
東
洋

に
於
け
る
書
論

の
骨
酪

小

笠

原

秀

實

一

元

の
侃
贋

が
己
が
書
竹
を
論

し
、
形
似
を
離
れ

て
胸
中

の
逸
氣

を
爲

し
た
も

の
に
過
ぎ
な

い
と

云

つ
た

こ
と
は
、

蚕
東
洋

の
藝
術
精
神

の
み
な
ら
す
、
文
化

一
般

の
精
神

に
も
接
鯛

す

る
の
で
あ
る
が
、
特

に
こ
の
表

現
は
、
そ

の
後

の
霊
論

に
向

つ
て
強

い
影
響

を
輿

へ
て
ゐ
る
と
考

へ
ら
れ

る
。

そ
れ
は
も
と
よ
り
、
侃
蓑

の
こ
の
表

現
な
く
と
も
、

東
洋

に
於
け
る
藝
術

一
般
は
、

こ
の
傾
向
を
甚

だ
張
く
持

つ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
が
、
輩
純

に
し
て
牽

直

に
精
神

の
眞

髄
を
指
示
し
た
標
語
的
意
味

に
於

て
忘

る
べ
か
ら
ざ

る
も

の
で
あ

る
。

こ
の
標
語
的
指
定
は
、
既

に
巳

に
幾
度
も
讃

み

ふ
る
さ
れ

て
、
こ

～
に
改
め
て
反
復
す

る
要

の
無

い
ほ
ど
入

口
膳
爽
的

で
あ

る
が
、
案
外
、
思
想

の
朦
朧
性
が
こ

.

の
問

に
宿

つ
て
居

た
り
、
や

～
も
す
る
と
誤
謬
と
も
思
は
れ

る
や
う
な
考

へ
が
、

こ
の
間

に
醍
醸

さ
れ
る
恐
れ
さ

へ

も

、
あ
ま
り

に
屡

で
あ

る
。
煩
環
を
厭
は
す
、

こ

、
に
そ
の
表
現
を

一
讃

し
た
い

の
で
あ
る
。

「
以
中
毎

愛
余
書
竹
。
余

之
竹
、
吻
以
爲
胸

中
逸
氣

耳
。
量
復
較
其
似

輿
非
、
葉

之
繁
與
疎
、
枝

之
斜
與
直

哉
。

或
塗
抹
久

之
、
他
人
覗
以
爲
麻

爲
藍

、
僕
亦

不
能

強
辮
爲
竹
。
眞
没
奈
覧
者
何
。
但

不
知
以
中
親

爲
何
物
耳
。」

東
洋
に
於
け
る
審
〃論
腿の
骨
儲

(
一
)



東
洋
に
於
け
る
書
　論
の
骨
賂

(
二
)

(
以

中
毎

に
余

の
書
竹
を
愛
す
。
余

の
竹
、
柳
以

て
胸
中

の
逸
氣

を
爲

す

の
み
。
量
復

そ

の
似

と
非

と
、
葉

の

繁

と
疎
と
、
枝

の
斜
と

直
と
を
較

べ
ん
や
。
或
は

塗
抹

久
し
く
し

て
、
他

人
覗
て

以
て
麻

と
爲
し

藍
と
爲
す

も
、
僕
亦
強
辮

し
、
竹

と
爲
す
能
は
す
。
眞

に
覧
る
者
没
き
を
余
何
。
但
以
中
競

て
何
物

と
爲
す
か
を
知
ら
ざ

る
の
み
。
)

,

「
僕
之
所
謂
豊
者
、

不
過
逸
筆
草
草

。
不
求
形
似
。

柳
以
自
娯
耳
。
近
迂
遊
楽
城
邑

.
索
書

者
、
必
欲
依
彼
所
指

授
。

叉
欲
鷹
時
而
得
。

鄙
辱
怒
罵
、
無
所

不
有
。
冤

奥
乎
。
誼
可
責
寺
人
以

不
髭
也
。」

(
僕

の
所
謂
書

は
、
逸
筆
草
草

に
適
ぎ

す
。

形
似
を
求
め
す
。
脚
か
以

て
自
ら
娯
む

の
み
。
近
ご
ろ
迂
、
城
邑

に
遊
來
す
。
書
を
索

む
る
者
、
必
す
彼

の
指
授
す

る
所

に
依
る
こ
と
を

欲
す

。
叉
時

に
鷹

じ
て
得

ん
と

欲
す
。
・

鄙
辱
怒
罵
、
有
ら
ざ

る
所
無
し
。

冤

な

る
か
な
。

誼
ん
ぞ
、

寺
人
を
責
む

る
に
髭

せ
ざ

る
を

以

て
す
可
け
ん

や
。
)

さ
れ
ば
輩
純

に
圭
観
圭
義
藝
術
論

で
あ
り
、
更

て
表
現
圭
義
論

で
あ
り
、
超
爲
實
圭
義

で
あ

り
、
寧
ろ
爲
意
圭
義

で
あ

る
と
云

へ
ば
、
そ
れ
ま

で
ゴ
あ

る
。

そ
れ
は

さ
う
し
た
も

の
以
上

で
も
な
く
、
以
下

で
も

な

い
。
然
し
か
う
し

た
位
置
附
け
に
於

て
、
我

力
の
學
び
た

い
こ
と
が
終
結
す

る
の
で
は
な
く
、

正
に
こ
の
こ
と
か

ら
問
題
が
誘
機
さ
れ

る
の
で
あ

る
。

二
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侃
墳

の
こ
の
表
現
に
は
、

二
つ
の
要
鮎
が
あ

る
。

0
、
形
似

を
求

め
ざ
る
こ
と
1

消
極
否
定

の
方
面
、

「
豊
復
較
其
似
與
非
…
…
…
」

「
不
求
形
似
」

◎
,
胸
中
逸
氣
の
表
現
i

積
極
肯
定
の
方
面
。

A

つ
爲
胸
中
逸
氣
耳
L

＼

お

「
珈
以

自
娯
耳
」

e

の
形
似
を
求
め
ざ

る
こ
と
は
、
形
似

そ
の
も
の
の
直
寓

で
な
く
、
'寓
實

で
な

く
、
少
く
と
も
さ

う
し
た
も

の
を

離

れ
た
も

の
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
が

、
そ
れ
は
別

に
内

容
を
積
極
的

に
表
示
し

て
ゐ

る
の

で
は
な

い
。
形

似

を
求
め
な

い
と
云

ふ
否

定
的
な
表
示
で
あ

る
。

こ
れ
に
反
し

て
、
◎

は
胸
中

の
逸
氣
を
窟

す

の
で
あ

る
と

云
ふ
積

極
的
表
示

で
あ
る
。
胸
中

の
逸
氣
な

る
も
の
が

何
か
、

そ
れ
は
後

に
考
究

さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ

る
が
、
「
逸
」
は
「
の

が
れ

ろ
」

で
あ
り
、
と

に
角
、
俗
情
的
な
も

の
、
常
識
的
な
も

の
、
利
害
關

心
的
な
も

の
か
ら

「
の

が
れ
る
」
も

の

'

で
あ

る
。
然

し
こ
の

「
の
が
れ

る
」

も

「
の
が
れ
る
」
逸

脱

の
形
態

で
あ

つ
て
、
積
極
的
表
示
で
は
あ

る
が
、
荷
内

容
そ

の
も
の

の
表
示
が
、
極

め
て
明
白

に
提
示

さ
れ

て
ゐ
る
と
云

ふ
の
で
は
な

い
。
か
く
・て
こ

、
に
、
◎

に
於
て
更

に
、
(
A
)
と
(
B
)
と

の
二

つ
が
匠
別
さ
れ
、
(
A
)
と
し

て
は

「
胸
中

の
逸
氣
」
が
基
げ
ら
れ
、
(
B
)
と
し

て

「
自
ら

東
洋
に
於
け
る
書
論
の
骨
潴

(
三
)
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東
洋
に
於
け
る
甕
論
の
骨
儲

(四
)

