
竹
林
の
士
と
そ
の
「
自
然
」
に
つ
い
て

西

順

藏

　
曹
魏
（
三
δ
1
二
六
五
）
の
末
年
に
竹
林
の
七
賢
と
よ
ば
れ
る
人
た
ち
が
あ
つ
て
、
清
談
、
玄
論
を
こ
と
と
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

か
れ
ら
の
生
活
態
度
は
、
特
異
な
思
想
の
も
ち
主
で
あ
る
稽
簾
（
二
二
三
i
二
六
二
）
と
な
ら
ん
で
七
賢
の
亘
魁
と
み
な
さ
れ
る
院
籍
（
二

｝
○
－
⊥
一
六
三
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
つ
た
（
晋
書
本
傳
に
よ
る
）
。
院
籍
の
父
は
魏
の
丞
相
橡
で
、
「
代
代
儒
學
の
家
で
あ

り
財
も
豊
か
だ
つ
た
が
、
彼
の
み
は
道
業
を
こ
こ
ひ
ざ
し
、
酒
ず
き
で
貧
し
か
つ
た
。
」
（
太
挙
御
覧
三
一
引
竹
林
七
賢
傳
）
太
尉
の
蒋
濟
が

彼
を
み
こ
ん
で
官
吏
に
し
よ
う
と
し
た
と
き
彼
は
に
げ
て
機
嫌
を
そ
こ
ね
、
郷
黙
や
親
戚
の
説
得
で
就
任
し
た
が
や
が
て
口
實
を
設
け
て

餅
め
、
の
ち
尚
書
郎
と
な
つ
た
が
こ
れ
も
し
ぱ
ら
く
で
酢
め
た
。
明
帝
曹
不
示
死
ん
で
曹
芳
が
帝
位
に
つ
き
曹
爽
が
軍
國
の
實
構
を
と
つ

た
と
き
（
A
D
二
西
○
、
正
始
年
間
）
参
軍
に
と
召
さ
れ
た
が
病
氣
を
理
由
に
謙
退
し
て
田
里
に
屏
居
し
た
、
年
餓
の
の
ち
曹
爽
は
司
馬
撚

と
の
闘
争
に
敗
れ
て
殺
さ
れ
、
世
の
人
は
彼
の
「
遠
識
」
に
感
服
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
は
王
室
は
曹
氏
で
も
實
槽
は
司
馬
民
に
移
っ
て

い
つ
た
。
以
來
彼
は
司
馬
側
の
官
職
に
つ
い
て
い
た
が
、
そ
れ
は
例
え
ば
、
そ
こ
に
三
百
斜
の
良
酒
が
あ
る
と
い
う
の
で
歩
兵
校
尉
を
求

め
東
李
の
風
光
を
た
の
し
み
た
い
と
い
う
の
で
東
李
相
を
求
め
た
と
い
う
類
で
あ
つ
て
、
司
馬
氏
に
封
し
て
も
一
邊
倒
だ
つ
た
わ
け
で
は

な
い
。
司
馬
昭
と
い
え
ば
司
馬
氏
の
椹
力
が
殆
ど
確
立
し
た
時
期
だ
が
、
昭
が
そ
の
子
の
司
馬
炎
（
の
ち
の
晋
の
武
帝
）
の
た
め
に
彼
の

　
　
　
　
　
竹
林
の
士
と
そ
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
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三
五
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三
六

家
に
婚
を
通
じ
よ
う
と
し
た
と
き
、
彼
は
そ
の
間
六
十
日
を
酔
つ
ぱ
ら
つ
て
、
縁
談
を
ふ
さ
い
だ
。
ま
た
司
馬
氏
の
謀
臣
鍾
會
が
彼
に
時

事
に
つ
い
て
意
見
を
問
う
た
と
き
も
酎
酔
し
た
。
（
鍾
會
は
思
想
刑
事
の
よ
う
な
役
も
つ
と
め
て
い
て
、
稽
康
の
と
こ
ろ
に
も
行
つ
て
い

る
が
そ
の
と
き
は
玩
籍
と
は
別
の
感
待
を
う
け
て
い
る
。
）
ま
さ
に
「
魏
晋
の
際
に
あ
た
り
、
天
下
に
事
多
く
、
名
士
に
は
身
を
全
う
す
る

も
の
少
な
か
つ
た
。
院
籍
は
だ
か
ら
世
事
に
参
興
し
な
い
で
、
酎
飲
を
日
常
と
し
た
の
だ
。
」
竹
林
の
士
の
酒
は
正
始
の
士
の
藥
と
と
も

に
有
名
で
あ
る
。
酒
は
彼
ら
の
會
合
の
興
を
助
け
る
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
轄
晦
の
道
具
だ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
飲
酒
は
人

を
道
徳
の
外
、
法
の
外
に
許
す
か
ら
。
彼
ら
は
禮
教
、
君
子
の
表
徴
で
あ
り
國
・
家
の
規
矩
で
あ
る
禮
敏
の
外
に
身
を
置
こ
う
と
し
た
。

そ
の
一
群
が
七
賢
で
あ
る
。
院
籍
は
「
禮
敏
に
拘
わ
ら
な
か
つ
た
。
」
隣
り
の
わ
か
い
嫁
に
美
人
が
い
て
酒
を
賞
つ
て
い
た
が
、
彼
は
い
つ

も
そ
こ
に
行
つ
て
飲
ん
で
は
酔
つ
て
彼
女
の
そ
ば
に
横
に
な
つ
た
。
自
分
も
人
も
嫌
疑
す
る
と
こ
ろ
は
な
か
つ
た
。
彼
が
政
事
に
滲
與
せ

ず
禮
敏
を
無
睨
し
た
の
は
た
だ
粛
ま
ま
を
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
の
直
情
脛
行
を
保
護
す
る
た
め
だ
ろ
う
か
。
常
時
の
荷
楽
と
い

う
こ
れ
も
清
談
の
名
士
は
、
才
智
よ
り
も
容
色
を
と
つ
て
妻
を
む
か
え
た
が
、
妻
が
死
ん
で
そ
の
悲
み
の
た
め
に
や
が
て
彼
も
死
ん
だ

（
三
國
志
註
引
筍
聚
傳
）
。
晋
や
東
晋
に
な
る
と
放
増
な
行
爲
が
清
談
と
と
も
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
禮
激
を
無
視
し
て
い
る
の
だ
が
、

院
籍
の
は
ち
が
う
よ
う
だ
。
禮
敏
に
大
攣
拘
泥
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
人
と
園
碁
し
て
い
る
と
き
母
の
計
報
が
あ
つ
た
。
客
は
中
止

す
る
と
い
つ
た
が
彼
は
ひ
き
と
め
て
決
着
を
つ
け
、
そ
れ
か
ら
、
彼
は
「
飲
酒
二
斗
、
畢
聲
一
號
、
吐
血
数
升
。
」
葬
式
の
と
き
は
一
蒸
し

の
脆
（
家
禽
の
胃
袋
）
を
食
い
二
斗
の
酒
を
歓
ん
で
か
ら
わ
か
れ
を
し
た
が
言
葉
が
で
な
か
つ
た
。
「
畢
聲
一
號
、
因
叉
吐
血
数
升
。
や

せ
お
と
ろ
え
て
骨
が
立
ち
、
い
の
ち
絶
え
る
ば
か
り
だ
つ
た
。
」
斐
楷
が
弔
問
に
往
つ
た
と
き
、
彼
は
髪
を
ぱ
ら
ば
ら
に
し
脚
を
ひ
ろ
げ
た

ま
ま
で
酔
つ
て
い
た
が
、
た
だ
じ
つ
と
見
つ
め
る
だ
け
だ
つ
た
。
家
の
規
律
が
君
子
の
身
分
保
障
で
あ
り
孝
は
そ
の
最
大
の
も
の
で
あ
り
、



そ
し
て
徳
は
す
べ
て
規
定
さ
れ
た
儀
禮
に
あ
ら
わ
す
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
こ
の
禮
を
履
む
ア
一
と
が
郷
蕪
に
聲
春
を
得
て
世
間
に
出
る

た
め
の
條
件
で
あ
り
、
禮
に
背
い
て
背
敏
の
名
を
蒙
む
る
と
世
間
か
ら
見
は
な
さ
れ
た
の
は
、
つ
い
前
ま
で
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
の
禮

を
彼
は
こ
と
さ
ら
に
無
規
し
よ
う
と
し
た
。
禮
は
世
俗
に
是
認
さ
れ
世
俗
か
ら
要
求
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
彼
の
孝
心
を
禮
と
と
も
に
是

認
さ
れ
要
求
さ
れ
る
も
の
に
し
た
く
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
是
認
、
要
求
さ
れ
る
と
お
り
に
す
る
こ
と
は
、
彼
の
孝
心
を
世
俗
に
ゆ
ず
り

渡
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
様
に
彼
は
そ
の
一
身
を
一
政
構
に
委
ね
る
こ
と
を
、
そ
の
政
権
の
蓮
命
に
自
分
の
蓮
命
を
任
せ
る
危
険
の
た
め

ば
か
り
で
な
く
、
彼
自
身
を
他
の
も
の
に
蹄
騒
さ
せ
る
汚
辱
の
た
め
に
潔
よ
し
と
し
な
か
つ
た
の
だ
ろ
う
。
禮
と
俗
は
人
間
を
軍
に
一
つ

の
手
段
一
つ
の
契
機
に
化
す
る
と
お
も
つ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
禮
と
俗
か
ら
身
と
心
を
守
つ
た
。
彼
は
友
の
稽
康
の
兄
の
稚
喜
が
弔
問

に
來
た
と
き
白
眼
を
し
て
み
せ
た
、
喜
が
「
禮
俗
之
士
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
稽
康
が
そ
う
と
聞
い
て
酒
と
琴
を
も
つ
て
來
る
と
彼
は
青
眼

を
み
せ
た
。
こ
れ
が
院
籍
の
潔
癖
で
あ
つ
た
。

　
世
俗
禮
敏
の
外
に
人
間
は
な
い
の
に
阪
籍
は
世
俗
を
無
覗
し
な
け
れ
ぱ
自
分
を
守
れ
な
い
と
思
つ
た
。
守
る
と
こ
ろ
の
自
分
は
、
で
は
、

ど
こ
に
置
け
ば
よ
い
の
か
。
置
く
と
こ
ろ
は
な
い
。
彼
を
弔
間
し
そ
の
無
禮
を
み
た
斐
楷
は
彼
を
方
外
之
士
と
し
て
許
し
た
が
、
方
外
と

は
道
徳
禮
法
の
外
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
ど
こ
に
も
な
い
。
彼
は
嘗
て
蘇
門
山
に
隠
者
を
た
ず
ね
上
古
の
盛
徳
、
太
古
無
爲
の
道
を
語
っ

て
答
え
を
得
ず
に
蹄
つ
た
（
世
詮
棲
逸
並
註
引
魏
氏
春
秋
）
。
こ
の
隠
者
は
す
な
わ
ち
稽
康
も
企
慕
し
三
年
の
致
を
受
け
た
孫
登
だ
ろ
う
と
も

い
う
（
世
読
棲
逸
註
引
王
隠
晋
書
）
が
、
隠
遁
は
結
局
人
間
の
揚
所
で
は
な
い
。
彼
に
は
身
を
お
く
と
こ
ろ
が
な
い
。
「
時
に
意
に
し
た
が
つ

て
濁
り
出
か
け
、
大
道
に
よ
ら
ず
、
車
跡
の
き
わ
ま
る
所
（
人
跡
絶
え
た
と
こ
ろ
）
ま
で
行
つ
て
そ
こ
で
働
叩
犬
し
て
は
か
え
つ
た
。
」
何
を

働
巽
し
た
の
か
、
酒
を
く
ら
つ
て
大
將
軍
司
馬
昭
を
は
ぐ
ら
か
し
、
ま
た
酒
を
く
ら
つ
て
酒
屋
の
美
人
の
そ
ぱ
に
ね
こ
ろ
ん
だ
彼
が
。
ま

　
　
　
　
　
竹
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こ
ど
も

た
彼
は
廣
武
に
登
つ
た
と
き
高
組
と
項
羽
の
職
揚
を
み
て
、
時
に
英
雄
な
く
竪
子
に
名
を
成
さ
し
た
と
歎
じ
た
。
歎
じ
た
の
は
竪
子
を
歎

じ
た
の
で
な
く
天
下
の
不
幸
を
、
然
る
べ
き
英
雄
を
戴
け
な
か
つ
た
天
下
の
不
幸
を
、
歎
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
司
馬
師
が
魏
の
勧

陵
属
公
曹
芳
を
腹
し
工
。
同
貴
郷
公
曹
髪
を
帝
に
立
て
た
二
五
四
年
に
「
首
陽
山
賦
」
を
つ
く
つ
た
。
首
陽
山
と
は
、
周
の
武
王
が
そ
の
君

主
た
る
股
の
村
王
を
残
暴
の
故
に
討
伐
し
た
と
き
そ
の
馬
を
ひ
か
え
て
、
臣
た
る
も
の
の
道
で
な
い
、
「
暴
を
以
て
暴
に
か
え
る
も
の
だ
」

と
諌
め
た
伯
夷
叔
齊
が
、
周
の
天
下
に
な
つ
た
と
き
周
の
粟
は
食
べ
ぬ
と
わ
ら
び
を
食
つ
て
死
ん
だ
山
で
あ
る
。
そ
し
て
周
の
武
王
は
・

