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凡
　
　
例

抱
朴
子
を
道
教
の
経
典
と
為
す
は
、
稍
や
失
当
の
嫌
な
き
に
非
る
も
、
道
教
が
一
の
体
系
を
な
し
て
、
後

世
に
弘
ま
る
に
至
り
し
は
、
本
書
の
力
、
与
り
て
多
き
に
居
る
。
参
同
契
、
黄
庭
経
の
類
あ
る
も
、
そ
の
所

説
は.
一
局
部
に
渉
り
て
、
末
だ
抱
朴
子
の
如
く
、
全
般
に
論
及
す
る
者
あ
ら
ざ
る
な
り
、
故
に
特
に
本
書

を
採
る
。
抱
朴
子
の
著
者
葛
洪
は
、
西
晋
の
末
栄
に
生
栄
せ
し
人
に
し
て
、
字
を
稚
川
と
い
ふ
、
抱
朴
子
は

そ
の
号
な
り
。
少
よ
り
儒
学
を
修
め
、
後
ち
神
仙
道
術
を
好
み
て
、
世
を
避
く
る
の
志
あ
り
。
咸
和
の
初
め

散
騎
常
侍
大
著
作
に
召
さ
れ
た
れ
ど
も
就
か
ず
、
後
ち
羅
浮
山
に
留
り
、
道
を
修
め
丹
を
錬
り
、
七
年
に
し

て
『
抱
朴
子
』
内
篇
二
十
篇
、
外
篇
五
十
篇
を
著
は
し
、
八
十
一
歳
を
以
て
歿
す
。（
晉
書
の
本
伝
及

び
外
篇
の
自
叙
）神
仙
伝
十

巻
も
亦
た
そ
の
著
に
か
ゝ
る
。

本
書
の
飜
訳
に
当
り
て
、
外
篇
を
省
き
た
る
は
、
そ
の
内
容
、
主
と
し
て
世
教
の
隆
替
、
人
事
の
得
失
に

わ
た
り
、
道
教
と
、
没
交
渉
な
る
と
を
以
て
な
り
。

本
書
の
底
本
は
、
孫
星
衍
の
校
刊
に
拠
り
、
愈
樾
の
読
抱
朴
子（
春
在
堂
叢
書
中

の
曲
園
雑
纂

）及
び
孫
詒
護
の
札
迻
を
参
照

す
。
而
し
て
注
釈
に
至
り
て
は
、
未
だ
前
人
の
著
述
あ
ら
ず
、
加
之
に
原
文
晦
渋
読
み
易
か
ら
ず
、
故
事
憑

拠
明
か
に
知
り
難
き
も
の
あ
り
、
而
し
て
印
刷
の
期
已
に
追
る
を
以
て
、
研
究
の
暇
あ
ら
ず
、
唯
そ
の
大
体

に
及
ぶ
の
み
。
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注
釈
に
参
考
し
た
る
群
書
の
標
目
、
左
の
如
し
。
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5 抱朴子内篇自序

抱
朴
子
内
篇
自
序

葛
　
　
洪

洪
は
、
体
、
超
逸
の
才
に
乏
し
く
し
て
、た

ま
た偶ま

無
為
の
業
を
好
む
。

た
と
ひ

仮
令
、つ

ば
さ翅を

奮
は
ゞ
能
く

そ
ら

玄
霄
を

し
の凌

ぎ
、足
を

は
　馳

す
れ
ば
能
く
風
を
追
ひ
景
を

ふ
　躡

む
を
得
と
も
、猶
ほこ

と
さ
ら

故
に

つ
よ勁

き
は
ね翮

を
を
さ戢

め
て
、み

そ
さ
ゞ
い

鵤
鷯
の

む
れ群

に
入
り
、

は
や逸

き
足
を

お
さ蔵

め
て
、ち

ん
ば跛の
ろ
　
ば
　

驢
馬
に

と
も伴

な
は
ん
と
す
。
況
ん
や
大
塊
は
我
に
与
ふ
る
に
尋
常
の
短
羽
を
以
て
し
、

造
化
は
我
に
仮
す
に
至

ど
　駑

のあ
し
な
へ

蹇
を
以
て
す
を
を
や
、み

　自
ら
知
る
者
は
審
か
に
し
て
、能
は
ざ
る
者
は
止
む
。
豈

に
敢
へ
て
蒼
蝿
の
翼
を

つ
と力

め
て
、
天
に

と
　沖

ぶ
の
挙
を
慕
ひ
、

ひ
　
べ
つ

跛
鼈
の
足
に

む
ち策

う
ち
て
、
飛
兎
の

あ
　
と
　

軌
節
を
追
ひ
、

ほ
　嫫
ぼ
　母（
淮
の
説
山

訓
を
見
よ
）のみ

に
く醜き

顔
を
飾
り
て
、媒
灼
の
美
談
を
求
め
、沙

れ
き礫

の
賎
し
き

た
ち質

を
推
し
て
、千
金
の
価
を

く
は和
し
　肆（
卞
和
の
美
玉

を
売
る
店

）に
求
め
ん
や
。
そ
れ

せ
う
げ
う

焦
僥（
短
人
種
の
名
に
し
て

列
の
湯
問
篇
を
見
よ
）の
歩
を
以
て
、

こ
　
ほ
　

夸
父（
巨
人
の
名
に
し
て

同
上
の
篇
に
見
よ
）の

あ
と縦

を
追
ふ
は
、
近
才（
近
頃
の
才
子
、
一
本
に
、
近
才
の

越
人
と
な
す
、
越
人
の
出
典
不
明
）のつ

ま
づ躓く

所
以
な
り
。
要
離
のつ

か
れ羸た

る
を
以
て（
呂
の
十
一

に
見
よ

）

強
ひ
て
鼎
を

あ
　扛

く
る
の
勢
に
赴
む
く
は
、
秦
人
の
筋
を
断
つ
所
以
な
り（
秦
の
武
王
を
い
ふ
、

史
の
秦
本
紀
を
見
よ
）是
を
以
て
望
を

栄
華
の

み
ち途

に
絶
ち
て
、
志
を
窮
否
のさ

か
ひ域に

安
ん
ず
。あ

か
ざ葜の

実
ま
め藿

の
葉
に
は
八
珍
の
甘
き
あ
り
、よ

も
ぎ蓬の

戸
た
け篳

の

門
に
は

さ
う
せ
つ

藻
税（
水
藻
を
画
き
た
る
梁
上
の
短
柱

に
し
て
美
し
き
建
築
を
い
ふ

）の
楽
み
あ
り
。
故
に
権
貴
の
家
は
、

し
　
せ
き

咫
尺
の
近
き
に
在
る
も
従
は

ず
、道
を
知
る
の
士
あ
れ
ば
、か

ん
え
ん

艱
遠
と
雖
も
必
ず

い
た造

る
。
奇
書
を
考
覧
す
る
こ
と
、既
に
少
な
か
ら
ず
、然
れ

ど
もお

ほ
む率ね

隠
語
多
く
し
て
、

に
は卒

か
に
解
し
難
し
。
至
精
に
非
れ
ば
尋
究
す
る
能
は
ず
、
篤
勤
に
非
れ
ば
悉
く

見
る
能
は
ざ
る
な
り
。
道
士
の
淵
博
沿
聞
な
る
者
は
寡
く
し
て
、
臆
断
妄
説
す
る
者
は
衆
し
。
往
々
好
事
の
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者
あ
り
て
、
之
を
修
め
ん
と
す
る
も
、
従
ふ
所
を
知
ら
ず
、
又
諮
問
す
べ
き
に

よ
し由

な
し
。
今
此
の
書
を

つ
く為

り

て
、

ほ粗
ぼ
長
生
の
理
を
挙
ぐ
。
そ
の
至
妙
な
る
者
は
、
之
を
翰
墨
に

の
　宣

ぶ
る
を
得
ず
、
故
に
そ
の

あ
ら
ま
し

較
略
を
略

言
し
て
、
以
て
一
隅
を
示
し
、

ひ
　
ふ
ん

悲
憤
の
徒
の
之
を
省
み
る
を

ね
が翼

ふ
、
思
、
半
ば
に
過
ぐ
る
に

ち
　
か
　

庶
幾
か
ら
ん
か
。

豈
に
こ
の
道
に
暗
き
者
の
為
に
、
能
く
微
を
究
め
遠
き
を

の
　暢

ぶ
る
を
必
せ
ん
や
、
聊
か
そ
の
先
づ

さ
と覚

る
所
を

論
ず
る
の
み
。
世
儒
は

た
　徒

だ
周
孔
に
服
膺
す
る
を
知
り
て
、
一
生
を

く
び
か
せ

桎
梏
の
中
に
送
り
、
神
仙
の
事
を
信
ず

る
な
く
、
直
ち
に
目
し
て
妖
妄
の
説
と
な
す
。
余
が
本
書
を
見
ば
、

た特ゞ
に
大
に
之
を
笑
ふ
の
み
な
ら
ず
、
又

た
将
に
真
正
を

そ
　
し
　

謗
毀
ら
ん
と
す
。
故
に
之
を
余
が
旧
著
に
合
せ
し
め
ず
し
て
、
別
に
こ
の
一
部
を
為
り
、
名

づ
け
て
内
篇
と
い
ふ
、
凡
べ
て
二
十
巻
あ
り
。
外
篇
と
各
々
次
第
を

お
こ起

す
。
之
を
名
山
石
室
に
蔵
す
る
に
足

ら
ざ
る
も
、

し
ば且

ら
く

き
ん
き
　

金
匱
に

と
　絨

ぢ
て
、
以
て
識
者
に
示
さ
ん
と
す
。
そ
の

と
も与

に
道
を
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
者
に

は
、
見
し
め
ざ
る
な
り
。
誰
だ
来
世
の
長
生
を
好
む
者
を
し
て
、
其
の
惑
を

と
　釈

か
し
む
る
を
貴
ぶ
、
豈
に
信

を
不
信
者
に
求
め
ん
や
。
謹
ん
で
序
す
。
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抱
朴
子
内
篇
巻
一
　ち

よ
う
げ
ん

暢
玄（
玄
理
を

の暢
べ

明
か
す
こ
と
）

抱
朴
子
曰
く
、

玄（
玄
妙
不
可

知
の
大
道
）は
自
然
の
始
祖
に
し
て
、ば

ん
し
ゆ

万
殊
の

お
お
も
と

大
宗
な
り
。
そ
の
深
き
こ
と
は
、く

ら昧
く
し
て
視
る
べ
か
ら

ず
、
故
に

び
　微

と
い
は
れ
、
そ
の
違
き
こ
と
は
、

は
る遙

か
に
し
て

は
　
て
　

辺
際
な
し
、
故
に
妙
と
い
は
る
。
九
重
の
空
を

お
ほ覆

は
ん
ば
か
り
の
高
さ
あ
り
、
八
方
の

す
み隅

を
こ
　籠

め
ん
ほ
ど
のひ

ろ
が
り

広
あ
り
。
日
月
よ
り
も
光
り
か
ヾ
や
き
、い

な
づ
ず
ま

電

の
は
　馳

す
る
よ
り
も
速
し
。
或
はた

ち
ま倏ちか
が
や燦き

て
影
の
如
く
に
逝
き
、
或
は
見
る
ま
に

わ
　沸

き
出
で
て
星
の
如
く
に

流
る
。
或
は
深
く
流
れ
て
淵
の
如
く

す
　澄

み
、
或
は
乱
れ

ち
　散

り
て
雲
の
如
く
浮
ぶ
。
あ
ら
ゆ
る
物
類
も
、
こ
の

玄
に
よ
り
て

あ
ら見

は
る
れ
ば
、
実
体
あ
る
か
と
も
思
は
る
、
さ
り
な
が
ら

お
く奥

ぶ
か
く
潜
み
て
、
い
と
静
か
な
れ

ば
、
何
れ
に
求
む
べ
き
や
う
も
な
し
、
大
地
の

お
く
そ
こ

奥
底
に
深
く
沈
み
、
星
辰
の
は
て
ま
で

の
ぼ上

り
わ
た
る
。
金
石

も
そ
の

か
た剛

き
を

く
ら比

ぶ
る
能
は
ず
、し

た滴ゝ
る
露
も
そ
のや

わ
ら
か
さ

柔
をひ

と
し等く

す
る
能
は
ず
。
方
形
な
れ
ど
もま

が
り
が
ね

矩
と
同
じ
か

ら
ず
、ま

ど
か円な

れ
ど
もぶ

ん
ま
は
し

規
と
は
異
な
り
。
来
る
も
見
る
こ
と
な
く
、
往
く
も
追
ふ
こ
と
能
は
ず
。
天
も
之
に
よ

り
て
高
く
、
地
も
之
に
よ
り
て

ひ
く卑

く
、
雲
も
之
に
よ
り
て
行
き
、
雨
も
之
に
よ
り
て

し
　施

か
る
。

こ
の
玄
の

う
ち中

に
ふ
く含

め
る
真
一
の
元
気
は
、
陰
陽
の

い
　
が
た

鋳
型
と
な
り
、
万
物
の
大
始
を
吐
き
或
は
納
れ
、
無
盡

蔵
の
力
も
て
、
其
を
限
り
な
く

い
　鋳

、
上
は
二
十
八
宿
を
も
回
ら
し
動
か
す
。
天
地
のか

い
び
や
く

開
闢
を
巧
み
に
な
し
と

げ
、
造
化
の
霊
機
を
自
由
に
あ
や
つ
る
こ
と
、
馬
を
御
す
に
も
似
た
り
。
四
時
の
気
を
呼
吸
し
、
虚
冲
淵
嘿
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の
本
体
を
奥
ふ
か
く

す統
べ

く括ゝ
り
、

ふ
さ湮

が
り

む
す結

ぼ
れ
る
も
の
を
ば

の
　舒

べ
ひ
ら闡

く
、

に
ご濁

り
た
る
も
の
を
ば

お
さ抑

へ
く
だ下

し
、

す
　清

み
た
る
も
の
を
ば
揚
げ
浮
ば
し
め
て
、

か
　
ゐ
　

河
渭（
二
水

の
名
）の
水
を
加
減
す
。
さ
れ
ば
い
か
に
増
す
と
も
溢
れ
ず
、

く
　挹

め
ど
も

つ
　匱

き
ず
、
与
ふ
る
もほ

ま
れ栄と

な
さ
ず
、
奪
ふ
も

や
　憔

せ
つ
か瘁

れ
た
り
と
せ
ざ
る
は
、
玄
の
本
体
な
り
。
故

に
玄
の
在
る
所
は
、
其
の
楽
み
窮
ら
ず
、
玄
の
去
る
所
は
、
形
器

つ
か弊

れ
て
、
精
神
も
亦

さ
　逝

る
。

そ
れ
五
声（
宮
商
角

徴
羽

）八
音（
金
石
糸
竹

鞄
土
革
木
）清
商（
曲名
）り

う
ち
　

流
徴（
同上
）は
耳
を
迷
は
し
め
て
、自
然
の
聴
力
を
損
す
。

あ
ざ鮮

や
か
に
し
て

は
な華

や
か
な
も
の
、

つ
や艶

あ
り
て
い
ろ
ど
る
も
の
、

ひ
か暉

りか
ゞ
や輝き

て
き
ら
び
や
か
な
る
も
の
は
、
目

を
迷
は
し
め
て
、自
然
の
視
力
を

や
ぶ傷

る
。

た
の
し
み
や
す
ら
か

宴
安
逸
豫
な
る
と
、清
き

さ
け醪

、か
ん
ば
し

芳
きあ

ま
ざ
け

醴
と
はこ

こ
ろ性を
み
だ乱

し
、な

ま冶
め
か
し

きか
た
ち容、
こ
　媚

び
た
る
姿
、

お
し
ろ
ひ

鉛
華
の
粧
、

し
ろ素

き
は
だ質

は
生
命
を

き
　伐

る
。
故
に
玄
の

み
ち道

を
知
る
も
の
は
寿
命

な
が永

か
る
べ

き
も
、
玄
の
道
を
知
ら
ざ
る
も
の
は
存
し
が
た
し
。
外
界
に
誘
惑
せ
ら
れ
、
そ
を

か
へ
り
　

顧
眄
み
る
と
顧
眄
み
ざ
る

と
は
、
寿
命
の
殺
と
生
と
を
司
ど
る
神
器
と
も
い
ふ
べ
く
、
酒
盃
な
ど

く
ち
び
る

唇
吻
にし

た
し親む

と
親
ま
ざ
る
と
は
、
興

と
亡
と
を
分
つ

か
　
ぎ
　

開
鍵
と
い
ふ
べ
し
。

う
つ綺

く
し
き

う
て
な榭

は
高
く

そ
び聳

え
て
、あ

ま
の
が
は

雲
漢
を
み
お
ろ
す
計
り
な
り
、

あ
や藻

な
ど

に
て
飾
れ
る
室
、華
や
か
なた

る
き椽な

ど
、し

ん
し
　

参
差
と
し
て

た
　建

ち
な
ら竝

び
、く

　組
み
た
ると

ば
り帳は

霧
の
如
く
合
し
、う

す
も
の

羅
のと

ば
り帳は

雲
の
如
く
離
る
、
西
毛（
西
域
よ
り
来
る

毛
皮
の
類
か

）は
閑
房
に

つ
ら陳

ね
ら
れ
、
黄
金
のさ

か
ず
き

觴
は

は
な華

の
如
く
、
遠
近
にこ

も
ご交も
は
　馳

す
、

清
きい

と
す
ぢ

絃
と
と
も
にひ

と
し斉く

唱
ふ
る
声
は
か
し
ま
し
く
、

て
い鄭

の
く
に
ぶ
り

国
風
の
舞
の
容
は
紛
紜
と
し
て

し
と
や
か

委
蛇
な
り
、
哀
し

き
せ
う簫（
竹
管
を
廿
四
又
は

十
六
並
べ
た
楽
器
）は
雲
井
は
る
か
に
霞
の
う
ち
に
ひ
ゞ
き
わ
た
り
、

は
　
ね
　

羽
根
も
て
飾
れ
る
天
蓋
の
屋
形
船

は
さ
ゞ
な
み

漣
潴
に
浮
ぶ
、芳
ば
し
き

は
な華

を
蘭
の

に
は囿

に
と
　掇

り
、く

れ
な
ゐ

紅
の
花
を

た
ま珠

も
て
た
ゝ
み
な
せ
る
池
にも

て
あ
そ

弄
ぶ
、た

か峻
き
坂
に
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登
り
遠
き
を
望
み
て
百
憂
を
忘
れ
、
深
き
谷
に

み
　
お
ろ

俯
覧
し
て

あ
さ
げ
　

朝
餐
の

お
そ晩

き
を

わ
す遣

る
、
入
り
て
は
ま
ば
ゆ
き
千
門

の
宴
に
列
し
、
出
で
て
は

は
な華

や
か
な
儀
式
も
て

あ
か朱

き
わ
　輪

の
車
を
駆
る
。
然
れ
ど
も
楽
極
れ
ば
哀
集
り
、
盈
つ

る
こ
と
至
れ
ば
必
ず

か
く虧

る
こ
と
あ
り
。
故
に
音
曲
終
れ
ば

が
い
た
ん

慨
嘆
の
声
発
し
、

ゑ
ん讌

宴
や
　罷

め
ば
心
自
ら
悲
し
。
是

れ
実
に
理
勢
の

ま
ね召

く
と
こ
ろ
に
し
て
、
猶
ほ
影
響
の
相
帰
す
る
が
如
き
も
の
な
り
。
抑
も
彼
の
歓
楽
栄
華
は
、

一
時
の
仮
借
に
し
て
真
に
あ
ら
ず
、
故
に
一
た
び
過
ぎ
去
る
と
き
は
形
迹
も
な
く

わ
す遺

ら
る
。

そ
れ
玄
の
道
は
何
人
に
あ
れ
、之
を
得
た
る
者
はう

ち
こ
ゝ
ろ

内
心
を
主
と
な
し
、之
を
失
ふ
者
は

ほ
か外

にま
ど
は惑さ

る
。
之
を

用
ふ
る
者
は
神
の
如
く
自
由
に
、
之
を
忘
る
ゝ
者
は
一
種
の
器
具
に
過
ぎ
ず
。
こ
れ
玄
道
の
要
言
な
り
。
之

を
得
る
者
は
、
黄
金
造
り
の

ま
さ
か
り

鉞（
天
子
の

武
器

）の
威
を
待
た
ず
し
て
貴
く
、
之
を
体
認
す
る
も
の
は
、

け
　
う
　

稀
有
の

た
か
ら貨を
た
　須

た
ず
し
て
富
む
、
高
く
し
て
登
る
べ
か
ら
ず
、
深
く
し
て

は
か測

る
べ
か
ら
ず
、
水
に
映
ず
る
月
の
流
る

る
光
に
乗
り
て
、

こ
ま駒

の
あ
が
き
の

た
え
ま
　

絶
間
な
き
日
の

ゆ
　逝

く
か
げ景

に
む
ち策

う
つ
。
限
り
な
き

こ
　
く
う

虚
空
を
凌
ぎ
、
充
ち
わ
た

る
大
気
を
貰
き
、は

　
て
　

辺
際
な
き
上
に
出
で
て
、辺
際
な
き
下
に
入
る
。

ゆ
く
へ
　

行
方
も
し
ら
ぬ

か
ど門

の
戸
を

た叩ゝ
き
て
、見
渡

す
限
り
遙
か
な
る

の
　
は
ら

野
原
に
遊
ぶ
、く

わ
う
こ
つ

恍
惚
と
し
て
有
に
も
非
ず
無
に
も
非
ず
、

ほ
う
ふ
つ

彷
彿
と
し
て
陰
に
も
あ
ら
ず
顕

に
も
非
ず
、

き
う
く
わ

九
華（
仙
薬

の
名
）と

う
ん
た
ん

雲
端
に

の
　咽

み
、
六
気（
平
日
、
日
中
、
日
没
、
夜
半
の
気
及

び
天
玄
地
黄
に
し
て
皆
仙
薬
な
り

）をあ
か
き
か
す
み

丹
霞
の
中
に

く
ら咀

ふ
、
遠

く
し
て
知
り
が
た
き
と
こ
ろ
には

い
く
わ
い

俳
徊
し
、か

す
か微に

し
て
見
る
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
に

か
け
め
ぐ

翺
翔
る
、
か
の
空
によ

こ
た横は

る
虹
を
も

は
　履

き
、
星
の
め
ぐ
る
道
を
も
践
み
に
じ
る
。
此
等
は
す
べ
て
玄
の
道
を
会
得
し
た
る
も
の
な
り
。

そ
の
次
は
、ま

こ真
と
に
足
る
を
知
り
て
分
に
安
ん
ず
、か
ゝ
る
人
は
、従
容
と
し
て
世
を
遁
れ
、光
を
山
林
にや

し
な頣
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ふ
。ら

ん
り
ゆ
う

鸞
竜
のつ

ば
さ翼を
ま
と紆

ふ
も
賎
し
き

ひ
と夫

と
と
も
に
居
り
、（
賎
し
き
人
は
、
原
文
の
細
介
の
意
訳
、
愈
説
に
は
、
外
篇
の
任
命

篇
を
引
い
て
、
鮋
魵
の
誤
と
な
す
、
鮋
魵
は
、
竝
び
に
ゑ
び
の
類
）

浩
然
の
気
をよ

も
ぎ蓬の

戸
た
け

の
門
に
養
ふ
。

つ
ゞ
れ
　

襤
褸
を

き
　衣

、
索
を
帯
と
な
す
も
、
竜
文
の
美
は
し
き
衣
服
をう

ら
や羨ま

ず
。

つ
ゑ策

に
た
す
け
ら
れ
重
き
荷
を
背
に
負
ふ
も
、
護
衞
な
ど
う
ち
つ
ヾ
き
た
る
四
馬
の
馬
車
を
求
め
ず
。
夜
光
の

名
玉
に
似
た
る
徳
あ
る
も
、そ
は

た
か嵩

き
山
のほ

ら
あ
な

岫
に

お
さ蔵

め
て
、他
山
の
石
も
て

み
が礪

く
こ
と
を
望
ま
ず（
詩
の
䳡
鳴

に
本
づ
く
）。

霊
亀
の
如
き
智
あ
る
も
、
そ
は
深
き

ふ
ち淵

に
沈
め
て
、

き
　鑚

ら
れ

や
　灼

か
る
ゝ
災
を

さ
　違

る（
亀
甲
を
焼
い

て
卜
を
な
す
）。
一
動
一
息
、

止
る
こ
と
を
知
り
て
窮
め
ず
、
何
れ
に
往
く
も
足
ら
ざ
る
な
し
。

か
が
や
　

赫
奕
く
一
朝
の
栄
華
を
棄
て
ゝ
、
車
を
も

や
ぶ僨

ら
ん
と
す
る
人
生
の
険
路
を
避
く
。あ

お
き
こ
け

蒼
苔
む
す

が
け崖

の
間
に
吟
し

う
そ嘯

ぶ
き
て
、
万
物
を

ち
り塵

と
思
ひ
、
茂
れ
る

木
蔭
にか

ん
ば
せ

顔
を

た
の
し
ま

怡
し
め
て
、富
貴
の
家
の
朱
き
戸
も
、我
身
に
と
り
て
は
、縄
のく

ろ枢ゝ
に
も
及
ば
ず
と
な
す
。

す
き耒

を
ひ
ろ
き
た

甫
田
に

と
　秉

り
て
、
王
侯
よ
り
召
さ
る

しゝ
る
し節を

ば
退
ぞ
け
、

し
つ
べ
ん

執
鞭（
賎
役
を

い
ふ

）の
ご
と若

し
と
な
す
。

ま
め菽

を
す啜ゝ

り
泉

にく
ち
そ嗽ゝ

ぎ
て
、あ

か
ざ蔾の

葉
、

ま
め藿

の
実
を
大
牢
の
味
あ
り
と
な
す
。
泰
然
と
し
て
、

む
　
ゐ
　

無
為
の
場
に
盡
き
ざ
る
の
歓
喜

あ
り
、
欣
然
と
し
て
、
不
争
の
地
に
貴
賎
をひ

と
し斉く

す
。じ

ゅ
ん醇を

含
み

ぼ
く撲

を
守
り
、
欲
な
く
憂
な
し
。
天
真
を
全

く
し
て
形
器
を

む
な虚

し
く
し
、
平
坦
に
居
り
淡
白
を
味
ふ
。
恢
恢
蕩
蕩
浩
浩
茫
茫（
皆
な
広
大

の
形
容

）と
し
て
造
化
と

同
じ
く
、
自
然
に

こ
ん
せ
い

渾
成
す
。

く
ら闇

き
が
如
く
に
し
て
明
か
に
、
濁
る
が
如
く
に
し
て

す
　清

み
、
遅
き
に
似
て

と
　疾

く
、

か
　虧

く
る
に
似
て

み
　盈

つ
。
豈
に
庖
人
そ
の
職
を
治
め
ず
と
も
、
尸
祝
た
る
も
の
、
席
を
蹴
た
て
、
樽
爼
を
の
り

越
え
て
、自
ら
之
に
代
ら
ん
や（
包
人
云
々
の
こ
と
は

荘
の
逍
遥
遊
に
見
よ
）又
は
棟
梁
た
る
も
の
、す

み
な
は

墨
縄
を
を
う
ち
捨
て
ゝ
、徒
ら
に

拙
工
の
如
く
手
を
傷
つ
く
る
も
の
あ
ら
ん
や（
棟
梁
云
々
は

老
子
に
見
よ
）。
か
の

く
さ腐

り
た
る
鼠
の

く
さ臭

き
な
き
が
ら
は
、ふ

く
ろ
　

鴟
梟
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又
は
鳶
の
類
こ
そ
善
き
味
と
思
ひ
、
之
を

う
　獲

る
と
き
は
楽
み
、
失
ふ
と
き
は
憂
へ
ん
も
、
鸞
鳳
の
如
き
鳥
は

み
　
む
き

見
向
き
だ
に
せ
じ（
鳶
が
腐
鼠
を
得
し
と
き
、
会
ま
鳳
鳥
上
よ
り
之
を
見
お
ろ
す
、
以
為
へ
ら

く
己
の
食
を
奪
ふ
も
の
な
り
と
て
怒
り
し
こ
と
、
荘
の
秋
水
篇
に
見
よ

）道
を
得
た
る
人
の
俗
界
に
於

け
る
は
之
に
も
似
た
り
。

ば
く藐

然
と
し
て
流
俗
の
誉
を
喜
ば
す
、

た
ん
じ
　

担
爾
と
し
て
雷
同
のそ

し
り毀を

懼
れ
ず
、
外
物
を

以
て
そ
の
至
精
を

み
た汨

さ
ず
、
利
害
を
以
て
そ
の
純
粋
を

け
が汚

さ
ず
。
故
に
富
を
窮
め
貴
を
極
む
る
も
、
之
を
誘

ふ
に
足
ら
ず
、
称
誉
賛
頌
す
る
も
、
何
ぞ
之
を
悦
ば
ず
に
足
ら
ん
や
。

ほ
こ矛

も
て
刺
し

な
べ鑊

に
て
煮
殺
す
も
、
之

を
お
び劫

や
か
す
に
足
ら
ず
、

そ
し謗

り
そ
し讟

る
も
何
ぞ
之
を

い
た戚

む
る
に
足
ら
ん
や
。
何
と
な
れ
ば
常
に
あ
ら
ゆ
る
煩
累

の
た
づ
な
を
絶
ち
て
、
始
め
よ
り
外
物
と

ま
じ雑

は
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

若
し
そ
れ

ず
ゐ
こ
う

隋
侯
の

た
ま珠（
隋
国
の
君
主
が
蛇
を
助
け
て
報
い
ら
れ

た
る
名
玉
、
淮
南
子
の
覧
冥
訓
に
見
よ
）を

と
　操

り
て
雀
を

は
じ弾

き
殺
し
、秦
王
の

ぢ
　痔

を
ね
ぶ舐

り
て
多

数
の
車
馬
を
賜
は
り（
荘
子
の

列
禦
寇
）朽
ち
た
るい

と
す
ぢ

緡
の
如
き
枯
枝
に
登
り
て
、
鳥
の
巣
を
探
り
、
呂
梁（
地名
）の
急
流

に
お
よ泳

い
で
魚
を
求
め
ん
か
、
得
失
償
は
ず
し
て
栄
辱
処
を
易
へ
、あ

し
た旦に

は
み
　自

ら
こ
　孤

と
称
す
る（
王
侯
自
ら
称
し
て
孤

と
い
ふ
、
な
ほ
天
子

の
朕
と
称
す

る
が
如
し

）王
侯
の
賓
客
と
な
り
て
、優
遇
せ
ら
る
ゝ
も
、夕
に
は
忽
ち
誅
殺
の
禍
に
か
ゝ
り
、そ
のむ

く
ろ骸は

野
原

に
さ
ら暴

さ
れ
て
、狐
鳥
な
ど
の
餌
と
な
る
。
弱
きむ

な
ぎ棟の

如
く
才
力
も

た
わ撓

み
、鼎
足
の
支
ふ
る
力
な
く
し
て
食
物
の

覆
へ
る
如
く
、職
責
も
盡
す
能
は
ず（
棟
と
鼎
と
の
比
喩

は
易
に
本
づ
く

）あ
た
ら
一
生
を
、あ
ら
き
浪
の
中
に
傾
け
溺
ら
し
て
振

は
ざ
る
は
、世
俗
の
、心
を
馳
せ
企
て
及
ば
ん
と
す
る
こ
と
な
ら
ん
も
、達
人
の
寒
心
し
て

か
な
し
　

悽
愴
む
所
以
な
り
。

故
に

し
　至
じ
ん人

は
、せ

う
か
　

韶
夏（
美
は
し
き

音
楽
の
名
）の
音
あ
る
も
之
を
沈
黙
し
、美
は
し
く

い
ろ彩

ど
れ
る
徳
あ
る
も
そ
を
深
く

つ韜ゝ
む
。

そ
の
六
本
の

は
ね翮

を
、
五
域（
東
西
南

北
中

）の
広
き
野
原
に
奮
ふ
て
、

こ
　蒙
ば
と鳩

な
ど
の
小
鳥
が
、

あ
　
し
　

芦
葦
の
間
に

す
　巣

く
ひ
、
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自
ら
安
全
な
り
と
思
ふ
が
如
く
な
ら
ず（
蒙
鳩
云
々
は
荀
子

の
勧
学
篇
に
見
よ
）そ
の
鱗
角
を
無
用
の
地
に

か
　翳

く
し
て
、た

ぬ
き狸
む
じ
な貉

な
ど

の
如
く
、い
ぶ
せ
き
曲
り
た
る
穴
の

そ
な
へ
　

備
禦
を

た
の恃

ま
ず（
狸
狢
云
々
は
淮
南
子

の
修
務
訓
に
見
よ

）下
に
俯
し
た
り
と
て

お
ご倨

る
と
び鵄

よ
り
怒

ら
る
ゝ
こ
と
な
く（
上
文
の
腐

鼠
を
見
よ
）上
に
仰
ぎ
た
り
と
て
亢
竜
の
悔
あ
る
な
し（
神
変
不
思
議
の
竜
も
、
あ
ま
り
高
く
上

る
と
き
は
、
禍
あ
る
こ
と
、
易
に
見
よ
）

か
ゝ
る
徳
あ
る
も
、
人
之
を
識
る
も
の
な
し
。は

る
か邈な

る
か
な
、は

る
か邈な

る
か
な
。
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抱
朴
子
内
篇
巻
二
　

ろ
ん論
せ
ん僊（
神
仙
の
有

無
を
論
ず
）

或
る
人
、
問
う
て
曰
く
、

神
僊
は
死
せ
ず
と
、
信
な
る
か
。

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

し
　
め
い

至
明
を
有
す
る
も
、形
あ
る
も
の
を
ば
、こ

と
ご畢と

く
見
る
べ
か
ら
ず
。き

ょ
く
そ
う

極
聰
を

う
　稟

く
る
も
、声
あ
る
も
の
を
ば
、

こ
と
ご
と

盡
く
聞
く
べ
か
ら
ず
。
大
章
、

じ
よ
が
い

豎
亥（
世
界
を
一
回
り
し
た
健
脚
の
神
人
に
し
て

禹
の
時
に
見
は
る
、
淮
の
地
形
訓
に
見
よ
）の
足
あ
る
も
、
そ
の
常
に

ふ
　履

む
所

は
、
履
ま
ざ
る
所
の
多
き
に

し若
か
ず
。

う
　禹
え
き益
せ
い
か
い

斉
諧（
禹
益
は
二
聖
人
の
名
、
斉
諧

は
神
怪
の
事
を
記
し
た
る
書
）の
智
あ
る
も
、

か
　甞

つ
て
識
る
と

こ
ろ
の
も
の
は
、
識
ら
ざ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の

お
ほ衆

き
に

し
　若

か
ざ
る
な
り
。
万
物
は

う
ん
う
ん

芸
（々
盛
ん
な

る
さ
ま
）と
し
てか

ぎ
り限

な
く
、
如
何
な
る
所
に
も
生
ぜ
ざ
る
な
し
、い

は
ん况や

列
僊（
多
数
の

神
仙

）の
人
は
、
多
く
書
史
に
伝
へ
ら
る
、
何
ぞ

之
れ
な
し
と
い
ふ
こ
と
を
得
ん
や
。

是
に
於
て
、
問
ふ
者
、
大
に
笑
う
て
曰
く
、

そ
れ
始
め
あ
る
も
の
は
必
ず
卒
り
あ
り
、存
す
る
も
の
は
必
ず
亡
ぶ
こ
と
あ
り
。
故
に
三
皇
、五
帝
、孔
子
、周

公
た
ん旦

の
如
き
聖
も
、き

　棄
し
き疾（
楚
の
公
子
、
左
に
見
ゆ
、
然
れ
ど
も
智
者
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
、
疑
は
ら
く
は
樗
里
疾

に
し
て
、
棄
は
里
の
誤
な
ら
ん
、
そ
の
滑
稽
多
智
な
る
こ
と
、
史
の
本
伝
に
見
ゆ

）張
良
陳
平
の
智

も
、た

ん
ぼ
く

端
木

し
　賜（
孔
子
の
門
人
子
貢
の
名
、
原

文
の
嬰
は
賜
の
誤
な
ら
ん

）ず
ゐ
か
　

随
賈
、れ

き
せ
い

酈
生
の
辨
も

も
う
ほ
ん

孟
賁
、か

　夏
い
く育

、ご
　五
て
い丁（
蜀
の
山
路
を
切
り
開
き
た
り
と
い

ふ
五
人
の
力
士
水
経
註
に
見
よ

）

の
勇
あ
る
も
、

み
　咸

な
死
す
る
は
、
人
理
の
常
然
に
し
て
必
至
の
大
端
な
り
。

た
　徒

だ
草
木
な
ど
の
霜
に
先
だ
ち
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て
こ
　枯
す
い瘁

し
、
夏
に
当
り
て

し
ぼ彫

み
、
又
は
稻
な
ど
の
穂
さ
き
を
見
は
す
も
花
開
か
ず
、
或
は

み
の実

ら
ず
し
て

し
ぼ萎

み

お
つ
る
こ
と
を
聞
け
ど
も
、
万
年
の
寿
を

う
　享

け
て
、

き
ゅ
う
じ

久
視（
い
つ
ま
で
も
目
を
あ
け
て

居
る
こ
と
即
生
存
を
い
ふ
）や

　巳
ま
ざ
る
も
の
を
聞
か
ず
。

故
に
古
人
は
学
ぶ
も
仙
を
求
め
ず
、
言
ふ
も
怪
を
語
ら
ず
、
彼
の

い
　異
た
ん端

を
ふ
さ杜

ぎ
て
此
の
自
然
を
守
る
。
長
寿

と
て
伝
へ
ら
る
、
亀
鶴
の
類
を
ば
、
人
と
全
く
異
な
る
も
の
と
な
し
、
死
生
を
ば
、
朝
暮
に
比
べ
て
驚
か
ざ

る
な
り
。

そ
れ
心
をく

る
し苦め

自
然
の
本
性
を
束
縛
し
て
、神
僊
を
願
ふ
は
、全
く
無
益
の
行
に
し
て
、恰
も
氷
をち

り
ば鏤め

朽
木
を

ほ
　雕

る
と
同
じ
く
、必
成
の
功
な
し
。
寧
し
ろ
一
世
を

た
だ匡

す
ほ
ど
の
妙
策
を

の
　攄

べ
、現
在
の
大
福
を
招
く
に

し
　若

か
ず
。

紫
綬
金
章（
貴
位
の

勲
章

）を
重
く
身
に

ま
と紆

ひ
、黒
き
駒
を
竜
の
如
く
に
馳
せ
、徒
歩
せ
ず
し
て

は
な華

や
か
な
る
車
に
乗
り
、

す
き

耒
耟
を
執
ら
ず
し
て
三
公
の
権
力
を
握
る
は
、ま
た
美
な
ら
ず
や
。
然
る
に
世
俗
、動
も
す
れ
ば

つ
ね毎

に
詩
人

ほ
　
で
ん

甫
田

のそ
し
り刺を

思
ひ
て（
詩
に
甫
田
と
い
ふ
詩
あ
り
、
古
の
善
政

を
述
べ
て
周
の
幽
王
の
時
政
を
諷
す

）現
代
を
苦
し
き
も
の
と
な
し
、又
仲
尼
皆
死
す
る
の
証
を
深

く
お
も惟

ひ
て（
列
の
天
瑞
篇
に
、
孔
子
の
言
な

り
と
て
生
必
ず
死
あ
る
を
説
く
）人
生
を
あ
じ
き
な
く
感
ず
。
故
に
神
仙
の
説
に
迷
は
さ
れ
、い

た
づ徒ら

に
形

な
き
の
風
を
握
り
、執
へ
難
き
の
影
を
捕
へ
、得
べ
か
ら
ざ
る
の
物
を

も
と索

め
、必
ず
到
る
べ
か
ら
ざ
る
の
路
を
行
き
、

栄
華
を
捨
て
ゝ
苦
困
に
渉
り
、た

や
す
　

容
易
き
こ
と
を
捨
て
ゝ
難
き
こ
と
を

お
さ攻

む
。
之
を
譬
ふ
る
に
桑
と
る
者
の
遊
女
を

逐
ふ
が
如
く（
晋
人
そ
の
妻
の
里
帰
り
を
見
送
り
し
時
、
途
に
桑
と
る
女
子
を
見
て
之
を
悦
び
、
懇
ろ
に
物
語
り

な
ど
し
た
る
も
、
そ
の
妻
を
顧
れ
ば
、
彼
ま
た
他
人
と
私
語
せ
し
こ
と
、
列
の
説
符
篇
を
見
よ

）必
ず
両
つ
な
が
ら

失
ふ
の
悔
あ
り（
晋
人
は
桑
女
を
得
ざ
る
べ
か
ら
ず
、却
へ
つ
て
そ
の
妻
を
失
ふ
は
、神
仙
を
好
む

者
の
仙
術
を
得
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
又
世
上
の
富
貴
を
も
並
せ
失
ふ
に
似
た
り
）ぜ

ん
ち
や
う

単
張
の

へ
ん
け
ん

偏
見
を
信
ず
る
に
似

て（
単
豹
と
い
ふ
者
、隠
居
し
て
名
利
を
争
は
ず
、七
十
歳
の
寿
を
保
ち
し
も
、不
幸
に
し
て
餓
虎
に
噛
み
殺
さ
る
。
張
毅
と
い
ふ

者
、世
利
に
熱
中
し
て
敏
捷
に
立
ち
ま
わ
り
し
も
、四
十
歳
の
時
熱
病
に
中
て
ら
れ
て
死
し
た
る
こ
と
、荘
の
達
生
篇
に
見
よ
）内
外
の
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禍
を

ま
ね速

か
ん
と
す（
虎
害
は
外
に
し
て
、
熱
病
は
内
。
神
仙
家
の
精
神

を
労
ら
し
、
肉
体
を
苦
し
ま
し
む
る
に
似
た
り

）そ
れ

こ
う
し
ゆ
ほ
ん
ぼ
く
て
き

公
輸
班
墨
翟（
班
翟
の
二
人
は
器
械
に
巧
な
る
人
墨

の
公
輸
篇
、
及
び
列
の
湯
問
篇
に
見

よ
）も
、
瓦
石
を
削
り
てす

る
ど
　

鋭
き
針
と
す
る
能
は
ず
、

お
う欧
や
　治（
鍛
治
に
巧
な
人
、
呉

の
闔
廬
内
伝
に
見
よ
）も

な
ま
り鉛
す錫ゞ

な
ど
に
てか

ん
し
や
う

干
将（
名
剣

の
名

同
上
に

見
よ

）を
き
た鍛

ふ
る
能
は
ず
、故
に
為
す
こ
と
能
は
ざ
る
こ
と
は
、鬼
神
も
為
す
こ
と
能
は
ず
、成
す
こ
と
能
は

ざ
る
こ
と
は
、天
地
も
成
す
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
世
間
亦
た
何
ぞ
老
者
を
し
て
少
壮
に
復
し
、死
者
を
し
て

再
生
せ
し
む
る
の
奇
術
あ
ら
ん
や
。
然
る
に

ご
　
し
　

吾
子（
貴
君
と
い

ふ
が
如
し
）は

ひ
ぐ
ら
し

蟪
蛄
の
短
か
き
命
を
永
か
ら
し
め
、

て
う
き
ん

朝
菌

（
朝
生
じ
て
夕
に

枯
る
る
き
の
こ
）の

は
　
か
　

果
敢
な
き
栄
を

た
も有

た
し
め
ん
と
す
る
は
、
亦
たあ

や
ま謬ら

ず
や（
蟪
蛄
朝
菌
の
こ
と
は

荘
の
逍
遥
遊
に
見
よ
）願
く
は
深

く
考
へ
て
、
早
く
迷
を
さ
ま
し
、
正
し
き
道
に

か
へ復

る
べ
し
。

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

そ
れ
聴
力
な
き
者
は
、
震
雷
も
聞
く
能
は
ず
、
視
覚
な
き
者
は
、
三
光（
日
月

星

）も
見
る
能
は
ず
、

あ
　豈

に
雷

の
鳴
り
は
た
め
くひ

ゞ
き響は
ほ
そ細

く
し
て
、
天
に

か麗ゝ
る
光
は

か
す微

か
な
ら
ん
や
。
然
る
に

ろ
う聾

夫
は
之
を
声
な
し
と
謂
ひ
、

瞽
者
は
之
を
物
な
し
と
謂
ふ
、
さ
れ
ば
管
絃
の
和
音
を
聴
く
も
、
何
ぞ
そ
の
調
和
し
た
るよ

き
ひ
ゞ
き

雅
韻
を
賞
す
る
を

得
ん
や
、

こ
ん袞

竜
の
美
は
し
き
衣
裳
を
視
る
も
、
い
か
で
そ
の
ま
ば
ゆ
き
模
様
色
彩
ま
で
を
嘆
ず
る
を
得
ん
や
。

故
に
聾
瞽
に
と
り
て
は
豊
隆（
雷
神
、
淮
の
天

文
訓
に
見
よ

）も
天
象
も
、ま

こ
と信の

物
と
思
は
れ
ず
、
況
ん
や
更
に
微
細
な
る
者

を
や
。
心
神

く
ら暗

け
れ
ば
古
代
に
周
公
孔
子
あ
り
と
い
ふ
も
、
な
ほ
之
を
信
ぜ
ず
。
況
ん
や
神
仙
の
道
を
告
ぐ

る
を
や
。

そ
れ
存
亡
終
始
の
竝
び
存
す
る
は
、誠
に
物
類
の
大
体
な
る
も
、そ
の
微
細
に
至
り
て
は
千
差
万
別
、変
化
限
り
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な
し
。
さ
れ
ば
物
類

お
な同

じ
き
も
、あ

り
さ
ま

事
状
は
異
な
り（
「
夫
れ
聴
力
な
き
者
」
よ
り
こ
ゝ
ま
で
、
通

行
本
に
な
し
、
四
部
叢
刊
本
に
よ
り
て
補
ふ
）源
本

ひ
と釣

し
き
も
、末
流

相
反
す
る
者
あ
り
、一
言
も
て
、ま
と
め
難
し
。
さ
れ
ば
始
あ
れ
ば
必
ず
終
あ
り
と
い
ふ
者
多
き
も
、推
し
な
べ

て
か
く
論
ず
る
は
、通
論
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
夏
日
に
は
必
ず
皆
生
長
す
と
い
ふ
も
、な

づ
な
む
ぎ

萕
麦
は
枯
れ（
淮
の
地
形

訓
に
見
よ
）

冬
期
に
は
凋
落
す
と
い
ふ
も
、竹
柏
は
茂
る
、始
あ
れ
ば
必
ず
終
あ
り
と
い
ふ
も
、天
地
は
窮
り
な
し
。
生
あ

ら
ば
必
ず
死
あ
り
と
い
ふ
も
、亀
鶴
は
長
く
存
す
。
盛
夏
も
涼
日
な
き
に
非
ず
、極
寒
に
も
温
暖
の
し
ば
ら
く

来
る
こ
と
あ
り
。
百
川
は
東
海
に
注
ぐ
も
、黄
河
は
北
に
流
れ
て
浩
々
た
り（
詩
の
衞
風
碩
人
の
詩
に
、河
水
洋
洋
、北

流
活
活
と
あ
り
、
浩
或
は
活
の
誤
か

）

地
道
は
至
静
な
る
も
、
時
と
し
て
大
震
起
り
山
岳

く
ず崩

る
。
水
性
は
純
冷
な
り
、

し
か而

る
に

お
ん
こ
く

温
谷
と
称
す
る
温
泉

あ
り
。（
穆
天
子
伝

に
見
よ

）大
火
は

し
　
れ
つ

熾
烈
な
り
、

し
か而

る
に
䔥
丘
と
い
ふ
寒
焔
あ
り（
本
書
に

見
ゆ

）重
類
は
沈
む
べ
し
、
而

る
に
南
海
に
は
浮
び
た
る
石
の
山
あ
り
。
軽
物
は
浮
ぶ
べ
し
、
而
る
に

そ
う牝羊
か
　牱（
地名
）に
は

は
ね羽

を
沈
む
る
のな

が
れ流

あ
り
。
物
類
の
千
差
万
別
な
る
、
一
概
に

き
　断

め
が
た
き
こ
と
、
正
に

か
く此

の
如
き
こ
と

ひ
さ久

し
。

就
中
最
も
霊
妙
な
る
も
の
は
、
人
に
過
ぐ
る
も
の
な
し
。
か
くた

ふ
と貴き

物
な
ら
ん
に
は
、
必
ず
す
べ
て
の
人
、

皆
均
一
斉
同
な
る
べ
し
。
然
る
に
性
質
の
賢
愚
邪
正
、
容
貌
の
好
醜
長
短
、
心
ば
せ
の
清
濁
貞
淫
、
気
象
の

緩
急
遅
速
、
さ
て
は
心
の
取
捨
す
る
と
こ
ろ
、
耳
目
の
欲
す
る
と
こ
ろ
、
す
べ
て

し
わ
ざ
　

為
業
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
、

天
地
の
差
違
、
氷
炭
の

そ
む乖

き
違
ふ
に
似
た
り
。
何
ぞ
独
り
神
仙
の
み
、
凡
人
と
類
を
異
に
し
て
死
せ
ざ
る
を

怪
ま
ん
や
。
若
し
天
地
の
気
を
受
け
て
生
れ
た
る
も
の
、
皆
一
定
し
て
変
ず
べ
か
ら
ず
と
謂
は
ゞ
、
雉
は
お

ほは
ま
ぐ
り

蜃
と
な
り（
淮
南
子
の
時

間
訓
に
見
ゆ
）雀
はは

ま
ぐ
り

蛤
と
な
り（
同上
）土
壌
よ
り
這
ひ
出
づ
る
虫
は
翼
を
つ
け
、
川
に
住
む
蛙
は
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鳥
の
如
く
ひ
ら
〳
〵
と
飛
び（
淮
南
子
の
斉

俗
訓
に
見
ゆ
）水
蠣
はは

ま
ぐ
り

蛤
と
な
り（
出
典
不
明
淮
南
子
の
説
林
訓
に

水
蠆
為
蟌
と
あ
り
、
こ
の
誤
か
）は

な
じ
ゆ
ん
さ
い

荇
菜
は

う
じ蛆

と
な

り（
此
の
出

典
不
明
）も

ぐ
ら
も
ち

田
鼠
はう

づ
ら鴽と

な
り（
淮
の
時
則

訓
に
見
ゆ
）腐
草
は
螢
と
な
り（
呂
の
六
月

紀
に
見
ゆ
）わ

に鼉
は
虎
と
な
り（
此
の
出

典
不
明
）蛇
は
竜

と
な
る
是
れ
皆
変
化
に
非
る
か
。
若
し
人
は
正
性
を

う稟
け
た
る
者
な
れ
ば
、
以
上
の
物
類
と
同
じ
か
ら
ず
と

謂
は
ん
か
、
凡
べ
て
皇
天
の
、
万
類
に
性
命
を

ふ
よ

賦
与
す
る
に
、
決
し
て
彼
此
の
区
別
な
し
、
故
に
牛
哀
は
虎

と
な
り（
淮
の
俶
真

訓
に
見
ゆ
）楚
国
の
老
婦
は

お
ほ
す
つ
ぽ
ん

黿
と
な
り（
太
の
九
三
一
引
証
の
続
漢
書
に
「
江
夏
の
黄
氏
の

母
」
と
あ
り
江
夏
は
楚
地
な
れ
ば
之
を
い
ふ
か

）し
り

枝
離
は
柳
と

な
り（
滑
介
叔
と
い
ふ
人
の
左
肘
に
柳
を
生
じ
た
る
こ
と

荘
の
至
楽
篇
に
見
ゆ
れ
ば
枝
離
は
此
誤
り
な
ら
ん
）秦
女
は
石
と
な
る（
太
の
五
一
引
証
の

蜀
本
紀
に
見
ゆ

）死
し
て
更
に
生
ず
る
あ

り
、
男
女
形
を
易
る
あ
り
、
老
子

ほ
う
そ
　

彭
祖
の
如
き
長
寿
あ
る
か
と
思
へ
ば
、

わ
か
じ
に

夭
死
す
る
も
あ
り
、
こ
の
故
は
何

ぞ
や
。
す
で
に
か
く
不
同
な
れ
ば
、
そ
の
他
な
ほ
相
異
る
こ
と
限
り
な
か
る
べ
し
。
も
し
そ
れ
僊
人
は
、
薬

物
を
以
て
身
を
養
ひ
、じ

ゆ
つ
す
う

術
数
を
以
てい

の
ち命を

延
ば
し
、
内
は
疾
を
し
て
生
ぜ
し
め
ず
、
外
は
患
を
し
て
入
ら
し

め
ず
、
久
視
し
て
死
せ
ざ
る
も
、
旧
身
は
改
ま
ら
ず
、
苟
し
く
も
そ
の
道
あ
ら
ば
之
に
至
る
こ
と
難
し
と
な

す
な
か
ら
ん
。

而
る
に

せ
ん
し
き

浅
識
のと

も
が
ら

徒
、俗
見
にか

ゝ
は拘り

常
理
を
守
り
、み

　咸
な
曰
く
、世
間
に
僊
人
を
見
ず
と
。す

な
は便ち

云
ふ
、天
下

に
必
ず
こ
の
事
な
け
ん
と
。
そ
れ
目
の
及
ぶ
と
こ
ろ
限
り
あ
り
、
何
ぞ
見
と
不
見
と
を
言
ふ
べ
け
ん
や
。
天

地
の
間
は
広
大
に
し
て
、
何
物
も
漏
す
こ
と
な
し
、
そ
の
あ
や
し
き
こ
と
、
奇
し
き
こ
と
、
豈
に
限
り
あ
ら

ん
や
。
人
は
老
年
に
及
ぶ
ま
で
、
天
を
戴
き
な
が
ら
、
そ
の
上
を
知
る
も
の
な
く
、
身
を
終
る
ま
で
、
地
を

ふ
　履

み
な
が
ら
、
そ
の
下
を
識
る
も
の
な
し
、

か
ら
だ

形
体
は
我
が
所
有
な
が
ら
、
そ
の
心
臓
又
は
肺
臓
の

は
た
ら
き

作
用
を
知
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る
も
の
な
く
、
寿
命
は
我
身
に
随
ふ
も
の
な
が
ら
、
そ
の
長
短
を
知
る
も
の
な
し
。
況
ん
や
わ
づ
か
ば
か
り

の
耳
目
の
力
に

よ
　依

り
て
、
神
僊
の
遠
きす

ぢ
み
ち

理
、
滋
徳
の
奥
ぶ
か
き
こ
と
な
ど
を
論
断
せ
ん
と
す
る
は
、
豈
に
悲

し
か
ら
ず
や
。

も
　設

し
哲
人
大
才
あ
る
も
、
そ
の
人
は
世
を

の
が遯

れ
て
用
ゐ
ら
れ
ず
、ひ

か
げ景を
か
く翳

しか
ざ
り藻を
お
ほ掩

ひ
、
偽
を

す廃
て
欲
を

去
り
、

し
じ
ゆ
ん

至
醇
の
中
に
明
智
を
抱
き
て
、あ

ら
た
ま

璞
の
如
く
光
りか

ゞ
や輝か

ず
、
流
俗
の
外
に
超
然
と
し
て
、

ま
つ
む
　

末
務
を

わ
ず遺

る

る
と
き
に
は
、
世
人
な
ほ
能
く
之
を

け
ん
べ
つ

甄
別
す
る
も
のす

く
な尠く

、
そ
の
世
に
知
ら
れ
ざ
る
志
行
を
旌
表
し
、
そ
の

い
や陋

し
き
形
体
の
中
に

つ包ゝ
ま
る
ゝ
精
神
の
美
を
認
む
る
者
な
け
ん
。
況
ん
や
仙
人
はお

も
む
き

趣
を

こ
と殊

に
し
路
を
異
に
し
、

富
貴
を
以
て
不
幸
と
な
し
、
栄
華
を
以
て

け
が
れ

穢
汚
と
な
し
、
珍
宝
を

ち
　
り
　

塵
壌
の
如
く
軽
ん
じ
、
声
誉
を
朝
露
の
如

く
あ
や危

ぶ
む
、
炎
々
た
る
焔
の
風
を

ふ
　踏

む
も

や
　灼

け
ず
、

ま
つ
く
ろ

真
黒
く

す
　澄

み
わ
た渡

り
た
る
波
の
上
に
軽
る
き
歩
み
を
は
こ

び
、
霊
鳥
に
乗
り
て
そ
のつ

ば
さ翮をは
げ
ま鼓し

、あ
め
の
か
み

雨
師
に
命
じ
て
道
路
の

ち
り塵

を
き
よ清

め
し
む
、
風
を
馬
と
な
し
雲
を
車
と

な
し
て
、
上
は
仰
い
で
紫
雲
た
な
び
く
北
極
の
高
き
を
凌
ぎ
、
下
は

ふ
　俯

し
て

こ
ん
ろ
ん

崑
崙
山
の
頂
に

す
　棲

む
こ
と
な
れ

ば
、

こ
う
し
　

行
尸
の
人（
道
を
知
ら
ざ
る
人
の
、世
に
生
息

す
る
は
、
尸
骸
の
行
く
が
如
し
）何
ぞ
之
を
見
る
こ
と
を
得
ん
や
。
仮
り
に
神
仙
を
し
て
、
一
時

俗
界
に
身
を
寓
せ
し
む
る
も
、彼
に
し
て
真
を

か
く匿

し
、異
を

か
く隠

し
、外
は
凡
庸
と
同
じ
か
ら
ん
に
は
、肩
を
比

べあ
し
あ
と

武
を
接
す
る
ば
か
り
に
輩
出
す
と
も
、い

づ
れ孰か

能
く
之
を

さ
と覚

る
も
の
あ
ら
ん
や
。
若
し
彼
神
仙
を
し
て
、

い
づ何

れ
も
郊
間（
陸
士
衡
文
集
の

登
遐
頌
に
見
よ
）の
如
く
方
形
の
目
あ
り
、又
は

こ
う
そ

功
疏（
列
仙

伝

）の
如
く
頭
の
上
ま
で

あ
ら見

は
る
ゝ
耳
あ

り（
列
に
は
、
偓
佺
に
方
目
あ
り

犢
子
に
長
耳
あ
り
と
な
す

）ば
く
わ
う

馬
皇
の
如
く
竜
に
乗
り
て
行
き
、子
晋
の
如
く
白
鶴
に

ぎ
よ御

し（
馬
皇
子
晋
は

列
に
見
ゆ

）或
は
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り
ん鱗

身
蛇
首
の
容
貌
あ
り
、
或
は
金
車
羽
服
の
儀
容
あ
ら
し
め
ば
、
乃
ち
知
る
こ
と
を
得
べ
き
の
み
。
然
ら
ざ

れ
ば
、
洞
視
せ
ざ
れ
ば
、
何
ん
ぞ
其
形
を

み
　観

ん
、

て
つ
て
い

徹
聴
せ
ざ
れ
ば
、

な
ん何

ぞ
そ
の
声
を
聞
か
ん
や
。
世
人
既
に

信
ぜ
ず
、
又

み
だ妄

り
に
多
く

そ
　
し
　

疵
毀
る
、
故
に

し
ん
じ
ん

真
人（
神仙
）之
を

に
く疾

み
て
、
遂
にま

す
ま益す
か
く潜

れ
の
が遁

る
。

且
つ
常
人
の
愛
す
る
と
こ
ろ
は
、
乃
ち
上
士
の
憎
む
と
こ
ろ
、
庸
俗
の
貴
む
と
こ
ろ
は
、
乃
ち
至
人
のい

や
し賎

む
と
こ
ろ
な
り
。
浩
然
の
気
を
養
ふ

す
ぐ英

れ
た
る
儒
者
、
又
偉
才
は
、
知
見
浅
薄
に
し
て
俗
塵
に
奔
走
す
る
人

を
見
る
こ
と
を
悦
ば
ず
、
況
ん
や
彼
の
神
仙
は
、
自
ら
汲
々
と
し
て
、

す
う
く
　

芻
狗
のと

も
が
ら

倫（
芻
狗
は
草
で
造
つ
た
狗
、祭
の
時

神
に
供
へ
、
終
れ
ば
道
路
に
棄

て
ら
る
る
、
よ
り
て
一
時
勢

を
得
、
権
を
握
る
人
に
喩
ふ
）を
し
て
、

お
の
れ
　

自
己
あ
る
を
知
ら
し
め
ん
や
、
彼
等
の
神
仙
を
索
め
て
、
遂
に
之
を
知
ら

ざ
る
をあ

や
し怪ま

ん
や
。
目
は
百
歩
の
中
す
ら
、

れ
う了

々
と
て
明
か
に
見
る
能
は
ず
、
然
ら
ば
見
る
所
を
有
と
な
し
、

見
ざ
る
所
を
無
と
な
さ
ば
、無
き
も
の
天
下
に
多
か
ら
ん
。
所
謂
指
を
以
て
海
を

は
か測

り
、指
没
す
る
と
き
は
海

き
は
ま窮る

と
い
ふ
に
同
じ
、か

げ
ろ
う

蜉
蝣
の
短
命
も
て

お
ほ
か
め

巨
鼇
を

は
か校

り
、は

く
き
ふ

白
芨（
薬
草

の
名
）の
一
年
草
に
し
て
、た

い
ち
ん

大
椿（
古
木
の
名
に

し
て
、
荘
の

逍
遥
遊

に
見
よ
）を
料
る
、
豈
に
能
く
及
ぶ
と
こ
ろ
な
ら
ん
や
。
魏
の
文
帝
は
窮
覧
洽
聞
、み

づ
か自ら

あ
ら
ゆ
る
事
物
を
知

ら
ざ
る
な
し
と

お
も謂

ふ
。
思
へ
ら
く
、
天
下
に
玉
を
切
る
の
刀
、く

わ
く
わ
ん

火
浣
の
布（
火
に
焼
け
ば
益
々

清
潔
に
な
る
布

）な
し
と
。
典
論

をあ
ら
は著す

に
及
び
て
、ま
た
之
に
論
及
す
。
然
る
に
期
年
な
ら
ず
し
て
、こ
の
二
物こ

と
ご
と

畢
く
至
る
。
帝
乃
ち
嘆
息
し

て
、に

わ遽
か
に
典
論
を
破
棄
す
。
何
事
に
ま
れ
、先
入
を
固
守
し
、が

　
け
ん

我
見
を

ひ
つ必

す
べ
か
ら
ざ
る
は
、此
の
如
き
こ

と
あ
れ
ば
な
り
、ち

ん
し
　
わ
う

陳
思
王（
文
帝
の
弟
に
し

て
曹
植
を
い
ふ
）し

や
く
ぎ

釈
疑
論
を
著
し
て
い
ふ
、初
め

お
も謂

ふ
、道
術
は

た
　直

だ
愚
民
を
呼
び
集

め
。
詐
偽
を
な
す
の
み
、
そ
の

そ
ら
ご
と

空
言
た
る
こ
と
疑
な
し
と
。
後
に
武
皇
帝
が（
父
曹
操

な
り

）さ
　左
じ
　慈（
仙
人
の
名
後
の

方
術
伝
に
見
ゆ
）
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を
い
う
へ
い

幽
閉
し
、穀
食
を
断
ぜ
し
め
た
る
を
実
見
し
た
る
に
、其
間
一
月
近
く
に
し
て
顔
色
減
ぜ
ず
、気
力
自
若
た

り
。
左
慈
か
つ
て
云
ふ
、
五
十
年
間
、
食
せ
ざ
る
も
可
な
り
と
。
陳
思
王
ま
た
何
ぞ
疑
は
ん
や
。
又
た

か
ん
し
　

甘
始

（
後
漢
書
の
方

術
に
見
よ

）を
し
て
薬
を
生
魚
に
含
ま
し
め
て
、
之
を
沸
き
た
るあ

ぶ
ら脂の

中
に
煮
し
む
、
そ
の
薬
な
き
も
の
は

熟
し
て
食
す
る
を
得
べ
き
も
、
薬
を

ふ
く啣

む
も
の
は
水
中
に
遊
泳
す
る
が
如
し
、
又
た
薬
粉
に
ひ
た
し
た
る
桑

に
て
、
蠶
を
飼
ひ
し
に
、
十
月
に
至
る
も
な
ほ
老
せ
ず
。
又

じ
う
ね
ん
や
く

住
年
薬（
年
を
と

め
る
薬
）を
鷄
の

ひ
な雛

及
び
新
生
の
犬
子

に
食
は
し
め
し
に
、
皆
な
何
時
ま
で
も
生
長
せ
ず
。
又

せ
ん
は
く

還
白
の
薬（
還
は
旋
転
に
し
て
白

色
を
転
化
す
る
の
意
）も
て
、
白
犬
に
食
は

せ
し
め
し
に
、
百
日
に
し
て
其
毛
全
く
黒
し
、
乃
ち
天
下
の
事
盡
と
く
知
る
べ
か
ら
ず
、
そ
の
有
無
を

お
く
だ
ん

臆
断

に
ま
か任

す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
。
但
だ
声
色
を
絶
ち
心
を
専
ら
に
し
て
、
長
生
の
道
を
学
ぶ
こ
と
能
は
ざ
る
と

恨
む
の
み
。
彼
の
二
曹（
文
帝
と

陳
思
王
）は
、
学
は
書
と
し
て
覧
ざ
る
な
く
、
才
は
一
代
の
英
な
り
。
然
れ
ど
も
初

め
は
皆
神
仙
な
し
と
謂
ひ
て
、
晩
年
乃
ち
神
仙
あ
り
と
な
す
。
理
を
窮
め
性
を

つ
く盡

す
の
人
に
し
て
、
そ
の
嘆

息
此
の
如
し
。
学
才
こ
の
種
の
人
に

お
よ逮

ば
ざ
る
者
の
、
神
仙
を
信
ぜ
ざ
る
は
、
怪
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

り
ゆ
う
き
や
う

劉
向（
前
漢
の

末
の
人
）は
、
其
の
博
学
は
微
妙
を
究
め
、
深
遠
に
入
る
。
そ
の
理
を
思
ふ
こ
と
は
、
真
偽
を

せ
い清

ち
よ
う澄し

、
有
無
を

け
ん
か
く

研
覈
す
。
嘗
つ
て
列
僊
伝
を
選
び
て
、
七
十
餘
人
を
記
す
。
誠
に
そ
の
事
な
く
ん
ば
、
何
故

に
か
く
妄
造
す
る
か
。
往
古
の
事
何
ぞ

し
た親

し
く
見
る
べ
け
ん
や
、
皆
な
記
籍
に

よ
　頼

り
伝
聞
に
出
づ
る
こ
と
な

れ
ば
、列
仙
伝
の
事
実
た
る
必
ず
疑
な
し
、然
る
に
そ
の
書
は
、周
公
の
門
よ
り
出
で
ず
、孔
子
の
手
を

へ
　経

ざ

る
た
め
、
今
に
至
る
ま
で
、
世
人
よ
り
信
ぜ
ら
れ
ず
。
然
れ
ど
も
古
史
の
記
す
と
こ
ろ
に
し
て
、
現
在
に
之
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れ
な
き
者
、
何
ぞ
た
ゞ
神
仙
の
み
な
ら
ん
や
。
俗
人
は
栄
をむ

さ
ぼ貪り

道
を
好
み
、
名
利
に
汲
々
た
り
。

お
の己

が
心

を
以
て
遠
く
昔
人
を

は
　
か
　

忖
度
り
て
、
神
仙
あ
る
を
信
ぜ
ず
、
古
に
帝
王
の
禅
位
を
逃
れ
、
卿
相
の
貴
任
を
薄
ん

ず
る
あ
り
、

き
う
ほ
　

巣
父

き
よ
い
う

許
由
の
輩
、
老
萊
子
、
荘
周
の
徒
是
れ
な
り
。
俗
人

お
　
も
　

以
為
へ
ら
く
、
此
の
如
き
こ
と
あ
ら

ず
と
。
況
ん
や
神
仙
の
知
り
難
き
こ
と
、
之
よ
り
甚
し
、
亦
た
何
ぞ
今
世
の
信
を
求
む
べ
け
ん
や
。
故
に
劉

向
は
聖
人
に
非
ず
、
其
選
録
す
る
列
仙
伝
の
み
に
て
は
、
拠
り
と
こ
ろ
な
し
と
な
す
は
、
尤
も

な
げ嘆

か
は
し
き

こ
と
の
限
に
こ
そ
あ
れ
。
抑
も
魯
国
の
歴
史
は
、
天
地
と
徳
を
合
す
る
能
は
ざ
る
も
、
孔
子
は
之
に
本
づ
き

て
春
秋
を
著
す
。
司
馬
遷
は
日
月
と
明
を
竝
ぶ
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
、
楊
雄
は
そ
の
著
史
記
を
称
し
て
、
実

録
と
な
す
に
非
る
か
、
劉
向
は
漢
世
の
名
儒
た
り
、
そ
の
記
述
す
る
と
こ
ろ
、
何
ぞ
棄
つ
べ
け
ん
や
。

凡
そ
仙
術
の
学
ぶ
べ
き
を
信
ぜ
ず
、
寿
命
の
延
ぶ
べ
き
を
許
さ
ヾ
る
所
以
は
、

ま
さ正

し
く
秦
の
始
皇
、
漢
の

武
帝
、
之
を
求
め
て

え
　獲

ず
、

せ
う
く
ん

少
君
、

ら
ん
た
い

欒
大（
漢
代
の

二
方
士
）之
を
為
しし

る
し験な

き
が
為
な
り
。
然
れ
ど
も

き
ん
ろ
う

黔
婁（
高
を

見
よ
）

げ
ん
け
ん

原
憲（
史
の
仲
尼
弟
子

列
伝
を
見
よ

）の
貧
あ
る
を
以
て
、
古
に

と
う
し
ゆ

陶
牛

い
　
と
ん

猗
頓
の

と
み富

な
し
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。

む
　
え
ん

無
塩（
列
女
伝
巻

六
に
見
よ
）

し
ゆ
く
り
う

宿
瘤（
同上
）のみ

に
く
き

醜
あ
る
を
以
て
、
古
に
南
威（
戦
の
魏
策

に
見
よ

）せ
い
し
　

西
施（
荘
の
天
運

篇
に
見
よ
）の
美
な
し
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
。
進

み
は
し趨

る
も
、
目
的
地
に
達
せ
ざ
る
も
の
あ
り
。

か
し
よ
く

稼
穡
す
る
も
、
収
穫
せ
ざ
る
も
の
あ
り
。

あ
き
な
ひ

商
販
に
も
不
利
の

時
あ
り
。
戦
争
に
も
無
功
の
事
あ
り
。
況
ん
や
仙
術
は
、
難
事
な
れ
ば
、
之
を
学
ぶ
者
、
何
ぞ
皆
成
就
す
る

こ
と
を
必
せ
ん
や
。
彼
の
二
君（
秦
皇

漢
武
）両
臣（
少
君

欒
大
）の
成
功
せ
ざ
る
は
、
是
れ
求
む
れ
ど
も
得
ず
、
或
は
始

め
は
勤
め
し
も
、

を
は卒

り
は
怠
り
、
或
は
明
師
に

あ
　遭

は
ざ
り
し

た
め為

な
る
べ
し
。
又
何
ぞ
こ
れ
に
よ
り
て
、
天
下



22

に
神
仙
な
き
こ
と
を
、
定
む
る
に
足
ら
ん
や
。

夫
れ
長
生
を
求
め
至
道
を
修
む
る
の
秘
訣
は
、
志
に
在
り
て
富
貴
に
在
ら
ず
。
苟
く
も
そ
の
人
に
非
れ
ば
、

高
位
厚
貨
も
、た
ゞ
仙
術
の
重
き

わ
づ
ら
ひ

係
累
と
な
ら
ん
の
み
。
何
と
な
れ
ば
、仙
を
学
ぶ
の
法
は
、て

ん
ゆ
　

恬
愉

た
ん
ぱ
く

澹
泊
、し

　
よ
く

嗜
欲

を
あ
ら滌

ひ
除
き
、
内
視
反
聴
、

し
　
き
よ

尸
居
し
て
無
心
な
る
を
欲
す
。
然
る
に
帝
王
は
天
下
の
重
責
に
任
じ
、
政
務
に

わ
う
し
や
う

鞅
掌
し
、
思
を
万
機
に
労
し
、
神
を
宇
宙
に
馳
す
。
一
夫
も
所
を
失
は
ゞ
、
王
道

か
　虧

け
、
百
姓
にあ

や
ま
ち

過
あ
ら
ば
、

わ
が
み
　

予
身
の
不
徳
な
り
と

わ
　詫

ぶ
。あ

ま
き
さ
け

醇
醪
は
そ
の
和
気
を

み
た汨

し
、艶
容
は
そ
の
根
荄
を

き
　伐

る（
「
百
姓
云
々
」
よ
り
こ

こ
ま
で
通
行
本
に
な
し
）精

力
を

き
　剪

り
志
慮
を
損
し
、
和
平
を
妨
げ
純
粋
を
削
る
も
の
、つ

ぶ
さ曲に

挙
げ
論
じ
が
た
し
。
そ
れ

か
　蚊

、
は
だ膚

を
か
　噛

め

ば
、ざ

　坐
、や

す安
き
を
得
ず
、し

ら
み虱

、む
ら
が群り

攻
む
れ
ば
、ぐ

わ臥
、や

す寧
き
を
得
ず
、四
海
の
事
、な

ん何
ぞ

た
　祇

だ
か
く是

の
ご
と若

き
の
み

な
ら
ん
や
。
帝
王
た
る
も
の
、
何
ぞ
聰
明
を

お
ほ掩

ひ
か
く翳

し
、

た
め
い
き

喘
息
を

と
　閉

じ
を
さ蔵

め
、
精
進
潔
斎
、

ひ
さ久

し
き
に

わ
た亘

り

て
、

み
づ親

か
ら

ろ
　爐

火
に
仙
薬
を

ね
　煉

り
、
夙
に
興
き
夜
に

い
　寐

ね
て

は
つ
せ
き

八
石（
仙
薬
の
名
、
参

同
契
に
見
よ

）を
飛
ば
す
を
得
ん
や
。
漢

の
武
帝
が
国
を

う
　享

く
る
こ
と
、
最
も
寿
考
と
せ
ら
る
は
、

す
で已

に
性
を
養
ふ
の
小
益
を
得
た
る
も
の
な
り
。
但

だ
升
合
のた

す
け助は
し
よ
う
せ
き

鍾
石（
鍾
は
八
石
、

一
石
は
一
斛
）の
費
に
足
る
こ
と
能
は
ず
、
田
間
の
小
溝
よ
り
、
如
何
に
水
を
注
ぐ
も
、

び
　
り
よ

尾
閭（
海
底
の
大
穴
に
し
て
海
水
の
漏
れ
出

づ
る
と
こ
ろ
、
列
の
天
瑞
篇
に
見
よ
）の

ろ
う
せ
つ

漏
洩
を
補
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
の
み
。

仙
法
は

せ
い
せ
き

静
寂
無
為
に
し
て
、そ
の
形
骸
を
忘
る
ゝ
を
欲
す
。

し
か而

る
に
人
君
は

せ
ん
ご
く

千
石
の

か
ね鐘

を
つ
　撞

き
、雷
霆
の
鼓

を
う
　伐

ち
て
、か
ま
び
す
し
きひ

ゞ
き響は

魂
を
驚
か
し
、心
を

う
ご蕩

か
す
。
凡
百
の
遊
芸
はこ

も
ご交も

来
り
て
、精
をう

し
な喪ひ

耳

を
塞
が
ん
ば
か
り
な
り
。
或
は
軽
車
を
飛
ば
し
或
は
駿
馬
を

か
　駆

り
、
深
き
渓
に
釣
し
高
き
空
に
射
る
。
仙
法
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は
、う

ご
め蠢き

這
ふ

む
し
け
ら

虫
螻
に
ま
で
仁
愛
を
及
ぼ
し
、

い
き生

と
し

い
　生

け
る
も
の
を
害
せ
ざ
る
を
欲
す
。
而
る
に
人
君
は

か
く赫

と
し
て
怒
れ
ば
三
族
を
誅
し

た
ひ夷

ら
げ
、
一
た
び
黄
銭
を

ふ
る揮

ひ
、し

ば
ら暫く
せ
い
ふ
　

斉
斧（
天
子
、
天
下
を
征
服
す
る
に
用
ふ

る
斧
、
天
下
を
整
斉
す
る
の
羲

）を

授
く
る
と
き
は
、兵
禍
乃
ち
起
り
て

ふ
く
し
　

伏
尸
千
里
、流
血

ぼ
う
だ
　

滂
沱
た
り
。
し
か
ら
ず
と
も
斬
断
の
刑
罰
は
、絶
ゆ
る

こ
と
な
し
。
仙
法
は
、な

ま
ぐ
さ

腥
き
魚
肉
な
ど
避
け
、
米
穀
を

や
　休

め
て
腹
胃
を
清
く
せ
ん
と
欲
す
。
而
る
に
人
君
は

肥
肉
を
割
烹
し
、
生
類
を

と
　
か
つ

屠
割
す
。
八
珍
は
食
前
の
方
丈
に
処
せ
ま
き
ま
で

な
ら陳

べ
、

か
　臭
た
か高

き
油
に

い
　煎

り
つ
け

た
る
も
の
は
、飽
く
ま
で
食
ふ
。
仙
法
は
、ひ

ろ博
く
八
荒（
上
下
左
右

及
び
四
方
）を
愛
し
、人
を
視
る
こ
とお

の
れ己の

如
く
な
る

を
欲
す
。
而
る
に
人
君
は
、弱
国
を
兼
ね
併
せ
、無
道
を
攻
め
奪
ひ
、乱
る
ゝ
邦
を
取
り
、亡
び
ん
と
す
る
も

の
を
倒
し
、地
を

ひ
ら闢

き
境
を

ひ
ら拓

き
、人
の
社
稷
を

ほ
ろ泯

ぼ
す
。
生
民
を
駆
り
あ
つ
め
て
之
を
死
地
に
投
じ
、孤
魂

は
絶
域
に
さ
ま
よ
ふ
て
、
尸
骸
は
曠
野
に

さ
ら暴

さ
る
。
五
嶺（
南
方
の

地
名

）に
はや

い
ば刃に

血
ぬ
る
のい

く
さ師あ

り
、
北
闕
に

は
た
い
え
ん

大
宛（
北
方
の

蛮
族

）の
首
を
懸
く
。
生
を

あ
な坑

に
し
て
逃
れ
た
る
も
の
を
殺
す
こ
と
、
十
万
の
上
に
出
づ
る
こ
と

あ
り
。

が
い
せ
ん

凱
旋
を
祝
す
る
た
め
に
、
敵
の
尸
骸
を
高
く

つ
　積

み
重
ね
た
る

み
　
せ
　
も
の

見
世
物
は
、
空
を
仰
が
ん

は
か計

り
に
し
て
、

そ
の
尸
骸
はく

さ
む
ら

莽
の
如
く
、
山
に

わ
た弥

り
谷
を

う
ず填

む
。
故
に
秦
の
始
皇
は
、
十
室
の
中
を
し
て
乱
を
思
ふ
も
の
九

あ
ら
し
め
、
漢
の
武
帝
は
、
天
下
を
し
て
囂
然
た
ら
し
め
、
遂
に
戸
口
のな

か
ば半を

減
ず
る
に
至
れ
り
。
巫
祝
に

命
じ
、
人
君
の
寿
を
益
さ
し
め
ん
こ
と
祝
す
る
も
、
国
民
は
多
く
之
を
損
ぜ
ん
こ
と
を
詛
ふ（
晏
の
内
篇
諌
上