娯
む
L

が
表
示
さ
れ

る
。
か

く
て
O
形
似
を
求
め
ざ
る
こ
と
と
、
◎

胸
中
の
逸
氣

と
、
(◎
自
ら

娯
む
と

は
,

観

主
義

的
藝
術
論

の
三
段
階

を
構

成
す
る
。

こ
の
藝
術
論

の
論
議
は
、

こ
の
三
つ
の
段

階

に
從

つ
て
考
究

さ
れ
る

べ
き
で
あ

る
。

こ
の
主

三

θ

形
似

を
求
め
ざ
る
こ
と
の
意

味
が
、
最
初

に
學
ば

る
べ
き

で
あ

る
。

こ
れ
は

形
似
を
求

め
な

い
と
云

ふ
の
で
あ

る
が
、
書
で
あ

り
、
造
型
的
表
現

で
あ

る
限
り
、

杢
く
形
似

よ
り
自
由

で
あ

る
と

云
ふ
課
は
も
と

よ
り
無

い
。
挽
贋
自
身
も
、

「
他

人
視
て
以

て
、
麻
と

な
し
、
蔵

と

爲
ず
も
、
僕
亦
強
辮

し
て
竹
と
爲
す
能

は
す
」
と
云

つ
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
は
竹
と
云

ふ
形
は
離

れ
て
居

る
に
し

て
も

、
大
膿
似

て
ゐ
る
麻

　

　

か
、
藍

の
や
う
な

も
の
に
な

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
竹
が
山
に
見
え

た
り
、
海

に
見
え
た
り

と
云

ふ
程
、
か
け
離

　

　

　

　

れ
て
は
ゐ
な

い
に
相
違
な

い
。
元

の
四
大
家

で
あ

る
侃
雲
林

の
竹
が

七
百
年
後

の
今

日
、
や
す

や
す
と
眼
旛
の
資

に

な

ら
う
筈
は
な

い
の
で
、

何
う
云

ふ
も

の
で
あ

つ
た
か
は
、
よ

く
解

ら
す
、
殊

に
以
中
が
愛
賞

し
た
竹
が

何
ん
な

で

あ

つ
た
か
、
誠

に
以

つ
て
知

り
難

い
も

の
で
あ

る
。
然

し
た

ゴ
竹
を
離

れ

て
ゐ
る
に
し
て
も
、

麻
か
盧

か
に
近
か

つ

た
も

の
で
あ

ら
う
。
そ
れ
が

シ

ユ
ー

ル
の
手
法

の
や
う

に
、
デ

フ
オ
ー

ム
さ
れ

た
も

の
で
な

い
と

云
ふ
こ
と
は
、
他

の
作
口印
か
ら
推
し

て
も
推
定

さ
れ

る
。
迂
翁

の
箕
韻

は

「
瀟
散
」

と
云

ふ
こ
と

に
あ

る
と
云
は
れ
、
そ
し

て
眞
蹟
と

鉤



思
は

れ
る
も

の
も
、
如
實

に

「
藷
散
」

の
具

韻
を
傳

へ
て
居

る
と
共

に
、
寒
葉
枯

木
、
遠
山
自
水

の
形
似

、
求

め
す

し

て
、
却

つ
て
眞

に
迫

つ
て
ゐ
る
。
從

つ
て

「
形
似
を
求

め
す
」

と
云

ふ
の
は
表
面
的
な

、
俗
情
的

な
、
常
識
的
な

規
矩
打
算

的
な

形
似

で
は
な

く
、

の
み
な
ら
す
、
曖
昧
模
糊
た

る
欝
密

暗
狼

の
も
の
で
も
な

く
、
幽

怪
混
濁
の
粘
液

質
的

不
河
解

の
も

の
で
も
な

か

つ
た
と
思

は
れ

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
寧
ろ
、
自
ら
詮
明

せ
る
が
如

く
、

「
逸
筆
草

草
」

の
も
の
で
あ
り
、
「
胸
中
逸
氣
」

を
寓

せ
る
も

の
で
あ
り
、
「
塗
抹
久
之
」

も
瀟
散

の
致
を
失
は

な
か

つ
た
も

の

に
近

か

つ
た
の
で
あ

る
。

'

四

「
不
求
形
似
」
は

い
ろ

い
ろ

の
形

に
於

て
、
そ

の
後

,
書
論
的
展
開
を
し
て
ゐ

る
。
そ
れ
を
學
げ

る

こ
と
は
殆
ん
ど

不
可
能

で
あ
る
程
多

種
多
檬

で
あ

る
。
然

し
こ

、
で
は
極
め

て
要
約
的
意

味

に
於
て
、

そ
し
て
叉
論

理

の
精
確

さ
に

於

て
學

ぶ
べ
き
、
清
初
、
揮
格

の

「
甑
香
館
叢
践
」

に
依
り
た

い
の
で
あ

る
。

「
余
嘗

有
詩
。
題
魯
得
之
竹
云
。
侃
迂
書
竹

不
似
竹
。
魯
生

下
筆
能

破
俗
。
言

書
竹
當
有
逸
氣

也
。
」

こ
れ
は
た

ゴ
迂
翁

が
形
似
を

求
め
な

か

つ
た
こ
と

の
是
認

に
過
ぎ
な

い
の
で
あ

る
が
、

「
逸
」

は

「
俗
」

か
ら

の

逸
脱

で
あ
る

こ
と
が
暗

示
さ
れ
て
ゐ
る
。

「
破
俗
」

と

「
有
逸
氣
」
と

の
關
聯
が
、
そ

の
こ
と
を
ボ

唆

し
て
ゐ
る
。

然

し
迂
翁

の
形
似
を
求

め
す
し

て
、
而
も
形
似

に
合

す
る
底
の
説
明
と
し

て
、
次

の

一
節

が
讃
ま

る

べ
き

で
あ

る
。

東
洋
に
於
け
る
豊
論
の
骨
酪

(五
)
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東
洋

に
於

け

る
愚黒
輪
脚
の
愚
o赦
照

(
山ハ
)

も
ち

へ、迂
翁
之
妙
會
、
在

不
似

慮
。
其

不
似
、

正
是
潜
移
造
化
、
而
輿
天
游
。

此
紳

駿
滅
没
露
也

。
近
人

只
在
求
似

。

愈
似
、
所
以
愈
離
。
η
與

言
此
者
鮮
夷
。
L

'

}

(
迂
翁

の
妙
會
は
、
似

ざ
る
鷹

に
在

り
。
其
似

ざ
る
は
、

正
に
是
れ
造
化

に
…潜
移
し
て
、
天
と
輿

に
游

ぶ
。
此
神

駿
滅
没

の
庭
な
り
。
近
人
只
似

る
こ
と
を
求

む
る
に
在
り
。
愈
似

れ
ば
、
愈
離

る

㌧
厨
以

な
り
。
輿

に
此
を
言

・ふ
べ
き
〃者
は
縦
叫し
)

