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と
し
て

が
こ
れ

0
も
0

‘ 

で、

の
開
で
あ
る

3

〇
甚
と
な
る
と
、

の
簡
約
的
記
言
が

渇
友
閲
が
其
著
中
國
哲
學
史
第
丘
章
に
引
く
と
こ
ろ
の
他
斯
年
の

で
は
次
の
如
く
言
ふ
。

0
あ

‘. 

と
な
り

の
私
人
の

や
は
り
傭
間
に

で

入

ヽ

く
、
カ

一
人
一
時
の

？
も
0
。

伯
行
・
哀
公
問
・
仲
尼
燕
居

し
た
も
の
で
、

一
時
の
言
で
は
な
い
が
一
人
の
筆
で
あ
る
、

と
い
ふ
べ
き
も
の
。
坊
記

•
細
衣
等
が
こ
れ
に
常
る
。
第
三
は

せ
ら
れ
て
で
き
た
も
の
で
、

一
人
一
時
の
作
で
は
な
い
。

こ
れ
に
嘗
る
。

一
は
偲
聞
に
基
づ
き
こ
れ
を
伸
引
し
て

陳
澄
が

て
殊
に
著
し
い
所
で
あ
ら
う
。

の
項
に
於
い
て
言
ふ
所
に
よ
れ
ば
、
古
者
、

こ
と
ば
と
い
ふ
も
0
が
自
己
の
思
想
を
他
者
に
訴
へ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
二
つ
の
面
が
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、

こ
と
ば
自
骰
と
し
て
の
技
巧
で
あ
り
法
則
で
あ
る
面
で
あ
り
、
他
の
―
つ
は
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
個
へ
ら
れ
る
思
想
の
内
容
と
法
則
と
の

面
で
あ
る
。
こ
の
雨
面
は
一
應
犀
別
さ
れ
う
る
が
、
し
か
し
人
間
に
開
す
る
も
の
が
凡
て
さ
う
で
あ
る
如
く
、
そ
れ
は
非
人
間
的
な
も
0

に
開
す
る
も
の
の
如
く
に
は
、
明
確
に
甑
別
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
歴
史
の
流
に
於
い
て
観
れ
ば
、
そ
れ
は
古
代
の
思
想
界
に
於
い

淮
南
子
の
論
法
に
闘
す
る

淮
雨
子
の
論
法
に
閥
す
る
一
考
察

一
考
察

0
腔
に
三
種
あ
っ
た
。

1

、オ

人

P盈

曰
く
、
第
一
は
陣
聞
が

喜
一
四



こ

，
 

月」
;《
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} ー
|
|
'
例
へ

の

← 
ふ？

じ）

ー
ー
ー
こ
、
こ

l

t

 

五 て

上｝

あ
る
」

せ
ん
と
し
た
に
外
た
ら
な
い

こ

例

芯し
t", 

こ

の
は
治
で
な
い

'
、
ミ
‘

し

烈

に
よ
っ
て
「
い
く
ら
か
の

0

も
0
は

で
な
い
！
ー
治
で

ー
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

0

0
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ま
づ
「
あ
ら
ゆ
る
名
不

0
3
p
 

名
不
正
則
言
不
順
、
言
不
順
則
事
不
成
、

-‘コ、
71
叶

刑
聞
不
中
則
民
無
所
措
手
足
。

玄
J

い
て
ゐ
る
と
い
ふ
0
で
は
な
い
。

に
見
ら
れ
る

し
こ
の
こ
と
は
、

や

見
ら
れ
な
い
と
い

で
で
、

決
し
て
諭
語
の
こ
と
ば
が
叡
智
の

や
論
理
の
明
快

こ
と
ば
其
者
も
、

の
趣
が
あ
り
、
湛
得
す
る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
説
得
的
で
は
な
い
。
但

の
間
、
卯
ち
各
胄
古
い
間
に
ま
で

へ
る
こ
と
が
果
し
て

で
あ
る
か
否
か
、
相
常
疑
は
し
く
思
は
れ
る

C

又、

又、

し
て
の

ヽ
ぶ
杖
ー
も

K
+）

と
し

f
-
l
h
-

＇
1
i
i

へ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

個
々
の
こ
と
ば
と
こ
と
ば
と

ま
づ
、

〇
如
く
古
聖
賢
の
こ
と
ば
が
集
め
ら
れ
た
も
の
が
あ
る

こ
れ
ら
個
々

0
こ
と
ば
は
無
諭
深
い
謡
味
に
滴
ち
て
ゐ
る
し
、

一
應
次
の
如
く
考
へ
ら
れ
よ
う
。

て
こ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
今
、
観
黙
を
少
し
く
焚
じ
て
こ
と
ば
と
息
想
と
0
聯
閻
と
い
ふ
所
か
ら
眺
め
る
と
、
ま

式
と
た
る
と
、

こ
れ
は
荀
千
よ
り
も
後
の
、

よ
り
、
以
下
述
べ
る
如
く
、

ま
と
め
て
み
る
と
、

肘
邸
味
0
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
更
に
、

に
於
い
て
よ
り
骰
富
な
例
を
見
る
で
あ
ら
う
。
面
し

一
種
獨
特
の

狡
見
さ
れ
う
る
か
も
知
れ
な
い
。
か
か
る
黙
を
考
應
に
入
れ
て
以

つ
て
ゐ
る
、
．

C) 

こ
と

、、
/
、
し

し

）

や
耽
子
に
見
ら
れ
る
配
闘
あ

に
し
て
考
へ
る
時
、

0
形

と
い
ふ
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

や

と
い
ふ
形
式
は
、
戦
戚
常
時
の

家
〇
勃
凱

現
れ
た
。

しゞ
‘
4

こ
オ
カ

C) 

で
あ
る
、
と
。

こ
れ
ら
は
い
づ

<'=:,o 

こ
オし

の
初
歩
て
あ

の
或
部
分
0
如
く
、

の

ら
述
べ
ら
れ

て
て



僻
論
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
、
従
つ
て
そ
こ
に
鼎
論
の
技
術
ー
ー
廣
い
怠
味
で
の
蹄
證
法
ー
ー
ー
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

同
様
の
事
憫
が
旺
子
に
つ
い
て
も
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
思
考
の
よ
り
憫
瞼
的
な
性
格
の
も
の
に
於
い
て
殊
に
さ
う
で
あ
る
が
、
自
己

の
慎
意
を
他
者
に
理
解
せ
し
め
ん
と
す
る
と
き
、
後
述
す
る
糠
題
立
論
の
形
式
よ
り
も
む
し
ろ
文
學
的
創
作
の
形
式
を
借
る
方
が
よ
り
如

質
に
相
手
の
心
俯
に
訴
へ
う
る
場
合
が
あ
る
。
所
謂
戦
國
諸
子
文
憫
の
初
歩
段
階
に
於
い
て
右
の
如
き
形
式
が
盛
行
し
た
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
前
記
の
思
想
界
の
事
箭
と
共
に
、
そ
れ
ら
の
思
想
の
性
格
に
も
晶
づ
く
所
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
。

さ
て
右
の
僻
證
法
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
論
證
の
た
め
の
技
術
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
論
證
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
を
し
て
自
己
の
思

想
を
理
解
せ
し
め
ん
と
す
る
悟
他
的
方
面
と
共
に
、
そ
の
裏
付
と
し
て
、
そ
の
論
證
自
盟
の
起
る
基
礎
と
し
て
の
自
悟
的
方
面
を
含
ま
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
論
理
學
的
に
い
ふ
と
、
ま
づ
訴
へ
ん
と
す
る
主
題
を
提
起
し
て
、
次
に
そ
の
理
由
を
次
々
と
證
明
し
て
ゆ
く
論
證

は
、
賓
は
、
或
る
前
提
か
ら
出
彼
し
て
次
々
と
婦
結
を
生
ん
で
ゆ
く
推
理
の
恰
も
逆
縛
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
所
謂
諸
子

の
こ
と
ば
に
比
す
れ
ば
、

を
見
る
と
、
そ
の
各
篇
は
概
ね
陳
澄
の

勿
論
こ
こ
に
逹
す
る
ま
で
に
は
、
相
嘗
の
時
間
と
前
述
の
如
き
思
想
界
の
事
情
ー
ー
、
癖
論
の
流
行
ー
ー
l

と
を
要
し
た
で
あ
ら
う
。
孟
子

一
種
の
偲
聞
に
基
づ
く
著
作
、
乃
至
第
三
種
の
創
作
的
編
集
に
よ
る
著
作
と
考
へ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
又
、
博
斯
年
の
説
に
従
へ
ば
、
配
置
せ
ら
れ
設
寓
せ
ら
れ
た
る
記
言
骰
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
を
論
語
に
於
け
る
孔
子

一
層
他
者
に
訴
へ
ん
と
す
る
滋
欲
が
強
烈
と
な
っ
て
居
り
、
そ
の
こ
と
ぼ
は
輩
な
る
日
常
會
話
の
域
を
出
で
て

に
代
表
せ
ら
れ
る
如
き
、
員
に
抽
象
的
な
思
癖
に
ま
で
逹
し
た
。

其
凡
乎
゜

既
已
為
一
｛
琴
．

既
已
謂
之
一
突
、
且
得
無
言
乎
。

も
い
は
る
べ
き
一
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
か
か
る
直
観
的
•
特
徴
把
握
的
な
言
語
的
概
念
構
成
は
、
固
よ
り
古
代
思
想
を
蓋
ふ
一

こ
と
ば
の
内
容
た
る
紐
瞼
的
知
識
を
抽
象
的
に
規
制
す
る
思
考
の
法
則
が
、
明
白
に
看

特
色
で
あ
ら
う
。
但
、
已
に
論
語
に
右
の
如
き
、

取
さ
れ
う
る
こ
と
は
争
へ
ぬ
事
賓
で
あ
る
。

淮
南
子
の
論
法
に
闊
す
る
一
考
察

こ
の
論
理
性
は
次
の
時
代
に
入
る
と
、
荘
子
齊
物
論
の
有
名
な
る
一

一
興
言
為
二
、
二
典
一
為
三
、
自
此
以
住
、
巧
歴
不
能
得
、
而
況

六



悪
む
が
故
に
、

に
刷
す
る
一
考
察

右
の
例
の
如
き
は
婦
納
的
推
狸
を
示
す
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

一
七

てこ

の

偽
也
。

（
性
悪
[
)

右
の の

と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
然
ら
ば
こ
の
形
式
に
厨
す

荀
千
が
古
代
息
想
家
の
中
で
も
論
理
的
思
考
を
以
て
鳴
る
こ
と
は

義
者
所
以
正
身
也
。
師
者
所
以
正
膿
也
。
無
轄
何
以
正
身
。
無
師
吾
安
知
霞
之
為
是
也
。
鵜
然
而
然
、
則
是
情
安
麗
也
。
師
云
而
云
、

ジ

ク

ガ

フ

タ

ガ

フ

則
是
知
若
師
也
。
怖
安
殿
、
知
若
師
、
則
是
坐
人
也
。
故
非
鷹
、
是
無
法
也
。
非
師
、
是
無
師
也

3

不
是
師
法
而
好
自
用
、

是
猶
以
盲
辮
色
、
以
硯
洲
性
也
、
舎
胤
妄
無
為
也
。

人
何
以
能
州
、
日
分
。
分
何
以
能
行
、
故
義
以
分
則
和
、
和
則
一
、

居
也
。
故
序
四
時
、
政
萬
物
、
兼
利
天
下
、
無
宅
故
焉
、
得
之
分
義
也
。

の
如
き
は
泊
繹
的
推
理
を
示
す
も
の
と
請
つ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
し
か
る
に
又
、

人
之
性
悪
、
其
苦
者
侶
也
。

今
人
之
性
、
生
而
有
好
利
焉
。
順
是
、
故
争
奪
生
而
僻
品
亡
焉
。
生
而
有
疾
悲
應
。
順
是
、
故
歿
賊
生
而
忠
信
亡
馬
。
生
而
有
耳
目

之
欲
有
好
蒋
色
烏
。
順
是
、
故
淫
風
生
而
義
義
文
理
亡
灼
。
然
則
従
人
之
性
、
順
人
之
怖
、
必
出
於
争
奪
、
合
於
犯
分
胤
理
而
陥
於

