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「
拙
」
に
つい
て

─
中
国
文
人
精
神
の
典
型
と
し
て

八
木
　
章
好

は
じ
め
に

　

本
稿
は
︑﹁
拙
﹂
の
諸
相
を
古
代
か
ら
明
清
ま
で
通
観
し
︑
中
国
の
思
想
・
文
学
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
文
人
精
神
の
一
典
型
と
し
て
︑
そ
の
系

譜
を
辿
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒

　
﹁
拙
﹂
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
︑
こ
れ
ま
で
陶
淵
明
や
︑
杜
甫
・
白
居
易
を
主
と
す
る
唐
詩
に
集
中
し
て
い
る1

⁂

︒
本
稿
で
は
︑
こ
れ
ら
詩
語

と
し
て
の
﹁
拙
﹂
に
加
え
て
︑
明
末
清
初
の
小
品
文
な
ど
に
見
ら
れ
る
﹁
拙
﹂
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
︒

　

な
お
︑
本
稿
は
︑
拙
稿
﹁﹁
愚
﹂
の
系
譜2

⁂

﹂
の
姉
妹
編
で
あ
り
︑
中
国
の
文
人
精
神
に
お
け
る
﹁
狂
﹂
と
﹁
痴
﹂
を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
の
一

環
と
し
て
︑
こ
れ
ら
と
関
連
深
い
概
念
で
あ
る
﹁
拙
﹂
に
つ
い
て
新
た
に
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
︒
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一
　「
拙
」
の
字
義

　
﹁
拙
﹂
は
︑﹃
説
文
解
字
﹄
巻
十
三
﹁
手
部
﹂
に
︑

巧
な
ら
ざ
る
な
り3

⁂

︒

と
あ
り
︑
清
・
段
玉
裁
﹃
説
文
解
字
注
﹄
に
は
︑

技
巧
を
為
す
能
わ
ざ
る
な
り4

⁂

︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑
白
川
静
﹃
字
通
﹄
に
︑

不
器
用
の
意
︒﹇
老
子
﹈
第
四
十
五
章
に
﹁
大
巧
は
拙
な
る
が
若ご

と

し
﹂
と
あ
り
︑
器
用
さ
を
示
さ
な
い
こ
と
を
尊
ぶ
風
が
あ
っ
た
︒
守
拙
・
養

拙
と
は
高
尚
な
生
活
態
度
と
さ
れ
て
い
る
︒
芸
術
の
分
野
に
お
い
て
も
︑
そ
れ
は
重
要
な
理
念
の
一
と
さ
れ
た
︒
字
は
ま
た
謙
称
に
用
い
る
︒

と
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
﹁
拙
﹂
は
︑
手
偏
が
示
す
よ
う
に
︑
元
来
は
手
先
が
不
器
用
で
あ
る
こ
と
を
指
し
た
が
︑
日
常
に
お
け
る
行
動
全
般
に
つ
い
て
︑
そ
の
仕
方
の

拙
さ
を
い
う
よ
う
に
な
り
︑
さ
ら
に
は
詩
文
や
書
画
の
戧
作
に
お
け
る
一
種
の
文
人
精
神
を
示
す
概
念
と
な
っ
た
︒

　

古
く
は
︑﹃
老
子
﹄
第
四
十
五
章
に
︑

大
成
は
欠
け
た
る
が
若
き
も
︑
其
れ
用
う
れ
ば
弊す

た

れ
ず
︒
大
盈
は
沖む

な

し
き
が
若
き
も
︑
其
れ
用
う
れ
ば
窮
ま
ら
ず
︒
大
直
は
屈
す
る
が
若

く
︑
大
巧
は
拙
な
る
が
若
く
︑
大
弁
は
訥
な
る
が
若
し5

⁂

︒

と
あ
る
︒
真
に
す
ぐ
れ
た
も
の
︵﹁
大
成
﹂﹁
大
盈
﹂﹁
大
直
﹂﹁
大
巧
﹂﹁
大
弁
﹂︶
は
︑
そ
の
逆
の
様
相
︵﹁
欠
如
﹂﹁
空
虚
﹂﹁
屈
曲
﹂﹁
拙
劣
﹂

﹁
訥
弁
﹂︶
に
見
え
る
と
い
う
老
子
特
有
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
あ
る
︒
こ
の
中
で
︑﹁
拙
﹂
は
﹁
巧
﹂
と
対
峙
し
て
置
か
れ
て
い
る
︒

　
﹁
巧
﹂︵
た
く
み
︶
に
対
す
る
﹁
拙
﹂︵
つ
た
な
さ
︶
で
あ
る
か
ら
︑﹁
拙
﹂
の
原
義
は
貶
義
で
あ
る
︒
動
作
に
俊
敏
さ
を
欠
き
︑
事
を
行
う
に
不

器
用
で
あ
る
こ
と
︑
下
手
で
あ
る
こ
と
︑
あ
る
い
は
︑
人
や
物
の
さ
ま
が
劣
悪
︑
粗
悪
で
あ
る
こ
と
を
表
す
︒﹁
拙
悪
﹂︑﹁
拙
惑
﹂︑﹁
拙
訥
﹂︑
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﹁
拙
謀
﹂︑﹁
拙
計
﹂︑﹁
稚
拙
﹂︑﹁
笨
拙
﹂
な
ど
は
い
ず
れ
も
原
義
の
ま
ま
の
貶
義
の
例
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
拙
医
﹂︑﹁
拙
匠
﹂
な
ど
は
︑
手
先
が
不

器
用
と
い
う
元
来
の
意
味
を
含
む
︒﹁
拙
宦
﹂︑﹁
拙
見
﹂︑﹁
拙
作
﹂︑﹁
拙
文
﹂︑﹁
拙
妻
﹂
な
ど
は
︑
自
分
自
身
に
関
す
る
謙
称
で
あ
る
︒

　

中
国
に
は
︑
古
来
︑
貶
義
の
文
字
に
褒
義
の
意
味
を
認
め
る
伝
統
︑
つ
ま
り
元
来
は
否
定
的
な
も
の
を
肯
定
的
に
と
ら
え
︑
そ
こ
に
新
た
な
積

極
的
な
価
値
を
認
め
よ
う
と
す
る
伝
統
が
あ
る
︒
ま
た
一
方
で
︑
こ
れ
と
逆
の
状
況
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
上
記
の
通
り
︑﹁
拙
﹂
は
﹁
巧
﹂

と
相
対
す
る
︒
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
褒
貶
の
対
応
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
本
来
貶
義
の
も
の
は
必
ず
し
も
つ
ね
に
貶
義
で
は
な
く
︑
ま

た
褒
義
の
も
の
も
必
ず
し
も
つ
ね
に
褒
義
で
は
な
い
︒

　
﹁
拙
誠
﹂
は
︑
行
い
は
拙
く
と
も
真
心
の
あ
る
さ
ま
を
い
う
︒﹃
韓
非
子
﹄﹁
説
林
上
﹂
に
見
え
る
古
諺
に
︑

巧
詐
は
拙
誠
に
如し

か
ず6

⁂

︒

と
あ
り
︑
ま
た
︑
漢
・
劉
向
﹃
説
苑
﹄﹁
談
叢
﹂
に
︑

智
に
し
て
私
を
用
う
る
は
︑
愚
に
し
て
公
を
用
う
る
に
如
か
ず
︒
故
に
曰
う
︑
巧
偽
は
拙
誠
に
如
か
ず
と7

⁂

︒

と
あ
る
︒
こ
こ
で
の
愚
か
さ
や
不
器
用
さ
に
は
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な
く
︑﹁
智
﹂
や
﹁
巧
﹂
よ
り
も
む
し
ろ
良
し
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

ま
た
︑﹁
拙
直
﹂
は
︑﹁
愚
直
﹂
と
同
様
に
必
ず
し
も
マ
イ
ナ
ス
で
は
な
く
︑
多
く
は
褒
義
で
用
い
る
︒﹁
拙
朴
﹂
も
ま
た
︑
飾
る
こ
と
な
く
質

朴
・
淳
朴
で
あ
る
こ
と
を
い
い
︑
プ
ラ
ス
に
解
さ
れ
る
要
素
を
含
む
︒

　

な
お
︑
詩
論
に
お
い
て
も
︑﹁
拙
﹂
は
し
ば
し
ば
﹁
巧
﹂
と
相
対
し
て
用
い
ら
れ
る
︒
梁
・
劉
勰
﹃
文
心
雕
龍
﹄﹁
神
思
﹂
に
︑ 

