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一
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
の
大
津
皇
子
伝
と
﹃
懐
風
藻
﹄
の
大
津
皇

子
伝

　

大
津
皇
子
は
︑『
日
本
書
紀
』
と
『
懐
風
藻
』
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
が
記
載
さ
れ
て
い

る
︒
従
来
︑
こ
の
二
つ
の
伝
は
︑
ど
ち
ら
も
大
津
の
「
実
像
」
の
一
端
を
伝
え
る

資
料
と
し
て
相
互
補
完
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
日
本
書
紀
と
懐
風
藻
に

お
け
る
大
津
の
人
物
像
や
謀
反
事
件
の
記
述
に
は
︑
同
じ
大
津
の
「
実
像
」
を
伝

え
る
資
料
と
は
し
難
い
相
違
点
が
確
認
さ
れ
る
︒

　

前
稿（（
（

に
お
い
て
は
︑
懐
風
藻
大
津
伝
の
前
半
部
に
造
形
さ
れ
る
大
津
像
が
︑
日

本
書
紀
の
大
津
像
と
ど
の
よ
う
に
相
違
す
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
︑
懐
風
藻
大
津

伝
が
日
本
書
紀
と
は
異
な
る
歴
史
認
識
を
持
ち
︑
新
た
な
大
津
像
を
独
自
に
創
出

し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
︒

　

日
本
書
紀
で
は
︑
大
津
は
出
生
順
に
基
づ
い
て
天
武
の
「
第
三
子
」
と
さ
れ
る（（
（

︒

一
貫
し
て
知
的
な
皇
子
と
し
て
造
形
さ
れ
︑
そ
の
知
性
の
高
さ
が
賛
美
さ
れ
る
︒

論　

文

太
子
の
骨
法
こ
れ
人
臣
の
相
に
あ
ら
ず

─
『
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝
後
半
部
に
お
け
る
行
心
の
「
詿
誤
」
─

土

佐

朋

子

『
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝
の
「
下
位
」
は
︑
易
に
お
け
る
爻
の
位
置
を
示

し
︑
大
津
が
上
昇
す
る
時
機
を
待
つ
状
態
に
あ
る
こ
と
を
表
す
象
で
あ
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
行
心
は
「
こ
の
ま
ま
で
は
身
を
全
う
で
き
な
い
」
と
占
断
し
︑

「
謀
反
」
を
進
言
し
た
︒
懐
風
藻
大
津
伝
は
︑
天
命
を
受
け
た
「
長
子
」
大

津
は
︑
こ
の
行
心
の
誤
っ
た
提
言
に
よ
っ
て
「
詿
誤
」
さ
れ
︑
天
命
を
果
た

す
こ
と
な
く
死
ん
だ
皇
子
だ
と
す
る
︑
日
本
書
紀
と
は
異
な
る
独
自
の
認
識

を
示
し
た
︒
こ
れ
は
︑
天
命
を
遂
げ
る
時
を
待
つ
「
潜
竜
（
竜
潜
（」
の
皇
子

と
し
て
大
津
を
造
形
す
る
「
後
人
聯
句
」
お
よ
び
懐
風
藻
序
文
と
共
通
す
る

認
識
で
あ
る
︒

キ
ー
ワ
ー
ド 

大
津
皇
子
伝
︑
行
心
︑「
下
位
」︑「
詿
誤
」︑「
潜
竜
」

〔
抄

　録
〕
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従
来
︑
日
本
書
紀
の
「
容
止
墻
岸
」
は
︑
懐
風
藻
の
「
状
貌
魁
梧
」
と
混
同
さ
れ

が
ち
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
体
格
の
大
き
さ
を
表
す
「
状
貌
魁
梧
」
に
対
し
て
︑

「
容
止
墻
岸
」
は
立
ち
居
振
る
舞
い
に
表
れ
た
知
性
の
高
さ
を
表
し
て
い
る
︒
知

的
で
あ
る
が
故
に
天
智
天
皇
に
可
愛
が
ら
れ
︑
長
じ
て
は
文
筆
に
才
能
を
発
揮
し
︑

詩
賦
の
興
隆
者
と
な
っ
た
と
す
る
日
本
書
紀
大
津
伝
に
は
︑
大
津
を
「
理
想
の
知

識
人
」
と
し
て
賛
美
す
る
意
図
が
看
取
さ
れ
る
︒

　

そ
れ
に
対
し
て
懐
風
藻
で
は
︑
大
津
は
天
武
の
「
長
子
」
だ
と
さ
れ
る
︒
さ
ら

に
体
格
が
大
き
く
︑
且
つ
知
性
だ
け
で
な
く
武
勇
に
も
優
れ
︑
世
の
中
の
常
識
や

秩
序
に
束
縛
さ
れ
な
い
「
放
蕩
の
皇
子
」
と
し
て
造
形
さ
れ
︑
日
本
書
紀
と
は
異

な
る
人
物
像
を
描
き
出
し
て
い
る
︒

　

懐
風
藻
の
「
長
子
」
と
い
う
記
述
は
︑
一
見
す
る
と
事
実
誤
認
︑
あ
る
い
は

「
悲
劇
性
」
の
「
強
調（（
（

」
な
ど
と
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
皇
子
の

序
列
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
基
準
の
置
き
方
に
よ
っ
て
変
動
す
る
相
対
的

な
も
の
で
あ
る
︒
日
本
書
紀
の
「
第
三
子
」
は
皇
子
本
人
の
出
生
順
を
基
準
に
し

た
序
列
意
識
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
懐
風
藻
の
「
長
子
」
は
︑
草
壁
と
大
津
の

母
親
の
序
列
を
重
視
し
た
序
列
意
識
だ
と
推
考
さ
れ
る
︒
持
統
天
皇
の
姉
で
あ
り
︑

日
本
書
紀
が
天
智
の
「
第
一
皇
女
」
と
序
列
す
る
大
田
皇
女
所
生
の
大
津
の
方
が
︑

妹
で
あ
る
持
統
所
生
の
草
壁
よ
り
も
序
列
が
上
だ
と
考
え
る
の
が
︑
懐
風
藻
大
津

伝
記
述
者
の
歴
史
認
識
だ
と
思
わ
れ
る
︒

　

ま
た
︑
大
き
な
体
格
で
︑
武
勇
に
優
れ
た
「
放
蕩
」
の
皇
子
と
い
う
懐
風
藻
独

自
の
大
津
像
は
︑
大
津
作
の
漢
詩
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
造
形
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒

　

懐
風
藻
は
大
津
の
漢
詩
と
し
て
四
首
を
収
録
す
る
︒「
春
苑
言
宴
詩
」
や
「
遊

猟
詩（（
（

」
に
は
︑
君
臣
秩
序
を
超
越
し
た
︑
対
等
な
関
係
の
仲
間
意
識
の
共
有
が
詠

出
さ
れ
る
︒「
述
志
」
と
題
さ
れ
た
七
言
二
句（（
（

に
は
︑
人
間
世
界
を
超
え
た
自
然

の
壮
大
な
造
化
が
詠
出
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は
自
由
で
俗
世
に
束
縛
さ
れ
な
い
大

津
自
身
の
意
志
の
表
れ
で
あ
る
よ
う
に
も
受
け
取
ら
れ
る
︒
懐
風
藻
大
津
伝
で
は
︑

こ
れ
ら
三
首
に
基
づ
い
て
︑
俗
世
の
規
範
に
束
縛
さ
れ
な
い
「
放
蕩
」
の
大
津
が

造
形
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
︑「
遊
猟
詩
」
に
は
︑
多
く
の
従
者
を
統
率
し
︑
狩
猟
を
成

功
さ
せ
る
大
津
の
姿
が
描
か
れ
る
︒
懐
風
藻
大
津
伝
で
は
︑
こ
の
「
遊
猟
詩
」
に

基
づ
い
て
︑
大
柄
な
武
勇
の
大
津
が
造
形
さ
れ
た
︒
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者
は
︑

大
津
の
漢
詩
が
大
津
の
声
を
直
接
的
に
伝
え
る
「
第
一
次
資
料
」
だ
と
考
え
︑
大

津
の
漢
詩
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
大
津
像
を
造
形
し
︑
日
本
書
紀
の
記
述
の
相
対

化
を
図
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

本
稿
は
︑
前
稿
の
続
編
と
し
て
︑
懐
風
藻
大
津
伝
の
後
半
部
に
焦
点
を
あ
て
︑

日
本
書
紀
と
は
異
な
る
懐
風
藻
独
自
の
謀
反
事
件
の
記
述
に
︑
ど
の
よ
う
な
意
図

が
看
取
さ
れ
る
か
を
論
じ
た
い
︒
特
に
注
目
し
た
い
の
は
︑「
行
心
」
と
い
う
登

場
人
物
と
「
詿
誤
」
と
い
う
語
で
あ
る
︒

　

