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1 

『
茄
子
』
全
二
○
巻
一
一
一
二
篇
で
説
く
こ
と
は
膨
大
か
つ
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
今
は
そ
の
全
休
像
は
捲
き
、
そ
の
根
底
に
お
か

れ
る
べ
き
言
論
の
説
を
柵
成
し
概
観
し
て
ゑ
る
。
何
を
説
く
に
も
ま
ず
そ
の
説
く
こ
と
そ
の
こ
と
、
説
き
方
が
大
邪
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
を
荷
子
自
身
が
意
識
し
て
い
た
と
川
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
正
潴
」
の
語
に
示
さ
れ
る
。
正
名
と
は
正
し
い
言
梨
、

あ
る
い
は
言
菜
を
正
す
、
の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
源
は
『
論
語
』
子
路
筋
に
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

い
え
い

ま
３
ｋ
に

①
土
田

「
子
路
が
日
わ
く
、
術
の
君
、
子
を
待
ち
て
政
を
為
さ
ば
、
子
将
に
笑
を
か
先
当
ご
に
せ
ん
。
子
の
日
わ
く
、
必
ら
ず
や
名
を
正
さ
ん

い
た
ん

の
た
ま
や

ゆ
う

か
。
子
路
が
日
わ
／
、
、
是
れ
有
る
か
な
、
子
の
迂
な
る
や
。
笑
ぞ
其
れ
正
さ
ん
。
子
の
日
わ
く
、
野
な
る
か
な
、
由
や
。
君
子
は
其

お
か
つ
け
つ
じ
よ

〃
ん
し
た
が

の
知
ら
ざ
る
所
に
於
い
て
は
、
蓋
剛
如
た
り
。
名
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
一
一
一
一
口
順
わ
ず
、
一
一
一
一
口
順
わ
ざ
れ
ば
則
ち
事
成
ら
ず
、
泰
成
ら
ざ

邸
く
封

お
ね

あ
た

化
ふ

れ
ば
則
ち
礼
楽
興
こ
ら
ず
、
礼
楽
肌
）
」
ら
ざ
れ
ぱ
則
ち
刑
刑
中
ら
ず
、
刑
削
巾
ら
ざ
れ
ぱ
則
ち
氏
手
足
を
怖
く
所
な
し
。
故
に
洲
子

い
や
し

は
こ
れ
に
名
づ
く
れ
ば
必
ら
ず
言
う
べ
き
な
り
。
こ
れ
を
一
言
え
ば
必
ら
ず
行
な
う
べ
き
な
り
。
瑚
子
、
此
の
言
に
於
い
て
、
称
く
も

荷
子
の
言
論
説

１ 
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内

刑
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２
す
る
所
な
き
の
鋲
。
」
（
金
谷
治
訳
注
『
論
語
』
に
よ
る
）

『
竹
子
』
全
儲
で
孔
子
を
説
き
そ
れ
を
称
柵
す
る
個
所
は
至
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
と
く
に
諭
子
を
揃
烈
に
批
判
し
た
あ
と
は
そ
れ
と

対
応
さ
せ
て
孔
子
を
礼
賛
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
孔
子
の
徒
で
あ
る
称
子
が
、
「
正
名
」
の
語
を
使
う
の
に
孔
子
の
説
を

受
け
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
論
と
は
、
広
く
は
言
論
柵
勅
、
あ
る
い
は
言
語
表
現
、
言
語
に
よ
る
伝
達
の
こ
と
で
あ
り
、
狭
く
は
弁
論
、
論
証
、
識
論

な
ど
を
含
む
。
し
た
が
っ
て
一
一
両
論
の
説
を
限
定
し
て
、
言
語
の
方
法
、
言
語
の
川
い
方
と
す
れ
ば
、
論
理
と
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
そ
れ
を
直
接
説
く
の
は
そ
の
名
の
と
お
り
「
正
名
篇
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
称
子
に
先
立
つ
誰
弁
論
理
派
を
批
判
し
て
正
名
の

必
要
を
説
き
、
正
し
い
言
語
の
あ
り
方
、
そ
の
方
法
、
言
い
か
え
れ
ば
論
理
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
荷
子
が
狭
い
意
味

船
家
の
根
本
思
想
は
修
己
治
人
で
、
そ
の
Ｈ
指
す
と
こ
ろ
は
政
治
の
理
想
で
あ
る
。
そ
こ
で
孔
子
の
商
弟
子
路
の
、
政
流
に
と
っ
て

ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、
と
い
う
側
い
に
帥
が
「
必
也
正
狛
乎
」
と
鱒
え
た
の
は
、
正
名
を
柵
教
の
根
本
力
法
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
名
が
正
し
く
な
け
れ
ば
こ
と
ば
も
順
当
で
な
く
、
こ
と
ば
が
順
当
で
な
け
れ
ば
仕
事
も
で
き
あ
が
ら
ず
、
仕
歌

が
で
き
あ
が
ら
な
け
れ
ば
儀
礼
や
音
楽
も
盛
ん
に
な
ら
ず
、
儀
礼
や
汗
楽
が
盛
ん
で
な
け
れ
ば
刑
罰
も
ぴ
っ
た
り
ゆ
か
ず
、
刑
罰
が
ぴ

っ
た
り
ゆ
か
な
け
れ
ば
人
氏
は
〔
不
安
で
〕
手
足
の
お
き
ど
こ
ろ
も
な
く
な
る
。
だ
か
ら
君
子
は
名
を
つ
け
た
ら
き
っ
と
こ
と
ば
で
言

え
る
し
、
こ
と
ば
で
言
っ
た
ら
き
っ
と
尖
行
で
き
る
よ
う
に
す
為
」
（
金
谷
訳
）
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
孔
子
の
、
ひ
い
て
は
柵
家
の
意

謡
（
の
川
い
力
）
の
取
祝
を
承
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
の
引
川
全
休
が
そ
の
こ
と
を
炎
わ
し
、
淵
人
（
「
鋼
正
し
か
ら
ざ
れ
ぱ
」

＊
 

以
下
）
に
も
修
己
（
「
故
に
付
子
は
」
以
下
）
に
も
そ
の
柧
底
に
正
和
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
一
ｍ
う
の
で
あ
る
。

＊
正
名
と
は
直
接
に
は
名
実
一
致
の
思
想
で
、
「
名
（
名
辞
）
に
よ
っ
て
実
（
実
体
・
実
質
）
を
規
定
す
る
思
想
、
と
く
に
国
家
の
統
一
秩
序
上

か
ら
洛
称
・
用
語
な
ど
に
よ
っ
て
人
民
の
職
務
・
行
為
の
分
限
を
規
律
す
る
思
想
」
（
赤
塚
忠
。
Ⅱ
原
利
国
編
『
中
国
思
想
辞
典
巳
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
原
理
と
し
て
広
く
言
諮
を
正
し
く
川
い
る
こ
と
、
と
い
う
窓
味
に
と
っ
て
考
察
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
縞
の
趣
意
は
、
政
梢
の

説
と
し
て
只
体
的
に
治
分
を
正
す
と
い
う
側
而
を
ゑ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
も
と
に
あ
る
汀
論
の
説
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
妬
。
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、
。

ｋ
典

た
た

』
」
』
」

「
調
子
は
必
ず
識
ず
・
几
そ
人
は
其
の
善
す
る
所
を
一
一
一
一
口
う
こ
と
を
好
ま
ざ
ろ
ば
英
き
１
℃
、
而
ｊ
Ｄ
君
子
を
甚
だ
し
と
為
す
。
是
を
以
て

こ
こ
で
は
言
論
を
好
ま
ず
、
弁
説
を
楽
し
ま
な
い
満
は
、
仁
義
を
守
り
行
う
士
に
は
な
れ
な
い
、
だ
か
ら
洲
子
の
条
件
は
何
よ
り
も

ま
ず
、
善
い
と
信
ず
る
こ
と
を
他
人
に
伝
え
る
こ
と
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
は
言
論
を
鼓
ん
じ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て

い
る
。
同
じ
こ
と
は
同
篇
の
続
章
で
論
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

で
論
理
説
を
展
開
す
る
の
は
「
正
名
篇
」
で
あ
る
が
、
そ
の
意
義
を
定
め
る
た
め
に
は
広
く
言
論
の
説
全
体
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
中

で
の
位
臓
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
兄
方
で
締
全
体
に
わ
た
っ
て
ゑ
る
と
、
広
い
意
味
で
の
言
語
の
説
は
各
篇
に
ち
ら

ば
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
盤
理
し
て
灯
子
の
言
論
説
と
し
て
打
柵
成
し
、
第
一
に
言
論
の
重
視
、
節
二
に
一
一
一
一
口
論

者
（
と
く
に
誰
弁
家
諸
子
）
批
判
、
第
三
に
認
識
説
、
第
四
に
論
理
説
と
い
う
順
序
で
ま
と
め
て
承
る
。

独
が

「
然
れ
ど
ｊ
も
言
を
好
ま
ず
言
を
楽
わ
ざ
れ
ぱ
、
則
ち
必
ず
誠
の
士
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
君
一
丁
の
言
に
於
け
る
や
、
志
は
こ
れ
を
好

れ
が

ょ
北

み
行
は
こ
れ
に
安
ん
ず
れ
ば
こ
れ
を
一
一
一
ｍ
わ
ん
こ
と
を
楽
う
な
り
’
故
に
君
子
は
必
ず
辨
ず
。
凡
そ
人
は
其
の
燕
す
る
所
を
言
う
こ
と

な
た

し
め

を
好
ま
ざ
る
は
莫
ぎ
も
、
而
も
君
子
を
甚
だ
し
と
為
す
。
故
に
人
に
贈
る
に
一
一
一
ｍ
を
以
て
す
れ
ば
金
石
珠
玉
よ
り
ｊ
も
重
く
、
人
に
観
す

ほ
ぶ
つ

に
言
を
以
て
す
れ
ば
繍
繊
文
章
上
り
ｊ
Ｄ
美
し
く
、
人
に
臆
か
し
む
る
に
一
一
一
一
ｍ
を
以
て
す
れ
ば
鈍
妓
琢
謎
よ
り
も
楽
し
・
故
に
蒋
子
の
言

お
か
え
り
氷

＊
 

に
於
け
る
や
駅
（
催
）
／
、
こ
と
無
し
。
鄙
夫
は
雌
れ
に
反
し
、
其
の
尖
を
好
み
て
此
の
文
を
伽
ず
」
（
非
机
編
、
四
）

＊
『
荷
子
』
の
引
用
文
は
、
金
谷
治
訳
注
、
岩
波
文
庫
版
（
上
・
下
）
の
書
き
下
し
文
と
し
、
篇
名
の
下
の
数
字
は
同
書
の
分
章
を
示
す
。
以
下

同
じ
。
末
尾
文
献
表
参
照
。

ま
ず
茄
子
が
一
一
一
一
口
論
を
重
視
す
る
と
ゑ
ら
れ
ろ
個
所
を
読
み
、
そ
の
趣
意
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

２ 
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こ
こ
で
も
前
の
引
川
と
同
じ
文
章
を
交
え
な
が
ら
、
言
論
を
重
ん
じ
、
か
つ
そ
の
言
論
は
鉾
き
こ
と
（
仁
言
）
を
伝
え
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説
く
。

以
上
比
校
的
に
焚
く
か
つ
専
一
に
商
論
の
菰
悦
を
説
く
章
節
を
引
川
し
た
が
、
こ
の
ほ
か
別
皿
愈
を
説
く
小
に
一
一
両
論
の
砿
視
を
言
う

凸
鈩
』
と

語
句
は
い
く
つ
か
の
篇
に
散
見
す
る
。
例
え
ば
「
血
気
筋
力
は
則
ち
哀
う
る
こ
と
右
ら
ん
も
、
夫
の
知
咽
の
取
粂
、
の
蒜
き
ば
則
ち
攻
う

る
こ
と
な
し
」
（
正
論
篇
、
五
）
で
は
思
慮
・
判
断
力
、
す
な
わ
ち
言
論
能
力
の
優
位
を
説
き
、
「
主
論
議
を
好
め
ば
〔
臣
〕
必
ず
善
く
謀

り
」
（
成
川
禰
、
五
）
で
は
為
政
君
た
る
も
の
の
条
件
を
言
論
能
力
に
託
し
、
「
言
語
の
美
は
穆
穆
皇
皇
た
り
」
（
大
略
編
、
二
二
）
で
は
言
論

