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本
論
文
で
扱
う
『
亀
巣
稿
』
は
、
元
代
か
ら
明
初
ま
で
、
九
十
余
年
の
長
き
に
渡
っ
て
生
を
享
け
た
、
文
人
に
し
て
道
学
者
で
あ
っ
た

謝
応
芳
の
詩
文
を
集
め
た
別
集
で
あ
る
。
今
、
彼
の
生
涯
の
事
跡
を
詳
細
に
述
べ
る
余
裕
を
持
た
な
い
の
で
、
後
世
、
そ
し
て
恐
ら
く
は

当
時
の
、
彼
に
対
す
る
公
式
的
な
評
伝
と
し
て
『
明
史
』
の
列
伝
を
引
く
こ
と
に
す
る
。

「
謝
応
芳
、
字
は
子
蘭
、
武
進
（
今
の
常
州
一
の
人
也
。
幼
き
自
り
志
に
篤
く
学
を
好
み
、
心
を
性
理
に
潜
め
、
道
義
名
節
を
以
て
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ま

を
励
ま
す
。
元
至
正
（
西
暦
二
二
四
一
－
二
二
六
七
）
の
初
め
、
白
鶴
渓
の
上
に
隠
る
。
小
室
を
構
え
て
、
顔
し
て
（
額
を
掲
げ
て
）
『
亀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ね

巣
』
と
日
う
。
因
り
て
以
て
号
と
為
す
。
郡
辞
き
て
郷
校
の
子
弟
を
教
え
し
む
。
質
を
先
に
し
て
文
を
後
に
し
、
諸
生
皆
循
循
と
し
て
雅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
く

銃
た
り
。
異
端
の
世
を
惑
わ
す
を
疾
み
て
、
嘗
て
聖
賢
の
螢
言
、
古
今
の
明
璽
を
輯
め
て
『
辮
惑
編
』
青
為
す
。
挙
げ
て
三
衡
書
院
の
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ね

長
と
為
さ
ん
と
す
る
者
有
る
も
就
か
ず
。
天
下
兵
起
く
る
に
及
ん
で
、
地
を
呉
中
（
今
の
蘇
州
）
に
避
く
。
呉
人
争
い
て
延
き
致
し
て
弟

子
の
師
と
為
ら
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
う
つ

　
之
を
久
し
く
し
て
、
江
南
底
定
し
、
始
め
て
来
帰
す
。
年
七
十
を
逮
ゆ
美
。
徒
り
て
芳
茂
山
に
居
る
。
一
室
欝
然
た
る
も
、
曇
如
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

也
。
有
司
徴
し
て
郡
志
を
修
め
し
む
。
強
い
て
起
ち
て
之
に
赴
く
。
年
益
ま
す
高
く
し
て
、
学
行
益
ま
す
醐
む
。
達
官
緩
紳
の
郡
に
過
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
れ

る
者
、
必
ず
其
の
盧
に
訪
ぬ
。
応
芳
は
布
衣
章
帯
に
し
て
之
と
礼
を
抗
し
く
す
。
議
論
は
必
ず
世
教
に
関
わ
り
、
民
の
隠
え
に
切
し
、
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

し
て
善
を
導
く
の
志
衰
え
ず
。
詩
文
は
雅
麗
に
し
て
蕊
籍
、
而
し
て
自
り
て
得
る
所
の
者
は
、
理
学
を
深
し
と
為
す
。
卒
年
九
十
七
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ど

　
こ
れ
と
、
末
尾
に
「
大
明
洪
武
十
年
（
二
二
七
七
）
歳
は
丁
巳
に
次
る
、
七
月
十
一
日
、
病
中
に
友
人
の
江
陰
の
張
端
に
口
授
す
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た

但
し
書
き
の
あ
る
、
自
ら
の
為
の
『
墓
誌
銘
』
（
『
亀
巣
稿
』
巻
十
九
。
二
十
巻
本
1
1
後
述
）
に
「
春
秋
虚
し
く
度
る
八
十
二
、
著
書
数
篇

『
亀
巣
稿
』
に
つ
い
て

四
七



四
八

の
　
み

而
已
夷
」
と
あ
る
の
な
ど
に
よ
っ
て
、
二
一
九
六
年
か
ら
二
二
九
二
年
、
す
な
わ
ち
十
四
世
紀
の
ほ
ぼ
一
世
紀
分
を
生
き
た
人
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
何
度
か
言
及
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
楊
維
禎
（
二
一
九
六
－
二
二
七
〇
）
と
同
年
で
あ
る
。
か
く
も
長

い
一
生
で
あ
る
が
、
江
南
の
文
壇
で
有
力
者
と
し
て
活
躍
し
た
の
は
、
楊
維
禎
と
同
じ
く
、
主
に
元
末
、
十
四
世
紀
の
中
頃
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
　
と
も

　
弱
年
、
復
活
さ
れ
た
科
挙
に
い
ど
ん
だ
が
一
『
亀
巣
稿
』
巻
二
『
丹
陽
の
諸
葛
用
中
、
金
壇
の
王
元
徴
と
借
に
同
に
郷
試
に
応
ず
る
に
、

風
に
無
錫
に
阻
ま
る
、
用
中
の
韻
に
和
す
』
詩
等
が
あ
り
、
巻
一
に
は
そ
の
答
案
と
お
ぼ
し
い
『
四
霊
賦
、
断
江
郷
試
』
が
収
め
ら
れ
て

い
る
）
、
恐
ら
く
志
を
得
な
か
っ
た
。
楊
維
槙
が
、
郷
試
、
さ
ら
に
は
大
都
で
の
会
試
に
及
第
し
て
、
結
局
は
挫
折
す
る
が
官
界
の
生
活

を
始
め
た
の
と
は
違
い
、
処
士
、
民
問
学
者
と
し
て
故
郷
の
常
州
で
生
き
る
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
六
十
歳
に
な
っ
て
、
彼
の
号
の
由
来
と
な
っ
た
、
常
州
郊
外
の
亀
巣
と
名
付
け
た
新
居
に
隠
棲
し
よ
う
と
す
る
。
『
亀
巣
稿
』

巻
十
五
『
亀
巣
記
』
に
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
り
　
　
さ

「
至
正
丙
申
（
十
六
年
1
1
二
二
五
六
）
、
予
は
地
を
漏
一
常
州
西
南
に
あ
る
漏
湖
）
の
上
に
蹄
け
、
旧
識
の
里
翁
劉
氏
の
家
に
依
り
、
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
い
　
　
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ぎ

一
区
を
築
き
、
婦
子
を
棲
ま
し
め
、
差
や
膝
を
容
る
可
し
。
既
に
し
て
亀
巣
を
以
て
之
に
題
す
。
客
或
い
は
予
に
過
り
て
日
く
、
亀
亦
た

　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

何
ぞ
嘗
て
巣
有
ら
ん
哉
。
予
日
く
、
子
聞
か
ず
乎
、
千
歳
の
亀
、
蓬
葉
に
巣
っ
く
る
と
。
初
め
よ
り
経
営
の
力
を
費
や
さ
ざ
る
也
。
顧
み

　
　
　
　
　
　
　
ま
二
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
や
と

る
に
予
の
此
の
室
は
寡
に
之
に
類
せ
り
。
地
を
里
翁
に
慨
り
、
地
は
直
を
論
ぜ
ず
、
力
を
隣
伍
に
仮
り
、
力
は
傭
う
を
受
け
ず
。
工
材
を

あ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
う
べ

鳩
む
る
は
則
ち
郷
邑
の
諸
友
人
有
り
て
之
を
相
く
。
故
に
其
の
室
は
労
せ
ず
し
て
成
る
。
今
也
門
を
閉
じ
て
首
を
縮
め
、
帖
然
と
し
て
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
ち
つ

六
の
亀
の
其
の
間
に
蟄
せ
る
が
如
し
。
此
れ
亀
巣
の
名
づ
く
る
所
以
也
」

　
そ
し
て
、
こ
の
農
村
で
安
ら
か
に
生
を
終
え
れ
ば
よ
し
と
い
う
っ
も
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

「
一
亀
と
は
名
付
け
た
が
）
但
し
嘘
吸
導
引
し
て
亀
の
如
く
年
を
永
く
す
る
能
わ
ず
。
萄
そ
め
に
此
こ
に
干
い
て
生
を
乱
離
に
楡
み
、
禍

い
を
鋒
鏑
に
免
れ
、
要
領
を
全
く
し
以
て
其
の
天
年
を
終
う
れ
ば
、
志
願
足
れ
り
」

　
国
家
の
大
事
に
っ
い
て
は
他
に
す
ぐ
れ
た
人
材
が
あ
る
と
い
っ
て
、
自
分
の
隠
遁
の
志
を
述
べ
る
。

　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

「
夫
の
休
答
を
明
ら
か
に
し
吉
凶
を
断
じ
、
大
疑
を
国
家
に
決
し
、
洛
に
浮
び
て
書
を
出
し
、
太
平
文
明
の
瑞
と
為
る
が
若
き
は
、
則
ち

　
　
　
　
お
の
ず
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
み

同
類
の
中
に
自
ら
四
霊
を
備
え
斯
の
世
を
相
る
者
有
り
」



　
後
述
す
る
よ
う
に
、
朱
子
学
者
の
謝
応
芳
は
晩
年
ま
で
こ
の
世
に
秩
序
と
正
義
を
回
復
し
た
い
と
い
う
志
を
失
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

が
、
元
末
の
乱
離
の
中
で
身
を
全
う
す
る
に
は
、
政
治
に
距
離
を
置
く
必
要
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
年
の
う
ち
に
事
態
が
急
変
す
る
。
後
の
明
の
太
祖
、
朱
元
璋
は
軍
を
率
い
て
集
慶
（
今
の
南
京
）
を
陥
落
し
、
さ
ら
に

配
下
の
徐
達
に
命
じ
て
鎮
江
を
攻
略
さ
せ
た
。
一
方
張
士
誠
が
南
下
し
て
平
江
一
今
の
蘇
州
）
に
入
っ
た
。
い
よ
い
よ
群
雄
割
拠
の
時
代

に
な
り
、
江
南
地
域
は
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
。
謝
応
芳
も
亀
巣
を
焼
か
れ
、
以
後
流
浪
の
日
々
を
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
『
亀

巣
記
』
の
直
後
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
『
亀
巣
後
記
』
に
次
の
如
く
い
う
。

「
是
の
歳
八
月
の
初
め
、
天
兵
の
西
州
自
り
来
た
る
者
（
朱
元
璋
軍
に
追
い
立
て
ら
れ
た
元
兵
の
こ
と
か
）
、
四
郊
に
火
っ
け
、
其
の
人

　
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

を
食
う
。
吾
の
亀
巣
、
先
世
の
旧
宅
と
倶
に
鑑
ゆ
実
。
予
乃
ち
妻
子
を
船
に
の
せ
聞
行
し
て
、
而
し
て
東
の
か
た
横
山
を
過
ぎ
、
無
錫
に

か
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
そ

窺
る
。
期
月
の
問
、
屡
ば
危
き
に
瀕
す
。
是
の
時
に
当
り
、
蓬
魔
に
睦
伏
し
、
息
を
屏
め
る
こ
と
林
を
支
う
る
も
の
の
若
し
。
然
れ
ど
も

　
　
し
ば
し
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
し
よ

猶
お
数
数
頸
を
引
き
て
回
顧
し
、
以
て
其
の
故
土
を
恋
う
。
明
年
伸
秋
、
婁
江
の
東
に
至
る
。
海
に
近
し
。
潮
風
汐
雨
、
栖
首
を
漂
揺
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

之
を
久
し
う
し
て
遂
に
之
を
舎
て
て
人
間
に
従
い
て
屋
を
借
り
て
寓
す
。
四
年
を
閲
て
凡
そ
五
た
び
徒
る
。
隣
邑
に
礁
類
無
き
を
聞
く
。

