
音
楽
に
は
哀
し
い
と
か
楽
し
い
と
か
の
感
情
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
は
、

日
常
ふ
つ
う
に
「
楽
し
い
音
楽
」

と
か
「
哀
し
い
音
楽
」

と
か
の
表
現
を
も
ち
い
る。

こ
の
よ
う
な
日
常
的
表
現
を
み
と
め
る
の
な
ら、

音
楽
に
哀
し
さ

や
楽
し
さ
な
ど
の
感
情
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
正
し
い
。

の
人
間
が
抱
く
も
の
で
あ
る。

だ
か
ら
音
楽
そ
れ
自
体
に
は
、

本
来
哀
楽
な
ど
の
感
情
は
そ
な
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。

こ
こ
で
検
討
し
よ
う
と
す
る
『
声
無
哀
楽
論
』

は
、

じ
つ
は
魏
晋
時
代
の
清
談
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の
ひ
と
り、

稔
康
が
正
面
か
ら
音
楽
に
は
哀
楽
の
惑
情
が
な
い
こ
と

の
、

竹
林
で
の
談
論
に
お
け
る
論
理
的
遊
戯
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か。

た
し
か
に
た
ん
な
る
論
理
的
遊
戯
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る。

こ
の
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

ぬ
の
も、

同
様
に
事
実
で
あ
る。

と
い
う
の
は
、

中
国
の
儒
教
で
は
、

音
楽
は
礼
な
ど
と
と
も
に
治
世
教
化
の
重
要
な
方
法
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、

儒
教
的
教
化
の
立
場

か
ら
す
る
と
音
楽
に
哀
楽
が
あ
る
か
否
か
は
、

簡
単
に
な
い
が
し
ろ
に
で
き
る
問
題
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る。

礼
は
民
心
を
節
し
、

楽
は
民
声
を
和
し、

政
は
も
っ
て
こ
れ
を
お
こ
な
い
、

刑
は
も
っ
て
こ
れ
を
防
ぐ。

礼
楽
刑
政、

四
逹
し
て
も
と
ら
ざ
れ
ば、

す
な
わ
ち
王
道

稼
康
『
声
無
哀
楽
論
』

考

礼
の
経
典
『
礼
記
』

の
「
楽
記
」

篇
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

を
論
じ
た
論
文
な
の
で
あ
る。

な
ぜ
彼
は
、

が
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。

ー
音
楽
論
の
立
場
か
ら
—
|

釉

康
『
声

無

哀

楽

し
か
し、

考
え
な
お
し
て
み
る
と、

哀
し
い
と
か
楽
し
い
と
か
の
感
情
は
、

音
楽
を
享
受
す
る
側

一

見
ど
ち
ら
で
も
よ
い
よ
う
な、

こ
の
よ
う
な
問
題
を
と
り
あ
げ
た
の
だ
ろ
う
か。

竹
林
の
七
賢
の
ひ
と
り
で
も
あ
る
稀
康

論
』

考

し
か
し
ま
た、

そ
れ
が
必
ず
し
も
論
理
的
遊
戯
と
し
て
か
た
づ
け
き
れ

堀

1
01――
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の
質
問
に
対
す
る
東
野
主
人
の
答
は
こ
の
よ
う
に
は
じ
ま
る。

ー

楽
は
天
地
の
和
な
り。

礼
は
天
地
の
序
な
り。

そ
な
わ
る。

哲
学
＇

思
想
学
系
論
集

音
楽
は
理
念
と
し
て
、

礼
と
と
も
に
行
政
・

刑
罰
の
基
本
に
す
え
ら
れ
て
い
る。

い
な
い
粗
雑
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て
同
じ
「
楽
記
」

篇
に
は
、

と
も
規
定
さ
れ
て
、

儒
教
的
価
値
観
に
お
い
て
は
ぎ
わ
め
て
高
い
位
置
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る。

だ
が、

こ
う
し
た
儒
教
的
音
楽
観
は
、

じ
つ
は
「
悲
し
い

音
楽
」

と
か
「
楽
し
い
音
楽
」

と
か
の
日
常
的
認
識
を
無
批
判
に
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た。

惑
情
と
音
楽
と
を
分
離
し
て
み
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
反
省
す
ら
も
経
て

し
て
み
る
と、

音
楽
に
哀
楽
が
あ
る
か
と
い
う
こ
の
問
題
が、

こ
と
に
な
る
と、

儒
教
に
お
け
る
音
楽
の
位
置
は
た
ち
ま
ち
ゆ
れ
動
い
て
微
妙
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う。

ほ
ん
の
少
し
の
論
埋
的
閃
心
を
も
っ
て
議
論
さ
れ
る

ま
ず、

音
楽
批
判
を
契
機
と
し
て
、

そ
の
批
判
の
ほ
こ
先
が
儒
教
そ
の
も
の
に
む
か
う
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
だ
ろ
う。

あ
る
い
は
音
楽
が
儒
教
的
価
値
観
か
ら
解
放

さ
れ
て
、

芸
術
と
し
て
独
立
す
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う。

稀
康
の
『
声
無
哀
楽
論
』

の
結
論
が
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
む
か
っ
た
の
か
は
、

以
下
に
検
討
す
る
こ
と

と
し
よ
う。

と
も
か
く、

こ
う
し
た
次
第
で
音
楽
に
感
情
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
は
、

の
で
あ
る。

答
え
る
と
い
う
問
答
形
式
で
書
か
れ
て
い
る。

ま
ず
秦
客
が
こ
の
よ
う
に
質
問
す
る。

た
ん
な
る
論
埋
的
遊
戯
と
し
て
か
た
づ
け
ぎ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
え
る