日
本
書
紀
で
は
︑
九
月
二
十
四
日
の
謀
反
︑
十
月
二
日
の
謀
反
発
覚
と
逮
捕
︑

三
十
人
余
り
の
連
座
︑
三
日
の
大
津
賜
死
︑
そ
し
て
二
十
九
日
︑
加
担
者
は
大
津

に
「
詿
誤
」
さ
れ
た
者
と
認
定
し
︑
無
条
件
に
赦
免
す
る
が
︑
礪
杵
道
作
は
流
罪
︑

僧
行
心
は
寺
の
配
置
換
え
に
処
す
旨
を
伝
え
る
持
統
詔
が
出
さ
れ
る
︑
と
い
う
経

過
が
簡
略
に
記
さ
れ
る
︒
日
本
書
紀
に
お
い
て
は
︑
大
津
は
加
担
者
を
「
詿
誤
」

し
た
側
で
あ
る
︒「
行
心
」
は
そ
の
加
担
者
の
中
の
一
人
で
あ
る
は
ず
だ
が
︑
ほ

ぼ
す
べ
て
の
加
担
者
が
赦
免
さ
れ
る
中
︑
例
外
的
に
処
分
を
受
け
た
人
物
で
あ
る
︒

　

一
方
︑
懐
風
藻
大
津
伝
は
そ
の
後
半
部
に
お
い
て
︑
大
津
が
謀
反
を
起
こ
し
た
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の
は
行
心
に
「
詿
誤
」
さ
れ
た
か
ら
だ
と
述
べ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
大
津
は
「
詿
誤
」

さ
れ
た
側
と
な
り
︑
行
心
は
大
津
を
「
詿
誤
」
す
る
人
物
と
し
て
登
場
す
る
︒

　

日
本
書
紀
と
懐
風
藻
で
は
︑「
詿
誤
」
と
い
う
共
通
の
語
が
用
い
ら
れ
︑
か
つ

「
行
心
」
と
い
う
共
通
の
人
物
が
登
場
す
る
︒
し
か
し
︑「
詿
誤
」
を
め
ぐ
る
大
津

の
立
場
も
︑
謀
反
を
め
ぐ
る
「
行
心
」
の
立
場
も
全
く
逆
に
な
っ
て
い
る
︒
懐
風

藻
大
津
伝
の
記
述
者
は
︑
日
本
書
紀
の
記
述
を
知
っ
て
い
て
︑
あ
え
て
共
通
の
語

と
人
物
を
用
い
︑
そ
の
立
場
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
く
な

る
（
（
（

︒

　

懐
風
藻
大
津
伝
は
︑
日
本
書
紀
と
は
異
な
る
事
件
解
釈
を
示
そ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
︑
懐
風
藻
大
津
伝
が
そ
の
後
半
部
に
お
い
て
︑

「
行
心
」
の
「
詿
誤
」
を
描
い
た
意
図
を
明
ら
か
に
し
︑
懐
風
藻
大
津
伝
が
ど
の

よ
う
な
大
津
像
を
描
き
︑
ど
の
よ
う
な
歴
史
認
識
を
示
し
て
い
る
の
か
を
論
じ
た

い
︒

二
︑
行
心
の
天
文
卜
筮—

﹁
下
位
﹂
の
意
味—

　

懐
風
藻
大
津
伝
は
後
半
部
に
お
い
て
︑
謀
反
の
発
端
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
︒

時
に
新
羅
僧
行
心
有
り
︒
天
文
卜
筮
を
解
す
︒
皇
子
に
詔
げ
て
曰
く
︑「
太

子
の
骨
法
︑
是
れ
人
臣
の
相
に
あ
ら
ず
︒
此
れ
を
以
ち
て
久
し
く
下
位
に
在

ら
ば
︑
恐
る
ら
く
は
身
を
全
う
せ
ざ
ら
む
︒」
因
り
て
逆
謀
を
進
む
︒
此
の

詿
誤
に
惑
ひ
て
︑
遂
に
不
軌
を
図
る
︒

　

懐
風
藻
大
津
伝
の
行
心
は
︑
大
津
に
「
附
託
」
し
た
多
く
の
人
々
の
中
の
一
人

で
あ
り
︑
天
文
卜
筮
を
得
意
と
す
る
僧
と
し
て
登
場
す
る
︒
傍
線
部
が
︑
占
の
結

果
を
伝
え
る
占
者
行
心
の
言
葉
で
あ
る
︒

　

行
心
は
大
津
の
こ
と
を
「
太
子
」
と
呼
び
︑
大
津
の
「
骨
法
」
は
「
人
臣
の
相

に
あ
ら
ず
」
と
言
う
︒「
人
︑
命
を
天
よ
り
稟
く
れ
ば
︑
則
ち
表
候
の
体
に
見
は
る

る
有
り
︙
表
候
と
は
骨
法
の
謂
な
り
」（『
論
衡
』
骨
相
篇
（︑「
貴
賤
は
骨
法
に
在

り
︑
憂
喜
は
容
色
に
在
り
」（『
史
記
』
淮
陰
侯
列
伝
（
と
あ
る
よ
う
に
︑「
骨
法
」

に
は
そ
の
人
が
受
け
た
天
命
の
印
が
表
わ
れ
る
︒
占
者
行
心
の
こ
の
言
葉
に
よ
り
︑

懐
風
藻
大
津
伝
冒
頭
に
お
け
る
大
津
を
「
長
子
」
と
す
る
認
識
が
誤
り
で
は
な
く
︑

天
の
意
思
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
大
津
の
宿
命
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
︒

　

天
命
を
受
け
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
骨
相
で
見
極
め
る
話
は
漢
籍
に
多
い
︒

『
晋
書
』
武
帝
紀
で
は
︑
晋
武
帝
（
司
馬
炎
（
は
「
文
帝
の
長
子
」
と
し
て
生

れ
た
が
︑
文
帝
は
炎
の
弟
で
あ
る
攸
に
帝
位
を
継
が
せ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
た
︒

そ
れ
に
対
し
て
重
臣
ら
が
︑
炎
の
「
髪
は
地
に
委
ね
︑
手
は
膝
を
過
ぐ
︑
此
れ
人

臣
の
相
に
非
ず
」
と
進
言
し
た
た
め
︑
王
位
に
つ
い
た
と
さ
れ
る
︒
こ
の
話
は
︑

『
晋
書
』
裴
秀
伝
で
は
︑
文
帝
の
「
人
に
相
有
り
や
否
や
」
と
問
わ
れ
た
裴
秀
が
︑

「
撫
軍
に
中
り
て
人
望
既
に
茂
に
し
て
︑
天
表
此
の
如
し
︒
固
よ
り
人
臣
の
相
に

非
ず
」
と
答
え
た
た
め
︑
司
馬
炎
が
王
位
に
つ
い
た
と
さ
れ
︑『
芸
文
類
聚
』
儲
宮

部
に
も
王
隠
『
晋
書
』
所
収
の
逸
話
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

『
晋
書
』
元
帝
紀
で
は
︑
元
帝
は
︑
そ
の
出
生
時
に
「
神
光
」
が
走
っ
て
「
一

室
」
を
照
ら
す
と
い
う
瑞
祥
が
出
現
し
た
だ
け
で
な
く
︑「
長
に
及
び
て
︑
白
毫

日
角
の
左
に
生
じ
︑
隆
準
竜
顔
︑
目
に
精
曜
有
り
て
︑
顧
眄
煒
如
な
り
」
と
い
う

常
人
で
は
な
い
姿
容
で
あ
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
嵆
紹
が
「
琅
邪
王
︑
毛
骨
常
に
非
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ず
︑
殆
ど
人
臣
の
相
に
非
ず
」
と
言
っ
た
と
さ
れ
る
︒
こ
の
逸
話
も
『
芸
文
類
聚
』

帝
王
部
に
『
晋
中
興
書
』
所
収
の
逸
話
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

　

そ
の
ほ
か
骨
相
に
よ
っ
て
将
来
の
王
者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
人
物

に
は
︑「
昨
劉
裕
に
見
ゆ
︑
風
骨
恒
な
ら
ず
︑
蓋
し
人
傑
な
ら
ん
」（『
宋
書
』
武
帝

紀
（
と
言
わ
れ
る
宋
武
帝
や
︑「
公
の
骨
法
常
に
非
ず
︑
必
ず
人
主
為
ら
ん
︒
願
は

く
は
自
愛
せ
ん
こ
と
を
︒
鄙
言
を
忘
る
る
こ
と
勿
れ
」（『
旧
唐
書
』
高
祖
紀
（
と

言
わ
れ
る
唐
高
祖
李
淵
な
ど
も
い
る
︒

『
史
記
』
高
祖
本
紀
に
は
︑
観
相
を
得
意
と
し
た
呂
公
が
「
高
祖
の
状
貌
を

見
」
て
︑「
季
の
相
の
如
き
は
無
し
︒
願
は
く
は
季
︑
自
愛
せ
ん
こ
と
を
︒
臣
に
息

女
有
り
︑
願
は
く
は
箕
箒
の
妾
と
為
さ
ん
と
」
と
さ
れ
︑『
芸
文
類
聚
』
帝
王
部
に

も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
観
相
は
身
体
の
形
状
の
土
台
と
な
る
骨
組
み
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
身
体
の
形
状
を
意
味
す
る
「
状
貌
」
の
語
と
は
結

