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男

 
 
 
 
前
 
言

 
「
杜
子
春
伝
」
に
関
す
る
筆
者
の
論
考
も
、
回
を
重
ね
て
五
重
目
と
な
っ
た
。

未
だ
書
き
残
し
た
事
ど
も
も
少
な
し
と
し
な
い
が
、
こ
の
あ
た
り
で
一
区
切
り

を
つ
け
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
こ
と
を
整
理
し
、
併
せ
て
、
今
後
に
残
さ
れ

た
課
題
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
要
し
た
い
。

 
 
 
 
一

 
筆
者
が
、
「
杜
子
青
天
」
に
つ
い
て
考
え
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
原
田
淑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
氏
の
論
考
「
唐
代
小
説
杜
惜
春
伝
と
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
」
で
あ
っ
た
。
原

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
け
ん

田
論
文
は
、
そ
の
題
名
の
示
す
通
り
、
厭
教
・
拝
火
教
と
翻
訳
さ
れ
た
ゾ
ロ

ア
ス
タ
ー
（
N
口
「
9
0
け
げ
口
o
o
げ
け
憎
P
）
教
が
、
唐
代
の
文
化
に
影
響
を
与
え
た
一
例
と
し

て
、
本
作
品
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

 
唐
代
の
文
化
に
、
「
胡
」
1
異
民
族
、
と
り
わ
け
ペ
ル
シ
ア
系
の
人
々
の
文

化
が
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
夙
に
我
が
国
の
石
田
幹
之
助
『
長
安
の

（
2
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）

春
』
や
、
中
国
の
向
達
『
唐
代
長
安
与
西
域
文
明
』
な
ど
に
収
録
さ
れ
て
い

る
諸
論
文
の
等
し
く
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
ら
ペ
ル
シ
ア
系
の
人
々
の

文
化
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
た
の
が
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
唐
代
の
小
説
「
杜
子
春
伝
」
の
中
に
、
こ
う
し
た
背
景
を
持
つ
ゾ
ロ
ア
ス

タ
ー
教
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
た
原
田
氏
の
説
も
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、

て
説
得
力
の
あ
る
、
重
要
な
指
摘
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
原
田
説
で
は
、
さ
ら
に
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、

極
め

①
本
作
品
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
経
旨
を
説
く
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
勾

の
で
あ
る
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
阻

②
作
品
中
見
え
る
、
道
教
や
仏
教
の
用
語
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
経
旨

 
を
当
時
の
人
々
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
借
用
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う

 
し
た
用
語
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
小
説
に
あ
り
が
ち
な
「
文
字
的
混
同
」

 
に
過
ぎ
な
い
。

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
指
摘
に
少
な
か
ら
ず
覚
え
た
疑
問
が
、
筆

者
の
一
連
の
論
考
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
右
の
指
摘
の
当
否
を
考
察
す
る
た
め
に
筆
者
が
行
な
っ
た
の
は
、
原
田
氏
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

「
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
経
旨
を
説
く
た
め
に
借
用
し
た
（
傍
点
は
増
子
）
」
と

説
か
れ
た
、
道
教
を
は
じ
め
と
す
る
思
想
・
宗
教
の
用
語
を
検
討
す
る
こ
と
で
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あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
次
の
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。

①
「
杜
子
春
伝
」
に
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
を
は

 
じ
め
と
す
る
イ
ン
ド
の
宗
教
や
儒
教
、
道
教
な
ど
種
々
の
宗
教
・
思
想
の

 
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
用
語
の
み
な
ら
ず
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
な
ど
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、

 
作
品
中
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
経
回
が
、
他
に
抜
き
ん
出
て
語
ら
れ
て
い

 
る
痕
跡
は
見
出
し
難
い
。
本
作
品
か
ら
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
一
覧
の
平
氏
を
読

 
み
取
る
こ
と
は
、
た
と
え
同
教
と
接
点
を
持
つ
こ
と
の
で
き
た
唐
人
で

 
あ
っ
た
と
し
て
も
、
恐
ら
く
相
当
な
困
難
を
伴
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ

 
ど
微
か
な
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

②
ゾ
ロ
ア
ス
タ
三
教
の
経
旨
を
説
く
た
め
に
「
借
用
さ
れ
た
」
と
す
る
、

 
宗
教
・
思
想
の
用
語
の
う
ち
、
本
作
品
の
表
面
を
流
れ
る
「
本
流
」
と
も

 
称
す
べ
き
道
教
の
用
語
の
検
討
を
通
じ
て
、

㈲
 
作
者
は
、
道
教
に
並
々
な
ら
ぬ
深
い
造
詣
を
有
す
る
人
物
で
あ
ろ
う
。

㈲
 
し
か
も
、
そ
う
し
た
方
面
へ
の
深
い
造
詣
を
ふ
ま
え
て
、
作
品
中
、

 
か
な
り
周
到
な
用
語
配
置
を
行
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
本
作
品
の
力

点
が
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
経
旨
を
説
く
こ
と
に
あ
る
と
は
、
に
わ
か
に

考
え
難
い
。

以
上
の
こ
之
か
ら
、
「
杜
子
春
伝
」
に
ゾ
ロ
ア
ス
タ
i
教
の
影
響
が
見
出
さ

れ
る
と
す
る
原
田
氏
の
説
は
、
「
他
の
宗
教
・
思
想
と
共
に
」
と
い
う
限
定
が

あ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
生
き
て
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

た
（
以
上
、
論
考
1
）
。

 
 
 
 
二

 
原
田
説
を
批
判
す
る
に
あ
た
り
、
「
杜
子
春
冬
」
に
関
連
し
た
先
行
の
論
考

を
読
み
直
す
う
ち
、
こ
れ
ら
の
大
部
分
が
、
主
と
し
て
、

＠＠o
本
作
品
に
影
響
を
与
え
た
作
品
は
何
か
。

そ
の
宗
教
的
・
思
想
的
背
景
は
何
か
。

主
題
は
何
か
。

O

を
論
じ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
用
語
に
つ
い
て
論
及
し
た
も
の
が
、

存
外
少
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
。

 
確
か
に
、
右
に
示
し
た
よ
う
な
内
容
を
論
ず
る
こ
と
が
、
作
品
研
究
の
重
要

な
営
み
で
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。
基
本
的
に
は
、
用
語
研
究
も
こ
う
し

た
問
題
を
考
え
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
、

そ
れ
に
し
て
も
一
い
や
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
作
品
に
現
れ
た
用
語
に

つ
い
て
、
も
う
少
し
考
究
し
た
論
文
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ

れ
が
、
筆
者
が
唐
代
小
説
の
用
語
の
在
り
方
を
考
え
る
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。 

そ
こ
で
、
辞
書
的
説
明
だ
け
で
は
、
必
ず
し
も
理
解
し
難
い
と
思
わ
れ
る
用

語
を
中
心
に
で
き
る
限
り
同
時
代
の
詩
文
に
例
を
求
め
て
、
種
々
と
考
究
し
た

の
が
、
こ
れ
ま
で
の
四
編
の
論
考
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
十
分
な
も
の

と
は
言
い
難
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
次
の
こ
と
は
言
え
た
も
の
と
思
う
。
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第
一
に
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
道
教
的
用
語
の
豊
富
さ
と
、
そ
の
配
置
の
周

到
さ
で
あ
ろ
う
。

 
こ
れ
は
既
に
本
稿
で
も
触
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
道
教
は
、
本
作
品
の
ス
ト
ー

リ
ー
の
表
面
を
流
れ
る
、
い
わ
ば
「
本
流
」
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
う
し
た

用
語
が
多
い
の
も
、
ご
く
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
中

見
出
さ
れ
る
道
教
的
用
語
 
 
例
え
ば
、
老
君
双
檜
、
哺
、
雨
女
、
青
竜
・
白

虎
、
そ
し
て
自
石
等
 
 
は
、
道
教
の
し
か
る
べ
き
文
献
に
来
源
を
認
め
得
る

も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
し
か
も
そ
う
し
た
用
語
の
持
つ
イ
メ
…
ジ
を
十
分
に
知

