
思
想
的
主
体
と
し
て
の
自
国

正悟
I雨
戸ら

ナ

か
ら
国
戸ら

ナ

'̂' 

序

江
戸
時
代
中
期
以
昨
、
我
が
留
に
興
っ
た
思
想
潮
流
で
あ
る
留
学
は
、

強
屈
な
自
問
優
位
主
義
の
官
房
と
、
徹
ム
底
的
な
儒
学
へ
の
排
撃
と
を
大

き
な
特
徴
と
し
て
有
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
然
し
乍
ら
、
一
見

し
て
全
く
相
容
れ
よ
う
筈
も
な
い
儒
学
と
菌
学
と
は
、
「
自
由
」
を
巡

る
問
題
意
識
と
い
う
観
点
に
於
い
て
こ
れ
を
挑
め
た
と
き
、
揺
る
ぎ
な

い
連
続
性
を
以
て
繋
が
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本

稿
は
、
儒
学
の
諺
透
か
ら
賀
茂
真
淵
に
よ
る
国
学
定
立
に
到
る
ま
で
の

関
に
為
さ
れ
た
「
自
国
」
を
巡
る
論
争
を
、
上
述
の
視
座
か
ら
術
澱
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
連
続
性
を
確
認
す
る
と
共
に
、
所
詣
「
毘
学

的
言
説
」
に
立
ち
顕
れ
て
く
る
よ
う
な
、
主
体
的
な
「
自
国
」
像
と
い

う
も
の
が
如
何
に
し
て
獲
得
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

樋

達

V
ハド

白
μh円

口

て
儒
学
の
溶
透
と
思
想
的
「
華
夷
秩
序
」

一館学から国学へー

日
本
に
於
け
る
儒
学
の
始
源
を
遡
っ
て
み
る
と
、
そ
の
歴
史
は
存
外

に
長
い
も
の
で
あ
る
。
日
本
へ
と
儒
学
が
渡
来
し
た
時
期
に
つ
い
て
は

諸
説
あ
る
が
、
『
古
事
記
』
中
つ
巻
の
「
応
神
」
の
段
に
は
、

又
、
百
済
留
に
、
「
若
し
賢
し
き
人
有
ら
者
貢
上
れ
。
」
と
科
せ
賜

ひ
き
。
故
、
命
を
受
け
て
貢
上
れ
る
入
、
名
は
和
迩
士
口
締
。
郎
ち

論
語
十
巻
・
千
字
文
一
巻
、
井
せ
て
十
一
巻
、
是
の
人
に
付
け
て

貢
進
り
き
。
(
傍
点
季
世
)

思想的主体としての自国

と
あ
り
、
『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
収
録
の
応
神
紀
十
五
年
と
十
六
年
の

段
に
も
、是

に
、

天
皇
、
問
直
岐
に
問
ひ
て
臼
は
く
、
「
如
し
汝
に
勝
れ
る
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博
士
、
亦
有
り
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
対
へ
て
臼
さ
く
、
「
王
仁
と

い
ふ
者
有
り
。
回
定
秀
れ
た
り
」
と
ま
う
す
。

i
i
p
'告
1
1

十
六
年
の
春
二
月
に
、
王
仁
来
り
。
別
ち
太
子
菟
道
稚
郎
子
、
師

と
し
た
ま
ふ
。
諸
の
典
籍
を
王
仁
に
習
ひ
た
ま
ふ
。
(
傍
点
筆
者
)

と
い
う
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
王
仁
」
と
い
う
人

物
が
日
本
に
論
語
と
千
字
文
を
粛
し
た
と
さ
れ
る
応
神
十
六
年
で
あ
る

と
い
う
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
大
陸
由
来
の
外

来
思
想
が
我
が
留
に
於
い
て
興
隆
を
極
め
る
に
は
、
そ
の
移
入
か
ら
下

る
こ
と
約
一
二

O
O
年
後
の
江
戸
時
代
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

何
故
儒
学
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
や
に
わ
に
日
本
社
会
に
受
容
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

徳
川
家
に
よ
る
天
下
統
一
の
夜
前
期
に
あ
た
る
戦
国
末
期
に
於
い
て
、

戦
国
大
名
ら
の
一
践
を
悩
ま
せ
て
い
た
の
は
宗
教
で
あ
っ
た
。
神
仏
へ
の

信
仰
の
許
に
堅
固
に
団
結
し
、
支
配
者
側
へ
の
激
し
い
抵
抗
を
見
せ
る

宗
教
団
体
に
対
し
、
彼
ら
は
苛
烈
な
暴
力
を
伴
、
っ
弾
圧
を
も
厭
わ
な
か

っ
た
。
武
に
よ
っ
て
覇
を
競
う
こ
の
時
代
に
於
い
て
、
支
配
者
側
に
と

っ
て
何
よ
り
重
要
な
の
は
、
「
君
」
に
対
す
る
「
臣
」
の
強
固
な
忠
誠
、

即
ち
「
忠
義
」
で
あ
り
、
ま
た
或
い
は
武
力
に
よ
っ
て
屈
服
さ
せ
た
相

手
の
、
自
'
身
に
対
す
る
絶
対
的
な
恭

A

版
で
あ
っ
た
が
、
宗
教
的
信
仰
心

は
、
そ
う
し
た
現
世
に
於
け
る
仮
初
め
の
上
下
関
係
を
揺
る
が
せ
に
す

る
危
険
性
を
苧
ん
で
い
た
。
お
の
れ
の
覇
道
の
決
定
的
な
障
碍
に
な
り

得
る
宗
教
と
い
う
も
の
を
戦
国
大
名
た
ち
が
危
険
視
し
た
の
は
、
葦
し

当
然
の
成
り
行
き
と
い
え
る
。
だ
が
、
斯
様
な
思
潮
の
許
で
天
下
を
統

べ
た
徳
川
家
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
戦
国
大
名
の
宗
教
へ
の
対
決
姿
勢

に
由
縁
す
る
、
「
思
想
的
根
拠
の
不
在
」
と
い
う
事
態
に
直
面
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

天
下
を
統
一
し
、
実
権
を
掌
握
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
結
局
の
と

こ
ろ
武
力
に
よ
っ
て
他
者
に
服
従
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
徳
川
家

に
よ
る
統
治
は
、
何
ら
の
思
想
的
根
拠
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
極
言

し
て
し
ま
え
ば
、
徳
川
家
は
圧
倒
的
な
暴
力
に
よ
っ
て
権
力
を
築
い
た

だ
け
の
、
謂
わ
ば
「
成
り
上
が
り
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
そ
う
し
た
徳
川
家
の
在
り
方
は
、
そ
れ
其
の
物
が
郎
産
に
、
武

断
政
権
に
対
す
る
武
力
的
転
覆
行
為
を
容
認
す
る
理
論
へ
と
転
換
さ
れ

得
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
成
り
上
が
り
」
の
途
上
で
峻
厳
な
弾
圧
を

執
行
し
た
が
故
に
、
徳
川
家
、
延
い
て
は
そ
の
臣
下
と
し
て
各
地
を
支

配
し
た
武
家
た
ち
は
、
自
身
の
支
配
の
正
当
性
に
つ
い
て
の
根
拠
を
、

宗
教
を
筆
頭
と
す
る
特
定
の
思
想
的
背
景
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

当
初
こ
の
間
題
に
対
し
て
、
支
配
者
層
は
、
引
き
続
き
圧
倒
的
な
武

力
を
誇
示
す
る
こ
と
で
被
支
配
者
側
に
畏
怖
の
念
を
惹
起
さ
せ
る
と
い

う
方
策
を
採
っ
た
。
正
し
く
、
江
戸
中
期
の
儒
学
者
堀
景
山
が
、
そ
の

主
著
『
不
尽
言
」
に
於
い
て
、
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武
家
は
そ
の
武
力
を
以
て
天
下
を
取
得
た
る
も
の
な
れ
ば
、
ひ
た

す
ら
に
武
威
を
張
り
耀
や
か
し
、
下
民
を
お
ど
し
、
推
し
つ
け
へ

し
つ
け
帰
服
さ
せ
て
、
国
家
を
治
む
る
に
も
、
口
ハ
も
の
威
光
と
格

式
と
の
両
つ
を
侍
み
と
し
て
政
を
し
た
る

i
-
q略
i

か
の
武
威
に
人
を
憧
れ
服
し
て
治
り
来
れ
る
を
見
て
、
日
本
は
武

に
て
治
り
た
る
由
也
と
心
得
て
、
武
田
と
い
ひ
、
い
よ
/
¥
武
威

を
自
負
す
る
事
に
な
り
ぬ
。
(
傍
点
筆
台
)

と
述
べ
た
よ
う
な
為
政
の
形
式
が
、
江
戸
期
を
通
じ
て
執
り
行
わ
れ
た

の
で
あ
る
。
然
し
、
こ
の
統
治
体
系
は
、
如
何
せ
ん
「
武
力
に
よ
る
威

光
」
と
い
う
余
り
に
危
う
い
も
の
に
依
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に

は
同
じ
く
堀
景
山
が
、

口
ハ
む
き
に
武
威
ば
か
り
を
侍
み
と
し
、
無
理
や
り
に
推
つ
け
、
人

を
勢
を
以
て
服
さ
せ
た
る
は
、
な
る
ほ
ど
一
旦
は
人
の
服
す
る
も

の
な
れ
ど
も
、
少
に
で
も
そ
の
威
光
が
落
れ
ば
、
そ
の
ま
、
に
人

心
は
な
れ
、
天
下
が
乱
る
、
(
傍
↑
u
…
銃
者
)

