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漢
籍
と
の
関
わ
り
か
ら

︱

李

春

草

は
じ
め
に

谷
崎
潤
一
郎
﹁
麒
麟
﹂
は
﹁
刺
青
﹂
発
表
の
翌
月
︑
一
九
一
〇
年
一
二
月
発

行
の
第
二
次
﹁
新
思
潮
﹂
第
四
号
に
掲
載
さ
れ
た
︒﹁
刺
青
﹂
と
と
も
に
︑
翌

年
の
﹁
三
田
文
学
﹂
誌
上
で
﹁
今
日
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
氏
の
作
品
中
殊
に
注

目
す
べ
き
も
の①

﹂
で
あ
る
と
永
井
荷
風
に
激
賞
さ
れ
︑
文
学
的
な
出
発
と
同
時

に
作
家
と
し
て
の
名
声
を
得
た
︒
発
表
す
る
前
に
は
︑﹁
満
天
下
を
聳
動
さ
せ

る
意
気
組
で
あ
る②

﹂
と
予
告
さ
れ
た
注
目
作
で
も
あ
っ
た
︒
孔
子
を
題
材
に
書

か
れ
た
作
品
で
︑
背
景
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
漢
籍
が
あ
り
︑
漢
籍
か
ら
の
リ
フ
レ

ー
ズ
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
︒﹁
麒
麟
﹂
は
谷
崎
が
デ
ビ
ュ
ー
し
て
以

来
︑
中
国
古
典
と
関
わ
っ
て
書
か
れ
た
本
当
の
意
味
で
の
第
一
作
と
い
え
︑
谷

崎
文
学
に
お
け
る
漢
籍
受
容
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
一
作
で
あ
る
︒

作
品
の
材
源
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
論
考
が
見
ら
れ③

︑
中
で
も

徳
田
進
﹁
谷
崎
文
学
と
中
国
古
典
と
の
交
渉
︱
﹃
麒
麟
﹄
を
中
心
に
﹂︵
一
九

八
八
・
四
︶
は
︑﹁
麒
麟
﹂
の
内
容
と
中
国
古
典
を
比
較
し
︑
登
場
人
物
や
物

語
の
骨
組
は
ほ
と
ん
ど
﹃
論
語
﹄︵
前
五
四
〇
～
前
四
〇
〇
年
ご
ろ
︶
と
﹃
史

記
﹄︵
前
漢
・
前
二
〇
二
～
八
年
︶
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
︒

し
か
し
︑﹁
麒
麟
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て

い
る
か
︑
作
品
の
内
容
と
ど
う
関
連
し
て
い
る
か
︑
さ
ら
に
作
品
の
主
題
と
谷

崎
の
思
想
や
傾
向
の
関
わ
り
な
ど
に
つ
い
て
は
ま
だ
掘
り
下
げ
る
余
地
が
残
さ

れ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
作
品
に
取
り
上
げ
ら
れ

た
漢
籍
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
た
上
で
︑
タ
イ
ト
ル
の
意
味
︑
典
拠
と
主
題
の

関
連
性
︑
物
語
全
体
の
構
図
な
ど
を
究
明
す
る
︒
そ
の
手
続
き
と
し
て
︑﹁
麒

麟
﹂
と
い
う
言
葉
の
歴
史
的
︑
文
化
的
意
味
を
分
析
し
︑
物
語
及
び
そ
の
基
調

と
の
関
連
︑
孔
子
の
敗
北
の
本
質
︑
道
家
及
び
儒
家
へ
の
谷
崎
の
言
及
と
そ
れ

ぞ
れ
に
対
す
る
態
度
に
焦
点
を
絞
る
︒
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一

｢麒
麟
﹂
の
意
味

谷
崎
作
品
に
お
い
て
は
︑
動
物
︑
と
く
に
特
別
な
文
化
的
意
味
を
持
つ
存
在

が
タ
イ
ト
ル
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
例
え
ば
﹁
鮫
人
﹂︵
一
九
二
〇
・
一
︑

三
～
五
︑
八
～
一
〇
︶﹁
鶴
唳
﹂︵
一
九
二
一
・
七
︶
な
ど
で
あ
る
︒
往
々
に
し

て
そ
れ
は
常
に
あ
る
象
徴
的
価
値
を
持
ち
︑
物
語
及
び
そ
の
全
体
の
基
調
と
関

わ
っ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
物
語
は
十
分

に
理
解
で
き
な
い
︒﹁
麒
麟
﹂
も
同
様
で
あ
る
︒﹁
麒
麟
﹂
を
理
解
す
る
た
め
︑

ま
ず
麒
麟
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
論
述
の

便
宜
を
図
る
た
め
あ
ら
す
じ
を
述
べ
て
お
く
︒

︱
中
国
春
秋
時
代
の
放
浪
の
哲
人
・
孔
子
は
魯
の
国
政
に
志
を
得
ず
︑
弟

子
た
ち
と
と
も
に
︑
や
む
な
く
伝
道
の
旅
に
出
る
︒
衞
の
国
に
赴
い
た
孔
子
は

衞
の
霊
公
に
徳
治
思
想
を
伝
授
し
て
︑
女
色
に
耽
溺
し
た
霊
公
を
感
化
し
よ
う

と
す
る
︒
と
こ
ろ
が
教
化
さ
れ
た
か
に
み
え
た
霊
公
は
夫
人
南
子
の
も
と
に
戻

っ
た
︒
失
望
し
た
孔
子
は
ま
た
放
浪
の
旅
を
続
け
る
︒

︱

作
品
の
創
作
動
機
に
つ
い
て
︑
谷
崎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

私
の
青
年
時
代
の
作
に
﹃
麒
麟
﹄
と
云
ふ
小
篇
が
あ
り
ま
す
が
︑
あ
れ

は
実
は
︑
内
容
よ
り
も
﹃
麒
麟
﹄
と
云
ふ
標
題
の
文
字
の
方
が
最
初
に
頭

に
あ
り
ま
し
た
︒
さ
う
し
て
そ
の
文
字
か
ら
空
想
が
生
じ
︑
あ
ゝ
云
ふ
物

語
が
発
展
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
︒

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
︒

最
初
に
使
つ
た
一
つ
の
言
葉
が
︑
思
想
の
方
向
を
定
め
た
り
︑
文
体
や

文
の
調
子
を
支
配
す
る
に
至
る
と
云
ふ
結
果
が
︑
屢
〻
起
る
の
で
あ
り
ま

す
︒︵
中
略
︶
多
く
の
作
家
は
︑
初
め
か
ら
さ
う
は
つ
き
り
し
た
プ
ラ
ン

を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
︑
書
い
て
ゐ
る
う
ち
に
︑
そ
の
使
用
し
た
言

葉
や
文
字
や
︑
語
調
を
機
縁
と
し
て
︑
作
中
の
性
格
や
︑
事
象
や
︑
景
物

が
︑
自
然
と
形
態
を
備
へ
て
来
︑
や
が
て
渾
然
た
る
物
語
の
世
界
が
成
り

立
つ
や
う
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
︵﹁
文
章
読
本
﹂
一
九
三
四
・
一
一④

︶

物
語
の
成
立
よ
り
﹁
麒
麟
﹂
と
い
う
言
葉
が
先
に
発
想
さ
れ
︑
そ
の
後
に
物
語

の
性
格
や
出
来
事
︑
さ
ら
に
そ
の
展
開
を
決
め
た
と
い
う
︒

そ
れ
で
は
﹁
麒
麟
﹂
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
あ
る
か
︑
ま
ず
古
典
の

記
録
か
ら
見
て
お
く
︒
そ
の
形
態
に
つ
い
て
は
︑
劉
向
﹃
説
苑
﹄︵
前
漢
・
前

一
七
年
︶﹁
辨
物
篇
﹂
に
よ
れ
ば
麋
の
胴
体
に
牛
の
尾
︑
蹄
は
円
く
︑
頭
に
一

本
角
が
あ
り
︑
角
の
先
に
は
肉
が
付
い
て
い
る
姿
を
し
て
︑
鳴
け
ば
声
が
音
楽

に
合
い
︑
歩
け
ば
規
矩
に
中
る
と
い
う⑤

︒
ま
た
﹃
礼
記
﹄
︵
前
漢
・
前
二
〇
二

～
八
年
︶﹁
礼
運
﹂
に
は
﹁
麟
鳳
亀
龍
︑
謂
之
四
霊
﹂︵
麟
鳳
亀
龍
︑
こ
れ
を
四

霊
と
謂
う
︶︑﹃
孟
子
﹄︵
戦
国
・
前
四
〇
三
～
前
二
二
一
年
︶﹁
公
孫
丑
上
﹂
に

は
﹁
麒
麟
之
於
走
獣
︑
鳳
凰
之
於
飛
鳥
﹂
︵
麒
麟
の
走
獣
に
於
け
る
︑
鳳
凰
の

飛
鳥
に
於
け
る⑥

﹂︑﹃
管
子
﹄︵
同
上
︶﹁
封
禅
﹂
に
は
﹁
今
︑
鳳
凰
・
麒
麟
不
来
︑

嘉
穀
不
生
﹂︵
今
︑
鳳
凰
・
麒
麟
は
来
ら
ず
︑
嘉
穀
は
生
ぜ
ず⑦

︶
な
ど
の
記
録
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が
あ
る
︒
そ
の
他
︑﹃
荀
子
﹄︵
同
上
︶﹁
哀
公
篇
﹂
の
﹁
古
之
王
者
有
務
而
拘

領
者
矣
︑
其
政
好
生
而
悪
殺
焉
︒
是
以
鳳
在
列
樹
︑
麟
在
郊
野
﹂︵
古
の
王
者

は
務
し
て
拘
領
す
る
者
有
り
︑
其
の
政
生
を
好
み
て
殺
を
悪
む
︒
是
を
以
て
鳳

は
列
樹
に
在
り
︑
麟
は
郊
野
に
在
る⑧

︒︶﹃
呂
氏
春
秋
﹄︵
前
二
三
九
年
ご
ろ
︶

﹁
応
同
篇
﹂
の
﹁
刳
獣
食
胎
︑
則
麒
麟
不
来
﹂︵
獣
を
刳
き
胎
を
食
え
ば
︑
則
ち

麒
麟
来
た
ら
ず⑨

︶
と
の
記
録
に
よ
る
と
︑
王
者
が
酷
政
を
施
か
な
け
れ
ば
︑
そ

の
世
に
は
麒
麟
が
出
現
す
る
︑
と
あ
る
︒

つ
ま
り
麒
麟
は
生
物
中
で
最
も
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
高
貴
な
存
在
で
あ
り
︑
純

粋
な
善
を
体
現
す
る
﹁
瑞
獣
﹂﹁
仁
獣
﹂
で
︑
悪
と
穢
れ
の
対
極
に
位
置
し
て

い
る
︒
太
平
の
到
来
を
予
告
し
︑
社
会
の
安
定
や
豊
穣
の
徴
と
見
な
さ
れ
︑
さ

ら
に
平
和
を
好
み
︑
皇
帝
が
良
い
政
治
を
行
う
と
現
れ
る
神
聖
な
る
動
物
で
あ

る
︒
と
こ
ろ
が
︑
文
献
の
中
で
見
る
麒
麟
の
出
現
は
す
べ
て
が
吉
兆
で
は
な
く
︑

乱
世
に
現
れ
た
記
録
も
あ
る
︒
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
孔
子
の
誕
生
と
逝
去
に
結
び

