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一

　
中
国
の
明
代
の
歴
史
を
み
て
い
る
と
不
思
議
に
日
本
の
江
戸
時
代
に
類
似
す
る

点
の
多
い
の
に
気
が
つ
く
。
本
来
、
明
代
は
農
耕
を
基
本
の
生
産
形
態
と
す
る
社

会
で
あ
っ
た
が
、
中
期
以
降
、
銀
を
主
力
と
す
る
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
、
農
民
は

換
金
の
で
き
る
商
業
作
物
の
栽
培
や
副
業
的
家
内
工
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
結
果
、
社
会
と
経
済
は
大
き
く
変
貌
し
、
農
村
は
疲
弊
し
て
農
民
闘
争

す
ら
勃
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
反
面
、
都
市
が
発
展
し
、
庶
民
あ
る
い
は
市
民
と

呼
ば
れ
る
べ
き
人
々
が
生
長
し
、
新
し
い
文
化
の
に
な
い
手
と
な
っ
た
。
こ
の
明

代
庶
民
文
化
の
発
展
を
宋
代
に
つ
ぐ
第
二
の
中
国
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
評
価
す
る
学

者
さ
え
い
る
。

　
こ
の
明
代
の
様
相
は
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
の
社
会
現
象
で
あ
っ
た
。
そ
れ

よ
り
ほ
ぼ
二
世
紀
遅
れ
た
日
本
の
江
戸
時
代
の
十
八
世
紀
、
京
江
戸
大
坂
に
代
表

さ
れ
る
大
都
市
が
発
達
し
て
、
独
特
の
町
人
文
化
を
生
ん
だ
一
方
、
商
品
経
済
に

ま
き
こ
ま
れ
た
農
村
は
、
大
地
主
と
零
細
農
民
に
分
れ
、
土
地
を
離
れ
た
農
民
は

細
民
と
な
っ
て
都
市
へ
流
入
し
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
と
類
似
す
る
明
代
の
思
想
界
に
お
こ
っ
た
最
大
の
ド
ラ

マ
が
朱
子
学
の
権
威
に
反
抗
し
た
陽
明
学
の
勃
興
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
陽
明
学

は
ま
た
日
本
の
江
戸
時
代
の
思
想
劇
に
も
重
要
な
一
幕
を
演
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
日
本
で
最
初
に
陽
明
学
の
影
響
を
う
け
た
思
想
家
と
し
て
は
近
江
聖
人
と
呼
ば

れ
た
中
江
藤
樹
が
有
名
で
あ
る
。
陽
明
学
に
関
す
る
知
識
だ
け
な
ら
ば
、
藤
樹
の

生
ま
れ
る
以
前
か
ら
す
で
に
日
本
に
渡
っ
て
き
て
い
た
。
室
町
時
代
の
五
山
僧
の
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あ
い
だ
に
陽
明
学
の
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
た
し
、
慶
長
九
年
の
こ
ろ
に
、
藤
原

慢
窩
と
林
羅
山
は
王
陽
明
の
学
説
を
い
か
に
評
価
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
意
見
を

交
し
て
い
た
。
し
か
し
、
怪
窩
や
羅
山
の
思
想
に
陽
明
学
は
ほ
と
ん
ど
影
を
投
じ

な
か
っ
た
の
に
対
し
、
藤
樹
は
こ
れ
を
骨
格
に
し
て
自
己
変
革
を
な
し
と
げ
た
。

　
中
江
藤
樹
は
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
近
江
国
高
島
郡
小
川
村
に
郷
士
の

子
と
し
て
生
ま
れ
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
に
四
十
一
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

か
れ
が
生
ま
れ
る
三
年
前
に
秀
忠
が
二
代
将
軍
と
な
り
、
か
れ
が
八
歳
の
と
し
に

大
坂
夏
の
陣
が
お
こ
っ
て
豊
臣
氏
が
ほ
ろ
ん
だ
。
か
れ
が
三
十
一
歳
の
と
し
に
島

原
の
乱
が
お
こ
り
、
か
れ
が
死
ぬ
四
年
前
に
明
国
は
滅
亡
し
て
い
た
。
か
れ
の
生

き
た
時
代
は
徳
川
幕
府
の
草
創
期
で
あ
り
、
思
想
界
を
支
配
し
て
い
た
の
は
い
う

ま
で
も
な
く
朱
子
学
で
あ
っ
た
。

　
藤
樹
も
は
じ
め
熱
烈
な
朱
子
学
者
と
し
て
出
発
し
た
。
藤
樹
が
二
十
三
歳
の
と

き
に
書
い
た
「
安
昌
、
玄
同
を
殺
す
の
論
」
と
、
翌
二
十
四
歳
の
と
き
の
「
林
氏

髪
を
そ
り
位
を
受
く
る
の
弁
」
は
、
こ
の
こ
ろ
の
藤
樹
の
朱
子
学
へ
の
傾
倒
と
気

鋭
な
客
気
を
示
し
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
藤
原
怪
窩
の
門
人
に
菅
玄
同
と
い
う
学
者
が
お
り
、
京
都
に
住
ん
で
羅
山
と
も

二
十
数
年
に
わ
た
る
交
際
が
あ
っ
た
。
そ
の
か
れ
が
、
寛
永
五
年
（
藤
樹
二
十
一

歳
）
六
月
十
四
目
、
砥
園
祭
の
目
に
、
弟
子
の
安
田
安
昌
に
刺
殺
さ
れ
る
と
い
う

事
件
が
お
き
た
。
安
昌
は
す
ぐ
に
逮
捕
さ
れ
、
処
刑
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い

て
、
羅
山
の
長
男
叔
勝
が
「
安
昌
殺
玄
同
論
」
と
い
う
一
文
を
書
き
、
故
人
玄
同

を
醇
儒
と
ほ
め
、
一
方
的
に
安
昌
の
罪
を
責
め
た
。
こ
の
事
件
を
京
の
友
人
か
ら

知
ら
さ
れ
た
藤
樹
は
叔
勝
と
同
題
の
文
章
を
し
た
た
め
、
玄
同
は
た
だ
博
識
を
求
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め
て
聖
人
の
書
を
読
む
だ
け
で
、
そ
の
身
に
聖
人
の
道
を
行
な
お
う
と
す
る
意
志

は
な
く
、
そ
の
死
は
当
然
で
あ
る
と
非
難
し
た
。
翌
寛
永
六
年
、
羅
山
は
民
部
卿

法
印
に
、
弟
の
林
東
舟
は
刑
部
卿
法
印
に
叙
せ
ら
れ
た
。
以
前
か
ら
か
れ
が
剃
髪

し
て
い
た
こ
と
と
併
せ
て
、
羅
山
は
「
法
印
の
位
に
叙
せ
ら
る
る
」
の
｛
文
を
書

い
て
、
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
仏
者
と
し
て
の
待
遇
を
う
け
た
こ
と
を
、
み
ず
か
ら

望
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
天
命
に
よ
っ
て
国
の
風
俗
に
従
っ
た
も
の
と
弁
解
し
た
。

藤
樹
は
こ
の
羅
山
の
行
為
を
は
げ
し
く
論
難
し
、
仏
者
の
形
に
似
せ
、
仏
者
の
位

に
居
り
、
仏
者
の
服
を
着
る
者
は
仏
者
で
あ
っ
て
儒
者
で
は
な
く
、
羅
山
の
如
き

は
、
朱
子
の
い
わ
ゆ
る
「
能
く
言
ふ
鵬
鵡
（
口
先
だ
け
人
並
の
こ
と
を
い
う
も

の
）
」
と
ま
で
き
め
つ
け
た
。

　
寛
永
五
、
六
年
の
こ
ろ
の
羅
山
は
二
代
将
軍
家
光
の
側
近
と
し
て
朱
子
学
の
官

学
化
に
率
先
つ
と
め
て
い
た
。
い
わ
ば
儒
者
の
出
世
頭
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ

っ
た
羅
山
を
右
の
よ
う
に
論
難
す
る
藤
樹
の
口
ぶ
り
に
は
、
朱
子
学
の
正
道
を
た

ど
る
も
の
と
し
て
の
並
々
な
ら
ぬ
自
負
が
よ
み
と
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
藤
樹
が
、

や
が
て
、
陽
明
学
に
む
か
っ
て
い
っ
た
の
は
、
き
び
し
い
反
省
と
思
索
の
結
果
で

あ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
学
問
を
自
己
の
生
き
る
指
針
と
し
て
追
求
し
て
や
ま

な
か
っ
た
か
れ
の
本
性
に
よ
ろ
う
。

　
藤
樹
の
学
問
は
そ
の
初
期
の
四
書
中
心
か
ら
五
経
尊
重
へ
と
移
行
す
る
に
つ
れ

て
、
朱
子
学
の
合
理
的
思
考
の
明
晰
さ
に
飽
き
足
ら
な
く
な
り
、
不
合
理
な
も
の

を
も
容
認
す
る
生
き
生
き
と
し
た
真
実
性
に
心
ひ
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
藤
樹
が
陽
明
学
と
接
触
し
た
の
は
、
か
れ
の
こ
の
よ
う
な
心
的
葛
藤
時
代
で
あ

っ
た
。
は
じ
め
、
明
の
鐘
人
傑
編
の
『
性
理
会
通
』
や
陽
明
の
門
人
王
竜
渓
の
『
王
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竜
渓
語
録
』
な
ど
に
接
し
、
致
良
知
説
を
知
り
、
か
れ
の
代
表
作
『
雀
問
答
』
の

な
か
に
く
り
か
え
し
良
知
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
藤
樹
は
三
十
七
歳
の
と
き

に
『
陽
明
全
書
』
を
入
手
し
、
そ
の
喜
び
を
「
一
生
の
大
幸
言
語
道
断
」
と
表
現

し
、
「
百
年
以
前
に
王
陽
明
と
申
す
先
覚
世
に
出
で
、
朱
子
の
非
を
指
点
し
、
孔

門
嫡
派
の
学
術
を
発
明
さ
れ
候
…
…
こ
の
発
明
に
よ
っ
て
開
悟
の
様
に
覚
え
申
し

候
」
と
の
べ
て
い
る
。
か
れ
は
、
「
良
知
と
は
、
赤
子
・
幼
少
の
時
か
ら
親
を
敬

愛
す
る
最
初
の
】
念
を
根
本
に
し
て
、
善
悪
の
分
別
是
非
を
真
実
に
わ
き
ま
え
知

る
徳
性
の
知
を
言
う
」
と
規
定
し
て
、
良
知
を
人
間
の
行
動
の
根
本
則
と
し
た
が
、

「
致
良
知
」
を
「
良
知
に
致
る
」
と
訓
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、

陽
明
の
説
の
行
動
的
実
践
性
に
対
し
、
内
省
的
修
養
性
を
重
視
し
た
。
そ
こ
に
、

陽
明
学
の
日
本
的
な
展
開
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
に
お
け
る
陽
明
学
派
は
、

こ
の
藤
樹
に
発
し
て
、
熊
沢
蕃
山
、
三
輪
執
斎
、
佐
藤
一
斎
、
大
塩
中
斎
と
系
譜

を
つ
く
り
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
容
を
伴
い
つ
つ
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ

た
。

二

　
一
思
想
の
後
代
へ
の
影
響
の
事
実
の
検
証
は
容
易
で
は
な
い
。
後
代
思
想
が
前

代
思
想
の
影
響
を
公
然
と
う
た
い
、
内
容
に
そ
の
事
実
を
指
摘
で
き
る
場
合
は
比

較
的
簡
単
で
あ
る
。
井
上
哲
次
郎
が
、
中
江
藤
樹
を
日
本
陽
明
学
の
始
祖
と
し
、

蕃
山
、
執
斎
、
一
斎
、
中
斎
と
つ
づ
く
系
譜
を
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
と
称
し
た

の
は
、
こ
の
顕
然
た
る
影
響
関
係
の
例
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
陽
明
学
を
否
定
し
、
批
判
す
る
か
た
ち
で
新
し
い
学
派
を
確
立
し
た



思
想
に
も
、
ま
た
、
陽
明
学
に
触
れ
る
こ
と
な
く
無
関
係
に
成
立
し
た
か
に
み
え

る
思
想
に
も
、
仔
細
に
検
討
す
る
と
陽
明
学
の
影
響
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
場
合

が
あ
る
。
古
学
派
と
い
わ
れ
る
流
派
が
前
者
の
例
で
あ
る
。
古
学
の
山
鹿
素
行
、

古
義
学
の
伊
藤
仁
斎
、
古
文
辞
学
の
荻
生
祖
棟
ら
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
程
朱
の
学

や
陽
明
学
な
ど
漢
唐
宋
明
の
諸
学
を
し
り
ぞ
け
、
直
接
に
孔
子
や
孟
子
の
原
典
に

つ
い
て
直
義
を
き
わ
め
る
こ
と
を
共
通
の
主
張
と
し
た
。
そ
の
限
り
で
は
陽
明
学

は
批
判
の
対
象
で
あ
り
、
影
響
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
の
が
学
界
の
常
識
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
人
々
の
勉
学
時
代
を
調
査
し
、
完
成
さ
れ
た
思
想
を
検
討

し
て
み
る
と
、
こ
こ
に
も
陽
明
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。

　
山
鹿
素
行
は
江
戸
時
代
前
期
の
儒
学
者
で
あ
り
、
兵
学
者
と
し
て
も
名
高
い
。

寛
永
四
年
、
六
歳
の
と
き
に
会
津
か
ら
江
戸
に
移
り
、
羅
山
に
入
門
し
て
儒
学
を

ま
な
ん
だ
。
か
れ
も
ま
た
熱
心
な
朱
子
学
者
と
し
て
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
儒
学

を
修
め
る
一
方
で
小
幡
景
憲
、
北
条
氏
長
に
つ
い
て
甲
州
流
軍
学
を
ま
な
び
奥
伝

も
許
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
に
山
鹿
流
軍
学
を
創
始
す
る
素
養
は
こ
の
と
き
に
つ
く

