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福
津
諭
吉
の
教
育
論
論
考

田

中

克

佳

』ま

じ

め

福
津
が
、
そ
の
生
涯
の
前
半
生
を
江
戸
時
代
に
、
後
半
生
を
明
治
時
代
に
送
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

そ
の
前
半
生
を
過
ご
し
た
江
戸
後
期
の
知
識
人
に
共
通
の
一
般
基
礎
教
養
は
儒
教
の
教
養
で
あ
り
、
福
津
も
そ
の
教
養
の
形
成
に

あ
た
っ
て
儒
教
教
養
の
洗
礼
を
受
け
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

や
が
て
福
津
の
活
動
の
本
領
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
西
洋
学

の
修
業
が
、
こ
の
儒
教
教
養
の
基
礎
の
上
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
福
津
は
、
例
え
ば
二
生
に
し
て

二
生
を
経
過
し
た
も
の
」
（
『
福
津
諭
吉
全
集
』
〔
以
下
『
全
集
』
と
略
す
〕
第
一
四
巻
、
一
四

O
ベ
l
）
ジ
）
の
如
く
、

と
く
に
自
覚
的
に
表
明

福津諭吉の教育論論考

し
て
い
る

彼
の
『
自
伝
』
に
お
け
る
、

西
洋
に
あ
っ
て
東
洋
に
な
き
も
の
は
「
数
理
学
」
と
「
独
立
心
」
と
い
う
宣
言
は
（
『
全
集
』
第
七
巻
、
一

六
七
ペ
ー
ジ
）
、
東
洋
と
西
洋
の
両
文
明
に
接
触
し
た
福
津
に
よ
る
両
文
明
の
決
定
的
相
異
点
の
自
覚
的
表
明
で
あ
っ
た
。
こ
の
認
識

は
、
そ
の
後
の
福
津
の
活
動
の
原
動
力
を
な
し
て
い
る
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こ
う
し
て
福
津
が
、
慶
慮
義
塾
に
拠
る
学
校
教
育
や
著
書
翻
訳
、
『
時
事
新
報
』
等
に
拠
る
言
論
活
動
を
通
じ
て
、
日
本
社
会
の
草
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新
に
大
奮
闘
し
た
こ
と
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
大
奮
闘
は
、
政
治
活
動
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
覚
的
に

教
育
活
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
当
然
に
、
福
淳
の
教
育
に
か
か
わ
る
多
く
の
発
言
が
あ
る
。
本
稿
の
表
題
中
の
「
福

津
諭
吉
の
教
育
論
」
は
、
こ
の
種
の
福
津
の
発
言
を
意
味
し
て
い
る
。
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さ
て
、
人
間
世
界
に
は
、
実
に
様
々
の
出
来
事
が
生
起
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
出
来
事
に
対
す
る
人
び
と
の
関
心
も
ま
た
多
様

で
あ
る
。
こ
う
し
た
多
様
な
出
来
事
に
対
し
て
「
教
育
の
関
心
」
か
ら
発
言
し
た
も
の
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
教
育
論
」
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
夫
々
、
政
治
論
・
法
律
論
・
経
済
論
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

も
し
政
治
・
法
律
・
経
済
の
関
心
か
ら
発
言
さ
れ
れ
ば
、

さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
発
言
」

い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
（
次
元
）
が
区
別
さ
れ
る
が
、
典
型
的
に
は
二
つ
の
レ
ベ
ル

に
も
、

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る

一
つ
は
、
で
と
う
す
る
か
」
と
い
う
実
践
的
な
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
関
心
の
レ
ベ
ル
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
学
的
聞
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
関
心
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。

ま
ず
諸
種
の
出
来
事
の
生
起
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

こ
の
種
の
関
心
に
つ
い
て
の
歴
史
的
反
省
に
立
っ
て
述
べ
れ
ば
、

つ
い
で
こ

れ
に
対
す
る
人
び
と
の
特
定
の
関
心
（
例
え
ば
教
育
と
い
う
関
心
）
に
発
す
る
「
ど
う
す
る
か
」
と
い
う
実
践
的
聞
い
の
生
起
が
あ
る
。

こ
の
実
践
的
聞
い
へ
の
応
答
は
、
当
然
そ
こ
に
「
何
で
あ
る
か
」
に
対
す
る
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
な
問
い
と
答
え
を
前
提
す
る
。

そ
れ
は
、
そ
の
文
化
に
伝
統
的
な
「
常
識
」
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
方
法
的
に
厳
密
な
科
学
的
知
識
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
科
学

を
表
明
す
る
専
門
研
究
は
、
科
学
と
し
て
の
自
覚
を
駆
使
し
て
、

「
何
で
あ
る
か
」
に
答
え
よ
う
と
す
る
。

そ
の
与
え
る
知
識
の
限

界
は
、
時
代
の
特
定
科
学
の
知
識
の
限
界
に
対
応
す
る
。
少
く
と
も
人
事
に
関
す
る
そ
の
限
界
は
、
今
日
の
科
学
知
識
の
総
計
を
も

っ
て
し
て
も
、
「
．
と
う
す
る
か
」
と
い
う
実
践
的
問
い
に
直
接
的
に
つ
ま
り
知
識
の
総
計
の
結
果
と
し
て
、
連
続
的
に
導
き
出
さ

れ
る
も
の
と
し
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る

a

の
聞
い
と
答
え
（
事
実
的
知
識
）

し
た
が
っ
て
「
何
で
あ
る
か
」



と
「
ど
う
す
る
か
」

の
問
い
と
答
え
（
価
値
判
断
）
と
の
間
を
つ
な
ぐ
た
め
に
は
、そ
の
聞
に
特
定
の
価
値
的
選
択
が
要
請
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
で
価
値
的
に
選
択
さ
れ
た
も
の
、
こ
れ
が
「
理
念
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
ど
う
す
る
か
」

と
い
う
実
践
的
問
い
に
対
す
る
「
指
令
の
体
系
」
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
思
想
」
は
、
こ
の
「
理
念
」
を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も

の
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
福
津
諭
吉
の
教
育
論
に
も
、
当
然
、

い
ま
述
べ
た
レ
ベ
ル
の
拡
が
り
が
含
ま
れ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
「
ど
う
す
る
か
」
と
い
う
問
い
↓
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
聞
い
↓
科
学
（
「
何
で
あ
る
か
」
へ
の
答
え
）
↓

理
念
↓
思
想
（
「
ど
う
す
る
か
」
へ
の
答
えH
指
令
）
と
い
う
構
図
の
認
識
の
も
と
に
、
福
津
の
教
育
に
か
か
わ
る
発
言
（
教
育
論
）
の

若
干
の
再
構
成
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
で
も
福
津
の
教
育
に
か
か
わ
る
理
念
的
理
解
、
い
わ
ば
福
津
の
教
育
原
理

福津諭吉の教育論論考

論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
第
一
の
関
心
が
あ
る
。

（l
）
明
治
元
年
（
慶
応
四
年
九
月
八
日
改
元
）
は
、
福
津
六
八
年
の
生
涯
の
三
五
才
に
あ
た
る
。

（2
）
『
時
事
新
報
』
「
非
内
地
雑
居
論
に
就
て
」
、
明
治
二
六
年
九
月
一
一
一
一
一
目
。

（3
）
例
え
ば
「
蓋
し
政
府
の
病
を
治
る
の
実
際
手
段
に
は
世
に
政
治
家
あ
り
て
、
我
輩
の
関
す
る
所
に
あ
ら
ず
。
我
輩
は
唯
教
育
と
忠
告
と
を
勧
め
て
」
（
『
全
集
』

第
一
二
巻
、
七
ペ
ー
ジ
）
、
・
あ
る
い
は
「
余
は
平
生
の
文
章
議
論
に
は
充
分
政
治
の
事
を
も
談
じ
な
が
ら
、
白
か
ら
其
地
位
に
坐
し
て
之
を
行
ふ
な
ど
の
考
は
何

と
し
て
も
心
に
浮
ば
ず
。
畢
寛
先
天
の
性
質
に
し
て
（
略
）
。
斯
く
政
治
に
冷
淡
な
れ
ば
」
（
『
全
集
』
第
一
六
巻
、
六

O
四
ペ
ー
ジ
）
の
類
い
の
表
明
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
。

（4
）
本
稿
は
、
慶
慮
義
塾
編
『
福
津
諭
吉
全
集
』
（
全
一
二
巻
別
巻
一
）
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
四
年
四
六
年
再
版
（
別
巻
は
初
版
）
所
収
の
著
作
・
論
文
・
時
事

新
報
記
事
を
中
心
に
、
そ
こ
に
現
わ
れ
た
福
津
の
教
育
論
を
論
考
の
対
象
と
し
た
。
ま
た
引
用
中
の
旧
漢
字
は
、
出
来
る
だ
け
当
用
漢
字
を
用
い
る
よ
う
に
し
た
。

（5
）
例
え
ば
「
公
共
の
教
育
」
と
い
っ
た
教
育
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
事
柄
で
も
、
経
世
論
と
か
財
政
論
と
か
の
関
心
か
ら
論
じ
ら
れ
う
る
。
も
ち
ろ
ん
福

揮
の
議
論
に
も
、
こ
の
例
が
諸
方
に
み
ら
れ
る
。

（6
）
こ
の
種
の
事
柄
に
対
す
る
私
た
ち
の
認
識
の
詳
し
い
解
説
を
、
筆
者
は
、
村
井
実
『
教
育
学
入
門
的
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
）
、
に
負
う
て
い
る
。
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福
津
の
教
育
概
念
を
め
ぐ
る
諸
要
因
の
構
図

教
育
と
い
う
概
念
を
ど
う
規
定
す
る
か
に
つ
い
て
福
津
が
考
え
を
め
ぐ
ら
し
た
に
ち
が
い
な
い
事
実
は
、
「
一
概
に
教
育
と
の
み

に
て
は
其
意
味
甚
だ
広
く
し
て
解
し
難
く
」
（
『
全
集
』
第
一
二
巻
、
二
一
九
ペ
ー
ジ
）
と
い
っ
た
表
明
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
実

際
、
教
育
概
念
の
定
義
的
規
定
と
い
う
こ
と
で
は
、
例
え
ば
「
教
育
と
は
人
を
教
え
育
つ
る
と
云
ふ
義
に
し
て
、
人
の
子
は
生
れ
な

が
ら
物
事
を
知
る
者
に
非
ず
。
先
き
に
こ
の
世
に
生
れ
て
身
に
覚
へ
あ
る
者
が
、
其
覚
へ
た
る
こ
と
を
二
代
目
の
者
に
伝
へ
、
二
代

人
間
の
世
界
の
有
様
を
次
第
々
々
に
良
き
方
に
進
め
ん
と
す
る
趣
意
」
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
四
六
五
ペ
ー
ジ
）

目
は
三
代
目
に
授
け
て
、

そ
れ
ら
し
い
い
い
方
は
い
く
つ
か
見
出
せ
る
が
、
福
、
揮
の
教
育
概
念
を
め
ぐ
る
諸
要
因
の
構
図
の
最
も

集
約
さ
れ
た
表
明
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、
『
徳
育
如
何
』
（
明
治
一
五
年
一
一
月
刊
）
で
あ
る
。

と
い
っ
た
い
い
方
そ
の
他
、

こ
れ
は
、
日
本
近
代
教
育
史
上
に
有
名
な
、
明
治
一
二
年
の
「
教
学
聖
旨
」

に
始
ま
る
い
わ
ゆ
る
徳
育
論
争
の
動
向
を
承
け
て
、

反
儒
教
主
義
・
反
復
古
主
義
の
立
場
か
ら
徳
育
の
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
論
じ
る
必
要
上
、
教
育
の
こ
と
が

一
般
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
次
の
文
章
は
、
福
津
の
教
育
概
念
を
め
ぐ
る
諸
要
因
の
構
図
と
い
う
こ
と
で
、
原
点
に
も
位

置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
文
章
だ
と
い
っ
て
よ
い

「
今
人
心
は
草
木
の
如
く
、
教
育
は
肥
料
の
如
し
。
（
略
）
又
草
木
は
肥
料
に
由
て
大
に
長
茂
す
と
難
ど
も
、
唯
長
茂
を
助
る
の
み
に
し
て
、
其

生
々
の
根
本
を
資
る
所
は
、
空
気
と
太
陽
の
光
熱
と
土
壌
津
液
と
に
在
り
。
空
気
の
乾
湿
の
度
を
失
ひ
、
太
陽
の
光
熱
物
に
遮
ら
れ
、
地
性
清

せ
て
津
液
足
ら
ざ
る
者
へ
は
、
仮
令
ひ
肥
料
を
施
す
も
功
を
奏
す
る
こ
と
少
な
き
の
み
な
ら
ず
、
全
く
無
功
な
る
も
の
あ
り
。
教
育
も
亦
斯
の

如
し
。
人
の
智
徳
は
教
育
に
由
て
大
に
発
達
す
と
雄
ど
も
、
唯
其
発
達
を
助
る
の
み
に
し
て
、
其
智
徳
の
根
本
を
資
る
所
は
、
祖
先
遺
伝
の
能



力
と
、
其
生
育
の
家
風
と
、
其
社
会
の
公
議
与
論
と
に
在
り
。
（
略
）
右
は
何
れ
も
人
生
の
智
徳
を
発
達
せ
し
め
退
歩
せ
し
め
又
変
化
せ
し
む
る

の
原
因
に
し
て
、
其
力
は
劫
て
学
校
の
教
育
に
勝
る
も
の
な
り
。
学
育
園
よ
り
軽
々
看
過
す
可
ら
ず
と
難
ど
も
、
古
今
の
教
育
家
が
漫
に
多
を

予
期
し
て
、
或
は
人
の
子
を
学
校
に
入
れ
て
之
を
育
す
れ
ば
、
自
由
自
在
に
期
す
る
所
の
人
物
を
陶
冶
し
出
す
可
し
と
思
ふ
が
如
き
は
、
妄
想

の
甚
し
き
も
の
に
し
て
、
其
妄
漫
な
る
は
、
空
気
太
陽
土
壌
の
如
何
を
聞
は
ず
、
唯
肥
料
の
一
品
に
依
頼
し
て
草
木
の
長
茂
を
期
す
る
に
等
し

き
の
み
。
」
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
三
五
三
｜
四
ペ
ー
ジ
）

こ
れ
に
拠
っ
て
考
え
れ
ば
、
福
津
の
い
だ
い
た
教
育
概
念
を
め
ぐ
る
諸
要
因
の
構
図
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

人
生
の
智
徳
の
進
退
を
根
本
的
に
規
定
す
る
も
の
は
、
①
祖
先
遺
伝
の
能
力
②
生
育
の
家
風
③
社
会
の
公
議
与
論
、

