
萄
子
の
弁
証
法
的
･
史
的
唯
物
論

D
i
a
l
e
c
t
i
c
a
l
 
a
n
d
 
H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
 
M
a
t
e
r
i
a
l
i
s
m
 
o
f
 
X
u
n
z
i

松
　
　
尾
　
　
幸
　
　
弘

Y
o
s
h
i
h
i
r
o
 
M
A
T
S
U
O

(
一
九
九
六
年
十
月
三
日
　
受
理
)

は
じ
め
に

中
国
の
思
想
'
と
-
わ
け
先
秦
時
代
の
い
わ
ゆ
る
諸
子
百
家
の
思
想
を
､
現

代
哲
学
用
語
で
解
説
す
る
こ
と
は
'
必
ず
し
も
妥
当
な
こ
と
で
は
な
い
か
も
知

れ
な
い
｡
し
か
し
'
中
国
独
特
の
思
想
を
同
じ
範
暁
の
用
語
で
説
明
す
る
と
い

う
伝
統
的
な
手
法
は
､
そ
の
門
に
入
ら
な
け
れ
ば
概
念
が
判
然
と
し
な
い
と
い

う
反
面
の
憾
み
を
持
つ
｡

萄
子
の
よ
う
な
特
異
な
大
儒
を
'
い
た
ず
ら
に
儒
家
だ
法
家
だ
と
身
び
い
き

的
に
帰
結
づ
け
る
こ
と
に
の
み
急
で
'
揚
句
の
は
て
に
そ
の
真
価
を
見
失
う
事

態
に
で
も
な
れ
ば
'
こ
と
は
重
大
で
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
少
な
か
ら
ぬ
先
達
が
指
摘
す
る
よ
う
に
'
萄
子
の
唯
物
論
哲
学
者

と
し
て
の
本
質
は
'
伝
統
的
な
枠
内
に
止
ま
っ
て
い
る
限
-
十
分
な
解
明
は
期

待
で
き
な
い
｡
言
い
換
え
る
と
'
萄
子
の
思
想
は
現
代
哲
学
用
語
'
な
か
ん
ず

-
唯
物
弁
証
法
の
諸
術
語
を
使
っ
て
こ
そ
遺
憾
な
-
説
明
で
き
る
｡
ま
た
､
そ

の
よ
う
に
し
て
顕
彰
す
る
こ
と
が
'
中
国
思
想
研
究
者
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
で

も
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
'
最
近
'
多
-
の
中
国
思
想
研
究
者
が
'
萄
子
は
　
｢
朴
素
｣
唯
物

論
者
で
あ
る
と
か
　
｢
朴
素
｣
弁
証
法
哲
学
者
で
あ
る
と
評
論
し
て
い
る
が
'
筆

者
は
そ
の
表
現
法
に
い
さ
さ
か
疑
問
を
感
じ
て
い
る
｡
い
う
と
こ
ろ
の
｢
素
朴
｣

な
と
い
う
判
断
が
､
諸
科
学
の
未
発
達
な
時
代
に
生
き
た
萄
子
が
'
そ
う
い
う

時
代
的
制
約
を
受
け
る
中
で
'
生
産
力
や
生
産
関
係
'
人
間
の
身
体
構
造
あ
る

い
は
機
械
器
具
等
に
関
す
る
言
及
が
な
い
'
あ
っ
て
も
低
級
な
捉
え
方
に
終
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
な
ら
'
む
し
ろ
そ
れ
は
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
よ
-
'
｢
素
朴
｣
　
な
と
い
う
評
価
を
与
え
た
研
究
者
自
身
に
実
は
唯
物
論

哲
学
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
の
理
解
が
不
足
し
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
よ

い
が
と
危
倶
す
る
の
で
あ
る
｡

奴
隷
制
か
ら
封
建
制
へ
移
行
す
る
大
動
乱
の
時
期
に
'
な
ぜ
萄
子
の
よ
う
な
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古
今
無
双
の
唯
物
論
哲
学
者
が
突
然
変
異
の
如
-
出
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

い
う
ま
で
も
な
く
'
そ
れ
は
一
つ
に
は
､
戦
国
末
期
と
い
う
特
殊
な
時
代
状
況

が
演
出
し
現
出
せ
し
め
た
現
象
で
あ
る
｡
だ
が
何
に
も
ま
し
て
そ
の
最
大
の
理

由
は
'
萄
子
自
身
が
そ
の
激
動
の
時
代
思
潮
を
批
判
的
に
捉
え
､
弁
証
法
的
に

摂
取
し
止
揚
し
た
結
果
の
賜
物
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
｡
｢
非
十
二
子
｣
が
象

徴
的
に
示
す
よ
う
に
'
萄
子
は
当
時
の
総
じ
て
観
念
論
哲
学
の
所
産
で
あ
る
諸

思
想
を
否
定
の
法
則
で
捉
え
'
自
ら
の
　
〟
こ
や
し
″
と
し
な
が
ら
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
的
転
回
を
遂
げ
､
唯
物
論
哲
学
の
世
界
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

古
来
､
萄
子
ほ
ど
評
価
の
定
ま
ら
ぬ
t
　
と
い
う
よ
-
致
誉
褒
定
の
激
し
い
思

想
家
も
あ
る
ま
い
｡
だ
が
考
え
て
み
る
と
'
そ
れ
こ
そ
萄
子
が
大
物
で
あ
る
所

以
'
観
念
論
的
形
而
上
学
な
ど
で
は
と
て
も
料
理
し
き
れ
な
い
大
物
で
あ
っ
た

こ
と
の
反
証
と
も
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

一
　
｢
正
名
｣
を
め
ぐ
っ
て

｢
正
名
｣
と
言
え
ば
す
ぐ
念
頭
に
浮
か
ぶ
の
が
､
孔
子
の
正
名
論
で
あ
る
｡

子
路
日
　
｢
衛
君
待
子
而
為
政
'
子
将
葵
先
｡
｣

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

子
日
'
｢
必
也
正
名
乎
｡
｣
子
路
日
'
｢
有
是
哉
､
子
之
迂
也
｡
葵
其
正
｡
｣

子
日
'
｢
野
哉
由
也
｡
君
子
於
其
所
不
知
'
蓋
開
如
也
｡
名
不
正
'
則
言
不
順
｡

言
不
順
'
別
事
不
成
｡
事
不
成
'
則
礼
楽
不
興
｡
礼
楽
不
興
'
則
刑
罰
不
中
｡

刑
罰
不
中
'
則
民
無
所
措
手
足
｡
故
君
子
名
之
､
必
可
言
也
｡
言
之
､
必
可

行
也
｡
君
子
於
其
言
､
無
所
萄
而
巳
奏
｡
｣
　
(
『
論
語
』
子
路
第
十
三
)

(
傍
点
筆
者
'
以
下
同
じ
)

こ
の
こ
ろ
'
衛
の
国
で
は
王
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
内
紛
が
続
い
て
い
た
｡
君

臣
･
父
子
の
間
の
名
分
･
秩
序
が
混
乱
の
極
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
か
-

に
孔
子
が
そ
う
い
う
状
態
の
衛
国
に
招
か
れ
て
政
治
を
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ

ば
'
ど
う
い
う
こ
と
か
ら
改
革
に
着
手
な
さ
い
ま
す
か
と
問
う
子
路
に
対
し
て
､

孔
子
は
　
｢
正
名
｣
か
ら
始
め
る
と
答
え
た
｡

人
間
の
思
想
･
概
念
を
象
徴
L
t
こ
と
が
ら
を
表
現
す
る
｢
言
(
こ
と
ば
)
｣
｡

そ
の
も
と
と
な
る
事
物
の
名
称
J
名
｣
 
｡
孔
子
は
そ
の
｢
言
｣
と
｢
行
｣
を
一

致
さ
せ
'
｢
名
を
正
す
｣
　
こ
と
を
政
治
改
革
の
第
一
の
急
務
と
す
る
と
い
う
｡

こ
の
思
惟
方
法
は
'
郭
志
坤
氏
も
い
う
通
り
T
)
'
｢
以
名
正
実
(
名
す
な
わ
ち

観
念
を
以
て
現
実
を
正
す
)
｣
と
い
う
名
実
の
転
倒
し
た
考
え
方
､
す
な
わ
ち

観
念
論
で
あ
る
｡

｢
は
じ
め
に
言
葉
あ
り
｡
言
葉
は
神
と
と
も
に
あ
り
｡
言
葉
は
神
な
り
き
(
2
)
｡

｣

と
い
う
ほ
ど
明
確
な
形
で
は
な
い
が
'
こ
れ
が
観
念
論
の
先
駆
と
な
っ
て
い
る

所
以
を
'
実
は
直
弟
子
の
子
路
が
そ
の
場
で
言
い
あ
て
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢
先
生
の
お
考
え
は
何
と
現
実
離
れ
し
て
い
る
こ
と
　
(
子
之
迂
也
)
｣
と
｡

孔
子
が
基
本
的
に
天
命
論
者
で
あ
る
こ
と
と
'
｢
敬
鬼
神
而
遠
之
｡
(
薙
也
第

六
)
｣
や
｢
子
不
語
怪
力
乱
神
｡
(
述
而
第
七
)
｣
な
一
ど
と
勘
案
し
て
へ
ひ
と
ま

ず
孔
子
を
　
〟
客
観
的
観
念
論
者
″
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
案
し
て
お
こ
う
｡

こ
の
'
名
と
実
の
本
末
転
倒
し
た
思
惟
方
法
は
'
亜
聖
孟
子
に
忠
実
に
引
き

ヽ

ヽ

ヽ

継
が
れ
'
つ
い
に
｢
我
亦
欲
正
人
心
'
息
邪
説
'
距
改
行
'
放
淫
辞
､
以
承
三

聖
者
(
膝
文
公
下
(
ォ
)
r
｣
と
い
う
次
元
に
ま
で
到
達
す
る
｡
更
に
そ
れ
は
宋

ヽ

ヽ

ヽ

明
儒
の
｢
正
君
志
｣
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
ま
で
辿
-
つ
き
'
わ
が
国
で
も
.
あ

る
時
期
そ
の
名
の
下
に
　
｢
天
諌
′
.
｣
と
い
う
語
と
行
動
が
横
行
し
た
こ
と
を
以

て
銘
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
い
う
わ
け
で
'
孟
子
に
対
し
て
は
こ
こ
で
〟
主

観
的
観
念
論
者
″
　
と
い
う
呼
び
方
を
進
呈
し
て
お
こ
う
と
思
う
｡
こ
の
呼
び
方

ノ
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が
不
当
で
な
い
所
以
は
､
前
述
の
子
路
の
発
言
と
同
じ
-
'
当
時
の
多
-
の
人

に
よ
っ
て
孟
子
の
も
の
の
考
え
方
が
｢
迂
遠
而
閥
於
事
情
(
史
記
そ
の
他
(
*
�
"
)
』

と
評
論
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
も
傍
証
で
き
る
こ
と
で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
｢
.
萄
子
が
正
名
篇
第
二
十
二
で
い
う
と
こ
ろ
の
｢
正
名
｣
は
｢
正

し
い
名
｣
す
な
わ
ち
｢
正
当
な
(
使
い
方
を
期
す
べ
き
)
名
称
｣
の
謂
で
あ
る
｡

正
名
篇
は
'
当
時
の
公
孫
龍
･
恵
施
･
墨
笹
･
宋
針
の
徒
が
名
辞
を
混
乱
さ

せ
､
邪
説
･
僻
言
･
奇
辞
･
怪
説
を
振
-
回
し
て
民
衆
を
旺
惑
し
て
い
た
事
態

に
鑑
み
'
正
当
な
名
辞
と
弁
説
に
よ
っ
て
世
の
静
穏
を
取
-
戻
そ
う
と
図
っ
て

な
さ
れ
た
主
張
な
の
で
あ
る
｡

萄
子
の
正
名
論
の
基
調
は
,
｢
約
定
俗
成
(
約
定
ま
り
て
俗
に
成
る
(
i
n
)
｣

の
語
に
集
約
で
き
る
｡
萄
子
は
'
｢
名
　
(
名
称
･
こ
と
ば
)
｣
と
い
う
も
の
は
'

基
本
的
に
人
民
大
衆
が
約
束
ご
と
と
し
て
使
っ
て
い
る
う
ち
に
'
次
第
に
風
俗

習
慣
と
し
て
出
来
あ
が
る
も
の
と
考
え
て
い
た
｡
従
っ
て
'
｢
名
｣
は
誰
か
が
'

