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一

異
族
元
の
支
配
の
下
、
元
へ
の
出
仕
を
最
後
ま
で
拒
否
し
た
儒
者
劉
因
（
一
二
四
九
～
一
二
九
四
）
の
文
集
中
に
、
「
渡
江
賦
」
な
る

一
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
全
篇
を
貫
く
テ
ー
マ
は
「
渡
江
」
、
す
な
わ
ち
元
に
よ
る
南
宋
侵
攻
。
元
の
使
者

�経
を
九
年
も
の
間
幽
閉

し
て
還
さ
な
い
宋
の
非
道
に
業
を
煮
や
し
て
挙
行
さ
れ
た
侵
攻
。
こ
れ
を
是
と
す
る
北
燕
の
処
士
と
非
と
す
る
淮
南
の
剣
客
、
こ
の
二
人

の
問
答
に
よ
っ
て
中
身
の
ほ
と
ん
ど
は
占
め
ら
れ
る
。
四
部
叢
刊
本
『
静
修
先
生
集
』
を
始
め
と
し
て
、
彼
の
多
く
の
文
集
に
は
み
あ
た

ら
な
い
長
大
な
こ
の
賦
の
梗
概
を
、『
静
修
先
生
文
集
』（
弘
治
十
八
年
序
刊
内
閣
文
庫
所
収
）
に
よ
っ
て
、
今
こ
こ
に
掲
げ
る
。
①

九
一
七
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元
の
侵
攻
を
壮
挙
と
し
、
為
に
「
地
勢
を
計
り
、
攻
守
を
審
に
し
、
将
に
渡
江
の
策
を
草
し
て
以
て
之
を
助
け
ん
」
、
と
す
る
北
燕
の

処
士
の
言
葉
に
よ
っ
て
幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
二
人
の
問
答
。
こ
の
言
葉
に
、
「
今
茲
の
大
挙
、
長
江
必
ず
渡
る
可
き
か
。
江
東
必
ず

克
つ
可
き
か
。
君
、
其
れ
、
我
が
為
に
其
の
勢
い
を
言
え
」
、
と
淮
南
の
剣
客
が
迫
る
。
こ
の
挑
発
を
受
け
、
地
勢
の
詳
密
な
分
析
を
背

景
に
し
た
圧
倒
的
に
元
に
利
あ
り
、
と
す
る
戦
況
予
測
が
処
士
に
よ
っ
て
開
陳
さ
れ
る
が
、
そ
の
締
め
く
く
り
と
し
処
士
の
次
の
よ
う
な

刺
激
的
な
言
葉
が
吐
か
れ
る
。

哀
し
い
哉
、
宋
君
。
憐
む
可
き
な
り
。
戦
え
ば
則
ち
黄
泉
の
土
と
為
り
、
降
れ
ば
則
ち
青
衣
の
奴
と
為
る
。
上
は
奎
宮
の
運
を
絶
ち
、

下
は
皇
祐
の
区
を
失
い
、
草
、
金
陵
に
満
ち
、
鹿
、
姑
蘇
を
走
り
、
五
溪
は
焦
土
と
な
り
、
七
澤
は
丘
墟
と
な
ら
ん
。
何
ぞ
其
の
痛
ま

し
き
や
。

予
測
さ
れ
る
宋
の
哀
れ
む
べ
き
末
路
。
ま
だ
ま
だ
余
裕
の
剣
客
も
負
け
じ
と
、
地
の
利
は
我
に
こ
そ
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
気
象
条
件
ま

で
味
方
に
つ
け
た
南
宋
軍
の
万
全
の
防
戦
態
勢
等
を
挙
げ
、

義
士
の
奮
袂
、
良
将
の
登
壇
有
れ
ば
、
既
に
枕
戈
の
劉

�有
り
、
豈
に
撃
楫
の
謝
安
無
な
か
ら
ん
や
。
祖
逖
を
假
る
に
、
黄
鉞
の
威
を

以
て
し
、
陸

�を
拝
す
る
に
、
都
督
の
権
を
以
て
す
。
曹
公
赤
壁
の
役
、
苻
融
合

�の
戦
、
公
、
獨
り
之
を
聞
か
ざ
る
か
。

と
応
戦
。
剣
客
の
こ
う
し
た
抵
抗
に
と
ど
め
を
刺
す
べ
く
、
つ
い
に
は
元
に
勝
利
が
も
た
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
五
つ
の
理
由
が
、

処
士
に
よ
っ
て
数
え
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
賦
の
い
わ
ば
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
シ
ー
ン
で
あ
る
。

表
裏
山
河
は
敗
る
る
に
備
う
る
の
み
。
堅
甲
利
兵
は
敵
に
應
え
る
の
み
。
勢
を
以
て
勢
を
御
ぐ
は
、
固
よ
り
未
だ
其
の
孰
れ
か
利
な
る

九
一
八

（2）



か
を
知
ら
ざ
る
も
、
曾
て
知
ら
ず
や
、
之
に
應
え
る
に
大
機
を
以
て
し
、
之
を
昭
ら
か
に
す
る
に
大
義
を
以
て
し
て
、
御
ぐ
可
か
ら
ざ

る
者
有
る
を
。
我
、
子
の
為
に
之
を
籌
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
我
、
直
に
し
て
壮
、
彼
、
曲
に
し
て
老
。
我
、
名
有
り
て
衆
、
彼
、
義
無

く
し
て
小
な
る
は
、
一
な
り
。
彼
の
江
塞
の
地
は
、
盤
亘
す
る
こ
と
萬
里
に
し
て
、
兵
を
分
け
て
以
て
之
を
守
れ
ば
、
則
ち
力
懸
て
ら

れ
て
勢
屈
し
、
兵
を
聚
め
て
以
て
之
を
守
れ
ば
、
則
ち
此
を
保
つ
も
彼
を
失
う
は
、
二
な
り
。
彼
、
衣
帯
の
水
を
持
し
、
手
掌
の
隅
に

拠
れ
ば
、
将
は
堕
し
て
兵
は
驕
り
、
傲
し
て
我
を
虞
れ
ず
。
其
の
備
え
愈
々
久
し
く
し
て
、
其
の
心
愈
々
疎
き
は
、
三
な
り
。
彼
の
刑

鄂
の
民
、
旧
と
剪
伐
を
経
、
久
し
く
瘡
痍
を
痛
め
ば
、
旃
裘
を
見
て
、
膽
落
ち
、
毳
窟
を
梦
み
て
、
魂
飛
ぶ
。
今
、
大
挙
を
聞
き
、
重

ね
て
芟
夷
を
被
れ
ば
、
人
心
揺
落
し
、
士
卒
崩
離
す
る
は
、
四
な
り
。
彼
、
我
が
奉
使
を
留
め
、
我
が
大
邦
を
讎
と
し
、
天
下
の
英
雄

を
し
て
纓
を
請
い
、
浪
を
破
り
て
長
江
を

�視
せ
使
む
る
こ
と
、
亦
た
年
有
り
。
今
、
天
、
将
に
啓
か
ん
と
し
、
宋
、
将
に
危
か
ら
ん

と
す
。
我
が
中
国
、
将
に
合
せ
ん
と
し
、
我
が
信
使
、
将
に
帰
ら
ん
と
す
。
天
に
應
じ
て
人
に
順
い
、
征
あ
り
て
戦
無
き
は
、
五
な
り
。

孰
か
宋
の

�す
可
か
ら
ず
と
謂
わ
ん
や
。

さ
す
が
の
淮
南
の
剣
客
も
こ
れ
に
は
万
事
休
す
。
「
怙
然
と
し
て
気
を
失
い
、
墻
に
循
い
て
匍
匐
し
、
口
怯
え
、
心
砕
け
て
對
う
る
所

以
を
知
ら
ざ
る
な
り
」。
決
定
的
な
敗
北
を
示
す
語
で
「
渡
江
賦
」
の
幕
は
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
「
渡
江
賦
」
の
梗
概
で
あ
る
。
漢
人
で
あ
る
劉
因
に
と
っ
て
、
渡
江
に
は
心
中
穏
や
か
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

出
仕
を
頑
な
に
拒
み
つ
づ
け
た
彼
の
生
ざ
ま
に
も
元
へ
の
抵
抗
の
姿
勢
は
容
易
に
窺
え
る
。
し
か
し
、
た
と
え
北
燕
の
処
士
も
淮
南
の
剣

客
も
、
ど
ち
ら
も
劉
因
の
分
身
で
あ
っ
て
、
彼
の
心
中
が
渡
江
に
揺
れ
動
い
て
い
た
と
し
て
も
、
「
渡
江
賦
」
の
表
層
に
つ
く
限
り
、
彼

宋
明
思
想
史
の
一
断
面
（
石
田
）

九
一
九

（3）



が
異
族
元
の
南
宋
侵
攻
と
中
国
支
配
と
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
元
に
よ
る
中
国
統
一
の
正
当
性
を
主
張
す
る
処
士
の
言

葉
は
、
ど
れ
も
確
信
に
満
ち
て
い
る
。「
渡
江
賦
」
が
、
王
莽
の
簒
奪
政
権
新
を
讃
え
た
揚
雄
の
「
美
新
論
」
と
と
も
に
、「
千
古
不
白
の

疑
」（
明
儒
学
案
巻
四
十
二
唐
伯
元
酔
経
楼
集
解
）
と
み
な
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

お
よ
そ
百
年
の
歳
月
の
後
、
胡
元
は
明
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
る
。
新
王
朝
が
立
つ
や
、
異
族
支
配
と
い
う
忌
ま
わ
し
い
過
去
の
こ
の
歴

史
事
実
を
振
り
返
っ
て
、
様
々
な
議
論
が
沸
騰
す
る
。
偽
作
説
（
明
儒
学
案
巻
四
十
二
唐
伯
元
酔
経
楼
集
解
）
ま
で
飛
び
出
し
て
、
恰

好
の
議
論
の
的
に
さ
れ
た
「
渡
江
賦
」。
こ
こ
で
は
こ
の
「
渡
江
賦
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
交
わ
さ
れ
た
後
世
の
人
々
の
様
々
な
議
論
と
、

そ
の
作
者
劉
因
及
び
そ
の
ラ
イ
バ
ル
許
衡
評
価
の
周
辺
を
追
っ
て
み
る
。
は
た
し
て
、
宋
明
思
想
史
の
ど
ん
な
断
面
が
切
り
出
さ
れ
る
の

