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本稿は、太宰春臺『倭讀要領』下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

し、句読を施したテキストを附した。
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太
宰
春
臺
『
倭
讀
要
領
』
譯
註
（
三
）

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
下
に
対
し
て
譯
註
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
倭
讀
例
」
内
の
「
子
虛
賦
」「
上
林
賦
」「
古
詩
十
九
首
」
は
、
作
者
が
「
句
読
や
点
発
を
附
し
、

訓
点
を
加
え
、
初
学
者
の
た
め
に
倭
読
の
例
を
示
」
し
て
お
り
、
パ
ソ
コ
ン
で
作
製
す
る
に
は
複

雑
す
ぎ
る
の
で
、
自
蔵
の
版
本
か
ら
そ
の
ま
ま
影
写
し
た
。

版
本

・『
倭
讀
要
領
』
三
巻

享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）

影
印
本

・『
倭
讀
要
領
』

勉
誠
社
文
庫

一
九
七
九
・
八

66

・『
漢
語
文
典
叢
書
』
第
三
巻

及
古
書
院

一
九
八
九
・
三

凡
例

一
、
本
訳
註
は
太
宰
春
臺
『
倭
讀
要
領
』
巻
下
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
下
（
現
代
語
訳
）

下
卷點

書
法
第
十
一

抄
書
法
第
十
二

發
音
法
第
十
三

倭
讀
例
第
十
四

學
則
第
十
五

學
戒
第
十
六

倭
讀
要
領
巻
下

信
陽
太
宰
純
德
夫
撰

書
に
点
を
つ
け
る
法

わ
が
国
の
人
が
書
を
読
む
場
合
、
昔
の
人
は
朱
を
用
い
て
字
の
四
方
四
角
と
中
心
に
星
を
つ
け

て
、
倭
語
の
テ
ニ
ヲ
ハ
の
し
る
し
と
し
て
お
り
、
仮
名
文
字
を
旁
註
（
文
字
の
か
た
わ
ら
に
註

と
し
て
つ
け
る
）
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
倭
点
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
後
世
で
は
こ

の
点
法
は
す
た
れ
て
、
も
っ
ぱ
ら
片
仮
名
を
用
い
て
倭
訓
を
旁
註
し
、
読
む
も
の
の
た
め
に
便

利
と
な
る
よ
う
に
し
た
。
こ
の
方
法
が
世
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
む
か
し
の
点
法

を
知
る
も
の
も
ま
れ
と
な
っ
た
。
今
の
倭
訓
の
旁
註
は
旁
註
で
あ
り
、
点
で
あ
る
と
は
い
え
な

い
。
し
か
し
む
か
し
の
星
を
つ
け
た
時
の
名
を
残
し
て
「
点
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

実
は
点
で
は
な
い
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
星
を
つ
け
た
む
か
し
方
法
は
、
不
便
な
よ

う
で
あ
る
が
、
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
は
と
て
も
有
益
で
あ
る
。
仮
名
文
字
で
倭
訓
を
旁
註
す
る
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今
の
方
法
は
、
便
利
な
よ
う
で
は
あ
る
が
、
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
は
か
え
っ
て
損
失
が
あ
る
。

仮
名
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
本
文
を
み
る
の
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
文
学
に

志
を
有
す
る
今
日
の
学
ぶ
も
の
は
、
点
が
な
い
テ
キ
ス
ト
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
か
し

の
点
が
あ
る
テ
キ
ス
ト
に
は
一
見
点
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
結
局
倭
語
の
読
み
の
た
め
に

設
け
た
も
の
な
の
で
、
こ
れ
を
も
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
中
華
の
書
を
読
む
に
は
中

華
の
点
法
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
華
の
人
が
書
を
点
を
つ
け
る
の
は
、
句
読
を
わ
か

ち
文
法
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
が
も
っ
と
も
重
要
な
事
柄
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
知
っ
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
そ
の
大
法
を
録
し
て
初
学
者
に
示
す
。

〇
句
読
を
つ
け
る
方
法
は
ひ
と
つ
で
は
な
い
。
圏
を
用
い
た
り
、
批
を
用
い
た
り
す
る
。「
圏
」

ま
る

と
は
「
○
」
で
あ
り
、「
批
」
と
は
「
ヽ
」
で
あ
る
。
祕
書
省
の
校
書
の
点
式
に
「
句
は
字
の

旁
か
た
わ
ら

に
點
じ
、
讀
は
字
の
中
閒
に
點
ず
」
①
と
い
う
。
中
華
の
書
の
中
に
こ
の
点
式
を
用
い
て
句
読
を

と
う

つ
け
た
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
そ
の
時
は
小
圏
を
用
い
る
。
さ
ら
に
句
に
は
圏
を
用
い
、
読
に
は
批

と
う

を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
は
句
も
読
も
す
べ
て
旁
に
つ
け
る
。
さ
ら
に
句
と
読
を
区
別
せ

ず
、
圏
だ
け
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
、
批
だ
け
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
も
句
読
と
も
に

旁
に
つ
け
る
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
点
式
が
あ
り
、
各
人
の
好
み
に
よ
っ
て
臨
機
応
変
に
い

づ
れ
の
点
式
を
用
い
て
も
よ
い
。
中
華
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
書
を
た
く
さ
ん
見
て
、
そ
の
相
違
を

考
察
し
な
さ
い
。

①
『
字
彙
』
酉
集
「
讀
、
又
大
透
切
、
音
豆
、
句
讀
、
凡
經
書
成
文
、
語
絶
處
、
謂
之
句
、

語
未
絶
而
點
分
之
、
以
便
誦
詠
、
謂
之
讀
。
今
祕
省
校
書
式
、
凡
句
絶
則
點
於
字
之
旁
、

讀
分
則
點
於
字
之
中
閒
、
是
也
」。

『
正
字
通
』
酉
集
上
讀
の
項
、『
康
煕
字
典
』
言
部
讀
の
項
に
ほ
ぼ
同
文
あ
り
。

〇
「
評
点
」
と
い
う
の
は
、
文
章
を
読
む
時
に
、
語
の
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
、
字
眼
、
文
法
の
波
瀾

が
あ
る
と
こ
ろ
、
抑
揚
、
起
伏
、
頓
挫
の
と
こ
ろ
に
点
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
圏
を
用
い
た
り
、

批
を
用
い
た
り
、

を
用
い
た
り
、
◎
を
用
い
た
り
、
●
を
用
い
た
り
す
る
。
そ
の
方
法
は
ひ
と

つ
で
は
な
く
、
こ
れ
が
よ
い
と
ひ
と
つ
に
き
め
て
教
え
る
の
は
む
つ
か
し
い
。
中
華
の
書
に
先
儒

が
点
を
加
え
た
テ
キ
ス
ト
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
集
め
て
み
て
み
る
と
よ
い
。

〇
段
落
を
分
け
る
に
は
鉤
画
を
用
い
る
。
章
の
首
に
は
「「

」
を
用
い
、
結
末
に
は
「

」」
を
用

い
て
、
前
後
を
隔
て
る
。
い
づ
れ
も
こ
れ
を
「
鉤
画
」
と
い
う
。

〇
こ
の
国
の
学
者
の
点
法
に
、
朱
び
き
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
地
名
に
は
字
の
右
側
に
一
本
線
を

引
き
、
国
名
に
は
字
の
右
側
に
二
本
線
を
引
き
、
人
名
に
は
字
の
中
央
に
一
本
線
を
引
き
、
官
名

に
は
字
の
左
側
に
一
本
線
を
引
き
、
書
名
に
は
字
の
中
央
に
二
本
線
を
引
き
、
年
号
に
は
字
の
左

側
に
二
本
線
を
引
く
。
和
歌
に
次
の
よ
う
に
い
う
、

右

所
、
中
は
人
の
名
、
左

官
、
中
二
は
書
の
名
、
左
二
は
年
号

み
ぎ
と
こ
ろ

な
か

ひ
だ
り
か
ん

な
か

に

さ

に

中
華
に
は
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
に
線
を
引
く
方
法
は
な
い
。
人
名
に
は
字
の
右
側
に
一
本
線
を

引
き
、
地
名
に
は
字
の
右
側
に
二
本
線
を
引
く
だ
け
で
あ
る
。
書
名
に
は
字
の
右
側
に
二
本
線
を

引
く
書
も
あ
る
。
し
か
し
大
抵
は
地
名
に
線
を
引
く
こ
と
は
な
く
、
人
名
に
線
を
引
く
だ
け
の
こ

と
が
多
く
、
官
名
や
年
号
な
ど
に
は
ま
っ
た
く
線
を
引
か
な
い
。
さ
ら
に
日
本
の
線
引
き
は
字
の

左
右
に
線
を
引
く
が
、
字
に
か
け
て
線
を
引
く
も
の
も
あ
る
。
中
華
の
線
引
き
は
、
か
な
ら
ず
字

を
は
づ
し
て
線
を
引
く
。
さ
ら
に
中
華
で
は
、
刪
去
す
べ
き
字
に
は
字
の
中
央
に
線
を
引
く
。
こ

れ
は
わ
が
国
の
人
名
の
線
引
き
と
お
な
じ
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
抹
」
と
い
う
。「
抹
」
は
塗
抹
の

ま
つ

こ
と
で
あ
り
、
ぬ
り
け
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
書
を
読
む
と
き
に
、
地
名
・
官
名
・
書
名
・

年
号
な
ど
は
わ
か
り
や
す
い
が
、
人
名
は
は
な
は
だ
（
文
中
に
）
ま
ぎ
れ
や
す
い
。
だ
か
ら
中
華

の
人
が
書
に
点
を
つ
け
る
場
合
は
、
大
抵
人
名
に
だ
け
し
か
線
を
引
か
な
い
の
で
あ
る
。

〇
わ
が
国
の
人
が
、
書
に
点
を
う
つ
に
は
も
っ
ぱ
ら
朱
を
用
い
る
。
中
華
の
人
は
、
青
・
黄
・
緑

・
紫
な
ど
の
色
を
同
時
に
用
い
る
。
昔
、
元
の
許
魯
齋
（
許
衡
）
が
通
鑑
綱
目
を
読
ん
だ
時
に
は
、

五
色
の
色
を
用
い
て
点
を
う
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
①
。
こ
れ
は
識
別
に
便
利
で
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
目
を
養
う
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
朱
の
一
色
だ
け
に
限
ら
ず
、
自
分
の
好
み
で
他
の
色
を
同

時
に
用
い
て
も
よ
い
。

①
許
魯
齊
の
例
は
未
詳
。
た
だ
顧
起
元
『
客
座
贅
語
』
巻
七
に
「
讀
書
五
色
筆
」
と
し
て
次

の
話
を
引
く
。

外
父
少
冶
公
嘗
謂
余
言
、
先
輩
蔣
公
名
浤
、
上
元
人
、
成
化
丁
未
進
士
、
官
參
議
。
其
少

爲
諸
生
、
所
居
在
下
街
口
、
門
有
樓
二
閒
、
卽
公
讀
書
處
也
。
後
罷
官
歸
、
猶
讀
書
其
上
、
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杜
門
掃
軌
、
人
罕
覿
其
面
。
有
通
鑒
綱
目
一
部
、
毎
閲
一
過
、
卽
以
一
色
筆
圈
誌
之
、
凡

數
閲
、
五
色
皆
備
。
所
批
字
畫
精
謹
、
深
可
寶
玩
。
此
不
惟
見
前
賢
操
履
淸
貞
、
矯
矯
人

外
、
卽
其
終
身
學
古
、
無
它
嗜
好
、
亦
當
時
醇
樸
寡
欲
之
一
端
也
。
沈
韓
峰
侍
御
看
綱
目
、

亦
用
五
色
筆
。
前
輩
讀
書
用
意
大
都
爾
爾
、
今
人
鹵
莽
言
之
、
使
人
慨
歎
深
。（
外
父
少

冶
公
嘗
て
余
に
謂
ひ
て
言
ふ
、
先
輩
蔣
公
名
浤
、
上
元
の
人
、
成
化
丁
未
の
進
士
、
參
議

に
官
た
り
。
其
れ
少
く
し
て
諸
生
と
爲
り
、
居
る
所
、
下
街
口
に
在
り
、
門
に
樓
二
閒
有

わ
か

り
、
卽
ち
公
の
讀
書
の
處
な
り
。
後
に
官
を
罷
め
て
歸
り
、
猶
ほ
書
を
其
の
上
に
讀
み
、

や

門
を
杜
じ
軌
を
掃
き
、
人
、
其
の
面
に
覿
ふ
こ
と
罕
な
り
。
通
鑒
綱
目
一
部
有
り
、
閲
す

と

あ

ま
れ

る
こ
と
一
過
な
る
毎
に
、
卽
ち
一
色
の
筆
を
以
て
之
に
圈
誌
す
、
凡
そ
數
閲
、
五
色
皆
備

ご
と

は
る
。
批
す
る
所
の
字
畫
精
謹
、
深
く
寶
玩
と
す
可
し
。
此
れ
惟
だ
に
前
賢
の
操
履
淸
貞
、

人
外
に
矯
矯
た
る
を
見
る
の
み
な
ら
ず
、
卽
ち
其
の
終
身
古
を
學
び
、
它
の
嗜
好
無
し
、

亦
當
時
醇
樸
寡
欲
の
一
端
な
り
。
沈
韓
峰
侍
御
、
綱
目
を
看
る
に
、
亦
五
色
の
筆
を
用
ふ
。

前
輩
讀
書
の
用
意
大
都
爾
り
爾
り
、
今
人
鹵
莽
に
之
を
言
ふ
、
人
を
し
て
慨
歎
深
か
ら

お
お
む
ね
し
か

し
か

し
む
。）

書
を
抄
す
る
法

「

抄

」
は
ぬ
き
が
き
の
こ
と
で
あ
る
。「
抄
書
」
と
は
、
書
を
読
む
時
に
有
用
の
語
を
ぬ
き
が
き

し
や
う

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
書
を
読
む
も
の
は
、
か
な
ら
ず
数
十
枚
の
紙
を
小
冊
子
と
し
て
準

備
し
、
み
な
れ
な
い
字
や
重
要
な
語
を
ぬ
き
が
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は
五
つ
の
益

が
あ
る
。
一
つ
に
は
故
事
や
古
語
を
記
憶
す
る
。
二
つ
に
は
他
日
の
検
閲
に
便
利
で
あ
る
。
三
つ

に
は
文
字
を
識
る
。
四
つ
に
は
書
学
が
進
む
。
五
つ
に
は
ぬ
き
が
き
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
な
ら

ず
そ
の
本
書
を
精
密
に
読
む
よ
う
に
な
る
。
蘇
東
坡
（
蘇
軾
）
の
詩
に
「
白
首
猶
ほ
書
を
抄
す
」

①
と
い
う
の
は
、
年
老
い
て
も
抄
書
を
や
め
な
い
こ
と
を
い
う
。
さ
て
抄
書
を
す
る
に
は
、
か
な

ら
ず
と
と
の
っ
た
楷
書
で
丁
寧
に
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
抄
書
す
る
時
に
忙
し
さ
に
か
ま
け

て
乱
雑
に
書
い
て
は
な
ら
な
い
。
と
り
あ
え
ず
こ
の
よ
う
に
書
い
て
お
い
て
、
後
日
に
改
め
て
写

し
直
そ
う
な
ど
と
お
も
っ
て
も
、
日
に
日
に
世
事
が
多
く
な
っ
て
ゆ
け
ば
、
改
め
て
写
し
直
す
い

と
ま
は
な
く
、
歳
月
が
た
っ
て
か
ら
み
て
み
る
と
、
草
書
で
適
当
に
書
い
た
も
の
は
、
自
分
の
書

い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
読
み
に
く
い
場
合
が
あ
る
。
ま
し
て
や
人
に
み
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

に
は
、
か
な
ら
ず
や
人
を
あ
や
ま
ら
せ
て
し
ま
う
。
端
正
に
書
い
た
も
の
で
さ
え
、
三
写
す
れ
ば

烏
焉
馬
の
あ
や
ま
り
が
あ
る
②
、
ま
し
て
や
適
当
に
書
い
た
も
の
な
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
学
ぶ

も
の
は
こ
の
こ
と
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
学
ぶ
も
の
は
楷
書
を
学
ば
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
学
問
に
と
っ
て
楷
書
よ
り
有
用
な
も
の
は
な
い
。
楷
書
と
は
「
眞
字
」
の
こ
と
で

あ
る
。①

蘇
軾
東
坡
『
覓
兪
俊
筆
』「
筆
工
近
歳
説
呉
兪
、
李
葛
盧
名
總
不
如
、
雖
是
玉
堂
揮
翰
手
、

自
憐
白
首
尚
抄
書
」。

②
『
周
禮
』
天
官
・
縫
人
「
喪
縫
棺
飾
焉
」、
鄭
注
「
故
書
焉
爲
馬
、
杜
子
春
云
、
當
爲
焉
」。

『
事
物
異
名
錄
』
書
籍
・
書
訛
「
董
逌
除
正
字
謝
啓
、
烏
焉
混
淆
、
魚
魯
雜
揉
、
按
、
古

諺
、
書
經
三
寫
、
烏
焉
成
馬
」。

音
を
発
す
る
法

「
音
を
発
す
」
と
は
、「
発
」
は
点
発
の
こ
と
で
あ
る
。「
点
発
」
と
は
四
聲
の
点
を
つ
け
る
こ
と

を
い
う
。
あ
る
い
は
「
圏
発
」
と
も
い
う
。
そ
の
方
法
は
字
の
四
つ
の
角
に
半
圏
を
加
え
る
。
平

け
ん
は
つ

聲
は
下
の
左
側
の
角
に
加
え
る
。
上
聲
は
上
の
左
側
の
角
、
去
聲
は
上
の
右
側
の
角
、
入
聲
は
下

の
右
側
の
角
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
字
に
は
獨
音
（
音
が
ひ
と
つ
の
も
の
）
の
も
の
が
あ
り
、
多
音

（
複
数
の
音
が
あ
る
も
の
）
の
も
の
が
あ
る
。
天
・
地
・
日
・
月
・
山
・
川
・
林
・
麓
な
ど
の
字

は
獨
音
で
あ
り
、
獨
音
に
は
点
発
を
用
い
な
い
。
好
・
惡
・
知
・
識
・
飮
・
食
・
衣
・
冠
な
ど
の

あ
く

字
は
多
音
で
あ
る
。「
多
音
」
と
は
ふ
た
つ
以
上
音
が
あ
る
字
を
い
う
。
三
音
四
音
、
あ
る
い
は
五

音
六
音
あ
る
字
も
あ
る
。
多
音
の
字
は
点
発
を
用
い
て
そ
の
音
を
区
別
す
る
。
こ
れ
を
「
発
音
」

と
い
う
。
多
音
が
あ
る
字
は
、
そ
の
中
の
ひ
と
つ
が
本
音
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
い
づ
れ
も
旁
出

の
音
で
あ
る
。
本
音
に
は
点
発
せ
ず
、
旁
出
の
音
に
は
、
四
聲
に
し
た
が
っ
て
半
圏
を
つ
け
て
し

る
し
と
す
る
。
例
を
あ
げ
て
い
え
ば
、
好
は
上
聲
で
あ
り
、「
よ
し
」
と
訓
じ
る
。
惡
は
入
聲
で
あ

り
、「
あ
し
」
と
訓
じ
る
。
知
は
平
聲
で
あ
り
、「
し
る
」
と
訓
じ
る
。

識

は
入
聲
で
あ
り
、「
し

し
よ
く
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る
」
と
訓
じ
る
。
飮
は
上
聲
で
あ
り
、「
の
む
」
と
訓
じ
、
さ
ら
に
「
の
み
も
の
」
で
も
あ
る
。
食

は
入
聲
で
あ
り
、「
く
ら
ふ
」
と
訓
じ
、
さ
ら
に
「
く
ひ
も
の
」
で
も
あ
る
。
衣
は
平
聲
で
あ
り
、

「
こ
ろ
も
」
で
あ
り
、「
き
も
の
」
で
も
あ
る
。
冠
は
平
聲
で
あ
り
、「
か
む
り
」
で
あ
る
。
以
上

は
い
づ
れ
も
本
音
で
あ
り
、
点
発
を
用
い
な
い
。
好
の
字
が
去
聲
の
と
き
は
「
こ
の
む
」
と
訓
じ
、

「
よ
み
す
」
と
訓
じ
、「
よ
し
み
」
と
訓
じ
る
。
惡
の
字
が
去
聲
の
と
き
は
「
に
く
む
」
と
訓
じ
る
。

平
聲
の
と
き
は
烏
の
字
と
通
用
し
て
、「
い
づ
く
ん
ぞ
」
と
訓
じ
る
。
知
の
字
が
去
聲
の
と
き
は
智

の
字
と
同
じ
で
、
智
慧
の
こ
と
で
あ
る
。
識
の
字
が
去
聲
の
と
き
は
誌
と
同
じ
で
、
記
憶
・
記
録

の
意
味
で
あ
り
、「
し
る
す
」
と
訓
じ
る
。
飮
の
字
が
去
聲
の
と
き
は
「
の
ま
し
む
」
と
訓
じ
る
。

食
の
字
が
去
聲
の
と
き
は
「
く
ら
は
し
む
」
と
訓
じ
、「
や
し
な
ふ
」
と
訓
じ
、
さ
ら
に
飯
の
意
味

で
あ
り
、「
い
ひ
」
と
訓
じ
る
。
衣
の
字
が
去
聲
の
と
き
は
「
き
る
」
と
訓
じ
る
。
衣
服
を
着
る
こ

と
で
あ
る
。
冠
の
字
が
去
聲
の
と
き
は
「
か
む
り
す
」
と
訓
じ
る
。
冠
を
着
け
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
は
い
づ
れ
も
旁
出
の
音
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
点
発
を
用
い
る
。
そ
れ
以
外
は
類
推
し
て
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
類
の
字
は
、
本
音
と
旁
出
の
音
の
四
聲
が
別
で
あ
れ
ば
、

