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本稿は、太宰春臺『倭讀要領』中に対して訳註を施したものである。『倭讀要領』は漢文の訓読・音韻・発音な

どの基礎知識について述べた書で、今日でもなお漢文学習のために有用な書であるが、昨今は他の江戸時代の著作

と同様に読まれることが少ないように思われる。それは原本が手に入りにくいこともあるが、江戸時代のもの、旧

字体、片仮名書き、句点しか施されていないなどという理由で敬遠する人が多いからであろう。そこで本稿では、現

代語訳を作成するとともに、漢文に興味を有する人、漢文を学ぶ初学者に原文でも読みやすいように平仮名で校訂
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太
宰
春
臺
『
倭
讀
要
領
』
譯
註
（
二
）

坂
本
具
償

財
木
美
樹

は
じ
め
に

太
宰
春
臺
『
倭
讀
要
領
』
は
漢
文
の
訓
読
・
音
韻
・
発
音
な
ど
の
基
礎
知
識
に
つ
い
て
述
べ
た

書
で
あ
る
が
、
昨
今
は
他
の
江
戸
時
代
の
著
作
と
同
様
に
読
ま
れ
る
こ
と
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
原
本
が
手
に
入
り
に
く
い
こ
と
も
あ
る
が
、
片
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
も
ひ
と
つ
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
現
代
語
訳
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、

漢
文
に
興
味
を
有
す
る
人
、
漢
文
を
学
ぶ
初
学
者
に
原
文
で
も
読
み
や
す
い
よ
う
に
平
仮
名
で
校

訂
し
た
テ
キ
ス
ト
を
作
成
し
た
。
今
回
は
そ
の
巻
中
に
対
し
て
譯
註
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

版
本

・『
倭
讀
要
領
』
三
巻

享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）

影
印
本

・『
漢
語
文
典
叢
書
』
第
三
巻

及
古
書
院

一
九
八
九
・
三

・
倭
讀
要
領

勉
誠
社
文
庫

一
九
七
九
・
八

66

凡
例

一
、
本
訳
註
は
太
宰
春
臺
『
倭
讀
要
領
』
巻
中
に
対
し
て
訳
註
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
本
訳
註
は
『
倭
讀
要
領
』
享
保
十
三
年
刊
を
底
本
と
し
、
現
代
語
訳
と
原
文
（
平
假
名
校
訂
）

か
ら
成
り
立
つ
。

『
倭
讀
要
領
』
巻
中
（
現
代
語
訳
）

中
卷倭

語
の
正
誤
第
八

倭
読
の
正
誤
第
九

読
書
法
第
十

倭
讀
要
領
巻
中

信
陽
太
宰
純
德
夫
撰

倭
語
の
正
誤

倭
語
は
萬
葉
集
を
基
本
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
古
書
を
参
考
と
し
、
雅
と
俗
の
区
別
を
理
解
し
、

古
今
の
異
同
を
わ
き
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
名
物
は
和
名
集
を
基
本
と
す
る
。
し
か
し
わ
が

国
の
古
書
も
簡
冊
が
と
て
も
多
い
の
で
、
初
学
の
士
が
閲
覧
し
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
り

あ
え
ず
最
初
は
そ
の
時
の
師
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
習
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
中
に
は

近
世
あ
や
ま
っ
て
読
み
、
字
義
を
失
し
た
も
の
が
あ
る
。
今
そ
の
は
っ
き
り
し
た
も
の
を
あ
げ
て
、

初
学
に
示
す
。

猪

豬
と
同
じ
。
猪
と
い
い
、
豕
と
い
う
が
、
同
じ
物
で
あ
る
。
倭
語
で
は
「
ゐ
」
と
い
う
。
俗

ち
よ

し

に
「
ぶ
た
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
字
を
「
ゐ
の
し
し
」
と
い
い
、「
ゐ
の
こ
」

と
い
う
の
は
、
い
づ
れ
も
非
で
あ
る
。「
ゐ
の
し
し
」
は
野
猪
で
あ
り
、「
ゐ
の
こ
」
は
豚
で

や

ち
よ

と
ん

あ
る
。
小
さ
な
豕
を
「
豚
」
と
い
う
。
猪
・
豕
の
二
字
は
た
だ
「
ゐ
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

蒲

倭
語
で
は
「
か
ま
」
と
い
う
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
に
「
が
ま
」
と
濁
っ

す

に
ご

て
読
む
。
朗
詠
集
の
「
刑
鞭
蒲
腐
螢
空
去
」（
刑
鞭
蒲
腐
て
螢
空
し
く
去
る
）
①
と
い
う
句

は
清
ん
で
読
む
習
わ
し
で
あ
る
。
さ
ら
に
近
江
の
国
の
蒲
生
郡
を
「
か
ま
ふ
」
と
い
う
の
も
、
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清
ん
で
読
む
。
さ
ら
に
源
範
賴
を
「
蒲

御
曹
子
」
②
と
称
し
、
蒲
の
字
を
「
か
ば
」
と
読

の
り
よ
り

か
ば
の
お
ん
ざ
う

し

む
。
そ
も
そ
も
書
を
読
む
場
合
は
「
か
ま
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
、
帝
王
「
刑
鞭
蒲
朽
螢
空
去
、
諫
鼓
苔
深
鳥
不
驚
」（
刑
鞭
蒲

へ
ん
か
ま

朽
ち
て
螢
空
し
く
去
る
、
諫
鼓
苔
深
く
し
て
鳥
驚
か
ず
）。

②
源
範
賴
は
源
義
朝
の
子
で
、
源
賴
朝
の
弟
、
源
義
經
の
兄
で
あ
る
。
遠

江
国
蒲
で

の
り
よ
り

よ
し
と
も

よ
り
と
も

よ
し
つ
ね

と
お
と
う
み

成
人
し
た
の
で
、
蒲

御
曹
子
と
呼
ば
れ
た
。

か
ば
の
お
ん
ざ
う

し

豚

㹠
・
豘
と
同
じ
。
説
文
に
「
小
豕
な
り
」
①
と
註
す
る
の
で
、「
ゐ
の
こ
」
と
読
む
。
倭
語
は

ぴ
っ
た
り
す
る
。
豕
・
猪
の
二
字
を
「
ゐ
の
こ
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。

①
『
説
文
』「
豚
、
小
豕
也
。
从
古
文
豕
、
从
又
持
肉
以
給
祠
祀
也
」。

圓

倭
語
で
は
「
ま
と
か
」
と
い
う
。「
と
」
の
字
を
濁
っ
て
「
ま
ど
か
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り

で
あ
る
。

裳

衣
を
「
こ
ろ
も
」
と
い
い
、
裳
を
「
も
」
と
い
う
。
俗
儒
が
「
も
す
そ
」
と
読
む
の
は
非

い

し
や
う

で
あ
る
。「
も
す
そ
」
は
、
裾
の
字
、
裔
の
字
、

の
字
で
あ
り
、
裳
は
「
も
す
そ
」
で
は

き
よ

え
い

な
い
。

豕

す
な
わ
ち
猪
で
あ
る
。
俗
に
い
う
「
ぶ
た
」
で
あ
る
。「
ゐ
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
ゐ

の
こ
」
と
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。「
ゐ
の
こ
」
は
豚
で
あ
る
。
前
の
猪
の
字
の
下
に
見
え
る
。

灑

洒
と
同
じ
。「
そ
そ
く
」
と
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
く
」
の
字
を
濁
っ
て
「
そ

さ
いそ

ぐ
」
と
い
う
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。

乃

廼
と
同
じ
。
助
辞
と
し
て
用
い
た
と
こ
ろ
で
は
「
す
な
は
ち
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
俗
儒
が
「
い
ま
し
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。「
い
ま
し
」
は
、
わ
が
国
の

古
言
で
「
な
ん
ぢ
」
の
こ
と
を
「
い
ま
し
」
と
い
う
。
乃
の
字
は
汝
と
訓
じ
る
の
で
、
古
書

で
乃
の
字
を
「
い
ま
し
」
と
読
ん
で
い
る
場
合
は
、
か
な
ら
ず
汝
の
意
味
で
あ
る
。
乃
の
字

じ
よ

だ
け
で
は
な
く
、
汝
の
字
も
「
い
ま
し
」
と
読
む
。
さ
ら
に
「
い
ま
し
い
」
と
読
む
も
の
が

あ
る
が
、
と
り
わ
け
鄙
俗
で
あ
る
。

槳

こ
の
字
を
「
か
ぢ
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
字
彙
に
「
縱
な
る
を
櫓
と
曰
ひ
、
横

な
る
を
槳
と
曰
ふ
」
①
と
註
す
る
。
槳
は
櫓
の
類
で
あ
り
、
船
の
傍
に
あ
る
も
の
を
「
槳
」

し
や
う

ろ

と
い
う
。
櫓
の
字
に
倭
訓
は
な
い
の
で
、
漿
の
字
に
も
倭
訓
は
な
い
。
も
し
し
い
て
倭
語
で

い
う
の
で
あ
れ
ば
、「
さ
ほ
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、「
さ
ほ
」
と
い
え
ば
、
櫂
・
篙
と
混

た
う

か
う

乱
す
る
。「
櫂
」
は
棹
と
同
じ
で
、
木
の
さ
お
で
あ
る
。
通
常
「
か
い
」
と
い
う
の
が
そ
れ

で
あ
る
。「
篙
」
は
竹
の
さ
お
で
あ
る
。
櫂
の
字
を
「
さ
ほ
」
と
読
む
の
も
、
篙
か
ら
移
行

し
て
き
た
倭
語
で
あ
る
。
槳
は
櫓
の
類
で
あ
る
の
で
、
し
い
て
倭
訓
を
施
す
の
は
む
つ
か
し

く
、
音
で
読
ん
だ
ほ
う
が
よ
い
。

①
『
字
彙
』
辰
集
「
子
兩
切
、
音
奨
。
縱
曰
櫓
、
横
曰
槳
」。

貢

倭
語
で
は
「
み
つ
き
」
と
い
う
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
き
」
の
字
を
濁
っ
て

「
み
つ
ぎ
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。

避

「
さ
く
る
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
さ
く
る
」
と
は
、
ふ
つ
う
に
い
う
「
よ
け
る
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
自
分
か
ら
よ
け
て
の
き
さ
る
こ
と
で
あ
る
。
俗
儒
が
「
さ
る
」
と
読

む
の
は
非
で
あ
る
。「
さ
る
」
と
読
む
の
は
辟
の
字
で
あ
る
。
辟
の
字
に
は
多
音
多
義
が
あ

る
。
そ
の
う
ち
、
音
が
壁
で
あ
る
も
の
は
、「
除
な
り
、
屏
な
り
」
①
と
註
し
て
、
驅
・
除

・
屏
・
去
の
意
味
で
あ
る
。
本
草
に
「
雄
黄
、
邪
を
辟
る
」
②
、「
犀
角
、
寒
を
辟
る
」
③

さ

さ

と
い
う
類
が
そ
れ
で
あ
る
。
倭
語
で
は
「
さ
る
」
と
読
み
、「
し
り
ぞ
く
る
」
と
読
む
。
音

が
闢
で
あ
る
も
の
は
、
闢
と
同
じ
。
孟
子
に
「
土
地
を
辟
く
」
④
、「
行
き
て
人
を
辟
く
」

⑤
と
い
う
類
が
そ
れ
で
あ
る
。
倭
語
で
は
「
ひ
ら
く
」
と
読
む
。
壁
と
闢
は
、
倭
音
は
同
じ

で
あ
る
が
、
華
音
は
別
で
あ
る
。
音
が
避
で
あ
る
も
の
は
、
避
と
同
じ
。
経
伝
に
「
去
聲
」

ひ

と
註
す
る
⑥
が
、
避
と
同
じ
。
論
語
に
「
賢
者
、
世
を
辟
く
」
⑥
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

さ

「
さ
く
る
」
と
読
む
。
辟
の
字
の
こ
の
三
音
の
意
味
は
ま
ぎ
れ
や
す
い
。
よ
く
よ
く
辨
別
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
儒
が
音
義
を
よ
く
理
解
せ
ず
に
、
一
概
に
「
さ
る
」
と
読
む
の
は

あ
や
ま
り
で
あ
る
。

①
『
字
彙
』
酉
集
「
辟
、
除
也
、
屏
也
」。

②
『
本
草
綱
目
』
石
部
第
九
巻
雄
黄
「
權
曰
、
雄
黄
能
敎
百
毒
、
辟
百
邪
、
殺
蠱
毒
」。

③
『
本
草
綱
目
』
獸
部
第
五
十
一
巻
犀
「
時
珍
曰
、
…
…
又
山
海
經
有
白
犀
、
白
色
。
開

元
遺
事
有
辟
寒
犀
、
其
色
如
金
、
交
趾
所
貢
、
冬
月
暖
氣
襲
人
」。
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④
『
孟
子
』
梁
惠
王
上
「
曰
、
然
則
王
之
所
大
欲
可
知
已
、
欲
辟
土
地
、
朝
秦
楚
、
莅
中

國
而
撫
四
夷
也
」。

⑤
『
孟
子
』
離
婁
下
「
君
子
平
其
政
、
行
辟
人
可
也
、
焉
得
人
人
而
濟
之
」。

⑥
『
論
語
』
憲
問
「
子
曰
、
賢
者
辟
世
。
其
次
辟
地
。
其
次
辟
色
。
其
次
辟
言
。
子
曰
、

作
者
七
人
矣
」、
朱
熹
『
論
語
集
注
』「
辟
、
去
聲
、
下
同
」。

彘

「
豕
な
り
」
①
と
註
す
る
。
豕
の
別
名
で
あ
る
。「
ゐ
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
ゐ
の

ゐ

こ
」
と
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。

①
『
説
文
解
字
』「
彘
、
豕
也
。
後
蹏
廢
謂
之
彘
、
从
彑
从
二
匕
」。

背

「
身
の
北
を
背
と
曰
ふ
」
①
。
身
体
の
う
し
ろ
側
で
あ
る
。
倭
語
で
「
せ
」
と
い
う
の
が
そ

れ
で
あ
る
。
俗
儒
が
「
せ
な
か
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
脊
の
字
を
「
せ
な
か
」

と
読
む
。「
せ
な
か
」
と
は
、
背
中
の
意
味
で
あ
る
。
膂
は
脊
骨
で
あ
る
。「
せ
ぼ
ね
」
と
読

り
よ

む
。①

『
字
彙
』
未
集
「
背
、
邦
妹
切
、
音
輩
、
身
北
曰
背
」。

卜

龜
を
灼
く
こ
と
を
「
卜
」
と
い
い
、
蓍
を
揲
る
こ
と
を
「
筮
」
と
い
う
。「
卜
す
」「
筮
す
」

や

ぼ
く

め
ど

と

ぜ
い

と
音
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
う
ら
な
ふ
」
と
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。
占
の
字
を
「
う

ら
な
ふ
」
と
読
む
。「
う
ら
な
ふ
」
と
い
う
の
は
卜
・
筮
の
両
字
に
通
じ
る
。
ひ
ろ
い
こ
と

ば
で
あ
る
。

躍

「
を
ど
る
」
と
読
む
。
古
い
読
み
で
こ
の
字
を
「
ほ
ど
は
し
る
」
と
読
ん
で
い
る
の
は
非
で

あ
る
。
迸
の
字
を
「
ほ
ど
は
し
る
」
と
読
む
。
迸
は
「
走
逸
な
り
」
①
と
註
し
て
、
た
と
え

は
う

ば
癰
腫
の
と
こ
ろ
を
押
せ
ば
膿
血
が
走
り
出
る
、
こ
れ
を
「
ほ
ど
は
し
る
」
と
い
う
。「
躍
」

よ
う
し
ゆ

は
下
か
ら
お
ど
り
あ
が
る
こ
と
で
あ
る
。
水
が
撃
れ
て
お
ど
り
あ
が
る
こ
と
も
「
躍
」
で
あ

う
た

る
。
迸
と
躍
は
同
じ
意
味
で
は
な
い
。
あ
や
ま
っ
て
訓
じ
て
は
な
ら
な
い
。

①
『
字
彙
』
酉
集
「
迸
、
比
孟
切
、
伯
、
去
聲
、
走
逸
也
」。

迫

「
せ
ま
る
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
せ
む
る
」
と
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。「
せ
ま
る
」

と
い
う
の
は
、
近
づ
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
逼
の
字
も
「
せ
ま
る
」
と
読
む
。
逼
・
迫

ひ
よ
く

の
二
字
は
同
じ
意
味
で
あ
る
。

食

こ
の
字
は
も
と
も
と
入
聲
で
あ
り
、
職
の
韻
に
は
い
る
。
漢
音
シ
ヨ
ク
、
呉
音
ジ
キ
。「
く
ら

ふ
」
で
あ
り
、「
く
ひ
も
の
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
去
聲
寘
の
韻
に
は
い
る
。
倭
音
シ
。「
飯
な

し

り
」
①
と
註
し
て
、「
い
ひ
」
の
こ
と
で
あ
る
。「
い
ひ
」
は
め
し
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
く
ら

は
し
む
る
」
と
読
む
。
く
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
飼
の
字
と
通
じ
る
。
さ
ら
に
「
や

し
な
ふ
」
と
読
む
。
く
わ
せ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
通
常
飲
食
と
い
う
の
は
、「
の
み
く

ら
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
の
み
も
の
」「
く
い
も
の
」
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
の
で
、

食
の
字
を
入
聲
に
読
む
。
俗
儒
が
「
い
ん
し
い
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。

①
『
周
禮
』
天
官
・
膳
夫
「
膳
夫
、
掌
王
之
食
飮
膳
羞
、
以
養
王
及
后
世
子
」、
鄭
注
「
食
、

飯
也
」。

楫

檝
と
同
じ
。
短
い
棹
で
あ
る
。
橈
と
も
い
う
。「
棹
」
は
か
い
で
あ
り
、「
楫
」
は
短
い
か
い

じ
や
う

で
あ
る
。
書
物
の
中
で
は
「
さ
ほ
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
儒
が
「
か
ぢ
」
と
読

む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。「
か
ぢ
」
は
柁
で
あ
る
。
橈
も
こ
れ
と
同
じ
で
、「
か
ぢ
」
と
読

だ

ん
で
は
な
ら
な
い
。

夾

「
は
さ
む
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
路
を
夾
む
」「
岸
を
夾
む
」
と
い
う
の
は
、
両

側
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
夾
み
攻
む
」「
夾
み
擊
つ
」
と
い
う
の
は
、
両
側
か
ら
攻

撃
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
さ
し
は
さ
む
」
と
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。
挾
の
字
を
「
さ
し
は
さ

む
」
と
読
む
。
挾
は
挾
持
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

以
上
、
字
義
を
失
し
て
い
る
倭
語
は
お
お
よ
そ
こ
の
類
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
は
つ
ぶ
さ
に
述
べ
る

の
が
む
つ
か
し
い
。
学
ぶ
も
の
が
一
心
に
尋
思
す
れ
ば
、
是
非
は
お
の
づ
か
ら
は
っ
き
り
す
る
。

さ
ら
に
童
蒙
は
書
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、
倭
語
の
テ
ニ
ヲ
ハ
に
ま
っ
た
く
注
意
を
払
わ
な
い
。
た

だ
そ
の
時
の
師
の
口
授
に
し
た
が
っ
て
読
み
習
わ
す
だ
け
な
の
で
、
あ
や
ま
り
を
犯
す
こ
と
が
多

い
。
そ
も
そ
も
倭
語
は
テ
ニ
ヲ
ハ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
完
結
す
る
の
で
、
テ
ニ

ヲ
ハ
を
あ
や
ま
れ
ば
、
文
章
の
筋
道
を
そ
こ
な
い
、
結
局
そ
の
大
義
が
大
き
く
食
い
ち
が
っ
て
し

ま
う
、
決
し
て
些
細
な
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
今
の
学
ぶ
も
の
が
も
し
華
音
の
読
み
を
お
こ
な

う
の
で
あ
れ
ば
、
テ
ニ
ヲ
ハ
を
議
論
す
る
必
要
は
な
い
が
、
倭
語
の
読
み
で
読
む
場
合
は
テ
ニ
ヲ

ハ
を
用
い
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
深
く
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
が
、
よ
く
深
く
考

独立行政法人国立高等専門学校機構香川高等専門学校研究紀要 12(2021)

78



え
ず
に
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

倭
読
の
正
誤

近
世
の
俗
儒
が
論
語
を
読
む
と
き
、「
其
如
示
諸
斯
乎
」
①
の
句
を
「
そ
れ
斯
を
示
る
が
如
き
か
」

こ
れ

み

と
読
み
、「
諸
」
の
字
を
読
ま
な
い
。（
し
か
し
）
上
に
「
其
の
説
を
知
れ
る
者
の
天
下
に
於
る
や
」

と
あ
り
、「
諸
」
の
字
は
上
句
の
「
天
下
」
を
指
し
て
い
る
。
禘
の
説
を
知
る
者
が
天
下
を
治
め

る
の
は
な
ん
ら
む
つ
か
し
い
こ
と
は
な
く
、
四
海
九
州
を

掌

の
上
に
置
い
て
、
一
目
で
視
る

た
な
ご
ご
ろ

み

よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
句
を
「
そ
れ
諸
を
斯
に
示
る
が
如

こ
れ

こ
こ

み

け
ん
か
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
「
諸
」
の
字
を
句
中
に
置
く
場
合
は
「
之
」

の
字
の
意
味
で
あ
り
、
指
す
も
の
が
あ
る
詞
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
一
字
も
の
こ
さ
ず
に
読
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
其
」
の
字
は
期
待
す
る
詞
で
あ
り
、
事
を
お
し
は
か
っ
て
い
う
と
き
に
置

そ
れ

く
字
で
あ
る
。
上
に
「
其
」
と
あ
る
と
こ
ろ
は
、
下
で
「
云
云
せ
ん
」「
云
云
な
ら
ん
」
と
読
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
儒
に
は
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
が
多
い
。
中
庸
に
も
「
治
國
其
如

示
諸
掌
乎
」（
國
を
治
む
る
は
其
れ
諸
を
掌
に
示
る
が
如
け
ん
か
）
②
と
い
う
語
が
あ
り
、
こ
れ

み

に
准
じ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
『
論
語
』
八
佾
「
或
問
禘
之
説
。
子
曰
、
不
知
也
。
知
其
説
者
之
於
天
下
也
、
其
如
示

諸
斯
乎
、
指
其
掌
」。

②
『
禮
記
』
中
庸
「
郊
社
之
禮
、
所
以
事
上
帝
也
。
宗
廟
之
禮
、
所
以
祀
乎
其
先
也
。
明

乎
郊
社
之
禮
、
禘
嘗
之
義
、
治
國
其
如
示
諸
掌
乎
」。

〇
「
遂
事
不
諫
」
①
の
句
を
「
と
げ
ん
じ
こ
と
を
ば
諫
め
ず
」
と
読
む
が
、「
と
げ
ん
じ
」
と
い
う

テ
ニ
ヲ
ハ
は
非
で
あ
る
。「
と
げ
ん
じ
」
は
「
と
げ
に
し
」
で
あ
る
。「
に
し
」
と
い
う
の
は
、
倭

語
で
は
完
了
す
る
詞
で
あ
り
、「
と
げ
に
し
」
と
は
「
と
げ
お
は
り
し
」
と
い
う
詞
で
あ
る
。
今
本

文
に
「
遂
事
」
と
い
う
の
は
、
朱
註
の
意
で
は
「
事
い
ま
だ
成
就
せ
ざ
れ
ど
も
、
其
の
勢
ひ
已
む

や

こ
と
あ
た
は
ざ
る
」
①
こ
と
を
い
う
。
だ
か
ら
「
遂
事
」
の
二
字
を
、
倭
語
で
は
「
と
ぐ
べ
き
こ

と
は
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
読
む
も
の
が
こ
の
こ
と
を
考
え
ず
、
上
の
句
を
「
な
り
ん

じ
事
を
ば
」
と
読
ん
だ
な
が
れ
で
、
こ
の
句
を
「
と
げ
ん
じ
事
を
ば
」
と
読
ん
だ
の
で
あ
り
、
こ

れ
は
テ
ニ
ヲ
ハ
を
理
解
し
て
い
な
い
。
今
こ
の
三
句
の
上
の
二
字
を
、
倭
語
を
用
い
ず
に
「
成
事

は
説
か
ず
、
遂
事
は
諫
め
ず
、
旣
往
は
咎
め
ず
」
と
読
む
。（
こ
う
読
ん
で
も
）
簡
潔
で
そ
の
意
味

を
失
し
て
い
な
い
。

①
『
論
語
』
八
佾
「
哀
公
問
社
於
宰
我
。
宰
我
對
曰
、
夏
后
氏
以
松
。
殷
人
以
柏
。
周
人

以
栗
。
曰
使
民
戰
栗
。
子
聞
之
、
曰
、
成
事
不
説
、
遂
事
不
諫
、
旣
往
不
咎
」、
朱
熹

『
論
語
集
注
』「
遂
事
謂
事
未
成
而
勢
不
能
已
者
」。

〇
「
不
以
其
道
得
之
」
①
の
句
を
「
其
の
道
を
以
て
せ
ず
し
て
こ
れ
を
得
れ
ば
」
と
読
む
の
は
あ

や
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
「
不
」
の
字
は
「
非
」
の
字
と
同
じ
。
富
貴
は
人
が
好
み
ね
が
う
こ
と
で

あ
る
が
、
富
貴
に
な
る
べ
き
正
し
い
方
法
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
そ
こ
に
安
住
し

な
い
、
貧
賤
は
人
が
に
く
み
き
ら
う
こ
と
で
あ
る
が
、
貧
賤
に
な
っ
て
し
か
る
べ
き
理
由
に
よ
っ

て
貧
賤
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
そ
れ
を
避
け
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
不
」
の
字
は
「
得
之
」

ま
で
か
か
り
、「
不
處
」「
不
去
」
の
「
不
」
の
字
と
呼
応
し
て
い
る
。
だ
か
ら
上
の
句
を
「
其
の

道
を
以
て
こ
れ
を
得
ざ
れ
ば
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
不
」
の
字
を
「
あ
ら
ざ
れ
ば
」
と

読
ん
で
も
よ
い
。
そ
も
そ
も
「
不
」
の
字
に
は
「
非
」
の
字
の
意
味
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。
さ
ら

に
「
無
」
の
字
、「
非
」「
匪
」
の
字
に
も
「
不
」
の
字
の
意
味
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。「
夙
夜
匪
解
」

（
夙
夜
解
ら
ず
）
②
、「
彼
交
匪
敖
」（
彼
の
交
り
敖
ら
ず
）
③
と
い
う
の
も
、「
匪
」
の
字
は
い
づ

れ
も
「
不
」
の
字
の
意
味
で
あ
る
。「
あ
ら
ず
」
と
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。

①
『
論
語
』
里
仁
「
子
曰
、
富
與
貴
、
是
人
之
所
欲
也
。
不
以
其
道
得
之
、
不
處
也
。
貧

與
賤
、
是
人
之
所
惡
也
。
不
以
其
道
得
之
、
不
去
也
。
君
子
去
仁
、
惡
乎
成
名
。
君

子
無
終
食
之
閒
違
仁
。
造
次
必
於
是
、
顚
沛
必
於
是
」。

②
『
詩
經
』
大
雅
・
烝
民
「
肅
肅
王
命
、
仲
山
甫
將
之
、
邦
國
若
否
、
仲
山
甫
明
之
。
既

明
且
哲
、
以
保
其
身
。
夙
夜
匪
解
、
以
事
一
人
」。

③
『
詩
經
』
小
雅
・
甫
田
之
什
・
桑
扈
「
兕
觥
其
觩
、
旨
酒
思
柔
。
彼
交
匪
敖
、
萬
福
來

求
」。

〇
「
造
次
必
於
是
、
顚
沛
必
於
是
」
①
を
「
造
次
に
も
」「
顚
沛
に
も
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で

あ
る
。
仁
者
は
、
造
次
の
と
き
も
顚
沛
の
と
き
も
か
な
ら
ず
仁
の
上
に
て
造
次
顚
沛
す
る
と
い
う
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意
味
で
あ
る
。「
造
次
も
」「
顚
沛
も
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
『
論
語
』
里
仁
「
子
曰
、
富
與
貴
、
是
人
之
所
欲
也
。
不
以
其
道
得
之
、
不
處
也
。
貧

與
賤
、
是
人
之
所
惡
也
。
不
以
其
道
得
之
、
不
去
也
。
君
子
去
仁
、
惡
乎
成
名
。
君
子

無
終
食
之
閒
違
仁
。
造
次
必
於
是
、
顚
沛
必
於
是
」。

〇
「
吾
亦
欲
無
加
諸
人
」
①
を
「
吾
も
亦
人
に
加
ふ
る
こ
と
な
し
と
ほ
つ
す
」
と
読
む
が
、「
な
し

と
ほ
つ
す
」
と
い
う
テ
ニ
ヲ
ハ
は
よ
く
な
い
。「
な
か
ら
ん
こ
と
を
ほ
つ
す
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
ら
に
二
つ
の
「
諸
」
の
字
も
「
こ
れ
を
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
儒
は
「
諸
」

の
字
を
す
べ
て
読
ま
な
い
。

①
『
論
語
』
公
冶
長
「
子
貢
曰
、
我
不
欲
人
之
加
諸
我
也
。
吾
亦
欲
無
加
諸
人
。
子
曰
、

賜
也
、
非
爾
所
及
」。

〇
「
夫
子
之
言
性
與
天
道
」
①
を
「
夫
子
の
こ
と
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
八
字

は
八
字
で
一
句
で
あ
る
。「
夫
子
の
性
と
天
道
と
を
の
た
ま
ふ
は
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

俗
儒
は
句
読
を
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、「
言
」
の
字
が
活
字
〔
動
詞
〕
②
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
な
い
。

①
『
論
語
』
公
冶
長
「
子
貢
曰
、
夫
子
之
文
章
、
可
得
而
聞
也
。
夫
子
之
言
性
與
天
道
、

不
可
得
而
聞
也
」。

②
『
馬
氏
文
通
』
正
名
・
界
説
「
動
字
と
活
字
と
別
無
し
、
活
字
と
曰
は
ず
し
て
動
字
と

曰
ふ
は
、
活
字
の
對
待
す
る
者
を
死
字
と
曰
ひ
、
未
だ
用
に
便
な
ら
ず
、
動
字
の
對
待

す
る
の
靜
字
と
爲
す
の
愈
れ
る
に
若
か
ざ
れ
ば
な
り
」。

〇
「
堯
舜
其
猶
病
諸
」
①
を
「
堯
舜
も
そ
れ
な
を
や
め
り
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。「
そ

れ
な
を
や
ま
ん
か
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
句
末
に
あ
る
「
諸
」
の
字
は
、
い

づ
れ
も
疑
問
の
詞
で
あ
る
。
小
爾
雅
に
「
諸
は
之
乎
な
り
」
②
と
あ
り
、「
之
乎
」
の
二
字
を
合
わ

せ
た
意
味
で
あ
る
。「
山
川
其
舍
諸
」
③
は
「
そ
れ
こ
れ
を
す
て
ん
や
」
で
あ
る
。「
有
諸
」
④
は

「
こ
れ
あ
り
や
」
で
あ
る
。「
韞
匵
而
藏
諸
」
⑤
は
「
こ
れ
を
か
く
さ
ん
や
」
で
あ
り
、「
求
善
賈

而
沽
諸
」
⑤
は
「
こ
れ
を
う
ら
ん
や
」
で
あ
る
。「
吾
得
而
食
諸
」
⑥
は
「
こ
れ
を
く
ら
は
ん
や
」

で
あ
る
。「
堯
舜
其
猶
病
諸
」
と
は
、
子
貢
が
問
う
た
こ
と
は
、
仁
人
だ
け
が
悩
む
こ
と
で
は
な

そ
れ
な
を
や
ま
ん
か

く
、（
仁
は
）
聖
人
が
天
下
を
治
め
ら
れ
た
上
で
な
し
と
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
古
の
堯
や

舜
で
さ
え
も
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
を
悩
み
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
下
文
の
子
路
に
答
え
た
語
も
こ
の
意
味
で
あ
る
⑦
。「
其
」
の
字
は
「
山
川
其
舍
諸
」
の
「
其
」

と
同
じ
で
、
い
づ
れ
も
期
待
の
詞
で
あ
る
。
だ
か
ら
上
に
「
其
」
の
字
が
あ
り
、
下
に
「
諸
」
の

字
が
あ
る
の
は
、
い
づ
れ
も
お
し
は
か
っ
て
い
う
詞
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
其
れ
な
を
や
め
り
」

と
読
め
ば
、
決
定
す
る
詞
と
な
り
、
上
の
「
そ
れ
」
と
い
う
テ
ニ
ヲ
ハ
と
合
わ
な
い
。

①
『
論
語
』
雍
也
「
子
貢
曰
、
如
有
博
施
於
民
、
而
能
濟
衆
、
何
如
。
可
謂
仁
矣
。
子

曰
、
何
事
於
仁
、
必
也
聖
乎
。
堯
舜
其
猶
病
諸
。
夫
仁
者
、
己
欲
立
而
立
人
、
己
欲

達
而
達
人
、
能
近
取
譬
。
可
謂
仁
之
方
也
已
」。

②
『
小
爾
雅
』
廣
訓
「
諸
、
之
乎
也
」。

③
『
論
語
』
雍
也
「
子
謂
仲
弓
曰
、
犁
牛
之
子
、
騂
且
角
。
雖
欲
勿
用
、
山
川
其
舎
諸
」。

④
『
論
語
』
述
而
「
子
疾
病
。
子
路
請
祷
。
子
曰
、
有
諸
。
子
路
對
曰
、
有
之
」。

『
論
語
』
子
路
「
定
公
問
一
言
而
可
以
興
邦
。
有
諸
。
孔
子
對
曰
、
言
不
可
以
若
是

其
幾
也
。
人
之
言
曰
、
爲
君
難
。
爲
臣
不
易
。
如
知
爲
君
之
難
也
。
不
幾
乎
一
言
而

興
邦
乎
。
曰
、
一
言
而
喪
邦
。
有
諸
」。

⑤
『
論
語
』
子
罕
「
子
貢
曰
、
有
美
玉
於
斯
。
韞
匵
而
藏
諸
、
求
善
賈
而
沽
諸
。
子
曰
、

沽
之
哉
。
沽
之
哉
。
我
待
賈
者
也
」。

⑥
『
論
語
』
顔
淵
「
齊
景
公
問
政
於
孔
子
。
孔
子
對
曰
、
君
君
、
臣
臣
、
父
父
、
子
子
。

公
曰
、
善
哉
。
信
如
君
不
君
、
臣
不
臣
、
父
不
父
、
子
不
子
。
雖
有
粟
。
吾
得
而
食

諸
」。

⑦
『
論
語
』
憲
問
「
子
路
問
君
子
。
子
曰
、
脩
己
以
敬
。
曰
、
如
斯
而
已
乎
。
曰
、
脩

己
以
安
人
。
曰
、
如
斯
而
已
乎
。
曰
、
脩
己
以
安
百
姓
。
脩
己
以
安
百
姓
、
堯
舜
其

猶
病
諸
」。

〇
「
久
矣
吾
不
復
夢
見
周
公
」
①
の
「
夢
」
の
字
を
「
ゆ
め
に
だ
も
」
と
読
む
の
は
ま
っ
た
く
非

で
あ
る
。
孔
子
は
若
い
時
か
ら
周
公
を
お
慕
い
も
う
し
あ
げ
て
い
た
の
で
、
周
公
を
時
々
夢
に
見

て
い
た
が
、
老
衰
が
ひ
ど
く
な
っ
て
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
二
度
と
周
公
を
夢
に
み
な
く
な
っ
た

こ
と
を
歎
い
て
、
こ
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
句
を
倭
語
で
読
む
の
で
あ
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れ
ば
、「
久
し
く
吾
れ
ま
た
夢
に
周
公
を
見
ず
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
夢
に
だ
も
」
と

読
め
ば
、
孔
子
は
若
い
時
は
周
公
に
親
見
さ
れ
て
い
た
が
、
今
は
夢
で
も
お
目
に
か
か
れ
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。「
親
見
」
と
は
実
際
に
会
う
こ
と
で
あ
る
。
五
百
年
前
の
周
公
に
、
ど
う
し
て

孔
子
が
実
際
に
会
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
ほ
ん
と
に
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。

①
『
論
語
』
述
而
「
子
曰
、
甚
矣
吾
衰
也
、
久
矣
吾
不
復
夢
見
周
公
」。

〇
「
不
憤
不
啓
、
不
悱
不
發
」
①
を
「
憤
せ
ず
ん
ば
啓
せ
ず
、
悱
せ
ず
ん
ば
發
せ
ず
」
と
読
む
の

は
、
テ
ニ
ヲ
ハ
を
失
し
て
い
る
。「
憤
せ
ざ
れ
ば
」「
悱
せ
ざ
れ
ば
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
憤
せ
ず
ん
ば
」「
悱
せ
ず
ん
ば
」
と
読
む
の
で
あ
れ
ば
、「
啓
せ
じ
」「
發
せ
じ
」
と
読
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
「
啓
せ
ざ
れ
」「
發
せ
ざ
れ
」
と
読
ん
で
も
よ
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
テ
ニ

ヲ
ハ
が
合
わ
な
い
。
さ
ら
に
最
近
の
あ
る
儒
師
の
読
み
で
は
「
憤
せ
ざ
る
啓
せ
ず
、
悱
せ
ざ
る
發

せ
ず
」
と
読
む
。
そ
も
そ
も
（
彼
ら
は
）「
則
」
の
字
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
「
れ
ば
」
と
い
う
テ
ニ

ヲ
ハ
を
附
け
、「
則
」
の
字
が
な
い
と
こ
ろ
に
は
「
れ
ば
」
と
い
う
テ
ニ
ヲ
ハ
を
附
け
な
い
と
い
う

の
が
家
法
で
あ
っ
て
、
意
味
を
議
論
せ
ず
に
「
則
」
の
字
が
あ
る
か
な
い
か
だ
け
で
し
か
判
断
し

な
い
。
今
こ
の
語
な
ど
は
、
句
中
に
「
則
」
の
字
が
な
い
の
で
、「
憤
せ
ざ
る
」「
悱
せ
ざ
る
」
と

読
ん
で
、「
れ
ば
」
と
い
う
テ
ニ
ヲ
ハ
を
用
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
法
に
明
ら
か
で
な
く
、

古
人
が
文
章
を
書
く
の
に
活
法
〔
臨
機
応
変
な
方
法
〕
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。
頑
固

の
極
み
で
あ
り
、
笑
止
千
万
で
あ
る
。

①
『
論
語
』
述
而
「
子
曰
、
不
憤
不
啓
。
不
悱
不
發
。
舉
一
隅
不
以
三
隅
反
、
則
不
復
也
」。

〇
「
不
在
其
位
、
不
謀
其
政
」
①
を
「
其
の
位
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
其
の
政
を
謀
ら
ず
」
と
読
む
の

