
寓
　
　
話

ひ

そ

み

な

ら

･
聾
に
倣
う

C
r
i
t
i
c
a
-
f
a
b
-
e
 
o
f
C
o
ロ
f
u
c
i
u
s

I
.
F
a
n
g
P
i
n
'
-

は
　
じ
.
め
　
に

世
に
誉
れ
も
高
い
美
女
の
西
施
が
'
あ
る
と
き
胸
を
病
ん
で
つ
と
顔
を
し
か

め
た
｡
そ
の
顔
が
ま
た
え
も
言
わ
れ
ず
美
し
い
と
噂
し
合
う
の
を
聞
い
た
村
一

番
の
醜
女
が
同
じ
よ
う
に
し
か
め
面
を
し
て
歩
き
回
る
の
で
､
村
人
は
恐
れ
を

な
し
て
逃
げ
ま
ど
っ
た
と
い
う
笑
い
話
で
有
名
な
｢
聾
に
倣
う
｣
は
　
『
荘
子
』

(
天
運
篇
第
十
四
)
　
に
あ
る
｡

こ
の
'
猿
真
似
を
し
て
皆
に
嫌
わ
れ
る
ブ
ス
こ
そ
外
な
ら
ぬ
孔
子
そ
の
人
で

あ
る
｡
春
秋
の
末
期
'
す
で
に
戟
乱
の
世
に
あ
っ
て
必
死
に
仁
義
の
道
を
説
い

て
回
る
孔
子
で
あ
っ
た
が
'
そ
の
あ
ま
-
に
非
現
実
的
｢
理
想
主
義
的
｣
主
張

の
た
め
'
上
は
王
侯
貴
族
か
ら
下
は
庶
民
奴
隷
に
至
る
ま
で
敬
遠
さ
れ
爪
は
じ

き
さ
れ
た
さ
ま
を
辛
刺
に
皮
肉
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡

本
小
論
は
天
運
篇
の
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
あ
る
説
話
を
分
析
し
っ
つ
'
孔
子

松

尾
　
　
　
善
　
　
　
弘

(
一
九
九
四
年
十
月
六
日
　
受
理
)

Y
o
s
h
i
h
i
r
o
 
M
a
t
s
u
o

の
人
と
な
-
及
び
そ
の
思
想
と
､
翻
っ
て
t
　
で
は
そ
の
皮
肉
を
飛
ば
す
荘
子
の

人
と
な
り
や
物
の
考
え
方
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
｡
儒
家
思
想
と
道
家
思
想
の
異
同
の
一
端
を
探
り
あ
て
ら
れ
れ
ば
幸
い

で
あ
る
｡

『
荘
子
』
外
篇
天
運
第
十
四
(
以
下
へ
外
･
天
運
)
と
略
記
'
そ
の
他
も
同

●
●

じ
)
は
'
冒
頭
の
　
｢
天
其
運
平
｡
｣
　
に
由
来
す
る
｡
『
荘
子
』
書
全
体
が
'
言
う

●

ま
で
も
な
く
無
為
自
然
の
道
を
説
き
'
天
地
自
然
の
理
法
の
深
遠
さ
と
無
為
の

道
徳
の
偉
大
さ
を
手
を
変
え
品
を
変
え
述
べ
て
や
ま
な
い
も
の
で
あ
る
｡
そ
の

無
為
自
然
の
道
を
解
説
し
周
知
徹
底
さ
せ
る
た
め
の
一
法
と
し
て
'
儒
家
思
想

あ
げ
つ
ら

の
代
表
孔
子
を
論
い
､
『
論
語
』
　
の
片
言
隻
句
を
逆
手
に
引
用
し
て
い
る
と
筆

者
は
み
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
全
体
を
通
し
て
'
時
に
は
儒
家
を
超
越
L
t
時
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に
は
妥
協
L
t
ま
た
排
斥
し
批
判
す
る
｡

天
運
篇
も
そ
の
例
に
洩
れ
ず
'
大
半
が
孔
子
と
老
柵
の
問
答
を
は
じ
め
と
す

る
対
話
形
式
の
説
話
で
成
-
'
そ
の
中
で
孔
子
の
道
徳
規
範
主
義
も
し
く
は
文

化
至
上
主
義
の
嬢
少
さ
'
時
代
錯
誤
性
を
邦
掩
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
｡
以
下
'

第
三
の
問
答
の
部
分
を
六
つ
の
段
落
に
分
け
'
原
文
･
書
き
下
し
分
･
通
釈
･

語
釈
の
順
で
解
説
し
'
荘
子
の
｢
真
意
｣
を
探
っ
て
い
こ
う
と
思
う
｡

孔
子
西
遊
於
衛
｡
顔
淵
間
師
金
目
､
以
夫
子
之
行
為
葵
如
｡
師
金
目
'
惜
乎
'

●

●

●

●

●

●

而
夫
子
其
窮
哉
｡
顔
淵
日
'
何
也
｡
師
金
目
'
夫
袈
狗
之
未
陳
也
､
盛
以
医
術
､

巾
以
文
繍
､
戸
祝
斎
戒
以
賂
之
｡
及
其
巳
陳
也
'
行
者
践
其
首
脊
'
蘇
者
取
而

費
之
而
巳
｡
牌
復
取
而
盛
以
医
術
'
巾
以
文
繍
'
遊
居
寝
臥
其
下
'
彼
不
得
夢
'

必
且
数
陣
幕
｡

今
而
夫
子
亦
取
先
王
巳
陳
袈
狗
'
取
弟
子
'
遊
居
寝
臥
其
下
｡
放
伐
樹
於
宋
'

●

削
迩
於
衛
'
窮
於
商
周
｡
是
非
其
夢
邪
｡
園
於
陳
察
之
間
､
七
日
不
火
食
｡
死

生
相
与
郷
｡
是
非
其
昧
邪
｡
(
傍
点
筆
者
'
以
下
同
じ
｡
)

ふ

う

し

孔
子
'
西
の
か
た
衛
に
遊
ぶ
｡
顔
淵
､
師
金
に
間
ひ
て
日
-
､
｢
夫
子
の
行

い
か
ん

を
以
て
葵
如
と
為
す
｣
と
｡

な
ん
じ

師
金
目
-
'
｢
惜
し
い
か
な
'
而
の
夫
子
は
其
れ
窮
せ
ん
か
｣
　
と
｡
顔
淵
日

そ

す

う

く

い

ま

つ

ら

-
'
｢
何
ぞ
や
｣
と
｡
師
金
目
-
'
｢
夫
れ
袈
狗
の
未
だ
陳
ね
ざ
る
や
'
盛
る
に

き

ょ

､

つ

え

ん

ぶ

ん

し

ゅ

･

つ

し

し

ゆ

く

医
術
を
以
て
L
t
巾
す
る
に
文
繍
を
以
て
し
'
戸
祝
は
斎
戒
し
て
以
て
之
を

お

く

す

で

し

ゅ

せ

き

ふ

将
る
｡
其
の
巳
に
陳
せ
ら
る
る
に
及
び
て
や
'
行
-
者
は
其
の
首
脊
を
践
み
'

そ

し

ゃ

た

ま

ま

蘇
者
は
取
-
て
之
を
費
-
の
み
｡
将
た
復
た
取
-
て
盛
る
に
医
術
を
以
て
L
t

巾
す
る
に
文
繍
を
以
て
L
t
其
の
下
に
遊
居
寝
臥
す
｡
彼
､
夢
を
得
ざ
れ
ば
'

ま

さ

し

ば

し

ば

び

必
ず
且
に
数
々
昧
せ
ん
と
す
｡

つ

ら

あ

つ

今
'
而
の
夫
子
も
ま
た
先
王
の
巳
に
陳
ね
し
袈
狗
を
取
-
'
弟
子
を
取
め
て

き

あ

と

け

ず

其
の
下
に
遊
居
寝
臥
す
｡
故
に
樹
を
宋
に
伐
ら
れ
'
連
を
衛
に
削
ら
れ
'
商
･

か

こ

か

し

ょ

く

周
に
窮
す
｡
是
れ
其
の
夢
に
非
ず
や
｡
陳
･
察
の
間
に
囲
ま
れ
､
七
日
火
食
せ

あ

い

と

も

と

な

り

ず
､
死
と
生
と
相
与
に
鄭
す
｡
是
れ
其
の
陳
に
非
ず
や
｡

孔
子
が
あ
る
と
き
西
方
の
衛
の
国
に
遊
説
に
出
か
け
た
｡
孔
門
第
一
の
高
弟

顔
回
が
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
魯
国
の
楽
師
金
に
尋
ね
た
｡
｢
先
生
の
今
回
の
旅

行
を
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
｡
｣
師
金
は
答
え
た
｡
｢
残
念
な
こ
と
だ
'
き
み
の
先

生
は
行
き
づ
ま
る
だ
ろ
う
よ
｡
｣
顔
回
が
｢
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
｡
｣
と
問
い

返
す
と
師
金
は
答
え
た
｡
｢
祭
紀
用
の
わ
ら
の
犬
は
'
神
前
に
供
え
ら
れ
る
前
'

立
派
な
箱
に
入
れ
ら
れ
'
美
し
い
刺
繍
の
施
さ
れ
た
祇
紗
で
包
ま
れ
､
神
主
は

斎
戒
休
浴
し
て
う
や
う
や
し
-
そ
れ
を
持
ち
運
ぶ
｡
し
か
し
､
一
た
び
神
前
に

供
え
ら
れ
用
済
み
に
な
っ
て
し
ま
う
と
､
路
傍
に
ぽ
い
と
打
ち
棄
て
ら
れ
､
通

そ
だ

行
人
は
頭
や
背
中
を
踏
ん
づ
け
'
租
采
と
-
は
拾
い
あ
げ
て
焚
き
つ
け
に
し
て

し
ま
う
｡
と
こ
ろ
が
'
も
し
物
好
き
な
男
が
い
て
そ
の
袈
狗
を
も
う
一
度
拾
い

あ
げ
へ
大
切
に
箱
に
入
れ
美
し
い
布
で
包
み
'
そ
の
下
で
起
居
寝
臥
し
よ
う
も

の
な
ら
'
き
っ
と
悪
い
夢
を
見
な
い
と
す
れ
ば
'
し
ば
し
ば
う
な
さ
れ
る
破
目

に
陥
る
で
し
ょ
う
｡

い
ま
'
き
み
の
先
生
も
ま
た
昔
の
帝
王
た
ち
が
使
い
捨
て
た
袈
狗
す
な
わ
ち

仁
義
礼
楽
の
教
え
を
拾
い
あ
げ
'
弟
子
た
ち
を
集
め
'
そ
の
下
で
日
常
生
活
し

て
い
る
｡
だ
か
ら
宋
の
国
で
は
切
-
倒
さ
れ
た
樹
の
下
敷
に
な
-
か
け
､
衛
の

国
で
は
足
速
を
削
-
と
ら
れ
'
商
(
栄
)
･
周
(
衛
)
　
の
地
で
行
き
づ
ま
っ
て

し
ま
っ
た
の
だ
｡
こ
れ
こ
そ
あ
の
悪
い
夢
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
｡
ま
た
'
陳
と
察
の
国
境
で
は
民
兵
に
包
囲
さ
れ
'
七
日
間
も
火
を
通
し

た
食
事
に
あ
-
つ
け
ず
に
生
死
隣
-
合
う
状
態
に
陥
-
ま
し
た
が
'
こ
れ
こ
そ

パ
テ
が
あ
た
っ
て
う
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

○
師
金
　
魯
国
の
大
師
(
楽
官
)
金
の
こ
と
｡
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
荘
子
の
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代
弁
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
｡
『
周
礼
』
　
(
春
官
)
　
に
盲
目
の
楽
士
を
配
下
に