り
抜
い
た
上
で
、
よ
り
大
き
な
効
果
を
上
げ
る
べ
く
配
置
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 
そ
う
し
た
、
道
教
的
な
用
語
配
置
の
周
到
さ
は
、
本
作
品
が
、
読
者
と
い
う

も
の
を
想
定
し
て
、
意
識
的
・
意
図
的
に
「
創
作
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
も
、
作
者
が
読
者
と
し
て
視
野
に
入
れ
て
い

る
の
は
、
自
ら
と
同
水
準
の
道
教
的
知
識
を
有
す
る
人
々
で
あ
る
可
能
性
が
極

め
て
高
い
（
以
上
、
論
考
1
、
2
）
。

 
第
二
に
、
道
教
以
外
の
用
語
に
つ
い
て
見
て
も
、
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。

 
そ
の
一
例
と
し
て
、
先
行
論
文
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
大

将
軍
」
と
言
う
用
語
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、

①
当
時
、
信
仰
を
集
め
て
い
た
「
五
道
神
（
五
道
将
軍
）
」
で
は
な
い
か
。

②
し
か
も
、
五
道
将
軍
は
、
信
仰
の
対
象
で
あ
る
と
共
に
、
当
時
の
庶
民

 
か
ら
知
識
人
に
至
る
ま
で
の
広
い
階
層
に
親
し
ま
れ
た
「
俗
講
」
の
キ
ャ

 
ラ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
。

③
こ
の
五
道
将
軍
が
登
場
す
る
俗
講
と
し
て
最
も
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、

唐
代
伝
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杜
子
春
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一
考
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「
目
貼
変
」
で
あ
る
。

④
「
目
連
変
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
「
杜
子
春
伝
」
に
強
い
影
響
を
与
え
て

 
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑤
従
っ
て
、
作
者
が
五
道
将
軍
を
思
わ
せ
る
「
大
将
軍
」
を
登
場
さ
せ
た

 
の
は
、
読
者
を
十
分
に
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
用
語
を
配
置

 
し
た
作
者
の
周
到
な
計
算
が
見
て
と
れ
る
。

と
し
た
（
以
上
、
論
考
3
）
。

 
第
三
に
、
こ
れ
は
右
の
一
、
二
と
も
関
連
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
知

識
や
読
者
を
意
識
し
た
構
成
力
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
作
者
が
、
そ
の
方
面

で
は
当
然
常
識
的
と
思
わ
れ
る
事
柄
を
、
な
ぜ
は
ず
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し

た
。 

こ
れ
を
作
者
の
単
な
る
知
識
不
足
、
或
い
は
ミ
ス
と
す
る
こ
と
は
、
作
品
の

そ
こ
ご
こ
に
見
ら
れ
る
作
者
の
知
識
の
黒
豆
富
さ
や
、
用
語
配
置
の
周
到
さ
な
ど

を
無
視
し
た
、
あ
ま
り
に
安
易
な
発
想
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
や
は
り
、
そ
こ

に
作
者
の
何
ら
か
の
意
図
を
読
み
と
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
仙
薬
完
成
の
た
め
に
、
沈
黙
の
行
を
課
せ
ら
れ
た
子
春
が
、

地
獄
め
ぐ
り
の
果
て
に
、
女
性
に
再
生
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
着
目
し
、
次
の
よ

う
に
考
察
し
た
。
．

①
成
瀬
哲
生
氏
は
、
論
考
「
鉄
柱
を
削
る
道
士
」
の
中
で
、
仙
薬
の
精
錬

 
に
必
要
と
さ
れ
る
豊
春
が
、
道
教
の
常
識
を
破
る
ほ
ど
巨
大
で
あ
る
こ
と
-

 
や
、
老
道
士
と
杜
三
春
と
が
仙
薬
精
錬
の
た
め
に
落
ち
合
う
日
が
、
凶
日

 
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
に
注
目
し
、
破
局
は
予
告
さ
れ
て
い
た
と
指

（！49）



 
 
 
 
 
（
6
）

 
 
摘
さ
れ
た
。

②
こ
う
し
た
指
摘
を
参
考
と
し
て
、
孟
春
が
女
性
に
再
生
さ
せ
ら
れ
た
こ

 
 
と
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
と
、
先
行
の
論
文
の
よ
う
に
、
こ
の
再
生
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
）

 
 
「
女
性
蔑
視
で
は
な
い
」
と
結
論
づ
け
た
こ
と
の
当
否
が
問
題
と
な
る
。

③
中
国
の
伝
統
的
な
女
性
認
識
で
は
、
女
性
を
不
完
全
な
も
の
、
不
浄
な

 
 
も
の
と
す
る
見
方
が
一
般
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
種
々
の
文
献
か
ら
も
十
分

 
 
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
少
な
く
と
も
唐
代
ま
で
の
道
教
文
献

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
タ
ブ
 

 
 
で
も
、
仙
薬
精
製
の
場
に
女
性
が
立
ち
合
う
こ
と
は
禁
忌
と
さ
れ
る
も
の

 
 
が
少
な
く
な
い
。

④
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
子
春
の
女
性
へ
の
再
生
は
、
や
は
り
一
種

 
 
の
「
女
性
蔑
視
」
に
基
づ
く
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
彼
が
女
性
に
再

 
 
生
さ
せ
ら
れ
た
段
階
で
、
当
時
の
読
者
の
多
く
が
破
局
を
予
想
す
べ
く
、

 
 
「
仕
組
ま
れ
た
」
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
 
と
し
た
（
以
上
、
論
考
4
）
。

 
 
 
 
三

 
以
上
の
よ
う
に
、
「
杜
子
岸
伝
」
に
見
え
る
用
語
の
検
討
を
通
じ
て
、
作
者

が
明
ら
か
に
読
者
と
い
う
も
の
を
十
分
に
意
識
し
て
創
作
を
行
な
っ
て
い
る
こ

と
が
見
て
と
れ
た
と
思
う
。
こ
う
し
た
態
度
は
、
前
代
の
志
怪
が
、
少
な
く
と

も
当
人
た
ち
の
認
識
す
る
「
事
実
」
を
記
録
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
と
一
線
を

画
す
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
、
明
・
胡
応
麟
が
、

 
凡
変
異
談
、
盛
於
六
朝
。
然
多
士
伝
録
舛
註
、
未
尽
幻
逐
語
。
至
唐
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
ゆ
う
て
つ
い

乃
作
意
、
仮
小
説
以
寄
筆
端
（
『
少
室
山
房
筆
下
』
巻
三
六
「
二
酉
綴
遺
」

〔
下
〕
）
。

と
述
べ
る
、
唐
革
伝
奇
の
特
徴
が
備
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

 
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
「
作
意
」
の
意
図
は
何
か
一
つ
ま

り
、
本
作
品
の
テ
ー
マ
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
既
に
「
論
考
4
」
で
も
多
少
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
、

先
行
の
諸
説
を
整
理
し
つ
つ
、
現
段
階
の
筆
者
の
見
解
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た

い
。

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
本
作
品
の
テ
ー
マ
を
ど
う
捉
え
る
か
は
、
そ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
ど
の
よ
う

に
見
る
か
に
よ
っ
て
、
概
ね
二
つ
の
方
向
に
分
か
れ
る
。

 
い
か
な
る
苦
難
に
あ
っ
て
も
、
沈
黙
の
行
を
守
り
通
し
た
杜
子
春
は
、
女
性

と
し
て
再
生
さ
せ
ら
れ
る
。
や
が
て
美
女
と
し
て
成
長
し
た
子
春
は
、
請
わ
れ

て
結
婚
し
、
一
子
を
も
う
け
る
。
し
か
し
、
老
道
士
と
の
約
束
を
守
っ
て
一
言

も
発
し
な
い
子
春
に
腹
を
立
て
た
夫
に
よ
り
我
が
子
が
惨
殺
さ
れ
る
に
及
び
、

「
愛
、
心
に
生
じ
」
て
、
つ
い
に
声
を
発
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
沈
黙