勿
論
点
発
す
る
。
さ
ら
に
著
見
の
見
は
音
現
、「
あ
ら
は
る
」「
あ
ら
は
す
」「
し
め
す
」
と
訓
じ
、

ち
よ
け
ん

俗
に
現
に
作
る
。
見
聞
の
見
と
音
は
別
で
あ
る
が
、
同
じ
く
去
聲
で
あ
る
。
し
か
し
現
の
音
で
あ

る
と
き
は
、
去
聲
に
点
発
し
て
そ
の
し
る
し
と
す
る
。
歡
樂
の
樂
は
音
洛
、「
た
の
し
む
」
と
訓
じ

る
。
音
樂
の
樂
と
音
は
別
で
あ
る
が
、
同
じ
く
入
聲
で
あ
る
。
し
か
し
洛
の
音
で
あ
る
と
き
は
、

入
聲
に
点
発
し
て
そ
の
し
る
し
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
四
聲
は
異
な
ら
な
い
が
、
旁
出
の
音
で
あ
る

こ
と
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
点
発
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
こ
れ
ら
の
例
か
ら
類
推
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
経
史
の
註
に
音
釈
が
あ
る
の
は
、
そ
の
多
く
が
む
つ
か
し
い
字
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。「
音
釈
」
と
い
う
の
は
字
音
の
註
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
音
釈
に
は
四
種
類
あ
る
。

一
つ
は
反
切
、
二
つ
は
直
音
、
三
つ
は
四
聲
、
四
つ
は
如
字
で
あ
る
。「
反
切
」
と
い
う
の
は
、「
見

は
賢
遍
の
反
」
と
あ
る
類
が
そ
れ
で
あ
る
。「
直
音
」
と
い
う
の
は
、「
樂
は
音
洛
」
と
あ
る
類
が

そ
れ
で
あ
る
。「
四
聲
」
と
い
う
の
は
、「
重
は
平
聲
」「
濟
は
上
聲
」「
易
は
去
聲
」「
度
は
入
聲
」

い

た
く

と
あ
る
類
が
そ
れ
で
あ
る
。「
如
字
」
と
い
う
の
は
、「
某
は
字
の
如
し
」
と
あ
る
類
が
そ
れ
で
あ

そ
れ

る
。
む
つ
か
し
い
字
に
は
反
切
あ
る
い
は
直
音
を
附
け
て
、
そ
の
音
を
明
ら
か
に
す
る
。
む
つ
か

し
い
字
で
な
い
の
に
音
釈
が
あ
る
の
は
か
な
ら
ず
多
音
の
字
で
あ
る
。
多
音
で
あ
る
こ
と
を
、
反

切
を
附
け
た
り
、
直
音
を
附
け
た
り
、
四
聲
を
註
し
た
り
し
て
、
旁
出
の
音
で
あ
る
こ
と
を
知
ら

し
め
て
い
る
。「
如
字
」
は
字
の
如
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
音
の
字
を
旁
出
の
音
で
読
ま
ず
、

本
音
の
ま
ま
で
読
む
と
き
に
「
如
字
」
と
註
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
は
、
音
釈
が
な
け
れ
ば

い
づ
れ
も
本
音
で
読
む
。
し
か
し
多
音
の
字
を
本
音
で
読
む
と
き
に
「
如
字
」
と
註
す
る
の
は
、（
ど

の
音
で
読
め
ば
よ
い
の
か
）
ま
ぎ
ら
わ
し
い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ぎ
ら
わ
し
く
な
い
場

合
に
は
註
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
も
そ
も
中
華
の
書
を
読
む
場
合
、
音
釈
が
あ
る
も
の
は
音
釈
に

し
た
が
っ
て
読
み
、
音
釈
が
な
い
も
の
は
点
発
に
し
た
が
っ
て
読
む
。
だ
か
ら
初
学
の
士
は
か
な

ら
ず
点
発
を
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
も
っ
と
も
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。

倭
読
の
例

倭
読
の
方
法
は
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
学
ぶ
も
の
は
そ
の
趣
旨
を
理
解
し
、
そ
の

意
味
を
類
推
す
れ
ば
、
大
半
は
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
司
馬
相
如
の
賦

二
篇
と
古
詩
十
九
首
を
収
録
し
、
句
読
や
点
発
を
附
し
、
訓
点
を
加
え
、
初
学
者
の
た
め
に
倭
読

の
例
を
示
す
。
初
学
者
が
こ
れ
を
熟
読
し
て
そ
の
方
法
を
悟
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
文
選
一
冊
す

べ
て
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
文
選
を
読
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
経
史
詩
文
は
自
然
に

そ
の
読
法
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
一
隅
を
あ
げ
る
教
え
で
あ
る
。
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【
子
虛
賦
、
上
林
賦
、
古
詩
十
九
首
の
三
篇
は
パ
ソ
コ
ン
で
作
製
す
る
に
は
複
雑
す
ぎ
る

の
で
版
本
か
ら
影
写
す
る
こ
と
に
し
、
以
下
に
示
す
。
後
半
の
「
原
文
（
平
假
名
校
訂
）」

に
お
い
て
は
、
重
複
を
避
け
て
省
略
す
る
こ
と
と
す
る
の
で
、
必
要
に
応
じ
て
こ
ち
ら
を

参
照
さ
れ
た
い
】
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右
、
二
賦
、
十
九
詩
。
倭
読
の
体
裁
は
お
お
よ
そ
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
い
づ
れ
も
句
読

を
正
し
、
繁
雑
冗
長
な
読
み
を
や
め
て
簡
約
に
従
い
、
義
理
が
通
じ
る
こ
と
を
主
な
目
的
と

し
て
い
る
。
初
学
者
は
こ
れ
に
習
熟
し
た
あ
と
、
倭
刻
の
文
選
を
読
ん
で
、
古
来
の
読
み
と

今
の
読
み
は
繁
簡
が
異
な
る
こ
と
を
認
識
会
得
す
れ
ば
、
正
誤
は
お
の
づ
と
理
解
で
き
る
。

こ
れ
以
外
の
書
で
あ
っ
て
も
す
べ
て
同
じ
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
師
と
顔
を
つ
き
あ
わ
せ

て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
教
え
を
受
け
る
必
要
は
な
い
。

学
則

学
問
の
道
は
今
と
昔
で
異
な
り
、
中
華
と
わ
が
国
で
同
じ
で
は
な
い
。
近
世
の
諸
儒
は
、
自
分

の
好
み
に
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
一
家
を
成
し
、
み
づ
か
ら
流
派
を
立
て
る
。
そ
の
専
門
は
人

そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
り
、
も
つ
ぱ
ら
経
義
を
議
論
し
て
道
徳
を
修
得
す
る
も
の
が
あ
り
、
文
学
を

講
じ
る
も
の
が
あ
り
、
詩
を
好
む
も
の
が
あ
り
、
宋
儒
の
理
学
を
た
っ
と
ぶ
も
の
が
あ
り
、
博

覧
に
つ
と
め
て
群
書
を
渉
獵
す
る
も
の
が
あ
り
、
名
物
度
数
を
詳
し
く
研
究
す
る
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
人
々
の
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
い
づ
れ
も
当
時
の
師
範

た
る
人
で
あ
る
。
後
世
の
学
者
が
ど
う
し
て
軽
々
し
く
こ
れ
を
あ
れ
こ
れ
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
か
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
道
徳
を
談
じ
る
も
の
は
文
章
に
通
じ
て
お
ら
ず
、
文
学
を
講
じ

る
も
の
は
経
義
に
く
ら
く
、
理
学
を
た
っ
と
ぶ
も
の
は
風
雅
の
趣
が
な
く
、
渉
獵
に
つ
と
め
る

も
の
は
駁
雑
に
お
わ
り
、
名
物
を
研
究
す
る
も
の
は
大
道
を
理
解
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
詩
を

作
る
も
の
は
文
が
不
得
手
で
あ
り
、
文
を
作
る
も
の
は
詩
が
不
得
手
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
づ

れ
も
学
問
の
道
に
お
い
て
、
そ
の
い
ち
ば
ん
大
切
な
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
本
を
捨
て
て
末
を
追

い
か
け
、
一
方
に
か
た
よ
っ
て
全
体
を
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
は
通
儒

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
時
代
に
は
古
今
の
ち
が
い
は
あ
る
が
、
学
問
の
道
が
ふ
た
つ
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
人
は
み
な
霊
智
を
そ
な
え
て
お
り
、
う
ま
く
学
ぶ
こ
よ
が
で
き
た
と
き
は
、

古
人
と
肩
を
な
ら
べ
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
か
ら
学
問
は
あ
や
ま
っ
た
路
を
履
ま
ず
、
正
し
い

ふ

方
向
に
む
き
、
そ
の
門
を
み
つ
け
て
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
で
き
た
あ
か
つ

き
に
は
、
志
の
深
淺
と
器
の
利
鈍
に
よ
っ
て
そ
の
到
達
度
に
大
小
高
下
は
あ
る
が
、
そ
の
才
徳

は
か
な
ら
ず
や
古
人
に
せ
ま
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
童
蒙
の
た
め
に
学
問
の
法
則
を
立
て
、
従

学
の
徒
に
示
す
。

〇
そ
も
そ
も
書
生
の
学
業
は
句
読
を
習
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
中
華
で
句
読
を
習
う
と
い
う
の
は
、

こ
の
国
で
い
う
素
読
の
こ
と
で
あ
る
。
句
読
を
習
う
に
は
、
ま
づ
華
音
を
学
び
、
そ
れ
に
ほ
ぼ
習

熟
し
た
あ
と
に
倭
語
の
読
み
を
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
習
う
書
は
孝
經
を
手
始
め
と
す

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
孝
は
百
行
の
根
本
で
あ
り
、
天
子
か
ら
庶
人
に
い
た
る
ま
で
通
行
す
る
道
だ
か

ら
で
あ
る
。
次
に
論
語
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
語
は
聖
人
の
祕
奥
、
六
経
の
要
領
で
あ

る
。
聖
人
の
道
を
学
ぶ
も
の
は
、
か
な
ら
ず
孔
子
を
信
奉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
語
を
読
む

の
は
、
孔
子
の
尊
い
こ
と
を
知
る
た
め
で
あ
る
。
四
書
を
用
い
る
の
は
宋
儒
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。

大
学
・
中
庸
は
禮
記
の
中
に
あ
る
一
篇
で
あ
る
。
孟
子
は
諸
子
の
類
で
あ
り
、
そ
の
説
に
は
孔
子

の
趣
旨
に
一
致
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
初
学
の
士
が
読
む
べ
き
書
物
で
は
な
く
、
と
り
あ
え
ず

読
ま
ず
に
置
い
て
お
い
て
よ
い
。
次
に
毛
詩
、
次
に
尚
書
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
左
傳
に

「
詩
書
は
義
の
府
な
り
」
①
と
い
う
。
昔
、
周
代
に
樂
正
の
官
が
あ
り
、
士
の
養
成
を
つ
か
さ
ど

り
、
詩
・
書
・
禮
・
樂
の
四
つ
を
貴
族
の
子
弟
に
教
え
た
。
こ
れ
を
「
四
術
」「
四
教
」
と
い
う
。

一
年
の
う
ち
、
春
秋
に
は
禮
・
樂
を
教
え
、
冬
夏
に
は
詩
・
書
を
教
え
た
と
い
う
②
。
四
教
の
う

ち
、
禮
・
樂
の
ふ
た
つ
は
も
つ
ぱ
ら
そ
の
技
術
を
習
い
、
詩
・
書
の
ふ
た
つ
は
も
つ
ぱ
ら
そ
の
文
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を
誦
読
す
る
。
だ
か
ら
古
人
が
「
詩
を
誦
す
」
③
、「
書
を
讀
む
」
④
と
い
う
の
は
、
そ
の
文
を
誦

読
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
後
世
は
禮
樂
の
教
え
が
伝
わ
ら
ず
、
そ
の
技
術
を
習
う
す
べ
が

な
く
、
経
伝
の
記
載
を
見
て
、
わ
ず
か
に
そ
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
詩
書
は
そ

の
文
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
誦
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ん
と
か
古
に
せ
ま
る
こ
と

が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
の
ふ
た
つ
の
書
に
孝
經
・
論
語
を
加
え
て
、
も
つ
ぱ
ら
こ
れ
を
誦
読
す
る

こ
と
を
童
子
の
学
業
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
幼
学
の
も
の
が
句
読
を
受
け
る
の
は
、

こ
の
四
部
の
書
だ
け
で
よ
い
。
他
の
書
は
か
な
ら
ず
し
も
師
の
口
授
を
待
っ
て
か
ら
読
も
う
と
思

っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
四
部
の
書
を
誦
習
し
て
、
文
字
を
識
り
句
読
を
き
わ
め
れ
ば
、
あ
ら
ゆ

し

る
書
物
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
今
の
学
ぶ
も
の
は
童
子
の
時
に
師
に
つ
い
て
四
書
五
經
な
ど
を

受
け
読
ん
だ
け
れ
ど
も
、
た
だ
こ
の
国
の
点
の
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
倭
読
を
授
か
り
、
わ
づ

か
に
一
二
回
読
み
通
し
た
だ
け
で
あ
り
、
み
づ
か
ら
そ
の
書
を
誦
習
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
文

字
を
識
ら
ず
句
読
を
わ
き
ま
え
ず
、
そ
の
文
を
記
憶
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
こ
で
世
事
に
さ
ま
た

し

げ
ら
れ
、
少
し
で
も
学
問
を
や
め
れ
ば
、
そ
の
受
け
読
ん
だ
四
書
五
經
で
さ
え
忘
却
す
る
こ
と
が

多
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
他
の
書
を
ど
の
よ
う
に
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
が
学

ん
で
習
わ
な
い
こ
と
の
欠
点
で
あ
る
。
だ
か
ら
孔
子
が
「
學
ん
で
時
に
之
を
習
ふ
」
⑤
と
お
っ
し

ゃ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
学
業
は
習
熟
を
た
っ
と
ぶ
の
で
、
た
く
さ
ん
学
ん
で
習
熟
し
な
い

よ
り
、
少
な
く
学
ん
で
習
熟
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
今
童
子
の
学
は
、
孝
經
、
論
語
、
毛
詩
、
尚
書

の
四
部
の
書
を
誦
習
す
る
こ
と
が
第
一
の
努
め
で
あ
る
と
想
定
し
た
。
さ
て
こ
の
四
部
の
書
を
読

む
に
は
、
註
の
つ
い
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
孝
經
は
孔
安
國
が
伝
を
加
え
た

古
文
を
用
い
て
本
文
を
書
き
写
し
、
そ
れ
以
外
の
三
部
は
、
十
三
経
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
本

文
を
書
き
写
し
、
毛
詩
と
尚
書
は
小
序
を
あ
わ
せ
て
書
き
写
す
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上

で
孝
經
は
孔
安
國
註
の
義
に
従
い
、
論
語
・
詩
・
書
は
註
疏
の
義
に
従
っ
て
句
読
を
明
ら
か
に
し
、

字
音
を
正
し
、
法
則
ど
お
り
に
点
画
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
決
し
て
倭
点
を
加
え
た
り
国
字
か

な

を
附
け
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
受
け
読
む
こ
と
に
関
し
て
も
、
欲
張
っ
て
た
く
さ
ん
受
け
読
ん

で
は
な
ら
な
い
。
最
初
は
一
日
に
十
字
二
十
字
か
ら
は
じ
め
、
力
が
つ
く
に
し
た
が
っ
て
次
第
に

増
加
し
て
五
六
十
字
に
い
た
り
、
二
百
字
ば
か
り
を
限
度
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
の
記
憶

力
に
は
強
い
弱
い
が
あ
り
、
精
力
に
多
い
少
な
い
が
あ
る
の
で
、
一
概
に
こ
れ
と
決
ま
っ
た
量
を

き
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。
し
か
し
多
く
受
け
れ
ば
誦
習
す
る
の
が
む
つ
か
し
く
、
忘
れ
る
の
も

は
や
い
。
い
か
に
聰
明
伶
俐
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
今
い
っ
た
限
度
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
さ

ら
に
当
日
授
か
っ
た
と
こ
ろ
を
す
ぐ
に
百
回
以
上
読
み
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
前

数
日
に
授
か
っ
た
と
こ
ろ
を
今
日
授
か
っ
た
と
こ
ろ
に
つ
づ
け
て
、
さ
ら
に
五
六
十
回
読
み
返
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誦
読
す
る
と
き
に
は
、
ゆ
っ
く
り
と
読
み
、
急
い
で
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。

聲
音
が
響
き
わ
た
り
、
吾
伊
⑥
が
な
い
よ
う
に
読
む
の
が
よ
い
。「
吾
伊
」
と
は
、
利
発
で
な
い
も

の
が
書
を
読
む
に
あ
た
り
、
つ
ま
っ
て
読
み
下
せ
な
い
時
に
、
吾

伊
と
い
う
聲
を
出
し
て
う
め
く

う
う
い
い

こ
と
を
い
う
。
こ
れ
は
も
っ
と
も
耳
障
り
が
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
読
書
は
、
華
音

で
も
倭
読
で
も
、
人
が
聞
い
て
耳
障
り
が
よ
く
、
面
白
く
聞
こ
え
る
よ
う
に
読
む
、
こ
れ
も
ひ
と

つ
の
こ
こ
ろ
が
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
学
業
は
日
課
を
定
め
て
勤
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
日
課
」

と
は
、
毎
日
こ
れ
こ
れ
の
事
を
ど
れ
だ
け
行
な
う
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
定
め
て
お
い
て
、
な
ま

け
る
こ
と
な
く
行
う
こ
と
を
い
う
。
歴
代
の
学
者
の
中
に
は
往
々
に
し
て
読
書
の
法
を
定
め
て
い

る
も
の
が
あ
る
。（
そ
の
内
容
は
）
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
大
抵
み
な
習
熟
す
る

こ
と
を
貴
び
、
厳
密
に
定
め
た
課
程
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。
初
学
者
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
事
に
心
を
く
ば
り
、
努
力
し
て
遵
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中

庸
に
「
人
一
た
び
に
之
を
能
く
す
れ
ば
、
己
之
を
百
た
び
す
。
人
十
た
び
に
之
を
能
く
す
れ
ば
、

よ

己
之
を
千
た
び
す
」
⑦
と
い
う
。
才
智
が
人
に
及
ば
な
い
こ
と
を
心
配
し
て
は
な
ら
な
い
、
た
だ

ち

志
が
立
た
ず
、
努
力
の
足
り
な
い
こ
と
を
恥
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
『
左
傳
』
僖
公
二
十
七
年
「
趙
衰
曰
、
郤
縠
可
。
臣
亟
聞
其
言
矣
、
説
禮
樂
而
敦
詩
書
。

詩
書
、
義
之
府
也
、
禮
樂
、
德
之
則
也
、
德
義
、
利
之
本
也
」。

②
『
禮
記
』
王
制
「
樂
正
崇
四
術
、
立
四
敎
、
順
先
王
詩
書
禮
樂
以
造
士
。
春
秋
敎
以
禮
樂
、

冬
夏
敎
以
詩
書
」。

③
『
禮
記
』
禮
器
「
誦
詩
三
百
、
不
足
以
一
獻
」。

④
『
禮
記
』
文
王
世
子
「
春
誦
夏
弦
、
大
師
詔
之
瞽
宗
。
秋
學
禮
。
執
禮
者
詔
之
。
冬
讀
書
」。

⑤
『
論
語
』
學
而
「
子
曰
、
學
而
時
習
之
、
不
亦
説
乎
。
有
朋
自
遠
方
來
、
不
亦
樂
乎
。
人
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不
知
而
不
慍
、
不
亦
君
子
乎
」。

⑥
「
吾
伊
」
と
は
、
読
書
を
し
て
い
る
と
き
の
声
。
黄
庭
堅
『
考
試
局
與
孫
元
忠
博
士
竹
閒

對
窓
、
夜
聞
元
忠
誦
書
、
聲
調
悲
壯
、
戲
作
竹
枝
歌
三
章
和
之
』「
南
窓
讀
書
聲
吾
伊
、

北
窓
見
月
歌
竹
枝
」。

⑦
『
禮
記
』
中
庸
「
人
一
能
之
、
己
百
之
。
人
十
能
之
、
己
千
之
、
早
能
此
道
矣
、
雖
愚
必

明
、
雖
柔
必
强
」。

〇
四
部
の
書
が
誦
読
し
習
熟
し
お
わ
り
、
諳
記
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
古
註
の
三
禮
、
周
易
、

な
ら
び
に
春
秋
の
三
傳
、
國
語
を
四
五
回
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
三
禮
」
と
は
周
禮
、
儀
禮
、

禮
記
で
あ
る
。「
春
秋
の
三
傳
」
と
は
、
左
氏
、
公
羊
、
穀
梁
の
三
傳
で
あ
る
。「
國
語
」
も
左
丘

明
の
作
で
あ
り
、
春
秋
に
属
す
る
書
で
あ
る
の
で
、
一
名
を
「
春
秋
外
傳
」
と
い
う
。
初
学
者
が

こ
れ
ら
の
書
を
読
む
場
合
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
は
な
く
、
た
だ
本

文
を
記
憶
す
る
こ
と
に
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
六
経
の
義
理
は
初
学
者
が
容

易
に
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
か
な
ら
ず
古
書
を
あ
ま
ね
く
閲
覧
し
、
古
訓
を
詳
し
く
研
究

し
、
歳
月
を
積
み
か
さ
ね
た
後
に
は
じ
め
て
そ
の
こ
と
ば
の
意
味
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

決
し
て
初
学
者
の
急
務
で
は
な
い
。
し
か
し
六
経
は
教
育
の
規
範
、
文
章
の
本
源
で
あ
る
の
で
、

学
び
は
じ
め
の
時
に
こ
れ
を
読
ま
な
け
れ
ば
、
根
本
を
う
ち
た
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
の

学
業
が
終
れ
ば
、
六
経
は
す
べ
て
読
み
終
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
次
に
文
選
を
読
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
聖
人
の
道
は
文
章
が
根
本
で
あ
り
、
文
選
は
文
学
の
入
門
で
あ
る
。
初
学
者
は
六
経

を
読
み
、
そ
の
文
句
を
記
憶
し
お
わ
っ
た
上
で
、
文
選
の
白
文
を
つ
づ
け
て
五
六
回
つ
づ
け
て
読

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
も
無
理
に
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
た
だ

文
句
を
記
憶
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
初
学
の
士
が
さ
き
の
四
部
の
書
を
誦
習
し
習