拙
辞
は
或
い
は
巧
義
を
孕
み
︑
庸
事
は
或
い
は
新
意
を
萌き

ざ

す8
⁂

︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑
宋
・
羅
大
経
﹃
鶴
林
玉
露
﹄
巻
三
に
︑

作
詩
は
必
ず
巧
を
以
て
進
み
︑
拙
を
以
て
成
る
︒
故
に
作
字
は
惟
だ
拙
筆
の
み
最
も
難
く
︑
作
詩
は
惟
だ
拙
句
の
み
最
も
難
し9

⁂

︒

と
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
清
・
施
補
華
﹃
峴
傭
説
詩
﹄
は
︑

五
言
古
を
作
す
に
︑
寧
ろ
拙
な
る
も
巧
な
る
毋な

か
れ
︑
寧
ろ
樸
な
る
も
華
な
る
毋
か
れ
︑
寧
ろ
生
な
る
も
熟
な
る
毋
か
れ10

⁂

︒

と
あ
る
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
拙
﹂
は
︑
拙
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
︑
質
朴
自
然
で
あ
る
こ
と
を
い
う
︒﹁
巧
﹂
を
求
め
る
の
は
初
歩
的
な
段
階
で
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あ
っ
て
︑
最
後
は
そ
う
し
た
技
巧
や
修
飾
を
越
え
て
﹁
拙
﹂
に
達
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
技
巧
を
凝
ら
し
た
も
の
か
ら
質
朴
自
然
な
も
の
へ

と
完
成
度
を
上
げ
て
い
く
こ
と
を
い
う
︒

二
　
詩
語
と
し
て
の
「
拙
」

（
一
）
潘
岳
・
陶
淵
明
に
お
け
る
「
拙
」

　

中
国
の
歴
代
詩
文
に
お
い
て
︑﹁
拙
﹂
字
は
文
人
精
神
を
担
う
詩
語
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
︒
詩
語
と
し
て
の
﹁
拙
﹂
を
論
じ
る
際
︑

と
か
く
陶
淵
明
の
﹁
守
拙
﹂
が
注
目
さ
れ
る
が
︑
潘
岳
の
﹁
閑
居
賦
﹂
が
こ
れ
に
先
立
つ11

⁂

︒　

西
晋
・
潘
岳
の
﹁
閑
居
賦
﹂
は
︑
そ
の
序
文
も
本

文
も
い
ず
れ
も
﹁
拙
﹂
字
に
始
ま
り
﹁
拙
﹂
字
に
終
わ
る
︒

　

潘
岳
は
︑
元
康
六
年
︵
二
九
六
︶︑
五
十
歳
の
年
に
︑
都
洛
陽
に
あ
っ
た
自
ら
の
住
居
に
て
隠
遁
生
活
に
入
り
︑﹁
閑
居
賦
﹂
を
詠
ず
る
︒
そ
の

序
文
に
︑
次
の
よ
う
に
い
う
︒

岳
嘗
て
汲
黯
の
伝
を
読
み
︑
司
馬
安
の
四
た
び
九
卿
に
至
り
︑
而
し
て
良
史
之
を
書
し
︑
題
す
る
に
巧
宦
の
目
を
以
て
す
る
に
至
り
︑
未
だ

嘗
て
慨
然
と
し
て
書
を
廃
し
て
歎
ぜ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
︒
曰
く
︑
嗟
乎
︑
巧
は
誠
に
之
れ
有
り
︑
拙
も
亦
た
宜
し
く
然
る
べ
し
と12

⁂

︒

　

序
文
の
冒
頭
で
︑
四
た
び
九
卿
と
な
っ
た
司
馬
安
の
こ
と
を
司
馬
遷
が
﹁
巧
宦
﹂︵
巧
み
な
役
人
︶
と
評
し
た
こ
と
に
対
し
て
慨
嘆
を
発
し
︑

そ
う
し
た
﹁
巧
﹂
な
る
者
が
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
逆
に
﹁
拙
﹂
な
る
者
が
い
る
の
も
当
然
で
は
な
い
か
と
語
り
︑
自
ら
の
官
界
で
の
世
渡
り
下
手

を
述
懐
す
る
︒

　

下
文
に
自
ら
の
経
歴
を
記
し
︑
二
十
歳
か
ら
五
十
歳
ま
で
八
度
官
職
に
就
い
た
が
︑
位
が
進
ん
だ
の
は
一
度
の
み
で
︑
あ
と
は
免
職
や
除
名
を

繰
り
返
し
て
何
度
も
官
を
移
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑

通つ
う
そ
く塞

に
遇
有
り
と
雖
も
︑
抑そ

も
そ
も々

亦
た
拙
な
る
者
の
効し

る
しな

り13
⁂

︒

と
述
べ
︑
出
世
で
き
る
か
否
か
は
時
の
運
と
は
い
え
︑
結
局
は
や
は
り
自
分
の
﹁
拙
﹂
な
る
性
分
が
招
い
た
結
果
で
あ
る
と
語
る
︒
そ
し
て
︑
さ
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ら
に
︑昔

通
人
和
長
輿
の
余
を
論
ず
る
や
︑
固
よ
り
多
を
用
う
る
に
拙
し
と
謂
え
り
︒
多
と
称
す
る
は
則
ち
吾
豈
に
敢
て
せ
ん
や
︑
拙
し
と
言
え
る

は
信ま

こ
とに

し
て
徵

し
る
し

有
り
︒
方
今
俊し

ゆ
ん
が
い乂

官
に
在
り
︑
百
工
惟こ

れ
時
あ
り
︒
拙
き
者
は
以
て
意
を
寵
栄
の
事
に
絶
つ
べ
し14

⁂

︒

と
述
べ
る
︒
和
嶠
か
ら
与
え
ら
れ
た
﹁
多
を
用
う
る
に
拙
し
﹂
と
い
う
人
物
評
を
は
じ
め
︑
こ
こ
で
は
︑
繰
り
返
し
﹁
拙
﹂
字
を
用
い
て
︑
自
ら

が
官
界
で
は
す
で
に
役
立
た
ず
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
語
る
︒

　

続
い
て
︑﹁
閑
居
賦
﹂
本
文
に
お
い
て
も
︑
そ
の
冒
頭
で
︑
次
の
よ
う
に
自
ら
の
﹁
拙
﹂
を
い
う
︒

吾
顏
の
云こ

こ

に
厚
し
と
雖
も
︑
猶
お
內
に
甯
蘧
に
愧
ず
︒
道
有
る
も
吾
仕
え
ず
︑
道
無
き
も
吾
愚
な
ら
ず
︒
何
ぞ
巧
智
の
足
ら
ず
し
て
︑
拙
艱

の
余
り
有
る
や
︒
是
に
於
い
て
退
き
て
洛
の
涘ほ

と
りに

閑
居
す15

⁂

︒

﹁
道
有
る
も
仕
え
ず
﹂
ゆ
え
に
蘧
伯
玉
に
恥
じ
︑﹁
道
無
き
も
愚
な
ら
ず
﹂
ゆ
え
に
甯
武
子
に
恥
じ
る
と
い
う16

⁂

︒　

　

こ
う
し
て
︑
字
面
の
上
で
は
自
虐
的
な
口
吻
さ
え
も
交
え
て
は
い
る
も
の
の
︑
一
連
の
﹁
拙
﹂
の
字
が
︑
実
は
謙
遜
の
辞
で
は
な
く
︑
自
ら
を

卑
し
め
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
が
︑
本
文
末
尾
の
二
句
に
次
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
︒

衆
妙
を
仰
い
で
思
い
を
絶
ち
︑
終
に
優
遊
し
て
以
て
拙
を
養
わ
ん17

⁂

︒

　
﹁
拙
宦
﹂
で
あ
る
こ
と
︑
役
人
と
し
て
の
世
渡
り
下
手
で
あ
る
こ
と
を
む
し
ろ
誇
ら
し
げ
に
語
っ
て
い
る
様
子
を
行
間
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
︒﹁
養
拙
﹂
と
は
︑
巧
み
に
立
ち
回
る
こ
と
を
や
め
て
︑﹁
拙
﹂
な
る
自
ら
の
性
分
を
大
切
に
す
る
︑
養
い
育
て
て
い
く
︑
と
い
う
積
極
的