か
。
②

二

「
渡
江
賦
」
に
関
す
る
後
世
の
人
物
の
発
言
で
先
ず
目
に
留
ま
る
の
は
、
『
大
学
衍
義
補
』
を
著
し
て
明
朝
初
期
の
官
界
で
枢
要
な
位

置
を
占
め
た
朱
子
学
者
丘
瓊
山
（
一
四
二
一
―
一
四
九
五
）
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
丘
瓊
山
の
元
人
評
価
の
最
大
の
基
準
は
、
所
謂
節
義
の

問
題
。
特
に
異
族
に
膝
を
屈
し
た
か
否
か
が
何
よ
り
も
厳
し
く
問
わ
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
学
識
が
高
く
評
価
さ
れ
、
朱
子
学
の
普
及
に
大

き
く
貢
献
し
た
劉
因
の
ラ
イ
バ
ル
、
あ
の
許
衡
の
ご
と
き
も
、
ま
ず
は
こ
の
点
で
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
劉
因
と
違
い
、
元
か
ら
の

初
め
て
の
招
請
に
飛
び
つ
い
た
許
衡
は
、
自
ら
の
死
に
際
し
、
死
後
に
諡
を
請
わ
ず
、
墓
石
に
は
「
許
某
之
墓
」
の
四
字
だ
け
を
書
け
ば

九
二
〇

（4）



よ
い
、
と
言
い
残
し
た
と
い
う
が
、
元
へ
の
出
仕
の
非
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
悟
り
、
深
く
こ
れ
を
悔
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

い
く
ら
悔
い
て
も
時
既
に
遅
し
。
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
功
績
を
残
し
た
と
し
て
も
、
仕
え
て
は
な
ら
な
い
君
に
仕
え
た
と
い
う
一
点
で
す
べ

て
は
帳
消
し
。
永
遠
に
消
し
去
れ
な
い
裏
切
り
者
の
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
て
し
ま
う
。

夫
れ
、
之
を
義
と
謂
う
は
、
宜
な
れ
ば
な
り
。
仕
う
可
け
れ
ば
則
ち
仕
え
、
仕
う
可
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
仕
え
ず
。
其
の
宜
に
合
え
ば
則

ち
義
と
為
し
、
其
の
宜
に
あ
わ
ざ
れ
ば
則
ち
義
に
非
ず
と
為
す
。
夫
れ
中
国
の
人
を
以
て
周
公
・
孔
子
の
道
を
学
び
、
群
胡
の
中
に
雑

わ
り
て
、
冠
を
毀
ち
、

�を
裂
き
て
以
て
胡
主
に
事
え
、
以
て
我
が
中
国
帝
王
の
統
を
絶
つ
。
宜
為
る
か
、
宜
な
ら
ざ
る
か
。

（
世
史
正
綱
巻
三
十
五
、
五
丁
）

華
夷
の
弁
と
君
臣
の
義
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
不
動
の
定
理
。
絶
対
の
理
に
よ
っ
て
華
夷
の
弁
と
君
臣
の
義
と
が
強
固
に
結
び
付
け
ら

れ
、
異
族
の
君
主
、
す
な
わ
ち
仕
う
べ
か
ら
ざ
る
主
君
に
は
仕
え
な
い
と
い
う
揺
る
ぎ
な
い
観
念
が
形
成
さ
れ
る
。
道
義
を
見
誤
っ
た
哀

れ
む
べ
き
裏
切
り
者
。
そ
ん
な
評
価
で
許
衡
は
切
り
捨
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

異
族
支
配
下
で
の
こ
う
し
た
許
衡
の
処
世
に
比
べ
れ
ば
、
元
へ
の
出
仕
を
拒
絶
し
て
、
「
隠
居
教
授
し
て
道
を
明
に
し
て
以
て
其
の
徒

を
淑
し
、
言
を
立
て
て
以
て
俗
に
範
た
っ
た
」
（
世
史
正
綱
巻
三
十
一

五
丁
）
劉
因
の
そ
れ
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。
仕
う
べ
か
ら
ざ
る

主
君
に
仕
え
な
か
っ
た
出
処
は
、
異
族
支
配
下
で
の
漢
人
の
出
処
と
し
て
は
、
ま
さ
に
模
範
的
。
だ
れ
も
が
見
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
異
族
に
よ
る
宋
へ
の
侵
攻
と
中
華
支
配
の
肯
定
と
な
る
と
話
は
別
。

嘗
て
元
初
の
一
時
、
腹
心
股
肱
の
臣
、
中
国
の
人
多
し
と
雖
も
然
れ
ど
も
、
其
の
豢
養
を
受
け
、
其
の
富
貴
を
貪
り
、
其
の
身
の
華
為

宋
明
思
想
史
の
一
断
面
（
石
田
）

九
二
一
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る
を
忘
れ
、
並
び
に
一
人
の
言
の
、
其
の
宋
の
存
す
る
を
勧
る
者
な
し
。
劉
因
の
賢
を
以
て
す
と
雖
も
、
猶
お
渡
江
賦
を
作
り
て
以
て

忻
び
て
之
を
幸
と
し
て
、「
戦
へ
ば
則
ち
土
と
為
り
、
降
れ
ば
則
ち
奴
と
為
る
」
の
語
有
り
。（
世
史
正
綱
巻
三
十
十
一
丁
）

「
哀
し
い
哉
、
宋
君
」
と
は
、
一
体
何
事
な
の
か
。
長
期
に
わ
た
る
見
聞
・
習
染
に
局
せ
ら
れ
、
宋
が
、
絶
っ
て
は
な
ら
な
い
中
華
の

正
統
の
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
完
全
に
忘
れ
去
っ
た
の
で
あ
る
。
「
渡
江
賦
」
は
そ
の
何
よ
り
の
証
拠
。
い
く
ら
美
辞
麗
句
で
裏

切
り
者
の
正
体
を
糊
塗
し
て
も
無
駄
な
こ
と
。
宋
の
滅
亡
を
幸
と
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
は
な
い
か
。
こ
れ
で
は
宋
討
伐
の
策
を
世
祖

に
問
わ
れ
、
沈
黙
を
貫
い
て
ま
が
り
な
り
に
も
華
夷
の
弁
を
維
持
し
た
許
衡
の
ほ
う
が
ま
だ
ま
し
。
「
渡
江
賦
」
は
全
否
定
さ
れ
、
劉
因

の
評
価
は
地
に
落
ち
る
。
許
衡
以
上
の
裏
切
り
者
。
劉
因
に
は
そ
ん
な
レ
ッ
テ
ル
が
用
意
さ
れ
る
。
劉
因
の
孔
廟
従
祀
は
丘
瓊
山
に
よ
っ

て
阻
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
③

異
族
元
の
宋
へ
の
侵
攻
と
中
華
支
配
を
肯
定
す
る
詩
賦
。
「
渡
江
賦
」
を
そ
ん
な
詩
賦
と
み
な
し
、
そ
の
作
者
劉
因
を
厳
し
く
非
難
す

る
丘
瓊
山
。
興
味
深
い
の
は
、
理
を
絶
対
視
す
る
、
タ
イ
プ
と
し
て
は
同
じ
部
類
に
属
す
る
思
想
家
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
と
は
正
反
対
に

劉
因
を
高
く
評
価
す
る
思
想
家
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
邦
江
戸
時
代
に
活
躍
し
た
山
崎
闇
斎
門
下
の
浅
見
絅
斎
の
ご
と
き
が
そ

れ
で
あ
る
。
絅
斎
は
『
靖
献
遺
言
』
を
著
わ
し
、
そ
の
巻
七
に
劉
因
を
採
録
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
当
時
知
る
人
の
少
な
か
っ
た
劉
因
の
名

が
、
屈
原
・
諸
葛
孔
明
・
陶
淵
明
・
文
天
祥
等
と
並
ぶ
忠
臣
義
士
と
し
て
我
邦
に
知
れ
わ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
絅
斎
は
な
ぜ
こ

れ
ほ
ど
ま
で
に
高
く
劉
因
を
評
価
し
た
の
か
。
絅
斎
の
高
弟
若
林
強
斎
が
、
「
遺
言
ニ
ノ
ル
八
人
ノ
衆
画
像
モ
本
集
モ
ノ
コ
リ
ノ
衆
ハ

皆

ミ
タ
ガ
、
此
ノ
人
バ
カ
リ
ハ
ミ
ヌ
、
劉
静
修
集
ト
テ
五
六
巻
ア
ル
ト
云
ガ
、
コ
レ
モ
見
ヌ
、
ナ
ニ
ト
ゾ
此
人
ノ
詩
集
ヲ
ミ
ヨ
フ
ト
ヲ
モ
イ
、

九
二
二
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唐
本
屋
ヲ
長
崎
マ
デ
タ
ズ
ネ
ニ
ヤ
ツ
タ
レ
ド
モ
ミ
エ
ヌ
」
（
靖
献
遺
言
摘
注
）
と
証
言
す
る
よ
う
に
、
当
時
、
我
邦
で
「
渡
江
賦
」
を
目

に
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
絅
斎
は
「
渡
江
賦
」
を
目
に
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
事
実
、
『
靖
献
遺

言
』
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
劉
因
の
遺
文
は
、「
燕
歌
行
」。「
渡
江
賦
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
異
族
に
蹂
躙
さ
れ
荒
廃
す
る
故
郷
燕
の
地
。

異
族
支
配
の
悲
哀
を
切
々
と
歌
い
上
げ
た
「
燕
歌
行
」
は
、
静
か
で
は
あ
る
が
力
強
く
異
族
支
配
へ
の
抵
抗
の
意
思
を
表
明
し
た
作
品
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
元
へ
の
抵
抗
が
示
め
さ
れ
て
い
る
だ
け
。
元
の
南
宋
侵
攻
と
中
国
支
配
を
肯
定
す
る
よ
う
な
言
葉
は

見
当
た
ら
な
い
。
「
燕
歌
行
」
は
知
っ
て
い
て
も
、
「
渡
江
賦
」
は
知
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
絅
斎
は
劉
因
を
高
く
評
価
し
、
『
遺
言
』
に