び
つ
き
や
す
い
︒
骨
法
に
よ
っ
て
大
津
が
天
命
を
受
け
た
皇
子
だ
と
証
明
さ
れ
た

と
す
る
『
懐
風
藻
』
に
お
い
て
︑「
状
貌
魁
梧
」
の
特
筆
は
必
然
だ
っ
た
と
言
う
こ

と
も
で
き
る
︒

　

骨
法
が
「
人
臣
の
相
で
は
な
い
」
と
さ
れ
た
人
物
は
︑
そ
の
観
相
通
り
王
位
に

就
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
︒
中
に
は
︑
自
ら
「
人
臣
の
相
に
非
ず
」
と
言
っ
て
憚

ら
ず
︑
王
位
を
剝
奪
さ
れ
落
ち
ぶ
れ
て
い
く
隋
文
帝
の
第
四
子
秀
の
よ
う
な
ケ
ー

ス
も
見
ら
れ
る
︒
が
︑
観
相
の
心
得
が
あ
る
第
三
者
に
よ
っ
て
︑
骨
法
が
「
人
臣

の
相
で
は
な
い
」
と
判
定
さ
れ
た
場
合
に
は
︑
即
位
が
実
現
さ
れ
る
の
が
普
通
で

あ
る
︒
骨
法
が
天
命
の
表
わ
れ
で
あ
り
︑
天
命
が
人
間
世
界
を
支
配
す
る
絶
対
的

な
力
で
あ
る
か
ら
に
は
︑
天
の
意
思
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
は
当
然
だ
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
︒

　

し
か
し
︑
天
命
を
受
け
て
は
い
て
も
︑
そ
れ
を
遂
げ
る
こ
と
を
阻
害
す
る
不
自

然
な
力
が
働
い
た
時
に
は
︑
そ
の
人
物
は
王
者
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒『
懐

風
藻
』
大
友
皇
子
伝
で
は
︑
冒
頭
で
特
筆
さ
れ
る
「
魁
岸
奇
偉
に
し
て
︑
風
範
弘

深
︑
眼
中
に
精
耀
あ
り
て
︑
顧
眄
煒
燁
な
り
」
と
い
う
大
友
皇
子
の
体
格
風
貌
を
︑

唐
使
劉
徳
高
が
「
此
の
皇
子
︑
風
骨
世
間
の
人
に
似
ず
︑
実
に
此
の
国
の
分
に
非

ず
」
と
相
る
︒
こ
の
「
眼
中
に
精
耀
あ
り
て
︑
顧
眄
煒
燁
な
り
」
は
右
に
挙
げ
た

晋
元
帝
紀
の
「
目
に
精
曜
有
り
て
︑
顧
眄
煒
如
な
り
」
と
酷
似
し
︑
同
じ
く
右
に

挙
げ
た
漢
高
祖
紀
の
「
臣
に
息
女
有
り
︑
願
は
く
は
箕
箒
の
妾
と
為
さ
ん
と
」
と

い
う
呂
公
の
言
葉
は
︑
大
友
伝
に
お
い
て
自
ら
の
夢
を
嘆
く
大
友
に
対
す
る
藤
原

鎌
足
の
言
葉
「
臣
に
息
女
有
り
︒
願
は
く
は
後
庭
に
納
れ
て
︑
箕
箒
の
妾
に
充
て

た
ま
へ
」
に
酷
似
し
て
お
り
︑
大
友
伝
が
こ
れ
ら
を
典
拠
と
し
て
い
る
蓋
然
性
は

高
い
︒
し
か
し
大
友
は
︑
晋
元
帝
や
漢
高
祖
の
よ
う
に
即
位
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
︒
大
友
伝
は
そ
の
こ
と
を
︑「
壬
申
の
乱
に
会
ひ
て
︑
天
命
遂
げ
ず
」
と
記

し
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
︑
大
友
が
天
命
を
遂
げ
る
こ
と
を
阻
害
し
た
の
は
︑「
壬

申
の
乱
」
だ
と
考
え
る
大
友
伝
の
歴
史
認
識
が
窺
わ
れ
る
︒

　

受
命
者
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
大
津
は
︑
当
然
︑
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と

に
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
が
骨
法
に
表
さ
れ
た
天
の
意
思
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ

が
︑
そ
の
大
津
に
対
し
て
︑
行
心
は
「
こ
れ
を
以
て
下
位
に
在
ら
ば
恐
る
ら
く
は

身
を
全
う
せ
ざ
ら
む
」
と
言
っ
た
と
い
う
︒

　

従
来
︑「
下
位
」
は
単
に
「
臣
下
の
立
場
」
を
意
味
す
る
語
と
解
さ
れ
て
き
た
︒

そ
の
場
合
︑
行
心
は
大
津
に
対
し
て
︑「
人
臣
の
相
で
は
な
い
の
に
︑
臣
下
の
立

場
の
ま
ま
で
い
る
と
身
を
全
う
で
き
な
い
」
と
言
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

　

し
か
し
︑
懐
風
藻
大
津
伝
に
お
い
て
︑
大
津
は
天
武
の
「
長
子
」
で
あ
り
︑「
太
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子
」
と
呼
ば
れ
る
最
も
有
力
な
次
期
天
皇
候
補
者
で
あ
る
︒
大
津
は
い
っ
た
い
誰

の
「
臣
下
」
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
︒
行
心
の
観
相
が
天
武
存
命
中
の
こ
と
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
天
武
の
臣
下
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
行
心
は

父
・
天
武
に
対
す
る
謀
反
を
勧
め
た
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
の
可

能
性
は
低
い
だ
ろ
う
︒
大
津
が
謀
反
を
起
こ
し
た
の
は
天
武
崩
御
直
後
と
い
う
の

は
確
定
的
事
実
で
あ
る
か
ら
︑
行
心
の
言
葉
も
天
武
崩
御
直
後
に
告
げ
ら
れ
た
も

の
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
で
は
天
皇
不
在
の
中
で
︑
大
津

は
誰
の
「
臣
下
」
だ
と
い
う
の
か
︒
大
津
の
立
場
は
い
ま
や
最
も
有
力
な
次
期
天

皇
候
補
者
で
あ
り
︑「
臣
下
」
で
は
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
皇
子
に
対
し
て
︑「
臣
下
」

に
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
予
言
を
し
た
と
考
え
る
の
は
︑
や
は
り
文
脈
に
そ
ぐ

わ
な
い
︒

　

実
は
「
下
位
」
と
は
︑
易
で
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る（（
（

︒
行
心
は
天
文
卜
筮
を

得
意
と
す
る
僧
で
あ
り
︑
こ
の
言
葉
は
占
の
結
果
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の

「
下
位
」
の
語
は
当
然
︑
易
の
考
え
に
基
づ
い
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
︒

　

易
で
は
︑
一
つ
の
卦
に
お
け
る
六
爻
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
︑「
位
」
と
い
う
語

で
表
す
︒
爻
は
下
か
ら
上
へ
と
あ
が
っ
て
い
き
︑
ま
た
下
が
る
︒
こ
の
爻
が
一
番

下
の
位
に
あ
る
状
態
︑
す
な
わ
ち
「
下
位
に
在
る
」
状
態
を
「
初
爻
」
と
い
い
︑

一
番
上
の
位
に
あ
る
状
態
を
「
上
爻
」
と
い
う
︒
行
心
が
用
い
た
「
下
位
」
と
は
︑

爻
の
位
置
を
表
す
言
葉
で
あ
る
︒

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
こ
の
「
爻
」
は
変
動
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

下
位
に
在
る
爻
は
︑
い
つ
ま
で
も
下
位
に
在
る
の
で
は
な
く
︑
時
が
来
た
ら
上
の

位
に
あ
が
っ
て
い
く
︒
つ
ま
り
︑
易
に
お
い
て
爻
が
「
下
位
に
在
る
」
と
い
う
象

は
︑
現
在
の
状
態
は
「
下
位
」
だ
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
必
ず
「
上
位
」
に
上
昇
し

て
い
く
︒
だ
か
ら
今
は
動
い
て
は
な
ら
な
い
︑
と
占
断
さ
れ
る
べ
き
象
な
の
で
あ

る
︒

　

こ
の
よ
う
に
「
下
位
」
は
易
の
考
え
に
基
づ
け
ば
︑「
臣
下
の
立
場
」
と
い
う
意

味
で
は
な
く
︑
将
来
必
ず
上
昇
す
る
が
︑
今
は
ま
だ
そ
の
時
で
は
な
い
状
態
に
あ

る
こ
と
を
示
す
象
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

行
心
は
︑
大
津
の
骨
法
は
「
人
臣
の
相
で
は
な
い
」
と
相
て
︑
さ
ら
に
「
下
位

に
在
る
」
と
い
う
象
を
得
た
︒
こ
れ
は
大
津
が
天
命
を
受
け
て
は
い
る
が
︑
今
は

ま
だ
天
命
を
遂
げ
る
時
機
で
は
な
い
こ
と
を
占
い
表
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
だ

か
ら
︑「
こ
の
ま
ま
時
機
の
到
来
を
待
て
」
と
占
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
︒
し