よ

の
手
段
で
あ
る
一
言
叩
語
そ
の
も
の
を
称
揚
し
、
「
少
に
し
て
弧
謝
せ
ず
北
に
し
て
論
祇
せ
ざ
れ
ぱ
、
可
き
も
の
と
雌
も
未
だ
成
ら
ざ
る
な

り
」
（
岡
、
五
八
）
で
は
、
年
少
時
に
書
物
を
腋
諭
せ
ず
、
壮
年
に
な
っ
て
議
論
し
な
い
よ
う
で
は
か
な
り
の
人
で
も
大
成
し
な
い
、
と

一
一
両
っ
て
学
川
に
お
け
る
談
論
の
政
要
さ
を
説
く
。

（
刷
論
が
砿
要
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
何
か
を
言
え
ば
そ
れ
が
厄
ら
に
効
を
炎
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
誰
で
も
何
か
を
一
一
爪
え
ば
そ
れ
が

い
つ
で
も
正
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
言
論
が
簡
単
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
に
と
り
上
げ
る
ま
で
し
な
い
。
言
論
、
す
な

わ
ち
人
に
説
く
こ
と
は
む
つ
か
し
い
か
ら
こ
そ
説
き
方
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
一
一
一
ｍ
論
の
む
つ
か
し
さ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に

ｌ
ｕ
◎
 

訂
く

し

小
人
締
ず
れ
ば
険
を
言
う
９
℃
、
羽
子
癖
ず
れ
ば
仁
を
言
う
。
言
い
て
仁
の
中
に
非
ざ
れ
ぱ
則
ち
此
の
雪
川
は
其
の
黙
に
鋳
か
ず
、
災
の

と
つ

僻
は
其
の
咽
に
蒜
か
ざ
る
な
り
。
一
一
一
ｍ
い
て
仁
の
巾
な
れ
ば
則
ち
言
を
好
む
満
は
上
に
し
て
言
を
好
ま
ざ
る
満
は
下
な
り
。
故
に
仁
言

は
大
な
り
、
上
に
起
る
も
の
は
下
を
灘
び
く
所
以
に
し
て
政
令
弛
れ
な
り
。
下
に
起
る
も
の
は
上
に
忠
な
る
所
以
に
し
て
諌
救
（
止
）

あ
れ
が

是
れ
な
り
。
故
に
君
子
の
仁
を
行
う
や
厭
く
こ
と
な
し
。
志
は
こ
れ
を
好
み
行
は
こ
れ
に
安
ん
じ
て
こ
れ
を
言
わ
ん
こ
と
を
楽
う
な

り
。
故
に
君
子
は
必
ず
瀞
ず
。
」
（
同
上
、
６

「
凡
そ
税
の
難
き
ば
、
至
高
を
以
て
至
卑
に
遇
い
至
治
を
以
て
至
乱
に
接
す
る
こ
と
に
し
て
、
未
だ
戒
ち
に
は
至
る
ぺ
か
ら
ず
。
遠
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５
 

「
夫
の
堅
白
・
同
異
・
有
厚
無
厚
の
察
は
、
察
な
ら
ざ
る
に
は
非
ず
、
然
れ
ど
も
君
子
の
〔
こ
れ
を
〕
獄
ぜ
ざ
る
は
止
ま
れ
ば
な

錐
が
説
か
れ
る
。

要
す
る
に
、
―
―

こ
と
で
あ
る
。
〉

荷
子
は
自
ら
旨
と
す
る
言
論
の
説
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
先
立
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
篇
の
先
後
に
関
係
な

く
、
言
論
者
諸
子
を
批
判
す
る
。
面
接
に
は
「
正
名
」
に
反
す
る
い
わ
ゆ
る
誠
弁
論
理
派
諸
説
を
批
判
す
る
と
い
う
形
を
と
る
が
、
広

く
は
論
肌
家
以
外
の
言
論
者
を
も
含
め
た
諸
子
を
批
判
し
て
向
ら
の
説
を
補
強
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
竹
子
が
何
を
め
ざ
し
た
か
を
浮
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
、
諸
子
批
判
を
ま
ず
直
接
論
弁
家
批
判
、
次
い
で
広
く
言
論
者

批
判
、
と
順
を
追
っ
て
検
討
す
る
。
ま
ず
批
判
の
矛
先
は
名
家
の
公
孫
腿
と
恵
施
に
向
け
ら
れ
る
。

一
般
に
人
に
説
く
こ
と
の
む
つ
か
し
さ
は
、
蛾
商
の
道
理
を
小
人
に
向
か
っ
て
説
き
、
政
沿
の
理
想
を
舷
も
乱
れ
た
社
会
に
向
か
っ

て
説
く
こ
と
に
そ
の
典
型
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
生
の
ま
ま
そ
の
主
張
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
鞭
例
を
引
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
言
い
、
例
え
ば
上
代
を
挙
げ
て
誤
ら
ず
、
近
代
を
引
い
て
几
胴
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
と
い
っ
た
共
合
に
、
臨
機
応
変
に
相

手
に
噸
じ
て
兼
職
腫
鋭
側
す
る
心
側
が
必
喫
で
あ
る
、
と
す
る
。
Ｉ
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
ば
介
純
の
川
縦
さ
と
そ
れ
を
克
服
す
輸
力

あ
や
き

う
れ
い

ひ

く
拳
ぐ
れ
ぱ
則
ち
謬
ら
ん
こ
と
に
病
あ
り
、
近
く
世
（
他
）
け
ば
則
ち
〔
几
〕
傭
な
ら
ん
』
」
と
に
病
あ
り
。
善
〔
く
説
く
〕
者
の
足

あ
や
ｆ

ひ
と
＄
う
つ

ふ
し
あ
狩

几
い
く
つ

の
間
に
於
け
る
や
、
亦
た
必
ず
速
く
準
ぐ
る
Ｊ
ｂ
謬
ら
ず
近
く
世
く
ｊ
も
鮒
な
ら
ず
、
時
と
午
に
遷
徒
り
世
と
午
に
恨
仰
ぎ
、
緩
急
臓
拙

上
ぜ
ん

つ
つ
ぇ
せ
き
た
め
ざ

ら
ご
と

つ
ぶ
さ

（
仲
屈
）
、
府
（
鮒
）
然
と
し
て
梁
区
蝿
栖
の
己
れ
に
於
（
在
）
る
が
薪
き
な
り
。
川
に
調
わ
ん
と
す
る
所
を
〔
ほ
し
〕
得
て
然
Ｊ
Ｄ
〔
身

を
〕
折
傷
せ
ず
。
」
（
非
相
編
、
五
）

一
一
一
一
口
論
は
重
要
で
あ
る
、
し
か
し
そ
れ
は
む
つ
か
し
い
、
し
た
が
っ
て
言
論
の
方
法
、
説
き
方
が
必
要
に
な
る
、

そ
う
み
れ
ば
こ
こ
で
検
討
し
た
こ
と
は
「
正
名
」
の
い
わ
ば
序
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

３ 

と
い
う
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合
ほ
か
い

り
。
俺
魁
の
行
は
難
か
ら
ざ
る
に
は
非
ず
〈
然
れ
ど
』
い
）
莉
子
の
〔
こ
れ
を
〕
行
わ
ざ
る
は
化
斗
誤
れ
ば
な
り
。
」
（
術
身
筋
、
八
）

お
じ

＊
 

学
問
を
す
る
場
合
、
か
の
公
孫
龍
や
忠
施
の
堅
ｎ
口
の
論
、
同
異
の
論
、
有
厚
無
厚
の
説
は
な
る
ほ
ど
鋭
い
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
君

子
が
そ
う
い
う
こ
と
を
議
論
し
な
い
の
は
止
ま
る
所
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
君
子
が
奇
怪
な
行
動
を
し
な
い
と
同
じ

で
あ
る
、
と
言
う
。
こ
の
章
は
学
問
の
心
得
と
し
て
空
想
的
な
目
標
で
は
な
く
、
実
現
可
能
な
目
標
を
立
て
て
努
力
す
べ
き
こ
と
を
名

家
批
判
に
よ
っ
て
説
い
た
の
で
あ
る
。

＊
竹
子
は
突
念
論
者
の
立
場
か
ら
、
公
孫
施
、
忠
施
と
い
っ
た
名
家
を
唯
名
論
者
と
し
て
批
判
し
、
溌
弁
家
と
き
め
つ
け
る
。
「
堅
白
」
の
論
は

『
荘
子
』
秋
水
荊
に
公
係
測
り
言
と
し
て
「
同
異
を
合
し
、
堅
白
を
雛
ち
、
然
ら
ざ
る
を
然
り
と
し
、
可
な
ら
ざ
る
を
可
と
し
、
両
家
の
知
を
限

し
め
、
衆
口
の
弁
を
窮
辻
し
な
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
一
個
の
石
で
も
躍
さ
（
触
覚
）
と
白
さ
（
視
覚
）
は
同
じ
次
元
で
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
堅
石
と
白
石
と
は
別
も
の
で
、
堅
く
て
白
い
石
は
成
立
不
可
能
、
と
い
う
論
で
あ
る
。
「
同
異
」
の
論
、
「
無
厚
」
の
説
は
同
じ
く
『
沈
子
』

天
下
篇
に
恵
施
の
「
歴
物
十
事
」
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。
歴
物
と
は
事
物
の
道
理
を
論
理
的
に
分
析
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
（
１
）
至
大
は
外
無
し
、
之
を
大
一
と
請
う
、
至
小
は
内
無
し
、
之
を
小
一
と
請
う
。
（
２
）
無
厚
の
積
む
べ
か
ら
ざ
る
や
、
其
の
大
い
き
千
里
。

（
３
）
天
と
地
と
卑
く
、
山
と
沢
と
平
か
な
り
。
（
４
）
日
は
方
に
中
し
方
に
腕
き
、
物
は
方
に
生
じ
方
に
死
す
。
（
５
）
大
同
に
し
て
小
同
と
異
な

る
、
此
れ
を
之
れ
小
同
異
と
調
う
、
万
物
の
繋
ぐ
同
じ
く
準
く
異
な
る
、
此
れ
を
之
れ
大
同
異
と
調
う
。
（
６
）
南
方
は
窮
ま
り
無
く
し
て
窮
ま

り
拘
り
。
（
７
）
今
Ⅱ
越
に
通
き
て
背
来
る
。
（
８
）
迎
灘
、
解
く
ぺ
ぎ
な
り
。
（
９
）
我
れ
天
下
の
中
央
を
知
る
、
燕
の
北
、
趣
の
南
、
是
れ
な
り
。

（
、
）
犯
く
万
物
を
愛
す
、
天
地
は
一
体
な
り
。
」
（
以
上
藻
井
専
英
『
竹
子
』
語
釈
、
桐
永
光
可
『
莊
子
』
訳
に
よ
る
。
）

次
の
批
判
の
棚
手
も
同
じ
く
名
家
の
忠
施
と
凱
析
で
あ
る
。

ひ
と

巻
い
し
ん
が
冬
な
つ
り
砿
り
ひ
げ

「
山
と
淵
と
ｊ
も
平
ら
か
に
し
て
天
と
地
と
Ｊ
一
℃
比
し
く
、
斉
と
秦
と
Ｉ
Ｄ
襲
り
、
鉤
に
須
あ
り
卵
に
毛
あ
り
と
催
、
是
れ
説
の
侍
し
難
き

者
に
し
て
恵
施
と
郵
析
と
は
こ
れ
を
能
く
せ
り
、
然
れ
ど
も
君
子
の
貴
ば
ざ
る
は
礼
義
の
中
に
非
ざ
れ
ば
な
り
。
」
（
不
筍
篇
、
一
）

山
と
洲
と
は
同
じ
高
さ
で
、
天
と
地
に
も
高
低
が
な
く
、
斉
の
国
と
素
の
国
と
が
同
じ
場
所
に
あ
り
、
つ
り
針
に
魚
の
ひ
げ
が
あ
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７ 

虚
爽
を
転
倒
し
て
言
い
く
る
め
た
り
、
「
堅
く
白
い
石
」
を
「
堅
い
石
」
と
「
白
い
石
」
と
に
分
け
る
論
な
ど
は
誕
弁
で
あ
っ
て
、

密
に
こ
そ
な
れ
何
の
益
に
も
な
ら
な
い
と
説
く
。
「
堅
白
同
異
之
分
隅
」
の
論
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
公
孫
弛
の
説
で
あ
る
。

次
に
論
理
家
を
も
含
め
て
広
く
一
筒
論
家
諸
子
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
を
検
討
し
て
み
る
。
こ
れ
が
直
接
ま
と
め
て
説
か
れ
る
の
は
「
非

