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荘

子

子
よ
り
は
約
七
八
十
年
ほ
ど
前
に
あ
た
り
、

旺
子
、
名
は
周
。
西
暦
前
四
世
紀
を
生
き
た
中
國
古
代
の
哲
人
。
孔
子
よ
り
は
百
七
八
十
年
ほ
ど
後
、
孟
子
と
は
ほ
ぼ
同
じ
時
代
、
荀

ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
い
え
ば
、
ギ
リ
ジ
ャ
の
哲
學
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
で
あ
る
。

生
地
が
蒙
（
河
南
省
婦
徳
府
商
邸
縣
附
近
）
で
あ
る
こ
と
、
宴
を
姿
り
、
何

人
か
の
弟
子
を
持
つ
て
い
た
こ
と
な
ど
は
、
大
盟
確
か
で
あ
る
が
、
彼
が
ど
う
い
う
経
歴
を
も
ち
、
具
臆
的
に
ど
の
よ
う
な
生
活
を
過
し

た
か
に
つ
い
て
は
、
明
か
で
な
い
貼
が
多
い
。
旺
周
の
他
記
と
し
て
現
存
す
る
最
古
の
資
料
は
、
西
暦
前
一
世
紀
、
荘
周
の
死
後
二
百
年

餘
り
を
紐
て
書
か
れ
た
史
記
の
荘
周
列
他
で
あ
る
が
、
こ
の
記
述
も
極
め
て
簡
略
で
あ
り
、
全
部
で
二
百
三
十
五
字
ば
か
り
、
し
か
も
、

そ
の
大
半
は
彼
の
著
書
と
思
想
の
紹
介
で
あ
っ
て
、
偲
記
的
な
記
述
と
い
え
ば
、
彼
が
梁
の
恵
王
、
齊
の

つ
て
郷
里
で
漆
園
の
吏
を
し
て
い
た
こ
と
、
楚
の
威
王
の
招
聘
を
却
け
て
悠
々
自
適
の
生
活
を
架
し
ん
だ
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
史
記
の
こ
の
簡
略
な
記
述
を
補
う
個
記
的
資
料
が
他
に
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
『
荘
子
』
の
外
篇

維
篇
の
中
に
見
え
て
い
る
旺
周
に
開
す
る
幾
つ
か
の
説
話
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
彼
の
妻
が
死
ん
だ
と
き
、
そ
の
死
骸
を
前
に
し

て
盆
を
叩
い
て
歌
つ
て
い
た
と
か
（
至
榮
篇
）
、
彼
自
身
、
臨
終
に
際
し
て
、
死
骸
は
山
野
に
棄
て
る
よ
う
に
遺
言
し
た
と
か
（
列
禦
冦
篇
）

荘
周
の
個
記
に
つ
い
て
は
、

荘

余
り
詳
細
な
事
が
分
ら
な
い
。

切

博

記

に

つ

い

て

子

言
軸

永

と
同
じ
時
代
で
あ
り
、
か

光

司



現
在
の

Q

。
ま
た
、
郭
象
と
同
じ
西
晋
の
時
代
に
も
、

初
め
、
司
馬
遷
の
時
代
）
に
は
、

が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ

に
始
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、

が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、

更
に
そ
れ
以
前
（
前
覆
の

現
在
、
我
K

が
旺
周
の 回

著

書

に

つ

い

て

て
い
た
こ
と
だ
け
は
、
ほ
ぼ
確
質
で
あ
る
（
馬
絞
倫
は
、

こ
れ
ま
で
に
も
何
人
か
の

百
年
頃
、
か
な
り
の
年
齢
で
こ
の
世
に
生
き

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
そ
う
で
あ
る
。

寇
篇
）
い
う
よ
う
な
話
で
あ
る
。

い
う
よ
う
な
話
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
彼
を
宰
相
に
迎
え
よ
う
と
し
た
王
侯
に
、

ど
ぶ
溝
の
中
で
自
由
を
謳
歌
す
る
一
匹
の
豚
で
あ
り
た
い
」
と
答
え
た
と
か
（
列
欧

「
世
間
の
榮
逹
な
ど
は
、
櫂
力
者
の
尻
の
穴
の

周
と
い
う
人
物
は
、

計E 

子

し
か
し
、

を
試
め
る
よ
う
な
、

こ
れ
ら
の
話
が
、
ど
こ
ま
で
荘
周
の
生
活
の
慎
相
を
偲
え
て
い
る
か
は
、
疑
間
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
説
話
に
よ
つ
て
、
荘
周
が
貧
窮
の
生
活
を
過
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
貧
窮
の
中
で
自
由
人
と
し
て
の
生
活
を
架
し
ん
で
い
た
事

な
ど
は
推
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
彼
の
生
活
の
具
骰
的
事
質
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
依
然
と
し
て
曖
味
な
貼
が
多
い
。
荘

い
わ
ゆ
る
歴
史
家
に
と
つ
て
は
、
誠
に
手
を
燒
か
吐
る
、
厄
介
な
人
物
で
あ
り
、
歴
史
家
を
醗
弄
し
椰
楡
す
る
存
在

な
お
、
旺
周
の
生
卒
年
代
に
闊
し
て
も
、
學
者
は
い
ろ
い
ろ
と
考
證
し
て
い
る
が
、

や
は
り
正
確
な
こ
と
は
分
ら
な
い
。
た
だ
し
か
し
、

『
旺
子
』
の
中
に
見
え
て
い
る
比
較
的
年
代
の
確
か
な
人
物
や
事
件
な
ど
を
手
が
か
り
と
し
て
、
彼
の
年
代
を
決
め
よ
う
と
す
る
努
力
は
、

に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
旺
周
が

七
0
ー
三
0
0年
頃
と
す
る
）
。

録
い
わ
ゆ
る
『
旺
子
』
と
し
て
侮
え
て
い
る
も
の
は
、
西
脈
後
四
世
紀
、
西
晋
の
時
代
の
郭
象
が
整
理
を

加
え
た
三
十
三
篇
本
で
あ
り
、
そ
の
内
謬
は
、
内
篇
七
篇
、
外
篇
十
五
篇
、
雑
篇
十
一
篇
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
分
類
は
郭
象

そ
れ
以
前
に
は
一
般
に
五
十
二
篇
本

の
内
容
の
二
倍
以
上
に
も
の
ぼ
る
店
大
な
拭
の

ほ
か
に
ヽ

二

ぐ
四
篇
七
。
外
篇
十
九
）
、

二
十
七
篇
本

□
内
篇
七
、

精
紳
の

の
中
で
得
ら
れ
る
も
の
だ
」
と
答
え
た
と
か
（
列
禦

彼
に
自
己
の

を
誇
っ
た
同
郷
の
男
に
、

「
天
の
祭
り
の

の
牛
と
な
る
よ
り
も
、
汚
い



荘

子

の
個
人
の
も
の
で
は
な
く
て
萬
人
の
も
の
で
あ
り
、

問
題
も
、
彼
の
縛
記
と
同
じ
よ
う
に
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
一
お
う
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
の

を
忠
賓
に
傭
え
て
い
る
も
の
は
ど
れ
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の
部
分
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

極
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
り
、

し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
し
か
し
、
現
在
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

篇
、
外
篇
と
い
う
甑
別
が
あ
り
、
内
篇
を
比
較
的
古
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
貼
に
お
い
て
は
、

の
意
見
は
大
骰
一
致
し
、
ま
た
、
内

篇
の
中
で
も
、
初
め
の
二
篇
、
す
な
わ
ち
、
逍
派
遊
篇
と
齊
物
論
篇
が
旺
周
本
来
の
思
想
を
忠
賓
に
他
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
貼
に

闊
し
て
は
、
學
者
の
意
見
は
な
お
一
そ
う
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
れ
は

