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報
い
だ
。
今
な
お
の
り
こ
え
ら

秋
水
を
中
江
兆
民
門
下
で

「先

れ
て
い
な
い
社
会
現
象
に
対
す

師
の
衣
鉢
」
を
継
ぐ
者
と
評
し

『壼
中
観
』と
エ
ッ
セ
ト
百
数
十
篇
を
収
め
る

充
実
し
た
解
題
と
編
注
を
含
む
大
冊

鈴
　
　
木

待
望
の
第
三
巻
が
出
た
。

一

九
六
九
年
に
刊
行
が
は
じ
ま

り
、
前
回
の
配
本
か
ら
２４
年
ぶ

り
だ
。
そ
れ
は
西
田
謄
民
の
嶺

雲
に
対
す
る
熱
い
思
い
入
れ
と

緻
密
な
考
証
的
書
誌
的
な
こ
だ

わ
り
か
ら
き
て
い
る
。

本
巻
は
明
治
３７
年
に
発
禁
と

な

っ
た

『壺
中
観
』
の
完
全
版

を
は
じ
め
、
政
治
の
改
革
者
、

文
明
批
評
家
と
し
て
目
利
き
の

高
い
鋭
い
エ
ッ
セ
ト
百
数
十
篇

を
収
め
、
充
実
し
た
解
題
と
編

注
を
含
む
八
五
三
頁
の
大
冊
で

あ
る
。

巻
頭
の

「悪
魔
的
文
明
」
は
、

嶺
雲
の
思
想
の
多
面
性
を
ほ
ぼ

卿
醍
謳
薫
い
「
が
」
は

ヽ
「御

林

が
あ
ま
り
に
も

「唯
物
的
」
だ

か
ら
実
用
と
功
利
に
走
り
、
教

育
も
物
を
識
る
こ
と
に
偏
し
て

心
を
養
う
こ
と
を
忘
れ
、
義
よ

り
も
利
を
重
視
す
る
。
そ
の
結

果
、
貧
富
の
大
き
な

へ
だ
た
り

が
怒
り
を
む
さ
ぼ
り
、
地
上
は

修
羅
場
と
化
し
た
と
い
う
。
さ

ら
に
彼
は
器
械
の
悪
魔
か
ら
分

業

・
印
刷

・
慈
善
の
悪
魔
、
「浮

挑
な
女
人
を
煽
動
す
る
」
世
間

の
悪
魔
や

「階
級
の
争
を
激
成

す
る
」
社
会
主
義
の
悪
魔
ま
で

文
明
の
諸
相
を
並
べ
て
糾
弾
し

て
い
る
。
そ
れ
は
本
来
め
ざ
し

た
自
由
と
正
義
か
ら
逸
脱
し
た
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る
鋭
利
な
短
詩
型
の
文
体
は
歯