是
に
干
い
て
同
室
の
人
、
幸
い
な
る
こ
と
再
び
生
ま
る
る
が
若
し
。
貧
婁
と
難
も
以
て
苦
と
為
さ
ず
、
且
っ
復
た
以
て
楽
と
為
す
也
」

　
九
死
に
一
生
を
得
た
、
厳
し
い
流
浪
の
生
活
に
お
い
て
も
謝
応
芳
は
楽
し
み
を
見
出
す
。
続
く
部
分
は
彼
の
哲
学
を
如
実
に
伝
え
る
と

こ
ろ
な
の
で
、
末
尾
ま
で
引
用
す
る
。

「
吾
の
楽
し
む
所
に
至
り
て
は
則
ち
又
窮
居
無
事
な
る
を
以
て
、
専
心
し
て
古
え
の
聖
賢
の
書
を
読
み
て
以
て
其
の
志
を
広
く
す
る
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
む
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
か
い

る
こ
と
な
り
。
天
を
仰
い
で
悦
じ
ず
、
地
に
傭
き
て
作
じ
ず
、
廓
如
た
る
也
。
然
れ
ど
も
此
の
大
宙
を
視
る
に
、
吾
が
生
は
浮
け
る
が
若

　
　
力

し
、
夫
の
亀
の
蓮
の
葉
に
浮
け
る
者
と
何
ぞ
異
な
ら
ん
や
。
故
に
至
る
所
亀
巣
を
以
て
室
に
名
づ
く
。
偶
灰
た
り
と
難
も
心
に
鎗
裕
有
り
。

蓋
し
棟
宇
を
以
て
巣
と
為
さ
ず
、
而
し
て
天
地
を
以
て
巣
と
為
す
也
。
峻
宇
離
塔
、
其
の
光
を
知
る
莫
く
、
華
門
圭
餐
其
の
腫
を
知
る
莫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

し
。
但
だ
此
の
巣
、
開
關
自
り
以
来
、
数
千
載
を
歴
て
壊
れ
ざ
る
を
知
る
の
み
。
吾
は
万
物
と
同
に
其
の
間
に
居
て
、
正
に
藩
鰹
町
畦
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
　
　
　
こ
し
き
　
　
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お

て
自
ら
局
せ
ざ
る
也
。
是
を
以
て
而
し
て
見
れ
ば
、
区
々
た
る
旧
巣
は
、
堕
せ
る
甑
と
与
に
桑
ぞ
惜
し
ま
ん
。
物
の
巣
居
す
る
者
衆
し
集

　
い
え
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
な
ぞ
ら
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

と
難
然
も
、
未
だ
亀
の
巣
の
先
後
異
な
る
岡
き
に
凝
う
る
に
若
か
ず
。
亀
は
則
ち
其
の
霊
に
擬
う
る
耳
。
霊
を
以
て
自
ら
礁
く
も
亦
た
其

『
亀
巣
稿
』
に
つ
い
て

四
九



五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
一
、
一
と
　
　
し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
ず
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
あ

の
世
に
用
い
ら
る
と
日
う
が
若
く
然
る
也
。
世
吾
を
用
い
ず
ん
ば
、
吾
が
生
自
ら
全
か
ら
ん
。
肝
、
用
い
ら
る
る
と
用
い
ら
れ
ざ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

全
き
と
全
か
ら
ざ
る
と
は
、
造
物
者
の
之
を
如
何
に
処
す
る
か
に
係
る
。
亀
の
能
く
為
す
所
に
非
ざ
る
也
。
惟
だ
両
間
の
巣
の
み
人
壊
す

　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

能
わ
ず
。
此
れ
吾
が
心
侍
み
て
安
ん
ず
る
者
な
り
。
吾
が
心
既
に
安
ん
ず
れ
ば
、
何
く
に
往
く
と
し
て
楽
し
ま
ざ
る
。
第
だ
知
ら
ざ
る
者

の
巣
無
く
し
て
而
も
名
有
り
と
謂
い
て
、
疑
い
て
誕
と
為
す
を
恐
れ
て
、
故
に
重
ね
て
毛
穎
氏
に
託
し
て
之
を
告
ぐ
」

『
明
史
』
の
列
伝
に
「
心
を
性
理
に
潜
む
」
「
（
詩
文
の
）
自
り
て
得
る
所
の
者
は
理
学
を
深
し
と
為
す
」
と
あ
る
よ
う
に
当
時
の
理
学
の

大
一
人
者
と
目
さ
れ
る
学
者
で
あ
り
、
そ
う
思
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
性
格
も
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
文
章
か
ら
見
受
け
ら
れ

る
気
風
は
、
普
通
の
朱
子
学
者
に
見
ら
れ
る
観
念
的
な
面
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
亀
巣
稿
』
に
は
「
…
：
を
論
ず
る
書
」
と
い

う
よ
う
な
、
形
而
上
学
の
議
論
を
す
る
文
章
は
殆
ど
な
い
の
で
あ
る
。
雇
理
屈
は
多
い
が
、
と
も
か
く
現
実
の
事
柄
や
問
題
に
基
い
て
お

の
れ
の
所
信
を
明
か
に
す
る
文
章
が
多
い
。

　
こ
の
文
章
も
、
「
亀
巣
」
が
焼
か
れ
故
土
を
離
れ
た
後
も
行
く
先
々
の
寓
居
に
「
亀
巣
」
の
名
を
っ
け
、
更
に
は
寓
居
の
名
に
限
ら
ず
、

自
已
の
号
、
い
わ
ば
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
使
う
の
は
何
故
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
に
答
え
る
の
だ
と
い
う
形
で
議
論
が
展
開
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
作
者
の
頭
の
中
で
は
、
形
而
上
学
的
な
高
度
の
体
系
的
な
演
緯
が
或
い
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
文
章
は
あ
く
ま
で

も
、
浅
薄
な
ま
で
に
通
俗
的
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
自
分
は
天
地
を
巣
に
す
る
亀
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
も
「
理
」
や
「
気
」
等
の
形
而
上
学
的
用
語
を
用
い
ず
、
「
開
閥
自
り
以
来
、
数
千
載
を
歴
て
壊
れ
ず
」
の
ご
と
く
、
あ
る
概
念
一
イ

コ
ー
ル
「
理
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
）
が
現
実
の
歴
史
世
界
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
っ
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
か
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
な
具
体
的
な
表
現
を
好
む
の
で
あ
る
。
理
念
の
み
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
現
実
性
を

重
ん
じ
る
の
で
あ
る
。

　
私
が
こ
こ
で
い
う
現
実
性
は
少
し
く
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
広
い
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
概
念
が
現
実
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
作
用
を
持

っ
か
を
考
慮
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
立
場
で
い
う
現
実
性
に
限
ら
ず
、
頭
の
中
の
概
念
操
作
に
お
い
て
形
而
上
学
的
な
高
踏
な
議
論

で
は
な
く
、
一
般
人
に
わ
か
り
す
い
、
俗
耳
に
入
り
や
す
い
議
論
を
す
す
め
る
こ
と
を
も
現
実
性
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
い

え
ば
、
亀
が
蓬
の
葉
を
巣
に
し
た
り
、
天
地
を
巣
に
し
た
り
す
る
と
い
う
表
現
を
、
形
而
上
学
的
議
論
で
は
比
瞼
と
し
て
す
ま
す
し
、
ま



た
あ
り
あ
り
と
、
具
象
的
、
映
像
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
頭
の
中
に
描
い
て
は
か
え
っ
て
議
論
の
流
れ
を
阻
害
す
る
。
し
か
し
、
か
か
る
イ
メ
ー

ジ
を
描
き
つ
つ
議
論
に
納
得
す
る
人
も
多
数
い
る
の
で
あ
っ
て
、
私
の
い
う
現
実
性
を
持
っ
た
文
章
と
は
こ
の
よ
う
な
非
哲
学
者
的
タ
イ

プ
の
人
間
に
し
っ
く
り
来
る
よ
う
な
種
類
の
文
章
を
い
う
。
現
代
の
所
謂
知
識
人
が
、
所
謂
大
衆
を
テ
レ
ビ
の
映
像
や
漫
画
に
よ
っ
て
操

作
さ
れ
や
す
く
理
論
性
が
な
い
と
軽
蔑
す
る
よ
う
に
、
観
念
的
な
議
論
を
好
ま
ぬ
現
実
的
な
民
族
だ
と
い
わ
れ
る
漢
民
族
に
と
っ
て
も
、

特
に
知
識
人
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
に
生
々
し
い
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
り
か
か
る
議
論
の
立
て
方
は
児
戯
に
等
し
い
、
浅
薄
な
下
品

な
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
私
は
感
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
先
述
の
謝
応
芳
自
ら
の
為
の
『
墓
誌
銘
』
に
も
「
干
文
十
年
海
に

浮
か
び
て
避
け
、
強
い
て
亀
巣
と
名
づ
く
る
は
遊
戯
に
等
し
」
と
い
う
自
潮
の
言
葉
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
か
い
き
が
っ

た
よ
う
な
号
の
付
け
方
を
は
じ
る
気
持
ち
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
私
は
「
亀
」
と
い
う
あ
ま
り
に
生
々
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
知
識
人
の
号
に
そ

ぐ
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
（
無
論
言
葉
の
上
だ
け
の
こ
と
で
本
心
は
得
意
で
あ
っ
た
ろ
う
が
）
反
省
し
た
句
だ
と
考
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
た
よ
る
議
論
操
作
は
、
強
い
印
象
を
与
え
俗
耳
に
入
り
や
す
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
強
い

印
象
に
引
き
ず
ら
れ
て
理
屈
が
通
り
に
く
く
な
る
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
楊
維
槙
な
ら
ば
、
．
（
特
に
詩
に
っ
い
て
い
わ
れ
る
が
、
文
も
含

め
て
）
人
を
い
か
に
ぎ
ょ
っ
と
さ
せ
る
か
に
意
を
用
い
る
タ
イ
プ
の
文
学
者
な
の
で
、
文
の
理
な
ど
に
拘
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、

「
文
妖
」
と
批
判
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
謝
応
芳
は
い
や
し
く
も
理
学
を
講
ず
る
人
で
あ
る
か
ら
、
理
を
通
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の

た
め
、
文
章
の
前
半
で
人
を
感
心
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
て
も
、
後
半
で
こ
れ
を
理
の
う
ち
に
収
拾
す
る
た
め
に
、
届
理
屈
や
細
か

な
議
論
を
立
て
て
わ
か
り
に
く
く
な
る
面
が
あ
る
、
『
亀
巣
後
記
』
も
、
亀
と
巣
の
イ
メ
ー
ジ
が
終
わ
っ
て
、
次
に
移
る
部
分
「
亀
は
則

　
　
　
　
　
な
ぞ

ち
其
の
霊
に
擬
ら
う
る
耳
」
か
ら
分
か
り
に
く
く
な
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
次
の
、
世
界
（
政
治
）
に
吾
が
用
い
ら
れ
な
く
て
も
か
ま

わ
な
い
、
そ
れ
で
生
を
全
う
す
る
も
よ
し
、
と
い
う
議
論
に
っ
な
げ
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
や
や
無
理
な
運
び
で
あ
る
。
っ
い
で
に
い
え

ば
、
こ
こ
は
勿
論
世
に
役
立
ち
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
裏
に
隠
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
が
容
易
に
文
脈
の
乱
れ
か
ら
う
か
が
え
る
の
も

一
或
い
は
う
か
が
え
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
も
）
謝
応
芳
に
限
ら
ず
元
末
の
文
人
の
文
章
の
一
魅
力
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
後
の
謝
応
芳
の
生
涯
に
簡
単
に
触
れ
よ
う
。
清
の
顧
嗣
立
編
『
元
詩
選
』
二
集
（
中
華
書
局
排
印
本
）
が
彼
の
詩
文
か
ら

