
山
鹿
素
行
（
一
六
一
三
’
八
五
）
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
朱
子
学
を
批
判
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
ゑ
ず
か
ら
の
学
の
立
場
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
批
判
す

る
と
い
っ
て
も
、
素
行
は
朱
子
学
に
対
し
て
全
面
否
定
の
形
で
の
ぞ
ん
だ
わ
け

で
は
な
い
。
素
行
の
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
、
内
容
的
に
は
、
朱
子
学
の
批
判
的

改
造
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
素
行
が
お
こ
な
っ
た
批
判
的
改
造
と
は
、
要
す
る
に
、
朱
子
学
の
内
か

ら
形
而
上
的
工
夫
の
部
分
を
削
除
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
朱
子
学
に
は
も

と
も
と
形
而
上
的
工
夫
と
現
実
的
工
夫
の
双
方
が
共
に
そ
の
内
に
含
承
込
ま
れ

あ
い

て
い
る
朱
子
学
の
基
本
的
特
徴
は
、
こ
の
相
反
す
る
二
つ
の
工
夫
を
共
に
重

視
し
、
互
い
に
牽
制
さ
せ
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
パ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
一
つ
の

大
き
な
学
の
体
系
を
構
築
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
素
行
は
、
朱
子
学

が
一
方
で
は
現
実
的
工
夫
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
高
く
評
価
し
な
が

ら
も
、
そ
れ
が
同
時
に
形
而
上
的
工
夫
を
も
お
こ
な
っ
て
い
る
点
で
は
そ
れ
を

（
勺
ｌ
）

厳
し
く
批
判
す
る
。
形
而
上
的
工
夫
に
は
人
を
不
活
発
に
し
隠
遁
的
に
す
る
弊

（
○
乙
）

害
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
素
行
は
朱
子
学
に
対
し
て
、
そ
の
形
而

｜
、
素
行
の
朱
子
学
批
判
の
問
題
点

山
鹿
素
行
の
職
分
主
義
と
朱
子
学
批
判

上
的
工
夫
の
方
は
一
方
的
に
削
除
し
、
現
実
的
工
夫
の
方
だ
け
は
保
存
す
る
と

い
う
改
造
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
後
に
は
現
実
的
工
夫
ば
か
り
が
残
る
こ
と

に
な
る
。
素
行
に
し
て
承
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
学
こ
そ
が
儒
学
本
来
の
目
的
に

か
な
っ
た
正
し
い
学
問
、
す
な
わ
ち
聖
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
朱
子
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
素
行
の
お
こ
な
っ
た
そ
の
よ
う
な

改
造
に
は
、
あ
る
致
命
的
な
欠
陥
が
あ
る
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

朱
子
学
に
お
け
る
形
而
上
的
工
夫
と
は
、
要
す
る
に
、
形
而
上
界
に
存
す
る

道
徳
的
に
完
壁
な
る
人
の
本
性
（
す
な
わ
ち
天
理
）
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
朱
子
学
で
は
こ
の
形
而
上
的
工
夫
と
い
う
も
の
を
、

現
実
的
工
夫
に
不
可
分
の
も
の
と
し
て
組
ゑ
合
わ
せ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

も
し
現
実
的
工
夫
だ
け
が
単
独
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な

る
功
利
追
求
と
な
っ
て
し
ま
い
、
道
徳
的
意
味
合
い
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
そ
こ
に
形
而
上
的
工
夫
が
組
永
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
な
れ
ば
、
現

実
的
に
良
き
結
果
を
出
そ
う
と
し
て
工
夫
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
、
人
の
道
徳

性
の
根
拠
で
あ
る
天
理
の
実
現
に
努
力
す
る
と
い
う
道
徳
的
意
味
を
も
持
ち
得

る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

立
花

四
八

均



こ
の
よ
う
に
朱
子
学
で
は
、
こ
の
天
理
の
実
現
と
い
う
工
夫
が
有
れ
ば
こ

そ
、
単
な
る
功
利
の
学
と
は
明
確
な
一
線
を
画
し
、
あ
く
ま
で
も
道
徳
の
学
と

し
て
の
立
場
を
保
ち
得
る
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か

に
現
実
的
工
夫
に
も
っ
ぱ
ら
な
る
学
を
作
る
た
め
と
は
言
え
、
こ
の
よ
う
な
朱

子
学
の
内
か
ら
形
而
上
的
工
夫
の
部
分
を
削
除
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
同
時

に
、
現
実
的
工
夫
か
ら
道
徳
的
意
味
づ
け
を
も
剥
奪
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
少
な
く
と
も
朱
子
学
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
素
行
の
お
こ
な
っ
た
改

造
と
は
、
道
徳
の
学
か
ら
道
徳
性
に
関
す
る
工
夫
を
削
除
し
て
し
ま
い
全
く
の

功
利
の
学
に
堕
さ
し
め
て
し
ま
う
だ
け
の
も
の
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
素
行
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
、
一
見
功
利
の
学
か
ら
の
開
き
直
り
と

も
と
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
素
行
に
は
功
利
性
追

求
の
姿
勢
は
あ
っ
て
も
道
徳
性
追
求
の
姿
勢
は
欠
如
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
だ
か
ら
こ
そ
形
而
上
的
工
夫
を
削
除
す
る
な
ど
と
い
っ
た
改
造
を
平
気
で

お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
素
行
に
は
、
朱
子
学
の

よ
う
な
形
而
上
的
道
徳
観
こ
そ
無
か
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
に
代
わ
る
別
の
道
徳

観
Ｉ
そ
れ
は
当
然
、
現
実
界
に
閉
じ
た
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
ｌ
が
別
に
有
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
素
行
の
道
徳
観
と
し
て
〃
職
分
主
義
″
と
で
も
名
づ
け
る
こ
と
の

で
き
る
極
め
て
現
実
的
な
道
徳
観
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
素
行
が
朱
子

学
に
対
し
て
敢
え
て
改
造
を
試
ふ
た
の
は
、
彼
が
朱
子
学
の
形
而
上
的
道
徳
観

に
代
わ
る
こ
の
〃
職
分
主
義
〃
と
い
う
道
徳
観
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い

の
か
。
そ
し
て
素
行
の
学
と
は
、
朱
子
学
を
単
に
功
利
の
学
へ
と
レ
ペ
ル
ダ
ウ

ン
さ
せ
た
も
の
で
は
な
く
、
全
体
が
こ
の
〃
職
分
主
義
″
と
い
う
道
徳
観
の
首

職
分
に
つ
い
て
の
素
行
の
考
え
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
ま
ず
思
い

出
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
平
和
時
に
お
け
る
武
士
の
職
分
を
規
定
し
た
箇
所
で
あ

