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北
宋
思
想
界
の
動
向

「
宋
は
天
下
を
保
つ
こ
と
先
後
三
百
除
年
、
そ
の
間
政
治
や
風

の
盛
衰
は
免
れ
な
か
っ
た
が
、
天
子
や
為
政
者
、
更
に
は
一
般

識
人
が
追
藝
・
紐
術
・
逆
徳
・
性
命
の
こ
と
に
努
め
た
の
で
、

そ
の
學
術
は
周
代
よ
り
も
盛
な
有
椋
で
あ
り
、
多
く
の
喜
物
も
出

阪
さ
れ
た
。
（
然
る
に
）
宋
の
闘
勢
振
は
ず
、
遂
に
減
亡
し
た
の

は
學
術
の
故
で
あ
る
と
い
ふ
人
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
功
利
的
な
観

黙
か
ら
の
説
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
追
を
知
る
者
の
論
で
ば
な

い
。
」
と
宋
史
牲
文
志
に
言
つ
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
「
追
を
知
る
」
と

は
そ
の
時
代
に
頂
現
さ
れ
た
精
帥
そ
れ
自
骰
の
臨
義
な
り
債
値
な

り
を
認
め
尊
菫
す
る
こ
と
と
解
し
得
べ
く
、
こ
の
叫
叫
よ
り
看
れ
ば

宋
代
の
思
想
・
學
術
は
中
國
の
梢
帥
界
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
汎

く
人
間
精
帥
文
化
に
於
け
る
―
つ
の
輝
し
い
高
峰
で
あ
っ
た
と
言

ひ
得
よ
う
。
夫
の
朱
子
に
よ
つ
て
集
大
成
さ
れ
た
宋
學
即
ち
程
朱

の
こ
の
宋
代
の
思
想
・
學
術
の
典
型
で
あ
る
と
言
ひ
得

一
五

る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
朱
子
が
深
く
糊
承
し
集
大
成
し
た
北
宋

時
代
の
周
・
張
・
ニ
程
、
更
に
は
都
の
如
き
人
々
は
、
狭
義
の
性

理
の
學
に
て
論
ぜ
ら
れ
る
系
譜
的
な
捉
へ
方
で
は
不
十
分
な
の
で

あ
っ
て
、
彼
等
自
身
で
夫
々
偉
大
で
あ
り
個
性
的
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
此
等
の
人
々
の
個
性
的
な
相
違
は
即
ち
北
宋
思
想
界
の
重
要

に
し
て
且
つ
悶
富
な
面
を
順
は
に
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
べ
く
、
更
に

看
来
れ
ば
、
北
宋
時
代
に
は
疸
仲
掩
・
欧
阻
脩
・
司
馬
光
・
王
安

石
・
蘇
東
城
等
の
勝
れ
た
政
治
家
學
者
が
輩
出
し
て
、
互
に
影
害

し
合
ひ
つ
つ
、
宋
代
の
學
術
・
思
想
を
隆
盛
な
ら
し
め
た
の
で
あ

る
。
か
く
て
北
宋
思
想
界
の
考
察
は
此
等
の
人
々
の
獨
自
な
思
想

の
織
り
成
す
相
を
洞
察
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
は
れ
る
の
で
あ

る。
朱
子
は
、
北
宋
の
人
の
論
は
龍
大
、
今
（
南
宋
）
の
人
の
諭
は
細

小
で
あ
る
と
評
し
て
ゐ
る
（
語
類
―
二
九
）
。
北
宋
の
人
の
論
の
飩

た
る
は
鋏
貼
で
は
あ
ら
う
が
、
そ
の
人
物
が
大
き
く
、
そ
の
諭
に

正
大
の
氣
が
充
溢
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
人
物
の
偉
大
と
學
術

北

宋

思

想

界

の

動

向

木

南

卓



の
正
大
と
は
相
應
す
る
。
或
は
抽
象
的
思
索
、
諭
理
の
精
密
は
尊

ぶ
べ
き
も
、
そ
の
諭
が
細
小
と
な
っ
て
、
息
想
を
支
へ
疲
展
さ
す

べ
き
人
物
の
偉
大
さ
に
鋏
く
る
叫
叫
が
あ
る
と
思
は
れ
る
。
北
宋
時

代
に
は
天
下
國
家
を
以
て
己
が
任
と
な
す
氣
風
が
溢
れ
て
を
り
、

學
術
・
思
想
が
政
治
を
導
い
た
、
政
治
と
學
間
と
が
高
度
に
一
っ

で
あ
っ
た
（
こ
れ
は
偏
學
の
迎
想
で
あ
る
）
。
彼
等
の
説
論
・
思
想

は
宜
事
・
宜
境
に
胴
れ
て
披
し
、
活
液
に
し
て
正
大
で
あ
っ
た
。

か
く
て
北
宋
時
代
は
伽
學
の
新
し
い
自
覺
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と

を
知
る
。
曾
つ
て
唐
代
後
半
期
に
は
椰
宗
に
傑
出
し
た
人
が
多

註
一

く
、
「
伽
門
淡
翡
に
し
て
か
か
る
俊
傑
を
牧
拾
し
得
な
か
っ
た
。
」

朱
子
は
名
寺
中
に
直
号
へ
と
こ
ろ
の
諸
祁
師
の
魁
偉
雄
傑
で
あ
っ

て
、
脚
門
に
多
く
の
俊
傑
が
引
き
去
ら
れ
た
と
刑
歎
し
た
が
（
語

頴
四
、
及
―
二
六
）
、
今
や
偏
門
に
俊
傑
が
集
つ
て
思
想
界
を
リ
ー
ド

し
、
政
治
を
指
尊
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
そ
の
仰
學
は
性
理
の
學

と
い
は
れ
る
事
に
て
も
察
せ
ら
れ
る
如
く
、
老
旺
・
佛
教
（
郭
）

の
哲
學
的
思
想
と
深
く
交
渉
し
て
成
立
し
た
も
の
、
此
の
貼
は
上

述
の
諮
々
の
思
想
家
の
考
察
に
即
し
て
考
へ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た

い
。
芸
心
来
つ
て
北
宋
思
想
界
の
考
察
は
多
角
的
な
る
べ
き
を
知
る

の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
際
、
北
宋
の
勝
れ
た
思
想
家
逹
の
人
物

や
思
想
の
特
長
を
鋭
く
把
握
し
つ
つ
も
、
そ
の
中
特
に
周
張
二
程

の
説
を
尊
重
し
て
集
大
成
し
た
朱
子
の
説
に
膝
つ
て
考
察
を
す
す

め
る
こ
と
は
極
め
て
有
盆
な
方
法
で
あ
る
と
思
ふ
。

北
宋
思
想
界
の
勁
向

宋
史
の
忠
義
列
僻
に
、
「
忠
義
の
氣
が
五
代
に
至
つ
て
殆
ど
孟

き
た
が
・
窟
仲
流
・
欧
陽
修
・
唐
介
等
が
出
て
、
直
言
正
諭
を
以

て
朝
廷
に
唱
へ
た
の
で
、
士
人
逹
は
名
節
を
以
て
相
高
め
廉
恥
を

以
て
相
尚
び
、
盛
く
五
季
の
陪
を
去
っ
た
。
そ
こ
で
北
宋
の
減
ん

だ
妍
康
の
愛
に
は
勤
王
の
志
士
が
所
々
に
出
、
宋
の
亡
ぶ
に
常
つ

て
も
然
り
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
短
時
日
の
教
化
の
致
す
と
こ
ろ
で

は
な
い
。
」
と
言
ふ
。
而
し
て
日
知
録
（
十
三
）
宋
世
風
俗
の
項
に

こ
の
説
を
畢
げ
、
五
代
と
宋
と
の
風
氣
の
愛
化
を
論
じ
て
は
、
易

の
剥
の
上
九
碩
果
の
説
を
あ
げ
て
ゐ
る
。
こ
の
碩
果
は
即
ち
儒
教

猜
紳
に
相
常
す
る
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
の
自

畳
・
復
輿
を
促
し
た
人
物
が
窟
仲
流
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は

宋
代
士
人
の
氣
風
を
新
た
に
振
作
し
た
人
で
あ
っ
た
。
朱
子
も
言

‘ヽ
、ふ

祖
宗
以
来
の
名
相
、
李
文
靖
・
王
文
正
の
諸
公
の
如
き
は
只
危

地
に
善
き
も
亦
得
ず
。
苑
文
正
の
時
に
至
つ
て
使
ち
大
い
に
名

節
を
励
し
士
氣
を
振
作
せ
り
。
故
に
士
大
夫
を
振
作
す
る
の
功

多
し
と
為
す
（
語
類
―
二
九
）
。

然
る
に
窟
仲
流
が
大
い
に
活
躍
し
た
の
は
仁
宗
の
時
代
で
あ
り
、

就
中
疫
層
の
盛
時
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
宋
朝
が
開
け
て
よ
り
約

七
十
年
の
後
の
事
で
あ
る
。
苑
仲
洵
が
生
れ
、
學
ん
だ
時
勢
は
如

一
六

象



北
宋
思
想
界
の
動
向

と
同

0

。

こ
こ
に

七

で
あ
っ
た
。
朱
子
は
疫
の
高
祖
と
共
に

聖
人
の
材
あ
り
と
評
し
て
ゐ
る
が
（
語
類
―
二
七
）
、
そ
の
政
策
は

天
才
的
な
後
周
の
世
宗
の
志
業
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
。

（
語
類
―
二
七
。
内
諮
湖
南
著
「
中
國
近
世
史
」
参
照
）
。
他
は
屁
餃
周
の

幼
帝
は
じ
め
一
を
殺
さ
ず
却
つ
て
優
遇
し
、
又
天
下
平
定
に
常

し
め
な
か
っ
た
。
而
し
て
こ
れ
に
就
い
て
は
後

の

に

よ

る

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

が

何
た
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
又
彼
が
活
躍
し
得
べ
き
憫
制
は
如
何

に
準
備
さ
れ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
。
太
祖
・
太
宗
・
飢
宗
0
時
代

の
大
盟
に
就
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

後
周
の
世
宗
の
重
臣
と
し
て
天
下
統
一
の
志
業
を
採
け
た
趙
匡

胤
が
、
世
宗
の
崩
後
弧
ひ
て
黄
抱
を
着
せ
ら
れ
て
宋
朝
を
開
い
た

の
は
四
紀
九
百
六
十
年
で
あ
っ
た
。
太
祖
と
そ
の
弟
の
太
宗
の
二

代
の
間
に
宋
朝
天
下
統
一
の
事
業
は
略
々
成
就
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
政
策
の
重
要
な
黙
は
崖
末
五
代
に
於
け
る
節
度
使
の
横

暴
の
弊
を
去
る
べ
く
兵
力
を
中
央
に
集
め
、
中
央
よ
り
は
文
官
を

派
し
て
政
治
の
宜
樅
宜
務
を
司
ら
し
め
、
以
て
中
央
集
樅
的
な
官

僚
闊
家
形
盟
を
整
へ
た
と
い
は
れ
る
。
又
三
代
目
飢
宗
に
至
っ
て

は
外
夷
（
契
丹
）
と
和
睦
し
(
「
0
0
四
年
）
、
内
政
に
つ
と
め
た

の
で
、
開
図
N

に

し

て

の

盛

時

が

出

現

し

た
の
で
あ
る
。

で
あ
り
、
太
祖
に
釘
し
て
も
毅
然
た
る
態
度
を
持
し
て
畏
れ
し

め
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
而
も
太
祖
に
は
此
等
の
人
々
を
感
ぜ

し
め
誠
を
盗
さ
し
め
て
善
く
用
ふ
る
の
大
度
が
あ
っ
た
。
朱
子
の

所
謂
「
英
雄
の
手
段
」
（
語
類
―
二
九
）
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
朱

子
は
又
「
闘
初
の
人
材
は
是
れ
五
代
の
時
に
已
に
生
じ
得
了
る
。
」

（
同
上
）
と
言
ひ
、
「
名
臣
言
行
録
」
に
多
く
載
せ
て
ゐ
る
。
こ

こ
に
注
謡
さ
れ
る
こ
と
は
賢
相
苑
質
を
ほ
め
つ
つ
も
太
宗
が
「
世

宗
に
討
し
て
臣
節
を
全
う
し
て
死
な
な
か
っ
た
。
」
と
評
し
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
太
宗
の
陰
険
な
性
格
を
示
す
一
例
で
あ
ら
う

し
、
寧
ろ
酷
評
で
あ
ら
う
。
李
防
は
宋
朝
に
は
仕
へ
ず
、
五
度
僻

し
た
後
漸
く
仕
へ
た
が
、
太
宗
が
彼
を
努
っ
た
時
、
「
臣
前
日
周

る
る
の
み
、
今
周
に
事
ふ
る
の
心
を
以
て
陛
下
に
事

っ
た
こ
と
は
、
易
姓
革
命
の
髪
に
遇
っ
た
人
と
し

殊
に
は
太
宗
と
し
て
は
彼
の
意
を

と
争
つ
て
正

へ
ん
。
」

て
は
己
む

多

と

す

べ

き

で

あ

ら

う

。

と

し

て

義
を
守
っ
た
こ
と
は
立
派
で
あ
っ
た
。

然

る

に

「

名

箇

」

と

い

ふ

黙

か

ら

は

太

宗

の

と

こ

ろ
あ
り
と
も
言
ふ
べ
く
、
か
く
て
士
風
を
振
ひ
、
名
節
を
励
ま
す

氣
風
は
宋
朝
科
畢
の
制
に
て
官
吏
と
な
っ
た
人
々
の
間
に
こ
そ
起

る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
已
に
太
祖
は
自
ら

ひ

士

人

の

め

る

と

こ

ろ

が

あ

っ

た

の

で

あ

い
ふ
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る



は
、
「
冠
姻
ま
で
は
胴
代
の
宰
相
の
如
く
自
ら
平
以

が
あ
っ
た
が
、
王
旦
か
ら
は
人
物
は
正
し
い
が
自

己
の
樅
限
外
の
職
務
に
は
口
を
出
さ
ず
、
天
子
の
大
樅
を
敢
へ
て

犯
さ
ぬ
と
い
ふ
ゃ
う
な
宋
代
風
の
宰
相
が
出
来
た
。
こ
れ
は
太
宗

か
ら
飢
宗
の
間
に
宋
の
制
度
も
定
り
宋
代
の
氣
風
が
出
来
た
故
で

あ
る
が
、
そ
の
次
の
仁
宗
の
時
に
な
っ
て
特
別
な
士
人
の
風
が
出

末
て
、
之
に
よ
つ
て
宋
代
の
永
絨
し
た
基
を
開
い
た
。
そ
し
て
こ

れ
に
最
も
功
の
あ
っ
た
人
が
窟
仲
流
で
あ
る
。
」
（
中
國
近
批
史
）

と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
看
来
つ
て
、
闘
初
よ
り
員
宗
の
間
は
安
静
を

事
と
し
、
制
度
の
確
立
に
努
め
た
時
期
で
あ
る
。
朱
子
は
太
祖
の

時
の
政
策
は
一
時
の
描
宜
に
よ
る
べ
き
叫
叩
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と

は
認
め
つ
つ
、
太
宗
・
員
宗
の
間
に
開
に
妥
常
な
轄
敷
制
度
を
整

ヘ
學
を
講
ず
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
を
追
憾
と
し
て
ゐ
る
。
又
一

面
で
は
、
氣
に
は
盛
衰
が
あ
る
も
の
で
、
盛
な
時
は
政
治
が
ま
づ

く
と
も
弊
害
が
現
は
れ
な
い
も
の
だ
と
も
評
し
て
ゐ
る
（
語
類
一

二
七
）
。
宋
朝
は
訊
宗
・
仁
宗
の
間
が
陸
昌
の
氣
が
最
も
強
く
勁
い

て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
仁
宗
筵
仁
の
責
に
よ
つ
て
内
治
に
於
て
は