事
跡
を
帰
納
し
て
い
る
。

『
亀
巣
稿
』
に
つ
い
て

五
一



五
二

「
至
正
の
初
、
江
断
行
省
三
衡
清
献
書
院
山
長
に
挙
ぐ
。
兵
に
阻
ま
れ
、
呉
の
葺
門
に
居
り
、
呉
松
江
の
上
に
転
徒
し
、
室
を
松
江
の
妾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
－

に
築
く
。
教
授
の
暇
、
詩
酒
を
以
て
自
ら
娯
し
む
。
洪
武
の
初
、
年
は
八
十
を
逮
え
て
、
横
山
に
帰
隠
す
。
自
ら
亀
巣
老
人
と
号
す
。
著

わ
す
所
の
詩
文
は
『
亀
巣
稿
』
と
日
う
」

　
こ
の
放
浪
の
時
に
、
覚
山
の
素
封
家
で
文
学
愛
好
者
の
顧
阿
瑛
の
知
遇
を
得
、
楊
維
禎
や
彼
の
弟
子
達
と
の
交
流
を
深
め
た
。
彼
等
と

の
問
に
数
々
の
応
酬
の
作
が
あ
る
。

　
明
に
入
っ
て
、
故
郷
に
帰
る
が
、
戦
乱
の
後
の
故
郷
は
、
荒
廃
を
極
め
て
い
た
。
『
亀
巣
稿
』
巻
四
の
『
故
里
に
帰
る
』
の
詩
に
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

「
憶
う
昔
走
り
て
兵
を
避
け
、
郷
井
を
棄
別
し
て
去
る
。
将
に
朝
暮
に
帰
ら
ん
と
意
う
に
、
行
き
行
き
て
重
ね
て
回
顧
す
。
安
ん
ぞ
知
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら

ん
今
一
紀
、
方
に
去
り
し
時
の
道
を
踏
む
。
四
郊
は
皆
蔓
草
、
白
日
瞑
な
る
こ
と
霧
の
如
し
。
榛
を
披
き
て
聞
里
を
訪
ね
、
水
を
隔
て
て

　
　
　
　
　
　
い
た
ま

先
墓
を
拝
す
。
傷
し
き
哉
鵠
鴇
の
原
、
黄
萬
狐
兎
走
る
。
別
壁
は
破
塔
在
り
、
郵
亭
は
乃
ち
新
た
に
作
る
。
隣
児
二
三
輩
、
茅
茨
昼
に
戸

　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
に

を
肩
ず
。
相
見
る
も
相
識
ら
ず
、
熟
視
す
る
に
蕨
の
父
に
肖
た
り
。
坐
す
る
こ
と
久
し
く
し
て
泣
き
て
且
っ
言
い
、
我
の
為
に
親
故
を
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
と
二
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か

す
。
什
に
九
は
兵
文
に
死
に
、
鎗
は
亡
せ
て
処
を
知
ら
ず
。
其
の
詞
吐
き
て
未
だ
終
わ
ら
ざ
る
に
、
我
が
涙
已
に
注
ぐ
が
如
し
。
食
に
対

い
て
餐
す
る
能
わ
ず
、
帰
る
蟻
聚
ま
る
を
相
い
期
す
。
吾
将
に
吾
が
児
に
語
ら
ん
と
す
、
書
を
売
り
て
農
具
を
買
え
と
。
帰
り
て
渦
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
う
べ

の
田
を
耕
せ
、
宜
し
く
烏
が
哺
を
返
す
が
若
く
す
べ
し
。
吾
其
れ
正
し
く
丘
に
首
む
け
ん
、
此
の
心
庶
わ
く
は
負
く
こ
と
無
か
れ
」

　
謝
応
芳
ら
し
い
作
品
だ
と
思
う
。
唐
詩
、
特
に
杜
甫
の
戦
乱
の
悲
惨
を
描
写
す
る
詩
に
学
び
、
し
か
も
典
故
を
多
用
せ
ぬ
平
明
な
描
写

に
よ
っ
て
、
写
実
性
の
強
い
独
自
の
境
地
を
開
い
て
い
る
。
戦
後
の
荒
廃
の
有
り
様
の
描
写
が
写
実
的
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

悲
惨
な
情
景
以
外
の
と
こ
ろ
も
入
魂
の
描
写
が
あ
る
。
「
相
見
る
も
相
識
ら
ず
、
熟
視
す
る
に
蕨
の
父
に
肖
た
り
」
と
い
う
部
分
も
、
同

様
な
表
現
を
無
思
慮
に
重
ね
て
稚
拙
な
よ
う
に
見
え
る
が
、
段
々
に
ぼ
ん
や
り
と
昔
を
思
い
出
し
て
来
て
最
後
に
や
っ
と
は
っ
と
思
い
あ

た
る
、
そ
の
よ
う
な
時
問
の
経
過
の
感
じ
を
効
果
的
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
唐
詩
、
杜
詩
の
ご
と
く
、
悲
哀
、
そ
れ
も
運
命
的
な

不
可
避
の
悲
哀
感
に
じ
っ
と
沈
檎
し
て
終
わ
っ
た
り
、
或
い
は
為
政
者
に
漢
然
と
救
い
を
求
め
た
り
す
る
の
で
は
な
く
て
、
何
と
か
こ
の

世
界
に
人
問
の
力
で
働
き
か
け
よ
う
と
い
う
、
く
わ
だ
て
を
述
べ
る
。
「
吾
将
に
吾
が
児
に
語
ら
ん
と
す
、
書
を
売
り
て
農
具
を
買
え
」

先
述
し
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
具
象
的
な
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
具
体
的
に
経
済
（
貨
幣
或
い
は
交
換
）
を
語
る
よ
う
に



な
っ
た
の
も
、
謝
応
芳
の
現
実
性
重
視
の
態
度
に
よ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
現
実
を
き
っ
ち
り
と
把
握
し
て
見
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
形

に
人
を
育
て
駆
り
立
て
る
経
済
の
発
展
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
末
二
句
「
吾
其
れ
正
し
く
丘
に
首
む
け
ん
、
此
の
心
庶
わ
く
は
負
く
こ

と
無
か
れ
」
　
　
私
は
ま
も
な
く
死
ぬ
だ
ろ
う
、
わ
が
期
待
に
そ
む
か
な
い
で
く
れ
、
と
い
う
の
も
、
い
か
に
も
遣
徳
的
で
文
学
か
ら
外

れ
る
よ
う
に
思
え
る
反
面
、
未
来
へ
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
期
待
が
感
じ
取
れ
、
時
代
が
、
作
者
ま
た
読
者
が
、
杜
甫
の
如
く
文
学
的
な

一
種
の
快
感
と
し
て
の
超
越
的
な
悲
哀
に
浸
っ
て
ば
か
り
い
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
具
体
的
な
建
設
的
な
方
策
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
は
な

い
か
。
そ
の
意
味
で
、
現
実
主
義
者
謝
応
芳
の
現
実
的
な
詩
の
し
め
く
く
り
方
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
謝
応
芳
は
な
お
こ
の
後
二
十
年
余
り
生
き
、
楊
維
槙
㊥
顧
阿
瑛
ら
同
年
代
の
作
家
を
は
じ
め
下
の
世
代
ま
で
も
が
、
多
く
不
遇
の
う
ち

に
死
ん
で
い
っ
た
中
で
、
一
人
気
を
吐
き
、
大
量
の
作
晶
を
明
代
に
な
っ
て
か
ら
も
残
し
た
。
『
亀
巣
稿
』
の
巻
首
に
、
盧
熊
の
序
が
収

め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
い
う
、

「
熊
は
交
わ
り
を
托
す
る
こ
と
一
五
、
六
年
。
一
時
の
侶
和
、
楊
維
禎
、
廉
夫
、
、
偏
蹟
、
元
鎮
、
顧
瑛
、
仲
英
の
若
き
は
、
脩
仰
の
間
に
、

こ
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
二
と

薮
の
泉
壌
に
愉
む
。
先
生
は
年
八
十
を
瞼
え
、
横
山
に
帰
隠
し
、
裳
に
後
進
の
景
慕
す
る
所
と
為
り
、
其
の
著
す
所
の
著
述
は
伝
わ
る
を

期
せ
ず
し
て
而
し
て
自
ら
伝
わ
る
者
有
り
夷
」

　
元
末
文
人
の
最
後
の
生
き
残
り
で
あ
り
、
明
初
の
思
想
。
文
学
界
に
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
知
れ
る
。
『
亀
巣
稿
』
巻
二

十
所
載
の
『
重
外
甥
女
周
氏
を
祭
る
文
』
に
は
、
洪
武
二
十
四
年
（
二
二
九
一
）
十
一
月
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
本
当
な
ら
ば
死
の
前
年

ま
で
健
筆
を
揮
っ
た
こ
と
に
な
る
。
本
論
文
で
は
明
代
に
入
っ
て
か
ら
の
謝
応
芳
の
こ
と
は
あ
ま
り
述
べ
な
い
。

　
こ
こ
で
、
謝
応
芳
の
別
集
『
亀
巣
稿
』
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
（
『
辮
惑
論
』
『
思
賢
論
』
等
の
他
の
著
作
に
つ
い
て
は
、

後
に
言
及
す
る
）

『
亀
巣
稿
』
の
テ
ク
ス
ト
の
流
伝
は
少
し
く
複
雑
で
あ
り
、
私
も
全
テ
ク
ス
ト
に
目
を
通
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
今
、
劉
兆
祐
著
『
四
庫

著
録
元
人
別
集
提
要
補
正
』
一
私
立
東
呉
大
学
一
中
国
学
術
著
作
奨
助
委
員
会
。
一
九
八
八
。
以
下
『
補
正
』
と
省
略
）
の
説
明
を
参
照

し
た
。

『
亀
巣
稿
』
に
つ
い
て

五
三



五
四

　
テ
ク
ス
ト
に
は
大
き
く
分
け
て
三
系
統
あ
る
。

H
　
一
七
巻
本
抄
本

　
今
最
も
見
易
い
の
は
『
四
庫
全
書
』
（
『
文
淵
閣
本
四
庫
全
書
』
一
所
収
の
『
亀
巣
集
』
で
あ
る
。
『
提
要
』
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
た

「
集
の
一
巻
は
賦
為
り
、
」
一
巻
よ
り
五
巻
に
至
る
ま
で
は
詩
為
り
、
六
巻
よ
り
十
一
巻
は
雑
文
為
り
、
十
二
巻
は
詩
鎗
為
り
、
二
二
巻
よ

り
十
五
巻
に
至
る
ま
で
は
又
雑
文
為
り
、
十
六
巻
十
七
巻
は
又
詩
為
り
。
編
次
頗
る
緒
無
し
と
為
す
。
疑
う
ら
く
は
後
人
の
伝
写
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
も
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

其
の
旧
第
を
乱
し
た
る
か
。
抑
も
或
い
は
本
は
前
集
十
二
巻
、
後
集
五
巻
、
一
は
則
ち
詩
を
先
に
し
て
文
を
後
に
し
、
一
は
則
ち
文
を
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

に
し
て
詩
を
後
に
し
、
伝
写
す
る
に
誤
り
て
併
せ
て
一
集
と
為
し
、
故
に
参
錯
す
る
こ
と
是
く
の
如
く
な
り
し
か
」

と
い
う
。
編
立
て
が
蕪
雑
な
本
で
あ
る
。

目
　
二
十
巻
本
、
抄
本

『
四
部
叢
刊
広
編
』
所
収
の
『
亀
巣
稿
』
が
最
も
見
易
い
。
こ
れ
は
民
国
二
十
四
年
（
一
九
三
五
）
、
張
元
済
が
江
安
偉
氏
の
双
鑑
楼
蔵