か
し
行
心
は
︑「
こ
の
ま
ま
で
は
身
を
滅
ぼ
す
」
と
い
う
︑
易
の
常
識
に
反
し
た

占
断
を
し
た
︒
懐
風
藻
大
津
伝
で
は
︑
こ
の
行
心
の
誤
っ
た
占
断
に
よ
っ
て
︑
大

津
は
謀
反
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
︒

三
︑﹁
詿
誤
﹂
さ
れ
る
大
津

　

懐
風
藻
大
津
伝
は
行
心
の
言
葉
に
続
い
て
︑「
因
り
て
ａ
逆
謀
を
進
む
︒
ｂ
此

の
詿
誤
に
惑
ひ
て
︑
遂
に
不
軌
を
図
る
」
と
記
す
︒

　
ａ
「
逆
謀
を
進
む
」
に
つ
い
て
は
︑「
進
む
」
の
主
体
を
大
津
と
す
る
か
︑
行
心

と
す
る
か
で
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
︒「
太
子
は
︙
遂
に
謀
反
を
図
っ
た
」（
澤
田

總
淸
『
懐
風
藻
註
釈
』（︑「
皇
子
は
謀
反
に
走
っ
て
し
ま
っ
た
」（
辰
巳
正
明
『
懐

風
藻
全
注
釈
』（
は
主
体
を
大
津
と
し
て
お
り
︑「
大
逆
の
計
画
を
奉
つ
た
」（
林
古

溪
『
懐
風
藻
新
註
』（
で
は
主
体
を
行
心
と
し
て
い
る
︒
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「
逆
謀
」
は
漢
籍
に
よ
く
見
ら
れ
る
語
で
あ
る
が
︑「
進
」
と
連
接
す
る
例
は

管
見
の
範
囲
で
は
な
か
な
か
見
い
だ
せ
な
い
︒
た
だ
︑「
人
誰
か
或
ひ
は
謀
を
進

む
べ
き
」（
王
融
「
永
明
十
一
年
策
秀
才
文
」『
文
選
』（︑
時
代
的
に
は
後
の
資
料

に
な
る
が
「
煬
帝
雁
門
に
至
り
︑
突
厥
の
為
に
囲
ま
れ
︑
瑀
︑
謀
を
進
め
て
曰
く

︙
」（『
旧
唐
書
』
蕭
瑀
伝
（
な
ど
︑「
進
謀
」
の
語
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
︑
よ
い
将

来
を
実
現
し
た
り
困
難
を
打
破
し
た
り
す
る
た
め
の
計
画
を
提
案
す
る
こ
と
を
表

す
︒
こ
う
し
た
漢
籍
の
用
法
に
も
と
づ
け
ば
︑「
進
」
の
主
体
は
行
心
と
解
す
る

の
が
適
当
と
考
え
ら
れ
︑
行
心
が
謀
反
の
計
画
を
大
津
に
奉
っ
た
と
す
る
林
新
註

の
解
釈
が
支
持
さ
れ
る
︒

　

行
心
は
︑
骨
法
か
ら
大
津
が
天
命
を
受
け
た
皇
子
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
き
な
が

ら
︑「
天
命
を
遂
げ
る
時
で
は
な
い
」
か
ら
「
今
は
待
て
」
と
占
断
す
べ
き
「
下

位
」
の
象
を
︑「
こ
の
ま
ま
で
は
身
を
滅
ぼ
す
」
と
誤
っ
て
占
断
し
︑
謀
反
を
進
言

し
た
︒
前
節
で
述
べ
た
通
り
︑
行
心
の
こ
の
占
断
は
易
の
常
識
に
反
し
て
い
る
︒

間
違
っ
た
占
断
に
基
づ
い
た
助
言
が
正
し
い
は
ず
が
な
い
︒
行
心
は
︑
何
事
も
な

け
れ
ば
即
位
す
る
は
ず
だ
っ
た
大
津
に
︑
非
常
識
な
占
断
に
基
づ
く
誤
っ
た
進
言

を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

　

ｂ
「
此
の
詿
誤
」
と
は
︑
行
心
の
そ
の
誤
っ
た
占
断
と
進
言
を
指
す
︒「
此
の
詿

誤
」
に
惑
わ
さ
れ
て
逆
謀
を
図
っ
た
と
す
る
記
述
か
ら
は
︑
大
津
が
天
命
を
遂
げ

る
こ
と
を
阻
害
し
た
の
は
︑「
行
心
」
の
「
詿
誤
」
で
あ
っ
た
と
す
る
懐
風
藻
大
津

伝
の
認
識
が
窺
わ
れ
る
︒

　

行
心
に
「
詿
誤
」
さ
れ
た
と
い
う
懐
風
藻
大
津
伝
に
お
け
る
大
津
の
立
場
は
︑

日
本
書
紀
と
は
逆
で
あ
る
︒
日
本
書
紀
で
は
︑
加
担
者
三
十
名
余
り
は
大
津
に

「
詿
誤
」
さ
れ
た
者
た
ち
だ
と
説
明
さ
れ
（
朱
鳥
元
年
十
月
二
日
条
（︑
さ
ら
に

持
統
天
皇
の
詔
で
も
︑
大
津
に
「
詿
誤
」
さ
れ
た
「
吏
民
・
帳
内
」
は
仕
方
な
く

加
担
し
た
者
と
し
て
赦
免
さ
れ
る
（
十
月
二
十
九
日
条
（︒
こ
の
よ
う
に
書
紀
で
は
︑

大
津
が
加
担
者
を
「
詿
誤
し
た
」
と
す
る
認
識
が
一
貫
し
て
示
さ
れ
て
い
る
︒
大

津
が
「
詿
誤
さ
れ
た
」
と
主
張
す
る
懐
風
藻
と
︑
大
津
が
「
詿
誤
し
た
」
と
主
張

す
る
日
本
書
紀
と
で
は
︑
大
津
の
立
場
が
ま
る
で
正
反
対
で
あ
る
︒

「
詿
誤
」
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
河
村
秀
根
『
書
紀
集
解
』
に
︑『
漢
書
』
文
帝

紀
「
吏
民
を
詿
誤
す
」
の
顔
師
古
注
「
詿
も
亦
た
誤
な
り
」︑『
後
漢
書
』
光
武
帝

紀
「
吏
人
の
隗
囂
の
為
に
詿
誤
す
る
所
と
な
る
者
」
の
李
賢
注
「
説
文
曰
く
︑
詿

も
亦
た
誤
な
り
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒『
広
雅
』
釈
詁
二
に
「
詿
︑
欺
な
り
」
と

も
あ
り
︑「
詿
誤
」
は
︑
他
人
を
誤
ら
せ
︑
欺
い
て
︑
ま
ど
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す

る
︒

　

漢
籍
で
は
︑
謀
反
の
加
担
者
を
首
謀
者
に
「
詿
誤
」
さ
れ
た
人
々
と
認
定
し
︑

原
則
と
し
て
赦
免
す
る
の
が
一
つ
の
類
型
と
な
っ
て
い
る
︒『
集
解
』
が
指
摘
す

る
『
漢
書
』
文
帝
紀
の
例
は
︑
濟
北
王
の
反
乱
平
定
後
の
文
帝
の
詔
で
あ
り
︑「
濟

北
王
德
に
背
き
上
に
反
き
︑
吏
民
を
詿
誤
し
︑
大
逆
を
為
す
︒
濟
北
の
吏
民
︑
兵

未
だ
至
ら
ざ
る
に
︑
先
づ
自
ら
定
ま
り
︑
及
び
軍
城
邑
を
以
て
降
ら
ん
者
︑
皆
之

を
赦
せ
」
と
い
う
よ
う
に
︑
加
担
し
た
吏
民
は
首
謀
者
濟
北
王
に
「
詿
誤
」
さ
れ

た
者
と
認
定
さ
れ
︑
赦
免
さ
れ
る
︒『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
の
例
は
︑
隗
囂
の
反
乱

を
平
定
し
た
後
に
出
さ
れ
た
光
武
帝
の
詔
で
あ
り
︑「
惟
だ
天
水
︑
隴
西
︑
安
定
︑

北
地
の
吏
民
は
隗
囂
の
為
に
詿
誤
す
る
所
の
者
な
り
︙
皆
之
を
赦
除
せ
」
と
さ
れ
︑

や
は
り
加
担
し
た
吏
民
は
首
謀
者
隗
囂
に
「
詿
誤
」
さ
れ
た
者
と
認
定
さ
れ
︑
赦

免
さ
れ
る
︒
ま
た
︑『
集
解
』
が
日
本
書
紀
の
持
統
詔
（
朱
鳥
元
年
九
月
二
九
日

条
（
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
『
漢
書
』
景
帝
紀
の
景
帝
詔
で
は
︑「
呉
王
濞
等
は
逆
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を
為
し
︑
兵
を
起
こ
し
相
脅
し
て
︑
吏
民
を
詿
誤
す
︒
吏
民
は
已
む
こ
と
を
得
ず
︒