ま
し
て
や
一
人
の
人
間
が
'
頭
の
中
か
ら
ひ
ね
-
出
し
た
も
の
で
は
な
-
'
人

間
が
現
実
や
物
体
を
前
に
し
て
'
そ
れ
ら
事
物
の
ち
が
い
を
区
別
し
認
識
す
る

た
め
に
｢
名
｣
を
命
名
し
'
こ
と
ば
を
創
-
出
し
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ

萄
子
は
正
名
篇
で
'
｢
名
｣
は
王
者
　
(
後
述
す
る
よ
う
に
｢
先
王
｣
　
に
言
い

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

換
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
)
が
制
定
し
'
後
王
が
成
就
す
る
も
の
と
言
っ
て
い
る
｡

こ
れ
は
恐
ら
-
､
行
論
の
便
宜
上
'
人
民
大
衆
の
代
表
者
と
し
て
王
者
後
王
を

担
ぎ
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
何
と
な
れ
ば
､
ど
れ
ほ
ど
有
能
な
人
間
で
あ
る

と
し
て
'
一
㌧
　
二
の
王
者
な
-
後
王
が
　
｢
名
｣
を
制
定
し
た
-
完
成
せ
し
め
た

り
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
｡
第
一
㌧
　
そ
れ
は
先
の
　
｢
約
定
俗
成
｣
　
の

基
本
理
念
に
反
す
る
｡
第
二
に
'
そ
れ
が
行
論
の
便
宜
上
の
設
定
で
あ
る
と
い

う
理
由
は
'
萄
子
は
解
蔽
篇
で
倉
譲
が
文
字
を
創
っ
た
と
い
う
伝
説
を
引
き
合

い
に
出
し
て
い
る
が
(
6
)
,
そ
の
時
同
時
に
,
そ
れ
は
倉
譲
が
専
心
努
力
し
た

結
果
多
-
の
人
民
の
代
表
者
と
し
て
伝
説
上
の
人
物
に
な
っ
た
の
だ
と
そ
の
出

自
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
説
明
で
き
る
｡

萄
子
が
正
名
篇
で
説
-
｢
名
｣
と
　
｢
実
｣
　
の
関
係
は
'
｢
名
符
其
実
　
(
名
を

そ
の
実
態
に
副
わ
せ
る
)
｣
　
こ
と
で
あ
る
｡
現
実
･
実
体
が
先
に
あ
っ
て
'
人

間
は
そ
れ
を
区
別
し
て
認
識
す
る
た
め
に
命
名
す
る
の
で
あ
る
｡
決
し
て
｢
名
｣

が
先
に
あ
-
'
｢
名
を
正
す
｣
　
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
を
改
変
し
よ
う
な
ど
と
い

う
孔
子
流
の
観
念
論
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

-
-
実
不
瞭
然
後
命
'
命
不
瞭
然
後
期
､
期
不
瞭
然
後
説
'
説
不
瞭
然
後

ヽ弁
｡
故
期
命
弁
説
也
者
､
用
之
大
文
也
'
而
王
業
之
始
也
｡
(
正
名
篇
)

ヽ

人
間
は
現
実
の
事
物
が
人
間
の
頭
脳
で
は
っ
き
-
認
識
で
き
な
い
時
'
そ
れ

ヽ

ら
事
物
に
命
名
し
て
区
別
し
よ
う
と
す
る
｡
事
物
に
命
名
し
て
も
な
お
は
っ
き

-
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
'
次
に
実
体
と
名
称
あ
る
い
は
名
称
同
士
を
比

ヽ

較
照
合
し
て
整
合
性
を
求
め
､
一
致
す
る
こ
と
を
期
す
｡
名
称
や
こ
と
ば
を
一

ヽ

致
さ
せ
て
も
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
は
説
話
に
よ
っ
て
意
思
疎
通
を
図

ヽ

る
｡
そ
れ
で
も
ま
だ
不
分
明
な
点
が
残
れ
ば
弁
論
を
揮
っ
て
わ
か
り
合
お
う
と

す
る
の
で
あ
る
｡
故
に
こ
の
命
･
期
･
説
･
弁
こ
そ
は
名
の
は
た
ら
き
の
最
大

の
文
飾
と
い
う
こ
と
が
で
き
'
王
者
の
大
業
の
第
一
歩
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
｡

名
聞
而
実
聴
､
名
之
用
也
｡
累
而
成
文
'
名
之
麗
也
｡
用
麗
倶
得
'
謂
之

知
名
｡
名
也
者
'
所
以
期
累
実
也
｡
辞
也
者
'
兼
異
英
之
名
'
以
論
一
意
也
｡

弁
説
也
者
'
不
具
実
名
､
以
愉
動
静
之
道
也
｡
(
同
)
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人
間
が
名
を
聞
け
ば
実
体
が
わ
か
る
と
い
う
の
は
'
名
の
効
用
で
あ
る
｡
名

を
重
ね
て
文
辞
を
作
-
上
げ
る
と
い
う
の
は
'
名
の
麗
飾
で
あ
る
｡
こ
の
効
用

と
麗
飾
と
を
共
に
会
得
し
た
者
を
真
に
名
を
知
っ
た
も
の
と
い
う
｡
｢
名
｣
は

多
数
の
実
体
を
比
較
照
合
し
て
合
致
さ
せ
る
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡
言
辞

と
は
､
い
-
つ
か
の
異
な
る
実
体
の
名
を
兼
ね
合
わ
せ
て
一
つ
の
意
味
を
論
ず

る
も
の
で
あ
る
｡
弁
論
･
説
話
な
る
も
の
は
､
実
と
名
を
遣
わ
せ
ず
'
相
手
に

も
の
ご
と
の
是
非
善
悪
を
わ
か
ら
せ
る
手
段
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
萄
子
は
名
･
辞
･
説
･
弁
と
命
･
期
の
関
係
を
理
路
整
然
と

弁
証
法
的
に
詳
論
し
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
基
底
に
流
れ
て
い
る
も
の
は
､
あ

-
ま
で
　
｢
名
符
其
実
｣
　
の
唯
物
論
の
思
考
な
の
で
あ
る
｡

ヽ

補
足
す
れ
ば
'
萄
子
は
正
名
篇
第
一
節
冒
頭
で
'
｢
後
王
之
威
名
　
(
後
王
が

ヽ

名
を
成
就
す
る
)
｣
と
い
い
､
同
二
節
冒
頭
で
は
'
｢
王
者
之
制
名
　
(
王
者
が
名

を
制
定
す
る
)
｣
と
言
っ
て
い
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
'
説
明
の
便
の
為
に
｢
後

王
｣
｢
王
者
｣
を
持
ち
出
し
た
こ
と
先
述
し
た
通
-
で
あ
る
｡
｢
名
｣
は
古
代
に

自
然
発
生
的
に
人
類
の
間
に
出
来
あ
が
-
(
王
者
之
制
名
)
､
時
を
経
て
人
民

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

大
衆
の
間
で
も
ま
れ
て
次
第
に
名
実
合
致
し
た
正
当
な
名
に
完
成
さ
れ
て
い
っ

た
　
(
後
王
之
成
名
)
｡
萄
子
は
そ
れ
を
｢
約
定
俗
成
｣
と
い
う
語
で
説
明
す
る
｡

そ
の
意
味
で
'
こ
こ
の
　
｢
王
者
｣
は
　
｢
先
王
｣
　
に
言
い
換
え
可
能
で
あ
･
る
が
'

な
お
萄
子
の
思
惑
を
肘
度
す
れ
ば
｢
名
｣
は
い
つ
の
時
代
に
も
新
し
-
発
生
し

且
つ
消
え
て
い
-
も
の
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
､
｢
先
王
｣
と
の
み
限
定
す
る
に

忍
び
難
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
　
-
　
萄
子
が
ど
れ
ほ
ど
論
の
細
部
に
ま
で
神
経

を
ゆ
き
届
か
せ
て
い
た
か
'
こ
の
一
例
を
以
て
証
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
｡

萄
子
は
､
当
時
の
邪
説
僻
言
を
な
す
士
が
窓
意
的
に
｢
名
｣
を
弄
び
'
勝
手

な
論
を
ふ
り
回
し
て
い
る
さ
ま
を
｢
乱
正
名
(
正
名
を
乱
し
て
い
る
(
サ
-
)
｣
と

表
現
し
'
か
か
る
混
乱
を
除
去
す
る
一
方
策
と
し
て
'
｢
正
し
い
名
｣
　
に
対
す

る
認
識
を
深
め
る
べ
-
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
.
あ
る
｡
そ
の
論
は
詳
細
か
つ

多
岐
に
渡
-
'
萄
子
の
博
学
ぶ
-
を
示
し
て
余
-
あ
る
も
の
が
あ
る
が
'
そ
の

観
点
は
一
貫
し
て
唯
物
論
の
立
場
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
｡
萄
子
の
思
想
を
読
み
解
-
側
に
､
萄
子
の
思
惟
方
法
に
即
し
て
徹
底
し
た

史
的
唯
物
論
･
弁
証
法
的
唯
物
論
の
分
析
手
法
を
と
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い

る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
｡

二
　
｢
先
王
･
後
王
｣
を
め
ぐ
っ
て

萄
子
の
哲
学
は
'
万
物
を
変
化
の
相
で
捉
え
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
｡

天
地
合
而
万
物
生
'
陰
陽
接
而
変
化
起
｡
(
礼
論
篇
)

万
物
が
変
化
す
る
原
因
は
'
天
地
が
合
し
陰
陽
が
接
し
た
結
果
で
あ
る
｡

こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
'
萄
子
は
万
物
の
変
化
の
原
因
を
事
物
の
内
部
矛
盾

の
運
動
と
し
て
捉
え
'
超
自
然
の
精
神
力
が
主
宰
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え

て
い
る
こ
と
だ
｡

列
星
随
旋
'
日
月
連
用
'
四
時
代
御
'
陰
陽
大
化
'
風
雨
博
施
､
万
物
各

得
其
和
以
生
'
各
得
其
養
以
成
｡
不
見
其
事
而
見
其
功
'
夫
是
之
謂
神
'
皆

知
其
所
以
成
'
英
知
其
無
形
'
夫
是
之
謂
天
功
｡
(
天
論
篇
)

多
-
の
星
は
相
随
っ
て
め
ぐ
-
'
日
月
は
代
る
代
る
照
-
､
春
夏
秋
冬
は
代

る
代
る
去
来
L
t
　
陰
陽
二
気
は
大
い
な
る
変
化
を
起
し
'
風
雨
は
遍
-
ゆ
き
わ

た
る
｡
宇
宙
の
万
物
は
各
々
そ
の
自
然
の
調
を
得
て
発
生
し
､
各
々
そ
の
養
育
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を
得
て
成
長
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
そ
の
働
き
は
目
に
見
え
な
い
が
'
そ
の
効

果
だ
け
は
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
を
神
(
精
妙
)
と
い
う
の
で
あ
る
｡

人
間
は
そ
の
現
象
と
し
て
生
成
し
た
結
果
の
形
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
が
'
そ

の
現
象
以
前
の
無
形
の
力
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
こ
れ
を
天
功
す
な
わ
ち

自
然
の
は
た
ら
さ
と
言
う
｡

こ
こ
で
言
う
｢
神
｣
と
は
'
決
し
て
超
自
然
的
精
神
を
指
し
て
い
る
の
で
は

な
-
､
人
間
の
目
に
は
結
果
と
し
て
し
か
見
て
と
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
然
の

は
た
ら
き
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
'
物
質
自
然
界
内
部
の
変
化
の

作
用
･
動
機
を
言
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
｡

生
じ
'
好
悪
喜
怒
哀
楽
の
情
が
内
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
を
天
情
す
な

わ
ち
自
然
の
感
情
と
い
う
｡

萄
子
の
こ
の
　
｢
形
具
而
神
生
｣
と
い
う
表
現
に
は
'
人
間
の
形
体
と
精
神
の

主
従
関
係
､
人
間
の
精
神
が
形
体
を
離
れ
て
独
自
に
は
存
在
し
え
ず
か
つ
形
体

に
先
ん
じ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
唯
物
論
の
基
本
命
題
が
明
白
に

示
さ
れ
て
い
る
｡
老
子
や
荘
子
の
い
う
｢
道
は
天
地
に
先
ん
じ
て
生
ず
〈
8
)
｣

の
客
観
的
観
念
論
に
つ
き
つ
け
た
ア
ン
チ
･
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
萄
子
の
自
然
観

