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近
世
に
於
け
る
荀
子
の
功
臣
た
る
王
先
謙
は
そ
の
集
解
序
に
論

じ
て
曰
ふ
、
荀
子
の
論
學
論
治
み
な
證
を
以
て
宗
と
な
す
、
と
。

又
嘗
て
胡
適
は
、
解
蔽
篇
に
荘
子
を
以
て
天
に
蔽
は
れ
て
人
を
知

ら
ざ
る
も
の
と
評
し
た
こ
と
に
つ
き
、
こ
れ
は
荀
子
が
思
索
の
中

心
を
天
か
ら
人
へ
移
し
た
事
を
示
す
と
し
、
此
句
に
よ
り
荀
子
自

（
註
一
）

身
の
全
哲
學
を
解
く
鍵
が
興
へ
ら
れ
る
も
の
と
謂
つ
た
。
荀
子
思

想
に
闊
す
る
か
く
の
如
き
批
評
は
略
定
説
を
成
す
者
と
思
は
れ
る

が
、
今
改
め
て
荀
子
を
人
の
立
場
に
立
ち
轄
を
中
心
に
し
て
組
織

し
た
思
想
と
看
る
時
、
例
へ
ば
そ
の
性
悪
説
の
如
き
は
ど
う
考
へ

ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
人
の
性
は
悪
な
る
故
に
轄
に
よ
つ
て
規
制

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
い
ふ
説
は
一
應
首
肯
さ
れ
る
が
、
然

ら
ば
そ
の
朧
は
何
虞
よ
り
生
じ
た
か
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
、

天
で
も
な
け
れ
ば
人
で
も
な
い
、
「
聖
人
の
偽
に
生
ず
」
と
稲
せ

ら
れ
る
。
然
ら
ば
荀
子
の
性
悪
偽
善
の
説
と
は
如
何
な
る
も
の
で

あ
る
か
、
再
検
討
を
要
す
る
所
で
あ
ら
う
。
又
彼
が
一
曲
に
蔽
は

れ
ざ
る
絶
劉
的
立
場
を
説
く
所
に
は
旺
子
と
相
通
ず
る
者
が
見
ら

荀
子
の
麓
の
内
面
性
に
闘
す
る

荀
子
の
麓
の
内
面
性
に
関
す
る
一
考
察

れ
る
が
、
こ
の
や
う
な
貼
は
、
自
ら
旺
子
と
劉
照
的
立
場
に
あ
る

こ
と
を
公
言
し
て
ゐ
る
荀
子
思
想
に
於
い
て
い
か
に
解
さ
る
べ
き

で
あ
ら
う
か
。

以
上
の
如
き
諸
貼
は
従
来
も
間
題
と
さ
れ
来
っ
た
所
で
あ
っ
た
。

（
註
二
、
）

こ
れ
ら
を
各
思
想
の
史
的
交
渉
よ
り
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
そ
れ
で
は
、
此
等
の
諸
要
素
が
現
賓
に
荀
子
思
想
中
に
存

在
す
る
所
以
は
説
明
し
う
る
に
せ
よ
、
此
等
は
荀
子
の
罷
系
中
い

か
な
る
地
位
を
占
め
う
る
か
、
ま
た
占
む
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い

ふ
如
き
貼
に
闊
し
て
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ら
う
。

こ
の
小
論
の
期
す
る
と
こ
ろ
は
、
正
に
か
か
る
貼
に
つ
い
て
荀
子

の
思
想
を
、
義
を
中
心
と
し
た
、
人
の
立
場
に
立
つ
、
と
い
ふ
概

括
の
中
に
於
い
て
、
で
き
る
限
り
矛
盾
な
く
解
膵
し
、
以
て
各
要

素
を
荀
子
の
思
想
と
し
て
に
理
解
し
て
ゆ
き
た
い
と
い
ふ
所

に
在
る
。

は
荀
子
に
於
い
て
如
何
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
。
霞
諭

篇
に
言
ふ
所
に
よ
れ
ば
、
霞
は
、
人
性
の
有
欲
に
し
て
放
置
す
れ

一
考
察

鈴

木

五
六



荀
子
の
饂
の
内
面
性
に
関
す
る
一
考
察

ば
祉
會
秩
序
の
混
胤
す
べ
き
所
よ
り
、
先
王
が
こ
れ
ら
を
調
節
せ

ん
と
し
て
制
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
諸
々
の
欲
は
證
に
よ
つ
て
調

和
満
足
せ
し
め
ら
れ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
義
の
本
質
と
し
て

先
づ
「
蓑
」
と
い
ふ
こ
と
が
畢
げ
ら
れ
る
。
蓑
ふ
と
は
人
の
欲
を

義
ふ
の
で
あ
る
。
然
し
右
の
調
節
は
各
人
平
等
の
も
の
に
非
ず
し

て
頗
る
差
別
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
別
」
と
い
ふ
こ
と
が
ま
た

膿
の
本
質
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
何
故
に
差
別
が
義
の
本
質

と
せ
ら
る
べ
き
か
。
王
制
篇
に
よ
れ
ば
、
差
別
こ
そ
各
人
の
欲
の

争
ひ
を
解
消
せ
し
む
る
逍
と
考
へ
ら
れ
る
が
故
で
あ
る
。
こ
の
二

つ
の
本
質
は
相
即
し
て
―
つ
の
者
と
し
て
は
た
ら
く
。
即
ち
一
は

人
欲
の
渇
望
を
幣
し
争
胤
を
防
止
し
て
共
同
生
活
の
存
立
を
可
能

な
ら
し
め
る
者
で
あ
り
、
他
は
か
か
る
人
間
生
活
の
秩
序
と
し
て

貴
賤
•
長
幼
・
貧
富
等
各
自
の
地
位
に
應
じ
た
階
級
的
等
差
を
奥

へ
る
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
言
に
し
て
謂
へ
ば
、
常
時
の
階
級
的

祉
會
の
成
立
原
理
を
示
す
も
の
と
考
へ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
こ
れ

の
み
に
止
ま
る
者
で
な
い
こ
と
は
後
に
詳
述
す
る
。
樅
｛
つ
て
鶴
が
、
そ

れ
に
よ
っ
て
成
立
せ
る
祉
會
の
各
構
成
員
に
劉
し
、
倫
理
的
規
準

た
る
べ
き
櫂
威
を
有
つ
こ
と
は
嘗
然
で
あ
る
。
こ
こ
に
膿
の
本
具

す
る
規
範
的
性
格
が
顧
み
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
但
、
轄
が
常
為
の

規
準
た
る
こ
と
は
必
ず
し
も
そ
れ
が
吾
人
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
轄
之
中
流
」
と
い
ふ
思
想

か
ら
屯
察
せ
ら
れ
る
。
轄
は
欲
を
益
ふ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

五
七

助
長
す
る
の
で
は
な
く
て
節
制
に
於
い
て
然
か
す
る
者
で
あ
っ
た
。

こ
の
節
度
あ
る
表
現
を
稲
し
て
「
文
」
と
謂
ひ
、
こ
れ
に
封
し
自

然
の
披
露
を
「
情
」
と
呼
ぶ
。
轄
の
中
流
と
は
こ
の
文
と
怖
と
を

隆
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
宜
に
逃
せ
し
め
る
高
次
の
立
場
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
義
の
儀
則
が
、
用
ひ
ら
れ
る
麗
と
し
て
客
観
的
で