な
志
向
の
語
で
あ
る
︒
悠
々
と
構
え
て
自
ら
の
道
を
行
く
こ
と
︑
自
分
ら
し
い
本
来
の
生
き
方
を
貫
く
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

中
国
の
古
典
詩
文
に
お
け
る
﹁
拙
﹂
の
系
譜
を
考
え
る
上
で
︑
潘
岳
の
﹁
閑
居
賦
﹂
は
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
作
品
で
あ
る
︒
と

り
わ
け
︑﹁
閑
居
賦
﹂
に
よ
っ
て
︑
隠
居
と
い
う
主
題
と
﹁
拙
﹂
と
い
う
概
念
が
結
び
つ
い
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る18

⁂

︒﹁
拙
﹂
は
︑
後
世
︑
官
界
か

ら
身
を
退
い
て
隠
居
す
る
際
に
文
人
達
が
決
ま
っ
て
口
に
す
る
常
套
語
と
な
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
う
し
た
隠
居
と
﹁
拙
﹂
の
関
係
は
︑
東
晋
に
至
っ
て
陶
淵
明
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
る
︒﹁
歸
園
田
居
﹂
五
首
は
︑
義
煕
二
年
︵
四
〇
六
︶︑
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淵
明
四
十
二
歳
︑
彭
沢
県
令
を
辞
し
て
郷
里
に
帰
っ
た
翌
年
の
作
で
あ
る
︒
官
界
で
の
不
本
意
な
生
活
と
訣
別
し
︑
郷
里
の
田
園
に
帰
っ
て
自
適

の
生
活
を
送
る
喜
び
を
歌
っ
て
い
る
︒

少
無
適
俗
韻 

少わ
か

き
よ
り
俗
に
適
す
る
韻
無
く

性
本
愛
邱
山 

性　

本も
と　

邱
山
を
愛
す

誤
落
塵
網
中 
誤
り
て
塵
網
の
中
に
落
ち

一
去
三
十
年 
一
た
び
去
り
て　

三
十
年

羈
鳥
戀
舊
林 

羈
鳥　

旧
林
を
恋
い

池
魚
思
故
淵 

池
魚　

故
淵
を
思
う

開
荒
南
野
際 

荒
を
開
く　

南
野
の
際

守
拙
歸
園
田 

拙
を
守
り
て
園
田
に
帰
る

　
﹁
拙
﹂
は
︑
世
渡
り
が
下
手
な
こ
と
を
い
う
︒
愚
直
で
要
領
の
悪
い
生
き
方
で
は
あ
っ
て
も
︑
小
賢
し
い
知
恵
を
働
か
さ
な
い
︑
世
俗
に
お
も

ね
ら
な
い
︑
と
い
う
信
念
を
持
っ
た
生
き
方
で
あ
り
︑
こ
れ
は
謙
遜
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
自
己
主
張
の
言
葉
で
あ
る
︒﹁
守
拙
﹂
は
︑
そ
う
し
た

生
き
方
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
純
朴
な
本
性
を
保
つ
こ
と
を
い
う
︒
生
き
方
が
不
器
用
だ
と
い
う
の
は
︑
自
分
を
世
俗
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
は
な
く
︑
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
︒
拙
い
自
分
の
姿
を
そ
れ
で
良
し
と
し
︑
そ
う
し
た
自
分
の
在
り
方
を
大

切
に
守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
﹁
拙
﹂
な
る
生
き
方
の
中
に
真
実
の
生
き
方
︑
本
来
あ
る
べ
き
人
間
的
生
活
の
営
み
を
見

出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

陶
淵
明
は
つ
ね
づ
ね
自
ら
の
生
き
方
を
﹁
拙
﹂
と
み
な
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒﹁
與
子
儼
等
疏
﹂
に
︑

性
剛
才
拙    　

性
は
剛
に
し
て
才
は
拙

與
物
多
忤    　

物
と
忤さ

か
らう
こ
と
多
し

と
あ
り
︑
世
俗
と
同
調
で
き
な
い
性
癖
を
語
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
雑
詩
﹂
其
八
に
︑
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人
皆
盡
獲
宜   　

 

人
は
皆
尽
く
宜
し
き
を
獲
た
る
に

拙
生
失
其
方　
　

拙
生　

其
の
方
を
失
う

と
あ
り
︑
人
と
比
べ
て
自
分
の
生
き
方
が
な
ん
と
も
不
器
用
で
あ
る
こ
と
を
歌
う
︒
し
か
し
︑
同
詩
の
最
後
の
二
句
に
︑﹁
理
や
奈
何
す
べ
き
︑

且し
ば

ら
く
為
に
一
觴
を
陶た

の

し
ま
ん
﹂︵
理
也
可
奈
何
︑
且
爲
陶
一
觴
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
拙
﹂
な
る
生
き
方
が
招
い
た
自
ら
の
境
遇
に
対
す
る
悲
愴

感
は
無
く
︑
貧
窮
の
道
を
楽
し
む
余
裕
す
ら
感
じ
さ
せ
る
︒

　

そ
し
て
︑﹁
感
士
不
遇
賦
﹂
で
は
︑
次
の
よ
う
に
歌
う
︒

寧
固
窮
以
濟
意 
寧
ろ
固
窮
以
て
意
を
済わ

た

す
も

不
委
曲
而
累
己 

委
曲
し
て
己
を
累わ

ず
らわ

せ
ず

既
軒
冕
之
非
榮 

既
に
軒
冕
は
之
れ
栄
に
非
ず

豈
縕
袍
之
爲
恥 

豈
に
縕
袍
を
之
れ
恥
と
為
さ
ん
や

誠
謬
會
以
取
拙 

誠
に
謬
会
し
て
以
て
拙
を
取
る
も

且
欣
然
而
歸
止 

且
ら
く
欣
然
と
し
て
帰
止
せ
ん

擁
孤
襟
以
畢
歳 

孤
襟
を
擁
し
て
以
て
歳
を
畢
え

謝
良
価
於
朝
市 

良
価
を
朝
市
に
謝
せ
ん

　

こ
こ
で
﹁
取
拙
﹂
と
い
う
の
は
︑﹁
歸
園
田
居
﹂
に
お
い
て
﹁
守
拙
﹂
と
い
う
の
と
同
義
で
あ
る
︒﹁
歸
園
田
居
﹂
で
は
︑﹁
守
拙
﹂
に
至
っ
た

動
機
に
つ
い
て
主
に
歌
っ
て
お
り
︑﹁
守
拙
﹂
そ
の
も
の
の
心
意
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
が
︑﹁
感
士
不
遇
賦
﹂
に
お
い
て
は
︑
極
め
て
直

截
的
に
明
白
に
そ
れ
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
頑
な
に
己
を
屈
す
る
こ
と
な
く
貧
窮
を
守
り
通
し
︑
官
界
に
お
け
る
栄
達
を
棄
て
て
粗
末
な
生
活
に
甘

ん
じ
る
︑
そ
う
し
た
了
見
が
見
当
違
い
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
認
め
つ
つ
︑﹁
拙
﹂
な
る
生
き
方
を
あ
え
て
﹁
取
る
﹂
と
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

﹁
守
る
﹂
と
い
う
よ
り
も
︑
よ
り
積
極
的
に
﹁
拙
﹂
を
肯
定
し
た
言
辞
で
あ
る
︒

　

な
お
︑﹁
拙
﹂
な
る
生
き
方
を
標
榜
し
た
陶
淵
明
は
︑
そ
の
詩
作
に
お
い
て
も
ま
た
﹁
拙
﹂
な
る
風
韻
を
守
り
通
し
た
︒
東
晋
・
宋
初
は
︑
詩
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が
技
巧
的
・
修
辞
的
な
傾
向
を
強
め
た
時
代
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
中
に
あ
っ
て
︑
陶
淵
明
の
詩
に
対
句
や
典
故
が
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
彼

の
﹁
守
拙
﹂
が
そ
の
ま
ま
文
学
戧
作
の
上
に
現
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う19

⁂

︒

　

潘
岳
の
場
合
と
同
様
に
︑
陶
淵
明
に
お
け
る
﹁
拙
﹂
も
隠
遁
生
活
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
︒﹁
歸
園
田
居
﹂
の
み
な
ら
ず
︑﹁
拙
﹂
の
用
例
が
見

ら
れ
る
詩
は
い
ず
れ
も
隠
遁
直
後
︑
ま
た
は
隠
遁
時
期
の
作
で
あ
り
︑﹁
拙
﹂
は
い
わ
ば
隠
遁
生
活
に
お
け
る
一
種
の
精
神
的
支
柱
と
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る20

