
一橋論叢　第122巻 第2号 平成11年（1999年）8月号　（118）

魯
迅
「
出
関
」

試
論

　
中
国
画
の
伝
統
的
な
画
題
に
、
「
老
子
出
関
図
」
が
あ
る
。
明

代
宣
徳
朝
の
画
院
画
家
、
商
喜
の
筆
に
な
る
「
老
子
出
関
図
」

（
箱
根
葵
術
館
蔵
）
は
、
函
谷
関
を
正
に
出
関
し
よ
う
と
す
る
老

子
の
前
に
、
関
ヂ
喜
が
跣
く
姿
を
描
い
て
い
る
。
画
の
背
後
に

『
史
記
』
「
老
子
韓
非
列
伝
」
の
記
述
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
上
の
画
で
は
老
子
は
、
三
人
の
従
者
を
従
え
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
よ
く
ろ
く

屋
模
（
車
蓋
）
付
き
の
立
派
な
牛
車
に
、
曲
景
の
よ
う
な
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
ぜ
ん
　
　
　
　
し
o

座
し
た
老
子
は
、
白
髪
、
白
眉
、
白
髭
、
白
髭
、
自
髪
の
顔
貌
、

手
に
は
払
子
風
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
一
方
の
関
ヂ
喜
は
、
衣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
つ

冠
束
帯
に
身
を
か
た
め
、
手
に
は
笏
を
持
ち
、
地
面
に
敷
物
む
し

い
て
脆
き
、
う
や
う
や
し
く
老
子
に
向
っ
て
礼
を
し
て
い
る
。

景

『
老
子
道
徳
経
』
五
千
言
の
生
ま
れ
る
機
縁
と
な
っ
た
、
そ
れ
の

著
述
を
請
う
姿
で
あ
る
。

　
又
、
江
戸
時
代
の
画
家
円
山
応
挙
に
も
老
子
の
「
出
関
」
図
が

あ
り
、
こ
ち
ら
の
方
は
上
の
商
喜
の
画
の
よ
う
な
も
の
も
の
し
さ

は
な
く
、
一
頭
の
黒
牛
の
上
に
悠
然
と
跨
．
っ
た
、
穏
や
か
な
表
情

の
老
子
の
姿
が
、
所
謂
円
山
派
風
の
写
実
性
の
中
に
描
か
れ
て
い

る
。　

こ
う
し
た
中
国
と
目
本
と
の
構
図
、
画
風
の
相
違
が
あ
る
と
は

言
え
、
東
洋
画
の
中
に
一
つ
の
大
き
な
流
れ
を
形
成
し
て
き
た
老

子
図
、
そ
し
て
そ
の
一
つ
の
典
型
と
し
て
の
老
子
「
出
関
」
の
図

が
、
老
荘
思
想
、
道
家
の
祖
と
し
て
の
老
子
へ
の
、
ど
の
よ
う
な

思
惟
視
線
の
所
産
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
の
か
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
伝
統
性
の
背
景
を
持
っ
た
老
子
「
出

230



（119）魯迅「出関」試論

関
L
図
の
構
図
は
、
魯
迅
の
中
に
も
当
然
意
識
の
対
象
と
し
て
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
魯
迅
の
作
品
「
出
関
」
が
、
上
の
よ
う
な

「
出
関
」
図
の
、
お
よ
そ
対
極
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

自
明
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
魯
迅
の
「
出
関
」
が
成
立

し
得
る
た
め
に
は
、
幾
重
に
も
重
層
性
を
帯
び
た
「
出
関
」
図
の

伝
統
が
不
可
欠
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

魯
迅
が
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
く
、
と
い
う
こ
と
は
、
魯
迅
は

自
己
の
作
品
「
出
関
」
が
、
伝
統
的
な
画
題
と
し
て
の
「
出
関
」

図
へ
の
単
な
る
パ
ロ
デ
ィ
、
単
純
な
批
判
や
破
壊
に
の
み
終
始
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
所
謂
「
故
事
」
の
「
新
編
」
と
し
て
の
意
味
に

値
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
十
分
に
自
覚
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
従
っ
て
こ
の
こ
と
は
、
『
故
事
新

編
』
収
録
の
大
部
分
の
作
品
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、

伝
統
的
な
老
子
像
と
、
魯
迅
の
「
出
関
」
の
描
く
老
子
像
と
の
落

差
相
違
を
単
に
指
摘
し
て
問
題
が
済
む
、
つ
ま
り
「
出
関
」
の
意

図
が
、
無
為
説
を
焦
点
と
し
た
老
子
お
よ
ぴ
老
子
思
想
へ
の
批
判
、

相
対
化
で
あ
っ
た
と
し
て
済
む
の
で
あ
れ
ぱ
、
「
出
関
」
論
は
、

魯
迅
自
ら
に
よ
る
自
作
自
注
で
あ
る
、
「
『
出
関
』
の
関
」
に
尽
き

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
作
品
「
出
関
」
の

現
実
は
、
よ
り
重
層
的
な
構
造
、
多
義
的
な
意
味
を
合
ん
だ
世
界

で
あ
っ
た
と
言
え
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

　
魯
迅
は
「
出
関
」
の
創
作
に
先
立
つ
十
年
前
、
つ
ま
り
北
京
時

代
の
一
九
二
五
年
の
十
一
月
に
書
か
れ
、
後
に
『
華
蓋
集
』
の
中

に
収
め
ら
れ
た
文
章
、
「
民
国
十
四
年
の
『
経
書
を
読
め
』
論
」

の
中
で
、
『
老
子
』
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
。

　
　
　
私
は
い
つ
も
、
現
在
の
お
え
ら
が
た
は
聡
明
な
人
だ
と
心

　
　
得
て
い
る
。
…
・
－
ぶ
ら
さ
げ
て
い
る
看
板
が
仏
学
で
あ
れ
、

　
　
孔
子
の
遺
で
あ
れ
、
そ
い
つ
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
。
要
す

　
　
る
に
、
経
書
は
す
っ
か
り
読
ん
で
し
ま
っ
て
、
何
や
ち
少
し

　
　
ひ
ね
り
技
を
悟
う
た
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
（
引
用
は
学
研
版
『
魯
迅
全
集
』
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

　
　
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
一
’
7
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん

　
　
　
そ
う
い
う
ひ
ね
り
技
は
、
孔
二
さ
ん
の
先
生
の
、
老
聴
の

　
　
大
著
作
の
な
か
に
書
い
て
あ
る
も
の
で
、
そ
れ
以
後
の
書
物

　
　
の
な
か
か
ら
も
、
い
つ
で
も
拾
い
出
せ
る
も
の
だ
。

　
「
私
は
十
三
経
は
ほ
と
ん
ど
読
ん
だ
。
」
と
自
ら
語
り
、
「
古
い

国
の
滅
亡
は
、
大
部
分
の
組
織
が
あ
ま
り
に
も
多
く
の
古
い
習
憤

に
教
え
そ
だ
て
ら
れ
て
硬
化
し
、
：
…
・
」
と
記
す
魯
迅
の
、
孔
子
、

老
子
の
二
者
へ
の
言
及
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
、
『
老
子
』
の
中
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に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
「
ひ
ね
り
技
」
が
、
『
老
子
』
一
流
の
逆

説
的
な
文
章
表
現
を
指
し
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
歴
大
な
文
献
量
に
の
ぼ
る
「
経
書
」
の
全
体

を
否
定
し
た
い
魯
迅
の
意
識
、
そ
し
て
言
わ
ぱ
古
書
中
の
古
書
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
ア
ル

も
言
え
る
『
老
子
』
等
へ
の
魯
迅
の
視
線
の
性
格
は
、
「
孔
二
さ

　
　
　
　
　
　
た
ん

ん
の
先
生
の
老
賠
」
と
い
っ
た
、
「
出
関
」
第
一
二
一
部
の
構
図

を
思
わ
せ
る
言
い
方
と
共
に
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
巾
そ

れ
で
は
こ
う
し
た
魯
迅
の
老
子
へ
の
言
及
を
『
魯
迅
全
集
』
の
中

に
拾
い
集
め
て
行
け
ば
、
作
品
「
出
関
」
の
実
質
が
照
ら
し
出
さ

れ
る
の
か
と
言
え
ぱ
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
作
品

は
や
は
り
そ
れ
自
体
と
し
て
の
、
自
立
的
な
世
界
を
持
つ
べ
き
も

の
だ
か
ら
で
あ
り
、
「
出
関
」
創
作
に
お
け
る
魯
迅
の
方
法
は
、

高
度
に
意
識
的
、
意
図
的
な
も
の
だ
っ
た
と
書
え
る
か
。
ら
で
あ
る
。

　
魯
迅
の
「
出
関
」
が
、
先
に
触
れ
た
「
老
子
出
関
図
」
が
そ
の

表
現
内
容
と
し
て
い
た
よ
う
な
、
言
わ
ば
老
子
伝
説
、
老
子
神
話

と
も
言
う
べ
き
も
の
へ
の
、
脱
神
話
化
、
一
種
の
世
俗
化
と
い
う

方
法
的
処
理
の
中
か
ら
出
て
き
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
で
言
わ
れ
る
、
「
歴
史
の
イ
エ
ス
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
言
わ
ぱ
「
老
子
」
以