十
二
子
篇
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
の
各
篇
に
も
随
所
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

い
ま

か
ぎ

き
よ
う
ら
ん
含
つ
う
か
沙
さ

ま
ず
非
十
一
一
子
篇
の
冒
頭
で
、
「
仮
今
の
世
に
、
邪
説
を
飾
り
姦
一
一
一
一
向
を
文
り
て
以
て
天
下
を
染
（
樫
）
乱
し
、
誘
宇
鬼
玻
、
天
下
を
し

て
混
然
と
し
て
足
非
沿
乱
の
存
す
る
所
を
知
ら
ざ
ら
し
む
る
者
に
人
拘
り
」
と
諸
子
批
判
の
庁
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
の
社
会
に

邪
説
姦
言
を
飾
り
た
て
て
天
下
を
乱
し
、
誇
張
し
た
奇
語
・
偽
慧
・
髄
介
を
弄
ん
で
、
人
☆
を
混
乱
ざ
せ
是
非
の
分
別
や
治
乱
の
規
地

も
分
ら
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
者
ど
も
が
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
続
い
て
具
体
的
に
六
派
一
二
人
を
次
盈
に
批
判
の
遡
上
に
の
ぼ

せ
る
。
以
下
そ
れ
を
要
約
す
る
。

た
ご
９
ざ
ぽ
う

亡
燃
・
魏
牟
性
情
の
お
も
む
く
ま
き
｛
に
気
ま
ま
な
》
」
と
を
平
気
で
し
て
禽
戦
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
、
礼
儀
に
欠
け
社
会
の
道
理
に

＊
 

、
ソ
、
卵
に
は
鳥
の
毛
が
生
え
て
い
る
、
な
ど
と
い
う
議
論
は
恵
施
や
都
折
の
誌
弁
で
あ
っ
て
、
君
子
が
そ
れ
を
重
ん
じ
な
い
の
は
正
し

い
人
間
の
道
に
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
言
う
。

＊
こ
こ
に
出
る
議
論
と
同
じ
Ｊ
Ｄ
の
、
あ
る
い
は
似
た
あ
の
ば
『
荘
子
』
天
下
筋
に
引
か
れ
て
い
る
。
「
山
と
淵
と
Ｊ
も
…
…
」
は
前
注
「
臓
物
十
本
」

の
（
３
）
「
天
と
地
と
弊
く
、
山
と
沢
と
平
か
な
り
」
と
同
趣
愈
で
あ
る
し
、
「
卵
に
毛
あ
り
」
は
、
巡
施
を
中
心
と
し
た
言
論
家
た
ち
の
論
弁
「
弁

者
二
十
一
戦
」
の
（
１
）
に
引
か
れ
て
い
る
（
稲
永
光
可
『
北
子
』
訳
に
よ
る
）
。
な
お
忠
施
・
郵
析
と
並
称
し
て
批
判
す
る
個
所
は
非
十
二
子
赫

（
一
）
お
よ
び
僻
效
鰍
（
一
一
一
）
に
も
あ
ぁ
。

も
う
つ
る

さ
と

「
若
し
夫
れ
充
と
虚
と
の
相
い
施
易
と
堅
白
同
異
の
分
隔
と
は
、
是
れ
聡
き
耳
ｊ
も
聴
く
こ
と
能
わ
ざ
る
所
、
肌
か
な
る
目
Ｊ
も
見
る
こ

す
み
や

し
め

と
能
わ
ざ
る
所
、
辮
士
Ｊ
も
（
一
同
う
こ
と
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
聖
人
の
知
（
籾
）
あ
り
と
雌
も
未
だ
似
（
淡
）
か
に
は
折
す
こ
と
能
わ
ず
。

〔
こ
れ
を
〕
知
ら
ず
と
も
羽
子
た
る
に
啓
な
く
こ
れ
を
知
る
と
も
小
人
た
る
に
狐
ず
ろ
な
し
。
」
（
慨
效
揃
、
四
）
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８
も
し
と
る
が
、
そ
の
所
論
に
は
そ
れ
だ
け
の
理
屈
が
あ
り
、
そ
の
介
説
に
は
一
応
の
根
拠
が
あ
っ
て
、
民
衆
を
欺
き
惑
わ
す
人
で
あ

ｂ
ん
わ
ゅ
う
し
ゆ
～

陳
仲
・
史
鮒
生
ま
れ
つ
き
の
懸
澗
を
お
‐
し
段
し
、
世
間
か
ら
超
然
と
し
て
ふ
る
ま
い
、
人
な
に
災
を
立
て
る
の
を
す
ぐ
れ
た
こ
と

と
考
え
、
人
戈
と
と
も
に
社
会
生
祇
を
営
ん
だ
り
そ
の
規
範
を
肌
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
所
論
に
は
そ
れ
だ
け
の
理

屈
が
あ
り
、
そ
の
弁
説
に
は
一
応
の
根
拠
が
あ
っ
て
、
民
衆
を
欺
き
惑
わ
す
人
で
あ
る
。

奴
く
て
な
そ
う
け
い

坐
棚
・
宋
研
天
下
を
統
一
‐
し
阿
家
を
班
て
る
た
め
の
肌
汕
を
知
ら
ず
、
功
利
尖
川
を
岬
び
倹
約
を
砿
ん
じ
、
秩
序
の
た
め
の
ｊ
ｂ
の

ご
と
の
区
別
等
級
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
し
た
が
っ
て
利
圃
側
の
区
別
も
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
所
論
に
は
そ
れ
だ
け
の

＊
 

理
屈
が
あ
ぃ
ソ
、
そ
の
弁
説
に
は
一
応
の
根
拠
が
あ
っ
て
、
民
衆
を
欺
き
惑
わ
す
人
で
あ
る
。

＊
墨
極
は
前
四
○
○
年
頃
、
孔
子
と
孟
子
の
間
に
活
躍
し
た
思
想
家
で
、
墨
家
の
祖
。
墨
家
集
団
の
思
想
を
伝
え
る
も
の
に
『
墨
子
』
の
書
が
あ

る
。
宋
釿
は
米
の
人
で
、
前
四
世
紀
後
半
、
孟
子
と
同
時
代
の
思
想
家
。
な
お
墨
子
を
単
独
で
批
判
す
る
個
所
は
富
国
篇
（
五
）
と
王
覇
篇
（
七
）
に

あ
り
、
そ
こ
で
は
そ
の
節
倹
・
勤
労
、
苦
の
説
は
富
裕
へ
の
道
で
は
な
い
と
批
判
さ
れ
、
儒
家
の
正
し
さ
が
主
張
さ
れ
る
。
ま
た
宋
銃
を
単
独
で

批
判
す
る
個
所
は
正
論
繍
の
（
八
）
、
（
九
）
、
Ｃ
○
）
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
非
闘
説
が
批
判
さ
れ
、
そ
の
学
派
に
対
し
て
栄
辱
の
道
理
が
説
か

れ
、
そ
の
情
欲
寡
洩
論
が
批
判
さ
れ
る
。

し
ん
と
う
で
ん
ぺ
ん

慎
到
・
川
脱
法
を
尊
び
な
が
ら
先
王
の
定
め
た
真
の
法
を
無
視
し
、
教
育
修
養
を
軽
視
し
な
が
ら
説
を
な
す
こ
し
」
を
好
み
、
し
か

し
そ
の
説
は
よ
く
詞
ぺ
て
み
る
と
支
離
滅
裂
で
統
一
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
同
家
を
治
め
て
規
範
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ

＊
 

の
所
論
に
は
そ
れ
だ
け
の
珊
川
が
あ
ぃ
ソ
、
そ
の
弁
説
に
は
一
応
の
根
拠
が
あ
っ
て
、
民
衆
を
欺
き
惑
わ
す
人
で
あ
る
。

＊
悩
到
は
岨
の
人
で
、
伽
三
○
○
年
頃
の
法
家
の
思
想
家
。
川
餅
は
行
の
人
で
、
慨
到
と
同
時
代
の
道
家
的
な
思
想
家
。
な
お
川
馴
の
縦
切
す
る

の
は
こ
の
佃
所
だ
け
で
、
侠
到
・
鍛
湖
と
並
称
し
て
批
判
す
る
佃
所
は
附
效
鮒
（
三
）
に
あ
る
。

恋
施
・
都
枅
先
王
を
模
範
と
せ
ず
、
礼
義
を
も
よ
し
と
せ
ず
に
好
ん
で
不
可
解
な
言
説
を
赤
し
、
き
わ
め
て
鋭
く
は
あ
る
が
役
立

た
ず
、
知
恵
を
め
ぐ
ら
す
が
無
川
で
あ
り
、
多
く
の
こ
と
に
手
を
Ⅲ
す
が
災
効
は
な
く
て
、
と
て
も
政
給
の
根
本
と
す
る
こ
と
は
で
き

＊
 

な
い
が
、
そ
の
所
論
に
は
そ
れ
だ
け
の
理
凧
が
あ
い
ソ
、
そ
の
介
説
に
は
一
応
の
根
拠
が
あ
っ
て
、
民
衆
を
欺
き
惑
わ
す
人
で
あ
る
。

ろ
｡ 
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９ 

以
上
六
派
一
二
子
を
批
判
し
た
あ
と
、
孔
子
を
称
揚
し
、
そ
の
説
を
正
道
と
し
て
批
判
諸
子
と
対
照
さ
せ
、
そ
れ
を
も
っ
て
付
子
の

と
る
べ
き
方
向
を
示
す
。
そ
の
部
分
を
次
に
要
約
し
て
示
す
。

も
し
こ
こ
に
人
が
い
て
、
樋
“
の
力
餓
を
統
ぺ
袷
め
、
人
々
の
言
行
を
一
致
さ
せ
、
大
小
の
規
範
を
統
一
し
た
う
え
で
、
天
下
の
す

ぐ
れ
た
人
物
を
染
め
て
、
真
実
の
近
を
告
げ
従
順
の
徳
を
教
え
た
な
ら
、
人
々
は
正
道
に
よ
っ
て
惑
わ
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
先
の
言
論

若
六
派
一
二
子
た
ち
の
川
る
瀞
は
な
く
な
る
。
そ
れ
を
な
し
た
人
物
は
、
聖
人
の
中
で
椛
勢
の
地
位
に
つ
く
こ
と
の
な
か
っ
た
者
で
は

＊
 

＊
 

孔
子
（
と
子
弓
）
、
権
勢
の
地
位
』
』
つ
く
こ
と
の
で
き
た
者
で
は
舜
と
凪
で
あ
る
。

＊
子
周
は
非
梛
禰
（
ご
柵
吹
聴
（
一
○
）
で
も
孔
子
（
仲
尼
）
と
並
称
し
て
称
揚
さ
れ
て
い
る
が
、
各
文
献
と
も
、
ど
う
い
う
人
物
か
は
諸
説
が
あ

っ
て
定
ま
ら
ず
不
明
、
と
し
て
い
る
。
舜
と
瓜
は
と
も
に
中
国
古
代
の
伝
説
上
の
型
王
の
堵
。

ぬ
た

股
後
に
仁
者
の
務
め
、
言
い
か
え
れ
ば
付
子
の
と
る
方
向
を
示
し
て
結
論
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
今
夫
れ
仁
人
は
将
何
を
か
務
め
ん

や
６
 

や
。
上
は
則
ち
郷
・
瓜
の
制
に
法
と
り
下
は
則
ち
仲
尼
・
子
弓
の
義
に
法
と
り
、
以
て
十
一
一
子
の
税
を
凪
め
ん
一
」
と
を
務
む
く
し
。
是

れ
わ

く
の
如
く
ん
ば
則
ち
天
下
の
土
回
は
除
か
れ
仁
人
の
事
は
躯
り
、
型
王
の
跡
も
藩
わ
れ
ん
」
。

＊
忠
施
・
鄙
枅
と
並
称
し
て
批
判
す
る
御
所
は
不
布
篇
（
一
）
と
儒
效
篇
（
三
）
に
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
検
討
し
た
。

子
忠
・
孟
靭
ほ
ぼ
先
王
の
逆
に
則
っ
て
い
る
が
、
政
論
の
根
木
を
知
ら
ず
、
見
た
と
こ
ろ
は
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る
が
、
気
性
は

は
げ
し
く
野
望
は
大
き
く
、
知
識
は
広
い
が
雑
然
と
し
て
お
り
、
古
い
こ
と
か
ら
自
説
を
作
り
上
げ
て
そ
れ
を
五
行
と
名
づ
け
て
い
る