ら
れ
た
。
三
十
一
歳
で
赤
穂
城
主
浅
野
長
直
に
仕
え
、
禄
一
千
石
を
与
え
ら
れ
た

が
、
三
十
九
歳
で
官
を
辞
し
、
江
戸
で
門
戸
を
張
っ
て
、
兵
法
、
儒
学
を
講
じ
た
。

　
寛
文
五
年
、
素
行
は
『
聖
教
要
録
』
を
あ
ら
わ
し
て
公
然
と
朱
子
学
に
反
対
し

た
た
め
に
幕
府
当
局
者
に
に
く
ま
れ
、
翌
年
赤
穂
に
流
さ
れ
た
。
こ
の
赤
穂
で
素

行
は
浅
野
家
の
優
遇
を
う
け
、
読
書
著
述
に
専
念
し
た
。
通
説
に
よ
る
と
、
の
ち

に
赤
穂
四
十
七
士
が
本
所
松
坂
町
の
吉
良
邸
に
討
入
り
主
君
浅
野
長
矩
の
仇
を
報

じ
た
の
は
、
こ
の
と
き
の
素
行
の
教
育
・
学
説
の
影
響
を
う
け
た
も
の
と
い
う
こ
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と
に
な
っ
て
い
る
が
、
堀
勇
雄
氏
は
こ
れ
を
否
定
し
て
お
ら
れ
る
。

　
講
談
や
浪
曲
の
「
山
鹿
護
送
」
は
、
寛
文
六
年
十
月
、
赤
穂
に
配
流
さ
れ
る
途

中
、
箱
根
山
中
に
門
人
た
ち
が
待
ち
か
ま
え
て
素
行
の
駕
籠
を
奪
お
う
と
す
る
の

を
、
護
送
役
の
大
石
良
雄
が
道
理
を
説
い
て
事
無
き
を
得
た
と
い
う
名
場
面
で
あ

る
が
、
堀
氏
に
よ
る
と
当
時
は
ま
だ
良
雄
は
八
歳
の
子
供
で
、
護
送
役
な
ど
つ
と

め
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
聖
教
要
録
』
は
『
山
鹿
語
類
』
の
要
点
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
山
鹿
語
類
』
が
写
本
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
み
で
世
に
広
ま
ら
な
い
う
ち
に
、

『
聖
教
要
録
』
が
板
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
た
め
に
幕
府
関
係
者
の
眼
に
止
ま
っ

て
と
が
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
書
の
基
本
精
神
は
序
文
に
あ
る
「
予
は
周
公
・
孔
子
を
師
と
し
て
、
漢
・

唐
・
宋
・
明
の
諸
儒
を
師
と
せ
ず
」
と
い
う
素
行
自
身
の
こ
と
ば
に
要
約
さ
れ
る
。

直
接
古
代
の
聖
人
の
言
行
に
ま
な
ん
で
、
そ
れ
以
後
の
代
々
の
学
者
た
ち
の
解
釈

や
注
釈
に
よ
ら
な
い
と
い
う
態
度
は
古
学
派
に
共
通
す
る
。
そ
し
て
、
後
代
の
学

者
の
中
心
に
宋
の
朱
子
や
明
の
王
陽
明
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
素
行
の
陽
明
学
批
判
の
具
体
例
は
『
山
鹿
語
類
』
に
つ
い
て
み
る
と
よ
い
。
人

す
べ
て
が
先
天
的
に
そ
な
え
る
是
非
判
断
の
た
め
の
心
の
本
体
を
良
知
と
す
る
陽

明
の
説
を
と
り
あ
げ
た
素
行
は
、
王
氏
の
学
は
仏
教
や
老
子
の
異
見
に
も
と
つ
く

誤
っ
た
説
で
、
人
が
是
非
を
知
り
、
善
不
善
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
後
天
的

な
学
習
に
よ
る
も
の
と
主
張
す
る
。
陽
明
に
よ
れ
ば
致
知
（
知
識
）
が
先
で
格
物

（
体
験
）
が
後
に
な
る
が
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
素
行
は
程
伊
川
の
『
二
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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遺
書
』
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
例
を
ひ
い
て
陽
明
を
反
駁
す
る
。
人
喰
虎
の
話
を

多
勢
で
聞
い
て
い
て
、
そ
の
な
か
の
一
人
だ
け
が
顔
色
を
変
え
て
恐
れ
お
の
の
い

た
。
な
ぜ
そ
ん
な
に
ふ
る
え
る
の
か
と
問
う
た
ら
、
そ
の
人
物
は
か
つ
て
虎
に
傷

つ
け
ら
れ
た
経
験
の
持
主
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
虎
に
傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る

と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
格
物
で
あ
る
。
人
喰
虎
の
話
を
聞
い
て
恐
れ
お
の
の
い
た

の
は
こ
れ
は
致
知
で
あ
る
。
虎
が
よ
く
人
を
傷
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
誰
で
も
が

知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
喰
虎
の
話
を
聞
い
て
恐
れ
る
も
の
と
恐
れ
な
い
も
の

が
あ
る
の
は
、
物
に
格
る
か
格
物
さ
ぜ
る
か
の
違
い
で
あ
る
と
。
そ
し
て
、
素
行

は
、
朱
子
と
陽
明
の
説
の
優
劣
を
問
わ
れ
、
陽
明
の
説
は
す
べ
て
異
端
で
あ
り
、

朱
子
の
学
説
の
方
に
ま
だ
取
る
べ
き
点
が
あ
る
と
ま
で
い
い
き
っ
て
い
る
（
巻
第

三
十
三
）
。

　
完
成
さ
れ
た
説
で
み
る
か
ぎ
り
素
行
は
陽
明
学
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
青
壮
年
時
の
著
作
で
あ
る
『
修
身
受
用
抄
』
や
『
山
鹿
随
筆
』
に
よ
っ
て
み

る
と
、
か
れ
が
、
　
一
時
期
、
陽
明
の
学
説
を
ふ
か
く
信
奉
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
み
て
と
れ
る
。
前
者
の
「
良
智
邪
知
ノ
事
」
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
陽
明
説
の
祖

述
で
あ
り
、
後
者
の
「
存
心
格
物
」
「
格
物
と
窮
理
」
「
親
民
と
新
民
」
「
欲
心
」

「
物
則
」
な
ど
の
各
章
に
は
陽
明
学
の
あ
ら
わ
な
影
響
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
後
年
の
か
れ
は
既
成
儒
学
の
痛
烈
な
批
判
者
と
な
っ
て
、
か
れ
自
身
の
聖
学
思

想
を
展
開
し
た
。
今
時
の
学
者
は
口
に
経
典
を
唱
し
て
も
心
に
隠
逸
を
む
さ
ぼ
り
、

ひ
た
す
ら
読
書
博
文
に
こ
だ
わ
っ
て
修
身
治
国
平
天
下
の
大
事
を
忘
却
し
て
い
る

と
観
念
的
で
実
践
性
に
欠
け
る
点
を
論
難
し
（
語
類
三
十
三
、
諦
居
童
問
五
）
、

人
間
天
性
の
誠
と
し
て
の
情
欲
の
存
在
を
肯
定
し
、
宋
以
来
の
儒
学
が
こ
の
情
欲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

を
否
定
し
て
人
情
に
背
離
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
攻
撃
し
て
い
る
（
同
前
掲
）
。

　
こ
の
よ
う
な
素
行
の
思
想
的
展
開
に
、
青
年
時
の
か
れ
が
信
奉
し
た
陽
明
学
の

知
行
合
一
、
人
欲
肯
定
の
思
想
が
ま
っ
た
く
影
を
お
と
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
い

え
な
い
。
素
行
は
自
己
が
批
判
し
否
定
す
る
も
の
に
、
実
は
否
定
す
る
た
め
の
方

法
や
材
料
を
大
き
く
負
う
て
い
た
の
で
あ
る
。

三

　
江
戸
時
代
の
思
想
史
を
た
ど
っ
て
伊
藤
仁
斎
に
お
よ
ぶ
と
、
北
風
の
吹
き
す
さ

ぶ
道
を
来
て
、
囲
炉
裏
燃
え
る
人
家
に
招
じ
ら
れ
た
よ
う
な
安
ら
ぎ
を
覚
え
る
。

か
れ
の
説
く
思
想
が
、
外
来
の
儒
学
を
よ
く
目
本
風
に
噛
み
く
だ
い
て
平
明
で
あ

る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
京
の
町
人
階
級
出
身
の
思
想
家
そ
の
人
に
な
ん
と
も
い

え
ぬ
な
つ
か
し
い
も
の
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
か
れ
の
人
柄
に
つ
い
て
は
多
く
の
証
言
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
仁
斎
の
没
後
に

長
子
東
涯
が
書
い
て
知
友
に
配
っ
た
『
古
学
先
生
行
状
』
は
仁
斎
の
生
涯
の
経
歴

を
う
か
が
う
に
も
っ
と
も
信
頼
の
お
け
る
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
東
涯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
く
わ
ん

は
父
に
つ
い
て
、
「
性
質
は
寛
厚
和
緩
に
し
て
（
度
量
広
く
落
着
い
て
お
だ
や
か

　
　
　
　
　
じ
つ
げ
ん
き
よ
う
し
よ
く

で
）
、
人
其
の
疾
言
遽
色
を
見
ず
（
口
早
に
物
を
言
っ
た
り
あ
わ
て
た
様
子
を

し
た
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
）
」
と
の
べ
、
人
に
接
す
る
に
へ
だ
て
を
お
か
ず
、
態

度
を
飾
ら
ず
、
目
下
と
目
上
を
区
別
せ
ず
つ
ね
に
誠
意
を
以
て
し
、
い
や
が
る
風

が
な
か
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
人
に
教
え
る
と
き
に
は
、
コ
つ
も
字
を

識
ら
ざ
る
の
人
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
に
告
ぐ
る
に
淳
淳
と
し
て
反
覆
し
、
た
だ
其

の
意
を
傷
け
ん
こ
と
を
恐
る
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
仁
斎
は
天
性
の
教
師
で
あ
っ



た
の
で
あ
る
。

　
若
い
と
き
に
仁
斎
を
崇
拝
し
て
手
紙
を
送
り
、
返
事
を
も
ら
え
ず
、
一
転
し
て

仁
斎
を
生
涯
の
学
問
上
の
敵
と
［
日
し
た
荻
生
狙
練
で
す
ら
、
仁
斎
の
徳
行
に
つ
い

て
は
大
い
に
認
め
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
「
熊
沢
（
蕃
山
）
の
知
、
伊
藤
の
行
、
こ

れ
に
加
ふ
る
に
我
れ
の
学
を
以
て
せ
ば
、
東
海
始
め
て
一
の
聖
人
を
出
だ
さ
ん
」

と
祖
錬
は
語
っ
た
と
い
う
。
性
鴉
介
で
人
を
容
れ
ず
、
そ
の
師
狙
篠
の
性
情
さ
え

容
捨
な
く
非
難
す
る
こ
と
の
あ
っ
た
太
宰
春
台
も
、
仁
斎
の
人
柄
を
問
わ
れ
、

「
そ
の
貌
を
見
る
や
恭
、
そ
の
言
を
聴
く
や
従
、
君
子
人
な
り
」
と
答
え
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
仁
斎
が
思
想
上
で
は
当
時
の
誰
よ
り
も
尖
鋭
で
、
自
説
の
主
張
に
勇

敢
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
興
味
ぶ
か
い
こ
と
で
あ
る
。
日
常
生
活
に
恭
謙
で
あ

っ
た
か
れ
は
、
そ
れ
と
同
程
度
に
狸
猛
に
宋
儒
を
排
斥
し
た
。
対
人
関
係
に
お
け

る
和
と
、
思
想
世
界
に
お
け
る
剛
と
が
、
か
れ
一
個
の
人
格
の
な
か
に
矛
盾
な
く

同
居
し
て
い
た
。
そ
の
二
つ
を
調
和
さ
せ
た
根
本
の
も
の
は
か
れ
の
人
間
愛
で
あ

ろ
う
。
そ
の
人
間
愛
を
か
れ
は
仁
と
称
し
た
。

　
仁
即
ち
人
間
へ
の
愛
情
を
最
高
の
価
値
と
考
え
、
そ
れ
を
日
常
生
活
に
実
践
し

た
仁
斎
は
、
相
手
を
一
個
の
人
間
と
し
て
尊
重
す
る
が
ゆ
え
に
、
接
す
る
態
度
は

つ
ね
に
恭
敬
に
満
ち
て
い
た
。
人
間
愛
を
至
高
と
考
え
、
そ
の
思
想
の
前
に
従
順

で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
真
実
に
も
と
る
学
説
に
対
し
て
は
容
捨
す
る
こ
と
な
く

痛
撃
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
仁
斎
の
学
問
態
度
は
古
義
学
派
と
呼
ば
れ
る
。
古
学
派
の
一
つ
で
、
宋
明
の
儒

者
の
注
釈
に
よ
ら
ず
、
直
接
に
孔
孟
の
原
典
に
つ
い
て
儒
教
の
真
理
を
究
め
よ
う

と
す
る
立
場
で
、
仁
斎
は
、
『
論
語
』
『
孟
子
』
の
二
書
、
特
に
『
論
語
』
を
尊
重

　
　
　
　
　
江
戸
時
代
文
学
と
中
国
文
学

し
た
。
仁
斎
が
、
こ
の
二
書
か
ら
読
み
と
っ
て
形
成
し
た
思
想
の
枢
要
は
か
れ
の

著
作
で
あ
る
『
語
孟
字
義
』
に
示
さ
れ
、
さ
ら
に
、
最
晩
年
の
円
熟
し
た
体
系
は

『
童
子
問
』
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
仁
斎
の
仁
に
つ
い
て
の
考
え
は
『
童
子
問
』
に
説
く
と
こ
ろ
が
わ
か
り
や
す
い
。

孔
子
・
孟
子
の
い
う
仁
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
を
設
定
し
た
か
れ
は
、
「
仁
と

は
人
道
の
大
本
、
衆
善
の
総
要
（
仁
と
は
人
道
の
根
本
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
善
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
り
ん

か
な
め
）
」
と
定
義
し
、
そ
の
完
成
さ
れ
た
か
た
ち
と
し
て
、
「
慈
悲
の
心
、
渾
倫

つ
う
て
つ

通
徹
（
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
ま
じ
り
あ
っ
て
ゆ
き
わ
た
り
）
、
内
よ
り
外
に
及
び
、

至
ら
ず
と
い
ふ
所
無
く
、
達
せ
ず
と
い
ふ
所
無
く
し
て
、
　
一
毫
残
忍
刻
薄
の
心
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