前
の
老
子
、
「
『
老
子
』
」
以
前
の
『
老
子
』
の
成
立
の
場
が
開
・
か

れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
「
出
関
」
の
老
子
は
、

「
老
子
」
な
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
も
な
く
単
に
老
子
で
あ
り
、

『
老
子
』
は
「
『
老
子
』
」
で
も
あ
り
得
る
が
、
単
に
『
老
子
』
な

の
で
あ
る
。
「
出
関
」
は
、
歴
史
的
伝
統
的
な
衣
装
を
幾
重
に
も

ま
と
っ
た
も
の
を
、
始
原
に
か
え
し
た
時
に
現
れ
る
、
あ
る
も
の

の
多
重
性
の
上
に
成
り
立
っ
た
世
界
と
言
え
る
。

　
「
出
関
」
第
一
、
二
部
の
孔
・
老
の
会
見
に
つ
い
て
は
、
『
荘

子
』
及
び
『
史
記
』
の
中
に
記
述
が
あ
り
、
孔
・
老
会
見
の
図
も

画
か
れ
て
き
た
。
又
老
子
の
出
関
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
の
記

載
を
も
と
に
そ
れ
の
絵
画
化
は
枚
挙
に
邊
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
そ
の
双
方
に
因
果
の
か
か
わ
り
を
持
た
せ
、
所
謂
考
証
学
や

文
献
学
的
な
関
心
と
は
も
と
よ
り
別
に
、
し
か
も
儒
家
や
道
家
と

い
う
恩
想
的
な
も
の
と
も
全
く
か
か
わ
り
の
な
い
所
か
ら
、
老
子

の
「
出
関
」
を
小
説
化
文
学
化
し
た
所
に
、
魯
迅
の
、
と
い
責
よ

り
は
近
代
文
学
の
自
幽
な
自
在
な
立
場
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
な
。
そ
れ
で
は
そ
こ
に
意
図
さ
れ
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か

に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
「
出
関
」
の
内
容
を
簡
明
に
た
ど
っ
て

お
き
た
い
。
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「
出
関
」
は
全
体
が
四
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
漢
詩
の
起

承
転
結
と
も
言
え
る
組
み
立
て
を
持
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
第
一
部
は
、
孔
子
が
老
子
を
訪
い
、
「
い
き
な
り
お
面
を
取
ら

れ
た
格
好
」
と
な
る
。
こ
れ
は
『
荘
子
』
「
天
運
」
篇
の
内
容
を

使
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
孔
子
像
の
設
定
が
、
対
儒
教

的
な
意
味
で
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
は
自
明

で
あ
る
。
老
子
は
孔
子
に
、
儒
家
の
所
謂
六
経
は
、
「
た
か
が
先

王
の
古
く
さ
い
足
跡
」
に
す
ぎ
ず
、
「
跡
を
つ
け
る
当
の
も
の
」
、

つ
ま
り
「
靴
」
と
は
異
な
る
と
告
げ
、
「
道
を
得
」
る
こ
と
の
肝

要
を
語
る
。
や
は
り
「
天
運
」
篇
の
使
用
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

六
経
の
講
学
や
「
七
十
二
人
の
君
主
」
へ
の
遊
説
、
と
い
っ
た
孔

子
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
文
献
、
文
字
言
語
に
対
し
て
否
定
の
立

場
に
立
つ
老
子
、
自
然
の
「
自
然
」
性
と
も
言
え
る
「
道
」
に
依

る
老
子
の
在
り
方
の
叙
述
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
目
は
い
つ
に
な

く
饒
舌
な
、
老
子
の
婆
の
描
写
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
†

　
第
二
部
は
三
ヶ
月
の
後
。
訪
ね
て
き
た
孔
子
が
、
老
子
の
思
想

を
会
得
し
た
こ
と
を
知
っ
た
老
子
は
、
出
関
の
決
意
を
す
る
。
孔

子
の
人
と
な
り
か
ら
い
っ
て
、
老
子
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
筈

が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
．
老
子
の
「
靴
」
は
「
流
沙
を
行
」
く

も
の
、
孔
子
の
そ
れ
は
「
朝
廷
へ
上
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

闘
い
を
言
う
庚
桑
楚
に
対
し
て
、
老
子
は
、
歯
と
舌
と
の
対
照
か

ら
、
闘
う
こ
と
の
不
可
を
言
う
。
『
老
子
』
に
言
う
、
「
柔
能
く
剛

に
勝
つ
」
（
七
十
八
章
）
の
実
践
で
あ
る
。

　
第
三
部
は
、
函
谷
関
が
舞
台
で
あ
る
。
関
を
越
え
よ
う
と
し
た

老
子
は
、
た
ち
ま
ち
警
備
の
者
に
見
付
か
っ
て
し
ま
う
。
関
所
役

人
の
関
ヂ
喜
は
、
図
書
館
長
と
し
て
の
老
子
を
知
っ
て
お
り
、
関

所
に
案
内
さ
れ
て
接
待
を
受
け
た
後
、
「
講
学
の
件
」
の
依
頼
を

受
け
る
。
「
ど
う
せ
逃
れ
ら
れ
ぬ
と
観
念
」
し
た
老
子
は
引
き
受

け
、
関
所
の
人
々
が
聴
講
に
集
ま
る
。
始
ま
っ
た
老
子
の
講
義
は
、

ほ
と
ん
ど
と
い
う
よ
り
金
く
理
解
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
集
ま

ウ
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
苦
役
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

や
が
て
講
義
は
終
る
。
人
々
は
協
議
の
上
、
老
子
に
講
義
録
の
執

筆
を
頼
む
。
老
子
は
こ
れ
も
、
「
ど
う
せ
逃
れ
ら
れ
ぬ
と
観
念
し

て
」
承
知
す
る
。
翌
朝
か
ら
「
ま
る
一
日
半
」
を
か
け
て
書
い
た

結
果
が
、
「
大
字
五
千
に
す
ぎ
な
」
い
、
外
な
ら
ぬ
『
老
子
』
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
ー
ポ
ウ

あ
っ
た
。
関
ヂ
喜
か
ら
、
原
稿
料
と
し
て
「
偉
惇
十
五
個
」
等
を

渡
さ
れ
た
老
子
は
、
「
黄
塵
」
の
流
沙
の
中
ぺ
「
出
関
」
し
て
行

っ
た
。

　
第
四
部
は
、
老
子
が
去
っ
た
後
の
、
関
所
内
の
人
々
の
、
『
老

子
』
及
び
老
子
評
で
あ
る
。
「
恋
愛
」
と
は
無
縁
な
人
問
と
し
て
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の
老
子
評
が
、
老
子
の
無
為
哲
学
と
も
か
か
わ
ら
せ
て
、
関
ヂ
喜

の
口
を
通
じ
て
語
ら
れ
る
。
老
子
が
「
流
沙
」
へ
行
け
る
か
ど
う

か
、
『
老
子
』
の
読
者
が
あ
り
得
る
か
ど
う
か
。
部
下
達
の
無
駄

話
を
叱
っ
た
関
ヂ
喜
は
そ
の
後
、
「
ふ
た
さ
し
の
短
冊
」
即
ち

『
老
子
』
を
、
「
没
収
品
の
塩
、
胡
麻
、
布
、
大
豆
、
団
子
等
々
の

積
ん
で
あ
る
棚
へ
放
り
こ
ん
だ
。
」

　
以
上
が
「
出
関
」
の
梗
概
で
あ
る
。

一
二

　
「
出
関
」
の
中
に
は
、
『
故
事
新
編
』
収
録
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
作
中
人
物
の
時
代
、
つ
ま
り
紀
元
前

四
・
五
世
紀
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
老
子
の
時
代
に
は
あ
り
得
な
い

よ
う
な
、
事
物
、
事
象
、
小
道
具
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
例
え

ぱ
、
「
図
書
館
」
「
蓄
音
機
」
「
茶
」
「
起
重
機
」
「
探
偵
」
「
衛
生
」

「
陳
西
な
ま
り
」
「
湖
南
音
」
「
『
税
収
精
義
』
」
「
恋
愛
」
等
々
が
そ

れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
魯
迅
が
『
故
事
新
編
』
の
「
序
」
で
言
っ