熟
し
お
わ
っ
た
な
ら
ば
、
六
経
・
文
選
の
類
は
人
か
ら
句
読
を
授
か
る
必
要
は
な
く
、
自
分
の
力

で
ほ
ぼ
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
知
ら
な
い
字
に
あ
え
ば
、
梅
誕
生
（
梅
膺
祚
）
に
問
う
が
よ

い
。「
梅
誕
生
に
問
う
」
と
は
、
字
彙
①
を
閲
覧
し
て
そ
の
字
を
探
し
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

上
で
ま
だ
読
み
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
無
理
に
読
も
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
り
あ
え

ず
そ
の
部
分
を
置
い
て
お
い
て
、
次
の
文
に
移
る
の
が
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
数
回
繰
り
返
し

て
読
め
ば
、
は
じ
め
は
読
み
に
く
か
っ
た
と
こ
ろ
が
後
に
は
自
然
に
読
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
も

そ
も
書
を
読
む
も
の
は
、
か
な
ら
ず
字
彙
を
一
部
座
右
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
今
に
字

書
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
他
の
字
書
は
文
字
検
索
が
面
倒
で
あ
る
。
字
彙
は
と
て
も
検
索
し
や
す

く
、
骨
が
折
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
六
経
・
文
選
の
学
業
が
終
れ
ば
、
よ
う
や
く
文
字

を
た
く
さ
ん
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
、
義
理
の
路
も
開
け
る
の
で
、
童
子
の
学
業
は
こ
れ
で
ひ
と

ま
ず
完
成
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

①
明
・
梅
膺
祚
『
字
彙
』
十
二
集
。

〇
六
経
・
文
選
の
学
業
が
終
り
、
や
や
実
力
が
備
わ
っ
た
と
自
覚
す
れ
ば
、
司
馬
遷
の
史
記
を
始

め
か
ら
終
り
ま
で
一
度
熟
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
班
固
の
漢
書
を
や
は
り
始
め
か
ら
終

り
ま
で
一
度
熟
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
熟
読
」
と
は
、
さ
き
の
六
経
・
文
選
を
読
ん
だ
時
の

よ
う
に
、
そ
の
文
だ
け
を
読
み
く
だ
す
の
で
は
な
く
、
意
味
を
考
え
、
文
法
を
玩
味
し
な
が
ら
、

仔
細
に
読
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
史
記
の
律
書
、
歷
書
、
天
官
書
、
漢
書
の
律
歷
志
、
天
文

志
な
ど
は
、
専
門
的
な
事
を
学
ば
な
け
れ
ば
そ
の
書
は
読
み
が
た
い
う
え
に
、
初
学
者
の
急
務
で

は
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
省
略
し
て
よ
い
。
こ
の
二
書
は
古
文
の
純
粹
な
も
の
な
の
で
、
読
み

に
く
く
理
解
し
に
く
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
ひ
と
つ
の
こ
ら
ず
究
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
一
箇
所
に
と

き
わ

ど
ま
っ
て
進
み
が
た
く
、
つ
い
に
は
退
屈
な
気
持
ち
が
生
じ
る
の
で
、
難
解
な
と
こ
ろ
を
と
ば
し

て
、
や
さ
し
い
と
こ
ろ
を
読
む
の
が
よ
い
。
反
覆
熟
読
し
て
、
本
末
貫
通
し
、
さ
ら
に
他
の
書
を

読
ん
で
あ
れ
こ
れ
融
会
す
れ
ば
、
自
然
に
通
暁
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
も
そ
も
書
を
読
む
に
は
融

会
貫
通
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
一
冊
の
書
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、
理
解
し
が
た

い
と
こ
ろ
を
か
な
ら
ず
理
解
し
て
や
ろ
う
と
お
も
っ
て
一
箇
所
に
停
滞
し
て
い
て
は
、
ど
れ
だ
け

あ
せ
っ
た
と
し
て
も
い
つ
ま
で
も
通
じ
な
い
。
と
り
あ
え
ず
そ
の
部
分
を
置
い
て
お
い
て
、
理
解

し
や
す
い
と
こ
ろ
だ
け
を
読
み
、
そ
の
一
冊
を
終
え
て
さ
ら
に
他
の
書
を
読
め
ば
、
思
い
が
け
ず

こ
れ
ま
で
に
読
ん
だ
書
と
思
い
あ
わ
さ
る
こ
と
が
あ
り
、
年
月
を
積
み
か
さ
ね
て
ひ
ろ
く
さ
ま
ざ

ま
な
書
を
読
め
ば
、
か
な
ら
ず
あ
れ
と
こ
れ
と
が
た
が
い
に
明
ら
か
に
し
あ
い
、
従
来
の
疑
問
な

ど
も
次
第
に
と
け
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
融
会
」
と
い
う
。
こ
の
融
会
は
一
冊
の
書
の
内
に

も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
融
会
と
は
た
と
え
ば
氷
が
と
け
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
大
き
な
池
の
氷
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は
、
春
風
が
吹
い
て
も
一
朝
一
夕
で
は
と
け
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
と
け
は
じ
め
る
と
、

一
気
に
池
全
体
の
氷
が
と
け
る
。
さ
ら
に
一
冊
の
書
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、
眼
が
全
体
に
ゆ
き
わ

た
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
要
旨
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
な
ら
ず
数
十
回
数
百
回
と
反
覆

熟
読
し
、
全
体
を
一
目
で
み
わ
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
始
終
本
末
が
た
が
い
に

照
合
し
あ
い
、
暗
く
て
見
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
な
く
な
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
一
冊
の
書
の
大

義
は
は
じ
め
て
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ
を
「
貫
通
」
と
い
う
。
こ
れ
は
一
冊
の
書
の
内
だ
け
に
限

ら
ず
、
六
経
な
ど
も
結
局
ひ
と
つ
の
理
で
貫
通
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
貫
通
と
は
た
と
え
ば
道
路

み

ち

を
行
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
行
き
な
れ
な
い
路
を
「
生
路
」
と
い
い
、
行
き
な
れ
た
路
を
「
熟

み
ち

み
ち

路
」
と
い
う
。
な
れ
な
い
路
を
行
く
の
は
不
安
な
も
の
で
あ
る
。
同
じ
路
を
何
度
も
往
復
し
て
習

熟
す
れ
ば
、
け
わ
し
い
と
こ
ろ
や
平
坦
な
と
こ
ろ
、
高
い
と
こ
ろ
や
低
い
と
こ
ろ
を
心
に
そ
ら
ん

じ
て
、
闇
夜
で
も
迷
う
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
融
会
貫
通
の
説
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
学
問
は
急
い

で
は
な
ら
な
い
。
優
柔
不
断
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ゆ
っ
く
り
と
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
水

に
プ
カ
プ
カ
た
だ
よ
う
よ
う
に
、
物
を
水
に
ひ
た
し
て
水
気
が
し
み
と
お
る
の
を
待
つ
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
杜
預
の
左
傳
の
序
に
「
優
に
し
て
之
を
柔
に
す
、
自
ら
之
を
求
め
し
む
。
饜え
ん

に
し
て
之
を
飫
す
、
自
ら
之
に
趨
か
せ
し
む
。
江
海
の
浸
し
、
膏
澤
の
潤
す
が
若
く
、
渙
然
と
し

し
た

て
冰
釋
し
、
怡
然
と
し
て
理
順
ふ
。
然
る
後
に
得
た
り
と
爲
す
な
り
」
①
と
い
う
の
は
、
こ
の
意

味
で
あ
る
。「
饜
飫
」
と
は
、
思
惟
し
て
自
得
し
た
時
の
喜
び
方
が
、
飢
え
た
も
の
が
食
物
を
手
に

入
れ
て
喜
び
満
足
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

①
杜
預
『
春
秋
左
氏
傳
』
序
「
優
而
柔
之
、
使
自
求
之
、
饜
而
飫
之
、
使
自
趨
之
。
若
江
海

之
浸
、
膏
澤
之
潤
、
渙
然
冰
釋
、
怡
然
理
順
。
然
後
爲
得
也
」。

〇
史
記
・
漢
書
が
読
み
お
わ
れ
ば
、
次
に
司
馬
溫
公
（
司
馬
光
）
の
資
治
通
鑑
①
を
一
度
読
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
学
ぶ
も
の
は
古
今
の
事
実
を
貫
通
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
な

務
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
わ
が
国
の
人
は
、
中
国
は
い
か
な
る
国
で
、
い
づ
れ
の
代
に
い
か
な
る

帝
王
が
お
り
、
い
か
な
る

政

を
行
い
、
い
か
な
る
賢
人
君
子
が
あ
り
、
い
か
な
る
事
を
行
い
、

ま
つ
り
ご
と

そ
の
代
は
い
か
に
し
て
興
り
、
い
か
に
し
て
亡
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
経
書

お
こ

を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
ぼ
ん
や
り
し
て
事
の
道
理
に
到
達
し
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
史
記
・
漢

書
以
下
、
歴
代
の
歴
史
書
を
読
ん
で
そ
の
事
実
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
二

十
一
史
な
ど
の
書
は
大
部
で
浩
瀚
で
あ
り
、
す
ぐ
に
読
み
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
そ
の

大
略
を
記
載
す
る
も
の
の
う
ち
で
は
、
資
治
通
鑑
よ
り
最
適
な
も
の
は
な
い
。
朱
子
の
資
治
通
鑑

綱
目
②
は
資
治
通
鑑
に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
て
は
い
る
が
、
綱
目
を
立
て
て
記
述
し
て
い
る
の
で

事
実
が
連
続
し
な
い
。
そ
の
う
え
議
論
が
き
び
し
く
、
宇
宙
の
間
に
完
全
な
人
間
は
ひ
と
り
と
し

て
存
在
し
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
初
学
者
が
こ
れ
を
読
め
ば
、
是
非
の
心
が

盛
ん
と
な
っ
て
、
仁
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
溫
公
の
通
鑑
は
、
文
が
連
続
し
て
い
て
、
事

実
を
見
る
の
に
便
利
で
あ
る
。
議
論
も
綱
目
よ
り
や
や
す
ぐ
れ
て
い
る
。
初
学
者
が
こ
れ
を
一
覧

す
れ
ば
、
天
下
古
今
の
事
件
の
大
略
が
わ
か
る
の
で
、
他
の
諸
書
を
読
む
時
に
参
考
と
な
る
場
合

が
多
い
。
さ
ら
に
学
力
が
や
や
進
ん
だ
上
で
二
十
一
史
な
ど
を
読
ん
で
知
識
を
広
く
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
に
な
っ
て
、
さ
き
に
通
鑑
を
読
ん
だ
お
か
げ
で
そ
の
大
綱
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
学
問
の
重
要
な
道
筋
で
あ
る
。
さ
て
通
鑑
を

読
む
に
は
、
事
実
を
看
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
議
論
の
箇
所
を
研
究
し
な
く
て

も
よ
い
。

①
司
馬
光
『
資
治
通
鑑
』
二
百
九
十
四
巻
。

②
朱
熹
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
五
十
九
巻
。

〇
初
学
者
の
務
め
は
、
さ
き
に
い
っ
た
と
お
り
で
あ
り
、
順
序
立
て
て
学
業
を
し
お
え
た
な
ら
ば
、

ほ
ぼ
全
力
を
だ
し
き
っ
た
こ
と
に
な
り
、
古
学
の
基
礎
は
す
で
に
確
立
し
た
と
い
え
る
。
こ
こ
か

ら
は
そ
の
学
力
の
高
下
に
し
た
が
っ
て
博
文
に
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
博
文
」
と
は
ひ
ろ
く

古
今
の
書
を
覧
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
聖
人
の
道
は
六
経
の
中
に
存
在
し
、
六
経
を
明
ら
か
に

み

し
な
け
れ
ば
通
儒
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
六
経
を
学
ぶ
こ
と
が
古
学
で
あ
る
。
六
経
は
す
べ

て
文
章
で
あ
り
、
文
章
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
六
経
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
六
経
の
文
は
古

文
で
あ
る
。
だ
か
ら
古
文
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
六
経
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
古
文
の
学
と

は
古
書
を
読
む
こ
と
で
あ
る
。「
古
書
」
と
は
西
漢
以
上
の
書
を
指
し
て
い
う
。
東
漢
以
後
は
、
文

章
が
古
に
お
よ
ば
ず
、
六
朝
以
降
は
、
古
文
が
変
化
し
て
四
六
文
と
な
り
、
古
の
文
か
ら
は
る
か

遠
く
か
け
は
な
れ
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
古
学
に
志
す
も
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
西
漢
以
上
の
書
を
読
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ん
で
、
古
文
辞
を
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
文
辞
に
熟
達
し
た
上
で
、
後
世
の
書
も
読
み
、

見
聞
を
広
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
古
書
の
中
に
も
本
物
と
偽
物
、
純
粋
な
も
の
と
雑
駁

な
も
の
が
あ
り
、
一
概
に
信
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
秦
の
文
に
は
、
左
傳
、
國
語
、
老
子
、

墨
子
、
晏
子
春
秋
、
公
羊
傳
、
穀
梁
傳
、
孟
子
、
荀
子
、
莊
子
、
列
子
、
韓
非
子
、
楚
辭
、
戰
國

策
、
呂
氏
春
秋
が
あ
り
、
西
漢
の
文
に
は
、
淮
南
子
、
史
記
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
古
文
の

純
粹
な
も
の
で
あ
る
。
班
固
の
漢
書
は
東
漢
の
文
で
は
あ
る
が
、
西
京
（
西
漢
）
の
気
格
を
失
っ

て
お
ら
ず
、
太
史
公
（
司
馬
遷
）
と
な
ら
び
称
さ
れ
る
の
で
、
後
人
は
こ
れ
を
尊
ん
で
先
秦
西
漢

の
古
文
に
列
し
た
の
で
あ
る
。
文
選
は
梁
代
に
昭
明
太
子
が
編
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
東
漢
以
後

の
文
も
た
く
さ
ん
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
古
文
の
す
ぐ
れ
た
も
の
を
多
数
掲
載
し
、
な
お
か
つ
文

体
を
分
類
し
て
い
る
の
で
、
後
世
で
は
こ
れ
を
文
学
の
模
範
と
す
る
。
だ
か
ら
明
の
汪
伯
玉
（
汪

道
昆
）
は
古
文
十
三
家
の
中
に
文
選
を
入
れ
た
の
で
あ
り
①
、
そ
の
十
三
家
は
い
づ
れ
も
上
に
あ

げ
た
古
書
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
。

①
李
維
楨
「
太
函
集
序
」（『
大
泌
山
房
集
』
巻
七
）
に
「
先
生
の
文
、
上
は
則
ち
左
氏
内
外

傳
、
戰
國
策
、
屈
、
宋
、
老
、
莊
、
次
は
則
ち
列
、
荀
、
呂
覽
、
鴻
烈
、
班
、
范
の
書
、

昭
明
の
選
、
凡
そ
十
三
家
。
法
、
是
の
如
く
し
て
止
む
」
と
あ
り
、
徂
徠
の
門
人
で
あ
る

山
縣
周
南
は
『
作
文
初
問
』
第
四
條
に
「
汪
伯
玉
ハ
十
三
家
ヲ
定
メ
テ
比
年
ニ
一
周
セ
シ

ト
云
リ
、
…
…
所
謂
十
三
家
ハ
、
左
傳
、
國
語
、
戰
國
策
、
史
記
、
漢
書
、
荀
子
、
呂
覽
、

老
子
、
列
子
、
莊
子
、
楚
辭
、
淮
南
子
、
文
選
。
此
外
ニ
韓
非
子
、
水
經
、
世
説
、
讀
書

セ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、
徂
徠
先
生
ハ
云
ハ
レ
シ
ナ
リ
」
と
い
う
。
詳
し
く
は
白
石

真
子
『
汪
道
昆
「
六
経
十
三
家
」と
は
何
か
』（『
名
古
屋
大
学
中
国
語
学
文
学
論
集
』22
、2017

・5

）
参
照
。

〇
そ
も
そ
も
学
ぶ
も
の
に
は
師
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
友
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
師
は
道

を
問
い
、
学
業
を
受
け
、
惑
い
を
解
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
尊
い
方
な
の
で
、
平
日
の
学
問
の
助

け
と
は
な
り
に
く
い
。（
そ
の
場
合
は
）
友
を
あ
つ
め
て
講
習
討
論
す
れ
ば
、
聞
見
を
広
く
す
る
の

に
と
り
わ
け
有
益
で
あ
る
。
友
の
中
に
先
輩
が
あ
れ
ば
、
教
え
導
き
道
に
進
ま
せ
て
く
れ
る
功
用

が
あ
る
。
だ
か
ら
師
に
学
ぶ
だ
け
で
友
の
助
け
が
な
い
も
の
は
、
学
業
が
成
就
す
る
の
は
む
つ
か

し
い
。
そ
こ
で
曾
子
の
言
葉
に
「
君
子
は
文
を
以
て
友
を
會
し
、
友
を
以
て
仁
を
輔
く
」
①
と
あ

た
す

り
、
學
記
に
は
「
獨
學
し
て
友
無
け
れ
ば
、
則
ち
固
陋
に
し
て
聞
く
こ
と

寡

し
」
②
と
い
う
。

す
く
な

今
の
学
ぶ
も
の
も
、
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
古
書
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、
友
が
い
な
い
も
の
は
漢
の

孫
敬
の
よ
う
に
戸
を
閉
じ
て
ひ
と
り
で
読
む
の
が
よ
い
③
、
友
が
あ
る
も
の
は
ひ
と
と
こ
ろ
に
集

ま
っ
て
会
読
す
る
の
が
よ
い
。

①
『
論
語
』
顔
淵
「
曾
子
曰
、
君
子
以
文
會
友
、
以
友
輔
仁
」。

②
『
禮
記
』
學
記
「
發
然
後
禁
、
則
捍
格
而
不
勝
、
時
過
然
後
學
、
則
勤
苦
而
難
成
、
雜
施

而
不
孫
、
則
壞
亂
而
不
修
、
獨
學
而
無
友
、
則
孤
陋
而
寡
聞
、
燕
朋
逆
其
師
、
燕
辟
廢
其

學
。
此
六
者
、
敎
之
所
由
廢
也
」。

③
『
楚
國
先
賢
傳
』（『
蒙
求
』
巻
上
）「
孫
敬
、
字
文
寶
、
常
に
戸
を
閉
ぢ
て
書
を
讀
む
。

睡
れ
ば
則
ち
繩
を
以
て
頸
に
繫
け
、
之
を
梁
上
に
懸
く
。
嘗
て
市
に
入
り
、
市
人
之
を
見

て
、
皆
曰
く
、
閉
戸
先
生
來
る
と
。
辟
命
あ
る
も
至
ら
ず
」（
孫
敬
、
字
文
寶
、
常
閉
戸

讀
書
。
睡
則
以
繩
繫
頸
、
懸
之
梁
上
。
嘗
入
市
、
市
人
見
之
、
皆
曰
閉
戸
先
生
來
也
。
辟

命
不
至
）。

〇
そ
も
そ
も
学
ぶ
も
の
は
風
雅
の
心
情
を
持
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
風
雅
の
趣
を
知
る
の

は
、
詩
を
学
ぶ
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
古
人
の
詩
を
読
ん
で
そ
の
意
味
を
き
わ
め

明
ら
か
に
し
て
も
風
雅
の
趣
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
み
づ
か
ら
詩
を
作
ら
な
け
れ
ば
心
底
か

ら
そ
の
意
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
詩
を
作
ろ
う
と
お
も
え
ば
、
ま
づ
体
裁
を
辨
別
熟
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
体
」
と
は
す
が
た
で
あ
り
、「
裁
」
と
は
つ
く
り
で
あ
る
。
詩
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
体
が
あ
る
。
わ
が
国
の
和
歌
に
、
長
歌
、
短
歌
、
旋
頭
、
混
本
な
ど
が
あ
る
の
と
同
じ

で
あ
る
。
詩
の
体
は
お
お
ま
か
に
ふ
た
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
古
詩
の
体
、
二
つ
は
近
体
で

あ
る
。
毛
詩
三
百
篇
か
ら
唐
の
初
め
ま
で
の
詩
を
「
古
詩
」
と
い
い
、
唐
の
律
詩
・
絶
句
を
「
近

体
」
と
い
う
。
古
詩
の
中
に
さ
ら
に
諸
体
が
あ
る
。
風
雅
の
体
が
あ
り
、
樂
府
の
体
が
あ
り
、
選

詩
の
体
が
あ
り
、
唐
の
古
詩
が
あ
る
。「
風
雅
」
と
は
詩
經
三
百
篇
の
体
で
あ
る
。「
樂
府
」
と
は

漢
朝
以
来
、
歴
代
の
樂
歌
の
辞
で
あ
る
。「
選
詩
」
と
は
文
選
の
詩
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
選
体
」
と

い
う
。「
唐
の
古
詩
」
と
は
唐
人
が
作
っ
た
古
風
の
詩
で
あ
る
。
さ
ら
に
古
書
に
掲
載
す
る
歌
謡
な
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ど
の
詞
を
ま
ね
て
作
っ
た
も
の
を
「
擬
古
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
詩
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
体
が
あ

り
、
一
種
類
で
は
な
い
。
近
体
は
唐
の
五
言
七
言
の
律
詩
・
絶
句
を
模
範
と
す
る
。
唐
の
詩
に
は

さ
ら
に
初
唐
、
盛
唐
、
中
唐
、
晩
唐
の
相
違
が
あ
る
。
近
体
を
学
ぶ
に
は
、
盛
唐
の
詩
を
最
上
の

も
の
と
し
、
中
唐
以
後
の
詩
を
取
ら
な
い
。
と
り
わ
け
宋
詩
を
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も

詩
を
作
る
に
は
、
こ
と
ば
え
ら
び
が
重
要
で
あ
る
。
古
詩
に
は
古
詩
で
使
わ
れ
る
こ
と
ば
が
あ
り
、

近
体
に
は
近
体
で
使
わ
れ
る
こ
と
ば
が
あ
る
。
古
詩
の
中
に
さ
ら
に
五
言
古
風
、
七
言
歌
行
な
ど

の
区
別
が
あ
り
、
近
体
の
中
に
さ
ら
に
五
言
七
言
律
詩
絶
句
の
相
違
が
あ
る
。
そ
の
体
に
し
た
が

っ
て
修
辞
の
法
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
混
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
さ
て
古
詩
で
も
近
体
で
も
、
こ