的
共
通
性
を
も
つ
て
婦
納
し
、

いま、．

れ
（
箆
徳
明
『
緑
典
繹
文
絞
録
―
)
、

の
テ
キ
ス
ト
の

こ
れ
ら
の
間
題
に
つ
い
て
詳
述
す
る
除
裕
は
な
い
が
、
た
だ
、

テ
キ
ス
ト
の
中
、
旺
周
の

こ
の
問
題
も
賓
は

こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
定
説
と
い
う
べ
き
も
の
が
成
立

だ
け
に
限
ら
ず
、
中
園
古
代
の
思
想
家
の
著
述
に
大
盟
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
著

述
が
逐
次
に
書
き
加
え
ら
れ
て
維
多
な
内
容
と
な
る
の
は
、
中
國
に
お
い
て
戦
國
末
漢
初
と
い
う
時
代
が
、
い
ろ
い
ろ
な
學
派
の
形
成
さ

れ
る
過
渡
期
に
あ
り
、
そ
の
間
に
書
か
れ
た
多
く
の
著
作
が
、
學
涙
の
成
立
と
共
に
、
そ
の
學
派
の
代
表
者
の
名
に
お
い
て
ま
と
め
ら
れ

る
と
い
う
事
情
が
考
え
ら
れ
る
と
共
に
、
も
う
―
つ
の
事
情
と
し
て
は
、
著
述
に
お
け
る
個
人
意
識
の
映
如
、
す
な
わ
ち
、
員
理
は
特
定

一
人
の
偉
大
な
思
想
家
の
思
想
を
敷
術
し
説
明
し
た
も
の
も
ま
た
、
そ
の
思
想
家
の

思
想
内
容
で
あ
り
得
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
現
在
の

の
中
に
か
な
り
維
多
な
要
素
が
加
つ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
維
多
な
内
容
を
も
含
め
て
、
そ
こ
に
荘
子
的
な
思
想
を
一
お
う
の
公
約
敷

こ
れ
に
よ
つ
て
荘
子
の
思
想
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
も
一
お
う
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
が
次
に
荘
子
の

思
想
と
し
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
と
す
る
の
も
、
質
は
こ
の
意
味
に
お
け
る
旺
子
の
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
厳
密
に
い
え
ば
、

荘
子
の
思
想
と
い
う
よ
り
も
、
荘
子
的
な
思
想
と
よ
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

外
篇
二
十
）
、
二
十
八
篇
本
（
内
篇
七
。
外
篇
二
十

）
な
ど
が
あ
っ
た

に
は
古
く
（
前
漢
末
・
後
漢
の
初
め
）
か
ら
内

い
た
も
の
、
も
し
く
は
旺
周
の
本
来
の
思
想



い
て (1) う゚ ょ

っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
が
成
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

旺
子
の
思
想
を
如
何
な
る
性
格
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
か
。

の
と
認
定
す
る
か
に
つ
い
て
も
、

い
ろ
い
ろ
な
見
解
が
存
在
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

中
の
一
っ
と
し
て
私
の
そ
れ
を
説
明
し
て
み
た
い
と
思
う
。
結
諭
を
先
に
い
え
ば
、
私
は

人
生
の
悲
し
み
や
憫
れ
や
絶
望
や
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
安
ら
か
な
生
、
自
由
な
澄
刺
と
し
た
人
生
を
生
き
る
た
め
の
中
園
的
た
叡
智

を
説
い
た
書
物
と
見
た
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
私
は

解
し
た
い
と
思
う
。
も
つ
と
も
、
私
が
こ
こ
で
宗
教
哲
學
的
と
い
つ
て
も
、
そ
の
場
合
の
宗
教
的
と
は
、
特
定
の
人
格
紳
を
立
て
る
狭
義

の
宗
教
で
は
な
く
し
て
、
人
間
存
在
に
お
け
る
絶
封
的
な
る
も
の
を
追
求
す
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
廣
義
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
私

の
見
解
に
従
え
ば
、
旺
子
の
思
想
は
、

い
わ
ゆ
る
帥
を
否
定
し
、
絶
炭
的
な
る
も
の
を
否
定
す
る
と
い
う
形
で
絶
到
的
な
る
も
の
を
追
求

す
る
と
い
う
、
そ
の
意
味
で
は
紳
を
否
定
し
た
宗
教
哲
學
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、

も
た
な
い
救
い
を
説
い
た
も
の
が
、

や
す
ら

夷
か
な
ら
ざ
る
も
の
の
た
め
の
徳
音
ー
輻
音
の

と
思
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
神
を
否
定
し
た
宗
教
哲
學
、
肺
を

『
荘
子
』
で
は
な
い
か
と
思
う
。
か
つ
て
西
晋
の
郭
象
は
、
旺
子
の
思
想
を
説
明
し
て
、

と
こ
ろ
で
私
は
何
故
、
旺
子
の
思
想
を
こ
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
次
に
少
し
く
説
明
し
て
み
よ

い
た
一
種
の
學
術
要
覧
と
も
い
う
べ

で
あ
る
」
と
い
っ
た
が
（
秋
水
篇
注
）
、

は
、
西
暦
一
世
紀
、
後
淡
の
時
代
の
班
固
が
、
前
漢
の
時
代
の
劉
向
・
劉
歓
父
子
の
作
っ
た
『
七
略
』
に
本
づ

で
あ
る
が
、
そ
の
中
て
道
家
（
老
旺
）
の
思
想
を
説
明
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

荘

子
り
荘
子
の
思
想
の
性
格

「
こ
れ
は

し
て
理

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
書
を
讀
む
人
の
性
格
、
環
境
、
腔
験
な
ど
に

の
中
の
ど
の
思
想
を
特
に
旺
子
的
な
思
想
の
本
質
的
な
も

こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
見
解
の

を
中
図
的
な
解
脱
を
説
い
た
書
物
、

を
一
種
の
宗
教
哲
學
的
な
著
作
ー
ー
救
い
と
慰
め
の

私
も
ま
た
、
こ
の
郭
象
の
見
解
に
賛
成
し
た
い

一
四



荘

子

一
五

代
に
お
い
て
さ
え
も
、
他
の
國
の
人
民
た
ち
か
ら
嘲
笑
さ
れ
侮
蔑
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
事
は
、
孟
子
や
韓
非
子
な
ど
に
見
え
る
愚
か

春
秋
時
代
で
い
え
ば
宋
の
國
で
あ
る
。

(2) 

道
家
者
流
（
老
荘
學
派
）
は
盗
し
史
官
よ
り
出
ず
。
成
敗
存
亡
禍
輻
古
今
の
道
を
歴
記
し
て
、
然
る
後
に
要
を
乗
り
本
を
執
り
、
消
虚

も
つ
て
自
ら
守
り
、
卑
弱
も
つ
て
自
ら
持
す
る
を
知
る
。

逍
家
が
果
し
て
『
甑
文
志
』
の
説
明
す
る
よ
う
に
、
歴
史
官
か
ら
出
た
か
否
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の
問
題
が
あ
る
と
思
う
が
、
こ

こ
で
注
目
す
べ
き
黙
は
、
『
藝
文
志
』
の
作
者
が
道
家
の
思
想
の
成
立
を
歴
史
認
識
と
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
、
成
敗
存
亡
禍
輻
古
今
の

道
を
歴
記
し
て
い
る
中
に
追
家
の
哲
學
が
生
れ
た
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
．

「
成
敗
存
亡
禍
輻
古
今
の
追
を
歴
記
す
る
」
と
は
如
何
な
る
事
か
。
そ
れ
は
歴
史
が
形
成
さ
れ
繁
榮
す
る
も
の
で
あ
る
と

共
に
崩
製
し
磋
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
認
識
で
あ
り
、
歴
史
の
中
に
人
問
の
喜
び
と
希
望
と
笑
い
の
磐
を
聞
く
こ
と
で
あ
る

と
共
に
、
人
間
の
歎
き
と
悲
し
み
と
憫
れ
と
怨
み
と
呪
い
の
葬
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
歴
史
を
形
成
す
る

く
つ
か

人
間
の
螢
み
が
、
成
敗
と
こ
ろ
を
異
に
し
、
禍
輻
た
が
い
に
覆
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
無
を
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
と