つ
い
た
も
の
で
あ
る
︒
麒
麟
と
孔
子
の
誕
生
に
関
す
る
伝
説
は
古
く
か
ら
あ
り
︑

東
晋
︵
三
一
七
～
四
二
〇
年
︶
の
王
嘉
﹃
拾
遺
記⑩

﹄
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
︒

周
霊
王
立
二
十
一
年
︑
孔
子
生
於
魯
襄
公
之
世
︒
夜
有
二
蒼
龍
自
天
而

下
︑
来
附
徴
在
之
房
︑
因
夢
而
生
夫
子
︒
有
二
神
女
︑
擎
香
露
於
空
中
而

来
︑
以
沐
浴
徴
在
︒
天
帝
下
奏
鈞
天
之
楽
︑
列
以
顔
氏
之
房
︒
空
中
有
声
︑

言
天
感
生
聖
子
︑
故
降
以
和
楽
笙
鏞
之
音
︑
異
於
俗
世
也
︒
又
有
五
老
列

於
徴
在
之
庭
︑
則
五
星
之
精
也
︒
夫
子
未
生
時
︑
有
麟
吐
玉
書
於
闕
里
人

家
︑
文
云
︑
水
精
之
子
︑
糸
衰
周
而
素
王
︒
故
二
龍
繞
室
︑
五
星
降
庭⑪

︒

︵
周
霊
王
立
の
二
十
一
年
︑
孔
子
は
魯
の
襄
公
の
世
に
生
ま
れ
け
り
︒

夜
に
二
の
蒼
龍
天
よ
り
下
り
︑
徴
在
の
房
に
来
附
き
た
り
︒
夢
に
因
り
て

夫
子
を
生
み
た
る
︒
二
の
神
女
有
り
︑
空
中
に
香
露
を
擎
げ
て
来
た
り
︑

以
て
徴
在
に
て
沐
浴
す
︒
天
帝
︑
鈞
天
の
楽
︵
天
の
音
楽
︶
を
奏
で
︑
顔

氏
の
房
に
列
せ
し
む
︒
空
中
声
あ
り
︑
言
う
こ
と
は
天
︑
聖
子
生
ま
る
る

と
感
ず
る
︒
故
に
和
楽
笙
鏞
の
音
を
以
て
降
し
︑
俗
世
に
異
な
る
な
り
︒

又
︑
五
の
老
人
徴
在
の
庭
に
列
す
こ
と
︑
則
ち
五
星
の
精
な
り
︒
夫
子
未

だ
生
ま
る
る
時
︑
闕
里
の
人
家
に
玉
書
を
吐
き
た
る
麟
有
り
︒
文
に
云
は

く
︑﹁
水
精
の
子
︑
衰
周
而
し
て
素
王
に
系
る
﹂
と
︒
故
に
二
の
龍
室
を

繞
り
︑
五
星
庭
に
降
り
た
る
︒
︶

こ
れ
は
孔
子
の
誕
生
に
ま
つ
わ
る
伝
説
で
あ
る
︒﹁
麒
麟
﹂
に
お
け
る
こ
の
部

分
の
描
写
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

其
の
男
の
生
れ
た
時
︑
魯
の
国
に
は
麒
麟
が
現
れ
︑
天
に
は
和
楽
の
音

が
聞
え
て
︑
神
女
が
天
降
つ
た
と
云
ふ⑫

︒

麒
麟
と
孔
子
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が
も
う
一
つ
あ
る
︒
孔
子
と
麒
麟
と
の
出
会

い
で
あ
る
︒
こ
れ
は
史
書
﹃
春
秋
﹄︵
春
秋
・
前
七
七
〇
～
前
四
〇
三
年
︶︑

﹃
左
伝
﹄︵
同
上
︶︑﹃
公
羊
伝
﹄
︵
戦
国
・
前
四
〇
三
～
前
二
二
一
年
︶︑﹃
史
記
﹄︑

﹃
孔
子
家
語
﹄︵
春
秋
・
前
七
七
〇
～
前
四
〇
三
年
︶
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
が
︑

谷
崎
が
読
ん
だ
と
確
定
で
き
る
の
は
﹃
史
記
﹄
の
み
で
あ
る
︒﹃
史
記
﹄
の
記
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録
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

﹃
史
記
﹄﹁
孔
子
世
家
第
十
七
﹂

魯
哀
公
十
四
年
春
︑
狩
大
野
︒
叔
孫
氏
車
子
鉏
商
獲
獣
︒
以
為
不
詳
︒

仲
尼
視
之
曰
︑
麟
也
︒
取
之
︒
曰
︑
河
不
出
図
︑
雒
不
出
書
︒
吾
已
矣
夫
︒

顔
淵
死
︒
孔
子
曰
︑
天
喪
予
︒
及
西
狩
見
麟
︑
曰
︑
吾
道
窮
矣
︒

︵
魯
の
哀
公
十
四
年
春
︑
大
野
に
狩
す
︒
叔
孫
氏
の
車
子
鉏
商
︑
獣
を

獲
た
り
︒
以
て
不
詳
と
為
す
︒
仲
尼
之
を
視
て
曰
く
︑﹁
麟
な
り
﹂
と
︒

之
を
取
る
︒
曰
く
︑﹁
河
は
図
を
出
さ
ず
︑
雒
は
書
を
出
さ
ず
︒
吾
已
ん

ぬ
る
か
な
﹂
と
︒
顔
淵
死
す
︒
孔
子
曰
く
︑﹁
天
︑
予
を
喪
ぼ
す
﹂
と
︒

西
の
狩
り
に
麟
を
見
る
に
及
び
て
︑
曰
く
︑﹁
吾
が
道
窮
せ
り
﹂
と⑬

︒︶

ま
た
こ
の
記
録
に
基
づ
い
た
歌
﹁
獲
麟
歌
﹂
は
︑
孔
子
が
詠
ん
だ
と
い
う
︒

唐
虞
世
兮
麟
鳳
遊
︑
今
非
其
時
来
何
求
︑
麟
兮
麟
兮
我
心
憂⑭

︵
唐
虞
の
世
に
麟
鳳
が
遊
び
け
む
︒
今
其
の
時
に
あ
ら
ず
何
を
求
め
て

来
た
る
や
︑
麟
よ
麟
よ
我
が
心
憂
う
︒︶

明
・
馮
夢
龍
︵
一
五
七
四
～
一
六
四
六
年
︶
は
そ
の
著
書
﹃
東
周
列
国
志
﹄

に
お
い
て
こ
の
伝
説
を
小
説
化
し
た
︒
殺
さ
れ
た
麒
麟
を
見
た
孔
子
は
︑
琴
を

弾
き
な
が
ら
悲
し
く
こ
の
歌
を
歌
っ
た
︒
孔
子
は
麒
麟
が
現
れ
る
べ
き
で
は
な

い
の
に
出
現
し
た
こ
と
に
不
祥
を
感
じ
︑
嘆
い
た
︒
し
か
も
生
涯
唯
一
で
あ
る

は
ず
の
麒
麟
と
の
対
面
は
︑
生
き
た
麒
麟
で
は
な
く
そ
の
死
体
で
あ
っ
た
︒
麒

麟
の
無
残
な
死
に
様
と
対
面
し
た
孔
子
は
自
ら
の
不
遇
の
末
路
や
大
業
の
挫
折

を
予
感
す
る
︒
弟
子
顔
淵
の
死
も
相
ま
っ
て
︑
伝
説
に
は
一
種
の
悲
愴
感
が
生

じ
て
い
る
︒
史
書
は
こ
れ
ら
の
要
素
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
孔
子
と
麒
麟
に

ま
つ
わ
る
伝
説
に
独
特
の
悲
劇
的
階
調
を
生
み
出
す
︒
こ
の
よ
う
な
背
景
を
持

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
孔
子
の
物
語
﹁
麒
麟
﹂
は
︑
最
初
か
ら
そ
の
悲
劇
的
な
基

調
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
標
題
と
し
た
麒
麟
は
単
な
る

聖
人
＝
孔
子
の
存
在
を
讃
え
る
存
在
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
さ
ら
に
そ
の
反
面

︱
聖
人
＝
孔
子
の
敗
北
の
運
命
を
予
告
す
る
︒

二

孔
子
の
二
回
の
敗
北

さ
て
︑
孔
子
の
敗
北
は
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
︑
ま
た
そ
の
本
質
は
何
を
意
味

す
る
だ
ろ
う
か
︒
孔
子
は
儒
家
の
祖
と
さ
れ
て
お
り
︑
尧
︑
舜
︑
文
王
︑
武
王
︑

周
公
ら
を
尊
崇
し
︑
古
来
の
思
想
を
大
成
︑
仁
を
思
想
の
根
底
と
し
て
︑
孝
悌

と
忠
恕
と
を
以
て
理
想
を
達
成
す
る
︒
五
十
一
歳
で
魯
の
官
吏
に
な
る
が
︑
五

十
五
歳
の
時
︑
国
王
の
政
策
に
失
望
し
︑
辞
任
し
た
︒
そ
の
後
衛
に
入
っ
た
孔

子
は
衛
の
霊
公
に
自
分
の
徳
性
思
想
を
宣
伝
し
よ
う
と
試
み
た
が
︑
霊
公
の
夫

人
南
子
の
存
在
に
よ
り
再
び
挫
折
し
た
︒
﹁
麒
麟
﹂
は
ま
さ
に
こ
の
史
実
を
素

材
に
書
か
れ
た
︑
孔
子
の
伝
道
体
験
を
中
核
と
し
た
作
品
で
あ
る
が
︑
そ
の
主

題
に
つ
い
て
吉
田
精
一
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

こ
の
小
説
は
孔
子
の
生
涯
︑
も
し
く
は
孔
子
そ
の
人
を
書
く
こ
と
を
主

題
と
し
た
も
の
で
は
な
い
︒
主
人
公
は
孔
子
で
も
︑
主
題
は
精
神
と
肉
体
︑
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道
徳
と
官
能
と
い
う
︑
人
間
内
部
の
二
つ
の
力
の
争
い
で
あ
り
︑
後
者
が

前
者
を
圧
倒
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
︒
こ
の
小
説
に
お
け
る
孔
子
は
前

者
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
︑
南
子
は
後
者
を
具
現
し
た
も
の
で
あ
る⑮

︒

確
か
に
こ
の
小
説
の
主
題
は
﹁
精
神
と
肉
体
︑
道
徳
と
官
能
﹂
の
対
立
だ
が
︑

主
題
を
表
現
す
る
に
あ
た
り
︑
孔
子
の
敗
北
が
二
度
に
亘
っ
て
設
定
さ
れ
た
こ

と
は
重
要
で
あ
る
︒
一
度
目
の
失
敗
は
詳
し
く
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑
孔
子