も
つ
楽
団
長
と
し
て
｢
大
師
｣
　
の
名
が
あ
る
｡
『
論
語
』
(
八
伶
)
に
｢
子
へ
魯

の
大
師
に
楽
を
語
-
て
日
-
'
楽
は
其
れ
知
る
べ
き
か
云
々
｣
の
記
述
が
あ
-
'

し
ゆ

微
子
篇
に
も
｢
大
師
聾
は
斉
に
適
-
｣
以
下
'
朱
子
の
言
う
｢
賢
人
の
隠
遁
｣

か

ん

し

ょ

お

わ

の
条
が
あ
る
｡
泰
伯
篇
に
も
｢
子
日
-
'
師
撃
の
始
め
'
関
唯
の
乱
-
は
'
洋

み

洋
平
と
し
て
耳
に
盈
て
る
か
な
｣
と
あ
-
'
名
指
揮
者
師
撃
が
編
曲
し
た
イ
ン

ー
ロ
と
関
唯
の
楽
曲
の
最
後
の
楽
章
は
'
ひ
ろ
び
ろ
の
び
の
び
と
耳
い
っ
ぱ
い

に
ひ
び
き
わ
た
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡

(
内
･
斉
物
)
　
(
外
･
餅
栂
)
　
(
外
･
肱
匪
)
に
'
春
秋
時
代
'
晋
の
平
公

●
●

に
仕
え
た
竿
芽
の
名
手
師
噴
(
古
代
'
楽
師
の
多
-
は
盲
人
で
'
彼
も
啓
暁
と

も
称
さ
れ
る
)
　
の
名
が
出
て
く
る
｡
無
為
自
然
の
道
の
最
高
至
上
の
音
楽
｢
至

楽
は
無
楽
｣
　
で
あ
る
こ
と
を
説
-
た
め
に
'
荘
子
が
例
に
よ
っ
て
逆
説
法
を
用

い
て
'
俗
世
間
で
は
有
名
楽
師
で
あ
る
師
暁
の
音
楽
も
'
天
地
自
然
の
妙
音
の

前
で
は
と
る
に
足
り
な
い
し
ろ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
-
-
返
し
述
べ
た
も
の
で

あ
る
｡(

雑
･
徐
無
鬼
)
　
に
は
'
道
に
ふ
み
迷
っ
た
黄
帝
が
馬
を
飼
う
小
童
に
行
き

●
●

会
い
'
問
答
を
交
す
う
ち
そ
の
小
童
こ
そ
無
為
自
然
の
道
の
体
得
者
｢
天
師
-

天
の
如
-
偉
大
な
師
匠
｣
だ
と
讃
え
る
説
話
が
あ
る
｡

●
●

ま
た
　
(
内
･
養
生
主
)
　
に
は
､
右
師
と
い
う
足
切
-
の
受
刑
者
を
登
場
さ
せ
'

一
切
の
必
然
を
必
然
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
'
自
己
に
与
え
ら
れ
た
一
切

の
も
の
を
自
己
の
も
の
と
し
て
肯
定
し
て
ゆ
-
と
こ
ろ
に
'
人
間
の
真
の
自
由

と
幸
福
が
あ
る
と
説
く
話
が
あ
る
｡

○
窮
　
こ
の
説
話
の
始
め
と
終
-
に
は
｢
而
天
子
其
窮
哉
｣
の
文
が
置
か
れ
'

途
中
に
｢
窮
於
商
周
｣
と
｢
応
物
而
不
窮
者
｣
　
の
二
文
'
す
な
わ
ち
孔
子
の
困

窮
し
た
現
状
を
表
現
す
る
語
と
し
て
の
｢
窮
｣
と
荘
子
哲
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と

し
て
の
｢
不
窮
｣
を
使
っ
た
文
を
置
き
'
心
に
-
い
ぼ
か
-
の
文
章
構
成
法
で

あ
る
｡
つ
ま
-
'
｢
窮
｣
こ
そ
は
こ
の
説
話
の
字
眼
で
あ
る
と
同
時
に
｢
不
窮
｣

は
荘
子
の
思
想
を
端
的
に
説
明
す
る
語
の
一
つ
で
あ
-
'
ま
た
｢
窮
｣
は
ア
ン

チ
道
家
､
す
な
わ
ち
儒
家
思
想
の
現
状
を
象
徴
す
る
語
と
も
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
｡真

に
自
由
な
超
越
者
は
'
天
地
宇
宙
の
真
理
と
一
体
と
な
り
'
大
自
然
の
生

成
変
化
と
そ
の
ま
ま
一
つ
に
な
-
'
天
地
宇
宙
の
悠
久
な
る
が
ご
と
く
'
大
自

然
の
生
成
変
化
の
窮
ま
り
な
き
が
ご
と
-
､
一
切
の
時
間
と
空
間
を
越
え
た
絶

対
自
由
の
世
界
に
遣
遺
し
て
何
も
の
に
も
束
縛
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
　
-
 
｡

(
内
･
遭
遇
遊
)
　
の
｢
無
窮
に
遊
ぶ
｣
を
福
永
光
司
氏
は
上
述
の
よ
う
に
解
説

し
て
い
る
｡
(
『
荘
子
』
内
篇
'
朝
日
新
聞
社
1
 
4
ペ
ー
ジ
)
　
(
雑
･
則
陽
)
　
に
も

｢
蛸
牛
角
上
の
争
い
｣
の
説
話
の
中
に
'
｢
心
を
無
窮
に
遊
ば
し
む
｣
と
い
う
同

様
の
文
が
あ
る
｡

福
永
氏
は
(
内
･
斉
物
論
)
　
の
｢
無
窮
に
応
ず
｣
を
解
説
し
て
次
の
よ
う
に

言
う
｡
(
同
書
5
 
1
ペ
ー
ジ
)
一
切
の
対
立
と
矛
盾
を
超
え
た
絶
対
の
一
に
立
脚

と
.
つ
づ
7
､
つ

し
て
'
実
在
の
真
相
｢
道
枢
｣
は
千
変
万
化
す
る
現
象
の
世
界
に
自
由
自
在
にぜ

応
ず
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
道
枢
の
境
地
に
お
い
て
は
'
｢
是

も
ま
た
一
無
窮
'
非
も
ま
た
一
無
窮
｣
　
-
　
是
も
ま
た
1
つ
の
窮
り
な
き
真
理

を
含
み
'
非
も
ま
た
一
つ
の
窮
-
な
き
真
理
を
含
む
｡
換
言
す
れ
ば
'
そ
こ
で

ぜ

は
も
は
や
'
｢
此
｣
と
｢
彼
｣
'
｢
是
｣
と
｢
非
｣
な
ど
一
切
の
対
立
は
'
そ
の

相
対
性
の
根
源
に
お
い
て
一
つ
と
な
る
の
で
あ
る
と
｡

こ
の
外
に
(
内
･
徳
充
符
)
　
に
は
｢
死
生
存
亡
'
窮
達
貧
富
'
賢
と
不
肖
'

う

つ

り

か

わ

め

ぐ

穀
誉
'
飢
渇
'
寒
暑
は
是
れ
事
の
変
-
に
七
て
'
命
の
行
-
あ
わ
せ
な
-
｡
｣

ち
ん

(
内
･
応
帝
王
)
　
に
は
　
｢
無
窮
を
体
尽
し
､
無
朕
に
遊
び
'
其
の
天
に
受
く
る

処
を
尽
し
て
'
得
る
を
見
る
無
し
｡
｣
(
外
･
在
宥
)
に
は
広
成
子
の
言
と
し
て
'
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へ
ノ
　
l
L

▲

｢
彼
の
其
の
物
は
窮
-
無
し
｡
而
る
に
人
は
皆
以
て
終
る
と
為
す
｡
｣
　
｢
故
に
余

な

ん

じ

う

将
に
汝
を
去
て
て
無
窮
の
門
に
入
-
'
以
て
無
極
の
野
に
遊
ば
ん
と
す
｣
　
の
文

が
見
え
る
｡

ま
た
　
(
外
･
知
北
遊
)
　
の
第
六
の
説
話
で
は
'
神
農
以
下
八
人
の
登
場
人
物

の
う
ち
｢
無
窮
｣
｢
無
為
｣
｢
無
始
｣
　
の
寓
名
を
も
つ
人
物
に
無
為
自
然
の
道
に

つ
い
て
問
答
さ
せ
'
〟
大
い
な
る
宗
師
〟
す
な
わ
ち
　
〟
道
″
　
が
'
人
間
の
知
覚

に
よ
る
把
握
を
絶
L
t
　
日
常
的
な
分
別
知
や
形
象
概
念
な
ど
に
よ
っ
て
捉
え
る

こ
と
の
で
き
な
い
根
源
的
な
実
在
で
あ
る
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡

以
上
の
よ
う
に
'
荘
子
は
｢
窮
｣
や
｢
為
｣
　
の
否
定
語
｢
無
窮
｣
　
｢
無
為
｣

を
効
果
的
に
使
っ
て
､
〟
道
″
　
の
概
念
を
説
明
す
る
の
に
存
分
の
能
力
を
発
揮

す
る
｡
だ
が
､
そ
れ
ら
の
語
が
実
体
性
の
な
い
抽
象
概
念
を
表
現
す
る
の
に
得

意
な
語
で
あ
る
が
故
に
､
現
実
を
述
べ
る
こ
と
に
脆
弱
で
'
遂
に
は
儒
家
思
想

と
混
渚
を
来
た
す
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ

の
こ
と
は
'
以
下
の
事
項
の
究
明
の
中
で
次
第
に
は
っ
き
-
し
て
-
る
こ
と
で

あ
ろ
う
｡

○
先
王
巳
陳
袈
狗
　
袈
狗
は
祭
紀
用
の
わ
ら
の
犬
｡
用
が
あ
れ
ば
用
い
'
用

が
な
け
れ
ば
棄
て
る
も
の
の
喰
と
し
て
い
う
｡
『
老
子
』
　
(
第
五
章
)
　
に
｢
天
地

は
仁
な
ら
ず
'
万
物
を
以
て
袈
狗
と
な
す
｡
聖
人
も
仁
な
ら
ず
'
百
姓
を
以
て

(
-
)

袈
狗
と
な
す
｡
｣
と
あ
る
｡

先
王
(
後
段
の
三
皇
五
帝
な
ど
)
が
す
で
に
陳
列
し
終
え
た
(
便
い
す
て
た
)

礼
義
法
度
を
指
す
｡
孔
子
が
す
で
に
陳
腐
に
な
っ
た
先
王
の
教
え
を
ふ
り
か
ざ

し
て
諸
国
を
め
ぐ
-
歩
き
'
門
人
を
集
め
て
学
ぶ
時
代
錯
誤
を
邦
旅
す
る
｡

○
伐
樹
於
宋
　
孔
子
が
未
に
行
っ
た
と
き
'
門
人
た
ち
と
大
樹
の
下
で
礼
を

か
ん
た
い

習
っ
て
い
た
が
'
宋
の
司
馬
桓
魅
に
そ
の
樹
を
切
-
倒
し
て
庄
殺
さ
れ
そ
う
に

な
っ
た
｡
そ
の
と
き
孔
子
の
吐
い
た
言
葉
が
『
論
語
』
　
(
述
而
第
七
)
　
の
条
で

わ

れ

な

わ

れ

い

か

ん

(

2

)