(4
) 

で
あ
る
。
そ

し
て
教
育
は
、
こ
れ
ら
の
前
提
的
規
定
要
因
の
も
と
に
あ
っ
て
、
智
徳
の
発
達
を
助
け
る
と
こ
ろ
の
、
草
木
に
お
け
る
肥
料
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
有
力
な
も
の
で
は
あ
る
が
、

あ
く
ま
で
発
達
を
助
け
る
ま
で
の
も
の
で
、
自
分
の
思
い
通
り

に
「
陶
冶
」
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
学
校
教
育
は
い
わ
ば
「
肥
料
の
一
品
」

に
す
ぎ
な
い
も
の

で
、
従
っ
て
広
い
教
育
活
動
の
一
部
を
占
め
る
も
の
に
す
ぎ
な
い

と

『
徳
育
如
何
』
は

こ
の
構
図
の
も
と
に
、

そ
れ
が
と
り
あ
げ
た
課
題
の
文
脈
上
と
く
に
「
社
会
の
公
議
与
論
」
に
関
連
し
て
、
こ

福津諭吉の教育論論考

れ
を
動
か
す
べ
く
「
独
立
自
尊
の
徳
育
論
」
と
で
も
い
う
べ
き
主
張
を
展
開
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
教
育
を
め
ぐ

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
其
後
の
福
津
の
教
育
論
の
原
型
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
こ
に
指
摘
さ
れ
た
こ
れ
ら
諸
要
因
の
更
に
詳
し
い
説
明
を
み
て
み
よ
う
。

以
下
、

る
諸
要
因
の
構
図
は
、

（l
）
『
時
事
新
報
』
「
文
明
教
育
論
」
、
明
治
二
二
年
八
月
五
目
。

（2
）
『
福
津
文
集
二
編
巻
一
』
、
明
治
一
一
一
年
。

（3
）
明
治
一
五
年
一
O
月
一
一
一
日
か
ら
二
五
日
ま
で
、
「
学
校
教
育
」
の
題
の
下
に
「
時
事
新
報
社
説
」
と
し
て
発
表
さ
れ
、
一
一
月
、
『
徳
育
如
何
』
と
改
題
し
て
461 
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出
版
さ
れ
た
も
の
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
六
五
五
ペ
ー
ジ
に
拠
る
）
。

（4
）
『
徳
育
如
何
』
で
は
、
こ
の
事
実
実
証
の
説
明
と
し
て
、
①
②
③
夫
々
に
つ
い
て
、
①
「
蝦
夷
人
の
子
を
養
ふ
て
何
程
に
教
育
す
る
も
、
其
子
一
代
に
て
は
迫

も
第
一
流
の
大
学
者
た
る
可
ら
ず
。
源
家
八
幡
太
郎
の
子
孫
に
武
人
の
移
し
き
も
能
力
遺
伝
の
実
証
と
し
て
見
る
可
し
」
②
「
武
家
の
子
を
商
人
の
家
に
貰
ふ
て

養
へ
ば
白
か
ら
町
人
根
性
と
為
り
、
商
家
の
子
を
文
人
の
家
に
養
へ
ば
白
か
ら
文
に
志
す
。
幼
少
の
時
よ
り
手
に
付
け
た
る
者
な
れ
ば
、
血
統
に
非
ざ
る
も
自
然

に
養
父
母
の
気
象
を
承
る
。
（
略
）
家
風
の
人
心
を
変
化
す
る
こ
と
有
力
な
る
も
の
と
云
ふ
可
し
」
③
「
戦
国
の
世
に
は
都
て
武
人
多
く
し
て
、
出
家
の
僧
侶
に

至
る
ま
で
も
干
支
を
事
と
し
た
（
略
）
。
社
会
の
公
議
与
論
即
ち
一
世
の
気
風
は
、
よ
く
併
門
慈
善
の
智
識
を
し
て
殺
人
戦
闘
の
悪
業
を
為
さ
し
め
た
る
な
り
』

（
以
上
、
『
全
集
』
第
五
巻
、
三
五
四
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
。
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教
育
を
根
本
的
に
規
定
す
る
諸
事
実
と
教
育

い
ま
指
摘
し
た
よ
う
に
『
徳
育
如
何
』
は
、
教
育
を
規
定
す
る
根
本
条
件
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
事
実
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
「
遺
伝
の
能
力
」
と
「
生
育
の
家
風
」
と
「
社
会
の
公
議
与
論
」
の
三
つ
で
あ
る
。
以
下
、
夫
々
に
つ
い
て
、

そ
の
詳
論
を
み
る
。

①
「
社
会
の
公
議
与
論
」

『
徳
育
如
何
』
は
、
当
時
の
徳
育
を
め
ぐ
る
論
争
を
意
識
し
て
社
会
の
公
議
与
論
の
観
点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

上
記

三
事
実
の
う
ち
と
く
に
「
社
会
の
公
議
与
論
」
が
さ
ら
に
く
わ
し
く
言
及
さ
れ
て
い
る
。
次
の
文
章
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
、
福
津
が

「
社
会
の
公
議
与
論
」
で
意
味
し
た
事
柄
が
何
で
あ
っ
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
周
囲
の
空
気
に
感
じ
て
一
般
の
公
議
与
論
に
化
せ
ら
る
斗
の
勢
は
、
之
を
留
め
ん
と
し
て
駐
む
可
ら
ず
。
（
略
）
例
へ
ば
言
語
の
如
し
。
一
地

方
に
在
て
独
立
独
行
、
百
事
他
人
に
殊
な
り
と
称
す
る
人
に
で
も
、
其
言
語
に
は
方
言
を
用
ひ
、
壁
を
隔
て
斗
之
を
聞
く
も
某
地
方
の
人
た
る

を
知
る
可
し
。
（
略
）
技
る
者
な
く
し
て
之
を
知
る
。
即
ち
地
方
の
空
気
に
学
び
た
る
も
の
と
云
は
ざ
る
を
得
。
す
。
（
略
）
菅
に
方
言
の
み
な
ら



ず
、
衣
服
飲
食
の
品
類
土
り
家
屋
庭
園
装
飾
玩
弄
の
物
に
至
る
ま
で
も
、
一
時
一
世
の
流
行
に
外
な
る
を
得
ず
。
（
略
）
此
点
よ
り
見
れ
ば
人

は
恰
も
社
会
の
奴
隷
に
し
て
、
其
圧
制
を
蒙
り
事
も
自
由
を
得
ざ
る
も
の
に
し
て
、
如
何
な
る
有
力
の
士
人
に
で
も
古
今
世
界
に
此
圧
制
を
免

か
れ
た
る
者
あ
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
。
有
形
の
物
皆
然
り
。
然
ば
則
ち
無
形
の
智
徳
に
し
て
独
り
社
会
の
圧
制
を
免
か
る
与
の
理
あ
る
可
ら
ず
．

教
へ
ず
し
て
知
る
の
智
あ
り
、
学
ば
ず
し
て
得
る
の
徳
あ
り
。
共
に
流
行
の
勢
に
従
て
其
範
囲
を
脱
せ
ず
。
社
会
は
恰
も
智
徳
の
大
教
場
と
云

ふ
も
可
な
り
。
此
教
場
の
中
に
在
て
区
々
の
学
校
を
見
れ
ば
、
如
何
な
る
学
制
あ
る
も
如
何
な
る
教
則
あ
る
も
、
其
教
育
は
唯
保
に
人
心
の
一

部
分
を
左
右
す
る
に
足
る
可
し
と
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
知
識
を
俣
て
然
る
後
に
知
る
可
き
事
柄
に
非
ざ
る
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
一
二

五
四
｜
五
ペ
ー
ジ
）

こ
れ
は
、
福
淳
の
教
育
理
解
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に

い
わ
ば
教
育
の
限
界
の
自
覚
で
も
あ
る

と
く
に
学
校

教
育
は
、
「
唯
僅
に
人
心
の
一
部
を
左
右
す
る
に
足
る
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、

」
の
学
校
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て

そ
れ
で

は
福
津
は
、
ど
う
あ
る
べ
し
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
福
津
は
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
天
下
の
公
務
与
論
に
従
て
之
（
即
ち
学
校
教
育
｜
｜
引
用
者
）
を
導
き
、
自
然
に
其
行
く
所
に
行
か
し
め
其
止
ま
る
所
に
止
ま
ら
し
め
、
公

議
与
論
と
共
に
順
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
、
流
に
従
て
水
を
治
む
る
が
如
く
な
ら
し
め
ん
こ
と
を
欲
す
」
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
三
六

0
ペ
ー
ジ
）
。

②
「
生
育
の
家
風
」

福津諭吉の教育論論考

「
教
る
よ
り
も
習
ひ
と
云
ふ
諺
あ
り
。
蓋
し
習
慣
の
力
は
教
授
の
力
よ
り
も
強
大
な
る
も
の
な
り
と
の
趣
意
な
ら
ん
。
子
生
れ
て
家
に
在
り
．

〔
と
？
〕

其
日
夜
見
習
ふ
所
の
も
の
は
、
父
母
の
行
状
上
一
般
の
家
風
よ
り
外
な
ら
ず
。
一
家
の
風
は
父
母
の
心
を
以
て
成
る
も
の
な
れ
ば
、
子
供
の
習

慣
は
全
く
父
母
の
一
心
に
依
頼
す
る
も
の
と
云
て
可
な
り
。
故
に
一
家
は
習
慣
の
学
校
な
り
、
父
母
は
習
慣
の
教
師
な
り
。
而
し
て
此
習
慣
の

学
校
は
、
教
授
の
学
校
よ
り
も
更
に
有
力
に
し
て
、
実
効
を
奏
す
る
こ
と
極
て
切
実
な
る
も
の
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
三
九
九
ペ
ー
ジ
）

ル
｝
し
し
、
ま
た
、
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「
教
育
と
て
も
幼
稚
の
時
に
は
特
に
教
課
を
定
む
る
に
及
ば
ず
。
（
略
）
柔
軟
自
在
な
る
小
児
の
為
め
に
は
家
風
こ
そ
無
上
の
良
教
師
な
れ
。
」

(3v 

（
『
全
集
』
第
六
巻
、
二
五
六
ペ
ー
ジ
）
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と
い
い

ま
た
、

「
子
供
の
教
育
は
父
母
の
責
任
と
し
て
免
か
る
可
ら
ず
。
其
法
は
先
ず
家
風
の
美
を
根
本
に
し
て
智
徳
の
習
慣
を
養
ひ
、
日
夜
注
意
し
て
其
発

達
を
助
く
る
に
在
り
。
家
風
美
な
ら
ず
し
て
其
子
の
美
た
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、
注
意
不
行
届
に
し
て
其
精
神
の
活
発
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
こ

か
う
う
ん
｛

4

）

と
は
、
泥
中
に
投
じ
て
身
体
の
清
潔
を
望
み
、
耕
転
を
怠
り
て
苗
の
成
長
を
求
む
る
に
異
な
ら
ず
。
」
（
『
全
集
』
第
六
巻
、
二
六
六
ペ
ー
ジ
）

と
い
っ
て
い
る
。

習
慣
の
力
は
教
授
の
力
よ
り
強
大
で
あ
る
。

か
つ
子
供
の
こ
の
習
慣
の
形
成
は
、
父
母
の
行
状
・
一
般
の
家
風
を
見
習
う
こ
と
に

よ
る
。

一
家
は
習
慣
の
学
校
に
し
て
、
父
母
は
習
慣
の
教
師
で
あ
る
。
子
供
の
教
育
法
は
、ま
ず
家
風
の
美
を
根
本
に
し
て
智
徳
の

習
慣
を
養
い
、

日
夜
注
意
し
て
其
発
達
を
助
け
る
こ
と
で
あ
る
、

と
い
っ
て
い
る
。
「
教
授
の
学
校
」
（
い
わ
ゆ
る
学
校
）
の
「
習
慣
の

学
校
」
（
家
庭
）
に
比
較
し
て
の
無
力
さ
も
自
覚
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
生
育
の
家
風
」
が
、
福
津
に
よ
っ
て
何
故
に
教
育
を
規

定
す
る
根
本
条
件
と
認
識
さ
れ
た
か
、
以
上
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

③
「
遺
伝
の
能
力
」

教
育
を
規
定
す
る
も
う
一
つ
の
根
本
条
件
で
あ
る
「
遺
伝
の
能
力
」
は
、
教
育
活
動
の
最
主
要
要
素
で
あ
る
人
間
そ
の
も
の
に
つ

い
て
の
事
実
認
識
の
問
題
で
あ
る

「
元
来
教
育
の
主
義
に
於
て
は
、
人
の
天
賦
を
平
等
一
様
の
も
の
な
り
と
視
倣
し
て
、
其
能
力
の
発
達
は
教
ゆ
る
者
の
巧
拙
と
学
ぶ
者
の
勤
惰

如
何
と
に
在
る
も
の
と
し
て
奨
励
す
る
こ
と
な
れ
ど
も
．
是
れ
は
所
謂
誘
導
の
方
便
な
る
も
の
に
し
て
、
実
際
に
於
て
人
の
能
力
は
天
賦
に
存

す
る
を
常
と
す
。
」
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
二
二
四
ペ
ー
ジ
）



で
は
こ
の
「
能
力
天
賦
」
の
事
実
は
如
何
に
し
て
生
じ
た
か
と
い
う
と
、
「
抑
も
人
生
の
天
賦
に
斯
く
強
弱
の
差
あ
る
は
決
し
て

偶
然
に
非
ず
、
父
母
祖
先
の
血
統
に
由
来
す
る
も
の
に
し
て
、
草
木
の
種
子
、
魚
鳥
の
卵
、
種
馬
、
種
牛
等
の
事
実
を
見
て
証
す
可

し
。
人
類
生
々
の
理
も
之
に
異
な
る
な
き
ゃ
明
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
二
二
五
ペ
ー
ジ
）
と
い
い
、
英
国
の
学
士
「
ガ
ル
ト
ン
」
氏

の
能
力
遺
伝
論
一
冊
に
言
及
し
て
こ
の
事
実
の
傍
証
と
し
て
い
る

（
自
ら
の
「
実
験
」
も
引
合
い
に
出
し
て
て

こ
う
し
て
、

「
人
に
は
遺
伝
の
性
質
あ
り
て
無
理
に
学
聞
を
強
ひ
て
も
上
達
せ
ざ
る
も
の
多
し
。
彼
の
力
士
を
見
る
に
、
番
附
の
幕
の
内
に
入
り
又
大
関
小

う
ま
れ
っ
き

結
に
為
る
は
、
其
者
の
天
菓
即
ち
祖
先
来
の
遺
伝
に
存
す
る
こ
と
に
て
、
稽
古
の
巧
の
み
に
非
ず
。
（
略
）
左
れ
ば
人
の
精
神
の
能
力
は
体
格