の
行
は
破
れ
、
修
行
の
場
た
る
華
山
雲
台
峰
の
一
屋
は
炎
に
包
ま
れ
る
の
で

あ
っ
た
。
子
春
の
生
命
を
助
け
た
老
道
士
は
、
彼
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
俗

世
界
へ
帰
る
よ
う
に
諭
す
。

 
こ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
た

．
吾
子
の
心
は
、
喜
・
怒
・
哀
・
催
転
回
・
欲
は
皆
忘
れ
ぬ
。
未
だ
錬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
あ

ら
ざ
る
も
の
は
愛
の
み
。
向
に
子
を
し
て
臆
の
声
無
か
ら
し
め
ば
、
吾

が
薬
は
成
り
、
子
も
上
書
せ
し
な
ら
ん
。
あ
あ
仙
才
の
得
難
き
か
な
。
吾

 
 
 
 
 
 
ね
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い

が
薬
は
重
ね
て
錬
る
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
子
の
身
は
猶
ほ
世
界
の
上
る
る
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こ
れ

 
 
所
と
為
る
。
之
を
勉
め
よ
や
、
と
。
遥
か
に
路
を
指
さ
し
て
帰
ら
し
む
。

 
子
春
が
強
い
て
炉
の
土
台
に
登
っ
て
中
を
覗
く
と
、
老
道
士
は
肌
脱
ぎ
と

な
っ
て
、
ひ
じ
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
長
さ
数
尺
の
鉄
柱
を
、
小
刀
を
使
っ
て
黙
々

と
削
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

 
右
の
場
面
で
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
「
愛
」
と
い
う
用
語
を
ど
の
よ
う

な
も
の
と
捉
え
る
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

 
先
行
の
論
考
は
、
こ
の
用
語
を
肯
定
的
・
否
定
的
い
ず
れ
か
に
取
る
か
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）

よ
っ
て
、
ほ
ぼ
次
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
よ
う
。

A
説
“
「
愛
」
を
今
日
的
意
味
で
捉
え
、

B
説
…
「
愛
」
を
雑
念
の
一
つ
と
捉
え
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
 

こ
れ
を
肯
定
的
に
見
る
見
方
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
0
）

こ
れ
を
否
定
的
に
見
る
見
方
。

 
こ
の
う
ち
、
A
説
の
最
も
問
題
と
す
べ
き
点
は
、
「
愛
」
を
西
欧
思
想
輸
入

後
の
倫
理
的
・
宗
教
的
意
味
で
捉
え
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
「
愛
」
の
語
の
本

来
の
意
味
は
、
作
品
中
示
さ
れ
る
「
喜
・
怒
・
哀
・
催
・
悪
・
欲
」
と
共
に
、

「
七
情
」
す
な
わ
ち
、
人
の
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持
っ
て
い
る
心
の
あ
り
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

う
で
あ
り
、
宗
教
的
・
倫
理
的
意
味
あ
い
は
希
薄
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
愛
」

そ
れ
自
体
は
、
恐
ら
く
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
日
常
生
活
の
場
で
は
否
定

さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
本
能
と
は

対
極
的
位
置
に
あ
る
、
人
口
の
極
と
も
言
う
べ
き
丹
薬
精
製
の
場
に
お
い
て
は
、

対
極
的
位
置
に
あ
る
が
た
め
に
、
「
邪
念
」
「
雑
念
」
と
し
て
排
除
す
べ
き
も
の

と
認
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
「
論
考
4
」
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

も
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
沈
黙
の
行
の
破
れ
て
後
、
老
道
士
の
言
葉
に
促
さ

唐
代
伝
奇
「
杜
子
春
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
㈲
一
小
 
 
結

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
 
み
つ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
や
ま

れ
て
俗
世
間
に
帰
っ
た
季
春
が
、
「
復
た
自
ら
以
て
其
の
過
ち
を
謝
す
る
こ

 
 
い
た

と
を
効
さ
ん
と
し
て
」
雲
台
峰
に
登
る
必
要
な
ど
無
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

 
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
B
説
を
支
持
し
、
本
作
品
を
「
七
情
の
う
ち
、

愛
だ
け
が
克
服
で
き
ず
に
修
行
に
失
敗
し
た
人
の
は
な
し
。
」
と
す
る
見
方
に
、

基
本
的
に
は
与
す
る
立
場
を
と
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
だ
が
、
作
者
が
何
故
に
こ
の
よ
う
な
結
末
を
選
ん
だ
の
か
に
つ
い
て
は
、
本

作
品
の
主
題
を
模
索
す
る
、
他
の
多
く
の
論
考
と
は
、
少
し
別
の
角
度
か
ら
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
 
 
 
四

 
B
説
を
採
る
論
考
の
、
主
題
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
概
ね
二
つ
の
方
向
に

分
か
れ
る
。

 
そ
の
第
一
の
方
向
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
夙
に
武
田
泰
淳
「
唐
代
小
説
の

技
術
」
（
本
稿
の
注
（
1
0
）
参
照
）
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
武
田
氏
は
、
老

道
士
を
悪
魔
的
な
風
貌
・
性
格
を
む
き
出
し
に
し
た
存
在
で
あ
る
と
し
、
ゲ
ー

テ
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
の
悪
魔
メ
フ
ィ
ス
ト
に
見
立
て
、
対
す
る
杜
子
春
を
、
悪

魔
に
魂
を
売
り
渡
し
た
「
唐
革
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
」
と
称
し
て
、
本
作
品
の

結
末
の
場
面
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（
丸
括
弧
内
は
増
子
）
。

 
（
夫
に
愛
児
を
惨
殺
さ
れ
た
）
杜
子
春
は
思
わ
ず
約
束
を
忘
れ
て
「
あ
あ
」

，
と
叫
ぶ
。
女
性
の
わ
が
子
に
対
す
る
盲
目
的
な
愛
情
だ
け
は
、
彼
の
計
算

に
は
い
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
（
中
略
）
も
は
や
道
士
に
は
、
杜
子

春
は
必
要
で
な
い
。
失
敗
に
こ
り
ず
に
、
ま
た
も
や
不
敵
な
実
験
に
と
り

か
か
る
道
士
の
姿
は
、
儒
教
で
も
道
教
で
も
解
決
の
つ
か
な
い
、
人
間
の

執
念
そ
の
も
の
で
あ
る
。
宇
宙
の
運
行
、
そ
れ
に
反
抗
す
る
科
学
の
あ
く
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な
き
探
求
を
思
わ
せ
る
で
は
な
い
か
。

 
右
の
説
を
支
持
す
る
他
の
論
考
の
説
も
、
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
言
え
る
。

す
な
わ
ち
、
本
作
品
の
二
人
の
登
場
人
物
の
う
ち
、
作
者
の
力
点
は
、
杜
子
春

そ
の
人
よ
り
も
、
む
し
ろ
老
道
士
に
置
か
れ
て
い
る
と
見
て
、
そ
の
姿
を
通
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

て
「
人
間
性
を
峻
拒
す
る
超
俗
主
義
」
へ
の
共
感
乃
至
は
憧
れ
を
描
こ
う
と

し
た
の
が
本
作
品
で
あ
る
と
す
る
。

 
こ
れ
ら
の
説
に
従
う
な
ら
、
杜
子
春
は
老
道
士
の
煉
丹
術
を
達
成
す
る
た
め

の
材
料
ま
た
は
道
具
で
あ
り
、
老
道
士
の
超
俗
性
を
明
確
に
す
る
た
め
の
、
い

わ
ば
引
き
立
て
役
と
も
見
為
し
得
る
。
作
品
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
杜
子
春
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

そ
う
し
た
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
の
で
あ
る
が
、
は

た
し
て
そ
れ
だ
け
で
あ
る
か
否
か
。
も
う
少
し
別
の
角
度
か
ら
も
吟
味
す
る
必

要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
本
稿
の
注
（
9
）
で
引
い
た
論
考
の
う
ち
、
王
子
鴎
・
劉
星
雲
・
李
剣
国
の
三