と
ば
に
出
処
も
来
歴
も
な
く
、
口
か
ら
で
ま
か
せ
に
い
う
こ
と
ば
を
「
杜
撰
」
と
い
う
。
こ
れ
が

ず

さ

ん

詩
の
重
大
な
禁
止
事
項
で
あ
り
、
犯
さ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
言
一
字

で
あ
っ
て
も
か
な
ら
ず
古
人
の
口
か
ら
出
て
、
古
人
の
手
を
へ
た
こ
と
ば
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
韻
の
ふ
み
方
も
古
詩
・
近
体
そ
れ
ぞ
れ
の
体
に
し
た
が
っ
て
用
い
る
も
の
と
用
い
な
い

も
の
が
あ
る
。
と
り
わ
け
杜
撰
を
禁
止
す
る
。
か
な
ら
ず
古
人
の
手
を
へ
た
字
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
絶
句
か
ら
八
句
の
律
詩
ま
で
は
、
韻
字
の
用
い
方
が
は
な
は
だ
せ
ま
い
。
な
ぜ
な

ら
韻
字
の
数
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
古
人
が
よ
く
用
い
た
字
を
え
ら
ん
で
用
い
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
見
慣
れ
な
い
字
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
排
律
は
韻
字
の
使
用
範
囲
が
や
や
広
い
。

な
ぜ
な
ら
篇
が
長
く
句
数
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
仄
韻
を
用
い
な
い
」、「
鄰
韻

に
通
押
し
な
い
」、
こ
の
ふ
た
つ
が
近
体
の
詩
の
重
要
な
法
則
で
あ
る
。
近
体
の
詩
で
仄
韻
を
用
い

た
も
の
を
「
拗
体
」
と
い
い
、
き
わ
め
て
ま
れ
な
事
で
あ
る
。
た
だ
五
言
絶
句
に
は
こ
れ
が
多
い
。

よ
う
た
い

な
ぜ
な
ら
五
言
絶
句
は
古
体
を
貴
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
古
詩
は
平
韻
・
仄
韻
い
づ
れ
も
用
い
、
鄰
韻

に
通
押
す
る
こ
と
が
と
り
わ
け
広
い
。
東
・
冬
の
二
韻
が
通
押
し
、
支
・
微
・
齊
の
三
韻
が
通
押

し
、
魚
・
虞
の
二
韻
が
通
押
し
、
佳
・
灰
の
二
韻
が
通
押
し
、
眞
・
文
・
元
の
三
韻
が
通
押
し
、

元
・
寒
・
刪
・
先
の
四
韻
が
通
押
し
、
蕭
・
肴
・
豪
の
三
韻
が
通
押
し
、
歌
・
麻
の
二
韻
が
通
押

し
、
庚
・
靑
・
蒸
の
三
韻
が
通
押
し
、
覃
・
鹽
・
咸
の
三
韻
が
通
押
す
る
。
上
・
去
・
入
の
三
つ

の
仄
聲
も
、
こ
の
例
か
ら
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
用
韻
の
大
略
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

詩
を
作
ろ
う
と
お
も
え
ば
、
古
詩
は
文
選
を
熟
読
し
、
唐
詩
は
明
の
高
廷
禮
が
編
集
し
た
唐
詩
正

聲
①
、
唐
詩
品
彙
②
、
李
攀
龍
の
唐
詩
選
③
な
ど
を
熟
読
し
て
、
そ
の
な
か
の
詩
を
数
百
首
数
千

首
諳
記
し
て
朝
夕
諷
詠
す
れ
ば
、
自
然
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
は
じ
め
は
た
だ
古

人
の
語
を
切
り
取
っ
て
書
き
抜
く
こ
と
を
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
作
業
を
つ
づ
け
て
や

め
な
け
れ
ば
、
長
年
積
み
重
ね
た
功
に
よ
っ
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
佳
境
に
入
り
、
最
終

的
に
は
詩
人
と
し
て
の
名
声
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宋
元
二
代
の
詩
は
詩
の
邪
道
で
あ
り
、

学
ん
で
は
な
ら
な
い
。
明
代
に
な
っ
て
、
北
地
の
李
夢
陽
、
信
陽
の
何
大
復
（
何
景
明
））
が
あ
ら

わ
れ
て
か
ら
詩
道
は
復
興
し
、
濟
南
の
李
攀
龍
、
呉
郡
の
王
世
貞
ら
が
あ
ら
わ
れ
て
、
詩
道
は
む

か
し
の
よ
う
に
復
興
し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
子
は
い
づ
れ
も
古
を
学
ん
で
、
古
人
の
趣
旨
を
身
に
つ

け
た
人
た
ち
で
あ
る
。
今
の
学
ぶ
も
の
は
、
明
の
諸
子
が
古
を
学
ん
だ
や
り
方
を
見
て
手
本
と
す

る
の
が
よ
い
。
明
の
諸
子
の
詩
は
古
人
の
詩
と
異
な
ら
な
い
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
る
。
詩
は
小
技

で
あ
る
が
、
そ
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
は
広
大
で
あ
る
。
詩
学
の
説
に
は
、
六
朝
以
来
、
諸
儒
の
議

論
が
あ
り
、
唐
宋
以
来
、
諸
家
の
詩
話
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
宋
の
嚴
羽
の
滄
浪
詩
話
④
は
、
詩
道

の
正
法
眼
藏
⑤
で
あ
る
。
明
の
胡
應
麟
の
詩
藪
⑥
は
、
古
今
の
詩
を
詳
細
に
論
じ
つ
く
し
て
あ
ま

す
と
こ
ろ
が
な
い
。
あ
ま
た
あ
る
詩
話
の
う
ち
、
こ
の
ふ
た
つ
の
書
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の
は
な
い
。

学
ぶ
も
の
は
か
な
ら
ず
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
が
詩
学
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

①
高
廷
禮
『
唐
詩
正
聲
』
二
十
二
巻
。

②
高
廷
禮
『
唐
詩
品
彙
』
九
十
巻
。

③
李
攀
龍
『
唐
詩
選
』
七
巻
。

④
嚴
羽
『
滄
浪
詩
話
』
一
巻
。

⑤
「
正
法
眼
藏
」
と
は
、
人
が
本
来
具
有
し
て
い
る
心
の
妙
徳
を
形
容
し
た
も
の
で
あ
る
。

転
じ
て
各
種
の
学
問
の
正
統
な
も
の
を
い
う
。

⑥
胡
應
麟
『
詩
藪
内
編
』
六
巻
、『
雜
編
』
六
巻
、『
外
編
』
四
巻
。

〇
世
の
道
学
先
生
は
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き
ず
、
教
え
る
に
し
て
も
、
学
ぶ
も
の
に
詩
を
作
る
こ

と
を
戒
し
め
（
て
作
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
）
る
。
こ
れ
は
詩
の
道
を
理
解
し
て
い
な
い
。
詩
は
性

情
を
吟
詠
す
る
も
の
で
あ
り
、
温
柔
敦
厚
を
教
え
と
す
る
①
。
詩
に
古
今
は
あ
る
が
、
温
柔
敦
厚

の
教
え
に
古
今
の
相
違
は
な
い
。
だ
か
ら
今
で
も
詩
を
作
る
も
の
は
、
い
つ
の
ま
に
か
風
雅
の
境
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地
に
入
っ
て
、
自
然
に
温
柔
敦
厚
の
徳
を
形
づ
く
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
う
え
学
問
は
文
字
を
識し

る
こ
と
を
第
一
の
努
め
と
す
る
。
わ
が
国
の
人
は
、
元
来
文
字
に
う
と
く
、（
文
字
に
う
と
け
れ
ば
）

学
業
は
進
み
が
た
い
。
詩
は
文
字
を
も
て
あ
そ
ぶ
も
の
な
の
で
、
こ
こ
か
ら
六
経
の
学
に
も
進
み

や
す
い
。
だ
か
ら
こ
の
国
の
人
は
と
り
わ
け
詩
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
道
学

者
流
が
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
今
の
道
学
者
流
は
、
禅
家
の
僧
が
教
外
別
傳
、
不
立
文

字
②
と
い
っ
て
い
る
の
と
お
な
じ
で
あ
る
。
結
局
浮
屠
③
の
道
と
同
じ
で
、
聖
人
の
道
か
ら
は
な

は
だ
遠
く
か
け
は
な
れ
て
い
る
。

①
『
禮
記
』
經
解
「
其
爲
人
也
、
溫
柔
敦
厚
、
詩
敎
也
、
疏
通
知
遠
、
書
教
也
、
廣
博
易
良
、

樂
敎
也
、
潔
靜
精
微
、
易
敎
也
、
恭
儉
莊
敬
、
禮
敎
也
、
屬
辭
比
事
、
春
秋
敎
也
」。

②
「
敎
外
別
傳
」
と
は
、
言
語
や
文
字
な
ど
に
よ
ら
ず
、
以
心
伝
心
で
伝
わ
る
奥
義
の
こ
と
。

「
不
立
文
字
」
と
は
、
道
は
文
字
で
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
心
で
悟
る
べ
き
も
の

で
あ
る
こ
と
。『
五
燈
會
元
』
世
導
章
「
世
尊
言
、
吾
有
正
法
眼
藏
、
涅
槃
妙
心
、
實
相

無
相
、
微
妙
法
門
、
不
立
文
字
、
敎
外
別
傳
、
付
囑
大
迦
葉
」。

③
「
浮
屠
」
は
、
梵
語Buddha

の
音
訳
で
、
仏
を
い
う
。

〇
聖
人
の
道
を
「
文
」
と
い
う
。
六
経
は
す
べ
て
文
章
で
あ
る
。
文
章
に
習
熟
し
な
け
れ
ば
六
経

を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
章
に
熟
達
し
よ
う
と
お
も
え
ば
、
西
漢
以
上
の
古
書
を
熟
読
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
文
章
の
道
は
、
書
を
読
む
だ
け
で
み
づ
か
ら
文
を
作
る
の
で
な
け
れ

ば
、そ
の
深
奥
に
い
た
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。魏
の
文
帝
の
典
論
に「
文
章
は
經
國
の
大
業
、不
朽

ふ

き
ゆ
う

の
盛
事
」
①
と
い
う
の
は
、
文
章
の
功
徳
を
賞
賛
し
て
、
そ
の
功
用
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。「
經

國
の
大
業
」
と
は
、
国
家
を
経
営
す
る
こ
と
は
大
き
な
事
業
で
あ
る
が
、
文
章
を
根
本
と
し
て
行

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
不
朽
の
盛
事
」
と
は
、
千
年
た
っ
て
も
朽
ち
な
い
も
の
と
し
て
は
文
章

よ
り
盛
ん
な
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宋
儒
が
文
章
を
捨
て
て
理
学
を
提
倡
し
て
か
ら
、

文
章
を
作
ら
な
い
道
学
者
流
は
多
い
。
彼
ら
は
た
だ
持
敬
窮
理
の
工
夫
②
を
重
要
な
務
め
と
す
る

だ
け
な
の
で
、
古
文
の
道
に
う
と
く
な
り
、
古
書
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
古
書
を
読
ま
な
け

れ
ば
、
な
に
に
よ
っ
て
六
経
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
中
華
の
人
か
ら
し
て
す
で

に
そ
う
で
あ
る
。
ま
し
て
や
わ
が
国
の
人
は
、
文
字
か
ら
入
ら
な
け
れ
ば
学
問
に
手
を
つ
け
る
手

が
か
り
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
国
の
学
ぶ
も
の
は
、
と
り
わ
け
文
学
を
急
務
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
文
学
と
い
う
の
は
文
章
の
作
り
方
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
み
づ
か
ら
文
を
作
ら
ず
に
古
人

の
文
を
読
む
だ
け
で
は
そ
の
理
に
通
じ
る
の
は
む
つ
か
し
い
。

①
魏
文
帝
『
典
論
論
文
』（『
文
選
』
巻
五
十
二
）「
蓋
文
章
、
經
國
之
大
業
、
不
朽
之
盛
事
」。

②
宋
学
の
お
け
る
修
養
法
の
こ
と
。「
持
敬
」
は
敬
愛
の
心
を
持
つ
こ
と
、「
窮
理
」
は
個
々

の
事
物
に
つ
い
て
、
そ
の
理
を
き
わ
め
て
い
く
こ
と
。

〇
そ
も
そ
も
文
章
を
作
ろ
う
と
お
も
う
も
の
は
、
ま
づ
そ
の
方
法
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

左
傳
・
國
語
・
史
記
・
漢
書
な
ど
の
書
物
を
熟
読
し
て
そ
の
語
を
諳
記
し
、
そ
の
文
章
の
條
理
を

理
解
す
れ
ば
、
筆
を
取
っ
て
文
を
つ
づ
ろ
う
と
気
持
ち
が
自
然
と
わ
き
お
こ
り
、
何
事
で
あ
っ
て

も
心
に
あ
る
こ
と
を
文
に
書
き
あ
ら
わ
す
こ
と
は
む
つ
か
し
い
事
で
は
な
い
。
し
か
し
文
に
は
体

が
あ
り
法
が
あ
る
。
体
が
な
け
れ
ば
文
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
法
が
な
け
れ
ば
文
と
し
て
形
を
成

さ
な
い
。「
体
」
と
は
体
裁
で
あ
り
、
文
選
が
分
類
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
「
体
」
で
あ
る
①
。

そ
の
文
を
熟
読
し
て
、
体
裁
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
の
呉

訥
の
文
章
辨
體
②
、
徐
師
曾
の
文
體
明
辨
③
に
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
辨
じ
て
い
る
。
文

を
学
ぶ
も
の
は
、
か
な
ら
ず
こ
れ
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
法
」
と
は
法
度
で
あ
る
。
い
づ

れ
の
体
で
あ
っ
て
も
、
一
篇
の
内
に
篇
・
章
・
句
・
字
の
四
つ
の
法
が
あ
る
。
さ
ら
に
起
伏
、
照

応
、
抑
揚
、
関
鎖
、
転
換
、
波
瀾
、
頓
挫
な
ど
の
法
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
は
、
た
と
え
ば
絶
句

の
詩
に
起
承
転
合
が
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
法
が
な
い
文
は
、
い
か
に
造
語
に
た
く
み
で
あ
っ

て
も
一
篇
の
條
理
が
は
っ
き
り
せ
ず
意
味
が
通
じ
が
た
い
の
で
、
一
篇
の
文
章
と
し
て
成
立
し
て

い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
は
無
寸
の
尺
、
無
星
の
秤
（
目
盛
り
の
な
い
も
の
さ
し
や
は
か
り
）

に
た
と
え
ら
れ
る
。
古
文
は
明
の
茅
坤
が
八
大
家
文
抄
④
を
著
わ
し
て
か
ら
、
後
の
学
者
は
こ
れ

に
従
う
。「
八
大
家
」
と
は
、
唐
の
韓
愈
、
柳
宗
元
、
宋
の
歐
陽
脩
、
蘇
洵
、
蘇
軾
、
蘇
轍
、
王
安

石
、
曾
鞏
の
八
人
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
八
家
の
う
ち
、
法
の
謹
厳
さ
で
は
、
韓
愈
・
柳
宗
元
の

ふ
た
り
の
文
に
お
よ
ぶ
も
の
は
な
い
。
歐
陽
永
叔
（
歐
陽
脩
）、
蘇
子
瞻
（
蘇
軾
）
は
、
宋
の
文
章

の
う
ち
で
は
す
ぐ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
い
づ
れ
も
法
が
な
い
。
そ
の
う
え
歐
公
（
歐
陽
脩
）

は
奇
抜
さ
が
少
な
く
、
東
坡
（
蘇
軾
）
は
古
意
に
乏
し
く
、
老
泉
（
蘇
洵
）
は
や
は
り
東
坡
に
お
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よ
ば
な
い
。
潁
濱
（
蘇
轍
）、
荊
公
（
王
安
石
）、
南
豐
（
曾
鞏
）
も
老
泉
よ
り
劣
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
い
づ
れ
も
師
法
と
す
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
今
の
学
ぶ
も
の
は
、
か
な
ら

ず
し
も
八
大
家
を
学
ぶ
必
要
は
な
く
、
た
だ
韓
愈
・
柳
宗
元
を
文
学
の
入
門
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

韓
愈
・
柳
宗
元
を
学
ん
で
文
法
に
通
暁
す
れ
ば
、
明
の
李
滄
溟
（
李
攀
龍
）、
王
弇
州
（
王
世
貞
）

え
ん

の
文
集
を
読
ん
で
、
修
辞
を
学
ぶ
と
よ
い
。「
修
辞
」
と
は
こ
と
ば
を
え
ら
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
昌
黎

（
韓
愈
）、
柳
州
（
柳
宗
元
）
は
古
文
の
名
家
で
あ
り
、
規
律
の
謹
厳
さ
は
諸
家
に
抜
き
ん
で
て
い

る
が
、
古
い
言
葉
を
き
ら
っ
て
新
奇
を
好
む
の
で
、
そ
の
文
辞
に
は
古
調
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る
。
明
儒
に
な
る
と
、
李
獻
吉
（
李
夢
陽
）、
何
景
明
が
こ
の
弊
害
を
改
め
て
、
こ
と
ば
え
ら
び

に
務
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
李
滄
溟
（
李
攀
龍
）、
王
弇
州
（
王
世
貞
）、
汪
伯
玉
（
汪

道
昆
）
ら
が
あ
ら
わ
れ
て
、
修
辞
の
学
が
と
て
も
さ
か
ん
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
「
古
文
辞
」
と
名

づ
け
て
、
古
文
と
呼
ば
れ
る
唐
宋
の
諸
子
の
文
と
区
別
す
る
。
古
文
辞
と
い
う
の
は
、
も
っ
ぱ
ら

西
漢
以
上
の
人
の
語
を
用
い
て
文
章
を
つ
づ
り
、
東
漢
以
後
の
語
を
一
字
も
用
い
な
い
。
だ
か
ら

古
書
に
習
熟
し
な
け
れ
ば
古
文
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。
以
上

が
文
学
の
大
意
で
あ
る
。
詳
細
は
文
学
の
書
を
読
ん
で
、
古
人
の
議
論
を
考
究
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。①

『
文
選
』
は
「
賦
、
詩
、
騷
、
七
、
詔
、
册
、
令
、
敎
、
文
、
表
、
上
書
、
啓
、
彈
事
、

牋
、
書
、
檄
、
對
問
、
説
論
、
辭
、
序
、
頌
、
贊
、
符
命
、
史
論
、
論
、
連
珠
、
箴
、
銘
、

誄
、
哀
、
碑
文
、
墓
誌
、
行
狀
、
弔
文
、
祭
文
」
の
各
体
に
分
類
す
る
。

②
明
・
呉
訥
『
文
章
辨
體
』
五
十
巻
、
外
集
五
巻
。

③
明
・
徐
師
曾
『
文
體
明
辨
』
六
十
巻
。

④
明
・
茅
坤
『
唐
宋
八
大
家
文
抄
』
一
百
四
十
四
巻
。

〇
尺
牘
も
文
の
一
端
で
あ
る
。
先
儒
が
著
わ
し
た
尺
牘
の
書
は
世
の
中
に
た
く
さ
ん
流
通
し
て
い

せ
き
と
く

る
。
そ
の
書
を
熟
読
す
れ
ば
自
然
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

〇
「
経
学
」
と
は
、
六
経
を
読
ん
で
聖
人
の
道
に
通
暁
す
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
は
童
蒙
の
手
に

負
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
く
さ
ん
古
書
を
読
ん
で
、
古
文
に
明
ら
か
に
な
り
、
古
い
言
葉
に
通

じ
れ
ば
、
六
経
は
お
の
づ
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
し
か
し
三
年
や
五
年
の
努
力
で
到
達
す
る
の
は

む
つ
か
し
い
。
か
な
ら
ず
学
び
は
じ
め
て
か
ら
二
十
年
ば
か
り
の
経
験
を
積
み
、
三
十
歳
以
上
に

な
っ
て
か
ら
経
学
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
順
序
を
と
び
こ
え
て
早
く
か
ら
習
っ
て
は
な

ら
な
い
。

〇
「
経
濟
」
と
は
、
天
下
国
家
を
治
め
る
こ
と
を
い
う
。
聖
人
の
道
は
天
下
を
治
め
る
道
で
あ
る
。

六
経
を
読
ん
で
も
、
天
下
を
治
め
る
道
に
通
じ
な
い
も
の
は
、
儒
者
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

六
経
を
読
む
だ
け
で
、
古
今
の
事
変
に
達
し
な
け
れ
ば
、
や
は
り
経
濟
の
術
に
く
わ
し
く
な
い
。

か
な
ら
ず
異
国
や
本
朝
の
古
今
の
事
蹟
を
閲
覧
し
、
そ
の
成
敗
を
考
察
し
、
今
日
の
時
務
に
考
え

あ
わ
せ
れ
ば
、
自
然
に
そ
の
大
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
儒
者
の
本
業
で
あ
り
、
一
大

事
因
縁
①
で
あ
る
。
だ
か
ら
学
ぶ
も
の
は
幼
い
頃
か
ら
経
濟
の
志
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宋
の

范
文
正
公
（
范
仲
淹
）
が
「
士
は
當
に
天
下
の
憂
ひ
に
先
じ
て
憂
ひ
、
天
下
の
樂
し
み
に
後
れ
て

樂
し
む
べ
し
」
②
と
い
う
の
は
、
少
年
の
時
か
ら
抱
い
て
い
た
志
節
で
あ
る
。
儒
者
は
す
べ
て
そ

う
あ
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

①
き
わ
め
て
重
大
な
事
縁
の
意
。『
法
華
經
第
一
方
便
品
第
二
』「
諸
佛
世
尊
、
唯
以
一
大
事

因
緣
故
出
現
於
世
」（
諸
佛
世
尊
は
唯
だ
一
大
事
因
緣
を
以
て
の
故
に
世
に
出
現
す
）。

②
范
仲
淹
『
岳
陽
樓
記
』「
然
則
何
時
而
樂
耶
。
其
必
曰
、
先
天
下
之
憂
而
憂
、
後
天
下
之

樂
而
樂
歟
。
噫
微
斯
人
、
吾
誰
與
歸
」。

学
戒

学
問
に
は
三
つ
の
戒
し
め
が
あ
る
。
一
つ
に
は
宋
儒
の
理
学
の
書
を
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。
性
理

