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『
楚
辭
』
が

め
る
「
卜
居
」
と
「
漁
父
」
に
つ
い
て
は
、
古
來
多
く
の
㊟
釋

者
が
解
說
を
加
え
て
き
て
い
る
。
だ
が
作
者
が
屈
原
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
を
含

め
て
、
そ
の
解
釋
は
い
ま
だ
定
論
を
見
な
い
狀
況
に
あ
る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、

兩
篇
の
解
釋
に
つ
い
て
些
か
私
見
を
申
し
述
べ
て
み
た
い
。

　

本

で
は
ま
ず
「
卜
居
」
の
側
を
考
察
す
る
が
、
そ
の
全
體
構
成
を
四
段

に

分
け
る
形
で
解
釋
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

【
第
一
段

】

屈
原
既
放
�
年
、
不
得
復
見
。
竭
知
盡
忠
、

於
讒
。
心
煩
慮
亂
、
不
知

所
從
。
乃
徃
見
太
卜
鄭
詹
尹
曰
、
余
㊒
所
疑
、
願
因
先
生
決
之
。
詹
尹
乃
端

策
拂
龜
曰
、
君
將
何
以
敎
之
。

　
　屈

原
既
に
放
た
れ
て
�
年
、
復
た
見
ゆ
る
を
得
ず
。
知
を
竭
く
し
忠
を
盡
く

す
も
、讒
に
お
お

いさ
え
ぎ
ら
る
。
心
は
煩
い
慮
い
は
亂
れ
て
、從
う
所
を
知
ら
ず
。

乃
ち
徃
き
て
太
卜
鄭て
い

詹せ
ん

尹い
ん

に
見
え
て
曰
く
、
余
は
疑
う
所
㊒
り
、
願
わ
く
は

先
生
に
因
り
て
之
を
決
せ
ん
と
。詹
尹
は
乃
ち
策
を
端た
だ

し
龜
を
拂は
ら

い
て
曰
く
、

君
は
將
に
何
を
以
て
之
に
敎
え
ん
と
す
る
や
と
。

　

朝
廷
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
た
屈
原
は
、
讒
言
に
よ
り
楚
の
懷
王
に
忠
誠
を
述
べ

る
機
會
を
奪
わ
れ
、
千
々
に
心
が
亂
れ
た
結
果
、「
余
は
疑
う
所
㊒
り
、
願
わ
く

は
先
生
に
因
り
て
之
を
決
せ
ん
」
と
鄭
詹
尹
に
卜
筮
を
依
賴
す
る
。
す
る
と
鄭
詹

尹
は
龜
策
を
整
え
、
君
は
何
を
占
っ
て
欲
し
い
の
か
と
訊
ね
る
。

　

こ
の
第
一
段

は
、
二
人
の
問
答
が
ど
の
よ
う
な
狀
況
下
で
行
わ
れ
た
の
か
を

說
朙
す
る
、
歬
置
き
の
役
割
を
擔
っ
て
い
る
。
屈
原
は
懷
王
の
不
興
を
買
い
、
政

の
中
樞
か
ら
退
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
な
お
國
都
の
郢
に
留
ま
っ
て
お
り
、
僻

遠
の
地
に

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
か
つ
て
信
任
さ
れ
た
懷
王
に
、

直

謁
見
し
て
心
情
を
述
べ
ら
れ
な
い
狀
況
に
置
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
國

家
の
卜
筮
を

掌
す
る
太
卜
に
面
談
で
き
て
い
る
點
や
、「
讒
に

い

ら
る
」

と
の
表
現
が
、
そ
う
し
た
狀
況
を
示
し
て
い
る
。

　

と
す
れ
ば
「
卜
居
」
の
作
者
は
、『
史
記
』
屈
原
列
傳
が
「
懷
王
は
屈
原
を
し

て
憲
令
を
造
爲
せ
し
む
。
屈
平
は

を
屬
す
る
も
、
未
だ
定
ま
ら
ず
。
上
官
大

夫
は
見
て
、
之
を
奪
わ
ん
と
欲
す
。
屈
平
は
與
え
ず
。
因
り
て
之
を
讒
し
て
曰
く
、
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⑤
寧
ろ
廉

正
直
に
し
て
、
以
て
自
ら
淸
く
せ
ん
か
。
將
た
突と
つ

梯て
い

滑こ
つ

稽け
い

、
脂
の

如
く
韋
の
ご
と
く
し
て
、
以
て

楹
な
ら
ん
か
。

　

⑥
寧
ろ
昂
昂
と
し
て
、
千
里
の
駒
の

く
せ
ん
か
。
將
た
氾
氾
と
し
て
、
水
中

の
鳬ふ

の
ご
と
く
、
波
と
上
下
し
て
、
偸
し
く
も
以
て
吾
が
軀
を
全
う
せ
ん
か
。

　

⑦
寧
ろ
騏

と
軛や
く

を
亢あ

げ
ん
か
、
將
た
駑
馬
の
迹
に
隨
わ
ん
か
。

　

⑧
寧
ろ
黃
鵠
と

を
比
べ
ん
か
。
將
た
鷄け
い

鶩ば
く

と
⻝
を
爭
わ
ん
か
。

　

⑨
此
れ
孰
れ
か
吉
に
し
て
孰
れ
か
凶
な
ら
ん
。
何
れ
を
去
り
て
何
れ
に
從
わ
ん
。

　

こ
の
第
二
段

は
、
鄭
詹
尹
の
問
い
に
對
す
る
屈
原
の
回
答
で
あ
る
。
①
か
ら

⑧
ま
で
の
「
寧
」
で
始
ま
る
系
列
の
文

は
、
あ
く
ま
で
自
己
の
超
俗
的
矜
持
を

貫
い
て
、
た
と
え
我
が
身
を
危
險
に
曝
そ
う
と
も
、

高
の
人
生
を
步
む
と
の
選

擇
肢
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
「
將
」
で
始
ま
る
系
列
の
文

は
、
俗
世
に
媚
び

諂
っ
て
調
子
を
合
わ
せ
る
、
巧
み
な
處
世
術
を
善
し
と
す
る
選
擇
肢
で
あ
る
。
屈

原
は
こ
の
二
通
り
の
生
き
方
を
二
者
擇
一
的
に
對
照
さ
せ
つ
つ
、
最
後
の
⑨
で
、

い
ず
れ
が
吉
で
い
ず
れ
が
凶
か
、
ま
た
い
ず
れ
を
選
び
取
り
、
い
ず
れ
を
捨
て
去

る
べ
き
な
の
か
、
疑
念
を
拂
拭
し
て
心
を
決
し
た
い
の
だ
と
應
ず
る
。

【
第
�
段

】

世
溷
濁
而
不
淸
。
蟬

爲
重
、
千

爲
輕
。
黃
鍾
毀

、
瓦
釜
雷
鳴
。
讒
人

高
張
、
賢
士
無
名
。
吁
嗟
默
默
兮
。
誰
知
吾
之
廉
貞
。

世
は
溷
濁
と
し
て
淸
ま
ず
。
蟬せ
ん
よ
く

を
重
し
と
爲
し
、
千

を
輕
し
と
爲
す
。

黃
鍾
は
毀
ち

て
ら
れ
、
瓦
釜
は
雷
鳴
す
。
讒
人
は
高
張
し
、
賢
士
は
名
無

し
。
吁
嗟
默
默
た
り
。
誰
か
吾
の
廉
貞
を
知
ら
ん
と
。

王
の
屈
平
を
し
て
令
を
爲
ら
し
む
る
は
、
衆
知
ら
ざ
る
も
の

し
。
一
令
の
出
ず

る
每
に
、
平
は
其
の
功
を
伐
り
て
曰
く
、
以
爲
く
我
に
非
ざ
れ
ば
能
く
爲
る
も
の

し
と
。
王
は
怒
り
て
屈
平
を

ん
ず
」
と
記
す
、
一
回
目
の
追
放
處
分
に
相
當

す
る
狀
況
を
、
作
品
の

臺
に
設
定
し
て
い
る
と
推
定
で
き
る
。

【
第
二
段

】

　

①
屈
原
曰
、
吾
寧
悃
悃
疑
疑
、
朴
以
忠
乎
。
將
送
徃
勞
來
、
斯
無
窮
乎
。

　

②
寧
誄
鋤

、
以
力
畊
乎
。
將
游
大
人
、
以
成
名
乎
。

　

③
寧
正
言
不
諱
、
以
危
身
乎
。
將
從
俗
富
貴
、
以
婾
生
乎
。

　

④
寧
超
然
高
擧
、
以
保
眞
乎
。
將

訾
栗
斯
、
喔
咿
儒
兒
、
以
事
婦
人
乎
。

　

⑤
寧
廉

正
直
、
以
自
淸
乎
。
將
突
梯
滑
稽
、
如
脂
如
韋
、
以

楹
乎
。

　