あ
る
｡
｢
子
日
-
'
天
'
徳
を
予
に
生
せ
-
｡
桓
魅
'
其
れ
予
を
如
何
せ
ん
｡
｣

時
に
魯
の
哀
公
三
年
､
孔
子
六
十
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
｡

○
削
逃
於
衛
　
い
-
ら
追
い
払
っ
て
も
舞
い
戻
っ
て
く
る
孔
子
に
業
を
煮
や

し
た
衛
の
国
で
は
､
み
せ
し
め
の
た
め
に
彼
の
足
跡
を
削
り
取
っ
た
の
で
あ
る
｡

○
窮
於
商
周
　
宋
衛
は
そ
れ
ぞ
れ
商
(
股
)
周
の
末
商
が
居
住
す
る
国
で
あ

(
3
)

る
｡
因
み
に
孔
子
の
祖
先
は
宋
人
で
あ
-
､
｢
守
株
待
兎
｣
を
は
じ
め
間
抜
け

者
と
し
て
も
の
笑
い
の
対
象
と
な
る
農
夫
な
ど
が
宋
人
で
あ
る
こ
と
は
'
遠
回

し
に
孔
子
を
批
判
し
て
い
る
所
以
な
の
で
あ
る
｡

○
園
於
陳
察
之
間
'
七
日
不
火
食
　
『
史
記
』
　
(
孔
子
世
家
)
　
に
よ
れ
ば
'

諸
国
を
放
浪
中
の
孔
子
を
南
方
の
大
国
楚
の
昭
王
が
招
碑
し
ょ
う
と
し
た
｡
そ

の
こ
と
を
聞
き
知
っ
た
小
国
の
陳
察
が
､
孔
子
の
任
用
に
よ
っ
て
楚
が
更
に
強

大
化
す
る
の
を
恐
れ
､
楚
へ
の
入
国
を
阻
止
す
る
た
め
軍
隊
を
出
し
て
包
囲
し

た
｡
そ
の
た
め
に
食
程
を
絶
っ
た
の
だ
と
す
る
｡

古
来
｢
固
窮
之
節
｣
出
自
の
条
と
し
て
有
名
な
'
｢
陳
に
在
-
て
程
を
絶
つ
｡

つ

か

た

い

か

ま

み

従
者
病
れ
能
く
興
つ
も
の
莫
し
｡
子
路
憧
-
見
え
て
日
-
'
君
子
も
ま
た
窮
す

も

と

こ

こ

ら

ん

る
こ
と
あ
る
か
と
｡
子
日
く
､
君
子
固
よ
-
窮
す
｡
小
人
窮
す
れ
ば
斯
に
濫
す

(
^
)

と
｡
｣
　
(
衛
霊
公
第
十
五
)
が
そ
の
間
の
事
情
を
如
実
に
物
語
る
｡
『
論
語
』

(
先
進
第
十
一
)
　
に
は
'
｢
子
日
-
'
我
に
陳
･
察
に
従
い
し
者
は
､
皆
門
に
及

ぼ
ざ
る
な
-
｣
と
い
う
一
条
も
あ
る
｡
私
と
理
想
を
同
じ
-
す
る
た
め
に
'
私

の
理
想
の
実
現
を
た
す
け
よ
う
と
し
て
'
あ
の
陳
察
二
国
に
お
け
る
困
難
な
状

態
の
な
か
で
も
'
私
を
見
捨
て
な
か
っ
た
弟
子
た
ち
よ
'
か
れ
ら
は
み
な
､
い

つ
ま
で
も
私
に
く
っ
つ
い
て
い
て
く
れ
た
た
め
に
､
就
職
の
機
会
を
失
い
'
出

世
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
不
幸
な
誠
実
な
人
た
ち
よ
｡
と
吉
川
幸
次
郎

氏
は
古
注
を
引
い
て
解
説
す
る
｡
(
『
論
語
』
下
　
朝
日
新
聞
社
4
ペ
ー
ジ
)

孔
子
は
五
十
六
歳
の
時
に
魯
の
執
政
(
宰
相
代
理
)
を
辞
し
､
六
十
九
歳
で
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再
び
故
国
に
帰
る
ま
で
の
十
三
年
間
'
諸
国
を
遍
歴
し
た
｡
そ
の
間
､
陳
に
は

二
度
ほ
ど
訪
れ
て
い
る
｡
｢
子
'
陳
に
在
り
て
日
-
'
帰
ら
ん
か
'
帰
ら
ん
か
｡

ひ
ぜ
ん

吾
が
党
の
中
子
､
狂
筒
に
し
て
'
斐
然
と
し
て
章
を
成
す
｡
之
を
裁
す
る
所
以

を
知
ら
ず
｡
｣
　
(
公
治
長
第
五
)
は
そ
の
時
の
述
懐
で
あ
る
｡
『
孟
子
』
　
(
尽
心
下

く
る

篇
)
　
に
も
'
｢
孟
子
日
-
'
君
子
(
孔
子
)
　
の
､
陳
察
の
間
に
厄
し
む
は
上
下

の
交
り
無
け
れ
ば
な
-
｡
｣
ま
た
｢
万
章
聞
い
て
日
-
'
孔
子
陳
に
在
り
て
日

-
'
な
ん
ぞ
帰
ら
ざ
る
云
々
｣
　
の
条
が
見
え
る
｡

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
'
陳
察
の
厄
を
始
め
と
す
る
危
難
に
臨
ん
で
'

孔
子
が
発
し
た
｢
神
が
か
り
的
｣
言
辞
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
先
の

宋
国
に
お
け
る
受
難
の
際
に
は
'
｢
天
､
徳
を
予
に
生
ず
｡
桓
魅
'
其
れ
予
を

き

ょ

う

(

5

)

如
何
に
せ
ん
｡
｣
と
豪
語
し
て
い
る
L
t
匡
の
災
難
の
場
で
は
'
｢
文
王
既
に
没

こ

こ

ほ

ろ

す
､
文
'
叢
に
在
ら
ざ
ら
ん
や
｡
天
の
将
に
斯
の
文
を
喪
ぼ
さ
ん
と
す
る
や
､

後
死
の
者
(
孔
子
)
､
斯
の
文
に
与
か
る
こ
と
を
得
ざ
る
な
-
｡
天
の
末
だ
斯

の
文
を
喪
ぼ
さ
ざ
る
や
､
匡
人
其
れ
予
を
如
何
せ
ん
｣
と
噴
い
て
い
る
の
で
あ

る
｡
こ
こ
に
は
自
信
を
通
-
こ
し
て
倣
博
と
さ
え
受
け
と
れ
る
孔
子
の
心
情
が

顔
を
覗
か
せ
て
い
る
L
t
何
よ
り
も
危
難
を
回
避
す
る
た
め
の
原
因
究
明
'
現

実
的
処
理
方
法
を
放
榔
し
て
'
徒
ら
に
観
念
的
言
辞
を
弄
し
て
逃
避
し
よ
う
と

し
て
い
る
孔
子
の
姿
勢
が
伺
え
る
の
で
あ
る
｡
よ
-
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
孔
子

の
理
想
主
義
と
は
､
裏
返
し
て
い
え
ば
非
現
実
主
義
で
あ
-
､
か
か
る
場
に
お

い
て
'
そ
れ
は
遺
憾
な
-
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

諸
国
遍
歴
の
長
い
年
月
の
間
､
孔
子
は
到
る
処
で
壁
に
突
き
当
り
'
生
死
隣

り
合
う
よ
う
な
危
難
に
遭
遇
し
た
｡
荘
子
は
孔
子
の
そ
の
よ
う
な
受
難
の
原
因

が
ま
さ
に
彼
の
　
｢
め
だ
ち
た
が
-
屋
｣
　
の
性
格
に
由
来
L
t
　
ま
た
彼
の
思
想

(
ひ
い
て
は
儒
家
の
思
想
)
　
の
後
進
性
'
保
守
性
あ
る
い
は
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム

5
　
　
に
あ
る
と
厳
し
く
指
弾
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
'

折
角
孔
子
の
如
上
の
｢
窮
｣
状
の
根
源
を
指
摘
し
て
お
き
な
が
ら
､
恐
ら
-
荏

子
自
身
が
観
念
性
の
強
い
言
辞
を
駆
使
し
て
そ
の
哲
学
を
表
現
す
る
た
め
に
'

終
局
の
時
点
で
動
も
す
れ
ば
孔
子
の
発
言
と
同
化
融
合
し
て
し
ま
う
傾
向
を
見

せ
る
こ
と
で
あ
る
｡
例
え
ば
｢
陳
察
の
厄
｣
を
記
述
し
た
説
話
(
雑
･
譲
王
)

の
後
半
部
分
に
そ
の
混
渚
状
況
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
い
ま
､

同
語
を
留
め
る
　
『
呂
氏
春
秋
』
　
(
憤
人
篇
)
と
　
『
風
俗
通
義
』
　
(
窮
通
篇
)
を
比

較
対
照
し
な
が
ら
(
『
風
俗
通
』
　
の
原
文
を
括
弧
で
補
う
)
　
次
に
掲
げ
る
｡
な

お
､
｢
孔
子
窮
於
陳
察
之
間
云
々
｣
　
の
文
は
　
(
外
･
山
木
)
　
の
第
四
'
五
㌧
　
七

の
説
話
に
重
出
L
t
　
(
雑
･
次
皿
拓
)
　
や
(
雑
･
漁
父
)
　
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
｡

-
　
孔
子
'
陳
察
の
間
に
窮
(
困
)
　
L
t
　
七
日
火
食
せ
　
(
粒
を
嘗
め
)
ず
｡

れ

い

こ

う

ま

じ

つ

か

泰
莫
捲
ら
ず
､
顔
色
甚
だ
債
る
｡
而
も
室
に
弦
歌
(
琴
を
室
に
絃
)
す
｡
顔

あ
い
と
も

回
'
菜
を
(
戸
外
に
)
択
ぶ
｡
子
路
･
子
貢
､
相
与
に
言
い
て
日
-
､
｢
夫

子
(
再
び
)
魯
に
逐
わ
れ
､
逆
を
衛
に
削
ら
れ
'
樹
を
宋
に
伐
ら
れ
(
抜
か

る
)
'
商
周
に
窮
し
､
陳
察
に
固
ま
る
｡
(
今
復
た
厄
を
此
に
見
る
)
夫
子
を

か

(

l

O

)

殺
す
者
は
無
罪
'
夫
子
を
籍
る
者
は
禁
(
ぜ
ら
れ
ず
)
ず
る
無
し
｡
(
夫
子
)

カ
く

弦
歌
鼓
琴
(
舞
)
　
し
て
未
だ
嘗
て
音
を
絶
た
ず
｡
君
子
の
恥
無
き
ゃ
､
此
の

若
き
か
｣
と
｡
顔
回
(
潤
)
'
以
て
応
(
対
)
う
る
無
し
｡
入
-
て
　
(
以
て
)

て

ん

ぜ

ん

お

き

孔
子
に
告
ぐ
｡
孔
子
(
情
然
と
し
て
)
琴
を
推
し
'
咽
然
と
し
て
歎
じ
て
日bid

く
､
｢
由
と
賜
と
や
細
(
小
)
人
な
-
｡
召
(
せ
)
し
来
れ
､
吾
'
之
に
語

げ
ん
｣
と
｡
子
路
(
と
)
子
貢
(
と
)
入
る
｡
子
路
日
-
'
｢
此
の
如
き
者

は
'
窮
す
と
謂
う
べ
し
｣
と
｡
孔
子
日
-
'
｢
(
由
や
)
是
れ
何
の
言
ぞ
や
｡

君
子
は
道
に
通
ず
'
之
を
通
と
謂
い
'
道
に
窮
す
'
之
を
窮
と
謂
う
｡
今
'