も
、
テ
ニ
ヲ
ハ
を
失
し
て
い
る
。「
其
の
位
に
あ
ら
ざ
れ
ば
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
孟
子
の
「
不
奪
不
饜
」
②
を
「
う
ば
は
ず
ん
ば
あ
か
ず
」
と
読
む
の
も
テ
ニ
ヲ
ハ
の
例
で
は
な

い
。「
う
ば
は
ず
ん
ば
あ
か
じ
」、
あ
る
い
は
「
う
ば
は
ざ
れ
ば
あ
か
ず
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
先
輩
は
テ
ニ
ヲ
ハ
を
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
で
あ
る
。

①
『
論
語
』
憲
問
「
子
曰
、
不
在
其
位
、
不
謀
其
政
。
曾
子
曰
、
君
子
思
不
出
其
位
」

②
『
孟
子
』
梁
惠
王
上
「
苟
爲
後
義
而
先
利
、
不
奪
不
饜
。
未
有
仁
而
遺
其
親
者
也
」。

〇
「
韞
匵
而
藏
諸
、
求
善
賈
而
沽
諸
」
①
を
「
匵
に
韞
め
て
藏
し
た
り
。
善

賈
を
求
め
て
沽
め

ひ
つ

お
さ

か
く

よ
き
あ
た
ひ

う
ら

や
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。「
か
く
さ
ん
や
」「
う
ら
ん
や
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
二
句
は
、
子
貢
が
両
端
を
設
け
て
問
う
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
二
句
の
末
に
あ
る
「
諸
」

の
字
は
疑
問
の
詞
で
あ
る
。「
沽
之
哉
」
①
を
「
う
ら
め
や
」
と
読
む
の
も
あ
や
ま
り
で
あ
る
。「
哉
」

は
感
嘆
の
詞
で
あ
る
。
孔
子
の
意
は
、
美
玉
で
あ
れ
ば
高
い
値
段
に
な
る
の
を
待
っ
て
う
る
べ
き

こ
と
は
当
然
の
こ
と
な
の
で
、
か
な
ら
ず
う
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
強
く
い
お
う
と
し
て
、「
こ
れ
を

沽
ら
ん
か
な
、
こ
れ
を
沽
ら
ん
か
な
」
と
重
ね
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
哉
」
の
字

は
、
左
傳
に
「
可
哉
」（
可
な
る
か
な
）
②
、「
諾
哉
」（
諾
な
る
か
な
）
③
、「
與
君
王
哉
」（
君
王

に
與
へ
ん
か
な
）
④
、「
畏
君
王
哉
」（
君
王
を
畏
れ
ん
か
な
）
⑤
と
い
い
、
孟
子
に
「
膾
炙
哉
」（
膾

炙
な
る
か
な
）
⑥
と
い
う
「
哉
」
の
字
と
同
じ
で
あ
る
。
い
づ
れ
も
人
の
言
葉
に
強
く
応
じ
る
詞

で
あ
る
。
し
か
し
「
う
ら
め
や
」
と
読
む
と
き
に
は
疑
問
の
詞
と
な
り
、
返
答
の
語
に
は
な
ら
な

い
。
子
貢
が
「
沽
ら
ん
や
」
と
問
い
、（
孔
子
が
）「
こ
れ
を
沽
ら
ん
か
な
」
と
答
え
ら
れ
て
い
る

の
に
、「
沽
諸
」
と
「
沽
之
哉
」
を
い
づ
れ
も
「
う
ら
め
や
」
と
読
ん
で
お
り
、
こ
れ
で
は
問
い
と

答
え
が
倭
語
で
は
混
同
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
先
輩
は
こ
の
よ
う
に
文
義
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
な

い
。

①
『
論
語
』
子
罕
「
子
貢
曰
、
有
美
玉
於
斯
。
韞
匵
而
藏
諸
。
求
善
賈
而
沽
諸
。
子
曰
、

沽
之
哉
、
沽
之
哉
。
我
待
賈
者
也
」。

②
『
左
傳
』
宣
公
十
一
年
「
對
曰
、
猶
可
辭
乎
。
王
曰
、
可
哉
」。

③
『
左
傳
』
哀
公
十
六
年
「
曰
、
請
三
之
後
有
罪
殺
之
。
公
曰
、
諾
哉
」。

④
『
左
傳
』
昭
公
十
二
年
「
對
曰
、
與
君
王
哉
。
周
不
愛
鼎
、
鄭
敢
愛
田
」。

⑤
『
左
傳
』
昭
公
十
二
年
「
對
曰
、
畏
君
王
哉
。
是
四
國
者
、
專
足
畏
也
」。

⑥
『
孟
子
』
盡
心
下
「
曾
晳
嗜
羊
棗
、
而
曾
子
不
忍
食
羊
棗
。
公
孫
丑
問
曰
、
膾
炙
與
羊

棗
孰
美
。
孟
子
曰
、
膾
炙
哉
」。

〇
「
吾
以
子
爲
異
之
問
、
曾
由
與
求
之
問
」
①
を
「
吾
、
な
ん
ぢ
を
以
て
異
な
る
問
と
す
、
曾

こ
と

と
ひ

す
な
は

ち
由
と
求
と
が
問
な
り
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
吾
、
子
を
以
て
異
を
問
は
ん
と
す
、
曾
ち

わ
れ

し

い

と

す
な
は

由
と
求
と
を
問
ふ
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
以
爲
」
の
二
字
は
、
中
間
に
字
を
置
い
て
も

「
お
も
へ
ら
く
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
夫
子
が
答
え
ら
れ
た
意
味
は
、
わ
た
し
は
お
ま
え
が
な
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に
か
物
を
問
お
う
と
す
る
を
見
て
、
か
な
ら
ず
他
の
事
を
問
う
だ
ろ
う
と
お
も
っ
た
、
し
か
し
意

外
に
も
由
と
求
と
の
事
を
問
う
た
の
は
な
ぜ
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
上
に
あ
る
べ

き
字
を
下
に
置
く
場
合
、
そ
の
中
間
に
「
之
」
の
字
を
置
く
の
が
文
法
で
あ
る
。
こ
こ
の
二
つ
の

「
之
」
の
字
が
そ
れ
で
あ
る
。
先
輩
は
文
法
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。

①
『
論
語
』
先
進
「
季
子
然
問
仲
由
冉
求
可
謂
大
臣
與
。
子
曰
、
吾
以
子
爲
異
之
問
。
曾

由
與
求
之
問
。
所
謂
大
臣
者
、
以
道
事
君
。
不
可
則
止
。
今
由
與
求
也
、
可
謂
具
臣
矣
。

曰
、
然
則
從
之
者
與
。
子
曰
、
弑
父
與
君
、
亦
不
從
也
」。

〇
「
子
帥
以
正
」
①
を
「
子
ひ
き
い
て
以
て
た
だ
さ
ば
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
子
ひ
き
ゆ
る

し

し

に
正
を
以
て
せ
ば
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
帥
以
正
」
は
、
正
し
い
こ
と
を
も
ち
い
て
ひ

せ
い

き
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
文
法
に
の
っ
と
れ
ば
こ
の
よ
う
に
書
く
。「
堯
舜
帥
天
下
以
仁
、
桀

紂
帥
天
下
以
暴
」（
堯
舜
、
天
下
を
帥
る
に
仁
を
以
て
す
、
桀
紂
、
天
下
を
帥
る
に
暴
を
以
て
す
）

②
と
い
う
の
と
同
じ
字
法
で
あ
る
。（
ど
う
し
て
こ
れ
を
）「
堯
舜
、
天
下
を
ひ
き
い
て
以
て
仁
す
、

桀
紂
、
天
下
を
ひ
き
い
て
以
て
暴
す
」
と
読
ん
で
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
輩
は
字
法
を
理
解

し
て
い
な
い
。

①
『
論
語
』
顔
淵
「
季
康
子
問
政
於
孔
子
。
孔
子
對
曰
、
政
者
、
正
也
。
子
帥
以
正
、
孰

敢
不
正
」。

②
『
禮
記
』
大
學
「
堯
舜
帥
天
下
以
仁
、
而
民
從
之
、
桀
紂
帥
天
下
以
暴
、
而
民
從
之
」。

〇
「
草
上
之
風
」
①
を
「
草
に
風
を
く
は
ふ
れ
ば
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
草
こ
れ
に
風
を
く

は
ふ
れ
ば
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
草
と
い
う
も
の
は
こ
れ
に
風
を
く
わ
え
れ
ば
か
な
ら

ず
の
べ
ふ
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
も
し
こ
の
文
が
「
上
草
風
」
と
あ
れ
ば
、「
草

に
風
を
く
は
ふ
れ
ば
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
に
は
「
草
上
之
風
」
と
あ
り
、「
之
」

の
字
は
草
を
指
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
読
ま
ず
に
捨
て
置
い
て
は
な
ら
な
い
。

①
『
論
語
』
顔
淵
「
君
子
之
徳
、
風
。
小
人
之
徳
、
草
。
草
上
之
風
必
偃
」。

〇
「
選
於
衆
」
①
を
「
衆
を
ゑ
ら
ん
で
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
衆
に
ゑ
ら
ん
で
」
と
読
ま
な

し
う

け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
於
」
の
字
を
置
い
た
意
味
は
、
衆
を
え
ら
ぶ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
衆
人

の
中
か
ら
選
び
出
し
て
皐
陶
・
伊
尹
を
推
挙
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

①
『
論
語
』
顔
淵
「
子
夏
曰
、
富
哉
言
乎
。
舜
有
天
下
、
選
於
衆
、
舉
皐
陶
。
不
仁
者
遠

矣
。
湯
有
天
下
、
選
於
衆
、
舉
伊
尹
。
不
仁
者
遠
矣
」。

〇
「
鄕
人
皆
好
之
何
如
」「
鄕
人
皆
惡
之
何
如
」
①
を
「
鄕
人
に
皆
よ
み
ん
ぜ
ら
れ
ば
い
か
ん
」「
鄕

人
に
皆
に
く
み
ん
ぜ
ら
れ
ば
い
か
ん
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
鄕
人
皆
こ
れ
を
よ
み
せ
ば
い
か

ん
」「
鄕
人
皆
こ
れ
を
に
く
ま
ば
い
か
ん
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
郷
の
人
が
み
な
こ
の

人
を
ほ
め
、
み
な
こ
の
人
を
に
く
む
と
い
う
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

本
文
に
お
い
て
、
ほ
め
ら
れ
る
、
に
く
ま
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
字
法
は
は
っ
き
り
し
て
い

る
。
下
文
の
「
不
如
鄕
人
之
善
者
好
之
、
其
不
善
者
惡
之
」
①
も
「
よ
き
者
に
は
よ
み
ん
ぜ
ら
れ
、

其
の
よ
か
ら
ざ
る
者
に
は
に
く
ま
れ
ん
に
は
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
鄕
人
の
よ
き
者
こ
れ
を

よ
み
し
、
其
の
よ
か
ら
ざ
る
者
こ
れ
を
に
く
む
に
は
し
か
ず
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先

輩
は
「
之
」
の
字
を
ま
っ
た
く
読
ま
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
あ
や
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

実
は
字
法
を
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。

①
『
論
語
』
子
路
「
子
貢
問
曰
、
鄕
人
皆
好
之
、
何
如
。
子
曰
、
未
可
也
。
鄕
人
皆
惡
之
、

何
如
。
子
曰
、
未
可
也
。
不
如
鄕
人
之
善
者
好
之
、
其
不
善
者
惡
之
」。

〇
「
豈
若
匹
夫
匹
婦
之
爲
諒
也
、
自
經
於
溝
瀆
而
莫
之
知
也
」
①
を
「
あ
に
匹
夫
匹
婦
の
諒
を

ま
こ
と

す
る
が
、
み
づ
か
ら
溝
瀆
に
く
び
れ
て
、
知
ら
る
る
こ
と
な
き
が
ご
と
く
な
ら
ん
や
」
と
読
む
の

こ
う
と
く

は
非
で
あ
る
。「
あ
に
匹
夫
匹
婦
の
諒
を
す
る
、
溝
瀆
に
自
經
し
て
、
こ
れ
を
知
る
こ
と
な
き
が
ご

じ

け
い

と
く
な
ら
ん
や
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
身
で
く
び
を
く
く
っ
て
死
ぬ
こ
と
を
「
自
經
」

と
い
う
。「
こ
れ
を
知
る
こ
と
な
き
」
と
は
、
ほ
か
に
こ
の
こ
と
を
知
る
人
が
い
な
い
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
後
漢
書
に
は
「
莫
」
の
字
の
上
に
「
人
」
の
字
が
あ
り
②
、
文
義
は
と
り
わ
け
明
白
で

あ
り
、「
知
ら
る
る
こ
と
な
き
」
と
は
読
ま
な
い
。

①
『
論
語
』
憲
問
「
子
貢
曰
、
管
仲
非
仁
者
與
。
桓
公
殺
公
子
糾
。
不
能
死
、
又
相
之
。

子
曰
、
管
仲
相
桓
公
、
霸
諸
侯
、
一
匡
天
下
。
民
到
于
今
、
受
其
賜
。
微
管
仲
、
吾
其

被
髪
左
衽
矣
。
豈
若
匹
夫
匹
婦
之
爲
諒
也
、
自
經
於
溝
瀆
而
莫
之
知
也
」。

②
『
後
漢
書
』
楊
李
翟
應
霍
爰
徐
列
傳
第
三
十
八
「
昔
召
忽
親
死
子
糾
之
難
、
而
孔
子
曰
、

經
於
溝
瀆
、
人
莫
之
知
」。
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〇
「
是
栖
栖
者
與
、
無
乃
爲
佞
乎
」
①
を
「
是
れ
栖
栖
す
る
者
か
、
む
し
ろ
佞
を
す
る
か
」
と
読

む
の
は
非
で
あ
る
。「
是
れ
栖
栖
た
る
者
か
、
す
な
は
ち
佞
を
す
る
こ
と
な
か
ら
ん
や
」
と
読
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
微
生
畒
が
問
う
た
意
味
は
、
孔
子
は
何
を
行
な
わ
れ
た
の
か
、
あ
く
せ
く
と

い
そ
が
し
く
功
名
を
求
め
る
者
か
、
そ
れ
な
ら
ば
口
先
う
ま
く
へ
つ
ら
う
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

ら
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
非
難
し
た
の
で
あ
る
。「
無
乃
」
の
二
字
は
い
づ
れ
も
こ
の
意
味
で
あ
る
。

例
を
考
え
て
帰
納
す
れ
ば
わ
か
る
。
俗
本
の
よ
う
に
読
め
ば
、
二
句
と
も
問
う
語
と
な
り
、「
無
乃
」

の
詞
の
意
味
を
失
し
て
い
る
。

①
『
論
語
』
憲
問
「
微
生
畝
謂
孔
子
曰
、
丘
何
爲
是
栖
栖
者
與
、
無
乃
爲
佞
乎
。
孔
子
曰
、

非
敢
爲
佞
也
。
疾
固
也
」。

〇
「
鄙
哉
硜
硜
乎
、
莫
己
知
也
、
斯
已
而
已
矣
」
①
を
「
い
や
し
い
か
な
硜
硜
乎
と
し
て
己
を

か
う
か
う

こ

お
の
れ

知
る
こ
と
な
き
こ
と
、
こ
れ
已
み
な
ん
の
み
な
り
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
い
や
し
い
か
な
硜

や

硜
た
る
こ
と
、
己
を
知
る
こ
と
な
く
は
、
こ
れ
已
ま
ん
の
み
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
鄙

や

哉
硜
硜
乎
」
の
五
字
が
一
句
で
あ
る
。
磬
の
音
が
カ
チ
カ
チ
と
か
た
い
こ
と
を
い
や
し
ん
だ
の
で

あ
る
。
上
の
文
の
「
有
心
哉
擊
磬
乎
」
①
と
句
法
は
同
じ
で
あ
る
。「
莫
己
知
也
、
斯
已
而
已
矣
」

の
二
句
は
、
孔
子
が
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
譏
っ
た
言
葉
で
あ
り
、「
硜
硜
」
の
字
と
は
関

係
な
い
。
俗
儒
が
「
鄙
哉
」
の
二
字
を
「
莫
己
知
也
」
の
句
ま
で
か
け
、「
硜
硜
」
の
二
字
を
「
莫

己
知
也
」
の
意
味
と
し
て
読
ん
だ
の
で
、
ま
っ
た
く
文
義
を
失
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
は
句

法
を
わ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

①
『
論
語
』
憲
問
「
子
擊
磬
於
衞
。
有
荷
蕢
而
過
孔
氏
之
門
者
。
曰
、
有
心
哉
擊
磬
乎
。

旣
而
曰
、
鄙
哉
硜
硜
乎
。
莫
己
知
也
、
斯
已
而
已
矣
。
深
則
揭
、
淺
則
揭
。
子
曰
、
果

哉
、
末
之
難
矣
」

〇
「
君
子
疾
没
世
而
名
不
稱
焉
」
①
、「
没
世
」
を
「
世
を
お
ふ
る
ま
で
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り

で
あ
る
。「
世
を
お
へ
て
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
終
身
」
は
「
身
を
お
ふ
る
ま
で
」
と

読
み
、
一
生
を
つ
く
す
ま
で
の
こ
と
を
い
う
。「
没
世
」
は
身
が
没
し
た
あ
と
の
こ
と
を
い
い
、「
終

身
」
と
同
じ
で
は
な
い
。「
没
」
は
か
く
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
没
世
」
と
は
こ
の
世
に
い

な
く
な
る
こ
と
を
い
う
。
大
學
に
「
此
れ
以
て
世
を
没
へ
て
忘
れ
ざ
る
な
り
」
②
と
い
う
の
も
、

お

前
王
が
な
く
な
ら
れ
た
あ
と
も
、
民
が
い
つ
ま
で
も
そ
の
徳
を
忘
れ
な
い
こ
と
を
い
う
。
こ
の
章

も
、
人
が
一
生
の
う
ち
に
功
徳
を
立
て
る
こ
と
な
く
、
死
ん
だ
あ
と
に
そ
の
名
が
世
間
に
称
せ
ら

れ
な
い
こ
と
が
、
君
子
の
悩
み
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
俗
儒
は
「
没
世
」

と
「
終
身
」
と
を
混
同
し
て
読
む
。

①
『
論
語
』
衞
靈
公
「
子
曰
、
君
子
疾
没
世
而
名
不
稱
焉
」。

②
『
禮
記
』
大
學
「
詩
云
、
於
戲
前
王
不
忘
。
君
子
賢
其
賢
、
而
親
其
親
。
小
人
樂
其
樂
、

而
利
其
利
。
此
以
沒
世
不
忘
也
」。

〇
「
不
學
詩
無
以
言
」
①
を
「
詩
を
學
び
ず
ん
ば
、
以
て
も
の
い
ふ
こ
と
な
し
」
と
読
む
の
は
、

テ
ニ
ヲ
ハ
を
失
し
て
い
る
。「
詩
を
學
び
ざ
れ
ば
、
以
て
も
の
い
ふ
こ
と
な
し
」
と
読
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
「
詩
を
學
び
ず
ん
ば
、
以
て
も
の
い
ふ
こ
と
な
け
ん
」
と
読
ん
で
も
よ
い
。

下
文
の
「
不
學
禮
無
以
立
」
も
こ
れ
に
準
じ
る
。

①
『
論
語
』
季
氏
「
陳
亢
問
於
伯
魚
曰
、
子
亦
有
異
聞
乎
。
對
曰
、
未
也
。
嘗
獨
立
。
鯉

趨
而
過
庭
。
曰
、
學
詩
乎
。
對
曰
、
未
也
。
不
學
詩
無
以
言
。
鯉
退
而
學
詩
。
他
日
又

獨
立
。
鯉
趨
而
過
庭
。
學
禮
乎
。
對
曰
、
未
也
。
曰
、
不
學
禮
無
以
立
。
鯉
退
而
學
禮
。

聞
斯
二
者
。
陳
亢
退
而
喜
曰
、
問
一
得
三
。
聞
詩
、
聞
禮
、
又
聞
君
子
之
遠
其
子
也
」。

〇
「
不
曰
堅
乎
」「
不
曰
白
乎
」
①
を
「
堅
き
を
い
は
ず
や
」「
白
き
を
い
は
ず
や
」
と
読
む
の
は

非
で
あ
る
。「
堅
し
と
い
は
ず
や
」「
白
し
と
い
は
ず
や
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
曰
」

の
字
の
意
は
軽
く
、「
言
」
の
字
、「
謂
」
の
字
の
意
味
で
は
な
い
。
孟
子
の
「
何
必
曰
利
」
②
も

「
何
ぞ
必
ず
し
も
利
を
い
は
ん
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
何
ぞ
か
な
ら
ず
利
と
い
ふ
」
と
読
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
梁
王
が
わ
が
国
に
利
益
を
あ
た
え
て
く
れ
る
の
か
と
い
う
の
を
、
孟
子
が

咎
め
て
、
ど
う
し
て
王
は
口
を
開
け
ば
す
ぐ
に
利
益
利
益
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
、
と
い
っ
た

の
で
あ
る
。
俗
儒
は
「
曰
」
の
字
と
「
言
」
の
字
の
区
別
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。

①
『
論
語
』
陽
貨
「
子
曰
、
然
。
有
是
言
也
。
不
曰
堅
乎
、
磨
而
不
磷
。
不
曰
白
乎
、
涅

而
不
緇
。
吾
豈
匏
瓜
也
哉
。
焉
能
繋
而
不
食
」。

②
『
孟
子
』
梁
惠
王
上
「
孟
子
見
梁
惠
王
。
王
曰
、
叟
、
不
遠
千
里
而
來
、
亦
將
有
以
利

吾
國
乎
。
孟
子
對
曰
、
王
何
必
曰
利
、
亦
有
仁
義
而
已
矣
」。

83



独立行政法人国立高等専門学校機構香川高等専門学校研究紀要 12(2021)

〇
「
今
也
或
是
之
亡
也
」
①
を
「
今
は
こ
の
な
き
こ
と
あ
り
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。「
今い

ま

や
或
い
は
是
を
う
し
な
へ
り
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
或
」
の
字
に
有
の
意
味
が
あ
る
の

で
、「
是
を
う
し
な
ふ
こ
と
あ
り
」
と
読
ん
で
も
よ
い
。
こ
の
「
亡
」
の
字
は
、
有
亡
の
「
亡
」
で

い
う

ぶ

は
な
く
、
失
亡
の
「
亡
」
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
亡
是
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
「
亡
」
の
字
を

し
つ
ば
う

下
に
置
い
た
の
で
、
中
間
に
「
之
」
の
字
を
入
れ
た
の
で
あ
る
。

①
『
論
語
』
陽
貨
「
子
曰
、
古
者
民
有
三
疾
。
今
也
或
是
之
亡
也
。
古
之
狂
也
肆
、
今
之

狂
也
蕩
。
古
之
矜
也
廉
、
今
之
矜
也
忿
戻
。
古
之
愚
也
直
、
今
之
愚
也
詐
而
已
矣
」。

〇
「
本
之
則
無
如
之
何
」
①
を
「
本
の
す
な
は
ち
な
き
こ
と
こ
れ
を
い
か
ん
」
と
読
む
の
は
あ
や

ま
り
で
あ
る
。「
こ
れ
を
本
づ
く
れ
ば
、
す
な
は
ち
な
き
こ
と
、
こ
れ
を
い
か
ん
」
と
読
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。「
こ
れ
を
本
づ
く
る
」
と
は
そ
の
根
本
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。

①
『
論
語
』
子
張
「
子
游
曰
、
子
夏
之
門
人
小
子
。
當
洒
掃
、
應
對
、
進
退
則
可
矣
。
抑

末
也
。
本
之
則
無
、
如
之
何
。
子
夏
聞
之
、
曰
、
噫
、
言
游
過
矣
。
君
子
之
道
、
孰
先

傳
焉
。
孰
後
倦
焉
。
譬
諸
草
木
、
區
以
別
矣
。
君
子
之
道
、
焉
可
誣
也
。
有
始
有
卒
者
、

其
唯
聖
人
乎
」。

〇
「
窺
見
室
家
之
好
」
①
を
「
室
家
の
よ
し
み
を
う
か
が
ひ
み
る
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ

る
。「
う
か
が
つ
て
室
家
の
よ
き
を
見
る
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
う
か
が
ふ
」
と
は
の

ぞ
く
こ
と
で
あ
る
。「
好
」
は
美
好
の
好
で
あ
り
、「
よ
し
み
」
と
は
読
ま
な
い
。「
よ
し
み
」
と
読

む
の
は
去
聲
の
時
で
あ
る
。「
室
家
の
好
き
」
と
は
、
家
の
中
が
小
ぎ
れ
い
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
牆

つ
い
ぢ

の
高
さ
が
わ
づ
か
に
肩
ほ
ど
し
か
な
く
、
家
の
造
り
も
狭
い
の
で
、
牆
の
外
に
立
っ
て
の
ぞ
け
ば
、

家
の
中
が
小
ぎ
れ
い
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
牆
」
は
わ
が
国

の
築
地
の
こ
と
で
あ
る
。

①
『
論
語
』
子
張
「
叔
孫
武
叔
語
大
夫
於
朝
曰
、
子
貢
賢
於
仲
尼
。
子
服
景
伯
以
告
子
貢
。

子
貢
曰
、
譬
之
宮
牆
。
賜
之
牆
也
及
肩
、
窺
見
室
家
之
好
。
夫
子
之
牆
數
仭
、
不
得
其

門
而
入
、
不
見
宗
廟
之
美
、
百
官
之
富
。
得
其
門
者
或
寡
矣
。
夫
子
之
云
、
不
亦
宜
乎
」。

〇
大
學
の
「
視
而
不
見
、
聽
而
不
聞
」
①
を
俗
儒
が
「
み
れ
ど
も
み
え
ず
、
き
け
ど
も
き
こ
え
ず
」

と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。「
み
れ
ど
も
み
ず
、
き
け
ど
も
き
か
ず
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。「
視
」
は
こ
ち
ら
か
ら
み
る
こ
と
で
あ
り
、「
見
」
は
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
聽
」
は
こ
ち

ら
か
ら
き
く
こ
と
で
あ
り
、「
聞
」
は
き
こ
え
る
こ
と
で
あ
る
。
目
は
み
る
役
目
な
の
で
、
物
が
あ

れ
ば
か
な
ら
ず
み
る
が
、
心
が
他
の
事
に
あ
っ
て
、
こ
こ
の
事
が
目
に
う
つ
ら
な
け
れ
ば
、
太
山

で
さ
え
も
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
耳
は
き
く
役
目
な
の
で
、
聲
が
あ
れ
ば
か
な
ら
ず
き
く
が
、

心
が
他
の
事
に
あ
っ
て
、
こ
こ
の
事
が
耳
に
は
い
ら
な
け
れ
ば
、
雷
霆
で
さ
え
も
き
く
こ
と
は
で

き
な
い
。「
み
え
ず
」「
き
こ
え
ず
」
と
い
え
ば
、
む
こ
う
か
ら
み
え
ず
、
き
こ
え
ず
と
い
う
意
味

と
な
り
、
本
文
の
意
味
で
は
な
い
。

①
『
禮
記
』
大
學
「
視
之
而
弗
見
。
聽
之
而
弗
聞
。
體
物
而
不
可
遺
」。

〇
中
庸
の
「
失
諸
正
鵠
、
反
求
諸
其
身
」
①
を
「
正
鵠
を
失
す
れ
ば
、
反
て
其
の
身
に
求
む
」
と

し
つ

読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
こ
れ
を
正
鵠
に
失
す
れ
ば
、
反
て
こ
れ
を
其
の
身
に
求
む
」
と
読
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
二
つ
の
「
諸
」
の
字
は
、
い
づ
れ
も
「
之
」
の
字
の
意
味
で
あ
り
、
射
の
道
を

指
し
て
い
う
。「
失
諸
正
鵠
」
と
は
、
正
鵠
の
的
の
と
こ
ろ
に
達
し
て
は
づ
せ
ば
、
と
い
う
意
味
で

ま
と

あ
る
。「
正
鵠
を
失
す
れ
ば
」
と
読
め
ば
、「
諸
」
の
字
を
置
い
た
意
に
そ
む
く
。

①
『
禮
記
』
中
庸
「
子
曰
、
射
有
似
乎
君
子
。
失
諸
正
鵠
、
反
求
諸
其
身
」。

〇
「
妻
子
好
合
」
①
を
「
妻
子
よ
く
あ
へ
り
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。「
好
合
す
」
と
読

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
好
」
は
去
聲
で
、
和
好
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
お
た
が
い
に
仲
良
く
す

る
こ
と
で
あ
る
。「
よ
く
」
と
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。「
よ
く
」
と
読
め
ば
、
美
好
と
い
う
意
味
と

な
り
、
朱
註
②
の
本
意
で
は
な
い
。
俗
儒
は
音
註
を
見
て
い
な
い
。

①
『
禮
記
』
中
庸
「
君
子
之
道
、
辟
如
行
遠
必
自
邇
、
辟
如
登
高
必
自
卑
。
詩
曰
、
妻
子

好
合
、
如
鼓
瑟
琴
。
兄
弟
旣
翕
、
和
樂
且
耽
。
宜
爾
室
家
、
樂
爾
妻
帑
。
子
曰
、
父
母

其
順
矣
乎
」。

②
『
詩
經
』
小
雅
・
鹿
鳴
「
妻
子
好
合
、
如
鼓
瑟
琴
」、
朱
注
「
好
、
去
聲
」。

〇
孟
子
の
「
君
爲
來
見
也
」
①
を
「
君
來
り
見
る
こ
と
を
す
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。「
君

た
め
に
來
り
見
る
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
樂
正
子
が
孟
子
の
こ
と
を
魯
君
に
告
げ
た
の

で
、
君
は
そ
の
た
め
に
や
っ
て
来
て
孟
子
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
爲
」
の
字
は
朱
註
に

去
聲
と
あ
り
①
、
俗
儒
は
音
註
を
見
て
い
な
い
。
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①
『
孟
子
』
梁
惠
王
下
「
樂
正
子
見
孟
子
、
曰
、
克
告
於
君
、
君
爲
來
見
也
。
嬖
人
有
臧

倉
者
沮
君
、
君
是
以
不
果
來
也
」、
集
注
「
爲
、
去
聲
」。

〇
「
今
言
王
若
易
然
」
①
を
「
今
王
た
る
こ
と
然
し
や
す
き
が
ご
と
し
と
い
は
ば
」
と
読
む
の
は

非
で
あ
る
。「
今
王
を
い
ふ
こ
と
易
き
が
ご
と
く
然
る
と
き
は
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
言
」

や
す

げ
ん

は
語
る
こ
と
で
あ
り
、
談
論
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
王
道
は
行
い
や
す
く
な
い
こ
と
で
あ
る

と
人
々
は
お
も
っ
て
い
る
の
に
、
今
孟
子
が
語
る
王
道
は
は
な
は
だ
や
さ
し
い
事
の
よ
う
に
聞
こ

え
る
が
、
そ
う
す
る
と
文
王
な
ど
も
模
範
と
す
る
に
足
り
な
い
の
か
、
と
非
難
し
た
の
で
あ
る
。「
王

を
い
ふ
」
と
は
王
道
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。「
王
た
る
こ
と
」
と
読
め
ば
活
字
〔
動
詞
〕
で
あ
り
、

去
聲
で
あ
る
。
こ
の
「
王
」
の
字
は
平
聲
の
ま
ま
で
あ
り
、「
然
」
は
つ
け
字
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
「
然
」
の
字
は
孟
子
の
中
に
た
く
さ
ん
あ
る
。

①
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
「
曰
、
若
是
、
則
弟
子
之
惑
滋
甚
。
且
以
文
王
之
德
、
百
年
而
後

崩
、
猶
未
洽
於
天
下
、
武
王
、
周
公
繼
之
、
然
後
大
行
。
今
言
王
若
易
然
、
則
文
王
不

足
法
與
」。

〇
「
猶
可
以
爲
善
國
」
①
を
「
猶
ほ
以
て
善
を
す
べ
き
國
な
り
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
猶
ほ

以
て
善
國
た
る
べ
し
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
儒
は
句
法
を
わ
か
っ
て
い
な
い
。「
善
國
」

は
、
新
國
②
、
平
國
③
、
治
國
④
、
亂
國
⑤
、
樂
國
⑥
、
仕
國
⑦
な
ど
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。

ら
く

し

①
『
孟
子
』
滕
文
公
上
「
今
滕
、
絶
長
補
短
、
將
五
十
里
也
、
猶
可
以
爲
善
國
」。

②
『
禮
記
』
曲
禮
下
「
去
國
三
世
、
爵
祿
無
列
於
朝
、
出
入
無
詔
於
國
、
唯
興
之
日
、
從

新
國
之
法
」。

③
『
周
禮
』
秋
官
・
大
司
寇
「
刑
平
國
、
用
中
典
」、
鄭
注
「
平
國
、
承
平
守
成
之
國
也
」。

④
『
荀
子
』
富
國
「
其
朝
廷
隆
禮
、
其
卿
相
調
議
、
是
治
國
已
」。

⑤
『
周
禮
』
秋
官
・
大
司
寇
「
刑
亂
國
、
用
重
典
」。

⑥
『
詩
經
』
魏
風
・
碩
鼠
「
樂
國
樂
國
、
爰
得
我
直
」。

⑦
『
孟
子
』
滕
文
公
下
「
晉
國
亦
仕
國
也
、
未
嘗
聞
仕
如
此
其
急
」。

〇
「
吾
爲
之
範
我
馳
驅
」
①
を
「
吾
こ
れ
が
爲
に
範
し
て
わ
れ
馳
驅
す
れ
ば
」
と
読
む
の
は
非
で

わ
れ

の
り

ち

く

あ
る
。「
吾
こ
れ
が
爲
に
わ
が
馳
驅
を
範
す
れ
ば
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
が
法
に

か
な
っ
た
正
し
い
走
ら
せ
方
を
す
れ
ば
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

①
『
孟
子
』
滕
文
公
下
「
良
不
可
、
曰
、
吾
爲
之
範
我
馳
驅
、
終
日
不
獲
一
、
爲
之
詭
遇
、

一
朝
而
獲
十
」。

〇
「
其
妻
妾
不
羞
也
」
①
を
「
其
の
妻
妾
を
は
ぢ
ず
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
其
の
妻
妾
を
」

と
い
う
「
を
」
の
テ
ニ
ヲ
ハ
を
取
り
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
六
字
は
下
の
「
而
不
相
泣

者
幾
希
矣
」
の
八
字
に
つ
づ
け
て
一
句
と
な
っ
て
い
る
。「
者
幾
希
矣
」
の
四
字
は
「
其
妻
妾
」
よ

り
以
下
を
承
け
る
。
世
間
の
人
が
富
貴
利
達
を
求
め
る
や
り
方
は
、
す
べ
て
あ
の
齊
人
と
異
な
る

と
こ
ろ
は
な
い
の
で
、
そ
の
妻
妾
で
あ
る
も
の
が
こ
れ
を
見
て
、
こ
っ
そ
り
恥
じ
て
泣
か
な
い
も

の
は
ま
れ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
は
ぢ
ず
」
と
い
う
羞
ぢ
る
は
、
妻
妾
が
羞
ぢ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。「
羞
」
は
お
も
は
ゆ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
に
面
を
む
け
が
た
い
と
い
う
意

し
う

味
で
あ
る
。
先
輩
は
句
法
を
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
註
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
よ

う
に
あ
や
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

①
『
孟
子
』
離
婁
下
「
由
君
子
觀
之
、
則
人
之
所
以
求
富
貴
利
達
者
、
其
妻
妾
不
羞
也
、

而
不
相
泣
者
幾
希
矣
」。

〇
「
舜
避
堯
之
子
於
南
河
之
南
」
①
を
「
舜
、
堯
の
子
に
南
河
の
南
に
さ
る
」
と
読
む
の
は
非
で

あ
る
。「
堯
の
子
を
南
河
の
南
に
さ
く
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
さ
く
る
」
と
は
、
よ
け

て
そ
の
場
所
を
は
ず
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
堯
の
子
に
」
と
い
う
「
に
」
の
テ
ニ
ヲ
ハ
は
あ
や

ま
っ
て
い
る
。

①
『
孟
子
』
萬
章
上
「
堯
崩
、
三
年
之
喪
畢
、
舜
避
堯
之
子
於
南
河
之
南
、
天
下
諸
侯
朝

覲
者
、
不
之
堯
之
子
之
舜
」。

〇
「
白
羽
之
白
也
、
猶
白
雪
之
白
、
白
雪
之
白
、
猶
白
玉
之
白
與
」
①
を
「
白
羽
の
白
は
、
猶
ほ

白
雪
の
白
の
ご
と
く
、
白
雪
の
白
は
、
猶
ほ
白
玉
の
白
の
ご
と
き
か
」
と
読
む
の
は
ま
っ
た
く
非

で
あ
る
。「
羽
を
白
し
と
す
る
の
白
は
、
雪
を
白
し
と
す
る
の
白
の
ご
と
く
、
雪
を
白
し
と
す
る
の

は

は
く

白
は
、
玉
を
白
し
と
す
る
の
白
の
ご
と
き
か
」
と
読
む
人
も
あ
り
、
先
輩
の
読
み
よ
り
す
ぐ
れ
て

い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
非
で
あ
る
。「
羽
の
白
き
を
白
し
と
す
る
は
、
雪
の
白
き
を
白
し

と
す
る
が
ご
と
く
、
雪
の
白
き
を
白
し
と
す
る
は
、
玉
の
白
き
を
白
し
と
す
る
が
ご
と
き
か
」
と
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読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
下
の
章
の
「
白
馬
之
白
」「
白
人
之
白
」「
長
馬
之
長
」「
長
人
之
長
」

②
も
、
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
下
の
「
長
楚
人
之
長
、
亦
長
吾
之
長
」
②
の
二
句
を
「
楚
人

の
長
を
長
と
し
、
亦
吾
が
長
を
長
と
す
」
と
読
む
の
は
正
し
い
。
三
カ
所
の
文
は
同
じ
字
法
で
あ

る
。
も
し
前
の
二
カ
所
を
旧
読
の
よ
う
に
読
む
の
で
あ
れ
ば
、（
後
者
を
）「
長
楚
人
の
長
、
亦
長

吾
の
長
」
と
読
ん
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
笑
に
附
し
て
よ
い
。
字
法
が
わ
か
っ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
あ
や
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