迂
翁
は
似

を
求
め
な

い
が
、
而
も
そ
こ
に
妙
會
と
も

云
ふ
べ
き

一
致

が
あ

る
。

こ
の
妙
會

は
似

る
と

こ
ろ
に
在

る

の
で
な

く
、
似

ざ
る
慮

に
奮

る
Q

そ
の
似

な

い
の
は
、
正

に
造

化

の
根
本
精
神

に
透

入
し
,
造

化
と
共

に
天
游
し
、

紳
駿
滅
没
の
露
、
主
客
合

一
の
創
造

境
に
遊
化

す
る
の
で
あ

る
。
形
似

は
似

な
い
け
れ
ど

も
形
似
以

上
の
精
神

に
於

て
同
化
し
融
合
し

て
ゐ
る
爲

に
、
似

る
こ
と
以
上

に

一
つ
の
妙
會

が
あ

る
。
然
し
近
來

の
人

々
は
、
偏

に
形
の
似

.o

こ
と
を
求
め
る
。

愈
似

れ
ば
愈
離
れ

る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
造

化
の
,精
髄

に
滲

透
し
な

い
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
こ
と

を
與

に
語

る
こ
と

の
出

誉

,人

々
は
鮮

い
と
云

ふ
の
で
あ
り
、
甚
だ

了
解
的

で
あ

る
。
似

と
不
似

と
、
甚

だ
封
立
矛

盾
的

で
あ

る
が
、

こ
れ
が
妙
會

で
あ
り
、

一
致

的
で
あ

る
や
う

に
も
解
繹
さ
れ

る
。
然
し
こ
れ

は
、
造
化

の
精
紳

云

は

ゴ
藝
術
的
内
包
律
動
と
も
稽

す
る
も
の

に
妙

曾̂
し
「
酷
似

す
ろ

の
で
あ

つ
て
、
形
似
、
關

心
的
規
矩
準

緬
形
態
と

妙
會
す
る

の
で
は
な

い
。
藝

術
と
し
て
の
形

は
、
關

心
的
規
矩

形

で
は
な

く
、
内
包
律

で
あ
り

、
自
然
そ

の
も

の
が

既

に
内
包
律
の
暗

示
者
、
示
唆
者
と

し
て
定
立

さ
れ

て
ゐ
る
。
こ
の
示
唆

に
從
ひ
、

こ
の
示
唆

を
活
か

し
て
、

一
さ
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う
深

く
我
が
内
包
律
を
構

成
表
示
す
る
腱
に
制
作
が
あ
り
、
創
造
が
あ

る
。
造
化

に
潜
移

し
、
紳

駿

滅
没

の
所

に
游

ぶ
と
云
ふ
の
は
、

こ
の
こ
と

に
外
な
ら

ぬ
と
解

繹
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

更

に
こ
の
内
包
律

へ
の
論
理
的
指
標
と
し

て
次
の

一
節
が
考
究

さ
れ

る
べ
き

で
あ

る
。

「
香
山
翁

日
、
須
知
千
…樹
萬
樹

、
無

一
筆
是
樹

、
千
山
萬

山
、
無

一
筆
・是
山
、
千
筆
萬
筆

、
無

一
筆
是
筆
。
有
慮

恰
是
無
、
無

威
恰
是
有
。
所

以
爲
逸
。」

(
香
山
翁
曰
く
、
須
ら

く
千
樹
萬
樹

一
筆

の
是

れ
樹
無

く
、
千
山
萬
山

一
筆

の
是
れ
鋤
な
く
、

千
筆
萬
筆

一
筆

の
是

れ
筆
無
き

こ
と
を
知

る
べ
し
。

有
な

る
腱
は

恰
も
是
れ
無
、
無
な

る
慮
は

恰

も
是
れ

有

、
逸
た

る
所
以

1

な
り
)

こ
れ
は
香

山
翁

の
語
を
借

り
て
有
無

の
辮
謹
關
係
を
解
示
し
て
ゐ
る
も
の
と
も
考

へ
ら
れ

る
。
千
樹

萬
樹
あ

る
も

一
筆

の
樹
な
く
、
千
山
萬
山
あ
る
も

一
筆

の
山
な
く
、
千
筆
萬
筆

め
る
も

一
筆

も
な

い
と
云
ふ
の
で
あ
り
、
結

局
有

る
の
廣
無

い
の
で
あ

り
、
無

い
の
は
有

る
の
で
あ

る
と

云
ふ
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
逸
と
な

る
理
由

で
あ

る
と
す
る

の

で
あ

る
。

千
樹
萬
樹

あ
る
も

一
樹
な

く
、
千

山
萬

山
あ

る
も

一
由
無
し
と
云
ふ
の
は
、
甚
だ
深
遠
な
る
定
立

で
あ

り
、

こ
の

問

に
怪
澁
な
る
辮

謹
思
辮
を
含
む
や
う
で
も
あ

る
。

こ
れ
を
幽
遠

に
意
味
付
け
る
な
ら
ば
、

か
の

ス

コ
ラ
學
的
敏
義

學

の

一
切
を

も
荘
嚴
量
と

し
て
探
用
す

る
こ
と
が
出
來
る
。

そ
れ
ほ
ど
確
實

で
あ
り
、
同
時

に
叉
容

易

で
あ

る
。
然

東
洋
に
於
け
る
露
論
の
骨
賂

・

(七
)
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に
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け
る
能鳳論脚の
骨
賂

(八
)

し
こ

、
で
は
か

y
る
逆
混
約
読
朋
の
系
列
を
避
け
、
卒
直

に
こ
の
こ
と

は
千
樹
萬
樹

の
問

に

…
定

の
豚

絡
が
吻

つ
て
、

内
包
的
律
動
を
戚

せ
し
む

る
も

の
に
過

ぎ
な

い
と
云

ふ
よ
う
に
解
繹
し
た
い
と
思

ふ
。
豊
論
で

は
、
樹
問

に
は
風

が

逼

つ
て
ゐ
な

け
れ
ば
な
ら

ぬ
し
、
水
面

に
は
風
脚
が

見
ら
れ
る
や
う
に
す

べ
き

で
あ

る
と
屡

々
云

つ
て
ゐ
る
。
書

か

れ
ざ
る
風
が
見

え
る
と
云

ふ
こ
と
は
、
結
局
…樹
間
と
水
面
と
に
は
、

一
定

の
豚
絡
が
あ
ザ
、
抑

揚
が
あ

り
、
粗
密
が

あ
り
、
明
暗
が
あ

つ
て
、

一
つ
の
内
包
律
を
實
現

す
る
と

云
ふ
こ
と

に
蹄
着
す

る
。
内
包
律
と

云

ふ
こ
と
は
、
難
解

の

も
の
の
や
う
で
あ

る
が
、
箪
純

に

一
つ
の
面
白

さ
、
嬉

し
さ
、
離

れ
た
ぐ
な

い
心
の
落
付
き

に
過
ぎ
な

い
。

こ
の
こ

と
が
、
理
論
的
分
析
の
形
態
を
取
る
場
合
、

「
有
露
恰
是
無

、
無

蝿
恰
是
有
」

と
云

ふ
こ
と

に
な

る
の
で
あ
り
、
別

に

こ
、
に
辮

謹
思
辮
的
な
有
無

の
封

立
、
若

し
く
は

O
。
ぼ
。ご
・
艮
冨

。
℃
℃
。mぎ
岩
菖

と

云
ふ
や

う
な
形
而

上
學
的
原

理

に
ま
で
上
昇

さ
れ
る
要
は
、
直
接
無

い
や
う
で
あ

る
。
書

か
れ
た
形
象

に
脈
絡
が
あ
り
、
律
動

が
感

じ
出

さ
れ
、

俗
情
と
關

心
と
が
脱
離
さ
れ
る
な

ら
ば
、
よ
き
藝
術

で
あ

り
、
實

に

「
逸
」

の
情
趣
を
實

現
し

得
る
の
で̀
あ

る
。

34

 