今
濞
等
は
已
に
滅
ぶ
︒
吏
民
の
当
に
濞
等
に
坐
す
べ
き
︑
及
び
逋
れ
逃
げ
軍
に
亡

げ
た
ら
ん
者
︑
皆
之
を
赦
せ
」
と
い
う
よ
う
に
︑
呉
楚
七
国
の
乱
に
加
担
し
た

人
々
は
首
謀
者
で
あ
る
濞
に
「
詿
誤
」
さ
れ
た
立
場
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
︑
赦
免

さ
れ
て
い
る
︒
ほ
か
に
も
︑「
迺
ち
趙
︑
代
の
吏
民
の
豨
の
為
に
詿
誤
す
る
所
と

な
り
却
り
て
略
す
所
の
者
︑
皆
之
を
赦
せ
」（『
史
記
』
陳
豨
伝
（︑「
諸
の
霍
氏
の

為
に
詿
誤
す
る
所
の
未
だ
発
覚
せ
ず
し
て
吏
に
在
る
者
︑
皆
之
を
赦
除
せ
」（『
漢

書
』
宣
帝
紀
（︑「
復
た
特
に
淮
南
士
民
諸
の
倹
︑
欽
の
為
に
詿
誤
す
る
所
の
者
を

赦
せ
」（『
魏
志
』
高
貴
郷
公
紀
（
な
ど
︑
加
担
者
を
首
謀
者
に
「
詿
誤
」
さ
れ
た

者
と
見
な
す
の
は
︑
類
型
化
し
て
い
る
と
言
え
る
︒『
顔
氏
家
訓
』
戒
兵
篇
で
は
︑

「
首
と
な
り
逆
乱
を
為
し
︑
善
良
を
詿
誤
」
し
て
身
を
滅
ぼ
す
こ
と
な
き
よ
う
︑

強
く
戒
め
て
い
る
︒
こ
こ
に
も
謀
反
を
︑
首
謀
者
が
善
良
な
る
民
を
「
詿
誤
」
す

る
と
い
う
構
図
で
捉
え
る
発
想
が
見
て
取
れ
る
︒

　

日
本
書
紀
の
記
述
は
︑
こ
れ
ら
漢
籍
の
表
現
類
型
に
学
ん
だ
可
能
性
が
高
い
︒

首
謀
者
の
み
を
断
罪
し
︑
加
担
者
は
首
謀
者
に
「
詿
誤
」
さ
れ
た
も
の
と
し
て
赦

免
す
る
と
い
う
漢
籍
の
類
型
に
は
︑
謀
反
処
理
に
あ
た
る
皇
帝
の
権
力
と
徳
の
大

き
さ
を
同
時
に
誇
示
す
る
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
そ
れ
に
学
ん
だ
日
本
書
紀
に

お
い
て
も
︑
大
津
の
み
が
断
罪
さ
れ
︑
大
津
に
従
っ
た
三
十
人
余
り
は
大
津
に

「
詿
誤
さ
れ
た
」
者
た
ち
と
認
定
さ
れ
て
赦
免
さ
れ
る
︒
大
津
は
善
良
な
る
律
令

官
人
を
「
詿
誤
し
た
」
首
謀
者
と
な
り
︑
対
し
て
持
統
は
中
国
皇
帝
の
如
き
権
力

と
徳
と
を
有
し
た
理
想
の
天
子
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る（（
（

︒

　

そ
れ
に
対
し
て
懐
風
藻
は
︑
同
じ
「
詿
誤
」
の
語
を
用
い
て
︑
立
場
を
逆
転
さ

せ
る
︒
大
津
が
行
心
も
含
め
た
加
担
者
た
ち
を
「
詿
誤
」
し
た
首
謀
者
だ
と
す
る

日
本
書
紀
の
主
張
に
対
し
て
︑
懐
風
藻
は
大
津
こ
そ
が
「
詿
誤
」
さ
れ
た
の
だ
と

主
張
す
る
︒

　

懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者
は
︑
大
津
を
天
武
の
「
長
子
」
だ
と
認
識
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
大
津
を
最
も
正
統
な
皇
位
継
承
者
だ
と
考
え
て
い
る
︒
天
命
を
受
け
た
皇

子
だ
と
確
信
し
︑
そ
れ
を
行
心
の
天
文
卜
筮
に
よ
っ
て
証
明
さ
せ
た
︒
そ
の
よ
う

な
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者
に
と
っ
て
︑
大
津
が
周
囲
を
「
詿
誤
」
し
て
謀
反
を

起
こ
し
た
と
す
る
日
本
書
紀
の
記
述
は
納
得
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒

「
長
子
」
で
あ
れ
ば
皇
位
を
継
承
す
る
の
が
当
然
で
あ
り
︑
周
り
を
「
詿
誤
」
し

て
ま
で
謀
反
を
起
こ
す
必
要
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者

が
︑
大
津
の
天
命
を
阻
害
し
た
特
別
の
要
因
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
考
え
て
も

お
か
し
く
な
い
︒

　

日
本
書
紀
で
は
︑
加
担
者
が
無
条
件
で
赦
免
さ
れ
る
中
で
︑
礪
杵
道
作
と
行
心

だ
け
が
処
分
を
受
け
て
い
る
︒
道
作
は
舎
人
で
あ
る
か
ら
︑
皇
子
の
近
侍
者
と
し

て
処
分
が
重
く
な
る
の
は
理
解
で
き
る
︒
し
か
し
行
心
の
処
分
が
重
い
の
は
な
ぜ

だ
ろ
う
︒
ほ
か
の
加
担
者
よ
り
も
謀
反
へ
の
関
与
が
深
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得

な
い
︒

　

受
命
者
大
津
が
天
命
を
遂
げ
る
こ
と
を
阻
害
し
た
何
か
と
︑
謀
反
へ
の
深
い
関

与
が
疑
わ
れ
る
行
心
の
存
在
︒
大
津
が
天
命
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

は
︑
自
ら
謀
反
を
起
こ
し
た
た
め
だ
︒
で
も
謀
反
を
起
こ
す
必
要
の
な
い
大
津
が

謀
反
を
起
こ
す
に
は
︑
そ
う
さ
せ
た
何
か
が
あ
っ
た
は
ず
だ
︒
も
し
か
す
る
と
行

心
が
謀
反
を
起
こ
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
て
︑
大
津
は
行
心

の
誤
っ
た
占
断
と
進
言
に
「
詿
誤
」
さ
れ
て
謀
反
を
起
こ
し
︑
行
心
は
謀
反
を
教

唆
し
た
者
と
し
て
他
の
加
担
者
よ
り
重
い
処
分
を
受
け
た
の
だ
と
い
う
懐
風
藻
大
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津
伝
独
自
の
事
件
解
釈
が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

こ
の
よ
う
な
懐
風
藻
大
津
伝
の
事
件
解
釈
に
は
︑
大
津
が
最
も
正
統
な
皇
位
継

承
者
だ
と
考
え
る
懐
風
藻
大
津
伝
独
自
の
歴
史
認
識
が
投
影
さ
れ
て
い
る
︒
懐
風

藻
大
津
伝
は
自
ら
の
思
い
描
く
歴
史
認
識
に
基
づ
き
︑「
詿
誤
」
す
る
大
津
か
ら

「
詿
誤
」
さ
れ
る
大
津
へ
と
転
換
を
図
っ
た
の
で
あ
る
︒

四
︑﹁
下
位
﹂
と
﹁
潜
竜
﹂

　

懐
風
藻
大
津
伝
は
︑
大
津
が
「
下
位
に
在
」
る
皇
子
だ
と
行
心
に
占
い
表
さ
せ
︑

天
命
を
遂
げ
る
時
の
到
来
を
待
つ
べ
き
だ
っ
た
の
に
︑
行
心
の
「
詿
誤
」
に
よ
っ

て
天
命
を
遂
げ
な
い
ま
ま
死
ん
だ
皇
子
と
し
て
造
形
し
た
︒
懐
風
藻
に
は
大
津
伝

以
外
に
も
︑
大
津
を
同
様
に
造
形
す
る
表
現
が
あ
る
︒「
後
人
聯
句
」
と
懐
風
藻

序
文
で
あ
る
︒

　

懐
風
藻
は
︑「
述
志
」
と
題
さ
れ
た
大
津
の
「
天
紙
風
筆
雲
鶴
を
画
き　

山
機

霜
杼
葉
錦
を
織
る
」
と
い
う
七
言
二
句
と
︑
そ
れ
に
対
し
て
「
後
人
」
が
「
聯
句
」

し
た
「
赤
雀
書
を
含
む
時
至
ら
ず　

潜
竜
用
う
る
こ
と
勿
く
未
だ
寝
も
安
み
せ

ず
」
と
い
う
七
言
二
句
を
併
せ
て
収
録
し
て
い
る
︒
こ
の
「
潜
竜
用
う
る
こ
と
勿

く
」
の
典
拠
が
︑『
周
易
』
乾
卦
の
「
初
九
︑
潜
竜
な
り
︒
用
う
る
こ
と
勿
れ
」
で

あ
る
こ
と
は
︑
す
で
に
『
懐
風
藻
箋
註
』
以
来
︑
諸
注
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
︒「