の
役
割
が
ど
れ
ほ
ど
革
新
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
､
今
更
述
べ
る
ま
で
も
あ
る

ま
い
｡

以
類
行
雑
､
以
一
行
万
｡
始
則
終
'
終
則
始
'
若
環
之
無
端
也
｡
(
王
制
篇
)

天
職
既
立
'
天
功
既
成
'
形
具
而
神
生
'
好
悪
喜
怒
哀
楽
蔵
葛
'
夫
是
之

謂
天
情
｡
(
天
論
篇
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

天
行
有
常
｡
不
為
尭
存
'
不
為
柴
亡
｡
応
之
以
理
'
則
吉
｡
応
之
以
乱
'

則
凶
｡
(
天
論
篇
)

統
類
に
よ
っ
て
雑
多
な
諸
問
題
に
対
処
し
'
根
本
た
る
道
に
よ
っ
て
万
般
の

事
象
を
処
理
す
る
｡
始
ま
れ
ば
終
-
､
終
れ
ば
始
ま
っ
て
'
恰
も
円
い
環
の
端

が
な
い
よ
う
に
'
無
限
に
物
事
は
進
ん
で
行
-
の
で
あ
る
｡

萄
子
の
発
展
観
は
'
形
而
上
学
的
循
環
論
の
そ
れ
で
は
な
い
｡
や
は
-
唯
物

論
弁
証
法
に
言
う
螺
旋
状
の
発
展
と
し
て
考
え
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
例
え
ば
　
｢
学
至
乎
没
而
後
止
也
　
(
学
は
没
す
る
に
至
-
て
後
止
む
)
　
(
勧

学
篇
)
｣
は
､
学
問
修
養
に
終
局
は
な
い
､
た
と
え
聖
人
に
な
っ
た
か
ら
と
て

ど
こ
ま
で
も
向
上
の
努
力
を
怠
っ
て
ほ
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
と
解
す
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡

天
の
職
分
が
確
立
し
天
の
功
業
が
達
成
さ
れ
る
と
'
万
物
悉
-
発
生
す
る
の

で
あ
る
が
､
人
間
も
万
物
の
一
と
し
て
そ
の
形
体
が
具
わ
る
と
精
妙
な
働
き
が

天
の
行
動
に
は
〓
疋
の
法
則
性
と
必
然
性
が
あ
る
｡
そ
れ
は
聖
王
尭
の
た
め

に
存
在
し
た
-
'
暴
君
集
の
た
め
に
亡
失
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
｡

｢
天
に
は
常
道
が
あ
-
'
地
に
は
常
数
　
(
〓
疋
不
変
の
筋
道
)
　
が
あ
る
の
だ
｡

(
天
論
篇
)
｣
　
こ
れ
に
対
応
し
て
人
間
が
平
和
の
理
を
も
っ
て
進
め
ば
幸
福
に

な
-
'
争
乱
の
道
を
も
っ
て
進
め
ば
災
が
降
り
か
か
っ
て
こ
よ
う
｡

変
化
の
中
に
常
道
が
あ
る
と
い
う
こ
の
弁
証
法
論
理
こ
そ
'
萄
子
が
多
く
の

先
哲
を
乗
-
超
え
て
到
達
し
た
革
新
的
境
地
で
あ
っ
た
｡
例
え
ば
変
化
に
は
終

点
が
あ
る
と
い
う
老
子
の
単
な
る
｢
復
帰
｣
論
(
9
)
｡
〝
変
化
〟
の
面
の
み
を
重

視
し
て
〟
常
″
の
一
面
を
見
落
し
て
い
る
荘
子
-
-
｢
方
生
万
死
､
方
死
方
生
｡
｣

或
い
は
　
〟
常
″
　
の
み
を
強
調
す
る
孔
子
-
-
｢
克
己
復
礼
｡
｣
ま
た
'
孟
子
の

言
う
｢
五
百
年
必
有
王
者
興
　
(
公
孫
丑
下
)
｡
｣
も
平
面
的
変
化
観
を
脱
し
き
れ

な
い
単
な
る
循
環
運
動
論
で
あ
っ
た
｡

対

濁

卯

山

故

山

引

潮

山

郡

山

即

日
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万
物
は
変
化
し
て
や
ま
な
い
も
の
'
し
か
も
そ
れ
は
螺
旋
状
に
発
展
し
て
ゆ

く
も
の
で
あ
る
が
'
そ
こ
に
は
自
ず
と
一
定
の
法
則
性
も
あ
る
｡
萄
子
の
こ
の

弁
証
法
論
理
を
人
間
社
会
に
あ
て
は
め
て
考
え
て
み
る
と
'
時
に
後
退
す
る
こ

と
も
あ
る
が
'
変
化
蚤
展
し
て
や
ま
な
い
人
間
社
会
の
中
に
あ
っ
て
変
ら
な
い

も
の
'
一
貫
し
て
流
れ
る
法
則
性
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
と
-
も
直
さ

ヽ
ヽ

ず
'
そ
れ
こ
そ
は
入
行
の
常
道
　
〟
道
″
　
で
あ
-
'
具
体
的
に
は
　
〟
礼
″
な
い
し

･
法
″
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
(
S
)
｡

韓
非
は
､
当
然
の
こ
と
な
が
ら
師
萄
子
の
革
新
的
学
続
を
受
け
継
い
で
い
る
｡

そ
こ
で
'
韓
非
子
の
歴
史
観
か
ら
逆
に
萄
子
の
そ
れ
を
照
射
し
て
み
る
こ
と
に

し
ょ
う
｡
有
名
な
　
｢
守
株
待
兎
｣
　
の
出
典
箇
所
か
ら
探
る
こ
と
に
す
る
｡

上
古
之
世
､
人
民
少
而
禽
獣
衆
'
人
民
不
勝
禽
獣
虫
蛇
｡
有
聖
人
作
'
揖

木
為
巣
以
避
群
書
'
而
民
悦
之
'
使
王
天
下
'
号
日
有
巣
氏
｡
民
食
果
茄
蝉

蛤
'
腺
腺
悪
臭
而
傷
害
腹
胃
､
民
多
疾
病
｡
有
聖
人
作
'
鎮
燈
取
火
'
以
化

膿
腺
'
而
民
説
之
'
使
王
天
下
'
号
之
日
燈
人
氏
｡
中
古
之
世
'
天
下
大
水
'

而
鯨
'
南
決
演
｡
近
古
之
世
'
柴
･
村
暴
乱
'
而
湯
'
武
征
伐
｡
今
有
揖
木

鉾
爆
於
夏
后
氏
之
世
者
､
必
為
鯨
･
丙
笑
臭
｡
有
決
演
於
股
･
周
之
世
者
'

必
為
湯
･
武
笑
奏
｡
然
別
今
美
尭
･
舜
･
湯
･
武
'
丙
之
道
於
当
今
之
世
者
､

必
為
新
聖
笑
臭
｡
是
以
聖
人
不
期
修
古
'
不
法
常
可
'
論
世
之
事
､
因
為
之

傍
｡
〔
守
株
待
兎
〕
今
欲
以
先
王
之
政
'
治
当
時
之
民
'
皆
守
株
之
類
也
｡

(
『
韓
非
子
』
　
五
轟
篇
)

人
民
は
そ
の
時
代
ご
と
に
有
能
な
人
物
を
自
分
達
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
推
し
戴

く
｡
リ
ー
ダ
ー
の
中
に
は
'
時
と
し
て
暗
愚
暴
虐
な
者
が
輩
出
す
る
こ
と
も
あ

る
が
'
そ
れ
な
-
に
　
｢
王
｣
と
み
な
さ
れ
る
｡
但
し
'
こ
の
歴
史
の
発
展
法
則

を
忘
れ
て
現
実
を
直
視
せ
ず
'
徒
ら
に
先
王
の
　
｢
古
｣
や
｢
常
可
｣
に
法
ろ
う

と
す
る
王
は
､
必
ず
や
新
聖
つ
ま
-
後
王
の
笑
い
者
に
な
る
だ
ろ
う
｡

か
-
し
て
韓
非
は
'
先
王
賛
美
に
憂
き
身
を
や
つ
す
儒
家
思
想
家
を
痛
烈
に

批
判
し
て
　
｢
守
株
待
兎
｣
　
の
寓
話
を
引
き
合
い
に
出
し
､
｢
今
'
先
王
の
政
で

以
て
'
変
化
し
て
そ
ぐ
わ
な
-
な
っ
た
現
世
の
民
を
治
め
よ
う
と
す
る
や
-
方

は
､
皆
株
を
守
る
農
夫
の
類
で
あ
る
｣
と
し
め
-
-
つ
た
の
で
あ
る
｡

｢
修
古
(
古
代
の
道
)
｣
'
｢
常
可
(
常
に
可
と
す
べ
き
も
の
)
｣
｡
儒
家
に
と
っ

て
の
そ
れ
は
､
い
わ
ゆ
る
尭
･
舜
･
島
な
ど
古
聖
王
　
(
先
王
)
　
の
道
で
あ
-
､

三
綱
五
常
(
君
臣
父
子
夫
婦
'
仁
義
礼
智
信
)
　
に
統
括
さ
れ
る
人
倫
道
徳
(
礼
)

で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
秀
れ
た
歴
史
的
産
物
や
人
類
普
遍
の
倫
理
道
徳
性
を
常
に

念
頭
に
置
き
参
考
に
し
な
が
ら
治
政
を
進
め
る
こ
と
は
'
百
王
に
と
っ
て
の
責

務
で
さ
え
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
時
'
〟
変
化
″
　
の
観
点
を
忘
れ
去
っ
て
し
ま

う
と
'
｢
修
古
を
期
す
｣
が
旧
套
墨
守
に
'
｢
常
可
に
法
る
｣
が
融
通
性
の
な
い

金
科
玉
条
に
変
身
し
て
し
ま
う
｡
韓
非
は
　
｢
案
株
待
兎
｣
　
の
寓
話
で
'
儒
家
の

こ
の
頑
迷
な
保
守
性
と
教
条
主
義
を
榔
旅
し
笑
い
と
ば
し
た
の
で
あ
る
｡

以
下
'
萄
子
が
　
｢
先
王
｣
　
｢
後
王
｣
　
に
言
及
し
た
条
文
を
と
-
出
し
て
考
察

し
て
み
よ
う
｡
『
苛
子
』
　
の
中
で
､
｢
先
王
｣
　
の
語
は
三
十
数
回
'
｢
後
王
｣
　
の

語
は
そ
の
半
分
以
下
の
十
四
回
ほ
ど
出
現
す
る
｡
い
ま
'
そ
れ
ら
を
列
挙
し
て

概
観
す
る
と
'
い
-
つ
か
の
重
要
な
事
実
が
浮
き
彫
-
に
さ
れ
て
-
る
｡

人
間
の
歴
史
は
'
上
古
之
世
か
ら
中
古
之
世
'
更
に
近
古
之
世
か
ら
当
今
之

世
へ
と
発
展
的
に
流
れ
て
い
る
｡
当
然
､
生
活
様
式
や
生
産
手
段
も
進
化
す
る
｡
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‖
り2

不
聞
先
王
之
遺
言
'
不
知
学
問
之
大
也
｡
(
勤
学
篇
)

ゐ
げ
ん

(
先
王
の
遺
言
を
聞
か
ざ
れ
ば
'
学
問
の
大
な
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
な
-
｡
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

今
以
夫
先
王
之
道
'
仁
義
之
続
､
以
相
群
居
'
以
相
持
養
'
以
相
藩
飾
'

7

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

略
法
先
王
而
不
知
其
続
'
然
而
猶
材
劇
志
大
'
閲
見
雑
博
'
案
往
旧
造

以
相
安
固
邪
｡
(
栄
辱
篇
)

ヽ
一

め

(
今
､
夫
の
先
王
の
道
'
仁
義
の
続
を
以
て
'
以
て
相
群
居
し
､
以
て
相

持
養
L
t
　
以
て
相
藩
飾
L
t
以
て
相
安
固
せ
ん
か
｡
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

3
.
況
夫
先
王
之
道
'
仁
義
之
続
､
辞
書
礼
楽
之
分
乎
｡
(
同
)

(
況
ん
や
夫
の
先
王
の
道
'
仁
義
の
続
､
詩
書
礼
楽
の
分
を
や
｡
)

I

3
　
彼
固
天
下
之
大
慮
也
｡
(
同
)

ま
I
J
と

(
彼
'
先
王
の
道
固
に
天
下
の
大
慮
な
-
｡
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