の
如
く
目
に
こ
そ
見
え
ざ
れ
ど
も
、
其
天
菓
に
能
不
能
の
相
違
あ
る
は
力
士
の
強
弱
に
相
違
あ
る
が
如
し
。
争
ふ
可
ら
ざ
る
事
実
な
れ
ば
、
学

問
上
に
合
点
の
鈍
き
子
と
見
た
る
上
は
、
唯
一
通
り
の
教
を
授
け
て
多
を
求
め
ず
、
何
な
り
と
も
本
人
の
好
む
所
に
任
せ
て
、
行
く
／
＼
の
方

向
を
定
む
可
し
。
」
（
『
全
集
』
第
六
巻
、
二
六
九
ペ
ー
ジ
）

と
い
い
、
「
世
間
の
教
育
家
」
は
、
只
管
「
勉
強
さ
へ
す
れ
ば
愚
者
を
変
じ
て
智
者
と
為
る
」
よ
う
に
い
う
が
、
「
実
際
に
事
の
正
味

を
云
へ
ば
、
教
育
の
功
能
は
唯
天
然
に
備
は
る
能
力
の
発
生
を
助
け
て
好
き
方
向
に
導
き
、
其
達
す
可
き
処
に
ま
で
達
せ
し
む
る
に

在
る
の
み
」
と
い
い
、
植
木
屋
を
引
合
い
に
出
し
て
「
如
何
に
巧
な
る
植
木
屋
に
で
も
松
を
梅
に
変
性
せ
し
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
は

福津諭吉の教育論論考

勿
論
、
如
何
に
勉
強
を
勧
む
れ
ば
と
て
持
前
に
も
な
き
芸
能
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
は
到
底
望
む
可
ら
ざ
る
所
望
な
る
が
故
に
、
人

々
の
遺
伝
如
何
を
視
察
し
て
其
人
の
達
す
可
き
所
に
ま
で
達
せ
し
め
」
（
以
上
．
『
全
集
』
第
六
巻
、
二
七

0
ペ
ー
ジ
）
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

で
は
以
上
の
よ
う
に
「
人
の
子
の
天
賦
に
智
愚
の
定
度
あ
る
は
、
馬
の
子
の
良
否
に
約
束
あ
る
が
如
く
、
力
士
の
昇

進
に
際
限
あ
る
が
如
く
に
し
て
、
有
も
其
達
す
可
き
に
達
し
た
る
上
は
宅
も
其
以
上
に
出
る
を
得
べ
か
ら
ず
。
（
略
）
既
に
先
天
に
定

と
こ
ろ
で
、
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<8
)

ま
り
て
決
し
て
動
か
す
可
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
六
巻
、
ゴ
三
一
ペ
ー
ジ
）
と
す
れ
ば
、
「
然
ら
ば
、
則
ち
教
ふ
る
も
益
な
し
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教
へ
ざ
る
も
損
な
し
、
教
育
都
て
徒
労
」
（
同
前
）で
あ
る
と
し
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
世
の
中

（
同
前
）
と
い
っ
て
い
る

に
人
を
教
ふ
る
ほ
ど
大
切
な
る
事
は
な
し
と
云
ふ
も
可
な
り
に

そ
し
て
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る

「
教
育
は
警
へ
ば
植
木
屋
の
仕
事
の
如
し
。
庭
の
松
も
壮
所
も
其
天
然
の
ま

t
Aに
捨
置
く
と
き
は
次
第
に
枝
振
り
を
悪
く
し
て
、
牡
丹
の
花
も

よ
そ
ほ
ひ

紅
白
の
粧
を
失
ひ
、
時
に
或
は
虫
に
害
せ
ら
れ
て
枯
れ
凋
む
可
き
処
を
、
植
木
屋
の
手
を
以
て
枝
を
矯
め
根
に
培
ひ
四
時
の
注
意
怠
ら
ざ
れ

ば
、
生
気
充
満
し
て
光
沢
流
る
斗
が
如
く
、
之
を
他
の
野
性
の
も
の
に
比
較
す
れ
ば
色
呑
の
相
違
殆
ん
ど
同
種
類
の
物
と
は
思
は
れ
ざ
る
程
に

至
る
可
し
。
左
れ
ば
今
人
の
子
を
其
生
れ
た
る
ま
与
に
し
て
体
育
智
育
徳
育
共
に
注
意
す
る
者
な
け
れ
ば
、
其
子
の
天
賦
如
何
に
拘
ら
ず
、
唯

周
囲
の
風
に
吹
か
れ
時
と
し
て
は
智
恵
の
虫
と
も
称
す
可
き
悪
習
慣
に
慣
れ
て
心
身
の
品
格
を
失
ひ
、
概
し
て
組
野
下
等
の
匹
夫
匹
婦
た
る
可

き
に
、
十
句
も
此
子
を
し
て
天
然
の
持
前
を
空
う
す
る
こ
と
な
く
其
素
質
の
全
量
を
琢
磨
し
て
光
を
放
た
し
む
る
も
の
は
教
育
の
功
徳
と
云
は
ざ

る
を
得
。
す
。
」
（
『
全
集
』
第
六
巻
、
一
ニ
二
一
ペ
ー
ジ
）

天
賦
の
能
力
は
、
教
育
の
力
を
ま
っ
て
始
め
て
そ
の
限
度
ま
で
全
開
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
、
教
育
の
力
が
及
ば
な
け
れ
ば
、

能
力
は
未
発
の
ま
ま
に
終
っ
て
了
う
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る

と
こ
ろ
で
こ
の
天
賦
の
能
力
の
定
度
自
体
に
増
進
・
退
歩
は
あ
る
か
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
あ
る
と
い
う
。

で
は
そ
の
増
進
・
退

歩
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
福
津
は
、
ど
う
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
穀
物
改
良
の
要
は
種
を
選
び
培
養
を
勉
る
に
在
り
。
先
づ
良
き
種
を
蒔
て
丁
寧
に
培
養
す
れ
ば
前
年
の
種
よ
り
も
吏
ら
に
良
き
種
を
得
ベ
し
。

年
々
歳
々
怠
ら
ざ
る
と
き
は
其
進
歩
著
し
き
も
の
あ
る
に
反
し
て
、
最
初
良
き
種
を
得
て
も
、
唯
こ
れ
を
蒔
く
の
み
に
し
て
耕
転
培
養
に
注
意

せ
ざ
る
と
き
は
、
種
の
性
質
は
次
第
に
下
り
て
之
を
回
復
す
る
こ
と
容
易
な
ら
ず
。
人
間
の
子
も
亦
斯
の
如
し
。
良
き
父
母
の
子
に
し
て
心
身

の
素
質
屈
強
な
る
も
の
に
で
も
、
唯
こ
れ
を
生
み
た
る
の
み
に
し
て
、
教
育
に
注
意
せ
ざ
る
か
、
又
は
其
教
育
法
を
誤
る
か
、
又
或
は
家
道
腐

敗
し
て
悪
習
慣
を
成
す
等
、
様
々
の
不
幸
に
て
其
子
の
品
格
を
落
し
、
二
代
三
代
同
様
の
割
合
に
下
落
し
て
、
四
代
五
代
に
至
れ
ば
初
代
の
遺



伝
は
全
く
消
滅
し
て
薄
弱
暗
愚
の
子
を
生
む
可
き
の
み
。
（
略
）
斯
の
如
く
な
れ
ば
、
無
学
文
盲
貧
賎
の
子
も
亦
こ
の
例
を
逆
に
し
て
、
必
ず

昇
進
の
道
あ
る
や
疑
ふ
可
ら
ず
（
略
）
之
を
医
学
に
徴
す
る
に
、
彼
の
遺
伝
と
称
す
る
中
風
、
発
狂
（
略
）
の
如
き
、
其
発
病
者
の
子
孫
能
く

(9
) 

注
意
し
て
、
凡
そ
四
代
を
経
過
し
て
無
事
な
れ
ば
先
天
の
痕
跡
な
き
に
至
る
と
云
ふ
。
」
（
『
全
集
』
第
六
巻
、
三
二
二
｜
三
ペ
ー
ジ
）

こ
う
し
て
、
「
病
気
怪
我
等
特
別
の
場
合
を
除
き
、
凡
そ
三
、四
代
」
で
、
智
者
と
愚
者
の
交
替
が
実
現
す
る
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
「
進
退
は
唯
教
育
の
如
何
に
在
る
の
み
。
故
に
教
育
の
功
徳
は
単
に
受
教
者
の
一
身
に
止
ま
ら
ず
し
て
遠
く
子
孫
に
及
び
、

社
会
全
体
の
自
然
に
進
歩
し
又
退
歩
す
る
も
、
其
国
に
行
は
る
t
A
教
育
法
の
勤
怠
に
関
係
す
る
こ
と
明
に
知
る
べ
し
」
（
『
全
集
』
第
六

巻
、
三
二
三
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

以
上
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
教
育
は
無
益
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
社
会
全
体
の
進
退
に
か
か
わ
る
重
要
事
項
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

福津諭吉の教育論論考

（1
）
同
じ
趣
旨
の
主
張
を
若
干
例
示
し
て
お
く
。

「
天
下
の
事
物
は
人
気
の
赴
く
所
に
従
て
盛
衰
す
る
も
の
に
て
、
国
民
一
般
に
其
事
の
大
切
な
る
を
知
る
と
き
は
、
傍
ら
よ
り
之
を
促
す
者
な
き
も
盛
大
に
至
ら

ざ
る
は
な
し
。
」
（
『
全
集
』
第
一
一
巻
、
三
O
六
ペ
ー
ジ
）

（
生
れ
て
二0
年
間
に
）
「
教
育
の
名
を
専
に
す
る
も
の
は
唯
学
校
の
み
」
で
あ
る
が
「
其
実
際
は
、
家
に
在
る
と
き
は
家
風
の
教
を
第
一
と
し
て
、
長
じ
て
交

わ
る
所
の
朋
友
を
第
二
と
し
、
尚
こ
れ
よ
り
広
く
有
力
な
る
は
社
会
全
般
の
気
風
に
し
て
、
天
下
武
を
尚
ぶ
と
き
は
家
風
武
を
尚
び
朋
友
武
人
と
為
り
学
校
亦
武

な
ら
ざ
る
を
得
ず
。
文
を
重
ん
ず
る
も
亦
然
り
、
芸
を
好
む
も
亦
然
り
。
故
に
社
会
の
気
風
は
家
人
を
教
へ
朋
人
を
教
へ
又
学
校
を
教
る
も
の
に
し
て
、
此
点
よ

り
見
れ
ば
天
下
は
一
場
の
大
学
校
に
し
て
諸
学
校
の
学
校
と
云
ふ
可
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
九
巻
、
三

O
九
ペ
ー
ジ
）

関
連
し
て
福
津
は
、
時
の
社
会
の
気
風
の
実
体
を
何
に
よ
っ
て
つ
か
み
う
る
と
考
え
て
い
た
か
を
付
記
し
て
お
く
．

「
蓋
し
新
聞
紙
は
社
会
の
先
導
を
以
て
任
ず
る
も
の
な
れ
ど
も
、
又
白
か
ら
社
会
の
気
風
を
代
表
す
る
其
趣
は
、
天
下
の
人
心
を
導
く
の
地
位
に
在
る
政
府
が
、

一
方
に
於
て
は
其
人
心
を
代
表
す
る
に
異
な
ら
ず
。
今
の
新
聞
記
者
（
略
）
何
を
云
ふ
に
も
一
般
の
社
会
を
相
手
の
商
売
な
る
が
故
に
、
白
か
ら
社
会
の
気
風
と

共
に
其
筆
鋒
を
変
ぜ
ざ
る
を
得
ざ
る
の
事
情
な
き
に
非
ず
。
新
聞
紙
の
句
調
は
取
も
直
さ
ず
其
気
風
を
代
表
す
る
も
の
と
見
て
差
支
な
け
れ
ば
な
り
。
」
（
『
全
集
』

第
一
一
一
一
巻
、
五
七
七
ペ
ー
ジ
）

こ
れ
に
拠
れ
ば
そ
れ
は
、
政
府
と
新
聞
紙
の
句
調
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
そ
れ
で
は
、
公
議
与
論
の
形
成
方
法
に
つ
い
て
福
津
は
、
何
か
い
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
今
引
い
た
文
章
に
「
先
導
」
「
導
く
」
の
文
字
の
あ
る
と
こ
ろ

467 
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か
ら
判
断
し
て
、
政
府
と
新
聞
紙
に
よ
る
形
成
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
方
法
の
一
部
と
し
て
当
然
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
次
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
も
み

ら
れ
る
。

「
宗
教
は
直
に
上
流
の
土
人
に
徳
を
教
る
も
の
に
非
ず
と
難
ど
も
、
下
流
人
民
の
徳
心
を
養
ひ
、
其
徳
心
の
集
り
て
一
体
と
為
り
、
所
調
公
議
与
論
の
姿
を
成
し

た
る
上
は
、
無
限
の
勢
力
を
有
す
る
も
の
と
知
る
可
し
。
（
略
）
広
く
下
流
の
人
民
を
教
導
し
て
徳
心
の
公
議
与
論
を
起
し
、
其
反
射
の
大
勢
力
を
以
て
上
流
を

警
し
む
る
も
の
は
唯
宗
教
あ
る
の
み
。
」
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
四
六
九

l

七
0
ペ
ー
ジ
）

（2
）
『
福
津
文
集
巻
之
一
』
「
教
育
の
事
」
、
明
治
一
一
年
一
月
。

（3
）
『
栢
翁
百
話
』
「
身
体
の
発
育
こ
そ
大
切
な
れ
（
三
十
一
）
」
、
明
治
三

O
年
七
月
。

（4
）
『
同
前
』
「
止
む
こ
と
な
く
ん
ば
他
人
に
託
す
（
一
一
一
十
七
）
」
。

（5
）
『
時
事
小
言
』
、
明
治
一
四
年
九
月
。

（6
）
『
福
翁
百
話
』
「
人
生
の
遺
伝
を
視
察
す
可
し
（
二
一
十
九
）
」
、
明
治
二
六
年
七
月
。

（7
）
同
前
。

（8
）
『
福
翁
百
話
』
「
教
育
の
力
は
唯
人
の
天
賦
を
発
達
せ
し
む
る
の
み
（
七
十
一
）
」
、
前
出
。

（9
）
『
同
前
』
「
教
育
の
功
徳
は
子
孫
に
及
ぶ
可
し
（
七
十
二
）
」
。
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教
育
原
理
論