太
平
が
紹
き
、
契
丹
と
の
闘
係
も
自
ら
和
ぎ
、
人
々
は
干
文
を
知

ら
ぬ
と
い
ふ
有
様
と
な
っ
た
。
こ
の
如
き
状
勢
の
も
と
に
宋
代
の

學
術
・
思
想
が
興
り
、
政
治
と
學
間
と
が
高
度
に
一
っ
と
な
り
、

宋
代
の
思
想
界
の
特
色
を
披
揮
し
た
の
で
あ
る
。

北
宋
思
想
界
の
勁
向

先
づ
干
氾
文
流
に
就
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
彼
は
太
宗
の
端
挟

二
年
（
九
八
九
年
）
に
生
れ
た
が
、
幼
時
唐
の
宰
相
股
泳
の
子
孫

と
き
い
て
披
憤
、
苦
學
し
た
。
民
間
の
隠
れ
た
純
粋
な
學
者
戚
同

文
の
影
薯
が
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
が
確
か
な
こ
と
は
不
明
で
あ

る
。
二
十
八
歳
進
士
の
第
に
登
っ
た
が
、
以
後
顕
は
れ
ず
、
丞
相

晏
殊
の
推
蒻
で
秘
書
閣
校
理
と
な
っ
て
中
央
の
官
に
つ
い
た
の
は

四
十
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
彼
の
活
躍
は
以
後
六
十
四
歳
に
て
没
す

る
迄
の
間
で
あ
っ
た
が
、
自
説
を
開
陳
し
て
容
れ
ら
れ
ぬ
時
は
潔

く
退
く
と
い
ふ
態
度
で
、
波
瀾
の
多
い
後
半
生
を
送
っ
た
が
、
深

く
一
貫
し
た
人
格
見
識
は
常
時
の
士
人
に
大
き
な
影
害
を
奥
へ
た

の
で
あ
る
。
朱
子
は

苑
公
平
日
胸
襟
裕
逹
、
毅
然
と
し
て
天
下
園
家
を
以
て
己
が
任

と
為
す
（
語
類
―
二
九
）
。

と
評
し
て
ゐ
る
。
彼
が
三
十
九
歳
、
母
の
喪
中
に
あ
っ
て
、
時
の

執
政
に
追
っ
た
書
に
、

一
心
の
戚
を
以
て
天
下
の
憂
を
忘
れ
ず
、
四
海
の
生
霰
長
く
太

平
を
見
ん
こ
と
を
庶
ふ
。

と
、
天
下
園
家
に
志
あ
る
こ
と
を
披
漉
し
、
紹
い
て
、

我
が
宋
の
天
下
を
有
し
て
よ
り
、
之
を
紐
し
之
を
営
し
、
之
を

長
じ
之
を
育
し
て
、
以
て
太
平
に
至
る
。
累
聖
の
功
登
に
大
な

ノ＼



北
宋
息
想
界
の
勁
向

ら
ず
や
。
然
れ
ど
も
否
の
極
は
泰
、
の
極
は
否
、
天
下
の
理

術
眼
す
る
が
如
し
。
惟
聖
人
の
み
卦
を
設
け
て
象
を
観
る
。
窮

す
れ
ば
則
ち
焚
ず
、
髪
ず
れ
ば
則
ち
通
ず
、
通
ず
れ
ば
則
ち
久

し
。
髪
を
知
る
者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
其
れ
能
＜
久
し
か
ら
ん
や
。

此
れ
聖
人
易
を
作
る
の
大
旨
に
し
て
以
て
天
下
を
理
む
る
者
に

授
く
る
な
り
。

と
言
つ
て
、
天
下
の
事
を
極
論
す
る
原
理
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
。

彼
の
見
識
は
易
の
息
想
に
由
来
す
る
。
夫
の
先
菱
後
楽
の
論
も
こ

の
観
貼
か
ら
出
て
来
る
。
髪
を
知
る
は
経
綸
を
明
か
に
し
通
・
久

を
得
る
所
以
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
彼
の
改
革
論
が
生
れ
て
来
る
の

で
あ
る
。
而
し
て
彼
は
易
を
生
か
し
つ
つ
更
に
六
紐
の
大
骸
に
通

じ
て
追
義
を
以
て
徹
底
し
た
。
こ
れ
が
彼
が
目
指
し
た
人
格
の
根

本
眼
目
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
到
つ
て
學
術
が
政
治
の
根
抵
と
な
っ

た
と
言
ひ
得
よ
う
。
夫
の
「
岳
励
棲
記
」
は
朱
子
も
「
苑
文
正
公

の
好
慮
に
は
欧
陽
脩
も
及
ば
ず
。
」
（
晶
類
一
三
九
）
と
評
し
た
程

の
名
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
彼
の
考
が
よ
く
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

岳
悶
棲
は
唐
代
以
来
杜
甫
を
は
じ
め
遷
客
緊
人
が
多
く
こ
こ
に
會

し
て
名
作
を
の
こ
し
た
と
こ
ろ
、
彼
苑
仲
流
も
「
朝
暉
夕
陰
、
氣

象
萬
千
な
り
。
」
と
叙
し
、
次
い
で
露
雨
霧
々
の
時
、
又
春
和
し

景
明
か
な
る
時
に
こ
の
棲
に
登
る
騒
人
の
愉
を
、
悲
喜
の
極
虞
に

就
い
て
文
學
的
に
絞
述
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
即
ち
詩
賦
の
世
界
を

十
分
に
開
解
し
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
此
は
畢
党
物
を
以
て

一九

悲
喜
を
、
た
す
も
の
、
境
に
應
じ
て
う
つ
ろ
ふ
も
の
と
い
ふ
外
は
な

い
。
こ
れ
を
文
學
的
に
勝
れ
て
表
現
す
る
意
義
は
認
め
つ
つ
も
、

も
つ
と
深
い
古
の
仁
人
の
心
に
沈
潜
し
て
ゆ
か
ん
と
す
る
。
即
ち

江
湖
の
遠
き
に
居
て
も
闇
堂
の
高
き
に
居
て
も
終
始
一
貫
し
た
心

を
持
た
ん
こ
と
を
願
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
一
貫
し
た
心
は
「
誠
」

と
い
ふ
も
可
で
あ
り
、
こ
の
誠
の
心
は
彼
に
於
て
は
窮
・
髪
・
通
・

久
を
洞
察
す
る
活
き
活
き
と
し
た
見
識
と
な
つ
て
は
た
ら
く
も
の

で
あ
る
。
故
に
「
天
下
の
憂
に
先
だ
っ
て
憂
へ
、
天
下
の
楽
に
後

れ
て
架
む
。
」
と
は
岳
陽
棲
記
一
篇
の
眼
目
で
あ
り
、
苑
仲
泄
の
根

本
精
紳
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
様
な
態
度
を
以
て
毅
然
と
し
て
闊
堂

の
高
き
に
立
っ
た
が
、
勢
力
に
迎
合
し
、
先
例
を
守
る
の
名
義
を

借
り
て
一
身
の
利
害
の
為
に
趨
舎
す
る
官
吏
と
の
間
に
摩
擦
を
起

し
、
宰
相
呂
夷
筒
に
反
酎
し
て
睦
州
や
饒
州
に
貶
せ
ら
れ
た
。
か

か
る
苑
仲
流
の
態
度
に
同
調
し
た
余
靖
・
手
沫
．
欺
陽
脩
も
貶
せ

ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
察
襄
は
四
賢
一
不
肖
詩
を
作
っ
た
と

こ
ろ
、
こ
れ
が
都
下
に
他
揺
さ
れ
て
大
き
な
反
轡
を
呼
び
、
言
諭
尊

重
の
氣
風
が
醸
成
さ
れ
、
正
論
を
以
て
終
始
せ
ん
と
す
る
士
人
が

現
は
れ
る
至
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
が
朋
常
の
論
が
生
れ

君
子
小
人
の
封
立
を
生
み
出
す
結
果
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
襄

塵
一
一
年
に
は
呂
夷
箇
・
夏
煉
が
退
い
て
、
施
仲
掩
・
富
弼
・
韓
碕
・

欺
陽
脩
等
が
用
い
ら
れ
た
の
で
石
狙
株
は
襄
肝
聖
徳
詩
を
作
っ
た

が
、
そ
の
中
で
夏
辣
を
大
姦
と
呼
ん
だ
。
此
の
事
も
常
争
を
激
化



せ
し
め
る
因
と
な
っ
た
が
、
今
や
新
進
の
士
人
逹
の
強
力
な
指
尊

註
四

に
よ
つ
て
時
勢
の
風
氣
が
好
轄
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

次
に
欧
陽
脩
に
就
い
て
考
へ
て
み
よ
う
。
彼
は
苑
仲
流
を
中
心

と
し
て
肌
っ
た
疫
貯
の
風
氣
の
中
の
人
で
あ
り
、
そ
れ
を
承
け
つ

つ
獨
自
の
見
解
を
持
っ
た
人
で
あ
る
。
彼
が
文
學
の
方
面
で
古
文

を
唱
尊
し
て
言
論
の
自
由
な
殷
逹
に
功
あ
り
し
こ
と
は
限
Ic
指
摘

さ
れ
て
ゐ
る
。
宋
史
列
他
に
は
彼
が
韓
愈
の
後
を
承
け
て
文
章
の

追
を
肌
し
、
＇
「
斯
文
の
正
氣
を
し
て
以
て
大
追
に
羽
炭
し
人
心
を

註
五

扶
持
す
べ
か
ら
し
む
。
」
と
評
し
て
ゐ
る
。
宋
代
の
策
論
の
流
行
、

時
務
論
の
疲
展
は
欧
悶
脩
に
負
ふ
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。
彼
は
道

義
の
立
場
に
立
つ
て
君
子
と
小
人
、
泊
義
と
功
利
を
辮
別
し
名
節

を
重
ん
じ
た
。
小
人
の
偽
朋
と
君
子
の
開
朋
と
を
砧
極
的
に
論
じ

註
六

た
「
朋
窯
論
」
は
露
時
に
大
き
な
影
薯
を
奥
へ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
政
治
に
就
て
の
考
は
砲
仲
瀧
と
は
相
常
異
つ
て
ゐ
て
、
箇

易
・
術
理
・
明
白
・
鎮
静
を
以
て
主
謡
と
し
て
、
民
之
を
便
と
す

れ
ば
足
れ
り
と
い
ふ
様
な
貼
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
夫
の
酔
翁
亭
記

に
も
現
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
人
の
渠
を
架
し
む
の
説
は
旺
子
の
魚

の
架
を
説
く
箇
慮
を
取
用
し
つ
つ
彼
獨
自
の
考
を
寓
し
て
ゐ
る
。

こ
の
如
き
考
は
又
排
佛
の
論
た
る
「
本
論
」
に
も
よ
く
窺
は
れ

る
。
彼
の
説
に
よ
れ
ば
、
外
来
の
佛
教
が
盛
で
あ
る
の
は
中
闘
本

来
の
思
想
が
哀
へ
て
ゐ
る
故
で
あ
っ
て
、
排
佛
の
根
本
は
證
義
を

゜

修
め
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
本
が
修
ま
れ
ば
、
佛
教
の
息
が
深
く

北
宋
息
想
界
の
勁
向

そ
の
勢
が
盛
で
あ
っ
て
敵
し
難
く
と
も
、
馴
致
の
逍
が
開
け
る
と

い
ふ
。
彼
は
こ
れ
を
自
然
の
勢
と
言
っ
た
。
「
物
極
れ
ば
則
ち
反

り
、
敷
窮
す
れ
ば
則
ち
麦
ず
、
此
理
の
常
な
り
。
」
と
も
い
ふ
が
、

こ
の
理
を
逹
観
し
つ
つ
本
を
修
め
て
ゆ
く
べ
し
と
す
る
と
こ
ろ
に

彼
の
見
識
が
立
ち
、
人
を
し
て
深
く
肯
か
し
め
る
の
で
あ
ら
う
。

彼
は
極
め
て
合
理
的
な
人
と
言
は
れ
る
が
、
彼
の
議
論
に
は
内
面

的
な
深
さ
が
見
ら
れ
な
い
。
李
開
に
答
ふ
る
第
二
書
（
居
士
集
四
十

七
）
に
於
て
、

脩
、
世
の
學
者
多
く
性
を
言
ふ
を
息
ふ
。
故
に
常
に
説
を
為
し

て
曰
く
、
夫
れ
性
は
學
者
の
急
と
す
る
所
に
あ
ら
ず
、
而
し
て

聖
人
の
字
に
言
ふ
所
な
り
。
…
…
六
紐
の
載
す
る
所
は
皆
人
事

の
世
に
切
な
る
者
、
是
を
以
て
之
を
言
ふ
こ
と
怯
だ
詳
か
な
り
。

性
に
至
り
て
は
百
に
『
二
も
之
を
言
は
ず
、
或
は
因
り
て
言
ひ

て
及
ぶ
も
性
の
為
に
言
ふ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

と
言
つ
て
、
性
理
學
的
な
省
察
を
無
用
の
事
と
貶
し
て
ゐ
る
。
こ

の
貼
は
次
節
に
述
べ
る
唸
逸
的
思
想
家
を
ま
つ
て
深
め
ら
る
べ
き

こ
と
で
あ
り
、
廟
堂
の
高
き
に
居
り
て
政
治
・
文
學
に
本
領
な
り

露
性
な
り
を
疲
揮
し
た
欺
陽
脩
に
は
望
み
得
ぬ
こ
と
で
も
あ
ら
う

か
。
な
ほ
彼
が
「
易
童
子
間
」
に
て
示
し
た
如
き
合
理
的
質
證
的

態
度
、
「
集
古
録
跛
尾
」
に
よ
つ
て
金
石
學
を
ひ
ら
い
た
功
績
、

五
代
史
・
唐
害
の
編
築
な
ど
宋
代
の
學
術
を
隆
盛
な
ら
し
め
た
郷

も
注
怠
さ
れ
る
。

二

0



北
宋
思
想
界
の
動
向

し
て
偉
大
で
、
欺
の

い
て
考
へ
て
み
た
い
。
彼
は
仁
宗
朝
に
苑
・

に
参
粛
し
、
議
論
各
々
別
れ
て
も
殿
を
下
つ

て

未

だ

背

つ

て

争

は

ざ

る

如

く

で

あ

り

、

眼

中

に
社
稜
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
帥
宗
・
哲
宗
の
朝
よ
り
末

梢
的
と
な
り
漸
く
激
化
し
た
肌
常
の
争
に
の
み
終
始
し
て
眼
中
に

闘
家
な
き
に
至
っ
た
の
に
比
し
て
大
い
な
る
相
迩
と
い
ふ
べ
き
で

あ
ら
う
。
殊
に
韓
疏
は
甘
子
小
人
の
別
を
厳
し
く
す
る
よ
り
も
大

き
く
抱
指
す
る
胴
氣
と
度
賊
を
示
し
た
。
こ
れ
に
は
欺
開
脩
も
服

註
七

し
た
が
、
こ
こ
に
彼
が
政
治
家
と
し
て
の
仰
大
な
り
し
を
知
る
。

彼
曰
く
、

埼
平
生
弧
忠
に
伏
り
て
以
て
進
み
、
大
事
に
遇
ふ
緑
に
即
ち
死

を
以
て
自
ら
虞
る
。
幸
に
し
て
死
せ
ざ
る
は
皆
偶
ま
成
る
な

り
。
質
に
天
の
扶
持
せ
る
に
て
埼
（
自
ら
の
）
能
く
す
る
所
に

あ
ら
ざ
る
な
り
（
名
臣
言
行
録
）
。

以
上
、
苑
仲
流
・
欺
闊
脩
・
韓
埼
に
就
い
て
夫
々

0
本
領
と
す
る

所
を
考
察
し
た
が
、
共
に
祉
稜
の
臣
と
し
て
天
下
を
以
て
自
任
す

る
黙
は
共
通
し
て
ゐ
る
。
こ
の
事
は
富
弼
・
文
彦
拇
に
就
い
て
も

言
へ
る
こ
と
で
、
彼
等
は
間
堂
の
麻
き
に
あ
り
て
士
風
を
振
作
し

名
節
を
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
。
學
間
と
政
治
と
の
高
度
の
一
致
を