採
り
上
げ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
田
主
税
の
｢
劉
因
の
全
集
に
渡
江
賦
有
り
。
元
主
に
勧
る
に
江
南
に
使
い
す
る
を
以
て
す
。
文
・

畳
二
山
之
を
見
れ
ば
、
必
ず
其
の
面
に
唾
し
、
其
の
肉
を
食
わ
ん
。
絅
斎
先
生
、
蓋
し
未
だ
全
集
を
見
る
に
及
ば
ず
。
而
し
て
遺
言
を
編

み
、
遂
に
千
古
の
疑
団
を
醸
す
」
（
靖
献
遺
言
摘
注
）
も
そ
う
し
た
推
測
を
後
押
し
す
る
。
そ
う
な
る
と
、
絅
斎
の
劉
因
評
価
が
「
渡
江

賦
」
に
よ
っ
て
反
転
す
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
絅
斎
は
『
遺
言
』
に
劉
因
を
採
録
し
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
出
な
い
が
。
④

丘
瓊
山
と
浅
見
絅
斎
、
劉
因
の
評
価
は
正
反
対
の
よ
う
で
も
、
実
は
思
考
様
式
に
は
基
本
的
な
違
い
は
な
い
。
正
反
対
の
方
向
に
分
か

れ
て
ゆ
く
分
岐
点
は
ひ
と
え
に
華
夷
の
弁
で
あ
り
、
君
臣
の
義
。
両
者
と
も
こ
の
点
は
い
さ
さ
か
も
揺
る
が
な
い
。
理
を
絶
対
視
す
る
立

場
に
立
つ
思
想
家
の
思
考
様
式
が
こ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

宋
明
思
想
史
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一
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三

丘
瓊
山
が
明
初
な
ら
、
や
や
下
っ
た
成
化
か
ら
嘉
靖
年
間
。
王
陽
明
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
生
き
、
陽
明
心
学
の
敵
対
者
と
し
て
知
ら
れ
る

羅
整
菴
（
一
四
六
五
～
一
五
四
七
）
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
元
の
支
配
は
す
で
に
過
去
の
歴
史
の
一
こ
ま
に
な
り
お
わ
っ
た
の
か
、
整

菴
の
、
劉
因
や
「
渡
江
賦
」
を
見
る
目
は
、
感
情
に
激
し
が
ち
な
丘
瓊
山
等
に
比
べ
て
至
っ
て
冷
静
で
あ
る
。
劉
因
の
出
処
を
評
価
し
な

い
と
い
う
結
論
に
お
い
て
相
異
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
を
導
き
出
す
経
緯
は
丘
瓊
山
の
そ
れ
と
は
全
く
違
う
。
羅
整
菴
の
劉
因
評
価
の
一

端
を
以
下
に
掲
げ
て
み
る
。

夫
の
出
処
の
際
の
若
き
、
議
す
る
者
或
る
い
は
其
の
仕
え
ざ
る
を
以
て
高
と
為
す
。
亦
た
未
だ
静
修
を
知
る
者
と
為
さ
ず
。
嘗
て
其
の

渡
江
の
一
賦
を
観
る
に
、
其
の
心
、
惟
だ
元
有
る
を
知
る
の
み
。
元
の
為
め
に
計
る
所
以
の
者
、
是
く
の
如
く
其
れ
悉
せ
り
。
仕
え
ざ

る
、
何
の
義
か
。
其
の
集
賢
の
召
き
に
赴
か
ざ
る
、
実
は
病
を
以
て
阻
ま
れ
、
蓋
し
年
を
踰
え
て
、
遂
に
卒
す
。
其
れ
を
し
て
尚
お
在

ら
使
む
れ
ば
、
固
よ
り
将
に
時
に
相
た
り
て
動
き
、
以
て
其
の
求
む
る
所
の
志
を
行
い
、
必
ず
自
ら
隠
逸
の
流
に
安
ん
ず
る
を
肯
ぜ
ず
。

（
困
知
記
続
巻
上
）

元
へ
の
出
仕
拒
否
を
貫
い
た
高
士
。
こ
こ
で
は
ま
ず
劉
因
の
そ
ん
な
一
面
が
全
否
定
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
他
で

も
な
い
「
渡
江
賦
」
。
劉
因
が
こ
こ
で
元
に
よ
る
宋
の
侵
攻
と
中
国
支
配
の
現
実
を
認
め
て
い
る
の
は
明
ら
か
。
元
に
対
す
る
忠
誠
心
す

ら
見
て
取
れ
る
の
だ
か
ら
。
集
賢
の
招
請
の
拒
否
も
、
本
当
に
病
気
だ
け
が
理
由
。
残
念
な
が
ら
そ
の
後
す
ぐ
に
彼
は
亡
く
な
っ
た
が
、

か
り
に
病
気
が
治
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
元
に
出
仕
し
て
儒
者
と
し
て
の
務
め
を
は
た
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
ん
な
想
像
さ

九
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え
逞
し
く
さ
れ
る
。
高
士
な
ん
か
何
の
意
味
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
の
は
儒
者
と
し
て
残
し
た
功
績
。
だ
と
す
れ
ば
、

病
気
を
お
し
て
で
も
彼
は
元
に
出
仕
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

夫
れ
、（
両
生
は
）「
礼
楽
は
徳
を
積
む
こ
と
百
年
に
し
て
、
而
る
後
可
な
る
か
」
と
謂
う
。
其
の
言
、
未
だ
理
無
し
と
為
さ
ず
。
然
れ

ど
も
百
年
の
内
、
必
ず
当
に
従
事
す
る
所
有
る
べ
し
。
況
や
礼
楽
の
用
為
る
、
天
下
国
家
の
為
め
に
一
日
と
し
て
無
か
る
可
か
ら
ざ
る

者
を
や
。
両
生
果
し
て
大
賢
な
る
か
。
其
の
本
末
先
後
の
序
に
於
い
て
固
よ
り
宜
し
く
定
見
有
る
べ
し
。
即
ち
定
見
有
れ
ば
盍
ぞ
出
で

て
之
れ
を
一
陳
せ
ざ
る
。
使
し
其
の
言
、
果
し
て
行
う
可
く
し
て
、
帝
従
わ
ざ
れ
ば
、
去
就
固
よ
り
我
に
在
り
。
（
困
知
記
巻
上
）

異
族
で
あ
ろ
う
と
覇
者
で
あ
ろ
う
と
そ
ん
な
こ
と
は
関
わ
り
な
し
。
現
実
の
支
配
者
以
外
に
支
配
者
は
い
な
い
。
ま
し
て
礼
楽
の
振
興
は

国
家
の
存
亡
に
関
わ
る
一
大
事
。
儒
者
で
あ
る
な
ら
、
与
え
ら
れ
た
現
実
の
中
で
こ
の
重
い
務
め
を
生
民
の
た
め
に
果
た
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
儒
者
の
生
命
線
は
こ
こ
に
こ
そ
あ
る
。
い
か
な
る
時
で
も
逃
げ
出
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
劉
因
は
病
気
と
は
い
え
、

こ
の
機
会
を
み
す
み
す
逃
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
彼
は
な
ん
の
功
績
も
残
さ
ず
、
単
な
る
隠
者
で
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
評

価
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
で
は
せ
い
ぜ
い
天
分
の
高
さ
や
学
識
の
広
さ
く
ら
い
。
儒
者
と
し
て
の
一
番
重
要
な
責
務
を
投
げ
出
し
た
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
あ
の
許
衡
が
評
価
を
高
め
る
の
は
必
然
。
彼
こ
そ
は
異
族
支
配
の
下
、
礼
楽
の
振
興
に
命
を
か
け

て
奮
闘
し
た
儒
者
な
の
だ
か
ら
。

元
の
大
儒
、
許
魯
斎
・
呉
草
廬
の
二
人
を
称
す
る
の
み
。
魯
斎
は
、
始
終
朱
子
を
尊
信
し
、
其
の
学
行
皆
な
平
正
篤
実
。
世
祖
に
遭
逢

し
、
致
位
通
顕
、
未
だ
尽
く
は
其
の
志
を
得
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
其
の
時
に
当
た
り
て
、
儒
者
の
道
の
廃
さ
れ
ざ
る
は
、
虞
伯
生
、

宋
明
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史
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一
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魯
斎
実
に
之
れ
を
啓
く
と
謂
う
。
斯
文
に
功
有
り
と
謂
う
可
し
。
草
廬
は
初
年
朱
子
を
篤
信
す
。
其
の
進
む
こ
と
甚
だ
鋭
し
。
晩
年
の

見
る
所
、
乃
ち
陸
象
山
と
合
す
。
其
の
出
処
の
一
節
は
、
自
り
之
れ
を
魯
斎
に
例
え
難
し
。
夫
の
、
一
生
惓
惓
焉
と
し
て
聖
経
を
羽
翼

し
て
老
を
終
え
る
ま
で
倦
ま
ざ
る
が
若
き
、
其
の
志
亦
た
尚
ぶ
可
き
な
り
。

（
困
知
記
続
上
）

た
だ
単
に
純
正
な
朱
子
学
を
伝
承
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
世
祖
の
下
、
儒
者
と
し
て
許
衡
は
実
際
に
大
き
な
功
績
を
残
し
た
。
劉
因
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
呉
澄
を
も
凌
ぐ
元
儒
の
最
高
峰
と
し
て
の
評
価
が
許
衡
の
為
に
用
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

許
衡
を
最
上
位
に
置
き
、
こ
れ
よ
り
低
い
位
置
に
劉
因
。
聖
人
の
道
へ
の
志
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
道
の
実
現
を
投
げ
出
し
た
隠
遁

者
。
そ
ん
な
評
価
で
劉
因
は
切
り
捨
て
ら
れ
る
。
結
果
と
し
て
低
い
評
価
し
か
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
劉

因
を
厳
し
く
断
罪
し
た
先
の
丘
瓊
山
の
劉
因
評
価
と
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
評
価
の
出
現
で
あ
る
。
型
に
は
ま
っ
た
華
夷
の
弁
や
君
臣
の

義
か
ら
の
開
放
度
と
い
い
、
生
民
の
た
め
に
積
み
上
げ
た
儒
者
と
し
て
功
績
に
的
を
絞
っ
た
人
物
評
価
と
い
い
、
こ
こ
に
見
え
る
整
菴
の