が
魯
を
離
れ
た
要
因
を
知
る
な
ら
ば
︑
そ
の
事
実
は
容
易
に
分
か
る
だ
ろ
う
︒

冒
頭
で
孔
子
一
行
が
魯
を
離
れ
た
際
の
事
情
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
︒

或
る
日
︑
い
よ
〳
〵
一
行
が
︑
魯
の
国
境
ま
で
や
つ
て
来
る
と
︑
誰
も

彼
も
名
残
惜
し
さ
う
に
︑
故
郷
の
方
を
振
り
顧
つ
た
が
︑
通
つ
て
来
た
路

は
亀
山
の
蔭
に
か
く
れ
て
見
え
な
か
つ
た
︒
す
る
と
孔
子
は
琴
を
執
つ
て
︑

／
わ
れ
魯
を
望
ま
ん
と
欲
す
れ
ば
︑
／
亀
山
之
を
蔽
ひ
た
り
︒
／
手
に
斧

柯
な
し
︑
／
亀
山
を
奈
何
に
せ
ば
や
︒
／
か
う
云
つ
て
︑
さ
び
た
︑
皺
嗄

れ
た
声
で
う
た
つ
た⑯

︒

こ
の
歌
は
後
漢
・
蔡
邕
︵
一
三
三
～
一
九
二
年
︶
の
﹃
琴
操
﹄
に
よ
れ
ば
︑

﹁
亀
山
操⑰

﹂
と
い
い
︑
孔
子
が
魯
の
亀
山
で
作
っ
た
と
い
う
︒
魯
を
離
れ
よ
う

と
す
る
孔
子
は
母
国
の
政
治
に
対
す
る
無
力
さ
と
苦
悶
を
こ
の
歌
を
通
じ
て
表

し
た
︒
こ
こ
で
孔
子
は
魯
の
政
敵
・
季
桓
子
の
こ
と
を
亀
山
と
譬
え
て
︑
季
氏

の
独
断
専
行
は
︑
ま
る
で
亀
山
が
魯
を
蔽
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
魯
の
将
来
を
見

え
な
く
さ
せ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
︒
だ
が
政
治
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
自
分

は
手
に
斧
柯
が
な
く
︑
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
嘆
い
た
︒
し
か
し
こ
こ

に
は
︑
孔
子
が
ど
の
よ
う
な
契
機
で
魯
を
去
っ
た
か
は
具
体
的
に
書
か
れ
て
い

な
い
︒
そ
の
理
由
は
︑﹃
論
語
﹄
﹁
微
子
第
十
八
﹂
と
﹃
史
記
﹄
﹁
孔
子
世
家
第

十
七
﹂
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
論
語
﹄﹁
微
子
第
十
八
﹂

斉
人
帰
女
楽
︒
季
桓
子
受
之
︑
三
日
不
朝
︒
孔
子
行
︒
︵
斉
人
女
楽
を

帰
る
︒
季
桓
子
之
を
受
け
て
︑
三
日
朝
せ
ず
︒
孔
子
行
る⑱

︒︶

﹃
史
記
﹄﹁
孔
子
世
家
第
十
七
﹂

斉
人
聞
而
懼
︑
曰
︑
孔
子
為
政
︑
必
覇
︒
覇
則
吾
地
近
焉
︒
我
之
為
先

并
矣
︒
盍
致
地
焉
︒
黎
鉏
曰
︑
請
先
嘗
沮
之
︒
沮
之
而
不
可
︑
則
致
地
︒

庸
遅
乎
︒
於
是
︑
選
斉
国
中
女
子
好
者
八
十
人
︑
皆
衣
文
衣
而
舞
康
楽
︑

文
馬
三
十
駟
︑
遺
魯
君
︒
陳
女
楽
・
文
馬
於
魯
城
南
高
門
外
︒
季
桓
子
微

服
往
観
再
三
︑
将
受
︒
乃
語
魯
君
為
周
道
遊
︑
往
観
終
日
︑
怠
於
政
事
︒

子
路
曰
︑
夫
子
可
以
行
矣
︒
孔
子
曰
︑
魯
今
且
郊
︒
如
致
膰
乎
大
夫
︑
則

吾
猶
可
以
止
︒
桓
子
卒
受
斉
女
楽
︑
三
日
不
聴
政
︒
郊
︑
又
不
致
膰
俎
於

大
夫
︒
孔
子
遂
行
︑
宿
乎
屯
︒
而
師
己
送
曰
︑
夫
子
則
非
罪
︒
孔
子
曰
︑

吾
歌
︑
可
夫
︒

歌
曰
︑
彼
婦
之
口
︑
可
以
出
走
︑
彼
婦
之
謁
︑
可
以
死
敗
︒
︵
蓋
︶
優
哉

遊
哉
︒
維
以
卒
歳
︒

︵
斉
人
聞
き
て
懼
れ
︑
曰
く
︑﹁
孔
子
︑
政
を
為
さ
ば
︑
必
ず
覇
た
ら
ん
︒
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覇
た
ら
ば
則
ち
吾
が
地
は
焉
に
近
し
︒
我
は
之
れ
先
づ
并
せ
ら
れ
ん
︒
盍

ぞ
地
を
致
さ
ざ
る
﹂
と
︒
黎
鉏
曰
く
︑﹁
請
う
先
づ
嘗
み
に
之
を
沮
ま
ん
︒

之
を
沮
み
て
不
可
な
ら
ば
︑
則
ち
地
を
致
さ
ん
︒
庸
ぞ
遅
か
ら
ん
や
﹂
と
︒

是
に
於
て
︑
斉
の
国
中
の
女
子
の
好
き
者
八
十
人
を
選
び
︑
皆
文
衣
を
衣

せ
て
康
楽
を
舞
は
せ
︑
文
馬
三
十
駟
︑
魯
君
に
遣
る
︒
女
楽
・
文
馬
を
魯

の
城
南
の
高
門
の
外
に
陳
ぬ
︒
季
桓
子
微
服
し
て
往
き
て
観
る
こ
と
再
三
︑

将
に
受
け
ん
と
す
︒
乃
ち
魯
君
に
語
げ
︑
周
道
の
游
を
為
し
︑
往
き
て
観

る
こ
と
終
日
︑
政
事
に
怠
る
︒
子
路
曰
く
︑﹁
夫
子
︑
以
て
行
る
可
し
﹂

と
︒
孔
子
曰
く
︑﹁
魯
今
且
に
郊
せ
ん
と
す
︒
如
し
膰
を
大
夫
に
致
さ
ば
︑

則
ち
吾
猶
ほ
以
て
止
ま
る
可
し
﹂
と
︒
桓
子
卒
に
斉
の
女
楽
を
受
け
︑
三

日
︑
政
を
聴
か
ず
︒
郊
し
て
又
膰
俎
を
大
夫
に
致
さ
ず
︒
孔
子
遂
に
行
り
︑

屯
に
宿
す
︒
而
し
て
師
已
送
り
て
曰
く
︑﹁
夫
子
は
則
ち
罪
に
非
ず
﹂
と
︒

孔
子
曰
く
︑﹁
吾
歌
は
ん
︒
可
な
ら
ん
か
﹂
と
︒
歌
い
て
曰
く
︑﹁
彼
の
婦

の
口
︑
以
て
出
で
走
る
可
し
︒
彼
の
婦
の
謁
︑
以
て
死
し
敗
る
可
し
︒

︵
蓋
ぞ
︶
優
な
る
か
な
游
な
る
か
な
︑
維
に
以
て
歳
を
卒
え
ざ
る
﹂
と⑲

︒︶

魯
は
孔
子
を
用
い
て
国
が
よ
く
治
ま
り
盛
大
に
な
っ
て
き
た
の
で
︑
隣
国
の

斉
が
恐
れ
を
抱
き
︑
そ
れ
を
妨
げ
よ
う
と
︑
美
し
い
八
十
人
の
女
楽
団
を
贈
っ

た
︒
大
夫
の
季
桓
子
は
喜
び
受
け
て
︑
酒
楽
に
耽
り
︑
魯
の
定
公
と
共
に
朝
政

を
廃
す
る
こ
と
三
日
に
及
ん
だ
︒
魯
の
君
主
が
徳
性
よ
り
美
色
の
方
に
耽
溺
す

る
と
悟
っ
た
孔
子
は
止
む
を
得
ず
魯
を
去
っ
て
︑
弟
子
ら
と
再
び
諸
国
を
歴
遊

し
自
分
の
説
に
賛
同
す
る
国
を
探
し
回
る
︒
こ
れ
は
作
中
で
示
唆
さ
れ
た
孔
子

の
初
め
て
の
敗
北
で
あ
り
︑
女
色
と
の
一
度
目
の
戦
い
で
も
あ
る
︒

そ
の
後
︑
魯
を
離
れ
た
孔
子
は
衛
に
入
っ
て
霊
公
と
南
子
夫
人
と
面
会
し
た

と
あ
る
が
︑﹃
史
記
﹄
﹁
孔
子
世
家
第
十
七
﹂
に
よ
れ
ば
︑
孔
子
は
魯
を
離
れ
て

一
旦
衛
に
行
っ
た
が
︑
す
ぐ
そ
こ
を
去
っ
て
陳
に
赴
い
た
︒
陳
へ
行
く
途
中
に

匡
と
い
う
と
こ
ろ
で
悪
人
の
陽
虎
と
間
違
え
ら
れ
て
匡
の
人
々
に
取
り
囲
ま
れ

た
︒
逃
げ
出
し
た
孔
子
は
再
び
衛
に
戻
っ
た
と
い
う
︒
南
子
夫
人
と
面
会
し
た

の
は
実
際
に
は
二
度
目
の
入
衛
の
際
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
麒
麟
﹂
は
史

書
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑
魯
を
去
っ
た
孔
子
が
直
接
衛
に
入
っ
た
と
設
定
し

た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
物
語
の
緊
張
感
が
高
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
︑
道
徳
と
官

能
と
の
対
立
と
い
う
物
語
の
主
題
も
一
層
際
立
つ
︒

さ
て
︑
衛
に
来
た
孔
子
は
ど
ん
な
境
遇
に
置
か
れ
た
か
︑
こ
れ
は
﹁
麒
麟
﹂

の
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
︒
そ
の
主
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
﹃
論
語
﹄
と
﹃
史

記
﹄
の
﹁
子
見
南
子
﹂
に
取
材
し
て
い
る
︒
孔
子
が
女
性
と
面
会
し
た
記
録
は

史
書
で
は
極
め
て
少
な
い
︒﹃
論
語
﹄﹁
陽
貨
第
十
七
﹂
に
お
け
る
孔
子
の
言
葉

﹁
子
曰
︑
唯
女
子
与
小
人
︑
為
難
養
也
︒
近
之
則
不
孫
︒
遠
之
則
怨
︒﹂
︵
子
曰

く
︑
唯
女
子
と
小
人
と
は
︑
養
ひ
難
し
と
為
す
︒
之
を
近
づ
く
れ
ば
則
ち
不
遜

な
り
︒
之
を
遠
ざ
く
れ
ば
則
ち
怨
む
と⑳

︶
か
ら
︑
彼
の
女
性
に
対
す
る
態
度
が

窺
わ
れ
る
︒

さ
て
︑﹁
子
見
南
子
﹂
で
は
ど
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
た
か
︒﹃
論
語
﹄﹁
雍
也
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第
六
﹂
と
﹃
史
記
﹄﹁
孔
子
世
家
第
十
七
﹂
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
︒