身
を
以
て
毅
然
と
し
て
質
践
し
、
而
も
夫
々
個
性
の
あ
る
人
桁
を

形
成
し
て
ゐ
た
此
等
の
人
々
の
北
宋
思
想
界
に
興
え
た
感
化
・
影

、
安
定
・
泰
山
之
が
先
河
た
り
。
」

つ
て
ゐ
る
（
宋
元
學
案
在
一
）
。
胡
安
定
・
孫
泰
山
・

石
狙
椋
は
箆
仲
流
と
略
々
同
時
代
の
人
て
、
仲
流
に
認
め
ら
れ
可

重
せ
ら
れ
た
。
元
来
榮
逹
に
心
な
く
科
畢
の
業
に
滋
な
く
、
共
に

泰
山
に
点
悶
す
る
こ
と
十
年
、
聖
賢
を
以
て
相
期
し
、
「
江
湖
の

遠
き
」
に
あ
っ
て
天
下
の
近
義
を
重
か
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
尉
末
五
代
以
来
の
民
間
私
學
の
他
統
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ

こ
そ
前
述
日
知
録
に
言
ふ
「
碩
果
」
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う

か
。
こ
の
三
人
の
外
に
陣
古
阪
・
士
建
中
・
王
開
祖
・
戚
同
文
の

如
き
民
間
に
あ
っ
て
そ
の
學
に
努
め
た
所
謂
硲
君
子
が
ゐ
た
が
、

就
中
胡
安
定
が
最
も
篤
宜
に
し
て
純
粋
平
正
、
多
く
の
生
徒
を
教

へ
て
師
追
を
興
し
た
。
そ
の
紐
義
齋
・
治
事
齋
の
制
は
、
苑
仲
流

の
議
に
よ
っ
て
京
師
・
州
縣
に
學
校
が
設
け
ら
れ
る
や
、
取
っ
て

以
て
範
と
さ
れ
る
に
至
つ
て
ゐ
る
。
石
祖
株
の
如
き
は
「
吾
が
勇

は
訛
朝
に
過
ぐ
」
。
と
言
っ
た
が
、
そ
の
弧
い
正
義
感
、
強
烈
な
人

格
は
民
間
に
在
り
つ
つ
大
き
い
影
麿
を
常
時
に
興
へ
た
の
で
あ

る
。
此
等
の
人
々
が
追
義
の
重
き
を
以
て
自
任
し
て
敢
へ
て
出
で

ず
叫
氾
仲
掩
は
じ
め
為
政
者
が
彼
等
を
敬
璽
し
た
と
こ
ろ
に
、
逍
竿

い
て
ゐ
た
こ
と
を
看
取
す
る
の
で
あ
る
。

しつ
四

て
大
で
あ
っ
た
。

と



徹
底
せ
し
め
る
な
ら
ば

胡
安
定
の
弟
子
劉
詐
が
帥
宗
の
「
胡
曖
（
安
定
）
の
文
章
は
王

安
石
と
執
れ
か
優
れ
る
。
」
と
の
問
に
封
し
て
、

胡
曖
は
道
徳
仁
義
を
以
て
東
南
の
諸
生
を
教
ふ
。
時
に
王
安
石

方
に
場
屋
に
在
り
て
進
士
の
業
を
修
む
。
臣
聞
く
、
聖
人
の
道

は
骰
あ
り
用
あ
り
文
あ
り
。
君
臣
父
子
仁
義
義
楽
の
歴
世
愛
ず

べ
か
ら
ざ
る
者
は
其
の
骸
な
り
。
詩
書
史
縛
子
集
の
法
を
後
世

に
垂
る
る
者
は
其
の
文
な
り
。
畢
げ
て
之
を
天
下
に
措
き
て
能

＜
其
の
民
を
洞
澤
な
ら
し
め
皇
極
に
婦
す
る
者
は
其
の
用
な

り
。
園
家
累
朝
士
を
取
る
や
、
骰
用
を
以
て
本
と
為
さ
ず
、
而

し
て
其
の
磐
律
浮
華
の
詞
を
尚
ぶ
。
是
を
以
て
風
俗
鍮
薄
な

り
。
臣
が
師
曖
、
賓
元
明
追
の
間
に
常
り
て
尤
も
其
の
失
を
病

み
、
遂
に
骸
用
の
學
を
明
か
に
し
て
以
て
諸
生
に
授
け
、
夙
夜

勤
痒
す
る
こ
と
二
十
餘
年
、
専
ら
學
校
に
切
に
し
て
、
蘇
胡
よ

り
始
り
て
太
學
に
終
る
。
其
の
門
よ
り
出
づ
る
者
無
慮
一
千
餘

人
な
り
。
故
に
今
の
學
者
夫
の
聖
人
の
憫
用
を
明
か
に
し
て
以

て
政
教
の
本
と
為
す
は
皆
臣
が
師
の
功
に
由
る
な
り
。

と
答
へ
て
ゐ
る
。
夫
の
程
伊
川
も
深
く
安
定
に
學
ぶ
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。
安
定
の
標
榜
し
た
骰
用
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
、
紐
義
齋
．

治
事
齋
の
二
齋
を
設
け
た
主
怠
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
が
所
謂
宋
代

性
理
の
學
の
先
河
と
な
っ
た
こ
と
は
十
分
首
肯
出
来
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
臆
・
用
・
文
の
中
か
ら
文
を
去
っ
た
こ
の
立
場
は
、
更
に

・
用
の
中
か
ら
用
を
去
つ
て
「
骰
」
を

北
宋
思
想
界
の
動
向

五

明
か
に
す
る
こ
と
に
婦
着
す
る
。
出
で
て
仕
へ
ず
、
純
粋
な
學
術

の
立
場
に
て
天
下
図
家
の
あ
る
べ
き
骸
を
明
か
に
し
て
、
天
下
の

追
義
を
支
へ
た
の
で
あ
る
。
看
束
つ
て
宋
代
の
思
想
の
考
察
に
は

こ
の
黙
の
顔
慮
が
極
め
て
重
要
な
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
、
此
等
民
間
の
學
者
の
標
榜
し
た
道
義
の
説
が
、
性
理

學
と
し
て
周
・
張
・
ニ
程
等
に
よ
っ
て
疲
展
さ
せ
ら
れ
て
行
く
に

就
い
て
は
、
老
旺
的
な
隠
逸
思
想
の
流
の
人
々
に
よ
っ
て
深
め
ら

れ
る
と
い
ふ
事
が
必
要
で
あ
っ
た
。
（
こ
の
事
は
従
来
宋
代
性
理

學
の
研
究
に
於
て
看
過
さ
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
。
）
夫
の
周
涼
漢
や

郡
康
節
の
如
き
人
々
は
こ
の
貼
を
十
分
考
慮
す
る
の
で
な
け
れ
ば

十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
な
い
と
さ
へ
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
尤

も
、
こ
の
硲
逸
的
な
思
想
を
道
義
の
根
抵
を
深
く
捉
へ
る
や
う
に

積
極
的
に
は
た
ら
か
し
め
た
力
は
上
述
の
如
き
道
義
尊
重
の
風
氣

の
旺
盛
な
る
に
由
る
も
の
で
あ
ら
う
が
。

宋
史
隧
逸
僻
に
は
、
遼
の
上
九
の
肥
遮
、
の
上
九
の
「
王
候

に
事
へ
ず
、
其
の
事
を
高
尚
に
す
」
を
以
て
隠
逸
の
意
義
を
十
分
に

註
八

認
め
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
宋
の
精
神
文
化
一
般
の
根
抵
に
愁
逸
的
な

思
想
が
流
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
思
は
し
め
ら
れ
る
。
朱
子
も
名
臣
言

行
録
前
集
の
終
に
、
陳
縛
．
穆
修
・
李
之
オ
・
釉
放
・
魏
野
・
林

逍

の

諸

人

の

て

ゐ

る

。

こ

の

黙

に

つ

い

て

梢

考

察

し



北
宋
思
想
界
の
動
向

る恙の

の

の

時

、

已

れ

て

ゐ

る

が

、

0
オ

を

員

ひ

、

五

季

四

方

に

遊

び

、

ず
し
て
山
L

つ

て

で

あ

る

。

太

玉

の

時

に

召

さ

礼

、

消

手

ゎ

て

治

言

ひ

、

又

「

犀

好
0

ぇ

れ

、

，

び

往

く

勿

れ

。

」

と
い

l

，

て

ゐ

る

。

彼

の

そ

の

人

柄

と

合

致

し

め

た

の

で

あ

ら

う

。

彼

は

又

易

を

好

で

ケ

夕

L
 

？
 

f-1̂1 
l}阜

ヽゞ

t
[

，
 

ぃ

‘

を

麟

9

梓
，

9

-

iメー
1ヽ

(‘ 

゜

て
み
た
い
。

の
境
地
を
最
も
よ
く
表
は
す
も
の
は
「
自
然
」
な

の
で
あ
る
。
内
な
る
性
命
へ
の
沈
潜
と
外
な
る
自
然
の
観
照
と
は

同
一
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
形
而
上
的
な
廣
い
世
界
が
開
け

る
。
易
を
愛
す
る
こ
こ
ろ
も
こ
れ
で
あ
ら
う
。
又
自
然
を
詠
ず
る

詩
が
深
い
境
涯
を
あ
ら
は
す
も
の
と
も
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人

の
性
佑
が
陶
冶
さ
れ
詞
費
に
さ
れ
る
。
こ
れ
を
明
確
に
把
握
し
た

の
が
性
耶
學
で
、
「
格
物
」
は
一
草
一
木
に
も
天
地
の
理
が
宿
つ

て
ゐ
る
と
の
考
の
上
に
立
ち
、
そ
れ
は
人
の
性
命
の
理
を
明
か
に

註
九

す
る
こ
と
と
同
一
の
事
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「
自
然
」
を
こ
の
様
に
捉
へ
る
境
地
は
六
朝
以
来
深
く
蓑
は
れ

て
来
た
も
の
で
あ
ら
う
。
陶
淵
明
の
「
心
遠
」
に
相
應
し
た
「
自

然
の
中
の
開
臨
」
も
こ
れ
で
あ
る
。
更
に
遡
つ
て
は
老
旺
的
な
思

想
、
降
つ
て
は
尉
代
の
罪
宗
、
特
に
六
祖
惹
能
以
来
強
調
さ
れ

た
只
没
岬
〇
吟
瞑
験
が
こ
の
「
自
然
」
を
深
く
精
帥
的
に
捉
へ
る
境

地
を
投
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
林
述
の
梅
花
の
詩
の
句
「
院
影
横
斜

水
泊
戊
、
暗
香
浮
動
月
黄
昏
。
」
は
常
時
極
め
て
有
名
で
あ
っ
た

が
、
朱
子
は
こ
〇
句
に
つ
い
て
、
「
言
外
の
揺
を
自
得
す
べ
き
で

あ
り
、
こ
の
句
に
精
帥
あ
る
を
看
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
語
類

―
―
四
）
と
言
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
朱
子
の
説
は
こ
の
時
代
の
自

然
観
の
根
本
眼
日
で
あ
ら
う
。
而
し
て
こ
れ
は
性
命
へ
の
沈
潜
で

あ
り
、
人
間
精
帥
の
さ
、
静
け
さ
で
あ
る
。
常
時
の
人
々
は
倫

理
の
外
に
か
か
に
て
精
帥
を
高
尚
に
し
、
以
て
倫
理
を
も



六

北
宋
思
想
界
の
動
向

高
め
、
性
理
の
形
而
上
的
世
界
を
樹
て
た
の
で
あ
っ
た
。
唸
逸
思

想
を
大
い
に
疲
展
せ
し
め
た
郡
康
節
に
就
い
て
は
次
節
に
考
察
す

る
が
、
そ
の
詩
句
「
梧
桐
の
月
は
懐
中
に
向
つ
て
照
り
、
楊
柳
の

風
は
面
上
に
来
つ
て
吹
く
。
」
に
就
い
て
程
明
追
は
「
慎
の
風
流

人
豪
な
り
。
」
と
評
し
て
ゐ
る
。
自
然
の
と
ら
へ
方
に
よ
つ
て
そ

の
人
の
思
想
・
人
物
を
評
債
す
る
事
が
出
来
る
と
考
へ
ら
れ
た
の

で
あ
ら
う
。
周
濫
渓
の
「
愛
蓮
説
」
も
蓮
の
中
の
好
寇
思
を
看
取

し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
程
明
逍
の
「
秋
日
偶
成
」
の
七
絶
の

如
き
は
そ
の
高
き
境
地
を
表
は
し
た
も
の
と
し
て
最
も
有
名
で
あ

註
十

る。
か
く
て
隠
逸
思
想
の
根
本
た
る
性
命
・
自
然
は
、
一
個
人
の
心

性
の
内
奥
を
窮
め
る
こ
と
が
即
ち
宇
宙
の
根
抵
に
参
入
し
、
或
は

そ
れ
を
洞
察
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
と
い
ふ
事
を
教
へ
る
。
宋

代
の
思
想
は
こ
の
様
な
思
想
に
瑞
か
れ
て
天
地
人
を
貫
く
廣
く
又

深
い
境
地
を
開
拓
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
宋
代
の
唸
逸
は
遮
の
上

0
 

0
 

九
・
墜
の
上
九
と
い
ふ
陽
徳
を
以
て
解
さ
れ
た
が
（
宋
史
氾
逸
偲
に

て
）
、
こ
の
陽
徳
は
即
ち
性
理
學
の
披
逹
の
一
大
原
因
と
な
っ
た
こ

と
に
於
て
最
も
勝
義
に
解
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
こ
の
黙

の
最
も
勝
れ
た
解
明
者
は
郡
康
節
で
あ
り
、
一
歩
進
ん
で
は
周
渾

漢
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

郡
康
節
は
そ
の
「
氣
質
が
本
来
清
明
で
、
又
養
ひ
得
て
純
厚
。
」

で
あ
っ
た
（
語
類
百
）
。
程
明
追
も
「
自
分
は
多
く
の
人
に
接
し
た

が
、
そ
の
人
物
の
維
な
ら
ざ
る
者
が
三
人
あ
る
、
そ
れ
は
張
横
渠

と
部
康
節
と
司
馬
光
と
だ
。
」
（
伊
浴
淵
源
鈴
巻
五
）
と
言
つ
て
ゐ

る
。
彼
は
浴
陽
に
居
る
こ
と
殆
ど
三
十
年
、
「
貧
に
安
ん
じ
道
を

架
し
み
、
未
だ
嘗
つ
て
眉
を
破
め
ず
、
寝
息
の
虞
を
安
渠
腐
と
為

し
、
自
ら
安
柴
先
生
と
腕
」
し
た
が
（
同
上
）
、
彼
の
許
に
多
く
の

名
士
が
訪
ね
た
。
彼
は
宋
の
太
平
の
氣
分
を
満
喫
し
た
人
で
あ
ら

う
、
而
も
紐
世
の
事
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
彼
の
人
物
の
大