い
う
認
識
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
に
お
け
る
無
の
認
識
の
中
か
ら
道
家
の
哲
學
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
成
敗
存
亡
禍
扁
古

今
の
道
を
歴
記
し
て
い
る
中
に
、
逍
家
の
哲
學
が
成
立
し
た
と
い
う
慈
味
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
追
家
の
思
想
が
そ
の
成
立
の

思
想
的
基
盤
と
し
て
も
つ
、

省
商
邸
縣
で
あ
る
が
、

る。

こ
の
よ
う
な
歴
史
の
む
な
し
さ
の
應
識
、
歴
史
に
お
け
る
無
の
認
識
を
無
視
し
て
旺
子
の
思
想
を
充
分
に
理

解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
老
旺
思
想
の
成
立
し
た
風
土
的
基
盤
を
考
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
裏
づ
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
史
記
に
よ
る
と
、

老
子
の
生
地
は
楚
の
苦
縣
、
す
な
わ
ち
、
今
の
河
南
省
鹿
邑
縣
で
あ
り
、
旺
子
の
生
地
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
蒙
す
な
わ
ち
今
の
河
南

こ
の
二
つ
の
土
地
（
そ
の
距
離
は
六
七
十
粁
）
は
、

と
こ
ろ
で
宋
の
圏
は
周

民
族
に
亡
ぽ
さ
れ
た
殷
の
民
族
の
故
地
で
あ
り
、
被
征
服
者
と
し
て
の
殷
の
民
族
の
子
孫
、
す
な
わ
ち
宋
の
國
の
人
民
た
ち
が
、
戦
國
時



固
な
お
、

を
解
脱
の

私
が

を
解
脱
の

の

他
の
古
典
に
例
が
少
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

、
大
抵
宋
人
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
老
旺
思
想
は
、
本
来
、
被
征
服
者
と
し
て
の
殷
民
族
の

く
つ
が

孫
の
居
住
地
を
、
そ
の
風
土
的
な
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
弱
き
者
、
虐
げ
ら
れ
た
者
、
歴
史
の
覆
え
り

つ
ま
ず

と
蹟
き
を
骰
験
し
た
者
の
思
索
と
叡
智
と
が
培
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

③
 
以
上
の
考
察
は
、
こ
れ
を

面
に
お
い
て
は
、

も
し
く
は
、 荘

そ
の
い
わ
ゆ
る
「
逍
遥
の
遊
び
」
ー
絶
翫
者
（
超
越
者
）
の
自
由
無
碍
な
生
活
、

を
、
機
智
縦
横
の
オ
筆
に
よ
っ
て
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
に
お
い
て
は
、

る
も
の
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
栓
桔
」
1
世

俗

的

債

値

観

、

兇

暴

な

國

家

樅

力

、

空

虚

な

概

念

的

思

考

、

心

知

の

妄

想

な
ど
ー
に
封
す
る
鋭
い
批
判
を
示
し
、
そ
の
中
に
う
ご
め
く
人
間
の
憫
れ
や
悲
し
み
や
悶
え
や
呪
い
に
針
し
て
、
深
刻
な
凝
視
と
切
質
な

把
握
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ど
多
く
見
え
る
書
物
は
、

子

形
式
的
道
徳
規
範
、

『
荘
子
』
は
一

自
由
人
と
し
て
の
奔
放
洒
脱
な
生
活

こ
の
よ
う
な
自
由
人
と
し
て
の
生
活
を
妨
げ

例
え
ば
、
「
恐
」
「
憫
」
「
禍
」
「
息
」
「
悲
」
「
歎
」
「
傷
」
「
苦
」
「
悶
」
な
ど
の
文
字
が
『
旺
子
』
ほ

「
冗
者
」
「
介
者
」
「
無
趾
者
」
な
ど
の
受
刑
者
、
「
び
つ
こ
」

「
せ
む
し
」
「
み
つ
く
ち
」
な
ど
の
不
具
者
の
話
が
、
反
覆
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
も
、
『
旺
子
』
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
よ
つ
て
も
明
か
な
よ
う
に
、
旺
子
の
哲
學
の
根
抵
に
あ
る
も
の
は
、
質
に
、
現
喪
を
生
き
る
人
間
の
惨
め
さ
、
矮
小
さ
に
封
す
る
慟

哭
で
あ
り
、
人
間
の
憫
れ
や
不
安
に
劉
す
る
鋭
敏
な
感
受
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
旺
子
の
自
由
と
は
、
人
間
の
不
自
由
さ
の
諦
観
の
中

か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
超
越
と
は
、
人
間
の
生
の
惨
め
さ
か
ら
の
解
放
、
憫
れ
と
不
安
の
超
克
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

宗
教
哲
學
的
な
著
作
と
し
て
理
解
す
る
所
以
も
ま
た
、

る
こ
と
に
よ
つ
て
も
明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
―
つ
は
、
後
世
、

の
言
葉
を
借
れ
ば
、

こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

に
興
味
を
も
ち
、

し
て
性
格
づ
け
よ
う
と
す
る
私
の
理
解
の
仕
方
は
、
更
に
次
の
よ
う
な
二
つ
の
事
質
を
考
慮
す

こ
れ
を
愛
讀
し
た
人
々
、
．

例
え
ば
、
岱
康
、
院
箱
、
謝
霰
運
，
陶
淵
明
、
柳
宗
元
、
蘇
東
城
、
近
く
は
魯
迅
な
ど
に
共
通
す
る
―
つ
の
性
格
ー
心
に
憂
悶
を
抱
く
人
、

「
幽
憂
の
疾
を
抱
く
者
」
と
も
い
う
べ
き
―
つ
の
共
通
し
た
性
格
の
婦
納
さ
れ
る
こ
と
で
あ

の
内
容
に
よ
つ
て
検
討
し
て
み
て
も
明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

一
六



る」、

荘

子

そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
よ
り
も
一
そ
う
重
要
な
事
質
は
、
後
に
純
粋
な
宗
教
的
解
脱
を
槻
榜
す
る
中
國
祁
が
、
例
え
ば
、
宋
の
朱
緑

「
庚
桑
楚
一
篇
は
皆
こ
れ
扉
な
り
」
と
批
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
旺
子
の
思
想
と
極
め
て
密
接
な
闊
係
を
も
つ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
す
る
除
裕
は
な
い
が
、
要
す
る
に
私
と
し
て
は
、
以
上
あ
げ
た
幾
つ
か
の
理
由
か
ら
、
『
荘
子
』

を
中
國
的
な
解
脱
を
明
か
に
し
た
書
、
人
間
の
憫
れ
と
悲
し
み
と
悶
え
か
ら
の
解
放
、
不
安
と
絶
望
と
を
超
克
す
る
叙
智
を
説
い
た
書
と

し
て
理
解
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

少
し
検
討
し
て
み
よ
う
。

荘
子
の
思
想
の
出
悛
貼

上
述
の
よ
う
に
、
旺
子
の
思
想
の
出
疲
黙
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
そ
の
根
抵
基
盤
に
あ
る
も
の
は
、
現
賞
を
生
き
る
人
間
の
濯
れ
や
悲

し
み
や
悶
え
ー
ー
極
桔
さ
れ
た
人
間
の
不
自
由
さ
|
ー
に
蜀
す
る
諦
観
で
あ
っ
た
が
、
荘
子
の
こ
の
黙
に
闊
す
る
洞
察
と
理
解
と
を
も
う

荘
子
の
洞
察
し
理
解
し
た
人
間
の
憫
れ
や
悲
し
み
は
、

と
「
我
」
と
の
闊
係
、
自
己
存
在
そ
の
も
の
に
闊
す
る
儘
れ
と
悲
し
み
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
、

自
己
存
在
と
他
存
在
と
の
闊
係
か
ら
生
ず
る
憫
れ
と
悲
し
み
で
あ
る
。
第
一
の
「
我
」
と
「
我
」
と
の
闊
係
よ
り
生
ず
る
憫
れ
と
は
、
更