の
説
は
古
の
聖
人
の
考
え
で
は
な
い
。
孔
子
の
教
え
と
は
異
な
り
、
佛
老
の
教
え
と
ゆ
き
つ
く
と

こ
ろ
が
同
じ
で
あ
る
。
わ
づ
か
で
も
性
理
の
説
を
聞
い
た
も
の
は
、
文
章
の
道
に
入
り
が
た
く
、

六
経
の
趣
旨
を
会
得
し
が
た
い
。
も
っ
と
も
こ
れ
を
戒
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
つ
に
は
初

学
の
時
に
経
術
を
習
っ
て
は
な
ら
な
い
。
経
術
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
少
年
の
士
の
手
に
負

え
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
早
く
か
ら
こ
れ
を
学
ん
で
義
理
が
精
微
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
し
ま
え
ば
、
才
気
が
こ
れ
に
抑
圧
さ
れ
て
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
生
道
学
先
生
の
風
情

で
終
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
風
は
頭
巾
気
習
①
と
名
づ
け
ら
れ
て
、
大
雅
の
君
子
と
は
い
わ
な
い
。
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だ
か
ら
二
番
目
に
こ
れ
を
戒
し
め
な
け
れ
ば
は
な
ら
な
い
。
三
つ
に
は
人
の
講
説
を
聴
い
て
は
な

ら
な
い
。
人
の
講
説
を
聴
く
も
の
は
、
た
と
え
ば
人
が
か
つ
ぐ
か
ご
に
乗
っ
て
い
く
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
歩
い
て
ゆ
く
も
の
は
路
を
諳
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
人
が
か
つ
ぐ
か
ご
に
乗
っ
て

い
く
も
の
は
路
を
諳
記
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
学
術
は
、
み
づ
か
ら
書
を
読
ん
で
一
心
に
思
惟

す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
義
に
通
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
の
講
説
を
聴
く
も
の
は
、
聴

い
て
い
る
時
に
は
義
理
は
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
が
、
そ
の
席
を
離
れ
る
と
大
半
忘

却
す
る
の
で
、
退
出
し
て
そ
の
書
を
読
ん
で
も
あ
い
ま
い
模
糊
と
し
て
通
じ
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。

こ
れ
は
心
に
疑
問
が
な
い
ま
ま
に
人
の
説
を
聞
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
学
業
は
熟
読
精
思
が

根
本
で
あ
る
の
で
、
い
づ
れ
の
書
で
あ
っ
て
も
心
を
留
め
て
数
回
読
み
、
精
細
に
思
惟
す
れ
ば
、

か
な
ら
ず
そ
の
本
旨
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
義
理
は
き
わ
ま
り
な
い
も
の
な
の
で
、

学
業
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
か
な
ら
ず
疑
問
が
生
じ
る
。
疑
問
が
み
づ
か
ら
の
力
で
解
決
す
る
の

が
む
つ
か
し
け
れ
ば
、
先
知
先
覚
の
人
に
尋
ね
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば

お
腹
が
す
け
ば
食
し
、
の
ど
が
渇
け
ば
飲
む
か
の
よ
う
に
疑
問
の
事
柄
に
つ
い
て
人
の
論
説
を
聞

け
ば
、
雲
や
霧
を
払
っ
て
日
や
月
を
見
る
よ
う
に
は
っ
き
り
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

が
大
き
な
利
益
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み
づ
か
ら
の
目
力
や
心
力
を
つ
く
し
た
上
で
あ
れ
ば
、

人
の
説
を
聞
い
て
も
と
て
も
有
益
で
あ
る
の
で
、
耳
学
問
は
目
学
問
に
お
よ
ば
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
今
の
世
に
、
儒
者
で
あ
っ
て
も
佛
者
で
あ
っ
て
も
、
講
説
を
た
く
さ
ん
聞
い
た
も
の
が
大

き
な
事
業
を
成
し
と
げ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
み
づ
か
ら
努
力
し
て
勉
学
す
る
こ
と
が
大
学
問

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
こ
の
三
つ
の
戒
め
は
世
上
の
学
ぶ
も
の
の

共
通
し
た
弊
害
で
あ
り
、
大
儒
先
生
で
も
こ
の
こ
と
を
知
る
も
の
は
稀
で
あ
る
。
古
学
に
志
し
て

文
章
の
道
を
修
得
し
よ
う
と
本
気
に
お
も
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
こ
れ
を
戒
し
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
朱
子
学
を
信
奉
す
る
儒
者
が
、
威
儀
に
や
か
ま
し
く
、
儒
服
を
着
て
頭
巾
を
つ
け
た
が
る

よ
う
な
形
式
主
義
を
の
の
し
っ
て
い
う
こ
と
ば
。「
頭
巾
気
」、「
頭
巾
気
象
」
と
も
い
う
。

唐
順
之
『
答
皇
甫
柏
泉
郎
中
書
』「
然
者
、
其
於
文
也
、
大
率
所
謂
宋
頭
巾
氣
習
、
求
一

秦
字
漢
語
了
不
可
得
。
凡
此
皆
不
爲
好
古
之
士
所
喜
、
而
亦
自
笑
其
迂
拙
而
無
成
也
」。

倭
讀
要
領
巻
下
終

『
倭
讀
要
領
』
巻
下
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
。

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
入

れ
る
。

倭
讀
要
領
卷
下

信
陽
太
宰
純
德
夫
撰

點
書
法

吾
國
の
人
、
書
を
讀
む
に
、
昔
の
人
は
、
朱
を
以
て
字
の
四
方
四
角
と
、
中
心
と
に
、
星
を
點
じ

て
、
倭
語
の
て
に
を
は
の
し
る
し
と
し
て
、
か
な
も
じ
を
以
て
旁
註
す
る
こ
と
は
無
か
り
し
な
り
。

ば
う
ち
う

倭
點
と
い
ふ
者
す
な
は
ち
是
な
り
。
後
世
は
此
點
法
廢
れ
て
、

專

か
た
か
な
を
以
て
、
倭
訓
を

す
た

も
つ
は
ら

旁
註
し
て
、
讀
む
者
の
爲
に
便
利
な
る
樣
に
せ
り
。
此
事
世
に
行
は
れ
て
よ
り
、
古
の
點
法
を
ば

や
う

知
れ
る
者
も
稀
な
り
。
今
の
倭
訓
の
旁
註
は
、
是
旁
註
な
り
、
點
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
古
の
星

ま
れ

を
點
ぜ
し
時
の
名
を
存
し
て
、
點
と
い
へ
る
な
り
。
實
は
點
に
あ
ら
ず
と
知
べ
し
。
古
の
星
を
點

そ
ん

じ
つ

ぜ
し
は
、
不
便
利
な
る
樣
な
る
事
な
れ
ど
も
、
學
者
に
益
あ
り
。
今
の
か
な
も
じ
を
以
て
倭
訓
を

や
う
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旁
註
す
る
は
、
便
利
な
る
樣
な
れ
ど
も
、
却
て
學
者
に
損
あ
り
。
か
な
に
目
を
つ
け
て
、
本
文
を

看
る
こ
と
に

忽

な
る
故
な
り
。
然
れ
ば
今
日
の
學
者
、
文
學
に
志
あ
ら
ば
、
只
無
點
の
本
を
看

ゆ
る
か
せ

ほ
ん

る
べ
き
な
り
。
古
の
點
本
は
、
無
點
の
如
し
。
然
れ
ど
も
畢
竟
倭
語
の
讀
の
爲
に
設
た
る
こ
と

よ
み

も
ふ
け

な
れ
ば
、
是
を
も
禁
止
す
べ
き
な
り
。
凡
中
華
の
書
を
讀
む
に
は
、
中
華
の
點
法
を
用
ふ
べ
し
。

中
華
の
人
の
書
を
點
ず
る
は
、
句
讀
を
分
ち
、
文
法
を
示
さ
ん
爲
な
り
。
是
緊
要
の
事
な
り
。
知

き
ん
や
う

ら
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
此
に
其
大
法
を
錄
し
て
、
初
學
に
示
す
。

こ
こ

〇
句
讀
を
點
ず
る
こ
と
は
、
其
法
一
樣
な
ら
ず
。
或
は
圏
〔
ま
る
〕
を
用
ひ
、
或
は
批
を
用
ふ
。

く

と
う

け
ん

ひ

圏
と
は
、
○
な
り
、
批
と
は
、
ヽ
な
り
。
祕
書
省
の
挍
書
の
式
に
は
、
句
は
字
の

旁

に
點
じ
、
讀

せ
い

か
う
し
よ

し
き

か
た
は
ら

と
う

は
字
の
中
閒
に
點
ず
と
い
へ
り
。
中
華
の
書
の
中
に
、
此
式
を
用
て
句
讀
を
點
じ
た
る
本
あ
り
。

ほ
ん

其
時
は
小
圏
を
用
ふ
。
又
句
に
は
圏
を
用
ひ
、
讀
に
は
批
を
用
る
こ
と
あ
り
。
其
時
は
句
も
讀
も

と
う

と
う

皆

旁

に
點
ず
。
又
句
と
讀
と
を
別
た
ず
、
皆
圏
を
用
ひ
、
皆
批
を
用
る
こ
と
あ
り
。
其
時
も
句

か
た
は
ら

と
う

わ
か

み
な

み
な

讀
倶
に

旁

に
點
ず
。
か
く
の
如
く
種
種
の
點
式
あ
り
。
人
人
の
意
に
て
、
時
に
臨
て
何
れ
の
式

と
も

か
た
は
ら

ひ
と
ひ
と

を
も
用
る
な
り
。
中
華
よ
り
來
れ
る
書
を
多
く
見
て
、
其
異
を
考
ふ
べ
し
。

い

〇
評
點
と
い
ふ
は
、
文
章
を
看
る
時
、
或
は
語
の
奇
特
な
る
處
、
或
は
字
眼
、
或
は
文
法
の
波
瀾

ひ
や
う
て
ん

き

ど
く

じ

が
ん

は

ら
ん

あ
る
處
、
抑
揚
、
起
伏
、
頓
挫
の
處
に
は
、
點
を
加
ふ
る
な
り
。
或
は
圏
を
用
ひ
、
或
は
批
を
用

よ
く
や
う

き

ふ
く

と
ん

ざ

ひ
、
或
は

を
用
ひ
、
或
は
◎
を
用
、
或
は
●
を
用
ふ
。
其
法
一
例
に
非
ず
。
定
て
敎
が
た
し
。

中
華
の
書
に
、
先
儒
の
點
ぜ
る
本
多
し
、
集
て
看
る
べ
し
。

〇
段
落
を
分
る
に
は
、
鉤

畫
を
用
ふ
。
章

首
に
は
￢
を
用
ひ
、
結
末
に
は
∟
を
用
て
、
前
後

だ
ん
ら
く

わ
く

こ
う
く
わ
く

し
や
う
し
ゆ

け
つ
ま
つ

を
隔
斷
〔
へ
だ
て
き
る
〕
す
。
皆
是
を
鉤
畫
と
い
ふ
。

か
く
だ
ん

〇
此
方
の
學
者
の
點
法
に
、
朱
び
き
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
地
名
に
は
、
字
の
右
に
單

畫
し
、
國

た
ん
く
わ
く

名
に
は
、
字
の
右
に
雙

畫
し
、
人
名
に
は
、
字
の
中
に
單
畫
し
、
官
名
に
は
、
字
の
左
に
單
畫

さ
う
く
わ
く

な
か

し
、
書
名
に
は
、
字
の
中
に
雙
畫
し
、
年
號
に
は
、
字
の
左
に
雙
畫
す
。
歌
に
曰
く
、

な
か

右

所
、
中
は
人
の
名
、
左

官
、
中
二
は
書
の
名
、
左
二
は
年
號

み
ぎ
と
こ
ろ

な
か

ひ
だ
り
く
わ
ん

な
か

に

さ

に

中
華
に
は
か
く
の
如
く
の
種
種
の
畫

法
な
し
。
唯
人
名
に
字
の
右
に
單
畫
し
、
地
名
に
字
の
右

く
わ
く
は
ふ

た
だ

に
雙
畫
す
る
の
み
な
り
。
或
は
書
名
に
字
の
右
に
雙
畫
し
た
る
書
も
あ
り
。
然
れ
ど
も
大
抵
は
地

名
に
も
畫
す
る
こ
と
な
く
、
人
名
の
み
に
畫
す
る
こ
と
多
し
。
官
名
年
號
等
に
は
全
く
畫
せ
ず
。

又
日
本
の
畫
は
、
字
の
左
右
に
畫
す
る
も
、
字
に
か
け
て
畫
す
。
中
華
の
畫
は
、

必

字
を
は
づ

か
な
ら
ず

し
て
畫
す
。
又
中
華
に
て
は
、
刪

去
べ
き
字
に
は
、
字
の
中
に
畫
す
。
此
方
の
人
名
の
畫
の
如

け
づ
り
さ
る

な
か

し
。
是
を
抹
と
い
ふ
。
抹
は
、
塗
抹
な
り
。
ぬ
り
け
す
な
り
。
凡
書
を
看
る
に
、
地
名
官
名
書

ま
つ

と

ま
つ

お
よ
そ

名
年
號
な
ど
は
見
や
す
く
、
人
名
は
甚
ま
ぎ
れ
や
す
し
。
故
に
中
華
の
人
の
書
を
點
ず
る
に
は
、

大
抵
人
名
に
ば
か
り
畫
す
る
な
り
。

〇
吾
國
の
人
は
、
書
を
點
ず
る
に
、

專

朱
を
用
ふ
。
中
華
の
人
は
、
靑
黄
綠
紫
等
の
色
を
兼

も
つ
は
ら

り
よ
く

か
ね

用
ふ
。
昔

元
の
許
魯
齋
が
通
鑑
綱
目
を
讀
し
に
は
、
五
色
を
以
て
點
ぜ
し
と
か
や
。
是
識
別
〔
し

む
か
し
げ
ん

よ
み

し

べ
つ

る
し
わ
か
つ
〕
に
便
な
る
の
み
な
ら
ず
、
目
を
養
ふ
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
朱
の
一
色
に
限
ら
ず
、

べ
ん

心
に
任
て
他
の
色
を
も
兼
用
ん
こ
と
可
な
り
。

ま
か
せ

か
ね

か

抄
書
法

抄
は
、
ぬ
き
が
き
な
り
。
抄
書
と
は
、
書
を
看
る
時
、
有
用
の
語
を
抄
す
る
な
り
。
凡
書
を
讀

し
や
う

い
う
よ
う

し
や
う

む
者
は
、
必
數
十
張
の
紙
を
小
冊
子
〔
と
ぢ
ほ
ん
〕
と
な
し
て
、
奇
字
要
語
を
抄
す
べ
し
。
是
に

す

さ
く

し

五
つ
の
益
あ
り
。
一
つ
に
は
故
事
古
語
を
記
憶
す
。
二
つ
に
は
他
日
の
檢
閲
〔
た
づ
ね
み
る
〕
に
便

け
ん
ゑ
つ

べ
ん

な
り
。
三
つ
に
は
字
を
識
る
。
四
つ
に
は
書
學
〔
て
な
ら
ひ
〕
進
む
。
五
つ
に
は
抄
す
る
に
よ
り

し

し
よ
が
く

て
、
其
本
書
を
看
る
こ
と
必
精
し
。
蘇
東
坡
が
詩
に
、
白
首
猶
ほ
書
を
抄
す
と
い
へ
る
は
、
老
に

く
は

至
て
も
抄
書
を
已
め
ざ
る
こ
と
を
い
へ
る
な
り
。
さ
て
抄
書
せ
ば
、
必
眞
字
に
て
整
齊
に
書
く
べ

や

せ
い
せ
い

か

し
。
當
時
〔
そ
の
と
き
〕
心
の

忙

き
ま
ま
に
、
草
草
に
す
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
。

且

先

た

う

じ

い
そ
が
は
し

さ
う
さ
う

し
ば
ら
く
ま
づ

か
く
の
如
く
し
て
、
後
日
に
改
寫
〔
か
き
な
を
す
〕
せ
ん
な
ど
お
も
へ
ど
も
、
日
日
に
事
多
く
な

か
い
し
や

り
ゆ
け
ば
、
改
寫
す
る
に
暇
な
く
、
歳
月
を
歷
て
看
る
に
、
草
字
に
て
胡
亂
〔
め
つ
た
〕
に
書

い
と
ま

と
し
つ
き

へ

う

ろ

ん

た
る
は
、
己
が
手
跡
に
て
も
、
讀
が
た
き
こ
と
あ
り
。
况
や
人
に
も
看
す
べ
き
こ
と
あ
る
時
、

お
の
れ

必
人
を
誤
ら
し
む
る
な
り
。
端
正
に
書
た
る
者
だ
に
も
、
三
寫
す
れ
ば
烏
焉
馬
の

謬

あ
り
。
况

た
ん
せ
い

う

え
ん

ば

あ
や
ま
り

や
胡
亂
に
書
た
る
を
や
。
學
者
こ
れ
を
愼
む
べ
し
。
又
凡
學
者
は
楷
書
を
學
ば
ず
は
あ
る
べ
か
ら

か
い
し
よ

ず
。
學
問
に
用
あ
る
こ
と
、
楷
書
よ
り
要
な
る
は
な
し
。
楷
書
と
は
、
眞
字
な
り
。

發
音
法
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音
を
發
す
と
い
ふ
は
、
發
は
、
點
發
な
り
。
點
發
と
は
、
四
聲
を
點
ず
る
を
い
ふ
。
或
は
圏
發
と

こ
ゑ

は
つ

て
ん
は
つ

け
ん
は
つ

い
ふ
。
其
法
字
の
四
角
に
半
圏
を
加
ふ
。
平
聲
は
下
の
左
角
に
加
ふ
。
上
聲
は
上
の
左
角
、
去
聲

は
上
の
右
角
、
入
聲
は
下
の
右
角
な
り
。
凡
字
に
獨
音
な
る
あ
り
、
多
音
な
る
あ
り
。
天
地
日

お
よ
そ

ど
く
い
ん

月
山
川
林
麓
等
の
字
の
如
き
は
、
獨
音
な
り
。
獨
音
は
點
發
を
用
ひ
ず
。
好
惡
知
識
飮
食
衣
冠

あ
く

し
よ
く

等
の
字
の
如
き
は
、
多
音
な
り
。
多
音
と
は
、
二
音
以
上
を
い
ふ
。
或
は
三
四
音
、
或
は
五
六
音

な
る
者
あ
り
。
多
音
は
、
點
發
を
用
て
、
其
音
を
別
つ
。
是
を
發
音
と
い
ふ
。
字
に
多
音
あ
る
は
、

わ
か

其
中
に
本
音
一
つ
あ
り
て
、
餘
は
皆
旁
出
と
い
ふ
者
な
り
。
本
音
に
は
點
發
な
し
。
旁
出
に
は
、

ば
う
し
ゆ
つ

四
聲
に
隨
て
半
圏
を
點
じ
て
誌
と
す
。
其
例
を
い
は
ば
、
好
は
上
聲
、
よ
し
と
訓
ず
。
惡
は
入

し
る
し

あ
く

聲
、
あ
し
し
と
訓
ず
。
知
は
平
聲
、
し
る
と
訓
ず
。
識
は
入
聲
、
し
る
と
訓
ず
。
飮
は
上
聲
、

し
よ
く

の
む
と
訓
ず
。
又
の
み
も
の
な
り
。
食
は
入
聲
、
く
ら
ふ
と
訓
ず
。
又
く
ひ
も
の
な
り
。
衣
は
平

聲
、
こ
ろ
も
な
り
、
き
も
の
な
り
。
冠
は
平
聲
、
か
む
り
な
り
。
已
上
皆
本
音
な
り
。
點
發
を
用

み
な

ひ
ず
。
好
の
字
、
去
聲
は
、
こ
の
む
と
訓
じ
、
よ
み
す
と
訓
じ
、
よ
し
み
と
訓
ず
。
惡
の
字
、
去

聲
は
、
に
く
む
と
訓
ず
。
平
聲
は
、
烏
の
字
と
通
用
し
て
、
い
づ
く
ん
ぞ
と
訓
ず
。
知
の
字
、
去

聲
は
、
智
の
字
と
同
じ
、
智
慧
な
り
。
識
の
字
、
去
聲
は
、
誌
と
同
じ
。
記
憶
記
錄
の
義
な
り
。

し
る
す
と
訓
ず
。
飮
の
字
、
去
聲
は
、
の
ま
し
む
と
訓
ず
。
食
の
字
、
去
聲
は
、
く
ら
は
し
む
と

訓
じ
、
や
し
な
ふ
と
訓
ず
。
又
飯
な
り
、
い
ひ
と
訓
ず
。
衣
の
字
、
去
聲
は
、
き
る
と
訓
ず
。
衣

を
著
る
な
り
。
冠
の
字
、
去
聲
は
、
か
む
り
す
と
訓
ず
。
冠
を
著
る
な
り
。
已
上
は
皆
旁
出
な
り
。

き

き

此
時
點
發
を
用
ふ
。
餘
は
推
て
知
べ
し
。
但
此
類
は
、
本
音
と
旁
出
と
、
四
聲
別
な
れ
ば
、
點

た
だ
し

べ
つ

發
す
る
こ
と
勿
論
な
り
。
著
見
の
見
は
音
現
、
あ
ら
は
る
、
あ
ら
は
す
、
し
め
す
と
訓
ず
。
俗
現

ち
よ
け
ん

に
作
る
。
見
聞
の
見
と
、
音
別
に
し
て
、
同
く
去
聲
な
り
。
然
れ
ど
も
現
の
音
な
る
と
き
は
、
去

こ
ゑ

聲
に
點
發
し
て
其
誌
と
す
。
歡

樂
の
樂
は
音
洛
、
た
の
し
む
と
訓
ず
。
音
樂
の
樂
と
音
別
に

し
る
し

く
わ
ん
ら
く

を
ん
が
く

こ
ゑ

し
て
、
同
く
入
聲
な
り
。
然
れ
ど
も
洛
の
音
な
る
と
き
は
、
入
聲
に
點
發
し
て
其
誌
と
す
。
此
等ら

は
四
聲
異
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
旁
出
の
音
な
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ん
爲
に
點
發
す
る
な
り
。
餘
は
此