き
さ
が
あ
る
と
も
見
ら
れ
る
。
彼
は
自
分
の
墓
誌
銘
を
程
明
道
に

依
頼
し
た
こ
と
も
典
味
深
い
が
、
そ
の
墓
誌
銘
に
日
く
、

先
生
少
か
り
し
時
、
自
ら
其
の
オ
を
雄
な
り
と
し
、
恨
慨
大
志

あ
り
。
既
に
學
ん
で
高
遠
を
慕
ひ
、
謂
へ
ら
く
先
王
の
事
必
ず

致
す
べ
し
と
為
す
と
。
其
の
學
盆
々
老
い
徳
盆
々
都
き
に
及
ん

で
は
、
心
を
高
明
に
玩
び
、
天
地
の
運
化
陰
陽
の
消
息
を
観
て

以
て
萬
物
の
褻
に
逹
し
、
然
る
後
頗
然
と
し
て
順
ひ
、
浩
然
と

し
て
師
る
。

こ
の
言
葉
は
郡
康
節
の
本
質
を
最
も
よ
く
言
ひ
表
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
彼
の
人
物
の
大
き
さ
は
朱
子
も
「
他
の
腹
裏
這
箇
の
學
あ

り
、
能
く
宇
宙
を
包
括
し
古
今
を
終
始
す
。
：
・
・
・
・
人
豪
と
謂
ふ
べ

し
。
」
（
語
類
百
）
と
言
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
門
人
が
朱
子
に
、

近
日
學
者
、
拘
検
を
厭
ひ
て
舒
放
を
架
し
み
、
精
詳
な
悪
み
て

ニ
四



の
動
向

ず。

と

語

っ

た

の

に

の

中

の

で

あ

る

が

、

の

境

地
は
右
の
如
く
謀
つ
て
慕
は
れ
易
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
こ
れ
に

て
察
し
得
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
彼
の
境
地
の
翡
明
・
純
厭
0
根

゜

抵
は
何
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
は
形
而
上
的
な
観
で
あ
る
。
而
し
て

そ
の
観
を
精
密
に
し
た
も
の
は
易
の
象
敷
で
あ
ら
う
。
象
敷
に
よ

つ
て
天
地
の
麦
化
が
盛
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
・
ニ
・
四
・
八
・

十
六
の
如
き
加
一
倍
の
説
、
世
・
迎
．
會
・
元
の
説
の
如
き
は
こ

じ
つ
け
の
如
き
黙
が
多
い
が
、
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
焚
化
を
盈
し
、

法
則
的
理
法
的
に
観
ず
る
の
で
あ
る
。
粛
す
と
は
宇
宙
を
包
括
す

。

る
統
一
的
な
境
地
で
あ
り
、
そ
の
境
地
に
て
理
法
を
観
ず
る
と
こ゚

ろ
に
、
性
理
學
の
根
本
に
躙
れ
る
の
で
あ
る
。
但
し
こ
の
観
は
敢

へ
て
行
為
に
出
で
よ
う
と
し
な
い
、
否
、
行
為
は
間
題
と
な
ら
な

い
と
も
い
ふ
べ
き
境
地
で
、
こ
こ
に
隠
逸
的
思
想
の
本
領
が
召
取

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
形
而
上
的
た
世
界
へ
の
指
向
は
前
節
0

自
然
観
を
よ
り
省
察
的
に
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
べ
く
、
こ
の
如
き
考

ヘ
方
が
夫
の
「
物
を
以
て
物
を
観
る
」
の
反
観
の
両
と
な
る
の
で

あ
る
。
我
を
以
て
物
を
観
る
の
で
は
な
い
、
我
と
い
ふ
も
の
が
な

い
、
そ
れ
は
物
を
理
中
の
物
と
し
て
観
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

彼
は
又
「
物
を
以
て
物
び
、
物
を
以
て
物
を
悲
し
む
。
此
殷

し

て

節

に

中

（

誤

物

外

紺

）

と

い

ふ

が

、

に

中

る

と
の

こ。
キ
ー あ

り
、

の
人
と
為
り

ん

二
五

と

は

理

に

こ

と

、

そ

れ

は

萬

物

「

虚

心

に

し

て

動
か
ざ
る
を
得
る
所
以
で
あ
る
。
故
に
「
物
を
以
て
物
を
観

る
」
は
、
そ
の
人
の
心
が
至
つ
て
静
か
に
、
至
つ
て
虚
に
し
て
可

能
な
こ
と
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
老
荘
流
の
唸
逸
思
想
を
本
と
し
つ

つ
、
観
に
於
て
天
地
の
心
、
更
に
は
先
天
の
心

訟
味
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
郡
康
節
の
到
り
得
た
境
地
は
霰

の

め

て

ゐ

あ
っ
た
。
彼
の
心

よ
り
も
勝
れ
て
ゐ

註
十
一

る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
朱
子
は
指
摘
し
稲
揚
し
て
ゐ
る
。
彼
が
宋

代
性
理
の
學
に
於
て
有
す
る
訟
義
を
十
分
認
め
て
「
伊
洛
瀾
源

録
」
に
重
く
取
り
扱
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
「
近
思
録
」

に
は
都
康
節
の
説
が
入
れ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
こ
れ
は
雨
書
の
性
質

の
相
述
に
も
よ
る
が
、
郡
康
節
の
説
に
倫
理
的
な
面
が
稀
菊
な
る

が
故
と
思
は
れ
る
。
而
し
稔
逸
思
想
の
流
を
多
く
承
け
つ
つ
よ
り

が
朱
子
に
よ
っ
て
追
學
の
祖
と
し
て

れ
た
の
で

渓
に
就
い
て
へ
て
み
よ
う
（
以
下
周
子
と
略
稲
す
る
）
。

「
人
品
怯
だ
料
く
、
胸
中
洒
落
た
る
こ
と
光
風
霙
月
の
如
し
。
」

山
に
評
さ
れ
た
彼
は
、
一
而
山
林
の
士
と
し
て
仙
風
追
氣

一
而
地
方
官
と
し
て
そ
の
政
事
精
絶
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

々
は
周
子
に
於
て
宋
代
に
於
け
る
隠
逸
思
想
と
倫
理
思
想

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
彼



の
人
物
と
學
問
と
は
宋
明
學
者
に
深
い
影
響
を
興
へ
た
。
已
に
二

程
子
も
彼
に
會
つ
て
か
ら
科
畢
の
業
を
厭
ひ
、
慨
然
と
し
て
道
を

求
め
る
志
を
起
し
た
。
た
だ
周
子
と
二
程
子
と
の
學
問
・
思
想
上

の
闘
係
に
就
い
て
は
従
来
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
れ
に
就
い
て
は
周
子
と
二
程
子
の
夫
々
が
宋
代
學
術
の
典

型
を
な
し
て
ゐ
る
こ
と
、
及
び
朱
子
に
於
て
集
大
成
さ
れ
、
雨
者

の
意
義
を
夫
々
十
全
に
認
め
ら
れ
た
と
い
ふ
勘
を
考
へ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
思
ふ
。
而
し
て
朱
子
が
周
子
を
近
世
道
學
の
祖
と
し
た
の

は
、
隠
逸
思
想
を
活
か
し
て
倫
理
の
根
抵
を
明
確
に
捉
へ
た
が
故

で
あ
ら
う
。

周
子
は
郡
康
節
と
同
じ
く
易
に
得
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た

が
、
象
敷
に
よ
ら
ず
、
「
太
極
間
説
」
に
て
形
而
上
學
的
な
思
索

を
述
べ
、
「
通
書
」
に
て
そ
れ
を
倫
理
學
的
に
展
開
せ
し
め
た
。

こ
こ
に
已
に
郡
康
節
と
異
る
鈷
を
明
か
に
看
得
る
わ
け
で
あ
る
。

而
し
て
「
物
を
以
て
物
を
観
る
」
の
境
地
は
、
「
太
極
圏
説
」
に

於
て
「
無
極
に
し
て
太
極
」
の
一
句
で
高
明
に
表
明
さ
れ
て
ゐ
る

註
十
三

と
言
ひ
得
よ
う
。
「
太
極
岡
説
」
に
於
け
る
無
極
・
主
静
・
無
欲

は
も
と
唸
逸
思
想
に
厨
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
太
極
を
理

と
し
て
と
ら
へ
る
上
に
活
か
さ
れ
て
ゐ
る
。
太
極
を
理
と
し
て
と

ら
へ
る
と
は
無
極
に
よ
る
慎
を
二
氣
・
五
行
・
萬
物
に
於
て
観
る

こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
而
し
て
こ
こ
に
太
極
と
人
極
と
を
分
け
る

分
析
眼
が
は
た
ら
い
て
、
倫
理
の
世
界
の
い
理
解
が
説
か
れ
る
。

北
宋
思
想
界
の
動
向

か
く
て
の
世
界
で
は
中
庸
の
誠
の
説
が
新
し
く
生
か
さ

れ
て
来
る
わ
け
で
あ
る
。
「
通
書
」
が
従
来
の
儒
敦
の
の
基
本
的

概
念
を
復
活
新
生
せ
し
め
た
書
物
で
あ
る
と
も
看
得
る
理
由
も
以

上
の
黙
に
あ
る
。
周
子
の
書
は
「
語
意
峻
虐
に
し
て
渾
成
、
條

理
精
密
に
し
て
疏
暢
。
」
（
朱
子
大
極
図
説
解
附
罪
）
と
評
さ
れ
て
ゐ

る
が
、
彼
は
渾
然
と
し
て
高
明
な
境
地
を
説
き
、
そ
こ
か
ら
概
念

分
析
の
世
界
に
降
り
、
悪
の
幾
に
も
論
及
し
つ
つ
、
常
に
渾
然
な

る
全
的
境
地
に
躇
つ
て
ゐ
る
と
で
も
い
ふ
べ
き
様
子
が
あ
る
。
こ

れ
即
ち
周
子
の
人
品
の
高
き
所
以
で
あ
る
。
彼
は
孔
子
を
袈
し
て

「
道
徳
高
厚
、
教
化
無
窮
、
賓
に
天
地
と
参
り
四
時
と
同
じ
き
は
、

其
れ
惟
だ
孔
子
か
。
」
（
通
書
）
と
言
ふ
の
は
、
「
太
極
圏
説
」
の

天
人
合
一
の
境
地
の
骰
現
者
と
し
て
の
孔
子
を
言
ふ
も
の
と
考
へ

得
る
。
而
し
て
聖
人
を
誠
・
帥
・
幾
の
三
を
具
へ
た
も
の
と
し
て

説
い
て
、

寂
然
不
動
な
る
は
誠
な
り
。
感
じ
て
遂
に
通
ず
る
は
誹
な
り
。

動
い
て
未
だ
形
は
れ
ず
、
有
無
の
間
な
る
は
幾
な
り
。
誠
な
れ

ば
精
し
、
故
に
明
か
な
り
。
帥
な
れ
ば
應
ず
、
故
に
妙
な
り
。

幾
な
れ
ば
微
か
な
り
、
故
に
幽
な
り
。
誠
帥
幾
な
る
を
聖
人
と

曰
ふ
（
通
古
）
。

こ
の
如
き
聖
人
は
周
子
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
新
し
い
理
想
的
人
格

で
あ
る
。
こ
の
黙
か
ら
も
周
子
の
思
想
が
北
宋
思
想
界
の
一
典
型

で
あ
る
と
い
ふ
事
を
知
る
こ
と
が
出
束
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ

二
六



北
宋
思
想
界
の
動
向

も
仁
宗
朝
に
已
に

極
諭
し
た
。
彼
は
又
帥
宗

つ
て
、
無
事
の
中
に
惰
氣

諭
じ
て
帥
宗
0
信
任
を
得

吏
冗
兵
、
ま
た
外
頁
〇
費

に
物
賓
〇
流
通
が
成
皿
と
な

農
民
の
窮
乏
を
拍
い
て
、
こ
こ

の
「
千
載
一
遇
」
（
東
部
貨
略
）

行
は
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

王
安
石
の
政
治
思
想
は
「
萬
―
―

i

に

よ

っ

て

が

、

彼
に
は
「
先
王
の
政
」
と
い
ふ
理
想
が
あ
り
、
そ
れ
は
人
材
の
咋

成
、
理
財
に
よ
る
富
に
よ
っ
て
人
愉
を
尊
い
て
教
化
を
致
さ
ん
と

す
る
の
で
あ
る
。
最
も
注
訟
す
べ
き
は
「
其
の
理
財
に
於
け
る
、

。

大
抵
法
な
く
、
故
に
倹
約
す
と
雖
も
民
富
ま
ず
、
憂
勤
す
と
雖
も

こ
に
程
子
の
學
も
亦
一
典
型
と
い
く
、
程
子
は
再
び
闇
堂
の

つ
て
天
下
を
以
て
己
が
任
と
な
す
環
境
に
あ
り
、
そ
0

の
出
現
に
よ
っ
て
大
き
く
動
き
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

る。て
宋
代
太
平
の
氣
分
を
満
喫
し
た
都
康
節
は
天

い
て
宋
の
衰
連
を
豫
言
し
た
。
王
安
石

を
上
つ
て
時
弊
を
指
摘
し
時
務
を

註
十
四

し
「
本
朝
百
年
無
事
詞
子
」
を
上

、
今
や
一
大
改
革
の
時
期
な
る
を

常
時
の
政
治
に
軟
極
性
な
く
、
冗

天
下
一
統
と
平
和
持
紹
と
の
故

m
紐
洞
〇
狡
逹
は
商
人
の
兼
併
、

有
為
の
君
主
帥
宗
と
王
安
石
と

の
投
合
に
よ
っ
て
一
大
改
革
が

七

こ

閻

弧

か

ら

ず

。

」

と

の

見

解

で

、

こ

の

罪

財

の

が
新
法
と
な
っ
た
C
•

青
苗
法
・
市
易
法
に
よ
っ
て
商
人

0
兼
併
を
抑
へ
ん
と
し
、
田
水
利
・
保
甲
•
免
役
・
保
馬
の
法

の
如
き
も
皆
躙
家
の
椛
力
を
以
て
柏
極
的
な
組
織
の
も
と
に
政
治

を
建
て
直
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
激
し
い
反
厨
に
も
拘
ら

ず
十
八
年
間
に
亙
つ
て
齢
紹
さ
れ
た
新
法
政
治
も
、
神
宗
の
死
と

共
に
中
止
さ
れ
、
結
局
は
失
敗
に
終
つ
て
小
人
の
跛
麗
を
招
い
た

黙
は
非
難
さ
れ
る
が
、
然
し
宋
朝
の
読
家
腔
制
と
そ
の
百
年
間
の

弊
と
に
鑑
み
て
、
王
安
石
が
掲
げ
た
理
想
は
極
め
て
妥
常
で
あ
っ

た
。
苑
仲
流
に
よ
っ
て
靡
唱
さ
れ
た
名
箇
、
先
憂
後
柴
の
説
も
、

大
き
な
闘
家
盟
制
の
出
現
と
共
に
法
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
更
に
は
そ
う
い
ふ
法
を
活
用
す
べ
き
學
術
・
思
想
・
教
育

が
相
應
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
於
て
程
子
が
「
大

學
」
を
重
ん
じ
た
邸
義
を
認
め
得
る
。
「
大
學
」
は
國
家
骰
系
を

本
と
し
て
設
か
れ
、
そ
の
修
徳
0
本
と
し
て
の
格
物
致
知
は
夫
の

法
・
理
の
思
想
に
繋
つ
て
ゐ
る
0
で
あ
り
、
こ
れ
に
居
敬
の
工
夫

を
加
へ
て
追
徳
と
法
と
の
統
一
を
図
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
（
こ
の