て
い
る
「
悪
ふ
ざ
け
」
（
原
文
は
「
油
滑
」
）
の
産
物
で
あ
り
、
そ

の
意
図
が
第
一
次
的
に
は
、
「
こ
と
さ
ら
時
代
の
ず
れ
た
お
か
し

さ
を
出
」
す
所
に
あ
っ
た
（
学
研
版
『
魯
迅
全
集
』
第
三
巻
「
出

関
」
訳
注
）
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
所
謂
歴
史
小
説
の

作
者
が
最
も
腐
心
し
鋭
敏
に
な
る
べ
き
時
代
考
証
歴
史
考
証
の
埼

を
、
い
と
も
た
や
す
く
越
え
て
み
せ
た
魯
迅
の
意
識
は
、
単
に
表

現
上
の
効
果
の
面
の
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
魯
迅
は
、

『
故
事
新
編
』
の
創
作
に
於
て
一
つ
の
範
と
も
し
た
と
考
え
ら
れ

る
芥
川
龍
之
介
の
歴
史
小
説
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
解
説
の
し

か
た
を
し
て
い
る
。
即
ち
芥
川
は
、

　
　
　
よ
く
古
い
材
料
も
使
い
、
時
に
故
事
の
翻
訳
に
近
い
よ
う

　
　
な
も
の
を
書
く
。
…
…
彼
は
こ
れ
ら
の
材
料
に
合
ま
れ
る
古

　
　
人
の
生
活
か
ら
、
自
分
の
心
も
ち
に
ぴ
っ
た
り
来
る
よ
う
な

　
　
あ
る
も
の
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
で
こ
そ
、
古
代
の

　
　
故
事
は
彼
の
改
作
を
経
る
と
、
新
し
い
生
命
を
注
ぎ
込
ま
れ

　
　
て
、
現
代
人
と
関
係
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
『
現
代
日
本
小
説
集
』
「
付
録
」
。
引
用
は
木
山
英
雄
氏
の
訳

　
　
　
　
文
に
よ
る
）

　
こ
う
し
た
芥
川
が
特
に
意
を
用
い
た
の
が
、
時
代
考
証
の
精
確

さ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
『
故
事

新
編
』
に
お
け
る
魯
迅
の
文
献
的
な
精
査
の
程
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
こ
と
時
代
考
証
、
作
中
に
描
き
込
ま
れ
る
ぺ
き
事
物
事
象

等
に
関
し
て
は
、
や
す
や
す
と
言
わ
ば
タ
ブ
ー
が
犯
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
が
一
つ
に
は
、
例
え
ぱ
老
子
な
ら
老
子
が
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伝
統
的
に
背
負
っ
て
き
た
権
威
の
解
体
と
い
う
こ
と
、
そ
う
し
た

意
味
で
の
表
現
上
の
効
果
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
え
る
。
し
か
し
そ

れ
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
「
出
関
」
な
ら
「
出
関
」

が
、
単
純
な
歴
史
小
説
と
し
て
読
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
警
戒
す

る
意
識
の
産
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
小
説
と

し
て
の
「
出
関
」
が
、
そ
の
ま
ま
で
現
代
小
説
で
も
あ
る
と
い
う

こ
と
。
そ
の
こ
と
が
果
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
出
関
」
は
、
歴
吏

的
人
物
と
し
て
の
「
老
子
」
「
孔
子
」
「
関
ヂ
喜
」
を
め
ぐ
る
話
で

あ
る
と
共
に
、
そ
う
し
た
歴
史
的
な
カ
ッ
コ
を
は
ず
さ
れ
た
意
味

で
の
老
子
、
孔
子
、
関
ヂ
喜
の
話
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま

り
作
品
の
通
時
代
的
な
性
格
が
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
で
初
め
て
紀
元
前
四
、
五
世
紀
の
話
は
、
二
十
世

紀
の
物
語
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
芥
川
が
近
代
人
と
し
て
の
白
己
の
意
識
の
投
影
と
し
て
、
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
「
古
人
の
生
活
か
ら
、
白
分
の
心
も
ち
に
ぴ
づ
た

り
来
る
よ
う
な
あ
る
も
の
を
取
り
出
そ
う
と
」
し
た
。
そ
の
選
択

さ
れ
た
「
故
事
」
は
、
芥
川
の
意
識
の
正
確
な
反
映
と
し
て
の
意

味
が
第
一
義
的
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
歴
史
時
代
考
証
の
精
密
精
確

さ
は
そ
の
意
味
で
も
必
然
的
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
魯
迅
の
選
択

し
た
「
故
事
」
は
、
今
問
題
の
「
出
関
」
に
限
っ
て
み
て
も
、
そ

れ
は
決
し
て
魯
迅
の
「
心
も
ち
に
ぴ
っ
た
り
来
る
よ
う
な
あ
る
も

の
を
取
り
出
そ
う
と
」
し
た
、
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
芥
川
の
場
合
と
同
様
魯
迅
に
あ
う
て
も
、
「
古
代
の
故
事

は
彼
の
改
作
を
経
る
と
、
新
し
い
生
命
を
注
ぎ
込
ま
れ
て
、
現
代

人
と
関
係
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
が
、
し
か
し
そ
の

「
現
代
人
と
の
関
係
の
生
じ
」
方
が
、
魯
迅
の
場
合
に
は
、
芥
川

と
は
お
よ
そ
相
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

芥
川
が
た
と
え
懐
疑
で
あ
れ
虚
無
で
あ
れ
、
自
己
の
意
識
の
投
影

投
射
の
対
象
と
し
て
の
「
故
事
」
を
選
択
す
る
こ
と
が
出
来
て
い

た
と
す
れ
ぱ
、
魯
迅
は
む
し
ろ
、
自
己
意
識
を
投
影
投
射
で
き
る

何
物
も
な
い
よ
う
な
地
点
で
の
、
「
故
事
」
の
選
択
で
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『
故
事
新
編
』

に
魯
迅
の
言
う
「
悪
ふ
ざ
け
」
、
つ
ま
り
文
学
的
な
あ
る
種
の
撹

乱
は
、
そ
う
し
た
魯
迅
の
不
可
欠
、
と
い
う
よ
り
は
不
可
避
の
文

学
的
操
作
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
を
経
て
例
え
ば

「
出
関
」
は
、
中
華
、
中
国
的
な
る
も
の
の
全
体
、
あ
る
い
は
そ

の
有
力
な
属
性
を
、
逆
説
的
な
形
で
問
え
る
場
と
な
り
得
た
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
故
事
新
編
』
を
前
に
し
て
誰
し
も
が
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
と

ま
ど
い
と
は
、
『
狂
人
日
記
』
『
孔
乙
己
』
『
阿
Q
正
伝
』
等
の
作
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者
で
あ
っ
た
、
そ
れ
ら
を
代
表
作
と
し
た
魯
迅
が
、
何
故
こ
う
し

た
作
品
世
界
を
死
の
前
年
に
及
ん
で
完
成
出
版
し
た
の
か
、
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
づ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
圧

倒
的
重
量
に
比
し
て
、
後
者
が
軽
す
ぎ
る
の
で
は
と
い
う
思
い
が
、

『
故
事
新
編
』
の
評
価
を
た
め
ら
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
軽

さ
」
に
し
て
も
、
例
え
ば
松
尾
芭
蕉
晩
年
の
「
軽
み
」
で
も
な
い

し
、
又
ト
ル
ス
ト
イ
晩
年
の
「
イ
ワ
ン
の
バ
カ
」
シ
リ
ー
ズ
と
も

異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
狂
人
日
記
』
や
『
阿
Q
正
伝
』

が
辛
亥
革
命
前
後
の
近
代
中
国
の
現
実
に
即
し
て
の
、
そ
の
渦
中

に
あ
っ
て
の
根
本
的
な
批
判
の
試
み
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
魯

迅
が
そ
こ
か
ら
更
に
一
歩
進
ん
で
よ
り
基
底
的
に
、
中
華
、
中
国

的
な
る
も
の
の
全
体
総
体
を
問
お
う
と
し
た
時
、
そ
れ
は
『
故
事

新
編
』
の
よ
う
な
形
の
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
魯
迅
文
学
は
終
局
的
に
も
、
か
く

あ
る
べ
き
、
か
く
あ
る
理
想
的
な
世
界
の
言
語
化
文
学
化
に
収
敏

す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
又
そ
れ
は
許
さ
れ
ず
、
常
に
批
判
の

文
学
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
か
う
た
の
で
あ
る
。
魯
迅
白
身
が
全
面