こ
と

例
を
以
て
推
べ
し
。
凡
經
史
の
註
に
、
音

釋
あ
る
は
、
多
く
は
難
字
な
り
。
音
釋
と
い
ふ
は
、

お
よ
そ

お
ん
し
や
く

な
ん

字
音
を
註
す
る
な
り
。
音
釋
に
四
種
あ
り
。
一
つ
に
は
反
切
、
二
つ
に
は
直

音
、
三
つ
に
は
四

は
ん
せ
つ

ち
よ
く
い
ん

聲
、
四
つ
に
は
如
字
な
り
。
反
切
と
い
ふ
は
、
見
は
賢
遍
の
反
と
あ
る
類
是
な
り
。
直
音
と
い
ふ

は
、
樂
は
音
洛
と
あ
る
類
是
な
り
。
四
聲
と
い
ふ
は
、
重
は
平
聲
、
濟
は
上
聲
、
易
は
去
聲
、
度

こ
ゑ

い

た
く

は
入
聲
と
あ
る
類
是
な
り
。
如
字
と
い
ふ
は
、
某
は
字
の
如
し
と
あ
る
類
是
な
り
。
難
字
に
は
反

そ
れ

切
、
或
は
直
音
を
附
て
、
其
音
を
明
す
。
難
字
に
あ
ら
ず
し
て
音
釋
あ
る
は
、
必
多
音
の
字
な
り
。

あ
か

多
音
な
る
を
ば
、
或
は
反
切
を
附
け
、
或
は
直
音
を
附
け
、
或
は
四
聲
を
註
し
て
、
旁
出
の
音
な

る
こ
と
を
知
ら
し
む
。
如
字
は
、
字
の
如
し
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
多
音
の
字
を
、
旁
出
の
音
に
讀

ま
ず
、
本
音
の
ま
ま
に
讀
む
と
き
、
如
字
と
註
す
る
な
り
。
此
外
は
音
釋
な
け
れ
ば
、
皆
本
音
の

如
く
讀
む
な
り
。
然
れ
ど
も
多
音
の
字
を
、
本
音
に
讀
む
と
き
、
如
字
と
註
す
る
は
、
ま
ぎ
ら
は

し
き
こ
と
あ
る
故
な
り
。
ま
ぎ
る
る
こ
と
な
き
處
は
、
註
す
る
に
及
ば
ず
。
凡
中
華
の
書
を
讀

お
よ
そ

む
に
、
音
釋
あ
る
は
、
音
釋
に
依
て
讀
む
。
音
釋
な
き
は
、
點
發
に
依
る
な
り
。
故
に
初
學
の
士

は
、
必
點
發
を
習
ふ
べ
し
。
是
緊
要
の
事
な
り
。

倭
讀
例

倭
讀
の
法
は
、
前
に
い
へ
る
が
如
し
。
學
者
其
旨
を
得
て
、
其
意
を
推
さ
ば
、
思
過
半
な
ら
ん
。
茲

お
も
ひ

こ
こ

に
又
相
如
が
賦
二
篇
と
、
古
詩
十
九
首
と
を
錄
し
て
、
句
讀
點
發
を
具
へ
、
訓
點
を
加
て
、
初
學

そ
な

く
ん
て
ん

の
爲
に
、
倭
讀
の
例
を
示
す
こ
と
左
の
如
し
。
初
學
是
を
熟
讀
し
て
、
其
法
を
悟
る
こ
と
あ
ら
ば
、

一
部
の
文
選
、
皆
讀
得
べ
し
。
文
選
旣
に
讀
得
ば
、
凡
經
史
詩
文
、
自
然
に
其
の
讀
法
を
悟
ら

よ
み

う

お
よ
そ

ん
。
亦
是
一
隅
を
舉
る
敎
な
り
。

ぐ

あ
ぐ

【
倭
讀
例
と
し
て
示
さ
れ
る
子
虛
賦
、
上
林
賦
、
古
詩
十
九
首
の
三
篇
に
つ
い
て
は
、
前

半
の
「
現
代
語
訳
」
の
該
当
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
】

右
二
賦
、
十
九
詩
、
倭
讀
の
體
、
大
較
か
く
の
如
し
。
皆
句
讀
を
正
し
、
繁

冗
〔
む
つ
か

て
い

か
く

と
う

は
ん
じ
よ
う

し
〕
の
讀
を
去
て
、
簡
約
〔
こ
と
す
く
な
〕
に
從
ひ
、
義
理
の
通
ず
る
を
主
と
せ
り
。
初
學

よ
み

か
ん
や
く

是
に
熟
し
て
後
、
倭
刻
の
文
選
を
看
て
、
古
來
の
讀
と
、
今
の
讀
と
繁
簡
の
異
な
る
こ
と
を

よ
み

こ
と

識
得
せ
ば
、
邪
正

自

見
ゆ
べ
し
。
他
の
書
と
い
へ
ど
も
、
皆
然
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。

し
き
と
く

お
の
づ
か
ら

必
し
も
一
一
に
面
授
口
傳
せ
ず
。

く

で
ん
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學
則

學
問
の
道
、
古
と
今
と
異
な
り
、
中
華
と
吾
國
と
同
か
ら
ず
。
近
世
の
諸
儒
、
其
好
む
所
に
從
て
、

こ
と

せ
い

各
一
家
を
成
し
、

自

門
戸
を
立
つ
。
其
業
と
す
る
所
、
人
人
殊
な
り
、

專

經
義
を
談
じ
て
、

お
の
づ
か
ら

げ
ふ

ひ
と
ひ
と

も
つ
は
ら

道
德
を
修
す
る
者
あ
り
、
文
學
を
講
ず
る
者
あ
り
、
詩
を
好
む
者
あ
り
、
宋
儒
の
理
學
を
宗
と
す

そ
う

る
者
あ
り
、
博
覽
を
務
て
、
群
書
を
渉
獵
す
る
者
あ
り
、
名
物
度
數
を
精
覈
〔
く
は
し
く
あ
き

せ
ふ
れ
ふ

め
い
ぶ
つ

ど

す
う

せ
い
か
く

ら
む
〕
す
る
者
あ
り
。
此
輩
の
學
、

各

明
む
る
所
あ
り
て
、
皆
當
時
の
師
範
た
り
。
後
世
の
學

が
く

お
の
お
の

者
、
何
ぞ
輒
く
こ
れ
を
是
非
せ
ん
や
。
但
恨
ら
く
は
、
道
德
を
談
ず
る
者
は
、
文
章
に
達
せ
ず
、

た
や
す

た
だ

文
學
を
講
ず
る
者
は
、
經
義
に
昧
く
、
理
學
を
宗
と
す
る
者
は
、
風
雅
の

趣

な
く
、
渉
獵
を
事

そ
う

お
も
む
き

と
す
る
者
は
、
駁
雜
に
終
り
、
名
物
を
精
覈
す
る
者
は
、
大
道
を
知
ら
ず
。
又
詩
を
作
る
者
は
、

は
く
ざ
つ

文
に
拙
く
、
文
を
作
る
者
は
、
詩
に
拙
し
。
是
皆
學
問
の
道
に
於
て
、
其
綱
領
を
知
ら
ず
、
本

つ
た
な

を
捨
て
末
を
逐
ひ
、
一
偏
に

倚

て
、
全
體
を
見
ざ
る
故
な
り
。
か
く
の
如
き
は
、
通
儒
と
い
ふ

す
て

か
た
よ
り

べ
か
ら
ず
。
時
に
古
今
あ
れ
ど
も
、
學
問
の
道
は
二
つ
な
ら
ず
。
人
皆
靈
智
を
具
す
。
善
く
學
ぶ

み
な

と
き
は
、
古
人
に
も
及
ぶ
べ
し
。
故
に
學
問
は
、
邪
路
を
履
ま
ず
、
正
し
き
方
に
向
て
、
其
門
を

ふ

た
だ

得
て
入
べ
き
な
り
。
然
る
と
き
は
、
志
の
深
淺
と

器

の
利
鈍
と
に
因
て
、
其
成
就
す
る
所
、

う
つ
わ
も
の

り

ど

ん

大
小
高
下
あ
る
べ
け
れ
ど
も
、其
才
德
は
必
古
人
に
似
る
べ
き
な
り
。今
童
蒙
の
爲
に
、學
問
の
法
則

は
ふ
そ
く

を
立
て
、
從
學
の

徒

に
示
す
こ
と
左
の
如
し
。

じ
う
が
く

と
も
が
ら

〇
凡
書
生
の
業
は
、
句
讀
を
習
ふ
よ
り
始
ま
る
。
中
華
に
て
句
讀
を
習
ふ
と
い
ふ
は
、
此
方
に
い

と
う

ふ
素
讀
な
り
。
句
讀
を
習
は
ば
、
先
華
音
を
學
て
、
略
習

熟
し
て
、
後
に
倭
語
の
讀
を
習
ふ
べ

そ

ど
く

ま
づ

ほ
ぼ
し
ゆ
じ
ゆ
く

よ
み

し
。
其
書
は
孝
經
を
始
と
す
べ
し
。
孝
は
百
行
の
本
に
し
て
、
天
子
よ
り
庶
人
に
至
ま
で
、
通
行

は
く
か
う

も
と

の
道
な
れ
ば
な
り
。
次
に
論
語
を
受
べ
し
。
論
語
は
聖
人
の
祕
奥
、
六
經
の
要
領
な
り
。
聖
人
の

ひ

あ
う

道
を
學
ぶ
者
は
、
孔
子
を
信
奉
せ
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
論
語
を
讀
て
、
孔
子
の
尊
き
こ
と
を
知

し
ん
ほ
う

が
故
な
り
。
四
書
を
用
る
こ
と
は
、
宋
儒
よ
り
以
來
な
り
。
大
學
中
庸
は
、
禮
記
の
中
に
在
り
。

こ
の
か
た

孟
子
は
諸
子
の
類
に
し
て
、
其
説
孔
子
の
旨
に
合
ざ
る
處
あ
り
。
初
學
の
士
の
讀
べ
き
書
に
あ
ら

ず
、

姑

是
を
置
く
べ
し
。
次
に
毛
詩
、
次
に
尚

書
を
讀
べ
し
。
左
傳
に
詩
書
は
義
の
府
な
り

し
ば
ら
く

ま
う

し

し
や
う
し
よ

と
い
へ
り
。
昔
周
の
代
に
、
樂
正
の
官
あ
り
て
、
士
を
成
す
こ
と
を

掌

る
。
詩
書
禮
樂
の
四
つ

つ
か
さ
ど

を
以
て
國
子
に
敎
ふ
。
是
を
四
術
四
敎
と
い
ふ
。
一
年
の
内
、
春
秋
は
禮
樂
を
敎
へ
、
冬
夏
は
詩

か
う

書
を
敎
ふ
と
い
へ
り
。
四
敎
の
中
に
、
禮
樂
の
二
つ
は
、

專

其
事
を
習
ひ
、
詩
書
の
二
つ
は
、

も
つ
は
ら

わ
ざ

專
其
文
を
誦
す
る
な
り
。
故
に
古
人
詩
を
誦
し
書
を
讀
む
と
い
ふ
は
、
其
文
を
誦
す
る
こ
と
を
い

へ
る
な
り
。
後
世
は
禮
樂
の
敎
傳
は
ら
ず
、
其
事
を
習
ふ
べ
き
樣
な
し
。
唯
經
傳
に
記
せ
る
を
見

わ
ざ

や
う

た
だ

し
る

て
、
僅
に
其
義
を
考
る
の
み
な
り
。
詩
書
は
其
文
傳
は
り
て
あ
れ
ば
、
是
を
誦
讀
す
る
こ
と
は
、

わ
づ
か

ど
く

尚
稍
古
に
及
ぶ
べ
し
。
然
れ
ば
此
二
書
に
孝
經
論
語
を
加
へ
て
、
專
こ
れ
を
誦
讀
す
る
を
童
子
の

な
を
や
や

業
と
す
べ
し
。
幼
學
の
者
の
句
讀
を
受
る
こ
と
、
此
四
部
に
止
ま
る
べ
し
。
他
の
書
は
、
必
し
も

師
の
口
授
を
待
て
讀
ん
と
思
ふ
べ
か
ら
ず
。
此
四
部
を
誦

習
し
て
、
文
字
を
識
り
、
句
讀
に
達

く

じ

ゆ

よ
ま

し
よ
う
し
ふ

し

す
れ
ば
、
何
れ
の
書
も
讀
る
る
な
り
。
今
の
學
者
、
童
子
の
時
、
其
師
に
就
て
、
四
書
五
經
等
を
受
讀

う
け
よ
む

と
い
へ
ど
も
、
只
此
方
の
點
本
を
用
て
、
倭
讀
を
授
か
り
て
、
僅
に
一
二
遍
讀
過
〔
よ
み
と
を
る
〕

と
く
く
わ

し
た
る
ま
で
に
て
、
自
己
に
其
書
を
誦
習
す
る
こ
と
な
き
故
に
、
字
を
識
ら
ず
、
句
讀
を
辨
へ
ず
、

じ

こ

其
文
を
記
憶
す
る
こ
と
な
し
。
さ
れ
ば
事
に
碍
ら
れ
て
、
少
も
廢
學
す
れ
ば
、
其
受
讀
た
る
四
書

さ
え

は
い
が
く

う
け
よ
み

五
經
さ
へ
、
忘

却
〔
わ
す
る
〕
す
る
こ
と
多
し
。
况
や
他
の
書
に
於
て
、
何
と
し
て
か
讀
得
る

ば
う
き
や
く

よ
み

こ
と
あ
ら
ん
や
。
是
學
て
習
は
ざ
る
の
失
な
り
。
故
に
孔
子
、
學
て
時
に
之
を
習
ふ
と
の
た
ま
へ

し
つ

り
。
凡
學
業
は
、
習
ふ
こ
と
を
貴
ぶ
な
り
。
多
く
學
て
習
は
ざ
る
よ
り
、
少
く
學
て
習

熟
す
る

す
く
な

し
ゆ
じ
ゆ
く

を
善
と
す
。
今
擬
し
て
童
子
の
學
は
、
孝
經
、
論
語
、
毛
詩
、
尚
書
、
四
部
の
書
を
誦
習
す
る
を

よ
し

ぎ

先
務
と
す
。
さ
て
此
四
部
の
書
を
讀
む
に
、
註
本
を
用
ふ
べ
か
ら
ず
。
孝
經
は
孔
安
國
が
傳
し
た

ち
う
ぼ
ん

で
ん

る
古
文
を
用
て
、
本
文
を
抄

寫
〔
か
き
ぬ
き
う
つ
す
〕
し
、
餘
の
三
部
は
、
十
三
經
の
中
よ
り
、

ほ
ん
も
ん

し
や
う
し
や

各
其
本
文
を
抄
寫
し
、
毛
詩
と
尚
書
と
は
、
小
序
を
併
て
抄
寫
す
べ
し
。
其
上
に
、
孝
經
は
孔

あ
は
せ

う
へ

安
國
が
註
義
に
從
ひ
、
論
語
詩
書
は
、
註
疏
の
義
に
從
て
、
句
讀
を
明
に
し
、
字
音
を
正
く
し

し
よ

た
だ
し

て
、
法
の
如
く
點

畫
を
加
ふ
べ
し
。
决
し
て
倭
點
を
加
へ
國
字
〔
か
な
〕
を
附
べ
か
ら
ず
。
受
讀

て
ん
く
わ
く

つ
く

う
け
よ
む

に
至
て
は
、
多
き
を
貪
る
べ
か
ら
ず
。
初
は
一
日
に
十
字
二
十
字
よ
り
、
力
の
出
來
る
に
隨
て
、
漸
漸

ぜ
ん
ぜ
ん

に
增
加
し
て
、
五
七
十
字
に
至
り
、
二
百
字
許
を
限
と
す
べ
し
。
人
の
記
性
〔
も
の
お
ぼ
へ
〕

ば
か
り

き

せ

い

に
强

弱
あ
り
、
精

力
〔
き
こ
ん
〕
に
多
少
あ
り
。
一
槩
に
定
率
を
な
し
が
た
し
。
然
れ
ど
も

き
や
う
じ
や
く

せ
い
り
よ
く

り
つ

多
く
受
れ
ば
、
誦
習
し
が
た
く
し
て
、
忘
る
る
こ
と
速
な
り
。
縱
聰
明
伶
俐
な
る
者
も
、
今
の

た
と
ひ

れ
い

り

限
を
越
べ
か
ら
ず
。
當
日
授
か
り
た
る
處
を
ば
、
卽
時
に
讀
取
こ
と
百
遍
以
上
す
べ
し
。
其
上
に

こ
ゆ

よ
み
と
る
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前
數
日
に
授
か
り
た
る
處
を
以
て
、
今
日
授
か
り
た
る
處
に
連
屬
し
て
、
又
讀
取
こ
と
五
七
十
遍

ま
へ

す

じ
つ

れ
ん
ぞ
く

す
べ
し
。
誦
讀
の
閒
、
徐

緩
に
讀
去
べ
し
、
急
疾
な
る
べ
か
ら
ず
。
聲
音
響

亮
〔
ひ
び
き
さ

じ
よ
く
わ
ん

よ
み
さ
る

き
ふ
し
つ

き
や
う
り
や
う

ゆ
る
〕
に
し
て
、
吾
伊
な
き
を
善
と
す
。
吾
伊
と
は
不
伶
俐
な
る
者
の
書
を
讀
む
に
、

滯

る
こ

よ
し

と
ど
こ
ほ

と
あ
り
て
、
讀
過
ら
れ
ぬ
時
、
吾
伊
と
い
ふ
聲
を
出
し
て
を
め
く
を
い
ふ
な
り
。
是
尤
聽
に
く
き

よ
み
す
ぎ

う
う
い
い

き
き

も
の
な
り
。
總
じ
て
讀
書
は
、
華
音
に
て
も
倭
讀
に
て
も
、
人
の
耳
に
入
て
聽
に
く
か
ら
ぬ
樣
に

面
白
き
樣
に
讀
む
。
是
亦
一
つ
の
用
心
〔
こ
こ
ろ
が
け
〕
な
り
。
又
凡
學
業
は
、
日
課
を
立
て
勤

に
つ
く
わ

む
べ
し
。
日
課
と
は
毎
日
某
某
の
事
を
幾
ほ
ど
な
す
べ
き
と
い
ふ
こ
と
を
定
お
き
て
、
懈
怠
な
く

そ
れ
そ
れ

い
か

け

だ
い

行
ふ
を
い
ふ
な
り
。
歷
世
の
儒
先
、
往
往
に
讀
書
の
法
を
立
る
者
あ
り
。
家
家
不
同
な
れ
ど
も
、

れ
き
せ
い

大
抵
皆
習
熟
す
る
こ
と
を
貴
び
て
、
嚴
に
課
程
を
立
る
こ
と
を
言
り
。
初
學
の
用
心
、

專

此
一

げ
ん

く
わ
て
い

も
つ
は
ら

事
に
在
り
、
努
力
し
て
遵

行
す
べ
し
。
中
庸
に
人
一
た
び
に
之
を
能
す
れ
ば
、
己
之
を
百
た
び

ぬ

り
き

し
ゆ
ん
か
う

す
、
人
十
た
び
に
之
を
能
す
れ
ば
、
己
之
を
千
た
び
す
と
い
へ
り
。
才
智
の
人
に
及
ば
ざ
る
こ
と

ち

を
患
ふ
べ
か
ら
ず
、
只
志
の
立
た
ず
、
勤
の
至
ら
ざ
る
こ
と
を
恥
べ
き
な
り
。

〇
四
部
の
書
旣
に
誦
讀
習

熟
し
て
、
諳
記
す
る
に
至
ら
ば
、
古
註
の
三
禮
、
周
易
、
幷
に
春
秋

じ
ゆ
ど
く
し
ゆ
じ
ゆ
く

あ
ん

き

の
三
傳
、
國
語
を
取
て
、
讀
こ
と
四
五
遍
す
べ
し
。
三
禮
は
周
禮
、
儀
禮
、
禮
記
な
り
。
春
秋
の

し
ゆ
ら
い

ぎ

ら
い

ら
い

き

三
傳
と
は
、
左
氏
、
公
羊
、
穀

梁
の
三
傳
な
り
。
國
語
も
左
丘
明
が
作
に
て
、
春
秋
に
屬
す
る

く

や
う

こ
く
り
や
う

ぞ
く

書
な
り
。
故
に
一
名
を
春
秋
外
傳
と
い
ふ
。
初
學
此
等
の
書
を
讀
む
時
、
必
し
も
其
義
を
明
め
ん

と
す
べ
か
ら
ず
。
只
本
文
を
記
憶
す
る
を
務
と
す
べ
し
。
其
故
は
、
六
經
の
義
理
、
初
學
の
容
易

よ
う

い

に
解
す
る
所
に
あ
ら
ず
。
必
古
書
を
周
覽
〔
あ
ま
ね
く
み
る
〕
し
、
古
訓
を
精
覈
し
て
、
歳
月
を

げ

し
う
ら
ん

く
ん

せ
い
か
く

積
て
後
、
始
て
其
辭
義
に
達
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
初
學
の
急
務
に
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
六
經
は
敎