十
二
を
見
よ

）

草
を
結
び
て
徳
を
知
る
こ
と
あ
ら
ば（
下
文
の
輔
氏

云
々
を
見
よ
）又
戦
死
者
の
祭
祝
を
忽
そ
か
に
し
て
、亡
霊
の
怨
を
招
く

こ
と
も
多
か
ら
ん
。
衆
煩
は
そ
のか

う
く
わ
う

膏
盲
を
攻
め
て
、人
鬼
は
其
毒
恨
を
斉
し
く
す（
「
巫
祝
に
命
じ
」
よ
り

こ
ゝ
ま
で
原
文
晦
渋

）か
の彼

二
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君
は
、
徒
だ
仙
を
好
む
の
名
あ
る
も
、
修
道
の
実
な
し
。
知
る
所
の
浅
事
す
らこ

と
ご
と

悉
く
行
ふ
能
は
ず
、
又
要
妙

深
秘
を
聞
く
を
得
ず
、
又
た
有
道
の
士
を
得
て
、
仙
薬
を
合
成
せ
し
む
る
能
は
ず
、
そ
の
長
生
を
得
ざ
る
も
、

怪
む
を
要
せ
ざ
る
な
り
。

之
に
反
し
て
、我
等
匹
夫
は
百
事
空
乏
な
り
、家
は
長
卿
の
如
く
、四
方
壁
ば
か
り
に
て
一
物
も
な
し（
長
卿

は
司

馬
相
如
、
史
の

本
伝
を
見
よ

）腹
は
桑
下
に

や
ど舎

れ
る
餓
人
の
如
く
、糧
を
絶
つ
こ
と
久
し（
左
の
宣
公
二

年
を
見
よ

）冬
は
戎
夷（
人名
）の
如

く
後
門
に
凍
死
す
る
の
憂
を
抱
き（
呂
の
長
利

篇
を
見
よ
）夏
は
儒
行（
礼
記
の

一
篇

）の
所
謂

く
わ
ん
と

環
堵（
板
屏
の

小
邸
宅
）の
中
に
あ
り
て

炎
日
に
照
ら
さ
る
。
遠
き
に
行
か
ん
と
す
る
も
、
舟
車
の
用
に
乏
し
く
、
何
事
を
営
む
に
も
、お

の
れ己に
か
は代

り
て

労
役
を
な
す
も
の
な
し
。
内
に
入
る
も

き
ぐ
わ
ん

綺
紈
の
衣
服
を

か
さ襲

ぬ
る
のた

の
し
み

娯
な
く
、
外
に
出
づ
る
も
遊
観
の
耳
目
を

歓
ば
す
も
の
な
し
。
口
に
甘
旨
を
味
は
ず
、
目
に
玄
黄
の
色
彩
を
視
ず
、
鼻
に
芬
芳
を
嗅
が
ず
、
耳
に
八
音

を
聞
か
ず
。
百
憂
は
そ
の
心
曲
を
攻
め
、
衆
難
は
そ
の
門
庭
に

あ
つ萃

ま
る
。
世
に
居
る
こ
と

か
く此

の
如
く
、

し
た恋

ふ

べ
き
も
の
一
つ
も
之
れ
な
し
。
然
る
に
或
は
要
道
の
秘
訣
を
得
、
又
は
世
に
も
稀
な
る
師
に

あ値
ふ
も
、
猶
ほ

老
妻
弱
子
の
恩
愛
に
ひ
か
さ
れ
、
狐
兎
の
棲
む
い
ぶ
せ
きや

し
き邸を

慕
ひ
、

ち
　遅

々
と
し
て
衰
老
を
覚
え
ず
、
一
生

を
終
は
る
。
長
生
の
得
べ
き
を
知
り
て
、
そ
を
修
む
る
能
は
ず
、
臭
鼠
に
も
均
し
き
流
俗
の
汚
れ
を
患
へ
て
、

そ
を

す
　委

つ
る
能
は
ず
。
何
と
な
れ
ば
愛
習
の
情
、

に
は卒

か
に

や
　遣

り
難
く
し
て
、
絶
俗
の
志
、

は
　果

た
し

や
す易

か
ら
ざ

れ
ば
な
り
。
況
ん
や
彼
二
帝
は
、四
海
の
主
に
し
て
、そ
のた

の
し耽みも
て
あ
そ

玩
ぶ
も
の
、ひ

と
す
じ

一
條
に
非
ず
、そ
の
親
幸
さ
る

も
の
、
甚
だ
少
か
ら
ざ
る
を
や
。
之
を
し
て
旬
日
の
間
、
閑
居
潔
斉
、
道
を
求
め
し
め
ん
と
す
る
も
、
な
ほ
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能
は
ざ
る
べ
し
。
況
ん
や
内
は
美
は
し
き

た
を
や
め

少
女
の
寵
を
棄
て
、
外
は
赫
々
た
る
尊
き
位
を

す
　捐

て
、
口
に
は
甘

肴
を

た
　断

ち
、
心
に
は
欲
望
を

た
　絶

ち
、
栄
華
に

そ
む背

き
て
独
り
往
き
、
神
仙
の
幽
漠
を
求
む
る
に
至
り
て
は
、
豈

にす
く
な尠か

ら
ず
や
。
是
を
以
て
在
昔
仙
道
を
得
し
者
を
歴
覧
す
る
に
、
多
く
は
貧
賎
の
士
に
し
て
、
勢
位
の
人

に
非
る
な
り
。

又
ら
ん
だ
い

欒
大
は
知
識
実
に
浅
薄
な
り
、栄
貴
に
飢
渇
し
貨
賄
を

お
か冒

し
求
め
、虚
妄
を

て
ら衒

ひ
て
、一
時
を
と
り
つ
く

ろ
ひ
、禍
患
を
忘
れ
て
、為
す
な
き
の
み
。
此
の
区
々
た
る
小
人
の
奸
偽
を
以
て
、直
ち
に
天
下
の
仙
な
き
を

証
す
べ
け
ん
や
。
昔
は
句
践
怒
蛙
にし

よ
く式せ

し
か
ば
、
兵
士
争
う
て
火
中
に
飛
び
こ
み（
越
王
句
践
、
車
に
乗
り
て
途

を
過
ぐ
、
一
蛙
あ
り
腹
を
張

り
之
を
避
け
ず
、
そ
の
状
怒
る
も
の
ゝ
如
し
、
句
践
其
勇
を
賞
し
て
、
軾
に
よ
り
て
敬
意
を
表
す
、
兵
士
之

を
聞
い
て
皆
勇
気
の
尚
む
べ
き
を
知
り
、
水
火
を
も
避
け
ざ
る
に
至
り
し
こ
と
、
韓
の
内
儲
説
上
に
見
ゆ

）楚
の
霊
王
は
、細
腰
の
美

を
愛
せ
し
か
ば
、国
人
皆

や
せ痩

ん
こ
と
を
欲
し
て
餓
死
す
る
も
の
多
し（
荀
の
君
道

篇
に
見
よ
）斉
の
桓
公
は
、異
味
を
嗜
み

し
か
ば
、え

き
が
　

易
牙
は
そ
の
子
を
蒸
し
て
之
を
進
め（
管
の
小
称

篇
に
見
ゆ
）宋
君
は
、親
喪
を
つ
と
め
て
身
体
痩
せ
衰
へ
た
る

者
を
賞
し
し
か
ば
、
や
つ
れ
は
て
て
死
す
る
も
の
戸
ご
と
に
出
づ
。
人
主
の
欲
す
る
と
こ
ろ
、
至
ら
ざ
る
も

の
あ
る
な
し（
「
田
間
の
小
溝
」
よ
り
こ

こ
ま
で
通
行
本
に
な
し

）故
に
漢
武
方
士
を
招
求
し
て
、
寵
待
厚
き
に
過
ぎ
た
れ
ば
、

お
　自

ら
欒
大

の
如
き
小
人
を
し
て
、
敢
て
虚
誕
を
為
さ
し
め
た
る
の
み
。
欒
大
若
し
果
し
て
有
道
の
者
な
ら
ん
に
は
、
何

ぞ
之
を
殺
す
を
得
べ
け
ん
や
。
そ
れ
有
道
の
者
は
、
爵
位
を
視
る
こ
と
人
を
煮
殺
す

ゆ
　
か
ま

湯
鑊
の
如
く
、
印
綬
を

見
る
こ
と

さ
い
て
つ

縗
絰（
喪
服
の

し
る
し
）の
如
く
、
金
玉
を
視
る
こ
と
糞
土
の
如
く
、
華
堂
を
覩
る
こ
と
牢
獄
の
如
し
。
豈

に
欒
大
の
如
く
、
腕
を

や
く扼

し
て
空
言
し
、
以
て
栄
華
を
僥
倖
し
、

あ
か丹

ぬ
り
のは

し
ら楹の

室
に
居
り
、

は
か誓

ら
れ
ざ
る



26

ほ
ど
のた

ま
も
の

賜
を
受
け
、
五
利
将
軍
の
印
を
帯
び
、

ひ
め
み
や

公
主
の
貴
き
に
配
し
、
勢
利
に

ふ
け耽

り
し
づ淪

み
て
、
止
足
を
知
ら

ざ
る
こ
と
あ
ら
ん
や
、
そ
の
実
に
道
を
得
ざ
る
は
、
断
じ
て
知
る
べ
し
。

按
ず
る
にと

う
ち
ゆ
う
じ
よ

董
仲
舒
が
選
び
し
李
少
君
家
録
に
云
ふ
、
少
君
不
死
の
法
あ
る
も
、
家
貧
に
し
て
そ
の
薬
を

か
　市

ふ
能
は
ず
、
故
に
漢
に
出
で
て
途
を
仮
り
、
そ
の
財
を
求
め
、
道
成
り
て
去
る
と
。
又
按
ず
る
に
、
漢
の
禁

中
起
居
注
に
云
ふ
、
少
君
の

ま
さ将

に
去
ら
ん
と
す
る
や
、
武
帝
夢
に
之
と
共
に

す
う
ざ
ん

嵩
山
に
登
る
、
半
道
に
し
て
使

者
あ
り
、
竜
に
乗
りし

る
し節を

持
し
て
雲
中
よ
り
下
り
て
い
ふ
、
上
帝
、
少
君
を
請
ふ
と
。
帝

さ
　覚

め
て
左
右
に
語

り
て
曰
く
、

わ
が我

夢
の
如
く
ん
ば
、
少
君
将
に
我
を

す
　捨

て
ゝ
去
ら
ん
と
す
と
。
数
日
に
し
て
少
君
病
み
て
死
す

と
称
す
。
久
し
く
し
て
、
帝
、
人
を
し
て
そ
の
棺
を

ひ
ら発

か
し
め
尸
を
視
し
に
、
唯
だ
衣
冠
の
み

の
こ残

れ
り
と
ぞ
。

按
ず
る
に
仙
経
に
云
ふ
、
上
士
は
形
を
挙
げ
て

そ
ら虚

に
昇
る
、
之
を
天
仙
と
い
ひ
、
中
士
は
名
山
に
遊
ぶ
、
之

を
地
仙
と
い
ひ
、
下
士
は
先
づ
死
し
て
後
にぬ

け
が
ら

蛻
と
な
る
、
之
を

し
　
か
い

尸
解
仙
と
い
ふ
と
。
少
君
は
必
ず
尸
解
せ
る

な
ら
ん
。
近
世
に
は

て
　
こ
う

壺
公
が

ひ
ち
や
う
ぼ
う

費
長
房
を

ひ
き将

ゐ
、
又

ひ
　
け
ん

郫
県（
地名
）の
道
士

り
　
い
　
き
　

李
意
期
も
両
弟
を
将
ゐ
去
る
、
そ
の

家
人
棺
を

う
が鑿

ち
て
之
を
視
し
に
、
三
棺
と
も
に

あ
か丹

き
色
も
て
文
字
を
記
し
た
る
一
本
の
竹
杖
あ
る
の
み
。
こ

れ
皆
な
尸
解
せ
る
も
の
な
り
。
昔
は

わ
う
ま
う

王
莽
は
、
聖
人
の
典
籍
を
引
い
て
そ
の
邪
を
飾
る
、
之
に
よ
り
て
儒
者

皆
な
簒
盗
を
な
す
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
司
馬
相
如
は
琴
を
鼓
し
て
卓
文
君（
女
子

の
名
）を

い
ど挑

む
、
之
に
よ
り
て
雅

楽
は
淫
佚
を
主
と
す
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
食
は

む
せ噎

び
て
死
す
る
者
あ
り
と
て
、
神
農
の
穀
種
を

ま
　播

き
し
を

そ
し譏

る
べ
か
ら
ず（
神
農
は
始
め
て
農
業

を
国
民
に
教
へ
し
人
）火
に
焼
け
て
死
す
る
者
あ
り
と
て
、

す
い
じ
ん
し
　

燧
人
氏
の
火
を

き
　鑚

る
を
怒
る
べ
か
ら
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ず（
燧
人
氏
、
始
め
て
火
打
石
の

作
用
を
国
民
に
教
へ
し
人

）船
をく

つ
が
え

覆
し
水
に

お
ぼ溺

れ
た
り
と
て
、帝
軒（
黄帝
）の
船
を
造
り
し
を
怒
る
べ
か
ら
ず
、

酒
乱
の
者
あ
り
と
て
、

と
　
か
う

杜
康
、

ぎ
　
て
き

儀
狄
が
酒
を

つ
く為

り
し
を

そ
し非

る
べ
か
ら
ず
、

し
か然

ら
ば
欒
大
の
邪
偽
を
以
て
仙
道

な
し
と
い
ふ
べ
け
ん
や
。（
「
然
ら
ば
」
よ
り
、
こ

こ
ま
で
通
行
本
に
な
し
）是
れ
猶
ほ

て
う
か
う
と
う
た
く

趙
高
董
卓
の
如
き
好
臣
あ
る
を
見
て
、
古
に
伊
尹

周
公
霍
光
の
如
き
忠
臣
な
し
と
謂
ひ
、
商
臣（
春
秋
時
代
に
於

け
る
楚
国
の
人
）ぼ

く
と
つ

冒
頓（
匈
奴
の
君
な
り
史

の
匈
奴
伝
を
見
よ
）の
如
き
逆
子
あ
る
を
見

て
、
古
に

は
く
き
　

伯
奇
、

か
う
き
　

孝
己（
伯
奇
は
周
の
尹
吉
甫
の
子
、琴
操
上
に
見
よ
。
孝

己
は
殷
の
高
宗
の
子
、
荘
の
外
物
篇
に
見
ゆ

）の
如
き
孝
子
な
し
と
い
ふ
が
如
し
、
豈
に
そ

れ
然
ら
ん
や
。

又
神
仙
集
の
中
に
、
神
を

め
　召

し
鬼
を

だ
ん
が
い

弾
劾
す
る
の
法
あ
り
。
又
人
を
し
て
鬼
を
見
し
む
る
の
術
あ
り
。
俗

人
之
を
聞
い
て
、
皆
虚
言
と

お
も謂

ひ
、
或
は
鬼
な
し
と
い
ひ
、
或
は
鬼
あ
り
と
い
ひ
、
或
は
鬼
神
を
劾
召
す
べ

か
ら
ず
と
い
ふ
。
或
は
男
子
に
し
て
鬼
を
見
る
も
の
を

げ
き覡

と
為
し
、
女
子
に
は
巫
と
い
ひ
、
何
れ
も
自
然
に

会
得
す
る
術
に
し
て
、学
ぶ
こ
と
を
得
べ
き
も
の
に
非
ず
と
い
ふ
。
按
ず
る
に

か
ん
じ
よ

漢
書（
書名
）双
び
太
史
公
の
史

記
に
よ
る
に
武
帝
、
斉
人
少
翁
を
文
成
将
軍
と
な
す
、
武
帝
の
寵
幸
せ
し
李
夫
人
病
み
て
死
す
。
少
翁
よ
く

そ
の
魂
魄
を

ま
ね召

き
、
武
帝
を
し
て
之
と
見
し
め
た
る
に
、
恰
も
生
人
の
状
の
如
し
。
又
あ
る
時
はか

ま
ど
の
か
み

竈
神
を
も

見
し
む
。
こ
れ
史
籍
の
明
文
な
り
。
そ
れ
方
術
は
鬼
を
し
て
そ
の
形
を

あ
ら見

は
さ
し
め
、
又
た
凡
人
を
し
て
之

を
見
し
む
。
こ
の
理
を
推
す
と
き
は
、
他
の
術
も

こ
れ之

な
し
と
い
は
ん
や
。
鬼
神じ

は
く数し

民
間
の
為
に
、
光
怪
変

異
を
作
す
こ
と
は
、
是
れ
ま
た
経
典
の
載
す
る
所
に
し
て
、
信
拠
す
べ
き
こ
と
多
し
。
俗
人
尚
ほ
之
を
信
ぜ

ず
、
况
ん
や
仙
人
は
高
き
に
居
り
遠
き
に
処
り
、
俗
人
と
清
濁
の
流
と
を
異
に
し
、
遙
か
に
塵
外
に
往
き
て
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返
ら
ず
、
道
を
得
る
者
に
非
ず
ん
ば
、
何
ぞ
能
く
之
を
見
聞
せ
ん
。
さ
れ
ば
儒
者
も

ぼ
く
か
　

墨
家
も
、
こ
の
術
を
ば

俗
人
に
訓
ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
知
り
て
、こ

と
さ
ら

故
に
之
を
言
は
ず
、
そ
の
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
は
亦
た
宜
な
ら
ず
や
。
惟

だ
真
を
識
る
も
の
あ
り
て
、
衆
く
の
方
術
を
比
較

れ
ん練

修
し
て
、
そ
の

し
る
し

徴
験
を
得
、
そ
の
必
有
をつ

ま
び
ら

審
か
に
し
て
、

独
り
之
を
知
る
べ
き
の
み
。
決
し
て
短
日
月
の
間
に
、
強
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
鬼
神
を
見
ず
仙
人
を

見
ず
し
て
、
世
間
に
仙
人
な
し
と
謂
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

人
は
賢
愚
を
問
は
ず
、皆
な
己
が
身
に
魂
魄
あ
る
を
知
る
。
魂
魄

わ
か分

れ
去
れ
ば
又
病
み
、盡
く
去
れ
ば
死
す
。

故
に
分
去
に
は
術
家
に
拘
録（
霊
魂
鬼
神
な
ど
を
、
自

由
に
使
役
す
る
こ
と

）の
法
あ
り
、霊
去
に
は
礼
典
にた

ま
と
ば
ひ

招
呼
の
儀
あ
り
。
魂
魄
ほ

ど
身
に
近
き
も
の
な
し
、然
る
に
身
を
終
る
ま
で
之
を
聞
見
し
た
る
も
の
な
し
、豈
聞
見
せ
ざ
る
故
を
以
て
、之

れ
な
し
と
い
ふ
べ
け
ん
や
。
若
し
そ
れ
輔
氏
報
施
の
鬼（
左
の
宣
公
十
五
年
に
い
ふ
、
晋
の
魏
顆
の
父
死
に
臨
み
し
時
、
遺
言
し

て
曰
く
、
嬖
妾
を
殉
せ
よ
と
、
顆
従
は
ず
し
て
之
を
嫁
せ
し
む
、
そ
の

後
顆
秦
軍
の
勇
士
杜
回
と
輔
氏
「
地
名
」
に
戦
ふ
に
及
び
、
老
人
見
れ
草
を
結
び
て
、
秦
将
杜
回
を
遮
ぎ
り
、
之
を
躓
づ

か
せ
た
れ
ば
、
難
な
く
之
を
捕
ふ
る
こ
と
を
得
た
り
、
其
夜
の
夢
に
其
老
人
来
た
り
告
ぐ
ら
く
、
我
は
嬖
妾
の
父
な
り
と
）成
湯
斉
を
怒
る

の
霊（
成
湯
は
殷
の
湯
王
な
り
論
の
二

十
一
及
び
、
博
の
七
に
見
ゆ

）申
生
は
言
を
狐
子
に
交
へ（
晋
の
太
子
申
生
の
霊
魂
が
、
狐
偃
と
物

語
り
せ
し
こ
と
左
の
僖
公
十
年
に
見
ゆ
）杜
伯
は
恨
み

を
周
宣
に
報
じ（
杜
伯
罪
な
く
し
て
周
の
宣
王
に
殺
さ
る
、
そ
の
霊
魂
見

は
れ
て
、
之
に
報
じ
た
る
こ
と
、
墨
の
明
鬼
篇
に
見
ゆ
）彭
生
は
形
を
立
豕
に
託
し（
斉
の
襄
公
、
己
が
罪
を

彭
生
に
嫁
し
て
之
を
殺

す
、
そ
の
後
襄
公
出
猟
の
際
、
突
然
と
し
て
一
大
豕
見
れ
、
人
の
如
く
立
ち
て
啼
く
、
襄
公
以
為
へ
ら
く
彭
生
の
再

生
な
り
と
、
大
に
恐
れ
た
る
こ
と
左
の
荘
公
八
年
に
見
ゆ
、
原
文
に
立
豕
を
玄
豕
に
作
る
、
兪
説
に
よ
り
て
改
む
）如
意
は
体
を
蒼
狗
に

仮
り（
呂
后
如
意
を
殺
す
、
後
呂
后
、
幻
の
う
ち
に
一
蒼
犬
己
れ
を
傷

つ
く
と
見
て
、
遂
に
病
み
た
る
こ
と
、
史
の
呂
后
本
紀
に
見
ゆ
）く

わ
ん
ぷ

灌
夫
は

で
ん
ぷ
ん

田
蚡
を
守
り（
田
蚡
灌
夫
を
讒
殺
す
、久
さ
し
か
ら
ず

し
て
病
に
か
ゝ
り
、
頻
り
に
自
ら
罪

を
謝
す
、
巫
曰
く
是
れ
灌
夫
が
霊
見
は
れ
て

之
を
守
る
な
り
と
、
史
の
魏
其
伝
に
見
ゆ

）子
義
は
燕
簡
を

た
ほ掊

す（
燕
の
簡
王
、
無
罪
の
荘
子
儀
を
殺
す
、
三
年
の
後
そ
の
亡
魂
見

は
れ
て
簡
王
を
車
上
に
た
ふ
せ
し
こ
と
、
墨
の
明
鬼
篇
を
見
よ
）

じ
よ
く
し
う
し
ん

蓐
收
莘
に
降
る（
国
の
晋
語
二
に
云
ふ
、
辱
収
と
称
す
る
神
虢
国
の
廟
門
に
見
は
る
。
左
の
荘
公
卅
二
年
に

云
ふ
、
神
あ
り
て
虢
の
領
地
な
る
、
莘
に
降
る
と
。
包
朴
子
此
二
事
を
混
説
せ
し
な
ら
ん
）ら

ん欒
侯
民
家
に
止
り
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（
こ
の
出
典
不
明
、
或
は
欒
巴
が
没

後
、
民
間
に
祝
ら
れ
た
る
こ
と
か
）素
姜

し
ん
い
　

讖
緯
を
説
き（
こ
の
出
典
不
明
、
素
姜
は
素
女
の
誤
か
、
素
女
が
黄
帝
に
天
文
兵
法

の
事
を
説
き
し
こ
と
、
古
伝
に
見
よ
、
故
に
讖
緯
を
説
く
と
い
ふ
か
）孝

孫
、
文
章
を
著
し（
こ
の
出
典
不
明
、
真
霊
位
業
図
に
、
劉
慶
孫
与
賈
誼
斉
名
と
あ
れ

ば
、
孝
孫
は
慶
孫
の
誤
り
か
、
但
し
慶
孫
の
人
た
る
知
り
が
た
し
）神
君
、
上
臨
に
言
ひ（
漢
の
武
帝
本
紀

に
よ
る
に
神
君

に
見
は
る
に
見
は
る
こ
と
見

ゆ
、
然
ら
ば
臨
は
林
の
誤
か
）羅
陽
、
呉
朝
に
仕
ふ（
三
の
呉
志
巻
二
大
元
元
年
に
曰
く
、
羅
陽
県
の
神

王
表
と
い
ふ
も
の
に
、
羅
陽
王
の
印
綬
を
授
く

）是
れ
す
べ
て
鬼
神
の

事
、
竹
帛
に
著
は
れ
て
昭
々
た
る
こ
と
此
の
如
き
も
の
、

あ
　勝

げ
て
数
ふ
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
愚
者
な
ほ
之
れ

な
し
と

お
も謂

ふ
。
况
ん
や
長
生
の
事
は
、
世
に

ま
れ稀

に
聞
く
所
を
や
、
そ
の
必
信
を
望
む
は
、
蚊
虻
を
し
て
山
を

負
は
し
め
、
井
蛙
と
海
を
論
ず
る
な
り
。
俗
人
未
だ
嘗
つ
て
竜
麟
鸞
鳳
を
見
ず
し
て
、
乃
ち
思
へ
ら
く
天
下

に
此
物
な
し
、
古
代

む
な虚

し
く

ず
ゐ
お
う

瑞
応
を
設
け
、
人
主
を
し
て

み
　自

ら
勉
め
て

や
　息

ま
ず
、
以
て
斯
の
霊
鳥
瑞
獣
を
致

さ
し
め
ん
と
す
る
に
過
ぎ
ず
と
。
况
ん
や
人
を
し
て
神
仙
あ
る
こ
と
を
信
ぜ
し
め
ん
と
す
る
を
や
。

世
人
は
劉
向
が
黄
金
を
鋳
し
も
、成
ら
ざ
り
し
を
以
て
、乃
ち
謂
へ
ら
く
、隠
を

も
と索

め
怪
を
行
ひ
、好
ん
で

虚
無
を
伝
ふ
、
其
の
著
列
仙
伝
も
皆
な
妄
作
な
り
と
。
悲
し
い
か
な
。
此
れ
所
謂
分
寸
の

き
ず瑕

を
以
て
、え

い
し
や
く

盈
尺

の
夜
光
の
珠
を
棄
て
、

あ
り蟻

の
は
な
さ
き
ほ
ど

鼻
端
程
の

か
け缺

あ
る
た
め
、

あ
た
ひ価
し
　知

れ
ざ
るじ

ゆ
ん
き
ん

淳
釣（
名
剣
の
名
、
越

絶
書
に
見
よ

）を
す捐

つ
る
に
同

じ
。
皆
な
荊
和（
荊
楚
の
卞
和
、
玉
を
見
た
て
る

に
巧
な
人
、
韓
の
和
氏
に
見
ゆ
）の
遠
識
、
風
胡（
剣
を
相
す
る
人
の

名
越
絶
書
に
見
ゆ
）の
賞
真
に
非
ず
し
て
、

ま
た又

朱

公（
陶
朱
公
を
謂
ふ
が
、淮
の
氾
論
訓
に
、玉
の
真
偽
を

区
別
す
る
こ
と
に
つ
き
て
猗
頓
不
失
其
情
と
あ
り
）が

う
つ
う
つ

欝
欝
と
し
て
憂
へ
、せ

つ
し
よ
く

薛
燭
が（
剣
を
相
す
る
人
の

名
越
絶
書
に
見
ゆ
）永
く
嘆
息
す

る
所
以
な
り
。
抑
も
黄
金
を
鋳
る
こ
と
は
、皆
な
神
仙
集
の
中
に
あ
り
。

わ
い淮

南
王
、そ
を

ぬ
き
だ
　

抄
出
し
て
鴻
宝
枕
中
記

を
作
る
。
然
れ
ど
も
そ
の
要
点
秘
訣
に
至
り
て
は
、必
ず
口
伝
を

ま
　須

つ
て
始
め
て
之
を
知
る
べ
し
。
そ
の
用
薬

ま
た
多
く
本
名
を
改
む
れ
ば
、唯
だ
文
字
を
た
よ
り
に
し
て
用
ふ
べ
か
ら
ず
。
劉
向
が
父
の

と
く徳

が
、淮
南
王
の
獄
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を
治
め
し
と
き
に
、得
た
る
書
は
、正
し
き
師
説
あ
る
に
非
る
な
り（
淮
南
王
反
し
て
誅
せ
ら
る
、徳
、当
時
獄
官
た
り
、因

り
て
仙
書
を
得
た
る
こ
と
、
漢
の
劉
向
伝
に
見
よ

）

き
や
う向も

と
道
術
を
知
ら
ず
、た

ま
た偶ま

こ
の
書
を
見
て
、仙
術
の
真
意
はこ

と
ご盡と

く
此
書
中
に
在
り
と
思
ひ
、之
に
拠
り

て
黄
金
を
鋳
し
か
ば
成
ら
ざ
り
し
の
み
。
然
れ
ど
も
列
仙
伝
を
選
ぶ
に
至
り
て
は
、
自
ら
秦
の
大
夫
阮
倉
の

書
を
刪
り
述
べ
、
或
は

ま
の面

あ
た
り
見
し
所
を
記
し
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
決
し
て
妄
言
に
非
る
な
り
。
狂
夫
の

言
、
草
う
つ
童
のは

や
り
う
た

謡
す
ら
、
聖
人
に

え
ら拓

ば
る
。
賎
し
き

き
こ
り

樵
夫
の
言
も

す
　遺

つ
べ
か
ら
ず
、
詩
人
も
「
葑
を

と
　採

り

菲
を

と
　採

る
、

か
　
た
い

下
体
を
以
て
す
る
な
か
れ
」。（
葑
菲
即
『
か
ぶ
ら
な
』
の
莖
美
な
る
と
き
は
、
其
下

部
の
根
あ
し
く
と
も
差
支
な
し
、
詩
の
谷
風
に
見
よ
）豈
に
百

り
よ慮

の
一
失
を

以
て
、
経
典
用
ふ
べ
か
ら
ず
と
し
、
日
月
のは

く
し
よ
く

薄
蝕
を
以
て
天
象
の
大
明
を
疑
ふ
を
得
ん
や
。
外
国
のす

ゐ
し
や
う
わ
ん

水
精
椀

を
作
る
は
、
実
は
五
種
の
灰
を
合
し
て
製
作
し
た
る
者
な
り
、
交
広
の
地
方（
南
方
の

地
名

）に
は
、
今
に
て
も
こ

の
法
も
て
、
之
を
鋳
作
る
者
多
し
。
今
之
を
俗
人
に
語
る
も
、

こ
と殊

に
う
け
が
　

首
肯
は
ず
し
て
い
ふ
、
水
精
は
自
然
の

産
物
に
し
て
玉
石
と
同
類
な
り
と
。
況
ん
や
、
世
間
に
は
す
で
に
自
然
の
金
あ
れ
ば
、
人
力
も
て
之
を
鋳
る

べ
し
と
い
ふ
も
、
俗
人
な
ど
か
其
理
を
信
ず
べ
き
。
愚
人
は

わ
う
た
ん

黄
丹
及
び

こ
　
ふ
ん

胡
粉
は
、な

ま
り鉛よ

り
化
成
せ
ら
る
ゝ
こ

と
を
信
ぜ
ず
、ら

　
ば
　

騾
馬
及
び

た
く
き
よ
駆乍
驉（
竝
び
に
馬

の
種
類

）は
ろ
　
ば
　

驢
馬
の
生
む
と
こ
ろ
を
信
ぜ
ず
し
て
、何
物
に
も
、そ
れ
〴
〵

一
定
の
種
あ
り
と
思
ふ
。
况
ん
や
知
り
難
き
こ
と
を
や
。
そ
れ
見
る
こ
と
少
な
け
れ
ば
、
怪
む
こ
と
随
つ
て

多
き
は
、
世
の
常
な
り
と
、
信
な
る
か
な
こ
の
言
。
そ
れく

つ
が覆へ

り
た
る

か
ま釡

の
下
に

お
　処

ら
ん
に
は
、
日
月
の
明

も
、
之
を
仰
ぐ
こ
と
能
は
ざ
る
如
く
、
見
聞

せ
ま狭

け
れ
ば
、
何
ぞ
仙
術
の
至
言
を
識
る
こ
と
を
得
ん
や
。
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抱
朴
子
内
篇
巻
三
　

た
い対
ぞ
く俗（
俗
論
に

対
ふ

）

或
る
人

な
ん難

じ
て
曰
く
、

人
中
に
老
彭
の
如
き
長
寿
家
あ
る
は
、猶
ほ
木
中
に
後
凋
の
松
柏
あ
る
が
如
し
、ひ

ん
ぷ
　

稟
賦
の
自
然
な
れ
ば
、何

ぞ
、
学
ぶ
を
得
べ
け
ん
や
。

抱
朴
子
曰
く
、

そ
れ
造
化
を
陶
冶
す
る
は
、
人
よ
り
霊
な
る
も
の
な
し
。
故
に
そ
の
浅
き
に
達
す
る
者
も
、
能
く
万
物
を

役
用
し
、そ
の
深
き
を
得
る
者
に
至
り
て
は
、能
く
長
生
久
視
す
。
上
薬
の
年
を
延
ば
す
を
知
る
、故
に
そ
の

薬
を
服
し
て
仙
を
求
め
、
亀
鶴
の
永
寿
を
知
る
、
故
に
そ
の

だ
う
い
ん

導
引（
大
気
を
体
内
に
導
び
き
入
る
ゝ
法
に

し
て
、
今
の
所
謂
深
呼
吸
に
類
す

）に
な
ら效

う
て

年
を
増
す
。

か
つ且

そ
れ
松
柏
の
枝
葉
は
、
衆
木
と
別
に
し
て
、
亀
鶴
の
体
貌
は
、
衆
虫
と
殊
な
り
。
故
に
天
性

な
り
と
謂
は
ん
も
、
一
理
あ
ら
ん
。
然
れ
ど
も
老
彭
に
至
り
て
は
、
他
の
人
類
と
異
な
る
も
の
に
非
ず
、
而

る
に
寿
独
り
長
き
は
、
道
を
得
る
に
由
る
、
自
然
な
り
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
衆
木
は
松
柏
に

の
り法

と
る
能
は
ず
。

諸
虫
は
亀
鶴
を
学
ぶ
能
は
ず
、
是
を
以
て

わ
か
じ
に

短
折
す
る
の
み
、
人
も
し
明
哲
に
し
て
能
く
老
彭
の
道
を
修
む
る

あ
ら
ば
、
之
と
功
を
同
じ
く
す
る
を
得
べ
し
。

若
し
世
に
仙
人
な
し
と
謂
は
ん
か
。
前
哲
の
記
す
と
こ
ろ
千
人
にな

ん
な垂ん

と
す
、
皆
な
姓
字
あ
り
、
及
び
行

為
の
本
末
あ
れ
ば
、
虚
語
に
非
る
な
り
。
若
し
彼
等
は
、
皆
な
特
に
異
気
を
稟
く
と
謂
は
ん
か
。
そ
の
相
伝



32

に
は
皆
な
師
授
の
服
食
あ
れ
ば
、
生
知
に
非
る
な
り
。
若
し
道
術
を
学
び
得
べ
か
ら
ず
と
謂
は
ん
か
。
そ
の

形
貌
を

へ
ん
え
き

変
易
し
刀
を
呑
み
火
を
吐
き
、
坐
す
れ
ば
見
は
れ
、
立
て
ば
隠
る
。
雪
を
興
し
霧
を
起
し
、
虫
蛇
を

招
致
し
、
魚
龞
を
合
聚
し
、
三
十
六

せ
き石

立
ど
こ
ろ
に
化
し
で
水
と
な
り（
列
に
、
淮
南
王
劉
安
は
、
丹
経
及
び
三

十
六
水
の
方
を
会
得
せ
る
こ
と
見
ゆ

）玉

を
と
か消

し
て

あ
め飴

と
な
し
、
金
を

ひ
た潰

し
てこ

ん
づ漿と

な
す
。
淵
に
入
り
て
没
せ
ず
、
刃
に
就
き
て

き
ず傷

つ
か
ず
、

げ
ん
く
わ

幻
化
の

事
、
す
べ
て
九
百
有
餘
條
、
法
を
按
じ
て
之
を
行
ふ
に
、
皆
な
効
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
何
ぞ
独
り

あ
　肯

へ
て
仙
術
の
学
び
得
べ
き
を
信
ぜ
ざ
ら
ん
や
。

但
だ
仙
道
は
其
の
成
就
す
る
こ
と

お
そ遅

く
、き

ん
き
　

禁
忌（
仙
術
に
忌
み

き
ら
ふ
こ
と
）ま
た
多
し
。
超
世
の
志
、強
力
の
才
な
き
よ
り

は
、之
を
守
る
能
は
ず
。
或
は
之
を
好
む
も
疑
信
相
半
し
て
、中
道
に
廃
し
、直
ち
に
仙
道
長
生
を
得
べ
か
ら

ず
と
な
す
の
み
。
仙
経
に
曰
く
、丹（
仙薬
）を
服
し
一（
元
気

な
り
）を
守
り
、天
と
寿
を

お
は畢

る
、せ

ん
せ
い

還
精（
精
気
を
恢
復

す
る
こ
と

）

た
い
そ
く

胎
息（
導
引
を

い
ふ

）寿
を
延
ば
す
こ
と
極
り
な
し
と
。
こ
れ
皆
な
至
道
要
言
な
り
。
民
間
の
君
子
す
ら
猶
ほ

う
ち内

は

心
に

そ
む負

か
ず
、
外
は
影
に
愧
ぢ
ず
、
上
は
天
を
欺
か
ず
、
下
は
言
を

は食
ま
ず
、
豈
に
古
の
真
人
に
し
て
、

む
な虚

し
く
空
文
を
造
り
、
不
可
能
の
事
を
以
て
、
将
来
の
人
をた

ぶ
ら誑か

し
誤
ま
り
、

い
づ
れ

何
の
所
に
か
斯
の
神
仙
を

も
と索

む

る
か
を
疑
は
し
む
る
こ
と
あ
ら
ん
や
。
苟
く
も
そ
の
命
な
け
れ
ば
、
終
に
肯
へ
て
信
ぜ
ず
。
余
亦
た
何
ぞ
彼

等
に
其
の
信
を
強
ふ
べ
け
ん
や
。

或
る
人
難
じ
て
曰
く
、

亀
鶴
の
長
寿
は
、
蓋
し
世
間
の
空
言
の
み
。
、
誰
か
こ
の
二
物
と
終
始
相
随
う
て
、
之
を
知
る
こ
と
を
得
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ん
や
。

抱
朴
子
曰
く
、

苟
く
も
そ
の
要
を
得
ば
、
八
極（
八方
）の
外
も
之
を
掌
に
指
さ
す
が
如
く
、
百
代
の
久
し
き
も
、
同
時
の

ご
と若

き
と
あ
り
。
必
ず
し
も
庭
宇
の
左
右
に
在
り
て
、

せ
ん
し
　

瞻
視
の
及
ぶ
を

ま
　俟

ち
て
、
然
る
後
に
之
を
知
る
に
非
る
な

り
。

ぎ
よ
く
さ
く
き

玉
策
記
に
曰
く
、
千
歳
の
亀
に
は
五
色

そ
な具

は
る
、
そ
の
額
上
の
両
骨
は
起
り
て
角
に
似
た
り
。
蓮
葉
の

上
に
浮
び
、
或
はめ

ど
き蓍のく
さ
む
ら

叢
の
下
に
在
り
。
そ
の
上
に
は
白
雲
及
び
蛇
のわ

だ
か
ま

蟠
る
あ
り
。
千
歳
の
鶴
は
、
時
に
随

つ
て
鳴
き
、
能
く
木
に
登
る
。
千
載
な
ら
ざ
る
も
の
は
、
樹
上
に
巣
く
は
ず
。
色
純
白
に
し
て
脳
はこ

と
ご盡と

く

あ
か丹

し
と
。
此
の
如
く
ん
ば
何
人
も
之
を
見
て
、
直
ち
に
そ
の
異
物
た
る
を
知
る
べ
し
。
然
る
に
物
の
老
い
た

る
者
は
、
多
智
な
れ
ば
、
大
概
は
皆
な
深
く

か
く蔵

れ
遠
く

お
　処

る
。
故
に
人
之
を
見
る
こ
と

お
　自

ら
ま
れ少

な
り
。

玉
策
記
、
及
び
昌
宇
記
を
按
ず
る
に
、
但
に
こ
の
二
物
の
み
に
非
ず
。
更
に
云
ふ
、
千
歳
の
松
樹
は
、
四

辺
の
枝
こ
ん
も
り
と
生
へ
茂
り
て
、
横
に
ひ
ろ
が
り
、こ

ず
え杪の

先
は
長
か
ら
ず
、
之
を
視
れ
ば

か
さ盖

を
ふ
　偃

せ
た
る

如
し
。
そ
の
中
に
物
あ
り
、
或
は
青
牛
の
如
く
、
或
は
青
羊
の
如
く
、
或
は
青
犬
の
如
し
。
か
ゝ
る
松
の
寿

は
、
皆
な
千
歳
な
り
と
。

ま
た又

云
ふ
、
蛇
の
寿
は
窮
り
な
し
、

さ
　
る
　

獼
猴
は
八
百
歳
に
し
て
変
じ
て

え
ん猨

と
な
る
、
猨

は
五
百
歳
に
し
てく

わ
く玃に

変
じ
、
玃
は
更
に
千
歳
の
寿
を
保
つ
。ひ

き
が
え
る

蟾
蜍
は
三
千
歳
、
麒
麟
は
二
百
歳
、と

う
く
わ
う

騰
黄
の

馬（
神
馬
な
り
、
太
平
御
覧
巻

八
九
六
の
符
瑞
図
に
見
ゆ
）は
三
千
歳
な
り
。
又

せ
ん
ざ
い
て
う

千
歳
鳥
、

ば
ん
ざ
い
き
ん

万
歳
禽
あ
り
、
人
面
鳥
身
に
し
て
、
寿
は
そ
の
名

の
如
し
。
虎
及
び
鹿
兎
は
千
歳
、
も
し
五
百
歳
に
満
つ
れ
ば
、
そ
の
毛
色
白
し
。
熊
五
百
歳
な
れ
ば
、
能
く
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へ
ん
げ
　

変
化
す
。
狐
狸
豺
狼
、
皆
八
百
歳
、
も
し
五
百
歳
に
満
つ
れ
ば
、
巧
み
に
人
に
変
ず
、
鼠
は
三
百
歳
、
も
し

百
歳
に
満
つ
れ
ば
色
白
く
、
善
く
人
に

つ
　憑

き
て
一
年
中
の
吉
凶
を
ト
し
、
又
千
里
の
遠
き
事
を
も
知
る
、
之

を
名
づ
け
て
仲
と
い
ふ
。
此
の
如
き
類
、
一
々
載
す
べ
か
ら
ず
、
但
だ
博
識
の
者
、
物
に
觸
れ
て
能
く
名
づ

け
、
洽
聞
の
者
、
理
に
明
か
に
し
て
疑
は
ざ
る
の
み
。
何
ぞ
必
し
も
亀
鶴
と
与
に
周
旋
し
て
、
そ
の
寿
を
知

ら
ん
や
。
苟
く
も
物
を
識
ら
ざ
れ
ば
、
園
中
の
草
木
、
田
池
の
禽
獣
も
、
猶
ほ
知
ら
ざ
る
者
多
し
、
况
ん
や

稀
有
の
者
に
於
て
を
や
。

史
記
亀
策
伝
に
云
ふ
、江

わ
い淮（
二
川

の
名
）の
間
の
居
人
、児
た
り
し
時
、亀
以
て
臥
床
の

し
た
じ
き

下
敷
と
な
す
、そ
の
人

の
死
後
に
至
り
て
、
家
人
臥
床
を
移
し
し
に
、
亀
の
生
命
は

も
と故

の
如
し
と
。
こ
れ
亦
た
五
六
十
歳
に
減
ぜ
ず
、

然
る
に
飲
ま
ず
食
は
ざ
る
こ
と
、
此
の
如
く
久
し
く
し
て
死
せ
ず
、
そ
の

ぼ
ん
ぶ
つ

凡
物
と
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
亦
た

遠
し
、
復
た
何
ぞ
千
歳
の
寿
を
保
つ
を
疑
は
ん
や
。
仙
家
の
導
引
に
、
亀
息
をか

た
ち
ど

象
る
は
、
豈
に
理
あ
ら
ず
や
。

故
に
大
丘（
地名
）の
長
官
頴
川
の
陳
仲
弓
は

と
く
ろ
ん

篤
論
の
士
な
る
が
、異
聞
記
を
選
び
て
云
ふ
。
そ
の
郡
人
張
広
定

と
い
ふ
者
、
乱
に

あ
　遣

う
て
常
に
居
を
移
す
。
一
女
あ
り
、
四
歳
に
し
て
歩
渉
す
る
能
は
ず
、
さ
り
と
て
負
ふ

べ
く
も
あ
ら
ず
。
之
を
棄
つ
れ
ば
、

も
と固

よ
り

ま
さ当

に
餓
死
す
べ
し
、
さ
れ
ど
骸
骨
のあ

ら
は露る

ゝ
を
好
ま
し
く
思
は

ず
。
村
の
入
口
に
古
き
大
塚
あ
り
、
こ
のい

た
ゞ
き

巓
に
は
一
つ
の
深
き
穴
あ
り
た
れ
ば
、
女
子
を
器
に
盛
り
、
之
を

そ
の
中
に

つ
る鎚

し
下
げ
、
数
月
間
の

ほ
し
い
ゝ

乾
飯
、
及
び

の
み
も
の

水
漿
を
与
ふ
て
去
り
、
し
ば
ら
く
世
の
平
定
を

ま
　俟

つ
。
三
年

の
後
、
康
定
は
郷
里
に
還
る
こ
と
を
得
た
れ
ば
、
女
子
の
遺
骨
を
収
め
て
、
之
を
改
葬
せ
ん
と
欲
し
、
塚
中
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を
の
ぞ
き
し
に
、
女
子
は
な
ほ
生
存
し
、
そ
の
父
母
を
見
し
り
て
甚
だ
喜
ぶ
。
父
母
初
め
は
そ
の
幽
霊
な
る

を
恐
れ
し
も
、
之
に
近
づ
き
て
、
漸
く
そ
の
死
せ
ざ
る
を
知
り
、
如
何
に
し
て
食
を
得
、
寿
を
保
ち
た
る
か

を
問
ふ
。
女
子
曰
く
、
糧
初
め
て
盡
き
し
時
は
甚
だ
饑
う
。
ふ
と
塚
の
隅
を
見
し
に
一
物
あ
り
、

く
び頸

を
の
　伸

べ

気
を
呑
む
、
試
み
に
之
に

な
ら效

ひ
し
に
、
や
が
て
饑
え
ず
、
日
々
か
く
な
し
て
今
に
至
る
。
父
母
去
る
時
留
め

し
所
の
衣
被
は
、
塚
中
に
在
り
、
歩
行
運
動
も
せ
ざ
れ
ば
、
自
ら
敗
れ
ず
故
に
寒
凍
せ
ず
と
。
広
定
乃
ち
女

子
の
謂
ふ
所
の
一
物
を
索
め
し
に
、
そ
は
一
大
亀
の
み
。
女
子
塚
を
出
で
た
る
後
、
穀
食
せ
し
に
、
初
め
は

小
腹
痛
み
て
、

は
　嘔

き
む
か
つ
く
気
味
あ
り
し
が
、
や
が
て
之
に

な
　熟

れ
た
り
と
ぞ
。
こ
れ
又
亀
に
不
死
の
法
あ

り
て
、
道
を

お
さ為

む
る
者
、
之
に
效
ふ
時
は
、
亀
と
寿
を
同
く
す
る
のし

る
し験と

な
す
に
足
る
。
史
遷（
史
記
の

著
者

）と

仲
弓
と
は
、
皆
妄
説
の
人
に
非
る
な
り
。
天
下
の
虫
鳥
は
多
し
、
而
し
て
古
人
独
り
斯
の
亀
鶴
を
挙
ぐ
る
者

は
、
そ
の
独
り
衆
に
異
な
る
を
、
明
か
に
せ
ん
が
為
な
り
。
一
隅
を

み
　観

れ
ば
、
そ
の
三
隅
を
悟
る
べ
し
。

或
る
人
難
じ
て
曰
く
、

亀
は
能
く
土
に

も
ぐ蟄

り
、鶴
は
能
く
天
に
飛
ぶ
、人
を
し
て

し
ば
ら
く

須
臾
の
間
、此
の
如
く
せ
し
め
ん
と
す
る
も
、な

ほ
能
は
ざ
る
べ
し
。
然
ら
ば
延
命
、
亦
た
何
ん
ぞ
学
ぶ
べ
け
ん
や
。

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

虫
の
能
く

ち
つ蟄

す
る
も
の
多
く
、
鳥
の
能
く
飛
ぶ
者
多
し
。

し
か而

し
て
独
り
亀
鶴
を
挙
ぐ
る
は
何
ぞ
や
。
そ
の

死
せ
ざ
る
所
以
は
、
蟄
と
飛
と
に
由
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
是
を
以
て
真
人
は
亀
に
倣
ひ
て
、
そ
の
道
引
を
学
び
、
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年
を
延
べ
、
鶴
に
視
て
そ
の
食
気
に

の
り法

と
り
、
穀
を
絶
つ
の
み
。
土
に
蟄
す
る
と
、
天
に
飛
ぶ
と
を
学
ば
ざ

る
な
り
。
そ
れ
道
を
得
る
も
の
は
、
上
は
能
く
身
を
雲
霄
にそ

び
や竦か

し
、
下
は
能
く
形
を
川
海
に

ひ
そ潜

む
。
是
を

以
て

せ
う
し
　

簫
史
は
鳳
凰
に

と
も偕

な
う
て

そ
ら虚

を
し
の凌

ぎ
、
琴
高
は
朱
鯉
に
乗
り
て
深
淵
を
出
づ（
簫
史
琴
高
の
事

は
、
列
に
見
よ
）こ
れ
そ
の

し
る
し験

な
り
、
何
ぞ
た
ゞ
に

し
ば
ら
く

須
臾
の
蟄
と
飛
と
の
み
な
ら
ん
や
。
竜
蛇
、み

づ
ち蛟、あ
ま
り
ゆ
う

螭
、

さ
る狙

、は
り
ね
づ
み

狙
、

お
ほ
が
め

鼉
、

か
ひ蠡

な
ど
皆

な
能
く
食
は
ず
し
て
、
冬
を

を
は竟

る
も
、
な
ほ
其
の
食
す
る
時
よ
り
肥
ゆ
。
世
人
そ
の
法
を
知
る
も
の
な
し
。

か
つ且

そ
れ
主
と
し
て
一
事
一
物
を

き
わ致

め
て
、そ
の
神
技
に
達
す
る
者
に
至
り
て
は
、人
に

ま
さ勝

る
者
多
し
、独
り
亀
鶴

の
み
に
非
る
な
り
。
故
に

た
い
か
う

太
昊（
伏羲
）は

く
も

蜘
蛛
を
師
と
し
て
、あ

み網
を
結
び
、き

ん
て
ん

金
天（
少昊
）は
九
種
の

こ
　鳸（
鳩
に
似

た
鳥

）

に
よ
り
て
、
時
節
を
正
し（
左
の
昭
公
十

七
年
に
見
ゆ
）て

い
け
ん

帝
軒（
黄帝
）は
鳳
鳴
をう

か
が候う

て
音
律
をと

ゝ
の調へ

、（
史
の
三
皇
本

紀
を
見
よ

）帝
堯

は
め
い
け
ふ

萱
莢
を
観
て
、
月
の
晦
朔
を
知
り（
白
虎
通
巻

三
に
見
ゆ
）し

ゆ
う
き

終
帰
は
往
を
知
り（
終
帰
は
神
獣
の
名
、
太
の
九
〇

八
引
証
の
淮
南
万
畢
術
に
見
ゆ
）け

ん
じ
や
く

乾
鵲
は
来

を
知
り（
淮
の
氾
論

訓
に
見
ゆ
）魚
伯
は
水
旱
の
気
を
知
り（
魚
伯
は
水
神
な
り
、
其

の
名
、
古
今
註
に
見
ゆ
）浮
蝣
は
泉
水
の
湧
き
出
づ
る
地
を

さ
と曉

り（
こ
の
出

典
不
明
）白
狼
は
殷
家
の
興
る
を
知
り（
尚
書
中
候

に
見
ゆ

）が
く
ぞ
く

鸑
鷟（
鳳
凰
に
似

た
神
鳥

）は
周
朝
の
盛
な
る
を
見（
国
の

周
語
）さ

れ
ば
亀
鶴
がひ

と
へ偏に

導
引
養
生
を

か
い解

す
る
も
、
ま
た
怪
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

か
つ且

仙
経
に
於
て
は
、
長
命
の
道
、

数
百
事
あ
り
。
但
だ
遅
速
煩
簡
の
別
あ
る
の
み
、
必
し
も
皆
亀
鶴
に

の
り法

と
ら
ざ
る
な
り
。
上
士
のお

も
ひ思は
と
ほ遐

く

は
る
か邈に

し
て
、
自
然
玄
暢
な
り
、
愚
俗
の
近
情
を
以
て
、
神
仙
の
遠
旨
を
推
し
測
り
が
た
し
。

或
る
人
曰
く
、

我
等
す
で
に
長
生
の
理
を
知
ら
ず
。
古
人
何
ぞ
独
り
之
を
知
ら
ん
や
。
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抱
朴
子
曰
く
、

こ
れ
蓋
し
愚
暗
の
管
見
に
し
て
、達
人
の
用
心
に
非
る
な
り
。
そ
れ
天
象
を
占
ひ
、七
政（
日
月
と
木
火
土

金
水
の
五
星

）の

盈
縮
を
推
歩
し
、既
往
の
凌
犯
を
論
じ（
巻
八
繹
滞
篇
に「
四
七
の
凌
犯
」と

あ
り
、
四
七
は
二
十
八
宿
な
り

）将
来
のり

ゆ
う
た
い

隆
替
を
審
か
に
し
、仰
い
で
雲

物
の

し
る
し
　

徴
祥
を
望
み
、俯
し
て

う
ら
か
た

封
兆
の
吉
凶
を
定
む
。
三
棋
を

は
こ運

び
て
以
て
行
軍
の
興
亡
を
定
め（
圍
棊
は
兵
法
の
意

を
寓
す
然
れ
ど
も

此
出
典

不
明
　
）九
符
を
推
し
て
禍
福
の
分
野
を
知
る（
九
符
は
六
符
の
誤
か
、
六
符
は
天
文
に
関

す
る
こ
と
に
し
て
泰
階
六
符
経
な
ど
あ
り
）一
算
を
乗
除
し
て
鬼
神
の

情
状
を
究
め
、
六
情
を
錯
綜
し
て
未
だ
兆
さ
ゞ
る
の
善
悪
に
処
す
、
こ
れ
そ
の
根
元
考
ふ
べ
く
、
形
理
求
む

べ
け
れ
ば
な
り
。
而
る
に
庸
才
浅
識
、
な
ほ
薀
奥
を
開
い
て
、
自
然
の
樸
素
を
治
む
る
能
は
ず
、
徒
ら
に
思

を
古
人
の
糟
粕
に
鋭
く
し
て
、
そ
の
精
微
を
測
る
能
は
ざ
る
な
り
。
そ
れ

つ
ち
の
み

鎚
鑿
を
以
て
車
輪
を
削
り
作
る
は
、

一
の
浅
術
の
み
、
然
る
も

り
ん
へ
ん

輪
扁（
車
輪
を
作

る
人
の
名
）な
ほ
不
伝
の
妙
あ
り
と
な
し（
荘
の
天
道

篇
を
見
よ
）せ

み蜩
を
捕
ふ
る
は
、
一
の

薄
技
の
み
、
然
る
も

せ
む
し
　

傴
僂
に
は
入
神
の
巧
あ
り（
荘
の
逹
生

篇
を
見
よ
）と
す
る
は
、
皆
至
精
を
極
め
た
る
に
由
る
な
り
。

況
ん
や
神
仙
の
道
に
於
て
は
、旨
意
深
遠
に
し
て
、そ
の
根
莖
を
求
む
る
こ
と
、ま

こ
と良に

易
か
ら
ざ
る
を
や
。
赤

松
子
、
王
喬
の
徒
は
そ
の
効
を
得
た
る
も
、
未
だ
必
し
も
そ
の
理
を
測
り
知
ら
ず
、
況
ん
や
凡
人
を
や
。
そ

の
事
、
学
ぶ
べ
き
を
以
て
、
古
人
之
を
記
し
て
、
後
世
の
識
者
に
伝
ふ
る
の
み
。
若
し
心
解
し
意
得
ば
、
信

じ
て
之
を
修
む
べ
し
。
之
に
反
し
て

さ
い
ぎ
　

猜
疑
胸
に
あ
る
と
き
は
、
未
だ
運
命
至
ら
ざ
る
も
の
と
思
ひ
あ
き
ら
む

べ
し
。
決
し
て
古
人
何
を
以
て
独
り
之
を

さ
と曉

り
、
我
何
を
以
て
独
り
之
を
知
ら
ざ
る
や
な
ど
と
、
疑
ひ

な
じ詰

る

べ
か
ら
ず
。
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吾
今
に
し
て
仙
の
得
べ
き
を
知
る
、又
た
吾
よ
く
糧
を
休
め
て
食
は
ざ
る
な
り
。
又
吾
仙
術
に
よ
り
て
、流

珠（
仙
薬

な
り
）の
飛
ば
す
べ
く
、黄
金
白
銀
の
求
め
て
得
べ
き
を
保
す
る
も
、若
し
そ
の
原
理
を
責
め
問
ふ
者
あ
ら
ば
、

之
に
答
ふ
る
能
は
ざ
る
な
り
。
思
慮
の
及
ぶ
所
を
有
と
な
し
、及
ば
ざ
る
所
を
無
と
な
さ
ば
、天
下
に
於
て
、無

な
る
も
の
頗
る
多
し
。
故
に
老
子
曰
く
、狸
頭
を
以
て
鼠
漏
を
治
め（
淮
の
説
山
訓
に
曰
く
狸
頭
は
癙
を
巳
や
す
と
、
癙
は
癙

瘻
に
し
て
、
頸
す
ぢ
の
腫
物
な
り
、
然
ら
ば
鼠
漏
は
癙

瘻
の
誤

な
り

）き
つ
つ
き

啄
木
を
以
て

む
し
ば
　

齲
歯
を

い愈
や
す（
同
上
に

見
よ

）と
。
是
等
は
類
を
以
て
求
む
べ
き
も（
狸
と
鼠
と
は
相
敵
す
、
啄
木

の
喙
は
堅
固
な
り
故
に
歯
に

利
あ
る

を
い
ふ
）蟹
の
漆
を
変
化
し
、（
淮
の
説
山

訓
に
見
よ
）麻
の
酒
を

や
ぶ壊

る
が
如
き
は（
此
出
典

不
明

）理
を
以
て
推
す
べ
か
ら
ざ
る

な
り
。
万
殊
紛
然
た
り
、
何
ぞ
意
を
以
て
極
む
べ
け
ん
や
。

よ
し

設
令
危
篤
の
疾
に
羅
り
な
が
ら
、
良
薬
あ
る
も

之
を
服
せ
ず
し
て
、
た
ゞ
神
農
岐
伯
の
な
せ
る
製
薬
の
原
理
を
求
む
る
者
あ
ら
ば
、
愚
人
た
る
を
免
れ
ざ
る

な
り
。

或
る
人
曰
く
、

生
死
命
あ
り
、
長
短

も
と素

よ
り
定
ま
る
。

か
の彼

薬
物
の
、
よ
く
損
益
す
る
所
に
非
る
な
り
。
そ
れ
既
に
斬
ら
れ

た
る
指
は
、
之
を
連
ぬ
る
能
は
ず
、
口
中
よ
り
吐
き
出
し
た
る
血
は
、
之
を
呑
む
も
益
す
る
能
は
ず
。
何
ぞ

異
類
の
松
柏
を
服
し
て
、

た
ん
そ
く

短
促
の
命
を
延
ば
す
を
得
ん
や
、
決
し
て
こ
の
理
な
き
な
り
。

抱
朴
子
曰
く
、

若
し
こ
の
論
の
如
く
、同
類
に
し
て
、始
め
て
益
あ
り
と
な
さ
ば
、既
に
斬
ら
れ
た
る
指
も
、そ
の
ま
ゝ
に

続
く
こ
と
を
得
べ
し
、已
に
吐
か
れ
た
る
血
も
、其
ま
ゝ
に
呑
み
て
益
あ
る
べ
し
。
然
る
に
続
ぐ
こ
と
能
は
ず
、
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又
益
す
る
な
し
。
寧
ろ

だ
　
か
ん
こ
う

蛇
衡
膏（
蛇
か
ら
製
し
た
膏
薬
の
名
な
ら
ん

蛇
衡
草
の
こ
と
は
、
異
苑
に
見
ゆ
）を
以
て
、斬
指
を
継
ぎ
合
は
せ
、桑
虫
を
以
て
、

鷄
鴨
の
足
を

お
さ易

む（
不
詳
、
桑
虫
は
桑
蠹
虫
か
、
此
物
は

金
瘡
を
い
や
す
故
に
か
く
い
ふ
か

）に
非
ず
や
。
異
物
の
益
あ
る
こ
と
、
誣
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な

り
。

し
　子

が
言
の
如
く
、他
物
を

た
の恃

ま
ず
ん
ば
、つ

　擣
き
た
る
肉
、と

か冶
し
た
る
骨
を
以
て
、き

り
き
づ

金
瘡
の
薬
と
な
す
べ
く
、

に
　煎

ら
れ
た
る
皮
、又
は
髪
を
以
て
、と

く
と
う

禿
頭
の
疾
を
治
す
べ
き
か
。
そ
れ
水
土
は
百
草
と
体
を
同
く
せ
ざ
れ
ど
も
、

百
草
は
之
を
仰
い
で
植
ゑ
ら
れ
、五
穀
は
生
人
の
類
に
非
れ
ど
も
、生
人
は
之
を

ま
　須

ち
て
以
てい

の
ち命と

な
す
。あ

ぶ
ら脂

は
火
種
に
非
ず
、水
は
魚
属
に
非
ず
、然
れ
ど
も
脂

つ
　竭

く
れ
ば
火
滅
し
、水
竭
く
れ
ば
魚
死
す
。
木
を

き
　伐

れ
ば

や
　
ど
り
ぎ
　

寄
生
木
は
枯
れ
、草
を

か
　芟

れ
ば

ね
な
し
か
づ
ら

菟
糸

し
ぼ萎

む
。

せ
ん
か
い

川
蟹
帰
ら
ず
し
て
蛣
敗
れ（
蛣
は
蟹
の
寄
生
貝
な
り

郭
璞
の
江
賦
に
見
ゆ

）桑
樹
断
た
れ

て
蠹
は

た
　殄

ゆ
。
類
に

ふ
　觸

れ
物
を
推
し
て
之
を
考
ふ
れ
ば
、
こ
の
理
を
悟
る
べ
し
。
金
玉
、
九
竅（
耳
目
鼻
口
等

人
体
の
穴

）

に
在
れ
ば
、
死
人
之
が
為
に

く
　朽

ち
ず
、

し
　
は
　

盬
歯
、
肌
髄
を

う
る沾

ほ
せ
ば
、

ほ
し
に
く

脯
腊
之
が
為
に

た爛ゝ
れ
ば
。
況
ん
や
身
に

宜
し
く
命
を
益
す
る
物
を
以
て
、
之
を
我
身
に
納
る
ゝ
に
於
て
を
や
、
何
ぞ
人
を
し
て
長
生
せ
し
む
る
を
怪

ま
ん
や
。

或
る
人
難
じ
て
曰
く
、

神
仙
方
術
の
書
は
、

ぜ
　是

に
似
て

ひ
　非

な
り
。
必
ず

こ
う好
ず
　事

家
の

み
だ妄

り
に
作
る
所
に
し
て
、
黄
老
の
手
よ
り
出
で
、

松
喬（
赤
松
子
、
王
喬

竝
に
神
仙
の
名
）の
目
を
経
た
る
者
に
非
ざ
る
べ
し
。

抱
朴
子
曰
く
、

若
し
子
が
高
論
の
如
く
ん
ば
、
方
術
す
べ
て
験
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
然
る
に
今
そ
の
小
な
る
者
を
試
み
る
も
、
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な
ほ
効
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
余

し
ば
し
ば

数
々
方
諸（
大
蛤

な
り
）を
以
て
月
よ
り
水
を
求
め
、
陽
燧
を
以
て
日
よ
り

火
を
引
き（
方
諸
陽
燧
の
こ
と
は

淮
の
天
文
訓
に
見
ゆ
）或
は
形
を

か
く隠

し
貌
を

か
　易

へ
、
或
は
巾
を
結
び
て
之
を
地
に
投
じ
、
そ
を
し
て

兎
の
如
く
走
ら
し
め
、
或
は

あ
か
お
び

丹
帯
を
縫
ひ
て
、
蛇
の
如
く
行
か
し
め
、

し
ば
ら
く

須
臾
の
間
に
、
瓜
を
し
て
実
を
結
ば

し
め
、
竜
魚
を
し
て

さ
ら
ば
ん

盤
盂
の
う
ち
に
出
没
せ
し
む
る
を
実
見
し
た
り
、（
或
は
形
を
隠
す
以
下
の
諸
句

は
、
皆
神
仙
の
奇
術
を
い
ふ
）漢
書
を
案

ず
る
に
、
欒
大
初
め
武
帝
に

ま
み見

え
し
と
き
、
試
み
に
基
盤
を
し
てお

の
ず自か

ら
相
觸
れ
し
む
。
又
魏
尚
が
そ
の
姿

を
乍
ち
見
は
し
乍
ち

か
く隠

し
ゝ
こ
と
、
張
楷
が
能
く
雲
を
興
し
霧
を
起
す
こ
と
を
載
す
。
こ
れ
皆
な
良
史
の
記

す
る
所
に
し
て
信
徴
あ
り
。
而
し
て
こ
の
術
は
、
皆
な
神
仙
の
書
に
在
れ
ば
、
そ
の
妄
作
に
非
る
こ
と
を
知

る
べ
し
。
此
の
如
き
小
事
す
ら
験
あ
れ
ば
、
長
生
の
道
、
何
ぞ
独
り
信
あ
ら
ざ
ら
ん
や
。

或
る
人
曰
く
、

神
仙
果
し
て
学
ん
で
致
す
べ
き
こ
と
明
か
な
ら
ば
、
人
々
皆

は
ん翻

然
と
し
て

そ
ら霄

を
凌
ぎ
、
俗
に
背
き
世
を
棄

て
、

あ
き
の
ま
つ
り

秋
嘗

ふ
ゆ
の
ま
つ
り

冬
烝
も
之
を
修
む
る
な
く
、
祖
先
の
神
霊
も
餓
ゑ
ざ
る
こ
と
な
か
ら
ず
や
。

抱
朴
子
曰
く
、

蓋
し
聞
く
、
身
体
を

や
ぶ傷

ら
ざ
る
を
終
孝
と
い
ふ
と
。
況
ん
や
仙
道
を
得
て
、
長
生
久
視
、
天
地
と
と
も
に

を
は畢

る
は
そ
の
全
き
を
受
け
て
完
き
を
帰
す
に

ま
さ勝

る
こ
と（
父
母
の
遣
体
を
完
全

に
し
て
死
す
る
こ
と
）ま
た
遠
か
ら
ず
や
。
果
し
て
仙

術
を
得
ば
、能
く
虚
に
登
り
景
を

ふ
　躡

み
、雲
の

こ
し輿

、に
じ霓

の
か
さ蓋

、旭
日
の
霞
た
な
び
く
大
気
を

く
ら餐

ひ
、天
地
の
至

醇
な
る
元
精
を
吸
ひ
、
飲
は

ぎ
よ
く
れ
い

玉
澧

き
ん
し
や
う

金
漿
、
食
は

す
ゐ
し
　

翠
芝

し
ゆ
え
い

朱
英（
皆
仙
人
の

飲
食
物

）居
は

た
ま
の
ざ
し
き

瑤
堂

た
ま
の
へ
や

瑰
室
、

み
ち行

は
大
空
の
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く
ま隈

な
き
限
り
な
り
。
祖
先
の
神
霊
に
し
て
知
る
あ
ら
ば
、
寧
ろ

お
の己

が
誇
り
と
な
す
べ
し
。
或
は
以
て
五
帝
を

た
　
す
　

翼
亮
く
べ
く
、
或
は
以
て
百
神
を
監
督
制
御
す
べ
く
、
位
は
求
め
ず
し
て
自
ら
致
す
べ
く（
疑
ふ
ら
く
は
こ
の

下
に
脱
文
あ
ら
ん
）

膳
に
は

は
な
た
ま

華
璚
の
美
は
し
き
物
を

く
　
ら
　

咀
茄
ふ
べ
し
、
勢
は

ら
　
ほ
う

羅
鄷（
道
教
の
冥
土

又
は
地
獄

）を
總
べ

お
さ摂

む
べ
く
、
威
は
梁
柱
を
叱

陀
す
べ
し
。（
梁
柱
の
意
不
明
、
但
だ
按
ず
る
に
、
礼
記
の
檀
弓
に
、
孔
子
が
死
に
臨

み
て
、
簗
木
た
ふ
れ
た
る
を
夢
む
と
あ
り
。
死
神
を
威
服
す
る
の
意
か
）誠
に
こ
の
道
の
如
き
は
、
何
人
も
そ

の
妙
を
識
る
も
の
な
く
、又
之
を
餓
ゑ
し
む
る
者
も
な
し
。
そ
れ
道
を
得
た
る
も
の
の
最
も

す
ぐ絶

れ
た
る
は
、伯

陽
に（
老
子

な
り
）に
過
ぐ
る
者
な
し
。
伯
陽
に
は
子
あ
り
、
宗
と
名
づ
く
。
魏
に
仕
へ
て
将
軍
と
な
り
、
功
あ
り

て
だ
ん
か
ん

段
干（
地名
）に
封
ぜ
ら
る（
史
の
老
子

伝
を
見
よ
）然
ら
ば
今
の
仙
を
学
ぶ
も
の
も
、
亦
た

お
　自

ら
子
弟
あ
り
て
、
祭
祀
を

承
く
べ
し
。
何
に

よ
　縁

り
て
、す

な
は便ち
た
　絶

え
ん
や
。

或
る
人
曰
く
、

道
を
得
る
の
士
は
、
既
に
呼
吸
の
術
を
備
へ
、
服
食
の
要
を

か
　該

ぬ
。
耳
を
掩
う
て
千
里
を
聞
き
、
目
を
閉

ぢ
て
将
来
を
見
る
。
或
は
俗
人
の
華
や
か
な
る
車
馬
を

す
　棄

て
ゝ
蛟
竜
にた

づ
な轡を

つ
け
、
神
州（
中
国
を

い
ふ

）を
棄
て

て
ほ
う
ら
い

蓬
莱

え
い瀛

州
の
仙
島
に

を
　宅

る
も
の
あ
り
。
又
或
は
流
俗
に
俳
徊
し
て
人
間
に
逍
遥
し
、
跡
を
絶
ち
形
を
隠
し

て
玄
虚
に

い
た造

ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
そ
のた

つ
と尚ぶ

所
は
同
じ
く
し
て
、
そ
の
行
止
、
或
は
異
な
る
は
何
ぞ
や
。

抱
朴
子
　
答
へ
て
曰
く
、

之
を
先
師
に
聞
く
に
、
仙
人
に
も
諸
種
あ
り
、
或
は
天
に
昇
り
、
或
は
地
に
住
む
。
其
の
要
は
長
生
に
し

て
、
此
世
に
止
ま
る
も
行
く
も
、
各
々
其
好
む
所
に
従
ふ
の
み
。
又
仙
丹
金
液
を
服
す
る
の
法
あ
り
、
若
し
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暫
ら
く
世
間
に
留
ま
ら
ん
と
せ
ば
、
そ
分
半

さ
い剤

を
服
し
て
、
そ
の
半
ば
を
録
す
。
若
し
昇
天
を
求
む
る
と
き

は
、盡
く
之
を
服
す
。
不
死
の
事
、已
に
定
ま
る
と
き
は
、ま

　復
た
俗
人
の
如
く
、た

ち
ま
ち

奄
忽
死
す
る
の
患
な
し
、正

に
地
上
に
遊
び
、
或
は
名
山
に
入
る
も
、
何
の
憂
ふ
る
所
あ
ら
ん
や
。

彭
祖
云
ふ
。
天
上
に
尊
官
大
神
多
し
、
新
仙
は
位

い
や卑

し
く
し
て
、
奉
事
す
る
所
の
者
、
一
に
非
ず
、
但
だ

更
に
労
苦
す
る
の
み
。
故
に
汲
々
と
し
て
力
を
天
に
登
る
に
労
す
る
を
要
せ
ず
、こ

と
さ故ら

に
人
間
に
止
ま
る
こ

と
、
八
百
餘
年
な
り
と（
彭
祖
は
八
百
歳

の
寿
を
保
つ

）又
云
ふ
。
古
の
仙
を
得
る
者
、
或
は
身
に
羽
翼
を
生
じ
て
変
化
飛
行

し
、
人
の
本
体
を
失
う
て
更
に
異
形
を
受
く
る
こ
と
、
雀
の
蛤
と
な
り
、
雉
の
蜃
と
な
る
に
似
た
る
も
の
あ

り
。
そ
は
人
道
に
非
ず
、
人
道
は

ま
さ当

に
甘
旨
を
食
し
、
軽
煖
を
服
し
、
陰
陽
を
通
じ（
男
女
の
性

交
を
い
ふ
）官
禄
に

を
　処

り
、
百
目
聰
明
、
骨
節
堅
強
、
顔
色

え
つ
え
き

悦
懌
、
老
い
て
衰
へ
ず
、
延
年
久
視
、
出
処
意
に
任
じ
、
寒
温
風
湿
も

や
ぶ傷

る
能
は
ず
、
鬼
神
衆
精
も
犯
す
能
は
ず
、
五
兵（
五
種
の
武
器
に
し
て
弓
矢

殳
、
矛
、
戈
、
戟
を
い
ふ
）百
毒
も

あ
　中

つ
る
能
は
ず
、
憂
喜
毀

誉
も
累
を
為
す
能
は
ず
し
て
、
始
め
て
貴
と
な
す
べ
き
の
み
。
若
し
妻
子
を
委
棄
し
、
山
沢
に
独
処
し
、

ば
く邈

然
と
し
て
人
理
を
継
絶
し
、
塊
然
と
し
て
木
石
と
隣
を
な
す
は
、
多
と
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
昔
は
安
期

生
、竜
眉
寗
公
、修
羊
公
、陰
長
生（
安
期
生
、
修
羊
公
は
列
に
、
陰
長
生
は
神
に
見
ゆ
、
又
た
竜
眉
は
、
駢
字

類
編
引
証
の
列
伝
に
見
ゆ
、
寗
は
衍
か
、
或
は
列
仙
伝
の
寗
封
を
い
ふ
か
）は
皆
な
金
液

半
剤
を
服
し
、
世
間
に
止
ま
る
こ
と
、
或
は
千
年
に
近
か
く
し
て
、
然
る
後
に
去
り
た
り
と
。

今
之
が
徹
底
的
批
評
を
加
へ
ん
に
、
長
生
を
求
む
る
者
は
、
永
く
此
土
に
留
り
て
、
今
日
の
歓
楽
欲
望
に

ふ
け耽

ら
ん
と
欲
す
る
者
な
ら
ん
も
、
若
し
不
死
の
仙
術
を
得
る
こ
と
明
か
な
ら
ば
、
何
ぞ
こ
の
土
に
住
す
る
の
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理
あ
ら
ん
や
。
彭
祖
の
説
は
、
一
時
の
人
情
に
順
ふ
の
み（
「
今
之
が
徹
底
的
批
評
を
」
よ
り
こ
ゝ
ま
で

原
文
意
義
明
か
な
ら
ず
大
意
を
訳
す
る
の
み
）

或
る
人
、
問
う
て
曰
く
、

遣
を

お
さ為

む
る
者
は
、

ま
さ当

に
先
づ
功
徳
を
立
つ
べ
し
と
、ま

こ
と審に

然
る
や
否
や
。

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

然
り
。
玉

き
ん鈐

経
の
中
篇
に
云
ふ
。
功
を
立
つ
る
を
上
と
な
し
、過
を
除
く
こ
と
之
に
次
ぐ
。
道
を

お
さ為

む
る
者

は
人
の
危
き
を
救
ひ
て
禍
を
免
れ
し
め
、人
の
疾
病
を
護
り
て
、枉
死
せ
ざ
ら
し
む
る
を
上
功
と
な
す
。
仙
を

求
む
る
者
は
、当
に
忠
孝
和
順
仁
信
を
以
て
、本
要
と
な
す
べ
し
。
徳
行
修
ま
ら
ず
し
て
、但
だ
方
術
を
務
む
る