⑥
寧
昂
昂
、

千
里
之
駒
乎
。
將
氾
氾
、

水
中
之
鳬
乎
、
與
波
上
下
、
偸
以

全
吾
軀
乎
。

　

⑦
寧
與
騏

亢
軛
乎
、
將
隨
駑
馬
之
迹
乎
。

　

⑧
寧
與
黃
鵠
比

乎
。
將
與
鷄
鶩
爭
⻝
乎
。

　

⑨
此
孰
吉
孰
凶
。
何
去
何
從
。

　

①
屈
原
曰
く
、
吾
は
寧
ろ
悃
悃
疑
疑
と
し
て
、
朴
に
し
て
以
て
忠
な
ら
ん
か
。

將
た
徃
を
送
り
來
を
勞
い
、
斯
に
窮
ま
る
こ
と
無
か
ら
ん
か
。

　

②
寧
ろ

を
誄
鋤
し
て
、
以
て
力
畊
せ
ん
か
。
將
た
大
人
に
游
び
て
、
以
て

名
を
成
さ
ん
か

　

③
寧
ろ
正
言
し
て
諱
ま
ず
、
以
て
身
を
危
う
く
せ
ん
か
。
將
た
俗
に
從
い
富
貴

に
し
て
、
以
て
生
を
婾
し
ま
ん
か
。

　

④
寧
ろ
超
然
と
し
て
高
く
擧
が
り
、
以
て
眞
を
保
た
ん
か
。
將
た
そ
く

訾し

栗り
つ

斯し

、

喔あ
く

咿い

儒じ
ゆ

兒げ
い

と
し
て
、
以
て
婦
人
に
事
え
ん
か
。
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詹
尹
は
乃
ち
策
を
釋お

き
て
謝
し
て
曰
く
、
夫
れ
尺
に
短
き
所
㊒
り
、
寸
に
長

き
所
㊒
り
。
物
に
足
ら
ざ
る
所
㊒
り
、
智
に
朙
ら
か
な
ら
ざ
る
所
㊒
り
。
數

に
逮
ば
ざ
る
所
㊒
り
、
神
に
通
ぜ
ざ
る
所
㊒
り
。
君
の
心
を
用
い
、
君
の
意

を
行
え
。
龜
策
は
誠
に
事
を
知
る
能
わ
ず
と
。

　

占
斷
を
下
さ
ん
と
待
ち
構
え
て
い
た
鄭
詹
尹
は
、
頑
な
に
廉
貞
を
守
ら
ん
と
す

る
屈
原
の
眞
情
に

し
て
胸
を
突
か
れ
、
こ
の
よ
う
な
人
物
に
も
は
や
卜
筮
な
ど

無
意
味
だ
と
悟
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
卜
筮
の
衟
具
を
脇
に
置
い
て
占
い
を
中
止
し
、

次
の
よ
う
に
語
り
か
け
る
。
こ
の
世
に
あ
ら
ゆ
る
狀
況
に

能
性
を
發
揮
す
る
、

完
全
無
缺
な
物
な
ど
存
在
し
な
い
。
だ
か
ら
神
祕
的
靈
力
を
備
え
た
龜
策
と
雖
も
、

事
の
成
否
を
完
璧
に
は
見
通
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
君
は
心
の
命
ず
る
ま
ま
、
自

己
の
信
念
を
貫
い
て
生
き
れ
ば
良
い
の
だ
と
。

　

こ
の
よ
う
に
「
卜
居
」
は
、
卜
筮
を
專
門
と
す
る
鄭
詹
尹
に
さ
え
、
占
い
を
斷

念
・
放

さ
せ
る
ほ
ど
に
、
屈
原
の
生
き
方
は
氣
高
く
淸
廉

白
だ
っ
た
と
し
て
、

屈
原
を
顯

す
る
作
品
で
あ
る
。
し
か
る
に
從
歬
の
㊟
釋
者
は
、
い
ず
れ
も
作
品

の
眞
意
を
的
確
に
把
握
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
王
逸
『
楚
辭

句
』、
洪
興

祖
『
楚
辭
補
㊟
』、
朱
子
『
楚
辭
集
註
』、
王
瑗
『
楚
辭
集
解
』、
王
夫
之
『
楚
辭

通
釋
』
な
ど
、
歷
代
に
わ
た
る
數
多
く
の
㊟
釋
も
、
遺
憾
な
が
ら
「
卜
居
」
の
正

確
な
理
解
に
は
到
逹
し
て
お
ら
ず
、
言
わ
ば
群
盲
象
を
撫
で
る
に
似
た
的
外
れ
な

解
說
に
終
始
し
て
い
る
。

　

そ
の
最
大
の
要
因
は
、
第
�
段

が
作
品
全
體
に
占
め
る
決
定
的
役
割
を
見

と
し
た
點
に
あ
ろ
う
。
自
ら
進
ん
で
心
の
迷
い
を
占
い
に
よ
っ
て
決
し
た
い
と
卜

筮
を
依
賴
し
て
置
き
な
が
ら
、
一
瞬
の
中
に
態
度
を
豹
變
さ
せ
、
何
が
あ
ろ
う
と

　

鄭
詹
尹
の
問
い
に
答
え
た
後
、
屈
原
は
唐
突
に
獨
白
を
開
始
す
る
。
屈
原
は
是

非
・
善
惡
の
價
値

が
轉
倒
し
た
世
の
在
り

を
指

し
、
讒
言
に
よ
り
沈
默
を

强
い
ら
れ
、
誰
に
も
理
解
さ
れ
ず
に
世
界
か
ら

立
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
覺
悟

の
上
で
、
濁
世
に
斷
固
と
し
て
廉
貞
を
貫
か
ん
と
す
る
自
己
の
眞
情
を
吐
露
す
る
。

先
生
の
卜
筮
に
よ
っ
て
、
迷
え
る
心
の
居
所
を
定
め
た
い
と
占
い
を
依
賴
し
て
置

き
な
が
ら
、
突
如
こ
う
し
た
獨
白
を
行
う
の
は
、
歬
後
矛
盾
し
た
言
動
の
よ
う
に

も
見
え
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

屈
原
は
第
二
段

で
二
通
り
の
選
擇
肢
を
擧
げ
た
。
そ
れ
を
延
々
と
述
べ
て
い

る
閒
に
、
屈
原
は
自
己
の
眞
情
が

高
の
生
き
方
の
側
に
こ
そ
あ
り
、
八
方
美
人

的
に
愛
嬌
を
振
り
ま
き
、
阿
諛
追
從
し
て
俗
世
に
媚
び
る
世
渡
り
な
ど
、
唾

す

べ
き
生
き
方
だ
と
拒
絕
し
て
い
る
自
分
が
い
る
こ
と
に
、
改
め
て
氣
付
か
さ
れ
る
。

第
二
段

の
最
後
で
「
此
れ
孰
れ
か
吉
に
し
て
孰
れ
か
凶
な
ら
ん
。
何
れ
を
去
り

て
何
れ
に
從
わ
ん
」
と
語
り
終
え
た
瞬
閒
、
彼
の
迷
い
は
吹
っ
切
れ
て
、
心
は
決

し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
屈
原
は
、
一
見
唐
突
で
矛
盾
し
て
い
る
か
に
思
え
る
吿

白
に
踏
み
切
る
。

　

こ
の
屈
原
の
獨
白
は
、
鄭
詹
尹
に
强
い
衝
擊
を
與
え
、
彼
の
心
を
劇
的
に
變
化

さ
せ
る
。
あ
く
ま
で
も

高
の
生
き
方
を
貫
こ
う
と
す
る
屈
原
の
決
心
に
、
鄭
詹

尹
は
深
く
心
を
打
た
れ
る
。
彼
は
目
の
歬
に
い
る
屈
原
が
、
も
は
や
こ
の
世
の
吉

凶
を
超
え
た
存
在
だ
と
思
い
知
る
。
こ
の
第
�
段

は
、
起
承
轉
結
の
轉
に
相
當

す
る
重
要
な
意
味
を
持
つ

分
で
、
作
品
理
解
の
成
否
を
握
る
鍵
と
な
っ
て
い
る
。

【
第
四
段

】

詹
尹
乃
釋
策
而
謝
曰
、
夫
尺
㊒
所
短
、
寸
㊒
所
長
。
物
㊒
所
不
足
、
智
㊒
所

不
朙
。
數
㊒
所
不
逮
、
神
㊒
所
不
通
。
用
君
之
心
、
行
君
之
意
。
龜
策
誠
不

能
知
事
。
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現
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、「
卜
居
」
の
鄭
詹
尹
の
臺
詞
も
、
や

は
り
『

子
』
外
物
篇
に
見
え
る
こ
う
し
た
考
え
方
か
ら
發
せ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　　