五

韻
致

に
封
す

る
論
理
分
析

の
明
快
性

に
於

て
、
揮
格
は
東
洋
書
論
中
最
も
卓
越
性

を
示
し
て

ゐ
る
。
然

し
こ
の
こ

と

は
香

山
翁
揮

本
初
以
來
、
揮
家

の
傾
向

で
も
あ

つ
た

の
で
あ
ら
う
。
南

田
頗
る
こ
の
こ
と
を

香

山
翁

に
受
け
て
ゐ

る
の
で
あ

る
。
「
有

庭
」
「
無
慮
」

に
關
聯
し

て
疏
密

に
關
す

る

一
つ
の
辮
讃
が
提
示
さ
れ
て
ゐ

る
。



、
交
徴
中

述
古
云
、
看

臭
仲
圭
書
、
當
於
密

腱
求

疏
。
看
侃
雲

林
書
,
當

於
疏
塵
求
密
。

家
香
山
翁
毎
愛
此
語
。

嘗

謂
、
此
古
人
眼

光
礫
破

四
天
下
庭
。
余
則
更
進
而
反
之
日
、
須

疏
腱
用
疏

、
密
腱
加
密

。
合
雨

公
紳
趣
而
饗
取

之
、
則
両

公
墾
用
合

一
之
元
微
也
。L

」

梅
花
道
人
呉
仲
圭
は
密

で
は
あ

る
が
、

そ
の
中

に
疏

の
清
致
が
あ
り
、

こ
れ
に
反

し
て
侃
雲

林
は
疏

で
あ

る
が
、

そ

の
中

に
緊
密

性
が
あ

る
。

こ
の
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
と
云

ふ
の
が
文
徴

仲
の
提
言

で
あ
る
。

香
山
翁

は
常

に

こ
の
語
を
愛
し
た
と

云
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
揮
家

の
思
考
傾
向
と
し
て
、
有
無
、
疏
密

の
聞

に
於
け

る
辮
謹

的
與
奪

を
注
親
す
る

こ
と
が
有

つ
た
や
う
に
思

は
れ
る
。
郎
ち
翁
は

「
古
人

の
眼

光
、

四
天
下
を
礫
破
す
る
」
と

し
て
こ
の

考
を
推
賞

し
て
ゐ
る
。
然

し
南

田
は
更

に

一
歩
を
進
め

て
高
次
辮
謹
を
實
現

し
よ
う
と
云
.ふ
の
で
あ

る
。

そ
れ
は
疏

慮
更
に
疏
を
増

し
、
密

腱
更

に
密

を
加

へ
、
且

つ
こ
れ
を
綜
合

し
よ
う
と

云
ふ
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
論

理
分
析

と
し

て
誠

に
妥
當

で
あ
り
、
適
鷹

的

で
あ

る
が
、
表
現

の
逆
説
性

に
眩
惑
し
て
、
殆

ん
ど

人
間

の
達
し
得

ら

れ
な

い
超

人

間
的
、
超
意
識

的

の
存
在

で
あ
る
と
考

へ
て
し
ま

ふ
こ
と
は
穏
當

で
な

い
。
た
と
ひ
そ
の
境

地
は
幽
遠

で
あ

る
に
し

て
も
、
雲

林
並
び
に
梅
花

道
人
が
實

現
し
、
創
定

し
て
ゐ

る
人
問
的
意
識
界

で
あ

る
。
か

～
る
逆
読

的
分
析

は
、

一

個

の
粛
散
と

云
ふ
や
う
な
氣
韻
を
、

つ
と

め

て
了
解

さ
れ
易

い
や
う

に
分
解

さ
れ

て
ゐ
る
も
の
で
あ

つ
て
、
暗

中
模

索
を
誘
導

せ
ん
が
爲

の
企
圖
で
は
な

い
。
寧

ろ
そ
れ
は
甚
だ
要
領
的
な
表
示

で
あ

る
が
、

云
は

Σ
言
葉

か
ら
、

「
市

場

の
偶
像
」

(哉
o
ご

ho
畦瞬)
か
ら
難
解
な
も

の
に
な

つ
た

の
に
過
ぎ

な
い
ゆ
も
と
よ
り

「
疏
慮
に
密
を

求
め
」
「
密
慮

東
洋
に
於
け
る
壼珂論
岬の
一骨
儲

(九
)
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東
洋
に
於
け
る
書
論
の
骨
賂

(
一
〇
)

に
疏
を
求
め
L

る
と

云
ふ
表
現
は
、
要
領
的
で
は
あ

る
が
、
表
現

の
面
目
さ
と
し

て
、
詩
的
遊

戯
が
あ
り
、
逆
語
的

誇
張
が
藏

さ
れ

て
ゐ
る
。
そ
し

て
そ
の
こ
と
は
理
解
的

で
は
な

い
が
、
極
め

て
暗
請
的
で
あ

り
、
銘
記
的

で
あ
り
、

反
復
誠
請
的

で
あ

る
。
理
解
と
銘
記
と

の
問

に
は
距
離
が
あ

る
。
銘

記
的

で
あ

る
も
の
、
必
す

し
も
理
解

さ
れ

て
ゐ

る
の
で
は
な

い
か
ら

で
あ

る
。

渾
家
傳

承
の
逆
読
的
提
示

の
最
後

の
も

の
と
し

て
街
の
次
の
小
節

を
諦
す

べ
き

で
あ

る
。

「
方
圓
垂

不
倶
成
。
左
右
視

不
並
見
。
此
論

衡
之
説
。

濁
山
水

不
然
。
垂
方
不
可
離

圓
。

観
左

不
可
離
右
。
此
造

化
之
妙
。
文
人
筆

端
、
不
妨

左
無

不
宜

、
右
無

不
有
。」

(
方
圓
を
書

く
、
倶

に
成
ら
す
。
左
右
を
硯
る
。
並

に
見

え
す
。

此
れ
論
衡

の
説
な
り
。

猫
山
水

は
然
ら
す
。

方

を
書

く
も
圓
を
離

る
可
か
ら
す
。
左
を

親
る
も
右
を
離

る
可

か
ら
す
。
此
れ
造
化

の
妙
な

り
。

文
人
の
筆
端

は
、
左
宜
し
か
ら
ざ
る
無

く
、
右
有
ら
ざ
ろ
無

き
を
妨
げ
す
)