き
（
残
忍
で
薄
情
な
心
が
少
し
も
な
い
）
、
正
に
之
を
仁
と
い
ふ
」
と
説
明
し
て

い
る
。
仁
斎
に
お
け
る
仁
と
は
つ
ま
り
は
広
大
な
愛
情
で
あ
り
、
す
べ
て
の
善
の

基
本
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
仁
斎
は
こ
の
仁
と
並
ん
で
義
を
重
ん
じ
た
。
義
は
「
そ
の
正
に
為
べ
き
所
を
為

　
　
　
　
ま
さ
　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

て
、
そ
の
当
に
為
べ
か
ら
ざ
る
所
を
為
ず
」
（
語
孟
字
義
）
で
あ
る
。
人
道
に
仁

と
義
が
あ
る
こ
と
は
天
道
に
陰
と
陽
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
仁
は
人
の
安

ら
か
な
住
い
で
あ
り
、
義
は
人
の
正
し
い
道
で
、
両
者
は
離
れ
ら
れ
な
い
も
の
で

あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
、
仁
こ
そ
が
根
本
で
あ
っ
た
（
童
子
問
）
。

　
こ
の
よ
う
な
仁
斎
の
仁
に
対
す
る
考
え
と
結
び
つ
い
て
、
か
れ
の
人
間
の
多
様

性
を
容
認
す
る
思
想
も
、
人
間
の
情
と
欲
を
重
視
す
る
態
度
も
導
き
だ
さ
れ
て
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん
じ
ん

る
。
仁
斎
の
み
る
性
と
は
「
天
の
我
に
賦
与
し
て
、
人
人
の
固
有
す
る
」
（
童
子

問
）
も
の
で
あ
り
、
「
人
そ
の
生
ず
る
と
こ
ろ
の
ま
ま
に
し
て
加
損
す
る
こ
と
無
」

　
（
語
孟
字
義
）
き
も
の
で
あ
っ
た
。
梅
の
性
は
す
っ
ぱ
く
、
柿
の
性
は
あ
ま
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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薬
の
な
か
に
あ
た
」
か
い
性
の
も
の
、
つ
め
た
い
性
の
も
の
が
あ
る
よ
う
に
、
人

間
に
も
、
剛
善
、
剛
悪
、
柔
善
、
柔
悪
、
不
剛
不
柔
而
中
な
ど
の
多
様
性
が
存
在

す
る
。
か
く
多
様
で
あ
り
つ
つ
、
結
局
一
様
に
善
へ
の
指
向
を
持
つ
と
こ
ろ
に
仁

斎
の
考
え
る
人
の
性
が
あ
っ
た
。
こ
の
性
の
考
え
方
は
、
朱
子
学
の
考
え
る
万
人

に
均
一
で
、
同
一
に
善
で
あ
る
性
と
は
区
別
さ
れ
、
人
間
の
個
性
、
主
体
の
容
認

に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
人
間
の
多
様
性
を
認
め
る
が
ゆ
え
に
、
あ
る
が
ま
ま
の
人

間
を
愛
す
る
仁
が
活
動
し
て
、
人
間
の
情
も
欲
も
人
間
必
然
の
働
き
と
し
て
肯
定

さ
れ
る
。
仁
斎
を
、
元
禄
の
諸
分
野
を
お
お
っ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
思
想
の
加
担

者
と
す
る
の
も
、
こ
の
人
間
存
在
の
あ
る
が
ま
ま
の
肯
定
に
も
と
つ
く
。

　
仁
斎
は
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
に
京
の
堀
川
で
町
人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。

幼
名
源
七
。
源
七
の
父
七
右
衛
門
は
材
木
商
で
あ
っ
た
と
の
伝
え
も
あ
る
が
明
ら

　
　
　
　
　
　
な
　
べ

か
で
な
い
。
母
那
倍
は
連
歌
師
里
村
氏
の
出
で
あ
っ
た
。
源
七
は
十
一
歳
の
と
し

に
師
に
つ
い
て
『
大
学
』
を
学
び
、
十
五
、
六
歳
ご
ろ
に
は
儒
学
者
と
な
る
こ
と

を
志
し
、
生
計
の
う
え
か
ら
医
者
と
な
る
こ
と
を
す
す
め
た
縁
者
の
反
対
を
お
し

き
っ
て
朱
子
学
を
修
め
た
。

　
　
　
　
　
わ
く
も
ん

　
『
語
録
』
・
『
或
問
』
・
『
近
思
録
』
・
『
性
理
大
全
』
な
ど
の
書
を
入
手
し
、
日
夜
、

朱
子
学
の
世
界
に
没
頭
し
た
源
七
で
あ
っ
た
が
、
つ
い
に
朱
子
学
に
満
足
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
、
そ
の
解
決
を
、
陽
明
・
仏
・
老
な
ど
に
求
め
つ
づ
け
て

い
た
。

四

元
禄
期
に
勃
興
し
た
庶
民
中
心
の
文
化
を
西
欧
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
た
と
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

こ
と
は
す
で
に
陣
腐
の
感
す
ら
あ
る
。
し
か
し
、
文
学
の
分
野
に
限
っ
て
も
、
漢

詩
文
、
和
歌
、
俳
譜
、
小
説
、
戯
曲
な
ど
の
各
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
っ
て
い
っ
せ
い

に
起
っ
た
人
間
性
解
放
の
動
き
は
一
つ
の
偉
観
で
あ
り
、
全
文
学
史
を
通
じ
て
も

特
筆
さ
れ
る
べ
き
現
象
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
各
文
学
の
底
流
を
な
す
こ
の
期
の
思
潮
を
「
人
情
を
道
ふ
」
と
伊
藤
東

涯
の
『
読
詩
要
領
』
中
の
一
句
で
要
約
し
て
み
せ
ら
れ
た
の
は
中
村
幸
彦
氏
で
あ

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
東
涯
は
仁
斎
の
長
男
で
、
父
の
学
説
の
忠
実
な
祖
述
者

で
あ
っ
た
。

　
中
村
氏
に
よ
れ
ば
、
『
万
葉
集
』
の
研
究
に
近
代
科
学
的
方
法
の
曙
光
を
そ
そ

い
だ
契
沖
、
浄
瑠
璃
文
句
評
註
の
『
難
波
土
産
』
の
巻
頭
に
す
ぐ
れ
た
戯
曲
表
現

論
を
残
し
た
近
松
、
土
芳
の
『
あ
か
さ
う
し
』
や
去
来
の
『
去
来
抄
』
な
ど
に
そ

の
俳
譜
観
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
芭
蕉
、
そ
の
芭
蕉
に
よ
っ
て
浅
ま
し
く
下

れ
る
姿
と
評
さ
れ
た
西
鶴
、
い
ず
れ
も
が
人
性
主
義
の
傾
向
の
濃
い
文
学
人
情
説

を
共
通
の
特
色
と
し
た
。
そ
し
て
「
道
人
情
」
の
文
学
観
を
も
っ
と
も
尖
鋭
に
主

張
し
た
の
が
伊
藤
仁
斎
に
は
じ
ま
る
古
義
学
派
で
あ
っ
た
。

　
仁
斎
の
文
学
論
は
、
『
詩
経
』
を
論
じ
た
『
論
詩
』
（
中
村
氏
引
用
に
よ
る
）
に

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
詩
に
は
情
と
景
と
が
あ
る
。
景
を
も
っ
て
実
と
な
し
、
情
を
虚
と
す
る
。
（
中

　
略
）
自
分
は
詩
は
す
べ
て
情
に
お
い
て
存
在
す
る
と
考
え
る
。
『
詩
経
』
収
載

　
の
三
百
編
か
ら
漢
魏
の
詩
に
い
た
る
ま
で
、
皆
、
も
っ
ぱ
ら
情
を
主
と
し
、
景

　
は
情
を
も
っ
て
生
じ
、
情
は
景
に
よ
っ
て
暢
べ
ら
れ
る
。
い
ま
だ
、
情
か
ら
出

　
な
い
詩
は
存
在
し
な
い
。



こ
の
仁
斎
の
情
重
視
の
文
学
観
は
、
さ
ら
に
子
の
東
涯
に
う
け
つ
が
れ
、

　
詩
と
い
う
も
の
は
、
各
自
の
志
を
の
べ
、
人
情
を
つ
く
し
た
書
と
い
う
こ
と
で

　
あ
る
。
（
中
略
）
詩
の
こ
と
ば
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
「
道
人
情
」
と
い
う
一

　
句
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
う
趣
旨
の
『
読
詩
要
領
』
の
中
の
揚
言
に
あ
ら
わ
れ
、
元
禄
期
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
の
理
論
的
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
仁
斎
の
文
学
観
が
、
仁
を
根
本
に
据
え
て
、
人
間
の
情
も
欲
も
あ
る

が
ま
ま
に
肯
定
し
た
か
れ
の
人
間
観
、
思
想
と
ふ
か
く
結
び
つ
い
て
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
当
時
の
儒
学
者
の
つ
ね
と
し
て
朱
子
学
か
ら
出
発
し
た
仁
斎
が
ど
の
よ
う
に
し

て
か
れ
独
自
の
思
想
を
形
成
し
お
お
せ
た
の
か
。
朱
子
学
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム
へ
の
懐

疑
は
当
時
の
時
代
風
潮
で
あ
っ
た
が
、
若
き
日
の
仁
斎
の
思
索
に
働
き
か
け
た
直

接
因
と
し
て
陽
明
学
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
朱
子
学
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
青
年
期
の
仁
斎
が
陽
明
学
の
著
書
に
む
か
っ
た

こ
と
は
、
「
心
ひ
そ
か
に
安
ん
ぜ
ず
。
又
こ
れ
を
陽
明
・
近
渓
等
の
書
に
求
む
。

心
に
合
す
る
こ
と
あ
り
と
い
へ
ど
も
ま
す
ま
す
安
ん
ず
る
こ
と
能
は
ず
。
或
は
合

し
或
は
離
れ
、
或
は
従
ひ
或
は
違
ふ
。
そ
の
幾
回
な
る
を
知
ら
ず
」
と
後
年
み
ず

か
ら
回
想
し
て
当
時
の
心
境
を
記
し
て
い
る
こ
と
で
確
か
め
ら
れ
る
（
『
古
学
先

生
文
集
・
同
志
会
筆
記
』
）
。
仁
斎
は
陽
明
思
想
を
学
説
と
し
て
は
否
定
し
た
が
、

そ
の
根
本
の
人
間
観
を
陽
明
学
と
近
接
し
た
と
こ
ろ
に
打
建
て
た
の
で
あ
る
。

　
現
在
、
天
理
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
仁
斎
・
東
涯
父
子
を
中
心
と
し
た
古
義
堂

関
係
の
著
書
・
蔵
書
の
類
を
集
め
た
『
古
義
堂
文
庫
目
録
』
に
よ
る
と
、
東
涯
手

　
　
　
　
　
江
戸
時
代
文
学
と
中
国
文
学

沢
本
に
『
伝
習
録
附
陽
明
先
生
詠
学
詩
』
合
三
冊
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
涯

の
書
入
本
で
、
末
尾
に
「
肇
干
丙
寅
仲
夏
廿
六
日
竣
干
丙
寅
仲
冬
十
六
日
」
と
あ

っ
て
、
当
時
十
六
歳
の
東
涯
が
、
貞
享
三
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
の
十
一
月

十
六
日
ま
で
、
約
半
年
か
け
て
書
入
を
施
し
な
が
ら
熟
読
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

古
義
堂
文
庫
に
現
存
す
る
仁
斎
自
身
の
手
沢
本
に
は
陽
明
関
係
の
書
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
が
、
人
生
の
た
そ
が
れ
を
迎
え
た
仁
斎
は
、
い
ま
自
分
の
否
定
す

る
学
説
で
あ
る
陽
明
の
書
を
耽
読
す
る
我
子
の
姿
に
ど
の
よ
う
な
感
懐
を
持
っ
た

か
。
東
涯
も
ま
た
父
の
学
説
に
従
っ
て
陽
明
を
否
定
し
た
が
、
日
本
の
陽
明
学
派

の
中
江
藤
樹
や
熊
沢
蕃
山
に
は
親
近
感
を
示
し
て
い
た
。

　
熊
沢
蕃
山
は
万
治
二
年
に
京
に
出
、
寛
文
七
年
に
山
城
鹿
背
山
に
住
む
ま
で
ほ

と
ん
ど
京
に
あ
っ
て
公
卿
の
中
院
通
茂
や
飛
鳥
井
雅
章
、
連
歌
師
の
里
村
玄
祥
ら

と
交
わ
っ
て
い
る
。
通
茂
や
雅
章
と
は
後
年
に
仁
斎
も
交
遊
が
あ
り
、
玄
祥
は
仁

斎
の
母
方
の
親
戚
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
を
介
し
て
仁
斎
も
蕃
山
や
そ
の
師
の
藤

樹
の
思
想
に
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
仁
斎
の
思
想
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
物
は
明
朝
の
亡
命
儒
者
朱
舜
水

で
あ
っ
た
。
明
国
滅
亡
後
、
中
国
・
安
南
・
日
本
と
流
浪
し
て
、
明
朝
の
再
興
に

つ
と
め
た
舜
水
は
、
そ
れ
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
知
り
、
清
朝
に
屈
し
、
む

な
し
く
夷
風
胡
俗
に
従
う
よ
り
も
い
さ
ぎ
よ
く
海
彼
に
生
き
よ
う
と
決
意
し
、
日

本
に
亡
命
投
化
し
た
の
が
万
治
二
年
、
六
十
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
当
時
三
十
三

歳
の
仁
斎
は
、
こ
の
舜
水
の
帰
化
を
聞
き
、
ひ
そ
か
に
長
崎
に
赴
い
て
門
下
の
列

に
加
わ
ろ
う
と
し
た
が
、
老
父
母
へ
の
孝
養
の
義
務
を
考
え
、
か
ろ
う
じ
て
思
い

止
ま
っ
た
。
し
か
し
、
仁
斎
の
舜
水
へ
の
傾
倒
の
念
は
そ
の
後
も
衰
え
ず
、
寛
文
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調
査
研
究
報
告
　
第
二
十
号

五
年
、
舜
水
が
水
戸
の
徳
川
光
囲
に
招
か
れ
て
東
行
す
る
こ
と
を
知
り
、
舜
水
の

弟
子
安
藤
省
庵
に
入
門
の
仲
介
を
依
頼
し
た
が
、
こ
の
と
き
は
舜
水
み
ず
か
ら
こ

れ
を
断
っ
て
い
る
。

　
師
弟
の
礼
は
執
り
え
な
か
っ
た
仁
斎
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
仁
斎
の
思
想