立
場
は
、
あ
る
種
斬
新
。
い
わ
ゆ
る
道
学
先
生
的
臭
味
は
す
こ
し
も
嗅
ぎ
取
れ
な
い
。
理
の
思
想
か
ら
気
の
思
想
へ
。
羅
整
菴
が
目
指
し

た
朱
子
学
の
修
正
が
一
体
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
中
味
の
一
端
が
窺
わ
れ
よ
う
。

四

さ
て
次
は
明
朝
も
末
期
。
王
朝
の
疲
弊
と
度
重
な
る
異
族
の
侵
入
に
、
い
や
な
思
い
が
頭
を
掠
め
る
暗
黒
の
時
代
。
陽
明
心
学
の
洗
礼

を
受
け
て
理
学
と
心
学
と
を
融
合
し
、
民
族
を
挙
げ
て
国
難
を
打
開
せ
ん
と
し
た
孫
夏
峰
（
一
五
八
五
～
一
六
七
五
）
に
焦
点
を
移
し
て

九
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み
る
。
彼
の
場
合
、
事
情
は
い
さ
さ
か
複
雑
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
上
述
の
人
々
と
は
こ
と
な
り
、
「
渡
江
賦
」
を
含
め
て
劉

因
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
。「
渡
江
賦
弁
」
に
展
開
さ
れ
た
夏
峰
の
劉
因
弁
護
の
弁
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

先
生
の
此
の
集
、
丘
瓊
山
、
其
の
宋
の
亡
ぶ
を
幸
と
す
と
為
す
と
謂
い
て
、
竟
に
此
れ
を
以
て
孔
廟
に
祀
る
を
阻
む
。
按
ず
る
に
、
先

生
の
祖
父
、
五
世
金
に
仕
う
れ
ば
則
ち
宋
に
於
い
て
原
と
故
主
故
土
の
誼
有
る
に
非
ず
。
必
ず
し
も
苛
し
く
求
む
る
を
為
さ
ざ
る
に
似

た
り
。
況
や
此
の
賦
具
在
し
、
満
紙
悲
憤
す
る
を
や
。
只
だ
善
く
読
ま
ざ
る
者
の
為
め
に
意
を
以
て
辞
を
害
さ
れ
、
遂
に
先
生
の
心
を

し
て
天
下
後
世
に
白
ら
か
な
ら
ざ
ら
令
む
。
中
間
問
答
を
設
為
す
。
北
燕
の
処
士
と
淮
南
の
剣
客
と
は
総
て
先
生
の
一
体
に
し
て
両
名

の
み
。
先
生
曾
て
集
賢
学
士
を
受
く
。
北
燕
の
処
士
を
以
て
称
す
る
は
、
則
ち
意
知
る
可
き
の
み
。
淮
南
の
剣
客
の
四
字
、
風
采
為
す

有
り
。
急
ぎ
此
の
人
を
得
て
、
宋
室
の
為
め
に
気
を
吐
か
ん
こ
と
を
望
む
は
、
王
景
略
、
晋
を
滅
ぼ
す
を
欲
せ
ざ
る
の
意
な
り
。

（
夏
峰
先
生
集
巻
八
渡
江
賦
弁
）

五
代
に
亘
っ
て
先
祖
が
金
に
出
仕
し
た
金
人
劉
因
は
、
も
と
も
と
宋
と
故
主
故
土
の
関
係
に
は
な
い
。
宋
に
対
す
る
忠
誠
を
彼
に
問
う

の
は
そ
も
そ
も
筋
違
い
。
ま
し
て
北
燕
の
処
士
は
も
と
よ
り
、
宋
の
た
め
に
気
を
は
く
淮
南
の
剣
客
も
、
ど
ち
ら
も
劉
因
の
分
身
。
二
人

に
よ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
問
答
の
裏
面
に
は
、
ど
れ
を
採
っ
て
み
て
も
渡
江
へ
の
悲
憤
の
情
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
丘
瓊
山

の
劉
因
評
価
を
こ
う
し
て
正
面
か
ら
否
定
し
た
夏
峰
は
、
つ
づ
い
て
「
渡
江
賦
」
中
の
文
言
を
い
く
つ
か
採
り
あ
げ
、
そ
こ
に
潜
ん
だ
劉

因
の
悲
憤
の
情
を
抉
り
出
し
て
ゆ
く
。
そ
の
結
果
、
そ
こ
に
見
え
る
元
の
強
勢
な
様
子
の
描
写
も
、
宋
の
劣
勢
を
哀
れ
む
よ
う
な
「
哀
し

い
哉
、
宋
君
云
々
」
の
表
現
も
、
元
の
側
に
立
っ
て
宋
を
敵
対
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
言
葉
は
、

宋
明
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誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
客
観
的
情
勢
を
伝
え
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
向
こ
う
側
に
は
、
「
此
の
段
、
字
字
涙
、
点
点
血
」
の
劉
因

の
真
情
が
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
淮
南
の
剣
客
が
、
英
雄
の
出
現
に
よ
っ
て
侵
入
者
が
駆
逐
さ
れ
た
赤
壁
や
合

�の
戦
い
の
再
現
を
願
う

件
と
な
る
と
、
宋
の
劣
勢
に
憤
る
劉
因
の
心
事
が
洗
い
ざ
ら
い
さ
ら
け
出
さ
れ
て
い
る
。
第
一
、
「
処
士
」
や
「
剣
客
」
の
呼
称
に
だ
っ

て
元
へ
の
抵
抗
や
宋
へ
の
愛
着
が
に
じ
み
出
て
い
る
の
だ
か
ら
。
宋
の
滅
亡
を
幸
と
す
る
こ
と
な
ど
ど
う
し
て
あ
り
え
よ
う
。
宋
が
滅
亡

し
て
然
る
べ
き
理
由
を
数
え
あ
げ
る
処
士
の
言
葉
に
、「
帖
然
失
気
云
々
」
す
る
最
後
の
場
面
に
し
て
も
、「
満
腔
酸
楚
に
し
て
、
情
を
為

す
可
か
ら
ざ
る
」
状
態
が
も
た
ら
し
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
宋
の
滅
亡
は
劉
因
に
と
っ
て
深
刻
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
以
上

が
夏
峰
に
よ
る
「
渡
江
賦
」
の
解
釈
で
あ
る
。

「
渡
江
賦
弁
」
で
展
開
さ
れ
た
、
丘
瓊
山
の
「
宋
の
亡
ぶ
を
幸
と
す
」
を
反
駁
す
る
た
め
の
こ
う
し
た
弁
駁
。
後
に
夏
峰
自
身
が
「
余
、

渡
江
賦
弁
有
り
。
惜
し
む
ら
く
は
、
言
軽
し
。
恐
ら
く
は
信
を
後
の
君
子
に
取
る
に
足
ら
ず
」
（
夏
峰
先
生
集
巻
八

重
修
静
修
祠
曁
配

饗
諸
賢
始
末
記
）
と
反
省
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
自
分
で
も
必
ず
し
も
満
足
の
ゆ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
劉
因
の
真
情
を
引
っ
張
り
出

し
て
、
「
渡
江
賦
」
の
生
命
を
蘇
ら
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
元
へ
の
敵
対
心
と
宋
へ
の
愛
着
が
払
拭
し
き
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
自
身

が
言
う
と
お
り
、
識
者
の
支
持
は
覚
束
な
い
。
こ
う
し
た
夏
峰
自
身
の
不
満
を
補
っ
て
く
れ
た
の
が
、
実
は
清
の
支
配
下
に
生
き
た
儒
者

全
祖
望
。
劉
因
と
同
じ
く
異
族
の
支
配
下
に
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
祖
望
が
、
修
正
を
加
え
な
が
ら
も
、
夏
峰
を
基
本
的
に
引

き
継
い
で
展
開
す
る
「
渡
江
賦
」
の
解
釈
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

許
文
正
と
文
靖
と
は
皆
な
元
人
な
り
。
其
の
、
元
に
仕
う
る
、
又
た
何
ぞ
害
有
ら
ん
。
論
者
乃
ち
夷
夏
の
説
を
以
て
之
れ
を
網
す
る
も
、

九
二
八
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是
れ
天
作
の
君
の
義
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
豈
に
身
、
元
人
為
り
て
、
自
ら
宋
に
附
す
る
者
有
ら
ん
や
。
真
に
妄
言
な
り
。
文
正
元
に
仕

え
、
文
靖
は
則
ち
否
ら
ざ
る
は
何
ぞ
や
。
文
靖
、
蓋
し
元
の
為
す
有
る
に
足
ら
ざ
る
知
れ
ば
な
り
。
其
の
建
国
の
規
模
、
取
る
可
き
者

な
し
。
故
に
身
を
潔
ぎ
よ
く
し
て
退
く
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
文
靖
已
に
集
賢
の
命
を
受
く
。
竟
に
出
づ
る
を
欲
せ
ざ
る
者
に
あ
ら
ざ
る
な

り
。
渡
江
の
擧
、
宋
曲
り
て
、
元
直
し
。
文
靖
、
宋
の
奸
臣
の
誤
る
所
と
為
り
て
行
人
を
留
め
て
以
て
師
釁
を
挑
む
を
傷
む
の
み
。
蘇

天
爵
、
以
て
哀
し
む
と
為
す
は
是
な
り
。
宋
を
哀
し
め
ば
則
ち
固
よ
り
其
の
亡
ぶ
を
幸
と
す
る
に
非
ず
し
て
、
亦
た
之
れ
を
存
す
る
に

意
有
る
に
非
ず
。
所
謂
身
を
事
外
に
置
き
て
言
う
者
な
り
。

（

�埼
亭
集
外
編
巻
三
十
三
書
劉
文
靖
公
渡
江
賦
後
）

人
の
朝
に
立
っ
た
な
ら
ば
、
道
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
必
ず
道
を
実
現
し
て
社
会
に
裨
益
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
元
に
仕
え
て
儒
者
と
し
て
の
役
目
を
果
た
し
た
許
衡
は
そ
の
意
味
で
、
責
め
ら
れ
る
理
由
は
何
も
な
い
。
一
方
劉
因
は
彼
と
違
い
、

「
其
の
建
国
の
規
模
、
取
る
可
き
者
な
し
」、
つ
ま
り
今
は
出
仕
の
時
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
社
会
の
混
乱
が
沈
静
化
す
る
ま
で
時
を
待

つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
混
乱
が
い
つ
収
ま
る
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
時
こ
そ
が
出
番
。
そ
れ
ま
で
は
と
り
あ
え
ず
田
間
で
道
を
明

ら
か
に
す
る
。
乱
世
に
あ
っ
て
は
こ
う
し
た
生
き
方
も
許
さ
れ
る
。
劉
因
の
隠
棲
は
か
く
し
て
選
ば
れ
た
。
ど
ち
ら
の
道
を
選
ぶ
か
は
あ

く
ま
で
も
自
ら
の
決
断
。
ど
ち
ら
を
選
ん
で
も
非
は
な
い
。
出
仕
拒
否
は
元
へ
の
抵
抗
な
ど
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

劉
因
の
出
処
に
関
す
る
、
や
や
も
す
れ
ば
感
情
に
流
さ
れ
が
ち
な
夏
峰
の
解
釈
。
こ
れ
を
修
正
し
た
祖
望
は
、
さ
ら
に
「
渡
江
賦
」
の

核
心
に
迫
っ
て
ゆ
く
。
故
国
・
故
君
の
恩
義
の
な
い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
宋
の
滅
亡
に
愕
然
た
る
思
い
を
禁
じ
え
な
い
劉
因
。
ま
ず
退

け
ら
れ
る
の
が
孫
夏
峰
の
こ
う
し
た
主
張
で
あ
る
。「
哀
い
哉
、
宋
君
」、
か
つ
て
蘇
天
爵
は
「
渡
江
賦
」
に
み
え
る
劉
因
の
宋
へ
の
思
い

宋
明
思
想
史
の
一
断
面
（
石
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を
こ
う
表
現
し
た
が
、
こ
れ
こ
そ
が
真
実
に
近
い
。
な
ぜ
な
ら
、
使
者
を
幽
閉
し
て
還
さ
な
い
、
し
か
も
故
国
・
故
君
の
恩
義
な
ど
な
い

宋
に
対
し
て
、
「
存
宋
」
の
感
情
な
ど
劉
因
に
沸
き
起
こ
る
は
ず
は
な
い
の
だ
か
ら
。
元
は
も
と
よ
り
宋
か
ら
も
中
立
。
い
か
な
る
国
家

に
も
偏
せ
ず
、
国
家
と
民
族
の
将
来
を
見
据
え
た
高
所
か
ら
歴
史
の
一
ペ
ー
ジ
を
眺
め
て
い
る
。
「
身
を
事
外
に
置
」
い
た
「
高
士
」
と

は
そ
ん
な
人
物
。
裏
切
り
者
で
も
な
け
れ
ば
、
単
な
る
隠
者
で
も
な
い
。
新
し
い
劉
因
像
が
こ
こ
に
結
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

全
祖
望
は
自
ら
の
「
渡
江
賦
」
解
釈
の
正
当
性
を
補
強
す
べ
く
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
詩
句
の
文
言
を
劉
因
の
文
集
か
ら
拾
い
上
げ
る
。

清
朝
の
学
者
ら
し
い
精
緻
な
分
析
力
が
披
露
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
詳
し
く
触
れ
る
余
裕
は
な
い
。
た
だ
、「
言
軽
」

と
反
省
し
た
夏
峰
の
「
渡
江
賦
」
解
釈
が
、
止
揚
さ
れ
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。
感
情
が
抑
え
ら
れ
た
分
、
か
え
っ
て
宋
や
元
の
非

を
、
静
か
で
は
あ
る
が
力
強
く
鳴
ら
し
て
い
る
。

五

劉
因
の
「
渡
江
賦
」
に
つ
い
て
の
三
通
り
の
解
釈
を
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
。
劉
因
と
許
衡
と
を
ど
う
評
価
す
る
の
か
。
こ
の
点
を
絡
め

て
そ
の
特
徴
を
整
理
し
て
分
類
し
直
す
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
纏
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
す
べ
て
の
価
値
判
断
を
超
越
的
な
理
に
委
ね
る
丘
瓊
山
型
。
異
族
の
元
に
中
国
の
支
配
者
と
し
て
の
正
統
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

「
渡
江
賦
」
は
、
こ
こ
で
は
額
面
ど
お
り
元
に
与
し
て
宋
の
滅
亡
を
幸
と
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
全
否
定
。
異
族
王
朝
に
出
仕

し
た
許
衡
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
た
と
え
元
朝
へ
の
出
仕
を
拒
ん
だ
と
し
て
も
、
宋
の
滅
亡
を
幸
と
し
た
劉
因
は
民
族
の
裏
切
り

九
三
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者
と
し
て
強
く
非
難
さ
れ
る
。

Ｂ
気
を
最
優
先
す
る
羅
整
菴
型
。
Ａ
と
同
様
に
「
渡
江
賦
」
は
額
面
ど
お
り
に
元
の
侵
攻
と
中
国
支
配
と
を
認
め
た
も
の
と
理
解
さ

れ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
Ａ
の
よ
う
に
こ
れ
が
全
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
歴
史
の
事
実
を
受
け
入
れ
る
立
場
と
し
て
む
し
ろ

高
く
評
価
さ
れ
る
。
問
題
な
の
は
、
元
朝
の
支
配
を
事
実
と
し
て
認
め
て
い
な
が
ら
、
儒
者
と
し
て
の
経
世
の
責
務
を
元
の
下
で

果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
。
従
っ
て
、
元
に
出
仕
し
て
学
術
と
政
治
の
両
面
で
十
分
な
功
績
を
挙
げ
た
許
衡
は
高
く
評
価
さ
れ
る
も

の
の
、
学
術
で
は
と
も
か
く
も
、
政
治
の
面
で
は
何
の
功
績
も
残
さ
な
か
っ
た
劉
因
は
無
用
の
隠
者
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
る
。

Ｃ
理
と
気
と
の
融
合
を
図
る
孫
夏
峰
型
。「
渡
江
賦
」
は
こ
こ
で
は
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
渡
江
賦
」
の
言

葉
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
劉
因
の
真
情
が
あ
ぶ
り
だ
さ
れ
、
民
族
と
国
家
と
の
あ
る
べ
き
姿
を
求
め
る
よ
り
高
次
の
立
場
か
ら
、
眼

前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
権
力
闘
争
に
非
を
鳴
ら
す
詩
賦
と
し
て
捉
え
な
お
さ
れ
る
。
実
務
で
役
割
を
果
た
し
た
許
衡
よ
り
も
、
功

績
こ
そ
残
さ
な
か
っ
た
も
の
の
、
「
渡
江
賦
」
と
出
仕
の
拒
否
と
い
う
生
き
ざ
ま
で
、
身
を
も
っ
て
民
族
と
国
家
と
の
あ
る
べ
き

姿
を
示
し
た
劉
因
に
は
き
わ
め
て
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
る
。

大
筋
、
こ
の
分
類
に
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
真
っ
先
に
目
に
留
ま
る
の
は
、
「
渡
江
賦
」
の
解
釈
と
劉
因
の
評
価
の
両
面
で
正
反
対

の
立
場
を
取
る
Ａ
と
Ｃ
と
の
違
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
注
意
深
く
見
る
と
、
た
と
え
正
反
対
に
分
か
れ
て
い
よ
う
と
も
、
Ａ
ほ
ど
露
わ

で
は
な
い
も
の
の
、
Ｃ
に
も
、
評
価
の
根
底
に
華
夷
の
弁
や
君
臣
の
義
が
し
っ
か
り
と
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
も
な
け
れ

ば
、
「
渡
江
賦
」
の
裏
面
を
読
み
解
く
必
要
な
ど
な
い
の
だ
か
ら
。
出
発
点
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
両
者
に
は
原
理
的
な
違
い
は
な
い
。

宋
明
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と
こ
ろ
が
Ｂ
と
な
る
と
、
話
は
違
う
。
君
臣
の
義
は
と
も
か
く
も
、
華
夷
の
弁
か
ら
の
解
放
が
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
あ
の
強
固
な
民
族
意
識
が
影
を
潜
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
Ａ
・
Ｃ
に
対
す
る
Ｂ
。
そ
ん
な
構
図
を
思
い
描
い
て

み
た
く
も
な
る
。
明
代
に
お
け
る
唯
物
論
哲
学
の
先
駆
。
⑤
ま
し
て
羅
整
菴
は
そ
ん
な
称
号
で
呼
ば
れ
た
り
も
す
る
。
唯
心
論
の
範
疇

で
語
ら
れ
る
丘
瓊
山
や
孫
夏
峰
と
は
扱
い
が
違
う
の
だ
か
ら
。

そ
も
そ
も
羅
整
菴
の
気
の
思
想
は
、
朱
子
学
的
理
が
持
つ
超
越
的
性
格
を
払
拭
し
て
理
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
こ
と
に
狙
い
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
彼
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
理
か
ら
超
越
的
性
格
を
払
拭
す
べ
く
努
力
を
試
み
る
。
朱
子
は
も
と
よ
り
気
の
思
想
家
の
先
駆
、
あ

の
張
載
で
さ
え
も
そ
の
「
太
虚
」
が
、
「
太
虚
に
由
り
て
天
の
名
有
り
の
数
語
、
亦
た
是
れ
理
気
を
将
っ
て
看
て
二
物
と
作
す
」
と
し
て

批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
整
菴
に
よ
れ
ば
、
他
で
も
な
い
劉
因
も
、
実
は
朱
子
や
張
載
と
同
じ
過
ち
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
。

「
退
斎
記
」
に
云
う
。
凡
そ
事
物
の
夫
の
道
の
体
に
肖
る
者
は
、
皆
な
洒
然
と
し
て
累
す
る
所
な
く
、
変
通
し
て
究
む
可
か
ら
ず
と
。

即
ち
其
の
言
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
是
れ
所
謂
道
体
な
る
者
、
当
に
別
に
一
物
為
り
て
、
事
物
の
外
に
立
つ
べ
し
。
而
し
て
所
謂
事
物
な

る
者
、
道
体
と
二
と
為
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。
苟
し
く
も
、
肖
る
有
れ
ば
、
亦
た
必
ず
肖
ら
ざ
る
者
有
り
。
夫
れ
器
外
に
道
な
く
、
道
外