思
想
が
全
骰
大
用
の
思
想
と
展
開
し
た
。
）
朱
子
も
「
熙
寧
の
時

は
改
革
を
要
す
べ
き
状
態
に
あ
り
、
王
安
石
の
謡
岡
や
見
解
は
正

し
い
が
、
反
封
に
遭
つ
て
そ
の
主
張
を
弧
行
し
た
の
が
悪
く
、
こ

の
為
に
天
下
が
胤
れ
て
人
々
は
因
循
を
以
て
常
然
と
す
る
に
至
っ

た
。
王
安
石
は
徳
行
も
あ
り
正
人
で
あ
る
が
、
そ
の
學
術
が
不
正



で
道
理
を
み
る
こ
と
が
透
徹
せ
ず
、
為
に
説
く
所
行
ふ
所
皆
差
ふ

結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
の
時
紳
宗
が
一
慎
儒
を
得
て
用
ひ

た
な
ら
ば
よ
か
っ
た
の
に
。
此
も
亦
氣
敷
の
然
ら
し
む
る
所
で
あ

ら
う
。
」
と
評
し
、
更
に
「
明
道
を
用
ひ
た
な
ら
ば
必
ず
大
い
に

放
を
あ
げ
た
で
あ
ら
う
。
そ
の
『
論
十
事
割
子
』
に
は
志
節
條
慨

の
と
こ
ろ
が
あ
る
。
韓
碕
・
富
弼
な
ら
ば
只
薔
を
守
る
の
み
で
あ

ら
う
。
『
然
ら
ば
温
公
は
如
何
。
』
温
公
は
別
に
一
格
な
り
。
」
（
語

類
―
二
七
、
及
ニ
―
10)
と
言
っ
て
ゐ
る
。

朱
子
が
司
馬
光
を
右
の
様
に
評
し
た
の
は
、
そ
の
徳
望
・
人
格

の
極
め
て
優
れ
て
ゐ
て
、
憂
図
の
心
そ
の
一
生
を
貫
き
、
闘
を
活

か
し
世
を
救
ふ
功
の
甚
大
で
あ
っ
た
が
故
で
あ
る
。
蘇
東
披
は
司

0

0
 

馬
光
の
徳
の
偉
大
な
る
を
誠
と
一
と
に
由
る
と
評
し
（
司
馬
温
公

神
道
碑
）
、
「
鶴
林
玉
露
」
（
巻
七
）
に
は
韓
疏
に
學
問
が
加
っ
た

の
が
司
馬
光
で
あ
る
と
も
言
つ
て
ゐ
る
。

司
馬
光
は
王
安
石
の
新
法
に
最
も
徹
底
的
に
反
封
し
た
人
で
あ

る
が
、
そ
の
意
見
は
王
安
石
に
奥
へ
て
新
法
質
施
の
弊
を
指
摘
し

た
書
（
司
馬
温
公
文
集
十
）
に
最
も
よ
く
窺
へ
る
。
そ
の
要
貼
は
、

「
王
安
石
が
祖
宗
の
藷
法
を
菱
更
し
て
利
を
講
ぜ
し
め
た
が
、
君

子
は
元
来
利
を
は
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
果
し
て
轄
桃
狂
躁
の
小

人
が
多
く
事
を
執
り
、
州
縣
を
陵
礫
し
百
姓
を
騒
擾
せ
し
め
る
に

至
っ
た
。
王
安
石
は
孟
子
を
好
む
と
い
ふ
が
、
孟
子
の
怠
に
遠
ざ

か
つ
て
ゐ
る
。
又
老
子
を
も
好
む
と
い
ふ
が
、
無
為
に
し
て
化
す
・

北
宋
思
想
界
の
動
向

の
政
を
為
さ
ず
し
て
却
つ
て
徒
ら
に
新
愈
を
出
し
て
以
て
功
名
を

為
さ
ん
と
欲
し
て
ゐ
る
。
更
に
彼
は
自
ら
信
ず
る
こ
と
甚
だ
厚
く
、

帥
宗
に
劉
し
て
も
朋
友
と
私
室
に
争
僻
す
る
如
く
で
あ
り
、
己
に

迎
合
す
る
者
に
親
し
み
、
新
法
の
不
便
を
微
言
す
る
者
に
も
記
詈

以
て
之
を
扉
し
め
た
り
追
放
し
た
り
し
て
ゐ
る
。
新
法
の
非
難
天

下
に
盤
々
た
る
や
、
疾
と
稲
し
て
家
に
籠
り
、
帥
宗
の
抜
擢
委
任

の
意
に
反
し
て
仲
々
出
よ
う
と
せ
ず
、
帥
宗
の
手
詔
に
よ
っ
て
漸

く
出
て
も
盆
々
自
己
の
惑
見
を
強
硬
に
持
し
て
生
民
の
困
窮
を
麒

み
な
い
。
」
と
難
ず
る
に
在
る
の
で
あ
っ
て
、
王
安
石
の
新
法
の

弊
を
察
す
る
に
足
る
で
あ
ら
う
。
王
安
石
の
失
敗
の
最
大
原
因

は
、
人
材
を
蓑
つ
て
理
財
の
道
を
諧
明
し
つ
つ
逃
切
な
手
段
に
出

づ
と
い
ふ
の
て
な
く
、
小
人
を
用
ひ
て
も
先
づ
新
法
の
賓
績
を
あ

げ
よ
う
と
し
た
貼
に
あ
る
。
之
に
到
し
司
馬
光
は
至
誠
の
徳
を
以

て
民
を
化
せ
ん
と
す
る
。
「
賓
治
通
鑑
」
の
は
じ
め
に
徳
と
オ
と

を
以
て
君
子
小
人
を
別
け
て
徳
を
極
め
て
重
視
し
て
ゐ
る
。
彼
の

思
想
を
第
ふ
に
足
る
「
迂
書
」
に
は
誠
を
不
欺
に
て
説
き
、
治
心

註
十
五

を
論
じ
て
は
意
必
固
我
な
き
を
以
て
し
、
更
に
は
無
我
・
公
・
明

・
自
然
等
を
説
い
て
ゐ
る
。
所
謂
性
理
學
か
ら
み
れ
ば
簡
箪
に
過

ぎ
る
や
う
で
は
あ
る
が
、
彼
の
臆
験
か
ら
大
き
な
理
法
と
道
義
の

世
界
に
鋼
れ
、
彼
の
人
格
が
そ
の
裏
附
け
と
な
っ
て
多
く
の
人
に

惑
化
を
興
へ
た
の
で
あ
ら
う
。

司
馬
光
の
見
識
は
朱
子
の
評
の
如
く
別
に
一
格
を
具
へ
た
も
の

ノ＼



北
宋
思
想
界
の
動
向

プL

た
蘇

め
る
。
彼

の
に
よ
り
何
回
か
貶
せ
ら
れ
て
敗
奇
の
生
涯
を
送
っ
た

が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
獨
自
の
思
想
と
文
章
と
は
鍛
へ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
彼
は
蜀
に
ゐ
た
時
石
狙
株
の
「
襄
貯
聖
徳
]

で
韓
・
苑
•
富
・
欧
の
四
人
し
た
が
、
二
十
一

士

と

窄

つ

て

京

師

に

束

て

ら

れ

、

由
も
こ
こ
に
あ
る
と
思
は
れ

が
彼
に
よ
つ

八

へ
た
が
、
前
述
の
如
く
王

よ

っ

た

法

と

徳

と

の

統

一

的

立

場

の

と

い

ふ

課

へ

る

も

の

で

は

な

か

っ

た

。

こ
れ
を
端
的
に
示
す

0
は
そ
の
「
致
知
在
格
物
論
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
人
の
利
欲
の
心
は
物
の
誘
・
迫
．
蔽
に
よ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
外
物
を
抒
猥
し
て
後
に
至
追
を
知
り
得
る
。
」
と
の
考

で
あ
っ
て
、
夫
の
一
事
一
物
に
理
あ
り
と
し
て
我
が
心
の
は
た
ら

き
と
合
一
相
應
せ
し
め
る
程
子
の
説
と
は
大
い
に
異
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
看
束
つ
て
司
馬
光
の
説
に
は
箆
逸
的
・
老
旺
的
の
考
と

偏
家
の
思
想
と
が
混
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
隠
逸
思
想

と
倫
理
思
想
と
の
上
述
の
周
源
渓
に
見
ら
れ
る
如
き
深
い
結
び
つ

き
で
は
な
か
っ
た
貼
、
司
馬
光
の
考
は
政
治
家
的
な
考
と
し
て
そ

の

き

か

と

思

は

れ

る

の

で

あ

る

。

園
士
を
以
て
遇
せ
ら
れ
た
。
彼
等
は
東
城
が
疸
仲
流
を
識
る
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
の
を
歿
念
が
っ
た
と
自
ら
述
べ
て
ゐ
る
（
丑
氾
文

正
公
集
序
）
。
か
く
て
彼
は
疫
貯
の
風
氣
に
深
く
燭
れ
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。
朱
子
も
東
城
は
天
資
高
明
、
氣
節
あ
り
、
そ
0
談
論
文
詞

自
ら
人
の
到
り
得
ぬ
慮
あ
り
と
評
し
て
を
り
（
語
類
―
―
―
I
O
Y
「
東

都
事
略
」
に
は
彼
が
「
氣
」
に
於
て
膀
れ
て
を
り
、
「
人
中
の
龍

な
り
」
と
言
つ
て
ゐ
る
。
彼
の
特
質
は
こ
の
氣
の
浩
大
な
る
廊
に

あ
り
、
彼
の
文
章
の
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
原
因
も
こ
こ
に
あ
る
と
思
は

れ
る
。
そ
の
「
上
劉
侍
試
古
」
に
言
ふ
、
．

試
間
く
、
天
下
の
少
き
所
は
オ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
オ
は
天
下

に
満
つ
、
而
も
事
立
た
ず
。
天
下
の
少
き
所
は
オ
に
あ
ら
ざ
る

。

な
り
、
氣
な
り
。
何
を
か
氣
と
謂
ふ
、
曰
く
、
是
れ
名
づ
く
べ

か
ら
ざ
る
者
な
り
。
鬼
紳
あ
り
て
陰
に
之
を
相
く
る
あ
る
が
如

。

し
。
…
…
凡
そ
成
る
所
以
の
者
は
其
の
氣
な
り
。
其
の
敗
る
る

。

所
以
の
者
は
其
の
オ
な
り
。
氣
其
の
オ
を
守
る
能
は
ざ
れ
ば
則

ち
焉
く
に
往
く
と
し
て
敗
れ
ざ
ら
ん
。
世
の
多
く
敗
る
る
所
以

の
者
は
皆
其
の
オ
を
求
む
る
を
知
り
て
其
の
氣
を
論
ず
る
を
知

ら
ざ
れ
ば
な
り
。

氣
は
彼
に
在
つ
て
は
恰
も
徳
の
如
く
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
氣
は

佛

老

の

思

想

に

て

て

ゐ

た

の

で

あ

っ

て

、

の

活



て
開
拓
さ
れ
て
行
っ
た
。
の
「
前
赤
壁
賦
」
の
「
逝
く
者
は
斯

の
如
く
に
し
て
而
も
未
だ
嘗
つ
て
往
か
ざ
る
な
り
。
云
々
」
に
就
い

て
「
黄
氏
日
抄
」
（
四
十
一
）
に
、
佛
教
の
性
を
言
ふ
に
本
づ
く
と
言

ひ
、
朱
子
も
僧
術
の
物
不
遷
の
説
に
由
る
と
評
し
て
ゐ
る
が
、
「
前

赤
壁
賦
」
一
篇
の
眼
目
は
こ
の
一
節
に
在
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
即

ち
一
世
の
雄
曹
操
も
今
何
く
に
在
り
や
と
嘆
じ
、
吾
が
生
の
須
央

な
る
を
悲
し
ん
だ
客
を
し
て
、
醐
然
と
し
て
喜
ば
せ
た
の
は
こ
の

高
明
の
境
地
な
の
で
あ
る
。
造
化
流
行
の
動
は
氣
で
あ
る
が
、
こ

の
氣
を
永
遠
の
境
地
に
掘
す
る
と
こ
ろ
に
悟
境
が
現
は
れ
、
こ
の

氣
を
し
て
深
く
精
紳
的
に
生
動
せ
し
め
る
の
で
あ
ら
う
。
僧
華
の

物
不
遷
の
説
は
空
の
立
場
で
あ
る
。
東
城
は
か
か
る
境
地
を
中
・

一
と
も
言
ふ
が
、
彼
は
氣
を
し
て
高
遠
に
且
つ
活
澄
な
ら
し
め
、

躙
虞
快
活
な
ら
し
め
る
が
如
き
境
地
に
立
つ
て
儒
．
佛
・
老
の
思

想
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
た
と
思
は
れ
る
。
朱
子
は
東
城
の

文
章
が
祠
家
の
直
破
簡
易
・
人
の
耳
目
を
驚
動
せ
し
め
る
黙
を
取

り
用
ひ
た
が
為
に
、
時
人
が
彼
の
文
章
に
動
か
さ
れ
て
し
ま
ふ
。

然
し
彼
の
横
説
竪
説
に
は
員
の
道
理
が
な
い
と
言
ふ
（
語
類
一
三

0
)
。
蓋
し
東
城
に
あ
っ
て
は
扉
が
氣
に
て
は
た
ら
い
た
が
故
に
、

そ
の
究
極
的
な
も
の
は
明
確
に
捉
へ
難
く
し
て
詠
嘆
的
と
な
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
文
學
と
し
て
は
有
力
な
道
で
あ
る
が
、
性
理
と

し
て
そ
の
相
を
明
確
に
観
ぜ
ん
と
す
る
立
場
か
ら
は
不
満
足
と
さ

れ
る
の
は
常
然
で
あ
ら
う
。
程
伊
川
も
「
逝
く
者
は
斯
の
如
き

北
宋
思
想
界
の
動
向

九

か
。
」
の
孔
子
川
上
の
嘆
を
、
た
だ
無
窮
と
い
ふ
の
み
で
は
不
十
分

だ
と
言
っ
た
が
、
こ
の
無
窮
・
永
遠
の
直
観
か
ら
更
に
一
歩
進
ん

で
、
性
理
を
観
ず
る
こ
と
が
大
切
と
い
ふ
の
が
程
子
・
朱
子
の
見

解
で
あ
る
。
こ
れ
は
東
城
の
説
を
無
用
な
り
と
す
る
の
で
は
な

い
、
否
寧
ろ
東
城
を
通
過
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
程
子

の
立
場
は
祠
が
心
に
て
は
た
ら
き
、
そ
の
心
に
儒
の
倫
理
性
が
天

性
と
し
て
自
覺
さ
れ
て
来
る
と
い
ふ
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
祠

が
心
に
て
は
た
ら
く
事
の
中
に
、
『
畔
が
氣
に
て
は
た
ら
く
こ
と
が

掘
せ
ら
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
東
城
や
更
に
は
祁
の
思
想
を
考
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
程

子
の
學
が
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
得
る
。
こ
れ
を
北

宋
前
半
の
穀
逸
思
想
を
基
盤
と
し
た
静
虚
な
境
地
に
比
し
て
、
思

想
上
の
大
き
な
愛
化
が
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

蘇
東
城
の
思
想
に
祠
的
要
素
を
多
く
看
取
し
得
、
司
馬
光
の
無

為
・
自
然
の
説
に
老
旺
的
な
貼
が
窺
は
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、

煕
寧
・
元
鷹
の
頃
に
は
脚
・
老
旺
の
思
想
が
盛
と
な
り
、
嘗
時
の

知
識
人
の
教
畏
の
中
に
深
く
泌
み
込
ん
で
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

士
大
夫
・
學
者
逹
が
多
く
祠
に
心
を
牽
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
就
い

て
は
朱
子
も
祠
學
の
よ
さ
を
十
分
認
め
て
ゐ
た
（
詳
し
く
は
後
述
）
。

勿
論
司
馬
光
や
蘇
東
城
の
如
き
人
々
は
老
旺
ゃ
椰
に
溺
れ
た
の
で

゜



北
宋
思
想
界
の
動
向

は
な
く
、
此
等
を
掘
取
し
て
獨
自
の
思
想
を
つ
く
り
上
げ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
此
の
黙
が
北
宋
思
想
界
の
特
質
を
考
察
す
る
に
重
要