に
舜
水
の
影
響
は
ふ
か
く
跡
を
残
し
た
。

　
舜
水
の
学
問
の
特
色
は
、
朱
子
学
に
陽
明
学
の
長
所
を
摂
取
し
た
実
学
性
に
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
空
理
空
論
を
排
し
て
、
実
践
躬
行
を
重
ん
じ
た
舜
水
の
学
風

は
、
陽
明
学
の
知
行
合
一
思
想
に
よ
っ
て
つ
ち
か
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
学
問
の

究
覧
を
経
世
済
民
に
帰
し
た
仁
斎
の
思
想
は
、
こ
の
舜
水
を
介
し
て
、
陽
明
学
の

影
響
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
仁
斎
の
青
年
時
の
思
索
体
験
、
壮
年
時
の
舜
水
へ
の
傾
倒
を
通
し
て
、
か
れ
の

思
想
に
陽
明
学
の
投
影
を
探
っ
て
み
た
。
元
禄
の
人
間
尊
重
、
実
践
重
視
の
思
想

の
先
頭
を
切
っ
た
仁
斎
の
古
義
学
に
は
る
か
明
代
の
陽
明
学
と
の
呼
応
を
み
よ
う

と
す
る
私
見
が
単
な
る
恣
意
と
片
付
け
ら
れ
ね
ば
幸
い
で
あ
る
。

五

　
天
明
八
年
】
月
三
十
日
、
京
に
大
火
が
あ
っ
て
町
の
大
半
を
焼
い
た
。
京
都
所

司
代
が
空
席
で
あ
っ
た
た
め
近
隣
諸
侯
の
責
任
は
重
か
っ
た
。
丹
波
亀
山
城
主
松

平
信
道
は
、
大
火
の
報
を
う
け
る
や
た
だ
ち
に
山
坂
五
里
の
道
を
馬
で
駆
け
ぬ
き
、

二
時
間
で
京
に
到
着
、
炎
上
中
の
禁
裏
に
む
か
っ
た
。
京
は
武
士
の
少
な
い
町
で

あ
っ
た
の
で
、
人
品
い
や
し
く
な
い
か
れ
の
迅
速
な
京
都
入
り
は
、
往
来
の
人
々

に
安
心
感
を
与
え
た
。
禁
裏
に
着
い
た
信
道
は
下
馬
札
に
紋
付
き
の
火
事
羽
織
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

脱
い
で
掛
け
、
馬
上
の
ま
ま
で
中
に
駆
け
こ
ん
だ
。
そ
し
て
、
た
だ
ち
に
天
皇
の

下
賀
茂
聖
護
院
へ
の
行
幸
に
供
奉
し
、
二
十
七
歳
の
青
年
武
将
な
が
ら
忠
勤
第
一

の
栄
誉
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。

　
後
日
、
か
れ
は
道
の
師
中
沢
道
二
の
手
を
と
っ
て
、
そ
の
日
頃
の
導
き
に
よ
っ

て
祖
先
の
名
を
恥
か
し
め
ず
、
務
め
を
果
し
た
こ
と
を
落
涙
し
て
感
謝
し
た
と
い

う
（
甲
子
夜
話
続
編
巻
四
）
。

　
　
　
　
　
　
て
　
し
ま
と
　
あ
ん

　
中
沢
道
二
は
手
島
堵
庵
に
学
ん
だ
石
門
心
学
者
で
あ
る
。
堵
庵
の
師
は
石
門
心

　
　
　
　
　
　
　
ば
い
が
ん

学
の
創
始
者
石
田
梅
岩
で
あ
る
。
右
の
松
平
信
道
の
逸
話
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
、

目
常
の
実
践
倫
理
と
し
て
の
石
門
心
学
が
い
か
に
武
家
階
級
に
ま
で
よ
く
浸
透
し

て
い
た
か
を
示
す
話
で
あ
る
。

　
享
保
十
四
年
に
石
田
梅
岩
が
京
都
車
屋
町
御
池
上
ル
町
の
自
宅
で
講
席
を
開
い

た
と
き
か
ら
は
じ
ま
っ
た
石
門
心
学
は
、
梅
岩
の
活
躍
時
代
に
は
そ
の
門
弟
も
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
え
か
わ
き
　
す
い

な
く
、
社
会
的
影
響
力
に
も
限
界
が
あ
っ
た
が
、
門
弟
堵
庵
の
弟
子
上
河
漠
水
、

中
沢
道
二
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
、
心
学
教
化
は
い
ち
じ
る
し
く
伸
長
し
た
。
こ
と

に
、
洪
水
、
道
二
の
活
躍
し
た
天
明
か
ら
文
化
に
か
け
て
最
盛
期
を
む
か
え
、
そ

の
門
人
は
士
農
工
商
の
四
階
級
に
わ
た
っ
て
、
四
十
ヵ
国
に
拡
が
り
、
心
学
を
講

じ
る
講
舎
の
数
も
入
十
一
に
お
よ
ん
だ
。
寛
政
の
改
革
の
推
進
者
松
平
定
信
は
心

学
に
深
い
理
解
を
示
し
、
自
身
、
中
沢
道
二
の
道
話
を
聴
聞
す
る
機
会
を
も
つ
と

と
も
に
、
か
れ
の
周
辺
に
集
ま
っ
た
松
平
信
明
、
戸
田
氏
教
、
太
田
資
愛
、
本
田

忠
簿
ら
の
大
名
も
熱
心
な
心
学
信
奉
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
、
心
学
の
門
に
は

い
り
、
修
業
を
し
た
、
い
わ
ゆ
る
心
学
大
名
は
六
十
五
藩
、
九
十
三
名
の
多
数
を

か
ぞ
え
る
。



　
心
学
は
一
種
の
実
践
哲
学
で
あ
り
、
そ
の
哲
理
を
一
般
に
伝
え
よ
う
と
し
た
社

会
教
化
運
動
で
あ
る
。
心
学
と
い
う
こ
と
ば
は
、
元
来
、
心
を
き
わ
め
て
万
物
の

性
を
知
ろ
う
と
す
る
学
問
の
意
で
、
中
国
で
は
陸
象
山
、
王
陽
明
の
学
統
を
こ
の

称
で
呼
び
、
日
本
で
も
中
江
藤
樹
や
貝
原
益
軒
な
ど
が
、
自
分
の
学
を
心
学
と
名

づ
け
て
い
た
。
石
門
心
学
の
称
呼
は
、
こ
れ
ら
と
区
別
し
て
石
田
流
の
心
学
の
意

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
げ

　
梅
岩
は
貞
享
二
年
に
丹
波
国
桑
田
郡
東
懸
村
に
農
家
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。

十
一
歳
の
と
き
、
京
に
上
っ
て
商
家
へ
奉
公
に
出
た
が
、
奉
公
先
の
家
運
が
か
た

む
き
数
年
で
故
郷
に
帰
っ
た
。
そ
の
後
、
二
十
三
歳
で
ふ
た
た
び
京
に
出
、
呉
服

商
の
黒
柳
家
に
つ
か
え
、
商
業
に
は
げ
む
と
と
も
に
読
書
に
つ
と
め
た
。
商
用
で

外
出
す
る
と
き
に
も
書
物
を
懐
中
し
、
日
常
、
朝
は
傍
輩
の
起
き
る
前
、
夜
は
そ

の
寝
静
ま
る
の
を
待
っ
て
書
見
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
梅
岩
の
没
後
に
門
弟

た
ち
が
ま
と
め
た
『
石
田
先
生
事
蹟
』
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
の
よ
う
な
伝
記

は
、
偉
人
の
修
業
時
代
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
常
套
の
型
を
襲
っ
た
も
の
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
梅
岩
の
努
力
は
並
は
ず
れ
て
お
り
、
師
小
栗
了
雲
と
の
出

逢
い
に
よ
る
思
想
的
開
悟
も
そ
の
結
果
得
ら
れ
て
い
る
。

　
か
れ
の
最
初
の
著
作
『
都
鄙
問
答
』
を
中
心
に
こ
の
間
の
経
緯
を
み
る
と
大
略

次
の
よ
う
に
な
る
。

　
梅
岩
は
三
十
五
、
六
歳
の
こ
ろ
ま
で
、
独
学
で
人
の
性
に
つ
い
て
思
索
を
重
ね

て
い
た
が
な
お
疑
い
が
解
け
ず
、
師
を
求
め
て
方
々
の
講
席
を
廻
っ
て
い
た
。
そ

こ
で
、
市
井
の
隠
者
小
栗
了
雲
に
逢
い
、
そ
の
未
熟
さ
を
問
い
つ
め
ら
れ
て
、
忽

然
、
悟
り
を
開
く
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
了
雲
は
「
心
」
を
問
題

　
　
　
　
　
江
戸
時
代
文
学
と
中
国
文
学

と
し
て
い
る
。
か
れ
は
、
梅
岩
に
む
か
っ
て
、
「
汝
は
心
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る

と
思
っ
て
い
る
が
、
実
は
ま
だ
知
ら
な
い
の
だ
。
今
ま
で
汝
が
学
ん
で
き
た
こ
と

と
真
実
と
に
は
雲
泥
の
違
い
が
あ
る
。
心
を
知
ら
ず
に
聖
人
の
書
を
見
る
な
ら
ば
、

は
じ
め
の
わ
ず
か
の
違
い
が
や
が
て
大
き
な
違
い
に
な
ろ
う
」
と
も
、
「
心
は
一

身
の
主
人
で
あ
る
。
一
身
の
主
人
を
知
ら
な
く
て
は
浮
浪
人
で
宿
な
し
同
然
で
あ

る
。
我
宿
が
な
く
て
他
を
救
お
う
と
し
て
も
お
ぼ
つ
か
な
い
」
と
も
語
り
、
こ
れ

に
梅
岩
が
反
論
し
よ
う
と
し
て
も
、
「
卵
を
も
っ
て
大
石
に
当
る
」
よ
う
な
有
様

で
手
も
足
も
出
な
か
っ
た
。
荘
然
と
し
て
疑
団
が
生
じ
、
心
身
を
労
し
て
一
年
半

ほ
ど
た
っ
た
あ
る
日
、
梅
岩
の
母
が
病
と
な
り
、
付
き
っ
き
り
で
二
十
日
あ
ま
り

看
病
を
し
た
疲
れ
で
う
た
た
寝
を
し
て
い
た
お
り
、
突
如
と
し
て
悟
り
が
か
れ
に

訪
れ
た
。

　
夜
の
明
け
る
の
も
知
ら
ず
臥
し
て
い
た
梅
岩
の
耳
に
雀
の
嗜
く
声
が
聞
え
た
。

そ
の
と
き
、
腹
中
は
大
海
の
静
々
た
る
ご
と
く
、
ま
た
、
青
天
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

雀
の
哺
き
声
は
、
大
海
の
静
々
た
る
に
、
鵜
が
水
を
分
け
て
入
る
よ
う
に
思
わ
れ
、

瞬
時
に
、
自
性
見
識
の
見
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
人
ハ
孝
悌
忠
信
、
此
外

子
細
ナ
キ
コ
ト
ヲ
会
得
」
し
て
、
二
十
年
来
の
疑
問
が
解
け
た
と
い
う
。

　
四
十
五
歳
の
と
し
、
梅
岩
は
自
宅
で
無
料
の
公
開
講
義
を
は
じ
め
た
。
幾
人
か

の
熱
心
な
門
弟
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
普
段
の
経
書
の
講
義
と
は
別
に
、
人
性
上

の
原
理
的
な
問
題
や
日
常
の
実
践
道
徳
に
つ
い
て
、
門
弟
に
あ
ら
か
じ
め
の
課
題

を
与
え
て
答
書
を
提
出
さ
せ
、
そ
れ
を
中
心
に
討
議
す
る
研
修
会
を
は
じ
め
た
。

そ
の
成
果
は
『
都
鄙
問
答
』
や
『
石
田
先
生
語
録
』
に
盛
り
こ
ま
れ
た
。

　
学
問
の
至
極
は
心
を
尽
し
て
性
を
知
る
こ
と
に
あ
り
、
性
を
知
れ
ば
天
を
知
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
】



　
　
　
　
　
調
査
研
究
報
告
　
第
二
十
号

天
を
知
れ
ば
天
即
ち
孔
孟
の
心
な
り
と
説
い
た
梅
岩
は
、
心
を
知
る
た
め
に
、
文

学
に
よ
ら
ず
、
口
伝
に
よ
ら
ず
、
修
業
に
よ
っ
て
自
得
す
る
こ
と
を
す
す
め
た
。

個
別
的
、
具
体
的
な
日
常
の
問
題
を
通
し
て
展
開
さ
れ
る
梅
岩
の
思
想
は
一
種
の

経
験
的
合
理
主
義
と
い
え
、
儒
、
仏
、
老
、
神
の
既
成
思
想
は
、
か
れ
個
人
の
体

験
内
容
の
な
か
に
噛
み
く
だ
か
れ
て
門
人
ら
の
前
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
卑
近
さ
、

わ
か
り
や
す
さ
が
、
石
門
心
学
を
の
ち
に
急
速
に
普
及
さ
せ
る
も
っ
と
も
重
要
な

原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

⊥／、

　
梅
岩
の
思
想
の
中
心
は
性
を
知
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
そ
の
主
著
『
都
鄙

問
答
』
…
巻
二
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
学
問
ノ
至
極
ト
イ
フ
ハ
、
心
ヲ
尽
シ
性
ヲ
知
リ
、
性
ヲ
知
レ
バ
天
ヲ
知
ル
。
天

　
ヲ
知
レ
バ
天
即
孔
孟
ノ
心
ナ
リ
。
孔
孟
ノ
心
ヲ
知
レ
バ
宋
儒
ノ
心
モ
一
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ノ
ヅ
カ
ラ
カ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ナ
ハ

　
一
ナ
ル
ユ
ヘ
ニ
註
モ
自
合
フ
。
心
ヲ
知
ル
ト
キ
ハ
天
理
ハ
其
中
二
備
ル
。

あ
る
学
者
か
ら
梅
岩
の
奉
じ
る
学
問
の
態
度
を
問
わ
れ
た
の
に
対
す
る
答
で
あ
る
。

『
孟
子
』
の
文
句
を
引
用
し
て
独
自
の
考
え
を
展
開
し
て
い
る
。
心
を
つ
く
し
て

自
分
の
本
性
を
悟
れ
ば
み
ず
か
ら
天
の
理
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
の
理
は
そ