暴
。
故
心
将
有
師
法
之
化
、
義
義
之
追
、
然
後
出
於
孵
謳
、
合
於
文
雌
、
而
鑓
於
治
。
用
此
観
之
、
然
則
人
之
性
悲
明
癸
、

一
骰
、
荀
千
の
思
想
は
あ
く
ま
で
人
間
中
心
〇

に
も
「
人
生
れ
な
が
ら
に
し
て
欲
あ
り
。
欲
し
て
得
ず
、
求
め
て
炭
賊
分
界
な
け
れ
ざ
る
能
は
ず
。

と
考
へ
ら
れ

て
之
を
分
ち
、
物
と
欲
と
を
し
て
相
窮
す
る
な
か
ら
し
め
た
」
と
述
べ
る
如
く
、
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し

（
王
制
）

（
修
身
）

一
則
多
力
、
多
力
則
罰
、
罰
則
勝
物
。
故
宮
室

llI得
而

る
後
本
題
た
る
淮
南
子
に
進
む
こ
と
に
し
た
い
。

C) 

で
も
な
か
ら
う
。
今
そ
の

り

，こ

し
、
然

互）

3

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
推
雌
の
方

文
陀
の
第
二
歩
段
階
た
る
原
題
立
論
の
形
式
は
、
前
段
階
の
僻
論
の
合
む
、
右
0
如
き
誨
改
叫
の
性
格
が
そ
0

法
、
延
い
て
は
根
本
的
な
息
考
法
則
が
狡
見
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
づ
偲
斯
年
0

し
ゅ
ら
れ
た
も
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こ
、
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I
~
~
~
~
 

-

）

 

9
,
'
 

3
中
、
氏
少
団
に
之

、心

9
も
0

之
・
’
"

る
者
は
一
を
審
ら
か
に
し
て
和
を
定
む
る
岩
な
り

:
3

物
を
比
へ
て
節
を
飾
る
者
な
り
。
合
奏
し
て
文
を
成
す

る
な
か
ら
ん
。

ば
則
ち
和
順
せ
ざ
る
な
か
ら
ん
。

故
Iー
‘̀ ヽ

じ）

の
中
に
在
る
や
、

め
る
所
0
、

し
文
化
生
活
を
狡
展
せ
し
む
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
聖
王
の
殿
制
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
ふ
見
地
か

て
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

る
に
足
ら
し
め
、
か

0
邪
汗
の

し
て
由
り
て
こ
れ

，
の
文
叫
．
ち
必
ず

i
1
9
,
l

、S

こ
こ
に
盈
く
さ
る
。

そ
れ に

あ
る
。

や
法
律
制
度
、
更
に
は
刑
間
で
さ
へ
も
要
求
さ
れ
る
所
の
、
人
間
に
厨
す
る
弧
力
な
指
尊
が
こ

る
所
CJ
も
い
を
い
か
に
も
し
て
枇
人
に
爪
忍
せ
し
め
ん
と
す
る
、
弧
い
論
讃
的
怠
欲
が
働
い
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
息

ら
れ
、
か
く
し
て
、
そ
れ
は
人
間
0
本
性
が
悲
で
あ
り
、

人
間
に
と
つ
て
必
要
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
、
を
改
め
て
間
題
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
前
掲
の
如
き
人
間
性
の
種
々
の

こ
れ
を
其
似
に
放
置
す
れ
ば
自
ら
の
否
定
に
了
る
で
あ

ら
う
が
故
で
あ
る
、
と
い
ふ
結
諭
を
蔚
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

な

り

。

は

〕

ふ

ら

、

し
動
罪
に
形
は
す
は
人
。

こ
の
場
合
、
荀
子
の
思
考
は
探
求
的
に
働
い
て
ゐ
る
と
言
へ
る
。
而

し
て
そ
れ
に
伴
つ
て
、
そ
0
淘
開
も
ま
た
婦
訥
的
推
狸
を
股
開
し
て
ゐ
る
こ
と
が
哩
解
さ
れ
る
。
し
か
る
に
更
に
興
味
深
き
一
文
が
架
論

人
仙
の
必
ず
免
れ
ざ
る
所
な
り
。
故
に
人
は
架
し
む
こ
と
な
き
能
は
ず
。
架
し

ヽ

ヽ

こ

こ

ら

り
3

朦
竹
動
評
は
性
術
〇

故
に
人
は
緊
し
ま
ざ
る
能
は
ず
。
緊
し
め
ば
則
ち
形
は
す
な
さ
能
は
ず
。
形
は
し
て
た
め
に
泊
び
か
ざ
れ
ば
則
ち
胤
る
る
な
き
能
は

る
る
を
叫
心
む
。
故
に
廂
頌
0
株
を
制
め
て
以
て
之
を
追
び
き
、
其
磐
を
し
て
架
し
む
に
足
れ
ど
も
流
れ
ざ
ら
し
め
、

よ
こ
し
ま

る
に
足
れ
ど
も
謁
（
偲
）
な
ら
ざ
ら
し
む
。
そ
の
肌
直
・
繁
省
・
耶
肉
・
節
奏
を
し
て
以
て
人
の
鷲
心
を
感
動
す

み
ち

る
な
か
ら
し
む
。
こ
れ
先
王
立
架
の
方
な
り
。
…
…

を
し
て

か
ば
則
ち
和
敬
せ
ざ
る
な
か
ら
ん
。
閏
門
の
内
、
父
子
兄
弟
同

釦否
定
的
な
而
が

才：［I 
バニヽ

じ）

に
置
か
れ
て
ゐ
る
時
に
は
、
そ
の
諭
刑
は
自
か
ら
訊
鍔
的
推
雌
を
伴
ふ
こ
と
と
な
る
。
今
馘
つ
て
、

何
故
に
か
く
の
如

C) 

ら
れ
て
ゐ
＂
竺
か
か
る
思
想
は
彼
自
身
。

ら
来
る
も
の
で
あ
ら
う
。
従
つ
て
又
、
彼
が
こ
れ
ら
を
説
く
際
に
は
、

淮
旧
子
の
畠
法
に
閲
す
る

一
八



訛
直
子
の
畠
芦
に
刷
ナ
る
一
考
察

C) 

こ

し↓ー

し

て
ゐ
た
こ
と
は

一
九

に
明
ら
か
な
と
こ
ろ
。
彼
此
併
勘
す
れ

の
所
以
の
説
明
に
も
見
ら
れ
る
如
く
、
音

み
と
0
間
に
相
互
闊
係
の
あ
る
こ
と
が
弧
調
さ
れ
て
居
り
、
か
か
る
所
か
ら
「
架
者
架
也
」
と
の
命
題
が
考
へ
ら
れ
る

0
で
は
な
い
か
と
も
息
は
れ
る

3

荀
子

に
於
い
て
、

怠
味
を
有
つ

見
倣
さ
れ

あ

ぐ
ヽ

…
・
:
」
と
叶

る
こ
と
も
て
き
、
さ
う
す
れ
ば
こ
こ
〇
接
給
閻
係
に
も
辿
合
し
易
い

0
で
は
あ
る
が
、
次
0
比
物
・

に
は
お
か
な
い
、
と
い
ふ

0
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
は
頗
る
ス
ム
ー
ス
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
次
に

を
要
す
る
所
と
息
ふ
。
こ

0

「
-
」
と
「
和
」
と
を
物
狙
快
の
如
く
理
念

の
雨
句
が
技
術
的
た

ば
、
郷
玄
以
下
「
一
」
を
人
磐
と
解
す
る
説
が
や
は
り
妥
常
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
す
る
と
、
音
架
が

迂
し
め
る
も
0
な
る
が
故
に
そ
れ
は
定
和
・
飾
節
・
成
文
の
技
巧
を
具
へ
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
の
は
論
理
的
に
考
へ
る
と
寧
ろ

一
以
下
0
技
巧
法
則
0
上
に
成
立
つ
が
故
に
そ
れ
は
人
心
を
和
合
せ
し
め
う
る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
る
べ
き
で
は

」
0
謡
味
に
取
る
べ
く
、
従
っ
て
以
下
三
句
は
常
為
的
訟
味
を
存
在
的
に
表
現
す
る
も
の
と
解
繹
す
る
の
が
至
嘗
な
る

如
く
息
は
れ
る
。
か
く
0
如
き
鰍
評
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
右
の
疑
間
は
、
思
想
に
於
け
る
常
為
と
存
在
と
の
観
念
的
混
同
に
、
或
い
は
、

常
に
恨
伯
的
側
訓
よ
り
眈
め
ら
れ
る
仔
在
観
に
、
即
ち
酎
者
を
明
確
に
犀
別
せ
ざ
る
前
諭
理
的
思
考
に
於
い
て
一
應
そ
の
解
決
が
見
出
さ

れ
る
か
も
知
れ
ぬ

3

も
と
も
と
此
宣
工
3

大
前
捉
た
る
「
架
者
架
也
」
と
い
ふ
命
題
か
ら
し
て
、
既
述
の
如
く
純
粋
な
る
論
理
的
判
覇
と
は

り
も
右
〇
解
粽
は
設
付
け
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
但
、
先
玉

に
帥
感
的
性
杞
を
脱
し
て
哩
念
と
し
て
捉
へ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

だ
か
っ
た
か
と
い
ふ
疑
間
ら
生
じ
よ
う
。

、、

定
む
べ

け
れ
ど
も
更
に
考
へ
る
と
、

「
審
一
以
定
和
者
也
」
と
い
ふ
の
は
「
一
を
審
ら
か
に
し
て
和
ピ

逆
で
、

人
心
を

[l勺

や

ゃ

ず
人
心

し

る

ぬ
J

]

て
こ
で

の

と
し
て
雅
頌
を
制
作
し
た
。
其
故
、

こ
の
音
架
を
演
奏
す
る
虞
、
宗
附
・
家
庭
・
郷
党
を
間
は

く
訓
下
し
た
も
の
で
あ
る

こ
れ
に
よ
る
と
、

「
た
の
し
む
」
こ
と
は
人
間
本
性
の
要
求
で
あ
っ
て
た
の
し
め
ば
朦
音
動
静
に
疲
現
せ
ざ

〇
原
文
を
、

を
載
迂
て
ゐ

な
参
照
し
つ
つ

（
特
に
傍
貼
の
部
分
）
な
る
べ
く
分
り
易

り
ヘ
ッ
以
て

ここ

に
も
足
り
、

以
て
萬
髪
を
治
む
る
に
も
足
る
は
、

こ
れ
先
王
立
架
の
術
な
り
。
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ら
て
つ

る i 主

是
故
に
聖
人
泊
追
を
守
り
て
雌
箇
を
抱
き
、

す
り
へ

疏
ら
す
は
能
＜
之
と
争
ふ
も
の
な
し
。

大
を
攻
め

の
中
程
に
於
い
て
、

常
に
後
れ
て

と
い
ふ
0
は
訟
味
を
成
さ
な
い
が
、
本
来
思
想
の
接
紹
の
あ
る
所
に
揺
理
が

在
せ
し
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
其
前
後
0
議
論
が
闊
係
し
う

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
は
れ
る
。3

先
づ
右
0
、

に
し
て
孵
け

こ
れ
を
こ
と
ば
に
よ

ぢ
ら
っ

に
し
て
定
け
ど
も
、
．

つ
て
も
よ
い
で
あ

へ
る
な
ら
ば
、

に
―
つ
の
文
句
を
其
間
に
介

0
例
を
見
よ
う
。

に
こ
と
ば
の
み
の
接
綬

い
は
ば
言
語
的
な
要
素
も
多
分
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
。

か
か
る
変
索
〇
存
在
を
認
め
ず
に
は
、
所
謂
准

に
於
い
て
代
表
的
に
看
取
さ
れ

こ
の
小
論
は
、
か
か
る
特
種
の
推

っ
た
推
理
形
式
を
示
す
。
（
霞
論

と
は
人
心
悲
喜
の
哩
念
で
あ
る
」
と
い
ふ
ゃ
う
た
訟
味
で
あ
る
と
取
れ
ば
、

論
理
的
未
分
離
の
段
附
で
あ
る
よ
り
も
、
分
析
を
紐
た
上
で
の
綜
合
統
一
を
理
解
し
て
ゐ
る
段
階
で
あ
る
と
詔
め
る
0
が
妥
常
で
あ
ら
う
。

か
か
る
解
騨
が
承
認
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
「
故
人
不
能
不
架
」
の
一
段
、
「
故
渠
在
宗
屈
之
中
」
の
一
段
、
「
故
架
者
、
審
一
以
定
和
者
也
」