方
と
圓

と

を
同

時
に
書

σ
ば

成
ら

ず
、
左

右
を
同
時

に
見

る
と
云

ふ
こ
と
も
出
來
な

い
。
こ

れ
は
論

衡

の
説
で
あ

る
。
然

し
藝
術
は

さ
う

で
は
な

い
。

方
を

書
い
て
も

圓
を

離

れ
て
は
な
ら

す
、
左
を
覗
て
も

右
を
離

れ

て
は
な
ら

ぬ
。

こ
れ
は
造
化
創
生
界

の
眞
理
で
あ

る
。
從

つ
て
文
人

の
筆
端

は
、
左
右
共
に
有

る
こ
と
を

許

さ
れ

る
と

云
ふ
考

で
あ

る
。
辮

讃
的
綜
合
を

書
境

の
全
面

に

認

め
る

思
想
で
は
あ

魯
が
、
論
衡

の

世
界

に
於
て
、
方
圓
倶
成
を
許

さ

す
、
左
右
同

覗
を

許
さ
な

い

黙

に
於

て
、
内
外
雨
界
、
自
ら

規
格

を

別

に
す
る

こ
と
を

確
認

し
て
ゐ
る
や
う

で
あ

%



る
。
そ
は

方
は
圓

で
な
く
、
左
は

右

で
な

い
か
ら
で
あ

る
。
分

別
關

心
界

に
於

て
、

こ
の

差
別
を

認

め
な

い
こ
と

は
、
悪
準
等
観

に
瞳
す

る
の
で
あ
り
、
現
實
規
範

の
格
調
を
無
覗
す

る
断
見

に
属
す
る
の
で
あ

る
。

然

し
藝
術
は
論

衡
と
意
識

面
を
異

に
し
、
現
實

的
規
矩

の
遊
離
と
創

生
と
を

本
質
と
ず

る
。
5
方
圓

の
規
矩
的
識

別
は
融
化

し
て
方
中

に
圓
を
藏

し
圓
中

に
方
を
囁
め

る
の
無
關
心
的
闊
達
性
を
實
現
す

る
。
そ
れ
は
文
字
通
り

に
方

で
は

な

く
、
圓

で
も

な

い
。
方
圓

の
規
矩

を
離

れ
た
別

の
心
境
表
示
の
象
徴
性
を
具
備
し

て
ゐ
る
別

の
資
材

で
あ

る
。
左

右
も
亦
孚
義
と

概

念
と
を
離

れ
、
從

つ
て
叉
塞
問
性
と
云

ふ
規
定
を
も
離

れ
て
、
無
關
心
的
造

化
の

一
心
境
を
構
成

し

て
ゐ
る
。
從

つ
て
方
圓
倶
成

も
左
右
同
覗
も
可
能
と
云

へ
ば
可
能
な

の
で
あ

る
。

然
し
更

に
乙
の
こ
と
を
嚴
密

に
修
正
す
る
な
ち
ば
、
方
圓
、
左
右

の
規
矩

な
き
心
境

に
於

て
、
論

衡

の
規
矩

で
あ

り

準
縄

で
あ
る

べ
き

方
圓

、
左
右
の

指
標
を

使

ふ
と
云
ふ
こ
と

は
、

止
を

得

な

い
の

で
は
あ

る
が

、
率
直

で
は
な

い
。
こ
れ
も
亦

子
oず

昔
戦
二
を
騙
使
し
て
、
内
外
爾
界

の
分
岐
黙

に
於
て
逆

説
的
威
興
を
遊
戯

さ
せ

て
ゐ

る
。
止
を

得
な

い
指
標

で
は
あ

る
が
、
寧
ろ
詩
的
銘
記
性

に
於

て
豊

か

で
あ

る
。
詩

で
あ

る
こ
と
を
知

つ
て
、

そ
れ

の
箕
實
を

掴

む

べ
き
で
あ
り
、
方
圓
左
右

の
文
字
に
膠
着

し
て
、
藝
術
が

か

～
る
奇
蹟

を
實
現

す
る
と
云
ふ
や

う

に
了
解
す

る

こ
と
は
妥
當

で
は
な
い
。
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'

東
洋
に
於
け
る
書
論
の
骨
潴

(
一
二
)

以
上

に
於
て
侃
贋

の
所
謂
、
形
似

を
求

め
ざ
る
意
味

の
大
意

を
學

ん
だ

の
で
あ
り
、
同
時

に

叉
◎

と
し

て
提
示
し

た

「
胸
中

の
逸
氣
」
な

る
も
の

、
大
艦

に
接
し
た

の
で
あ
る
。
前

掲

「
有

露
恰
是

無
、
無
腱
恰

是
有
、
所
以
爲
逸
」

に
於

て

「
有
」

「
無
」

の
解
繹
を

し
た

の
で
あ

る
が
、
そ
れ
が

「
逸
」

で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は

残
さ
れ
て
ゐ
た
の
で

あ

る
。
e
)と
し

て
墨
げ
ら
れ
た

「
逸
」

の
意
味
を
解

く
爲

に
、
こ

、
に
叉
こ
の

一
節

が
取
り
上
げ
ら

れ
る

べ
き
で
あ

る
。

「
逸
」

は

「
の
が

る
」

「
の
が
れ
る
」

で
あ
り
、
逸
脱

で
あ
り
、
逸
離

で
あ

る
こ
と
、
そ
し

て
そ
れ
は

「
俗
」

か
ら

の
逸
脱
で
あ

る
こ
と
を
大
膿
前

に
見

た
分
で
あ

る
。

こ

、
の
有
無
交
渉

に
於
け

る

「
逸
」

も
結

局
こ

の
こ
と

に
蹄
す

,る
の
で
あ

る
。
そ
れ

へ
の
段
階
と
し
て

「
厩
香
館
蚕
蹟
」

の
次
の
考

が
引
用

さ
れ
る
。

「
不
落
畦
径
、
謂
之
士
氣

。
不

入
時
趨

、
謂
之
逸
格
。
」

(
畦
径

に
落

ち
ざ

る
、

こ
れ
を

士
氣
と
謂
ひ
、
時
趨

に
入
ら
ざ
る
、
こ
れ
を
逸
と
謂

ふ
。
)

叉「
高
逸

「
種
、
蓋
欲
脱
盆

縦
横
習
氣
。」

(
高
逸
の

一
種
、
蓋
し
縦
横

の
習
氣

を
脱
鑑

せ
ん
と
欲
す

る
な
b
)

畦
径
は
關
心
的
規
矩

で
あ
り
、
常
奪
的
な
る
も

の
で
あ

り
、
時
趨

は

一
般
的
俗
情

の
好
尚

で
あ

る
。

こ
れ
を
脱
却

す

る
が
故

に

「
逸
」
な

の
で
あ

る
。

叉
縦
横

の
習
氣

も
關

心
的
常
奪

の
俗
情

で
あ

る
。
か

、
る
も

の
を
脱
叢
す

る
庭
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に

「
高
逸
」

が
實
現

さ
れ
る
の
で
あ

る
。

,

「
有
庭
」
必
ず

「
無

」
を
備

へ
、

「
無
腱
」

必
す
亦

「
有
」
を
備

へ
る
こ
と
は
、

「
有
」

の
濃
密
暗

欝
を
脱
却
す
る

所
以
で
あ
り
、

「
無
」

の
粗
漫
怠
惰
を

逸
脱

す
る
所
以

で
あ
ろ
。

之
は
逆
説
を
實
現
途

上
に
途

る
こ
と

で
は
な
く
、

藝
術

に
於

て
は
、
純
梓
な
内
包
的
律
動

の
抑
揚
を
書
面

に
構
成
す
る

こ
と

に
外
な

ら
ぬ
。

東
洋
書
論

は
屡

蚕
の
四
病

を
論
す

る
。

そ
れ
は
甜
、
邪
、

俗
、
頼

で
あ

り
、
甜
は

「
甘

い
」

の
で
あ
り
、
邪

は
書

と
し
て
格
調
を
離
れ
た
も

の
で
あ
り
、
俗
は
關

心
性

に
於

て
拘
束

さ
れ

て
ゐ

る
も
の
で
あ

り
、
頼
は

常
套
墨
守

の

マ

ン
ネ
リ
ズ

ム
で
あ
る
。
中

林
竹
洞
は

「、書
道
金
剛
杵
」
中
、

こ
の
四
病
を
我
が
近
世
書

家
に
配
當

し

て
ゐ
る
。
適
否

は
別
と
し
て
、
大
燈
傾
向

の

一
般
を
學

ぶ
べ
き
で
あ

る
。

甜
ー

鷹
墨

、
松
花

堂

邪
ー

藷
自

俗
ー

元
信
、
、
熊
斐
、
五
岳
、
醇

月
、
等

頼
ー

常
信
、
光
起
、
周
信

近
世

に
於
け
る
代
表
的
作
家

の
美
黙
は
別
と
し

て
、
か
り
に
そ
の
弊
所

に
近

い
も

の
を
、暴
げ

る
な

ら
ば
、
か

う
し

た

こ
と
も
云
は
れ
得

る
で
あ
ら
う
。

「
逸
」

は
結
局

こ
の
四
病

か
ら

の
逸
脱
を
意
味
す
る
も
の
と
解

繹

す

べ
き
で
あ

る
o

東
洋
に
於
け
る
書
論
の
骨
酪

(
;
こ

釣



東
洋
に
於
け
る
書
論
の
骨
賂

(
一
四
)