的
に
依
拠
選
択
の
対
象
と
出
来
る
主
う
な
「
故
事
」
の
な
い
地
点

で
の
、
「
故
事
」
の
従
っ
て
「
新
編
」
、
そ
れ
が
『
故
事
新
編
』
と

い
う
特
異
な
文
学
空
間
の
背
景
に
は
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
、

と
考
え
て
み
た
い
。
「
出
関
」
も
も
と
よ
り
そ
の
例
外
で
は
な
く
、

魯
迅
の
あ
る
種
の
自
信
作
、
つ
ま
り
最
も
『
故
事
新
編
』
的
な
作

品
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

三

　
周
知
の
よ
う
に
「
出
関
」
は
、
そ
れ
だ
け
で
単
独
に
雑
誌
に
発

表
さ
れ
て
い
る
。
『
故
事
新
編
』
所
収
の
八
編
の
作
品
の
中
で
、

単
独
に
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
の
は
外
に
、
「
補
天
」
「
鋳
剣
」
「
奔

月
」
の
三
編
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
『
故
事
新
編
』
そ
の

・
も
の
の
出
版
か
ら
は
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
魯
迅
が

「
出
関
」
の
執
筆
を
了
え
た
の
は
、
一
九
三
五
年
の
十
二
月
。
出

版
を
目
前
に
し
た
『
故
事
新
編
』
「
序
」
文
の
欄
筆
の
目
付
は
、

同
じ
三
五
年
の
十
二
月
二
十
六
日
。
旦
ハ
体
的
な
出
版
は
翌
三
六
年

　
の
一
月
。
「
出
関
」
の
雑
誌
掲
載
は
、
三
六
年
一
月
二
十
日
付
の
、

上
海
の
『
海
燕
』
月
刊
第
一
期
誌
上
で
あ
る
。
単
行
本
収
録
の
作

品
が
、
そ
の
出
版
と
ほ
ぼ
同
時
に
そ
れ
だ
け
で
単
独
に
雑
誌
に
も

掲
載
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
な
ら
非
難
さ
れ
る
か
も
知
れ

　
ず
、
当
時
に
あ
う
て
も
珍
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

　
こ
に
は
魯
迅
の
、
新
刊
の
雑
誌
『
海
燕
』
の
巻
頭
を
飾
っ
て
あ
げ

　
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
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の
文
学
的
な
意
図
も
又
推
測
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
魯
迅

の
意
図
に
つ
い
て
、
木
山
英
雄
氏
は
、
「
よ
り
多
く
の
解
釈
を
容

れ
う
る
こ
の
一
篇
で
も
っ
て
、
『
故
事
新
編
』
に
対
す
る
読
書
界

の
反
応
を
試
す
意
図
を
合
ん
で
の
こ
と
で
な
か
っ
た
と
は
限
ら
な

い
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
（
学
研
版
『
魯
迅
全
集
』
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

巻
巻
末
『
故
事
新
編
』
「
解
説
」
）
。
肯
繁
に
中
っ
た
解
釈
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
「
出
関
」
発
表
の
意
図
は
、
『
故
事
新

編
』
全
体
へ
の
「
読
書
界
の
反
応
を
試
す
」
と
い
う
こ
と
以
上
に
、

「
出
関
」
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
が
最
初
か
ら
魯
迅
の
意
図
と
し

て
、
言
わ
ば
開
か
れ
た
争
論
、
論
争
の
場
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味
、
形
で

の
多
義
性
、
多
重
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
「
出
関
」
は
構
成
さ
れ

た
作
品
で
あ
る
、
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
う
い

う
開
か
れ
た
争
論
の
場
と
し
て
の
「
出
関
」
、
従
っ
て
そ
の
雑
誌

掲
載
と
い
う
魯
迅
の
意
図
、
目
論
見
は
、
そ
の
意
の
ま
ま
に
功
を

奏
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
の
結
果
が
「
『
出
関
』
の
関
」
の
執

筆
で
あ
る
が
、
そ
の
間
の
事
情
を
や
は
り
木
山
氏
の
言
葉
を
借
り

る
な
ら
、
当
時
の
読
書
界
は
、
「
ま
ん
ま
と
作
者
の
術
中
に
は
ま

っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
」
（
木
山
、
同
前
文
）
と
い
う

状
況
と
な
づ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
三
〇
年
代
の
中
国
の
読
書
界
の
、
小
説
、
近
代
小
説
と
い

う
も
の
へ
の
読
み
方
は
、
今
日
の
中
国
の
そ
れ
と
異
な
る
面
も
あ

れ
ば
、
同
一
の
面
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
魯
迅
は
作
者
と
し
て
、
そ

う
し
た
読
書
界
の
常
と
い
う
も
の
を
全
く
無
視
し
た
形
で
、
作
品

を
書
き
発
表
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
出
関
」
が
発

表
さ
れ
た
当
時
の
、
例
え
ば
上
海
読
書
界
の
反
応
、
と
い
う
よ
り

は
と
ま
ど
い
に
は
、
今
日
の
我
々
と
似
た
も
の
も
あ
っ
た
と
恩
わ

れ
る
。

　
老
子
の
「
出
関
」
と
言
え
ぱ
、
誰
し
も
が
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
い
る
。
し
か
し
作
者
は
外
な
ら
ぬ
魯
迅
で
あ
る
。
と
な
れ

ば
、
作
品
の
現
実
か
ら
言
っ
て
も
、
「
出
関
」
が
魯
迅
の
老
子
観
、

『
老
子
』
論
の
表
現
表
明
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う

こ
と
、
そ
う
し
た
読
み
方
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
う
読
め
ば
よ
い
の
か
。
魯
迅
と
い
う
「
作
者

の
名
声
の
せ
い
」
で
、
当
時
数
多
く
の
「
批
評
」
が
「
出
関
」
に

対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
魯
迅
「
『
出
関
』
の
関
」
）
。

魯
迅
に
よ
れ
ば
そ
の
批
評
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
行
き
方
が
あ
り
、

一
つ
は
「
出
関
」
中
の
老
子
を
当
代
の
人
物
の
誰
か
れ
に
比
定
し

て
、
そ
の
人
物
を
諏
刺
攻
撃
し
た
も
の
と
す
る
も
の
。
も
う
一
つ

は
、
作
中
の
老
子
に
魯
迅
そ
の
人
と
の
二
重
写
し
を
見
る
と
い
う
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行
き
方
で
あ
る
。
双
方
共
に
「
出
関
」
の
老
子
を
、
現
実
の
人
物

に
還
元
す
る
と
い
う
行
き
方
で
あ
り
、
言
わ
ば
モ
デ
ル
捜
し
で
あ

る
。
魯
迅
は
上
の
二
つ
の
行
き
方
共
に
一
応
否
定
し
て
み
せ
て
い

る
。
し
か
し
古
く
は
『
詩
経
』
『
楚
辞
』
以
来
の
中
国
文
学
の
長

い
伝
統
か
ら
言
っ
て
も
、
こ
う
し
た
人
物
捜
し
が
必
然
的
に
不
可

避
で
あ
る
こ
と
は
、
魯
迅
に
は
十
分
に
予
想
さ
れ
た
事
柄
に
外
な

ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
又
そ
う
し
た
こ
と
が
「
出
関
」
雑
誌

掲
載
の
、
自
已
目
的
の
一
つ
に
外
な
ら
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
阿
Q
正
伝
』
の
阿
Q
の
場
合
な
ど
と

は
異
な
り
、
「
出
関
」
の
老
子
像
が
あ
る
一
定
の
人
物
像
と
し
て
、

帰
一
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
鮮
明
に
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
以
上
、

読
者
の
自
由
な
読
み
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
部
分
が
き
わ
め
て
大
き
く
、

魯
迅
は
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
作
品
の
基
本
的
性
格
が
必
然
的
に
も

た
ら
す
で
あ
ろ
う
、
議
論
百
出
、
甲
論
乙
駁
の
事
態
を
予
期
し
、

そ
の
行
く
先
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
魯
迅
は
「
出
関
」
の
雑
誌
発
表
か
ら
三
ヶ
月
余
を

経
て
執
筆
し
た
「
『
出
関
』
の
関
」
の
起
筆
の
動
機
と
し
て
、
そ

れ
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
・
：
－
だ
が
、
今
度
は
、
批
評
に
対
し
て
沈
黙
を
守
る
従
来

　
　
の
憤
例
を
破
っ
て
、
い
さ
さ
か
も
の
申
そ
う
と
思
う
。
そ
れ

　
　
も
他
意
は
な
く
、
た
だ
批
評
家
は
作
品
に
よ
う
て
作
者
を
批
　
跳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
評
す
る
権
利
が
あ
り
、
作
者
も
批
評
に
よ
っ
て
批
評
家
を
批
・