⁂

︒ 

　

潘
岳
・
陶
淵
明
以
前
に
も
︑
歴
代
詩
文
の
中
に
﹁
拙
﹂
の
用
例
は
散
見
す
る21

⁂

︒ 

前
述
の
通
り
︑﹁
拙
﹂
字
を
集
中
的
に
採
り
上
げ
︑
隠
居
と
関

連
づ
け
て
詠
じ
た
の
は
︑
潘
岳
の
﹁
閑
居
賦
﹂
が
最
初
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
潘
岳
の
場
合
︑
彼
は
貴
族
的
生
活
を
一
貫
し
て
維
持
し
て

お
り
︑﹁
閑
居
賦
﹂
を
書
い
た
後
も
実
は
出
仕
し
て
お
り
︑﹁
拙
﹂
は
い
わ
ば
ポ
ー
ズ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
陶
淵
明
に
お

い
て
は
︑
農
耕
を
伴
う
実
際
の
隠
遁
生
活
に
お
い
て
﹁
拙
﹂
を
守
ら
ん
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
の
歌
う
﹁
拙
﹂
に
は
単
な
る
表
面
的
な
ポ
ー

ズ
で
は
な
く
︑
真
実
性
と
精
神
性
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
詩
語
と
し
て
の
﹁
拙
﹂
は
︑
潘
岳
か
ら
陶
淵
明
へ
受
け
継
が
れ
る
過
程
に
お
い

て
︑
内
面
性
の
高
い
も
の
へ
と
深
化
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る22

⁂

︒

（
二
）
杜
甫
・
白
居
易
に
お
け
る
「
拙
」

　

唐
代
に
至
る
と
﹁
拙
﹂
は
︑
詩
語
と
し
て
詩
人
た
ち
の
間
に
定
着
す
る
︒﹃
全
唐
詩
﹄
に
は
二
百
九
十
四
箇
所
の
用
例
が
見
ら
れ
る
︒
杜
甫
に

二
十
七
例
︑
白
居
易
に
四
十
六
例
が
あ
り
︑
こ
こ
で
は
︑
こ
の
二
人
の
詩
人
の
用
例
を
見
て
い
き
た
い
︒       

　

天
宝
十
四
載
︵
七
五
五
︶
の
作
﹁
自
京
赴
奉
先
縣
詠
懷
五
百
字
﹂
は
︑
杜
甫
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
︒
こ
の
詩
の
冒
頭
は
︑
次
の
よ
う
に
歌

う
︒

杜
陵
有
布
衣 

杜
陵
に
布
衣
有
り

老
大
意
轉
拙 

老
大　

意　

転う
た

た
拙
な
り

許
身
一
何
愚 

身
に
許
す
こ
と　

一
に
何
ぞ
愚
な
る
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竊
比
稷
與
契 

窃ひ
そ

か
に　

稷
と
契
と
に
比
す

　

無
官
の
ま
ま
成
す
こ
と
な
く
年
を
重
ね
︑
老
い
る
に
し
た
が
っ
て
ま
す
ま
す
世
間
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
く
︑
そ
う
し
た
自
分
自
身
の
心
境
を

﹁
拙
﹂
の
字
を
以
て
表
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
世
の
中
と
調
子
が
合
わ
な
い
こ
と
を
歎
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
も
は
や
調
子
を
合

わ
せ
よ
う
と
す
る
気
が
な
い
こ
と
を
表
白
し
て
い
る
︒
そ
う
し
た
状
況
に
あ
り
な
が
ら
︑
身
の
程
知
ら
ず
に
も
稷
と
契
︵
い
ず
れ
も
舜
帝
に
仕
え

た
名
臣
︶
に
比
べ
よ
う
と
し
て
い
る
自
分
自
身
を
﹁
愚
﹂
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
拙
﹂
と
﹁
愚
﹂
と
い
う
自
嘲
的
な
詩
語
を
列
ね
な
が
ら

も
︑
詩
人
の
傲
岸
な
ま
で
の
自
負
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
老
い
ぼ
れ
て
も
な
お
天
下
の
政
治
に
関
わ
ら
ん
と
す
る
杜
甫
の
静
か
な
意
気

込
み
を
伝
え
て
い
る
︒                

　

の
ち
︑
乾
元
二
年
︵
七
五
九
︶︑
秦
州
か
ら
同
谷
へ
向
か
う
際
の
作
に
﹁
發
秦
州
﹂
が
あ
る
︒

我
衰
更
懶
拙 

我　

衰
え
て
更
に
懶
拙

生
事
不
自
謀 

生
事　

自
ら
謀
ら
ず

無
食
問
樂
土 

食
無
く
し
て　

楽
土
を
問
い

無
衣
思
南
州 

衣
無
く
し
て　

南
州
を
思
う

　

流
浪
生
活
の
中
で
老
い
が
迫
り
︑
ま
す
ま
す
﹁
懶
﹂︵
も
の
ぐ
さ
︶
か
つ
﹁
拙
﹂
に
な
り
︑
い
よ
い
よ
自
ら
生
活
を
謀
る
の
が
難
し
く
な
っ
た

こ
と
を
歌
う
︒
天
宝
十
載
︵
七
五
一
︶︑
病
床
に
伏
し
て
い
た
時
の
作
﹁
投
簡
咸
華
兩
縣
諸
子
﹂
に
︑

自
然
棄
擲
與
時
異 

自
然　

棄き
て
き擲
せ
ら
れ
て
時
と
異
な
る

況
乃
疏
頑
臨
事
拙 

況
ん
や
乃
ち
疏
頑
に
し
て
事
に
臨
み
て
拙
な
る
を
や

饑
臥
動
卽
向
一
旬 

饑
臥　

動や
や

も
す
れ
ば
即
ち
一
旬
に
向
か
う

敝
衣
何
啻
聯
百
結 

敝
衣　

何
ぞ
啻た

だ

百
結
を
聯つ

ら

ぬ
る
の
み
な
ら
ん
や

と
あ
る
の
も
同
様
で
︑
杜
甫
は
貧
窮
し
た
生
活
を
歌
う
時
に
し
ば
し
ば
﹁
拙
﹂
の
字
を
用
い
る
︒
官
界
で
の
世
渡
り
下
手
︑
諸
々
の
世
事
に
お
け

る
不
器
用
さ
︑
と
い
う
も
の
が
自
ら
の
生
活
の
困
窮
を
招
い
て
い
る
の
だ
と
言
わ
ん
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
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さ
ら
に
の
ち
︑
宝
応
元
年
︵
七
六
二
︶︑
成
都
の
浣
花
草
堂
に
引
き
こ
も
っ
て
い
た
時
の
作
に
︑﹁
屛
跡
﹂
三
首
が
あ
る
︒
そ
の
第
二
首
に
︑                           

用
拙
存
吾
道 

拙
を
用
て　

吾
道
存
す

幽
居
近
物
情 

幽
居　

物
情
に
近
づ
く

桑
麻
深
雨
露 

桑
麻　

雨
露
深
く

燕
雀
半
生
成 
燕
雀　

半
ば
生
成
す

と
あ
る
︒
自
分
は
﹁
拙
﹂
で
あ
り
な
が
ら
︑
自
分
自
身
の
道
を
保
っ
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
︒
浣
花
草
堂
で
の
生
活
は
︑
杜
甫
の
生
涯
に
お
い
て

比
較
的
平
穏
な
日
々
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
拙
﹂
は
も
は
や
困
窮
の
元
凶
で
は
な
く
︑﹁
拙
﹂
で
あ
る
か
ら
こ
そ
自
分
の
生
き
方
を
貫
き
︑
周

囲
の
自
然
と
も
一
体
と
な
れ
た
の
だ
︑
と
い
う
喜
悦
の
心
境
さ
え
窺
う
こ
と
が
で
き
る23

⁂

︒

　

杜
甫
の
﹁
拙
﹂
は
︑
潘
岳
や
陶
淵
明
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
隠
居
や
閑
居
に
関
わ
る
措
辞
で
は
な
い
︒
杜
甫
は
︑
つ
ね
に
天
下
国
家
の
こ
と
に
携