①
『
孟
子
』
告
子
上
「
告
子
曰
、
生
之
謂
性
。
孟
子
曰
、
生
之
謂
性
也
、
猶
白
之
謂
白
與
。

曰
、
然
。
白
羽
之
白
也
、
猶
白
雪
之
白
、
白
雪
之
白
、
猶
白
玉
之
白
與
。
曰
、
然
。
然

則
犬
之
性
猶
牛
之
性
、
牛
之
性
猶
人
之
性
與
」。

②
『
孟
子
』
告
子
上
「
曰
、
異
於
白
馬
之
白
也
、
無
以
異
於
白
人
之
白
也
、
不
識
長
馬
之

長
也
、
無
以
異
於
長
人
之
長
歟
。
且
謂
長
者
義
乎
。
長
之
者
義
乎
。
曰
、
吾
弟
則
愛
之
、

秦
人
之
弟
則
不
愛
也
、
是
以
我
爲
悦
者
也
、
故
謂
之
内
。
長
楚
人
之
長
、
亦
長
吾
之
長
、

是
以
長
爲
悦
者
也
、
故
謂
之
外
也
」。

〇
「
豕
交
之
也
」
①
を
「
ゐ
の
こ
の
ま
じ
は
り
な
り
」
と
読
み
、「
獸
畜
之
也
」
①
を
「
け
だ
も
の

の
か
ふ
な
り
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
こ
れ
を
豕
交
す
る
な
り
」「
こ
れ
を
獸
畜
す
る
な
り
」

し

か
う

じ
う
き
く

と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
豕
交
す
る
」
と
い
う
の
は
、
人
を
豚
と
お
も
っ
て
ま
じ
わ
る
こ
と

で
あ
る
。
ま
じ
わ
る
と
は
応
対
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
獸
畜
す
る
」
と
い
う
の
は
、
け
だ
も

の
の
よ
う
に
お
も
っ
て
や
し
な
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
詞
は
、「
君
事
之
」（
之
に
君
事
す
）、「
父

事
之
」（
之
に
父
事
す
）、「
兄
事
之
」（
之
に
兄
事
す
）、「
師
事
之
」（
之
に
師
事
す
）、「
弟
畜
之
」（
之

を
弟
畜
す
）
と
い
う
の
と
、
字
法
は
同
じ
で
あ
る
。「
君
事
す
る
」
と
は
、
そ
の
人
を
尊
ん
で
君
と

お
も
っ
て
つ
か
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
父
事
す
る
」
と
は
、
人
を
敬
っ
て
父
の
よ
う
に
お
も
っ
て
つ

か
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
兄
事
す
る
」
と
は
、
兄
の
よ
う
に
お
も
っ
て
つ
か
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
師

事
す
る
」
と
は
、
師
で
あ
る
と
お
も
っ
て
つ
か
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
弟
畜
す
る
」
と
は
、
弟
の
よ

き
く

う
に
お
も
っ
て
世
話
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
史
記
の
范
雎
傳
に
「
令
兩
黥
徒
夾
而
馬
食
之
」（
兩
黥

徒
を
し
て
夾
み
て
之
に
馬
食
せ
し
む
）
②
と
い
う
「
馬
食
」
も
こ
の
字
法
で
あ
る
。
馬
の
食
う
物

を
、
馬
に
く
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
罪
人
に
く
わ
せ
た
の
で
、「
馬
食
之
」（
之
に
馬
食
す
）
と
書
い

た
の
で
あ
る
。
食
は
去
聲
、
音
嗣
、
く
ら
は
し
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し

①
『
孟
子
』
盡
心
下
「
孟
子
曰
、
食
而
弗
愛
、
豕
交
之
也
、
愛
而
不
敬
、
獸
畜
之
也
。
恭

敬
者
、
幣
之
未
將
者
也
。
恭
敬
而
無
實
、
君
子
不
可
虚
拘
」。

②
『
史
記
』
范
雎
蔡
澤
列
傳
第
十
九
「
須
賈
辭
於
范
雎
、
范
雎
大
供
具
、
盡
請
諸
侯
使
、

與
坐
堂
上
、
食
飲
甚
設
。
而
坐
須
賈
於
堂
下
、
置
莝
豆
其
前
、
令
兩
黥
徒
夾
而
馬
食
之
」。

〇
周
易
の
「
敬
以
直
内
、
義
以
方
外
」
①
を
「
敬
こ
れ
を
も
つ
て
内
を
直
く
し
、
義
こ
れ
を
も
つ

て
外
を
方
に
す
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
以
」
の
字
を
た
だ
「
も
つ
て
」
と
だ
け
読
ま
な
け
れ

け
た

ば
な
ら
な
い
。
論
語
に
「
義
以
爲
質
、
禮
以
行
之
、
孫
以
出
之
、
信
以
成
之
」（
義
以
て
質
と
爲
し
、

禮
以
て
之
を
行
ひ
、
孫
以
て
之
を
出
し
、
信
以
て
之
を
成
す
）
②
と
い
う
の
と
同
じ
字
法
で
あ
る
。

上
を
承
け
た
字
で
あ
る
の
に
、「
こ
れ
を
も
つ
て
」
と
読
む
の
は
、
む
つ
か
し
く
わ
ず
ら
わ
し
い
こ

と
で
あ
る
。
他
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
類
は
す
べ
て
同
様
で
あ
る
。

①
『
周
易
』
坤
・
文
言
「
直
其
正
也
。
方
其
義
也
。
君
子
敬
以
直
内
。
義
以
方
外
。
敬
義

立
而
徳
不
孤
。
直
方
大
。
不
習
无
不
利
。
則
不
疑
其
所
行
也
」。

②
『
論
語
』
衞
靈
公
「
子
曰
、
君
子
義
以
爲
質
、
禮
以
行
之
、
孫
以
出
之
、
信
以
成
之
、

君
子
哉
」。

以
上
、
四
書
の
中
に
お
け
る
俗
儒
の
読
み
の
ま
っ
た
く
あ
や
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
挙
げ
る
。
四
書
は

近
世
の
学
ぶ
も
の
が
か
な
ら
ず
読
み
習
う
も
の
で
あ
り
、
薩
摩
の
僧
文
之
よ
り
こ
の
か
た
、
諸
家

の
テ
キ
ス
ト
が
あ
り
、
世
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
山
崎
氏
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
は
、
そ
の
教

え
を
受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
使
用
し
な
い
。
他
の
諸
家
の
テ
キ
ス
ト
は
、
海
内
に
流
布

し
、
書
を
読
む
児
童
は
ひ
と
り
残
ら
ず
そ
の
時
手
に
入
る
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
て
そ
の
時
の
師
の

句
読
を
受
け
た
の
で
、
読
み
あ
や
ま
り
が
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
う
え
に
、
そ
れ
が
あ
や
ま
り
で
あ

る
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
俗
本
の
中
に
あ
る
、
読
み
か
た
が
あ
や
ま

り
、
そ
の
義
を
失
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
列
挙
し
て
、
初
学
に
示
す
。
こ
れ
以
外
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ

指
摘
す
る
の
は
む
つ
か
し
い
。
一
心
に
そ
の
義
を
求
め
て
自
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
軽
率
に

俗
儒
の
あ
や
ま
り
を
継
承
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
。
こ
れ
が
学
ぶ
も
の
の
こ
こ
ろ
が
け
る
こ
と

で
あ
る
。
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〇
「
所
以
」
の
二
字
を
「
ゆ
へ
ん
」
と
読
む
の
は
、
古
来
か
ら
の
習
慣
で
あ
る
。「
ゆ
へ
ん
」
は
、

「
ゆ
へ
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
を
、「
に
」
の
字
を
は
ね
た
も
の
で
あ
る
。
昔
、
倭
語
の
読
み

を
始
め
た
人
が
よ
く
よ
く
考
え
て
こ
の
二
字
を
「
ゆ
へ
ん
」
と
読
ん
だ
の
で
、
文
の
中
で
「
ゆ
へ

ん
」
と
読
ん
で
通
じ
る
と
こ
ろ
は
多
い
。
し
か
し
一
概
に
「
ゆ
へ
ん
」
と
ば
か
り
読
ん
で
は
な
ら

な
い
。「
以
て
云
云
す
る
所
」
と
読
ん
で
よ
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
さ
ら
に
下
か
ら
か
え
っ
て
「
ゆ
へ

ん
」
と
読
ま
ず
に
、
句
の
上
で
「
こ
の
ゆ
へ
に
云
云
」
と
読
ん
で
適
当
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。「
所
以
」

の
二
字
に
は
こ
の
三
種
類
の
読
み
が
あ
る
。
そ
の
場
そ
の
場
で
上
下
の
文
勢
を
よ
く
考
え
て
最
適

な
読
み
方
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
山
崎
氏
は
「
ゆ
へ
ん
」
と
読
ん
だ
り
「
こ
の
ゆ
へ

に
」
と
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
一
概
に
「
以
て
云
云
す
る
所
」
と
ば
か
り
に
読
む
、
な
ん

と
か
た
く
な
で
は
な
い
か
。

〇
「
若
夫
」
の
二
字
を
「
も
し
そ
れ
」
と
読
む
と
こ
ろ
は
多
い
が
、「
か
の
云
云
の
ご
と
き
」
と
読

ん
で
よ
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
下
文
の
語
意
を
よ
く
考
え
て
、
最
適
な
読
み
方
に
し
た
が
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

〇
「
以
爲
」
の
二
字
を
「
お
も
へ
ら
く
」
と
読
む
の
も
古
来
か
ら
の
習
慣
で
あ
る
。
こ
の
二
字
に

「
謂
」
の
字
の
意
味
が
あ
る
の
で
、
わ
が
国
の
人
が
意
味
を
考
え
て
こ
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
下
か
ら
返
っ
て
、「
云
云
と
お
も
へ
り
」
と
読
む
の
も
同
じ
。
あ
る
い
は
字
の
ま
ま

に
「
以
て
云
云
と
す
」
と
読
ん
で
よ
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
い
づ
れ
で
あ
っ
て
も
そ
の
意
味
は
異
な

る
こ
と
は
な
い
。
山
崎
氏
は
「
お
も
へ
ら
く
」
と
読
む
の
を
き
ら
っ
て
、「
以
て
云
云
と
す
」
と
し

か
読
ま
な
い
。
こ
れ
も
か
た
く
な
で
あ
る
。

〇
「
至
若
」
の
二
字
を
「
し
か
の
み
な
ら
ず
」
と
読
む
の
は
古
来
か
ら
の
習
慣
で
あ
る
が
、
そ
の

意
味
は
適
当
で
は
な
い
。「
し
か
の
み
な
ら
ず
」
と
い
う
の
は
、
事
が
加
わ
る
こ
と
を
い
う
詞
で
あ

る
。「
至
若
」
は
、
事
が
き
わ
ま
る
と
こ
ろ
を
推
測
し
て
、
こ
れ
こ
れ
ま
で
い
た
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
た
だ
「
至
若
」
と
い
う
字
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
下
文
の
語
意
は
か
な
ら
ず
ず
っ
と

下
ま
で
長
く
つ
ら
ぬ
く
の
で
、
語
意
が
お
わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
上
に
返
っ
て
「
云
云
の
ご
と
き
に

至
る
」
と
は
読
み
に
く
い
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
二
字
を
は
じ
め
に
読
ん
で
お
こ
う
と
思
っ

て
も
、
ほ
か
に
適
当
な
こ
と
ば
が
な
く
、
し
か
た
な
く
「
し
か
の
み
な
ら
ず
」
と
読
む
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
古
の
人
が
意
味
を
考
え
て
つ
け
た
倭
語
で
あ
る
。
初
学
者
は
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
、
そ

の
意
味
に
惑
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。「
至
如
」
も
「
至
若
」
と
同
じ
で
あ
る
。

〇
句
首
に
「
若
」
の
字
が
あ
れ
ば
か
な
ら
ず
「
も
し
」
と
読
み
、「
如
」
の
字
が
あ
れ
ば
下
か
ら
返

っ
て
か
な
ら
ず
「
ご
と
き
」
と
読
む
の
は
固
陋
で
あ
る
。「
若
」
と
「
如
」
は
、
字
義
は
ま
っ
た
く

同
じ
で
あ
る
。「
も
し
」
と
読
ん
で
も
、「
ご
と
き
」
と
読
ん
で
も
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。
そ
の
箇

所
の
語
意
を
よ
く
考
え
て
、
い
づ
れ
で
あ
っ
て
も
最
適
な
読
み
方
に
し
た
が
え
ば
よ
い
。
字
が
別

で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

〇
「
而
」
の
字
、「
則
」
の
字
は
、
い
づ
れ
も
上
を
承
け
て
下
へ
送
る
詞
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
而
」

の
字
が
あ
れ
ば
上
の
句
を
「
云
云
し
て
」
と
読
み
、「
則
」
の
字
が
あ
れ
ば
上
の
句
を
「
云
云
す
れ

ば
」
と
読
む
。
こ
れ
は
通
常
の
事
で
あ
る
。
し
か
し
「
而
」
の
字
の
上
に
テ
と
い
い
に
く
く
、「
則
」

の
字
の
上
に
レ
バ
と
い
い
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
古
文

に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
拘
泥
し
が
た
い
。「
而
」
の
字
を
用
い
る
べ
き
と
こ
ろ
に
「
則
」
の
字
を

用
い
、「
則
」
の
字
を
置
く
べ
き
と
こ
ろ
に
「
而
」
の
字
を
置
く
類
は
多
い
、
ど
う
し
て
通
常
の
字

義
に
拘
泥
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
山
崎
氏
が
字
義
に
拘
泥
し
て
、「
而
」
の
字
の
上
で
は
か
な

ら
ず
テ
と
い
い
、「
則
」
の
字
の
上
で
は
か
な
ら
ず
レ
バ
と
読
む
の
は
、
は
な
は
だ
頑
固
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
古
人
の
助
字
の
用
い
方
は
活
法
〔
臨
機
応
変
な
方
法
〕
で
あ
り
、
一
定
し
な
い
。
こ
れ

は
「
而
」「
則
」
の
二
字
だ
け
に
限
ら
な
い
。
い
づ
れ
の
字
も
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
方

法
に
固
執
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
箇
所
の
語
意
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
上
下
の
文
を
よ
く
考
え
て
、

意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
方
法
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
古
文
古
書
は

決
し
て
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

〇
「
大
凡
」「
大
抵
」「
大
都
」「
大
略
」「
大
約
」「
大
要
」「
大
較
」「
大
槩
」「
大
率
」、
こ
れ
ら
の

か
く

る
い

詞
の
意
味
は
い
づ
れ
も
似
て
お
り
、
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
い
。
い
づ
れ
も
大
意
を
総
括
し
て

い
う
詞
で
あ
る
。
倭
語
を
用
い
て
「
お
ほ
よ
そ
」
と
読
ん
だ
り
、「
お
ほ
む
ね
」
と
読
ん
で
は
な
ら

な
い
。
い
づ
れ
も
音
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
い
く
つ
か
の
詞
は
、
大
意
は
同
じ
で
あ

る
が
、
字
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
で
、
そ
の
意
味
も
す
こ
し
づ
つ
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か

し
倭
語
で
読
め
ば
、
混
同
し
て
区
別
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
の
字
体
を
記
憶
す
る
の
も
む
つ
か
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し
く
、
学
問
に
と
っ
て
有
益
な
こ
と
で
は
な
い
。

〇
「
然
」
の
字
と
「
而
」
の
字
の
意
味
は
通
じ
る
。「
而
」
の
字
に
は
「
然
」
の
字
に
似
た
と
こ
ろ

が
あ
り
、「
然
」
の
字
に
「
而
」
の
字
に
も
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
両
字
は
「
し
か
う
し
て
」

と
読
む
と
こ
ろ
が
あ
り
、「
し
か
れ
ど
も
」
と
読
む
と
こ
ろ
が
あ
り
、「
し
か
る
に
」
と
読
む
と
こ

ろ
が
あ
り
、
や
は
り
一
定
し
な
い
。
山
崎
氏
は
「
然
」
の
字
を
「
し
か
る
に
」
と
し
か
読
ま
な
い
。

や
は
り
融
通
が
き
か
な
い
と
い
う
欠
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
而
」
の
字
、「
然
」
の
字
一
字
を
単
独

で
用
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
り
、「
然
而
」
と
連
属
し
て
用
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
別
に
深

い
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

〇
「
而
」
の
字
と
「
以
」
の
字
を
対
に
し
て
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
楚
辭
に
多
い
。
二
字
の
意
味

は
異
な
ら
な
い
。「
以
」
を
「
而
」
に
か
え
、「
而
」
を
「
以
」
に
か
え
て
も
、
意
味
は
い
づ
れ
も

通
じ
る
。
さ
ら
に
「
而
」
の
字
を
「
之
」
の
字
の
意
味
に
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
左
傳
の
「
有
威

而
可
畏
、
謂
之
威
。
有
儀
而
可
象
、
謂
之
儀
」
①
と
あ
る
の
を
「
威
あ
り
て
畏
る
べ
き
、
こ
れ
を

お
そ

威
と
い
ふ
。
儀
あ
り
て
象
る
べ
き
、
こ
れ
を
儀
と
い
ふ
」
と
読
む
が
、
こ
の
二
つ
の
「
而
」
の

か
た
ど

字
は
「
之
」
の
字
の
意
味
で
あ
る
。
威
の
畏
る
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
を
威
と
い
い
、
儀
の
象
る

べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
を
儀
と
い
う
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
古
書
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
例
が

多
い
。
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
『
左
傳
』
襄
公
三
十
一
年
「
有
威
而
可
畏
、
謂
之
威
。
有
儀
而
可
象
、
謂
之
儀
」。

〇
俗
儒
の

輩

が
「
則
」
の
字
を
「
と
き
ん
ば
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
と
き
ん
ば
」
は
「
と

と
も
が
ら

き
に
は
」
で
あ
る
。
上
の
句
に
「
云
云
す
る
と
き
は
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
下
の

句
に
「
則
」
の
字
が
あ
る
こ
と
が
多
く
、「
す
な
は
ち
」
と
承
け
る
の
が
通
常
の
文
法
で
あ
る
。「
則
」

の
字
は
「
す
な
は
ち
」
と
読
ん
で
、
上
に
「
と
き
は
」
と
い
う
詞
を
承
け
て
下
へ
送
る
詞
で
あ
る

が
、「
則
」
の
字
に
「
と
き
は
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
文
を
句
読
す
る
場
合

に
は
、「
則
」
の
字
の
上
で
句
読
し
、「
則
」
の
字
を
下
の
句
に
属
し
て
読
む
の
で
あ
る
。
も
し
「
と

き
ん
ば
」
と
読
め
ば
上
の
句
に
属
し
て
読
む
こ
と
に
な
る
。

〇
「
也
」
の
字
は
、
倭
語
で
は
「
な
り
」
と
い
う
詞
で
あ
り
、
句
末
で
は
「
な
り
」
と
読
ん
で
よ

い
と
こ
ろ
が
多
い
が
、「
な
り
」
と
読
み
が
た
い
と
こ
ろ
も
多
い
。
深
く
拘
泥
し
て
は
な
ら
な
い
。

山
崎
氏
は
こ
の
字
が
あ
る
と
こ
ろ
は
か
な
ら
ず
「
な
り
」
と
読
む
の
で
、
倭
語
で
は
か
え
っ
て
く

ど
く
な
る
場
合
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
中
華
と
わ
が
国
と
で
は
言
語
が
も
と
も
と
異
な
る
。
し
か
し

中
華
の
語
を
こ
と
ご
と
く
倭
語
と
し
て
読
も
う
と
す
る
の
で
、
そ
の
意
味
を
失
す
る
こ
と
が
多
い
。

ど
れ
ほ
ど
巧
み
に
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
漢
語
を
完
全
に
倭
語
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
お

お
ま
か
に
翻
訳
し
て
、
意
義
が
説
明
し
が
た
い
と
こ
ろ
は
、
そ
の
趣
旨
を
心
に
会
得
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
が
倭
読
の
大
法
で
あ
る
。「
也
」
の
字
が
句
末
に
あ
っ
て
、
上
の
文
を
解
釈
す
る

詞
に
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
か
な
ら
ず
「
な
り
」
と
読
む
。
大
學
に
「
如
切
如
磋
者
、
道
學
也
、

如
琢
如
磨
者
、
自
脩
也
」（
切
す
る
が
如
く
磋
す
る
が
如
し
と
は
、
學
を
道
ふ
な
り
。
琢
す
る
が
如

い

く
磨
す
る
が
如
し
と
は
、
自
ら
脩
む
る
な
り
）
①
と
い
う
の
は
、「
也
」
の
字
が
上
の
「
者
」
の
字

に
呼
応
し
て
、
い
づ
れ
も
上
の
文
を
解
釈
す
る
詞
で
あ
る
。
周
易
の
大
傳
に
「
潛
龍
勿
用
、
陽
在

下
也
。
見
龍
在
田
、
德
施
普
也
」（
潛
龍
用
い
る
こ
と
勿
れ
と
は
、
陽
、
下
に
在
れ
ば
な
り
。
見
龍

田
に
在
り
と
は
、
德
の
施
し
普
き
な
り
）
②
と
い
う
の
は
、
上
に
「
者
」
の
字
は
な
い
が
、
下

あ
ま
ね

に
「
也
」
の
字
が
あ
る
の
で
、
上
の
文
を
解
釈
す
る
詞
で
あ
る
。
春
秋
傳
に
「
公
會
戎
于
潛
。
修

惠
公
之
好
也
」（
公
、
戎
に
潛
に
會
す
。
惠
公
の
好
み
を
修
む
る
な
り
）
③
、「
鄭
人
伐
衞
。
討
公

よ
し

孫
滑
之
亂
也
」（
鄭
人
、
衞
を
伐
つ
。
公
孫
滑
が
亂
を
討
す
る
な
り
）
④
と
い
う
の
も
同
じ
文
法
で

あ
る
。
い
づ
れ
も
経
文
を
上
に
挙
げ
て
、
下
の
句
が
こ
れ
を
解
釈
し
て
お
り
、
伝
文
の
体
で
あ
る
。

俗
儒
は
こ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
「
公
、
戎
に
潛
に
會
し
て
、
惠
公
の
好
み
を
修
む
」、「
鄭
人
衞
を

伐
ち
て
、
公
孫
滑
が
亂
を
討
す
」
と
読
む
。
こ
れ
で
は
経
文
と
伝
文
と
を
つ
ら
ね
て
読
ん
で
お
り
、

解
釈
す
る
意
図
が
見
え
な
い
。「
宋
人
伐
鄭
、
圍
長
葛
。
以
報
入
郛
之
役
也
」（
宋
人
、
鄭
を
伐
ち

て
長
葛
を
圍
む
。
以
て
郛
に
入
る
の
役
に
報
ふ
な
り
）
⑤
、「
公
及
莒
人
盟
于
浮
來
。
以
成
紀
好
也
」

（
公
、
莒
人
と
、
浮
來
に
盟
ふ
。
以
て
紀
の
好
み
を
成
す
な
り
）
⑥
と
い
う
の
も
同
じ
文
法
で
あ

よ
し

る
。
こ
の
文
に
は
下
の
句
の
冒
頭
に
「
以
」
の
字
が
あ
る
の
で
、
俗
儒
は
「
以
」
の
字
を
見
て
上

下
を
つ
な
ぐ
詞
で
あ
る
と
お
も
い
、「
以
」
の
字
の
下
が
伝
文
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
上
の
句
に

つ
ら
ね
て
読
む
が
、
こ
れ
は
大
き
な
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
で
は
、「
也
」
の
字
を
「
な

り
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
味
は
通
じ
が
た
い
。
こ
れ
以
外
は
か
な
ら
ず
し
も
「
な
り
」
と

読
ま
な
く
て
よ
い
。
ま
し
て
や
句
中
に
あ
る
も
の
は
、
倭
語
を
附
け
る
の
が
と
り
わ
け
む
つ
か
し
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く
、
た
だ
助
字
と
見
て
よ
い
。

①
『
禮
記
』
大
學
「
如
切
如
磋
者
、
道
學
也
、
如
琢
如
磨
者
、
自
脩
也
」。

②
『
周
易
』
乾
・
大
傳
「
潛
龍
勿
用
、
陽
在
下
也
。
見
龍
在
田
、
德
施
普
也
」。

③
『
左
傳
』
隱
公
二
年
「
二
年
、
春
、
公
會
戎
于
潛
。
修
惠
公
之
好
也
」。

④
『
左
傳
』
隱
公
二
年
「
鄭
人
伐
衞
。
討
公
孫
滑
之
亂
也
」。

⑤
『
左
傳
』
隱
公
五
年
「
宋
人
伐
鄭
、
圍
長
葛
。
以
報
入
郛
之
役
也
」。

⑥
『
左
傳
』
隱
公
八
年
「
公
及
莒
人
盟
于
浮
來
。
以
成
紀
好
也
」。

〇
「
是
歳
」
の
字
を
「
こ
と
し
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
こ
の
と
し
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。「
こ
と
し
」
と
読
め
ば
今
歳
の
意
味
に
な
る
。「
是
歳
」
は
今
歳
の
意
味
で
は
な
い
。
文
章

中
に
「
是
歳
」
と
あ
る
場
合
は
、
か
な
ら
ず
そ
の
前
に
某
の
年
を
掲
出
し
、
下
で
そ
の
年
の
出
来

そ
れ

事
を
述
べ
る
時
の
詞
で
あ
る
。「
是
歳
」
と
い
う
の
は
前
に
掲
出
し
た
某
の
年
を
指
す
。
前
に
某
の

そ
れ

年
を
掲
出
し
な
け
れ
ば
「
是
歳
」
と
は
い
わ
な
い
。
東
坡
が
後
赤
壁
の
賦
の
発
端
に
「
是
の
歳
十

月
の
望
」
①
と
書
い
た
の
は
、
前
赤
壁
の
賦
に
「
壬
戌
の
秋
」
②
と
い
う
の
を
承
け
て
、
同
年
の

十
月
十
五
日
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
題
に
「
後
赤
壁
」
と
あ
れ
ば
、
前
赤
壁
に
続
け
て
作
っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
だ
か
ら
文
中
に
「
復
た
赤
壁
の
下
に
遊
ぶ
」
①
と
い
い
、「
曾
て

ま

か
つ

日
月
の
幾
何
に
し
て
、
江
山
復
た
識
る
可
か
ら
ず
」
①
と
い
う
の
も
、
い
づ
れ
も
前
の
賦
に
対
し

ま

て
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
前
の
賦
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
賦
に
「
是
歳
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
是
月
」「
是
日
」
と
い
う
字
も
こ
の
意
味
で
あ
る
。
今
月
・
今
日
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
禮
記

の
月
令
に
「
是
月
也
」
と
い
う
字
を
た
く
さ
ん
用
い
る
の
は
、
毎
月
の
初
め
に
「
孟
春
之
月
」「
仲

春
之
月
」
と
い
っ
た
あ
と
に
、
さ
ら
に
そ
の
月
の
出
来
事
を
述
べ
て
い
る
の
で
、「
是
月
也
」
と
置

い
た
の
で
あ
る
③
。
王
羲
之
が
蘭
亭
の
記
に
「
是
の
日
や
、
天
朗
に
氣
淸
み
、
惠
風
和
暢
す
」
と

書
い
た
の
は
、
発
端
に
「
永
和
九
年
、
歳
は
癸
丑
に
在
り
、
暮
春
の
初
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
日
を
指
し
て
「
是
日
也
」
と
置
い
た
の
で
あ
る
④
。
も
し
「
是
日
」
を
今
日
と
見
て
「
け
ふ
」

と
読
め
ば
、
そ
の
意
味
を
失
し
て
し
ま
う
。「
是
歳
」
と
い
う
字
も
こ
の
意
味
か
ら
推
測
す
る
こ
と

が
で
き
、
决
し
て
今
歳
の
意
味
で
は
な
い
。
過
ぎ
し
昔
の
事
を
言
う
場
合
に
、「
是
歳
」
と
書
い
た

と
こ
ろ
は
多
い
。「
こ
と
し
」
と
い
う
倭
語
も
、
も
と
も
と
は
「
こ
の
と
し
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
が
、「
こ
と
し
」
と
い
え
ば
今
歳
の
こ
と
と
な
り
、「
こ
の
と
し
」
と
い
え
ば
今
昔

に
通
じ
る
詞
と
な
る
。
こ
れ
が
倭
語
の
習
慣
で
あ
る
。

①
『
後
赤
壁
賦
』「
是
歳
十
月
之
望
、
歩
自
雪
堂
、
將
歸
于
臨
皐
。（
中
略
）
於
是
携
酒
與

魚
、
復
游
於
赤
壁
之
下
。
江
流
有
聲
、
斷
岸
千
尺
、
山
高
月
小
、
水
落
石
出
。
曾
日
月

之
幾
何
、
而
江
山
不
可
復
識
矣
」。

②
蘇
東
坡
『
前
赤
壁
賦
』「
壬
戌
之
秋
、
七
月
旣
望
、
蘇
子
與
客
泛
舟
遊
於
赤
壁
之
下
」。

③
『
禮
記
』
月
令
「
孟
春
之
月
、
日
在
營
室
、
昏
參
中
、
旦
尾
中
。（
中
略
）
是
月
也
、
以

立
春
。
先
立
春
三
日
、
大
史
謁
之
天
子
曰
、
某
日
立
春
、
盛
德
在
木
」。

『
禮
記
』
月
令
「
仲
春
之
月
、
日
在
奎
、
昏
弧
中
、
旦
建
星
中
。（
中
略
）
是
月
也
、
安

萌
芽
、
養
幼
少
、
存
諸
孤
」。

④
王
羲
之
『
蘭
亭
記
』「
永
和
九
年
、
歳
在
癸
丑
、
暮
春
之
初
、
會
于
會
稽
山
陰
之
蘭
亭
、

脩
稧
事
也
。（
中
略
）
是
日
也
、
天
朗
氣
清
、
惠
風
和
暢
。
仰
觀
宇
宙
之
大
、
俯
察
品

類
之
盛
」。

〇
「
往
歳
」「
往
年
」「
昔
歳
」「
昔
年
」「
去
歳
」「
去
年
」「
客
歳
」
の
類
を
一
概
に
「
こ
ぞ
」
と

読
む
の
は
非
で
あ
る
。「
こ
ぞ
」
と
い
う
倭
語
は
前
一
年
を
指
す
詞
で
あ
る
。「
客
」
は
隔
字
と
同

音
で
、「
隔
歳
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
い
づ
れ
も
前
数
年
に
通
じ
る
詞
で
あ
る
の
で
、

「
こ
ぞ
」
と
読
ん
で
は
差
し
障
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
う
え
倭
語
で
読
め
ば
、
字
体
が
区
別
で
き

ず
、
記
憶
に
不
便
で
あ
る
。
音
で
読
む
ほ
う
が
勝
っ
て
い
る
。

〇
李
太
白
の
詩
に
「
解
道
長
江
靜
如
練
」
①
と
い
う
句
が
あ
る
が
、「
解
道
」
を
「
い
ふ
こ
と
を
解げ

す
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。「
解
道
す
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
解
は
去
聲
、
廣

韻
に
「
胡
懈
の
切
、
曲
解
」
②
と
註
し
、
字
彙
に
「
曉
な
り
」
③
と
註
す
る
。
領
解
す
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
倭
語
で
合
点
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
道
」
は
つ
け
字
で
あ
る
。「
解
道
」
は

俗
語
で
あ
り
、
た
だ
領
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
る
と
い
う
こ
と
を
、
俗
語
で
「
知
道
す
」

と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。「
道
」
の
字
に
意
味
は
な
い
。
太
白
の
詩
の
意
味
は
、「
長
江
靜
に
し

て
練
の
如
し
」
④
と
謝
玄
暉
の
詩
の
語
に
あ
る
が
、
今
実
景
に
相
対
し
て
み
て
、
は
じ
め
て
玄
暉

の
詩
の
摹
写
が
工
で
あ
る
こ
と
を
領
解
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
坡
の
詩
に
も
「
謫
仙

た
く
み
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此
語
誰
解
道
」（
謫
仙
の
此
の
語
、
誰
か
解
道
せ
ん
）
⑤
と
い
う
句
が
あ
る
。「
謫
仙
」
は
李
太
白

で
あ
り
、「
此
語
」
と
は
太
白
の
峨
眉
山
月
の
詩
を
指
し
て
い
う
⑥
。
謫
仙
の
峨
眉
山
月
の
詩
の
意

味
を
誰
が
領
解
す
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
坡
の
詩
の
意
味
も
、
実
景
に
相
対

さ
な
け
れ
ば
太
白
の
詩
の
妙
処
を
領
解
し
が
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
張
籍
の
詩
に
「
無
人

解
道
取
凉
州
」（
人
の
凉
州
を
取
る
こ
と
を
解
道
す
る
無
し
）
⑦
と
い
う
の
も
、
辺
将
の
中
に
凉
州

を
取
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
領
解
す
る
人
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
唐

詩
に
「
悲
を
解
す
」「
愁
を
解
す
」
と
い
う
の
は
、「
悲
」「
愁
」
の
字
に
意
味
が
あ
る
。「
解
」
の

字
は
知
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
悲
を
解
せ
ず
」「
愁
を
解
せ
ず
」
と
い
う
の
は
、「
悲
を
知
ら
ず
」

「
愁
を
知
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
解
道
」
は
、「
解
悲
」「
解
愁
」
と
同
じ
で
は

な
い
。「
解
」
の
字
だ
け
に
意
味
が
あ
り
、「
道
」
の
字
は
附
け
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
俗
語
に
こ
の
類
は
多
い
。

①
李
白
『
金
陵
城
西
樓
月
下
吟
』「
解
道
長
江
淨
如
練
、
令
人
長
憶
謝
玄
暉
」。

②
『
廣
韻
』
去
聲
・
十
五
卦
「
胡
懈
切
、
曲
解
」。

③
『
字
彙
』
酉
集
「
解
、
又
下
戒
切
。
音
械
。
曉
也
」。

④
謝
朓
『
晩
登
三
山
還
望
京
邑
』「
餘
霞
散
淸
綺
、
澄
江
淨
如
練
」。

⑤
蘇
軾
『
送
張
嘉
州
』「
峨
眉
山
月
半
輪
秋
、
影
入
平
羌
江
水
流
。
謫
仙
此
語
誰
解
道
、
請

君
見
月
時
登
樓
」。

⑥
李
白
『
峨
眉
山
月
歌
』「
峨
眉
山
月
半
輪
秋
、
影
入
平
羌
江
水
流
。
夜
發
清
溪
向
三
峽
、

思
君
不
見
下
渝
州
」。

⑦
張
籍
『
涼
州
詞
』
三
首
の
三
「
鳳
林
關
裏
水
東
流
、
白
草
黄
楡
六
十
秋
。
邊
將
皆
承
主

恩
澤
、
無
人
解
道
取
凉
州
」。

〇
医
書
に
「
切
脉
」
①
と
い
う
字
が
あ
る
。
医
家
の
輩
が
「
脉
を
切
に
す
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま

せ
つ

り
で
あ
る
。「
脉
を
切
す
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
切
は
「
按
な
り
」
②
と
註
し
て
、
按
は

せ
つ

「
お
す
」
と
訳
す
る
。「
脉
を
切
す
」
と
い
う
の
は
、
脉
を
診
る
の
に
指
に
て
脉
処
を
お
す
こ
と
で

あ
る
。「
脉
を
切
に
す
」
と
読
め
ば
、
迫
切
・
切
近
の
意
の
よ
う
に
な
る
。
わ
づ
か
に
ニ
と
い
う
テ

ニ
ヲ
ハ
を
つ
け
た
だ
け
で
、
字
義
を
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
倭
語
の
体
で
あ
る
。
だ
か
ら

倭
語
は
テ
ニ
ヲ
ハ
に
注
意
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

①
『
素
問
』
脈
要
精
微
論
「
切
脈
動
靜
而
視
精
明
」、
注
「
切
謂
以
指
切
近
於
脈
也
」。

②
『
史
記
』
扁
鵲
倉
公
列
傳
第
四
十
五
「
越
人
之
爲
方
也
、
不
待
切
脈
望
色
聽
聲
寫
形
、

言
病
之
所
在
」、
正
義
「
楊
玄
操
云
、
切
、
按
也
」。

〇
方
書
の
膏
薬
を
煉
る
法
に
「
下
火
」「
上
火
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。「
火
を
く
だ
す
」「
火
を
あ

ぐ
る
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。「
火
よ
り
を
ろ
す
」「
火
に
の
ぼ
す
」
と
読
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
膏
薬
を
煉
る
に
は
、
鍋
を
何
度
も
お
ろ
し
た
り
か
け
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

〇
方
書
に
「
酒
浸
」「
浸
酒
」
と
い
う
字
が
あ
る
。
古
来
の
読
み
で
は
「
酒
浸
」
も
「
浸
酒
」
も
と

も
に
「
酒
に
ひ
た
す
」
と
読
む
が
、
こ
れ
は
字
法
を
わ
か
っ
て
い
な
い
。「
酒
浸
」
と
「
浸
酒
」
は

同
じ
事
で
は
な
い
の
で
こ
の
よ
う
に
異
な
る
書
き
方
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
字
法
で
あ
る
。「
酒

浸
」
と
は
、
薬
を
調
製
す
る
場
合
、
酒
に
浸
し
た
り
、
酒
で
洗
っ
た
り
、
酒
で
煮
た
り
、
酒
で
蒸

ひ
た

し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
製
法
を
書
す
る
場
合
、
文
法
で
は
酒
の
字
は
い
づ
れ
も
上
に
あ
り
、「
酒

浸
」「
酒
洗
」「
酒
煑
」「
酒
蒸
」
と
書
く
。「
酢
浸
」「
酢
洗
」「
酢
煑
」「
米
泔
浸
」「
米
泔
洗
」
な
ど

は
い
づ
れ
も
こ
の
類
で
あ
る
。「
水
煎
」「
酒
煎
」
も
、
水
で
煎
じ
、
酒
で
煎
じ
る
と
い
う
意
味
で

あ
り
、
字
法
は
同
じ
で
あ
る
。「
浸
酒
」
は
、
薬
を
酒
に
浸
し
て
、
そ
の
薬
を
捨
て
て
酒
を
用
い
る

こ
と
な
の
で
、「
浸
酒
」
と
書
く
。
だ
か
ら
「
酒
浸
」
を
「
酒
に
て
浸
す
」
と
読
み
、「
浸
酒
」
を

「
浸
せ
る
酒
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
薬
を
火
で
焼
き
、
そ
の
灰
を
用
い
る
こ
と
を
「
燒

灰
」
と
書
く
の
は
、
焼
き
た
る
灰
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
薬
に
水
を
か
け
た
り
、
酒
を
か
け
た
り

し
て
、
灰
湯
を
た
れ
る
よ
う
に
漉
過
し
、
そ
の
汁
や
酒
を
用
い
る
場
合
は
、「
淋

汁
」「
淋

酒
」

あ

く

ろ

か

た
れ
た
る
し
る

た
れ
た
る
さ
け

と
書
く
。
い
づ
れ
も
「
浸
酒
」
と
同
じ
字
法
で
あ
る
。
だ
か
ら
文
に
は
篇
法
、
章
法
、
句
法
、
字

法
と
い
う
四
つ
の
法
が
あ
り
、
こ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
文
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
を
作
る