世
は
、
右
に
示
し
た
見
解
と
は
別
の
角
度
か
ら
、
本
作
品
の
主
題
を
考
察
し
て

い
る
。
今
、
王
夢
鴎
氏
の
見
解
の
要
点
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

①
こ
の
文
は
、
俗
情
の
除
き
難
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
丹
の
成
り
難
い
こ

 
と
を
た
と
え
た
も
の
で
あ
る
 
。

②
親
子
の
情
は
天
性
の
も
の
で
あ
り
、
耐
え
よ
う
と
し
て
も
耐
え
難
い
も

 
の
で
あ
る
。
世
人
が
道
を
修
め
よ
う
と
し
て
も
、
成
就
す
る
こ
と
が
で
き

 
な
い
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
な

③
白
居
易
「
老
匠
詩
」
（
『
白
霊
長
慶
集
』
巻
一
）
に
、
「
悲
し
い
哉
仙

 
を
夢
み
る
人
、
一
夢
 
一
生
を
誤
る
」
と
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
 

④
（
「
杜
子
春
伝
」
の
作
者
と
目
さ
れ
る
）
牛
盗
心
は
、
白
居
易
と
親
交

 
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
右
の
詩
の
考
え
と
同
じ
く
、
ひ
た
す
ら
道
術
を
愛

 
好
し
よ
う
と
も
、
道
に
到
達
す
る
こ
と
が
極
め
て
難
し
い
こ
と
を
述
べ
よ

 
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
「
列
士
池
」
の
た
と
え
を
借
り
て
、
こ
の
篇
を
成

 
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

他
の
論
考
も
、
本
作
品
の
主
題
を
、

囚
 
人
の
情
の
断
ち
難
さ
。

⑬
 
そ
れ
故
の
上
仙
の
困
難
さ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま

の
二
点
と
見
る
こ
と
で
は
、
王
氏
の
論
考
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
説
に
従

え
ば
、
二
人
の
登
場
人
物
の
う
ち
、
杜
子
春
を
主
人
公
と
見
、
彼
と
老
道
士
と

を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
右
の
主
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

 
 
 
め
 

な
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
説
を
是
と
す
る
な
ら
ば
、
術
の
破
れ
る
前
後
に
見
出

さ
れ
る
、
老
道
士
の
、
ま
さ
に
悪
魔
的
と
も
言
う
べ
き
、
す
さ
ま
じ
い
執
念
の

描
写
が
、
い
わ
ば
浮
き
上
が
っ
た
形
で
取
残
さ
れ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
、
今
や
瓦

礫
と
化
し
た
思
葉
の
中
で
、
恐
ら
く
実
験
を
再
開
す
る
た
め
に
で
あ
ろ
う
、
肌

脱
ぎ
と
な
り
、
小
刀
を
使
っ
て
黙
々
と
鉄
柱
を
削
っ
て
い
る
老
道
士
の
姿
を
、

作
者
が
敢
て
描
写
し
た
の
か
。

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
成
瀬
哲
生
「
鉄
柱
を
削
る
道
士
」
で
は
、
第
二
の
説
と
同
じ
方
向
を
と
り
な

が
ら
も
、
作
品
中
見
出
さ
れ
る
、
仙
薬
完
成
に
必
要
と
さ
れ
る
事
ど
も
が
、
道

教
の
常
識
を
破
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
、
こ
れ
を
作
者
の
示
し
た
破
局
の
予
告
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で
あ
る
と
し
た
（
本
稿
第
二
節
参
照
）
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
誤
っ
た
設
定

を
な
し
た
老
道
士
は
「
似
非
道
士
」
で
あ
り
、
彼
に
身
を
託
し
た
杜
去
春
の
「
愚

か
も
極
ま
っ
て
い
る
」
ど
し
た
上
で
、
本
作
品
を
垂
球
の
「
浮
華
と
神
秘
へ
の

耽
溺
、
似
非
道
士
が
活
躍
し
た
時
代
風
潮
」
へ
の
風
刺
乃
至
は
課
諭
を
な
し
た

も
の
と
見
る
。

 
成
瀬
氏
の
論
考
は
、
先
に
示
し
た
二
つ
の
説
に
比
べ
、
道
教
の
文
献
を
は
じ

め
種
々
の
文
献
を
精
査
し
た
上
で
論
拠
と
し
、
本
作
品
の
さ
ま
ざ
ま
な
所
に
仕

組
ま
れ
た
「
仕
掛
」
を
鋭
く
摘
出
し
、
甚
だ
説
得
力
に
富
ん
だ
論
を
展
開
し
て

い
る
と
言
え
る
。

 
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
国
で
は
、
詩
文
に
は
何
ら
か
の
寓
意
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
こ
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
伝
統
を
濃
厚
に

持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
作
品
を
読
み
解
く
に
あ
た
っ
て
は
、
一
ま
ず
何
ら

か
の
寓
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
、
何
ら
不
自
然
な
こ
と
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

 
成
瀬
氏
の
説
に
従
え
ば
、
破
壊
さ
れ
た
丹
炉
の
中
で
鉄
柱
を
削
る
老
道
士
の

捉
え
方
も
、
先
に
示
し
た
武
田
泰
淳
氏
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
の
そ
れ
と
は
自

つ
と
異
な
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
武
田
説
で
は
、
失
敗
に
も
挫
折
す

る
こ
と
な
く
、
さ
ら
な
る
実
験
に
と
り
か
か
る
道
士
の
姿
に
科
学
者
の
ご
と
き

執
念
を
見
た
の
で
あ
っ
た
が
、
成
瀬
説
に
従
え
ば
、
そ
の
営
み
は
徒
労
で
あ
り
、

執
念
は
む
し
ろ
妄
執
と
な
る
。
い
ず
れ
の
説
を
支
持
す
べ
き
か
。

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
確
か
に
、
成
瀬
氏
の
論
考
は
説
得
力
に
富
み
、
本
作
品
を
読
み
解
く
上
で
の
、

一
方
の
有
力
な
説
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
物
語
が
破
局
に
至
る
こ
と

を
ほ
の
め
か
す
「
仕
掛
」
が
、
果
た
し
て
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
老
道
士
が
「
似

唐
代
伝
奇
「
杜
子
春
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
㈲
1
小
 
 
結

非
道
士
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
、
な
お
一
考
を
要

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
本
作
品
の
「
仕
掛
」
は
、
破
局
を
示
す

も
の
だ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
角
度
か
ら
、
破
局
を
ほ
の
め
か
す
「
仕

掛
」
を
見
直
し
た
時
、
ま
た
別
の
捉
え
方
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

 
一
例
と
し
て
、
杜
子
春
の
地
獄
め
ぐ
り
の
前
後
の
場
面
を
思
い
起
こ
せ
ば
、

右
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
が
見
出
さ
れ
よ
う
。

 
老
道
士
の
言
い
つ
け
を
固
く
守
り
、
一
切
口
を
開
か
ぬ
杜
子
春
は
、
悪
鬼
羅

刹
の
類
を
従
え
、
黄
金
の
甲
冑
に
身
を
か
た
め
た
「
大
将
軍
」
に
、
口
を
開
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ざ
た
い

と
桐
喝
さ
れ
る
。
そ
れ
に
も
屈
せ
ぬ
回
春
の
眼
前
で
、
彼
の
妻
は
劃
碓
に
よ
っ

て
惨
殺
さ
れ
る
。
一
声
発
し
て
ほ
し
い
と
い
う
妻
の
哀
訴
に
も
固
く
口
を
閉
ざ

す
子
春
だ
が
、
つ
い
に
業
を
煮
や
し
た
大
将
軍
の
命
令
に
よ
り
斬
殺
さ
れ
、
そ
 
 
謝

の
魂
は
閻
羅
王
の
も
と
へ
護
送
さ
れ
る
。
王
は
豊
春
を
地
獄
へ
落
と
す
べ
し
と
 
 
口

の
判
決
を
下
し
、
彼
は
地
獄
の
あ
ら
ゆ
る
責
苦
を
受
け
、
女
性
へ
と
再
生
さ
せ

ら
れ
る
。

 
右
の
「
大
将
軍
」
と
「
地
獄
め
ぐ
り
」
の
描
写
に
、
当
時
広
い
階
層
の
人
々

に
も
て
は
や
さ
れ
た
俗
講
「
右
寄
変
」
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
「
論
考
3
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
 