に
具
臆
的
に
い
え
ば
、
現
在
生
き
て
在
る
自
己
の
存
在
が
、

い
ま
生
き
て
在
る
自
己
が
、
永
劫
の
時
間
と
ど
の
よ
う
な
闘
係
を
も
つ
の
か
と
い
う
問
題
、
旺
子
の
言
葉
を
借
れ
ば
、

⑥
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゜
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そ
の
死
生
の
間
題
に
封
す
る
煩
悶
で
あ
り
、

（二）

一
七

そ
の
―
つ
は
、

「
我
」
と
「
物
」
と
の
闊
係
、

「
死
生
も
亦
大
な

死
す
べ
き
存
在
と
し
て
の
自
己
に
封
す
る
憫
れ
で
あ
る
。

一
言
に
し
て
盛
く
せ
ば
、

ま
た
、
第
二
の
「
我
」
と
「
物
」
と
の
闊
係
よ
り
生
ず
る
憫
れ
と
は
、
更
に
具
盟
的
に
い
え
ば
、
社
會
的
存
在
と
し
て
の
自
己
が
他
存
在

と
の
闊
わ
り
に
お
い
て
も
つ
差
別
と
賛
立
の
意
識
で
あ
り
、
不
調
和
と
乖
離
の
意
識
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
富
と
貧
、
貴
と
賤
、
賢
と
愚
、

一
臆
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
で
あ
り
、
ど
こ
に
去
つ
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
問
題
、

こ
れ
を
大
別
し
て
二
つ
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。



ち
道
は
、
人
間
的
な
分
別
で
は
捉
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
大
い
な
る
無
秩
序
ー
ー
カ
ー
オ
ス
ー
—
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
的
な
作
為
を
加

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
減
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
の
が
、
こ
の
寓
話
で
あ
る
が
、
社
子
は
こ
こ
で
先
ず
、
人
間
が
飼
に
自
由

こ
の
寓
話
で
「
渾
沌
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

美
と
醜
、
榮
と
屏
な
ど
、
現
質
社
會
に
お
け
る
在
り
方
と
債
値
づ
け
が
、
人
間
の
心
に
悲
し
み
と
憫
れ
を
抱
か
せ
、
そ
の
悲
し
み
と
憫
れ

と
が
絶
望
的
な
孤
獨
の
意
識
と
し
て
昇
華
す
る
。
旺
子
の
言
葉
を
借
れ
ば
、

憫
れ
、
も
し
く
は
、

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
旺
子
の
洞
察
し
把
握
す
る
、

こ
の
よ
う
な
人
間
の
憫
れ
と
悲
し
み
、
自
己
存
在
そ
の
も
の
の
根
源
に
闊
す
る
憫
れ
と
、
自

己
存
在
と
他
存
在
と
の
闊
わ
り
に
生
ず
る
憫
れ
と
は
、
如
何
に
し
て
超
克
さ
れ
る
の
か
。
人
は
如
何
に
し
て
、
と
ら
わ
れ
な
き
自
由
を
逍

こ
れ
が
結
局
、
荘
子
の
思
想
の
根
本
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
次
に
こ
の
問
題
を
少
し
く

遥
す
る
絶
劉
者
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
。

考
察
し
て
み
よ
う
。

荘
子
の
思
想
ー
「
道
」
と
「
遊
」
ー

荘
子
の
天
地
篇
（
外
篇
）
に
、
孔
子
が
荘
子
の
思
想
を
評
し
て
”
渾
沌
氏
の
術
“
と
よ
ぶ
一
條
が
あ
る
。
こ
れ
を
孔
子
の
言
葉
と
す
る

の
は
、
勿
諭
仮
託
の
言
で
あ
る
が
、
荘
子
の
思
想
を
渾
沌
氏
の
術
と
よ
ん
で
い
る
の
は
、
評
し
得
て
妙
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

で
渾
沌
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
大
宗
師
篇
（
内
篇
）
の
次
の
寓
話
に
本
づ

し
ゆ
く

南
海
の
帝
を
條
と
な
し
、
北
海
の
帝
を
忽
と
な
し
、
中
央
の
帝
を
渾
沌
と
な
す
。
條
と
忽
と
、
時
に
相
奥
に
渾
沌
の
地
に
遇
え
り
。

も
て
な

渾
沌
こ
れ
を
待
す
こ
と
甚
だ
善
し
。
條
と
忽
と
渾
沌
の
徳
に
報
ぜ
ん
こ
と
を
謀
り
て
曰
わ
く
、
人
は
皆
七
霰
あ
り
て
視
聴
食
息
す
る
に
、

こ

こ

る

此
れ
獨
り
有
る
こ
と
な
し
。
嘗
試
み
に
之
を
堅
た
ん
と
。
日
に
一
霰
を
緊
ち
て
、
七
日
に
し
て
渾
沌
死
す
。

「
道
」
す
な
わ
ち
慎
賓
在
を
象
徴
す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
、
慎
賞
在
す
な
わ

「
物
と
遷
る
」
こ
と
の
悲
し
み
が
こ
れ
で
あ
り
、

狙

（ホ）
子

で
あ
る
。

「
物
と
相
い
匁
し
、
相
い
靡
す
る
」
こ
と
に
よ
つ
て
生
ず
る

一
言
に
し
て
盛
く
せ
ば
、
そ
れ
は
世
に
生
き
て
あ
る
こ
と
の
憫
れ

一
八



荘

子

（
齊
物
論
篇
）
。

ぃ
}
L

し
え

古
の
道
を
骸
得
し
た
人
は
、

上
の

を
も
つ
て
い
た
。
そ
の
智
惹
と
は
何
か
。

な
生
活
を
す
る
た
め
に
は
、
「
人
」
の

「
道
」
ー
|

l

渾
沌
ー
|
l
の
立
場
に
立
つ
と
は
、
更
に
具
盟
的
に
は
如
何
な
る
こ
と
か
。
旺
子
は
そ
れ
を
い
ろ
い

一
九

で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
次
の
（
齊
物
論
篇
）
も
そ
の
―
つ
で
あ
る
。

も

と

も

と

物
は
固
よ
り
然
る
所
あ
り
、
物
は
固
よ
り
可
な
る
所
あ
り
。
物
と
し
て
然
ら
ざ
る
は
な
く
、
物
と
し
て
可
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
故
に

う

つ

ば

り

は

し

ら

ら

い

是
れ
が
た
め
に
筵
と
檻
、
属
（
駕
）
と
西
施
と
を
畢
ぐ
。
恢
脆
橘
怪
、
道
は
通
じ
て
一
た
り
。
其
の
分
た
る
る
や
成
る
な
り
。
そ
の

や

ぷ

や

ぷ

成
る
や
毀
る
る
な
り
。
凡
そ
物
は
成
る
と
毀
る
る
と
な
く
、
復
た
通
じ
て
一
た
り
。
唯
だ
逹
者
の
み
通
じ
て
一
た
る
を
知
る
。

こ
こ
で
旺
子
の
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
、
常
識
の
世
界
で
可
と
か
不
可
と
か
、
然
り
と
か
然
ら
ず
と
か
、
是
と
か
非
と
か
、
有
用
と
か
無

用
と
か
、
い
ろ
い
ろ
の
債
値
判
斯
を
下
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
横
（
廷
）
と
か
縦
（
槌
）
と
か
、
美
（
西
施
）
と
か
醜
（
寓
）
と
か
、
成

や
ぷ

る
と
か
毀
る
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
の
犀
別
を
立
て
て
、
そ
れ
ら
を
本
質
的
に
封
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
み
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ

も
、
も
の
そ
れ
自
腔
の
債
値
や
差
別
で
は
な
く
し
て
、
人
間
の
分
別
知
に
よ
つ
て
立
て
ら
れ
た
一
お
う
の
犀
別
に
す
ぎ
ず
、
相
蜀
的
一
面

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
員
質
在
（
道
）
の
立
場
ー
ー
—
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
ー|i
か
ら
み
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
や
封
立
は
、
本
来
一
っ