紗
本
二
十
巻
を
借
り
て
影
印
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
張
氏
の
政
に
よ
れ
ば
、
謝
応
芳
は
張
氏
の
母
の
十
八
世
の
従
祖
で
あ
る
と
い
う
。

巻
首
に
洪
武
十
二
年
（
二
二
七
九
）
の
余
詮
の
序
と
盧
熊
の
序
を
載
せ
、
巻
一
は
斌
、
巻
二
か
ら
巻
十
は
詩
、
巻
十
一
は
詞
、
巻
十
二
は

書
、
巻
十
三
は
疏
、
巻
十
四
は
序
、
巻
十
五
は
記
、
巻
十
六
巻
十
七
は
啓
、
巻
十
八
は
題
、
蹴
、
説
、
雑
体
、
巻
十
九
は
行
犬
、
銘
、
賛
、

歳
、
巻
二
十
は
祭
文
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
巻
八
か
ら
巻
十
に
収
め
る
詩
は
、
十
七
巻
本
に
な
い
も
の
で
あ
る
。
（
『
補
正
』
参
照
）

　
張
氏
の
蹴
に
よ
れ
ば

「
余
は
鉄
琴
銅
剣
楼
に
於
い
て
一
抄
本
を
見
た
り
。
分
巻
は
四
庫
本
と
合
す
。
王
蓬
淫
、
宋
賓
王
先
後
し
て
讐
校
す
る
こ
と
極
め
て
精
審
。

但
し
自
り
て
出
づ
る
所
を
言
わ
ず
。
両
本
の
詩
文
互
い
に
多
寡
有
り
。
其
の
独
り
是
の
本
に
見
ゆ
る
者
は
詩
二
十
一
首
有
り
。
彼
に
存
し

て
此
に
侠
す
る
者
は
詩
五
首
、
文
二
首
。
又
第
二
十
巻
『
代
わ
り
て
呉
間
問
真
人
を
祭
る
文
』
『
沈
仁
斎
を
祭
る
文
』
『
代
わ
り
て
表
嬢
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
し

祭
る
文
』
『
代
わ
り
て
越
師
呂
を
祭
る
文
』
は
、
是
の
本
均
し
な
み
に
錯
簡
有
り
、
王
宋
校
本
に
擦
り
て
訂
正
す
…
・
嚢
聞
く
、
厚
庵
舅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

祖
嘗
て
季
槍
葦
蔵
本
を
以
て
覆
印
し
て
世
に
行
わ
し
む
る
も
、
板
、
成
豊
庚
申
の
乱
に
殿
か
る
。
今
復
た
と
見
る
可
か
ら
ず
。
余
、
江
安

　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

の
偉
江
叔
従
り
此
の
本
を
仮
り
得
た
り
。
因
り
て
更
に
覆
印
し
、
以
て
其
の
伝
を
広
め
、
復
た
王
宋
校
本
を
以
て
讐
対
し
、
遺
す
る
所
の



詩
文
及
び
校
記
を
輯
録
し
て
之
を
巻
末
に
附
す
。
海
塩
、
張
元
済
」

『
四
部
叢
刊
広
編
』
本
は
、
張
賊
に
あ
る
よ
う
に
、
『
亀
巣
稿
補
遺
』
と
『
亀
巣
稿
校
勘
記
』
が
附
録
に
っ
い
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
張

氏
の
所
謂
王
宋
校
本
で
あ
る
が
『
四
庫
全
書
』
本
と
完
全
に
一
致
す
る
で
も
な
く
、
も
と
の
本
は
出
処
不
明
と
い
う
し
か
な
い
。

日
　
三
巻
本
（
『
亀
巣
摘
稿
』
）
刊
本

　
未
見
。
『
補
正
』
に
よ
れ
ば
、

「
中
央
図
書
館
に
又
影
抄
明
洪
武
十
二
年
（
二
二
七
九
）
王
著
刊
本
『
亀
巣
摘
稿
』
三
巻
有
り
、
黄
丞
烈
の
旧
蔵
為
り
、
毎
半
葉
十
行
、

　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
み

行
二
十
字
。
巻
首
亦
た
余
詮
、
盧
熊
の
亀
巣
稿
序
を
載
す
。
但
だ
詩
を
収
む
る
而
已
、
当
時
摘
稿
と
全
集
と
並
び
行
わ
る
る
を
知
る
也
。

黄
丞
烈
の
賊
を
載
せ
て
言
う
『
謝
亀
巣
集
世
皆
抄
本
を
流
伝
す
。
惟
だ
亀
巣
摘
稿
間
ま
旧
刻
本
有
り
。
近
年
講
山
人
古
籍
を
膏
門
の
某
坊

あ
が
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
き
二

に
購
う
に
、
掻
架
中
に
意
無
く
し
て
一
旧
刻
本
を
得
て
去
る
。
心
殊
に
快
快
た
り
。
頃
ろ
香
巖
書
屋
に
影
写
洪
武
本
有
り
、
想
う
に
必
ず

旧
刻
従
り
出
づ
る
也
。
之
を
購
い
て
以
て
柳
か
夙
願
を
慰
む
」

　
こ
の
三
っ
の
系
統
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
、
ど
れ
が
一
番
良
い
か
は
決
定
し
に
く
い
。
一
七
巻
本
は
編
次
が
乱
れ
て
い
る
の
で
、
『
補
正
』

は
不
完
の
本
で
あ
る
と
疑
い
、
言
外
に
二
十
巻
本
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
二
十
巻
本
は
巻
の
配
列
こ
そ
と
と
の
っ
て
い
る
も

の
の
、
巻
の
中
の
詩
文
の
順
序
は
年
代
順
の
よ
う
に
見
え
て
実
は
前
後
関
係
が
乱
れ
て
お
り
、
定
ま
っ
た
配
列
の
方
針
が
な
い
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
何
よ
り
も
、
先
に
言
及
し
た
巻
首
の
余
詮
の
叙
は
、
洪
武
十
二
年
（
二
二
七
九
）
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
、
集
中

に
は
謝
応
芳
の
死
の
前
年
の
二
二
九
一
年
の
作
品
が
載
っ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
。
ど
う
も
刊
本
『
亀
巣
摘
稿
』
の
序
を
流
用
し
て
『
亀

巣
稿
』
の
序
に
仕
立
て
た
よ
う
で
あ
る
。
盧
熊
の
序
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

「
洪
武
十
年
冬
先
生
の
子
林
郡
府
の
挙
ぐ
る
所
を
以
て
京
師
に
至
る
。
先
生
書
を
以
て
熊
に
誇
げ
て
日
く
蘭
旧
作
有
り
。
学
士
王
著
は
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

を
板
刻
せ
ん
と
欲
す
。
乃
ち
類
叙
を
為
し
て
以
て
其
の
請
い
に
従
う
。
子
は
其
れ
之
に
序
せ
よ
。
」

　
こ
れ
は
、
王
著
刊
本
亀
巣
摘
稿
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
『
亀
巣
稿
』
巻
十
三
の
『
亀
巣
摘
稿
を
刊
す
、
王
尚
綱
に
代
わ
り
て
作
る
』
も

三
巻
本
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
信
懸
性
の
少
な
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
の
で
、
編
次
そ
し
て
内
容
も
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
強
い
。
『
明
史
』

『
亀
巣
稿
』
に
つ
い
て

五
五



五
六

芸
文
志
に
、
謝
応
芳
の
別
集
が
二
十
巻
で
あ
る
と
い
う
の
に
、
数
字
を
合
わ
せ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
誤
字
錯
簡
が
多
く
、
著
録
が

近
代
に
な
っ
て
現
れ
た
こ
と
も
、
後
世
の
手
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
ど
う
も
、
十
七
巻
本
の
ご
と
き
雑
駁
と
し
た
整
理
不

足
の
状
態
で
流
伝
し
た
後
（
遺
稿
の
時
、
既
に
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
）
二
十
巻
本
に
改
変
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
他
『
北
京
図
書
館
古
籍
善
本
書
目
』
一
書
目
文
献
出
版
社
、
一
九
八
七
）
に
、
十
五
巻
の
テ
ク
ス
ト
が
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
今

回
考
察
が
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
堕
言
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
難
点
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
四
部
叢
刊
広
編
』
所
収
『
亀
巣
稿
』
本
す
な
わ
ち
二
十
巻
本
を
本
論
文
で
は
採
用

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
本
テ
ク
ス
ト
が
主
に
読
ま
れ
、
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
利
便
に
よ
る
。
本
論
文
で
引
用
し

た
詩
文
は
、
『
四
庫
全
書
』
本
、
『
四
部
叢
刊
広
編
』
附
録
『
亀
巣
稿
校
勘
記
』
に
所
謂
『
宋
王
稿
本
』
と
も
字
句
上
に
大
き
な
差
は
な
い
。

　
本
論
の
後
半
で
は
、
謝
応
芳
に
対
す
る
、
当
時
か
ら
後
代
に
至
る
ま
で
の
、
厳
格
な
理
学
者
と
い
う
評
価
が
一
面
的
な
も
の
で
し
か
な

く
、
そ
の
多
面
性
に
注
目
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
理
学
、
朱
子
学
は
一
般
に
華
夷
思
想
す
な
わ
ち
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
切
り

離
せ
な
い
哲
学
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
異
民
族
の
統
治
下
で
あ
っ
た
江
南
地
域
に
お
い
て
は
単
に
反
モ
ン
ゴ
ル
運
動
、
漢
民
族
主
義
と

い
う
よ
う
な
端
的
な
形
で
は
現
わ
れ
ず
、
複
雑
な
様
相
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
当
時
の
江
南

地
域
に
お
け
る
経
済
の
発
達
に
伴
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
出
版
業
を
中
心
と
す
る
が
、
ロ
コ
ミ
、
公
開
性
の
あ
る
手
紙
等
も
含
め
て
）
の

隆
盛
が
あ
っ
た
こ
と
、
謝
応
芳
が
現
実
的
に
そ
れ
を
利
用
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

『
明
史
』
で
見
た
よ
う
に
、
謝
応
芳
が
理
学
者
と
し
て
の
名
声
を
高
め
た
の
は
、
彼
の
文
集
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
『
辮
惑
篇
』
と
い
う

書
物
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
『
辮
惑
篇
』
は
今
、
『
四
庫
全
書
』
子
部
所
収
本
に
よ
っ
て
、
そ
の
全
容
を
ほ
ぼ
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
、
私

も
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
議
論
を
す
す
め
よ
う
と
思
う
。

『
辮
惑
編
』
の
内
容
と
代
表
的
な
評
価
を
知
る
た
め
に
『
四
庫
全
書
』
の
『
提
要
』
を
引
く
。

「
臣
等
謹
み
て
案
ず
る
に
、
『
辮
惑
編
』
四
巻
、
附
録
一
巻
、
元
の
謝
応
芳
撰
。
応
芳
に
『
思
賢
録
』
有
り
、
已
に
著
録
す
。
是
の
編
は

至
正
中
に
作
ら
る
。
呉
の
俗
鬼
神
を
信
じ
、
拘
忌
多
き
に
因
り
、
乃
ち
古
人
の
事
迩
及
先
儒
の
議
論
を
引
き
、
一
一
集
析
し
て
之
を
辮
ず
。



其
の
目
は
凡
そ
一
五
、
一
に
死
生
と
日
い
、
二
に
疫
癩
と
圧
い
、
三
に
鬼
神
と
日
い
、
四
に
祭
祀
と
日
い
、
五
に
淫
祀
と
日
い
、
六
に
妖