が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
邪
悪
で
統
一
が
な
く
肌
蜥
な
解
説
が
な
さ
れ
な
い
。
そ
の
く
せ
そ
の
言
辞
を
飾
り
た
て
て
も
っ
た
い
を
つ
け
、

こ
れ
こ
そ
本
当
に
先
訓
子
孔
子
の
言
だ
と
主
張
す
る
。
子
思
が
そ
れ
を
言
い
だ
し
、
孟
河
が
そ
れ
を
支
持
し
た
た
め
、
世
俗
の
愚
か
な

＊
 

儒
者
た
ち
は
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
》
」
と
を
知
ら
ず
に
信
じ
》
」
ん
で
し
ま
っ
た
。

＊
子
思
は
孔
子
の
孫
で
、
『
中
川
』
は
そ
の
作
と
し
て
伝
わ
る
。
孟
何
は
孟
子
の
堵
で
、
伽
三
○
○
年
頃
の
思
想
家
。
『
孟
子
』
七
筋
が
あ
る
。
「
五

行
」
は
金
谷
注
に
よ
れ
ば
水
火
止
金
水
の
五
元
素
の
こ
と
で
あ
る
が
、
子
思
や
孟
子
に
は
五
行
説
は
な
い
と
言
う
。
な
お
孟
子
批
判
の
核
心
は
性

悪
荊
で
、
「
孟
子
川
、
人
之
学
者
共
性
善
、
川
、
処
不
然
」
（
一
）
「
孟
子
日
、
人
之
性
善
。
口
、
足
不
然
」
（
四
）
と
一
司
っ
て
そ
の
性
善
説
を
批
判

す
る
。
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1０ 

恢
到
・
老
川
・
墨
搬
・
宋
釧
の
批
判
を
通
じ
て
、
人
間
の
視
野
の
狭
さ
か
ら
く
る
独
断
に
陥
り
や
す
い
弊
害
を
述
べ
、
諸
子
説
の
反

対
を
行
く
こ
と
が
偏
見
を
捨
て
真
の
礼
に
則
っ
た
人
の
道
に
な
る
と
説
く
。

こ
こ
で
は
毅
子
・
宋
子
（
銃
）
・
侠
子
（
到
）
・
巾
子
・
恵
子
（
施
）
・
荘
子
の
諸
子
六
家
を
乱
家
、
す
な
わ
ち
で
た
ら
め
な
学
説

を
唱
え
る
満
た
ち
と
き
め
つ
け
、
そ
の
反
対
の
正
し
い
税
を
な
す
知
者
は
孔
子
に
限
ら
れ
る
と
説
き
、
そ
れ
を
称
揚
す
る
。
艇
子
は
尖

し
ん
し

「
供
子
眺
後
に
見
る
こ
と
右
り
て
先
に
兄
シ
⑨
と
と
無
く
、
老
子
は
洲
（
凧
）
に
見
る
こ
と
右
り
て
傭
（
仲
）
に
見
る
こ
と
無
く
、
銚

子
は
斉
に
見
る
こ
と
右
り
て
崎
（
異
）
に
見
る
こ
と
無
く
、
栄
子
は
少
に
見
る
こ
と
右
り
て
少
に
見
る
こ
と
無
し
。
後
あ
り
て
光
な

く
ぱ
則
ち
群
衆
に
門
な
く
、
訓
（
凪
）
あ
り
て
傭
（
仲
）
な
く
ぱ
則
ち
澱
賎
分
か
れ
ず
、
斉
あ
り
て
崎
な
く
ぱ
則
ち
政
令
施
さ
れ
ず
、

少
あ
り
て
多
な
く
ぱ
則
ち
群
衆
化
せ
ず
。
」
（
天
論
赫
、
一
四
）

（
解
蔽
鮒
、
五
）

続
い
て
各
鮪
に
散
見
す
る
諸
子
批
判
を
ま
と
め
て
お
く
。

び
ん
も
う

「
昔
、
賓
孟
の
篭
わ
れ
し
者
は
乱
家
是
れ
な
れ
ソ
。
墨
子
は
用
に
蔽
わ
れ
て
文
を
知
ら
ず
、
栄
子
は
欲
に
薮
わ
れ
て
得
を
知
ら
ず
、
慎

子
は
法
に
蕨
わ
れ
て
贋
を
知
ら
ず
、
中
子
は
執
（
勢
）
に
蔽
わ
れ
て
知
を
知
ら
ず
、
恵
子
は
辞
に
蔽
わ
れ
て
実
を
知
ら
ず
、
雅
子
は

天
に
版
わ
れ
て
人
を
知
ら
ず
。
…
…

れ
さ

孔
子
は
仁
知
に
し
て
且
つ
縦
わ
れ
ず
。
故
に
乱
（
雑
）
術
を
学
び
て
先
王
〔
の
道
〕
を
為
む
る
に
足
ハ
ソ
し
者
な
り
。
一
家
得
ら
れ＊ 

て
川
道
挙
り
、
こ
れ
を
川
い
て
成
祇
に
倣
わ
れ
ず
。
故
に
徳
は
川
公
と
斉
し
く
妬
は
一
一
一
主
と
並
ぶ
。
此
れ
腋
わ
れ
ざ
る
の
偏
な
、
ソ
。
」

＊
巾
子
は
名
は
不
惑
で
、
靴
の
川
侠
の
宰
相
。
ほ
ぼ
前
三
五
○
年
の
思
想
家
で
法
家
の
祖
と
筒
わ
れ
る
。
北
子
は
荻
周
で
、
前
三
○
○
年
賦
活
剛

し
、
老
子
と
並
び
称
さ
れ
る
道
家
の
思
想
家
。
そ
の
箸
『
荘
子
』
三
三
筋
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
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１１ 

自
然
の
生
成
作
用
に
よ
っ
て
人
間
の
肉
体
と
精
神
と
が
で
き
上
が
る
と
、
そ
こ
に
好
悪
や
喜
怒
や
哀
楽
な
ど
の
感
情
が
そ
な
わ
り
、

そ
れ
を
自
然
な
感
怖
と
闘
う
。
叩
・
日
・
脚
・
川
・
皮
肘
（
触
覚
）
な
ど
の
感
覚
器
宵
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
は
た
ら
き
を
も
っ
て

い
て
、
外
界
の
歌
物
と
接
触
し
て
行
胤
剛
右
の
作
川
を
な
す
。
こ
れ
を
自
然
の
官
能
と
言
う
。
心
は
体
内
の
中
心
に
あ
っ
て
坪
・
目
。

言
論
の
説
の
中
心
を
な
す
の
は
そ
の
仕
組
を
明
ら
か
に
す
る
部
分
、
す
な
わ
ち
論
理
説
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
そ
の
は
た

ら
き
、
あ
る
い
は
そ
の
源
泉
を
象
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
知
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
知
る
主
体
と
し
て
の
心
を
ど
う
と
ら
え

る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
認
識
と
名
づ
け
、
こ
こ
で
は
荷
子
の
言
論
説
の
根
拠
と
な
る
認
識
説
を
検
討
し
て
象
よ
う
。
こ

れ
を
ま
と
め
て
も
っ
ぱ
ら
説
く
の
は
解
版
筋
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
別
の
筋
で
心
の
は
た
ら
き
を
説
く
と
こ
ろ
を
象
て
お
く
。

川
主
鵜
に
と
ら
わ
れ
て
礼
の
装
飾
性
を
知
ら
ず
、
末
子
は
寡
欲
主
幾
に
と
ら
わ
れ
て
破
極
的
な
生
産
性
を
知
ら
ず
、
供
子
は
法
律
主
義

に
と
ら
わ
れ
て
腿
澗
の
殆
の
効
川
を
知
ら
ず
、
中
子
は
樅
勢
主
栽
に
と
ら
わ
れ
て
個
人
の
知
の
は
た
ら
き
を
知
ら
ず
、
恵
子
は
名
辞
主

義
（
唯
名
論
）
に
と
ら
わ
れ
て
実
質
を
知
ら
ず
、
荘
子
は
無
為
自
然
の
天
に
と
ら
わ
れ
て
人
為
の
効
川
を
知
ら
な
い
と
難
じ
、
し
か
し

孔
子
は
以
上
の
こ
と
に
と
ら
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
聖
王
の
道
を
十
分
に
修
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
儒
教
と
い
う
唯
一
普
遍

＊
 

的
な
教
説
を
な
す
一
」
と
が
で
き
た
、
と
説
く
の
で
あ
る
。

＊
な
お
「
慨
〔
刺
〕
・
蝿
〔
綱
〕
・
季
〔
子
〕
・
忠
〔
他
な
ど
〕
、
両
家
の
説
は
誠
に
評
〔
祥
〕
か
ら
ず
」
（
成
机
鮒
、
二
）
と
内
容
に
は
触
れ
ず
に
端

子
批
判
を
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
諸
子
中
「
孝
子
」
は
不
明
。

こ
こ
ろ

』
」
』
』

「
天
職
既
に
立
ち
、
天
功
既
に
成
り
、
形
共
わ
ハ
ソ
て
神
生
ず
れ
ば
、
好
悪
喜
怒
哀
楽
潟
に
賊
（
蔵
）
す
、

圷
月
外
口
形
能
（
態
）
は
各
シ
、
接
す
る
と
こ
ろ
有
り
て
州
い
化
く
せ
ず
、
夫
れ
光
れ
を
天
官
と
調
う
。

宵
を
治
む
、
夫
れ
是
れ
を
天
君
と
調
う
。
」
（
天
論
獅
、
三
）

４ 

夫
れ
雌
れ
を
天
怖
と
調
う
。

心
、
中
虚
に
居
り
て
以
て
五
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1２ 

こ
こ
で
は
祇
接
に
は
道
の
認
識
と
そ
の
心
得
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
が
、
広
く
も
の
の
認
識
と
み
て
さ
し
支
え
な
い
。
ま
ず
認
識
の

主
体
を
心
と
し
、
そ
の
特
性
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
心
の
絲
性
を
「
虚
・
壱
・
静
」
と
し
、
そ
れ
を
「
心
は
い
つ
で
も
何
か
を
蔵
し
て

い
る
が
、
他
力
で
は
虚
す
な
わ
ち
空
と
い
う
状
態
が
あ
り
、
心
は
い
つ
で
も
多
く
の
も
の
で
満
ち
て
い
る
が
、
他
力
で
は
壱
す
な
わ
ち

統
一
と
い
う
状
態
が
あ
り
、
心
は
い
つ
で
も
動
い
て
い
る
が
、
他
力
で
は
柿
と
い
う
状
態
が
あ
る
」
と
倣
術
し
て
説
く
。
心
が
は
た
ら

け
ば
蔵
で
満
で
肋
の
状
態
に
な
る
が
、
心
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
が
も
つ
僻
性
は
虚
で
壱
で
価
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
心

外
・
川
・
皮
嚇
の
五
櫛
を
文
伽
し
て
い
る
．
こ
れ
を
自
然
の
文
腿
諦
と
箒
う
．
ｌ
こ
こ
で
は
心
の
は
た
ら
き
を
派
術
に
分
け
、
そ
れ

ぞ
れ
の
機
能
に
応
じ
て
外
界
を
認
識
す
る
と
説
く
。
す
な
わ
ち
ま
ず
知
の
主
体
を
心
と
し
、
そ
こ
に
認
識
の
根
拠
を
お
き
、
そ
の
は
た

＊
 

ら
き
を
概
観
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

＊
「
心
」
は
心
臓
の
こ
と
で
あ
る
が
、
も
と
は
知
る
は
た
ら
き
、
す
な
わ
ち
粉
神
の
座
は
脳
で
は
な
く
て
心
臓
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、

「
心
」
は
そ
の
ま
ま
「
こ
こ
ろ
」
を
表
わ
し
、
「
神
」
も
ま
た
同
じ
（
た
ま
し
い
、
粘
神
）
で
あ
る
。

次
に
認
識
説
の
木
論
、
す
な
わ
ち
認
識
の
機
櫛
を
説
く
と
こ
ろ
を
承
よ
う
。

「
人
は
何
を
以
て
道
を
知
る
や
。
曰
わ
く
、
心
な
り
。
心
は
何
を
以
て
知
る
や
。
日
わ
く
、
虚
壱
に
し
て
静
な
り
。
心
未
だ
嘗
て
滅

い
わ
ゆ
る

（
蔵
）
せ
ず
ん
ぱ
あ
ら
ず
、
然
れ
ど
も
所
麺
、
虚
（
空
）
あ
り
。
心
未
だ
嘗
て
満
た
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
然
れ
ど
も
所
謂
一
あ
り
。
心
未