丘
､
仁
義
の
道
を
抱
き
以
て
乱
世
の
息
に
遭
う
｡
其
れ
何
の
窮
す
と
之
を
為

や
ま

さ
(
有
ら
)
　
ん
｡
故
に
内
に
省
み
て
道
に
窮
せ
　
(
疾
し
か
ら
)
ず
､
難
に
臨

み
て
其
の
徳
を
失
わ
ず
｡
天
　
(
大
)
寒
既
に
至
-
'
霜
雪
既
に
降
る
｡
吾
'
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こ

こ

む

か

し

き

ょ

え

是
を
以
て
松
柏
の
茂
る
を
知
る
な
り
｡
(
昔
者
'
桓
公
'
之
を
宮
に
得
'
晋

の
文
公
'
之
を
菅
に
得
'
越
､
之
を
会
稽
に
得
た
り
｡
)
　
陳
察
の
厄
は
丘
に

け
ず

於
い
て
其
れ
幸
い
な
ら
ん
か
｣
と
｡
(
衛
よ
-
魯
に
反
る
｡
辞
書
を
刊
り
礼

S
E
5

楽
を
定
め
'
春
秋
の
義
を
制
L
t
素
王
の
法
を
著
す
｡
復
た
定
公
を
相
け
爽

あ

き

ら

あ

な

ど

谷
に
会
し
旧
を
昭
か
に
し
て
以
て
其
の
礼
を
正
し
'
抗
辞
し
て
以
て
其
の
侮

ふ

せ

あ

や

ま

う

ん

か

ん

き

い

ん

り
を
拒
ぐ
｡
斉
人
過
ち
を
謝
し
来
-
て
邦
語
･
亀
陰
の
田
を
帰
す
｡
)
　
孔
子

き

つ

た

て

と

削
然
と
し
て
琴
を
反
し
て
弦
歌
L
t
　
子
路
乾
然
と
し
て
千
を
執
-
て
舞
う
｡

ひ
く

子
貫
目
-
'
｢
吾
'
天
の
高
-
地
の
下
き
を
知
ら
ざ
-
し
な
-
｣
と
｡

〔
古
の
道
を
得
る
者
は
'
窮
す
る
も
ま
た
楽
し
み
'
通
ず
る
も
ま
た
楽
し

こ

こ

､

つ

む
｡
楽
し
む
所
は
窮
通
に
非
る
な
-
｡
道
此
に
徳
れ
ば
則
ち
窮
通
は
寒
暑
風

え

い

よ

､

つ

た

の

雨
の
序
と
為
ら
ん
｡
故
に
許
由
は
穎
陽
に
娯
し
み
て
共
伯
は
　
(
志
を
)
丘
首

に
得
し
な
-
｡
〕
　
(
後
半
の
　
(
　
)
は
『
風
俗
通
』
　
の
み
'
〔
　
〕
　
は
譲
王
篇

の
み
の
文
章
)

放
浪
の
旅
の
途
中
'
陳
察
の
間
に
至
っ
た
孔
子
主
従
は
'
土
民
兵
に
囲
ま
れ

て
一
週
間
と
い
う
も
の
米
粒
ら
し
き
も
の
に
あ
り
つ
け
ず
'
わ
ず
か
に
野
の
菜

の
ス
ー
プ
で
飢
え
を
し
の
ぐ
と
い
う
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た
｡
が
ま
ん
の
限
界

に
達
し
た
弟
子
の
子
路
が
｢
日
ご
ろ
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
を
並
べ
た
て
る
君

子
で
も
こ
う
い
う
羽
目
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね
｣
と
皮
肉
る
と
､
孔
子

は
　
｢
君
子
だ
っ
て
も
ち
ろ
ん
困
窮
す
る
こ
と
が
あ
る
｡
た
だ
小
人
が
困
窮
す
る

と
じ
た
ば
た
し
て
あ
ら
ぬ
こ
と
で
も
し
で
か
す
の
と
異
る
｣
と
お
説
教
を
垂
れ

た
も
う
た
｡
I
と
い
う
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
の
原
話
に
脚
色
を
加
え
作
-
あ

げ
た
の
が
右
の
説
話
で
あ
ろ
う
｡

子
路
や
子
貢
が
厳
し
い
現
実
を
直
視
し
脱
出
口
を
探
し
あ
ぐ
ね
て
つ
い
も
ら

し
た
憤
感
に
対
し
､
孔
子
は
そ
れ
を
は
ぐ
ら
か
す
か
の
よ
う
に
観
念
論
で
現
状

●
●

を
解
釈
し
削
然
た
る
態
度
を
誇
示
し
て
み
せ
る
｡
両
書
と
も
現
実
の
窮
状
を
認

め
ず
'
〟
道
″
と
い
う
観
念
に
逃
げ
口
上
を
見
出
し
て
い
る
点
は
共
通
す
る
｡

違
う
と
こ
ろ
は
　
『
風
俗
通
』
が
む
し
ろ
窮
状
を
固
持
し
沈
潜
す
る
こ
と
に
よ
り

将
来
の
幸
福
を
期
待
す
る
考
え
方
と
'
『
荘
子
』
　
の
方
は
｢
塞
翁
が
馬
｣
　
よ
ろ

し
-
､
窮
通
は
め
ぐ
る
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
｡
そ
う
す
る
と
'
荘
子
の
い

つ
も
の
批
判
的
観
点
は
'
こ
こ
で
は
す
っ
か
-
鳴
-
を
ひ
そ
め
'
恰
も
麻
を
貸

し
て
母
屋
を
取
ら
れ
る
が
如
-
'
〟
道
″
と
い
う
語
を
境
に
す
っ
か
り
儒
教
思

想
の
世
界
へ
の
め
り
込
ん
で
い
っ
て
い
る
様
子
が
感
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ

こ
に
我
々
は
か
ね
て
超
越
的
言
辞
を
弄
す
る
荘
子
の
'
己
れ
と
同
様
な
観
念
語

を
使
う
も
の
に
弱
い
と
い
う
一
面
を
は
か
ら
ず
も
発
見
す
る
の
だ
｡

二

夫
水
行
莫
如
用
舟
'
而
陸
行
莫
如
用
車
｡
以
舟
之
可
行
於
水
也
'
而
求
推
之

於
陸
'
則
没
世
不
行
尋
常
｡
古
今
非
水
陸
与
'
周
魯
非
舟
車
与
｡
今
断
行
周
於

魯
､
是
猶
推
舟
於
陸
也
｡
労
而
無
功
､
身
必
有
殊
｡
彼
未
知
夫
無
方
之
俸
'
応

●
●

物
而
不
窮
者
也
｡

夫
れ
水
行
に
は
舟
を
用
ふ
る
に
如
-
は
莫
-
'
隆
行
に
は
車
を
用
ふ
る
に
如

-
は
莫
し
｡
舟
の
水
を
行
-
べ
-
を
以
て
し
て
'
之
を
陸
に
推
さ
ん
こ
と
を
求

お

む
れ
ば
'
則
ち
世
を
没
ふ
る
も
尋
常
も
行
か
じ
｡
古
今
は
水
陸
に
非
ざ
る
か
｡

も
と

周
魯
は
舟
車
に
非
ざ
る
か
｡
今
､
周
を
魯
に
行
は
ん
こ
と
を
斬
む
る
は
､
是
れ

わ
ざ
は
ひ

猶
は
舟
を
陸
に
推
す
が
ご
と
き
な
-
｡
労
す
る
も
功
無
く
'
身
に
必
ず
殊
あ
ら

ヽ
■め

ん
｡
彼
未
だ
夫
の
無
方
の
博
の
'
物
に
応
じ
て
窮
ら
ざ
る
も
の
を
知
ら
ざ
る
な

り
○

上
段
で
袈
狗
の
た
と
え
を
あ
げ
て
孔
子
の
時
代
錯
誤
を
批
判
し
た
師
金
は
'

本
段
で
は
舟
車
の
た
と
え
で
孔
子
の
頑
迷
ぶ
-
を
指
摘
す
る
｡



松尾:批孔寓話　一撃に倣う-

い
っ
た
い
水
上
を
旅
行
す
る
に
は
'
舟
を
使
用
す
る
の
が
一
番
で
あ
り
'
陸

地
の
旅
行
で
は
車
を
使
用
す
る
の
が
一
番
で
あ
る
｡
舟
は
水
上
を
行
か
し
め
る

べ
き
な
の
に
'
そ
れ
を
陸
上
で
漕
ぎ
進
め
よ
う
と
す
れ
ば
'
一
生
か
か
っ
て
も

も
の
の
二
　
二
メ
I
I
ル
も
進
め
ら
れ
ま
い
｡
昔
と
今
は
あ
た
か
も
こ
の
水
上

と
陸
地
の
違
い
で
は
あ
-
ま
す
ま
い
か
｡
そ
し
て
'
周
の
国
と
魯
の
国
は
た
と

え
て
み
れ
ば
舟
と
車
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
今
'
昔
の
周
の
時
代
に
行
わ
れ
た

礼
義
法
度
を
現
在
の
魯
の
国
で
実
施
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
'
ま
る
で
舟
を
陸

地
で
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
｡
く
た
び
れ
る
ば
か
り
か
わ
が

身
に
必
ず
災
い
が
ふ
り
か
か
っ
て
き
ま
し
ょ
う
｡
彼
に
は
ま
だ
あ
の
｢
無
方
の

転
｣
　
-
　
ど
こ
へ
で
も
自
由
に
こ
ろ
が
っ
て
ゆ
-
乗
-
物
が
'
｢
物
に
応
じ
て

窮
せ
ざ
る
こ
と
｣
　
-
　
時
間
的
空
間
的
な
限
定
を
超
え
て
'
自
由
自
在
に
対
象

世
界
に
対
応
し
て
ゆ
け
る
こ
と
が
ま
だ
よ
く
理
解
で
き
て
い
な
い
の
だ
｡

4
-
7
ペ
ー
ジ
)
は
こ
う
解
説
す
る
｡
表
面
は
無
限
の
変
化
を
示
し
な
が
ら
も
'
そ

れ
は
始
終
変
化
の
世
界
に
い
る
の
で
は
な
-
'
変
化
に
応
じ
る
も
の
'
ま
た
は

変
化
の
母
体
に
な
る
も
の
を
根
底
に
持
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
｡
福
永
氏
の
解

説
で
は
こ
う
な
る
｡
｢
無
方
に
動
き
｣
-
人
間
の
言
語
や
思
考
で
方
向
づ
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
無
限
定
の
世
界
に
坊
但
し
､
｢
窃
冥
に
居
る
｣
-
人
間

の
感
覚
や
知
覚
を
超
え
た
根
源
的
な
世
界
に
休
止
す
る
｡
(
前
記
書
2
-

1
ペ
ー
ジ
)

ま
た
'
(
外
･
秋
水
)
で
は
'
一
切
万
物
を
あ
ま
ね
く
包
容
し
て
余
す
と
こ
ろ

な
-
'
こ
れ
と
い
う
特
定
の
人
間
だ
け
を
庇
い
助
け
る
こ
と
の
な
い
'
と
ら
わ

れ
な
き
無
限
定
の
生
き
方
を
｢
無
方
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡

○
応
物
而
不
窮
孔
子
の
旧
制
度
に
固
執
し
て
進
退
窮
っ
た
状
態
が
｢
窮
｣
'