怪
と
日
い
、
七
に
巫
蜆
と
日
い
、
八
に
ト
簸
と
日
い
、
九
に
治
喪
と
日
い
、
十
に
択
葬
と
日
い
、
十
一
に
相
法
と
日
い
、
十
二
に
禄
命
と

日
い
、
十
三
に
方
位
と
日
い
、
十
四
に
時
日
と
日
い
、
十
五
に
異
端
と
日
う
。
末
一
巻
に
書
及
び
雑
著
八
篇
を
附
録
す
る
は
、
皆
力
め
て

　
　
　
ひ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

俗
見
を
閣
き
、
断
然
と
し
て
理
に
拠
り
て
以
て
争
い
、
是
の
編
と
相
い
発
明
す
る
者
也
。

　
昔
、
宋
の
儲
泳
は
『
棲
疑
説
』
を
作
る
も
、
原
本
久
し
く
侠
し
、
惟
だ
左
圭
の
『
百
川
学
海
』
中
に
其
の
節
本
を
載
す
。
応
芳
の
此
の

書
は
論
を
持
す
る
こ
と
、
浅
近
に
似
た
り
と
難
も
、
而
し
て
能
く
風
俗
に
因
り
て
之
に
薬
す
。
用
い
て
以
て
愚
迷
を
開
導
す
れ
ば
、
其
の

勧
戒
に
益
あ
る
こ
と
泳
の
書
と
相
等
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら

　
而
し
て
曹
安
の
『
謹
言
長
語
』
に
日
く
、
毘
陵
の
謝
子
蘭
は
聖
賢
問
答
の
詞
の
異
端
を
關
く
者
を
取
り
て
書
を
為
し
、
名
づ
け
て
『
辮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
一
、
一
と

惑
編
』
と
日
う
。
経
書
子
史
、
先
儒
の
正
を
扶
け
邪
を
抑
う
る
の
言
は
備
く
載
す
。
真
に
以
て
人
心
を
正
す
可
し
、
と
。
蓋
し
深
く
之
を

取
る
也
。

　
た

　
惟
だ
葉
盛
の
『
水
東
日
記
』
に
日
く
、
毘
陵
の
謝
子
蘭
氏
の
『
辮
惑
編
』
一
書
は
、
誠
に
亦
た
邪
を
關
き
正
を
植
え
、
世
に
益
有
り
。

其
の
中
、
経
法
を
援
据
し
、
深
く
世
人
の
淫
祀
に
惑
え
る
を
怪
し
む
は
、
当
た
れ
り
夷
。
乃
ち
其
の
先
人
亡
じ
て
自
り
後
、
即
ち
事
う
る

　
　
　
　
　
や

所
の
神
影
を
火
く
、
其
の
義
に
非
ざ
る
の
故
を
以
て
な
り
圭
言
う
は
、
此
独
り
其
の
当
を
過
ぎ
た
る
を
惜
し
む
。
『
春
秋
』
に
、
泉
台
を

二
ぼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

毅
っ
、
と
書
く
。
君
子
以
て
台
の
存
毅
は
安
危
治
乱
の
繋
る
所
に
非
ず
と
為
す
、
居
る
勿
し
と
難
も
可
也
と
。
何
ぞ
必
ず
し
も
暴
か
に
其

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
　
　
　
　
　
　
二
ぼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら

の
失
を
揚
げ
、
之
を
非
り
之
を
毅
っ
こ
と
是
に
至
ら
ん
耶
。
子
蘭
の
淫
祀
を
關
く
こ
と
、
先
儒
の
成
説
甚
だ
多
し
、
正
に
此
を
必
せ
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ぺ
か
ら

言
わ
ず
と
難
も
可
也
。
子
蘭
を
愛
し
む
者
は
、
須
く
削
り
て
－
之
を
去
る
べ
し
云
云
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
其
の
言
、
切
に
応
芳
の
失
に
中
れ
り
。
蓋
し
講
学
の
家
、
往
々
に
し
て
、
柾
を
矯
め
る
こ
と
直
に
過
ぎ
た
り
。
此
れ
も
亦
た
其
の
一
っ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぼ

読
む
者
は
、
其
の
大
旨
の
正
し
き
を
取
れ
ば
可
な
り
美
。
乾
隆
十
五
年
五
月
恭
ん
で
校
し
て
上
す
」

　
道
学
者
嫌
い
の
四
庫
全
書
編
纂
官
紀
胸
の
意
向
を
受
け
て
か
、
そ
の
論
旨
は
至
当
を
称
揚
し
っ
っ
も
、
親
の
死
ん
だ
後
、
親
の
祈
っ
て

い
た
神
の
絵
姿
を
焼
く
と
い
う
よ
う
な
、
酷
薄
な
ま
で
の
厳
格
さ
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

　
謝
応
芳
が
こ
の
編
を
発
表
し
た
当
時
も
、
反
発
は
強
か
っ
た
ら
し
く
、
『
亀
巣
稿
』
巻
二
に
『
王
元
徳
別
去
し
て
数
年
、
重
ね
て
呂
城

『
亀
巣
稿
』
に
つ
い
て

五
七



五
八

の
諾
葛
氏
の
家
に
会
す
。
蘭
を
写
し
て
贈
ら
る
。
且
っ
詩
の
送
行
す
る
を
索
む
。
時
に
予
は
『
辮
惑
編
』
成
る
。
或
い
は
忌
み
て
之
を
誇

る
者
あ
り
。
因
り
て
併
せ
て
之
に
及
ぶ
』
と
題
す
る
詩
が
あ
っ
て
、
王
君
が
す
ば
ら
し
い
蘭
を
模
写
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
は
、

「
絶
え
て
勝
れ
り
、
書
を
編
み
て
異
端
を
斥
け
、
我
を
穿
屋
に
老
い
し
め
、
牛
衣
寒
き
に
。
十
年
歳
月
硯
鉄
を
磨
き
、
群
歴
の
争
い
て
雪

　
　
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
か

に
吠
ゆ
る
を
鼠
ち
得
る
の
み
。
君
に
願
う
、
為
に
作
れ
、
指
南
の
車
、
独
り
周
道
に
行
く
は
当
に
如
何
な
る
べ
き
」

と
述
べ
て
、
編
書
の
苦
労
に
対
し
て
非
難
の
声
が
大
き
く
、
我
が
行
く
道
の
心
細
い
様
を
告
白
し
て
い
る
。

　
彼
の
迷
信
打
破
の
態
度
は
、
現
代
中
国
で
も
あ
る
程
度
評
価
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
韓
儒
林
主
編
の
『
元
朝
史
』
（
人
民
出
版
社
　
一

九
八
六
年
）
下
冊
で
は
彼
の
た
め
に
『
謝
応
芳
的
無
神
論
思
想
』
と
い
う
一
章
を
わ
ざ
わ
ざ
設
け
て
い
る
。
（
三
二
エ
ハ
頁
か
ら
三
三
八
頁
）

そ
し
て
、
唯
物
主
義
の
立
場
に
立
た
ず
、
孔
孟
思
想
と
両
宋
の
理
学
を
崇
拝
し
、
時
代
と
理
論
の
制
約
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
な

ミ
　
　
　
　
　
　
　
、

カ
ら
も

「
謝
応
芳
の
世
俗
と
宗
教
の
迷
信
に
反
対
す
る
態
度
は
き
っ
ぱ
り
と
し
て
い
る
」

と
評
価
す
る
。

　
し
か
し
、
以
上
の
如
く
、
彼
の
迷
信
打
破
の
苛
烈
な
側
面
の
み
を
強
調
す
る
の
は
、
彼
と
い
う
人
間
を
把
握
す
る
う
え
で
も
の
た
ら
な

い
よ
う
に
悪
う
。

　
な
る
ほ
ど
、
『
辮
惑
編
』
の
本
文
は
、
例
え
ば
冒
頭
の
『
死
生
』
の
条
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

「
死
生
亦
た
大
な
り
夷
。
初
め
を
原
ね
終
わ
り
を
要
め
て
以
τ
其
の
説
を
知
ゐ
者
に
非
ざ
れ
ば
、
往
々
に
し
て
生
を
貧
り
死
を
畏
れ
、
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
貝
ぷ
ん

し
て
異
端
邪
説
の
惑
わ
す
所
と
為
る
。
萄
し
く
も
之
を
知
れ
ば
、
則
ち
生
は
順
い
死
は
安
く
、
以
て
疑
い
無
か
る
可
し
集
。
応
芳
譲
聞
を

は
か
　
　
　
　
つ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
　
　
　
　
す

携
ら
ず
、
力
め
て
邪
異
を
排
せ
ん
。
故
に
先
ず
聖
賢
の
言
う
所
の
死
生
の
理
を
述
べ
て
、
以
て
編
首
に
冠
す
。
蓋
し
本
を
端
し
源
を
澄
ま

す
の
意
に
庶
か
ら
ん
か
、
と
云
う
」

の
如
く
、
高
所
に
立
っ
て
人
に
教
え
を
垂
れ
る
よ
う
な
説
教
臭
さ
が
あ
り
、
こ
の
条
に
つ
い
で
「
論
語
日
く
、
死
生
命
有
り
」
と
い
う
よ

う
に
聖
賢
の
言
葉
を
羅
列
す
る
索
漢
さ
が
あ
る
の
だ
が
、
『
辮
惑
編
』
の
附
録
に
収
め
ら
れ
た
文
章
、
殆
ん
ど
『
亀
巣
稿
』
に
も
収
め
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
ま
た
印
象
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
う
ち
『
盛
教
授
に
与
え
て
土
地
夫
人
を
除
く
を
請
う
書
』
は
、



常
州
の
県
学
に
設
け
ら
れ
た
土
地
祠
に
、
な
ま
め
か
し
い
夫
人
の
像
が
置
か
れ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
（
『
亀
巣
稿
』
で
は
巻
十
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
ま
じ
　
　
　
　
お

「
今
肖
像
の
設
く
る
や
、
楚
楚
た
る
乎
需
銀
の
飾
、
盈
盈
た
る
乎
朱
粉
の
粧
。
侍
従
券
ら
に
立
ち
、
男
女
雑
り
て
処
り
、
儘
然
と
し
て
聖

人
清
廟
の
下
に
坐
す
る
は
、
能
く
恥
無
か
ら
ん
乎
」

　
こ
の
後
経
典
か
ら
の
引
用
を
も
と
に
し
た
批
判
が
続
く
が
、
こ
の
よ
う
に
少
し
く
ど
く
ど
と
現
実
を
具
体
的
に
描
写
し
た
上
で
、
迷
信

の
批
判
を
始
め
る
の
が
彼
の
流
儀
で
あ
る
。

『
亀
巣
稿
』
の
巻
十
八
『
溝
鬼
辮
』
に
い
う
。

さ
き
一
，
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ち

「
往
ろ
予
は
無
錫
に
過
ぎ
る
に
、
適
ま
州
人
郭
を
出
で
神
を
逝
う
。
赤
髪
青
面
に
し
て
、
吻
は
両
牙
を
出
し
、
状
は
詑
異
を
極
む
。
旗
旋

　
　
　
　
　
　
ま
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ぷ
か

も
て
鼓
吹
し
、
衛
り
従
い
て
之
を
昇
ぐ
。
予
嘗
て
訴
り
て
問
う
焉
。
人
日
く
、
此
は
唐
の
張
巡
也
。
且
つ
言
う
、
公
は
死
す
る
時
、
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
あ

当
に
腐
鬼
と
為
る
べ
し
と
謂
う
。
故
に
世
は
公
を
称
し
て
疫
瘤
の
神
と
為
し
て
而
し
て
崇
め
奉
る
焉
。
嵯
夫
、
是
れ
何
の
邪
説
す
る
者
、