と
指
摘
す
る
類
の
危
険
が
常
に
付
き
纏
う
こ
と
に
な
る
。
故
に
、
彼
ら

は
自
ら
の
「
威
光
」
の
維
持
に
心
血
を
注
ぎ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
徳

川
家
が
「
威
光
」
を
以
て
配
下
の
列
藩
を
従
わ
せ
、
列
藩
は
徳
川
の
「
威

光
」
の
許
に
保
証
さ
れ
た
、
各
々
の
「
威
光
」
に
よ
っ
て
平
民
を
平
伏

さ
せ
る
と
い
う
、
逓
次
的
な
支
配
構
造
に
基
づ
く
「
泰
平
の
世
」
が
現

出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
こ
の
方
策
が
早
晩
決
定
的
な
矛
盾
に
逢
着
す
る
こ
と
は
自
明

で
は
な
い
か
。
何
故
な
ら
ば
、
静
議
た
る
平
和
の
許
に
あ
っ
て
は
、
武

力
に
よ
る
「
威
光
」
は
、
武
力
を
差
し
向
け
る
対
象
が
存
在
し
な
い
以

上
、
そ
の
示
威
の
機
会
を
喪
失
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
っ

て
し
ま
え
ば
、
ど
れ
だ
け
維
持
に
腐
心
し
よ
う
と
も
、
「
威
光
」
の
効

力
が
徐
々
に
減
じ
て
ゆ
く
の
は
当
然
で
あ
る
。
市
し
て
、
左
様
な
武
威

一
辺
倒
の
方
針
の
行
き
詰
ま
り
は
、
支
配
者
側
に
対
し
て
、
そ
の
正
当

性
を
担
保
す
る
為
の
理
論
を
要
請
し
た
筈
で
あ
る
。
思
う
に
、
こ
の
こ

と
こ
そ
が
江
戸
期
に
於
け
る
儒
学
受
容
の
呼
び
水
と
な
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
丸
山
真
男
が
分
析
す
る
よ
う
に
、
徳
川
封
建
社
会
の
社
会

的
・
政
治
的
構
成
が
、
儒
学
の
思
想
的
前
提
で
あ
る
中
国
の
そ
れ
と
類

型
上
対
比
し
得
た
た
め
、
儒
学
の
理
論
が
日
本
史
上
に
於
い
て
最
も
適

用
さ
れ
易
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
や
、
鎌
倉
時
代
に
禅
僧
に
よ
っ
て
鷲

さ
れ
て
以
来
、
禅
宗
の
教
義
の
内
に
包
摂
さ
れ
、
所
諮
「
儒
釈
一
小
二
」

の
状
態
と
な
っ
て
い
た
宋
明
理
学
を
、
藤
涼
即
位
棋
や
そ
の
弟
子
で
あ
る

林
羅
山
が
、
「
仏
教
へ
の
一
方
的
依
存
か
ら
独
立
せ
し
め
」
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
館
教
が
そ
れ
以
前
の
儒
教
に
対
し
て
思
想
的
に
革
新
さ
れ
」

一俗学から国学へー思想的主体としての自国37 



た
こ
と
が
、
儒
学
興
隆
の
条
件
と
し
て
江
戸
期
の
町
本
社
会
に
存
し
て

い
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
的
外
れ
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

が
、
そ
れ
は
飽
く
迄
も
係
学
渉
透
の
「
条
件
」
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
り
、

そ
の
「
必
然
性
」
を
導
出
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
開
幕
後
の
慶

長
十
二
年
に
、
家
康
が
林
羅
山
を
幕
府
の
政
治
顧
問
に
過
し
た
と
い
う

事
実
を
以
て
、
江
戸
幕
府
は
、
初
代
家
康
の
時
点
で
既
に
係
学
を
政
策

方
針
の
中
座
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
す
る
見
方
も
、
或
い
は
可
能

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
家
康
と
羅
山
と
の
防
災
口
録
を
見
る
に
、

儒
学
に
対
す
る
家
康
の
興
味
は
専
ら
、
そ
れ
が
放
伐
行
為
を
是
認
す
る

論
調
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
に
注
が
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
家
康
の
姿
勢
か
ら
は
、
儒
学
を
以
て
政
道
の
要
と
す
る
よ
う

な
、
「
積
極
性
」
は
看
取
し
得
な
い
。
更
に
、
そ
こ
に
大
義
名
分
さ
え

存
在
す
れ
ば
武
力
に
よ
る
権
力
の
纂
奪
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、

放
伐
容
認
論
は
、
そ
れ
そ
の
ま
ま
他
者
に
よ
る
「
打
倒
徳
川
」
を
肯
定

す
る
理
屈
へ
と
容
易
に
転
じ
得
る
性
質
を
有
し
て
い
る
。
故
に
、
斯
様

な
危
険
思
想
を
そ
の
内
に
包
含
す
る
館
学
を
、
徳
川
家
が
諸
手
を
挙
げ

て
受
け
入
れ
、
剰
え
そ
れ
を
施
策
の
中
心
に
据
え
よ
う
と
い
う
積
極
性

を
働
か
せ
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
江
戸
時
代
に
於
け

る
儒
学
の
摂
取
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
当
初
に
あ
っ
て
は
、
先
述
し
た

よ
う
な
尚
武
主
義
の
限
界
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
と
い
う
、

や
や
も
す
れ
ば
消
極
的
傾
向
を
帝
び
た
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
も
か
く
も
、
こ
う
し
て
儒
学
は
江
戸
の
世
に
於
い
て
日
の
目
を
見

る
こ
と
と
な
り
、
漸
次
発
展
を
遂
げ
る
と
共
に
、
類
型
的
に
中
国
と
近

似
性
を
有
す
る
社
会
構
造
と
い
う
「
地
の
利
」
を
得
て
、
当
代
日
本
に

i
表
面
上
に
於
い
て
は
i

一
定
の
適
応
性
を
発
揮
し
た
か
に
見
え
る
。

然
し
乍
ら
、
い
み
じ
く
も
丸
山
自
身
が
、
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儒
教
の
ご
と
く
そ
の
思
想
を
生
ん
だ
社
会
の
特
殊
的
な
条
件
に
深

く
濠
透
さ
れ
て
ゐ
る
思
想
は
、
そ
れ
が
普
遍
化
さ
れ
て
異
な
っ
た

国
土
・
異
な
っ
た
歴
史
的
社
社
会
的
構
成
に
於
て
適
用
さ
れ
る
場

合
に
は
著
し
い
抽
象
化
を
蒙
り
、
極
端
な
場
合
に
は
た
だ
言
葉
だ

け
の
共
通
性
が
存
す
る
に
と
ど
ま
る
様
な
こ
と
と
な
る
。

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
真
に
日
本
社
会
へ
馴
化
し
た
と
は

ニ
一
一
口
え
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。
故
に
、
日
本
の
傷
者
た
ち
は
、
し
ば
し
ば

彼
ら
の
唱
導
す
る
教
理
と
実
情
と
の
希
離
に
直
面
し
、
そ
の
摺
り
合
わ

せ
に
苦
慮
を
強
い
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
面
に
於
い
て
は
儒
学
の

内
に
活
発
な
議
論
の
必
要
性
を
粛
し
、
そ
の
思
想
の
分
化
発
展
、
或
い

は
深
化
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
そ
の
一
方

で
、
鰭
学
が
成
立
す
る
上
で
の
「
特
殊
的
な
条
件
」
に
由
縁
し
た
或
る

問
題
、
即
ち
日
本
と
い
う
共
同
体
に
帰
属
す
る
一
員
と
し
て
、
儒
学
思

想
の
内
に
横
臥
す
る
「
華
夷
秩
序
」
に
如
何
に
向
き
合
っ
て
い
く
か
、

と
い
う
問
題
を
儒
者
ら
に
投
げ
掛
け
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。



一
一
、
「
主
」
た
る
自
思
の
放
逐

儒
学
を
奉
ず
る
も
の
に
と
っ
て
、
中
国
は
敬
仰
す
べ
き
「
聖
人
の
国
」

で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
思
想
に
敬
度
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
「
中

華
」
を
札
讃
し
、
中
国
か
ら
す
れ
ば
「
東
夷
」
、
即
ち
夷
秋
に
あ
た
る

E
本
人
と
し
て
の
自
己
を
蔑
む
と
い
う
感
覚
を
懐
く
こ
と
は
、
或
い
は

当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
近
世
儒
学
の

犯
で
あ
る
藤
原
慢
街
は
、
弟
子
の
林
羅
山
に
「
あ
あ
、
中
国
に
生
れ
ず
、

ま
た
こ
の
邦
の
上
世
に
生
れ
ず
し
て
当
世
に
生
る
。
時
に
遇
は
ず
と
諮

ふ
べ
し
」
と
洩
ら
し
た
と
い
う
し
、
そ
の
羅
山
も
、
「
中
華
に
降
生
し

て
有
徳
有
才
の
人
と
講
習
討
論
せ
ざ
る
は
遺
憾
な
り
」
と
慨
嘆
し
た

こ
と
が
、
羅
山
の
子
で
あ
る
林
読
耕
斎
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
山
崎
間
斎
の
門
弟
佐
藤
直
方
も
、
「
夷
秋
と
云
か
結
構
な
名
に

非
ず
、
嬉
こ
と
に
非
ざ
れ
ど
も
、
夷
秋
の
地
に
生
れ
た
れ
ば
是
非
に
不

及
也
」
、
「
今
聖
賢
の
書
を
読
で
賠
敬
究
理
の
学
を
す
る
人
は
、
唐
を
う

ら
や
み
し
た
ふ
べ
き
こ
と
む
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
の
よ
う
な
儒
者