だ
け
で
な
く
、
書
を
読
む
場
合
も
、
こ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
文
義
に
通
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〇
説
文
に
「
从
某
某
聲
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
形
聲
の
字
に
か
な
ら
ず
こ
の
註
が
あ
る
。
説
文
の

語
な
の
で
、
字
書
に
は
往
々
に
し
て
こ
れ
を
引
用
す
る
。「
从
」
は
古
の
從
の
字
で
あ
る
。
俗
儒
が

「
某
某
の
聲
に
从
ふ
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。「
某
に
从
ふ
某
の
聲
」
と
読
ま
な
け
れ

そ
れ
そ
れ

そ
れ

そ
れ
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ば
な
ら
な
い
。
こ
の
註
の
意
味
は
、
そ
も
そ
も
文
字
を
作
る
に
は
「
六
書
」
と
い
う
六
つ
の
法
が

あ
り
、
そ
の
六
番
目
を
形
聲
と
い
い
、
諧
聲
と
も
い
う
。
形
聲
と
は
二
字
を
合
わ
せ
て
一
字
と
す

る
場
合
に
、
一
字
は
主
と
し
て
形
を
あ
ら
わ
し
、
一
字
は
主
と
し
て
聲
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
江
・
河
の
字
な
ど
は
、
水
旁
に
工
・
可
を
附
け
て
い
る
。
水
は

さ
ん
ず
い

形
で
あ
り
、
工
・
可
は
聲
で
あ
る
。
だ
か
ら
江
の
字
を
説
明
す
る
場
合
は
「
从
水
工
聲
」（
水
に
从

し
た
が

ふ
工
の
聲
）
①
と
い
い
、
河
の
字
を
説
明
す
る
場
合
は
「
从
水
可
聲
」（
水
に
从
ふ
可
の
聲
）
②
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
類
推
し
て
わ
か
る
。

①
『
説
文
解
字
』「
江
、
水
出
蜀
湔
氐
徼
外
崏
山
東
入
海
、
从
水
工
聲
」。

②
『
説
文
解
字
』「
河
、
水
出
焞
煌
塞
外
昆
侖
山
、
發
原
注
海
、
从
水
可
聲
」。

〇
「
爲
某
所
云
云
」
と
い
う
言
葉
の
「
爲
」
の
字
を
「
た
め
」
と
読
ん
で
、「
某
の
た
め
に
云
云
せ

ら
る
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。「
爲
」
の
字
が
去
聲
で
あ
る
と
き
は
「
た
め
に
」
と
読
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
「
爲
」
の
字
は
字
の
と
お
り
平
聲
で
あ
る
。「
爲
所
」
の
二
字
を
用

い
た
の
は
「
某
の
云
云
す
る
所
と
な
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
爲
所
」
の
二
字
を
合
せ
て
「
ら

そ
れ

る
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
爲
某
所
云
云
」
と
い
う
言
葉
は
「
某
に
云
云
せ
ら
る
」

と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
「
某
の
云
云
す
る
所
と
な
る
」「
某
の
云
云
す
る
所
た
り
」

な
ど
と
読
ん
で
よ
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
上
下
の
文
を
詳
細
に
検
討
し
て
、
適
当
な
も
の
に
し
た
が

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
「
爲
」
の
字
だ
け
あ
り
、「
所
」
の
字
が
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

論
語
の
「
不
爲
酒
困
」
①
が
そ
れ
で
あ
る
。「
酒
に
困
せ
ら
れ
ず
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

を
、
俗
儒
が
「
酒
の
み
だ
れ
を
な
さ
ず
」
と
読
む
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。「
所
」
の
字
は
な
い
が
、

あ
る
と
い
う
意
識
を
も
ち
、「
爲
」
の
字
だ
け
で
も
「
ら
る
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
所
」
の
字
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、「
爲
某
」
と
い
う
下
に
「
之
」
の
字
を
入
れ
た
と
こ

ろ
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
字
法
は
一
様
で
は
な
い
が
、「
爲
」
の
字
、「
所
」
の
字
に
い
づ
れ
も
「
ら

る
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
、
そ
の
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。「
爲
」
の
字
が
去
聲
で
な
い
こ
と

は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

①
『
論
語
』
子
罕
「
子
曰
、
出
則
事
公
卿
、
入
則
事
父
兄
。
喪
事
不
敢
不
勉
。
不
爲
酒
困
。

何
有
於
我
哉
」。

〇
上
に
あ
る
「
同
」「
異
」
の
字
を
下
か
ら
返
っ
て
読
む
場
合
、「
某
同
じ
」「
某
異
な
り
」
と
読
む

そ
れ

そ
れ

の
は
非
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
読
め
ば
、「
同
」「
異
」
の
字
が
下
に
あ
る
も
の
と
区
別
が
な
い
。

上
に
あ
る
も
の
は
「
某
を
同
じ
く
す
」「
某
を
異
に
す
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
禮

記
に
「
降
等
」
①
と
い
う
字
が
あ
る
が
、「
し
な
く
だ
る
」
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。
音
に
て
「
降
等
」

か
う
と
う

と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
字
が
上
に
あ
る
場
合
と
下
に
あ
る
場
合
と
で
、
そ
の
意

味
は
変
化
す
る
。
倭
読
を
す
る
も
の
は
か
な
ら
ず
こ
れ
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
儒
は

字
法
を
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
混
同
し
て
同
じ
よ
う
に
読
む
の
で
、
人
を
あ
や
ま
ら
せ
る
こ
と
が
多

い
。

①
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
主
人
就
東
階
、
客
就
西
階
、
客
若
降
等
、
則
就
主
人
之
階
。
主
人

固
辭
、
然
後
客
復
就
西
階
」。

〇
そ
も
そ
も
文
章
に
は
か
な
ら
ず
助
語
辞
が
あ
る
。「
之
」「
乎
」「
者
」「
也
」「
矣
」「
焉
」「
哉
」

し

こ

し
や

や

い

え
ん

さ
い

な
ど
、
そ
の
類
は
は
な
は
だ
多
い
。
古
人
の
助
字
の
用
い
方
に
は
臨
機
応
変
な
方
法
が
あ
っ
て
一

定
し
な
い
。
と
り
あ
え
ず
こ
れ
ら
の
七
字
に
つ
い
て
い
う
と
、「
之
」
の
字
は
「
こ
れ
」
と
読
み
、

「
の
」
と
読
む
の
が
通
例
で
あ
る
。
毛
詩
に
「
亦
孔
之
將
」（
亦
孔
だ
將
い
な
り
）、「
亦
孔
之
嘉
」

は
な
は

お
ほ

（
亦
孔
だ
嘉
し
）、「
亦
孔
之
休
」（
亦
孔
だ
休
し
）
①
と
い
う
が
、
こ
の
「
之
」
の
字
に
は
意
味
は

よ

よ

な
く
、
衍
文
の
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
う
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
楚
辭
に
「
余
旣
滋
蘭
之
九
畹
兮
、

亦
樹
蕙
之
百
畆
」（
余
れ
旣
に
蘭
を
九
畹
に
滋
く
す
、
亦
蕙
を
百
畆
に
樹
う
）
②
と
あ
る
が
、
こ
れ

わ

し
げ

う

ら
の
「
之
」
の
字
は
「
於
」
の
字
の
意
味
で
あ
る
。
高
唐
の
賦
に
「
巨
石
溺
溺
之
瀺
灂
兮
」（
巨
石

溺
溺
と
し
て
瀺
灂
た
り
）
③
、「
洪
波
淫
淫
之
溶

」（
洪
波
淫
淫
と
し
て
溶

た
り
）
③
と
あ
る

さ
く

が
、
こ
れ
ら
の
「
之
」
の
字
は
「
以
」
の
字
の
意
味
で
あ
る
。「
雲
興
聲
之
霈
霈
」（
雲
興
り
て
聲

霈
霈
た
り
）
③
、
神
女
の
賦
に
「
拂
墀
聲
之
珊
珊
た
り
」（
墀
を
拂
ひ
て
聲
珊
珊
た
り
）
④
と
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
「
之
」
の
字
は
語
助
の
詞
に
す
ぎ
ず
、
ま
っ
た
く
意
味
は
な
く
、
ま
る
で
「
兮
」

の
字
の
よ
う
で
あ
る
。
詞
賦
に
は
こ
の
類
は
多
い
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
通
例
の
よ
う
に
「
こ

れ
」
と
も
読
ま
れ
ず
、「
の
」
と
も
読
ま
れ
な
い
。
次
に
「
乎
」
の
字
は
疑
問
の
詞
に
用
い
る
こ
と

が
多
く
、「
や
」
と
読
み
、「
か
」
と
読
む
。
さ
ら
に
感
嘆
す
る
詞
で
あ
り
、「
か
な
」
と
読
む
の
が

通
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
句
中
に
あ
っ
て
、「
於
」
の
字
の
よ
う
に
用
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
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莊
子
に
「
有
乎
生
、
有
乎
死
、
有
乎
出
、
有
乎
入
」（
生
有
り
、
死
有
り
、
出
有
り
、
入
有
り
）
⑤

と
い
う
の
は
、
句
中
に
あ
っ
て
何
の
意
味
も
な
い
。
さ
ら
に
燕
王
喜
ん
で
樂
閒
に
謝
す
る
書
に
「
寡

人
雖
不
肖
乎
、
未
如
殷
紂
之
亂
也
。
君
雖
不
得
意
乎
、
未
如
商
容
箕
子
之
累
也
」（
寡
人
、
不
肖
な

り
と
雖
も
、
未
だ
殷
紂
が
亂
の
如
く
な
ら
ず
。
君
、
意
を
得
ず
と
雖
も
、
未
だ
商
容
箕
子
が
累
の

如
く
な
ら
ず
）
⑥
と
い
う
の
は
、
句
末
に
あ
っ
て
何
の
意
味
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
「
乎
」
の
字
を

ど
の
よ
う
に
読
め
ば
よ
い
の
か
。
次
に
「
者
」
の
字
は
「
も
の
」
と
読
み
、「
は
」
と
読
む
の
が
通

例
で
あ
る
。「
古
者
」「
今
者
」
な
ど
の
「
者
」
の
字
は
い
づ
れ
も
助
字
で
あ
り
、
意
味
は
な
い
。「
古

は
」「
今
は
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
こ
の
類
は
な
お
多
い
。
次
に
「
也
」
の
字
は
「
な
り
」
と

読
む
の
が
常
例
で
あ
る
。
檀
弓
に
「
爲
伋
也
妻
者
、
是
爲
白
也
母
、
不
爲
伋
也
妻
者
、
是
不
爲
白

也
母
」（
伋
が
妻
爲
る
者
は
、
是
れ
白
が
母
爲
り
、
伋
が
妻
爲
ら
ざ
る
者
は
、
是
れ
白
が
母
爲
ら
ず
）

た

⑦
と
あ
る
。
こ
の
「
也
」
の
字
は
「
之
」
の
字
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
人
名
の
下
に
「
也
」
の

字
を
附
け
る
例
は
古
文
に
多
い
の
で
、
こ
の
類
は
ま
だ
怪
し
む
に
足
り
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
。

毛
詩
に
「
俾
也
可
忘
」（
忘
る
可
か
ら
俾
む
）
⑧
と
い
い
、「
匪
直
也
人
、
秉
心
塞
淵
」（
直
だ
人
、

し

た

心
を
秉
る
こ
と
塞
淵
な
る
に
匪
ず
）
⑨
と
い
う
が
、
こ
れ
ら
の
「
也
」
の
字
は
ど
の
よ
う
に
読
め

ば
よ
い
の
か
。
莊
子
に
「
胡
蝶
胥
也
化
而
爲
蟲
」（
胡
蝶
胥
ひ
化
し
て
蟲
と
爲
る
）
⑩
と
あ
る
が
、

あ

な

こ
の
「
也
」
の
字
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
衍
文
と
し
か
み
え
な
い
が
、
衍
文
で
は
な
い
。
古
書
に

こ
の
類
は
多
い
。
次
に
「
矣
」
の
字
に
は
古
来
倭
訓
が
な
い
。
た
だ
句
末
に
あ
っ
て
、
語
が
終
る

と
こ
ろ
に
置
く
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
論
語
に
「
巧
言
令
色
、
鮮
矣
仁
」（
巧
言
令
色
、
仁
鮮

し
）
⑪
と
い
う
の
は
、「
矣
」
の
字
が
句
中
に
あ
っ
て
、
語
が
終
る
詞
で
は
な
い
。
次
に
「
焉
」
の

字
は
、「
こ
れ
」
と
読
ん
だ
り
、「
こ
こ
に
」
と
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
句
中
に
あ

っ
た
り
、
句
末
に
あ
っ
た
り
し
て
、「
矣
」
の
字
や
「
也
」
の
字
の
よ
う
に
、
何
の
意
味
も
な
く
用

い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
禮
記
に
「
故
先
王
焉
爲
之
立
中
制
節
」（
故
に
先
王
之
が
爲
に
中
を
立
て
節

を
制
す
）
⑫
と
あ
り
、
莊
子
に
「
有
數
存
焉
於
其
閒
」（
數
の
其
の
閒
に
存
す
る
有
り
）
⑬
と
あ
る

「
焉
」
の
字
は
衍
文
の
よ
う
で
あ
る
。
楚
辭
に
「
馳
椒
丘
且
焉
止
息
」（
椒
丘
に
馳
て
且
く
止
息
す
）

⑭
、「
乃
遂
焉
而
逢
殃
」（
乃
ち
遂
に
し
て
殃
に
逢
ふ
）
⑮
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
焉
」
の
字
は

い
づ
れ
も
常
例
で
は
な
い
。
次
に
「
哉
」
の
字
は
、
感
嘆
の
詞
と
し
て
は
「
か
な
」
と
読
み
、
疑

問
の
詞
と
し
て
は
「
や
」
と
読
む
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
莊
子
に
「
世
雖
貴
之
哉
」（
世
之
を

貴
ぶ
と
雖
も
）
⑯
と
い
い
、
國
語
に
「
余
雖
靦
然
而
人
面
哉
」（
余
れ
靦
然
と
し
て
人
面
な
り
と
雖

も
）
⑰
と
い
い
、
楊
子
雲
の
解
嘲
に
「
雖
其
人
之
膽
智
哉
」（
其
の
人
の
膽
智
な
る
と
雖
も
）
⑱
と

い
う
が
、
こ
れ
ら
の
「
哉
」
の
字
は
、
感
嘆
の
詞
で
も
な
く
、
疑
問
の
詞
で
も
な
く
、
助
字
に
す

ぎ
な
い
。
倭
語
で
ど
の
よ
う
に
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
古
人
の
文
が
拘
泥
し
な
い
こ
と
は
以
上

の
と
お
り
で
あ
る
。
他
の
助
字
も
こ
の
例
か
ら
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
賢
の
言
葉
に
「
古

人
、
活
心
を
以
て
活
書
を
看
る
」
⑲
と
い
う
。
今
の
人
も
書
を
看
る
に
は
か
な
ら
ず
活
眼
を
具
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
活
眼
が
な
け
れ
ば
、
古
人
の
文
に
あ
る
活
法
を
看
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

い
た
づ
ら
に
そ
の
時
の
師
の
読
法
を
守
っ
て
変
化
を
知
ら
な
い
の
は
、
柱
に
膠
し
て
瑟
を
調

こ
と
ぢ

に
か
わ

と
と
の

え
る
こ
と
で
あ
る
。
最
近
、
山
崎
氏
の
徒
は
、
文
章
を
理
解
せ
ず
、「
而
」
の
字
を
テ
と
読
み
、「
則
」

の
字
を
レ
バ
と
読
む
の
を
定
法
と
し
、「
而
」
の
字
が
あ
れ
ば
意
味
も
考
え
ず
に
か
な
ら
ず
テ
と
読

み
、「
則
」
の
字
が
あ
れ
ば
意
味
も
考
え
ず
に
か
な
ら
ず
レ
バ
と
読
み
、「
而
」
の
字
、「
則
」
の
字

を
上
の
句
に
つ
づ
け
て
読
む
。
こ
れ
は
句
読
を
わ
か
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
「
而
」
の
字
が
な
い

と
こ
ろ
に
は
、
死
ん
で
も
テ
と
い
う
テ
ニ
ヲ
ハ
を
附
け
ず
、「
則
」
の
字
が
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
死

ん
で
も
レ
バ
と
い
う
テ
ニ
ヲ
ハ
を
附
け
な
い
。（
そ
の
結
果
）
文
義
を
大
き
く
阻
害
し
て
、
み
づ
か

ら
あ
や
ま
る
だ
け
で
な
く
、
後
学
さ
え
も
あ
や
ま
ら
せ
る
。
頑
固
の
き
わ
み
で
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど

お
か
し
く
気
の
毒
な
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
学
ぶ
も
の
は
文
法
の
理
解
に
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
文
法
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
万
巻
の
書
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
古
人
の
趣
旨
を
得
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
山
崎
氏
の
徒
な
ど
は
、
一
生
を
つ
い
や
し
た
と
し
て
も
、
古
書
を
読
解
す
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
、
浅
は
か
な
こ
と
で
あ
る
。

①
『
詩
經
』
豳
風
・
破
斧
「
旣
破
我
斧
、
又
缺
我
斨
。
周
公
東
征
、
四
國
是
皇
。
哀
我
人
斯
、

亦
孔
之
將
。
旣
破
我
斧
、
又
缺
我
錡
。
周
公
東
征
、
四
國
是
吪
。
哀
我
人
斯
、
亦
孔
之
嘉
。

旣
破
我
斧
、
又
缺
我
銶
。
周
公
東
征
、
四
國
是
遒
。
哀
我
人
斯
、
亦
孔
之
休
」。

②
『
楚
辭
』
離
騷
「
余
旣
不
難
夫
離
別
兮
、
傷
靈
脩
之
數
化
。
余
旣
滋
蘭
之
九
畹
兮
、
又
樹

蕙
之
百
畝
。
畦
留
夷
與
揭
車
兮
、
雜
杜
衡
與
芳
芷
」。

③
宋
玉
「
高
唐
賦
」（『
文
選
』
巻
十
九
）「
巨
石
溺
溺
之
瀺
灂
兮
、
沫
潼
潼
而
高
厲
。
水
澹
澹
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而
盤
紆
兮
、
洪
波
淫
淫
之
溶

。
奔
揚
踊
而
相
擊
兮
、
雲
興
聲
之
霈
霈
」。

④
宋
玉
「
神
女
賦
」（『
文
選
』
巻
十
九
）「
動
霧
縠
以
徐
歩
兮
、
拂
墀
聲
之
珊
珊
」。

⑤
『
莊
子
』
庚
桑
楚
「
有
長
而
無
本
剽
者
、
宙
也
。
有
乎
生
、
有
乎
死
、
有
乎
出
、
有
乎
入
、

入
出
而
無
見
其
形
、
是
謂
天
門
」。

⑥
『
戰
國
策
』
燕
策
三
「
怨
惡
未
明
而
明
棄
之
未
盡
厚
也
、
寡
人
雖
不
肖
乎
、
未
如
殷
紂
之

亂
也
。
君
雖
不
得
意
乎
、
未
如
商
容
箕
子
之
累
也
」。

⑦
『
禮
記
』
檀
弓
上
「
子
思
曰
、
昔
者
吾
先
君
子
無
所
失
道
、
道
隆
則
從
而
隆
、
道
隆
則
從

而
隆
。
汲
則
安
能
。
爲
汲
也
妻
者
、
是
爲
白
也
母
、
不
爲
汲
也
妻
者
、
是
不
爲
白
也
母
」。

⑧
『
詩
經
』
邶
風
・
日
月
「
日
居
月
諸
、
出
自
東
方
。
乃
如
之
人
兮
、
德
音
無
良
。
胡
能
有

定
、
俾
也
可
忘
」。

⑨
『
詩
經
』
鄘
風
・
定
之
方
中
「
靈
雨
旣
零
、
命
彼
倌
人
。
星
言
夙
駕
、
説
于
桑
田
。
匪
直

也
人
、
秉
心
塞
淵
、
騋
牝
三
千
」。

⑩
『
莊
子
』
至
樂
「
烏
足
之
根
爲
蠐
螬
、
其
葉
爲
胡
蝶
。
胡
蝶
胥
也
化
而
爲
蟲
、
生
於
竈
下
、

其
狀
若
脱
、
其
名
爲
鴝
掇
」。

⑪
『
論
語
』
學
而
「
子
曰
、
巧
言
令
色
、
鮮
矣
仁
」。

⑫
『
禮
記
』
三
年
問
「
將
由
夫
修
飾
之
君
子
與
、
則
三
年
之
喪
、
二
十
五
月
而
畢
、
若
駟
之

過
隙
、
然
而
遂
之
、
則
是
無
窮
也
。
故
先
王
焉
爲
之
立
中
制
節
、
壹
使
足
以
成
文
理
、
則

釋
之
矣
」。

⑬
『
莊
子
』
天
道
「
不
徐
不
疾
、
得
之
於
手
而
應
於
心
、
口
不
能
言
、
有
數
存
焉
於
其
閒
」。

⑭
『
楚
辭
』
離
騷
「
回
朕
車
以
復
路
兮
、
及
行
迷
之
未
遠
。
歩
余
馬
於
蘭
皐
兮
、
馳
椒
丘
且

焉
止
息
。
進
不
入
以
離
尤
兮
、
退
將
復
脩
吾
初
服
」。

⑮
『
楚
辭
』
離
騷
「
日
康
娯
而
自
忘
兮
、
厥
首
用
夫
顚
隕
。
夏
桀
之
常
違
兮
、
乃
遂
焉
而
逢

殃
。
后
辛
之
菹
醢
兮
、
殷
宗
用
而
不
長
」。

⑯
『
莊
子
』
天
道
「
世
之
所
貴
道
者
書
也
、
書
不
過
語
、
語
有
貴
也
。
語
之
所
貴
者
意
也
、

意
有
所
隨
。
意
之
所
隨
者
、
不
可
以
言
傳
也
、
而
世
因
貴
言
傳
書
。
世
雖
貴
之
哉
、
猶
不

足
貴
也
、
爲
其
貴
非
其
貴
也
」。

⑰
『
國
語
』
越
語
下
「
余
雖
靦
然
而
人
面
哉
、
君
猶
禽
獸
也
」。

⑱
楊
子
雲
『
解
嘲
』（『
文
選
』
巻
四
十
五
）「
雖
其
人
之
膽
智
哉
、
亦
會
其
時
之
可
爲
也
」。

⑲
『
近
古
史
談
』
識
篇
・
了
伯
聽
平
語
「
寧
靜
子
曰
、
古
人
云
、
以
活
眼
讀
活
書
、
天
德
寺

氏
之
聽
平
語
、
可
移
以
爲
讀
史
之
法
焉
」。

書
を
読
む
法

学
問
は
書
を
読
む
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
読
書
の
方
法
に
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
華
音
の
読
み
、
二

つ
は
倭
語
の
読
み
で
あ
る
。「
華
音
」
と
は
今
の
唐
音
で
あ
る
。「
華
音
の
読
み
」
と
は
、
中
華
の

人
の
よ
う
に
唐
音
で
上
か
ら
下
へ
ま
っ
す
ぐ
に
読
み
く
だ
す
こ
と
で
あ
る
。「
倭
語
の
読
み
」
と
は
、

倭
音
や
倭
訓
を
用
い
て
、
上
下
顛
倒
し
て
読
む
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
方
法
は
ど
ち
ら
か
一

方
だ
け
を
廃
し
て
は
な
ら
な
い
。
学
ぶ
も
の
は
ま
づ
華
音
の
読
み
を
習
い
、
次
に
倭
語
の
読
み
を

習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
次
の
通
り
、
書
を
読
む
も
の
は
記
憶
を
基
本
と
す
る
。「
記

憶
」
と
は
お
ぼ
え
る
こ
と
で
あ
る
。
万
巻
の
書
を
読
ん
で
も
、
記
憶
し
な
け
れ
ば
な
ん
の
役
に
も

立
た
な
い
。
だ
か
ら
中
華
に
お
い
て
学
ぶ
も
の
は
、
書
を
読
め
ば
か
な
ら
ず
誦
を
成
す
。「
誦
」
と

は
そ
ら
よ
み
で
あ
る
。「
誦
を
成
す
」
と
は
、
そ
の
文
句
を
そ
ら
で
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
な
ら
ず

誦
を
成
す
の
は
な
ん
の
た
め
か
と
い
う
と
、
い
た
づ
ら
に
談
論
を
助
け
、
引
用
に
資
す
る
た
め
で

は
な
い
、
誦
を
成
さ
な
け
れ
ば
、
そ
の
文
義
に
通
じ
る
こ
と
が
む
つ
か
し
い
か
ら
で
あ
る
。
倭
語

の
読
み
で
あ
っ
て
も
誦
を
成
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
役
に
た
た
な
い
こ
と
が
五
つ
あ
る
。
一
つ
に

は
倭
音
で
誦
す
れ
ば
字
音
が
混
同
す
る
。
二
つ
に
は
倭
訓
で
誦
す
れ
ば
字
義
が
混
同
す
る
。
三
つ

に
は
顛
倒
の
読
み
で
は
句
法
・
字
法
が
失
す
る
。
四
つ
に
は
助
語
辞
が
す
べ
て
抜
け
落
ち
る
。
五

つ
に
は
句
読
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
五
つ
の
弊
害
が
あ
る
の
で
、
辛
苦
し
て
諳
誦
で
き
た
と

し
て
も
、
わ
づ
か
に
談
論
の
助
け
に
し
か
な
ら
ず
、
引
用
す
る
に
も
お
ぼ
つ
か
な
く
、
ま
し
て
や

文
義
に
通
じ
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。
華
音
で
読
め
ば
、
誦
を
成
す
こ
と
も
容
易
で
、
右
に
あ
げ

た
五
つ
の
弊
害
も
な
く
、
引
用
す
る
の
に
も
便
利
で
、
文
義
に
通
じ
る
こ
と
も
む
つ
か
し
く
な
い
。

釋
氏
の
徒
が
佛
経
を
誦
す
る
の
は
、
倭
音
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
顛
倒
の
読
み
を
せ
ず
音
だ
け
で

上
か
ら
下
に
読
む
の
で
、
そ
の
文
句
を
す
べ
て
諳
誦
し
て
一
字
の
遺
漏
も
な
い
。
し
か
し
倭
音
に
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は
四
聲
の
区
別
が
な
く
、
字
音
が
混
同
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
諳
誦
し
た
も
の
が
あ
や
ま
り
や

す
い
。
だ
か
ら
誦
を
成
そ
う
と
お
も
え
ば
、
華
音
を
習
う
の
が
い
ち
ば
ん
よ
い
。
華
音
に
習
熟
す

れ
ば
、
字
音
は
明
ら
か
で
あ
り
、
あ
や
ま
り
は
少
な
い
。
こ
れ
が
そ
の
益
で
あ
る
。
次
に
倭
語
の

読
み
を
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
わ
が
国
の
人
は
、
音
で
順
に
読
み
く
だ
し
て
そ

の
文
句
を
記
憶
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
華
音
に
通
じ
た

上
で
、
さ
ら
に
倭
読
を
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
華
音
の
読
み
は
、
字
音
を

正
し
く
し
、
句
読
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
に
仔
細
は
な
い
。
倭
読
は
古
今

諸
家
の
方
法
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
た
が
い
に
得
失
が
あ
る
。
い
づ
れ
を
是
と
し
、
い
づ
れ
を
非

と
し
よ
う
も
な
い
の
で
、
古
今
を
斟
酌
し
、
諸
家
を
考
え
あ
わ
せ
て
、
そ
の
最
善
の
も
の
を
え
ら

ん
で
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。
今
そ
の
大
法
を
挙
げ
て
、
初
学
に
示
す
。

〇
読
書
の
法
は
、
ま
づ
句
読
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
句
読
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
、

文
義
は
通
じ
が
た
い
。「
句
読
」
と
は
句
ぎ
り
で
あ
る
。
語
の
終
る
と
こ
ろ
を
「
句
」
と
い
う
。
語

は
終
ら
な
い
が
文
が
長
く
つ
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
な
か
の
切
っ
て
も
よ
い
と
こ
ろ
で
何
カ

所
か
切
っ
て
読
む
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
読
」
と
い
う
。
読
は
去
聲
、
音
豆
、
倭
音
ト
ウ
で
あ

と
う

る
。
中
華
の
人
は
、
こ
の
句
読
だ
け
で
文
義
を
理
解
す
る
の
で
、
童
子
な
ど
が
師
に
つ
い
て
書
を

読
み
、
文
字
を
学
ぶ
こ
と
を
「
句
読
を
受
く
」「
句
読
を
授
か
る
」
と
い
う
。
文
章
の
意
味
は
句
読

に
よ
っ
て
か
わ
る
の
で
、
句
読
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
人
は
、
倭
語
を
用
い
て
顛
倒
の

読
み
を
行
い
、
テ
ニ
ヲ
ハ
に
よ
っ
て
意
味
を
取
る
の
で
、
句
読
を
知
ら
な
く
て
も
お
お
よ
そ
そ
の

意
味
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
結
局
句
読
を
疏
略
に
し
て
し
ま
い
、
文
義
が
あ
や
ま
っ

て
い
る
こ
と
に
も
気
が
つ
か
な
い
。
師
範
と
称
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
欠
点

を
免
れ
な
い
も
の
は
多
い
。
ま
し
て
や
学
ぶ
も
の
な
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
文
章
に
は
、

篇
法
、
章
法
、
句
法
、
字
法
が
あ
る
。
古
人
の
書
を
読
む
場
合
で
も
、
今
日
文
章
を
作
る
場
合
で

も
、
こ
の
四
つ
の
法
を
知
ら
な
け
れ
ば
読
め
な
い
し
書
け
な
い
。
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の

も
、
ま
づ
句
読
を
明
ら
か
に
し
た
上
の
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
書
を
読
む
も
の
は
、
か
な
ら
ず
ま
づ

第
一
に
句
読
に
意
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
文
章
に
は
短
句
が
あ
り
、
長
句
が
あ
る
。
短
句
は
一
字
二
字
三
字
の
句
、
長
句
は
十
余
字
に
い

た
る
句
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
句
で
あ
る
と
こ
ろ
は
一
字
で
あ
っ
て
も
切
っ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
テ
ニ
ヲ
ハ
で
つ
な
い
で
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
左
傳
の
「
偃
且
射
子
鉏
。
中
頰
。
殪
」
①

は
、「
偃
且
射
子
鉏
」
五
字
一
句
、「
中
頰
」
二
字
一
句
、「
殪
」
一
字
一
句
で
あ
る
。「
偃
し
て
且

つ
子
鉏
を
射
て
頰
に
中
て
殪
す
」
と
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。「
偃
し
て
且
つ
子
鉏
を
射
る
。
頰
に
中あ

た

る
。
殪
る
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
定
公
三
年
②
に
、「
三
年
」
二
字
一
句
、「
春
」
一
字
一
句
、

「
二
月
」
二
字
一
句
、「
辛
卯
」
二
字
一
句
、「
邾
子
在
門
臺
」
五
字
一
句
、「
臨
庭
」
二
字
一
句
、「
閽
以
缾

水
沃
廷
」
六
字
一
句
、「
邾
子
望
見
之
」
五
字
一
句
、「
怒
」
一
字
一
句
、「
閽
曰
」
二
字
読
、「
夷
射
姑
旋

焉
」
七
字
一
句
、「
命
執
之
」
三
字
一
句
、「
弗
得
」
二
字
一
句
、「
滋
怒
」
二
字
一
句
、「
自
投
于
牀
」
四
字

一
句
、「
廢
于
鑪
炭
」
四
字
一
句
、「
爛
」
一
字
一
句
、「
遂
卒
」
二
字
一
句
、
と
あ
る
の
は
、
長
短
の
句
法

を
う
か
が
い
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
句
を
切
っ
て
読
め
ば
、
句
法
・
字
法
は
お
の
づ

か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
意
味
も
理
解
し
や
す
い
。
こ
れ
を
例
と
し
て
、
他
は
類
推
し
て
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
先
輩
が
書
を
読
ん
で
い
る
の
を
み
る
と
、
句
読
を
分
か
た
ず
、
倭
語
の
テ
ニ
ヲ
ハ
で

つ
な
げ
て
、
数
句
を
一
連
と
し
て
読
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
文
法
に
く
ら
い
か
ら
で
あ

る
。
学
ぶ
も
の
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
察
知
し
な
さ
い
。

①
『
左
傳
』
定
公
八
年
「
皆
取
而
傳
觀
之
。
陽
州
人
出
、
顏
高
奪
人
弱
弓
、
籍
丘
子
鉏
擊

之
、
與
一
人
倶
斃
。
偃
、
且
射
子
鉏
、
中
頰
、
殪
」。

②
『
左
傳
』
定
公
三
年
「
三
年
、
春
、
二
月
辛
卯
、
邾
子
在
門
臺
、
臨
廷
。
閽
以
缾
水
沃

廷
、
邾
子
望
見
之
、
怒
。
閽
曰
、
夷
射
姑
旋
焉
。
命
執
之
。
弗
得
、
滋
怒
、
自
投
于
床
、

廢
于
爐
炭
、
爛
、
遂
卒
。
先
葬
以
車
五
乘
、
殉
五
人
。
莊
公
卞
急
而
好
潔
、
故
及
是
」。

〇
顛
倒
の
読
み
は
、
わ
が
国
の
俗
習
な
の
で
、
す
ぐ
に
改
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。
た
だ
字
を
読

む
場
合
、
倭
訓
で
読
ま
な
い
と
ぴ
っ
た
り
し
な
い
と
こ
ろ
を
除
い
て
、
音
で
読
め
る
か
ぎ
り
は
音

で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
来
の
読
法
は
、
漢
語
を
訳
し
て
倭
語
と
す
る
こ
と
を
重
視
し
、

漢
語
を
倭
文
・
倭
歌
に
使
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
人
名
地
名
の
類
以
外
、
倭
訓
で
読
め
る
か
ぎ

り
は
倭
訓
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
中
華
の
書
が
こ
の
国
の
国
名
草
子
の
よ
う
に
な
り
、
聞

か

な

く
か
ぎ
り
で
は
や
さ
し
く
面
白
い
よ
う
に
感
じ
る
が
、
こ
れ
は
俗
人
の
耳
を
悦
ば
せ
る
だ
け
で
あ

り
、
中
華
を
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
利
益
は
少
な
い
。
文
章
の
道
に
志
す
も
の
は
、
こ
の
弊
害
を
取
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り
除
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
音
で
読
む
の
に
は
三
つ
の
利
益
が
あ
る
。
一
つ
に
は

わ
が
国
に
は
言
語
の
数
が
少
な
く
、
ひ
と
つ
の
倭
訓
を
復
数
の
字
に
通
じ
て
用
い
る
の
で
、
倭
訓

で
読
む
と
そ
の
字
を
記
憶
せ
ず
、
記
憶
し
た
と
し
て
も
あ
や
ま
り
が
多
い
。
音
で
読
め
ば
た
だ
ち

に
そ
の
字
を
記
憶
す
る
。
二
つ
に
は
漢
語
に
は
一
字
に
た
く
さ
ん
の
意
味
が
あ
る
。
朱
子
の
大
學

の
註
に
「
慊
は
、
快
な
り
、
足
な
り
」
①
と
い
い
、
論
語
の
註
に
「
厭
は
棄
絶
な
り
」
②
と
い
う

の
な
ど
は
、
い
づ
れ
も
一
字
に
二
字
の
意
味
を
兼
ね
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
字
を
倭
訓
で
読
め
ば
、

ひ
と
つ
の
意
味
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
音
で
読
め
ば
た
く
さ
ん
の
意
味
を
包
含
し
て
の

こ
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
三
つ
に
は
倭
語
は
煩
瑣
で
あ
り
、
記
憶
す
る
の
に
骨
が
お
れ
る
。
音
で
読

め
ば
簡
約
で
あ
っ
て
諳
誦
し
や
す
い
。
倭
訓
で
読
む
場
合
と
音
で
読
む
場
合
の
得
失
は
以
上
の
と

お
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
昔
か
ら
倭
訓
で
読
み
習
わ
し
て
い
る
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
音
で
読
ん
で
聞

き
苦
し
く
な
い
と
こ
ろ
は
、
今
改
め
て
音
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
『
禮
記
』
大
學
「
此
之
謂
自
謙
」、
鄭
注
「
讀
爲
慊
、
慊
之
言
厭
也
、
謂
誠
意
自
足
」、

朱
注
「
快
也
、
足
也
」。

②
『
論
語
』
雍
也
「
子
見
南
子
。
子
路
不
説
。
夫
子
矢
之
曰
、
予
所
否
者
。
天
厭
之
、
天

厭
之
」、
朱
注
「
厭
、
棄
絶
也
」。

〇
倭
語
は
テ
ニ
ヲ
ハ
を
用
い
て
文
章
を
つ
づ
る
。
テ
ニ
ヲ
ハ
と
い
う
の
は
上
下
の
つ
な
ぎ
で
あ
る
。

だ
か
ら
ヲ
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
ニ
と
い
い
、
ニ
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
ヲ
と
い
え
ば
、
意
味
が

か
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
テ
ニ
ヲ
ハ
が
そ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
倭
語
は
テ
ニ
ヲ
ハ
が

き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
倭
読
を
す
る
も
の
は
、
こ
の
こ
と
を
ゆ
る
が
せ
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
そ
の
な
か
に
一
種
の
む
つ
か
し
い
詞
が
あ
る
。「
云
云
せ
ば
」
と
い
っ
て
よ
い
と
こ
ろ
を
「
云

云
せ
ま
し
か
ば
」
と
い
い
、「
云
云
せ
じ
」
と
い
っ
て
よ
い
と
こ
ろ
を
「
云
云
せ
ざ
ら
ま
し
」
と
い

い
、「
い
ふ
べ
き
の
み
」
と
い
っ
て
よ
い
と
こ
ろ
を
「
い
ふ
べ
か
ら
く
の
み
」
と
い
い
、「
云
云
の

み
」
と
い
っ
て
よ
い
と
こ
ろ
を
「
云
云
な
ら
く
の
み
」
と
い
い
、「
云
云
す
」、
ま
た
は
「
云
云
せ

り
」
と
い
っ
て
よ
い
と
こ
ろ
を
「
云
云
し
け
ら
し
」
と
い
い
、「
云
云
な
り
」
と
い
っ
て
よ
い
と
こ

ろ
を
「
云
云
な
ら
し
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
詞
は
倭
語
で
は
風
雅
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
中
華
の

書
を
読
む
の
に
こ
れ
を
用
い
て
は
む
つ
か
し
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
学
ぶ
も
の
の
た
め
に
い
さ
さ
か