何
も
の
に
も
拘
泥
せ
ず
自
由
自
由
に
対
応
す
る
状
態
が
｢
応
物
而
不
窮
｣
で
あ

る
｡
(
外
･
知
北
遊
)
で
も
'
〟
道
″
に
順
う
者
は
'
四
肢
は
強
健
'
思
慮
は
明

つ
か

敏
'
耳
目
は
聡
明
で
､
心
を
用
い
て
も
労
れ
る
こ
と
が
な
く
'
対
象
世
界
に
自

由
自
在
に
対
応
し
て
ゆ
-
こ
と
が
で
き
る
｢
用
心
不
労
'
応
物
無
方
｣
と
い
う
｡

舟
車
の
た
と
え
を
図
示
す
る
と
こ
う
な
る
｡
周
の
文
王
武
王
を
尊
崇
し
て
や

ま
ず
'
そ
の
政
治
教
育
制
度
を
今
の
魯
の
国
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
孔
子
の
や

-
方
は
､
恰
も
舟
を
陸
路
に
推
し
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
周
魯
を
同
一
次

元
で
み
て
い
る
孔
子
の
時
代
錯
誤
を
批
判
し
て
い
る
｡
古
今
を
混
同
し
て
時
代

の
進
化
発
展
を
認
め
よ
う
と
せ
ず
'
仁
義
礼
楽
の
教
え
を
金
科
玉
条
と
し
て
強

引
に
現
代
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
｡
孔
子
の
そ
ん
な
頑
迷
さ
を
噸
笑
す
る
一

方
で
師
金
(
荘
子
)
は
物
の
変
化
に
自
由
潤
達
に
対
応
し
て
ゆ
-
根
源
的
な
在

り
方
=
〟
道
″
　
の
哲
学
を
説
く
の
で
あ
る
｡

○
無
方
之
伝
　
｢
伝
｣
は
｢
転
｣
と
同
義
o
こ
こ
の
上
文
に
｢
無
方
に
動
き
'

窃
冥
に
居
る
｣
と
あ
-
'
遠
藤
哲
夫
･
市
川
安
司
著
『
荘
子
』
下
(
明
治
書
院

≡

且
子
独
不
見
夫
桔
梓
者
平
｡
引
之
則
傭
'
舎
之
則
仰
｡
彼
人
之
所
引
'
非
引

入
也
｡
政
情
仰
而
不
得
罪
於
人
｡

か

け

っ

こ

う

且
つ
子
は
独
-
夫
の
桔
樟
な
る
者
を
見
ざ
る
や
｡
之
を
引
け
ば
則
ち
傭
L
t

お

之
を
舎
け
ば
則
ち
仰
ぐ
｡
彼
は
人
の
引
-
所
に
し
て
'
人
を
引
く
に
非
ざ
る
な

-
｡
故
に
僻
仰
し
て
罪
を
人
に
得
ず
｡

そ
れ
に
あ
な
た
は
あ
の
は
ね
つ
る
べ
と
い
う
奴
を
見
た
こ
と
が
な
い
か
ね
｡

あ
れ
は
手
で
引
っ
ぼ
る
と
頭
を
下
げ
'
手
を
放
せ
ば
は
ね
あ
が
る
｡
あ
れ
は
す

べ
て
人
の
引
っ
ぼ
る
が
ま
ま
に
任
せ
て
､
自
分
か
ら
人
を
引
っ
ぼ
ろ
う
と
す
る
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と
が

も
の
で
は
な
い
｡
だ
か
ら
た
だ
無
心
に
あ
が
り
さ
が
り
し
て
'
人
か
ら
答
め
だ

て
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
だ
｡

常
に
陽
の
当
る
場
所
を
歩
き
た
が
り
'
役
職
な
ら
最
高
位
を
､
儀
式
は
古
式

に
法
り
か
っ
ち
り
型
に
は
め
て
と
-
行
う
｡
や
れ
名
君
た
れ
君
子
人
た
れ
と
他

人
を
引
き
ず
-
回
し
仁
義
道
徳
を
唱
道
し
て
や
ま
ぬ
孔
子
｡
そ
う
い
う
キ
ザ
な

人
間
に
お
灸
を
据
え
る
た
め
の
第
三
の
た
と
え
は
'
｢
桔
梓
｣
　
は
ね
つ
る
べ
で

あ
る
｡
逆
に
い
う
と
'
こ
の
は
ね
つ
る
べ
の
あ
-
よ
う
こ
そ
老
荘
思
想
の
象
徴

で
あ
-
'
無
為
自
然
の
哲
学
を
解
-
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も
な
る
｡

(
雑
･
則
陽
)
に
｢
桔
樟
｣
と
同
義
の
｢
橋
｣
　
の
記
述
が
あ
る
｡
｢
-
欲
悪

･

･

つ

ね

去
就
'
是
に
於
い
て
橋
起
し
､
雌
雄
片
合
､
是
に
於
い
て
唐
に
有
-
｡
-
-
-

●

お

さ

せ

･

･

･

随
序
の
相
い
現
む
る
､
橋
運
の
相
い
便
し
む
る
､
窮
ま
れ
ば
則
ち
反
-
､
終
れ

ば
則
ち
始
ま
る
｡
-
-
-
｣
(
陰
陽
四
時
の
運
行
推
移
の
中
で
万
物
は
つ
ぎ
つ

ぎ
に
生
成
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
､
一
た
び
生
成
し
て
-
れ
ば
愛
欲
や
憎
悪
の

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

感
情
､
害
を
避
け
利
に
就
-
思
慮
が
か
わ
る
が
わ
る
頭
を
も
た
げ
'
陰
陽
の
調

和
を
求
め
る
雌
雄
男
女
の
結
合
が
不
断
の
営
み
と
し
て
成
立
す
る
｡
-
-
-
陰

陽
四
時
が
大
自
然
の
秩
序
に
従
っ
て
正
し
-
運
行
推
移
し
､
安
危
禍
福
'
緩
急

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

　

　

　

●

衆
散
の
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
が
互
い
に
因
と
な
-
果
と
な
っ
て
展
開
す
る
と
こ
ろ
'

一
切
現
象
は
行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
ゆ
け
ば
ま
た
元
に
返
-
'
終
れ
ば
ま
た
新

し
く
始
ま
る
｡
)

こ
れ
ら
は
ま
た
(
外
･
知
北
遊
)
　
の
｢
沈
浮
｣
　
の
言
い
か
え
で
も
あ
る
｡
｢
-

●

●

●

●

天
下
は
沈
み
浮
か
ざ
る
は
莫
-
'
終
身
故
な
ら
ず
｡
陰
陽
四
時
は
運
行
し
て
各

お
の
其
の
序
を
得
｡
-
-
 
-
｣
　
(
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
一
切
万
物
は
'
沈
む
か

と
み
れ
ば
浮
き
あ
が
り
'
浮
く
か
と
み
れ
ば
沈
み
去
っ
て
移
ろ
い
変
化
し
な
い

も
の
は
な
く
'
生
命
果
つ
る
日
ま
で
旧
態
を
保
ち
う
る
も
の
は
何
一
つ
存
在
し

な
い
｡
ま
た
陰
陽
の
二
気
'
春
夏
秋
冬
の
四
季
は
'
そ
れ
ぞ
れ
に
秩
序
正
し
く

運
行
し
て
'
そ
の
推
移
に
は
寸
分
の
狂
い
も
な
-
'
大
い
な
る
秩
序
と
調
和
を

保
っ
て
'
日
に
新
た
に
日
々
に
新
た
な
の
が
天
地
大
自
然
の
理
法
な
の
で
あ
る
｡
)

三
段
の
た
と
え
と
し
て
の
　
｢
桔
樟
｣
は
単
な
る
上
下
反
覆
運
動
を
表
わ
す
こ

れ
ら
｢
橋
｣
や
｢
沈
浮
｣
と
同
義
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
(
雑
･
天
下
)
に
言
う

じ
ゅ
じ
ゃ
く
け
ん
か

老
恥
･
開
平
一
派
の
学
説
｢
濡
弱
謙
下
｣
　
の
思
想
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
'

更
に
へ
内
･
人
間
世
)
　
に
言
う
荘
子
の
無
心
と
随
順
の
哲
学
と
重
な
る
も
の
な

の
で
あ
る
｡

｢
濡
弱
謙
下
｣
す
な
わ
ち
柔
弱
謙
譲
の
徳
を
標
梼
し
､
一
切
万
物
を
害
う
こ

と
な
-
包
容
す
る
空
虚
な
る
普
遍
者
　
-
 
｡
〝
無
″
　
を
根
本
の
実
在
と
し
て
立

て
る
学
派
の
独
-
開
平
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡
　
-
　
自
分
が
こ
の
世
に

処
し
て
ゆ
く
場
合
'
己
れ
に
執
着
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
､
形
を
も
つ
す
べ
て

の
存
在
(
万
物
)
は
､
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
を
わ
が
眼
前
に
露
わ
に
す
る
｡

己
れ
に
執
着
す
る
こ
と
の
な
い
人
間
は
'
そ
の
行
動
は
流
れ
る
水
の
よ
う
に
自

然
で
あ
り
う
そ
の
静
か
な
心
境
は
明
鏡
の
ご
と
-
'
外
界
に
対
応
す
る
態
度
は

打
て
ば
響
-
よ
う
に
自
由
で
あ
る
｡
彼
の
外
貌
は
ぽ
ん
や
-
と
し
て
何
か
大
切

な
も
の
を
失
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
'
心
は
ひ
っ
そ
-
と
し
て
水
の
清
ら

か
に
湛
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
本
来
'
虚
無
寂
漠
で
あ
る
根
源
的
な
実

在
す
な
わ
ち
　
〟
道
〟
　
は
'
人
間
が
己
れ
を
虚
し
く
し
て
こ
れ
と
一
体
に
な
れ
ば

そ
こ
に
自
然
の
調
和
が
実
現
す
る
が
'
へ
た
に
思
慮
分
別
を
用
い
て
そ
れ
を
己

れ
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
'
却
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま
う
｡

こ
の
よ
う
に
語
る
開
平
は
､
決
し
て
他
人
の
先
頭
に
立
つ
よ
う
な
出
し
ゃ
ば
っ

た
真
似
は
せ
ず
'
い
つ
で
も
他
人
の
後
か
ら
つ
い
て
ゆ
-
控
え
目
な
処
世
を
己

れ
の
モ
ッ
-
I
と
し
た
　
(
｢
未
だ
嘗
て
人
に
先
ん
ぜ
ず
し
て
常
に
人
に
随
う
｣
)
｡

孔
子
の
あ
り
よ
う
と
対
極
を
な
す
開
平
の
こ
の
処
世
観
は
t
 
L
か
L
t
荘
子
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の
そ
れ
と
同
一
で
は
な
い
｡
自
己
主
張
欲
の
旺
盛
な
'
人
の
先
頭
に
立
つ
こ
と

を
好
む
孔
子
を
た
し
な
め
る
為
に
と
-
あ
げ
た
｢
は
ね
つ
る
べ
｣
　
の
解
釈
は
'

む
し
ろ
彼
の
無
心
と
随
順
の
哲
学
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

そ
こ
で
'
荘
子
の
は
ね
つ
る
べ
の
真
意
を
探
る
た
め
'
人
間
世
篇
は
第
三
説

話
の
福
永
氏
の
解
説
を
拝
聴
し
ょ
う
と
思
う
｡
(
前
記
書
m
ペ
ー
ジ
)