で
あ
り
、
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
渾
沌
と
は
、
差
別
や
封
立
が
渾
然
と
し
て
―
つ
に
な
っ
て
い
る
、
あ
る
が
ま
ま

の
世
界
、
す
な
わ
ち
、
員
質
在
の
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
渾
沌
に
七
霰
を
う
が
つ
と
は
、
こ
の
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
を
人
間
の
分
別

知
に
よ
つ
て
歪
め
引
き
裂
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
説
明
し
て
、
旺
子
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
い
つ
て
い
る
。

古
の
人
は
、
其
の
知
は
至
れ
る
所
あ
り
。
悪
に
か
至
れ
る
。
未
だ
始
め
よ
り
以
て
物
有
ら
ず
と
為
す
者
あ
り
。
至
れ
り
、
盛
せ
り
。

以
て
加
う
べ
か
ら
ず
。
其
の
次
は
以
て
物
有
り
と
為
し
て
而
も
未
だ
始
め
よ
り
封
有
ら
ざ
る
な
り
。
そ
の
次
は
以
て
封
有
り
と
為
し
て

あ
ら
わ

而
も
未
だ
始
め
よ
り
是
非
有
ら
ざ
る
な
り
。
是
非
の
彰
る
る
や
、
適
の
防
く
る
所
以
な
り
。
道
の
防
く
る
所
以
は
、
愛
の
成
る
所
な
り

以
て
物
有
ら
ず
と
為
す
」

'
I
I
こ
こ

を
捨
て
て
「
道
」
ー
ー
渾
沌
ー
ー
の
立
場
に
立
つ
べ
き
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
へ
)
と
こ
ろ
で
、

説
明
す
る
わ
け



ゆ
る
時
間
と
空
間
を
自
ら
の
中
に
包
み
な
が
ら
、

で
「
物
」
と
い
う
の
は
、
人
間
の
言
葉
や
判
顕
で
は
何
物
と
も
規
定
す
る
事
0
出
来
な
い
ニ
ト
ワ
ス
、
す
な
わ
ち
渾
沌
で
あ
り
、

好
悪
の
債
値
的
偏
見
が
「
道
」
の
員
宜
な
る
姿
を
歪
曲
し
、
そ
の
歪
曲
の
中
か
ら
、
人
間
の
い
ろ
い
ろ
な
悲
し
み
や
憫
れ
が
成
立
す
る
。

旺
子
に
と
つ
て
最
大
の
闊
心
事
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
員
宜
、
す
な
わ
ち
渾
沌
を
、
渾
沌
と
し
て
生
か
し
て
お
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
間
の

い
わ
ゆ
る
認
識
と
は
、
こ
の
渾
沌
を
言
語
判
断
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
る
こ
と
の
螢
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
一
お
う
の
意
義
と
債

値
と
を
も
つ
。
し
か
し
、
間
題
は
こ
の
秩
序
づ
け
に
よ
っ
て
生
き
た
る
渾
沌
が
屍
と
化
し
、
生
生
澄
刺
た
る
慎
質
在
の
世
界
が
生
命
を
失

う
こ
と
で
あ
る
。
旺
子
は
何
よ
り
も
「
生
き
て
あ
る
も
の
」
を
愛
す
る
。
だ
か
ら
彼
は
、
生
命
な
き
秩
序
よ
り
も
、
生
命
あ
る
無
秩
序
の

要
す
る
に
、
荘
子
に
お
い
て
道
と
は
、
人
間
の
分
別
知
に
よ
つ
て
は
捉
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
、
言
語
概
念
で
は
規
定
す
る
こ
と

の
出
来
な
い
も
の
、
人
間
の
債
値
的
偏
見
に
成
立
す
る
一
切
の
差
別
と
蜀
立
を
渾
然
と
し
て
―
つ
に
包
ん
だ
大
い
な
る
無
秩
序
ー
ー
霜
茄
g

ー
で
あ
り
、

と
為
さ
ず
、

よ
り

ぃ
「
生
き
た
る
渾
沌
」
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
渾
沌
ー
ー
道
は
、

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
言
語
概
念
で
分
析
し
、
分
別
知
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
も
は
や
そ
の
生
命
を
失
う
ほ
か
な

い
に
し
え

自
ら
に
本
づ
き
、
自
ら
に
根
ざ
し
、
未
だ
天
地
あ
ら
ざ
る
と
き
に
し
て
、
古
よ
り
以
て
固
く
存
し
、
鬼
を
紳
に
し
、
帝
を
神
に
し
、

天
を
生
じ
、
地
を
生
じ
、
太
極
の
先
に
在
り
て
高
し
と
為
さ
ず
、
六
極
の
下
に
在
り
て
深
し
と
為
さ
ず
、
天
地
に
先
ん
じ
生
じ
て
久
し

え
に
し
て
老
し
と
為
さ
ず
（
大
宗
師
篇
）

で
あ
っ
て
、
何
も
の
に
も
依
存
せ
ず
、
何
も
の
を
も
自
己
存
在
の
原
因
と
し
て
も
た
ず
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
的
空
間
的
限
定
を
超
え
、
あ
ら

一
切
存
在
ー
・
ー
天
地
鬼
帥
を
さ
え
も
ー
|
を
一
切
存
在
と
し
て
あ
ら
し
め
る
も
の
、
ま

方
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
生
命
あ
る
無
秩
序
と
は

斯
を
加
え
る
と
共
に
、
す
な
わ
ち
、
渾
沌
に

つ
と
共
に
、
渾
沌
す
な
わ
ち
慎
質
在
は
、
も
は
や
慎
宜
在
で
は
な
く
な
り
、
愛
憎

境
地
が
最
高
至
上
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
渾
沌
に

す
な
わ
ち
境
界
秩
序
ー
ー
心
知
の
分
別
|
|
‘
を
加
え
、
是
非
の
判

で
あ
る
が
、
「
物
有
ら
ず
と
為
す
」
ー
ー
こ
の

「
有
り
」
と
も
判
甑
し
な
い
以
前
、
す
な
わ
ち
、

荘

子

゜し
て
在
ら
し
め
る



道
の

狙

子

「
道
」
の
超
時
間
性
（
無
時
間
性
）
の
中
で
一
っ
と
な
る

で
あ
る
と
い
う
境
地
が
開

し
く
し
、

領
よ
く
説
明
し
て
い
る
）
。

こ‘f
 

そ
こ
で
は
人
間
が
差
別
と
み
、
封
立

と
と

一
虚
一
満
、
そ
の
形
に
位
ま
ら
ず
、
消
息
盈
虚
し
て
終
れ
ば
則
ち
始
め
あ
り
、
…
…
動
く
と
し
て
愛
ぜ
ざ
る
は
な
く
、
時
と
し
て
移

ら
ざ
る
は
な
し
（
秋
水
篇
）
。

一
切
萬
物
の
生
成
と
死
滅
、
差
別
と
封
立
を
渾
然
た
る
「
一
」
と
し
て
自
ら
の
中
に
包
み
な
が
ら
、
永
劫
に
流
轄
麦
化
し
て
止
む
こ
と
の

な
い
、
そ
の
愛
化
の
流
れ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

旺
子
の
道
に
つ
い
て
は
、
な
お
説
明
す
べ
き
多
く
の
貼
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
そ
の
大
骰
は
以
上
の
説
明
に
よ
つ
て
窺
う
こ
と

が
出
来
る
で
あ
ろ
う
（
詳
細
に
つ
い
て
は
、
齊
物
論
篇
、
秋
水
篇
等
を
参
照
。
特
に
秋
水
篇
の
河
伯
と
北
海
若
の
問
答
は
、
荘
子
の
道
に
つ
い
て
最
も
要

と
こ
ろ
で
、

そ
し
て
、

し
て
自
ら
の
中
に
包
ん
だ
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
と
封
立
を
―
つ
に
包
み
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
と
空
間
に
わ
た
つ
て
生
成
菱
化
し
て

止
ま
な
い
、
菱
化
の
流
れ
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
旺
子
の
「
道
」
が
、
天
地
造
化
の
大
自
然
ー
ー
—
聾
夜
の
交
替

