す
る
の

思
應
も
決
窓
も
加
わ
る
除
地
が
な

2

註
一
）

る
が
叉
梢
と
も
稲
す
る
。
本
能
的
で
あ
り
且
つ

が
異
る
の
で
あ
っ
た
。
人
は
憫
匹
．

た
時
に
生
ず
る
涼
楊
憫
匹
の
心
が
よ
い

に
も
似
て
い
る
。
四
端
の
心
は
か
よ

る

・
う
に
、
四
端
の
心
が
疲
生
す
る
刹
那
に
は

つ
て
い
る
の
で
、
心
で
は
あ

の

恩
想

・
是
非
の
所
副
四
端
の
心

一
六

た
も
の
で
あ
る

た
ぬ
も
の
は
な
い
。
猛



s

ヽ/
 

＜
 

．、j
 

~9r 
と

(］.) 

忌
想 し

め
た
の
で

つ

七

．
 

の
心
が
悩
的
で
あ
る
と
い
う
も
の
4

な
っ
て
し
も
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
こ
の
人
々
の

な
し
て
性
の

つ
て

に

て
い
る
と

れ
る
の
で
あ
る
か つ

で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
こ
の
人
々

て
性
の

と
云
つ
て
い
る
の
も
こ
の

iこ

い

＾

）
も

{

5

る
こ
と
力
じ

必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

て
「

の
性

あ
ろ
う
し
、

る
人
々
に
耐
し
て

の
述
を
開
く
こ

Jゞ
ヽ

見
し
た
所
で
は
こ
の
下
愚
は

の
よ
う

る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
斯
る
人
六
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
と
い

必、

あ
る
0

且
つ

にこ

べ
て
劣
つ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
沢
し
て
悪
人
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

る
で
あ
ろ
う
。

は

の

の

に
よ
っ
て

た
が
、
こ
の

で

る
と
必
し
も
同
一
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

の

つ
て の

あ
り
、

も
る
肝
こ
‘
こ
の

、
(
）
、
ー

こ
よ
、’

に
よ
っ
て
始
め
て

の
四
惚
が
成
就
す
る
に
至
る
と

は
述
べ
て
い
る
が
、

↓ヽカ

に
至

そ
の
副
う
所
の
端
と
は

の

あ
っ
て
狩

にこ

っ
4
あ
る
も
の

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
卯
ち
憫

□

の
四
端
の
心
は
こ

J

し
J



る
こ
と
が
熊
か
っ
た
な
ら
は
、
恰
も
牛
山

に
よ
っ
て

つ
て
し

にこ

こ?＇＂ 

子
は
性
栢
は
こ

る
が
心
は

あ
る

の

に
於
て
も
、
人
は

て
い
て
も
こ
れ

子
は

こ

や、、ヵ

、
も
几
こ
'ー

i

じー

る
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で

然
る
に
荀

る
も
の
で
あ

た

の

で

あ

っ

た

i こ

令

5

ヽ
ふ

J
 

ヌ`

そ
れ
て
は
心
に
誌
い
て
は

は
ど
の
よ
う
に

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
孟

ま
し
豆
~
・

の
と

で
あ
っ
た
。 る

も

庁
し
そ
の

,
1
 

る
。
そ
の
頸
由
は

る
も
の
で
あ
る
と
い
う

し
た
の
で
あ
っ
た
。

あ
る
が
、

で
い

の

し
て
述
べ
て
み
る
と
、

に
應
じ
て
躙

る
と

同
時
に

の

か
ら
ざ

つ

る
か
ら
で
あ
る
。

以
上

の

I

、

の
叶

に；

0) 