か

、
る
逸
脱
性

も
街
藝
術

の
内
包
律
を

具
象
的

に
提

示
す
る
も
の
で
は
な

い
。

か
く
て
、
㊥
.と
し

て
基
げ

ら

れ
た

「
柳
以
自
娯
耳
」
の
考
察

に
進
む

べ
き
で
あ

る
。

七

「
形
似
を
求

め
す
」
「
胸
中

の
逸
氣
を
爲
す
」

こ
と
、
そ

こ
に
様

々
の
逆
説
を
見

、
時

に
は
人

聞
的
實
現
を
不
可
能

に
す

る
が
故
に
深
逮

な
表
示
を
も
見

た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
深
遽
な

る
も

の
、
逆
説
的

な
る
も

の
は
畢

覧
、

藝
術

に
於

て
は
精
紳

の
内
包
的
律
動

で
あ

る
こ
と
を
考

へ
た
の
で
あ

る
。
律
動
は
少

く
と
も

ご

つ
の
も

の
の
交
互
關

聯
よ
り
成
立
す
る
。
明
暗
、

強
弱
、
抑
揚
、
粗
密

、
動
静
、
有
無

、
か

う
し

た
封

立
的
な

る
も

の
～
有
機

的
構

成
に

依

つ
て
成
立
す

る
。
そ
れ
は

強
弱

二
音

の
時
問
的
結
合
が
、
特
殊
性
能

と
そ
れ

の
融
合

と
を

自
畳

せ
し
む

る
こ
と

に

依

つ
て
、
輩
純
な

る
音
響

の
律
動
威
を
構
成

ず
る
こ
と

に
類
比

さ
れ

る
。

然
し
か
う
し
た
律

動

と
し
て
の
分
解

も
、

街
未
だ
眞

の
内
包
律
そ

の
も
の

で
は
な

い
。

そ
れ

の
最
も
内
面
に
於
け
る
性
質

は
、
正
に
精
棘

と
し

て
、
常
識
と
し
.

て
、
他

に
求

め
ざ

る
自
存
自
律

の
遊
化

で
あ
り
、
自

足
で
あ
り
、
悦
樂

で
あ
る
。
特
殊
化
と
統

一
化

と
の
結
構

に
於

て
、
如
何

に
分
化
と
合

一
と

の
形
態
を
外
面
的

に
具
備
す

る
に
し
て
も
、
内

面

に
於
け
る
自
足

の
浮
悦
、
聖
悦
を
件

は
ざ
る
も
の
は
、
藝
術

の
眞
髄
を
離
れ

る
。

迂
翁

の

「
自
娯
耳
し

以
後
、
藝
術

の
悦
樂
性

は
諸
家

の
齊
し
く
奉

ず
る
腱
で
は
あ
る
が
、
書

論
は
主
と
し

て
制
作

如



の
態
度
方
法
を

読
く
の
に
急

で
あ

つ
て
、
悦
樂
性

の
提
示
、
分
量
的

に
甚
だ

乏
し

い
の
で
あ

る
。

こ
れ

に
、
0

語
ら

ず
と
も
既

に
巳
に
了
解

さ
れ

て
ゐ
る
も

の
と
し
て
省
略

さ
れ
た
と
云

ふ
こ
と
も
あ

り
、
◎
果
分

不
可

説

の
分
際

に
在

る

こ
と

も

一
つ
の
理
由

で
あ

り
、
㊨
時
代

の
推
移

に
鷹

じ
て
、
技
術
的
末
葉
卑

重

の
事

、
甚
だ
重
要

性
を
示
す

に
至

つ
た
こ
と
な
ど

の
理
由
が
基
げ
ら

れ
る
で
あ
ら

う
。
南
田

の

「
画
香
館
書
蹟
に

は
、
理
論
分
析

に
於

て
先
人
未
到

で

あ

る
が
、

こ
の
綜

合
的
悦
樂
性
を
提

示
す

る
場
合
、
全
く
無

い
の
で
は
な

い
が
、
犀
利
な
る
理
論
分
析

に
比
し

て
甚

だ
貧
し

い
の
で
あ

る
。
然
し
か

～
る
幌
樂
を
説
く
瓢

に
於

て
、
明
の
董
其
昌
は
諸
家

の
最
た
る
も

の
で
あ

ら
う
。
時

・
代
荷
未
だ
清
に
下
ら
摩
、
綜
合
包
括

の
内
観
、
人
と
時
と

の
和
を
得

た
の
で
あ
ら
う
。

「
書
眼
」

に

云
ふ
。

「
黄
大
療
九
十
而
貌

如
童
顔
。

米
友
仁

八
十
絵
、
紳
明

不
衰
、
無
疾
而
逝
。
蓋
垂
中
煙
雲
供
養
也
」

(
黄

大
凝

九
十
に
し
て
貌
童
顔

の
如
し
。
米
友
仁
八
十
絵
に
し
て
紳
明
嚢

へ
す
、
疾
無

く
し

て
逝

く
。
蓋
し
書

中
煙
雲

の
供
養
な
h
・)

煙
雲

に
供
養

さ
れ
る
の
は
㌔
自
然
と
造
化
の
樂
を
同

じ
く
す

る
も

の
で
あ

る
。

又
曰
く
、

「
書

の
道
所

謂
宇
宙
手

に
在

る
者

、
眼
前
生
機

に
非
ら

ざ
る
は
無

し
。
故

に
其
人
往
往
多
壽
な

り
。
刻
書

細
謹

の
如
き

に
至
り
て
は
、
造

物

に
役
せ
ら

れ
る

～
者
、
乃
ち
能

く
壽

を
損
す
。
蓋

し
生
機
無
き
な

り
。
黄
子
久
、

沈
石
田
、
文
徴
仲
、
皆

大
老
至
な

り
。
仇
英
は
短
命
。
趙
臭
興

は
、
六
十
絵
。
仇
と
趙
と
晶
格

同
じ
か
ら
す
と

雛
も
、
皆

習
者
の
流
、
書
を
以

て
寄
と
爲
し
、
書
を

以
て
樂
と
爲
す
者

に
非
ら
ざ

る
な
り
。
樂

を
書

に
寄
す
る

.
東
洋
に
於
け
る
書
論
の
骨
噛船

(
M
五
)
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け
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の
骨
酪

(
一
六
)