も
、皆
な
長
生
を
得
ざ
る
な
り
。
悪
事
の
大
な
る
者
は
紀
を
奪
ひ
、小
過
は

さ
ん算

を
奪
ふ（
紀
は
三
百
日
、
算
は
三
日

な
ほ
本
書
の
六
を
見
よ

）

其
他
軽
重
に
従
う
て
多
少
あ
り
。
凡
べ
て
人
の
寿
命
は

お
　自

ら
本
数
あ
り
、
数
も
と
多
き
者
は
、
紀
算
盡
し
が

た
く
し
て
遅
く
死
す
、
も
と
少
な
き
者
は
、
紀
算
速
か
に
盡
き
て
早
く
死
す
と
。

又
云
ふ
。
地
仙
た
ら
ん
と
欲
せ
ば
、

ま
さ当

に
三
百
の
善
事
を
立
つ
べ
し
、
天
仙
た
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
千
二
百

善
を
立
つ
べ
し
。
若
し
千
百
九
十
九
の
善
あ
り
と
も
、
中
途
に
し
て
一
悪
を
行
は
ゞ
、
盡
く
前
善
を
失
ふ
こ

と
な
れ
ば
、
復
び
更
に
善
数
を
起
す
べ
し
。
故
に
善
は
必
し
も
大
な
る
を
要
せ
ず
、
悪
ま
た
小
な
る
を
恃
む

べ
か
ら
ず
。
悪
事
を

な
　作

さ
ず
と
雖
も
、
口
及
び
行
ふ
所
の
事
に
し
て
、
若
し
返
報
を
責
求
す
る
と
き
は
、
そ

の
善
事
は
無
効
と
な
る
。
但
し
こ
の
場
合
に
て
、
盡
く
前
善
を
失
は
ざ
る
な
り
と
。

又
云
ふ
。
積
善
満
た
ざ
る
と
き
は
、
仙
薬
も
亦
た
益
な
し
、
若
し
仙
薬
を
服
せ
ず
と
も
、
常
に
善
行
あ
る
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と
き
は
、
仙
た
ら
ず
と
も
、

に
は卒

か
に
死
す
る
の
禍
な
け
ん
と
。

以
上
の
所
論
に
よ
り
て
、
吾
更
ら
に
彭
祖
の
輩
の
天
に
昇
る
能
は
ざ
る
は
、

ま
さ適

に
そ
の
善
行
の
未
だ
足
ら

ざ
る
に

よ
　由

る
な
き
か
と
疑
ふ
も
の
な
り
。（
本
篇
通
行
本
錯
簡
頗
る
多
し
孫

星
術
本
に
よ
り
て
之
を
訂
正
す
）
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抱
朴
子
内
篇
巻
四
　
金
丹（
不
死
の
秘
薬
た
る

仙
液
金
丹
を
論
ず
）

抱
朴
子
曰
く
、

余
、養
生
の
書
を
考
覧
し
、久
視
の
方
を
鳩
集
す
。

か
つ曾

て
ひ
ら披

き
読
み
し
所
の
篇
数
は
、千
を
以
て
計
ふ
る
に

至
る
。
皆
な

せ
ん還

丹
金
液
を
以
て
、大
要
と
為
さ
ヾ
る
も
の
な
し
。
然
ら
ば
こ
の
二
事
は
、蓋
し
仙
道
の

き
わ極

み
な

り
。
若
し
之
を
服
し
て
仙
た
ら
ざ
れ
ば
、古
来
よ
り
、仙
と
い
ふ
も
の
な
け
ん
。
往
昔
中
原
喪
乱
し
、人
人
奔

ざ
ん竄

四
出
せ
ざ
る
な
し
。
余
、徐
、豫
、荊
、襄
、江
、広（
六
州

の
名
）の
間
に
周
旋
し
、流
俗（
原
文
に
は
、
流
俗
の
間

に
移
字
あ
り
、
誤
か

）

の
道
士
を
閲
見
す
る
こ
と
、
数
百
人
に
及
ぶ
。
或
は
素
よ
り
そ
の
名
誉
高
く
し
て
、
青
雲
白
日
も
、
な
ほ
及

ば
ざ
る
者
あ
る
も
、
大
概
相
似
た
る
こ
と
、
一
の
如
く
、
そ
の
知
見
の
深
浅
有
無
ま
た
同
じ
。
各
々
数
十
巻

の
書
あ
る
も
、
悉
く
之
を
解
す
る
能
は
ず
、
為
に
写
し
て
之
を
蓄
ふ
る
の
み
。
時
に
気
を

め
ぐ行

ら
し
て
胎
息
し
、

或
は
穀
を
断
じ
て
、諸
々
の
本
草
的
薬
方
を
服
す
る
も
、所
有
の
方
書
は
、略
ぼ
同
文
に
し
て
、皆
な

た
う
ぎ
　
け
い

道
機
経

（
書名
）な
ら
ざ
る
な
し
。
彼
等
は
此
を
以
て
秘
書
と
な
し
て
云
ふ
。
こ
れ
は
尹
喜（
関
令
尹
喜
に
し
て
老
子
の
弟

子
、
史
の
老
子
伝
に
見
よ

）の

選
す
る
所
な
り
と
。
余
之
に
告
げ
て
曰
く
。
こ
は
魏
の

ぐ
ん
と
く

軍
督（
官名
）わ

う
と
　

王
図
の
選
に
し
て
、尹
喜
に
非
ず
。
王
図

は
つ
ひ了

に
上
薬
を
知
ら
ず
、唯
だ
気
を

め
ぐ行

ら
し
室
に
入
り
仙
を
求
め
ん
と
欲
し
て
、こ
の
道
機
経
を
作
り
、お

も謂
へ

ら
く
、
仙
道
の
極
致
な
り
と
。
こ
れ
人
を
誤
ら
し
む
る
の
甚
し
き
者
な
り
。
余
か
つ
て
往
々
諸
道
士
に
、
神

丹
金
液
の
事
及
び
三
皇
文（
道
教
の

咒
文

）天
神
地
祇
を
召
す
の
法
を
問
ふ
も
、

つ
ひ了

に
一
人
も
之
を
知
る
も
の
な
し
。
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然
る
に
そ
の
大
半
は
、こ

　
た
ん

誇
誕
自
ら
誉
め
人
を
欺
く
や
、曰
く
、す

で已
に
長
寿
と
。
又
曰
く
、か

つ曾
て
仙
人
と
遊
ぶ
と
。

之
を
事
実
に
徴
す
る
に
、
信
ず
べ
き
者
甚
だ

す
く尠

な
し
。
或
は
金
丹
の
説
を
聞
く
も
、
今
日
之
を
得
る
者
あ
る

を
い
は
ず
し
て
、
以
為
へ
ら
く
、
上
古
の
仙
人
の
み
之
を
曉
り
し
な
ら
ん
と
。
或
は
唯
だ

い
　
た
ん

異
端

げ
　
ど
う

外
道
を
知
り

て
、
真
経
を
得
ざ
る
も
の
あ
り
。
或
は
く
だ
〳
〵
き
煉
丹
の
方
法
を
得
て
、
以
て
丹
法
の
極
致
と
な
す
も
の

あ
り
。
昔
、

さ
　
げ
ん
ほ
う

左
元
放（
左
慈

の
字
）天
柱
山
の
中
に
於
て
精
思
せ
し
と
き
、
神
人
之
に
金
丹
の
仙
経
を
授
く
。
漢
末

の
乱
に
会
ひ
て
、
金
丹
を
合
作
す
る
に
遑
あ
ら
ず
、
名
山
に
隠
れ
て
、
斯
道
を
修
め
ん
と
欲
す
。
余
が
従
祖

葛
仙
公
、元
放
よ
り
之
を
受
く
、太
清
丹
経
三
巻
、九
鼎
丹
経
一
巻
、金
液
丹
経
一
巻
即
是
な
り
。
余
が
師
鄭

君
は
、
葛
仙
公
の
弟
子
に
し
て
、
又
本
経
を
受
く
。
然
れ
ど
も
家
貧
に
し
て
、
薬
を
買
ふ
の
力
な
し
。
余
之

に
親
事
し
、

た
め為

に
洒
掃
の
労
を
執
る
こ
と
積
年
。
乃
ち

ば
　
せ
き
ざ
ん

馬
迹
山
の
中
に
於
て
、
壇
を

き
づ築

き
盟
を
な
し
て
、
本

経
を
受
け
、
竝
せ
て
諸
の
口
訣
を
も
授
か
る
。
故
に
江
東
地
方
に
は
本
経
な
く
、
又
他
の
道
士
も
之
を
知
る

も
の
な
し
、
唯
だ
余
あ
る
の
み
。
余
之
を
伝
ふ
る
こ
と
二
十
餘
年
、
唯
だ
家
に

ひ
と
か
づ
き

擔
石
のも

と
で資な

く
、
そ
の
薬
を

買
ふ
こ
と
能
は
ず
、
長
く
嘆
ず
る
ば
か
り
な
り
。
金
を
積
み
て

ひ
つ櫃

に
盈
ち
、
銭
を
娶
む
る
こ
と
山
の
如
き
人

あ
る
も
、
こ
の
不
死
の
法
あ
る
を
知
ら
ず
、
た
と
ひ
聞
く
も
、
決
し
て
之
を
信
ず
る
も
の
な
し
。

そ
れ
玉
飴
を
飲
ま
ば
漿
荇（
漿
荇
は
誤
倒
か
、
本
書
の

仙
薬
篇
に
、
葱
漿
あ
り

）の
薄
き
を
知
り
、
崑
崙
山
の
高
き
を
観
れ
ば
、

あ
り
づ
か

丘
蛭
の

ひ
く卑

き
を
覚
ゆ
。
既
に
金
丹
の
道
を
覧
れ
ば
、
人
を
し
て
小
小
の
方
書
を
視
る
を
欲
せ
ざ
ら
し
む
。
然
れ
ど
も

此
等
の
上
薬
は
、
之
を
辨
ず
る
こ
と
容
易
な
ら
ず
、
故
に
暫
ら
く
下
薬
を
服
用
し
て
、
一
時
を
支
持
す
る
に
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止
ま
る
も
、
人
を
し
て
長
生
を

と
　遂

げ
し
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
故
に
老
子
の
訣
言
に
云
ふ
。
還
丹
金
液

を
得
ず
ん
ば
、

む
な虚

し
く
自
ら
苦
む
の
み
と
。
夫
れ
五
穀
な
ほ
能
く
人
を

い
か活

す
。
人
之
を
得
ば
生
き
、
之
を
絶

た
ば
死
す
、
況
ん
や
上
品
の
神
薬
に
於
て
を
や
。
そ
の
人
に
益
あ
る
こ
と
、
豈
に
五
穀
に
万
倍
せ
ざ
ら
ん
や
。

ま
た
丹
の
物
た
る
、
之
を

や
　焼

く
こ
と
愈
よ
久
し
く
し
て
、
変
化
愈
よ
妙
な
り
、
黄
金
は
火
に
入
り
て
百
錬
消

せ
ず
、
之
を
地
中
に
埋
む
る
も
永
遠
に
朽
ち
ず
、
こ
の
二
薬（
丹
と
黄

金
な
り
）を
服
し
て
身
体
を
錬
る
、
故
に
よ
く

人
を
し
て
老
せ
ず
死
せ
ざ
ら
し
む
。
こ
れ
仮
り
に
外
物
を
求
め
て
自
ら
堅
固
に
す
る
こ
と
、
恰
か
もあ

ぶ
ら脂の

火

を
し
て

き
　消

え
ざ
ら
し
む
る
が
如
し
。

あ
し脚

にろ
く
し
や
う

銅
青
を
塗
り
て
水
に
入
れ
ば
、
そ
の
肉
腐
ら
ず
、
こ
れ
銅
のつ

よ
き勁を

借
り
て
、
肉
のよ

わ
き弱を
ふ
せ扞

ぐ
な
り
。
金
丹
の
人
身
に
於
け
る
、
精
をさ

か
ん栄に

し
て
生
を
衞
る
こ
と
、
銅
青
を
、
皮

膚
に
塗
り

つ
　附

く
る
の
比
に
非
る
な
り
。
世
間
の
心
な
き
者
は
、
多
く
至
道
を
信
ぜ
ず
、
万
一
好
事
の
者
あ
る

も
、
こ
の
法
を
実
見
せ
ず
、
名
師
に

あ
　値

は
ざ
れ
ば
、
天
下
に
、
此
の
如
き
妙
法
あ
る
を
知
る
に
由
な
し
。
余

今
金
丹
の
大
略
を
鈔
録
し
て
、
以
て
後
の
同
志
者
に
示
す
、
其
れ
勤
め
て
之
を
求
む
べ
し
、
浅
近
の
法
を
守

り
て
、
以
て
世
を

わ
た度

る
べ
し
と

お
も謂

ふ
こ
と
な
か
れ
。
若
し
遂
に
名
師
に
遇
は
ず
と
も
、
唯
だこ

こ
ろ意を
や
す息

め
て
永

遠
の
生
命
を
得
ん
こ
と
を
務
む
べ
し
。
必
ず

お
　自

ら
久
し
か
ら
ず
し
て
、み

づ
た
ま
り

潢
汚
を
出
で
て
滄
海
に
浮
び
、
螢
燭

に
背
き
て
日
月
に
向
ひ
、
雷
霆
を
聞
い
て

ふ
　
こ
　

布
鼓
のい

や
し
き

陋
を
覚
え（
布
に
て
張
り
た
る
鼓
は
、
大
声
を
発
す
る

こ
と
能
は
ず
、
漢
書
の
王
尊
伝
に
見
ゆ

）き
ょ
げ
い

巨
鯨
を
見

て
す
ん
り
ん

寸
鱗

ぼ
ん
ば
い

凡
貝
の
細
を
知
る
に
至
ら
ん
。
若
し
そ
れ

ろ
う
ろ
う

嘍
嘍（
煩
は
し

き
さ
ま
）と
し
て
先
づ
悟
る
こ
と
な
く
、
下
薬
の
力

を
恃
み
て
、
虚
空
に

の
　
ぼ
　

昇
騰
ら
ん
こ
と
を

は
か規

る
は
、
何
ぞ
足
な
え
た
る
驢
馬
に

む
ち策

う
ち
て
、
疾
風
を
追
ひ
、

か
ご籃
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の
舟
に

さ
を掉

さ
し
て
、
大
川
を

わ
た済

る
に
異
な
ら
ん
や
。

又
た
諸
々
の
小
餌
丹
方
は
、
甚
だ
多
し
。
之
を
作
る
に
浅
深
あ
り
、
故
に
力
勢（
効
験
と
い

ふ
が
如
し
）同
じ
か
ら
ず
、

優
劣
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
金
丹
に
及
ば
ざ
る
は
、
猶
ほ
一
宿
の
酒
の
、
九

う
ん醞（
酒
の
製
法
に
し
て

西
京
雑
記
に
見
ゆ
）に
及
ば

ざ
る
が
如
し
、
然
れ
ど
も
こ
の
少
餌
丹
方
す
ら
、
猶
ほ
草
木
よ
り
成
る
上
薬
に
勝
る
こ
と
遠
し
、
凡
そ
草
木

は
、
之
を
焼
け
ば
即
ち

は
ひ燼

と
な
る
も
、
丹
砂
は
之
に
反
し
て
水
銀
と
な
り
、
又
た
積
変
し
て

ま
　複

た
丹
砂
と
な

る
、
そ
の
草
木
を
去
る
こ
と
遠
し
。
故
に
能
く
人
を
し
て
長
生
せ
し
む
。
神
仙
独
り
こ
の
理
を
見
る
、
そ
の

俗
人
を
去
る
こ
と
亦
何
ぞ

は
る
か
　

緬
邈
な
る
や
。
世
人
は
見
聞
少
な
き
を
以
て
、
怪
む
こ
と
多
し
、
故
に
或
は
水
銀

の
、
丹
砂
よ
り
出
づ
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
之
に
告
ぐ
る
も
、

つ
い終

に
あ
　肯

へ
て
信
ぜ
ず
し
て
云
ふ
。
丹
砂
は
本
と

赤
物
な
り
、
何
に
よ
り
て
こ
の
白
物
を
成
す
こ
と
を
得
ん
と
。
又
云
ふ
。
丹
砂
は
こ
れ
石
の
み
、
今
諸
の
石

を
焼
け
ば
皆
灰
と
な
る
、
丹
砂
、
何
ぞ
独
り
水
銀
と
な
る
を
得
ん
や
と
。
此
の
浅
近
平
易
の
事
す
ら
猶
ほ

さ
と曉

る
能
は
ず
、
そ
の
仙
道
を
聞
い
て
、
大
に
之
を
笑
ふ
は
亦
た

う
べ宜

な
ら
ず
や
。
上
古
の
真
人
、
将
来
の
教
ふ
べ

き
者
をあ

は
れ愍み

念
ひ
て
、
為
に
詳
細
な
る
方
法
を
作
り
、
之
を
し
て
死
亡
の
禍
を
脱
せ
し
め
ん
と
欲
す
、
実
に

至
言
と
謂
ふ
べ
し
。
然
る
に
俗
人
終
に
肯
へ
て
信
ぜ
ず
、
以
て
空
文
と
な
す
。
若
し
空
文
な
ら
ば
、
九
転
九

変
な
と
、
凡
べ
て
日
数
の
成
る
所
、
皆
な
方
の
如
く
な
る
を
得
ん
や
。
真
人
の
之
を
知
る
所
以
は
、
誠
に
庸

近
の
心
を
以
て
、
思
求
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
余

わ
か少

く
し
て
方
術
を
好
み
、
重
き
を
負
ひ
遠
き
に
歩
し
て
請

問
し
、
異
聞
を
得
る
ご
と
に

み
　自

ら
喜
び
、
毀
笑
せ
ら
る
れ
ど
もう

れ
ひ戚と

な
さ
ざ
る
な
り
。
後
生
畏
る
べ
し
、
何
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ぞ
来
者
の
今
に

し
　如

か
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。
故
に
之
を
著
し
て
、
以
て
識
者
に
示
す
。
豈
にい

や
し苟く

も
奇
怪
をた

つ
と尚

び
空
言
を
崇
飾
し
、
之
を
し
て
世
に
行
は
れ
し
め
て
、
流
俗
に
信
ぜ
ら
る
ゝ
こ
と
を
求
め
ん
や
。
陽
春
の
盛

気
も
、
枯
朽
を

さ
か栄

え
し
む
る
能
は
ず
、
上
知
も
下
愚
を

う
つ移

す
能
は
ず
、
書
は
曉
る
者
に
伝
は
り
、
事
は
識
者

にた
ふ
と貴ば

る
。

あ
か彤

く
ぬ
り
た
る
弓
は
美
な
る
も
、
農
夫
は
之
を
得
て
鳥
を
射
と
り
、

こ
ん袞

竜
の
衣
は
貴
と
く
と
も
、

南
蛮
は
之
を

き
　衣

て
薪
を
負
ふ
は
、
皆
な
無
知
の

わ
ざ業

に
し
て
、
今
さ
ら
致
し
か
た
も
な
し
。
世
人
は
飽
食
日
を

送
り
、
そ
の
行
ふ
所
は
、
儒
墨
の
学
に
も
あ
ら
ず
、
治
む
る
所
は
進
徳
のつ

と
め勤に

も
あ
ら
ず
、
唯
だ
逍
遥
遨
遊

し
て
、
以
て
年
月
を
盡
く
す
。
そ
のい

と
な営む

所
は
栄
誉
に
非
れ
ば
、
利
益
の
み
。
或
は

あ
お
た
か

蒼
鷹
を
飛
ば
し
黄
犬
を

走
ら
し
て
、
禽
獣
を
原
中
に
狩
猟
し
、
或
は
盃
觴
を
留
連
し
て
、あ

つ
も
の

羹
を

わ
か沸

し
、
或
は
美
女
と
と
も
に
、
糸
竹

管
弦
に

す
さ荒

み
溺
れ
、
或
は
綺
紈
錦
繍
に
身
を
や
つ
し
、
或
は
弓
を
引
い
て
筋
力
を

つ
か弊

ら
し
、
或
博
弈
し
て
業

務
に
勤
勉
な
ら
ず
。
至
道
の
言
を
開
く
も
、
酔
ふ
が
如
く
に
し
て
知
る
な
く
、
大
道
の
論
を
覩
る
も

あ
く
び
　

欠
伸
し

て
ひ
る
ね
む

昼
睡
る
。
そ
の
身
を
修
め
ず
、

や動ゝ
も
す
れ
ば
死
地
に

ゆ
　之

き
て
、

あ
　肯

へ
て
養
生
の
法
を
求
問
せ
ず
、

み
　自

ら
之

を
割
き
削
り
、
之
を

い
　煎

り
あ
ぶ熬

り
、
之
を

や
つ
れ
　

憔
悴
し
め
、
之
を

こ
　漉

し
涸
れ
し
む
。
而
し
て
有
道
の
士
は
、
自
ら
そ

の
知
る
所
を
宝
秘
し
て
、
人
に
求
む
る
な
し
、
亦
何
ぞ
肯
へ
て
之
を
彼
等
俗
輩
に
語
る
こ
と
を

つ
と強

め
ん
や
。

世
人
常
に
云
ふ
。
若
し
果
し
て
長
生
を
得
べ
く
ん
ば
、
古
人
の
富
貴
な
る
も
の
、

す
で已

に
ま
さ当

に
之
を
得
べ
し
。

し
か而

る
に
之
を
得
る
者
な
き
は
、
こ
の
道
な
き
が
故
な
り
と
。
こ
れ
古
の
富
貴
な
る
者
も
、
亦
た
今
の
富
貴
な

る
者
と
同
じ
く
、
信
ぜ
ず
求
め
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
彼
等
は
皆
な
目
前
の
欲
す
る
所
を
急
と
な
す
、
亦



50

何
ぞ
能
く
之
を
得
ん
や
。

た
と
ひ
　

仮
令
意
を
決
し
て
、
命
の
延
ば
す
べ
く
仙
の
得
べ
き
を
信
ず
る
能
は
ず
と
も
、
亦

何
ぞ
之
を
試
み
る
を
惜
む
べ
け
ん
や
。
之
を
試
み
て
小
効
あ
り
、
二
三
百
歳
の
寿
を
得
た
る
す
ら
、
猶
ほ
凡

人
の

わ
か
じ
に

少
夭
す
る
に

ま
さ愈

ら
ず
や
。
天
下
の
事
、
万
端
に
し
て
、
道
術
の
明
か
に
し
が
た
き
こ
と
、
他
事
よ
り
甚

し
、
何
ぞ
凡
才
の
心
を
以
て
世
間
に
必
ず
長
生
の
道
な
し
と
断
言
す
る
を
得
ん
や
。
若
し
世
人
の
信
ぜ
ざ
る

を
以
て
、
之
れ
な
し
と
謂
は
ゞ
、
世
上
の
智
者
又
何
ぞは

な
は太だ

多
き
や
。
今
若
し
道
意
を
識
り
て
、
之
を
修
求

す
る
者
あ
ら
ば
、
必
ず
至
愚
に
し
て
、
世
人
に
及
ば
ざ
る
者
と
為
す
べ
き
か
、
否
な
、
決
し
て
然
ら
ざ
る
な

り
。
又
或
は
長
生
を
求
む
る
に
苦
慮
す
る
も
、

も
　儻

し
之
を
得
ざ
る
と
き
は
、
世
人
よ
り
理
に
暗
く
迷
に
惑
ふ

者
と
し
て
、
誂
笑
せ
ら
る
ゝ
を
恐
れ
、
故
ら
に
之
を
為
さ
ゞ
る
者
あ
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
か
ゝ
る
求
道
者
の

思
慮
の
中
に
も
、
一
失
な
し
と
は
断
言
す
べ
ら
ず
。
若
し
之
を
求
め
て
、
天
下
実
に
不
死
の
道
あ
る
を
知
ら

ば
、
す
で
に
之
を
得
た
る
者
の
笑
ふ
所
と
な
ら
ざ
る
か
。
日
月
もあ

ま
ね周く

照
ら
す
能
は
ず
、
人
心
何
ぞ

ひ
と孤

り
信

ず
べ
け
ん
や
。

抱
朴
子
曰
く
、

黄
帝
の
九
鼎
神
丹
経
を
按
ず
る
に
曰
く
、黄
帝
之
を
服
し
て
遂
に
昇
仙
す
と
。
又
云
ふ
。
呼
吸
道
引
し
、又

草
木
の
薬
を
服
す
れ
ば
、延
年
を
得
べ
き
も
、死
に
至
り
て
は
、之
を
免
る
る
能
は
ず
。
神
丹
を
服
す
る
と
き

は
、人
寿
を
し
て
天
地
と
と
も
に
無
窮
な
ら
し
め
、雲
に
乗
り
竜
に
駕
し
、大
空
に
上
下
す
る
こ
と
を
得
べ
し

と
。
黄
帝
之
を

げ
ん
し
　

玄
子
に
伝
へ
、且
つ
戒
め
て
曰
く
。
こ
の
道
は
至
つ
て
重
し
、必
ず
賢
者
を
択
ん
で
、之
を
授
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け
よ
。
苟
く
も
そ
の
人
に
非
れ
ば
、玉
を
積
む
こ
と
山
の
如
し
と
雖
も
、之
を
告
ぐ
る
な
か
れ
、之
を
受
く
る

者
は
、金
人
金
魚
を
東
流
の
水
中
に
投
じ
、血
を

す
ゝ唼

り
て
誓
盟
を
な
す
べ
し
。
神
仙
の
骨
相
な
き
者
は
、こ
の

道
を
見
る
こ
と
を
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
神
丹
を

あ
は合

す
る
に
は
、ま

さ当
に
名
山
の
中
、無
人
の
地
に
於
て
す
べ
し
。

同
伴
者
あ
る
も
、三
人
を
過
ご
す
べ
か
ら
ず
。
先
づも

の
い
み

斉
す
る
こ
と
百
日
、五
香（
一
株
五
根
、
一
莖
五
枝
、
一
枝
五
葉

一
葉
の
間
に
五
節
あ
る
香
木
の
名

）

に
沐
浴
し
、
心
身
を
精
潔
に
し
て
、

け
が
れ
　

穢
汚
に
近
づ
く
な
か
れ
。
又
た
俗
人
と
往
来
す
る
な
か
れ
。
又
た
不
信

者
を
し
て
之
を
知
ら
し
む
る
な
か
れ
。
又
神
薬
を

そ
し謗

る
と
き
は
成
ら
ず
。
か
く
し
て
若
し
成
ら
ば
家
を
挙
げ

て
、
皆
な
仙
た
る
を
得
べ
し
、
但
に
一
身
の
み
な
ら
ざ
る
な
り
。
世
人
神
丹
を
信
ぜ
ず
し
て
、
反
り
て
草
木

の
薬
を
信
ず
、
そ
れ
草
木
の
薬
は
、
之
を

う
づ埋

む
れ
ば
即
ち
腐
り
、
之
を
煮
れ
ば
即
ち

た爛ゞ
れ
、
之
を
焼
け
ば
即

ち
こ
　焦

が
る
。

み
　自

ら
生
く
る
能
は
ず
、
何
ぞ
能
く
人
を

い
　生

か
さ
ん
や
。
九
丹
は
長
生
の
要
に
し
て
、
凡
人
の
見

聞
を
得
べ
き
に
非
ら
ず
、
億
兆
の
人
々
、
徒
ら
にし

ゆ
ん
し
ゆ
ん

蠢
蠢
と
し
て
富
貴
を
貧
る
を
知
る
の
み
、
豈
に
行
尸
走
肉

と
謂
は
ざ
る
べ
け
ん
や
。
又
た
神
丹
を
合
す
る
と
き
は
、

ま
さ当

に
祭
る
べ
し
、
そ
の
祭
に
は
、
図
法
一
巻
あ
り
。

第
一
の
丹
を
ば
丹
華
と
名
づ
く
、

ま
さ当

に
先
づ
玄
黄
を
作
る
べ
し
、

ゆ
う
わ
う

雄
黄
水（
本
、
九

石

）は
ん
せ
き

礬
石
水（
本
、
十

一
、
石
）

ひ
と
は
ち

一
鉢
を
以
て

こ
う汞（
水
銀
よ
り
な
る
薬

水
、
本
、
九
、
石
）を
作
り
、
戎
塩（
本
、
十

一
、
石
）ろ

　
え
ん

鹵
塩（
同上
）よ

　
せ
き

礬
石（
本
、
十

石

）牡
蠣（
本
、
四
十

六
、
介

）赤

石
脂（
本
、
九

石

）滑
石（
同上
）胡
粉（
本
、
八

金

）各
々
数
十

き
ん觔（
斤
に

同
じ
）を
和
し
、六
一
泥
を
以
て
之
を

ふ
う封

じ
、火
く

こ
と
三
十
六
日
な
り
。
成
り
て
之
を
服
す
れ
ば
、
七
日
に
し
て
仙
人
と
な
る
。
又
た
玄
膏
を
以
て
こ
の
丹
を

丸
め
、
猛
火
の
上
に
置
く
と
き
は
、

し
ば
ら
く

須
臾
に
し
て
黄
金
と
な
る
。
又
た
二
百
四
十
銖
を
以
て
水
銀
百
斤
に
和
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し
、
之
を
火
け
ば
亦
た
黄
金
と
な
る
。
此
の
如
き
は
薬
成
る
の
証
な
り
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
実
に
薬
を
封
じ
て

之
を
火
く
こ
と
、
前
の
日
数
の
如
き
と
き
は
、
成
ら
ざ
る
な
き
な
り
。

第
二
の
丹
を
ば
、神
丹
と
名
づ
け
又
た
神
符
と
も
い
ふ
。
之
を
服
す
る
こ
と
百
日
に
し
て
仙
た
る
を
得
。
こ

の
丹
を
足
下
に
塗
れ
ば
、
自
由
に
水
火
の
上
を
行
く
こ
と
を
得
。
之
を
服
す
る
こ
と
三

さ
　
じ
　

刀
圭
な
れ
ば
、

さ
ん
し
　

三
尸

（
人
身
の
中
に
隠
れ
て
、
そ
の
罪
悪
を
天
帝

に
上
申
す
る
三
疋
の
虫
本
書
の
六
を
見
よ
）九
虫（
三
尸
虫
の
類
な
ら
ん

も
其
の
詳
は
不
明

）皆
な
即
時
に
消
死
し
て
、百
病

た
ち立

ど
こ
ろ
に
癒
ゆ
。

第
三
の
丹
を
ば
、
神
丹
と
名
づ
く
。
之
を
服
す
る
こ
と
一

さ
　
じ
　

刀
圭
に
し
て
、
百
日
を
経
る
と
き
は
仙
と
な
る
。

六
畜
も
之
を
呑
ま
ば
、
亦
た

つ
い終

に
死
せ
ず
。
又
よ
く
五
種
の
武
器
をし

り
ぞ却く

。
服
す
る
こ
と
百
日
な
る
と
き
は
、

仙
人
玉
女
鬼
神
皆
な
来
り
侍
る
。
之
を
見
る
に
人
の
形
の
如
し
。

第
四
の
丹
を
ば
、

せ
ん
た
ん

還
丹
と
名
づ
く
。
服
す
る
こ
と
一

さ
　
じ
　

刀
圭
に
し
て
、
百
日
を
経
れ
ば
仙
た
る
を
得
。
朱
鳥

鳳
凰
其
上
に

か
け翔

り
飛
び
、
玉
女
来
り

そ
　傍

ふ
。
一
刀
圭
を
以
て
水
銀
一
斤
に
合
し
、
之
を

や
　火

け
ば
、

た
ち立

ど
こ
ろ

に
黄
金
と
な
る
。
此
の
丹
を
塗
り
た
る
金
銭
を
使
用
す
る
と
き
は
、
即
日
ま
た
本
主
に
還
へ
る
。
こ
の
丹
を

目
上
に
書
す
る
と
き
は
、
百
鬼
之
を
見
て
皆
走
り
避
く
。

第
五
の
丹
を
ば
、じ

　餌
丹
と
名
づ
く
。
之
を
服
す
る
こ
と
三
十
日
に
し
て
仙
た
る
を
得
。
鬼
神
来
り
侍
し
、玉

女
前
に
至
る
。

第
六
の
丹
を
ば
、れ

ん錬
丹
と
名
づ
く
。
之
を
服
す
る
こ
と
十
日
に
し
て
、仙
た
る
を
得
。
又
汞
と
和
し
て
、之

を
や
　火

け
ば
黄
金
と
な
る
。
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第
七
の
丹
を
ば
、
柔
丹
と
名
づ
く
。
服
す
る
こ
と
一
刀
圭
に
し
て
、
百
日
を
経
る
と
き
は
仙
と
な
る
。

け
つ缺

ぼ
ん盆

汁
と
和
し
て
、（
缺
盆
は
覆
盆
子
な
り

本
、
十
八
、
草

）之
を
服
す
る
と
き
は
、
九
十
歳
の
老
翁
も
亦
よ
く
子
を
生
む
、な

ま
り鉛と

合
し
て
、
之
を

や
　火

け
ば
黄
金
と
な
る
。

第
八
の
丹
を
ば
、
伏
丹
と
名
づ
く
。
之
を
服
す
れ
ば
、
即
日
に
仙
と
な
る
。な

つ
め棗の
た
ね核

ほ
ど
、
こ
の
丹
を
持

す
る
と
き
は
、
百
鬼
恐
れ
避
く
。
又
た
丹
を
以
て
門
戸
に
書
す
る
と
き
は
、
あ
ら
ゆ
る
悪
魔
敢
へ
て

す前ゝ
ま
ず
、

又
盗
賊
虎
狼
を
避
く
る
こ
と
を
得
。

第
九
の
丹
を
ば
、
寒
丹
と
名
づ
く
。
之
を
服
す
る
こ
と
一

さ
　
じ
　

刀
圭
に
し
て
、
百
日
を
経
れ
ば
仙
と
な
る
。
仙

童
仙
女
来
侍
し
、
飛
行
軽
挙
す
る
に
、
羽
翼
を
用
ゐ
ず
。

凡
べ
て
こ
の
九
丹
の
中
、
唯
だ
其
の
好
む
所
に
任
せ
て
、
一
丹
を
得
れ
ば
、
仙
と
な
る
を
得
、
必
し
も
悉

く
之
を
作
る
を
要
せ
ず
。
凡
べ
て
九
丹
を
服
す
る
時
は
、
こ
の
土
を
去
り
て
、
天
に
昇
ら
ん
と
す
る
も
、
又

た
し
ば且

ら
く
人
間
にと

ど
ま止ら

ん
と
す
る
も
、
其
の
人
の
任
意
な
り
。
皆
な

す
こ少

し
の

く
う
げ
き

空
隙
も
な
き
所
す
ら
、
自
由
に

出
入
す
る
を
得
て
、
何
物
と
雖
も
、
之
を
害
す
る
を
得
ざ
る
な
り
。

抱
朴
子
曰
く
、

ま
　復

た
太
清
の
神
丹
あ
り
。
そ
の
法
は
元
君
よ
り
出
づ
、
元
君
は
老
子
の
師
な
り
。
太
清
観
天
経
に
九
篇
あ

り
、そ
の
上
三
篇
は
教
受
す
べ
か
ら
ず
、そ
の
中
三
篇
は
世
に
伝
ふ
べ
き
人
な
し
、常
に
之
を
三
泉
の
下
に
沈

む
、
下
三
篇
は
正
に
こ
れ
丹
経
上
中
下
凡
べ
て
三
巻
な
り
。
元
君
は
大
神
仙
な
り
、
能
く
陰
陽
を
和
し
、
鬼
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神
風
雨
を
役
使
し
、
九
竜
と
十
二
の
白
虎
に

さ
ん
が
　

驂
駕
し
、
天
下
の
衆
仙
は
、
皆
な
之
に

れ
い
ぞ
く

隷
属
す
。
猶
ほ

み
　自

ら
言

ふ
、
こ
れ
皆
な
道
を
学
び
丹
を
服
す
る
に
本
づ
く
、
自
然
に
非
る
な
り
と
。
況
ん
や
凡
人
を
や
。

そ
の
経
に
曰
く
、

上
士
に
し
て
道
を
得
た
る
者
は
、
昇
り
て
天
官
と
な
り
、
中
士
に
し
て
道
を
得
た
る
者
は
、

こ
ん
ろ
ん

崑
崙
山
に
棲

集
し
、
下
士
に
し
て
道
を
得
た
る
者
は
、
世
間
に
長
生
す
。
民
愚
に
し
て
信
ぜ
ず
、
虚
言
な
り
と
思
ひ
、
朝

よ
り
暮
に
至
る
ま
で
、
唯
だ
死
を
求
む
る
の
事
を

な
　作

し
て
、

つ
ひ了

に
生
を
求
め
ず
。
然
ら
ば
天
豈
に

し
　強

ひ
て
之

を
い
　生

か
さ
ん
や
。
凡
人
は
唯
だ
美
食
好
衣
声
色
富
貴
を
知
る
の
み
、
心
をほ

し
い
ま
ま

恣
に
し
欲
を

つ
く盡

し
、

た
ち
ま
ち

奄
忽
終
没
す
。

慎
ん
で
神
丹
の
事
を
、
こ
の
輩
に
告
げ
、
彼
等
を
し
て
道
を
笑
ひ
真
を
謗
ら
し
む
る
な
か
れ
。
丹
経
を
伝
ふ

る
に
、
若
し
そ
の
人
を
得
ざ
れ
ば
、
身
必
ず
不
吉
な
り
。
若
し
篤
信
す
る
者
あ
ら
ば
、
之
を
分
与
す
る
こ
と

可
な
る
も
、
そ
の
方
に
至
り
て
は
、か

ろ
が軽る

し
く

つ
た伝

ふ
る
な
か
れ
。
こ
の
道
を
知
ら
ば
、
王
侯
の
貴
位
も
何
か

あ
ら
ん
。
神
丹
既
に
成
る
と
き
は
、
但
に
長
生
す
る
の
み
な
ら
ず
、
又
た
黄
金
を
作
る
べ
し
。
金
成
る
と
き

は
、
先
づ
大
祭
を
設
く
べ
し
。
其
祭
に
は
別
法
一
巻
あ
り
て
、
九
鼎
の
祭
と
は
同
じ
か
ら
ざ
る
な
り
。
祭
に

は
、
左
の
如
く
別
々
に
金
を

は
か称

り
て
、
各
々
そ
の
名
称
を
検
署
せ
よ
。

天
に
礼
す
る
と
き
は
二
十
斤
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
月
に
は
五
斤
。

北
斗
星
に
は
八
斤
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
乙
星
に
は
八
斤
。

井
神
に
は
五
斤
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竈
神
に
は
五
斤
。
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河
伯
に
は
十
二
斤
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社（
土
地

の
神
）に
は
五
斤
。

門
、
戸
、
閭
、
鬼
神
、
清
君（
清
君
は

不
明

）に
は
各
五
斤
。

凡
べ
て
、
八
十
八
斤
に
し
て
、
餘
の
十
二
斤
を
ば
、

よ好
き

な
め
し
が
は

章
のふ

く
ろ嚢に
も
　盛

り
、
吉
日
を
選
び
、
郡
市
の
繁

華
な
る
時
に
於
て
、沈
黙
し
て
、之
を
衆
人
の
中
に
棄
て
去
り
、た

だ径
ち
に
去
り
て
、

ま復
たか

へ
り顧み

る
な
か
れ
。
こ

の
百
斤
の
外
の
餘
金
は
、
そ
の
任
意
に
使
用
す
る
こ
と
を
得
る
も
、
前
述
の
如
く
、
先
づ
金
を
以
て
神
を
祀

ら
ざ
る
と
き
は
、
必
ず

わ
ざ
は
ひ

殃
咎
を
被
る
。

又
曰
く
、長
生
の
道
は
祭
祀
を
な
し
、鬼
神
に
事
ふ
る
に
在
ら
ず
。
道
引
と
、屈
伸
と
に
在
ら
ず
。
昇
仙
の

要
は
、神
丹
に
在
り
。
之
を
知
る
こ
と

や
す易

か
ら
ず
、之
を
為
す
こ
と
実
に
難
し
。
若
よ
く
之
を

な
　作

さ
ば
、長
存

す
べ
し
、近
代
漢
末
に
於
て
、新
野
の
陰
君（
陰
長
生

を
い
ふ
）こ
の
太
清
丹
を
合
し
て
、仙
と
な
る
。
そ
の
人
は
儒
生

に
し
て
才
思
あ
り
、善
く
詩
及
び
丹
経
の

さ
ん賛

を
著
し
、又
た
道
を
学
び
師
に
随
ふ
の
本
末
を
序
述
す
。
又
た
そ

の
知
人
の
仙
と
な
る
者
四
十
餘
人
を
列
記
し
て
、
甚
だ
分
明
な
り
。
こ
の
太
清
丹
を
作
る
は
、
九
鼎
丹
を
合

成
す
る
よ
り
も
難
し
。
然
れ
ど
も
こ
れ
白
日
昇
天
の
上
法
な
り
。
之
を
成
す
に
は
、
当
に
先
づ

く
わ
ち
　

華
池
、

せ
き
え
ん

赤
塩
、

ご
ん
せ
つ

艮
雪
、
玄
白
飛
符
、
三
五
神
水
を
作
り
て
、
火
を
起
す
べ
し
。

一
転
の
丹
、
之
を
服
す
る
こ
と
三
年
に
し
て
仙
と
な
る
。

二
転
の
丹
、
之
を
服
す
る
こ
と
二
年
に
し
て
仙
と
な
る
。

三
転
の
丹
、
之
を
服
す
る
こ
と
一
年
に
し
て
仙
と
な
る
。
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四
転
の
丹
、
之
を
服
す
る
こ
と
半
年
に
し
て
仙
と
な
る
。

五
転
の
丹
、
之
を
服
す
る
こ
と
百
日
に
し
て
仙
と
な
る
。

六
転
の
丹
、
之
を
服
す
る
こ
と
四
十
日
に
し
て
仙
と
な
る
。

七
転
の
丹
、
之
を
服
す
る
こ
と
三
十
日
に
し
て
仙
と
な
る
。

八
転
の
丹
、
之
を
服
す
る
こ
と
十
日
に
し
て
仙
と
な
る
。

九
転
の
丹
、
之
を
服
す
る
こ
と
三
日
に
し
て
仙
と
な
る
。

若
し
九
転
の
丹
を
取
り
て
、神
鼎
の
中
に

い
　内

れ
、か

　
し
　

夏
至
の
後
に
、之
を

さ
ら爆

し
、し

ゆ
じ
　

朱
児
一
斤
を

ふ
た蓋

の
下
に
内
れ
、

伏
し
て
之
を
伺
ひ
、日
光
に
照
ら
す
こ
と

し
ば
ら
く

須
臾
な
れ
ば（
「
朱
児
」
以
下
こ
ゝ

ま
で
通
行
本
な
し

）き
ふ
ぜ
ん

翕
然
と
し
て

と
も倶

に
起
り
、五
色
の

神
光
き
ら
め
き
わ
た
り
て
、

せ
ん還

丹
と
な
る
。
之
を
服
す
る
こ
と
一

さ
じ

刀
圭
な
れ
ば
、
即
日
天
に
昇
る
。
又

つ
ち
が
ま

土
釡

の
中
に
九
転
の
丹
を

ふ
う封

じ
こ
め
、

ぬ
か
び
　

糠
火
も
て
之
を
火
く
。
そ
の
方
法
は
、

ぬ
る
き
ひ

文
火
よ
り
、
漸

つ々
よ
き
ひ

武
火
に
変
ず
べ

し
。
そ
の
一
転
よ
り
九
転
に
至
る
ま
で
、
遅
速
各
々
日
数
の
多
少
あ
り
、
そ
の
転
数

す
く少

な
け
れ
ば
、
薬
力
足

ら
ず
、
故
に
服
薬
の
日
も
自
ら
多
く
し
て
、
随
つ
て
仙
と
な
る
こ
と
遅
き
も
、
転
数
多
き
者
は
、
之
に
反
す
。

又
九
光
丹
と
い
ふ
者
あ
り
。
九
転
と
成
法
を
異
に
す
る
も
、
大
略
相
似
た
り
。
之
を
作
る
の
法
は
、

ま
さ当

に

諸
薬
を
合
し
、
之
を
火
い
て
五
石
を
転
ず
べ
し
、
五
石
と
は
丹
砂（
本
、
九

右

）雄
黄（
同上
）白

は
ん礬（
本
、
十

一
、
石
）曾

青（
本
、
十

石

）慈
石（
同上
）な
り
。
一
石
ご
と
に
五
転
す
れ
ば
、
各
々
五
色
を
な
す
、
故
に
凡
べ
て
二
十
五
色
と

な
る
。
そ
の
重
さ
一
両
ご
と
に
、
之
を
分
ち

も
　盛

る
。
死
後
ま
だ
三
日
に
満
た
ざ
る
人
を

お
こ起

さ
ん
と
せ
ば
、
青
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丹
一

さ
　
じ
　

刀
圭
を
取
り
て
水
に
和
し
、以
て
死
人
を
浴
せ
し
め
、又
一
刀
圭
を
そ
の
口
に
注
ぎ
内
る
る
と
き
は
、た

ち立

ど
こ
ろ
に
生
く
。

べ
ん
と
う

行
厨
を
致
さ
ん
と
せ
ば
、
黒
丹
を
取
り
て
水
に
和
し
、
以
て
左
手
に
塗
れ
ば
、
そ
の
求
む

る
所
の
食
品
の
何
た
る
を
問
は
ず
、
口
づ
か
ら
命
ず
る
が
如
く
、

お
　自

ら
至
る
。
形
を

か
く隠

し
、
未
然
の
事
を
先

知
し
、
又
は
永
年
不
老
を
欲
せ
ば
、
黄
丹
一
刀
圭
を
服
す
べ
し
。

ゐ
　坐

な
が
ら
に
し
て
千
里
の
外
を
見
、
吉
凶

を
知
り
、
そ
の
他
、
人
生
の
宿
命
、
盛
衰
寿
天
、
富
貴
貧
賎
を
知
る
こ
と
を
得
。
そ
の
法
は

つ
ぶ具

さ
に
、
太
清

経
の
中
巻
に
あ
り
。

そ
の
次
に
、五
霊
丹
経
一
巻
あ
り
て
、五
法
を
載
す
。
丹
砂
、雄
黄
、雌
黄（
以
上
三
品
、

本
、
九
、
石
）石
硫
黄（
本
、
十

一
、
石
）

曾
青（
本
、
十

石

）礬
石（
本
、
十

一
、
石
）慈
石（
本
、
十

石

）戎
塩（
本
、
十

一
、
石
）大
乙
禹
餘
糧（
本
、
十

石

）を
用
ふ
。
之
も
ま
た

六
一
泥
、及
び
神
室
の
祭
醮（
醮
は
神
に
供

へ
た
る
酒

）を
用
ひ
て
之
を
合
す
る
三
十
六
日
に
し
て
成
る
。
又
五
帝
符
を
用

ひ
、
五
色
を
以
て
之
を
書
す
れ
ば
、
人
を
し
て
死
せ
ざ
ら
し
む
。
但
だ
太
清
、
及
び
九
鼎
の
丹
薬
に
及
ば
ざ

る
の
み
。

又
た

み
ん岷

山
の
丹
法
あ
り
。
道
士ち

や
う
が
い
た
ふ

張
蓋
蹹
と
い
ふ
も
の
、
思
を
岷
山
の
石
室
に

く
は精

し
く
し
て
、
こ
の
方
を
得

た
り
。
そ
の
法
は
黄
銅
を

こ
　
や
　

鼓
冶
し
て
以
て
方
諸
を
作
り
、月
中
の
水
を
承
け
取
り
、水
銀
に
てお

ほ
ひ覆、日

精
も
て

之
を
火
く
、
長
く
服
す
る
と
き
は
死
せ
ず
。
又
た
こ
の
丹
を
取
り
て
、
雄
黄
銅
燧
の
中
に
置
き（
此
の
一
句
の

文
意
不
明

）

覆
ふ
に
汞
を
以
て
し
、
之
を
曝
す
こ
と
二
十
日
の
後
、

ひ
ら発

き
て
之
を

と
　冶

か
す
に

せ
い
く
わ

井
華
水
を
以
て
す（
本
、
五

水

）

小
豆
許
り
の
分
量
を
服
す
る
こ
と
百
日
な
れ
ば
、
盲
者
も
視
る
こ
と
を
得
、
百
病
自
ら
愈
え
、
白
髪
も
黒
く
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な
り
。
落
歯
も
復
び
生
ず
。

又
た
務
成
子
の
丹
法
あ
り
。
巴
沙
汞
を
八
寸
の
銅
盤
の
中
に
置
き
、

ど
ろ

土
炉
を
以
て
炭
を
三
方
に
盛
り
、

ざ
ん塹

を
以
て
盤
を

さ
さ支

へ（
塹
以
枝
盤
の
文
意
不
明
或
は
塹
は
本
、

七
、
土
に
見
ゆ
る
土
塹
に
似
た
り

）硫
黄
水
を

そ灌ゝ
ぎ
て
常
に
泥
の
如
く
な
ら
し
む
。
服
す
る
こ

と
百
日
な
れ
ば
、
死
せ
ず
。

又
た

せ
ん羨

門
子
の
丹
法
あ
り
。
三
升
の
酒
を
以
て
、
一
斤
の
丹
と
和
し
、
之
を

さ
ら曝

す
こ
と
四
十
日
、
之
を
服

す
る
こ
と
一
日
な
れ
ば
、
三
虫
百
病

た
ち立

ど
こ
ろ
に
下
る
。
服
す
る
こ
と
三
年
な
れ
ば
、
仙
道
乃
ち
成
る
。
必

ず
玉
女
二
人
来
り
侍
す
、
之
を
使
役
し
て
、
行
厨
を
致
さ
し
む
べ
し
。
こ
の
丹
は
、
百
鬼
及
び
四
方
の
死
人

の
殃
をま

じ
な厭ふ

べ
し
。

き
く
ひ
む
し

蛀
（
原
文
疰
に
作

る
は
誤
か

）居
宅
を
害
す
る
こ
と
あ
り
、
或
は
妨
害
と
な
る

ふ
　
し
ん

土
功
な
ど
に
出
会

ふ
と
き
は
、
そ
の
方
角
に
向
つ
て
、
こ
の
丹
を

か
　懸

く
れ
ば
患
な
し
。

又
た
立
成
丹
あ
り
、
九
首
即
九
転
あ
る
こ
と
、
九
鼎
に
似
た
れ
ど
も
、
そ
の
効
は
之
に
及
ば
す
。
そ
の
要

は
、
雌
黄
雄
黄
を
焼
き
、
銅
鋳
の
器
に
盛
り
て
、
之
を
覆
ひ
て
三
歳
の
後
、
苦
酒
に

つ
　漬

く
る
こ
と
百
日
な
る

と
き
は
、
器
中
に
長
さ
数
分
の
赤
乳
或
は
五
色
の

ら
う
か
ん

琅
玕
を
も
生
ず
。
取
り

お
さ理

め
て
之
を
服
す
れ
ば
、
人
を
し

て
長
生
せ
し
む
。
又ね

な
し
か
づ
ら

莵
糸
と
調
合
す
べ
し
。
莵
糸（
本
、
十
八

上
、
草

）初
生
の
根
のう

さ
ぎ兎に

似
た
る
も
の
を
取
り
、
そ

の
血
を
し
ぼ
り
て
、
之
に
和
し
以
て
服
す
る
と
き
は
、
変
化
自
在
な
り
。
又
和
す
る
に
朱
草
を
以
て
す
。
一

た
び
服
す
る
と
き
は
、
能
く
虚
に
乗
り
て
雲
に
歩
す
。
朱
草
の
状
は
小
棗
に
似
て
、
長
さ
三
四
尺
、
枝
葉
皆

な
赤
く
、
莖
は
珊
瑚
の
如
し
。
多
く
名
山
の
巖
石
の
下
に
生
ず
。
之
を

き
ざ刻

め
ば

し
る汁

流
れ
て
、
血
の
如
し
。
玉
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及
び
八
石
金
銀
を
そ
の
中
に
投
ず
れ
ば
、
立
ど
こ
ろ
に
泥
の
如
く
固
ま
り
、
久
し
く
す
れ
ば
水
と
な
る
。
金

を
投
ず
れ
ば
金
漿
と
な
り
、
玉
を
投
ず
れ
ば
玉
醴
と
な
る
。
之
を
服
す
れ
ば
、
皆
な
長
生
す
。

又
た
伏
丹
の
法
あ
り
。
天
下
の
諸
水
に
は
、
名
丹
あ
り
、
南
陽
の
丹
水
の
如
き
、
こ
れ
な
り
。
そ
の
中
に

丹
魚
を
生
ず
。

げ
　
し
　

夏
至
に
先
だ
つ
こ
と
十
日
の
夜
、
之
を
伺
ふ
と
き
は
、
丹
魚（
本
、
四
十

四
、
鱗

）必
ず
水
側
に
浮
ぶ
、

赤
光
上
照
し
て

か
く赫

然
火
の
如
し
。

あ
み網

す
れ
ば
得
べ
き
も
、多
き
を
貧
る
な
か
れ
、そ
の
血
を
足
に
塗
れ
ば
、水

上
を
歩
行
し
、
淵
中
に
長
く
居
る
を
得
べ
し
。

又
た
赤
松
子
の
丹
法
あ
り
。
千
歳
の

ら
　蔂

汁（
不
明
な
る
も
、
本
、
十
八
上
に

蓬
虆
あ
れ
ば
其
の
汁
な
る
べ
し
）及
び
礬
桃
汁
を
以
て
丹
を

つ
　淹

け
、み

づ
け
　

津
液

な
き
器
中
に
置
き
、
綿
密
な
る
、
縑
帛
も
て
そ
の
口
を

お
ほ蓋

ひ
、
之
を
地
に
埋
む
る
こ
と
三
尺
に
し
て
、
そ
の

間
百
日
な
り
。
そ
の
後
柠
木（
楮
に
同
じ
、
本

三
十
六
、
本

）の
赤
実
を

し
ぼ絞

り
其
の
汁
を
和
し
て
、
之
を
服
す
れ
ば
、
面
目
鬢

髪
を
し
て
赤
色
を
な
し
、
長
生
せ
し
む
。
昔
し
中
黄
の
仙
人
に
赤
鬚
子
と
い
ふ
者
あ
り
。
豈
に
之
を
服
し
た

る
に
非
る
か
。

又
た
白
石
先
生
の
丹
法
あ
り
。
未
だ
毛
羽
生
長
せ
ざ
るか

ら
す烏（
本
、
四
十

九
、
禽

）の
ひ
な雛

を
取
り
て
、
牛
肉
を
和
し
た

る
真
丹
を
呑
ま
し
む
。
長
ず
る
に
及
び
て
、
そ
の
毛
羽
皆
な
赤
し
。
乃
ち
之
を
殺
し
て

か
げ
ぼ
し

陰
乾
に
す
る
こ
と
百

日
の
後
、
毛
羽
と
と
も
に
、
之
を

つ
　搗

く
。
一
刀
圭
を
服
す
る
こ
と
百
日
に
し
て
、
五
百
歳
の
寿
を
得
。

又
た
康
風
子
の
丹
法
あ
り
。
羊
、
鳥
、
鶴
卵
、
雀
血
と
少
室
山
の
天
雄
汁（
本
、
十
七

下
、
草

）と
を
調
合
し
て
、
之

を
鵠
卵
の
中
に
内
れ
、
漆
も
て
之
を
塗
り
て
、
雲
母
水
の
中
に
内
る
ゝ
こ
と
百
日
な
れ
ば
、
化
し
て
赤
水
と
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な
る
。
そ
の
一
合
を
服
す
れ
ば
、
輙
ち
百
歳
の
寿
を
増
す
。
歳
ご
と
に
一
升
を
服
す
れ
ば
、
千
歳
に
至
る
。

又
た
崔
文
子
の
丹
法
あ
り
。
丹
をあ

ひ
る鶩の

腹
中
に

い
　内

れ
て
之
を

む
　蒸

す
。
服
す
れ
ば
人
を
し
て
年
を
延
ば
さ
し

め
、
長
く
服
す
れ
ば
死
せ
ず
。

又
た
劉
元
の
丹
法
あ
り
。
丹
砂
を
玄
水
液
の
中
に
内
る
ゝ
こ
と
百
日
な
れ
ば
、
紫
色
と
な
る
、
之
を
握
る

も
手

け
が汚

さ
ず
。
又
た
雲
母
水（
本
、
八

玉

）に
和
し
て
、
漆
管
の
中
に
入
れ
、
之
を
井
中
に
投
ず
る
こ
と
百
日
な

れ
ば
、
化
し
て
赤
水
と
な
る
。
一
合
を
服
す
れ
ば
、
百
歳
を
得
。
久
し
く
服
す
れ
ば
長
生
す
。

又
た
楽
子
長
の
丹
法
あ
り
。
曾
青（
本
、
十

石

）青
鉛
丹（
青
は
衍
か
、

本
、
八
、
金
）と
、
汞
及
び
丹
砂
と
を
調
合
し
て
、
銅

筒
の
中
に

お
　居

き
、
瓦
滑
石
を
用
ひ
之
を
白
砂
の
中
に
封
じ
、
蒸
す
こ
と
八
十
日
な
り
。
そ
の
小
豆
許
り
の
分

量
を
服
す
れ
ば
、
三
年
に
し
て
仙
と
な
る
。

又
李
文
の
丹
法
あ
り
。
白
素
を
以
て
丹
を

つ
つ裏

み
、
竹
汁
も
て
之
を
煮
る
、
之
を
紅
泉
と
い
ふ
。
再
び
沸
湯

の
上
に
、
之
を
蒸
し
、
合
す
る
に
玄
水
を
以
て
す
。
そ
の
一
合
を
服
す
れ
ば
、
一
年
に
し
て
仙
と
な
る
。

又
た
尹
子
の
丹
法
あ
り
。
雲
母
水
を
以
て
丹
に
和
し
、
密
封
し
て
、
金
華
池
の
中
に
置
く
こ
と
、
一
年
の

後
、
日
日
一
刀
圭
を
服
し
て
、
一
斤
を
盡
す
に
至
れ
ば
、
五
百
歳
の
寿
を
得
。

又
太
乙
の
招
魂
魄
丹
法
あ
り
。
六
一
泥
を
以
て
、
五
石
を
封
ず
る
こ
と
、
九
丹
に
似
た
り
。
頓
死
し
て
三

日
を
経
ざ
る
も
の
を
蘇
生
せ
し
む
る
に
利
あ
り
。
そ
の
法
は
、
こ
の
丸
薬
と
硫
黄
丸
と
を
合
し
て
、
水
と
と

も
に
死
者
の
口
中
に
注
ぎ
こ
む
。
蘇
生
者
は
皆
な
言
ふ
、
使
者
節
を
持
し
て
、
之
を
召
す
を
見
た
り
と
。
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又
た
釆
女
の
丹
法
あ
り
。
兎
血
に
和
し
た
る
丹
を
ば
、
蜜
も
て

む
　蒸

し
た
る
も
の
に
し
て
、
之
を

き
　
り
　

梧
桐
の
実

ほ
ど
の
丸
薬
と
な
し
、
一
日
に
三
回
づ
つ
、
百
日
間
之
を
服
す
れ
ば
、
神
女
二
人
来
り
侍
り
て
、
其
の
使
命

に
供
す
。

又
た
稷
丘
子
の
丹
法
あ
り
。
六
一
泥
を
以
て
清
酒
、鹿
油
、百
華
醴（
本
、
廿
一
、
草
、
華

は
草
の
誤
な
ら
ん

）竜
膏
を
和
し
た
る

丹
を
封
じ
、
穅
火
を
以
て
之
を

あ
た熅

た
む
る
こ
と
十
日
に
し
て
成
る
。
小
豆
ほ
ど
の
単
丸
を
服
し
て
、
一
剤
を

盡
す
と
き
は
、
五
百
歳
の
寿
を
得
。

又
た
墨
子
の
丹
法
あ
り
。
汞
及
び
五
石
液
と
と
も
に
、
丹
を
銅
器
の
中
に
入
れ
、
火
に
て
之
を

い
　熬

り
つ
け
、

て
つ
さ
じ

銕
匕
も
て

か
　攪

き
ま
は
す
こ
と
十
日
な
る
と
き
は
、
再
び
丹
と
な
る
。
之
を
服
す
る
こ
と
一
刀
圭
な
れ
ば
、
万

病
身
を
去
り
、
長
く
服
す
れ
ば
死
せ
ず
。

又
た
張
子
和
の
丹
法
あ
り
。
鉛
汞（
本
、
八

金

）曾
青
水（
本
、
十

石

）を
合
し
て
之
を
封
じ
、
赤
黍
米
の
中
に
蒸

す
こ
と
、
八
十
日
に
し
て
成
る
。
更
に
棗
膏
を
以
て
之
を
和
し
、
丸
薬
と
な
す
。
大
豆
ば
か
り
の
分
量
を
服

す
る
こ
と
百
日
な
れ
ば
、
五
百
歳
の
寿
を
得
。

又
た

き
　綺

里
の
丹
法
あ
り
。
五
石
の
玉
塵
と
丹
砂
汞
と
を
合
し
て
、
之
を
大
銅
器
の
中
に
入
れ
、
之
を
煮
る

こ
と
百
日
な
れ
ば
五
色
と
な
る
。
之
を
服
す
れ
ば
死
せ
ず
。
更
に
鉛
百
斤
と
薬
百

さ
　
じ
　

刀
圭
と
を
合
し
て
、
之
を

火
け
ば
白
銀
と
な
る
。
又
た
雄
黄
水
を
調
合
し
て
、
之
を
火
く
こ
と
百
日
な
れ
ば
、
黄
金
と
な
る
。
そ
の

こ
は剛

き
時
に
は
、
猪
膏
も
て

に
　煮

、
柔
か
き
時
に
は
、
白
梅（
木
、
甘

九
、
果
）も
て
之
を
煮
る
。
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又
た
玉
柱
の
丹
法
あ
り
。
華
池
の
汞
水
を
丹
に
和
し
、
曾
青（
本
、
十

石

）硫
黄（
本
、
十

一
、
石
）の
粉
末
を
以
て
之

を
覆
ひ
、
之
を
筒
中
の
砂
中
に
置
き
、
蒸
す
こ
と
五
十
日
の
後
、
服
す
る
こ
と
百
日
な
れ
ば
、
玉
女
、
六
甲

六
丁
の
神
女
来
り
侍
る
。
之
を
使
役
せ
ば
、
天
下
の
事
を
知
る
べ
し
。

又
た
肘
後
の
丹
法
あ
り
。
金
華
を
以
て
丹
を
和
し
、
乾
瓦
も
て
之
を
封
じ
、
蒸
す
こ
と
八
十
日
の
後
、
取

り
出
し
て
盤
上
に
置
き
、
日
光
に
照
す
と
き
は
、
そ
の
光
相
通
ず
。
小
豆
ほ
ど
を
服
す
れ
ば
、
長
生
す
べ
し
。

又
た
之
を
陽
銅（
本
、
八

金

）の
中
に
投
ず
れ
ば
、
金
に
変
化
す
。

又
た
李
公
の
丹
法
あ
り
。
真
丹
及
び
五
石
の
水
各
一
升
を
和
し
て
、
泥
の
如
く
な
ら
し
め
、
釡
中
に
之
を

火
く
こ
と
三
十
六
日
の
後
、
取
り
出
し
て
石
硫
黄
液（
本
、
十

一
、
石
）と
和
し
た
る
者
を
服
す
れ
ば
、
十
年
に
し
て
、

そ
の
寿
、
天
地
と
同
じ
。

又
た
劉
生
の
丹
法
あ
り
。
白
菊
花
汁（
本
、
十

五
、
草
）地
楮
汁
、
樗
汁（
本
、
卅

五
、
木
）を
以
て
丹
に
和
し
、
之
を
蒸
す

こ
と
三
十
日
の
後
、

や
　
げ
ん

薬
研
に
か
き
ま
わ
し
た
る
者
を
服
す
れ
ば
、
一
年
に
し
て
五
百
歳
の
寿
を
増
す
。
老
人

之
を
服
す
れ
ば
少
年
と
な
り
、
少
年
之
を
服
す
れ
ば
、
決
し
て
老
い
ず
。

又
た
王
君
の
丹
法
あ
り
。
丹
砂
と
巴
砂
と
を
、
漆
も
て
塗
り
た
る
雞
卵
の
中
に
λ
れ
、
雞
を
し
て
之
を

ふ
　孵

化
せ
し
む
。

わ
う
さ
う

王
相
の
日（
五
行
の
関
係
よ
り
定
め
ら
れ
た
る
吉
日
に
し

て
、
淮
の
地
形
訓
及
び
論
の
難
歳
に
見
ゆ

）そ
の
三
個
を
服
す
れ
ば
、成
人
は
老
い
ざ
る
も
、

小
児
は
生
長
せ
ざ
る
な
り
。
新
生
の
雞
犬
鳥
獣
も
、
亦
た
此
の
如
し
。

又
た
陳
生
の
丹
法
あ
り
。
白
蜜
を
以
て
丹
を
和
し
て
、
銅
器
の
中
に

い内
れ
、
之
を
密
封
し
て
井
中
に
沈
む
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る
こ
と
一
年
の
後
、
服
す
る
と
き
は
、
年
を
経
る
も
饑
ゑ
ず
、
一
斤
を
盡
く
す
と
き
は
百
歳
に
至
る
。

又
た
韓
終
の
丹
法
あ
り
。
深
蜜
を
以
て
丹
に
和
し
、
之
を
煎
す
、
服
す
る
と
き
は
年
を
延
ば
す
べ
く
、
又

た
日
中
に
立
つ
も
そ
の
影
を
見
ず
。

そ
の
他
数
十
法
あ
る
も
、

つ
ぶ具

さ
に
論
ず
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、

抱
朴
子
曰
く
、

金
液
は
、大
乙
が
服
し
て
、仙
と
な
り
し
者
な
り
。
そ
の
功
は
、九
丹
に
減
ぜ
ず
。
之
を
合
す
る
に
は
、古

秤
の
分
量
に
て
、
黄
金
一
斤
と
元
明
、
竜
膏
、
大
乙
、
旬
首
、
中
石
、
氷
石
、
紫
遊
女
、
玄
水
液
、
金
化
石
、

丹
砂
と
を
調
合
し
て
、
之
を
封
ず
る
こ
と
百
日
な
れ
ば
水
と
な
る
。
そ
の
経
に
曰
く
、
金
液
口
に
入
ら
ば
そ

の
身
金
色
と
な
る
と
。
老
子
は
、
之
を
元
君
よ
り
授
け
ら
る
。
元
君
曰
く
、
こ
の
道
は
至
重
な
り
、
百
世
に

一
た
び
出
す
べ
き
の
み
、
常
に
之
を
名
山
に
蔵
す
べ
し
。
合
薬
の
時
は
、
皆
斉
戒
百
日
、
俗
人
と
往
来
す
る

を
禁
ず
。
名
山
の
側
、
東
流
の
水
上
に
精
室
を
立
て
ゝ
、
之
を
製
す
れ
ば
百
日
に
し
て
成
る
。
其
の
一
両
を

服
す
れ
ば
仙
と
な
る
、
若
し
上
天
を
欲
せ
ず
し
て
、
地
仙
た
ら
ん
と
す
る
と
き
は
、
半
両
を
服
す
べ
し
。
長

生
不
死
に
し
て
、
万
害
百
毒
も
害
す
る
能
は
ず
、
妻
子
を
畜
ひ
、
官
職
に
居
り
て
、
万
事
意
に
任
せ
ざ
る
な

し
。
若
し
復
た
昇
天
を
欲
せ
ば
、
斉
戒
し
て
、
更
に
一
両
を
服
す
べ
し
。

又
た
金
液
を
以
て
、威
喜（
不明
）巨
勝（
胡
麻
の
異
名

本
、廿
二
、穀
）を

つ
く為

る
の
法
は
、金
液
及
び
水
銀
一
味
を
合
し
て
、之

を
煮
る
こ
と
三
十
日
の
後
、
更
に
之
を
黄
土
の

か
め甌

に
盛
り
、
六
一
泥
も
て
封
ず
、
か
く
し
て
猛
火
の
中
に
炊
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く
こ
と
六
十
時
な
れ
ば
、
皆
化
し
て
丹
と
な
る
。
其
の
小
豆
ほ
ど
を
服
す
れ
ば
、
即
ち
仙
と
な
る
。
又
粉
末

の
水
銀
一
斤
と
和
す
れ
ば
、
銀
と
な
る
。
又
た
こ
の
丹
一
斤
を
火
上
に
置
き
、
之
を

あ
ふ煽

け
ば
、
液
体
の
赤
金

と
な
る
。
之
を
丹
金
と
い
ふ
。
以
て
刀
剣
に
塗
れ
ば
、
敵
の
武
器
を
、
万
里
の
外
に
遠
く
る
こ
と
を
得
。
又

た
こ
の
丹
金
を
以
て
、

は
ん
わ
ん

盤
椀
を

つ
く為

り
飲
食
の
用
に
供
す
れ
ば
、
人
を
し
て
長
生
せ
し
む
。
又
た
日
月
の
光
を

承
く
る
と
き
は
、水
を
吸
ひ
取
る
こ
と
、方
諸
の
如
し
、こ
の
水
を
飲
め
ば
、死
せ
ず
。
又
た
之
を
黄
土
に
和

し
、
六
一
泥
の

か
め甌

の
中
に
内
れ
、
猛
火
も
て
炊
け
ば
、
盡
く
黄
金
と
な
り
で
、
使
用
す
る
を
得
。
又
た
火
を

以
て
こ
の
黄
金
を
炊
け
ば
、
皆
な
化
し
て
丹
と
す
る
。
小
豆
ほ
ど
服
す
れ
ば
、
名
山
大
川
に
入
り
て
、
地
仙

と
な
る
を
得
べ
し
。
こ
の
丹
一
刀
圭
を
、
水
銀
の
粉
末
一
斤
と
和
す
れ
ば
銀
と
す
る
。
こ
の
銀
一
両
を
鉛
一

斤
に
和
す
れ
ば
、
又
た
皆
な
銀
と
な
る
。
こ
の
金
液
経
を

さ
ず授

か
ら
ん
と
す
る
に
は
、
金
銀
八
両
を
東
流
の
水

中
に
投
じ
、
血
を
飲
み
て
誓
を
な
し
て
、
そ
の
口
訣
を
受
く
べ
し
。
若
し
こ
の
法
を
用
ゐ
ず
、
或
は
之
を
盗

用
す
る
も
、
そ
の
効
な
し
。
凡
そ
至
信
あ
る
人
に
は
、
薬
を
与
ふ
べ
き
も
、

か
る
〳
〵

軽
々
し
く
そ
の
書
を
伝
ふ
べ
か

ら
ず
。
然
ら
ざ
れ
ば
師
弟
と
も
に
、
殃
を
受
け
ん
、
天
神
の
監
照
は
甚
だ
近
き
も
、
凡
人
は
知
ら
ざ
る
な
り
。

抱
朴
子
曰
く
、

九
丹
は
、
誠
に
仙
薬
の
上
法
た
り
。
然
れ
ど
も
そ
の
材
料
た
る
薬
品
、
甚
だ
多
し
。
天
下
太
平
、
四
方
交

通
の
時
に
は
、
悉
く
之
を

か
　市

ふ
こ
と
を
得
べ
き
も
、
九
域（
支
那
の

九
州

）分
隔
の
際
に
は
、
容
易
に
得
べ
か
ら
ず
。

加
之
に
製
薬
の
時
に
は
、数
十
昼
夜
、よ
く
そ
の
火
力
を
伺
候
し
て
、適
宜
を
失
は
ざ
ら
し
む
る
の
必
要
あ
れ
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ば
、
勤
苦
も
ま
た
至
難
な
り
。
故
に
金
液
を
合
す
る
の
易
き
に
及
ば
ず
。
金
液
を
合
す
る
に
は
、
そ
の
得
が

た
き
者
は
金
の
み
。
古
秤
の
金
一
斤
は
、
今
のは

か
り秤の

二
斤
に
し
て
、
其
価
は
大
抵
三
十
万
銭
に
過
ぎ
す
。
そ

の
他
の
薬
品
も
、
大
略
備
へ
易
く
、
加
之
に
火
を
用
ふ
る
の
労
な
し
。
但
だ
之
を
華
池
の
中
に
置
き
、
定
期

の
日
数
を
満
た
せ
ば
成
る
。

す
　都

べ
て
四
十
万
銭
ほ
ど
の
費
用
を
投
ず
れ
ば
、
一
剤
と
な
り
、
八
人
を
し
て
仙

人
と
な
ら
し
む
る
を
得
。
そ
の
分
量
少
な
き
者
は
、
そ
の
成
ら
ざ
る
こ
と
、
恰
も
酒
を

か
も醸

し
て
成
ら
ず
、

す
　醯

と
な
る
が
如
し
。（
此
一
二
句
は
神

汋
経
に
よ
る

）

抱
朴
子
曰
く
、

そ
の
次
に
、
小
餌
黄
金
の
法
あ
り
。
金
液
に
及
ば
ざ
る
も
、
他
薬
に
比
す
れ
ば
、
遙
か
に

ま
さ勝

れ
り
。
或
は

し
　
ふ
　

豕
負
、か

く
ぼ
う

革
肪（
竝
び
に

不
明

）及
び
酒
を
以
て
之
を
煉
り
、或
は
樗
皮
を
以
て
之
を

と
か冶

し
、或
は
荊
酒
、慈
石
を
以
て

之
を

と
か消

す
。
或
は
布
巾
の
如
く
平
た
き
形
の
薬
と
な
し
、或
は
水
液
と
な
す
こ
と
を
得
て
、之
を
服
す
。
往
々

禁
忌
あ
れ
ば
、
金
液
に
及
ば
ざ
る
な
り
。
或
は
雄
黄
、
雌
黄
を
合
し
て
、
之
を
ひ
き
の
ば
せ
ば
皮
の
如
く
す

る
を
得
。
是
れ
は
地
仙
の
法
の
み
。
又
た
銀
及
び
蚌
中
の
大
珠
を
ば
、
皆
な
化
し
て
水
と
な
ら
し
め
、
之
を

服
す
る
こ
と
可
な
る
も
、
長
日
月
に

わ
た亙

ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
故
に
皆
な
金
液
に
及
ば
ざ
る
な
り
。

抱
朴
子
曰
く
、

こ
の
金
液
九
丹
を
製
す
る
に
は
、
銭
を
要
し
、
又
名
山
に
入
り
て
、
人
事
を
絶
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
故
に

能
く
之
を
為
す
者
少
な
し
、
此
経
を
得
る
者
は
、
千
万
人
の
中
、
一
人
あ
る
の
み
。
故
に
道
書
を
作
る
者
も
、
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金
丹
を
説
く
者
な
し
。
第
一
の
禁
は
、
不
信
の
俗
人
を
し
て
、
之
を

そ
し謗

ら
し
む
る
な
か
れ
。
之
に
反
す
れ
ば

必
ず
成
ら
ず
。
鄭
君
云
ふ
。
其
の
理
由
は
、こ
の
上
薬
を
製
す
る
に
は
、先
づ
大
乙
元
君
、老
君
、玄
女
を
祭

り
、
そ
の

か
う
か
ん

降
監
を
願
ふ
べ
し
。
薬
を
作
る
者
、
若
し
幽
僻
の
地
に
隠
れ
ず
し
て
、
俗
間
の
愚
人
を
し
て
、
之

を
経
過
聞
見
せ
し
む
れ
ば
、
諸
神
、
乃
ち
こ
の
経
戒
に
遵
は
ず
し
て
、
悪
人
を
し
て
之
を
謗
ら
し
む
る
を
責

め
、
復
た
之
を
助
け
ず
、
邪
気
進
み
侵
し
て
、
薬
成
ら
ざ
る
な
り
。

必
ず
名
山
に
入
り
斉
戒
百
日
、五
辛
及
び
生
魚
を
食
は
ず
、俗
人
と
相
見
ず
し
て
、始
め
て
こ
の
上
薬
を
作

る
を
得
べ
し
。
薬
成
ら
ば
、
斉
を
解
く
べ
し
。
鄭
君
云
ふ
。
左
君
の
言
に
よ
る
に
、
諸
方
の
小
山
に
は
、
こ

の
薬
を
作
る
べ
か
ら
ず
、
凡
べ
て
小
山
の
主
に
は
皆
な
正
神
な
し
、
多
く
は
こ
れ
木
石
の
精
、
千
歳
の
老
物
、

血
食
の
鬼
な
り
。
こ
の
輩
は
邪
気
あ
り
て
、
人
の
幸
福
を
念
は
ず
。
但
だ
能
く
禍
を
な
し
て
、
巧
み
に
道
士

を
試
む
、
道
士
た
る
者
は
、
須
ら
く
術
を
以
て
身
を

さ
　辟

く
べ
し
。
又
た
弟
子
も
、
時
に
よ
り
て
薬
を

や
ぶ壊

る
者

あ
り
。
今
の
医
家
、
好
薬
好
膏
を
製
す
る
に
は
、
皆
雞
犬
小
児
婦
人
を
し
て
、
之
を
見
せ
し
む
る
を
欲
せ
ず
。

若
し
之
を
犯
せ
ば
用
ふ
る
も
効
な
し
。
そ
れ
綵
色
を
染
む
る
者
は
、
悪
目
の
人
の
見
る
を
嫌
ふ
、
何
と
な
れ

ば
之
に
感
じ
て
そ
の
美
色
を
失
は
ん
が
為
め
な
り
。
況
ん
や
神
仙
の
上
薬
を
や
。
是
を
以
て
古
の
道
士
、
神