｢
荘
子
に
お
い
て
無
心
と
い
い
随
順
と
い
う
の
は
'
単
な
る
長
い
も
の
に
は

巻
か
れ
ろ
式
の
無
気
力
な
屈
従
や
卑
し
い
妥
協
で
は
な
-
し
て
'
己
れ
を
無
に

す
る
と
こ
ろ
に
真
の
己
れ
を
'
対
象
へ
の
徹
底
的
随
順
の
中
に
大
い
な
る
実
践

を
目
ざ
す
積
極
的
な
人
生
へ
の
態
度
で
あ
っ
た
｡
い
わ
ゆ
る
　
〟
無
為
而
無
不
為
〟

-
　
為
す
こ
と
な
-
し
て
而
も
為
さ
ざ
る
こ
と
な
し
　
-
　
自
己
放
下
と
一
切
随

順
が
荘
子
の
究
貴
地
な
の
で
あ
る
｡
単
な
る
妥
協
や
単
な
る
屈
従
か
ら
は
'
一

む
げ

切
を
為
さ
ざ
る
な
き
絶
対
者
の
自
由
無
碍
な
は
た
ら
き
は
生
ま
れ
よ
う
が
な
い
｡

荘
子
の
　
〟
無
為
″
　
は
　
〟
無
不
為
″
　
の
た
め
の
　
〟
無
為
″
　
で
あ
-
'
彼
の
随
順
は

大
い
な
る
肯
定
の
た
め
の
自
己
否
定
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
｡
｣

荘
子
の
は
ね
つ
る
べ
の
真
意
'
す
な
わ
ち
無
心
と
随
順
の
哲
学
は
'
主
体
的

判
断
を
喪
失
し
た
事
な
か
れ
主
義
で
は
な
-
'
ま
し
て
や
単
な
る
盲
従
で
は
な

●
●

く
'
無
理
を
し
な
い
で
よ
-
よ
い
段
階
に
飛
躍
す
る
た
め
の
一
種
の
た
め
'
よ

り
高
い
次
元
に
止
揚
す
る
た
め
の
自
己
否
定
の
行
為
だ
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
｡

か

ほ

こ

故
に
夫
の
三
皇
五
帝
の
礼
義
法
度
は
'
同
じ
き
こ
と
を
跨
ら
ず
､
治
ま
る
こ

S
E
S

と
を
狩
る
｡
故
に
三
皇
五
帝
の
礼
義
法
度
を
誓
ふ
れ
ば
'
其
れ
猶
は
租
梨
橘
柚

の
ご
と
き
か
｡
其
の
味
は
相
反
す
る
も
'
皆
'
口
に
可
な
-
｡
故
に
礼
義
法
度

は
'
時
に
応
じ
て
変
る
者
な
-
｡

そ
う
い
う
わ
け
で
'
世
に
も
て
は
や
さ
れ
る
三
皇
五
帝
の
礼
楽
仁
義
の
教
え

や
法
律
制
度
の
類
は
'
外
見
的
に
そ
れ
ら
が
同
一
で
あ
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る

の
で
は
な
-
て
､
実
質
的
に
そ
れ
ら
を
使
っ
て
世
の
中
が
よ
く
治
ま
る
こ
と
に

価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
そ
う
い
う
わ
け
で
'
三
皇
五
帝
の
礼
儀
法
度
を
果
物

ほ

け

な

し

み

か

ん

ゆ

ず

に
誓
え
て
み
れ
ば
'
ち
ょ
う
ど
租
や
梨
'
橘
や
柚
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
ぞ
れ
持
ち
味
は
違
う
け
れ
ど
も
へ
ど
れ
も
お
い
し
い
｡
そ
う
い
う
わ
け
で

礼
儀
法
度
も
そ
の
時
々
で
ふ
さ
わ
し
い
形
に
様
変
り
す
る
も
の
な
の
だ
｡

〇
三
皇
五
帝
　
三
皇
は
天
皇
'
地
皇
'
人
皇
｡
ま
た
は
伏
義
'
神
皇
'
黄
帝
｡

し

ょ

う

こ

う

せ

ん

ぎ

ょ

く

五
帝
は
伏
義
'
神
皇
'
黄
帝
'
尭
'
舜
｡
又
は
少
莫
'
店
頭
'
高
辛
'
尭
'

舜
の
諸
説
が
あ
る
が
､
要
す
る
に
古
代
の
帝
王
'
前
出
の
先
王
た
ち
の
こ
と
｡

孔
子
を
祖
と
す
る
儒
家
思
想
家
た
ち
は
'
時
代
の
推
移
に
伴
い
物
事
が
変
化

す
る
と
い
う
観
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
'
そ
の
た
め
物
事
を
表
面
的
に
且
つ

●
●

自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
解
釈
す
る
だ
け
で
'
変
革
の
観
点
に
立
っ
て
本
質

を
見
抜
-
こ
と
が
で
き
な
い
｡
こ
こ
で
も
三
皇
五
帝
の
｢
功
績
｣
　
の
み
を
推
戴

L
t
時
代
の
変
化
に
目
を
向
け
よ
う
と
し
な
い
孔
子
の
頑
迷
さ
を
槍
玉
に
あ
げ

て
'
最
後
の
寓
話
｢
倣
肇
｣
　
の
伏
線
と
L
t
｢
礼
義
法
度
｣
　
と
い
え
ど
も
　
｢
時

四

(
6
)

に
応
じ
て
変
る
｣
も
の
で
あ
る
こ
と
を
重
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

く
ぬ
ぎ

○
粗
梨
橘
柚
　
〟
無
用
の
用
″
　
を
説
-
神
木
の
株
の
話
(
内
･
人
間
世
)

サ
)

ヽ

l

h

v

,

政
夫
三
皇
五
帝
之
礼
義
法
度
'
不
玲
於
同
'
而
衿
於
治
｡
故
響
三
皇
五
帝
之

礼
義
法
度
'
其
猶
租
梨
橘
柚
邪
｡
其
味
相
反
'
而
皆
可
於
口
｡
故
礼
義
法
度
者
'

応
時
而
変
者
也
｡

も
出
て
い
る
｡
棟
の
木
の
精
が
木
こ
-
の
親
方
匠
石
の
夢
枕
に
立
っ
て
'
｢
散

あ
げ
つ
ら

木
(
役
に
た
た
ぬ
木
)
と
｢
文
木
(
人
の
世
に
役
立
つ
木
)
｣
　
を
論
う
中
で
い

か
ら

う
｡
そ
も
そ
も
人
間
ど
も
の
珍
重
す
る
租
梨
橘
柚
な
ど
の
果
　
(
木
の
実
)
　
威
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(
草
の
実
)
　
の
類
は
'
実
が
熟
れ
る
と
も
ぎ
と
ら
れ
'
あ
ら
ぬ
辱
め
を
受
け
る
｡

そ
れ
と
い
う
の
も
'
そ
の
実
が
人
間
ど
も
の
口
を
楽
し
ま
せ
る
と
い
う
取
柄
が

あ
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
｡
だ
か
ら
天
然
の
寿
命
も
全
う
で
き
ず
に
途
中
で
若

死
に
し
て
し
ま
う
の
だ
｡
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五

今
取
媛
狙
'
而
衣
以
周
公
之
服
'
彼
必
乾
寄
挽
裂
'
蓋
去
而
後
便
｡
観
古
今

之
異
'
猶
媛
狙
之
異
乎
周
公
也
｡

え

ん

そ

き

こ

つ

げ

つ

ば

ん

今
'
媛
狙
を
取
-
'
衣
す
る
に
周
公
の
服
を
以
て
せ
ば
'
彼
は
必
ず
乾
音
挽

れ

つ

こ

と

ご

と

あ

裂
L
t
蓋
く
去
-
て
而
る
後
懐
か
ん
｡
古
今
の
異
な
る
を
観
る
に
'
猶
は
媛
狙

の
周
公
に
異
な
る
が
ご
と
き
な
-
｡

い
ま
猿
を
一
匹
つ
か
ま
え
て
き
て
'
周
公
の
礼
服
を
着
せ
か
け
れ
ば
'
猿
は

き
っ
と
び
っ
く
り
し
て
そ
れ
を
噛
み
破
-
引
き
ち
ぎ
-
'
全
部
を
か
な
ぐ
-
揺

て
て
は
じ
め
て
満
足
す
る
で
あ
ろ
う
｡
昔
と
今
の
時
代
の
違
い
も
'
た
と
え
て

み
れ
ば
猿
が
周
公
の
あ
-
よ
う
と
違
う
よ
う
な
も
の
な
の
だ
｡

○
周
公
　
周
公
旦
｡
周
の
武
王
の
弟
で
'
周
王
朝
の
礼
楽
制
度
を
整
う
る
に

功
績
が
あ
っ
た
｡
孔
子
が
普
段
の
夢
枕
に
立
た
な
-
な
っ
た
の
を
歎
-
ほ
ど
崇

敬
お
く
あ
た
わ
ざ
る
理
想
的
人
物
で
あ
っ
た
｡
(
｢
吾
'
復
た
夢
に
周
公
を
見
ず
｣

述
而
篇
)

尚
古
主
義
に
凝
-
固
ま
っ
た
孔
子
の
頭
を
軟
化
す
べ
-
敬
-
出
し
た
た
と
え

話
で
あ
る
｡
猿
と
同
公
の
取
-
合
せ
は
奇
抜
だ
が
､
周
公
に
似
合
う
礼
服
(
恐

ら
く
周
代
の
礼
義
法
度
を
比
喰
し
て
い
よ
う
)
も
エ
テ
公
に
と
っ
て
は
一
文
の

価
値
も
な
い
こ
と
を
'
時
代
が
変
-
人
が
変
れ
ば
価
値
観
も
変
る
こ
と
に
た
と

え
て
い
る
｡
媛
狙
は
(
内
･
応
帝
王
)
と
(
外
･
天
地
)
　
に
出
て
-
る
｡
｢
媛

す

ば

お

り

ま

ね

狙
の
便
し
こ
さ
は
籍
に
い
れ
ら
る
る
を
来
-
｣
(
敏
捷
な
猿
が
'
そ
の
才
知
ゆ

え
に
捕
ら
え
ら
れ
て
程
の
中
に
飼
わ
れ
る
破
目
に
な
る
)
｡
｢
媛
狙
の
便
し
こ
き

き
た

は
山
林
よ
-
来
る
｣
(
す
ば
し
こ
い
猿
が
'
そ
の
す
ば
し
こ
さ
ゆ
え
に
山
林
か

ら
捕
ら
わ
れ
て
-
る
｡
)
　
い
ず
れ
も
人
間
の
小
ざ
か
し
い
知
巧
作
為
が
却
っ
･
て

身
の
破
滅
を
招
-
も
と
に
な
る
こ
と
を
述
べ
'
そ
れ
に
ひ
き
か
え
　
〟
道
″
　
の
支

配
が
天
の
無
為
無
言
に
法
る
無
心
忘
我
の
支
配
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

文
の
中
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
も
､
後
者
の
文
で
小
ざ
か
し
さ