の
ま
ま
孔
子
孟
子
の
心
で
あ
り
、
孔
孟
の
心
を
知
れ
ば
、
孔
孟
の
心
を
正
し
く
祖

述
し
て
い
る
宋
儒
の
説
と
も
お
の
ず
か
ら
一
致
す
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
楽
天

的
な
梅
岩
の
考
え
で
あ
る
。

　
こ
の
梅
岩
の
尊
重
す
る
性
と
は
何
か
。
お
な
じ
『
都
鄙
問
答
』
の
巻
一
で
、

　
其
性
ト
云
ハ
、
人
ヨ
リ
禽
獣
草
木
マ
デ
、
天
二
受
得
テ
以
テ
生
ズ
ル
理
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
マ
リ

　
松
ハ
緑
二
桜
ハ
花
、
羽
ア
ル
物
ハ
空
ヲ
飛
、
鱗
ア
ル
物
ハ
水
ヲ
泳
、
日
月
ノ
天

　
　
カ
ヘ
ル

　
ニ
懸
モ
、
皆
一
理
ナ
リ
。

と
説
明
し
て
い
る
。
性
と
は
生
れ
つ
き
天
か
ら
さ
ず
か
っ
た
理
で
あ
り
、
松
は
緑

に
、
桜
が
花
を
咲
か
せ
、
羽
あ
る
も
の
が
空
を
飛
び
、
鱗
あ
る
も
の
が
水
に
泳
ぎ
、

日
月
の
天
に
か
か
る
も
、
皆
一
つ
の
理
に
よ
る
と
い
う
思
想
は
、
直
接
に
は
、
朱

子
門
下
の
陳
北
渓
の
『
性
理
字
義
』
の
文
句
を
そ
の
ま
ま
か
り
、
朱
子
学
的
な
考

え
方
に
も
と
つ
い
て
い
る
。

　
こ
の
性
と
並
ん
で
梅
岩
の
尊
重
し
た
も
の
が
心
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
『
都

鄙
問
答
』
の
巻
二
で
も
、
性
を
主
題
と
し
な
が
ら
、
す
ぐ
つ
づ
い
て
「
天
ヲ
知
レ

バ
天
即
孔
孟
ノ
心
ナ
リ
」
、
「
孔
孟
ノ
心
ヲ
知
レ
バ
宋
儒
ノ
心
モ
一
ナ
リ
」
、
「
心
ヲ

知
ル
ト
キ
ハ
天
理
ハ
其
中
二
備
ル
」
と
論
旨
を
転
じ
て
、
性
と
心
を
ほ
と
ん
ど
区

別
し
が
た
い
よ
う
に
用
い
て
い
る
。
ま
た
他
の
個
所
（
石
田
先
生
語
録
八
三
）
で

は
、
「
性
ヲ
知
ル
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
世
人
に
わ
か
り
や
す
く
「
心
ヲ
知
ル
」

と
い
い
か
え
る
と
も
の
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
面
で
は
同
一
の
も
の
と

し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
肥
後
熊
本
六
所
明
神
神
主
の
行
藤
志
摩
守
か
ら
心
と
性
の

違
い
を
問
わ
れ
、
性
に
つ
い
て
は
「
体
ニ
テ
静
」
「
理
二
属
」
す
と
説
明
し
、
心

　
　
　
　
　
　
ウ
ゴ
キ

に
つ
い
て
は
「
動
テ
用
」
「
気
二
属
」
す
る
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
説
明
の
仕
方
も
朱
子
学
の
理
気
二
元
説
に
よ
っ
て
い
る
。
天
地
を
つ
ら
ぬ

く
根
本
則
と
し
て
の
理
と
性
は
一
つ
で
あ
り
、
万
物
を
構
成
す
る
質
量
と
し
て
の

気
が
心
で
あ
る
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
従
っ
て
性
は
つ
ね
に
善
で
あ
る
が
、
心
は

気
と
し
て
の
質
量
（
肉
体
）
に
属
す
る
が
ゆ
え
に
と
き
に
私
心
私
欲
に
お
お
わ
れ

て
本
然
を
失
う
こ
と
も
あ
る
。



　
万
物
に
天
の
与
え
た
理
は
つ
ね
に
同
一
で
あ
る
が
、
心
の
属
す
る
質
量
、
形
に

は
貴
賎
の
別
が
あ
り
、
君
は
貴
く
、
臣
は
賎
し
い
。
貴
い
も
の
が
賎
し
い
も
の
を

食
う
の
は
天
の
道
で
あ
り
、
賎
し
い
臣
が
貴
い
君
に
代
っ
て
死
ぬ
こ
と
が
あ
っ
て

も
、
そ
の
逆
は
あ
り
え
な
い
（
都
鄙
問
答
巻
二
）
。
こ
の
よ
う
な
論
理
の
帰
趨
か

ら
梅
岩
は
階
級
的
な
身
分
秩
序
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
に

積
極
的
な
存
在
意
義
を
認
め
、
商
人
に
つ
い
て
も
、
「
商
人
皆
農
工
ト
ナ
ラ
バ
財

宝
ヲ
通
ハ
ス
者
ナ
ク
シ
テ
万
民
ノ
難
儀
ト
ナ
ラ
ン
」
（
都
鄙
問
答
巻
二
）
と
か
「
売

利
ヲ
得
ル
ハ
商
人
ノ
道
ナ
リ
、
元
銀
二
売
ヲ
道
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
聞
ズ
」
（
同
上
）

な
ど
と
説
い
て
、
そ
の
商
業
活
動
を
積
極
的
に
認
め
、
利
潤
の
追
求
を
社
会
に
必

要
な
行
為
と
し
て
尊
重
す
る
。
梅
岩
の
思
想
が
江
戸
中
期
以
降
の
政
治
担
当
者
に

重
ん
じ
ら
れ
た
理
由
も
こ
の
辺
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
石
田
梅
岩
の
思
想
形
成
に
お
い
て
朱
子
学
に
負
う
も
の

は
大
き
か
っ
た
。

　
明
治
以
降
の
石
門
心
学
の
研
究
者
の
な
か
で
も
朱
子
学
根
拠
説
を
と
る
人
は
多

く
、
梅
岩
の
著
述
か
ら
朱
子
学
に
由
来
す
る
個
所
を
ぬ
き
だ
し
、
あ
る
い
は
、
梅

岩
が
程
子
や
朱
子
に
言
及
し
た
個
所
を
引
用
し
て
石
門
心
学
が
朱
子
学
に
も
と
つ

く
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
し
た
。

　
一
方
、
こ
れ
に
対
し
、
梅
岩
の
思
想
の
由
来
を
陽
明
学
に
求
め
よ
う
と
す
る
研

究
者
の
数
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。

　
は
や
く
江
戸
時
代
の
伴
蕎
膜
（
近
世
晴
人
伝
　
寛
政
二
年
）
、
山
崎
美
成
（
世
事

百
談
　
天
保
十
三
年
）
な
ど
が
心
学
と
陽
明
学
の
関
係
に
つ
い
て
の
べ
て
お
り
、

明
治
以
降
で
も
、
高
瀬
武
次
郎
、
足
立
栗
園
、
横
山
達
三
、
大
川
周
明
、
滝
本
誠

　
　
　
　
　
江
戸
時
代
文
学
と
中
国
文
学

一
ら
の
諸
家
に
陽
明
学
依
拠
説
が
み
ら
れ
る
。

　
そ
の
立
論
の
仕
方
は
、
日
本
に
お
け
る
心
学
の
名
称
の
は
じ
ま
り
を
中
江
藤
樹
、

熊
沢
蕃
山
に
求
め
て
梅
岩
の
心
学
を
こ
の
藤
樹
の
学
統
下
に
お
い
た
り
、
梅
岩
ま

た
は
そ
の
門
流
の
思
想
と
陽
明
学
派
の
所
説
の
一
致
を
さ
ぐ
っ
た
り
、
直
接
に
石

門
心
学
の
著
述
中
に
陽
明
学
の
教
説
に
よ
っ
た
文
句
を
さ
ぐ
り
だ
す
な
ど
の
方
法

を
と
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
説
の
な
か
に
は
、
今
日
の
時
点
で
は
多
少
の
疑
問

を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
論
旨
も
認
め
ら
れ
る
が
、
石
門
心
学
が
陽
明
学
の
思
想
に

か
な
り
の
親
近
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
梅
岩
は
こ
と
に
蕃
山
の
『
集
義
私
書
』
に
多
く
の
も
の
を
負
う
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
『
都
鄙
問
答
』
巻
三
に
み
ら
れ
る
「
人
ハ
全
体
一
箇
ノ
小
天
地
ナ
リ
」
と

い
う
発
言
は
人
間
個
人
の
尊
厳
を
う
ち
出
し
た
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
主
張
で
あ

る
が
、
そ
の
出
典
は
『
集
義
和
書
』
巻
一
の
「
人
は
小
体
の
天
に
し
て
、
天
は
大

体
の
人
と
い
へ
り
。
人
の
一
身
を
天
地
に
合
せ
て
少
し
も
た
が
ふ
事
な
し
」
に
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ヲ
ザ
ク

め
ら
れ
る
し
、
『
都
鄙
問
答
』
巻
二
の
「
鬼
神
ヲ
遠
ト
云
事
ヲ
問
ノ
段
」
の
論
旨

の
展
開
は
『
集
義
和
書
』
巻
十
と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
都
鄙
問
答
』
巻
三

　
　
　
　
ヨ
ル

の
「
形
二
由
ノ
心
」
の
所
説
は
、
梅
岩
の
思
想
が
実
践
性
を
帯
び
る
重
要
な
契
機

と
な
っ
た
考
え
方
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
先
駆
と
な
る
見
解
も
『
集
義
和
書
』
の
巻

三
に
み
ら
れ
る
。

　
す
で
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
梅
岩
の
思
想
の
根
拠
を
一
朱
子
学
、
一
陽
明
学
で

お
お
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
完
成
し
た
か
た
ち
で
は
、
陽
明
学
と
一
致
す
る
点

が
意
外
に
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

＝
二
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七

　
江
戸
時
代
の
精
神
界
に
君
臨
し
た
思
想
は
朱
子
学
で
あ
っ
た
。
朱
子
学
の
持
つ

道
徳
的
厳
粛
主
義
の
傾
向
は
近
世
人
の
物
の
考
え
方
を
強
く
方
向
づ
け
た
が
、
し

か
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
思
想
も
ま
た
同
じ
儒
学
の
内
部
か
ら
古
学
、
古
義
学
、

古
文
辞
学
、
陽
明
学
な
ど
の
名
の
も
と
に
お
こ
り
、
一
方
で
は
国
学
の
流
れ
を
生

ん
だ
。
対
立
す
る
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
荻
生
祖
挾
の
古
文
辞
学
と
本
居
宣
長
の

国
学
が
深
い
関
係
を
持
っ
て
共
通
の
主
張
を
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。　

江
戸
時
代
の
文
学
論
を
大
観
し
て
目
に
つ
く
風
潮
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
界
の

反
朱
子
学
の
動
向
と
呼
応
し
て
、
朱
子
学
的
な
勧
善
懲
悪
論
に
抗
し
て
、
文
学
個

有
の
感
性
的
世
界
の
優
越
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
情

の
文
学
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
江
戸
時
代
の
詩
論
、
歌
謡
、
俳
論
、
小
説
論
、

戯
曲
論
な
ど
に
共
通
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
情
の
文
学
論
と
は
、
人
間
な
ら
ば
人
情
、
物
な
ら
ば
そ
の
も
の
の
性
情
の
自
然

を
重
ん
じ
て
、
あ
ら
か
じ
め
頭
の
中
で
つ
く
ら
れ
た
観
念
や
理
屈
、
議
論
を
排
撃

し
よ
う
と
す
る
立
揚
で
あ
る
。
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
祖
傑
の
詩
論
、
契
沖
や
真
淵
の

歌
論
、
芭
蕉
の
俳
論
、
西
鶴
の
小
説
論
、
近
松
の
戯
曲
論
な
ど
の
一
見
あ
い
へ
だ

た
る
表
現
や
考
え
方
の
根
本
に
横
た
わ
る
共
通
の
地
盤
を
集
約
す
れ
ば
こ
の
情
の

文
学
論
に
い
き
つ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
思
え
ば
、
自
然
の
情
の
発
露
を
重
ん
じ
る
文
学
観
は
、
な
に
も
近
世
の
文
学
者

に
個
有
の
も
の
と
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
考
え
方
で
も
あ

一
四

っ
た
と
み
て
よ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
「
や
ま
と
歌
は
人
の
心
を
種
と
し
て
、
よ
う
つ
の
言
の
葉
と
そ
な
れ
り
け
る
。

世
の
中
に
あ
る
人
、
事
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
思
う
事
を
見
る
も
の
き

く
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
出
せ
る
な
り
」
と
こ
と
あ
げ
し
た
『
古
今
集
』
の
序
文
を

流
れ
て
い
た
精
神
が
こ
の
情
の
文
学
観
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
中
世
の

藤
原
定
家
も
、
「
ま
つ
歌
は
和
国
の
風
に
て
侍
る
う
へ
は
、
先
哲
の
く
れ
ぐ
れ
書

き
を
け
る
も
の
に
も
、
や
さ
し
く
も
の
あ
は
れ
に
、
よ
む
べ
き
事
こ
そ
み
え
侍
る

め
れ
」
（
毎
月
抄
）
と
の
べ
て
、
心
の
情
の
動
く
ま
ま
に
物
に
感
動
し
た
と
こ
ろ

を
す
な
お
に
表
現
す
る
こ
と
を
歌
の
要
諦
と
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
日
本
の
伝
統
的
な
情
の
文
学
観
に
理
論
的
な
補
強
を
施
し
、
整
序

し
た
か
た
ち
で
提
出
し
た
の
が
、
近
世
の
詩
論
や
歌
論
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

際
に
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
の
が
中
国
の
詩
論
、
特
に
宋
代
の
詩
論
で
あ
っ
た
。

　
中
国
の
文
学
史
で
、
普
通
に
、
漢
文
、
唐
詩
、
宋
詞
、
元
曲
と
と
な
え
る
。
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ん