る
。
そ
の
部
分
は
素
行
の
思
想
の
中
で
も
特
に
有
名
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
引
用

さ
れ
る
所
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
素
行
は
、
『
山
鹿
語
類
』
士
道
篇
の
「
己
の
職

分
を
知
る
」
と
い
う
項
に
お
い
て
、
武
士
は
労
働
に
忙
し
い
農
・
工
・
商
の
三

民
に
代
わ
っ
て
道
徳
を
究
め
社
会
に
正
し
い
道
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
の
た
め

（
ｑ
ｊ
）

に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
が
素
行
が
見
出
し
た
平

和
時
に
お
け
る
武
士
の
職
分
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
朱
子
の
形
而

上
的
道
徳
観
に
代
わ
る
素
行
の
道
徳
観
を
探
ろ
う
と
す
る
際
に
は
、
こ
の
よ
う

な
武
士
の
職
分
規
定
の
内
容
そ
の
も
の
は
あ
ま
り
問
題
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は

む
し
ろ
、
素
行
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
武
士
の
職
分
を
執
勧
に
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
た
の
か
、
と
い
う
彼
の
職
分
希
求
の
態
度
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

素
行
は
、
今
述
べ
た
よ
う
な
形
で
武
士
の
職
分
を
規
定
し
た
前
後
の
部
分
に

お
い
て
、
武
士
が
ど
う
し
て
そ
の
職
分
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

を
し
つ
こ
い
位
に
説
い
て
い
る
。
〃
職
分
主
義
″
と
で
も
名
づ
け
る
こ
と
の
で

き
る
素
行
の
感
覚
が
、
そ
こ
で
は
余
す
と
こ
ろ
な
く
な
ま
な
ま
し
い
形
で
示
さ

れ
て
い
る
。
素
行
は
ま
ず
、
農
・
工
・
商
の
三
民
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
食
無

息
と
し
て
勤
め
て
い
る
「
耕
す
」
「
造
る
」
「
交
易
す
る
」
と
い
っ
た
已
む
を

尾
一
貫
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
こ
で
は
以
上
の
よ
う

な
観
点
か
ら
素
行
の
学
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
く
。

で
は
こ
こ
で
〃
職
分
主
義
″
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

と
い
う
こ
と
か
ら
ま
ず
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
、
職
分
主
義

四
九



得
ざ
る
形
で
の
職
分
が
あ
る
と
述
べ
る
所
か
ら
始
め
る
。

「
生
々
無
息
の
人
、
或
は
耕
し
て
食
を
い
と
な
み
、
或
は
た
く
ゑ
て
器
物
を
造

（
足
）

り
、
或
は
互
に
交
易
利
潤
せ
し
め
て
天
下
の
用
を
た
ら
し
む
、
是
れ
農
工
商
已

（
４
詮
）

む
を
得
ず
し
て
相
起
れ
り
。
」

そ
し
て
、
武
士
は
こ
れ
ら
三
民
の
勤
め
て
い
る
職
分
を
勤
め
な
く
て
よ
い
の

は
な
ぜ
か
、
そ
れ
は
武
士
に
は
武
士
の
勤
め
る
べ
き
他
の
職
分
が
あ
る
か
ら

だ
、
し
た
が
っ
て
武
士
と
し
て
は
そ
の
当
然
の
職
分
を
ど
う
し
て
も
見
い
出
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
し
て
素
行
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

「
而
し
て
士
は
耕
さ
ず
し
て
く
ら
ひ
、
造
ら
ず
し
て
用
ひ
、
売
買
せ
ず
し
て
利

（
足
）

た
る
、
そ
の
故
何
事
ぞ
や
。
我
れ
今
日
此
の
身
を
顧
み
る
に
、
父
祖
代
を
弓
馬

の
家
に
生
れ
、
朝
廷
奉
公
の
身
た
り
、
彼
の
耕
さ
ず
造
ら
ず
沽
ら
ざ
る
の
士
た

り
。
士
と
し
て
其
の
職
分
な
く
ん
ぱ
有
る
可
か
ら
ず
、
職
分
あ
ら
ず
し
て
食
用

ひ
た
す
ら

足
ら
し
め
ん
こ
と
は
遊
民
と
云
ふ
可
し
と
、
一
向
心
を
付
け
て
我
が
身
に
付
い

（
５
）

て
詳
に
省
承
考
ふ
く
し
。
」

こ
の
よ
う
に
農
・
工
・
商
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
武
士
の
職
分
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
性
を
説
い
た
素
行
は
、
今
度
は
鳥
獣
草
木
を
引
き
合
い
に
出
す

こ
と
で
そ
の
こ
と
を
再
度
強
調
す
る
。

「
さ
れ
ば
天
下
の
間
、
人
間
は
云
ふ
に
及
ば
ず
、
鳥
獣
の
た
ぐ
ひ
、
魚
録
の
い

や
し
き
、
草
木
の
非
情
な
る
、
何
れ
か
い
た
づ
ら
に
し
て
天
性
を
全
う
す
る

や
。
鳥
獣
は
自
ら
飛
走
し
て
食
を
求
め
、
魚
撮
は
勝
昆
し
て
其
の
食
を
尋
ね
、

草
木
は
士
に
根
ざ
し
て
深
か
ら
ん
こ
と
を
な
せ
り
。
各
々
唯
だ
食
を
求
む
る
事

暇
あ
ら
ず
、
一
年
の
間
一
日
一
時
も
飛
走
瀞
昆
を
忘
る
る
こ
と
な
し
。
物
皆
然

り
。
而
し
て
人
の
上
に
農
工
商
叉
此
の
如
し
、
若
し
つ
と
め
ず
し
て
一
生
を
全

く
終
る
可
く
ぱ
、
天
の
賊
民
と
云
ふ
く
し
。
し
か
れ
ば
士
何
ぞ
職
業
な
か
ら
ん

と
、
自
ら
省
ゑ
て
士
の
職
分
を
究
明
い
た
さ
ん
に
は
、
士
の
職
業
初
め
て
あ
ら

（
虞
Ｕ
）
・

は
る
べ
き
也
。
」

素
行
は
以
上
の
よ
う
に
説
い
た
後
、
本
節
の
最
初
で
触
れ
た
よ
う
な
武
士
の

職
分
の
具
体
的
内
容
規
定
へ
と
入
っ
て
い
く
。
そ
し
て
平
和
時
の
武
士
の
職
分

と
し
て
、
社
会
に
道
徳
を
堅
持
す
る
と
い
う
役
割
を
規
定
し
得
た
こ
と
で
、
彼

は
よ
う
や
く
一
安
心
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
こ
に
お
い
て
士
の
道
た
っ
て
、
衣
食
居
の
つ
ぐ
の
ひ
以
て
心
易
か
る
べ