は
あ
る
が
受
動
的
な
る
に
封
し
、
纏
を
用
ふ
る
者
乃
至
證
に
生
き

る
者
と
し
て
、
主
観
的
な
義
の
精
紳
と
も
い
ふ
べ
き
者
で
あ
り
、

其
怠
味
で
論
語
・
孟
子
の
「
樅
」
の
思
想
を
樅
承
す
る
者
と
謂
つ

て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。

か
か
る
思
想
は
客
観
的
な
麗
其
者
を
以
て
最
高
目
的
と
す
る
者

と
相
容
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
王
制
篇
に
よ
る
に
、
證
が
そ
の
規

範
的
性
格
に
於
い
て
重
視
せ
ら
れ
る
の
は
そ
れ
が
文
化
と
秩
序
と

の
生
活
を
保
障
す
る
故
で
あ
っ
た
。
こ
れ
宜
に
人
が
人
と
し
て
あ

る
べ
き
不
可
鋏
の
要
件
で
あ
り
、
こ
れ
を
峡
け
ば
人
は
死
減
に
至

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
生
活
を
可
能
な
ら
し
め
る
理
想
の
政
治

が
即
ち
「
王
者
之
政
」
で
あ
り
、
そ
の
施
行
に
際
し
て
は
教
育
と

共
に
裳
罰
を
も
併
せ
用
ひ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
ま
で
力
説
さ
れ
て
ゐ

る
。
か
く
し
て
王
制
即
ち
證
は
、
荀
子
に
と
つ
て
人
を
し
て
慎
賓

の
人
た
ら
し
め
る
所
以
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
膿
の
、
従
っ

て
又
荀
子
の
員
の
目
的
は
ど
こ
ま
で
も
人
其
者
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
よ
い
。
此
怠
味
に
於
い
て
吾
人
は
彼
の
人
間
中
心
主
義
を
確
認

す
る
と
共
に
、
改
め
て
荀
子
の
人
間
観
、
更
に
荀
子
に
於
け
る
慎



の
人
と
は
何
か
を
間
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

荀
子
の
人
間
観
に
於
い
て
先
づ
注
目
さ
る
べ
き
は
、
彼
が
人
の

本
質
を
「
欲
」
の
一
語
に
捉
へ
た
所
に
在
る
と
思
ふ
。
正
名
篇
の

所
説
に
よ
れ
ば
、
治
織
は
原
来
欲
の
有
無
・
多
寡
に
開
す
る
者
で

は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
人
は
生
束
有
欲
で
あ
り
亨
謬
[
亨
孟
悶

あ
っ
て
、
無
欲
・
寡
欲
は
異
類
の
者
で
あ
る
が
故
に
人
の
欲
は

其
封
象
の
取
得
が
期
待
さ
れ
え
て
始
め
て
生
起
す
る
と
い
ふ
者
で

は
な
い
。
即
ち
人
は
天
性
有
欲
な
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
荀
子
が

「
天
よ
り
受
く
る
所
の
唯
一
の
欲
」
と
い
ふ
の
は
此
事
を
指
す
。

人
は
常
に
何
者
か
を
求
め
何
事
か
を
為
さ
ん
と
す
る
欲
望
の
エ
ネ

ル
ギ
イ
を
背
負
つ
て
此
世
へ
生
れ
出
た
者
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ

る
。
こ
の
天
欲
が
具
盟
化
し
た
時
こ
こ
に
心
の
選
探
が
は
た
ら
く
。

か
く
分
別
を
加
へ
ら
れ
た
者
は
も
は
や
常
初
の
本
源
的
渇
望
と
同

類
で
は
あ
り
え
な
い
。
か
か
る
情
欲
を
内
質
と
し
て
こ
れ
を
天
奥

の
者
と
看
る
時
「
性
」
と
謂
ふ
。
然
ら
ば
性
は
何
故
に
悪
と
せ
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
性
悪
篇
冒
頭
次
の
三
條
を
畢
げ
て
こ

れ
を
證
す
る
。
ま
づ
人
に
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
「
好
利
」
と
い

ふ
性
質
が
あ
る
。
こ
れ
を
放
置
し
て
お
く
と
互
ひ
に
争
奪
し
あ
ふ

と
い
ふ
結
果
を
生
ず
る
。
次
に
「
疾
悪
」
と
い
ふ
性
質
が
あ
る
。

こ
れ
は
互
ひ
に
傷
つ
け
あ
ふ
原
因
と
な
る
。
三
に
感
覺
的
な
「
耳

目
之
欲
」
と
官
能
的
な
「
好
磐
色
」
と
い
ふ
性
質
が
あ
り
、
こ
れ

に
耽
る
所
よ
り
秩
序
を
奈
胤
せ
し
む
る
。
こ
れ
ら
が
荀
子
の
見
た

荀
子
の
證
の
内
面
性
に
関
す
る

考
寮

人
性
の
悪
な
る
所
以
で
あ
り
、
そ
れ
は
更
に
言
へ
ば
先
述
、
天
奥

の
一
欲
は
現
質
に
は
か
か
る
性
能
に
於
い
て
披
現
す
る
と
い
ふ
こ

と
で
も
あ
る
。
観
方
に
よ
つ
て
異
論
の
あ
る
所
で
あ
ら
う
が
、
吾

人
を
し
て
言
は
し
む
れ
ば
、
荀
子
の
「
所
受
乎
天
之
一
欲
」
と
い

ふ
人
間
観
其
者
は
、
宋
子
の
寡
欲
説
や
老
旺
の
無
欲
説
に
も
相
通

ず
る
着
眼
で
あ
っ
て
、
但
、
こ
の
一
欲
の
右
の
如
き
現
質
的
方
面

に
最
も
注
意
す
る
所
に
荀
子
説
の
特
色
を
認
め
う
る
の
で
は
な
い

か
と
思
は
れ
る
。

さ
て
右
の
如
く
観
れ
ば
、
欲
と
は
我
物
と
せ
む
と
す
る
心
で
あ

る
と
も
謂
ひ
う
る
で
あ
ら
う
。
好
利
と
言
ひ
好
葬
色
と
謂
ふ
も
凡

て
此
心
で
あ
る
。
其
裏
面
に
潜
む
が
即
ち
疾
悪
で
あ
る
。
一
口
に

言
へ
ぼ
荀
子
の
悪
と
す
る
所
は
吾
人
の
私
利
私
欲
で
あ
っ
た
。
嘗

て
孟
子
は
梁
恵
王
に
説
い
て
、
開
ロ
一
番
「
何
必
曰
利
」
と
私
欲

を
躙
け
た
が
、
今
荀
子
ま
た
好
利
の
性
を
以
て
悪
な
り
と
す
る
。

悪
と
は
卯
ち
犯
分
胤
理
、
暴
に
婦
す
る
所
の
、
秩
序
の
棄
胤
、
祉

會
の
崩
壊
、
そ
れ
は
即
ち
荀
子
に
と
つ
て
人
が
人
で
あ
り
え
な
く

な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
人
は
膿
義
を
規
範
と
し
師
友
と

善
を
責
む
る
所
に
始
め
て
向
善
の
逍
が
奥
へ
ら
れ
る
。
慟
學
篇
に

よ
る
と
學
間
は
誦
罷
に
始
ま
り
讀
證
に
終
る
。
そ
の
具
盟
的
教
科

・
春
秋
等
周
代
文
化
の
侮
統
的
精
華
で
あ
り
、

を
外
よ
り
恨
る
こ
と
に
よ
り
、
一
は
以

一
は
以
て
情
欲
の
逸
脱
を
防
ぎ
「
知
明

て
道
理
の
所
在
を
知
り
、

こ
れ
ら

は
證

五
八



荀
子
の
邊
の
内
面
性
に
関
す
る
一
考
寮

ら
か
に
し
て
行
過
な
き
」
る
。
こ
れ
が
郎
ち
「
正
理
平
治
」

な
る
善
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
又
修
身
篇
で
は
「
公
義
を
以
て
私
欲