乾
」
は
︑「
天
」
を
象
徴
す
る
卦
で
あ
り
︑
六
つ
の
陽
爻
で
構
成
さ
れ
る
︒
こ

れ
は
『
周
易
』
彖
伝
に
︑「
天
」
を
時
流
に
あ
わ
せ
て
「
六
竜
が
御
す
」
こ
と
を
表

す
と
説
明
さ
れ
る
︒
乾
卦
は
︑
陽
の
気
が
積
み
重
な
っ
て
で
き
た
天
を
︑
王
者
の

象
徴
で
あ
る
竜
が
下
位
か
ら
上
位
へ
六
つ
の
状
態
に
変
化
し
な
が
ら
飛
翔
す
る
こ

と
を
表
す
卦
で
あ
る
︒
そ
の
乾
卦
の
最
も
「
下
位
」
に
あ
る
爻
の
呼
称
が
「
初
九
」

で
あ
り
︑
そ
の
爻
辞
が
「
潜
竜
な
り
︒
用
う
る
こ
と
勿
れ
」
で
あ
る
︒「
潜
竜
」
が

象
で
︑「
用
う
る
こ
と
勿
れ
」
が
占
断
の
こ
と
ば
で
あ
る
︒

　

こ
の
爻
辞
は
象
伝
に
︑「『
潜
龍
な
り
︑
用
う
る
こ
と
勿
れ
』
と
は
︑
陽
︑
下
に

在
れ
ば
な
り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る（（
（

︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑「
潜
竜
」
の
象
は
︑
陽

（
こ
の
場
合
は
竜
（
が
一
番
下
の
位
に
在
る
状
態
を
表
す
た
め
︑
そ
れ
に
対
す
る

占
断
は
ま
だ
動
い
て
は
な
ら
な
い
と
な
る
︒

　

大
津
の
二
句
に
は
︑
自
然
の
壮
大
な
造
化
が
詠
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
二

句
の
特
徴
の
一
つ
は
「
天
（
と
い
う
（
紙
」「
風
（
と
い
う
（
筆
」「
雲
（
で
で
き

た
（
鶴
」「
山
（
と
い
う
（
機
」「
霜
（
と
い
う
（
杼
」「
葉
（
で
で
き
た
（
錦
」
と

い
う
︑
二
つ
の
も
の
が
重
ね
合
わ
さ
れ
た
斬
新
な
造
語
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
あ
る
︒
い
ず
れ
も
漢
籍
に
な
か
な
か
見
い
だ
せ
な
い
語
で
あ
る
︒
特
に
︑
日

本
の
詩
歌
史
に
お
い
て
︑
も
み
じ
を
錦
に
喩
え
る
表
現
の
突
出
し
て
早
い
例
と
し

て
知
ら
れ
る
「
葉
錦
」
は
︑
大
津
が
︑
漢
籍
に
お
け
る
春
の
山
を
錦
に
な
ぞ
ら
れ

る
発
想
を
応
用
し
て
案
出
し
た
表
現
と
見
ら
れ
る
︒
大
津
の
興
味
は
︑
漢
籍
の
表

現
を
応
用
し
て
漢
詩
の
表
現
を
開
拓
し
て
い
く
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

　

二
句
だ
け
で
は
漢
詩
と
し
て
完
結
し
な
い
以
上
︑
大
津
の
二
句
は
︑
中
国
皇
帝

が
臣
下
と
と
も
に
行
う
「
聯
句
」
創
作
を
︑
大
津
が
模
倣
し
て
主
催
し
︑
そ
の
と

き
に
作
っ
た
聯
句
の
一
部
で
あ
る
可
能
性
が
高
い（（（
（

︒
だ
と
す
れ
ば
当
然
︑
臣
下
た

ち
の
聯
句
も
あ
っ
た
は
ず
だ
が
︑
懐
風
藻
に
は
大
津
の
二
句
の
み
が
切
り
取
ら
れ

て
収
録
さ
れ
た
︒
大
津
の
七
言
二
句
を
︑
大
津
の
「
志
」
が
詠
じ
ら
れ
た
も
の
と

解
し
た
の
は
「
後
人
」
だ
ろ
う
︒「
後
人
」
は
︑
大
津
の
二
句
に
︑
天
空
を
自
由
に



三
七

佛
教
大
学　

文
学
部
論
集　

第
一
〇
五
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（

駆
け
回
り
︑
大
き
な
こ
と
を
成
し
た
い
と
い
う
「
志
」
を
読
み
取
っ
た
の
で
は
な

い
か
︒
し
た
が
っ
て
「
述
志
」
と
い
う
詩
題
を
付
し
た
の
も
「
後
人
」
で
あ
ろ
う

と
推
測
さ
れ
る
︒

　

そ
し
て
「
後
人
」
は
︑「
天
空
を
自
由
に
駆
け
回
り
た
い
」
と
志
す
大
津
の
イ
メ

ー
ジ
か
ら
︑
易
の
乾
卦
の
「
天
」
を
飛
翔
す
る
「
竜
」
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
連
想
を

働
か
せ
た
︒
し
か
し
大
津
は
即
位
し
な
い
ま
ま
死
ん
だ
︒
飛
翔
す
る
竜
に
は
な
れ

な
か
っ
た
︒
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
「
後
人
」
は
︑
大
津
を
「
初
九
」
の
象

「
潜
竜
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
句
を
創
作
し
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
「
後
人
聯

句
」
で
は
︑
大
津
は
天
へ
の
飛
翔
を
待
ち
続
け
る
永
遠
の
「
潜
竜
」
と
し
て
造
形

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　

懐
風
藻
序
文
で
は
︑
壬
申
の
乱
以
降
に
輩
出
し
た
四
人
の
代
表
的
詩
人
が
紹
介

さ
れ
る
︒

　

そ
の
一
人
目
の
大
津
皇
子
は
︑「
竜
潜
の
王
子
︑
雲
鶴
を
風
筆
に
翔
ら
せ
」
と

紹
介
さ
れ
る
︒「
竜
潜
」
は
︑『
晋
書
』
習
鑿
歯
伝
に
「
竜
潜
下
位
」
と
あ
り
︑
後

人
聯
句
の
「
潜
竜
」
と
同
じ
く
︑
易
の
乾
卦
の
爻
「
初
九
」
の
︑
飛
翔
の
時
を
待

っ
て
身
を
潜
め
る
竜
で
あ
る
︒
漢
籍
に
「
高
祖
竜
潜
の
時
」（『
隋
書
』
音
楽
志
下
（

な
ど
の
よ
う
に
即
位
前
の
皇
帝
を
表
す
例
が
散
見
さ
れ
︑
懐
風
藻
で
も
序
文
の
ほ

か
に
辨
正
伝
に
即
位
前
の
玄
宗
を
表
す
「
李
隆
基
が
竜
潜
の
日
」
が
あ
り
︑
史
書

に
お
い
て
も
「
嘗
て
竜
潜
の
時
」（『
続
日
本
紀
』
光
仁
天
皇
即
位
前
紀
（
な
ど
と

見
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
︑「
竜
潜
」
と
さ
れ
た
人
物
は
時
機
が
来
た
ら

即
位
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
︒
易
の
考
え
方
か
ら
い
っ
て
も
︑
当
然
そ
う
で
な
く

て
は
お
か
し
い
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑「
竜
潜
」
と
さ
れ
な
が
ら
︑
即
位
し
な
か
っ
た

異
例
の
皇
子
大
津
は
︑
永
遠
に
身
を
潜
め
た
ま
ま
の
竜
と
し
て
封
印
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
︒「
風
筆
を
雲
鶴
に
翔
ら
せ
」
は
︑
大
津
の
「
述
志
」
と
題
さ
れ
た
七
言
二

句
の
一
句
目
「
天
紙
風
筆
雲
鶴
を
画
き
」
を
用
い
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑「
竜
潜

の
王
子
︑
雲
鶴
を
風
筆
に
翔
ら
せ
」
で
は
︑
天
空
を
自
由
に
飛
翔
し
︑
雲
の
鶴
を

風
筆
で
描
き
出
す
こ
と
を
志
す
永
遠
の
「
竜
潜
」
の
皇
子
と
し
て
大
津
を
造
形
し

て
い
る
と
解
さ
れ
る
︒
序
文
に
お
け
る
大
津
の
こ
の
造
形
の
さ
れ
方
は
︑「
後
人

聯
句
」
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　

序
文
は
大
津
に
続
け
て
︑
文
武
天
皇
︑
大
神
高
市
麻
呂
︑
藤
原
史
を
列
挙
す
る
︒

　

文
武
天
皇
を
紹
介
す
る
「
鳳
翥
の
天
皇
︑
月
舟
を
霧
渚
に
泛
か
べ
た
ま
ひ
」
の
︑

「
鳳
翥
」
は
「
竜
潜
」
と
対
を
な
す
︒
編
者
は
︑
大
津
が
身
を
「
潜
」
め
た
「
竜
」

の
ま
ま
の
王
子
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
文
武
は
「
鳳
凰
」
と
し
て
「
翥
（
と
び
あ