天
下
を
暴
王
か
ら
救
っ
た
と
し
て
仁
義
を
稽
え
ら
れ
、
主
君
殺
し
を
是
認
さ
れ
て
い
る
。
「
賦
」
の
な
か
に
い
う
。
「
静
、
寂
箕
と
し
て
濁

　
　
　
　
　
ひ
と
　
　
た
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
り
　
　
　
ま
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と
し
や
か

立
し
、
亮
、
孤
り
植
ち
て
因
る
な
し
、
分
索
の
情
一
を
懐
き
、
群
爲
の
射
眞
を
礒
と
す
。
」
「
鳳
は
翔
け
過
ぎ
て
と
ど
ま
ら
ず
、
鳴
臭
は
群

れ
て
蛇
棲
す
、
．
．
彼
は
股
に
背
き
て
昌
（
文
王
の
名
）
に
從
い
、
危
敗
を
投
じ
て
遅
れ
ず
、
此
は
進
ん
で
合
せ
ず
、
又
何
ぞ
仁
義
を
稔

え
ん
。
」
院
籍
は
曹
魏
の
王
槽
の
司
馬
氏
の
私
橿
へ
の
移
行
（
後
述
）
が
、
そ
れ
を
と
り
か
こ
む
諸
豪
族
の
打
算
と
構
謀
と
の
な
か
で
、
し

か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
大
義
名
分
の
旗
の
も
と
に
進
行
す
る
さ
ま
の
な
か
に
あ
つ
て
、
「
寂
箕
」
「
孤
植
」
し
、
「
分
索
の
情
一
」
を
い
だ
い
た
の

で
あ
る
。
曹
魏
の
王
構
と
い
え
ど
も
、
名
は
王
構
だ
が
す
で
に
明
帝
曹
叡
の
専
恣
か
ら
構
臣
曹
爽
一
派
の
專
櫃
を
経
て
一
個
の
豪
族
集
團

に
な
つ
て
お
り
、
ま
し
て
司
馬
氏
の
集
團
は
こ
れ
に
封
抗
す
る
も
一
つ
の
豪
姓
世
族
の
集
團
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
射
眞
」
の
「
群
儒
」

　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

に
す
ぎ
な
い
　
彼
ら
は
そ
の
利
構
闘
争
に
な
ま
じ
つ
か
禮
教
、
名
教
を
標
榜
し
て
い
る
。
「
仁
義
を
構
え
る
」
こ
と
は
、
事
實
上
彼
ら
の
仲

間
に
な
る
こ
と
に
な
る
。
さ
り
と
て
天
下
に
彼
ら
の
集
園
の
外
に
揚
所
が
あ
つ
た
か
。
世
は
殿
で
な
け
れ
ば
周
、
曹
で
な
け
れ
ば
司
馬
で

あ
る
か
ら
、
「
嘉
粟
を
し
り
ぞ
け
、
死
を
甘
ん
じ
て
わ
ら
び
を
採
る
」
ほ
か
な
い
。
魯
迅
は
「
魏
晋
風
度
及
文
章
與
藥
及
酒
之
關
係
」
（
而

已
集
）
と
い
う
講
演
で
院
籍
な
ど
の
竹
林
名
士
の
禮
致
無
硯
の
言
動
を
こ
う
解
繹
し
て
い
る
。
「
後
世
の
人
は
、
稽
康
や
阪
籍
を
罵
倒
し



て
、
猫
も
杓
子
も
、
ず
つ
と
今
ま
で
一
千
六
百
蝕
年
の
あ
い
だ
罵
倒
し
て
き
ま
し
た
。
…
…
魏
晋
の
時
代
に
は
、
禮
敏
を
琢
崇
し
た
も
の

は
、
一
見
も
つ
と
も
ら
し
い
が
、
實
際
は
、
禮
教
を
破
壌
し
た
も
の
で
あ
り
、
禮
教
を
信
じ
な
か
つ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
表
面
的
に
禮

教
を
破
壊
し
た
も
の
は
、
實
は
か
え
つ
て
禮
教
を
承
認
し
た
も
の
、
あ
ま
り
に
禮
数
を
信
じ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
魏
晋

の
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
禮
教
尊
崇
は
、
そ
れ
を
私
欲
に
利
用
し
た
の
で
、
尊
崇
と
い
つ
て
も
氣
ま
ぐ
れ
の
奪
崇
に
す
ぎ
な
か
つ
た
、
－
－
魏

晋
の
禮
敏
破
壊
者
は
實
は
禮
敏
を
信
ず
る
こ
と
深
い
あ
ま
り
に
、
偏
屈
な
ま
で
に
な
つ
た
の
だ
、
…
…
」
（
竹
内
課
）
こ
の
よ
う
な
意
味
で

院
籍
は
禮
教
を
無
親
し
た
の
だ
が
そ
れ
で
彼
自
身
を
救
え
る
の
で
な
い
。
善
が
す
べ
て
儒
善
で
あ
る
か
ら
と
て
儒
悪
者
と
な
つ
て
も
、
儒

せ
も
の
で
あ
る
ほ
か
な
い
こ
と
は
免
れ
な
い
。
院
籍
が
「
時
に
車
跡
の
き
わ
ま
る
所
に
行
つ
て
働
叩
大
し
た
」
の
は
、
ほ
ん
も
の
で
あ
ろ
う

と
す
る
の
に
ほ
ん
も
の
の
揚
所
が
な
い
こ
と
に
働
巽
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ほ
ん
も
の
の
揚
所
は
「
英
雄
」
を
戴
く
天
下
だ
つ
た
の
だ

ろ
う
。
彼
は
も
と
も
と
「
世
を
濟
う
志
」
の
も
ち
主
だ
つ
た
と
い
つ
て
あ
る
。
こ
の
志
が
到
底
途
げ
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
こ
の
世
は
も

う
い
き
る
に
堪
え
ら
れ
ぬ
ほ
ど
の
「
射
眞
」
の
揚
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
の
ち
に
竹
林
の
名
士
の
心
を
そ
の
後
の
清
談
の
亜
流
の
で
た
ら
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
い

放
恣
に
比
べ
て
慕
つ
て
、
「
竹
林
七
賢
論
」
を
書
い
た
東
晋
の
戴
蓬
は
、
そ
の
な
か
で
「
竹
林
の
放
（
暖
達
）
は
疾
が
あ
つ
て
蟹
（
し
か
め

つ
ら
）
を
し
た
も
の
だ
」
（
載
逡
傳
）
と
い
つ
て
い
る
が
、
魯
迅
の
講
演
の
一
節
は
こ
の
「
疾
」
を
解
い
た
も
の
で
あ
る
。

註

後
に
の
ぺ
る
曹
爽
一
味
と
司
馬
集
圏
と
の
抗
雫
の
と
き
た
が
い
に
投
げ
つ
け
た
こ
と
ぱ
を
一
つ
ず
つ
拾
つ
て
み
る
。

曹
爽
が
司
馬
灘
に
殺
さ
れ
て
（
二
四
九
年
）
か
ら
の
ち
、
曹
爽
の
一
味
は
司
馬
氏
に
お
い
つ
め
ら
れ
て
い
つ
た
が
、
二
五
五
年
、
影
丘
倹
と
文
欽

が
司
馬
師
討
伐
の
軍
を
お
こ
し
た
と
き
の
上
奏
文
「
罪
賦
司
馬
師
表
」
（
屏
丘
倹
傳
）
は
、
師
の
罪
状
十
一
を
學
げ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
は
不
臣
、

「
以
盛
年
在
職
、
無
疾
託
病
、
坐
擁
彊
兵
、
無
有
臣
禮
、
朝
臣
非
之
、
義
士
護
之
、
天
下
所
聞
、
」
第
二
は
不
忠
不
孝
、
「
造
計
取
賊
、
多
春
軍
糧
、

　
　
　
竹
林
の
士
と
そ
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
肚
會
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
　
克
期
有
日
．
師
爲
大
臣
、
當
除
國
難
、
又
爲
人
子
、
當
卒
父
業
、
哀
聲
未
絶
、
而
便
罷
息
、
」

　
　
　
つ
ぎ
に
皇
帝
の
高
貴
郷
公
曹
髭
が
あ
せ
つ
て
司
馬
昭
を
討
と
う
と
し
か
え
つ
て
殺
さ
れ
た
（
二
六
〇
年
）
、
そ
の
と
き
司
馬
昭
は
つ
ぎ
の
よ
う
な

　
　
太
后
の
詔
を
用
意
し
て
い
る
、
「
此
児
念
戻
、
所
行
釜
甚
、
學
弓
矢
遙
射
吾
宮
、
貌
當
令
中
吾
項
、
箭
親
堕
吾
前
、
吾
語
大
將
軍
不
可
不
魔
之
、
前
後

　
　
敷
次
、
此
兇
見
聞
、
自
知
罪
重
、
便
岡
爲
試
逆
、
賂
遺
吾
左
右
、
會
因
吾
服
藥
、
密
行
配
毒
、
…
…
」
（
高
貴
郷
公
紀
）

　
　
　
な
お
、
奮
康
が
殺
さ
れ
た
の
も
、
「
上
不
臣
天
子
、
下
不
事
王
侯
、
輕
時
傲
世
、
不
爲
物
用
、
無
釜
於
今
、
有
敗
於
俗
」
（
世
読
雅
量
註
引
文
士

　
　
傳
）
と
い
つ
た
レ
ツ
テ
ル
の
下
で
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
の
こ
と
ぱ
の
意
味
を
、
上
に
引
用
し
た
魯
迅
の
講
演
の
他
の
個
露
で
の
ぺ
る
と
、
「
曹
操
が
孔
融
を
殺
し
、
司
馬
艶
（
昭
の
誤
り
）
が
、
縷
康

　
　
を
殺
し
た
の
も
、
す
ぺ
て
彼
ら
が
不
孝
に
關
係
が
あ
つ
た
た
め
で
あ
る
が
（
縷
康
自
身
の
不
孝
の
こ
と
で
な
い
）
、
そ
う
か
と
い
つ
て
、
曹
操
や
司

　
　
馬
艶
が
、
い
つ
た
い
有
名
な
孝
子
で
で
も
あ
つ
た
で
し
よ
う
か
。
箪
に
そ
の
名
目
を
、
自
分
に
反
封
す
る
も
の
に
冠
し
て
罪
に
し
た
だ
け
の
こ
と
で

　
　
あ
り
ま
す
。
」

　
竹
林
の
名
士
、
七
賢
は
傅
読
的
な
列
撃
で
あ
る
、
彼
ら
は
一
時
河
内
の
山
陽
に
た
む
ろ
し
て
琴
、
酒
、
放
談
に
時
を
す
ご
し
た
が
、
そ

れ
は
司
馬
氏
の
勢
力
に
歴
迫
さ
れ
な
が
ら
孤
塁
を
守
つ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
鮎
で
は
彼
ら
は
共
通
な
生
活
態
度
を
と
つ
て
い
た
。
け
れ

ど
も
彼
ら
は
も
つ
ぱ
ら
曹
魏
集
團
に
屡
し
た
の
で
も
な
い
。
い
つ
司
馬
集
團
に
く
ら
が
え
し
て
も
よ
い
、
む
し
ろ
漱
迎
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
曹
操
が
天
下
の
椹
を
握
り
曹
不
示
魏
王
朝
を
立
て
た
の
も
、
漢
末
の
大
鼠
で
弱
く
な
つ
た
豪
姓
世
族
と
浮
び
上
つ
た
中
小
地
主

の
カ
に
依
存
し
て
い
る
。
曹
不
｝
、
曹
叡
の
政
構
の
あ
い
だ
に
民
力
は
漢
末
大
胤
の
た
め
の
疲
弊
か
ら
立
ち
な
お
り
、
そ
し
て
豪
姓
と
官
僚

は
そ
の
上
に
立
つ
て
や
は
り
立
ち
な
お
つ
た
。
成
立
期
の
中
央
権
力
は
無
意
味
に
な
つ
た
。
だ
か
ら
曹
叡
の
死
後
、
曹
芳
の
時
代
に
實
権

を
と
つ
た
曹
爽
と
そ
の
一
派
は
こ
れ
ら
の
う
ち
と
く
に
國
家
構
力
と
結
合
し
た
官
僚
地
主
の
集
圏
だ
つ
た
し
、
曹
叡
時
代
に
勢
力
を
た
く



’

わ
え
た
司
馬
氏
を
中
心
と
す
る
一
派
は
と
く
に
蕾
來
の
豪
姓
集
團
で
あ
っ
た
。
し
か
も
豪
姓
と
官
僚
地
圭
と
は
當
時
で
は
豪
族
と
し
て
大

土
地
を
も
つ
て
い
た
鮎
で
、
本
質
的
な
ち
が
い
は
な
い
。
曹
爽
一
派
と
司
馬
氏
一
派
と
は
、
名
目
上
は
公
と
私
の
差
が
あ
つ
て
も
實
は
封

等
な
競
争
相
手
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
曹
操
が
大
乱
す
な
わ
ち
大
小
の
農
民
一
撲
と
相
互
闘
孚
に
よ
つ
て
弱
小
と
な
つ
た
豪
族
た
ち
の
上
に