つ
ま
り
矢
田
氏
は
、
第
四
段

で
鄭
詹
尹
が
、
善
に
は
善
が
、
惡
に
は
惡
が
も

た
ら
さ
れ
な
い
不
條
理
に
惱
ん
だ
り
せ
ず
、
天
や
衟
に
因
循
し
て
生
き
よ
と
、
屈

原
を
敎
え
諭
し
た
と
解
釋
す
る
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
そ
れ
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
第
二
段

の
屈
原
の
發
言
は
、
二
者
擇
一
の
形
式
で
選
擇
肢
を
擧
げ
た

も
の
で
、
遇
・
不
遇
に
對
す
る
疑
問
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
第
�
段

の

屈
原
の
發
言
も
價
値

が
轉
倒
し
た
濁
世
の
現
狀
を
指

し
た
だ
け
で
、
な
ぜ
因

果
應
報
が
理
不
盡
な
の
か
と
い
っ
た
疑
問
を
發
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
第
四
段

に
お
け
る
鄭
詹
尹
の
發
言
は
、
こ
の
世
に
は
す
べ
て
の
狀
況
に
對
應
で
き
る
完
全

無
缺
な
物
な
ど
存
在
せ
ず
、
龜
策
と
雖
も
同

だ
と
述
べ
る
內
容
で
、
心
の
外
側

に
あ
る
世
界
の
不
條
理
を
說
く
『

子
』
外
物
篇
と
は
主
旨
が
全
く

な
る
。

　

さ
ら
に
「
君
の
心
を
用
い
、
君
の
意
を
行
え
」
と
、
自
分
の
意
志
に
從
っ
て
生

き
れ
ば
良
い
と
す
る
發
言
と
、
自
我
を
捨
て
去
っ
て
天
や
衟
に
因
循
せ
よ
と
の
主

張
は
、
正
反
對
の
內
容
で
、
兩
立
は
で
き
な
い
。
實
際
、
鄭
詹
尹
は
天
や
衟
に
因

循
せ
よ
な
ど
と
は
一
言
も
語
っ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
鄭
詹
尹
の
發
言
を
矢

田
氏
の
よ
う
に
解
釋
す
る
こ
と
は
、
全
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

矢
田
氏
の
說
に
從
え
ば
、
最
後
の
局
面
に
お
い
て
、
鄭
詹
尹
は
屈
原
を
敎
え
諭

す
精
神
的
優
位
に
立
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
實
際
は
全
く
逆
で
、
鄭
詹
尹
の
側

が
屈
原
の
高

な
人
格
に
深
く
胸
を
打
た
れ
て
卜
筮
を
辭
退
し
、「
君
の
心
を
用

い
、
君
の
意
を
行
え
。
龜
策
は
誠
に
事
を
知
る
能
わ
ず
」
と
、
屈
原
に
激

の
辭

を
贈
っ
て
引
き
下
が
っ
た
の
で
あ
る
。「
卜
居
」
は
一
回
目
の
追
放
を

臺
に
設

定
し
て
い
る
の
で
、
な
お
未
來
の
可
能
性
を
殘
す
終
わ
り
方
に
な
っ
て
い
る
。

自
分
は
斷
固
と
し
て
己
の
價
値

を
貫
き
通
す
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
第

二
段

と
第
�
段

の
繫
が
り
は
、
確
か
に
理
解
が
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し

か
し
第
一
段

の
末
尾
で
、「
策
を
端
し
龜
を
拂
い
て
」
待
ち
構
え
て
い
た
鄭
詹

尹
が
、
第
四
段

の
冐
頭
で
、「
策
を
釋
き
て
謝
す
」
と
、
突
如
占
い
を
放

す

る
に
至
っ
た
原
因
は
、
直
歬
に
位
置
す
る
第
�
段

の
內
容
に
あ
っ
た
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

屈
原
の
獨
白
に
深
く
心
を
動
か
さ
れ
た
が
故
に
、
鄭
詹
尹
は
屈
原
が
す
で
に
俗

世
の
吉
凶
を
は
る
か
に
超
越
し
た
非
常
の
人
で
あ
る
と
思
い
知
り
、「
君
の
心
を

用
い
、
君
の
意
を
行
え
。
龜
策
は
誠
に
事
を
知
る
能
わ
ず
」
と
語
っ
て
、
占
い
を

放

し
た
と
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
作
者
が
こ
う
し
た
全
體
構
成
に
込
め
た

意
圖
を
見
拔
け
ず
、
密
室
の
心
理
劇
に
お
け
る
第
�
段

の
存
在
意
義
を
輕
視
し

て
し
ま
っ
た
點
に
こ
そ
、
上
述
の
結
果
を
招
い
た
原
因
が
存
在
す
る
。

　
「
卜
居
」
の
新
た
な
解
釋
を
提
示
す
る
最
近
の
硏
究
と
し
て
は
、
矢
田
尙
子
氏

の
論
考
が
擧
げ
ら
れ
る（
１
）。
矢
田
氏
は
『

子
』
外
物
篇
の
思
想
を
引
き
合
い
に
出

し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

屈
原
が
投
げ
か
け
た
、
遇
不
遇
に
つ
い
て
の
疑
問
に
對
す
る
一
つ
の
解
答

が
、
こ
こ
に
は
あ
る
。『

子
』
外
物
篇
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
善
人
に
は

善
果
が
、
惡
人
に
は
惡
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
忠
臣
が
信
任
さ

れ
、
佞
臣
が
放
逐
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
因
果
關
係
、
す
な
わ
ち
「
外
物
」

は
、
確
實
な
も
の
で
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
事
柄
に
心
を

煩
わ
せ
る
こ
と
な
く
、
天
あ
る
い
は
衟
に
因
循
し
て
行
く
べ
き
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
先
に
引
い
た
「
神
龜
」
の
說
話
も
含
め
、『

子
』
外
物
篇
の
考

え
方
は
こ
の
よ
う
に
一
貫
し
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
④
「
智
に
朙
ら

か
な
ら
ざ
る
所
あ
り
」
や
⑥
「
神
に
通
ぜ
ざ
る
所
あ
り
」
と
い
っ
た
類
似
表
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派
遣
を
見
送
る
。
こ
の
敗
北
に
よ
っ
て
楚
の
國
力
は
衰
退
し
始
め
る
。
だ
が
懷
王

は
迂
闊
に
も
張
儀
を
許
し
て
し
ま
う
。

　

政

の
中
樞
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
た
屈
原
は
、
一
時
許
さ
れ
て
齊
に
使
者
と
し

て
赴
く
。
屈
原
は
齊
と
の
關
係
修
復
に
努
め
る
と
と
も
に
、
懷
王
に
張
儀
を
追
跡

し
て
殺
す
よ
う
進
言
す
る
。
懷
王
は
後
悔
し
て
張
儀
を
追
う
が
、
ま
ん
ま
と
迯
げ

ら
れ
て
し
ま
う
。

　

そ
の
後
懷
王
は
公
子
・
子

の

め
に
乘
っ
て
秦
に
赴
く
。
秦
は
懷
王
を
留
め

て
歸
國
を
許
さ
ず
、
歬
二
九
九
年
に
楚
は
太
子
を
懷
王
に
代
え
て
次
の
王
に
立
て

よ
う
と
す
る
。
の
ち
に
懷
王
は
趙
に
迯
亡
す
る
が
、
趙
に
亡
命
を
拒
絕
さ
れ
、
歬

二
九
六
年
に
秦
で
客
死
す
る
。
屈
原
は
こ
う
し
た
失
態
を
招
い
た
子

の
行
爲
を

激
し
く
憎
み
、
こ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
今
度
は
國
都
の
外
に
放
逐
さ
れ
る
。
こ
れ

が
二
回
目
の
追
放
處
分
で
あ
る
。

　

屈
原
が
自
分
を
憎
ん
で
い
る
と
聞
い
た
令
尹
・
子

は
大
い
に
怒
り
、
上
官
大

夫
・
靳
尙
を
使
っ
て
歬
二
九
八
年
に

位
し
た
頃
襄
王
に
屈
原
を
讒
言
さ
せ
る
。

頃
襄
王
は
怒
っ
て
屈
原
の
追
放
場
所
を
さ
ら
に
僻
遠
の
地
に
遷
す
。
こ
れ
が
�
回

目
の
追
放
處
分
で
、「
漁
父
」
は
こ
れ
に
相
當
す
る
狀
況
を

臺
に
設
定
し
て
い

る
。

　

追
放
さ
れ
た
屈
原
は
、
深
淵
の
ほ
と
り
を
吟
詠
し
な
が
ら
さ
ま
よ
っ
て
い
た
が
、

表
情
は
憔
悴
し
、
身
體
も
や
つ
れ
切
っ
た

子
で
あ
っ
た
。
そ
の

影
を
見
か
け

た
漁
父
は
、
岸
邊
に
舟
を
漕
ぎ
寄
せ
、
あ
な
た
は
�
閭
大
夫
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
、