っ
た
が
、
こ
れ
は

せ
し
む

で‘
ぁ

か

な
い
と
云
つ
て
い

に
っ
し、

て
の
-4 • 
_¥L 

な
か
っ
た

る
の
は

に
追
べ
た
よ
う
な

i 

に
ょ
つ
て
し、

る
力ら

ゃ

f

ヽ

,tJ 

にこ

せ：

べ
て
い
る
か
ら
「
仙
」

ば
な
ら
な
い
で
あ
る
う
。

が

と
も
呼
ん
で
い

上
か
ら
栢
的
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、

心
の

-、↓

の
土
カ

の

た
も
の
は
矢
販
り
心

し、 荀
r

ず

CD

で
な
く
、
た
ゞ
そ
の

王
息
想

め
て
徽
弱
で
あ
り
、
こ
れ

ベ
仙
の
作
用
が
強
烈
で

一
八

め
に
、
そ
の
効
果
の



出
末
る
で

≪) 

息
想

生
み

＞ こ

こ

工

一
九

り
、
斯
く
し
て
出
末
上

の

し
て

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
然

に
室
る
心
的
活
勁
の

に
比
餃
す
る
こ
と
が

に
よ
っ
て
心

i）、

め

心ヽ

に；

し
、
そ

れ
ば
な
ら
ぬ
。

る
か
ら
、
心

勁

辻
し
冠
る
も
の
も
こ
の

あ
る
と
云
わ
な
け

つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か

る
も
の
で

に
は
焦
い
の
で
あ

い
も
の
で

し

つ

所
以
で
あ
る
。

し
て
き
た
も
の
で

侃
し
そ
の
第
め

で
も

危
の

る
に
至
っ
た
の
で

る
。
「
人
の

出
て
く
る

て

J
 

--1

に
於
て
始
め
て
―
つ
の

の
均

せ
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か

に
よ
っ

の
で

心
が
こ
の

た
せ
る
に
至
っ
た ↓

t
・

こ
刈
i.I‘ 

の

で
は
れ
か
っ
た
が
、

に

こ
よ

ヽ
I
K
`

で
は
な
く
、
心
的
作
用
に
よ

に
こ
の
作
用
の

る
こ
と

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
荀
子
の

る。

に
よ
っ
て

で
も
こ
の
轄
性
が
不
可
能
で
は
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
俳
し
荀
子
の

れ
て
捻
る
の
で
、

は



に

る
こ

こヽ

の
で
あ
っ
た
が
、

た
ゞ

は

し、

ぶ
こ
J

方
)

こ，
 

の
晶
和
の
と
れ
た
も
の
、

の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

じヽ
と
し

ー

め
に
、
文
怖
の
側
に
於
て
も
こ
れ
に

て

しま

ヘ

の
で

こ
8

、、

っ
t
カ

し一

j’し

iこ

と
い
う
文
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
詢

明
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
上
末

も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
の
で
あ
る
。
心
意
の
側
に
於
て

て
文
と
輝
の

の
で
あ
る
。
そ
し
て
立

又
こ
の
故
に
田

に
由
末
す
る
も
の

の

上
で

こ

の

さ
て

し

の

の

る
こ
と
に
な
る
。

に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
息
想
の

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ら
云

る
も
の
は
心
（
智
能
）

ヽ
り

鳥

r
9
,
．
 

~
9
 

ー

こ？
ー
、

ら
云
え
ば
悪
に
詣

は

T
‘
 

の
rl

の
も
の
は
凡
て
仰
の
内

め
て
よ
い
と
息
う
が
、
然
ら
ば
性
に

る
僻
は
心
（
竹
能
）

ふ、

C
ヵ
)

」
と
あ
る
の
は
こ
の

明
諒
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

の
よ
う
に

の
過

る
も
の
で
あ
る
が
、

の
加
わ
る
所
な
く
、

る
飴
わ
ず
、
性
伯
合
し
て

文
碑
隆
盛
な
り
、

の
名
の
一
に
し
て
、
天
下
の
功
こ
A

に

.
、
上

、

-
l

し
る
月
カ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
更
に

しヽ

し
J

で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
せ
て

に
よ
っ
て
は
心
を

或
は
「
知
應
と
村
性
」

取
っ
て
い
る
の
は
素
材
と
製
品

は
ま
る
の
で
あ
る
。
荀
子
は
心
の
作
用
は

の

め
る
も
の
で
あ
る
が
、

し
て
い
る
よ
う
に
、
人
工

の

に
は
よ
く
あ
て

つ

乎
妥

t
、
こ
の
エ

"
u
r
i
J
 

の
後
王
息
想

低
と伺

造
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

の
構
成
が
人
と
総
と
の

で
あ
る
こ
と
が
そ
の

―l
O
 

現
わ



註
(
-
)