に
器
し
。
所
謂
器
も
亦
た
道
、
道
も
亦
た
器
、
是
な
り
。
而
か
る
に
顧
っ
て
之
れ
を
二
に
す
る
可
け
ん
や
。
（
困
知
記
続
巻
上
）

整
菴
の
劉
因
評
価
が
低
い
理
由
も
、
根
本
的
に
は
こ
の
あ
た
り
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
と
も
か
く
、
非
難
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ

で
い
う
「
道
体
」、
す
な
わ
ち
理
が
、「
別
に
一
物
為
り
て
、
事
物
の
外
に
立
つ
」
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
本
当
に
理

の
超
越
的
性
格
が
払
拭
で
き
る
の
か
。
宋
儒
程
伊
川
の
禅
宗
批
判
の
言
葉
を
か
り
て
発
せ
ら
れ
た
た
彼
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
見
ら
れ
た

九
三
二

（16）



い
。（
程
伊
川
）
云
う
有
り
。
禅
家
の
性
を
言
う
、
猶
お
太
陽
の
下
に
器
を
置
き
、
其
の
間
、
方
円
大
小
同
じ
か
ら
ざ
る
に
、
特
だ
此
れ
を

彼
れ
に
傾
け
ん
こ
と
を
欲
す
る
ご
と
き
の
み
。
然
れ
ど
も
太
陽
に
在
り
て
は
幾
時
に
か
動
か
ん
、
と
。
伊
川
の
此
の
語
、
以
て
禅
家
の

謬
を
破
す
る
に
足
る
。
然
れ
ど
も
又
た
言
う
。
人
の
、
性
に
於
け
る
、
猶
お
器
の
、
光
を
日
に
受
け
る
が
ご
と
し
と
。
受
の
字
は
固
よ

り
傾
の
字
と
類
せ
ず
。
但
だ
此
の
譬
え
、
終
に
未
だ
親
し
か
ら
ざ
る
を
覚
ゆ
。

（
困
知
記
巻
上
）

伊
川
と
同
じ
立
場
か
ら
、
方
円
大
小
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
器
に
、
太
陽
そ
の
も
の
を
取
り
込
も
う
と
す
る
暴
挙
と
し
て
禅
宗
を
強
く
非
難

す
る
整
菴
。
返
す
刀
で
伊
川
も
切
り
捨
て
る
。
光
を
日
（
太
陽
）
に
受
け
る
器
が
あ
る
な
ら
、
授
け
る
物
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

で
は
気
（
器
）
と
は
別
に
日
が
一
物
と
し
て
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
。
例
に
よ
っ
て
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
物
と
し
て
の

太
陽
を
い
く
ら
否
定
し
て
も
、
器
は
常
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
不
滅
の
太
陽
が
常
に
輝
い
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
見
え
な
い

け
れ
ど
太
陽
は
常
に
あ
る
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
超
越
者
で
は
な
い
の
か
。
超
越
者
が
一
物
と
し
て
あ
る
こ
と
を
い

く
ら
否
定
し
て
も
、
一
物
を
超
え
た
レ
ベ
ル
に
超
越
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
で
き
ま
い
。
彼
が
し
ば
し
ば
批
判
の
槍
玉
に
挙
げ
る

『
楞
厳
経
』
の
幻
妄
観
も
、
こ
の
立
場
に
立
た
な
い
か
ぎ
り
斥
け
る
の
は
困
難
。
世
界
が
幻
で
あ
る
な
ら
、
超
越
者
も
何
も
要
ら
な
い
。

す
べ
て
は
無
。
ち
ゃ
ん
と
あ
る
の
な
ら
、
あ
ら
し
め
る
も
の
が
ど
う
し
て
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幻
妄
観
が
成
立
す
る
か
否
か
は
超
越

者
の
有
無
に
か
か
っ
て
い
る
。
超
越
者
の
想
定
な
し
に
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
。
⑥
整
菴
に
あ
っ
て
は
、
超
越
性
は
払
拭
さ

れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
太
陽
の
よ
う
に
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
追
い
や
ら
れ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
「
気
の
理
」
の
思
想
の
、
こ

宋
明
思
想
史
の
一
断
面
（
石
田
）
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れ
が
正
体
な
の
で
は
な
い
か
。

理
で
あ
る
か
ぎ
り
、
超
越
的
性
格
を
持
つ
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
そ
ん
な
実
態
を
持
つ
理
と
、
整
菴
は
正
面
か
ら
向
き
合
お

う
と
し
な
い
。
そ
う
な
る
と
残
さ
れ
る
の
は
、
思
考
を
停
止
し
て
逃
げ
出
す
道
し
か
な
い
。「
然
る
所
以
を
知
る
無
く
し
て
、
然
る
あ
り
。

一
物
の
、
其
の
間
に
主
宰
し
て
、
之
れ
を
然
ら
し
む
る
者
有
る
が
若
し
」（
困
知
記
続
巻
上
）。
逃
げ
る
と
云
わ
ず
し
て
、
こ
れ
を
な
ん

と
言
お
う
。
し
か
し
、
い
く
ら
逃
げ
て
も
、
逃
げ
切
れ
な
い
。
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
追
い
や
ら
れ
た
理
は
、「
転
折
の
処
」（
同
上
）、

す
な
わ
ち
事
物
が
変
化
す
る
瀬
戸
際
（
典
型
的
な
具
体
例
を
挙
げ
る
と
、
王
朝
交
替
期
）
で
必
ず
降
り
て
き
て
、
揺
ら
い
だ
秩
序
の
立
て

直
し
を
図
る
。「
気
の
理
」
の
思
想
家
の
真
価
が
問
わ
れ
る
の
は
そ
の
時
。

衣
服
・
飲
食
・
宮
室
・
輿
馬
自
り
、
以
て
冠
・
婚
・
喪
・
祭
に
至
る
ま
で
、
必
ず
須
ら
く
貴
賎
に
等
有
り
、
上
下
に
別
有
る
べ
し
（
同

上
）。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
そ
の
結
論
。
上
下
・
貴
賎
、
人
間
の
等
級
は
予
め
定
め
ら
れ
て
い
る
。
聖
人
作
制
の
礼
楽
も
疑
問
を
挟
む
余
地
は

な
い
。
こ
こ
で
は
贅
肉
を
そ
ぎ
落
と
さ
れ
た
封
建
倫
理
が
、
権
威
付
け
し
直
さ
れ
て
蘇
っ
て
い
る
。
先
に
見
た
、
あ
る
種
斬
新
な
（
渡
江

賦
）
解
釈
も
、
実
は
こ
れ
と
同
じ
。
夷
狄
も
中
華
も
、
人
は
挙
げ
て
弱
者
と
強
者
に
弁
別
さ
れ
る
。
弱
者
の
位
置
に
固
定
さ
れ
た
人
民
は
、

強
者
で
あ
る
支
配
者
に
、
臣
と
し
て
必
ず
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
重
苦
し
い
義
務
の
履
行
が
万
人
に
押
し
付
け
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
義
務
の
履
行
を
怠
れ
ば
、
無
用
の
隠
者
と
し
て
た
だ
ち
に
切
り
捨
て
ら
れ
る
。
装
い
が
新
た
に
さ
れ
て
い
て
も
、
中
身
は
少
し

も
変
わ
ら
な
い
。
封
建
倫
理
は
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
む
し
ろ
補
強
さ
れ
温
存
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
選
択
の
自
由
も
な
け
れ
ば
、
意

九
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志
の
自
由
も
な
い
。「
封
建
倫
理
の
痕
跡
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
」（
理
学
叢
書
困
知
記
前
言
）
で
す
ま
さ
れ
る
の
か
。
理
と
気
と
が
隔
絶

し
て
い
る
と
い
う
点
で
Ａ
と
Ｂ
と
に
違
い
は
な
い
。
Ａ
・
Ｃ
対
Ｂ
と
い
う
図
式
は
そ
も
そ
も
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

「
理
は
気
の
理
」
、
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
表
現
こ
そ
刺
激
的
で
あ
る
も
の
の
、
新
し
い
中
身
は
何
ら
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
を
孫
夏
峰
の
「
識
吾
説
」
な
る
一
文
と
比
べ
て
み
よ
。
描
か
れ
た
世
界
は
、
は
た
し
て
ど
ち
ら
が
解
放
的
と
い
え
る
の
か
。

吾
、
吾
と
周
旋
し
て
久
し
き
も
、
初
め
は
吾
を
識
ら
ざ
る
な
り
。
乃
ち
今
、
恍
惚
と
し
て
之
れ
を
識
る
も
、
猶
お
未
だ
遽
に
は
認
む
る

能
わ
ざ
る
な
り
。
人
、
人
を
識
ら
ず
と
謂
へ
ば
、
人
も
信
じ
易
し
。
吾
、
吾
を
識
ら
ず
と
謂
へ
ば
、
吾
も
亦
た
信
じ
難
し
。
初
め
、
吾

は
、
実
に
吾
を
識
ら
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
吾
身
有
り
。
天
・
人
、
焉
れ
に
参
ず
る
者
な
り
。
仰
い
で
天
に
愧
ず
る
無
き
も
の
、
何

く
に
在
り
や
。
俯
し
て
人
に

�ず
る
無
き
者
、
何
く
に
在
り
や
。
此
の
身
を
し
て
愧
じ
ず
、

�じ
ざ
ら
令
む
る
能
わ
ず
し
て
、
吾
を
識

る
と
謂
わ
ん
や
。
吾
、
身
有
り
。
志
・
気
、
焉
れ
に
合
す
る
者
な
り
。
帥
し
て
志
に
悪
む
無
き
者
、
何
く
に
在
り
や
。
充
し
て
気
に
餒

え
る
無
き
者
、
何
く
に
在
り
や
。
此
の
身
を
し
て
悪
む
無
く
餒
え
る
無
か
ら
令
む
る
能
わ
ず
し
て
、
吾
を
識
る
と
謂
わ
ん
や
。（
中
略
）

吾
、
敢
え
て
吾
を
識
る
と
謂
わ
ん
や
。
静
言
か
に
之
れ
を
思
う
に
、
吾
、
吾
を
識
ら
ざ
る
も
、
人
、
吾
に
負
か
ん
や
。
吾
、
吾
に
負
か

ん
や
。
仍
ち
霊
を
夫
子
の
、
吾
の
好
む
所
に
従
わ
ん
に
乞
う
。
此
れ
、
吾
を
識
る
の
路
な
り
。
吾
を
識
ら
ざ
れ
ば
悪
ん
ぞ
能
く
吾
に
従