4
.
故
先
王
案
為
之
制
札
義
以
分
之
'
使
貴
賎
之
等
'
長
幼
之
差
'
知
賢
愚

能
不
能
之
分
｡
(
同
)

す
な
は

(
故
に
先
王
案
ち
之
が
為
に
礼
義
を
制
し
て
以
て
之
を
分
か
ち
､
貴
賎

の
等
'
長
幼
の
差
あ
ら
し
め
'
賢
愚
･
能
不
能
の
分
を
知
ら
し
む
｡
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

5
.
凡
言
不
合
先
王
'
不
順
礼
義
'
謂
之
姦
言
へ
雄
弁
君
子
不
聴
｡
法
先
王
'

ヽ

ヽ

ヽ

順
礼
義
'
党
学
者
'
然
而
不
好
言
'
不
楽
言
'
則
必
非
誠
士
也
｡
(
非
相
篇
)

(
凡
そ
言
の
先
王
に
合
せ
ず
､
礼
義
に
順
は
ざ
る
'
之
を
姦
言
と
謂
ひ
'

弁
な
り
と
錐
も
君
子
は
聴
か
ざ
る
な
-
｡
先
王
に
法
り
'
礼
義
に
順
ひ
'

し
た

学
者
に
党
し
み
'
然
-
而
し
て
言
を
好
ま
ず
､
言
を
楽
し
ま
ざ
る
は
､
則

ち
必
ず
誠
の
士
に
非
ざ
る
な
-
｡
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

6
.
不
法
先
王
'
不
是
礼
義
'
而
好
治
怪
説
'
玩
奇
辞
'
甚
察
而
不
恵
､
弁

而
無
用
'
多
事
而
寡
功
'
不
可
以
為
治
綱
紀
｡
(
非
十
二
子
篇
)

(
先
王
に
法
ら
ず
'
礼
義
を
是
と
せ
ず
､
好
ん
で
怪
説
を
治
め
'
奇
辞
を

玩
び
､
甚
だ
察
な
れ
ど
も
恵
な
ら
ず
'
弁
な
る
も
用
無
-
'
事
多
く
し
て

功
寡
-
'
以
て
治
の
綱
紀
と
為
す
可
か
ら
ず
｡
)

説
'
謂
之
五
行
｡
(
同
)

一
ま
中
ふ

(
噺
先
王
に
法
れ
ど
も
其
の
〔
仁
義
の
〕
枕
を
知
ら
ず
,
然
-
而
し
て
猶

な

は
材
劇
に
し
て
志
は
大
'
閲
見
雑
博
'
往
旧
を
案
じ
て
説
を
造
L
t
之
を

五
行
と
謂
ふ
｡
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

8
.
孫
卿
子
日
'
儒
者
法
先
王
'
隆
礼
義
'
謹
乎
臣
子
､
而
致
貴
其
上
者
也
｡

(
儒
致
篇
)

(
孫
卿
子
目
上
儒
者
は
先
王
に
法
皇
礼
義
を
隆
ん
に
L
t
臣
子
を
謹

ま
し
め
､
其
の
上
を
貴
ぶ
こ
と
を
致
す
者
な
-
｡
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

9
.
先
王
之
道
'
仁
之
隆
也
､
比
中
而
行
之
｡
局
謂
中
｡
日
'
礼
義
是
也
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

道
者
非
天
之
道
'
非
地
之
道
､
人
之
所
以
道
也
'
君
子
之
所
道
也
｡
(
同
)

(
先
王
の
道
は
'
仁
の
隆
ん
な
る
も
の
な
-
､
中
に
比
し
て
之
を
行
ふ
｡

局
を
か
中
と
謂
ふ
｡
日
-
'
礼
義
是
な
-
｡
道
な
る
も
の
は
天
の
道
に
非

ず
'
地
の
道
に
非
ず
'
人
の
道
た
る
所
以
に
し
て
'
君
子
の
道
と
す
る
所

な
-
｡
)

ヽ

ヽ

ヽ

3
4
　
逢
衣
浅
帯
､
解
果
其
冠
'
略
法
先
王
而
足
乱
世
術
'
鯵
学
雑
挙
'
不
知

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

法
後
王
而
一
制
度
､
不
知
隆
礼
義
而
殺
詩
書
｡
(
同
)

(
〔
俗
儒
は
〕
　
逢
衣
浅
帯
へ
其
の
冠
を
解
裸
に
L
t
略
先
王
に
法
れ
ど
も

世
術
を
乱
す
に
足
-
'
鯵
学
雑
挙
L
t
後
王
に
法
-
て
制
度
を
一
に
す
る

さ
い

を
知
ら
ず
'
礼
義
を
隆
ん
に
し
て
詩
書
を
殺
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
｡
)

.
叩
呼
先
王
以
欺
愚
者
'
而
求
衣
食
葛
｡
(
同
)

(
先
王
を
呼
び
以
て
愚
者
を
欺
き
て
､
衣
食
を
求
む
｡
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

1
 
1
.
法
先
王
統
礼
義
'
一
制
度
'
以
浅
持
博
'
以
古
持
今
'
以
一
持
万
｡
(
同
)

(
〔
大
儒
は
〕
　
先
王
に
則
っ
て
礼
義
を
統
一
し
'
制
度
を
〓
疋
し
､
浅
薄

身
近
な
こ
と
を
も
っ
て
博
大
深
遠
な
こ
と
を
推
知
L
t
簡
明
な
古
代
の
法
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を
も
っ
て
現
在
の
複
雑
な
社
会
を
推
知
L
t
一
つ
の
根
本
の
道
を
も
っ
て

一
切
の
事
物
を
推
知
す
る
｡
)

12
.
百
家
之
説
'
不
及
先
王
'
則
不
聴
也
｡
(
同
)

(
ど
ん
な
思
想
家
の
説
も
'
先
王
の
事
に
言
及
し
な
け
れ
ば
'
君
子
は
全

く
耳
を
傾
け
な
い
｡
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

13
.
先
王
悪
其
乱
也
､
故
制
札
義
'
以
分
之
'
便
有
貧
富
貴
賎
之
等
'
足
以

相
兼
臨
者
'
是
養
天
下
之
本
也
｡
(
王
制
篇
)

(
先
王
は
そ
の
混
乱
を
悪
む
が
故
に
'
礼
義
を
制
し
て
種
々
の
階
級
に
分

け
､
貧
富
貴
賎
の
差
等
を
作
っ
て
'
上
位
者
が
下
位
者
に
互
い
に
臨
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
｡
こ
れ
が
天
下
の
人
民
を
生
養
す
る
た
め
の
根

本
で
あ
る
｡
)

S
+
故
先
王
聖
人
為
之
不
然
｡
(
富
国
篇
)

(
故
に
先
王
や
聖
人
が
治
め
る
や
-
方
は
そ
う
で
は
な
い
｡
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

L
O
-

r
-
1
故
先
王
明
礼
義
以
萱
之
'
致
忠
信
以
愛
之
､
尚
賢
使
能
以
次
之
'
爵
服

慶
賞
以
申
重
之
､
時
其
事
'
経
其
任
'
以
調
斉
之
､
漕
然
兼
覆
之
､
養
長

之
'
如
保
赤
子
｡
(
同
)

S
'
然
別
先
王
以
人
之
所
不
欲
者
賞
'
而
以
人
之
所
欲
者
罰
邪
､
乱
莫
大
蔦
｡

(
正
論
篇
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

1
7
.
先
王
悪
其
乱
也
'
故
利
札
義
以
分
之
｡
(
礼
論
篇
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

S
'
故
先
王
聖
人
'
安
為
之
立
中
制
節
'
一
便
足
以
成
文
理
'
即
舎
之
奏
｡

(
同
)

l
●2

I一

1
.

22
2
.

ゲ山･
22

3
.

24.
5
.

2"
〇
･

26
.

27
.

228.

是
先
王
立
楽
之
方
也
｡
(
同
)

是
先
王
立
楽
之
術
也
｡
(
二
出
)
　
(
同
)

且
楽
者
先
生
之
所
以
飾
喜
也
､
軍
旅
鉄
鎖
者
先
王
之
所
以
飾
怒
也
｡
(
同
)

先
王
喜
怒
皆
得
其
斉
葛
｡
(
同
)

先
王
謹
為
之
文
｡
(
同
)

先
王
悪
其
乱
也
'
改
修
其
行
､
正
其
楽
､
而
天
下
順
葛
｡
(
同
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

故
先
王
貴
礼
楽
而
賎
邪
音
｡
(
同
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

故
先
王
導
之
以
礼
楽
'
而
民
和
睦
｡
(
同
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

天
下
有
中
'
敢
直
其
身
'
先
王
有
道
'
敢
行
其
意
｡
(
性
悪
篇
)

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

故
尚
賢
便
能
､
等
貴
賎
'
分
親
疏
'
序
長
幼
'
此
先
王
之
道
也
｡(

君
子
篇
)

日
'
先
王
之
道
､
則
尭
舜
巳
'
六
式
之
博
'
則
天
府
巳
｡
(
大
略
篇
)

8
.

日
H

9
.

120
.

1
.

2

故
先
王
案
以
此
象
之
也
｡
(
同
)

ヽ

ヽ

ヽ

先
王
恐
其
不
文
也
｡
(
同
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

故
先
王
案
為
之
立
文
へ
尊
尊
親
親
之
議
至
奏
｡
(
同
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

先
王
悪
其
乱
也
'
政
利
雅
頒
之
声
'
以
道
之
｡
(
楽
論
篇
)

一
瞥
し
て
分
か
る
事
実
の
一
つ
は
､
苛
子
は
　
｢
先
王
｣
を
言
う
と
き
同
時
に

ヽ
ヽ

必
ず
｢
礼
義
｣
(
或
い
は
そ
れ
に
類
す
る
文
'
楽
な
ど
)
を
'
し
か
も
そ
れ
を
｢
制
｣

す
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
従
っ
て
一
般
的
に
言
わ
れ
る
　
｢
法
先
王
｣

と
は
'
具
体
的
に
は
　
｢
先
王
｣
　
の
　
｢
制
定
｣
し
た
　
｢
礼
義
｣
　
に
法
る
こ
と
と
言

い
換
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
二
つ
に
は
'
｢
先
王
｣
と
　
｢
聖
王
｣
が
並
挙
し
て

あ
る
こ
と
か
ら
'
こ
れ
ら
二
呼
称
は
ほ
ぼ
等
号
で
結
ん
で
考
え
て
よ
-
'
総
称

し
て
い
う
｢
百
王
｣
な
い
し
｢
王
者
｣
と
は
常
に
区
別
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

い
う
ま
で
も
な
-
'
｢
先
王
｣
　
は
以
下
に
挙
げ
る
　
｢
後
王
｣
と
対
称
さ
れ
る

も
の
で
'
こ
の
三
者
は
い
わ
ゆ
る
　
『
一
分
為
二
』
　
の
発
想
で
記
述
さ
れ
て
い
る

と
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
｡
即
ち
'
統
称
(
一
)
と
し
て
の
｢
百
王
｣
と
分
称
(
二
)

と
し
て
の
1
先
王
･
後
王
｣
の
関
係
と
し
て
で
あ
る
(
H
)
｡
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1

ヽ
ヽ

.
故
千
人
万
人
之
情
'
一
人
之
情
是
也
｡
天
地
始
者
'
今
日
是
也
｡
百
王

ヽ
ヽ

之
道
'
後
王
是
也
｡
(
不
萄
篇
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

.
君
子
審
後
王
之
道
'
而
論
於
百
王
之
前
'
若
端
拝
而
議
｡
(
同
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

.
法
後
王
一
制
度
'
隆
礼
義
而
殺
詩
書
'
(
二
出
)
　
(
儒
効
篇
)

3
I

●

3
●

4
タ

●

4
●

5
I

●

5
一タ

●

5
●

6〟
.

