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『
柳
斎
志
異
』

の

「療
L

に
つ
い
て

八

木

章

好

四五

序可
柳
斎
志
異
』
の
「
療
」
の
描
写

蒲
松
齢
の
「
療
」
的
性
癖

明
末
清
初
の
思
潮
と
「
痕
L

結
語
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序

清
初
の
怪
異
小
説
集
『
柳
斎
士
山
具
』
四
百
数
十
篇
に
次
々
と
登
場
す
る
主
人
公
た
ち
の
性
格
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
と
り
わ

け
読
者
に
印
象
が
強
く
、
味
の
あ
る
傑
出
し
た
描
写
に
成
功
し
て
い
る
の
が
、
「
療
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
形
象
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
療
」
と
い
う
文
字
は
、
『
説
文
解
宇
』
に
「
不
慧
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
原
義
は
慧
く
な
い
、
か
し
こ
く
な
い
と
い
う
意
味
で
（
1

）、

「白

療
」
「
療
愚
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
精
神
の
働
き
が
足
り
な
い
こ
と
、
或
い
は
鈍
い
こ
と
で
、

平
た
く
言
え
ば
、

「
ば
か
」
「
お
ろ
か
L

で



あ
る
こ
と
を
指
す
。

ま
た
、
こ
こ
か
ら
派
生
し
て
、

な
に
か
ひ
と
つ
の
こ
と
に
心
を
奪
わ
れ
、
お
ろ
か
し
い
ほ
ど
、
そ
れ
に
の
め
り
こ
み
、

耽
溺
す
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
（
2
）
、
「
情
療
」
「
書
療
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
特
定
の
こ
と
に
極
端
’
な
執
着
を
示
し
、
周
囲
の
目
に
は

正
に
「
ば
か
」
「
お
ろ
か
」
に
映
る
こ
と
を
指
す
。

の
め
り
こ
み
の
対
象
に
よ
っ
て
は
「
癖
」

と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
（
3
1

『
柳
斎

志
具
』
に
は
、
こ
う
し
た
「
療
」
の
人
間
た
ち
が
数
多
く
登
場
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、

作
者
蒲
松
齢
が
描
き
上
げ
よ
う
と
し
た
「
療
」
に

斗
品
、

上
記
の
よ
う
な
「
不
慧
」
「
耽
迷
」
と
い
っ
た
字
書
的
音
山
味
内
容
だ
け
で
は
片
付
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
殊
な
含
意
が
あ
り
、

そ
れ

が
作
者
の
人
間
論
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
『
柳
斎
志
異
L

に
於
け
る
つ
療
L

の
描
写
を
通
し
て
、

そ
こ
に

あ
ら
わ
れ
た
作
者
の
思
想
と
性
癖
を
さ
ぐ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
背
後
に
あ
る
明
末
清
初
の
時
代
思
潮
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
柳
斎
士
山
異
』
の
「
一
凝
」
の
描
写
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『
柳
斎
志
具
』
の
中
で
「
療
」
を
主
題
と
す
る
作
品
、
或
い
は
「
療
」
的
性
格
の
著
し
い
人
物
の
登
場
す
る
作
品
に
は
、
《
阿
宝
》
（
巻
一
一
）
、

《
嬰
寧
》
（
巻
一
二
、
《
連
城
》
（
巻
一
二
）
、
《
花
姑
子
》
（
巻
五
）
、
《
鵠
異
》
（
巻
六
）
、
《
青
蛾
》
（
巻
七
）
、
《
阿
繍
》
（
巻
七
）
、
《
瑞
雲
》
（
巻
十
）
、
《
葛
巾
》

（
巻
十
）
、
《
香
玉
》
（
巻
十
一
）
、
《
黄
英
》
（
巻
十
一
）
、
《
書
療
》
（
巻
十
一
）
、
《
石
清
虚
》
（
巻
十
一
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
（
4
）
、
こ
れ
ら
に
は

大
き
く
分
け
て
二
つ
の
類
型
が
認
め
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
男
が
っ
情
痴
」
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、
男
が
療
情
を
発
し
て
女
に
迫
り
、
女
が
そ

の
情
の
深
さ
に
感
じ
て
、
情
を
以
て
情
に
報
い
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
上
記
の
《
阿
宝
》
《
連
城
》
な
ど
の
他
に
も
、
『
聯
斎
志
異
』

の
中
で
男
女
の
情
を
扱
っ
た
作
品
の
多
く
は
こ
れ
に
属
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
男
に
「
噌
癖
」
が
あ
る
場
合
で
あ
り
、
特
定
の
も
の
を
心
か

ら
好
む
者
の
前
に
、
そ
の
妖
精
が
現
わ
れ
て
浪
漫
を
展
開
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
《
葛
巾
》
の
常
大
用
と
牡
丹
の
精
、
《
黄
英
》
の

馬
子
才
と
菊
の
情
、
《
書
療
》
の
郎
玉
柱
と
書
中
の
美
女
な
ど
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、

」
れ
ら
の
作
品
か
ら
「
療
」
の
描
写



例
を
拾
い
、
「
療
」
の
人
物
形
象
の
特
色
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

《
阿
宝
》
は
「
情
凝
」
を
描
い
た
典
型
的
な
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
。

主
人
公
の
孫
子
楚
は
世
故
に
疎
い
う
ぶ
な
書
生
で
、

純
真
で
ひ
と

に
か
つ
が
れ
や
す
く
、

日
頃
仲
間
か
ら
「
孫
療
」
と
コ
ケ
呼
ば
わ
り
さ
れ
る
が
、

い
ざ
思
い
込
む
と
一
途
な
性
格
で
、
惚
れ
た
女
の
戯
れ
を

真
に
受
け
て
、
斧
で
自
分
の
指
を
断
ち
落
と
す
。

女
戯
日
、
渠
去
其
枝
指
、
余
営
錦
之
、
娼
告
生
、
生
日
、
不
難
、
媒
去
、
生
以
斧
自
断
其
指
、
大
痛
徹
心
、
血
盆
傾
注
、
演
死
。

（
阿
宝
が
戯
れ
て
二
一
一
口
っ
た
。
J
の
の
方
が
枝
指
を
取
り
去
っ
た
ら
、

お
嫁
に
ま
い
り
ま
し
ょ
う
O
L

媒
婆
が
孫
に
告
げ
る
と
、

孫
は
寸
わ

け
な
い
さ
」
と
言
い
、

媒
婆
が
帰
っ
た
後
、

斧
で
自
ら
そ
の
指
を
断
ち
切
っ
た
。

激
痛
が
心
臓
を
貫
き
、

血
が
あ
ふ
れ
で
ほ
と
ば
し

り
、
危
う
く
死
に
そ
う
に
な
っ
た
。
）
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こ
の
孫
子
楚
に
限
ら
ず
、
《
連
城
》
の
喬
大
年
が
女
の
た
め
に
胸
の
肉
を
割
い
た
り
、
《
葛
巾
》
の
常
大
用
が
女
の
調
合
し
た
毒
薬
を
飲
ん
だ

り
、
《
石
清
虚
》
の
那
雲
飛
が
珍
し
い
石
の
た
め
に
寿
命
を
縮
め
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
「
療
」
の
男
た
ち
は
み
な
、
あ
る
ひ
と
つ
の
も
の
を