た
ち
は
、
そ
の
思
弁
の
体
系
に
於
い
て
も
当
然
の
よ
う
に
華
夷
秩
序
を

容
れ
、
結
果
と
し
て
、
本
来
な
ら
ば
自
ら
の
帰
属
母
体
と
し
て
そ
の
思

想
の
主
体
に
据
わ
る
べ
き
で
あ
る
筈
の
日
本
を
卑
し
み
、
客
体
の
彼
方

へ
と
放
逐
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
於
い
て
、
日
本
の
儒
学
は
、
「
華

i

夷
日
主
l

客
」
と
い
う
顛
併
を
惹
き
起
こ
し
、
謂
わ
ば
「
思
想
上
の

開
封
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
事
態
に
甘
ん
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
斯
様

な
顛
倒
状
態
は
、
や
が
て
彼
ら
の
内
面
に
、
衝
迫
性
を
伴
う
一
つ
の
疑

念
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
一
一
一
一
口
わ
ず
も
が
な
、
で
」
の
ま

ま
で
よ
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
市
し
て
、
こ
の
間
題
意
識
の

表
出
の
塙
矢
と
な
っ
た
の
が
、
山
崎
関
斎
の
問
答
に
端
を
発
し
、
間
斎

学
派
の
門
弟
の
内
に
起
こ
っ
た
、
儒
学
の
中
で
の
自
国
の
位
置
付
け
を

巡
る
論
争
で
あ
っ
た
。

こ
の
論
争
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
は
、
関
斎
と
門
弟
と
の
間
に
為
さ

れ
た
、
以
下
の
よ
う
な
問
答
で
あ
る
。

一備学からml学へー

嘗
て
群
弟
子
に
間
ひ
て
臼
く
、
「
方
今
彼
の
邦
、
孔
子
を
以
て
大

将
と
為
し
、
孟
子
を
副
将
と
為
し
、
騎
数
万
を
率
ゐ
、
来
り
て
我

が
邦
を
攻
め
ば
、
別
ち
五
口
が
党
孔
孟
の
道
を
学
ぶ
者
、
之
れ
を
如

何
と
為
す
」
と
。
弟
子
成
答
ふ
る
こ
と
能
は
ず
し
て
臼
く
、
「
少

子
為
す
一
所
を
知
ら
ず
。
願
は
く
は
其
の
説
を
間
か
ん
」
と
。
日
く
、

「
不
幸
に
し
て
若
し
此
の
一
氾
に
逢
は
ば
、
別
ち
五
口
が
党
身
に
堅
を

被
り
、
手
に
鋭
を
執
り
、
之
れ
と
一
戦
し
て
孔
孟
を
檎
に
し
、
以

て
毘
思
に
報
ず
。
此
れ
郎
ち
孔
孟
の
道
な
り
」
と
。
(
傍
点
主
主

思想的主体としての自由

山
崎
先
生
嘗
物
語
に
、
麿
よ
り
日
本
を
従
へ
ん
と
せ
ば
、
軍
な
ら

ば
嘉
舜
文
武
が
大
将
に
て
来
る
と
て
も
、
石
火
矢
に
て
も
打
つ
ぶ

す
が
大
義
也
。
礼
儀
徳
化
を
以
で
し
た
が
ゑ
ん
と
す
る
と
も
、
臣
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と下、
云と、
へな、
り5ら、
o IlJ、

言が、
在よ、

2L、

是
員Ij

春
秋

の
道
也
、

同
定
吾
天
下
之
道

こ
れ
は
先
掲
の
怪
寓
や
羅
山
の
よ
う
な
儒
者
の
立
場
か
ら
は
、
凡
そ
導

か
れ
得
な
い
よ
う
な
回
答
で
あ
る
。
傍
点
を
付
し
た
部
分
を
見
る
絞
り

に
於
い
て
、
自
国
を
「
、
王
」
と
す
る
意
識
を
関
斎
の
内
に
認
め
る
こ
と

は
難
し
く
な
い
。
だ
が
一
方
で
、
「
〈
民
族
主
義
的
精
神
〉
が
予
め
関
斎

の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
」
く
、
関
斎
学
派
の
儒
者
ら
の
言
説
が
、
で
」

の
逸
話
に
見
る
よ
う
な
〈
民
族
主
義
的
〉
な
問
題
を
構
成
し
て
い
く
」

の
だ
と
い
う
、
子
安
宣
邦
の
指
摘
は
無
視
し
難
い
。
事
実
、
こ
の
関
斎

の
一
一
一
一
口
を
承
け
る
形
で
、
後
に
関
斎
の
門
弟
浅
見
綿
斎
が
、
館
学
思
想
に

於
け
る
「
華
夷
秩
序
」
を
脱
し
、
自
由
を
主
体
に
抑
制
え
る
べ
き
で
あ
る

と
す
る
論
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

一
一
一
、
「
華
夷
秩
序
」
解
体
の
試
み

i

『
中
国
排
』
を
め
ぐ
る
論
争
i

綿
斎
は
、
元
禄
十
四
年
に
『
中
国
排
』
を
著
し
た
。
こ
の
書
は
、
次

の
よ
う
な
書
き
出
し
を
以
て
始
め
ら
れ
て
い
る
。

中
国
夷
秋
の
名
、
儒
蓄
に
在
り
来
る
こ
と
久
し
。
そ
れ
故
吾
国
に

有
て
儒
書
さ
か
ん
に
行
は
れ
、
係
者
一
回
を
読
ほ
ど
の
者
、
唐
を
以
中

回
と
し
、
吾
留
を
夷
秋
と
し
、
甚
し
き
者
は
、
五
口
夷
秋
に
生
れ
た

り
と
て
く
や
み
な
げ
く
の
徒
有
レ
之
。
甚
し
い
か
な
、
儒
書
を
読

む
者
の
読
様
を
失
ひ
て
名
分
大
義
の
実
を
不
レ
知
こ
と
、
可
レ
悲

の
至
な
り
。
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五
口
国
に
生
れ
て
、
吾
国
た
と
ひ
徳
不
レ
及
と
て
、
夷
秋
の
賊
号
を

自
ら
な
の
り
、
と
か
く
唐
の
下
に
つ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
様
に
を
ぼ
へ
、

己
が
巴
の
い
た
ゾ
く
天
を
忘
る
〉
は
、
己
が
罰
よ
り
道
盛
に
行
は

れ
、
五
口
国
を
他
国
の
の
り
と
も
す
る
合
点
な
き
は
、
皆
己
が
親
を

い
や
し
む
る
間
前
の
、
大
義
に
背
き
た
る
者
む
。

こ
れ
は
正
に
、
先
に
述
べ
た
華
夷
秩
序
の
甘
受
に
由
来
す
る
、
主
i

客

の
顛
倒
状
態
を
難
じ
る
発
言
で
あ
る
。
で
は
、
当
代
の
儒
学
が
陥
っ
て

い
る
、
「
コ
し
が
親
を
い
や
し
む
る
間
前
の
、
大
義
に
背
き
た
る
」
状
態
は
、

如
何
に
し
て
解
消
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
制
斎
は
こ
れ
を
、
主
i

客
の
再

顛
倒
を
以
て
正
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

其
田
に
生
れ
て
其
留
を
主
と
し
、
他
国
を
客
と
し
て
見
れ
ば
、
各

其
函
よ
り
立
る
処
の
称
号
あ
る
筈
な
り
。
道
を
学
ぶ
は
実
理
当
然

を
学
也
。
五
口
国
に
て
「
春
秋
」
の
道
を
知
れ
ば
別
五
口
問
郎
、
王
也
。

i
j
お
3
松
町
下

i
i

面
々
各
々
に
て
其
留
を
国
と
し
、
主
(
親
を
親
と
す
る
、
是
天
地
の



大
義
に
て
、
並
行
は
れ
で
も
と
ら
ざ
る
者
也
。

i
l
h
a久
口

l
i

仁
問

中
国
夷
秋
の
名
、
そ
れ
と
も
に
唐
よ
り
付
た
る
名
な
り
。
其
名
を

以
五
口
留
に
称
す
れ
ば
、
そ
れ
と
も
に
唐
の
ま
ね
也
。
唯
吾
国
を
内

と
し
異
国
を
外
に
し
、
内
外
賓
主
の
排
明
な
れ
ば
、
五
口
屈
と
よ
び

異
国
と
云
へ
ば
、
何
方
に
で
も
筋
目
た
が
は
ず
。
(
傍
点
筆
者
)

故
に
、
網
斎
は
、
そ
れ
で
も
な
お
現
状
に
甘
ん
ず
る
よ
う
な
も
の
は
、
「
毎

年
/
¥
唐
人
の
草
履
取
に
は
い
つ
く
ほ
う
て
、
一
頭
あ
げ
ぬ
が
大
義
」
で

あ
る
と
痛
罵
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
網
斎
の
立
場
を
、
桂
島
宣
弘
は
「
日
本
型
華
夷
思
想
」
で

あ
る
と
位
置
付
け
、
渡
辺
浩
は
納
斎
の
主
張
を
、
「
誰
に
と
っ
て
も
自

分
の
回
が
「
中
国
」
で
あ
り
、
他
国
が
「
夷
秋
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
カ
ラ
で
は
カ
ラ
を
「
中
国
」
と
い
っ
た
。
こ
の
国
で
は
こ
の
国
を

「
中
居
」
と
称
す
れ
ば
い
い
」
と
い
っ
た
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
が
、