な
黙
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
朱
子
の
説
に
依
り
つ
つ

宋
代
の
郭
學
と
偏
學
と
の
間
辿
に
就
い
て
暫
く
考
寮
し
て
み
た

朱
子
は
「
佛
家
は
老
子
の
好
き
虞
を
倫
み
得
た
り
。
後
来
逆
家

は
却
つ
て
只
佛
家
の
好
か
ら
ざ
る
慮
を
愉
み
得
た
り
。
」
（
語
類
一

二
六
）
と
評
し
て
ゐ
る
が
、
佛
敦
が
老
旺
思
想
の
近
・
無
を
飢
如
．

空
と
融
會
し
つ
つ
、
こ
の
境
地
を
如
来
蔵
思
想
に
よ
っ
て
深
く
主

憫
的
に
捉
へ
、
岬
學
に
於
て
遂
に
「
心
」
そ
の
も
の
を
間
題
と
し
て

掲
げ
る
に
至
っ
て
中
園
の
露
性
を
飛
躍
的
に
殺
展
せ
し
め
た
と
思

は
れ
る
。
追
を
説
き
法
を
説
く
は
我
が
こ
の
一
心
の
問
題
そ
の
も

の
で
あ
る
と
の
自
覺
に
よ
っ
て
、
新
し
い
人
格
の
出
現
を
み
た
と

言
ひ
得
べ
く
、
而
し
て
こ
れ
は
老
旺
思
想
に
於
て
明
確
に
説
か
れ

な
か
っ
た
黙
で
あ
る
。
（
か
か
る
霰
性
を
価
し
て
儒
を
活
か
し
た

の
が
程
子
で
あ
る
。
）
朱
子
は
評
家
が
自
己
の
内
面
性
・
霰
性
の

愛
設
に
尊
念
し
て
、
學
間
を
団
緑
の
具
と
し
て
考
へ
ず
、
只
此
の

一
事
に
徹
底
す
る
が
故
に
一
生
受
用
し
一
生
快
活
で
あ
る
、
即
ち

常
に
精
帥
が
活
き
て
ゐ
る
事
を
長
虞
と
し
て
あ
げ
て
ゐ
る
。
そ
し

て
偏
家
に
こ
の
工
夫
が
な
い
故
に
教
投
あ
る
人
々
が
遂
に
は
評
學

に
入
っ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
と
い
ふ
（
語
類
―
二
六
）
。
こ
こ
に
朱

子
は
こ
の
如
き
内
面
性
の
重
視
を
人
間
に
と
つ
て
不
可
餓
の
も
の

と
考
へ
て
ゐ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
而
も
朱
子
は
『
畔
家
の
立

場
を
最
上
の
も
の
と
は
考
へ
て
ゐ
な
い
。
彼
の
最
上
の
境
と
は
、
．

心
そ
の
露
性
を
得
て
、
而
も
理
に
あ
た
る
と
い
ふ
が
如
き
も
の
で
、

理
に
あ
た
る
と
は
天
性
た
る
倫
理
性
を
十
全
に
疲
揮
す
る
こ
と
、

物
に
具
は
る
則
を
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
脚
學
と
儒

學
と
の
融
會
の
問
題
で
も
あ
る
。
蓋
し
『
畔
家
で
は
心
の
露
性
を
極

め
る
と
こ
ろ
が
性
で
あ
り
、
而
し
て
心
の
丞
性
は
作
用
即
ち
日
常

の
端
的
の
行
為
に
外
な
ら
ず
、
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
倫
理
の
世

界
に
闘
は
ら
ぬ
も
っ
と
根
源
的
な
境
地
で
あ
る
。
こ
こ
を
捉
へ
れ

ば
日
常
の
行
動
は
自
ら
追
理
に
合
す
る
と
考
へ
る
の
で
あ
ら
う
。

然
る
に
倫
理
の
側
か
ら
言
へ
ば
、
そ
の
如
き
境
は
倫
理
を
力
あ
ら

し
め
る
も
の
で
は
あ
ら
う
が
、
そ
の
行
為
が
す
べ
て
倫
理
に
合
す

る
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
相
違
は
脚
學
と
謝
上
禁

と
の
相
違
と
し
て
考
へ
て
み
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
上

禁
の
常
恨
々
は
椰
家
の
主
人
公
憬
々
着
に
由
来
し
つ
つ
も
、
そ
の

霰
な
る
本
心
・
飢
心
は
孟
子
の
側
隠
の
心
に
て
如
質
に
骰
せ
ら

れ
、
中
庸
の
誠
の
説
に
て
工
夫
を
積
ま
れ
て
ゆ
く
も
の
、
「
地
歩

闊
く
し
て
、
身
心
事
物
上
に
於
て
皆
工
夫
が
あ
る
も
の
、
」
（
語
姐

―
二
六
）
即
ち
儒
學
の
工
夫
に
従
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
倫
理
を

天
性
と
し
て
徹
見
す
る
は
心
の
露
性
に
由
る
の
で
あ
る
が
、
祠
學

と
袂
を
分
つ
所
以
と
も
な
る
。
程
子
の
敬
の
説
の
如
き
も
こ
の
や

う
な
消
息
が
あ
る
こ
と
を
注
怠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。



程
子
の
性
理
の
説
を
理
解
す
る
上
に
も
、
北
宋
思
想
界
の
幅
の

廣
さ
を
知
る
上
に
も
、
張
横
渠
の
説
を
考
察
す
る
こ
と
は
大
切
で

あ
る
と
思
は
れ
る
。

e
 

彼
は
氣
を
多
く
言
ひ
、
太
虚
・
紳
化
を
言
ふ
が
、
「
氣
」
は
蘇

東
波
も
重
視
し
、
老
旺
．
祠
の
骰
認
に
於
て
も
極
め
て
重
要
な
思

想
で
あ
っ
て
、
こ
の
氣
は
北
宋
後
半
期
の
思
想
を
解
明
す
る
上
に

極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
而
し
て
張
横
渠
は
こ

の
氣
の
思
想
を
最
も
深
く
思
索
し
、
倫
理
的
立
場
と
會
通
せ
し
め

た
人
で
あ
り
、
性
理
學
の
理
解
に
は
張
横
渠
の
説
を
看
過
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
若
き
頃
苑
仲
流
か
ら
中
庸
を
授

け
ら
れ
、
又
程
子
か
ら
得
る
所
が
大
き
か
っ
た
が
、
そ
の
苦
心
思

の
結
果
到
逹
し
得
た
深
い
境
地
と
厳
密
な

十

北
宋
思
想
界
の
勁
向

と
は
そ
の

明
徳
を
解
し
て
朱
子
は
、
「
人
の
天
に
得
る
所
、
不
昧
に

し
て
衆
理
を
具
へ
て
萬
事
に
應
ず
。
」
と
言
っ
た
。
「
天
に
得
る

所
」
と
は
中
図
人
固
有
の
こ
こ
ろ
で
あ
り
、
「
虚
霊
不
昧
」
と
は

祠
學
に
い
ふ
霰
性
で
あ
り
、
「
衆
理
を
具
へ
て
萬
事
に
應
ず
」
と

は
そ
の
霰
性
の
は
た
ら
き
方
が
倫
理
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
朱
子
の
か
か
る
考
の
根
本
は
程
子
に
由
来
す
る
こ
と
は
論
を

侯
た
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
程
朱
性
理
の
の
最
も
重
要
な
問
題
で

あ
る
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
正
蒙
」
に
て
最
も
よ
く
窺
は
れ
る
。
身
邊
到
る
慮
に
筆
紙
を
置

い
て
思
索
し
得
た
る
所
を
随
時
記
し
て
練
り
つ
め
て
作
ら
れ
た
こ

の
著
書
は
、
従
容
涵
泳
を
重
ん
ず
る
憚
統
的
な
考
か
ら
は
上
乗
と

は
さ
れ
な
い
が
、
宋
學
に
て
は
珍
ら
し
く
整
っ
た
著
書
で
あ
る
。

彼
の
境
地
は
「
紳
化
を
窮
め
、
天
人
を
一
に
す
る
」
と
い
ふ
渾
一

全
的
な
境
地
と
、
「
證
を
知
り
性
を
成
し
、
氣
質
を
愛
化
す
る
」

と
い
ふ
人
間
性
の
偏
駁
穴
維
な
る
を
自
覺
し
て
著
賓
に
修
為
に
心

が
け
る
と
い
ふ
雨
面
が
統
一
さ
れ
て
ゐ
る
黙
に
特
長
が
あ
る
如
く

で
あ
る
。
こ
の
雨
面
の
相
即
は
一
元
氣
と
陰
陽
の
二
氣
と
の
相
即

を
説
い
て
、

雨
立
た
ず
ば
一
見
る
べ
か
ら
ず
、
一
見
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば
雨
の

用
息
む
（
正
蒙
太
和
篇
）
。

と
い
ふ
の
と
同
様
で
、
こ
の
雨
面
の
統
一
に
彼
の
人
格
・
學
説
の

根
抵
が
あ
る
。
渾
一
全
的
な
と
こ
ろ
に
霙
性
あ
り
、
證
を
知
り
性

を
成
す
と
こ
ろ
に
そ
の
霰
性
が
披
揮
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

様
な
思
想
は
朱
子
の
推
奨
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
語
類
九
十
八
）
。

而
し
て
こ
の
霙
性
は
太
虚
の
考
に
て
高
め
ら
れ
、
氣
の
説
が
深
く

解
明
せ
ら
れ
る
。
人
間
存
在
の
窮
極
の
相
（
性
理
）
が
こ
こ
に
明

か

と

な

っ

て

く

る

。

彼

曰

く

、

〉

太
虚
に
由
り
て
天
の
名
あ
り
。
氣
化
に
由
り
て
道
の
名
あ
り
。

虚
と
氣
と
合
し
て
性
の
名
あ
り
。
性
と
知
覺
と
合
し
て
心
の
名

あ
り
（
正
蒙
太
和
篇
）
。



と
あ
り
、
こ
れ
が

の
勁
向 の

根
本
で
あ
る

（
朱
子
も
然
か
い
ふ
|
—

こ

れ

を

朱

子

は

し

て

皆

不

易

の

至

論

な

り

。

」

（
文
集
五
十
八
答
除
子
融
）
と
評
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
郡
康
節
の
「
性

は
氾
の
形
骸
云
々
。
」
を
ほ
め
た
の
と
同
じ
考
か
ら
で
（
註
十
一
参

照
）
、
太
虚
の
考
の
上
に
立
つ
て
性
理
學
上
の
基
本
的
な
概
念
を
分

析
し
て
そ
の
根
抵
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
買
し
た
0
で
あ
る
。

又
張
横
渠
の
「
心
は
性
俯
を
統
ぶ
る
者
な
り
。
」
も
朱
子
が
大
い

に
尊
重
し
、
程
子
の
心
の
解
に
骰
あ
り
用
あ
り
と
い
ふ
よ
り
も
精

到
と
評
す
る
が
（
語
類
九
十
八
）
、
こ
れ
も
討
な
き
心
、
「
大
心
」

の
考
か
ら
洞
察
さ
れ
た
が
故
で
あ
ら
う
。
「
徳
性
を
尊
び
間
學
に

道
る
を
賠
つ
て
心
と
為
す
。
」
と
言
つ
て
常
に
全
的
な
捉
へ
方
を

す
る
0
が
張
梱
渠
の
特
長
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
捉
へ
方
に
自
か

ら
分
析
的
な
眼
が
は
た
ら
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

彼
の
四
銘
は
常
時
す
で
に
程
子
に
よ
っ
て
激
買
さ
れ
た
文
章
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
孝
の
思
想
を
最
も
高
明
に
説
い
た
も
の
で
、
孝

の
宗
教
的
な
解
膵
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
が
理
一
分
殊
を
説
い
た

も
の
と
言
は
れ
る
の
は
、
宗
教
と
倫
理
と
を
會
通
さ
せ
て
ゐ
る
が

故
で
あ
つ
て
、
張
横
渠
の
説
に
渾
一
面
と
分
析
面
と
が
あ
る
所
以

で
あ
ら
う
。
そ
し
て
こ
の
宗
教
と
倫
理
の
會
通
す
る
根
本
は
「
吾
」

で
あ
る
。

天
地
の

り

天
地
の
帥
は
吾
が
其
の
性
な

十

の
氣
の
説
に
由
末
し
つ
つ
そ
れ
を

超
へ
た
と
こ
ろ
さ
へ
あ
る
。
氣
は
人
間
心
裡
に
あ
っ
て
は
愉
で
あ

り
、
そ
の
箭
は
孝
に
於
け
る
敬
と
愛
と
に
よ
っ
て
捉
へ
ら
れ
、
更

に
は
同
胞
愛
に
説
き
及
ぼ
さ
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
の
様
な
情
怠

に
満
ち
た
吾
は
仔
心
•
投
性
・
知
化
・
窮
紳
と
い
ふ
哲
學
的
省
察

を
深
め
る
所
以
な
の
で
あ
る
。
天
地
の
塞
・
天
地
の
帥
は
張
横
渠

の
思
想
の
規
模
の
大
を
示
し
て
ゐ
る
。
朱
子
は
五
十
歳
の
頃
南
康

軍
の
知
と
な
っ
た
時
、
哲
學
的
に
も
俯
怠
的
に
も
深
い
裏
打
ち
を

持
っ
た
西
銘
0
同
胞
精
帥
に
よ
る
政
治
を
行
ひ
、
社
倉
法
を
成
功

せ
し
め
て
ゐ
る
が
、
着
来
つ
て
、
王
安
石
の
新
法
の
峡
陥
を
補
ふ

べ
き
内
而
的
な
徳
性
は
張
横
渠
に
於
て
深
く
解
明
さ
れ
て
ゐ
る
と

い
へ
よ
う
か
。
彼
は
又
「
天
地
の
為
に
心
を
立
て
、
生
民
の
為
に

道
を
立
て
、
去
聖
の
為
に
絶
學
を
樅
ぎ
、
萬
世
の
為
に
太
平
を
開

く
。
」
（
文
集
）
と
言
ひ
、
天
下
萬
肱
を
以
て
自
任
す
る
氣
慨
を
示

し
た
が
、
彼
は
師
佑
と
し
て
追
を
明
か
に
し
得
て
自
ら
の

恥
ぢ
ぬ
人
で
あ
っ
た
。

程
明
逆
と
程
伊
川
の
人
物
・
思
想
の
微
妙
な
相
違
に
就
い
て
の

註
十
六

考
察
は
宋
學
研
究
中
で
の
興
味
あ
る
事
柄
で
は
あ
る
が
、
僻
學
の

飩
精
神
を
復
興
し
た
貼
、
北
宋
思
想
界
の
動
向
の
考
察
と
い
ふ
黙

9

か

共

通

に

注

目

す

べ

き

か

と

思

ふ

。

伊

語
類
九
十
八
ー
|
‘
)
。



川
自
身
、
「
我
の
氾
は
蓋
し
明
近
と
同
じ
。
」
（
伊
川
年
讃
）
と
言

つ
て
を
り
、
朱
子
も
結
局
は
程
子
と
し
て
二
者
を
分
け
な
か
つ

註
十
七

た
。
明
追
・
伊
川
雨
兄
弟
の
學
術
・
思
想
は
大
同
小
異
で
あ
る
と

考
へ
て
差
支
は
な
い
。

明
追
が
政
治
家
と
し
て
膀
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
前
節
王
安
石
の
と