國
構
と
刑
名
の
法
を
も
つ
て
君
臨
し
た
時
代
と
は
ち
が
う
、
そ
れ
の
襲
展
で
あ
る
。
爾
派
と
も
集
團
に
よ
つ
て
天
下
の
民
と
物
と
の
把
握

を
確
實
に
し
よ
う
と
す
る
豪
族
た
ち
で
あ
る
。
曹
爽
は
公
家
で
あ
る
曹
室
を
背
景
と
す
る
が
、
そ
の
一
群
の
人
た
ち
の
專
制
と
放
縦
は
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
覆
え
そ
う
と
す
る
司
馬
集
團
も
、
不
李
豪
族
の
私
的
結
合
に
す
ぎ
な
い
。
爾
者
と
も
何
も
主
義
や
因
縁
の
相
異
が

あ
る
の
で
な
い
か
ら
、
有
力
者
な
ら
誰
で
も
抱
き
こ
み
た
か
つ
た
。
從
來
曹
室
と
と
も
に
勢
力
を
蓄
え
た
豪
族
で
も
司
馬
民
は
漱
迎
す
る
。

も
と
も
と
司
馬
氏
か
ら
し
て
、
蕾
家
だ
と
は
い
え
、
そ
の
同
復
は
曹
室
の
臣
と
し
て
そ
の
國
椹
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

竹
林
の
名
士
も
司
馬
集
圏
に
う
つ
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
。
現
に
、
か
の
玩
籍
も
二
一
度
な
ら
ず
司
馬
氏
に
袖
を
ひ
か
れ
た
で
は
な
い
か
。
七

賢
に
つ
い
て
い
つ
て
も
、
山
濤
は
早
く
か
ら
司
馬
氏
に
と
り
入
り
稽
康
を
も
誘
つ
て
い
る
。
王
戎
は
晋
の
世
に
司
徒
に
ま
で
な
つ
た
。

「
荘
子
」
の
註
を
か
い
た
向
秀
も
稽
康
が
殺
さ
れ
た
あ
と
司
馬
昭
の
も
と
洛
陽
に
入
つ
て
隠
逸
方
外
の
士
は
多
と
す
る
に
は
足
ら
ぬ
と
答

え
た
（
世
誘
言
語
）
。
稽
康
も
、
彼
は
も
と
名
も
な
い
家
の
人
で
（
中
國
思
想
通
史
六
二
二
－
六
一
五
頁
に
考
謹
が
あ
る
）
、
曹
氏
と
同
郷
の
諜
郡

の
出
身
で
あ
り
し
か
も
曹
操
の
孫
娘
長
樂
亭
主
の
婿
と
な
つ
て
世
に
出
た
も
の
、
そ
れ
に
大
し
た
豪
族
に
な
つ
て
い
た
の
で
も
な
い
の
に
、

司
馬
氏
は
彼
に
色
目
を
つ
か
つ
て
山
濤
に
誘
引
さ
せ
た
。
「
通
史
」
に
よ
れ
ば
、
彼
が
山
陽
に
入
つ
て
竹
林
の
放
誕
を
し
た
の
は
、
司
馬
氏

が
彼
を
召
し
た
の
を
避
け
た
の
だ
（
六
一
二
八
頁
）
。
そ
れ
は
稽
康
が
そ
の
「
文
酢
肚
麗
、
好
言
老
荘
」
と
「
任
侠
」
に
よ
つ
て
一
種
の
勢
力

と
利
用
憤
値
を
も
つ
て
い
た
か
ら
で
、
彼
を
得
さ
え
す
れ
ば
そ
の
曹
室
と
の
因
縁
な
ど
は
ど
う
で
も
よ
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は

　
　
　
　
　
竹
林
の
士
と
そ
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一

」
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四
二

結
局
司
馬
氏
に
屈
服
し
な
い
で
、
事
を
設
け
て
殺
さ
れ
た
。
彼
と
並
ぶ
院
籍
は
司
馬
氏
側
の
方
に
つ
き
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
稽
康
が
殺
さ
れ

た
翌
年
に
は
「
爲
鄭
沖
勧
晋
王
慶
」
な
る
も
の
を
書
い
て
い
る
。
晋
王
と
は
司
馬
昭
で
あ
る
。
こ
の
「
朧
」
は
魏
帝
が
司
馬
昭
に
九
錫
を

た
ま
お
う
と
し
た
と
き
、
昭
が
酢
退
し
群
臣
が
渤
め
る
形
を
と
つ
て
、
天
下
の
心
に
よ
つ
て
う
け
る
形
式
を
と
と
の
え
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
九
錫
を
帝
王
が
臣
下
に
た
ま
う
の
は
、
王
葬
の
例
に
よ
れ
ば
、
暉
位
の
ま
え
ぶ
れ
で
、
す
な
わ
ち
纂
奪
の
豫
告
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
性
質
の
文
一
章
を
た
と
え
「
鄭
沖
の
爲
め
に
」
と
は
い
え
、
ま
た
「
本
傳
」
に
よ
れ
ば
、
書
か
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
「
沈
酔
し
て

か
く
の
を
忘
れ
て
い
た
」
の
を
役
人
に
う
な
が
さ
れ
て
酔
つ
た
ま
ま
一
氣
に
書
い
た
、
の
だ
と
い
う
が
、
と
も
か
く
彼
は
書
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
で
は
竹
林
の
士
た
ち
は
何
故
一
時
は
同
じ
く
司
馬
氏
と
竹
林
に
避
け
後
に
は
お
お
む
ね
司
馬
氏
に
服
し
た
の
か
。
そ
し
て
彼
ら
の
う
ち

稽
康
と
そ
の
友
呂
安
と
は
殺
さ
れ
た
の
か
。
と
い
う
の
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
間
題
で
あ
る
。
彼
ら
が
司
馬
昭
に
殺
さ
れ
た
の
は
二
六
二
年
で
、

そ
れ
は
司
馬
氏
の
天
下
に
な
る
五
年
前
だ
が
、
そ
の
前
前
年
の
二
六
〇
年
に
は
帝
王
た
る
高
貴
郷
公
曹
奥
が
殺
さ
れ
た
。
二
五
八
年
に
は

諸
葛
誕
ら
が
兵
を
翠
げ
て
討
死
し
た
。
こ
れ
で
曹
魏
派
の
實
力
者
は
な
く
な
つ
た
。
二
五
五
年
に
は
屡
丘
倹
ら
が
司
馬
師
の
罪
状
を
學
げ

て
か
え
つ
て
殺
さ
れ
た
。
二
五
四
年
に
は
夏
侯
玄
、
李
豊
が
皇
后
の
父
と
謀
つ
て
司
馬
師
を
斥
け
よ
う
と
し
て
殺
さ
れ
、
郡
陵
属
公
曹
芳

は
慶
帝
と
な
つ
た
。
二
五
一
年
に
は
王
凌
　
王
廣
父
子
が
司
馬
撚
の
か
い
ら
い
と
な
つ
た
曹
芳
を
慶
し
楚
王
彪
を
帝
位
に
立
て
て
反
司
馬

の
曹
魏
勢
力
の
同
復
を
圏
つ
て
殺
さ
れ
た
。
そ
の
前
前
年
の
二
四
九
年
が
明
帝
曹
叡
の
死
（
二
三
九
年
）
後
實
権
を
と
つ
て
い
た
曹
爽
と

そ
の
一
味
、
郡
麗
．
桓
範
．
何
曇
ら
八
族
が
司
馬
諮
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
つ
て
一
族
み
な
殺
し
に
あ
つ
た
年
で
あ
る
。
曹
叡
死
後
、
司
馬

氏
は
大
勢
力
を
も
ち
な
が
ら
こ
の
一
味
か
ら
排
除
さ
れ
冷
飯
を
く
つ
て
い
た
の
が
、
こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
つ
て
形
勢
が
逆
韓
し
た
の
で



あ
る
。
そ
こ
で
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
曹
叡
の
死
の
後
、
曹
爽
一
味
が
私
黙
を
た
て
た
の
が
正
始
年
間
（
二
四
〇
ー
二
四
九
）
で
、
こ
れ

が
魏
晋
の
清
談
の
は
じ
め
で
あ
る
正
始
の
名
士
の
時
期
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
つ
ぎ
つ
ぎ
に
司
馬
館
、
師
、
昭
に
殺
さ
れ
た
の
は
當
時

の
曹
爽
の
一
味
で
あ
り
そ
の
多
く
は
正
始
清
談
の
士
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
一
部
は
曹
氏
と
の
姻
縁
に
あ
つ
た
。
二
五
八
年
に
諸
葛
誕
が
殺

さ
れ
て
曹
爽
の
一
味
、
正
始
の
士
の
勢
力
は
全
滅
し
た
。
そ
こ
で
、
稽
康
の
死
は
こ
れ
ら
正
始
の
士
の
没
落
の
延
長
線
の
最
後
に
あ
る
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
彼
が
属
し
て
い
た
竹
林
の
名
士
た
ち
に
は
上
に
み
た
よ
う
に
別
の
、
司
馬
氏
へ
の
道
に
入
つ
て
も
い
る
も

の
が
あ
る
。
も
と
も
と
竹
林
の
遊
ぴ
は
そ
の
一
人
王
戎
の
生
年
（
三
一
西
ー
三
〇
五
）
と
稽
康
の
没
年
（
一
三
三
－
二
六
三
）
か
ら
推
し
て
ま

ず
十
年
間
と
す
れ
ば
（
青
木
正
見
、
清
談
、
「
支
那
文
學
思
想
史
」
三
六
九
頁
）
、
そ
の
始
ま
り
は
あ
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
後
三
年
で
あ
つ
て
、
正
始

の
清
談
と
は
無
關
係
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
七
賢
の
な
か
で
稽
康
だ
け
が
司
馬
域
に
屈
服
せ
ず
殺
さ
れ
た
の
は
、
彼
が
曹
氏
の
婿
だ
つ
た

か
ら
と
い
う
正
始
の
士
、
曹
爽
一
味
が
も
つ
た
よ
う
な
理
由
か
ら
と
は
い
え
な
い
。
彼
は
正
始
の
名
士
で
は
な
い
竹
林
の
士
、
し
か
も
そ

の
亘
魁
、
代
表
者
だ
つ
た
の
だ
か
ら
。
し
か
も
司
馬
氏
は
投
降
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
か
ら
。
ま
た
、
反
司
馬
畢
兵
の
謀
も
な
か

つ
た
。
だ
と
す
る
と
一
燈
竹
林
の
清
談
は
何
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
基
礎
の
な
か
か
ら
ど
う
し
て
ひ
と
り
稽

康
、
呂
安
だ
け
が
殺
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
稽
康
の
死
は
彼
が
曹
爽
の
一
味
だ
つ
た
か
ら
で
な
い
と
す
る
と
、
ま

さ
に
竹
林
の
士
だ
つ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
司
馬
側
に
行
つ
た
も
の
も
あ
り
殺
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
竹
林
の
清
談
と
は
一
腫

何
な
の
か
。
そ
し
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
道
に
わ
か
れ
て
行
つ
た
の
か
、
と
い
う
の
が
問
題
で
あ
る
。

　
竹
林
の
名
士
は
上
に
あ
げ
た
東
晋
の
戴
逮
の
こ
と
ば
に
あ
る
と
お
り
、
司
馬
氏
の
天
下
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
晋
の
元
康
年
間
の
清
談
と

は
ち
が
う
性
質
の
も
の
で
、
晋
以
後
の
滴
談
は
多
く
は
一
種
の
遊
び
、
「
理
中
の
談
」
（
世
読
新
語
）
ま
た
は
「
群
が
理
と
競
い
、
酢
が
勝

　
　
　
　
　
竹
林
の
士
と
そ
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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て
ば
理
は
屈
伏
す
る
」
（
顔
氏
家
訓
文
章
）
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
竹
林
の
放
」
は
「
疾
」
に
よ
る
。
ど
ん
な
「
疾
」
か
ど
い
う
と
、

梁
の
沈
約
の
「
七
賢
論
」
（
藝
丈
類
聚
三
七
引
）
に
よ
れ
ぱ
、
七
賢
の
代
表
と
し
て
稽
康
と
院
籍
を
の
べ
た
の
ち
、
稽
・
院
の
二
人
の
志
は

保
身
に
あ
つ
た
。
霜
晦
す
る
た
め
に
は
き
ち
ん
と
し
て
は
お
れ
な
い
で
酒
を
つ
か
つ
た
。
酒
は
友
を
呼
ぶ
も
の
だ
、
と
い
つ
て
あ
と
の
五

賢
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
曹
魏
と
司
馬
晋
の
勢
力
交
替
期
に
お
け
る
中
間
派
の
態
度
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
中
間
派
と
い
う
も

の
は
、
し
か
し
、
何
ら
積
極
的
な
地
位
や
勢
力
を
も
た
な
い
、
た
だ
爾
勢
力
の
す
れ
あ
い
の
な
か
に
在
る
の
だ
か
ら
、
彼
ら
自
身
と
し
て

は
身
の
置
き
ど
こ
ろ
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
院
籍
は
酒
に
酔
い
ま
た
働
叩
大
し
た
。
働
斐
し
て
も
酔
つ
て
も
依
然
と
し
て
揚
所
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
彼
ら
は
「
自
然
」
を
螢
見
し
た
、
と
い
う
よ
り
、
観
念
し
た
の
で
あ
る
。
院
籍
は
一
方
で
司
馬
氏
と
よ
ろ
し
く
や
り
な
が
ら
一
方