附
会
す
る
こ
と
此
く
の
如
き
耶
」

　
そ
し
て
、
史
籍
を
引
い
て
の
議
論
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
謝
応
芳
は
か
か
る
淫
祀
を
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、
か

え
っ
て
怨
霊
信
仰
の
資
料
と
な
っ
て
も
い
い
よ
う
な
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
風
の
具
体
的
な
描
写
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
描
写
の
背
景
に
は
、
元
末
江
南
の
実
事
を
重
ん
ず
る
風
潮
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
他
の
時
代
で
は
空
理
空
論
を
も
て
あ
そ

ぶ
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
謝
応
芳
も
、
そ
の
風
潮
の
中
で
現
実
を
重
ん
じ
た
表
現
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
態
度
は
、
交
友
関
係
に
も
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
『
辮
惑
編
』
で
仏
教
、
道
教
、
卜
者
を
あ
れ
ほ
ど
否
定
し
て
い
な
が
ら
、
彼
ら
と

親
し
い
つ
き
合
い
を
し
て
い
る
。

　
特
に
僧
と
の
方
外
の
交
わ
り
を
示
す
、
詩
や
送
る
序
が
多
数
あ
り
、
『
亀
巣
稿
』
巻
十
三
に
収
め
る
疏
の
殆
ん
ど
は
、
寺
院
の
修
復
の

た
め
に
寄
附
を
募
る
文
章
で
あ
る
。
ま
た
巻
十
の
『
送
贈
し
て
一
僧
を
送
る
？
）
日
本
に
題
す
』
と
い
う
詩
は
日
本
僧
に
送
っ
た
詩
で
あ

ろ
う
。
道
教
は
『
辮
惑
編
』
巻
四
通
論
に
「
道
家
は
却
っ
て
只
だ
仏
家
の
瓦
礫
を
取
得
す
る
の
み
。
殊
に
笑
う
可
き
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

仏
教
よ
り
一
段
下
に
見
た
の
か
、
っ
き
あ
い
は
す
く
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
巻
十
三
『
道
家
受
生
会
疏
』
の
如
き
も
の
が
い
く
っ
か
あ
る
。

面
白
い
の
は
巻
十
四
『
ト
者
陸
仲
明
に
贈
る
詩
の
序
』
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

『
亀
巣
稿
』
に
つ
い
て

五
九



六
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま

「
ト
簸
の
説
、
予
嘗
て
『
辮
惑
編
』
を
著
し
て
之
を
論
ず
る
こ
と
詳
び
ら
か
な
り
夷
」

『
辮
惑
編
』
の
流
伝
に
対
す
る
自
信
の
程
が
知
れ
る
が
、
冒
頭
で
世
の
ト
者
へ
の
不
審
の
條
が
あ
る
自
作
の
『
辮
惑
編
』
を
あ
げ
な
が
ら
、

陸
伸
明
は
真
の
ト
者
で
あ
る
か
ら
こ
の
文
を
書
く
の
だ
と
い
っ
て
収
拾
し
、
ト
者
で
あ
っ
て
人
に
遣
を
説
け
ば
「
世
教
に
干
い
て
殊
に
補

う
有
ら
ん
焉
」
と
期
待
す
る
。

　
謝
応
芳
の
言
行
不
一
致
と
も
見
え
る
よ
う
な
以
上
の
如
き
態
度
は
、
経
済
が
発
達
し
て
江
南
の
庶
民
達
が
自
ら
の
職
業
に
生
き
生
き
と

し
て
精
を
出
し
て
い
る
、
そ
の
活
気
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
理
論
家
と
し
て
も
無
視
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
楊
維
槙
の
『
櫛
工
王
輔
に
送
る
序
』
に
い
う
。
一
四
部
叢
刊
本
『
東
維
子
文
集
』
巻
九
）
王
輔
は
、
人
か
ら
「
櫛
耕
」
と
い
う
揮
毫
を

送
ら
れ
た
、
働
き
も
の
の
櫛
づ
く
り
で
あ
る
。

　
「
世
に
耕
や
さ
ざ
る
を
以
て
耕
や
す
者
多
し
案
。
漁
は
釣
を
以
て
耕
す
。
貿
は
欝
を
以
て
耕
す
。
：
…
ト
は
著
察
を
以
て
耕
す
。
…
：

浮
屠
氏
は
梵
唄
を
以
て
耕
す
。
老
子
氏
は
歩
虚
を
以
て
耕
す
。
神
仙
方
士
は
丹
田
を
以
て
耕
す
。
高
き
ζ
と
公
卿
大
吏
に
至
り
て
は
礼
楽

文
法
を
以
て
耕
す
。
耕
す
こ
と
一
な
ら
ず
と
難
も
、
不
耕
の
耕
た
る
こ
と
は
則
ち
一
也
」

　
無
論
、
非
儒
者
に
対
す
る
差
別
観
は
厳
然
と
し
て
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
卑
し
い
も
の
も
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
世
の
た
め
人
の
た
め

に
な
る
と
い
う
よ
う
な
世
界
観
を
江
南
の
士
大
夫
は
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
謝
応
芳
も
現
実
を
直
視
す
る
な
ら
ば
、
士
大
夫
の
世
界
を

越
え
て
あ
ら
ゆ
る
人
に
働
き
か
け
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
さ
て
『
辮
惑
編
』
に
一
貫
し
て
見
え
る
の
は
、
邪
説
異
端
を
廃
し
て
、
正
統
な
る
も
の
を
護
持
し
よ
う
と
す
る
朱
子
学
的
態
度
で
あ
る
。

だ
が
、
モ
ン
ゴ
ル
統
治
下
の
元
朝
に
あ
っ
て
は
、
正
統
な
る
も
の
の
概
念
は
屈
折
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
正
統
観
の
最
た
る
も
の
で
あ

る
、
華
夷
を
区
別
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
商
宋
の
時
の
ご
と
く
あ
ら
わ
に
は
な
ら
ず
、
元
明
革
命
に
お
い
て
、
す
ぐ
に
明
に
忠
義
心

が
向
か
う
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
楊
維
禎
の
身
の
処
し
方
が
代
表
的
で
あ
ろ
う
。
郵
紹
基
主
編
の
『
元
代
文
学
史
』
（
人

民
文
学
出
版
社
　
一
九
九
一
）
の
記
述
を
借
り
て
そ
れ
を
見
よ
う
。

「
至
正
の
初
め
、
元
政
府
は
、
遼
、
金
、
宋
の
三
史
を
作
る
こ
と
を
決
め
た
。
楊
維
禎
は
『
正
統
辮
』
を
書
い
て
、
元
が
宋
を
継
ぐ
の
が



正
統
で
、
遼
、
金
は
正
統
に
は
列
せ
ら
れ
ぬ
と
論
じ
、
史
を
修
め
る
時
は
大
宋
の
編
年
を
と
っ
て
、
遼
金
の
記
載
を
そ
れ
に
従
わ
せ
る
よ

う
提
議
し
た
。
元
朝
を
奉
る
と
同
時
に
、
裏
で
は
南
宋
の
正
統
を
擁
護
す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
。
張
士
誠
が
平
江
を
占
領
し
た
後
、
召
聰

し
た
が
、
彼
は
赴
い
た
も
の
の
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
…
…
明
洪
武
二
年
朱
元
璋
が
彼
を
召
し
て
礼
楽
書
を
編
纂
さ
せ
た
が
こ
の
時
も
赴

い
た
が
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
」
（
四
九
五
頁
）

「
楊
維
禎
が
、
張
士
誠
が
三
呉
を
占
領
し
た
時
官
職
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
は
、
封
建
正
統
観
念
を
持
つ
明
清
の
文
人
に
称
賛
さ
れ
た
が
、

実
は
彼
の
張
士
誠
政
権
に
対
し
て
持
っ
た
態
度
は
一
貫
し
て
い
な
い
。
彼
は
『
五
論
』
を
書
い
て
張
士
誠
に
献
策
し
た
こ
と
が
あ
り
、
彼

の
最
愛
の
門
下
生
張
憲
は
張
士
誠
政
権
の
ま
ね
き
に
応
じ
て
出
仕
し
、
彼
は
詩
を
贈
っ
て
見
送
っ
た
。
と
こ
ろ
が
張
士
誠
が
失
敗
す
る
と
、

彼
は
『
銅
将
軍
』
『
周
鉄
星
』
『
察
叶
行
』
等
の
詩
を
書
い
て
、
偽
呉
兄
弟
、
妖
蔓
禍
根
等
の
こ
と
ば
で
痛
罵
を
加
え
た
」
切
歯
の
声
が
聞

こ
え
る
よ
う
だ
L
（
五
二
頁
）

「
楊
維
積
は
朱
元
璋
の
招
き
に
応
じ
て
南
京
に
つ
く
と
、
『
老
客
婦
謡
』
を
作
っ
た
。
詩
の
意
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
自
分
は
元
の
臣
で
あ
っ

た
か
ら
、
新
し
い
朝
廷
に
は
出
仕
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
『
大
明
鏡
歌
鼓
吹
曲
』
を
作
っ
て
、
明
朝
を
誉
め
、
元
朝

を
そ
し
っ
て
い
る
」
（
五
一
二
頁
）

　
現
代
中
国
人
に
、
こ
の
よ
う
な
う
さ
ん
く
さ
さ
を
感
じ
さ
せ
る
彼
の
生
き
方
は
、
一
つ
に
は
保
身
の
た
め
も
あ
ろ
う
。
だ
が
私
は
心
の

中
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
あ
ま
り
明
確
で
な
い
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
謝
応
芳
の
場
合
は
ど
う
か
。
宋
元
革
命
の
際
、
常
州
は
包
囲
攻
撃
さ
れ
、
謝
氏
一
族
も
全
滅
に
近
い
打
撃
を
受
け
た
。
自
作
の
『
墓
誌

銘
』
に
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

「
宋
の
革
命
に
遭
い
て
家
乃
ち
殿
か
れ
、
煙
と
滅
し
挨
と
飛
ぶ
三
百
指
一
？
）
、
旧
家
突
世
尽
く
蕉
率
す
」

『
亀
巣
稿
』
巻
十
九
に
は
、
こ
の
際
に
死
ん
だ
伯
母
郵
氏
の
行
状
を
記
す
。

「
至
元
乙
亥
（
二
一
七
五
）
天
兵
南
下
し
、
常
州
未
だ
平
が
ざ
る
を
以
て
、
師
を
京
口
に
駐
む
。
…
：
是
の
年
五
月
八
日
、
騎
者
二
十
鎗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
こ

輩
、
里
門
を
攻
む
る
こ
と
甚
だ
急
に
し
て
、
衆
禦
ぐ
能
わ
ず
。
遂
に
奔
潰
す
。
騎
者
其
の
盧
に
火
っ
け
、
従
母
及
び
隣
婦
数
人
を
虜
に
し
、

係
累
に
遭
わ
し
め
て
去
る
。
行
き
て
漕
渠
に
臨
み
て
母
乃
ち
潜
か
に
其
の
夢
を
脱
し
、
響
珂
を
道
券
に
投
じ
、
水
に
投
じ
て
艶
る
。
…
：

『
亀
巣
稿
』
に
つ
い
て

六
一



六
二

鳴
呼
、
吾
が
従
母
屈
せ
ず
し
て
死
す
る
者
、
今
に
七
十
年
な
り
集
。
応
芳
児
の
時
、
先
君
子
嘗
て
之
を
語
る
。
今
諸
父
六
人
倶
に
嗣
無
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ろ
ぼ

不
肖
萄
く
も
其
の
事
を
白
さ
ず
ん
ば
、
是
其
の
潜
徳
を
沢
す
な
り
。
謹
ん
で
先
子
の
遺
言
を
録
し
て
、
其
の
行
を
状
す
る
こ
と
右
の
如
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