さ
て
、

稀
康
の
『
声
無
哀
楽
論
』

は、
「
秦
客
」

と
い
う
典
型
的
な
礼
楽
信
奉
者
の
登
場
人
物
が
費
問
し、
「
東
野
主
人
」

と
い
う
稀
康
の
分
身
と
考
え
ら
れ
る
人
物
が

こ
れ
を
前
論
に
聞
く
に
、

曰
く、

治
世
の
音
は
安
に
し
て
も
っ
て
楽、

亡
国
の
音
は
哀
に
し
て
も
っ
て
思。

そ
れ
治
乱、

政
に
在
り
て
、

音
声
こ
れ
に
応
ず。

ゆ
え

（
打
楽
器）

に
哀
思
の
情
は
金
石
に
表
わ
れ、

安
楽
の
象
は
管
弦
に
形
わ
る。

ま
た
仲
尼
は
詔
（
の
音
楽）

を
聞
き
て
虞
舜
の
徳
を
識
り、

る。

こ
れ
す
で
に
然
る
の
事
に
し
て
先
賢
の
疑
わ
ざ
る
所
な
り。

今、

子
（
東
野
主
人）

季
札
は
絃
を
聴
き
て

衆
国
の
風
を
知

い
づ

あ

の
み
ひ
と
り
声
に
哀
楽
な
し
と
な
す。

そ
の
理
は
何
く
に
居
る
や。

わ
れ
わ
れ
は
、

秦
客
の
こ
の
質
問
中
の
基
本
認
識、

す
な
わ
ち
政
治
的
な
治
乱
が
音
楽
に
反
映
し
て
音
楽
に
哀
楽
の
感
情
が
そ
な
わ
る
と
い
う
認
識
に
注
意
し
た
い
。

こ

筑
波
大
学
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稔
康
『
声
無
哀
楽
論
』

考

ち
の
常
識
に
は
反
し
て
い
る。

る。

か

な

る
い
は
哭
を
聞
き
て
歓
び、
あ
る
い
は
歌
を
聴
き
て
戚
し
ま
ん。

1

0
五

J

の
こ
ろ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
は、
ロ

シ

と
か
い
う
私
た

こ
の
義
は
久
し
く
滞
り
て、
あ
え
て
揺
救
す
る
も
の
な
し。
ゆ
え
に
歴
世
を
し
て
名
実
を
み
だ
せ
し
む。
今、
啓
導
を
こ
う
む
れ
ば、
ま
さ
に
そ
の一
隅
を
言
わ
ん

東
野
主
人
は、
秦
客
の
基
本
認
識
は
た
ん
に
「
歴
世
を
し
て
名
実
を
み
だ」
し
た
状
態
に
あ
る
無
批
判
な
前
提
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を、
ま
ず
は
さ
り
げ
な
く
指
摘
し
て
い

つ
づ
い
て
秦
客
の
基
本
認
識
に
対
す
る
東
野
主
人
自
身
の
基
本
的
音
楽
観
が
述
べ
ら
れ
る。

お

こ

音
声
の
作
る
や、
そ
れ
な
お
臭
味
の
天
地
の
間
に
在
る
が
ご
と
し。
そ
の
善
と
不
善
と
は、
濁
乱
に
遭
偶
す
と
い
え
ど
も、
そ
の
体
は
自
若
と
し
て
不
変
な
り。

こ
の
音
楽
観
の
正
当
性
を
論
証
す
る
た
め
に、
東
野
主
人
は
さ
ま
ざ
ま
の
例
証
を
も
っ
て
議
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る。
そ
の一
端
を
見
て
み
よ
う。

ま
ず、
文
化
を
異
に
す
る
人
々
の
間
で
は
音
楽
を
正
当
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る。
音
楽
自
体
に
哀
楽
が
あ
る
な
ら
ば、
風
俗・
文
化
を

異
に
す
る
人
々
の
間
で
も
そ
の
哀
楽
は
正
し
く
理
解
で
き
る
は
ず
だ
が、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
か
ら
音
楽
に
は
哀
楽
は
な
い、
と
い
う
論
則
で
あ
る。

ま

じ

哭
は
こ
れ
を
哀
と
い
い、
歌
は
こ
れ
を
楽
と
い
う。
…
…
そ
れ
方
を
殊
に
し、
俗
を
異
に
す
れ
ば、
歌
と
哭
と
同
じ
か
ら
ず。
錯
え
て
こ
れ
を
用
い
し
む
れ
ば、
あ

こ
の
主
張
は、
単
純
に
論
理
と
し
て
の
み
な
ら
ば
容
易
に
理
解
し
え
よ
う。

な
い
—
—
は、
現
実
的
に
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
は
大
問
題
で
あ
る。

あ
る
け
れ
ど
も、

た
と
え
ば、

し
か
し
東
野
主
人
（
稀
康）
の
主
張
す
る
事
実
—
|＇
異
文
化
間
の
音
楽
は
正
し
く
訓
解
で
き

そ
れ
は
「
音
楽
に
国
境
は
な
い」
と
か、
「
音
楽
は
世
界
の
こ
と
ば
で
あ
る」

―
つ
の
音
楽
に
対
し
て、
世
界
中
の
人
間
が
お
お
む
ね
同
じ
よ
う
な
感
想
を
抱
く
だ
ろ
う
と
い
う
予
想
は
私
た
ち
に
と
っ
て
ご
く
自
然
で

し
か
し
そ
れ
は
は
た
し
て
普
遍
的
な
も
の
だ
ろ
う
か。

日
本
の
演
歌
を
は
じ
め
て
聞
い
た
外
国
人
の
感
想
は
「
気
持
が
悪
い」
と
い
う
こ
と
が
多
い
そ
う
だ
が、
日
本
人
は
む
し
ろ
そ
の
「
気
持
悪
さ」
ー
—
そ