に
勝
つ
」
境
地
と
も
稲
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
師
と
證
と
の

敦
導
に
よ
り
人
は
善
に
進
み
う
る
者
と
す
れ
ば
、
善
の
因
子
が
存

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
荀
子
は
人
が
善
を

な
さ
ん
と
欲
す
る
の
は
性
悪
な
る
が
た
め
で
あ
り
、
證
義
を
求
め

る
の
は
己
に
證
義
な
き
が
故
で
あ
る
と
謂
ふ
。
「
荀
も
中
に
無
き

者
は
必
ず
外
に
求
む
」
と
い
ふ
道
理
で
あ
る
。
し
か
し
に
団
は
理

屈
に
す
ぎ
ず
更
に
積
極
的
な
解
答
が
輿
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

郎
ち
、
現
質
の
性
は
悪
で
あ
る
に
せ
よ
、
何
か
其
慮
に
理
想
的

な
者
の
萌
芽
は
認
め
ら
れ
ぬ
も
の
か
。
孟
子
に
於
い
て
は
、
周
知

あ
ば
ヘ

の
如
く
こ
れ
は
「
四
つ
の
端
」
と
稲
せ
ら
れ
、
彼
の
學
説
の
基
礎

を
成
し
て
ゐ
る
。
荀
子
も
亦
か
か
る
一
種
の
可
能
性
を
認
め
る
者

つ

ね

び

と

で
あ
る
こ
と
は
「
塗
之
人
も
以
て
萬
と
な
す
べ
し
」
と
い
ふ
設
間

（
註
五
）

の
條
下
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
同
時
に
彼
は
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
可
能
性
に
す
ぎ
ず
現
質
性
で
は
な
い
ー
ー
普
通
人
に

は
現
宜
化
し
が
た
い
ー
|
i
こ
と
を
厳
重
に
宣
告
す
る
こ
と
を
忘
れ

な
い
。
其
虞
に
は
彼
の
、
世
人
の
救
ひ
難
さ
、
自
力
向
上
へ
の
絶

望
観
が
、
そ
の
論
理
的
潔
癖
さ
と
共
に
如
質
に
窺
は
れ
る
。
然
ら

ば
穏
義
は
何
虞
よ
り
生
れ
た
か
。
そ
れ
は
聖
人
の
生
ず
る
所
で
あ

る
。
聖
人
が
膿
を
創
造
し
え
た
の
は
、
彼
等
が
「
性
を
化
し
て
偶

を
起
し
、
偽
起
り
て
鵡
義
を
生
じ
た
」
た
め
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。

五
九

然
る
に
正
名
篇
0

よ

れ

ば

「

化

す

る

」

と

は

に

は

差
別
な
く
形
状
の
愛
化
に
よ
り
異
物
と
な
る
こ
と
」
を
開
ふ
の
で

あ
る
か
ら
、
聖
人
の
偽
と
は
そ
の
性
と
同
一
の
賓
骸
を
指
す
こ
と

は
問
違
ひ
な
い
。
但
先
の
定
義
に
も
辮
ず
る
如
く
「
異
物
と
な
る
」

所
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
性
は
、
聖
人
の
「
衆
に
同
じ

（
註
六
）

く
し
て
衆
よ
り
過
ぎ
ざ
る
所
以
の
者
」
と
し
な
ぷ
ら
「
異
り
て
衆

よ
り
過
ぐ
る
所
以
の
者
」
は
唯
偽
の
み
と
稲
す
る
所
以
で
あ
ら
う
。

先
に
性
悪
説
に
つ
い
て
述
べ
た
冒
頭
に
、
性
の
悪
な
る
所
以
は
吾

人
の
私
利
私
欲
に
在
る
と
解
し
た
。
而
し
て
衆
人
も
ま
た
師
法
證

義
の
教
化
に
よ
り
、
公
義
を
以
て
私
欲
に
勝
つ
に
至
れ
ば
正
理
平

治
の
善
に
至
り
う
る
と
知
っ
た
。
然
ら
ば
聖
人
の
性
を
化
し
て
偽

を
起
し
證
義
を
生
じ
え
た
所
以
も
ま
た
此
慮
に
在
る
か
と
想
像
せ

し
め
ら
れ
よ
う
。
性
と
は
天
奥
の
一
欲
で
あ
る
。
放
置
す
れ
ば
私

欲
に
捉
は
る
る
を
免
れ
え
な
い
。
今
や
聖
人
は
自
力
に
よ
り
「
性

を
化
し
」
え
た
。
そ
れ
は
如
何
な
る
手
段
を
以
て
な
さ
れ
た
か
。

荀
子
が
い
か
-
'
↑
人
の
現
宜
面
を
注
視
し
其
力
の
強
大
な
る
に
警

戒
を
怠
ら
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
彼
は
人
其
者
ま
で
も
全
く
見
捨
て

た
わ
け
で
は
な
い
。
寧
ろ
彼
は
祉
會
の
現
状
を
憂
ふ
る
餘
り
人
の

努
力
を
力
説
し
て
や
ま
な
か
っ
た
と
も
謂
へ
る
。
そ
れ
は
性
悪
を

説
く
篇
に
次
の
如
き
こ
と
ば
を
見
る
所
に
も
證
迂
ら
れ
よ
う
。

み

ち

お

こ

な

を

さ

今
使
し
塗
之
人
も
術
を
伏
ひ
學
を
為
め
、
専
心
一
志
、
思
索
執

，

ひ

さ

察
、
日
を
加
ふ
る
こ
と
縣
久
し
く
善
を
積
み
て
息
ま
ざ
れ
ば
、
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ま
じ
は

則
ち
帥
明
に
も
通
じ
天
地
に
も
参
ら
む
。
故
に
聖
人
者
は
人
の

釈
み
て
致
す
所
な
り
。

性
悪
に
到
し
偽
善
と
稲
せ
ら
れ
る
「
偽
」
と
は
即
ち
人
為
で
あ
り

人
の
努
力
で
あ
っ
た
。
而
し
て
偽
を
説
く
に
方
つ
て
、
極
め
て
限

々
「
放
」
字
を
加
へ
て
其
義
が
強
調
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
其
故
か
か

る
慮
に
の
み
眼
を
着
け
る
な
ら
ば
戴
東
原
の
所
謂
「
こ
れ
性
善
の

説
に
た
だ
に
相
惇
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
さ
に
相
披
明
す
る
ご

（
註
七
）

と
く
な
ら
ん
と
す
」
と
も
さ
れ
う
る
で
あ
ら
う
。
只
彼
は
先
述
の

如
く
、
人
の
現
質
的
諸
相
へ
の
深
い
顧
慮
か
ら
、
其
私
心
を
制
御

す
る
に
襲
の
外
的
規
範
を
重
視
し
、
學
問
功
夫
の
不
断
の
修
練
に

よ
っ
て
の
み
、
始
め
て
吾
人
の
正
理
平
治
に
逹
す
る
を
認
容
す
る

者
で
あ
っ
た
。

正
名
篇
冒
頭
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
「
性
」
と
は
生
得
自
然
な
る

