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「
項
王
笑
日
、

『
天
之
亡
我
、

な
ど
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題

「
漢
文
学
会
会
報
」
が
「
中
国
文
化
i

研
究
と
教
育
い
と
名
称
を

変
更
し
て
か
ら
、
漢
文
教
育
を
テ
i
マ
と
す
る
鹿
談
会
の
記
録
が
三

回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
一
一
一
回
の
箆
談
会
で
、
五
十
七
年

度
改
訂
、
指
導
目
標
、
入
門
期
指
導
、
教
材
の
精
選
、
説
教
材
、
関

語
科
の
中
で
の
漢
文
、
鑑
賞
指
導
、
語
法
指
導
、
読
書
指
導
、
訓
読
、

朗
読
、
指
導
者
の
力
量
な
ど
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
漢
文
教
育

に
関
す
る
問
題
点
は
ほ
ぼ
洗
い
出
さ
れ
た
と
言
え
る
。
今
後
、
本
誌

に
お
い
て
漢
文
教
育
を
論
ず
る
場
合
、
こ
の
三
回
の
鹿
談
会
で
提
出

さ
れ
た
問
題
を
、
現
場
の
実
状
を
ふ
ま
え
、
具
体
的
な
教
材
に
却
し

て
考
え
て
い
く
と
い
う
の
が
自
然
な
流
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、

問
中
ん
記
』
項
羽
本
紀
の
項
羽
の
最
期
を
記
し
た
文
章
に
つ
い
て
、
読

解
・
鑑
賞
・
語
法
の
窃
か
ら
若
干
の
問
題
を
提
起
し
て
み
た
い
0

2
人
記
』
の
こ
の
部
分
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
前
記
の
一
一
一
回
の
座
談

会
で
も
し
ば
し
ば
話
題
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
教
材
と
し
て
き
わ

我
何
渡
為
』
」

亡と
仁I

英

夫

原

め
て
馴
染
み
の
深
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
に
は
こ
の

教
材
に
つ
い
て
の
従
前
の
解
釈
・
説
明
に
二
、
一
一
一
納
得
で
き
な
い
点

が
あ
り
、
そ
れ
を
提
示
し
て
諸
賢
の
御
教
示
を
仰
、
ぎ
た
い
こ
と
に
よ

る。
す
で
に
局
知
の
筒
所
で
は
あ
ろ
う
が
、
念
の
た
め
こ
れ
か
ら
問
題

に
す
る
文
章
を
次
に
示
し
て
お
き
た
い
。

於
是
、
項
王
乃
欲
東
渡
鳥
江
。
烏
江
亭
長
、
犠
船
待
。
謂
項
王
臼
、

江
東
雄
小
、
地
方
千
里
、
衆
数
十
万
人
。
亦
足
王
也
。
願
大
王
急

渡
。
今
独
臣
有
船
。
漢
軍
歪
、
無
以
渡
。
項
王
笑
日
、
天
之
亡
我
、

我
侭
渡
為
。
立
籍
与
江
東
子
弟
八
千
人
、
渡
江
市
西
、
今
無
一
人

還
。
縦
江
東
父
兄
憐
而
王
我
、
我
何
十
回
目
見
之
。
縦
彼
不
一
一
一
一
口
、
籍

独
不
惚
於
心
乎
。
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こ
の
文
章
の
限
目
は
、
長
江
を
渡
ろ
う
と
し
て
い
た
項
羽
が
、

転
し
て
渡
ら
な
い
決
意
を
し
た
「
天
之
亡
我
、
我
何
渡
為
い
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
寸
天
之
亡
我
」
と
向
じ
認
識
は
、
核
下
で
漢
軍
と

諸
侯
の
共
に
包
関
さ
れ
た
と
き
、
「
時
不
利
今
」
と
す
で
に
生
ま
れ

て
お
り
、
茨
城
に
お
い
て
も
、
つ
夫
之
亡
我
、
非
戦
之
罪
也
」
を
二

回
繰
り
返
し
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
「
天
之
亡
我
」
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。
こ
の
把
擦
の
仕
方
が
項
羽
像
の
と
ら
え
方
に
影
響
す
る

か
ら
で
あ
る
。

可
馬
遼
は
項
羽
本
紀
論
賛
で
、
つ
夫
之
亡
我
、
非
戦
之
罪
也
」
に

つ
い
て
手
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。
「
自
衿
功
伐
、
奮
其
私
智

部
不
的
古
、
謂
誠
一
子
一
之
菜
、
欲
以
力
征
経
営
天
下
、
五
年
卒
亡
其
問
、

身
死
東
城
、
尚
不
覚
格
、
市
不
自
責
過
失
。
乃
引
天
亡
我
、
非
用
兵

之
mw
也
。
蛍
不
謬
哉
」
と
。
一
司
馬
遼
に
よ
れ
ば
、
明
〈
羽
敗
北
の
原
因

は
時
勢
の
要
求
を
汲
み
取
ら
ず
、
私
智
・
力
征
に
の
み
頼
っ
た
と
こ

ろ
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
大
の
せ
い
に
す
る
な
ど
と
い
う
の
は

と
ん
で
も
な
い
誤
り
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
項
羽
の
常
人

を
超
越
し
た
男
力
と
才
気
に
対
す
る
自
負
は
、
現
実
の
緩
扶
に
よ
る

不
幸
の
到
来
を
も
、
天
の
品
川
一
机
配
に
加
し
て
し
ま
う
い
と
説
明
す
る
の

も
、
一
一
円
馬
濃
の
指
摘
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
可
馬

遼
の
指
摘
は
熊
史
的
判
断
と
し
て
は
も
っ
と
も
で
あ
り
、
情
に
溺
れ

る
こ
と
の
な
い
史
限
の
鋭
さ
か
γ
託
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
が
、
も

っ
と
も
で
あ
る
と
首
肯
す
る
前
提
と
し
て
、
二
点
ほ
ど
押
さ
え
て
お

く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
一
つ
は
、
国
の
興
亡
や
個
人
の
成
功
・
失
敗