も
利
益
は
な
い
。
か
な
ら
ず
こ
の
類
の
詞
を
除
き
去
っ
て
、
簡
易
な
読
み
方
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

〇
倭
読
の
法
に
、
毛
詩
・
文
選
な
ど
に
は
、
音
訓
両
読
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。「
音
訓
両
読
」
と

は
、
音
で
読
ん
だ
上
に
、
さ
ら
に
倭
訓
で
読
む
こ
と
で
あ
る
。「
關
關
た
る
雎
鳩
」
①
を
「
關

關

く
わ
ん
く
わ
ん

と
や
は
ら
ぎ
な
く
雎
鳩
の
み
さ
ご
」
と
読
み
、「
參
差
た
る
荇
菜
」
①
を
「
參
差
と
か
た
た
が
ひ

し
よ
き
う

し
ん

し

な
る
荇
菜
の
あ
さ
さ
」
と
読
む
類
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
方
法
が
い
つ
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か

か
う
さ
い

は
わ
か
ら
な
い
が
、
も
っ
と
も
無
益
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
や
め
て
常
例
の
よ
う
に
読
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
毛
詩
・
文
選
な
ど
の
文
に
も
、
倭
語
で
読
む
と
こ
ろ
が
あ
り
、

倭
語
で
読
ま
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
鳥
獣
草
木
の
名
も
、
こ
の
国
に
存
在
し
な
い
も
の
に
は
倭
名

が
な
い
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
一
概
に
倭
名
を
施
そ
う
と
す
る
と
牽
強
附
会
を
免
れ
な
い
。
ま

し
て
や
地
名
、
人
名
、
宮
殿
名
な
ど
に
は
も
と
も
と
倭
名
が
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
そ
れ
に
倭
訓

を
施
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
古
来
の
読
み
で
は
、
山
の
名
に
は
「
や
ま
」
を
附
け
、
水
の
名
に

は
「
み
づ
」
を
附
け
、
殿
の
名
に
は
「
と
の
」
を
附
け
、
珠
玉
の
名
に
は
「
た
ま
」
を
附
け
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。
文
選
に
と
く
に
多
い
。
こ
れ
は
す
べ
て
倭
名
が
な
い
物
に
倭
訓
を
施
そ
う
と
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
蛇
足
を
画
い
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
愚
昧
の
至
り
で
あ
り
、
お
か
し
い
こ
と

に
も
ほ
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
読
み
を
一
切
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
『
詩
經
』
周
南
・
關
雎
「
關
關
雎
鳩
、
在
河
之
洲
。
窈
窕
淑
女
、
君
子
好
逑
。
參
差
荇

菜
、
左
右
流
之
。
窈
窕
淑
女
、
寤
寐
求
之
」。

〇
賈
誼
の
過
秦
論
に
「
雲
集
響
應
景
從
」
①
と
い
う
字
が
あ
る
。「
雲
集
」
は
雲
の
集
ま
る
が
如
し

う
ん
し
ふ

と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
響

應
」
は
響
の
聲
に
應
ず
る
が
如
し
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
景
は
影
と

き
や
う
を
う

同
じ
で
、「
景

從
」
は
影
の
形
に
し
た
が
う
が
如
し
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
い
づ
れ
も
譬
喩
で
あ

え
い
し
や
う

ひ

ゆ

る
。
古
来
の
読
み
で
は
「
雲
の
ご
と
く
に
集
ま
り
、
響
の
ご
と
く
に
應
ず
、
景
の
ご
と
く
に
從
ふ
」

か
げ

と
読
む
。
意
味
は
間
違
い
で
は
な
い
が
、
詞
が
む
つ
か
し
く
、
誦
読
に
不
便
で
あ
る
。
た
だ
音
で

「
雲
集
響
應
す
」「
景
從
す
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
文
の
中
に
あ
る
こ
の
類
の

詞
は
、
い
づ
れ
も
譬
喩
の
詞
で
あ
る
。
狼
の
顧
み
る
が
ご
と
き
を
「
狼
顧
」
②
と
い
い
、
虎
の
物

ら
う

こ

を
視
る
が
ご
と
き
を
「
虎
視
」
③
と
い
い
、
龍
の
勢
い
よ
く
駆
け
あ
が
る
が
ご
と
き
を
「
龍
驤
」

こ

し
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④
と
い
い
、蜂
の
起
る
が
ご
と
き
を
「
蜂
起
」⑤
と
い
い
、鼎
の
湯
が
沸
騰
す
る
が
ご
と
き
を
「
鼎
沸
」

ほ
う

き

て
い
ふ
つ

⑥
と
い
い
、
糜
の
沸
騰
す
る
が
ご
と
き
を
「
糜
沸
」
⑦
と
い
う
。
例
を
類
推
し
て
知
る
こ
と
が
で

か
ゆ

び

ふ
つ

き
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
類
は
い
づ
れ
も
譬
喩
の
詞
で
あ
り
、
名
目
で
あ
る
。
だ
か
ら
音
で
読
ん
だ

ほ
う
が
よ
い
。
倭
語
で
読
め
ば
名
目
に
な
ら
な
い
。

①
賈
誼
「
過
秦
論
」（『
文
選
』
巻
五
十
一
）「
天
下
雲
集
而
響
應
、
嬴
糧
而
景
從
」。

②
『
戰
國
策
』
齊
策
「
秦
雖
欲
深
入
、
則
狼
顧
恐
韓
魏
之
議
其
後
也
」。

③
『
三
國
志
』
呉
書
・
孫
權
傳
「
據
三
州
、
虎
視
於
天
下
」。

④
『
後
漢
書
』
呉
蓋
傳
贊
「
呉
公
鷙
彊
、
寔
爲
龍
驤
」。

⑤
『
後
漢
書
』
謝
弼
傳
「
今
邊
境
日
蹙
、
兵
革
蜂
起
、
自
非
孝
道
、
何
以
濟
之
」。

⑥
『
漢
書
』
霍
光
傳
「
羣
下
鼎
沸
、
社
稷
將
傾
」。

⑦
『
漢
書
』
揚
雄
傳
「
豪
俊
糜
沸
雲
擾
、
羣
黎
爲
之
不
康
」。

〇
未
明
に
寝
床
の
上
で
食
事
を
す
る
こ
と
を
「
蓐

食
」
と
い
う
。
通
常
の
早
飯
を
「
朝

食
」

ぢ
よ
く
し
よ
く

ち
や
う
し
よ
く

と
い
う
。
日
中
に
食
事
を
す
る
こ
と
を
「
中
食
」
と
い
う
。
晩
飯
を
「
夕

食
」
と
い
う
。
い
づ

せ
き
し
よ
く

れ
も
名
目
で
あ
る
。
蓐
食
を
「
し
と
ね
に
は
む
」
と
読
み
、
朝
食
を
「
あ
し
た
に
く
ら
ふ
」
と
読

み
、
夕
食
を
「
ゆ
ふ
べ
に
く
ら
ふ
」
と
読
む
類
は
、
い
づ
れ
も
名
目
を
失
し
て
い
て
よ
く
な
い
。「
蓐

食
す
」「
朝
食
す
」「
中
食
す
」「
夕
食
す
」
と
、
音
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
朝
廷
で
人
を
大
声
で
罵
倒
す
る
こ
と
を
「
廷
叱
」
と
い
う
。
朝
廷
で
人
に
恥
辱
を
あ
た
え
る
こ

て
い
し
つ

と
を
「
廷

辱
」
と
い
う
。
朝
廷
で
君
を
諫
め
て
君
と
争
う
こ
と
を
「
廷
爭
」
と
い
う
。
衆
人
の

て
い
ぢ
よ
く

い
さ

て
い
さ
う

中
で
人
に
恥
辱
を
あ
た
え
る
こ
と
を
「
衆

辱
」
と
い
う
。
い
づ
れ
も
名
目
で
あ
る
。「
廷
に
し
て

し
う
ぢ
よ
く

叱
す
」「
廷
に
し
て
は
づ
か
し
む
」「
廷
に
し
て
あ
ら
そ
ふ
」「
衆
は
づ
か
し
む
」
と
読
む
の
は
よ
く

な
い
。「
廷
叱
す
」「
廷
辱
す
」「
廷
爭
す
」「
衆
辱
す
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も

二
字
三
字
が
連
属
し
て
名
目
と
な
っ
た
詞
を
倭
語
で
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。
倭
語
で
読
め
ば
名
目

の
意
を
失
す
る
。
か
な
ら
ず
音
で
読
ん
で
、
名
目
で
あ
る
こ
と
を
記
憶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

釋
氏
の
徒
が
佛
書
を
読
む
場
合
は
、
倭
訓
が
す
く
な
く
、
音
で
読
む
こ
と
が
多
い
の
で
、
名
目
の

類
は
そ
の
本
旨
を
失
せ
ず
、
学
び
は
じ
め
の
も
の
で
も
記
憶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
儒
者
が
書
を

読
む
場
合
は
、
先
輩
か
ら
倭
語
を
用
い
る
よ
う
に
指
導
さ
れ
る
の
で
、
華
語
の
本
旨
を
失
す
る
こ

と
が
と
て
も
多
い
。
こ
の
弊
害
を
改
め
る
の
で
な
け
れ
ば
文
理
に
達
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

〇
樂
記
に
「
斯
須
」
①
と
い
う
字
が
あ
り
、
中
庸
に
「
須
臾
」
②
と
い
う
字
が
あ
る
。
同
じ
く
暫
時

ざ
ん

じ

と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
詞
が
異
な
れ
ば
音
で
読
ん
で
そ
の
字
を
記
憶
す
る
の
が
よ
い
。
先
輩
の

よ
う
に
、
す
べ
て
倭
語
を
用
い
て
「
し
ば
ら
く
」
と
読
ん
で
は
、「
斯
須
」
と
「
須
臾
」
と
の
詞
の

し

し
ゆ

相
違
を
区
別
し
よ
う
に
も
し
よ
う
が
な
く
、
そ
の
字
を
記
憶
す
る
の
も
む
つ
か
し
い
。
音
で
読
む

の
と
倭
語
に
読
む
の
と
の
得
失
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
そ
れ
以
外
は
類

推
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
『
禮
記
』
樂
記
「
君
子
曰
、
禮
樂
不
可
斯
須
去
身
。
致
樂
以
治
心
、
則
易
直
子
諒
之
心

油
然
生
矣
」。

②
『
禮
記
』
中
庸
「
天
命
之
謂
性
、
率
性
之
謂
道
、
修
道
之
謂
教
。
道
也
者
、
不
可
須
臾

離
也
、
可
離
非
道
也
」。

〇
書
を
読
む
の
は
、
文
字
を
識
り
、
義
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
文
字
を
識
り
、

し

義
理
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
ま
づ
そ
の
文
句
を
記
憶
す
る
の
で
な
け
れ
ば
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
書
を
読
む
も
の
は
、
そ
の
文
句
を
記
憶
す
る
こ
と
を
第
一
の
つ
と
め
と
す

る
。
古
人
の
一
篇
の
文
章
を
看
る
の
に
も
、
眼
が
全
篇
に
ゆ
き
わ
た
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
文
の
大

意
さ
え
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
し
て
や
篇
章
句
字
の
法
の
精
密
細
微
な
と
こ
ろ
を
ど
の
よ

う
に
し
て
見
分
け
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
一
首
の
詩
は
短
い
物
で
あ
る
が
、
い
い
か
げ

ん
に
看
過
し
て
は
そ
の
意
に
通
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
な
ら
ず
そ
の
語
句
を
諳
誦
し
、
反
覆

吟
咏
し
て
は
じ
め
て
そ
の
意
味
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
が
わ
か
る
場
合
が
あ
る
。
詩
文
で
す
ら
そ
う

で
あ
る
、
ま
し
て
や
一
冊
の
書
を
読
む
と
き
に
、
こ
こ
を
看
て
い
る
と
き
に
は
あ
ち
ら
を
忘
れ
、

最
後
を
読
ん
で
い
る
と
き
に
は
最
初
を
忘
れ
る
よ
う
で
は
、
ど
う
し
て
そ
の
書
の
大
義
に
通
じ
る

こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
か
な
ら
ず
一
冊
の
書
を
貫
い
て
、
そ
の
文
を
記
憶
し
、
前
後
を
思
い
あ
わ

せ
て
は
じ
め
て
事
の
始
末
も
義
理
の
落
ち
着
き
先
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
た
と
え
ば
高
い
山
の
上
か
ら
下
を
見
下
ろ
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
目
で
見
わ
た
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
、
地
理
の
曲
折
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
。
書
を
読
む
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
識
で

書
の
始
め
か
ら
終
り
ま
で
一
目
で
見
わ
た
す
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
目
を
書
の
始
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終
に
わ
た
す
と
い
う
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
か
な
ら
ず
ま
づ
そ
の
書
を
熟
読
し
、
そ
の

語
句
を
諳
誦
記
憶
し
、
一
冊
の
書
が
は
っ
き
り
と
胸
中
に
存
在
し
て
は
じ
め
て
書
巻
を
開
く
た
び

に
ど
の
部
分
で
あ
っ
て
も
我
が
眼
が
書
の
始
終
に
お
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
て
諳
誦

記
憶
は
、
熟
読
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
熟
読
せ
ず
に
急
に
記
憶
し
よ
う
と
し
て
、
今
日
一
語
を
記

憶
し
、
明
日
一
句
を
記
憶
す
る
よ
う
な
や
り
方
で
は
、
す
み
や
か
に
功
を
な
し
と
げ
る
こ
と
は
で

き
る
が
、
す
み
や
か
に
得
た
こ
と
は
す
み
や
か
に
失
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
何
の
意
識
も
せ
ず
玩

読
し
、
そ
れ
を
数
十
回
繰
り
返
せ
ば
、
い
つ
と
な
く
口
を
つ
い
て
で
て
、
自
然
に
そ
の
文
句
を
諳

誦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
記
憶
し
た
も
の
は
、
い
く
ら
時
が
た
っ
て
も
忘
れ
な

い
、
こ
れ
を
「
熟
読
」
と
い
う
。
こ
れ
が
読
書
の
要
法
で
あ
る
。
こ
の
法
を
用
い
る
に
は
、
古
来

の
読
み
の
よ
う
な
、
む
つ
か
し
い
倭
訓
、
む
つ
か
し
い
テ
ニ
ヲ
ハ
を
は
ぶ
い
て
、
簡
易
に
学
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
簡
易
」
と
は
、
事
が
す
く
な
く
簡
単
な
こ
と
で
あ
る
。
前
に
い
っ
た
よ
う
に
、

音
で
読
ん
で
通
じ
る
と
こ
ろ
は
、
倭
語
を
用
い
ず
に
音
で
読
む
、
こ
れ
が
簡
易
の
法
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
儒
生
が
書
を
読
む
の
は
、
中
華
の
文
章
を
学
ん
で
聖
人
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ

り
、
倭
歌
倭
文
の
用
に
立
て
よ
う
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
倭
訓
を
省
略
し
て
誦
読
に
便
利
で
記

憶
し
や
す
い
や
り
方
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
中
華
の
人
が
書
を
読
む
と
は
、
書
を
看
る
こ
と
を
い
う
。
別
に
「
看
書
」
と
い
う
言
葉
は
あ
る

が
、
俗
語
で
あ
る
。
雅
言
に
は
「
読
書
」
だ
け
し
か
な
く
、「
看
書
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
。
こ
の

国
の
人
は
、
読
書
と
看
書
を
二
つ
に
分
け
て
、
読
書
は
読
書
、
看
書
は
看
書
と
し
て
、
同
じ
事
と

み
な
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
国
俗
の
あ
や
ま
り
で
は
あ
る
が
、
こ
の
国
の
習
慣
で
は
、
読
む
こ
と

と
看
る
こ
と
は
実
は
同
じ
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
倭
語
の
読
み
に
は
顛
倒
が
あ

り
、
助
語
を
読
ま
ず
に
の
こ
す
か
ら
で
あ
る
、
こ
れ
が
漢
語
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
だ
か
ら
口

で
読
む
だ
け
で
は
、
漢
文
の
意
味
は
理
解
し
が
た
い
。
口
で
倭
語
の
読
み
を
し
た
と
し
て
も
、
目

で
は
そ
の
文
字
を
看
て
、
そ
の
上
下
の
位
置
を
分
別
し
、
助
語
辞
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
ま
で
目
を
つ

け
て
仔
細
に
看
て
、
心
で
は
そ
の
句
法
字
法
に
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
異
同
が
あ
る
こ
と
を
考
え
な
が

ら
、
中
華
の
人
が
音
で
上
か
ら
順
に
読
み
く
だ
す
心
持
ち
に
な
っ
て
、
漢
文
の
条
理
血
脈
を
認
識

し
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
書
を
看
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
読
む
と
い
う

だ
け
で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
が
な
い
の
で
、
そ
の
益
も
少
な
い
。
こ
れ
が
倭
漢
の
読
書
の
異
な
る

点
で
あ
る
。

〇
倭
読
に
は
諸
家
の
点
が
あ
り
、
た
が
い
に
異
同
が
あ
る
。
学
ぶ
も
の
は
往
々
に
し
て
そ
の
点
の

是
非
を
争
う
。
争
う
内
容
に
は
道
理
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
結
局
倭
語
の
上
に
お
け
る
是
非

で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
優
劣
を
定
め
る
必
要
は
な
い
。
し
っ
か
り
と
学
問
し
よ
う
と
お
も
う
も
の
は
、

こ
れ
に
深
く
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
点
は
と
り
あ
え
ず
お
い
て
お
い
て
、
と
に
も
か
く
に
も

読
む
こ
と
を
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
点
に
目
を
つ
け
ず
、
本
文
に
目
を
つ
け
て
、
中

華
の
人
の
読
法
の
よ
う
に
上
か
ら
順
に
読
み
く
だ
す
意
識
で
そ
の
文
義
を
尋
求
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
だ
か
ら
読
書
に
は
点
が
な
い
テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
ほ
う
が
よ
い
。
も
し
点
が
な
い
テ
キ
ス

ト
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
初
学
の
も
の
は
、
と
り
あ
え
ず
点
の
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
も
よ

い
。
そ
の
点
の
あ
る
テ
キ
ス
ト
は
、
諸
家
の
う
ち
の
い
づ
れ
の
テ
キ
ス
ト
で
も
よ
い
。
魚
を
得
る

ま
で
の
筌
な
の
で
、
い
づ
れ
の
点
で
あ
っ
て
も
倭
読
を
習
う
と
い
う
こ
と
で
は
お
な
じ
で
あ
る
。

そ
の
本
旨
を
会
得
す
れ
ば
、
点
は
読
む
人
の
心
の
中
に
存
在
す
る
。
そ
の
究
極
の
目
的
を
い
う
と
、

点
を
捨
て
て
中
華
の
人
の
心
に
な
り
き
り
、
心
と
目
を
用
い
て
漢
語
の
読
み
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、

さ
も
な
け
れ
ば
真
の
読
書
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
れ
が
読
書
の
第
一
義
で
あ
る
。

倭
讀
要
領
卷
中

『
倭
讀
要
領
』
巻
中
原
文
（
平
假
名
校
訂
）

凡
例

一
、
本
譯
註
は
『
倭
讀
要
領
』
享
保
十
三
年
刊
を
底
本
と
し
、
原
文
の
片
仮
名
を
今
の
人
が
読
み

や
す
い
よ
う
に
平
仮
名
に
直
し
た
。

一
、
原
文
は
読
点
の
み
で
あ
る
が
、
文
意
に
し
た
が
っ
て
句
読
点
に
直
す
。

一
、
標
題
、
引
用
文
な
ど
は
返
り
点
、
送
り
仮
名
を
附
し
て
い
る
が
、
パ
ソ
コ
ン
表
記
上
の
制
約

に
よ
り
省
略
し
た
。
書
き
下
し
は
現
代
語
訳
の
部
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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一
、
語
の
左
右
に
ル
ビ
が
あ
る
も
の
が
あ
る
が
、
左
訓
は
語
の
下
に
〔

〕
を
附
し
て
下
に
入
れ

る
。

倭
讀
要
領
卷
中

信
陽
太
宰
純
德
夫
撰

倭
語
正
誤

倭
語
は
萬
葉
集
を
本
と
し
て
、
其
餘
の
古
書
を
以
て
參
考
し
て
、
雅
俗
の
分
を
知
り
、
古
今
の
異

も
と

よ

が

ぞ

く

ぶ
ん

を
辨
ふ
べ
し
。
名
物
は
和
名
集
を
本
と
す
。
然
れ
ど
も
吾
國
の
古
書
も
簡
册

頗

多
け
れ
ば
、

わ
き
ま

め
い
ぶ
つ

か
ん
さ
く
す
こ
ぶ
る

初
學
の
士
の
究
覽
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。

且

先
時
師
の
敎
に

遵

て
、
習
讀
す
べ
し
。
其
中
に

き
は
め

み

し
ば
ら
く
ま
づ

し
た
が
ひ

し
ゆ
ど
く

近
世

誤

讀
て
、
字
義
を
失
へ
る
者
あ
り
。
今
其
尤
き
者
を
舉
て
、
初
學
に
示
す
こ
と
左
の
如

あ
や
ま
り

け
や
け

し
。

猪

豬
と
同
じ
。
猪
と
い
ひ
、
豕
と
い
ふ
、
一
物
な
り
。
倭
語
に
ゐ
と
い
ふ
。
俗
に
は
ぶ
た
と
い

ち
よ

し

ふ
是
な
り
。
此
字
を
ゐ
の
し
し
と
い
ひ
、
又
ゐ
の
こ
と
い
ふ
、
皆
非
な
り
。
ゐ
の
し
し
は
野
猪

や

ち
よ

な
り
、
ゐ
の
こ
は
豚
な
り
。
小
豕
を
豚
と
い
ふ
。
猪
豕
の
二
字
を
ば
、
只
ゐ
と
讀
べ
し
。

と
ん

蒲

倭
語
に
か
ま
と
い
ふ
。
淸
て
い
ふ
べ
し
。
俗
に
は
が
ま
と
濁
て
い
ふ
。
朗
詠
集
に
、
刑
鞭
蒲

腐
て
螢
空
く
去
る
と
い
ふ
句
を
、
淸
て
讀
習
は
せ
り
。
又
近
江
の
國
の
蒲
生
郡
を
か
ま
ふ
と

よ
み

い
ふ
も
、
淸
て
呼
ぶ
。
又
源
範
賴
を
蒲
御
曹
子
と
稱
す
。
蒲
の
字
を
か
ば
と
呼
ぶ
。
凡
讀

か
ば
の
お
ん
ざ

う

し

お
よ
そ

書
に
は
か
ま
と
讀
べ
し
。

豚

㹠
豘
と
同
じ
。
説
文
に
小
豕
也
と
註
せ
り
。
故
に
ゐ
の
こ
と
讀
む
。
倭
語
當
れ
り
。
豕
猪
の

二
字
を
、
ゐ
の
こ
と
讀
む
は
誤
な
り
。

圓

倭
語
に
ま
と
か
と
い
ふ
。
と
の
字
を
濁
て
、
ま
ど
か
と
い
ふ
は

訛

な
り
。

あ
や
ま
り

裳

衣
を
こ
ろ
も
と
い
ひ
、
裳
を
も
と
い
ふ
。
俗
儒
も
す
そ
と
讀
む
は
非
な
り
。
も
す
そ
は
、
裾

い

し
や
う

き
よ

の
字
、
裔
の
字
、
又

の
字
な
り
。
裳
は
も
す
そ
に
あ
ら
ず
。

え
い

し

豕

卽

猪
な
り
。
俗
に
い
ふ
ぶ
た
な
り
。
ゐ
と
讀
べ
し
。
ゐ
の
こ
と
讀
べ
か
ら
ず
。
ゐ
の
こ
は

す
な
は
ち

豚
な
り
。
前
の
猪
の
字
の
下
に
見
え
た
り
。

し
た

灑

洒
と
同
じ
。
そ
そ
く
と
淸
て
い
ふ
べ
し
。
く
の
字
を
濁
て
、
そ
そ
ぐ
と
い
ふ
は
訛
な
り
。

さ
い

乃

廼
と
同
じ
。
辭
に
用
た
る
處
に
て
は
、
す
な
は
ち
と
讀
べ
し
。
俗
儒
い
ま
し
と
讀
む
は
誤
な

り
。
い
ま
し
は
、
吾
國
の
古
言
に
、
な
ん
ぢ
を
い
ま
し
と
い
ふ
。
乃
の
字
を
汝
と
訓
ず
る
故

に
、
古
書
に
い
ま
し
と
讀
め
る
は
、
必
汝
の
義
な
り
。
乃
の
字
の
み
に
あ
ら
ず
。
汝
の
字
を

じ
よ

も
い
ま
し
と
讀
め
り
。
又
い
ま
し
い
と
讀
む
者
あ
り
、
殊
に
鄙
俚
な
り
。

ひ

り

槳

此
字
を
か
ぢ
と
讀
む
は
誤
な
り
。
字
彙
に
、
縱
な
る
を
櫓
と
曰
ひ
、
横
な
る
を
槳
と
曰
ふ
と

註
せ
り
。
槳
は
櫓
の
類
に
て
、
船
の

傍

に
在
る
を
槳
と
い
ふ
。
櫓
の
字
に
倭
訓
な
け
れ

し
や
う

ろ

か
た
は
ら

ば
、
漿
の
字
に
も
倭
訓
な
し
。
若
强
て
倭
語
に
い
は
ん
と
な
ら
ば
、
さ
ほ
と
い
ふ
べ
し
。
然

し
ゐ

れ
ど
も
さ
ほ
と
い
へ
ば
、
櫂
篙
に
混
ず
。
櫂
は
棹
と
同
じ
。
木
の
さ
ほ
な
り
。
常
に
か
い
と

た
う
か
う

い
ふ
是
な
り
。
篙
は
竹
の
さ
ほ
な
り
。
櫂
の
字
を
さ
ほ
と
讀
む
も
、
篙
よ
り
移
り
た
る
倭
語

な
り
。
槳
は
櫓
の
類
な
れ
ば
、
强
て
倭
訓
を
施
し
が
た
し
。
音
に
讀
ん
に
は
し
か
じ
。

し
ゐ

こ
ゑ

貢

倭
語
に
み
つ
き
と
い
ふ
。
淸
て
い
ふ
べ
し
。
き
の
字
を
濁
て
、
み
つ
ぎ
と
い
ふ
は
訛
な
り
。

避

さ
く
る
と
讀
べ
し
。
さ
く
る
と
は
、
常
に
い
ふ
よ
く
る
義
な
り
。
我
よ
り
よ
け
て
の
き
さ
る

な
り
。
俗
儒
さ
る
と
讀
む
は
非
な
り
。
さ
る
と
讀
む
は
、
辟
の
字
な
り
。
辟
の
字
に
多
音
多

義
あ
り
。
其
中
に
音
壁
な
る
は
、
除
也
屏
也
と
註
し
て
、
驅
〔
か
り
〕
除
〔
は
ら
ひ
〕
屏
〔
し

り
ぞ
け
〕
去
〔
さ
る
〕
の
義
な
り
。
本
草
に
、
雄
黄
、
邪
を
辟
る
、
犀
角
、
寒
を
辟
る
と
い

さ

さ

へ
る
類
是
な
り
。
倭
語
に
さ
る
と
讀
み
、
又
し
り
ぞ
く
る
と
讀
む
。
音
闢
な
る
は
、
闢
と
同

じ
。
孟
子
に
土
地
を
辟
く
、
行
て
人
を
辟
く
と
い
へ
る
類
是
な
り
。
倭
語
に
ひ
ら
く
と
讀
む
。

壁
と
闢
と
、
倭
音
同
く
し
て
、
華
音
別
な
り
。
音
避
な
る
は
、
避
と
同
じ
。
經
傳
に
去
聲
と

ひ

註
せ
る
も
、
避
と
同
じ
。
論
語
に
賢
者
世
を
辟
く
と
い
へ
る
是
な
り
。
さ
く
る
と
讀
な
り
。

さ

辟
の
字
、
此
三
音
其
義
ま
ぎ
れ
や
す
し
。
よ
く
よ
く
辨
別
す
べ
し
。
俗
儒
音
義
を
審
に
せ
ず
、

一
槩
に
さ
る
と
讀
む
は
誤
な
り
。

彘

豕
也
と
註
せ
り
。
豕
の
別
名
な
り
。
ゐ
と
讀
べ
し
、
ゐ
の
こ
と
讀
べ
か
ら
ず
。

ゐ

背

身
の
北
を
背
と
曰
ふ
。
身
の
後
な
り
。
倭
語
に
せ
と
い
ふ
是
な
り
。
俗
儒
せ
な
か
と
讀
む

う
し
ろ

ぜ

は
誤
な
り
。
脊
の
字
を
せ
な
か
と
讀
む
。
せ
な
か
と
は
、
背
中
の
義
な
り
。
膂
は
脊
骨
な
り
。

り
よ

せ
ぼ
ね
と
讀
む
。
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卜

龜
を
灼
を
卜
と
い
ふ
。
蓍
を
揲
を
筮
と
い
ふ
。
卜
す
筮
す
と
音
に
讀
べ
し
。
う
ら
な
ふ
と
讀

や
く

ぼ
く

め
ど

と
る

ぜ
い

べ
か
ら
ず
。
占
の
字
を
う
ら
な
ふ
と
讀
む
。
う
ら
な
ふ
と
い
ふ
は
、
卜
筮
に
通
ず
。
汎
き
辭

ひ
ろ

な
り
。

躍

を
ど
る
と
讀
む
。
古
き
讀
に
、
此
字
を
ほ
ど
は
し
る
と
讀
こ
と
あ
る
は
非
な
り
。
迸
の
字
を

よ
み

ほ
ど
は
し
る
と
讀
む
。
迸
は
、
走
逸
也
と
註
し
て
、
譬
ば
癰
腫
の
處
を
擠
せ
ば
、
膿
血
走

は
う

た
と
へ

よ
う
し
ゆ

を

は
し

り
出
る
、
是
を
ほ
ど
は
し
る
と
い
ふ
。
躍
は
下
よ
り
を
ど
り
上
る
な
り
。
水
の
擊
れ
て
を
ど

あ
が

う
た

り
上
る
も
躍
な
り
。
迸
と
躍
と
、
義
同
か
ら
ず
。

謬

訓
ず
べ
か
ら
ず
。

を
な
じ

あ
や
ま
り

迫

せ
ま
る
と
讀
べ
し
、
せ
む
る
と
讀
べ
か
ら
ず
。
せ
ま
る
と
い
ふ
は
、
近
づ
く
意
な
り
。
逼

ひ
よ
く

の
字
も
せ
ま
る
と
讀
む
。
逼
迫
の
二
字
同
義
な
り
。

食

此
字
本
入
聲
、
職
の
韻
に
入
る
。
漢
音
し
よ
く
、
呉
音
じ
き
。
く
ら
ふ
な
り
、
く
ひ
も
の
な

も
と

り
。
又
去
聲
寘
の
韻
に
入
る
。
倭
音
し
。
飯
也
と
註
し
て
、
い
ひ
の
こ
と
な
り
。
い
ひ
は
、

し

め
し
な
り
。
又
く
ら
は
し
む
る
と
讀
む
。
く
は
す
る
こ
と
な
り
。
此
時
飼
の
字
と
通
ず
。
又

や
し
な
ふ
と
讀
む
。
卽
く
は
す
る
義
な
り
。
常
に
飮

食
と
い
ふ
は
、
の
み
く
ら
ふ
と
い
ふ

い
ん
し
よ
く

義
、
又
の
み
も
の
、
く
ひ
も
の
と
い
ふ
義
な
る
故
に
、
食
の
字
を
入
聲
に
讀
な
り
。
俗
儒
い

ん
し
い
と
讀
む
は
誤
な
り
。

楫

檝
と
同
じ
。
短
棹
な
り
。
又
橈
と
い
ふ
。
棹
は
、
か
い
な
り
。
楫
は
、
短
き
か
い
な
り
。

じ
や
う

書
中
に
て
は
さ
ほ
と
讀
べ
し
。
俗
儒
か
ぢ
と
讀
む
は
誤
な
り
。
か
ぢ
は
、
柁
な
り
。
橈
も
是

だ

と
同
じ
。
か
ぢ
と
讀
べ
か
ら
ず
。

夾

は
さ
む
と
讀
べ
し
。
路
を
夾
む
、
岸
を
夾
む
と
い
ふ
は
、
兩
傍
に
在
る
義
な
り
。
夾
み
攻
む
、

ば
う

夾
み
擊
つ
と
い
ふ
は
、
兩
傍
よ
り
攻
擊
な
り
。
さ
し
は
さ
む
と
讀
べ
か
ら
ず
。
挾
の
字
を
さ

せ
め
う
つ

し
は
さ
む
と
讀
む
。
挾
は
、
挾
持
な
り
。

右
倭
語
の
其
字
義
を
失
へ
る
者
、
大
略
此
類
な
り
。
餘
は
具
陳
し
が
た
し
。
學
者
心
を
潛
て
尋

ひ
そ
め

思
せ
ば
、
是
非

自

見
ゆ
べ
し
。
又
童
蒙
書
を
讀
む
時
、
倭
語
の
て
に
を
は
に
於
て
は
、
全
く

お
の
づ
か
ら

心
を
用
ひ
ず
。
只
時
師
の
口
授
に
從
て
習
讀
す
る
故
に
、
多
く
差
謬
を
致
す
。
凡
倭
語
は
、
て
に

く

じ
ゆ

し
ゆ
ど
く

さ

び

う

を
は
を
以
て
其
義
を
成
就
す
。
て
に
を
は
を
誤
れ
ば
、
文
理
に
違
て
、
大
義
遂
に
乖
く
。
眞
に

た
が
ひ

つ
ゐ

そ
む

ま
こ
と

是
細
故
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
今
の
學
者
、
若
華
音
の
讀
を
な
さ
ば
、
て
に
を
は
を
論
ぜ
ず
し
て
可

も
し

よ
み

か

な
り
。
倭
語
の
讀
は
、
て
に
を
は
を
用
ひ
ざ
る
こ
と
を
得
ず
。
深
く
拘
は
る
に
足
ら
ず
と
い
へ
ど

よ
み

か
か

も
、
草
草
に
し
て
鹵
莽
を
致
す
べ
か
ら
ず
。

さ
う
さ
う

ろ

ば
う

倭
讀
正
誤

近
世
の
俗
儒
論
語
を
讀
む
に
、
其
如
示
諸
斯
乎
の
句
を
、
そ
れ
斯
を
示
る
が
如
き
か
と
讀
て
、
諸

こ
れ

み

の
字
を
讀
ま
ず
。
上
に
其
説
を
知
れ
る
者
の
天
下
に
於
る
や
と
あ
り
。
諸
の
字
は
す
な
は
ち
上
句

の
天
下
を
指
て
い
へ
る
な
り
。
禘
の
説
を
知
れ
る
者
の
天
下
を
治
る
は
、
何
の
難
き
こ
と
も
無
く
、

四
海
九
州
を
掌
の
上
に
置
て
、
一
目
に
視
る
が
如
く
な
ら
ん
と
い
ふ
義
な
り
。
さ
れ
ば
此
句
を
ば
、

ひ
と

め

そ
れ
諸
を
斯
に
示
る
が
如
け
ん
か
と
讀
べ
し
。
凡
諸
の
字
を
句
中
に
置
く
は
、
多
く
は
之
の
字
の

こ
れ

こ
こ

み

義
に
て
、
指
す
所
あ
る
詞
な
り
。
遺
さ
ず
讀
べ
き
な
り
。
其
の
字
は
期
望
す
る
詞
に
て
、
事
を
つ

の
こ

き

き

ば
う

も
り
は
か
り
て
い
ふ
時
、
そ
れ
と
置
く
字
な
り
。
上
に
其
と
あ
る
處
は
、
下
に
て
云
云
せ
ん
、
云

そ
れ

云
な
ら
ん
と
讀
べ
き
な
り
。
俗
儒
多
く
は
こ
れ
を
知
ら
ず
。
中
庸
に
も
治
國
其
如
示
諸
掌
乎
の
語

あ
り
、
是
に
准
じ
て
讀
べ
し
。

〇
遂
事
不
諫
の
句
を
、
と
げ
ん
じ
こ
と
を
ば
諫
め
ず
と
讀
む
、
と
げ
ん
じ
と
い
ふ
て
に
を
は
は
非

な
り
。
と
げ
ん
じ
は
、
と
げ
に
し
な
り
。
に
し
と
い
ふ
は
、
倭
語
に
て
了

畢
〔
お
は
る
〕
の
詞

り
や
う
ひ
つ

な
り
。
と
げ
に
し
と
は
、
と
げ
お
は
り
し
と
い
ふ
詞
な
り
。
今
本
文
に
遂
事
と
い
ふ
は
、
朱
註
の

意
は
、
事
い
ま
だ
成
就
せ
ざ
れ
ど
も
、
其

勢

已
こ
と
あ
た
は
ざ
る
を
い
ふ
な
り
。
さ
れ
ば
遂
事

い
き
ほ
ひ
や
む

の
二
字
を
、
倭
語
に
い
は
ば
、
と
ぐ
べ
き
こ
と
は
と
讀
べ
き
な
り
。
讀
む
者
こ
れ
を
思
は
ず
、
上

の
句
を
な
り
ん
じ
事
を
ば
と
讀
た
る
う
つ
り
に
て
、
此
句
を
と
げ
ん
じ
事
を
ば
と
讀
む
は
、
て
に

を
は
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
今
此
三
句
の
上
の
二
字
を
、
倭
語
を
用
ひ
ず
し
て
、
成
事
は
説
か
ず
、
遂

せ
い

じ

す
い

事
は
諫
め
ず
、
旣
往
は
咎
め
ず
と
讀
む
。
簡
潔
に
し
て
其
義
を
失
は
ず
。

き

わ
う

か
ん
け
つ

〇
不
以
其
道
得
之
の
句
を
、
其
道
を
以
て
せ
ず
し
て
こ
れ
を
得
ば
と
讀
む
は
誤
な
り
。
此
不
の
字

は
、
非
の
字
の
如
し
。
富
貴
は
人
の
好
み
ね
が
ふ
こ
と
な
れ
ど
も
、
富
貴
に
な
る
べ
き
道
を
以
て

こ
の

こ
れ
を
得
た
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
處
ら
ず
、
貧
賤
は
人
の
惡
み
き
ら
ふ
こ
と
な
れ
ど
も
、
貧
賤
に

お

に
く

な
る
べ
き
道
を
以
て
こ
れ
を
得
た
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
去
ら
ず
と
な
り
。
不
の
字
得
之
の
字
ま
で

に
被
る
。
不
處
不
去
の
不
の
字
と
相

喚

應
〔
よ
び
こ
た
ふ
〕
す
る
な
り
。
然
れ
ば
上
の
句
を
ば
、

か
ぶ

あ
ひ
く
わ
ん
を
う
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其
道
を
以
て
こ
れ
を
得
ざ
れ
ば
と
讀
べ
し
。
不
の
字
を
あ
ら
ざ
れ
ば
と
讀
む
も
可
な
り
。
凡
不
の