①
福
津
の

「
教
育
」
概
念

以
上
み
て
き
た
三
つ
の
事
実
の
根
本
的
規
定
を
受
け
る
「
教
育
」
を
、
そ
れ
で
は
福
津
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
か

本
稿
「
ご
の
部
分
（
四
六

0
ペ
ー
ジ
）
に
引
い
た
よ
う
に
福
、
津
は
、
「
一
概
に
教
育
と
の
み
に
て
は
其
意
味
甚
だ
広
く
し
て
解
し

難
く
」
（
『
全
集
』
第
一
一
一
巻
、
一
二
九
ペ
ー
ジ
）
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
さ
き
に
引
い
た
『
徳
育
如
何
』
で
は
、

人
心
を
草
木
に
、



教
育
を
肥
料
に
、
学
校
教
育
を
肥
料
の
一
品
に
た
と
え
て
い
る
。

同
時
に
「
人
の
子
を
学
校
に
入
れ
て
之
を
育
す
れ
ば
、
自
由
自
在

に
期
す
る
所
の
人
物
を
陶
冶
し
出
す
可
し
と
思
ふ
が
如
き
は
、
妄
想
の
甚
し
き
も
の
」
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
三
五
四
ペ
ー
ジ
）
と
い
い
、

ま
た
「
人
の
智
徳
は
教
育
に
由
て
大
に
発
達
す
と
難
ど
も
、
唯
其
発
達
を
助
る
の
み
」
（
同
前
）
と
い
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
か
ら
で
も
、

福
津
の
教
育
理
解
の
大
ま
か
な
と
こ
ろ
は
推
察
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
な
お
も
う
少
し
詳
し
く
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

教
育
活
動
の
主
要
要
素
を
な
す
人
間
の
事
実
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
つ
い
て
の
福
津
の
見
解
は
、
天
賦
遺
伝
に
規
定
さ
れ
る
人
間

と
い
う
形
で
す
で
に
み
た
。
で
は
、
こ
れ
に
働
き
か
け
る
教
育
活
動
を
福
津
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
か
。

例
え
ば
、
「
教
育
は
何
の
た
め
に
す
る
や
（
略
）
此
問
題
は
至
極
解
釈
の
難
き
も
の
な
れ
ど
も
、
強
い
て
我
輩
の
部
見
を
陳
べ
よ

と
あ
れ
ば
」
（
『
全
集
』
一O
巻
、
五
六
七
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
設
問
に
対
す
る
所
見
の
中
で
は
、
福
津
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

福津諭吉の教育論論考

「
身
の
教
育
は
恰
も
樹
木
の
根
に
培
養
す
る
が
如
く
、
其
効
能
の
人
事
に
現
は
る
与
は
枝
葉
と
為
り
花
実
と
な
る
に
異
な
ら
ず
。
然
る
に
文
明

の
人
事
は
多
端
無
限
に
し
て
、
之
に
処
す
る
に
は
（
略
）
一
芸
一
能
一
智
一
徳
を
掲
げ
て
之
に
答
ふ
可
ら
ず
。
或
は
生
計
を
求
む
る
が
た
め
な

り
と
云
は
ん
か
、
生
計
を
得
る
の
一
能
、
未
だ
以
て
人
事
を
尽
し
た
る
も
の
に
非
ず
。
或
は
父
母
に
孝
な
ら
ん
が
た
め
と
云
ひ
、
又
は
報
国
忠

君
の
た
め
な
り
と
云
は
ん
か
、
孝
道
報
国
忠
君
の
一
徳
、
未
だ
以
て
文
明
の
百
端
を
包
羅
す
る
に
足
ら
ず
。
若
し
も
是
れ
等
の
一
智
一
徳
を
目

的
に
立
て
ふ
教
育
の
方
向
を
定
め
ん
と
す
る
こ
と
も
あ
ら
ば
、
其
趣
は
恰
も
一
枝
一
葉
一
花
一
実
を
要
す
る
が
為
に
と
て
樹
木
を
培
養
す
る
に

異
な
ら
ず
。
芸
樹
の
法
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
唯
天
下
の
嚢
陀
（
植
木
屋
の
こ
と
ー
ー
ー
引
用
者
）
は
、
能
く
樹
木
の
根
を
養
ふ
て
其
生
力
を
盛
に

し
、
枝
葉
花
実
は
其
自
然
の
発
生
に
任
し
て
各
そ
の
美
を
呈
せ
し
む
る
の
み
。
教
育
の
嚢
陀
、
果
し
て
此
に
見
る
所
あ
る
や
否
や
」
（
『
全
集
』

第
一
O
巻
、
五
六
八
l

九
ペ
ー
ジ
）

す
な
わ
ち
二
芸
一
能
一
智
一
徳
」
の
形
で
の
目
的
を
教
育
の
目
的
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
教
育
の
大
眼
目
」
は
、
「
あ
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ら
ゆ
る
心
身
の
能
力
の
拡
張
」
（
同
前
）
、
草
木
の
比
喰
で
、
「
能
く
樹
木
の
根
を
養
ふ
て
其
生
力
を
盛
に
し
、
枝
葉
花
実
は
其
自
然
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の
発
生
に
任
し
て
各
そ
の
美
を
呈
せ
し
む
る
の
み
」
（
前
出
）
と
い
う
点
に
あ
る
、
と
。
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ま
た
別
の
文
脈
で
は
、
次
の
よ
う
に
も
答
え
ら
れ
て
い
る

「
徒
に
文
字
を
教
ふ
る
を
以
て
教
育
の
本
旨
と
な
す
者
あ
り
。
今
の
学
校
の
仕
組
は
多
く
は
文
字
を
教
ふ
る
を
以
て
目
的
と
な
す
も
の
斗
如
し
。

（
略
）
固
よ
り
人
心
全
体
の
釣
合
を
失
は
ざ
る
限
り
は
、
難
字
も
解
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
臨
も
、
本
来
人
心
発
育
の
理
に
於
て
、
人
の
能
力
は

一
に
し
て
足
ら
ず
、
記
憶
の
能
力
あ
り
、
推
理
の
能
力
あ
り
、
想
像
の
働
あ
り
て
、
比
諸
能
力
が
各
そ
の
固
有
の
働
を
追
う
し
て
、
互
に
領
分

を
犯
さ
ず
又
他
に
犯
さ
れ
ず
し
て
能
く
平
均
を
保
つ
も
の
、
之
を
完
全
の
人
心
と
云
ふ
。
然
る
に
毎
人
の
能
力
の
発
育
に
天
然
の
極
度
あ
り

（
略
）
若
し
此
諸
能
力
の
一
個
の
み
発
育
す
る
時
は
、
仮
令
へ
其
発
育
さ
れ
た
る
能
力
丈
け
は
天
菓
の
木
量
（
略
）
に
達
す
る
も
、
他
の
能
力

は
白
か
ら
活
気
を
失
ふ
て
枯
死
せ
ざ
る
を
得
ず
。
（
略
）
一
方
に
偏
し
て
之
を
教
育
の
主
眼
と
す
る
時
は
人
心
の
釣
合
を
失
し
て
徒
に
世
に
片

輪
者
の
数
を
増
す
の
恐
れ
あ
り
。
」
（
『
全
集
』
第
一
二
巻
、
二
二
O
ー
一
ペ
ー
ジ
）

す
な
わ
ち
、
持
前
（
天
賦
遺
伝
）
の
諸
能
力
の
平
均
を
保
つ
も
の
を
「
完
全
の
人
心
」
と
呼
び
、
各
人
の
持
前
の
最
大
限
度
に
ま

で
こ
の
「
完
全
の
人
心
」
の
発
育
を
達
さ
せ
る
こ
と
が
、
「
教
育
の
大
眼
目
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
理
解
の
仕

方
は

「
教
育
の
功
能
は
唯
天
然
に
備
は
る
能
力
の
発
生
を
助
け
て
好
き
方
向
に
導
き
、
其
達
す
可
き
処
に
ま
で
達
せ
し
む
る
に
在
の
み
。
之
を
輪
へ

ば
植
木
屋
が
庭
の
樹
木
に
手
入
れ
し
て
、
其
枝
振
り
を
好
く
し
其
花
を
美
な
ら
し
む
る
に
異
な
ら
ず
。
（
略
）
其
生
へ
た
る
ま
与
に
捨
置
く
と

き
は
庭
木
も
荒
れ
て
野
生
同
様
に
生
ひ
立
ち
、
遂
に
は
伐
て
唯
薪
と
為
る
可
き
所
を
、
様
々
に
培
養
し
て
外
よ
り
来
る
害
物
を
妨
ぎ
、
其
木
の

持
前
に
応
じ
て
夫
れ
ん
＼
の
品
格
を
維
持
せ
し
む
る
は
植
木
屋
の
働
き
に
存
す
る
こ
と
な
り
。
左
れ
ば
教
育
家
（
略
）
人
々
の
遺
伝
如
何
を
視

察
し
て
其
人
の
達
す
可
き
所
に
ま
で
達
せ
し
め
、
其
余
の
注
意
は
唯
こ
れ
を
荒
ら
し
て
薪
の
如
き
人
物
た
ら
し
め
ざ
る
に
在
る
の
み
じ
（
『
全
集
』

A4
} 

第
六
巻
、
二
七
0
ペ
ー
ジ
）

に
よ
っ
て
も
あ
る
い
は
ま
た
、

「
故
に
教
育
の
要
は
人
生
の
本
来
に
無
き
も
の
を
造
り
て
之
に
授
る
に
非
ず
、
唯
有
す
る
も
の
を
悉
皆
発
生
せ
し
め
て
遺
す
こ
と
な
き
に
在
る



の
み
。
如
何
に
巧
な
る
植
木
屋
に
て
も
草
木
の
天
性
に
備
は
る
丈
け
を
見
事
に
成
長
せ
し
む
る
の
み
に
て
、
其
以
上
に
至
り
で
は
何
等
の
工
風

も
あ
る
可
ら
ず
。
」
（
『
全
集
』
第
六
巻
、
一
ニ
二
一
ペ
ー
ジ
）

と
い
っ
た
い
い
方
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

以
上
見
て
き
た
こ
と
か
ら
私
た
ち
は
、
福
津
が
教
育
を
「
人
そ
れ
ぞ
れ
の
持
前
（
天
賦
遺
伝
の
能
力
）
を
そ
の
発
達
の
限
度
ま
で
発

達
さ
せ
る
助
成
活
動
」
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
教
育
の
事
大
切
な
り
と

難
も
之
に
重
き
を
置
く
こ
と
其
実
に
過
る
は
天
下
の
通
弊
に
し
て
、
恰
も
教
師
の
工
風
を
以
て
、
人
物
を
鋳
冶
し
出
さ
ん
と
す
る
者

な
き
に
非
ず
、
畢
寛
人
生
の
天
賦
遺
伝
に
固
く
約
束
あ
る
を
知
ら
ざ
る
罪
な
り
」
（
『
全
集
』
第
六
巻
、
三
二
二
ペ
ー
ジ
）
と
い
っ
た
「
鋳

冶
」
と
し
て
の
教
育
観
批
判
、
あ
る
い
は
ま
た
「
余
は
多
年
教
育
の
事
を
執
る
と
雄
ど
も
決
し
て
子
弟
を
教
唆
し
て
学
問
に
熱
心
せ

し
め
た
る
こ
と
な
き
積
り
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
二
巻
、
一
九
九
ペ
ー
ジ
）
、
「
吾
／
＼
は
諸
氏
の
自
尊
自
重
を
助
成
す
る
者
な
り
。
」
（
『
全

集
』
第
一
O
巻
、
五
五
三
ペ
ー
ジ
）
と
い
っ
た
、
福
津
の
教
師
と
し
て
の
在
り
方
に
か
か
わ
る
自
覚
の
表
明
も
見
い
出
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

②
体
育
・
智
育
・
徳
育

福津諭吉の教育論論考

「
人
の
子
を
其
生
れ
た
る
ま
斗
に
し
て
体
育
智
育
徳
育
共
に
注
意
す
る
者
な
け
れ
ば
、
其
子
の
天
賦
如
何
に
拘
ら
ず
（
略
）
概
し
て

粗
野
下
等
の
匹
夫
匹
婦
た
る
可
き
に
、
（
略
）
其
素
質
の
全
量
を
琢
磨
し
て
光
を
放
た
し
む
る
も
の
は
教
育
」
（
『
全
集
』
第
六
巻
、
三
二

一
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
既
に
引
い
た
（
四
六
六
ペ
ー
ジ
参
照
）
文
章
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、教
育
を
体
育
智
育
徳
育
の
三
方
面
か
ら
論
じ

る
姿
勢
は
福
津
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
福
津
の
こ
の
三
方
面
の
教
育
の
原
理
的
考
え
方
を
探
る
。
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（1
）
体
育
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「
人
間
の
教
育
は
知
識
の
一
方
の
み
に
偏
す
可
ら
ず
、
身
体
を
運
動
し
て
筋
骨
を
発
達
せ
し
む
る
こ
と
も
亦
甚
だ
大
切
な
り
と
は
、
毎
度
時
事

(9
) 

新
報
に
論
述
せ
し
所
」
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
一
八
ペ
ー
ジ
）
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ま
た

「
先
ず
獣
身
を
成
し
て
後
に
人
心
を
養
へ
と
は
、
我
輩
の
常
に
唱
ふ
る
所
に
し
て
、
天
下
の
父
母
た
る
も
の
決
し
て
此
旨
を
忘
る
可
ら
ず
。
」

（
閉
山
）

（
『
全
集
』
第
六
巻
、
二
五
七
ペ
ー
ジ
）

と
い
う
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
体
育
重
視
」
の
主
張
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
第
二
の
引
用
部
分
で
の
福
津
の

説
明
を
さ
ら
に
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
父
母
の
子
を
養
育
す
る
（
略
）
其
法
如
何
す
可
き
や
と
云
ふ
に
、
先
づ
第
一
に
子
の
産
れ
出
で
た
る
と
き
は
、
人
間
の
子
も
亦
一
種
の
動
物

な
り
と
観
念
し
て
、
其
智
愚
如
何
は
捨
て

λ

聞
は
ず
、
唯
そ
の
身
体
の
発
育
を
重
ん
ず
る
こ
と
牛
馬
犬
猫
の
子
を
養
ふ
と
同
様
の
心
得
を
以
て

し
て
、
（
略
）
獣
体
の
根
本
既
に
見
込
み
を
得
た
る
上
に
て
徐
々
に
精
神
の
教
育
に
及
ぶ
可
し
。
（
略
）
兎
に
角
に
身
体
は
人
間
第
一
の
宝
な
り