わ
ろ
う
と
希
求
し
な
が
ら
も
︑
そ
う
し
た
理
想
と
は
乖
離
し
た
境
遇
に
置
か
れ
て
い
る
自
分
自
身
の
こ
と
を
し
ば
し
ば
﹁
拙
﹂
と
称
し
て
い
る
の

で
あ
る24

⁂

︒

　

中
唐
の
白
居
易
も
ま
た
﹁
拙
﹂
字
を
多
用
し
た
詩
人
の
一
人
で
あ
る
︒
白
居
易
の
﹁
拙
﹂
の
用
例
に
つ
い
て
は
︑﹁
北
院
﹂
詩
に
︑

性
拙
身
多
暇 

性
拙
く
し
て　

身　

暇
多
く

心
慵
事
少
緣 

心
慵も

の
うく
し
て　

事　

縁
少
な
し              

と
あ
り
︑﹁
自
喜
﹂
詩
に
︑

身
慵
難
勉
強 

身　

慵
く
し
て　

勉
強
し
難
く

性
拙
易
遲
廻     

性　

拙
く
し
て　

遅
回
し
易
し

と
あ
る
な
ど
︑
多
く
﹁
慵
﹂
字
と
合
わ
せ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る25

⁂

︒ 

こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
白
居
易
の

﹁
拙
﹂
は
︑
閑
適
の
情
を
詠
う
際
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
︒
自
ら
分
類
し
た
詩
集
で
﹁
閑
適
﹂
の
類
に
属
す
る
詩
の
中
に
は
︑﹁
詠
慵
﹂
と
並
ん
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で
︑﹁
養
拙
﹂
や
﹁
詠
拙
﹂
な
ど
﹁
拙
﹂
そ
の
も
の
を
詩
題
と
し
て
い
る
作
が
見
ら
れ
る26

⁂

︒

　
﹁
詠
拙
﹂
詩
の
冒
頭
は
︑
次
の
よ
う
に
詠
う
︒

所
禀
有
巧
拙 

禀う

く
る
所　

巧
拙
有
り

不
可
改
者
性 

改
む
可
か
ら
ざ
る
者
は
性
な
り

所
賦
有
厚
薄 
賦
せ
ら
る
所　

厚
薄
有
り

不
可
移
者
命 
移
す
可
か
ら
ざ
る
者
は
命
な
り

我
性
拙
且
蠢 

我
が
性
は
拙
に
し
て
且
つ
蠢
な
り

我
命
薄
且
屯     

我
が
命
は
薄
に
し
て
且
つ
屯
な
り

　
﹁
巧
拙
﹂
は
︑
そ
の
人
の
も
と
も
と
の
本
性
で
あ
り
︑
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
︒
そ
し
て
︑
己
が
﹁
拙
﹂
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と

し
て
︑
下
文
に
︑

亦
曾
擧
兩
足 

亦
た
曽
て
両
足
を
挙
げ

學
人
蹋
紅
塵 

人
を
学
び
て
紅
塵
を
蹋
む

從
茲
知
性
拙 

茲
に
従
り
て
性
の
拙
な
る
を
知
る

不
解
轉
如
輪 

転
じ
て
輪
の
如
く
な
る
を
解
せ
ず

と
あ
る
よ
う
に
︑
自
分
は
世
俗
的
な
名
利
を
齷
齪
と
追
い
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
と
語
る
︒
白
居
易
に
と
っ
て
不
器
用
な
生
き
方
と

は
︑
官
界
で
の
栄
達
や
利
得
に
身
を
や
つ
す
こ
と
な
く
︑
人
生
の
幸
福
を
悟
っ
て
恬
淡
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
等
し
い
︒﹁
拙
﹂
は
︑
い
わ
ば
江

州
閑
居
時
期
の
白
居
易
が
心
掛
け
て
い
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

　

以
上
の
よ
う
に
︑
詩
語
と
し
て
の
﹁
拙
﹂
は
︑
初
め
は
潘
岳
・
陶
淵
明
に
お
け
る
よ
う
に
︑
専
ら
隠
遁
生
活
と
関
わ
り
を
持
つ
場
面
で
用
い
ら

れ
た
が
︑
し
だ
い
に
隠
遁
と
は
特
に
関
わ
り
な
く
︑
広
く
詩
人
の
生
き
方
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
官
界
に
お
け
る
不
如
意
や
︑

世
俗
的
価
値
観
に
対
す
る
反
撥
を
示
す
際
︑
詩
人
た
ち
は
﹁
拙
﹂
の
字
を
以
て
自
ら
の
不
遇
を
慰
め
る
弁
明
と
し
た
り
︑
己
の
精
神
生
活
を
是
認
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す
る
拠
り
所
と
し
た
り
し
た
の
で
あ
る
︒

三
　
明
清
の
小
品
文
に
お
け
る
「
拙
」

　

明
清
の
小
品
文
に
は
︑﹁
狂
﹂︑﹁
痴
﹂︑﹁
癖
﹂︑﹁
愚
﹂
な
ど
と
並
ん
で
︑﹁
拙
﹂
な
る
生
き
方
を
讃
美
す
る
数
々
の
文
章
が
残
さ
れ
て
い
る
︒

　

清
初
の
張
潮
﹃
幽
夢
影
﹄
に
は
︑
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
︒

痴
と
曰
い
︑
愚
と
曰
い
︑
拙
と
曰
い
︑
狂
と
曰
う
は
︑
皆
好よ

き
字
面
に
非
ず
︑
而
れ
ど
も
人
は
毎
に
楽
し
み
て
之
に
居
る
︒
奸
と
曰
い
︑
黠

と
曰
い
︑
強
と
曰
い
︑
侫
と
曰
う
は
︑
是
に
反
す
︑
而
れ
ど
も
人
は
毎
に
楽
し
み
て
之
に
居
ら
ざ
る
は
︑
何
ぞ
や27

⁂

︒

　
﹁
痴
﹂︑﹁
愚
﹂︑﹁
拙
﹂︑﹁
狂
﹂
な
ど
は
み
な
元
来
マ
イ
ナ
ス
の
語
気
の
あ
る
文
字
で
あ
る
が
︑
人
々
は
つ
ね
に
喜
ん
で
そ
の
境
地
に
身
を
置
こ

う
と
す
る
の
だ
と
い
う
︒

　

ま
た
︑
同
様
に
︑
明
末
の
程
羽
文
﹃
清
閑
供
﹄﹁
刺
約
六
﹂
で
は
︑﹁
癖
﹂︑﹁
狂
﹂︑﹁
懶
﹂︑﹁
痴
﹂︑﹁
拙
﹂︑﹁
傲
﹂
な
ど
六
つ
の
病
的
習
性
を
取

り
上
げ
︑
い
ず
れ
も
︑﹁
病
な
れ
ど
原ゆ

る

す
べ
き
な
り
﹂︵
病
可
原
也
︶
と
し
て
︑
そ
う
し
た
病
態
を
容
認
し
︑
極
端
な
個
性
尊
重
の
時
代
風
潮
を

示
し
て
い
る28

⁂

︒ 

明
末
清
初
は
︑
完
全
無
欠
な
聖
人
君
子
よ
り
も
む
し
ろ
疵
や
癖
の
あ
る
奇
人
変
人
を
尊
び
︑
そ
う
し
た
個
性
的
な
人
間
の
姿
に

﹁
真
﹂
を
見
出
そ
う
と
し
た
時
代
で
あ
っ
た
︒
や
や
も
す
れ
ば
︑
礼
教
的
に
立
派
な
人
間
は
︑
俗
物
・
偽
善
者
と
し
て
敬
遠
さ
れ
︑
む
し
ろ
世
間

的
に
無
用
者
で
あ
っ
た
り
偏
屈
で
風
変
わ
り
な
人
間
で
あ
っ
た
り
す
る
方
が
良
し
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
上
に
挙
げ
た
﹁
狂
﹂
や
﹁
痴
﹂
な
ど
の

よ
う
に
︑
当
時
そ
う
し
た
価
値
の
あ
る
人
間
的
欠
陥
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
概
念
が
い
く
つ
も
存
在
し
て
お
り
︑﹁
拙
﹂
も
ま
た
そ
の
中
の
一

つ
で
あ
っ
た
︒              

　

明
末
の
袁
宏
道
に
﹁
拙
效
傳
﹂
と
い
う
文
章
が
あ
る
︒
四
人
の
愚
鈍
な
下
僕
の
逸
話
で
あ
り
︑﹁
狡
﹂
な
る
者
が
罪
を
得
て
禍
に
遭
う
︵
失
職