か

字
に
は
、
非
の
字
の
義
な
る
こ
と
あ
り
。
又
無
の
字
非
匪
の
字
に
も
、
不
の
字
の
意
な
る
こ
と
あ

り
。
夙
夜

解

ず
、
彼
の
交
り
敖
ら
ず
と
い
ふ
が
如
き
は
、
匪
の
字
皆
不
の
字
の
意
な
り
、
あ

お
こ
た
ら

お
ご
ら

ら
ず
と
讀
べ
か
ら
ず
。

〇
造
次
必
於
是
、
顚
沛
必
於
是
を
、
造
次
に
も
顚
沛
に
も
と
讀
む
は
誤
な
り
。
仁
者
は
、
造
次
も

顚
沛
も
、
必
仁
の
上
に
て
造
次
顚
沛
す
る
と
い
ふ
義
な
り
。
造
次
も
顚
沛
も
と
讀
べ
き
な
り
。

〇
吾
亦
欲
無
加
諸
人
を
、
吾
も
亦
人
に
加
ふ
る
こ
と
な
し
と
ほ
つ
す
と
讀
む
、
な
し
と
ほ
つ
す
と

い
ふ
て
に
を
は
惡
し
。
な
か
ら
ん
こ
と
を
ほ
つ
す
と
讀
べ
し
。
又
二
つ
の
諸
の
字
を
も
、
こ
れ
を

あ
し

と
讀
べ
し
。
俗
儒
凡
諸
の
字
を
讀
ま
ず
。

〇
夫
子
之
言
性
與
天
道
を
、
夫
子
の
こ
と
と
讀
む
は
誤
な
り
。
此
八
字
一
句
な
り
。
夫
子
の
性
と

天
道
と
を
の
た
ま
ふ
は
と
讀
べ
し
。
俗
儒
句
讀
を
知
ら
ず
。
亦
言
の
字
の
活
字
な
る
こ
と
を
も
知

と
う

ら
ず
。

〇
堯
舜
其
猶
病
諸
を
、
堯
舜
も
そ
れ
な
を
や
め
り
と
讀
む
は
誤
な
り
。
そ
れ
な
を
や
ま
ん
か
と
讀

べ
し
。
凡
諸
の
字
句
末
に
在
る
は
、
皆
疑
ふ
詞
な
り
。
小
爾
雅
に
諸
は
之
乎
也
と
あ
り
。
之
乎
の

二
字
を
合
せ
た
る
意
な
り
。
山
川
其
舍
諸
は
、
そ
れ
こ
れ
を
す
て
ん
や
な
り
。
有
諸
は
、
こ
れ
あ

り
や
な
り
。
韞
匵
而
藏
諸
は
、
こ
れ
を
か
く
さ
ん
や
な
り
。
求
善
賈
而
沽
諸
は
、
こ
れ
を
う
ら
ん

や
な
り
。
吾
得
而
食
諸
は
、
こ
れ
を
く
ら
は
ん
や
な
り
。
堯
舜
其
猶

病
諸
と
は
、
子
貢
が
問
へ

そ
れ
な
を
や
ま
ん

か

る
所
の
如
き
は
、
仁
人
の
事
の
み
に
あ
ら
ず
、
す
な
は
ち
聖
人
の
天
下
を
治
た
ま
ふ
上
の
成
功
な

れ
ば
、
古
の
堯
舜
と
て
も
、
猶
恐
く
は
是
を
病
と
し
た
ま
は
ん
か
と
な
り
。
後
の
子
路
に
答
た

お
そ
ら

う
れ
ひ

ま
ふ
語
も
、
此
意
な
り
。
其
の
字
山
川
其
舍
諸
の
其
と
同
じ
。
皆
期
望
の
詞
な
り
。
さ
れ
ば
上
に

き

其
の
字
あ
り
て
、
下
に
諸
の
字
あ
る
は
、
皆
つ
も
り
は
か
り
て
い
ふ
詞
な
り
。
然
る
を
其
な
を
や

そ
れ

め
り
と
讀
と
き
は
、
决
す
る
詞
と
な
り
て
、
上
に
そ
れ
と
い
へ
る
に
、
て
に
を
は
合
は
ず
。

〇
久
矣
吾
不
復
夢
見
周
公
を
夢
の
字
を
ゆ
め
に
だ
も
と
讀
む
、
大
に
非
な
り
。
孔
子
少
き
よ
り
周

ひ

わ
か

公
を
慕
た
ま
ふ
故
に
、
時
時
夢
に
周
公
を
見
た
ま
ひ
し
が
、
老
衰
甚
く
し
て
、
い
つ
の
ほ
ど
よ

し
た
ひ

り
か
、
復
と
ふ
た
た
び
周
公
を
夢
み
た
ま
は
ぬ
こ
と
を
歎
て
、
か
く
の
た
ま
へ
る
な
り
。
さ
れ
ば

ま
た

此
句
を
倭
語
に
讀
ま
ば
、
久
く
吾
ま
た
夢
に
周
公
を
見
ず
と
讀
べ
し
。
夢
に
だ
も
と
讀
と
き
は
、

孔
子
少
き
時
は
、
周
公
を
親
見
し
た
ま
ひ
し
が
、
今
は
夢
に
も
見
た
ま
は
ぬ
と
い
ふ
に
な
る
な
り
。

わ
か

親
見
と
は
、
正
し
く
相

見
す
る
こ
と
な
り
。
五
百
年
前
の
周
公
を
、
孔
子
何
と
し
て
親
見
し
た

し
や
う
け
ん

ま
は
ん
や
、
眞
に
笑
ふ
べ
し
。

ま
こ
と

〇
不
憤
不
啓
、
不
悱
不
發
を
、
憤
せ
ず
ん
ば
啓
せ
ず
、
悱
せ
ず
ん
ば
發
せ
ず
と
讀
む
、
て
に
を
は
失

ふ
ん

け
い

ひ

は
つ

し
つ

せ
り
。
憤
せ
ざ
れ
ば
、
悱
せ
ざ
れ
ば
と
讀
べ
き
な
り
。
憤
せ
ず
ん
ば
悱
せ
ず
ん
ば
と
讀
ま
ば
、
啓

せ
じ
發
せ
じ
と
讀
べ
し
。
或
は
啓
せ
ざ
れ
發
せ
ざ
れ
と
も
讀
べ
し
。
か
く
の
如
く
な
ら
ざ
れ
ば
、

て
に
を
は
合
は
ず
。
又
近
時
一
儒
師
の
讀
に
、
憤
せ
ざ
る
啓
せ
ず
、
悱
せ
ざ
る
發
せ
ず
と
讀
む
。

よ
み

凡
そ
則
の
字
あ
る
處
に
て
は
、
れ
ば
と
い
ふ
て
に
を
は
を
附
け
、
則
の
字
な
き
處
に
て
は
、
れ
ば

と
い
ふ
て
に
を
は
を
附
け
ざ
る
家
法
に
て
、
義
理
を
論
ぜ
ず
、
只
則
の
字
の
有
無
を
視
る
。
今
此

語
の
如
き
、
句
中
に
則
の
字
な
き
故
に
、
憤
せ
ざ
る
悱
せ
ざ
る
と
讀
て
、
れ
ば
と
い
ふ
て
に
を
は

を
用
ひ
ざ
る
な
り
。
是
文
法
を
曉
ら
ず
。
古
人
字
を
下
す
に
活
法
あ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

さ
と

固
陋
の
至
り
、
捧
腹
に
堪
え
ず
。

ほ
う
ふ
く

た

〇
不
在
其
位
、
不
謀
其
政
を
、
其
位
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
其
政
を
謀
ら
ず
と
讀
む
、
是
亦
て
に
を
は

を
失
せ
り
。
其
位
に
あ
ら
ざ
れ
ば
と
讀
べ
し
。
又
孟
子
の
不
奪
不
饜
を
、
う
ば
は
ず
ん
ば
あ
か
ず

と
讀
む
も
、
て
に
を
は
の
例
に
あ
ら
ず
。
う
ば
は
ず
ん
ば
あ
か
じ
、
或
は
う
ば
は
ざ
れ
ば
あ
か
ず

と
讀
べ
き
な
り
。
先
輩
て
に
を
は
を
知
ら
ず
し
て
、
か
く
の
如
く
讀
め
り
。

〇
韞
匵
而
藏
諸
、
求
善
賈
而
沽
諸
を
、
匵
に
韞
め
て
藏
し
た
り
。
善
賈
を
求
て
沽
め
や
と
讀
む
、

ひ
つ

を
さ

か
く

よ
き
あ
た
ひ

う
ら

誤
な
り
。
か
く
さ
ん
や
う
ら
ん
や
と
讀
べ
し
。
此
二
句
は
、
子
貢
二
端
を
設
て
問
へ
る
な
り
。
さ

れ
ば
二
句
の
末
に
皆
諸
の
字
あ
る
は
、
疑
ふ
詞
な
り
。
沽
之
哉
を
、
う
ら
め
や
と
讀
む
も
、
誤
な

り
。
哉
は
、
嗟
嘆
の
詞
な
り
。
孔
子
の
意
は
、
美
玉
な
ら
ば
、
善

賈
を
待
て
沽
る
べ
き
こ
と
、

よ
き
あ
た
ひ

勿
論
な
る
故
に
、
必
沽
ら
ん
と
い
ふ
こ
と
を
、
甚
く
い
は
ん
と
て
、
こ
れ
を
沽
ん
か
な
、
こ
れ
を

う

う
ら

沽
ん
か
な
と
、
重
て
の
た
ま
ひ
し
な
り
。
此
哉
の
字
は
、
左
傳
に
可
な
る
か
な
、
諾
な
る
か
な
、

君
王
に
與
へ
ん
か
な
、
君
王
を
畏
れ
ん
か
な
と
い
ひ
、
孟
子
に
膾
炙
な
る
か
な
と
い
へ
る
哉
の
字

と
同
じ
。
皆
人
の
言
に
深
く
應
ず
る
詞
な
り
。
然
る
を
う
ら
め
や
と
讀
と
き
は
、
疑
ふ
詞
に
な

こ
と
ば

り
て
、
答
語
に
な
ら
ず
。
子
貢
が
沽
ん
や
と
問
た
る
に
當
り
て
、
こ
れ
を
沽
ん
か
な
と
答
た
ま
へ

た
ふ

ご

る
を
、
沽
諸
を
も
沽
之
哉
を
も
、
倶
に
う
ら
め
や
と
讀
む
故
に
、
問
と
答
と
倭
語
に
て
混
同
す

と
ひ

こ
た
へ
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る
な
り
。
先
輩
文
義
に
昧
き
こ
と
か
く
の
如
し
。

〇
吾
以
子
爲
異
之
問
、
曾
由
與
求
之
問
を
、
吾
な
ん
ぢ
を
以
て
異
な
る
問
と
す
、

曾

由
と
求
と

こ
と

と
ひ

す
な
は
ち

が
問
な
り
と
讀
む
、
非
な
り
。
吾
子
を
以
て
異
を
問
ん
と
す
、

曾

由
と
求
と
を
問
ふ
と
讀
べ
し
。

わ
れ

し

い

と
は

す
な
は
ち

以
爲
の
二
字
は
、
中
閒
に
字
を
置
て
も
、
お
も
へ
ら
く
と
い
ふ
義
な
り
。
夫
子
の
答
た
ま
ふ
意
は
、
我わ

れ

吾
子
が
我
に
物
を
問
ん
と
す
る
を
見
て
、
吾
子
必
他
の
事
を
問
ん
と
お
も
へ
り
、
然
る
に
す
な
は

と
は

ち
思
ひ
の
外
に
、
由
と
求
と
が
事
を
問
ふ
は
、
何
故
ぞ
と
な
り
。
凡
上
に
在
べ
き
字
を
、
下
に

お
よ
そ

置
く
時
、
其
中
閒
に
之
の
字
を
置
く
、
是
文
法
な
り
。
此
處
の
二
つ
の
之
の
字
是
な
り
。
先
輩
文

法
に
昧
し
。

〇
子
帥
以
正
を
、
子
ひ
き
い
て
以
て
た
だ
さ
ば
と
讀
む
、
非
な
り
。
子
ひ
き
ゆ
る
に
正
を
以
て
せ

し

し

せ
い

ば
と
讀
べ
し
。
帥
以
正
は
、
正
を
以
て
ひ
き
ゆ
る
と
い
ふ
意
を
、
文
法
に
て
か
く
の
如
く
書
た
る

な
り
。
堯
舜
、
天
下
を
帥
る
に
仁
を
以
て
す
、
桀
紂
、
天
下
を
帥
る
に
暴
を
以
て
す
と
い
へ
る
と
、

同
字
法
な
り
。
堯
舜
天
下
を
ひ
き
い
て
以
て
仁
す
、
桀
紂
天
下
を
ひ
き
い
て
以
て
暴
す
と
讀
て
可

な
ら
ん
や
。
先
輩
字
法
を
知
ら
ず
。

〇
草
上
之
風
を
、
草
に
風
を
く
は
ふ
れ
ば
と
讀
む
、
非
な
り
。
草
こ
れ
に
風
を
く
は
ふ
れ
ば
と
讀

べ
し
。
草
と
い
ふ
者
は
、
こ
れ
に
風
を
く
は
ふ
れ
ば
必
の
べ
ふ
す
者
な
り
と
い
ふ
義
な
り
。
若
此

文
上
草
風
と
あ
ら
ば
、
草
に
風
を
く
は
ふ
れ
ば
と
讀
べ
し
。
今
草
上
之
風
と
あ
り
て
、
之
の
字
す

な
は
ち
草
を
指
て
い
へ
る
な
れ
ば
、
是
を
讀
ま
ず
し
て
置
べ
き
に
あ
ら
ず
。

〇
選
於
衆
を
、
衆
を
ゑ
ら
ん
で
と
讀
む
、
非
な
り
。
衆
に
ゑ
ら
ん
で
と
讀
べ
し
。
於
の
字
を
置
た

し
う

る
意
は
、
衆
を
ゑ
ら
ぶ
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
衆
人
の
中
よ
り
選
出
し
て
、
皐
陶
伊
尹
を
舉
た
ま

え
ら
び

ひ
し
と
い
ふ
こ
と
な
り
。

〇
鄕
人
皆
好
之
何
如
、
鄕
人
皆
惡
之
何
如
を
、
鄕
人
に
皆
よ
み
ん
ぜ
ら
れ
ば
い
か
ん
、
鄕
人
に
皆

に
く
み
ん
ぜ
ら
れ
ば
い
か
ん
と
讀
む
、
非
な
り
。
鄕
人
皆
こ
れ
を
よ
み
せ
ば
い
か
ん
、
鄕
人
皆
こ

れ
を
に
く
ま
ば
い
か
ん
と
讀
べ
し
。
一
鄕
の
人
が
、
一
同
に
皆
こ
の
人
を
よ
み
し
、
皆
こ
の
人
を

に
く
ま
ば
い
か
に
と
い
ふ
意
な
し
、
本
文
に
於
て
、
よ
み
せ
ら
れ
、
に
く
ま
る
る
と
い
ふ
意
な
り
。

字
法
見
つ
べ
し
。
下
の
文
不
如
鄕
人
之
善
者
好
之
、
其
不
善
者
惡
之
を
も
、
よ
き
者
に
は
よ
み
ん

ぜ
ら
れ
、
其
よ
か
ら
ざ
る
者
に
は
に
く
ま
れ
ん
に
は
と
讀
む
、
非
な
り
。
鄕
人
の
よ
き
者
こ
れ
を

よ
み
し
、
其
よ
か
ら
ざ
る
者
こ
れ
を
に
く
む
に
は
し
か
ず
と
讀
べ
し
。
先
輩
凡
之
の
字
を
讀
ま
ざ

る
故
に
、
か
く
の
如
く
謬
れ
り
。
其
實
は
字
法
を
知
ら
ざ
る
に
よ
り
て
な
り
。

〇
豈
若
匹
夫
匹
婦
之
爲
諒
也
自
經
於
溝
瀆
而
莫
之
知
也
を
、
あ
に
匹
夫
匹
婦
の
諒
を
す
る
が
、

ま
こ
と

み
づ
か
ら
溝
瀆
に
く
び
れ
て
、
知
ら
る
る
こ
と
な
き
が
ご
と
く
な
ら
ん
や
と
讀
む
、
非
な
り
。
あ

こ
う
と
く

に
匹
夫
匹
婦
の
諒
を
す
る
、
溝
瀆
に
自
經
し
て
、
こ
れ
を
知
こ
と
な
き
が
ご
と
く
な
ら
ん
や
と
讀

じ

け
い

べ
し
。
自
身
く
び
を
く
く
り
て
死
す
る
を
、
自
經
と
い
ふ
。
こ
れ
を
知
こ
と
な
き
と
は
、
外
人
こ

れ
を
知
る
者
な
き
と
い
ふ
意
な
り
。
後
漢
書
に
は
、
莫
の
字
の
上
に
人
の
字
あ
り
、
文
義

尤

明

も
つ
と
も

白
な
り
。
知
ら
る
る
こ
と
な
き
と
讀
ま
れ
ず
。

〇
是
栖
栖
者
與
、
無
乃
爲
佞
乎
を
、
是
栖
栖
す
る
者
か
、
む
し
ろ
佞
を
す
る
か
と
讀
む
、
非
な
り
。

是
栖
栖
た
る
者
か
、
す
な
は
ち
佞
を
す
る
こ
と
な
か
ら
ん
や
と
讀
べ
し
。
微
生
畒
が
問
の
意
は
、

孔
子
何
を
し
た
ま
ふ
ぞ
、
是
栖
栖
と
い
そ
が
は
し
く
功
名
を
求
る
者
か
、
そ
れ
な
ら
ば
佞
を
す
る

と
い
ふ
者
に
は
な
る
ま
じ
き
や
と
難
じ
た
る
な
り
。
無
乃
の
二
字
、
い
づ
れ
も
此
意
な
り
。
例
を

な
ん

考
て
知
る
べ
し
。
俗
本
の
如
く
讀
め
ば
、
二
句
倶
に
問
語
に
な
り
て
、
無
乃
の
詞
の
義
を
失
ふ
な

も
ん

ご

り
。

〇
鄙
哉
硜
硜
乎
、
莫
己
知
也
、
斯
已
而
已
矣
を
、
い
や
し
い
か
な
硜
硜
乎
と
し
て
己
を
知
こ
と

か
う
か
う

こ

お
の
れ

な
き
こ
と
、
こ
れ
已
な
ん
の
み
な
り
と
讀
む
、
非
な
り
。
い
や
し
い
か
な
硜
硜
た
る
こ
と
、
己
を

や
み

知
こ
と
な
く
は
、
こ
れ
已
ん
の
み
と
讀
べ
し
。
鄙
哉
硜
硜
乎
の
五
字
是
一
句
な
り
。
磬
聲
の
硜
硜

や
ま

た
る
を
い
や
し
め
た
る
な
り
。
上
の
文
の
有
心
哉
擊
磬
乎
と
、
句
法
同
じ
。
莫
己
知
也
、
斯
已
而

已
矣
の
二
句
は
、
孔
子
の
已
こ
と
あ
た
は
ざ
る
を
譏
れ
る
言
な
り
。
硜
硜
の
字
と
相
あ
づ
か
ら

や
む

そ
し

こ
と
ば

ず
。
俗
儒
鄙
哉
の
二
字
を
、
莫
己
知
也
の
句
ま
で
に
か
け
て
、
硜
硜
の
二
字
を
、
莫
己
知
也
の
意

と
な
し
て
讀
む
故
に
、
大
に
文
義
を
失
ふ
な
り
。
實
は
句
法
を
知
ら
ざ
る
故
な
り
。

〇
君
子
疾
没
世
而
名
不
稱
焉
、
没
世
を
、
世
を
お
ふ
る
ま
で
と
讀
む
は
誤
な
り
。
世
を
お
へ
て
と

讀
べ
し
。
終
身
を
ば
、
身
を
お
ふ
る
ま
で
と
讀
む
、
一
生
を
盡
す
ま
で
の
こ
と
を
い
ふ
。
没
世
は
、

身
没
し
て
後
を
い
ふ
。
終
身
と
同
か
ら
ず
。
没
は
、
か
く
る
る
意
な
り
。
没
世
と
は
、
斯
世
に
な

ぼ
つ

く
な
る
こ
と
を
い
ふ
。
大
學
に
此
以
て
世
を
没
へ
て
忘
れ
ざ
る
な
り
と
い
へ
る
も
、
前
王
没
し
た

こ
れ

お

ま
ひ
て
後
、
民
の
い
つ
ま
で
も
其
德
を
忘
れ
ざ
る
こ
と
を
い
へ
り
。
此
章
も
人
一
生
の
内
に
、
功
德

こ
う
と
く
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を
立
る
こ
と
な
く
し
て
、
死
し
て
後
、
其
名
世
閒
に
稱
せ
ら
れ
ざ
る
は
、
君
子
の
疾
む
所
な
る
こ

と
を
い
へ
り
。
俗
儒
は
没
世
と
終
身
と
を
混
同
し
て
讀
む
。

〇
不
學
詩
無
以
言
を
、
詩
を
學
び
ず
ん
ば
、
以
て
も
の
い
ふ
こ
と
な
し
と
讀
む
、
て
に
を
は
を
失

せ
り
。
詩
を
學
び
ざ
れ
ば
、
以
て
も
の
い
ふ
こ
と
な
し
と
讀
べ
し
。
或
は
詩
を
學
び
ず
ん
ば
、
以

て
も
の
い
ふ
こ
と
な
け
ん
と
も
讀
べ
し
。
下
の
文
の
不
學
禮
無
以
立
も
此
に
准
ず
。

こ
れ

〇
不
曰
堅
乎
、
不
曰
白
乎
を
、
堅
き
を
い
は
ず
や
、
白
き
を
い
は
ず
や
と
讀
む
、
非
な
り
。
堅
し

と
い
は
ず
や
、
白
し
と
い
は
ず
や
と
讀
べ
し
。
此
曰
の
字
、
意
輕
し
、
言
の
字
謂
の
字
の
意
に

こ
こ
ろ

あ
ら
ず
。
孟
子
の
何
必
曰
利
を
も
、
何
ぞ
必
し
も
利
を
い
は
ん
と
讀
む
は
非
な
り
。
何
ぞ
か
な
ら

ず
利
と
い
ふ
と
讀
べ
し
。
孟
子
梁
王
の
吾
國
を
利
す
る
こ
と
あ
ら
ん
か
と
い
へ
る
を
咎
め
て
、
王

と
が

何
ゆ
へ
に
開
口
の
初
に
、
か
な
ら
ず
利
と
は
の
た
ま
ふ
ぞ
と
い
へ
る
な
り
。
俗
儒
曰
の
字
と
言
の

か
い

字
と
の
辨
別
を
知
ら
ず
。

〇
今
也
或
是
之
亡
也
を
、
今
は
こ
の
な
き
こ
と
あ
り
と
讀
む
、
誤
れ
り
。
今
也
或
は
是
を
う
し
な

い
ま

へ
り
と
讀
べ
し
。
或
の
字
に
有
の
義
あ
れ
ば
、
是
を
う
し
な
ふ
こ
と
あ
り
と
も
讀
べ
し
。
此
亡
の

字
は
、
有
亡
の
亡
に
あ
ら
ず
、
失
亡
の
亡
な
り
。
本
亡
是
と
あ
る
べ
き
を
、
亡
の
字
を
下
に
置
く

い

う

ぶ

し
つ
ば
う

も
と

故
に
、
中
閒
に
之
の
字
を
入
れ
た
り
。

〇
本
之
則
無
如
之
何
を
、
本
の
す
な
は
ち
な
き
こ
と
こ
れ
を
い
か
ん
と
讀
む
は
誤
な
り
。
こ
れ
を

本
づ
く
れ
ば
、
す
な
は
ち
な
き
こ
と
、
こ
れ
を
い
か
ん
と
讀
べ
し
。
こ
れ
を
本
づ
く
る
と
は
、
其

本
を
求
る
な
り
。

〇
窺
見
室
家
之
好
を
、
室
家
の
よ
し
み
を
う
か
が
ひ
み
る
と
讀
む
は
誤
な
り
。
う
か
が
つ
て
室
家

の
よ
き
を
見
る
と
讀
べ
し
。
う
か
が
ふ
と
は
、
の
ぞ
く
こ
と
な
り
。
好
は
、
美
好
の
好
な
り
。
よ

し
み
と
讀
ま
ず
。
よ
し
み
と
讀
む
は
、
去
聲
の
時
な
り
。
室
家
の
好
き
と
は
、
家
内
の
模
樣
よ
き

も

や
う

こ
と
を
い
ふ
。
牆
の
高
さ
僅
に
肩
だ
け
ほ
ど
に
て
、
や
づ
く
り
も
淺
ま
な
る
故
に
、
牆
外
に
立

つ
い
ぢ

わ
づ
か

マ
マ

て
の
ぞ
け
ば
、
家
内
の
模
樣
よ
き
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
見
ら
る
る
と
な
り
。
牆
は
、
此
方
の
つ
い

ぢ
な
り
。

〇
大
學
の
視
而
不
見
、
聽
而
不
聞
を
、
俗
儒
み
れ
ど
も
み
え
ず
、
き
け
ど
も
き
こ
え
ず
と
讀
む
は

誤
な
り
。
み
れ
ど
も
み
ず
、
き
け
ど
も
き
か
ず
と
讀
べ
し
。
視
は
、
こ
な
た
よ
り
み
る
な
り
、
見

は
、
み
つ
く
る
な
り
、
聽
は
、
こ
な
た
よ
り
き
く
な
り
、
聞
は
、
き
き
つ
く
る
な
り
、
目
は
み
る
役や

く

な
れ
ば
、
物
あ
れ
ば
必
こ
れ
を
み
れ
ど
も
、
心
他
に
ゆ
き
て
、
こ
こ
の
事
に
う
つ
ら
ざ
れ
ば
、
太

山
を
も
み
つ
け
ぬ
な
り
。
耳
は
き
く
役
な
れ
ば
、
聲
あ
れ
ば
必
こ
れ
を
き
け
ど
も
、
心
他
に
ゆ
き

て
、
こ
こ
の
事
に
う
つ
ら
ざ
れ
ば
、
雷
霆
を
も
き
き
つ
け
ぬ
な
り
。
み
え
ず
き
こ
え
ず
と
い
へ
ば
、

あ
な
た
よ
り
み
え
ず
き
こ
え
ず
と
い
ふ
義
に
な
る
、
本
文
の
意
に
あ
ら
ず
。

〇
中
庸
の
失
諸
正
鵠
、
反
求
諸
其
身
を
、
正
鵠
を
失
す
れ
ば
、
反
て
其
身
に
求
む
と
讀
む
は
非
な

し
つ

り
。
こ
れ
を
正
鵠
に
失
す
れ
ば
、
反
て
こ
れ
を
其
身
に
求
む
と
讀
べ
し
。
二
つ
の
諸
の
字
は
、
皆

之
の
字
の
義
な
り
。
射
の
道
を
指
て
い
ふ
。
失
諸
正
鵠
と
は
、
正
鵠
の
的
の
處
に
至
て
ゐ
は
づ
せ

し
や

ま
と

ば
と
い
ふ
義
な
り
。
正
鵠
を
失
す
れ
ば
と
讀
め
ば
、
諸
の
字
を
置
た
る
意
に
背
く
な
り
。

〇
妻
子
好
合
を
、
妻
子
よ
く
あ
へ
り
と
讀
む
は
誤
な
り
。
好
合
す
と
讀
べ
し
。
好
は
去
聲
に
て
和

好
の
義
な
り
、
相
よ
み
す
る
な
り
。
よ
く
と
讀
べ
か
ら
ず
。
よ
く
と
讀
め
ば
、
美
好
の
義
に
な
る
。

朱
註
の
意
に
あ
ら
ず
。
俗
儒
音
註
を
見
ざ
る
な
り
。

〇
孟
子
の
君
爲
來
見
也
を
、
君
來
り
見
る
こ
と
を
す
と
讀
む
は
誤
な
り
。
君
た
め
に
來
り
見
る
と

讀
べ
し
。
樂
正
子
が
魯
君
に
告
せ
し
に
よ
り
て
、
君
こ
れ
が
爲
に
來
て
孟
子
を
見
る
と
な
り
。
爲

ま
ふ

の
字
朱
註
に
去
聲
と
あ
り
。
俗
儒
音
註
を
見
ず
。

〇
今
言
王
若
易
然
を
、
今
王
た
る
こ
と
然
し
や
す
き
が
ご
と
し
と
い
は
ば
と
讀
む
、
非
な
り
。
今

王
を
い
ふ
こ
と
易
き
が
ご
と
く
然
る
と
き
は
と
讀
べ
し
。
言
は
、
語
る
な
り
、
談
論
す
る
意
な
り
。

や
す

げ
ん

王
道
は
行
ひ
や
す
か
ら
ぬ
こ
と
と
、
人
皆
お
も
へ
る
に
、
今
孟
子
の
王
道
を
談
ず
る
は
、
甚
易
き

事
の
樣
に
聞
ゆ
る
と
き
は
、
文
王
の
如
き
は
、
法
と
す
る
に
足
ら
ざ
る
か
と
難
ぜ
る
な
り
。
王
を

や
う

な
ん

い
ふ
と
は
、
王
道
を
語
る
な
り
。
王
た
る
こ
と
と
讀
め
ば
、
活
字
に
な
り
て
、
去
聲
な
り
。
此
王

の
字
は
平
聲
そ
の
ま
ま
な
り
。
然
は
、
つ
け
字
な
り
。
此
類
の
然
の
字
、
孟
子
の
中
に
多
く
有
り
。

〇
猶
可
以
爲
善
國
を
、
猶
以
て
善
を
す
べ
き
國
な
り
と
讀
む
、
非
な
り
。
猶
以
て
善
國
た
る
べ
し

と
讀
べ
し
。
俗
儒
句
法
を
知
ら
ず
。
善
國
は
、
新
國
、
平
國
、
治
國
、
亂
國
、
樂
國
、
仕
國
な
ど

ら
く

し

い
ふ
が
如
し
。

〇
吾
爲
之
範
我
馳
驅
を
、
吾
こ
れ
が
爲
に
範
し
て
わ
れ
馳
驅
す
れ
ば
と
讀
む
、
非
な
り
。
吾
こ
れ

わ
れ

の
り

ち

く

が
爲
に
わ
が
馳
驅
を
範
す
れ
ば
と
讀
べ
し
。
我
が
馳
驅
を
法
度
の
如
く
す
れ
ば
と
い
ふ
義
な
り
。

は
ふ

と
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〇
其
妻
妾
不
羞
也
を
、
其
の
妻
妾
を
は
ぢ
ず
と
讀
む
、
非
な
り
。
其
妻
妾
を
と
い
ふ
、
を
の
て
に

を
は
を
去
べ
し
。
此
六
字
は
、
下
の
而
不
相
泣
者
幾
希
矣
の
八
字
を
連
ね
て
一
句
な
り
。
者
幾
希

矣
の
四
字
、
其
妻
妾
よ
り
以
下
を
承
く
。
世
の
人
の
富
貴
利
達
を
求
る
は
、
皆
彼
齊
人
に
異
な
る

か
の

こ
と
な
け
れ
ば
、
其
妻
妾
た
る
者
こ
れ
を
見
て
、
竊
に
は
ぢ
ず
な
か
ざ
る
者
す
く
な
し
と
な
り
。

は
ぢ
ず
と
い
ふ
羞
る
は
、
妻
妾
が
羞
る
な
り
。
羞
は
、
お
も
は
ゆ
き
な
り
、
人
に
面
を
む
け
が
た

は
づ

し
う

き
意
な
り
。
先
輩
句
法
を
知
ら
ず
、
註
意
を
解
せ
ざ
る
故
に
、
か
く
の
如
く
誤
れ
り
。

げ

〇
舜
避
堯
之
子
於
南
河
之
南
を
、
舜
堯
の
子
に
南
河
の
南
に
さ
る
と
讀
む
、
非
な
り
。
堯
の
子
を

南
河
の
南
に
さ
く
と
讀
べ
し
。
さ
く
る
と
は
、
よ
け
て
其
處
を
は
づ
す
意
な
り
。
堯
の
子
に
と
い

ふ
、
に
の
て
に
を
は
誤
れ
り
。

〇
白
羽
之
白
也
、
猶
白
雪
之
白
、
白
雪
之
白
、
猶
白
玉
之
白
與
を
、
白
羽
の
白
は
、
猶
白
雪
の
白

の
ご
と
く
、
白
雪
の
白
は
、
猶
白
玉
の
白
の
ご
と
き
か
と
讀
む
、
大
に
非
な
り
。
或
は
羽
を
白
し

は

と
す
る
の
白
は
、
雪
を
白
し
と
す
る
の
白
の
ご
と
く
、
雪
を
白
し
と
す
る
の
白
は
、
玉
を
白
し
と

は
く

す
る
の
白
の
ご
と
き
か
と
讀
む
。
先
輩
の
讀
に
勝
れ
る
樣
な
れ
ど
も
、
是
亦
非
な
り
。
羽
の
白
き

よ
み

を
白
し
と
す
る
は
、
雪
の
白
き
を
白
し
と
す
る
が
ご
と
く
、
雪
の
白
き
を
白
し
と
す
る
は
、
玉
の

白
き
を
白
し
と
す
る
が
ご
と
き
か
と
讀
べ
し
。
下
の
章
の
白
馬
之
白
、
白
人
之
白
、
長
馬
之
長
、

長
人
之
長
も
、
此
と
同
じ
。
其
下
の
長
楚
人
之
長
、
亦
長
吾
之
長
の
二
句
を
ば
、
楚
人
の
長
を
長

こ
れ

と
し
、
亦
吾
が
長
を
長
と
す
と
讀
む
、
是
な
り
。
三
處
の
文
、
同
字
法
な
り
。
若
前
の
兩
處
の
舊

ぜ

も
し

讀
の
如
く
な
ら
ば
、
長
楚
人
の
長
、
亦
長
吾
の
長
と
讀
て
可
な
ら
ん
や
。
是
一
笑
す
べ
し
。
字
法

を
知
ら
ざ
る
に
よ
り
て
、
箇
樣
の
誤
あ
り
。

〇
豕
交
之
也
を
、
ゐ
の
こ
の
ま
じ
は
り
な
り
と
讀
み
、
獸
畜
之
也
を
、
け
だ
も
の
の
か
ふ
な
り
と

讀
む
、
非
な
り
。
こ
れ
を
豕
交
す
る
な
り
、
こ
れ
を
獸
畜
す
る
な
り
と
讀
べ
し
。
豕
交
す
る
と
い

し

か
う

じ
う
き
く

ふ
は
、
人
を
ぶ
た
と
お
も
ひ
て
ま
じ
は
る
な
り
。
ま
じ
は
る
と
は
、
あ
ひ
し
ら
ふ
意
な
り
。
獸
畜

す
る
と
い
ふ
は
、
け
だ
も
の
の
如
く
お
も
ひ
て
や
し
な
ふ
な
り
。
此
詞
、
之
に
君
事
す
、
之
に
父

事
す
、
之
に
兄
事
す
、
之
に
師
事
す
、
之
を
弟
畜
す
と
い
へ
る
と
、
字
法
同
じ
。
君
事
す
る
と
は
、

き
く

其
人
を
尊
び
て
、
君
と
お
も
ひ
て
つ
か
ふ
る
な
り
。
父
事
す
る
と
は
、
人
を
敬
ひ
て
、
父
の
如

う
や
ま

く
お
も
ひ
て
つ
か
ふ
る
な
り
。
兄
事
す
る
と
は
、

兄

の
如
く
お
も
ひ
て
つ
か
ふ
る
な
り
。
師
事

こ
の
か
み

す
る
と
は
、
師
な
り
と
お
も
ひ
て
つ
か
ふ
る
な
り
。
弟
畜
す
る
と
は
、
弟
の
如
く
お
も
ひ
て
、
か

き
く

い
は
う
す
る
な
り
。
史
記
の
范
雎
が
傳
に
、
兩
黥
徒
を
し
て
夾
て
之
に
馬
食
せ
し
む
と
い
へ
る
、

し
よ

し

馬
食
の
字
、
又
此
字
法
な
り
。
馬
の
食
ふ
物
を
、
馬
に
く
は
す
る
如
く
に
し
て
く
は
せ
た
る
故
に
、

之
に
馬
食
す
と
書
た
る
な
り
。
食
は
去
聲
、
音
嗣
、
く
ら
は
し
む
る
な
り
。

し

〇
周
易
の
敬
以
直
内
、
義
以
方
外
を
、
敬
こ
れ
を
も
つ
て
内
を
直
く
し
、
義
こ
れ
を
も
つ
て
外
を
方け

た

に
す
と
讀
む
、
非
な
り
。
以
の
字
を
ば
、
只
も
つ
て
と
ば
か
り
讀
べ
し
。
論
語
に
、
義
以
て
質
と

爲
し
、
禮
以
て
之
を
行
ひ
、
孫
以
て
之
を
出
し
、
信
以
て
之
を
成
す
と
い
へ
る
、
同
字
法
な
り
。

上
を
承
た
る
字
な
る
に
、
こ
れ
を
も
つ
て
と
讀
こ
と
、
む
つ
か
し
く
厭
は
し
き
な
り
。
他
處
に
在

い
と

る
も
、
此
類
皆
然
な
り
。

し
か

右
四
書
の
中
に
て
、
俗
儒
の
讀
の
大
に
誤
れ
る
處
を
舉
ぐ
。
四
書
は
近
世
學
者
の
必
習
讀

よ
み

な
ら
ひ

む
所
に
し
て
、
薩
摩
の
僧
文
之
よ
り
こ
の
か
た
、
諸
家
の
本
あ
り
て
、
世
に
行
は
る
。
其
中

ほ
ん

に
山
崎
氏
の
本
の
如
き
は
、
其
敎
を
受
る
者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
こ
れ
を
用
ひ
ず
。
他
の
諸
家