と
心
得
、
如
何
な
る
事
情
あ
る
も
精
神
を
過
労
せ
し
め
て
体
育
の
妨
を
為
す
可
ら
ず
。
」
（
『
全
集
』
第
六
巻
、
二
五
五
｜
六
ペ
ー
ジ
）

も
ち
ろ
ん
体
育
は
、
小
児
の
み
の
必
要
事
で
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
学
校
に
体
育
の
設
け
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
小
児
に
体
育
の
必
要
な
こ
と
は
、
何
に
も
ま
し
て
と
い
う
比
重
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
学
校

教
育
i

書
生
段
階
に
関
し
て
は
、
や
t
A
肯
定
の
比
重
が
ち
が
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

一
般
に
人
生
に
体
育
の
必
要
な
理
由
を
福
津
は
説
明
し
て

「
身
体
を
練
磨
し
て
無
病
壮
健
な
ら
し
む
れ
ば
、
随
て
精
神
も
亦
活
発
爽
快
な
る
可
き
は
自
然
の
法
則
に
し
て
、
身
心
と
も
に
健
全
な
る
者
は

能
く
社
会
万
般
の
難
き
を
冒
し
て
独
立
の
生
活
を
為
す
こ
と
を
得
る
の
利
あ
る
が
為
め
の
み
。
即
ち
体
育
は
人
を
し
て
不
罵
独
立
の
生
活
を
得

（
日
）

せ
し
む
る
の
手
段
な
れ
ば
こ
そ
之
を
忽
に
す
可
ら
ざ
る
こ
と
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
一
四
巻
、
一
八
l

九
ペ
ー
ジ
）

と
い
う
が

一
方
、
「
元
来
書
生
に
腕
力
は
不
用
」
と
い
う
。

し
か
し
、
「
学
理
上
肉
体
と
精
神
と
の
聞
に
密
接
な
る
関
係
あ
り
て
身



体
を
健
か
に
せ
ざ
れ
ば
、
智
識
を
進
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
以
て
、

巳
む
を
得
ず
学
校
に
体
育
の
設
も
あ
る
」
と
し
、
だ
か
ら
、
「
体

育
は
単
に
立
身
の
一
手
段
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
事
実
を
忘
れ
て
、
之
を
人
生
の
目
的
な
り
と
誤
解
」
（
以
上
、
『
全
集
』
第
一
四
巻
、
一
九
ベ

ー
ジ
）
し
な
い
よ
う
に
と
い
っ
て
い
る
。
体
育
の
意
味
、
扱
い
上
の
注
意
を
福
津
が
ど
う
考
え
て
い
た
か
、
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（2
）
智
育

「
智
恵
と
徳
義
と
は
恰
も
人
の
心
を
両
断
し
て
各
其
一
方
を
支
配
す
る
も
の
な
れ
ば
、
執
れ
を
重
し
と
為
し
執
れ
を
軽
し
と
為
す
の
理
な
し
。

（
ロ
）

二
者
を
兼
備
す
る
に
非
ざ
れ
ば
之
を
十
全
の
人
類
と
云
ふ
可
ら
ず
。
」
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
八
八
ペ
ー
ジ
）

，
．
、

.. 
、
．

3
A
r、

L
v
‘
．v

ま
た

「
智
徳
の
両
者
は
人
間
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
て
、
智
恵
あ
り
道
徳
の
心
あ
ら
ざ
る
者
は
禽
獣
に
斉
く
、
之
を
人
非
人
と
云
ふ
。
又
徳
義
の

み
を
惰
め
て
智
徳
の
働
あ
ら
ざ
る
者
は
石
の
地
蔵
に
斉
く
、
之
れ
亦
人
に
し
て
人
に
あ
ら
ざ
る
者
な
り
。
両
者
の
共
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
は
右

〈
河
川
）

の
如
く
な
り
」
（
『
全
集
』
第
一
一
一
巻
、
二
一
八
l

九
ペ
ー
ジ
）

と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
福
揮
は
、
智
徳
の
兼
備
を
人
間
の
条
件
と
み
て
い
る
。
そ
れ
は
人
心
を
両
断
し
た
各
一
方
を
支
配
す
る
も

の
の
呼
称
で
あ
る
か
ら

一
方
を
欠
け
ば
人
心
の
半
ば
が
機
能
し
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
人
間
た
り
え
な
い
こ
と
は
当
然
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
こ
の
両
断
は
、
何
を
目
や
す
の
両
断
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
福
津
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
吐
露
し
て
い
る
。

福津諭吉の教育論論考

「
人
の
精
神
の
発
達
す
る
は
限
あ
る
こ
と
な
し
、
造
化
の
仕
掛
に
は
定
則
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
無
限
の
精
神
を
以
て
有
定
の
理
を
窮
め
、
遂
に

は
有
形
無
形
の
区
別
な
く
、
天
地
聞
の
事
物
を
悉
皆
人
の
精
神
の
内
に
包
羅
し
て
洩
す
も
の
な
き
に
至
る
可
し
。
此
一
段
に
至
て
は
何
ぞ
又
区

々
の
智
徳
を
弁
じ
て
其
界
を
争
ふ
に
足
ら
ん
。
恰
も
人
天
並
立
の
有
様
な
り
。
天
下
後
世
必
ず
其
日
あ
る
可
し
。
」
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
一
一
四

ハM
）

ベ
i

ジ
）
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こ
の
発
言
は
、
人
間
精
神
の
進
歩
へ
の
福
津
の
信
仰
告
白
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
歴
史
の
現
実
は
な
お
こ
こ
に
達
せ
ず
、
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「
智
徳
を
弁
じ
て
其
界
を
争
」
わ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
下
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
福
津
も
ま
さ
し
く
「
智
徳
を
弁
じ
て
其
界
を
争
」
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っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
具
合
に
で
あ
っ
た
か
。

「
徳
義
は
一
人
の
行
ひ
に
て
‘
其
効
能
の
及
ぶ
所
は
先
づ
一
家
の
内
に
在
り
。
主
人
の
行
状
正
直
な
れ
ば
家
内
の
者
白
か
ら
正
直
に
向
ひ
（
略
）
。

或
は
親
類
朋
友
の
問
、
互
に
善
を
責
て
徳
の
門
に
入
る
可
し
と
難
ど
も
、
結
局
忠
告
に
由
て
人
を
善
に
導
く
の
領
分
は
其
だ
狭
し
。
（
略
）
智

恵
は
然
ら
ず
。
〈
略
）
其
こ
れ
を
人
に
伝
る
や
、
或
は
言
を
以
て
し
或
は
書
を
以
て
す
可
し
。
（
略
）
故
に
（
略
）
其
伝
習
の
速
に
し
て
其
行
は

る
与
所
の
領
分
の
広
き
は
、
彼
の
一
人
の
徳
義
を
以
て
家
族
朋
友
に
忠
告
す
る
の
類
に
非
ず
。
」
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
九

0
ペ
ー
ジ
）

「
徳
義
は
形
を
以
て
人
に
教
ゆ
可
ら
ず
、
形
を
以
て
真
偽
を
札
す
可
ら
ず
‘
唯
無
形
の
際
に
人
を
化
す
可
き
の
み
。
智
恵
は
形
を
以
て
教
ゆ
可

し
、
形
を
以
て
真
偽
を
証
す
可
し
、
文
無
形
の
際
に
人
を
化
す
可
し
。
」
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
九
六
ペ
ー
ジ
）

「
徳
義
は
一
心
の
工
夫
に
由
て
進
退
す
る
も
の
な
り
。
（
略
）
人
の
生
は
無
智
な
り
、
学
ば
ざ
れ
ば
進
む
可
ら
ず
。
（
略
）
人
の
智
恵
は
唯
教
に

在
る
の
み
。
之
を
教
れ
ば
其
進
む
こ
と
も
亦
際
限
あ
る
可
ら
ず
。
既
に
進
め
ば
又
退
く
こ
と
あ
る
可
ら
ず
。
（
略
）
智
恵
の
領
分
に
於
て
は
、

一
旦
都
然
と
し
て
之
を
悟
（
る
）
（
略
）
如
き
も
の
あ
る
可
ら
ず
。
（
略
）
故
に
云
く
、
智
恵
は
学
て
進
む
可
し
、
学
ば
ざ
れ
ば
進
む
可
ら
ず
、

既
に
学
て
之
を
得
れ
ば
又
退
く
こ
と
あ
る
可
ら
ず
。
徳
義
は
教
へ
難
く
又
学
び
難
し
、
或
は
一
心
の
工
夫
に
て
頓
に
進
退
す
る
こ
と
あ
る
も
の

な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
九
六
l

八
ペ
ー
ジ
）

「
右
に
論
ず
る
所
を
約
し
て
云
へ
ば
．
徳
義
は
一
人
の
行
状
に
て
其
功
能
の
及
ぶ
所
狭
く
、
智
恵
は
人
に
伝
る
こ
と
速
に
し
て
其
及
ぶ
所
広
し
、

徳
義
の
事
は
開
闘
の
初
よ
り
既
に
定
て
進
歩
す
可
ら
ず
、
智
恵
の
働
は
日
に
進
て
際
限
あ
る
こ
と
な
し
、
徳
義
は
有
形
の
術
を
以
て
人
に
教
ゆ

可
ら
ず
、
之
を
得
る
と
否
と
は
人
々
の
工
夫
に
在
り
．
智
恵
は
之
に
反
し
て
人
の
智
恵
を
札
す
に
試
験
の
法
あ
り
、
徳
義
は
頓
に
進
退
す
る
こ

と
あ
り
、
智
恵
は
一
度
び
之
を
得
て
失
ふ
こ
と
な
し
、
智
徳
は
互
に
依
頼
し
て
其
功
能
を
顕
は
す
も
の
な
り
、
普
人
も
悪
を
為
す
こ
と
あ
り
悪

人
も
善
を
行
ふ
こ
と
あ
り
と
の
こ
と
を
説
き
示
し
た
る
も
の
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
）

徳
義
と
智
恵
と
の
「
界
」
が
、

い
ろ
い
ろ
と
数
え
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
と
く
に
教
育
の
文
脈
に
移
し
て
、

「
教
授
者
の
人
物
」
の
如
何
と
か
か
わ
ら
せ
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。



「
凡
そ
教
育
に
符
育
徳
育
の
二
様
あ
り
て
、
知
日
育
の
方
は
大
抵
皆
実
物
に
由
り
、
其
教
授
の
際
に
山
市
械
書
籍
等
を
用
ひ
て
口
授
す
れ
ば
、
之
を

耳
に
聞
き
心
に
悟
り
て
其
智
識
を
得
ベ
し
。
即
ち
教
授
者
の
人
物
は
如
何
な
る
者
に
で
も
‘
教
授
の
事
柄
を
軽
重
す
る
に
足
ら
ず
。
（
略
）
学

び
得
た
る
理
学
数
学
（
即
ち
智
育
）
に
異
同
あ
る
こ
と
な
し
と
雌
ど
も
、
徳
育
は
則
ち
然
ら
ず
。
其
教
授
法
の
如
何
に
論
な
く
、
何
の
書
を
読

ま
し
め
何
の
事
を
口
授
す
る
も
、
之
を
学
ぶ
人
の
心
に
感
ず
る
所
の
深
浅
は
唯
教
授
者
の
人
物
如
何
に
在
て
存
す
る
の
み
。
（
略
）
紀
文
大
尽

を
し
て
倹
約
論
を
論
ぜ
し
め
ん
か
、
其
論
説
は
美
な
り
妙
な
り
と
難
ど
も
、
之
を
学
ぶ
人
は
耳
に
之
を
聴
聞
せ
ず
し
て
目
に
其
人
物
を
視
察
し
．

其
人
に
倣
ふ
て
其
言
に
従
は
ず
、
大
切
な
る
（
略
）
倹
約
の
徳
教
も
更
に
其
効
験
な
か
る
可
し
。
此
辺
よ
り
視
れ
ば
智
育
は
耳
よ
り
入
り
徳
育

（
凶
）

は
目
よ
り
入
る
と
云
ふ
も
可
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
一
一
巻
、
四
四
三
ペ
ー
ジ
）

す
な
わ
ち
教
授
の
事
柄
の
軽
重
は
、
智
育
に
あ
っ
て
は
教
授
者
の
人
物
如
何
に
か
か
わ
り
な
い
が
、
徳
育
に
あ
っ
て
は
教
授
者
の

人
物
如
何
に
こ
そ
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る

智
徳
が
人
心
を
両
断
し
た
各
一
方
に
か
か
わ
る
も
の
と
い
う
事
柄
の
性
質
上
、
智
徳
は
対
比
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ

で
は
智
徳
の
両
方
へ
の
言
及
の
中
で
智
育
・
徳
育
に
つ
い
て
の
福
津
の
原
理
的
理
解
を
う
か
が
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

智
徳
を
別
け
る
境
界
線
は
、
「
形
を
以
て
教
え
う
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
引
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ

は
も
ち
ろ
ん
、
教
え
う
る
か
・
え
な
い
か
で
ス
ッ
パ
リ
と
分
断
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
が
。
も
ち
ろ
ん
「
智
育
」
は

「
形
を
以
て
教
え
う
る
」
方
が
主
力
で
あ
る
か
ら
、
原
理
的
に
は
分
り
易
い
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
形
を
以
て
教
え
う
る
」
部

福津諭吉の教育論論考

分
の
少
な
い
徳
育
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
福
揮
の
考
え
を
探
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（3
）
徳
育

「
人
の
心
の
善
悪
は
人
々
の
工
夫
に
在
る
も
の
に
て
、
傍
よ
り
自
由
自
在
に
与
奪
す
可
き
も
の
に
非
ず
。
教
の
行
届
か
ざ
る
古
代
の
民
に
善
人

あ
り
‘
智
力
発
生
せ
ざ
る
子
供
に
正
直
な
る
者
多
き
を
見
れ
ば
、
人
の
性
は
平
均
し
て
善
な
り
と
云
は
ざ
る
を
得
ず
。
徳
育
の
大
趣
意
は
其
善

の
発
生
を
妨
げ
ざ
る
に
在
る
の
み
。
家
族
朋
友
の
聞
に
善
を
責
る
と
は
、
其
人
の
天
性
に
な
き
も
の
を
傍
よ
り
附
与
す
る
に
非
ず
．
其
善
心
を
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妨
る
も
の
を
除
く
の
術
を
教
へ
、
本
人
の
工
夫
を
以
て
自
己
の
善
に
帰
ら
し
む
る
の
み
。
故
に
徳
義
は
人
力
の
教
の
み
を
以
て
造
る
可
き
も
の

に
非
ず
、
之
を
学
ぶ
人
の
工
夫
に
由
て
発
生
す
る
も
の
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
一
O
一
ペ
ー
ジ
）
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人
の
性
は
善
（
い
う
と
こ
ろ
の
「
性
善
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
吟
味
は
、
他
日
に
侯
つ
）
、
其
善
の
発
生
を
妨
げ
な
い
と
こ
ろ
に
徳
育