の
原
因
を
天
に
求
め
る
と
い
う
思
考
方
法
は
、
な
に
も
項
羽
一
人
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
連
戦
連
勝
の
将
軍
項

羽
が
戦
い
に
対
す
る
自
負
を
持
つ
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の
実
績
に

保
証
さ
れ
た
戦
い
に
つ
い
て
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
敗
北
の
原
因

を
自
己
の
作
為
を
超
越
し
た
天
に
求
め
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由

が
あ
っ
た
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。

い
っ
た
い
項
羽
は
咳
下
で
包
開
削
さ
れ
る
ま
で
、
自
分
が
指
揮
し
た

戦
闘
で
敗
北
を
喫
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
逃
亡
し

た
こ
と
も
な
い
。
「
苦
起
兵
至
今
八
歳
会
。
身
七
十
余
戦
、
所
当
者

破
、
一
所
撃
者
服
、
来
嘗
敗
北
」
と
豪
語
す
る
よ
う
に
、
戦
い
の
強
さ

は
抜
群
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
劉
邦
と
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ

る
。
劉
邦
は
敗
北
に
敗
北
を
章
一
ね
、
「
鴻
門
之
会
」
で
廊
に
ゆ
く
の

を
機
会
に
逃
亡
し
た
よ
う
に
、
逃
げ
の
名
人
で
あ
っ
た
。
楚
軍
に
追

わ
れ
、
「
漢
王
急
。
推
町
一
孝
恵
・
魯
元
事
下
」
と
自
分
の
子
供
を
馬

車
か
ら
突
き
落
と
し
た
り
も
し
て
い
る
。
抜
山
蓋
世
の
常
勝
将
軍
項

羽
が
追
い
つ
め
ら
れ
、
敗
走
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
口
火
記
い

の
拍
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
慢
性
的
な
食
続
不
足
・
策
謀
の
な
さ
・

人
心
の
遊
離
に
よ
る
。
特
に
食
糧
不
足
に
は
悩
ま
さ
れ
、
一
彰
越
数

反
殻
地
、
絶
発
糧
食
」
一
彰
越
復
反
、
下
梁
地
、
総
楚
松
い
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食
多
、
項
五
兵
器
食
絶
」
「
楚
兵
能
食
M
A
」
「
兵
少
食
尽
」
と
執
搬
に

記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
結
局
、
項
羽
の
戦
い
に
つ

い
て
の
考
え
方
に
起
関
す
る
。
武
将
項
羽
に
と
っ
て
、
戦
い
と
い
う

の
は
兵
と
兵
と
の
夜
接
的
戦
闘
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
慌
久
的
補
給
体
制
の
確
保
と
か
人
心
の
掌
援
と
か
策
略
と
か
は
二

次
的
意
味
を
持
つ
に
す
、
ぎ
な
か
っ
た
。
項
羽
と
劉
邦
が
広
武
山
を
前

に
し
て
対
的
し
た
と
き
、
項
羽
が
、
「
天
下
旬
伺
数
歳
者
、
徒
以
者

向
人
耳
。
願
与
漢
王
挑
戦
、
決
雌
雄
」
と
一
対
一
の
勝
負
で
漢
楚
の

勝
敗
を
決
め
よ
う
と
申
し
出
る
が
、
劉
邦
に
「
吾
寧
鱗
知
明
、
不
能
闘

力
」
と
槻
笑
さ
れ
、
肩
透
か
し
を
食
っ
た
話
は
、
そ
の
こ
と
を
象
徴

的
に
示
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
漢
軍
側
は
南
道
を
築
い
て
食
糧

を
補
給
し
、
間
中
と
の
輸
送
路
を
確
保
し
て
関
中
か
ら
人
と
物
を
送

り
統
け
、
そ
れ
が
敗
北
し
て
も
す
ぐ
に
立
ち
斑
れ
る
バ
、
不
と
な
っ

た
。
老
将
劉
邦
も
ま
た
、
張
良
・
波
平
の
献
策
を
よ
く
用
い
、
一
一
…
老

制
度
な
ど
に
よ
り
人
心
の
収
撹
に
努
め
た
。
項
羽
は
、
漢
軍
の
こ
の

頭
脳
作
戦
と
物
量
作
戦
を
基
盤
と
す
る
持
久
戦
に
よ
っ
て
、
個
々
の

戦
闘
に
は
勝
ち
続
け
な
が
ら
も
最
後
に
は
窮
地
に
焔
っ
た
の
で
あ

り
、
戦
慨
に
よ
っ
て
敗
北
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
項
羽
に
は
戦
い
に
よ
る
敗
北
意
識
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。
自
分
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
あ
っ
と
い
う
間
に
追
い
つ
め

ら
れ
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
時
勢
の
流
れ
に
よ
っ
て
磁
波
へ
の
道

を
歩
ま
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
は
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
を
「
天
之
亡
我
、
非
戦
之
罪
也
い
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
天
が
楚
を
亡
ぼ
す
と
い
う
認
識
は
項
羽
だ
け
で
は
な

く
、
敵
側
の
漢
に
も
あ
っ
た
。
漢
楚
の
間
に
協
定
が
結
ば
れ
、
瑠
ハ
羽

が
東
帰
し
た
と
き
、
漢
の
張
良
・
陳
平
が
「
楚
丘
ハ
罷
食
尽
。
此
天
亡

楚
之
持
也
」
と
一
一
諮
問
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
れ
ほ
ど
強
力
だ
っ
た
楚

寧
が
急
激
に
弱
体
化
し
、
打
倒
す
る
絶
好
の
機
会
が
訪
れ
た
こ
と
を

自
分
た
ち
の
思
慮
や
作
為
を
越
え
た
も
の
と
み
な
し
て
の
発
言
な
の

で
あ
る
。
項
羽
の
敵
も
、
項
羽
敗
北
を
「
天
の
差
配
い
に
帰
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
漢
楚
の
興
亡
と
い
う
舷
史
の
中
で
生
き
た
人

間
の
実
感
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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司
馬
遼
は
当
然
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
な
お
か
つ
後
世
と
い