●

7
ナ

●

7

言
道
徳
之
求
'
不
二
後
王
｡
(
同
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

道
過
三
代
､
謂
之
蕩
'
法
二
後
王
'
謂
之
不
雅
｡
(
同
)

ヽ

ヽ

ヽ

王
者
之
制
｡
道
不
過
三
代
'
法
不
式
後
王
｡
(
王
制
篇
)

道
過
三
代
'
謂
之
蕩
｡
法
式
後
王
'
謂
之
不
雅
｡
(
同
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

後
王
之
成
名
､
刑
名
従
商
'
爵
名
従
周
'
文
名
従
礼
｡
(
正
名
篇
)

是
後
王
之
成
名
也
｡
(
同
)

後
王
之
成
名
'
不
可
不
察
也
｡
(
同
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

凡
成
瀬
'
耕
法
方
｡
至
治
之
極
復
後
王
｡
(
成
相
篇
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

公
察
善
思
'
論
不
乱
｡
以
治
天
下
､
後
世
法
之
成
律
貫
｡
(
同
)

故
日
'
欲
観
聖
王
之
跡
'
則
於
其
粂
然
者
奏
'
後
王
是
也
｡
(
非
相
篇
)

彼
後
王
者
天
下
之
君
也
｡
含
後
王
而
道
上
古
'
誓
之
是
猶
含
己
之
君
而

を
始
め
と
す
る
二
分
法
あ
る
い
は
　
『
合
二
而
一
』
　
の
弁
証
法
論
理
を
生
み
出
し

て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
｢
議
兵
論
｣
に
お
け
る
｢
戦
略
｣
と
｢
戦
術
｣

の
発
想
'
｢
性
悪
篇
｣
　
に
お
け
る
　
｢
性
｣
と
　
｢
偽
｣
　
の
発
想
等
々
'
す
べ
て
こ

こ
に
そ
の
起
点
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

先
王
の
道
と
は
仁
義
礼
楽
の
謂
で
あ
っ
た
(
ほ
)
｡
こ
れ
に
対
し
｢
法
後
王
｣

と
い
う
時
の
法
る
べ
き
実
体
は
右
の
挙
例
で
分
か
る
通
-
'
法
律
制
度
の
こ
と

で
あ
る
｡
即
ち
'
萄
子
は
仮
に
そ
れ
が
悪
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
先
王
の
礼

法
で
は
な
-
'
現
代
の
世
相
に
最
も
合
致
し
て
い
る
筈
の
後
王
の
王
の
礼
法
に

従
っ
て
諸
事
万
端
を
処
置
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
(
㌘
後
王
は

先
王
の
制
定
し
た
道
即
ち
礼
'
そ
の
一
部
分
で
あ
る
法
を
正
し
-
受
け
継
ぎ
'

当
今
の
世
に
最
も
相
応
し
い
あ
-
方
に
成
就
さ
せ
て
い
-
べ
き
義
務
を
負
っ
て

い
る
｡
萄
子
の
弁
証
法
的
･
史
的
唯
物
論
の
思
考
が
｢
法
先
王
･
法
後
王
｣
と

い
う
語
に
結
実
し
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
｡

三
　
｢
性
悪
説
｣
を
め
ぐ
っ
て

事
人
之
君
也
｡
(
同
)

げ
.
故
日
'
欲
観
千
歳
'
則
数
今
日
'
欲
知
億
万
'
則
審
二
一
㌧
欲
知
上
世
'

則
審
周
道
､
欲
知
周
道
'
則
審
其
入
所
貴
君
子
｡
故
日
'
以
近
知
遠
'
以

一
知
万
'
以
微
知
明
'
此
之
謂
也
｡

『
萄
子
』
　
の
正
名
篇
第
二
十
二
と
性
悪
篇
第
二
十
三
は
性
説
に
関
し
て
相
補

関
係
を
な
す
｡
そ
こ
で
'
正
名
篇
の
第
一
節
を
逐
条
的
に
解
釈
す
る
中
で
術
語

を
閣
明
し
､
性
悪
篇
の
い
-
つ
か
の
文
や
用
語
に
適
用
し
っ
つ
解
明
し
て
み
よ

､
つ
と
田
a
J
つ
.

萄
子
は
目
に
見
え
な
い
も
の
'
実
体
の
な
い
も
の
'
総
じ
て
観
念
的
な
も
の

を
信
用
し
な
い
｡
反
対
に
､
目
で
　
｢
視
｣
 
'
耳
で
　
｢
聴
｣
き
'
手
に
と
っ
て
わ

か
る
実
体
の
あ
る
も
の
を
ま
ず
確
認
し
'
そ
れ
か
ら
類
推
し
て
知
識
を
広
げ
認

識
を
深
め
て
い
こ
う
と
す
る
｡
7
に
見
る
よ
う
に
'
身
近
な
は
っ
き
り
し
た
も

の
か
ら
一
歩
一
歩
未
知
の
世
界
へ
踏
み
込
ん
で
行
-
姿
勢
が
'
｢
先
王
'
後
王
｣

E
j
後
王
之
成
名
｡
刑
名
従
商
'
爵
名
従
周
､
文
明
従
礼
｡
団
散
名
之
加
於
万

物
者
'
則
従
諸
夏
之
成
俗
'
曲
期
遠
方
異
俗
之
郷
､
別
図
之
而
為
通
｡
且
散
名

之
在
人
者
'
生
之
所
以
然
者
'
謂
之
性
｡
団
性
之
和
所
生
'
精
合
感
応
'
不
事

而
自
然
'
謂
之
性
｡
団
性
之
好
悪
善
怒
哀
楽
謂
之
情
｡
E
i
]
情
然
而
心
為
之
択
'
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謂
之
慮
｡
E
j
心
慮
而
能
為
之
動
'
謂
之
偽
｡
回
慮
積
葛
能
習
葛
'
而
後
成
'
謂

之
偽
｡
E
]
正
利
而
為
'
謂
之
事
｡
正
義
而
為
'
謂
之
行
｡
E
3
]
所
以
知
之
在
人
者
'

謂
之
知
｡
知
有
所
合
'
謂
之
能
｡
E
j
]
所
以
能
之
在
人
者
t
､
謂
之
能
｡
能
有
所
合
'

謂
之
能
｡
E
g
]
性
傷
'
謂
之
病
｡
節
遇
'
謂
之
命
｡
国
是
散
名
之
在
人
者
也
｡
是

後
王
之
成
名
也
｡
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正
名
篇
は
萄
子
の
思
想
の
出
発
点
で
あ
-
終
結
点
で
あ
る
｡
例
え
ば
｢
正
名
｣

と
い
う
タ
イ
ー
ル
自
体
が
萄
子
の
唯
物
論
思
想
を
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
り
'

｢
後
王
が
名
を
成
す
｣
｢
王
者
が
名
を
制
す
｣
と
い
う
表
現
が
そ
の
ま
ま
萄
子

の
史
的
唯
物
論
思
考
の
反
映
で
あ
る
こ
と
は
第
二
　
二
章
で
論
述
し
た
｡

E
j
後
王
之
成
名
｡
後
王
が
も
ろ
も
ろ
の
事
物
に
つ
け
ら
れ
た
名
称
を
成
就
す

る
｡第

二
節
冒
頭
の
　
｢
故
王
者
之
制
名
　
(
王
者
が
名
を
制
定
す
る
)
｣
と
村
を
な

し
て
お
-
'
先
王
が
事
物
を
弁
別
す
る
た
め
に
名
を
定
め
'
後
王
が
そ
れ
ら
を

引
き
継
い
で
完
成
さ
せ
て
い
-
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
の
　
｢
後
王
｣
な
-

｢
王
者
｣
な
-
が
'
一
見
｢
神
が
こ
と
ば
を
作
-
給
う
た
｣
と
い
う
｢
神
｣
　
に

似
た
表
現
で
あ
る
が
'
実
質
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
｡

ヽ
ヽ

さ
て
'
こ
の
文
に
村
す
る
楊
傍
注
は
'
｢
後
之
王
者
有
素
定
成
就
之
名
｡
謂

旧
名
可
法
敗
者
也
｡
｣
　
で
あ
る
｡
｢
旧
い
名
も
手
本
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
謂
う
｣
と
言
う
下
文
か
ら
察
す
る
と
､
上
文
は
'
後
の
王
者
に
は
で
き
あ
が
っ

た
名
を
素
走
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
意
味
の
よ
う
で
あ
る
｡
｢
素
定
｣
な
ど

と
い
う
生
硬
な
言
い
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
'
楊
注
の
限

界
性
を
感
ず
る
と
い
え
ば
言
い
す
ぎ
に
な
る
だ
ろ
う
か
｡

刑
名
従
商
'
爵
名
従
周
､
文
名
従
礼
｡
も
ろ
も
ろ
の
名
称
の
う
ち
刑
罰
の
名

称
は
股
代
の
も
の
に
､
官
爵
の
名
称
は
周
代
の
そ
れ
に
､
礼
節
威
儀
の
名
称
は

周
代
の
儀
礼
の
用
語
を
参
考
に
し
従
う
｡

S
3

｢
王
者
の
制
､
道
は
三
代
を
過
ぎ
ず
'
法
は
後
王
に
式
わ
ず
(
儒
効
篇
)
｣

の
言
い
方
と
は
若
干
敵
齢
を
き
た
す
が
'
萄
子
の
'
よ
-
現
代
に
み
あ
っ
た
'

よ
-
現
実
性
の
あ
る
も
の
を
信
用
す
る
理
念
に
従
う
か
ぎ
-
'
こ
の
程
度
の
ズ

レ
は
許
容
範
囲
に
入
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
楊
注
も
'
む
し
ろ
股
の
刑
罰
に
は
妥

当
性
の
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
(
㌘
相
対
的
に
言
え
ば
､
商
も
夏
の
後

王
に
な
る
わ
け
だ
か
ら
｡

E
]
散
名
之
加
於
万
物
者
'
則
従
諸
夏
之
成
俗
'
曲
期
遠
方
異
俗
之
郷
'
則
因

之
而
為
通
｡
万
物
に
つ
け
ら
れ
た
個
々
の
名
称
は
､
中
国
の
習
俗
の
中
で
出
来

上
っ
た
も
の
に
従
い
'
遠
方
の
習
俗
を
異
に
す
る
地
方
と
も
こ
と
細
か
に
照
合

し
て
一
致
さ
せ
'
そ
れ
に
よ
っ
て
円
滑
な
意
志
疎
通
を
図
る
よ
う
に
す
る
｡

普
通
名
詞
の
類
は
'
諸
夏
つ
ま
-
中
国
の
風
俗
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
基

本
と
す
る
が
'
田
舎
の
方
言
な
ど
と
実
体
の
ズ
レ
を
引
き
起
さ
な
い
よ
う
に
し

て
'
即
ち
名
と
実
の
あ
-
な
き
一
致
を
追
求
し
て
'
正
確
な
意
思
伝
達
に
障
害

を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
主
張
で
あ
る
｡
｢
成
俗
｣
｢
曲
期
｣
が

こ
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
-
'
｢
約
定
俗
成
｣
　
の
基
本
概
念
に
な
っ
て
い
る
わ

け
だ
｡萄

子
は
名
称
の
成
立
を
時
間
的
空
間
的
観
点
か
ら
追
求
し
｢
約
定
俗
成
｣
　
の

語
に
集
約
し
代
表
さ
せ
た
｡
そ
し
て
何
よ
-
も
そ
の
根
底
に
は
｢
名
符
其
実
｣

の
精
神
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

E
j
散
名
之
在
人
者
､
個
々
の
名
称
で
人
間
に
つ
い
て
付
け
ら
れ
た
も
の
.