道

き
や
う
た
う

の
軌
則
、
文
章
の
本
原
な
れ
ば
、
初
學
の
時
、
是
を
讀
ま
ざ
れ
ば
、
本
を
立
る
所
な
き
な
り
。
此

き

そ
く

も
と

業
終
れ
ば
、
六
經
旣
に
遍
し
。
次
に
文
選
を
讀
べ
し
。
聖
人
の
道
は
、
文
章
を
體
と
す
。
文
選

あ
ま
ね

た
い

は
文
學
の
入
門
な
り
。
初
學
旣
に
六
經
を
讀
て
、

頗

其
文
句
を
記
憶
し
た
る
上
に
、
文
選
の
白

に
ふ
も
ん

す
こ
ぶ
る

文
を
取
て
、
連
讀
〔
つ
づ
け
よ
む
〕
す
る
こ
と
五
七
遍
す
べ
し
。
是
も

强

に
其
義
を
明
め
ん
と

あ
な
が
ち

せ
ず
、
只
文
句
を
記
憶
す
る
こ
と
を
要
と
す
べ
し
。
凡
初
學
の
士
、
前
の
四
部
の
書
を
誦
習
し
て
、

旣
に
熟
す
れ
ば
、
六
經
文
選
の
類
、
人
に
句
讀
を
授
か
る
に
及
ば
ず
、
自
己
の
力
に
て
、
大
略
讀
得

じ

こ

う

べ
し
。
若
識
ら
ざ
る
字
に
遇
は
ば
、
梅
誕
生
に
問
べ
し
。
梅
誕
生
に
問
ふ
と
は
、
字
彙
を
閲
し
て

し

あ

た
ん
せ
い

け
み

こ
れ
を
求
る
な
り
。
其
上
に
猶
讀
が
た
き
處
あ
ら
ば
、
强
て
讀
ん
と
す
べ
か
ら
ず
。

姑

こ
れ
を

よ
み

し
ゐ

よ
ま

し
ば
ら
く

置
て
、
次
の
文
に
移
る
べ
し
。
か
く
の
如
く
に
し
て
數
遍
を
累
ぬ
れ
ば
、
初
讀
が
た
か
り
し
處
、

す

か
さ

は
じ
め

後
に
は
自
然
に
讀
る
る
な
り
。
凡
書
を
讀
む
者
は
、
字
彙
を
ば
一
部
必
座
右
に
置
べ
し
。
古
今
の

し

ぜ

ん

よ
ま

字
書
多
け
れ
ど
も
、
他
の
書
は
字
を
尋
る
に
勞
煩
な
り
。
字
彙
は
檢
閲
甚
易
く
し
て
、
勞
な
き
が

ら
う
は
ん

け
ん
ゑ
つ

や
す

故
な
り
。
六
經
文
選
旣
に
業
を
終
ぬ
れ
ば
、
字
を
識
こ
と

漸

多
く
、
義
理
の
路
も
開
る
故
に
、

お
へ

し
る

や
う
や
く

ひ
ら
く

童
子
の
學
、
是
に
至
て
小
成
と
い
ふ
べ
し
。

こ
こ

せ
い

〇
六
經
文
選
の
業
終
り
て
、
稍
力
の
加
は
る
こ
と
を
覺
へ
ば
、
司
馬
遷
が
史
記
を
取
て
、
始
よ
り

終
ま
で
、
熟
讀
一
遍
す
べ
し
。
次
に
班
固
が
漢
書
を
取
て
、
亦
始
よ
り
終
ま
で
、
熟
讀
一
遍
す
べ

し
。
熟
讀
と
は
、
前
の
六
經
文
選
を
讀
た
る
如
く
、
其
文
の
み
を
讀
過
す
る
に
あ
ら
ず
、
義
理
を
尋

た
づ
ね

求
め
、
文
法
を
玩

索
し
て
、
仔
細
に
看
る
な
り
。
其
中
に
史
記
の
律
書
、
歷
書
、
天
官
書
、
漢

ぐ
わ
ん
さ
く

く
わ
ん

書
の
律
歷
志
、
天
文
志
等
は
其
事
を
學
ば
ず
し
て
は
、
其
書
讀
が
た
く
、

且

初
學
の
先
務
に
あ

も
ん

そ
の
う
へ

ら
ざ
れ
ば
、

姑

こ
れ
を
略
す
べ
し
。
此
二
書
は
古
文
の
純

粹
な
れ
ば
、
讀
が
た
く
解
し
が
た

し
ば
ら
く

じ
ゆ
ん
す
い

き
處
多
し
。
逐
一
に
こ
れ
を
究
ん
と
す
れ
ば
、
一
處
に
滯
て
進
が
た
く
、
卒
に
は
厭
倦
〔
い
と
ひ

ち
く
い
ち

つ
ゐ

え
ん
け
ん

う
む
〕
の
心
を
生
ず
る
な
り
。
只
難
き
處
を
略
し
て
、
易
き
處
を
讀
べ
し
。
反
覆
熟
讀
し
て
、
本

末
貫
通
し
、
又
他
の
書
を
讀
て
、
彼
此
融
會
す
れ
ば
、
自
然
に
通
曉
す
る
な
り
。
凡
書
を
讀
む

い
う

ゑ

お
よ
そ

に
は
、
融
會
貫
通
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
何
に
て
も
一
部
の
書
を
看
る
に
、
解
し
が
た
き
處
あ
る
を
、

必
こ
れ
を
解
せ
ん
と
お
も
ひ
て
、
一
處
に
滯
て
は
、
い
か
ほ
ど
心
を
焦
し
て
も
、
い
つ
ま
で
も
通

こ
が

ぜ
ざ
る
も
の
な
り
。

姑

是
を
捨
置
て
、
解
し
や
す
き
處
ば
か
り
を
讀
て
、
其
一
部
を
終
て
、
又

し
ば
ら
く

す
て
を
き

を
へ

他
の
書
を
取
て
看
れ
ば
、
案
の
外
に
前
に
看
た
る
書
と
思

合
す
る
こ
と
あ
り
。
日
を
累
ね
月
を
積

を
も
ひ
あ
は

か
さ

つ
み

て
、
博
く

諸

の
書
を
看
れ
ば
、
必
此
と
彼
と
互
相
に
發
明
す
る
こ
と
あ
り
て
、
從
來
の
疑
惑
ど

も
ろ
も
ろ

こ
れ

か
れ

た

が

ひ

じ
う

ぎ

わ
く

も
、
漸
漸
に
釋
る
。
是
を
融
會
と
い
ふ
な
り
。
此
融
會
は
、
一
部
の
内
に
も
あ
る
事
な
り
。
融
會

と
く

い
う

ゑ

は
譬
へ
ば
氷
の
釋
る
が
如
し
。
大
な
る
池
の
氷
は
、
春
風
を
得
て
も
、
一
旦
に
は
釋
け
ざ
れ
ど
も
、

と
く

た
ん

此

彼
解
け
開
れ
ば
、
遂
に

盡

釋
る
な
り
。
又
一
部
の
書
を
看
る
に
、
眼
全
部
に
彌
ら
ざ
れ

こ
こ
か
し
こ

と

ひ
ら
く

こ
と
ご
と
く
と
く

わ
た

ば
、
其
旨
を
得
る
こ
と
な
し
。
必
反
覆
〔
う
ち
か
へ
す
〕
熟
讀
す
る
こ
と
數
十
百
遍
し
て
、
全
部

う

す

を
一
目
に
覽
る
ほ
ど
に
な
り
た
る
と
き
、
始
終
本
末
相
照
て
暗
き
こ
と
な
し
。
是
に
至
て
一
部

ひ
と

め

て
ら
し

く
ら

こ
こ

の
大
義
始
て
明
な
り
。
是
を
貫

通
と
い
ふ
。
一
部
の
内
の
み
に
も
限
ら
ず
。
六
經
の
如
き
は
畢

く
わ
ん
つ
う
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竟
一
理
貫
通
の
物
な
り
。
貫
通
は
譬
へ
ば
道
路
を
行
く
が
如
し
。
行
な
れ
ぬ
路
を
生
路
と
い
ふ
。

行
な
れ
た
る
を
熟
路
と
い
ふ
。
生
路
を
行
く
は
、
お
ぼ
つ
か
な
き
も
の
な
り
。
一
つ
の
路
を
幾

じ
ゆ
く

ろ

せ
い

ろ

度
も
往
返
し
て
熟
す
れ
ば
、
險
易
高
下
心
に
諳
ん
じ
て
、
暗
夜
〔
や
み
の
よ
〕
に
も
迷
ふ
こ
と
な

わ
う
へ
ん

け
ん

い

そ
ら

あ
ん

や

し
。
是
融
會
貫
通
の
説
な
り
。
凡
學
問
は
火
急
に
す
べ
か
ら
ず
。
優
柔
と
て
、
ゆ
た
か
に
ゆ
る
ゆ

い
う
じ
う

る
と
す
べ
し
。
涵
泳
と
て
、
物
を
水
に
浸
て
、
水
氣
の
透
徹
〔
と
を
る
〕
す
る
を
待
が
如
く
に

か
ん
ゑ
い

ひ
た
し

と
う
て
つ

す
べ
き
な
り
。
杜
預
が
左
傳
の
序
に
、
優
に
し
て
之
を
柔
に
す
、
自
ら
之
を
求
め
し
む
。
饜
に
し

え
ん

て
之
を
飫
す
、
自
ら
之
に

趨

し
む
。
江
海
の
浸
、
膏
澤
の
潤
す
が
若
く
、
渙
然
と
し
て
冰
釋

を
も
む
か

し
た
し

し
、
怡
然
と
し
て
理
順
ふ
。
然
し
て
後
得
た
り
と
爲
す
な
り
と
い
へ
る
は
、
此
義
な
り
。
饜
飫
と

は
、
思
惟
し
て
自
得
し
た
る
時
、
こ
れ
を
喜
ぶ
こ
と
、
飢
た
る
者
の
食
を
得
て
飽
け
る
が
如
く

し

ゆ
い

し
よ
く

な
る
こ
と
を
い
へ
る
な
り
。

〇
史
漢
旣
に
讀
過
せ
ば
、
次
に
司
馬
溫
公
の
資
治
通
鑑
を
取
て
、
讀
こ
と
一
遍
す
べ
し
。
凡
學
者

と
く
く
わ

し

ぢ

つ

が
ん

は
古
今
の
事
實
を
通
知
す
る
を
要
務
と
す
。
况
や
吾
國
の
人
は
、
中
國
は
如
何
な
る
國
に
て
、
何

じ

じ
つ

い

か

れ
の
代
に
如
何
な
る
帝
王
ま
し
ま
し
て
、
如
何
な
る
政
を
行
ひ
た
ま
ひ
、
如
何
な
る
賢
人
君
子
あ

り
て
、
如
何
な
る
事
を
な
し
、
其
代
は
如
何
に
し
て
興
り
、
如
何
に
し
て
亡
た
り
し
と
い
う
樣
な

る
こ
と
を
知
ら
ず
。
故
に
經
書
を
讀
む
と
い
へ
ど
も
、
瞢
然
と
し
て
事
理
に
達
せ
ず
。
然
れ
ば
史

ぼ
う
ぜ
ん

じ

り

漢
よ
り
以
下
、
歷
代
の
國
史
を
讀
て
、
其
事
實
を
知
べ
け
れ
ど
も
、
二
十
一
史
等
の
書
、
洋
洋
浩
瀚

や
う
や
う
か
う
か
ん

に
し
て
、
輒
く
讀
過
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
其
大
略
を
記
し
た
る
者
、
通
鑑
よ
り
近
き
は
な
し
。
朱

し
る

子
の
綱
目
は
、
通
鑑
に
依
て
作
り
た
れ
ど
も
、
綱
目
を
立
た
る
故
に
、
事
實
連
屬
せ
ず
。

且

議

そ
の
う
へ

論
刻
剝
に
し
て
、
宇
宙
の
閒
に
全
人
な
し
と
見
ゆ
。
初
學
こ
れ
を
看
れ
ば
、
是
非
の
心
盛
に
な

こ
く
は
く

さ
か
り

り
て
、
仁
を
害
す
る
こ
と
あ
り
。
溫
公
の
通
鑑
は
、
文
連
屬
し
て
、
事
實
を
見
る
に
便
な
り
。
議

べ
ん

論
も
較
綱
目
に
愈
れ
り
。
初
學
こ
れ
を
一
覽
す
れ
ば
、
天
下
古
今
の
事
、
其
大
略
を
知
る
故
に
、

や
や

ま
さ

他
の
諸
書
を
看
る
時
、
助
と
な
る
こ
と
多
し
。
學
力
寖
長
じ
た
る
上
に
は
、
二
十
一
史
等
を
讀
て
、

や
や

知
識
を
廣
く
す
べ
し
。
其
時
に
至
て
も
、
前
に
通
鑑
を
看
た
る
功
に
緣
て
、
先
其
大
綱
を
得
る
な

ち

し
き

よ
り

ま
づ

り
。
是
す
な
は
ち
學
問
の
要
路
な
り
。
さ
て
通
鑑
を
讀
む
に
は
、
只
事
實
を
看
る
こ
と
を
要
と
す

べ
し
。
議
論
の
處
を
ば
、
必
し
も
研
究
す
べ
か
ら
ず
。

け
ん
き
う

〇
初
學
の
務
、
上
に
い
へ
る
如
く
、
次
第
に
業
を
卒
ぬ
れ
ば
、
力
を
用
る
こ
と
略
全
く
し
て
、

つ
と
め

お
へ

ほ
ぼ

古
學
の
規
模
已
に
立
り
。
是
よ
り
其
力
に
隨
て
、
博
文
を
務
べ
し
。
博
文
と
は
、
博
く
古
今
の
書

き

ぼ

た
て

を
覽
る
な
り
。
然
れ
ど
も
、
聖
人
の
道
は
六
經
に
在
り
。
六
經
を
明
め
ず
し
て
は
、
通
儒
と
い
ふ

み

べ
か
ら
ず
。
六
經
を
學
ぶ
を
古
學
と
す
。
六
經
は
皆
文
章
な
り
。
文
章
に
達
せ
ざ
れ
ば
、
六
經
を

讀
こ
と
あ
た
は
ず
。
六
經
の
文
は
古
文
な
り
。
故
に
古
文
に
達
せ
ざ
れ
ば
、
六
經
を
讀
こ
と
あ
た

は
ず
。
古
文
の
學
は
、
古
書
を
讀
む
に
在
り
。
古
書
と
は
、
西
漢
以
上
の
書
を
指
て
い
ふ
。
東
漢

以
後
は
、
文
章
古
に
及
ば
ず
。
六
朝
よ
り
降
て
は
、
古
文
變
じ
て
四
六
と
な
り
て
、
古
を
去
こ

く
だ
り

と
遼

絶
な
り
。
故
に
古
學
に
志
す
者
は
、

專

西
漢
以
上
の
書
を
讀
て
、
古
文
辭
を
習
ふ
べ
き

り
や
う
ぜ
つ

も
つ
は
ら

な
り
。
古
文
辭
に
達
し
た
る
上
に
は
、
後
世
の
書
を
も
讀
て
、
聞
見
を
廣
く
す
べ
き
な
り
。
古
書

ぶ
ん
け
ん

の
中
に
も
、
眞
僞
純

駁
あ
り
て
、
一
概
に
信
用
し
が
た
し
。
先
秦
の
文
に
は
、
左
傳
、
國
語
、

し
ん

ぎ

じ
ゆ
ん
は
く

さ
き
し
ん

老
子
、
墨
子
、
晏
子
春
秋
、
公
羊
傳
、
穀
梁
傳
、
孟
子
、
荀
子
、
莊
子
、
列
子
、
韓
非
子
、
楚
辭
、

戰
國
策
、
呂
氏
春
秋
。
西
漢
の
文
に
は
、
淮
南
子
、
史
記
。
此
等
は
皆
古
文
の
純

粹
な
る
者
な

ゑ

な
ん

じ

じ
ゆ
ん
す
い

り
。
班
固
が
漢
書
は
、
東
漢
の
文
な
れ
ど
も
、
西
京
の
氣
格
を
失
は
ず
し
て
、
太
史
公
と
並

驅

な
ら
ひ
は
す

る
故
に
、
後
人
こ
れ
を
尊
て
、
先
秦
西
漢
の
古
文
に
列
す
る
な
り
。
文
選
は
梁
の
代
に
昭
明
太
子

の
編
集
せ
ら
れ
し
者
に
て
、
東
漢
以
後
の
文
も
多
く
入
た
れ
ど
も
、
古
文
の
奇
特
な
る
者
を
多
く

き

と
く

載
て
、
而
も
體
を
分
た
る
故
に
、
後
世
是
を
以
て
文
學
の
模
範
〔
い
か
た
〕
と
す
る
な
り
。
さ
れ

し
か

て
い

わ
け

ぼ

は
ん

ば
明
の
汪
伯
玉
が
古
文
十
三
家
に
も
、
文
選
を
入
れ
た
り
。
十
三
家
は
皆
上
に
舉
た
る
古
書
の
内

み
ん

か

な
り
。

〇
凡
學
者
は
師
な
く
は
あ
る
べ
か
ら
ず
、
亦
友
な
く
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
師
は
道
を
問
ひ
、
業
を

受
け
、
惑
を
解
く
者
な
れ
ど
も
、
尊
嚴
な
る
者
な
れ
ば
、
平
日
の
助
に
な
り
が
た
し
。
友
を
會
し

て
講
習
討
論
す
れ
ば
、
聞
見
を
廣
く
す
る
益

尤

多
し
。
友
の
中
に
又
先
輩
あ
れ
ば
、
誘
掖
贊
導

か
う
し
ふ
た
う
ろ
ん

も
つ
と
も

い
う
え
き
さ
ん
だ
う

し
て
、
道
に
進
ま
し
む
る
功
あ
り
。
故
に
唯
師
に
學
ぶ
の
み
に
て
、
友
の
助
な
き
者
は
、
學
業
成

た
だ

就
し
が
た
し
。
さ
れ
ば
曾
子
の
言
に
、
君
子
、
文
を
以
て
友
を
會
し
、
友
を
以
て
仁
を
輔
く
と

こ
と
ば

あ
り
。
學
記
に
は
獨
學
し
て
友
無
れ
ば
、
則
ち
固
陋
に
し
て
、
聞
く
こ
と
寡
し
と
い
へ
り
。
今
の

學
者
も
、
上
の
如
く
の
古
書
を
讀
む
に
、
友
な
き
者
は
、
漢
の
孫
敬
が
如
く
、
戸
を
閉
て
獨
讀

ひ
と
り

べ
し
。
友
あ
る
者
は
、
一
處
に
集
り
て
會

讀
す
る
に
は
如
ず
。

く
わ
い
ど
く

し
か

〇
凡
學
者
は
、
風
雅
の
情
な
く
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
風
雅
の

趣

を
知
こ
と
は
、
詩
を
學
ぶ
に

じ
や
う

を
も
む
き
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在
り
。
然
る
に
古
人
の
詩
を
讀
て
、
其
義
を
講
明
し
て
も
、
風
雅
の
趣
を
ば
知
べ
け
れ
ど
も
、
自
己