す
た
わ

だ
嘗
て
動
か
ず
ん
ぱ
あ
ら
ず
、
然
れ
ど
も
所
調
静
あ
り
。
人
は
生
ま
れ
れ
ば
而
ち
知
あ
り
、
知
れ
ば
而
ち
士
心
あ
り
。
士
心
な
る
者
は
戚

十
で

哀
さ

そ
こ
た

（
蔵
）
た
り
。
然
る
に
所
説
虚
あ
り
と
は
、
巳
に
域
す
る
所
を
以
て
将
に
受
け
ん
と
す
る
所
を
型
い
わ
ず
、
こ
れ
を
虚
と
調
う
な
り
。

十
化
沁

心
生
ず
れ
ば
爪
ち
知
あ
り
、
知
れ
ば
而
ち
〔
別
〕
異
あ
り
。
異
な
る
者
は
同
時
に
兼
ね
て
こ
れ
を
知
る
。
同
時
に
兼
ね
て
こ
れ
を
知

ゲ
｛

そ
』
』
な

る
ば
両
な
り
。
然
る
に
所
謂
一
あ
り
と
は
、
夫
の
一
を
以
て
此
の
一
を
空
、
わ
ず
、
こ
れ
を
壱
と
調
う
な
り
。
心
は
臥
〔
寝
〕
す
る
と

釘
こ
た

き
ば
則
少
Ｄ
夢
み
、
楡
〔
慣
〕
る
と
き
は
則
ち
月
行
（
放
縦
）
し
、
こ
れ
を
使
う
と
き
は
則
ち
謀
る
。
故
に
心
は
未
だ
嘗
て
動
か
ず
ん

ぱ
あ
ら
ざ
る
な
り
。
然
る
に
所
訓
肺
あ
り
と
は
、
夢
剛
（
紫
）
を
以
て
知
を
乱
ら
ず
、
こ
れ
を
肺
と
誠
う
な
り
。
」
（
解
腋
鮒
、
七
）
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1３ 

の
も
と
も
と
の
状
態
は
白
紙
だ
な
ど
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
心
の
は
た
ら
き
は
本
来
何
時
に
こ
の
二
面
性
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
そ
の
歌
情
は
統
く
文
章
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

（
１
）
「
人
間
は
生
ま
れ
る
と
知
覚
能
力
が
そ
な
わ
り
、
も
の
ご
と
を
知
覚
す
る
と
記
憶
が
生
ず
る
が
、
こ
の
記
憶
は
心
の
所
蔵
物
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
虚
の
状
態
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
す
で
に
所
蔵
し
て
い
る
記
憶
に
よ
っ
て
新
し
く
受
け
入
れ
よ
う
と
す

あ
知
識
鱈
妨
げ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
．
」
ｌ
こ
こ
で
は
認
識
の
成
立
を
誹
尖
（
感
辮
巴
と
記
憶
と
の
結
合
と
と
ら
え
て
い
る
．
詳

し
く
言
え
ば
、
結
合
は
事
突
を
記
憶
と
比
べ
た
結
果
を
表
わ
し
て
い
る
か
ら
、
心
の
は
た
ら
き
を
「
比
較
」
と
み
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
心
は
記
憾
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
虚
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
記
憶
が
先
入
几
・
偏
見
と
な
る
の
を
避
け
る
機
能

を
も
つ
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
「
心
が
生
ず
る
と
認
識
能
力
が
そ
な
わ
り
、
も
の
ご
と
を
認
識
す
る
と
区
分
が
起
こ
る
が
、
区
分
と
は
例
時
に
多
く
の
こ
と
を

兼
ね
合
わ
せ
て
知
る
こ
と
で
、
同
時
に
兼
ね
合
わ
せ
て
知
る
の
は
心
を
分
け
て
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

壱
の
状
態
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
一
力
の
認
識
で
他
力
の
認
識
を
妨
げ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
」
ｌ
こ
こ
で
は
多
繊
な
鞭
物

を
認
識
す
る
の
は
、
心
の
も
つ
分
緬
の
は
た
ら
き
に
よ
る
、
と
説
く
。
心
に
は
も
と
も
と
「
分
け
る
」
は
た
ら
き
が
あ
り
、
そ
れ
が
外

界
の
珈
物
の
多
様
な
さ
亥
を
縦
理
し
て
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
心
の
も
つ
分
緬
能
力
そ
の
も
の
は
統
一
を
も
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
多
様
な
現
象
を
分
け
て
入
れ
る
も
の
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
言
う
な
ら
、
そ
の
ま
た
多
様
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
統
一

す
る
は
た
ら
き
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
、
こ
こ
に
も
西
洋
の
慨
学
説
と
扣
通
ず
る
と
こ
ろ
が
ゑ
ら
れ
る
。

（
３
）
「
心
は
眠
っ
て
い
る
と
き
に
は
夢
を
見
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
れ
ば
勝
手
気
ま
ま
に
は
た
ら
き
、
は
た
ら
か
せ
る
と
ど
ん
な
こ
と

で
も
や
り
と
げ
る
、
と
い
う
よ
う
に
心
は
い
つ
も
活
動
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
瀞
の
状
態
が
あ
る
と
い
う
の
は
夢
や
想
念

に
よ
っ
て
認
識
能
力
が
乱
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
．
」
ｌ
心
の
崎
側
・
空
側
に
か
か
わ
ら
な
い
姿
謹
不
休
性
を
溝
い
、
し
か
し

い
っ
た
ん
何
か
に
集
中
専
心
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
そ
の
よ
う
に
は
た
ら
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
心
は
無

意
識
の
と
き
は
一
時
も
休
む
こ
と
な
く
雑
多
に
は
た
ら
き
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
勝
手
に
取
り
入
れ
る
が
、
と
く
に
あ
る
も
の
を
意
識
し
て

認
識
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
一
点
に
集
中
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
日
常
総
験
と
し
て
の
記
憶
の
疋
諦
で
あ
り
、
後
者
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こ
こ
で
は
心
の
本
性
は
主
体
性
と
統
一
性
に
あ
る
こ
と
が
肌
ら
か
に
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
心
は
身
体
の
支
配
者
で
、
精
妙
な
知
能

の
主
体
で
あ
る
。
自
分
か
ら
命
令
を
出
す
が
他
か
ら
命
令
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
、
何
か
を
禁
じ
、
使
い
、
奪
い
、
取
り
、
ど
こ
か
に

行
き
、
ど
こ
か
で
止
ま
る
、
と
い
う
の
は
す
べ
て
心
の
自
発
的
な
は
た
ら
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
身
体
に
関
す
る
こ
と
な
ら
自
由
に
で
き

る
が
、
心
に
つ
い
て
は
外
か
ら
は
た
ら
き
か
け
て
そ
の
意
志
を
勝
手
に
変
え
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
心
が
ｎ
ら
も
の
ご
と
の
善
し

悪
し
を
判
定
し
、
受
け
入
れ
た
り
退
け
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
心
の
状
態
は
、
も
の
ご
と
を
選
択
す
る
と
き
に
は
他
か
ら
そ

れ
を
禁
ず
る
も
の
が
な
く
必
ず
自
分
で
見
極
め
て
白
川
に
選
択
し
、
外
界
の
淋
物
と
接
触
す
る
と
き
に
は
伽
を
雑
多
に
な
る
が
、
そ
の

輸
繍
に
お
い
て
は
統
一
が
あ
っ
て
雑
多
に
な
る
こ
と
ば
な
い
」
と
一
富
わ
れ
る
の
で
あ
る
．
ｌ
典
す
る
に
こ
こ
で
説
か
れ
る
の
は
、
勤

体
に
対
す
る
心
の
優
位
と
意
志
の
自
由
と
で
あ
る
。

以
上
の
基
本
的
な
考
え
方
を
敷
術
し
て
、
認
識
説
の
い
わ
ば
結
論
と
し
て
説
か
れ
る
の
が
次
の
引
用
で
あ
る
。

は
学
問
と
し
て
の
記
憶
（
知
識
）
の
定
満
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
認
識
説
の
ま
と
め
と
し
て
、
認
識
の
根
拠
す
な
わ
ち
知
の
主
体
と
し
て
の
心
の
本
性
が
論
じ
ら
れ
る
。

「
心
な
る
者
は
形
の
君
な
り
。
而
し
て
神
明
の
主
な
り
。
令
を
出
だ
し
て
令
を
受
く
る
所
な
し
。
自
ら
禁
じ
自
ら
使
い
自
ら
奪
い
自

巷
玄
＄
く

い
が
が

の

ら
取
り
自
ら
行
き
自
ら
止
ま
る
。
故
に
口
は
劫
り
て
墨
（
黙
）
し
云
わ
し
む
く
く
、
形
は
幼
り
て
洲
（
屈
）
承
申
ぱ
し
む
べ
き
も
、

か
ぜ

し
り
ぞ

心
は
幼
り
て
冴
凹
を
易
え
し
む
く
か
ら
ず
。
〔
自
ら
〕
是
と
す
れ
ば
則
ち
受
け
、
〔
自
ら
〕
非
と
す
れ
ば
川
も
辞
（
退
）
く
。
故
に
曰
わ

が
た
ち
え
ら

く
、
心
の
祥
は
其
の
択
ぶ
や
禁
ず
る
も
の
な
く
し
て
必
ず
自
ら
児
、
此
の
物
と
す
る
や
雑
博
な
る
も
、
其
の
儲
（
梢
）
の
至
り
は
弐

せ
ず
と
。
」
（
解
蔽
禰
、
八
）

「
形
体
色
理
は
Ⅱ
を
以
て
〔
別
〕
異
し
、
声
青
清
濁
調
節
奇
声
は
耳
を
以
て
〔
別
〕
異
し
、
廿
苦
鰔
淡
辛
酸
奇
味
は
川
を
以
て
〔
別
〕

ふ
ん
５
つ
せ
い
そ
う
ろ
う
沙
３

そ
う

か
つ
ひ

異
し
、
香
具
芥
鯵
腿
牒
耐
噛
奇
臭
は
鼻
を
以
て
〔
別
〕
災
し
、
淡
（
州
）
義
（
鑑
）
噛
（
寒
）
熱
滑
鍍
軽
並
は
形
体
を
以
て
〔
別
〕
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形
態
や
色
彩
や
模
倣
な
ど
は
Ⅱ
で
誠
別
し
、
帝
滅
と
そ
の
消
背
測
汁
や
調
子
や
変
わ
っ
た
旋
律
な
ど
は
叩
で
識
別
し
、
Ⅱ
さ
若
さ
晦

辛
さ
淡
白
さ
辛
さ
酸
つ
ば
ざ
変
わ
っ
た
味
な
ど
は
口
で
識
別
し
、
芳
行
や
花
の
行
や
生
臭
さ
や
恕
典
や
変
わ
っ
た
行
な
ど
は
脚
で
識
別

し
、
加
さ
か
ゆ
さ
冷
た
さ
催
さ
砿
さ
な
ど
は
皮
府
（
触
覚
）
で
激
別
し
、
話
や
那
件
や
灘
・
怒
・
茨
・
楽
・
愛
・
伽
・
欲
剖
と
い
っ
た

情
な
ど
は
心
で
識
別
す
る
⑥
そ
し
て
心
に
は
「
徴
知
」
、
す
な
わ
ち
認
識
能
力
が
あ
る
。
こ
の
認
識
能
力
は
Ⅳ
に
よ
っ
て
音
威
を
感
覚

し
て
か
ら
は
た
ら
き
、
目
に
よ
っ
て
形
態
を
感
覚
し
て
か
ら
は
た
ら
く
。
し
た
が
っ
て
徴
知
と
い
う
認
識
能
力
は
、
天
官
す
な
わ
ち
感

覚
器
官
が
新
た
に
懸
覚
し
た
も
の
を
い
く
つ
か
染
め
て
同
頓
と
し
、
そ
れ
を
以
前
に
感
御
し
た
も
の
に
引
き
合
わ
せ
る
操
作
を
経
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
認
識
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
兀
向
が
な
ん
ら
か
の
感
覚
表
象
を
受
け
入
れ
た
だ
け
で
は
そ
れ
が
何
で
あ
る

か
分
ら
ず
、
そ
れ
を
心
の
徴
知
が
受
け
と
め
て
認
識
し
て
も
ま
だ
川
雌
に
知
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
そ
れ
を
喬
轆
で
説
肌
し
て
は
じ