薬
を
合
作
す
る
に
は
、
必
ず
名
山
に
入
り
て
、
凡
山
に
止
ら
ざ
る
な
り
。

又
た
仙
経
を
按
ず
る
に
、
仙
薬
を
精
思
し
て
、
之
を
合
作
す
る
に
適
す
る
の
地
に
は
、
華
山
、
泰
山
、く

わ
く霍

山
、
恒
山
、

す
う嵩

山
、
少
室
山
、
呉
山
、
太
白
山
、
終
南
山
、
女

き
　几

山
、
地
肺
山
、
王
尾
山
、

ほ
う
と
く

抱
犢
山
、
安
丘
山
、
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せ
ん潜

山
、
青
城
山
、
蛾
眉
山
、

す
ゐ綏

山
、
雲
台
山
、

ら
　
ふ
　

羅
浮
山
、
陽
駕
山
、
黄
金
山
、

べ
つ
そ
　

龞
祖
山
、
大
小
の
天
台
山
、
四

望
山
、

が
い蓋

竹
山
、く

わ
つ
さ
う

括
蒼
山
あ
り
。
此
等
の
山
に
は
、
皆
正
神
若
く
は
地
仙
あ
り
、
山
上
に
は
皆
な
芝
草
を
生

じ
て
、
大
兵
大
難
を
避
く
べ
し
、
但
に
薬
を
合
す
る
に
適
す
る
の
み
な
ら
ざ
る
な
り
。
若
し
有
道
者
、
之
に

登
れ
ば
、
山
神
必
ず
之
を
助
け
て
福
を
与
へ
、
薬
も
亦
必
ず
成
ら
ん
。
若
し
こ
の
諸
山
に
登
る
を
得
ざ
れ
ば
、

海
中
の
大
島

し
よ嶼

、
若
く
はく

わ
い
け
い

会
稽
の
東
翁
海
、

た
ん亶

州
、

ち
よ
し
よ

紵
嶼
、
及
び
徐
州
の
羊

き
よ莒

州
、
秦
光
洲
、

う
つ欝

洲
は
皆
な

そ
の

つ
ぎ次

な
り
。
今
は
中
国
の
名
山
に
至
る
を
得
ず（
当
時
江
北
一
帯
乱

る
る
故
に
云
ふ

）江
東
の
名
山
に
は
、
晋
安
のく

わ
く霍山

あ
り
、

東
陽
の
長
山
太
白
山
あ
り
、
会
稽
の
四
望
山
、
大
小
の
天
台
山
、

が
い
ち
く

蓋
竹
山
、く

わ
つ
さ
う

括
蒼
山
あ
り
て
、
竝
び
に
住
す

る
こ
と
を
得
べ
し
。

抱
朴
子
曰
く
、

余
は
大
臣
の
子
孫
をか

た
じ忝け

な
く
す
、才
は
国
を

お
さ経

め
物
を

お
さ理

む
る
に
足
ら
ず
と
雖
も
、世
上
を
見
れ
ば
、な

か
ま
　

儔
類

のよ
し
み好も

少
な
く
、時
勢
に
進
みお

も
む趣く

の
才
能
も
、余
に
及
ば
ざ
る
こ
と
遠
き
者
に
し
て
、猶
ほ
夜
はつ

ば
さ翮をあ
ま
の
が
は

雲
漢

に
ふ
る揮

ひ
、昼
はひ

か
り景を
あ
さ
ぞ
ら

晨
霄
にか

ゞ
や耀か

し
、一
世
に
時
め
く
も
の
多
し
、然
る
に
余
が
郷
党
の
慶
事
を
絶
ち
、当
世

の
栄
華
を
棄
つ
る
も
の
は
、
必
ず
遠
く
名
山
に
登
り
、
著
は
す
所
の
子
書
を
成
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。

つ
ぎ次

は
、
神
薬
を
合
し
、
長
生
を

は
か規

る
が
為
な
り
。
俗
人
皆
な
余
が

ふ
る
さ
と

桑
梓
を

す委
て
ゝ
、

せ
い清

明
の
時
代
に
背
き
、

み
　躬

づ
か
ら
林
籔
にた

が
や耕し

、
手
足
の

た
　
こ
　

胼
胝
を
も
顧
み
ざ
る
を
怪
し
み
、
余
を
目
す
る
に
、
狂
惑
の
疾
あ
り
と
な
さ

ざ
る
者
な
し
。
然
れ
ど
も
仙
道
と
俗
事
と
は
、
竝
び
行
は
れ
ず
、
若
し
人
間
の
務
を

す
　廃

て
ず
ん
ば
、
何
ぞ
こ
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の
志
を
修
む
る
を
得
ん
や
。
こ
の
道
を
見
る
に
、

れ
う了

然
と
し
て
、
信
ず
べ
く
、
之
を
執
る
に
、
必
ず
動
か
す

べ
か
ら
ざ
る
こ
と
あ
ら
ば
、
亦
た
毀
誉
を
憚
り
。
他
の

す勧ゝ
め
とさ

ま
た
げ

沮
と
に
よ
り
て
、
心
を
移
さ
ん
や
。
聊
か
そ

の
心
を
書
し
て
、
将
来
の
同
好
者
に
示
す
と
い
ふ
。
若
し
断
金
の
同
志
者
あ
ら
ば
、
そ
の
富
貴
栄
華
を
捐
棄

す
る
に
於
て
、
余
と
異
な
ら
ざ
る
の
み
。

小
神
丹
の
方
は
、
真
丹
三
斤
、
白
密
六
斤
を

か
　攪

き
ま
ぜ
、
之
を
日
光
に

さ
ら暴

し
て
、
更
に

い
　煎

り
丸
薬
と
な
す
、

毎
朝
、
麻
の
実
ほ
ど
の
も
の
十
九
を
服
す
れ
ば
、
一
年
な
ら
ず
し
て
髪
自
き
も
の
は
黒
く
、
歯
落
つ
る
者
は

生
じ
、
身
体

つ
や
〳
〵

潤
沢
し
。
長
く
之
を
服
す
れ
ば
老
い
ず
、
老
翁
も
少
年
と
な
り
て
死
せ
ず
。

小
餌
丹
の
方
は
、
先
づ
一
斤
の
丹
を

つ
　擣

き
て
、
之
をふ

る
い篩に

か
け
、
苦
酒
三
升
漆
二
升
の
中
に

つ
　漬

け
て
、
よ

く
之
を
調
和
し
、
徹
火
も
て
煎
り
、
丸
薬
を
成
す
。
麻
実
ほ
ど
の
者
三
個
を
一
日
二
回
に
分
服
す
、
三
十
日

の
後
、
腹
中
の
百
病
癒
え
て
、
三
尸
去
る
。
之
を
服
す
る
こ
と
百
日
な
れ
ば
、
肌
骨
強
堅
な
り
。
千
日
な
れ

ば
、
司
命
の
神
も
、

し
　
せ
き

死
籍
よ
り
そ
の
姓
名
を
削
り
て
、
天
地
と
寿
を
同
じ
く
し
、
日
月
と
相
望
み
、
形
容
変

化
し
、
日
中
に
も
影
な
く
し
て
、
別
に
一
種
の
光
を
生
ず
る
を
見
る
。

小
餌
黄
金
の
法
は
、錬
金
を
清
酒
の
中
に

い内
る
ゝ
こ
と
、お

お
よ
そ

大
約
二
百
回
な
れ
ば
、そ
の
酒
即
ち

ふ
つ
と
う

沸
騰
す
、之

を
握
る
に
、
指
間
よ
り
泥
の
如
く
漏
れ
出
づ
。
若
し

わ
　沸

か
ず
、
或
は
泥
の
如
く
な
ら
ざ
れ
ば
、
之
を

い
　銷

か
し

て
、
何
回
と
な
く
清
酒
の
中
に
入
る
ゝ
と
き
は
成
る
。
其
の
弾
丸
一
箇
又
た
二
箇
ほ
ど
を
服
す
べ
し
。
又
た

分
ち
て
小
丸
と
な
し
、
三
十
日
間
服
用
す
れ
ば
、
寒
温
を
意
に
介
せ
ず
、
神
人
玉
女
来
り
侍
る
。
銀
も
亦
た
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餌
と
な
す
べ
き
こ
と
は
、
金
と
同
じ
、
こ
の
二
物
を
服
し
て
、
能
く
名
山
石
室
の
中
に
居
る
こ
と
一
年
な
ら

ば
、
軽
く
天
に
上
り
、
若
し
人
間
に
止
ら
ば
地
仙
と
な
ら
ん
。
妄
り
に
こ
の
法
を
伝
ふ
る
な
か
れ
。

両
儀
子
の
小
餌
黄
金
法
は
、
猪
負
革
脂
三
斤
を
苦
酒
一
升
の
中
に
漬
け
、
黄
金
五
両
を
器
中
に
置
き
、
之

を
土
炉
に
煎
じ
、
金
を
脂
中
に
置
き
、
百
た
び
入
れ
て
百
た
び
出
す
、
苦
酒
も
亦
た

し
　爾

か
り
。
そ
の
一
斤
を

食
は
ゞ
、
寿
命
天
地
に
同
じ
く
、
半
斤
を
食
は
ゞ
、
二
千
年
、
五
両
な
ら
ば
千
二
百
年
な
り
。
金
を
服
す
る

に
は
分
量
の
多
少
を
問
は
ず
、

ま
さ当

に
王
相
日
を
以
て
之
を
作
り
、
之
を
服
す
れ
ば
神
良
な
り
。
其
人
に
非
ざ

る
も
の
に
伝
ふ
る
な
か
れ
、
し
か
る
と
き
は
薬
を
し
て
、
成
ら
ざ
ら
し
む
。
走
り
て
天
に
上
ぼ
ら
ん
と
せ
ば
、

丹
砂
を
服
す
べ
し
。（
按
ず
る
に「
小
神
丹
の
法
」以
下
こ
ゝ
ま
で
五
十
九
頁
其
の
次
に

「
小
餌
黄
金
の
法
あ
り
」
の
節
の
次
に
あ
る
べ
き
者
な
ら
ん
か

）
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抱
朴
子
内
篇
巻
五
　
至
理（
道
家
の
至

極
の
真
理
）

抱
朴
子
曰
く
、

微
妙
は
識
り
難
く
、疑
惑
す
る
者
は
多
し
。
吾
が
總
明
豈
に
能
く
人
に
過
ぎ
ん
や
。た

ま
た適ま

一
局
の
知
識
あ
る

は
、
猶
ほ
鶴
の
夜
半
を
知
り（
淮
の
説

山
訓

）燕
の

ぼ
き

戊
己
を
知
る（
説
文
に

見
ゆ

）の
類
に
し
て
未
だ
必
し
も
他
事
に
逹
せ

ざ
る
な
り
。
校
験
を
以
て
長
生
を
得
べ
く
、
何
人
も
仙
人
た
る
を
得
べ
き
こ
と
を
知
る
に
止
ま
る
の
み
。
そ

れ
道
の
妙
は
盡
く
書
す
べ
か
ら
ず
、
そ
の
浅
近
な
る
も
の
は
、
又
特
に
説
く
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
昔
し
康
桑

子
は
手
足
に

た
　
こ
　

胼
胝
を
生
じ
、
文
子
は
顔
を

り
　釐

し（
此
二
子
の
出
典
明
か
な
ら

ず
、
又
釐
は
犛
の
誤
か

）勤
苦

い
よ弥

々
久
し
く
し
て
、
始
め
て
秘

訣
を
受
け
し
はま

こ
と諒に
ゆ
え以

あ
る
か
な
。

そ
れ
円
首
含
気
の
人
類
は
、

し
づ孰

れ
か
生
を
楽
み
死
を
畏
れ
ざ
ら
ん
や
。
然
る
に
世
間
の
栄
華
勢
利
、
其
の

意
を
誘
ひ
、
美
人
の
素
顔
玉
膚
は
、
其
の
目
を
惑
は
し
、
音
楽
の
清
商
流

ち
　徴

は
、
そ
の
耳
を

み
だ乱

し
、
愛

を
　悪

利

害
は
、
其
神
を

み
だ撹

し
、
功
名
声
誉
は
、
そ
の
体
を

つ
か束

ぬ
。
こ
れ
皆
な
召
さ
ず
し
て

お
　自

ら
来
り
、
学
ば
む
と
し

て
已
に
知
る
者
な
り
。
故
に
苟
く
も
神
仙
た
る
べ
き
命
運
を
受
け
、
理
を
究
め
独
り

み
　見

、
常
俗
の
外
に
立
ち

て
、
変
化
を
識
り
、
明
智
の
清
きか

が
み鋻を

幽
玄
妙
漠
の
域
に

め
ぐ運

ら
し
、

し
た親

し
む
べ
く
重
ん
ず
べ
き
は
身
に
し
て
、

疎
ん
ず
べ
く
軽
ん
ず
べ
き
は
、
虚
名
な
る
を
悟
り
、
電
光
の
寸

げ
き隙

を
過
ぐ
る
に

ま
さ勝

る
歳
月
の
迅
速
を

い
た悼

む
者

に
非
れ
ば
、
豈
に
能
く
目
前
の
近
き
者
を
棄
て
ゝ
、は

る
か賖な

る
道
を
修
め
、
嗜
好
を
抑
へ

わ
す遣

れ
、
成
し
難
き
の
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効
を
貪
る
者
あ
ら
ん
や
。

そ
れ
有
は
無
よ
り
生
じ
、
形
は
神
を

ま
　須

ち
て
立
つ
。
有
は
無
の
宮
に
し
て
、
形
は
神
の
宅
な
り
。
故
に
之

を
堤
に
譬
ふ
る
に
、
堤

や
ぶ壊

れ
ば
水
留
ら
ず
。
之
を
燭
に

く
ら方

ぶ
れ
ば
燭

つ
　糜

く
れ
ば
水
居
ら
ず
。
身
労
す
れ
ば
神

散
じ
、気
竭
く
れ
ば
命
終
る
。
根
す
で
に
竭
く
れ
ば
、枝
繁
れ
ど
も
、青
色
は
木
を
去
り
、気
疲
る
れ
ば
、欲

勝
つ
も
、精
霊
は
身
を
離
る
。
夫
れ
逝
く
者
、反
る

と
き期

な
け
れ
ば
、朽
ち
た
る
も
の
、生
く
る
の
理
な
し
。
是

れ
達
士
のま

こ
と良に

悲
む
所
な
り
、
そ
の
尺
璧
を
軽
ん
じ
て
、
寸
陰
を
重
ん
ず
る
は
、
豈
に

ゆ
え以

あ
ら
ず
や
。
故
に

山
林
養
生
の
家
、
俗
を

わ
す遣

れ
て
意
を
得
る
の
徒
は
、

た
　
か
　

崇
高
き
富
貴
を

こ
ぶ

贅
疣
に
比
し
、
万
物
を
蝉
翼
の
軽
き
に

く
ら方

ぶ
。
豈
に
苟
し
く
も
大
言
を
為
し
て
、
強
ひ
て
世
事
を
薄
ん
ぜ
ん
や
。
誠
に
其
の
所
見あ

き
ら
か

了
な
る
故
に
、
之

を
棄
つ
る
こ
と
忘
る
ゝ
が
如
き
の
み
。
是
を
以
て

と
ほ遐

く
棲
みひ

そ
か幽に

遁
れ
、
鱗
を

つ鞱ゝ
みか

ざ
り藻を

掩
ひ
、
視
ん
と
欲

す
る
の
目
を

と
ど遏

め
て
、明
を
損
ず
る
の
色
彩
を

や
　遣

り
、言
を
思
ふ
の
耳
を

ふ
さ杜

ぎ
て
、聴
を
乱
す
の
声
調
を

と
ほ遠

ざ

く
。
慾
情
を

あ
ら滌

ひ
除
き
て
、
幽
玄
を
洞
覧
し
、
雄
強
を
棄
て
ゝ
雌
弱
を
守
り
、
多
慾
を

わ
す遣

れ
て
純
一
を
抱
き
、

神
気
を
専
ら
に
し
て
柔
弱
を

き
は致

む
。

て
ん
た
ん

恬
淡
素
撲
を
以
て
心
を

し
づ鎮

め
喜
歓
哀
戚
の
邪
情
を

け
ん遣

去
し
、
得
失
の
栄

辱
を
外
に
し
て
、厚
生
の
深
毒
を
割
き
、禍
福
の

す
う
き
　

枢
機
た
る
多
言
を
戒
め
、反
聴
し
て
聞
く
所
盡
く
徹
し
、内

視
し
て

き
ざ
し
　

朕
兆
な
き
を
見
る
。
精
霊
の
根
本
を
造
化
の

め
い
き
ん

冥
釣
に
養
ひ
、
外
界
の
誘
慕
を
接
物
に
除
く
。
俗
務
を

削
り
斥
け
て
身
を

お
さ御

む
る
に

た
の
し
み

愉
慔
を
以
て
し
、

む
　
い
　

無
為
を
為
し
て
以
て
天
理
を
全
く
す
。
此
の
如
く
に
し
て
宝

華
を

そ
　咀

吸
し
、神
を
太
清
に
洛
し
、外
は
五
曜
を
除
き
、内
は
九
精
を
守
る
、玉

や
く鑰

を
命
門
に
堅
く
し
、北
極
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を
黄
庭
に
結
び
、
三
景
を
明
堂
に
引
き
、
元
始
を
飛
ば
し
て
以
て
形
を
錬
り
、
雲
液
を
金
梁
に

と
　釆

り
、
長
く

白
を
駆
り
て
青
を
留
め
、
澄
泉
を
丹
田
に
凝
ら
し
、
流
珠
を
五
城
に
引
き
、
俯
し
て
瑤
鼎
を
炊
き
、
仰
い
で

藻
禽
の
鳴
く
を
き
く
、く

わ
い瑰華

は
ほ
　穎

をぬ
き
ん擢で

、
天
鹿
は

た
ま瓊

を
吐
く
。
重
規
を
絳
宮
に

い
だ懐

き
、
九
光
を
洞
冥
に

か
く潜

す
。
雲
倉
は
欝
と
し
て
天
に
連
り
、
長
谷
は

た湛ゝ
へ
て
経
に
交
る
。

け
ん
だ
　

乾
兌
を
履
み
て
六
丁
を
招
き
、

ゐ
　坐

な
が
ら

紫
房
に
臥
し
て
金
英
を
咀
吸
す
、え

う曄
曄
た
る
秋
芝
、朱
華
、翠
莖
と
、て

う
〳
〵

皛
々
た
る
珍
膏
と
は
溶
溢
し
て

そ
ら霄

よ
り

お
　零

ち
、
飢
を
治
し
渇
を
止
め
、
百
病

き
ざ萌

さ
ず
、

ぼ
　
き
　

戊
己
に
逍
遥
し
、
燕
飲
和
平
、
鬼
神
魂
魄
を
拘
制
す
。
骨

み
　填

ち
て
体
軽
し
、
故
に
能
く
風
雲
にむ

ち
う策ち

て
そ
ら虚

に
の
ぼ騰

り
、

あ
め
つ
ち

混
輿
と
竝
び
て
永
く

い
　生

く（
以
上
数
十
句
は
主
と
し
て

参
同
契
黄
庭
経
よ
り
来
る
）然

れ
ど
も
梁
塵
の
尺
に
盈
つ
る
は
、
之
を
漏
刻（
漏
は
傾
の

誤
な
ら
ん
）に
求
む
べ
き
に
非
ず
。
山
霤
の
岩
石
を
洞
徹
す
る

は
、
之
を
造
次
に
致
す
べ
き
に
非
る
な
り
。（
積
年
辛
苦
せ
ざ
れ
ば
仙

道
に
入
り
が
た
き
喩

）唯
だ
之
を
聞
く
者
は
信
ぜ
ず
、
之
を
信
ず

る
者
は
為
さ
ず
、
之
を
為
す
者
は
終
へ
ざ
る
を
患
ふ
る
の
み
。
そ
れ
之
を
得
る
者
は
、
甚
だ

ま
れ稀

に
し
て
、
而

か
も
身
を
隠
し
、
成
ら
ざ
る
者
は
、
至
つ
て
多
く
し
て
而
か
も
世
に

あ
ら顕

は
る
。
世
人
は
そ
の
隠
れ
た
る
者
を

知
ら
ず
し
て
、
顕
は
れ
た
る
者
を
見
る
、
故
に
天
下
に
仙
道
な
し
と

お
も謂

ふ
な
り
。

抱
朴
子
曰
く
、

堤
防
堅
け
れ
ば
、
水
に

ろ
う
せ
つ

漏
洩
の
費
な
く
、あ

ぶ
ら脂多

け
れ
ば
火
にひ

か
り曜を
や
　寝

む
る
の
患
な
し
。
竜
泉
の
名
剣
は
妄

り
に
断
割
せ
ざ
る
を
以
て
、
常
に
鋭
利
な
り
、
斧
は
日
々
用
ゐ
ら
る
ゝ
を
以
て
、
速
か
に

に
ぶ鈍

し
。
隠
れ
た
る

雪
は
暖
気
を

さ
　違

る
、故
に
夏
を

へ
　経

、お
さ蔵

め
た
る
氷
は
深
く
居
る
、故
に
暑
を
過
ご
す
。
帛
に
て

つ
つ裏

ま
れ
た
る
鏡
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は
、
日
光
を
吸
引
し
て
物
を

や
　灼

く
こ
と
能
は
ず
、

あ
ま偏

ね
く

お
ほ
ひ
　

被
覆
を

つ
く為

れ
ば
、
凡
草
も
冬
を
越
す
。

ど
ろ
つ
ち

泥
壤
は

と
　消

け
易
き
も
、
陶
し
て
瓦
と
な
せ
ば
、
天
地
と
そ
の
久
し
き
を

ひ
と斉

し
く
す
。は

は
そ
な
ら

柞
楢
は
速
に
朽
る
者
な
る
も
、
之

を
燔
い
て
炭
と
な
せ
ば
、
億
年
を
経
る
も
敗
れ
ず
。な

が
え轅の

下
に

す
　
く
　

跼
促
む
豚
は
、

や
さ優

し
くや

し
な蓄は

る
を
以
て

お
そ晩

く

を
は卒

り
、
良
馬
は
峻
阪
に

の
ぼ陟

る
を
以
て
、
早
く
斃
る
。
寒
虫
も
己
れ
に
適
す
れ
ば
、
そ
の
害
に

た
　耐

へ
て
寿
を

ま
　倍

し
、
南
林
も
南
方
の
炎
熱
に
め
げ
ず
し
て
長
茂
す
。
秋
冬
の
殺
気
に
接
し
て
、
凝
霜
一
た
び
降
れ
ば
、
百
草

涸
れ

や
　瘁

せ
、
春
夏
の
陽
和
に

あ
　値

へ
ば
、
万
木

う
つ
あ
ひ

欝
藹
と
し
て

え
　
だ
　

條
枝

ひ
い秀

づ
。
物
類
は
一
な
り
、
而
し
て
栄
枯
の
功

を
異
に
す
る
こ
と
、
此
の
如
し
。
豈
に
秋
収
の
常
限
、
冬
蔵
の
定
例
あ
ら
ん
や
。
而
し
て
人
の
命
を
受
く
る

や
、
そ
の
死
は
草
木
の
寒
天
に
於
け
る
に
若
か
ず
、
そ
の
危
き
こ
と
、
更
ら
に
太
甚
し
。
而
し
て
延
養
の
理
、

補
救
の
方
は
、

た徒ゞ
に
温
暖
の
草
木
に
浅
益
あ
る
の
比
に
非
ず
し
て
、
数
層
の
利
あ
り
。
久
視
の
効
、
何
ぞ
益

な
き
こ
と
あ
ら
ん
や
。

し
か而

る
に
世
人
は
近
き
を
守
り

せ
ま隘

き
に

な
　習

れ
、
仙
道
を
虚
誕
と
な
し
、
黄
老
を
妄
言
と

な
す
は
、
亦
た
惜
し
か
ら
ず
や
。
そ
れ
世
上
に
は
、
湯
薬

し
ん
が
い

鍼
艾
す
ら
信
ぜ
ざ
る
者
あ
り
、
況
ん
や
こ
れ
よ
り

深
き
も
の
を
や
。
彼
等
は
曰
く
、ゆ

う
ふ
　

兪
跗
、へ

ん
じ
ゃ
く

扁
鵲
、し

ん
く
わ
ん

秦
緩
、さ

う
こ
う

倉
公（
四
人
の

名
医

）の
流
は
、
必
ず
能
く
病
を
治
む
、
何

ぞ
人
を
し
て
死
な
か
ら
し
め
ざ
る
か
。
又
曰
く
、
富
貴
の
家
は
、
豈
に
医
術
に
乏
し
か
ら
ん
や
、
而
る
に
寿

な
ら
ざ
る
は
、
こ
れ
命
に
は
自
然
あ
れ
ば
な
り
と
。
此
の
如
き
人
を
責
め
て
、
神
仙
を
信
ぜ
し
め
ん
と
す
る

は
、
こ
れ
牛
を
し
て
木
に
登
ら
し
め
、
馬
を
し
て
鳥
を
逐
は
し
む
る
も
の
な
り
。

抱
朴
子
曰
く
、
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招
魂
の
小
丹
、三
使
の
丸
、
及
び
五
英
、
八
石
な
ど
は
、
下
薬
の
み
。
然
る
に
或
は
堅
氷
を

と
　消

か
し
、或
は

水
に
入
る
も

お
　自

ら
浮
び
、能
く
鬼
神
を
断
絶
し
、虎
豹
を

は
ら禳

ひ
却
け
、臓
腑
に
積
聚
せ
る
邪
気
を
破
り
、か

う
く
わ
う

膏
肓

に
ひ
そ潜

む
や
ま
ひ

二
竪
を
追
ひ
、
頓
死
者
の
尸
を
起
た
し
め
、
又
長
逝
し
た
る
者
の
魂
を

か
へ返

す
。

ぼ
ん凡

薬
の
効
、
す
で
に

此
の
如
し
、
上
薬
な
ら
ば
、
何
ぞ
生
者
を
し
て
、
不
死
を
得
ざ
ら
し
む
る
疑
あ
ら
ん
や
、
越
人（
扁鵲
）は
既
に

死
し
た
るく

わ
く虢国

の
太
子
を
救
ひ
、（
史
の
扁
鵲

伝
を
見
よ
）胡
国
の
巫
は
蘇
武
の
気
絶
を
活
か
し
、（
巫
は
医
の
誤
、
漢

の
本
伝
に
見
よ

）淳

干
は
能
く
臚
を
解
き
て
脳
を
理
め
、
華
佗
は
能
く
腹
を
刳
き
て
腸
を
滌
ひ
、

ぶ
ん
し
　

文
摯
は
期
を

の
　衍

ば
し
て
危
困
を

い
　瘳

や
し（
呂
の
至
忠

篇
を
見
よ
）仲
景
は
胸
を
穿
ち
て
赤
餅
を

い
　内

る
。（
此
の
出
典
不
明
、
但
し
仲
景
は
張
中
景
な
ら
ん

故
に
そ
の
外
科
的
手
術
を
い
ひ
し
者
な
る
べ
し
）こ
れ
医
家

の
薄
技
な
る
も
、
猶
ほ
此
の
如
し
、
況
ん
や
神
仙
の
道
を
や
、
何
事
か
成
ら
ざ
ら
ん
。

そ
れ
人
の
死
す
る
所
以
は
、諸
慾
に
損
せ
ら
れ
老
年
と
な
り
、百
病
に
害
せ
ら
れ
、毒
悪
に

あ
　中

て
ら
れ
、邪

気
に

や
ぶ傷

ら
れ
、風
冷
に
犯
さ
る
ゝ
故
な
り
。
今
道
引
し
て
気
を

や
　行

り
、精
を

め
ぐ還

ら
し
脳
を
補
ひ
、食
飲
変
あ
り
、

起
居
節
あ
り
、
薬
物
を

も
　将

ち
服
し
、

し
ん神

を
思
ひ
一
を
守
り
、
禁
戒
を
柱
天
し（
柱
天
の
語
不
明
、
按
ず
る
に
柱
は
在

の
誤
に
し
て
在
は
察
と
訓
ず
べ
き
か
）

ふ
　
い
ん

符
印
を

お
　帯

び
、
生
をそ

こ
な傷ふ

の
徒
は
、
一
切
之
を
遠
ざ
く
、
此
の
如
く
な
ら
ば
こ
の
六
害（
前
文
の
諸
慾
よ
り
、
風

冷
に
至
る
迄
を
い
ふ

）

を
免
る
べ
し
。
今
の
医
家
、じ

ん腎
気
を
通
明
す
る
の
丸
薬
に
は
、五

ら
く絡

の
散
を
補
ひ
、（
史
の
扁
鵲
伝
注
に
十
五
絡
と

あ
り
身
体
の
血
脈
動
脈
の
類
）

骨
に
は

く
　
き
　

枸
𣏌（
本
、
三
十

六
、
木

）の
煎
薬
と

わ
う
し
　

黄
蓍（
本
、
十
二

上
、
草

）建
中
湯（
同上
）を

う
づ填

む
。
之
を
服
せ
ん
と
す
る
と
き
は
、

皆
な
肥
丁（
肥
丁
は

不
明

）を
致
す
。
漆
葉
、青
黏
は
凡
草
な
る
も
、樊
阿
は
之
を
服
し
て
二
百
歳
に
達
し
、耳
目
聰
明
、

猶
ほ
よ
く

は
り鍼

を
も
　持

ち
て
病
を
治
す
、
こ
れ
近
代
の
実
事
に
し
て
、
良
史
の
記
註
す
る
所
な
り（
樊
阿
の
事
は
三

国
志
に
見
ゆ

）
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又
た

ご
　
ふ
　

呉
普
と
い
ふ
者
あ
り
、

く
わ
だ
　

華
陀
に
従
つ
て
五
禽
の
戯
を
受
け（
五
禽
は
今
の
柔
軟
体
操
の
類

な
り
三
の
華
陀
伝
に
見
ゆ

）道
引
に
代
へ
、
猶

ほ
百
餘
歳
に
至
る
。
薬
術
の
至
浅
な
る
者
す
ら
、
此
の
如
し
、
況
ん
や
そ
の
妙
を
用
ひ
る
を
や
。
今
俗
人

に
語
り
て
『
理
中
、
四
順（
本
、十
二
上
、草
、理

中
は
治
中
に
同
じ

）はく
わ
く
ら
ん

霍
乱
を
救
ふ
べ
く
、

く
わ
ん
と
う
し
え
ん

欵
冬
紫
苑（
竝
に
本
、

十
六
、
草
）は

せ
　
き
　

欬
逆
を
治

す
べ
く
、
萑
爐（
萑
は
雚
の
誤
か
、

本
、
廿
八
、
菜

）貫
衆（
本
、
十

二
、
草
）は
九
虫
を
殺
し
、
当
帰
、
芍
薬（
竝
に
本

十
四
、
草
）は
絞
痛
を
止
め
、

秦
膠
、独
活（
本
、
十

三
、
草
）は
八
風
を
除
き
、菖
蒲（
本
、
十

九
、
草
）乾
薑（
本
、
廿

六
、
菜
）痺
湿
を
止
め
、菟
糸（
本
、
十
八

上
、
草

）従

容（
本
、
十
二

上
、
草

）は
虚
乏
を
補
ひ
、甘
遂
、て

い
れ
き

葶
歴（
竝
に
本
、

十
七
、
草
）は

た
ん
ぺ
き

疾
癖
を
逐
ひ
、く

わ
つ
ろ
う

括
楼（
本
、
十
八

上
、
草

）お
う
れ
ん

黄
蓮（
本
、
十

‘

三
、草
）

は
消
渇
を

い
　癒

や
し
、せ

い
じ
　

薺
苨
甘
草（
竝
に
十
二

上
、
草

）は
百
毒
を

げ
　解

し
、ろ

　
じ
よ

蘆
如（
本
、
十

五
、
草
）益
熱（
不明
）は
衆
創
を
護
り
、麻

黄
、
大

せ
い青（
竝
に
本
、

十
五
、
草
）は
傷
寒
をつ

か
さ主ど

る
」
と
曰
は
ん
か
。
之
を
信
ぜ
ざ
る
者
あ
り
、
寧
ろ
犠
牲
を
供
し
て

神
に
幸
福
を
請
ひ
、め

ど
き
　

蓍
に
よ
り
てた

た
り祟を

問
ひ
、
良
医
の
病
を
攻
む
る
を
信
ぜ
ず
し
て
、
反
り
て
巫
史
の
紛
々

た
る
空
言
を
用
ふ
。
況
ん
や
之
に
告
ぐ
る
に
、
金
丹
以
て
世
を

わ
た度

る
べ
く
、
芝
英
以
て
年
を
延
ば
す
べ
き
を

以
て
せ
ば
、
そ
の
信
ぜ
ざ
る
こ
と
知
る
べ
き
な
り
。

昔
は
留
候
張
良
は
、奇
策
を
吐
き
出
し
て
、一
代
比
す
る
者
な
く
、智
慮
の
及
ぶ
所
は
、浅
近
の
人
と
異
な

り
。
而
る
に
猶
ほ
不
死
を
得
べ
し
と
為
す
。
曰
く
『
吾
れ

ま
さ将

に
人
間
の
事
を
棄
て
ゝ
、
赤
松
子
に
従
游
せ
ん

と
す
』と
。
遂
に
道
引
を
修
め
て
、穀
を
絶
つ
こ
と
一
年
の
後
、軽
挙
の
道
を

は
か規

る
。
呂
后
之
に

せ
ま逼

り
て
、太

子
を
安
ん
ず
る
の
計
を
問
ふ
に
及
び
、

や
　已

む
を
得
ず
し
て
四
皓
の
策
を

は
か画

る
、
果
し
て
そ
の
言
の
如
し
。
是

に
於
て
呂
后
之
を
徳
と
し
て
、
強
ひ
て
飲
食
せ
し
め
し
か
ば
、
そ
の
道
遂
に
成
ら
ざ
り
し
な
り
。
孔
安
国
の
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秘
記
を
案
ず
る
に
『
張
良
は
、
黄
石
公
よ
り
不
死
の
法
を
得
た
り
、
唯
だ
兵
法
の
み
に
非
ず
』
と
。
又
云
ふ

『
良
の
本
師
の
四
皓
、
即
ち

ろ
く角

里
先
生

き
　綺

里
季
の
徒
は
、
皆
仙
人
な
り
。
良
悉
く
そ
の
神
方
を
受
く
、
呂
后
に

し
　強

ひ
ら
れ
て
飲
食
し
た
る
も
、つ

　尋
い
でふ

た復ゝ
び
仙
道
を
修
行
し
、ひ

そ密
か
に
世
を

わ
た度

る
、世
人
之
を
知
ら
ず
、故
に

死
す
と
云
ふ
』
と
。
孔
安
国
の
言
の
如
く
ん
ば
、
張
良
の
仙
た
り
し
こ
と
疑
な
し
。
又
漢
の
丞
相
張
蒼
、た

ま
た偶

ま
小
術
を
得
て
、
婦
人
の
乳
汁
を
吸
い
、
百
八
十
歳
に
至
る
。
こ
れ
等
は
蓋
し
道
術
の
浅
薄
な
る
者
な
る
も
、

猶
ほ
中
寿
の
三
倍
を
得
た
り
、
況
ん
や
諸
種
の
秘
法
を
備
へ
行
は
ゞ
、
何
ぞ
長
生
を
得
ざ
ら
ん
や
、
こ
の
事

は
漢
書
に
見
ゆ
れ
ば
、
空
言
に
非
る
な
り
。

抱
朴
子
曰
く
、

服
薬
は
長
生
の
本
た
り
と
雖
も
、
若
し
気
を

や
　行

る
こ
と
を
兼
ね
行
は
ゞ
、
其
益
更
に
甚
だ
速
か
な
り
。
若

し
薬
を
得
る
能
は
ず
ん
ば
、
但
だ
気
を
行
り
そ
の
理
を
盡
く
す
も
、
ま
た
数
百
歳
の
寿
を
得
ん
。
然
れ
ど
も
、

又
た
宜
し
く
房
中
の
術
を
知
る
べ
し
。
何
と
な
れ
ば
陰
陽
の
術
を
知
ら
ず
し
て
、し

ば
し屡ば

精
力
を
労
損
す
る
と

き
は
、
気
を
行
る
も
、
力
を
得
難
き
な
り
。
そ
れ
人
は
気
中
に
在
り
、
気
は
人
中
に
在
り
。
天
地
よ
り
万
物

に
至
る
ま
で
、
気
を

ま
　須

ち
て
生
ぜ
ざ
る
も
の
な
し
。
善
く
気
を
行
る
者
は
、
内
は
身
を
養
ひ
外
は
悪
を
却
く
、

百
姓
日
に
用
ゐ
て
知
ら
ざ
る
な
り
。
呉
越
に
禁
咒
の
法
あ
り
、
甚
だ
明
瞼
あ
る
は
、
是
れ

き
　炁

多
き
た
め
な
り
。

之
を
知
る
も
の
は
大
疫
の
中
に
入
り
て
、
病
人
と
床
を
同
じ
く
す
る
も
、
己
れ
独
り
染
ま
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、

数
十
人
の
従
者
を
も
畏
る
所
な
か
ら
し
む
。
こ
れ

き
　炁

の
、
天
災
を

は
ら禳

ふ
に
足
る
の
証
な
り
、
或
は

じ
ゃ
み
　

邪
魅
山
精
、
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人
家
を
侵
犯
し
、瓦
石
を
人
にな

げ
う擲ち

、人
の
屋
舎
を
焼
き
、或
は
形
をあ

ら
は見し

て
往
来
し
、或
は
そ
の
声
言
言
語

を
聞
く
こ
と
あ
り
、
炁
を
以
て
之
を
禁
ず
れ
ば
、
皆
な
即
時
に
絶
つ
、
こ
れ
炁
の
、
鬼
神
を
禁
ず
る
に
足
る

の
証
な
り
。
山
林
に
入
る
に
、
溪
毒
、
蝮
蛇
の
地
多
し
。

ぼ
ん凡

人
暫
く
経
過
す
る
も
、
中
傷
せ
ざ
る
な
し
、
而

る
に
炁
を
以
て
之
を
禁
ず
れ
ば
、
能
く
数
十
里
四
方
を

ひ
ら闢

き
、
己
れ
の
み
な
ら
ず
、
同
行
者
を
し
て
害
を
受

く
る
な
か
ら
し
む
。
又
た
能
く
虎
豹
及
び
蛇

ち
　虺

を
ふ
く伏

せ
し
め
て
、
起
つ
こ
と
能
は
ざ
ら
し
む
。
又
た

き
　炁

を
以

て
金
瘡
を
禁
ず
れ
ば
、
血
は
即
時
に
止
む
。
又
た
能
く
骨
を

つ
　績

ぎ
す
ぢ筋

を
連
ぬ
る
こ
と
を
得
、
白
刃
を
踏
む
も

き
づ傷

つ
か
ず
、
刺
す
も
肉
に
入
ら
ず
。
若
し
蛇
虺
に
あ
て
ら
る
ゝ
時
に
は
、
炁
を
以
て
禁
ず
れ
ば
、
立
ど
こ
ろ

に
癒
ゆ
。
近
世
の
左
慈
、
趙
明
等
、
炁
を
以
て
水
を
禁
じ
、
之
を
し
て

ほ
と迸

ば
し
ら
し
む
る
こ
と
一
二
丈
な
り
。

又
た
茅
屋
の
上
に
火
を

も
　燃

や
し
て
食
を
煮
る
に
、
食
熟
し
て
茅
屋

や燋
け
ず
。
又
た
大
釘
を
柱
に
七
八
寸
も
打

ち
こ
め
、き

　炁
を
以
て
之
を
吹
け
ば
、そ
の
釘
皆
な
射
る
が
如
く
抜
け
出
づ
。
又
百
銭
を
沸
湯
の
中
に
投
じ
、人

を
し
て
之
を
探
り
取
ら
し
む
る
も
、
そ
の
手
少
し
も
灼
け

た
だ爛

れ
ず
。
又
大
寒
の
時
、
水
を
庭
中
に

さ
ら露

す
も
氷

ら
ず
。
又
た
一
里
四
方
の

か
し炊

ぐ
者
を
し
て
、
盡
く
熟
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
。
又
た
犬
を
し
て
吠
え
ざ
ら
し
む
。

昔
呉
君
、賀
将
軍
を
し
て
、山
賊
を
討
た
し
む
、時
に
賊
中
に
禁
を
善
く
す
る
も
の
あ
り
。
交
戦
の
時
、官
軍

の
刀
剣
皆
抜
く
こ
と
を
得
ず
、
射
る
矢
も

お
　自

ら
還
へ
り
て
、

み
　身

づ
か
ら

き
づ傷

つ
く
の
み
、
賀
将
軍
は
長
智
に
し

て
才
思
あ
り
。
乃
ち
曰
く
。
吾
れ
聞
く
『
金
に
刃
あ
る
者
は
禁
ず
べ
く
、
虫
に
毒
あ
る
者
は
禁
ず
べ
し
、
若

し
刃
な
く
毒
な
け
れ
ば
禁
ず
べ
か
ら
ず
』
と
。
然
ら
ば
彼
も
亦
刃
な
き
物
を
禁
ず
る
能
は
ざ
ら
ん
と
。
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乃
ち
多
くつ

よ
き勁木

も
て
棒
を
作
り
、大
力
あ
る
精
卒
五
千
人
を
選
び
て
、先
登
と
な
し
、力
を
盡
く
し
て
、彼

の
山
賊
を

た
ふ倒

し
と
ら捉

ふ
、
賊
の
禁
術
果
し
て
行
は
れ
ず
。
是
に
於
て
官
軍
大
に
之
を
破
り
、
打
ち
殺
す
者
万
を

以
て
計
ふ
る
に
至
る
。
夫
れ
炁
は
形
よ
り
出
づ
る
も
、そ
の
用
効
此
に
至
る
、何
ぞ
穀
を
絶
ち
病
を
治
し
、年

を
延
べ
性
を
養
ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
あ
ら
ん
や
。

仲
長
公
理
は
才
達
の
士
な
り（
仲
長
公
理
は
即
長
統
に
し

て
後
漢
書
に
其
の
伝
見
ゆ
）昌
言
を
著
し
、
書
中
に
、
気
を
行
れ
ば
飢
ゑ
ず
病
ま

ず
と
い
ふ
こ
と
を
評
す
ら
く
、「
吾
れ
始
め
は
之
を
信
ぜ
ざ
り
し
も
、
実
行
を
見
れ
ば
果
し
て
然
り
、
養
生
の

法
、此
の
如
く
至
約
に
し
て
、吾
の
能
く
せ
ざ
る
所
以
は
、心
を
世
務
に
馳
せ
、思
を
人
事
にす

る
ど鋭く

す
る
の
故

な
ら
ず
や
。
他
人
の
能
く
せ
ざ
る
も
、
又
た
必
ず
吾
と
、
こ
の
缺
点
を
同
じ
く
す
る
者
あ
ら
ん
。
昔
し
不
死

の
道
を
知
る
者
あ
り
。
燕
君
、
人
を
し
て
之
を
学
ば
し
む
、

お
よ逮

ば
ず
し
て
師
死
す
。
君
そ
の
使
者
を
怒
り
て
、

ま
さ将

に
誅
を
加
へ
ん
と
す
。
諌
む
る
者
曰
く
、『
そ
れ
憂
は
死
よ
り
過
ぐ
る
は
な
く
、
重
き
は
生
よ
り
急
な
る
は

な
し
、
彼
れ

み
　自

ら
そ
の
生
をう

し
な喪ふ

、
何
ぞ
吾
君
を
し
て
死
せ
ざ
ら
し
む
る
を
得
ん
や
』
と
。（
こ
の
事
、
韓
の

説
林
上
に
見
よ
）

君
乃
ち
誅
せ
ず
。
そ
の
諌
辞
は
良
説
た
り
、然
れ
ど
も
至
当
の
論
に
非
ず
、或
は
そ
の
師
と
い
ふ
者
、不
死
の

法
を
知
る
も
、
世
事
を
棄
て
ゝ
、
之
を
為
す
こ
と
能
は
ざ
り
し
が
為
な
ら
ん
。
又
た
云
ふ
海
南
の
密
県
に
ト

成
と
い
ふ
者
あ
り
、
道
を
学
び
て
久
し
き
を
経
、
乃
ち
家
人
と
辞
し
去
る
。
そ
の
行
歩
稍
や
高
き
を
見
し
が
、

遂
に
雲
中
に
入
り
て
、

ま
　復

た
見
え
ず
。
こ
れ
所
謂
形
を
挙
げ
て
軽
く
飛
び
、
白
日
昇
天
の
上
仙
な
り
。
陳
元

方
、
韓
元
長
は
皆
な
頴
川
の
高
士
に
し
て
、
密
県
と
相
近
し
、
こ
の
二
君
が
天
下
に
仙
あ
る
を
信
ず
る
所
以
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は
、
蓋
し
各
々
そ
の
父
祖
が
、
上
成（
原
文
、
上
を
卜
と
な
す
、
孫
校

に
よ
り
て
改
む
、
後
の
方
術
伝
）の
昇
天
を
実
見
し
た
る
に
よ
る
な
り
。
こ

れ
又
た
神
仙
あ
る
の
一
証
な
り
。
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抱
朴
子
内
篇
巻
六
　
微
旨（
道
家
の
微
妙

な
る
旨
意

）

抱
朴
子
曰
く
、

余
聞
く
、
帰
す
る
所
同
じ
く
、

わ
り
ふ契
あ
ひ
あ
　

相
合
ふ
も
の
は
、
言
は
ず
し
て

お
　自

ら
信
ぜ
ら
れ
、
途
を

こ
と殊

に
し
務
を
別

に
す
る
者
は
、
忠
告
す
と
雖
も
疑
は
る
と
。
そ
れ
尋
常（
尋
常
も
咫
尺
と

い
ふ
が
如
し

）し
　
せ
き

咫
尺
の
間
よ
り
知
ら
る

すゝ
ぢ
み
ち

理
、
又
た

人
世
取
捨
の
細
事
に
つ
き
、
そ
の
明
白
な
る
こ
と
、
金
属
と
羽
毛
と
の
沈
浮
を
見
る
よ
り
も
明
か
に
、

お
し
ろ
い

自
粉

と
墨
泥
と
の
黒
白
を
分
つ
よ
り
も
た
や
す
き
事
す
ら
、ま

ど
ひ惑を

抱
く
者
は
、
猶
ほ
之
を
辨
ぜ
ざ
る
者
多
し
。
況

ん
や
之
に
説
く
に
、
世
道
の
外
を
以
て
し
、
之
に
示
す
に
至
微
の
旨
を
以
て
す
、
そ
の
大
笑
せ
ら
る
る
こ
と
、

今
に
始
ま
ら
ざ
る
な
り
。
そ
れ
明
の
及
ぶ
所
は
、
玄
陰
幽
夜
の
地
、

が
う
り
　

豪
釐
芒
髪
の
徴
も
見
が
た
し
と
な
さ
ず
。

苟
く
も
逮
ば
ざ
ら
ん
か
、
天
に

か麗ゝ
る
日
月
の

ひ
か
り
　

焔
灼
、
雲
を

お
か干

す
す
う
た
い

嵩
岱（
二
つ
の

高
山

）の
け
は
し
き

峻
峭
も
、
猶
ほ
察
す
る
能

は
ず
。
黄
老
二
子
は
玄
聖
に
し
て
深
識
独
見
、
秘
文
を
名
山
に
開
き
、
仙
経
を
神
人
に
受
く
。
俗
間
の

ち
　
り
　

埃
塵

を
け
　蹴

り
て
係
累
を

わ
す遺

れ
、は

る
か遐な

る
室
を
凌
い
で
高
く

の
ぼ躋

る
、金
石
も
堅
き
を

ひ
と斉

し
く
す
る
能
は
ず
、亀
鶴
も
寿

を
ひ
と等

し
く
す
る
能
は
ず
。
将
来
の
仙
術
に
志
あ
る
者
を
念
ふ
て
、
信
者
の
文
籍
な
き
をあ

は
れ愍む

。
故
に
そ
の
方

法
を
垂
示
し
て
、
炳
然
と
し
て
著
明
な
り
。
少
し
く
修
む
れ
ば
少
し
く
利
あ
り
、
大
に

お
さ為

む
れ
ば
大
に
験
あ

り
。
然
る
に
浅
見
の
徒
、
守
る
所
に
区
々
と
し
て
、

た
　
で
　

荼
蓼
の

に
が苦

き
を
甘
ん
ず
る
も

あ
め飴

の
密
を
知
ら
ず
、あ

し
き
さ
け

醨
酪

に
酔
ふ
も

よ
き
さ
け

醇
醪
を
賞
せ
ず
、
生
を
好
む
を
知
る
も
養
生
の
道
あ
る
を
知
ら
ず
、
死
を
畏
る
ゝ
を
知
る
も
の
不
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死
の
法
あ
る
を
信
ぜ
ず
、
飽
食
過
度
の
疾
病
を

ま
ね速

く
を
知
る
も
、
肥
甘
を
其
の
口
に
節
す
る
能
は
ず
、
情
を

極
め
欲
を
恣
に
せ
ば
、
精
力
の
枯
損
を
致
す
を
知
る
も
、
恋
々
と
し
て
そ
の
思
ひ
を
割
く
こ
と
能
は
ざ
る
な

り
。
余
今
神
仙
の
得
べ
き
を
言
ふ
も
、
何
ぞ
能
く
此
種
の
人
を
し
て
、
信
ぜ
し
む
る
を
得
ん
や
。

或
る
人
難
じ
て
曰
く
、

し
　子

の
体
に
は
参
午
理
に
達
し
、
奇
毛
骨
に
通
す
る
の
相
な
し
。
安
期
生
、
彰
祖
の
如
き
年
寿
あ
る
に
非
ず
。

神
仙
に
接
せ
ず
、
異
友
を
聞
か
す
、
何
を
以
て
長
生
の
得
べ
く
、
養
性
のし

る
し徴あ

る
を
知
る
か
。
若
し
そ
れ
玄

妙
の
理
を
心
得
し
て
、

す
ぐ逸

れ
た
る
独
特
の
知
識
あ
る
故
に
、
仙
術
を
得
た
り
と
云
は
ん
か
、
こ
れ
ま
た
許
し

が
た
し
。
そ
れ

は
だ膚

を
蔽
ふ
の
衣
な
く
、
夕
を
謀
る
のた

く
は
へ

儲
な
く
し
て
、
陶
朱
の
術
を
高
談
し
、

み
　自

ら
い
　
と
ん

猗
頓
の
策

に
同
じ
と
せ
ば
、
必
ず
人
に
譏
ら
る
ゝ
は
理
の
当
然
な
り
。
痼
疾
に
罹
り
て
、
秦
和
扁
鶕
の
医
術
に
精
し
と

い
ひ
、

し
ば屡

々
敗
北
し
て
、
孫
呉
の
兵
法
を
究
む
と
い
ふ
も
、
之
を
信
ず
る
者
な
き
は
、
効
な
け
れ
ば
な
り
。

余
答
へ
て
曰
く
、

そ
れ

す
ん
え
ん

寸
蜎（
井
中
の

小
虫

）は
足
跡
に
た
ま
る
程
の
浅
き
水
に

う
か

汎
濫
び
て
、
天
下
に
は
四
海
の
広
き
こ
と
な
し
と

お
も謂

ひ
、き

く
ひ
む
し

芒
蝎
は
果
の

た
ね核

の
内
に

こ
ろ
が

宛
転
り
て
、八
極
の
界
は
、此
に
盡
き
た
り
と

お
も謂

ふ
。
彼
等
に
告
ぐ
る
に
、大

海
の
浩
汗
と
し
て
限
り
な
き
こ
と
、
宇
宙
の
広
大
空
闊
を
以
て
す
と
も
、
必
ず
空
言
と
な
し
て
信
ぜ
ざ
る
べ

し
。
若
し
吾
眼
を
し
て
、
神
仙
と
同
じ
く
方
瞳
長
耳
の
異
相
あ
ら
し
め
ば
、
将
に
飛
竜
に
乗
り
で
慶
雲
に
駕

し
、
流
電
を
凌
い
で
倒
景（
最
上
の
天
界
に
し
て
日
月
下
よ

り
之
を
照
す
と
こ
ろ
を
い
ふ

）に
い
た造

ら
ん
と
す
、
子
ま
た
何
ぞ
吾
を

な
じ詰

る
こ
と
を
得
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ん
や
。

も
　
し
　

設
令
吾
を
見
ば
、
将
に
呼
ん
で
天
神
地
祇
、
異
類
の
人
と
な
さ
ん
と
す
、
豈
に
我
が
学
ん
で
、
之
を

致
し
た
り
と
も

お
も謂

は
ん
や
。
吾
が
此
に
論
ず
る
所
以
は
、
姑
ら
く
先
覚
の
地
位
に
立
ち
て
、
同
志
を

ひ
　挽

引
く

の
み
、
豈
に
強
ひ
て
吾
子
の
徒
を
し
て
、
皆
な
之
を
信
ぜ
し
む
る
を
要
せ
ん
や
。
若
し
家
々
戸
々
に
、
仙
人

あ
り
て
顔
を

な
ら竝

べ
肩
を

な
ら比

べ
し
め
ば
、
吾
子
の

ま
よ
ひ
　

蔽
迷
と
雖
も
、
亦
た
将
に
疑
は
ざ
る
べ
し
。
但
だ
彼
の
道
を

成
し
た
る
者
は
、
青
霄
に
入
り
て
紫
極
に
遊
ぶ
、
故
に
通
霊
の
力
な
き
限
り
は
、
之
を
見
聞
す
る
も
の
な
し
。

故
に
世
人
は
、
以
て
無
し
と
な
す
の
み
。
世
人
は
其
の
臆
断
を
信
じ
、
そ
の
短
見
に

よ仗
り
、

み
　自

ら
其
の
度
る

所
の
事
に
は

あ
や
ま
り

差
錯
な
し
と
な
し
、
眼
前
の
事
に
習
れ
て
、
稀
有
の
状
を
怪
む
。
故
に
耳
をひ

つ
さ提げ

掌
に
指
し
て
、

之
を
教
ふ
る
も
終
に
悟
ら
ざ
る
は
、
そ
の
由
来

ひ
さ尚

し
、
豈
に
独
り
今
日
の
み
な
ら
ん
や
。

或
る
人
曰
く
、

屡
々
高
説
を
聴
い
て
、
神
仙
の
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
に
足
る
。
但
だ
之
を
為
す
能
は
ざ
る
の
恐
れ
あ

り
。
敢
て
問
ふ
、
直
ち
に
之
を
行
ふ
の
要
道
あ
る
か
。

抱
朴
子
曰
く
、

凡
べ
て
道
を
学
ぶ
に
は
、
浅
き
を
階
に
し
て
深
き
に
渉
り
、
易
き
よ
り
し
以
て
難
き
に
及
ぶ
べ
し
。
志
誠

に
堅
固
な
ら
ば

な
　済

ら
ざ
る
な
し
。
凡
べ
て
疑
は
ゞ
功
な
き
こ
と
、
こ
の
一
事
の
み
に
非
る
な
り
。
夫
れ
根

が
い荄

未
だ
地
中
に
固
ら
ず
し
て

え
だ

枝
條
の
雲
を

お
か干

す
を
求
め
淵
源
ま
だ
広
深
な
ら
ず
し
て
、
万
里
のし

や
う湯々

た
る
流
れ

を
求
む
る
者
は
、
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
是
故
に
積
善
陰
徳
に
非
れ
ば
、
以
て
神
明
を
感
ず
る
に
足
ら
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ず
。
誠
心

か
ん
け
い

款
契
に
非
れ
ば
、以
て
師
友
に
結
ぶ
に
足
ら
ず
、功
労
あ
る
に
非
れ
ば
、以
て
大
官
に
試
み
ら
る
べ

か
ら
ざ
る
と
同
じ
く
、
明
師
に
遇
は
ざ
れ
ば
、
要
道
を
求
め
ん
と
す
る
も
、
之
を
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
九

丹
金
液
は
、
最
も
仙
薬
の
主
要
な
る
者
な
る
も
、
其
の
事
大
に
し
て
費
多
し
、

に
は卒

か
に
辨
ず
べ
か
ら
ざ
る
な

り
。
さ
れ
ば
精
を
宝
と
し
て
炁
を

を
し愛

む
こ
と
、
最
も
其
の
急
務
な
り
。
併
は
せ
て
小
薬
を

も
　持

ち
服
し
て
年
命

を
延
べ
、
方
術
を
学
び
て
、
以
て
邪
悪
を

さ辟
く
れ
ば
、
乃
ち
漸
や
く
精
微
に

い
た階

る
べ
し
。

或
る
人
曰
く
、

方
術
繁
多
に
し
て
、
誠
に
一
々
備
へ
難
し
、
暫
ら
く
金
丹
を

お
　措

き
て
、
そ
の
他
、
何
者
を
修
む
べ
き
か
。

抱
朴
子
曰
く
、

若
し
未
だ
そ
の
至
要
の
大
な
る
者
を
得
ざ
る
も
、
そ
の
小
な
る
者
を
ば
、
広
く
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
蓋

し
衆
術
は
、
共
に
長
生
を
成
す
の
力
あ
れ
ば
な
り
。
大
事
を
以
て

た
と喩

へ
ば
、
猶
ほ
君
主
の
国
を
始
む
る
が
如

し
、
文
武
礼
律
、
一
と
し
て
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
如
し
。
小
事
を
以
て
喩
へ
ば
、
猶
ほ
工
匠
の
車
を

つ
く為

る
が
如

し
、

な
が
え轅

、
わ
の
あ
み

輞
ぢ
く軸

、く
さ
び轄を

虧
く
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
、
仙
術
は
内
は
形
神
を
修
め
て
、
年
を
延
べ
疾
を

い
　慰

や

し
、
外
は
邪
悪
を

は
ら禳

ひ
て
禍
害
を
し
て

お
か干

さ
ざ
ら
し
む
。
之
を
琴

し
つ瑟

に
比
す
る
に
、
一
絃
を
以
て
五
音
を
求

む
べ
か
ら
ず
、
之
を
甲
冑
に

く
ら方

ぶ
る
に
、
一
札
を
以
て
鋒
刃
を
防
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
何
と
な
れ
ば
五
音

合
用
し
て
、
闕
く
べ
か
ら
ず
、
鋒
刃
の
集
ま
り
て
、
薄
く
す
べ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

凡
そ
生
を
養
ふ
者
は
、
多
く
聞
い
て
要
を
貴
び
、
博
く
見
て
善
を
択
ぶ
べ
し
。
一
偏
を
修
む
る
は
、
必
ず
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頼
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
又
た
好
生
の
徒
に
患
ふ
る
所
は
、
各
々
そ
の
長
ず
る
所
に

よ
　仗

り
て
、
他
を
知
ら
ざ

る
こ
と
な
り
。
故
に

げ
ん
そ
　

玄
素
の
術
を
知
る
者
は
曰
く
、
唯
だ
房
中
の
術
あ
れ
ば
、
以
て
世
を

わ
た度

る
べ
し
と
。
吐

納
の
道
に
明
か
な
る
者
は
曰
く
、
唯
だ
気
を
行
れ
ば
、
年
を
延
ば
す
べ
し
と
。
屈
伸
の
法
を
知
る
者
は
曰
く
、

唯
だ
道
行
す
れ
ば
、
老
い
が
た
し
と
。
草
木
の
薬
方
を
知
る
者
は
曰
く
、
唯
だ
薬
餌
あ
れ
ば
、
以
て
病
な
か

る
べ
し
と
。
道
を
学
ん
で
成
ら
ざ
る
は
、
此
の
如
き
の
偏
見
に
由
る
な
り
。
浅
智
の
者
、

た
ま偶

々
一
事
を
知
れ

ば
、

す
で已

に
足
れ
り
と
な
し
、
又
た
真
を
識
ら
ざ
る
者
は
、
す
で
に
善
方
を
得
る
も
、
之
を
実
行
す
る
の
意
定

ら
ず
、
更
に
他
方
を
求
め
て
、
徒
ら
に
工
夫
を
費
や
し
て
、
日
月
を
送
る
。
こ
れ
皆
な
両
つ
な
が
ら
失
ふ
所

あ
る
な
り
。
或
は
本
性

お
ろ
か
　

贛
鈍
に
し
て
、
そ
の
知
る
所
、
尚
ほ
浅
近
な
る
も
、

し
　強

ひ
て
名
山
に
入
り
、

ど
く
せ
き

毒
螫
を

お
か冒

し
、
屡
々
中
傷
を
被
む
る
も
、
郷
に
還
る
と
き
は
、
人
に
笑
は
る
ゝ
を
恥
ぢ
、
或
は
虎
狼
に
食
は
れ
、
或

は
、ま

う
り
や
う

魍
魎
に
殺
さ
れ
、
或
は
絶
穀
の
法
な
く
し
て
飢
ゑ
、
或
は
自
らあ

た温ゝ
む
る
の
方
な
く
て

こ寒ゞ
え
、
崖
谷
に
死

す
る
は
、
亦
た
愚
な
ら
ず
や
。

そ
れ
学
を
務
む
る
は
、
師
を
択
ぶ
に
如
か
ず
。
然
れ
ど
も
師
の
聞
く
所
は
、
素
よ
り
狭
し
。
又
師
も
情
を

盡
く
し
て
、
弟
子
に
教
へ
ず
。
因
り
て
告
げ
て
曰
く
。
道
を

お
さ為

む
る
は
多
き
に
在
ら
ず
、
金
丹
の
要
道
あ
り
、

他
は
用
ゐ
ざ
る
も
可
な
り
と
。
然
れ
ど
も
金
丹
の
事
は
、之
を
知
る
者
、甚
だ

ま
れ稀

な
り
、豈
に
知
る
こ
と
能
は

ざ
る
の
大
事
を
、
何
の
あ
て
も
な
く
待
ち
て
、
衆
多
の
利
益
あ
る
小
術
を
修
め
ず
し
て
可
な
ら
ん
や
。
譬
ふ

る
に
家
を
作
る
に
他
物
を
要
せ
ず
と
云
ふ
が
如
し
。
か
く
云
ふ
意
は
、
苟
く
も
金
銀
珠
玉
あ
れ
ば
、
累
世
の
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費
に
供
す
る
に
足
る
、
故
に
他
物
を

ま
　須

た
ず
と
。
然
れ
ど
も
既
に
そ
の
金
銀
珠
玉
な
き
時
は
、
広
く
百
穀
を

ま
　播

き
、
多
く
果
蔬
をた

く
は儲ふ

る
の
必
要
な
し
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
是
を
以
て
米
穀
を
断
じ
、
兵
器
を
避
け
、
鬼

み
　魅

を
厭
劾
し
、
百
毒
を
禁
禦
し
、
衆
疾
を
救
治
し
、
山
に
入
ら
ば
猛
獣
を
し
て
犯
さ
ざ
ら
し
め
、
水
を
渉
ら

ば
蛟
竜
を
し
て
害
せ
ざ
ら
し
め
、
瘟
疫
を
経
る
も
畏
れ
ず
、
急
難
に
遇
は
ゞ
形
を
隠
す
な
ど
の
小
技
小
事
も
、

亦
皆
な
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
況
ん
や
此
に

ま
さ勝

る
方
術
を
や
。

或
る
人
曰
く
、

敢
て
問
ふ
、
長
生
の
道
を
修
む
る
に
は
、
何
を
か
禁
忌
す
べ
き
か
。

抱
朴
子
曰
く
、

禁
忌
の
急
と
す
べ
き
は
、や

ぶ傷
ら
ず
損
せ
ざ
る
に
あ
る
の
み
。
易
内
戒
、及
び
赤
松
子
経
、及
び
河
図
記
命
符

を
按
ず
る
に
、皆
云
ふ
。
天
地
に
過
を
司
ど
る
の
神
あ
り
、人
の
犯
す
所
の
軽
重
に
随
つ
て
、以
て
其
の
算
を

奪
ふ
、算
減
ず
れ
ば
貧
耗
疾
病
あ
り
て
、屡
々
憂
患
に
逢
ふ
、算
盡
く
れ
ば
死
す
、而
し
て
算
を
奪
ふ
べ
き
者

数
百
事
あ
れ
ば
、つ

ぶ具
さ
に
論
ず
べ
か
ら
ず
と
。
又
た
言
ふ
。
身
中
に
三
尸
あ
り
、三
尸
の
物
た
る
、皆
な
鬼
神

の
属
に
し
て
、
形
な
き
も
実
に
魂
霊
あ
り
、
人
を
し
て
早
く
死
せ
し
め
ん
と
欲
す
。
こ
の
鬼
は
、
常
に
自
由

に
遊
行
し
て
、人
の

ま
つ
り
　

祭
酹
を

う
　亨

く
、庚
申
の
日
に
到
る
こ
と
は
、輒
ち
天
に
上
ぼ
り
て
、寿
命
を
司
ど
る
の
神

に
、
人
の
過
失
を
告
白
す
。
又
た
月
晦
の
夜
に
は
、

さ
う
し
ん

竈
神
も
亦
天
に
上
ぼ
り
て
、
人
の
罪
状
を
白
す
。
大
な

れ
ば
紀
を
奪
ふ
、
紀
と
は
三
百
日
な
り
、
小
な
れ
ば
算
を
奪
ふ
、
算
と
は
三
日
な
り（
原
註
に
或
は

一
日
と
い
ふ
）と
。
吾
も
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亦
た
こ
の
事
の
有
無
を
、
審
か
に
す
る
能
は
ず
。
然
れ
ど
も
天
道
は
邈
遠
に
し
て
、
鬼
神
は
明
か
に
し
難
し
。

趙
簡
子
、
秦
穆
公
の
二
人
が
皆
な
金
策
を
上
帝
よ
り
親
授
せ
し
こ
と
は
、
土
地
の
明
徴
あ
り（
史
記
の
趙
世

家
を
見
よ

）山

川
草
木
、

せ
い
さ
う
お
ち

井
竃
洿
池
に
は
皆
な
精
気
あ
り
、
人
身
の
中
に
も
精
気
あ
り
、
況
ん
や
天
地
は
物
の
至
大
な
る
も

の
、
理
に
於
て

ま
さ当

に
精
神
あ
る
べ
し
。
精
神
あ
ら
ば
善
を
賞
し
悪
を
罰
す
べ
し
、
但
だ
そ
の
体
は
大
に
し
て
、

あ
み網

は
疎
な
り
、
必
し
も
機
の
弩
よ
り
発
し
、
響
の
声
に
応
ず
る
が
如
く
、
直
ち
に
見
は
れ
ざ
る
の
み
。

然
れ
ど
も
諸
の
道
戒
を
通
覧
す
る
に
、
長
生
を
求
む
る
者
は
、
必
ず
積
善
立
功
、
物
に
対
し
て
慈
心
あ
り
、

忠
恕
人
に
及
び
、
仁
愛
昆
虫
に
逮
び
、
人
の
吉
を
楽
み
て
人
の
苦
を
愍
み
、
人
の
急
を

に
ぎ賙

は
し
人
の
窮
を
救

ひ
、手
は
生
類
を

や
ぶ傷

ら
ず
口
は
禍
を
勧
め
ず
、人
の
得
失
を
見
る
こ
と
、己
の
得
失
の
如
く
、自
ら
貴
誉
せ
ず
、

嫉
妬
せ
ず
、

ね
い
て
ん

佞
謟
せ
ず
、
此
の
如
く
ん
ば
乃
ち
有
徳
な
り
、
福
を
天
に
受
け
、

な
　作

す
所
必
ず
成
り
、
仙
を
求

め
て
得
べ
し
。
若
し
善
を
憎
み
殺
を
好
み
、
口

ぜ
　是

に
し
て
心
非
、
背
向
前こ

と
ば辞を

異
に
し
、
正
直
に
反
し
戻
り
、

そ
の
下
を
虐
害
し
、そ
の
上
を
欺
罔
し
、そ
の
事
ふ
る
所
に
叛
き
、恩
を
受
く
る
も
感
ぜ
ず
、法
を
弄
し
て
賂

を
受
け
、
曲
を

ゆ
る縦

し
直
を
枉
げ
、
公
を

す
　廃

て
私
の
為
に
し
、
刑
を
無
罪
に
加
へ
、
人
の
家
を
破
り
人
の
宝
を

収
め
、
人
の
身
を
害
し
人
の
位
を
取
る
、
賢
者
を
侵
克
し
降
伏
を
誅
戮
し
、
仙
聖
を
謗
訕
し
有
道
を
傷
残
し
、

飛
鳥
を
弾
傷
し
、は

ら
ご
も
り

胎
を

さ
　刳

き
卵
を
破
り
、
春
夏
に
は
原
野
を
焚
き
て

か
り猟

を
な
し
、
神
霊
を

ば
　
り
　

罵
詈
し
、
人
に
悪

を
教
へ
人
の
善
を
蔽
ひ
、
人
を
危
ぶ
め
て
自
ら
安
ん
じ
、
人
を

う
す佻

ん
じ
て
自
ら
功
あ
り
と
な
し
、
人
の
佳
事

を
や
ぶ壊

り
、人
の
愛
す
る
所
を
奪
ひ
、人
の
骨
肉
を
離
間
し
、人
をは

づ
か
し

辱
め
て
勝
つ
こ
と
を
求
め
、人
の
長
銭
を
取
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り
短
陌
を
人
に
還
し（
当
時
民
間
で
、
一
緡
九
十
文
を
百
文
に
通
用
す
。
之
を
短
陌
と
い
ふ
、
陌
は

百
な
り
、
長
銭
は
之
に
反
し
て
法
定
価
格
あ
る
も
の
隋
書
の
食
貨
志
に
見
ゆ
）水
を
決
し
火
を
放
ち
、術

を
以
て
人
を
害
し

か
よ
わ
き

尫
弱
を
脅
追
し
、
悪
を
以
て
好
に
易
へ
、
強
ひ
て
求
め
強
ひ
て
取
り
、

か
　
す
　

愫
掠
め
て
富
を
致

し
、
不
公
不
平
、
淫
佚
傾
邪
、み

な
し
ご

孤
を
凌
ぎや

も
め寡を
あ
ら暴

し
、お

　遺
ち
た
る
を
拾
ひほ

ど
こ施し

を
奪
ひ
、あ

ざ
む欺き
た
ぶ
ら
か

誑
詐
し
、
好
ん

で
人
の
秘
密
を

あ
ば訏

き
人
の
優
劣
を
論
じ
、
妄
り
に
天
神
地
祇
を

ひ
　援

い
て

の
ろ
ひ

呪
咀
を
な
し
、
借
り
た
る
者
を
ば
還

さ
ず
、
交
換
す
る
も
償
は
ず
、
貪
欲

や
　已

む
な
く
、
忠
信
を
憎
み
拒
き
、
上
命
に
順
は
ず
、
師
を
敬
せ
ず
、
人
の

善
を

な
　作

す
を
笑
ひ
、
人
の
苗
稼
を
敗
り
、
人
の
器
物
を
損
じ
以
て
人
を
困
窮
せ
し
め
、
不
潔
の
も
の
を
女
人

に
飲
ま
し
め
、は

か
り秤を
か
ろ軽

く
し

ま
す斗

を
ち
ひ小

さ
く
し
、

は
ば幅

を
せ
ま狭

く
しも

の
さ
し

度
を
短
か
く
し
、
偽
を
真
に

ま
じ雑

へ
姦
利
を
採
取

し
、
人
を
誘
う
て
物
を
取
ら
し
め
、
井
を
越
え
竈
にま

た
が跨る（
井
竈
の
二
神
に

不
敬
な
る
こ
と
）つ

ご
も
り

晦
に
歌
ひつ

い
た
ち

朔
に
哭
く
な
ど
、
凡
べ

て
こ
の
一
事
あ
れ
ば
、輒
ち
こ
れ
一
罪
な
り
。
そ
の
軽
重
に
随
う
て
、司
命
の
神
は
、其
の

さ
ん
き
　

算
紀
を
奪
ふ
、算

紀
盡
く
れ
ば
死
す
。
但
し
悪
心
あ
る
も
悪
迹
な
き
者
は
、
算
を
奪
ふ
、
若
し
人
を
損
す
る
の
悪
事
に
は
紀
を

奪
ふ
。
若
し
算
紀
ま
だ
盡
き
ず
し
て
、

み
　自

ら
死
す
る
時
はわ

ざ
わ
ひ

殃
子
孫
に
及
ぶ
。
人
の
財
物
を
奪
ふ
者
に
は
、
そ

の
妻
子
眷
属
を
死
喪
せ
し
め
て
、
之
を
償
は
し
む
。
但
し
即
時
に
行
は
ざ
る
の
み
。
悪
行
未
だ
此
の
如
く
太

甚
し
か
ら
ざ
る
者
も
、
長
日
月
の
間
に
は
、
終
に
大
水
劫
盗
に
遭
ひ
、
又
は
器
物
を
遺
失
し
、
或
は
県
官
の

疾
病
に
遭
ひ
て
、
自
ら
医
薬
を
営
み
、
牲
を
烹
て
祭
祀
す
る
な
ど
の
費
用
頗
る
多
く
、
為
に
其
の
か
つ
て
取

り
し
所
を
、
盡
く
出
す
に
至
る
も
の
な
り
。
故
に
道
家
は
言
ふ
。
人
を
枉
殺
す
る
者
は
、
こ
れ
兵
刃
を
以
て

殺
す
に
同
じ
。
そ
の
非
義
の
財
を
取
り
て
、
怨
恨
を
避
け
ざ
る
は
、
讐
へ
ば
、
猶
ほ
腐
敗
し
た
るほ

し
に
く

脯
を
以
て
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飢
を
救
ひ
、

ち
ん鴆

毒
の
酒
を
以
て
渇
を
止
む
る
が
如
し
。
暫
く
飽
か
ざ
る
に
非
る
も
、

ひ
さ久

し
か
ら
ず
し
て
死
せ

ん
。
そ
の
曾
つ
て
諸
々
の
悪
事
を
行
ふ
も
、
後
に
自
ら
改
悔
す
る
者
あ
ら
ん
か
。
即
ち
枉
殺
に
は

ま
さ応

に
死
す

べ
き
人
を
救
済
し
て
、
以
て
之
を
償
ふ
べ
し
、
財
物
の
妄
取
に
は
、
貧
困
に
施
与
し
て
、
以
て
之
を
償
ふ
べ

し
、
罪
を
人
に
加
へ
た
る
者
は
、
賢
人
を

せ
ん
た
つ

薦
達
し
て
、
以
て
之
を
償
ふ
べ
し
。
か
く
の
如
く
、
皆
な
そ
の
所

為
に
一
倍
せ
ば
、
吉
利
を
受
く
る
を
得
べ
し
。
是
れ
禍
を
転
じ
て
福
と
為
す
の
道
な
り
。
盡
く
之
を
犯
さ
ゞ

れ
ば
、
必
ず
年
を
延
べ
寿
を
増
し
、
道
を
学
び
て
速
か
に
成
ら
ん
。

そ
れ
天
は
高
く
し
て

ひ
く卑

き
に
聴
き
、
万
事
を
照
監
す
る
者
な
れ
ば
、
善
を
行
ひ
て
怠
ら
ざ
れ
ば
、
必
ず
吉

報
を
得
ん
。
羊
公
は
徳
を
積
み
て
布
施
す
。
故
に
白
首
に
至
り
て
、天
よ
り
金
を
下
し
て
之
に
授
く（
不明
）蔡

順
は
至
孝
な
り
、
神
感
之
に
応
ず（
後
の
六
九
、
周

盤
伝
を
見
よ

）郭
巨
は
親
の
為
に
子
を
殺
さ
ん
と
す
、
而
し
て
鉄
券
の

お
も重

きた
ま
も
の

賜
を
得
た
り（
捜
神
記

の
十
一
）然
れ
ど
も
善
事
は
作
し
難
く
、
悪
事
は
為
し
易
し
。
加
之
に
愚
人
は
又
た
項

た
く託

伯

牛（
淮
の
説
林
訓
に
項
託
七
歳
に
し
て
孔
子
の
師
た
る
こ
と
見
ゆ

但
し
早
夭
す
。
伯
牛
は
孔
門
の
一
人
な
る
が
悪
病
に
か
か
る
）の
事
に
よ
り
、
天
神
地
祇
に
て
善
悪
を
辨
ず
る
力
な
し

と
お
も謂

ふ
。
然
れ
ど
も
世
間
に
は
、
虚
名
高
く
し
て
内
行
之
に

か
な叶

は
ず
。
陽
誉
あ
る
の
み
て
陰
罪
を
救
ふ
能
は

ざ
る
こ
と
あ
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
若
し

せ
い
ば
く

薺
麦
の
生
死
を
以
て
陰
陽
の
大
順
を
疑
は
（ゞ
本
書
の
暢
玄

篇
に
見
ゆ

）是
れ
ま

た
遠
き
を

お
さ致

む
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
蓋
し
上
士
の

つ
と
め
　

密
勿
て
僅
か
にま

ぬ
が免る

ゝ
所
に
し
て
、
凡
庸
の
達
せ
ざ
る

所
な
る
か
。（「
罪
を
人
に
加
へ
た
る
者
は
」よ

り
こ
ゝ
ま
で
通
行
本
に
な
し

）

或
る
人
曰
く
、
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道
徳
未
だ
成
ら
ず
、
又
た
迹
を
名
山
に
絶
つ
を
得
ず
、
而
し
て
世
は
古
に
同
じ
か
ら
ず
し
て
、
盗
賊
甚
だ