者
を
指
し
て
謂
ふ
。
而
し
て
そ
の
好
・
悪
・
喜
・
怒
．
哀
ふ
宋
を

「
情
」
と
謂
ふ
。
こ
れ
は
性
の
質
（
内
容
）
な
り
と
も
謂
は
れ
る
。

情
の
物
に
闊
れ
て
感
應
せ
る
個
々
の
具
腔
的
な
欲
望
を
指
し
て
た

だ
「
欲
」
と
い
ふ
。
然
る
に
此
等
種
々
の
欲
に
つ
い
て
選
搾
を
行

ひ
以
て
動
作
行
為
に
至
ら
し
む
る
者
が
あ
る
。
こ
れ
即
ち
「
心
」

（
註
八
）

で
あ
り
そ
の
選
椰
作
用
を
「
慮
」
又
は
「
思
索
」
と
稲
す
る
。
更

あ

る

し

に
第
二
章
に
は
「
心
な
る
者
は
道
の
エ
宰
な
り
」
の
語
が
あ
り
、
．

こ
れ
は
第
五
章
に
説
く
所
に
よ
れ
ば
、
道
に
従
つ
て
取
捨
選
搾
を

行
ふ
べ
き
も
の
は
心
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
其
他
、
直
接

つ
て
ゐ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
新
し
い

曰
く
、
心
。

曰
く
、
冥
に
し
て

へ
る
「
蔵
」
が
、

覇
係
が
な
い
の
で
詳
し
く
は
逃
べ
な
い
が
認
識
作
用
に
闊
す
る
所
説
に

よ
る
と
、
箪
に
物
の
状
態
を
劉
象
と
す
る
感
官
の
機
能
の
上
位
に
、

質
骰
を
封
象
と
す
る
心
の
徴
知
‘
な
る
機
能
を
想
定
し
て
居
り
、
こ

れ
に
よ
り
経
験
認
識
の
可
能
性
を
論
ず
る
も
の
の
如
く
思
は
れ
る
。

か
く
の
如
く
覧
来
れ
ば
、
荀
子
に
於
い
て
心
こ
そ
は
慎
の
主
宰
者

で
あ
り
、
吾
人
の
一
切
責
任
の
根
源
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
の
も
全

（
註
九
）

＜
至
常
で
あ
ら
う
。
其
故
、
今
も
し
性
を
化
し
偽
を
起
し
學
習
を

租
み
う
る
者
あ
り
と
せ
ば
そ
れ
は
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

解
蔽
篇
は
人
心
の
種
々
の
「
蔽
」
に
つ
い
て
論
じ
て
ゐ
る
。
其

等
の
蔽
に
は
、
主
と
し
て
感
官
の
迷
離
に
因
り
「
中
心
定
ら
ず
」

あ
さ

「
吾
慮
清
ら
か
な
ら
ざ
る
」
に
至
っ
た
場
合
も
あ
る
が
、
又
道
に

こ
の

閻
き
が
た
め
に
「
其
の
追
む
所
に
誘
は
れ
」
「
其
の
釈
む
所
に
私

か
た
よ

し
」
「
其
の
私
す
る
所
に
椅
り
」
た
る
場
合
が
あ
る
。
前
の
蔽
は

心
の
悟
性
作
用
に
よ
つ
て
正
し
う
る
故
左
程
問
題
と
す
る
に
足
り

ぬ
が
、
後
の
蔽
こ
そ
は
心
其
者
に
原
因
す
る
蔽
惑
で
あ
る
か
ら
、

其
治
療
に
つ
い
て
は
先
づ
、
心
と
は
何
ぞ
や
を
反
省
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
考
へ
ら
れ
る
。
解
蔽
篇
は
こ
こ
に
着
目
し
心
を
中
心
と
し
て

（
註
十
）

の
認
識
を
諭
ず
る
。

人
は
何
を
以
て
追
を
知
る
。

心
は
い
か
に
し
て
知
る
、

人
は
知
識
を
記

知
識
が
一
パ
イ

と
し
て

六

0

已
載
の
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を
事
と
せ
よ
、

の
受
納
を
妨
害
す
る
者
で
は
な
い
。

て
「
虚
」
と
謂
ふ
。

知
識
は
記
憶
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
共
に
各
々
厖
別
せ
ら
れ
て

即
ち
同
時
に
異
っ
た
種
類
の
知
識
が
心
中
に
菩
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

に
も
拘
ら
ず
各
々
の
知
識
は
互
ひ
に
獨
立
し
、
夫
々
心
の
専
一

な
る
作
用
と
し
て
あ
る
。
心
の
か
か
る
性
質
を
指
し
て
「
壼
」

と
謂
ふ
。

心
に
は
本
来
活
動
す
る
性
質
が
あ
る
。
意
識
的
に
使
役
せ
ら
れ

る
場
合
思
慮
を
生
ず
る
の
は
勿
論
の
こ
と
、
意
識
の
弛
緩
せ
る

状
態
「
倫
」
、
或
ひ
は
怠
識
の
中
断
し
た
睡
眠
状
悪
に
於
い
て
す

ら
、
其
自
ら
の
活
動
に
よ
り
妄
想
や
夢
想
を
展
開
す
る
。
に
も

拘
ら
ず
此
等
の
妄
想
・
夢
想
に
胤
さ
れ
ぬ
冷
静
な
作
用
と
し

て
の
知
識
が
あ
る
。
心
の
か
か
る
性
質
を
指
し
て
「
静
」
と
謂

‘°
 ‘ょ吾

人
の
心
を
矛
盾
の
統
一
と
し
て
捉
へ
た
右
の
考
察
は
卓
見
と

稲
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
荀
子
は
か
か
る
心
の
本
性
其
者
に
即
し
て

道
へ
の
功
夫
を
説
く
。

未
だ
道
を
得
ず
し
て
道
を
求
む
る
者
よ
、

ぅ
ご

か
む
。
〔
心
〕
作
く
と
き
則
ち

は

た

ま

賂
、
「
道
者
の
虚
」
に
須
て
、

を
〕
入
れ
ん
。

は
た
「
道
者
の

〔
然
る
時
は
〕
則
ち
〔
能

〔
然
る
時
は
〕
則
ち
〔
能
く
物 と

「
虚
壺
而
静
」
を
謂

心
の
か
か
る
性
質
を
指
し

（
註
十
一
）

即
ち
虚
壼
而
静
な
る
心
の
本
性
を
道
者
（
道
人
）
の
そ
れ
に
於
い

て
観
た
場
合
、
此
境
地
を
特
に
「
大
清
明
」
と
呼
び
、
こ
れ
に

逹
し
た
人
を
「
大
人
」
と
稲
す
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
道
が
獲
ら

れ
た
の
で
あ
り
、
道
其
者
が
心
の
中
に
披
現
す
る
の
で
あ
る
。
即

ち

み

道
其
者
が
察
る
こ
と
を
知
り
、
道
其
者
が
行
ふ
こ
と
を
知
る
も

の
、
そ
れ
が
慨
道
者
（
道
と
一
っ
に
な
っ
た
者
）
で
あ
る
。

然
れ
ば
虚
壼
而
静
と
は
心
の
性
質
で
あ
る
と
共
に
、
道
を
得
る
べ

き
荀
子
の
功
夫
で
も
あ
る
と
謂
へ
よ
う
。
こ
の
功
夫
は
次
節
「
心

者
形
之
君
也
」
以
下
に
於
い
て
更
に
省
察
を
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