直
線
的
に
、
盲
目
的
に
追
い
求
め
ん
が
た
め
に
、
常
軌
を
逸
し
た
行
動
に
奔
り
が
ち
で
あ
る
。

」
う
し
た
お
ろ
か
し
さ
こ
そ
が
、

「
療
」
の

人
間
の
寸
療
」
た
る
所
以
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
司
柳
斎
志
異
』
に
描
か
れ
る
「
療
」
は
、

笑
話
に
於
け
る
よ
う
な
単
に
滑
稽
を
意
図
し
た

つ
ば
か
L

「
お
ろ
か
」
で
は
な
く
、

「
療
」
的
行
為
の
裏
に
作
者
が
描
か
ん
と
し
た
も
の
は
、

彼
ら
の
正
直
で
純
粋
な
性
格
、

そ
し
て
時
に
は

自
分
の
身
体
や
生
命
の
犠
牲
さ
え
も
い
と
わ
な
い
ひ
た
す
ら
で
一
本
気
な
性
格
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
人
間
の
純
粋
な
心
情
を
極
端

に
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
が
「
凝
」
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

「
療
」
の
人
物
形
象
の
特
色
は
、

主
ず
「
純
粋
」
で
あ
る
こ
と
に
集
約
さ
れ

ょ
う
。さ

ら
に
、
同
じ
く
《
阿
宝
》
篇
末
の
論
賛
「
異
史
氏
日
」
に
は
、
「
療
」
に
対
す
る
作
者
の
見
解
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
「
療
L

の



人
物
形
象
の
特
色
を
分
析
す
る
上
で
、

い
く
つ
か
の
鍵
と
な
る
点
を
示
唆
し
て
い
る

D

性
療
則
其
志
凝
、
故
書
療
者
文
必
工
、
義
療
者
技
必
良
、
世
之
落
拓
市
無
成
者
、
比
白
白
謂
不
療
者
也
、
且
如
粉
花
蕩
産
、
鹿
雄
傾
家
、

顧
療
人
事
哉
、
以
是
知
慧
駐
市
過
、
乃
是
異
療
、
彼
孫
子
何
療
乎
。

（
性
情
が
療
で
あ
れ
ば
、

そ
の
志
が
凝
る
。
だ
か
ら
、
書
療
は
必
ず
文
章
が
巧
み
で
あ
り
、

お
ろ
か

落
し
て
成
す
と
こ
ろ
の
な
い
者
は
、
み
な
自
分
は
療
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
者
だ
。
か
っ
、
女
遊
び
で
資
産
を
蕩
尽
し
た
り
、
賭
博

お
ろ
か
も
の

で
家
産
を
傾
け
る
が
ご
と
き
は
、
か
え
っ
て
療
人
の
な
す
こ
と
で
は
な
い
か
。
し
て
み
れ
ば
、
非
常
に
慧
黙
な
者
こ
そ
が
真
の
療
で
あ

お
ろ
か

か
の
孫
子
楚
が
ど
う
し
て
療
で
あ
ろ
う
か
。
）

芸
療
は
必
ず
技
が
優
れ
て
い
る
。

世
の
零

る
こ
と
が
わ
か
る
。

「療
L

に
関
連
す
る
論
点
と
し
て
、

」
こ
で
は
借
用
一
に
、

「
書
凝
」
「
事
療
」
と
い
っ
た
ひ
と
つ
の
こ
と
に
凝
り
固
ま
り
執
着
す
る
姿
勢
が
、
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『
新
唐
書
』
の
《
賓
威
伝
》
に
「
賓
氏
子
弟
皆
習
武
、

一
事
を
成
し
遂
げ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
「
塞
凝
」
は
聞
き
馴
れ
な
い
一
一
一
一
口
葉
で
あ
る
が
、
「
書
癖
」
と
い
え
ば
、

諸
兄
話
潟
書
凝
」
と
あ
る
よ
う
に
、
読
書
人
に
対
す
る
誹
誘
の
音

濁
威
向
文
、

含
む
否
定
的
h

竺
一
一
一
口
葉
で
あ
る
。
「
書
凝
L

に
限
ら
ず
、
「
情
療
L

「
花
療
」
「
石
療
L

な
ど
、
「
療
L

或
い
は
「
癖
」
と
い
う
も
の
は
、
「

f
」
が

示
す
よ
う
に
、
元
来
は
一
種
の
病
と
さ
れ
、
人
格
的
な
円
満
を
欠
く
偏
っ
た
心
態
と
し
て
戒
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
伝
統
的
士
大
夫

の
道
徳
に
於
い
て
は
、
「
情
療
」
と
い
え
ば
、
耽
迷
不
悟
の
愚
行
で
し
か
な
く
、

花
や
石
に
「
癖
L

す
る
こ
と
は
、

玩
物
喪
志
の
悪
習
に
他

な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
蒲
松
齢
は
《
阿
宝
》
の
孫
子
楚
の
場
合
も
、

ま
た
そ
の
他
の
作
品
に
登
場
す
る
諸
々
の
「
療
」
「
癖
」

を
持
っ
た
人
間
た
ち
を
描
写
す
る
場
合
も
、

そ
う
し
た
元
来
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
は
ず
の
性
格
を
否
定
的
に
描
か
ず
、

む
し
ろ
肯
定
的
に

暖
か
い
筆
致
を
以
て
描
い
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。

第
二
に
、
慧
黙
で
あ
る
こ
と
を
真
の
「
療
し
な
る
も
の
の
条
件
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

「
療
」
の
原
義
が
慧
く
な
い
こ
と

か
し
こ
く
な



い
こ
と
で
あ
り
、
正
に
慧
世
間
に
非
ざ
る
こ
と
こ
そ
が
「
療
」
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
慧
監
さ
を
「
療
」
の
条
件
と
す
る
こ
と
は
、

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

一
見
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
蒲
松
齢
は
こ
の
逆
説
論
理
を
巧
み
に
応
用
し
て
、
慧
黙
の
極
み
こ
そ
が
真
の
「
療
L

で
あ
る
こ
と
を
言
わ

ん
と
す
る
。
《
花
姑
子
》
の
中
で
、

悪
者
慧
之
極
、
恕
者
情
之
至
也
。

（
お
ろ
か
さ
は
か
し
こ
さ
の
極
み
で
あ
り
、
無
情
は
情
の
至
り
で
あ
る
。
）

と
い
う
の
も
、
同
様
の
論
法
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
《
嬰
寧
》
の
場
合
も
、

狐
の
少
女
嬰
寧
は
ケ
ラ
ケ
ラ
と
笑
う
ば
か
り
で
、

頭
の
足
り

な
い
娘
の
よ
う
に
描
か
れ
、
た
び
た
び
、

年
己
十
六
、
呆
療
裁
如
嬰
児
。

（
年
は
も
う
十
六
に
な
る
の
に
、

お
ば
か
な
こ
と
、

ま
る
で
嬰
児
の
よ
う
だ
c
）
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生
恨
其
療
、
無
術
可
以
悟
之
。

（
王
子
服
は
女
の
お
ろ
か
な
の
を
残
念
に
思
っ
た
が
、
こ
れ
を
悟
ら
せ
る
す
べ
が
な
か
っ
た
。
）

の
よ
う
に
、
「
凝
L

の
文
字
を
以
て
形
容
さ
れ
て
い
る
が
、

ま
た
そ
の
反
面
、
あ
ど
け
な
い
笑
い
の
中
に
、

聡
明
で
機
智
に
富
み
、

情
け
深

の
「
療
」
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

つ
ま
り
、
蒲
松
齢
の
描
か
ん
と
す
る
「
療
」
は
、
慧
黙
さ
、
聡
明
さ
を
内
に
秘
め
て
い
て
は
じ
め
て
真

お
ろ
か
し
い
と
は
い
え
、
決
し
て
お
ろ
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ

く
道
義
的
な
一
面
を
の
ぞ
か
せ
る
。

ゆ
え
に
、
孫
子
楚
が
周
囲
の
目
に
は
お
ろ
か
し
く
と
も
、
才
徳
の
士
と
し
て
の
風
格
を
保
ち
、

ま
た
嬰
寧
の
笑
い
声
が
天
真
嫡
漫
、
純
真
無

垢
な
美
し
さ
を
放
つ
の
で
あ
る
。

第
三
に
、

の
め
り
こ
み
の
「
療
」
と
い
う
場
合
も
、
た
だ
と
に
か
く
何
で
も
み
だ
り
に
の
め
り
こ
め
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と



を
説
い
て
い
る
。

の
め
り
こ
み
の
対
象
と
、

の
め
り
こ
み
の
態
度
が
問
題
に
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
「
療
」
は
、
「
淫
」
や
「
蕩
」
と
は
厳
格

に
区
別
さ
れ
る
。
「
粉
花
L

即
ち
女
遊
び
に
夢
中
に
な
る
こ
と
は
「
療
L

と
は
呼
ば
な
い
。
「
情
療
」
と
は
純
粋
な
情
の
激
し
さ
が
要
求
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
淫
乱
に
溺
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
作
品
の
冒
頭
に
も
、

或
値
座
有
歌
妓
、
逢
望
御
走
、
或
知
其
然
、
誘
之
来
、
使
妓
狗
一
過
之
、
則
頑
顔
、
徹
頭
、
汗
珠
珠
下
滴
。

（
座
に
歌
妓
が
い
れ
ば
、
遠
く
か
ら
見
か
け
る
な
り
逃
げ
出
し
た
。

あ
る
者
が
そ
れ
と
知
り
、

孫
を
誘
っ
て
来
て
、

妓
女
に
し
な
だ
れ

か
か
ら
せ
る
と
、
顔
を
首
ま
で
赤
く
染
め
、
一
汁
が
珠
と
な
っ
て
滴
り
落
ち
た

3

）

と
あ
る
よ
う
に
、
孫
子
楚
は
も
と
も
と
女
性
が
苦
手
で
あ
り
、
無
節
操
に
女
色
を
漁
る
男
で
は
な
い
。

ま
た

「
虚
堪
」
即
ち
賭
博
に
没
頭

す
る
こ
と
も
「
療
」
と
は
呼
ば
な
い
。
賭
博
は
《
賭
符
》
（
巻
一
二
）
の
論
賛
で
、

（
天
下
に
は
賭
博
よ
り
速
や
か
に
家
産
を
傾
け
る
も
の
は
な
く
、

ま
た
賭
博
よ
り
甚
だ
し
く
人
徳
を
損
う
も
の
も
な
い
。
）
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天
下
之
傾
家
者
、
莫
速
於
博
、
天
下
之
敗
徳
者
、
亦
莫
甚
於
博
。

と
午
一
一
口
う
よ
う
に
、
蒲
松
齢
が
平
生
最
も
戒
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
放
蕩
に
流
れ
る
こ
と
も
「
療
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。

以
上
、
《
阿
宝
》
を
中
心
に
「
療
」
の
特
色
を
考
え
て
み
た
が
、

他
の
作
品
か
ら
も
描
写
例
を
い
く
つ
か
拾
っ
て
、

さ
ら
に
分
析
を
進
め

て
み
た
い
。
《
石
清
虚
》
は
邪
雲
飛
と
い
う
「
石
療
」
の
男
の
話
で
あ
る
。

彼
は
空
洞
か
ら
雲
を
生
ず
る
奇
石
に
魅
せ
ら
れ
、

そ
の
石
と
生

活
を
共
に
せ
ん
が
た
め
に
、
敢
え
て
自
分
の
寿
命
を
縮
め
、
石
と
共
に
死
す
こ
と
も
辞
さ
な
い
。
石
の
方
も
、
本
当
に
愛
し
て
く
れ
る
者
の

前
に
の
み
、

そ
の
珍
貴
な
姿
を
現
わ
し
、
権
勢
に
も
の
を
言
わ
せ
て
石
を
強
奪
し
た
食
欲
な
役
人
の
前
で
は
、
す
で
に
そ
の
霊
異
を
現
わ
さ

A
h
h

、、
O

J
J

一’
v

つ
ま
り
、

「
噌
癖
」
の
意
味
の
「
療
」
と
い
う
場
合
も
、

純
枠
に
無
心
に
愛
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
邪
に
貧
る
こ

と
で
は
な
い
。

ま
た
、
《
地
阿
国
宍
》
は
鳩
マ
ニ
ア
の
話
で
あ
る
が
、
そ
の
論
賛
に
も
、



物
莫
不
束
於
所
好
、
故
葉
公
好
龍
、
則
虞
龍
入
室
、
市
況
皐
士
之
於
良
友
、
賢
君
之
於
良
臣
平
、
市
濁
阿
堵
之
物
、
好
者
更
多
、
而
来

者
特
少
、
亦
以
見
鬼
神
之
怒
食
市
不
怒
凝
也
。

（
物
は
み
な
そ
れ
を
好
む
と
こ
ろ
に
集
ま
る
も
の
だ
。

だ
か
ら
、

葉
公
が
竜
を
好
む
と
、

本
当
の
竜
が
部
屋
に
入
っ
て
き
た
の
だ
。
ま

し
て
、
学
士
に
良
友
が
集
ま
り
、
賢
君
に
良
臣
が
集
ま
る
こ
と
は
ニ
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
金
銭
と
い
う
も
の
だ
け
は
、
好
む
者

が
多
く
な
れ
ば
、
集
ま
る
こ
と
が
少
な
く
な
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
鬼
神
は
食
る
の
を
怒
る
の
で
あ
っ
て
、
療
に
な
る
の
を
怒
る
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
、
「
療
」
が
「
食
L

と
は
本
質
的
に
異
な
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
は
、

蒲
松
齢
が
「
療
L

の
人
間
を
世
俗
的
な
人
間
と
の
対
比
を
以
て
描
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

《連
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城
》
の
主
人
公
喬
大
年
は
、
女
の
た
め
に
胸
の
肉
を
割
き
、

一
笑
の
知
己
に
命
を
惜
し
ま
ぬ
一
本
気
な
男
で
あ
る
が
、

そ
の
論
賛
に
、

（
一
笑
し
て
く
れ
た
だ
け
の
知
己
に
一
身
を
献
げ
て
し
ま
う
。

一
笑
之
知
、
許
之
以
身
、
世
人
或
議
其
焼
、
彼
田
横
五
百
人
、
宣
蓋
愚
哉
、
此
知
希
之
貴
、
賢
豪
所
以
感
結
市
不
能
自
己
也
。

世
人
に
は
そ
の
療
な
る
こ
と
を
云
々
す
る
も
の
も
あ
ろ
う
c

h

－Aγ
、A

、

ナ
ト
，
刀

七、

の
田
横
の
五
百
人
が
、
ど
う
し
て
こ
と
ご
と
く
愚
か
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
は
知
己
の
貴
さ
を
知
れ
ば
こ
そ
で
あ
り
、
賢
土
や
豪
傑
が