多
し
。
何
を
以
て
朝
夕
の
患
を
却
け
て
、

む
　
も
う

無
妄
のわ

ざ
は
ひ

災（
必
得
の
災
な
り
、

戦
の
楚
策
に
見
ゆ
）を
防
が
ん
と
す
る
か
。

抱
朴
子
曰
く

常
に
執
日（
日
の
吉
凶
の
名

な
ら
ん
も
不
明
）六
癸
上（
方
角
の
名
な

ら
ん
も
不
明
）の
土
を
取
り
、以
て
薫
草
百
葉
に
和
し
、門
戸
に
塗
る
こ

と
方
一
尺
な
れ
ば
、
盗
賊
来
ら
ず
。
又
た
市
の
南
門
の
土
、
及
び
歳
破（
太
歳
即
木
星
の
神
の
居
る
方

向
と
反
対
の
方
向
に
居
る
神
）の
土
と
月

建（
毎
月
建
す
る
所
の

十
二
辰
の
方
角

）の
土
と
を
取
り
和
し
て
人
形
を

つ
く為

り
、
朱
鳥（
南方
）の
地
に
置
く
と
き
は
、
盗
を
圧
す
る

を
得
べ
し
。
急
あ
れ
ば
生
地（
命
の
た
す

か
る
場
所
）に
入
り
て
止
ま
れ
ば
患
な
し
。
天
下
に
生
地
あ
り
、
一
州
に
生
地

あ
り
、
一
郡
一
県
一
郷
一
里
一
宅
一
房
に
皆
生
地
あ
ら
ざ
る
な
し
。

或
る
人
曰
く
、

一
房
に
生
地
あ
り
と
は
、
あ
ま
り
に
逼
ら
ず
や
。

抱
朴
子
曰
く
、

経
に
云
ふ
。
た
だ
危
急
の
時
に
は
、
車
のよ

こ
ぎ軾に

隠
る
と
。
こ
の
如
く
ん
ば
、
一
車
の
中
に
も
亦
た
生
地
あ

り
。
死
地
あ
る
な
り
、
况
ん
や
一
房
を
や
。

或
る
人
曰
く
、

ひ
そ
か竊に

聞
く
、
生
を
求
む
る
の
道
は
、

ま
さ当

に
二
山
を
知
る
べ
し
と
。
こ
の
山
の

あ
り
か

所
在
を
審
に
せ
ず
、
願
く
は

告
悟
を
垂
れ
て
、

わ
が吾

惑
を

ひ
ら祛

け
。
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抱
朴
子
曰
く
、

之
れ
あ
り
。
之
は
華
山
霊
山
に
非
ら
ず
、
嵩
山
岱
山
に
も
非
ら
ず
、
そ
れ
大
元
の
山
は
知
り
難
く
し
て
求

め
易
し
、（
易
は
難

の
誤
か
）天
に
あ
ら
ず
地
に
あ
ら
ず
、沈
ま
ず
浮
ま
ず
、絶
険

め
ん
ば
く

綿
邈
、

さ
い
く
わ
い
き
く

崔
㟴
崎
嶇
な
り
、和
気

い
ん
う
ん

絪
縕

に
し
て
神
仙
竝
び
游
ぶ
、
玉
井

わ
う
す
ゐ

泓
邃
に
し
て
、
灌
げ
ど
も
休
ま
ず
、
百
二
十
人
の
官
曹
相
由
り
、

か
ん
り
　

坎
離
に
よ

り
て
位
列
す
、
玄
芝
万
株
、
絳
樹
特
生
、
そ
の
実
は
皆
珠
な
り
、
金
玉

さ
　
が
　

嵯
峨
と
し
て
醴
泉
隅
に
出
づ
、

せ
ん還

年

の
士
は
そ
の
清
流
を

く把
む
、
子
能
く
之
を
修
め
ば
、
王
喬
赤
松
子
と
寿
と
均
し
く
す
べ
し
、
此
れ
一
山
な
り
。

他
を
長
谷
の
山
と
い
ふ
。
杳
杳
巍
巍
た
り
、
玄
気
瓢
々
と
し
て
金
液
霏
々
た
り
、
金
池
紫
房
そ
の

く
ま隈

に
あ
り
、

悪
人
妄
り
に
往
け
ば
皆
死
し
て
帰
る
。
有
道
の
士
之
に
登
れ
ば
年
衰
へ
ず
、
黄
精（
本
、
十

二
、
草
）を
採
り
服
し
て
、

以
て
天
に
飛
ぶ
を
得
、
此
の
二
山
は
皆
古
聖
の
秘
す
る
所
な
れ
ば
、
子
之
を
精
思
せ
よ
。

或
る
人
曰
く
、

願
く
は
、
真
人
の
、
身
を
守
り
形
を
錬
る
術
を
聞
か
ん
。

抱
朴
子
曰
く
、

深
遠
な
る
質
問
な
る
か
な
。
夫
れ
始
青
の
下
に
は
月
と
日
と
両
半
同
じ
く
昇
り
て
合
し
て
一
と
な
り
、
彼

の
玉
池
を
出
で
て
金
室
に
入
る
、
大
さ
弾
丸
の
如
く
、
黄
な
る
こ
とた

ち
ば
な

橘
の
如
し
。
中
に
嘉
味
あ
り
、
そ
の
甘

き
こ
と
蜜
の
如
し
。
子
能
く
之
を
得
む
、
謹
ん
で
失
ふ
な
か
れ
、
既
往
は
追
ふ
べ
か
ら
す
、
身
将
に
滅
び
ん

と
す
る
時
は
、
至
微
な
る
、
純
白
の
気
、
密
に
幽
関
に
昇
り
、
三
た
び
曲
折
す
、
中
丹
煌
々
と
し
て
命
門
に
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独
立
す
、
淵
乎
と
し
て
妙
な
り
、

き
　致

は
め

な
じ詰

り
が
た
し
。
こ
れ
先
師
の
口
訣
な
り
。
之
を
知
る
者
は
、
万
鬼

五
兵
を
畏
れ
ざ
る
な
り
。

或
る
人
曰
く
、

聞
く
所
に
よ
る
に
、
房
中
の
道
を
つ
く
す
者
は
、
簡
単
に
神
と
な
り
、
并
せ
て
災
を
移
し
罪
を
解
き
、
禍

を
転
じ
て
福
と
な
し
、
官
に
居
れ
ば
高
く
遷
り
、
商
買
す
れ
ば
倍
利
あ
り
と
。
果
し
て
信
な
る
か
。

抱
朴
子
曰
く
、

こ
れ
皆
な
巫
書
の
妖
妄
に
し
て
、

あ
や
ま
り

過
差
の
言
な
り
。
好
事
者
増
加
潤
色
し
て
、
実
を
失
は
し
む
る
に
至
る
。

或
は
亦
た
姦
偽
の
人
、虚
妄
を
造
作
し
て
世
人
を
欺
き
、い

と
ぐ
ち

端
緒
を

か
く隠

し
て
、奉
事
を
求
め
、弟
手
を
招
集
し
て
、

世
利
を

は
か規

る
の
み
。
そ
れ
陰
陽
の
術
の
高
き
者
は
、
小
疾
を
治
む
べ
く
、
次
は
虚
耗
を
免
る
べ
き
の
み
。
そ

の
理

お
　自

らき
は
ま極り

あ
り
、
何
ぞ
能
く
神
仙
を
招
き
、
禍
を
転
じ
て
福
と
な
す
を
得
ん
や
。
人
に
は
陰
陽
の
交
な

か
る
べ
か
ら
ず
、
然
れ
ど
も
情
をほ

し
い
ま
ま

縦
に
し
欲
を
恣
に
し
て
、
適
度
に
之
を
宣
べ
ざ
れ
ば
、
年
命
を

き
　伐

る
、
そ

の
術
を
善
く
す
る
者
は
、
能
く
走
馬
を
却
け
て（
不明
）、
以
て
脳
を
補
ひ
、
陰
丹
を
朱
腸
に

か
へ還

し
、
玉
液
を
金

池
に
采
り
、
三
五
を
華
梁
に
引
き
、
人
を
し
て
老
ゆ
る
ま
で
美
色
あ
り
て
、
其
の
天
年
を
終
へ
し
む
。
而
し

て
俗
人
は
黄
帝
が
千
二
百
人
の
女
子
と
、
天
に
昇
る
を
聞
き
、
黄
帝
は
唯
だ
房
中
の
術
を
以
て
、
長
生
を
致

し
た
り
と
な
し
て
、
そ
の
荊
山
の

も
と下

、
鼎
湖
のほ

と
り上に

九
丹
を
成
就
し
、
竜
に
乗
り
て
天
に
登
り
た
る
を
知
ら

ざ
る
な
り
。
さ
れ
ば
黄
帝
の
修
む
る
所
を
行
ふ
て
、
始
め
て
二
百
女
あ
る
を
得
べ
し
、
唯
だ
房
中
の
術
の
結
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果
に
非
る
な
り
。

凡
べ
て
千
種
の
薬
を
服
し
、三
種
の
美
味
を
以
て
自
ら
養
ふ
も
、房
中
の
術
を
知
ら
ざ
れ
ば
何
等
の
益
な
し
。

是
を
以
て
古
人
、
人
の
情
性
を
軽
恣
す
る
を
恐
れ
て
、
故
ら
に

う
る美

は
し
く
之
を
説
き
た
る
者
な
れ
ば
、
盡
く

信
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
玄
素（
玄
女
素
女
の
二
仙
女
に
し
て

黄
帝
に
此
術
を
教
へ
し
も
の
）は
之
を
水
火
に

た
と喩

ふ
、
水
火
の
人
を
殺
し
、
又
た

人
を
生
か
す
は
、
能
く
用
ふ
る
と
用
ひ
ざ
る
と
に
由
る
の
み
。

す
べ
て

大
都
そ
の
要
法
を
知
れ
ば
、
女
を
御
す
る
こ

と
多
多
益
々
善
し
。

も
　如

し
其
の
道
を
知
ら
ず
し
て
之
を
用
ふ
れ
ば
、
一
二
人
を
御
し
て
、
す
で
に
死
を

ま
ね速

く

に
足
る
の
み
。
是
れ
彭
祖
の
法
の
最
要
な
る
者
な
り
。
そ
の
他
の
経
は
、
多
く
煩
労
に
し
て
行
ひ
難
し
、
そ

の
益
も
亦
書
に
い
ふ
如
く
な
ら
ず
、
能
く
之
を
為
す
者
少
な
し
、
而
し
て
其
の
口
訣
数
千
言
あ
り
、
之
を
知

ら
ざ
れ
ば
、
百
薬
を
服
す
る
も
、
長
生
を
得
る
能
は
ざ
る
な
り
。
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抱
朴
子
内
篇
巻
七
　

そ
く
な
ん

塞
難（
仙
術
を
非
難
す

る
者
を
塞
ぐ

）

或
る
人
曰
く
、

皇
穹
は（
天
）至
神
な
り
、ふ

　
め
い

賦
命
は
宜
し
く

ひ
と均

し
か
る
べ
し
。
何
ぞ
王
喬
、赤
松
子
の
如
き
凡
人
を
し
て
、不

死
の
寿
を
受
け
、
周
孔
の
如
き
大
聖
を
し
て
、
久
視
のさ

い
は
ひ

祚
な
か
ら
し
む
る
か
。

抱
朴
子
曰
く
、

命
の
長
短
は
、
実
に

あ
　値

ふ
所
に
由
り
、
気
を
受
け
胎
を
結
ぶ
に
は
、
各
々
星
宿
あ
り
。
天
道
は
無
為
、
物

に
任
じ
て
自
然
な
り
、
親
も
な
く
疎
も
な
く
、

か
れ彼

も
な
く
此
も
な
き
な
り
。
命
も
し
生
星
に
属
す
れ
ば
、
其

人
必
ず
仙
道
を
好
む
、
仙
道
を
好
む
者
、
之
を
求
む
れ
ば
亦
必
ず
得
ん
。
命
も
し
死
星
に
属
す
れ
ば
、
そ
の

人
必
ず
仙
道
を
信
ぜ
ず
、
仙
道
を
信
ぜ
ざ
れ
ば
亦
た

お
　自

ら
其
事
を
修
め
ざ
る
な
り
。
楽
む
所
の
善
悪
は
、

う
　稟

く
る
所
に

わ
か判

れ
、
禍
福
の

い
　
え
き

移
易
、
寿
命
の

よ
　
だ
つ

予
奪
は
、
天
の
能
く
す
る
所
に
非
ず
、
譬
へ
ば
猶
ほ
金
石
の

ろ
　
や
　

炉
冶

に
と
　消

か
さ
れ
、
瓦
器
の

た
う
さ
う

陶
竈
に

す
　甄

ゑ
ら
る
る
が
如
し
。
之
に
由
り
て
形
を
成
す
も
、
銅
銕
の
利
鈍
、

か
　
め
　

甕
罌
の

正
わ
い歪

は
、た

ま
た適ま

遭
ふ
所
の
時
に
よ
り
て
、
相
異
な
り
、
復
た
炉
と
竈
と
のあ

づ
か与る

所
に
非
る
が
如
し
。

或
る
人
、
難
じ
て
曰
く
、

良
工
の
作
る
所
は
、
皆
な
そ
の
手
に
由
る
、
天
の
神
明
な
る
、
何
物
か
為
さ
れ
ざ
ら
ん
。
然
る
に
人
生
の

運
命
は
、
そ
の

た
く匠

み
成
す
に
非
ず
と
い
ふ
、
余
甚
だ
惑
ふ
、
故
に
未
だ
信
ず
る
能
は
ざ
る
な
り
。



94

抱
朴
子
、
答
へ
て
曰
く
、

天
地
の
初
は
、
渾
々
茫
々
た
り
。
陰
陽
清
濁
す
で
に

わ
か判

れ
、
或
は

の
ぼ昇

り
て
動
く
者
あ
り
、
或
は
降
り
て
静

か
な
る
者
あ
り
、彼
の
天
地
す
ら
、そ
の
然
る
所
以
を
知
ら
ず
。
万
物
気
に
感
じ
て
、自
然
に
生
ず
る
は
、彼

の
天
地
と
択
ぶ
な
し
、
但
だ
成
に
先
後
あ
り
、
礼
に
大
小
あ
る
の
み
。
天
地
の
大
あ
り
故
に
万
物
の
小
を
覚

え
、
万
物
の
小
あ
り
故
に
天
地
の
大
を
覚
ゆ
る
。
且
つ
そ
れ
腹
背
は
五
臓
を
包
み
囲
む
も
、
五
臓
は
腹
背
の

作
る
所
に
非
ず
、

は
　
だ
　

肌
膚
は
血
気
を

ま
と纒

ひ
つ裏ゝ

む
も
、
血
気
は
肌
膚
の
造
る
所
に
非
ず
、
天
地
は
万
物
を
含
み
容

る
も
、
万
物
は
天
地
の
為
る
所
に
非
ず
。
譬
へ
ば
猶
ほ
草
木
は
山
林
に
因
り
て
以
て
萌
秀
す
る
も
、
山
林
は

そ
の
事
にあ

づ
か与る

に
非
ず
、
魚

べ
つ龞

は
水
沢
に
託
し
て
以
て
産
育
す
る
も
、
水
沢
は
特
に
力
を
盡
く
す
に
非
る
が

如
し
、俗
人
は
天
地
の
大
を
見
て
、之
を
万
物
の
小
と
相
対
せ
し
め
、因
り
て
曰
く
、天
地
は
万
物
の
父
母
に

し
て
、
万
物
は
天
地
の
子
孫
な
り
と
。
そ
れ
虱
は
我
が
体
に
生
ず
る
も
、
豈
に
我
の
作
る
所
な
ら
ん
や
、
虱

は
我
に
非
れ
ば
生
ぜ
ざ
る
も
、
我
は
虱
の
父
母
に
非
ず
、
虱
は
我
の
子
孫
に
非
ず
。

は
む
し
　

蠛
蠓
は

す醯醋
に
育
せ
ら

れ
、

き
の
こ

芝
栭
は
木
石
に
産
じ
、

く
そ
む
し

蛣
虫屈
は
糞
土
に

し
げ滋

り
、み

ど
り
の
か
つ
ら

翠
　
羅
は
松
林
に
秀
づ
る
も
、
こ
れ
ま
た
四
物
の
創
匠

す
る
所
に
非
ず
。
万
物
の
天
地
に
於
け
る
豈
に
斯
と
異
な
る
あ
ら
ん
や
。
天
に
日
月
寒
暑
あ
り
、
人
に

せ
ん贍

視

呼
吸
あ
り
。
遠
き
を
以
て
近
き
に

た
と況

へ
、
此
を
以
て
彼
を
推
す
に
、
人

み
　自

ら
何
の
故
に
そ
の
体
の
老
少
痛
痒

あ
る
か
を
知
る
能
は
ざ
れ
ば
、
彼
の
天
も
亦

み
　自

ら
何
の
故
に
日
月
の
盈
縮
、
又
は
災
祥
あ
る
か
を
知
る
能
は

ず
。
人
は
耳
目
を
し
て
常
に
聰
明
な
ら
し
め
、
栄
養
衛
生
、
以
て
そ
の
精
力
をた

く
は蓄へ

固
め
ざ
ら
し
む
る
能
は
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ざ
れ
ば
、
彼
の
天
も
亦
た
日
月
を
し
て
薄
蝕
せ
ず
、
四
時
を
し
て
序
を
失
は
ざ
ら
し
む
る
能
は
ず
。
茲
に
由

り
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
天
寿
の
事
は
天
地
に
在
ら
ず
し
て
、
仙
と
不
仙
と
は
、

あ
　値

ふ
所
の
運
に
あ
る
こ
と
明

か
な
り
。

そ
れ
我
を
生
む
者
は
父
な
り
、我
を

は
ら娠

む
者
は
母
な
り
。
猶
ほ
我
を
し
て
体
格
必
ず

ほ
ど
よ
く

中
適
、姿
音
必
ずう

る
わ
し
く

妓
麗
、

性
理
必
ず

お
だ
や
か

平
和
、智
慧
必
ず

ふ
か
く

高
遠
、我
が
気
力
を
致
し
、我
が
年
命
を
延
び
し
む
る
能
は
ず
し
て
、或
は

た
け
ひ
こ
く

矬
陋

し
て

よ
わ
く

尫
弱
、或
は
黒
く
且
つみ

に
く醜く

、或
は
聾
盲
、或
は

か
た
く
な

頑
嚚
、或
は

か
た
は

枝
離
、或
は

あ
し
な
へ

劬
蹇
と
な
る
。
得
る
所
は
欲

す
る
所
に
非
ず
、
欲
す
る
所
は
得
る
所
に
非
る
な
り
。
況
ん
や
天
地
の

は
る
か

遼
濶
な
る
に
於
て
を
や
。
然
れ
ど
も

父
母
は
猶
ほ
遠
し
。
更
に
之
を
近
く

た
　況

と
ふ
れ
ば
、我
れ

わ
が我

身
を
し
て
、永
く
壮
に
し
て
老
い
ず
、常
に
健
に

し
て

や
　疾

ま
ず
、喜
怒
宜
き
を
失
は
ず
、謀
慮
に
悔

り
ん吝

な
か
ら
し
む
る
能
は
ず
。
故
に
気
を
授
け
形
をほ

ど
こ流す

者
は

父
母
な
り
、受
け
て
之
を
有
す
る
者
は
我
身
な
り
。
そ
の
他
何
物
と
雖
も
、此
れ
よ
り
多
く
親
密
な
る
者
な
し
、

こ
れ
よ
り
多
く
制
御
の
力
を
有
す
る
者
な
し
。
二
者
す
で
に
我
に
損
益
す
る
能
は
ざ
る
こ
と
此
の
如
し
、
天

地
ま
た
安
ん
ぞ
之
に
与
か
り
知
る
を
得
ん
や
。
若
し
人
物
は
皆
な
天
地
の
作
る
所
な
ら
ば
、
宜
し
く
凡
べ
て

好
く
し
て
悪
な
く
、悉
く
成
り
て
敗
る
ゝ
な
く
、衆
生

と
　遂

げ
ざ
る
の
類
な
く
、傾
楊
に
は
春
凋
の
悲
み
な
か
ら

ん（
一
本
に
は
傾
を
頃
に
作
る
何
れ
に
て
も
意
味
通
ぜ
す
、
兪
説
は
自
叙
篇
に
本
づ
き
項
揚
の
誤
と
な
す

楊
は
楊
鳥
に
し
て
楊
雄
の
子
な
る
が
夭
死
す
。
但
だ
項
は
明
な
ら
ず
疑
ふ
ら
く
は
顔
の
誤
か
と
い
ふ
）然
し
て
天
は
孔
孟
を
し
て

世
を

わ
た渡

る
の
祚
あ
ら
し
む
る
能
は
ざ
る
を
以
て
、益
す
命
を

う
　稟

く
る
こ
と
自
然
あ
り
、天
地
の
分
つ
所
に
非
る

を
知
る
に
足
る
。
聖
は
徳
の
至
れ
る
も
の
な
り
、
天
若
し
こ
の
至
徳
を
与
へ
な
が
ら
、
之
を
し
て
欲
す
る
所
、
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全
く
遂
げ
し
め
ず
、功
業
建
た
ず
、覇
王
た
ら
し
め
ず
、寿
も
百
に
盈
た
ざ
ら
し
む
れ
ば
、こ
れ
天
の
与
ふ
る

者
に
非
る
の
明
験
な
り
。
聖
人
の
死
は
、天
の
殺
す
所
に
非
ず
ば
、聖
人
の
生
も
、亦
た
天
のぬ

き
ん挺づ

る
所
に
非

る
な
り
。
聖
必
し
も
寿
な
ら
ず
、悪
必
し
も
夭
な
ら
ず
、善
あ
る
も
福
に
近
づ
く
な
く
、悪
あ
る
も
禍
を
蒙
る

な
く
、生
に
定
年
な
く
、死
に
当
分
な
し
。
顔
淵
の
如
き
盛
徳
哲
人
は
、秀
で
て

み
の実

ら
ず（
論
語
に
見
ゆ
る
孔

子
の
語
に
よ
る

）竇

公
の
如
き
庸
夫
は
二
百
年
に
及
び（
漢
の
芸
文
志
の

顔
注
を
見
よ

）伯
牛
は
癈
疾
に
か
ゝ
り
て（
史
の
仲
尼
の
子

列
伝
を
見
よ

）子
夏
は
明
を
失

ふ（
同上
）盗

せ
き跖

は
凶
を
窮
め
て
白
首
に
至
る
ま
で
死
せ
ず
、
荘

け
う蹻

ば
悪
を
極
め
て
黄
髪
な
ほ
壮
な
り
。（
荘
蹻
の

事
は
漢

の
西
南
夷

伝
に
見
ゆ
）天
の
為
す
こ
と
な
き
は
、
此
に
於
て
明
か
な
り
。

或
る
人
曰
く
、

仲
尼
称
す
、
古
よ
り
皆
死
あ
り
と（
論
語
に

見
ゆ

）然
る
に
老
子
曰
く
、
神
仙
は
学
ぶ
べ
し
と
。
そ
れ
聖
人
の
言

は
信
に
し
てし

る
し徴あ

る
も
、
道
家
の
所
説
はい

つ
は
り

誕
に
し
て
、
明
か
に
し
難
し
。

抱
朴
子
曰
く
、

仲
尼
は
儒
者
の
聖
に
し
て
、老
子
は
道
学
の
聖
な
り
。
儒
教
は
近
く
し
て
見
や
す
し
、故
に
之
をた

つ
と宗む

者
衆
く
、

道
意
は
遠
く
し
て
識
り
難
し
、故
に
之
に
達
す
る
者す

く
な寡し

。
道
は
万
殊
の
源
に
し
て
、儒
は
大
淳（
大
道
と
い

ふ
如
し

）

の
流
れ
な
り
。
三
皇
以
上
の
太
古
は
皆
な
道
の
政
治
に
し
て
、
帝
王
以
来
の
今
代
は
、
儒
教
な
り
。
談
者
は

み
　咸

な
万
世
の
醇
朴
をた

つ
と上び

、
季
世
の
澆
散
を

う
す薄

ん
ず
る
を
知
り
な
が
ら
、
独
り
仲
尼
を
重
ん
じ
て
、
老
子
を

軽
ん
ず
る
は
何
ぞ
や
。
是
れ
枝
葉
を
玩
び
て
、
そ
の
本
根
を
識
ら
ざ
る
者
と
い
ふ
べ
し
。
何
ぞ
明
珠
を
貴
び
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て
、淵

し
ん潭

をい
や
し賎み

、和
璧
を
愛
し
て
、荊
山
を
悪
む
に
異
な
ら
ん
や
。
淵
潭
は
明
珠
の
出
づ
る
所
に
し
て
、荊

山
は
和
璧
の
生
ず
る
所
に
非
る
か
。

且
つ
そ
れ
性
を
養
ふ
は
道
の
餘
に
し
て
、
礼
楽
は
儒
の
末
な
り
。
儒
に
貴
ぶ
所
は
、
そ
の
風
を
移
し
俗
を

易
な
る
に
在
り
て
、
唯
に

お
じ
ぎ

楫
譲

た
ち
ま
は
り

盤
旋
な
ど
の
礼
儀
の
み
に
非
る
な
り
。
道
に
尊
ぶ
所
は
、
そ
の
言
は
ず
し
て

化
行
は
る
る
に
在
り
て
、
唯
に
養
生
の
一
事
の
み
に
非
る
な
り
。
若
し
儒
と
道
と
、
果
し
て
優
劣
あ
り
と
す

る
も
、
専
ら
仲
尼
を
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
と
与
に
、

ひ
と弧

り
老
氏
の
み
を
用
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
仲
尼
既
につ

ゝ
し敬

ん
で
、
道
を
老
子
に
問
ひ
、
老
彭
に
比
す
る
を
願
ふ（
論
語
に

見
ゆ

）又
み
　自

ら
魚
鳥
を
知
る
も
、
竜
を
知
ら
ざ
る
を

以
て
、
老
氏
に

た
と喩

ふ（
史
の
老
子

伝
を
見
よ
）蓋
し
心
服
の
辞
に
し
て
、
空
言
に
非
る
な
り
。
之
を
例
す
る
に
、
顔
回
が

仲
尼
を
賛
嘆
し
て
、
之
を

み
　矑

れ
ば
前
に
を
り
、
忽
焉
と
し
て
後
に
在
り
、
之
を

き
　鑽

れ
ば
弥
々
堅
く
、
之
を
仰

げ
ば
弥
々
高
し
と
い
ひ
し
こ
と
と
、
異
な
る
な
し
。（
論
語
を

見
よ

）

或
る
人
日
く
、

仲
尼
は

し
た親

し
く
老
子
を
見
て
、
従
学
せ
ざ
り
し
は
何
故
ぞ
や
。

抱
朴
子
曰
く
、

此
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
益
す

う
　稟

く
る
所
に
、
自
然
の
命
あ
り
、た

つ
と尚ぶ

所
に
不
易
の
性
あ
る
を
知
る
。
仲

尼
は
老
子
の
玄
妙
貴
異
を
知
る
も
、
清
浮
虚
無
の
本
源
を

く
　挹

酌
み
、
無
形
の
外
に
出
で
て
、
至
道
の
内
に
入

る
能
は
ず
。
そ
の
諮
受
す
る
所
は
、
人
間
の
事
に
止
ま
る
の
み
。
何
ぞ
仙
法
を
請
求
せ
ん
や
。
仲
尼
の
用
心
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を
は
か忖

る
に
、
専
ら
教
化
に
汲
汲
と
し
て
、
方
術
に
存
す
る
に
非
る
な
り
。
仲
尼
は
世
事
に
聖
な
る
も
、
沈
黙

玄
聖
に
し
て
、
自
ら
無
為
を
守
る
者
に
非
ず
。
故
に
老
子
之
を
戒
め
て
曰
く
。
良

こ
　賈

は
深
く

か
く蔵

し
て

む
な虚

し
き

が
如
く
、
君
子
は
盛
徳
あ
り
て
愚
な
る
が
如
し
、
子
の
驕
気
多
慾
と

た
い態

色
淫
志
と
を
去
れ
、
是
れ
皆
な
子
の

身
に
益
な
し
と
。
以
て
仲
尼
の
俗
情
を
免
れ
ず
し
て
、
仙
を
学
ぶ
の
人
に
非
る
を
知
る
に
足
る
。
そ
れ
栖
々

遑
々
と
し
て
、
務
め
て
時
勢
を

た
だ匡

さ
ん
と
す
、
仰
い
で
鳳
鳴
を
悲
み
、
俯
し
て

ほ
う
く
わ

匏
瓜
を
嘆
ず
、
之
を

う
　沽

ら
ん

と
す
る
も

う
　售

れ
ず
、
忼
慨
し
て
執
鞭
を
思
ふ（
鳳
鳴
以
下
の
故
事
は

皆
な
論
語
に
見
ゆ
。
）亦
何
ぞ
経
世
の
功
業
を
捨
て
ゝ
、
養
生
の

迂
澗
を
修
め
ん
や
。

或
る
人
曰
く
、

儒
道
の
二
業
何
れ
か
難
く
し
て
、
何
れ
か
易
き
か
。

抱
朴
子
曰
く
、

儒
は

い
　易

中
の
難
に
し
て
、
道
は
難
中
の

い
　易

な
り
。
そ
れ
交
遊
を

す
　棄

て
妻
子
を
棄
て
、
栄
名
を
謝
し
、
禄
仕

を
損
し
、
燦
燗
た
る
美
色
を
も
視
ず
、

か
う
さ
う

鏗
鏘
た
る
音
楽
を
も
聴
か
ず
、

て
ん
ゆ
　

恬
愉
静
退
、
独
り
己
れ
を
守
り
、そ

し
り謗

来
る
も

う
れ戚

へ
ず
、ほ

ま
れ誉至

る
も
喜
ば
ず
、
貴
を

み
　観

て
欲
せ
ず
、
賎
に
居
り
て
恥
ぢ
ざ
る
は
、
こ
れ
道
家
の
難
き

こ
と
な
り
。
出
づ
る
に
慶
弔
の
望
な
く
、
入
る
に

せ
ん
し
　

矑
視
の
責
な
し
、
神
を
七
経
に
労
せ
ず
、
思
を
律
歴
に

め
ぐ運

ら
さ
ず
、
意
は
推
歩
に
苦
し
め
ら
れ
ず
、
心
は
芸
文
に
役
せ
ら
れ
ず
、
衆
累
す
で
に
損
じ
、
和
気
日
に
益
す
、

為
す
な
く

は
か慮

り
な
く
、お

そ怵
れ
ず

お
そ惕

れ
ざ
る
は
、こ
れ
道
家
の
易
き
と
こ
ろ
な
り
。
難
中
の
易
と
は
、之
を
謂
ふ
。
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そ
れ
儒
者
の
修
む
る
所
は
、皆
成
法
に
憲
章
し
、出
処

の
り則

あ
り
、語
黙
時
に
随
ふ
。
師
を
求
む
れ
ば
、何
れ
の

家
に
も
そ
の
人
あ
り
、
書
を

た
だ質

せ
ば
注
解
に
よ
り
て
疑
を
解
く
べ
し
。
こ
れ
儒
者
の
易
き
と
こ
ろ
な
り
。
深

き
を

つ
　釣

り
遠
き
を
致
し
、

て
ん
ふ
ん

典
墳（
古書
）を

さ
く
そ
う

錯
綜
し
、
河
図
洛
書
の
古
籍
を

か
　該

ね
て
、
百
家
の

う
ん
〳
〵

云
々
を

ひ
ろ博

め
ん
と

す
、
衡
巷
の
賎
し
き
に
居
る
も
徳
行
を
積
み
、
廟
堂
の
高
き
に
在
れ
ば
、
貞
を
君
に
盡
く
す
。
仰
い
で
神
を

天
象
に
馳
せ
、
俯
し
て
思
を
風
雲
に

め
ぐ運

ら
す
。
一
事
知
ら
ざ
れ
ば
為
す
所
通
ぜ
す
、
片
言
正
し
か
ら
ざ
れ
ば

褒
貶
分
た
れ
ず
。

あ
し趾

を
挙
ぐ
れ
ば
、世
人
の

の
り則

と
る
所
と
な
り
、脣
を
動
か
せ
ば
、天
下
の
伝
ふ
る
所
と
な
る
。

こ
れ
儒
家
の
難
き
と
こ
ろ
な
り
。
易
中
の
難
と
は
、
之
を
謂
ふ
。
二
者
を
徹
底
的
に
批
評
す
る
に
、
儒
業
は

繁
雑
に
し
て
難
く
、
道
家
は
簡
約
に
し
て
易
し
。
吾
す
で
に
そ
の
難
き
を
患
ふ
。
故
に
之
を

す捨
て
ゝ
、
そ
の

易
き
に
従
は
ん
と
す
。
世
の
吾
を
譏
る
者
、
頗
る
多
き
も
、
未
だ
志
を
同
じ
く
す
る
者
を
見
ず
。
若
し
将
来

に
於
て
、
こ
の
人
あ
ら
ば
、
吾
も
亦
た
孤
立
す
る
者
に
非
る
な
り
。

或
る
人
曰
く
、

余
、
知
名
の
高
人
、
洽
聞
の
碩
儒
を
閲
見
す
る
に
、
理
を
窮
め
性
を
盡
し
、
有
無
を

き
は
む
　

研
覈
る
者
頗
る
多
き

も
、
未
だ
年
を
延
ば
し
仙
を
得
べ
し
と
、
言
ふ
者
あ
ら
ざ
る
な
り
。
先
生
の
明
は
日
月
と
竝
ぶ
能
は
ず
、お

も
ひ思

は
万
人
に

ま
さ勝

る
能
は
ず
。

し
か而

る
に
長
生
の
道
に
拠
ら
ん
と
す
。
故
に
余
ま
た
之
を
信
ぜ
ざ
る
な
り
。

抱
朴
子
曰
く
、

吾
は
庸
人
浅
才
に
し
て
、
浅
見
寡
聞
な
り
、
豈
に
敢
へ
て
抜
群
独
識
を
以
て
、
自
ら
許
さ
ん
や
。
唯
だ

お
も顧
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ふ
に
、曾
つ
て
顕
は
れ
た
る
理
よ
り
、か

く陰
れ
た
る
こ
と
を
推
し
、易
き
事
よ
り
難
き
こ
と
に
及
ぼ
し
、そ
の
小

事
に
効
験
あ
る
を
以
て
、
大
事
に
も
亦
其
の
然
る
を
知
り
、
既
往
に
本
づ
い
て
、
将
来
を
明
か
に
す
る
に
過

ぎ
ざ
る
の
み
。
且
つ
夫
れ
天
地
に
神
仙
あ
る
を
信
ぜ
ざ
る
者
は
、
未
だ
深
く

は
か規

ら
ざ
る
な
り
。

お
お
む
ね

大
率
俗
務
を

経
理
す
る
の
才
、
当
世
に
馳
駆
す
る
の
技
あ
り
、
世
教
を
助
く
る
篇
籍
を
渉
覧
し
て
、
日
日
の
実
際
的
事
実

を
料
り
、
わ
づ
か
に
凡
庸
の
惑
ふ
所
を
辨
ず
。
以
為
へ
ら
く
衆
の
疑
ふ
所
を
ば
、
我
能
く
之
を
独
断
し
、
未

だ
見
は
れ
ざ
るき

ざ
し兆を

も
、
我
能
く
之
を
先
覚
し
、
万
物
の
情
に
於
て
盡
く
さ
ざ
る
な
し
。

か
　
く
　

幽
翳
れ
た
る
こ
と

も
、

く
　
ら
　

冥
昧
き
こ
と
も
、
知
ら
ざ
る
な
し
、
さ
れ
ば
我
れ
仙
な
し
と
謂
は
ゞ
、
必
ず
仙
な
し
と
。
そ
の
固
く
自

ら
執
る
や
、
久
さ
し
。
吾
れ

つ
ね毎

に
俗
儒
を
見
る
に
、
其
の
碌
々
と
し
て
株
を
守
り
て
、
至
理
を
信
ぜ
ざ
る
者

は
、
皆
な
聰
明
に

と
　
ら
　

拘
繋
へ
ら
れ
、
小
智
にわ

づ
ら累は

さ
れ
て
、

あ
　肯

へ
て
規
り
為
さ
ず
。も

つ
ぱ純ら

極
暗
の
中
に
在
り
て
、

つ
ひ了

にし
ゆ
く
ば
く

菽
麦
を
辨
ぜ
ざ
る
者
な
り
。

そ
れ
管
見
を
以
て
、
耳
目
の
及
ば
ざ
る
所
を

ふ
さ塞

ぐ
は
、
何
ぞ
一

ひ
ろ尋

の
つ
る
べ
な
は

綆
を
以
て
、
百

じ
ん仭

の
深
き
に
汲
み
、

綆
の
短
き
を

さ
と覚

ら
ず
し
て
、井
に
水
な
し
と
い
ふ
に
異
な
ら
ん
や
。
俗
に
猛
風
烈
火
の
声
を
聞
い
て
、天
の
冬

雷
と
な
し
、
遊
雲
の
西
行
を
見
て
月
の
東
馳
と

お
も謂

ふ
者
あ
り
。
人
之
に
告
ぐ
る
も
、
終
に
そ
のあ

や
ま
り

誤
を
悟
ら
ざ

る
は
、こ
れ
自
ら
信
ず
れ
ば
な
り
。
夫
れ
声
を
聴
き
形
を
視
る
者
は
、皆
な
吾
が
耳
目
を
信
ぜ
ざ
る
な
し
、而

る
に
見
聞
の
事
実
は
人
に
よ
り
て
異
な
る
者
あ
り
、
然
ら
ば
我
が
耳
目
果
し
て
信
ず
る
に
足
ら
ざ
る
か
。
況

ん
や
心
の

は
か度

る
所
は
、
形
な
く
声
な
し
、
其
の
察
し
が
た
き
こ
と
、
視
聴
よ
り
甚
し
。
而
る
に

お
の己

が
心
を
信
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じ
て
、
世
間
至
遠
の
事
を
推
測
し
、
神
仙
を
虚
言
な
り
と
な
す
は
、
豈
にま

よ
ひ迷に

あ
ら
ず
や
。

抱
朴
子
曰
く
、

美
醜
は
自
ら
定
ま
る
、
而
れ
ど
も
憎
愛
の
情
異
な
れ
ば
、
両
人
の
見
る
所
同
じ
か
ら
ず
。

が
　
が
く

雅
楽
と
鄭
声
の

み
だ
り
が
は
し

淫
哇
き
と
は
、
自
ら
別
あ
る
も
、
好
悪
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
両
人
の
聞
く
所
同
じ
か
ら
ず
。
真
偽
自
ら
異
な

る
も
、
趨
舎
去
就
に
至
り
て
は
、
相
違
ふ
、
是
れ
両
人
の
心
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
こ
の
三
者
の
相

そ
む乖

き

相
異
な
る
こ
と
炳
然
と
し
て
見
る
べ
き
は
、
此
の
如
く
易
き
も
、
彼
此
を
一
に
す
る
こ
と
能
は
ず
。
又
た
況

ん
や
神
仙
の
微
妙
な
る
に
於
て
を
や
。
人
人
を
し
て
之
を
信
ぜ
し
め
ん
と
す
る
も
、
豈
に
得
べ
け
ん
や
。
若

し
又
た
凡
人
を
し
て
、
悉
く
之
を
知
ら
し
む
れ
ば
、
又
た
何
ぞ
達
人
賢
士
を
貴
ば
ん
や
。
若
し
俗
人
の
妄
言

を
や
　息

む
る
を
待
た
ば
、
百
年
の
河
清
を
俟
つ
が
如
し
。
吾
が
黙
し
て
止
む
能
は
ず
、
此
道
を
論
ず
る
所
以
は
、

彼
の
滔
々
た
る
中
庸
の
人
々
を
引
致
し
て
、
そ
の
道
に
入
ら
し
め
ん
と
す
る
微
志
あ
れ
ば
な
り
、
下
愚
に
し

て
終
に
悟
ら
ざ
る
者
の
如
き
は
、
古
人
も
之
を
如
何
と
も
す
る
こ
と
な
し
。

抱
朴
子
曰
く
、

至
理
の
明
か
に
し
易
か
ら
ざ
る
こ
と
、
神
仙
の
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
こ
と
は
、
そ
の
来
る
こ
と
久
さ
し
、
豈
に

た
だ独

今
日
の
み
な
ら
ん
や
。
太
上
の
智
あ
る
者
は
、
自
然
に
之
を
知
る
。
そ
の
次
は
、
告
げ
ら
れ
て
後
に
悟
る
。

若
し
そ
れ
聞
い
て
大
笑
す
る
者
は
、
滔
々
た
る
世
間
の
心
な
き
愚
人
な
り
。
今
の
吾
が
所
論
も
、
定
め
し
多

く
失
敗
に
帰
し
、
失
言
の
咎
を
蒙
ら
ん
、
然
れ
ど
も
何
ぞ
之
を
憂
へ
ん
。
盛
陽
の
春
も
枯
朽
の
木
を
栄
え
し
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む
る
能
は
ず
、
神
明
も
、
沈
溺
の
性
を
変
ぜ
し
む
る
能
は
ず（
「
豈
に
掲
」
よ
り
こ
ゝ

ま
で
通
行
本
に
な
し

）子
貢
も
馬
をと

ら
ふ録る

野
人
を

悦
ば
ず（
呂
の
必
己

篇
を
見
よ
）古
公
も
土
地
を
欲
す
る
の
戎
狄
をや

は
ら和ぐ

る
能
は
ざ
る
な
り（
孟
子
に

見
ゆ

）実
理
も
通
ぜ
ざ
る

所
あ
り
、
善
言
も
行
は
れ
ざ
る
所
あ
り
。

し
や
う
ほ

章
甫
の
冠
は
、
越
国
に

う
　售

れ
ず
、
赤
色
の
二
枚
裏
の
履
は
、

す
　
あ
し

跣
足

のえ
び
す夷に

用
ゐ
ら
れ
ず
、
何
ぞ
強
ふ
べ
け
ん
や
。
夫
れ
玉
を
見
て
之
を
石
と
い
ふ
は
、
玉
のま

こ
と真な

ら
ざ
る
に
非

ず
、
和
氏
を
待
ち
て
、
始
め
て
之
を
識
れ
ば
な
り
。
竜
を
見
て
之
を
蛇
と
い
ふ
は
、
竜
の
神
な
ら
ざ
る
に
非

ず
、

さ
い
ぼ
く

蔡
墨（
左
伝
の
昭
公

廿
九
に
見
ゆ
）を

ま
　須

ち
て
、
後
に
之
を
辨
ず
れ
ば
な
り
。
道
に
貴
ぶ
所
以
は
、
そ
の
之
に
加
ふ
る
も

益
す
べ
か
ら
ず
、
之
を
損
す
る
も
減
す
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。
徳
の
貴
ぶ
所
以
は
、
其
の

そ
し毀

ら
る
ゝ
も

い
た惨

ま
ず
、
誉
め
ら
る
ゝ
も
悦
ば
ざ
る
を
以
て
な
り
。
彼
は
神
仙
な
し
と
な
し
、
我
は
之
れ
あ
り
と
な
す
、
之

とあ
ら
そ争ふ

こ
と

い
よ
〳
〵

弥
々
久
し
け
れ
ば
、彼
の
固
執
益
す
甚
し
、む

な虚
し
く
紛
紜
を
長
じ
て
、そ
の
解
決
に
益
な
し
、然

ら
ばれ

ん
く
わ
ん

連
環
の
義
に
従
ふ
べ
き
か（
淮
の
説
林
訓
に
「
連
環
　不
レ　
解
、
其
解
　不
レ　
　以　

　レ解　
」
と
あ
り
即
ち
自
然
に
任
す
を
い
ふ

）
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抱
朴
子
内
篇
巻
八
　し

や
く
た
い
　

釈
滞（
俗
見
の
拘
滞

を
釈
き
開
く
）

或
る
人
問
う
て
曰
く
、

人
道
は
多
端
に
し
て
、
仙
術
は
至
難
な
り
、
世
事
を
廃
せ
ず
ん
ば
仙
術
を
兼
ね

な
　済

す
を
得
ず
。
然
れ
ど
も

芸
文
の
業
、
憂
楽
の
務
、
君
臣
の
道
、
何
ぞ

す
　替

つ
べ
け
ん
や
。

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

要
道
は
煩
は
し
か
ら
ず
、そ
の
為
す
所す

く
な鮮き

の
み
。
但
だ
志
立
た
ず
、信
篤
か
ら
ざ
る
を
患
ふ
、何
ぞ
人
道

の
廃
せ
ら
る
ゝ
を
憂
へ
ん
や
。
優
才
の
者
之
を
兼
修
す
る
に
、
何
の
難
き
こ
と
あ
ら
ん
。
内
は
養
生
の
道
を

宝
と
し
て
、
外
は
光
を
世
俗
に
和
し
、
身
を
治
め
て
身
修
ま
り
、
国
を
治
め
て
国
太
平
な
り
。
六
経
を
以
て

俗
士
に
訓
へ
、方
術
を
以
て
智
音
に
授
く
、し

ば
ら少く

留
ま
ら
ん
と
せ
ば
、し

ば
ら且く

止
ま
り
て
時
を

た
す佐

け
、虚
空
に
昇

ら
ん
と
す
れ
ば
、そ

ら霄
を
凌
ぎ
て
軽
く
挙
る
、之
を
上
士
と
い
ふ
。

み
　自

ら
才
力
あ
る
も
、竝
び
行
ふ
能
は
ざ
れ
ば
、

俗
事
を
棄
て
ゝ
、仙
道
を
修
む
る
も
の
、亦
た
そ
の
次
な
り
。
昔
は
黄
帝
、四
海
の
任
を

に
な荷

ひ
て
、鼎
湖
の
上

天
を
妨
げ
ず
。
彭
祖
は
大
夫
と
な
り
て
八
百
年
の
寿
あ
り
、
後
に
西
の
か
た
流
沙
に

ゆ
　適

く
。
老
子
は
柱
史
と

な
り
、寗
封
は
陶
正
と
な
り
、方
回
は
閭
士
と
な
り
、呂
望
は
太
師
と
な
り
、仇
生
は
殷
に
仕
へ
、馬
丹
は
晋

に
官
た
り
、は

ん
れ
い

范
蠡
は
越
を
覇
た
ら
し
め
て
海
に

う
か泛

び
、琴
高
は

こ
つ笏

を
宋
の
朝
廷
に
執
る
、康
常
生
は
志
を
執
鞭

の
賎
役
に
降
し
、
荘
公
は
器
を
小
吏
に

か
く蔵

す（
黄
帝
以
下
琴
高
ま
で
列
に
見
ゆ
、但
し
康
常
生
は
列
の
平
常
生
の
誤
な
ら
ん
、ま

た
荘
公
は
下
文
に
荘
伯
あ
り
、
或
は
荘
子
が
漆
園
の
吏
た
る
こ
と
を
い
ふ
か

）
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古
人
多
く
朝
廷
に
居
り
な
が
ら
、隠
者
のこ

こ
ろ
ざ
し

志
操
も
て
世
を

た
だ匡

す
は
、蓋
し
餘
力
あ
る
が
故
な
り
、何
ぞ
必
し
も

山
林
に
入
り
て
、
盡
く
生
民
の
事
を
廃
し
て
、
後
に
成
れ
り
と
謂
は
ん
や
。
亦
た
心
は
静
嘿
に
安
ん
じ
、
性

はか
ま
び
す
し
き

誼
譁
を
悪
み
、
放
浪
縦
逸
を
歓
び
て
、
栄
官
任
職
を

う
れ戚

ふ
る
者
あ
り
。
或
は

な
は索

を
お
び帯

と
な
し

ぼ
　
ろ
　

襤
褸
を

ま
と纒

ひ
、

草
を

く
ら茹

ひ
す
き耜

を
と
　操

り
、そ
の
三

ら
く楽

を
玩
び（
栄
啓
期
の
故
事
に
し
て

列
の
人
天
瑞
篇
に
見
ゆ
）常
を
守
り
終
り
を

ま
　待

つ
者
あ
り
。
或
は
苟
生

を
営
ま
ず
、速
死
を
憚
ら
ず
、千
金
の
聘
を
辞
し
て
、卿
相
の
貴
き
をゆ

る
が
せ

忽
に
す
る
者
あ
り
。
こ
れ
等
の
徒
は
特

に
修
為
す
る
所
な
き
も
、
猶
ほ
常
に
此
の
如
し
。
況
ん
や
之
に
加
ふ
る
に
神
仙
の
道
を
知
ら
し
む
れ
ば
、
必

ず
身
を
世
に
役
せ
ざ
ら
ん
。
蓋
し
各
々
そ
の
志
に
従
ふ
者
に
し
て
、
一
概
に
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

抱
朴
子
曰
く
、

世
人
の
所
謂
一
言
の
善
は
千
金
よ
り
貴
し
と
は
、
其
の
軍
国
の
得
失
に
関
し
、
己
れ
を
処
す
る
の
善
悪
に

及
べ
ば
な
り
。
長
生
の
訣
、
不
死
の
方
に
至
り
て
は
、
そ
の
関
係
す
る
所
、
こ
の
種
の
善
言
の
比
に
非
る
な

り
。

も
　設

し
困
病
し
て
死
にな

ん
な垂ん

と
し
た
る
者
を
、
救
愈
す
る
者
あ
ら
ば
、
之
を
宏
恩
重
施
と
謂
は
ざ
る
も
の

な
か
ら
ん
。
今
若
し
仙
経
を
按
じ
て
、
九
丹
、
水
金
玉
を
飛
ば
し
錬
ら
ば
、
天
下
を
し
て
皆
な
死
せ
ざ
ら
し

め
ん
、
但
に
一
人
を

い
か活

す
の
功
の
み
に
非
る
な
り
。
黄
老
の
徳
は
、ま

こ
と固に

無
量
な
り
、
之
を

よ
　克

く
識
ら
ず
し

て
、
妄
言
と
な
す
は
歎
ず
べ
し
。

抱
朴
子
曰
く
、

神
仙
を
求
め
ん
に
は
、

ま
さ当

に
そ
の
至
要
を
得
べ
し
。
至
要
は
精
力
を
宝
と
し
、
元
気
を

や
　行

り
、
上
薬
を
服
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す
れ
ば
足
る
、
亦
多
き
を
用
ゐ
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
こ
の
三
事
に
浅
深
あ
り
、
明
師
に

あ
　値

は
ず
、
勤
苦
を

経
ざ
れ
ば
、

に
わ
か

倉
卒
に
盡
く
知
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
例
す
れ
ば
気
を
行
る
に
も
数
法
あ
り
、
房
中
の
術
に
も

殆
ん
ど
百
餘
事
あ
り
、
服
薬
に
も
千
條
の
方
略
あ
り
。
初
め
人
に
告
ぐ
る
に
、
そ
の
浅
き
も
の
よ
り
し
、
勤

労
怠
ら
ざ
る
を
見
て
、
始
め
て
そ
の
要
を
告
ぐ
る
に
至
る
。
故
に
気
を
行
れ
ば
或
は
百
病
を
治
す
べ
く
、
或

は
う
ん
え
き

瘟
疫
の
中
に
来
往
す
べ
く
、
或
は
蛇
虎
を
禁
ず
べ
く
、
或
は
瘡
血
を
止
む
べ
く
、
或
は
水
中
に
居
り
、
水

上
を
行
く
べ
く
、
或
は
飢
渇
を
避
く
べ
く
、
或
は
年
命
を
延
ば
す
べ
し
。
而
し
て
そ
の
大
要
は
、
胎
息
の
み
。

胎
息
を
得
る
者
は
、呼
吸
す
る
に
、鼻
口
の
力
を
仮
ら
ざ
る
こ
と
、胞
胎
の
中
に
在
る
が
如
く
に
し
て
始
め

て
成
る
。
初
め
気
を
学
ぶ
者
は
、
鼻
中
に
気
を
引
い
て
、
之
を
陰
に
閉
ぢ
、
心
の
う
ち
に
一
二
三
と
数
を
唱

へ
て
、一
百
二
十
に
至
る
時
、す

こ
し微く

口
を
開
い
て
之
を
吐
く
、気
を
引
く
時
も
、そ
の
出
入
の
声
を
、お

の己
が
耳

に
感
ぜ
し
め
ざ
る
程
、
細
少
な
る
を
要
す
。
常
に
多
く
入
れ
て
、
少
し
く
出
す
べ
し
。
鴻
毛
を
鼻
の
上
に

つ
　著

け
、そ
の
動
揺
如
何
をう

か候ゞ
ひ
て
、息
の
強
弱
を
試
み
る
べ
し
。
此
の
如
く
に
し
て
一
百
二
十
よ
り
、漸

な々
　習

る

る
に
従
ひ
て
之
を
増
し
て
千
に
至
る
。
然
る
時
に
は
、
老
人
も
日
に
ま
し
て
、

わ
か少

く
見
ゆ
。
夫
れ
行
気
に
は
、

生
気
の
時
を
以
て
し
て
、
死
気
を
以
て
す
る
な
か
れ
。
仙
人
、
六
気
を
服
す
と
は
、
此
を
謂
ふ
な
り
。
生
気
、

死
気
と
は
何
ぞ
や
。
一
日
一
夜
に
十
二
時
あ
り
、
其
の
半
夜
よ
り
日
中
に
至
る
ま
で
六
時
間
を
、
生
期
と
な

し
、
そ
れ
よ
り
夜
半
に
至
る
ま
で
六
時
間
を
死
気
と
な
す
。
死
気
の
時
に
行
ふ
も
、
益
な
き
な
り
。
善
く
気

を
用
ゐ
る
者
は
、水
を

ふ
　嘘

け
ば
逆
流
し
、火
を
嘘
け
ば
滅
し
、虎
狼
を
嘘
け
ば
伏
し
て
動
か
ず
、蛇
虺
を
嘘
け
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ば
蟠
り
て
去
ら
ず
、
兵
刃
に
傷
つ
け
ら
る
ゝ
者
を

ふ
　嘘

け
ば
血
即
時
に
止
む
。
毒
虫
に
中
て
ら
る
ゝ
者
あ
ら
ば
、

そ
の
人

け
ん見

に
在
ら
ず
と
も
、
男
子
な
ら
ば
我
が
左
手
、
女
子
な
ら
ば
我
が
右
手
を
嘘
け
ば
、
即
時
に
皆
な
愈

ゆ
。
又
た
悪
疾
急
病
に
、
三
九
の
気
を
呑
め
ば
、
即
ち

い
　差

ゆ
。
但
だ
人
性
は
多
く
軽
躁
に
し
て
、
安
静
以
て

こ
の
道
を
修
む
る
者
少
な
き
は
恨
む
べ
し
。
又
行
気
の
大
要
は
、
多
食
し
、
又
生
菜
肥
鮮
の
物
を
食
す
る
を

禁
ず
、
何
と
な
れ
ば
気
を
強
め
、
之
を
閉
ぢ
養
ふ
に
困
難
な
ら
し
む
れ
ば
な
り
。
又
忿
怒
を
禁
ず
、
怒
れ
ば

気
乱
れ
て
充
実
す
る
を
得
ず
、
或
は

せ
き欬

を
発
せ
し
む
。
此
の
如
く
に
し
て
、
能
く
成
る
者
は
少
な
し
。
予
が

従
祖
の
仙
公
は
、
大
酔
の
時
、
又
は
夏
天
の
盛
熱
に
は
、
輒
ち
深
淵
の
底
に
入
り
、
一
日

ば
か許

り
に
し
て
、
出

づ
る
者
は
、
正
に
よ
く
気
を
閉
ぢ
胎
息
す
る
を
以
て
な
り
。

房
中
の
法
に
、十
餘
家
あ
り
。
或
は
傷
損
を
補
救
し
、或
は
衆
病
を
攻
治
し
、或
は
陰
を
采
り
て
陽
を
益
し
、

或
は
年
寿
を
延
ば
す
。
而
し
て
そ
の
大
要
は
、
精
を
還
し
脳
を
補
ふ
の
一
事
に
あ
る
の
み
。
こ
の
法
は
、
真

人
口
口
相
伝
へ
て
、
本
来
之
を
書
に
載
せ
ざ
る
な
り
。
名
薬
を
服
す
る
も
、
此
要
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
長
生
を

得
ざ
る
な
り
。
人
は
す
べ
て
陰
陽
の
交
を
絶
つ
べ
か
ら
ず
、
久
し
け
れ
ば
、
元
気
を

ふ
　
さ
　

塞
閼
ぐ
の
病
を
致
さ
ん
、

故
に
幽
閉
の
怨
女
、
流
浪
の
曠
夫
は
、
多
病
に
し
て
寿
あ
ら
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
情
に

ま
か任

せ
意
をほ

し
い
ま肆ゝ

に
す

れ
ば
、
又
た
年
命
を
損
ず
、
唯
だ
そ
れ
節
を
得
て
、
之
を

の
　宣

ば
さ
ば
可
な
り
。
若
し
口
訣
の
秘
術
を
得
ず
し

て
、
妄
り
に
之
を
恃
ま
ば
、
一
人
と
し
て
傷
殺
せ
ら
れ
ざ
る
者
な
し
、
玄
素（
玄
女
素
女

の
二
仙
女
）子
都（
神
の

巫
炎
）容
成

公（
列
）彭
祖（
列
竝

に
神
）の
属
は
、
唯
だ
僅
に
そ
の
麤
略
を
書
に
載
す
る
の
み
、
苟
く
も
不
死
に
志
あ
る
者
は
、
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勤
行
し
て
之
を
求
む
べ
し
。
余
は
鄭
君
の
言
を
師
と
す
。
故
に
記
し
て
将
来
の
信
者
に
示
す
、
臆
断
の
言
に

非
る
な
り
。
而
し
て
余
と
雖
も
、
実
に
ま
た
其
秘
訣
を
盡
く
さ
ず
、
偏
見
の
道
士
は
、
往
々
交
接
の
術
を
守

り
て
、
以
て
神
仙
た
ら
ん
こ
と
を

は
か規

り
、
金
丹
の
上
薬
を
作
ら
ざ
る
は
、
こ
れ
愚
の
甚
し
き
な
り
。

抱
朴
子
曰
く
、

黄
老
の
始
め
し
道
書
は

わ
ず
か
　

小
許
な
り
、
大
概
其
の
多
く
は
後
世
の
好
事
者
、
各
々
知
見
す
る
を
以
て
、
之
を

ま
　滋

し
長
く
し
、
遂
に
篇
巻
を
し
て
、
山
の
如
く
積
ま
し
め
た
る
の
み
。
古
人
は
質
朴
に
し
て
、
又
多
く
文
才

な
し
、そ
の
論
ず
る
所
の
物
理
を
、あ

ま
ね周く
つ
く悉

さ
ず
、そ
の
証
按
す
る
所
も
、又
た
著
明
な
ら
ず
、皆
な
要
点
を

秘
し
て

げ
　解

し
難
し
。
又
た
、
之
を
解
す
る
者
、
深
遠
な
ら
ざ
れ
ば
、
古
人
の
微
妙
な
る
言
説
を
演
べ
あ
か
し

て
、

ふ
ん
ぴ
　

憤
悲
の
志
を
開
示
し
、
有
志
に
勧
進
し
て
、
初
学
を
教
戒
し
、
玄
妙
の

み
　
ち
　

塗
径
、
禍
福
の
源
流
を
知
ら
し

む
る
能
は
ず
、
故
に
之
を
誦
読
す
る
こ
と
万
遍
な
る
も
、
道
を
得
べ
き
や
う
な
し
。
故
に
博
覧
せ
ん
と
思
は

ば
、
宜
し
く
詳
か
に
そ
の
善
者
を
択
び
て
、
意
を
こ
ゝ
に
留
む
べ
し
。
末
流
の
道
書
に
至
り
て
は
、

た
　
づ
　

尋
繹
ぬ

る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

ま
つ未

学
者
、
往
々
作
者
の
深
浅
を

わ
か別

た
ず
、
苟
く
も
道
家
の
名
あ
る
者
を
ば
、
皆
な
写

し
取
り
て
、箱
を

か
さ累

ね
は
こ筺

に
盈
た
し
、心
を
盡
し
て
思
を

ひ
そ潜

む
る
も
、是
れ
燕
巣
を
探
り
て
鳳
卵
を
求
め
、井

底
を

さ
ぐ捜

り
て

う
み
へ
び

鱓
魚
を
捕
ふ
る
が
如
し
。
勤
労
を
極
む
る
も
、
そ
の

あ
り
か
　

所
在
に
非
る
な
り
。
故
な
く

つ
き
ひ
　

月
日
を
消
棄

し
、
空
し
く
疲
困
の
労
あ
り
て
、

す
こ
し
　

鏁
朱
の
益
な
き
な
り
。
進
み
て
は
当
世
の
務
を
失
ひ
、
退
い
て
は
長
生
の

効
な
し
。
然
る
に
世
人
こ
の
缺
点
を
指
摘
せ
ず
し
て
曰
く
、
彼
人
は
道
を
修
む
る
こ
と
此
の
如
く
勤
む
る
も
、
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世
を

わ
た度

る
を
得
ず
、
こ
れ
天
下
に
不
死
な
き
こ
と
必
せ
り
と
。
知
ら
ず
や
、
か
の
仙
を
求
む
る
者
は
、

あ
　
み
　

網
罟

な
く
し
て
、
徒
ら
に
河
に
臨
み
魚
をう

ら
や羨む

者
の
如
き
を
。
又
た
五
千
文
は
、
老
子
よ
り
出
づ
と
雖
も
、
そ
は

皆
な
大
略
に
止
ま
り
て
、
敢
へ
て
首
尾
本
末
を
十
分
に
論
じ
て
、
後
人
の
承
按
に
便
す
る
こ
と
あ
ら
ず
。
但

だ
こ
の
経
を
暗
誦
す
る
の
み
に
て
、
要
道
を
得
ざ
れ
ば
、

た
　直

だ
徒
労
の
み
、
況
ん
や
之
に
及
ば
ざ
る
者
を
や
、

文
子
、
荘
子
、
関
尹
令
喜
の
徒
に
至
り
て
は
、
其
の
文
筆
を
属
す
る
は
、
黄
老
を
祖
述
し
、
玄
虚
に

の
つ
と
　

憲
章
る

と
雖
も
、
但
だ
そ
の
大
旨
を

の
　演

べ
て
、
終
に
至
言
な
し
。
或
は
死
生
を

ひ
と斉

し
く
し
て
、

い
　
く
　

存
活
る
こ
と
を

ふ
　
し
ん

徭
役

の
苦
労
と
為
し
、

し殂没
ぬ
る
こ
と
を
休
息
の
安
楽
と
為
す
者
あ
る
は
、
其
の
神
仙
を
去
る
こ
と

す
で已

に
千
億
里

な
り
、
豈
に
耽
り
楽
む
に
足
ん
や
。
其
の
宗
言
譬
喩
に
至
り
て
は
、
采
り
て
以
て
小
用
に

あ
　充

て
、
一
時
の
急

厄
を
救
ふ
べ
き
も
の
あ
る
も
、
猶
ほ
末
世
の
利
口
好
佞
と
、
不
品
行
の
悪
人
と
に
口
を

し
　藉

か
し
め
て
、
そ
の

あ
な
や
ぶ

窟
藪
と
な
さ
し
む
る
は
、
亦
た

を
　惜

し
か
ら
ず
や
。

或
る
人
曰
く
、

聖
人
明
君
の
世
を

お
さ御

む
る
や
、唯
だ
賢
者
を
宝
と
す
。
而
る
に
学
仙
の
人
、肯
へ
て
官
途
に
進
ま
ず
、人
々

皆
な
道
を
修
め
ば
、
誰
か

ま
　復

た
政
事
を

た
す佐

け
ん
や
。

抱
朴
子
曰
く
、

聖
主
に

そ
む背

い
て
山
に
栖
む
は
、
許
由
、
巣
父
の
高
士
と
称
せ
ら
る
ゝ
所
以
に
し
て
、
有
道
に

あ
　遭

ひ
て
世
を

遁
る
る
は
、
荘
伯（
荘
子

か

）の
貴
ば
る
ゝ
所
以
な
り
。
黄
帝
軒
轅
氏
の
天
下
に
君
臨
す
る
や
、
至
治
と
い
ふ
べ
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し
、
而
し
て
廣
成
子
は

あ
づ与

か
ら
ず
。
帝
堯
陶
唐
氏
の
四
海
を
有
も
つ
や
、
太
平
と
い
ふ
べ
し
、
而
し
て

あ
く
せ
ん

鑣
佺

は（
列
に

見
ゆ
）佐
け
ず
。
而
れ
ど
も
二
帝
の
徳
化
は
之
に
よ
り
て
損
せ
ず
、
朝
廷
の
才
士
も
之
に
よ
り
て
乏
し
か

ら
ず
、
天
乙（
湯王
）は
命
をあ

ら
た革め

て
け
つ桀

を
亡
ぼ
せ
し
も
、

む
く
わ
う

務
光
は
石
を
負
ひ
て
河
に
投
じ
、
周
武
は
人
に
応
じ

て
殷
を

き
　剪

り
滅
ぼ
せ
し
も
、
伯
夷
叔
齊
は
西
山
に
餓
死
す
。
斉
の
桓
公
の
興
る
や
、
小
臣
のし

よ
く稷は

枕
をう

ら
な
が
や

陋
巷

に
高
く
し（
韓
非
子
の
難

一
を
見
よ

）魏
の
文
候
のさ

か
ん隆な

る
や
、

た
ん
か
ん
ぼ
く

段
干
木
は
冠
を
脱
し
て
西
河
に

う
そ嘯

ぶ
く（
史
記
の
魏
世

家
に
見
よ

）四

皓
は
鳳
翼
を
高
山
に

お
さ戢

む
る
も
、大
漢
の
済
々
た
る
多
士
に
妨
な
く
、周
黨
は

り
ん
し
　

麟
趾
を
山
林
に
止
む
る
も
、孝

文
の

け
い
そ
　

刑
措
に
損
な
し（
周
黨
云
云
の
句
は
原
文
に
脱

誤
あ
り
今
考
ふ
る
に
由
な
し
）そ
れ
寵
貴
は
其
の
心
を
動
か
す
能
は
ず
、
極
冨
は

こ
の
み
　

其
好
を
移

す
能
は
ず
、か

ん
む
り
の
ひ
も

纓
を

さ
う
ら
う

滄
浪
の
清
水
に

あ
ら濯

ひ
て
、志
を
降
し
、身
を
辱
め
ず
、芳
し
き
山
林
を

う
て
な

台
榭
と
な
し
、け

は峻

し
きほ

ら
あ
な

岫
を
大

か
　廈

と
な
し
、
翠
蘭
を

し
と
ね
　

裀
牀
と
な
し
、
緑
葉
を
幃
幕
と
な
し

ひ
　
か
つ

被
褐
を

こ
ん袞

竜
の
衣
に
代
へ
、

わ
ら
び
ま
め

薇
藿
を

嘉
肴
のす

す
め
も
の

膳
に
当
て
、

み
　躬

づ
か
ら
耕
や
す
に
非
れ
ば
飢
を
充
た
し
め
ず
、
妻
の

て
　
お
り

手
織
に
非
れ
ば
身
を
蔽
は
ざ
る

も
の
は
、
千
載
の
中
に
時
と
し
て
之
れ
あ
る
べ
し
。
又
た
之
に
加
ふ
る
に
、
六
親
を
親
族
に

ま
か委

せ
、
室
家
を

す
　捐

て
ゝ
顧
み
ず
、
栄
華
を
棄
て
、
欲
望
を
絶
ち
、
峻
坂
を

し
の凌

ぎ
て
独
り
往
き
、
名
山
と

と
も

伴
侶
た
り
、
無
形
の

域
を
内
視
し
て
、
至
寂
の
中
に
反
聴
す
。
此
の
如
き
人
は
、
八
極
の
内
に
果
し
て
幾
人
あ
る
か
。
而
る
に
子

は
世
人
皆
仙
を
修
め
て
、
君
に
臣
た
る
者
な
き
を
患
ふ
る
は
、
亦
た
多
憂
な
ら
ず
や
。

或
る
人
曰
く
、

学
仙
の
士
は
、
独
り
そ
の
身
をい

さ
ぎ
よ

潔
く
し
て
、
人
道
の
大
輪
の
乱
る
を
忘
る
。
世
主
に
背
い
て
、
不
臣
のお

ご
り慢
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あ
り
。
余
は
長
生
の
成
功
な
く
し
て
、
反
つ
て

つ
　
み
　

罪
罟
に

か罹ゝ
ら
ん
と
す
る
を
恐
る
。

抱
朴
子
曰
く
、

そ
れ
非
人
、石
戸
、善
巻
、子
州（
此
の
四
子
は
皆
荘

の
譲
王
篇
に
見
ゆ
）は
皆
大
才
な
り
、而
し
て
沈
遁
放
逸
、其
の
浩
気
を
養

ふ
も
政
事
の
昇
隆
に
缺
損
な
く
、
王
者
の
大
化
を
缺
か
ざ
る
な
り
。
況
ん
や
学
仙
の
士
は
、
必
し
も
経
国
の

才
、立
朝
の
用
あ
ら
ず
、此
人
を
得
る
も
塵
ほ
ど
の
益
に
も
な
ら
ず
、又
失
ふ
と
も
毛
す
ぢ
程
の
損
な
き
を
や
。

方
今
は
九
州
一
家
の
如
く
に
し
て
、
幽
僻
荒
遠
の
士
も
皆
な
来
り
仕
へ
、
堯
舜
蒔
代
に
於
け
る
八
元
八
愷
の

如
き
良
臣
甚
だ
多
く
し
て
、
之
を
用
ふ
る
に
所
な
し
。
故
に
士
は
、
速
く
用
ゐ
ら
れ
ん
と
す
る
も
、

お
　自

ら
順

番
を
俟
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
し
て
、官
に
は
、一
時
な
り
と
も
、空
位
の
職
な
し
。
勤
労
久
し
き
者
も
、自
ら
進

叙
の
遅
き
を
嘆
じ
て
、
勲
功
高
き
者
も
、
門
閥
な
ど
の
資
格
に

か
か拘

は
り
、
た
や
す
く
抜
擢
せ
ら
れ
ざ
る
あ
り
。

済
々
た
る
人
才
の
盛
な
る
こ
と
、
之
よ
り
美
な
る
な
く
し
て
、
一
人
の
缺
乏
を
も
感
ぜ
ざ
る
な
り
。
昔
は
周

の
太
子
晋
は
視
膳
の
役
を

す舎
て（
太
子
は
父
た
る
君
主
の
食
膳
を
監
督
す

べ
き
こ
と
礼
記
の
文
王
世
子
に
見
よ

）よ
つ
ぎ
　

儲
貳
の
重
き
を
棄
て
ゝ
仙
と
な
る
、
而
し

て
父
の
霊
王
は
之
を
責
む
る
に
不
孝
を
以
て
せ
ず（
列
仙
伝

に
見
ゆ
）尹
生
は

き
ん
た
い

襟
帶
の
職
を

す
　委

て
、

し
き
あ
つ

式
遏
の
任
を

さ
　違

る

も
、有
周
は
之
を
罪
す
る
に
不
忠
を
以
て
せ
ず
。（
尹
生
は
関
令
尹
喜
な
ら
ん
、
襟
帯
は
山
河
の
要
害
、
式
遏
は
来
侵

を
防
ぎ
止
む
る
こ
と
、
尹
喜
は
函
谷
関
の
長
官
な
れ
ば
か
く
い
ふ
）何
と

な
れ
ば
、
此
二
君
は
、
二
子
の
世
を
軽
ん
じ
主
を
薄
ん
ず
る
に
非
ず
し
て
、

た
　直

だ
其
の
好
む
所
、
匹
夫
の
志

と
異
る
者
あ
り
、
之
を
移
し
易
ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
諒
と
す
れ
ば
な
り
。
夫
れ
有
道
の
人
主
は
、
恥
を
忍
び
て

よ
　善

く
恕
し
、
人
心
の
同
じ
く
す
べ
か
ら
ず
、
そ
の
性
質
に
よ
つ
て
、
出
処
進
退
、
各
々
異
な
る
を
知
る
。
故
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に
逼
ら
ず
禁
ぜ
ず
、
以
て
光
大
をた

つ
と崇ぶ

。
故
に
上
に
は
嫌
恨
の
偏
心
な
く
、
下
に
は
適
意
の
至
歓
あ
り
、
名

誉
は
輝
き
わ
た
り
て
極
り
な
く
、
貧
夫
も
そ
の
風
を
聞
い
て
、
自
ら

は
　
づ
　

忸
怩
る
に
至
る
。

吾
れ
聞
く
、陽
春
の
景
風
一
た
び
吹
け
ば
、重
裘
火
鑢
自
ら

や
　息

み
、世
道た

ひ
ら
か

夷
な
れ
ば
奇
士
退
ぞ
く
と
、い

ま今
喪

乱
既
に
平
ら
ぎ
、
馬
を
放
ち
牛
を
休
め
、

の
ろ
し
　

熢
燧
は
影
を
滅
し
て
、
干
戈
はす

な
は載ち
を
さ戢

ま
り
、
繋
弱
の
名
弓
も

つ韜ゝ

ま
れ
て
、か

ん
ろ
　

韓
盧

そ
う
じ
や
く

宋
鵲
の
名
犬
も
烹
ら
れ
ん
と
す（
乱
世
に
必
要
な
る
謀
臣
も
、
大
平
の
世
に
は
、
無
用
な
る
を

い
ふ
繁
弱
は
苟
子
の
性
悪
篇
に
韓
盧
宋
鵲
は
博
の
六
に
見
ゆ
）張
良
も
玄

帷
を
出
で
て
閭
巷
に
反
り
、
韓
信
彭
越
も
甲
冑
を

と
　釈

い
て
、
魚
釣
の
業
を
修
む
。
况
ん
や
学
仙
の
士
は
、
甚

だ
少
な
し
、
国
家
之
を

も
と吝

む
も
、
何
の
益
か
あ
ら
ん
や
。
然
し
て
其
事
は
思
を
少
な
く
し
欲
を
寡
く
し
、
そ

の
業
は
身
を
全
く
し
寿
を
久
し
く
す
る
に
在
り
て
、
畜
貴
権
力
を
争
ひ
競
ふ
の
醜
態
あ
る
に
非
ず
、
風
俗
を

や
ぶ傷

り
人
心
を
乱
す
の
憂
な
け
れ
ば
、
ま
た
何
の
罪
あ
ら
ん
や
。
且
つ
華
岳
霍
山
は
、
飛
塵
の
来
り
積
も
る
を

ま
　俟

た
ざ
る
と
と
も
に
、

ひ
と一

つ
か
み
の

つ
　
ち
　

土
壌
を
と
る
も
、
そ
の
高
き
を
減
ず
る
能
は
ず
。
滄
海
の
限
り
な
き
深

き
流
れ
は
、

あ
ま
み
ず

行
潦
の
注
ぎ
こ
む
を
仰
が
ざ
る
と
と
も
に
、
一
勺
の
水
を

く
　汲

み
と
る
も
、
そ
の
広
さ
を
減
ず
る

能
は
ざ
る
如
く
、
一
世
に
数
人
の
学
仙
者
あ
り
と
て
、
い
か
で
人
物
減
少
の
憂
あ
ら
ん
や
。

或
る
人
曰
く
、

仙
道
果
し
て
求
め
て
得
べ
く
ん
ば
、
五
経
何
の
故
に
之
を
記
せ
ず
、
周
孔
何
の
故
に
之
を
言
は
ず
、
聖
人

何
の
故
に
世
に

な
が永

ら
へ
ず
、
上
智
何
の
故
に
長
く
生
き
ざ
る
か
。
若
し
周
孔
に
し
て
知
ら
ざ
れ
ば
、
聖
と
な

す
べ
か
ら
ず
、
若
し
知
る
も
学
ば
ざ
れ
ば
、
仙
道
な
き
な
り
。
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抱
朴
子
、
答
へ
て
曰
く
、

人
生
の
星
宿
に
は
、各

あ々
　値

ふ
所
あ
る
は
、既
に
之
を
別
篇
に
詳
か
に
せ
り
。
子
は
盆
を
戴
き
な
が
ら
、大

空
を
仰
望
し
て
、
七
曜
の

き
ら
め
　

炳
燦
く
を

み
　賭

ず
。

く
び頸

を
延
ば
し
て
大
川
の
岸
上
に
立
ち
な
が
ら
、
そ
の
重
淵
に
奇

怪
の
潜
伏
す
る
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
そ
れ
五
経
の
載
せ
ざ
る
と
こ
ろ
限
り
な
く
、
周
孔
の
言
は
ざ
る
所
少

な
か
ら
ず
、
特
に
吾
子
の
為
に
、
略
ぼ
そ
の
万
一
を
説
か
ん
、
大
に
笑
は
れ
ん
も
止
む
べ
か
ら
ず
、
管
見

に
は遽

か
に
開
き
が
た
し
、
故
に
唯
だ
子
を
し
て
、
そ
の

あ
ら
ま
し

較
略
を
聞
か
し
め
ん
。

そ
れ
天
地
は
、
物
の
至
大
な
る
も
の
な
り
。
九
聖
の
共
に
著
は
せ
る
易
経
は
、
十
分
に
陰
陽
の
理
を

ま
と
め
　

弥
綸

て
、
復
た
加
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
今
こ
の
易
経
に
精
通
す
る
者
に
問
は
ん
。
周
天
の
度
数
、
四
海
の
広
狡
、

宇
宙
の
距
離
、
す
べ
て
幾
里
な
る
か
。
上
は
何
れ
に
極
ま
り
、
下
は
何
れ
に
拠
る
か
。
そ
の
転
動
は
、
誰
の

推
引
す
る
と
こ
ろ
か
。
日
月
の
遅
速
、
九
道（
月
の
軌
道
に

九
つ
あ
り

）の
乗
る
所
、
昏
明
長
短
、
七
星（
星
宿

の
名
）の
迭
正
、

五
緯（
木
火
土
金

水
の
五
星
）の
盈
縮
、冠

じ
　珥（
日
蝕
又
は
雲
気
の
状
況
に

し
て
周
礼
祇
祲
氏
に
見
ゆ
）薄
蝕
、四
七
の
凌
犯（
四
七
は
二
十

八
宿
な
り

）ほ
う
き
ぼ
し

彗
孛
の
出
づ
る

所
、
気
矢
の
異（
下
文
に
尤
矢
と
あ
り
、
皆
不
明
、
漢
の
天

文
志
に
枉
矢
と
あ
り
、
そ
の
類
な
ら
ん

）慶
星
、
老
人
星
の
吉
祥
、
北
辰
の
動
か
ざ
る
こ
と
、
土

星
の
独
り
東
す
る
こ
と（
土
星
の
東
行
は
淮

の
修
務
訓
に
見
ゆ
）羲
和
は

ほ
か
か
げ

外
景
あ
り
て
熱
す
る
こ
と
、

つ
　
き
　

望
舒
は
内

て
　鋻

ら
し
て
寒
き

こ
と（
日
月
の
こ
と
は
淮

の
天
文
訓
を
見
よ
）あ

ま
の
か
は

天
漢
は
上
に
在
り
な
が
ら
、水
と
同
じ
く
潤
下
の
性
あ
り
、海
潮
の
往
来
に
は
、大
小

の
変
あ
り
、五
言
六
属
は
喜
怒
の
情
を
占
し（
漢
の
翼
奉

伝
を
見
よ
）雲
の
動
き
又
た
気
の
起
り
は
、吉
凶
のし

る
し候を

含
み
、ざ

ん攙

槍（
史
の
天

官
書

）尤
矢（
不明
）旬
始（
史
記
の

天
官
書
）天
鋒
、格
沢
、四
鎮
五
残
、天
狗
、帰
邪（
以
上
六
星
は

晋
天
文
志

）な
ど
の
諸
星
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は
、事
の
成
敗
を
示
す
は
、何
の
故
ぞ
や
。
す
べ
て
こ
れ
等
の
事
は
、易
に
明
か
な
る
人
も
知
る
能
は
ざ
る
な
り
。