の
一
段
は
各
々
共
通
の
前
提
を
も
つ
婦
結
と
し
て
並
列
闊
係
に
立
つ
こ
と
と
な
り
普
通
の
油
鐸
と
は
~

大
略
等
の
篇
に
も
こ
れ
に
類
す
る
も
の
あ
り
。
共
に
絶
酎
化
さ
れ
た
畷
の
理
念
を
大
前
提
と
す
る
。
）

理
形
式
を
設
も
既
富
に
含
む
も
の
と
し
て
、
以
下
淮
南
子
の
論
法
を
検
討
し
た
い
。

進
南
子
0
論
法
と
は
、
右
に
述
べ
た
如
く
、
淮
南
子
に
獨
特
の
論
法
と
い
ふ
謡
味
で
は
な
い
。

種
の
論
法
〇
諮
で
あ
る
。
論
法
と
は
論
證
的
鋪
論
の
方
法
の
こ
と
で
、
従
っ
て
勿
論
こ
れ
に
は
諭
理
的
要
素
た
る
純
粋
の
推
理
の
み

な
ら
ず
修
餡
法
的
・

南
子
0
論
法
0

先
づ
第
一
に
こ
と
ば

と
し
て
訊
論
を
接
紹
す
る
こ
と
で
あ
る

3

勿
論
こ
と
ば
は
怠
味
を
有
つ
故
、

思
想
は
前

0

一
句
必
ず
し
も
プ
リ
ミ
テ
（
、
プ
に
。

淮
面
子
の
論
法
に
闊
す
る

考
察

に）

竺
〉
面
し
て

り、喜
L
)
:
＼
ふ
こ
と
も
な
か
ら
｝
口
心 二

(
J

0

一
句
を



PE 
ぅて

淮
面
子
の
諭
法
に
刷
す
る

に）

考
寮

る
」
と
紹
く
。
以
下
、
其
故
に
獨
立
し
た

と
い

ミ
形
状

C) 

ど
も
剖
つ
く
な
く
、
之
を
刺
せ
ど
も
傷
つ
か
ず
」
と
か
「
左
す
る
所
な
く
右
す
る
所
た
く
、

れ
る
「
至
徳
」
を
形
容
す
る
も
の
で
、
前
節
と
些
か
論
貼
を
異
に
す
る
の
は
看
過
し
え
な
い
。
雨
箇
を
結
ぶ
も
の
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
、
老
子
七
十
八
草
の
句
「
天
下
柔
弱
、
莫
過
於
水
、
而
攻
堅
蜀
者
、
莫
之
能
勝
」
に
よ
り
、
前
節
の
末
句
「
攻
大
珈
堅
、
莫
能
興
之

争
」
を
踏
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
節
の
「
天
下
之
物
、
莫
柔
弱
於
水
」
に
接
紹
す
る
と
見
る
外
は
な
い
と
思
は
れ
る
。
も
し
然
り
と
す
れ

第
二
に
は
餘
談
に
よ
る
接
紹
と
い
ふ
べ
き
も
の
が
見
ら
れ
る
。
憔
南
諸
篇
は
多
く
の

あ
っ
て
緊
密
な
闊
係
を
有
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
説
話
で
あ
る
以
上
、
そ
の
具
象
性
よ
り
し
て

含
む
が
、
此
等
は
概
ね
一

の
本
旨
よ
り
逸
れ
た
要
素
を
も
含
む
こ

に
よ
る
接
紹
の
場
合
が
あ
る
。
齊
俗
篇
初
亨
は
老
旺
的
衰
世
観
よ
り
説
き
起
し
て
、
今
世
、

「
故
に

と
ん
ば

蝦
盗
は
的
と
な
り
、
水
班
は
蛸
と
な
る
」
の
二
句
を
拳
げ
、

「
皆
、
其
類
に
非
ざ
る
も
の
よ
り
生
ず
。
唯
聖
人
の
み
そ
の

化
を
知

と
見
て
よ
い
と
思
は
れ
る
が
、
も
し
敢
へ
て
そ
の
前
亨
と
の
接
紹
を
考
へ
る
な
ら
ば
、
右

0

「
化
]
字
は
或
い
は
前
掌
の
歴
史
的
愛
化
を
説
く
所
よ
り
来
る
も
の
か
、
或
い

以
て
、
上
文
言
臼
下
之
相
傾
也
」
云
々
い
句
を
迎
へ
た
も
0
と
見
る
べ
き
か
、

差
別
の
相
を
陳
べ
、

は
相
傾
き
、
短
脩
は
相
形
は

い
づ
れ
か
に
苓
へ
ら
れ
よ
う
。
さ
て
聖

と
は
亦
明
ら
か
な
り
」
と
老
子
を
引
い
て
結
ぶ

3

次
に
、

「
そ
れ

と
は
否
み
雌
い
。
か
か
る
餘
分
の

の
論
犀
中
に

ば
、
右
は
こ
と
ば

と
す
る
接
紹
と
謂
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

萬
物
と
終
始
す
」

と
稲
せ
ら

以
下
は
、

水
0
附
を
引
き
こ
れ
に
よ
っ
て
「
大
、
摯
生
を
包
み
て
私
好
な
く
、

に
及
ん
で

吃す

、
1‘.

と
カ

て

不
砦
（
無
鰍
）
に
通
ず
。

天
下
の
物
、
水
よ
り
柔
弱
な
る
は
な
し
。
然
れ
ど
も
大
、
極
む
べ
か
ら
ず
、
深
、
測
く
す
べ
か
ら
ず
、
脩
、
無
窮
に
極
り
、
遠
、
無

涯
に
沿
り
、
息
耗
械
盆
、

い
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
紹
<

へ
ば
「
所
謂
後
る
と
は
そ
の
底
帰
し
て
狡
吐
ず
凝
壻
し
て
流
れ
ざ
る
を
謂
ふ
に
は
非
ず
。
"
/

ま
で
は
「
無
為
而
無
不
為
也
」
「
柔
弱
者
生
之
就
也
」
「
後
動
者
逹
之
原
也
「
と
夫
ミ
の

0
も
の
で
、

一
言
に
し
て



何
と
な
れ
ば

で
あ
り
且
そ
の
可
能
性
の

め
て
大
で
あ
る
。
所
謂
上
竹
下
愚
移
ら
ざ

は
こ
れ
雨
末
の

に）

C) 

の
、
聖
人
民
を
憂
ひ
無
為
と
稲
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、

不
在
、
而
不
可
公
行
也
」
の
一
句
は
子
祖
の

心
0
で
、
か
か

り
-L-
り

れ

の
第

ち
萬
物

て 0
な
り
」
の
一
句
を
据
え
て
、

の
主
旨
が

こ
れ
固
よ
り

て
金

火
［〉

人
ぷ
々
を
喰
け
て

'：

.
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る
所
あ
り
、

何

の
無
為
と
は
何
も

に
通
ず
る
者
」
で
あ
る
。
そ
の
限
り
「
聖
人
知
其
化
」

て
牛
の
面
を
受
く
。
孔
千
日
く
、
魯
闊
0
ひ
と
必
ず
人
を
息
よ
り
救
ふ
を
好
ま
ん
、
と
。

よ
り
受
け
ず
。
孔
千
曰
く
、
株
國
ま
た
人
を
限
ふ
も
の
あ
ら
じ
、
と
。

〇
明
、
小
を
以
て
大
を
知
り
、
近
を
以
て
辿
を
知
る
は
、

し
て
ゐ
る
。
然
る
に
次
に

き
旨
を
論
じ
ゅ
く
。

に
由
り
て
之
を
観
る
に
、
廉
も
在
る
〔
べ
か
ら
ざ
る
〕
所
あ
り
て
公
行
す
べ
か
ら
ざ
る
も

な
ら

に
行
は
俗
に
齊
ひ
て
閉
ふ
べ
く
、
事
は
能
に
周
ひ
て
為
し
易
し
。
衿
偽
以
て
世
を
惑
は
し
、
抗
行
以

は
、
聖
人
以
て
民
の
俗
と
な
さ
ず
」
と
斯
じ
、
以
下
ま
た
一
轄
し
て
、
物
各
ミ
其
性
の
適
す
る
所
に
於
い
て
用
ふ
べ
く
、
即

か
く
揺
性
を
誂
く
所
は
本
篇
冒
頭
の
「
性
に
率
ひ
て
行
ふ
、
之
を
追
と
謂
ふ
」
の
句
に
相
應
ず
る

の
属
別
も
確
然
た
り
帷
く
な
る
が
、
そ
れ
は
と
も
角
、

と
は
、
前
述
の
本
旨
よ
り
見
れ
ば
逸
脱
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
亦
明
ら
か
で
あ
ら
う
。

修
務
篇
0

「
憔
俗
哀
衰
、
面
非
學
者
多
」
以
下
は
、

し
た
い
こ
と
で
は
た
く
「
自
然
の
分
に
批
る
」
應
味
で
あ
る
こ
と
、
を
況
く
後
を
承
け
て
、
常
時
「
人
性
各
ミ

「
吾
お
も
へ
ら
く
然
ら
ず
、
と
。

ご
と
し
。
こ
の
自
然
な
る
者
は
損
盆
す
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
學
を
非
と
し
た
所
の
説
を
載
せ
そ
の
不
可
を
ば
ず
る
。

か
の
魚
の
躍
り
肌
の
院
な
る
」
天
賦
の
性
其
者
は
焚
化
す
べ
か
ら
ざ
る
も
、
天
性
に
基
く
教
育
は
可
能

の
僅
少
の
事
例
を
以
て
學
を
非
と
す
る
は
誤
で
あ
る
。

る
者
は
、
衆
に
齊
し
く
俗
に
同
じ
か
る
べ
し
。
今
、
九
天
の
頂
を
稲
せ
ざ
れ
ば
黄
泉
の
底
を

＇ 
2
 

9
ぐ

り
来
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
同
時
に
此
説
話
よ
り
右
の
如
き
怠
味
を
抽
出
す
る
こ

各
ヽ
ヽ
魯

し）

「
由
此
観
之
、
廉
有
所

し
あ
っ
た

を
載
せ
、
次
に
易
0

ー
（

を
「
り
し



惟
直
子
の
負
法
に
閲
す
る

る
祈
形
式
が
始
ま
る
。

て
「
天
下
に
三
危
あ
り
。
…
…
故
に

以
下
、

右
の
諭
法
は
ロ
ハ
定
義
を
羅
列
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
定
義
内
容
に
於
い
て
目
か
ら
談
論
の
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
が
見
ら
れ
る
。
か
か

る
絞
述
形
式
を
椴
爪
し
つ
つ
次
第
に
「
禍
輻
•
利
害
の
那
を
な
す
は
、
帥
聖
人
に
非
ざ
れ
ば
之
を
能
く
分
つ
な
き
」
こ
と
に
及
ぶ
。
而
し

を
．
ぷ
す
に
相
対
す
る
二
命
題
を
掲
げ
、
更
に
こ
れ
ら
に
厨
應
す
る
二
説
話
を
附
す

「
名
」
は
立
ち
難
く
し
て
哀
れ
易
し
。

一
を
執
り
て
萬
に
應
じ
、
要
を
握
り
て
詳
を
治
む
る
は
、
之
を
「
術
」
と
謂
ふ
。

是
故
に
、
人
を
し
て
己
を
贔
賢
梱
粋
せ
し
む
る
者
は
「
心
」
の
力
な
り
。
人
を
し
て
己
を
卑
下
誹
謗
せ
し
む
る
者
は
「
心
」
の
罪
な

。
り

…

…

本
を
見
て
木
を
知
り
、
指
を
観
て
婦
も
詣
、

屈
に
は
鱈
す
所
を
知
ll

り
、
行
に
は
之
く
所
を
知
ll

り
、
ド
に
は
瓦
る
所
を
知
口
り
、
勁
に
は
由
る
所
を
知
口
る
は
、
之
を

ふ
さ

ひ

く

た

か

は
之
を
前
に
罰
く
も
泣
か
ら
ず
、
之
を
後
に
錯
く
も
軒
か
ら
ず
、
之
を
尋
常
に
内
る
る
も
寒
が
ら
ず
、

之
を
天
下
に
布
く
も

＂J
。ヽ

」
と
oOfni
真

八
極
に
周
ね
き
は
、

之
を
「
心
」
と
謂
ふ
。

「
れ
の
制
」
を
知
り
そ
の
畢
措
惑
は
ず
。

最
後
に
、
如
上

o
方
法
を
兼
具
し
つ
つ
二
十
篇
中
蚊
も
整
然
た
る
立
諭
形
式
を
備
へ
る
人
間
篇
の
論
法
に
つ
い
て
検
砂
し
た
い
。