両
者
の
主
張
は
何
れ
も
誤
り
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
先
ず
以

て
、
『
中
国
排
』
に
於
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
納
斎
の
主
張
は
、
「
こ
の

国
で
は
こ
の
国
を
「
中
国
」
と
称
す
れ
ば
い
い
」
と
言
う
よ
う
な
、
単

な
る
呼
称
の
転
換
を
企
留
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
思
弁
す
る
自
己
の

母
体
で
あ
る
自
毘
と
、
中
国
と
の
関
係
性
を
、
主
客
の
枠
組
み
の
許
で
、

現
今
の
顛
倒
状
態
か
ら
、
「
其
国
を
主
と
し
、
他
国
を
客
と
」
す
る
平

常
の
状
態
へ
と
捉
え
産
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼

は
「
其
名
を
以
五
口
国
に
称
す
」
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
呼
称
の
龍
一
き

換
え
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
唐
の
ま
ね
」
と
し
て
一
蹴
し
て
い
る
。

ま
た
、
『
中
田
耕
』
は
終
始
一
貫
し
て
他
の
儒
者
ら
に
「
華
夷
秩
序
」

か
ら
の
脱
却
を
迫
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
例
え
ば
そ
こ
に
は
、
自
本

の
方
が
中
国
よ
り
優
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
中
国
を
下
に
見
る
べ
き
だ
と

い
う
よ
う
な
、
華
夷
秩
序
的
な
優
劣
規
定
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
な

い
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
「
日
本
型
華
夷
思
想
」
と
呼
ぶ
に
は
語
弊
が
あ

る
。
こ
こ
で
納
斎
の
言
説
上
に
あ
る
の
は
、
飽
く
迄
も
「
思
想
主
体
」

と
し
て
日
本
を
捉
え
る
感
覚
で
あ
り
、
徹
底
し
た
主
客
弁
別
の
立
場
に

基
づ
く
「
自
国
中
心
主
義
思
想
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
『
中
田
排
」
に
於
け
る
納
斎
の
論
は
、
果
た
し
て
衝
撃
的
な
も

の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
儒
者
た
ち
の
間
に
大
き
な
議
論
が
巻
き
起
こ

っ
た
。
わ
け
で
も
、
関
斎
門
下
で
綿
斎
と
双
墜
を
な
し
た
高
弟
佐
藤
直

方
か
ら
の
反
擦
は
凄
ま
じ
く
、
彼
は
『
中
国
論
集
』
と
い
う
著
書
で
納

斎
の
論
を
激
し
く
攻
撃
し
て
い
る
。
然
し
乍
ら
、
そ
こ
で
為
さ
れ
て
い

る
直
方
の
反
論
を
見
る
と
、
そ
れ
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
以
下
の
如
き
主
張

の
一
点
張
り
で
あ
る
。

一{古学から国学へー思想的主体としての自国

中
国
夷
秋
と
一
去
は
、
根
本
聖
人
の
立
言
に
て
外
の
国
で
は
云
は
ぬ

事
な
る
に
、
儒
骨
一
一
回
を
読
ん
だ
か
に
て
、
中
国
は
善
、
夷
秋
は
悪
と

云
事
を
知
て
、
我
生
れ
し
国
を
ひ
い
き
す
る
存
念
は
殊
勝
な
れ
ど

も
、
天
下
の
公
理
を
知
ら
ず
、
聖
賢
成
説
を
変
化
す
る
に
陥
る
は
、
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苦
々
し
き
こ
と
也
。

i

中

略

!

宜
哉
、
中
国
夷
秋
と
一
五
こ
と
は
、
聖
人
、
天
地
全
体
の
中
を
は
か

つ
て
中
国
を
中
国
と
し
外
国
を
夷
秋
と
定
め
を
け
り
。
そ
の
成
説

を
変
ず
る
は
不

e

己
お
旬
、
之
甚
失
。
(
傍
点
枯
草
4
G
)

要
す
る
に
、
中
国
が
中
国
で
あ
り
、
百
本
が
夷
秋
で
あ
る
と
い
う
の
は

「聖
4

賢
の
成
説
」
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
変
ず
る
の
は
道
理
に
惇
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
納
粛
の
主
張
を
駁
す
る
に
足
る
だ
け
の

論
理
的
な
弁
証
は
何
ら
盛
り
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

直
方
は
た
だ
単
に
自
身
の
忠
誠
対
象
の
再
確
認
に
終
始
し
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。
子
安
も
言
う
よ
う
に
、
納
斎
の
ニ
一
一
口
説
の
許
に
成
立
し
た
「
強

留
に
し
て
破
り
が
た
い
自
国
へ
の
意
識
」
は
、
直
方
の
よ
う
な
保
守
一

辺
倒
の
立
場
か
ら
の
批
判
で
は
、
も
は
や
「
揺
る
が
す
こ
と
も
、
崩
す

こ
と
も
で
き
な
」
か
っ
た
の
で
あ
る
。

斯
く
し
て
、
こ
こ
に
於
い
て
儒
学
の
内
部
に
、
「
華
夷
秩
序
」
を
離

れ
た
「
自
国
」
と
い
う
意
識
が
萌
芽
し
た
の
で
あ
っ
た
。
然
し
乍
ら
、

納
斎
の
論
に
見
る
「
自
国
中
心
主
義
思
想
」
は
、
或
る
一
点
が
欠
如
し

て
い
る
が
故
に
、
自
由
を
完
全
な
る
「
主
体
」
と
し
て
再
構
築
す
る
に

は
到
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
客
体
で
あ
る
「
異
国
」
、
即
ち
中
国
と

向
き
合
う
と
き
、
そ
の
向
き
合
う
べ
き
主
体
と
し
て
の
「
自
由
」
が
一

体
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
主
体
と
し
て
の
自
由
の

独
自
性
を
何
処
に
見
出
す
べ
き
か
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
納

斎
も
そ
の
必
要
性
に
気
付
い
て
は
い
た
筈
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼

は
『
中
国
排
』
の
内
に
、
「
吾
国
天
地
ひ
ら
け
て
以
来
、
正
統
つ

c
き

万
世
君
庄
の
大
綱
不
変
」
た
る
日
本
の
在
り
方
は
、
「
他
国
の
不
レ
及
処
」

で
あ
る
、
と
い
う
主
張
を
布
石
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
然
し
乍

ら
、
で
は
何
故
「
万
世
君
臣
の
大
綱
不
変
」
の
佳
に
世
が
治
ま
っ
て
き

た
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
彼
は
一
切
立
ち
入
ら
な
い
。
否
、
恐
ら

く
立
ち
入
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
儒
学
の
論
の
内
に

は
、
そ
う
し
た
日
本
の
特
殊
的
な
状
況
を
十
全
に
説
明
し
得
る
術
が
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
た
と
え
主
体
と
し
て
の
自
国
を
認
識
し
得
た
と
い
え

ど
も
、
自
国
中
心
の
思
想
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
論
拠
を
用

意
で
き
な
い
限
り
は
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
儒
学
を
以
て
し
て
諾
ら
れ

ざ
る
を
得
ず
、
従
っ
て
こ
の
時
点
で
の
そ
れ
は
、
未
だ
「
和
魂
儒
才
」

程
度
の
状
態
で
あ
っ
た
。
故
に
、
儒
学
は
な
お
も
衰
え
る
こ
と
は
な
く
、

日
本
人
は
こ
の
外
来
思
想
の
支
配
か
ら
逃
れ
去
る
こ
と
が
出
来
ず
に
い

た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
間
間
も
な
く
し
て
こ
の
状
況
か
ら
脱
却
す
る
為
の
転
機
が
訪
れ

る
。
そ
の
誘
因
と
な
っ
た
の
は
、
儒
学
最
盛
期
の
立
役
者
と
な
っ
た
荻

生
担
保
に
よ
る
「
但
徳
学
」
の
成
立
と
、
そ
の
分
裂
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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回
、
宿
徳
学
の
分
裂
と
『
掛
川
道
書
』

の
余
波

儒
学
を
修
め
る
に
は
、
何
を
措
い
て
も
先
ず
「
古
文
辞
を
識
り
古
言

を
識
る
を
以
て
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
荻
生
担
保
は
、
当

時
の
大
勢
で
あ
っ
た
朱
子
学
派
を
、
「
宋
儒
」
乃
至
は
「
後
儒
」
と
呼
び
、

こ
れ
を
徹
底
的
に
批
判
し
た
。
担
保
は
、
「
天
理
・
人
欲
・
理
気
・
陰

陽
五
行
な
ど
い
へ
る
、
高
妙
の
説
を
先
と
し
、
持
敬
・
主
静
・
格
物
・

致
知
・
誠
意
・
正
心
な
ど
い
へ
る
、
坊
主
ら
し
き
こ
と
を
誠
の
こ
と
と

思
ひ
、
務
て
人
の
及
が
た
き
こ
と
を
教
て
、
聖
人
に
成
ら
ん
こ
と
を
求

め
」
る
よ
う
な
朱
子
学
の
態
度
を
否
定
し
、
儒
学
に
於
け
る
真
の
「
道
」

と
は
、
「
聖
人
は
天
子
也
、
天
子
は
天
下
回
家
を
治
る
わ
ざ
を
己
が
職

分
と
な
し
玉
へ
る
故
に
、
聖
人
の
道
と
云
ふ
は
天
下
国
家
を
治
む
る
道

也
」
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
担
保
は
「
心
を
治
め
性
を
明
に
す
る
」
よ
う
な
従
来