感
銘
し
て
や
む
に
や
ま
れ
な
か
っ
た
所
以
な
の
だ
。
）

と
あ
る
よ
う
に
、
喬
生
を
お
ろ
か
も
の
と
す
る
の
は
、

「
世
人
」
即
ち
俗
世
の
人
間
の
目
で
あ
る
。

か
し
こ
い
俗
人
の
避
け
て
や
ら
ぬ
こ
と

を
敢
え
て
や
る
と
こ
ろ
に
、
「
療
」
の
人
間
の
お
ろ
か
し
さ
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

世
俗
的
な
か
し
こ
さ
は
、

と
か
く
狭
猪
・
偽
善
・
打

算
と
い
っ
た
も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
り
、
蒲
松
齢
は
世
俗
の
人
間
に
「
療
」
の
人
間
を
お
ろ
か
も
の
と
瑚
笑
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に

「
療
」
の
人
間
を
世
俗
の
濁
り
の
な
い
純
真
で
自
由
な
人
間
像
と
し
て
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。



な
お
、
『
柳
斎
志
異
』
で
は
、
男
主
人
公
が
世
間
知
ら
ず
の
書
生
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
《
書
療
》
の
郎
玉
柱
は
、

見
賓
親
、
不
知
温
涼
、
三
敷
語
後
、
則
諦
聾
大
作
。

（
客
人
や
親
類
に
会
っ
て
も
、
挨
拶
の
言
葉
も
知
ら
な
い
。
二
言
三
言
話
す
と
、
す
ぐ
に
大
声
で
本
を
朗
読
し
は
じ
め
る
。
）

と
い
う
よ
う
に
、
世
俗
の
こ
と
が
全
く
念
頭
に
な
い
。
《
阿
宝
》
の
孫
子
楚
も
《
嬰
寧
》
の
王
子
服
も
、
「
仏
情
療
」
を
主
要
な
性
格
と
し
な
が

ら
「
書
療
」
を
兼
ね
る
。
蒲
松
齢
が
彼
ら
を
こ
と
さ
ら
「
書
癖
」
に
仕
立
て
た
の
は
、
彼
ら
を
世
俗
か
ら
遠
い
位
置
に
隔
離
し
、
素
朴
な
人

間
像
と
し
て
の
純
度
を
保
と
う
と
す
る
音
山
図
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
蒲
松
齢
は
「
療
」
の
人
物
形
象
を
純
粋
な
人
間
の
あ
り
方
と
し
て
肯
定
的
に
描
き
、
そ
し
て
、
お
ろ
か
し

く
と
も
お
ろ
か
で
は
な
く
、

の
め
り
こ
ん
で
も
淫
乱
・
放
蕩
・
食
欲
で
は
な
く
、

ま
た
世
俗
的
で
も
な
い
と
い
う
よ
う
に
、

い
ろ
い
ろ
な
条
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件
を
加
え
て
、
自
分
の
認
め
る
べ
き
「
凝
」
の
内
容
を
規
定
し
、

そ
れ
を
一
種
の
理
想
的
人
物
形
象
に
高
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い

る。

そ
こ
に
は
、

蒲
松
齢
の
道
徳
的
価
値
判
断
が
強
く
現
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

或
い
は
む
し
ろ
、

蒲
松
齢
が
文
人
と
し
て
の
目

で
、
何
が
人
間
に
と
っ
て
「
美
」
で
あ
り
「
雅
L

で
あ
る
か
と
い
う
独
自
の
人
生
美
学
の
よ
う
な
も
の
が
働
い
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。
蒲
松
齢
は
「
療
」
と
い
う
一
見
甚
だ
字
面
の
悪
い
言
葉
の
中
に
、
純
真
で
一
途
な
、
ば
か
正
直
で
嘘
偽
り
の
な
い
人
間
の

姿
を
託
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

お
ろ
か
し
く
も
美
し
い
人
間
の
あ
り
方
を
「
療
」
と
い
う
人
物
形
象
に
担
わ
せ
た
と

言
え
よ
う
。
故
事
の
中
の
妖
精
た
ち
も
、
こ
う
し
た
世
俗
の
臭
み
の
な
い
純
朴
な
男
た
ち
の
前
に
の
み
、

そ
の
美
し
い
姿
を
現
わ
し
、
浪
漫

を
展
開
し
、
彼
ら
を
幻
想
の
世
界
へ
い
ざ
な
う
の
で
あ
る
。

可
柳
斎
志
異
』
を
語
る
時
、

と
か
く
異
類
の
女
の
美
し
さ
ば
か
り
が
注
目
さ
れ

が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
そ
う
し
た
異
類
の
相
手
を
す
る
男
の
方
に
も
、
彼
女
た
ち
の
相
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
人
格
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で

あ
り
、

そ
こ
に
作
者
の
選
択
が
働
さ
、

そ
の
第
一
に
選
ば
れ
る
の
が
「
療
」
を
持
っ
た
純
朴
な
男
た
ち
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
彼
ら
は
立
派



な
聖
人
君
子
で
も
勇
壮
な
英
雄
豪
傑
で
も
な
い
、
た
だ
の
ま
ぬ
け
た
男
た
ち
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ど
こ
に
で
も
い
そ
う
で
な
か
な
か
い
な

い
痛
快
で
ほ
ほ
え
ま
し
い
人
物
像
で
あ
る
。
彼
ら
は
共
通
し
て
「
療
」
と
い
う
元
来
欠
点
と
さ
れ
る
は
ず
の
性
格
を
持
ち
、
正
に
そ
れ
ゆ
え

に
、
円
満
完
壁
な
聖
人
君
子
や
超
人
的
な
英
雄
豪
傑
な
ど
に
は
な
い
親
近
感
と
現
実
感
に
満
ち
た
人
物
形
象
と
し
て
、
作
品
の
上
に
い
き
い

き
と
し
た
生
命
力
を
以
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

蒲
松
齢
の
「
療
」
的
性
癖

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
『
柳
斎
志
異
』
に
於
い
て
「
療
」
の
人
物
形
象
が
傑
出
し
て
お
り
、

主
た
そ
こ
に
作
者
の
共
感
と
慈
し
み
が
感
じ
取

れ
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
作
者
蒲
松
齢
自
身
に
内
在
し
た
「
凝
」
的
性
癖
と
い
っ
た
も
の
が
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
蒲
松
齢
の
牛
一

た
よ
う
で
あ
る
。

三
十
一
歳
の
年
に
同
郷
の
先
輩
で
あ
る
孫
憲
の
幕
賓
と
な
り
江
南
へ
赴
く
が
、
社
交
性
を
問
わ
れ
、
要
領
良
く
機
転
を
利

- 89 -

平
を
考
え
る
と
、
彼
は
世
俗
的
な
小
ざ
か
し
い
機
転
を
利
か
す
こ
と
の
下
手
な
、
良
く
言
え
ば
実
直
、
悪
く
言
え
ば
不
器
用
な
人
柄
で
あ
っ

か
し
、
時
に
は
権
謀
術
数
に
巧
み
で
あ
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
る
仕
事
が
肌
に
合
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
年
足
ら
ず
で
辞
職
し
て
郷

里
に
一
民
り
、
そ
の
後
晩
年
ま
で
地
味
な
館
師
勤
め
を
し
て
平
凡
な
一
生
を
終
え
て
い
る
。
張
元
撰
《
柳
泉
蒲
先
生
墓
表
》
に
も
、

孤
介
哨
直
、
尤
不
能
興
時
相
僻
仰
。

（
孤
介
哨
直
で
、
と
り
わ
け
世
間
と
調
子
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
）