人
の
心
は
菩
へ
ば
槃
水
の
如
し
、
正
錯
（
既
）
し
て
動
か
す
な

く
ん
ば
則
ち
湛
濁
下
に
在
り
て
清
明
上
に
在
り
、
則
ち
以
て
恨

み

眉
を
見
て
府
理
を
察
る
に
足
ら
ん
も
、
微
風
之
を
過
ぎ
て
湛
濁

下
に
動
き
消
明
上
に
胤
る
れ
ば
則
ち
以
て
本
形
の
正
を
も
得
ベ

か
ら
ざ
る
な
り
。

心
も
亦
是
の
如
し
。
故
に
之
を
尊
く
に
理
を
以
て
し
之
を
養
ふ

に
消
を
以
て
し
、
物
の
之
を
傾
く
な
く
ん
ば
則
ち
以
て
是
非
を

定
め
嫌
疑
を
決
す
る
に
足
ら
ん
も
、
小
物
之
を
引
け
ば
則
ち
其

正
外
に
易
り
其
心
内
に
傾
く
、
則
ち
以
て
饂
理
を
も
決
す
る
に

く
物
を
〕

は
た
「
追
者
の
静
」
に
思
へ
、

ん。

六

〔
然
る
時
は
〕
則
ち
〔
能
く
物
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足
ら
ざ
ら
ん
。

心
が
、
其
本
質
を
欲
な
り
と
せ
ら
れ
る
性
中
に
い
て
へ
ら
れ

る
時
、
右
の
槃
水
の
替
喩
は
頗
る
好
迦
の
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶

え
ざ
る
援
鳳
の
危
機
に
暴
さ
れ
て
居
る
。
之
に
封
し
て
道
を
求
む

る
者
は
、
且
は
時
に
戒
憫
の
心
を
加
ふ
る
と
共
に
且
は
そ
の
未
萌

の
所
を
養
ふ
や
専
一
、
所
謂
「
人
心
こ
れ
危
ぷ
み
道
心
こ
れ
〔
微

（
註
十
二
）

な
り
と
し
て
〕
ま
も
る
」
の
功
夫
を
致
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
る
。

尤
も
か
か
る
危
微
の
幾
を
知
る
は
唯
明
君
子
の
み
に
許
さ
れ
る
所

で
あ
る
け
れ
ど
も
。

さ
て
吾
人
の
精
進
を
妨
げ
る
第
一
の
内
因
は
諸
K

の
情
欲
で
あ

（
註
十
三
）

る
。
此
等
を
克
服
す
る
こ
と
こ
そ
修
道
の
第
一
歩
で
あ
る
。
孟
子

そ
こ
た

が
徳
の
敗
は
れ
る
こ
と
を
悪
ん
で
其
凄
を
出
せ
る
が
如
き
は
其
一

例
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
自
蜀
」
の
道
と
呼
ば
れ
る
。
然
る
に
荀
子

に
よ
れ
ば
、
情
欲
は
本
来
克
服
即
ち
殖
減
除
去
等
の
封
象
と
せ
ら

る
べ
き
者
で
な
く
、
但
證
義
師
法
に
よ
り
適
切
に
教
導
せ
ら
る
れ

ば
よ
い
者
で
あ
っ
た
。
即
ち
情
欲
は
強
力
で
は
あ
っ
て
も
知
的
に

自
由
な
る
制
御
を
加
へ
う
る
者
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
自
蜀
に
勝
る

も
の
と
し
て
「
思
」
と
い
ふ
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
醐
つ
て
思
ふ
に
、

情
欲
克
服
の
道
は
一
歩
を
進
む
れ
ば
自
ら
進
ん
で
忍
苦
の
修
業
に

努
め
る
追
に
通
ず
る
。
例
へ
ば
有
子
が
睡
廊
を
排
は
ん
と
し
て
自

ら
掌
を
灼
い
た
が
如
き
。
即
ち
「
自
忍
」
の
道
と
せ
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
既
に
情
欲
の
克
服
が
思
考
の
追
に
如
か
ず
と

す
れ
ば
、
忍
苦
の
業
に
も
こ
れ
に
勝
る
立
場
が
考
へ
ら
れ
よ
う
。

即
ち
、
情
欲
と
封
立
し
こ
れ
を
匪
迫
す
る
の
と
反
厨
に
、
か
か
る

自
然
的
性
能
の
軟
極
的
参
加
を
期
待
し
其
助
勢
を
獲
得
せ
ん
と
す

る
立
場
、
「
好
」
の
道
が
こ
れ
で
あ
る
。
理
想
は
冷
き
禁
制
の
目

椋
と
し
て
立
て
ら
れ
る
べ
き
よ
り
も
寧
ろ
温
き
欲
求
の
野
象
と
し

て
望
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
固
よ
り
官
能
の
賠
＜
激
し
き

渇
望
と
は
性
質
を
異
に
す
る
者
で
あ
ら
う
。
然
乍
ら
好
と
い
ひ
欲

と
い
ふ
以
上
、
そ
こ
に
は
尚
一
脈
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
ジ
ュ
な
傾
向
が

存
在
し
う
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
槃
水
の
底
な
る
湛
濁
を
動
か
し

心
の
清
明
を
乱
す
原
因
を
作
る
か
も
知
れ
ぬ
。
是
に
至
つ
て
、
耳

し
り
ぞ

目
の
欲
を
闘
け
蚊
面
の
磐
を
も
遠
ざ
く
る
憤
重
細
密
な
配
慮
が
な

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
を
「
自
危
」
の
功
夫
と
言
ふ
。
抑
々
蚊