油
浄
括
愉
な
る
は
「
人
の

低
表
規
矩
あ
る
は
「
冑
の
制
」
な
り
。

も
と

「
人
の
性
」
を
知
り
そ
の
自
咋
勃
ら
ず
、

な
り
。

こ
と

る
0
は、

こ
れ
ま
た
除
談
に
因
る
恢
紹
の

か
く
て
「
火
亭
瓶
冬
生
、

而
人
日
冬
死
、

ぞ
以
て
公
調
と
す
べ
け
ん
や
。

例
と
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

一
端
に
疫
し
無
兌
に
散
じ
、

莞

べ
ら
れ

」
以
下
の
一
箇
が
、
公
論
は
「
大
氏
を
以
て
本
と
な
し
」
「
多
者
を
以
て
之
に
名
づ
く
」



F
罪
有
り
て
盆
ヽ
ヽ
信
ぜ
ら
る
あ
り
。
…
…

E
功
布
り
て
疑
は
る
こ
と
あ
り
。

為
に
魯
社
よ
り
厚
宜
を
受
け
た
話
）

D
害
せ
ん
と
欲
し
て
乃
反
つ
て
利
す
る
こ
と
あ
り
。

B
盆
し
て
担
す
る
あ
り
。

何
を
以
て
其
然
る
を
知
る
や
。

a
背
者
梵
旺
王
…
…
（
係
叔
放
が
其
子
を
戒
め
て
沙
石
の
地
を
晶
は
し
め
祟
世
奪
は
れ
ざ
る
を
得
た
話
）
…
…
此
所
謂
担
し
て
盆
す

b

背
晉
属
公
•
…
・
・
（
晉
属
公
が
常
初
の
成
功
に
駈
つ
て
身
死
す
る
に
至
っ
た
話
）
…．．．
 
此
所
副
盆
し
て
担
す
る
者
な
り
。

C
事
に
は
利
せ
ん
と
欲
し
て
辿
ミ
以
て
害
す
る
に
足
る
こ
と
あ
り
。

d

（
勘
虎
胤
を
な
す
。
門
者
魯
村
の
令
に
背
き
協
虎
の
脱
出
を
助
け
し
に
反
つ
て
似
，
尻
の
た
め
に
偽
つ
け
ら
る
。
け
れ
ど
も
絞
に
其

C

（
那
陵
の
戦
に
登
阻
殻
は
酒
好
き
の
主
人
司
馬
子
反
0
た
め
に
酒
を
迎
め
た
。
そ
の
た
め

罪
せ
ら
れ
た
話
）

故
に
坐
人
は
先
に
杵
へ
ど
も
後
に
合
ふ
。
衆
人
は
先
に
合
へ
ど
も
後
に
杵
ふ
。

有
功
は
人
臣
の
務
む
る
所
な
り
。
有
罪
は
人
臣
の
即
く
る
所
な
り
。

右
人
臣
の
有
功
・
有
罪
に
闊
す
る
二
句
は

C
D
グ
ル
ー
プ
の
誂
話
、
就
中
後
の

ー
ー
に
由
来
す
る
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
而
し
て
こ
れ
は
次
の
二
命
姐
を
生
む
。

何
を
か
盆
し
て
担
す
と
謂
ふ
。

る
な
り
。

A
物
に
は
担
し
て
盆
す
る
あ
り
。

淮
面
子
の
諭
法
に
闊
す
る
一
考
察

c
l
l
こ
こ
だ
け
説
話
の
配
骰
が
逆
に
な
っ
て
ゐ
る

王
の
愉
む
と
こ
ろ
と
｀
な
り
子
反
は

ニ
四



lベー

t、

淮
尉
子
の
論
法
に
刷
す
る

も
の
て
あ
る
。
そ
れ

こ
し
=
'
｛
、

ー
よ
，
1

，i

こ
よ

,
i
 

二
五

らくり

-
A
]
 

）
と
力
川

と
息
は
れ

の

右
の

り。 h
 

H f
 

れ
て
ゐ

と
い
ふ
思
想
が
展
開
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

の
義
を
引
伸
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
而
し
て
こ
〇

山
は
其
益
き
を
致
し
て
雲
雨
こ
こ
に
起
り
、
水
は
其
深
き
を
致
し
て
鮫
龍
こ
こ
に
生
じ
、

そ
れ
陰
徳
あ
る
者
は
必
ず
陽
報
あ
り
。
陰
行
あ
る
者
は
必
ず
昭
名
あ
り
。

し
て

こ
こ

句
は
上
の

G
H

と
し
て

e
（
魏
賠
架
平
、
忍
ん
で

子
他
に
徴
さ
れ
た
話
）

へ
て
反
つ
て
取
る
こ
と
あ
り
。

g
（
知
口
伯
地
を
魏
子
・
韓
子
に
求
め
て
之
を
奪
ひ
趙
襄
子
に
及
ぶ
。

ヘ
其
園
を
三
分
し
た
話
）

道
を
炭
に
限
り
て
貌
を
伐
た
ん
と
す
。
炭
公
、
財
を
貪
り
て

の
徳
を
布
き
恵
を
施
す
は
、
其
報
を
百
姓
に
求
む
る
に
非
ざ
る
な
り
。

求
む
る
に
非
ざ
る
な

し
が
、
三
國
通
謀
し
て

G
事
に
は
奪
ひ
て
反
つ
て
興
ふ
る
こ
と
あ
り
。

に
於
い
て
不

の
二
字
を
提
起
し
た
こ
と
は
、
ま
た

E
F
グ
ル
ー
プ

0

CJ
．
因
羹
を
疫
り
中
山
を
降
せ
し
に
絞
反
つ
て

し
逐
に

"

o

n

I

1
ー

4
ー

J

)

ヘ
す
女
ー

1
1
7す

巴
母
鹿
の
陥
く
に
忍
び
ず
主
人
よ
り
託
か
れ
る
魁
を
放
つ
。
そ
cJ
た
め
一

故
に
超
（
趨
）
舎
は
審
ら
か
に
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
こ
れ
公
係
映
の

の
〕
功
大
な
ら
ざ
る
に
翡
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
累
足
（
小
歩
）
し
て
践
む
所
な
き
は

っ

る
も
0
。

れ
て

の
故
な
り
。

に
入
る

同
じ
く
す
る
話
）

へ
て

に
閏
み

り
し
所
以
な
り
。

れ
た
る
も
そ
0
仁
心
を
買
は
れ
て



四

秦
牛
銚
、
山
中
に
て
派
に
遇
ひ
少
し
も
憫
る
る
色
な
し
。
盗
以
て
聖
人
と
為
し
因
つ
て
身
の
息
と
し
て
之
を
殺
し
た
話
。

右

の

説

話

の

次

に

「

此

能

く

知

を

知

と

す

る

も

、

未

だ

能

は

ず

」

云

々

と

稲

す

る

所

に

依

れ

ば

、

上

文

「

是

故

に

聖
人
は
常
に
無
形
の
外
に
従
事
し
て
成
事
の
内
に
留
息
盈
應
せ
ず
。
是
故
に
患
禍
も
偽
つ
く
能
は
ず

の
怠
を
承
け
る
こ
と
は
明
ら
か
で

さ
ね

あ
る
。
而
し
て
又
、
此
説
話
の
他
の
要
素
よ
り
、
下
の
「
事
に
は
為
し
て
逃
ミ
以
て
敗
る
に
足
る
こ
と
あ
り
。
備
へ
て
適
ミ
以
て
致
く
に

足
る
こ
と
あ
り

の
下
に
活
か
し
め
て
天
下
仁
と
稲
し
、
荊
飲
非
、
江
中
の
難
を
犯
し
其
守
を
失
は
ず
し
て
天
下
勇
と
稲
す
。

の
二
命
題
が
提
起
せ
ら
れ
る
も
の
と
思
ふ
。

に
し
て
ゐ
る
。

し
て

る
者
は
君
の
徳
を
崇
う
せ
ん
と
務
め
、
詔
臣
な
る
者
は
君
の
地
を
廣
う
せ
ん
と
務
む
。
何
を
以
て
之
を
明
ら
か
に
せみ

と

む
」
以
下
を
見
る
に
、
忠
臣
と
は
其
君
を
し
て
利
を
貪
ら
ざ
ら
し
む
べ
き
者
で
あ
る
と
い
ふ
議
論
が
一
轄
し
て
、
「
其
事
に
非
ざ
れ
ば
似

む
る
勿
れ
。
其
名
に
非
ざ
れ
ば
就
す
勿
れ
。
功
な
く
し
て
富
買
な
る
と
こ
ろ
に
は
居
る
勿
れ
」
云
々
と
一
般
的
教
訓
と
な
り
、
市
更
に
一
轄

の
上
文

で
こ
れ
以
上
隣
れ
な
い
）
し
か
し
論
法
に
闊
し
て
は
猶
幾
何
0
間
題
黙
む
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
の
解
決
は
概
ね
右
の

要
素
を
考
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
と
思
は
れ
る
。
以
下
煩
維
を
避
け
要
黙
の
み
摘
記
し
て
お
く
。

故
に
物
に
は
遠
ざ
け
て
近
づ
く
あ
り
。
近
づ
け
て
遠
ざ
か
る
あ
り
。

右
句
は
、
「
扉
に
直
り
て
事
に
周
は
ざ
る
者
あ
り
。
耳
に
防
け
心
に
杵
ひ
て
質
に
合
ふ
者
あ
り
」
の
二
命
題
に
封
應
す
る
、
高
陽
魃
と
靖

郭
君
と
に
開
す
る
二
説
話
の
後
に
出
る
。
而
し
て
こ
の
こ
と
ば
の
所
以
は
、
後
の
靖
郭
君
の
説
話
に
於
け
る
賓
客
の
機
智
に
富
む
手
段
に

由
来
す
る
も
の
と
思
は
れ
る
。

是
故
に
忠
臣
の
君
に
事
ふ
る
や
、
功
を
計
り
て
賞
を
受
け
荀
も
得
ん
と
は
せ
ず
。
力
を
鼠
り
て
官
を
受
け
盾
緑
を
貪
ら
ず
。
云
々

か
で
あ
る

之
直
村
也
」
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
其
故
「
忠
臣
」
な
る
こ
と
ば
は
詞
じ
で
あ
る
も
の
の
上
文
と
は
全
く
そ
の
内
容
を
異

人
間
篇
0

の
形
式
に
は
他
に

淮
南
子
の
諭
法
に
闊
す
る
一
考
察

二
三
〇

知
を
知
と
す

匿
別
で
き
よ
う

3

（
此
黙
は
こ
の
小
論
の 六

よ
り
外
れ
る
の



ま
で
、

淮
南
子
の

ー
、

と
を
戸
J

し

月ら」
j

廿｝
こ）

内
脩
其
本
、
而
不

こ

以
下
「
吾
是
以
知
無
為
之
有
盆

に
至
る
ま
で
、
次
の
如

)
↑
入
る

と
思
想
的
に

こ
と
は
全
く
明
ら
か
で
あ
る
。
而
し
て

以
下
「
奥
造
化
者
為
人
」

し

以
下
、

不
足
均
也
」
ま
で
は
、

0

一
條
は
「
因
」

こ
と
ば
の
上
に

て
も
聯
閻
が
得
ら
れ
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

に
任
ず

い
て

承
け
る
も
の
で
あ
る
が
、

箇
を
附
し
て

と
も
で
き
る
。

し
て

0

た
所
の
者
を
述
べ
て
ゐ
る

3

そ
れ
は
言
は
ば

〇
論
で
あ
る
。

也
」
ま
で
は
、

し）

し

先
づ

す
る
こ
と

は
あ
る
ま
い
(
}

〇
背
後
に
は
や
は
り
思
想
上
0
闊
闘
が

よ

い
ふ
こ
と
は
、
常
初
も
述
べ
た
如
く
揺
味
上
の

ぬ
き
に
し
て
は
成
立
し
な
い
。

と
竺
一
句
0
外
見
上
0
類
似
に
そ
0

で
あ
ら
う
か
。
姑
く
記
し
て
後
考
に
須
つ
。

上
文
の
思
想
は
、

見
れ

ヘ
ざ
る
は
、
こ
れ
小
好
に

0

、
な
り
」
と
い
ふ

I -,、

主
~
~
＇
 

じ）
以
て

-．
l
 

，
~
~
 

「
聖
人
に

し，

〇
者
は
そ
の

求
め
ら
れ
ぬ
わ
け
で
も
な
い
け
れ
ど
も
。
し
か
し
今
、
「
察
於
小
好
而
塞
於
大
追
也
」
と
「
見
小

る
の
は
除
り

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
見
地
か
ら
前
述
の
部
分
を
再
検
討

よ
り
「
含
徳
之
所
致
也
」
ま
で
、
及
び
「
夫
太
上
之
珀
」
よ
り
「
而
遊
於
無
窮
之
地

へ
ら
れ
る
。
即
ち
、
始
に
老
子
的
な
追
に
つ
い
て
説
明
し
次
い
で
こ
れ

一
節
に
「
是
故
天
下
之
事
」
以
下
「
故
莫
能
奥
之
争
」
ま
で
の

や
徳
の
議
と
見
倣
し
、
こ
れ
を
作
用
と
し
て
の
政
治
論
や
功
夫
論
と
考
へ
る
こ

以
下
一
段
は
そ
0
理
由
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
次
に
「
夫
臨
江
而
釣
」
よ
り
「
則
六
合