の
内
面
的
修
養
論
を
棄
却
し
、
儒
学
に
お
け
る
「
道
」
は
、
社
会
的
・

政
治
的
な
統
治
規
範
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
。
そ
し
て
彼
は
、
当
代
日

本
社
会
を
死
に
体
の
「
病
人
」
に
響
え
、
そ
の
病
人
た
る
日
本
に
「
治

法
を
施
」
し
、
「
根
本
よ
り
治
す
」
に
は
、
「
聖
人
の
道
」
に
基
づ
く
「
制

度
」
の
「
立
か
へ
」
が
、
必
要
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
煎
じ
詰

め
れ
ば
、
担
保
の
考
え
る
儒
学
の
役
割
は
、
「
治
世
」
の
一
点
に
収
敬

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
一
世
を
風
践
し
た
こ
の
狙
徳
学
は
、
時
を
置
か
ず
し
て
根
本

的
か
つ
甚
大
な
矛
盾
に
突
き
当
た
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
病
人
」
で
あ
る

筈
の
江
戸
の
世
に
、
一
向
に
乱
れ
る
気
配
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

祖
徳
学
を
以
て
し
て
治
め
る
べ
き
世
、
即
ち
「
病
人
」
が
不
在
で
あ
る

以
上
、
そ
こ
に
但
徳
学
の
存
在
意
義
を
巡
る
疑
義
が
誘
発
さ
れ
る
の
は

至
当
の
展
開
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
果
た
し
て
、
担
保
が
没
す
る
と
、
「
護

国
学
派
」
と
呼
ば
れ
た
彼
の
門
下
に
分
裂
が
生
じ
る
。
彼
ら
譲
閣
の
儒

者
た
ち
は
、
一
方
は
太
宰
春
台
の
よ
う
に
但
律
学
の
政
治
的
側
面
の
更

な
る
徹
底
を
志
向
す
る
道
を
採
り
、
ま
た
一
方
で
は
、
服
部
南
郭
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
政
治
性
を
放
棄
し
、
ひ
た
す
ら
詩
作
や
古
文

辞
の
研
究
に
没
頭
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
分
裂
を
境
に
、
祖

徳
学
は
凋
落
の
途
を
辿
り
始
め
る
。
儒
学
界
に
於
い
て
権
勢
を
極
め
た

担
保
学
の
没
落
は
、
そ
れ
即
ち
「
儒
学
そ
の
も
の
の
思
想
界
の
第
一
線

よ
り
の
落
伍
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
地
位
に
入
れ
替
わ
ろ
う
と
す

る
新
興
思
想
か
ら
の
攻
撃
対
象
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か

も
、
圏
ら
ず
も
そ
の
攻
撃
の
糸
口
を
用
意
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
担
保

学
の
祖
た
る
荻
生
但
徳
そ
の
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

丸
山
長
男
は
、
祖
徳
の
説
く
「
道
」
の
持
つ
問
題
点
を
、

に
分
析
し
て
い
る
。

一儒学から留学へー

次
の
よ
う

思想的主体としての自国

け
だ
し
道
の
価
値
は
も
は
や
天
然
自
然
の
真
理
に
合
す
る
こ
と
に

存
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
自
身
窮
極
的
な
イ
デ
!
な
る
こ
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と
に
存
す
る
の
で
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
聖
人
の
製
作
な
る
こ
と
に

係
ら
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
道
を
し
て
道
た
ら
し
め
る
の
は
理
で
は

な
く
て
権
威
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
権
威
は
権
威
を
信
ず
る

も
の
に
と
っ
て
の
み
権
威
た
り
う
る
。
位
徳
学
に
お
い
て
は
聖
人

の
権
威
を
信
じ
な
い
者
に
は
も
は
や
道
の
真
理
性
を
以
て
説
得
す

る
事
が
出
来
な
い
。

i
i・ね
i

久ロー

i

;

ー

し
か
も
そ
の
聖
人
は
古
代
シ
ナ
に
出
現
し
た
政
治
的
君
主
で
あ
る
。

か
う
し
た
歴
史
的
i

場
所
的
に
制
約
さ
れ
た
人
格
の
創
造
し
た
道

が
何
故
し
か
く
尊
崇
に
価
す
る
の
か
。
但
徳
学
は
、
儒
教
的
思
惟

の
殻
内
か
ら
一
歩
外
に
踏
み
出
て
問
題
を
考
へ
る
余
裕
を
持
つ
者

を
必
然
に
こ
の
疑
問
に
誘
致
す
る
。
(
傍
点
筆
者
)

丸
山
の
指
摘
は
、
先
に
述
べ
た
「
但
徳
学
の
存
在
意
義
を
巡
る
疑
義
」

の
本
質
と
不
断
に
結
び
付
い
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
或
る
者
が
担
保

学
の
意
義
を
疑
お
う
と
す
る
時
、
そ
の
者
は
位
徳
学
を
客
観
視
す
べ
く
、

必
然
的
に
位
保
学
か
ら
「
一
歩
外
に
踏
み
出
」
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。

位
徳
学
の
意
義
を
巡
っ
て
、
そ
の
学
派
が
二
分
さ
れ
た
こ
と
は
既
に

述
べ
た
。
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
代
表
す
る
太
宰
春
台
と
服
部
南

郭
と
の
う
ち
、
丸
山
の
言
う
「
一
歩
外
に
踏
み
出
て
問
題
を
考
へ
る
余

裕
を
持
つ
者
」
は
一
体
ど
ち
ら
だ
っ
た
か
と
問
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
言

う
迄
も
な
く
南
郭
の
方
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
が
元
文
二
年
に
物
し
た
、

『
田
大
心
を
送
る
序
』
と
い
う
書
の
冒
頭
に
、
「
五
口
が
徒
の
学
を
為
す
、

回
よ
り
己
に
世
に
賛
流
な
り
」
と
い
っ
た
の
は
実
に
示
唆
的
で
あ
る
。

更
に
、
担
保
学
に
基
づ
く
制
度
の
建
て
替
え
が
行
わ
れ
て
い
な
い
に
も

拘
ら
ず
、
日
本
社
会
が
依
然
と
し
て
泰
平
を
保
ち
続
け
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
、
湯
浅
常
山
『
文
会
雑
記
』
に
は
、
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(
中
国
は
)
人
柄
の
甚
わ
る
き
回
と
覚
ゆ
。
そ
れ
ゆ
へ
礼
楽
に
て

聖
人
治
め
た
ま
へ
り
。
日
本
は
礼
楽
な
し
に
治
ま
る
を
見
れ
ば
、

華
人
よ
り
は
人
柄
よ
さ
な
り
(
傍
点
及
び
語
以
内
は
筆
者
)

と
い
う
南
郭
の
回
答
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
傍
点
部
で
言
わ
れ
て
い

る
の
は
、
紛
れ
も
な
く
中
国
に
対
す
る
自
由
の
優
位
性
で
あ
る
。
護
菌

学
派
の
南
郭
を
し
て
こ
の
よ
う
に
言
わ
し
め
る
程
に
、
祖
徳
学
と
現
実

と
の
託
離
は
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
た
一
方
で
、
従
来
的
な
但
徳
学
思
想
の
内
に
印
閉
ま
り
、
そ
れ
を
更

に
先
鋭
化
さ
せ
て
い
っ
た
太
宰
春
台
は
、
「
道
」
の
在
り
方
を
よ
り
純

化
す
べ
く
、
『
排
道
書
』
を
刊
行
し
た
。
そ
こ
で
専
ら
に
さ
れ
た
の
は
、
「
凡

今
の
入
、
一
料
道
を
我
閣
の
道
と
思
ひ
、
儒
備
道
と
な
ら
べ
て
是
一
つ
の

道
と
心
得
候
事
、
大
な
る
謬
に
て
候
。
神
道
は
本
聖
人
の
道
の
中
に
有

之
候
(
傍
点
仕
事
者
)
」
、
「
日
本
に
は
元
来
道
と
い
ふ
こ
と
無
く
候
。
近
き
比

一
料
道
を
説
く
者
い
か
め
し
く
、
我
図
の
道
と
て
高
妙
な
る
様
に
申
候
へ



共
、
皆
後
世
に
い
ひ
出
し
た
る
虚
談
妄
説
に
て
候
(
向
)
」
と
い
っ
た
よ

う
な
、
神
道
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

春
台
は
こ
こ
で
件
の
「
思
想
上
の
冊
封
」
の
許
に
、
神
道
の
存
在
そ
の

も
の
を
否
定
し
て
い
る
。
『
耕
道
告
一
一
日
』
が
、
そ
の
発
表
と
共
に
、
当
代

神
道
家
ら
の
轟
然
た
る
非
難
を
喚
起
し
た
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
然

し
乍
ら
、
当
時
の
神
道
は
所
謂
「
儒
家
神
道
」
で
あ
り
、
従
っ
て
、
彼

ら
の
反
論
は
必
然
的
に
儒
学
的
言
説
に
依
拠
す
る
形
に
終
始
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
浅
見
納
斎
の
事
例
と
向
様
に
、
彼
ら
も
ま

た
、
日
本
の
優
位
性
を
独
自
の
根
拠
に
基
づ
い
て
語
る
術
を
有
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
排
道
警
』
を
巡
る
喧
々
誇
々
の
議
論
は
、
波
紋
が
大