﹃
論
語
﹄﹁
雍
也
第
六
﹂

子
見
南
子
︒
子
路
不
説
︒
夫
子
矢
之
曰
︑
予
所
否
者
︑
天
厭
之
︒
天
厭

之
︒︵

子
︑
南
子
を
見
る
︒
子
路
説
ば
ず
︒
夫
子
之
に
矢
い
て
曰
く
︑
予
が

否
な
る
所
は
︑
天
之
を
厭
た
ん
︒
天
之
を
厭
た
ん
と㉑

︒︶

﹃
史
記
﹄﹁
孔
子
世
家
第
十
七
﹂

霊
公
夫
人
有
南
子
者
︒
使
人
謂
孔
子
曰
︑
四
方
之
君
子
不
辱
欲
與
寡
君

為
兄
弟
者
︑
必
見
寡
小
君
︒
寡
小
君
願
見
︒
孔
子
辞
謝
︑
不
得
已
而
見
之
︒

夫
人
在
絺
帷
中
︒
孔
子
入
門
︑
北
面
稽
首
︒
夫
人
自
帷
再
拝
︒
環
佩
玉
声

璆
然
︒
孔
子
曰
︑
吾
郷
為
弗
見
︒
見
之
礼
答
焉
︒
子
路
不
説
︒
孔
子
矢
之

曰
︑
予
所
不
者
︑
天
厭
之
天
厭
之
︒

︵
霊
公
の
夫
人
に
︑
南
子
と
い
う
者
有
り
︒
人
を
し
て
孔
子
に
謂
わ
し

め
て
曰
く
︑﹁
四
方
の
君
子
︑
寡
君
と
兄
弟
と
為
ら
ん
と
欲
す
る
を
辱
と

せ
ざ
る
者
は
︑
必
ず
寡
小
君
に
見
う
︒
寡
小
君
も
見
ん
こ
と
を
願
う
﹂
と
︒

孔
子
辞
謝
す
れ
ど
も
︑
已
む
を
得
ず
し
て
之
に
見
う
︒
夫
人
︑
絺
帷
の
中

に
在
り
︒
孔
子
︑
門
に
入
り
︑
北
面
し
て
稽
首
す
︒
夫
人
︑
帷
中
よ
り
再

拝
す
︒
環
佩
の
玉
聲
璆
然
た
り
︒
孔
子
曰
く
︑﹁
吾
︑
郷
に
は
見
え
ざ
ら

ん
こ
と
を
為
せ
り
︒
之
に
見
え
て
礼
答
せ
り
﹂
と
︒
子
路
説
ば
ず
︒
孔
子

之
を
矢
て
曰
く
︑﹁
予
︑
不
な
る
所
の
者
あ
ら
ば
︑
天
之
を
厭
た
ん
︑
天

之
を
厭
た
ん
﹂
と㉒

︒
︶

南
子
に
関
す
る
記
録
は
極
め
て
簡
潔
で
︑
君
主
を
誘
惑
す
る
妖
艶
な
様
子
は

窺
え
な
い
︒
彼
女
の
詳
し
い
記
録
は
﹃
史
記
﹄
﹁
衛
康
叔
世
家
第
七
﹂
と
劉
向

︵
前
漢
・
前
七
七
～
前
七
年
︶﹃
列
女
伝
﹄
﹁
孽
嬖
传
﹂
に
見
ら
れ
る
︒

﹃
史
記
﹄﹁
衛
康
叔
世
家
第
七
﹂

三
十
九
年
︑
太
子
蒯
聵
與
霊
公
夫
人
南
子
有
悪
︒
欲
殺
南
子
︒
蒯
聵
與

其
徒
戲
陽
遫
謀
︑
朝
使
殺
夫
人
︒
戲
陽
後
悔
︑
不
果
︒
蒯
聵
数
目
之
︒
夫

人
覚
之
︑
懼
呼
曰
︑
太
子
欲
殺
我
︒
霊
公
怒
︒
太
子
蒯
聵
奔
宋
︒

︵
三
十
九
年
︑
太
子
蒯
聵
︑
霊
公
の
夫
人
︑
南
子
と
︑
悪
し
き
有
り
︒

南
子
を
殺
さ
ん
と
欲
す
︒
蒯
聵
︑
そ
の
徒
戯
陽
遫
と
謀
り
︑
朝
に
し
て
夫

人
を
殺
さ
し
め
ん
と
す
︒
戯
陽
後
に
悔
い
︑
果
さ
ず
︒
蒯
聵
︑
数
々
之
を

目
す
︒
夫
人
之
を
覚
り
︑
懼
れ
呼
び
て
曰
く
︑
太
子
︑
我
を
殺
さ
ん
と
欲

す
︑
と
︒
霊
公
怒
る
︒
太
子
蒯
聵
︑
宋
に
奔
る㉓

︒︶

﹃
列
女
伝
﹄
﹁
孽
嬖
伝
﹂

衛
二
乱
女
者
︑
南
子
及
衛
伯
姫
也
︒
南
子
者
︑
宋
女
︑
衛
霊
公
之
夫
人
︑

通
於
宋
子
朝
︒
太
子
蒯
聵
知
而
悪
之
︒
南
子
讒
太
子
於
霊
公
曰
︑﹁
太
子

欲
杀
我
﹂
︒
霊
公
大
怒
蒯
聵
︑
蒯
聵
奔
宋
︒︵
中
略
︶
頌
曰
︑﹁
南
子
惑
淫
︑

宋
朝
是
親
︒
讒
彼
蒯
聵
︑
使
之
出
奔
﹂
︒

︵
衛
の
二
乱
女
な
る
者
は
︑
南
子
及
び
衛
の
伯
姫
な
り
︒
南
子
な
る
者

は
︑
宋
の
女
︑
衛
の
霊
公
の
夫
人
に
し
て
︑
宋
の
子
朝
と
通
ず
︒
太
子
蒯
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聵
︑
知
り
て
之
を
悪
む
︒
南
子
︑
太
子
を
霊
公
に
讒
し
て
曰
く
︑﹁
太
子
︑

我
を
殺
さ
ん
と
欲
す
﹂
と
︒
霊
公
大
い
に
蒯
聵
に
怒
る
︒
蒯
聵
︑
宋
に
奔

る
︒︵
中
略
︶
頌
に
曰
く
︑﹁
南
子
惑
淫
し
︑
宋
朝
に
ぞ
是
れ
親
む
︒
彼
の

蒯
聵
を
讒
し
て
︑
之
を
し
て
出
奔
せ
し
む㉔

︒﹂︶

南
子
は
春
秋
時
代
に
実
在
し
た
人
物
で
︑
宋
か
ら
衛
に
嫁
い
で
来
た
が
︑
宋

の
公
子
宋
朝
と
通
じ
る
な
ど
︑
淫
行
の
噂
の
絶
え
な
い
妃
で
あ
っ
た
︒
彼
女
の

不
品
行
は
国
の
内
外
で
話
題
に
な
っ
て
い
た
が
︑
こ
れ
を
知
っ
た
霊
公
は
彼
女

を
罪
に
問
わ
な
い
の
み
な
ら
ず
︑
さ
ら
に
寵
愛
し
︑
そ
の
放
蕩
な
る
行
為
を
放

任
し
た
︒
こ
の
た
め
太
子
の
蒯
聵
は
南
子
と
折
り
合
い
が
悪
く
︑
彼
女
を
殺
そ

う
と
し
た
が
︑
失
敗
し
て
父
の
霊
公
に
知
ら
れ
宋
に
出
奔
し
た
︒

こ
れ
ら
の
文
献
に
は
南
子
と
孔
子
と
の
面
会
の
詳
細
に
つ
い
て
書
か
れ
て
お

ら
ず
︑﹁
麒
麟
﹂
に
お
け
る
描
写
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
部
分
が
多
い
︒
特
に
人

物
造
型
に
お
い
て
︑
孔
子
は
ほ
ぼ
経
書
や
史
書
で
受
け
る
印
象
通
り
の
人
物
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
一
方
で
︑
南
子
に
は
多
く
の
想
像
的
要
素
が
注
入
さ
れ
て

い
る
︒
作
中
で
彼
女
は
淫
蕩
奔
放
な
妖
婦
︑
徹
底
し
た
悪
女
と
し
て
描
か
れ
る
︒

孔
子
は
な
ぜ
不
品
行
な
南
子
夫
人
と
の
面
会
を
受
け
た
の
か
︑
こ
れ
に
つ
い
て

後
世
の
儒
家
は
注
釈
書
で
︑
聖
人
と
し
て
の
孔
子
の
存
在
を
守
る
た
め
︑
孔
子

の
行
為
は
あ
く
ま
で
正
当
で
あ
る
と
解
釈
す
る
︒
例
え
ば
︑
朱
熹
︵
宋
・
一
一

三
〇
～
一
二
〇
〇
年
︶
は
﹃
四
書
集
注
﹄
で
﹁
聖
人
道
大
徳
全
︑
無
可
不
可
︒

其
見
悪
人
︑
固
謂
在
我
有
可
見
之
礼
︑
則
彼
之
不
善
︑
我
何
與
焉
﹂︵
聖
人
は

道
大
に
徳
全
く
︑
可
不
可
無
し
︒
其
の
悪
人
を
見
る
も
︑
固
よ
り
謂
へ
ら
く
︑

我
に
在
り
て
見
ゆ
可
き
の
礼
有
り
︒
則
ち
彼
の
不
善
は
我
何
ぞ
與
ら
ん
と㉕

︒︶

と
言
い
︑
孔
子
の
言
動
が
礼
に
適
う
と
主
張
す
る
︒
し
か
し
︑
清
代
の
経
学
家

毛
奇
齢
︵
清
・
一
六
二
三
～
一
七
一
六
年
︶
は
そ
の
著
書
﹃
四
書
改
錯
﹄
に

﹁
古
併
無
仕
於
其
国
見
其
小
君
之
礼
︑
編
考
諸
礼
︑
文
及
漢
晋
唐
諸
儒
言
礼
者
︑

亦
併
無
此
説
︑
惊
怪
甚
久
﹂︵
古
よ
り
其
の
国
に
仕
え
て
其
の
小
君
に
見
る
礼

あ
ら
ず
︑
諸
礼
を
編
考
し
て
︑
文
及
び
漢
晋
唐
諸
儒
礼
を
言
う
物
に
︑
亦
此
の

説
無
き
︑
甚
だ
久
し
く
惊
怪
し
た
り
︶
と
書
い
て
︑
一
国
に
仕
え
る
に
は
そ
の

小
君
︹
国
君
の
妃
な
ど

︱
引
用
者
注
︺
に
面
会
す
る
礼
が
あ
る
と
い
う
記
述

は
ど
こ
に
も
な
い
と
前
人
の
解
釈
の
誤
り
を
指
摘
し
た
︒
な
ぜ
南
子
が
自
ら
孔

子
と
の
面
会
を
積
極
的
に
求
め
た
か
︑
そ
の
理
由
は
﹃
史
記
﹄﹁
孔
子
世
家
第

十
七
﹂
の
次
の
内
容
か
ら
窺
わ
れ
る
だ
ろ
う
︒

居
衛
月
余
︑
霊
公
與
夫
人
同
車
︑
宦
者
雍
渠
参
乗
出
︒
使
孔
子
為
次
乗
︑

招
搖
市
過
之
︒

︵
衛
に
居
る
こ
と
月
余
︑
霊
公
︑
夫
人
と
車
を
同
じ
う
し
︑
宦
者
雍
渠

参
乗
し
て
出
づ
︒
孔
子
を
し
て
次
乗
と
為
ら
し
め
︑
市
を
招
遥
し
て
之
を

過
ぐ㉖

︒︶

南
子
は
孔
子
と
の
会
見
を
求
め
た
の
み
な
ら
ず
︑
孔
子
を
後
車
に
乗
せ
て
︑

市
中
を
遊
び
廻
っ
た
︒
南
子
が
奔
放
な
王
妃
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ

る
た
め
︑
世
間
の
顰
蹙
を
買
っ
た
彼
女
は
徳
性
で
名
高
い
孔
子
と
の
接
触
を
世
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間
に
見
せ
び
ら
か
し
て
汚
名
を
返
上
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

こ
の
意
味
で
南
子
が
徳
性
に
対
し
て
ま
だ
敬
慕
或
い
は
畏
怖
の
念
を
持
っ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
こ
れ
と
異
な
り
︑﹁
麒
麟
﹂
に
お
い
て
南
子
は
徹

底
的
に
官
能
の
具
現
者
と
し
て
描
か
れ
︑
徳
性
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
︑
公

然
と
徳
性
に
挑
戦
す
る
と
設
定
さ
れ
る
︒
彼
女
は
夫
の
霊
公
に
対
し
て
︑

﹁
あ
ゝ
︑
あ
の
孔
丘
と
云
ふ
男
は
︑
何
時
の
間
に
か
あ
な
た
を
妾
の
手
か

ら
奪
つ
て
了
つ
た
︒
妾
が
昔
か
ら
あ
な
た
を
愛
し
て
居
な
か
つ
た
の
に
不

思
議
は
な
い
︒
し
か
し
︑
あ
な
た
が
妾
を
愛
さ
ぬ
と
云
ふ
法
は
あ
り
ま
せ

ぬ
︒︵
中
略
︶
妾
は
総
べ
て
の
男
の
魂
を
奪
ふ
術
を
得
て
居
ま
す
︒
妾
は

や
が
て
彼
の
孔
丘
と
云
ふ
聖
人
を
も
︑
妾
の
捕
虜
に
し
て
見
せ
ま
せ
う
︒｣

／
と
︑
夫
人
は
誇
り
か
に
微
笑
み
な
が
ら
︑
公
を
流
眄
に
見
て
︑
衣
摺
れ

の
音
荒
く
霊
台
を
去
つ
た㉗

︒

と
言
い
︑
孔
子
＝
徳
性
に
正
面
か
ら
宣
戦
し
た
︒

南
子
夫
人
と
孔
子
と
の
対
立
は
あ
く
ま
で
霊
公
を
間
に
置
い
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
た
い
︒
善
と
悪
の
対
置
︑
精
神
と
肉
体
の
せ
め
ぎ
合
い
は
す
べ
て
霊
公

の
態
度
の
変
化
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
︒
一
時
は
聖
人
孔
子
の
教
え
に
感
化
の
涙

を
流
し
︑
南
子
を
払
い
除
け
た
が
︑
最
終
的
に
は
南
子
の
誘
惑
に
よ
り
平
静
を

失
っ
た
︒
孔
子
の
﹁
私
の
欲
に
打
ち
克
ち
給
へ
﹂
と
い
う
誡
を
守
っ
て
き
た
霊

公
は
︑
南
子
の
こ
の
宣
言
を
聞
い
て
﹁
其
の
日
ま
で
平
静
を
保
つ
て
居
た
﹂

﹁
心
に
は
︑
既
に
二
つ
の
力
が
相
鬩
い
で
居
た
﹂
と
い
う
︒
結
局
︑
霊
公
は
南

子
の
魔
性
の
肉
体
美
に
屈
し
て
再
び
そ
の
虜
に
な
っ
た
︒

﹁
私
は
お
前
を
憎
む
で
居
る
︒
お
前
は
恐
ろ
し
い
女
だ
︒
お
前
は
私
を
亡

ぼ
す
悪
魔
だ
︒
し
か
し
私
は
ど
う
し
て
も
︑
お
前
か
ら
離
れ
る
事
が
出
来

な
い
︒﹂
と
︑
霊
公
の
声
は
ふ
る
へ
て
居
た
︒
夫
人
の
眼
は
悪
の
誇
に
輝

い
て
居
た㉘

︒

一
方
︑
孔
子
と
の
対
面
に
お
い
て
︑
南
子
は
香
や
美
酒
で
誘
惑
し
た
が
︑
そ

の
挑
発
に
対
し
て
孔
子
の
﹁
顔
の
曇
は
深
く
な
﹂
り
︑﹁
眉
の
顰
み
は
濃
く
な
﹂

り
﹁
顔
の
曇
は
晴
れ
な
か
つ
た
﹂︒
そ
れ
で
も
南
子
は
勝
利
を
確
信
す
る
女
王

の
如
く
︑
終
始
﹁
に
こ
や
か
な
顔
﹂
で
香
や
美
酒
を
勧
め
た
︒
つ
い
に
孔
子
は

徳
性
思
想
を
慕
う
霊
公
の
誠
意
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
悟
っ
て
衛
を
去
る
こ
と

を
決
め
た
︒
去
る
時
︑
自
分
が
同
じ
挫
折
を
繰
り
返
し
た
こ
と
を
思
い
︑

﹁

吾

未

見

好

徳

如

好

色

者

也

わ
れ
い
ま
だ
と
く
を
こ
の
む
こ
と
い
ろ
を
こ
の
む
が
ご
と
く
な
る
も
の
を
み
ざ
る
な
り
︒

﹂
と
嘆
い
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
れ

は
冒
頭
に
書
か
れ
た
彼
の
境
遇
と
呼
応
し
て
挫
折
の
本
質
を
示
し
て
い
る
︒

三

｢麒
麟
﹂
に
お
け
る
儒
家
︑
道
家
へ
の
言
及
と
小
説
の
構
図

前
述
し
た
よ
う
に
﹁
麒
麟
﹂
は
儒
家
の
聖
人
＝
孔
子
の
徳
性
思
想
の
敗
北
を

題
材
に
し
た
作
品
で
あ
り
︑
谷
崎
の
儒
家
思
想
に
対
す
る
否
定
的
な
態
度
が
窺

わ
れ
る
︒
南
子
の
ほ
か
に
接
輿
︑
林
類
と
い
っ
た
道
家
を
代
表
す
る
人
物
も
設

定
さ
れ
︑
道
家
と
の
比
較
に
よ
っ
て
一
層
そ
の
態
度
が
際
立
っ
て
い
る
︒
冒
頭

に
﹁
鳳
兮
︒
鳳
兮
︒
何
徳
之
衰
︒
往
者
不
可
諌
︒
来
者
猶
可
追
︒
已
而
︒
已
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而
︒﹂︵
鳳
よ
鳳
よ
︑
如
何
ぞ
徳
の
衰
え
た
る
︒
往
く
者
は
諌
む
可
か
ら
ず
︑
来