じ

こ

に
作
ら
ざ
れ
ば
、
徹
底
し
て
其
意
を
得
る
こ
と
な
し
。
詩
を
作
ら
ん
と
お
も
は
ば
、
先
體
裁
を
辨

て
つ
て
い

ま
づ
て
い
さ
い

知
す
べ
し
。
體
と
は
、
す
が
た
な
り
。
裁
と
は
、
つ
く
り
な
り
。
詩
に
種
種
の
體
あ
り
。
吾
國
の

て
い

和
歌
に
、
長
歌
、
短
歌
、
旋
頭
、
混
本
な
ど
い
ふ
こ
と
あ
る
が
如
し
。
詩
の
體
は
、
大
分
二
つ
あ

せ
ん
ど
う

こ
ん
ぼ
ん

て
い

り
。
一
つ
に
は
古
詩
の
體
、
二
つ
に
は
近
體
な
り
。
毛
詩
三
百
篇
よ
り
、
唐
の
初
に
至
ま
で
を
古

て
い

き
ん
て
い

詩
と
い
ふ
。
唐
の
律
詩
絶
句
を
近
體
と
い
ふ
。
古
詩
の
中
に
又
諸
體
あ
り
、
風
雅
の
體
あ
り
、
樂
府

き
ん
て
い

し
よ
て
い

が

ふ

の
體
あ
り
、
選
詩
の
體
あ
り
、
唐
の
古
詩
あ
り
。
風
雅
と
は
、
詩
經
三
百
篇
の
體
な
り
。
樂
府
と

は
、
漢
朝
以
來
、
歷
代
の
樂
歌
の
辭
な
り
。
選
詩
と
は
、
文
選
の
詩
な
り
。
是
を
選
體
と
い
ふ
。

が
く

か

唐
の
古
詩
と
は
、
唐
人
の
作
れ
る
古
風
の
詩
な
り
。
又
古
書
に
載
た
る
歌
謡
等
の
詞
に
擬
し
て
作

ひ
と

か

や
う

ぎ

る
を
、
總
て
擬
古
と
い
ふ
。
か
く
の
如
く
種
種
の
體
あ
り
て
一
樣
な
ら
ず
。
近
體
は
、
唐
の
五
七

す
べ

ぎ

こ

言
の
律
絶
を
法
則
と
す
。
唐
の
詩
に
又
初
唐
、
盛
唐
、
中
唐
、
晩
唐
の
不
同
あ
り
。
近
體
を
學
ぶ

に
は
、
盛
唐
を
極
致
と
し
て
、
中
唐
以
後
を
取
ら
ず
。
尤
宋
詩
を
看
る
べ
か
ら
ず
。
凡
詩
を
作

き
よ
く

ち

る
に
は
、
辭
を
揀
ぶ
を
要
と
す
。
古
詩
に
は
古
詩
の
辭
あ
り
、
近
體
に
は
近
體
の
辭
あ
り
。
古
詩

ゑ
ら

の
中
に
、
又
五
言
古
風
、
七
言
歌
行
等
の
差
別
あ
り
。
近
體
の
中
に
、
又
五
七
言
律
絶
の
不
同
あ

か
う

し
や
べ
つ

り
。
其
體
に
隨
て
、
修
辭
の
法
各
別
な
り
、
混
用
す
べ
か
ら
ず
。
さ
て
古
詩
に
て
も
、
近
體
に
て

も
、
辭
に
出
處
も
無
く
、
來
歷
も
無
く
、
自
己
の
口
よ
り
出
す
を
杜
撰
と
い
ふ
。
是
詩
の
大
禁
な

づ

ざ
ん

り
。
愼
て
犯
す
こ
と
な
か
れ
。
必
一
言
一
字
も
、
古
人
の
口
よ
り
出
、
古
人
の
手
を
經
た
る
を
取

い
で

へ

と
り

用
ふ
べ
し
。
韻
を
押
こ
と
も
、
古
詩
近
體
そ
れ
ぞ
れ
に
隨
て
、
殊
に
用
捨
あ
り
。
尤
杜
撰
を
禁
ず
。

ふ
む

必
古
人
の
手
を
經
た
る
字
を
用
ふ
べ
し
。
絶
句
よ
り
八
句
の
律
ま
で
は
、
韻
字
を
用
る
こ
と
甚
狹せ

ば

し
。
韻
字
の
數
少
き
が
故
な
り
。
尤
古
人
の
多
く
用
た
る
字
を
擇
て
用
ふ
べ
し
。
怪

僻
な
る
字

す
く
な

く
わ
い
へ
き

を
用
ふ
べ
か
ら
ず
。
排
律
は
韻
字
を
取
こ
と
差
廣
し
。
篇
長
く
し
て
句
數
多
き
が
故
な
り
。
然
れ

は
い
り
つ

や
や

ど
も
仄
韻
を
用
ひ
ず
、
鄰
韻
を
通
押
せ
ず
。
是
近
體
の
大
法
な
り
。
近
體
に
仄
韻
を
用
た
る
を
拗
體

つ
う
あ
つ

あ
う
て
い

と
い
ふ
。
稀
な
る
事
な
り
。
唯
五
言
絶
句
に
是
多
し
。
五
言
絶
句
は
古
體
を
貴
ぶ
が
故
な
り
。
古

詩
は
平
韻
仄
韻
用
ひ
ざ
る
こ
と
な
く
、
鄰
韻
を
通
押
す
る
こ
と
尤
廣
し
。
東
冬
二
韻
通
押
し
、
支

微
齊
三
韻
通
押
し
、
魚
虞
二
韻
通
押
し
、
佳
灰
二
韻
通
押
し
、
眞
文
元
三
韻
通
押
し
、
元
寒
刪
先

四
韻
通
押
し
、
蕭
肴
豪
三
韻
通
押
し
、
歌
麻
二
韻
通
押
し
、
庚
靑
蒸
三
韻
通
押
し
、
覃
鹽
咸
三
韻

通
押
す
。
上
去
入
の
三
仄
聲
も
、
此
例
を
以
て
推
べ
し
。
是
用
韻
の
大
略
な
り
。
凡
詩
を
作
ら
ん

と
お
も
は
ば
、
古
詩
は
文
選
を
熟
讀
し
、
唐
詩
は
明
の
高
廷
禮
が
集
た
る
唐
詩
正
聲
、
唐
詩
品
彙
、

み
ん

李
攀
龍
が
唐
詩
選
等
を
熟
讀
し
て
、
其
内
の
詩
を
諳
記
す
る
こ
と
數
百
千
首
に
至
て
、
朝
夕
諷
詠

す

す
れ
ば
、
自
然
に
作
り
得
ら
る
る
な
り
。
始
は
只
古
人
の
語
を
剽

竊
〔
き
り
と
り
ぬ
す
む
〕
し

ひ
や
う
せ
つ

て
抄
寫
〔
か
き
ぬ
く
〕
す
る
こ
と
を
習
ふ
べ
し
。
是
を
務
て
息
ざ
れ
ば
、
積
累
の
功
に
よ
り
て
、

や
ま

い
つ
と
な
く
佳
境
に
入
て
、
終
に
は
詩
名
を
成
就
す
る
な
り
。
宋
元
二
代
の
詩
は
、
詩
の
惡
道
な

り
、
學
ぶ
べ
か
ら
ず
。
明
の
代
に
至
て
、
北
地
の
李
夢
陽
、
信
陽
の
何
大
復
よ
り
、
詩
道
復
興
り
、

み
ん

ぼ
う

ま
た

濟
南
の
李
攀
龍
、
呉
郡
の
王
世
貞
等
出
て
、
詩
道
遂
に
古
に
復
せ
り
。
此
諸
子
は
、
皆
能
古
を
學

は
ん

せ
い

ら

ふ
く

よ
く

て
、
古
人
の
旨
を
得
た
る
者
な
り
。
さ
れ
ば
今
の
學
者
は
、
明
の
諸
子
の
古
を
學
た
る
を
見
て
法

み
ん

則
と
す
べ
し
。
明
の
諸
子
の
詩
は
、
直
に
古
人
の
詩
に
異
な
ら
ず
と
知
べ
し
。
詩
は
小
技
な
り

た
だ
ち

ぎ

と
い
へ
ど
も
、
其
道
干
渉
〔
あ
づ
か
り
わ
た
る
〕
す
る
所
廣
大
な
り
。
詩
學
の
説
は
、
六
朝
以
來
、

か
ん
せ
ふ

諸
儒
の
論
あ
り
、
唐
宋
以
來
、
諸
家
の
詩
話
あ
り
。
其
中
に
宋
の
嚴
羽
が
滄
浪
詩
話
は
、
詩
道
の

正

法
眼
藏
な
り
。
明
の
胡
應
麟
が
詩
藪
は
、
古
今
の
詩
を
論
ず
る
こ
と
、
甚
委
曲
に
し
て
餘
蘊

し
や
う
は
ふ
け
ん
ざ
う

み
ん

そ
う

よ

う
ん

な
し
。
詩
話
の
書
多
き
中
に
、
此
二
書
よ
り
善
き
は
な
し
。
學
者
讀
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
是
詩

學
の
大
較
な
り
。

か
く

〇
世
の
道
學
先
生
、
詩
を
作
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
學
者
に
敎
る
に
も
、
詩
を
作
る
こ
と
を
戒
む
。

是
詩
の
道
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
詩
は
性

情
を
吟
詠
す
る
者
に
て
、
溫
柔
敦
厚
を
以
て
敎
と
す
。

せ
い
じ
や
う

を
ん
じ
う
と
ん
こ
う

詩
に
古
今
あ
れ
ど
も
、
溫
柔
敦
厚
の
敎
は
、
古
今
の
異
な
し
。
さ
れ
ば
今
も
詩
を
作
る
者
は
、
い

い

つ
と
な
く
風
雅
の
域
に
入
て
、
自
然
に
溫
柔
敦
厚
の
德
を
成
す
こ
と
あ
り
。
且

學
問
は
文
字
を
識

い
き

そ
の
う
へ

し
る

を
始
と
す
。
吾
國
の
人
は
、
本
來
文
字
に
疎
く
し
て
、
學
業
進
み
が
た
し
。
詩
は
文
字
を

玩

ぶ

う
と

も
て
あ
そ

者
な
れ
ば
、
是
よ
り
し
て
六
經
の
學
に
も
進
み
や
す
し
。
然
れ
ば
此
方
の
人
は
、
殊
に
詩
を
ば
學

ぶ
べ
き
な
り
。是
道
學
者
流
の
知
る
所
に
あ
ら
ず
。今
の
道
學
者
流
は
、只
禪
家
の
僧
の
敎
外
別
傳
、

き
や
う

げ

べ
つ
で
ん

不
立
文
字
と
い
ふ
が
如
し
。
畢
竟
浮
屠
の
道
に
同
じ
て
、
聖
人
の
道
を
去
こ
と
遠
甚
な
り
。

ふ

り
ふ
も
ん

じ

ふ

と

ど
う

ゑ
ん
じ
ん

〇
聖
人
の
道
を
文
と
い
ふ
。
六
經
は
皆
文
章
な
り
。
文
章
に
達
せ
ざ
れ
ば
、
六
經
を
讀
こ
と
あ
た

は
ず
。
文
章
に
達
せ
ん
と
お
も
は
ば
、
西
漢
以
上
の
古
書
を
熟
讀
す
べ
し
。
然
れ
ど
も
文
章
の
道

は
、
只
書
を
讀
た
る
の
み
に
て
、
自
己
に
文
を
作
ら
ざ
れ
ば
、
其
奥

妙
に
造
る
こ
と
難
し
。
魏

じ

こ

あ
う
み
や
う

い
た
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の
文
帝
の
典
論
に
、
文
章
は
經
國
の
大
業
、
不
朽
の
盛
事
と
い
へ
る
は
、
文
章
の
德
を
贊
じ
て
、

さ
ん

其
功
用
を
述
た
る
な
り
。
經
國
之
大
業
と
は
、
國
家
を
經
營
す
る
は
大
業
な
る
に
、
文
章
を
以
て

本
と
す
る
な
り
。
不
朽
之
盛
事
と
は
、
千
載
を
經
て
朽
ざ
る
こ
と
、
文
章
よ
り
盛
な
る
者
な
し
と

く
ち

な
り
。宋
儒
文
章
を
捨
て
、理
學
を
倡
ひ
し
よ
り
、道
學
者
流
多
く
は
文
章
を
作
ら
ず
。只
持
敬
窮
理

い
ざ
な

ぢ

け
い
き
う

り

の
工
夫
を
要
務
と
す
る
故
に
、
古
文
の
道
に
疎
く
な
り
て
、
古
書
を
讀
こ
と
あ
た
は
ず
。
古
書
を

く

ふ

う

う
と

讀
ま
ざ
れ
ば
、
六
經
何
に
よ
り
て
か
明
む
る
こ
と
を
得
ん
。
中
華
の
人
旣
に
然
な
り
。
况
や
吾
國

の
人
は
、
文
字
よ
り
入
ら
ざ
れ
ば
、
學
問
に
手
を
下
す
べ
き
處
な
し
。
故
に
此
方
の
學
者
は
、
殊

に
文
學
を
先
と
す
べ
き
な
り
。
文
學
と
い
ふ
は
、
文
章
を
作
る
こ
と
を
學
ぶ
な
り
。
自
己
に
作
ら

ず
し
て
、
古
人
の
文
を
讀
た
る
の
み
に
て
は
、
其
理
に
達
し
が
た
き
な
り
。

〇
凡
文
章
を
作
ら
ん
と
お
も
ふ
者
は
、
先
其
道
を
知
べ
し
。
左
國
史
漢
等
の
書
を
熟
讀
し
て
、
其

ま
づ

語
を
諳
記
し
、
其
文
理
を
解
す
れ
ば
、
自
然
に
筆
を
取
て
文
を
屬
ん
と
思
ふ
心
起
り
て
、
何
事

つ
づ
ら

に
て
も
心
に
あ
る
こ
と
を
、
文
に
著
す
こ
と
は
、
難
き
事
に
も
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
文
に
は
體

あ
ら
は

て
い

あ
り
法
あ
り
。
體
な
け
れ
ば
文
と
い
は
ず
、
法
な
け
れ
ば
文
を
成
さ
ず
。
體
と
は
體
裁
な
り
。
體

は
、
文
選
に
分
た
る
が
如
し
。
其
文
を
熟
讀
し
て
、
體
裁
の
各
別
な
る
こ
と
を
知
べ
し
。
明
の
呉
訥

み
ん

ど
つ

が
文
章
辨
體
、
徐
師
曾
が
文
體
明
辨
に
是
を
辨
ず
る
こ
と

甚

詳
な
り
。
文
を
學
ぶ
者
は
、
必
是

は
な
は
だ

を
看
る
べ
し
。
法
と
は
、
法
度
な
り
。
何
れ
の
體
に
も
、
一
篇
の
内
に
、
篇
章
句
字
の
四
法
あ
り
。

は
ふ

と

又
起
伏
、
照
應
、
抑
揚
、
關
鎖
、
轉

換
、
波
瀾
、
頓
挫
等
の
法
あ
り
。
此
等
の
法
は
、
譬
へ

よ
く
や
う

く
わ
ん

さ

て
ん
く
わ
ん

は

ら
ん

と
ん

ざ

ば
絶
句
の
詩
に
起
承
轉
合
あ
る
が
如
し
。
文
に
法
な
き
は
、
造
語
工
に
て
も
、
一
篇
の
條
理
分

ざ
う

ご

た
く
み

れ
ず
、
意
義
通
じ
が
た
き
故
に
、
成
就
せ
る
文
と
い
は
ず
。
こ
れ
を
無
寸
之
尺
〔
も
の
さ
し
〕、
無

せ
き

星
之
秤
〔
は
か
り
〕
に
譬
る
な
り
。
古
文
は
明
の
茅
坤
が
八
大
家
文
抄
を
著
し
て
よ
り
、
後
の

し
よ
う

み
ん

あ
ら
は

學
者
こ
れ
に
從
ふ
。
八
大
家
と
は
、
唐
の
韓
愈
、
柳
宗
元
、
宋
の
歐
陽
脩
、
蘇
洵
、
蘇
軾
、
蘇
轍
、

王
安
石
、
曾
鞏
な
り
。
此
八
家
の
中
に
、
法
度
の
森
嚴
な
る
は
、
韓
柳
二
子
の
文
に
如
は
な
し
。

き
よ
う

し
ん
げ
ん

し
く

歐
陽
永
叔
、
蘇
子
瞻
は
、
宋
文
の
中
に
て
は
勝
た
れ
ど
も
、
皆
法
な
し
。

且

歐
公
は
奇
抜
な

す
ぐ
れ

そ
の
う
へ

き

ば
つ

る
こ
と
少
く
、
東
坡
は
古
意
乏
し
、
老
泉
は
又
東
坡
に
及
ば
ず
、
潁
濱
、
荊
公
、
南
豐
は
、
又
老

と
ぼ

え
い

泉
が
下
な
り
。
是
皆
師
法
と
す
る
に
足
ら
ず
。
然
れ
ば
今
の
學
者
は
、
必
し
も
八
大
家
を
學
ば
ず

し
て
、
只
韓
柳
を
以
て
文
學
の
入
門
と
す
べ
し
。
韓
柳
を
學
て
、
文
法
に
通
達
せ
ば
、
明
の
李
滄

み
ん

溟
、
王
弇
州
が
集
を
讀
て
、
修
辭
を
學
ぶ
べ
し
。
修
辭
と
は
、
辭
を
揀
ぶ
な
り
。
昌
黎
、
柳
州
は
、

ゑ
ん

ゑ
ら

古
文
の
名
家
に
て
、
法
度
の
森
嚴
な
る
こ
と
は
、
諸
家
に
卓
絶
な
れ
ど
も
、
陳
言
を
厭
て
新
奇

い
と
ひ

を
好
め
る
故
に
、
其
文
辭
古
調
に
入
ら
ざ
る
處
あ
り
。
明
儒
に
至
て
、
李
獻
吉
、
何
景
明
よ
り
、

み
ん

此
弊
を
改
て
、
辭
を
修
る
こ
と
を
務
と
す
。
其
後
滄
溟
、
弇
州
、
汪
伯
玉
等
出
て
、
修
辭
の
學

へ
い

を
さ
む

ら

が
く

大
に
興
れ
り
。
是
を
古
文
辭
と
名
づ
け
て
、
唐
宋
の
諸
子
の
文
を
古
文
と
い
ふ
に
異
に
せ
り
。
古

こ
と

文
辭
と
い
ふ
は
、

專

西
漢
以
上
の
人
の
語
を
用
て
辭
を
屬
て
、
一
字
も
東
漢
以
後
の
語
を
用

も
つ
は
ら

つ
づ
り

ひ
ざ
る
な
り
。
故
に
古
書
に
熟
せ
ざ
れ
ば
、
古
文
を
作
る
こ
と
あ
た
は
ず
と
い
ふ
は
、
此
義
な
り
。

是
文
學
の
大
意
な
り
。
詳
な
る
こ
と
は
、
文
學
の
書
を
讀
て
、
古
人
の
論
を
考
ふ
べ
し
。

〇
尺
牘
も
亦
文
の
一
端
な
り
。
先
儒
の
著
せ
る
尺
牘
の
書
世
に
多
し
。
其
書
を
熟
讀
せ
ば
、
自
然

せ
き
と
く

に
作
り
得
べ
し
。

〇
經
學
と
は
、
六
經
を
讀
て
、
聖
人
の
道
に
通
達
す
る
を
い
ふ
。
是
童
蒙
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
。

多
く
古
書
を
讀
て
、
古
文
を
明
め
、
古
言
に
通
ず
れ
ば
、
六
經

自

明
な
り
。
然
れ
ど
も
三
年

お
の
づ
か
ら

五
年
の
工
夫
に
て
は
至
り
が
た
し
。
必
初
學
よ
り
、
二
十
年
ほ
ど
の
功
を
積
て
、
年
三
十
以
上
に

し
て
、
經
學
を
修
す
べ
し
。
等
を
躐
て
早
く
こ
れ
を
習
ふ
べ
か
ら
ず
。

し
な

こ
え

〇
經
濟
と
は
、
天
下
國
家
を
治
る
を
い
ふ
。
聖
人
の
道
は
、
天
下
を
治
る
道
な
り
。
六
經
を
讀
て

け
い
ざ
い

も
、
天
下
を
治
る
道
に
達
せ
ざ
る
は
、
儒
者
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
六
經
を
讀
た
る
の
み
に
て
、
古

今
の
事
變
に
達
せ
ざ
れ
ば
、
又
經
濟
の
術
に
昧
し
。
必
異
國
本
朝
の
古
今
の
事
蹟
を
覽
て
、
其
成
敗

じ

せ
き

み

せ
い
ば
い

を
考
て
、
今
日
の
事
務
を
思
惟
せ
ば
、
自
然
に
其
要
を
知
べ
し
。
是
儒
者
の
本
業
、
一
大
事
因
緣

じ

む

し

ゆ
い

な
り
。
さ
れ
ば
學
者
は
童
子
の
時
よ
り
、
經
濟
の
志
な
く
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
宋
の
范
文
正
公
の

士
は
當
に
天
下
の
憂
に
先
じ
て
憂
ひ
、
天
下
の
樂
に
後
れ
て
樂
む
べ
し
と
い
へ
る
は
、
少
年
よ
り

の
志
節
な
り
。
凡
儒
者
は
か
く
あ
ら
ま
ほ
し
き
者
な
り
。

學
戒

學
問
に
三
つ
の

戒

あ
り
。
一
つ
に
は
宋
儒
の
理
學
の
書
を
讀
べ
か
ら
ず
。
性
理
の
説
は
、
古

い
ま
し
め

し
や
う

り

聖
人
の
意
に
あ
ら
ず
。
孔
子
の
敎
に
違
て
、
佛
老
と

歸

を
同
く
す
る
な
り
。
僅
に
も
性
理
の

お
も
む
き

わ
づ
か

説
を
聞
る
者
は
、
文
章
の
道
に
入
が
た
く
、
六
經
の
旨
を
得
が
た
し
。
最
こ
れ
を
戒
む
べ
し
。
二

き
け
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つ
に
は
初
學
の
時
、
經
術
を
習
ふ
べ
か
ら
ず
。
經
術
を
明
む
る
こ
と
は
、
少
年
の
士
の
及
ぶ
所
に

あ
ら
ず
。
然
る
を
早
く
こ
れ
を
學
て
、
義
理
の
精
微
な
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
才
氣
是
に
屈
抑
せ
ら

せ
い

び

く
つ
よ
く

れ
て
、
長
ず
る
こ
と
を
得
ず
。
一
生
只
道
學
先
生
の

歸

に
て
終
る
な
り
。
此
風
を
頭
巾
氣
習
と

お
も
む
き

を
は

ふ
う

づ

き
ん

き

し
ふ

名
づ
け
て
、
大
雅
の
君
子
と
い
は
ず
。
故
に
次
に
こ
れ
を
戒
む
べ
し
。
三
つ
に
は
人
の
講
説
を
聽

か
う
せ
つ

べ
か
ら
ず
。
人
の
講
説
を
聽
く
者
は
、
譬
へ
ば
人
の
肩
輿
〔
の
り
も
の
〕
に
乘
て
行
が
如
し
。
歩
行

け
ん

よ

ほ

か
う

す
る
者
は
、
能
く
路
を
諳
ん
じ
、
肩
輿
に
乘
て
行
く
者
は
、
路
を
諳
ん
ぜ
ず
。
凡
學
術
は
、
自
己

じ

こ

に
書
を
讀
て
、
心
を
潛
て
思
惟
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
其
義
に
通
達
す
る
こ
と
な
し
。
人
の
講

ひ
そ
め

説
を
聽
く
者
は
、
其
聽
く
時
は
、
義
理
明
白
な
る
樣
な
れ
ど
も
、
其
席
を
離
る
れ
ば
、
大
半
忘
却

す
る
故
に
、
退
て
其
書
を
看
れ
ば
、
朦
朧
と
し
て
通
ぜ
ざ
る
處
多
し
。
是
心
に
疑
惑
な
く
し
て
、

も
う
ろ
う

人
の
説
を
聞
く
故
な
り
。
凡
學
業
は
、
熟
讀
精
思
と
て
、
何
の
書
に
て
も
、
心
を
留
て
數
遍
讀
て
、

す

よ
み

精
細
に
思
惟
す
れ
ば
、
必
其
旨
を
得
る
な
り
。
然
れ
ど
も
義
理
は

窮

な
き
者
な
れ
ば
、
學
業
の

き
は
ま
り

進
む
に
隨
て
、
必
疑
惑
を
生
ず
。
疑
惑
は
自
己
の
力
に
て
解
か
た
け
れ
ば
、
先
知
先
覺
の
人
に
問

と
け

て
、
こ
れ
を
明
む
べ
し
。
譬
へ
ば
飢
て
食
し
、
渴
し
て
飮
す
る
が
如
く
、
疑
惑
の
事
を
以
て
、

し
よ
く

人
の
論
説
を
聞
け
ば
、
雲
霧
を
披
て
日
月
を
見
る
が
如
し
。
是
大
な
る
益
な
り
。
か
く
の
如
く

ひ
ら
き

自
己
の
目
力
心
力
を
竭
し
た
る
上
に
は
、
人
の
説
を
聞
て
も
、
其
益
あ
る
故
に
、
耳
學
は
目
學
に
如

つ
く

じ

が
く

も
く
が
く

し
か

ず
と
い
ふ
な
り
。
今
の
世
に
、
儒
者
も
佛
者
も
、
多
く
講
説
を
聞
た
る
者
は
、
必
大
業
を
成
就
す

る
こ
と
な
し
。
只
自
己
に
力
を
用
る
を
大
學
問
と
す
と
知
べ
し
。
今
此
三
戒
は
、
世
上
の
學
者
の

通
患
に
て
、
大
儒
先
生
も
こ
れ
を
知
こ
と
稀
な
り
。
眞
に
古
學
に
志
て
、
文
章
の
道
を
修
せ
ん

ま
こ
と

と
お
も
は
ば
、
必
こ
れ
を
戒
む
べ
し
。

倭
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要
領
卷
下
終

（
了
）

121