生
之
所
以
然
者
'
謂
之
性
｡
(
人
間
の
身
体
内
に
)
　
自
然
発
生
し
そ
の
ま
ま

で
あ
る
も
の
へ
　
そ
れ
を
性
と
い
う
｡
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ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

楊
注
は
　
｢
人
生
善
悪
'
故
有
必
然
之
理
'
是
所
受
於
天
之
性
也
｡
(
人
に
善

悪
が
生
ず
る
の
は
t
　
も
と
よ
-
必
然
の
理
が
あ
る
｡
こ
れ
は
天
に
受
け
る
所
の

性
で
あ
る
)
｣
と
観
念
論
形
而
上
学
そ
の
も
の
の
解
釈
を
し
て
い
る
｡
い
き
な

り
人
に
善
悪
が
生
ず
'
又
は
､
人
が
善
悪
を
生
み
出
す
と
い
い
'
そ
れ
が
必
然

の
理
に
よ
る
も
の
だ
と
｢
理
｣
な
る
観
念
を
持
ち
出
し
'
極
め
つ
き
は
性
は
｢
天
｣

よ
-
授
か
っ
た
も
の
と
'
観
念
論
者
楊
傍
の
頭
で
考
え
た
楊
備
風
｢
性
｣
論
を

堂
々
と
開
陳
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

萄
子
は
前
条
で
'
個
々
の
名
称
が
万
物
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
も
の
　
｢
散
名
之

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

加
於
万
物
者
｣
と
い
い
'
こ
こ
で
は
'
個
々
の
名
称
で
人
間
の
身
体
内
に
存
在

ヽ

ヽ

ヽ

す
る
も
の
　
｢
散
名
之
在
人
者
｣
と
い
っ
て
'
こ
れ
か
ら
｢
性
｣
概
念
を
説
明
し

て
い
く
上
で
の
リ
ー
ド
文
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢
生
之
所
以
然
者
｣
と
は
'
従
っ
て
'
人
間
の
身
体
内
に
あ
っ
て
自
然
発
生

的
に
発
生
し
人
為
は
お
ろ
か
何
ら
の
外
的
作
用
も
加
え
ら
れ
な
い
で
そ
の
ま
ま

の
状
態
に
あ
る
も
の
'
と
解
き
ね
ば
な
ら
な
い
｡
｢
生
之
｣
と
は
存
現
文
構
造

と
し
て
の
発
言
な
の
で
あ
る
｡
つ
け
加
え
る
と
'
萄
子
の
文
章
は
そ
の
行
論
は

も
と
よ
-
'
文
構
造
自
体
も
こ
の
よ
う
に
客
観
描
写
性
の
強
い
書
き
方
を
し
て

い
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
｡

窓
意
性
を
介
在
さ
せ
ず
自
然
の
ま
ま
で
あ
る
も
の
を
言
う
)
｡
言
其
天
性
如
此

ヽ

ヽ

ヽ

也
　
(
其
の
天
性
此
-
の
如
き
を
言
う
な
-
)
｡
精
合
､
謂
若
耳
目
之
精
霊
与
見

ヽ

ヽ

ヽ

聞
之
物
合
也
　
(
精
合
と
は
'
耳
目
の
精
霊
と
見
聞
し
た
物
と
が
合
体
す
る
よ
う

ヽ
ヽ

な
こ
と
を
い
う
)
｡
感
応
'
謂
外
物
感
心
而
来
応
也
　
(
感
応
と
は
'
外
物
が
心

に
感
ぜ
ら
れ
て
来
応
す
る
こ
と
を
い
う
)
｡

こ
こ
で
も
楊
傍
は
楊
式
形
而
上
学
で
萄
子
の
　
｢
朴
素
｣
弁
証
法
を
裁
断
す
る

と
い
う
乱
暴
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
｡
｢
和
所
生
'
精
合
感
応
｣
と
は
右
に
訳

し
た
よ
う
に
'
あ
-
ま
で
架
空
の
　
｢
性
｣
と
い
う
場
で
'
下
文
に
出
て
い
る
好

悪
喜
怒
哀
楽
等
の
　
｢
気
｣
　
が
ま
じ
-
合
い
恰
も
陽
電
子
と
な
っ
て
'
｢
精
感
｣

た
る
陰
電
子
と
互
い
に
反
応
し
合
っ
て
い
る
状
態
'
つ
ま
-
〟
事
物
内
部
の
矛

盾
　
(
変
化
･
発
展
･
運
動
形
態
)
″
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
｡

他
方
'
形
而
上
学
は
'
〟
事
物
を
'
不
変
な
'
互
い
に
個
々
別
々
に
引
き
離

さ
れ
て
存
在
し
'
そ
れ
自
体
で
は
運
動
せ
ず
'
運
動
･
変
化
の
原
因
を
そ
の
内

部
に
持
た
な
い
も
の
″
と
捉
え
る
か
ら
'
楊
傍
の
よ
う
に
耳
目
の
精
霊
と
か
見

聞
し
た
物
と
い
う
｢
外
物
｣
を
引
き
合
い
に
出
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
の
で
あ
る
｡

Ill

同
性
之
和
所
生
'
精
合
感
応
､
不
事
而
自
然
､
謂
之
性
｡
そ
の
性
の
内
部
に

(
気
)
　
の
混
合
物
質
が
生
じ
(
｣
)
'
精
感
(
ス
ピ
リ
ッ
ツ
)
と
合
体
し
反
応
し

合
い
'
し
か
し
意
識
を
介
在
さ
せ
な
い
で
依
然
と
し
て
自
然
の
ま
ま
の
状
態
に

あ
る
も
の
'
そ
れ
を
性
と
い
う
の
で
あ
る
｡

楊
注
｡
和
'
陰
陽
沖
和
気
也
(
和
と
は
'
陰
陽
の
合
体
し
た
気
で
あ
る
)
｡
事
'

認
使
也
　
(
事
と
す
と
は
'
勝
手
に
す
る
意
)
｡
言
人
之
性
'
和
気
所
生
'
精
合

感
応
'
不
便
而
自
然
　
(
人
の
性
は
､
混
合
し
た
気
が
生
じ
'
精
感
と
合
応
L
t

ロ
性
之
好
･
悪
･
喜
･
怒
･
哀
･
楽
'
謂
之
情
｡
自
然
発
生
し
た
ま
ま
混
然

一
体
と
な
っ
て
い
る
物
質
(
気
)
'
仮
に
そ
れ
に
命
名
す
れ
ば
'
好
･
悪
･
喜
･

怒
･
哀
･
楽
な
ど
と
な
る
が
､
そ
れ
が
性
の
本
質
で
'
統
括
し
て
称
す
れ
ば
｢
情
｣

で
あ
る
｡

こ
こ
の
楊
注
も
'
｢
人
性
感
物
之
後
　
(
人
性
が
外
物
と
感
応
し
た
後
)
'
分
為

此
六
者
､
謂
之
情
｡
｣
と
｢
情
｣
が
｢
性
｣
内
部
の
矛
盾
運
動
の
結
果
(
S
J
と
し

て
で
は
な
く
'
外
物
と
の
感
応
作
用
に
よ
っ
て
生
じ
て
-
る
と
い
う
見
地
即
ち

形
而
上
学
の
立
場
を
露
わ
に
し
て
い
る
｡
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萄
子
は
性
悪
篇
の
中
で
'
｢
性
｣
と
　
｢
情
｣
を
ほ
ぼ
同
一
概
念
語
と
し
て
用

い
て
い
る
が
'
両
者
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
｡
｢
性
者
天

之
就
也
｡
情
者
性
之
質
也
｡
欲
者
情
之
応
也
｡
(
正
名
篇
)
｣
但
し
､
そ
の
際
に
留

ヽ
ヽ

意
す
べ
き
こ
と
は
'
㈲
苛
子
は
性
の
本
質
と
し
て
の
情
の
外
に
'
性
の
原
質
と

し
て
目
で
物
を
見
る
能
力
｢
明
｣
と
耳
で
物
音
を
聞
-
能
力
｢
聴
｣
を
考
え
て

い
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢
性
｣
　
に
即
日
的
な
こ
の
　
｢
明
｣
と
　
｢
聴
｣
は
'
善
悪
ど

ち
ら
か
の
語
で
表
現
す
る
と
す
れ
ば
'
い
う
ま
で
も
な
-
｢
善
｣
な
る
も
の
で

あ
る
｡
も
っ
と
も
'
性
論
を
展
開
し
て
い
-
に
あ
た
っ
て
は
'
こ
れ
ら
は
　
｢
喪

失
｣
し
た
も
の
と
み
な
し
て
取
-
た
て
て
論
じ
な
い
の
で
あ
る
が
｡
㈲
｢
情
｣

が
｢
欲
｣
と
の
関
連
で
行
諭
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
､
｢
性
｣
は
｢
偽
｣

と
対
置
し
て
行
諭
さ
れ
る
｡
人
間
の
性
を
い
わ
ば
先
天
的
性
の
　
｢
性
｣
と
後
天

的
性
の
　
｢
偽
｣
　
に
　
『
一
分
為
二
』
　
し
て
考
察
を
進
め
る
の
で
あ
る
が
'
そ
こ
に

は
更
に
弁
証
法
の
　
『
否
定
の
否
定
の
法
則
』
　
が
働
い
て
お
-
(
｢
性
｣
を
悪
と

判
断
す
る
､
つ
ま
-
否
定
的
に
捉
え
'
も
う
一
度
そ
れ
を
否
定
し
た
　
｢
偽
｣
を

提
起
し
止
揚
｢
善
な
る
も
の
へ
｣
を
図
る
)
'
萄
子
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が

あ
る
｡
｢
今
'
人
之
性
悪
､
必
将
待
聖
王
之
治
'
礼
義
之
化
'
然
後
皆
出
干
治
､

合
干
善
也
｡
(
性
悪
篇
)
｣
　
-
　
か
-
し
て
人
間
は
た
ゆ
ま
ぬ
研
鐙
を
積
み
'
終

に
は
　
〟
君
子
″
　
に
も
な
る
の
で
あ
る
｡
｢
故
人
知
謹
注
錯
'
憤
習
俗
'
大
横
廓
､

則
為
君
子
臭
｡
(
儒
致
篇
)
｣

と
い
う
)
｣
と
あ
る
｡
｢
無
極
｣
な
ど
と
い
う
抽
象
語
を
使
っ
て
人
を
旺
惑
す
る

の
も
観
念
論
者
の
手
の
一
つ
で
あ
る
｡

□
心
慮
而
能
為
之
動
､
謂
之
偽
｡
心
が
思
慮
選
択
す
る
と
　
｢
能
｣
が
動
作
を

す
る
｡
こ
れ
を
｢
人
為
｣
と
い
う
｡

先
天
的
性
｢
性
｣
の
自
然
状
態
｢
情
｣
'
そ
の
中
味
は
気
の
混
合
体
で
あ
っ
た
｡

そ
こ
へ
　
｢
心
｣
と
　
｢
能
｣
　
の
　
｢
慮
｣
　
｢
動
｣
が
働
き
か
け
る
と
'
意
識
さ
れ
た

行
動
｢
偽
｣
　
(
後
天
的
性
)
　
が
発
動
す
る
｡
｢
性
｣
と
｢
偽
｣
　
の
違
い
は
､
従
っ

て
｢
自
然
｣
と
｢
作
為
｣
　
の
違
い
で
あ
-
'
そ
の
き
っ
か
け
又
は
媒
介
役
と
な

る
の
が
｢
思
慮
と
能
動
｣
　
で
あ
る
｡

世
情
然
而
心
為
之
択
､
謂
之
慮
｡
｢
情
｣
が
そ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
と
こ

ろ
へ
　
｢
心
｣
が
働
い
て
､
ど
れ
か
を
択
び
と
る
行
動
を
と
る
｡
こ
れ
を
｢
慮
｣

と
い
う
｡

ヽ
ヽ

揚
注
に
は
'
｢
情
錐
無
極
'
心
択
可
否
而
行
'
謂
之
慮
也
　
(
情
は
極
ま
る
こ

と
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
'
心
が
可
否
を
選
択
し
て
行
動
す
る
｡
そ
れ
を
思
慮

E
]
慮
積
葛
､
能
習
蔦
'
而
後
成
'
謂
之
偽
｡
思
慮
が
積
み
重
ね
ら
れ
'
能
動

が
-
-
返
さ
れ
る
と
'
始
め
て
行
為
が
成
就
す
る
｡
こ
れ
を
意
識
さ
れ
た
行
動

｢
人
為
｣
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
｡

苛
子
の
特
筆
す
べ
き
弁
証
法
理
論
の
一
つ
が
'
『
こ
の
量
か
ら
質
へ
の
変
化
』

を
説
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
法
則
は
　
『
萄
子
』
　
の
中
の
到
る
処
で
運
用
さ
れ
'
論
の
展
開
に
花
を
添

え
て
い
る
｡
例
え
ば
強
国
篇
の
　
｢
積
微
｣
 
｡
小
事
を
積
み
重
ね
る
　
(
積
微
)
　
こ

と
に
堪
能
な
者
ほ
ど
速
や
か
に
大
事
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
或
い
は

儒
致
篇
に
い
う
｢
横
顔
｣
 
｡
人
間
は
長
期
に
わ
た
っ
て
学
習
を
積
み
重
ね
る
(
横

顔
)
　
と
君
子
に
も
な
れ
る
｡
ま
た
王
制
篇
の
　
｢
積
財
物
｣
 
｡
農
業
生
産
を
う
ま

-
や
-
'
大
量
の
財
物
を
積
み
あ
げ
れ
ば
'
国
家
も
富
強
と
な
る
｡
更
に
勧
学

篇
の
多
-
の
文
章
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
､
こ
の
論
理
が
最
大
限
に
活
用
さ
れ
て
'

極
め
て
説
得
力
の
あ
る
文
章
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
真
横
力
久
別
人
'

学
至
乎
没
而
後
止
也
(
着
実
に
長
期
に
わ
た
っ
て
学
習
を
積
み
重
ね
て
行
け
ば
'
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造
詣
も
深
-
な
る
)
｡
｣
｢
き
歩
　
(
半
歩
)
　
を
積
ま
ざ
れ
ば
､
以
て
千
里
に
至
る