れ
は
謡
曲
か
ら
浪
曲
に
至
る、
伝
統
的
に
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
奇
妙
な
発
声
や
節
回
し
の
こ
と
だ
が

l
に
対
し
て
こ
そ
快
感
を
も
っ
て
い
る
よ
う
だ。
逆
に
日
本

人
が
西
洋
音
楽
を
理
解
し
う
る
の
は、
明
治
こ
の
か
た
百
年
余
の
つ
み
か
さ
ね
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
ろ
う。
そ
の
他
に
も
実
例
が
あ
る。
武
満
徹
の
「
ノ
ヴ
ェ
ン
バ
ー
・

ス
テ
ッ
プ
ス」
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
初
演
の
際、
尺
八
の
ソ
ロ
が
は
じ
ま
っ
た
と
た
ん
に
失
笑
が
お
こ
っ
た
と
い
う
が、
異
文
化
の
音
楽
を
い
ぎ
な
り
眼
前
に
つ
き
つ
け
ら

れ
た
西
洋
人
の
反
応
と
し
て
は
正
直
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う。
ま
た
今
か
ら
約
百
年
前、

ン
ス
リ
ッ
ク
と
い
う
批
評
家
が
「
安
も
の
の
ど
ぶ
ろ
く
み
た
い
に
く
さ
い
に
お
い
が
す
る
音
楽」
と
酷
評
し
た
そ
う
で
あ
る。

と
す。

チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ソ
協
奏
由
が
ウ
ィ
ー
ン
で
初
徊
さ
れ
た
時、



2

ば
、

そ
の
覚
悟
す
る
と
こ
ろ
は
た
だ
哀
の
み
な
り。

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

ア
の
音
楽
的
伝
統
す
ら
も
ま
ぎ
れ
も
な
く
異
文
化
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る。

ム
の
よ
う
に
ベ
タ
ベ
ク
と
甘
い
（
と
筆
者
は
思
う
）

ラ
フ
マ
ニ
ノ
フ
の。
ヒ
ア
ノ
協
奏
曲
が
演
奏
さ
れ

た
と
い

う
が
、

こ
れ
を
は
じ
め
て
聞
い
た
ベ
ト
ナ
ム
人
の
惑
想
は

こ
れ
ら
の
諸
例
が
示
す
よ
う
に、

異
文
化
の
音
楽
を
い
き
な
り
正
当
に
理
解
す
る
の
は
、

じ
つ
は
か
な
り
困
難
な
こ
と
な
の
で
あ
る。

は
、

私
た
ち
の
常
識
よ
り
も
一

歩
高
い
認
識
の
領
域
に
ふ
み
こ
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
え
よ
う。

彼
は
音
楽
の
本
質
の
一

側
面
を、

鋭
く
洞
察
し
た
上
で
そ
の

そ
れ
は
音
楽
の
調
和
し
た
ひ
び
き
が

人
の
心
に
ひ
そ
ん
で
い
る
音
楽
の
感
情
を
ひ
き
出
す
の
で
あ
っ

て
、

音
楽
自
体
に
は
哀
楽
は
な
い
、

と
い
う
東
野
主
人
の
主
張
を
検
討
し
よ
う。

主
人
は
次
の
よ
う
に
い
う。

そ
れ
哀
心
は
（
人
の）

内
に
蔵
さ
れ、

和
声
に
遇
い
て
し
か
る
の
ち
発
す。

彼
は
こ
の
主
張
を
論
証
す
る
た
め
に、

次
の
よ
う
に
人
間
の
感
情
に
つ
い
て
議
論
し、

そ
れ
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
音
楽
と
哀
楽
と
の
関
係
を
説
く。

今、

甲
の
賢
を
も
っ
て
心
よ
り
愛
し、

か
ら
ば
我
の
愛
を
も
っ
て
愛
（
を
持
つ
）

人
と
い
い
、

我
の
憎
を
も
っ
て
憎
（
を
持
つ）

人
と
い
う
べ

け
ん
や。

我
の
愛
憎
は
あ
く
ま
で
も
我
の
も
の
、

彼
の
賢
愚
は
あ
く
ま
で
も
彼
の
も
の
、

我
に
彼
へ
の
愛
憎
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
は
我
の
愛
憎
が
彼
の
う
ち
に
そ
な
わ
っ

て
い
た
か
ら
で
は
な
い
、

と
い
う。

そ
し
て
こ
う
し
た
彼
我
の
感
情
関
係
の
本
来
的
無
関
係
さ
は
、

ま
さ
に
音
楽
と
哀
楽
と
の
無
関
係
さ
と
ア
ナ
ロ
ガ
ス
で
あ
る
と
主
張

す
る
の
で
あ
る。

声
音
は
お
の
ず
か
ら
善
悪
を
も
っ
て
主
と
な
す
べ

く
ん
ば
、

す
な
わ
ち
哀
楽
に
関
わ
る
こ
と
な
し。

以
上
よ
り
わ
れ
わ
れ
は
、

な
ぜ
に
東
野
主
人
（
稔
康）

が
音
楽
に
惑
情
は
な
い
と
主
張
し
た
の
か
の
理
由
を
二
つ

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る。

つ
づ
い
て
、

音
楽
が
人
を
感
動
さ
せ
る
の
は
事
実
で
あ
る
が、

主
張
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る。

「
雷
の
よ
う
な
音
楽
」

だ
っ

た
と
い
う。

筑
波
大
学

乙
の
愚
を
も
っ
て
情
よ
り
憎
ま
ば
、

す
な
わ
ち
愛
憎
は
よ
ろ
し
く
我
に
属
す
べ
く、

賢
愚
は
よ
ろ
し
く
彼
に
属
す
べ
し。

第
六
号

和
声
は
象
な
く、

哀
心
は
主
あ
り。

第
一

は
、

彼
が
音
楽
に

そ
れ
有
主
の
哀
心
を
も
っ
て
無
象
の
和
声
に
因
れ

さ
ら
に
ま
た、

最
近
ハ
ノ
イ
で
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
浪
奏
会
が
開
か
れ
て
、