で
「
首
陽
山
賦
」
を
つ
く
つ
た
が
、
働
巽
す
る
彼
自
身
は
「
自
然
」
に
安
置
し
よ
う
と
し
た
。
司
馬
氏
と
の
や
り
く
り
に
満
足
せ
ず
、

「
首
陽
山
賦
」
を
う
た
つ
て
儒
善
を
憤
り
「
狸
行
」
「
甘
死
」
を
た
た
え
た
の
は
彼
の
當
時
の
豪
族
た
ち
と
ち
が
う
シ
ン
の
張
さ
で
あ
る
が
、

現
實
に
は
そ
の
張
さ
を
主
張
し
實
現
す
る
鹸
地
は
な
か
つ
た
か
ら
「
自
然
」
を
観
念
し
、
こ
の
観
念
に
彼
自
身
を
置
こ
う
と
し
た
。
こ
の
、

彼
自
身
を
一
つ
の
観
念
ま
た
は
思
想
に
置
こ
う
と
し
た
貼
は
、
晋
以
後
の
清
談
が
軍
な
る
「
談
」
だ
つ
た
の
と
ち
が
う
鮎
だ
し
、
ま
た
正

始
の
清
談
と
ち
が
う
貼
で
も
あ
る
。
正
始
の
清
談
の
名
士
た
ち
は
、
曹
爽
集
團
と
い
う
政
権
の
座
に
つ
い
て
利
椛
を
も
っ
て
い
た
。
彼
ら

が
「
老
子
」
や
「
易
」
の
こ
と
ば
を
論
題
と
し
て
、
有
と
無
を
論
じ
て
無
名
を
爾
び
無
爲
を
稽
え
た
の
は
、
本
末
、
膿
用
の
概
念
で
も
つ

て
一
っ
の
髄
統
、
秩
序
あ
る
世
界
を
描
い
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
否
定
語
に
み
ち
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
積
極
的
な
理
論
で
あ
り
肯
定

的
な
世
界
観
で
あ
つ
た
。
無
名
論
が
中
央
穂
力
の
絶
封
性
を
う
ら
づ
け
、
無
爲
論
が
豪
族
連
合
政
権
を
う
ら
づ
け
る
と
し
て
、
い
ず
れ
も

そ
の
老
荘
玄
談
は
實
は
儒
家
の
禮
教
と
矛
盾
し
な
い
、
む
し
ろ
一
致
す
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
研
究
が
あ
る
。

『



も
と
も
と
正
始
清
談
の
選
手
、
何
曇
や
王
弼
の
無
は
、
衆
有
を
生
む
も
の
、
ま
た
は
衆
有
の
統
一
と
し
て
の
、
有
の
否
定
な
の
で
あ
つ
て
、

そ
の
意
味
で
有
に
直
接
依
存
し
、
有
と
同
一
揚
面
に
在
つ
て
こ
れ
を
統
轄
し
ま
た
は
こ
れ
に
君
臨
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
老
子
」

「
易
」
以
來
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
玄
談
の
士
何
婁
が
「
論
語
」
を
註
し
た
の
は
む
し
ろ
當
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
理
論
は
實

は
治
者
の
教
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
理
論
の
櫓
い
手
は
こ
れ
ら
の
理
論
が
な
く
て
も
存
立
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
理
論
に
ょ

つ
て
彼
ら
の
地
位
、
そ
の
地
位
を
の
せ
て
い
る
世
界
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
並
始
の
清
談
の
士
は
ま
さ
し
く
談
論
し
た
し
、
談
論
に
は

理
論
の
封
立
が
あ
つ
て
そ
れ
は
ま
た
一
つ
の
闘
争
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
闘
争
封
立
は
實
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
の
櫓
い
手
た
ち
の
政
治
勢
力

の
封
立
闘
孚
の
あ
ら
わ
れ
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
そ
の
理
論
は
、
も
ち
ろ
ん
彼
ら
の
主
張
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る
ほ
う
が
よ
い
の

だ
が
、
や
は
り
無
責
任
な
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
儒
家
の
正
統
的
な
教
読
が
天
下
に
向
つ
て
あ
る
秩
序
を
読
い
た
ほ
ど
の
切
實
さ
も
な

い
。
後
漢
末
の
大
風
に
疲
れ
き
つ
た
人
民
の
上
で
王
室
・
豪
族
た
ち
は
比
較
的
安
易
な
地
位
に
あ
つ
た
、
た
だ
お
互
い
の
勢
力
孚
い
が
間

題
だ
つ
た
の
だ
か
ら
、
ま
と
も
な
理
論
、
致
論
の
要
求
は
少
な
く
、
實
力
と
灌
謀
の
方
が
切
實
だ
つ
た
。
そ
．
一
で
正
始
の
清
談
は
清
談
ら

し
く
の
ん
き
で
、
簡
潔
な
表
現
、
し
や
れ
た
問
答
、
機
智
に
豊
か
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
正
始
の
清
談
も
晋
以
後
の
清
談
と
同
様
に

「
談
」
で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
く
ら
べ
て
竹
林
の
清
談
に
は
し
や
れ
た
も
の
言
い
や
機
智
は
傳
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
こ
と
ば
や
観
念

を
彼
ら
の
前
に
置
い
て
も
て
あ
そ
ぶ
よ
う
な
も
の
で
な
か
つ
た
。
ま
た
積
極
酌
な
世
界
理
論
も
な
か
つ
た
。
彼
ら
は
力
に
も
位
に
も
見
は

な
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
彼
ら
は
描
い
て
み
せ
る
世
界
を
も
た
な
か
つ
た
。
彼
ら
の
「
自
然
」
は
正
始
の
「
有
無
」
を
「
析
玄
派
」
の
論
題

と
呼
ぶ
の
に
封
比
し
て
「
陵
達
派
」
の
思
慕
と
呼
ん
で
よ
い
。
か
れ
ら
は
、
道
家
の
「
理
論
を
研
究
す
る
に
止
ま
る
純
理
派
」
に
封
し
て

「
其
理
論
を
庭
世
生
活
の
上
ま
で
及
ぼ
し
て
、
暖
達
な
行
爲
を
し
て
自
ら
快
と
す
る
實
行
派
」
だ
（
青
木
、
前
掲
書
三
五
二
頁
）
と
い
つ
て
も

　
　
　
　
　
竹
林
の
士
と
そ
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
一
橋
大
學
研
究
年
報
　
敢
會
學
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

よ
か
ろ
う
。
實
行
派
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、
道
家
の
理
論
が
ま
ず
あ
つ
て
そ
れ
を
實
行
す
る
と
い
う
意
味
で
な
く
、
理
論
が
生
活
の
直

接
の
表
現
で
あ
り
、
生
活
そ
の
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
働
巽
し
て
救
わ
れ
ず
、
暴
君
の
否
定
も
こ
と
ば
の
上
で
し
か

で
き
な
い
院
籍
は
、
そ
れ
で
、
彼
自
身
を
「
自
然
」
に
置
い
た
。
「
自
然
」
は
彼
が
そ
こ
に
位
置
す
る
構
造
的
世
界
で
は
な
く
、
彼
自
身
が

そ
う
で
あ
る
は
ず
の
も
の
ま
た
は
生
き
方
で
あ
る
。
彼
の
「
大
人
先
生
傳
」
に
い
う
。
「
天
地
は
自
然
に
生
じ
、
萬
物
は
天
地
に
生
ず
る
。

　
　
　
　
そ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
と

自
然
に
は
外
が
な
い
か
ら
天
地
と
い
う
名
を
つ
け
、
天
地
と
い
え
ば
内
が
あ
る
か
ら
萬
物
が
生
ず
る
の
だ
。
外
が
な
い
と
こ
ろ
に
は
異
が

な
い
、
内
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
殊
が
な
い
。
…
…
（
萬
物
さ
ま
ざ
ま
の
か
た
ち
を
と
る
が
）
－
…
・
自
然
一
膣
で
あ
つ
て
萬
物
は
恒
常
の
な

か
で
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
．
・
…
一
氣
の
盛
衰
で
あ
り
、
攣
化
し
て
傷
つ
く
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
で
、
重
陰
と
雷
電
と
は
異
出
で
な
く
、

天
地
日
月
は
殊
物
で
な
い
。
そ
れ
は
、
異
と
い
う
鮎
か
ら
は
肝
謄
も
楚
越
、
同
と
い
う
鮎
か
ら
は
萬
物
一
盟
、
と
日
つ
て
あ
る
と
お
り
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

あ
る
。
人
間
も
天
地
の
う
ち
に
生
れ
た
も
の
で
自
然
を
う
け
て
い
る
。
身
は
陰
陽
の
無
、
性
は
五
行
の
性
、
情
は
遊
魂
の
欲
動
、
神
は
天

地
の
動
く
所
以
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
」
こ
の
「
自
然
」
の
世
界
は
、
個
個
別
別
の
雑
多
な
内
容
（
有
内
）
と
無
構
成
の
無
限
大
（
無
外
）
の

直
接
的
合
一
の
世
界
で
あ
る
。
萬
物
が
個
個
に
直
接
に
是
認
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
し
た
が
つ
て
そ
の
特
殊
性
も
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
法

則
的
構
造
も
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
存
在
の
直
接
酌
な
是
認
が
「
自
然
」
で
あ
る
。
「
自
然
」
は
直
接
的
な
是
認
で
あ
る
か
ら
自
畳
で
は

な
い
。
自
覧
の
た
め
の
個
別
性
も
封
立
、
聯
關
も
こ
こ
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
自
然
」
は
無
差
別
な
、
非
債
値
の
世
界
で
あ
る
。
「
十
と

か
五
と
か
の
数
を
や
か
ま
し
く
い
い
左
だ
の
右
だ
の
の
名
を
こ
ま
か
く
い
う
の
は
一
曲
（
せ
せ
こ
ま
し
い
）
の
説
だ
。
自
然
に
し
た
が
い

天
地
を
性
と
す
る
の
が
蓼
廓
（
ひ
ろ
や
か
な
）
の
談
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
、
無
世
界
の
世
界
で
あ
つ
て
禮
教
も
反
禮
教
も
な
い
、
禮
教
反
禮

教
の
沙
汰
を
無
覗
し
て
個
個
の
存
在
が
あ
る
だ
け
の
世
界
で
あ
る
。
酒
の
世
界
は
ま
さ
に
「
自
然
」
の
揚
で
あ
つ
た
。
玩
籍
は
酒
に
酔
つ



て
美
婦
の
も
と
に
横
わ
り
酒
に
依
つ
て
司
馬
氏
と
の
嫁
談
の
口
を
ふ
さ
い
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
阪
籍
の
「
自
然
」
は
こ
と
ば
ど
お
り
の

禮
敏
や
政
構
の
否
定
で
は
な
い
。
竹
林
の
清
談
と
い
え
ど
も
正
始
の
そ
れ
と
同
様
に
本
質
的
に
は
禮
教
と
合
作
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
唐
長
嬬
（
魏
晋
玄
學
之
形
成
及
其
登
展
、
「
魏
晋
南
北
朝
史
論
叢
」
三
二
八
！
…
二
〇
頁
）
や
湯
用
形
・
任
織
愈
（
魏
晋
玄
學
中
的
杜
會
政
治
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

想
略
盤
雪
一
頁
）
も
い
つ
て
い
る
。
「
自
然
」
は
禮
教
・
反
禮
教
を
無
覗
す
る
無
世
界
の
世
界
観
で
あ
る
が
、
そ
の
無
視
の
根
撒
自
艦
が
實

　
ヤは

無
い
の
で
あ
る
。
「
自
然
」
は
存
在
の
直
接
的
肯
定
な
の
だ
か
ら
、
個
個
の
存
在
を
是
認
す
る
よ
う
に
、
提
出
さ
れ
れ
ば
秩
序
も
禮
敏
も

肯
定
す
る
。
債
値
の
世
界
で
の
秩
序
禮
教
の
肯
定
で
は
な
い
、
そ
こ
に
あ
る
か
ら
肯
定
す
る
。
た
だ
そ
こ
に
在
る
だ
け
の
存
在
は
提
供
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

れ
る
も
の
を
拒
否
す
る
根
撒
を
も
た
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
無
條
件
の
肯
定
の
態
度
の
な
か
に
無
硯
の
根
接
は
無
い
。
そ
れ
の
み
か
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
の
無
條
件
の
肯
定
は
、
直
ち
に
轄
化
し
て
、
こ
の
肯
定
に
統
べ
ら
れ
て
全
膿
的
世
界
の
容
認
と
な
り
調
和
的
世
界
観
と
な

り
得
る
。
そ
し
て
個
個
の
存
在
は
全
艦
調
和
の
な
か
に
お
か
れ
そ
の
な
か
で
肯
定
さ
れ
、
し
か
も
存
在
自
艦
は
無
聯
關
に
直
接
的
に
閉
鎖

的
に
自
足
し
て
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
「
大
人
先
生
傅
」
で
「
君
が
立
つ
て
虐
が
お
こ
る
、
臣
が
お
か
れ
て
賊
が
生
ず
る
、
禮
法
制
定
の

た
め
に
下
民
は
束
縛
さ
れ
る
」
と
い
つ
た
、
東
晋
の
飽
敬
言
の
君
主
否
定
論
に
近
い
く
ち
ぶ
り
が
、
同
じ
彼
の
「
通
易
論
」
に
な
る
と
、
は