惟
れ
当
世
立
言
の
君
子
、
之
に
紀
述
を
賜
え
ば
、
則
ち
従
母
死
す
と
も
且
お
不
朽
な
ら
ん
。
謹
ん
で
状
す
」

　
自
分
が
書
か
な
け
れ
ば
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
聞
い
て
育
っ
た
、
一
族
知
人
の
悲
劇
と
節
義
の
伝
承
が
ほ
ろ
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な

気
持
が
彼
を
一
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
駆
り
立
て
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
直
ち
に
反
元
活
動
な
ど
に
は
結
び
っ
か
ず
、
屈
折
し
て
あ
ら
わ

れ
る
の
が
、
彼
お
よ
び
彼
を
支
持
し
た
人
々
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
特
徴
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
ま
つ

　
彼
が
ま
ず
情
熱
を
燃
や
し
た
の
は
、
常
州
の
先
賢
達
の
表
彰
で
あ
っ
た
。
『
亀
巣
稿
』
巻
十
二
『
武
進
県
の
築
大
ヂ
に
上
っ
て
先
賢
祠

を
置
く
を
請
う
書
』
は
、
武
道
県
の
県
学
に
県
の
先
賢
達
を
祭
る
こ
と
を
進
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
、
先
賢
を
祭
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
つ

「
士
、
斯
の
邑
に
生
ま
れ
、
荷
く
も
能
く
前
人
の
賢
の
如
く
世
の
師
表
と
為
れ
ば
、
亦
た
無
窮
の
祀
を
享
く
る
を
得
ん
ム
矢
。
是
に
由
り
て
、

感
発
し
興
起
り
、
奮
励
激
昂
し
、
風
声
気
習
、
揮
然
と
し
て
倶
に
化
せ
ば
、
又
安
ん
ぞ
胡
・
張
個
郡
唱
雷
（
県
の
先
賢
達
）
の
賢
相
い
継

い
で
出
で
ざ
る
を
知
ら
ん
耶
。
愚
の
所
謂
、
事
至
っ
て
微
な
り
と
難
も
、
風
化
に
係
る
者
は
此
也
。
惟
だ
明
府
老
生
の
言
を
以
て
迂
と
為

さ
ず
、
国
家
の
風
化
を
以
て
重
と
為
し
、
此
の
盛
事
を
挙
げ
て
以
て
風
俗
を
励
ま
さ
ば
、
斯
文
幸
い
な
る
こ
と
甚
し
、
郷
邑
幸
い
な
る
こ

と
甚
し
」

　
こ
の
願
い
は
聞
き
届
け
ら
れ
、
謝
応
芳
手
ず
か
ら
『
武
進
県
学
先
賢
祀
を
立
っ
る
祭
文
』
を
書
い
て
い
る
。
（
『
亀
巣
稿
』
巻
二
十
）
そ

し
て
特
に
心
を
砕
い
た
の
は
、
宋
の
諌
臣
郡
浩
の
事
跡
の
顕
揚
と
そ
の
荒
れ
果
て
た
墓
の
復
興
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
、
願
い
が
か
な
っ
た

ら
し
く
、
『
亀
巣
稿
』
巻
二
に
「
郡
忠
公
の
墓
田
を
復
す
る
を
喜
び
絶
句
十
首
を
賦
し
両
郡
の
侯
に
謝
す
」
と
題
す
る
詩
が
残
っ
て
い
る
。

　
ま
た
そ
の
事
跡
が
忘
れ
ら
れ
ぬ
た
め
に
、
郡
浩
の
言
行
録
を
作
っ
て
『
思
賢
録
』
と
名
づ
け
た
。
原
本
は
未
だ
見
て
い
な
い
が
、
鄭
元

祐
（
二
一
九
二
－
二
二
六
四
）
『
僑
呉
集
』
一
台
湾
国
立
中
央
図
書
館
、
元
代
珍
本
文
集
彙
刊
、
一
九
七
〇
影
印
本
）
巻
八
に
鄭
の
序
が
載
っ

て
い
て
そ
の
大
概
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
鄭
は
ま
ず
郷
浩
の
事
跡
を
賞
賛
し
た
後
、
そ
の
墓
が
荒
れ
は
て
て
い
た
こ
と
圭
言
う
。
こ
こ

に
郡
士
謝
子
蘭
が
立
ち
上
が
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

「
郡
士
謝
子
蘭
深
く
惟
う
。
毘
陵
（
常
州
）
は
、
公
の
父
母
の
邦
也
。
流
風
鎗
韻
の
以
て
郷
邑
に
漸
被
す
る
所
の
者
は
、
宋
の
亡
ぶ
に
当



た
り
毘
陵
独
り
城
守
し
て
下
ら
ず
、
其
の
民
職
ぶ
と
難
焉
。
（
？
）
要
す
る
に
皆
公
の
忠
義
然
ら
使
む
る
也
。
時
は
既
に
平
げ
り
夷
。
典
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ

修
め
ら
れ
且
っ
明
か
な
り
集
。
而
し
て
忠
臣
烈
士
、
丞
一
嘗
続
が
ず
、
邸
襲
完
か
ら
ず
、
祭
田
復
せ
ず
。
何
を
以
て
敦
く
臣
の
節
を
勧
め
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が

や
。
是
に
於
い
て
再
三
官
に
懇
う
。
一
に
子
蘭
の
請
う
所
の
如
く
す
。
子
蘭
又
公
の
存
残
始
終
を
衰
録
し
て
、
庁
言
隻
字
も
載
せ
ざ
る
所

無
し
。
凡
そ
若
干
巻
。
之
を
『
思
賢
録
』
と
謂
う
」

　
こ
れ
を
読
む
と
、
謝
応
芳
が
郡
浩
に
肩
入
れ
し
た
の
は
単
純
に
郷
土
の
先
賢
に
対
す
る
敬
慕
だ
と
は
言
え
な
く
な
る
。
こ
と
は
、
彼
の

遺
風
を
受
け
て
、
宋
元
箪
命
の
時
全
滅
し
た
常
州
の
冤
魂
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
の
『
先
賢
祠
を
置
く
を
請
う
書
』
に
あ
る

よ
う
に
、
こ
の
常
州
に
生
ま
れ
る
士
た
ち
が
彼
を
模
範
と
し
て
道
に
励
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、
元
朝
打
倒
の
志
が

隠
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
当
時
そ
う
思
っ
た
も
の
も
多
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
、
そ
こ
ま
で
は
今
考
え
な
い
。
私
が
注
目
し

た
い
の
は
、
謝
応
芳
の
こ
の
一
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
す
ぐ
に
国
家
論
へ
と
飛
躍
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
常
州
と
い
う
一
地
方
へ

の
愛
着
か
ら
開
始
す
る
点
で
あ
る
。
地
に
足
の
つ
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
、
現
実
主
義
者
謝
応
芳
ら
し
い
運
動
と
い
え
よ
う
。
先
賢
祠

や
墓
に
こ
だ
わ
る
の
は
一
見
填
事
で
あ
っ
て
、
後
代
な
ら
世
問
知
ら
ず
の
観
念
主
義
者
の
所
為
の
典
型
と
見
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
当
時
は
常
州
の
教
化
、
自
信
回
復
に
役
立
っ
現
実
的
な
作
用
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
先
賢
祠
や
墓
や
事
蹟
録
の
如
き
、

見
て
わ
か
る
も
の
、
イ
メ
ー
ジ
し
易
い
も
の
を
も
と
に
し
て
議
論
を
す
す
め
る
表
現
方
法
が
、
本
論
文
で
『
亀
巣
後
記
』
に
関
し
て
述
べ

た
よ
う
に
、
実
に
現
実
的
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
『
思
賢
録
』
の
編
集
が
、
学
者
謝
応
芳
の
江
南
士
大
夫
界
に
お
け
る
、
実
質
的
な
デ
ビ
ュ
ー
作
と
な
っ
た
ら
し
い
。
後
年
明
に
入
っ

て
か
ら
の
詩
の
題
に
、

「
『
思
賢
録
』
は
、
元
末
宋
の
先
賢
郡
忠
公
の
祠
墓
の
為
に
し
て
作
る
也
。
洪
武
壬
戌
（
ニ
ニ
八
二
）
、
毘
山
の
王
伸
昭
に
会
う
。
語
之
に

及
び
、
慨
然
と
し
て
鐘
板
の
意
有
り
。
後
果
た
し
て
其
の
言
の
如
く
す
。
蘭
の
初
意
は
凡
そ
郡
守
及
び
府
教
の
任
に
到
る
に
遇
え
ば
各
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
い
ね
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

一
部
を
送
り
、
観
感
す
る
所
有
り
て
其
の
祭
掃
の
礼
を
失
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
庶
う
の
み
。
今
蘭
、
死
に
垂
ん
な
ん
と
す
る
び
秋
、
曉
昔
を

追
念
し
て
乃
ち
口
占
し
て
以
て
其
の
情
を
掃
ぶ
」
（
『
亀
巣
稿
』
巻
七
）
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
明
代
刊
刻
さ
れ
る
ま
で
は
抄
本
の
形
で
流

通
し
て
い
た
ら
↓
い
こ
と
が
分
か
る
。
本
意
に
反
し
て
、
有
名
に
な
っ
た
こ
と
仁
驚
い
て
い
る
よ
う
な
口
ぶ
り
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
書

『
亀
巣
稿
』
に
つ
い
て
．

六
三



六
四

を
広
め
る
た
め
に
彼
は
相
当
に
画
策
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
彼
が
江
南
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
勃
興
と
い
う
現
実
に
い
か
に
現
実
的
に
対
応
し
て
い
っ
た
か
、
そ
し
て
、
江
南
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

発
展
が
実
は
こ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
以
下
に
述
べ
た
い
。

『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
五
九
、
史
部
、
伝
記
類
存
目
二
に
は
、
天
一
閣
蔵
本
の
『
思
賢
録
』
に
つ
い
て
、
「
楊
維
槙
、
鄭
元
祐
の
二
序
有
り
」

と
記
し
て
い
る
。
鄭
序
は
先
に
引
用
し
た
。
こ
の
二
人
は
当
時
の
江
南
の
名
士
で
あ
る
。
謝
応
芳
が
彼
等
の
序
を
求
め
た
の
は
、
『
思
賢
録
』

が
郡
守
達
に
見
せ
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
江
南
の
士
大
夫
界
に
あ
る
程
度
流

通
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
為
政
者
に
対
す
る
圧
力
に
も
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
え

『
亀
巣
稿
』
を
見
る
と
、
巻
十
六
に
『
賛
も
て
楊
廉
夫
提
挙
に
見
え
、
『
思
賢
録
』
を
序
す
る
を
求
む
る
の
啓
』
が
あ
る
。
楊
維
禎
の
如

き
風
狂
的
な
行
動
で
世
に
聞
こ
え
た
奇
人
と
、
厳
格
な
田
舎
儒
者
の
面
目
の
あ
る
謝
応
芳
と
は
そ
り
が
合
う
と
は
思
わ
れ
な
い
の
だ
が
、

二
人
は
以
後
交
遊
を
深
め
て
い
く
。
そ
れ
は
、
楊
維
禎
が
学
者
と
し
て
一
流
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
謝
応
芳
が
ジ
ャ
ー
ナ
・

リ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
士
大
夫
界
で
の
ロ
コ
ミ
の
人
気
を
意
識
し
て
、
自
ら
を
時
代
風
潮
に
合
わ
せ
て
い
っ
た
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
文
章
も
、
せ
い
ぜ
い
楊
維
横
の
文
体
に
合
わ
せ
て
、
ふ
ざ
け
た
軽
み
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
聞
く
所
を
聞
き
、
見
る
所
を
見
れ
ば
、
真
に
神
仙
十
二
楼
の
間
に
到
る
が
如
し
。
歩
け
ば
亦
た
歩
き
、
趨
れ
ば
亦
た
趨
れ
ば
、
或
い
は