あ
の
イ
チ
ゴ
ジ
ャ

し
て
み
る
と
東
野
主
人
（
稔
康）

1

0
六

し



べ

く、
（
師）

褻
・
（
師）

洞
の
巧
は
よ
く
こ
れ
を
将
来
に
得
ん。

…•••
は
た
し
て
然
ら
ば、

す
な
わ
ち
文
王
の
操
に
は
常
度
有
り、
（
孔
子
の
聞
い
た
）

紹
武
の
音
に

は
定
数
有
り
て
、

雑
え
る
に
他
変
を
も
っ
て
し
、

操
つ
る
に
余
声
を
も
っ
て
す
べ
か
ら
ず。

す
な
わ
ち、

向
に
い
わ
ゆ
る
声
音
の
無
常、

鍾
子
の
触
類（
の
話）

は
、

こ
の
議
論
は、

鍾
子
が
一

定
の
音
声
に
よ
ら
ず
に
神
明
で
知
っ

た
と
す
る
主
張
と、

文
王
の
音
楽
に
は
定
型
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
と
の
矛
盾
を
論
理
的
に
衝
く
も
の

で
あ
る。

だ
が
こ
こ
で
注
意
す
べ

ぎ
は
、

音
楽
は
一

定
の
定
型
に
よ
っ
て
後
世
に
伝
え
う
る
こ
と、

技
悟
の
す
ぐ
れ
た
演
奏
家
は
後
世
に
お
い
て
も
登
場
し
う
る
こ
と、

こ
の
二
点
で
あ
る。

こ
れ
ら
は
、

稔
康
自
身
が、

か
な
り
の
音
楽
経
験
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る。

わ

か

し
た

彼
は
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
深
く
音
楽
に
親
し
ん
で
い
た
。
「
余、

少
く
し
て
音
声
を
好
み
、

長
じ
て
こ
れ
に
翫
し
む
」

て
は
と
く
に
練
達
の
演
奏
家
で
あ
っ
た。

そ
の
技
巧
は
、

も
ち
ろ
ん
独
習
で
は
な
く、

師
に
つ
い
て
伝
授
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。
『
晋
書
』
「
稔
康
伝
」

に
記
さ
れ
て
い
る

ニ
。
ヒ
ソ
ー
ド
ー
ー！
あ
る
夜、

古
人
と
称
す
る
人
物
が
彼
を
訪
ね
て
「
広
陵
散
」

の
曲
を
授
け
た
—
|＇
は
、

彼
が
多
く
の
師
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
曲
譜
を
習
得
し
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る。

師
に
つ
い
て
習
得
し
た
か
ら
こ
そ、

音
楽
は
定
型
を
も
っ
て
後
世
に
つ
た
わ
る
の
だ
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う。

彼
が
死
に
臨
ん
で

琴
を
と
っ
て
「
広
陵
散
」

を
か
な
で
て、
「
広
陵
散、

今
に
お
い
て
絶
え
ん
」
（『
世
説
新
語』
「
雅
巌」

注）

と
つ
ぶ
や
い
た
の
は
、

を
さ
ら
に
後
世
に
つ
た
え
え
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る。

稔
康
『
声
無
哀
楽
論
』

考

J

こ
に
お
い
て
蹟
け
り。

案
ず
る
に
（
秦
客
の）

云
う
ご
と
く
な
れ
ば
、

対
し
て
本
質
的
な
明
敏
な
洞
察
力
を
そ
な
え
て
い
た
こ
と。

第
二
に
は
、

そ
れ
に
応
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
的
手
段
を
駆
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

東
野
主
人
の
論
証
は
『
声
無
哀
楽
論
』

を
通
じ
て
、

こ
の
二
つ
の
基
盤
の
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
発
言
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

彼
が
音
楽
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
理
解
を
も
っ
て
い
た
の
か
確
め
て
み
よ
う。

秦
客
に
次
の
よ
う
な
主
張
が
あ
る。

昔、

伯
牙
琴
を
理
め
て
鍾
子
そ
の
志
す
所
を
知
る。

隷
人
磐
を
撃
ち
て
子
産
そ
の
心
哀
し
き
を
識
る。

魯
人
晨
に
哭
き
て
顔
淵
そ
の
生
離
を
審
ら
か
に
す。

そ
れ
数

子
は
、

あ
に
ま
た
智
を
常
音
に
仮
り、

験
を
曲
度
に
借
り
ん
や。

…•••
こ
れ
自
然
の
相
応、

逃
ぐ
る
を
得
べ
か
ら
ず。

た
だ
神
明
な
る
も
の
よ
く
こ
れ
を
精
し
く
せ

る
の
み。
。

…
か
つ
師
褻
奏
で
操
つ
れ
ば
仲
尼、

文
王
の
容
を
観、

師
涌
曲
を
進
む
れ
ば
子
野、

こ
の
文
王
の
功
徳
と
風
俗
の
盛
衰
た
る
や、

こ
の
主
張
に
対
し
て
、

東
野
主
人
は
こ
の
よ
う
に
答
え
る。

1

0
七

死
を
ま
ぬ
が
れ
さ
え
す
れ
ば
こ
の
秘
曲

と
『
琴
賦
』

で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

亡
国
の
音
な
る
を
識
る。

琴
に
つ
い

み
な
こ
れ
を
声
音
に
象
す
べ
し。
（
そ
し
て）

声
の
軽
重
は
後
世
に
移
す
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ま
た、

世
の
中
に
は
す
ぐ
れ
た
演
奏
家
が
つ

ぎ
つ

ぎ
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
の
は
、

も
か
く、

演
奏
家
と
し
て
か
な
り
の
自
信
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

さ
て
、

東
野
主
人
の
答
に
も
か
か
わ
ら
ず、

秦
客
は
あ
く
ま
で
も
鍾
子
が
神
明
を
も
っ
て
演
奏
者
の
志
を
祠
察
し
た
こ
と
に
固
執
し
つ
づ
け
る。

彼
は
い
う、

演
奏
者

の
哀
楽
は
じ
つ
は
音
楽
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
凡
人
に
は
そ
れ
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