わ
ん
。
能
く
吾
に
従
え
ば
、
吾
を
識
ら
ざ
る
を
患
え
ず
。
諸
子
各
々
吾
有
り
。
吾
各
々
好
む
有
り
。
亦
た
第
だ
各
々
好
む
所
に
従
わ
ん

の
み
。

（
夏
峰
先
生
集
巻
八
）

即
自
の
自
己
か
ら
出
発
し
て
、
自
己
が
真
の
自
己
に
な
る
ま
で
の
道
筋
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。
自
己
を
超
え
る
者
と
の
絶
え
ざ

宋
明
思
想
史
の
一
断
面
（
石
田
）
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る
闘
い
の
う
ち
に
訪
れ
る
「
識
吾
」
体
験
。
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
主
人
公
が
、
常
に
生
身
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

遠
く
に
控
え
る
超
越
者
な
ど
ど
こ
に
も
い
な
い
。
真
の
自
己
は
、
好
悪
を
追
い
求
め
る
生
身
の
人
間
の
な
か
に
こ
そ
あ
る
。
真
の
自
己
と

向
き
合
い
、
つ
い
に
は
こ
れ
と
一
昧
に
な
っ
た
そ
の
と
き
、
人
は
始
め
て
「
吾
を
識
」
る
。
「
吾
を
識
る
」
こ
と
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
究

極
の
地
。
自
己
を
超
え
る
者
の
奴
隷
で
も
な
け
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
逃
避
す
る
の
で
も
な
い
。
こ
れ
を
自
在
に
操
る
一
個
の
自
由
人
が
こ
こ

に
誕
生
す
る
。
君
臣
の
義
や
華
夷
の
弁
が
復
活
し
た
と
し
て
も
、
盲
目
的
な
そ
れ
と
は
全
く
違
う
。
あ
く
ま
で
も
自
己
が
自
由
に
創
造
し

た
も
の
。
放
縦
と
は
最
も
遠
い
位
置
に
あ
る
真
の
自
由
に
、
人
は
や
っ
と
辿
り
つ
く
の
で
あ
る
。「
身
を
事
外
に
置
」
い
た
「
高
士
」
も
、

こ
う
し
た
自
由
人
で
は
な
か
っ
た
か
。
出
仕
拒
否
の
道
を
選
ん
で
意
志
の
自
由
を
行
使
し
た
劉
因
。
強
者
に
対
す
る
抵
抗
と
い
う
、
「
渡

江
賦
」
に
込
め
ら
れ
た
静
か
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
こ
れ
を
読
み
取
る
の
は
、
同
じ
自
由
人
だ
け
。
自
由
人
同
士
の
、
時
を
越
え
た
共
感
が
そ

こ
に
は
あ
る
。
丘
瓊
山
や
羅
整
菴
に
は
あ
り
え
な
い
世
界
。
図
式
に
話
を
戻
す
な
ら
、
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
原
理
的
に
は
差

は
な
く
て
も
、
Ａ
・
Ｂ
か
ら
Ｃ
へ
の
展
開
。
気
が
上
昇
し
て
理
と
気
と
が
溶
合
し
た
Ｃ
は
、
理
と
気
と
が
隔
絶
す
る
Ａ
・
Ｂ
と
は
明
ら
か

に
違
う
の
で
あ
る
。
Ａ
・
Ｃ
対
Ｂ
と
い
う
図
式
を
描
く
の
は
や
は
り
無
理
。
宋
明
思
想
史
の
展
開
と
は
、
こ
う
し
た
自
由
を
求
め
て
の
遅

遅
た
る
歩
み
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

六

黄
宗
羲
は
か
つ
て
「
（
羅
整
菴
）
先
生
の
、
理
気
を
言
う
、
朱
子
に
同
じ
か
ら
ず
。
而
る
に
心
性
を
言
え
ば
、
則
ち
朱
子
に
於
い
て
同

九
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じ
。
故
に
自
ら
其
の
説
を
一
に
す
る
能
わ
ざ
る
の
み
」
（
明
儒
学
案

巻
四
十
七
）
と
し
て
整
菴
の
理
気
論
と
心
性
論
と
の
間
に
は
矛
盾

が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
理
や
性
が
主
導
す
る
朱
子
学
の
理
気
・
心
性
論
の
範
疇
か
ら
理
気
論
で
は
抜
け
出
し
な
が
ら
、
心
性
論
に
お
い
て

は
そ
こ
か
ら
一
歩
た
り
と
も
踏
み
出
そ
う
と
し
な
い
整
菴
へ
の
、
陽
明
心
学
に
与
す
る
立
場
か
ら
の
不
満
の
表
明
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

見
た
と
お
り
気
の
理
と
い
う
か
ら
に
は
、
気
を
超
え
た
理
が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
押
し
や
ら
れ
て

は
い
る
が
、
理
は
し
っ
か
り
と
輝
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
整
菴
は
そ
こ
か
ら
目
を
そ
む
け
て
、
ひ
た
す
ら
「
気
の
理
」
を
主
張
す
る
。
も

は
や
そ
れ
は
信
念
と
い
う
他
は
な
い
。
信
念
の
下
に
あ
る
論
理
の
レ
ベ
ル
と
な
る
と
結
局
は
理
優
先
。
理
気
論
と
心
性
論
と
の
間
に
は
何

の
矛
盾
も
な
い
の
で
あ
る
。

劉
因
の
「
渡
江
賦
」
、
及
び
そ
の
周
辺
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
宋
か
ら
明
へ
の
思
想
史
の
展
開
に

乗
り
損
な
っ
た
羅
整
菴
思
想
の
実
態
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
気
の
思
想
家
は
羅
整
菴
だ
け
で
は
な
い
し
、
気
の
思
想
家
に
分
類
さ
れ
る
人

物
が
こ
こ
に
示
し
た
図
式
に
す
べ
て
当
て
は
ま
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
理
の
思
想
家
も
、
理
気
の
融
合
を
図
る
思
想
家
も
そ
れ
は
同

じ
こ
と
。
個
々
の
思
想
家
の
特
色
の
洗
い
出
し
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
に
し
た
い
が
、
気
の
思
想
家
だ
か
ら
理
の
思
想
家
よ
り
も
進
ん
で
い

る
、
そ
ん
な
安
易
な
決
め
付
け
が
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
ち
え
な
い
こ
と
だ
け
は
最
後
に
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

注

①
読
者
の
便
宜
に
供
す
べ
く
、「
渡
江
賦
」
全
文
に
句
読
を
付
し
て
末
尾
に
掲
げ
て
お
く
。
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②
本
稿
で
採
り
上
げ
た
思
想
家
達
の
何
人
か
に
つ
い
て
、
筆
者
は
す
で
に
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。「
劉
因
に
つ
い
て
」（
福
岡
大
学

総
合
研
究
所
報

第
七
十
九
号
）
・
「
羅
整
菴
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
町
田
三
郎
教
授
退
官
記
念

中
国
思
想
史
論
叢
）
・
「
孫
夏

峰
小
論
」
（
福
岡
女
子
大
学

香
椎
潟
四
十
九
号
）
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
論
述
の
都
合
上
、
こ
れ
ら
の
論
文
の
記
述
と
一
部
重
複

が
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

③
『
明
史
』（
巻
五
十
礼
四
）
に
は
明
初
に
従
祀
さ
れ
た
人
物
の
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
許
衡
の
名
は
み
え
て
も
、
劉
因
の
名

を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

④
ち
な
み
に
崎
門
の
流
れ
を
汲
む
楠
本
碩
水
も
、
「
蓋
し
、
未
だ
其
の
全
集
を
見
ず
」
（
『
碩
水
先
遺
書
』
巻
十
）
と
し
て
、
絅
斎
は

「
渡
江
賦
」
を
み
て
い
な
か
っ
た
と
想
像
す
る
。
た
だ
、
仮
に
こ
れ
を
目
に
し
た
と
し
て
も
絅
斎
の
劉
因
評
価
に
変
わ
り
は
な
い
、

と
考
え
る
の
が
碩
水
の
立
場
。
碩
水
は
絅
斎
を
、
後
述
す
る
孫
夏
峰
に
近
い
立
場
に
到
達
し
て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
う
な

る
と
丘
瓊
山
と
浅
見
絅
斎
を
一
緒
に
取
り
上
げ
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
両
者
が
理
主
導

型
の
思
想
か
ら
出
発
し
た
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。

⑤
羅
整
菴
に
こ
う
し
た
位
置
づ
け
を
与
え
た
代
表
の
一
人
を
挙
げ
る
と
、
日
本
で
は
「
明
清
時
代
に
お
け
る
気
の
哲
学
」
の
山
井
湧

で
あ
り
、
中
国
で
は
『
中
国
唯
物
主
義
思
想
史
』
の
張
岱
年
で
あ
ろ
う
。

⑥
幻
妄
観
（『
楞
厳
経
』）
批
判
の
主
旨
は
、
世
界
は
幻
な
ん
か
で
は
な
く
ち
ゃ
ん
と
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
主
張
が
根
拠
を
持
ち

う
る
た
め
に
は
、
事
物
を
超
え
た
も
の
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幻
で
は
な
く
、
山
河
大
地
は
ち
ゃ
ん
と
あ
る
。
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だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
、
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
そ
れ
を
造
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
幻
で
は
な
い
こ
と
を
保
障
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
幻
妄
観
は
否
定
で
き
な
い
。
山
河
大
地
が
幻
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
根
拠
も
超
越
者
も
必
要

は
な
い
。
す
べ
て
は
幻
な
の
だ
か
ら
。
幻
妄
観
は
成
立
す
る
。
世
界
は
ち
ゃ
ん
と
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
事
物
を
越
え
て
そ
の
存
在

を
保
証
す
る
も
の
が
必
要
に
な
る
。
超
越
者
の
存
在
の
容
認
が
、
宗
教
成
立
の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
事
物
を
超

え
る
も
の
を
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
い
整
菴
の
思
想
は
、
彼
が
批
判
す
る
仏
教
よ
り
も
強
い
宗
教
的
性
格
を
備
え
て
い
る
。