切
れ
が
い
い
。

こ
の
根
源
的
な
文
明
批
判
を

さ
ま
ざ
ま
な
エ
ッ
セ
ー
の
論
点

と

つ
な
げ
て
開
示
し
て
み
よ

う
。
ま
ず

「哲
学
」
に
つ
い
て

い
え
ば
、

「哲
人
は
回
顧
す
」

で
は
、
老
子
、
孔
子
か
ら
ル
ソ

ー
ま
で
引
い
て
人
間
の
歴
史
の

黄
金
時
代
を

「太
古
元
始
」
の

素
朴
に
求
め
、
進
歩
も
開
化
も

物
資
上
功
利
上
の
こ
と
で
、
精

神
上
道
義
上
で
は
堕
落
し
た
と

み
る
。
彼
の
哲
学
観
に
は
、
宇

宙
の
大
原
理
の
研
究
と
い
え
ど

も
、
そ
れ
は
宇
宙
の
宇
宙
で
な

く
人
間
の
宇
宙
、
つ
ま
り

「人

間
の
感
能
、
人
間
の
知
識
に
識

得
せ
ら
れ
た
る
宇
宙
だ
」
と
い

う
俗
流
実
在
論
を
超
え
た
卓
見

が
み
ら
れ
る
。

つ
ぎ
は
社
会
主
義
と
帝
国
主

義
に
つ
い
て
―
―
幸
徳
秋
水
の

『社
会
主
義
神
髄
』
を
と
り
あ

げ

「自
由
平
等
博
愛
の
大
義
に

拠

っ
て
」
社
〈
李
主
義
を
唱
え
る

て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ

の
大
義
に
も
と
づ
い
て
い
れ
ば

２０
世
紀
の
革
命
と
独
裁
の
苦
難

は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。

秋
水
の
文
章
を

「繁
簡
」
の
要

を
得
て
い
条
理
は
整
然
と
し
て

い
る
と
ほ
め
る
反
面

「独
創
奇

警
の
見
地
」
に
欠
け
る
と
指
摘

し
て
い
る
。
の
ち
に
大
逆
事
件

で
、
い

っ
し
ょ
に
捕
ら
え
ら
れ

る
深
い
仲

（嶺
雲
は
釈
放
）
だ

が
、
提
灯
持
ち
の
記
事
に
し
て

正

い
な
い
。
も
う

一
つ
秋
水
の

『帝
国
主
義
論
』
に
対
し
て
も

「雄
健
熱
烈
」
な
文
の
妙
を
讃

え
な
が
ら
、
帝
国
主
義
の
見
方

が
秋
水
と
異
な
る
点
に
ふ
れ
て

い
る
。
嶺
雲
は
世
界
が
必
ず
統

一
さ
れ
る
と
い
う
信
念
の
持
主

で
あ
る
。
帝
国
主
義
は
世
界
統

一
共
同
体
に
達
す
る

一
階
段
だ

と
み
て
い
る
。
愛
国

。
軍
国

・

帝
国
主
義
を
憎
む
点
で
は
共
通

だ
が
、
秋
水
は
現
前
の
見
地
に

立

っ
て
批
判
し
、
自
分
は
終
局

の
見
地
か
ら
楽
観
し
て
い
る
と

の
べ
て
い
る
。

日
露
戦
争
に
秋
水
は
堺
利

彦
、
内
村
鑑
三
ら
と
非
戦
論
を

唱
え
た
が
、
嶺
雲
は
ち
が

っ
て

い
た
。

「韓
半
島
」
に
国
力
を

発
展
さ
せ
る
こ
と
は
、
神
功
皇

后
か
ら
豊
臣
秀
吉
、
さ
ら
に
征

韓
論
者
の
名
ま
で
あ
げ
て

「歴

史
的
大
国
是
」
だ
と
把
え
、
そ

の
延
長
で
ロ
シ
ア
の
東
方
経
営

の
準
備
が
と
と
の
わ
な
い

「今

日
に
於
い
て
乾
坤

一
郷
」
立
て

と
主
戦
論
を
主
張
す
る
。
だ
が

躙

胚

隧

貯

決
］
果
し
て
成
ら
ば
、
吾
人

は
此
以
後
軍
備
の
競
争
に
国

民
を
億
ら
し
め
ん
よ
り
は
、

寧
ろ
凡
て
の
我
軍
備
を
挙
げ

眩

・
を

解

堆
趙

中
に
投
じ
て
之
を
銹
か
し
、

こ
れ
を
以
て

一
大
々
的
琥
鐘

を
鋳
造
し
、
銘
し
て
平
和
の

鏃

鰊

け
膨

ν

平
等
、
正
義
、
人
道
の
先
臀

を
持
き
出
し
て
世
界
万
邦
の

あ
ら
ゆ
る
帝
王
、
主
権
者
、

延
臣
、
閣
臣
と
、
あ
ら
ゆ
る

民
衆
の
上
に
平
和
の
警
醒
を

布
か
ん
。
」

（
「寧
ろ
平
和

の

一
大
琥
鐘
を
鋳
よ
」
）

難
解
か
も
し
れ
ぬ
が
、
嶺
雲

の
逆
説
の
利
い
た
雄
渾
な
文
章

を
味
読
し
て
ほ
し
い
と
思

っ
て

引
用
し
た
。

現
代
文
明
を
唯
物
的
と
い
う

嶺
雲
の
立
場
は
唯
心
的
主
観
主

義
だ
。
そ
の
先
に
興
味
あ
る
新

見
解
が
顔
を
出
し
て
い
る
。
「現

代
思
想
革
命
の
兆
」
の
な
か
で
、

そ
の
哲
学
的
見
地
か
ら
催
眠
術

を
と
り
あ
げ
、

「形
雨
上
の
霊

気
に
お
け
る
神
秘
を
啓
く
」
鍵

だ
と
み
て
、
科
学
者
が

「物
資

以
上
の
心
霊
の
作
用
と
そ
の
合

理
を
認
め
た
」
の
は
思
想
の

一

大
革
命
だ
と
い
う
。
彼
は
催
眠

状
態
を

「無
我
」
と
み
て

「無

何
有
」

（荘
子
の
い
う
自
然
の

ま
ま
の
人
為
の
な
い
楽
天
地
）

に
遊
ぶ
境
地
だ
と
評
価
し
て
い

る
。
こ
の
点
に
限

っ
て
は
私
は

コ
メ
ン
ト
し
な
い
で
紹
介
す
る

に
と
ど
め
る
。

読
み
終

っ
て
編
者
の
長
年
の

労
苦
に
感
謝
し
、
今
後
の
続
刊

に
声
援
を
送
り
た
い
。
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