だ
か
ら
「

陀
尺
の
度
を
守
り
て
離
婁
の
（
千
里
眼
の）

察
を
疑
う
べ
か

ら
ず
」

と。

こ
の
主
張
の
し
か
た
は
、

ま
る
で
『
養
生
論
』

に
お
い
て
不
死
の
神
仙
の
存
在
を
強
弁
す
る
椋
康
自
身
と
そ
っ

く
り
で
あ
る。

だ
が、

こ
の
『
声
無
哀
楽
論
』

で
は
、

彼
は
こ
の
よ
う
な
主
張
に
は
反
対
す
る
の
で
あ
る。

東
野
主
人
は
い
う。

よ

と
と
の

お
こ

舜、

蘇
に
命
じ
て
石
を
撃
ち
石
を
柑
く
に
、

八
音
克
＜
諧
い
。

神
・

人
も
っ
て
和
す。

こ
こ
を
も
っ
て
こ
れ
を
言
わ
ば、

至
楽
は
聖
人
を
待
ち
て
作
る
と
い
え
ど
も

か

か

わ

必
ず
し
も
聖
人
み
ず
か
ら
執
ら
ざ
る
な
り。

何
ぞ
や。

音
声
は
自
然
の
和
あ
り
て
人
情
に
係
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
り。

す
ぐ
れ
た
音
楽
は
聖
人
で
な
く
し
て
は
作
る
こ
と
は
で
き
ぬ
が、

演
奏
は
誰
が
し
て
も
人
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る。

秦
客
の
い
う
よ
う
に
は
演
奏
者
の
志
は
音
声

に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
の
で
あ
る。

そ
れ
は
音
声
が
音
声
と
し
て
自
立
し
て
い
る
か
ら
だ、

と
い
う
の
で
あ
る。

「
楽
聖
」

で
な
け
れ
ば
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
そ
の
演
奏
は
巧
拙
に
か
か
わ
ら
ず
誰
で
も
で
き
る
し
、

そ
の
美
し
さ
に
現
実
に
感
動
し
う
る。

椛
康
の
指
摘
は、

さ
て
次
に
椛
康
が
も
ち
い
た
「

論
理
的
」

手
段
の
一

例
を
あ
げ
て
お
こ
う。

東
野
主
人
は
、

音
楽
が
哀
楽
の
感
伯
を
ひ
き
お
こ
す
の
は
、

音
楽
自
体
に
哀
楽
の
感
情
が

そ
な
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
あ
く
ま
で
も
主
張
す
る
秦
客
に
対
し
て
、

次
の
よ
う
な
ま
こ
と
に
切
れ
味
の
よ
い
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
も
っ
て
説
明
す
る。

酒
は
甘
苦
を
も
っ
て
主
と
な
し
て
、

酔
う
者
は
喜
怒
を
も
っ
て
用
と
な
す。
（
秦
客
は）

そ
の
歓
戚
の
声
と
な
り
て
発
す
る
を
見
て
声
に
哀
楽
有
り
と
い
う
。
（
し
か
し）

喜
怒
の
涯
の
た
め
に
せ
し
め
ら
る
る
を
見
て
、

酒
に
喜
怒
の
理
有
り
と
い
う
べ

か
ら
ず。

笑
い
上
戸
も
泣
き
上
戸
も、

私
た
ち
の
日
常
ょ
＜
目
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る。

だ
が
酒
自
体
に
笑
い
が
あ
り
泣
き
が
あ
る
と
は
誰
も
い
わ
な
い
。

音
楽
も
そ
れ
と
同
じ
こ

、
、
、
、
、

し
か
し
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
音
楽
に
酔
う、

と
い
う。

人
は
音
楽
と
酒
と
に
、

と
で
あ
る、

と
東
野
主
人
は
い
う。

音
楽
と
酒
と
は
、

表
面
的
に
は
何
の
関
係
も
な
い
。

直
観
的
に
類
似
的
な
も
の
を
感
じ
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う。

こ
の
指
摘
は
私
た
ち
に
は
よ
く
理
解
で
き
る。

筑
波
大
学

第
六
号

し
て
み
る
と
東
野
主
人
（
柿
康）

ま
さ
に
演
奏
者
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う。

の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、

論
理
的
に
も、

ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
「

悲
愴」

ソ
ナ
ク
の
第
二
楽
章
は

「
至
楽
」

と
も
い
う
べ

き
美
し
い
音
楽
で
あ
っ
て
、

み
ず
か
ら
師
襄
な
ど
に
匹
敵
す
る
と
の
自
覚
を
も
っ
て
い
た
か
は
と

そ
し
て
経
験
的
に
も、

じ
つ
に

1

0
八

た
し
か
に



の
主
張
に
は、

琴
の
習
練
を
通
じ
て
の
経
験
が
底
流
に
あ
っ
た
と
思
う。

よ
く
で
き
た
第一

級
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う。

清
談
で
き
た
え
ら
れ
た
弁
論
の
冴
え
を
見
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
る。

1
0
九

悲
し
い
音
楽
と
か
楽
し
い
音
楽
と
か
の
固
定
観
念
は、

そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
脱
け
出
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
の
よ
う
で
あ
る。