こ
ろ
で
あ
げ
た
朱
子
の
評
に
よ
っ
て
も
察
せ
ら
れ
る
が
、
朱
子
は

又
「
明
追
は
設
に
是
れ
常
に
循
ひ
故
を
朗
み
、
塊
然
と
し
て
自
ら

守
る
底
の
人
な
ら
ん
や
。
」
（
語
類
―
―
―
10)
と
言
つ
て
ゐ
る
。
そ

の
「
論
十
事
詞
子
」
は
常
今
の
極
弊
を
消
ふ
に
は
人
箭
事
髪
を
重

ん
じ
つ
つ
、
古
今
を
通
じ
て
異
る
な
き
泊
理
、
大
理
想
な
か
る
べ

か
ら
ず
と
主
張
す
る
。
帥
宗
に
賢
し
て
も
、
「
君
氾
を
陳
ぶ
る
に

至
誠
仁
愛
を
以
て
本
と
為
し
、
未
だ
袢
つ
て
功
利
に
及
ば
ず
。
」

（
明
追
行
朕
）
と
い
ふ
。
彼
は
自
ら
人
を
感
動
、
風
励
せ
し
め
る
と

こ
ろ
が
あ
り
、
夫
の
王
安
石
も
彼
に
は
一
目
置
い
て
ゐ
た
。
而
も

一
面
「
視
民
如
偽
」
の
句
を
座
右
に
書
し
て
魏
づ
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
と
い
ふ
。
我
々
は
明
追
に
於
て
再
び
窟
仲
悔
に
よ
っ
て
高
く

掲
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
學
術
に
裏
附
け
ら
れ
た
靡
邁
な
識
見
と

徳
性
に
尊
か
れ
る
政
治
と
い
ふ
主
張
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
早
逝
の
為
に
政
治
家
と
し
て
の
力
硫
は
十
分
骰
揮

註
'l'
八

出
来
ず
に
絡
つ
で
し
ま
っ
た
。
然
し
明
氾
の
學
術
・
思
想
は
伊
川

に
よ
つ
て
樅
承
さ
れ
骰
展
を
み
た
。
伊
川
は
侍
諮
と
な
っ
て
學
術

の
重
き
を
以
て
自
任
し
、
の
禁
を
受
け
つ
つ
も
終
始
毅
然
と

北
宋
思
想
界
の
動
向

し
て
そ
の
思
想
を
深
め
て
行
っ
た
が
、
宜
際
政
治
に
就
い
て
は
特

に
才
能
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

次
に
二
程
子
の
學
術
・
思
想
に
就
い
て
考
へ
て
み
よ
う
。
伊
川

は
明
追
の
行
状
の
中
に
、

先
生
の
學
を
為
す
、
十
五
・
六
の
時
汝
南
の
周
茂
叔
道
を
論
ず

る
を
間
い
て
よ
り
、
遂
に
科
撃
の
業
を
厭
う
て
慨
然
と
し
て
追

を
求
む
る
の
志
あ
り
。
未
だ
其
の
要
を
知
ら
ず
、
諸
家
に
乏
濫

し
老
繹
に
出
入
す
る
こ
と
幾
ん
ど
十
年
、
返
つ
て
こ
れ
を
六
紐

に
求
め
て
後
に
之
を
得
た
り
。

と
言
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
時
伊
川
も
共
に
周
派
羹
を
訪
ね
た
の
で
あ

る
が
、
若
き
二
程
子
が
道
を
求
む
る
志
を
興
し
、
頑
子
仲
尼
の
架

し
む
虞
や
吾
は
貼
に
興
せ
ん
の
意
を
示
さ
れ
、
吟
風
弄
月
以
て
陥

っ
た
こ
と
は
注
怠
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
箆
逸
思
想

と
倫
理
思
想
と
を
最
も
高
明
に
融
會
し
て
宋
代
思
想
の
一
典
型
を

示
し
た
周
源
漢
の
人
格
と
思
想
と
は
二
程
子
に
深
い
影
警
を
奥
へ

た
も
の
と
思
は
れ
る
（
後
に
も
隠
れ
る
）
。
而
し
て
程
子
は
周
源
漢

の
深
く
省
察
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
北
宋
後
半
期
の
思
想
ゃ
祉
會

状
勢
の
中
に
生
き
て
、
深
く
獨
自
に
盟
認
す
る
所
が
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
明
道
が
、

吾
が
學
受
く
る
所
あ
り
と
雖
も
、
天
理
の
二
字
は
却
つ
て
是
れ

自
家
慨
貼
し
出
し
来
れ
り
（
上
旅
語
鈴
、
淵
源
録
引
）
。

と
敢
へ
て
の
も
此
の
間
の
消
息
を
察
し
得
る
。

一四



北
宋
思
想
界
の
勁
向

一五

と
た
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
明
か
で
あ
ら
う
。

を
よ
く
指
示
す
る
。
明
近
の

こ

と

が

る

。

の

る

。

の

慎

心

は

祠

約

生
か
し
て
渾
然
た
る
境
地

敗
0

こ
こ
か
ら
理
解

て
分
れ
て
四
者
と

、
本
只
是
れ
記
の
側

安
ん
ぜ

-'-
生
か
さ
れ
て
ゐ
え
｝
”

ら
て
つ
。

而
し
て

思
は
れ
る
。

如
何
に
通
じ
、

の

こ

し
て
渾

に
引
川
さ

大
き
い
の
を

ん
と
す
る

り
。
思
ひ
て

の
自
然
な
り
。

を
引
用
し
て
ゐ
る
の

で
あ
り
乍
ら
、
一
面
中
尉
0

f‘ 

5

J

 

る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
’i-ri

で
あ
る
。
識
仁
の
二
字
L

る
。
而
し
て
仁
と
言
ひ
、
側
鯰
の

に
於
て
深
め

ゃ
入
孟
子
四
端

心。，
 

の

飢

心

べ

し

。

乍

ち

摺

子

井

に

入

ら

時
に
方
り
て
其
の
心
休
楊
す
。
乃
ち
賃
心
な

に

あ

勉

め

て

中

る

に

あ

ら

ず

、

と

f
l
I
こ

ヵ
れ
＞
）
ー
＇

こ49
 

こ
と
、
そ
れ
は

側

陪

の

心

・

是

非

を

一

貫

し

、

天

地

の

生

謡

が

四

買
し
て
常
に
生
々
と
し
て
ゐ
る
が
如
く
で
あ
る
。
こ
こ
に

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得

が
生
か
さ
れ
て
ゐ
る
0

e
骸
認
が
含
ま
れ
て
ゐ

ひ
、
天
地
間
の
生
訟
と

の
精
帥
の

・ヽ
て

す
。
明
年
又
春
よ
り
起
る
。

（
晶
訊
九
十
五
）
。

と
し
て

の



右
の
如
き
境
地
を
伊
川
は
、

心
は
生
の
道
な
り
。
是
の
心
あ
れ
ば
則
ち
斯
に
是
の
形
を
具
ヘ

て
以
て
生
ず
。
側
隠
の
心
は
人
の
生
道
な
り
。

心
は
菅
へ
ば
穀
種
の
如
し
。
生
の
性
便
ち
是
れ
仁
、
陽
氣
骰
す

る
慮
乃
ち
術
な
り
。

と
言
ふ
。
明
逆
の
如
き
渾
然
た
る
大
き
な
腔
認
の
語
で
は
な
い

が
、
明
追
に
深
く
通
じ
つ
つ
新
し
い
世
界
を
拓
い
て
ゐ
る
。
伊
川

の
説
に
は
常
に
分
析
眼
が
は
た
ら
い
て
ゐ
る
。
生
の
性
を
仁
と
言

ふ
は
明
追
の
識
仁
の
説
と
大
い
に
異
つ
て
、
夫
の
性
即
理
の
世
界

に
向
つ
て
立
言
さ
れ
て
ゐ
る
と
言
へ
よ
う
。
而
も
伊
川
の
説
を
慎

に
理
解
す
る
に
は
前
述
の
明
道
の
境
地
を
紐
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

次
に
、
明
道
の
全
的
で
醒
々
・
活
液
な
臆
認
は
定
性
書
の
、

「
動
も
亦
定
、
静
も
亦
定
。
将
迎
な
く
内
外
な
し
。
」
・
「
廊
然
と
し

て
大
公
、
物
来
り
て
順
應
す
。
」
の
境
地
で
も
あ
る
。
深
く
一
貫

し
主
盟
的
な
る
境
地
で
あ
っ
て
、
伊
川
の
主
一
無
適
の
敬
説
に
も

通
ず
る
。
主
一
蕪
適
と
い
へ
ば
一
事
に
滞
る
の
で
は
な
く
、
周
流

窮
り
な
き
活
澄
の
境
を
踏
へ
て
ゐ
る
。
而
も
明
追
の
誠
敬
と
梢
々

異
る
と
こ
ろ
は
純
粋
至
善
の
静
的
な
性
理
の
世
界
に
よ
り
近
い
と

い
ふ
黙
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
一
と
い
ふ
事
に
由
来
す
る
。
こ
の
一

は
動
静
を
超
へ
、
動
静
共
に
定
な
り
と
み
つ
ヽ
静
の
世
界
に
相
應

す
る
。
の
説
は
周
源
深
に
於
て
も
最
も
重
要
な
も
の
で
あ

北
宋
思
想
界
の
動
向

り
、
明
道
・
伊
川
共
に
静
坐
い
闊
心
を
寄
せ
て
ゐ
た
。
「
静

後
萬
物
を
見
れ
ば
皆
春
意
あ
り
。
」
と
言
ひ
、
又
「
萬
物
静
観
す

れ
ば
皆
自
得
す
。
」
と
詠
じ
て
、
静
の
エ
夫
が
前
述
の
仁
の
罷
認

に
通
じ
、
又
萬
物
の
自
得
の
境
を
得
る
所
以
、
即
ち
理
一
分
殊
の

世
界
を
得
る
所
以
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
の
静
は
定
性

書
の
定
に
外
な
ら
な
い
が
、
静
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
全
的
な
境
地
を

踏
へ
つ
つ
、
動
に
よ
る
悪
の
起
源
を
観
ず
る
眼
が
は
た
ら
く
。
伊

川
の
好
學
論
は
こ
の
虞
を
論
じ
て
を
り
、
故
に
伊
川
が
敬
を
説
い

た
の
は
自
然
の
こ
と
と
も
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
誠
敬
は
言
は
ば

天
の
位
に
あ
っ
て
渾
然
、
中
庸
に
所
謂
「
誠
は
天
の
逆
な
り
。
」

に
常
り
、
主
一
無
適
の
敬
は
人
の
位
に
あ
っ
て
而
も
天
位
に
迫
る
、

中
庸
に
所
謂
「
之
を
誠
に
す
る
は
人
の
道
な
り
。
」
に
常
る
（
註

十
六
参
照
）
。
而
し
て
人
の
位
か
ら
み
れ
ば
天
位
の
天
理
・
一
理
と

し
て
顕
は
れ
、
そ
れ
へ
の
途
と
し
て
格
物
窮
理
と
積
累
の
工
夫
が

説
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

か
く
て
二
程
子
に
よ
っ
て
解
明
せ
ら
れ
た
「
徳
性
」
は
、
周
源

漢
や
張
横
渠
、
更
に
は
祠
家
の
境
地
に
深
く
通
じ
つ
つ
孟
子
並
び

に
中
庸
の
説
を
千
載
の
後
に
復
興
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
知
る
。
而
し
て
こ
の
徳
性
あ
り
て
王
道
政
治
も
面
竿
胆
で
あ

り
、
王
安
石
の
新
法
批
判
の
根
膝
も
確
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
更

に
は
、
格
物
窮
理
を
そ
の
自
覺
の
途
と
す
る
程
子
の
説
は
、
王
安

石
の
提
出
し
た
宋
朝
の
躙
家
機
構
に
應
ず
べ
き
新
し
い
政
治
の
理

一六



の
要
訥
に
常
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
（
こ
れ
に

て
全
腔
大
川
の
政
治
思
想
と
披
展
し
た
。
）
司
馬
光
に
あ
っ
て

は
格
物
は
外
物
の
誘
を
抒
猥
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
伊
川
で
は
、

て

追

義

を

講

明

し

、

或

は

古

今

の

人

て

是

し

て

其

の

常

否

か

天

地

―

一

の

然

る

め

る

の

非
を
別
ち
、

鬼
紳
0
裔
泣

事
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
學
の

狡
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

0

の

へ

0

に
含
ま
れ
る
。
追
理
・
刑
法
の
批
界
が
開
か
れ
、

家
的
立
楊
で
捉
へ
ら
れ
る
に
至
つ
て
新
し
い
政
治

張
さ
れ
る
の
で
あ
ら
う
。
而
も
そ
れ
は
根
源
的
な
徳
性
に

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
貼
に
土
あ
る
と
言
ひ
得
よ
う
。
〉
の

の
工
夫
0
前
に
、

0
工
夫
が
あ
る
0
は、

を

し

て

右

の

し

め

る

た

め

で

あ

き
で
あ
る
。

る
こ
と

北
宋
息
想
界
の
動
向

を
深
く
観
る
わ
け
で
あ
る
。

へ
る
が
、

こ
れ

こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
心
性

の
性
箭
を
得
る
所
以
で
あ
り
、
心
の

一
的
な
盟
認
は
天
開
・
一
理
を
捉

な
る
こ
と
を
程
子
は
次
の

の

七

萬
物
各
々
一
理
へ
て
寓
理
同
じ
く
一
原
よ
り
出
づ
。
此
れ

推
し
て
通
迂
ざ
る
な
き
所
以
な
り
。

物
我
一
理
、
鸞
に
彼
を
明
か
に
せ
ば
即
ち
此
を
呪
る
。
此
れ
内

外
を
合
す
る
0
追
な
り
。

か
く
て
桁
物
窮
理
は
物
我
一
理
の
全
的
腔
認
を
本
と
す
る
。
格
物

定
外
に
あ
る
物
0
理
を
窮
め
る
と
い
へ
ば
殆
ど
そ
の
寇
を
得
な
い

の
で
あ
る
。
然
る
に
こ

0

一
理
は
全
的
に
し
て
前
述
の
所
謂
天
位

に
あ
る
も
の
、
格
物
窮
理
は
一
事
一
物
に
即
き
て
其
の
理
を
窮
め
、

柏
累
久
し
き
に
及
ん
で
裕
然
・
脱
然
と
し
て
悟
る
外
は
な
い
。
人

位
な
盆
し
て
天
位
に
悟
入
す
る
を
期
す
る
わ
け
で
、
こ
れ
程
子
の

の
最
も
憲
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
位
の
修
長
を
偏
學
の
根
本
と

學
考
へ
る
な
ら
ば
、
伊
川
の
成
く
と
こ
ろ
こ
そ
最
も
偏
教
的
で
あ

り
、
明
追
や
周
陥
涙
の
両
に
は
扉
や
老
旺
に
相
似
た
貼
が
多
い
と

も
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
伊
川
の
根
本
的
な
主
張
は
十
八
歳

の
時
胡
安
定
に
提
出
し
た
好
學
諭
に
已
に
表
明
さ
れ
て
ゐ
る
と
見

る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
こ
に
は
賃
に
し
て
静
な
る
性
理
の
世
界

を
本
と
し
て
認
め
乍
ら
も
、
人
間
の
現
宜
の
悪
の
免
れ
難
き
黙
を

忘
れ
な
い
用
怠
が
あ
る
。
而
し
て
動
静
を
超
え
た
静
の
上
に
立
つ

て
性
理
の
世
界
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
悪
は
解
消
す

る
の
で
あ
る
。
程
朱
學
で
窮
理
を
根
本
と
す
る
一
大
眼
目
は
宜
に

こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
事
は
伊
川
が
然
禍
に
造
ひ
培
州



に
流
さ
れ
、
又
後
に
は
偽
學
の
禁
を
受
け
乍
ら
も
そ
の
學
を
康
し

な
か
っ
た
如
き
毅
さ
を
生
む
所
以
と
な
る
。
易
を
解
す
る
に
常
つ

て
、
そ
の
隠
逸
者
に
好
ま
れ
、
逆
境
に
あ
る
者
に
は
自
己
の
命
運

を
観
ず
る
の
書
と
さ
れ
、
象
敷
を
弄
す
る
に
至
り
易
き
書
で
あ
る

に
も
拘
ら
ず
、
倫
理
的
立
場
を
堅
持
し
て
易
僻
を
宗
成
し
た
伊
川

の
態
度
に
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
賓
に
開
に
忠
宜
無
比
の

人
で
あ
っ
た
。

か
く
て
程
子
の
説
は
中
庸
と
大
學
を
深
く
解
し
、
更
に
は
孟
子

を
活
か
し
て
ゐ
る
こ
と
、
而
し
て
宋
代
の
思
想
は
程
子
に
於
て
統

一
さ
れ
た
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。
「
仁
宗
以
前
に
は
進
士
合
格