の
扱
王
息
悲

翌
日
喜
喜
、
則
可
且
灼
梵
羹
、
乃
所
訊
嗚
也
、
哨
夫
賃
虞
、
非
才
之
郎
也
、
（
冒
骨
）

史
観
の
相
菰
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

i
]
 

ニ

F
に
＼

f

ク

の
胴

f
ゾ

iま

る
も
の
と
し
て
こ
れ
と
の

にこ

(
‘
打
子
主

)

T

I

i

-

l

i

 

る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
所
に
犀

に
つ
い
て
も
同
然
で
あ
ろ
う
。

の
間
題
と
見
た
時
に
は

る
こ
と
に
は
二
子
倶
に

の
で
あ
る
が
、
た
ゞ

と
つ
て
は
心

の
間
娼
で
あ
る
と
共
に

の

粋
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
の

の

に
訳
法
の
文
が
生
じ
て

た
も
の
で
あ

、
上
晶
の
疑

1
も
こ
＼
に
氷
陪
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

)I‘ 
,
9
 

F̂
 

文
化
骰
認
の
未
た
十
分
で
な
か
っ
た
時
代
に
於
て
は
人
間
の
籾
帥
作
用
は

に

る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
そ
の
総
め

J

れ
叉
脳
い
の
作
用
が
始
め
か

に
行
わ
れ
る
と
は
限
ら
ぬ
こ
と
化
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
°
個
人
の

つ
な

ゞ
ヘ

3
,ぐ

.、，
9

砂
だ
け
と
は
云
わ
れ
な
い
に
し
て
も
柏
K

そ
れ
に
近
い
活
勁
，
化

子
は
「
註
錆
習
俗
は
性
を
化
す
る
阿
以
な
り
」
（
尺
）
と
云
つ
て

,量
,
4

い
期
間
の
努
力
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
弧
閾
し
て
い
る
が
、

す
る
の
で
あ
っ
て
、

L
.
、

ピ

リ

）

）

j
い
又

h
o

る
も
の
で
あ
る
。
荀

（文

は
ど
う
な
る
で
あ
る
う
か
。

'
j

、
う
こ
-
J

文
ヽ

IJ

ー
、
し

'

l

(

n

ル

の

令、

E
i
)

行

J
-
,
1
0

`
I
'
 

れ
た
こ
と
を

にこ

に
（文

れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

)
 

J
u
 

ド

jj
し

7
r
f
 

こ‘
:
1
 

に

く
る

つ
て
し
も
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で

る
も
の
に

め

の

て
；女

な）

l-
← 
ヽ

る
が
、
併
し
こ
の

の
吋r
/‘ 

”̂ I I I I I 

た

て

.言
.
J
.
‘

9i'~~ 

I
:
 

ー！＞．

一
，
 

こ
舌

9
し
、

1

，

ヽ

ヽ
f

ダ

J
j
j
.

)

、

-

/
 

こ
―

i
ど
し

)
(
I
L

て
い
な
い
の
で
は
あ

あ
っ
て
、

た
ゞ
そ
の

の

る
よ
う
応
。

の

ふ
、
て
ヵ
こヽ

的
な
る
も
の

に
（裏

し、
-1~ヘ

リ

れ
か
の

一
し
な
け
れ
は
な
ら
ぬ
の
て
あ
る
が
、
こ
の

辻
し
め
た
原
llj
乃
奎

几
へ
こ

.~~: 

J

し
」

る
な

で
あ
る
が
故
に

の

し、

こ

に

1

こ
こ

、

f
i

一
父
し
し

i
J
J
 

の

が
一
計
明
か
に
な
る
て
お
ろ
う
。

し、

の
-ィ：、
し．

出`
 

゜゚
こ
の

吏



先
秦
の
古
饗
に
は
輝
書
は
勿
論
の
こ
と
、

が
、
後
王
と
い
う
こ
と
は
殆
ど
用
い
ら
れ
ず
、
仰
か
に
荀
子
の

か
ら
、
こ
れ
は
彼
の
新
造
語
で
あ
り
、
又
そ
の
思
想
に
と
つ
て
相
賞
煎
要
な
意
義
を
持
つ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
噸
が
考
え
ら
れ