が
春
夏
秋
冬
の
推
移
と
な
り
、
春
夏
秋
冬
の
推
移
が
一
切
萬
物
の
生
成
愛
化
を
生
み
、
そ
の
生
成
愛
化
が
無
限
に
く
り
返
さ
れ
て
ゆ
く
悠

こ
の
大
自
然
は
ま
た
孔
子
が
、

久
な
大
自
然
ー
i

ー
を
哲
學
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

め
ぐ

何
を
か
言
わ
ん
や
。
四
時
行
り
て
百
物
生
ず
」
（
論
論
陽
貨
篇
）
と
感
歎
し
て
い
る
よ
う
に
、

っ
た
が
、
た
だ
儒
家
の
道
が
、

こ
れ
を
要
す
る
に
、
旺
子
の
道
|
ー
l

渾
沌
ー
ー
—
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
と
緊
立
を
一
つ
な
る
も
の
と

儒
家
の
本
づ
く

こ
の
天
の
道
に
本
づ
い
て
人
の
道
を
立
て
る
の
に
樹
し
て
、
旺
子
は
ひ
た
す
ら
こ
の
天
の
道
に
己
れ
を
虚

一
切
の
人
間
的
な
作
為
を
す
て
て
、
こ
れ
と
一
骰
に
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

の
説
く
「
道
」
ー
ー
油
庄
沌
ー
|
'
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
き
、

「天、

と
同
じ
も
の
で
も
あ

と
み
る
一
切
の
も
の
は
、
相
翫
的
と
な
り
、
そ
の
相
酎
性
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
差
別
と
翫
立
は
絶
劉
の
一
に
止
揚
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

に
お
い
て
は
、
美
も
ま
た
醜
で
あ
り
、
愚
も
ま
た
賢
で
あ
り
、
大
も
ま
た
小
で
あ
り
、
長
も
ま

け
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
限
定
さ
れ
た
時
間
は
、



に
遊
ぷ
」
、
「
天
地
の
一
氣
に
遊
ぶ
」
、
「
形
骸
の
中
に
遊
ぶ
」

な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
荘
子
は
そ
れ
を
説
明
し
て
、

「
道
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
遊
ぶ
」
と
か
、
．

い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
が
初
め
に

か
ら
、
千
歳
も
ま
た
一
瞬
に
等
し
く
、
影
祖
も
ま
た
瘍
子
と
齊
し
い
と
い
う
境
地
が
可
能
と
な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
生
も
死

も
、
道
ー
ー
大
い
な
る
愛
化
の
流
れ
ー
ー
に
お
け
る
一
つ
の
姿
に
す
ぎ
ず
、

人
間
の
分
別
知
に
よ
る
偏
見
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
ま
た
、

あ
る
生
と
死
を
犀
別
し
て
生
に
執
着
し
、
死
を
憫
れ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
先
に
説
明
し
た
我
と
我
と
の
闊
係
に
成
立
す
る
悲
し

み
と
憫
れ
と
は
、
道
ー
ー
賓
在
の
慎
相
を
知
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
無
知
も
し
く
は
惑
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
美
醜
賢
愚
、
大
小
長
短
、

是
非
可
不
可
の
差
別
的
一
面
の
み
を
見
て
、
そ
れ
に
一

悲
し
み
と
櫂
れ
と
は
、
や
は
り
道
ー
—
賓
在
の
員
相
を
知
ら
な
い
無
知
も
し
く
は
惑
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
旺
子
に
お
い
て
は
、
道
ー
—
質
在
の
員
相
を
知
る
こ
と
は
、
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
悲
し
み
と
憫
れ
、
絶
望
と
苦
悶
を
超
克
し
、
人

間
の
自
由
な
生
き
方
を
妨
げ
る
一
切
の
栓
桔
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
い
ま
も
し
、
こ
の
超
克
と
解
放
と
を

解
脱
と
よ
ぶ
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
道
を
知
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
解
脱
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
道
を
知
る
こ
と
を
説
い
た

『
旺
子
』
は
、
す
な
わ
ち
解
脱
の

た
書
で
あ
る
と
い
っ
た
の
も
、
こ
の
意
味
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
旺
子
に
お
い
て
、
自
由
無
碍
な
生
活
！
悲
し
み
と
憫
れ
と
の
超
克
ー
ー
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
道
す
な
わ
ち
質
在
の
員
相
を

知
る
事
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
更
に
我
々
の
日
常
的
な
生
活
に
即
し
て
い
え
ば
、
ど
の
よ
う

「
無
窮
に
遊
ぶ
」
、
「
無
朕

「
物
に
乗
り
て
心
を
遊
ば
せ
る
」
と
か
い
つ
て
い
る
。
こ
の
「
遊
」
と
い
う

ウ

げ

『
荘
子
』
の
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
後
に
中
國
祠
で
用
い
る
「
遊
戯
」
と
い
う
言
葉
も
、
こ
こ
か
ら
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

我
々
は
こ
の
言
葉
に
主
臆
性
の
哲
學
と
し
て
の
『
荘
子
』
の
思
想
の
性
格
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
旺
子
の
思
想
に
お
い
て
「
遊
」
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
。
そ
れ
は
一
言
に
し
て
盛
く
せ
ば
、

荘

子

こ
れ
を
封
立
す
る
別
個
の
も
の
と
し
て
園
別
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
を
逆
に
云
え
ば
、
人
間
が
本
来
―
つ
で

一
憂
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
先
に
説
明
し
た
我
と
物
と
の
闘
係
に
成
立
す
る

を
性
格
づ
け
て
、
中
闊
的
な
解
脱
を
説
い

「
道
」
と
遊
ぶ
こ
と
で
あ
り
、



荘

子

け
で
あ
る
と
比
喩
的
に
説
い
て
い
る
が
、
要
す
る
に
、
人
が
こ
の
道
の
世
界
を
逹
観
し
て
、
奥
え
ら
れ
た
自
己
の
現
在
を
現
在
と
し
て
積

「
化
」
と
倶
に
往
く
こ
と
で
あ
る
。
大
宗
師
篇
に
、

い

に

し

え

よ

ろ

こ

に

（

こ

ば

し

ゅ

（

古
の
員
人
は
、
生
を
説
ぶ
こ
と
を
知
ら
ず
、
死
を
悪
む
こ
と
を
知
ら
ず
。
其
の
出
ず
る
や
訴
ば
ず
、
其
の
入
る
や
距
ま
ず
。
緒
然
と

し

ゅ

く

か

し
て
往
き
脩
然
と
し
て
来
る
の
み
。
其
の
始
ま
る
所
を
忘
れ
ず
、
其
の
終
る
所
を
求
め
ず
、
受
け
て
之
を
喜
び
、
忘
れ
て
之
を
復
え
す
。

す

是
れ
を
こ
れ
心
を
以
て
道
を
捐
て
ず
、
人
を
以
て
天
を
助
け
ず
と
謂
う
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
荘
子
の
「
遊
」
を
最
も
よ
く
説
明
し
た
文
章
の
―
つ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
旺
子
に
お
い
て
「
遊
」
と
は
、
奥
え

ら
れ
た
自
己
の
現
在
を
現
在
と
し
て
積
極
的
に
肯
定
し
、
そ
の
紹
極
的
な
肯
定
の
中
で
自
己
の
生
を
最
も
深
く
、
ま
た
最
も
豊
か
に
生
き

て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
旺
子
に
と
つ
て
は
、
輿
え
ら
れ
た
現
在
が
何
で
あ
る
か
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
で
な
く
、
そ
れ

、
、
、

が
自
己
の
現
在
で
あ
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
奥
え
ら
れ
た
現
在
が
生
で
あ
れ
ば
、
そ
の
生
を
積
極
的
に
受

け
取
っ
て
最
も
充
賓
し
た
自
己
の
人
生
に
し
、
ま
た
も
し
、
自
己
に
典
え
ら
れ
た
現
在
が
死
で
あ
れ
ば
、
そ
の
死
を
自
己
の
死
と
し
て
受