更
に
之
を
春
秋
四
部（
魏
の
苟
勗
が
、
あ
ら
ゆ
る
書
物
を
、
甲
乙
丙
丁
の
四

部
に
分
類
し
た
る
こ
と
、
隋
書
の
経
籍
志
に
見
ゆ

）詩
書
三
礼
の
大
家
に
問
ふ
も
、
皆
な
又
た

之
に
対
ふ
る
者
な
し
。
皆
な
曰
く
、此
れ
悉
く
正
経
の
載
せ
ざ
る
所
に
し
て
、唯
だ

ふ
　
か
ん

巫
咸（
殷
の
天
文
家
、
晋

の
天
文
志
に
見
ゆ
）甘

公（
漢
代
の
天
文
家
、

同
上
に
見
ゆ

）石
申（
魏
の
天
文
家
、
晋

の
天
文
志
に
見
ゆ
）海
中（
不明
）郗
萌（
漢
の
天
文
家
に
し
て

晋
書
天
文
志
に
見
ゆ
）七
曜
記
に
詳
記
す
る
の
み
と
。

余
れ
将
に
之
に
問
は
ん
と
す
、
こ
の
六
家
の
書
は（
六
家
は
巫
咸
以
下
の
こ
と
な

ら
ん
も
そ
の
示
す
所
不
明

）是
れ
経
典
の
教
た
る
か
。
彼
れ

将
に
非
な
り
と
曰
は
ん
。
余
れ
又
た
曰
く
、甘
石
の
従
は
、聖
人
た
る
か
。
彼
も
亦
た
非
な
り
と
曰
は
ん
。
然

ら
ば
人
は
老
よ
り
死
に
至
る
ま
で
天
地
の
間
に
生
息
し
、
そ
の
理
を
五
経
に
求
む
る
も
之
れ
な
く
、
周
孔
に

索
む
る
も
得
ず
、
夫
れ
天
地
は
至
大
に
し
て
目
を
挙
ぐ
れ
ば
、
何
人
も
之
を
見
る
こ
と
を
得
、
然
る
に
猶
ほ

之
を
明
か
す
能
は
ず
、
況
ん
や
玄
の
玄
、
妙
の
妙
な
る
者
に
於
て
を
や
。

復
た
俗
人
に
問
ふ
て
曰
く
、そ
れ
乗
雲
蠒
産
の
国（
不明
）肝
心
の
二
臓
朽
ち
ざ
る
の
民（
博
の

二

）巣
居
穴
処
。
独

目（
山
の

八

）三
首（
山
の

十
一
）鳥
爪（
一
本
「
馬

間
」に
作
る
）狗
蹄（
以
上
二
国
の

出
典
不
明

）長
ひ
　臂（
山
の

六

）交
股（
同上
）黄
池（
同
上
の
七

の
郭
註

）無

男（
同
上
に
見
ゆ

る
女
子
国

）穿
胸（
同
上

の
六
）旁
口（
同
上
の
七

に
見
ゆ

）な
ど
の
諸
国
。
又

り
ん
く
ん

廩
君
は
石
を
起
し
て
土
船
を

う
か汎

べ（
後
の
南

蜜
西
南

夷伝
）し

や
い
つ

沙
壱
は
木
に
觸
れ
て
群
竜
を
生
じ（
同上
）女

く
わ媧

は
地
よ
り
出
で（
淮
の
覧
冥
訓
に
女
媧
が
五
色
の
石
を
錬
り
て
天
を
補
ひ
し
こ

と
風
俗
通
に
女
媧
が
泥
土
を
か
た
め
て
人
を
為
り
し
こ
と

見
ゆ
る
も
、女
媧
が
地
よ
り
出

で
た
る
こ
と
の
出
典
は
不
明
）と

　
う
　

杜
宇
は
天
よ
り

お
　堕

ち
、（
太
の
八
八
八
の
蜀
王
本
紀
に
よ
る
に
蜀
王
の
祖

先
杜
宇
と
い
ふ
者
天
よ
り
降
り
し
こ
と
見
ゆ

）へ
き甓

は
飛
び
、犬
は
言
ひ
、

山
は

う
つ徒

り
、社
は
移
る（
皆
妖
怪
変

化
の
事

）周
の
穆
王
の
時
、南
征
の
際
、三
軍
の
衆
、一
朝
盡
く
化
し
、君
子
は

さ
る猨

と
な
り

鶴
と
な
り
、小
人
は
虫
と
な
り
砂
と
な
り（
太
の
六
九

一
に
よ
る
）女

ち
う丑

は
枯
に
倚
り（
山
の

七

）じ
　
ふ
　

貳
負
はく

び
か
せ

桎
を
抱
く（
同
上
の

十
一

）
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寄
居
の
虫
は

か
ふ甲

を
す
　委

て
肉
を
歩
ま
し
む（
本
の
四

十
六

）両
頭
の
蛇
はゆ

み
ず
る

弦
の
変
化
た
り（
本
の
四
十

三
を
見
よ
）焼
け
ざ
る
木
、あ

つ熱

か
ら
ざ
る
火
、昌
蜀
の
禽（
山
の
一
に
、
鹿
蜀
の
獣

あ
り
昌
或
は
鹿
の
誤
か
）無
目
の
獣
、無
身
の
頭
、無
首
の
体（
太
の
七
九
七
に

無
首
民
あ
り

）精
衛
の

鳥
は
海
を

う
づ填

め（
山
の
三

に
見
ゆ
）交
譲
の
木
はた

が
ひ逓に

生
じ（
太
の
九
六

一
を
見
よ
）火
浣
の
布（
前
に

出
づ
）切
玉
の
刀（
拾
遺
記

に
見
ゆ
）炎
昧

ひ
か
り烈を

吐
き
、磨
泥
水
を

こ
　漉

す
、こ

く
わ
ん

枯
灌（
山
海
経
の

三
に
見
よ
）形
を
化
し
、山
前
にひ

ざ
ま跟づ

き（
不明
）石
修
の
九
首（
不明
）畢

方
の
人
面
、
少
千
の
伯
率
を
劾
す
る
こ
と（
捜
神
記
の
一
に
魯
少
千
の

名
あ
る
も
此
の
事
実
不
明
）聖
卿
の
粛
霜
を
役
す
る
こ
と（
太
の
八
八
三
引

証
の
幽
明
録
を

見よ
）西
羗
は
唐
景
を
以
て
興
り（
後
漢
の
一
一
七
下
羌
無
弋

に
よ
る
に
唐
は
虎
の
誤
か
）鮮
卑
は
乗

べ
つ鼈

以
て
強
し（
後
漢
の
東
夷

伝
を
見
よ

）林
邑
は
神
録
を

以
て
王
た
り（
晋
の
九
七
を
見
よ

録
は
霊
の
誤
か

）庸
蜀
は
流
尸
を
以
て
帝
た
り（
太
の
八
八
八
の
蜀
王
本
紀
に
鼈
霊
と
い
ふ
者
の
尸
体

流
れ
て
蜀
に
至
り
蘇
生
し
て
王
と
な
り
し
こ
と
見
ゆ
）塩

神
は

か嬰ゝ
り
来
り
て
虫
飛
び（
後
漢
の
南
蛮
西

夷
伝
を
見
よ

）縦
目
の
世
変
は
荊

し
う岫

に
於
て
す（
縦
目
は
屈
原
の
大
招
、
華
陽
国
志
巻
三
及

び
漢
書
天
文
志
に
見
ゆ
る
所
の
人
怪
な
る

も
文
意

不
明
　
）五
丁
は
蛇
を
引
い
て
峻
山
を
傾
け（
太
の
五
二

を
見
よ

）肉
甚
は
翅
を
三
海
に
振
ふ（
不明
）金
簡
玉
字
は
禹
井
の

側
に
発
し（
拾
遺
記
巻

二
に
見
ゆ
）正
機
平
衡
は
合
石
の
中
に
割
か
る（
本
書
の
第
十

二
を
見
よ

）凡
べ
て
こ
れ
等
の
奇
事
は
、
千
を
以

て
か
ず数

ふ
、皆
な
五
経
の
載
せ
ざ
る
所
、周
孔
の
説
か
ざ
る
所
な
れ
ば
、こ
の
物
な
し
と
い
ふ
を
得
べ
き
か
。
南

人
よ
く
全
身
を
柱
に
入
れ
て
単
に
そ
の
耳
を
出
し（
不明
）烈
禦
冠
は

ひ
じ肘

に
盃
水
を
置
き
て
、ゆ

み
づ
る

弦
を

ひ控
く
も

こ
ぼ覆

れ

ず（
列
の
黄
帝

篇
に
見
ゆ
）伯

こ
ん昏

は
億
仭
の
深
き
に
臨
み
てか

ゝ
と踵をつ
ま
だ企て

ゝ
驚
か
ず（
同上
）呂
梁
の
激
流
に
游
ぐ
こ
と
魚
鼈
に

勝
る
者
あ
り（
同上
）宋
人
の
彫
刻
し
た
る
楮
葉
は
殆
ん
ど
真
に
迫
り（
列
の
説
符

を
見
よ

）公
輸
は
木
製
の
鳶
を
空
に
飛

ば
し
、離
朱
は
毫
芒
の
微
を
百
歩
の
外
に
見
る
、も

う
ほ
ん

孟
賁
、う

く
わ
く

烏
獲
は

ち
か
ら

膂
力
を
以
て
万

き
ん鈞

を
動
か
し
、越
人（
扁
鵲

の
字
）

は
鍼
に
て
病
を

は
か揣

り
、
死
人
を
蘇
生
せ
し
め
、
竪
亥
は
一
歩
す
れ
ば
、
千
人
の
足
跡
を
超
過
し
、（
山
の
九

に
見
ゆ
）
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匠
石
は
、
郢
人
の
鼻
端
に
薄
す
く
塗
ら
れ
た
る
粘
土
を
削
り
て
、
之
を
傷
つ
け
ず（
荘
の
徐
無

鬼
に
見
ゆ
）仲
都
は
裸
体

を
以
て
、
寒
天
に
耐
ふ（
神
に

見
ゆ
）此
れ
皆
周
孔
の
為
さ
ゞ
る
所
な
る
も
、
こ
の
事
実
な
し
と
す
べ
き
か
。
蓋
し

聖
人
と
雖
も
能
は
ざ
る
所
あ
れ
ば
、
仙
た
ら
ざ
る
を
怪
む
を
要
せ
ず
、
又
た
仙
た
ら
ず
と
も
其
の
聖
人
た
る

を
妨
げ
ざ
る
な
り
。
聖
人
と
雖
も

た
ま
〳
〵

偶
々
聞（
原
文
「
間
」
に
作

る
疑
ら
く
は
誤

）か
ざ
る
こ
と
あ
れ
は
、
何
ぞ
攻
撃
非
難
を
な
す

に
足
ら
ん
や
。
聖
人
の
道
は
、
去
留
を
同
じ
く
し
て
、
自
然
に
任
じ
、
其
の
身
を
私
せ
ず
、
そ
の
生
を
営
ま

ず
、
存
亡
を
天
に
委
せ
、
長
短
を
命
に

ま
か委

す
、
故
に
仙
を
学
ば
ざ
る
も
亦
た
何
ぞ
怪
ま
ん
や
、
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抱
朴
子
内
篇
巻
九
　
道
意（
仙
道
の

意
義

）

抱
朴
子
曰
く
、

道
は
乾
を

ひ
た涵

し
坤
を

く括ゝ
り
、
そ
の
本
は
名
づ
く
べ
か
ら
ず
。
若
し
無
と
謂
は
ゞ
、
影
響
の
徴
も
其
の
有
を

証
す
る
に
足
り
、
若
し
有
と
謂
は
ゞ
、
万
物
の
多
き
も
、
そ
の
無
を
示
す
べ
し
。

れ
い
し
ゆ

隷
首
の
如
き
算
数
の
大
家

も
、
そ
の
多
少
を
計
る
能
は
ず
、
離
朱
の
如
き
明
目
の
、
人
も
其
の
髣
髴
を
察
す
る
能
は
ず
。
窈
冥
の
中
に

あ
れ
ば
、
呉
の
季
札
、
晋
の
師
曠
の
如
き
聴
力
の
鋭
き
人
も
、
其
の
音
声
を
尋
ぬ
る
能
は
ず
、
宇
宙
の
外
に

見
は
る
れ
ば
、ぶ

　
　
　
た
　

猖周
狶
猖歩

い
の
し
し

猪（
疾
足
の
ぶ
た
ゐ
の
し
ゝ
と

い
う
意
な
ら
ん
も
不
明

）の
疾
走
も
、そ
のき

ざ
し兆を
あ
と跡

つ
く
る
能
は
ず
。

け
　
す
ぢ

秋
毫
ほ
ど

の
こ
ま細

か
き
と
こ
ろ
に
も
、
水
も
漏
ら
さ
ずあ

ま
ね周く

行
き
わ
た
れ
ば
、
至
り
て
近
し
と
い
ふ
べ
く
、
太
虚
を

ま
と
め
　

弥
綸

て
、な
ほ
餘
地
あ
れ
ば
、遠
し
と
い
ふ
べ
し
。
あ
ら
ゆ
る
声
響
の
中
の
、唯
一
の
声
響
に
し
て
、凡
べ
て
の
形

影
の
中
の
、
唯
一
の
形
影
な
り
。
方
円
も
之
に
よ
り
て
、
動
静
の
状
を
示
し
、
昇
降
も
之
を
ま
つ
て
、
俯
仰

のか
た
ち容を
あ
ら見

は
す
。
之
を
名
づ
け
て
道
と
い
ふ
は
、
既
に
そ
の
真
相
を
失
ふ
、
況
ん
や
復
た
千
百
に
分
ち
、
億

万
に

わ
か析

ち
て
、
こ
ざ
〳
〵
し
き
名
称
を
与
ふ
る
を
や
。
そ
の
道
を
距
る
こ
と
益
す
遼
遠
な
ら
ず
や
。
俗
人
は

太
初
の
本
を
識
る
能
は
ず
し
て
、
み
だ
れ
た
る
末
流
を
修
む
る
は
、
愚
の
至
り
な
り
。
そ
れ
淡
黙

て
ん
ゆ
　

恬
愉
、
染

ま
ず
移
ら
ず
、
そ
の
心
を
養
ふ
に
無
欲
を
以
て
し
、
そ
の
神
をや

し
な頤ふ

に
粋
素
を
以
て
し
、
外
界
の
誘
惑
を

は
ら掃

ひ
滌
う
て
、
之
を
正
し
き
に
帰
し
、
求
め
難
き
者
を
求
め
ず
し
て
、
真
をそ

こ
な害ふ

のわ
づ
ら
ひ

累
を

と
ほ遠

ざ
け
、
喜
怒
の
邪
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を
薄
ん
じ
て
、
愛
悪
のい

と
ぐ
ち

端
を
減
ず
れ
ば
、
福
を
請
は
ざ
る
も
福
来
り
、
禍
を

は
ら禳

は
ざ
る
も
禍
去
ら
ん
。
何
と

な
れ
ば
命
運
は
中
に
あ
り
て
、
外
に

か繋ゝ
ら
ず
、
道
は
こ
ゝ
に
存
し
て
、
彼
に

ま
　俟

つ
な
け
れ
ば
な
り
。
患
ふ
べ

き
こ
と
は
、
凡
夫
、
真
を
守
る
能
は
ず
、
一
身
を

し
め
く
く

撿
括
り
て
、
欲
望
を

ふ
さ杜

ぎ
と
ど遏

め
ず
、
嗜
好
に
心
を

う
ご揺

か
さ

る
ゝ
を

こ
の愛

み
、
名
利
に
馳
せ
、
流
遁
昏
迷
し
て
反
る
を
知
ら
ず
、
情
は
物
に
感
じ
て
外
に
起
り
、
智
は
事
に

接
し
て
旁
に
溢
る
、
欲
望
に
牽
か
れ
て
、
天
理

お
　自

ら
滅
し
、
見
聞
に
惑
う
て
、
純
一
ま
た
移
る
。
心
は
制
御

を
奢
侈
玩
好
に
受
け
、た

ま
し
ひ

神
は
欲
海
の
波
蕩
に
濁
乱
す
。
是
に
於
て
傾
覆
の
災
あ
り
、

す
く振

は
れ
ざ
る
の
禍
あ
り
。

而
る
に
徒
ら
に

こ
　肥

え
た
る

に
く腯

を
烹
宰
し
、あ

ま
き
さ
け

醪
醴
を
湯
水
の
如
く

そ沃ゝ
ぎ
飲
み
、
鐘
を
鳴
し
鼓
を

た敲ゝ
き
、
謳
歌
踴

躍
す
。
此
の
如
く
に
し
て
鬼
神
に
拝
伏
し
、
明
師
に

ぬ
か
づ
　

稽
顙
き
、
閑
室
に
坐
し
て
一
時
の
静
慮
を
守
り
、
必
ず

福
を
得
ん
こ
と
を

ね
が冀

へ
、
死
に
至
る
ま
で
、
悟
ら
ざ
る
は
、
亦
た
哀
し
か
ら
ず
や
。

若
し

た
ま
し
い

精
霊
は
、う

る
さ
き
こ
と

煩
擾
に
困
し
め
ら
れ
、
身
体
を
営
衞
す
べ
き
精
力
は
、
日
々
の
雑
役
に
消
費
せ
ら
れ
、
形

気
を

い
　煎

り
あ
ぶ熬

り
、
天
賦
の
和
気
を

け
　
ず
　

刻
削
る
。
労
動
逸
楽
、
竝
び
に
過
度
に
流
れ
な
が
ら
、
首
を
地
に

た
た叩

い
て
、

寿
命
の

な
が永

か
ら
ん
こ
と
を
請
ひ
、病
す
で
にか

う
く
わ
う

膏
肓
に
入
り
な
が
ら
、祭
祷
し
て
そ
の

い
　痊

え
ん
こ
と
を
求
め
、風

を
お
か冒

し
湿
地
に
臥
し
な
が
ら
、
罪
を

か
　
み
　

霊
祇
に
謝
し
、
飲
食
節
を
失
ひ
な
が
ら
、
禍
を

き
　
み
　

鬼
魅
に

ゆ
だ委

ぬ
、

さ
い
じ
　

蕞
爾
た

る
こ
の
小
体
に
し
て
、

み
　自

ら
こ
　茲

の
憂
を

の
こ胎

す
。
天
地
神
明
も
何
ぞ
よ
く

す
く済

は
ん
、
犠
牲
を
つ
く
し
て
之
を
祭

る
と
も
、
何
の
補
か
あ
ら
ん
や
。
そ
れ
福
はす

う
き
ょ
う

足
恭（
恭
敬
を
盡
し
て
媚
ぶ
る

こ
と
。
論
語
に
見
ゆ
。
）に
よ
り
て
求
め
ら
れ
ず
、ま

つ
り
　

禋
祀
に
よ

り
て

は
ら禳

は
れ
ず
。
若
し
命
は
鄭
重
な
る
祈
祷
に
よ
り
て
、
之
を
延
ば
す
べ
く
、
疾
は
豊
富
な
る
祭
祀
に
よ
り
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て
、
之
を
除
く
を
得
べ
く
ん
ば
、
富
家
は
皆
な
長
久
な
る
べ
く
、
貴
人
は
悉
く
疾
病
な
か
る
べ
し
。

そ
れ
神
は
同
族
に
非
る
者
の
祭
を

う
　歆

け
ず
、
鬼
は
淫
祀
を

う
　享

け
ず
、め

し
つ
か
ひ

卑
隷
の
巷
に
は
、

き
ん
こ
ん

金
根
の
車（
天
子
の

馬
車
に

し
て
後
漢
書
の

輿
服
志
に
見
ゆ
）を
飾
る
能
は
ず
、布
衣
の
門
に
は
、六

ひ
　轡

の
車
駕
を
動
か
す
能
は
ず
。
同
じ
く
人
類
た
る
も
、尊

卑
の
懸
絶
す
る
こ
と
此
の
如
し
、
況
ん
や
天
神
に
於
て
は
、
人
類
と
全
く
異
な
る
こ
と
、

は
る
か
　

緬
邈
に
し
て
、
其

の
清
浄
高
貴
な
る
こ
と
、
こ
の
上
も
な
し
。
鼠
の
臭
に
似
た
る
酒
、
凡
民
の
屈
身
低
頭
な
ど
に
て
、

た
や
す
　

容
易
く

感
動
せ
ら
れ
、

あ
ま
く
だ

天
降
る
べ
き
に
非
る
は
明
か
な
り
。
そ
れ
不
忠
不
孝
は
、
罪
の
大
悪
に
し
て
、
之
を
犯
す
者

は
、
千
金
の
賂
、
太
牢
の

せ
ん饌

を
積
み
、

よ
き
な
　

令
名
を
明
主
に
求
め
、

と
が
め
　

愆
責
を
邦
家
に

と
　釈

か
ん
と
す
る
も
得
べ
か
ら

ず
。
人
を
以
て
人
を

ゆ
る釈

さ
ん
と
す
る
も
、
其
のお

こ
な行は

れ
ざ
る
こ
と
此
の
如
し
、
況
ん
や
年
寿
は
令
名
よ
り
獲

が
た
く
、
篤
疾
は

と
が
め
　

愆
責
よ
り
除
き
が
た
し
。
鬼
神
は
人
と
倫
を
異
に
し
て
、
正
直
を
愛
す
る
者
な
れ
ば
、
其

の
曲
げ
て
天
祐
を
冀
ふ
も
、
豈
に
行
は
る
ゝ
こ
と
あ
ら
ん
や
。

そ
れ

ざ
ん
と
く

慙
徳
の
主
、は

ぢ詬
を
忍
ぶ
の
臣
も
、猶
を
能
く
貨
財
を

ま
　須

た
ず
し
て
善
を
賞
し
、私
情
に
任
せ
ず
し
て
悪
を

罰
し
、必
ず
や

き
そ
く
　

縄
墨
を
守
り
、不
偏
不
党
の
政
を
執
る
べ
し
。
鬼
神
の
心
は
之
に
過
ぐ
る
こ
と
遠
し
、巧
言
賄
賂

を
以
て
求
む
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、断
じ
で
知
る
べ
し
。
さ
れ
ば
楚
の
霊
王
は

み
　自

ら
巫
靡
と
な
り
て
犠
牲
を
授
く

る
も（
一
本
に
受
と
あ
り

授
受
古
字
通
用

）呉
国
の
征
討
を
免
る
ゝ
能
は
ず（
霊
王
の
鬼
神
を
好
み
た
る
こ
と
不
明
但
し
左
の
昭
公
十
一
年
に
隠

太
子
を
殺
し
て
岡
山
の
神
を
祭
る
こ
と
あ
り
或
は
之
を
い
う
か

）

漢
の
広
陵
王
は
、敬
ん
で

り
　
し
ゆ

李
須（
人名
）を

ま
　待

ち
府
庫
の
財
を
傾
け

つ
く竭

す
も
、叛
逆
の
誅
を
救
う
能
は
ず（
漢
の
武
五
子

伝
を
見
よ

）

孝
武
は
尤
も
鬼
神
を
信
じ
て
、
祭
祝
は
礼
典
に
洩
れ
た
る
神
社
ま
で
に
、あ

ま
ね普く

及
び
た
れ
ど
も
、

ご
　
さ
く

五
柞
宮
の
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崩
殂
を
免
る
ゝ
能
は
ず（
同
上
の
孝
武

本
紀
を
見
よ
）孫
主
は
華
嚮
を
優
待
す
る
に
、王
爵
を
以
て
せ
し
も
命
を
延
ば
す
能
は

ざ
る
な
り
。
玉
帛
の
豊
多
な
ら
ざ
る
に
非
ず
、
之
を
敬
信
す
る
こ
と
、ま

こ
と款に

し
て
重
か
ら
ざ
る
に
非
ず
、
而

る
に
丘
山
の
損
あ
り
て
、
毫
釐
の
益
な
き
は
、
豈
に
之
を
近
き
に
失
う
て
、
之
を
遠
き
に
求
め
た
る
に
非
ず

や
。
第
五
公
は
妖
道
を
誅
除
し
て
寿
に
し
て
且
つ
貴
く（
後
の
第
五
倫

伝
を
見
よ

）宋
盧
江
は
山
祭
を
罷
め
て
福
禄
永
く
続

き（
後
の
宋
均

伝
を
見
よ
）文
翁
は

み
ず
た
ま

水
霊
の
廟
を
破
り
て
身
吉
に
民
安
く（
前
の
循
吏

伝
を
見
よ
）魏
の
武
帝
は
淫
祀
の
俗
を
禁
じ
て
大

慶
来
り

い
た仮

る（
三
の
文
帝
本
紀
に
淫
祀
を
禁
ず
る

こ
と
見
ゆ
然
ら
ば
武
は
文
の
誤
か
）前
事
のい

つ
わ
り

妄
な
ら
ざ
る
は
、
将
来
のか

ゞ
み鑒な

り
。

か
ん
ば馨し

き
明
徳
あ
り
て
、
憂
な
き
も
の
はい

の
ち
な
が

寿
し
。
心
身
を

を
し嗇

み
重
ん
ず
れ
ば
、わ

か
じ
に

夭
死
せ
ず
と
も
、
妄
り
に
用

ふ
れ
ば
早
く
老
す
、
こ
れ
自
然
の
理
に
し
て
、
外
物
何
を
か
為
さ
ん
。
若
し
之
を
養
う
て
和
を
失
ひ
、
之
を

伐
り
て

ゆ
る解

め
ず
、百
病
隙
に
縁
り
て
結
び
、栄
養
竭
き
て
悟
ら
ざ
れ
ば
、太
牢
の
牲
も
、何
ぞ
能
く
之
を

す
く済

は

ん
や
。
俗
人
の
説
く
所
は
、
皆
妖
偽
転
々
し
て
、
人
をた

ぶ
ら誑か

し
、
久
し
く
し
て
弥
々
甚
し
。
既
に
病
を
療
す

る
の
術
を
修
む
る
能
は
ず
、
又
そ
の
迷
心
を

さ
ま醒

す
能
は
ず
、
薬
石
の
救
を
務
め
ず
し
て
、
唯
だ
祝
祭
のあ

や
ま
り

謬
を

専
に
し
、
祈
祷
や
む
な
く
、
ト
に
問
う
て
倦
ま
ず
、
是
に
於
て
巫
祝
の
小
人
は
、
妄
り
に
禍

す
う崇

を
説
き
、
苟

く
も
疾
病
危
急
あ
る
を
聞
け
ば
、
百
方
祈
祷
を
勧
め
て
、
損
費

は
か訾

ら
れ
ず
。
富
室
は
そ
の

た
く
は
へ

財
儲
を

つ
く竭

し
、
貧

人
は
高
利
を
貸
り
田
宅
を

さ
　割

き
て
、
盡
る
に

い
た訖

り
、
財
貨
の

は
こ
ひ
つ

筐
櫃
を

さ
か倒

さ
ま
に
な
す
も
、
な
ほ
足
ら
ざ
る
な

り
。
或
は
偶
然
に

お
　自

ら
い
　差

ゆ
る
こ
と
あ
れ
ば
、神
のた

ま
も賜を

受
く
と
い
ひ
、若
し
死
亡
す
れ
ば
、赦
さ
れ
ず
と
い

ふ
。
幸
に
万
一
活
く
と
も
、
財
産
は

つ
　窮

罄
き
て
、
遂
に
饑
寒
凍
餓
に
死
す
。
或
は
起
つ
て

お
ひ
は
ぎ

劫
剽
を
な
し
、
或



120

は
お
し
こ
み

穿
窬
し
て
不
義
の
富
をむ

さ
ぼ貧り

、
身
を

ほ
こ鋒
さ
き鏑

の
は
し端

にう
し
な喪い

、
お
の己

れ
を
醜
悪
の
刑
に
陥
る
ゝ
は
、
皆
な
之
に

よ
　由

る
な
り
。
或
は
家
財
穀
帛
、
盡
く
祭
祀
の
費
用
に
盡
き
、
又
は
貧
濁
の

み
こ巫

に
し
ぼ絞

ら
れ
、
死
す
る
時
に
は
、
棺

槨
をあ

が
な購ふ

のあ
た
ひ値も

な
く
、
死
者
に

き
　衣

す
る

ふ
す
ま
　

衣
衾
も
な
く
、
尸
朽
ち
て
虫
流
る
ゝ
に
至
る
、ま

こ
と良に
い
た悼

む
べ
き
な

り
。
愚
民
の
迷
、
こ
ゝ
に
至
る
か
な
。

淫
祀
妖
邪
は
、
礼
律
の
禁
ず
る
所
な
り
。
然
る
に
凡
夫
は
、
終
に

さ
と悟

す
べ
か
ら
ず
。
惟
だ
王
者
は
、
宜
し

く
法
制
を

き
び峻

し
く
し
、苟
く
も
犯
す
者
は
軽
重
と
な
く
、之
を
死
罪
に
処
し
、巫
祝
を
止
め
ざ
る
者
を
ば
、懸

賞
も
て

さ
が捜

し
捕
へ
、
之
を
刑
し
て
赦
す
な
く
、
そ
の
尸
を
市
路
に

さ
ら肆

す
と
き
は
、
暫
く
に
し
て
必
ず

や
　息

む
べ

し
。
是
れ
百
姓
凍
飢
の
源
を

ふ
せ杜

ぎ
、
盗
賊
のき

ざ
し萠を

塞
ぐ
所
以
に
し
て
、
決
し
て
小
恵
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
。

さ
き曩

に
は
張
角
、
柳
根
、
王

き
ん歆

、
李
申
の
徒
あ
り
、
或
は
千
歳
の
寿
を
得
た
り
と
称
し
て
、
小
術
に
仮
托
し
、
己

が
一
身
を
自
由
に
隠
見
せ
し
め
、
さ
ま
〴
〵
の
姿
に
か
へ
て
、
百
姓
を
惑
は
し
、
愚
人
を
糾
合
す
、
そ
の
目

的
は
、
延
年
益
寿
を
務
む
る
に
も
非
ら
ず
、
又
た
、
消
災
治
病
を
業
と
な
す
に
も
非
ら
ず
。
遂
に
姦
党
を
招

集
し
、
逆
乱
を
称
合
し
、
久
し
か
ら
ず
し
て
、
そ
の
罪
に
伏
せ
し
も
、
そ
の
禍
は
良
民
を

ほ
ろ
ぼ
　

残
滅
し
、
百
姓
を

あ
ざ
む
　

欺
誘
き
、
以
て
財
利
を

は
か規

り
、
銭
帛
山
積
し
て
、
富
は
王
候
に

こ
　踰

え
、
奢
侈
放
縦
、
金
衣
玉
食
す
。
妓
妾
は

堂
に

み
　盈

ち
て
、
管
弦
は
列
を
な
し
、
刺
客
死
士
も
、
之
が
為
に
力
を
致
し
、
威
は
邦
君
を
傾
け
て
、
勢
は
有

司
を
凌
ぎ
、
亡
命
逋
逃
の
悪
人
は
、
之
を
唯
一
の
巣
窟
と
な
す
に
至
る
。
こ
れ
皆
な
官
の
糾
治
せ
ざ
る
た
め
、

こ
の
患
に

い
た臻

り
し
者
な
り
。
そ
の
原
因
を

た
ず原

ぬ
れ
ば
、
転
た
歎
息
す
べ
し
。
吾
徒
匹
夫
な
れ
ば
、
こ
の
理
を
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知
る
も
、
そ
の
位
に
非
れ
ば
、
ま
た
之
を
如
何
と
も
す
る
能
は
ず
。
官
長
は
そ
の
神
慮
な
る
を
疑
う
、
故
に

之
を
禁
ず
れ
ば
、

た
ゝ
り
　

禍
祟
あ
る
を
恐
る
。
た
と
ひ
そ
の
志
あ
る
者
も
、
明
か
に
そ
の
奸
悪
を
察
知
す
る
能
は
ず
。

且
つ
又
た
糾
治
の
事
は
、
在
職
の
要
務
に
も
あ
ら
ず
、
又
た
功
績
の
上
下
に
関
す
る
事
に
も
あ
ら
ず
、
之
に

加
う
る
に
、
愚
妻
頑
子
の
篤
信
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
左
右
の
小
人
も
、
皆
な
之
を

と阻ゞ
む
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
。

本
と
〳
〵
そ
の
人
に
確
固
た
る
決
心
な
く
し
て
、
之
に
加
ふ
る
に
、
諌
め

お
ど怖

す
者
異
口
同
音
な
れ
ば
、

お
　自

ら

疑
惑
も
起
り
て
、

つ
ひ竟

に
之
を
実
行
す
る
者
な
く
、
人
を
し
て
腕
を

や
く扼

し
憤
を
発
せ
し
む
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。

余
が
親
し
く

し
　識

る
所
の
数
人
は
、
生
涯
遂
に
神
明
に
奉
祭
せ
ざ
り
し
も
、
身
は
長
寿
を

う
　亨

け
、
名
位

ぎ
　
ぎ
　

巍
巍
と

し
て
高
く
、
子
孫
繁
昌
し
て
富
貴
な
り
。
余
と
雖
も
ま
た
之
を
事
と
す
る
な
く
、
唯
だ
四
時
に
先
祖
を
祀
る

の
み
。
曾
つ
て
遊
歴
せ
し
所
は
、
水
陸
万
里
に
し
て
、
道
側
の
神
廟
も
百
を
以
て
計
ふ
、
而
る
に
往
還
経
過

の
際
、
一
回
も
之
に

た
ち
よ
　

立
寄
る
こ
と
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
車
馬
に
は
傾
覆
の
変
な
く
、
水
に
は
風
波
の
異
な
し
、

屡
え々
き
れ
い

疫
癘
に
あ
ひ
し
も
、
常
に
薬
物
の
力
を
得
、

し
き頻

り
に
矢
石
を

お
か冒

し
ゝ
も
、
幸
に
傷
刺
の
患
な
し
。
故
に

益
す
鬼
神
の
能
く
為
す
な
き
を
知
る
。
又も

ろ
〳諸〵

の
妖
道
百
餘
種
あ
り
、
皆
な
生
を
殺
し
て
血
食
す
。
独
り
李
家

道
と
い
ふ
者
あ
り
、
そ
の
所
為
は
少
し
く
異
な
り
、
生
を

ほ
ふ屠

り
肉
を
宰
せ
ざ
る
も
、
毎
に
無
数
の
福
食
を
鬼

神
に
供
し
て
、
精
鮮
の
物
を
買
は
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
使
役
も
亦
た
数
十
人
な
れ
ば
、く

り
や厨の

費
用
も
随
つ
て

多
し
、
故
に
清
浄
簡
易
と
い
ふ
能
は
ず
、
こ
れ
ま
た
同
じ
く
禁
絶
す
べ
き
も
の
な
り
。

或
る
人
、
問
う
て
曰
く
、
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李
氏
の
道
は
、い

ず
れ何の

時
に
起
り
し
か
。

余
答
へ
て
曰
く
、

呉
の
大
帝
孫
権
の
時
、
蜀
に

り
　
あ
　

李
阿
と
い
ふ
者
あ
り
、
穴
居
し
て
食
は
ざ
る
こ
と
、
世
々
の
人
にあ

ま
ね普く

知
ら

れ
、
八
百
歳
公
と
号
す
、
往
々
事
を
問
ふ
者
あ
る
も
、
阿
は
之
に
答
へ
ず
、
人
は
唯
だ
阿
の
顔
色
に
よ
り
て
、

之
を
占
断
す
る
の
み
。
阿
の
顔
色
欣
然
た
る
時
は
、
皆
な
吉
に
し
て
、
惨
み

う
れ威

ふ
る
と
き
は
、
皆
な
凶
な
り
、

笑
を
含
ま
ば
大
慶
あ
り
、す

こ微
し
く
歎
ず
れ
ば
深
憂
あ
り
、未
だ
曾
つ
て
一
失
な
し
。
後
俄
か
に
去
り
て
、あ

り
か
　

所
在

を
知
ら
ず（
神
に
李
阿
李
八
百

二
人
の
伝
あ
り

）李
寛
と
い
ふ
者
あ
り
、
呉
に
到
り
て
蜀
の
言
語
を
使
用
す
、
能
くま

じ
な
ひ

祝
の
水
に
て

病
を
治
す
る
に
、
頗
る
成
績
あ
り
。
こ
ゝ
に
於
て
遠
近

き
ふ翕

然
と
し
て
寛
を
ば
李
阿
と
思
ひ
こ
み
、
之
を
呼
び

て
李
八
百
と
な
す
も
、
実
は
誤
れ
り
。
公
卿
よ
り
以
下
、
そ
の
門
に
雲
集
せ
ざ
る
な
し
。
後
や
ゝ
驕
り

た
か貴

ぶ

り
て
、
常
に
人
に
遇
は
ず
、
賓
客
は
但
だ
そ
の
外
門
に
拝
し
て
退
く
の
み
、
そ
の
怪
異
此
の
如
し
。
こ
ゝ
に

於
て
賦
役
を
避
く
る
の
吏
民
等
大
凡
そ
千
餘
人
、
皆
な
寛
の
弟
子
と
な
る
。
而
し
て
そ
の
薀
奥
を
極
め
た
る

高
足
先
進
の
弟
子
も
、
そ
の
術
は
、
唯
だ
祝
水
及
び
三
部
の
護
符
、
道
引
、
日
月
行

き
　炁

の
法
に
過
ぎ
ず
し
て
、

つ
ひ了

に
治
身
の
要
、
神
薬
の
服
食
、
延
年
不
死
の
法
な
き
な
り
。
気
を
呑
み
穀
を
断
ず
る
こ
と
、
百
日
間
な
る

を
得
る
も
、
久
し
き
に
堪
へ
ず
、
こ
れ
そ
の
術
の
浅
き
こ
と
知
る
べ
し
。
余
親
し
く
寛
に
面
会
し
た
る
者
の

言
を
聞
く
に
、皆
な
云
ふ
。
衰
老
し
、起
止
ご
と
に

せ
き咳

を
な
した

め
い
き

噫
を
吐
き
、目
は

く
ら瞑

く
し
耳
は

し
　聾

ひ
、歯
は

お
　堕

ち
髪
は
白
し
、
漸
次

ぼ
ん
や
り

昏
耗
し
て
、
そ
の
子
孫
す
ら
忘
る
ゝ
こ
と
あ
り
、
凡
人
と
異
な
る
な
き
な
り
と
。
然
る
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に
世
之
を
以
て
寛
のこ

と
さ
ら

故
に
か
ゝ
る

ま
　
ね
　

真
似
し
て
、
世
人
を
欺
く
者
な
り
と
思
ふ
者
あ
る
は
、
豈
に
さ
る
こ
と
あ

ら
ん
や
。
呉
に
曾
て
大
疫
あ
り
、
死
者
半
ば
に
過
ぐ
、
寛
ま
た
之
に

か罹ゝ
る
、
乃
ち
口
を

も
の
い
み

斎
戒
に
借
り
て
、
修

道
の
廬
に
入
り
遂
に
死
す
、
而
る
に
弟
子
等
は
、
猶
ほ
之
を
以
て
形
を
化
し
尸
解（
身
体
を
も
ぬ

け
る
こ
と

）し
た
る
者
と

な
す
。
そ
れ
神
仙
の
法
の
俗
人
と
同
じ
か
ら
ず
し
て
、
そ
の
貴
き
所
以
は
、
正
に
不
老
不
死
あ
る
を
以
て
の

み
。
今
寛
は
年

つ
も積

れ
ば
老
い
、
時
到
れ
ば
死
す
、
そ
の
道
を
得
ざ
る
こ
と
、
居
然
と
し
て
知
る
べ
し
、
又
何

ぞ
疑
は
ん
や
。
若
し
仙
法
を
得
て
、
尸
解
す
べ
き
者
と
せ
ば
、
何
ぞ
一
二
百
歳
な
る
も
老
い
ず
衰
へ
ず
し
て
、

こ
の
人
間
を
去
ら
ざ
り
し
か
。
天
下
仙
道
な
き
に
非
ら
ず
、
寛
は
唯
だ
そ
の
人
に
非
る
の
み
。
余
が
こ
ゝ
に

く
は
し
く

委
曲
之
を
論
ず
る
所
以
は
、
寛
の
弟
子
千
餘
人
、
転
々
相
教
授
し
て
、
江
表
に

し
　布

き
、
皆
な
法
術
の
浅
薄
に

し
て
、
遵
守
す
る
に
足
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
、
之
に
よ
り
て
世
を

わ
た度

る
を

ね
が翼

ふ
者
あ
り
。
故
に
人
を
し
て
そ
の

偽
を

さ
と覚

り
て
、
滞
迷
を

さ
と悟

ら
し
め
ん
が

た
め為

な
り
。

そ
れ

ぜ
　是

に
似
て
非
な
る
者
、天
下
実
に
多
し
。
故
に
今
之
が
故
事
を
略
説
し
て
、後
人
の
悟
ら
ざ
る
者
に
示

さ
ん
、
昔
し
汝
南
の
人
、
田
中
に

わ
　縄
な
　罥

を
設
け
てく

じ
か麞を

補
へ
、
之
を
無
人
の
沢
中
に
置
く
。

た
ま偶

々
商
人
あ
り
、

そ
の
地
を
通
過
し
て
之
を
見
、
代
ふ
る
に
一

し
ほ
う
を

鮑
魚
を
以
て
す
。
本
主
帰
り
来
り
、
麞
の
変
じ
て
飽
魚
と
な
り

し
に
驚
き
、
之
を
怪
み
て
神
と
な
し
て
、
持
ち
帰
ら
ず
。
村
里
之
を
聞
い
て
、
因
り
て

た
め為

に
共
に
廟
屋
を
建

立
し
、
号
し
て

ほ
う
く
ん

鮑
君
と
な
す
。
転
た
之
を
奉
ず
る
者
多
くあ

か
き
は
し
ら

丹
楹
、

か
ざ
り
た
る
つ
か
は
し
ら

喪
　
　
梲
い
か
め
し
く
、
鐘
鼓
の
響
絶

え
ず
、
病
を
祈
り
て
偶
ま

い愈
ゆ
れ
ば
、
之
を
神
助
に
帰
す
、
故
に
其
地
を
経
過
す
る
者
、
皆
祀
ら
ざ
る
な
し
。
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七
八
年
の
後
、
飽
魚
の
主
人
、
廟
下
を
過
ぎ
て
、
そ
の
故
を
問
ふ
。
人

つ
ぶ具

さ
に
之
が

た
め為

に
説
く
。
主
人
乃
ち

曰
く
、
こ
は
是
れ
我
が
飽
魚
の
み
、
何
の
神
か
あ
ら
ん
と
。
こ
ゝ
に
於
て
止
む（
こ
の
話
は
風
俗
通

の
怪
神
篇
に
見
ゆ
）又
た
南
頓

の
張
助
と
い
ふ
者
、
田
を
耕
し
て

た
ま偶

々
一
李
を
得
た
り
、
之
を

す
　鋤

き
除
く
を
惜
み
て
、
持
ち
帰
ら
ん
と
欲
し
、

乃
ち

ほ
　掘

り
出
し
て
、
湿
土
も
て
そ
の
根
を

ふ
う封

じ
、
之
を
枯
桑
のく

さ
む
ら

叢
の
中
に
置
き
し
も
、
遂
に
之
を
忘
れ
た
り
。

助
は
後
ち
遠
国
の
官
吏
に
任
ぜ
ら
れ
し
が
、や
が
て
里
中
の
人
、桑
中
よ
り
忽
ち
李
を
生
じ
た
る
を
見
て
、驚

い
て
之
を
神
と
思
ふ
。
眼
病
に

か罹ゝ
り
し
者
あ
り
、桑
下
に
蔭
息
し
、い

の祈
り
て
曰
く
、李
君
、若
し
我
目
を

い
　愈

え

し
め
ば
、
謝
す
る
に
一
豚
を
以
て
せ
ん
と
。
そ
の
目
偶
然
に
愈
え
し
か
ば
、
豚
を
殺
し
て
之
を
祭
る
。
伝
者

転
々
相

あ
や差

ま
り
て
言
ふ
。
こ
の
樹
は
能
く
盲
者
を
し
て
見
る
こ
と
を
得
し
む
と
。
こ
ゝ
に
於
て
遠
近
翕
然
と

し
て
来
り
福
を
請
ひ
、車
馬
は
道
塗
に

み
　填

ち
、酒
肉
は
樹
下
に
滂
沱
た
り
。
数
年
の
後
、張
助
職
を

や
　罷

め
て
来

り
還
り
、
之
を
見
て
曰
く
、
こ
は
是
れ
我
が
昔
し
置
き
し
所
の
李
の
み
、
何
の
神
あ
ら
ん
と
。
乃
ち
斫
り
去

り
し
か
ば
、
そ
の
事
止
み
た
り（
こ
の
話
も
ま
た

同
上
に
見
ゆ

）又
た
汝
南
の
彭
氏
の
墓
は
、
大
道
に
近
し
。
墓
口
に
一

せ
き石

人

あ
り
。
田
家
の
老
母
、
市
に
到
り
、
数
片
の
餅
を
買
ひ
て
帰
る
。
炎
天
な
れ
ば
、
彭
氏
の
墓
口
の
樹
下
に

お
ほ蔭

は
れ
、買
ひ
し
所
の
餅
を
石
人
の
頭
上
に
置
く
、不
図
之
を
取
る
こ
と
を
忘
れ
て
、そ
の
ま
ゝ
過
ぎ
去
り
た
り
。

然
る
に
行
路
の
人
は
、石
人
の
頭
上
に
餅
あ
る
を
怪
み
て
、之
を
問
ふ
。
或
る
人
曰
く
、こ
の
石
人
に
神
あ
り
、

能
く
病
を
治
す
。
故
に
平
癒
す
る
者
は
、
餅
を
以
て
来
り
謝
す
る
こ
と
此
の
如
し
と
。
更
に
転
々
相
告
げ
て

曰
く
、頭
痛
を
や
む
者
は
、石
人
の
頭
を

な
　摩

で
、腹
痛
に

か罹ゝ
る
者
は
、石
人
の
腹
を

な
　摩

づ
べ
し
と
。
人
々
此
の
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如
く
せ
し
に
、
愈
え
ざ
る
も
の
な
し
、
遂
に
千
里
の
遠
き
よ
り
来
り
て
、
治
を
願
ふ
者
あ
り
。
初
め
𨿸
豚
を

祭
に
供
せ
し
も
、
後
に
は
牛
羊
を
用
ひ
、
帷
帳
を
立
て
ゝ
管
弦
絶
え
ず
、
此
の
如
き
こ
と
数
年
な
り
。
餅
を

忘
れ
た
る
老
母
、
之
を
聞
い
て
そ
の
来
由
を
説
き
し
か
ば
、

ま
　復

た
往
き
祭
る
者
な
し（
こ
の
話
も
ま
た

同
上
に
見
ゆ

）又
た
洛

西
に
古
人
の
墓
あ
り
、せ

ん
く
わ
い

穿
壊
し
て
水
を
生
ず
。
墓
中
に
石
灰
多
し
、
石
灰
汁
は
由
来
瘡
を
治
す
る
に
効
あ
り
。

夏
日
瘡
を
病
み
た
る
病
人
、発
熱
し
て
苦
し
か
り
し
か
ば
、こ
の
墓
中
の
水
の
清
好
な
る
を
見
て
、之
に
洗
浴

せ
し
に
、
果
せ
る
か
な
瘡
乃
ち
愈
ゆ
。
是
に
於
て
他
の
病
者
之
を
聞
い
て
、
悉
く
往
き
洗
ふ
、
又
た
之
を
飲

み
て
、
腹
疾
を
治
し
た
る
者
あ
り
。
墓
辺
の
居
人
、
乃
ち
こ
ゝ
に
廟
舎
を
立
て
ゝ
、
こ
の
水
を
売
る
。
之
を

買
ふ
者
は
必
ず
酒
肉
を
廟
に
供
す
。
来
り
買
ふ
者
益
す
多
か
り
し
か
ば
、
こ
の
水
全
く

つ盡
く
。
水
を
売
る
者
、

夜
に
乗
じ
他
水
を
窃
み
て
之
を
増
す
。
遠
道
の
人
も
皆

つ
か
ひ
　

行
使
を
雇
ひ
、
或
はて

が
み信に

容
器
を
添
へ
て
、
之
を
購

ふ
者
あ
り
、
是
に
於
て
水
を
売
る
者
大
に
富
む
。
人
或
は
そ
の
神
な
き
を
言
ふ
者
あ
り
、
官
ま
た
中
ご
ろ
禁

止
し
て
、
遂
に
之
を
塞
ぎ
し
か
ば
止
み
ぬ
。
又
た
興
古
の
太
守
馬
氏
と
い
ふ
者
あ
り
。
そ
の
在
官
中
、
親
友

来
り
投
じ
てあ

は
れ
み

恤
を
求
む
。
馬
氏
乃
ち
之
を
し
て
先
づ
外
に

す
　住

ま
し
め
て
乃
ち
云
ふ
、
此
人
は
神
人
道
士
に
し

て
、
病
を
治
す
れ
ば
立
ど
こ
ろ
に
愈
え
ざ
る
な
し
と
。
又
た
辨
士
を
し
て
、
之
が
為
に
虚
名
を
四
方
に

ふ
い吹

聴

し
て
云
ふ
。
能
く
盲
者
を
し
て

た登ゞ
ち
に
視
、

い
ざ
り
　

躄
者
を
し
て
即
ち
行
か
し
む
と
。
是
に
於
て
四
方
雲
集
し
、
之

にお
も
む趨く

こ
と
市
の
如
く
に
し
て
、
銭
帛
固
よ
り
山
積
す
。
又
た
治
療
を
求
む
る
人
々
にい

ま
し勅め

て
云
う
、
た
と

ひ
愈
え
ず
と
も
、
人
に
は
愈
ゆ
と
告
ぐ
べ
し
、
此
の
如
く
す
れ
ば
必
ず
愈
え
ん
、
然
ら
ざ
れ
ば
終
に
愈
え
ざ
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る
な
り
、
道
法
此
の
如
し
、
信
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
。
是
に
於
て
後
人
も
し
前
人
に
問
へ
ば
、
輙
ち
皆
な
愈

ゆ
と
い
ひ
て
、
未
だ
愈
え
ず
と
い
ふ
も
の
な
し
。
か
く
し
て
旬
日
の
間
に
し
て
、
巨
富
を
致
せ
り
と
。
凡
人

は
小
才
あ
る
も
大
愚
な
れ
ば
、
延
年
長
生
の
法
を
聞
い
て
、
皆
な
之
を

い
つ
は
り

虚
誕
と
な
す
も
、
却
つ
て
妖
邪
鬼
怪

を
信
ず
、
之
に
舞
を
奏
し

い
の
り
　

祈
祀
を
捧
ぐ
、
而
し
て
そ
の

い
は
ゆ
る

所
謂
神
と
い
ふ
者
は
、
皆
な
馬
氏
が
人
をた

ぶ
ら
か

誑
す
の
類

な
り
。
聊
か
数
事
を
記
し
て
、
以
て
未
だ

さ
と覚

ら
ざ
る
者
の
戒
と
な
す
。

或
る
人
、
問
ふ
て
曰
く
、

道
術
方
技
を
知
る
こ
と
な
く
し
て
、
而
し
て
平
安
寿
考
な
る
は
何
ぞ
や
。

抱
朴
子
曰
く
、

こ
の
如
き
者
は
、
或
は
陰
徳
善
行
あ
り
て
、
以
て
福
祐
を
致
し
、
或
は
命
を
受
く
る
こ
と
本
と
長
き
た
め
、

老
い
が
た
く
し
て
遅
く
死
し
、
或
はさ

い
は
ひ

幸
に
し
て
災
傷
に
遇
は
ざ
る
な
り
。
譬
ふ
る
に
田
猟
の
時
に
も
、
逃
れ

去
る
禽
獣
あ
り
、
大
火
の
際
に
も

も
　燼

え
ざ
る
草
木
あ
る
が
如
し
。
身
を
防
ぎ
害
を
却
け
ん
と
欲
せ
ば
、

ま
さ当

に

形
を
守
る
の
防
禁
を
修
め
、
天
文
の
符
剣
を
帯
ぶ
れ
ば
可
な
り
、
祭
祷
は
益
な
き
な
り
。

ま
さ当

に
我
の
侵
す
べ

か
ら
ざ
る
を

た
の恃

む
べ
く
し
て
、鬼
神
の
我
を
侵
さ
ゞ
る
を
恃
む
な
か
れ
、然
し
て
玄
を
思
ひ
一
を
執
り
、景
を

含
み
身
を

め
ぐ環

ら
せ
ば
、
邪
悪
を
避
け
不
祥
を
度
る
べ
き
も
、
未
だ
寿
命
を
延
ば
し
て
体
疾
を
消
す
る
能
は
ず
。

自
然
に
任
じ
て
方
術
な
き
者
と
て
、
其
の
天
年
を
全
く
す
る
を
得
ざ
る
に
は
非
ず
。
然
れ
ど
も
暴
鬼
の
横
逆
、

大
疫
の
流
行
に

あ
　値

ふ
と
き
は
、
之
を
却
く
る
に

よ
し由

な
し
。
そ
れ
甲
冑
をた

く
は儲へ

、
簑
笠
を
蓄
ふ
る
者
は
、
兵
と
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雨
と
の
為
な
り
。
若
しさ

い
は
ひ

幸
に
攻
戦
な
く
、
天
候
陰
欝
な
ら
ざ
れ
ば
、
之
れ
あ
る
も
、
之
れ
な
き
も
同
じ
。
若

し
矢
石
霧
の
如
く
に
合
し
、
飛
鋒
烟
の
如
く
に
交
は
れ
ば
、
裸
体
の
困
み
を
知
ら
ん
。
大
雨
河
を
傾
け
、
素

雪
天
に

わ
た弥

ら
ば
、あ

ら
は露れ

立
つ
も
の

くゝ
る劇

し
き
を
覚
ら
ん
。
薺
麦
の
夏
時
に
細
砕
せ
ら
る
ゝ
を
以
て
、
陰
陽
の

大
順
を
疑
ひ
、
晩
学
の
散
人
に
誤
ら
れ
て
、
方
術
の
無
益
を
謂
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
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抱
朴
子
内
篇
巻
十
　
明
本（
仙
道
の
本
た

る
を
明
か
す
）

或
る
人
、
問
ふ
て
曰
く
、

儒
教
と
道
家
の
先
後
は
如
何
。

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

道
は
儒
の
本
に
し
て
、
儒
は
道
の
末
な
り
。
先
儒
司
馬
遷
以
為
ら
く
、
陰
陽
の
術
は

き
　
き
　

忌
諱
多
き
た
め
、
人

を
し
て
畏
れ
拘
は
ら
し
む
。
儒
者
は
其
の
知
る
所
博
き
も
要
寡
く
、
労
し
て
功
少
な
し
、
墨
者
は
倹
に
し
て

し
た
が遵ひ

が
た
し
、
故
に
専
ら
修
む
べ
か
ら
ず
。
法
家
は
厳
に
し
て
思
少
な
く
、
仁
義
を
傷
破
す
。
唯
だ
道
家
の

教
は
人
の
精
神
を
し
て
専
一
な
ら
し
め
、行
動
は
自
然
に
合
し
て
、形
迹
な
く
、儒
墨
の
善
を
包
み
、名
法
の

要
を
總
ぶ
、
時
と
と
も
に

う
　
つ
　

遷
移
り
、
物
に
応
じ
て
変
化
す
、
旨
意
簡
約
に
し
て

あ
き明

ら
め
や
す
く
、
務
む
る
所

少
な
く
し
て
功
多
し
、
大
宗
の
朴
を
全
く
し
て
、
真
正
の
源
を
守
る
を
務
む
と
。（
史
記
の
自

序
を
見
よ
）而
る
に
班
固

は
、
司
馬
遷
を
評
し
て
曰
く
。
黄
老
を
先
と
な
し
て
、
六
経
を
後
と
な
す
はあ

や
ま謬れ

り
と
。（
漢
書
の
司
馬
遷

伝
賛
を
見
よ

）夫

れ
馬
遷
の
洽
聞
な
る
、あ

ま
ね旁く

幽
隠
を

す
　綜

べ
て
、
事
理
の
是
非
を
沙
汰
し
、
古
人
の
邪
正
を

か
く
じ
つ

核
実
す
。
其
の
評

論
は
、
実
に
自
然
に
本
づ
き
て
、
そ
の
褒
貶
は
至
理
に
準
的
す
、
美
を
虚
し
く
せ
ず
、
悪
を
陰
さ
ず
、
俗
人

に
雷
同
せ
ず
。
故
に
名
世
の
通
儒
た
る
劉
向
は
、史
記
を
評
し
て
実
録
と
な
せ
り（
同上
）さ
れ
ば
班
固
の
所
論
、

未
だ
拠
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
固
は
誠
に
純
儒
な
る
も
、
道
意
を
究
め
ず
、
そ
の
習
ふ
所
に
習
れ
て
、
折
中
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を
得
が
た
し
。

そ
れ
道
は
、
豈
に
唯
だ
養
生
の
事
の
み
な
ら
ん
や
。
易
に
曰
く
、
天
の
道
を
立
つ
、
陰
と
曰
ひ
陽
と
曰
ふ
。

地
の
道
を
立
つ
柔
と
曰
ひ
剛
と
曰
ふ
。
人
の
道
を
立
つ
、
仁
と
曰
ひ
義
と
曰
ふ
と
。
又
た
曰
く
、
易
に
聖
人

の
道

よ
つ四

あ
り
。
苟
く
も
そ
の
人
に
非
れ
ば
、
道
虚
し
く
行
は
れ
ず
と
。
又
た
治
世
明
時
に
は
、
有
道
と
い
ひ
、

危
国
乱
主
に
は
、無
道
と
い
ふ
。
又
た
坐
し
て
道
を
論
ず
る
者
を
三
公
と
い
ひ（
書
経
の
周

官
に
見
ゆ
）国
に
道
あ
る
と
き
、

貧
賎
な
る
は
恥
な
り
と
い
ふ
。（
論
語
に

見
ゆ

）す
べ
て
こ
れ
等
の
語
句
に
於
て
、
道
と
い
ふ
者
の
内
容
を
見
れ
ば
、

上
は
陰
陽
よ
り
、
下
は
万
物
に

お
よ逮

ぶ
ま
で
、
之
に
由
ら
ざ
る
な
し
。
但
だ
黄
老
は
其
の
本
を
執
り
、
儒
墨
は

そ
の
末
を
治
む
る
の
み
。
今
世
有
道
に
挙
げ
ら
る
ゝ
者
は
、
博
く
古
今
に
通
じ
、
仰
い
で
天
文
を
察
し
、
俯

し
て
地
理
を
察
し
、
変
を
経
て
微
に
渉
り
、
興
亡
の
運
に
達
し
、
治
乱
の
体
を
明
か
に
す
。
心
惑
ふ
と
こ
ろ

な
く
、
問
へ
ば
答
へ
ざ
る
な
し
、
何
ぞ
必
し
も
長
生
の
法
を
修
め
て
、
赤
松
子
王
喬
の

あ
と武

を
慕
は
ん
や
。
然

る
に
管
見
の
諸
生
、
臆
断
瞽
説
し
て
、
山
林
の
間
に
居
り
、
老
子
の
業
を
宗
と
す
る
者
あ
る
と
聞
け
ば
、

そ
し毀

り
笑
ひ
て
曰
く
。
彼
は
小
道
の
み
、

か
ぞ算

ふ
る
に
足
ら
ず
と
。

あ
　
ゝ
　

嗟
乎
所
謂け

い
し
よ
く

螢
燭
を
板
塀
の
狭
き
う
ち
に
守
る
者

は
、
天
日
の
燦
燗
を
見
ず
、
足
跡
に
た
ま
る
水
の
中
に
在
り
て

は
え
え
び

鮋
鰕
にと

も
な伴ふ

者
は
、
四
海
の

ひ
ろ
き
　

浩
汗
を
識
ら
ず
。

江
海
の
深
さ
を
重
ん
ず
る
も
、
崑
崙
山
の
之
を
吐
く
こ
と
を
知
ら
ず
、
黍
稷
の
収
を
珍
と
す
る
も
、
豊
壌
の

之
をは

な
さ秀か

し
む
る
を

さ
と覚

ら
ず
、
今
苟
も
儒
術
を
推
崇
す
る
も
、
道
あ
り
て
始
め
て
之
を
成
す
こ
と
を
知
ら
ず
。

道
は
百
家
を

と
う
や
　

陶
冶
し
、
陰
陽
を
範
鋳
し
、
万
類
を
胞
胎
し
、

い
　彝

倫
をう

ん
じ
や
う

醞
醸
す
る
者
な
り
。
世
間
に
て
浅
近
な
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る
者
多
く
し
て
、深
遠
な
る
者
少
な
し
、少
は
衆
に

ま
さ勝

り
た
る
こ
と
、今
日
に
始
ま
ら
ず
、故
に
馬
遷
は
長
な

る
も
誉
め
ら
れ
ず
、
班
固
は
短
な
る
も

そ
し弾

ら
れ
ず
。
然
れ
ど
も
何
物
に
あ
れ
、
少
は
貴
く
多
は
賎
し
、
人
事

に
於
て
豈
に
独
り
然
ら
ざ
ら
ん
や
。
故
にあ

か
ざ
き
め

蔾
藿
は

は
ら原

に
わ
た弥

る
も
、
芝
英
の
仙
草
は
世
に
稀
な
り
、

か
ら
た
ち

枳
棘
は
野

に
被
る
も
、
尋
木
は

ま
　間

々
秀
づ
、

し
や
れ
き

沙
礫
は
無
量
な
る
も
、
珠
璧
は
甚
だ
尠
し
、
鴻
隼
は
群
り
飛
ぶ
も
、
鸞
鳳

は
ま
　罕

れ
に
出
で
、

ま
む
し虺
と
か
げ蝪

は
や
ぶ藪

に
盈
つ
る
も
、
虬
竜
は

み
　覿

る
こ
と
稀
な
り
。
班
固
に
党
す
る
者
多
き
は
、
固

よ
り

う
べ宜

な
る
か
な
。

そ
れ
道
は
、
内
は
身
を
治
め
、
外
は
国
を

を
さ為

む
。
能
く
七
政
を
し
て
度
にし

た
が遵ひ

、
二
気
を
し
て
和
を
告
げ
、

四
時
を
し
て
寒
温
の
節
を
失
は
ず
、風
雨
を
し
て
物
を

あ
ら暴

す
の
災
を
為
さ
ず
。
天
の
玉
燭
は
昇
平
のし

る
し徴を

表
は

し
、（
四
時
の
気
象
調
和
す
る

を
い
ふ
、
爾
雅
に
見
ゆ
）地
の

あ
ま
ざ
け

澄
醴
は
君
徳
洽
く
布
か
る
ゝ
の
符
を
彰
は
し（
礼
記
の
礼

運
を
見
よ
）ふ

ん
り
ん

焚
輪（
暴
風
の
異
名
、

爾
雅
の
釈
天
に

見ゆ
）に

　
じ
　

虹
霓
は
そ
の
妖
を

や
　痕

め
、

た
い頽

雲
商
羊（
頽
雲
は
焚
輪
の
類
、
爾
雅
の
釈
天
に
見
ゆ
、
商

羊
は
大
水
の
前
兆
な
る
こ
と
、
魯
語
に
見
ゆ

）は
そ
の
翼
を

を
さ戢

め
、
景
曜

高
く

て
ら照

し
て
、
嘉
木こ

と
ご
と

畢
く

と
　遂

げ
、
疫
療
流
れ
ず
、
禍
乱

お
こ作

ら
ず
、ほ

り
と
り
で

壍
塁
設
け
ず
、
干
戈
用
ゐ
ら
れ
ず
、
議
せ
ず

し
て
当
り
、約
せ
ず
し
て
信
あ
り
、結
ば
ず
し
て
固
く
、謀
ら
ず
し
て
成
り
、賞
せ
ず
し
て

す励ゝ
み
、罰
せ
ず
し

てつ
ゝ
し粛み

、求
め
ず
し
て
得
、禁
ぜ
ず
し
て
止
む
。
上
に
処
り
て
人
以
て
重
し
と
な
さ
ず
、前
に
居
り
て
人
以
て

患
と
な
さ
ず
、
未
だ
号
令
を
発
せ
ず
し
て
風
移
り
、
未
だ
法
命
を

し
　施

か
ず
し
て
俗

か
は易

る
。
此
れ
蓋
し
道
を
以

て
世
を
治
む
れ
ば
な
り
。
故
に
道
の
興
る
や
、
三
皇
五
帝
、
衣
裳
を
垂
れ
手
をこ

ま
ぬ拱い

て
餘
り
あ
り
、
道
の
衰

ふ
る
や
、
叔
代（
澆
季
の

時
代

）ち
　
ぶ
　

馳
鶩
し
て
足
ら
ず
。
そ
れ
唯
だ
餘
り
あ
り
、
故
に
無
為
に
し
て
化
美
な
り
、
そ
れ
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唯
だ
足
ら
ず
、故
に
刑
厳
に
し
て
姦

し
げ繁

し
。

た
　
み
　

黎
庶
下
に
怨
み
て
、

あ
ま
つ
か
み

皇
霊
上
に
怒
り
、或
は
大
水
横
流
し
、或
は

ひ
で
り
　

亢
陽
赤
地
と
な
り
、
或
は
山
谷
体
を
易
へ
、
或
は
冬
雷
夏
雪
あ
り
。
或
は
血

た
て櫓

をた
ゞ
よ漂は

し
、
積
尸

み
せ
も
の

京
観
を
築

く
。
或
は
降
人
を
坑
殺
す
る
こ
と
万
を
以
て
計
り
、
糧
食
つ
く
れ
ば
骸
骨
を

さ
　析

き
、
子
を

か
　易

へ
て
食
ひ
、
城

愈
よ
高
く
し
て
、
衝
車（
城
を
つ
き

破
る
車

）愈
よ
巧
み
に
、
池
愈
よ
深
く
し
て
雲
梯
愈
々
高
し
、
法
令
明
か
に
し
て

盗
賊
多
く
、
盟
約

し
ば数

々
に
し
て
叛
乱
甚
し
。
猶
ほ
風
波
驚
い
て
魚

べ
つ龞
ふ
ち淵

に
み
だ擾

れ
、

あ
　
み
　

繊
羅
密
に
し
て
羽
禽
沢
に

さ
わ躁

ぎ
、
豺
狼
多
く
し
て
走
獣
林
に

せ
は劇

し
く
、
炊
火
猛
く
し
て

こ
ざ
か
な

小
鮮
鼎
に

た糜ゞ
る
が
如
き
な
り
。
君
臣
位
を
易
ふ

る
も
の
あ
り
、
父
子
刃
を
推
す
者
あ
り
、
然
る
後
に
忠
義
の
名
は
危
国
に
制
せ
ら
れ
、
孝
子
の
誉
は
敗
家
に

出
づ
。
疾
疫
起
り
て
巫
医
貴
く
、
道
徳う

し
な喪は

れ
て
儒
墨
重
し
。
此
に
由
り
て
そ
を
観
れ
ば
、
儒
道
の
先
後
定

む
る
を
得
べ
し
。

或
る
人
、
問
う
て
曰
く
、

昔
し
、
赤
松
子
、
王
喬
、
琴
高
、
老
氏
、
彭
祖
、
務
成
、
欝
華（
神
に
よ
る
に
、
務
成
欝
華

竝
び
に
老
子
の
変
身
な
り
）等
は
皆
真
人
に
し

て
悉
く
世
に
仕
へ
、
敢
へ
て

と
ほ遐

く
遁
れ
ず
、
而
る
に
中
世
以
来
、
道
を

お
さ為

む
る
の
士
は
、
瓢
然
と
し
て
跡
を

絶
ち
、
幽
隠
せ
ざ
る
な
き
は
何
ぞ
や
。

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

上
古
は
純
朴
に
し
て
、
巧
偽
未
だ

き
ざ萌

さ
ず
、
道
を
信
ず
る
者
は
勤
め
て
之
を
学
び
、
信
ぜ
ざ
る
者
は
嘿
然

た
る
の
み
。
謗
毀
の
言
を
吐
か
ず
、
中
傷
の
心
を
存
せ
ざ
る
な
り
。
是
を
以
て
真
人
は
人
間
に
徐
々
と
し
て
、
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登
遐
に
促
々
た
ら
ざ
る
の
み
。
末
俗
は

と
う偸

薄
に
し
て
、
雕
偽
弥
々
深
く
、
玄
淡
の
化

す
た廃

れ
て
、
邪
俗
の
党

し
げ繁

し
。
既
に
道
を
信
ぜ
ず
、
訕
毀
を
好
み
、
真
正
を
妖
訛
と
な
し
、
神
仙
を
誕
妄
と
な
し
て
、
或
は
衆
を
惑
は

す
と
い
ひ
、
或
は
俗
を
乱
る
と
い
ふ
。
是
を
以
て
上
士
は
そ
の
中
に
居
る
を
恥
づ
る
に
至
る
。
昔
の
達
人
は

漸
を

ふ
さ杜

ぎ
微
を

ふ
さ防

ぎ
、
変
り
た
る
顔
色
を
見
れ
ば
、
直
ち
に
起
ち
て（
論
語
の
山
梁

雌
雉
を
見
よ
）夜
も
旦
を
待
た
ず
。
幾
を

み
　観

て
た
　作

ち
、
そ
の
日
の
終
る
を

ま
　俟

た
ず
。
故
に
趙
国
、

め
い
と
く

鳴
犢
を
害
し
て
仲
尼
はく

る
ま軫を
か
へ旋

し（
史
の
孔
子
世

家
を
見
よ

）醴

酒
設
け
ら
れ
ず
し
て
、
穆
生
は
星
の
如
く
疾
く
行
く（
漢
の
元
王

伝
を
見
よ
）彼
衆
に
し
て
我
寡
な
れ
ば
、
華
元
之
を
去

る（
左
の
宣
公
二

年
を
見
よ

）况
ん
や
明
哲
の
業
尚
は
本
と
異
な
り
、何
ぞ
そ
の
間
に
恋
々
た
ら
ん
や
。
そ
れ
淵
潟
き
池

も
　漉

れ
ば
蚊
竜
游
ば
ず
、
巣
傾
き
卵

お
　拾

つ
れ
ば
鳳
凰と

ど
ま集ら

ず
、
居
な
が
ら
室
に
言
ひ
て
翔
鴎
下
ら
ず（
列
の
黄
帝

篇
に
見
ゆ
）

春
、
凡
草
を

き
　翦

れ
ば
芝
萱
の
霊
草
も

ひ
い秀

で
ず
。
世
俗
正
をみ

に
く
し

醜
と
し
て
、
慢
辱
将
に

い
た瑧

ら
ん
と
す
、
彼
の
有
道

者
、
何
ん
ぞ
超
然
と
し
て
翅
を
嵐
雲
の
表
に
振
ひ
、

あ
と軌

を
玄
漠
の
際
に

か
く蔵

さ
ざ
る
を
得
ん
や
。

山
林
の
中
は
、
有
道
に
非
ら
ず
、
而
れ
ど
も
道
士
の
必
ず
此
に
入
る
者
は
、
誠
に
彼
のな

ま
ぐ
さ
さ

腥
膻
を
遠
ざ
け
て
、

こ
の
清
浄
に
即
か
ん
と
す
れ
ば
な
り
。
そ
れ
九
室
に
入
り
て
、（
精
神
を
し
づ
め

る
こ
と
の
譬

）思
をく

は
し精く

し
真
を
存
じ
、
専

ら
神
を
招
く
者
は
既
にか

ま
び
す
し
き

誼
譁
と

け
が
れ

汗
穢
と
を
喜
ば
ず
、
而
し
て
金
丹
の
大
薬
を
合
し
、
八
石
の
飛
英
を
練
る
に

は
、尤
も
利
口
の
悪
人
と
、凡
俗
の
聞
見
と
を
忌
む
。
神
霊
之
が
為
に
降
ら
ず
、仙
薬
之
が
為
に
成
ら
ず
、決

し
て
小
禁
に
非
る
な
り
。
人
間
に
止
ま
れ
ば
、
或
は
浅
見
の
有
司
あ
り
て
、
之
に
罪
禍
を
加
へ
、
或
は
親
旧

の
往
来
慶
弔
に

ひ
　牽

か
る
、
さ
れ
ば

い
っ
さ
い

一
切
よ
り

か
　
く
　

幽
陰
れ
て
、
此
の
如
き
紛
々
た
る
俗
臭
を
免
る
ゝ
に
若
く
は
な
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し
。
彼
の

ば
く邈

然
と
し
て
独
り
往
き
、
巌
窟
に
得
意
な
る
は
、
豈
に
故
あ
ら
ず
や
。
或
は
云
ふ
、
三
軍
の

か
ま
び
す

誼
譁

し
き
に
在
り
て
、
道
を
得
る
者
は
上
士
な
り
、
都
市
の
繁
華
に
在
り
て
、
道
を
得
る
者
は
、
中
士
な
り
、
山

林
の
静
地
に
あ
り
て
、
道
を
得
る
者
は
下
士
な
り
と
。
然
れ
ど
も
仙
薬
既
に
成
り
て
、
未
だ
昇
天
を
欲
せ
ざ

る
者
は
、
三
軍
に
在
り
と
も
、
鋒
刃

き
ず傷

つ
く
る
能
は
ず
、
都
市
に
在
り
と
も
、
凶
禍
加
ふ
る
能
は
ざ
る
な
り
。

而
る
に
下
士
は
、
未
だ
之
に
至
る
能
は
ず
、
故
に
山
林
に
止
ま
る
の
み
。
上
士
中
士
の
二
品
は
、
初
学
の
時

よ
り
、
三
軍
都
市
の
中
に
在
る
も
可
な
り
と
謂
は
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
黄
老
の
如
き
上
士
た
る
者
は
、
今
な

ほ
三
軍
都
市
の
中
を
去
ら
ざ
る
べ
し
。

或
る
人
、
問
う
て
曰
く
、

道
は
源
本
に
し
て
、
儒
は
末
流
な
る
こ
と
、
既
にお

し
へ命を

聞
け
り
。
か
く
同
一
の
者
な
が
ら
、
今
此
二
者
に

於
て
、
小
異
あ
る
は
何
ぞ
や
。

抱
朴
子
に
曰
く
、

そ
れ
升
降
俯
仰
の
礼
教
、盤
旋
三
千
の
儀
式
、守
攻
進
退
の
戦
術
、軽
身
重
義
の
節
操
、歓
憂
礼
楽
の
人
事
、

経
世
済
俗
の
方
略
は
、儒
者
の
務
む
る
と
こ
ろ
な
り
。
物
を
外
に
し
智
を
棄
て
、機
変
を

あ
ら滌

ひ
去
り
、富
を
忘

れ
貴
き
を
逸
し
、賞
に
よ
り
て
勧
め
ら
れ
罰
に
よ
り
て

と沮ゞ
せ
め
ら
る
ゝ
を

と遏ゞ
め
、窮
達
毀
誉
に
よ
り
喜
憂
せ
ざ

る
は
、道
家
の
業
な
り
、儒
者
は
祭
祀
し
て
福
を
祈
り
、道
は
正
を
履
み
て
邪
を

は
ら禳

ふ
。
儒
者
の
愛
す
る
者
は

勢
利
に
し
て
、
道
家
の
宝
と
す
る
者
は
無
欲
な
り
。
儒
者
は
名
利
に
汲
々
と
し
て
、
道
家
は
一
を
抱
き
以
て
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独
り
身
を
善
く
す
。
儒
者
の
講
ず
る
者
は
相
研
の
簿
領
に
し
て（
相
研
は
相
斫
の
誤
な
ら
ん
、
左
氏
伝
を
相
斫
書
と
い

ふ
こ
と
三
の
王
朗
伝
註
に
見
ゆ
、
簿
領
は
記
録
な
り
）

道
家
の
習
ふ
者
は
、
情
欲
を

さ
　遣

る
の
教
戒
な
り
。
そ
れ
道
者
は
、
そ
のし

わ
ざ為は

、
善
く
自
ら
修
め
て
そ
の
務
を

成
し
、
そ
の
居
る
や
、
善
く
人
の
争
は
ざ
る
と
こ
ろ
を
取
る
、
そ
の
治
む
る
や
、
善
く
禍
を
未
だ
起
ら
ざ
る