め
て
ほ
ん
と
う
の
知
識
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
物
珈
を
激
別
す
る
仕
組
、
す
な
わ
ち
認
識
の
川
越
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
説
く
。
ま
ず
感
性
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ

て
、
感
覚
に
五
官
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
外
界
の
表
象
が
と
ら
え
ら
れ
る
と
言
う
。
次
に
感
覚
を
統
一
す
る
能
力
が
「
徴
知
」
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
認
識
能
力
で
あ
る
「
徴
知
」
の
は
た
ら
き
は
、
感
覚
と
記
憶
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
あ

る
。
す
る
と
眼
前
す
る
新
た
な
事
実
は
過
去
の
記
憶
を
引
き
合
い
に
川
し
て
、
そ
れ
に
妥
当
す
る
か
否
か
の
過
樫
を
経
て
認
識
さ
れ
る

わ
け
で
、
こ
れ
が
認
識
の
機
櫛
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
主
諦
（
悠
覚
）
＋
述
語
（
記
憶
）
」
と
い
う
判
断
の
雑
木
の
形
を
凡
て
と
る
こ
と

が
で
き
る
（
こ
の
場
合
、
感
覚
は
現
在
で
記
憶
は
過
去
で
あ
る
）
。
そ
し
て
結
局
、
引
川
の
末
足
の
文
章
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
悠
覚

和
ち
よ
ｊ
ら

災
し
、
説
（
話
）
故
（
鞭
）
麺
、
怒
哀
楽
愛
恕
欲
は
心
を
以
て
〔
別
〕
災
す
。
心
に
徴
知
あ
り
。
徴
知
ば
則
ち
坪
に
縁
り
て
声
を
知
れ

か
な
ら

ぱ
可
、
、
Ⅱ
に
級
り
て
形
を
知
れ
ば
可
な
り
。
然
ら
ば
耐
（
則
）
ち
徴
知
な
る
ｊ
Ｄ
の
は
、
必
将
ず
天
灯
の
其
の
執
を
当
飾
す
る
を
待
ち

し
る

し

て
然
る
後
に
可
な
り
。
五
官
は
こ
れ
（
感
得
す
る
所
）
を
鱒
（
記
）
す
１
℃
〔
其
の
何
た
る
か
を
〕
知
ら
ず
、
心
は
こ
れ
を
徴
（
知
）

ろ
も
〔
其
の
何
た
る
か
を
〕
説
く
こ
と
な
け
れ
ば
、
則
ち
人
は
こ
れ
を
不
知
と
調
わ
ざ
る
こ
と
莫
し
。
此
れ
縁
り
て
以
て
同
異
す
る

所
〔
以
〕
な
り
。
」
（
正
名
篇
、
二
）
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最
後
に
荷
子
の
論
理
説
を
ま
と
め
て
そ
の
言
論
説
の
し
め
く
く
り
と
し
よ
う
。
言
論
の
基
本
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
論
理
学
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
結
局
言
論
説
の
中
心
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
専
一
に
論
ず
る
の
は
「
正
名
篇
」
で
あ
る
が
、
論
理
学
と
言

っ
て
も
竹
子
の
説
く
の
は
も
っ
ぱ
ら
概
念
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
篇
名
の
と
お
り
「
正
し
い
概
念
の
論
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

＊
 

こ
』
」
で
説
か
れ
る
の
は
概
念
論
だ
け
で
、
厳
柑
な
意
味
で
は
判
断
論
も
推
理
論
も
な
く
、
論
理
学
の
初
歩
の
段
階
に
と
ど
ま
る
。
判
断＊＊
 

の
説
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
論
理
学
と
一
三
Ｗ
う
に
は
熟
し
て
い
ず
、
認
識
論
、
も
し
く
は
心
理
学
の
域
を
川
る
こ
と
は
な
い
。

掌
加
地
伸
行
『
中
国
人
の
論
理
学
』
、
桑
木
厳
翼
「
竹
子
の
論
理
説
」
参
照
。

＊
＊
本
稿
４
章
の
鹸
終
文
節
参
照
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
「
正
治
鯖
」
を
中
心
に
も
っ
ぱ
ら
「
概
念
論
」
と
し
て
ま
と
め
、
一
つ
の
論
理
説
と
し
て
櫛
成
し
て
み
よ

か
ら
認
識
を
得
て
言
葉
に
至
る
移
り
行
き
が
示
さ
れ
、
真
の
認
識
は
言
葉
（
名
辞
）
を
俟
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
と
言
い
、
「
正
名

篇
」
の
本
旨
に
つ
な
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
荷
子
の
言
論
観
が
窺
わ
れ
、
言
論
説
に
お
け
る
認
識
説
と
論
理
説
と
の
関
係
を
は
っ
き

り
読
梁
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

ざ
ん
め
い

つ
ぶ
さ
あ

「
散
名
の
万
物
に
加
う
る
者
は
則
ち
諸
夏
の
成
俗
に
従
い
て
遠
方
異
俗
の
郷
に
Ｊ
ｂ
曲
に
期
（
会
）
わ
せ
、
則
ち
こ
れ
に
囚
り
て
通
ぜ

し為
（
使
）
む
。
散
名
の
人
に
在
る
渚
は
、
雄
の
然
る
所
以
の
Ｊ
Ｄ
の
は
こ
れ
を
性
と
調
い
、
生
の
和
の
生
ず
る
所
に
し
て
梢
〈
川
し
感
応

か

じ
て
事
と
せ
ず
し
て
自
ら
然
る
Ｊ
ｂ
の
も
こ
れ
を
性
と
調
う
。
性
の
好
恕
喜
怒
哀
楽
は
こ
れ
を
傭
と
調
う
。
情
の
然
く
の
ご
と
く
し
て

な
ぎ

心
こ
れ
が
〔
選
〕
択
を
為
す
は
こ
れ
を
慮
と
調
う
。
心
慮
ハ
ソ
て
能
（
態
）
こ
れ
が
動
を
為
す
は
こ
れ
を
偽
と
調
い
、
慮
の
積
糸
能
（
態
）

の
習
い
て
而
る
後
に
成
る
も
の
も
こ
れ
を
偽
と
謂
う
。
」
（
正
名
篇
、
一
）

ま
ず
名
辞
の
成
立
に
つ
い
て
述
べ
、
言
葉
に
つ
い
て
の
反
省
を
促
す
。

５ 
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ら
ず
、
邪
．

こ
れ
を
偽
永

れ
て
い
る
。

小
物
に
つ
げ
ら
れ
る
緋
通
の
名
辞
は
小
国
の
習
俗
に
従
い
、
さ
ら
に
別
の
翻
俗
の
土
地
に
も
適
合
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
、
そ
れ
を

も
と
に
通
川
の
範
川
を
広
め
て
い
く
。
例
え
ば
人
側
に
閃
係
あ
る
辨
通
紹
辞
に
つ
い
て
言
え
ば
、
生
ま
れ
つ
き
そ
う
で
あ
る
も
の
を
性

と
い
い
、
そ
れ
が
内
の
精
気
と
外
の
自
然
と
を
調
和
し
て
、
何
の
作
為
も
な
く
起
こ
る
は
た
ら
き
も
性
と
名
づ
け
る
。
こ
の
性
の
は
た

ら
き
か
ら
生
ず
る
喜
怒
哀
楽
を
情
と
名
づ
け
る
。
情
は
自
然
に
は
た
ら
く
も
の
で
、
そ
れ
が
心
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
さ
れ
る
の
を
慮
と

名
づ
け
る
。
心
で
思
慮
し
た
上
で
態
度
で
表
現
す
る
こ
と
を
偽
（
作
為
）
と
名
づ
け
、
思
慮
を
重
ね
態
度
も
洗
練
さ
れ
て
完
成
し
た
も

こ
こ
で
二
つ
の
「
性
」
の
う
ち
、
前
洲
は
も
の
の
水
性
（
木
）
で
、
後
者
は
そ
の
本
性
の
は
た
ら
き
（
川
）
を
窓
味
し
て
い
る
。
「
偽
」

は
為
と
同
じ
で
、
人
為
・
作
為
を
葱
味
し
、
二
つ
あ
る
う
ち
前
者
は
作
為
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
で
、
後
満
は
そ
の
作
為
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
も
の
を
さ
す
。
な
お
性
は
生
得
観
念
（
ァ
・
プ
リ
オ
リ
）
、
偽
は
習
得
観
念
（
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
）
を
意
味
し
て
い
る
と
み

な

ら
れ
る
。
』
」
れ
に
つ
い
て
な
お
詳
し
く
は
「
凡
そ
性
な
る
者
は
、
天
の
就
せ
る
な
り
、
学
ぶ
ぺ
か
ら
ず
、
事
と
す
ぺ
か
ら
ざ
る
渚
な

べ
ぺ

り
。
礼
譲
な
る
者
は
聖
人
の
生
ず
る
所
な
り
、
人
の
学
ん
で
能
く
す
所
（
可
）
く
、
郡
と
し
て
成
る
所
（
可
）
き
者
な
り
。
学
ぶ
べ
か

ら
ず
、
邪
と
す
ぺ
か
ら
ず
し
て
人
に
在
る
洲
、
こ
れ
を
性
と
調
う
。
学
ん
で
能
く
す
べ
く
、
非
と
し
て
成
る
べ
く
し
て
人
に
在
る
満
、

こ
れ
を
偽
（
作
為
）
と
調
う
。
足
れ
、
性
と
偽
と
の
分
〔
別
〕
な
り
」
（
性
悪
篇
、
一
）
と
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
性
悪
筋
（
五
）
に
も
説
か

の
も
偽
と
詔
づ
け
る
。

＊
こ
れ
は
価
子
の
中
心
思
想
の
一
つ
「
仙
恕
説
」
の
考
え
力
の
土
台
に
な
っ
て
い
る
と
氷
ら
れ
る
。
そ
の
趣
同
は
、
性
（
生
榔
）
と
偽
（
判
御
）

を
区
別
し
た
上
で
、
人
の
性
そ
の
も
の
に
は
善
悪
は
な
く
、
そ
の
現
わ
れ
（
偽
、
す
な
わ
ち
作
為
）
に
対
し
て
譲
悪
を
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
性
悪
と
言
っ
た
の
は
、
性
善
を
主
張
し
た
孟
子
批
判
を
強
調
す
る
必
要
上
と
考
え
ら
れ
る
。
人
の
性
が
悪
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
そ
れ
が
善
き
偽
の
可
能
性
を
も
つ
（
性
悪
篇
、
六
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
悪
」
は
む
し
ろ
善
の
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
（
同
、

三
）
、
そ
の
点
で
人
間
は
皆
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
の
価
値
は
性
（
平
等
）
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
偽
（
差
異
）
に
あ
る
（
同
、
五
）
。

す
な
わ
ち
人
間
は
作
為
（
行
為
）
に
よ
っ
て
藻
を
め
ざ
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
人
間
の
価
値
の
ち
が
い
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
（
性
感
説
に
つ

い
て
は
今
は
こ
れ
以
上
論
じ
な
い
。
）
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1８ 

次
に
正
し
い
名
辞
と
名
辞
制
定
（
成
立
）
の
三
原
川
が
論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
支
配
者
の
為
政
に
こ
と
よ
せ
て
名
辞
を
正
す
こ
と
が
そ

の
根
本
で
あ
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
言
轆
を
細
か
く
分
析
し
勝
手
な
説
を
立
て
て
正
し
い
名
辞
を
乱
し
、
人
々
に
疑
惑
を
起
こ
す
よ
う

な
詑
弁
家
は
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
い
、
そ
し
て
今
や
名
辞
が
乱
れ
て
い
る
時
代
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
あ
と
、
名
群

制
定
の
要
点
を
、
（
１
）
「
名
辞
制
定
の
必
要
性
」
、
（
２
）
「
名
辞
区
分
の
根
拠
」
、
（
３
）
「
名
辞
制
定
の
華
本
原
則
」
の
三
点
に
ま
と
め

て
論
ず
ろ
。

こ
上

と
も
ご
＄
ざ
と

（
１
）
「
〔
今
、
若
し
名
の
定
悲
｛
ら
ざ
れ
ぱ
〕
異
な
れ
る
形
に
は
雛
（
別
）
な
れ
る
心
に
て
交
点
に
嗽
り
、
異
な
れ
る
物
の
名
と
実
と

げ
ん
わ
＊
う

か
巴
こ
ろ
ざ
と

う
れ
い

玄
紐
（
舷
結
）
し
、
巫
以
賎
は
川
か
な
ら
ず
、
同
異
は
別
た
れ
ず
。
だ
く
の
如
く
な
れ
ば
、
則
ち
志
に
必
ず
楡
ら
れ
ざ
る
の
脳
あ
ぃ
ソ
、