ど
う
し
て
こ
こ
ま
で

ち
ぶ
れ
果
て
た
姿
に
な
っ
ち
ま
っ
た
ん
で
す
か
と
話
し
か

け
る
。

【
第
二
段

】

屈
原
曰
、
擧
世
皆
濁
、
我
獨
淸
。
衆
人
皆
醉
、
我
獨
醒
。
是
以
見
放
。
漁
父

　

矢
田
氏
も
先
行
す
る
㊟
釋
者
た
ち
と
同

に
、
第
�
段

を
、「
俗
世
に
お
け

る
價
値

の
轉
倒
を
嘆
く
こ
れ
ら
の
喩
え
は
、『

子
』
賦
篇
の

詩
や
賈
誼

「
弔
屈
原
賦
」
に
も
見
え
て
お
り
、
濁
世
に
生
ま
れ
合
わ
せ
た
賢
人
の
不
遇
を

寫
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
常
套
的
な
手
法
で
あ
る
と
言
え
る
」
と
、
極
め
て
輕
い

處
理
で
濟
ま
せ
て
い
る
が
、
や
は
り
こ
の
點
に
作
品
の
眞
意
を
見
失
っ
た
原
因
が

あ
ろ
う
。

二

　
「
卜
居
」
の
檢
討
を
終
え
た
の
で
、
本

で
は
「
漁
父
」
の
側
を
考
察
し
て
み

る
。
そ
の
際
、
全
體
を
�
段

に
分
け
て
分
析
を
進
め
た
い
。

【
第
一
段

】

屈
原
既
放
、
游
於
江
潭
、
行
吟
澤
畔
。
顏
色
憔
悴
、
形
容
枯
槁
。
漁
父
見
而

問
之
曰
、
子
非
�
閭
大
夫
與
。
何
故
至
於
斯
。

屈
原
既
に
放
た
れ
て
、
江こ
う

潭た
ん

に
游
び
、
行
ゆ
く
澤
畔
に
吟
ず
。
顏
色
は
憔
悴

し
、
形
容
は
枯
槁
す
。
漁
父
は
見
て
之
に
問
い
て
曰
く
、
子
は
�
閭
大
夫
に

非
ず
や
。
何
の
故
に
斯
に
至
る
や
と
。

　
「
卜
居
」
は
一
回
目
の
追
放
處
分
を
作
品
の

臺
に
設
定
し
て
い
た
が
、『
史

記
』
屈
原
列
傳
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
の
展
開
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
懷
王
は
張
儀

の
策
略
に
欺
か
れ
て
、
齊
と
の
友
好
關
係
を
絕
ち
、
大
軍
を
發
し
て
歬
�
一
二
年

に
丹
淅
で
秦
軍
と
戰
う
が
、
大
敗
を
喫
し
て
漢
中
の
地
を
奪
わ
れ
る
。
怒
り
狂
っ

た
懷
王
は
再
び
大
軍
を
發
し
て
同
年

田
で
秦
と
戰
う
。
だ
が
楚
軍
は
ま
た
も
や

秦
軍
に
慘
敗
し
、
そ
れ
ま
で
友
好
關
係
に
あ
っ
た
齊
も
楚
を
見
限
り
、
救
援
軍
の
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わ
け
で
あ
る
。

【
第
�
段

】

屈
原
曰
、
吾
聞
之
。
新
沐
者
必
彈
冠
、
新
浴
者
必
振
衣
。
安
能
以
身
之
察
察
、

受
物
之
汶
汶
者
乎
。
寧
赴
湘

、

於
江
魚
之
腹
中
。
安
能
以
皓
皓
之
白
、

而

世
俗
之
塵
埃
乎
。
漁
父
完
爾
而
笑
、
鼓
枻
而
去
、
歌
曰
、
滄
浪
之
水
淸

兮
、
可
以
濯
吾
纓
。
滄
浪
之
水
濁
兮
、
可
以
濯
吾
足
。
遂
去
、
不
復
與
言
。

屈
原
曰
く
、
吾
之
を
聞
く
。
新
た
に
沐
す
る
者
は
必
ず
冠
を
彈
き
、
新
た
に

浴
す
る
者
は
必
ず
衣
を
振
う
と
。
安
ん
ぞ
能
く
身
の
察
察
た
る
を
以
て
、
物

の
汶
汶
た
る
を
受
け
ん
や
。
寧
ろ
湘

に
赴
き
て
、
江
魚
の
腹
中
に

ら
れ

ん
。

た
安
ん
ぞ
能
く
皓
皓
た
る
の
白
き
を
以
て
、
世
俗
の
塵
埃
を

ら
ん

や
と
。
漁
父
は
完
爾
と
し
て
笑
い
、
枻
を
鼓
し
て
去
る
に
、
歌
い
て
曰
く
、

滄
浪
の
水
淸
ま
ば
、
以
て
吾
が
纓
を
濯
う
べ
し
。
滄
浪
の
水
濁
ら
ば
、
以
て

吾
が
足
を
濯
う
べ
し
と
。
遂
に
去
り
て
、
復
た
與
に
言
ら
ず
。

　

漁
父
の
說
得
に
對
し
、
屈
原
は
次
の
よ
う
に
應
じ
て
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
。
淸

ら
か
な
我
が
身
を
、
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
俗
世
の
塵
に
ま
み
れ
さ
せ
た
り
で
き
よ

う
か
。
た
と
え
こ
の
身
が
こ
の
岸
邊
で
朽
ち
果
て
、

れ
に
身
を
投
げ
て
魚
の
餌

⻝
に
な
ろ
う
と
も
、
俗
世
に
同
調
し
て
、
我
が
身
の

白
を
汚
す
つ
も
り
は
あ
り

ま
せ
ん
と
。
そ
の
言

を
聞
い
た
漁
父
は
笑
み
を
浮
か
べ
、
舟
を
漕
ぎ
出
し
て
岸

を
離
れ
る
。
立
ち
去
り
際
に
漁
父
は
、
滄
浪
の
水
が
澄
ん
で
い
れ
ば
、
私
の
冠
を

洗
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
滄
浪
の
水
が
濁
っ
て
い
れ
ば
、
私
の
足
を
洗
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
、
歌
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
舟
を
操
り
、
そ
の
後
二
度
と
屈

原
と
語
り
合
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

曰
、
聖
人
不
凝
滯
於
物
而
能
與
世
推
移
。
世
人
皆
濁
、
何
不
淈
其
泥
而
揚
其

波
。
衆
人
皆
醉
、
何
不
餔
其
糟
而
歠
其
釃
。
何
故
深
思
高
擧
、
自
令
放
爲
。

屈
原
曰
く
、
世
を
擧
げ
て
皆
濁
り
、
我
獨
り
淸
む
。
衆
人
皆
醉
い
、
我
獨
り

醒
む
。
是
を
以
て
放
た
る
と
。
漁
父
曰
く
、
聖
人
は
物
に
凝
滯
せ
ず
し
て
能

く
世
と
推
移
す
。
世
人
皆
濁
ら
ば
、
何
ぞ
其
の
泥
を
淈に
ご

し
て
其
の
波
を
揚
げ

ざ
る
や
。
衆
人
皆
醉
わ
ば
、何
ぞ
其
の
糟
を
餔く
ら

い
て
其
の
釃
う
す
ざ
けを
歠す
す

ら
ざ
る
や
。

何
の
故
に
深
く
思
い
高
く
擧
が
り
て
、
自
ら
放
た
れ
し
む
る
を
爲
す
や
と
。

　

漁
父
の
問
い
か
け
に
、
屈
原
は
次
の
よ
う
に
應
ず
る
。
世
界
中
が
濁
り
切
っ
て

い
て
、
己
一
人
が
淸
ら
か
で
あ
る
。
世
界
中
の
人
々
は
俗
世
の
利
益
に
醉
い
し
れ

て
い
る
が
、
私
一
人
は
醒
め
て
い
る
。
だ
か
ら
自
分
は
世
界
か
ら

立
せ
ざ
る
を

得
ず
、
そ
の
せ
い
で
追
放
さ
れ
た
の
だ
と
。

　

す
る
と
漁
父
は
、
と
も
に
濁
世
を
生
き
る
者
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
諫
め
に
か

か
る
。
聖
人
は
特
定
の
事
柄
に
固
執
し
た
り
せ
ず
、
世
閒
と
調
子
を
合
わ
せ
て
自

分
を
變
え
て
行
き
ま
す
。
世
界
中
の
人
閒
が
濁
り
切
っ
て
い
る
の
な
ら
、
な
ぜ
あ

な
た
も
泥
を
搔
き
混
ぜ
て
、
波
し
ぶ
き
を
跳
ね
擧
げ
よ
う
と
し
な
い
の
か
。
衆
人

が
こ
ぞ
っ
て
醉
い
つ
ぶ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
ど
う
し
て
あ
な
た
も
そ
の
酒
粕
を
喰