「
九
疑
之
南
」
以
下
、
物
0
自
然
〇
性
に
つ
い
て
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
「
因
」
の
説
明
と
見
れ
ば
、
か
か
る
自

る
。
次
の
一

「
是
故
属
之
決

品
叫
調
さ
れ
る
。
共
工

を
以
て
な
り
。

と
し
て



ぶ
者
は
何
者
で
あ
る
か
。

し
本
篇
は
要
略
篇
に
も
言
ふ
如
く
、

「
無
」
の
道
|
ー
老
睛
の
他
へ
た
ー
|
に

「
故
」

の
承
接
が
論
理
的
に
理
解
し
が
た
い
場

「
志
弱
而
事
弧
、
心
虚
而
應
営
」
か
ら
「
是
故
貴
者
必
以
賤
為

是
故
に
、
聖
人
は
清
道
を
守
り
て
雌
節
を
抱
き
、
因
循
應
愛
、
常
に
後
れ
て
先
ん
ぜ
ず
。

か
の
水
の
能
く
其
至
徳
を
天
下
に
成
す
所
以
の
者
は
、
そ
の
淳
溺
潤
滑
な
る
を
以
て
な
り
。
故
に
老
睛
の
言
に
曰
く

天
下
の
至
堅
を
馳
騎
し
、
無
有
よ
り
出
で
無
間
に
入
る
。
吾
、
是
を
以
て
無
為
の
盆
あ
る
を
知
る
』
と
。

右
の
各
條
を
子
細
に
比
較
す
れ
ば
其
間
に
相
違
の
見
ら
れ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
又
「
是
故
に
」
と
推
理
形
式
の
下
に
連
紹
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
論
理
の
筋
道
を
理
解
す
る
に
苦
し
む
所
も
あ
る
。
例
へ
ば
、

披
、
而
高
者
必
以
下
為
基
」
へ
移
る
所
の
如
き
。
し
か
し
一
般
に
淮
南
子
に
於
い
て
、

合
に
は
限
ミ
遭
遇
す
る
。
初
章
の
「
是
故
天
下
之
事
不
可
為
也
。
因
其
自
然
而
推
之
」
の
句
の
如
き
、
或
い
は
下
文
「
是
故
至
人
之
治
也
、

掩
其
聰
明
：
…
．
」
の
句
の
如
き
い
づ
れ
も
問
題
と
な
り
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
上
文
の
思
想
と
の
間
に
論
理
上
の
飛
躍
が
あ
る
。
雨
者
を

い
て
世
界
を
大
観
し
よ
う

と
す
る
も
0
で
あ
る
。
先
0
敷
條
0
場
合
、
此
等
を
一
括
し
て
思
念
す
れ
ば
其
間
に
一
貫
す
る
思
想
0
あ
る
こ
と
、
に
想
到
さ
れ
な
い
て

其
先
を
争
ふ
に
は
非
ず
。
そ
の
時
を
得
る
を
争
ふ
な
り
。

先
に
唱
ふ
る
者
は
窮
す
る
路
な
り
。
後
に
動
く
者
は
逹
す
る
原
な
り
。

そ
れ
追
理
を
執
り
て
以
て
愛
に
網
（
通
）
ず
れ
ば
、
先
ず
る
も
亦
後
を
制
し
、
後
る
る
も
亦
先
を
制
す
。

故
に
、
聖
人
は
尺
の
璧
を
貴
ば
ず
し
て
寸
の
陰
を
重
ん
ず
。
…
…
属
の
『
時
に
趨
く
』
や
、
履
遺
れ
て
取
ら
ず
冠
桂
け
て
瓢
み
ず
。

是
故
に
、

『
柔
弱
な
る
者
は
生
の
餘
な
り
。
堅
張
な
る
者
は
死
の
徒
な
り
。
』

是
故
に
、

『
貴
は
必
ず
賤
を
以
て
琥
と
な
し
、
高
は
必
ず
下
を
以
て
基
と
だ
す
。
」

故
に
得
道
者
は
、

し
て
事
強
く
、

S

無
為
に
し
て
為
さ
ざ

き
功
夫
が
連
掲
さ
れ
る
。

淮
南
子
の
論
法
に
闊
す
る

考
察

『
無
治
に
し
て
治
め
ざ
る
な
し
。
』

『
心
虚

し
て
應
嘗
る
。

一八

の
至
柔
、



明
に

淮
南
子
の

月

t
る

，這一

]
 

、
9

9

か
ら
ざ
る
な
し
。

か
ら
ざ

此
五
者
な
能
く
す
れ
ば
則
ち
帥
明
に
通
ず
。
神
明
に
通
ず

や
し
な

C

中
能
く
之
を
得
れ
ば
則
ち
外
能
＜
之
を
牧
ふ
。
中

則
ち
架
し
」

ば

0
」

か

九

「
古
0

9'r 

戸
岬
這
れ
ざ
る
者
あ
り

ヽ

に
中
を
以
て
外
を
制
す
れ
ば
百

「
"
/

能
性
が
生
じ
、
や
が
て
そ
れ
が

の
外
面
的
特
徴
を
成
す
も
0
と
息
は
れ
る
。
か
か

の
上
に
、
以
下
で
き
る
限
り
箇

し
て
並
列
闊
係
に
立
つ
観
が
あ
る
黙
や
、

と
思
は
れ
る
所
は
、
そ
の
内
容
た
る
思
想
が

の
で
あ
ら
う
。
こ

0
め
よ
う
。

り
し
て
、

の
邪
な
り
…
… の

各
命
題
問
の
推
哩
に
は
、

0
外
に

多
分
に
混
合
さ
れ
う
る
可

の

え
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い

に
因
る
も

を
も
っ

の
、
推
理
過
程
に
於
い
て
論
理
的
飛
躍
が
感
ぜ
ら
れ

こ
の
諭
法

考
へ
る
上
に
於
い
て

な
す
所
で
は
な
い
か
と
思

一
で
闊
れ
た
、

で

A

、
ヵ

0
前
提

主
要
な
る
も
の
は
、

骰
験
的
思
想
で
は
な
い
か

推
理
の

の
理
由
で
は
な
く
、
理
由
と
饉
結
と
を
更
に
下
よ
り
支
へ
る
も
0

へ
ら
れ
る
0
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
所
請
直
用
子
的
論
法
を

子
七
十
八
草
〇
句
に
よ

可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は

で
あ
ら
う
。

C) 

乞）

の
思
想
は
相
互
に

0

こ

れ
る
0
で
は
あ
る
ま
い
か
〈

4

而
し
て
か
か

由
な
、

〇
如
く
水
の
如
く
輻
や
か
で
日
在
な
、

じ）

こふー

あ
る
。
か
か
る
も
Cj
を
中
心

あ
ら
う
か
。
そ
れ
は

に）

で
あ
る

何
物
に
も
捉
は
れ
る
こ
と
な
き
、

ら
0

し）

C〉

か
ら
も
自



是
故
に
窒
人
は
、

「か
0

内
に
以
て

か
の
心
な
る
者
は
叡
の
主
な
り
。
…
…

ヽ

さ

と

是
故
に
心
に
得
ら
ず
し
て
天
下
を
紐
む
る
の
氣
あ
る
、
是
れ
猶
耳
な
く
し
て
鐘
鼓
を
調
へ
ん
と
欲
し
、
目
な
く
し
て
文
章
を
喜
ば
ん

と
欲
す
る
が
ご
と
し
。
亦
必
ず
其
任
に
膀
へ
ざ
ら
ん
。

‘
 

故
に
一

l

天
下
は
帥
器
、
為
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
為
む
る
者
は
之
を
敗
り
、
執
る
者
は
之
を
失
ふ
』

、、

「
か
の
許
由
の
天
下
を
小
と
し
て
己
を
以
て
党
に
易
へ
ざ
る
は
、
志
、
天
下
を
追
る
れ
ば
な
り
。
…
•
•
•

‘
 

吾
が
所
謂
天
下
を
有
つ
と
は
：
…
・
自
得
す
る
の
み
。

‘
 

所
謂
自
得
と
は
其
身
を
全
う
す
る
者
な
り
。
其
身
を
全
う
す
れ
ば
則
ち
道
と
一
と
な
る
。
」

「
故
に
た
だ
江
濤
悔
裔
に
滸
び
…
…

、、

に
通
ず
る
あ
り
て
、
貴
賤
・
貧
富
・
努
逸
を
以
て
其
自
得
せ
る
者
を
失
は
ざ
れ
ば
な
り
。
」

暫
闘
、
の
嗜
嗜
〔
と
な
く
が
ご
と
き
は
〕

ヽ

吾
が
所
謂
得
と
は
性
命
の
情
そ
の
安
ず
る
所
に
虞
る
な
り
。

か
0
性
命
な
る
者
は
形
と
と
も
に
其
宗
よ
り
出
づ
。
…
…

是
故
に
得
近
者
は
…
…
形
・
帥
・
氣
・
志
の
各
ミ
其
宜
に
居
て
以
て
天
地
の
所
為
に
隠
ふ
。

か
0
形
は
生
0
舎
な
り
。
氣
は
生
の
元
な
り

r)

帥
は
生
の
制
な
り

3

.

.

.

.

.
 .
 