こ
ん
ぱ
い

羽
に
必
ず
困
魔
の
渦
あ
ら
ん
。
故
に
知
者
は
こ
れ
が
為
め
に
分
別
し
鍋
を
川
め
て
以
て
実
左
折
し
、
上
献
血
乢
賎
を
肌
か
に
し
、
下
は

以
て
同
異
を
排
〔
別
〕
す
。
」
（
正
治
筋
、
二
）

上
表

（
２
）
「
然
ら
ば
川
ち
何
に
縁
胸
ソ
て
以
て
同
異
す
る
や
。
日
わ
く
、
天
官
に
綴
る
な
り
。
几
そ
航
を
同
じ
く
し
、
怖
（
状
）
を
同
じ

に
か

ぎ
じ

く
ら

く
す
る
者
は
、
典
の
天
櫛
の
物
を
献
ソ
。
』
Ｄ
同
じ
く
、
故
に
こ
れ
を
疑
似
な
る
Ｊ
Ｄ
の
に
比
力
べ
て
皿
ず
る
な
り
。
だ
れ
共
の
約
鍋
を
共

に
し
て
州
い
期
す
為
所
以
な
り
。
」
（
同
上
）

（
３
）
「
〔
既
に
同
異
し
て
〕
然
る
後
に
随
い
て
こ
れ
に
継
ぐ
。
同
じ
け
れ
ば
則
ち
こ
れ
（
名
）
を
同
じ
く
し
、
異
な
れ
ば
則
ち
こ
れ

ざ
と

を
異
に
す
。
単
〔
一
〕
に
し
て
噛
る
に
足
れ
ば
則
ち
単
〔
名
〕
と
し
、
単
〔
一
〕
に
し
て
は
楡
る
に
足
ら
ざ
れ
ぱ
則
坐
っ
兼
〔
お
〕
と

な

し
、
単
〔
名
〕
と
雑
〔
お
〕
と
帆
い
避
く
る
所
な
け
れ
ば
則
ち
尖
〔
名
〕
と
す
。
北
な
り
と
雌
ｊ
ｂ
並
円
と
為
ら
ざ
る
は
、
実
を
異
に
す

る
者
に
は
名
を
も
異
に
す
べ
き
こ
と
を
知
れ
ば
な
り
。
故
に
尖
を
異
に
す
る
者
を
し
て
名
を
異
に
せ
ざ
る
こ
と
笑
か
ら
し
む
。
〔
其

の
〕
乱
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
、
猶
お
実
を
同
じ
く
す
る
者
を
し
て
名
を
同
じ
く
せ
ざ
る
こ
と
英
か
ら
し
な
る
が
ご
と
き
な
り
。
故

舞
独

に
万
物
は
衆
し
と
雌
Ｊ
も
、
時
あ
ハ
ソ
て
こ
れ
を
偏
挙
（
総
称
）
せ
ん
と
欲
す
、
故
に
こ
れ
を
〔
名
づ
け
て
〕
物
と
調
う
。
物
な
る
者
は

世

大
共
塙
な
り
。
〔
即
ち
一
名
を
〕
推
し
て
》
」
れ
を
共
に
し
、
共
〔
名
〕
と
な
れ
ば
則
ち
有
（
又
）
た
共
に
し
、
共
に
す
る
こ
と
無
き

に
至
り
て
然
る
後
に
止
ま
る
。
〔
ま
た
〕
時
あ
り
て
こ
れ
を
偏
挙
せ
ん
と
欲
す
。
故
に
こ
れ
を
〔
禍
づ
け
て
〕
鳥
獣
と
請
う
。
鳥
獣
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1９ 

（
１
）
名
辞
制
定
の
必
要
性
も
し
名
辞
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
異
な
っ
た
形
の
物
に
対
し
て
、
人
☆
は
そ
れ
ぞ
れ
別
な

心
で
各
自
勝
手
に
理
解
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
事
物
の
名
辞
と
そ
れ
が
指
示
す
る
対
象
物
と
ば
粉
わ
し
く
入
り
交
じ
っ
て
し

ま
い
、
同
じ
も
の
に
つ
い
て
理
解
し
合
う
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

（
２
）
名
辞
区
分
の
根
拠
紺
肝
の
伺
災
を
分
別
す
る
は
た
ら
き
を
な
す
の
は
、
天
耐
す
な
わ
ち
感
覚
器
向
（
五
官
）
で
あ
る
。
同
額

同
状
の
物
に
対
し
て
は
何
じ
ょ
う
に
感
覚
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
を
他
の
よ
く
航
似
し
た
物
と
比
べ
合
わ
せ
て
総
合
し
て
詔
砕
を
制
定
す

る
。
こ
う
し
て
互
い
に
約
束
し
た
名
辞
を
共
有
し
区
分
し
互
い
に
理
解
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
種
概
念
と
類
概

念
と
を
比
べ
合
わ
せ
て
結
合
す
る
と
い
う
判
断
の
形
を
読
象
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
こ
の
引
川
に
続
い
て
具
体
的
に
感
覚
器
官
と
そ

の
識
別
作
川
、
お
よ
び
心
の
は
た
ら
き
が
ま
と
め
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
章
４
で
認
識
説
と
し
て
検
討
し
た
。
）

（
３
）
名
辞
制
定
の
基
本
原
則
以
上
の
見
方
に
も
と
づ
い
て
狛
脈
の
木
質
が
論
じ
ら
れ
る
。
同
蝋
の
も
の
に
は
同
じ
調
辞
、
異
類
の

も
の
に
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
詔
辞
が
つ
げ
ら
れ
る
。
単
一
の
言
葉
で
理
解
で
き
る
も
の
な
ら
「
醜
名
」
す
な
わ
ち
単
純
名
辞
が
作
ら

れ
、
そ
れ
で
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
「
雅
名
」
す
な
わ
ち
複
合
名
胖
が
作
ら
れ
、
さ
ら
に
こ
の
二
つ
の
概
念
が
伺
頬
で
あ
れ
ば

「
共
名
」
す
な
わ
ち
賦
狛
辞
（
頬
概
念
）
が
作
ら
れ
る
。
例
え
ば
馬
、
布
は
峨
純
狛
辞
で
、
白
鳩
、
畷
打
は
複
合
詔
昨
で
あ
り
、
脇
、

恥
と
い
う
祁
椚
辞
に
対
し
て
動
物
は
跳
箱
畔
で
あ
る
。
賦
詔
僻
で
も
ま
ぎ
ら
わ
し
く
な
い
の
は
、
そ
の
狛
脈
の
う
ち
で
も
尖
際
の
対
象

が
災
な
る
も
の
は
名
称
も
異
な
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
分
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
蹴
概
念
に
屈
し
て
も
獅
差
の

ち
が
い
で
極
概
念
同
士
を
区
別
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
名
辞
は
異
な
っ
て
も
、
そ
の
共
通
点
を
と
っ
て
く
く
っ
て
同
じ
名

と
す
る
こ
と
は
で
き
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
下
位
概
念
と
上
位
概
念
と
の
別
を
示
し
て
い
る
。
事
物
は
さ
ま
ざ
ま
に
多
く
あ
る
が
、
そ
れ

＊
 

ら
を
総
称
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
〈
、
、
そ
れ
を
「
物
」
と
鍋
づ
け
る
。
「
物
」
と
は
「
火
共
お
」
す
な
わ
ち
雌
間
繭
概
念
（
カ
テ
ゴ

リ
ー
）
で
あ
る
。
要
す
る
に
概
念
の
群
皿
化
と
い
う
耐
か
ら
駆
る
と
、
「
別
椚
」
す
な
わ
ち
和
概
念
の
緬
似
性
を
と
ら
え
て
「
共
名
」

ｆ
 

な
》
Ｄ
も
の
は
大
別
詔
な
り
。
〔
即
ち
布
を
〕
鵬
し
て
こ
れ
を
別
ち
、
別
〔
名
〕
と
な
れ
ば
則
ち
布
（
又
）
た
別
ち
、
別
つ
こ
と
無
き

に
至
り
て
然
る
後
に
止
ま
る
。
」
（
同
上
）
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2０ 

す
な
わ
ち
磯
概
念
を
作
り
、
さ
ら
に
下
位
の
類
概
念
を
種
概
念
と
し
て
そ
こ
か
ら
上
位
の
類
概
念
を
作
り
、
と
い
っ
た
よ
う
に
同
じ
こ

と
を
く
り
返
し
て
い
く
と
岐
後
に
こ
れ
以
上
合
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
段
階
「
無
共
」
に
至
っ
て
終
る
。
こ
の
「
無
共
」
が
「
大
共

名
」
す
な
わ
ち
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
今
度
は
逆
に
概
念
の
特
殊
化
と
い
う
面
か
ら
ゑ
る
と
、
「
共
名
」
す
な
わ
ち
類
概
念
、
例
え
ば

動
物
を
分
け
て
「
別
名
」
す
な
わ
ち
祇
概
念
の
烏
と
か
獣
と
か
名
づ
け
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
額
概
念
と
す
る
秘
概
念
に
分
け
、
と
い
う

よ
う
に
同
じ
こ
と
を
く
り
返
し
て
い
く
と
鮫
後
に
こ
れ
以
上
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
段
階
「
無
別
」
に
至
っ
て
終
る
。
こ
の
「
無

＊
＊
 

別
」
が
「
大
別
名
」
す
な
わ
ち
個
物
、
例
え
ば
》
」
の
烏
、
あ
の
嗽
で
あ
る
。

章
こ
こ
で
言
う
忍
凹
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ル
プ
ュ
リ
オ
ス
の
樹
」
で
紘
商
類
の
位
睡
に
お
か
れ
て
い
る
「
実
体
」
（
⑪
５
⑫
日
ロ
菌
）
と
い
う
の
と

同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
プ
ラ
ト
ソ
主
義
の
哲
学
者
ポ
ル
フ
ュ
リ
オ
ス
（
二
三
一
一
一
噸
Ｉ
三
○
四
頃
）
の
説
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
慨
念
の
区
分
の

実
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

＊
＊
こ
の
本
文
で
は
「
胸
」
忍
世
を
「
大
別
名
」
と
し
て
い
る
が
、
所
論
の
趣
意
か
ら
す
れ
ば
、
「
共
名
」
（
下
位
と
比
べ
れ
ば
）
あ
る
い
は
「
別

名
」
（
上
位
と
比
ぺ
れ
ぱ
）
と
一
富
う
べ
き
で
あ
る
。
「
大
別
名
」
は
個
物
、
す
な
わ
ち
蛾
も
特
殊
な
菰
概
念
あ
る
い
は
個
右
潴
詞
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
場
合
の
「
脇
」
「
欧
」
は
本
来
は
「
こ
の
澱
」
「
あ
の
嗽
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
で
検
討
し
た
「
名
僻
制
定
の
三
原
川
」
が
竹
子
の
論
肌
説
の
本
論
で
あ
り
、
そ
の
ま
た
中
心
を
な
す
の
は
（
３
）
「
名
辞
制
定
の

雑
木
原
則
」
で
あ
る
。
こ
こ
が
い
わ
ゆ
る
「
概
念
論
」
の
中
柧
で
、
名
称
（
概
念
）
の
蛾
も
基
本
的
な
特
徴
で
あ
る
特
殊
・
普
通
の
州

対
関
係
を
下
收
き
に
、
そ
の
木
質
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
（
な
お
椚
辞
の
扣
対
性
に
つ
い
て
は
（
３
）
の
引
川
に
続
く
個
所
で
説
か
れ
て

続
い
て
こ
の
本
論
に
即
し
て
誤
謬
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
施
介
批
判
と
い
う
形
で
、
一
一
一
つ
（
「
三
惑
」
）
に
分
け
て
展
開
さ
れ
る
。
懸

案
の
論
弁
批
判
（
本
稿
３
乖
で
検
討
し
た
）
の
結
論
が
こ
こ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

い

る

』

お
迭
ど

（
１
）
「
伽
ら
る
る
ｊ
Ｄ
序
と
せ
ず
、
聖
人
は
己
れ
を
愛
せ
ず
、
盗
を
殺
す
は
人
を
殺
す
に
非
ず
と
は
、
此
れ
満
を
川
う
ろ
》
」
と
に
惑