す
る
︶
中
︑
四
人
の
﹁
拙
﹂
な
る
者
が
事
な
き
を
得
て
平
穏
に
暮
ら
し
た
と
い
う
︒
そ
の
末
尾
に
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

然
し
て
余
が
家
の
狡
猾
の
僕
は
︑
往
往
に
し
て
過
を
得
︑
独
り
四
拙
の
み
頗
る
能
く
法
を
守
れ
り
︒
其
の
狡
猾
な
る
者
は
︑
相
継
い
で
逐
去
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せ
ら
れ
︑
身
を
資
す
る
に
策
無
く
︑
多
く
一
二
年
を
過
ぎ
ず
し
て
︑
凍
餒
を
免
れ
ず
︒
而
し
て
四
拙
は
過
無
き
を
以
て
︑
坐
し
て
衣
食
し
︑

主
者
は
其
の
他
無
き
を
諒
し
て
︑
口
を
計
え
て
之
に
粟
を
受あ

た

え
︑
唯
だ
其
の
所
を
失
う
を
恐
る
る
の
み
︒
噫
︑
亦
た
以
て
拙
な
る
者
の
効し

る
しを

見
る
に
足
れ
り29

⁂

︒　

　

諧
謔
的
な
口
吻
で
描
か
れ
た
処
世
訓
で
あ
る
︒﹁
巧
﹂
は
﹁
狡
猾
﹂
に
置
き
換
え
ら
れ
︑﹁
拙
﹂
な
る
者
の
﹁
無
用
の
用
﹂
が
褒
賞
さ
れ
て
い

る
︒

　

同
じ
く
明
末
の
張
岱
は
︑﹃
琅
嬛
文
集
﹄﹁
山
民
弟
墓
誌
銘
﹂
の
末
尾
に
お
い
て
︑
末
弟
の
張
岷
︵
字
は
山
民
︶
を
称
え
て
︑

才
に
し
て
拙
の
若
く
︑
慧
に
し
て
痴
の
若
し30

⁂

︒

と
あ
る
︒
才
知
が
あ
る
の
に
拙
い
者
の
よ
う
で
あ
り
︑
賢
い
の
に
馬
鹿
者
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
︒
本
当
は
優
れ
て
い
な
が
ら
﹁
拙
﹂
や
﹁
痴
﹂

の
よ
う
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
称
賛
に
値
す
る
の
で
あ
る
︒

　

明
末
の
洪
自
誠
﹃
菜
根
譚
﹄
は
︑
儒
道
仏
の
三
教
を
融
合
し
た
格
言
集
と
し
て
名
高
い
︒
こ
の
中
に
も
原
義
の
﹁
拙
劣
﹂
を
超
え
て
文
人
精
神

を
担
う
語
と
し
て
意
味
深
い
﹁
拙
﹂
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
前
集
第
五
十
五
条
に
は
︑            

奢
る
者
は
富
み
て
而
も
足
ら
ず
︑
何
ぞ
倹
な
る
者
の
貧
に
し
て
而
も
余
り
有
る
に
如
か
ん
︒
能
あ
る
者
は
労
し
て
而
も
怨
み
を
府あ

つ

む
︑
何
ぞ

拙
な
る
者
の
逸
に
し
て
而
も
真
を
全
う
す
る
に
如
か
ん31

⁂

︒

と
あ
り
︑
能
あ
る
者
が
懸
命
に
苦
労
し
な
が
ら
人
の
怨
み
を
買
う
一
方
︑﹁
拙
﹂
な
る
者
は
気
楽
な
自
然
体
を
保
ち
︑
天
性
を
全
う
し
て
い
る
こ

と
を
い
う
︒
ま
た
︑
前
集
第
七
十
一
条
に
︑

十
の
謀
九
成
る
も
未
だ
必
ず
し
も
功
を
帰
せ
ず
︑
一
謀
成
ら
ざ
れ
ば
則
ち
訾
議
叢む

ら

が
り
興
る
︒
君
子
は
寧
ろ
黙
し
て
躁
な
る
こ
と
毋
く
︑
寧

ろ
拙
に
し
て
巧
な
る
こ
と
無
き
所
以
な
り32

⁂

︒

と
あ
り
︑
同
じ
く
第
百
十
六
条
に
︑

巧
を
拙
に
蔵
し
︑
晦
を
用
て
し
て
而
も
明
に
し
て
︑
清
を
濁
に
寓
し
︑
屈
を
以
て
伸
と
為
す
︑
真
に
世
を
涉
る
の
一
壺
に
し
て
︑
身
を
蔵
す

る
の
三
窟
な
り33

⁂

︒
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と
あ
る
︒
君
子
の
心
得
と
し
て
﹁
巧
﹂
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
﹁
拙
﹂
で
あ
れ
と
説
き
︑
安
全
な
世
渡
り
の
方
策
と
し
て
︑﹁
巧
﹂
を
内
に
隠
し

て
﹁
拙
﹂
の
ご
と
き
で
あ
れ
︑
と
説
い
て
い
る
︒

　

概
し
て
︑
明
清
の
小
品
文
で
は
︑﹁
拙
﹂
な
る
生
き
方
が
一
種
の
﹁
明
哲
保
身
﹂
の
人
生
訓
・
処
世
術
と
さ
れ
た
り
︑
稚
拙
な
る
生
き
方
こ
そ

が
本
来
の
人
間
ら
し
い
﹁
真
﹂
の
生
き
方
と
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
︒

　

な
お
︑
そ
う
し
た
人
間
の
生
き
方
や
性
癖
と
は
関
わ
り
の
な
い
文
脈
で
﹁
拙
﹂
の
字
が
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
︒
張
潮
﹃
幽
夢
影
﹄
に
︑

梅
辺
の
石
は
宜
し
く
古
な
る
べ
し
︑
松
下
の
石
は
宜
し
く
拙
な
る
べ
し
︑
竹
傍
の
石
は
宜
し
く
瘦
な
る
べ
し
︑
盆
內
の
石
は
宜
し
く
巧
な
る

べ
し34

⁂

︒

と
あ
る
の
は
︑
自
然
物
で
あ
る
石
に
つ
い
て
︑
そ
の
﹁
拙
﹂
な
る
妙
趣
を
語
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
菜
根
譚
﹄
後
集
第
九
十
四
条
に
︑

文
は
拙
を
以
て
進
み
︑
道
は
拙
を
以
て
成
る
︒
一
の
拙
の
字
無
限
の
意
味
有
り
︒
桃
源
に
犬
吠
え
︑
桑
間
に
鶏
鳴
く
が
如
き
は
︑
何な

ん

等ら

の
淳じ

ゆ
ん

龐ろ
う

ぞ
︒
寒
潭
之
月
︑
古
木
之
鴉
に
至
り
て
は
︑
工
巧
の
中
に
便
ち
衰
颯
の
気
象
有
る
を
覚
ゆ35

⁂

︒

と
あ
る
の
は
︑
詩
文
に
お
け
る
﹁
拙
﹂
の
筆
致
を
語
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
い
た
ず
ら
に
﹁
巧
﹂
を
凝
ら
し
た
も
の
に
比
べ
て
︑
素
朴
で
味
わ
い
深

い
も
の
と
し
て
大
い
に
称
え
て
い
る
︒

お
わ
り
に

　

本
稿
は
︑
歴
代
の
﹁
拙
﹂
に
つ
い
て
︑
潘
岳
・
陶
淵
明
・
杜
甫
・
白
居
易
ら
の
詩
語
︑
お
よ
び
明
清
の
小
品
文
を
中
心
に
︑
き
わ
め
て
大
雑
把

に
そ
の
含
意
と
用
法
を
辿
っ
て
き
た
︒
詩
語
と
し
て
の
﹁
拙
﹂
は
︑
詩
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
用
い
ら
れ
方
は
異
な
る
が
︑
概
ね
︑
官
界
や
世
俗

に
お
い
て
﹁
巧
﹂
な
生
き
方
が
で
き
な
い
時
︑
あ
る
い
は
進
ん
で
そ
う
し
た
生
き
方
を
捨
て
去
っ
た
時
に
︑
詩
人
た
ち
は
﹁
拙
﹂
字
を
以
て
自
ら

の
胸
懐
を
表
し
た
︒
小
品
文
に
お
け
る
﹁
拙
﹂
の
使
わ
れ
方
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
︑
と
り
わ
け
明
末
清
初
は
諸
々
の
概
念
の
褒
貶
が
顚
倒