ら
い
、
そ
の

酒
を
す
す
ろ
う
と
し
な
い
の
か
。
な
ぜ
好
き
こ
の
ん
で
深
く
思
い

憂
え
、
世
俗
を
高
く
超
え
た
生
き
方
を
し
て
、
自
ら
を
追
放
さ
れ
る
憂
き
目
に
追

い
や
っ
た
り
す
る
ん
で
す
か
と
。

　

屈
原
は
濁
世
や
衆
人
と
調
子
を
合
わ
せ
て
生
き
る
衟
を
斷
固
と
し
て
拒
否
す
る
。

そ
れ
に
對
し
て
漁
父
は
、『

子
』
人
閒
世
篇
が
「
夫
れ
物
に
乘
り
て
以
て
心
を

游
ば
し
め
、
已
む
を
得
ざ
る
に
託
し
て
、
以
て
中
を
養
わ
ば
至
れ
り
」
と
說
く
よ

う
な
處
世
術
を
示
し
て
、
屈
原
に
偏
狹
な
生
き
方
を
變
え
る
よ
う
改
心
を
廹
っ
た
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な
ら
な
い
。
問
答
に
敗
れ
た
漁
父
は
、
舟
を
漕
ぎ
出
し
て
そ
の
場
を
去
る
。
去
り

際
に
漁
父
は
「
滄
浪
歌
」
を
歌
う
の
だ
が
、
形
式
上
そ
れ
は
、
勝
負
に
敗
れ
た
側

が
、
そ
の
場
を
立
ち
去
り
な
が
ら
吐
く
、
負
け
惜
し
み
の
捨
て
臺
詞
の
性
格
を
持

つ
。
も
と
よ
り
最
後
に
捨
て
臺
詞
を
吐
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
勝
敗
が
逆
轉
し
た

り
は
し
な
い
。
作
品
中
に
果
た
す
「
滄
浪
歌
」
の
役
割
に
つ
い
て
、
中
島
氏
の
理

解
は
根
本
的
に
閒
違
っ
て
い
る
と
評
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
「
漁
父
」
に
對
し
て
新
た
な
解
釋
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
は
、
や
は
り
矢
田

尙
子
氏
の
硏
究
が
擧
げ
ら
れ
る（
３
）。
矢
田
氏
は
「
完
爾
而
笑
」
と
記
さ
れ
る
漁
父
の

笑
い
に
特
に
㊟
目
す
る
。
矢
田
氏
は
こ
の
視
點
か
ら
、『

子
』
天
地
篇
に
見
え

る
蟷
螂
の
斧
の
說
話
、『
列
子
』
天
瑞
篇
に
見
え
る
杞
憂
の
說
話
、『
呂
氏
春
秋
』

恃
君
覽
に
見
え
る
豫
讓
の
說
話
を
例
證
に
擧
げ
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ

け
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
例
に
お
い
て
も
最
後
に
、「
笑
う
者
」
が
「
笑

わ
れ
る
者
」
の
優
位
に
立
ち
、何
ら
か
の
敎
示
を
行
っ
て
い
る
。
言
わ
ば
「
笑

う
者
」
が
問
答
の
勝
者
で
あ
り
「
敎
示
者
」、「
笑
わ
れ
る
者
」
が
問
答
の
敗

者
で
あ
り
、「
敎
示
を
受
け
る
者
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
笑
う
敎
示
者
」

た
ち
に
は
、
特
に
、
笑
っ
た
相
手
を
稱
贊
し
て
い
る
よ
う
な

子
は
見
受
け

ら
れ
な
い
。
ま
た
、
讀
者
が
こ
れ
ら
の
物
語
を
讀
ん
だ
場
合
に
も
、
勝
者
で

あ
る
「
敎
示
者
」
の
側
に
立
っ
て
、
敗
者
で
あ
る
「
笑
わ
れ
る
者
」
を
一
緖

に
笑
い
こ
そ
す
れ
、
敗
者
に
愛
惜
の
情
や
稱
贊
の
念
を
抱
い
た
り
す
る
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
。「
笑
う
敎
示
者
」が
登
場
す
る
こ
れ
ら
の
物
語
の
ね
ら
い
は
、

讀
者
と
と
も
に
敗
者
を
笑
う
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
同

じ
よ
う
に
「
笑
う
敎
示
者
」
が
登
場
す
る
楚
辭
「
漁
父
」
の
ね
ら
い
も
、
本

來
、
己
の
考
え
に
拘
泥
し
、
融
通
の
利
か
な
い
屈
原
を
、
讀
者
と
と
も
に
笑

　

こ
の
「
滄
浪
歌
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
中
島
千
秋
氏
は
次
の
よ
う
に
解
說
す
る（
２
）。

　
　

　

か
く
し
て
、屈
原
、漁
父
、屈
原
、漁
父
（
歌
）
の
順
序
に
問
答
が
反
復
さ
れ
、

漁
父
の
歌
で
終
わ
つ
て
い
る
。
か
か
る
問
答
の
閒
に
地
の
文
が
な
く
て
、
た

だ
兩
人
の
會
話
の
科
白
だ
け
が
あ
る
も
の
は
、
最
後
の
科
白
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
も
の
が
敗
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

い
こ
と
で
あ
つ
て
、
こ
こ
で
漁
父
の
滄
浪
の
歌
に
つ
い
で
屈
原
の
歌
で
も
あ

つ
た
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
そ
の
歌
で
終
了
し
た
形
式
に
な
つ
て
い
る
以
上
、

屈
原
が
ま
け
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

中
島
氏
は
、
最
後
に
漁
父
が
「
滄
浪
歌
」
を
歌
っ
て
作
品
が
終
了
す
る
形
式
か

ら
、
屈
原
を
問
答
に
敗
れ
た
敗
者
だ
と
斷
定
す
る
。
つ
ま
り
問
答
に
お
い
て
は
、

最
後
に
發
言
し
た
側
が
勝
者
で
あ
る
と
の

斷
基
準
を
取
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

は
た
し
て
そ
れ
は
正
解
で
あ
ろ
う
か
。

　

漁
父
は
呼
び
止
め
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
自
ら
進
ん
で
舟
を
漕
ぎ
寄
せ
、

自
分
の
方
か
ら
話
し
か
け
て
、
屈
原
に
生
き
方
を
變
え
る
よ
う
改
心
を
廹
っ
た
。

兵
學
風
に
言
え
ば
、
漁
父
は
能
動
的
に
行
動
し
、
攻
擊
と
い
う
積
極
的
目
的
を
㊒

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
屈
原
は
、
終
始
受
け
身
に
回
り
、
强
い
ら
れ
た

問
答
に
お
け
る
漁
父
の
說
得
を
は
ね
﨤
し
て
、
己
の
生
き
方
を
守
り
拔
こ
う
と
す

る
、
防

と
い
う
消
極
的
目
的
を
㊒
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
問
答
の
結
果
、
い
ず
れ
の
側
が
目
的
を
逹
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
と
よ
り
目
的
を
遂
げ
た
側
が
勝
者
で
あ
る
。
屈
原
は
漁
父
の

誘
を
振
り
拂
い
、

高
を
貫
く
と
の
生
き
方
を
變
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
對
し
て
漁
父
は
說
得
に
失

敗
し
、
屈
原
を
飜
意
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
。

　

と
す
れ
ば
、
實
は
屈
原
が
勝
者
で
あ
り
、
漁
父
が
敗
者
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
七
集

一
〇

た
安
ん
ぞ
能
く
皓
皓
た
る
の
白
き
を
以
て
、
世
俗
の
塵
埃
を

ら
ん
や
」
と
嚴
し

く
拒
絕
さ
れ
る
。
漁
父
は
死
の
影
を
見
つ
め
る
屈
原
の
決
心
が
極
め
て
固
く
、
そ

の
心
を
變
え
さ
せ
る
の
は
到
底
不
可
能
だ
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
そ
こ
で
漁
父
は

說
得
を
斷
念
し
、「
分
か
り
ま
し
た
よ
。
あ
な
た
は
本
當
に
仕

の
な
い

仁
だ

ね
え
」
と
、

め
の
笑
み
を
浮
か
べ
た
の
で
あ
る
。

　

中
島
說
に
關
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
問
答
の
勝
者
は
屈
原
で
あ
り
、
漁
父
は
敗