が
（」
り
即
位
し
た
天
皇
だ
と
い
う
よ
う
に
︑
対
照
的
に
並
列
さ
せ
る
こ
と
を
意

図
し
た
と
思
わ
れ
る
︒「
月
舟
を
霧
渚
に
泛
か
べ
た
ま
ひ
」
は
︑
文
武
自
身
の
「
詠

月
詩
」
の
「
月
舟
霧
渚
に
移
り　

楓
楫
霞
浜
に
泛
か
ぶ
」
に
拠
っ
て
い
る
︒

　

中
納
言
大
神
高
市
麻
呂
に
つ
い
て
は
︑「
神
納
言
が
白
鬢
を
悲
し
み
」
と
い
う

よ
う
に
︑
氏
族
名
と
官
職
名
を
あ
わ
せ
た
呼
称
「
神
納
言
」
に
︑
高
市
麻
呂
自
身

の
「
従
駕
詩
」
の
「
病
に
臥
し
て
已
に
白
鬢（

（（
（

」
を
用
い
た
紹
介
を
行
う
︒
太
政
大

臣
藤
原
史
に
つ
い
て
も
同
様
に
︑「
藤
太
政
」
の
呼
称
と
藤
原
史
自
身
の
「
元
日

応
詔
詩
」
の
「
政
を
斉
へ
て
玄
造
を
敷
き
」
を
用
い
て
︑「
藤
太
政
が
玄
造
を
詠
め

る
」
と
紹
介
す
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
序
文
は
︑「
竜
潜
」
と
「
鳳
翥
」
の
語
を
除
き
︑
本
人
を
直
接
的
に

示
す
呼
称
と
本
人
の
漢
詩
の
詩
句
を
用
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
を
紹
介
し
て
い
る
︒

「
竜
潜
」
と
「
鳳
翥
」
は
本
人
の
漢
詩
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
以
上
︑
編
者
が

紹
介
の
た
め
に
案
出
し
た
語
と
考
え
る
し
か
な
い
︒「
後
人
」
の
詩
句
に
は
「
潜
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竜
」
と
あ
る
が
︑
も
し
︑「
後
人
聯
句
」
を
引
用
し
た
つ
も
り
だ
と
し
た
ら
︑
ど
こ

の
誰
と
も
知
れ
な
い
「
後
人
」
の
詩
句
を
︑
大
津
と
い
う
人
物
を
象
徴
す
る
言
葉

と
し
て
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
極
め
て
不
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ

う
︒
序
文
の
「
竜
潜
」
は
︑
大
津
自
身
の
言
葉
で
な
い
以
上
︑
引
用
で
は
な
く
︑

編
者
自
身
の
大
津
に
対
す
る
認
識
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
︒
そ
し
て
「
鳳

翥
」
は
︑「
竜
潜
」
を
基
に
し
て
対
比
的
に
作
り
出
し
た
語
と
考
え
ら
れ
る
︒

「
後
人
聯
句
」
と
序
文
に
お
け
る
大
津
に
対
す
る
認
識
は
︑
完
全
に
一
致
し
て

い
る
︒
そ
れ
は
︑
天
命
を
受
け
な
が
ら
そ
れ
が
遂
げ
ら
れ
な
い
ま
ま
死
ん
だ
永
遠

の
「
潜
竜
の
皇
子
」
と
い
う
大
津
像
で
あ
る
︒
こ
れ
が
偶
然
の
一
致
で
は
な
い
と

す
れ
ば
︑「
後
人
」
が
編
者
自
身
と
い
う
蓋
然
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

そ
し
て
大
津
伝
に
お
け
る
大
津
を
「
下
位
」
に
在
る
と
す
る
造
形
に
も
︑「
後
人

聯
句
」
と
序
文
の
「
潜
竜
（
竜
潜
（」
と
同
じ
発
想
が
看
取
さ
れ
る
︒
大
津
伝
を
書

い
た
の
も
「
後
人
」︑
す
な
わ
ち
編
者
だ
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る（（（
（

︒

五
︑
懐
風
藻
大
津
伝
の
意
図

「
潜
竜
」
は
︑『
周
易
』
の
文
言
伝
に
︑「
竜
は
徳
あ
り
て
隠
れ
た
る
者
な
り
︒

世
に
易
え
ず
︑
名
を
成
さ
ず
︑
世
を
遯
れ
て
悶
う
る
こ
と
な
く
︑
是
と
せ
ら
れ
ず

し
て
悶
う
る
こ
と
な
し
︒
楽
し
め
ば
こ
れ
を
行
な
い
︑
憂
う
れ
ば
こ
れ
を
違
る
︒

確
呼
と
し
て
そ
れ
抜
く
べ
か
ら
ざ
る
」
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑

「
潜
竜
」
は
︑
高
い
徳
を
備
え
な
が
ら
身
を
隠
し
︑
名
声
を
得
る
こ
と
な
ど
求
め

ず
︑
世
の
中
に
認
め
ら
れ
な
く
て
も
全
く
憂
え
な
い
し
︑
時
流
に
あ
え
ば
世
に
出

て
︑
あ
わ
な
け
れ
ば
潔
く
去
り
︑
自
ら
の
節
操
を
曲
げ
な
い
︒
世
に
知
ら
れ
な
く

て
も
焦
っ
た
り
︑
嘆
い
た
り
し
な
い
︒
世
間
に
対
し
て
自
ら
を
強
引
に
認
め
さ
せ

る
よ
う
な
こ
と
も
し
な
い
も
の
だ
と
い
う
︒
世
間
か
ら
身
を
隠
し
て
い
る
状
態
を

自
ら
の
あ
る
べ
き
姿
と
認
め
︑
自
ら
の
節
操
を
守
り
続
け
る
の
が
「
潜
竜
」
で
あ

る
︒
し
た
が
っ
て
︑「
下
位
」
に
あ
る
「
潜
竜
」
大
津
が
︑
自
ら
の
状
況
に
対
す
る

焦
燥
感
を
覚
え
た
り
︑
力
尽
く
で
皇
位
を
奪
お
う
と
い
う
欲
望
を
抱
い
た
り
す
る

こ
と
な
ど
本
来
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者
は
︑
そ
の
よ
う

な
大
津
が
︑
行
心
の
「
こ
の
ま
ま
で
は
身
を
滅
ぼ
す
か
ら
謀
反
を
起
こ
せ
」
と
い

う
誤
っ
た
占
断
と
進
言
に
よ
っ
て
「
詿
誤
」
さ
れ
︑
自
ら
の
天
命
を
遂
げ
る
こ
と

の
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
︑
日
本
書
紀
と
は
異
な
る
事
件
解
釈
を
示
し
た
︒

　

大
津
こ
そ
が
「
長
子
」
だ
と
い
う
歴
史
認
識
を
持
つ
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者

に
と
っ
て
︑
大
津
が
人
々
を
「
詿
誤
」
し
て
謀
反
を
起
こ
し
た
と
す
る
日
本
書
紀

の
記
述
は
︑
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
が
た
い
論
理
的
矛
盾
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒

そ
こ
で
編
者
は
︑
大
津
の
漢
詩
か
ら
大
津
を
造
形
し
直
し
︑
謀
反
事
件
を
解
釈
し

直
す
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
量
さ
れ
る（（（
（

︒

　

懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述
者
は
︑
行
心
を
「
姧
豎
」
だ
と
罵
倒
す
る
こ
と
で
︑
謀

反
事
件
の
責
任
を
負
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
一
方
で
︑
大
津
に
対
し
て

は
︑「
彼
の
良
才
を
蘊
み
て
︑
忠
孝
を
以
ち
て
身
を
保
た
ず
︑
此
の
姧
豎
に
近
づ

き
て
︑
卒
に
戮
辱
を
以
ち
て
自
ら
終
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
︑
死
罪
な
ど
と
い
う
最

期
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
︑
才
能
が
あ
り
な
が
ら
︑
忠
孝
の
精
神
に
欠
け
︑

さ
ら
に
自
ら
行
心
に
近
づ
い
た
大
津
の
無
防
備
さ
ゆ
え
だ
と
論
評
し
て
お
り
︑
大

津
に
も
責
任
の
一
端
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
︒

　

懐
風
藻
大
津
伝
が
造
形
す
る
大
津
は
両
義
的
で
あ
る
︒
大
津
の
「
法
度
に
拘
ら
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ず
」
と
い
う
「
放
蕩
」
ぶ
り
は
︑
人
々
を
惹
き
付
け
る
美
質
で
あ
っ
た
が
︑
同
時

に
行
心
の
よ
う
な
「
姧
豎
」
を
近
づ
け
︑
破
滅
を
も
た
ら
す
欠
点
で
も
あ
っ
た
︒

「
節
を
降
し
て
士
を
礼
ぶ
」
と
い
う
平
等
主
義
的
な
発
想
の
ゆ
え
に
︑
大
津
は
自

ら
に
「
附
託
」
す
る
人
々
を
弁
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
大
津
皇
子
そ
の

人
は
「
悪
」
で
は
な
い
︒「
善
」
や
「
悪
」
の
基
準
で
は
測
り
き
れ
な
い
皇
子
で
あ

る
︒
し
か
し
「
姧
豎
」
の
誤
っ
た
提
言
を
あ
ま
り
に
も
疑
わ
ず
に
聞
き
入
れ
て
し

ま
っ
た
た
め
に
︑
結
果
的
に
は
反
逆
者
と
な
り
︑
天
命
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
︒
こ
れ
が
懐
風
藻
大
津
伝
に
造
形
さ
れ
る
大
津
像
で
あ
る
︒
懐
風
藻
大