る
者
は
猶
ほ
追
ふ
可
し
︒
已
み
な
ん
已
み
な
ん㉙

︶
と
い
う
歌
が
引
用
さ
れ
る
が
︑

こ
れ
は
孔
子
の
楚
滞
在
時
に
楚
の
接
輿
が
歌
っ
た
も
の
で
︑
孔
子
が
官
吏
に
熱

中
す
る
こ
と
を
嘲
笑
し
た
も
の
で
あ
る
︒
接
輿
は
隠
者
で
︑
皇
甫
謐
︵
二
一
五

～
二
八
二
年
︶﹃
高
士
伝
﹄
に
よ
れ
ば
︑
本
名
は
陸
通
と
い
う
︒
道
家
の
経
典

﹃
荘
子
﹄︵
戦
国
・
前
四
〇
三
～
前
二
二
一
年
︶
に
理
想
の
人
物
と
し
て
描
か
れ

た
︒
李
白
の
詩
﹁
廬
山
遥
寄
盧
侍
御
虚
舟
﹂
に
も
﹁
我
本
楚
狂
人
︑
鳳
歌
笑
孔

丘
︒﹂︵
私
は
楚
の
狂
人
で
あ
る
︒
鳳
歌
を
作
っ
て
︑
孔
子
を
嘲
笑
す
る
︶
の
名

句
が
あ
る
︒
さ
て
﹁
接
輿
而
歌
﹂
は
︑
政
治
は
常
に
腐
敗
し
て
い
る
た
め
隠
居

す
べ
き
と
い
う
譬
え
で
あ
る
︒
接
輿
そ
の
人
と
思
想
に
つ
い
て
は
﹃
荘
子
﹄

﹁
逍
遥
遊
﹂︑﹃
荘
子
﹄﹁
人
間
事
﹂︑﹃
荘
子
﹄﹁
応
帝
王
﹂
の
記
述
が
詳
し
い
︒

そ
の
う
ち
孔
子
及
び
儒
家
に
関
し
て
次
の
記
録
が
見
ら
れ
る
︒

﹃
荘
子
﹄﹁
人
間
事
﹂

孔
子
適
楚
︒
楚
狂
接
輿
遊
其
門
曰
︑
鳳
兮
鳳
兮
︑
何
如
德
之
衰
也
︒
来

世
不
可
待
︑
往
世
不
可
追
也
︒
天
下
有
道
︑
聖
人
成
焉
︑
天
下
无
道
︑
聖

人
生
焉
︒
方
今
之
時
︑
僅
免
刑
焉
︒
福
軽
乎
羽
︑
莫
之
知
載
︑
禍
重
乎
地
︑

莫
之
知
避
︒
已
乎
已
乎
︑
臨
人
以
德
︒
殆
乎
殆
乎
︑
畫
地
而
趨
︒
迷
陽
迷

陽
︑
無
傷
吾
行
︒
吾
行
却
曲
︑
無
傷
吾
足
︒

︵
孔
子
楚
に
適
く
︒
楚
の
狂
接
輿
其
の
門
に
遊
び
て
曰
わ
く
︑
鳳
や
鳳

や
︑
何
如
ぞ
徳
の
衰
え
た
る
︒
来
世
は
待
つ
可
か
ら
ず
︒
往
世
は
追
う
可

か
ら
ず
︒
天
下
に
道
有
れ
ば
︑
聖
人
成
し
︑
天
下
に
道
無
け
れ
ば
︑
聖
人

生
く
︒
今
の
時
に
方
り
て
は
︑
僅
か
に
刑
を
免
れ
ん
の
み
︒
福
は
羽
よ
り

軽
き
も
︑
之
を
載
す
る
を
知
る
莫
く
︑
禍
は
地
よ
り
重
き
も
︑
之
を
避
く

る
を
知
る
莫
し
︒
已
ま
ん
已
ま
ん
︑
人
に
臨
む
に
徳
を
以
て
す
る
は
︒
殆

し
殆
し
︑
地
を
畫
し
て
趨
る
は
︒
迷
陽
よ
迷
陽
よ
︑
吾
が
行
く
を
傷
る
無

か
れ
︒
吾
行
く
に
却
曲
す
れ
ば
︑
吾
が
足
を
傷
る
無
か
れ㉚

︒︶

﹃
荘
子
﹄﹁
応
帝
王
﹂

肩
吾
見
狂
接
輿
︑
狂
接
輿
曰
︑
日
中
始
何
以
語
女
︑
肩
吾
曰
︑
告
我
︑

君
人
者
︑
以
己
出
経
式
義
度
︑
人
孰
敢
不
聴
而
化
諸
︒
接
輿
曰
︑
是
欺
德

也
︒
其
於
治
天
下
也
︑
猶
渉
海
鑿
河
︑
而
使
蚊
負
山
也
︒

︵
肩
吾
︑
狂
接
輿
を
見
る
︒
狂
接
輿
曰
く
︑
日
中
始
︑
何
を
以
て
女
に

語
ぐ
︑
と
︒
肩
吾
曰
く
︑
我
に
告
ぐ
︑
人
に
君
た
る
者
︑
己
を
以
て
経
式

義
度
を
出
さ
ば
︑
人
孰
か
敢
て
聴
き
て
諸
に
化
せ
ざ
ら
ん
や
︑
と
︒
接
輿

曰
く
︑
是
れ
欺
徳
な
り
︒
其
の
天
下
を
治
む
る
に
於
け
る
や
︑
猶
ほ
海
を

渉
り
河
を
鑿
す
る
が
ご
と
き
に
︑
蚊
を
し
て
山
を
負
わ
し
む㉛

︒︶

接
輿
は
︑
一
国
の
君
主
が
自
ら
規
範
や
法
度
を
立
て
て
天
下
を
治
め
る
こ
と

は
と
て
も
で
き
な
い
と
悟
っ
て
お
り
︑
政
治
に
関
わ
る
よ
り
む
し
ろ
避
け
た
ほ

う
が
賢
明
で
あ
る
と
主
張
す
る
︒
こ
れ
は
道
家
の
い
う
︿
知
其
不
可
而
安
之
若

命
﹀︵
出
来
な
い
と
知
っ
て
命
の
ま
ま
に
従
う
︶
の
思
想
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

と
こ
ろ
が
︑
無
理
に
行
動
せ
ず
常
に
自
然
な
成
り
行
き
に
任
せ
る
と
い
う
考
え
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方
に
反
し
て
︑
儒
家
は
常
に
現
実
の
人
間
社
会
に
強
い
関
心
を
持
ち
︑︿
知
其

不
可
而
為
之
﹀︵
出
来
な
い
と
知
り
な
が
ら
敢
え
て
行
動
す
る
︶
の
思
想
を
強

調
す
る
︒
南
子
夫
人
の
淫
行
を
知
り
な
が
ら
敢
え
て
面
会
の
要
求
を
受
け
た
孔

子
は
ま
さ
に
こ
の
思
想
の
実
践
者
だ
ろ
う
︒
早
い
時
期
に
﹃
荘
子
﹄
な
ど
の
道

家
経
典
を
読
ん
だ㉜

谷
崎
が
接
輿
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
用
し
た
の
は
︑
恐
ら
く
儒

家
の
こ
の
思
想
に
対
す
る
一
種
の
反
発
あ
る
い
は
風
刺
の
た
め
で
は
な
い
か
︒

作
中
に
も
う
一
つ
道
家
関
係
の
逸
話
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒﹁
畦
路
に
落
穂

を
拾
ひ
な
が
ら
﹂﹁
屈
託
の
な
い
声
﹂
で
歌
う
老
人
林
類
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ

る
︒
こ
の
話
は
﹃
淮
南
子
﹄﹁
斉
俗
訓
﹂︵
前
漢
・
前
二
〇
二
～
八
年
︶
と
﹃
列

子
﹄﹁
天
瑞
﹂︵
同
上
︶
に
見
ら
れ
る
︒
谷
崎
が
﹃
淮
南
子
﹄﹁
斉
俗
訓
﹂
を
読

ん
だ
か
確
定
出
来
な
い
が
︑﹃
列
子
﹄﹁
天
瑞
﹂
は
︑﹁
麒
麟
﹂
の
六
年
前
に
発

表
さ
れ
た
﹁
文
芸
と
道
徳
主
義
﹂︵﹁
学
友
会
雑
誌
﹂
一
九
〇
四
・
五
︶
で
林
類

に
つ
い
て
の
章
を
全
文
引
用
し
た
こ
と
か
ら
読
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
︒

﹃
列
子
﹄﹁
天
瑞
第
一
第
八
章
﹂

林
類
年
且
百
歳
︒
底
春
被
裘
︑
拾
遺
穂
於
故
畦
︑
並
歌
並
進
︒
孔
子
適

衛
︑
望
之
於
野
︑
顧
謂
弟
子
曰
︑
彼
叟
可
與
言
者
︒
試
往
訊
之
︒
子
貢
請

行
︑
逆
之
壟
端
︑
面
之
而
嘆
曰
︑
先
生
曾
不
悔
乎
︑
而
行
歌
拾
穂
︒
林
類

行
不
留
︑
歌
不
輟
︒
子
貢
叩
之
不
已
︒
乃
仰
而
応
曰
︑
吾
何
悔
邪
︒
子
貢

曰
︑
先
生
少
不
勤
行
︑
長
不
競
時
︑
老
無
妻
子
︑
死
期
將
至
︒
亦
有
何
楽
︑

而
拾
穂
行
歌
乎
︒
林
類
笑
曰
︑
吾
之
所
以
為
楽
︑
人
皆
有
之
︒
而
反
以
為

憂
︒
少
不
勤
行
︑
長
不
競
時
︒
故
能
寿
若
此
︒
老
無
妻
子
︑
死
期
将
至
︒

故
楽
若
此
︒
子
貢
曰
︑
寿
者
人
之
情
︑
死
者
人
之
悪
︒
子
以
死
為
楽
何
也
︒

林
類
曰
︑
死
之
與
生
︑
一
往
一
反
︒
故
死
於
是
者
︑
安
知
不
生
於
彼
︒
故

吾
知
其
不
相
若
矣
︒
吾
又
安
知
営
営
而
求
生
非
惑
乎
︒
亦
又
安
知
吾
今
之

死
︑
不
愈
昔
之
生
乎
︒
子
貢
聞
之
︑
不
喩
其
意
︒
還
以
告
夫
子
︒
夫
子
曰
︑

吾
知
其
可
與
言
︑
果
然
︒
然
彼
得
之
而
不
尽
者
也
︒

︵
林
類
年
且
に
百
歳
な
ら
ん
と
す
︒
春
に
底
り
て
裘
を
被
り
︑
遺
穂
を

故
畦
に
拾
い
︑
並
び
歌
い
並
び
進
む
︒
孔
子
衛
に
適
き
︑
之
を
野
に
望
み
︑

顧
み
て
弟
子
に
謂
つ
て
曰
く
︑
彼
の
叟
は
與
に
言
う
可
き
者
な
り
︒
試
み

に
往
い
て
之
に
訊
え
︑
と
︒
子
貢
請
い
行
き
︑
之
を
壟
端
に
逆
え
︑
之
に

面
し
て
歎
じ
て
曰
く
︑
先
生
曾
て
悔
い
ざ
る
か
︑
而
し
て
行
々
歌
い
て
穂

を
拾
う
︑
と
︒
林
類
行
い
て
留
ま
ら
ず
︑
歌
つ
て
輟
め
ず
︒
子
貢
之
を
叩

い
て
已
ま
ず
︒
乃
ち
仰
い
で
応
え
て
曰
く
︑
吾
何
を
か
悔
い
ん
︑
と
︒
子

貢
曰
く
︑
先
生
少
く
し
て
は
行
を
勤
め
ず
︑
長
じ
て
は
時
を
競
は
ず
︑
老

い
て
は
妻
子
無
く
︑
死
期
将
に
至
ら
ん
と
す
︒
亦
何
の
楽
し
み
有
り
て
︑

穂
を
拾
い
行
々
歌
う
や
︑
と
︒
林
類
笑
い
て
曰
く
︑
吾
の
楽
し
み
を
為
す

所
以
は
︑
人
皆
之
れ
有
り
︒
而
る
に
反
り
て
以
て
憂
と
為
す
︒
少
く
し
て

行
を
勤
め
ず
︑
長
じ
て
時
を
競
は
ず
︒
故
に
能
く
壽
な
る
こ
と
此
の
若
し
︒

老
い
て
妻
子
無
く
︑
死
期
に
将
に
至
ら
ん
と
す
︒
故
に
楽
し
む
こ
と
此
の

若
し
︑
と
︒
子
貢
曰
く
︑
壽
は
人
の
情
に
し
て
︑
死
は
人
の
悪
む
と
こ
ろ
︒
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子
死
を
以
て
楽
し
み
と
為
す
は
何
ぞ
や
︑
と
︒
林
類
曰
く
︑
死
と
生
と
は
︑

一
往
一
反
な
り
︒
故
に
是
に
死
と
せ
ら
る
る
者
︑
安
く
ん
ぞ
彼
に
生
と
せ

ら
れ
ざ
る
を
知
ら
ん
︒
故
に
吾
其
の
相
若
か
ざ
る
を
知
る
な
り
︒
吾
又
安

く
ん
ぞ
営
営
と
し
て
生
を
求
む
る
の
惑
に
非
ざ
る
を
知
ら
ん
︒
亦
又
安
く

ん
ぞ
吾
の
今
死
す
る
は
︑
昔
の
生
け
る
に
愈
ら
ざ
る
を
知
ら
ん
︑
と
︒
子

貢
之
を
聞
い
て
︑
其
の
意
を
喩
ら
ず
︒
還
り
て
以
て
夫
子
に
告
ぐ
︒
夫
子

曰
く
︑
吾
其
の
與
に
言
う
可
き
を
知
れ
る
に
︑
果
た
し
て
然
り
︒
然
れ
ど

も
彼
は
之
を
得
て
尽
く
さ
ざ
る
者
な
り
︑
と㉝

︒︶

﹁
麒
麟
﹂
に
お
け
る
該
当
部
分
は
恐
ら
く
﹃
列
子
﹄﹁
天
瑞
﹂
に
取
材
し
た
も

の
だ
ろ
う
︒
林
類
は
生
死
を
超
越
し
︑
一
切
の
束
縛
か
ら
自
由
に
︑
無
為
自
然

に
生
き
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
︒
生
死
を
超
越
し
︑
何
者
に
も
捉
わ
れ
な
い
絶