く
、
主
君
の
恩
、
父
母
の
恵
、
し
ば
ら
く
報
ず
る
に
た
り
ぬ
く
し
。
此
の
つ
と

め
あ
ら
ざ
ら
ん
に
は
、
父
母
の
め
ぐ
ゑ
を
盗
承
、
主
君
の
禄
を
む
さ
ぼ
っ
て
、

一
生
の
間
唯
だ
盗
賊
の
命
を
全
く
す
る
に
同
じ
、
甚
だ
以
て
歎
息
す
る
に
た
へ

（
ワ
ー
）

た
り
。
故
に
先
づ
身
の
職
分
を
詳
に
究
理
仕
る
可
し
と
云
ふ
也
。
」

素
行
は
更
に
、
も
し
武
士
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
職
分
を
果
た
し
て
い
な
い
者

が
お
れ
ば
そ
の
人
は
武
士
で
あ
る
こ
と
を
す
み
や
か
に
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
此
の
わ
き
ま
へ
あ
ら
ざ
ら
ん
輩
は
、
速
に
三
民
に
入
り
て
、
或
は
耕
し
て
く

ら
ひ
、
或
は
工
し
て
世
を
わ
た
り
、
或
は
商
買
し
て
身
を
過
し
て
然
る
可
し
、

是
れ
天
の
と
が
め
少
か
る
可
し
。
若
し
し
ひ
て
奉
公
を
の
ぞ
ゑ
士
た
ら
ん
こ
と

を
求
め
ば
、
或
は
奴
隷
雑
人
の
役
を
つ
と
め
て
、
所
得
の
禄
を
す
ぐ
な
く
し
、

げ
き
た
く

主
の
恩
を
薄
く
し
て
、
抱
関
（
門
番
）
鑿
析
（
夜
回
り
）
の
つ
と
め
や
す
き
つ

（
。
◎
）

と
め
を
な
し
て
身
を
終
る
べ
し
。
是
れ
則
ち
職
分
也
。
」

そ
し
て
素
行
は
こ
こ
で
の
論
説
全
体
を
次
の
よ
う
に
し
め
く
く
っ
て
い
る
。

「
士
と
し
て
禄
を
得
、
禄
を
求
む
る
の
輩
、
身
の
職
分
を
ぱ
卿
か
し
ら
ず
し
て

禄
を
貧
ら
ん
事
は
、
心
に
恥
づ
る
処
な
く
ん
ぱ
有
る
可
か
ら
ざ
る
也
。
故
に
士

（
ｎ
コ
）

の
本
と
す
る
は
職
分
を
知
る
に
在
り
と
は
云
へ
る
也
。
」 五

○



以
上
の
箇
所
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
素
行
の
感
覚
を
ま
と
め
る
と
お
よ
そ

次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
人
に
は
各
人
に
課
せ
ら
れ
た
当
然

の
職
分
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
人
の
存
在
価
値
は
そ
の
職
分
を
完
全
に

遂
行
し
て
い
く
こ
と
の
中
に
こ
そ
あ
り
、
も
し
職
分
を
遂
行
し
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
が
あ
れ
ば
そ
れ
が
人
と
し
て
最
も
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

そ
の
よ
う
な
人
は
「
遊
民
」
で
あ
り
「
天
の
賊
民
」
で
あ
り
「
盗
賊
の
命
を
全

く
す
る
」
者
で
あ
り
、
た
と
え
そ
の
人
が
武
士
で
あ
ろ
う
と
も
、
農
・
工
・
商

の
三
民
に
対
し
て
は
勿
論
の
こ
と
、
鳥
獣
草
木
に
対
し
て
さ
え
引
け
目
を
感
じ

る
べ
き
存
在
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
、
も
し
く
は
価
値

観
を
こ
こ
で
は
職
分
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
職
分
主
義
の
考
え
方
も
、
例
え
ば
前
節
で
見
た
よ
う

な
士
・
農
・
工
・
商
と
い
っ
た
あ
る
特
定
の
地
位
や
身
分
に
あ
る
者
が
自
己
の

為
す
べ
き
こ
と
を
決
め
よ
う
と
す
る
際
に
は
極
め
て
自
然
に
成
立
す
る
。
し
か

し
朱
子
学
や
、
そ
れ
と
の
対
決
の
う
ち
に
成
立
し
て
い
る
素
行
の
学
に
お
い
て

は
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
地
位
や
身
分
に
あ
る
者
（
す
な
わ
ち
士
農
工
商
と

い
っ
た
者
）
の
道
徳
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
む
し

ろ
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
地
位
や
身
分
を
超
越
し
た
〃
人
一
般
″
の
道
徳
性
が

問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
人
一
般
に
つ
い
て
考
え
る
学
問

の
場
へ
、
は
た
し
て
職
分
主
義
と
い
う
も
の
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
む
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
当
然
出
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
素
行
は
、
特
定
の
地

位
や
身
分
に
つ
い
て
そ
の
職
分
を
問
題
に
す
る
の
と
同
様
の
や
り
方
で
、
人
一

般
の
勤
め
お
こ
な
う
べ
き
こ
と
を
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
日
用
の
事

三
、
職
分
と
し
て
の
日
用

物
で
あ
る
。

日
用
の
事
物
と
は
、
例
え
ば
「
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
朋
友
」
間
の
交
わ
り
や

「
衣
服
飲
食
居
宅
用
具
」
に
関
す
る
こ
と
と
い
っ
た
、
人
々
が
日
常
生
活
の
中

（
皿
）

で
お
こ
な
っ
て
い
る
具
体
的
・
現
実
的
な
様
々
の
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
見
た

よ
う
に
、
素
行
は
農
・
工
・
商
や
鳥
獣
草
木
を
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
に
生
々
無
息

と
し
て
取
り
組
ん
で
生
き
て
い
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
職
分

と
い
う
言
葉
こ
そ
用
い
て
な
い
も
の
の
、
人
一
般
が
日
用
の
事
物
に
取
り
組
ん

で
生
き
て
い
る
様
を
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
同
じ
形
で
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
凡
そ
天
地
万
物
の
運
動
卿
も
間
断
な
し
（
す
な
わ
ち
生
々
無
息
と
い
う
こ

と
）
・
人
の
世
間
に
於
け
る
や
、
君
親
に
事
へ
朋
友
に
交
は
り
妻
子
を
撫
で
億

を
さ
（
ｕ
）

僕
を
御
し
、
家
事
を
為
め
応
接
を
為
す
、
」

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
人
の
存
在
を
日
用
の
事
物
に
間
断
な
く
取
り
組
ん
で