津
伝
の
記
述
者
は
︑
大
津
の
失
敗
は
自
身
の
性
格
ゆ
え
に
自
ら
災
い
を
招
い
た
点

に
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

　

懐
風
藻
大
津
伝
は
「
古
人
の
交
遊
を
慎
み
し
意
」
は
な
ん
と
深
い
の
か
と
感
嘆

し
て
締
め
く
く
ら
れ
る
︒『
顔
氏
家
訓
』
慕
賢
篇
の
「
君
子
は
必
ず
交
遊
を
慎
む
」

に
基
づ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
の
言
葉
も
︑
複
合
的
要
因
を
持
つ
は
ず

の
事
件
に
対
す
る
感
嘆
お
よ
び
解
釈
と
し
て
は
︑
い
さ
さ
か
単
純
に
感
じ
ら
れ
る
︒

事
件
の
要
因
を
大
津
自
身
の
慎
み
に
欠
け
る
交
友
関
係
に
収
斂
さ
せ
て
い
く
か
の

よ
う
な
こ
の
感
想
に
は
︑
謀
反
を
大
津
が
交
遊
関
係
を
持
っ
た
行
心
に
「
註
誤
」

さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
事
件
だ
と
す
る
懐
風
藻
大
津
伝
の
記
述

者
の
考
え
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

︹
注
︺

（
１
（ 「
性
頗
る
放
蕩
に
し
て
法
度
に
拘
ら
ず—

『
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝
前
半
部
に
お

け
る
人
物
造
形—

」（『
京
都
語
文
』
二
十
八
号
︑
令
和
二
年
十
一
月
（︒

（
２
（ 日
本
書
紀
大
津
皇
子
伝
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
「『
日
本
書
紀
』
大
津
皇
子
伝
の
意

図—

『
詩
賦
之
興
︑
自
大
津
始
也
』
の
意
味—

」（『
日
本
文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

十
四
号
︑
令
和
二
年
六
月
（
で
論
じ
た
︒

（
３
（ 都
倉
義
孝
「
大
津
皇
子
と
そ
の
周
辺—

畏
怖
と
哀
惜
と—

」（『
万
葉
集
講
座 

第

五
巻
』
有
精
堂
︑
昭
和
四
十
七
年
（︒

（
４
（ 「
春
苑
言
宴
詩
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
大
津
皇
子
『
春
苑
言
宴
』
詩
の
論—

大
津
皇

子
が
目
指
し
た
『
言
宴
』—

」（『
古
代
研
究
』
四
十
六
号
︑
平
成
二
十
五
年
二
月
（︑

「
遊
猟
詩
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
大
津
皇
子
『
遊
猟
』
詩
の
論
」（『
古
代
中
世
文
学

論
考
』
二
十
二
集
︑
新
典
社
︑
平
成
二
十
年
十
一
月
（
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
論
じ

た
︒

（
５
（ 大
津
の
「
述
志
」
と
題
さ
れ
た
七
言
二
句
の
発
想
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
「
大
津
皇

子
詩
歌
に
お
け
る
『
錦
』
の
発
想—

『
山
機
霜
杼
織
葉
錦
』
と
『
経
も
な
く
緯
も

定
め
ず
を
と
め
ら
が
織
る
黄
葉
』—

」（『
都
立
航
空
高
専
研
究
紀
要
』
四
十
一
号
︑

平
成
十
六
年
十
月
（
お
よ
び
「『
懐
風
藻
』
の
『
聯
句
』
詩—

大
津
皇
子
の
意
図
と

『
後
人
』
の
意
図—

」（『
古
代
研
究
』
四
十
一
号
︑
平
成
二
十
年
二
月
（
に
お
い
て

論
じ
た
︒

（
６
（ 矢
作
武
氏
が
︑「『
懐
風
藻
』
所
載
の
『
伝
』
と
そ
の
虚
構
性
」（『
国
文
学
研
究
』

五
十
四
号
︑
昭
和
四
十
九
年
十
月
（
に
お
い
て
︑
懐
風
藻
が
「『
書
紀
』
の
記
述
を

見
て
︑
立
場
を
逆
に
し
」
た
と
述
べ
て
い
る
︒

（
７
（ 易
学
に
つ
い
て
は
︑
山
本
唯
一
『
易
占
と
日
本
文
学
』（
清
水
弘
文
堂
︑
昭
和
五
十

一
年
（︑
本
田
濟
『
易
』（
朝
日
選
書
︑
平
成
九
年
（︑
鈴
木
一
馨
『
陰
陽
道
』（
講

談
社
選
書
メ
チ
エ
︑
平
成
十
四
年
（︑
金
谷
治
『
易
の
話
』（
講
談
社
学
術
文
庫
︑

平
成
十
五
年
（
を
参
照
し
た
︒

（
８
（ 前
掲
注
（
２
（
拙
稿
参
照
︒

（
９
（ 前
掲
注
（
６
（
論
文
に
お
い
て
︑
矢
作
氏
が
「『
潜
竜
勿
㆑

用
︑
陽
在
㆑

下
也
』
を
当

然
思
う
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
︒

（
（（
（ 大
津
皇
子
の
七
言
二
句
が
︑
大
津
自
身
が
主
催
し
た
「
聯
句
」
創
作
の
場
で
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
注
（
５
（
拙
稿
「『
懐
風
藻
』
の

『
聯
句
』
詩—

大
津
皇
子
の
意
図
と
『
後
人
』
の
意
図—

」（『
古
代
研
究
』
四
十
一

号
︑
平
成
二
十
年
二
月
（
で
論
じ
た
︒

（
（（
（ 大
神
高
市
麻
呂
の
「
従
駕
詩
」
の
「
病
に
臥
し
て
已
に
白
鬢
」
の
「
鬢
」
は
︑
懐

風
藻
諸
本
の
う
ち
版
本
と
そ
の
転
写
本
が
「
髪
」
字
に
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ



四
〇

太
子
の
骨
法
こ
れ
人
臣
の
相
に
あ
ら
ず
（
土
佐
朋
子
（

れ
以
外
の
諸
本
は
「
鬢
」
を
採
っ
て
お
り
︑
ま
た
︑
高
市
麻
呂
以
外
の
三
人
が
本

人
の
詩
句
通
り
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
序
文
に
「
白
鬢
を
悲
し
み
」
と

紹
介
さ
れ
る
高
市
麻
呂
も
︑
本
人
の
詩
句
に
「
白
鬢
」
と
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い

と
考
え
ら
れ
る
︒

（
（（
（ 夙
に
釈
淸
潭
『
懐
風
藻
新
釈
』
が
︑「
後
人
聯
句
」
は
「『
懐
風
藻
』
を
選
す
る
者

の
作
る
所
︑
決
し
て
他
人
の
作
に
は
あ
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
「
後
人
」＝

編
者
と
す
る
説
は
︑
近
年
で
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
再
評
価
す
べ
き

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
川
崎
庸
之
「
懐
風
藻
に
つ
い
て
」（『
記
紀
万

葉
の
世
界
』
御
茶
の
水
書
房
︑
昭
和
二
十
七
年
（
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
︑
従
来
︑

懐
風
藻
の
詩
人
伝
が
編
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
︑

懐
風
藻
の
成
立
や
編
者
を
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考

え
て
も
︑
大
津
伝
と
「
後
人
聯
句
」
が
編
者
自
身
の
手
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
こ

と
は
決
し
て
的
外
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

（
（（
（ 前
掲
注
（
６
（
に
お
い
て
︑
矢
作
氏
は
懐
風
藻
大
津
伝
が
「
虚
構
に
よ
っ
て
『
虚

構
』
の
正
史
を
否
定
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
︒
懐
風
藻
大
津
伝
が
日
本
書
紀

を
対
抗
軸
と
し
て
い
る
と
い
う
見
方
は
本
稿
と
近
い
が
︑「
虚
構
」
に
よ
る
対
抗

と
す
る
点
に
お
い
て
︑
本
稿
と
は
考
え
を
異
に
し
て
い
る
︒

︹
付
記
︺

　

本
稿
は
︑
令
和
元
年
十
二
月
二
十
一
日
開
催
の
懐
風
藻
研
究
会
（
代
表
：
高
松

寿
夫
（
に
お
け
る
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
科
研
費
基
盤
研
究
Ｃ
「
勅

撰
三
集
を
中
心
と
し
た
日
本
古
代
漢
詩
文
の
文
献
学
的
研
究
」（
一
九
Ｋ
〇
〇
三

四
二
（
お
よ
び
「
懐
風
藻
の
注
解
に
基
づ
く
上
代
日
本
の
文
筆
活
動
の
研
究
」（
一

九
Ｋ
〇
〇
三
三
一
（
の
助
成
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

 

（
と
さ　

と
も
こ　

日
本
文
学
科
（

 

二
〇
二
〇
年
十
一
月
四
日
受
理