い
ｆ

い
て
以
て
名
を
乱
ろ
者
な
り
。
こ
れ
を
為
め
に
名
あ
る
所
〔
以
〕
に
験
し
て
、
其
の
執
れ
か
行
わ
る
べ
き
や
を
観
れ
ば
、
則
ち
能
ノ
、
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（
１
）
名
辞
に
よ
る
名
辞
の
転
化
の
誤
謬
「
侮
辱
さ
れ
て
も
そ
れ
を
恥
辱
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
」
（
宋
釧
）
、
「
聖
人
は
他
人
を
愛
し

て
日
分
を
愛
さ
な
い
」
（
墨
子
）
、
「
溢
人
を
殺
す
の
は
人
を
殺
す
の
で
は
な
い
」
（
同
）
な
ど
と
い
う
主
張
は
、
名
辞
の
用
い
方
を
誤
っ

て
正
し
い
名
辞
を
乱
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
名
辞
制
定
三
原
則
の
（
１
）
「
名
辞
制
定
の
必
要
性
」
に
相
当
す
る
も
の

で
、
（
３
）
の
「
名
辞
制
定
の
蕊
木
原
則
」
に
よ
っ
て
考
察
す
れ
ば
名
辞
の
正
し
い
用
い
方
が
分
る
。
例
え
ば
「
搬
入
」
と
「
人
」
と
は

孤
概
念
と
額
概
念
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
「
溢
人
」
は
「
人
」
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
実
在
に
よ
る
名
辞
の
転
化
の
誤
謬
「
山
と
淵
と
は
同
じ
高
さ
で
あ
る
」
（
恵
施
）
、
「
人
の
性
情
は
本
来
欲
望
が
少
な
い
」
（
宋

釧
）
、
「
牛
肉
豚
肉
の
ご
馳
走
も
と
く
に
う
ま
い
わ
け
で
な
く
、
大
き
な
鐘
の
青
も
と
く
に
楽
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
ど
（
墨
子
？
）

な
ど
と
い
う
主
張
は
、
実
在
の
見
方
を
誤
っ
て
正
し
い
名
辞
を
乱
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
名
辞
制
定
三
原
川
の
（
２
）
「
名
辞

区
分
の
根
拠
」
に
即
し
、
（
３
）
の
「
韮
本
原
則
」
に
よ
っ
て
考
察
す
れ
ば
、
正
し
く
判
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
実
在
の
次
元
で
は
あ
る

「
淵
」
は
あ
る
「
山
」
よ
り
高
い
位
置
に
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
そ
れ
を
抽
象
化
し
た
名
辞
の
次
元
で
す
べ
て
の
「
淵
」

が
す
べ
て
の
「
山
」
よ
り
高
い
と
は
言
え
な
い
し
、
だ
か
ら
高
さ
の
区
別
は
つ
か
な
い
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の

誤
謬
は
、
名
辞
が
尖
在
の
一
般
化
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
た
と
こ
ろ
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
名
辞
に
よ
る
実
在
の
転
化
の
誤
謬
「
白
馬
は
馬
で
な
い
」
（
公
孫
龍
）
と
い
う
主
張
は
、
緕
辞
の
用
い
方
を
誤
っ
て
そ
の
実
在

こ
れ
を
禁
ぜ
ん
。
」
（
正
名
篇
、
三
）

す
う
け
ん
う
ま

（
２
）
「
山
と
淵
と
は
平
ら
か
、
桁
は
欲
寡
な
し
、
捌
象
は
廿
糸
を
加
違
え
ず
大
鐡
は
楽
し
ゑ
を
加
え
ず
と
は
、
此
れ
尖
を
川
う
る
こ

上
上
と
Ｄ

と
に
惑
い
て
以
て
名
を
乱
る
者
な
り
。
こ
れ
を
縁
り
て
以
て
同
異
す
る
所
〔
以
〕
に
験
し
て
、
其
の
執
れ
か
調
え
る
や
を
観
れ
ば
、

則
ち
能
く
こ
れ
を
祭
ぜ
ん
。
」
（
同
上
）

＊
 

（
３
）
「
非
而
謁
櫛
有
牛
、
白
馬
は
馬
に
非
ず
と
は
、
此
れ
名
を
用
う
る
こ
と
に
惑
い
て
以
て
実
を
乱
る
者
な
り
。
こ
れ
を
名
の
約

も
と

〔
要
〕
に
験
し
て
其
の
受
く
る
所
を
以
（
川
）
い
て
共
の
辞
す
る
所
に
悴
れ
ぱ
、
川
ら
能
く
》
」
れ
を
祭
ぜ
ん
。
」
（
同
上
）

嗽
こ
の
一
句
は
各
テ
キ
ス
ト
と
も
、
諸
説
は
あ
る
が
詳
細
不
明
と
し
、
解
釈
を
保
留
し
て
い
る
。
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名
辞
は
実
在
を
識
別
し
明
確
に
す
る
こ
と
に
そ
の
目
的
が
あ
る
。
言
葉
と
い
う
も
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
を
合
わ
せ
て
抽
象
化
し
て

意
味
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
弁
論
説
川
と
は
そ
う
い
う
言
葉
を
そ
の
ま
ま
川
い
て
も
の
ご
と
の
処
非
を
理
解
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
弁
論
説
明
は
心
が
道
を
発
表
す
る
手
段
で
あ
る
。
さ
ら
に
名
辞
は
尖
在
を
示
し
、
そ
の
意
義
を
伝
え
る
手
段
と
し
て
の
役
制

を
も
つ
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
一
一
一
一
蘂
だ
け
を
弄
ぶ
の
緯
論
弁
で
あ
る
．
ｌ
こ
こ
に
讃
を
頑
ん
し
、
し
た
が
っ
て
必
然
的
に
一
一
豆
…
重

＊
 

視
す
る
突
念
論
者
た
る
竹
子
の
面
Ⅱ
が
曜
如
と
し
て
い
る
。

＊
な
お
前
者
の
引
川
文
に
先
立
つ
文
節
に
「
君
の
聞
え
て
実
の
職
ら
る
る
は
名
の
川
な
り
。
紫
ね
て
文
を
成
す
は
堵
の
腿
な
り
。
用
と
腿
と
供
に

待
た
れ
ば
、
こ
れ
を
名
を
知
る
と
調
う
」
と
あ
っ
て
名
辞
の
実
刑
性
（
用
）
と
装
飾
性
（
麗
）
の
二
面
性
を
論
じ
、
こ
の
二
面
が
相
俟
っ
て
正
し

い
言
論
が
成
立
す
る
と
説
い
て
い
る
。

を
乱
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
名
辞
制
定
三
原
則
の
（
３
）
「
韮
木
原
則
」
に
即
し
て
そ
の
誤
り
が
正
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
馬
」

は
単
純
名
辞
で
あ
り
、
「
臼
鳩
」
は
単
純
洛
辞
「
白
」
と
「
鵬
」
と
を
合
成
し
た
複
合
弔
辞
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
白
馬
」
は
「
馬
」
と

い
う
顛
に
属
す
る
種
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
矛
盾
は
な
く
、
現
実
に
も
「
白
馬
」
は
馬
の
極
（
概
念
）
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
名
辞
の
役
割
と
そ
れ
を
用
い
る
言
論
の
は
た
ら
き
を
述
べ
る
と
こ
ろ
を
引
い
て
、
概
念
論
の
結
び
と
す
る
。

「
お
な
る
者
は
、
尖
を
〔
別
〕
典
す
る
こ
と
を
期
す
る
所
以
な
り
。
辞
な
る
老
は
、
異
災
の
狢
を
兼
ね
て
一
意
を
嗽
ら
し
む
る
な

り
。
辨
説
な
る
者
は
、
実
名
を
異
に
せ
ず
し
て
動
静
を
聡
ら
し
む
る
の
道
な
り
。
期
命
な
る
者
は
、
辨
説
の
川
な
り
。
辨
説
な
る
者

か
仁

煙
心
の
道
を
象
ど
る
も
の
な
り
。
」
（
正
名
篇
、
三
）

か
い
や
し

「
彼
の
名
辞
な
る
渚
は
志
義
の
使
い
な
り
、
以
て
〔
義
を
〕
机
い
皿
ず
る
に
足
れ
ば
、
則
ち
こ
れ
を
企
脚
（
機
）
く
。
荷
く
も
す
る
は

し
め

あ
ら
わ

姦
な
り
。
故
に
名
は
以
て
実
を
指
す
に
足
り
、
辞
は
以
て
極
（
中
正
）
を
凡
す
に
足
れ
ば
、
則
ち
こ
れ
を
企
向
く
。
」
（
同
上
、
五
）

＊ 
＊＊ 

Hosei University Repository



2３ 

が
先
決
だ
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
荷
子
の
諸
子
批
判
、
と
く
に
論
理
家
批
判
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
は
、
そ
の
批
判
の
趣
意
を
そ
の
ま
ま
ま
と
め
る
こ
と
に
専
念

し
た
も
の
で
、
そ
の
批
判
が
妥
当
か
ど
う
か
、
諸
子
の
本
意
は
茄
子
の
批
判
と
ず
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
い
っ
た
問
題
も

当
然
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
改
め
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
名
家
の
「
白
馬
非
馬
」
論
や
「
堅
白
羽
」
論
、
墨
家
の
「
殺
盗
非
殺
人
」
論
な
ど
は
、
た
し
か
に
単
な
る
誰
弁
と
決
め
つ
け

て
い
い
か
ど
う
か
川
越
で
あ
っ
て
、
別
次
元
の
愈
味
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
汎
代
の
論
理
学
や
言
語
理
論
や
記
号
論
な
ど
に

＊
 

よ
る
解
釈
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
別
に
誠
ろ
と
し
て
、
し
か
し
少
な
く
と
も
竹
子
の
垂
、
理
説
の
根
底
に
は
、
犬
と
い
素
朴
な
形
と

し
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
の
伝
統
論
理
学
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
し
、
そ
れ
を
拠
と
し
て
諸
子
批
判
を
試
ゑ
て
い
る
か

ぎ
り
竹
子
の
批
判
は
妥
当
な
わ
け
で
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
批
判
を
批
判
す
る
た
め
に
も
そ
れ

藻
井
呼
英
著
『
竹
子
』
（
上
・
下
、
新
釈
漢
文
大
系
５
．
６
、
一
九
七
七
年
第
一
四
版
・
’
九
七
六
年
第
一
○
版
、
明
治
鱒
院
）

金
谷
治
訳
注
『
荷
子
』
（
上
・
下
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
二
年
熟
二
刷
・
一
九
六
三
年
第
二
剛
、
岩
波
譜
店
）

金
谷
治
・
佐
川
修
著
『
竹
子
』
（
上
、
全
訳
漢
文
大
系
７
、
一
九
七
三
年
、
染
災
社
）

金
谷
治
・
佐
川
修
・
町
田
三
郎
箸
『
荷
子
』
（
下
、
全
級
漢
文
大
系
８
、
一
九
七
四
年
、
集
英
社
）

＊
名
家
を
誼
弁
論
者
と
き
め
つ
け
る
の
は
伝
統
的
形
式
論
理
学
を
絶
対
的
規
邸
と
し
た
誤
解
で
あ
る
と
し
、

に
、
加
地
伸
行
『
中
国
論
理
学
史
研
究
』
お
よ
び
同
『
中
国
人
の
論
理
学
』
が
あ
る
。
と
く
に
前
者
で
は

業
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト

文
献

そ
の
立
場
か
ら
論
じ
た
新
し
い
解
釈

『
公
孫
魂
子
』
の
綿
密
な
読
み
直
し
作

／へ

了
、‐ノ
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仲
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史
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濱
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古
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司
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子
』
（
外
鯏
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外
荊
雑
赫
、
新
訂
中
国
古
典
選
８
．
９
、
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九
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六
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．
一
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、
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祥
仲
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（
船
山
信
一
薪
『
明
治
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史
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所
収
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学
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書
Ⅲ
、
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六
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中
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思
想
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八
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、
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）

Ｄ
Ｐ
且
日
Ｆ
シ
貝
・
ロ
小
罵
恩
・
ミ
ミ
ト
・
国
⑨
ぐ
。
］
戸
日
の
牌
・
口
口
曲
］
》
島
同
□
葛
。
。
．
〕
①
『
『
．
シ
９
８
の
勺
両
８
の
》
目
ロ
ロ
ワ
勘
。
、
。
言
の
旨
の
．
炭
の
日
》

』
Ｂ
片
臥
Ｐ
シ
貝
。
ｐ
小
弟
飼
恩
。
ｑ

固
口
、
厨
ロ
伜

＃ 
、‐ノ
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