き
く
広
が
っ
た
こ
と
で
、
或
る
人
物
を
そ
の
論
戦
の
内
に
呼
び
込
む
こ

と
と
な
る
。
そ
れ
は
後
に
、
凋
落
の
一
途
を
辿
る
儒
学
に
か
わ
っ
て
、

日
本
思
想
界
に
於
い
て
一
大
勢
力
と
な
る
、
新
興
思
想
「
留
学
」
の
、

最
初
の
体
系
的
な
担
い
手
賀
茂
真
淵
で
あ
っ
た
。

五
、
「
華
夷
秩
序
」

の
解
体
と
「
自
国
」

の
恢
復

賀
茂
真
淵
は
、
元
禄
十
年
に
賀
茂
神
社
の
神
主
の
子
と
し
て
生
を
享

け
た
。
十
一
歳
か
ら
荷
由
春
満
の
門
弟
で
あ
っ
た
杉
浦
田
頭
か
ら
春
満

の
古
学
を
教
わ
り
、
二
十
歳
頃
に
分
家
へ
と
養
子
に
出
さ
れ
、
そ
の
先

で
太
宰
春
台
の
弟
子
渡
辺
蒙
庵
か
ら
但
様
学
を
学
ん
だ
。
そ
の
後
、
上

京
し
て
春
満
に
師
事
し
、
春
満
の
死
の
翌
年
と
な
る
元
文
二
年
に
江
戸

へ
移
る
と
、
延
享
三
年
に
は
、
徳
川
御
三
卿
の
ひ
と
つ
で
あ
る
田
安
家

の
当
主
回
安
宗
武
に
、
「
和
学
御
用
」
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
多
彩
な
学
歴
に
よ
っ
て
得
た
諸
学
知
識
の
綜
合

の
許
に
、
彼
の
毘
学
思
想
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

真
淵
の
思
想
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
は
、
『
五
音
立
と
総
称
さ
れ

る
五
つ
の
著
作
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
春
台
の
『
排
道
書
』

へ
の
批
判
を
目
的
と
す
る
と
共
に
、
真
淵
の
由
学
的
告
一
口
説
が
最
も
色
濃

く
顕
れ
て
い
る
『
国
意
」
を
中
心
に
、
彼
の
主
張
を
見
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

一儒学から国学へー

『
国
音
立
は
、
そ
の
冒
頭
か
ら
し
て
、
「
か
ら
密
の
道
ー
一
郎
ち
儒
学
を

旨
と
す
る
「
あ
る
人
」
と
、
「
お
の
れ
」
と
の
対
話
と
い
う
形
式
を
と

り
乍
ら
、
儒
学
と
の
対
決
構
造
を
明
確
に
す
る
。

思想的主体としての自由

あ
る
人
の
、
我
は
寄
ゃ
う
の
ち
ひ
さ
き
こ
と
を
、
心
と
は
し
侍
ら

ず
、
世
の
中
を
治
め
む
ず
る
、
か
ら
園
の
道
を
こ
そ
と
い
ふ
、
お

の
れ
た
γ

笑
て
こ
た
へ
ず
、
後
に
ま
た
其
人
に
あ
ひ
ぬ
る
に
、
万

の
こ
と
を
こ
と
わ
る
め
る
に
、
た
ゾ
笑
に
わ
ら
ひ
で
お
は
せ
し
は

故
あ
り
や
、
な
ど
い
ふ
に
、
お
の
れ
い
ふ
、
そ
こ
の
い
ふ
は
、
か

ら
閣
の
儒
と
や
ら
む
の
こ
と
か
、
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こ
う
し
た
自
己
給
悔
の
色
を
帯
び
た
書
き
出
し
は
、
自
身
の
論
の
優
位

性
を
主
張
す
る
と
共
に
、
儒
学
を
真
っ
当
に
応
ず
る
に
値
し
な
い
、
取

る
に
足
ら
な
い
も
の
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
、
真
淵
の
意
図
の

表
出
に
外
な
ら
な
い
。
更
に
、
右
の
引
用
部
の
直
後
に
続
け
て
、
真
淵

は
儒
学
を
「
天
地
の
こ
、
ろ
を
、
し
ひ
て
い
と
ち
ひ
さ
く
人
の
作
れ
る

わ
ざ
」
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
と
断
ず
る
。
曲
が
り
な
り
に
も
当
代
思

想
の
主
潮
で
あ
っ
た
筈
の
儒
学
を
、
彼
は
一
一
般
だ
に
し
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
真
淵
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
本
来
的
な
自
国
の
在
り
様

に
害
を
為
す
も
の
で
す
ら
あ
り
、
従
っ
て
排
拒
さ
れ
る
べ
き
対
象
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
真
淵
の
言
に
対
し
て
、
「
あ
る
人
」
は
、
「
嘉
舜
夏
段
腐
な
ど
」

を
持
ち
出
し
て
反
論
を
試
み
る
が
、
真
淵
は
こ
れ
を
「
た
ゾ
百
千
々
の

世
」
の
「
む
か
し
物
語
」
で
あ
る
と
一
蹴
し
、
そ
れ
以
降
も
依
然
と
し

て
儒
学
が
存
在
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
中
国
の
世
が
治
ま
っ
た
例
が

な
い
と
指
摘
す
る
。
加
え
て
、
儒
者
が
殊
更
に
理
想
の
世
の
在
り
方
と

し
て
喧
伝
し
て
い
る
そ
れ
ら
の
時
代
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
「
莞
」
か

ら
「
舜
」
へ
の
禅
譲
や
、
武
王
に
よ
る
「
段
」
の
放
伐
が
、
「
泣
を
う

ば
ひ
君
を
こ
ろ
し
ま
つ
る
」
よ
う
な
、
後
の
世
に
於
け
る
帝
位
纂
奪
図

式
の
呼
び
水
と
な
っ
た
と
批
判
し
、
「
如
是
世
々
に
み
だ
れ
て
治
れ
る

こ
と
も
な
き
に
、
儒
て
ふ
道
あ
り
と
て
天
が
下
の
理
を
解
」
こ
う
と
す

る
儒
学
や
、
そ
の
儒
学
を
宣
揚
し
て
「
唐
図
に
て
は
此
理
り
に
て
治
り

し
や
う
に
解
」
く
国
内
の
儒
者
の
有
り
様
は
、
全
て
「
そ
ら
ご
と
」
だ

と
喝
破
す
る
の
で
あ
る
。

桂
島
宣
弘
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
国
意
』
冒
頭
部
の
斯
様
な

儒
学
批
判
が
、
垂
加
派
の
神
道
家
佐
々
木
高
成
や
、
伊
勢
神
道
の
記
官

で
あ
っ
た
度
会
常
彰
ら
が
、
『
排
道
書
』
に
対
し
て
既
に
行
っ
て
い
た

反
駁
と
同
様
の
論
脈
の
内
に
あ
り
、
従
っ
て
必
ず
し
も
革
新
的
な
視
座

か
ら
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
疑
え
な
い
。
抑
々
、
『
国
意
」

執
筆
の
動
機
と
し
て
、
『
排
道
書
』
へ
の
反
援
と
、
そ
れ
に
対
す
る
諸

反
論
へ
の
共
感
が
ひ
と
つ
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
真
淵
が
弟
子
の
本
居
宣
長
に
、
鳥
羽
義
著
に
よ
る
春
台
批
判
の
書

で
あ
る
『
緋
緋
道
書
』
の
所
蔵
を
尋
ね
た
書
簡
の
件
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
だ
が
、
『
国
意
』
の
内
容
に
於
い
て
真
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、

真
淵
が
単
な
る
儒
学
批
判
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
以
前
の
自
国

中
心
主
義
的
言
説
の
数
々
が
終
ぞ
提
示
し
得
な
か
っ
た
「
根
拠
」
を
随

伴
し
乍
ら
自
由
の
優
位
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
を
「
主

体
」
へ
と
押
し
上
げ
よ
う
と
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
よ

り
詳
し
く
論
ず
る
為
に
、
先
ず
は
前
掲
し
た
冒
頭
部
の
直
後
に
展
開
さ

れ
る
真
淵
の
言
を
見
て
き
た
い
。

高
一
(
淵
は
、
従
来
型
の
儒
学
批
判
に
引
き
続
い
て
、
自
国
と
儒
学
と
の

関
係
性
を
次
の
よ
う
に
い
う
。
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こ
、
の
留
は
、
天
地
の
心
の
ま
に
/
¥
治
め
た
ま
ひ
て
、
さ
る
ち

ひ
さ
き
理
り
め
き
た
る
こ
と
の
な
き
ま
¥
依
か
に
げ
に
と
覚
ゆ



る
こ
と
ど
も
の
渡
り
つ
れ
ば
、
ま
こ
と
な
り
と
お
も
ふ
む
か
し
人

の
な
ほ
き
よ
り
、
停
へ
ひ
ろ
め
て
侍
る
に
、
い
に
し
へ
よ
り
あ
ま

た
の
御
代
/
¥
、
ゃ
、
さ
か
え
ま
し
給
ふ
を
、
此
儒
の
こ
と
わ
た

り
つ
る
ほ
ど
に
成
て
、
天
武
の
御
特
大
き
な
る
乱
出
来
て
、
夫
よ

り
な
ら
の
宮
の
う
ち
も
、
衣
冠
・
調
度
な
ど
唐
め
き
て
、
万
う
は

べ
の
み
み
や
び
か
に
な
り
つ
¥
よ
こ
し
ま
の
心
ど
も
多
く
な
り

ぬ
、
凡
儒
は
人
の
心
の
さ
か
し
く
成
行
ば
、
君
を
ば
あ
が
む
る
や

う
に
て
、
尊
き
に
過
さ
し
め
て
、
天
が
下
は
臣
の
心
に
な
り
つ
、

夫
よ
り
の
ち
、
終
に
か
た
じ
け
な
く
も
、
す
べ
ら
ぎ
を
島
へ
は
ふ

ら
し
た
る
こ
と
く
成
ぬ
、
是
み
な
、
か
の
か
ら
の
こ
と
の
わ
た
り

て
よ
り
な
す
こ
と
な
り
、

元
来
「
こ
、
の
図
」
、
即
ち
日
本
は
、
「
天
地
の
心
の
ま
に
/
¥
」
世
の

中
の
治
ま
る
留
で
あ
り
、
そ
の
由
民
性
は
「
な
ほ
き
」
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
故
、
こ
の
屈
は
古
代
よ
り
御
代
々
々
に
「
さ
か
え
ま
し
」
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
天
武
帝
の
頃
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
国
の
在
り
様
が
歪
み
、