に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
た
。
こ
れ
を
「
俗
化
を
経
て
い
る
」
と
捉
え
る
よ
り
も
、

む
し
ろ
白
居
易
が
「
長
恨
歌
」
の
中
で
、
「
目
連
変
」
め
一
，
節
を
引
い
た
の
と

同
じ
く
、
読
者
を
楽
し
ま
せ
よ
う
と
し
た
工
夫
（
仕
掛
）
の
一
つ
と
見
る
べ
き

で
は
な
い
か
。
或
は
ま
た
、
大
将
軍
の
命
令
に
よ
り
、
子
春
の
妻
が
、
お
し
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
ん
こ
う

り
で
脚
か
ら
「
寸
寸
に
到
ら
」
れ
る
場
面
は
、
陳
鴻
「
長
恨
伝
」
の
中
で
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
う
こ
う
て
ん
て
ん

揚
貴
妃
が
爆
殺
さ
れ
る
場
面
と
通
思
す
る
も
の
を
感
ず
る
。
「
倉
皇
展
転
1



あ
わ
て
ふ
た
め
き
、
こ
ろ
げ
ま
わ
る
一
」
貴
妃
の
姿
や
、
お
し
き
り
に
切
り

刻
ま
れ
て
苦
悶
す
る
子
下
の
妻
を
、
作
者
が
あ
え
て
描
写
し
た
の
は
、
読
者
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
8
）

ち
の
「
異
常
な
興
味
を
呼
ぶ
」
こ
と
を
目
指
し
た
工
夫
と
見
為
し
得
る
の
で

は
な
い
か
。

 
本
作
品
に
何
ら
か
の
寓
意
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
、
右
の
よ

う
に
、
読
者
を
楽
し
ま
せ
よ
う
、
読
者
の
興
味
を
ひ
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら

れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
破
局
を
ほ
の
め
か
す
「
仕
掛
」
も
ま
た
、
そ
の
一
環

と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

①
仙
薬
完
成
に
必
要
と
さ
れ
る
事
ど
も
が
、
道
教
の
常
識
か
ら
は
ず
れ
て

 
い
る
こ
と
。

②
子
春
が
、
仙
薬
完
成
乃
至
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
沈
黙
の
行
の
完
遂
に

 
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
当
時
考
え
ら
れ
て
い
た
、
女
性
に
再
生
さ
れ
た
こ
と
。

は
、
共
に
道
教
の
知
識
を
持
つ
読
者
に
は
、
物
語
の
破
局
を
予
感
さ
せ
る
、
恰

好
の
伏
線
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
だ
、
当
時
の
読
者
た
ち
は
、
作

者
の
導
く
ま
ま
に
、
こ
の
物
語
の
破
局
を
予
感
し
、
そ
の
予
感
が
少
し
ず
つ
現

実
化
し
、
そ
う
し
て
一
気
に
破
局
へ
と
向
か
う
と
い
う
、
こ
の
物
語
の
展
開
に

引
き
込
ま
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

 
伏
線
は
、
あ
ま
り
に
あ
か
ら
さ
ま
で
あ
っ
て
は
興
を
そ
が
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
難
解
で
あ
り
過
ぎ
る
の
も
ま
た
、
困
り
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
方
面
の
知

識
の
な
い
者
に
は
、
何
の
こ
と
か
理
解
で
き
な
い
が
、
知
識
の
あ
る
者
に
は
、

共
通
理
解
が
可
能
で
あ
る
一
こ
の
程
度
の
伏
線
の
張
り
方
が
、
事
情
に
通
じ

た
読
者
に
と
っ
て
は
心
地
良
い
。
右
の
①
・
②
の
破
局
へ
の
伏
線
も
、
こ
う
し

た
伏
線
の
一
つ
と
見
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。

 
さ
ら
に
も
う
一
点
、
成
瀬
説
を
全
面
的
に
は
支
持
し
難
い
理
由
が
存
す
る
。

こ
れ
は
、
本
作
品
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
一
点
を
克
服
で
き
な
い
限
り
、
氏
の
説
に
従
う
こ
と
は
困
難
と
言
っ
て
よ

い
。

 
成
瀬
説
で
は
、
本
作
品
の
作
者
が
、
道
教
に
造
詣
の
深
い
人
物
で
あ
る
こ
と

を
認
め
た
上
で
、

①
そ
の
構
想
力
の
し
た
た
か
さ
は
、
煉
丹
術
に
惑
溺
し
て
い
る
人
の
も
の

 
で
は
な
い
。
知
識
に
せ
よ
経
験
に
せ
よ
、
そ
れ
が
活
用
で
き
る
の
は
、
そ

 
の
知
識
や
経
験
を
相
対
化
す
る
新
し
い
地
平
線
に
立
つ
こ
と
が
必
要
な
の

 
で
あ
る
。

②
こ
の
作
者
は
過
去
に
お
い
て
煉
丹
術
を
ど
れ
ほ
ど
か
信
じ
た
こ
と
の
あ

 
る
人
な
の
で
あ
ろ
う
。

③
し
か
し
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
煉
丹
術
は
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。

 
道
教
的
世
界
観
は
受
け
入
れ
つ
つ
、
煉
丹
術
に
対
し
て
は
む
し
ろ
批
判
的

 
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
す
る
。
①
に
つ
い
て
は
、
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
②
・
③
は
、
は
た
し

て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
。

 
も
し
、
本
作
品
を
書
い
た
段
階
で
、
作
者
が
本
当
に
煉
丹
術
を
信
じ
て
い
な

い
、
さ
ら
に
は
そ
の
術
に
批
判
的
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
、
煉
丹
術
の
知
識

を
持
つ
人
な
ら
容
易
に
破
局
が
予
想
で
き
る
よ
う
な
「
仕
掛
」
を
用
意
し
た
の

か
。
煉
丹
術
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
、
正
統
的
な
手
続
き
を
踏
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ん
で
術
を
試
み
た
が
、
結
局
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
。
や
は
り
、
煉
丹
術
は
不
可

能
で
あ
る
 
 
こ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
物
語
と
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
は

な
い
か
。

 
だ
が
作
者
は
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
術
が
失
敗
し
た
の
は
、
手
続
き
上
の
問

題
で
あ
っ
て
、
術
そ
の
も
の
に
は
問
題
が
な
か
っ
た
一
こ
れ
を
し
も
、
「
道

教
的
世
界
観
は
受
け
入
れ
つ
つ
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
仮
に
批
判
す
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
批
判
は
道
士
そ
の
人
に
止
ま
る
の
で
あ
っ
て
煉
丹
術
に
は
及
ば
な

い
。
こ
う
見
て
行
く
な
ら
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
作
者
は
、
完
全
に
煉
丹
術
の
可

能
性
を
捨
て
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

 
と
な
れ
ば
、
術
に
失
敗
し
た
老
道
士
も
、
そ
の
段
階
で
批
判
さ
れ
て
も
、
直

ち
に
「
似
非
道
士
」
と
決
め
つ
け
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、

こ
の
失
敗
は
あ
く
ま
で
も
手
続
き
上
の
失
敗
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
杜
子
春
を

超
え
る
相
手
一
俗
情
を
完
全
に
超
越
し
た
相
手
を
見
つ
け
出
し
、
正
統
的
手

続
き
を
踏
ま
え
て
、
術
を
行
な
う
な
ら
ば
ハ
仙
薬
は
い
つ
の
日
か
完
成
で
き
る

は
ず
だ
、
完
成
し
て
ほ
し
い
。
こ
れ
が
、
作
者
が
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
お
い
て
、