う
い
わ
ば
援
史
の
高
み
か
ら
、
冷
徹
な
限
を
も
っ
て
、
手
厳
し
く
、

鋭
い
批
判
を
浴
び
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
押
さ
え
な
い

で
、
敗
北
の
原
因
を
「
天
の
差
配
」
に
短
絡
し
た
と
い
う
よ
う
に
結

論
の
み
を
投
げ
出
さ
れ
る
と
、
極
端
な
場
合
に
は
、
項
羽
は
ご
切

を
天
命
で
誤
魔
化
さ
う
と
す
る
!
一
、
ず
い
ぶ
ん
無
支
任
・
無
反
省
な

人
間
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
す
ぐ
あ
と
の
「
何
面
白
見
之
」
と
い
う

責
任
感
あ
る
発
一
一
一
一
口
と
も
矛
盾
す
る
ば
か
り
か
、
歪
由
化
さ
れ
た
項
羽

像
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。



以
上
の
こ
と
を
確
認
し
て
、
ま
ず
問
題
に
し
た
い
の
は
、
項
羽
が

江
ま
で
馳
走
し
た
の
は
い
っ
た
い
何
の
た
め
だ
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
一
揚
子
江
を
渡
っ
て
逃
げ
の
び
る
つ
も
り
で
来
ね
」

と
い
う
説
明
も
あ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
記
し
た
よ
う

に
、
核
下
に
お
い
て
包
関
さ
れ
た
と
き
、
「
時
不
利
今
」
と
歌
っ
て

お
り
、
ま
た
、
東
城
に
お
い
て
数
千
騎
の
漢
寧
に
簡
ま
れ
た
と
き
、

さ
す
が
に
勇
猛
を
誇
る
項
羽
も
、
「
自
度
不
得
税
い
、
「
今
日
間
決
死
2

一

と
助
か
る
見
込
み
の
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
「
天
之
亡

我
い
「
天
亡
我
レ
と
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
自
己
の
努

力
で
は
い
か
ん
と
も
し
、
が
た
い
天
の
意
志
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て

い
た
。
自
己
の
滅
亡
を
そ
の
よ
う
に
考
え
る
以
上
、
い
っ
と
き
生
き

の
び
る
こ
と
が
で
き
よ
う
と
も
、
長
期
的
・
戦
略
的
に
は
亡
び
て
ゆ

く
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
r

目
覚
し
な
が
ら
も
、
咳
下
を

脱
出
し
、
東
城
に
お
い
て
数
千
騎
の
漢
軍
を
相
手
に
戦
闘
し
た
の

は
、
「
非
戦
之
界
也
」
と
い
う
こ
と
の
証
明
、
武
将
項
羽
に
と
っ
て

の
自
己
の
存
在
の
最
後
の
あ
か
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
死
を
覚
情

し
、
自
己
の
存
夜
を
証
明
し
終
え
た
項
羽
を
烏
江
主
で
馳
走
さ
せ
た

も
の
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
望
郷
の

念
で
あ
っ
た
ろ
う
。
川
氏
中
を
出
て
か
ら
す
で
に
七
年
。
各
地
を
転
戦

し
続
け
、
項
羽
は
一
度
も
故
郷
に
帰
っ
て
い
な
い
。
成
陽
を
破
壊
し

た
あ
と
、
関
中
に
留
ま
ら
ず
に
東
帰
し
、
司
馬
遼
に
「
背
関
懐
楚
」

(
項
羽
本
紀
論
賛
)
と
批
評
さ
れ
た
よ
う
に
項
羽
の
東
帰
志
向
は
強

い
。
追
わ
れ
る
項
羽
の
胸
中
に
あ
る
も
の
は
、
も
う
一
度
生
地
の
水

村
山
郭
を
見
た
い
、
自
分
の
育
っ
た
大
地
を
踏
み
し
め
た
い
、
項
氏

の
一
族
や
郷
党
に
会
い
た
い
と
い
う
思
郷
の
念
だ
け
で
あ
っ
た
と
推

測
で
き
よ
う
。
そ
れ
が
漢
軍
に
追
わ
れ
、
無
我
夢
中
で
逃
走
す
る
項

羽
の
方
向
を
決
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
逃
げ
の
び
る
つ
も

り
」
と
い
う
ほ
ど
に
は
明
確
な
意
志
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
烏
江
を
い
っ
た
ん
は
渡
ろ
う
と
し
な
が
ら
も
、
一
転
し

て
渡
ら
な
い
決
意
を
す
る
こ
と
と
も
関
連
し
よ
う
。
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や
っ
と
の
思
い
で
烏
江
に
辿
り
若
き
、
「
於
走
、
項
壬
乃

欲
東
渡
良
川
江
」
。
烏
江
の
亭
長
は
敗
走
し
て
来
た
項
羽
ら
を
見
て
す

ぐ
に
事
態
を
了
解
し
、
船
を
出
す
用
意
を
始
め
る
。
こ
の
つ
持
江
亭

長
、
犠
船
待
」
を
、
項
羽
が
到
着
す
る
前
か
ら
船
を
準
備
し
て
待
っ

て
い
た
と
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
技
下
か
ら
烏
江
ま
で
二
百
キ

ロ
以
上
、
項
羽
が
敗
走
し
て
烏
江
へ
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
情
報

が
、
疾
走
す
る
項
羽
の
到
着
以
前
に
烏
江
の
亭
長
に
も
た
ら
さ
れ
る

は
ず
が
な
い
。
亭
長
は
項
羽
た
ち
の
姿
を
見
て
、
あ
わ
て
て
船
の
用

意
を
し
、
項
羽
が
乗
る
の
を
待
っ
た
と
解
す
る
の
が
常
識
的
で
あ

る
ο さ

て
、

そ
し
て

「
江
東
錐
小
、
地
方
千
里
、
衆
数
十
万
人
。



亦
足
王
也
。
願
大
王
急
渡
。
今
独
庇
有
船
。
漢
軍
至
、
無
以
渡
い
と
ひ

こ
の
発
一
一
一
一
口
は
敗
将
に
対
し
て
と
は
い
え
、
一
介
の
亭
長
の
発
一
一
一
一
口
と
し

て
は
ま
こ
と
に
異
例
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
項
羽
が
急
い
で
江
を
波