G

註
一
）

る
。
そ
の
後
王
は
先
王
を
も
含
め
て
古
末
か
ら
の
百
王
の
中
で
最
も
簗
然
た
る
者
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
左
様
な
條
件
を

備
え
た
後
王
と
い
う
者
は
具
腔
的
に
は
ど
の
時
代
の
王
者
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
就
い
て
荀
子
は
明
言
し
て
い
な
い
所
か
ら
後

冊
の
注
繹
者
の
間
に
色
及
な
解
粋
が
な
さ
れ
て
い
る
。
普
通
に
先
王
と
云
え
ば
党
舜
萬
湯
文
武
周
公
等
を
指
す
の
が
慨
例
に
な
っ
て
い
て

且
つ
荀
子
自
身
も
こ
れ
等
先
王
の
名
を
艇
‘
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
中
、
文
武
の
二
王
は
出
現
の
時
代
が
比
較
的
新
し
い
所
か

ら
後
王
は
文
武
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
に
劉
台
拭
、
江
中
、
王
念
孫
等
が
お
る
。
こ
れ
に
野
し
て
肱
惚
は
後
王
と
は
自
己
の
奉

ず
る
王
者
を
指
す
。
淡
人
な
ら
ば
高
祖
が
後
王
に
賞
り
、
唐
人
な
ら
ば
太
祖
が
後
王
に
賞
る
と
云
う
。
依
氏
の
こ
の
解
は
楊
椋
の
「
後
王

（
一
ー
）

の
後
E
m心
想

の
中
に
始
め
て
蜆
わ
れ
且
つ
そ
の
害
中
で
は
凪
:
使
用
さ
れ
て
い
る
所

所
具
之
踵
、
而
又
天
蝿
所
従
以
出
者
也
、

(
-
―
-
）
問
、
先
喜
心
諭
曰
、
心
行
天
覗
、
ヤ

詭
、
須
賃
、
（
讐
冒
）

（
四
）
或
間
、
孟
子
言
四
端
虞
、
臼
一
、
大
抵
竹
以
心
葛
口
、
明
迎
却
云
、
側
区
之
訊
特
仙
也
、
伊
川
亦
云
、
人
性
所
以
将
者
、
於
四
端
之
愉
可
見
、

以
四
躙
局
諮
心
、
一
以
四
端
局
諮
仙
、
何
也
、
曰
、
心
包
偏
性
者
也
、
自
共
砂
夏
芝
、
雖
謂
之
仙
亦
可
也
、
〖
瓢
叩
十
―
-
）

能
習
甜
、
而
後
成
、
謂
之
防
、

貪
）
性
之
好
翌
裟
蕊
染
謂
之
愉
、
情
然
面
心
侶
之
昴
、
謂
之
廊
、
心
感
而
能
侶
之
勁
、
謂
之
齢
、

塁）
筒

の
書
に
も
先
王
と
い
う
言
業
は
蚊
も
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
熟
語
の
中
の
―
つ
で
あ
る

／ヘー....
寸→t1J

信
歳
特
性
也
、
心
統
飩
態
贔
、

心）
又
曰
、
性
者
天
蜆
之
全
慨
、
此
何
以
別
、
曰
、
分
高
時
且
悠
地
、
若
府
心
奥
性
、
合
作
一
虞

-̂丑
）
心
肴
人
之
紳
明
、

所
具
衆
親
而
應
萬
事
者
也
、

性
則
心
之



¢; 