対
的
自
由
を
体
得
し
た
林
類
の
言
葉
を
聞
い
た
孔
子
だ
が
︑﹁
な
か
〳
〵
話
せ

る
老
人
で
あ
る
が
︑
然
し
其
れ
は
ま
だ
道
を
得
て
︑
至
り
尽
さ
ぬ
者
と
見
え

る
﹂
と
い
っ
て
自
ら
異
な
る
立
場
を
表
明
す
る
︒

谷
崎
は
な
ぜ
道
家
と
儒
家
を
対
立
す
る
よ
う
に
設
定
し
た
か
︑
そ
の
理
由
は

﹁
文
芸
と
道
徳
主
義
﹂
を
読
め
ば
分
か
る
だ
ろ
う
︒

而
も
我
之
を
雑
誌
精
神
界
の
真
岡
勢
舟
氏
に
き
く
︑
曰
く
﹁
荘
子
は
東

洋
の
︑
ニ
イ
チ
エ
に
し
て
︑
ニ
イ
チ
エ
は
西
洋
の
荘
子
な
り
﹂
と
︒
旨
い

哉
言
や
︑
彼
が
真
人
の
理
想
を
以
て
︑
此
が
超
人
に
比
し
︑
そ
の
逍
遥
遊

を
以
て
︑
こ
の
ザ
ラ
ト
フ
ス
ト
ラ
に
比
す
︑
夫
れ
或
は
大
に
当
ら
ざ
る
あ

ら
む
︒
然
れ
ど
も
冷
嘲
熱
罵
の
筆
を
逞
し
う
し
て
縦
横
に
社
会
を
詬
り
︑

狭
頑
な
る
道
徳
主
義
に
対
し
て
大
駁
撃
を
試
み
し
点
に
於
て
︑
吾
人
が
磊

塊
の
不
平
を
遣
る
の
点
に
於
て
は
即
ち
一
な
り
︒
古
来
道
徳
主
義
に
大
な

る
反
抗
を
試
み
し
も
の
︑
印
度
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド
の
哲
学
時
代
に
あ
り
て

は
︑
即
ち
順
世
学
派
あ
り
︒
希
腊
に
あ
り
て
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
出
で
ゝ
︑
概

念
論
を
主
張
せ
し
当
時
︑
既
に
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
学
徒
あ
り
︒
支
那
に
あ
り

て
は
︑
老
子
あ
り
︑
列
子
あ
り
︑
荘
子
あ
り
︑
韓
非
子
あ
り
︑
楊
墨
の
徒

あ
り
て
儒
教
の
道
徳
主
義
に
反
対
せ
り
︒
彼
等
の
道
徳
主
義
を
攻
撃
す
る

や
︑
蓋
二
種
の
方
面
よ
り
来
る
︑
一
は
芸
術
主
義
を
主
張
す
る
詩
人
︑
文

学
者
流
に
起
り
て
︑
彼
の
ミ
ル
ト
ン
が
パ
ラ
ダ
イ
ス
ロ
ス
ト
の
サ
タ
ン
の

如
き
︑
バ
イ
ロ
ン
が
カ
イ
ン
の
ル
シ
フ
ア
ー
の
如
き
︑
個
人
意
志
の
絶
対

的
自
由
を
渇
仰
し
︑
獣
欲
的
本
能
を
切
望
す
る
よ
り
来
る
︑
ニ
イ
チ
エ
の

如
き
︑
ゴ
ル
キ
イ
の
如
き
バ
イ
ロ
ン
の
如
き
は
之
に
属
す
べ
か
ら
ず
や
︑

一
は
即
ち
大
乗
佛
教
︑
ギ
リ
シ
ヤ
古
代
の
哲
学
の
一
派
の
如
き
︑
無
宇
宙

論
︑
虚
無
主
義
︑
迷
妄
論
を
主
張
し
て
︑
実
在
を
疑
ひ
認
識
を
疑
ひ
︑
高

く
自
道
徳
以
上
に
超
絶
せ
ん
と
す
る
哲
学
観
よ
り
来
る
︑
老
子
の
如
き
︑

列
子
の
如
き
︑
荘
子
の
如
き
︑
達
摩
の
如
き
は
之
に
属
す
べ
き
が
如
し㉞

︒

谷
崎
は
道
徳
主
義
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
取
り
︑
そ
れ
に
反
抗
す
る
思

想
と
し
て
イ
ン
ド
の
順
世
学
派
︑
ギ
リ
シ
ャ
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
学
徒
︑
中
国
の

老
子
︑
列
子
︑
荘
子
な
ど
を
挙
げ
た
︒
さ
ら
に
真
岡
勢
舟
の
言
葉
﹁
荘
子
は
東
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洋
の
︑
ニ
イ
チ
エ
に
し
て
︑
ニ
イ
チ
エ
は
西
洋
の
荘
子
な
り
﹂
を
借
り
て
︑
ニ

ー
チ
ェ
を
個
人
主
義
の
代
表
者
と
し
︑
荘
子
が
東
洋
の
ニ
ー
チ
ェ
の
よ
う
な
存

在
で
あ
る
と
強
調
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
道
徳
主
義
と
の
対
立
に
お
い
て
︑
ニ
ー

チ
ェ
と
荘
子
は
ま
た
異
な
る
方
面
に
属
す
と
い
う
︒
ニ
ー
チ
ェ
の
﹁
個
人
意
志

の
絶
対
的
自
由
﹂﹁
獣
欲
的
本
能
﹂
の
重
視
に
対
し
て
︑
荘
子
ら
道
家
は
生
死

を
同
一
視
し
て
︑
無
宇
宙
論
︑
虚
無
主
義
︑
迷
妄
論
を
主
張
す
る
︒
こ
の
三
者

の
位
置
関
係
は
﹁
麒
麟
﹂
で
も
同
じ
構
図
を
採
る
︒
孔
子
と
対
立
す
る
側
に
は

南
子
の
ほ
か
︑
接
輿
︑
林
類
ら
道
家
を
代
表
す
る
人
物
も
い
る
︒
南
子
は
強
い

意
志
の
持
ち
主
で
︑
肉
体
の
解
放
︑
官
能
の
享
楽
を
追
求
し
︑
ま
さ
に
ニ
ー
チ

ェ
が
強
調
す
る
﹁
絶
対
的
自
由
﹂﹁
獣
欲
的
本
能
﹂
の
体
現
者
で
あ
る
︒
こ
れ

に
対
し
て
老
荘
思
想
を
体
現
す
る
接
輿
と
林
類
は
生
死
を
も
超
越
し
︑
実
在
を

疑
う
虚
無
主
義
を
強
調
す
る
︒
千
葉
俊
二
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

こ
の
冒
頭
部
は
︑
い
わ
ば
座
標
の
設
定
の
よ
う
な
も
の
で
︑
も
は
や
百

歳
に
も
な
る
林
類
は
︑
道
徳
主
義
な
ど
一
切
の
外
的
束
縛
か
ら
自
由
な
ば

か
り
か
︑
そ
の
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
も
限
り
な
く
零
点
に
近
い
存

在
だ
と
い
え
る
︒
つ
ま
り
︑
孔
子
は
道
徳
主
義
の
座
標
軸
が
置
か
れ
る
と

す
る
な
ら
ば
︑
南
子
夫
人
に
理
性
の
支
配
と
抑
圧
か
ら
解
放
さ
れ
た
無
際

限
な
欲
望
そ
の
も
の
と
も
い
え
る
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
座
標
軸
が
設
定
さ

れ
︑
こ
の
ふ
た
つ
の
座
標
軸
の
交
わ
る
と
こ
ろ
に
林
類
が
︑
そ
し
て
そ
の

函
数
と
し
て
衛
の
霊
公
が
存
在
す
る
の
だ
と
い
え
よ
う
︒
孔
子
と
南
子
夫

人
は
︑
善
と
悪
︑
男
と
女
︑
精
神
と
肉
体
︑
禁
欲
と
享
楽
と
い
っ
た
二
項

対
立
的
な
関
係
に
あ
る
が
︑
生
死
を
同
一
視
し
て
と
も
に
幻
化
の
人
齣
と

見
做
す
林
類
の
視
点
か
ら
は
︑
南
子
夫
人
と
の
間
に
そ
う
し
た
対
立
関
係

は
な
く
︑
両
者
の
差
異
は
も
っ
ぱ
ら
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量
的
な
多
寡
と

い
う
こ
と
に
な
る㉟

︒

接
輿
︑
林
類
と
南
子
と
は
儒
家
の
道
徳
へ
の
反
発
に
お
い
て
︑
ま
た
生
命
の

自
由
へ
の
追
求
に
お
い
て
共
通
す
る
︒
と
こ
ろ
が
俗
世
の
掟
に
縛
ら
れ
ず
に
生

命
の
本
能
＝
自
然
な
欲
望
を
無
際
限
に
追
求
す
る
南
子
と
違
っ
て
︑
道
家
は
生

死
の
区
別
を
超
越
し
た
上
で
︑
生
命
の
最
も
自
然
な
状
態
に
戻
る
こ
と
を
理
想

と
す
る
︒
一
方
は
積
極
的
に
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮
す
る
が
︑
一
方
は
消
極

的
に
生
の
自
然
状
態
に
順
応
す
る
︒
孔
子
は
道
徳
主
義
を
以
て
生
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
抑
圧
す
る
と
す
る
な
ら
︑
道
家
は
俗
世
の
束
縛
か
ら
逃
れ
て
生
の
自
然
状

態
を
求
め
︑
さ
ら
に
南
子
は
︑
生
を
抑
圧
し
歪
め
る
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
体
系
か

ら
逃
れ
︑
積
極
的
に
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
︒
儒
家

と
道
家
に
対
す
る
谷
崎
の
態
度
は
︑
宗
教
と
し
て
で
は
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
生

に
対
す
る
態
度
を
軸
に
生
じ
た
も
の
だ
ろ
う
︒
千
葉
俊
二
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑

﹁
谷
崎
は
真
岡
勢
舟
経
由
の
ニ
ー
チ
エ
か
ら
﹃
一
切
の
宗
教
︑
一
切
の
哲
学
︑

一
切
の
道
徳
︑
一
切
の
法
律
︑
一
切
の
教
育
﹄
よ
り
解
脱
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
を
学
ん
だ
に
違
い
な
い㊱

﹂︒
谷
崎
に
と
っ
て
の
儒
教
と
道
教
は
宗
教
の
領

域
を
超
え
て
︑
追
求
す
る
文
学
像
と
の
相
性
に
よ
り
共
鳴
し
た
り
︑
反
発
し
た

谷
崎
潤
一
郎
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﹂
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り
す
る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