ひ
と
り
黙
々
と
鉄
柱
を
削
り
続
け
る
老
道
士
を
、
あ
え
て
描
い
た
理
由
な
の
で

は
な
か
っ
た
か
。

 
だ
が
、
そ
う
し
た
期
待
を
抱
き
つ
つ
も
、
作
者
は
煉
丹
術
の
完
成
の
可
能
性

が
絶
望
的
に
少
な
い
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
．
正
統
的
手
続
き
を
い
か
に
完
壁
に

踏
ま
え
た
と
し
て
も
、
俗
情
を
完
全
に
超
越
で
き
る
人
間
な
ど
、
探
し
出
そ
う

に
も
探
し
出
し
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
以
上
、
見
た
よ
う
に
、
先
行
の
詳
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
い
わ
ば
一
長
一
短
が

あ
っ
て
、
い
ず
れ
か
一
つ
の
説
だ
け
に
従
う
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
も
、
こ
れ

唐
代
伝
奇
「
杜
子
春
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
㈲
一
小
 
 
結
1

ら
と
は
全
く
異
な
っ
た
角
度
か
ら
本
作
品
を
捉
え
直
す
こ
と
は
、
目
下
の
所
ほ

ぼ
不
可
能
と
言
っ
て
よ
い
。

 
そ
こ
で
、
筆
者
は
右
の
三
説
を
ふ
ま
え
、
ひ
と
ま
ず
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ

と
と
し
た
い
。

 
本
作
品
の
作
者
は
、
煉
丹
術
完
成
に
、
強
い
憧
れ
を
持
つ
一
方
で
、
そ
の
実

現
が
絶
望
的
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
で
あ
ろ
う
。
こ
の
相
矛
盾

す
る
二
つ
の
思
い
を
反
映
し
て
作
ら
れ
た
の
が
、
本
作
品
で
あ
る
。

 
作
品
中
の
二
人
の
登
場
人
物
は
、
作
者
の
こ
う
し
た
思
い
を
具
現
化
し
た
存

在
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
つ
い
に
、
俗
情
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
ず
、
誓
い
を
破
っ
て
声
を
発
し
て

し
ま
っ
た
杜
子
春
は
、
入
間
は
人
間
で
あ
る
以
上
、
完
全
に
俗
情
を
断
ち
切
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
い
や
、
俗
情
を
断
つ
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
結
局

我
々
は
人
間
で
し
か
あ
り
得
な
い
の
だ
と
い
う
、
作
者
の
思
い
を
反
映
し
た
も

 
 
 の

。
対
す
る
に
、
失
敗
に
も
め
げ
ず
に
、
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
と
も
言
う
べ
き

仙
薬
完
成
に
、
執
念
を
燃
や
す
老
道
士
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
が
こ
の
世
の
中

の
ど
こ
か
に
い
る
は
ず
だ
、
い
や
、
い
て
ほ
し
い
と
い
う
、
作
者
の
思
い
を
反

映
し
た
も
の
と
、
そ
れ
ぞ
れ
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
本
作
品
に
仮
に
寓
意
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
煉
丹
術
完
成
の
可
能
性

が
極
め
て
少
な
い
中
、
俗
情
を
断
つ
以
前
の
遥
か
に
低
次
元
の
段
階
で
、
煉
丹

術
の
、
い
わ
ば
真
似
事
を
試
み
る
人
々
が
あ
る
こ
と
を
、
批
判
し
た
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
か
。
繰
り
返
す
が
、
作
者
に
は
煉
丹
術
そ
の
も
の
を
否
定
し
よ
う

と
い
う
意
図
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
煉
丹
術
は
、
自
ら
の
手
の
届
か
ぬ
、
遙

か
遠
く
に
光
芒
を
放
つ
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
作
者
に
と
っ
て
は
、
は
か
な
い

締
れ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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煉
丹
術
へ
の
は
か
な
い
憧
れ
と
、
俗
情
を
断
ち
得
な
い
が
た
め
に
、
そ
れ
を

達
成
し
得
ぬ
、
自
ら
を
も
含
め
た
大
部
分
の
人
間
の
現
実
へ
の
あ
る
種
の
絶
望

感
 
 
こ
れ
が
本
作
品
に
流
れ
る
テ
ー
マ
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
絶
望

感
が
、
墨
書
末
期
の
社
会
的
情
況
と
無
縁
で
は
な
い
と
見
る
こ
と
は
、
全
く
的

外
れ
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
思
い
は
、
恐
ら
く
は
、
作
者
が
意
識
し

た
当
時
の
読
者
た
ち
の
心
に
も
大
な
り
小
な
り
抱
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

「
面
白
う
て
、
や
が
て
悲
し
き
…
…
」
1
な
じ
み
の
俗
講
を
巧
み
に
取
り
入

れ
た
手
法
に
喝
采
を
送
り
、
あ
ち
こ
ち
に
仕
組
ま
れ
た
仕
掛
に
膝
を
打
ち
、
ス

ト
ー
リ
ー
展
開
の
奇
抜
さ
に
目
を
見
張
り
、
結
末
に
至
っ
た
当
時
の
読
者
た
ち

の
見
た
も
の
は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

 
 
 
 
結
 
 
語

 
以
上
、
中
間
報
告
め
い
た
「
小
結
」
を
ま
と
め
て
み
た
が
、
本
作
品
に
は
、

ま
だ
ま
だ
未
知
の
要
素
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
は
、
い
わ
ば
冷
却
期
間
を
置
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
他
の
作
品
を
読
み

込
ん
だ
上
で
、
再
び
こ
の
作
品
を
読
み
直
す
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
五
編
の
論
考
の
執
筆
を
通
じ
て
得
た
感
触
で
は
、
本
作
品

は
、
な
か
な
か
一
筋
縄
で
は
と
ら
え
難
い
、
陰
阜
に
富
ん
だ
作
品
で
あ
る
こ
と

だ
け
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
数
年
後
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
後
に
本
作
品
を

読
み
直
し
た
時
、
ま
た
別
な
何
か
が
顔
を
見
せ
る
か
も
知
れ
な
い
一
そ
う
思

わ
せ
る
だ
け
の
何
か
が
、
本
作
品
に
は
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
最
後
に
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
を
記
し
、
後
日
を
侯
つ
こ
と
と
し
た
い
。

〔
1
〕
本
作
品
の
作
者
に
つ
い
て
、

 
 
 
り
く
し
ゅ
た
つ

 
明
・
陸
揖
 
『
古
今
説
海
』
以
来
、
『
北
朝
小
説
』
、
清
・
馬
俊
良
『
竜
威

 
 
 
 
 
 
せ
い
き
 
 
 
せ
つ
わ
い
 
 
 
 
 
ぶ
ん
こ
う

秘
書
』
、
清
・
陳
正
煕
『
唐
人
説
蒼
』
、
清
・
孟
夏
誰
『
唐
代
叢
書
』
、
民
国
・

こ
そ
う
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
い
か
ん
こ

呉
曾
祓
『
旧
小
説
』
な
ど
で
は
、
唐
・
養
魚
古
製
と
す
る
。
し
か
し
、
①

こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
は
、
信
頼
性
に
乏
し
く
、
し
ば
し
ば
作
者
名
を
妄
凝
し

て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
②
宋
代
に
成
立
し
た
『
太
平
広
記
』
や
『
類

説
』
に
別
の
作
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
鄭
還
古
作
と
い
う

の
は
疑
わ
し
い
。

 
 
 
 
お
う
へ
き
き
ょ
う

 
一
方
、
江
辟
彊
『
唐
人
小
説
』
で
は
、
北
宋
・
李
肪
ほ
か
奉
勅
撰
『
太

平
広
記
』
巻
十
六
所
収
の
本
作
品
の
末
尾
に
「
出
身
軽
怪
録
」
と
あ
る
の
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

う
け
て
、
そ
の
編
者
で
あ
る
唐
・
李
復
言
の
作
と
し
た
。

 
こ
れ
に
対
し
て
、
王
夢
鴎
『
唐
人
小
説
研
究
』
四
（
本
稿
注
（
1
0
）
参
照
）

 
 