〇
如
く
、
な
れ
ば
則
ち
萬
物
の
化
に
も
追
（
通
）
ぜ
ざ
る
な
く
、
百

文1ー

も
之
を
用
ふ
る
者
鮮
き
は
何
ぞ
や
。
こ
れ
を
性
に
反
す
能
は
ざ
れ
ば
な
り
。
…
…

故
に
外
よ
り
入

「そ

て

進
面
子
の
諭
法
に
闊
す
る

考
寮

た
く
ん
ば
止
ま
ら
ず
。

、
こ
し
て

カ
ー

の
変
に
も
應
ぜ
ざ
る
な
し
。
」

は
た
ら

と
沈
淫
悦
仰
し
、
括
と
し
て
縦
に
し
迫
ら
れ
て
用
く
。

〔
と
曰
ふ
な
り
。
〕
」

て
寒
暑
燥
湮
の
た
め
に
其
磐
を
愛
ぜ
ん
や
。
…
… ゜



る
こ
と

で
あ

す
る
に

乙）

る

ヽ

ご
と
く

cっ

こ

じ）

ご
と
し

」
と

h
，
リ
て

FL 

）
 

／＞ 

三
所
を

芝
町
以
に
し
て
、

乙）

(） 

廿`
了`
つ

Ii！
ガ
し

C) 

又
種
々
〇

人
を
し
て

し
め
ん
」
と
す
る
も
0
の如'(、

想
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
此
篇
0
梱
す
る
「

も
ま
た
右
0
立
場

で
な
い
か

へ
ら
れ
る
。
而
し
て

の

そな
饂

れ
て
ゐ

、
そ
0

〇
息
想
は
、
そ
れ

れ
ど

せ
ら
れ
て
ゐ

め
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

も
、
例
へ
ば
同
じ
く

や
大
宗
師
に

て

で
あ
る
。
但
、

子
細
に
観
れ
ば
其
間
に

れ
る
う
る
0
で
な
い
か
と
息
ふ
a

以
下
、
か
か
る
調
子
で
議
を
進
め
る
こ
と
は
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
こ
と
故
、
改
め
て
雨
餘
十

〇
思
想
CJ
展
開
を
中
心
と
し
て
考
察
を
試
み
て
ゆ
き
た
い
。

合
と
し
て
、

,n% 

い
も
0
を
選
び
、
ご
く
筒
凱

ヽ

1
1且、

し

r
i
豆

の
こ
と
ば
を
引
用
す
る
所
を

脈
の
ニ
ュ
ア
ソ
ス
の
差
異
が
見
ら
れ
る
や
う
に
思
ふ
け
れ
ど

れ
る
悲
哀
感
は
な
く
寧
ろ
架
天
的
に
感
ぜ
ら
れ
る
が
如
き
。
け

る
を
言
ふ
所
以
な
り
」
と
梱
せ
ら
れ
る
覧
冥
篇
も
ま
た
旺
子
に
依
る
慮
が
多
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

ヘ
ぬ
所
か
ら
純
粋
と
呼
ば
れ
、
又
些
か
の
分
裂
を
も
見
せ
ぬ
渾
然
た
る
状
態
の
故
に
獨
一
と
謂
は

る
投
入
0
越
を
と
ら
へ
て
、
列
子
黄
帝
篇
に
は
商
丘
開
の
行
為
を
畢
げ
、
旺
子
徳
充
符
篇
に
は
「
男
士
一
人
、

九
軍
に
入
る
」

0
句
を
出
し
て
ゐ
る
。
此
句
は
右
篇
以
外
の
古
典
に
も
散
見
し
、
常
時
代
の
近
家
的
思
想
界
に
相
常
普
及
し
た
一
思

づ

？
も
0
で
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
そ
の
飢
人
・
飢
知
の

外
に
求
む
る
勿
れ
、
静
を
以

主
と
し
て
老
千
思
化
を
敷
術
す
る
と
見
ら
れ
る
。

て

CD 

あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
春
人
の
訓
は
ん
と
す
る
淮
南
子
諭
法
の
概
略
が
、

不
十
分
な
が

以
て

て
以

、
人
を
し
て
禍
偏
0
先
後
、
動
紆
0

、
太
一
〇

知
ら
し

の
深
を
測
り
、

人

ら

以
て
虚
無
〇
診
に
翔
け
、
小
に
託
し
て

3
p
 誠

し
其
志
に
通
ず
れ
ば
浩
然
以



ば
か

「
心
は
滉
る
を
知
れ
ど

し
、
口
は
能
く
言
へ
ど
も
行
人
餡
を
稲

を
責
め
て
〔
自
ら
〕
努
せ
ず
」
と
解
繹
す
れ
ば
、
韓
非
子
に
著

法
・
追
三
家
の
思
想
が
巧
み
に
融
和
混
合
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
氣
付
く
。

一
盟
、
無
為
自
然
の
治
を
魂
く
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
追
家
で

主
術
篇
は
標
題
の
示
す
如
く
君
主
治
國
の
術
を
論
ず
る
も
の
で
、

に
し
て
ゐ
る
。

n
o
 

、／っ力
が
精
紳

准
南
子
の
論
法
に
闊
す
る

の
中
心
思
想
を
述
べ
た
も
の
で
、
氾
友
蘭
が
そ
の
哲
學
史
に
於
い
て
「
こ
れ
天
地
を
以
て
一
大
宇
宙
と
な
し
、
人
身
を
一
小

宇
宙
と
‘
}
ば
す
」
と
言
ふ
所
の
も
の
で
も
あ
る
。
要
略
篇
は
更

宣
し
以
て
そ
の
性
命
の

「
死
生
0
分
を
審
ら
か
に
し
同
異
の
跡
な
別
ち
、

き
す
つ

に
反
る
は
、
人
を
し
て
其
の
猜
紳
を
愛
蓑
し
其
の
魂
塊
を
撫
静
し
、
物
を
以
て
己
を
易
け
ず
し
て
虚
無
の
宅
を

堅
守
せ
し
む
る
所
以
の
者
な
り
」
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
、
原
典
の
、
右
の
獨
特
の
世
界
観
よ
り
韓
じ
て
生
死
一
如
を
説
き
慎
人

に
及
ぶ
ー
ー
，
此
部
分
が
そ
の
頻
煩
な
る
引
用
と
共
に
旺
子
思
想
の

に
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
ー
ー
ー

推
移
を
解
説
す
る
も
の
で
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
死
生
を
齊
う
す
る
こ
と
が
賃
人
0
境
地
に
逹
す
べ
き
根
本
の
功
夫
で
あ

り
、
死
生
を
齊
う
せ
ん
が
た
め
に
は
本
篇
初
章
の
大
宇
宙
・
小
宇
宙
的
世
界
観
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
ふ
論
理
で
あ
る
。
か
の
大

宗
師
・
知
北
遊
．
則
陽
諸
篇
に
窺
は
れ
る
如
き
氣
一
元
的
世
界
観
は
、
右
の
世
界
観
と
極
め
て
近
い

の
世
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
汎
紳
論
的
世
界
観
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
本

続
篇
も
ま
た
か
か
る
思
想
の
下
に
語
り
始
め
る
。
而
し
て
初
店
は
、
太
清
索
撲
の
世
哀
へ
て
機
械
詐
偽
の
心
生
じ
、

興
る
所
以
を
述
べ
る
が
、

「
故
至
人
之
治
也
」
以
下
は
同
様
な
議
論
を
繰
返
し
つ
つ
も
や
や
原
の
怠
味
が
崩
れ
、

か
く
て
仁
義
醜
榮
の

に
な
る
と
、
古
者
睾
王
上
に
在
り
膿
架
を
以
て
天
下
を
治
め
た
が
晩
世
に
至
り
風
俗
頻
敗
し
た
、
と
述
べ
て
頗
る
内
容
を

か
く
て
全
篇
を
要
約
す
れ
ば
、
上
古
の
理
想
の
世
か
ら
次
第
に
現
在
0
哀
世
に
趣
い
た
と
す
る
末
世
的
史
観
の
表
明
と
見
ら
れ
、
か
か
る

意
味
に
於
い
て
、
太
宰
春
豪
も
言
ふ
老
子
十
八
掌
「
大
道
巖
れ
て
仁
義
あ
り
」
の
義
を
敷
術
す
る
と
謂
へ
る
で
あ
ら
う
。

あ
る
が
、
こ
の
無
為
と
い
ふ
こ
と
を
「
因
循
し
て
下
に
任
じ
、
成

し
い
や
う
に
、
法
家
的
要
素
と
の
結
合
が
考
へ
ら
れ
、
又
、

「
五
泊

を
説
く
以
下

天
人
相
應
の
説
は
時
則
篇
に
も
著
し
い
。
恐
ら
く

讀
法
家
思
想
の
濃
厚
な
る
を
見
る
が
、
詳
ら
か
に
見
れ
ば
偏
・

つ
も
の
で
は
な
か
ら

て、

考
察



淮
南
子
の
論
法
に
開
す
る
一
考
察

胤
の
骸
を
解
喩
し
て
」
ゐ
る
。

氾
論
篇
は
概
ね
治
術
に
闘
す
る
も
の
で
、
儒
家
的
要
素
が
多
く
目
に
つ
く
が
、
子
細
に
観
れ
ば
規
矩
に
拘
ら
ぬ
自
由
な
思
考
が
窺
は
れ
、

そ
こ
に
現
宜
性
と
追
家
的
な
自
由
性
と
が
活
か
さ
れ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
冒
頭
の
文
化
史
論
は
興
味
深
い
も
の
で
、
老
旺
の
末
枇
観
、

孟
子
の
先
王
主
義
的
史
観
、
韓
非
子
の
先
王
主
義
批
判
の
立
場
等
が
混
融
し
て
出
来
上
っ
た
も
の
の
如
く
見
え
る
。

詮
言
篇
も
ま
た
追
家
思
想
に
陥
づ
き
時
に
偏
・
法
を
混
へ
、
個
人
の
修
徳
揺
世
よ
り
治
論
に
及
び
、
所
謂
「
人
事
の
指
を
粋
類
し
、
治

兵
略
篇
は
最
も
技
術
的
思
想
と
目
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
猶
、
孫
子
を
想
は
せ
る
戦
術
論
と
偏
家
的
理
想
よ
り
来
た
る
戦
略
論
と

合
が
随
慮
に
窺
は
れ
る
。

し
、
足
は
能
く
行
け
ど
も
相
者
先
導
し
、
耳
は
能
く
聴
け
ど
も
執
正
諫
を
進
む
」
と
解
繹
す
れ
ば
偏
家
の
直

Iv
ず

へ
ら
れ
よ
う
。
主
術
篇
で
は
か
く
し
て
、
僻
家
の
合
理
性
・
道
徳
性
と
法
家
の
現
質
性
・
功
利
性
と
が
追
家
の
包
容
性
に
於
い
て
巧

而
し
て
そ
の
ポ
イ
ソ
ト
は
、

「
至
精
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
ら
し
い
。
蓋
し
道
家
の
至
精
に
右
の
諸
要
素
を
結
合
す
る
所
に
、
本
篇
獨
自
の
思
索
が
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら

謬
稲
篇
は
、
要
略
篇
に
「
覇
短
し
て
節
と
な
し
以
て
小
具
に
應
ず
」
と
言
ふ
如
く
、
全
篇
多
く
の
短
亨
よ
り
成
る
が
、
概
観
す
れ
ば
、

前
半
に
は
明
言
せ
ず
し
て
人
心
を
納
得
せ
し
む
る
も
の
と
し
て
、
無
的
な
境
地
・
恕
や
誠
の
精
紳
を
説
き
、
後
半
に
は
こ
れ
に
陥
づ
く
聖

人
の
治
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
が
見
え
る
。
価
追
雨
思
想
の
融
合
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

齊
俗
篇
に
つ
い
て
は
先
に
も
一
言
し
た
が
、
老
子
三
十
八
掌
等
の
主
旨
に
基
い
て
論
を
起
す
。
其
中
に
悩
家
的
要
索
と
の
結
合
が
見
ら

れ
る
の
は
、
既
出
本
紐
篇
末
誼
と
通
ず
る
も
の
。
右
の
史
観
よ
り
し
て
現
代
に
見
ら
れ
る
債
値
の
相
封
性
を
説
き
、
其
故
に
こ
れ
を
齊
同

す
る
立
場
に
立
つ
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
。
先
の
「
廉
有
所
不
在
、
而
不
可
公
行
也
」
は
か
か
る
思
想
的
背
屎
の
下
に
始
め
て
謡
味
が
明
ら

か
と
な
ら
う
。
本
篇
は
か
く
し
て
老
旺
思
想
が
中
心
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
猶
、
偏
家
的
並
に
法
家
的
要
素
と
の
結

゜

ぷ
ノ み

に
融
合
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

に
つ
い
て
見
れ
ば
、

萬
物
を
帥
化
す
る
所
の

が

〇
制
度
と
の
結
合



人
間
篇
は
前
褐
の
如
く
、
男
頭
、
人
性
等
の

で
あ
る
。

か
か
る
倫
皿
的
刑
念
が

‘
て
し を

取

の
後
、
人
の
批
昇
I
~
I

所
i
l
i
n
l
J

「
人
間
」
！
ー
の
諮
ミ
に
つ
い
て

偉
観

つ
の
立
楊
か
ら
統
合
せ
ん
と
試
み
る
祉
面
子

る
説
は
肱
ミ
あ
る
が
、
作
者
の
複
敷
に
つ
い
て

の
多
く
を
一
人
の
作
で
な
い
と
す

る
の
で
あ
る
が
、

が
無
の
思
想
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
く
の
如
く
看
来
れ
ば
、
憔
南
子
諮
篇
の
思
想
に
は
種
々
の
要
素
が
指
摘
せ
ら
れ
、
そ
の
錐
家
と
梱
せ
ら
れ
る
所
以
も
よ
く
雌
解
さ
れ

へ
ば
次
の
一
―

成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
想
像
を
容
易
な
ら
し
め
る
。
第
二
に
そ
の
息
想
が
、
其
11