ろ
う
と
し
て
い
る
な
ら
、
「
亦
足
五
世
」
と
か
「
願
大
王
急
波
い
な

ど
と
発
一
一
一
一
閃
す
る
は
ず
が
な
い
。
わ
ざ
わ
、
ざ
亭
長
が
こ
の
よ
う
な
発
言

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
鳥
江
に
到
着
し
て
い
っ
た
ん

は
「
欲
東
渡
鳥
江
」
し
た
項
羽
が
、
そ
の
後
、
渡
る
そ
ぶ
り
を
見
せ

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
「
犠
船
待
」
と
「
謂
項
王
国
」
と
の
間
に

は
、
か
な
り
の
ま
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
西
岸
の
よ
し
あ
し
青
を
描
い
て
、
江
南
の
春
色
を
示
し
て
ゐ

る
。
榔
踏
の
筏
所
そ
こ
に
は
必
ず
さ
さ
や
か
な
百
姓
家
が
あ
る
。
水

牛
を
追
う
て
口
笛
を
す
さ
む
も
の
、
鋤
鍬
を
一
筋
に
し
て
春
風
に
酔
ふ

も
の
、
太
平
の
気
象
と
簡
十
日
の
風
俗
と
漫
々
た
る
水
」
と
い
う
な
つ

か
し
き
江
南
の
山
河
を
限
前
に
ひ
か
え
、
項
羽
は
ほ
っ
と
し
た
で
あ

ろ
う
。
と
同
時
に
、
今
ま
で
は
追
わ
れ
な
が
ら
故
郷
恋
し
さ
の
一
念

で
馬
を
駆
り
、
な
ん
ら
の
余
裕
も
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
渡
し
場
を

前
に
し
て
こ
れ
か
ら
の
事
態
の
成
り
行
き
に
つ
い
て
考
え
た
に
違
い

な
い
。
、
江
を
渡
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
江
を
渡
っ
て
も
漢
寧
は

追
跡
し
て
く
る
に
き
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
ま
た
戦
闘
と
な
ろ

う
。
が
、
江
南
の
人
々
を
巻
き
添
え
に
し
て
戦
っ
て
も
、
終
局
的
に

勝
つ
見
込
み
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
ま
し
て

気
に
か
か
る
の
は
、
故
郷
の
人
々
が
敗
将
の
自
分
を
ど
う
迎
え
る
か

で
あ
る
。
長
江
を
前
に
し
て
項
羽
は
じ
っ
と
立
っ
た
ま
ま
動
か
な
い

の
で
あ
る
。
あ
わ
て
た
の
は
す
で
に
船
の
用
意
を
し
終
え
た
亭
長
で

あ
る
。
漢
事
は
当
然
追
跡
し
て
く
る
。
平
く
渡
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
項
羽
の
鵠
践
を
吹
っ
切
る
よ
う
に
亭
長
は
懸
命
に
説
得
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
江
東
縦
小
:
:
:
」
と
い
う
発
言
な
の
で
あ

る
。
こ
の
必
死
の
懇
請
を
開
い
て
、
逆
に
項
羽
は
渡
ら
な
い
決
心
を

し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
笑
」
っ
て
発
言
す
る
。
す
で
に
武
田
泰
淳
氏
が
、
「
叫
項

羽
本
紀
b

に
は
吋
怒
る
』
と
云
ふ
文
字
が
よ
く
出
て
く
る
。
何
か
あ

る
と
項
羽
は
怒
る
。
そ
し
て
動
作
を
起
す
の
で
あ
る
。
:
:
:
ま
こ
と

に
項
羽
の
怒
り
は
は
げ
し
い
。
怒
り
に
か
り
た
て
ら
れ
て
一
生
を
終

っ
て
ゐ
る
。
『
笑
ふ
』
な
ど
と
一
広
ふ
文
字
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
。

項
羽
は
い
よ
/
¥
自
分
が
最
期
を
と
げ
る
前
に
一
回
笑
っ
た
だ
け
で

あ
み
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
怒
り
の
項
羽
が
生
涯
で
た
だ
一
度
だ

け
み
せ
た
笑
い
が
、
こ
の
笑
い
で
あ
る
。
こ
の
笑
い
に
つ
い
て
は
、

本
誌
の
座
談
会
で
、
大
木
春
基
先
生
が
、
「
あ
の
最
後
の
笑
い
は
非

常
な
意
味
を
持
っ
て
い
て
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
が
解
っ
て
初
め

て
、
項
羽
の
憎
悪
と
い
う
も
の
が
、
摺
み
取
れ
る
ん
だ
け
ル
、
ま
た
史

官
司
馬
遼
の
そ
の
意
図
も
判
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
し
:
・
・
:
」
と
述
べ

て
お
ら
れ
る
。
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こ
の
笑
い
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
笑
向
、
あ
っ
た
の
か
。
陳
舜

民
民
は
、
「
項
羽
は
お
だ
や
か
に
笑
っ
て
い
る
」
と
し
、

T
社
の
『
漢

文
〈
古
典
I
乙
〉
下
h

の
指
導
奮
は
、
「
夢
、
羽
は
天
を
信
じ
た
武
人

で
あ
る
。
亭
一
長
の
申
し
出
に
対
し
、
彼
は
笑
っ
て
そ
れ
を
辞
退
し
て

い
る
。
こ
の
忍
一
〈
』
こ
そ
、
天
命
の
去
っ
た
と
い
う
こ
と
に
素
直
で

あ
ろ
う
と
す
る
英
雄
の
、
清
潔
な
笑
い
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
解
説

し
て
い
る
。
ま
た
、
丸
山
松
幸
・
和
田
武
司
氏
は
、
「
項
王
は
寂
し

M
W

帥

く
笑
っ
た
い
と
訳
し
、
問
中
謙
二
氏
は
、
「
自
嚇
の
笑
い
」
と
解
し

て
い
る
。
中
間
の
子
在
春
氏
は
、
「
項
王
恰
恰
大
笑
」
と
現
代
漢
語

に
置
き
換
え
、
「
西
楚
朝
五
的
最
後
一

H

笑
ヘ
要
訳
出
激
情
来
」
と

注
を
付
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
笑
」
と
い
う
一
言
葉
は
、
「
心
〉
歓
笑
。