の
大
趣
意
が
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
さ
き
に
本
稿
の
指
摘
し
た
持
前
の
発
達
の
助
成
と
し
て
の
教
育
観
と
ま
さ
し
く
一
貫
し
て
い
る
。

別
の
文
章
に
「
徳
心
の
発
育
を
促
す
」
（
『
全
集
』
第
一
一
一
巻
、
三
九
八
ペ
ー
ジ
）
と
い
っ
た
い
い
方
が
み
ら
れ
る
の
も
、
授
を
一
に
し

し
た
が
っ
て
徳
義
発
生
の
中
心
動
力
は
、
個
人
の
自
主
自
発
に
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
「
徳
義
は
人
力
の
教
の

て
い
る
。

み
を
以
て
造
る
可
き
も
の
に
非
ず
」

に
み
ら
れ
る
「
の
み
を
以
て
」
か
ら
逆
に
知
ら
れ
る
「
人
力
の
教
」

の
か
か
わ
る
限
度
は
、
福

津
に
あ
っ
て
、
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か

「
徳
義
の
事
は
形
を
以
て
教
ゆ
可
ら
ず
。
之
を
学
て
得
る
と
得
ざ
る
と
は
学
ぶ
人
の
心
の
工
夫
に
在
て
存
せ
り
。
例
へ
ば
経
書
に
記
し
た
る
克

己
復
礼
の
四
字
を
示
し
て
其
字
義
を
知
ら
し
む
る
も
、
固
よ
り
未
だ
道
を
伝
へ
た
り
と
云
ふ
可
ら
ず
。
故
に
此
四
字
の
意
味
を
尚
詳
に
し
て
、

克
己
と
は
一
身
の
私
欲
を
制
す
る
こ
と
な
り
、
復
礼
と
は
自
分
の
本
心
に
立
返
て
身
の
分
限
を
知
る
こ
と
な
り
と
、
丁
寧
反
覆
こ
れ
を
説
得
す

可
し
。
教
師
の
働
は
唯
こ
れ
ま
で
に
て
、
他
に
道
を
伝
る
の
術
な
し
。
此
上
は
唯
人
々
の
工
夫
に
て
、
或
は
古
人
の
書
を
読
み
或
は
今
人
の
言

行
を
間
見
し
て
其
徳
行
に
倣
ふ
可
き
の
み
。
所
謂
以
心
伝
心
な
る
も
の
に
て
、
或
は
こ
れ
を
徳
義
の
風
化
と
云
ふ
。
風
化
は
固
よ
り
無
形
の
事

な
れ
ば
、
其
こ
れ
に
化
す
る
と
化
せ
ざ
る
と
に
就
て
は
試
験
の
法
あ
る
可
ら
ず
。
或
は
実
に
私
欲
を
洛
に
し
な
が
ら
自
分
に
は
私
欲
を
制
し
た

り
と
思
ひ
、
或
は
分
外
の
事
を
為
し
な
が
ら
自
分
に
は
分
限
を
知
る
と
思
ふ
者
も
あ
る
可
し
と
雄
ど
も
、
其
思
ふ
と
思
は
ざ
る
と
は
教
る
人
の

（
お
〉

得
て
関
す
可
き
に
非
ず
。
唯
こ
れ
を
学
ぶ
人
の
心
の
工
夫
に
存
す
る
の
み
に
（
『
全
集
』
第
四
巻
、
九
三
ペ
ー
ジ
）

「
教
師
の
働
は
唯
こ
れ
ま
で
に
て
、
他
に
道
を
伝
る
の
術
な
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
「
人
力
の
教
」の
限
界
点
、
物
を
教
え
る
所

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
場
合
の
学
校
教
育
の
限
界
点
の
自
覚
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
上
は
、
「
以
心
伝
心
」
も
し
く
は
「
風

化
」
と
い
う
、
個
人
の
外
部
か
ら
の
力
の
操
作
不
可
能
を
示
す
い
い
方
に
よ
っ
て
し
か
表
現
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「



こ
こ
で
、
本
稿
の
設
定
し
て
い
る
原
理
的
理
解
の
探
究
と
い
う
本
筋
か
ら
や
や
脱
線
し
て
、
「
徳
教
」の
具
体
策
の
提
案
例
を
示

す
と
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
主
張
が
み
ら
れ
る
。

良
社
会
を
作
る
こ
と
が
徳
教
究
寛
の
目
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
其
本
源
は
夫
婦
の
倫
理
に
発
す
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
「
少
年
の

学
生
に
徳
を
教
る
教
科
書
は
、
単
に
私
徳
の
要
を
説
き
、
先
づ
良
家
の
良
子
女
た
ら
し
め
、
然
る
後
に
社
会
公
徳
の
教
に
移
る
可
」
し
。
た
だ

し
こ
の
教
科
書
は
、
「
民
間
一
個
人
の
著
書
」
と
し
て
出
す
べ
き
で
、
「
政
府
の
撰
に
係
る
も
の
を
定
め
て
教
科
書
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
。

（
以
上
、
『
全
集
』
第
一
一
一
巻
、
三
九
八
l

四
0
0
ペ
ー
ジ
）

同
じ
く
若
干
の
脱
線
を
重
ね
て
お
こ
う
。

。
徳
育
と
官
公
立
学
校
・
私
立
学
校
に
関
連
し
て
。

福津諭吉の教育論論考

「
徳
育
の
一
点
に
至
て
は
学
校
教
授
の
よ
く
左
右
す
可
き
も
の
に
非
ず
。
家
塾
又
は
小
私
塾
に
て
其
塾
主
が
直
に
生
徒
に
接
し
て
教
場
の
教
の

外
に
一
種
名
状
す
可
ら
ざ
る
の
精
神
を
伝
ふ
る
者
は
例
外
と
し
て
、
一
般
に
公
立
の
公
学
校
に
於
て
、
公
共
の
資
格
を
持
す
る
教
官
が
、
公
席

に
於
て
私
徳
の
事
を
語
り
‘
以
て
徳
育
の
実
効
を
奏
し
た
る
も
の
は
古
来
今
に
至
る
ま
で
曽
て
其
例
を
見
ず
。
蓋
し
公
立
の
学
校
に
入
る
生
徒

は
、
元
と
学
校
の
名
を
聞
て
入
る
者
に
し
て
、
教
官
の
徳
を
慕
ふ
て
之
に
従
ふ
者
に
非
ざ
れ
ば
、
教
官
と
生
徒
と
の
聞
に
師
弟
の
親
情
あ
る
可

ら
ず
。
其
公
然
た
る
資
格
を
以
て
云
へ
ば
、
教
官
の
生
徒
に
於
け
る
、
猶
地
方
官
の
人
民
に
於
け
る
に
初
梯
な
る
も
の
と
云
ふ
も
可
な
り
。

（
略
）
回
よ
り
公
立
学
校
の
教
官
に
人
物
な
き
に
非
ず
。
徳
行
の
君
子
に
し
て
諒
々
よ
く
少
年
を
教
る
者
少
な
か
ら
ず
と
雌
ど
も
、
如
何
せ
ん
、

其
君
子
も
又
少
年
も
、
学
校
の
規
則
内
に
運
動
す
る
の
み
に
し
て
、
其
規
則
な
る
も
の
は
教
官
の
力
を
以
て
容
易
に
左
右
す
可
き
に
非
ず
。
之

を
彼
の
家
塾
私
塾
の
主
人
が
白
か
ら
法
を
作
て
白
か
ら
行
ひ
、
事
の
宜
し
き
に
適
せ
ざ
れ
ば
朝
に
作
り
タ
に
之
を
改
る
も
妨
る
者
を
見
ず
、
師

け
ん

弟
長
幼
相
混
同
し
て
一
点
の
俗
理
を
語
ら
ず
、
悠
々
春
風
の
喧
な
る
が
如
く
し
て
不
言
の
間
に
精
神
を
伝
ふ
る
も
の
に
比
す
れ
ば
、
同
年
の
論

に
非
ず
。
」
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
四
六
七
ペ
ー
ジ
）

こ
の
論
点
か
ら
、
文
部
省
直
轄
の
小
中
学
校
は
、
こ
れ
を
私
立
に
す
る
か
、
も
し
不
可
な
ら
、
そ
の
種
の
小
中
学
校
は
「
徳
育
の
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門
に
非
ず
と
最
初
よ
り
覚
悟
を
定
め
て
、
唯
智
育
一
端
の
用
に
供
」
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
四
六
八
ペ
ー
ジ
）
寸
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て

478 

い
る

。
政
府
が
徳
育
の
主
義
を
一
定
す
る
こ
と
の
非
を
唱
え
る
主
張

「
政
府
が
修
身
道
徳
の
主
義
を
一
定
し
、
教
育
の
力
を
以
て
天
下
の
人
心
を
左
右
せ
ん
と
す
る
は
到
底
能
は
ざ
る
所
に
し
て
、
古
来
こ
れ
を
試

み
て
成
功
し
た
る
者
な
き
は
無
論
、
其
結
果
は
社
会
に
害
毒
を
流
し
た
る
に
過
、
ぎ
ず
。
（
略
）
抑
も
修
身
道
徳
の
教
は
猶
ほ
食
物
の
如
し
。
食

物
の
人
生
に
欠
く
可
ら
ざ
る
は
云
ふ
迄
も
な
け
れ
ど
も
、
其
物
は
必
ず
し
も
一
種
類
に
限
る
可
き
に
非
ず
。
（
略
）
米
の
一
種
類
に
限
る
が
如

き
、
実
際
に
人
間
生
々
の
道
を
坊
ぐ
る
も
の
と
云
ば
ざ
る
を
得
。
す
。
九
そ
何
れ
の
時
代
何
れ
の
国
に
で
も
、
人
民
の
食
物
を
制
限
し
た
る
の
談

を
聞
か
ず
。
否
な
、
修
身
道
徳
の
教
を
一
定
し
て
天
下
の
人
心
を
左
右
し
た
る
の
例
は
、
我
輩
の
未
だ
曽
て
知
ら
ざ
る
所
な
り
。
（
略
）
徳
川

の
政
府
は
専
制
武
断
と
称
し
な
が
ら
、
学
問
教
育
に
於
て
は
甚
だ
自
由
な
り
と
見
る
可
し
。
即
ち
道
徳
の
主
義
は
修
身
処
世
の
道
を
教
ふ
る
も

の
に
し
て
、
経
国
経
世
の
上
よ
り
見
れ
ば
、
十
句
も
修
身
処
世
に
神
益
す
る
も
の
な
ら
ん
に
は
、
其
流
派
の
如
き
、
執
れ
に
で
も
差
支
な
き
は
勿

論
、
一
定
の
主
義
を
以
て
天
下
の
人
心
を
左
右
せ
ん
と
す
る
が
如
き
、
如
何
な
る
勢
力
を
以
て
す
る
も
到
底
行
は
れ
ざ
る
の
み
か
、
実
際
に
は

寧
ろ
弊
害
の
恐
る
可
き
も
の
あ
る
を
認
め
た
れ
ば
な
ら
ん
。
独
り
徳
川
政
府
の
み
な
ら
ず
、
古
来
外
国
の
事
実
に
徴
す
る
も
、
執
れ
も
然
ら
ざ

る
も
の
な
き
に
、
然
る
に
我
国
の
文
部
省
が
尚
ほ
年
来
の
非
を
悟
ら
ず
、
今
更
ら
修
身
書
を
編
纂
し
、
政
府
の
力
を
以
て
天
下
の
道
徳
を
支
配

せ
ん
と
す
る
が
如
き
、
如
何
な
る
考
な
る
か
。
（
略
）
当
局
者
輩
の
無
識
は
今
更
ら
驚
く
に
足
ら
，
さ
れ
ど
も
、
日
本
国
の
教
育
が
尚
ほ
此
辺
の

（
引μ）

程
度
に
在
る
を
思
へ
ば
、
我
輩
は
国
の
文
明
の
為
め
に
転
た
悲
し
ま
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
二
ハ
巻
、
六
O
七
！
九
ペ
ー
ジ
）

③
家
庭
・
学
校
・
社
会

「
人
生
の
教
育
大
切
な
ら
ざ
る
に
非
ず
、
明
治
の
初
年
よ
り
特
に
其
声
を
高
く
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
曽
て
退
歩
の
状
を
見
ず
。
甚
だ
盛
な

り
と
雄
も
、
其
教
育
と
は
少
年
子
弟
を
学
校
に
入
れ
て
数
年
間
教
場
の
教
を
受
け
し
む
る
の
意
味
に
し
て
、
其
前
後
に
於
け
る
学
校
外
の
関
係

を
し
へ

に
重
き
を
置
く
も
の
少
な
き
が
如
し
。
（
略
）
幼
に
し
て
家
に
在
れ
ば
父
母
の
訓
あ
り
、
梢
や
長
じ
て
学
校
に
入
れ
ば
教
師
の
教
を
受
け
、
学



校
を
去
て
社
会
に
出
れ
ば
社
会
の
教
育
あ
り
。
古
人
の
言
に
学
問
は
生
涯
せ
よ
と
は
是
等
の
意
味
な
る
可
し
。
」
完
全
集
』
第
二
ニ
巻
、
一
二
五
四

ペ
ー
ジ
）

（
お
）

教
育
史
家
の
言
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
「
『
学
問
』
と
は
、
学
習
者
自
身
か
ら
み
た
言
葉
で
、
自
己
の
修
養
法
」
だ
と
い
う
。

こ
れ
に
よ
っ
て
考
え
れ
ば
、
「
学
聞
は
生
涯
せ
よ
」
と
は
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
「
生
涯
学
習
」

の
勧
め
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
古
人
の

す
で
に
と
な
え
て
い
る
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
、
甚
だ
興
味
深
い
。
も
っ
と
も
、
「
持
前
を
そ
の
限
度
に
ま
で
発
達
さ
せ
る
」
助
成
と

し
て
の
教
育
観
に
立
て
ば
、
自
覚
に
の
ぼ
っ
て
当
然
の
考
え
で
は
あ
る
。
当
然
に
教
育
が
学
校
教
育
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
と
す
る

言
及
も
み
ら
れ
る
。

そ
こ
で
こ
の
家
庭
・
学
校
・
社
会
の
教
育
と
い
う
こ
と
で
福
津
が
考
え
て
い
た
こ
と
の
若
干
を
、
次
に
み
て
お
こ
う
。