を
邦
旅
さ
れ
て
い
る
の
は
'
例
に
よ
っ
て
孔
子
そ
の
人
で
あ
る
｡

ま
た
'
今
日
'
｢
同
じ
内
容
な
の
に
表
現
を
変
え
て
ご
ま
か
す
｣
　
と
い
う
意

味
で
使
わ
れ
る
成
語
｢
朝
三
暮
四
｣
　
の
典
拠
'
狙
公
と
衆
狙
の
寓
話
は
(
内
･

斉
物
論
)
に
あ
る
｡
こ
こ
で
荘
子
は
'
世
俗
の
人
間
が
徒
ら
に
精
神
を
苦
し
め

て
是
非
の
論
争
に
憂
き
身
を
や
つ
し
'
万
物
の
差
別
と
対
立
が
言
論
心
知
に
よ
っ

て
統
一
さ
れ
る
か
の
如
-
錯
覚
し
て
い
る
が
'
聖
人
す
な
わ
ち
絶
対
者
は
'
一

す
が
た

切
万
物
の
矛
盾
と
対
立
の
相
は
矛
盾
と
対
立
の
ま
ま
両
つ
な
が
ら
行
わ
れ
て
ゆ

-
(
｢
両
行
｣
)
も
の
で
あ
る
こ
と
を
悟
-
'
絶
対
的
一
の
世
界
に
安
住
す
る
､

と
万
物
斉
同
の
実
在
の
真
相
を
説
い
て
い
る
｡

六

散
西
施
痛
心
而
蹟
其
里
､
其
里
之
醜
人
見
而
美
之
'
帰
亦
捧
心
而
蹟
其
里
｡

其
里
之
富
人
見
之
'
堅
閉
門
而
不
出
'
貧
人
見
之
'
撃
妻
子
而
去
之
走
｡
彼
知

l

●

●

●

●

●

■

美
蜂
､
而
不
知
瞭
之
所
以
美
｡
惜
乎
'
而
夫
子
其
窮
哉
｡

む
ね

故
に
'
西
施
'
心
を
病
み
て
其
の
里
に
捺
せ
L
に
'
其
の
里
の
醜
人
見
て
之

を
美
し
と
L
t
帰
る
に
ま
た
心
を
捧
じ
て
其
の
里
に
瞭
す
｡
其
の
里
の
富
人
は

ひ

之
を
見
て
'
堅
く
門
を
閉
じ
て
出
で
ず
'
貧
人
は
之
を
見
て
'
妻
子
を
撃
き
て
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に

ま

ゆ

ひ

そ

之
を
去
り
て
走
げ
た
り
｡
彼
'
蹟
む
る
を
美
し
と
す
る
を
知
る
も
'
瞭
む
る
の

ゆ

え

ん

な

ん

じ

美
し
き
所
以
を
知
ら
ざ
る
な
り
｡
惜
し
い
か
な
'
而
が
夫
子
は
其
れ
窮
し
た
る

か
な
｡

や

さ
て
'
世
に
双
び
な
き
美
女
の
西
施
が
､
あ
る
と
き
胸
を
病
ん
で
'
里
帰
り

し
た
折
-
に
っ
と
顔
を
ひ
そ
め
た
｡
え
も
い
わ
れ
ぬ
そ
の
美
し
き
に
う
っ
と
り

と
な
っ
た
村
の
醜
女
が
'
家
に
帰
る
と
同
じ
よ
う
に
胸
を
押
え
顔
を
し
か
め
て

村
中
を
歩
き
回
っ
た
｡
村
の
金
持
ち
は
そ
の
姿
を
見
る
と
堅
く
門
を
し
め
て
外

に
出
ず
'
貧
乏
人
は
そ
れ
を
見
る
と
妻
子
の
手
を
引
い
て
逃
げ
ま
ど
っ
た
｡
そ

の
醜
女
は
'
西
施
が
ひ
そ
め
た
顔
の
美
し
い
こ
と
は
分
か
っ
た
の
だ
が
'
ひ
そ

め
た
顔
が
な
ぜ
美
し
く
な
る
の
か
そ
の
理
由
は
分
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
｡
残
念

な
が
ら
'
君
の
先
生
も
(
先
王
た
ち
の
外
形
だ
け
を
猿
真
似
し
て
な
ぜ
そ
れ
ら

が
立
派
だ
っ
た
か
の
根
本
原
因
を
知
ら
な
い
か
ら
'
皆
に
爪
は
じ
き
さ
れ
る
結

果
に
な
っ
て
)
思
想
的
に
も
現
実
的
に
も
進
退
窮
っ
て
し
ま
っ
た
状
態
に
あ
る

と
断
言
で
き
る
の
だ
｡

Ill

ひ
も
と

い
ま
､
手
許
に
あ
る
数
冊
の
解
説
書
を
播
く
と
､
こ
の
寓
話
中
の
い
-
つ
か

●
●

の
誤
訳
が
目
に
つ
-
｡
先
ず
某
書
は
､
｢
其
里
醜
人
｣
を
　
｢
村
の
醜
女
た
ち
｣

に
訳
し
て
い
る
が
'
こ
こ
は
美
女
西
施
一
人
対
醜
女
一
人
の
対
比
に
こ
そ
妙
味

が
あ
る
の
で
あ
っ
て
'
数
人
の
ブ
ス
が
ゾ
ロ
ゾ
ロ
歩
き
回
っ
た
の
で
は
ま
さ
に

そ

興
趣
を
殺
が
れ
て
し
ま
う
｡
｢
捧
心
｣
は
下
か
ら
そ
っ
と
捧
げ
る
よ
う
な
形
で

胸
を
押
え
る
恰
好
｡
｢
西
施
捧
心
｣
は
　
『
蒙
求
』
　
の
標
題
に
も
な
っ
て
い
る
｡

｢
其
里
之
富
人
-
'
貧
人
-
｣
　
の
個
所
を
某
書
は
､
｢
金
持
ち
は
､
そ
れ
に

恐
れ
を
な
し
て
家
に
と
じ
こ
も
-
､
門
を
閉
じ
て
醜
婦
に
会
わ
な
い
よ
う
に
す

●

●

●

●

●

●

●

る
｡
貧
者
に
は
閉
じ
る
門
が
な
い
の
で
､
た
だ
逃
げ
出
す
だ
け
で
あ
る
｡
あ
る

い
は
前
の
一
旬
と
互
文
を
な
す
と
見
'
富
者
も
貧
者
も
'
こ
の
醜
婦
に
恐
れ
を

な
し
'
外
で
あ
う
と
恐
れ
を
な
し
て
家
に
逃
げ
こ
み
'
門
や
戸
を
閉
じ
て
家
族

の
も
の
も
外
に
出
さ
な
い
t
と
い
っ
た
意
味
に
も
取
れ
る
｣
と
持
っ
て
回
っ
た

解
説
を
施
し
て
い
る
が
'
当
然
後
者
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
｡
そ
し
て

よ
-
重
要
な
こ
と
は
'
こ
こ
の
富
者
と
貧
者
が
'
孔
子
が
就
職
運
動
を
し
て
逆

に
嫌
悪
さ
れ
た
王
侯
貴
人
や
'
仁
義
礼
楽
を
説
い
て
敬
遠
さ
れ
た
庶
民
を
想
定

し
て
い
る
こ
と
に
気
付
-
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

｢
美
味
｣
を
某
書
は
'
い
わ
ば
勝
手
に
集
釈
本
そ
の
他
に
従
っ
て
｢
蹟
美
｣

に
改
め
て
い
る
｡
な
る
ほ
ど
両
者
の
意
味
は
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
が
'
｢
蹟
-

美
｣
は
修
飾
構
造
(
ひ
そ
め
た
顔
の
美
し
さ
)
　
に
対
し
'
｢
美
瞭
｣
　
は
動
賓
構

追
(
ひ
め
そ
た
顔
を
美
し
い
と
す
る
)
と
い
う
厳
然
た
る
区
別
が
あ
る
｡
こ
こ

は
後
者
を
是
と
す
べ
き
こ
と
は
､
一
行
目
に
｢
英
之
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
判
定

で
き
る
の
で
あ
る
｡
村
の
醜
女
は
西
施
の
ひ
そ
め
た
顔
を
美
し
い
と
判
断
す
る

こ
と
は
で
き
た
が
､
な
ぜ
ひ
そ
め
た
顔
が
美
し
い
　
(
主
述
構
造
+
補
語
｢
瞭
之

●
●

〔
所
以
〕
美
｣
)
　
の
か
そ
の
理
由
を
分
別
で
き
な
か
っ
た
｡
つ
ま
り
'
も
と
が
美

人
だ
か
ら
そ
れ
を
一
点
-
ず
し
て
も
却
っ
て
凄
絶
な
ほ
ど
の
美
し
き
に
な
る
の

で
あ
っ
て
'
逆
は
異
な
ら
ず
な
の
で
あ
る
｡

○
西
施
　
春
秋
時
代
の
越
の
美
女
｡
西
子
と
も
い
う
｡
越
王
旬
践
は
会
稽
に

敗
れ
る
や
復
讐
の
手
段
と
し
て
色
好
み
の
呉
王
夫
差
に
美
女
を
贈
-
'
国
政
を

は

ん

れ

い

し

ょ

き

ち

ょ

ら

ガ
タ
ガ
タ
に
し
て
し
ま
お
う
と
た
-
ら
ん
だ
｡
臣
の
花
森
が
諸
堕
の
苧
羅
山
で

薪
売
-
を
し
て
い
た
西
施
と
鄭
且
を
み
つ
け
'
三
年
間
手
塩
に
か
け
て
磨
き
あ

げ
呉
王
に
献
じ
た
｡
策
略
は
見
事
に
成
功
し
呉
は
滅
ぶ
が
'
そ
の
後
｢
西
施
は

花
森
に
帰
し
'
従
っ
て
五
湖
に
遊
ぶ
｣
と
い
う
｡
一
説
に
'
｢
呉
の
滅
亡
後
'

西
施
を
江
に
沈
む
｣
と
い
う
｡
(
『
浪
郁
代
酔
編
』
巻
二
十
一
)

せ
い

美
女
の
代
名
詞
で
あ
る
｢
傾
国
'
傾
城
｣
は
文
字
通
-
'
王
が
美
女
の
色
香

ば

っ

き

だ

っ

き

に
溺
れ
政
治
を
怠
-
国
が
亡
ぶ
こ
と
を
指
す
｡
夏
の
妹
喜
'
股
の
坦
己
'
周
の
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ほ
･
つ
じ

褒
似
等
'
す
べ
て
こ
の
種
の
｢
傾
国
｣
　
の
美
女
で
あ
っ
た
｡

古
来
'
天
下
の
美
人
と
称
さ
れ
る
の
は
こ
の
外
に
漠
の
元
帝
の
官
女
で
旬
奴

と

つ

い

ん

ち

ょ

う

せ

ん

に
嫁
が
さ
れ
た
王
昭
君
'
後
漠
の
王
允
の
歌
姫
紹
蝉
'
玄
宗
皇
帝
の
楊
貴
妃

な
ど
が
い
る
｡

美
の
代
表
･
西
施
と
醜
の
代
表
･
癖
(
病
患
者
)
が
(
内
･
斉
物
論
)
で
は
'

万
物
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
引
き
合
い
に
出
さ
れ

る
｡
常
識
的
な
立
場
で
は
'
西
施
は
あ
-
ま
で
美
し
く
療
病
患
者
は
あ
く
ま
で

醜
い
｡
し
か
し
'
美
し
き
極
み
と
醜
さ
極
み
と
を
美
醜
に
対
立
さ
せ
る
の
は
'

人
間
の
好
悪
愛
憎
の
妄
執
で
あ
っ
て
'
一
切
の
差
別
と
対
立
が
そ
の
ま
ま
一
つ

で
あ
る
実
在
の
世
界
に
お
い
て
は
'
美
も
ま
た
醜
と
斉
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡

も

･

つ

し

ょ

.