の
本
は
、
海
内
に
流
布
し
て
、
凡
兒
童
の
書
を
讀
む
者
、
得
る
に
任
て
こ
れ
を
用
て
、
時

る

ふ

う

ま
か
せ

師
の
句
讀
を
受
る
故
に
、
謬
誤
相
承
て
、
其
非
を
知
ら
ず
。
茲
に

姑

俗
本
の
中
の
、

誤

び
う

ご

こ
こ

し
ば
ら
く

あ
や
ま
り

讀
て
、
其
義
を
失
へ
る
處
を
舉
て
、
初
學
に
示
す
。
餘
は
一
一
に
指
摘
し
が
た
し
、
心
を
潛

し

て

き

ひ
そ
め

て
其
義
を
求
て
、
自
得
す
べ
し
。
鹵
莽
に
し
て
俗
儒
の

謬

を
承
る
こ
と
な
か
ら
ん
こ
と
、

あ
や
ま
り

是
學
者
の
用
心
〔
こ
こ
ろ
が
け
〕
な
り
。

〇
所
以
の
二
字
を
、
ゆ
へ
ん
と
讀
こ
と
、
古
來
の
習
な
り
。
ゆ
へ
ん
は
、
ゆ
へ
に
と
い
ふ
こ
と
な

る
を
、
に
の
字
を
は
ね
た
る
者
な
り
。
昔
倭
語
の
讀
を
始
け
る
人
、
善
く
思
惟
し
て
、
此
二
字
を

よ
み

し

ゆ
い

ゆ
へ
ん
と
讀
め
り
。
さ
れ
ば
文
の
中
に
て
、
ゆ
へ
ん
と
讀
て
通
ず
る
處
多
し
。
然
れ
ど
も
一
槩
に

ゆ
へ
ん
と
ば
か
り
讀
べ
か
ら
ず
。
以
て
云
云
す
る
所
と
讀
て
可
な
る
處
も
あ
り
。
又
下
よ
り
上
り

の
ぼ

て
ゆ
へ
ん
と
讀
ま
ず
し
て
、
句
の
上
に
て
こ
の
ゆ
へ
に
云
云
と
讀
て
宜
き
處
も
あ
り
。
所
以
の
二

か
み

字
に
此
三
樣
の
讀
あ
り
。
其
處
に
臨
て
、
上
下
の
文
勢
を
考
て
、
宜
き
に
隨
ふ
べ
し
。
山
崎
氏
は

よ
み

ゆ
へ
ん
と
讀
み
、
こ
の
ゆ
へ
に
と
讀
こ
と
を
せ
ず
、
一
槩
に
以
て
云
云
す
る
所
と
ば
か
り
讀
む
、
固こ

な
る
に
似
た
り
。

〇
若
夫
の
二
字
を
ば
、
も
し
そ
れ
と
讀
む
處
多
し
。
又
か
の
云
云
の
ご
と
き
と
讀
て
好
き
處
あ
り
。
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下
の
文
を
考
て
、
宜
き
に
隨
ふ
べ
し
。

〇
以
爲
の
二
字
を
お
も
へ
ら
く
と
讀
こ
と
も
、
古
來
の
習
な
り
。
此
二
字
に
謂
の
字
の
意
あ
る
故

に
、
吾
國
の
人
、
義
を
以
て
讀
た
る
者
な
り
。
或
は
下
よ
り
返
り
て
、
云
云
と
お
も
へ
り
と
讀
む

も
同
じ
。
或
は
字
の
ま
ま
に
、
以
て
云
云
と
す
と
讀
て
好
き
處
も
あ
り
。
其
意
は
異
な
る
こ
と
無

よ

し
。
山
崎
氏
は
お
も
へ
ら
く
と
讀
こ
と
を
嫌
て
、
以
て
云
云
と
す
と
ば
か
り
讀
む
、
是
亦
固
な

き
ら
ひ

り
。

〇
至
若
の
二
字
を
、
し
か
の
み
な
ら
ず
と
讀
こ
と
、
古
來
の
習
な
れ
ど
も
、
其
義
的
當
せ
ず
。
し

か
の
み
な
ら
ず
と
い
ふ
は
、
事
の
加
は
る
こ
と
を
い
ふ
詞
な
り
。
至
若
は
、
事
の
極
ま
る
所
を
推

て
、
し
か
じ
か
の
ご
と
き
ま
で
に
至
る
と
い
ふ
意
な
り
。
然
れ
ど
も
至
若
の
字
の
あ
る
處
は
、
其
下し

も

の
語
意
の
串
く
と
こ
ろ
必
長
し
。
さ
れ
ば
其
語
意
の
盡
る
處
よ
り
、
上
へ
返
り
て
、
云
云
の
ご

つ
ら
ぬ

と
き
に
至
る
と
讀
み
か
た
き
こ
と
あ
る
故
に
、
此
二
字
を
始
に
讀
て
置
ん
と
す
る
と
き
、
外
に
い

を
か

ふ
べ
き
詞
な
き
故
に
、
せ
ん
か
た
な
く
し
て
、
し
か
の
み
な
ら
ず
と
讀
た
る
者
な
り
。
是
亦
古
の

人
の
意
を
以
て
つ
け
た
る
倭
語
な
り
。
初
學
こ
れ
を
知
て
、
其
義
に
惑
ふ
べ
か
ら
ず
。
至
如
も
至

若
と
同
じ
。

〇
句
首
に
若
の
字
あ
れ
ば
、
も
し
と
讀
み
、
如
の
字
あ
れ
ば
、
下
よ
り
返
り
て
、
ご
と
き
と
讀
む

は
固
な
り
。
若
と
如
と
、
字
義
大
に
同
じ
。
も
し
と
讀
み
、
ご
と
き
と
讀
む
、
皆
可
な
り
。
其
處

こ

か

の
語
意
を
詳
に
し
て
、
何
れ
に
て
も
宜
き
に
隨
ふ
べ
し
。
字
の
別
な
る
に
拘
は
る
べ
か
ら
ず
。

〇
而
の
字
、
則
の
字
は
、
皆
上
を
承
て
下
へ
送
る
詞
な
り
。
故
に
而
の
字
あ
れ
ば
、
上
の
句
を
云

云
し
て
と
讀
み
、
則
の
字
あ
れ
ば
、
上
の
句
を
云
云
す
れ
ば
と
讀
む
。
是
通
途
の
事
な
り
。
或
は

つ
う

づ

而
の
字
の
上
に
て
、
て
と
い
ひ
が
た
く
、
則
の
字
の
上
に
て
、
れ
ば
と
い
ひ
が
た
き
處
あ
り
。
拘
泥

か
み

く

で
い

す
べ
か
ら
ず
。
古
文
に
至
て
は
、
殊
に

尤

拘
は
り
が
た
し
。
而
の
字
を
用
べ
き
處
に
、
則
の
字

も
つ
と
も
か
か

を
用
ひ
、
則
の
字
を
置
べ
き
處
に
、
而
の
字
を
置
く
類
の
事
多
し
。
何
ぞ
常
の
字
義
に
拘
は
る
べ

け
ん
や
。
山
崎
氏
は
字
義
に
拘
は
り
て
、
而
の
字
に
上
に
て
は
、
必
て
と
い
ひ
、
則
の
字
の
上
に

か
み

て
は
、
必
れ
ば
と
讀
む
。
固
陋
甚
し
。
凡
古
人
の
助
字
を
用
る
こ
と
、
活
法
あ
り
て
、
一
定
せ
ず
。

こ

ろ
う

而
則
の
二
字
の
み
に
限
ら
ず
、
何
れ
の
字
も
皆
然
な
り
。
一
法
に
執
滯
す
べ
か
ら
ず
、
其
處
の
語

し
か

し
つ
た
い

意
を
詳
に
し
、
上
下
の
文
を
考
て
、
義
の
通
ず
る
樣
に
讀
べ
き
な
り
。
此
法
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
古

や
う

文
古
書
竟
に
讀
れ
ず
。

つ
ゐ

よ
ま

〇
大
凡
、
大
抵
、
大
都
、
大
略
、
大
約
、
大
要
、
大
較
、
大
槩
、
大
率
、
此
等
の
詞
、
其
意
皆
相

か
く

る
い

ら

似
て
、
大
に
異
な
る
こ
と
無
し
。
皆
大
意
を
括
て
い
ふ
詞
な
り
。
倭
語
を
用
て
、
或
は
お
ほ
よ

く
く
り

そ
と
讀
み
、
或
は
お
ほ
む
ね
と
讀
こ
と
不
可
な
り
。
皆
音
に
て
讀
べ
し
。
此
數
多
の
詞
、
大
意
同

こ
ゑ

あ

ま

た

け
れ
ど
も
、
字

各

異
な
る
故
に
、
其
義
も
亦
少
の
不
同
あ
り
。
然
る
を
倭
語
に
讀
め
ば
、
混

お
の
お
の

す
こ
し

同
し
て
別
な
き
の
み
な
ら
ず
、
其
字
體
を
も
記
憶
し
が
た
し
。
學
問
の
便
宜
に
あ
ら
ず
。

べ
ん

ぎ

〇
然
の
字
と
而
の
字
と
、
其
義
相
通
ず
。
而
の
字
に
然
の
字
の
如
く
な
る
處
あ
り
、
然
の
字
に
而

の
字
の
如
く
な
る
處
あ
り
。
此
兩
字
、
し
か
う
し
て
と
讀
む
處
あ
り
、
し
か
れ
ど
も
と
讀
む
處
あ

り
、
し
か
る
に
と
讀
む
處
あ
り
、
是
亦
一
定
せ
ず
。
山
崎
氏
然
の
字
を
ば
、
し
か
る
に
と
ば
か
り

讀
む
。
亦
固
滯
の
失
な
り
。
又
而
の
字
然
の
字
を
單
に
一
字
用
る
處
是
多
し
。
或
は
然
而
と
連
屬

こ

た
い

た
ん

し
て
用
る
こ
と
あ
り
。
別
に
深
き
意
義
あ
る
に
あ
ら
ず
。

〇
而
の
字
と
以
の
字
と
對
し
て
用
る
こ
と
あ
り
。
楚
詞
に
是
多
し
。
二
字
異
義
な
し
。
以
を
而
に
換か

へ
、
而
を
以
に
換
て
も
、
其
義
皆
通
ず
。
又
而
の
字
を
之
の
字
の
意
に
用
る
こ
と
あ
り
。
左
傳
に

か
へ

有
威
而
可
畏
、
謂
之
威
、
有
儀
而
可
象
、
謂
之
儀
と
あ
る
を
、
威
あ
り
て
畏
る
べ
き
、
こ
れ
を
威

お
そ

と
い
ふ
、
儀
あ
り
て
象
る
べ
き
、
こ
れ
を
儀
と
い
ふ
と
讀
め
ど
も
、
此
二
つ
の
而
の
字
は
、
之

か
た
ど

の
字
の
意
な
り
。
威
の
畏
る
べ
き
者
あ
る
を
威
と
い
ひ
、
儀
の
象
る
べ
き
者
あ
る
を
儀
と
い
ふ
と

い
ふ
意
な
り
。
古
書
の
中
に
此
例
多
し
、
知
ら
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。

〇
俗
儒
の

輩

、
則
の
字
を
と
き
ん
ば
と
讀
む
、
非
な
り
。
と
き
ん
ば
は
、
と
き
に
は
な
り
。
上

と
も
が
ら

の
句
に
云
云
す
る
と
き
は
と
い
ふ
意
あ
る
處
は
、
下
の
句
に
多
く
は
則
の
字
あ
り
て
、
す
な
は
ち

と
承
る
こ
と
、
通
途
の
文
法
な
り
。
則
の
字
は
、
す
な
は
ち
と
讀
て
、
上
に
と
き
は
と
い
へ
る
詞

を
承
て
、
下
へ
送
る
詞
な
り
。
則
の
字
に
と
き
は
と
い
ふ
義
あ
る
に
は
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
文
に
句
讀

く

と
う

す
る
に
、
則
の
字
の
上
に
句
讀
し
て
、
則
の
字
を
ば
下
の
句
に
屬
す
る
な
り
。
若
と
き
ん
ば
と

し
よ
く

讀
め
ば
、
上
の
句
に
屬
す
。

〇
也
の
字
は
、
倭
語
に
な
り
と
い
ふ
詞
に
て
、
句
末
に
て
は
、
な
り
と
讀
て
好
き
處
多
し
。
然
れ

ど
も
亦
な
り
と
讀
が
た
き
處
も
多
し
。
深
く
泥
む
べ
か
ら
ず
。
山
崎
氏
は
此
字
あ
る
處
に
て
は
、

必
な
り
と
讀
む
故
に
、
倭
語
に
て
は
却
て

累

と
な
る
こ
と
あ
り
。
凡
中
華
と
吾
國
と
、
人
の
言

わ
づ
ら
ひ
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語
元
來
別
な
り
。
然
る
に
中
華
の
語
を
、

悉

倭
語
と
な
し
て
讀
ん
と
す
る
故
に
、
其
義
を
失

こ
と
ご
と
く

よ
ま

ふ
こ
と
多
し
。
い
か
ほ
ど
巧
に
讀
な
し
て
も
、
漢
語
を
全
く
倭
語
と
な
す
こ
と
は
、
か
な
は
ぬ
こ

と
な
り
。
只
大
か
た
に
翻
譯
し
て
、
意
義
の
盡
し
が
た
き
處
に
至
て
は
、
其
旨
を
心
に
會
得
す
べ

ほ
ん
や
く

ゑ

と
く

き
な
り
。
是
倭
讀
の
大
法
な
り
。
也
の
字
句
末
に
在
て
、
上
の
文
を
釋
す
る
詞
に
用
た
る
處
は
、

必
な
り
と
讀
む
。
大
學
に
切
す
る
が
如
く
磋
す
る
が
如
し
と
は
、
學
を
道
ふ
な
り
。
琢
す
る
が
如

い

く
磨
す
る
が
如
し
と
は
、
自
ら
脩
む
る
な
り
と
い
ふ
が
如
き
、
也
の
字
上
の
者
の
字
に
應
じ
て
、

み
づ
か

皆
上
の
文
を
釋
す
る
詞
な
り
。
周
易
の
大
傳
に
、
潛
龍
用
る
こ
と
勿
れ
と
は
、
陽
、
下
に
在
れ
ば

な
り
。
見
龍
田
に
在
り
と
は
、
德
の
施
し
普
き
な
り
と
い
へ
る
が
如
き
は
、
上
に
者
の
字
な
け
れ

ど
も
、
下
に
也
の
字
あ
る
は
、
上
の
文
を
釋
す
る
詞
な
り
。
春
秋
傳
に
、
公
、
戎
に
潛
に
會
す
。

惠
公
の
好
を
修
む
る
な
り
。
鄭
人
、
衞
を
伐
つ
。
公
孫
滑
が
亂
を
討
す
る
な
り
と
い
へ
る
が
如

よ
し
み

き
も
、
同
文
法
な
り
。
皆
經
文
を
上
に
舉
て
、
下
の
句
こ
れ
を
釋
す
。
傳
文
の
體
な
り
。
俗
儒
こ

れ
を
知
ら
ず
、
公
戎
に
潛
に
會
し
て
、
惠
公
の
好
を
修
む
。
鄭
人
衞
を
伐
て
、
公
孫
滑
が
亂
を

よ
し
み

討
す
と
讀
む
。
經
文
と
傳
文
と
を
連
合
し
て
、
釋
す
る
意
見
え
ず
。
宋
人
、
鄭
を
伐
て
長
葛
を
圍

み

む
。
以
て
郛
に
入
る
の
役
に
報
ふ
な
り
。
公
、
莒
人
と
、
浮
來
に
盟
ふ
。
以
て
紀
の
好
を
成
す

よ
し
み

な
り
と
い
へ
る
が
如
き
も
、
同
文
法
な
り
。
此
文
に
は
下
の
句
の
首
に
以
の
字
あ
る
故
に
、
俗
儒

以
の
字
を
見
て
、
上
下
を
つ
な
ぐ
詞
ぞ
と
お
も
ひ
て
、
以
の
字
の
下
傳
文
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
、

遂
に
上
の
句
に
連
て
讀
む
、
大
な
る
誤
な
り
。
此
等
の
文
に
て
は
、
也
の
字
を
な
り
と
讀
ま
ざ
れ

ら

ば
、
其
義
通
じ
が
た
し
。
自
餘
は
必
し
も
な
り
と
讀
ま
ず
と
も
あ
る
べ
き
な
り
。
况
や
句
中
に
在

る
は
、
尤
倭
語
を
附
け
が
た
し
。
只
助
字
と
見
る
べ
し
。

〇
是
歳
の
字
を
、
こ
と
し
と
讀
こ
と
非
な
り
。
こ
の
と
し
と
讀
べ
し
。
こ
と
し
と
讀
め
ば
、
今
歳

の
義
に
な
る
。
是
歳
は
、
今
歳
の
義
に
あ
ら
ず
。
文
章
の
中
に
、
是
歳
と
あ
る
は
、
必
其
前
に
某そ

れ

の
年
と
い
ふ
こ
と
出
た
る
を
、
下
に
て
又
其
年
の
事
を
言
ふ
時
の
詞
な
り
。
是
歳
と
い
ふ
は
、
前

に
出
た
る
某
の
年
を
指
す
な
り
。
前
に
某
の
年
と
い
ふ
こ
と
出
ざ
れ
ば
、
是
歳
と
い
は
ず
。
東
坡

そ
れ

が
後
赤
壁
の
賦
の
發
端
に
、
是
の
歳
十
月
の
望
と
書
た
る
は
、
前
赤
壁
の
賦
に
、
壬
戌
の
秋
と
い

へ
る
を
承
て
、
同
年
の
十
月
十
五
日
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
題
に
後
赤
壁
と
あ
れ
ば
、
前
赤
壁
に
續つ

ぎ

て
作
た
る
こ
と
明
白
な
り
。
さ
れ
ば
文
中
に
、
復
赤
壁
の
下
に
遊
ぶ
と
い
ひ
、
曾
日
月
の
幾
何

ま
た

か
つ
て

に
し
て
江
山
復
識
る
可
か
ら
ず
と
い
へ
る
、
皆
前
の
賦
に
對
し
て
い
へ
る
な
り
。
若
前
の
賦
な
く

ま
た

も
し

ば
、
此
賦
に
是
歳
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
是
月
是
日
の
字
も
此
意
な
り
。
今
月
今
日
と
い
ふ
義
に
あ

こ
の

ら
ず
。
禮
記
の
月
令
に
、
多
く
是
月
也
の
字
を
用
た
る
は
、
毎
月
の
初
に
、
孟
春
の
月
、
仲
春
の

月
と
い
ひ
た
る
後
に
、
又
其
月
の
事
を
い
ふ
と
て
、
是
月
也
と
置
た
る
な
り
。
王
羲
之
が
蘭
亭
の

記
に
、
是
の
日
や
、
天
朗
に
氣
清
み
、
惠
風
和
暢
す
と
書
た
る
は
、
發
端
に
永
和
九
年
、
歳
は
癸

丑
に
在
り
、
暮
春
の
初
と
い
へ
る
に
因
て
、
其
日
を
指
て
是
日
也
と
置
た
る
な
り
。
若
是
日
を
今

も
し

日
と
見
て
、
け
ふ
と
讀
ま
ば
、
其
義
を
失
は
ん
。
是
歳
の
字
、
此
意
を
以
て
推
べ
し
。
决
し
て
今

歳
の
義
に
あ
ら
ず
。
過
し
昔
の
事
を
言
ふ
に
、
是
歳
と
書
た
る
處
多
し
。
こ
と
し
と
い
ふ
倭
語
も
、

本
は
こ
の
と
し
と
い
ふ
義
な
る
べ
け
れ
ど
も
、
こ
と
し
と
い
へ
ば
、
今
歳
の
こ
と
に
な
り
、
こ
の

と
し
と
い
へ
ば
、
今
昔
に
通
ず
る
詞
に
な
る
。
是
倭
語
の
習
な
り
。

〇
往
歳
、
往
年
、
昔
歳
、
昔
年
、
去
歳
、
去
年
、
客
歳
の
類
を
、
一
概
に
こ
ぞ
と
讀
こ
と
非
な
り
。

こ
ぞ
と
い
ふ
倭
語
は
、
前
一
年
を
指
す
詞
な
り
。
客
は
、
隔
の
字
と
同
音
に
て
、
隔
歳
と
い
ふ
義

な
り
。
餘
は
皆
前
數
年
に
通
ず
る
詞
な
る
故
に
、
こ
ぞ
と
讀
て
は
礙
は
る
こ
と
あ
り
。

且

倭
語

ま
へ

さ

そ
の
う
へ

に
て
い
へ
ば
、
字
體
別
れ
ず
し
て
、
記
憶
に
便
な
ら
ず
。
音
に
讀
む
を
勝
れ
り
と
す
。

べ
ん

ま
さ

〇
李
太
白
が
詩
に
、
解
道
長
江
靜
如
練
の
句
あ
り
。
解
道
を
、
い
ふ
こ
と
を
解
す
と
讀
む
は
誤
な

げ

り
。解
道
す
と
讀
べ
し
。解
は
去
聲
、廣
韻
に
胡
懈
の
切
、曲
解
と
註
す
。字
彙
に
曉
也
と
註
す
。
領
解

り
や
う

げ

な
り
。
倭
語
に
合
點
す
る
と
い
ふ
意
な
り
。
道
は
、
つ
け
字
な
り
。
解
道
は
俗
語
に
て
、
只
領
解

が

て
ん

す
る
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
知
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
俗
語
に
知
道
す
と
い
ふ
が
如
し
。
道
の
字
に
意

義
な
し
。
太
白
が
意
は
、
長
江
靜
に
し
て
練
の
如
し
と
い
ふ
は
、
謝
玄
暉
が
詩
の
語
な
る
を
、
今

實
景
に
對
し
て
、
玄
暉
が
詩
の
摹
寫
〔
う
つ
す
〕
の
工
な
る
こ
と
を
領
解
せ
る
と
な
り
。
東
坡

も

し
や

た
く
み

が
詩
に
も
、
謫
仙
此
語
誰
解
道
の
句
あ
り
。
謫
仙
は
、
李
太
白
な
り
。
此
の
語
と
は
、
太
白
が
峨

眉
山
月
の
詩
を
指
て
い
ふ
。
謫
仙
が
峨
眉
山
月
の
詩
の
意
を
、
誰
か
領
解
せ
ん
と
い
ふ
こ
と
な
り
。

東
坡
が
意
も
、
實
景
に
對
せ
ざ
れ
ば
、
太
白
の
詩
の
妙
處
を
領
解
し
が
た
し
と
な
り
。
張
籍
が
詩

に
、
人
の
凉
州
を
取
る
こ
と
を
解
道
す
る
無
し
と
い
へ
る
も
、
邉
將
の
中
に
、
凉

州
を
取
べ
き

り
や
う
じ
う

こ
と
と
い
ふ
義
を
領
解
し
た
る
人
な
し
と
な
り
。
唐
詩
に
悲
を
解
す
、
愁
を
解
す
と
い
へ
る
は
、

げ

悲
愁
の
字
に
意
義
あ
り
。
解
の
字
は
、
知
る
と
い
ふ
意
に
て
、
悲
を
解
せ
ず
、
愁
を
解
せ
ず
と
い
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ふ
は
、
悲
を
知
ら
ず
、
愁
を
知
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
解
道
は
、
解
悲
解
愁
と
同
か
ら
ず
。
解

の
字
に
ば
か
り
意
義
あ
り
て
、
道
の
字
は
只
附
け
た
る
者
な
り
。
凡
俗
語
に
此
類
多
し
。

〇
醫
書
に
切
脉
の
字
あ
り
。
醫
家
の
輩
、
脉
を
切
に
す
と
讀
む
は
誤
な
り
。
脉
を
切
す
と
讀
べ
し
。

せ
つ

せ
つ

切
は
、
按
也
と
註
し
て
、
按
は
お
す
と
譯
す
。
脉
を
切
す
と
い
ふ
は
、
脉
を
診
ふ
に
は
、
指
に

う
か
が

ゆ
び

て
脉
處
を
按
す
な
り
。
脉
を
切
に
す
と
讀
め
ば
、
迫
切
切
近
の
意
の
樣
に
な
る
な
り
。
僅
に
に

お

や
う

わ
づ
か

と
い
ふ
て
に
を
は
を
附
た
る
ば
か
り
に
て
、
字
義
を
失
ふ
に
至
る
。
是
倭
語
の
體
な
り
。
故
に
倭

つ
け

て
い

語
は
、
て
に
を
は
に
意
を
注
る
を
要
と
す
。

つ
く

〇
方
書
に
膏
藥
を
煉
る
法
に
、
下
火
上
火
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
火
を
く
だ
す
、
火
を
あ
ぐ
る
と
讀

ね

む
、
是
誤
な
り
。
火
よ
り
を
ろ
す
、
火
に
の
ぼ
す
と
讀
べ
し
。
膏
藥
を
煉
る
に
は
、
鍋
を
幾
度
も

な
べ

を
ろ
し
つ
、
か
け
つ
す
る
こ
と
あ
る
な
り
。

〇
方
書
に
酒
浸
浸
酒
の
字
あ
り
。
古
來
の
讀
に
、
酒
浸
を
も
浸
酒
を
も
、
倶
に
酒
に
ひ
た
す
と
讀

よ
み

む
。
是
字
法
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
酒
浸
と
浸
酒
と
、
其
事
同
か
ら
ざ
る
故
に
、
字
を
下
す
こ
と
か

く
の
如
く
異
な
り
。
是
字
法
な
り
。
酒
浸
と
は
、
凡
藥
を
製
す
る
に
、
酒
に
浸
す
こ
と
あ
り
、

お
よ
そ

ひ
た

酒
に
て
洗
ふ
こ
と
あ
り
、
酒
に
て
煑
る
こ
と
あ
り
、
酒
に
て
蒸
す
こ
と
あ
り
。
此
等
の
製
法
を
書

あ
ら

に

む

す
る
に
、
文
法
に
て
酒
の
字
皆
上
に
在
り
。
酒
浸
、
酒
洗
、
酒
煑
、
酒
蒸
と
書
す
。
酢
浸
、
酢

し
よ

し
よ
う

そ

洗
、
酢
煑
、
米
泔
浸
、
米
泔
洗
の
如
き
、
皆
此
類
な
り
。
水
煎
、
酒
煎
も
、
水
に
て
煎
じ
、
酒
に

べ
い
か
ん

て
煎
ず
る
と
い
ふ
義
に
て
、
字
法
是
同
じ
。
浸
酒
は
、
藥
を
酒
に
浸
て
、
其
藥
を
捨
て
、
酒
を

ひ
た
し

用
る
こ
と
あ
る
に
、
浸
酒
と
書
す
。
然
れ
ば
酒
浸
を
ば
、
酒
に
て
浸
す
と
讀
み
、
浸
酒
を
ば
、
浸

せ
る
酒
と
讀
べ
き
な
り
。
藥
を
火
に
て
燒
て
、
其
灰
を
用
る
に
、
燒
灰
と
書
す
、
燒
た
る
灰
と
い

や
き

ふ
こ
と
な
り
。
藥
に
水
を
か
け
、
或
は
酒
を
か
け
て
、
灰
湯
を
た
る
る
如
く
漉
過
〔
こ
す
〕
し

あ

く

ろ

く
く
わ

て
、
其
汁
其
酒
を
用
る
に
、
淋
汁
〔
た
れ
た
る
し
る
〕、
淋
酒
〔
た
れ
た
る
さ
け
〕
と
書
す
。
皆
浸

酒
と
同
字
法
な
り
。
さ
れ
ば
凡
文
に
は
、
篇
法
、
章
法
、
句
法
、
字
法
と
て
、
四
法
あ
り
。
是

お
よ
そ

を
知
ら
ざ
れ
ば
、
文
を
作
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
文
を
作
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
書
を
讀
む
に
も
、
是

を
知
ら
ざ
れ
ば
、
文
義
に
通
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
。

〇
説
文
に
从
某
某
聲
と
い
ふ
語
あ
り
。
形
聲
の
字
に
、
必
此
註
あ
り
。
説
文
の
語
な
る
故
に
、
凡

け
い
せ
い

字
書
に
往
往
こ
れ
を
引
く
。
从
は
、
古
の
從
の
字
な
り
。
俗
儒
某
某
の
聲
に
从
ふ
と
讀
む
は
誤
な

そ
れ
そ
れ

り
。
某
に
从
ふ
某
の
聲
と
讀
べ
し
。
此
註
の
意
は
、
凡
字
を
作
る
に
、
六
書
と
て
六
つ
の
法
あ
り
。

そ
れ

そ
れ

其
第
六
を
形
聲
と
い
ふ
。
又
諧
聲
と
い
ふ
。
形
聲
と
は
、
二
字
を
合
せ
て
一
字
と
成
す
時
、
一
字

け
い
せ
い

か
い
せ
い

は
形
を

主

り
、
一
字
は
聲
を
生
ず
。
た
と
へ
ば
江
河
の
字
の
如
き
、
水
旁
に
工
可
を
附
た
り
。

つ
か
さ
ど

水
は
形
な
り
。
工
可
は
聲
な
り
。
さ
れ
ば
江
の
字
を
説
く
に
は
、
水
に
从
ふ
工
の
聲
と
い
ひ
、

し
た
が

河
の
字
を
説
く
に
は
、
水
に
从
ふ
可
の
聲
と
い
ふ
。
餘
は
推
て
知
べ
し
。

〇
爲
某
所
云
云
と
い
ふ
言
を
、
爲
の
字
を
た
め
と
讀
て
、
某
の
た
め
に
云
云
せ
ら
る
と
讀
む
は

こ
と
ば

誤
な
り
。
爲
の
字
去
聲
な
ら
ば
、
た
め
に
と
讀
べ
し
。
此
爲
の
字
は
字
の
如
く
平
聲
な
り
。
爲
所

の
二
字
を
用
る
は
、
某
の
云
云
す
る
所
と
な
る
と
い
ふ
意
に
て
、
爲
所
の
二
字
を
合
せ
て
、
ら
る

そ
れ

る
と
い
ふ
義
な
り
。
故
に
爲
某
所
云
云
と
い
ふ
言
を
ば
、
某
に
云
云
せ
ら
る
と
讀
べ
き
な
り
。

こ
と
ば

或
は
某
の
云
云
す
る
所
と
な
る
、
某
の
云
云
す
る
所
た
り
な
ど
と
讀
て
好
き
處
も
あ
り
。
上
下
の

文
を
詳
に
し
て
、
宜
き
に
隨
ふ
べ
し
。
又
爲
の
字
ば
か
り
あ
り
て
、
所
の
字
な
き
處
あ
り
。
論
語

の
不
爲
酒
困
是
な
り
。
酒
に
困
せ
ら
れ
ず
と
讀
べ
き
を
、
俗
儒
酒
の
み
だ
れ
を
な
さ
ず
と
讀
む
は

こ
ん

誤
な
り
。
所
の
字
な
け
れ
ど
も
、
有
る
意
に
て
、
爲
の
字
ば
か
り
に
も
、
ら
る
る
と
い
ふ
意
あ
り
。

又
所
の
字
あ
り
て
も
な
く
て
も
、
爲
某
と
い
ふ
下
に
、
之
の
字
入
た
る
處
も
あ
り
。
か
く
の
如
く

字
法
一
樣
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
爲
の
字
所
の
字
に
、
皆
ら
る
る
と
い
ふ
意
あ
る
故
に
、
其
義
は
同
き

な
り
。
爲
の
字
去
聲
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
、
是
を
以
て
知
べ
し
。

〇
同
異
の
字
上
に
在
る
を
、
下
よ
り
返
り
て
讀
む
と
き
、
某
同
じ
、
某
異
な
り
と
讀
む
は
非
な
り
。

そ
れ

そ
れ

か
く
の
如
く
な
れ
ば
、
同
異
の
字
下
に
在
る
處
と
分
別
な
し
。
上
に
在
る
處
を
ば
、
某
を
同
く
す
、

某
を
異
に
す
と
讀
べ
し
。又
禮
記
に
降
等
の
字
あ
り
。し
な
く
だ
る
と
讀
む
は
非
な
り
。音
に
て
降
等

こ
ゑ

か
う
と
う

と
讀
べ
し
。
凡
字
は
、
上
に
在
る
と
下
に
在
る
と
に
て
、
其
義
易
は
る
な
り
。
倭
讀
を
す
る
者
、

お
よ
そ

か

必
こ
れ
を
分
別
す
べ
し
。
俗
儒
字
法
を
知
ら
ず
、
混
同
し
て
一
樣
に
讀
む
故
に
、
人
を
誤
ら
し
む

る
こ
と
多
し
。

〇
凡
文
章
に
は
必
助
語
辭
あ
り
。
之
乎
者
也
矣
焉
哉
の
如
き
、
其
類
甚
多
し
。
古
人
は
助
字
を
用

し

こ

し
や

や

い

え
ん
さ
い

る
に
活
法
あ
り
て
一
定
せ
ず
。

且

今
の
七
字
を
以
て
言
ふ
に
、
之
の
字
は
、
こ
れ
と
讀
み
、
の

し
ば
ら
く

い

と
讀
む
こ
と
常
な
り
。
毛
詩
に
亦

孔

將
な
り
、
亦
孔
嘉
し
、
亦
孔
休
し
と
い
へ
る
、
此
之
の

は
な
は
だ
お
ほ
い

よ

よ

字
意
義
な
し
、
衍
文
の
如
し
。
如
何
讀
べ
き
や
。
楚
辭
に
余
旣
に
蘭
を
九
畹
に
滋
す
、
又
蕙
を

い

か

が

わ
れ

し
げ
く
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百
畆
に
樹
う
と
あ
る
、
此
等
の
之
の
字
は
、
於
の
字
の
意
な
り
。
高
唐
の
賦
に
巨
石
溺
溺
と
し
て

う

瀺
灂
た
り
、
洪
波
淫
淫
と
し
て
溶

た
り
と
あ
る
、
此
等
の
之
の
字
は
、
以
の
字
の
意
な
り
。
雲

さ
く

興
て
聲
霈
霈
た
り
、
神
女
の
賦
に
、
墀
を
拂
て
聲
珊
珊
た
り
と
あ
る
、
此
等
の
之
の
字
は
只
語
助

の
詞
に
て
、
少
も
意
義
な
し
、
兮
の
字
の
如
し
。
詞
賦
の
中
に
此
類
多
し
。
箇
樣
の
處
に
至
て
は
、

常
の
如
く
こ
れ
と
も
讀
ま
れ
ず
、
の
と
も
讀
ま
れ
ず
。
次
に
乎
の
字
は
、
多
く
は
疑
ふ
詞
に
用
て
、

や
と
讀
み
、
か
と
讀
む
。
又
歎
ず
る
詞
に
て
、
か
な
と
讀
む
こ
と
常
な
り
。
又
句
中
に
在
て
、
於

の
字
の
如
く
な
る
處
あ
り
。
然
る
を
莊
子
に
、
生
有
り
、
死
有
り
、
出
有
り
、
入
有
り
と
い
へ
る

は
、
句
中
に
在
て
、
何
の
意
義
も
無
し
。
又
燕
王
喜
て
樂
閒
に
謝
す
る
書
に
、
寡
人
、
不
肖
な
り

と
雖
も
、
未
だ
殷
紂
が
亂
の
如
く
な
ら
ず
。
君
意
を
得
ず
と
雖
も
、
未
だ
商
容
箕
子
が
累
の
如
く

な
ら
ず
と
い
へ
る
は
、
句
末
に
在
て
、
何
の
意
義
も
無
し
。
此
等
の
乎
の
字
を
ば
如
何
讀
ん
や
。

い

か

が

次
に
者
の
字
は
、
も
の
と
讀
み
、
は
と
讀
む
こ
と
常
な
り
。
古
者
今
者
と
い
ふ
が
如
き
は
、
者
の

字
皆
助
字
に
て
、
意
義
な
し
。
古
は
今
は
と
い
ふ
意
に
は
あ
ら
ず
。
此
類
猶
多
し
。
次
に
也
の
字

は
、
な
り
と
讀
こ
と
常
な
り
。
檀
弓
に
伋
が
妻
爲
る
者
は
、
是
白
が
母
爲
り
、
伋
が
妻
爲
ら
ざ
る

め

た

た

た

者
は
、
是
白
が
母
爲
ら
ず
と
あ
る
、
此
也
の
字
は
、
之
の
字
の
如
し
。
然
れ
ど
も
人
名
の
下
に
、

た

也
の
字
を
附
る
こ
と
は
、
古
文
に
其
例
多
け
れ
ば
、
此
類
は
猶
怪
む
に
足
ら
ず
と
も
い
ふ
べ
し
。

あ
や
し

毛
詩
に
忘
る
可
か
ら
俾
む
と
い
ひ
、
直
人
、
心
を
秉
る
こ
と
塞
淵
な
る
に
匪
ず
と
い
へ
る
、
此
等

し

た
だ

の
也
の
字
如
何
讀
ん
や
。
莊
子
に
胡
蝶
胥
ひ
化
し
て
蟲
と
爲
る
と
あ
る
、
此
也
の
字
は
何
の
意
義

い

か

が

あ

な

ぞ
や
。
只
衍
文
と
見
ゆ
。
然
れ
ど
も
是
衍
文
に
あ
ら
ず
。
古
書
に
此
類
多
し
。
次
に
矣
の
字
は
、

古
來
倭
訓
な
し
。
只
句
末
に
在
て
、
語
の
絶
る
處
に
こ
れ
を
置
こ
と
常
な
り
。
然
る
を
論
語
に
、

た
ゆ

巧
言
令
色
仁
鮮
し
と
い
へ
る
は
、
矣
の
字
句
中
に
在
て
、
語
の
絶
る
詞
に
あ
ら
ず
。
次
に
焉
の
字

は
、
或
は
こ
れ
と
讀
み
、
或
は
こ
こ
に
と
讀
む
こ
と
多
し
。
又
或
は
句
中
に
在
り
、
或
は
句
末
に

在
て
、
矣
の
字
也
の
字
の
如
く
、
何
の
意
義
も
無
く
用
た
る
處
あ
り
。
禮
記
に
故
に
先
王
之
が
爲

に
中
を
立
て
節
を
制
す
と
あ
り
。
莊
子
に
數
の
其
閒
に
存
す
る
有
り
と
あ
る
は
、
焉
の
字
衍
文
の

如
し
。
楚
辭
に
椒
丘
に
馳
て

且

止
息
す
。
乃
ち
遂
に
し
て
殃
に
逢
ふ
と
あ
る
。
此
等
の
焉
の
字
、

し
ば
ら
く

皆
常
例
に
非
ず
。
次
に
哉
の
字
は
、
歎
ず
る
詞
に
て
、
か
な
と
讀
み
、
疑
ふ
詞
に
て
、
や
と
讀
む

こ
と
常
な
り
。
然
る
を
莊
子
に
、
世
之
を
貴
ぶ
と
雖
も
と
い
ひ
、
國
語
に
余
靦
然
と
し
て
人
面
な

わ
れ

り
と
雖
も
と
い
ひ
、
楊
子
雲
が
解
嘲
に
、
其
人
の
膽
智
な
る
と
雖
も
と
い
へ
る
、
此
等
の
哉
の
字

か
い
た
う

は
、
歎
ず
る
詞
に
も
あ
ら
ず
、
疑
ふ
詞
に
も
あ
ら
ず
、
只
助
字
な
り
。
倭
語
に
如
何
讀
べ
き
や
。

古
人
の
文
、
拘
は
ら
ざ
る
こ
と
か
く
の
如
し
。
他
の
助
字
も
、
此
例
を
以
て
推
て
知
べ
し
。
先
賢

の
言
に
、
古
人
、
活
心
を
以
て
活
書
を
看
る
と
い
へ
り
。
今
人
も
書
を
看
る
に
は
、
必
活
眼
を
具

こ
と
ば

ぐ

す
べ
き
な
り
。
活
眼
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
古
人
の
文
に
活
法
あ
る
を
ば
、
看
得
る
こ
と
な
し
。