代
を
代
表
す
る
文
学
形
式
は
司
馬
遷
の
『
史
記
』
、
班
固
の
『
漢
書
』
、
王
充
の
『
論

こ
う衡

』
な
ど
の
散
文
で
あ
り
、
唐
代
の
そ
れ
は
李
白
、
杜
甫
の
詩
で
あ
る
。
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
し

対
し
、
宋
代
は
柳
永
、
蘇
賦
ら
の
詞
（
詩
の
一
体
。
填
詞
と
も
）
で
代
表
さ
れ
、

元
代
は
戯
曲
を
も
っ
て
代
表
文
学
と
す
る
。
別
に
、
唐
詩
、
宋
文
と
い
う
い
い
方

も
あ
っ
て
、
散
文
の
み
る
べ
き
は
宋
代
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
詩
が
中
国
で
最
盛
期
を
迎
え
た
の
が
唐
代
で
あ
る
と
す
る

の
は
動
か
な
い
常
識
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
宋
代
の
詩
は
量
的
に
は
巨
大
な
も

の
を
示
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
哲
学
性
、
論
理
性
を
帯
び
、
い
わ
ゆ
る
「
議
論
を

も
っ
て
詩
と
為
す
」
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。



　
こ
の
こ
と
は
、
宋
が
中
国
哲
学
の
大
成
期
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
。
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
う
と
ん
い

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
北
宋
の
周
敦
頭
か
ら
、
二
程
子
を
経
て
、
南
宋
の
朱
子
に

至
っ
て
大
成
す
る
哲
学
は
性
理
の
学
で
あ
る
。

　
宋
代
の
詩
の
大
家
と
哲
学
の
大
家
は
、
蘇
試
と
二
程
子
兄
弟
、
陸
游
と
朱
子
の

如
く
個
人
的
な
交
渉
を
持
っ
て
い
た
。
詩
人
も
ま
た
哲
学
を
愛
す
る
時
代
の
零
囲

気
の
中
に
あ
り
、
み
ず
か
ら
哲
学
者
と
し
て
の
業
績
を
詩
の
業
績
以
外
に
持
つ
も

の
も
い
た
（
吉
川
幸
次
郎
『
宋
詩
概
説
』
）
。

　
こ
う
し
て
理
義
に
は
し
り
が
ち
で
あ
っ
た
宋
の
詩
風
に
き
び
し
く
反
省
を
求
め
、

李
杜
の
活
躍
し
た
盛
唐
の
詩
に
規
範
を
得
よ
う
と
し
た
の
が
厳
羽
の
詩
論
『
愴
浪

詩
話
』
で
あ
り
、
そ
の
趣
意
の
余
風
は
の
ち
に
ひ
ろ
が
っ
て
、
日
本
の
文
学
論
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
『
槍
浪
詩
話
』
は
南
宋
末
期
、
十
三
世
紀
前
半
の
詩
人
厳
羽
に
よ
っ
て
あ
ら
わ

さ
れ
た
詩
学
の
書
で
、
の
ち
の
中
国
の
詩
論
、
詩
風
の
展
開
に
甚
大
な
御
響
を
与

え
、
そ
の
余
波
は
日
本
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
ぶ

　
詩
人
と
伝
え
ら
れ
る
厳
羽
の
生
涯
は
不
明
な
点
が
多
い
。
福
建
省
の
郡
武
の
人

と
い
わ
れ
、
漁
浪
（
青
々
と
し
た
波
を
さ
す
）
な
る
川
の
ほ
と
り
に
住
ん
だ
の
で
、

　
　
　
　
　
　
ほ
　
か
く

み
ず
か
ら
漁
浪
浦
客
（
世
捨
人
）
と
称
し
た
。
『
治
浪
詩
話
』
の
書
名
は
そ
の
号

に
由
来
す
る
。
生
涯
官
に
仕
え
ず
、
著
作
と
し
て
は
詩
百
余
編
お
よ
び
詩
話
一
巻

を
残
し
た
が
、
詩
人
と
し
て
は
名
を
な
さ
ず
、
『
濾
浪
詩
話
』
の
著
に
よ
っ
て
詩

の
論
客
と
し
て
後
世
に
名
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
『
槍
浪
詩
話
』
は
詩
弁
、
詩
体
、
詩
法
、
詩
評
、
考
証
の
五
編
か
ら
成
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
詩
の
原
理
論
、
様
式
及
び
詩
形
論
、
技
法
論
、
作
品
及
び
作
家
論
、

　
　
　
　
　
江
戸
時
代
文
学
と
中
国
文
学

作
品
考
証
で
あ
る
。
こ
の
整
然
た
る
構
成
は
中
国
に
お
け
る
古
く
か
ら
の
詩
論
の

伝
統
を
う
け
つ
ぎ
な
が
ら
、
し
か
も
、
宋
代
に
お
け
る
思
弁
性
尊
重
の
風
潮
の
な

か
で
、
厳
羽
性
来
の
体
系
的
思
索
能
力
が
結
実
し
て
生
み
だ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
厳
羽
の
詩
論
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
幾
つ
か
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
詩
か
ら
談
理
、

理
屈
を
排
し
て
、
情
を
吟
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
要
務
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
　
　
　
　
　
　
げ
ん
せ
ん

に
別
趣
あ
り
、
理
に
関
す
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
理
路
に
渉
ら
ず
、
言
箆
に
落
ち

ざ
る
も
の
は
上
な
り
。
詩
は
情
性
吟
啄
す
る
な
り
。
」
と
い
う
か
れ
の
こ
と
ば
に

よ
っ
て
そ
の
主
張
は
明
ら
か
で
あ
る
。
詩
に
は
詩
固
有
の
趣
き
が
あ
り
、
談
理
に

関
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
「
言
茎
」
の
笙
は
魚
を
と
る
や
な
で
あ
り
、
熟
し

て
手
段
と
し
て
の
言
葉
の
意
と
な
る
。
つ
ま
り
詩
に
説
明
的
言
辞
の
多
す
ぎ
る
を

き
ら
い
、
「
情
性
」
す
な
わ
ち
人
間
の
本
性
と
し
て
の
感
情
を
う
た
う
こ
と
を
つ

よ
く
主
張
し
た
。
特
に
固
有
の
領
域
を
人
間
の
情
感
の
吐
露
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

八

　
厳
羽
の
『
槍
浪
詩
話
』
の
詩
論
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
二
つ
め
は
、
範
と
す
べ

き
詩
体
の
手
本
を
唐
代
の
詩
、
そ
れ
も
盛
唐
の
詩
に
求
め
た
こ
と
で
あ
る
。

　
唐
代
の
詩
体
に
、
初
、
盛
、
中
、
晩
の
四
つ
の
時
期
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
盛
唐

を
絶
頂
期
と
す
る
考
え
方
は
の
ち
の
明
代
以
降
の
常
識
と
な
る
が
、
そ
う
し
た
考

え
方
の
は
じ
ま
り
は
厳
羽
に
あ
る
。
か
れ
は
『
槍
浪
詩
話
』
中
の
「
詩
体
」
の
な

か
で
漢
代
か
ら
宋
代
に
お
よ
ぶ
各
時
代
の
詩
の
様
式
を
全
部
で
十
六
体
に
わ
け
て

い
る
。
唐
代
の
詩
体
に
つ
い
て
は
、
唐
初
体
、
盛
唐
体
、
大
暦
体
、
元
和
体
、
晩

唐
体
の
五
種
に
わ
け
、
盛
唐
体
に
属
す
る
詩
人
と
し
て
は
、
杜
甫
、
李
白
、
孟
浩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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然
、
王
維
な
ど
を
あ
げ
た
。
ま
た
大
暦
体
と
し
て
は
韓
愈
、
柳
宗
元
、
李
商
隠
、

元
和
体
と
し
て
は
白
楽
天
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
明
代
以
降
に
い
わ
れ
る
中
唐
体

と
は
こ
の
大
暦
体
と
元
和
体
を
一
つ
に
し
、
詩
人
と
し
て
韓
愈
以
下
白
楽
天
ま
で

す
べ
て
こ
の
期
の
詩
人
と
し
て
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
唐
代
の
詩
体
の
様
式
区
分
を

最
初
に
確
立
し
た
功
は
厳
羽
に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
漢
代
か
ら
宋
に
お
よ
ぶ
十
六
の
詩
体
の
う
ち
、
厳
羽
が
も
っ
と
も
重
ん
じ
た
の

は
盛
唐
体
で
あ
る
。
か
れ
は
「
詩
弁
」
の
な
か
で
詩
の
学
び
方
を
説
き
、
入
門
に

あ
た
っ
て
は
志
を
高
く
持
っ
て
ま
ず
す
ぐ
れ
た
詩
に
最
初
に
接
す
る
よ
う
く
り
か

え
し
す
す
め
る
。

　
そ
れ
を
学
ぶ
に
は
、
識
を
も
っ
て
主
と
な
す
。
入
門
は
す
べ
か
ら
く
正
し
か
る

　
べ
く
、
立
志
は
す
べ
か
ら
く
高
か
る
べ
し
。
漢
魏
盛
唐
を
も
っ
て
師
と
な
し
、

　
開
元
天
宝
以
下
の
人
物
と
な
ら
ず
。

詩
を
学
ぶ
に
際
し
て
は
し
か
る
べ
き
見
識
を
そ
な
え
る
の
が
最
重
要
事
で
あ
る
。

詩
の
門
へ
入
る
に
は
か
な
ら
ず
正
し
く
、
詩
作
の
志
を
立
て
る
に
は
か
な
ら
ず
高

く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
漢
魏
お
よ
び
盛
唐
の
時
期
の
詩
を
模
範
と
し
、
八
世
紀

の
開
元
、
天
宝
か
ら
下
っ
た
時
代
の
詩
人
と
同
化
し
て
は
な
ら
な
い
。
開
元
、
天

宝
以
降
と
は
中
唐
を
含
め
て
そ
れ
以
降
の
時
代
と
考
え
て
も
よ
い
。

　
工
夫
は
す
べ
か
ら
く
上
よ
り
な
し
下
る
べ
し
。
下
よ
り
な
し
上
る
べ
か
ら
ず
。

　
ま
ず
す
べ
か
ら
く
楚
詩
を
熟
読
し
、
朝
夕
調
詠
し
、
も
っ
て
こ
れ
を
本
と
な
す

　
べ
し
。
及
び
古
詩
十
九
首
、
楽
府
四
篇
、
李
陵
、
蘇
武
、
漢
魏
の
五
言
を
読
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ん
し
や

　
皆
す
べ
か
ら
く
熟
読
す
べ
し
。
即
ち
李
杜
の
二
集
を
も
っ
て
枕
籍
し
て
こ
れ
を

　
観
る
こ
と
、
今
人
の
経
を
治
む
る
が
如
く
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

詩
作
の
方
法
論
と
し
て
は
か
な
ら
ず
上
か
ら
下
へ
降
っ
て
い
く
べ
き
で
、
下
か
ら

上
へ
昇
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
ず
『
楚
辞
』
を
熟
読
し
、
朝
に
夕
に
暗
踊
し
、
こ

れ
を
基
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
漢
代
五
言
詩
の
最
も
は
や
い
作

で
あ
る
「
古
詩
十
九
首
」
、
お
な
じ
く
漢
代
の
「
楽
府
」
四
篇
、
李
陵
と
蘇
武
の
詩
、

漢
・
魏
の
五
言
詩
を
読
み
、
し
か
も
、
す
べ
て
か
な
ら
ず
熟
読
す
る
。
李
白
・
杜

甫
の
詩
を
つ
ね
に
頼
り
と
し
、
今
の
人
が
経
書
を
勉
強
す
る
よ
う
に
こ
れ
を
よ
く

読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
厳
羽
が
こ
こ
で
い
う
「
上
か
ら
下
へ
」
と
は
時
代
の
古
い
詩
か
ら
新
し
い
詩
へ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
に
は
盛
唐
と
中
唐
の
境
に
詩
の
評
価
の
段
落

を
お
く
厳
羽
の
詩
史
観
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
、
か
れ
に
と

っ
て
、
経
書
に
も
匹
敵
す
る
す
ぐ
れ
た
価
値
を
持
っ
て
い
る
の
が
李
杜
の
詩
で
あ

っ
た
。
詩
の
極
地
と
も
い
う
べ
き
入
神
の
境
に
達
し
た
の
は
李
杜
の
二
人
だ
け
で

あ
り
（
詩
弁
）
、
李
杜
二
大
家
に
優
劣
は
な
く
、
詩
を
論
じ
て
李
杜
に
基
準
を
求

め
る
の
は
天
子
を
擁
し
て
諸
侯
に
号
令
す
る
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
（
詩
評
）
。

　
厳
羽
が
詩
論
活
動
を
つ
づ
け
て
い
た
時
代
は
、
日
本
の
平
安
宋
期
か
ら
中
世
は

じ
め
に
あ
た
る
。
藤
原
定
家
を
中
心
と
し
て
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
結
集
し
た
当

時
の
目
本
の
和
歌
史
の
運
動
に
、
し
か
し
、
厳
羽
の
詩
論
が
影
響
を
与
え
た
証
拠

は
発
見
で
き
な
い
。

　
『
槍
浪
詩
話
』
の
目
本
へ
の
影
響
の
最
初
の
例
は
定
家
の
子
為
家
の
孫
で
『
玉

葉
集
』
の
撰
者
で
あ
る
京
極
為
兼
の
『
為
兼
卿
和
歌
抄
』
に
み
る
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
る
（
太
田
青
丘
『
日
本
歌
学
と
中
国
詩
学
』
）
。
観
念
化
、
形
式
化
に
お
ち

い
っ
た
当
時
の
歌
壇
に
あ
っ
て
、
万
葉
風
へ
回
帰
す
る
こ
と
を
と
な
え
て
自
然
観



照
に
清
新
な
歌
作
活
動
を
み
せ
た
為
兼
で
あ
っ
た
が
、
か
れ
も
ま
た
理
論
よ
り
も

自
分
の
心
、
実
感
を
尊
重
す
る
情
の
文
学
論
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
。