 
 
 
 
そ
う
そ
う

で
は
、
南
平
・
曾
憐
『
類
字
』
巻
十
一
に
、
本
作
品
を
『
偏
圧
録
』
す
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

わ
ち
『
玄
怪
異
』
の
一
篇
と
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
編
者
で
あ
る
唐
・
牛

寒
冬
の
作
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
『
太
平
広
記
』
の
流
伝
は
、

後
世
（
明
代
）
で
あ
り
、
残
欠
も
多
く
、
篇
末
の
出
典
に
関
す
る
記
述
に
お

い
て
、
そ
れ
が
甚
だ
し
い
こ
と
な
ど
四
項
目
を
挙
げ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
説

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
う
し
ょ
う

を
支
持
す
る
人
々
は
、
北
京
図
書
館
所
蔵
の
、
書
林
・
松
渓
の
陳
応
翔
刻

本
『
幽
怪
録
』
（
明
刻
本
）
の
冒
頭
に
本
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ

て
、
そ
の
説
の
補
強
材
料
と
す
る
。
こ
の
陳
刻
本
は
、
明
刻
本
と
し
て
比
較

的
信
頼
で
き
る
こ
と
に
加
え
て
、
『
太
平
広
記
』
や
『
類
説
』
、
『
紺
珠
集
』

や
元
末
・
明
初
の
陶
宗
儀
『
説
郭
』
な
ど
に
載
せ
る
『
玄
怪
録
』
の
侠
文
と

同
じ
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
重
刊
本
の
流
れ
を
引
く
も

の
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
陳
刻
本
に
は
『
続
玄
怪
録
』
所
収
の
話
が
何
話
か
ま
ぎ

C156）



 
れ
こ
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
た
と
え
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
宋
刊
本
の
流
れ

を
ど
れ
ほ
ど
正
確
に
引
こ
う
と
も
、
聖
母
濡
の
手
に
成
る
『
草
聖
録
』
の
体

裁
を
ど
の
程
度
正
し
く
伝
え
て
い
る
か
は
、
一
応
疑
っ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ

 
 
お
 う

。
従
っ
て
、
『
杜
子
春
伝
』
の
作
者
を
直
ち
に
牛
僧
儒
と
す
る
こ
と
も
難

 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

 
し
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
は
、
板
本
研
究
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
『
玄
怪
録
』
『
続
玄
怪
録
』
所
収
の
作
品
一
つ
一
つ
の
文
体
や
用

語
使
用
の
特
徴
等
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

〔
H
〕
本
作
品
の
受
容
に
つ
い
て

こ
の
問
題
は
次
の
二
つ
の
方
向
に
分
か
れ
よ
う
。

①
我
が
国
に
お
け
る
受
容
。

・
②
 
中
国
に
お
け
る
受
容
。

 
①
に
つ
い
て
は
、
本
作
品
を
題
材
と
し
た
芥
川
龍
之
介
「
杜
子
春
伝
」
と

本
作
品
の
か
か
わ
り
を
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
、
一
見
あ
る
程

度
語
り
つ
く
さ
れ
た
感
が
あ
る
の
だ
が
、
「
杜
子
春
伝
」
の
用
語
研
究
を
し

て
来
た
筆
者
に
と
っ
て
、
気
に
な
る
問
題
が
い
く
つ
か
存
す
る
。
別
の
角
度

か
ら
の
照
射
が
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

 
②
に
つ
い
て
は
、
本
作
品
に
触
発
さ
れ
て
作
ら
れ
た
作
品
-
明
・

ふ
う
ぼ
う
り
ゅ
う
 
 
せ
い
せ
い
こ
う
げ
ん

福
夢
竜
『
醒
生
恒
言
』
巻
三
七
「
杜
子
春
三
入
長
安
」
、
清
・
二
百
仙
『
緑

 
せ
ん
そ
う

野
仙
綜
』
七
三
回
「
守
仙
炉
六
友
焼
丹
薬
」
等
i
で
、
本
作
品
が
ど
の

よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
。
逆
に
言
え
ば
、
後
世
の
人
々
が
、
本

作
品
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
が
興
味
の
あ
る
所
で
あ
る
。

唐
代
伝
奇
「
杜
子
春
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
㈲
1
小
 
 
結

 
以
上
、
現
段
階
で
気
づ
く
限
り
の
課
題
を
記
し
た
が
、
ま
だ
外
に
も
い
く
つ

も
の
課
題
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
も
ま
た
、
さ
ら
な
る
課

題
と
言
え
よ
う
か
。

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
最
後
に
な
っ
た
が
、
こ
の
一
連
の
論
考
に
種
々
御
教
示
い
た
だ
い
た
方
々
に

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

〔
注
〕

（
1
）
 
『
聖
心
女
子
大
学
論
集
』
第
二
二
集
（
一
九
六
四
年
）
。

（
2
）
 
平
凡
社
東
洋
文
庫
（
一
九
六
七
年
）
、
講
談
社
学
術
文
庫
（
一
九
七
九
年
）
。

 
初
版
は
創
元
社
よ
り
、
一
九
四
一
年
に
刊
行
。

（
3
）
 
三
聯
書
店
、
一
九
五
七
年
。

（
4
）
 
そ
の
原
語
が
、
イ
ン
ド
伝
来
と
さ
れ
る
説
話
「
三
士
池
」
で
あ
る
こ
と

 
 
や
、
儒
・
仏
・
道
三
教
の
影
響
が
強
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で

 
 
の
筆
者
の
論
考
や
、
そ
こ
で
引
用
し
た
先
行
の
論
文
で
見
て
来
た
通
り
で

 
あ
る
。

（
5
）
 
本
稿
で
は
、
筆
者
の
一
連
の
論
考
を
「
論
考
1
～
4
」
と
表
記
す
る
こ

 
と
と
し
た
い
。

（
6
）
 
『
竹
田
晃
先
生
退
官
記
念
 
東
ア
ジ
ア
文
化
論
叢
』
（
汲
古
書
院
、
一

 
九
九
一
年
）
所
収
。

（
7
）
 
内
山
知
也
「
杜
子
春
伝
に
関
す
る
二
一
二
の
考
察
」
（
『
中
国
文
化
研
究
会

 
会
報
』
四
-
一
、
東
京
教
育
大
学
中
国
文
化
研
究
会
、
一
九
五
四
年
）
。

（
8
）
 
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
西
岡
晴
彦
「
杜
子
春
宵
“
そ
の
虚
像
と

 
実
像
」
（
『
中
国
文
化
〔
漢
文
学
会
会
報
〕
』
4
2
、
大
塚
漢
文
学
会
、
一
九
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八
四
年
）
に
、
日
本
文
学
研
究
者
の
代
表
的
見
解
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

 
 
の
で
、
詳
細
は
こ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
「
小
結
」
と
し

 
 
て
必
要
と
思
わ
れ
る
要
点
の
み
を
ま
と
め
、
筆
者
の
見
解
を
示
す
こ
と
と

 
 
し
た
い
。

（
9
）
A
説
を
採
る
も
の
と
し
て
は
、
①
内
山
知
也
「
杜
白
磁
伝
に
関
す
る

 
 
二
、
三
の
考
察
」
（
本
稿
注
ω
参
照
）
、
②
近
藤
春
雄
『
唐
代
小
説
の
研

 
 
究
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
1
0
）
B
説
を
採
る
も
の
と
し
て
は
、
①
武
田
泰
淳
「
豊
代
伝
奇
小
説
の
技

 
 
術
」
（
『
武
田
泰
淳
全
集
』
十
二
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
。
初
出
は
、

 
 
三
省
堂
『
高
等
漢
文
〔
二
〕
』
の
た
め
の
書
き
お
ろ
し
、
一
九
五
四
年
）

 
②
駒
田
信
二
『
対
の
思
想
1
1
甲
国
文
学
と
日
本
文
学
 
』
（
勤
草

 
 
書
房
、
一
九
六
九
年
）
、
③
 
『
返
読
伝
奇
』
〔
乾
一
夫
執
筆
〕
（
明
治
書
院

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぼ
う
お
う

 
 