こ
と
無
し
｡
小
流
を
積
ま
ざ
れ
ば
'
以
て
江
海
と
成
る
こ
と
無
し
｡
膜
膜
も
一

お

躍
に
て
は
十
歩
な
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ど
も
'
駕
馬
も
十
駕
す
る
は
'
功
合
か
ざ

る
に
在
-
｡
｣
な
ど
｡

性
悪
説
の
文
章
論
理
は
'
こ
れ
ら
唯
物
弁
証
法
の
基
本
法
則
'
即
ち
　
『
否
定

の
否
定
の
法
則
』
 
'
『
対
立
物
の
闘
争
と
統
一
の
法
則
』
 
､
『
量
か
ら
質
へ
の
変
化

の
法
則
』
 
'
そ
れ
に
中
国
独
特
の
弁
証
法
と
い
わ
れ
る
'
『
一
分
為
二
』
　
と
　
『
合

二
而
一
』
　
の
法
則
等
が
入
-
交
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
も
萄
子
の
思
考

の
基
底
に
は
'
可
変
化
の
認
識
'
矛
盾
を
実
践
で
解
決
す
る
革
新
の
認
識
が
濃

厚
に
流
れ
て
お
-
'
現
代
唯
物
論
哲
学
者
も
顔
色
な
し
と
い
え
る
ほ
ど
傑
出
し

た
唯
物
論
哲
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

例
え
ば
次
の
文
を
分
析
し
て
み
よ
う
｡

聖
人
積
思
慮
､
習
偽
故
'
以
生
礼
義
而
起
法
度
｡
然
別
礼
義
法
度
者
､
是
生

於
聖
人
之
偽
､
非
放
生
於
人
之
性
也
｡
(
性
悪
篇
)

聖
人
が
'
と
言
い
始
め
た
途
端
､
そ
れ
は
普
通
人
と
対
称
し
た
い
い
方
で
あ

り
'
且
つ
そ
れ
は
凡
人
で
も
辿
-
つ
け
る
境
地
の
人
間
で
､
聖
王
と
か
君
子
に

言
い
換
え
て
も
よ
い
人
称
名
詞
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
識
別
す
る
必
要
が
あ
る
｡

(
心
の
発
す
る
)
思
慮
を
積
み
重
ね
､
偽
故
(
能
動
的
作
為
)
を
-
-
返
し
(
習
)
'

た

(
質
的
変
化
を
遂
げ
て
)
礼
義
を
生
み
出
し
法
度
を
起
て
る
｡
し
て
み
る
と
(
人

間
界
普
遍
の
法
則
)
　
礼
義
法
度
は
'
聖
人
の
後
天
的
営
為
　
(
偽
)
　
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
る
も
の
で
､
一
般
人
の
先
天
的
性
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
な

ど
で
は
な
い
の
だ
｡
　
-
　
と
い
う
わ
け
で
'
一
語
一
語
を
定
義
に
基
い
て
解
釈

L
t
一
文
一
文
を
弁
証
法
論
理
に
照
ら
し
て
分
析
し
な
け
れ
ば
'
萄
子
の
真
意

に
到
達
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
る
｡

E
]
正
利
而
為
'
謂
之
事
｡
正
義
而
為
'
謂
之
行
｡
正
当
な
利
益
を
得
る
こ
と

し

を
前
提
と
し
て
営
為
す
る
こ
と
'
そ
れ
を
｢
事
(
為
事
)
｣
と
い
う
｡
正
道
の
も

と
に
行
動
す
る
こ
と
､
そ
れ
を
｢
行
(
為
)
｣
と
い
う
｡

性
悪
篇
冒
頭
に
い
う
｡
今
'
人
の
性
'
生
れ
な
が
ら
に
し
て
利
を
好
む
こ
と

あ
-
'
是
に
順
ふ
､
故
に
争
奪
生
じ
て
辞
譲
亡
ぶ
｡
生
れ
な
が
ら
に
し
て
疾
悪

す
る
こ
と
あ
-
'
是
に
順
ふ
'
故
に
残
賊
生
じ
て
忠
信
亡
ぶ
､
と
｡
つ
ま
り
'

人
間
は
生
れ
た
ま
ま
放
任
す
る
と
'
感
情
の
赴
-
ま
ま
衝
動
的
行
動
に
走
る
｡

感
情
的
段
階
　
(
本
性
に
順
っ
た
)
　
の
行
動
で
あ
る
｡
そ
れ
を
理
性
的
段
階
に
ま

で
高
め
'
是
非
善
悪
の
判
断
の
も
と
に
(
師
法
の
化
'
礼
儀
の
導
き
の
も
と
に
)
'

行
動
す
る
よ
う
に
人
為
　
(
偽
)
　
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
理
性
認
識
の
も

し

と
に
営
為
･
_
行
動
す
る
こ
と
を
｢
(
為
)
事
｣
と
か
｢
行
(
為
)
｣
と
呼
ぶ
の
で

あ
る
｡E

]
所
以
知
之
在
人
者
'
謂
之
知
｡
知
有
所
合
'
謂
之
智
｡
事
物
を
認
知
す
る

能
力
で
人
間
に
具
わ
っ
て
い
る
も
の
へ
　
そ
れ
を
　
｢
知
　
(
覚
)
｣
と
い
う
｡
知
覚

は
増
加
合
成
さ
れ
る
'
そ
れ
を
｢
智
　
(
識
)
｣
と
い
う
｡

13

E
]
所
以
能
之
在
人
者
'
謂
之
能
｡
能
有
所
合
'
謂
之
能
｡
も
の
ご
と
を
為
し

行
う
能
力
で
人
間
に
具
わ
っ
て
い
る
も
の
'
そ
れ
を
　
｢
(
才
)
　
能
｣
と
い
う
｡

才
能
は
融
合
増
大
す
る
'
そ
れ
を
　
｢
能
　
(
力
)
｣
と
い
う
｡

性
者
本
始
材
朴
也
'
偽
者
文
理
隆
盛
也
｡
(
礼
論
篇
)
　
人
間
の
(
先
天
的
)
　
性

は
'
根
本
が
原
始
的
で
材
質
は
素
朴
な
も
の
で
あ
る
｡
(
後
天
的
努
力
)
　
偽
は

文
飾
条
理
が
隆
盛
な
も
の
で
あ
る
｡
　
-
　
先
天
的
本
性
が
　
(
そ
の
よ
う
で
)
　
な

け
れ
ば
後
天
的
努
力
の
施
し
ょ
う
も
な
く
'
後
天
的
努
力
が
な
け
れ
ば
人
間
の

本
性
は
美
し
-
な
-
よ
う
が
な
い
｡
性
と
偽
が
合
体
し
て
始
め
て
聖
人
た
る
名
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が
完
成
し
'
天
下
一
統
の
功
業
も
こ
こ
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
｡
と
続
-
こ
の

文
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
'
萄
子
の
思
考
方
式
は
す
べ
か
ら
-
『
一
分
為
二
』

『
合
二
而
一
』
　
『
否
定
の
否
定
の
法
則
』
　
『
量
か
ら
質
へ
の
変
化
』
　
の
論
理
で
貫

か
れ
て
い
る
｡

人
間
の
本
性
本
能
'
そ
れ
は
い
わ
ば
原
始
的
知
で
あ
-
原
始
的
能
で
あ
る
｡

/

か
-
に
そ
れ
ら
を
肯
定
的
に
　
｢
善
j
と
認
定
す
れ
ば
'
当
然
何
ら
の
規
制
も
加

え
ず
に
自
然
の
ま
ま
に
放
任
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
と
こ
ろ
が
そ

の
結
果
は
　
｢
必
ず
争
奪
に
出
で
､
犯
分
乱
理
に
合
し
て
暴
に
帰
す
　
(
性
悪
篇
)
｣

も
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
､
逆
に
そ
れ
ら
を
否
定
的
に
　
｢
悪
｣
と
認
定
し
'
ど
の

よ
う
な
手
段
を
講
ず
れ
ば
矯
正
(
再
否
定
)
で
き
る
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
｡

そ
の
よ
う
な
場
が
積
み
重
な
-
(
積
)
､
-
-
返
さ
れ
る
　
(
習
)
　
と
'
｢
知
｣
は

1
智
｣
に
な
り
1
能
｣
は
1
能
｣
 
(
け
)
に
発
展
成
長
し
て
'
終
に
は
聖
人
の
境
地

I

に
ま
で
止
揚
さ
れ
て
い
-
の
で
あ
る
｡
形
式
論
理
的
に
い
え
ば
'
性
と
偽
〔
二
〕

が
合
し
て
聖
人
　
〔
こ
　
と
な
-
'
天
下
が
統
　
〔
こ
　
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
｡
萄
子
は
　
｢
天
地
合
而
万
物
生
'
陰
陽
接
而
変
化
起
､
性
偽
合
而
天
下
治
｡

(
礼
論
篇
)
｣
と
も
言
っ
て
い
る
｡

で
チ
ャ
ン
ス
に
め
ぐ
り
合
っ
た
も
の
と
定
義
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
｡
逆
説
的
に
言
え
ば
'
あ
る
チ
ャ
ン
ス
に
遭
遇
し
た
時
､
厳
し
く
要
求
さ
れ

け
じ
め

る
の
は
リ
ア
ル
に
自
己
の
力
量
を
見
据
え
る
目
　
(
そ
う
い
う
意
味
で
　
〟
節
″

の
語
を
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
)
　
な
の
で
あ
る
｡
自
己
の
能
力
不
足
を
棚

に
上
げ
て
徒
ら
に
高
望
み
し
た
-
不
遇
を
か
こ
つ
当
時
の
観
念
論
士
を
痛
烈
に

指
弾
し
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
｡
唯
物
論
者
萄
子
の
運
命
論
と
孔
子
の
唱
え
た
天

命
論
と
の
間
に
は
､
こ
れ
ほ
ど
の
径
庭
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
楊
傍
が
'
｢
節
と
は
時
な
-
｡
時
に
当
-
て
遇
ふ
所
､
之
を
命
と
謂
ふ
｡
｣

と
注
し
て
い
る
の
は
当
ら
ず
と
錐
も
遠
か
ら
ざ
る
解
釈
で
あ
る
が
､
続
け
て
｢
命

な
る
者
は
天
の
命
ず
る
所
の
如
-
然
-
｡
｣
と
注
す
る
に
至
っ
て
は
'
依
然
と

し
て
孔
子
流
天
命
論
観
を
脱
却
で
き
な
い
自
己
の
随
固
ぶ
-
を
端
な
く
も
露
呈

し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

回
　
性
傷
'
謂
之
病
｡
節
遇
'
謂
之
命
｡
本
性
が
障
害
を
受
け
た
状
態
｡
そ

れ
が
｢
病
　
(
気
)
｣
　
で
あ
る
｡
一
人
の
人
間
が
身
に
つ
け
た
｢
節
｣
　
(
智
識
'
能

力
､
仕
事
ぶ
り
､
行
動
力
な
ど
の
総
合
化
計
れ
た
も
の
)
が
'
己
れ
に
見
合
っ

た
　
｢
時
｣
　
に
出
会
う
こ
と
､
そ
れ
を
｢
(
運
)
命
｣
と
い
う
｡

｢
病
｣
は
ま
だ
し
も
'
｢
命
｣
が
な
ぜ
こ
こ
で
人
間
　
(
の
身
体
)
　
に
具
わ
っ

た
名
称
に
な
-
う
る
の
か
考
え
て
み
る
と
'
萄
子
は
人
間
の
運
命
も
　
(
そ
の
最

た
る
も
の
は
明
君
に
重
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
)
､
個
人
的
願
望
や
偶
然
に

よ
る
も
の
で
な
く
'
あ
く
ま
で
そ
の
個
人
の
能
力
や
身
体
状
況
に
相
応
し
い
形

回
是
散
名
之
在
人
者
也
｡
是
後
王
之
成
名
也
｡
こ
れ
が
人
間
に
つ
け
ら
れ
て

い
る
い
-
つ
か
の
名
称
で
あ
る
｡
こ
れ
は
後
王
が
そ
の
名
称
と
し
て
完
成
さ
せ

て
い
く
も
の
で
あ
る
｡

楊
注
は
'
経
文
よ
-
注
の
方
が
解
-
に
-
い
と
い
う
中
国
伝
統
の
注
疏
本
の

あ
-
よ
う
の
典
型
的
な
例
と
い
え
よ
う
か
｡
第
一
節
冒
頭
と
全
く
同
じ
文
で
'