　
古
歌
を
多
く
お
ぼ
え
、
家
々
の
抄
物
を
み
る
ば
か
り
に
よ
っ
て
、
歌
の
能
く
よ

　
ま
る
れ
ば
、
末
代
の
人
ぞ
次
第
に
み
て
は
か
し
こ
く
あ
る
べ
き
…
…
万
葉
の
比

　
は
心
の
お
こ
る
所
の
ま
ま
に
、
同
事
ふ
た
た
び
い
は
る
る
も
は
ば
か
ら
ず
、
芸

　
晴
も
な
く
、
歌
詞
た
だ
の
言
葉
と
も
い
は
ず
、
心
の
お
こ
る
に
随
而
ほ
し
き
ま

　
ま
に
云
出
せ
り
。

古
人
の
よ
ん
だ
歌
を
多
く
お
ぼ
え
、
家
々
に
伝
わ
っ
た
歌
書
の
類
を
み
る
だ
け
で

秀
歌
を
よ
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
な
ら
、
後
世
の
人
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
歌
人
と
な

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
万
葉
時
代
の
人
々
は
、
心
に
興
が
わ
く
ま
ま
に

題
材
や
こ
と
ば
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
す
な
お
に
歌
を
よ
ん
だ
と
い
う
為
兼
の
主
張
で

あ
る
。
こ
の
論
の
運
び
方
は
『
槍
浪
詩
話
』
の
次
の
よ
う
な
趣
意
と
き
わ
め
て
よ

く
似
て
い
る
。

　
そ
れ
詩
に
は
別
材
あ
り
、
書
に
関
す
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
詩
に
は
別
趣
あ
り
、

　
理
に
関
す
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
し
か
も
古
人
は
い
ま
だ
か
つ
て
書
を
読
ま
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
せ
ん

　
理
を
き
わ
め
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
い
わ
ゆ
る
理
路
に
わ
た
ら
ず
、
言
茎
に
落
ち
ざ

　
る
者
は
上
な
り
。
詩
な
る
も
の
は
情
性
を
吟
詠
す
る
な
り
。
盛
唐
の
詩
人
、
た

　
だ
興
趣
に
あ
り
。

詩
に
は
特
別
な
才
能
が
要
求
さ
れ
て
、
書
物
に
関
係
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
い
う

考
え
方
、
理
と
は
別
の
詩
の
お
も
し
ろ
み
を
主
張
し
、
手
段
と
し
て
の
こ
と
ば
に

ふ
り
ま
わ
さ
れ
ず
、
人
間
本
来
の
感
情
を
う
た
い
あ
げ
る
と
こ
ろ
に
詩
の
特
質
を

求
め
、
そ
の
模
範
を
盛
唐
の
詩
人
に
仰
ぐ
厳
羽
の
理
論
は
、
万
葉
人
に
範
を
得
て
、

　
　
　
　
　
江
戸
時
代
文
学
と
中
国
文
学

性
情
の
自
然
の
流
露
を
説
い
た
為
兼
の
論
の
展
開
と
ほ
と
ん
ど
】
致
し
て
い
る
。

　
『
濾
浪
詩
話
』
が
目
本
へ
渡
来
し
、
有
識
者
の
眼
に
ふ
れ
た
確
実
な
証
は
、
後

醍
醐
天
皇
に
つ
か
え
た
玄
恵
の
践
文
を
持
つ
五
山
本
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
以
前
の
我
国
へ
の
伝
来
を
想
定
す
る
こ
と
を
根
拠
の
な
い
空
論
と
し
り
ぞ
け
て

し
ま
う
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

九

　
中
世
の
歌
論
史
上
で
、
京
極
為
兼
以
降
に
注
目
さ
れ
る
人
物
と
し
て
は
花
山
院

長
親
（
耕
雲
）
、
正
徹
、
心
敬
ら
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
か
れ
ら
が
ひ
と
し

く
宋
代
詩
学
、
こ
と
に
『
漁
浪
詩
話
』
と
ふ
か
い
交
渉
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
興

味
深
い
。
耕
雲
の
『
七
百
番
歌
合
序
』
に
お
け
る
、
正
徹
の
『
正
徹
物
語
』
に
お

け
る
、
心
敬
の
『
さ
さ
め
ご
と
』
に
お
け
る
『
槍
浪
詩
話
』
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

し
か
し
、
委
細
を
つ
く
し
た
研
究
が
世
に
出
て
い
る
の
で
（
大
田
青
丘
『
日
本
歌

学
と
中
国
詩
学
』
）
、
こ
こ
で
は
、
す
ぐ
に
江
戸
時
代
文
学
と
『
槍
浪
詩
話
』
の
交

渉
に
つ
い
て
論
を
す
す
め
た
い
。

　
江
戸
時
代
の
享
保
十
一
年
二
月
、
石
川
之
清
（
名
重
次
郎
、
字
大
凡
）
の
考
訂

で
厳
羽
の
『
漁
浪
詩
話
』
と
明
代
の
『
芸
圃
纈
余
』
『
談
芸
録
』
の
三
種
の
詩
話

が
江
戸
の
嵩
山
房
か
ら
合
本
で
版
行
さ
れ
た
。
こ
れ
が
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
漁

浪
詩
話
』
の
最
初
の
出
版
で
あ
る
が
、
こ
の
書
に
荻
生
祖
練
が
識
語
を
寄
せ
て
い

る
。　

『
槍
浪
詩
話
』
は
江
戸
時
代
に
は
い
っ
て
儒
学
者
の
尊
重
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

か
れ
ら
の
詩
論
や
文
学
論
に
大
き
く
影
響
し
た
。
こ
と
に
祖
挾
を
中
心
と
し
た
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
調
査
研
究
報
告
　
第
二
十
号

園
の
連
中
は
直
接
間
接
に
こ
の
書
の
詩
観
に
つ
い
て
ま
な
ん
だ
。

　
議
園
学
派
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
明
代
古
文
辞
学
派
で
あ
る
李
肇
竜
、
王
世
貞

ら
の
主
張
に
共
鳴
し
た
集
団
で
あ
る
。
そ
し
て
、
李
禁
竜
や
王
世
貞
の
学
説
が
、

『
漁
浪
詩
話
』
の
詩
観
の
敷
術
で
あ
り
、
狙
練
ら
は
こ
の
方
面
か
ら
間
接
的
に
も

影
響
を
う
け
、
前
述
の
祖
挾
の
識
語
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
よ
う
に
直
接
に
も

『
漁
浪
詩
話
』
に
つ
い
て
ま
な
ん
だ
。

　
祖
錬
の
詩
に
対
す
る
考
え
方
の
基
本
は
次
の
よ
う
な
か
れ
の
こ
と
ば
に
明
瞭
に

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
古
の
詩
は
、
な
ほ
今
の
詩
の
ご
と
き
な
り
。
そ
の
言
は
人
情
を
主
と
す
。

　
あ
に
義
理
の
言
ふ
べ
き
こ
と
あ
ら
ん
や
。
後
儒
の
以
て
勧
善
懲
悪
の
設
け
と
な

　
す
者
は
、
み
な
そ
の
解
を
得
ざ
る
者
の
言
の
み
。
け
だ
し
先
王
の
道
は
、
人
情

　
　
よ

　
に
縁
り
て
以
て
こ
れ
を
設
く
。
い
や
し
く
も
人
情
を
知
ら
ず
ん
ば
、
い
つ
く
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
つ
が
い

　
そ
能
く
天
下
に
通
行
し
て
、
窒
碍
す
る
所
あ
る
こ
と
な
か
ら
ん
や
。
（
弁
名
上
、

　
義
）

　
後
儒
つ
ま
り
宋
代
朱
子
学
の
徒
の
主
張
し
た
勧
善
懲
悪
の
詩
観
に
対
し
て
、
人

情
詩
観
の
提
唱
で
あ
る
。
古
代
の
詩
は
人
情
を
う
た
う
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
、
理

論
を
も
て
あ
そ
ん
で
は
い
な
い
。
宋
代
の
儒
者
が
詩
を
解
し
て
勧
善
懲
悪
の
意
を

寓
し
た
も
の
と
し
た
の
は
正
し
い
見
方
で
は
な
い
。
思
う
に
先
王
の
道
は
、
人
情

に
も
と
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
情
を
知
ら
ず
し
て
先
王
の
道
を
行

な
お
う
と
し
て
も
窒
碍
（
行
き
づ
ま
る
こ
と
）
し
て
、
天
下
に
あ
ま
ね
く
広
ま
る

こ
と
は
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
同
様
な
考
え
を
狙
練
は
『
答
問
書
、
下
』

で
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
詩
は
勧
善
懲
悪
の
為
と
申
す
事
、
是
大
き
な
る
誤
に
候
。
誠
に
勧
善
懲
悪
の
為

　
と
思
召
し
候
は
ゴ
、
今
少
し
よ
き
仕
形
外
に
も
こ
れ
あ
る
べ
く
候
…
…

と
の
べ
、
詩
を
ま
な
ぶ
こ
と
は
人
性
に
通
達
す
る
た
め
と
力
説
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
狙
棟
の
考
え
方
が
、
「
詩
は
情
性
を
吟
詠
す
る
な
り
」
と
い
い
き

っ
た
厳
羽
の
詩
論
と
一
致
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
師
の
狙
篠
の
右
の
よ

う
な
考
え
は
弟
子
の
太
宰
春
台
に
い
た
っ
て
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
、

　
　
　
　
　
　
や

　
詩
は
人
情
の
巳
む
あ
た
は
ざ
る
よ
り
出
つ
る
も
の
な
り
。
人
の
心
は
思
ひ
な
き

　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
あ
た
は
ず
。
思
ひ
て
巳
ま
ざ
れ
ば
す
な
は
ち
言
を
形
し
、
声
に
発
す
る
。
詩
は

　
す
な
は
ち
心
の
声
な
り
。
（
文
論
七
）

と
い
っ
た
、
は
る
か
に
近
代
に
通
う
警
抜
な
詩
論
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　
春
台
は
ま
た
『
独
語
』
の
な
か
で
、

　
お
よ
モ

　
凡
唐
土
と
我
国
と
風
俗
同
じ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
詩
と
歌
と
の
道
ば
か
り
其

　
理
全
く
同
じ
。
其
子
細
は
、
異
国
も
我
国
も
、
古
も
今
も
、
人
情
は
異
な
ら
ざ

　
る
に
、
詩
も
歌
も
心
の
声
に
て
、
性
情
を
吟
詠
す
る
物
な
れ
ば
、
唐
と
大
和
と

　
詞
の
か
は
る
の
み
に
て
、
性
情
を
吟
詠
す
る
事
は
少
し
も
か
は
る
事
な
し
。

と
、
明
ら
か
に
『
槍
浪
詩
話
』
の
詞
句
を
借
用
し
て
、
漢
詩
和
歌
一
体
論
を
展
開

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
か
れ
は
、
『
詩
話
』
中
の
「
詩
体
」
の
詩
史
観
を
と
り
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
や

れ
て
、
「
万
葉
集
」
の
歌
は
「
風
雅
な
り
。
漢
魏
の
古
詩
迄
を
兼
ね
て
、
稽
盛
唐

の
詩
を
は
ら
め
る
」
も
の
、
「
古
今
集
」
の
歌
は
ま
さ
し
く
「
盛
唐
の
詩
」
そ
の

も
の
で
あ
り
、
「
後
撰
」
「
拾
遺
」
の
二
集
は
「
盛
唐
に
初
唐
の
詩
を
ま
じ
へ
た

る
」
も
の
、
「
後
拾
遺
」
よ
り
「
新
古
今
」
ま
で
は
「
中
唐
晩
唐
の
詩
に
、
宋
の

詩
」
を
ま
じ
え
た
も
の
で
あ
り
、
「
新
勅
撰
」
以
後
は
い
う
に
足
り
な
い
と
す
る



尚
古
的
な
和
歌
史
観
を
展
開
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
護
園
派
と
の
交
渉
を
介
し
て
、
自
己
の
歌
論
の
、
成
立
に
『
槍
浪

詩
話
』
の
影
響
を
受
け
た
と
推
定
さ
れ
る
の
が
県
居
翁
賀
茂
真
淵
で
あ
っ
た
。
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ず
ま
ま
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
あ
き
ら

淵
は
十
一
歳
の
と
き
か
ら
荷
田
春
満
の
門
人
杉
浦
国
頭
に
つ
い
て
手
習
い
を
は
じ

め
、
さ
ら
に
享
保
の
は
じ
め
、
真
淵
二
十
】
、
二
歳
の
こ
ろ
か
ら
儒
学
者
の
渡
辺

蒙
庵
に
つ
い
て
漢
学
を
ま
な
ん
だ
。
か
れ
の
学
問
は
こ
の
二
つ
の
系
統
、
国
学
と

儒
学
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か

れ
の
ま
な
ん
だ
蒙
庵
が
、
太
宰
春
台
門
下
の
古
文
辞
学
派
の
学
者
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
か
ら
、
か
れ
は
、
契
沖
以
来
の
国
学
の
文
献
学
の
方
法
に
あ
わ
せ
て
、
譲
園
学

派
の
文
学
観
の
影
響
を
も
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
真
淵
の
歌
論
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
一
つ
は
万
葉
風
を
尊
重
す
る
復
古
主
義
で

あ
り
、
二
つ
め
は
歌
は
人
情
を
表
出
し
て
、
こ
と
わ
り
や
教
誠
で
律
す
べ
き
で
は

な
い
と
す
る
排
理
的
文
学
観
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
考
え
は
と
も
に
当
時
の
国
学
、

儒
学
の
主
潮
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
真
淵
の
揚
合
も
『
槍
浪
詩
話
』
の
影
響
を
想
定

す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
見
方
も
あ
り
う
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
真
淵
が

厳
羽
の
理
論
に
共
鳴
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
（
歌
意
考
）
、
さ
ら
に
、
弟

子
の
村
田
春
海
に
い
た
っ
て
は
、
直
接
『
槍
浪
詩
話
』
の
名
を
あ
げ
て
自
己
の
歌

論
を
裏
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
（
再
贈
稲
掛
大
平
書
）
。

十

　
『
愴
浪
詩
話
』
が
日
本
人
の
間
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
南
宋
の
魏

慶
之
が
編
集
し
た
詩
話
集
『
詩
人
玉
屑
』
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
の
書
は
宋
代
ま
で

　
　
　
　
　
江
戸
時
代
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の
多
く
の
詩
論
詩
話
を
集
成
し
て
い
る
が
、
巻
一
に
『
槍
浪
詩
話
』
の
詩
弁
、
詩