弟
子
三
千
人
の
列
に
在
ら
ん
㌧

　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
で
は
、
小
む
ず
か
し
い
理
窟
よ
り
も
、
見
た
目
を
引
く
派
手
な
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
方
が
説
得
的
で
あ
る
。

あ
た
か
も
、
戯
曲
中
の
人
物
の
よ
う
に
そ
れ
ら
し
く
演
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
先
に
、
謝
応
芳
の
『
亀
巣
』
の
号
に
っ
い
て
こ
だ
わ

り
、
そ
れ
が
持
っ
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
強
さ
を
述
べ
た
が
、
号
も
人
目
を
ひ
一
」
う
と
す
る
一
種
の
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
い
え
る
。
有
名

人
の
目
立
っ
行
為
は
、
す
ぐ
に
士
大
夫
界
の
う
わ
さ
に
な
っ
た
。
謝
応
芳
が
『
亀
巣
後
記
』
を
書
く
や
、
楊
維
槙
の
門
下
の
郭
翼
が
す
ぐ

に
『
亀
巣
老
人
辞
』
（
『
四
庫
全
書
』
所
収
本
の
『
珊
瑚
木
難
』
巻
六
）
を
書
い
て
応
酬
し
た
。
か
く
の
如
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界

は
打
て
ば
響
く
よ
う
な
、
反
応
の
速
い
世
界
な
の
で
あ
り
、
一
っ
・
一
っ
の
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
大
切
な
の
で
あ
る
。



　
常
州
を
離
れ
て
流
浪
の
旅
に
出
1
た
謝
応
芳
は
、
常
州
か
ら
更
に
江
南
全
体
に
目
を
向
け
て
、
己
の
信
条
を
語
る
よ
う
に
な
っ
た
。
蘇
州

を
訪
れ
た
時
は
、
三
高
祠
な
る
祠
堂
で
、
萢
議
、
張
翰
、
陸
亀
蒙
の
三
人
を
祭
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
萢
議
は
越
の
た
め
に
呉
を
滅
し

た
の
だ
か
ら
萢
姦
を
ま
つ
る
の
を
止
め
て
呉
の
季
札
を
ま
っ
れ
と
、
恐
ら
く
張
士
誠
政
権
の
高
官
に
逗
言
し
た
。
こ
れ
が
『
辮
惑
編
』
の

附
録
に
も
入
っ
て
い
る
『
呉
人
当
に
萢
議
を
祀
る
べ
か
ら
ざ
る
を
論
ず
』
（
『
亀
巣
稿
』
巻
十
二
）
で
あ
る
。

　
江
南
の
各
地
が
、
敵
味
方
を
は
っ
き
り
と
し
て
、
異
端
を
し
り
ぞ
け
る
正
統
観
を
身
に
っ
け
る
こ
と
が
、
風
俗
を
正
す
こ
と
に
な
る
、

と
い
う
思
惑
か
ら
出
た
進
言
で
あ
ろ
う
が
、
戦
乱
の
世
に
は
不
要
不
急
の
こ
と
で
、
謝
応
芳
の
思
想
の
硬
直
性
の
あ
か
し
に
す
る
人
も
い

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
で
い
わ
ば
大
向
こ
う
を
狙
っ
た
作
戦
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
か
。
こ
の
進
言

の
内
容
が
当
然
世
間
に
広
ま
る
の
を
見
越
し
て
の
上
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
抽
象
的
な
戦
略
論
や
富
国
論
よ
り
も
、
祠
で
祭
る
像
の
変
更
と

い
う
、
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
や
す
く
て
、
人
々
が
議
論
し
易
い
材
料
を
用
い
た
方
が
、
自
分
の
思
想
を
広
め
る
の
に
有
利
だ
と
考
え
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ら

「
亦
た
敢
え
て
富
国
強
兵
の
策
、
驚
世
骸
俗
の
論
有
り
て
以
て
其
の
能
を
街
う
に
非
ず
。
特
に
古
人
の
一
事
風
化
に
関
す
る
有
る
を
以
て
、

敢
え
て
閣
下
の
為
に
之
を
陳
ず
」

　
た「

第
だ
恐
ら
く
は
知
ら
ざ
る
者
、
僕
の
言
を
以
て
既
に
以
て
身
を
謀
る
に
足
ら
ず
、
又
世
に
用
い
ら
る
る
に
急
な
ら
ず
と
し
て
、
其
の
迂

闇
を
斥
け
て
之
を
識
笑
せ
ん
。
僕
は
心
に
干
い
て
誠
に
悦
ず
る
無
し
焉
」

等
と
い
う
部
分
も
、
謝
応
芳
の
頑
迷
を
見
る
の
で
は
な
し
に
、
迂
遠
、
不
要
不
急
を
装
い
な
が
ら
、
人
々
の
心
を
つ
か
も
う
と
す
る
し
た

た
か
さ
を
読
み
取
る
べ
き
だ
と
思
う
。

　
一
地
方
の
一
淫
祠
に
こ
だ
わ
る
、
些
末
主
義
だ
と
見
傲
す
の
は
当
た
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
通
じ
て
江
南
全

体
に
自
己
の
思
想
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
江
南
を
超
え
て
、
天
下
国
家
を
論
ず
る
と
い
う
よ
う
な
、
我
々
が
普
通
い
う

と
こ
ろ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
少
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
限
界
と
い
う
よ
り
も
、
空
理
空
論
を
も
て
あ
そ
ば
ぬ
現
実
主
義
か
ら
来
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
あ
く
ま
で
も
、
発
達
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
結
び
っ
け
て
い
る
範
囲
こ
そ
が
彼
が
生
き
る
世
界
そ
の
も
の
だ
か
ら
な

の
で
あ
る
。
謝
応
芳
が
「
巣
」
と
し
た
の
は
、
「
天
地
」
で
は
な
く
て
、
「
国
家
」
で
も
な
く
て
、
「
江
南
地
域
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
亀
巣
稿
』
に
つ
い
て

六
五



六
六

　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
を
支
え
る
の
は
出
版
事
業
で
あ
ろ
う
。
謝
応
芳
も
、
う
わ
べ
は
と
も
か
く
、
自
著
の
出
版
に
人
一
倍
熱
心
で

あ
っ
た
。
『
亀
巣
稿
』
巻
十
三
の
疏
に
は
、
『
辮
惑
編
錆
板
疏
』
『
募
り
て
思
賢
録
を
刊
す
る
を
勧
む
る
疏
、
張
希
印
に
代
わ
り
て
作
る
』
『
亀

巣
摘
稿
を
刊
す
　
王
尚
綱
に
代
わ
り
て
作
る
』
等
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、
皆
出
版
資
金
を
集
め
る
広
告
文
で
あ
る
。
様
々
な
事
情
が
あ
ろ

う
が
、
出
版
の
世
話
人
の
文
章
を
代
筆
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
出
版
に
対
す
る
熱
情
を
あ
ら
わ
す
で
あ
ろ
う
。

　
彼
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
関
心
は
、
字
を
板
に
刻
す
る
刊
字
工
に
ま
で
及
ぶ
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
す
み
ず
み
ま
で
、
心
を
配
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
『
亀
巣
稿
』
巻
十
四
『
刊
字
張
生
に
送
る
序
』
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
出
版
事
業
の
発
達
が
も
た
ら
し
た
害
悪

に
ふ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
儒
教
の
大
衆
化
に
役
立
っ
て
い
る
現
実
を
承
認
し
て
い
る
。

『
古
者
、
毫
楮
未
だ
興
ら
ず
、
書
は
刀
筆
を
以
て
す
。
故
に
六
経
は
口
伝
耳
受
な
り
。
誤
り
無
き
こ
と
能
わ
ず
。
然
れ
ど
も
識
者
正
す
焉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
ま

其
の
失
猶
未
だ
遠
か
ら
ざ
る
也
。
毫
楮
既
に
作
り
、
師
道
乃
ち
備
わ
る
。
転
じ
て
相
伝
写
し
て
調
謬
滋
す
多
し
。
近
代
に
至
り
、
板
刻
の

誤
り
に
し
て
、
人
敢
え
て
遼
か
に
易
え
ざ
る
者
有
り
。
況
ん
や
俗
徒
利
を
規
り
、
其
の
詞
を
節
去
し
て
、
章
断
じ
句
裂
せ
使
め
、
以
て
学

者
を
誤
る
も
の
有
る
に
至
れ
り
。
然
れ
ど
も
板
本
既
に
行
わ
れ
、
聖
経
賢
伝
は
、
乃
ち
家
ご
と
に
伝
え
て
人
ご
と
に
諦
す
る
の
固
き
を
得

た
り
。
亦
た
名
教
に
功
有
り
ム
矢
」

　
元
末
江
南
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
達
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
巻
き
込
み
、
江
南
各
地
域
を
強
力
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
び
、

一
っ
の
運
命
共
同
体
が
成
立
し
た
。
そ
こ
に
江
南
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
発
達
し
た
。
本
論
文
で
は
、
謝
応
芳
が
、
理
学
者
と
し
て
は
め
ず

ら
し
く
、
こ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
柔
軟
に
対
応
し
な
が
ら
著
作
活
動
を
し
た
こ
と
を
説
明
し
た
。

　
本
論
文
に
お
け
る
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
語
の
意
味
は
か
な
り
暖
味
で
、
明
確
な
定
義
を
し
な
か
っ
た
が
、
私
と
し
て
は
、
芥
川
龍

之
介
が
次
の
文
章
で
使
っ
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
で
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
を
考
え
て
い
る
。
（
『
西
方
の
人
』
1
9
　
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ス
ト
）

「
我
々
は
唯
我
々
自
身
に
近
い
も
の
の
外
は
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
少
な
く
と
も
我
々
に
迫
っ
て
来
る
も
の
は
我
我
自
身
に
近
い
も
の

だ
け
で
あ
る
。
ク
リ
ス
ト
は
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
こ
の
事
実
を
直
覚
し
て
い
た
。
花
嫁
、
葡
萄
畑
、
駿
馬
、
工
人

彼
の
教
え
は
目
の
あ
た
り
に
あ
る
も
の
を
一
度
も
利
用
せ
ず
に
す
ま
し
た
こ
と
は
な
い
。
「
善
い
サ
マ
リ
ア
人
」
や
「
放
蕩
息
子
の
帰
宅
」



は
こ
う
云
う
彼
の
詩
の
傑
作
で
あ
る
。
抽
象
的
塗
言
葉
ば
か
り
使
っ
て
い
る
後
代
の
ク
リ
ス
ト
教
的
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ス
ト
　
　
牧
師
た
ち
は

一
度
も
こ
の
ク
リ
ス
ト
の
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
効
果
を
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
彼
等
に
比
べ
れ
ば
勿
論
、
後
代
の
ク
リ
ス
ト

た
ち
に
比
べ
て
も
、
決
し
て
遜
色
の
あ
る
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
い
。
彼
の
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
は
そ
の
為
に
西
方
の
古
典
と
肩
を
並
べ

て
い
る
。
彼
は
実
に
古
い
炎
に
新
し
い
薪
を
加
え
る
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
L

　
従
来
元
代
の
詩
文
は
、
唐
代
復
帰
を
め
ざ
し
、
哲
学
は
次
第
に
朱
子
学
が
中
心
に
な
っ
た
と
さ
れ
、
元
末
文
人
の
復
古
精
神
が
主
に
強

調
さ
れ
た
が
、
私
は
ジ
ャ
ァ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
達
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
、
元
代
詩
文
の
画
期
的
で
あ
っ
た
点
を
探
求
す
る
こ
と
を
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

『
亀
巣
稿
』
に
つ
い
て

六
七