　
　
判
す
る
権
利
が
あ
る
と
恩
う
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
『
出
関
』
の
関
」
）

　
「
作
者
も
批
評
に
よ
っ
て
批
評
家
を
批
判
す
る
権
利
が
あ
る
」

と
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
れ
が
意
図
さ
れ
た
作
品
と
し
て
の
「
出

関
」
。
先
に
「
開
か
れ
た
争
論
、
論
争
の
場
と
し
て
構
想
さ
れ
た
」

作
品
、
そ
れ
が
「
出
関
」
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
指
摘
し
た
こ
と

を
、
上
の
魯
迅
の
引
用
は
説
明
し
て
く
れ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
そ
こ
に
「
出
関
」
と
い
う
作
品
の
一
つ
の
「
鍵
」
、
即
ち

「
出
関
」
の
「
関
」
が
あ
る
生
言
っ
て
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

果
し
て
「
『
出
関
』
の
関
」
つ
ま
り
外
な
ら
ぬ
作
品
「
出
関
」
は
、

所
謂
「
国
防
文
学
」
論
争
と
い
う
、
魯
迅
晩
年
の
熾
烈
な
争
論
の

起
点
と
な
づ
て
い
っ
た
。

　
「
『
出
関
』
の
関
」
の
中
で
魯
迅
が
厳
し
い
批
判
の
対
象
と
し
た
、

と
い
う
よ
り
そ
の
こ
と
が
「
『
出
関
』
の
関
」
執
筆
の
主
な
目
的

で
あ
っ
た
と
言
え
る
、
邸
韻
鐸
の
「
出
関
」
批
評
、
つ
ま
り
「
出

関
」
の
老
子
を
作
者
魯
迅
と
同
一
視
し
て
、
そ
の
老
子
に
、
「
身

も
心
も
孤
独
感
に
お
そ
わ
れ
て
い
る
老
子
の
姿
」
を
見
、
そ
こ
に
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お

喚
起
さ
れ
る
読
者
の
「
孤
独
と
悲
哀
に
墜
ち
て
ゆ
く
」
恩
い
を
読

ん
だ
邸
韻
鐸
へ
の
魯
迅
の
徹
底
し
た
批
判
は
、
魯
迅
と
老
子
と
の

同
一
視
、
そ
の
老
子
の
上
に
見
ら
れ
た
「
身
も
心
も
の
孤
独
感
」
、

－
「
孤
独
と
悲
哀
」
と
い
う
、
そ
の
読
み
方
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ

た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
作
者
が
読
者
の
読
解
の
し
か
た
ま
で

規
制
し
得
る
な
ど
と
魯
迅
が
考
え
て
い
た
は
ず
も
な
い
。
魯
迅
が

問
題
に
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
読
み
方
の
上
に
立
ウ
た
、
そ
れ
を

前
提
と
し
て
語
ら
れ
た
、
邸
韻
鐸
の
立
場
、
言
わ
ぱ
政
治
的
な
立

脚
点
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
魯
迅
が
「
わ
た
し
は
、
関
所
の
所
長

の
瑚
笑
に
同
意
す
る
」
と
し
、
作
者
で
あ
る
自
分
と
関
ヂ
喜
と
を

重
。
ね
て
み
せ
た
上
で
、
「
そ
こ
で
〔
老
子
を
〕
戯
画
化
し
て
、
彼

を
関
所
か
ら
送
り
出
し
、
少
し
も
未
練
を
持
た
な
か
っ
た
。
」

（
〔
〕
内
は
論
者
注
）
と
言
っ
て
み
せ
た
の
も
、
魯
迅
と
老
子
と

を
同
一
視
し
た
邸
韻
鐸
の
読
解
の
。
し
か
た
へ
の
批
判
否
定
の
為
で

は
な
く
、
そ
の
上
に
成
立
し
た
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
読
み
方
を

導
い
た
、
そ
れ
の
源
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
適
切
な
、
邸

韻
鐸
の
政
治
的
志
向
へ
の
批
判
否
定
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ

る
。
「
出
関
」
の
老
子
が
魯
迅
そ
の
人
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
否
定
し
が
た
い
部
分
が
あ
り
、
邸
韻
鐸
の
読
み
は
、
魯

迅
に
逆
説
的
な
意
味
で
、
吾
が
意
を
得
た
り
と
思
わ
せ
る
所
が
あ

う
た
と
言
え
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
『
出
関
』
の
関
」
、
そ
し
て
ほ
ぽ
同
時
期

に
書
か
れ
た
「
三
月
の
租
界
」
等
に
端
を
発
し
た
「
国
防
文
学
」

論
戦
、
つ
ま
り
「
国
防
文
学
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
中
国
文
芸

家
協
会
と
、
「
民
族
革
命
解
放
戦
争
と
し
て
の
大
衆
文
学
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
中
国
文
芸
工
作
者
と
の
、
二
派
の
対
立
争
論
で

あ
っ
た
そ
の
論
争
の
終
億
が
、
立
場
と
し
て
は
後
者
側
に
属
し
て

い
た
魯
迅
の
死
、
つ
ま
り
魯
迅
の
現
世
か
ら
の
言
わ
ぱ
出
関
を
待

た
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
思
う
な
ら
、
作
品
「
出
関
」

の
投
じ
た
波
紋
は
、
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
。

　
「
出
関
」
が
喚
起
で
き
る
、
内
包
す
る
こ
と
の
出
来
る
こ
う
し

た
同
時
代
性
、
一
種
の
時
局
性
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
「
出

関
」
を
、
そ
し
て
そ
の
老
子
像
を
、
当
時
の
魯
迅
周
囲
の
状
況
下

に
置
き
、
そ
の
中
で
読
ん
で
み
よ
う
と
す
る
試
み
が
出
て
く
る
の

も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
三
宝
政
美
氏
の
論
文
、
「
魯
迅
「
出

関
」
に
つ
い
て
L
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
二
十
九
集
）
は
、
そ

う
し
た
視
点
に
立
ウ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
氏
の
依
拠
し
た

も
の
は
、
魯
迅
の
書
簡
で
あ
り
、
「
魯
迅
の
書
簡
を
主
と
し
て
用

い
、
可
能
な
限
り
魯
迅
に
密
着
し
つ
つ
｛
「
出
関
」
を
考
察
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
L
。
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
氏
の
結
論
は
、
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次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
作
中
の
老
子
は
魯
迅
で
あ
っ
て
、

魯
迅
で
は
な
い
。
早
い
話
が
老
子
は
出
関
し
た
が
、
魯
迅
は
出
関

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
魯
迅
が
白
己
の
分
身
を
老
子
に

投
影
し
た
こ
と
は
動
か
し
難
い
。
換
言
す
れ
ぱ
、
老
子
を
出
関
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
己
の
否
定
的
分
身
と
訣
別
し
た
の
だ
。
魯

迅
が
作
品
に
こ
め
た
老
子
批
判
と
は
、
自
己
の
否
定
的
分
身
を
批

判
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
」

　
も
と
も
と
数
の
少
な
い
『
故
事
新
編
』
関
連
の
研
究
論
文
、
そ

の
中
で
も
数
の
多
く
な
い
、
「
出
関
」
論
の
中
に
あ
う
て
、
上
の

三
宝
氏
の
論
考
は
精
織
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
か

ら
言
え
ば
、
一
九
三
〇
年
代
の
魯
迅
書
簡
が
語
る
魯
迅
周
囲
の
状

況
、
魯
迅
書
簡
の
内
容
－
か
ら
帰
納
さ
れ
る
、
魯
迅
の
内
面
世
界
を

も
合
め
た
あ
る
一
つ
の
状
況
世
界
に
、
「
出
関
」
を
、
そ
の
老
子

像
を
投
じ
て
み
た
時
、
そ
こ
に
ど
う
い
う
解
釈
の
可
能
性
が
生
じ

得
る
の
か
。
そ
の
試
み
の
一
つ
が
、
上
の
三
宝
氏
の
論
文
、
そ
の

結
論
に
外
な
ら
な
い
と
も
言
｛
え
る
。
氏
の
読
解
が
、
「
出
関
」
の

老
子
魯
迅
モ
デ
ル
説
に
立
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
邸
韻
鐸

の
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
氏
の
読
み
方
が
、
「
『
出
関
』
の

関
」
の
魯
迅
に
よ
う
て
、
ど
の
よ
う
に
「
批
判
」
の
対
象
と
さ
れ

た
・
か
さ
れ
な
か
っ
た
か
は
、
決
し
て
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
結
局
三
宝
氏
の
論
考
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
の
は
、
「
出