お
旅
行
旅
人
先
笑
後
号
挑

μ
0
0談
笑
。
詩
都
風
終
風
H

終
風
且
暴
、

一
蹴
我
則
笑
μ
。
伝

H

笑
、
俗
之
也
九
孟
子
梁
恵
壬
上

H

以
五
十
歩
笑

A
汁切
7

百
歩
、
則
何
如
0
・υ
本
作
付
咲
μ
。
也
作
H

咲
μ
。
い
と
解
説
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
大
き
く
分
け
て
「
歓
笑
」
と
「
談
笑
」
と
の
二
つ
の
用

い
ら
れ
方
、
が
あ
る
。
そ
の
ど
ち
ら
に
傾
け
て
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、

「
笑
」
の
解
釈
も
前
述
の
よ
う
に
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ

る。
結

論

を

先

に

こ

こ

の

は

、

問

中

謙

二

氏

の

れ
る
よ
う
に
「
自
明
の
笑
い
」
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
の
理

由
と
し
て
は
、
私
の
調
査
に
よ
れ
ば
に
は
「
笑
い
と
い
う

語
が
八
十
例
ほ
ど
見
え
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
轍
笑
・
冷
笑
〈
ま

れ
に
苦
笑
〉
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
歓
喜
の
笑
い
の
用
例
が
少
な

い
こ
と
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
歓
喜
の
笑
い
も
、
「
殿

上
翠
臣
皆
呼
万
歳
、
大
笑
為
楽
」
(
巻
八
高
祖
本
紀
)
の
よ
う
な
抽

象
動
詞
と
し
て
で
は
な
く
、
顔
面
の
表
情
を
想
起
さ
せ
る
具
象
性
を

持
つ
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
「
孔
子
欣
然
笑
日
:
:
:
」

(
巻
四
七
孔
子
世
家
)
「
布
欣
然
笑
日
:
:
:
」
(
巻
九
一
鯨
布
列
伝
)

「
上
欣
然
部
笑
:
:
:
」
(
巻
九
六
張
丞
相
列
伝
〉
と
い
う
具
合
い
に

「
欣
然
」
と
い
う
修
飾
語
を
と
も
な
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
こ
こ
の
「
項
王
笑
日
:
:
:
」
の
「
笑
」
を

歓
喜
の
方
向
で
考
え
よ
う
と
す
る
の
は
ど
う
も
無
理
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
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次
に
、
こ
の
時
の
項
羽
の
心
情
に
つ
い
て
推
測
、
し
て
み
よ
う
。
私

は
こ
の
時
の
項
羽
の
心
情
を
、
亭
長
の
発
一
一
一
一
口
の
意
味
を
ふ
ま
え
て
次

の
よ
う
に
考
え
る
。
一
千
長
の
一
一
一
一
同
葉
は
、
窮
地
に
陥
っ
て
東
城
に
向
か

う
途
中
、
間
父
に
附
制
さ
れ
る
と
い
う
苦
い
経
験
を
し
て
い
る
項
羽
に

と
っ
て
、
身
に
し
み
で
あ
り
が
た
か
っ
た
。
劉
子
翠
が
、
「
為
悶
父

所
給
陥
於
大
沢
。
亭
長
之
一
一
品
開
甚
甘
、
安
知
不
出
国
父
之
計
耶
」
(
『
史

記
評
林
い
上
欄
法
記
)
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
項
羽
が
す
ぐ
あ
と

で
手
間
知
公
長
者
い
と
昔
前
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
こ
じ
つ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、
感
謝
す
る
と
同
時
に
、
一
介
の
亭
長
に
「
亦
疋



王
也
い
と
説
得
さ
れ
、
そ
の
好
意
に
す
が
っ
て
し
か
生
き
の
び
る
こ

と
の
で
き
な
い
み
じ
め
な
境
遇
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
項
羽
は

は
っ
き
り
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
江
東
に
帰
っ
た

と
き
の
自
分
の
姿
を
見
た
の
で
あ
る
。
一
子
長
の
一
一
一
日
う
「
衆
数
十
万
人
f

一

と
い
う
の
は
、
尉
飽
の
「
我
執
与
皇
帝
賢
い
と
い
う
質
問
に
、
陸
生
々

が
「
今
王
衆
不
過
数
十
万
:
:
:
替
若
漢
一
郡
、
五
何
乃
比
於
漢
」

ハ
巻
九
七
部
生
際
貿
列
伝
)
と
答
え
て
い
る
の
か
ら
み
て
も
た
い
し

た
人
数
で
は
な
い
。
江
東
に
帰
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
同
情
さ
れ
、
わ
ず

か
数
十
万
人
の
主
と
な
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
身
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
笑
」
は
そ
の
よ
う
な
自
覚
か
ら
生
じ
た

も
の
で
あ
り
、
「
笑
い
の
対
象
は
、
他
人
の
混
情
に
す
が
っ
て
生
き

る
し
か
な
い
と
い
う
、
み
じ
め
な
状
況
に
置
か
れ
た
自
分
自
身
、
そ

の
よ
う
な
状
況
に
陥
る
ま
で
生
き
の
び
た
自
分
自
身
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
こ
の
「
笑
」
は
、

「
自
明
の
笑
い
い
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

口
元
を
褒
め
自
明
の
笑
い
を
も
ら
し
な
が
ら
、
項
羽
は
「
天
之
亡

我
」
と
ま
た
繰
り
返
す
。
そ
れ
に
続
く
の
は
「
非
戦
之
罪
也
」
で
は

な
い
。
そ
の
こ
と
の
証
明
は
も
う
す
で
に
終
わ
っ
て
い
る
。
望
郷
の

念
を
断
ち
切
っ
て
「
我
何
渡
為
一
い
と
続
け
る
。
天
が
わ
し
を
滅
ぼ
す

と
い
う
の
に
い
ま
さ
ら
渡
る
に
は
及
ば
ぬ
。
こ
の
「
我
何
渡
為
」
の

A
回
γ

ぺ
何
・
:
為
い
の
形
は
、
{
鴻
門
之
会
」
に
も
「
我
向
辞
為
」
と
あ
り
、

問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
今
は
一
戸
川
芳
郎
氏
の
「
そ
の
、
一
部
す
意