と
あ
り
、

そ
う
し
た
人
柄
の
一
端
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

ま
た
、

蒲
松
齢
が
自
ら
の
創
作
に
成
る
妖
艶
怪
奇
の
世
界
に
強
い
の
め
り
こ
み
を
示
し
た
こ
と
は
午
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
。

『
mw斎
志
異
色
の

序
文
《
柳
斎
自
誌
》
で
は
、



牛
鬼
蛇
紳
、
長
爪
郎
吟
市
成
癖

D

（
長
爪
郎
は
牛
鬼
や
蛇
神
を
詩
に
よ
む
の
が
癖
と
な
っ
た
。
）

と
冒
頭
に
語
り
、
妖
艶
怪
奇
の
世
界
に
の
め
り
こ
ん
だ
自
分
の
姿
を
、
同
じ
く
幽
冥
華
麗
な
詩
の
世
界
に
癖
し
た
鬼
才
李
賀
に
投
影
さ
せ
、

ま
た
、

治
飛
逸
興
、
狂
困
難
辞
、
永
託
噴
懐
、
療
且
不
詳
。

た

ち

ま

お

ろ

か

（
趨
ち
逸
興
を
飛
ば
す
ご
と
き
狂
の
心
情
が
抑
え
き
れ
ず
、
永
く
噴
懐
を
託
し
て
、
療
と
い
わ
れ
よ
う
と
も
敢
え
て
意
と
し
な
か
っ
た
。
）

と
述
べ
て
、
志
怪
小
説
の
執
筆
に
対
し
て
、
自
瑚
を
翻
し
て
自
負
の
語
気
を
加
え
た
開
き
直
っ
た
態
度
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
怪
力
乱

神
の
文
学
に
没
頭
す
る
蒲
松
齢
に
向
け
て
、
友
人
の
張
篤
慶
は
《
寄
留
仙
希
梅
諸
人
》
と
題
す
る
詩
（
5
）
の
中
で
、

此
後
還
た
倶
に
努
力
せ
ん
こ
と
を
期
す

柳
斎
且
く
競
い
て
空
を
談
ず
る
こ
と
莫
か
れ

此
後
遺
期
倶
努
力
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柳
粛
且
莫
競
談
空

と
、
無
益
な
文
学
は
棄
て
置
い
て
、
も
っ
と
挙
業
に
精
を
出
す
よ
う
勧
告
し
て
い
る
。
蒲
松
齢
の
怪
異
癖
は
、
自
他
共
に
認
め
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
志
怪
小
説
は
事
実
の
客
観
的
記
述
を
建
前
と
す
る
以
上
、
作
者
は
怪
異
の
こ
と
に
対
し
て
一
定
の
距
離
を
置
い
た
醒

め
た
目
を
持
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
蒲
松
齢
は
怪
異
の
世
界
に
の
め
り
こ
み
、
物
語
を
創
り
上
げ
、
鬼
狐
と
共
に
幻
想
の
世
界

に
遊
ん
だ
。

そ
し
て
、
生
涯
の
心
血
を
『
柳
斎
士
山
異
』
の
執
筆
に
注
ぎ
込
ん
だ
。
科
挙
に
専
念
す
べ
き
彼
の
境
遇
を
考
え
れ
ば
、
周
囲
の
目

に
は
正
に
「
療
」
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
作
品
の
中
で
「
療
」
の
人
物
形
象
が
と
り
わ
け
い
き
い
き
と
描
か
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
い
わ

ば
作
者
の
分
身
で
あ
り
、

作
者
の
「
療
」
的
性
癖
が
そ
の
筆
致
に
込
め
ら
れ
て
い
る
た
め
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

「
柳
斎
癖
L

（6
）と

い
う
ニ
一
一
口
葉
が
あ
る
が
、

『
柳
斎
志
異
』
に
読
者
を
の
め
り
こ
ま
せ
る
不
思
議
な
魅
力
が
あ
る
の
も
、

た
だ
単
に
珍
し
い
美
し
い
話
が
並
ん
で



い
る
か
ら
で
は
な
く
、
実
は
作
品
の
主
人
公
た
ち
が
、
或
い
は
情
に
或
い
は
花
に
の
め
り
こ
み
、

そ
し
て
作
者
自
身
が
そ
の
妖
美
な
世
界
に

の
め
り
こ
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
ひ
と
つ
付
言
す
れ
ば
、
蒲
松
齢
の
詩
詞
に
は
「
療
L

の
文
字
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
柳
斎
詩
集
b

巻
二
の
《
贈

劉
孔
集
》
に
、

療
情
惟
我
諒

狂療
態情
はは
君惟E
が 我
知 の
るみ
を 去さずE
侍~ !VJ＇、Z
むに

し
て

狂
態
侍
君
知

と
あ
る
の
を
は
じ
め
、
司
柳
斎
詩
集
』
に
は
十
七
箇
所
、
可
柳
斎
詞
集
』
に
は
七
箇
所
、
計
二
十
四
箇
所
に
「
療
」
の
用
例
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
（
7

）

O

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
蒲
松
齢
が
「
療
L

と
い
う
言
葉
に
特
別
な
愛
着
を
覚
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。

四

明
末
清
初
の
思
潮
と
「
療
L
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以
上
は
、
「
療
L

に
つ
い
て
『
柳
斎
志
異
』
及
び
そ
の
作
者
蒲
松
齢
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
み
た
。

し
か
し
、

」
れ
は
特
定
の
作
品
や

作
者
に
絞
っ
て
論
じ
切
れ
る
問
題
で
は
な
く
、
『
柳
斎
志
異
』
も
ま
た
時
代
の
産
物
で
あ
る
以
上
、

明
末
清
初
の
時
代
思
潮
と
、

そ
の
思
潮

の
中
に
於
け
る
「
凝
」
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
末
清
初
に
於
い
て
、
「
療
」
は
「
癖
L

と
並
ん
で
、
特
に
小
品
文
の
中
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
た
テ
！
マ
で
あ
っ
た
。
「
療
L

「癖」

と
い
う
言
葉
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
元
来
甚
だ
好
ま
し
く
な
い
心
の
状
態
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
挙
げ
る
明
末
清
初
の
文

人
の
文
章
に
は
、
す
で
に
「
療
」
「
癖
」
と
い
う
言
葉
に
自
明
的
な
響
き
は
な
く
、
「
療
」
で
あ
り
「
癖
L

で
あ
る
こ
と
を
自
負
と
し
讃
美
す

る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。



実
宏
道
『
瓶
史
』
十
《
好
事
》

稿
康
之
鍛
也
、
武
子
之
馬
也
、
陸
相
羽
之
茶
也
、
米
顛
之
石
也
、
侃
雲
林
之
潔
也
、
比
白
以
僻
而
寄
其
器
保
儒
逸
之
気
者
也
、
余
観
世
上
語