心
の
深
虞
に
於
い
て
宜
證
を
求
め
る
主
陀
的
息
索

に
乏
し
く
寧
ろ
常
識
的
立
場
に
立
つ
と
思
は
れ
易
い
こ
と
。
第
三
に
そ
の
文
草
が
衛
學
的
修
附
に
富
み
時
に
飢
訟
の
石
難
い
こ
と
。
石
人

は
所
謂
、
八
公
・
大
山
小
山
之
徒
な
る
者
は
員
摯
な
哲
學
徒
と
い
ふ
よ
り
幾
分
學
を
悶
ぐ
仲
間
で
は
な
か
っ
た
か
と
疑
は
し
め
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
。

方
で
は
又
、
往
ミ
肌
な
る
思
想
の
維
屁
と
謀
解
さ
れ
来
っ
た
由
来
も
批
察
せ
ら
れ
る
。
そ
の
狸
由
を
極
＜
筒
肌
に
言

に
師
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
郎
ち
第
一
に
そ
の
成
立
青
仙
に
於
い
て
。
上
古
の

の
如
く
判
明
な
心
の
は
少
な
か
ら
う
。
而
し
て
そ
れ
は
各
日
持
寮
り
の
ITl
心Ail
心
を
集

し
か
し
乍
ら
以
上
の
疑
念
も
、
後
尾
の
三
篇
、
人
間
・
修
務
・
泰
放
に
至
れ
ば
水
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
卯
ち
こ
の
一
―

夫
ミ
異
っ
た
論
法
に
よ
り
つ
つ
、
諮
ミ
の
思
想
的
追
症
に
獨
日
の
解
秤
を
加
へ
て
此
悴
を

う
に
見
え
る
。

の
特
色
を
、
最
も
明
瞭
に
展
開
し
て
見
せ
て
く
れ
る
者
て
、
所
副
語
子
息
想
が
凡
て
此
に
融
合
せ
る
観
が
あ
る
の
は

ifL巾
f
中
0

と
稲
す
べ
き
所
で
あ
る
か
ら
。
修
附
力
に
富
み
雄
揺
で
あ
る
本
仕
い
い
肋
色
は
、
こ
こ
に
完
成
さ
れ
た
又
し
さ
を
以
て
狡
抑
さ
れ
て
ゐ
る
や

こ
れ
齊
に
中
心
を
な
す
思
想
が
、
よ
り
主
開
的
よ
り
柏
極
的
で
あ
っ
た
鯰
で
な
か
ら
う
か
。

ゐ
る
。
そ
れ
は
「
義
者
天
下
之
所
貴
也
」
と
か
「
義
布
人
之
大
本
也
」
と
か
稲
せ
ら
れ
て
あ
る

る
も
の
の
仔
る
こ
と

O
c

人
0
批

界
を
迎
命
と
の
酎
決
と
い
ふ
質
践
的
立
場
か
ら
考
へ
る
の
は
中
悩
人
の
他
統
的
息
考
と
息
ふ
が
、
そ
れ
は
先
づ
禍
幅
利
字
11

の
観
既
卯
ち
功

利
的
立
場
よ
り
取
扱
は
れ
、
其
等
は
相
隣
す
る
ギ
門
門
を
詞
じ
く
す
る
平
れ
と
し
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
も
し
に
11

人
が
こ
の
罪
法
を
熟
知
す

る
な
ら
ば
こ
れ
を
椛
謀
に
用
ゐ
る
こ
と
す
ら
で
き
る
。
又
逆
に
、
迎
命
に
応
順
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
こ
れ

る
こ
と
も
で
き
る
。
然
る
に
又
、
本
篇
は
端
悦
す
べ
か
ら
ざ
る
「
人
間
」
の
渦
中
に
一
貫
し
て

淮
南
子
の
論
法
に
欄
す
る
一
考
察

一四



淮
南
子
の
諭
法
に
刷
す
る

を
謂
ふ
に
非
ず
。

考
察

明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と

修
務
篇
は
一
―

一五

に
設
も
判
然
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る

と
す
る
思
考
が
、
論
の
進
め
方
よ
り
短
は
れ
る
。
か
く
て

そ
の
中
心
は
、
人
の
世
界
は
油
顧
の
な
ら
ぬ
把
捉

し9、

、
狸
に
循
ひ
てせ

令
i

な
り
…
…
其
の
感
ず
れ
ど
四
ぎ
ず
蚊
ら
れ
て
勁
か
ざ

の
語
を
掲
げ
、
古
束
聖
人
が
い
か
に
天
下
萬
民
の
た
め
に
努
苦
し
た
か
を
強
調
す
る
。

て
功
を
立
つ
。
自
然
の

吾
が
所
謂
無
為
の
ご
と
き
は
、
私
志
の
公
逆
に
入
る
を
得
ず
、
嗜
欲
の
正
術
を
柾
ぐ
る

に
推
り
て
間
故
容
る
を
得
ざ
る
者

こ
れ
を
承
け
た
二
章
は
學
間
の
怠
義
・
放
果
を
力
説
し
て
胴
視
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
陥
し
、
其
末
に
、
聖
人
は
心
を
「
精
祠
」

0

自
由

に
遊
ば
せ
る
、
而
も
學
間
講
僻
し
て
日
ミ
以
て
自
ら
娯
し
み
凡
人
の
榔
怜
な
る
が
如
く
で
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
三
政
は
恐
ら
く
右
の
以

説
と
し
て
、
世
俗
の
判
覇
の
不
安
定
な
る
こ
と
を
翠
げ
て
物
の
追
理
に
通
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
1

i
そ
れ
に
は
「
中
に
主
な
く
」
て
は
だ

ら
ぬ
、
所
謂
「
『
玄
鑑
』
を
心
に
執
り
、
物
を
照
ら
す
こ
と
明
白
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ー
，
ー
を
教
へ
、
且
、
努
力
と
修
叩
11

と
0
大
切
な
こ

と
を
併
せ
説
く
。
か
く
人
の
努
力
を
中
心
に
説
く
所
か
ら
荀
子
的
・

目
的
が
、
宜
は
洞
静
括
淡
の
飢
の

に
大
別
で
き
る
。

と
0
結
合
が
見
ら
れ
る
0
も
頷
け
よ
う
い
，
＂
間
し
て
そ

0

窪
は
冒
頭
に
、

ゞ
r
)

9

、!
，
 

こ
~
~
 

ベ
合
c.. 
か
ヽ

ま
た
吾
人
を
導
い
て
人
生
を
乗
切
つ
て
ゆ
か
せ
る
も
の
と
考
へ
た
。
こ
〇
倫
哩
的
立
場
は
よ
り
深
い
無
の
立
場
に
包
翫
さ
れ
て
ゆ
く
も
0

ロ
に
言
へ
ば
、
此
篇
も
亦
老
旺
的
思
想
に
よ
る
統

い
も
の
で
あ
る
か
ら
無
的
立
楊
に
立
つ
て
無
欲
不
知
で
な
け
れ
ば
、
な
ら
ぬ
、
か
く

し
て
始
め
て
変
化
の
根
底
な
る
髪
化
せ
ざ
る
所
の
者
、
変
化
の
由
来
す
る
所
の
者
を
審
ら
か
に
す
る
術
が
會
得
さ
れ
る
、
と
い
ふ
思
想
で
、

こ
れ
こ
そ
先
秦
諮
子
を
通
過
し
た
中
國
人
の
民
族
的
常
識
と
梱
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

的
展
閲
を
試
み
て
ゐ
る

3

或
ひ
と
日
＜
さ
「
無
為
な
る
者
は
寂
然
磐
な
く
咬
然
動
か
ず

C

引
け
ど
も
来
ら
ず
推
せ
ど
も
往
か
ず
。
如
此
｀
き
も
の
乃
ち
泊
の

．
舜
・
畠
・
湯
の
ご
と
き
聖
人

た
り
」
と
。
吾
お
も
へ
ら
く
然
ら
ず
と
、
営
試
み
に
之
を
間
は
ん
。
か
の
帥
旦
・

と
。
論
あ
る
者
も
必
ず
巖
む
る
能
は
じ
。
五
聖
を
以
て
之
を
観
れ
ば
則
ち
無
為
〔
と
‘
な
す
〕
を
得
る
な
き
こ
と
明
ら
か
な
ら
ん
。



「
そ
れ
天
地
は
一
物
の
み
を
包
ま
ず
、
陰
陽
は
一
類
の
み
を
生
ぜ
ず
」
以
下

菱
化
を
免
れ
な
い
、
只
そ
の
「
本
を
得
る
」
時
に
の
み
よ
く
治
ま
る
。

さ
て

の
大
尾
た
る
泰
族
篇
と
は
「
萬
方
の
指
を
総
べ
て
之
を
一
本
に
婦
し
」

考
察

に
於
け
る
未
だ
叫
炉
ら
ず
、
尉
を
味
ふ
こ
と
未
だ
深
か
ら
ざ
る
が
た
め
に
其
の
文
僻
を
叫
す
所
以
に
し
て
、
〔
世
俗

の
〕
消
静
を
常
と
な
し
括
淡
を
本
と
な
す
〔
が
ご
と
く
な
ら
ば
〕
則
ち
棚
堕
分
學
、
縦
欲
逃
他
、
以
て
自
侠
を
愉
み
て
大
近
に
塞
た

す
る
も
の
な
り
…
…
故
に
之
が
た
め
に
其
の
能
く
聴
く
所
以
を
袢
稲
流
説
し
て
、
學
者
を
し
て
睾
摯
以
て
自

一
旦
「
無
」
の
道
を
潜
つ
て
来
た
、
浦
静
悟
淡
の
境
に
深
く
根
を
下
し
た
所
の
、
現
質
的
・
質
践
的
活
動
が

へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
見
て
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。

「
四
悔
の
内
、

「
鴻
烈
の
泰
族
（
大
集
成
）
な
り
」
と
謂
は
れ
る
。
そ
れ
は
先
づ
宇
宙
の
霰
魂
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
の
存
在
に
つ
い
て
述
べ
る
。
生
命
に

満
ち
た
此
宇
宙
に
は
、
微
妙
に
感
應
し
あ
ひ
し
か
も
そ
の
所
以
を
見
る
な
き
根
元
的
作
用
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
紳
明
」
と
呼
ぶ
。
故
に
精

帥
内
に
感
ず
れ
ば
形
氣
天
に
動
く
。
遮
人
は
天
の
心
を
懐
い
て
能
く
民
を
誹
化
す
る
。
「
其
の
誠
心
を
推
し
て
之
を
天
下
に
施
さ
ん
の
み
。
」

「
誠
」
は
老
旺
0
無
よ
り
出
で
て
僻
家
に
入
っ
て
逍
徳
化
さ
れ
た
も
の
か
。
或
い
は
儒
家
の
道
徳
性
が
無
的
に
深
め
ら
れ
た
も
の
か
。
兎

占
ら
い
す
'
4

に
角
雨
要
素
の
融
合
を
考
へ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
精
誠
の
治
と
は
「
民
の
性
に
柑
循
ひ
て
之
を
湘
蕩
ぐ
」
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

物
の
本
性
に
「
因
る
」
こ
と
で
あ
る
。
人
事
百
般
、
先
王
の
制
法
も
皆
「
因
」
の
思
想
に
よ
り
説
明
さ
れ
る
。
五
倫
．

「
本
」
と
は
前
述
の
誠
を
湛
へ
た
人
を
賠
示
す
る
の
で
あ
ら
う
。

窪
は
改
め
て

の
包
容
力
の
偉
大
さ
か
ら
披
想
し
て

「
大
を
治
む
る
」
追
を
説
く
。
そ
れ
は
即
ち
精
誠
を
以
て
感
動
せ
し
む
る
方
法
で
あ
る
。
故
に
ど
う
し
て
も
聖
賢
ー
|
ー
人
が
本
で
あ
り
法

令
0
如
き
は
治
の
末
で
あ
る
。
か
か
る
黙
か
ら
又
仁
・
義
が
根
掟
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