味
は
、
顔
前
古
が
吋
何
用
:
;
:
』
内
不
須
・
:
:
-
b
と
注
す
る
ご
と
く
、

〈
:
:
:
ず
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
〈
い
ま
さ
ら
:
:
:
す
る
に
は
及
ば

同
州

ぬ
〉
〉
と
し
て
、
ま
と
め
ら
れ
る
」
と
い
う
説
明
に
従
っ
て
お
く
。

し
ば
ら
く
問
を
お
い
て
、
静
か
に
回
想
す
る
の
は
、
さ
っ
そ
う
と

出
陣
し
た
こ
ろ
の
な
つ
か
し
い
想
い
出
。
「
旦
籍
与
江
東
子
弟
八
千

人
、
渡
江
南
西
」
、
自
の
前
に
あ
る
の
は
み
じ
め
な
現
実
。
「
今
無
一

人
選
」
と
粛
然
と
言
い
切
る
。
も
し
江
を
渡
っ
て
故
郷
に
帰
っ
た
と

仮
定
し
た
と
き
、
亭
長
の
言
動
か
ら
推
測
す
れ
ば
「
江
東
父
兄
憐
荷

主
我
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
精
兵
八
千
を
失

い
、
敗
北
し
た
今
、
そ
の
憐
れ
み
を
受
け
る
資
格
は
な
い
の
で
あ

る
。
「
何
面
白
見
之
、

こ
こ
の
「
父
兄
」
と
「
子
弟
」
の
解
釈
に
も
問
題
が
あ
る
。
こ
れ

ま
で
の
翻
訳
書
・
注
釈
書
が
「
父
兄
」
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
か
を
見

a，

9
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て
み
る
と
、
「
出
征
家
族
た
ち
」
「
親
た
ち
」
「
子
弟
の
家
族
」
と
訳

ム
V
ヤ

し
た
り
、
「
父
兄
」
と
そ
の
ま
ま
日
本
語
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
こ
の
「
江
東
父
兄
」
の
「
父
兄
」
は
、
日
本
語
の
「
父
兄
J

一

と
は
違
う
も
の
で
あ
り
、
上
記
の
訳
は
す
べ
て
誤
訳
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
「
当
時
の
農
村
の
構
造
は
、
父
老
も
し
く
は
父
兄
と
称
せ

ら
れ
る
指
導
層

v

と
、
子
弟
と
称
せ
ら
れ
る
青
少
年
層
と
に
わ
か
れ
て

い
加
」
と
指
一
揖
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
父
兄
」
は
「
父
老
L

と
同
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と
と
も
に
当
時
の
村
落
(
里
)
の
階
震
を
示
す

の
で
あ
る
。
…

j

父
兄
」
が
「
父
老
」
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る

こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
怖
の
父
老
が
劉
邦
を
怖
の
令
に
し
よ
う
と
し

。。

て
「
父
老
乃
率
子
弟
、
共
殺
部
令
、
開
城
門
迎
劉
季
」
た
と
こ
ろ
、

。。

劉
邦
が
「
吾
非
敢
自
愛
。
恐
能
務
不
能
完
父
兄
子
弟
」
(
巻
八
高
祖

。。

本
紀
〉
と
辞
退
し
て
い
る
こ
と
や
、
「
部
父
兄
・
諸
母
・
故
人
日
楽

欽
桜
擁
」
(
向
上
)
と
あ
る
の
が
、
円
漢
書
』
巻
二
問
問
帝
紀
下
で
は

。。

「
部
父
老
・
諸
母
・
故
人
日
楽
飲
極
擁
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど

よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
東
洋
史
学
の
成
果
に
依
拠
し
て
「
父
兄
」
に

つ
い
て
説
明
し
て
お
く
と
、
「
父
兄
」
は
、
「
子
弟
に
よ
っ
て
父
事
せ

帥

ら
れ
、
兄
事
せ
ら
る
べ
き
人
と
い
う
意
い
で
、
「
患
の
中
に
、
そ
の

A
事

hμ
‘
 

共
同
自
営
の
必
要
か
ら
自
ら
に
そ
の
位
置
を
生
じ
た
経
験
者
」
で
あ

る
。
そ
の
働
き
は
、
社
の
祭
の
監
督
指
導
、
度
内
の
土
木
営
繕
の
管

理
、
公
金
の
取
り
扱
い
、
思
…
'
古
代
表
し
て
の
郷
・
県
の
行
事
へ
の
参

加
な
ど
多
面
的
で
あ
る
。
そ
し
て
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
あ
る
政

権
は
「
父
老
の
承
認
を
通
じ
て
、
そ
の
地
域
の
民
の
支
持
を
獲
得

伺

し
、
徴
兵
・
収
秘
の
権
を
か
ち
え
て
ゆ
く
」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

項
羽
も
当
然
、
江
東
の
父
老
に
承
認
さ
れ
、
民
の
支
持
を
獲
得
し
、

九
札
束
子
弟
八
千
人
」
を
得
て
、
凶
に
向
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
「
我
何
面
白
見
之
」
と
い
う
そ
の
寸
前
日
」
の
な
さ
は
、

八
千
人
の
子
弟
を
死
な
せ
て
し
ま
い
、
そ
の
親
た
ち
に
合
わ
せ
る
顔

義
の

で、

が
な
い
と
い
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ

れ
を
含
み
つ
つ
も
、
こ
れ
ま
で
江
東
の
父
老
か
ら
、
と
い
う
こ
と
は

江
東
全
体
の
人
々
か
ら
、
人
的
・
物
的
・
精
神
的
に
多
大
な
援
助
を

受
け
、
期
待
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
応
え
ら
れ
な
い
で
お
め
お
め