生
き
て
い
る
も
の
と
捉
え
る
素
行
は
、
そ
の
日
用
の
事
物
に
つ
い
て
工
夫
す
る

こ
と
こ
そ
が
人
と
し
て
の
道
を
窮
め
る
学
問
の
究
極
だ
と
次
の
よ
う
に
主
張
す

る
の
で
あ
る
。

「
学
問
の
極
は
、
唯
だ
其
の
事
理
日
用
を
窮
め
致
す
に
在
り
。
凡
そ
天
下
の
事

物
各
々
必
然
の
理
あ
り
、
出
入
起
居
応
事
接
物
の
間
、
皆
事
理
あ
り
用
法
あ

》
」

り
、
学
ぱ
ざ
る
の
徒
も
亦
未
だ
嘗
て
這
箇
の
用
を
為
さ
ず
ん
ぱ
あ
ら
ず
、
是
れ

自
然
の
勢
な
り
。
其
の
間
聖
人
大
に
道
を
立
て
教
を
設
け
、
人
を
し
て
各
々
我

つ
い
ひ
ん
ぶ
つ
と
ほ
（
胆
）

れ
の
禽
獣
に
異
な
り
、
五
倫
以
て
叙
で
品
物
以
て
亨
る
の
由
を
知
ら
し
む
。
」

で
は
素
行
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
日
用
の
事
物
に
つ
い
て
工
夫
す
る
こ
と

を
も
っ
て
学
問
の
究
極
と
断
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
素
行
が
そ
の
よ
う
に
主

張
す
る
根
拠
を
突
き
詰
め
て
み
れ
ば
、
結
局
、
日
用
の
事
物
が
あ
ら
ゆ
る
人
に

と
っ
て
の
巳
む
を
得
ぬ
こ
と
だ
か
ら
だ
、
す
な
わ
ち
「
学
ぱ
ざ
る
の
徒
も
亦
未

五
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だ
嘗
て
這
箇
の
用
を
為
さ
ず
ん
ぱ
あ
ら
ず
」
と
い
う
も
の
だ
か
ら
だ
、
と
い
う

以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
素
行
は
、
日
用
の
事
物
に
つ
い
て
工
夫
す
る
こ
と
こ

そ
が
聖
人
の
学
で
あ
る
と
次
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
そ
の
よ

う
に
説
く
根
拠
と
い
え
ば
、
日
用
の
事
物
が
人
に
と
っ
て
の
已
む
を
得
ざ
る
事

だ
と
い
う
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

「
人
に
動
静
あ
り
、
視
聴
言
動
の
用
、
飲
食
衣
服
室
宅
用
具
の
細
、
各
々
止
む

を
得
ざ
る
の
事
あ
り
、
其
の
間
是
非
を
正
し
可
否
を
審
に
し
、
其
の
天
則
を
致

せ
ば
、
便
ち
精
義
神
に
入
る
な
り
。
故
に
聖
人
の
学
は
、
更
に
日
用
事
物
の

間
を
離
れ
ず
。
若
し
日
用
に
因
ら
ず
し
て
学
を
論
ぜ
ぱ
、
乃
ち
是
れ
異
端
な

（
旧
）

り
。
」

素
行
は
こ
の
よ
う
に
、
日
用
の
事
物
を
人
で
あ
れ
ば
だ
れ
で
も
が
お
こ
な
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
已
む
を
得
ぬ
こ
と
と
押
さ
え
、
次
に
は
そ
の
点
だ
け
を
根

拠
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
人
と
し
て
の
道
を
窮
め
る
場
合
に
は
そ
の
日
用
の
事

物
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
結
論
づ
け
て
く
る
の
で
あ
る
。

で
は
ど
う
し
て
日
用
の
事
物
が
人
に
と
っ
て
已
む
を
得
ぬ
こ
と
だ
と
い
う
だ

け
で
、
素
行
は
そ
れ
に
取
り
組
み
工
夫
す
る
こ
と
を
学
問
の
究
極
と
結
論
づ
け

得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
日
用
の
事
物
の
よ
う
な
、
そ
れ
自
体
極
め
て
現
実

的
で
こ
ま
ご
ま
と
し
た
も
の
に
取
り
組
む
こ
と
を
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
道

徳
的
に
究
極
の
価
値
を
持
つ
も
の
と
認
め
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

素
行
の
道
徳
観
と
し
て
職
分
主
義
と
い
う
も
の
を
考
え
て
ゑ
る
と
、
ま
さ
に

こ
の
あ
た
り
の
彼
の
議
論
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
素
行
は
、
一
方

で
、
職
分
を
完
全
に
遂
行
す
る
こ
と
の
中
に
こ
そ
人
と
し
て
の
最
高
の
価
値
を

認
め
る
職
分
主
義
の
考
え
方
に
立
っ
て
お
り
、
他
の
一
方
で
、
日
用
の
事
物
べ

こ
れ
こ
そ
が
人
に
と
っ
て
は
已
む
を
得
ぬ
も
の
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
言
わ
ば
職

朱
子
は
物
の
理
を
窮
め
る
格
物
致
知
の
工
夫
に
お
い
て
も
、
現
実
レ
・
ヘ
ル
の

理
（
個
別
的
・
特
殊
的
な
理
）
と
形
而
上
レ
ペ
ル
の
理
（
普
遍
的
・
絶
対
的
な

理
）
と
の
双
方
を
窮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
素

行
は
、
究
め
る
べ
き
理
は
現
実
レ
・
ヘ
ル
の
理
に
限
定
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
こ

か
ら
更
に
進
ん
で
形
而
上
レ
ベ
ル
の
理
ま
で
を
も
窮
め
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な

い
と
批
判
し
、
や
は
り
こ
こ
で
も
朱
子
学
の
形
而
上
的
工
夫
の
部
分
を
削
除
し

（
皿
）

現
実
的
工
夫
の
部
分
だ
け
を
保
存
す
る
。

朱
子
学
が
形
而
上
レ
ペ
ル
の
理
ま
で
窮
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
知
を
極
限
ま

で
開
拓
す
る
こ
と
で
人
欲
の
曇
を
取
り
去
り
、
人
の
道
徳
性
の
根
拠
で
あ
る
天

理
な
る
本
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
朱
子
学
は
朱

子
学
と
し
て
ど
う
し
て
形
而
上
レ
ベ
ル
の
理
ま
で
を
も
窮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
と
い
う
道
徳
の
学
と
し
て
の
必
然
性
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
現
実
レ
ベ
ル
に
敢
え
て
踏
承
と
ど
ま
る
べ
き
だ
と
い
う
素
行
の
主