つ

り

き

同
篇
で
は
も
う
二
人
絶
世
の
美
人
'
毛
姥
と
騒
姫
を
登
場
さ
せ
'
人
間
の

価
値
判
断
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
-
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た

さ

る

さ

る

つ

が

い

し

か

ど

じ

ょ

う

文
章
が
あ
る
｡
｢
猿
は
猫
狙
も
て
雌
と
な
し
'
秦
は
鹿
と
交
わ
-
'
鱈
は
魚
と

遊
ぶ
｡
毛
姑
と
騒
姫
は
人
の
美
し
と
す
る
所
な
-
｡
さ
れ
ど
魚
は
之
を
見
て
深

ひ

そ

す

ば

や

は

し

く
入
み
'
鳥
は
之
を
見
て
高
く
飛
び
'
襲
鹿
は
之
を
見
て
決
-
頗
る
｡
こ
の
四

た

れ

お

お

ぎ

る

へ

ん

そ

者
は
軌
か
天
下
の
正
色
を
知
ら
ん
や
｡
｣
(
嬢
は
猫
狙
と
い
う
猿
の
一
種
と
雌
雄

お

お

じ

か

ど

じ

ょ

う

の
交
わ
-
を
営
み
'
秦
は
い
わ
ゆ
る
鹿
と
つ
が
い
に
な
-
睦
み
合
う
｡
鰭
は
魚

お
よ

と
瀞
ぎ
た
わ
む
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
人
間
ど
も
が
絶
世
の
美
人
と
騒
ぐ
毛
嫁
や
騒

姫
を
彼
ら
に
近
ず
け
れ
ば
'
魚
は
驚
い
て
水
底
探
-
か
-
れ
'
鳥
は
恐
れ
て
空

ヽ
一

し
カ

高
く
舞
い
上
-
'
秦
鹿
は
一
目
散
に
逃
げ
走
る
だ
ろ
う
｡
だ
か
ら
'
こ
の
世
の

中
で
何
が
一
体
真
に
魅
力
あ
る
美
t
さ
で
あ
る
か
を
'
猿
と
泥
鰭
と
鹿
と
人
間

と
'
四
者
の
う
ち
誰
が
果
し
て
本
当
に
知
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
｡
)

荘
子
は
言
う
｡
か
-
し
て
万
物
斉
同
の
観
点
に
立
て
ば
'
人
間
の
判
断
な
ど

決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
-
'
絶
対
的
だ
と
考
え
る
の
は
'
人
間
の
自
己

中
心
的
な
独
-
よ
が
-
か
'
独
断
的
偏
見
で
あ
る
こ
と
が
分
か
ろ
う
｡
だ
か
ら
'

世
俗
の
人
間
が
'
仁
義
だ
と
か
是
非
だ
と
か
ま
こ
と
し
や
か
に
言
い
た
て
て
も
'

そ
の
す
じ
道
は
入
-
乱
れ
て
'
何
が
仁
で
あ
-
'
何
が
義
で
あ
る
の
か
'
い
ず

れ
が
是
で
あ
-
'
い
ず
れ
が
非
で
あ
る
の
か
判
別
す
る
の
は
至
難
の
わ
ざ
な
の

で
あ
る
t
　
と
｡

結
び
に
代
え
て

『
荘
子
』
　
(
外
篇
)
天
運
篇
第
十
四
の
第
三
の
説
話
は
'
孔
門
の
高
弟
顔
回

と
魯
の
国
の
楽
師
金
と
の
問
答
で
成
-
立
っ
て
い
る
｡
内
容
は
師
金
す
な
わ
ち

荘
子
が
儒
家
の
祖
孔
子
の
あ
り
よ
う
を
｢
窮
｣
と
み
た
て
て
批
判
し
た
話
で
あ

る
が
'
我
わ
れ
は
そ
の
中
で
用
い
ら
れ
た
六
個
の
比
倫
､
袈
狗
'
舟
車
'
桔
樟
'

租
梨
橘
柚
'
媛
狙
そ
し
て
西
施
を
再
度
『
荘
子
』
全
体
の
中
に
も
ど
し
て
詳
細

に
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
-
'
荘
子
哲
学
の
概
要
'
そ
し
て
批
判
さ
れ
た
孔
子
思

想
の
問
題
点
を
端
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
比
倫
に
巧
み
な
荘
子
の
説
法
を

利
用
し
て
'
逆
照
射
す
る
形
で
荘
子
の
思
想
お
よ
び
孔
子
の
思
想
を
究
明
し
よ

う
と
試
み
た
の
が
本
小
論
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
や
-
方
を
繰
-
返
し
て
い
け
ば
'
や
が
て
荘
子
思
想
の
全
体
像

へ
辿
-
つ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
'
今
回
も
い
-
つ
か
の
点
で
収
穫
が

●
●

あ
っ
た
｡
1
つ
は
い
う
ま
で
も
な
-
､
批
判
さ
れ
た
孔
子
思
想
の
欠
点
が
鮮
明

に
な
っ
た
こ
と
｡
日
-
'
時
代
錯
誤
'
保
守
性
､
尚
古
主
義
'
そ
し
て
何
よ
-

も
思
考
方
法
の
一
面
性
'
頑
固
一
徹
さ
｡
そ
れ
に
ひ
き
か
え
'
荘
子
哲
学
の
柔

軟
さ
'
融
通
無
碍
で
あ
-
な
が
ら
弁
証
法
的
思
考
法
'
比
嘘
の
巧
み
さ
的
確
さ

話
題
の
豊
富
さ
は
､
文
章
の
難
解
さ
は
別
と
し
て
も
'
感
服
の
至
-
と
し
か
い

い
よ
う
が
な
い
｡
二
つ
目
に
　
『
荘
子
』
は
荘
子
思
想
を
解
説
し
紹
介
す
る
為
に

書
か
れ
た
本
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
'
そ
の
探
遠
さ
'
｢
分
か
り
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に
-
さ
｣
を
救
う
一
手
段
と
し
て
'
対
照
的
な
行
動
や
思
考
法
を
と
る
儒
家
思

想
-
そ
の
祖
孔
子
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

そ
う
い
う
観
点
に
立
っ
て
眺
め
る
と
､
荘
子
は
決
し
て
孔
子
を
対
等
の
次
元
で

批
判
攻
撃
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
超
越
し
止
揚
し
た
次
元
で
万
物
を
'
も
ち

へ
い
げ
い

ろ
ん
孔
子
を
'
陣
呪
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
孔
子
を
痛
烈
に
批
判
し
て

●

●

●

い
る
文
の
中
に
も
ど
こ
か
温
い
目
が
感
ぜ
ら
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
従
っ

て
こ
れ
ま
で
一
律
に
｢
非
難
攻
撃
｣
の
意
味
で
の
み
使
わ
れ
て
き
た
｢
批
判
｣

と
い
う
語
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
｢
榔
捻
｣
｢
噺

笑
｣
｢
茶
化
し
｣
等
を
通
し
'
そ
れ
ら
を
ひ
っ
-
る
め
た
中
で
荘
子
は
諸
人
を

い

ぎ

な

じ

ゆ

ん

〟
道
″
　
の
世
界
へ
誘
い
'
詩
話
と
　
〟
道
″
　
の
哲
学
を
語
っ
て
や
ま
な
い
の
で

あ
る
｡そ

の
よ
う
に
考
え
る
と
'
こ
と
に
雑
篇
な
ど
後
半
部
分
で
起
る
儒
家
思
想
と

の
奇
妙
な
ド
ッ
キ
ン
グ
現
象
も
あ
る
程
度
説
明
で
き
る
｡
残
念
な
が
ら
後
代
の

道
家
者
た
ち
は
儒
家
と
同
一
次
元
で
取
っ
組
み
合
う
レ
ベ
ル
に
堕
し
て
し
ま
い
､

し
か
も
そ
れ
ら
が
観
念
性
の
強
い
こ
と
ば
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
本
来
の
概
念
を

忘
れ
て
'
双
方
の
用
語
が
融
合
し
混
渚
す
る
と
い
う
現
象
が
生
じ
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
今
後
追
求
し
て
い
き
た
い
問
題
で
あ
る
｡

3456

と

｢
待
ち
ぼ
う
け
｣
の
歌
で
も
有
名
な
こ
の
寓
話
は
『
韓
非
子
』
五
葱
篇
に
あ
る
｡

儒
家
が
｢
修
古
(
昔
の
こ
と
を
修
得
す
る
こ
と
)
｣
　
に
血
道
を
あ
げ
'
｢
常
可

(
不
変
の
真
理
'
先
王
の
道
)
｣
に
法
る
こ
と
を
至
上
命
題
と
す
る
愚
を
'
宋
の

農
民
の
愚
行
を
借
-
て
笑
い
と
ば
し
た
も
の
で
あ
る
｡
孔
子
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ

ム
を
批
判
す
る
点
で
｢
刻
舟
求
剣
｣
(
『
呂
氏
春
秋
』
)
｢
倣
肇
｣
と
も
ど
も
共
通

す
る
思
想
を
も
つ
｡

も

と

ま

･

も

｢
君
子
固
窮
｣
は
｢
君
子
固
よ
-
窮
す
｣
と
訓
む
が
'
新
注
は
｢
窮
を
固
る
｣

と
読
む
｡

魯
の
季
氏
の
家
臣
で
'
陽
虎
と
い
う
大
将
が
､
か
っ
て
匡
の
土
地
に
侵
略
し
乱

暴
を
は
た
ら
い
た
｡
た
ま
た
ま
孔
子
の
容
貌
が
陽
虎
と
似
て
い
た
た
め
'
匡
の

人
び
と
は
陽
虎
の
再
来
か
と
誤
認
L
t
兵
器
を
も
っ
て
孔
子
を
と
-
か
こ
ん
だ

ー
カ

と
い
う
事
件
｡
こ
の
あ
と
に
出
て
-
る
｢
夫
子
を
籍
る
者
は
禁
ぜ
ら
れ
ず
｣
は

恐
ら
-
こ
の
事
件
を
裏
返
し
に
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

(
外
･
田
子
方
)
に
は
'
孔
子
学
派
の
礼
教
規
範
主
義
を
批
判
す
る
道
の
体
得

者
温
伯
雪
子
を
登
場
さ
せ
'
孔
子
に
ま
た
そ
の
温
伯
雪
子
の
人
物
の
偉
大
さ
を

讃
歎
さ
せ
て
'
儒
家
思
想
に
対
す
る
道
家
思
想
の
優
位
を
強
調
す
る
説
話
が
あ

る
｡

注

-
　
天
地
自
然
は
無
慈
悲
な
存
在
で
あ
る
.
そ
れ
は
万
物
一
切
を
わ
ら
の
犬
同
然
に
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敬
-
扱
い
'
用
済
み
に
な
れ
ば
情
容
赦
も
な
-
打
ち
捨
て
る
｡
聖
人
も
ま
た
自

然
の
非
常
さ
に
徹
し
て
仁
だ
の
義
な
ど
余
計
な
介
入
物
を
加
え
ず
'
人
民
を
治

め
終
る
と
彼
ら
を
祭
礼
の
審
狗
の
よ
う
に
打
ち
棄
て
て
し
ま
う
｡

｢
天
が
仁
徳
を
私
に
生
ぜ
し
め
た
｡
私
が
か
く
も
偉
大
な
仁
徳
者
に
な
っ
た
の

は
天
命
な
の
で
あ
る
｡
桓
魅
ご
と
き
が
私
を
ど
う
こ
う
で
き
る
わ
け
が
な
い
｡
｣

天
命
論
者
孔
子
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
｡