し
た
時
期
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
時
代
背
景
の
中
で
﹁
拙
﹂
な
る
生
き
方
が
︑﹁
狂
﹂
や
﹁
痴
﹂
な
ど
と
並
ん
で
も
て
は
や
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
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あ
る
︒

　

な
お
︑
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
︑
中
国
の
書
画
に
お
い
て
も
︑﹁
拙
﹂
は
﹁
巧
﹂
と
相
対
し
て
つ
ね
に
問
題
と
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
︒
中

国
歴
代
の
絵
画
に
お
い
て
は
︑
し
ば
し
ば
そ
の
風
格
と
し
て
﹁
古
拙
﹂
な
る
こ
と
が
問
わ
れ
︑﹁
拙
趣
﹂
を
醸
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た36

⁂

︒
ま
た
︑

書
論
に
お
い
て
も
︑﹁
拙
﹂
を
尊
び
︑﹁
拙
﹂
を
書
美
の
極
致
と
す
る
説
が
見
ら
れ
る37

⁂

︒
こ
れ
ら
芸
術
の
分
野
に
お
け
る
﹁
拙
﹂
に
つ
い
て
は
︑
い

ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
︒

註＊
1 

﹁
拙
﹂
に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ
た
先
行
研
究
と
し
て
︑
羽
床
正
範
﹁
拙
の
系
譜
﹂︵﹃
北
九
州
大
学
文
学
部
紀
要
︵
Ｂ
系
列
︶﹄
第
二
四
巻
︑
一
九
九
二

年
三
月
︶
が
あ
る
︒
ま
た
︑
池
澤
滋
子
﹁
蘇
軾
の
﹁
癡
﹂
に
つ
い
て
─
顧
愷
之
の
﹁
癡
絶
﹂
を
中
心
に
﹂︵﹃
橄
欖
﹄
第
八
号
︑
宋
代
詩
文
研
究
会
︑

一
九
九
九
年
十
二
月
︶
は
︑
そ
の
冒
頭
に
て
﹁
拙
﹂
に
言
及
し
て
い
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
個
別
の
詩
人
に
お
け
る
﹁
拙
﹂
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
︑

大
矢
根
文
次
郎
﹁
陶
淵
明
の
拙
樸
主
義
に
つ
い
て
﹂︵
早
稲
田
大
学
﹃
学
術
研
究
─
人
文
・
社
会
・
自
然
﹄
第
三
号
︑
一
九
五
四
年
一
月
︶︑
武
井
満

幹
﹁
陶
淵
明
﹁
守
拙
﹂
考
﹂︵﹃
岡
村
貞
雄
博
士
古
稀
記
念
中
国
学
論
集
﹄
白
帝
社
︑
一
九
九
九
年
八
月
︶︑
趙
宏
艶
﹁
論
陶
淵
明
其
人
其
詩
的
”拙

“﹂

︵﹃
甘
粛
聯
合
大
学
学
報
︵
社
会
科
学
版
︶﹄
第
二
二
巻
第
四
期
︑
二
〇
〇
六
年
九
月
︶︑
稲
田
孝
﹁
韋
済
と
杜
甫
─
﹁
拙
﹂
な
る
出
発
﹂︵﹃
東
京
学
芸
大

学
研
究
報
告
﹄
第
十
六
集
・
第
十
一
分
冊
︑
一
九
六
四
年
十
二
月
︶︑
安
東
俊
六
﹁
杜
甫
に
お
け
る
﹁
懶
﹂
と
﹁
拙
﹂﹂︵
九
州
大
学
﹃
中
国
文
学
論
集
﹄

第
十
一
号
︑
一
九
八
二
年
十
月
︶︑
谷
口
真
由
美
﹁
杜
甫
の
﹁
拙
﹂
に
つ
い
て
﹂︵﹃
中
国
文
化
─
研
究
と
教
育
﹄
筑
波
大
学
漢
文
学
会
会
報
︑
第
四

七
号
︑
一
九
八
九
年
︶︑
菅
野
禮
行
﹁
白
居
易
の
詩
に
お
け
る
﹁
慵
﹂
と
﹁
拙
﹂︵
上
・
下
︶﹂︵﹃
漢
文
教
室
﹄
第
一
五
二
号
︑
第
一
五
三
号
︑
大
修
館

書
店
︑
一
九
八
五
年
九
月
︑
十
二
月
︶
な
ど
が
あ
る
︒

＊
2 

拙
稿
﹁﹁
愚
﹂
の
系
譜
─
中
国
古
代
文
人
精
神
の
表
象
と
し
て
﹂︵﹃
藝
文
研
究
﹄
第
百
五
号
・
第
一
分
冊
︑
二
〇
一
三
年
十
二
月
︶︒

＊
3 

原
文
﹁
拙
︑
不
巧
也
︒﹂

＊
4 

原
文
﹁
不
能
爲
技
巧
也
︒﹂
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＊
5 

原
文
﹁
大
成
若
缺
︑
其
用
不
弊
︑
大
盈
若
冲
︑
其
用
不
窮
︑
大
直
若
屈
︑
大
巧
若
拙
︑
大
辯
若
訥
︒﹂

＊
6 
原
文
﹁
巧
詐
不
如
拙
誠
︒﹂

＊
7 
原
文
﹁
智
而
用
私
︑
不
如
愚
而
用
公
︒
故
曰
︑
巧
僞
不
如
拙
誠
︒﹂

＊
8 

原
文
﹁
拙
辭
或
孕
於
巧
義
︑
庸
事
或
萌
於
新
意
︒﹂

＊
9 

原
文
﹁
作
詩
必
以
巧
進
︑
以
拙
成
︒
故
作
字
惟
拙
筆
最
難
︑
作
詩
惟
拙
句
最
難
︒﹂

＊
10 

原
文
﹁
作
五
言
古
︐
寧
拙
毋
巧
︑
寧
樸
毋
華
︑
寧
生
毋
熟
︒﹂

＊
11 

注
１
谷
口
論
文
四
二
頁
に
︑﹁
自
分
自
身
を
評
価
す
る
語
と
し
て
︑﹁
拙
﹂
を
意
識
的
に
用
い
た
最
も
早
い
例
は
︑
西
晋
の
潘
岳
︵
二
四
七
～
三
〇
〇
︶

で
あ
る
﹂
と
あ
る
︒

＊
12 

原
文
﹁
岳
嘗
讀
汲
黯
傳
︑
至
司
馬
安
四
至
九
卿
︑
而
良
史
書
之
︑
題
以
巧
宦
之
目
︑
未
嘗
不
慨
然
廢
書
而
歎
︒
曰
︑
嗟
乎
︑
巧
誠
有
之
︑
拙
亦
宜
然
︒﹂

＊
13 

原
文
﹁
雖
通
塞
有
遇
︑
抑
亦
拙
者
之
效
也
︒﹂

＊
14 

原
文
﹁
昔
通
人
和
長
輿
之
論
余
也
︑
固
謂
拙
於
用
多
︒
穪
多
則
吾
豈
敢
︑
言
拙
信
而
有
徵
︒
方
今
俊
乂
在
官
︑
百
工
惟
時
︒
拙
者
可
以
絕
意
乎
寵
榮
之

事
矣
︒﹂

＊
15 

原
文
﹁
雖
吾
顏
之
云
厚
︑
猶
內
愧
於
甯
蘧
︒
有
道
吾
不
仕
︐
無
道
吾
不
愚
︒
何
巧
智
之
不
足
︐
拙
艱
之
有
餘
也
︒
於
是
退
而
閑
居
於
洛
之
涘
︒﹂

＊
16 

﹃
論
語
﹄﹁
衛
霊
公
﹂
篇
に
﹁
君
子
哉
蘧
伯
玉
︑
邦
有
道
則
仕
︑
邦
無
道
則
可
卷
而
懷
之
﹂︑﹁
公
冶
長
﹂
篇
に
﹁
甯
武
子
邦
有
道
則
知
︑
邦
無
道
則
愚
︒

其
知
可
及
也
︑
其
愚
不
可
及
也
﹂
と
あ
る
の
に
基
づ
く
︒

＊
17 

原
文
﹁
仰
衆
妙
而
絕
思
︑
終
優
遊
以
養
拙
︒﹂

＊
18 

注
１
武
井
論
文
六
一
頁
は
︑
潘
岳
の
﹁
閑
居
賦
﹂
を
以
て
﹁﹁
拙
﹂
と
閑
居
︑
す
な
は
ち
隠
遁
生
活
と
が
結
び
つ
い
た
例
﹂
と
し
て
い
る
︒