秦
客
は
あ
く
ま
で
も、

け
だ
し
斉
楚
の
曲
を
聞
く
者
は、

た
だ
そ
の
哀
悌
の
容
を
親
る
の
み
に
し
て、

而
し
て
い
ま
だ
か
つ
て
笑
隅
の
貌
を
見
ず。
·
:·
：
も
し
誠
に
よ
く
泣
く
を
致
さ
ば、

す
な
わ
ち
声
音
の
哀
楽
有
る
こ
と、

断
じ
て
知
る
べ
し。

と
主
張
し
つ
づ
け
る。

秦
客
の
気
持
も、

実
際
の
と
こ
ろ
よ
く
わ
か
る。

私
た
ち
に
と
っ
て
も
常
識
的
だ
か
ら
で
あ
る。

む
し
ろ
東
野
主
人
の
「
声
に
哀
楽
は
な
い
」

の

し
か
し
な
が
ら
東
野
主
人
の
論
証
は
じ
つ
に
説
得
的
で
あ
っ
た
か
ら、
「
声
に
哀
楽
は
な
い
」

は
議
論
の
余
地
の
な
い
も
の
の
よ
う
に
な
っ
た。

の
人
に
と
っ
て
や
は
り
腑
に
お
ち
ぬ
点
が
ど
う
し
て
も
残
る
の
も
事
実
で
あ
る。

秦
客
の
こ
だ
わ
り
も、

理
屈
で
押
し
き
ら
れ
て
も、

も
う
ひ
と
つ
す
っ
き
り
で
き
な
い

筆
者
は
そ
の
感
情
の
ズ
レ
が
お
こ
る
理
由
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う。

そ
れ
は
音
楽
経
験
を
豊
富
に
も
つ
も
の
と
も
た
ぬ
も
の
と
の
差
異
で
あ
る。

音
楽
に
感
情
は
な
い
と
い
う
こ
と、

こ
の
こ
と
は
実
際
に
音
楽
の
練
習
を
し
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
ば
実
惑
し
う
る
だ
ろ
う。

リ
ン
グ
・
ソ
ナ
タ
」

を
練
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
朝
も
あ
る
し、

晴
れ
て
さ
わ
や
か
な
気
分
な
の
に
「
オ
ー
ゼ
の
死」

を
く
り
返
し
レ
ッ
ス
ン
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
午
後

も
あ
る。

あ
る
い
は
極
端
に
い
え
ば、

著
名
な
人
物
の
葬
儀
の
た
め
に
葬
送
行
進
曲
を
演
奏
す
る
楽
員
の
な
か
に、

葬
儀
終
了
後
の
楽
し
い
食
事
の
予
定
に
心
を
浮
ぎ
た

た
せ
て
い
る
も
の
も
い
る
で
あ
ろ
う。

音
楽
は
音
楽、

自
分
の
感
情
は
自
分
の
感
情
と、

区
別
す
る
の
は
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い。

柿
康
の
「
声
に
哀
楽
は
な
い
」

稔
康
の
主
張
は、

彼
の
豊
富
な
音
楽
経
験
に
う
ら
う
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
り、

奇
を
て
ら
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た。

そ
し
て
音
楽
経
験
の
乏
し
い
も
の
に
は
そ
こ
が

も
っ
と
も
わ
か
り
に
く
い
点
で
あ
っ
た。

秦
客
の
主
張
は、

稀
康
『
声
無
哀
楽
論
』

考

い
わ
ば
音
楽
を
観
念
で
理
解
し
て
い
る
も
の
の
発
言
で
あ
っ
た。

と
い
う
惑
情
が
あ
る
か
ら
に
ち
が
い
な
い。

主
張
の
方
が
わ
ざ
と
ら
し
い
発
言
に
思
え
る。

3

た
と
え
ば
欝
々
と
し
た
気
分
で
「
ス
プ

と
は
い
え、

ふ
つ
う
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「
声
に
哀
楽
は
な
い
」

の
論
埋
は
、

儒
教
そ
れ
自
体
へ
の
批
判
に
ま
で
到
達
し
た
の
だ
ろ
う
か。

次
に
検
討
す
る
の
は
こ
の
問
題
で
あ
る。

秦
客
は
議
論
の
は
て
に
つ
い
に
次
の
よ
う
な
直
観
的
な
疑
問
を
提
出
す
る
に
い
た
る。

仲
尼
に
言
有
り、

移
風
易
俗
は
楽
よ
り
善
き
は
な
し、

と。

す
な
わ
ち
（
東
野
主
人
の）

所
論
の
ご
と
く
ん
ば、

凡
百
の
哀
楽
み
な
声
に
在
ら
ざ
れ
ば、

す
な
わ
ち
移

風
易
俗、

る
の
で
あ
る。

は
た
し
ち
何
を
も
っ
て
物
せ
ん
や。

…•••
あ
え
て
聞
か
ん
、

鄭
（
の
淫
邪
の
楽）

雅
（
楽）

の
体、

隆
弊
の
極
ま
る
所
に
風
俗
移
易
す
る
は
、

な
に
に
由
り
て

秦
客
に
よ
る
な
ら
ば
淫
邪
の
楽
は
民
衆
を
淫
邪
に
み
ち
び
き、

典
雅
な
楽
は
民
衆
を
典
雅
に
み
ち
び
き、

そ
の
は
て
に
風
俗
は
一

変
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る。

こ

こ
れ
に
対
し
て
東
野
主
人
（
稀
康）

は
必
ず
し
も
正
面
切
っ
て
そ
れ
を
否
定
し
は
し
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
移
風
易
俗
に
音
楽
が
重
要
な
役
割
を
は
た
す
こ
と
を
承
認
す

あ
ら

凱
楽
の
情
は
金
石
に
見
わ
れ、

含
弘
光
大
は
音
声
に
あ
ら
わ
る。

の
ご
と
く、

期
せ
ず
し
て
信
あ
り、

謀
ら
ず
し
て
誠
あ
り、

穆
然
と
し
て
相
愛
し、

錦
採
を
舒
べ
し
が
ご
と
く
築
柄
と
し
て
観
る
べ
し。

大
道
の
隆
は
こ
れ
よ
り
盛

ん
な
る
は
な
く、

太
平
の
業
は
こ
れ
よ
り
顕
ら
か
な
る
は
な
し。

ゆ
え
に
曰
く、

移
風
易
俗
は
楽
よ
り
善
き
は
な
し
、

と。

こ
れ
に
よ
れ
ば
東
野
主
人
は
、

正
統
的
な
儒
者
の
ご
と
く、

音
楽
が
儒
教
的
教
化
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
め
て
い
る。

む
し
ろ
そ
の
か
ぎ
り
で

は
儒
教
の
立
場
を
擁
護
し
て
い
る
と
も
い
え
る。

否
で
あ
る。

と
は
い
え、

東
野
主
人
は
、

音
楽
は
直
接
的
に
民
衆
の
心
情
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
秦
客
の
主
張
に
つ
い
て
は
承
認
し
な
い
。