渡
江
賦

�幹
林
奉
使
南
朝
。
九
年
不
還
。
今
国
家
大
挙
方
輿
。
宋
君
会
猟
于
江
東
。
因
之
以
問
罪
。
北
燕
処
士
。
慨
然
壮
其
事
。
乃
計
地
勢
審
攻

守
。
将
草
渡
江
策
以
助
之
。
淮
南
剣
客
。
聞
而
過
之
曰
。
今
茲
大
挙
。
長
江
必
可
渡
乎
。
江
東
必
可
克
乎
。
君
其
為
我
言
其
勢
。
処
士
曰
。

昔
我
国
家
初
基
創
元
。
順
斗
極
運
天
関
。
握
雄
図
祭
雪
壇
。
神
人
赫
爾
折
箭
首
之
。
遂
超
大
河
横
八
荒
。
跨
北
岳
漂
九
陽
。
南
極
破
而
朔

風
烈
。
長
星
滅
而
北
辰
張
。
継
々
承
々
。
臣
僕
萬
方
。
其
威
益
振
。
其
武
益
揚
。
外
壓
中
原
。
勢
開
混
茫
。
蠢
爾
蠻
荊
。
何
癡
而
狂
。
自

取
征
伐
。
孰
容
爾
強
。
今
乃
提
天
綱
頓
地
統
。
竭
冀
北
之
馬
。
会
天
下
之
兵
。
御
枚
疾
走
。
摂
号
而
南
行
。
然
後
駢
部
曲
列
校
隊
。
惣
元

戎
誓
将
帥
。
横
堅
陣
于
高
岡
。
招
勝
風
于
大
旆
。
皷
角
鳴
于
地
中
。
旌
麾
払
于
天
外
。
驍
騎
軽
車
。

�
�隠

�。
玄
幕
緑
徽
。
飛
揚

�藹
。

魚
麗
長
蛇
。
撼
搖
覆
載
。
長

�雪
点
。
流
矢
雨
飛
。
霜
矛
電
激
。
神
劔

�馳
。
精
甲
雲
屯
。
白
日
争
輝
。
扇
撩
原
之
猛
勢
。
奮
蓋
世
之
雄

威
。
嗚
呼
噫

	。
吾
想
夫
陰
山
虎
土
。
茹
毛
飲
血
。
状
若
神
鬼
。
気
傲
霜
雪
。
嬉
於
戦
闘
。
業
在
征
伐
。
咆
哮
而



�怒

。
感
激
而
風
雲
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変
。
頽
崑
崘
而
翻
海
浪
。
折
江
河
而
崩
雷
電
。
川
谷
為
之
蕩
波
。
丘
陵
為
之
震
眩
。
使
彼
淮
方
之
矮
馬
。
蠻
溪
之
豪
族
。
延
目
望
之
。
固

足
以
拳
拘
湍
汗
。
免
冑
閔
袒
。
進
不
敢
敵
。
退
不
敢
竄
。
我
乃
撃
奔
霆
而

�昇
。
怒
長
風
而
迅
征
。
一
叱
而
建

�折

�。
再
皷
而
瓦
解
土

崩
。
於
是
畳
還
刳
塹
。
麾
城
下
邑
。
灌
以
流
潦
。

�以
巨
石
。
前
喉
後
背
。
左
排
右
掖
。
一
日
之
間
。
一
方
之
地
。
開
拓
千
里
。
遂
乃
進

楚
泗
。
援
江
都
。
撃
丹
陽
。
取
南
徐
。
浙
西
之
津
破
矣
。
擁
廬
壽
。
跨
烏
江
。
濟
蕪
海
。
攻
建
康
。
淮
南
之
戍
潰
矣
。
平
舒
剪

�。
順
流

而
下
。
径
入
潯
陽
。
江
東
之
渡
得
矣
。
掠
荊
州
。
掩
黄
岡
。
下
江
陵
。
困
武
昌
。
湖
北
京
西
之
虞
通
矣
。
于
時
六
師
奮
楫
。
木
馬
呑
舟
。

駕
黄
龍
之
雲

�。
御
五
牙
之

�
	。

断
横
江
之
鐵
鎖
。
焚
柵
岸
之
河
楼
。
其
勢
人
々
清
河
公
。
一
々
韓
擒
虎
。
小
王
濬
之
楼
舩
。
凌
伏
波

之
銅
柱
。
朝
発
舳
艫
。
夕
会
南
隅
。
嚢
括
百
越
。
杯
観
五
湖
。
霊
旗
所
指
。
席
巻
長
駆
。
哀
哉
宋
君
。
可
憐
也
。
戦
則
為
黄
泉
之
土
。
降

則
為
青
衣
之
奴
。
上
絶
奎
宮
之
運
。
下
失
皇
祐
之
区
。
草
満
金
陵
。
鹿
走
姑
蘇
。
五
溪
焦
土
。
七
澤
丘
墟
。
何
其
痛
哉
。
客
聞
之
而
笑
曰
。

信
如
公
言
。
以
謂
遂
無
宋
矣
。
曾
不
知
大
国
有
征
伐
之
力
。
小
国
有
御
敵
之
勢
。
而
我
長
江
所
以
限
南
北
。
山
川
所
以
界
封
域
。
外
則
西

接
巫
峡
。
東
至
海
陵
。
相
望
萬
里
。
烽
櫓
旗
亭
。
其
形
勝
也
。
臨
谷
為
塞
。
因
山
為
嶂
。
振
扼
喉
矜
。
天
設
巨
防
。
蒼
龍
玄
武
之
制
。
白

狗
黄
牛
之
状
。
鐡
瓮
銅
梁
之
固
。
劔
門
石
關
之
壮
。
峭
峡
東
之
狼
尾
。
聳
荊
門
之
虎
牙
。
持


州
之
百
牢
。
掲
瞿
塘
之
両
崖
。
鳥
道
盤
空
。

�牙
刺
天
。
馬
不
得
列
。
車
不
能
旋
。
一
人
守
隘
。
萬
夫
莫
前
。
彼
雖
有
懸
車
束
馬
之
勤
。
桟
雲
梯
石
之
役
。
我
主
彼
客
。
彼
労
我
逸
。

財
殫
力
痛
。
切
不
補
患
矣
。
内
則
灘
流
迅
急
。
波
濤
洶
涌
。
狂
瀾

�赱
。
絶

障
壅
。
其
所
皷
ト
ウ
。
則
盤
渦
谷
角
。
濤
陵
山
頽
。

�雲

遁
雨
。
怒
風
轟
雷
。
状
如
天
輪
膠
戻
而
激
転
。
又
似
地
軸
挺
抜
而
争
廻
。
呑
淮
飲
海
。
滔
天
而
来
。
中
有
舟
艦
被
江
。
旌
甲
燭
日
。
金
翅

青
龍
。
風
烏
水
鷁
。
連
檣
萬
里
。
シ
ョ
ウ

�千
尺
。
槁
工
舟
師
。
選
自
閔
。
萬
靡

�風
。
翫
霊
胥
。
掬
馮
夷
。
策
天
呉
。
察
象
馬
之
神
機
。
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責
千
里
于
須
臾
。
東
守
偃
城
之
塢
。
西
屯
採
石
之
戍
。
一
舸
拠
津
。
萬
夫
莫
渡
。
孫
権
割
険
而
自
覇
。
曹
丕
望
洋
而
廻
取
。
加
之
以
春
水

方
生
。
漲
気
連
天
。
蓊
鬱
薰
烝
。

�堕
飛
鳶
。
彼
雖
有
甲
騎
百
萬
。
横
屯
北
岸
。
安
能
飛
渡
我
長
江
乎
。
又
若
船
襄
漢
之
粟
。
漕
江
淮
之

資
。
発
武
庫
之
兵
。

�犀
象
之
皮
。
鏤
銅
牙
於
龍
川
。
伐
竹
箭
於
会
稽
。
使
巴
渝

�捷
。
善
闘
之
夫
。
服
而
用
之
。
亦
足
以
抗
衡
中
原
。

隔
障
蛮
夷
。
退
以
堅
守
。
進
以
功
持
。
又
有
義
士
奮
袂
。
良
将
登
壇
。
既
有
枕
戈
之
劉

�。
豈
無
撃
楫
之
謝
安
。
假
祖
逖
以
黄
鉞
之
威
。

拝
陸
遜
以
都
督
之
権
。
而
曹
公
赤
壁
之
役
。
苻
融
合

�之
戦
。
公
獨
不
聞
之
乎
。
処
士
曰
。
表
裏
山
河
。
備
敗
而
已
。
堅
甲
利
兵
。
應
敵

而
已
。
以
勢
御
勢
。
固
未
知
其
孰
利
。
曾
不
知
應
之
以
大
機
。
昭
之
以
大
義
。
而
有
不
可
御
者
。
我
請
為
子
籌
之
。
我
直
而
壮
。
彼
曲
而

老
。
我
有
名
而
衆
。
彼
無
義
而
小
。
一
也
。
彼
江
塞
之
地
。
盤
亘
萬
里
。
分
兵
以
守
之
。
則
力
懸
而
勢
屈
。
聚
兵
以
守
之
。
則
保
此
而
失

彼
。
二
也
。
彼
持
衣
帯
之
水
。
拠
手
掌
之
隅
。
将
堕
兵
驕
。
傲
不
我
虞
。
其
備
愈
久
。
其
心
愈
疎
。
三
也
。
彼
刑
鄂
之
民
。
旧
経
剪
伐
。

久
痛
瘡
痍
。
見
旃
裘
而
膽
落
。
梦
毳
窟
而
魂
飛
。
今
聞
大
挙
。
重
被
芟
夷
。
人
心
揺
落
。
士
卒
崩
離
。
四
也
。
彼
留
我
奉
使
。
讎
我
大
邦
。

使
天
下
英
雄
。
請
纓
破
浪
。

�視
長
江
。
亦
有
年
矣
。
今
天
将
啓
。
宋
将
危
。
我
中
国
将
合
。
我
信
使
将
帰
。
應
天
順
人
。
有
征
無
戦
。

五
也
。
孰
謂
宋
之
不
可

�耶
。
客
於
是
怙
（
恬
）
然
失
気
。
循
墻
匍
匐
。
口
怯
心
砕
。
不
知
所
以
對
矣
。

宋
明
思
想
史
の
一
断
面
（
石
田
）

九
四
一

（25）