忌
想

る
と
時
代
甑
分
に
つ
い
て

の
で
は
な
い
か
と
い

れ
る
の
で
あ
る
。
但
り
に

の
間

い
る
程
で
あ
る
。
荀
子
の

の
間
四
と
し
た
も
の

し
て
い
る
に

を
指
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の

に
云

の
先
王 の

王
の

法
に
は
王

い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

の
刊：

て
見
る
と
追
徳
は
三
代

代
に
備
わ
り
、
法
は

王
に
伽
わ
る
と
云
つ
て
し

そ
れ
で
は

で
は
そ
の

て
ど
の
よ
う
な
相

が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
就
い
て
荀
子
は
逆
即
ち
逍
徳
は

純
稲
し
た
も
の
で
あ
る
か

っ
た

i こ

し、

王
と

い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
息
う
。
先
王
と
い

の

の

の

に
比
例
を
求
め
よ
う
と
し

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
黙
か

同
一
の
王

一
方
で
は
先

し
む
る
以
外
に
は
何
物
も

め
と
し
て
そ
の
他
の

の

の
み
が
こ

る
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

‘
i
'
r
ま

•'9~’ iJ 
.6 

し

は
適
：
周
に
生
存
し
た
人
で

氏
等
と
同
じ
わ
け
で
あ
る
（
叩
叫
集
附
）
。
蔀
氏
も
指
摘
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
正
し
い
解
闘
態
度
で
な

進
ん
だ
も
の
で
は
あ
る
が
、
骨
し
文
武
を
先

、
こ
れ
に
封
し
て
先
王
と
は
別
箇
の

呼
ぶ
こ
と
は
少
し
も
不
都
合
は
な
い
と
息
う
。

て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
必

こ
の
文
窄
は

て
い
る
が
そ
の
代
り
時
代
名
を
訣
い
て
い
る
の
で
、

王
の
治
靴
下
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
そ
の

の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か

に
考
え
な
く
て

い
回
し
が
阿
略
で
あ
っ
て
、
道
に
は
時
代
名
を
上
げ
て
い
る
が

形
成
し
て
き
た
こ
と
を

;
'
『

e
•

ま
し

阿
À
1

こ
と

i
可

始

て
い
る
よ
う
に

り
」
(
〗
[
)
と
い

あ
る
か
ら
、
そ
の
指
す
後
王
は
文
武
に

る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
結
呆

ま
~
，
~
 

と

の

近
い
よ
う
で
あ
る
が
、

t
 

}

9

 

,
1
 

こヽ

、
で
、

し
-



相
賞
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
期
間
は

に
こ
の
胴
承
が
無
か
っ
た
と
し
て
も
、
甜
子
の
云
う
後
王
時
代
は
上
限
は
先
王
三
代
を
過
き
ず
、
下
限
は
彼
の
淡
後
を
下
ら
ざ
る
期
間
に

の
批
定
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
時
代
の
拙
定
が
斯
う
決
ま
れ
ば
、
三
代
と
春
秋
載

図
時
代
と
で
は
夫
々

の
王
者
の

の
上
道
の
門
容
が
仁
で
あ
り
、

法
期
が
追
と

し

っ
た

の
も
の
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
こ
の
法
則
の
象
徴
乃
至
執
行
者
と
し
て

つ
て
末
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
れ
が
荀
子
と
し
て
先
土
の
外
に
後
王
な
作
ら
し
め
た
所
以
で
あ
っ
た

と
息
う
。
た
ゞ
道
と
法
と
は
い
ず
れ
も
狩
鯰
の
法
則
で
あ
る
所
か

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
間
が
生
ず
る
か
も
知
れ
ぬ
か
ら
、

（
汽
）
又
は
「
追
と
法
」
（
麟
贔
）
と
同
類
を
な
す
蜀
句
が
、

「
仁
と
開
」
（
口
酪
）
な
ど
の
諮
例
を
見
出
す
の
で
あ
る
が
、

の
一
類
を
総
し
て
い
て
、

こ
の
中
先
王
・
道
・
仁

こ
れ
を
荀
子
の
曹
に
就
い
て
調
べ
て
見
る
と
、
書
中
に
「
先
王
と
後
王
」

こ
の
他
に
「
先
王
と
犀
氏
」
二
冒
〗
―
+
)
、
「
先
王
・
仁
と
轄
礼
」
（
二
紋
）
、

に
於
て
類
を
為
し
後
王
・
法
・
的
義
が
他

は
訣
し
て
互
用
で
は
な
く
明
諒
に
相
討
す
る
田
観
念
と
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。
そ