一
昼
小
味
面
白
可
惜
之
人
、
皆
無
癖
之
人
耳
。

（
稿
康
の
錬
丹
、
王
済
の
馬
、
陸
羽
の
茶
、
米
市
の
石
、

侃
墳
の
潔
癖
は
、

み
な
僻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
嘉
健
偶
逸
の
気
を
寄

せ
た
も
の
だ
。
私
が
み
る
に
、
世
の
中
の
言
う
こ
と
は
つ
ま
ら
な
く
、
面
は
に
く
た
ら
し
い
人
間
は
、

み
な
癖
の
な
い
人
間
だ
。
）

張
岱
『
陶
庵
夢
憶
』
巻
四
《
祁
止
祥
癖
》

人
無
癖
、
不
可
奥
交
、
以
其
無
深
情
也
、
人
無
庇
、
不
可
奥
交
、
以
其
無
農
気
也
。

（
癖
の
な
い
人
間
と
は
つ
き
合
え
な
い
。
彼
ら
に
は
深
情
が
な
い
か
ら
だ
。

庇
の
な
い
人
間
と
は
つ
き
合
え
な
い
。

彼
ら
に
は
真
気
が
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な
い
か
ら
だ
。
）

呉
従
先
吋
小
窓
自
紀
』

生
千
責
不
蓋
是
療
、
生
千
醤
不
謹
是
癖
、
湯
太
史
云
、
人
不
可
無
療
、
実
石
公
云
、
人
不
可
無
癖
、
則
凝
王
不
必
頁
、
癖
正
不
必
醤
也
。

（
平
生
、
人
に
や
り
つ
く
せ
な
い
の
が
療
、
治
し
き
れ
な
い
の
が
癖
だ
。

し
か
し
、

湯
顕
祖
は
「
人
は
療
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い

う
し
、
実
宏
道
は
「
人
は
癖
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
て
い
る
。

な
れ
ば
、
療
は
正
に
人
に
や
る
必
要
は
な
く
、
癖
は
治
す
必
要

は
な
い
の
だ
。
）

張
潮
『
幽
夢
影
』

情
必
近
於
療
市
始
虞
、
才
必
乗
平
趣
而
始
化
。

（
情
は
療
に
近
く
て
は
じ
め
て
本
物
に
な
り
、
才
は
趣
を
兼
ね
て
は
じ
め
て
立
派
な
も
の
に
な
る
。
）



花
不
可
以
無
蝶
、
山
不
可
以
無
泉
、
石
不
可
以
無
法
口
、
水
不
可
以
無
藻
、
喬
木
不
可
以
無
濯
、
人
不
可
以
無
癖
。

（
花
に
は
蝶
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
山
に
は
泉
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、

石
に
は
苔
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、

水
に
は
藻
が
な
く
て
は
な
ら

ず
、
喬
木
に
は
羅
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
、
人
に
は
癖
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
）

日
療
、

日
愚
、

日
拙
、

日
狂
、
皆
非
好
字
面
、
而
人
毎
柴
居
之
、

日
好
、

日
黙
、

日
強
、

日
信
、
反
是
、
市
人
毎
不
柴
居
之
、
何
也
。

（
療
と
い
い
、
愚
と
い
い
、
拙
と
い
い
、
狂
と
い
い
、

み
な
字
面
は
よ
く
な
い
が
、

人
は
常
に
よ
ろ
こ
ん
で
そ
の
境
地
に
身
を
置
こ
う

と
す
る
。
好
と
い
い
、
黙
と
い
い
、
強
と
い
い
、
出
ば
と
い
い
、
こ
れ
ら
は
そ
の
反
対
で
あ
る
が
、
人
は
常
に
そ
の
境
地
に
身
を
置
こ
う

と
し
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
）

こ
れ
ら
の
発
言
は
、

い
ず
れ
も
「
療
」
「
癖
」
に
対
す
る
積
極
的
な
認
識
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
認
識
は
ど
こ
か
ら
生
ま
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れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
第
一
に
、
明
末
清
初
が
一
部
の
文
人
の
間
で
性
情
の
解
放
が
唱
え
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
明
末
は
旧
来
の
朱

子
学
に
対
立
し
て
陽
明
学
が
台
頭
し
た
時
期
で
あ
り
、
陽
明
学
派
の
思
想
家
た
ち
は
、
人
欲
を
去
っ
て
天
理
を
存
す
る
禁
欲
的
な
「
理
L

の

倫
理
体
系
に
抗
し
て
、

人
間
の
自
然
な
心
情
の
発
露
を
尊
ぶ
っ
情
」
の
倫
理
体
系
を
唱
導
し
た
。

「
情
」
は
明
清
を
通
じ
て
思
想
界
に
於
い

て
も
、

ま
た
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
や
可
紅
楼
夢
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
文
学
界
に
於
い
て
も
、
常
に
議
論
の
中
心
と
な
っ
た
テ
l
マ
で
あ

る
が
、

こ
れ
と
並
行
し
て
、
李
賢
・
顔
元
・
戴
震
ら
が
提
唱
し
た
よ
う
に
、
人
間
の
あ
る
が
ま
ま
の
欲
望
を
全
面
的
に
肯
定
し
よ
う
と
す
る

動
き
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
「
情
」
「
欲
」
を
正
当
に
評
価
し
煩
揚
す
る
思
潮
の
中
か
ら
し
か
寸
凝
」
「
癖
」
に
対
す
る
積
極

的
な
認
識
は
生
ま
れ
て
き
ょ
う
が
な
い
。
「
療
」
も
「
癖
」
も
、
っ
情
」
「
欲
」
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
「
療
」
は
い
わ
ば
「
情
」
「
欲
」

が
純
粋
に
凝
結
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
癖
」
は
「
情
」
「
欲
L

が
異
常
に
ひ
と
つ
の
こ
と
に
集
中
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。



プ

ラ

ス

マ

イ

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
明
末
清
初
は
価
値
感
の
揺
れ
動
き
の
激
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
明
末
は
諸
々
の
既
成
の
価
値
感
を
正
価
か
ら
負

ナ
ス価

に
、
負
価
か
ら
正
価
に
百
八
十
度
顛
倒
さ
せ
る
奔
放
な
思
想
が
一
部
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
前
段
に
述
べ
た
よ
う
に
、
性
情
・
欲
望
を
抑

圧
か
ら
解
放
へ
と
転
換
さ
せ
る
動
き
が
、

こ
う
し
た
風
潮
の
契
機
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

に
せ

う
。
彼
は
朱
子
学
の
権
威
に
す
が
る
道
学
者
を
「
仮
」
と
痛
罵
し
、
ま
た
小
説
や
雑
劇
を
高
く
評
価
し
、
経
書
を
「
仮
人
」
の
淵
薮
と
呼
ん

そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
李
賛
で
あ
ろ

だ。

「
童
心
」
と
い
う
言
葉
も
元
来
は
幼
稚
で
粗
野
な
心
と
い
う
負
価
の
意
味
で
あ
っ
た
も
の
を
、

李
賢
は
仮
飾
の
な
い
純
真
な
心
と
い
う

正
価
の
意
味
に
転
換
さ
せ
て
、
彼
の
思
想
の
中
核
に
据
え
た
。

諸
々
の
概
念
の
正
負
が
顛
倒
さ
れ
た
中
で
、

「
」
凝
」
も
ま
た
元
来
負
価
の
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
時
期
に
正
価
に
転
換
さ
れ
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
何
で
も
無
原
則
に
負
価

は
正
価
に
転
換
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
療
」
の
よ
う
に
、

克
来
負
価
で
あ
り
な
が
ら
も
、

小
ざ
か
し
さ
の
な
い
純
真
な
心
情
を
表
わ
す

あ
る
。
こ
う
し
た
価
値
感
の
顛
倒
が
な
く
、

「
療
」
が
「
ば
か
L

「
お
ろ
か
L

と
い
う
負
価
の
ま
ま
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

「
療
」
を
扱
っ
た
作
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よ
う
に
、
正
価
に
解
釈
さ
れ
る
だ
け
の
要
素
を
そ
の
文
字
自
体
の
中
に
内
在
さ
せ
て
い
る
概
念
だ
け
が
、
正
価
へ
の
転
換
を
許
さ
れ
た
の
で