じ
め
に
「
易
と
は
何
か
。
昔
の
玄
眞
、
古
の
憂
経
で
あ
る
。
」
と
い
い
な
が
ら
、
や
が
て
「
王
后
も
稻
せ
ら
れ
ず
、
君
子
も
も
ち
あ
げ
ら
れ
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ヤ

ず
、
上
に
あ
る
も
の
が
下
を
い
た
わ
る
。
自
然
に
し
た
が
う
の
だ
。
」
と
い
い
、
や
が
て
「
君
子
日
く
、
易
は
、
天
地
に
順
い
、
萬
物
を
秩

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

序
し
、
方
圓
お
の
お
の
形
が
あ
り
、
四
時
そ
れ
ぞ
れ
き
ま
つ
て
お
り
…
…
」
と
な
つ
て
お
る
。
こ
の
よ
う
な
秩
序
論
は
「
自
然
」
と
相
排

除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
院
籍
の
「
自
然
」
は
、
彼
の
働
巽
、
身
の
置
き
揚
が
な
い
の
に
あ
く
ま
で
自
分
の
身
を
保
と

う
と
す
乞
「
疾
」
が
生
み
そ
れ
に
よ
つ
て
「
疾
」
を
い
や
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
疾
」
の
現
實
的
原
因
を
解
浦
す
る
も

　
　
　
　
　
竹
林
の
士
と
そ
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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の
で
な
ぐ
、
「
疾
」
の
主
観
的
根
接
、
彼
自
身
を
保
持
し
よ
う
と
い
う
こ
こ
ろ
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
「
疾
」
が
起
つ
た
そ

の
揚
所
か
ら
、
そ
の
揚
所
の
ほ
か
に
場
所
は
な
い
の
だ
か
ら
、
逃
げ
だ
し
て
ゆ
く
観
念
の
世
界
を
提
供
す
る
も
の
、
自
由
を
幻
想
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
の
幻
想
は
、
現
實
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
か
ら
現
實
に
封
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
禮
教
を
無
覗
し
て
拒
否
は
し
な

い
。
あ
ら
ゆ
る
現
實
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
現
實
を
超
越
す
る
と
い
う
自
由
で
あ
る
。
「
自
然
」
と
は
文
字
ど
お
り
、
そ
こ
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
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と
お
り
に
そ
う
で
あ
る
、
そ
う
な
る
と
お
り
に
そ
う
な
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
玩
籍
は
自
分
の
心
に
堪
え
な
い
で
働
巽

し
な
が
ら
自
分
の
心
を
ご
ま
化
し
て
酒
に
酔
い
、
「
首
陽
山
賦
」
を
書
い
て
き
ぴ
し
く
豪
族
た
ち
の
生
き
方
、
倫
理
を
批
剣
し
拒
否
し
な
が

ら
司
馬
氏
の
歩
兵
校
尉
や
東
李
王
に
な
り
「
慶
」
を
書
い
た
。
彼
の
瞬
達
放
陵
は
決
し
て
彼
の
計
算
づ
く
の
「
遠
識
」
と
矛
盾
せ
ず
、
む

し
ろ
極
め
て
現
實
的
で
あ
つ
た
。
彼
は
「
禮
法
の
士
に
か
た
き
の
よ
う
に
疾
ま
れ
た
の
に
司
馬
昭
は
い
つ
も
保
護
し
た
」
と
い
う
が
、
實

際
、
何
曾
が
彼
の
「
縦
情
背
禮
敗
俗
」
の
ゆ
え
に
「
孝
治
」
の
天
下
よ
り
追
放
す
べ
き
を
切
言
し
た
の
に
司
馬
昭
は
彼
の
た
め
に
言
い
わ

け
を
し
て
い
る
（
晋
書
何
曾
傳
）
。
こ
の
司
馬
昭
の
院
籍
観
は
「
愼
」
で
あ
つ
た
。
「
天
下
の
至
愼
と
は
玩
嗣
宗
（
籍
の
こ
と
）
の
こ
と
だ
。

は
な
し
を
す
れ
ば
玄
遠
の
こ
と
ぱ
か
り
で
時
事
の
評
論
、
人
物
の
是
非
に
及
ば
な
い
。
ま
こ
と
に
至
愼
だ
。
」
（
世
読
徳
行
註
引
李
康
家
訓
）

院
籍
に
は
時
事
が
な
か
つ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
、
は
じ
め
に
述
べ
た
彼
の
庭
世
を
み
れ
ぱ
ま
こ
と
に
計
算
の
し
つ
か
り
し
た
「
遠
識
」

に
も
と
づ
い
て
い
た
。
こ
れ
が
司
馬
昭
の
保
護
を
得
た
わ
け
で
あ
つ
て
、
こ
と
ば
だ
け
観
念
だ
け
で
保
身
は
で
き
な
い
。

　
玩
籍
の
「
自
然
」
は
、
こ
と
ば
を
あ
ま
り
の
こ
し
て
い
な
い
王
戎
・
劉
伶
な
ど
の
他
の
賢
者
た
ち
に
も
共
通
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
同
じ

よ
う
に
や
が
て
は
司
馬
氏
に
屈
服
し
た
。
屈
服
も
ま
た
「
自
然
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
し
か
し
「
自
然
」
を
観
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
彼

ら
の
こ
こ
ろ
か
ら
は
す
で
に
離
れ
去
つ
た
猫
立
の
観
念
と
し
て
の
「
自
然
」
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
自
然
」
は
働
巽
す
る
こ
こ
ろ
が
自
分

ノ



を
救
う
た
め
に
自
己
を
託
し
た
一
つ
の
境
涯
、
観
念
世
界
で
あ
る
。
だ
か
ら
託
す
る
こ
こ
ろ
を
す
な
わ
ち
「
自
然
」
観
念
と
み
な
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
「
自
然
」
は
そ
れ
自
艦
一
つ
の
観
念
と
し
て
、
そ
れ
を
生
ん
だ
こ
こ
ろ
と
は
別
個
の
は
た
ら
き
を
も
つ
。
そ
し
て
こ
こ
ろ

は
自
分
が
生
ん
だ
観
念
に
身
を
託
し
て
自
分
を
喪
つ
て
ゆ
く
。
「
自
然
」
観
念
に
身
を
委
せ
た
人
間
は
喪
わ
れ
る
自
分
を
同
想
し
た
り
、

味
嘆
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
同
想
、
昧
嘆
は
す
で
に
そ
の
封
象
を
自
分
の
外
に
お
い
て
い
る
の
だ
。
向
秀
が
の
ち
官
に
赴
く
途

中
竹
林
の
遊
ぴ
の
故
地
山
陽
を
過
ぎ
て
、
志
を
守
つ
て
殺
さ
れ
た
談
友
稽
康
の
た
め
に
「
思
蕾
賦
」
を
味
じ
て
も
、
院
籍
が
「
詠
懐
」
す

る
こ
と
八
十
二
首
で
あ
つ
て
も
、
要
す
る
に
自
慰
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
向
秀
に
「
思
醤
」
を
催
お
し
、
玩
籍
に
「
味
懐
」
さ
せ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ら
し
い
稽
康
は
死
ん
で
い
つ
た
。
彼
は
最
後
に
「
幽
憤
詩
」
を
の
こ
し
た
の
で
あ
る
。
彼
も
「
自
然
」
を
思
つ
た
が
「
自
然
」
に
身
を
ま

か
せ
な
か
つ
た
。
「
自
然
」
を
つ
ね
に
思
つ
た
が
、
「
自
然
」
の
観
念
に
自
分
を
外
化
し
な
か
つ
た
。
彼
は
自
分
の
思
想
を
も
つ
た
が
、
そ

れ
を
あ
く
ま
で
彼
の
思
想
と
し
て
も
と
う
と
し
た
。
そ
の
思
想
は
現
實
の
な
か
で
彼
の
「
幽
憤
」
と
と
も
に
あ
つ
た
。
彼
が
働
巽
し
て
わ

れ
を
わ
す
れ
る
の
は
母
の
死
と
い
う
紛
う
か
た
な
き
現
實
に
際
し
て
で
あ
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
そ
こ
で
、
竹
林
の
清
談
が
成
立
し
た
基
礎
は
こ
う
で
あ
る
。
曹
魏
の
王
椹
に
よ
る
天
下
の
國
家
的
統
一
安
定
の
の
ち
、
王
権
に
依
撮
す

る
官
僚
豪
族
派
の
専
制
が
は
じ
ま
り
、
同
時
に
そ
れ
に
封
抗
し
て
司
馬
ら
の
後
漢
以
來
の
豪
姓
豪
族
派
が
擁
頭
し
て
來
て
、
後
者
が
前
者

に
と
つ
て
か
わ
つ
て
行
つ
た
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
曹
魏
王
権
に
つ
い
て
い
た
人
た
ち
が
、
今
や
豪
族
群
に
隷
驕
し
な
い
か
ぎ
り
生
存

し
難
い
揚
面
に
お
か
れ
、
そ
の
よ
う
な
隷
厨
の
要
求
に
直
面
し
て
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
禮
致
な
る
も
の
の
正
髄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知

り
、
同
時
に
隷
屈
し
な
い
で
い
た
い
自
分
を
螢
見
し
た
。
そ
こ
で
自
由
を
要
求
し
儒
善
的
な
禮
教
を
拒
否
す
る
が
、
し
か
も
こ
の
要
求
も
，

拒
否
も
、
そ
れ
が
そ
こ
か
ら
起
つ
た
現
實
自
盟
に
よ
つ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
い
よ
い
よ
要
求
と
拒
否
が
強
く
な

　
　
　
　
　
竹
林
の
士
と
そ
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
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九
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つ
て
、
働
叩
犬
し
酒
を
の
み
琴
を
ひ
き
清
談
す
る
。
こ
こ
ま
で
は
玩
籍
も
稽
康
も
其
の
他
の
名
士
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
ら
は
、

要
求
・
拒
否
と
そ
の
否
定
、
す
な
わ
ち
こ
こ
ろ
の
お
も
い
と
生
き
る
道
と
に
挾
ま
れ
て
一
つ
の
無
世
界
の
世
界
、
「
自
然
」
を
観
念
し
た
。

「
自
然
」
は
観
念
で
あ
る
か
ら
、
生
き
る
道
を
開
拓
し
な
い
で
こ
こ
ろ
の
お
も
い
を
は
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
、
お
も
い
を
は
ら

し
た
こ
と
に
し
て
、
も
と
に
か
わ
ら
ぬ
生
き
る
道
を
、
観
念
酌
に
超
越
し
つ
つ
現
實
に
は
踏
む
と
い
う
道
が
一
つ
あ
る
。
こ
こ
ろ
の
お
も

い
は
現
實
か
ら
生
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
生
き
る
道
が
か
わ
ら
ぬ
以
上
は
れ
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
生
き
る
道
と
衝
突
す
る
の
だ
が
、
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「
自
然
」
の
観
念
の
な
か
で
は
れ
た
こ
と
に
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
は
、
は
れ
な
い
こ
と
に
し
て
も
よ
い
。
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、

こ
こ
ろ
の
お
も
い
は
も
は
や
彼
を
動
か
す
も
の
で
な
く
た
だ
の
お
も
い
で
あ
り
、
彼
は
自
分
を
「
自
然
」
に
あ
ず
け
ご
ま
化
す
の
で
あ
る
。

ご
ま
化
せ
る
程
度
は
名
士
た
ち
の
間
で
さ
ま
ざ
ま
だ
が
。
も
一
つ
の
道
が
あ
る
。
「
自
然
」
を
観
念
し
て
も
そ
れ
が
観
念
で
あ
る
こ
と
を
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知
つ
て
「
自
然
」
に
自
分
を
あ
ず
け
な
い
。
あ
ず
け
る
に
は
あ
ま
り
に
つ
よ
い
こ
こ
ろ
の
お
も
い
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
が
生
き
る
道

は
「
自
然
」
で
な
く
彼
の
こ
こ
ろ
が
お
も
う
生
き
る
道
で
あ
り
、
彼
の
お
も
い
は
い
つ
も
張
要
さ
れ
る
生
き
る
道
と
正
面
か
ら
ぶ
つ
つ
か

つ
て
い
る
。
彼
は
彼
自
身
を
「
自
然
」
観
念
の
超
越
性
と
と
も
に
超
越
さ
せ
な
い
。
超
越
は
こ
こ
ろ
の
お
も
い
の
断
念
で
あ
り
、
自
分
を

放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
彼
は
ど
こ
ま
で
も
お
も
い
の
と
お
り
に
生
き
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
も
一
つ
の
道
、
稽
康
が
お
そ
ら
く

歩
ん
だ
道
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
ろ
の
お
も
い
の
要
求
に
し
た
が
い
強
要
さ
れ
る
生
き
る
道
を
拒
否
し
て
、
は
ね
と
ば
さ
れ
た
。
だ
か
ら
、

竹
林
の
清
談
の
主
題
は
「
自
然
」
で
あ
り
、
「
自
然
」
は
正
始
の
清
談
の
「
無
名
・
無
爲
」
と
同
様
禮
敏
と
矛
盾
し
な
い
と
い
う
の
は
、
稜