＊
19 

注
１
大
矢
根
論
文
一
一
五
頁
に
︑﹁
彼
が
﹁
拙
を
守
つ
て
園
田
に
帰
る
﹂
と
詠
じ
た
こ
と
は
そ
の
文
学
作
品
の
上
に
も
忠
実
に
現
れ
て
お
つ
て
生
活
上

人
生
態
度
の
上
で
の
守
拙
主
義
無
技
巧
主
義
は
文
学
の
上
で
も
亦
こ
れ
を
お
し
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
﹂
と
あ
る
︒

＊
20 

注
１
武
井
論
文
五
六
─

五
七
頁
参
照
︒

＊
21 

注
１
武
井
論
文
五
七
─

六
二
頁
︑
趙
論
文
三
三
頁
参
照
︒               

＊
22 

注
１
谷
口
論
文
四
五
頁
に
︑
陶
淵
明
の
﹁
拙
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
潘
岳
に
あ
っ
て
は
︑
多
く
︑
官
途
に
拙
い
自
己
の
外
面
的
な
状
況
を
表
す
用
語
で
あ
っ

た
﹁
拙
﹂
が
︑
精
神
的
な
価
値
観
を
表
す
語
に
変
化
し
て
き
て
い
る
﹂
と
あ
る
︒

＊
23 

注
１
安
東
論
文
八
五
頁
に
︑﹁﹁
拙
﹂
を
世
渡
り
が
拙
い
と
い
う
後
退
的
な
姿
勢
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
︑
逆
に
︑
拙
こ
そ
本
性
に
し
た
が
っ
た
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生
き
方
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
生
活
こ
そ
︑
各
々
の
事
物
の
こ
こ
ろ
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︑
と
積
極
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
﹂
と

あ
る
︒

＊
24 
注
１
谷
口
論
文
五
〇
頁
に
︑﹁
杜
甫
の
﹁
拙
﹂
は
︑
政
治
的
理
想
の
実
現
の
意
志
を
貫
こ
う
と
す
る
が
ゆ
え
に
︑
官
僚
世
界
と
齟
齬
を
生
じ
る
自
分
を

認
識
す
る
語
で
あ
る
︒
ま
た
︑
さ
ら
に
﹁
拙
﹂
は
︑
理
想
の
実
現
を
希
い
な
が
ら
︑
少
し
も
近
付
き
え
な
い
痛
み
を
こ
め
て
自
己
を
評
す
る
語
で
も
あ

る
﹂
と
あ
る
︒

＊
25 

注
１
菅
野
論
文
︵
下
︶
一
頁
に
︑
白
居
易
の
﹁
慵
﹂
字
の
用
例
に
お
け
る
一
つ
の
特
徴
と
し
て
︑﹁
詩
句
中
に
お
い
て
﹁
慵
﹂
を
い
う
と
き
︑
あ
わ
せ

て
﹁
拙
﹂
を
対
句
的
︵
或
る
場
合
に
は
対
照
的
︶
に
い
う
も
の
が
あ
る
﹂
と
あ
る
︒

＊
26 

注
１
池
澤
論
文
九
八
頁
参
照
︒

＊
27 

原
文
﹁
曰
癡
︑
曰
愚
︑
曰
拙
︑
曰
狂
︑
皆
非
好
字
面
︑
而
人
毎
樂
居
之
︒
曰
奸
︑
曰
黠
︑
曰
強
︑
曰
侫
︑
反
是
︑
而
人
毎
不
樂
居
之
︑
何
也
︒﹂

＊
28 

﹁
刺
約
六
﹂
全
文
﹁
一
曰
癖
︒
典
衣
沽
酒
︑
破
產
營
書
︒
吟
髮
生
歧
︑
嘔
心
出
血
︒
神
仙
煙
火
︑
不
斤
斤
鶴
子
梅
妻
︒
泉
石
膏
肓
︑
亦
頗
頗
竹
君
石
丈
︒

病
可
原
也
︒
二
曰
狂
︒
道
傍
荷
鍤
︑
市
上
懸
壺
︑
烏
帽
泥
塗
︑
黃
金
糞
壤
︑
筆
落
而
風
雨
驚
︑
笑
長
而
天
地
窄
︒
病
可
原
也
︒
三
曰
懶
︒
蓬
頭
對
客
︑

跣
足
爲
賓
︒
坐
四
座
而
無
言
︑
睡
三
竿
而
未
起
︒
行
或
曳
杖
︑
居
必
閉
門
︒
病
可
原
也
︒
四
曰
癡
︒
春
去
詩
惜
︑
秋
來
賦
悲
︒
聞
解
佩
而
踟
躊
︑
聽
墜

釵
而
惝
怳
︒
粉
殘
脂
剩
︑
盡
招
青
塚
之
魂
︒
色
豔
香
嬌
︑
願
結
藍
橋
之
眷
︒
病
可
原
也
︒
五
曰
拙
︒
學
黜
妖
嬈
︑
才
工
軟
款
︒
志
惟
古
對
︑
意
不
俗
諧
︒

餓
煮
字
而
難
糜
︑
田
耕
硯
而
無
稼
︒
螢
身
脫
腐
︑
醯
氣
猶
酸
︒
病
可
原
也
︒
六
曰
傲
︒
高
懸
孺
子
半
榻
︑
獨
臥
元
龍
一
樓
︒
髩
雖
垂
青
︑
眼
多
泛
白
︒

偏
持
腰
骨
相
抗
︑
不
爲
面
皮
作
緣
︒
病
可
原
也
︒﹂

＊
29 

原
文
﹁
然
余
家
狡
猾
之
僕
︑
往
往
得
過
︑
獨
四
拙
頗
能
守
法
︒
其
狡
猾
者
︑
相
繼
逐
去
︑
資
身
無
策
︑
多
不
過
一
二
年
︑
不
免
凍
餒
︒
而
四
拙
以
無
過
︑

坐
而
衣
食
︑
主
者
諒
其
無
他
︑
計
口
而
受
之
粟
︑
唯
恐
其
失
所
也
︒
噫
︑
亦
足
以
見
拙
者
之
效
矣
︒﹂

＊
30 

原
文
﹁
才
而
若
拙
︑
慧
而
若
癡
︒﹂

＊
31 

原
文
﹁
奢
者
富
而
不
足
︑
何
如
儉
者
貧
而
有
餘
︒
能
者
勞
而
府
怨
︑
何
如
拙
者
逸
而
全
眞
︒﹂

＊
32 

原
文
﹁
十
謀
九
成
未
必
歸
功
︑
一
謀
不
成
則
訾
議
叢
興
︒
君
子
所
以
寧
默
毋
躁
︑
寧
拙
無
巧
︒﹂

＊
33 

原
文
﹁
藏
巧
于
拙
︑
用
晦
而
明
︑
寓
清
于
濁
︑
以
屈
爲
伸
︑
眞
涉
世
之
一
壺
︑
藏
身
之
三
窟
也
︒﹂

＊
34 

原
文
﹁
梅
邊
之
石
宜
古
︑
松
下
之
石
宜
拙
︑
竹
傍
之
石
宜
瘦
︑
盆
內
之
石
宜
巧
︒﹂

＊
35 

原
文
﹁
文
以
拙
進
︑
道
以
拙
成
︒
一
拙
字
有
無
限
意
味
︒
如
桃
源
犬
吠
︐
桑
間
鷄
鳴
︐
何
等
淳
龐
︒
至
于
寒
潭
之
月
︑
古
木
之
鴉
︑
工
巧
中
便
覺
有
衰

颯
氣
象
矣
︒﹂
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＊
36 

虞
敏
﹁
論
中
國
繪
畫
史
中
的
”古
拙
“
風
格
﹂︵﹃
南
昌
大
学
学
報
︵
人
文
社
会
科
学
版
︶﹄
第
三
九
巻
第
五
期
︑
二
〇
〇
八
年
九
月
︶
参
照
︒

＊
37 
古
川
徹
﹁
中
国
書
論
に
み
る
巧
・
拙
に
つ
い
て
﹂︵
愛
知
大
学
大
学
院
﹃
愛
知
論
叢
﹄
第
七
三
号
︑
二
〇
〇
二
年
九
月
︶
参
照
︒