張
に
も
、
そ
の
よ
う
な
道
徳
の
学
と
し
て
の
必
然
性
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

分
の
よ
う
な
も
の
だ
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
彼

は
、
日
用
の
事
物
に
取
り
組
み
工
夫
す
る
こ
と
の
中
に
こ
そ
人
と
し
て
の
最
高

の
価
値
を
見
出
し
得
、
そ
れ
を
学
問
の
究
極
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
も

の
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
よ
う
に
職
分
主
義
と
い
う
こ
と
に
素
行
の
道
徳
観
を
見
よ
う
と
す

る
観
点
か
ら
は
、
彼
の
格
物
致
知
論
と
聖
人
論
と
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
素
行
が
日
用
の
事
物
に
つ
い
て
そ
の
理
の
究
め

方
を
説
い
て
い
る
格
物
致
知
論
の
方
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

四
、
格
物
致
知
論

五
一

一



素
行
の
主
張
は
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
、
次
の
よ
う
に
全
く
の
功
利
的
・

技
術
的
要
請
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

、

「
事
物
の
品
々
様
々
に
し
て
、
。
：
…
千
差
万
別
た
る
処
を
つ
く
さ
ざ
れ
ぱ
、
事

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
脂
）

に
処
す
る
の
道
不
自
由
に
し
て
、
其
の
才
能
三
才
に
通
ぜ
ざ
る
也
。
」

素
行
が
個
別
性
・
特
殊
性
の
レ
ベ
ル
に
あ
く
ま
で
と
ど
ま
る
べ
き
だ
と
主
張

す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
事
物
に
能
く
対
処
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
欲
の
曇
を
取
り
去
ろ
う
と

い
う
朱
子
学
の
立
場
に
引
き
比
べ
る
ま
で
も
な
く
、
極
め
て
功
利
に
徹
し
切
っ

た
立
場
と
理
解
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
素
行
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
あ
く
ま

で
も
当
面
す
る
事
物
に
漏
ら
さ
ず
的
確
に
対
応
し
得
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
だ

け
な
の
で
あ
る
。

「
聖
人
の
学
更
に
別
法
の
言
ふ
べ
き
な
し
。
只
だ
日
用
の
間
多
く
聞
き
多
く

見
、
審
に
問
ひ
慎
ん
で
思
ひ
、
其
の
知
を
致
し
て
習
熟
し
寛
に
約
礼
に
至
り
、

て
ら
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

理
を
燭
す
こ
と
尤
も
明
か
に
し
て
、
一
切
事
物
の
応
接
通
ぜ
ず
と
い
ふ
こ
と
な

、
（
恥
）

し
。
」

し
か
し
こ
の
よ
う
な
、
事
物
に
能
く
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、

ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け
で
は
単
な
る
功
利
的
・
技
術
的
要
請
に
は
、
は
た
し
て
何

ら
の
道
徳
的
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考

え
る
た
め
に
素
行
の
格
物
致
知
論
を
更
に
仔
細
に
検
討
し
て
承
る
と
、
こ
の
よ

う
な
功
利
的
要
請
も
、
事
物
に
対
す
る
あ
る
特
定
の
態
度
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
素
行
が
「
事
に
処
す
」
と
い
う
こ
と
を
言
う

場
合
、
そ
れ
は
常
に
、
こ
ち
ら
か
ら
事
物
の
方
に
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
っ

た
局
面
を
想
定
し
て
で
は
な
く
、
逆
に
事
物
の
方
か
ら
自
分
に
已
む
を
得
ぬ
形

で
対
処
を
迫
っ
て
き
た
局
面
を
想
定
し
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
素
行
は
、
事

物
に
対
し
て
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
必
要
に
応
じ
る
形
で
受
動
的
に
対
処
し
て
い

く
べ
き
で
あ
る
と
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

「
聖
人
の
教
は
、
日
用
の
間
尤
も
無
事
底
に
し
て
、
一
事
の
異
様
な
く
、
主
と

（
Ⅳ
）

す
べ
き
の
自
家
な
く
、
只
だ
物
に
任
せ
て
当
然
の
儀
則
節
文
に
応
ず
。
」

え
ん
き
よ

「
事
物
の
応
接
な
き
と
ぎ
は
閑
静
に
し
て
燕
居
す
。
事
に
臨
む
に
至
る
に
及
ん

ま
さ

（
肥
）

で
は
方
に
其
の
応
接
あ
り
。
」

こ
の
よ
う
に
、
事
物
に
対
し
て
徹
底
し
た
受
動
的
態
度
を
と
る
と
こ
ろ
か

ら
、
素
行
は
「
事
に
処
す
」
と
い
う
一
見
全
く
の
功
利
的
と
も
と
れ
る
要
請
を

お
こ
な
う
の
で
あ
る
。
対
処
の
必
要
が
な
い
時
に
こ
と
さ
ら
こ
ち
ら
か
ら
事
物

に
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
は
し
な
い
が
、
そ
の
必
要
が
あ
る
時
に
は
そ
れ
に
対

し
て
き
ち
ん
と
対
処
し
て
い
く
。
し
か
も
「
只
だ
物
に
任
せ
て
当
然
の
儀
則
節

文
に
応
ず
」
と
い
う
具
合
に
、
ま
っ
た
く
事
物
が
求
め
る
と
お
り
の
仕
方
で
対

処
し
て
い
く
。
素
行
が
朱
子
学
の
格
物
致
知
論
を
批
判
す
る
際
敢
え
て
主
張
し

た
「
事
に
処
す
」
と
い
う
の
は
、
事
物
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
受
動
的
な
対
処

の
仕
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
素
行
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
事
物
に
対
し
て
徹
底
し
た
受
動
的
態
度
を
と

ろ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
受
動
的
な
形
で
事
物
に
対
処

し
て
い
く
こ
と
が
、
は
た
し
て
何
ら
か
の
道
徳
的
行
為
と
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

素
行
の
道
徳
観
と
し
て
職
分
主
義
と
い
う
も
の
を
考
え
て
ふ
れ
ば
、
こ
れ
ら

の
こ
と
も
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
職
分
と
は
已
む
を
得
ず
対

処
を
迫
る
と
い
う
形
で
そ
の
人
に
課
せ
ら
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し

そ
れ
を
待
た
ず
必
要
も
な
い
の
に
積
極
的
に
事
物
に
対
し
て
働
き
か
け
て
い
け

ば
そ
れ
は
己
の
職
分
を
踏
み
は
ず
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
職
分
を
忠
実
に
遂
行