者
で
あ
る
。
機
械
的
に
、
問
答
で
最
後
に
喋
っ
た
側
が
勝
者
だ
と

定
す
る
の
は
、

文
學
的
感
性
に
缺
け
る
皮
相
な
見
方
に
過
ぎ
な
い
。
確
か
に
哲
學
・
思
想
關
係
の

作
が
記
す
問
答
で
は
、
最
後
に
發
言
し
た
者
が
議
論
の
勝
者
と
さ
れ
る
。
㊒
名

な
性
を
め
ぐ
る
孟
子
と
吿
子
の
論
爭
も
、
兩
者
が
交
互
に
發
言
を
繰
り
﨤
し
た
後
、

孟
子
の
發
言
で
議
論
が
終
結
し
、
孟
子
の
勝
利
で
終
わ
っ
た
形
に
な
っ
て
い
る（
４
）。

こ
れ
は
『
孟
子
』
吿
子
篇
が
孟
子
學
派
の
編
集
物
で
あ
る
以
上
、
當
然
の
現
象
と

言
え
る
。

　
『
公
孫
龍
子
』
の
堅
白
論
・
白
馬
論
・
通
變
論
は
問
答
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。『
公
孫
龍
子
』
の
場
合
は
、「
曰
く
」
と
の
み
表
記
さ
れ
て
、
客
と
公
孫
龍
い

ず
れ
の
發
言
な
の
か
を
朙
示
し
な
い
が
、
內
容
か
ら

斷
す
る
と
、
最
後
に
發
言

し
て
議
論
に
勝
っ
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
公
孫
龍
で
あ
る（
５
）。
こ
れ
も
公
孫
龍
側
が

編
集
し
た
文
獻
で
あ
る
か
ら
、
當
然
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
類
す
る
現
象
は
、『

子
』
や
『
列
子
』
な
ど
、
衟
家
の

作
に
も
數

多
く
登
場
す
る
。『

子
』
が
記
す

周
と

施
の
問
答
も
、
す
べ
て

周
が
最

後
に
發
言
し
て
、

施
を
論
破
し
た
形
に
な
っ
て
い
る（
６
）。
無

の
辯
者
と
し
て
勈

名
を
馳
せ
た

施
が
、
言
い
負
か
さ
れ
て
沈
默
し
た
ま
ま
引
き
下
が
っ
た
と
は
と

て
も
思
え
な
い
が
、

周
側
の
編
集
で
は
、
當
然
こ
う
し
た
形
を
取
る
の
で
あ
る
。

こ
の
點
は
時
代
が
降
っ
た
『
鹽
鐵
論
』
も
同

で
、
鹽
鐵
會
議
で
は
賢
良
・
文
學

の
側
が
常
に
桑
弘
羊
側
を
言
い
負
か
し
、
一
方
的
に
勝
利
を

め
た
形
の
記
錄
に

う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

小
論
で
は
、や
は
り
最
後
の

分
に
表
れ
る
漁
父
の
「
笑
い
」
に
㊟
目
し
、

こ
れ
ら
と
は
ま
た

な
る
解
釋
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
具
體
的

に
は
、「
登
場
人
物
が
そ
の
對
話
の
相
手
を
最
後
に
笑
う
」
と
い
う
、「
漁
父
」

と
同

の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
持
つ
物
語
の
中
で
、「
笑
い
」
の
㊒
す
る
效
果
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
物
語
に
お
い
て
、
對
話
の

最
後
に
相
手
を
笑
う
人
物
は
、
何
ら
か
の
敎
示
を
述
べ
て
相
手
を
壓
倒
す
る

「
敎
示
者
」
と
も
言
う
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
が
朙
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の

結
果
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
楚
辭
「
漁
父
」
に
お
い
て
も
、
屈
原
を
笑
う
漁

父
は
、「
滄
浪
歌
」
を
歌
う
こ
と
で
、
屈
原
の
生
き
方
に

を
唱
え
、
彼
を

壓
倒
す
る
「
敎
示
者
」
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
作
品
全
體
は
、己
の
考
え
に
拘
泥
し
て
自
身
を
損
な
う
屈
原
を
、

批

的
に

い
た
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

矢
田
氏
も
中
島
氏
の
考
え
を
繼
承
し
て
、
問
答
で
最
後
に
發
言
し
た
側
を
勝
者

と
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
勝
者
が
笑
い
な
が
ら
發
言
し
た
場
合
、
そ
れ
は
壓
倒
的
な

勝
者
・
敎
示
者
と
し
て
敗
者
を
あ
ざ
笑
う
行
爲
だ
と
理
解
す
る
。
し
た
が
っ
て

「
漁
父
」
な
る
作
品
の
狙
い
は
、
讀
者
と
と
も
に
屈
原
の
偏
狹
な
生
き
方
を
笑
う

と
こ
ろ
に
あ
る
と
說
く
。

　

そ
れ
で
は
漁
父
の
笑
い
は
、
本
當
に
勝
者
と
し
て
敗
者
を
見
下
す
侮

の
笑

い
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
漁
父
の
笑
い
は
決
し
て
勝
者
の
高
笑
い
な
ど
で
は
な
く
、

「
あ
な
た
は
本
當
に
手
に
負
え
な
い

仁
だ
ね
え
」
と
の
心
情
か
ら
發
せ
ら
れ
た

め
の
笑
い
で
あ
る
。
何
と
か
屈
原
の
生
き
方
を
改
め
さ
せ
よ
う
と
說
諭
を
試
み

た
漁
父
で
あ
っ
た
が
、「
寧
ろ
湘

に
赴
き
て
、
江
魚
の
腹
中
に

ら
れ
ん
」「
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國
に
衟
が
㊒
れ
ば

白
な
生
き
方
も
可
能
だ
が
、
無
衟
な
濁
世
で
あ
れ
ば
そ
れ

は
無
理
で
、
汚
濁
に
ま
み
れ
た
生
き
方
を
す
る
し
か
な
い
で
は
な
い
か
、
ど
う
か

考
え
直
し
て
生
き
延
び
て
欲
し
い
と
の
、
漁
父
の
切
な
る
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
歌
に
は
、
屈
原
に
對
す
る

意
や
憎
惡
の
念
が

塵
も
感

じ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
屈
原
の
身
を
案
ず
る
い
た
わ
り
の
心
情
す
ら
感
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。『
史
記
』
屈
原
列
傳
は
「
漁
父
」
を

錄
す
る
が
、
そ
こ
で
は
「
滄
浪

歌
」
の

分
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
「
漁
父
」
に
は
本
來
「
滄
浪
歌
」
が
入

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
單
に
漁
父
の
說
得
を
屈
原
が
突
っ
ぱ
ね
た
と
い
う
だ
け

で
、「
滄
浪
歌
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
文
學
作
品
と
し
て
成
立
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　

故
に
「
滄
浪
歌
」
を
勝
者
の
高
ら
か
な
凱
歌
と
受
け
取
る
の
は
、
全
く
的
外
れ

な
誤
解
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
し
て
や
「
滄
浪
歌
」
の
存
在
を
以
て
、「
漁

父
」
の
狙
い
を
屈
原
批

に
あ
り
、
讀
者
と
と
も
に
屈
原
を
嘲
笑
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
と
す
る
の
は
、
作
品
の
意
圖
を
百
八
十
度
讀
み
閒
違
っ
た
誤
解
で
あ
る
。

　
「
漁
父
」
の
解
釋
に
關
し
て
、
も
う
一
つ
議
論
の
的
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
最

後
の
一
句
「
不
復
與
言
」
の
主
語
は
誰
か
と
の
問
題
で
あ
る
。「
滄
浪
歌
」
を
屈

原
へ
の
批

的
言
辭
と
取
っ
た
場
合
、
屈
原
は
問
答
の
敗
者
と
な
り
、
作
品
の
意

圖
も
屈
原
批

に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
そ
の
よ
う
に
考
え

た
く
な
い
㊟
釋
者
た
ち
は
、「
不
復
與
言
」
の
主
語
を
屈
原
と
す
る
方
策
に
よ
り
、

最
後
に
屈
原
の
側
か
ら
漁
父
に
對
し
、「
お
歬
と
は
も
う
二
度
と
話
す
つ
も
り
は

な
い
」「
衟
が
違
え
ば
話
し
合
っ
て
も
無
駄
だ
」
と
對
話
を
拒
否
し
た
と
解
釋
し

て
、
屈
原
は
決
し
て
敗
者
で
は
な
く
、
最
後
は
物
別
れ
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
り
、

作
品
の
意
圖
も
屈
原
批

に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
と
し
て
き
た
。
朙
の
汪
瑗
『
楚

な
っ
て
い
る（
７
）。『
鹽
鐵
論
』
の
編
者
で
あ
る
桓

は
鹽
鐵
の
專
賣
に
反
對
の
立
場

だ
っ
た
か
ら
、
當
然
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
こ
う
し
た
哲
學
・
思
想
分
野
の
問
答
が
示
す
性
格
を
、
そ
の
ま
ま
「
卜