画
の
磐
が
養
心
の
息
と
成
り
う
る
の
は
内
に
耳
目
の
欲
あ
る
が
故

で
あ
ら
う
。
心
の
息
は
如
何
に
微
細
の
物
と
雖
も
、
必
ず
や
こ
れ

を
受
け
こ
れ
に
應
ず
る
所
の
者
あ
っ
て
始
め
て
其
息
を
成
す
も
の

た
る
が
故
に
。
然
し
又
こ
れ
を
危
ぶ
む
心
も
存
在
す
る
。
然
乍
ら

此
場
合
、
心
を
鼠
す
も
の
乃
至
風
さ
れ
る
心
と
い
ひ
、
こ
れ
を
危

し
と
見
る
心
と
い
ひ
、
雨
者
は
齊
し
く
求
む
る
我
に
於
け
る
作
用

な
る
が
故
に
、
か
く
の
如
く
主
客
に
間
隙
を
含
む
危
の
功
夫
の
み

で
は
未
だ
至
ら
ぬ
所
存
り
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ

(

は
し
＼
ま
ま

聖
人
は
其
欲
を
縦
に
し
其
愉
を
兼
し
て
、
し
か
も
こ
れ
を
制

す
る
者
は
理
な
り
。
そ
れ
何
を
か
ひ
何
を
か
忍
び
何
を
か
危

ノ‘



荀
子
の
證
の
内
面
性
に
関
す
る
一
考
察

こ
こ
に
至
つ
て
始
め
て
、
理
と
欲
と
が
求
む
る
我
に
於
い
て
一
っ

と
成
り
、
所
謂
自
由
自
在
な
る
境
地
が
開
け
る
で
あ
ら
う
。
荀
子

が
窮
極
に
置
く
所
の
「
微
」
の
道
と
は
正
に
か
く
の
如
き
者
で
は

あ
る
ま
い
か
。

然
ら
ば
こ
れ
は
前
節
、
道
其
者
の
疲
現
を
説
く
大
洞
明
の
境
地

と
全
く
同
じ
き
者
と
考
へ
ら
れ
る
。
か
の
所
謂
「
道
者
の
虚
に
須

つ
」
と
は
私
慈
自
か
ら
消
え
、
心
知
の
よ
り
深
き
虞
よ
り
出
づ
る

漿
動
に
待
っ
こ
と
で
は
な
い
か
。
所
謂
「
道
者
の
壼
を
事
と
す

る
」
と
は
即
ち
主
一
無
適
、
心
を
最
も
醇
乎
た
る
者
に
於
い
て
凝

わ
か

ら
す
こ
と
で
は
な
い
か
。
故
に
又
「
其
精
の
至
や
戴
れ
ず
」
と
も

言
ふ
。
最
後
に
「
道
者
の
静
に
思
ふ
」
と
は
自
己
が
考
へ
る
の
で

な
く
逍
が
自
己
の
代
り
に
、
或
ひ
は
自
己
と
成
つ
て
思
考
す
る
と
で
も

言
ふ
べ
き
状
態
で
は
な
か
ら
う
か
。
然
ら
ば
以
上
三
條
は
凡
て
道

其
者
の
酸
動
に
任
せ
る
功
夫
と
し
て
一
本
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

私
意
の
喧
躁
去
つ
て
諸
々
の
蜀
立
、
例
へ
ば
得
意
に
封
す
る
失
慈
、

欲
求
に
到
す
る
不
満
、
知
識
に
到
す
る
無
知
、
等
の
な
き
者
が
自

か
ら
歩
を
運
ぶ
相
、
か
か
る
大
い
な
る
作
用
を
稲
し
て
「
静
」
と

謂
ふ
。
吾
人
は
こ
こ
に
老
旺
と
も
軌
を
一
に
す
る
無
の
思
想
を
見

る
と
言
ひ
う
る
で
あ
ら
う
。

故
に
仁
者
の
道
を
行
ふ
や
無
為
な
り
。
聖
人
の
道
を
行
ふ
や
無

蜀
な
り
。
仁
者
の
思
や
恭
、
聖
人
の
思
や
架
、
こ
れ
治
心
の
道

ぶ
ま
ん
。

/‘ 

な
り
。

吾
人
は
先
に
、
荀
子
の
人
間
観
に
於
い
て
は
、
人
が
本
質
的
に
能

動
的
存
在
と
し
て
捉
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
所
謂
「
所
受
乎
天
之
一
欲
」
、

従
つ
て
人
は
輩
に
醜
を
受
取
り
こ
れ
が
支
配
の
ま
ま
に
一
定
の
型

に
嵌
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
状
態
で
な
く
、
義
の
指
尊
に
よ
り
自
ら

が
善
に
進
む
と
い
ふ
立
場
に
立
つ
者
で
あ
る
こ
と
、
其
故
に
又
、

鐙
は
主
観
化
さ
れ
る
と
共
に
、
一
方
に
捉
は
れ
ぬ
自
由
な
立
場
か

（
註
十
四
）

ら
考
へ
ら
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
等
を
看
た
。
か
く
し
て
荀
子

の
人
間
観
と
膿
説
と
は
、
互
ひ
に
相
應
し
つ
つ
次
第
に
内
面
的
・

理
念
的
に
深
め
ら
れ
て
来
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
遂
に
常
時

の
思
想
界
に
底
流
せ
る
無
の
思
想
と
躙
れ
て
、
か
の
大
清
明
乃
至

微
の
考
察
を
生
む
に
至
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

虚
壼
而
静
な
る
は
吾
人
の
心
の
本
性
で
あ
っ
た
。
然
乍
ら
普
通

人
の
そ
れ
は
、
動
も
す
れ
ば
外
物
に
惹
か
れ
濶
濁
を
生
ず
る
を
免

れ
な
い
。
吾
人
は
宜
し
く
時
々
排
拭
し
て
絶
え
ず
心
を
澄
明
の
相

に
保
持
す
べ
く
努
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
こ
れ
が
完
璧
の
質

現
を
見
た
時
、
即
ち
大
清
明
の
境
地
に
入
り
う
る
の
で
あ
ら
う
。

、、

そ
れ
は
又
換
言
す
れ
ば
、
諸
々
の
情
欲
を
し
て
己
が
物
に
せ
む
と

、
、
、
、

い
ふ
偏
椅
を
失
は
し
め
、
人
と
共
に
満
足
せ
む
と
い
ふ
愛
の
場
に

生
か
し
め
る
所
以
で
も
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
欲
が
吾
人
の
自
我
的

の
そ
れ
で
な
く
逍
其
者
の
欲
と
成
る
か
ら
で
あ
り
、
か
く
て
こ
の

紳
秘
的
自
然
性
に
於
い
て
、
人
の
本
質
た
る
欲
は
洋
化
せ
ら
れ
る



も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
於
い
て
性
は
化
し
て
偽
と
成
り
う
る
の

で
あ
る
。
俯
欲
を
蓑
ひ
つ
つ
其
私
を
去
つ
て
公
に
轄
ぜ
し
め
る
膿

義
は
、
こ
こ
に
起
り
う
る
の
で
あ
る
。
吾
人
は
荀
子
が
「
饂
之
三

本
」
を
説
く
所
に
注
怠
し
た
い
。
所
謂
三
本
と
は
、
わ
が
悉
民
を

生
み
た
る
天
地
と
、
わ
が
家
族
の
本
源
｀
な
る
始
祖
と
、
文
化
政
治

の
本
源
と
し
て
君
に
し
て
師
た
る
と
こ
ろ
の
天
子
と
、
こ
の
三
者

を
指
し
て
謂
ふ
。
襲
は
此
三
者
が
員
の
人
間
存
在
の
本
源
を
成
す

も
の
た
る
が
故
に
、
此
三
者
に
敬
事
す
る
を
大
宗
と
す
る
。
盗
し

此
等
は
大
い
な
る
宇
宙
生
命
の
根
源
的
具
象
と
考
へ
ら
れ
、
人
は

恭
敬
の
誠
を
致
す
こ
と
に
よ
り
こ
の
大
宇
宙
の
生
命
へ
蹄
り
ゆ
く

の
で
あ
る
。
然
ら
ば
こ
の
冥
合
こ
そ
證
の
本
源
で
あ
り
、
従
つ
て

大
清
明
と
は
又
か
か
る
境
地
で
あ
り
、
こ
れ
を
道
徳
的
敬
虔
に
於

い
て
捉
へ
る
所
に
、
周
文
化
の
正
統
な
る
椴
承
者
を
以
て
任
ず
る

儒
家
の
立
場
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

證
の
強
調
が
末
節
に
捉
は
れ
る
に
至
れ
ば
弊
害
と
成
る
。
そ
れ

へ
の
顧
慮
が
穏
の
中
流
の
如
き
思
想
で
あ
り
、
延
い
て
は
樅
の
思

想
で
あ
る
。
そ
れ
は
證
思
想
の
内
面
化
と
共
に
愈
々
深
め
ら
れ
た
。

形
骸
に
拘
泥
す
る
こ
と
は
一
見
如
何
に
も
客
観
性
に
徹
底
す
る
如

く
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
宜
は
主
観
性
の
稀
菊
な
る
を
寇
味
す
る
に