需巳
一
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し
よ
う
と
す
れ
ば
そ
れ
に
対
す
る
対
処
の
仕
方
も
こ
ち
ら
で
勝
手
に
決
め
て
か

か
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
あ
く
ま
で
も
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
最
も
適
切
な
仕

方
で
対
処
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
素
行
が
事
物
に
対
し
て

受
動
的
態
度
を
貫
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
勤
め
る
べ
き
事
物
を
自
己
の

職
分
だ
け
に
も
っ
ぱ
ら
限
定
し
、
し
か
も
あ
く
ま
で
そ
れ
を
忠
実
に
果
た
し
て

い
こ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

対
処
を
迫
っ
て
き
た
事
物
か
ら
逃
げ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
超
え
る
こ

と
な
く
、
ま
っ
た
く
事
物
の
求
め
る
ま
ま
、
そ
の
必
要
に
過
不
足
な
く
応
じ
る

形
で
そ
れ
に
適
切
に
対
処
し
て
い
く
。
こ
れ
が
素
行
が
そ
の
格
物
致
知
論
に
お

い
て
目
指
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
「
事
に
処
す
」
と
い
う
ま
っ
た
く
の
功
利

的
と
も
と
れ
る
要
請
を
出
し
て
く
る
の
も
こ
の
脈
絡
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し

て
職
分
主
義
と
い
う
道
徳
観
に
照
ら
し
て
考
え
て
承
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
素
行

の
格
物
致
知
論
も
、
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
職
分
を
完
全
に
遂
行
し
よ
う
と
努
め

る
一
つ
の
道
徳
的
工
夫
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
素
行
の
聖
人
論
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
聖
人
を
次
の
よ
う
に

規
定
す
る
。

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

「
別
に
聖
人
の
形
を
謂
ふ
べ
き
な
く
、
聖
人
の
道
を
見
る
べ
き
な
く
、
聖
人
の

、
、
、
、
、
、

た
が
ひ

用
を
知
る
べ
き
な
し
。
唯
だ
日
用
の
間
知
至
っ
て
礼
備
は
り
、
過
不
及
の
差

（
四
）

な
し
。
」

素
行
は
聖
人
を
こ
の
よ
う
に
「
謂
う
べ
き
な
く
、
見
る
べ
き
な
く
、
知
る
べ

き
な
し
」
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
聖
人
が
深
遠
な
存
在
で

あ
っ
て
と
て
も
簡
単
に
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は

五
、
聖
人
論

な
い
。
素
行
が
言
う
の
は
、
聖
人
と
は
普
通
の
人
と
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
の

な
い
極
く
当
た
り
前
の
様
子
を
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
こ
れ
と
い
っ
て
特
別

取
り
立
て
て
言
い
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
素
行
は
、
何
か
こ

と
さ
ら
奇
特
な
こ
と
に
聖
人
の
特
徴
を
求
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
を
批
判
し
、

聖
人
と
は
「
全
く
人
に
変
わ
れ
る
こ
と
な
し
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
次
の

よ
う
に
説
い
て
い
る
。

て
い

「
凡
そ
聖
人
を
俗
学
世
上
体
よ
り
推
量
す
る
は
、
徳
義
優
長
の
体
顔
色
に
あ

そ
う
こ
う

ら
は
れ
、
相
好
人
に
か
は
り
、
千
万
人
の
中
に
居
て
も
、
ま
さ
し
く
か
く
れ
な

た
壁
び
と
（
知
）

く
、
殊
勝
自
然
に
あ
ら
は
れ
、
直
人
に
は
あ
ら
ざ
る
と
し
る
る
も
の
な
り
と
思

ざ
ん
げ

へ
り
。
尤
も
権
化
奇
特
多
く
し
て
天
地
を
動
か
し
、
其
の
言
行
人
に
か
は
り
、

（
異
）

声
色
を
見
聞
し
て
、
槁
木
死
灰
情
無
き
に
こ
と
な
ら
ず
、
ま
し
て
利
禄
の
こ
と

は
紅
艫
一
点
の
雪
よ
り
も
猶
い
さ
ぎ
よ
く
、
其
の
博
学
多
聞
、
通
ぜ
ず
知
ら
ず

と
云
ふ
こ
と
な
く
、
是
れ
を
以
て
天
下
を
治
め
し
む
れ
ば
、
多
年
の
邪
悪
一
時

り
ん
ほ
う
（
翔
）

に
滅
却
し
て
、
甘
露
下
り
、
麟
鳳
常
に
か
け
り
、
万
民
皆
道
徳
仁
義
を
行
ひ
、

あ
か
ら
さ
ま
ぼ
ん
ぷ

是
れ
に
一
度
ま
み
ゆ
れ
ば
、
白
地
の
凡
夫
も
光
輝
出
で
来
り
、
身
心
忽
ち
無

欲
清
浄
に
な
る
も
の
也
と
思
ふ
。
是
れ
聖
人
の
実
を
知
ら
ざ
る
ゆ
ゑ
也
。
さ
れ

ば
周
公
・
孔
子
の
言
行
並
に
天
下
の
政
令
を
考
ふ
る
に
、
更
に
此
の
如
き
こ
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
ら
ず
。
蓋
し
聖
人
は
只
だ
人
倫
の
至
極
に
し
て
全
く
人
に
か
は
れ
る
こ
と
な

、
（
”
）

し
。
」

で
は
、
こ
の
「
全
く
人
に
変
わ
れ
る
こ
と
な
し
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ

う
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
素
行
は
更
に
続
け
て
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。

「
勤
む
く
き
時
は
勤
め
、
休
む
べ
き
時
は
休
承
、
取
る
べ
き
物
を
と
り
、
与
ふ

（
借
）

べ
き
も
の
を
与
へ
、
施
す
べ
き
時
は
恵
承
、
を
し
む
べ
き
時
は
を
し
む
。
其
の

五
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言
行
更
に
形
の
名
づ
く
べ
き
処
な
し
。
：
…
・
能
く
分
を
安
ん
ず
る
を
以
て
、
職

分
更
に
た
が
は
ず
。
・
・
：
・
・
是
れ
に
国
家
の
大
義
を
談
ぜ
し
む
れ
ば
、
事
に
滞
る

所
な
し
。
平
生
の
衣
服
・
家
宅
・
器
用
に
至
る
ま
で
、
か
ざ
る
べ
き
を
か
ざ

す
な
ほ

り
、
質
素
な
る
べ
き
を
質
素
に
し
、
或
は
美
を
尽
し
、
或
は
力
を
出
し
て
い
と

（
仕
業
一

な
む
こ
と
あ
り
、
又
尽
さ
ず
出
さ
ざ
る
処
あ
り
、
凡
人
の
い
た
す
し
わ
ざ
に
、

（
皿
）

大
概
こ
と
な
る
こ
と
あ
ら
ず
。
」

こ
の
よ
う
に
、
言
わ
ば
特
徴
の
無
い
点
こ
そ
が
聖
人
の
特
徴
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。
素
行
は
そ
の
こ
と
を
ま
た
次
の
よ
う
に
「
可
も
な
く
不
可
も
な
し
」
と