徒

み

い
た
づ
ら

に
時
師
の
讀
法
を
守
て
、
變
を
知
ら
ざ
る
は
、
柱
に
膠
し
て
瑟
を
調
る
と
い
ふ
者
な
り
。
近

こ
と
ぢ

に
か
は

し
ら
ぶ

時
山
崎
氏
の
徒
、
文
章
を
解
せ
ず
、
而
の
字
を
て
と
讀
み
、
則
の
字
を
れ
ば
と
讀
む
を
定
法
と
し

て
、
而
の
字
あ
れ
ば
、
義
理
を
問
は
ず
、
必
て
と
讀
み
、
則
の
字
あ
れ
ば
、
義
理
を
問
は
ず
、
必

れ
ば
と
讀
む
。
而
の
字
則
の
字
を
上
の
句
に
屬
し
て
讀
む
。
是
句
讀
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
是
に

し
よ
く

由
て
而
の
字
な
き
處
に
て
は
、
死
す
れ
ど
も
て
と
い
ふ
て
に
を
は
を
附
け
ず
。
則
の
字
な
き
處
に

て
は
、
死
す
れ
ど
も
れ
ば
と
い
ふ
て
に
を
は
を
附
け
ず
。
卒
に
大
に
文
義
を
害
し
て
、

自

誤
る

つ
ゐ

み
づ
か
ら

の
み
な
ら
ず
、
後
學
を
誤
ら
し
む
。
固
陋
の
至
り
笑
ふ
べ
く
痛
む
べ
き
こ
と
、
是
よ
り
甚
き
は
な

し
。
故
に
學
者
は
文
法
を
曉
る
を
務
と
す
べ
し
。
文
法
を
曉
ら
ざ
れ
ば
、
萬
卷
の
書
を
讀
て
も
、

さ
と

古
人
の
旨
を
得
る
こ
と
な
し
。
山
崎
氏
の
徒
の
如
き
は
、
一
生
を
盡
す
と
も
、
古
書
を
讀
得
る
こ

よ
み

と
あ
る
ま
じ
き
な
り
。
淺
ま
し
き
事
な
り
。

讀
書
法

學
問
は
書
を
讀
む
よ
り
始
ま
る
。
讀
書
の
法
二
つ
あ
り
。
一
つ
に
は
華
音
の
讀
、
二
つ
に
は
倭
語

よ
み

の
讀
な
り
。
華
音
と
は
今
の
唐
音
な
り
。
華
音
の
讀
と
は
、
中
華
の
人
の
如
く
、
唐
音
に
て
、
上

よ
み

よ
り
下
へ
順

直
に
讀
く
だ
す
な
り
。
倭
語
の
讀
と
は
、
倭
音
倭
訓
を
用
て
、
上
下
顚
倒
し
て
讀

じ
ゆ
ん
ち
よ
く

よ
み

て
ん
た
う

む
な
り
。
此
二
法
偏
廢
す
べ
か
ら
ず
。
學
者
先
華
音
の
讀
を
習
て
、
次
に
倭
語
の
讀
を
習
ふ
べ
し
。

ま
づ

よ
み

よ
み

其
故
は
、
書
を
讀
む
者
は
、
記
憶
を
本
と
す
。
記
憶
と
は
、
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
な
り
。
萬
卷
の
書
を

き

を
く

讀
て
も
、
記
憶
せ
ざ
れ
ば
、
用
に
立
た
ず
。
さ
れ
ば
中
華
の
學
者
は
、
書
を
讀
て
は
、
必
誦
を

た

し
よ
う

成
す
な
り
。
誦
と
は
、
そ
ら
よ
み
な
り
。
誦
を
成
す
と
い
ふ
は
、
其
文
句
を
そ
ら
に
い
ふ
こ
と
な

り
。
必
誦
を
成
す
こ
と
は
、
何
の
爲
ぞ
と
い
ふ
に
、

徒

に
談
論
〔
も
の
が
た
り
〕
を
助
け
、

し
よ
う

い
た
づ
ら

援
引
〔
ひ
く
〕
に
便
せ
ん
爲
に
あ
ら
ず
。
誦
を
成
す
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
其
文
義
に
通
ず
る
こ
と

た
よ
り
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難
き
故
な
り
。
倭
語
の
讀
に
て
も
、
誦
を
ば
成
す
べ
け
れ
ど
も
、
用
に
立
た
ざ
る
こ
と
五
つ
あ
り
。

た

一
つ
に
は
倭
音
に
て
誦
す
れ
ば
、
字
音
混
同
す
。
二
つ
に
は
倭
訓
に
て
誦
す
れ
ば
、
字
義
混
同
す
。

三
つ
に
は
顚
倒
の
讀
に
て
、
句
法
字
法
皆
失
す
。
四
つ
に
は
助
語
辭
皆
遺
漏
す
。
五
つ
に
は
句
讀

よ
み

し
つ

い

ろ
う

と
う

明
な
ら
ず
。
此
五
害
あ
る
故
に
、
辛
苦
し
て
諳
ん
じ
得
て
も
、
僅
に
談
論
の
助
と
な
る
の
み
に

そ
ら

わ
づ
か

て
、
援
引
す
る
に
も
お
ぼ
つ
か
な
く
、
增
て
文
義
に
通
ず
る
こ
と
は
叶
ひ
が
た
き
な
り
。
華
音
に

て
讀
め
ば
、
誦
を
成
す
こ
と
も
易
く
、
右
の
五
害
も
無
く
、
援
引
す
る
に
便
利
に
て
、
文
義
に
通

ず
る
こ
と
も
難
か
ら
ず
。
釋
氏
の

徒

、
佛
經
を
誦
す
る
は
、
倭
音
な
れ
ど
も
、
顚
倒
の
讀
を
な

と
も
が
ら

じ
ゆ

よ
み

さ
ず
。
音
ば
か
り
に
て
順
下
に
讀
む
故
に
、
其
文
句
を
全
く
諳
ん
じ
て
、
一
字
の
遺
漏
も
無
き
な

こ
ゑ

げ

そ
ら

り
。
然
れ
ど
も
倭
音
に
は
四
聲
の
別
ち
な
く
、
字
音
多
く
混
同
す
る
故
に
、
諳
誦
す
る
と
こ
ろ
錯
誤

わ
か

あ
ん
じ
ゆ

さ
く

ご

し
や
す
し
。
故
に
誦
を
成
さ
ん
と
お
も
は
ば
、
華
音
を
習
ふ
に
し
く
は
な
し
。
華
音
に
習

熟
す

し
ゆ
じ
ゆ
く

れ
ば
、
字
音
分
明
に
し
て
、
錯
誤
少
し
。
是
其
益
な
り
。
次
に
倭
語
の
讀
を
習
ふ
べ
し
と
い
ふ

す
く
な

え
き

よ
み

は
、
吾
國
の
人
は
、
音
に
て
順
に
讀
み
く
だ
し
て
は
、
其
文
句
を
記
憶
す
る
ば
か
り
に
て
、
其
義

こ
ゑ

を
解
す
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
さ
れ
ば
華
音
に
通
じ
た
る
上
に
て
、
又
倭
讀
を
習
ふ
べ
き
な
り
。
然

げ

る
に
華
音
の
讀
は
、
字
音
を
正
く
し
、
句
讀
を
明
に
す
る
の
み
に
て
、
外
に
子
細
な
し
。
倭
讀
は

よ
み

と
う

古
今
諸
家
の
法
各
別
に
し
て
、
互
に
得
失
あ
り
。
何
れ
を
是
と
し
、
何
れ
を
非
と
す
べ
く
も
あ
ら

ね
ば
、
古
今
を
斟

酌
し
、
諸
家
を
參
考
〔
か
ん
が
へ
あ
は
す
〕
し
て
、
其
善
を
擇
て
こ
れ
を
用

し
ん
し
や
く

ふ
べ
き
な
り
。
今
其
大
法
を
舉
て
、
初
學
に
示
す
こ
と
左
の
如
し
。

〇
讀
書
の
法
は
、
先
句
讀
を
明
に
す
べ
し
。
句
讀
明
な
ら
ざ
れ
ば
、
文
義
通
じ
が
た
し
。
句
讀
と

ま
づ

く

と
う

と
う

は
、
句
き
り
な
り
。
語
の
絶
る
處
を
句
と
い
ふ
。
語
は
絶
ざ
れ
ど
も
、
文
の
屬
の
長
き
處
は
、

ご

た
ゆ

た
え

つ
づ
き

其
中
の
き
り
て
よ
き
處
に
て
、
幾
處
も
き
り
て
讀
む
を
、
讀
と
い
ふ
。
讀
は
去
聲
、
音
豆
、
倭
音

と
う

と
う
な
り
。
中
華
の
人
は
、
此
句
讀
ば
か
り
に
て
、
文
義
を
解
す
る
故
に
、
童
子
な
ど
の
師
に
就つ

き

て
書
を
讀
み
、
文
字
を
學
ぶ
を
ば
、
句
讀
を
受
く
、
句
讀
を
授
か
る
と
い
ふ
。
文
章
の
義
理
、
句

さ
づ

讀
に
よ
り
て
か
は
る
故
に
、
句
讀
を
緊
要
と
す
る
な
り
。
吾
國
の
人
は
、
倭
語
を
用
て
、
顚
倒
の
讀

き
ん
や
う

よ
み

を
な
し
、
て
に
を
は
に
て
義
理
を
取
る
故
に
、
句
讀
を
知
ら
ざ
れ
ど
も
、
大
略
其
義
に
通
ず
る
こ

と
を
得
る
な
り
。
是
に
よ
り
て
、
遂
に
句
讀
を

忽

に
し
て
、
文
義
の
差
誤
す
る
こ
と
を
覺
え
ず
。

つ
ゐ

ゆ
る
か
せ

さ

ご

師
範
と
稱
せ
ら
る
る
ほ
ど
の
者
も
、
多
く
は
此
失
を
免
れ
ず
。
况
や
學
者
を
や
。
凡
文
章
に
は
、

し

は
ん

し
つ

篇
法
、
章
法
、
句
法
、
字
法
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
古
人
の
書
を
讀
む
も
、
今
日
文
章
を
作
る
も
、

此
四
法
を
知
ら
ず
し
て
は
叶
は
ず
。
是
を
知
こ
と
も
、
先
句
讀
を
明
に
し
て
の
上
の
事
な
り
。
さ

ま
づ

れ
ば
書
を
讀
む
者
は
、
必
先
句
讀
に
意
を
注
く
べ
き
な
り
。

ま
づ

こ
こ
ろ

つ

〇
文
章
に
短
句
あ
り
、
長
句
あ
り
。
短
句
と
い
ふ
は
、
一
字
二
字
三
字
よ
り
、
長
句
と
い
ふ
は
、

十
餘
字
に
至
る
。
凡
句
の
處
は
、
一
字
に
て
も
き
り
て
讀
べ
し
。
て
に
を
は
に
て
つ
な
ぐ
べ
か

お
よ
そ

ら
ず
。
た
と
へ
ば
左
傳
に
偃
且
射
子
鉏
。
中
頰
。
殪
と
い
ふ
が
如
き
、
偃
且
射
子
鉏
、
五
字
一
句
、
中

ゑ
ん
し
や
せ
き

し

じ
よ

ち
う

頰
、
二
字
一
句
、
殪
、
一
字
一
句
な
り
。
偃
て
且
子
鉏
を
射
て
頰
に
中
て
殪
す
と
讀
べ
か
ら
ず
。
偃

け
ふ

ふ
し

か
つ

ゐ

ほ
ふ

あ
て

た
を

ふ
し

て
且
子
鉏
を
射
る
。
頰
に
中
る
。
殪
る
と
讀
べ
し
。
定
公
の
三
年
に
、
三
年
、
二
字
一
句
、
春
、
一

か
つ

ゐ

ほ
ふ

た
を

字
一
句
、
二
月
、
二
字
一
句
、
辛
卯
、
二
字
一
句
、
邾
子
在
門
臺
、
五
字
一
句
、
臨
庭
、
二
字
一
句
、
閽
以

缾
水
沃
廷
、
六
字
一
句
、
邾
子
望
見
之
、
五
字
一
句
、
怒
、
一
字
一
句
、
閽
曰
、
二
字
讀
、
夷
射
姑
旋
焉
、

七
字
一
句
、
命
執
之
、
三
字
一
句
、
弗
得
、
二
字
一
句
、
滋
怒
、
二
字
一
句
、
自
投
于
牀
、
四
字
一
句
、
廢

于
鑪
炭
、
四
字
一
句
、
爛
、
一
字
一
句
、
遂
卒
、
二
字
一
句
、
と
い
ふ
が
如
き
、
長
短
の
句
法
を
見
る
べ

し
。
か
く
の
如
く
句
を
き
り
て
讀
め
ば
、
句
法
字
法

自

明
白
に
し
て
、
義
理
も
隨
て
見
や
す

お
の
づ
か
ら

し
。
是
を
以
て
例
と
し
て
、
他
は
推
て
知
べ
し
。
先
輩
の
書
を
讀
む
を
觀
る
に
、
多
く
は
句
讀
を

分
た
ず
、
倭
語
の
て
に
を
は
に
て
つ
な
ぎ
て
、
數
句
を
一
連
と
な
し
て
讀
む
。
是
文
法
に
昧
き
故

な
り
。
學
者
こ
れ
を
察
せ
よ
。

〇
顚
倒
の
讀
は
、
吾
國
の
俗
習
な
れ
ば
、
俄
に
改
が
た
し
。
只
字
を
讀
む
に
、
倭
訓
に
讀
ま
ず
し

て
ん
た
う

よ
み

よ

て
叶
は
ざ
る
處
を
除
て
、
其
外
音
に
讀
る
る
限
は
、
音
に
讀
べ
し
。
古
來
の
讀
法
は
、
漢
語
を
譯

の
ぞ
き

こ
ゑ

よ
ま

や
く

し
て
倭
語
と
な
す
こ
と
を
貴
び
、
漢
語
を
取
て
、
倭
文
倭
歌
の
用
と
せ
ん
と
す
る
故
に
、
人
名
地
名

じ
ん
め
い

ち

め
い

の
類
を
除
て
の
外
は
、
倭
訓
に
讀
る
る
限
は
、
倭
訓
を
用
た
る
者
な
り
。
故
に
中
華
の
書
、
此

の
ぞ
き

方
の
國
字
草
子
の
如
く
に
な
り
て
、う
ち
き
き
た
る
と
こ
ろ
は
、や
さ
し
く
面
白
き
樣
な
れ
ど
も
、唯

か

な

ざ

う

し

や
う

た
だ

俗
人
の
耳
を
悦
ば
し
む
る
の
み
に
て
、
中
華
を
學
ぶ
者
の
爲
に
は
、
其
益
少
し
。
文
章
の
道
に

す
く
な

志
さ
ん
者
は
、
務
て
此
弊
を
除
く
べ
き
な
り
。
音
に
て
讀
む
に
三
つ
の
益
あ
り
。
一
つ
に
は
吾
國

へ
い

こ
ゑ

に
は
言
語
の
數
少
く
し
て
、
一
つ
の
倭
訓
を
數
字
に
通
用
す
る
故
に
、
倭
訓
に
讀
て
は
、
其
字

す
く
な

す

を
記
憶
せ
ず
、
記
憶
す
れ
ど
も
、
誤
多
し
。
音
に
て
讀
め
ば
、
直
に
其
字
を
記
憶
す
。
二
つ
に

き

を
く

た
だ
ち

は
漢
語
は
一
字
に
多
義
あ
り
。
朱
子
大
學
の
註
に
、
慊
は
、
快
也
、
足
也
と
い
ひ
、
論
語
の
註
に
、
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厭
は
、
棄
絶
也
と
い
へ
る
が
如
き
、
是
皆
一
字
に
二
字
の
義
を
兼
た
り
。
此
等
の
字
を
倭
訓
に
讀

め
ば
、
只
一
義
に
倚
る
な
り
。
音
に
讀
め
ば
、
多
義
を
含
蓄
し
て
遺
さ
ず
。
三
つ
に
は
倭
語
は
煩
瑣

か
た
よ

が
ん
ち
く

の
こ

は
ん

さ

に
し
て
、
記
憶
す
る
に
勞
あ
り
。
音
に
讀
め
ば
、
簡
約
に
し
て
誦
を
成
し
や
す
し
。
倭
訓
に
讀

ら
う

か
ん
や
く

し
よ
う

む
と
、
音
に
讀
む
と
、
其
失
得
か
く
の
如
し
。
さ
れ
ば
昔
よ
り
倭
訓
に
讀
習
は
せ
る
言
に
て
も
、

し
つ
と
く

よ
み

こ
と
ば

音
に
讀
て
聽
に
く
か
ら
ぬ
處
は
、
今
改
て
音
に
讀
べ
し
。

き
き

〇
倭
語
は
て
に
を
は
を
以
て
辭
を
屬
る
。
て
に
を
は
と
い
ふ
は
、
上
下
の
つ
な
ぎ
な
り
。
さ
れ
ば

つ
づ

を
と
い
ふ
べ
き
を
、
に
と
い
ひ
、
に
と
い
ふ
べ
き
を
、
を
と
い
へ
ば
、
義
理
易
る
樣
な
る
こ
と
、
諸

か
は

や
う

も
ろ
も
ろ

の
て
に
を
は
皆
然
な
り
。
故
に
倭
語
は
是
を
緊
要
と
す
。
倭
讀
を
す
る
者
は
、
こ
れ
を

忽

に
す

し
か

き
ん
や
う

ゆ
る
か
せ

べ
か
ら
ず
。
但
其
閒
に
一
種
む
つ
か
し
き
詞
あ
り
。
云
云
せ
ば
と
い
ひ
て
よ
き
を
、
云
云
せ
ま

た
だ
し

し
か
ば
と
い
ひ
、
云
云
せ
じ
と
い
ひ
て
よ
き
を
、
云
云
せ
ざ
ら
ま
し
と
い
ひ
、
い
ふ
べ
き
の
み
と

い
ひ
て
よ
き
を
、
い
ふ
べ
か
ら
く
の
み
と
い
ひ
、
云
云
の
み
と
い
ひ
て
よ
き
を
、
云
云
な
ら
く
の

み
と
い
ひ
、
云
云
す
、
又
は
云
云
せ
り
と
い
ひ
て
よ
き
を
、
云
云
し
け
ら
し
と
い
ひ
、
云
云
な
り

と
い
ひ
て
よ
き
を
、
云
云
な
ら
し
と
い
ふ
。
此
等
の
詞
、
倭
語
に
て
は
風
雅
な
る
に
似
た
れ
ど
も
、

中
華
の
書
を
讀
む
に
、
是
を
用
て
は
、
只
む
つ
か
し
き
の
み
に
て
、
學
者
の
爲
に
少
の
益
も
無
し
。

必
此
類
の
詞
を
除
去
て
、
一
切
に
簡
易
に
從
ふ
べ
き
な
り
。

の
ぞ
き

せ
つ

か
ん

い

〇
倭
讀
の
法
に
、
毛
詩
文
選
等
に
は
、
音
訓
兩
讀
を
用
る
こ
と
あ
り
。
音
訓
兩
讀
と
は
、
音
に
て

い
ん
く
ん

こ
ゑ

讀
て
、
又
倭
訓
に
て
讀
む
な
り
。
關
關
た
る
雎
鳩
を
、
關

關
と
や
は
ら
ぎ
な
く
雎
鳩
の
み
さ
ご

く
わ
ん
く
わ
ん

し
よ
き
う

と
讀
み
、
參
差
た
る
荇
菜
を
、
參
差
と
か
た
た
が
ひ
な
る
荇
菜
の
あ
さ
さ
と
讀
む
類
の
如
き
是
な

し
ん

し

か
う
さ
い

り
。
此
法
何
れ
の
時
よ
り
始
ま
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ず
。
尤
無
益
の
事
な
り
。
是
を
止
て
、

む

や
く

や
め

只
常
の
如
く
讀
べ
し
。
其
故
は
、
毛
詩
文
選
等
の
文
に
も
、
倭
語
に
讀
る
る
處
あ
り
、
倭
語
に
讀

れ
ざ
る
處
あ
り
。
鳥
獸
草
木
の
名
も
、
此
方
に
無
き
者
は
、
倭
名
な
き
こ
と
多
し
。
然
る
を
一
槩

に
倭
名
を
施
さ
ん
と
す
る
と
き
は
、
牽

强
〔
む
り
〕
を
免
れ
ず
。
况
や
地
名
、
人
名
、
宮
殿
の

け
ん
き
や
う

名
の
如
き
は
、
元
來
倭
名
な
し
、
如
何
に
し
て
倭
訓
を
施
さ
ん
や
。
古
來
の
讀
に
、
山
の
名
に
は
、

よ
み

や
ま
と
い
ふ
こ
と
を
附
け
、
水
の
名
に
は
、
み
づ
と
い
ふ
こ
と
を
附
け
、
殿
の
名
に
は
、
と
の
と

で
ん

い
ふ
こ
と
を
附
け
、
珠
玉
の
名
に
は
、
た
ま
と
い
ふ
こ
と
を
附
た
る
處
あ
り
。
文
選
に
殊
に
多
し
。

皆
是
倭
名
な
き
物
に
、
倭
訓
を
施
さ
ん
と
す
る
に
よ
り
て
、
蛇
足
〔
へ
び
の
あ
し
〕
を
畫
け
る
な

じ
や
そ
く

ゑ
か

り
。
愚
昧
の
至
り
、
一
笑
に
餘
れ
り
。
此
等
の
讀
を
ば
、
一
切
に
禁
止
す
べ
し
。

ぐ

ま
い

せ
つ

〇
賈
誼
が
過
秦
論
に
、
雲
集
響
應
景
從
の
字
あ
り
。
雲
集
は
、
雲
の
集
ま
る
が
如
し
と
い
ふ
義
な

う
ん
し
ふ

り
。
響

應
は
、
響
の
聲
に
應
ず
る
が
如
し
と
い
ふ
義
な
り
。
景
は
影
と
同
じ
。
景

從
は
、
影

き
や
う
を
う

ひ
び
き

え
い
し
よ
う

の
形
に
隨
ふ
が
如
し
と
い
ふ
義
な
り
。
皆
譬
喩
〔
た
と
へ
〕
な
り
。
古
來
の
讀
に
、
雲
の
ご
と
く

ひ

ゆ

よ
み

に
集
ま
り
、
響
の
ご
と
く
に
應
ず
、
景
の
ご
と
く
に
從
ふ
と
讀
む
。
義
は
差
は
ざ
れ
ど
も
、
詞
む

か
げ

た
が

つ
か
し
く
し
て
、
誦
讀
に
不
便
な
り
。
只
音
に
て
雲
集
響
應
す
、
景
從
す
と
讀
べ
し
。
凡
文
の

じ
ゆ
と
く

ふ

べ
ん

こ
ゑ

お
よ
そ

中
に
、
此
類
の
詞
あ
る
は
、
皆
譬
喩
の
詞
な
り
。

狼

の

顧

る
が
如
く
な
る
を
、
狼
顧
と
い
ひ
、

ひ

ゆ

お
ほ
か
み

か
へ
り
み

ら
う

こ

虎
の
物
を
視
る
が
如
く
な
る
を
、
虎
視
と
い
ひ
、
龍
の
騰
驤
〔
の
ぼ
る
〕
す
る
が
如
く
な
る
を
、

み

こ

し

り
ゆ
う

と
う
じ
や
う

龍
驤
と
い
ひ
、
蜂
の
起
る
が
如
く
な
る
を
、
蜂
起
と
い
ひ
、
鼎
の
湯
の
沸
く
が
如
く
な
る
を
、
鼎
沸

は
ち

を
こ

ほ
う

き

か
な
へ

ゆ

わ

て
い
ふ
つ

と
い
ひ
、
糜
の
沸
く
が
如
く
な
る
を
、
糜
沸
と
い
ふ
。
例
し
て
知
べ
し
。
凡
此
類
皆
譬
喩
の
詞

か
ゆ

び

ふ
つ

お
よ
そ

み
な

に
て
、
名

目
な
り
。
故
に
音
に
讀
む
に
し
く
は
な
し
。
倭
語
に
讀
め
ば
、
名
目
に
な
ら
ず
。

み
や
う
も
く

〇
未
明
に
臥

蓐
の
上
に
て
食
す
る
を
、
蓐

食
と
い
ふ
。
常
の
早
飯
を
、
朝

食
と
い
ふ
。
日

び

め

い

ぐ
わ
ぢ
よ
く

ぢ
よ
く
し
よ
く

ち
や
う
し
よ
く

中
に
食
す
る
を
、
中
食
と
い
ふ
。
晩
飯
を
夕

食
と
い
ふ
。
皆
名
目
な
り
。
蓐
食
を
、
し
と
ね
に

せ
き
し
よ
く

は
む
と
讀
み
、
朝
食
を
あ
し
た
に
く
ら
ふ
と
讀
み
、
夕
食
を
、
ゆ
ふ
べ
に
く
ら
ふ
と
讀
む
類
、
皆

名
目
を
失
て
惡
し
。
蓐
食
す
、
朝
食
す
、
中
食
す
、
夕
食
す
と
、
音
に
讀
べ
し
。

こ
ゑ

〇
朝
廷
に
て
人
を
叱
吒
〔
し
か
る
〕
す
る
を
、
廷
叱
と
い
ふ
。
朝
廷
に
て
人
に
恥
辱
を
與
る
を
、

し
つ

た

て
い
し
つ

あ
た
ふ

廷
辱
と
い
ふ
。
朝
廷
に
て
君
を
諫
て
君
と
爭
ふ
を
、
廷
爭
と
い
ふ
。
衆
人
の
中
に
て
人
に
恥
辱

て
い
ぢ
よ
く

い
さ
め

て
い
さ
う

を
與
る
を
、
衆

辱
と
い
ふ
。
皆
名
目
な
り
。
廷
に
し
て
叱
す
、
廷
に
し
て
は
づ
か
し
む
、
廷
に

し
う
ぢ
よ
く

し
て
あ
ら
そ
ふ
、
衆
は
づ
か
し
む
と
讀
む
惡
し
。
廷
叱
す
、
廷
辱
す
、
廷
爭
す
、
衆
辱
す
と
讀
べ

し
。
凡
二
字
三
字
連
屬
し
て
、
名
目
に
な
り
た
る
詞
を
、
倭
語
に
讀
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
。
倭
語

に
讀
め
ば
、
名
目
の
意
を
失
ふ
な
り
。
必
音
に
讀
て
、
名
目
と
い
ふ
こ
と
を
記
憶
す
べ
し
。
釋
氏

こ
ゑ

の
徒
、
佛
書
を
讀
む
は
、
倭
訓
す
く
な
く
、
音
に
讀
こ
と
多
き
故
に
、
名
目
の
類
、
其
旨
を
失
は

こ
ゑ

ず
。
幼
學
も
能
く
こ
れ
を
記
憶
す
。
儒
者
の
書
を
讀
む
は
、
先
輩
よ
り
倭
語
を
用
る
を
務
と
す
る

故
に
、
華
語
の
本
旨
を
失
ふ
こ
と
甚
多
し
。
此
弊
を
改
め
ず
し
て
は
、
文
理
に
達
す
る
こ
と
あ
る

ま
じ
き
な
り
。

〇
樂
記
に
斯
須
の
字
あ
り
、
中
庸
に
須
臾
の
字
あ
り
。
同
く
暫
時
の
義
な
れ
ど
も
、
其
詞
旣
に
異

ざ
ん

じ
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な
れ
ば
、
音
に
讀
て
、
其
字
を
記
憶
す
る
を
好
と
す
。
先
輩
の
如
く
、
皆
倭
語
を
用
て
、
し
ば
ら

こ
ゑ

よ
し

く
と
讀
て
は
、
斯
須
と
須
臾
と
、
詞
の
異
な
る
を
別
つ
べ
き
樣
も
無
く
、
其
字
を
記
憶
す
る
こ
と

し

し
ゆ

や
う

も
難
し
。
音
に
讀
む
と
、
倭
語
に
讀
む
と
、
其
得
失
か
く
の
如
し
。
此
等
の
例
を
以
て
、
他
は
推

こ
ゑ

て
知
べ
し
。

〇
書
を
讀
む
は
、
文
字
を
識
り
、
義
理
を
明
め
ん
爲
な
り
。
然
れ
ど
も
文
字
を
識
り
、
義
理
を
明

し

め
ん
と
す
る
に
、
先
其
文
句
を
記
憶
せ
ず
し
て
は
叶
は
ず
。
故
に
書
を
讀
む
者
は
、
其
文
句
を
記

ま
づ

も
ん

く

憶
す
る
こ
と
を
先
務
と
す
。
古
人
の
一
篇
の
文
章
を
看
る
に
も
、
眼
全
篇
に
ゆ
き
わ
た
ら
ざ
れ

せ
ん

む

ま
な
こ

ば
、
其
文
の
大
意
を
だ
に
も
見
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
增
て
篇
章
句
字
の
法
の
精
細
な
る
處
を
ば
、

ま
し

何
と
し
て
見
得
す
る
こ
と
あ
ら
ん
や
。
一
首
の
詩
は
、
短
き
物
な
れ
ど
も
、
草
草
に
看
過
し
て
は
、

け
ん
と
く

さ
う
さ
う

か
ん
く
わ

其
意
に
通
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
必
其
語
句
を
諳
ん
じ
て
、
反
覆
吟
咏
し
て
の
後
、
其
意
味
の
在

そ
の

そ
ら

は
ん
ふ
く
ぎ
ん
ゑ
い

い

み

る
と
こ
ろ
を
知
こ
と
あ
り
。詩
文
す
ら
然
な
り
。况
や
一
部
の
書
を
讀
む
に
、此
を
看
る
と
き
は
、
彼

し
か

こ
こ

か
し
こ

を
忘
れ
、
末
を
讀
と
き
は
、
始
を
忘
る
る
樣
に
て
は
、
何
を
以
て
其
大
義
に
通
ぜ
ん
や
。
必
一
部

や
う

を

貫

て
、
其
文
を
記
憶
し
て
、
前
後
を
思
ひ
あ
は
せ
て
の
上
に
て
、
事
の
始
末
も
、
義
理
の
着

落

つ
ら
ぬ
き

し

ま

つ

ち
や
く
ら
く

も
見
ゆ
べ
き
な
り
。
譬
へ
ば
高
き
山
の
上
よ
り
下
を
觀
る
が
如
し
。
一
目
に
見
わ
た
す
故
に
、
地

ひ
と

め

理
の
曲

折
、
分
明
に
見
ゆ
る
な
り
。
書
を
讀
む
者
、
此
意
に
て
、
始
よ
り
終
に
至
ま
で
、
一
目

き
よ
く
せ
つ

を
は
り

に
見
わ
た
す
樣
に
あ
る
べ
き
な
り
。
然
れ
ど
も
此
目
を
始
終
に
わ
た
す
と
い
ふ
こ
と
、
容
易
な
る

や
う

し

じ
う

よ

う

い

こ
と
に
あ
ら
ず
。
必
先
其
書
を
熟
讀
し
、
其
語
句
を
諳
誦
記
憶
し
て
、
一
部
の
書
、
歷
歷
〔
き
ら

ま
づ

あ
ん
じ
ゆ

れ
き
れ
き

き
ら
〕
と
し
て

胷
中
に
在
と
き
は
、
卷
を
開
く
ご
と
に
、
い
づ
く
に
て
も
あ
れ
、
我
が
眼
は
始

き
よ
う

ま
き

終
に
及
ぶ
な
り
。
さ
て
諳
誦
記
憶
す
る
こ
と
は
、
熟

讀
よ
り
得
る
こ
と
な
り
。
熟
讀
す
る
に
あ

じ
ゆ
く
ど
く

ら
ず
し
て
、
急
に
記
憶
せ
ん
と
し
て
、
今
日
一
語
を
記
憶
し
、
明
日
一
句
を
記
憶
す
る
は
、
速
に

き
ふ

其
功
を
成

就
す
る
こ
と
あ
れ
ど
も
、
速
に
得
た
る
こ
と
は
、
速
に
失
ふ
も
の
な
り
。
只
何
の
意

じ
や
う
じ
ゆ

も
無
く
玩

讀
し
て
、
數
十
遍
を
累
れ
ば
、
い
つ
と
な
く
口
に
上
り
て
、
自
然
に
其
文
句
を
諳
ん

ぐ
わ
ん
ど
く

す

か
さ
ぬ

く
ち

の
ぼ

ず
る
な
り
。
か
く
の
如
く
に
し
て
記
憶
し
た
る
は
、
久
く
な
り
て
も
忘
れ
ず
。
是
を
熟
讀
と
い
ふ
。

是
讀
書
の
要
法
な
り
。
此
法
を
用
ん
と
す
る
に
は
、
殊
に
古
來
の
讀
の
如
く
な
る
、
む
つ
か
し
き

よ
み

倭
訓
、
む
つ
か
し
き
て
に
を
は
を
除

去
て
、
簡
易
な
ら
ん
樣
を
學
ぶ
べ
き
な
り
。
簡
易
と
は
、

の
ぞ
き
さ
り

か
ん

い

や
う

事
す
く
な
く
や
す
き
な
り
。
前
に
い
へ
る
如
く
、
音
に
讀
て
通
ず
る
ほ
ど
の
處
は
、
倭
語
を
用
ひ

こ
ゑ

ず
し
て
音
に
讀
む
。
是
簡
易
の
法
な
り
。
凡
儒
生
の
書
を
讀
む
は
、
中
華
の
文
章
を
學
て
、
聖
人

じ
ゆ
せ
い

の
道
を
明
め
ん
爲
に
し
て
、
倭
歌
倭
文
の
用
に
立
て
ん
と
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
倭
訓
を
略
し
て
、
誦

た

讀
に
便
よ
く
、
記
憶
し
や
す
き
を
取
べ
き
な
り
。

た
よ
り

〇
中
華
の
人
の
書
を
讀
む
と
い
ふ
は
、
書
を
看
る
こ
と
を
い
ふ
な
り
。
別
に
看
書
の
字
あ
れ
ど
も
、

み

か
ん
し
よ

俗
語
な
り
。
雅
言
に
は
讀
書
と
ば
か
り
あ
り
て
、
看
書
の
字
な
し
。
此
方
の
人
は
、
讀
書
と
看
書

が

げ
ん

と
く
し
よ

と
を
二
つ
に
分
て
、
讀
書
は
讀
書
、
看
書
は
看
書
と
し
て
、
其
事
同
か
ら
ず
。
是
國
俗
の
誤
な
り

わ
け

こ
く
ぞ
く

と
い
へ
ど
も
、
此
方
の
習
俗
に
て
は
、
讀
む
と
看
る
と
、
實
に
同
か
ら
ざ
る
こ
と
あ
り
。
其
故
は
、

し
ふ
ぞ
く

よ

み

じ
つ

倭
語
の
讀
に
は
顚
倒
あ
り
、
助
語
を
遺
す
。
是
漢
語
と
異
な
り
。
さ
れ
ば
口
に
て
讀
た
る
ば
か
り

の
こ

く
ち

に
て
は
、
漢
文
の
義
理
見
え
が
た
し
。
只
口
に
は
倭
語
の
讀
を
な
す
と
も
、
目
に
て
其
文
字
を
看

く
ち

て
、
其
上
下
の
位
を
分
別
し
、
助
語
辭
ま
で
に
一
一
に
目
を
屬
て
、
子
細
に
看
て
、
心
に
は
其
句

つ
け

法
字
法
の
種
種
變
化
異
同
あ
る
こ
と
を
思
量
〔
お
も
ひ
は
か
る
〕
し
て
、
中
華
の
人
の
音
に
て

し

り
よ
う

こ
ゑ

順
に
讀
く
だ
す
心
に
な
り
て
、
漢
文
の
條
理
血
脉
を
識
得
せ
ん
こ
と
を
要
す
べ
し
。
是
書
を
看
る

し
き
と
く

と
い
ふ
者
な
り
。
只
讀
む
と
い
ふ
ば
か
り
に
て
は
、
か
く
の
如
く
の
事
な
き
故
に
、
其
益
も
少

す
く
な

し
。
是
倭
漢
讀
書
の
同
か
ら
ざ
る
處
な
り
。

わ

か
ん

〇
倭
讀
に
は
諸
家
の
點
あ
り
て
、
互
に
異
同
あ
り
。
學
者
往
往
に
其
是
非
を
爭
ふ
。
爭
ふ
と
こ
ろ

ぜ

ひ

或
は
理
あ
れ
ど
も
、
畢

竟
倭
語
の
上
の
是
非
な
れ
ば
、
優
劣
〔
ま
さ
る
を
と
る
〕
す
る
に
足
ら

ひ
つ
き
や
う

う

れ
つ

ず
。
善
く
學
問
せ
ん
と
お
も
は
ん
者
は
、
深
く
是
に
泥
む
べ
か
ら
ず
。
點
は
と
に
も
か
く
に
も
讀

な
づ

べ
し
。
只
點
に
目
を
つ
け
ず
、
本
文
に
目
を
つ
け
て
、
中
華
の
人
の
讀
法
の
如
く
、
上
よ
り
順
に

も
ん

讀
く
だ
す
意
に
て
、
其
文
義
を
尋
求
む
べ
き
な
り
。
さ
れ
ば
讀
書
は
、
點
な
き
本
を
用
る
に
し
く

ほ
ん

は
な
し
。
若
初
學
點
な
き
本
を
讀
こ
と
あ
た
は
ざ
る
者
は
、

姑

點
本
を
用
ふ
べ
し
。
其
點
本
は
、

も
し

し
ば
ら
く

諸
家
の
内
、
何
れ
の
本
も
皆
可
な
り
。
魚
を
得
る
ま
で
の
筌
な
れ
ば
、
何
れ
の
點
に
て
も
倭
讀
を

か

う
ゑ

習
ふ
こ
と
は
一
致
な
り
。
旣
に
其
旨
を
得
て
は
、
點
は
讀
む
者
の
心
に
在
り
。
其
極

功
を
い
ふ

ち

き
よ
く
こ
う

と
き
は
、
點
を
捨
て
、
中
華
の
人
の
心
に
な
り
て
、
心
と
目
と
を
用
て
、
漢
語
の
讀
を
す
る
に
あ

す
て

よ
み

ら
ざ
れ
ば
、
眞
の
讀
書
と
い
ひ
が
た
し
。
是
讀
書
の
第
一
義
な
り
。

ま
こ
と

倭
讀
要
領
卷
中

（
待
續
）
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