法
の
内
容
が
開
茂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

三
代
の
先
王
の
道
が
専
ら
仁
道
に
在
つ

も
こ
れ
を
難
し
と
す
る
と
云
い
(
〗
〗
)
、

仁
道
仁
政
の
具
頸
者
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

た
か
、
換
言
す
れ
ば
道
位
の
心
四

愛
人
」
（
疇
裳
）
と
も
「
開
応
之
心
、

節
で
は
愛
人
は

こ
の
蔚
比
に
よ
っ
て
知
り
う
る
の
で
あ
る
。

は
孔
子
や
孟
子
の
言
梨
か
ら
も
寮
知
出
来
る
の
で
あ
る
。
即
ち
孔
子
は
拇
愛
笥
民
は
益
舜

は
先
王
は
人
に
忍
び
ざ
る
の
政
治
を
行
う
（
鱈
〗
賢
）
、

い
だ
ま
で
ゞ
で
あ
る
c

先
王
の
特
長
が
絃
に
在
る
と
し
て
、

眺
に
茄
窄
に
於
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
唄
は

今
荀
子
が
道
岱
/
-

し

"

、
1

一
、

そ
1
1
て
け
ー
と
し

は
何
で
あ
る
か
と
云
う
と
、

仁
之
端
也
」

□／
）
と
も
云
つ
て
お
り
、

の
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
参
照
し
て
合
せ

、
f

{

る
と

l

-

人
」

祖
rも
「
謁
羹9,'t 

i

/

-

i

J

1

 の
仁
に

と
云
う
な
ど
い
ず
れ
も
先
王
の
性

し
め
た
も
の
も
孔
孟
以
末
の

と
云
い
、

か
ら
拙
せ
ば

じ

1

i

{

 

~
 

／
ニ

且
つ
王
引
之
の

且
）
と
泣
べ
、

る
解
秤
は
愛
で
あ
り
罰
で
あ
る
と
す

る
黙
に
於
て
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
°
訪
肺
史
の
籾
期
に
於
て
、
感
仙
の
果
す
役
割
り
は
大
き
い
と
い
う
半
に
就
い
て
の
荀
子
の
見
解
は

の
息
悲
と
も
秤
馳
す
る
も
の
で
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
他
の

は
往
々
互
用
さ
れ
る
均
合
が
多
い
。
今
の
均
合
も
そ
の
一
例

(!J 

息
想

ニ
四



-）、f
 

¢; 

王
lll
心悲

に
入
る
と
一

に
な

っ

ご”

3i. 

る
も
の
て
あ
る
が
、
こ

の
債
仙
か
低
下
し
た
の
は
、
そ
れ
が
不
用
に
な
っ
た
か
ら
で
な
く
、

が

七
し

l
-

しヽ

レ
J

9ヽ
ふ
μ

ま’,. 