口
問
は
、
文
学
的
厚
み
に
乏
し
い
滑
稽
談
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
明
清
に
至
っ
て
「
療
」
の
字

義
の
中
に
正
価
の
解
釈
が
一
部
の
文
人
の
間
に
定
着
し
た
こ
と
は
、
｛
子
号
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
察
し
が
つ
く
。
明
清
の
文
人
に

は
、
「
療
仙
」
（
明
・
史
忠
）
、
「
療
蹟
」
（
明
・
証
之
宝
）
、
「
療
和
L

（
清
・
李
良
佐
）
、

「
療
荏
L

（
清
・
王
鐸
）
な
ど
、

「
療
」
の
文
字
を
自
分

の
宇
号
に
用
い
る
者
が
多
い
（
8

）

O

こ
れ
は
自
瑚
や
謙
遜
で
は
な
く
、

「
療
」
と
い
う
文
字
に
自
負
を
こ
め
た
積
極
的
な
価
値
感
を
認
め
て
い

る
か
ら
こ
そ
自
ら
を
「
療
」
と
命
名
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
種
の
自
己
主
張
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
明
末
清
初
が
個
性
尊
重
の
人
間
論
が
盛
行
し
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
道
徳
的
に
円
満
で
調
和
の
と
れ
た
立
派
な

人
間
よ
り
も
、
庇
や
欠
点
が
あ
っ
た
り
、
性
癖
が
極
端
に
偏
っ
て
い
た
り
す
る
個
性
的
な
人
聞
が
も
て
は
や
さ
れ
る
風
潮
が
あ
っ
た
。
明
末



に
は
お
か
し
な
人
聞
を
賞
讃
す
る
文
章
が
流
行
し
た
。
実
宏
道
の
《
拙
殻
伝
》
、
実
中
道
の
《
回
君
伝
》
、
張
岱
の
《
五
異
人
伝
》
な
ど
、
そ

こ
に
登
場
す
る
人
間
は
、
迂
拙
な
下
僕
や
天
性
の
放
蕩
者
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
伝
記
を
書
か
れ
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
伝
記
を
書
い
た
文
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
人
間
こ
そ
真
の
人
間
で
あ
り
、
伝
を
記
す
価
値
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
礼
教
道

徳
の
枠
に
は
ま
る
こ
と
な
く
、
自
然
に
嘘
偽
り
な
く
生
き
る
自
由
人
こ
そ
が
、
こ
れ
ら
文
人
た
ち
が
賞
讃
し
羨
望
し
た
真
の
人
間
の
あ
り
方

で
あ
っ
た
。

明
末
は
「
真
心
」
「
真
情
」
「
真
詩
L

な
ど
が
さ
か
ん
に
語
ら
れ
た
よ
う
に
、

「
真
」
で
あ
る
こ
と
を
と
り
わ
け
尊
ん
だ
時
代
で

あ
り
、
「
凝
」
「
癖
」
の
人
間
も
ま
た
虚
飾
の
な
い
「
真
人
」
の
典
型
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
時
代
は
実
際
に
「
療
」

的
人
聞
が
多
く
い
た
よ
う
で
あ
り
、
唐
寅
・
祝
允
明
・
徐
滑
な
ど
狂
態
の
芸
術
家
や
、
王
錫
爵
・
陳
継
儒
・
呉
荘
な
ど
「
花
療
L

を
誇
る
文

人
が
輩
出
し
た
す
ぢ

豊
か
に
な
る
に
つ
れ
、
文
化
が
嫡
熟
の
極
み
に
達
し
た
時
代
で
あ
り
、

そ
う
し
た
中
で
者
修
な
生
活
を
送
る
文
人
の
聞
に
は
、
唯
美
的
、
享
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さ
ら
に
、
明
末
清
初
に
唯
美
的
、
享
楽
的
風
潮
が
世
を
覆
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
明
代
は
商
工
業
の
発
展
で
物
質
的
に

楽
的
な
デ
カ
ダ
ニ
ズ
ム
の
風
気
が
拡
が
り
、
個
人
的
で
没
社
会
的
な
趣
味
の
世
界
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
中
か
ら

「
療
」
「
癖
」
に
凝
り
固
ま
る
文
人
が
現
わ
れ
て
き
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

明
末
清
初
の
思
潮
に
於
け
る
こ
う
し
た
諸
々
の
側
面
が
相
侯
っ
て
、
「
凝
」
「
癖
」
に
対
す
る
積
極
的
、
肯
定
的
な
認
識
が
生
ま
れ
て
き
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
『
柳
斎
志
異
』
の
「
療
」
は
、

そ
れ
を
小
説
の
人
物
形
象
と
し
て
昇
華
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

志
怪
小

説
は
そ
の
文
学
の
性
格
上
、

一
般
に
思
想
性
、
時
代
性
に
は
乏
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
『
柳
斎
志
異
』
を
「
療
」
の
観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、

こ
れ
は
明
ら
か
に
当
時
の
思
潮
を
反
映
し
た
時
代
の
産
物
で
あ
り
、

そ
う
し
た
意
味
で
も
『
柳
斎
志
異
』
が
他
の
志
怪
小
説
と
は
異
な
る
特

殊
な
文
学
作
品
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



な
お
、
『
脚
斎
志
具
』
に
「
凝
」
の
人
物
形
象
を
生
ん
だ
温
床
と
な
り
先
駆
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
、

明
清
の
文
学
作
品
の
中

か
ら
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
。
先
に
挙
げ
た
『
陶
庵
夢
憶
』
や
『
幽
夢
影
』
な
ど
、

明
末
清
初
の
随
筆
や
小
品
文
は
、

「
療
」
に
対
す
る
当

時
の
認
識
を
端
的
に
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
他
に
も
、
例
え
ば
湯
顕
祖
の
戯
曲
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
の
主
題
で
あ
る
「
情
L

が
『
柳
斎
志
具
』
の
「
療
情
」
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
蒲
松
齢
自
身
が
《
香
玉
》
の
論
賛
に
、

情
之
至
者
、
鬼
榊
可
通
、
花
以
鬼
従
、
而
人
以
魂
寄
、
非
其
結
於
情
者
深
耶
、

一
去
市
雨
殉
之
、
即
非
堅
貞
、
亦
震
情
死
失
。

（
情
の
至
れ
る
も
の
は
鬼
神
に
も
通
じ
る
。
花
は
幽
鬼
と
な
っ
て
人
に
つ
れ
そ
い
、

人
は
死
ん
で
も
そ
の
魂
を
花
に
寄
せ
た
の
は
、

そ

の
思
い
つ
め
た
情
の
深
さ
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
人
が
死
ぬ
と
二
人
が
そ
の
後
を
追
っ
た
の
は
、
た
と
え
貞
節
に
よ
る
も

の
で
は
な
く
と
も
情
の
た
め
に
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
）

不
意
牡
丹
亭
後
、
復
有
此
人
」
と
い
い
、
漏
鎮
轡
が
《
阿
宝
》
を
評
し
て
「
此
奥
杜
麗
娘
之
於
柳
夢
梅
、

一
女
悦
男
、

一
男
悦
女
、
皆
以
夢

-96ー

と
「
情
之
至
」
を
語
り
、
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
の
題
詞
を
想
起
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

ま
た
王
漁
洋
が
《
連
城
》
を
評
し
て
「
雅
是
情
種
、

感
、
倶
千
古
一
釣
情
療
」
と
い
う
よ
う
に
、
可
牡
丹
亭
還
魂
記
』
の
影
響
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、