者
に
證
記
儒
放
篇
を
賜
っ
た
が
、
天
聖
五
年
に
は
中
庸
を
奥
へ
、
八

年
に
は
大
學
を
興
へ
た
。
其
の
後
は
こ
の
雨
書
が
交
る
交
る
賜
典

さ
れ
た
。
」
（
吉
田
消
治
氏
著
北
宋
全
盛
期
の
歴
史
）
と
い
ふ
の
を
み
れ

ば
、
程
子
の
業
禎
は
宋
代
の
思
想
の
根
本
を
瑯
く
に
足
る
も
の
で

あ
っ
た
と
言
ひ
得
よ
う
。
た
だ
程
子
が
現
宜
に
生
き
た
時
期
は
、

新
法
賓
胞
と
そ
の
後
の
常
争
の
激
化
の
時
期
で
あ
っ
た
。
程
子
は

偽
學
の
禁
を
受
け
、
弟
子
逹
は
椰
學
に
走
っ
た
が
、
未
設
の
中
を

純
粋
に
守
っ
た
李
延
平
の
下
に
朱
子
が
出
て
宋
代
性
理
の
學
を
集

大

成

し

た

。

而

し

て

朱

子

が

最

も

深

い

の

は

二

程

子
、
就
中
程
伊
川
で
あ
っ
た
。

註
一
張
方
平
が
王
安
石
に
答
へ
た
語
。
南
宋
大
惹
宗
呆
の
「
宗
門
武

庫
」
に
放
す
。

北
宋
思
想
界
の
勁
向

註
―
―
―
―
―
十
九
歳
の
時
宰
相
に
遣
っ
た
杏
（
集
咎
八
）
に
日
く
、
「
夫

普
図
者
莫
先
育
材
、
育
材
之
方
莫
先
勘
學
、
閻
學
之
要
奨
尚
宗

緑
。
宗
緑
則
道
大
、
道
大
則
オ
大
、
オ
大
則
功
大
。
蓋
聖
人
法
度

之
言
存
乎
書
、
安
危
之
幾
存
乎
易
、
得
失
之
墜
存
乎
詩
、
是
非
之

滸
存
乎
春
秋
、
天
下
之
制
存
乎
嘔
、
萬
物
之
情
存
乎
榮
。
」

註
三
仁
宗
朝
の
は
じ
め
劉
皇
太
后
が
垂
簾
の
政
を
行
っ
た
時
、
仁
宗

は
百
官
を
平
ゐ
て
皇
太
后
の
壽
を
上
ら
ん
と
し
た
の
を
苑
仲
海
は

否
と
し
、
更
に
政
を
遠
さ
ん
こ
と
を
諮
う
た
。
多
く
の
人
は
劉
太

后
の
樅
勢
に
媚
び
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
皇
太
后
没
し
仁

宗
親
政
と
な
る
や
、
皇
太
后
を
非
難
す
る
人
が
あ
っ
た
が
、
苗
仲

浣
は
却
つ
て
器
護
し
た
。
又
仁
宗
が
郭
皇
后
を
陵
吐
ん
と
し
た

時
、
こ
れ
を
難
じ
て
宰
相
呂
夷
筒
と
賢
立
し
た
。

註
四
宋
史
列
他
に
曰
く
、
「
自
古
一
代
帝
王
之
製
、
必
有
一
代
名
世

之
臣
。
宋
有
仲
浣
語
賢
無
愧
乎
此
。
仲
浣
初
在
制
中
、
追
宰
相
書

極
論
天
下
事
、
他
日
為
政
粛
行
其
言
。
語
葛
孔
明
草
麿
始
見
照

烈
敗
語
、
生
平
喰
業
備
見
於
是
。
緊
傑
自
知
之
審
、
類
如
是
乎
。

政
其
賞
朝
、
雖
不
能
久
、
然
先
菱
後
乗
之
志
、
海
内
固
已
伯
其
有

弘
毅
之
器
足
任
斯
責
。
使
究
其
所
欲
為
、
媒
某
古
人
。
」
こ
の
文

は
蘇
東
城
の
「
出
文
正
公
文
集
序
」
の
説
を
採
る
と
こ
ろ
大
。

箱
と
蘇
と
の
こ
と
は
蘇
東
披
の
項
に
て
少
し
ふ
れ
る
。

な
ほ
「
黄
氏
日
抄
」
に
は
苗
仲
流
が
晩
年
多
く
外
に
あ
り
、
絡
に

は
邊
事
に
死
ん
だ
こ
と
を
指
摘
し
、
悲
闊
的
な
人
と
し
て
捉
へ
て

ゐ
る
。
然
し
こ
の
説
に
は
全
面
的
に
従
ひ
難
い
。

註

五

旅

東

岐

は

彼

の

文

集

の

序

に

於

て

、

一八
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北
宋
思
想
界
の
勁
向

而
斯
文
終

有
愧
於
古
、
士
亦
因
阻
守
駕
、
諭
卑
而
氣
労
。
自
欧
四
子
出
、
天

下
虚
目
櫂
磨
、
以
迎
紐
學
古
為
靡
、
以
救
時
行
道
為
賢
、
以
犯
頑

納
没
為
忠
、
長
育
成
就
、
至
嘉
祐
末
披
多
士
。
欺
四
子
之
功
為

多
。
」
と
言
っ
て
ゐ
る
。
又
彼
は
十
歳
に
し
て
韓
退
之
の
文
を
愛

誼
し
た
が
緯
埼
が
仁
宗
に
欧
閂
脩
を
す
ナ
め
る
時
「
今
の
偉
愈
な

り
。
」
と
言
っ
た
（
名
臣
言
行
鈍
後
集
在
こ
。

註
六
朱
子
曰
「
欧
公
文
字
鋒
匁
利
。
文
字
好
、
議
諭
亦
好
。
賞
有
詩

云
、
玉
顔
自
古
為
身
果
、
肉
食
何
人
典
國
謀
（
居
士
集
十
三
、
唐

徽
公
主
手
艇
、
和
韓
内
翰
）
。
以
詩
言
之
第
一
等
好
詩
、
以
議
論

言
之
是
第
1

等
好
議
論
。
」
（
語
閉
三
九
）
。

註
七
宋
史
列
偲
に
曰
く
、
「
瞬
相
一
二
朝
立
二
帝
、
蕨
功
大
癸
。
営
治

平
危
疑
之
際
、
雨
宮
幾
成
歳
隙
。
詩
虞
之
裕
如
、
卒
安
祉
稜
。
人

服
其
批
。
欧
開
脩
稲
、
其
臨
大
臼
決
大
議
、
垂
紳
正
笏
、
不
動
磐

色
、
措
天
下
於
太
山
之
安
、
可
謂
祉
稜
之
臣
。
数
不
信
哉
。
」
卯

ち
仁
宗
に
子
が
な
か
っ
た
の
で
、
彼
は
「
太
子
天
下
本
、
不
可
不

豫
立
以
係
天
下
心
。
」
と
仁
宗
に
し
き
り
に
す
す
め
て
、
や
う
や
く

英
宗
を
立
て
し
め
、
又
光
獣
太
后
垂
熊
の
政
を
や
め
し
め
た
。
更

に
は
多
病
の
英
宗
を
輔
け
、
英
宗
の
茄
革
る
や
、
神
宗
を
立
て
し

め
て
中
外
の
憂
憫
を
防
い
だ
。

註
八
宋
史
応
逸
他
に
日
く
、
「
中
古
聖
人
之
作
易
也
、
於
逐
之
上
九

曰
、
肥
逐
、
焦
不
利
。
幾
之
上
九
曰
、
不
噸
王
侯
、
古
臼
尚
其
事
。

二
灸
以
開
徳
虞
靡
地
、
而
特
以
捻
逸
賞
之
。
然
則
応
鯰
之
靡
於
常

世
、
其
束
遠
突
。
簗
由
雖
不
見
於
紐
、
其
可
洒
談
。
五
季
之
胤
避

一九

世

宜

多

、

娩

見

於

史

。

若
隙
拇
者
終
莫
得
而
致
之
。
煤
非
二
卦
之
上
九
者
乎
。
釉
放
之
徒

召
賢
大
廷
、
亮
々
獣
替
、
使
其
人
出
虞
果
有
合
子
艮
之
君
子
時
止

時
行
、
人
何
晟
灼
。
」
と
。
こ
れ
は
詑
逸
の
窓
義
を
十
分
に
認
め

た
論
で
あ
る
。

註
九
こ
れ
に
は
椰
的
な
活
檬
と
雲
性
が
嬰
讀
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
程

子
の
謀
題
で
あ
っ
た
（
詳
し
く
は
後
這
）
。
周
涙
渓
で
は
ま
だ
沈

滸
泊
澄
の
憶
で
あ
る
。

註
十
困
學
紀
間
十
八
、
評
詩
に
「
更
焦
柳
架
屈
風
蒜
、
惟
有
葵
花
向

日
傾
。
可
以
見
司
馬
公
之
心
。
浮
因
世
事
改
、
孤
月
此
心
明
。
見

京
妓
之
心
。
」
と
あ
る
。
司
馬
光
に
は
「
獨
架
固
記
」
が
あ
る
こ

と
に
も
注
怠
さ
れ
る
。

註
十
一
諮
先
生
説
泣
道
理
、
却
不
似
郡
子
虚
得
最
舒
宜
。
迄
箇
追
理

緑
泣
出
只
是
庫
空
、
更
焦
形
影
。
惟
是
説
性
者
道
之
形
盟
、
却
是

得
質
有
。
不
須
談
空
説
遠
、
只
反
語
吾
身
求
之
、
是
宜
有
迄
箇
道

理
。
…
…
郡
子
忽
地
於
撃
壊
集
自
品
出
幾
句
、
最
設
得
好
（
語
類

百）。

註
十
二
朱
子
の
郡
康
節
蓋
像
衷
は
「
天
挺
人
緊
、
英
逸
蓋
世
。
駕
風

鞭
露
、
歴
隠
焦
際
。
手
探
月
窟
、
足
既
天
根
。
閑
中
今
古
、
酔
裏

乾
坤
。
」
こ
れ
隠
逸
家
に
賢
す
る
非
常
な
笠
孵
で
あ
る
。
周
諒
渓

悶
像
詫
は
「
道
喪
千
載
、
聖
辿
言
坦
。
不
有
先
惚
、
執
開
我
人
。

書
不
虚
言
、
闊
不
嘉
應
。
風
月
焦
邊
、
庭
草
交
翠
。
」
こ
れ
隠
逸

思
想
を
生
か
し
つ
つ
倫
理
を
す
ぐ
れ
た
品
い
た
こ
と
に
就
い
て
の

で
あ
る
。



註
十
―
―
―
朱
子
と
陸
象
山
と
の
論
争
を
来
し
た
こ
の
一
句
は
、
倫
理
の

根
抵
を
培
っ
た
隠
逸
思
想
の
意
義
と
い
ふ
面
か
ら
と
ら
へ
る
こ
と

も
出
来
る
し
、
こ
れ
を
翁
璽
し
た
朱
子
に
は
稔
逸
思
想
に
尉
す
る

深
い
理
解
が
あ
っ
た
と
言
へ
る
の
で
あ
る
。

註
十
四
こ
の
劉
子
は
王
安
石
自
身
見
聞
し
た
仁
宗
朝
の
こ
と
が
最
も

詳
し
く
、
彼
は
仁
宗
の
立
仁
恭
倹
に
よ
る
治
を
一
應
は
認
め
乍
ら

も
、
政
事
が
「
一
切
因
任
自
然
之
理
勢
、
而
精
帥
之
迎
有
所
不
加
、

名
宜
之
間
有
所
不
察
。
君
子
非
不
見
費
、
然
小
人
亦
得
陥
其
間
。

正
論
非
不
見
容
、
然
邪
説
亦
有
時
而
用
。
以
詩
賦
記
誦
、
求
天
下

之
士
、
而
無
學
校
蓑
成
之
法
。
以
科
名
責
歴
叙
朝
廷
之
位
、
而

無
官
司
課
試
之
方
。
…
…
上
下
倫
取
容
而
已
。
雖
有
能
者
在
職
、

0

0

0

 

亦
無
以
異
庸
人
。
農
民
炭
於
癖
役
、
而
未
袢
特
見
救
憔
。
其
於
理

0

0

0

0

0

 

財
大
抵
無
法
。
故
雖
倹
約
而
民
不
富
、
雖
憂
勤
而
固
不
強
。
頼
非

夷
狭
昌
熾
之
時
、
又
無
党
湯
水
旱
之
麦
、
故
天
下
無
事
過
百
年
。

雖
曰
人
事
亦
天
助
也
。
…
…
知
天
助
之
不
可
常
侍
、
知
人
事
之
不

▼

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

可
綬
怠
、
則
大
有
為
之
時
正
在
今
日
。
」
（
文
集
五
）

註
十
五
無
為
の
校
に
曰
く
、
「
治
心
以
正
、
保
朗
以
静
。
進
以
退
有

義
、
得
失
有
命
。
守
道
在
己
、
成
功
則
天
。
夫
復
何
為
、
莫
非
自

然
。
」
彼
の
思
想
に
は
新
法
に
反
尉
し
て
野
に
在
り
、
郁
康
節
と

交
っ
た
事
に
よ
る
影
誇
が
考
へ
ら
れ
る
。

註
十
六
明
道
之
言
、
疲
明
極
致
、
通
透
洒
落
、
善
開
壺
人
。
伊
川
之

言
、
即
事
明
理
、
質
惑
梢
深
、
尤
耐
咀
咽
。
明
道
之
言
、
一
見
便

好
、
久
看
愈
々
好
、
所
以
賢
愚
皆
獲
其
盆
。
伊
川
之
言
、
乍
見
未

北
宋
思
想
界
の
勁
向

好
、
久
看
方
好
、
故
非
久
於
於
玩
索
者
不
能
識
其
味
。
明
道
渾
然

天
成
、
不
犯
人
力
。
伊
川
功
夫
造
極
、
可
奪
天
功
（
朱
子
文
集
三

十
一
答
張
敬
夫
書
）
。

註
十
七
明
道
は
五
十
四
歳
に
て
没
し
、
兄
と
一
っ
違
で
あ
っ
た
伊
川

は
七
十
五
歳
で
没
し
た
。
全
祖
望
日
、
「
大
程
子
早
卒
、
向
微
小

程
子
則
浴
學
之
統
且
中
哀
突
。
賎
山
先
生
営
曰
、
小
程
子
大
而
未

化
、
然
狽
明
有
過
於
其
兄
者
。
信
哉
。
」
（
宋
元
學
案
咎
十
五
）
。

註
十
八
帥
宗
の
死
後
、
司
馬
光
・
呂
暇
叔
が
相
と
な
り
、
明
道
も
呼

ば
れ
た
が
、
「
未
行
以
疾
卒
。
宗
丞
（
明
追
の
こ
と
）
為
温
公
申

、
、
、
、
、
、

公
所
重
。
使
不
早
死
、
更
相
調
設
協
惰
於
朝
、
則
元
佑
朋
鴬
之
論

、
、
、
、
、

焦
自
而
起
癸
。
」
こ
の
説
を
き
い
て
郁
伯
温
は
今
に
四
十
年
、
其

の
言
盆
々
瞼
あ
り
と
言
っ
て
ゐ
る
（
淵
源
録
引
、
郡
氏
聞
見
録
）
。

四
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