関
」
と
い
う
作
品
の
可
変
性
と
可
塑
性
の
十
全
さ
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
そ
れ
が
「
国
防
文
学
」
論
争
の
起
点
と
も
な
り
得
た
と
同

様
の
、
「
出
関
」
と
い
う
作
品
の
適
応
性
の
広
汎
さ
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
出
関
」
中
の
人
物
に
魯
迅
の
姿
を
兄
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が

常
に
老
子
に
限
定
さ
れ
る
必
然
性
も
か
い
で
あ
ろ
う
。
老
子
と
孔

子
の
か
か
わ
り
を
、
言
わ
ぱ
師
弟
の
問
柄
と
そ
の
対
立
、
そ
し
て

む
し
ろ
師
が
身
を
引
い
て
し
ま
っ
た
も
の
と
見
れ
ぱ
、
そ
う
し
た

事
柄
は
深
刻
さ
の
度
合
は
様
々
で
あ
れ
、
ど
の
よ
う
な
時
代
に
も

あ
っ
た
し
、
よ
く
起
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
外
な
ら
ぬ
魯
迅
自
身

に
も
、
そ
の
生
涯
を
見
れ
ば
、
彼
が
老
子
の
立
場
で
あ
っ
た
こ
と

も
数
多
く
あ
れ
ぱ
、
又
孔
子
の
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
全
く
な

か
づ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
魯
迅
の
絶
筆
と
な
っ

た
文
章
が
そ
の
対
象
と
し
、
又
「
出
関
」
の
素
材
の
提
供
者
で
も

あ
っ
た
、
か
の
章
太
炎
（
柄
麟
）
と
魯
迅
の
か
か
わ
り
に
し
て
も

魯
迅
が
「
出
関
」
の
孔
子
で
な
か
っ
た
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
た
方
が
、
「
出
関
」
の
陰
騎
は

よ
り
深
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
出
関
」
の
老
子
へ
の
魯
迅
の
白
己
投
影
と
い
う
視
点
で
は
、
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老
子
出
関
後
の
関
所
の
役
人
達
の
笑
い
話
の
内
容
と
な
る
、
「
恋

愛
」
と
い
う
こ
と
と
は
お
よ
そ
無
縁
で
し
か
な
い
老
子
と
い
う
事

柄
に
関
し
て
、
『
両
地
書
』
の
次
の
よ
う
な
文
章
を
想
起
し
て
み

れ
ぱ
、
魯
迅
の
自
照
の
あ
る
側
面
が
推
測
可
能
の
様
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
以
前
は
た
ま
に
愛
と
い
う
こ
と
に
考
え
お
よ
ぶ
と
、
た
ち

　
　
ま
ち
そ
の
資
格
が
な
い
だ
ろ
う
と
お
も
っ
て
、
自
ら
差
じ
た

　
　
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
あ
る
人
を
愛
そ
う
な
ど
と
は
し
な
か

　
　
っ
た
。
だ
が
、
連
中
の
恩
想
言
行
の
内
幕
を
見
き
わ
め
た
こ

　
　
と
は
、
わ
た
し
に
自
信
を
与
え
ま
し
た
。
白
分
は
決
し
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と

　
　
ん
な
に
ま
で
自
分
を
財
し
め
抑
え
る
に
は
お
よ
ぱ
ぬ
人
問
で

　
　
あ
る
、
わ
た
し
は
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
。

　
　
　
　
（
『
両
地
替
』
第
二
集
、
一
二
一
。
一
九
二
七
・
一
・
一
一
付
、

　
　
　
　
魯
迅
審
簡
）

　
無
論
こ
の
魯
迅
が
「
出
関
」
の
老
子
で
あ
る
と
い
う
訳
で
は
な

く
、
又
こ
こ
の
「
連
中
」
が
「
出
関
」
の
役
人
達
と
い
う
訳
で
も

な
い
。
そ
う
し
た
直
接
的
な
対
応
と
は
異
な
っ
た
次
元
で
の
、
あ

る
種
の
呼
応
、
そ
れ
が
「
恋
愛
」
と
い
う
き
わ
め
て
近
代
的
な
語

彙
の
使
用
が
、
「
出
関
」
中
に
あ
え
て
為
さ
れ
て
い
る
結
果
と
し

て
、
醸
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

．
四

　
「
出
関
」
は
そ
れ
の
み
が
単
独
に
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
、

そ
し
て
そ
こ
に
端
を
発
し
た
争
論
の
場
に
魯
迅
自
ら
も
、
例
外
的

且
つ
意
識
的
に
参
画
し
た
こ
と
に
よ
り
、
老
子
と
魯
迅
と
の
二
重

写
し
を
基
本
と
し
た
、
様
々
な
解
釈
の
可
能
性
を
産
み
出
す
こ
と

と
な
っ
た
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
」
と
魯
迅
は
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
－
…
作
者
の
腕
前
が
卓
越
し
、
作
品
が

　
　
な
が
く
伝
え
ら
れ
る
場
合
、
読
者
は
、
作
品
中
の
人
物
だ
け

　
　
を
見
る
の
で
あ
り
、
か
つ
て
実
在
し
て
い
た
そ
の
人
物
と
は

　
　
無
関
係
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
『
出
関
』
の
関
」
）

　
『
紅
楼
夢
』
も
『
儒
林
外
史
』
も
、
「
い
ま
、
我
々
は
、
頁
宝
玉

と
馬
二
先
生
だ
け
し
か
考
え
な
い
」
。
モ
デ
ル
と
し
て
の
「
曹
霜
、

偏
執
中
」
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
「
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
人
生
は

限
り
あ
り
、
芸
術
は
む
し
ろ
永
続
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」
。

こ
う
し
た
魯
迅
の
思
惟
が
、
「
出
関
」
の
上
に
も
注
が
れ
て
い
た

と
す
る
な
ら
、
「
出
関
」
は
一
つ
の
作
品
と
し
て
、
そ
の
白
立
的

な
世
界
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
出
関
」
の
第
一

．
二
部
が
描
い
て
い
る
の
は
、
哲
学
的
恩
想
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的
な
体
得
、
会
得
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
老
子
、
孔
子
と
い
う

一
応
の
言
わ
ば
師
弟
の
問
に
、
思
想
の
体
得
、
と
い
う
こ
と
は
、

思
想
の
授
与
と
い
う
形
で
行
な
わ
れ
た
時
、
身
の
危
険
を
察
し
た

老
子
は
、
出
関
と
い
う
身
を
避
け
る
方
向
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
時
孔
子
と
の
闘
い
を
言
っ
た
庚
桑
楚
に
対
し
て
、

老
子
が
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
見
れ
ば
、
老

子
は
闘
わ
ず
し
て
逃
げ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

即
ち
「
逃
走
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
老
子
の
行
為
に
「
逃
走
」
を
見
る
と
い
う
点
で
は
、
魯
迅

に
は
「
逃
走
の
弁
護
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
（
初
出
『
申
報
』

「
自
由
談
」
一
九
三
三
二
。
後
に
『
偽
自
由
書
』
所
収
）
、
逃
走

と
い
う
こ
と
が
、
決
し
て
否
定
的
側
面
で
の
み
見
ら
れ
乃
べ
き
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
。
現
実
の
魯
迅
か
ら
言
う

な
ら
、
一
九
二
六
年
の
八
月
に
北
京
を
離
れ
る
前
後
か
ら
の
魯
迅

　
　
　
よ
・
つ

の
有
り
様
は
、
逃
走
に
つ
ぐ
逃
走
の
連
続
だ
っ
た
と
言
え
な
く
も

な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
出
関
」
の
老
子
に
、
一
つ
の
対
立

競
争
場
裡
か
ら
の
退
避
退
場
者
の
姿
を
兄
よ
う
と
す
る
場
合
、
単

に
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
な
い
と
い
う
こ
と
を
忠
わ
せ
る
の
は
、
現

実
の
「
出
関
」
の
老
子
に
、
そ
う
し
た
人
に
あ
り
が
ち
な
、
言
わ

ば
敗
者
の
後
暗
さ
、
悲
哀
や
寂
蓼
の
影
と
い
っ
た
も
の
が
全
く
感

じ
ら
れ
な
い
、
即
ち
そ
う
し
た
老
子
の
描
き
方
に
は
な
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
庚
桑
楚
に
自
分
の
出
関
の
意
志
を
告
げ
た
場
面
で
老
子
は
、
二

度
ま
で
も
「
笑
い
」
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
「
笑
い
」
は
、

老
子
が
庚
桑
楚
に
彼
の
人
問
観
の
浅
さ
を
た
し
な
め
、
又
現
実
社

会
へ
の
「
柔
」
を
基
本
と
し
た
処
し
方
を
語
る
、
つ
ま
り
そ
の
意

味
で
は
、
老
子
（
所
謂
「
老
子
」
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
老