法
、
巻
二
に
詩
評
、
詩
体
、
巻
十
一
に
考
証
が
そ
れ
ぞ
れ
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
『
詩
人
玉
屑
』
が
中
世
に
五
山
版
と
し
て
行
わ
れ
、
後
醍
醐
天
皇
に
つ
か
え
た

玄
恵
の
践
文
を
持
つ
本
が
存
在
す
る
こ
と
は
以
前
に
触
れ
た
が
、
江
戸
時
代
に
は

い
る
と
、
寛
永
十
六
年
九
月
に
京
二
条
鶴
屋
町
田
原
仁
左
衛
門
か
ら
大
本
二
十
一

巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
前
期
の
文
人
が
『
槍
浪
詩
話
』
に
接
し
た
の

は
こ
の
田
原
仁
左
衛
門
版
の
『
詩
人
玉
屑
』
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
天
理
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
伊
藤
仁
斎
、
東
涯
父
子
の
古

義
堂
文
庫
に
は
こ
の
田
原
版
『
詩
人
玉
屑
』
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
大
本
三
冊

の
こ
の
本
に
は
仁
斎
が
外
題
を
記
し
、
仁
斎
・
東
涯
父
子
が
書
入
れ
を
施
し
て
い

る
。
両
人
が
『
濾
浪
詩
話
』
を
熟
読
し
て
い
た
さ
ま
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
。

　
仁
斎
・
東
涯
が
『
槍
浪
詩
話
』
を
勉
強
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
か
れ
ら
の
文
学
論
と
厳
羽
の
詩
論
と
の
関
連
性
を
あ
ら
た
め
て
考
え
な
お

し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
仁
斎
父
子
の
文
学
論
が
「
道
人
情
」
の
三
語
に
要
約
で

き
る
こ
と
は
中
村
幸
彦
氏
の
所
説
を
引
用
し
て
の
べ
た
（
第
六
回
）
。

　
詩
に
は
情
あ
り
、
景
あ
り
。
景
を
も
っ
て
実
と
な
し
、
情
を
虚
と
す
る
。
（
中

　
略
）
予
お
も
へ
ら
く
詩
は
す
べ
て
情
に
あ
り
。
三
百
篇
よ
り
漢
魏
に
至
る
ま
で

　
皆
も
つ
ば
ら
情
を
主
と
す
る
。
景
は
情
を
も
っ
て
生
じ
、
情
は
景
に
よ
り
暢
ぶ
。

　
い
ま
だ
か
っ
て
情
に
出
で
ざ
る
は
な
し
。
（
論
詩
）

こ
の
よ
う
な
情
重
視
の
文
学
観
が
、
子
の
東
涯
に
お
よ
ん
で
「
詩
の
こ
と
ば
は
さ

ま
ざ
ま
な
れ
ど
も
、
道
人
情
（
人
情
を
い
ふ
）
と
い
ふ
一
句
に
つ
つ
ま
る
こ
と
な

り
」
（
読
詩
要
領
）
と
ま
で
凝
縮
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
仁
斎
父
子
の
文
学
観
を
生
み
だ
し
た
基
盤
は
、
広
い
意
味
で
の
元

禄
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
思
想
の
勃
興
の
大
勢
の
中
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
り
、
一
詩

論
の
影
響
に
の
み
帰
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
仁
斎

の
「
詩
全
在
於
情
」
、
東
涯
の
「
道
人
情
」
と
い
う
主
張
が
厳
羽
の
「
詩
者
吟
詠

情
性
也
」
と
同
趣
意
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
言
い
換
え
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
偶

然
と
見
の
が
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
牽
強
附
会
に
お
ち
い
ら
ぬ
た
め
に
は
次
の
よ
う
に
考
え
な
お
し
て
み
た
方
が
よ

い
か
も
知
れ
な
い
。
仁
斎
・
東
涯
の
父
子
は
、
た
と
え
『
槍
浪
詩
話
』
の
詩
論
を

目
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
「
道
人
情
」
の
文
学
観
に
た
ど
り
つ
く

こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
漁
浪
詩
話
』
の
詩
論
を
知
る
こ
と
に
よ
’

っ
て
、
か
れ
ら
の
文
学
観
の
確
立
は
よ
り
早
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
よ
り
強
固
な
確

信
を
与
え
ら
れ
た
と
。

　
仁
斎
父
子
と
同
様
に
『
詩
人
玉
屑
』
を
通
し
て
『
濾
浪
詩
話
』
に
深
く
学
ん
で

い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
文
学
者
に
契
沖
や
石
川
丈
山
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
契
沖
は
自
由
な
学
問
精
神
に
よ
っ
て
文
献
学
の
方
法
を
確
立
し
、
近
世
に
お
け

る
国
学
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
功
を
高
く
評
価
さ
れ
る
一
方
、
「
契
沖
和
歌
延
宝
集
」
、

「
漫
吟
集
」
な
ど
の
家
集
に
よ
っ
て
歌
人
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
仕
事
を
残
し
て

い
る
。
か
れ
は
ま
こ
こ
ろ
を
生
命
と
し
た
古
歌
に
対
し
、
技
術
に
は
し
っ
た
後
世

の
歌
の
あ
り
方
を
反
省
し
、
歌
は
議
論
を
し
り
ぞ
け
、
作
為
を
排
し
、
感
情
を
は

か
な
く
よ
む
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
う
し
た
か
れ
の
歌
論
に
中
国
の
詩
論
の

影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
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宋
儒
の
詩
の
、
唐
よ
り
も
遥
に
お
と
れ
り
と
い
ふ
も
、
こ
こ
ろ
を
議
…
論
に
お
け

　
る
ゆ
ゑ
な
る
べ
し
。
和
歌
は
こ
と
に
、
京
極
黄
門
（
定
家
）
の
た
ま
へ
る
ご
と

　
く
、
は
か
な
く
よ
む
を
、
を
か
し
き
こ
と
と
す
べ
し
。
（
河
社
巻
一
）

と
い
っ
た
発
言
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
宋
儒
の
詩
が
談
理
に
お
ち
い
っ

て
い
る
が
ゆ
え
に
唐
詩
よ
り
も
は
る
か
に
劣
る
と
い
う
考
え
は
ま
さ
に
『
濾
浪
詩

話
』
に
お
け
る
厳
羽
の
論
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
契
沖
が
厳
羽
の
詩
論
を
学
ぶ
機
会
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
元
禄
九
年
の

『
源
註
拾
遺
』
巻
六
に
『
詩
人
玉
屑
』
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か

で
あ
る
。
日
本
の
古
代
文
学
で
あ
る
「
万
葉
集
」
や
「
源
氏
物
語
」
、
「
伊
勢
物

語
」
な
ど
の
研
究
に
す
ぐ
れ
た
業
績
を
残
し
た
契
沖
は
、
『
詩
人
玉
屑
』
に
か
ぎ

ら
ず
、
中
国
の
文
学
、
経
学
、
詩
学
の
類
に
ふ
か
い
教
養
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
の
研
究
を
通
し
て
つ
か
ん
だ
柔
軟
な
文
学
観
を
も
っ
て
日
本
の
古
典

に
立
ち
む
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
寛
文
十
二
年
に
数
え
年
八
十
九
歳
で
死
ん
だ
石
川
丈
山
は
文
人
と
し
て
仁
斎
や

契
沖
よ
り
は
る
か
な
先
輩
で
あ
る
。
徳
川
譜
代
の
武
門
に
生
ま
れ
、
若
く
し
て
大

坂
の
役
に
功
を
た
て
た
丈
山
で
あ
っ
た
が
、
軍
令
の
違
犯
の
か
ど
で
罰
せ
ら
れ
た
。

そ
れ
を
き
っ
か
け
に
武
を
捨
て
、
の
ち
、
一
乗
寺
村
に
詩
仙
堂
を
建
て
て
隠
栖
し

た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

　
丈
山
は
藤
原
幌
窩
の
門
に
は
い
っ
て
漢
学
を
ま
な
び
、
詩
と
能
書
で
き
こ
え
た

が
、
こ
の
丈
山
の
文
学
観
に
も
厳
羽
の
あ
ら
わ
な
影
響
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き

る
。
元
禄
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
北
山
紀
聞
』
は
か
れ
の
詩
論
詩
話
を
集
成
し
た

書
で
あ
る
が
、
そ
の
巻
】
に
、

●



　
先
づ
詩
を
学
ん
と
思
は
ン
。
盛
唐
の
人
の
詩
を
見
習
ふ
べ
し
。
初
心
に
て
晩
唐

　
の
人
の
詩
を
見
る
べ
か
ら
ず

と
あ
る
主
張
は
、
『
愴
浪
詩
話
』
詩
体
の

　
そ
れ
詩
を
学
ぶ
に
は
、
識
を
も
っ
て
主
と
な
す
。
入
門
は
す
べ
か
ら
く
正
し
か

　
る
べ
く
、
立
志
は
す
べ
か
ら
く
高
か
る
べ
し
。
漢
魏
盛
唐
を
も
っ
て
師
と
な
し
、

　
開
元
天
宝
（
中
唐
以
降
）
の
人
物
と
な
ら
ず

の
く
り
返
し
で
あ
る
。
貞
享
元
年
の
『
詩
法
正
義
』
に
み
ら
れ
る
情
中
心
の
詩
観

と
な
ら
ん
で
、
か
れ
が
厳
羽
の
詩
論
か
ら
得
た
も
の
も
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
の

で
あ
る
。

江
戸
時
代
文
学
と
中
国
文
学

一
二



LITERATURE　IN　THE　EDO　ERA　AN】）CHINESE　LITERATURE

GENEALOGY　OF　THE　DOCTRINES　AGAINST　CH，U・TZ，U

Haruo　Suwa

　　　The　Ming　era　in　Chinese　history　and　the　Edo　er早in　Japan　have　much　in　common．

Originally，　the　society　of　the　Ming　era　was　based　on　crop　production．　In　the　latter　half　of

the　era，　however，　society　changed　greatly　as　a　monetafy　economy　which　was　mainly　based

on　silver　developed　there．　Cities　grew　and　fostered　the　growth　of　new　culture　among　the

Cltlzens．

　　　In　the　Edo・era　eighteenth　century，　about　two　centuries　after　the　Ming　era，　important

Japanese　cities　like　kyoto，　Edo，　and　Osaka　grew　and　produced　their　individual　cultures．

Rural　communities　which　were　divided　into　two　classes，　large　Iandowners　and　petty

farmers，　became　involved　in　a　mercantile　economy，　and　the　people　of　the　latter　class　left

their　lands　and　flowed　into　the　cities．

　　　Asudden　rise　of　the　doctrines　of　Wang　Yang－ming　resisting　the　authority　of　the

doctrines　of　Ch’u・tz’u　was　the　most　dramatic　event　in　the　Chinese　realm　of　thought　in　the

Ming　era．　The　doctrines　of　Wang　Yang－ming　also　had　a　great　infIuence　on　the　Japanese

thought　and　literature　of　the　Edo　era，　and　diversified　the　culture　of　that　time．

　　　Toju　Nakae，　who　was　known　as“Saint　Ohmi”，　is　famous　as　the丘rst　Japanese　thinker

influenced　by　the　doctrines　of　Wang　Yang－ming．

　　　Toju　started　his　career　as　an　earnest　scholar　of　the　Ch’u－tz’u　schoo1．　As　he　engaged　in

severe　self・criticism　and　meditation，　and　as　his　own　preference　for　classical　writings　changed

from　the　Four　Chinese　Classics　to　the　Nine　Chinese　Classics，　he　began　to　be　discontended

with　the　rational　thinking　of　Ch’u・tz’u，and　at　the　age　of　37，he　took　up　The　Complete　1）octrines

of　Wang　Yang－ming（『陽明全書』）becoming　a　scholar　of　the　Wang　Yang－ming　school．

　　　Later，　a　new　Japanese　school　rejected　the　doctrines　of・Wang　Yang－ming，　but　was　in

fact　sometimes　influenced　by　them，　as　close　inspection　reveaIs．　Also　influenced　was　thought

founded　with　no　ostensible　reference　to　the　doctrines．

　　　Such　schoIars　of“the　school　of　classical　studies”．　as　Soko　Yamaga，　Jinsai　Ito（a　scholar

of　etymology），　and　Sorai　Ogyu（a　scholar　of　old　rhetoric）are　the　representatives　of　the　new

school．　They　had　no　regard　for　the　schools　of　the　Hang，　Tang，　Sung，　and　Ming　periods，

like　the　doctrines　of　ch’eng－ch’u（程朱）and　those　of　wang　Yang・ming，　and　insisted　on　the

direct　study　of　the　originals　of　Confucius　and　Mencius．　But，　as　we　look　into　their　scholastic

careers　and　analyze　their　ultimate　philosophy，　we　can　recognize　here　the　influence　of　the

doctrines　of　Wang　Yang・ming．

　　　The　relationship　between　the　doctrines　of　Wang　Yang－ming　and　the　practical　ethics　of

school　of　Baigan　lshida　is　noticeable．　The　doctrines　of　the　latter　which　were　characterized

by　a　social　movement　for　enlightening　modern　citizens　were　established　by　Baigan　Ishida，

and　succeeded　by　Kisui　Kamikawa（上河漠水）and　Doji　NaKazawa（中沢道二）．

　　　Baigan’s　thought　is　not　based　only　on　the　doctrines　of　Ch’u－tz’u，　nor　on　those　of

Wang　Yang・ming，　but，　in　its　ultimate　form，　it　is　clear　that　his　thought　is　under　the

influence　of　the’1atter’s　doctrine．



0
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　　　As　has　been　shown，　we　carl　view　the　main　stream　of　thought　in　the　Edo　era　as　two

oPPosing　doctrines，‘‘Ch’u・tz’u”and‘‘anti－Ch’u・tz’u”．　In　response　to　such　a　shift　of　thought，

and　oPPosed　to　the　theory　of　political　justice　in　the　dQctrines　of　Ch’u・tz’u，　there　apPeared

aliterary　viewpoint　which　insisted　on　the　superiority　of　the　world　of　sensibility　that

is　peculiar　to　literature，　and　which　esteemed　emotion，

　　　The　literary　view　which　made　much　of　emotion　had　been　a　traditional　Japanese

idea，　which　was　rationalized　under　the　influence　of　the　Chinese　poetics，　especially　by

Soroshiwa（『槍浪詩話』）written　at　the　end　of　the　Southern　Sung　period．

！