こ
と
、
黄

公
望

よ
り
始
め

て
此

の
門
庭
を
開
く
の
み
」

造
化

に
饗
輿

す
る
も
の
は
眼
前
悉
く
生
機

で
あ
る
。

こ
れ
ば

悦
樂

で
あ
り
、
椀
樂

を
眼
前

の
す

べ
て

に
審
す

る
の

で
あ

る
。
從

つ
て
か

、
る
入

々
は
往

存
名
.毒

で
あ

る
が
、
刻
書
細
謹

の
密
書
は
、
外
物

に
使

役

さ
れ

て
却

つ
て
天
壽

を
失

ふ
。
.こ
れ
は
生
機

か
無

い
か
ら

で
あ

る
。
黄

子
久
、
沈
石
溺
、
交
徴
件
は
、
八
十
歳

以
上

の
高
齢

で
あ

つ
た
が

仇
英

は
短
命
、
趙
子
昂
は
た

ゴ
六
十
絵
歳

に
過

ぎ
な
か

つ
た
。
仇
英

と
子
昂
と
は
晶
格
同
じ
て

は
な

く
、
子
昂

が
遙

か
に
高

い
の
で
は
あ

る
が
、
然

し
共

に
習
者

の
流

で
あ
り
、
俗
情

を
交

へ
て
ゐ
る
。
從

っ
て
書

を
以
て
悦
樂
と
な
し

又
挽
樂
を
寄
す
る
も
の
と
し
な

い
の
で
あ

る
。
樂
を
霊

に
寄
す
る

の
は
黄

子
久

か
ら
始

つ
た
と

云
ふ
意
味

で
あ

る
。

託
興
寄
情
が
生
機
を
輿

へ
多
壽
な
ら
し

め
る
か
何
う
か
は
、
肉
禮

の
問
題

で
あ

る
か
ら
、
眠
純

に
規

定
す
る
こ
と
は

出
來
な

い
。
然
し

か

、
る
寄
樂

の
間

に
、
時
問
以
上
の
も
の
を
鳳
じ
出
す

の
で
あ
ら
う
し
、

又
そ

の
生
機

が
天
壽

を

も
養
ひ
得

る
可
能
性

を
甚

だ
多

く
持

つ
の
で
も
あ
ら
う
。
南
田
は
康
煕

二
十
九
年

、
五
十
八
歳

を
以

つ
て
逝
き
、
董

其
昌
は
崇
頑
九
年
、
八

十
二
歳

(
一
読
、
八
十
三
歳
)
を
以

つ
て
終

つ
て
ゐ
る
。
肉
鵬
事

で
あ

り
、
生

理
事

で
あ

惹

が
、
叉

一
つ
の
威
興
.で
あ

る
。
南

田
、
清
初
に
於

け
る
最
大

の
作
家
、
雄
渾

に
し

て
更

に
精
妙

研
絶
を

も
併

へ
持

つ

の
で
は
あ

る
が
、
董
玄
宰
の
秀
潤
渾
厚

の
致

に
比
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
差
、
必
す
し
も

天
壽

の
相
違

の
み

で
は
な

い

や
う
で
あ

る
。
時
と
境
ど
、
天
地
の
恩
遇

必
す
し
も

一
様

で
は
無

い
や
う

で
あ
る
。

玄
宰
曾

て
王
維

の
眞
蹟
と
想
定

さ
れ

る
江
山
舞
雪

圖

一
巻
を
見
、
そ

の
喜
び
を
叙
し
て
ゐ
る
。

「
余

こ
の
雀
中

に
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於
て
清
幅
を
消
受
す
る
か
。

老
子
云
く
、
道

に
同
す

る
者
は
、
道
も
亦

こ
れ
を
得

る
こ
と
を
樂
し
む

と
。
余

且

に
こ

れ
を
珍
と

し
て
以

て
倹

つ
L

と
。
老
子
の

「
道
」
は
全
存
在

の
根
源

で
あ

る
が
、

そ
れ
は
抽
象
的
存

在

で
は
な
く
、

道

に
同
す

る
も

の
を
得

て
、

か

、
る
も
の
を
得
た
る

こ
と
を
樂

し
む
具
象
的
自
畳

の
存
在

で
あ

る
。

藝
術

並
び

に
藝

術

に
於
け
る
自
然

は
特

に
こ
の
完

全
性

の
自
畳

で
あ
り
、
自
足
の
聖
悦
た

る
べ
き

で
あ

る
。

八

藝

術
は

一
般

に
思
索
的
根
擦

と
し

て
汎
神
論

的
傾
向
を
備

へ
る
。
殊

に
近
世

に
於
て
そ
れ
は
明
確

で
あ

る
。
ゲ
ー

テ
は
自
ら
道
徳
家
と
し
て
は

一
紳

教
徒

で
あ
り
、
藝
術
家
と
し
て
は
汎
紳

圭
義
者

で
あ

る
と
云

つ
て
ゐ

る
。
藝
術

は

一
般

に
有
限

的
者
中

に
無
限
的
者
を
見
す

こ
と
で
あ

る
と
考

へ
ら
れ

て
ゐ

る
が
、

こ
の
こ
と

シ
エ
リ

ン
グ

に
於
て
明

白

で
あ

る
。
威
畳
的
者
中

に
超
鳳
畳

的
者
を
見
出

す
こ
と
は
、

カ

ン
ト
に
於
て
、
象
徴

の
意
味
を
な

す
が
、
そ

の
こ

と
又
、
有
限
中

に
無
限
を
見

出
す
と
韓

ふ
こ
と

、
甚
だ

一
致

的

で
あ

る
。

然
し
か
う
し

た
場
合
、
有

限
者
と
は
何
か

無
限
者
と
は
何

か
、
威
畳
的
者
並
び

ド
超
威
畳
的
者
と
は
抑

も
何

か
。
有
限
者
、
感
畳
的

者
は
、
藝

猜

の
場
合
形
象

で
あ
り
、
封
象

で
あ
り
、
花

で
あ
り
、
鳥

で
あ
り
、
雲

林
の
所
謂
竹

で
あ
り
、
香

山
翁

の
所
謂
千
樹

萬
樹
、
千

山
萬

山
で
あ
る
。

さ
て
か

、
る
形
象
中

に
見
出

さ
れ
る

べ
き
無
限

と
は
何

で
あ

る
か
。

無
限

は
有
限

の
否
定

さ
れ
た

も
の
で
あ

る
。
我

々
の
認
識

し
、
意
識

し
、
限
定
し
能

ふ
も

の
は
、

悉
く
有
限
な

る

東
洋
に
於
け
る
書
論
の
骨
賂
…

(
一
七
)

43



東

洋

に
於
け

る
轟

の
骨

賂

'

(
噛
八
)