康
の
揚
合
こ
と
ば
ど
お
り
に
は
う
け
入
れ
難
い
（
後
述
）
。
と
こ
ろ
が
、
稽
康
が
こ
こ
ろ
の
お
も
い
を
守
つ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
こ
ろ
の

お
も
い
は
他
の
名
士
た
ち
の
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
は
鹸
地
の
な
い
現
實
に
挾
ま
れ
て
に
じ
み
出
た
さ
け
び
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
さ
け
ぴ



は
し
か
し
挾
ま
れ
た
個
人
の
い
の
ち
の
さ
け
び
で
あ
つ
て
現
實
を
か
え
な
い
。
現
實
の
、
椹
力
と
備
禮
教
と
秩
序
の
全
盟
を
拒
否
す
る
だ

け
で
、
拒
否
す
る
彼
自
身
の
現
實
的
な
根
擦
を
も
た
な
い
。
稽
康
も
院
籍
も
す
べ
て
名
士
た
ち
は
、
多
少
と
も
あ
れ
實
は
こ
れ
ら
椹
力
と

儒
禮
教
と
秩
序
の
世
界
の
な
か
で
彼
ら
の
地
位
を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
世
界
の
な
か
に
い
る
か
ら
こ
そ
、
大
豪
族
の
椹
力
と
儒

禮
致
に
座
迫
さ
れ
て
こ
の
世
界
か
ら
は
み
出
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
は
み
出
し
て
し
ま
え
ば
別
天
地
が
、
も
ち
ろ
ん
構
力
と
儒
禮
敏
と

無
縁
ど
こ
ろ
か
こ
れ
と
衝
突
す
る
が
、
し
か
も
衝
突
し
て
ゆ
く
現
實
根
撮
を
も
つ
天
地
が
ひ
ら
け
て
、
さ
け
び
は
同
時
に
行
動
と
な
つ
た

ろ
う
が
、
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な
別
天
地
と
反
封
側
に
い
た
貼
で
は
大
豪
族
と
同
じ
だ
つ
た
し
、
だ
か
ら
彼
ら
が
拒
否
し
た
當
の
構
力
と
儒

禮
致
の
世
界
か
ら
逃
れ
出
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。
し
か
し
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
の
さ
け
び
な
の
だ
か
ら
、
室
虚
な
の
は
必
然
で
あ
る
が
、

さ
り
と
て
現
實
的
に
は
室
虚
だ
か
ら
と
て
人
間
の
さ
け
び
と
し
て
ま
る
で
ニ
セ
モ
ノ
だ
つ
た
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
爲
禮
致
の
「
射

眞
」
が
そ
の
「
射
」
の
ゆ
え
に
自
己
を
裏
切
つ
て
「
眞
」
を
さ
け
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
眞
」
を
さ
け
ん
だ
と
て
「
射
眞
」
が
「
眞
」
と
な
り

は
し
な
い
が
、
さ
け
ぶ
こ
と
に
よ
つ
て
「
射
眞
」
の
「
射
」
性
、
儒
禮
教
の
儒
性
が
暴
露
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
暴
露

を
も
と
も
と
儒
禮
致
中
の
人
で
あ
る
竹
林
の
士
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
お
そ
ら
く
儒
禮
敏
と
椹
力
の
世
界
が
、
自
己
を

支
え
る
た
め
に
そ
れ
に
向
つ
て
闘
わ
ね
ぱ
な
ら
な
か
つ
た
と
こ
ろ
の
人
民
の
カ
が
後
漢
末
以
來
の
大
乱
で
衰
弱
し
て
い
て
比
較
的
安
易
に

彼
ら
の
世
界
に
専
念
で
き
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
の
あ
い
だ
に
曹
魏
か
ら
司
馬
晋
へ
の
急
速
な
は
げ
し
い
勢
力
の
交
替
が
あ
つ
て
こ
の
世

界
に
お
け
る
去
就
が
個
個
の
人
間
に
き
ぴ
し
く
問
い
つ
め
ら
れ
た
こ
と
が
そ
の
現
實
的
理
由
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
一
方
に
は
、
こ
の
よ
う

な
賦
況
を
そ
の
こ
こ
ろ
に
う
け
と
め
そ
れ
を
さ
け
び
出
し
た
彼
ら
の
人
間
の
眞
率
さ
が
あ
つ
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
竹
林
の
士
た
ち
の
な
か
で
、
こ
と
ば
を
多
く
の
こ
し
た
院
籍
は
彼
ら
の
一
般
的
思
想
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
自
然
」
は

　
　
　
　
　
竹
林
の
士
と
そ
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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二

ま
さ
し
く
「
彼
ら
の
苦
悶
と
矛
盾
は
、
儒
家
の
封
建
倫
理
で
あ
る
忠
君
と
い
う
観
念
の
欺
隔
性
と
現
實
政
治
に
封
す
る
妥
協
性
を
論
明
す

る
も
の
だ
」
（
湯
用
形
、
任
緯
愈
、
前
掲
書
三
四
頁
）
と
批
評
し
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
阪
籍
ら
と
ち
が
つ
た
行
き
方
を
し
た
稚
康
の

思
想
も
本
質
的
に
同
じ
で
あ
ろ
う
、
た
だ
、
一
寸
ふ
れ
た
よ
う
に
彼
は
「
自
然
」
へ
の
自
己
委
託
を
拒
否
し
た
、
自
分
の
こ
こ
ろ
の
お
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
が

い
を
守
る
き
び
し
さ
が
あ
つ
た
。
彼
は
自
ら
「
わ
が
こ
の
禰
心
（
か
た
く
な
さ
）
は
よ
し
あ
し
を
露
骨
に
し
」
と
い
い
、
「
わ
が
性
は
直
、

ニ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

中
は
狭
、
堪
え
ら
れ
ぬ
こ
と
が
多
い
」
と
い
い
（
與
山
亘
源
絶
交
書
）
、
「
心
を
抗
げ
て
古
え
を
慕
い
、
よ
し
と
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

と
い
い
（
幽
潰
詩
）
、
愛
見
へ
の
遺
言
に
「
志
な
き
人
は
人
で
な
い
、
」
「
志
に
お
も
う
こ
と
に
は
死
ん
で
も
た
が
う
な
」
と
い
つ
て
い
る

（
家
訓
）
。
梁
の
簡
文
帝
も
彼
を
「
僑
」
と
評
し
て
い
る
が
（
世
誘
品
藻
）
、
と
く
に
顔
子
推
が
彼
を
「
俗
を
拒
否
し
て
鍋
を
ま
ね
い
た
も
の
、

和
光
同
塵
の
輩
と
は
ち
が
う
」
と
い
つ
た
の
は
（
家
訓
勉
學
）
、
彼
の
知
己
と
い
え
る
。
そ
し
て
彼
の
思
想
が
「
心
を
師
と
し
て
論
を
の
べ

る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
も
（
丈
心
離
龍
）
、
も
つ
と
も
で
あ
り
、
彼
の
思
想
に
こ
こ
ろ
を
惹
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、

い
わ
ゆ
る
「
苦
悶
と
矛
盾
」
が
、
ま
た
は
身
を
支
え
る
儒
禮
致
を
も
観
念
を
も
つ
か
ま
な
い
で
断
崖
に
虚
室
を
つ
か
ん
だ
切
實
さ
が
、
あ

る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
お
も
う
に
竹
林
の
清
談
を
生
み
「
自
然
」
を
生
ん
だ
働
巽
そ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
「
自
然
」
よ
り
眞
實
な
人
間
の
眞
實

で
あ
り
、
「
儒
眞
」
の
な
か
に
あ
つ
て
「
眞
」
の
眞
性
を
主
張
し
「
儒
眞
」
の
備
稗
を
批
剣
す
る
も
の
、
竹
林
の
清
談
と
い
う
現
象
を
お

こ
し
た
中
核
で
あ
ろ
う
。
彼
が
殺
さ
れ
た
の
を
、
曹
魏
と
の
姻
縁
の
た
め
の
特
例
だ
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

　
　
竹
林
の
名
士
の
あ
り
方
を
「
自
然
」
に
あ
る
と
す
る
見
方
が
、
ま
ち
が
つ
て
は
い
な
い
が
例
外
が
あ
り
、
数
量
の
上
で
は
例
外
で
あ

　
　
る
稽
康
に
か
え
つ
て
「
自
然
」
観
念
を
生
ん
だ
彼
ら
の
こ
こ
ろ
の
お
も
い
の
眞
髄
が
あ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の

　
　
「
自
然
」
説
の
ほ
か
に
「
神
仙
」
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
な
か
で
も
稽
康
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
も
の
で
、
前
掲
の
沈
粕
の
「
竹
林
七
賢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



論
」
（
前
揚
）
に
す
で
に
、
稽
康
に
つ
い
て
、
彼
は
ど
う
し
た
つ
て
琵
れ
な
い
と
知
つ
て
い
た
、
と
す
る
と
「
冤
裳
羽
幣
（
仙
人
の
衣

裳
）
で
な
け
れ
ば
無
用
の
用
を
も
つ
て
身
を
全
う
す
る
ほ
か
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
は
じ
め
は
北
・
黄
精
（
仙
草
）
を
服
用
し
の
ち
は

憂
化
の
道
を
と
つ
た
。
」
と
い
つ
て
い
る
。
ち
か
ご
ろ
で
は
、
苑
寧
が
と
く
に
こ
の
鮎
を
強
調
し
て
「
（
正
始
の
）
王
弼
、
何
曇
の
三

玄
（
老
子
、
荘
子
、
易
）
に
封
す
る
態
度
は
哲
學
的
眞
理
の
追
求
で
あ
る
が
…
…
稜
と
阪
籍
の
三
玄
は
宗
致
的
紳
秘
を
め
ざ
し
て
い

る
。
…
…
そ
の
驕
す
る
政
治
集
團
の
相
異
の
た
め
に
…
…
」
（
論
魏
晋
時
代
知
識
分
子
的
思
想
分
化
及
其
壮
會
根
源
、
「
歴
史
研
究
」
一
九
五

五
・
四
、
一
二
八
頁
）
と
い
い
、
稽
康
の
孫
登
と
の
こ
と
や
稚
康
の
こ
と
ば
の
諸
慮
を
引
讃
し
て
い
る
。
稽
康
や
院
籍
が
紳
仙
の
こ
と

や
紳
仙
術
、
方
術
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
そ
の
意
味
は
別
に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
と
え
ば
稽
康
の
「
養
生
論
」

の
な
か
で
、
紳
仙
と
な
る
道
と
し
て
「
愛
惜
憂
喜
を
こ
こ
ろ
に
と
ど
め
ず
…
…
そ
の
う
え
に
呼
吸
吐
納
、
服
食
養
身
」
す
る
と
い
う

が
、
こ
れ
は
「
常
人
」
が
そ
の
「
所
見
」
に
よ
つ
て
神
仙
は
な
い
と
「
断
」
ず
る
常
識
的
な
断
定
に
封
し
て
「
學
」
「
力
」
の
立
揚
を

と
つ
て
の
議
論
で
あ
つ
て
彼
自
身
が
呼
吸
や
服
食
を
肯
定
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
阪
威
の
「
宅
に
吉
凶
は
な
い
、
樋
生
こ
そ
な
す

べ
き
の
論
」
を
「
難
」
じ
て
も
必
ず
し
も
彼
が
宅
ト
を
信
用
し
た
の
で
な
い
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
山
溝
の
出
仕
の
勧
め
を
こ
と
わ

つ
て
自
分
の
志
を
の
ぺ
た
こ
と
ば
に
「
又
道
士
の
遺
言
の
、
北
黄
精
を
服
せ
ば
い
の
ち
が
の
ぴ
る
と
い
う
の
を
聞
い
て
、
は
な
は
だ

信
じ
て
い
る
。
」
（
與
山
E
源
絶
交
書
）
と
あ
る
が
、
そ
う
だ
つ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
も
と
も
と
こ
の
書
は
、
彼
が
役
所
づ
と
め
に
向

か
な
い
「
獺
」
者
で
あ
り
獺
の
一
生
を
過
し
た
い
と
い
う
の
が
主
旨
で
あ
つ
て
、
だ
か
ら
服
食
延
命
に
も
そ
の
意
味
で
心
を
寄
せ
た

に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
前
掲
の
こ
と
ぱ
に
な
ら
べ
て
す
ぐ
つ
ぎ
に
「
山
澤
に
遊
ぴ
魚
鳥
を
み
る
こ
と
は
非
常
な
ね
が
い
だ
」
と
あ

り
、
前
の
服
食
延
命
の
こ
と
は
こ
の
山
澤
の
樂
し
み
と
の
共
通
性
の
な
か
で
理
解
し
て
よ
い
と
お
も
う
。
孫
登
に
「
從
遊
す
る
こ
と

　
　
　
竹
林
の
士
と
そ
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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四

三
年
」
（
世
論
棲
逸
引
文
士
傳
）
と
い
う
の
は
そ
の
死
の
す
ぐ
前
の
こ
と
ら
し
い
。
孫
登
を
慕
い
孫
登
を
自
分
の
良
心
と
し
た
こ
と
は
最

後
の
獄
中
で
の
「
幽
憤
詩
」
で
「
昔
で
い
え
ば
柳
下
恵
に
悪
じ
、
今
で
い
え
ば
孫
登
に
塊
じ
る
」
と
い
つ
て
い
る
の
で
も
わ
か
る
が
、