世
が
乱
れ
、
終
に
は
天
皇
を
流
刑
に
処
す
よ
う
な
事
態
が
起
こ
る
迄
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
而
し
て
、
真
綿
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
世

の
類
落
は
、
偏
に
「
万
う
は
べ
の
み
み
や
び
か
に
な
り
つ
¥
よ
こ
し

ま
の
心
ど
も
」
を
人
々
に
植
え
付
け
る
儒
学
の
移
入
に
由
縁
す
る
も
の

で
あ
り
、
従
っ
て
「
儒
の
道
こ
そ
其
園
を
み
だ
す
の
み
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
真
淵
の
主
張
は
、
従
来
の
自
国
中
心
主

義
的
言
説
と
同
じ
よ
う
で
あ
り
乍
ら
、
そ
れ
が
儒
学
の
外
部
か
ら
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
一
点
に
於
い
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
真
淵
は
、
儒

学
に
依
る
こ
と
の
な
い
立
場
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抑
制
斎
ら
が

そ
の
学
問
的
立
場
故
に
決
し
て
成
し
得
な
か
っ
た
、
儒
学
そ
の
も
の
の

否
定
を
敢
行
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
真
淵
が
儒
学
を
否
定
し
、
自
国

の
優
位
を
宣
一
一
一
目
す
る
「
根
拠
」
は
何
処
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
、
や
は
り
担
保
学
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
真
淵
は
、
「
聖

人
の
道
」
の
教
え
を
、
「
制
を
立
る
は
人
な
れ
ば
、
其
制
も
閣
に
よ
り

地
に
よ
り
こ
と
成
る
べ
き
こ
と
は
、
草
・
木
・
烏
・
獣
も
こ
と
成
が
如

し
」
、
或
い
は
「
ふ
と
一
度
制
を
立
れ
ば
、
必
天
が
下
の
人
、
後
の
世

迄
守
る
も
の
と
お
も
ふ
は
、
お
ろ
か
な
る
わ
ざ
な
り
」
と
非
難
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
先
に
引
い
た
丸
山
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
歴
史
的
i

場
所
的
に
制
約
さ
れ
た
人
格
の
創
造
し
た
道
が
何
故
し
か
く
尊
崇
に
価

す
る
の
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
の
批
判
に
外
な
ら
な
い
。
担
保
が
「
道
」

の
絶
対
性
の
根
拠
を
、
「
歴
史
的
l

場
所
的
に
制
約
さ
れ
た
」
聖
人
に

よ
る
製
作
と
い
う
点
に
求
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
館
学
自
体
へ
の
懐

疑
を
招
き
、
終
に
儒
学
否
定
へ
の
流
れ
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
今
一
つ
に
は
、
田
安
宗
武
へ
の
出
仕
を
契
機
と
し
て
本
格
的

に
取
り
組
ん
だ
「
歌
学
」
研
究
と
、
そ
れ
に
伴
う
蔦
葉
的
世
界
観
の
発

見
が
挙
げ
ら
れ
る
。
先
に
引
用
し
た
『
由
意
』
の
一
節
に
よ
れ
ば
、
儒

学
に
よ
っ
て
「
人
の
心
の
さ
か
し
く
成
」
る
以
前
の
日
本
が
よ
く
治
ま

り
、
「
さ
か
え
ま
し
」
た
の
は
、
「
む
か
し
人
の
な
ほ
き
」
心
ゆ
え
で
あ

一館学から由学へー思想的主イ本としての自医i47 



っ
た
と
い
う
。
真
淵
は
、
斯
様
な
日
本
人
本
来
の
「
な
ほ
き
」
心
の
有

り
様
を
、
我
が
毘
古
来
の
文
化
で
あ
る
「
和
歌
」
、
わ
け
で
も
寓
葉
歌

の
内
に
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
真
淵
は
和
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

あ
は
れ
/
人
¥
上
つ
代
の
人
は
お
も
ふ
心
ひ
た
ぶ
る
に
、
な
ほ
く

な
む
あ
り
け
る
、
こ
〉
ろ
し
ひ
た
ぶ
る
に
し
あ
れ
は
、
な
す
わ
ざ

も
す
く
な
く
、
事
し
少
な
け
れ
ば
、
い
ふ
こ
と
の
は
も
さ
は
な
ら

さ
り
け
り
、
し
か
あ
り
て
、
こ
、
ろ
に
お
も
ふ
こ
と
あ
る
と
き
は
、

こ
と
に
あ
げ
て
う
た
ふ
、
こ
を
う
た
と
は
い
ふ
め
り
、
し
か
う
た

ふ
も
、
ひ
た
ぶ
る
な
る
ひ
と
っ
こ
こ
ろ
を
う
た
ひ
、
こ
と
は
も
な

ほ
き
常
の
こ
と
ば
も
て
っ
、
く
れ
ば
、
つ
〉
く
る
と
し
も
お
も
は

で
つ
、
き
、
と
、
の
へ
る
と
も
な
く
て
調
は
り
け
り
、
か
く
し(

幻
)

つ
¥
寄
は
た
、
ひ
と
っ
こ
、
ろ
を
い
ひ
い
づ
る
も
の
に
し
あ
り

(
傍
点
筆
者
)

た
A
V

寄
は
、

た
と
ひ
悪
き
よ
こ
し
ま
な
る
ね
ぎ
ご
と
を
い
へ
ど
、

や
は
ら
い
で
よ
ろ
づ
に
わ
た
る

も、ヰ3

2( 
り心

!22 
筆 tl
きぬ

も
の

て

傍
点
部
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歌
は
「
ひ
た
ぶ
る
に
、
な
ほ
く
」

あ
る
日
本
人
の
心
の
表
出
に
形
を
与
え
る
為
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
「
こ
、
ろ
に
お
も
ふ
こ
と
」
の
良
悪
に
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
「
こ

と
に
あ
げ
て
う
た
ふ
」
こ
と
は
、
人
に
「
や
は
ら
ぎ
」
を
粛
す
と
い
う
。

故
に
真
淵
は
、
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凡
人
の
心
は
、
私
あ
る
物
に
て
、
人
と
争
ひ
、
理
り
を
も
て
事
を

分
つ
を
、
此
寄
の
心
有
時
は
、
理
り
の
上
に
て
和
ら
き
を
用
る
故

に
、
世
治
り
人
静
也
(
管
u

…筆官)

と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

『
国
意
』
に
於
い
て
、
真
淵
は
上
記
の
二
点
を
以
て
儒
学
を
斥
け
、

寓
葉
的
な
「
寄
」
の
文
化
を
基
軸
と
し
た
自
国
の
優
位
性
を
主
張
し
た
。

斯
く
し
て
、
こ
の
新
た
な
自
国
中
心
主
義
的
言
説
の
許
に
、
主
体
へ
の

回
帰
を
組
ん
で
い
た
「
華
夷
秩
序
」
の
櫨
は
解
体
さ
れ
、
「
思
想
的
主

体
と
し
て
の
自
国
」
を
仮
復
!
或
い
は
獲
得
と
言
う
べ
き
か
ー
し
た
国

学
は
、
更
な
る
躍
進
の
途
へ
と
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

七
、
真
淵
毘
学
の
功
罪

i

結
び
に
か
え
て
|

以
上
、
非
常
に
雑
駁
で
は
あ
る
が
、
近
世
に
於
け
る
儒
学
の
受
容
に

端
を
発
し
た
、
自
国
の
主
体
性
を
巡
る
問
題
を
追
っ
て
き
た
。
前
段
で

も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
自
体
は
真
淵
に
よ
っ
て
一
応
の
解
消
を

見
た
と
言
っ
て
よ
い
が
、
一
方
で
、
真
淵
の
国
学
的
言
説
の
抱
え
る
問



題
点
も
透
け
て
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て

付
言
し
て
、
本
稿
の
閉
じ
自
と
し
た
い
。

真
淵
毘
学
の
最
大
の
問
題
は
、
彼
が
自
国
の
優
位
性
を
説
く
論
拠
と

し
た
蔦
葉
的
世
界
、

mw
ち
「
上
つ
代
」
に
著
し
く
傾
斜
し
て
し
ま
っ
て

い
る
点
に
あ
る
。
今
一
度
『
国
意
』
の
記
述
に
自
を
遣
っ
て
み
よ
う
。

此
儒
の
こ
と
わ
た
り
つ
る
ほ
ど
に
成
て
、
天
武
の
御
時
大
き
な
る

乱
出
来
て
、
夫
よ
り
な
ら
の
宮
の
う
ち
も
、
衣
冠
・
調
度
な
ど
唐

め
き
て
、
万
う
は
べ
の
み
み
や
び
か
に
な
り
つ
、
、
よ
こ
し
ま
の

心
ど
も
多
く
な
り
ぬ
、
凡
儒
は
人
の
心
の
さ
か
し
く
成
行
ば
、
君

を
ば
あ
が
む
る
や
う
に
て
、
尊
き
に
過
さ
し
め
て
、
天
が
下
は
庄

の
心
に
な
り
つ
、
夫
よ
り
の
ち
、
終
に
か
た
じ
け
な
く
も
、
す
べ

ら
ぎ
を
島
へ
は
ふ
ら
し
た
る
こ
と
く
成
ぬ

確
か
に
、
真
淵
は
「
か
ら
閥
」
に
比
し
て
自
国
を
優
位
に
撞
い
た
。
然

し
乍
ら
、
そ
れ
は
飽
く
迄
も
「
上
つ
代
」
の
日
本
で
あ
り
、
右
に
再
掲

し
た
よ
う
な
状
況
下
に
あ
る
、
真
淵
ら
の
生
き
る
当
代
日
本
で
は
な
か

っ
た
。
真
淵
の
一
一
一
一
口
説
上
に
並
立
し
て
し
ま
っ
た
、
こ
の
「
二
つ
の
自
国
」

像
の
懸
隔
か
ら
生
じ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
欠
如
が
、
以
降
の
国
学
に
於
い