非
・
秦
・
儀
の
説
を
一
時
の
櫂
道
と
し
て
批
判
す
る
。
恒
常
な
る
は
た
だ
根
元
の

平
凡
な
る
政
治
が
古
今
を
通
じ
て
太
平
を
致
す
道
と
せ
ら
れ
る
。

右
の
如
き
此
篇
の
思
想
は
、

ら
ん
と
す
と
反

ね
か

ら
幾
は
し
む
る
な
り
。

修
務
は
人
の

淮
南
子
の
論
法
に
間
す
る

の
み
で
あ
る
。
人
を
愛
し
人
を
知
る
、
い
は
ば
最
も

に
は
右
の

か
ら
申
・
商

一
心
同
帰
せ
し
む
る
」

一六

の
類
も
興
康

と
こ
ろ
の



四、

淮
附
子
の
論
法
に
刷
す
る
一
考
察

こ
〇
故
に
、

而
進
士
」

T

の
臣
こ
そ
は
國
の

あ
り
、
詔
成
側
に

二、

「
百
間
之
…
…
而
免
其
所
悪
者
也
」

ヽ

「
入
閻
•
…
・
・
此
之
謂
用
民
」

の
七
條
の

吾
人
の
所
謂
淮
南
子
的
諭
法
が
他
の

に
於
い
て
も
認
め
ら
れ
る
か
否
か

と
は
、
吾
人
に
許
さ
れ
る
所
で
あ
ら
う
と
信
ず
る
。

つ
こ
と
と
し
、
只
次
の

句
を
使
用
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
そ
の
統
一
せ
る
諭
法
の
豫
想
を
無
認
味
な
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
統
一
主
観
の
存
在
に
閥

し
て
半
は
詔
者
の
責
任
で
あ
る
。
勿
論
細
部
に
は
問
題
も
あ
ら
う
。

以
て
股
開
す
る
。

し
か
し
淮
雨
子
語
篇
を
夫
ミ
ま
と
ま
り
あ
る
論
文
と
し
て
取
扱
ふ
こ

を
求
む
る
に
急
な
れ
、
然
ら
ば
能
く
其
民
を
用
ゐ
て
一
旦
は
敗
る
と
も
終
に
は
成
功
し
う
る
で
あ
ら
う
。

そ
の
欲
す
る
所
を
烏
さ
ん
と
せ
ば
そ
の
悲
む
所
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

…
・
・
故

の
み
附
言
し
て
お
き
た
い
。

亡
ぽ
す
。

こ
の

し
た
い
。

七 る。

多
敷
0
人
の
手
に
成
り
、
更
に
多
敷
の
先
行
文
獣
の

よ
っ
て
内
的
板
條
を
興
へ
ら
れ
て
ゐ
る

へ
て
よ
か
ら
う
と
思
は
れ
る
。

闘
し
て
は
尚
多
く
の
問
題
を
歿
し
て
ゐ
る
が
凡
て

る
と
こ
ろ
、
瞥
見
な
が
ら
既
に
吾
人
も
認

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
淮
南
子
的
諭
法
は
、
其
故
に
、
無
的
立
場
に
於
け
る
折
衷
思
想
に

る
と
い
ふ
こ
と
が

れ
う
る
と
思
ふ
。

C) 

0

「
無
」
の
思
想
に

は

の

し
ぶ

A:‘

ナ
＾
、
ア
＼
＞
ふ
“

れ
て
ゐ
る
こ
と

の
自
ら
言
明
す

〇
思
想
的
立
易
は
諸
子
の
折
衷
に
存



が
認
め
ら
れ
て
よ
い
の
で
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

こ
の
故
に
局
限
せ
ら
れ
た
立
場
で
は
天
下
を
治
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

の
意
味
は
通
じ
よ
う
。
但
、
各
段
落
の
接
績
、
例
へ
ば
五
の
「
故
」

て
、
理
解
の
面
国
な
感
を
覺
え
る
。
全
篇
を
通
諏
の
後
、
殊
に
此
篇
の
本
旨
が
小
雅
・
大
東
の
詩
の
所
謂
「
其
の
直
は
矢
の
如
く
、
其
の

平
は
砥
の
如
き
」
周
の
追
に
て
は
「
以
て
萬
物
を
覆
ふ
に
足
ら
ず
」
と
す
る
、
規
範
を
超
え
た
無
的
な
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
能

く
大
聖
人
た
る
者
は
事
僻
す
る
な
く
物
違
く
る
な
く
、
故
に
能
く
『
天
下
の
器
と
な
る
紳
器
に
し
て
為
む
べ
か
ら
ざ
る
天
下
を
も
為
む
べ
き
器
と

な
る
、

の
意
な
る
べ

と
稲
せ
ら
れ
る
老
子
的
思
想
と
も
考
へ
ら
れ
る
な
ら
ば
、

麗
記
臆
運
篇
が
冒
頭
「
大
同
」
の
世
を
説
く
よ
り
し
て
、
證
の
解
説
書
で
あ
り
な
が
ら
這
家
的
理
想
と
の
結
合
を
謀
る
所
が
窺
は
れ
る
、

折
衷
的
立
場
に
立
つ
こ
と
は
こ
れ
ま
た
認
め
ら
れ
て
よ
い
か
と
思
は
れ
る
が
、
そ
の
論
法
に
、
句
頭
に
「
故
」
字
を
置
い
て
聯
接
す
る
黙

が
著
し
く
目
立
つ
。
森
腐
は
そ
の
古
書
疑
義
畢
例
咎
四
に
於
い
て
、
本
篇
に
取
材
し
て
「
故
」
字
に
肢
端
之
詞
と
し
て
の
用
法
有
る
こ
と

を
證
明
せ
ん
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
正
義
に
、
故
字
を
疲
端
に
置
く
一
箇
を
敷
多
く
標
出
し
て
ゐ
る
所
に
あ
る
。
思
ふ
に
故
字
の
常
法
た

る
承
上
之
詞
と
し
て
の
用
例
に
は
、
通
常
、
畳
用
郎
ち
順
列
的
承
接
が
見
ら
れ
る
が
、
更
に
複
用
郎
ち
並
列
的
承
接
と
も
い
ふ
べ
き
場
合
を

へ
て
よ
い

0
で
は
あ
る
ま
い
か
。
例
へ
ば
森
氏
も
翠
げ
る
「
故
人
者
其
天
地
之
徳
」
以
下
に
見
て
も
、
こ
こ
に
は
既
述
上
古
世
界
の
汎

右
の
如
く
見
て
大
過
な
し
と
す
れ
ば

七、

「
是
故
天
地
：

．．．． 
則
不
能
流
園
突
」

六、

「
是
故
江
河
：
…
・
芸
皿
非
兼
王
之
逍
也
」

功
な
き
者
は
棄
て
ら
れ
る
。

い
ま
、
物
は
そ
0

ヽ

こ
れ
に
於
け
る
折
衷
と
そ
の
論
法
の
淮
南
子
的
特
色

し
か
し
又
功
を
成
す
ほ
ど
の
者
は
使
ひ
難
い
所
が
あ
る
。

こ
の
故
に
兼
王
の
追
は
大
き
な
包
容
力
を
有
つ
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

っ
所
に
亡
び
ざ

淮
直
子
の
ぶ
法
に
闊
す
る
一
考
察

L— 

し、
3 

の
そ
れ
の
如
き
に
於
い

一八



淮
南
子
の

甘

rる

＂樗

-y

]
 ダ`

て

取
さ
れ
る
。
又
、

己
を
成
就
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
ふ
論
と
、
伊
土
の
偲
説
及
び
彼
が
湯
に
蜀
し
て
説

〇
如
き
は
そ
0
内
容
を
分
て
ば
、
功
名
の

九

、
天
子
と
な
る
に
は
必
ず
其
本
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
、

に
な
る
と
面
布
0
闊
係
は
一
肘
明
白
且

に
、
全
性
乃

し
て
折
衷
的
性
格
を
布
つ
所
に
共
迎
黙
が
あ
り
、

る
と
い
ふ
だ
け
0
邸
味
で
あ
る
か
ら
、
各
文
箇
0
思
想
的
聯
闊
を
考
応
す
る
吾
人
の
解
粽
と
訓
聞
す
る
こ
と
も
な
か
ら
う
と
思
ふ
。

ら
れ
る
。

の
先
己
篇
以
下
―
―

に
観
れ
ば
や
は
り
淮
南
子
的
な
展
開
を
認
め
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ

ら
國
家
祉
會
に
も
訓
心
を
奇
せ
て
ゐ
る
こ
と
が
窺
は
れ
る
が
、
更
に
季
春
紀

ら
れ
、
追
家
的
思
想
を
中
心
に
諸
要
素
の
混
融
と
展
開
と
が
看

邸
に
通
じ
や
す
い
と
思
は
れ
る
。
従
っ
て
所
mnl"
直
噌
千
的
淘
法
0
特
徴
を
示
す
如
き
者
は
見
党
ら
ぬ
や
う
に
も
思
は
れ
る
が
、
維
家
の
代

最
後
に
呂
氏
春
秋
に
つ
い
て
一
言
し
た
い
。
呂
氏
の
諮
篇
は
淮
州
子
に
比
す
れ
ば
い
づ
れ
も
短
く
、
文
虚
ま
た
比
較
的
平
易
に
し
て
其

＜
承
け
る
も
の
で
も
あ
ら
う
か
。

0
分
箇
に

の
類
句
で
は

も
寮
せ
ら
れ
る
。

故
陶
人
誕
肌
而
為
器
、
然
則
器
生
於
陶
人
之
伶
、
非
故
生
於
人
之
性
也
。

故
エ
人
断
木
而
成
器
、
然
則
器
生
於
エ
人
之
偽
、
非
故
生
於
人
之
性
也
。

然
則
畷
義
法
度
者
、
是
生
於
聖
人
之
侶
、
非
故
生
於
人
之
性
也
。

」
字
に
作
り
こ
れ
は
指
事
之
孵
と
息
は
れ
る
か
ら
、
こ
こ
の
「
故
」
も
ご
く
輻
く
、
上
文
の
結
論
を
恰
も
前
提
か
の
如

く
依
虞
の
狡
語
説
は
、
爪
に
故
字
が
文
節
の
初
頭
に
立
つ
こ
と
が
あ
り
う

右
0
初
一
行
は
大
蔀
提
で
は
な
く
結
諭
を
最
初
に
置
い
た
も
0
で
あ
る
。
其
故
右
は
趾
納
法
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
傍
貼
の
故
字
は
下
文

る
一
節

モ
ト

是
生
於
聖
人
之
侶
、
非
故
生
於
人
之
性
也
。

が
承
上
之
nnJ
と
し
て
の
晶
定

い
こ
と
は
、

の
故
字
の
如
き

の
例
と
し
て
翠
げ
て
ゐ
る
所
か
ら

か
か
る
思
想
に

0
並
列
と
し
て

へ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ら
う
。

＂
、
こ
、

し
ヵ

t
v

帥
論
的
乃
至
汎
生
命
調
的
思
想
ー
ー
そ
れ
は
概
念
〇

し‘
＜ ヽ

v>、
ょ

へ
る
こ
と

ろ
盟
験
的
紳
秘
的
傾
向
の
強
い
も
の
|
|
＇
が
窺
は
れ
、
従
っ
て



註

昭
三
四
•
六

く
と
こ
ろ
の
至
味
の
論
と
の
二
部
に
犀
別
し
う
る
が
、
雨
者
は
一
篇
の
諭
述
中
に
巧
み
に
編
合
せ
ら
れ
て
、
恐
ら
く
食
味
に
託
し
て
求
賢

を
教
ふ
る
も
の
で
あ
ら
う
所
の
、
本
篇
の
主
旨
を
寓
す
る
議
論
を
成
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
等
は
淮
南
子
的
傾
向
の
頗
る
強
い
も
の
で
あ
ら
う
。

以
上
淮
南
子
の
論
法
を
中
心
に
、
考
察
の
及
ぶ
限
り
を
記
し
た
が
固
よ
り
賂
末
に
侯
つ
べ
き
所
が
頗
る
多
い
。
機
會
を
見
て
補
訂
を
加

へ
よ
り
有
謡
義
の
も
の
た
ら
し
め
た
い
と
願
ひ
つ
つ
筆
を
掴
く
。

こ
の
小
論
に
使
用
せ
る
淮
南
子
に
は
、
明
、
茅
一
桂
刊
本
を
底
本
と
し
、
劉
家
立
集
證
及
び
劉
文
典
集
解
所
載
の
諮
説
を
参
考
し
て
訓
禎
し
た
。

淮
南
子
の
論
法
に
閥
す
る
一
考
察

四

0