こ
の
孫
登
は
た
だ
汲
郡
の
山
中
に
い
た
「
道
士
」
（
世
説
棲
逸
）
で
あ
り
、
「
晋
書
↓
に
も
「
隠
逸
」
傳
に
列
し
て
「
易
」
を
好
み
一
絃

琴
を
撫
し
た
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
稽
康
が
書
い
た
と
い
う
「
高
士
傅
」
の
残
存
部
分
を
見
て
も
紳
仙
の
こ
と
が
な
く
は
な
い
が
重

鮎
は
そ
こ
に
な
い
。
そ
し
て
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
そ
の
意
味
は
前
の
「
縄
交
書
」
に
つ
い
て
考
え
た
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
阪
籍
の
紳
仙
要
素
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
も
と
も
と
魏
晋
の
紳
仙
思
慕
と
は
何
か
。
章
柄
麟
に
意
見
が
あ
り
そ
の
こ
と

ば
を
つ
づ
る
と
、
「
魏
晋
時
代
に
言
わ
れ
た
神
仙
は
、
皆
人
間
（
ひ
と
の
よ
）
を
う
と
ん
じ
て
、
老
荘
を
か
り
て
憤
激
を
の
べ
た
も

の
だ
。
本
意
は
老
荘
で
神
仙
は
假
託
で
あ
る
。
の
ち
に
葛
洪
や
陶
弘
景
は
丹
藥
を
信
じ
服
餌
を
こ
と
と
し
た
が
彼
ら
は
老
妊
を
談
室

と
非
難
し
て
に
く
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
老
荘
と
帥
仙
と
が
別
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
」
（
検
論
三
、
學
愛
、
自
註
）
章
柄
麟
の

い
う
「
憤
激
」
と
は
戴
逮
の
い
つ
た
「
疾
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
苑
寧
が
正
始
と
匠
別
さ
れ
る
竹
林
の
特
徴
を
紳
仙
と
し
た
の
も
、

そ
れ
が
彼
ら
の
「
憤
激
」
の
「
假
託
」
だ
つ
た
と
い
う
意
味
で
な
ら
了
承
で
き
る
。
正
始
の
清
談
に
「
憤
激
」
は
な
く
し
た
が
つ
て

「
假
託
」
の
必
要
は
な
か
つ
た
の
だ
か
ら
。

　
も
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
竹
林
の
名
f
こ
と
に
稽
康
・
玩
籍
の
思
想
態
度
を
中
小
地
主
階
暦
の
所
産
と
す
る
考
え
で
あ
る
。

（
湯
、
任
、
前
揚
書
、
エ
ハ
ー
三
五
頁
）
も
と
曹
魏
政
椹
が
曹
爽
一
味
と
司
馬
氏
集
團
と
の
豪
族
團
の
封
立
に
稜
展
し
た
と
き
、
曹
魏
政
構

に
参
與
し
こ
れ
を
支
持
し
た
中
小
地
主
は
そ
の
依
撮
を
失
つ
た
。
そ
し
て
豪
族
は
後
漢
の
名
士
の
駿
展
と
し
て
や
は
り
「
名
敏
」
す
な
わ



ち
「
家
」
の
「
孝
」
を
そ
の
基
本
倫
理
と
し
た
の
に
封
し
、
中
小
地
主
は
「
國
」
の
「
忠
」
を
基
本
倫
理
と
し
て
主
張
し
た
。
「
忠
」
も

や
は
り
「
名
敏
」
な
の
で
、
彼
ら
は
「
孝
」
の
名
教
の
勢
力
に
反
封
す
る
鮎
で
は
「
自
然
」
を
と
な
え
た
が
、
「
自
然
」
は
當
然
「
忠
」
の

名
致
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
稽
康
は
「
簡
易
の
教
え
無
爲
の
治
に
よ
つ
て
、
君
は
上
に
静
位
し
臣
は
下
に
順
い
、
群
民
は
安
逸
し

て
各
自
の
頑
を
追
う
」
（
聲
無
哀
樂
論
）
と
い
い
、
阪
籍
は
「
徳
と
法
が
顯
覆
し
、
上
下
相
か
わ
り
、
君
臣
の
制
が
風
れ
る
」
こ
と
を
お
そ

れ
た
（
「
通
易
論
」
）
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
そ
の
大
意
で
あ
る
。
も
と
も
と
魏
晋
六
朝
の
「
玄
風
」
「
清
談
」
思
想
を
研
究
家
が
「
名

致
」
と
「
自
然
」
と
の
關
係
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
は
、
後
漢
末
の
清
議
の
風
潮
の
螢
展
と
し
て
清
談
が
あ
つ
た
ア
｝
と
（
た
と
え
ば

唐
長
儒
．
清
談
興
清
議
、
「
魏
晋
南
北
朝
史
論
叢
」
）
か
ら
し
て
も
當
然
で
あ
る
。
そ
し
て
湯
・
任
の
意
見
は
、
魏
晋
の
「
自
然
」
思
想
ま
た
は

「
無
」
の
思
想
は
、
秩
序
の
攣
化
す
な
わ
ち
あ
る
秩
序
の
没
落
と
新
し
い
秩
序
の
生
起
の
過
程
に
お
こ
る
否
定
思
想
で
あ
つ
て
、
秩
序
、

名
敏
、
禮
教
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
貼
に
あ
る
よ
う
で
、
こ
の
観
鮎
の
上
に
上
述
の
思
想
の
階
暦
論
が
立
つ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
階
層
論
は
、
苑
寧
の
階
届
論
が
、
「
名
致
」
は
現
役
の
政
椹
参
與
者
の
思
想
、
「
自
然
」
は
そ
れ
か
ら
は
み
出
た
屏

居
の
隠
士
の
思
想
と
み
て
い
る
（
前
掲
論
丈
）
の
よ
り
は
要
當
と
お
も
わ
れ
る
。
苑
寧
に
よ
れ
ば
、
曹
操
が
屯
田
制
に
よ
つ
て
土
地
の
國

家
所
有
を
企
て
た
と
き
築
塊
に
接
つ
て
い
た
歴
世
の
世
家
大
族
は
隠
士
と
な
つ
た
。
彼
ら
の
一
人
だ
つ
た
何
婁
は
「
口
に
浮
虚
を
談
じ
、

禮
法
に
遵
わ
な
か
つ
た
」
（
晋
書
嚢
秀
傳
）
玄
談
の
士
で
あ
つ
た
が
、
曹
魏
王
槽
が
世
家
大
族
と
要
協
し
た
と
き
政
構
に
参
與
し
た
。
こ
れ

が
何
曇
が
「
臨
子
荘
子
は
身
を
玄
虚
に
お
い
て
時
攣
を
心
得
ぬ
」
（
皿
日
書
王
坦
之
傳
）
と
い
つ
た
り
「
大
牛
は
漢
儒
の
経
読
」
を
牧
め
た
に

す
ぎ
ぬ
「
論
語
集
解
」
を
撰
す
る
よ
う
な
「
韓
憂
」
を
し
た
理
由
だ
と
い
う
。
（
前
掲
書
二
九
頁
）
だ
か
ら
、
稽
康
に
つ
い
て
も
、
出
身

経
歴
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
思
想
は
世
家
大
族
に
接
近
し
て
い
る
と
い
う
結
論
に
な
つ
て
い
る
。
（
＝
西
頁
）
ア
一
の
一
意
見
は
な
に
よ
り
も
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ま
ず
名
教
と
自
然
と
を
相
容
れ
ぬ
封
立
観
念
と
す
る
鮎
で
魏
晋
思
想
の
理
解
不
足
を
指
摘
で
き
る
し
、
ま
た
何
曇
に
ひ
き
た
て
ら
れ
た
王

弼
の
思
想
の
理
解
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
湯
・
任
の
階
暦
論
で
み
る
が
、
な
る
ほ
ど
稚
康
の
出
身
脛
歴
は
彼
ら
が
指
摘
す
る
と
お
り
の
も

の
だ
し
、
當
時
塞
門
の
子
弟
の
多
か
つ
た
大
學
生
の
数
千
人
が
彼
の
刑
死
に
際
し
師
と
す
る
こ
と
を
請
う
た
と
い
う
し
（
魏
志
劉
酸
傳
）
、

士
伍
出
身
の
趙
至
の
寄
託
、
そ
れ
と
の
親
交
も
傅
え
ら
れ
て
い
る
（
晋
書
趙
至
傳
、
世
詮
言
語
註
引
稻
紹
趙
至
肢
）
。
ま
た
山
濤
も
「
は
や
く

孤
と
な
り
貧
で
」
「
小
族
」
と
け
な
さ
れ
て
い
る
（
世
誘
政
事
註
引
虞
預
晋
書
）
。
が
し
か
し
、
そ
の
彼
は
七
賢
の
な
か
で
ま
つ
さ
き
に
司
馬

氏
に
な
ぴ
い
て
い
る
。
そ
し
て
王
戎
は
名
門
王
氏
の
出
身
だ
し
、
玩
籍
も
上
述
の
と
お
り
の
富
貴
の
子
弟
で
あ
る
。
一
方
、
稽
康
と
同
じ

ょ
う
に
曹
魏
と
同
郷
の
ゆ
え
に
無
名
の
門
か
ら
官
途
に
入
つ
た
夏
侯
玄
は
結
局
曹
爽
一
味
の
豪
族
と
し
て
司
馬
に
殺
さ
れ
て
お
り
、
逆
に

寒
素
の
出
身
の
劉
放
は
司
馬
撚
の
功
臣
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
を
こ
と
さ
ら
に
翠
げ
る
の
は
あ
げ
足
と
り
の
た
め
で
は
な
い
。
湯
・

任
の
意
見
は
、
竹
林
の
士
や
司
馬
集
團
の
構
成
員
の
個
個
の
出
身
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
理
上
竹
林
の
思
想
は
没
落
す
る
蕾
曹
魏
勢

ヵ
の
支
持
者
中
小
地
圭
の
そ
れ
だ
と
い
う
の
で
あ
つ
て
よ
い
。
そ
し
て
司
馬
集
團
の
思
想
は
、
や
が
て
晋
朝
が
成
立
し
た
と
き
に
形
成
さ

れ
た
、
装
傾
の
「
崇
有
論
」
や
郭
象
の
「
荘
子
註
」
の
な
か
に
稜
見
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
の
だ
が
、
し

か
し
全
部
で
は
な
い
。
問
題
は
階
暦
論
そ
の
も
の
に
在
る
。

　
中
國
の
思
想
の
大
部
分
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
致
」
は
お
お
む
ね
天
下
の
治
者
の
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
カ
と
し
て
ま
た
は
人
間
と
し

て
直
接
被
治
者
に
封
面
す
る
の
で
な
く
、
全
艦
秩
序
を
と
お
し
て
封
面
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
ら
の
思
想
は
こ
の
所
與
の
全
盟
秩
序
に
そ

の
根
源
を
も
ち
、
そ
れ
に
そ
う
た
相
貌
を
も
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
同
時
代
の
彼
ら
の
思
想
は
一
般
的

で
干
篇
一
律
に
近
い
。
こ
の
よ
う
な
思
想
は
だ
か
ら
人
間
に
つ
い
て
、
生
き
る
こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
な
い
、
無
感
動
な
も
の
で
あ
り
、



こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
そ
の
成
立
に
つ
い
て
い
え
ば
、
生
ま
れ
た
と
い
う
よ
り
も
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
反
省
と
批
剣
の
動
機

に
飲
け
て
い
る
。
彼
ら
が
苦
劣
す
る
の
は
彼
ら
自
身
ま
た
は
生
き
る
こ
と
に
つ
い
て
で
は
な
く
て
、
敏
説
の
整
合
と
読
得
の
技
巧
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
儒
致
的
思
想
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
い
わ
ば
裏
側
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
老
荘
、
道
家
の
思
想
に
つ
い
て

も
、
彼
ら
の
揚
合
は
、
す
で
に
無
感
動
で
反
省
と
批
剣
の
動
機
に
敏
け
た
人
た
ち
の
思
想
な
の
だ
か
ら
、
こ
と
ば
ど
お
り
裏
側
の
、
禮
致

か
ら
の
軍
な
る
解
放
で
あ
つ
て
、
解
放
さ
れ
て
現
わ
れ
出
て
い
る
の
は
な
ま
の
生
存
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
わ
け
で
、
中
國
の
思
想
は
表

側
に
し
ろ
裏
側
に
し
ろ
、
天
道
と
人
欲
、
禮
義
と
利
欲
、
公
と
私
、
虚
無
と
衆
有
し
か
知
ら
な
い
。
理
と
い
つ
て
も
そ
れ
は
天
道
公
義
の

こ
と
、
性
と
い
う
の
も
天
道
で
な
け
れ
ば
感
豊
欲
求
、
知
と
い
つ
て
も
そ
の
性
の
は
た
ら
き
な
の
だ
か
ら
や
は
り
公
理
の
襲
動
か
利
欲
の

感
知
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
つ
て
、
實
在
す
る
の
は
全
圏
秩
序
で
あ
り
、
彼
ら
の
存
在
は
ま
ず
何
よ
り
も
全
盟
秩
序
に
依
存
し
そ
れ
に
支
え

ら
れ
そ
れ
に
媒
介
さ
れ
た
観
念
的
な
も
の
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
は
た
ら
き
は
こ
れ
を
原
理
と
す
る
ほ
か
な
い
。
彼
ら
の
存
在
の