（1

）
家
庭
の
教
育

福揮諭吉の教育論論考

「
父
母
の
子
を
養
育
す
る
は
固
よ
り
天
然
の
至
情
に
し
て
又
義
務
な
り
。
其
法
如
何
す
可
き
ゃ
と
云
ふ
に
、
先
づ
第
一
に
子
の
産
れ
出
た
る
と

き
は
、
人
間
の
子
も
亦
一
種
の
動
物
な
り
と
観
念
し
て
、
其
智
愚
如
何
は
捨
て

L

問
は
ず
、
唯
そ
の
身
体
の
発
育
を
重
ん
ず
る
こ
と
牛
馬
犬
猫

の
子
を
養
ふ
と
同
様
の
心
得
を
以
て
し
て
、
衣
服
飲
食
の
加
減
、
空
気
光
線
の
注
意
、
身
体
の
運
動
、
耳
目
の
習
養
等
、
一
切
動
物
の
飼
養
法

に
倣
ふ
て
発
育
成
長
を
促
し
、
獣
体
の
根
本
既
に
見
込
み
を
得
た
る
上
に
て
徐
々
に
精
神
の
教
育
に
及
ぶ
可
し
。
比
教
育
と
て
も
幼
稚
の
時
に

は
特
に
教
課
を
定
む
る
に
及
ば
ず
、
（
略
）
柔
軟
自
在
な
る
小
児
の
為
め
に
は
家
風
こ
そ
無
上
の
良
教
師
な
れ
。
（
略
）
斯
く
て
七
、
八
歳
を
過

ぎ
て
漸
く
読
書
推
理
の
初
歩
に
も
入
ら
ん
と
す
る
と
き
は
、
家
に
教
師
を
轄
す
る
な
り
、
又
は
学
校
に
入
る
ふ
な
り
、
家
政
の
都
合
次
第
」

（
辺
）

（
『
全
集
』
第
六
巻
、
二
五
五1
六
ペ
ー
ジ
）

と
、
ま
ず
獣
身
の
養
い
の
大
切
と
家
風
こ
そ
良
教
師
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

（2
）
学
校
の
教
育
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本
節
の
は
じ
め
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
明
治
初
年
以
来
「
人
生
の
教
育
大
切
」
の
声
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
其
教
育
と
は
学
校
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教
育
を
意
味
し
て
い
た
。
ま
た
そ
の
学
校
の
設
け
は
と
い
え
ば
、
「
人
学
ば
ざ
れ
ば
智
な
き
が
故
に
、
学
校
を
建
てt
A
之
を
教
へ
之

480 

を
育
す
る
の
趣
向
」
（
『
全
集
』
第
一
一
一
巻
、
二
一
九
ペ
ー
ジ
）
で
あ
っ
た
。

し
か
し
有
り
と
有
る
知
識
を
教
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
か
え
っ
て
愚
人
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
「
事
に
当
り
物
に
接
し
て
狼
狽
せ
ず
、
能
く
事
物
の
理
を
究
め
て
之

に
処
す
る
の
能
力
を
発
育
す
る
こ
と
は
随
分
出
来
得
べ
き
こ
と
に
て
、
即
ち
学
校
は
人
に
物
を
教
ふ
る
所
に
あ
ら
ず
、
唯
其
天
資
の

発
達
を
妨
げ
ず
し
て
能
く
之
を
発
育
す
る
為
め
の
具
な
り
。
」

「
学
校
の
本
旨
は
（
略
）
能
力
の
発
育
に
あ
」
る
。
「
本
来
人
心
発
育
の

理
に
於
て
、
人
の
能
力
は
一
に
し
て
足
ら
ず
、
記
憶
の
能
力
あ
り
、
推
理
の
能
力
あ
り
、
想
像
の
働
あ
り
て
、
此
諸
能
力
が
各
そ
の

固
有
の
働
を
違
う
し
て
、
互
に
領
分
を
犯
さ
ず
又
他
に
犯
さ
れ
ず
し
て
能
く
平
均
を
保
つ
も
の
、
之
を
完
全
の
人
心
と
云
ふ
。
」
と
こ

ろ
が
、
「
我
国
教
育
の
仕
組
み
は
全
く
此
旨
に
違
へ
り
と
云
は
ざ
る
を
得
ず
。
（
略
）
今
の
学
校
の
仕
組
は
多
く
の
文
字
を
教
ふ
る
を

〈
お
）

以
て
目
的
と
な
す
も
の
斗
如
し
。
」
（
以
上
、
『
全
集
』
第
一
一
一
巻
、
二
一
九
｜
一
一
一
ペ
ー
ジ
）

と
こ
ろ
で
ま
た
学
校
は
、
別
の
角
度
か
ら
、
次
の
よ
う
に
も
い
わ
れ
て
い
る
。

「
本
来
学
校
の
教
育
な
る
も
の
は
、
教
場
有
形
の
教
の
外
に
一
種
無
形
の
気
風
を
存
し
て
生
徒
の
心
事
に
影
響
を
及
す
こ
と
甚
だ
大
な
る
も
の

あ
り
。
（
略
）
然
る
に
今
全
国
一
二
万
の
学
校
に
は
此
無
形
の
薫
陶
を
欠
き
．
生
徒
の
学
ぶ
所
は
唯
習
字
、
数
学
、
読
書
の
み
に
し
て
、
守
る
所

（
お
）

の
主
義
と
で
は
殆
ど
皆
無
と
云
ふ
も
可
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
二
四
一
I

二
ペ
ー
ジ
）
（
こ
の
論
点
か
ら
の
官
公
・
私
立
学
校
へ
の
言
及

に
つ
い
て
は
、
四
七
七
ペ
ー
ジ
参
照
）

そ
れ
で
は
福
津
の
学
校
、
慶
麿
義
塾
の
場
合
、
そ
の
教
育
は
、

い
わ
ゆ
る
「
学
校
の
本
旨
」
と
ど
う
結
び
つ
け
て
説
か
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
か
。

「
要
す
る
に
、
学
校
の
教
育
は
唯
僅
に
人
生
天
賦
の
能
力
に
柳
か
潤
飾
を
加
ふ
る
こ
と
、
彼
の
園
丁
の
草
木
を
培
養
す
る
に
等
し
く
、
其
性
質

を
作
る
に
非
ず
し
て
其
自
然
の
発
生
を
妨
げ
ざ
る
の
み
。
故
に
諸
君
が
抜
華
の
人
物
と
し
て
日
本
政
治
社
会
の
表
面
に
立
つ
は
‘
義
塾
の
教
育

能
く
諸
君
を
鋳
治
し
た
る
に
非
ず
、
天
賦
の
資
に
富
む
諸
君
が
偶
然
に
も
慶
麿
義
塾
に
入
学
し
て
、
其
天
賦
発
達
の
機
を
空
ふ
せ
ざ
り
し
が
故



な
り
と
云
ふ
の
外
な
し
。
即
ち
祖
先
遺
伝
の
文
思
を
西
洋
の
文
明
流
に
転
じ
た
る
こ
と
な
り
。
封
建
世
禄
相
依
り
相
助
る
の
風
を
変
じ
て
、
自

主
独
立
の
気
象
を
養
ふ
た
る
こ
と
な
り
、
凡
そ
是
等
の
思
想
は
無
き
も
の
を
新
に
造
り
た
る
に
あ
ら
ず
、
本
来
の
遺
伝
に
存
ず
る
其
天
賦
の
形

を
変
じ
た
る
ま
で
の
こ
と
な
れ
ば
、
慶
臆
義
塾
の
功
能
を
計
へ
ん
と
な
ら
ば
僅
に
此
辺
に
在
り
と
云
ふ
て
可
な
ら
ん
か
。
」
（
『
全
集
』
第
一
二
巻
、

（
明
む

五
三
六
ペ
ー
ジ
）

学
校
と
い
え
ど
も
、
教
育
の
本
旨
に
立
っ
て
い
え
ば
、
「
（
持
前
の
）
能
力
の
発
育
」
を
本
旨
と
す
る
と
い
う
の
が
、
福
揮
の
考
え

で
あ
っ
た
。

（3
）
社
会
の
教
育

（
家
庭
・
学
校
の
教
育
の
時
期
を
過
ぎ
て
「
今
は
正
に
社
会
学
校
に
入
学
の
身
分
に
し
て
、
其
学
科
を
見
れ
ば
、
家
に
居
る
の
法
、
人
に
交
る

の
法
、
子
孫
を
教
る
の
法
、
生
計
を
理
す
る
の
法
よ
り
、
商
売
工
業
、
尚
ほ
進
ん
で
政
治
の
事
に
至
る
ま
で
、
千
差
万
別
、
限
り
な
き
繁
雑
な

れ
ど
も
、
之
を
教
る
に
定
ま
り
た
る
教
師
と
で
は
な
く
、
唯
白
か
ら
工
風
し
て
社
会
の
事
情
を
視
察
し
、
物
に
触
れ
事
に
当
り
て
一
聞
一
見
の

智
識
を
利
す
る
の
外
あ
る
可
ら
ず
。
浮
世
の
事
相
を
軽
々
看
過
す
れ
ば
誠
に
意
味
も
な
く
‘
風
声
水
色
、
我
利
害
に
関
せ
ざ
る
が
始
く
な
れ
ど

も
‘
子
才
に
之
を
注
意
す
る
と
き
は
、
其
風
声
水
色
の
中
に
無
限
の
意
味
あ
る
を
発
明
す
可
し
。
百
姓
の
一
言
、
以
て
年
の
豊
凶
を
卜
す
可
し
。

車
夫
の
嘆
息
、
以
て
商
界
の
景
況
を
察
す
可
し
。
都
て
是
れ
社
会
学
校
の
教
師
に
し
て
、
其
こ
れ
を
口
に
発
す
る
者
は
無
意
な
る
も
、
之
を
耳

ふ
き
ん
し
ゅ
（
お
）

に
聞
く
人
の
心
に
明
あ
れ
ば
、
不
亀
手
の
薬
と
し
て
利
用
す
可
き
も
の
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
一
三
巻
、
ゴ
一
五
四
ペ
ー
ジ
）

福津諭吉の教育論論考

こ
う
し
て
「
人
間
社
会
を
以
て
一
場
の
学
校
と
認
む
可
き
は
事
実
に
示
す
所
」
と
い
い
、
こ
の
学
校
に
「
規
律
を
設
け
て
教
授
法

を
便
利
に
し
た
も
の
」
が
「
交
詞
社
」
だ
と
い
い
（
『
全
集
』
第
一
一
ニ
巻
、
コ
三
五
ペ
ー
ジ
）
こ
れ
も
社
会
学
校
の
一
に
数
え
て
い
る
。

生
涯
学
問
の
一
所
と
し
て
の
社
会
と
い
う
福
淳
の
考
え
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

(1
) 

(2
) 

『
時
事
新
報
』
「
教
育
の
方
向
如
何
」
、
明
治
一
九
年
二
月
二
四
目
。

同
前
。
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（3
）
『
時
事
新
報
』
「
文
明
教
育
論
」
、
前
出
。

（4
）
『
福
翁
百
話
』
「
人
生
の
遺
伝
を
推
察
す
可
し
（
三
十
九
）
」
、
前
出
。

（5
）
『
福
翁
百
話
』
「
教
育
の
力
は
唯
人
の
天
賦
を
発
達
せ
し
む
る
の
み
（
七
十
一
）
」
、
前
出
．

（6
）
同
前
。

（7
）
『
時
事
新
報
』
「
社
会
の
形
勢
学
者
の
動
向
、
慶
陸
義
塾
学
生
に
告
ぐ
」
、
明
治
二O
年
一
月
一
一
一
日
．

（8
）
『
時
事
新
報
』
「
慶
陸
義
塾
学
生
に
告
ぐ
」
、
明
治
一
九
年
二
月
二
目
。

（9
）
『
時
事
新
報
』
「
体
育
の
目
的
を
忘
る
ム
勿
れ
」
、
明
治
二
六
年
三
月
一
一
一
一
一
白
。

（
叩
）
『
福
翁
百
話
』
「
身
体
の
発
育
こ
そ
大
切
な
れ
（
三
十
一
）
」
、
明
治
二
六
年
七
月
。

（
孔
）
『
時
事
新
報
』
「
体
育
の
目
的
を
忘
る
ム
勿
れ
」
、
前
出
。

（
ロ
）
『
文
明
論
之
概
略
』
、
明
治
八
年
四
月
。

（
日
）
『
時
事
新
報
』
『
文
明
教
育
論
」
、
前
出
。

（M
）
『
文
明
論
之
概
略
』
、
前
出
。

（
日
）
同
前
。

（
日
）
『
時
事
新
報
』
「
徳
教
の
要
は
其
実
施
に
在
り
」
、
明
治
一
二
年
二
月
一
一
日
．

（
口
）
『
文
明
論
之
概
略
』
、
前
出
。

（
国
）
同
前
。

（
四
）
『
時
事
新
報
』
「
読
倫
理
教
科
書
」
、
明
治
二
三
年
ご
一
月
一
八
日
．

（
却
）
『
時
事
新
報
』
「
徳
育
余
論
」
、
明
治
一
五
年
二
一
月
二

O
目
。

こ
う
し
て
学
校
を
追
い
出
さ
れ
た
徳
育
は
、
「
宗
教
を
頼
む
の
外
に
方
便
あ
る
可
ら
ず
。
我
国
は
古
来
下
流
の
人
民
に
仏
法
を
信
ず
る
者
多
く
、
民
間
の
道
徳

は
全
く
仏
法
よ
り
生
じ
た
る
も
の
な
れ
ば
、
此
旧
習
慣
を
維
持
し
て
宅
も
之
を
妨
る
こ
と
な
く
、
其
教
導
の
ま
与
に
放
任
し
た
ら
ば
、
民
間
の
徳
育
に
足
ら
ざ
る

も
の
な
か
る
可
し
」
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
四
六
八
！
九
ペ
ー
ジ
〉
と
い
う
。
こ
の
下
流
民
の
徳
育
を
宗
教
に
依
頼
す
る
と
い
う
提
案
・
発
言
は
、
福
揮
の
著
書
に

お
い
て
し
ば
し
ば
く
り
返
さ
れ
、
こ
の
発
言
に
か
か
わ
る
さ
ら
に
詳
細
な
論
議
も
あ
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
入
ら
な
い
．

（
れ
）
『
時
事
新
報
』
「
修
身
道
徳
の
主
義
」
、
明
治
三
三
年
五
月
一
一
一
一
目
。

（
幻
）
『
時
事
新
報
』
「
明
治
二
十
五
年
四
月
廿
四
日
交
詞
社
第
十
三
回
大
会
に
於
て
演
説
＼
明
治
二
五
年
四
月
二
六
日
。

（
お
）
春
山
作
樹
、
『
日
本
教
育
史
論
』
、
国
土
社
、
二
四
九
ペ
ー
ジ
。
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（
鈍
）