子
）
の
思
想
表
現
と
し
て
の
「
笑
い
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
「
笑
い
」
は
、
老
子
自
身
の
若
き
日
の
未
熟
を

も
そ
れ
の
対
象
と
し
て
い
る
。

　
第
三
部
、
函
谷
関
の
老
子
に
も
、
退
場
者
の
後
ろ
影
と
い
っ
た

か
け騎

り
は
認
め
ら
れ
な
い
。
「
出
関
」
で
老
子
の
在
り
方
を
象
徴
す

る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
「
で
く
の
ぼ
う
」
（
原
文
は
「
呆

木
頭
」
）
の
語
は
、
全
七
例
の
内
三
例
が
函
谷
関
の
老
子
に
当
て

ら
れ
て
い
る
。
一
例
は
警
傭
の
者
に
見
付
か
り
、
停
止
を
命
ぜ
ら

れ
て
後
の
老
子
。
他
の
二
例
は
、
『
老
子
』
を
講
じ
始
め
る
前
の

老
子
と
、
講
じ
終
え
て
後
の
老
子
の
在
り
方
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
第
一
・
二
部
に
そ
れ
ぞ
れ
一
二
一
例
ず
っ
使
わ
れ
て
い
る

「
で
く
の
ぽ
う
」
が
、
図
書
館
長
と
し
て
の
老
子
の
、
平
常
的
目

常
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
「
出
関
」
の
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老
子
は
終
始
一
貫
ゆ
ら
ぎ
を
見
せ
な
い
姿
で
描
か
れ
て
い
る
と
言

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
で
く
の
ぼ
う
」
即
ち
「
呆
木
頭
」
の

語
の
源
に
は
、
『
荘
子
』
「
田
子
方
」
篇
が
老
子
の
形
容
に
当
て
て

い
る
「
槁
木
」
の
語
が
あ
り
、
そ
う
し
た
老
子
の
在
り
方
は
又

L
よ
・
つ

「
愁
然
」
の
語
で
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
愁
然
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
ま

語
の
意
味
は
、
晋
代
の
司
馬
彪
の
注
に
よ
れ
ば
「
動
か
ざ
る
貌
」

の
由
で
あ
り
（
学
研
版
『
全
集
』
「
出
関
」
原
注
、
訳
注
参
照
）
、

そ
う
し
た
「
不
動
」
な
老
子
の
在
り
方
が
、
「
出
関
」
で
は
「
で

く
の
ぼ
う
」
の
語
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
の
孔
子
に
も
、
「
で
く
の
ぼ
う
」
の
語
は
二
度
当
て
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
孔
子
の
場
合
に
泄
老
子
と
は
異
な
り
、
一
例
目

は
、
第
一
部
で
老
子
に
「
い
き
な
り
お
面
を
取
ら
れ
た
格
好
で
、
」

「
す
っ
か
り
度
を
失
」
っ
た
そ
の
孔
子
の
有
様
、
原
文
で
は
「
亡

魂
失
醜
的
」
と
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
孔
子
の
姿
の
形
容
と
し
て

「
で
く
の
ぼ
う
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
孔
子
に
関
す
る
も
う

一
例
は
、
第
二
部
、
三
ヶ
月
後
に
老
子
を
訪
ね
た
孔
子
は
、
老
子

の
恩
想
を
す
で
に
会
得
し
て
い
た
。
「
「
そ
れ
そ
れ
！
」
…
…
「
立

派
な
わ
。
か
り
よ
う
じ
ゃ
」
L
と
し
て
、
孔
子
の
会
得
の
程
を
認
め

た
老
子
と
、
認
め
ら
れ
た
孔
子
と
が
共
に
、
「
で
く
の
ぽ
う
」
の

一
語
で
形
容
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
も
孔
子
の
そ
れ

は
、
老
子
と
は
異
な
り
、
「
ふ
う
っ
と
」
い
う
「
吐
息
」
、
「
深
深

的
呼
出
了
一
口
汽
」
へ
と
変
じ
て
い
く
、
そ
う
し
た
「
動
」
性
、

つ
ま
り
は
「
朝
廷
へ
上
る
」
と
い
う
「
動
」
き
を
孕
ん
だ
も
の
と

し
て
の
、
「
で
く
の
ぼ
う
」
の
婆
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
作
品
「
出
関
」
を
特
長
付
け
る
語
彙
で
あ
る
「
呆
木
頭
」
の
語

に
も
、
老
子
と
孔
子
と
の
対
照
は
明
示
さ
れ
て
い
る
パ
そ
の
場
合

老
子
の
「
呆
木
頭
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
老
子
が
単
純
な
木
石

漢
の
意
味
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
「
出
関
」
は
老
子
の
心
意
識
の
動
き
高
低
の
振
幅
を

き
ち
ん
と
描
き
込
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
合
ん
で
の
「
呆
木
頭
」
で

あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
出
関
後
の
老

子
が
、
「
で
く
の
ぼ
う
」
と
い
う
在
り
方
を
変
化
さ
せ
た
と
は
考

え
ら
れ
ず
、
出
関
し
て
い
く
老
子
の
歩
き
方
、
牛
の
足
の
運
ぴ
の

「
慢
慢
的
」
と
い
う
も
の
と
同
様
、
そ
う
し
た
言
わ
ぱ
大
愚
的
大

拙
的
な
在
り
方
に
動
揺
変
化
は
な
い
は
ず
で
あ
る
（
「
慢
慢
的
」

の
語
は
第
三
部
の
始
め
と
終
り
に
二
度
使
わ
れ
て
お
り
、
学
研
版

『
全
集
』
の
日
本
語
訳
は
ど
ち
ら
も
「
と
ぼ
と
ぼ
」
、
岩
波
版
『
選

集
』
の
訳
語
は
「
ゆ
っ
く
り
」
と
「
ゆ
る
ゆ
る
」
）
。

「
出
関
」
の
老
子
が
終
始
一
貫
レ
た
在
り
方
を
示
し
て
お
り
、
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孔
子
の
来
訪
と
退
出
、
函
谷
関
へ
の
到
着
と
そ
こ
か
ら
の
出
関
の

前
後
、
と
い
う
こ
と
は
、
『
老
子
』
の
講
学
と
執
筆
も
合
め
て
、

の
中
で
格
別
な
異
相
変
化
を
見
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
出
関
が
、
老
子
の
言
わ
ぱ
恩
想
そ
の
も
の
の
実
践
、
自
己
表
現

と
し
て
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ

て
「
出
関
」
の
老
予
に
と
っ
て
出
関
は
、
決
し
て
否
定
的
意
味
合

の
も
の
、
即
ち
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
ぴ
た
も
の
で
は
な
い

と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
の
「
出
関
」
の
読
ま
れ
方
、

先
に
取
り
上
げ
た
三
宝
政
美
氏
の
論
文
、
「
『
出
関
』
の
関
」
で
魯

迅
が
批
判
の
対
象
と
し
た
邸
韻
鐸
の
批
評
、
そ
し
て
作
者
で
あ
る

魯
迅
そ
の
人
の
読
み
方
に
し
て
も
、
出
関
の
老
子
を
否
定
的
に
、

負
の
意
味
合
を
付
し
て
読
む
と
い
う
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
。
逃
走

者
の
影
を
そ
こ
に
見
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
出

関
」
の
実
相
は
、
そ
う
し
た
老
子
像
を
む
し
ろ
臆
測
臆
断
と
し
て
、

退
け
て
し
ま
う
内
実
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
で
く
切
旺
う

「
出
関
」
で
の
「
呆
木
頭
」
と
し
て
の
老
子
の
在
り
方
は
、
上
の

よ
う
な
老
子
の
姿
に
負
性
を
読
む
読
み
方
へ
の
反
措
定
と
し
て
提

出
さ
れ
た
、
一
九
六
一
年
の
木
山
英
雄
氏
に
よ
る
、
「
「
無
抵
抗
の

抵
抗
」
な
ら
ぬ
「
無
低
抗
の
不
抵
抗
」
者
、
逃
げ
っ
放
し
の
敗
北

主
義
者
L
（
木
山
「
『
出
関
』
雑
談
」
『
魯
迅
研
究
』
二
九
号
、
一

九
六
一
・
五
）
と
い
う
規
定
の
し
か
た
も
な
お
、
い
く
ぶ
ん
強
す

ぎ
る
よ
う
な
、
よ
り
無
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
よ
う
に
恩

わ
れ
る
。

　
「
出
関
」
は
老
子
の
出
関
の
先
で
あ
る
関
外
の
風
景
、
流
沙
の

な
が
め
、
を
次
の
よ
う
に
叙
景
し
て
い
る
。

　
　
　
外
は
見
渡
す
限
り
黄
土
の
平
原
が
遠
く
低
く
地
平
の
果
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
・
コ
モ
う