過
ぎ
ず
、
主
観
性
の
羨
薄
化
に
乗
じ
暴
露
し
来
る
者
は
却
つ
て
赤

裸
々
な
私
欲
で
あ
る
こ
と
は
、
反
省
に
於
い
て
直
に
察
知
し
う
る

所
で
あ
ら
う
。
其
故
麓
尊
重
の
立
場
は
人
の
努
力
を
肯
定
し
推
進

荀
子
の
濃
の
内
面
性
に
関
す
る
一
考
察

す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
絶
え
ず
内
面
下
深
き
慮
と
聯
絡

を
保
ち
、
郎
ち
轄
の
因
つ
て
立
つ
根
源
か
ら
、
己
の
努
力
を
し
て

常
に
生
命
あ
る
正
し
さ
に
在
ら
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
但
し
荀
子
の

主
張
せ
る
如
く
、
人
の
自
然
性
は
自
己
中
心
に
偏
椅
す
る
傾
向
を

有
つ
者
な
る
が
故
に
、
公
義
を
標
榜
す
る
麗
の
立
場
は
或
怠
味
で

人
を
否
定
す
る
立
場
で
あ
り
、
荀
子
が
磐
を
大
に
し
て
鵬
を
説
い

た
の
は
彼
が
人
と
い
ふ
も
の
に
疑
念
を
懐
い
て
ゐ
た
為
と
も
考
へ

ら
れ
る
。
即
ち
彼
は
、
天
論
篇
等
に
見
ら
れ
る
如
く
、
人
の
生
活

的
力
鼠
に
闊
し
て
は
十
分
信
頼
と
期
待
と
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
人

の
道
徳
的
能
力
に
闘
し
て
は
極
め
て
寡
少
に
評
債
し
て
ゐ
た
。
か

か
る
黙
を
中
心
に
考
へ
る
と
、
人
よ
り
も
天
に
重
き
を
置
い
た
と

稲
せ
ら
れ
る
旺
子
と
、
論
理
の
共
通
す
る
所
が
見
ら
れ
よ
う
。
即

ち
旺
子
も
亦
人
と
い
ふ
も
の
を
甚
し
い
不
安
と
危
濯
の
日
を
以
て

眺
め
て
ゐ
た
こ
と
は
、
齊
物
論
第
二
章
の
始
に
あ
る
「
死
に
近
き

心
ま
た
陽
か
し
む
る
な
し
」
等
の
こ
と
ば
に
よ
つ
て
も
想
像
さ
れ

る
と
思
ふ
が
、
但
旺
子
に
あ
っ
て
は
人
を
矯
め
正
す
規
範
性
よ
り

も
寧
ろ
人
を
救
ふ
超
規
範
的
な
も
の
が
考
へ
ら
れ
て
居
り
、
其
意

味
で
人
に
尉
す
る
者
は
所
謂
自
然
と
類
似
せ
る
風
貌
を
呈
す
る
。

此
邊
の
所
を
最
も
雄
縮
に
語
る
者
は
、
齊
物
論
篇
よ
り
脱
化
し
束

る
と
せ
ら
れ
る
秋
水
篇
第
一
章
、
河
伯
・
北
海
若
問
答
で
あ
ら
う
。

こ
こ
に
は
河
伯
の
言
に
託
し
て
、
人
の
自
ら
を
園
続
く
世
界
に

し
い
か
に
卑
小
な
る
か
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
、
肌
に

ハ
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荀
子
の
羞
の
内
面
性
に
関
す
る
一
考
察

道
徳
的
性
質
に
限
ら
ず
、
人
其
者
の
大
自
然
に
比
し
て
の
評
債
が

極
め
て
低
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
。
而
し
て
此
鈷
は
荀

子
よ
り
反
撥
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
但
そ
の
卑
小
な
る
よ
り
し

て
、
人
の
固
執
す
る
所
、
そ
の
判
断
が
極
め
て
偏
頗
な
る
を
憂
ふ

る
貼
は
解
蔽
篇
と
一
致
す
る
者
で
あ
っ
た
。
さ
て
大
自
然
に
燭
疲

せ
ら
れ
た
無
限
者
へ
の
思
考
は
限
り
な
く
展
開
し
て
ゆ
く
。
無
限

者
1

遍
満
遍
在
に
し
て
永
恒
に
瀕
る
も
の
、
其
裡
に
、
限
ら
れ

た
る
空
間
と
時
間
と
に
於
い
て
存
在
す
る
者
は
、
輩
な
る
偶
然
の

鮎
と
し
て
生
成
と
死
滅
と
を
繰
返
す
の
み
。
こ
の
無
限
の
理
念
に

よ
り
象
徴
さ
れ
る
絶
封
の
立
場
に
立
て
ば
、
物
に
は
凡
て
差
別
は

な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
差
別
と
は
た
だ
相
封
の
立
場
よ
り
す
る
任

意
の
比
較
封
照
に
過
ぎ
ぬ
。
さ
れ
ば
こ
そ
其
虞
に
私
意
の
は
た
ら

＜
餘
地
が
あ
り
、
昨
日
の
是
は
今
日
の
非
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

任
意
の
差
別
を
著
け
ぬ
立
場
、
道
其
者
の
被
動
に
身
を
委
ね
た
立

場
、
こ
れ
を
「
反
術
」
と
稲
す
る
。
秋
水
篇
は
か
か
る
自
然
の
道

が
内
在
す
る
者
な
る
こ
と
を
明
言
す
る
。
そ
れ
は
牛
馬
四
足
に
し

て
自
か
ら
行
く
如
き
も
の
で
あ
り
「
其
慎
に
反
る
こ
と
」
こ
そ
窮

極
の
境
地
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
は
萬
有
と
も
相
通
ず
る
道
で
あ

り
、
人
の
卑
小
な
る
を
救
ふ
唯
一
の
立
場
で
あ
っ
た
。

荀
子
の
立
場
は
人
の
文
化
祉
會
的
疲
展
を
理
想
と
す
る
儒
家
の

立
場
で
あ
る
。
彼
の
大
清
明
に
於
い
て
内
観
せ
ら
れ
る
宇
宙
生
命

は
、
や
が
て
道
徳
倫
理
へ
展
開
し
ゅ
く
べ
き
厳
粛
な
敬
虔
の
念
に

ハ
五

満
ち
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
旺
子
の
立
場
は
天
に
於
い
て
生
き

ん
と
す
る
、
所
謂
江
湖
に
相
忘
る
る
魚
の
世
界
で
あ
る
。
彼
が
そ

の
逍
遥
遊
に
於
い
て
自
得
せ
る
境
地
と
は
、
一
切
の
拘
束
を
離
れ

た
、
道
に
酔
ゑ
る
者
と
も
謂
ふ
べ
き
道
家
の
立
場
で
あ
る
。
吾
人

は
、
等
し
く
一
曲
に
蔽
は
れ
大
理
に
閻
き
人
の
息
の
た
め
に
説
い

て
、
同
じ
く
無
的
境
地
に
そ
の
窮
極
的
立
場
を
求
め
つ
つ
、
猶
そ

の
根
本
的
臆
認
に
於
い
て
か
く
の
如
き
遅
庭
を
見
る
所
に
、
雨
子

の
本
質
的
相
違
の
存
在
す
る
こ
と
を
考
へ
る
者
で
あ
る
。
之
を
要

す
る
に
、
荀
子
の
膿
の
精
誹
的
基
礎
は
聖
人
の
偽
に
於
け
る
内
的

自
覺
で
あ
る
。
そ
れ
は
儒
家
的
な
、
愛
と
敬
虔
と
の
世
界
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
又
、
悪
と
し
て
の
性
の
奥
深
く
沈
潜
す
る
所
に
内
在