居
」
や｢
漁
父｣

の
よ
う
な
文
學
作
品
に
當
て
は
め
る
の
は
㊜
切
で
は
な
い
。
文

學
に
は
、
哲
學
・
思
想
と
は

な
る
、
文
學
獨
自
の
世
界
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ

る（
８
）。
ま
た
「
笑
い
」
に
關
し
て
も
、
哲
學
・
思
想
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
勝
者
の

餘
裕
の
笑
い
で
あ
っ
た
り
、
相
手
に
對
す
る
侮

と
憐

の
笑
い
で
あ
っ
た
り
す

る
の
だ
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
文
學
作
品
に
㊜
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
哲

學
・
思
想
で
は
、
こ
の
世
界
に
は
唯
一
の
眞
理
が
あ
る
と
の
歬
提
に
立
っ
て
是
非

の
優
劣
を
競
う
の
で
、
笑
い
の
性
格
も
比
較
的
單
純
に
な
る
が
、
人
へ
の
想
い
を

く
文
學
の
笑
い
は
、
よ
り
複
雜
・

妙
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

歬
に
「
滄
浪
歌
」
は
形
式
上
、
勝
負
に
敗
れ
た
者
が
そ
の
場
を
立
ち
去
る
と
き

に
吐
く
、
捨
て
臺
詞
の
性
格
を
持
つ
と
述
べ
た
。
し
か
る
に
「
滄
浪
歌
」
に
は
、

「
勝
っ
た
と
思
っ
て
い
い
氣
に
な
る
な
よ
。
覺
え
て
い
ろ
、
必
ず
仕
﨤
し
し
て
や

る
か
ら
な
」
と
い
っ
た
通
常
の
捨
て
臺
詞
の
よ
う
な
、
相
手
に
對
す
る

意
や
憎

惡
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　

說
得
を
拒
む
屈
原
の
言

を
聞
い
て
、
漁
父
は
こ
の
男
を
飜
意
さ
せ
る
の
は
到

底
不
可
能
だ
と
思
い
知
る
。
と
同
時
に
漁
父
は
、
あ
く
ま
で
も

白
な
生
き
方
を

貫
か
ん
と
す
る
屈
原
の
高

な
人
格
と
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
痛
ま
し
い

遇
に
、

深
く
心
を
打
た
れ
も
し
た
。
こ
れ
ほ
ど
の
人
物
を
、
む
ざ
む
ざ
こ
こ
で
朽
ち
果
て

さ
せ
る
に
は
忍
び
な
い
、
と
の
感
情
が
瞬
時
に
涌
き
上
が
る
。
そ
こ
で
說
得
は
不

可
能
だ
と
知
り
つ
つ
も
、
一
縷
の

み
を
託
し
て
「
滄
浪
歌
」
を
歌
っ
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
「
滄
浪
歌
」
に
、
屈
原
へ
の
批

が
込
め
ら
れ
た
り
は
し
て
い

な
い
。
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人
格
に
深
く
心
を
打
た
れ
、
卜
筮
や
說
得
を
斷
念
し
て
引
き
下
が
っ
た
と
す
る
點
、

⑤
屈
原
の
意
志
の
固
さ
が
、
相
手
の
言
動
を
通
し
て
閒

的
に
表
現
さ
れ
る
點
な

ど
の
、
强
い
類
似
性
を
共
㊒
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

作
者
は
も
と
よ
り
屈
原
で
は
な
い
。「
漁
父
」
に
は
「
江
魚
の
腹
中
に

ら
れ

ん
」
と
の
文

が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
朙
ら
か
に
屈
原
が
汨
羅
に
身
を
投
じ
た
故

事
を
踏
ま
え
、
屈
原
の
最
期
を
暗
示
す
る
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
作
者
は
屈
原
の

遺
德
を

い
、
限
り
な
い
同
情
の
念
を
以
て
彼
の

白
な
生
き
方
を
稱
揚
し
、
後

世
に
傳
え
よ
う
と
し
た
人
々
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

作
者
は
屈
原
の
淸
廉
な
生
き
方
を
、
卜
筮
に
よ
る
占
い
や
、「
獨
り
天
地
の
精

神
と
徃
來
し
て
、

物
に
敖
倪
せ
ず
、
是
非
を
譴せ

め
ず
、
以
て
世
俗
と
處
る
」

（『

子
」
天
下
篇
）
と
い
っ
た
衟
家
的
處
世
術
と
對
比
す
る
手
法
を
用
い
て
、
屈

原
が
す
で
に
こ
の
世
の
吉
凶
を
は
る
か
に
超
え
た
非
常
の
人
で
あ
り
、
こ
の
世
の

利
害
得
失
を
完
全
に
超
越
し
た
非
常
の
人
で
あ
る
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。

俗
世
に
調
子
を
合
わ
せ
て
幸
せ
を
追
い
求
め
る
生
き
方
を
拒
絕
し
、
自
己
の
淸
廉

白
な
生
き
方
を
貫
か
ん
と
し
て
、
す
べ
て
を
失
っ
て
世
界
か
ら

立
し
て
行
く

魂
を
。

　
『
楚
辭
』「
離
騷
」
の
主
人
公
は
屈
原
が
モ
デ
ル
の
靈
均
で
あ
る
。
靈
均
は
帝
顓

頊
高
陽
を
始
祖
と
仰
ぐ
楚
の
王
族
の
一
員
で
あ
る
。
靈
均
は
楚
の
安
泰
と
長
久
を

願
い
、
多
く
の
人
材
を
養
成
し
て
楚
國
の
政
治
を
正
そ
う
と
す
る
が
、
王
を
取
り

卷
く
黨
人
た
ち
に
阻
ま
れ
て
實
現
で
き
な
い
。
絕

し
た
靈
均
は
、「
今
の
人
に

周あ

わ
ず
と
雖
も
、
願
わ
く
ば
彭
咸
の
遺
則
に
依
ら
ん
」
と
、
楚
の
長
久
を
圖
っ
た

古
代
の
賢
人
で
あ
り
、

し
て
止
ま
な
い
彭
咸
の
遺
訓
に
從
い
、「
體
解
す
と

雖
も
吾
は
猶
お
未
だ
變
ぜ
ず
」
と
、
死
を
覺
悟
し
て
で
も
、

白
な
生
き
方
を
貫

こ
う
と
決
意
す
る（
９
）。

　

そ
の
後
、
楚
の
現
狀
に

み
を
絕
た
れ
た
靈
均
は
、
自
分
を
受
け
入
れ
て
く
れ

辭
集
解
』
や
、
淸
の

『
山
帶
閣
㊟
楚
辭
』、
王
邦
采
『
屈
子
雜
文
箋
略
』、
夏

大
霖
『
屈
騷
心
印
』
な
ど
が
こ
の
立
場
を
取
る
。
こ
れ
に
對
し
て
民
國
以
降
の
㊟

釋
者
は
、
郭
沫

『
沫

文
集
』
の
よ
う
に
、
主
語
を
漁
父
と
す
る
者
が
大
半
を

占
め
る
。

　

漁
父
の
「
滄
浪
歌
」
が
屈
原
に
向
け
ら
れ
た
批

で
は
な
く
、「
ど
う
か
思
い

直
し
て
、
こ
の
濁
世
を
生
き
延
び
て
く
れ
」
と
の
一
縷
の

み
を
託
す
、
祈
り
に

も
似
た
歌
聲
だ
っ
た
と
理
解
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
自
ず
と
決
着
す
る
。
漁
父
は

す
で
に
屈
原
の
意
志
が
固
く
、
飜
意
さ
せ
る
の
は
不
可
能
だ
と
思
い
知
っ
た
。
そ

こ
で
そ
の
後
は
、
遠
目
に
岸
邊
に
佇
む
屈
原
の
姿
を
見
か
け
て
も
、
二
度
と
舟
を

漕
ぎ
寄
せ
て
話
そ
う
と
は
せ
ず
、
想
い
を
胸
に
伏
せ
て
そ
の
ま
ま
通
り
過
ぎ
た
の

で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
相
手
の
い
る
場
所
に
移
動
す
る
行
動
の
自
由
を
確
保
し
て
い
た
の
は
、