と
帰
る
、
そ
の
面
白
の
な
さ
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
江
東
の
衆
数
十

万
人
に
対
し
て
、
地
域
共
同
体
全
体
に
対
し
て
面
目
が
な
い
の
で
あ

る
。
「
西
楚
の
覇
王
」
と
号
し
た
項
羽
に
と
っ
て
、
敗
北
し
な
が
ら

「
彼
不
一
苔
」
と
そ
の
責
任
を
棚
上
げ
に
し
た
形
で
憐
み
を
受
け
る
の

は
恥
一
一
時
に
他
な
ら
な
い
。
「
籍
独
不
塊
於
心
乎
」
(
こ
の
籍
だ
け
は
心

に
恥
じ
ず
に
お
ら
れ
ょ
う
か
)
は
、
敗
北
と
い
う
冷
厳
な
事
実
が
存

在
す
る
以
上
、
同
情
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
心
に
深
く
食
い
込
む
自

煮
の
念
を
、
脳
裏
に
浮
か
ぶ
江
東
の
衆
数
十
万
人
に
向
か
っ
て
心
底

か
ら
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
の
「
独
:
・
乎
」
と
い
う
言
い
方
で
あ
る
が
、
私
は
以
前
か
ら

「
独
」
は
「
伺
い
と
向
じ
と
理
解
し
て
い
て
、
か
つ
て
こ
の
教
材
を

。。

扱
っ
た
と
き
、

T
社
の
指
導
書
に
、
「
こ
の
籍
だ
け
は
ど
う
し
て
も

心
に
恥
じ
ず
に
お
ら
れ
よ
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
気
付
い
た
。

そ
こ
で
こ
れ
は
ま
さ
に
話
法
を
理
解
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
起
因
す

る
誤
訳
の
例
だ
と
思
い
込
み
、
第
十
二
回
全
国
連
大
会
の
漢
文
分
科

会
で
発
表
す
る
機
会
を
得
た
と
き
、
大
会
の
レ
ジ
ュ
メ
に
、
三
」
こ

は
、
町
・
:
だ
け
h

と
い
う
限
定
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な

の



く
、
内
独
:
・
乎
b

と
い
う
形
で
、
反
一
読
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

釈
大
典
が
吋
ナ
ン
ゾ
ノ
所
一
一
用
ユ
ル
コ
ト
多
シ
。
何
ノ
字
ヲ
舟
ユ
ル

ヨ
リ
語
意
ツ
ヨ
シ
』
(
吋
文
話
解
h
)

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ

の
吋
独
b

は
、
吋
何
』
と
設
き
換
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
・
:
前
記

の
指
導
書
は
、
こ
の
点
が
明
確
で
な
く
、
そ
の
た
め
、
宍
他
人
は
ど

八
四
マ

hvv 

う
あ
れ
)
自
分
だ
け
は
』
と
苦
し
い
説
明
を
付
加
し
て
い
る
」
と
書

い
た
。
と
こ
ろ
が
大
会
当
日
の
分
科
会
で
、

T
社
の
編
集
委
員
の
先

生
よ
り
、
「
そ
こ
は
関
西
の
あ
る
先
生
が
、
多
く
の
用
例
に
基
づ
い

て
ウ
:
だ
け
い
一
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
お
り
、
内
独
b

は
吋
何
n
h

と
同
じ
だ
と
い
う
の
は
俗
説
で
あ
る
と
の
こ
と
で
す
」
と

い
う
御
指
摘
を
う
け
た
。
関
西
の
あ
る
先
生
と
い
う
の
が
、
私
の
ひ

そ
か
に
畏
敬
す
る
先
生
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
得
意
顔
で
え
ら
い
こ
と

を
書
い
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
五
十
七
年
度
改
訂
の
新

指
導
要
領
に
基
づ
く
教
科
書
を
克
て
も
、
「
独
:
・
乎
L

は
、
「
反
語
の

形
。
こ
こ
で
は
『
独
』
は
吋
何
b

と
同
じ
い

(
T
社
関
誌

E
)
、
「
な

ん
で
・
:
し
よ
う
か
、
し
な
い
」

(
G
社
国
語

I
)
、
「
ど
う
し
て
心
に

恥
じ
る
こ
と
が
な
か
ろ
う
か
、
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
」

(
S
社
国
語

I
)
と
説
明
さ
れ
て
い
て
、
す
べ
て
「
独
い
を
「
何
」
と
同
じ
と
考

え
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
か
と
い
う
判

定
を
下
す
能
力
は
私
に
は
な
い
、
が
、
つ
:
だ
け
」
と
解
し
た
ほ
う
が

項
羽
の
自
交
の
念
が
強
調
さ
れ
、
こ
の
場
一
期
に
は
ふ
さ
わ
し
い
よ
う

に
思
え
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず

こ
の
籍
だ
け
は
い
と
解
し
て
お
く
。

以
上
、
い
ろ
い
ろ
問
題
点
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
項
羽
本
紀
と
い

う
馴
染
み
の
深
い
教
材
の
、
教
科
書
で
わ
ず
か
十
行
足
ら
ず
の
と
こ

ろ
に
も
、
ず
い
ぶ
ん
問
題
が
あ
る
こ
と
は
御
理
解
い
た
だ
け
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
が
教
科
書
全
体
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

漢
文
教
材
に
限
っ
て
も
相
当
数
の
問
題
点
が
描
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
こ

と
は
一
一
辛
口
を
ま
た
な
い
。
そ
れ
ら
の
摘
出
・
解
決
に
カ
を
つ
く
す
こ
と

は
、
研
究
と
教
育
の
結
合
を
大
き
な
目
標
と
し
て
掲
げ
る
本
学
会
・

本
誌
に
と
っ
て
、
そ
の
結
合
の
も
っ
と
も
よ
い
方
向
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
小
論
は
思
い
つ
き
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
諸
賢
の

御
批
判
を
賜
わ
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
小
論
の
意
図
は
今
述

べ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
拙
い
先
鞭
に
で
も
な
れ
ば
幸
甚
で
あ