あ
っ
た
の
て
あ
る
。
仁
道
は
孔
孟

て
い
る
。
た
ゞ
こ
の

の
蜆

に

し
て
、
呆
し
て

上
げ
る
こ

る

の

つ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

て
い
る
の
も
こ
A

か

こ！。

で
あ
る
。
さ
れ
ば
先
王
の
仁
道
が
一
二
代
に
於
て
咄
一
の

は
、
そ
の
時
代
に
於
て
は

亦

で
あ
る
と
は
云
え
な
い
。

の
あ
っ
た
も
の

つ
て
し
も
う
と
云
う
こ
と
も
あ
り

た
る
天

は
必
し
も
古
今
を
迎
じ
て

定
し
た
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
そ
の
評
債
も

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
荀
子
の
云

で
は
熙
し、

と
し、

に
政
治
的
の

}｝ 1j 

天
下
の
治
胤
と
い

つ
か
の
肱
態
を
含
み
う

の
で
あ
る
な

の

た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

に；

の
甑

て
病
し

べ
た
の
で
あ
っ
た
が
、

厖
こ
斤
＇

＂＇ー＂

れ
る
も

と
し、

か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。

か

イ＼

は
防
の
作
用
に
よ
っ

の
は
荀
子
は
性
梢
は

る
の
で
あ
る
が
、
然

こ
の
叫
心
な

か
ら
ど
う
し
て

い
う
立
祇
な
道
愁
、
及
ひ
先
王

に
辿
ん
で
い
な
い
時
代
に

•‘J 

ヵ

）
卜
L。

あ
ろ
う
0

咄
こ
A

に
間
題
と
な
る

一
眉
弧
く
主
伽
し

ば
な
ら
ぬ

あ
ろ
う
。

にこ

e

』

I‘

、ゞ

い
た
~
紐
ヵ

い
う
限
史
の

従
っ
て
文
化
も
十
分



の
よ
う
な
脈
史
的
環
境
は
仙
人
の
心
況
に
如
何
な
る
影
疇
笠
忙
奥
え
た
で
あ
ら
う
か
。
心
意
と
胚
史
の
疲
展
と
の
間
に
は
平
行
闘
係
の
あ
る

こ
と
は
上
末
述
べ
て
末
た
所
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
観
黙
か
ら
硯
在
到
逹
し
た
心
寇
の
疲
逹
朕
態
を
示
す
な
ら
ば
、
荀
子
は
心
の
特
長
に
つ

い
て
「
自
漿
也
、
自
使
也
、
自
恋
也
、
自
取
也
、
自
行
也
、
自
止
也
」
マ
叫
田
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
心
が
何
物
に
よ
っ
て
も
拘
東
さ

れ
る
こ
と
な
い
自
主
獨
立
の
存
布
で
あ
る
こ
と
を
云
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
心
が
特
つ
て
情
的
作
用
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
た

時
に
は
期
待
も
出
末
な
か
っ
た
特
長
て
あ
る
。
自
主
を
靴
立
し
た
後
の
人
心
は
最
旱
他
力
に
依
存
す
る
こ
と
が
出
末
な
い
の
で
あ
る
か
ら

自
然
現
象
に
つ
い
て
は
暫
く
措
く
と
し
て
も
、
人
間
界
の
現
象
に
つ
い
て
は
自
ら
虞
狸
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
宜
亦
十
分
こ
れ
を
虞
迎

す
る
だ
け
の
能
力
も
碇
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
°
荀
子
が
大
人
と
は
天
地
の
化
育
に
参
奥
す
る
こ
と
が
出
末
る
と
稲
す
る
の
も
、
大
人
の

樹
て
た
人
間
法
則
が
、
紳
の
尉
て
た
自
然
法
則
と
同
一
の
靴
質
性
を
持
つ
て
い
る
と
見
た
か
ら
で
珈
勾
6

そ
し
て
人
間
法
則
の
中
で
、
最

も
煎
嬰
な
も
の
は
云
う
ま
で
も
な
く
法
で
あ
り
的
義
で
あ
る
で
あ
ろ
う
°
國
家
祉
會
の
治
風
の
分
る
4

所
は
、
こ
の
関
法
が
確
立
し
て
い

る
か
ど
う
か
と
云
う
黙
に
懸
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
軍
要
な
関
法
の
制
作
椛
が
人
間
一
般
、
就
中
大
人
君
子
と
云
わ
れ
る
人
の
常

中
に
在
る
よ
う
に
な
っ
た
と
云
う
こ
と
は
、
三
代
の
爬
法
が
専
ら
先
王
以
末
の
偲
統
に
よ
っ
た
も
の
と
又
大
き
な
相
違
を
示
す
も
の
で
あ

（
註
五
）

る
。
大
人
の
成
立
詳
情
が
斯
枠
な
繹
蹄
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
性
格
も
斯
様
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
等
し
く
萬
民
の
指
導
者
で

は
あ
る
が
、
こ
れ
を
先
王
と
同
一
種
類
の
王
者
と
目
す
る
こ
と
が
出
末
ず
、
弦
に
そ
の
後
出
の
故
を
以
つ
て
後
王
と
い
う
名
稲
が
要
求
さ