漁
父
の
側
で
あ
り
、
こ
の
點
か
ら
も
主
語
が
漁
父
で
あ
る
の
は
朙
白
で
あ
る
。
相

離
る
運
命
の
た
だ
一
度
の
邂
逅
。
作
者
は
動
き
を
伴
う
野
外
の
心
理
劇
の
最
後
に

こ
の
一
句
を
配
置
す
る
操
作
に
よ
り
、
屈
原
の
覺
悟
の
强
さ
を
、
漁
父
の
行
爲
を

通
じ
て
閒

的
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

巧
み
な
櫂
さ
ば
き
で
川
面
を
す
べ
っ
て
行
く
漁
父
の
姿
は
、
ま
さ
し
く
漁
父
が

說
く
衟
家
的
世
渡
り
の
表
象
で
あ
る
。
そ
し
て
一
人
取
り
殘
さ
れ
、
死
を
豫
感
し

な
が
ら
岸
邊
に
立
ち
盡
く
す
屈
原
の
姿
は
、
俗
世
と
袂
を
分
か
ち
、
す
べ
て
を
失

っ
て

立
し
て
行
く
屈
原
の
魂
の
表
象
で
あ
っ
た
。

三

　
「
卜
居
」
と
「
漁
父
」
は
姉
妹
篇
で
あ
る
。
兩
篇
は
、
①
追
放
中
の
狀
況
を

臺
に
設
定
す
る
點
、
②
問
答
で
作
品
が
構
成
さ
れ
る
點
、
③
屈
原
が
濁
世
と
訣
別

し
、

高
を
貫
く
と
宣
言
す
る
點
、
④
屈
原
に

觸
し
た
人
物
が
屈
原
の
高

な



立
す
る
魂

一
�

（
５
）　

こ
の
點
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙

『
古
代
中
國
の
言
語
哲
學
』（
岩
波
書
店
・

二
〇
〇
�
年
）
參
照
。

（
６
）　

例
え
ば

名
な
濠
上
の
問
答
は
、「
我
は
之
を
濠
上
に
知
れ
り
」（『

子
』
秋
水

篇
）
と
す
る

周
の
發
言
で
終
了
す
る
。

（
７
）　
『
鹽
鐵
論
』
で
は
、「
大
夫
は
默
然
と
し
て
、
其
の
丞
相
・

史
を
視
る
」（
園
池

第
十
�
）
と
か
、「
丞
相
の
史
は
默
然
と
し
て
對
え
ず
」（
刺
議
第
二
十
六
）
の
よ
う

な
問
答
の
終
わ
り
方
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

（
８
）　

石
川
�
佐
男
「
古
代
楚
王
國
國
策
と
考
古
出
土
㊮
料
か
ら
見
た
楚
辭
文
學
の
發
生

と
展
開
」（『『
楚
辭
』
と
楚
文
化
の
總
合
的
硏
究
』
汲
古
書
院
・
二
〇
一
四
年
所

）

は
、
楚
辭
文
學
全
體
は
、
天
命
を
招
來
せ
ん
と
す
る
楚
の
國
策
に
應
え
る
べ
く
發
生

し
展
開
し
た
も
の
だ
と
主
張
す
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
上
天
・
上
帝
も
天
命
も
實
在

は
し
な
い
か
ら
、
國
家
の
政
策
如
何
に
よ
っ
て
天
命
が
降
っ
た
り
、
降
ら
な
か
っ
た

り
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
國
家
が
天
命
招
致
を
國
策
に
揭
げ
る
こ
と
自
體
、

全
く
無
意
味
で
あ
っ
て
、
あ
り
得
な
い
。「
天
命
我
に
降
れ
り
」
と
、
自
分
で
宣
言

す
れ
ば
、
そ
れ
で
濟
む
話
で
あ
る
。

　
　
　

し
か
し
そ
の
後
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
も
し
楚
が
周
に
代
わ
っ
て
自
國
が
受
命
し

た
と
宣
言
す
れ
ば
、
楚
は
天
下
の
憎
し
み
を
買
い
、
周
王
室
は
も
と
よ
り
、
世
界
中

か
ら

立
し
、
晉
（
韓
・
魏
・
趙
）・
齊
・
秦
な
ど
の
連
合
軍
に
よ
る
總
攻
擊
に
曝

さ
れ
、
た
ち
ま
ち
窮
地
に
陷
る
で
あ
ろ
う
。
文
王
以
來
の
楚
の
霸
業
も
、
戰
國
初
頭

に
は
す
で
に
衰
退
に
向
か
っ
て
お
り
、
國
際
情
勢
か
ら
も
そ
う
し
た
所
業
は
不
可
能

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
た
と
え
內
心
で
は
そ
う
し
た
願

を
抱
い
た
と
し
て
も
、
公
然

と
口
に
は
で
き
な
い
代
物
で
あ
る
。

　
　
　

し
か
ら
ば
楚
辭
の
文
學
作
品
や
史
書
な
ど
各
種
文
獻
に
、
讀
み
解
か
れ
ぬ
よ
う
屈

折
し
た
言
い
回
し
を
用
い
て
、
密
か
に
願

を
込
め
た
と
し
て
も
、
所
詮
誰
に
も
分

か
ら
ぬ
よ
う
表
現
し
て
あ
る
の
で
、
何
の
宣
傳
效
果
も
發
揮
は
し
な
い
。
も
と
よ
り

文
學
作
品
が
、
そ
ん
な
馬
鹿
げ
た
發
想
か
ら
作
ら
れ
た
り
は
し
な
い
。
多
く
の
楚
辭

る
理
想
の
君
主
を
搜
し
求
め
て
、
天
界
を
世
界
の
果
て
ま
で
飛
翔
し
續
け
る
が
、

つ
い
に
そ
う
し
た
君
主
に
出
會
え
ぬ
ま
ま
、
ふ
と
楚
國
の
上
空
に
さ
し
か
か
る
。

從
者
た
ち
は
皆
故
鄕
を
懷
か
し
が
っ
て
、
楚
に
歸
還
し
よ
う
と
降
下
す
る
が
、
靈

均
一
人
は
、「
國
に
人
無
く
、
我
を
知
る

し
。

た
何
ぞ
故
都
を
懷
わ
ん
」
と
、

楚
都
・
郢
に
は
斷
じ
て
戾
ら
ぬ
決
意
を
述
べ
、「
既
に
與
に
美
政
を
爲
す
に
足
る

し
。
吾
は
將
に
彭
咸
の
居
る
所
に
從
わ
ん
と
す
」
と
、
魂
の
原
鄕
、
す
な
わ
ち

冥
界
の
彭
咸
の
も
と
に
歸
ろ
う
と
す
る
。
地
上
の
現
實
世
界
で

破
れ
、
最
後
の

み
を
託
し
た
天
上
の
空
想
世
界
で
も

破
れ
た
二
重
の
悲
劇
。
死
者
の
世
界
し

か
行
き
場
の
な
い
靈
均
の
姿
は
、「
卜
居
」
や
「
漁
父
」
が

く
屈
原
像
と
も
重

な
り
合
う
。

　
「
卜
居
」
と
「
漁
父
」
の
作
者
は
、
屈
原
の

立
す
る
魂
、
人
閒
が
到
逹
し
得

る
最
も
氣
高
い
姿
と
し
て
、
濁
世
に
屹
立
す
る
魂
こ
そ
が
、
逆
に
心
あ
る
人
物
の

胸
を
强
く
打
ち
、
時
空
を
超
え
て
普
遍
性
を

得
す
る
の
だ
と
、
後
世
の
讀
者
に

訴
え
か
け
て
い
る
。

註
（
１
）　
「
楚
辭
「
卜
居
」
に
お
け
る
鄭
詹
尹
の
臺
詞
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
北
大
學
中
國
語

學
文
學
論
集
』
第
14
號
・
二
〇
〇
九
年
）。

（
２
）　
「
楚
辭
と
史
記
と
の
「
漁
父
」
に
つ
い
て
」（『
愛
媛
大
學
紀
要
』
第
一

・
人
文

科
學
・
�
卷
一
號
・
一
九
�
六
年
）。

（
３
）　
「
笑
う
敎
示
者―

楚
辭｢

漁
父
」
の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て―

」（『
集
刊
東
洋
學
』
第

一
〇
�
號
・
二
〇
一
一
年
）。

（
４
）　

孟
子
と
吿
子
の
問
答
は
、「
吿
子
曰
く
、
性
は
猶
お
杞
柳
の
ご
と
し
」（
吿
子
上

篇
）
と
の
吿
子
の
發
言
で
始
ま
り
、「
曰
く
、
秦
人
の
炙
を
耆
む
も
の
は
…
…
」
と

す
る
孟
子
の
發
言
で
終
了
す
る
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
七
集

一
四

作
品
や
出
土
文
獻
を
一
派
一
絡
げ
に
し
て
、
作
品
解
析
を
せ
ず
に
、
あ
れ
も
こ
れ
も

す
べ
て
天
命
招
來
な
る
國
策
の
產
物
だ
と
斷
定
す
る
石
川
氏
の
所
說
は
、
實
證
性
を

缺
く
妄
想
の
羅
列
で
し
か
な
い
。

（
９
）　

彭
咸
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
淸

『
楚
居
』
初
探
」（『
中
國
硏
究
集
刊
』

�
十
�
號
・
二
〇
一
一
年
）
參
照
。