も
述
べ
て
い
る
。

「
聖
人
の
道
は
更
に
世
に
別
な
ら
ず
、
若
し
人
の
称
す
べ
き
あ
ら
ぱ
、
至
徳
に

あ
ら
ず
、
而
も
不
可
の
言
ふ
く
き
あ
ら
ん
や
。
是
れ
只
だ
能
く
人
の
道
を
尽
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
”
）

の
み
、
故
に
可
も
な
く
不
可
も
な
き
な
り
。
」

聖
人
は
も
ち
ろ
ん
不
可
で
あ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
と
さ

ら
誉
め
讃
え
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
お
こ
な
う
人
で
も
い
け
な
い
。
「
若
し
人

の
称
す
べ
き
あ
ら
ぱ
、
至
徳
に
あ
ら
ず
」
で
あ
る
。
聖
人
と
は
ど
う
し
て
も
可

で
も
不
可
で
も
な
い
「
全
く
人
に
変
わ
れ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
人
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

で
は
素
行
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
、
「
全
く
人
に
変
わ
れ
る
こ
と
な
し
」

と
い
う
こ
と
や
「
可
も
な
く
不
可
も
な
し
」
と
い
う
こ
と
に
道
徳
的
に
最
高
の

価
値
を
見
出
し
、
そ
れ
を
聖
人
の
特
徴
と
し
て
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た
彼
は
、
能
く
人
の
道
を
尽
し
て
人
倫
の
至
極
に
達
し
た
時
に
は
ど
う
し
て
そ

の
よ
う
な
様
子
に
な
る
も
の
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
も
職
分
主
義
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
れ
ば
そ
の
意
味
す

る
所
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
職
分
主
義
と
は
取
り
組
む
べ
き
対
象
を

そ
の
人
に
課
せ
ら
れ
た
当
然
の
事
だ
け
に
限
定
し
、
し
か
も
そ
れ
に
対
す
る
対

処
の
仕
方
も
そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
通
り
厳
密
に
お
こ
な
お
う
と
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
人
が
そ
の
よ
う
な
形
で
職
分
に
徹
す
る
時
に
は
、
事
は
紛
糾

す
る
こ
と
な
く
ス
ム
ー
ズ
に
運
び
、
し
か
も
そ
れ
が
、
当
然
の
人
が
当
然
の
こ

と
を
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
取
り
立
て
て
言
う
べ
き
も
な
い
極
く
当
た

り
前
の
こ
と
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
素
行
の
説
く
聖
人
と
は
、

大
は
国
家
の
こ
と
か
ら
小
は
身
辺
の
こ
と
に
至
る
ま
で
、
そ
の
人
が
当
然
お
こ

な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
一
つ
と
し
て
漏
ら
す
こ
と
な
く
適
切
に
対
処

し
な
が
ら
、
過
不
足
な
く
そ
の
職
分
を
遂
行
し
て
い
る
人
の
姿
を
言
っ
た
も
の

と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
職
分
主
義
と
い
う
も
の
を
考
え
て
承
れ
ば
、
朱
子
学
の
立
場

か
ら
は
全
く
の
功
利
的
主
張
に
し
か
思
え
な
い
素
行
の
学
も
、
や
は
り
一
つ
の

明
確
な
道
徳
的
主
張
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

素
行
が
批
判
の
対
象
と
し
た
朱
子
学
に
お
い
て
は
、
現
実
を
超
え
た
所
に
完

全
な
る
理
を
設
定
し
、
そ
の
理
に
よ
っ
て
現
実
的
工
夫
を
道
徳
的
に
意
味
づ
け

る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
現
実
的

工
夫
を
こ
の
上
無
く
高
く
価
値
づ
け
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
形
而
上
的
な
も
の
を
借
り
て
初
め
て
現
実
的
工
夫
の
価
値
を
保
証

で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏
返
し
て
言
う
な
ら
ば
、
現
実
的
工
夫
そ
れ
自
体
で

は
み
ず
か
ら
を
何
ら
道
徳
的
に
価
値
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
的
工
夫
を
よ
り
高
く
価
値
づ
け
よ
う
と
し
て
形

而
上
界
の
理
の
完
全
さ
を
説
け
ば
説
く
ほ
ど
、
か
え
っ
て
現
実
的
工
夫
を
蔑
視

六
、
ま
と
め

五
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し
厭
う
こ
と
が
強
く
な
る
と
い
う
結
果
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
朱
子
学
は
そ
の

構
造
上
、
ど
う
し
て
も
こ
の
よ
う
な
分
裂
的
傾
向
を
内
に
含
む
と
せ
ざ
る
を
得

せ
め

な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
よ
う
に
矛
盾
対
立
す
る
も
の
同
士
を
閲
ぎ
合
わ

せ
て
危
う
い
緊
張
状
態
を
作
り
出
す
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
独
特
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
は
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
素
行
の
職
分
主
義
は
、
、
己
に
課
せ
ら
れ
た
現
実
的
・
具
体
的

な
職
分
を
一
つ
一
つ
き
ち
ん
と
遂
行
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、

そ
れ
自
体
ま
っ
た
く
現
実
世
界
に
閉
じ
た
所
で
成
立
し
て
い
る
道
徳
観
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
朱
子
学
の
よ
う
に
現
実
的
工
夫
と
矛
盾
対
立
す
る

性
質
の
も
の
（
す
な
わ
ち
形
而
上
的
工
夫
）
を
別
に
設
定
し
て
く
る
必
要
は
な

い
の
で
、
同
じ
く
現
実
的
工
夫
を
道
徳
的
に
価
値
づ
け
る
に
し
て
も
分
裂
的
傾

向
を
内
に
含
む
こ
と
な
く
極
め
て
自
然
で
安
定
し
た
形
に
お
い
て
そ
れ
を
お
こ

（
”
）

な
い
得
て
い
る
。
素
行
は
暇
が
な
け
れ
ば
学
問
が
で
き
な
い
と
い
う
質
問
に
答

え
て
、
「
聖
人
の
道
は
日
用
に
在
り
、
出
で
て
は
乃
ち
君
長
に
事
へ
入
り
て
は

（
別
）

乃
ち
父
兄
に
事
へ
、
身
を
修
め
て
以
て
其
の
職
を
全
く
す
る
、
是
れ
学
な
り
」

と
述
べ
て
い
る
。
日
用
の
事
物
を
あ
た
か
も
人
に
と
っ
て
の
職
分
で
あ
る
か
の

ど
と
く
捉
え
、
そ
れ
を
完
全
に
遂
行
す
る
こ
と
を
究
極
の
こ
と
と
し
て
い
る
素

行
に
お
い
て
は
、
学
問
と
生
活
と
は
文
字
通
り
一
枚
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に