も
の
で
あ

る
。
無
限
は
た

ゴ
こ
の
も

の
、
否
定

と
し

て
了
解
さ
れ
、
他

者
と
し
て
想
定
さ
れ
、

超
限
定
者
と

し
て
意

識

さ
れ
る
。
思
索

さ
れ
、
意
識
さ
れ
能

ふ
限

り
、
限
定
者

で
あ

る
が
、
然
し

こ
の
限
定
は
超
限

定
と

し
て
の
限
定

で

あ
り
、
無
限
定
と
し

て
の
限
定

で
あ
る
。

云
は

駁
そ
れ
は
消
極
的
否
定
の
姿

に
於
て
定
立
さ
れ

て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

然

し
こ
の
こ
と
は
甚
だ
不
可
解

な
限
定

で
あ
り
、
甚
だ
自

己
矛
盾
的
π
か定

立
で
あ

る
。
こ

の
こ
と

の
思
辮
的
探
求
は

別
の
場
合

に
譲
ら
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
の
思
辮
的
債
値

性

に
囎

し
て
も
綜
括
を
避
け

る

べ
き

で
あ

る
。
然
し

か

う
し
た
も

の
が
藝
的
思
辮

の
領
域

に
於

て
取
扱
は
れ
る
場
合
、

そ
れ
は
畢

覧
「
完

全
者
」
と
云

ふ
こ
と

と

一
致
す

る
。

こ

の
こ
と
は
特

に
藝
術
的
能
力
を
豊
満

に
懐

い
て
ゐ
た
希
騰
思
想

に
於

て
有
力
で
あ

る
が
、
こ

の
傳
統

は
就
中
藝
術

的
無
限

の
領
域

に
向

つ
て
貴
重

千
、あ
り
、
憤
値
充
足
的

で
あ

る
。

無
限

を
完

全
に
置
き
か

へ
る

こ
と

に
依

つ
て
、
何
が
解
決
さ
れ

る
の
で
あ

る
か
。
無
限

は
清

極
的
否
定

の
形
に
於

け

る
限
定

で
あ

る
が
、
完
全
は
積
極
的
肯
定
の
形
に
於
け
る
限
定

で
あ

る
。

そ
し

て
そ
れ
は
限

定
と
云

ふ
形
に
於
て

は
有
限
で
あ

ら
う
け
れ
ど
も
、

そ
れ
が
完
全
午

あ

る
と

云

ふ
こ
と

に
依

つ
て

限
定
性

一
般

の
不
完
全
性
を
解
除

す

ノ

る
σ

こ
の
こ
と
は
結
局
同
意

反
復

に
絡
る
の
で
は
な

い
か
。
然
し
そ
れ
は

さ
う
で
な

い
。
完
全

は
軍
純

な
る
完

全
と

し
て
の
概
念
規
定

で
は
な

く

「
他

に
求
め
ざ
る
自
畳

の
自
足
性
」

と
し

て
膿
得
し
得
ら

る

、
意

識

の
當
相

で
あ

る
。

そ
れ
は
超
意
識
的
抽
象

の
想
定

で
は
な
く
、
最

も
明
確

に
識

野

の
中
心
を
構
.成
し

て
ゐ

る
自
足

の
悦
樂

で
あ
り
、
他

に
何

も
の
、
求
む

べ
き
も

の
を
知
ら
な

い
自
存

の
聖
悦

で
あ

る
。
藝
術
は

か

、
る
悦
樂

に
於

て
そ
れ

の
眞
髄

と
そ
れ
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の
奪
嚴

と
を
見
出

す
。

有
限

中
に
於
け

る
無
限

の
認
識

と
云
ふ
こ
と

が
、
理

の
追
求
を
離

れ
て
具
象

的
な
意
識
と
し

て
自
畳

さ
れ

る
場
合
、

こ
の
形
態

の
外

に
何
を
提
示
す

る
こ
と
が
出
來
る

で
あ
ら
う
か
。
か
り

に
そ

れ
が
提
示

さ
れ

る
に
し
て
も

、
自

足
の

一
鮎

に
飽

和
し
て
ゐ
る
精

神
の
實
象

に
向

つ
て
、
何
を
加

へ
、
何
を
滅
す

る

こ
と
が
出
來

る

で
あ
ら
う

炉
。

ス
ピ
ノ
ー
ザ
汎
神
論
に

於
け

る

「
永
遠
相

下
に
於
け

る
個
物
」

の
認
識
も

こ
の
こ
と

に

一
致

的
で
あ

り
、
第

三
種

の
知
と

し
て
定

立
さ
れ

て
ゐ

る
彊
槻

知

。。oげ
暮
鑓

一馨
μ
繭口
く
9
も
か

、
る
完

全
性

の
把
握

に
蹄
着

す
る
の

で
あ

る
。

書
論

に
天
游

と
云
ひ
、
紳
駿
滅
没
と
云
ひ
、
煙
雲
供
養
と

云
ひ
、
生
機

と
云
ひ
、
象
外
之
賞

と
云
ふ
も
の

畢
覚

こ
の
完

全
性

の
自
畳

で
め
り
、
自
足

の
挽
樂

に
外

な
ら

蹟
の
で
あ
ざ
。
雲
林

の

「
聯
以
自
娯
耳
」

の

一
句
、
聞

放
瀟
散

の
心
境
を
支
柱
と
し

て
、
誠

に
内
容
盗
れ
た

る
標
語
的
指
示

で
あ

る
。
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九

以

上
の
考
察
、
椀
蓑

の
長
か
ら
ざ
る
心
境
開
示

の
章
句
を
根
篠
と
し

て
、
東
洋
書
論

の
骨
糖
を
概

概

し
た

の
で
あ

る
。

そ
し
て
之
れ
は
書

の
理
論

た
る
に
と

ゴ
ま
ら
ず
、
又
東
洋

に
於

け
る
糟
書
藝
術

の
翼
髄

を
も
指

標
す

る
の
で
あ

る
。
更

に
そ
れ
は
形
象

の
自
律
創
造

で
あ

る
こ
と
、
俗
情

逸
脱
で
あ

る
こ
と

、
内
包
的
律
動
の
綜
合

的
自
畳
と
し

て

悦
樂

で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
の

で
あ

る
。
然
し

か

、
る
根
本
的
性
質

は
、
詳
細

に
そ
れ
を
考
究

す

る
こ
と

に
依

つ

て
、
輩

に
猫
り
東
洋
紬
書
藝
術

に
限
ら
れ

る
も

の
で
は
な

く
、
洋

の
東

西
、
時

の
古
今
を
問
は
す
、

全
意
識

活
動

に

東
洋
に
於
け
る
雷
論
σ
骨
酪

(
一
九
)



7

東
洋
に
於
け
る
虫毘脇訓
の
骨
賂

(
二
〇
)

遍
通

す
る
原
則

に
も
接
鯛

す
る
こ
と
を
見
出

し
た
の

で
あ
る
。
從

つ
て
内

包
律

の
純
粋
悦
樂

を

持
た
す
、
俗
情

的
關

心
を
逸

脱
せ
ざ
る
藝
術

は
、
洋

の
東
西
を
問
は
す

,
時

の
古
今
を
問
は
ず
、
推
奨

に
値

し
な

い
作
物

で
あ

る
。

一
般

に
東
洋

に
於

け
る
藝
術

は
爲
意

表
現
的

で
あ
り
、
精
神
的
で
あ

り
,
内
観
的

で
あ

り
、
静
寂
幽
玄

的
で
あ

り

實
感
逸
脱
的

で
あ
り
、
線
條
の
美

を
重

ん
じ
て
非
色
彩
的

で
あ
り
、
墨
華
筆
濁

の
綜
合
講
調
的

で
あ

り
、
そ

の
他
様

々
の
特
質

が
基
げ
ら

れ
て
ゐ
る
。
そ
し

て
叉
西
洋

に
於
け
る
藝
術
は
全
く
こ
れ
と
封
踪
的

で
あ

り
、
帥

ら
そ
れ
は

爲
實

的
で
あ
り
、
鳳
畳
的

で
め

り
、
客
観
尊
重

的

で
あ
り
、
動

的
効
燗

℃
め
り
、
實
鳳
的

で
あ

り
、
色

彩
的

で
あ
り

實
艦
的

で
あ

る
と

云
ふ
や
う

に
云
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
観
察
悉
く
首
肯

さ
れ

る

も
の
で
あ

る
。
東
洋

9

に
は
牧
漢

の

「,柿
」
が
あ

る
が
、
西
洋

に
は
さ
う
し
た
も

の
な

く
、

叉
西
洋

に
は
ヅ

イ

ン
チ
の

「
最
後

の
晩
餐
」
が

あ

る
が
、
東
洋

に
は
そ
れ
が
無
い
と
云

ふ
こ
と

は
明
白

で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
識
別
を

一
暦

明
白

に
す

る
と

共
に
、

叉

一
面

そ
れ
ら

の
問

に
あ

る
通
性
を

一
層

深
腱
か
ら
洞
察

し
、
共

に
長
を
探
り
、
短
を
補

ふ
と
云

ふ
こ
と

は
、
望

ま
し

い
こ
と

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
相
違

の
中
、
或
は
輩
純

に
度
差

に
過
ぎ
な

い
も

の
も
あ
り
、
或
は

叉
質
差

と
し
て
取
扱

は
ね
ば

な
ら

ぬ
も
の
も
あ

る
で
あ
ら
う
。
學
的
關

心
と
し
て
は
、
質
差
を
糟
密

に
分
析
し
て
度

差

の
方

向
に
近
付
か

し
め
、
互

に
損
釜
す

る
腱
を
見
出
し
、

各
の
特

性
を
最

も
健
實
な

る
も

の
と
し

て
展
開
せ
し
む

べ
き

で
あ

り
、
途

上

に
於
け
る
離

合
集
散

は
す

べ
て
健

實
な
る
基
騰

の
上
に
實
現

さ
れ
る
べ
き

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の

こ
と

,
叉
時
代
推
移

の
傾
向
と

も
綜
合

し
て
規
定

さ
れ

る
べ
き

で
あ
る
が
、
甚
だ
多
岐

で
あ

り
、
別

に
稿
を
改
む

べ
き
で
あ

る
。
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