（
お
）

（
お
）

（
幻
）

『
福
翁
百
話
』
「
身
体
の
発
育
こ
そ
大
切
な
れ
（
三
十
ご
」
、
前
出
。

『
時
事
新
報
』
「
文
明
教
育
論
」
、
前
出
。

『
時
事
大
勢
論
』
、
明
治
一
五
年
四
月
。

『
時
事
新
報
』
「
同
窓
の
旧
情
」
、
明
治
一
一
一
一
一
年
一
一
月
一
九
日
．

28 

『
時
事
新
報
』
「
明
治
二
十
五
年
四
月
廿
四
日
交
詞
社
第
十
三
回
大
会
に
於
け
る
演
説
ヘ
前
出
．

結

び

本
稿
「
は
じ
め
に
」

の
部
分
で
述
べ
た
教
育
に
か
か
わ
る
関
心
の
構
図
に
の
せ
て
、
以
上
見
て
き
た
事
柄
を
位
置
づ
け
て
み
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
、
「
何
で
あ
る
か
」
レ
ベ
ル
と
多
少
の
出
入
り
を
も
っ

レ
ベ
ル
の
こ
と
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

「
理
念
」

る
で
あ
ろ
う
（
思
想
と
し
て
の
展
開
に
及
ん
だ
と
い
う
べ
き
も
の
も
若
干
あ
っ
た
が
て
「
理
念
」
か
ら
「
思
想
の
展
開
」まで
に
は
、
な
お

幾
段
階
か
の
、
も
し
く
は
幾
種
類
か
の
価
値
の
選
択
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
教
育
活
動
に
か
か
わ

福津諭吉の教育論論考

そ
の
種
の
重
要
な
価
値
選
択
に
つ
い
て
、
な
お
若
干
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
「
私
の
教
育
主
義
」

（
『
全
集
』
第
七
巻
、
二
ハ
七
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
語
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
で
あ
る
。

み
ず
か
ら
の
来
し
方
を
語
っ
た
『
自
伝
』
の
中
で
、
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

る
福
津
の
、

福
津
は
、
晩
年
の
明
治
三
二
年
、

「
元
来
私
の
教
育
主
義
は
自
然
の
原
則
に
重
き
を
置
て
、
数
と
理
と
此
二
つ
の
も
の
を
本
に
し
て
、
人
間
万
事
有
形
の
経
営
は
都
て
ソ
レ
カ
ラ

割
出
し
て
行
き
た
い
。
又
一
方
の
道
徳
論
に
於
て
は
、
人
生
を
万
物
中
の
至
尊
至
霊
の
も
の
な
り
と
認
め
、
自
尊
自
重
卑
劣
な
事
は
出
来
な
い
、

不
品
行
な
事
は
出
来
な
い
、
不
仁
不
義
不
忠
不
孝
ソ
ン
ナ
浅
ま
し
い
事
は
誰
れ
に
頼
ま
れ
で
も
、
何
事
に
切
迫
し
て
も
出
来
な
い
と
．
一
身
を

高
尚
至
極
に
し
所
謂
独
立
の
点
に
安
心
す
る
や
う
に
し
た
い
も
の
だ
と
、
先
づ
土
台
を
定
め
て
、
一
心
不
乱
に
唯
こ
の
主
義
に
の
み
心
を
用
い483 
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た
」
（
『
全
集
』
第
七
巻
、

484 

一
六
七
ペ
ー
ジ

本
稿
「
は
じ
め
に
」
に
そ
の
要
点
を
示
し
た
原
の
文
章
「
東
洋
の
儒
教
主
義
と
西
洋
の
文
明
主
義
と
比
較
し
て
見
る
に
、
東
洋
に

な
き
も
の
は
、
有
形
に
於
て
数
理
学
と
、
無
形
に
於
て
独
立
心
」
（
『
全
集
』
第
七
巻
、
一
六
七
ペ
ー
ジ
）
は
‘
こ
の
す
ぐ
あ
と
に
語
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
選
択
は
、
福
津
の
活
動
の
極
め
て
早
い
時
期
に
行
わ
れ
た
選
択
で
あ
っ
た
。

（
「
数
理
学
」
と
「
独
立
心
」
を
欠
く
事
態
の
責
任
を
）
「
全
く
漢
学
教
育
の
罪
で
あ
る
と
深
く
白
か
ら
信
じ
て
、
資
本
も
な
い
不
完
全
な
私

塾
一
に
専
門
科
を
設
け
る
な
ど
は
辿
も
及
ば
ぬ
事
な
が
ら
、
出
来
る
限
り
は
数
理
を
本
に
し
て
教
育
の
方
針
を
定
め
、
一
方
に
は
独
立
論
の
主
義

を
唱
へ
て
、
朝
夕
一
寸
し
た
話
の
端
に
も
其
必
要
を
語
り
、
或
は
演
説
に
説
き
或
は
筆
記
に
記
し
な
ど
し
て
其
方
針
に
導
き
、
又
自
分
に
も
様

々
工
風
し
て
弱
行
実
践
を
勉
め
、
ま
す
／
＼
漢
学
が
不
信
仰
に
な
り
ま
し
た
。
」
（
『
全
集
』
第
七
巻
、
二
ハ
八
ペ
ー
ジ
）

要
す
る
に
福
津
は
、
そ
の
活
動
の
早
期
に
、
「
自
然
の
原
則
に
重
き
を
置
て
数
と
理
と
此
二
つ
の
も
の
を
本
に
し
て
、
人
間
万
事

有
形
の
経
営
は
都
て
ソ
レ
カ
ラ
割
出
」
す
こ
と
（
数
理
学
の
選
択
）
と
「
道
徳
論
に
於
て
は
、
人
生
を
万
物
中
の
至
尊
至
霊
の
も
の
な

り
と
認
め
、
自
尊
自
重
（
略
）
所
謂
独
立
の
点
に
安
心
す
る
」
こ
と
（
独
立
心
の
選
択
）
と
い
う
価
値
選
択
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
こ

れ
を
「
土
台
」

に
「
一
心
不
乱
に
唯
こ
の
主
義
に
の
み
心
を
用
い
た
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、
こ
れ
は
、
「
理
念
」
レ
ベ

ル
に
位
置
づ
け
て
然
る
べ
き
選
択
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
数
理
学
」

の
選
択
は
、
智
育
の
中
心
内
容

に
つ
な
が
り
、
「
独
立
心
」
の
選
択
は
、
徳
育
の
中
心
観
点
に
つ
な
が
っ
た

は
、
い
う
ま
で
も
な
い
）
。

（
相
互
に
無
関
係
に
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と

最
後
に
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
数
理
学
」
で
福
津
が
考
え
て
い
た
こ
と
、
及
び
「
独
立
心
」
を
中
心
に
す
え
た
福
津
の
「
徳
育
論
」

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
み
て
お
こ
う

次
の
引
用
に
お
け
る
「
物
理
学
」
は
、
上
記
の
い
わ
わ
ゆ
る
「
数
理
学
」
と
し
て
読
ん
で
差
し
支
え
な
い
。



「
宇
宙
自
然
の
真
理
原
則
に
基
づ
き
、
物
の
数
と
形
と
性
質
と
を
詳
に
し
て
基
働
を
知
り
、
遂
に
其
物
を
将
て
人
事
に
利
用
す
る
も
の
、
之
を

物
理
学
と
云
ふ
。
（
略
）
物
理
学
は
自
然
の
真
理
原
則
に
基
づ
き
、
天
地
と
共
に
永
く
し
て
万
物
を
包
羅
し
、
至
大
至
広
、
回
以
貴
批
豆
、
人
生

の
須
奥
も
離
る
可
ら
ざ
る
所
に
し
て
、
官
に
工
業
殖
産
の
区
域
を
支
配
す
る
の
み
な
ら
ず
、
人
文
の
漸
く
進
歩
し
て
保
理
の
漸
く
明
か
な
る
に

従
ひ
、
政
治
経
済
等
、
今
日
無
形
の
人
事
と
称
す
る
も
の
を
も
、
遂
に
は
物
理
の
中
に
摂
取
し
て
洩
ら
さ
ど
る
に
至
る
其
趣
は
、
医
学
の
日
に

進
歩
し
て
有
形
の
方
便
を
利
用
し
、
其
用
法
漸
く
発
達
し
て
、
遂
に
は
内
部
百
般
の
病
を
も
外
科
の
門
に
統
御
す
る
と
同
一
様
の
成
跡
を
見
る

の
日
あ
る
可
し
。
」
（
『
全
集
』
第
六
巻
、
四
二
五
六
ペ
ー
ジ
）

物
理
が
無
形
の
人
事
の
カ
ラ
ク
リ
ま
で
を
包
摂
す
る
に
至
る
と
考
え
る
そ
の
先
に
は
、

さ
き
に
「
人
間
精
神
の
進
歩
へ
の
福
津
の

信
仰
告
白
」
（
四
七
三
ペ
ー
ジ
）
と
い
っ
た
の
と
同
じ
事
情
が
、みら
れ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

次
の
徳
育
論
は
、
本
稿
「
ご
の
部
分
で
言
及
し
た
『
徳
育
如
何
』
で
展
開
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
中
心
テ

l

マ
に
対
す
る
福
津
の

回
答
部
分
で
あ
る
。

福津諭吉の教育論論考

「
今
日
自
主
独
立
の
教
に
於
て
は
、
先
づ
我
一
身
を
独
立
せ
し
め
、
我
一
身
を
重
ん
じ
て
、
白
か
ら
其
身
を
金
玉
視
し
、
以
て
他
の
関
係
を
維

持
し
て
人
事
の
秩
序
を
保
つ
可
し
。
（
時
）
我
身
金
玉
な
る
が
故
に
、
苛
も
暇
理
を
生
ず
可
ら
ず
、
汚
械
に
近
接
す
可
ら
ず
。
此
金
玉
の
身
を

以
て
、
比
醜
行
は
犯
す
可
ら
ず
、
比
卑
屈
に
は
沈
む
可
ら
ず
。
（
略
）
妥
に
節
を
屈
し
て
権
勢
に
走
れ
ぽ
名
利
を
得
べ
し
と
雄
ど
も
、
屈
節
以

て
我
金
玉
の
身
を
汚
す
可
ら
ず
。
与
ふ
る
に
天
下
の
富
を
以
て
す
る
も
、
授
る
に
将
相
の
位
を
以
て
す
る
も
、
我
金
玉
一
点
の
現
理
に
易
ふ
可

ら
ず
。
一
心
此
に
至
れ
ば
、
天
下
も
小
な
り
、
王
公
も
賎
し
、
身
外
無
一
物
、
唯
我
金
玉
の
一
身
あ
る
の
み
。
一
身
既
に
独
立
す
れ
ば
限
を
転

じ
て
他
人
の
独
立
を
勧
め
、
遂
に
同
国
人
と
共
に
一
国
の
独
立
を
謀
る
も
自
然
の
順
序
な
れ
ば
、
自
主
独
立
の
一
義
、
以
っ
て
君
に
仕
ふ
可
し
、

以
て
父
母
に
事
ふ
可
し
、
以
て
夫
婦
の
倫
を
全
ふ
し
、
以
て
長
幼
の
序
を
保
ち
、
以
て
朋
友
の
信
を
固
ふ
し
、
人
生
居
家
の
細
目
よ
り
天
下
の

大
計
に
至
る
ま
で
、
一
切
の
秩
序
を
包
羅
し
て
洩
ら
す
も
の
あ
る
可
ら
ず
。
」
（
『
全
集
』
第
五
巻
、
三
六
二
l

三
ペ
ー
ジ
）

こ
こ
に
は
、

さ
き
に
触
れ
た
「
独
立
心
」

の
選
択
に
立
つ
福
津
の
教
育
的
人
間
像
が
、
「
自
主
独
立
」
の
人
間
と
し
て
示
さ
れ
て
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い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
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福
津
に
「
変
通
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
「
全
日
本
国
の
独
立
を
以
て
一
身
に
担
当
し
、
全
国
の
人
民
を
し
て

各
其
権
義
を
達
せ
し
め
、

一
般
の
安
全
繁
昌
を
致
し
て
全
体
の
国
力
を
養
ひ
、
其
国
力
を
以
て
王
室
の
連
綿
を
維
持
し
、
金
甑
無
欠

の
国
体
を
し
て
益
と
其
光
を
耀
か
し
、
世
界
万
国
と
対
立
せ
ん
と
て
之
を
勉
む
る
（
略
）
今
の
文
明
の
大
義
と
は
即
ち
是
な
り
。
此

大
事
業
を
成
さ
ん
と
す
る
に
（
略
）
必
ず
千
状
万
態
の
変
通
な
か
る
可
ら
ず
。
（
略
）
変
通
は
智
恵
の
働
な
り
、
時
勢
の
沿
革
事
物
の

軽
重
を
視
る
の
力
な
り
。
」
（
『
全
集
』
第
一
巻
、
四
四
ペ
ー
ジ
。
傍
点
、
引
用
者
）
と
い
っ
た
用
法
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
理
念
な
り

原
理
・
原
則
な
り
を
時
・
処
・
位

つ
ま
り
歴
史
的
・
社
会
的
・
人
間
的
条
件
を
考
慮
に
入
れ
て
、
事
の
軽
重
を
は
か
つ
て
種
々
の

現
実
態
に
展
開
し
た
も
の
、
と
い
っ
た
内
容
を
も
っ
概
念
で
あ
る
。
福
津
の
議
論
に
し
ば
し
ば
現
わ
れ
る
概
念
で
あ
り
‘

し
た
が
っ

て
福
津
の
思
考
態
度
を
示
す
概
念
で
あ
る
が
、
本
稿
の
探
り
え
た
福
津
に
お
け
る
「
人
そ
れ
ぞ
れ
の
持
前
（
天
賦
遺
伝
の
能
力
）
を
そ

の
限
度
ま
で
発
達
さ
せ
る
助
成
活
動
」
と
い
う
教
育
観
、
数
理
学
・
独
立
心
と
い
う
教
育
実
践
の
前
提
を
な
す
価
値
選
択
、
の
変
通

論
、
そ
れ
は
た
ぶ
ん
福
津
の
教
育
思
想
の
展
開
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
の
い
わ
ゆ
る
福
津
の
教
育
論
の
こ

の
部
分
に
つ
い
て
の
探
究
は
、
こ
れ
を
他
日
に
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

『
福
翁
自
伝
』
、
明
治
三
二
年
六
月
。

『
福
翁
百
話
』
「
物
理
学
（
十
七
）
」
、
前
出
。

『
徳
育
如
何
』
、
前
出
。

『
栢
津
全
集
結
言
』
、
明
治
三O年
一
一
一
月
。