す
る
、
萬
有
を
貫
ぬ
く
宇
宙
生
命
で
あ
り
、
そ
の
無
的
性
格
に
於

い
て
は
旺
子
と
も
一
脈
相
通
ず
る
所
を
有
つ
。
か
か
る
内
的
賓
在

に
逢
済
し
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
債
に
正
し
き
判
断
に
よ
る
人
生
の

規
範
こ
そ
證
で
あ
っ
た
、
と
考
へ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
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註
二
例
へ
ば
凋
友
蘭
の
哲
學
史
第
十
二
章
に
は
解
蔽
篇
の
「
虚
査
而
静
」

を
荘
子
天
逍
篇
の
所
説
と
比
較
し
て
「
こ
れ
荀
子
の
老
荘
の
説
を
采

り
て
修
正
菱
化
を
加
へ
た
る
も
の
」
と
謂
ひ
、
又
小
糸
夏
次
郎
氏
は

『
畷
の
思
想
と
構
造
』
第
一
篇
第
四
章
に
於
い
て
、
纏
論
篇
冒
頭
の

所
説
に
掟
り
「
性
悪
説
を
唱
へ
な
が
ら
遂
に
榮
扉
欲
望
の
存
在
主
義

が
重
要
視
さ
れ
證
の
成
立
根
擦
と
考
へ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て
束

た
」
の
は
法
家
思
想
の
影
密
に
因
る
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
。



荀
子
の
證
の
内
面
性
に
関
す
る
一
考
察

註
一
―
―
集
解
本
第
五
章
（
以
下
分
章
は
集
解
本
に
よ
る
）
。
王
念
孫
の
説

に
よ
り
原
文
「
生
死
也
」
を
下
文
「
性
之
具
也
」
と
代
へ
て
訓
ん
だ
。

も
し
原
文
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
「
有
欲
は
生
物
の
類
、
無
欲
は
死
物
の

類
で
あ
る
」
と
解
膵
し
た
い
。
猶
下
文
「
欲
不
待
可
得
而
求
者
従
所

可
」
以
下
の
解
膵
に
つ
い
て
は
郭
嵩
熙
の
説
に
据
っ
た
。

註
四
宋
元
學
案
巻
一
安
定
學
案
「
荀
子
雛
」
の
條
に
載
せ
た
る
胡
安
定

並
に
黄
百
家
の
批
評
は
此
黙
に
賜
れ
て
ゐ
る
。

註
五
其
他
、
大
略
篇
の
「
義
典
利
者
、
人
之
所
雨
有
也
」
の
句
等
も
引

證
で
き
よ
う
。

註
六
性
悪
篇
第
二
章
。
森
槌
説
に
従
ひ
原
文
を
改
め
訓
ん
だ
。

註

七

孟

子

字

義

疏

證

巻

中

。

｀
す
な
わ

註
八
證
論
篇
に
「
證
の
中
に
し
て
焉
ち
能
く
思
索
す
、
之
を
能
＜
應
る

と
謂
ふ
」
と
あ
り
、
大
略
篇
に
も
引
く
。

註
九
荀
子
害
中
の
「
心
」
字
に
は
、
反
省
せ
ら
れ
た
主
我
の
意
味
と
内

官
と
し
て
の
心
の
意
味
と
雨
様
の
場
合
が
見
ら
れ
る
と
思
ふ
。
前
者

の
例
と
し
て
は
解
蔽
篇
に
「
心
は
形
の
君
に
し
て
神
明
ー
精
帥
ー
の

主
な
り
、
令
を
出
せ
ど
も
令
を
受
く
る
所
な
し
。

．．．．．． 
故
に
口
は
劫

し
て
獣
言
せ
し
む
べ
く
、
形
は
劫
し
て
屈
伸
せ
し
む
べ
き
も
、
心
は

劫
し
て
意
を
易
へ
し
む
べ
か
ら
ず
、
是
と
す
れ
ば
則
ち
受
け
非
と
す

れ
ば
則
ち
僻
す
」
と
謂
ひ
「
心
也
者
逍
之
工
宰
也
」
も
此
に
濁
し
よ

う
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
正
名
篇
に
心
を
五
官
と
合
せ
て
天
官
の

中
に
算
へ
て
ゐ
る
所
な
ど
が
最
も
著
し
い
者
で
あ
ら
う
。

註
十
こ
こ
に
言
ふ
逍
は
そ
の
ま
ま
に
證
で
は
な
い
。
證
を
生
む
べ
き
内

的
質
在
で
あ
る
。
正
名
篇
に
「
逍
は
古
今
の
正
椛
な
り
」
と
い
ふ
の

も
其
意
味
と
思
は
れ
る
。
猶
、
哀
公
篇
第
二
章
に
「
所
謂
大
型
と
は

知
、
大
道
に
通
じ
應
麦
し
て
窮
ら
ず
、
萬
物
の
梢
性
を
辮
つ
者
な
り
。

大
逍
と
は
萬
物
を
愛
化
遂
成
す
る
所
は
な
り
、
俯
性
と
は
然
不
•
取

こ
と
ゎ

舎
を
理
る
所
以
な
り
」
と
い
ふ
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。

註
十
「
作
之
則
賠
須
道
者
之
虚
」
以
下
の
訓
韻
並
に
こ
の
「
道
者
」

の
解
秤
は
概
ね
王
引
之
の
説
に
従
ふ
も
の
で
あ
る
。

註
十
二
原
文
「
人
心
之
危
、
道
心
之
微
」
。
同
様
の
句
が
虞
害
大
萬
談

に
「
人
心
惟
危
、
道
心
惟
微
」
と
出
て
ゐ
る
f

今
王
念
孫
の
説
に
従

ひ
荀
子
書
所
述
に
捩
り
解
繹
す
る
。

註
十
―
―
―
以
下
論
述
は
原
文
を
次
の
如
く
訂
正
し
て
訓
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

孟
子
悪
敗
而
出
妻
、
可
謂
能
自
慨
突
、
未
及
思
也
。
有
子
悪
臥
而
倅

掌
、
可
謂
能
自
忍
突
、
未
及
好
也
。
（
郭
嵩
煮
の
説
に
よ
る
）
闘
耳

目
之
欲
而
遠
蚊
画
之
盤
、
可
謂
能
自
危
突
、
未
可
謂
微
也
。
（
都
楚

行
の
説
に
よ
る
）

註
十
四
先
に
「
隠
之
中
流
」
な
る
思
想
を
拳
げ
た
が
、
更
に
不
荀
篇
や

偏
放
篇
で
は
證
義
を
「
中
」
の
思
想
に
よ
り
解
膵
し
て
居
り
、
同
じ

く
不
荀
篇
や
致
士
篇
に
は
「
義
を
以
て
愛
に
應
ず
る
」
と
い
ふ
句
も

見

え

る

。

（

昭

・

三

五

・

ニ

・

六

）
ハ
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