る。(注〉ω
新
指
導
要
領
に
基
づ
く
町
国
語
I
』
宗
凶
器
開
E
b
の
教
科
書
を
-
調
査
し

た
と
こ
ろ
で
は
、
十
種
の
教
科
書
が
こ
の
笛
所
を
採
録
し
て
い
る
。

制
田
中
謙
二
・
一
海
一
知
義
句
史
記
』
楚
漢
編
、
朝
日
新
聞
社
、
二
一

頁。ω
司
馬
遵
自
身
に
つ
い
て
も
、
「
司
馬
遷
は
一
大
の
意
志
を
信
じ
て
お
り
、

天
の
行
為
を
す
な
お
に
肯
定
し
て
い
る
」
ハ
加
地
信
行
内
史
記
』
講
談
社
、
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九

O
頁
〉
と
一
宮
わ
れ
て
い
る
。

ω
卒
長
之
は
こ
の
執
助
な
記
述
に
つ
い
て
、
「
糧
食
一
節
則
是
他
的
致
命

傷
、
第
中
都
頻
頻
提
及
、
這
都
増
一
品
了
全
文
的
悲
劇
情
調
」
(
『
司
馬
遷
之

人
格
与
風
格
h

台
湾
問
明
書
出
版
、
一
二

O
九
頁
〉
と
述
べ
て
い
る
。

制
芥
川
竜
之
介
「
英
雄
の
探
」
内
全
集
h

第
二
巻
、
岩
波
書
路
、
二
二

頁。

紛
一
海
知
義
明
史
記
b

筑
摩
書
一
局
、
一
五
九
頁
。

付
た
だ
し
、
『
史
記
』
の
こ
の
あ
た
り
の
成
り
立
ち
と
い
う
観
点
か
ら
考

え
る
と
、
ま
た
別
な
説
明
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
私
も
、
「
一
生
議
一
屑
」
と

い
う
語
句
に
着
れ
ね
し
て
「
鴻
門
之
会
」
の
成
立
に
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が

ハ
拙
稿
「
鴻
門
の
会
の
『
一
生
成
対
ピ
円
高
校
通
信
東
書
留
語
』
二

O
八

号
〉
、
こ
こ
で
は
本
文
を
そ
の
ま
ま
読
む
と
い
う
立
場
か
ら
考
え
て
い
き

加ザ、。

中
れ

3
U

ω
諸

橋

轍

次

目

黒

書

沼

、

二

一

二

聞

及

。

川

w
武
間
一
挙
淳
吋
一
一
円
馬
遷
』
時
本
評
論
社
、
七
五
J
七
六
一
良
。

M
W

「
こ
れ
か
ら
の
漢
文
教
育
」
『
中
国
文
化
』
一
九
八
二
年
、
八
ニ
真
。

ω
陳
舜
陵
町
十
八
史
略
』

2
、
毎
日
新
聞
社
、
二
一
一
二
一
良
。

ω
丸
山
松
幸
・
和
田
武
司
吋
史
記
』
頭
、
徳
間
書
広
、
二
一
一
一
五
真
。

M
W

問
中
謙
一
一
「
史
記
の
〈
笑
い
〉
」
司
東
方
学
報
』
第
四
一
一
如
、
二
一
一
回

一
氏
。
た
だ
し
、
こ
の
論
文
の
見
解
の
す
べ
て
に
賛
成
と
い
う
わ
け
で
は
な

、。、
L
V

M
W

子
在
春
町
文
一
即
日
散
文
的
普
通
話
翻
訳
匂
一
一
一
一
縦
、
上
海
教
育
出
版
社
、
八

一
一
丸
。

同
町
一
昨
源
』
〈
修
詐
本
〉
第
一
一
一
師
、
商
務
印
書
館
、
ニ
一
一
一
四
八
頁
。

紛
「
鴻
門
の
会
」
に
み
え
る
句
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
鴻
門
之
会
』

の
句
法
指
導
」
『
一
国
語
展
望
』
五
八
号
で
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
。

切
戸
川
芳
郎
「
文
末
の

2
C
字
に
つ
い
て
」
『
漢
文
教
室
』
一
三
六
号
、

六
頁
。
な
お
、
西
国
太
一
郎
「
一
『
為
』
の
字
の
特
異
な
用
法
」
『
漢
文
教

窓
』
一
三
八
号
、
戸
川
「
文
末
の
『
為
』
字
に
つ
い
て
ハ
補
)
」
『
漢
文
教

室
』
一
一
一
一
九
号
、
西
国
「
円
為
』
の
字
の
特
異
な
用
法
(
補
〉
」
諮
問
文
教

室
』
一
回

O
号
を
も
参
照
。
私
が
昭
和
田
一
年
か
ら
の

2
4国
大
学
入
試

問
題
正
解
』
(
狂
文
社
〉
を
-
調
査
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
「
何
・
;
為
」
の
形
の

文
が
設
問
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。

同
w

俗
一
と
同
じ
。
一
一
八
頁
。

紳
納
と
同
じ
。
一
五
九
頁
o

M
W

ゆ
と
閉
じ
。
二
三
五
頁
。

ω
小
竹
文
夫
・
小
竹
武
夫
吋
史
記
』
(
本
紀
・
書
・
表
・
位
家
第
)
、
筑
摩

書
房
、
七
九
頁
。
野
口
定
男
『
史
記
』
上
、
平
凡
社
、
一
一
入
頁
。
吉
田

賢
抗
『
史
記
』
二
(
本
紀
)
、
明
治
書
院
、
四
九
九
頁
o

M
W

西
線
定
生
『
中
留
の
歴
史
』
2
、
講
談
社
、
六
九
一
良
。

同
w

守
屋
美
都
雄
「
父
老
」
円
中
国
古
代
の
家
族
と
国
家
』
東
洋
史
研
究
会
、

一
九
人
一
氏
。

M
W

前
掲
書
、
一
九
八
頁
o

M
W

前
掲
議
、
二

O
四
瓦
。

M
W

拙
稿
「
句
法
指
導
に
つ
い
て
」
去
最

会
第
二
一
間
研
究
大
会
資
料
b

一一一

O
瓦。
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