は
現
実
生
活
を
厭
う
隠
遁
的
傾
向
は
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
素
行
が
朱
子
学

の
も
つ
隠
遁
的
傾
向
に
違
和
感
を
覚
え
、
そ
の
形
而
上
的
工
夫
の
部
分
を
削
除

し
よ
う
と
し
た
の
も
、
ま
た
道
徳
の
学
と
し
て
の
立
場
を
失
う
こ
と
な
く
そ
の

削
除
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
職
分
主
義
と
い
う

極
め
て
現
実
的
な
道
徳
観
を
持
っ
て
い
た
が
た
め
だ
と
理
解
で
き
る
の
で
あ

る
。

註

（
１
）
素
行
が
朱
子
学
に
つ
い
て
述
べ
た
「
惜
し
い
哉
」
（
『
山
鹿
語
類
』
山

鹿
素
行
全
集
・
思
想
篇
（
岩
波
書
店
）
１
以
下
「
全
集
」
と
略
記
’

第
九
巻
二
六
六
頁
）
と
い
う
言
葉
に
は
、
彼
の
朱
子
学
に
対
す
る
、
こ

の
よ
う
な
、
そ
の
半
面
に
つ
い
て
は
評
価
し
な
が
ら
も
他
の
半
面
に
つ

い
て
は
批
判
す
る
と
い
う
態
度
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
．
筒
の
死
物
と
為
ら
ん
。
」
同
前
・
全
集
第
十
巻
二
九
七
頁

「
其
の
極
は
隠
士
逸
人
の
列
を
栄
と
す
る
の
承
。
」
同
前
・
全
集
第
九

巻
一
二
二
頁

（
３
）
「
己
れ
が
身
に
父
子
兄
弟
夫
婦
の
巳
む
を
得
ざ
る
交
接
あ
り
。
是
れ

亦
天
下
の
万
民
各
ぐ
な
く
ん
ぱ
有
る
可
か
ら
ざ
る
の
人
倫
な
り
と
い
へ

ど
も
、
農
工
商
は
其
の
職
業
に
暇
あ
ら
ざ
る
を
以
て
、
常
住
相
従
っ
て

其
の
道
を
尽
す
を
得
ず
。
士
は
農
工
商
の
業
を
さ
し
置
い
て
此
の
道
を

専
ら
つ
と
め
、
三
民
の
間
筍
も
人
倫
を
ゑ
だ
ら
ん
輩
を
ぱ
速
に
罰
し

て
、
以
て
天
下
に
天
倫
の
正
し
き
を
待
つ
。
」
同
前
・
全
集
第
七
巻
一

一
頁

（
４
）
同
前
・
全
集
第
七
巻
九
頁

（
５
）
同
前
・
全
集
第
七
巻
九
’
一
○
頁

（
６
）
同
前
・
全
集
第
七
巻
一
○
頁

（
７
）
同
前
・
全
集
第
七
巻
二
頁

（
８
）
同
前
・
全
集
第
七
巻
二
’
一
二
頁
。
括
弧
内
の
注
は
引
用
者
。
以

下
の
引
用
文
に
つ
い
て
も
同
じ
。

（
９
）
同
前
・
全
集
第
七
巻
一
二
頁

（
Ⅲ
）
同
前
・
全
集
第
九
巻
四
二
頁

五
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（
Ⅱ
）
同
前
・
全
集
第
九
巻
五
八
頁

（
吃
）
同
前
・
全
集
第
九
巻
一
二
九
’
一
三
○
頁

（
焔
）
同
前
・
全
集
第
九
巻
一
二
五
頁

（
Ⅲ
）
「
天
地
万
物
其
の
形
象
は
陰
陽
五
行
に
因
り
、
其
の
本
は
一
な
り
。

而
し
て
既
に
天
地
た
り
既
に
万
物
た
れ
ば
、
一
理
を
以
て
之
れ
を
論
ず

べ
か
ら
ず
。
…
…
物
と
事
と
皆
道
あ
り
理
あ
り
。
物
と
事
と
を
謂
は
ず

し
て
唯
だ
窮
理
を
謂
へ
ぱ
、
則
ち
性
命
の
説
に
し
て
分
殊
明
か
な
ら

同
前
・
全
集
第
九
巻
三
九
’
四
○
頁

「
聖
人
の
道
其
の
大
義
其
の
大
公
共
底
は
、
万
物
に
於
て
変
ず
べ
か
ら

た
い
た

ず
、
故
に
止
だ
一
物
に
格
れ
ぱ
万
理
皆
通
ず
る
も
、
其
の
細
微
委
曲
の

全
く
通
ず
る
は
、
切
鰍
の
功
を
経
ざ
れ
ば
得
べ
か
ら
ず
。
若
し
脱
貫
の

説
あ
ら
ぱ
乃
ち
格
物
の
謂
に
非
ず
。
聖
人
と
雛
も
必
ず
其
の
物
に
格
り

て
後
に
其
の
知
至
る
な
り
。
」
同
前
・
全
集
第
九
巻
三
四
頁

（
焔
）
同
前
・
全
集
第
七
巻
四
一
頁
。
傍
点
は
引
用
者
。
以
下
の
引
用
文
に

へへへへ／~、 グー、へへ
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ず
。
」

つ
い
て
も
同
じ
。

司司同弓同

媛崖前雷電
求語全童全
む類集問集
れｰ第一第
ぱ全十全九
乃集二集巻
ち第巻第一
閑九三十三
暇巻六二頁
な一I巻
し二三三

・八七五
暇頁頁’
な 三
け 六
れ 頁
ぱ
講
学
の

便
な
し
◎

同同同
前前前
● ● ●

全全全
集集集
第第第
九九九
巻巻巻
五一一

八四二
頁三○
頁頁

是
れ
学
者
多
く
山
林
の
布
衣
（
無
位
無
官
の
人
）
た
る
所
以
な
り
」
と

い
う
質
問
。
同
前
・
全
集
第
九
巻
八
四
頁

（
型
）
同
前
・
全
集
第
九
巻
八
四
頁

（
久
留
米
工
業
大
学
・
講
師
）

五
七