取
っ
て
素
直
に
死
ん
で
ゆ
き
、
興
え
ら
れ
た
現
在
が
美
で
あ
れ
ば
、
そ
の
美
を
謙
虚
に
楽
し
み
、
典
え
ら
れ
た
現
在
が
醜
で
あ
れ
ば
、
そ

の
醜
を
自
己
の
醜
と
し
て
積
極
的
に
愛
し
て
ゆ
く
こ
と
が
荘
子
の
「
遊
」
で
あ
る
。
自
己
に
奥
え
ら
れ
た
も
の
が
生
で
あ
る
か
死
で
あ
る

か
、
美
で
あ
る
か
醜
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
賢
で
あ
る
か
愚
で
あ
る
か
等
々
は
、
自
己
の
力
を
超
え
た
大
き
な
理
法
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
の
差
別
は
既
に
明
か
に
し
た
よ
う
に
、
要
す
る
に
相
封
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
大
き
な
立
場
（
道
の
世
界
）
か
ら
み
れ
ば
一
っ

で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
三
角
形
•
四
角
形
・
五
角
形
を
無
限
に
大
き
く
す
れ
ば
、
皆
圃
周
と
な
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
ま
た
、
流
れ
に
浮

、
、
、
、

か
ぶ
う
た
か
た
の
そ
の
形
は
千
様
萬
態
で
あ
っ
て
も
、
消
え
去
れ
ば
皆
同
じ
水
の
流
れ
に
婦
す
る
よ
う
に
、
大
き
な
目
で
見
、
永
い
目
で

み
れ
ば
、
生
も
死
も
、
美
も
醜
も
、
榮
も
辱
も
、

一
切
の
差
別
と
蜀
立
は
一
っ
と
な
り
、
員
に
賓
在
す
る
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
と
到

立
を
一
つ
に
包
み
な
が
ら
、
刻
々
に
流
轄
し
て
止
む
こ
と
の
な
い
菱
化
の
流
れ
そ
の
も
の
ー
—
‘
道
だ
け
で
あ
る
。
旺
子
は
こ
れ
を
九
萬
里

の
上
空
か
ら
地
上
の
世
界
を
眺
め
る
と
、
地
上
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
差
別
と
封
立
は
皆
消
え
う
せ
て
、
目
に
映
る
も
の
は
た
だ
蒼
一
色
だ



極
的
に
肯
定
し
、
そ
こ
に
喜
び
を
見
出
し
て
時
来
れ
ば
逆
ら
う
こ
と
な
く
大
自
然
の
理
法
|
ーl追
|
ー
—
に
師
つ
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
れ
が
旺

の
い
わ
ゆ
る
「
遊
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
死
生
の
問
題
に
つ
い
て
も
旺
子
の
考
え
方
は
極
め
て
徹
底
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

か
え

要
す
る
に
「
受
け
て
之
を
喜
び
、
忘
れ
て
之
を
復
す
」
と
い
う
一
句
に
盪
き
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
死
後
の

世
界
が
ど
う
で
あ
る
と
か
、
霰
魂
は
個
謄
の
死
と
共
に
滅
び
去
る
の
か
存
紹
す
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
大
し
た
問
題
で
な
く
、

霰
魂
が
死
後
に
滅
び
去
る
も
の
で
あ
れ
ば
滅
び
去
る
に
任
せ
、
存
紹
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
存
紹
す
る
に
任
せ
、
ま
た
、
死
後
に
鳥
と
な
る

の
で
あ
れ
ば
、
鳥
と
な
っ
て
大
空
に
羽
縛
き
、
死
後
に
魚
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
魚
と
な
っ
て
深
い
淵
に
泳
げ
ば
い
い
わ
け
で
あ
る
。
大

，
宗
師
篇
に
、
「
も
し
も
俺
が
死
ん
で
、
左
の
臀
が
雛
に
な
る
と
い
う
の
な
ら
、
と
き
を
作
っ
て
嗚
い
て
や
ろ
う
よ
。
も
し
も
俺
が
死
ん
で
、

ぅ
ャ

右
の
臀
が
は
じ
き
玉
に
な
る
と
い
う
の
な
ら
、
炎
り
肉
に
す
る
鳩
で
も
射
ち
落
し
て
や
ろ
う
よ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
の

し
て
い
え
ば
、

中
に
こ
そ
、
旺
子
の
死
生
観
は
餘
す
と
こ
ろ
な
く
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
荘
子
の
思
想
の
根
本
は
、
以
上
説
明
し
た
「
道
」
|
ー
＇
渾
沌
ー
と
「
遊
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
大
罷
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
「
追
」
と
「
遊
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
は
、
現
在
の

前
者
は
齊
物
論
篇
の
テ
ー
マ
に
あ
た
り
、

「
遊
」
に
旺
子
の
思
想
の
根
本
を
見
よ
う
と
す
る
私
の
見
解
は
、

作
に
最
も
近
い
も
の
と
す
る
従
来
の
文
獣
學
的
研
究
の
結
論
と
も
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
私
も
ま
た

は
、
逍
逝
遊
、
齊
物
諭
の
二
篇
で
あ
り
、
こ
の
二
篇
は
恐
ら
く
旺
周
自
身
の
手
に
成
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
荘
子
の
思
想
の
根
本
は
、
以
上
述
べ
た
「
道
」
と

は
、
こ
の
よ
う
な
証
子
の
思
想
の
根
祗
に
あ
る
も
の
、
根
抵
に
あ
っ
て
証
子
の
思
想
を
特
徴
づ
け
て
い
る
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ

荘

子

（へ）

荘
子
の
思
想
の
特
徴

に
よ
っ
て
大
骰
理
解
さ
れ
る
と
し
て
、
次
に
考
え
て
み
た
い
の

こ
の
「
道
」
と

の
中
で
逍
派
遊
、
齊
物
論
の
初
め
の
二
篇
を
旺
周
本
来
の
著

の
中
で
最
も
古
い
部
分

後
者
は
逍
逝
遊
篇
の
テ
ー
マ
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

ニ
四

の
内
容
に
即 の



旺

子

る
と
き
（
應
帝
王
篇
）
、
そ
0

0
根
祗
に
あ
る
も
の
は
、
人
間
性
の
本
来
的
な
善
と
、

二
五

こ
の
世
界
の
本
末
的
な
秩
序
と
に
到
す
る
徹
底

に
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
旺
子
が
、

る
。
最
後
に
、

こ
の
貼
に
闘
す
る
私
の
見
解
を
略
記
し
て
、

こ
の
小
考
の
結
論
に
代
え
た
い
と
思
う
。

そ
の
第
一
は
、
旺
子
に
お
け
る
「
已
む
を
得
ざ
る
も
の
の
認
識
、
す
な
わ
ち
、
人
間
存
在
は
自
己
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な

い
大
き
な
力
、
人
間
の
力
を
超
え
た
大
き
な
掘
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
人
間
の
無
力
の
自
覺
、

大
自
然
の
悠
久
さ
に
到
す
る
人
間
存
在
の
は
か
4

な
さ
の
自
覺
と
も
欄
連
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
人
間
の
力
で
一
切
が
解
決
出

来
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
は
、
旺
子
の
よ
う
な
思
想
は
成
立
す
る
餘
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
、
已
む
を
得
ざ
る
も

の
の
認
識
、
人
間
の
無
力
の
自
覺
は
、
歴
史
の
崩
れ
と
爪
き
を
骸
験
し
た
者
の
思
考
で
あ
り
、
初
め
に
述
べ
た
宋
文
化
間
の
精
誹
的
風
土

と
も
密
接
な
闊
係
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
は
、
旺
子
の
思
想
の
消
極
的
な
釈
極
性
で
あ
る
。

る
も
の
を
重
視
し
、

旺
子
は
人
間
存
在
に
お
け
る
「
已
む
を
得
ざ
る
も
の
」
ー
ー
必
然
的
運
命
的
な

こ
れ
を
自
己
の
所
輿
と
し
て
そ
の
ま
ま
肯
定
し
な
が
ら
、
そ
の
肯
定
の
上
に
自
由
と
主
骸
性
を
考
え
る
の
で
あ
る
が
、