こ
こ
が
秦
客
の
ご
と
ぎ
堅
固
な
儒
者
と

こ
と
な
る
点
で
あ
る。

す
な
わ
ち、

と
も

お
こ

絲
竹
と
（
礼
器
の）

姐
豆
と
を
並
び
存
し、
（
舞
飾
り
の）

羽
毛
と
揖
譲
と
を
と
も
に
用
い
れ
ば、

正
言
と
和
声
と
は
同
に
発
る
。

…·
:
（
礼
は）

こ
の
言
節・
声
音
の
度・

の
音
楽
観
は
儒
教
的
教
化
観
に
よ
る
も
の
と
し
て
正
当
な
も
の
で
あ
る。

済
せ
ん。

幸
い
に
し
て
重
ね
て
こ
れ
を
聞
き
て
、

も
っ
て
疑
う
所
を
悟
ら
ん。

筑
波
大
学

か
く
の
ご
と
く
し
て
以
往
は
、

す
な
わ
ち
万
国
風
を
同
じ
う
し、

芳
栄
済
茂
し、

骸
と
し
て
秋
蘭

し
た
が
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が、

東
野
主
人
の
論
が
儒
教
へ
の
批
判
に
む
か
っ
た
か
と
い
う
設
問
に
対
す
る
答
は、

第
六
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稔
康
の
議
論
文
に
は、

5

一

般
的
に
非
合
理
的
な
発
言
が
多
く
み
ら
れ
る。

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る。

そ
し
ら
れ
て
い
る
「
鄭
声」
に
対
し
て、

が
い
の
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る。

で
あ
ろ
う。
「
正
言
と
和
声
と
が
同
に
発
る
」
の
で
あ
る。

こ
れ
ま
た
先
王
の
用
楽
の
意
な
り。

と
い
う。

そ
し
て
こ
の
精
神
か
ら
し
て、

そ
の
素
晴
し
さ
が
人
々
の
感
動
を
誘
う

淫
邪
乱
世
の
楽
と
し
て
『

礼
記』
「
楽
記」

篇
に
お
い
て

揖
譲
の
儀
・
動
止
の
数
に
お
い
て
進
退
あ
い
須
ち
て
と
も
に
一

体
を
な
す。
：·
：•
こ
れ
を
持
し
て
も
っ
て
久
し
く
し
て
変
ら
ざ
れ
ば、

先
王
は
音
楽
の
力
に
よ
る
教
化
を
期
待
し
た
の
で
は
な
く、

礼
節
を
厳
格
に
お
こ
な
う
た
め
の
補
助
手
段
と
し
て
考
え
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る。

礼
を
永
い
年
月
に
わ

た
っ
て
厳
密
に
持
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

教
化
は
完
成
す
る
の
で
あ
る
が、

そ
う
し
た
教
化
の
完
成
に、

時
に
あ
っ
て
は
調
和
し
た
音
楽
も
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る

ま

八
音
の
会
諧
す
る
は
人
の
悦
ぶ
と
こ
ろ
に
し
て、

亦
た
す
べ
て
こ
れ
を
楽
と
い
う。

し
か
れ
ど
も
風
俗
の
移
易
す
る
は
も
と
よ
り
こ
こ
に
あ
ら
ざ
る
な
り。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

音
楽
の
美
し
さ
は
人
間
に
悦
び
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る。

音
楽
は
（
儒
教
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も）

儒
教
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る。

こ

こ
に
は
閻
接
的
な
が
ら
音
楽
を
音
楽
と
し
て
楽
し
も
う
と
す
る
精
神
が
あ
る。

か
の
鄭
声
の
ご
と
ぎ
は、

こ
れ
音
声
の
至
妙
な
り。

妙
音
の
人
を
感
ぜ
し
む
る
は、

な
お
美
色
の
志
を
惑
わ
し
む
る
が
ご
と
し。

と
述べ
る
の
で
あ
る。

主
張
す
る
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て
移
風
易
俗
の
教
化
の
主
体
を
音
楽
に
も
と
め
る
秦
客
の
識
論
は、

儒
教
の
立
場
に
一
定
の
顧
慮
を
は
ら
い
つ
つ
も、
「
鄭
声」
の
う
ち
に
す
ら
「
音
声
の
至
妙」
を
認
め、

稔
康
は、

儒
教
的
価
値
の
も
と
に
し
ば
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
音
楽
に、

音
楽
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
価
値
の
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る。

た
と
え
ば
『

養
生
論』
に
お
い
て
は、
「
そ
れ
神
仙
は
目
に
見
え
ず
と
い
え
ど
も、

を
論
ず
る
に、

そ
の
有
る
こ
と
必
せ
り」

と
い
う。

実
証
的
根
拠
も
な
く、

た
ん
に
信
じ
こ
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
信
念
を
も
と
に、

不
老
不
死
の
神
仙
の
存
在
を
強
く

椛
康
『
声
無
哀
楽
論
』

考

東
野
主
人
に
と
っ
て
は
筋
ち

し
か
る
の
ち
に（
教）
化
成
る。

ま
と

し
か
れ
ど
も
記
籍
の
載
す
る
と
こ
ろ
と
前
史
の
伝
う
る
と
こ
ろ
と
を
較
め
て
こ
れ



し
か
し、

稔
康
は
つ
づ
け
て
こ
う
も
い
う。

哲
学
・

思
想
学
系
論
集

ま
た、

玩
侃
が
『
宅
無
吉
凶
摂
生
論
』

に
お
い
て
、

住
居
に
吉
凶
は
な
い
こ
と
を
主
張
し、

そ
の
例
と
し
て
、

つ
ぶ
し
て
ご
ち
そ
う
す
る
も
の
だ
が、

同
じ
か
ご
に
住
む
鶏、

同
じ
さ
く、
の
中
に
住
む
羊
は
、

住
居
が
同
じ
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
う
ち
の
ど
れ
か
の
鶏
・