　
　
ま
で
続
き
、
天
色
蒼
々
、
何
と
も
い
え
ず
よ
い
気
持
ち
で
あ

　
　
る
。

　
老
子
が
、
「
わ
し
は
出
て
行
こ
う
と
恩
う
と
り
ま
し
た
い
。
新

鮮
な
空
気
を
吸
い
に
・
…
：
」
と
い
う
、
関
外
の
景
が
上
で
あ
る
。

こ
こ
の
「
気
持
」
は
、
も
ち
ろ
ん
老
子
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
平
沙
万
里
と
も
い
う
べ
き
「
天
色
蒼
々
」
の
か
な
た

を
望
む
老
子
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
著
述
で
あ
る
『
老
子
』
も
特

別
の
意
義
、
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
一

種
の
通
行
税
、
通
関
税
と
し
て
講
義
さ
せ
ら
れ
、
記
述
さ
せ
ら
れ

た
、
「
ど
う
せ
逃
げ
ら
れ
ぬ
と
観
念
し
た
か
ら
」
の
、
結
果
的
産

物
に
過
ぎ
な
い
。
「
関
を
出
る
に
は
、
こ
れ
で
も
な
ん
と
か
な
る

じ
ゃ
ろ
」
。
こ
れ
が
「
大
字
五
千
」
の
『
老
子
』
に
対
す
る
、
老

子
自
身
の
述
懐
で
あ
る
。
そ
れ
は
所
詮
は
老
子
の
「
足
跡
」
に
過

ぎ
ず
、
老
子
の
生
き
た
思
想
と
し
て
の
「
靴
」
は
、
「
流
沙
を
行
」

ψ2



（133）魯迅「出関」試論

く
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
関
ヂ
喜
は
言
う
。
老
子
は
「
流
沙

へ
」
は
行
け
な
い
と
。

　
　
　
「
さ
あ
て
、
行
け
る
・
か
な
。
関
外
じ
ゃ
塩
や
粉
は
お
ろ
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
　
水
さ
え
ろ
く
に
あ
り
つ
け
ん
か
ら
、
空
き
っ
腹
か
か
え
て
、

　
　
結
局
舞
い
戻
っ
て
く
る
だ
ろ
う
さ
」

　
こ
れ
が
関
ヂ
喜
に
代
表
さ
れ
る
関
内
の
人
間
に
と
う
て
の
「
関

外
」
、
つ
ま
り
流
沙
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
関
ヂ
喜

の
明
ら
か
な
錯
誤
が
あ
る
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
出
関
」
は
、
も
し
老
子
の
文
字
通
り
の
出
関
を
描
く
の
で
あ

れ
ぱ
、
第
三
部
で
筆
が
置
か
れ
て
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
く

も
が
な
の
第
四
部
は
、
な
ぜ
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
老
子
の

「
戯
画
化
」
と
言
う
に
し
て
は
（
「
『
出
関
』
の
関
」
）
、
役
人
達
の

会
話
は
、
関
ヂ
喜
の
老
子
無
為
説
評
の
的
外
れ
も
合
め
て
、
あ
ま

り
に
低
俗
で
あ
る
。
確
実
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
雑
談
談
笑
の
問
に

も
、
老
子
の
出
関
の
歩
み
は
持
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

う
。
そ
し
て
そ
の
老
子
の
歩
み
は
、
「
流
沙
を
行
く
」
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
、

っ
て
、
「
流
沙
へ
行
く
」
も
の
で
は
な
い
。
老
子
は
、
自
己
と
孔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

子
と
を
対
照
し
て
、
自
分
（
の
靴
）
は
「
流
沙
を
行
く
」
（
「
走
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

沙
」
）
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
孔
子
は
「
朝
廷
へ
上
る
」

　
、（

「
上
朝
廷
」
）
も
の
と
言
っ
て
い
た
。
関
ヂ
喜
は
出
関
の
老
子
を
、

　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

「
流
沙
へ
行
く
」
（
「
上
流
沙
去
」
）
も
の
と
見
て
、
「
流
沙
へ
」
は

行
け
な
い
（
「
看
他
走
得
到
。
」
）
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

「
を
」
と
「
へ
」
と
の
相
違
、
つ
ま
り
老
子
と
孔
子
と
の
根
本
的

な
相
違
、
関
ヂ
喜
は
所
詮
は
老
子
の
立
場
の
理
解
者
で
は
あ
り
得

な
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
大
き
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

第
四
部
の
意
味
も
、
そ
の
呈
示
の
為
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

　
学
研
版
『
魯
迅
全
集
』
「
出
関
」
の
原
注
は
、
「
流
沙
」
を
中
国

古
代
の
あ
る
特
定
の
地
と
し
て
い
る
。
し
か
し
「
流
沙
」
は
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

一
般
的
な
沙
漢
の
意
味
で
も
あ
っ
た
。
「
流
沙
を
行
く
」
の
言
い

方
は
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
孔
子
が
、
「
朝
廷

へ
上
る
」
と
い
う
現
実
的
に
明
確
な
目
的
意
識
を
持
ち
、
そ
の
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
い

的
の
為
に
は
自
分
の
師
を
拭
す
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
と
い
う
在
り

方
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
老
子
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
関
内
の
場
か

ら
関
外
へ
、
そ
し
て
そ
う
し
た
出
関
の
在
り
方
が
、
「
流
沙
を
行

く
」
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
流
沙
へ

行
く
」
と
い
う
在
り
方
と
は
異
質
な
何
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の

「
へ
」
で
は
な
い
「
を
」
で
あ
る
と
い
う
「
出
関
」
の
老
子
の
在

り
方
を
、
先
に
は
「
よ
り
無
的
な
も
の
」
と
し
て
表
現
し
て
み
た
。

あ
る
一
定
方
向
で
の
規
定
や
限
定
を
許
さ
な
い
よ
う
な
、
か
と
い

っ
て
所
謂
超
然
と
も
異
質
な
「
出
関
」
の
老
子
の
、
「
呆
木
頭
」
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と
し
て
の
姿
で
あ
る
。

　
流
沙
、
即
ち
沙
漢
と
い
う
こ
と
で
は
、
魯
迅
に
も
そ
れ
は
あ
っ

た
。
魯
迅
は
自
己
の
文
学
的
営
為
を
、
「
「
作
家
」
と
い
う
肩
書
を

も
ら
っ
て
、
依
然
と
し
て
沙
漠
を
さ
ま
よ
い
歩
い
て
い
る
L
も
の

と
語
っ
て
い
る
し
（
『
自
選
集
』
自
序
、
一
九
三
二
・
二
一
。
『
南

腔
北
調
集
』
所
収
）
、
上
海
事
変
後
の
中
国
の
状
況
に
即
し
た
、

「
全
中
国
は
、
「
ば
ら
ぱ
ら
の
．
砂
」
L
と
い
っ
た
言
い
方
も
見
出
さ

れ
る
（
「
砂
」
『
申
報
月
刊
』
一
九
三
三
・
八
。
同
前
所
収
）
。

　
こ
う
し
た
現
実
の
魯
迅
と
の
、
連
続
性
と
非
連
続
性
の
双
方
を

許
容
す
る
よ
う
な
場
と
し
て
、
古
拙
な
「
出
関
」
の
老
子
像
は
形

成
さ
れ
て
い
た
。
出
関
が
又
入
関
で
も
あ
る
よ
う
な
、
無
限
定
な

場
の
開
示
が
、
「
出
関
」
の
文
学
的
な
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
一
方
で
一
九
三
〇
年
代
の
激
動
に
み
ち
た
時
代
状
況
に
も
即

応
出
来
る
よ
う
な
時
事
性
を
孕
み
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
自
立
的

白
律
的
な
老
子
像
の
形
象
化
の
あ
る
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
の
読

解
に
も
堪
え
得
る
よ
う
な
作
品
と
し
て
の
「
出
関
」
。
研
究
論
文

の
僅
少
さ
が
示
唆
す
る
「
出
関
」
論
の
困
難
さ
は
、
そ
う
し
た

「
出
関
」
の
多
義
性
多
重
性
を
、
そ
の
も
の
自
体
と
し
て
提
示
出

来
る
か
ど
う
か
の
間
題
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
、
一
篇
と
し
て
の

完
成
度
そ
し
て
完
結
度
の
高
さ
・
か
ら
研
究
史
的
に
も
豊
富
な
例
え

ぱ
「
鋳
剣
」
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
、
「
出
関
」
は
極
め
て
『
故

事
新
編
』
的
な
作
品
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
搬
雛
牡
一
”
議
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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