す
べ
て
は
こ
の
全
髄
秩
序
に
あ
ず
け
ら
れ
て
お
る
。
だ
か
ら
反
面
に
こ
の
存
在
は
な
ま
の
ま
ま
で
放
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら

は
あ
の
世
の
こ
と
を
考
え
て
も
そ
れ
を
彼
ら
の
存
在
の
否
定
と
し
て
は
と
り
あ
げ
な
い
で
、
む
し
ろ
こ
の
世
の
か
た
ち
の
理
想
像
を
そ
こ

に
描
き
だ
す
。
被
治
者
の
揚
合
も
同
様
で
あ
る
。
彼
ら
は
彼
ら
を
座
倒
す
る
秩
序
に
封
し
て
そ
の
生
存
の
さ
け
び
を
あ
げ
る
が
、
そ
し
て

そ
の
さ
け
び
は
そ
れ
自
盟
は
眞
實
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
さ
け
ぴ
が
要
求
の
こ
と
ぱ
と
な
る
と
き
は
も
う
彼
ら
が
置
か
れ
て
い
る
秩

序
の
ヒ
と
ば
に
し
か
な
ら
な
い
、
彼
ら
の
反
抗
の
力
が
秩
序
の
再
編
成
者
に
吸
牧
さ
れ
る
よ
う
に
。

　
い
ま
ま
で
述
べ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
原
則
的
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
と
に
中
國
歴
史
の
進
展
に
し
た
が
つ
て
事
情
は
愛
つ
て
い
つ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
原
則
が
破
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
揚
合
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
中
國
の
人
問
を
支
え
載
せ
て
い
る
全
盟
秩
序
に
破
れ
目
が
で
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き
て
人
間
が
秩
序
に
の
つ
か
る
期
待
が
と
り
去
ら
れ
た
と
き
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
人
間
は
は
だ
か
に
な
る
。
彼
は
こ
の
秩
序
に
封
し
て
彼

の
人
間
を
封
置
肇
せ
、
彼
は
彼
の
存
在
を
自
分
の
も
の
と
し
て
毅
見
し
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
秩
序
を
否
定
し
彼
の
生
存
を
主
張
し
よ
う
と

す
る
。
が
し
か
し
何
も
圭
張
す
る
こ
と
が
な
い
。
秩
序
の
上
暦
に
参
與
で
き
ね
ぱ
屈
服
し
て
下
層
に
お
ち
つ
く
だ
け
で
あ
る
。
彼
の
主
張

は
も
と
も
と
観
念
的
だ
つ
た
人
間
存
在
の
主
張
に
す
ぎ
な
い
、
あ
き
ら
め
と
自
慰
の
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
自
然
」
で
あ
つ
て
、
「
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

然
」
は
い
わ
ゆ
る
渡
落
地
主
階
暦
に
も
被
治
者
の
農
民
暦
に
も
共
通
に
有
数
な
観
念
で
あ
る
。
観
念
的
な
人
間
存
在
が
、
自
分
の
観
念
性

に
氣
づ
い
て
自
己
を
同
復
し
よ
う
と
し
、
し
か
も
も
と
も
と
観
念
的
で
し
か
な
い
存
在
な
の
で
、
存
在
を
抽
象
的
に
確
認
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
「
自
然
」
は
、
秩
序
に
自
己
を
う
ば
わ
れ
た
観
念
的
存
在
の
抽
象
的
承
認
だ
と
い
う
黙
で
、
あ
の
治
者
階
暦
の
裏
側
の

思
想
と
同
じ
も
の
で
あ
つ
て
、
た
だ
前
の
は
「
自
然
」
を
要
求
し
ま
た
あ
き
ら
め
る
の
に
治
者
で
は
「
自
然
」
を
た
の
し
む
の
だ
と
い
う

ち
が
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
も
と
も
と
秩
序
の
さ
け
め
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
人
間
は
、
新
し
い
も
の
で
な
く
秩
序
の
な
か
に
あ
つ
た
も
の

な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
彼
の
人
間
は
こ
こ
で
秩
序
と
封
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
實
に
は
、
彼
に
は
何

か
の
意
味
で
奴
隷
に
な
る
道
が
あ
つ
た
。
そ
し
て
悲
痛
に
ま
た
ふ
ざ
け
て
、
大
聲
で
ま
た
は
こ
こ
ろ
の
な
か
で
「
自
然
」
を
謳
つ
た
。
む

し
ろ
多
く
の
揚
合
そ
う
で
あ
つ
た
ろ
う
が
、
た
だ
、
人
間
が
こ
こ
で
そ
の
秩
序
と
の
封
立
を
は
つ
き
り
と
知
る
可
能
性
が
あ
つ
た
。
そ
れ

は
人
間
の
い
の
ち
の
自
螢
で
あ
る
。
そ
の
と
き
人
間
は
屈
從
の
道
を
た
と
え
と
り
得
て
も
と
る
ま
い
と
す
る
。
そ
れ
は
自
ら
繹
ん
で
と
ら

な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
封
決
の
な
か
で
批
剣
と
反
省
が
起
り
批
剣
と
反
省
に
よ
つ
て
い
よ
い
よ
人
間
を
確
信
し
、
も
は
や
愛
協
す

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ま
い
と
す
る
。
彼
と
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
し
「
自
然
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
、
こ
の
「
自
然
」
は
、

前
の
、
秩
序
の
括
弧
に
入
つ
た
観
念
的
な
人
間
の
世
界
で
は
な
く
て
、
秩
序
を
は
ね
の
け
て
猫
立
を
確
信
す
る
人
間
の
世
界
で
あ
ろ
う
。



こ
こ
で
は
じ
め
て
秩
序
に
支
え
載
せ
ら
れ
、
全
艦
秩
序
に
媒
介
さ
れ
て
の
み
存
在
し
た
観
念
的
人
間
が
自
分
を
同
復
し
、
自
分
の
實
在
性

を
う
ば
つ
て
い
た
全
盟
秩
序
（
禮
教
）
の
儒
隔
性
を
知
り
、
そ
の
債
値
髄
系
の
全
部
を
ひ
つ
く
り
か
え
し
、
す
ぺ
て
を
あ
ら
た
め
て
自
分

の
力
で
考
え
な
お
す
だ
ろ
う
。
人
間
が
こ
の
よ
う
に
自
分
を
毅
見
し
自
分
を
疎
外
し
た
も
の
に
憤
る
と
き
、
も
は
や
彼
は
あ
と
に
退
く
こ

乏
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
治
者
へ
の
参
興
の
道
が
ひ
ら
か
れ
て
も
一
度
顛
倒
し
た
債
値
燈
系
に
と
つ
て
は
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
彼
は
實
は
依
然
と
し
て
彼
自
身
の
揚
所
を
も
た
な
い
。
だ
か
ら
、
自
分
の
世
界
、
第
二
の
意
味
の
「
自
然
」
を
つ
く
り
債
値
膿

系
を
き
ず
い
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
苦
悶
と
懐
疑
と
批
剣
に
終
始
す
る
ほ
か
な
い
。
世
界
が
開
け
膿
系
が
き
ず
か
れ
る
の
は
歴
史

の
客
観
的
な
進
展
に
騒
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
を
蔽
う
秩
序
を
携
い
の
け
て
顔
を
出
そ
う
と
し
た
人
間
は
、
．
一
れ
も
第
一
の
意
味

の
「
自
然
」
の
人
間
の
揚
合
と
同
様
に
、
い
ま
さ
ら
生
ま
れ
た
人
間
で
は
な
く
、
全
禮
秩
序
に
蔽
わ
れ
て
い
た
人
間
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

は
、
全
艦
秩
序
が
君
臨
す
る
世
界
に
こ
そ
可
能
な
人
間
で
あ
る
、
と
同
時
に
こ
の
君
臨
を
拒
否
す
る
、
猫
自
の
自
立
者
で
あ
ろ
う
と
す
る

人
間
で
あ
る
。
こ
の
自
立
の
可
能
性
は
、
全
膿
秩
序
が
君
臨
し
そ
れ
が
さ
け
目
を
み
せ
た
と
こ
ろ
に
、
た
と
え
ば
魏
晋
の
際
の
蕾
曹
魏
政

櫃
に
旙
し
司
馬
豪
族
政
権
に
は
自
己
の
立
揚
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
「
中
小
地
主
階
級
の
知
識
分
子
」
と
い
う
階
暦
こ
そ
に
生
れ
る
も

の
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
條
件
に
必
然
的
な
現
象
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
可
能
性
は
こ
の
よ
う
な
外
的
條
件
を
必
要
と
す
る
が
同

時
に
人
間
と
い
う
内
的
な
條
件
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
内
的
條
件
は
全
腿
秩
序
下
の
人
間
に
は
普
遍
的
に
可
能
で
あ
る
が
、
上
述
の
よ
う

な
外
的
條
件
が
、
何
ら
か
の
程
度
に
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
し
か
も
こ
の
條
件
は
嚴
密
に
い
え
ば
い
わ
ゆ
る
漢
唐
の
盛
時
に
も
あ
り
得
る
。

だ
か
ら
そ
う
い
う
時
代
に
も
極
め
て
個
性
酌
な
形
で
こ
の
自
立
性
は
た
と
え
ぱ
詩
と
か
私
生
活
に
あ
ら
わ
れ
よ
う
が
、
一
般
的
で
な
い
。

や
は
り
秩
序
の
衰
落
期
と
か
交
替
期
に
あ
ら
わ
と
な
り
や
す
い
。
そ
れ
に
し
て
も
一
般
的
で
な
い
、
と
い
う
の
は
こ
の
内
的
條
件
に
も
程

　
　
　
　
　
竹
林
の
士
と
そ
の
「
自
然
し
に
つ
い
て
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度
の
差
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
竹
林
の
士
の
あ
る
人
た
ち
は
禮
致
を
無
硯
し
「
自
然
」
を
稔
え
「
自
然
」
の
生
活
を
し
た
が
同
じ
「
自

然
」
に
し
た
が
つ
て
司
馬
秩
序
の
な
か
に
入
つ
た
。
そ
し
て
糀
康
は
そ
の
な
か
で
狗
り
別
の
道
を
と
る
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
れ
は
稽
康
の

外
的
條
件
が
他
の
名
士
た
ち
と
ち
が
つ
た
か
ら
と
は
お
も
え
な
い
。
内
的
條
件
に
理
由
が
あ
る
よ
う
に
お
も
え
る
。
そ
れ
を
彼
の
思
想
の

な
か
に
見
出
せ
る
よ
う
に
お
も
う
。
前
に
も
い
つ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
人
間
自
立
の
可
能
性
は
普
遍
的
で
あ
る
、
お
そ
ら
く
、
た
と

え
こ
と
ば
を
残
さ
ず
行
爲
が
傳
わ
つ
て
い
な
い
人
た
ち
で
あ
つ
て
も
、
魏
晋
に
か
ぎ
ら
ず
、
ま
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
簡
軍
に
い
う
が
、
「
中
國
思
想
通
史
」
が
「
玄
談
思
想
の
歴
史
背
景
一
（
五
〇
七
－
五
一
六
頁
）
を
論
じ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん

魏
晋
玄
談
思
想
が
抽
象
的
概
念
的
と
な
り
「
全
人
格
的
活
動
が
、
天
に
よ
つ
て
人
を
滅
し
、
『
自
然
』
に
投
降
す
る
こ
と
に
な
つ
た
」
の
は
、

彼
ら
が
「
（
漢
代
の
）
農
村
自
治
の
組
織
が
固
着
し
た
一
定
の
土
地
か
ら
離
れ
て
揚
子
江
の
南
北
に
漂
流
し
、
」
「
（
漢
の
）
間
里
農
村
出
身

の
賢
良
方
正
が
『
通
経
致
用
』
の
道
を
歩
い
た
の
に
封
し
、
（
魏
晋
の
）
流
寓
世
族
出
身
の
名
士
た
ち
は
『
匁
を
め
ぐ
ら
し
て
自
由
な
る
』

道
を
歩
ん
だ
」
か
ら
だ
と
い
う
と
き
に
も
、
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
こ
の
「
土
地
農
村
」
か
ら
の
「
離
れ
」
「
漂
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流
」
，
「
流
寓
」
と
い
う
外
的
現
實
こ
そ
が
逆
に
「
人
」
が
「
天
」
か
ら
獅
立
し
「
自
然
」
に
う
ち
勝
と
う
と
す
る
現
實
的
要
求
の
き
ざ
す
契

機
で
あ
り
得
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
、
「
大
倉
山
學
院
紀
要
」
第
二
輯
、
高
田
淳
、
「
秩
康
の
「
離
」
の
立
揚
」
と
、
西
、
「
灘
無
哀
樂
論
の
日
語
課
並
註
」
の
「
翻
課
し
た
わ
け
」
を

参
考
さ
れ
た
い
。

附
記
　
こ
れ
は
枯
康
の
思
想
を
考
え
よ
う
と
し
、
そ
の
導
引
の
つ
も
り
で
書
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
稽
康
と
そ
の
思
想
の
理
解
を
先
取
し
て
い
る

　
　
鮎
が
多
く
、
し
た
が
つ
て
、
こ
れ
だ
け
で
は
中
途
牛
端
な
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
、
積
康
論
を
か
い
て
補
う
。