羊

ま
な
理
由
を
も
ち
出
し
て
し
つ
よ
う
に
反
論
す
る。

不
老
不
死
を
認
め
た
り、

が
彼
の
思
想
的
・

宗
教
的
情
熱
を
形
成
す
る
重
要
な
契
機
と
な
っ

て
い
た
の
は
事
実
で
あ
り、

彼
の
非
合
理
性
は
一

概
に
切
り
す
て
て
し
ま
う
べ
き
で
は
な
い
…
…
。
）

ま
た、
『
声
無
哀
楽
論
』

に
お
い
て
も、

そ
う
し
た
片
鱗
は
見
せ
て
は
い
る
の
で
あ
る。

律
管
は
四
時
の
気
を
分
つ
の
み。

時
至
り
て
気
動
ぎ。

律
応
じ
て
灰
動
く。

と
い
う
が、

こ
の
律
管
と
灰
と
の
相
応
は
、

じ
つ
は
非
合
理
的
な
律
管
候
気
の
呪
術
的
占
筑
の
技
術
で
あ
る。

こ
の
呪
術
の
技
法
そ
れ
自
体
に
対
し
て
は
稔
康
は
一

片
の

疑
問
を
も
投
げ
か
け
て
い
な
い
の
で
あ
る。

こ
れ
が、
『
声
無
哀
楽
論
』

中
に
お
い
て
稔
康
の
（
本
来
の
）

非
合
理
性
が
浸
出
し
て
い
る
部
分
で
あ
る。

冬
と
い
え
ど
も
（
孟
夏
の
音
律
で
あ
る）

中
呂
を
吹
け
ば、

そ
の
音
は
お
の
ず
か
ら
瀾
ち
て
損
な
し。

つ
ま
り
一

方
で
は
季
節
と
音
律
と
の
対
応
を
認
め
て
も、

そ
の
一

方
で
は
季
節
と
は
関
係
な
く
音
律
は
独
自
に
そ
の
音
が
嗅
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る。

律
管
候

気
は
、

当
時
と
し
て
は
客
観
的
真
実
だ
と
考
え
ら
れ
て
は
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

暦
志
」

に
記
さ
れ
て
い
る
そ
の
技
法
の
綿
密
さ
か
ら
み
る
と、

誰
も
が
気
軽
に
実
験
し
て
み
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る。

稔
康
も
お
そ
ら
く
は

文
献
か
伝
承
か
で
知
識
を
も
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
ろ
う。

と
こ
ろ
が
一

方、

冬
の
季
節
に
中
呂
を
鳴
ら
す
こ
と
は
、

音
楽
を
や
る
も
の
の
誰
も
が
日
常
的
に
経
験
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。

稔
康
は
、

非
合
理
の
尾
を
ひ
き
ず
り
つ
つ
も、

音
楽
的
議
論
に
お
い
て
は
み
ず
か
ら
の
音
楽
家
と
し
て
の
経
験
に
も
と
づ
い
て
、

合
理
的
認
識
を
強
く
も
っ
て
い
た
の

で
あ
る。

そ
し
て
む
し
ろ、
『
声
無
哀
楽
論
』

を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
の
は
、

そ
の
合
理
性
と
い
え
る
だ
ろ
う。

「
陰
陽
吉
凶
の
理
無
ぎ
と
い
う
は
」、

は
つ
ぶ
さ
れ、

ど
れ
か
は
生
き
残
る
が、

筑
波
大
学

こ
れ
は
住
居
に
は
吉
凶
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る、

と
い
う。

か
じ

溺
れ
た
ら
舟
の
揖
に
責
任
を
と
ら
せ
る
よ
う
な
見
当
ち
が
い
の
こ
と
だ、

と
さ
ま
ざ

第
六
号

た
と
え
ば、

た
と
え
ば
賓
客
が
訪
問
と
し
て
ぎ
た
時
に
は
鶏
や
羊
を

こ
の
玩
侃
の
「
宅
無
吉
凶
」

み
な
自
然
に
相
い
待
っ
。

人
に
仮
り
て
も
っ
て
用
を
な
さ
ざ
る
な
り。

し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
実
証
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
し、
『
続
漠
書
』
「
律

住
居
に
吉
凶
が
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
稔
康
の
立
場
は
、

食
物
が
の
ど
に
つ
か
え
た
ら
穀
物
を
怨
み、

や
は
り
非
合
理
と
み
な
す
べ

き
で
あ
る
。
（
し
か
し、

そ
の
非
合
理
性

の
主
張
に
対
し
て
稔
康
は
、



づ
く
合
理
性
は
、

儒
教
の
枠
か
ら
音

稀
康
の
音
楽
家
と
し
て
の
経
験
は

楽
を
音
楽
と
し
て
解
放
さ
せ
る
方
向
に
む
か
っ

て
い
た
の
で
あ
る。

、
『
声
無
哀
楽
論
』

に
、

稀
康
『
声
無
哀
楽
論
』

考

彼
の
他
の
論
文
と
比
べ

て
か
な
り
異
色
な
合
理
的
性
格
を
あ
た
え
て
い
た
と� い
え
る。

そ
の
経
験
に
も
と
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