白
話
小
説
に
於

い
て
も
、
例
え
ば
鴻
夢
龍
の
編
纂
し
た
「
三
言
」
の
中
で
、
《
売
油
郎
独
占
花
魁
》
や
《
濯
園
曳
晩
逢
仙
女
》
な
ど
は
、
各
々
「
情
療
」
「
花

療
」
を
描
い
た
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、

鴻
夢
龍
は
他
に
も
『
情
史
類
略
』
で
は
「
療
情
篇
」
の
項
を
設
け
、
『
古
今
語
概
』

で
は
っ
療
絶
部
」
「
癖
噌
部
」
の
部
門
を
設
け
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

実
宏
道
の
性
霊
説
は
、

反
擬
古
の
詩
文
論
で
は
あ
る
が
、
あ
る

が
ま
ま
の
心
情
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
流
露
さ
せ
る
点
で
、

「
療
」
の
人
物
形
象
に
一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、

や
は
り
「
療
」
を
積
極
的
に
認

識
し
よ
う
と
す
る
思
潮
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



五

結
語

本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
作
品
例
に
沿
っ
て
『
柳
斎
志
異
』
に
於
け
る
「
療
」
の
描
写
の
分
析
を
試
み
、

「
療
L

が
元
来
否
定
的
な
意
味
内

「
療
」
の
人
物
形
象
が
純
真
な
人
間
の
あ
り
方
と
し
て
積
極
的
、

し
た
。

容
の
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
し
て
、

そ
の
背
後
に
は
作
者
蒲
松
齢
自
身
に
内
在
し
た
「
療
」
的
性
癖
が
強
く
関
わ
り
、

ま
た
明
末
清
初
に
於
け
る
性
情
の
解

肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

放
、
価
値
感
の
顛
倒
、
個
性
の
尊
重
、
文
化
の
嫡
熟
と
い
っ
た
時
代
思
潮
の
影
響
が
濃
厚
に
う
か
が
え
る
こ
と
を
考
察
し
た
。

な
お
、
今
回

『
紅
楼
夢
』
の
買
宝
玉
の
「
療
」
的
性
格
に
つ
い
て
も
、

は
特
に
触
れ
な
か
っ
た
が
、

同
時
代
の
文
学
の
傾
向
と
し
て
考
え
合
わ
せ
て
み
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
「
療
」
だ
け
で
な
く
、
「
狂
」
「
顛
」
「
癒
」
「
呆
」
「
愚
」
な
ど
、
類
似
し
た
概
念
を
表
わ
す
言
葉
を
個
々
に
掘
り

下
げ
て
み
る
の
も
、
今
後
の
課
題
と
し
て
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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［注］

（

1
）
 

（

2
）
 

徐
錯
『
説
文
解
宇
繋
伝
』
に
は
「
療
者
榊
思
不
足
、
故
亦
病
也
」
と
あ
り
、
段
玉
裁
『
説
文
解
宇
注
』
に
は
寸
心
部
日
慧
者
猿
也
、

者
念
也
、
療
者
遅
鈍
之
意
、
故
輿
慧
正
相
反
、
此
非
疾
病
也
、
市
亦
疾
病
之
類
也
L

と
あ
る
。

古
い
字
書
に
は
、
こ
の
意
義
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
可
辞
源
』
に
は
寸
愛
好
至
入
迷
L

と
あ
り
、
『
形
音
義
綜
合
大
字
典
』
に
は
「
専
意
一
事
、

類
似
故
者
日
療
」
と
あ
る
。

字
書
に
よ
れ
ば
、
「
癖
L

の
原
義
は
、
食
物
が
消
化
せ
ず
に
腹
の
一
部
に
た
ま
っ
て
塊
に
な
る
病
気
で
あ
り
、
派
生
し
て
、
噌
好
が
病
的
に
偏
っ

た
性
質
・
習
慣
を
表
わ
す
。
但
し
、
「
ば
か
」
「
お
ろ
か
L

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な
い
。

篇
名
の
後
に
附
し
た
巻
数
は
、
張
友
鶴
輯
校
『
聯
斎
志
具
会
校
会
注
会
評
本
』
（
一
九
七
八
年
上
海
古
籍
出
版
社
刊
）
に
拠
る
。

張
篤
慶
『
毘
青
山
房
詩
稿
』
所
収
。
康
照
二
十
六
年
の
作
。
こ
の
年
、
蒲
松
齢
は
四
十
八
歳
で
郷
試
に
落
第
し
た
。

藤
田
祐
賢
「
脚
斎
癖
」
（
「
三
色
旗
」
一
一
三
ニ
）
参
照
。

犬
部
日
猿

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 



（

7
）
 

可
柳
斎
詩
集
』
で
は
《
王
長
人
間
中
諜
集
因
懐
如
水
》
《
読
張
視
旋
悼
亡
詩
並
伝
》
《
鍾
聖
輿
以
憲
副
公
伝
見
一
不
即
索
詩
因
賦
此
》
《
和
張
邑
侯
過

明
水
之
作
》
《
軌
畢
公
権
》
《
逃
暑
石
隠
園
》
《
答
朱
子
青
見
過
恵
酒
》
《
斎
中
与
希
梅
薄
飲
》
《
贈
畢
子
章
仲
》
《
重
陽
前
一
日
作
》
《
病
歯
》
《
禾

多
災
変
慰
蒋
農
人
》
《
酬
明
雪
灰
禅
師
破
戒
》
《
贈
劉
孔
集
》
、
可
柳
斎
詞
集
』
で
は
《
西
施
三
畳
（
戯
簡
孫
給
諌
）
》
《
惜
余
春
慢
（
春
忽
）
》
《
満
庭
芳

（
中
元
病
足
不
能
帰
）
》
《
水
龍
吟
（
風
雨
壊
家
）
》
《
酔
太
平
（
早
起
白
蟻
巳
而
自
明
）
》
《
大
聖
楽
（
白
遣
）
》
に
用
例
が
み
え
る
。

陳
徳
芸
一
編
『
十
日
今
人
物
別
名
索
引
n
b

、
陳
乃
乾
編
『
室
名
別
号
索
引
b

な
ど
に
よ
れ
ば
、
「
療
し
を
用
い
た
宇
号
は
、
宋
元
に
若
干
の
例
が
あ
り
、

明
清
に
圧
倒
的
に
多
い
。
な
お
、
宋
代
か
ら
例
を
み
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
点
で
あ
り
、
蘇
賦
・
陸
瀞
の
詩
に
は
「
焼
」
が
比
較
的
多
用
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
詩
語
と
し
て
の
「
嬢
」
が
精
神
の
凝
固
し
た
怖
惚
無
心
の
イ
メ
ー
ジ
を
醸
し
出
す
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
は

じ
め
る
の
も
宋
代
あ
た
り
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
金
文
京
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
宋
代
に
女
性
的
で
情
緒
的
な
詞
の
文
学
が
隆
興

し
た
こ
と
も
、
「
療
」
の
意
味
の
変
遷
に
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

合
山
究
「
明
清
時
代
に
お
け
る
愛
花
者
の
系
譜
」
（
「
九
州
大
学
教
養
部
文
学
論
輯
L

ニ
八
）
参
照
。

8 
（

9
）
 

［
附
記
］

本
稿
は
一
九
八
五
年
十
月
の
日
本
中
国
学
会
第
三
十
七
回
大
会
に
於
け
る
口
頭
発
表
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
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