れ
る
所
以
で
あ
る
。
後
王
と
て
も
萬
能
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
制
間
に
賞
つ
て
は
務
め
て
先
人
の

ば
な
ら
ぬ
。
否
苦
性
へ
の
轄
化

の
素
材
を
待
っ
て
始
め
て
可
能
で
あ
っ
た
と
同
杭
に
、
先
王
と
い
う
素
材
が
無
か
っ
た
な
ば
後
王

の
漿
生
も
恐
ら
く
不
可
飴
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
後
王
が
先
王
を
素
材
と
し
て
生
じ
て
末
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
噸
は
、
別
の
見
方
を
す

れ
ば
、
先
王
の
追
が
悉
く
後
王
の
中
に
抱
括
さ
れ
て
い
る
と
も
云
え
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
亦
荀
子
を
し
て
後
王
が
百
王
の
中
で
最

も
築
然
た
る
も
の
で
あ
る
と
云
わ
し
め
た
狸
由
で
あ
っ
た
。

儒
家
の
翠
間
目
的
は
凡
そ
修
身
と
治
國
の
二
嘔

荀
L

ず

の

後

E
m心想

て
い
る
。

そ
し
て
田
者
は
別
箇
の
噸
柄
で
は
な
く
、
却
つ
て
的
記
大
學
揺
に
示

一一六

取
り
入
れ
な
け
れ



統

ヘ

の
後
王
屈
想

る
時
期
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
が
出
末
る
。

の
示
す
所
に

肱
名
之
加
於
萬
物
ぶ
[
、

則
従
諮
夏
之
成
俗
血
期
、

力、

ーヒ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の

、
こ
の

し
、
こ
の

註
(
-
)
天
地
始
者
、
今
日
是
也
、

[11Is
之
泣
、

E
是
也
、
（
不
荀
紐
）

(
-
]
）
王
竹
之
制
、
道

f
過
一
二
代
、
法
不
或
～
、
道
過
一
二
代
、
呵
叩
之
蕩
、
法
咸
羨
王
、
両
叫
之
不
雅
、

(
-
―
-
）
几
古
今
天
下
之
所
謂
芥
付
、

IE
見
平
治
也
、
所
謁
沢
者
、
饂
位
怜
吼
也
、
是
駕
恋
之
分
也
己
、
（
性
郷
揺
）

（
四
）
恢
恢
度
虞
、
執
知
共
屈
、
嘔
睾
度
崖
、
執
知
共
認
、
沿
泊
紛
紛
、
＂
訊
知
其
形
、
明
峡
日
月
、
大
満
八
枢
、
た
是
之
大
人
、

怠
）
天
地
者
生
之
始
也
、

m義
者
治
之
始
也
、
評
子
者
戯
ャ

（
六
）
後
王
之
成
名
、
刑
名
従
岡
、
貯
名
従
周
、
文
名
従
戯
、

（
正
名
笥
）

則
因
之
唸
通
、

あ
っ
た
。

亨
り

の

尽
、
て
、

方
こ、H

た
功
絨
は
こ
の
二
つ
の

た
所
に
在

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

る
の
で
は
な
か
る
う
か
。
前
者
は
側
人
を
勁
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は

し
て
追
徳
規
範
の
外
に
記
法
規
範
の

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

う
と
す
る
の
が
特
長
で
あ
っ
た
。

つ
て
人
心
と
政
情
の
安
定
を
期
店

治
図
と
は
夫
々
別
箇
の
指
導
原
醗
を
必

し
め
た
の
で し、

こ
と
が
出
末
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、

統

出
視
の
曙
光
が
現
れ
る
な
ら
ば
、

法
を
以

U) 

v~ 
の
規
槙
が
小
さ
か
っ
た
り
、
叉
は
小
闊
分
立
の
時
代
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
道
徳
の

の

こ9u`
 

る
も
の
で
あ
る
と
し
、

―
つ
の

に
よ
っ
て
こ
の
目
的
を
成
就
し
よ