『
新
釈
漢
文
大
系
』
四
四
、
一
九
七
一
年
）
、
④
王
夢
鴎
「
玄
怪
録
及

 
 
其
後
継
作
品
弁
略
〔
下
〕
」
（
同
『
唐
人
小
説
研
究
』
四
集
所
収
、
芸
文
印

 
 
書
館
、
一
九
七
八
年
）
、
⑤
岡
村
繁
「
書
評
近
藤
春
雄
『
唐
人
小
説

 
 
研
究
』
」
（
『
中
国
文
学
論
集
』
第
八
号
、
一
九
七
九
年
）
、
西
岡
晴
彦
「
杜

 
 
子
春
伝
睡
そ
の
虚
像
と
実
像
」
（
本
稿
注
（
8
）
参
照
）
、
⑦
 
馬
良
春
ほ
か

 
 
『
中
国
文
学
大
辞
典
』
巻
四
〔
劉
黒
雲
執
筆
〕
（
天
津
人
民
出
版
社
、
一

 
 
九
九
一
年
）
、
⑧
劉
世
徳
ほ
か
『
中
国
古
代
小
説
百
科
全
書
』
〔
李
剣
国

 
 
執
筆
〕
（
中
国
大
百
科
全
書
出
版
社
、
一
九
九
三
年
目
、
⑨
稲
田
孝
「
杜

 
 
子
春
再
考
」
（
『
漢
学
研
究
』
三
四
、
日
本
大
学
芋
国
文
学
会
、
一
九
九
六

 
 
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
1
1
）
 
ち
な
み
に
、
こ
の
七
情
の
内
容
は
、
『
礼
受
』
巻
九
「
礼
運
」
に
見
え
、

 
 
る
も
の
で
あ
り
、
仏
教
に
言
う
七
情
は
、
「
喜
・
怒
・
哀
・
楽
・
愛
・
悪
・

 
欲
」
ま
た
は
、
「
喜
・
怒
・
憂
・
思
・
悲
・
恐
・
驚
」
で
あ
る
（
中
村
元
『
仏

 
教
語
大
辞
典
』
〔
縮
刷
版
〕
、
東
京
書
籍
、
一
九
八
一
年
）
。
本
作
品
の
作

 
者
が
儒
教
の
七
情
を
あ
げ
た
の
は
単
な
る
偶
然
で
あ
る
か
否
か
。
一
考
を

 
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

（
1
2
）
 
岡
村
繁
「
書
評
 
近
藤
春
雄
『
唐
画
小
説
研
究
』
（
本
稿
注
（
1
0
）
参
照
）
。

（
1
3
）
 
主
人
公
が
、
基
本
的
に
は
仙
薬
完
成
の
た
め
の
材
料
で
あ
る
と
い
う
の

 
 
は
、
本
作
品
の
原
話
と
考
え
ら
れ
る
「
若
君
池
」
説
話
と
、
そ
の
説
話
の

 
影
響
下
に
あ
る
と
さ
れ
る
類
話
に
共
通
す
る
所
で
あ
る
。

（
1
4
）
 
本
作
品
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
後
に
少
し
く
触
れ
る
が
、
王
氏
は
牛
僧

 
濡
を
作
者
と
見
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
1
5
）
 
「
愛
」
を
い
か
に
捉
え
る
か
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
も
の
の
、
主
題

 
 
を
こ
う
し
た
方
向
で
捉
え
た
論
考
と
し
て
は
、
①
木
全
徳
雄
「
『
杜
子

 
春
伝
』
の
仏
教
・
道
教
的
背
景
」
（
『
加
賀
博
士
退
官
記
念
 
文
史
哲
学
論

 
集
』
、
北
海
道
教
育
大
学
、
一
九
七
九
年
）
、
②
 
成
瀬
哲
生
「
鉄
柱
を
削

 
 
る
道
士
」
（
本
稿
注
（
6
）
参
照
）
が
あ
る
。

（
1
6
）
 
た
だ
し
、
成
瀬
氏
の
論
考
は
、
さ
ら
に
別
の
角
度
か
ら
、
本
作
品
を
捉

 
え
て
い
る
。

（
1
7
）
 
本
稿
注
（
8
）
に
引
く
西
岡
氏
の
論
考
。

（
1
8
）
 
本
稿
注
に
引
く
木
全
氏
の
論
考
。

（
1
9
）
 
こ
れ
を
プ
ラ
ス
方
向
で
捉
え
る
か
、
マ
イ
ナ
ス
方
向
で
捉
え
る
か
。
筆

 
 
者
は
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
、
す
な
わ
ち
人
間
一
般
の
可
能
性
の
限
界
へ
の
な

 
 
げ
き
と
捉
え
た
い
が
、
プ
ラ
ス
に
捉
え
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
。
あ

 
 
る
い
は
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
に
捉
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
本
作
品
の
難

 
 
し
さ
と
共
に
奥
行
き
の
深
さ
も
存
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
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（
2
0
）
 
回
復
言
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
良
く
わ
か
ら
な
い
点
が
多
い
。

 
 
べ
ん
こ
う
け
ん

 
 
†
孝
萱
は
、
「
〈
続
玄
怪
録
〉
作
者
及
写
作
年
代
」
（
『
江
海
学
刊
』
、
一
九

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
り
よ
ら
っ

 
 
六
八
年
）
に
お
い
て
、
白
居
易
と
親
交
の
あ
っ
た
李
諒
（
七
七
五
-
八

 
 
三
三
）
が
そ
の
人
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
†
氏
が
拠
所
と
し
た
、
『
唐

 
 
詩
紀
事
』
巻
四
三
の
記
述
が
疑
問
視
さ
れ
、
そ
の
説
は
必
ず
し
も
適
当
で

 
 
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
馨
お
、
『
続
玄
怪
録
』
の
テ
キ
ス
ト
と
し

 
 
て
は
、
四
部
叢
刊
続
編
所
収
の
南
宋
書
棚
本
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
2
1
）
 
『
玄
怪
録
』
『
続
玄
怪
録
』
は
共
に
、
三
代
以
降
、
『
幽
怪
録
』
『
続
幽

 
 
怪
録
』
と
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
宋
の
帝
室
の
始
祖
で
あ
る
趙
玄
朗

 
 
の
「
玄
」
字
を
避
け
た
た
め
と
言
わ
れ
る
（
『
古
代
小
説
百
科
全
書
』
〔
本

 
 
稿
注
（
1
0
）
参
照
〕
）
。

（
2
2
）
 
『
玄
怪
録
』
の
中
に
、
『
続
玄
怪
録
』
の
話
が
混
入
し
て
い
る
の
は
、

 
 
宋
の
南
渡
に
際
し
て
両
書
の
巻
秩
が
ば
ら
ば
ら
と
な
り
、
以
後
は
両
書
が

 
 
一
本
と
し
て
扱
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
王
夢
鴎
「
玄
怪
録
及
其

 
 
後
継
作
品
弁
略
〔
上
〕
」
〔
同
『
唐
人
小
説
研
究
』
四
集
所
収
、
本
稿
注
（
1
0
）

 
 
参
照
〕
）
。

（
2
3
）
 
以
上
の
板
本
に
つ
い
て
の
諸
説
は
、
前
出
の
王
夢
鴎
『
唐
人
小
説
研
究
』
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
い
き
ち
ゅ
う

 
 
『
中
国
古
代
小
説
百
科
全
書
』
の
ほ
か
に
、
程
毅
中
「
『
玄
怪
録
』
・
『
続

 
 
玄
怪
録
』
点
校
説
明
」
（
同
書
所
収
、
中
華
三
局
、
一
九
八
二
年
）
、
李
剣

 
 
国
『
唐
五
代
志
怪
伝
奇
叙
録
』
〔
下
〕
（
南
開
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）

 
 
等
を
参
照
し
た
。

（159）

唐
代
伝
奇
「
杜
子
春
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
㈲
一
小
 
 
結
1