最
後
の
し
め
-
-
-
と
し
て
あ
る
こ
の
｢
後
王
之
威
名
｣
の
楊
注
は
こ
う
で
凍

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る
｡
｢
後
王
可
因
襲
成
就
素
走
之
名
也
｡
｣
　
-
　
｢
後
王
は
前
人
の
や
-
方
を
踏

襲
し
っ
つ
平
素
よ
-
定
ま
っ
て
き
て
い
る
名
称
を
完
成
さ
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
｣
と
で
も
訳
せ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
｡
E
]
の
　
｢
素
走
成
就
｣
と
ど
の
よ
う
に

｢
同
異
｣
し
て
解
す
れ
ば
よ
い
か
､
今
'
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
｡
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第
一
章
は
'
｢
正
名
｣
　
の
読
み
と
意
味
の
違
い
を
利
用
し
て
'
孔
子
と
萄
子

の
思
考
方
法
､
ひ
い
て
は
両
者
の
思
想
の
違
い
を
究
明
し
た
｡
す
な
わ
ち
'
孔

子
の
場
合
は
　
｢
名
を
正
す
｣
と
読
み
'
｢
名
以
正
美
　
(
名
を
以
て
実
を
正
す
)
｣

方
向
で
あ
る
の
に
対
し
'
萄
子
の
場
合
は
　
｢
正
当
な
名
称
｣
と
い
う
意
味
で
'

｢
名
以
符
実
　
(
名
を
実
に
合
致
さ
せ
る
)
｣
方
向
の
唯
物
論
思
考
で
あ
る
｡
孔

子
の
　
｢
正
名
｣
が
観
念
論
的
思
考
の
所
産
で
あ
る
の
に
対
し
'
萄
子
の
そ
れ
は

仮
に
｢
名
を
正
す
｣
と
読
ん
だ
と
し
て
も
'
名
が
｢
約
定
俗
成
｣
し
て
出
来
上

る
と
い
う
彼
の
唯
物
論
的
思
考
基
底
に
照
ら
し
て
解
き
ね
ば
な
ら
な
い
｡
同
じ

｢
正
名
｣
と
い
う
語
の
読
み
と
意
味
の
違
い
が
'
端
な
-
も
両
者
の
両
極
端
の

思
想
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
｡

第
二
章
は
､
｢
先
王
｣
と
　
｢
後
王
｣
　
の
語
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
萄

子
の
史
的
唯
物
論
思
考
を
究
明
し
た
｡
苛
子
の
学
続
を
受
け
継
い
で
い
る
と
思

わ
れ
る
韓
非
の
歴
史
観
を
基
に
､
逆
照
射
す
る
形
で
萄
子
の
発
展
史
観
や
｢
先

王
｣
｢
後
王
｣
　
の
発
想
を
跡
付
け
た
｡

苛
子
は
歴
代
の
王
を
通
称
し
て
　
｢
百
王
｣
と
呼
び
'
各
時
代
毎
に
生
起
す
る

王
を
相
対
的
に
　
｢
先
王
｣
　
｢
後
王
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡
従
っ
て
そ
れ
ら
を
あ
る

時
代
の
王
に
特
定
し
て
し
ま
う
の
は
必
ず
し
も
賢
明
な
や
-
方
で
は
な
-
'
場

合
に
よ
っ
て
は
例
え
ば
周
王
が
先
王
に
も
な
-
後
王
に
も
な
る
の
で
あ
る
｡

自
然
界
で
あ
れ
人
間
社
会
で
あ
れ
'
万
物
は
時
空
に
わ
た
っ
て
発
展
変
化
し

止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
｡
だ
が
そ
の
変
化
の
中
に
不
変
の
法
則
が
貫
い
て

い
る
こ
と
も
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
｡
自
然
界
の
そ
れ
は
　
〟
常
″
　
で
あ
-
〟
数
″

で
あ
る
｡
人
間
界
の
そ
れ
は
　
〟
道
″
　
で
あ
-
'
〟
礼
″
　
で
あ
る
｡
こ
の
弁
証
法

的
統
一
の
思
考
こ
そ
'
萄
子
哲
学
の
最
大
の
特
徴
で
あ
-
'
同
時
に
そ
れ
は
諸

子
百
家
思
想
の
集
大
成
者
と
し
て
の
最
大
の
功
績
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
｡第

三
章
は
､
秀
れ
た
弁
証
法
的
･
史
的
唯
物
論
の
所
産
で
あ
る
『
萄
子
』
は
､

勝
れ
て
弁
証
法
的
分
析
手
段
に
よ
っ
て
し
か
そ
の
真
意
に
辿
-
つ
け
な
い
と
い

う
こ
と
を
究
明
し
た
も
の
で
あ
る
｡

従
来
'
恰
も
新
鮮
な
大
魚
を
使
い
古
さ
れ
た
鈍
刀
で
料
理
す
る
が
如
-
'
革

新
的
な
萄
子
の
思
想
を
伝
統
的
保
守
思
想
で
解
釈
し
事
足
れ
-
と
し
た
憾
み
が

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
｡
『
萄
子
』
　
思
想
の
核
心
と
も
言
え
る
正
名
篇
､
そ
の

第
一
節
を
弁
証
法
の
観
点
か
ら
解
釈
し
直
す
な
か
で
'
観
念
論
的
形
而
上
学
の

観
点
か
ら
｢
誤
｣
解
し
て
い
る
楊
傍
注
を
一
例
と
し
て
問
明
し
た
｡

晩
学
の
筆
者
に
と
っ
て
'
『
萄
子
』
　
論
第
二
弾
の
本
論
は
ま
だ
ほ
ん
の
そ
の

入
口
に
立
っ
た
に
す
ぎ
な
い
｡
行
論
の
途
中
､
常
に
戒
め
た
つ
も
-
で
は
あ
る

が
'
も
と
よ
り
浅
学
非
才
の
身
'
知
識
不
足
や
考
え
違
い
が
散
在
し
て
い
る
こ

と
と
思
わ
れ
る
｡
多
-
の
先
達
の
ご
指
数
を
乞
う
と
共
に
'
筆
者
自
身
'
『
萄
子
』

を
追
究
す
る
な
か
で
螺
旋
状
に
発
展
す
る
よ
う
念
じ
て
や
ま
な
い
で
い
る
こ
と

を
付
け
加
え
て
し
め
-
-
-
と
し
た
い
｡
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注

1
.
『
萄
子
論
稿
』
郭
志
坤
著
　
上
海
三
喉
書
店
刊
二
十
一
ペ
ー
ジ

2
.
『
新
約
聖
書
』
　
ヨ
ハ
ネ
伝
第
一
章

や

ひ

ふ

せ

3
.
我
も
亦
人
心
を
正
し
'
邪
説
を
息
め
､
披
行
(
曲
っ
た
行
為
)
を
距
ぎ
'
淫
辞
を
放

つ

ち
'
三
聖
者
(
南
･
周
公
･
孔
子
)
　
に
承
が
ん
と
欲
す
｡

孟
子
日
'
我
先
攻
其
邪
心
｡
(
大
略
篇
)

4
.
ま
わ
-
-
ど
-
て
現
実
離
れ
し
て
い
る
'
つ
ま
-
は
観
念
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
か
｡

5
.
｢
約
定
俗
成
｣
は
現
代
の
文
字
改
革
運
動
の
基
本
理
念
に
も
な
っ
て
い
る
｡

6
.
故
好
書
者
衆
臭
'
而
倉
譲
独
博
者
萱
也
｡

7
　
二
節
前
半
に
｢
乱
正
名
｣
が
三
出
す
る
｡
ま
た
一
節
後
半
に
｢
正
利
而
為
､
謂
之
事

(
正
当
な
利
益
の
も
と
に
動
-
'
こ
れ
を
は
た
ら
-
と
い
う
)
｣
｢
正
義
而
為
'
謂
之

行
(
正
義
の
も
と
で
動
-
'
こ
れ
を
行
な
う
と
い
う
)
｣
と
あ
-
'
｢
正
O
｣
と
い
う

熟
語
の
｢
正
｣
が
愈
注
に
も
あ
る
通
-
｢
正
､
正
当
也
｣
と
解
し
て
正
し
い
こ
と
が

分
か
る
｡

8
.
有
物
混
成
'
先
天
地
生
'
寂
今
参
今
'
独
立
而
不
改
､
周
行
而
不
殆
'
可
以
為
天
下

母
'
吾
不
知
其
名
'
字
之
日
道
｡
(
『
老
子
』
第
二
十
五
章
)

夫
道
'
有
情
有
信
'
無
為
無
形
､
可
博
而
不
可
受
'
可
行
而
不
可
見
｡
自
本
臼
根
'

未
有
天
地
'
自
古
以
固
存
'
神
鬼
神
帝
'
生
天
生
地
｡
(
『
荘
子
』
大
宗
師
)

9
.
夫
物
芸
芸
'
各
復
帰
其
根
'
帰
根
日
静
｡
是
謂
復
命
｡
(
『
老
子
』
十
六
章
)

1
 
q
　
至
道
大
形
｡
隆
礼
至
法
'
則
国
有
常
｡
(
至
極
の
道
の
大
ま
か
な
姿
.
礼
を
尊
重
し

法
を
行
き
わ
た
ら
せ
ば
'
国
は
〓
疋
不
変
の
姿
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
)
　
(
君
道
篇
)

｢
常
｣
は
｢
天
行
有
常
｣
　
の
｢
常
｣
　
の
如
-
､
常
行
の
道
の
意
｡
(
『
萄
子
』
上
'
藤

井
専
英
著
　
明
治
書
院
三
五
六
ペ
ー
ジ
)

故
百
王
之
法
不
同
'
若
是
所
帰
省
一
也
｡
(
玉
覇
篇
)

1
 
1
.
他
に
｢
聖
人
･
君
子
｣
は
個
人
と
し
て
の
観
点
か
ら
の
謂
で
あ
る
が
'
大
き
-
は
｢
先

王
･
聖
王
｣
と
括
っ
て
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

ほ
.
故
日
'
仁
義
礼
楽
'
其
致
一
也
｡
-
.
.
.
仁
･
義
･
礼
)
　
三
者
皆
通
､
然
後
道
也
.

(
大
略
篇
)

S
'
故
人
道
莫
不
有
桝
'
排
莫
大
於
分
､
分
莫
大
於
礼
'
礼
莫
大
於
聖
王
｡
聖
王
有
百
'

吾
執
法
葛
｡
故
日
'
文
久
而
息
'
節
族
久
而
絶
｡
守
法
教
之
有
司
､
極
礼
而
裾
0

(
非
相
篇
)

S
+
　
商
之
刑
法
未
聞
｡
康
詰
日
'
｢
股
罰
有
倫
｣
 
'
是
亦
言
股
刑
之
允
当
也
.
爵
名
従
周
'

謂
五
等
諸
侯
及
三
百
六
十
官
也
｡
文
名
'
謂
節
文
､
威
儀
｡
礼
'
即
周
之
儀
礼
也
｡

t
3
+
　
｢
和
｣
は
､
｢
万
物
各
得
其
和
以
生
　
(
天
論
篇
)
｣
と
い
う
表
現
が
示
す
よ
う
に
'
｢
複

数
の
も
の
が
混
然
一
体
と
な
る
｣
こ
と
｡
一
方
'
｢
合
｣
は
､
｢
天
地
合
而
万
物
生
(
礼

論
篇
)
｣
の
言
い
方
に
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に
'
基
本
的
に
は
｢
二
つ
の
も
の
が
合
体

す
る
｣
こ
と
で
あ
る
｡

S
'
天
職
既
立
'
天
功
既
成
'
形
具
而
神
生
'
好
悪
喜
怒
哀
楽
蔵
幕
'
夫
是
之
謂
天
情
(
天

論
篇
)
｡
(
-
-
自
然
変
化
の
結
果
と
し
て
人
の
形
体
が
形
成
さ
れ
'
形
体
が
具
わ
る

こ
れ

と
人
の
精
神
活
動
が
生
じ
'
好
悪
喜
怒
哀
楽
の
　
〔
情
〕
は
葛
に
蔵
さ
れ
て
い
る
｡
そ

れ
を
｢
天
情
｣
と
い
う
｡
)

I

E
H
　
知
1
智
と
同
じ
よ
う
な
字
が
あ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
'
と
り
あ
え
ず
能
1
能
と
し
て
み

た
｡
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