に
絶
ち
、
そ
の
施
す
や
、
善
く
物
を

す
く済

ひ
て
徳
と
せ
ず
、
そ
の
動
く
や
、
善
く
民
心
を
観
て
心
を
用
ひ
、
そ

の
静
な
る
や
、
善
く
真
に
居
り
て

も
だ悶

ゆ
る
な
し
。
こ
れ
百
家
の
君
長
、
仁
義
の
祖
宗
た
る
所
以
な
り
。
両
家

の
小
異
ほ
ぼ
此
の
如
し
、
何
れ
かは

じ
め首に

し
て

た
か隆

く
、
何
れ
か

す
ゑ尾

に
し
て

ひ
く汚

き
か
は
変
ず
る
こ
と
な
し
。

或
る
人
、
問
う
て
曰
く
、

儒
者
は
周
孔
に
し
て
、
そ
の
典
籍
は
六
経
な
り
。
蓋
し
世
を
治
め
正
を
存
す
る
の
原
因
に
し
て
、
立
身
行

動
の

の
　
り
　

準
縄
な
り
。
そ
の
用
遠
く
し
て
業た

つ
と貴く

、
そ
の
事
大
に
し
てこ

と
ば辞美

は
し
。
国
を

た
も有

ち
、
家
を
有
つ
に
つ

き
て
は
、
易
ふ
べ
か
ら
ず
。
道
士
は
礼
教
をい

と
な営ま

ず
、
大
倫
をか

へ
り顧み

ず
、
草
沢
の
中
に
狐
貉
を

と
も侶

と
し
、
林

麓
の
間
に

さ
　
る
　

猿
猱
と

な
ら偶

ぶ
、
土
塊
の
如
く
世
を
遁
れ
て
、
木
石
と
隣
を
な
す
、
こ
れ
亦
た
東
走
の
迷
に
し
て
葵

の
甘
を
忘
れ
た
る
者
な
り（
東
走
之
迷
は
不
明
な
る
も
、
淮
の
説
山
訓
に
、
狂
者
東
走
、
逐
者
亦
東
走
、
東
走
則
同
、
所
以
東
走
則
異

に
本
づ
き
て
、
徒
ら
に
世
人
が
道
士
の
真
似
を
な
し
、
迷
ひ
て
知
ら
ざ
る
を
評
せ
し
者
か
、
忘
葵
之
甘
は
、

楚
辞
の
所
謂
蓼
虫
不
徒
乎
葵
て
、
苦
き
蓼
食
ふ
虫
も
す
き
〴
〵
に
て
そ
の
本
性

を
変
じ
が
た
し
、よ
り
て
道
家
の
説
に
耽
り
、儒
教
の
貴
き
を
知
ら
ざ
る
を
い
ふ
）

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

み
　自

ら
好
ん
で
、
華
詞
を

の
　摛

べ
、
艶
辞
を

は
　騁

す
る
は
、
質
直
のた

つ
と尚ば

ざ
る
所
に
し
て
、
人
の
蒙
を
攻
め
惑
を

救
ふ
は
、
既
に
充
分
な
れ
ば
、
今
更
ら
子
と
物
理
の
是
非
を

く
ら較

べ
、
得
失
を
口
舌
に
争
ふ
を
欲
せ
ず
。
然
れ
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ど
も
赤
子
の
井
に

お
　墜

つ
る
を
観
る
は
、
仁
者
の
意
に
非
ず
、
盲
人
の
柱
に
觸
る
る
を
視
る
は
、
兼
愛
の
謂
に

非
ず
。
即
ち
又
た
梗
概
を
陳
べ
て
、
一
隅
を

あ
　抗

げ
ん
。
そ
れ
道
を
体
し
て
以
て
物
を

つ
く匠

り
、
徳
を
宝
と
し
て

以
て
生
を
長
く
す
る
は
、
黄
老
是
れ
な
り
。
黄
帝
は
能
く
世
を
治
め
、
大
平
を
致
し
て
昇
仙
す
れ
ば
、
堯
舜

よ
り
も
劣
れ
り
と

い謂
ふ
べ
か
ら
ず
。
老
子
は
能
く
礼
教
を
兼
ね

す
　綜

べ
て
長
生
久
視
す
れ
ば
、
周
孔
よ
り
も
減

ぜ
り
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
故
に
仲
尼
は
「
竊
か
に
老
彭
に
比
す
」
の
嘆
あ
り
て
、
未
だ
之
を

そ
　
し
　

疵
毀
る
の
辞
あ

る
を
聞
か
ず
。

し
か而

る
に
末
世
の
庸
人
、
そ
の
門
を
得
ず
、
儒
墨
を
修
め
て
道
家
を

そ
し毀

る
、
何
ぞ
子
孫
の
祖
考

をの
ゝ
し詈る

に
異
な
ら
ん
や
。
こ
れ
そ
の

よ
　自

り
て
来
る
所
を
知
ら
ざ
る
も
、
亦
た

す
で已

に
甚
し
。

そ
れ
株
儒（
一
寸
法

師
の
類
）の
手
は
、す

う
く
わ

嵩
華
の
高
岳
を
傾
く
る
に
足
ら
ず
、せ

う
げ
う

焦
僥（
列
の
湯
問

篇
に
見
よ
）の

す
ね脛

は
、滄
海
の
深

き
を

は
か測

る
に
足
ら
ず
。
凡
俗
守
株
の
儒
を
見
る
ご
と
に
、
習
ふ
所
に
営
々
と
し
て
、
博
く
理
に
達
せ
ず
、
告

ぐ
る
こ
とぐ

わ
ん頑に

、
令
す
る
こ
と

ぎ
ん嚚

な
り
、
悪
言
を
崇
飾
し
て
、
道
家
を
誣
詰
す
。
古
人
の
糟
粕
を

べ
つ
け
ん

瞥
見
す
る

や（
糟
粕
は
書
物
な
り
荘

の
天
道
篇
に
見
ゆ

）恰
も
駿
馬
の
隙
を
過
ぐ
る
を
観
る
が
如
し（
一
寸
書
物
を

看
た
る
喩

）精
神
の
淵
を
渉
れ
ば
、

し
ず淪

み

溺
れ
て
自
ら
失
す
る
こ
と
、

こ
す
ゞ
め

斥
鷃
の
短
きつ

ば
さ翅を

振
ひ
て
、

や
う
こ
う

陽
候（
波
神
の
名
に
し
て
、

淮
の
説
山
訓
に
見
ゆ
）の
大
波
を

し
の凌

ぎ
、
蒼
蝿

の
駑
質
を

つ
と力

め
て
、
猿
もめ

ま
ひ眴す

る
ほ
ど
のけ

は
し峻き

阪
を
渉
る
が
如
し
。
そ
の
堪
ふ
る
所
に
非
ず
し
て
、

た
　祇

だ
困

み
を

ま
ね速

く
に
足
る
の
み
。
然
る
に

ろ
う嘍
（々
煩
は
し

き
さ
ま
）と
し
て
局

あ
い隘

を
守
り
て
、
聰
は
師
曠
に
及
は
ず
、
明
は
離

朱
に

し
　如

か
ず
、か

か
と踵をつ
ま
だ企て

ゝ
三
光
を
包
み
、
鼓
腹
の
響
を
以
て
雷
神
の
声
と
相
争
は
ん
と
す
、
亦
たま

よ
ひ迷な

ら

ず
や
。
蓋
し
眇
邈
た
る
天
上
の

せ
ん璇

宮
き
　璇

殿
を

の
ぼ上

れ
ば
、
井
谷
の
至
卑
を
知
り
、
日
月
の
天
に

か
か麗

る
を
観
れ
ば
、
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鷠
金
のい

や
し陋き

を
知
る
。（
鷠
金
は
不
明
、
或
は
燋
金
の
誤
か
金
の

焦
熱
し
て
ぴ
か
〳
〵
し
た
る
色
を
い
ふ
）吾
生
れ
な
が
ら
に
し
て
、
之
を
知
る
に
非
ず
、
又

わ
か少

き
よ
り
之
を
信
じ
た
る
に
も
非
ず
、
始
め
は
濛
々
と
し
て
暗
き
こ
と
子
の
如
き
の
み
。
既
に
し
て
奥
秘
の

弘
く
修
ま
れ
る
を
観
て
、
俗
界
の
困
み
を
離
る
ゝ
の
早
か
ら
ざ
る
を
恨
む
。
夫
れ
五
経
の
注
説
は
、
炳
然
と

し
てあ

ら
わ露れ

知
ら
る
ゝ
も
、
初
学
の
徒
、
猶
ほ
解
け
ざ
る
こ
と
あ
り
。
况
ん
や
金
簡
玉
札
は
、
神
仙
の
経
に
し

て
、至
要
の
言
な
り
、又
た
多
く
は
之
を
書
に
載
せ
ず
、壇
に
登
り
血
を

す
す歃

り
て
、後
ち
之
を
口
伝
す
る
の
み
。

苟
く
も
そ
の
人
に
非
れ
ば
、
地
を
裂
き
城
を
連
ね
、
金
壁
堂
に
満
つ
と
雖
も
、
妄
り
に
之
を
示
さ
ず
。
そ
の

旨
深
く
本
遠
し
、
そ
の
書
を
得
る
も
師
受
せ
ざ
れ
ば
、
猶
ほ
仰
い
で
首
を
見
ず
、
俯
し
てか

ゝ
と跟を

知
ら
ず
、
豈

に
吾
子
の
詳
悉
す
る
所
な
ら
ん
や
。

そ
れ
仙
を
得
る
者
は
、或
は
太
清
に
昇
り
、或
は
紫
霄
に

か
　翔

り
、或
は
玄
州
に
至
り
、或
は
梧
桐（
原
文
に
枝
桐
又
た

板
桐
に
作
る
誤
な

らん
）に
棲
み
、
鈞
天
の
音
楽
を
聴
い
て
、
九
芝
の
饌
を

う
　享

く
。
出
で
て
は
赤
松
子
、
羨
門
子
を
倒
景
の
表
に
携

へ
、
入
り
て
は
常
陽（
常
陽
は
不
明
、
常
娥
の
誤
か
、
或
は

嫦
娥
陽
烏
即
ち
日
月
の
神
を
い
ふ
か
）に
瑤
房
の
中
に
宴
す
。
然
る
に
世
人
動
も
す
れ
ば
、
神

山
必
ず
山
林
に
入
り
狐
狢
を

と
も伴

と
し
、

さ
　
る
　

猿
狖
に

な
ら偶

ふ
と
い
ふ
は
、
此
れ
所
謂
知
ら
ず
し
て
作
り
た
る
妄
言
な

り
、
そ
れ
道
は
虹
霓
に
逍
遥
し
、
丹
霄
に
翩
翔
し
、
六
虚
に
鴻
崖
す
、
唯
だ
意
の

い
た造

る
所
な
れ
ば
、
塊
然
と

し
て
世
間
を
遁
る
も
、う

れ
ひ戚と

な
さ
ヾ
る
な
り
。
か
の

む
ら群

が
れ
る
犠
牲
を
見
ず
や
、
錦
繍
を
被
る
も
、
麒
麟
の

群
を
離
れ
て
独
り
住
き
、
吉
光（
神
馬

の
名
）の

と
も偶

と
わ
か柝

れ
て
福
多
き
に
比
す
れ
ば
、
そ
の
楽
み
果
し
て
孰
れ
か

ま
さ優

れ
る
か
。
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抱
朴
子
内
篇
巻
十
一
　
仙
薬（
仙
薬
の
製

法
を
論
ず
）

抱
朴
子
曰
く
、

神
農
四
経
に
曰
く
、
上
薬
は
、
人
と
し
て
身
安
く
命
延
び
、
昇
り
て
天
神
と
な
り
、
上
下
に
遨
遊
し
、
万

神
を
使
役
し
、
体
に
羽
毛
を
生
じ
、

た
ち立

ど
こ
ろ
に
行
厨
を
致
さ
し
め
て
、
坐
な
が
ら
飲
食
す
る
を
得
べ
し
。

又
た
曰
く
、
五
芝
、
丹
砂
、
玉
札
、
曾
青
、
雄
宝
、
雌
黄
、
雲
母
、
大
乙
禹
餘
粮
を
服
す
る
の
み
に
て
も
、

飛
行
長
生
を
得
べ
し
。
又
た
曰
く
、
中
薬
は
性
を
養
ひ
、
下
薬
は
病
を
除
く
、
能
く
毒
虫
を
し
て
侵
さ
し

め
ず
、
猛
獣
を
し
て
犯
さ
し
め
ず
、
悪
気
を
し
て
行
か
し
め
ず
、
衆
妖
を
し
て
竝
び

さ
　辟

け
し
む
。
又
た
神

経
援
契
に
曰
く
、

せ
う椒

とは
じ
か
み

薑
と
は

し
つ湿

を
禦
ぎ
、
菖
蒲
は
聦
を
益
し
、
巨
勝
は
年
と
延
べ
、
威
嬉
は
武
器
を

さ
　辟

く
と
。
こ
れ
皆
な
上
聖
の
至
言
、
方
術
の
実
録
に
し
て
明
文
炳
然
た
り
。
而
る
に
世
人
、
終
に
信
ぜ
ざ
る

は
、
歎
息
す
べ
き
事
な
り
。
仙
薬
の
上
な
る
者
は
、
丹
砂（
本
、

九
、
石
）に
し
て
、
黄
金
、
白
銀（
竝
に
本
、

八
、
金

）諸

芝
、五
玉（
本
、

八
、
玉
）雲
母（
同上
）明
珠
、雄
黄（
本
、

九
、
石
）、大
乙
禹
餘
糧（
本
、

十
、
石
）石
中
黄
子（
同上
）石
桂（
不明
）

石
英（
大
平
御
覧
巻
九
八

七
に
諸
種
あ
り

）石
脳（
本
、

九
、
石
）石
硫
黄（
本
、

十
、
石
）、石
飴（
不明
）曾
青（
本
、

十
、
石
）松
柏
脂（
本
、
卅

四
、
木
）茯

苓（
本
、
卅

七
、
木
）地
黄（
本
、
十

六
、
草
）麦
門
冬
木（
木
は
衍
字
な
ら
ん

本
、
十
六
、
草

）巨
勝（
本
、
廿

二
、
穀
）重
楼（
不明
）黄
蓮（
本
、
十

三
、
草
）石
韋（
本

廿
、

草

）楮
実（
本
、
卅

六
、
木
）象
柴（
一
名

托
廬
）等
、次
第
に
よ
り
相
下
る
。
或
は
仙
人
杖
、西
王
母
杖
、天
精
、却
老
、地
骨
、

拘
杞（
以
上
の
六
は
本
、
卅
六
、
木
に
よ
る
に
皆
拘
杞
の
別
名
な

り
、
但
し
仙
人
杖
は
二
十
七
、
菜
卅
七
、
木
に
も
出
づ

）天
門
冬（
本
、
十
八
、
草
皮
び
爾

雅
、
山
海
経
に
見
ゆ

）地
門
冬（
本
に
は
天
門
冬
の

別
名
か
と
あ
り

）
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莚
門
冬
、
顛
棘
、（
此
二
種

不
明

）淫
羊
食（
食
は
霍
の
誤
か

本
、
十
二
下
、
草
）管
松（
不明
）な
ど
、
名
づ
く
る
者
あ
り
。
す
べ
て
高
地

に
生
じ
て
、
根
短
く
味

あ
ま甜

く
気

か
ん香

ば
し
き
者
は
善
し
。
水
側
下
地
に
生
じ
て
、
葉こ

ま
か細く

し
て
薀
の
如
く
、
稍

や
黄
色
を
帯
び
、
根
長
く
し
て
味

に
が苦

く
、
気

く
さ臭

き
者
も
服
食
す
べ
し
、
人
を
し
て
気
を
下
さ
し
む
る
の
効
駿

あ
る
も
、
其
の
薬
力
の
見
は
る
ゝ
は
尤
も
遅
し
。
之
を
服
す
る
こ
と
百
日
な
れ
ば
身
体
の
強
壮
な
る
こ
と
、

朮（
本
、
十
二
下
草
及
び
爾

雅
、
山
海
経
に
見
ゆ

）及
び
黄
精（
本
、
十
二

上
、
草

）を
服
す
る
に
倍
す
。
又
た
山
に
入
れ
ば
、

む
　蒸

し
若
し
く
は
煮

て
之
を

く
ら啖

ひ
、
以
て
穀
を
断
じ
筋
力
を
増
す
べ
し
。
之
を
丸
薬
ま
た
散
薬
と
な
せ
ば
、
尤
も
佳
な
り
。
又
た

そ
の
汁
を

し
ぼ絞

り
て
、
酒
を
作
る
こ
と
を
得
。
楚
人
は
天
門
冬
を
百
部
と
叫
ぶ
も
、
別
に
百
部
草
あ
り
。
そ
の

根
百

ば
か許

り
あ
り
て
、
相
似
た
る
こ
と
一
の
如
き
も
、
苗
に
多
少
の
相
異
あ
り
。
真
の
百
部
草
の
苗
はく

さ
び楔の

如

し
、

せ
き咳

を
治
し
、し

ら
み虱を

殺
す
に
効
あ
り
。
服
食
に
中
ら
ざ
る
者
と
混
同
す
る
な
か
れ
。
黄
精
の
如
き
は
、
一

に
白
芨
と
も
い
ふ
、
而
れ
ど
も

の
り糊

を
作
る
の
白
芨
に
非
ず
。
本
草
を
按
ず
る
に
、
薬
と
他
草
と
同
名
な
る
者
、

甚
だ
多
し
。
唯
だ
精
博
の
人
に
し
て
能
く
之
を
区
別
す
、
人
々
詳
か
に
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

黄
精
は
、
一
名
莵
竹
、
一
名
救
窮
、
一
名
垂
珠
と
い
ふ
。
根
よ
り
も
実
、
実
よ
り
も
花
を
善
し
と
す
。
但

だ
多
く
得
難
し
。
生
花
十
斛
を
乾
せ
ば
、
纔
か
に
五
六
斗
を
得
べ
き
の
み
。
之
を
服
す
る
こ
と
、
日
に
三
合

ば
か
り
、
辨
じ
得
べ
き
事
に
非
る
な
り
。
之
を
服
す
る
こ
と
十
年
な
れ
ば
、
大
に
寿
を
益
す
こ
と
を
得
べ
し
。

但
し
断
穀
よ
り
い
ふ
と
き
は
、
朮
に
及
ば
ず
、
朮
を
餌
す
れ
ば
、
人
を
し
て
肥
健
な
ら
し
め
、
重
き
を
負
う

て
険
を
渉
ら
し
む
べ
し
。
但
だ
黄
精
の
甘
美
に
し
て
、
食
し
易
き
に
及
ば
ざ
る
な
り
。
凶
年
に
は
老
小
に
与



139 抱朴子内篇巻十一　仙薬

へ
て
、
糧
に

か
は代

ら
し
む
べ
し
、
故
に
之
を
米
脯
と
も
い
ふ
。

五
芝
は
、
石
芝
、
木
芝
、
草
芝
、
肉
芝
、
菌
芝
に
し
て
、
何
れ
も
百
餘
種
あ
り
。
石
芝
は
海
隅
の
山
石
、
及

び
島

し
よ嶼

の
き
し涯

に
生
ず
。

肉
芝
は
、
そ
の
状
肉
の
如
く
に
し
て
、
頭
尾
四
足
あ
り
、
甚
だ
生
物
に
類
す
。
大
石
に
附
着
し
、
高
岫
嶮

峻
の
地
に
在
り
。
赤
き
も
の
は
珊
瑚
の
如
く
、
白
き
者
は
截
り
た
る
肪
の
如
く
、
黒
き
も
の
は
沢
漆
の
如
く
、

青
き
者
は
翠
羽
の
如
く
、

き
　黄

な
る
者
は
紫
金
の
如
し
。
皆
な
光
明
洞
徹
に
し
て
、
堅
氷
に
似
た
り
、
晦
夜
に

は
之
を
去
る
こ
と
三
百
歩
な
る
も
、
そ
の
光
を
望
見
す
。
大
な
る
者
は
十
餘
斤
、
小
な
る
者
は
三
四
斤
の
重

さ
あ
り
。
久
し
く
斉
戒
し
た
る
者
、
又
は
老
子
の
入
山
霊
宝
五
符
を
佩
び
た
る
者
に
非
れ
ば
、
此
の
光
を
見

る
を
得
べ
か
ら
ず
。
凡
べ
て
諸
芝
を
見
る
に
は
、
先
づ
開
山
却
害
符
を
そ
の
上
に
置
く
べ
し
、
然
る
と
き
は

隠
蔽
し
、又
た
は
変
化
し
去
る
を
得
ず
。
後
徐
ろ
に
王
相
の
日
を
択
び
て
、醮
祭
を
設
け
、酒
脯
を

さ奉ゝ
げ
、日

下
よ
り
禹
歩
し
、
気
を
閉
ぢ
て
往
き
、
之
を
取
る
。
若
し
石
芝
を
得
ば
、
之
を

つ
　擣

く
こ
と
三
万
六
十
杵
、
方

寸
の

さ
じ𠤎

ほ
ど
の
分
量
に
て
、
一
日
に
三
回
之
を
服
し
、
一
斤
を
盡
く
す
と
き
は
千
歳
を
得
、
十
斤
な
れ
ば
万

歳
を
得
る
な
り
。
又
た
人
に
分
与
す
る
こ
と
を
得
。

玉
脂
芝
は
、
玉
あ
る
山
に
生
じ
て
、
常
に
懸
崖
危
険
の
処
に
あ
り
。
玉
膏
流
出
し
て
万
年
以
上
を
経
れ
ば
、

凝
り
て
玉
脂
芝
と
な
る
。
鳥
獣
の
形
に
似
た
る
者
あ
り
。
色
は
一
定
せ
ざ
る
も
、多
く
は
山
玄
、水
蒼
玉
に
似

た
り
。
又
た
鮮
明
に
し
て
、
水
精
に
似
た
る
者
あ
り
。
之
を
粉
末
と
な
し
無
心
草
の
汁
を
和
す
れ
ば
、

し
ば
ら
く

須
臾
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に
し
て
水
と
な
る
。
一
升
を
服
す
れ
ば
一
千
歳
を
得
。

七
明
九
光
も
亦
石
芝
な
り
、
水
に
臨
む
の
高
山
に
生
じ
、
状
は
盤
椀
の
如
く
、
其
の
直
径
は
一
尺
内
外
な

り
、
莖
帯
あ
り
て
之
を
連
綴
し
、
三
四
寸
ほ
ど
地
上
に
出
づ
。
七
孔
あ
る
者
を
七
明
と
い
ひ
、
九
孔
あ
る
も

の
を
九
光
と
称
す
。
そ
の
光
皆
な
星
の
如
し
、夜
分
、百
歩
以
内
よ
り
、之
を
望
見
す
れ
ば
、そ
の
光
各
々
別

な
り
。
常
に
秋
分
の
日
を
以
て
採
取
し
て
之
を

つ
　擣

く
。
方
寸
の
ヒ
を
服
す
れ
ば
、
翕
然
と
し
て
自
熱
し
、
五

味
盡
く
甘
美
な
り
、
一
斤
を
盡
く
せ
ば
千
歳
を
得
、
人
身
を
し
て
光
あ
ら
し
め
、
暗
地
に
居
る
も
、
四
方
を

照
ら
す
こ
と
日
の
如
く
、
書
を
視
る
こ
と
を
得
べ
し
。

石
密
芝
は
、
少
室
山
の
石
戸
の
中
に
生
ず
。
戸
中
に
深
谷
あ
り
、
石
を
之
に
投
入
す
れ
ば
、
半
日
猶
ほ
其

の
声
を
聞
く
。
戸
外
を
去
る
こ
と
十
餘
丈
に
し
て
、
石
柱
あ
り
。
柱
上
に
、

か
さ蓋

を
ふ
　偃

せ
た
る
形
の
石
あ
り
て
、

直
径
一
丈
ば
か
り
な
り
。
傍
観
す
る
に
、密
芝
が
石
戸
の
上
よ
り

お
　堕

ち
て
、此
の
偃
蓋
の
中
に
入
る
こ
と
あ
り
、

や
や良

久
し
く
し
て
雨
水
の
屋
上
よ
りし

た滴ゝ
る
が
如
き
を
聞
く
。
而
し
て
密
芝
の
堕
つ
る
こ
と
、

や
　息

ま
ざ
る
も
、
偃

蓋
ま
た
溢
れ
ざ
る
な
り
。
戸
上
に
科
斗
文
字（
太
古
の

字
形

）も
て
刻
し
て
曰
く
「
石
密
芝
一
斗
を
服
す
れ
ば
、
万

歳
の
寿
を
得
」
と
。
故
に
諸
道
士
、
皆
な
そ
の
生
処
を
思
惟
す
れ
ど
も
、
往
く
を
得
べ
か
ら
ず
、
或
は
椀
器

を
つ
よ勁

き
竹
木
の

は
し端

に
つ
　著

け
て
、
密
芝
の
堕
つ
る
を

す
く掬

ひ
と
る
の
法
あ
る
も
、
未
だ
之
を
実
行
し
た
る
者
あ
ら

ざ
る
な
り
。
戸
上
の
刻
文
を
以
て
、
之
を
按
ず
る
に
、
前
世
に
は
、
必
ず
之
を
得
た
る
者
あ
ら
ん
。

石
桂
英
芝
は
、名
山
の
石
穴
に
生
ず
、其
の
形
、桂
樹
の
如
く
高
さ
尺

ば
か許

り
。
径
尺
に
し
て
枝
條
あ
り
。
光
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明
に
し
て
味

か
ら辛

し
。
之
を

つ
　擣

い
て
、
一
斤
を
服
す
れ
ば
、
千
歳
を
得
。

中
黄
子
は
、
至
る
所
に
之
あ
る
も
、
泌
水
山
を
以
て
尤
も
多
し
と
な
す
、
大
石
の
中
に
生
じ
、
赤
黄
溶
々

と
し
て
、
雞
卵
の

か
ら殼

に
在
る
が
如
し
、
其
の
石
常
に
潤
色
あ
り
、
之
を
打
つ
こ
と
数
十
回
に
し
て
、
始
め
て

之
を
得
。
若
し
之
を
得
ば
、
直
ち
に
飲
む
べ
し
、
然
ら
ざ
れ
ば
堅
く
凝
り
て
、
復
び
石
と
な
る
。
一
石
を
破

る
に
、
多
き
も
の
は
一
升
、
少
な
き
も
の
は
数
合
あ
り
、
三
升
を
服
す
れ
ば
、
千
歳
の
寿
を
得
。

石
脳
芝
は
、
滑
石
の
中
に
生
ず
る
こ
と
、
石
中
黄
子
の
如
し
。
但
し
凡
あ
ら
ゆ
る
滑
石
に
生
ず
る
も
の
に

非
ず
、
千
許
り
の
滑
石
を
打
破
し
て
、
漸
く
一
箇
を
得
べ
し
。
之
を
破
れ
ば
、
五
色
の
光
明
あ
り
て
自
ら
動

く
、
一
升
を
服
す
れ
ば
千
歳
を
得
。

石
硫
黄
芝
は
、
五
岳
の
何
れ
に
も
在
り
、
而
し
て
箕
山
を
多
し
と
な
す
。
そ
の
伝
説
に
云
ふ
、
許
由
之
を

服
し
て
長
生
す
、
故
に
富
貴
を
以
て
、
意
をわ

づ
ら累は

さ
ず
、
堯
帝
の
禅
位
を
受
け
ず
と
。

石
硫
丹
は
、
石
の
赤
精
に
し
て
、
石
硫
黄
の
類
な
り
。
崖
岸
の
間
に
浸
溢
す
。
其
の
濕
ふ
者
は
丸
薬
と
な

す
べ
く
、
堅
き
者
は
砕
い
て
散
薬
と
な
す
べ
し
。

そ
の
他
百
二
十
種
の
石
芝
あ
り
。
大
乙
玉
策
、
及
び
昌
宇
内
記
に
之
を
載
す
る
も
、
今つ

ぶ
さ具に

称
す
べ
か
ら

ざ
る
な
り
。

木
芝
の
由
来
を
言
は
ん
か
。
松
柏
の
脂
、
地
に
し
み
こ
む
こ
と
千
歳
に
し
て
、
化
し
て
茯
苓
と
な
る
。
茯

苓
万
歳
の
後
、其
の
上
に
小
木
を
生
ず
、状
は
蓮
花
に
似
た
り
、木
威
喜
芝
と
い
ふ
。

よ
る夜

之
を
視
る
に
光
あ
り
、
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之
を
持
す
る
に
甚
だな

め
ら
か

滑
、
之
を
焼
く
に

も
　燃

え
ず
、
之
を
帯
ぶ
れ
ば
武
器
を
辟
く
。
雞
を
し
て
之
を
帯
ば
し
め
、

他
の
十
二
雞
と
与
に
、之
を
籠
に
入
れ
、去
る
こ
と
十
二
歩
に
し
て
、射
る
こ
と
十
二
箭
な
れ
ば
、威
喜
芝
を

帯
び
た
る
者
の
外
、
他
雞
皆
な

き
づ傷

つ
く
。
生
門
上（
方
角

の
名
）よ
り
之
を
採
り
、

か
げ
ぼ
し

陰
乾
す
る
こ
と
百
日
の
後
、
粉

末
と
な
し
て
、
方
寸
の

さ
じ𠤎

を
服
す
る
こ
と
、
一
日
に
三
回
、
か
く
し
て
一
箇
を
盡
く
す
時
は
、
三
千
歳
を
得
。

射
干
の
草
、
千
歳
を
経
れ
ば
、
そ
の
下
根
は
坐
し
た
る
人
の
如
し
、
長
さ
七
寸
許
り
あ
り
。
之
を

き
ざ刻

め
ば

血
出
づ
、
之
を
足
に
塗
れ
ば
、
水
上
を
歩
行
す
べ
く
、
鼻
に
塗
り
て
、
水
中
に
入
れ
ば
、
水
為
に
開
き
て
、
永

く
淵
底
に
止
ま
る
を
得
べ
し
。
又
之
を
身
に
塗
れ
ば
身
を
隠
く
し
、
拭
へ
ば
身
見
は
る
。
腹
中
の
病
を
治
す

る
時
は
、
一

さ
　
じ
　

刀
圭
を
削
り
て
之
を
服
し
、
腫
物
な
ど
に
は
、
之
を
塗
り

な
　摩

づ
れ
ば
皆
直
ち
に
愈
ゆ
。
又
た
左

足
疾
あ
れ
ば
、
そ
の
根
の
左
足
を
削
れ
ば
愈
ゆ
、
他
は
之
に
準
ず
。
又
た
之
に
雑
ふ
る
に
巨
勝
を
以
て
す
れ

ば
、
夜あ

ま
ね偏く

地
を

て
ら照

す
。
若
し
地
中
に
金
玉
の
数
、
埋
没
す
れ
ば
、
青
色
の
光
と
な
り
て
下
に
向
ふ
、

す
き鍤

も

て
之
を
掘
れ
ば
必
ず
得
ん
。
此
の
粉
末
十
斤
を
盡
せ
ば
、
千
歳
の
寿
を
得
。

又
た
三
千
歳
を
経
た
る
松
枝
皮
中
に
、
竜
の
形
を
な
し
た
る
脂
の
固
形
体
あ
り
、
名
づ
け
て
日
飛
節
芝
と

い
ふ
、
大
な
る
者
は
十
斤
あ
り
、
粉
末
と
し
て
、
盡
く
之
を
服
す
れ
ば
、
五
百
歳
を
得
。

又
た
樊
桃
芝
と
い
ふ
者
あ
り
。
そ
の
木
は
昇
竜
の
如
く
、花
葉
は

あ
か丹

き
つ
た羅

の
如
く
、実
は
翠
鳥
の
如
し
。
高

さ
五
尺
に
過
ぎ
ず
。
名
山
の

か
げ陰

、
東
流
す
る
泉
水
の
土
に
生
ず
。
立
夏
の
時
之
を
採
り
、
其
の
一
株
を
服
す

れ
ば
五
千
歳
を
得
。
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参
成
芝
は
、
赤
色
に
し
て
光
あ
り
。
そ
の
枝
葉
を

た叩ゝ
け
ば
、
金
石
の
音
の
如
し
。
折
る
ゝ
も
之
を
続
け
ば
、

復
た

も
と故

の
如
し
。

木
渠
芝
は
、
大
木
の
上
に
寄
生
す
。
蓮
花
の
如
し
、
九
茎
を
以
て
、
一
叢
を
な
す
。
其
の
味
は
甘
く
し
て

か
ら辛

し
。
建
木
芝
は
実
に
都
広
に
生
ず（
都
広
は
地

名
な
り

）そ
の
皮
は
纓
蛇（
山
の
纓

黄
蛇
か
）の
如
く
、
そ
の
実
は
鸞
鳥
の
如

し
。
こ
の
三
芝
を
服
す
れ
ば
、
白
日
昇
天
を
得
。

黄
盧
子
、
尋
木
華
、
元
液
華
の
三
芝
は
、
泰
山
の
要
郷
、
及
び
奉
高
に
生
ず
、
之
を
服
す
れ
ば
、
人
を
し

て
千
年
の
寿
を
保
た
し
む
。

く
わ
う
ば
く
だ
ん
く
わ
ん
し

黄
蘖
壇
桓
芝
は
、
も
と
千
歳
を
経
た
る
黄
蘖
の
下
根
な
り
。
其
の
形
は
三
斛
のい

れ
も
の

器
の
如
し
、
本
株
の
黄
蘖

を
去
る
こ
と
、一
二
丈
の
と
こ
ろ
に
生
じ
て
、い

と
す
ぢ

縷
の
如
き
細
根
と
相
連
な
る
、一
箇
を
取
り
粉
末
と
な
し
て
、

之
を
服
す
れ
ば
、
地
仙
と
な
り
て
死
せ
ざ
る
な
り
。
こ
の
属
に
は
百
二
十
種
あ
り
て
、
一
々
そ
の
図
あ
り
。

草
芝
の
中
に

ど
く
え
う
し

独
遙
芝
あ
り
、
風
な
き
も

お
　自

ら
動
く
。
そ
の
茎
は
手
指
の
如
く
に
し
て
赤
く
、
葉
は

し
ろ素

く
し

て
莧
に
似
た
り
、そ
の
根
に
大
い
な
るか

し
ら魁あ

り
て
、恰
も
北
斗
星
の
魁
の
如
し
。
卵
の
如
き
小
な
る
も
の
、之

を
め
ぐ繞

る
は
十
二
辰
に
似
た
り
。
個
々
の
間
、
相
去
る
こ
と
一
丈ば

か
り許に

し
て
、
白
髪
の
如
き
細
根
に
て
連
な
る
。

高
山
深
谷
に
生
じ
て
、
而
か
も
そ
の
生
ず
る
所
の
附
近
に
は
他
草
を
見
ず
。
其
の
大
魁
の
粉
末
を
服
す
れ
ば
、

千
歳
を
得
、小
な
る
者
も
、百
歳
を
得
。
之
を
他
人
に
分
与
す
る
も
可
な
り
。
大
魁
を

い
だ懐

け
ば
形
を

か
く隠

す
、若

しあ
ら
は見さ

ん
と
す
れ
ば
、
左
転
し
て
之
を
出
す
。
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牛
角
芝
は
、
虎
寿
山
及
び
呉
坂
の
上
に
生
ず
。
状
は
葱
に
似
て
、
特
生
す
る
こ
と
牛
角
の
如
し
、
長
さ
三

四
尺
に
し
て
青
色
な
り
。
粉
末
と
し
て
、
方
寸
の

さ
じ𠤎

ほ
ど
服
す
る
こ
と
、
日
に
三
回
、
百
日
に
至
れ
ば
、
千

歳
を
得
。

竜
仙
芝
は
、か

た
ち状昇

竜
の
相

お
　負

ふ
が
如
し
、葉
はう

ろ
こ鱗の

如
く
、根
はわ

だ
か
ま

蟠
る
竜
の
如
し
。
一
箇
を
服
す
れ
ば
、千

歳
を
得
。

麻
母
芝
は
、
麻
に
似
て
、
茎
赤
く
花
紫
な
り
。

紫
珠
花
は
、花
黄
に
し
て
葉
赤
く
、実
は
李
の
如
く
に
し
て
紫
色
あ
り
。
二
十
四
枝
相
連
な
り
て
垂
る
、恰

も
貫
珠
の
如
し
。

白
符
芝
は
、
高
さ
四
五
尺
に
し
て
、
梅
に
似
た
り
。
常
に
大
雪
の
時
に
花
開
き
、
季
冬
に

み
の実

る
。

朱
草
芝
は
、
九
曲
す
、
一
曲
ご
と
に
三
葉
あ
り
、
一
葉
ご
と
に
三
実
あ
り
。

五
徳
芝
は
、か

た
ち状楼

殿
に
似
た
り
。
茎
は
方
形
に
し
て
、
葉
は
五
色
を
具
へ
て

ま
じ雑

ら
ず
、
上
は

か
さ蓋

を
ふ
　偃

せ
た

る
如
く
、
中
に
は
常
に
甘
露
あ
り
。
紫
気
あ
り
て
、
数
尺
の
上
に

た
　起

ち
の
ぼ
る
。

竜
銜
芝
は
、
常
に
仲
春
を
以
て
対
生
す
。
三
節
十
二
枝
に
し
て
、
下
根
は
坐
し
た
る
人
の
如
し
。
凡
べ
て

こ
の
草
芝
に
属
す
る
も
の
百
二
十
種
あ
り
。

か
げ
ぼ
し

陰
乾
の
後
、之
を
服
す
れ
ば
、人
寿
を
し
て
天
地
と
同
じ
く
、少

な
く
と
も
千
年
二
千
年
な
ら
し
む
。

肉
芝
は
、
万
歳
を
経
た
る

せ
ん
じ
よ

蟾
蜍
を

い
　謂

ふ
。
そ
の
頭
上
に
角
あ
り
、

あ
ご頷

の
下
に
は

あ
か丹

色
に
て
『
八
』
の
字
を
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重
ね
書
し
た
る
摸
様
見
ゆ
。
五
月
五
日
の
中
時
に
、
之
を
採
り
、

か
げ
ぼ
し

陰
乾
百
日
、
そ
の
左
足
も
て
地
に
画
す
れ

ば
、即
ち
流
水
見
は
れ
、左
手
を
身
に
帯
ぶ
れ
ば
、あ
ら
ゆ
る
武
器
を
辟
き（
按
ず
る
に
肉
芝
の
形
は
人
に
似

た
り
、
故
に
左
足
左
手
と
い
ふ
）敵
の

射
た
る
弩
矢
の
数
は
、
自
ら
反
対
し
て
敵
に
向
ふ
に
至
る
。
千
歳
の
蝙
蝠
は
、
色
白
き
こ
と
雪
の
如
し
、と

ゝ
ま集

る
と
き
はさ

か
さ
ま

倒
に
懸
る
。
是
れ
そ
の
脳
の
重
き
故
な
り
。
こ
の
二
物
を
陰
乾
に
し
、
粉
末
と
な
し
て
服
す
れ
ば
、

万
歳
を
得
。

千
歳
の
霊
亀
は
五
色
を

そ
な具

ふ
。
其
の

を
す雄

の
額
に
は
角
の
如
き
両
骨

お
　起

き
上
る
、
人
言
を
解
し
、
蓮
葉
の
上

に
浮
ぶ
。
羊
血
を
あ
び
せ
て
、
其
の
甲
を

け
ず剔

り
取
り
、
火
に
炙
い
て
粉
末
と
な
し
、
方
寸
の

さ
じ𠤎

を
服
す
る
こ

と
、
日
に
三
回
な
れ
ば
、
千
歳
の
寿
を
得
。
山
中
を
行
く
に
、

た
け長

七
八
寸
許
り
の
小
児
の
車
馬
に
乗
る
を
見

ん
、
こ
れ
即
ち
肉
芝
な
り
、
之
を
捉
ふ
れ
ば
仙
と
な
る
。

風
母
獣
は

て
ん貂

に
似
た
り
、
青
色
に
し
て
大
さ
狸
の
如
し
、
南
海
の
大
林
中
に
生
ず
。

あ
み網

を
張
り
て
之
を
取

り
、
積
薪
の
中
に
之
を
焼
く
も
、
依
然
と
し
て
焼
け
ば

こ
　焦

げ
ず
、
撃
刺
す
る
も
入
ら
ず
。
之
を
打
て
ば
皮
嚢

の
如
し
、

て
つ
つ
ゐ

鉄
鎚
も
て
、
そ
の
頭
を
打
つ
こ
と
数
十
回
に
し
て
死
す
。
然
れ
ど
も
一
た
び
口
を
開
い
て
、
風
に

向
は
し
む
れ
ば
、

し
ば
ら
く

須
臾
に
し
て
起
き
走
る
。
こ
の
時
、
石
菖
蒲
も
て
、
そ
の
鼻
を
塞
げ
ば
即
ち
死
す
。
其
の

脳
を
取
り
て
、
菊
花
に
和
し
、
十
斤
の
分
量
を
服
す
れ
ば
、
五
百
歳
を
得
。

又
た
千
歳
の
燕
あ
り
。
そ
の
巣
は
北
に
向
ひ
、
多
く
白
色
に
し
て
曲
尾
あ
り
。
陰
乾
の
後
、
粉
末
と
し
て

之
を
服
す
れ
ば
五
百
歳
を
得
。
凡
べ
て
之
に
属
す
る
者
、
百
二
十
種
あ
り
、
皆
な
肉
芝
な
り
。
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菌
芝
は
或
は
深
山
の
中
に
生
じ
、
或
は
大
水
の
下
に
生
じ
、
或
は
泉
水
の
側
に
生
ず
。
そ
の
状
は
宮
室
の

如
き
も
の
あ
り
、
車
馬
の
如
き
も
の
あ
り
、
竜
、
虎
、
人
形
、
又
は
飛
鳥
の
如
き
も
の
あ
り
。
色
彩
ま
た
一

定
せ
ず
。
こ
の
類
百
二
十
種
あ
り
、
図
之
に
属
す
。
皆
な
禹
歩
し
て
、
之
を
採
る
べ
し
。
骨
刀
を
以
て
之
を

き
　刻

ざ
み
、
陰
乾
の
後
、
粉
末
と
な
し
て
、
方
寸
の

さ
じ𠤎

を
服
す
れ
ば
、
上
は
人
を
し
て
昇
仙
せ
し
め
、
中
は
数

千
歳
、
下
も
千
歳
の
寿
に
至
ら
し
む
。

芝
草
を
求
む
る
為
に
、
名
山
に
入
る
に
は
、
必
ず
三
月
と
九
月
と
を
以
て
す
。
こ
れ
山
開
い
て
神
薬
を
出

す
の
月
な
り
、
山
佷
の
日（
山
佷

不
明
）を
以
て
す
る
な
か
れ
、
必
ず
天
輔
の
時（
天
輔

不
明
）を
以
て
す
べ
し
。
而
し
て

三
奇
会
尤
も
佳
な
り
、
三
奇
吉
門
を
出
で
山
に
到
る
と
き
は
、
六
陰
の
日
、
明
堂
の
時
を

ま
　須

ち
、
霊
宝
符
を

帯
び
、
白
犬
を

ひ
　牽

き
、
白
雞
を
抱
き
、
白
塩
一
斗
、
及
び
開
山
の
符
檄
を
、
大
石
の
上
に

つ
　着

け
、
呉
唐
草
一

把
を
執
り
て
、
山
に
入
ら
ば
、
山
神
喜
び
て
、
必
ず
芝
を
与
へ
ん
。

又
た
芝
を

と
　採

り
及
び
芝
を
服
す
る
に
は
、
王
相
専
和
の
日
、
支
干
上
下
相
生
の
時
を
佳
と
な
す
。
名
山
に

て
諸
芝
多
し
と
雖
も
、
凡
庸
の
道
士
、
心
専
精
な
ら
ず
、
行

け
が穢

れ
徳
薄
く
、
又
た
入
山
の
術
を

さ
と曉

ら
ず
、
そ

の
図
を
得
る
も
そ
の
状
を
知
ら
ず
、
故
に
終
に
得
る
能
は
ざ
る
な
り
。
山
に
は
大
小
と
な
く
、
皆
鬼
神
あ
り

て
、
人
に
芝
を
与
へ
ざ
れ
ば
、
之
を
踐
む
も
知
ら
ざ
る
な
り
。

又
た
雲
母
に
五
種
あ
る
も
、
世
人
多
く
之
を
分
別
す
る
能
は
ず
。
そ
の
法
は

ま
さ当

に
日
に
向
ひ
て
、
そ
の
色

を
詳
看
す
べ
し
、

か
　
げ
　

陰
地
に
は
、
そ
の
雑
色
を
見
る
能
は
ず
。
五
色
竝
びそ

な
は具り

て
、
特
に
青
色
多
き
も
の
を
雲
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英
と
名
づ
く
、
春
を
以
て
之
を
服
す
べ
し
。
特
に
赤
色
多
き
も
の
を
雲
珠
と
い
ふ
、
夏
に
宜
し
。
特
に
白
色

多
き
者
を
雲
液
と
い
ふ
、
秋
に
宜
し
。
特
に
黒
色
多
き
も
の
を
雲
母
と
い
ふ
、
冬
に
宜
し
。
但
し
単
に
青
黄

二
色
あ
る
者
を
雲
沙
と
い
ふ
、
季
夏
に
宜
し
。
純
白
透
明
す
る
も
の
を
磷
石
と
名
づ
く
、
四
時
に
宜
し
き
な

り
。
五
雲
を
服
す
る
の
法
は
、
或
は
桂
葱
、
水
玉
を
以
て
之
を
化
し
て
水
と
な
し
、
或
は
露
と
と
も
に
之
を

鉄
器
に
入
れ
、
玄
水
も
て

い
　熬

り
て
水
と
な
し
、
或
は
硝
石
と
と
も
に
筒
中
に
入
れ
、
之
を
埋
め
て
水
と
な
し
、

或
は
蜜
と
和
し
て
酪
と
な
し
、
或
は
松
露
に
て
漬
く
る
こ
と
百
日
、か

は
ぶ
く
ろ

革
嚢
の
中
に

も
　揉

み
砕
き
て
粉
末
と
な
し
、

或
は
無
顛
草（
本
十

五
、
草
）樗
血
と
和
す
。
之
を
服
す
る
こ
と
一
年
な
れ
ば
、
百
病
除
き
、
三
年
な
れ
ば
、
老
人

変
じ
て
童
子
と
な
り
、
五
年
缺
か
ざ
れ
は
、
鬼
神
を
役
使
し
、
火
に
入
り
て
焼
け
ず
、
水
に
入
り
て

ぬ
　濡

れ
ず
、

い
ば
ら棘を

踐
み
て

き
づ傷

つ
か
ず
、
仙
人
と
相
見
る
こ
と
を
得
。

以
上
の
五
雲
母
は
、
如
何
に
永
く
土
中
に
埋
む
る
も
腐
れ
ず
、
火
中
に
置
く
も
焼
け
ず
、
決
し
て
他
物
と

同
じ
か
ら
ず
。
故
に
能
く
人
を
し
て
長
生
せ
し
む
。
又
た
之
を
服
す
る
こ
と
十
年
な
れ
ば
、
雲
気
常
に
そ
の

上
を
覆
ふ
と
ぞ
。
そ
の
母
た
る
雲
母
を
服
す
れ
ば
、
そ
の
子
と
も
い
ふ
べ
き
雲
気
を
招
く
は
自
然
の
理
な
り
。

又
た
日
に
向
ひ
て
之
を
看
る
に
、

く
ら晻

く
し
て
純
黒
の
色
あ
る
も
の
は
、
服
薬
に

あ
た中

ら
ず
、
人
を
し
て
淋
を
発

し
瘡
を
発
せ
し
む
。
之
を
服
せ
ん
と
せ
ば
、
先
づ
茅
屋
の

あ
ま
み
づ

霤
水
、
若
く
は
東
流
の
水
、
ま
た
露
水
も
て

つ
　漬

く

る
こ
と
百
日
の
後
、
そ
の
土
石
の
部
分
を
淘
汰
し
て
、
之
を
用
ふ
べ
し
。
中
山
の
衞
叔
郷
は
、
之
を
服
し
て

久
し
き
を
積
み
、
能
く
雲
に
乗
り
て
行
く
。
そ
の
秘
方
をた

ま
の
は
こ

玉
匣
に
封
ず
。
仙
去
の
後
、
そ
の
子
も
ま
た
世
に
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名
あ
り
。
漢
の
使
者
梁
伯
、
之
を
得
て
そ
の
製
方
に
よ
り
、
服
薬
し
て
仙
去
す
。

雄
黄
は
武
都
山
よ
り
出
づ
る
者
を
以
て
、
薬
と
す
べ
し
。
純
に
し
て
雑
な
く
、
其
の
赤
き
こ
と
雞
冠
の
如

く
、光
明
曄
々
た
る
者
を
用
ふ
べ
し
。
但
だ
純
黄
な
る
こ
と
、雄
黄
に
似
た
る
も
、赤
光
な
き
者
は
、仙
薬
と

作
す
べ
か
ら
ず
。
唯
だ
普
通
の
療
治
に
使
用
す
べ
き
の
み
。
餌
服
の
法
は
、
或
は
之
を

む
　蒸

し
、
或
は
酒
と
和

し
、
或
は
硝
石
と
和
し
て
水
と
な
し
、
之
を
か
た
め
、
或
は
元
胴
腸
を
以
て

つ裏ゝ
み
、
赤
土
の
中
に
蒸
し
、
或

は
松
脂
に
和
す
。
或
は
以
上
の
三
物
を
以
て
之
を

ね
　煉

り
て
、
氷
の
如
く
白
か
ら
し
め
、
布
の
如
く
引
き
の
ば

す
。
之
を
服
す
れ
ば
、
人
を
し
て
長
生
せ
し
め
、
百
病
を
除
き
、
三
尸
虫
を
下
し
、

き
ず
あ
と

瘢
痕
を
滅
し
、
白
髪
を

黒
く
し
て

だ
　
し
　

堕
歯
を
生
ぜ
し
む
。
千
日
な
れ
ば
、
玉
女
来
り
侍
り
て
、
役
使
に
供
し
、
行
厨
を
致
さ
し
む
べ
し
。

又
た
玉
女
は
、
常
に
黄
玉
を
以
てし

る
し誌と

な
す
。
其
の
大
さ
黍
米
の
如
く
し
て
鼻
上
に
在
り
。
是
れ
な
き
も

の
は
、
鬼
の
変
化
な
り
。
玉
も
亦
た
仙
薬
な
り
、
但
だ
得
が
た
き
の
み
。
玉
経
に
曰
く
。
金
を
服
す
る
者
は
、

寿
金
の
如
く
、玉
を
服
す
る
者
は
、寿
玉
の
如
し
と
。
又
た
曰
く
。
玄
真
を
服
す
る
者
は
、其
の
命
極
ら
ず
と
。

玄
真
は
玉
の
別
名
な
り
。
人
身
を
し
て
軽
挙
せ
し
む
、
但
に
地
仙
と
な
る
の
み
に
非
る
な
り
。
然
れ
ど
も
そ

の
効
は
遅
く
、一
二
百
斤
を
服
し
て
、始
め
て
知
る
べ
き
の
み
。
玉
は
烏
珠
酒
、及
び
地
楡
酒
を
以
て
、之
を

化
し
て
水
と
な
す
べ
し
。
又
た
葱
漿
に

と
　消

か
し
て
、
飴
と
な
す
べ
し
。
丸
薬
、
散
薬
、
何
れ
に
て
も
一
年
以

上
、之
を
服
す
れ
ば
、水
火
も
之
を
害
す
る
能
は
ず
、刀
刃
百
毒
も
、之
を
犯
す
能
は
ざ
る
な
り
。
既
成
の
玉

は
、
害
あ
り
て
益
な
し
、

あ
ら
た
ま

璞
玉
を
以
て
、
用
に
充
つ
べ
し
。

う
　
て
ん

于
闐
国
の
白
玉
は
、
そ
の
最
も
善
な
る
者
に
し
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て
、其
の
次
に
は
、南
陽
の
徐
善
亭
、及
び
日
南
の
盧
容
水
に
産
す
る
者
あ
り
。
赤
松
子
は
、玄
虫
の
血
も
て
、

玉
を

つ
　漬

け
て
水
と
な
し
、
之
を
服
す
、
故
に
能
く
烟
に
乗
り
て
上
下
す
、
玉
屑
を
服
す
る
と
き
は
、
水
を
用

ふ
。
亦
た
人
を
し
て
死
せ
ざ
ら
し
む
。
其
の
金
に
及
ば
ざ
る
所
以
は
、
数
々
熱
を
発
し
て
、
寒
食
散
を
服
す

る
如
き
こ
と
あ
れ
ば
な
り
。
若
し
、
玉
屑（
本
、
八

玉

）を
服
せ
ん
に
は
、
十
日
ご
と
に
雄
黄
丹
砂（
竝
び
に
本
、

九
、
石

）

各
々
一

さ
　
じ
　

刀
圭
を
服
し
、散
策
し
て
寒
水
に
沐
浴
し
、風
に
逆
ひ
て
行
か
ば
、発
熱
せ
ざ
る
な
り
。
董
君
異
、か

つ
て
玉
醴
を
盲
人
に
与
へ
て
服
せ
し
め
し
に
、
旬
日
に
し
て
愈
ゆ
。
呉
延
稚
と
い
ふ
者
、
玉
を
服
せ
ん
と
欲

し
、
玉
経
を
得
た
る
も
、
そ
の
方
明
か
な
ら
ざ
れ
ば
、
節
度
禁
忌
を
知
ら
ず
、
乃
ち
始
め
珪
璋
環
壁
及
び
装

劒（
本
、
卅
八
に
服
器
あ

り
、
怪
む
な
か
れ

）を
合
し
て
、
之
を
製
せ
ん
と
す
。
後
に
余
の
説
を
聞
い
て
、
そ
の
用
に

あ
た中

ら
ざ
る
を

知
り
、
嘆
息
し
て
曰
く
。
事
は
精
し
く
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
然
ら
ざ
れ
ば
但
に
益
な
き
の
み
な
ら
ず
、

ほ
と幾

ん

ど
禍
に

か罹ゝ
ら
ん
と
。

又
た
銀
は
、
金
玉
に
及
ば
ざ
る
も
、
地
仙
た
る
を
得
べ
し
。
之
を
服
す
る
の
法
は
麦
漿（
本
、
卅

二
、
穀
）を
以
て

之
を
化
す
べ
く
、
又
た
朱
草
酒
を
以
て
餌
と
な
す
べ
し
、
又
た
竜
膏
を
以
て
之
を
煉
る
べ
し
。
か
く
し
て
一

日
三
回
づ
つ
、
弾
九
ほ
ど
の
分
量
を
服
す
。
そ
の
費
用
多
け
れ
ば
、
清
貧
な
る
道
士
の
及
ぶ
所
に
非
る
な
り
。

又
た
真
珠（
本
、
四
十

六
、
介

）の
径
一
寸
以
上
あ
る
も
の
は
、服
薬
に
適
す
。
酪
漿
も
て
之
を
漬
く
れ
ば
、化
し
て

水
銀
の
如
し
。
浮
石
水
、
蜂

く
わ窠（
本
、
卅

九
、
虫
）鱟
化
、
包
彤
、
蛇
黄（
本
、

十
、
石
）と
合
し
て
、
之
を
三
四
尺
の
長
さ

に
引
き
延
ば
し
、
殼
を
絶
ち
て
服
薬
す
る
と
き
は
、
長
生
を
得
る
な
り
。
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淳
漆（
本
、
卅

五
木

）のう
る
ほ沾は

ざ
る
も
の
を
服
す
れ
ば
、
人
を
し
て
神
に
通
じ
て
、
長
生
せ
し
む
。
之
を
餌
す
る

に
は
、無
腸
公
子（
蟹
の

累
名
）十
枚
を
そ
の
中
に
投
ず
、或
は
雲
母
水
、又
は
玉
水
と
和
し
て
之
を
服
す
れ
ば
、九

虫
悉
く
下
り
悪
血
鼻
よ
り
去
る
。
一
年
に
し
て
、
六
甲
の
鬼
神
、
及
び
行
厨
至
る
。

桂（
本
、
卅

四
、
木
）は
、葱
涕（
不明
）と
蒸
し
て
水
と
な
す
べ
し
。
竹
瀝（
本
、
卅

七
、
木
）又
た
先
知
君（
亀
の

異
名
）の
脳
と
和

し
た
る
も
の
を
服
す
る
こ
と
七
年
な
ら
ば
、
能
く
水
上
に
歩
し
て
長
生
不
死
な
り
。

巨
勝（
本
、
廿

二
、
穀
）は
、
一
に
胡
麻
と
い
ふ
。
之
を
服
す
れ
ば
老
い
ず
、
風
湿
に
耐
へ
て
、
衰
老
を
補
ふ
。

桃
膠（
本
、
卅

九
、
果
）は
、桑
灰
汁
を
以
て
漬
け
、之
を
服
す
れ
ば
、百
病
皆
癒
え
、久
し
く
之
を
服
す
れ
ば
、身

軽
く
し
て
光
明
あ
り
、
晦
夜
に
在
る
も
月
明
の
如
し
。
多
く
之
を
服
す
れ
ば
、
穀
を
断
ず
べ
し

柠（
或
は
楮
、
本

卅
六
、
木

）木
実
の
赤
き
者
を
服
す
る
こ
と
一
年
な
れ
ば
、
老
者
を
し
て
少
な
か
ら
し
め
、
人
を
し
て

透
視
し
て
鬼
を
見
し
む
。
昔
、
梁
須（
或
は

頓

）七
十
歳
の
時
、
之
を
服
し
て
少
年
と
な
り
、
百
四
十
歳
に
至
る

も
、
夜
は
字
を
書
し
、
そ
の
速
力
は
奔
馬
に
及
ぶ
、
後
、
青
竜
山
に
入
り
去
る
。

槐
子（
本
、
卅

五
、
木
）は
、新
し
き

か
め甕

の
中
に
泥
と
合
し
、之
を
封
ず
る
こ
と
二
十
餘
日
、其
の
表
は
皆

た
だ爛

る
。
乃

ち
之
を
洗
へ
ば
大
豆
の
如
し
、
日
々
之
を
服
す
、
脳
を
補
ふ
に
主
治
あ
り
。
久
し
く
之
を
服
す
れ
ば
、
毛
髪

白
か
ら
ず
し
て
長
生
す
。

玄
中
蔓
、
方
楚
、
飛
廉（
本
、
十

五
、
草
）沢
潟（
本
、
十

九
、
草
）地
黄（
本
、
十

六
、
草
）黄
蓮（
本
、
十

三
、
草
）の
属
す
べ
て
三
百
餘
種

あ
り
、
皆
な
よ
く
年
を
延
ば
し
て
単
服
す
べ
し
。
霊
飛
散
、
末
央
丸
、
制
命
丸
、
羊
血
丸
は
皆
な
齢
を
進
ま
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し
め
ず
、
老
を
却
か
し
む
。

南
陽
の

れ
き酈

県
山
中
に
、
甘
谷
水
あ
り
。
谷
水
の
甘
き
所
以
は
、
谷
上
の
両
岸
に
生
じ
た
る
菊
花
、
そ
の
中

に
お
　堕

ち
て
、
世
を
歴
る
こ
と
弥
々
久
く
、
遂
に
そ
の
水
味
を
変
ず
る
に
因
る
。
谷
中
の
居
民
、
皆
な
井
を

ほ
　穿

ら
ず
し
て
、
悉
く
こ
の
水
を
飲
む
。
そ
の
高
齢
者
は
、
百
四
五
十
歳
に
し
て
、
少
な
き
も
八
九
十
歳
を
失
は

ず
、

わ
か
じ
に

夭
年
の
人
な
き
は
、
こ
の
菊
水
の
力
を
得
た
れ
ば
な
り
。
故
に
司
空
王
暢
、
太
尉
劉
寛
、
太

ふ
　傅

袁く
わ
い隗皆

な
南
陽
の
太
守
と
な
り
し
が
、
官
に
到
る
こ
と
に
、
常
に

れ
き酈

県
を
し
て
、
毎
日
甘
谷
水
四
十

こ
く斛

を
送
ら
し
め

て
、
以
て
飲
食
と
な
す
。
此
の
諸
公
は
、
多
く
平
素
風
痺
及
び

め
ま
ひ

眩
冒
を
患
へ
し
が
、
皆
な
平
愈
す
る
を
得
た

り
。
但
し
小
少
よ
り
甘
谷
に
居
住
せ
し
人
民
の
如
く
、
大
な
る
益
を
得
て
、
高
寿
に
達
す
る
こ
と
能
は
ざ
る

な
り
。
又
た
菊
花
と

よ
く薏

苡
と
は
相
似
た
り
、

た
　直

だ
甘
苦
を
以
て
、
之
を
分
つ
の
み
、
菊
は
甘
し
て
、
薏
は
苦

し
。
諺
に
も
『
苦
き
こ
と
薏
の
如
し
』
と
。
今
、
真
菊
は
所
在
に
生
ず
る
も
、
其
の
量
少
な
き
の
み
。お

ほ
む牽ね

水
側
に
生
ず
る
も
、
就
中

こ
う緱

氏
山
と

れ
き酈

県
と
に
於
て
最
も
多
し
。
仙
方
の
所
謂
日
精
、
更
生
、
陰
成
、
周
盈

は
、
皆
な
一
つ
の
菊
に
し
て
、
根
茎
花
実
に
よ
り
て
、
そ
の
名
を
異
に
す
る
の
み
。
そ
の
説
甚
だ
美
な
る
も
、

近
来
之
を
服
す
る
者
、
大
概
効
験
な
き
は
、
正
に
真
菊
を
得
ざ
る
に
由
る
な
り
。
そ
れ
甘
谷
水
は
、
菊
の
気

味
を
得
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
居
民
の
延
年
猶
ほ
此
の
如
し
、
况
ん
や
妙
薬
を
服
す
れ
ば
、
何
ぞ
益
な
き
を

得
ん
や
。

余
が
亡
祖
鴻
臚
、少
き
時
嘗
つ
て

り
ん
か
う

臨
沆
の
県
令
と
な
る
。
其
の
言
に
よ
る
に
、此
の
県
に

れ
う廖

氏
と
い
ふ
者
あ
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り
世
々
寿
老
に
し
て
、或
は
百
歳
乃
至
八
九
十
歳
を
出
づ
。
後
ち
他
処
に
徙
る
に
及
び
て
、子
孫

う
た転

た
夭
逝
す
。

他
人
そ
の
故
宅
に
居
れ
ば
、
復
た
旧
の
如
く
累
世
寿
老
な
り
と
。
こ
れ
に
由
り
て
夭
寿
は
、
此
宅
の
所
為
な

る
を

さ
と覚

り
し
も
、
何
の
故
た
る
を
知
ら
ず
。
乃
ち
井
水
の
殊
に
赤
き
を
疑
ひ
、
試
み
に
井
の
附
近
を
掘
り
し

に
、
古
人
の
埋
め
た
る
丹
砂
数
十
斛
を
得
た
り
。
こ
の
丹
砂
汁
は
泉
脉
に
因
り
て
、
井
水
に
入
る
。
故
に
此

の
水
を
飲
む
者
は
皆
な
長
寿
を
得
る
こ
と
を
明
に
せ
り
。
况
ん
や
丹
砂
を
餌
煉
し
て
、
之
を
服
す
る
を
や
。

余
又
た
聞
く
、上
党
に
趙

く
　瞿

と
い
ふ
者
あ
り
、ら

い癩
を
病
む
こ
と
歴
年
に
し
て
愈
え
ず
、死
にな

ん
な垂ん

と
す
。
家

人
、
活
き
な
が
ら
、
之
を
山
穴
の
中
に
棄
つ（
原
文
二
三
句
読

む
べ
か
ら
ず

）く
　瞿

、
穴
中
に
在
り
て

み
　自

ら
不
幸
を
怨
み
、
昼
夜

悲
嘆
し
、
涕
泣
月
を
過
ご
す
。た

ま
た会ま

仙
人
あ
り
、
過
ぎ
て
之
を
哀
み
、

つ
ぶ具

さ
に
之
を

も
ん
じ
ん

問
訊
す
、
瞿
そ
の
異
人

た
る
を
知
り
、
叩
頭
し
て
自
ら

の
　陳

べ
哀
を
乞
ふ
。
是
に
於
て
仙
人
、
一
嚢
薬
を
以
て
之
に
賜
ひ
、
其
の
服
法

を
教
ふ
。
瞿
之
を
服
す
る
こ
と
百
餘
日
に
し
て
、
瘡

す
　都

ベ
て
愈
え
、
顔
色
豊
悦
、
肌
膚
玉
沢
あ
り
。
仙
人
又

た
過
ぎ
て
之
を
視
る
。
瞿
再
生
の
恩
を
受
け
た
る
を
謝
し
、
且
つ
そ
の
方
を
乞
ふ
。
仙
人
之
に
告
げ
て
曰
く
。

此
れ
は
松
脂
の
み
、
此
の
山
中
に
頗
る
多
し
、
汝
之
を
錬
り
服
す
れ
ば
、
長
生
不
死
を
得
べ
し
と
。
瞿
乃
ち

帰
る
。
家
人
始
め
之
を
鬼
と

お
も謂

ひ
、
甚
だ
驚
愕
せ
り
。
瞿
遂
に
長
く
松
脂
を
服
し
て
、
身
体

う
た転

た
軽
く
、
気

力
百
倍
、
危
に
乗
り
険
を
越
ゆ
る
も
、
終
日
疲
れ
ず
、
百
七
十
歳
に
至
り
て
、
歯

お
　堕

ち
ず
髪
白
か
ら
ず
。
或

る
夜
、
忽
ち
屋
間
に
、
鏡
の
如
く
光
る
も
の
を
発
見
せ
し
か
ば
、
之
を
左
右
に
問
ひ
し
も
、
皆
な
見
ず
と
い

ふ
。
久
し
く
し
て
、
そ
の
物
漸
々
大
き
く
、
遂
に
一
室
を
照
し
て
昼
の
如
し
。
又
た
夜
其
の
面
上
に
綵
女
二
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人
見
は
る
、

た
け長

二
三
寸
に
し
て
し
面
体
皆

そ
な具

は
る
。
常
に
口
鼻
の
間
に
遊
戯
す
。
此
の
如
く
す
る
一
年
に
し

て
、
綵
女
皆
な
漸
く
成
長
す
る
に
及
び
、
出
で
て
そ
の
側
に
侍
る
。
又
た
常
に
琴
瑟
の
音
を
聞
い
て
、
欣
然

と
し
て
独
り
笑
ふ
。
人
間
に
在
る
こ
と
三
百
餘
年
、
色
は
小
童
の
如
し
、
乃
ち

ほ
う
と
く

抱
犢
山
に
入
る
。
必
ず
地
仙

と
な
り
し
な
ら
ん
。
瞿
の
説
を
聞
き
し
者
、皆
な

き
そ競

ひ
て
松
脂
を
服
し
、そ
の
有
力
者
は
、車
に
て
運
び
、ろ

　驢

馬
に
て
負
は
せ
、
広
き
室
に
盈
ち
溢
る
ゝ
程
に
、
多
く
貯
へ
集
め
、
一
月
ほ
ど
、
之
を
服
せ
し
も
、
何
等
の

益
な
き
を
覚
ゆ
る
や
、
皆
な
之
を
中
止
し
た
り
。
仙
道
に
志
あ
る
者
の
、
得
が
た
き
こ
と
是
の
如
し
。
若
し

瞿
の
如
く
、
永
く
服
し
た
ら
ん
に
は
、
効
験
あ
り
し
者
を
。

又
た
漢
の
成
帝
の
時
、
猟
者
あ
り
、
終
南
山
の
中
に
、
衣
服
を

ま
と纒

は
ざ
る
、
全
身
黒
毛
の
一
人
を
発
見
せ

り
。
猟
人
、
之
を
捕
へ
ん
と
す
。
そ
の
山
谷
を
踰
ゆ
る
こ
と
、
飛
馬
の
如
く
に
し
て
、

お
よ逮

ぶ
べ
か
ら
ず
。
是

に
於
て
密
か
に
其
の

あ
り
か
　

所
在
を
伺
ひ
て
、
合
囲
し
て
、
之
を
得
た
り
、
乃
ち
一
婦
人
な
り
。
そ
の
言
に
よ
る
に
、

我
は
本
と
秦
の
宮
人
な
り
。
関
東
の
賊
至
り
て
、
秦
王
出
で
降
り
、
宮
室
焼
け
た
る
を
聞
き
、
驚
き
走
り
て

山
に
人
る
。
飢
う
る
も
食
な
く
死
にな

ん
な垂ん

と
す
る
時
、
一
老
翁
あ
り
て
、
我
に
松
葉
松
実
を
食
ふ
こ
と
を
教

ふ
。
当
時
そ
の
味
苦
渋
な
り
し
も
、
次
第
に
之
に
慣
れ
、
遂
に
我
を
し
て
飢
渇
せ
し
め
ず
、
寒
熱
に
耐
へ
し

め
た
り
と
。
然
ら
ば
こ
の
女
は
、
定
め
て
こ
れ
秦
王
子

え
い嬰

の
宮
人
な
ら
ん
。
成
帝
の
時
に
至
る
ま
で
、
す
に

で
二
百
餘
年
を
経
た
る
者
な
り
。
乃
ち
こ
の
女
を
伴
ひ
帰
り
て
、
之
に
穀
食
せ
し
む
、
初
め
は
穀
の
臭
を
聞

く
ご
と
に
嘔
吐
せ
し
が
、
後
、
始
め
て
之
を
食
す
る
を
得
た
り
。
是
の
如
き
こ
と
二
年
餘
に
し
て
、
身
毛
皆
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な
脱
落
し
、
漸
次
老
人
と
な
り
て
死
し
た
り
。

さ
き向

に
猟
者
に
捕
へ
ら
れ
ざ
り
し
な
ら
ば
、
定
め
し
仙
人
と
な

り
し
な
ら
ん
。

南
陽
の
文
氏
の
説
に
、そ
の
先
祖
は
、漢
末
大
乱
の
時
、山
中
に
逃
れ
去
る
、飢
困
し
て
死
せ
ん
と
す
。
一

人
あ
り
て
朮
を
食
ふ
こ
と
を
教
ふ
。
か
く
し
て
飢
ゑ
ざ
る
こ
と
、
数
十
年
に
し
て
郷
里
に
還
る
、
顔
色
更
に

わ
か少

く
、気
力
も

も
と故

に
ま
さ勝

る
。
自
ら
い
ふ
、山
中
に
在
る
時
、身
軽
く
し
て

お
ど跳

ら
ん
と
す
、高
き
に
登
り
嶮
を
履

ふ
む
こ
と
、歴
日
な
る
も
疲
れ
ず
、氷
雪
の
中
を
行
く
も
、つ

ひ了
に
寒
を
知
ら
ず
。

か
つ甞

て
一
高
岩
の
下
に
、数
人

対
坐
し
て
博
戯
す
る
者
あ
り
、
読
書
す
る
者
あ
る
を
見
た
り
。
彼
等
は
文
氏
を

み
お
ろ

俯
瞰
し
て
、
其
人
相
を

し
ら閲

べ
、

相
互
に
言
へ
ら
く
、『
こ
の
人
は
、
此
に
呼
び

の
ぼ上

す
に

あ
た中

る
や
否
や
』
と
。
そ
の
一
人
曰
く
『
未
だ
可
な
ら
ざ

る
な
り
』
と
夫
れ
朮
は
山

け
い薊

、
ま
た
山
精
と
も
い
ふ
。
故
に
神
薬
経
に
曰
く
、
必
ず
長
生
を
欲
せ
ば
、
常
に

山
精
を
服
す
べ
し
と
。
昔
仙
人
八
公
各
々
一
物
を
服
し
て
地
仙
と
な
り
、
其
寿
各
々
数
百
年
な
り
。
後
更
に

神
丹
金
液
を
合
し
て
、
太
清
に
昇
る
。
八
物
を
合
し
て
、
之
を
錬
服
す
る
も
、
そ
の
力
を
得
ざ
る
こ
と
あ
る

は
、
こ
れ
そ
の
薬
力
、
互
に
相
勝
畏
乗
除
し
て
、
効
験
な
き
に
至
る
が
故
な
り
。

韓
終
は
、
菖
蒲
を
服
す
る
こ
と
、
十
三
年
に
し
て
、
身
に
毛
を
生
ず
。
日
々
万
言
の
書
を
視
て
、
悉
く
之

を
暗
誦
し
、
冬
はは

だ
ぬ袒ぎ

て
塞
か
ら
ず
。
そ
れ
菖
蒲
は
、
石
上
に
生
じ
た
る
者
に
し
て
、
一
寸
九
節
以
上
あ
り
、

紫
花
を
開
く
者
を
、
尤
も
善
し
と
な
す
。

趙
他
子
は
、桂
を
服
す
る
こ
と
二
十
年
に
し
て
、足
下
に
毛
を
生
ず
。
日
々
行
く
こ
と
五
百
里
に
し
て
、其
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の
力
は
千
斤
を
挙
ぐ
。

移
門
子
は
、
五
味
子
を
服
す
る
こ
と
十
六
年
に
し
て
、
色
は
玉
女
の
如
し
、
水
に
入
り
て

ぬ
　沽

れ
ず
、
火
に

入
り
て

や
　灼

け
ざ
る
な
り
。

楚
文
子
は
、
地
黄
を
服
す
る
こ
と
八
年
に
し
て
、
夜
其
身
体
を
視
る
に
光
り
あ
り
。
連
弩
を
挙
ぐ
る
の
力

あ
り
。
林
子
明
は
、
朮
を
服
す
る
こ
と
十
一
年
に
し
て
、
耳
の
長
さ
五
寸
あ
り
。
身
軽
く
し
て
飛
ぶ
が
如
く
、

能
く
広
さ
二
丈
ば
か
り
の
淵
谷
を
超
ゆ
。

杜
子
徹
は
、
天
門
冬
を
服
し
、
十
八
妾
を
御
し
て
、
百
三
十
人
の
子
あ
り
。
日
々
行
く
こ
と
三
百
里
な
り
。

任
子
季
は
、
茯
苓
を
服
す
る
こ
と
十
八
年
に
し
て
、
仙
人
玉
女
、
往
き
て
之
に
従
ふ
。
能
く
隠
れ
能
くあ

ら
は彰

れ
、
復
た
穀
を
食
せ
ず
。き

う
の
あ
と

灸
瘢
皆
な
滅
し
て
、
面
体
に
玉
光
あ
り
。

陵
陽
子
仲
は
、
遠
志
を（
本
、
十

二
下
草
）服
す
る
こ
と
二
十
年
に
し
て
、
三
十
七
人
の
子
あ
り
。
曾
つ
て
視
し
所

の
書
は
、
之
を
忘
れ
ず
、
坐
す
れ
ば
姿
を
見
は
し
、
立
て
ば
隠
る
。

仙
経
に
曰
く
、
草
木
の
葉
を
服
す
る
こ
と
数
百
歳
な
る
も
、
神
丹
を
怠
る
と
き
は
、
終
に
仙
と
な
る
能
は

ず
と
。
然
ら
ば
草
木
は
年
を
延
ば
す
の
み
、
長
生
の
薬
に
非
る
こ
と
知
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
未
だ
丹
を
作
る

を
得
ざ
れ
ば
、

し
ば且

ら
く
草
木
を
服
し
て
以
て
自
ら
支
ふ
べ
き
の
み
。

或
る
人
問
う
て
曰
く
、

す
べ
て
服
薬
の
時
間
に
は
、
各
々
前
後
の
宜
し
き
こ
と
あ
る
か
。
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抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

中
黄
子
の
服
食
節
度
を
按
ず
る
に
曰
く
、病
を
治
す
る
の
薬
は
、食
前
を
以
て
し
、性
を
養
ふ
の
薬
は
、食

後
を
以
て
す
と
。
吾
、
鄭
君
に
其
の
理
由
を

と
　咨

ふ
。
鄭
君
云
ふ
。
こ
れ
知
り
易
き
の
み
。
薬
を
以
て
病
を
攻

め
ん
と
せ
ば
、
そ
の
未
だ
食
せ
ず
し
て
、
内
虚
な
る
に
乗
じ
、
之
を
服
す
れ
ば
、
薬
力
を
し
て
行
は
れ
易
か

ら
し
む
。
食
後
に
之
れ
を
服
す
れ
ば
、
但
だ
穀
を
攻
め
て
薬
力
す
で
に
盡
き
ん
。
若
し
性
を
養
は
ん
と
し
て
、

食
前
に
服
薬
す
る
と
き
は
、
薬
力
未
だ
行
は
れ
ざ
る
に
、
穀
に
騙
ら
れ
て
下
り
去
り
て
、
体
内
に
止
ま
る
を

得
ず
、
故
に
益
な
き
な
り
。

或
る
人
問
う
て
曰
く
、

薬
を
服
し
て
性
を
養
ふ
に
、
宜
し
き
所
あ
り
と
い
ふ
、
果
し
て
然
る
か
。

抱
朴
子
曰
く
。

玉
策
記
及
び
開
明
経
を
按
ず
る
に
、
皆
な
五
音
六
属
を
以
て
、
年
命
の
所
在
を
知
る
。
子
午
は
庚
に
属
し
、

卯
酉
は
己
に
属
し
、
寅
申
は
戊
、
丑
未
は
亥
、
辰
戌
は
丙
、
己
亥
は
丁
に
属
す
。
一
言
之
を
得
る
者
は
宮
と

土
な
り
。
三
言
は
徴
と
火
な
り
、
五
言
は
羽
と
水
、
七
言
は
商
と
金
、
九
言
は
角
と
木
な
り
。
若
し
本
命
土

に
属
す
れ
ば
、
青
色
の
薬
を
服
す
べ
か
ら
ず
、
金
に
属
す
れ
ば
赤
色
を
服
す
べ
か
ら
ず
、
木
に
属
す
れ
ば
白

色
、
水
は
黄
色
、
火
は
黒
色
を
服
す
べ
か
ら
ず
。
薬
は
五
行
の
義
を
用
ふ
、
木
は
土
に

か
　剋

ち
、
土
は
水
に
剋

ち
、
水
は
火
に
剋
ち
、
火
は
金
に
剋
ち
、
金
は
木
に
剋
つ
が
故
な
り
。
金
丹
大
薬
の
如
き
は
、
復
た
宜
と
不
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宜
と
を
論
ず
る
の
要
な
し
。