て
克
服
す
べ
き
課
題
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
課
題
を
残
し
は
し
た
が
、
何
を
措
い
て
も
「
華
夷

秩
序
」
の
解
体
と
、
「
思
想
的
主
体
と
し
て
の
自
国
」
の
恢
復
と
い
う

点
に
於
い
て
、
真
淵
の
功
績
は
多
大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

、つノ
O

7注

国
学
を
定
立
し
た
賀
茂
真
淵
か
ら
し
て
、
そ
の
主
著
の
一
つ
「
由
意
い
が
、

設
留
学
派
の
儒
者
太
平
春
台
の
「
排
道
主
日
」
に
対
す
る
ポ
レ
ミ

i
ク
で
あ
っ

た
以
上
、
儒
学
と
国
学
と
の
間
に
思
想
的
牽
速
が
存
し
て
い
る
こ
と
は
自
明

で
あ
る
し
、
現
に
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
も
い
る
。
但
し
、
本
稿
に
於

い
て
は
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
両
者
の
関
連
性
l
こ
れ
は
特
に
否
定
的
な
側

面
に
つ
い
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
l
を
指
し
て
問
題
祝
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
儒
者
ら
の
開
に
萌
芽
し
た
「
自
国
」
と
い
う
意
識
が
、

儒
学
と
の
否
定
的
連
関
の
許
に
成
立
し
た
国
学
に
於
い
て
具
象
し
、
そ
の
ニ
一
一
口

説
の
内
に
浮
揚
し
て
く
る
と
い
う
継
承
的
述
関
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
連
続

性
」
と
呼
称
し
て
い
る
。

丸
山
良
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
」
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
)

I
L
i
t
y
し
ゴ
ョ
。

ーノ

J
ノ
官
長

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
閉
幕
の
初
期
か
ら
既
に
朱
子
学
が
国
の
「
文
」
の
中
、
心

に
置
か
れ
て
い
た
と
す
る
説
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
少
な
く
は
な

い
。
そ
の
際
に
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
江
戸
幕
前
の
正
史
と
さ
れ

る
吋
徳
川
実
紀
』
に
あ
る
林
羅
山
登
用
の
件
で
あ
る
が
、
こ
の
逸
話
は
「
徳

川
実
紀
」
編
纂
当
時
に
、
朱
子
学
こ
そ
が
「
宮
品

p

乙
で
あ
る
と
い
う
正
当
性

を
担
保
す
べ
く
、
林
家
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
「
神
話
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
佐
藤
弘
夫
「
概
説
日
本
思
想
史
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
二

O
O
五
、
一
五
四
頁
)
。
従
っ
て
、
「
徳
川
笑
紀
」
の
記
述
を
以
て
、

江
戸
幕
府
に
よ
る
儒
学
の
積
極
受
容
を
根
拠
付
け
る
こ
と
は
難
し
い
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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林
羅
山
コ
維
山
林
先
生
文
集
」
(
吋
日
本
思
想
大
系
二
八
円
岩
波
書
倍
、

一
九
七
五
、
二

O
八
頁
)
に
は
、
家
康
が
緑
山
に
「
湯
武
の
征
伐
は
椛
か
」

と
い
う
一
質
問
を
投
げ
掛
け
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
家
康
の
問
い
に
対

し
、
経
山
は
「
湯
武
の
挙
は
、
天
下
を
私
せ
ず
、
た
だ
民
を
救
ふ
に
あ
る
の

み
」
と
答
え
、
湯
武
に
よ
る
放
伐
を
容
認
す
る
立
場
を
披
露
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
極
端
に
言
え
ば
天
皇
家
に
よ
る
「
徳
川
放
伐
」
が
正
当
化
さ

れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
こ
う
し
た
放
伐
容
認
論
は
、
後

に
山
崎
関
斎
ら
時
門
学
派
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

徳
川
綱
吉
に
よ
る
湯
島
聖
堂
の
建
造
な
ど
は
、
江
戸
幕
府
の
儒
学
積
極
受
容

の
証
左
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
か
、
徳
川
吉
宗
の
治
世
間
別
に
於
い
て
一
旦

は
ほ
ぼ
廃
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
真
に
「
官
学
」
と
し
て

重
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
寛
政
典
学
の
禁
以
降
で
あ
る
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

丸
山
前
掲
繋
八
頁
。

経
山
前
掲
書
一
九
八
頁
。

佐
藤
直
方
吋
中
国
論
集
」
(
「
日
本
思
想
大
系
三
一
い
、
岩
波
書
脂
、
一
九
八

O
)

四
二

O
頁。

原
念
斎
吋
先
哲
叢
談
」
(
平
凡
社
、
一
九
九
四
)
一
一
八

i
一
一
九
頁
。

浅
見
抑
制
斎
吋
中
国
排
」
(
「
日
本
思
想
大
系
一
ニ
一
」
、
岩
波
書
出
、
一
九
八

O
)

四
一
八
真
。

子
安
宣
邦
吋
江
戸
思
想
史
講
義
」
(
岩
波
書
応
、
二

O
一
O
)
七
六
頁
。

桂
島
笠
弘
は
、
吋
思
想
史
の
十
九
世
紀
い
(
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
九
)

一
六
八
貰
に
於
い
て
、
浅
見
制
斎
の
一
一
一
一
口
説
を
「
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世

紀
前
半
の
館
者
に
見
ら
れ
る
、
「
日
本
的
内
部
」
を
何
ら
か
の
形
で
自
覚
し

た
「
日
本
型
華
夷
思
想
」
で
あ
る
」
と
位
置
付
け
て
い
る
。
碓
か
に
、
「
中

国
排
」
の
記
述
を
見
る
に
、
制
斎
が
「
日
本
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
強
い

自
覚
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
え
な
い
が
、
一
同
じ
く
「
中
国
排
」
の
、
「
扶
…

れ
ば
、
各
其
土
地
風
俗
の
か
ぎ
る
処
、
各
一
分
の
天
下
に
て
、
た
が
い
に
尊

卑
賞
践
の
き
ら
い
な
し
。
」
と
い
う
文
一
一
一
一
口
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
'
嗣
斎
は
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華
夷
秩
序
の
枠
組
み
の
中
で
日
本
と
中
国
と
の
優
劣
を
逆
転
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
華
夷
秩
序
に
拘
泥
せ
ず
、
日
本
人
で
あ
る

以
上
は
自
国
を
卑
し
む
の
を
止
め
る
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
て
い
る
の
で
あ

る。渡
辺
浩
「
日
本
政
治
思
想
史
」
(
東
京
大
学
出
版
会
、
二

O
一
O
)
三
O
六
真
。

子
安
前
掲
書
八
一
頁
。

荻
生
組
抹
吋
弁
明
」
(
「
日
本
思
想
大
系
三
六
円
岩
波
書
応
、
一
九
七
三
)

一
七

O
頁。

荻
生
担
保
「
太
平
策
」
(
「
日
本
思
想
大
系
三
六
円
岩
波
書
応
、
一
九
七
三
)

四
四
八
、
四
五
五
頁
。

担
保
前
掲
害
問
六
回
真
。

丸
山
前
掲
書
一
四
七
頁
。

丸
山
前
掲
書
一
五
三
頁
。

服
部
南
郭
「
南
郭
先
生
文
集
」
(
一
-
日
本
思
想
大
系
三
七
」
、
岩
波
書
応
、

一
九
七
二
)
一
二
六
真
。

湯
浅
常
山
「
文
会
雑
記
」
(
『
日
本
随
筆
大
成
第
一
期
」
第
十
四
巻
、
古
川

弘
文
館
、
一
九
七
五
)
一
九
七
真
。

太
宰
春
台
『
緋
道
警
」
(
「
日
本
思
想
協
詩
史
料
」
第
三
巻
、
名
著
刊
行
会
、

一
九
六
九
)
四
回
真
。

春
ム
口
前
掲
書
六
六
頁
。

桂
島
前
掲
喜
一
七
一
二

i
一
七
回
頁
。

賀
茂
真
淵
『
牒
居
書
簡
鎖
編
」
(
吋
賀
茂
真
淵
全
集
」
第
二
十
三
巻
、
統
群
書

類
従
完
成
会
、
一
九
九
二
)
一
三
三
真
。

賀
茂
真
淵
「
歌
背
広
(
吋
賀
茂
真
淵
全
集
い
第
十
九
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
八

O
)
四
九
頁
。
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