彼
が
人
間
に
お
け
る
必
然
的
迎
命
的
な
る
も
の
を
重
視
す
る
と
い
う
貼
で
は
、
そ
の
思
想
は
消
極
的
で
あ
り
、

か
ら
格
闘
す
る
の
で
は
な
し
に
、

人
間
祉
會
の
暗
さ
と
険
し
さ
に
酎
す
る
慟
哭
の
磐
も
少
く
な
い
が
、
し
か
し
ま
た
、

一
種
の
ペ
ジ
ミ
ズ
ム
で
あ

る
と
さ
え
い
え
よ
う
。
し
か
し
ま
た
、
旺
子
が
そ
の
必
然
的
運
命
的
な
る
も
の
を
自
己
の
所
奥
と
し
て
軟
極
的
に
肯
定
し
、
こ
れ
と
「
遊

ぶ
」
こ
と
を
強
調
す
る
そ
の
遊
び
に
は
、
肌
な
る
消
極
性
と
は
異
っ
た
不
敵
な
主
骰
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
替
え
ば
、
兇
暴
な
虎
と
員
つ
向

こ
れ
を
飼
い
馴
ら
し
、
そ
の
背
に
跨
つ
て
遊
ぶ
猛
獣
師
の
柔
軟
な
積
極
性
に
も
似
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

彼
の
い
わ
ゆ
る
無
為
は
無
不
為
の
た
め
の
無
為
で
あ
り
、
彼
の
消
極
性
は
大
い
な
る
放
極
性
の
否
定
的
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は

旺
子
の
世
俗
主
義
に
封
す
る
痛
烈
な
批
判
、
政
治
櫂
力
に
封
す
る
静
か
な
る
抵
抗
に
よ
っ
て
も
確
か
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

は
、
そ
の
思
想
に
見
ら
れ
る
徹
底
し
た
架
天
主
義
で
あ
る
。
旺
子
の
思
想
に
は
、
人
間
の
救
い
難
い
愚
か
さ
を
痛
嘆
す
る
叫
び
や
、

こ
の
思
想
に
は
徹
底
し
た
架
天
主
義
が
、
そ
の
根
抵

一
切
の
人
篤
を
排
し
て
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
に
陪
つ
て
ゆ
け
ば
、
萬
事
が
う
ま
く
ゆ
く
と



し
た
信
頼
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鳥
は
教
え
ず
と
も
空
高
く
飛
び
、
魚
は
教
え
ず
と
も
水
深
く
潜
る
と
い
う
自
然
へ
の
信
頼
ほ
ど
彼
の
徹
底

し
た
楽
天
主
義
を
示
す
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
楽
天
ー
ー
天
（
自
然
）
を
渠
し
む
ー
ー
と
い
う
言
業
自
腔
が
既
に
旺
子
の
思
想
を
最
も

よ
く
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
。

第
四
は
、
そ
の
汎
紳
諭
的
（
多
元
的
）
思
考
で
あ
る
。
旺
子
に
お
い
て
道
（
員
理
）
は
、
人
間
と
次
元
を
異
に
す
る
一
者
（
帥
）
や
現

い

ず

く

象
を
超
絶
し
た
本
骰
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
一
切
存
在
（
森
羅
萬
象
）
の
す
べ
て
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
道
」
は
何
虞
に

在
り
や
と
問
わ
れ
て
、
屎
溺
ー
糞
小
便
ー
の
中
に
在
る
と
答
え
た
間
答
（
知
北
遊
篇
）
ほ
ど
、
こ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
も
の
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
唯
一
絶
封
の
も
の
を
立
て
る
思
考
法
や
固
定
化
さ
れ
た
債
値
観
は
、
彼
の
最
も
排
撃
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
雨
行
」
ー
~
矛
盾

の
同
時
存
在
ー
ー
を
説
き
、
無
用
の
用
を
説
く
の
も
、
こ
の
汎
紳
論
的
思
考
の
―
つ
の
現
れ
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

性
の
尊
重
と
な
る
。
荘
子
に
お
い
て
は
、

第
五
は
、
個
物
個
性
の
尊
重
で
あ
る
。
道
（
慎
理
）
は
す
べ
て
の
個
物
に
内
在
す
る
と
考
え
る
汎
紳
論
的
思
考
は
、
必
然
的
に
個
物
個

せ

む

し

み

つ

く

ち

レ
。
フ
ラ
息
者
も
仰
偲
も
兎
唇
も
、
あ
ら
ゆ
る
醜
な
る
も
の
、
悪
な
る
も
の
が
ま
た
慎
理
を
具
現

し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
恢
脆
個
怪
、
道
は
通
じ
て
一
た
り
」
ー
ー
ー
旺
子
は
あ
ら
ゆ
る
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
な
も
の
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な

も
の
に
も
新
し
い
美
を
見
出
し
て
ゆ
く
偉
大
な
藝
術
家
で
あ
る
。
醜
の
美
學
は
旺
子
を
始
祖
と
す
る
。
彼
に
と
つ
て
は
、
こ
の
世
に
存
在

す
る
ほ
ど
の
も
の
で
、
無
意
味
な
も
の
は
何
一
っ
と
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

の
世
界
が
、
そ
こ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

第
六
は
、
そ
の
撒
散
（
無
限
大
化
）
思
考
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
旺
子
は
人
間
の
悲
し
み
と
濯
れ
の
根
源
を
差
別
と
封
立
の

世
界
に
観
、

ゆ
る
地
上
的
な
差
別
と
樹
立
の
渾
沌
化
で
あ
る
。
差
別
と
蜀
立
が
分
析
的
思
考
の
所
産
で
あ
る
の
に
蜀
し
て
、
渾
沌
化
を
支
え
る
思
考
は

摘
散
（
無
限
大
化
）
思
考
で
あ
る
。
分
析
的
思
考
は
、
精
紳
の
疾
い
に
封
し
て
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
傷
を
深
め
る
だ
け
の
役
割
し
か
果
た

さ
な
い
が
，
撒
散
思
考
は
多
く
の
場
合
、
人
間
の
精
神
に
救
い
と
安
ら
ぎ
を
興
え
る
。
旺
子
の
思
考
を
根
抵
に
お
い
て
支
え
て
い
る
も
の

ll E 

こ
の
悲
し
み
と
憫
れ
を
超
克
す
る
た
め
に
、
至
大
の
世
界
ー
ー
l

道
を
説
く
。
至
大
の
世
界
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
は
、
あ
ら

子

一
切
肯
定
が
一
切
を
し
て
債
値
あ
ら
し
め
る
。
豊
か
な
個
性

二
六



荘

子

み
て
直
進
す
る
せ
つ
か
ち
な
思
考
を
却
け
る
。
彼
の
強
調
す
る
の
は
、
「
無
方
」
（
無
限
大
）

こ
れ
も
ま
た
撰
散
思
考
の
―
つ
で
あ
る
。
現
代
人
の
悲
測
、
そ
れ
は
渾
沌
に
七
霰
を
う
が
つ
分
析
的
思
考
の
み
に
汲
汲
と
し
て
、
渾
沌
を

渾
沌
と
し
て
活
か
す
披
散
（
無
限
大
化
）
思
考
ー
＇
ー
超
超
的
世
界
へ
の
志
向
を
忘
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
大
方
」

こ

（
圃
周
的
）
の
思
考
で
あ
る
が
、

は
、
こ
の
披
散
（
無
限
大
化
）
思
考
で
あ
"
/
竺
九
萬
里
0

に
図
雨
0
裳
を
張
る
大
鵬
0
飛
翔
、
六
氣
の

る
至
人
の
逍
逝
な
ど
、
い
ず
れ
も
そ
の
最
も
良
い
例
で
あ
ろ
う
。
旺
子
は
一
局
に
釘
づ
け
さ
れ
た
偏
狭
な
判
断
や
、
事
物
の
一
面
の
み
を

て
宇
宙
を
返
遊
す