｢麒
麟
﹂
は
︑
中
国
古
典
文
学
の
多
読
の
結
果
︑
谷
崎
が
得
た
厖
大
な
知
識

を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
た
作
品
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
麒
麟
＝
聖
人
＝
孔
子
と
認

識
さ
れ
て
き
た
が
︑
孔
子
と
麒
麟
に
関
連
す
る
記
録
を
調
査
す
る
と
︑
そ
こ
に

は
常
に
一
種
の
悲
劇
的
諧
調
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
︒
標
題
と
し
た
﹁
麒

麟
﹂
は
単
に
聖
人
＝
孔
子
を
象
徴
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
孔
子
の
挫
折
を
示
唆
し
︑

物
語
の
結
末
を
予
告
し
て
い
た
︒
ま
た
作
中
に
お
け
る
孔
子
の
敗
北
は
南
子
と

の
戦
い
に
失
敗
し
た
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
冒
頭
に
書
か
れ
た
︑
孔
子
が

魯
を
離
れ
た
理
由
を
調
べ
る
と
︑
そ
こ
は
に
魯
定
公
が
女
色
に
耽
溺
し
た
史
実

が
隠
さ
れ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
作
中
で
孔
子
の
敗
北
は
二
回
も
設
定
さ
れ

て
お
り
︑
い
ず
れ
に
お
い
て
も
女
色
に
敗
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

﹃
史
記
﹄﹃
論
語
﹄
に
取
材
し
た
に
も
拘
ら
ず
︑﹁
麒
麟
﹂
は
道
徳
と
官
能
︑

精
神
と
肉
体
の
対
立
を
主
題
に
設
定
し
た
︒
し
か
も
こ
の
対
立
は
孔
子
と
南
子

の
二
項
対
立
で
は
は
く
︑
儒
家
の
道
徳
主
義
へ
の
反
発
を
示
す
人
物
と
し
て
︑

道
家
の
代
表
者

︱
接
輿
︑
林
類
が
登
場
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
生
に
対
す
る
態
度

の
違
い
に
よ
っ
て
作
中
に
一
つ
の
﹁
座
標
軸
﹂︵
前
掲
千
葉
論
︶
を
構
成
し
て

い
た
︒
肉
体
性
︑
官
能
性
の
具
現
者
＝
南
子
の
最
終
的
な
勝
利
を
以
て
物
語
が

終
わ
る
の
は
︑﹁
刺
青
﹂
以
来
の
主
題

︱
﹁
す
べ
て
美
し
い
も
の
は
強
者
で

あ
り
︑
醜
い
も
の
は
弱
者
で
あ
つ
た
﹂

︱
で
あ
る
︑
﹁
美
﹂
へ
の
讃
仰
の
も

う
一
つ
の
展
開
だ
ろ
う
︒

注①

永
井
荷
風
﹁
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
﹂
︵﹁
三
田
文
学
﹂
第
二
巻
第
一
一
号

一
九

一
一
・
一
一
︶

②

﹁
新
思
潮
﹂
第
三
号
︵
一
九
一
〇
・
一
〇
︶︿
消
息
﹀
欄
に
﹁
谷
崎
は
孔
子
を
材
料

と
し
た
戯
曲
を
書
い
て
満
天
下
を
聳
動
さ
せ
る
意
気
組
で
あ
る
﹂
と
の
予
告
が
見
ら

れ
る
︒

③

例
え
ば
徳
田
進
﹁
谷
崎
文
学
と
中
国
古
典
と
の
交
渉
︱
﹃
麒
麟
﹄
を
中
心
に
﹂

︵﹃
中
国
古
典
と
日
本
近
代
文
学
と
の
交
渉

論
集
﹄
芦
書
房

一
九
八
八
・
四
︶︑

大
島
真
木
﹁
谷
崎
潤
一
郎
の
初
期
の
創
作
方
法
︱
﹃
麒
麟
﹄
再
論
と
﹃
信
西
﹄
の
材

源
﹂︵﹁
東
京
女
子
大
学
論
集
﹂
第
二
三
巻
第
二
号

一
九
七
三
・
三
︶
な
ど
︒

④

谷
崎
潤
一
郎
﹁
文
章
読
本
﹂﹃
谷
崎
潤
一
郎
全
集
﹄
第
二
一
巻
︵
中
央
公
論
社

一
九
八
三
・
一

�
�
�
頁
︶

⑤

劉
向
﹃
説
苑
﹄
﹁
辨
物
篇
﹂
原
文
は
﹁
故
麒
麟
麋
身
牛
尾
︑
頂
一
角
含
仁
懐
義
︑

音
中
律
呂
行
歩
中
規
折
旋
中
矩
︒﹂
日
本
語
訳
は
川
端
夕
貴
﹁
中
国
資
料
に
見
ら
れ

る
﹃
麒
麟
﹄
の
一
考
察
﹂︵
﹁
東
洋
史
訪
﹂
第
一
七
号

二
〇
一
一
・
三
︶
を
参
考
に

し
た
︒

⑥

内
野
熊
一
郎
編
訳
﹃
新
釈
漢
文
大
系
�

孟
子
﹄
︵
明
治
書
院

一
九
六
二
・
六

�
�
�
頁
︶

⑦

遠
藤
哲
夫
編
訳
﹃
新
釈
漢
文
大
系
�
�
・
菅
子
︵
上
︶
﹄︵
明
治
書
院

一
九
九

八
・
一
〇

�
�
�
頁
︶

⑧

藤
井
専
英
編
訳
﹃
新
釈
漢
文
大
系
�

荀
子
︵
下
︶﹄
︵
明
治
書
院

一
九
六
九
・

六

�
�
�
頁
︶

谷
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﹁
麒
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⑨

南
山
春
樹
編
訳
﹃
呂
氏
春
秋

中
﹄︵
明
治
書
院

一
九
九
七
・
五

�
�
�
頁
︶

⑩

中
国
の
志
怪
小
説
集
︒
上
古
よ
り
東
晋
に
及
ぶ
志
怪
稗
史
類
を
収
め
て
い
る
︒

⑪

王
嘉
﹃
拾
遺
記
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社

二
〇
一
二
・
八

�
�
頁
︶

⑫

谷
崎
潤
一
郎
﹁
麒
麟
﹂﹃
谷
崎
潤
一
郎
全
集
﹄
第
一
巻
︵
中
央
公
論
社

一
九
八

一
・
五

�
�
頁
︶

⑬

吉
田
賢
抗
編
訳
﹃
新
釈
漢
文
大
系
�
�

史
記
七
﹄︵
明
治
書
院

一
九
八
二
・

二

�
�
�
頁
︶

⑭

逯
欽
立
編
﹃
先
秦
漢
魏
晉
南
北
朝
詩
﹄
先
秦
詩

巻
二
︵
中
華
書
局

一
九
八

三
︶

⑮

吉
田
精
一
﹃
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
九

谷
崎
潤
一
郎
﹄︵
角
川
書
店

一
九
五

九
・
一
〇

�
�
頁
︶

⑯

注
⑫
に
同
じ
︒
�
�
頁

⑰

﹁
亀
山
操
﹂
の
原
文
は
﹁
子
欲
望
魯
兮
︒
亀
山
蔽
之
︒
手
無
斧
柯
︒
奈
亀
山
何
︒﹂

王
耀
萃

方
宝
川
編
﹃
中
国
古
代
音
楽
文
献
集
成

第
二
輯
﹄︵
国
家
図
書
館
出
版

社

二
〇
一
二
・
一
〇
︶
に
よ
る
︒

⑱

吉
田
賢
抗
編
訳
﹃
新
釈
漢
文
大
系
�

論
語
﹄︵
明
治
書
院

一
九
六
七
・
一

�
�
�
頁
︶

⑲

注
⑬
に
同
じ
︒
�
�
�
頁

⑳

注
⑱
に
同
じ
︒
�
�
�
頁

㉑

注
⑱
に
同
じ
︒
�
�
�
頁

㉒

注
⑬
に
同
じ
︒
�
�
�
頁

㉓

吉
田
賢
抗
編
訳
﹃
新
釈
漢
文
大
系
�
�

史
記
五
﹄︵
明
治
書
院

一
九
七
七
・

九

�
�
�
頁
︶

㉔

山
崎
純
一
編
訳
﹃
列
女
伝

下
﹄︵
明
治
書
院

一
九
九
七
・
七

�
�
�
頁
︶

㉕

松
宮
春
一
郎
編
訳
﹃
四
書
集
注
︵
上
︶﹄︵
世
界
聖
典
全
集
刊
行
会

一
九
二
〇
・

八

�
�
�
頁
︶

㉖

注
⑬
に
同
じ
︒
�
�
�
頁

㉗

注
⑫
に
同
じ
︒
�
�
頁

㉘

注
⑫
に
同
じ
︒
�
�
頁

㉙

注
⑱
に
同
じ
︒
�
�
�
頁

㉚

阿
部
吉
雄

山
本
敏
夫

市
川
安
司

遠
藤
哲
夫
編
訳
﹃
新
釈
漢
文
大
系
�

老

子

荘
子
︵
上
︶﹄︵
明
治
書
院

一
九
六
六
・
一
一

�
�
�
頁
︶

㉛

注
㉚
に
同
じ
︒
�
�
�
頁

㉜

一
九
〇
四
年
五
月
︑﹁
学
友
会
雑
誌
﹂
第
四
十
三
号
に
発
表
し
た
﹁
文
芸
と
道
徳

主
義
﹂
に
﹃
荘
子
﹄
﹁
斉
物
論
﹂﹁
駢
拇
篇
﹂
﹁
胠
箧
篇
﹂
の
内
容
を
引
用
し
た
こ
と

か
ら
﹃
荘
子
﹄
を
読
ん
だ
と
推
測
で
き
る
︒

㉝

小
林
信
明
編
訳
﹃
新
釈
漢
文
大
系
�
�

列
子
﹄
︵
明
治
書
院

一
九
六
七
・
五

�
�
頁
︶

㉞

谷
崎
潤
一
郎
﹁
文
芸
と
道
徳
主
義
﹂
﹃
谷
崎
潤
一
郎
全
集
﹄
第
二
四
巻
︵
中
央
公

論
社

一
九
八
三
・
八

�
�
頁
︶

㉟

千
葉
俊
二
﹃
谷
崎
潤
一
郎

狐
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
﹄︵
小
沢
書
店

一
九
九
四
・
六

�
�
頁
)

㊱

注
㉟
に
同
じ
︒
�
�
頁

︹
附
記
︺

引
用
に
際
し
︑
ル
ビ
を
簡
略
化
し
︑
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
改
め
た
︒
ま
た
︑

引
用
し
た
漢
籍
に
つ
い
て
︑
日
本
語
訳
が
不
詳
の
場
合
︑
引
用
者
の
訳
を
用
い

た
︒
傍
線
は
全
て
引
用
者
に
拠
る
︒
／
は
改
行
を
表
す
︒

谷
崎
潤
一
郎
﹁
麒
麟
﹂
再
考

八
一