一
言
宮
　
庚
子
庚
午
　
辛
未
辛
丑
　
丙
辰
丙
戌

　
　
　
　
丁
亥
丁
巳
　
戌
寅
戌
申
　
己
卯
己
酉

三
言
徴
　
甲
辰
甲
戌
　
乙
亥
乙
巳
　
丙
寅
丙
申

　
　
　
　
丁
酉
丁
卯
　
戌
午
戌
子
　
己
未
己
丑

五
言
羽
　
甲
寅
甲
申
　
乙
卯
乙
酉
　
丙
子
丙
午

　
　
　
　
丁
未
丁
丑
　
壬
辰
壬
戊
　
癸
巳
癸
亥

七
言
商
　
甲
子
甲
午
　
乙
丑
乙
未
　
庚
辰
庚
戌

　
　
　
　
辛
巳
辛
亥
　
壬
申
壬
寅
　
癸
卯
癸
酉

九
言
角
　
戊
辰
戊
戌
　
己
巳
己
亥
　
庚
寅
庚
中

　
　
　
　
辛
卯
辛
酉
　
壬
午
壬
子
　
癸
丑
癸
未

禹
歩
法
　
前
挙
左
　
　
右
過
左
　
　
左
就
右

　
　
　
　
次
挙
右
　
　
左
過
右
　
　
右
就
左

　
　
　
　
次
挙
左
　
　
右
過
左
　
　
左
就
右

此
の
如
く
に
し
て
三
歩
す
れ
ば
、
二
丈
一
尺
と
す
る
べ
し
、
す
べ
て
九
跡
あ
り
。

小
神
丹
方
は
、
真
丹
三
斤
、
白
蜜
一
斤
を
和
合
し
て
、
日
に

さ
ら曝

し
之
を

い
　煎

り
て
丸
薬
と
な
し
、
毎
旦
麻
実
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ほ
ど
の
も
の
十
丸
を
服
す
れ
ば
、
一
年
な
ら
ず
し
て
、
白
髪
は
黒
く
、

だ
　堕

歯
は
生
じ
、
身
体
潤
沢
な
り
。
長

く
服
す
れ
ば
、
老
人
も
少
年
と
な
り
て
死
せ
ず
。

小
餌
黄
金
方
は
、
火
に
て
黄
金
を
銷
か
し
、
清
酒
の
中
に
出
入
せ
し
む
る
こ
と
二
百
回
な
れ
ば
、
酒
即
ち

わ
　沸

く
。
や
が
て
之
を
握
れ
ば
、
泥
の
如
く
指
の
間
よ
り
漏
れ
出
づ
。
更
に
再
び
之
を
銷
か
し
て
、
酒
中
に
出

入
せ
し
む
る
こ
と
無
数
な
れ
ば
、
弾
丸
の
如
き
も
の
と
な
る
。
之
を
分
服
す
る
こ
と
三
十
日
な
れ
ば
、
寒
温

を
感
ぜ
ず
、
神
人
玉
女
来
り
侍
す
。

銀
も
、
ま
た
金
と
同
じ
く
之
を
服
す
べ
し
、
此
二
物
を
服
し
て
、
名
山
石
室
の
中
に
入
る
こ
と
一
年
な
れ

ば
、
即
ち
軽
挙
せ
ん
。
若
し
人
間
に
在
ら
ば
之
を
地
仙
と
称
す
、
妄
り
に
人
に
伝
ふ
る
な
か
れ
。

両
儀
子
の
餌
銷
黄
金
法
は
、
猪
負
、
革
肪
三
斤
、
醇
苦
酒
一
斗
の
中
に
、
黄
金
五
両
を
置
き
て
、
之
を
煎

じ
、
金
を
以
て
肪
中
に
出
入
せ
し
む
る
こ
と
百
回
、
苦
酒
も
亦
此
の
如
く
す
。
一
斤
の
金
を
食
へ
ば
、
寿
は

天
地
に
同
じ
、
半
斤
を
食
へ
ば
二
千
歳
、
五
両
な
ら
ば
千
二
百
歳
を
得
。
王
相
の
日
を
以
て
、
之
を
作
れ
ば
、

神
良
な
り
。
人
に
伝
ふ
る
勿
れ
、
若
し
伝
ふ
れ
ば
、
薬
成
る
も
神
な
ら
ざ
る
な
り
。

三
尸
を
去
る
の
薬
を
食
は
ん
と
せ
ば
、

ま
さ当

に
丹
砂
を
服
す
べ
し
、
其
の
法
は
丹
砂
一
斤
を

つ
　擣

き
て
、
篩
に

か
け
、
和
す
る
に
醇
苦
酒
三
升
、
淳
漆
一
斤
を
以
て
し
、
微
火
に
て
之
を
煎
じ
て
、
丸
薬
と
な
す
。
麻
実
ほ

ど
の
分
量
三
丸
を
、
一
日
二
回
服
す
れ
ば
、
腹
中
の
百
病
愈
え
て
、
三
尸
去
る
。
百
日
の
後
に
は
、
肌
骨
堅

強
、千
日
の
後
に
は
、司
命
の
神
は
、死
籍
よ
り
そ
の
人
の
名
を
削
り
去
り
て
、天
地
日
月
と
寿
を
同
じ
く
す
。
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形
を
改
め
容
を
易
へ
て
、
変
化
常
な
く
、
日
中
と
雖
も
影
な
く
し
て
、
別
に
光
あ
り（
本
篇
の
末
段
は
通
行

本
と
稍
や
異
な
り

）
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抱
朴
子
内
篇
巻
十
二
　
辨
問（
仙
術
信
ず
る
に
足
ら

ず
と
い
ふ
を
駁
す

）

或
る
ひ
と
問
う
で
曰
く
、

若
し
仙
な
る
も
の
必
ず
得
べ
く
ん
ば
、
聖
人
は

す
で已

に
之
を
修
め
た
り
し
な
ら
ん
。
し
か
る
に
周
公
・
孔
子

の
之
を
為
さ
ざ
り
し
は
、
こ
れ
こ
の
道
無
き
こ
と
知
る
べ
き
也
と
。

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

夫
れ
聖
人
は
必
ず
し
も
仙
な
ら
ず
。
仙
人
は
必
ず
し
も
聖
な
ら
ず
。
聖
人
は
天
命
を
ば
受
け
た
れ
ど
も
、長

生
の
道
に
は

あ
　値

は
ず
し
て
、
た

みゞ
づ
か自ら
ざ
ん残

を
除
き
、
賊
を
去
り
、
険
をた

ひ
ら夷げ

、
暴
を
平
げ
、
礼
を
制
し
、が

く楽
を

作
り
、
法
を

あ
ら著

は
し
、
教
を
垂
れ
、
不
正
の
風
を
移
し
、
流
随
の
俗
を

か
　易

へ
、
将
に
危
か
ら
ん
と
す
る
の
主

を
た
だ匡

し
、
亡
び
ん
と
し
て
微
な
る
の
国
を

た
す扶

け
ん
こ
と
を
欲
し
て
、
詩
と
書
と
を
刊
し
、

か
　
と
　

河
図

ら
く
し
よ

洛
書
を
撰
し
、

け
い
か
う

経
誥
を
著
は
し
、雅
とし

よ
う頌と

を
和
し
、董
蒙
を

を
し訓

へ
、諸
国
に
応
聘
し
、煙
突
に
烟
を

こ
ら凝

す
こ
と
な
く
、座
席

も
煖
な
る
に
暇
あ
ら
ず
。
そ
の
事
は
則
ち
鞅
掌
し
て
極
り
な
く
、
年
を

き
は窮

め
て

や
　已

む
こ
と
な
し
。
亦
たい

づ
く
ん

焉
ぞ

能
く
、

そ
う聰

を
閉
ぢ
、

め
い明

を
掩
ひ
、
内
視
し
、
反
聴
し
、
呼
吸
し
、
導
引
し
、
長
くも

の
い
み

斉
し
、
久
し
く

き
よ潔

く
し
、
水

に
入
り
て
金
を

ゆ
　淘

り
、
山
に
登
り
て
薬
を

と
　採

り
、

い
き息

を
数
へ
、
神
を
思
ひ
、
穀
を
断
ち
、
腸
を
清
く
せ
ん
や
。

仙
に
至
り
て
は
、唯
だ
、す
べ
か
ら
く
志
を

あ
つ篤

く
し
、至
信
に
し
て
、勤
め
て
怠
ら
ざ
る
べ
し
。
能
くし

づ
か恬に

能

く
静
に
し
て
、す
な
は
ち
之
を
得
べ
し
。
多
才
な
る
を
待
た
ざ
る
な
り
。
俗
に
入
る
の

か
う
し
ん

高
真（
真
の
字
疑
ふ
ら
く

は
具
に
作
る
べ
し
）
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な
る
こ
と
有
る
は
、乃
ち

だ
う
し
や

道
者
の
重
きわ

づ
ら
ひ

累
た
り
。
一
の
大
薬
を
調
合
す
る
こ
と
を
得
て
、一
を
守
り
神
を
養
ふ

の
要
を
知
れ
ば
則
ち
長
生
久
視
す
。
豈
に
聖
人
の
修
め
為
す
所
の
者
の

し
か
じ
か

云
云
の
無
限
な
る
が
如
く
な
ら
ん
や
。

且
つ
夫
れ
俗
に
い
は
ゆ
る
聖
人
は
、
皆
、
世
を
治
む
る
の
聖
人
に
し
て
、
道
を
得
る
の
聖
人
に
非
ず
。
道

を
得
る
の
聖
人
は
則
ち
黄
帝
老
子
こ
れ
な
り
。
世
を
治
む
る
の
聖
人
は
則
ち
周
公
孔
子
こ
れ
な
り
。
黄
帝
は

先
づ
世
を
治
め
て
、
し
か
る
後
に
登
仙
す
。

こ
れ此

は
こ
れ
偶
ま
能
く
兼
ぬ
る
の
才
あ
る
者
な
り
。
古
の
帝
王
の

泰
山
に
刻
し
た
り
し
も
の
ゝ
中
に
、か

え
り省み

て
読
む
べ
き
も
の
は
七
十
二
家
あ
り
。
そ
の
餘
の
磨
滅
し
た
る
も

の
は
、

あ
　勝

げ
て
数
ふ
べ
か
ら
ず
。
し
か
る
に
独
り
黄
帝
の
仙
を
記
し
た
る
を
以
て
見
れ
ば
、
そ
のつ

ま
び
ら
か

審
に
然
る

こ
と
知
る
べ
き
な
り
。

世
人
は
、人
の
尤
も
長
ず
る
所
に
し
て
衆
の
及
ば
ざ
る
所
の
者
を
以
て
、す
な
は
ち
之
を
聖
と

い
　謂

へ
り
。
故

に
い
　
ご
　

囲
棊
を
善
く
す
る
事
の
無
比
な
る
者
を
ば
則
ち
之
を
棊
聖
と
謂
ふ
。
故
に
厳
子
卿（
太
の
七

五
三

）と
馬
綏
明
と

は
今
に
お
い
て
棊
聖
の
名
有
り
。
史
書
を
善
く
す
る
こ
と
の
時
に

す
ぐ絶

れ
た
る
者
を
ば
、
則
ち
之
を
書
聖
と
謂

ふ
。
故
に
皇
象
と
胡
昭
と
は
今
に
お
い
て
書
聖
の
名
あ
り
。
図
画
を
善
く
す
る
事
の
人
に
勝
れ
た
る
者
を
ば
、

之
を
画
聖
と
い
ふ
。
故
に
衞
協
と
張
墨
と
は
今
に
お
い
て
画
聖
の
名
有
り
。
刻
削
を
善
く
す
る
こ
と
の
尤
も

巧
な
る
者
を
ば
則
ち
之
を
木
聖
と
謂
ふ
。
故
に
張
衡
と
馬
鈞
と
は
今
に
お
い
て
木
聖
の
名
有
り
。
故
に
孟
子

は
謂
へ
ら
く
、
伯
夷
は
清
の
聖
な
る
者
な
り
、
柳
下
恵
は
和
の
聖
な
る
者
な
り
、
伊
尹
は
任
の
聖
な
る
者
な

り
と
。
吾
れ
試
み
に
推
演
し
て
之
を
論
ぜ
ん
に
、
則
ち
聖
は
一
事
に
あ
ら
ず
。
夫
れ

こ
う
し
ゆ
は
ん

公
輸
班
と

ぼ
く
て
き

墨
翟
と

す
ゐ倕

と
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は
機
械
の
聖
な
り
、

ゆ
　
ふ
　

兪
跗
とへ

ん
じ
ゃ
く

扁
鵲
と
秦
和
と
秦
綏
と
は
疾
を
治
む
る
の
聖
な
り
、
子
葦
と
甘
均
と
は
占
候
の

聖
な
り
、
史
蘇
と

し
ん
れ
う

辛
廖
と
は
卜
筮
の
聖
な
り
、
夏
育
と
杜
回
と
は
筋
力
の
聖
な
り
、

け
い
か
　

荊
軻
と

ぜ
ふ
せ
い

聶
政
と
は
勇
敢

の
聖
な
り
、
飛
廉
と

こ
　
ほ
　

夸
父
と
は
軽
速
の
聖
な
り
、
子
野（
晋
の

師
嚝
）と
延
州（
延
陵
の

季
子

）と
は
音
を
知
る
の
聖
な
り
、

孫
武
と
呉
起
と
韓
信
と
白
起
と
は
兵
を
用
ふ
る
の
聖
な
り
。
聖
は
人
事
の
極
号
な
り
。
独
り
文
学
に
於
て
す

る
の
み
に
あ
ら
ず
。
荘
周
が
云
ふ
、盗
に
聖
人
の
道
五
つ
あ
り
、妄
意
し
て
人
の
蔵
を
知
る
者
は

め
い明

な
り
、先

づ
入
り
て
疑
は
ざ
る
者
は
勇
な
り
、
後
に
出
で
て
懼
れ
ざ
る
者
は
義
な
り
、
可
否
の
宜
し
き
を
知
る
者
は

ち
　知

な
り
、
財
を
分
つ
こ
と
均
同
な
る
は
仁
な
り
、
こ
の
道
を
得
ず
し
て
天
下
の
大
盗
と
な
る
者
は
未
だ
こ
れ
有

ら
ざ
る
な
り
と
。

或
る
人
の
曰
く
、

聖
人
の
道
は
枝
分
葉
散
す
る
を
得
ず
、
必
ず

す
　總

べ
て
之
を
兼
ね
て
然
る
後
に
聖
と
為
す
と
。

余
之
に
答
へ
て
日
く
、

孔
子
の
門
徒
の
中
、
達
す
る
者
は
七
十
二
人
に
し
て
、
各
、
聖
人
の
一
体
を
得
た
り
と
は
、
こ
れ
聖
事
に

も
剖
判
す
る
こ
と
有
る
な
り
。
又
云
ふ
、
顔
淵
は
体
を
具
へ
て
し
か
も
微
な
り
と
は
、
こ
れ
聖
事
に
も
厚
薄

あ
る
な
り
。
又
、

え
き易

に
曰
く
、
聖
人
の
道
四
つ
有
り
、
以
て
言
ふ
者
は
そ
の
辞
をた

つ
と尚び

、
以
て
動
く
者
は
そ

の
変
をた

つ
と尚び

、
以
て
器
を
制
す
る
者
は
そ
のし

や
う象を

尚
び
、
以
て
卜
筮
す
る
者
は
そ
の

せ
ん占

を
尚
ぶ
と
は
、
こ
れ

則
ち
聖
道

わ
か分

つ
べ
き
の
明
証
な
り
。
何
す
れ
ぞ
、
道
徳
に
善
く
し
て
以
て
神
仙
を
致
す
者
を
ば
、
独
り
之
を
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以
て
道
を
得
る
の
聖
と
為
す
と
い
ふ
べ
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
苟
も
道
を
得
る
の
聖
有
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
周
公
孔

子
も
世
を
治
む
る
の
聖
と
な
す
こ
と
を
得
じ
。
聖
は
既
に
一
に
非
ず
。
何
を
以
て
当
に
相
兼
ね
し
む
る
こ
と

を
責
む
べ
き
か
。

按
ず
る
に
、
仙
経
に

お
　
も
　

以
為
へ
ら
く
、も

ろ
も
ろ

諸
の
仙
を
得
た
る
者
は
、
皆
そ
の
命
を
受
く
る
や
、た

ま
た
ま

偶
、
神
仙
の
気

に
あ
　値

へ
り
。
自
然
の

う
　稟

く
る
所
、
故
に
胞
胎
の
中
に

す
で已

に
道
を
信
ず
る
の
性
を
含
め
り
。
そ
の

し
　識

る
こ
と
有

る
に
及
び
て
は
、
則
ち
心
に
そ
の
事
を
好
み
、
必
ず
明
師
に

あ
　遭

ひ
て
其
の
法
を

う
　得

。
然
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
信

ぜ
ず
求
め
ず
。
求
む
と
も
亦
た
得
ざ
る
な
り

ぎ
よ
く
け
ん
ぎ
や
う

玉
鈐
経
に
云
ふ
、主
命
は

も
　原

と
人
の
吉
凶
に
由
り
、長
短
は
胎
を
結
び
気
を
受
く
る
の
日
に
於
て
し
、皆
、

か
み上

に
し
て
列
宿
の
精
を

う
　得

。
そ
の
聖
宿
に

あ
　値

ふ
と
き
は
則
ち
聖
な
り
。
賢
宿
に
値
ふ
と
き
は
則
ち
賢
な
り
。

文
宿
に

あ
　値

ふ
と
き
は
則
ち
文
な
り
。
武
宿
に
値
ふ
と
き
は
則
ち
武
な
り
。
貴
宿
に
値
ふ
と
き
は
則
ち
貴
な
り
。

富
宿
に
値
ふ
と
き
は
則
ち
富
な
り
。
賎
宿
に
値
ふ
と
き
は
則
ち
賎
な
り
。
貧
宿
に
値
ふ
と
き
は
則
ち
貧
な
り
。

寿
宿
に
値
ふ
と
き
は
則
ち
寿
な
り
。
仙
宿
に
値
ふ
と
き
は
則
ち
仙
な
り
。
又
た
神
仙
聖
人
の
宿
あ
り
。
治
世

聖
人
の
宿
あ
り
。
二
聖
を
兼
ぬ
る
の
宿
あ
り
。
貴
く
し
て
富
ま
ざ
る
の
宿
あ
り
。
富
み
て
貴
か
ら
ざ
る
の
宿

あ
り
。
富
と
貴
と
を
兼
ぬ
る
の
宿
あ
り
。
先
に
富
み
て
後
に
貧
し
き
の
宿
あ
り
。
先
に
貴
く
し
て
後
に
賎
し

き
の
宿
あ
り
。
貧
と
賎
と
を
兼
ぬ
る
の
宿
あ
り
。
富
貴
終
へ
ざ
る
の
宿
あ
り
。
忠
孝
の
宿
あ
り
。
兇
悪
の
宿

あ
り
。

か
く此

の
如
き
はつ

ぶ
さ具に
の
　載

す
べ
か
ら
ず
。
そ
のか

う
り
や
く

較
略
は

か
く此

の
如
し
。
人
生

も
　本

と
定
命
あ
り
と
す
る
は
、
張
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車
子
が
説
こ
れ
な
り
。
苟
も
神
仙
た
る
の
命
を
受
け
ず
ん
ば
、
則
ち
必
ず
仙
を
好
む
の
心
無
し
。
未
だ
心
に

之
を
好
ま
ず
し
て
そ
の
事
を
求
む
る
者
は
有
ら
ざ
る
な
り
。
未
だ
求
め
ず
し
て
之
を
得
る
者
は
有
ら
ざ
る
な

り
。
古
へ
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
高
才
明
達
な
れ
ど
も
仙
の
有
る
こ
と
を
信
ぜ
ざ
る
も
の
あ
り
。
平
平
の
許

人
に
し
て
学
び
て
仙
を
得
る
も
の
な
り
。
甲
は
鑒
識
す
る
所
多
け
れ
と
も
、
或
は
仙
に
蔽
は
れ
、
乙
は
通
ぜ

ざ
る
所
多
け
れ
ど
も
、
偏
に
そ
の
理
に
達
せ
り
。
こ
れ
そ
の
天
命
の
然
ら
し
む
る
所
に
あ
ら
ず
や
。

夫
れ
道
家
は
仙
術
を
宝
と
し
て
秘
す
。
弟
子
の
中
に
も
尤
も
簡
択
す
る
こ
と
を
尚
ぶ
。
至
精
い
よ
い
よ
久

し
く
し
て
、

し
か然

し
て
後
、
之
に
告
ぐ
る
に
要
訣
を
以
て
す
。
況
や
世
人
に
於
て
は
幸
に
自
ら
信
ぜ
ず
求
め
ず
。

何
す
れ
ぞ
強
ひ
て
以
て
之
に
語
る
べ
け
ん
や
。
既
に
化
し
て
之
を
信
ぜ
し
む
る
こ
と
能
は
ず
、
又
将
にわ

ら
ひ嗤を

ま
ね招

きそ
し
り謗を
ま
ね速

か
ん
と
す
。
故
に
道
を
得
た
る
の
士
は
世
人
と

み
ち路

を
異
に
し
て
行
き
、と

こ
ろ処を

異
に
し
て
止
ま
り
、

言
も
て
之
と
交
ら
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
、
身
も
て
之
とま

じ
は雑ら

ん
こ
と
を
欲
せ
ず
、
千
里
を
隔
て
ゝ
も
猶
ほ
以
て

け
ふ
ぜ
つ

頬
舌
の
攻
を
遠
ざ
か
る
に
足
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
れ
、
軌
迹
を
絶
ち
て
も
猶
ほ
以
て
毀
辱
の
醜
を
免
る
ゝ
に

足
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
る
。
貴
も
以
て
之
を
誘
ふ
に
足
ら
ず
、
富
も
以
て
之
を
移
す
に
足
ら
ず
。
何
ぞ

あ
へ肯

て

ま
さ当

に
自
ら
俗
士
に

て
ら衒

ひ
て
我
に
仙
法
有
り
と
言
ふ
べ
け
ん
や
。
こ
れ
蓋
し
周
公
孔
子
の
仙
道
を
知
る
に

え
ん縁

無

か
り
し

ゆ
ゑ
ん

所
以
な
り
。

且
つ
そ
れ
周
公
孔
子
は
蓋
し
こ
れ
高
才
大
学
の
深
遠
な
る
者
の
み
。
小
小
の
伎
を
だ
に
猶
ほ
多
く

な
ら閑

は
ず
。

之
を
し
て

た
ま丸

を
跳
ら
し
、
劒
を
弄
し
、
鋒
を
踰
え
、

は
さ
み鋏

を
投
じ
、

つ
な綱

を
ふ
　履

み
、

は
た幢

に
登
り
、
盤
を

つ
ま摘

み
、つ

く
ゑ案
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に
よ
　縁

り
、く

び
す踉は

万
仭
の
峻
峭
に

か
か挂

り
て
、
呂
梁
の
不
測
に
游
泳
し
、
手
は
千

き
ん鈞

を
さ
さ扛

げ
、
足
はき

や
う
へ
う

驚
飈
を

ふ
　躡

み
、

虎
をて

う
ち暴に

し
、豹
を

を
り檻

に
し
、飛
捷
の
矢
を

と
　攬

ら
し
め
ん
に
、ぼ

ん
じ
ん

凡
人
は
之
を
為
し
て
、周
公
孔
子
は

よ
　能

く
せ
ず
。

況
ん
や
之
に
過
ぐ
る
者
を
や
。
他
人
の
念
慮
す
る
所
、の

み
し
ら
み

蚤
蝨
の
背
向
す
る
所
、

か
き墻

を
隔
て
た
る
朱
紫
、
林
の

も
と下

の
草
芥
、

は
こ
ひ
つ

匣
匱
の
書
籍
、
地
の
中
の
宝
蔵
、
豊
林

す
い
そ
う

邃
藪
の
鳥
獣
、
重
淵
洪
潭
の

ぎ
よ
べ
つ

魚
鱉
を
指
し
て
、
周
公
孔

子
を
し
て
そ
の
彩
色
を
委
曲
に
し
、
そ
の
物
名
を
分
別
し
、
そ
の
多
少
を
経
列
し
、
そ
の
有
無
を
審
実
せ
し

め
ば
、
未
だ
必
ず
し
もこ

と
ご
と

盡
く
知
る
こ
と
能
は
ず
。
況
ん
や

こ
れ此

よ
り
遠
き
者
を
や
。

聖
人
た
り
と
も
、
食
は
ざ
れ
ば

う
　饑

ゑ
、
飲
ま
ざ
れ
ば

か
わ渇

き
、
之
を

や
　灼

け
ば

ね
つ熱

し
、
之
を
氷
ら
せ
ば

ひ
　寒

え
、
之

を
う
　撻

て
ば
痛
み
、
之
を
刃
す
れ
ば

き
ず傷

つ
き
、
歳
久
し
け
れ
ば
老
い
、
損
傷
す
れ
ば
痛
み
、
気

た
　絶

ゆ
れ
ば
死
す
。

こ
れ
は
こ
れ
、
そ
の
凡
人
と
異
な
る
こ
と
無
き
者
甚
だ
多
し
。
而
し
て
そ
の
同
じ
か
ら
ざ
る
所
以
の
も
の
は

至
つ
て
少
し
。
人
に
過
絶
す
る
所
以
の
者
は
、
た
だ
才
長
く
、
思
遠
く
、
口
給
し
、
筆
高
く
、
徳
全
く
、
行
潔

く
、
強
訓
に
し
て
博
聞
な
る
こ
と
に
在
る
の
み
。
亦
た
い
づ
く
ん
ぞ
よ
く
事
の
兼
ね
ざ
る
無
か
ら
ん
や
。
す

で
に

て
ん
ぼ
　

典
謨
を
著
作
し
、
上
を
安
ん
じ
民
を
治
め
た
る
に
、
ま
た
之
を
し
て
仙
道
を
知
り
て
長
生
不
死
な
ら
し

め
ん
と
欲
し
、

こ
れ此

を
以
て
聖
人
を
責
む
る
は
、
何
ぞ
そ
れ
多
き
や
。

吾
聞
く
、至
言
は
俗
耳
に
逆
ひ
、真
語
は
必
ず
衆
儒
に
違
ふ
と
。
士
のに

は
か卒に

吾
が
こ
の
書
を
覧
る
者
は
、必

ず
吾
を
も
て
聖
人
を
非
毀
す
る
も
の
と
謂
は
ん
。
吾
れ
豈
に
然
ら
ん
や
。
た
だ
物
理
を

き
は窮

め
盡
す
の
み
。
理

つ
く盡

し
事

き
は窮

ま
れ
ば
、
則
ち
周
公
孔
子
を

そ
し謗

る
に
似
た
り
。
世
人
は
謂
へ
ら
く
、
聖
人
は
天
よ
り
降
り
た
る
も
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の
に
て
神
霊
の
物
な
り
、
知
ら
ざ
る
こ
と
な
く
、

よ
　能

く
せ
ざ
る
こ
と
な
し
と
。
甚
し
い
か
な
、
そ
の
名
に

ふ
く服

し
お
そ畏

れ
て
、
敢
て
ま
た
之
を

は
か料

る
に
事
を
以
て
せ
ざ
る
や
。
聖
人
の
能
く
せ
ざ
る
所
は
人
ま
た
之
を
能
く
す

る
者
な
し
と
為
す
な
り
。
聖
人
の
知
ら
ざ
る
所
は
人
ま
た
之
を
知
る
者
な
し
と
為
す
な
り
。
亦
た
笑
ふ
べ
き

こ
と
な
ら
ず
や
。
今つ

ぶ
さ具に

迹
事
を
以
て
之
をか

ん
が校へ

、
想
ひ
て
以
て
悟
る
べ
き
な
り
。
完
山
の
鳥
の
生
を
売
り

死
を
送
る
の
声
を
ば
、
孔
子
之
を
知
ら
ず
、す

な
は便ち

ま
た
顔
回
の
み
只
だひ

と
へ偏に

之
を
解
す
べ
し
と

い
　謂

ふ
べ
け
ん

や
。
太
山
の
婦
人
の
哭
す
る
を
聞
き
て
、
之
に
問
ひ
て
乃
ち
虎
の
そ
の
家
の
三
人
を
食
ひ
た
る
こ
と
を
知
り
、

又
こ
の
婦
人
が
何
を
以
て

う
つ徙

り
去
ら
ざ
る
か
の
意
を
知
ら
ず
し
て
、
答
を

ま
　須

ち
て
乃
ち

さ
と悟

る
。
雀
を

あ
み羅

に
す

る
者
のも

つ
ぱ絶ら

黄
口
の
み
を
得
る
を
見
て
、
そ
の
意
を
辯
ぜ
ず
し
て
、
之
を
問
ひ
て
乃
ち

さ
と覚

る
。
母
を
葬
ら
ん

と
欲
す
る
に
及
び
て
、
父
の
墓
の
所
在
を
知
ら
ず
し
て
、
人
の
之
を
語
る
を

ま
　須

ち
、
既
に
定
ま
り
て
墓
崩
れ

て
又
之
を
知
ら
ず
、
弟
子
之
を
語
り
て
乃
ち

げ
ん
ぜ
ん

泫
然
と
し
てな

み
だ涕を

流
す
。
ま
た
顔
淵
の
盗
食
す
る
か
を
疑
ひ
て

乃
ち
言
を
先
人
を
祭
ら
ん
と
欲
す
る
に

か
　仮

り
て
塵
を

ひ
ろ惙

ふ
の
虚
偽
を

ぼ
くト

す
。

う
ま
や廐
や
　焚

け
て
ま
た
人
馬
を
傷
つ
く

る
や
否
や
を
知
ら
ず
。
顔
淵

お
く後

れ
た
り
し
を
ば
、
す
な
は
ち
之
を
已
に
死
せ
り
と

お
も謂

ふ
。
ま
た
七
十
餘
国
に

周
流
し
て
、
人
の
必
ず
之
を
用
ひ
ざ
る
こ
と
をあ

ら
か
じ

逆
め
知
る
あ
た
は
ず
、

せ
い
せ
い

栖
栖

く
わ
う
く
わ
う

遑
遑
と
し
て
席
の
温
ま
る
暇

も
な
し
。
ま
たき

や
う
ひ
と

匡
人
の
之
を
囲
む
に
当
り
て
、
そ
の
道
に

よ
　由

る
こ
と
を
知
ら
ず
。
老
子
に
問
ふ
に
古
の
礼
を

以
て
し
た
る
は
、
礼
に
解
せ
ざ
る
所
あ
る
な
り
。

た
ん
し
　

郯
子
に
問
ふ
に
鳥
官
を
以
て
し
た
る
は
、
官
に
識
ら
ざ
る

所
あ
る
な
り
。
行
き
てわ

た
り津を

知
ら
ず
、
人
を
し
て
之
を
問
は
し
め
、
ま
た
問
ふ
所
の
人
の
必
ず
之
を

そ
し譏

り
て
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そ
の
路
を
告
げ
ざ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
り
き
。
若
し

し
か爾

る
を
知
る
べ
く
ん
ば
問
は
ざ
り
し
な
ら
ん
。
車
を
下
り

て
風
を
歌
ふ
者
を
逐
ひ
た
れ
ど
も
、
彼
のと

ゞ
ま住ら

ざ
る
を
知
ら
ざ
り
し
な
り
。
南
子（
衞
国
の
君

の
夫
人

）に
ま
み見

え
た
る

は
そ
の
益
無
き
こ
と
を
知
ら
ざ
り
し
な
り
。
諸
の
此
の
如
さ
の
類
を
ばつ

ぶ
さ具に

挙
ぐ
べ
か
ら
ず
。
た
だ
仙
法
を

知
ら
ざ
る
の
み
を
ば
何
ぞ
怪
む
に
足
ら
ん
や
。

ま
た
俗
儒
は
、
聖
人
の
能
く
せ
ざ
る
所
を
ば
餘
人
は
皆
能
く
せ
ず
と
云
へ
り
。
然
ら
ば
、

た
う
じ
ん

宕
人
は
水
居
し
、

り
や
う
ぼ

梁
母
は
火
化
し
、
子
伯
は
至
熱
に
耐
へ
、
仲
都
は
酷
寒
に
堪
へ
、
左
慈
は
兵
解
せ
ら
れ
て
死
せ
ず
、
甘
始
は

糧
を

や
　休

め
て
以
て
歳
を

へ
　経（
仲
都
以
下
の
四

人
は
神
を
見
よ
）は

ん
い
つ

范
軼
は

き
　斫

ら
れ
て
も
入
ら
ず（
不明
）べ

つ
れ
い

鼇
令
はし

か
ば
ね

尸
を
流
し
て
更
に
生

き（
本
書
の

第
八

）少
千
は
百
鬼
を

と
ら執

へ（
司上
）費
長
房
は
地
脈
を
縮
め（
神
を

見
よ
）仲
甫
は
形
を

し
ん
ふ
　

晨
鳧
に

か
　仮

り（
神
を

見
よ
）

張
楷
は

す
ゐ
き
よ

吹
嘘
し
て
雲
霧
を
起
せ
り（
後
の
張

覇
伝

）未
だ
周
公
孔
子
の
能
く
こ
の
事
を
為
す
を
聞
か
ざ
る
な
り
。

俗
人
或
は
曰
く
、
周
公
孔
子
皆
よ
く
こ
れ
を
為
せ
ど
も
、
た
だ
為
さ
ざ
る
の
み
と
。

吾
之
に
答
へ
て
曰
く
、
必
ず
し
も
之
を
明
文
に
求
め
ず
し
て
空
を
指
し
て
以
て
浮
言
せ
ば
、
吾
はす

な
は便ち
い
　謂

ふ
べ
し
、
周
公
孔
子
能
く

か
く翮

を
振
ひ
て
翻
飛
し
、
八
極
に
翺
翔
し
て
、
雲
を
興
し
、
雨
を
致
し
、
山
を
移
し
、

井
を
抜
く
べ
き
も
、
た
だ
為
さ
ざ
る
の
み
と
。
一
に
記
籍
の
見
事
を
以
て
拠
と
為
さ
ざ
る
者
は

ま復
た
何
ぞ
限

ら
ん
や
。
必
ず
云
ふ
所
の
ご
と
く
ん
ば
、
吾
も
ま
た
以
て
次
の
如
く
言
ふ
べ
し
。
周
公
孔
子
は
皆

す
で已

に
昇
仙

し
た
れ
ど
も
、
た
ゞ
こ
の
法
の
以
て
世
を
訓
ふ
べ
か
ら
ざ
る
に
よ
り
て
、
恐
ら
く
は
人
皆
不
死
の
得
べ
き
を

知
ら
ば
、
皆
必
ず
悉
く
供
養
を

す
　委

て
、
進
官
を

や
　廃

め
て
、
危
き
に
登
り
深
き
に
浮
び
て
以
て
こ
の
道
を
修
め
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ん
こ
と
を
。
こ
れ
家
に
ま
た
子
孫
無
く
、
国
に
ま
た
臣
吏
無
き
な
り
。
忠
孝
竝
に

ほ
ろ喪

び
、
大
倫
必
ず
乱
れ
な

ん
。
故
に
周
公
孔
子
は
密
に
自
ら
之
を
為
し
て
、
し
か
も
秘
し
て
人
に
告
げ
す
、
外
は
終
亡
の
形
に
託
し
て
、

内
は
上
仙
の
術
有
り
と
。
こ
の
如
く
言
は
ば
、

し
　子

も
ま
た
将
に
何
を
以
て
吾
を
難
ぜ
ん
と
す
る
か
。
亦
ま
た

未
だ
必
ず
し
も
然
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。

霊
宝
経
に
、

せ
い
き
　

正
機
、

へ
い
か
う

平
衡
、

ひ
　
き
　

飛
亀
、

じ
ゆ
ち
つ

授
袟
凡
そ
三
篇
あ
り
て
、
皆
仙
術
な
り
。
呉
王
石
を

き
　伐

り
て
以
て
宮

室
を
治
め
て
、
合
石
の
中
に
於
て
紫
文
金
簡
の
書
を
得
し
が
、
之
を
読
む
能
は
ざ
り
し
か
ば
、
使
者
に
之
を

持
ち
て

ち
ゆ
う
ぢ

仲
尼（
孔子
）に
問
は
し
め
て
、
仲
尼
を
欺
き
て
曰
く
、「
呉
王
の
閑
居
せ
し
と
き
、
赤
雀
あ
り
て
書
を

ふ
く銜

み
て
殿
上
に
置
き
た
り
し
が
、
そ
の
義
を
知
ら
ざ
る
が
故
に
、
遠
く

と
　諮

ひ
て
呈
す
」
と
。
仲
尼
之
を
視
て

曰
く
、「
此
れ
は
乃
ち
霊
宝
の
方
、
長
生
の
法
に
し
て
禹
の
服
す
る
所
な
り
。
隠
れ
て
水
邦
に
在
り
て
、
年
は

天
地
と

ひ
と斉

し
く
し
て
、
紫
庭
に
朝
す
る
者
な
り
。
禹
の

ま
さ将

に
仙
化
せ
ん
と
せ
し
と
き
、
之
を
名
山
の
石
函
の

中
に
封
じ
た
り
き
。
乃
ち
今
赤
雀
の
之
を
銜
め
る
は
殆
ど
天
の
授
け
た
る
な
り
」
と
。
此
を
以
て
之
を
論
ず

れ
ば
、
夏
の
禹
王
は
死
せ
ざ
る
な
り
。
而
し
て
仲
尼
も
ま
た
之
を
知
れ
り
。
い
づ
く
ん
ぞ
仲
尼
の
皆ひ

そ
か密し

そ

の
道
を
治
め
ざ
り
し
を
知
ら
ん
や
。

正
に
ま
た
聖
人
を
し
て
此
事
を
為
さ
ざ
ら
し
む
と
も
、未
だ
そ
の
故
無
し
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
人

の
好
み
悪
む
所
は
各
同
じ
か
ら
ず
。
之
を
喩
ふ
る
に
面
を
以
て
す
る
は
、
豈
に
信
な
ら
ず
や
。
誠
に
そ
の
意

に
合
す
れ
ば
、
小
と
雖
も
必
ず
為
す
な
り
。
そ
の
神
に
合
せ
ざ
れ
ば
、
大
と
雖
も
学
ば
ざ
る
な
り
。に

が
き苦を

好
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みあ
ま
き甘を

憎
む
こ
と
は
既
に
皆
有
り
。
利
をた

し
な嗜み

義
を
棄
つ
る
も
ま
た
無
数
な
り
。
聖
人
の
大
宝
を
位
と
曰
ふ
。

何
を
以
て
人
を
聚
む
る
か
。
曰
く
財
と（
易
経

の
語
）又
た
曰
く
富
と
貴
と
は
是
れ
人
の
欲
す
る
所
な
り
と（
論
語

の
文
）

し
か
る
に
、
昔
己
に
之
に

ゆ
づ禅

る
に
帝
王
の
位
を
以
て
す
れ
ど
も
用
ひ
ず
、
之
に

ゆ
だ委

ぬ
る
に
四
海
の
富
を
以
て

す
れ
ど
も
願
は
ず
、
三
公
九
卿
の
官
をな

い
が
し
ろ

蔑
に
し
、
玉
帛
の

へ
い聘

に
そ
む背

き
、
山
林
の
高
潔
を

と
　遂

げ
、

ぎ
よ
て
う

魚
釣
の

い
や陋

し

き
わ
ざ業

を
甘
ん
ず
る
者
有
り
。
蓋
し

あ
　勝

げ
て
数
ふ
べ
か
ら
ざ
る
の
み
。
ま
た
曰
く
男
女
と
飲
食
と
は
人
の
大
欲

の
存
す
る
所
と
。（
礼
記

の
文
）是
を
以
て
好
色
を
ば
諌
む
べ
か
ら
ず
、
甘
旨
は
憂
を
忘
る
べ
し
。
し
か
る
に
、
昔

に
は
穀
を
絶
ち
、美
を
棄
て
、妻
妾
をた

く
は畜へ

ず
、超
然
と
し
て
独
在
し
、悟
言
し
て
意
を

え
　得

、影
を
顧
み
て
歓

を
含
み
、
流
にく

ち
そ嗽ゝ

ぎ
て
味
を
忘
る
ゝ
者
有
り
。
又

あ
　勝

げ
て

し
る記

し
難
き
な
り
。
人
の
情
は
紅
顔
艶
姿
軽
体
柔
身

を
愛
せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
し
か
る
に
黄
帝
は
甚
だ
し
く
醜
な
る

ほ
　
ぼ
　

媒
母
を
悦
び
、
陳
侯
は
憎
む
べ
き
の

と
ん
か
ふ

敦
洽
を

あ
は
れ怜む

。
人
の
鼻
は
香
を
楽
し
ま
ざ
る
こ
と
な
し
。
故
に
、り

う
わ
う

流
黄
、う

つ
こ
ん

欝
金
、ら

ん
じ
や

蘭
麝
、そ

　
が
ふ

蘇
合
、げ

ん
た
ん

玄
胆
、そ

　
か
う

素
膠
、か

う
り
　

江
離
、

け
つ
し
や

掲
車
、し

ゆ
ん
け
い

春
蕙
、

し
う
ら
ん

秋
蘭
はあ

た
ひ価瓊

瑤
に
同
じ
。
し
か
る
に
海
上
の
女
は

は
な
は
だ

酷
く
さ臭

き
夫
を
逐
ひ
之
に
随
ひ
て
止
ま
ず
。

人
の
口
は
甘
き
を
悦
ば
ざ
る
こ
と
な
し
。
し
か
る
に
周
の
文
王
は
美
な
ら
ざ
るあ

さ
の
み

葅
を
嗜
み
て
、
以
て
大
牢
の

滋
味
に

か
　易

へ
ず
。
人
の
耳
は

が
く楽

を
喜
ば
ざ
る
こ
と
な
し
。
し
か
る
に
魏
の
明
帝
は
上
手
な
る

の
み鑿

の
声
を
好
み

て
、
以
て
糸
竹
の
和
音
に

か
　易

へ
ず
。
人
お
の
〳
〵
意
あ
り
。
い
づ
く
ん
ぞ

こ
れ此

の
以
て
彼
に
同
じ
き
を
求
む
べ

け
ん
や
。

周
公
孔
子
は
自
らた

ま
た偶ま

仙
道
を
信
ぜ
ず
。
日
月
も
照
さ
ヾ
る
所
あ
り
、
聖
人
も
知
ら
ざ
る
所
あ
り
。
そ
れ
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聖
人
の
為
さ
ゞ
る
所
な
る
を
以
て
、
す
な
は
ち
天
下
に
仙
な
し
と
云
ふ
べ
け
ん
や
。
こ
れ
三
光
の

ふ
く
ぼ
ん

覆
盆
の
内

を
照
さ
ざ
る
を
責
む
る
な
り
。
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抱
朴
子
内
篇
巻
十
三
　
極
言（
仙
道
の
理

を
極
論
す
）

或
る
人
問
う
て
曰
く
、

古
の
仙
人
は
み
な
学
に
由
り
て
以
て
之
を
得
た
り
。
特
に
異
気
を

う
　稟

け
た
る
に
よ
る
も
の
な
ら
ん
や
と
。

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

是
れ
何
の
言
ぞ
や
。
彼
は

き
ふ笈

を
負
ひ
て
師
に
随
ひ
、そ
の
功
勤
を
積
み
、霜
を
蒙
り
険
を
冒
し
、風
にく

し
け
づ

櫛
り

雨
にか

み
あ
ら

沐
ひ
、
而
し
て

み
　躬み
づ
か親ら
さ
い
さ
う

灑
掃
し
、け

い
く
わ
つ

契
潤
に
し
て
芸
に
労
す
。
始
め
は
之
を
見
る
に
信
行
を
以
て
し
、
終

り
は
試
み
ら
る
る
に
危
困
を
以
て
す
。
性
篤
くお

こ
な
ひ

行
真
に
し
て
心
に
怨
貳
あ
る
こ
と
無
く
し
て
、
乃
ち
堂
に
升

り
て
以
て
室
に
入
る
を
得
た
り
。
或
は

た
い
え
ん

怠
厭
し
て
中
止
す
る
あ
り
。
或
は

ゑ
ん
い
　

怨
恚
し
て
退
く
こ
と
を

い
た造

す
あ
り
。

或
は
栄
利
に
誘
は
れ
て
還
り
て
流
俗
の
事
を
修
む
る
あ
り
。
或
は
邪
説
に
敗
ら
れ
て
そ
の
淡
泊
の
志
を
失
ふ

あ
り
。
或
はあ

し
た朝に

為
し
てゆ

う
べ夕に

そ
の
成
る
を
欲
し
、
或
は
坐
し
て
修
め
て
立
ち
て
そ
の
効
を
望
む
。
若
し
そ

れ
財
色
を

み覩
て
心を

の戦ゝ
か
ず
、
俗
言
を
聞
き
て
志

は
ば沮

ま
ざ
る
者
は
、
万
夫
の
中
に
一
人
あ
る
も
な
ほ
多
し
と
為

す
。
故
に
為
す
者
は
牛
毛
の
如
く
な
れ
ど
も

う
　獲

る
者
は
麟
角
の
如
き
な
り
。
そ
れ
弓
弩
を

ひ
　殼

く
者
は
力
を
発

箭
に

い
た効

し
、大
川
を
渉
る
者
は
全
き
を

き
　
せ
い

既
済
に
保
す
。
井
の
泉
に
達
せ
ざ
る
は
な
ほ
掘
ら
ざ
る
が
ご
と
き
な
り
。

一
歩
の
未
だ
至
ら
ざ
る
は
な
ほ
往
か
ざ
る
が
ご
と
き
な
り
。

な
が修

き
み
ち塗

のか
さ
な累れ

る
はひ

か
げ晷を
う
つ移

す
の

い
た瑧

る
所
に
あ

ら
ず
。

そ
ら霄

を
し
の凌

ぐ
の
高
き
は
一
つ
のも

つ
こ簣の
つ
　積

む
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
し
か
も

け
は峻

し
き
に
升
る
も
の
は

の
ぼ上

る
に
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な
ん
な垂ん

と
し
て
力
の
足
ら
ざ
る
を
患
へ
、
道
を

を
さ為

む
る
者
は

ま
さ方

に
成
ら
ん
と
し
て
志
の
遂
げ
ざ
る
を
病
む
。
千

倉
万
箱
は
一
耕
の
得
る
所
に
あ
ら
ず
。
千
尺
の
木
は
旬
日
に
し
て
長
ぜ
ず
。
不
測
の
淵
は

て
い
え
い

汀
濚
に
起
り
、
陶

朱
の
資
は
必
ず
百
千
を
積
む
。
若
し
乃
ち
人
退
き
て
己
進
む
は
陰
長
生（
神
を

見
よ
）が
至
道
を
窮
む
る
所
以
な
り
。

を
は
り卒を

敬
す
る
こ
と
始
め
の
ご
と
き
は
羨
門（
前
に

出
づ
）が
雲
竜
を
致
す
所
以
な
り
。
我
が
志
だ
に
誠
に
堅
く
ば
、

彼
は
何
人
ぞ
や
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
俗
民
は
既
に
生
を
生
と
す
る
能
は
ず
し
て
、
生
を

こ
ろ煞

す
所
以
を
務
む
。
夫
れ
盡
く
る
こ

と
有
る
物
は
、

や
　已

む
こ
と
無
き

へ
り耗

に
給
す
る
能
は
ず
。
江
河
の
流
も
底
無
き
器
を

み
た盈

す
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。

凡
そ
人
の
利
入
少
く
し
て
費
用
多
き
も
の
は
な
ほ
供
せ
ざ
る
が
ご
と
き
な
り
。
況
ん
や

し
　
し
ゆ

錙
銖
の
来
る
こ
と
な

く
し
て
千
百
の
往
く
こ
と
あ
る
を
や
。
人
は
少
長
と
な
く
、や

ま
ひ疾あ

ら
ざ
る
な
し
。
た
だ
軽
重
の
差
別
あ
る
の
み
。

而
し
て
気
を
受
く
る
こ
と
は
各
多
少
あ
り
。
多
き
者
は
そ
の
盡
く
る
こ
と
遅
く
、
少
き
者
は
そ
の

つ
　竭

く
る
こ

と
速
な
り
。
そ
の
道
を
知
る
者
の
補
ひ
て
之
を
救
ふ
に
は
、
必
ず
先
づふ

る
き故を

復
し
て
然
る
後

ま
さ方

に
量
表
の
益

を
求
む
る
な
り
。
若
し
服
食
す
る
こ
と
旬
日
な
る
と
き
は
肉
飛
び
骨

の
ぼ騰

り
、
導
引
す
る
こ
と
塑
を
改
む
る
と

き
は

う
　
か
く

羽
翮

し
ん
し
　

参
差
せ
ば
、
世
間
に
は
道
を
信
ぜ
ざ
る
の
民
無
か
ら
ん
。し

お
う
し
や
く

升
勺
の
利
未
だ
堅
か
ら
ざ
る
にし

よ
う
せ
き

鍾
石
の

費
相

つ
　尋

ぎ
、

こ
ん
が
い

根
荄
の

き
よ拠

未
だ
極
ら
ざ
る
に
氷
霜
の
毒こ

も
ご
も

交
攻
む
る
を
患
へ
て
は
、あ

や
ま
ち

過
のお

の
れ己に

在
る
を
知
ら
ず
し

て
か
え反

り
て
道
の
益
な
き
を
云
ふ
。
故
に
丸
散
を

す
　捐

て
ゝ
吐
納
を

や
　罷

む
。
故
に
曰
く
。
長
生
の
難
き
に
非
る
な

り
、
道
を
聞
く
こ
と
の
難
き
な
り
。
道
を
聞
く
こ
と
の
難
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、お

こ
な
ひ

行
の
難
き
な
り
。
行
の
難



173 抱朴子内篇巻 13　極言

き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、

を
は終

る
の
難
き
な
り
と
。

良
匠
は
人
に
規
矩
を
与
ふ
れ
ど
も
、
人
を
し
て
必
ず
巧
な
ら
し
む
る
能
は
ざ
る
な
り
。
明
師
は
能
く
人
に

方
書
を
授
く
れ
ど
も
、
人
を
し
て
必
ず
為
さ
し
む
る
能
は
ざ
る
な
り
。
夫
れ
之
を
修
む
る
は
な
ほ
穀
を

ま
　播

く

が
ご
と
き
な
り
。
之
を
成
す
は
な
ほ
穀
を
収
む
る
が
ご
と
き
な
り
。
其
田
は

よ
く沃

な
り
と
い
へ
ど
も
、

す
ゐ
た
く

水
沢
は

美
な
り
と
い
へ
ど
も
、之
を
為
す
に
天
の
時
と
耕
鋤
と
を
失
は
ば
、又

み
の登

り
た
る
稼
の

ろ
う壟

に
被
る
に
は
至
ら
ざ

ら
ん
。

か
　穫

ら
ず

か
　刈

ら
ず
ん
ば

け
い
ほ
　

頃
畝
多
し
と
も
な
ほ

う
　獲

る
こ
と
な
き
が
ご
と
し
。

ぼ
ん
ぷ
　

凡
夫
は
た
だ
益
の
益
た
る
を

知
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
又
損
の
損
た
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
夫
れ
損
は
知
り
易
く
し
て
速
か
な
れ
ど
も
益

は
知
り
難
く
し
て
遅
し
。
人
は
尚
ほ
そ
の
易
き
を
も
悟
ら
ざ
る
に
い
づ
く
ん
ぞ
よ
く
そ
の
難
き
を

し
　識

ら
ん
や
。

夫
れ
之
を
損
す
る
者
は
燈
火
のあ

ぶ
ら脂を

消
す
る
が
如
し
。
之
を
見
る
こ
と
な
く
し
て
忽
ち
に
盡
く
。
之
を
益
す

る
も
の
は
苗
木
の
播
殖
す
る
が
ご
と
し
。（
以
下
数
十
行
通
行

本
に
缺
け
た
り

）之
を

さ
と覚

る
こ
と
な
く
し
て
忽
ち
に
茂
る
。
故
に

身
を
治
め
性
を
養
ふ
も
の
は
務
め
て
そ
の
細
な
る
を
謹
む
。
小
益
を
以
て
不
平
な
り
と
為
し
て
修
め
ず
ん
ば

あ
る
べ
か
ら
ず
。
小
損
を
以
て
傷
無
し
と
為
し
て
防
が
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
凡
そ
小
を
聚
む
る
は
大
を

な
　就

す
所
以
に
し
て
、
一
を
積
む
は
億
に
至
る
所
以
な
り
。
若
し
よ
く
之
を
微
な
る
に

を
し愛

み
、
之
を
著
な
る
に

成
さ
ば
、
則
ち
道
を
知
る
に

ち
か幾

か
ら
ん
。

或
る
人
問
う
て
曰
く
、

古
へ
は
豈
に
施
し
行
ふ
所
な
く
し
て
偶
ま
自
ら
長
生
し
た
る
者
有
り
し
か
と
。
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抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

無
し
。
或
は
名
師
に
随
ひ
て
、功
を
積
み
勤
を

か
さ累

ね
、す

な
は便ち

賜
ふ
に
合
成
の
薬
を
以
て
せ
ら
る
る
を

え
　得

、或

は
秘
方
を
受
け
て
、自
ら
作
事
を
行
ひ
治
め
て
世
に
接
せ
ず
、言
は
俗
に

る
ゐ累

せ
ら
れ
ず
し
て
、而
し
て
記
著
す

る
者
は
、
た
だ
其
の
姓
名
を
存
す
る
の
み
に
し
て
、
そ
の
仙
を
得
た
り
し
所
以
の
者
を
ばつ

ぶ
さ具に

知
る
こ
と
能

は
ず
。
故
に

け
つ
ぢ
よ

闕
如
す
る
な
り
。
昔
し
黄
帝
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
能
く
言
ひ
、
百
霊
を
役
使
す
。
天
授
自
然

の
体
な
る
者
と
謂
ひ
つ
べ
き
な
り
。
し
か
も
な
ほ
ま
た
端
坐
し
て
道
を
得
る
こ
と
能
は
ざ
る
が
故
に
、
王
屋

山
に

の
ぼ陟

り
て
丹
経
を
授
け
ら
れ
、て

い
こ
　

鼎
湖
に
到
り
て
流
珠
を
飛
ば
し
、く

う
ど
う

空
峒
山
に
登
り
て
広
成
子
に
問
ひ
、具
茨

に
ゆ
　之

き
てた

い
く
わ
い

大
隗
に
事
へ
、
東
岱
に

ゆ
　適

き
て
中
黄
に
奉
じ
、
金
谷
に
入
り
て
滑
子
に

と
　諮

ひ
、
道
養
を
論
ず
る
と

き
は
則
ち
玄
と
素
と
の
二
女
に

と
　資

り
、
推
歩
を
精
し
く
す
る
と
き
は
則
ち

さ
ん
け
い

山
嵆
と
力
牧
と
を
訪
ひ
、
占
候
を

講
ず
る
と
き
は
則
ち
風
后
に

と
　詢

ひ
、
休
診
を
著
は
す
と
き
は
則
ち
雷
公
と
岐
伯
と
に
受
け
、
攻
戦
を
審
に
す

る
と
き
は
則
ち
五
音
の
策
を
納
れ
、
神
奸
を
窮
む
る
と
き
は
則
ち
白
沢
の
辞
を
記
し
、
地
理
を

み
　相

る
と
き
は

則
ち
青
鳥
の
説
を
書
し
、
傷
残
を
救
ふ
と
き
は
則
ち
金
冶
の
術
を
綴
る
。
故
に
能
くこ

と
ご
と

畢
く
秘
要
を

か
　該

ね
、
道

を
窮
め
真
を
盡
し
、
遂
に
竜
に
乗
り
て
以
て
高
く

の
ぼ躋

り
、
天
地
と

と
も与

に
し
て
極
り
な
き
な
り
。
然
る
に
、
神

仙
の
経
を
按
ず
る
に
、
皆
云
へ
り
、
黄
帝
及
び
老
子
は
太
乙
元
君
に
奉
事
し
て
以
て
要
訣
を
受
く
と
。
況
ん

や
彼
の
二
君
に

お
よ逮

ば
ざ
る
者
はい

づ
く
ん

安
ぞ
自
ら
仙
を
得
て
世
を

ど
　度

す
る（
解
脱
す

る
こ
と
）者
有
ら
ん
や
。
未
だ
之
を
聞
か

ざ
る
な
り
。
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或
る
人
の
曰
く
、

黄
帝
は
仙
をつ

ま
び
ら
か

審
に
す
る
者
な
る
に
、
橋
山
の
塚
あ
る
は
又
何
の
為
ぞ
や
と
。

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

按
ず
る
に
、け

い
ざ
ん

荊
山
経
及
び
竜
首
記
に
皆
云
ふ
、黄
帝
が
神
丹
を
服
し
た
る
後
に
、竜
来
り
て
之
を
迎
へ
た
り

し
が
、
群
臣
追
慕
し
て
思
を

お
　措

く
所
な
く
、
或
は
そ
の
几
杖
を
取
り
て
廟
を
立
て
ゝ
之
を
祭
り
、
或
は
そ
の

衣
冠
を
取
り
て
葬
り
て
之
を
守
れ
り
と
。
列
仙
伝
に
云
ふ
、
黄
帝
は
自
ら
亡
日
を
択
び
て
、
七
十
日
に
し
て

去
り
、七
十
日
に
し
て
還
り
、喬
山
に
葬
り
し
に
、山
陵
忽
ち

く
づ崩

れ
て
、墓
空
し
く
し
てし

か
ば
ね

尸
無
く
、た
だつ

る
ぎ剣と

く
つ舃

と
の
み
在
り
き
と
。
此
の
諸
説
は
異
な
れ
ど
も
、
要
す
る
に
、
仙
と
為
り
た
る
な
り
。
黄
帝
の
仙
と
な
り

し
こ
と
を
云
ふ
者
の
道
書
及
び
百
家
の
説
に
見
え
た
る
も
の
甚
だ
多
し
。
し
か
る
に
、
儒
家
は

あ
へ肯

て
奇
怪
を

長
じ
、異
塗
を
開
か
ず
し
て
、礼
教
に
務
め
た
れ
ば
、神
仙
の
事
は
以
て
俗
を

を
し訓

ふ
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
、そ

の
死
し
た
る
を
云
ひ
て
以
て
民
の
心
を

ふ
さ杜

ぎ
た
る
の
み
。
朱
邑（
漢
の
循

吏
伝

）ら
ん欒

巴（
神
の

五

）于
定
国（
漢
の

本
伝
）は
民

に
功
恵
あ
り
し
か
ば
、
百
姓
皆
生
き
な
が
ら
之
が
為
に
廟
を
立
て
ゝ
祠
れ
り
。
又
古
へ
の
盛
徳
の
人
は
、
身

ま
か
り
し
後
臣
子
た
る
も
の
其
の
勲
績
を
不
朽
の
器
に

か
ん刊

し
た
り
、
而
し
て
今
の
世
に
も
、
君
長
の
遷
転
す

る
と
き
、
吏
民
思
ひ
恋
ひ
て
徳
頌
の
碑
を

た
　樹

つ
る
者
、
往
々
に
し
て
有
り
。
こ
れ
ま
た
黄
帝
に
廟
墓
有
る
の

類
な
り
。
豈
に
以
て
そ
の
必
死
を
証
す
る
に
足
ら
ん
や
。

或
る
人
間
う
て
曰
く
、
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ほ
う
そ
　

彭
祖
は
八
百
、安
期
は
三
千
、こ
れ
寿
の
人
に
過
ぎ
た
る
も
の
な
り
。
若
し
果
し
て
不
死
の
道
あ
ら
ば
、彼

れ
何
ぞ
遂
に
仙
と
な
ら
ざ
り
し
か
。
豈
に
命
を

う
　稟

け
気
を
受
く
る
こ
と
自
ら
長
短
有
り
て
、
彼
れ
た
ま
た
ま

そ
の
多
き
を
得
た
る
に
よ
り
て
、
理
と
し
て
延
ば
す
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
、

て
う
ゐ
ん

彫
隕
を
免
れ
ざ
り
し
に
あ
ら
ず

や
と
。

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

按
ず
る
に
、

ほ
う
そ
き
や
う

彭
祖
経
に
云
ふ
、
そ
れ
は

て
い
こ
く

帝
嚳
の
時
よ
り
始
め
て
、

げ
う堯

を
た
す佐

け
、

か
　夏

を
へ
　歴

て
、

い
ん殷

に
至
り
て

大
夫
と
為
る
。
殷
王
は

さ
い
ぢ
よ

綏
女
を
遣
し
て
房
中
の
術
に
従
は
し
め
、
之
を
行
ひ
て
効
あ
り
し
か
ば
、
彭
祖
を
殺

し
て
そ
の
道
の
伝
を
絶
た
ん
と
欲
す
。
彭
祖
は
之
を

さ
と覚

り
て
逃
れ
去
れ
り
。
去
り
し
時
は
年
七
八
百
餘
な

り（
以
上
数
十
行
通
行

本
に
缺
け
た
り

）死
し
た
る
に
あ
ら
ず
と
。
黄
石
公
が
記
に
、彭
祖
去
り
て
後
、七
十
餘
年
に
し
て
、門
人

り
う
し
や

流
沙
の
西
に
て
之
を
見
た
り
と
云
へ
ば
、
死
し
た
る
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
明
け
し
。
ま
た
彭
祖
が
弟
子
な
る
青

衣
鳥
公
、
黒
穴
公
、
秀
眉
公
、
白
兎
公
子
、
離
婁
公
、
太
足
君
、
高
丘
子
、
不
肯
来
の
七
八
人
は
み
な
数
百
歳

を
へ
　歴

て
、
殷
に
在
り
て
各
仙
し
去
れ
り
。
況
ん
や
彭
祖
た
る
も
の
何
ぞ

あ
へ肯

て
死
せ
ん
や
。
ま
たり

う
き
や
う

劉
向
が

し
る記

す

所
の
列
仙
伝
に
も
亦
た
言
ふ
、
彭
祖
は
こ
れ
仙
人
な
り
と
。
ま
た
安
期
先
生
は
薬
を
海
辺
に
売
れ
り
。

ら
う
や
　

琅
琊

の
人
世
を
伝
へ
て
之
を
見
た
る
こ
と
、
計
る
に

す
で已

に
千
年
な
り
。
秦
の
始
皇
請
ひ
て

と
も与

に
語
る
こ
と
三
日
三

夜
な
り
し
に
、そ
の
言
は
高
く
、そ
の

む
ね旨

は
遠
く
、博
く
し
て
証
あ
り
し
か
ば
、始
皇
は
之
をあ

や
し異み

て
乃
ち
之

に
金
と

へ
き璧

と
を
賜
へ
り
。
そ
の
価
数
千
万
に

あ
た直

る
べ
し
。
安
期
受
け
て
之
を

ふ
き
や
う

阜
郷
亭
に
置
き
赤
玉
の

く
つ舃

一
量
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を
以
て
為
に
報
じ
、
書
を
留
め
て
曰
く
、
ま
た
数
千
載
に
し
て
我
を
蓬
莱
山
に
求
め
よ
と
。
か
く
の
如
く
な

れ
ば
、
こ
れ
始
皇
に

ま
み見

え
た
る
時
に
は
已
に
千
歳
と
な
り
し
な
り
。
死
し
た
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
ま
た

始
皇
は
剛
暴
に
し
て

が
う
こ
ん

驁
狼
な
れ
ば
、

は
か量

る
に
こ
れ
天
下
に
於
い
て
応
に
神
仙
を
信
ず
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ

る
者
な
り
。
ま
た
理
に
合
せ
ざ
る
の
言
を
以
て
之
に
答
対
す
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
し
か
る
に
安
期
に
問
ふ

に
長
生
の
事
を
以
て
す
る
に
至
り
て
は
、
安
期
の
之
に
答
ふ
る
こ
とま

こ
と允に

当
り
、
始
皇
は

せ
い
ご
　

惺
悟
し
て
世
間
に

必
ず
仙
道
あ
る
を
信
じ
、
既
に
厚
く
恵
み

お
く遣

り
、
ま
た
甘
心
し
て
不
死
の
事
を
学
ば
ん
と
欲
し
た
り
。
た
だ

明
師
無
き
に
よ
り
て
、

ろ
　
が
う

盧
敖
、
徐
福
が
輩
に
欺
弄
せ
ら
た
る
が
故
に
之
を
得
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
の
み
。
さ

き
に
安
期
生
が
言
ひ
し
所
を
し
て
、よ

り
ど
こ
ろ

拠
な
き
も
の
な
ら
し
め
ば
、
三
日
三
夜
の
中
に
は
以
て
窮
し
屈
す
る
に

足
れ
り
。
し
か
ら
ば
、
必
ず
将
に
始
皇
の
た
め
に

ほ
う
し
や

烹
煮

と
　
り
く

屠
戮
せ
ら
れ
て

て
い
そ
　

鼎
爼
の
禍
を
免
れ
ざ
ら
ん
と
す
。
そ

の
厚
恵
を
ばい

づ
く
ん

安
ぞ
得
べ
け
ん
や
。

或
る
人
間
う
て
曰
く
、

世
に
薬
物
を
服
食
し
、
気
を

め
ぐ行

ら
し
導
引
し
て
、
な
ほ
死
を
免
れ
ざ
る
者
あ
る
は
何
ぞ
や
。

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

金
丹
を
得
ず
し
て
た
だ
草
木
の
薬
の
み
を
服
す
る
も
の
、及
び
小
術
を
修
む
る
者
は
、以
て
年
を

の
　延

べ
死
を

遅
く
す
べ
き
の
み
。
仙
た
る
を
得
ざ
る
な
り
。
或
は
た
ゞ
草
薬
を
服
す
る
こ
と
の
み
を
知
り
て
、

せ
ん
ね
ん

還
年（
一
に

房
中

に
作

る

）の
要
術
を
知
ら
ざ
る
と
き
は
、
終
に
久
生
す
る
の
理
な
き
な
り
。
或
は
神
符
を
帯
び
、
禁
戒
を
行
ひ
、
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身
神
を
思
ひ
真
一
を
守
る
こ
と
を

さ
と曉

ら
ざ
る
と
き
は
、
正
に
内
に
病
を
し
て
起
ら
ざ
ら
し
め
風
湿
を
し
て
犯

さ
ざ
ら
し
む
べ
き
の
み
。
若
し

つ
ひ卒

に
悪
鬼
、
強
邪
、
山
精
、
水
毒
あ
り
て
之
を
害
せ
ば
、す

な
は便ち

死
な
ん
。
或

は
山
に
入
る
の
法
を
得
ず
し
て
、
山
神
を
し
て
之
が
為
に
禍
を

な
　作

さ
し
め
ば
、
妖
鬼
は
之
を
試
み
、
猛
獣
は

之
を

や
ぶ傷

り
、
渓
毒
は
之
を

か
　繋

け
、
蛇
蝮
は
之
を

さ
　螫

し
て
、
以
て
多
く
死
す
る
こ
と
を
致
さ
ん
。
事
は
一
條
に

あ
ら
ざ
る
な
り
。
或
は
道
を
修
む
る
こ
と

お
そ晩

く
し
て
、
先
に
自
ら
損
傷
す
る
こ
と
已
に
深
き
と
き
は
、
補
ひ

復
す
べ
き
こ
と
難
し
。
補
ひ
復
す
る
の

え
き益

未
だ
根
拠
を
得
ざ
る
に
、や

ま
ひ疾は

随
ひ
て
ま
た

お
こ作

ら
ん
。
こ
れ
等
は

皆
こ
く
ば
つ

剋
伐
す
る
所
以
の
事
な
れ
ば
、
ま
た
何
に

よ
　縁

り
て
長
生
す
る
を
得
ん
や
。

或
は
年
老
い
て
道
を
為
し
て
仙
た
る
を
得
る
者
、
或
は
年
少
な
く
し
て
道
を
為
し
て
成
ら
ざ
る
者
は
何
ぞ

や
。
彼
は
年
老
い
た
れ
ど
も
気
を
受
く
る
こ
と

も
　本

と
多
し
。
気
を
受
く
る
こ
と

も
　本

と
多
け
れ
ば
、そ

こ
な傷へ

る
こ

と
浅
し
。
傷
へ
る
こ
と
浅
け
れ
ば
救
ひ

や
す易

し
。
救
ひ
易
き
が
故
に
仙
と
成
る
を
得
る
な
り
。

こ
れ此

は
年
少
け
れ

ど
も
気
を
受
く
る
こ
と
本
と
少
し
。
気
を
受
く
る
こ
と
本
と
少
け
れ
ば
、
傷
へ
る
こ
と
深
し
。
傷
へ
る
こ
と

深
け
れ
ば
救
ひ
難
し
。
救
ひ
難
き
が
故
に
仙
と
成
ら
ざ
る
な
り
。
夫
れ

む
く
げ
　

木
槿
と

や
な
ぎ
　

楊
柳
と
は

き
　断

り
て
之
を

う
　殖

う

る
も
更
に
生
じ
、
倒
に
し
て
も
生
じ
、
横
に
し
て
も
生
ず
。
生
ず
る
の
易
き
は
こ
の
木
に
過
ぎ
た
る
も
の
な

し
。

し
か然

も
之
を
埋
む
る
こ
と
既
に
浅
け
れ
ば
、
ま
た
久
し
き
こ
と
を
得
ず
。た

ち
ま乍ち

刻
し
、
乍
ち

は
く剥

し
、
或
は

う
ご
か揺し

、
或
は

ぬ
　抜

か
ば
、

ふ
さ壅

ぐ
にか

う
じ
や
う

膏
壌
を
以
て
し
浸
す
に
春
沢
を
以
て
す
と
も
、
な
ほ

こ
　
す
ゐ

枯
瘁
す
る
こ
と
を
免
れ

ざ
る
は
、
そ
の

こ
ん
が
い

根
荄
の
固
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
そ
の
萌
芽
津
液
を
吐
く
に
暇
あ
ら
ず
し
て
、
遂
に
そ
の
生
気
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を
結
ぶ
こ
と
を
得
ざ
れ
ば
な
り
。
人
生
の
体
た
る
や
、そ

こ
な傷は

れ
易
く
養
は
れ
難
し
、
之
を
二
木
に

く
ら方

ぶ
れ
ば
、

及
ば
ざ
る
こ
と
遠
し
。
し
か
る
に
之
を
攻
毀
す
る
所
以
の
者
は
、
刻
剥
よ
り
も
過
ぎ
、
揺
抜
よ
り
も

は
げ劇

し
く
、

之
を

す
く済

ふ
者
はす

く
な鮮く

、
之
を

や
ぶ壊

る
者
は

お
ほ衆

し
。
死
す
る
こ
と
は
そ
れ

む
べ宜

な
り
。
夫
れ

ふ
る故

き
を
吐
き
てあ

た
ら新し

き

を
い
　納

る
ゝ
は
気
に
因
り
て
以
て
気
を
長
ず
る
な
り
。
し
か
る
に
気
の
大
に
衰
へ
た
る
も
の
は
長
ぜ
し
め
難
し
。

薬
物
を
服
食
す
る
者
は
血
に
因
り
て
血
を

ま
　益

す
な
り
。
し
か
る
に
血
の

つ
　竭

く
る
にな

ん
な垂ん

と
す
る
も
の
は
益
さ

し
め
難
し
。
夫
れ
奔
馳
し
てせ

ん
ぎ
や
く

喘
逆
し
、
或
は
欬
し
或
は

も
だ懣

え
、
方
を
用
ひ
て
体
を
役
し
、
汲
々
と
し
て
短
乏

な
る
者
は
、気
の
損
ず
る
兆
候
な
り
。
面
に
光
色
な
く
、皮
膚

こ
　
さ
く

枯
腊
し
、唇

か
は焦

き
、脈
白
く
、そ

う
り
　

腠
理
の

ゐ
　
す
ゐ

萎
瘁
す

る
者
は
血
の
滅
す
る
証
拠
な
り
。
二
証
既
に
外
に
衰
ふ
れ
ば
、
霊
根
も
ま
た
中
に

し
ぼ彫

む
。
か
く
の
如
く
な
れ

ば
上
薬
を
得
ず
ん
ば
救
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
凡
そ
道
を
為
し
て
も
、
生
を
営
む
こ
と
を
成
さ
ず
し
て
死

を
得
る
者
は
、そ
の
人
に
気
血
あ
ら
ざ
る
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、身
中
の
気
た
り
血
た
る
所
以
の
者
の
、根
源

す
で己

に
ほ
ろ喪

び
て
、
た
だ
そ
の
枝
流
を
餘
す
の
み
な
れ
ば
な
り
。
讐
へ
ば
、
水
に
入
り
た
るも

え
さ
し

燼
は
火

き
　滅

え
て
も
烟

息
ま
ず
、
既
に
断
ら
れ
た
る
木
も

え
だ
は
　

柯
葉
な
ほ
生
く
る
が
ご
と
し
。
二
つ
の
者
は
烟
の
有
ら
ざ
る
に
も
あ
ら
ず
、

葉
の
有
ら
ざ
る
に
も
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
そ
の
烟
た
り
葉
た
る
所
以
の
者
は
す
で
に
先
づ
亡
び
た
り
。
世
人
は

病
を

さ
と覚

る
の
日
を
以
て
始
め
てお

の
れ己病

め
り
と
為
し
、
気
の
絶
ゆ
る
日
を
以
て
身
の

ほ
ろ喪

ぶ
る
の
候
と
為
し
、

た
　唯

だ
風
冷
と
暑
湿
と
を
怨
む
の
み
に
し
て
、
風
冷
暑
湿
が
壮
実
の
人
を
侵
す
能
は
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
た

だ
体
の
虚
に
し
て
気
の
少
き
こ
と
を
患
ふ
る
者
は
之
に
堪
ふ
る
能
は
ざ
る
が
故
に

あ
　中

て
ら
る
ゝ
の
み
。
何
を
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以
て
之
に

く
ら較

べ
ん
か
。

た
と設

へ
ば
数
人
あ
ら
ん
に
、
年
紀
の
老
壮
は
既
に
同
じ
く
、
服
食
の
厚
薄
も
ま
た
等
し

き
も
の
、倶
に
沙
漠
の
地
に

い
た造

り
、竝
に
厳
寒
の
夜
を

お
か冒

し
、素
雪
は
上
よ
り
堕
ち
、玄
氷
は
下
に
結
び
、寒

風
は

え
だ條

を
く
だ摧

き
て

よ
ゐ宵
お
ど
ろ駭

き
、

が
い
だ
　

欬
唾
は
珠
を

し
ん
ふ
ん

唇
吻
に

こ
　凝

ら
す
と
き
は
、
そ
の
中

ま
さ将

に
独
り
冷
に

あ
た中

る
も
の
あ

り
て
、
必
ず
し
もこ

と
ご
と

盡
く
は
病
ま
ざ
ら
ん
と
す
る
な
り
。
冷
気
の
偏
す
る
こ
と
あ
る
に
あ
ら
ず
し
て
人
体
の
耐

へ
ざ
る
も
の
あ
る
の
み
。
故
に
倶
に
一
物
を
食
し
た
る
に
、
或
は
独
り
以
てや

ま
ひ病を

結
ぶ
も
の
は
、
こ
の
物
の

偏
毒
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
器
を

ひ
と釣

し
く
し
て

ひ
と斉

し
く
飲
み
て
も
或
は

さ
　醒

め
或
は

よ
　酔

ふ
は
酒
の
勢
の
彼
此

あ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
同
じ
く
炎
暑
を

お
か冒

し
て
も
、
或
は
独
り
以
て

あ
つ暑

さ
に

あ
た中

り
て
死
す
る
は
、
天
熱
の

公
私
あ
る
に
非
る
な
り
。

ひ
と斉

し
く
一
薬
を
服
し
て
も
、
或
は
独
り

こ
ん
め
い

昏
瞑
し
て

は
ん
も
ん

煩
悶
す
る
は
、
毒
烈
の
愛
憎
あ

る
に
非
る
な
り
。

こ是ゝ
を
以
てし

よ
う
ふ
う

衝
風
のは

や
し林に

赴
く
と
き
は
、

か
　枯

れ
た
る

え
だ柯
ま
　先

づ
く
だ摧

け
、

こ
う
た
う

洪
濤
の
崖
を
凌
ぐ
と
き

は
、す

き
ま隙を
い
だ抱

く
も
の

く
づ頽

る
。
烈
火
の
原
を

や
　焼

く
と
き
は

か
わ燥

け
る

く
さ卉
さ
き前

に
や
　焚

け
、

り
う
わ
ん

竜
椀
の
地
に

お
　墜

つ
る
と
き
は

も
ろ脆

き
者
独
り

や
ぶ破

る
。
こ
れ
に

よ
　由

り
て
以
て

み
　観

れ
ば
、
道
無
き
に
よ
り
て
体

す
で已

に
も
と素

よ
り

　
や病

め
る
を
、
風
寒
暑

湿
に

よ
　因

り
て
之
を

は
つ発

し
た
り
し
の
み
。い

や
し
く

苟
も
よ
く
正
気
を
し
て
衰
へ
し
め
ず
、か

た
ち形とた
ま
し
ひ

神
と
を
し
て
相

ま
も衛

ら
し

め
ば
、
よ
く

や
ぶ傷

る
こ
と
な
か
る
べ
し
。
凡
そ
道
を

を
さ為

む
る
者
は
常
に
晩
か
ら
ん
こ
と
を
患
へ
て
、
早
か
ら
ん

こ
と
を
患
へ
ざ
る
な
り
。
年
紀
の
少
壮
に
し
て
体
力
の

ま
さ方

に
つ
よ剛

き
を

た
の恃

む
者
は
、み

づ
か自ら
え
き役

す
る
こ
と

く
わ
さ
　

過
差
に

し
て
、
百
病
兼
ね

む
す結

び
、い

の
ち命はあ
し
た朝の
つ
ゆ露

よ
り
もあ

や
う危し

。
大
薬
を
得
ず
し
て
た
ゞ
草
木
の
み
を
服
す
る
と
き
は
、

以
て
常
の
人
に

ま
さ差

る
べ
き
も
、そ
の
大
限
を

の
　延

ば
す
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
故
に
仙
経
に
曰
く
、よ

う
じ
や
う

養
生
はそ

こ
な傷
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は
ざ
る
を
以
て
本
と
す
と
。
こ
れ
は
要
言
な
り
。
神
農
の
曰
く
、
百
病

い
　愈

え
ず
ん
ば
、
い
づ
く
ん
ぞ
、
長
生

を
得
ん
や
と
。
信
な
る
か
な
、
こ
の
言
や
。

或
る
人
間
う
て
日
く
、

い
は
ゆ
る

所
謂
之
をそ

こ
な傷ふ

と
は
、
そ
れ
色
欲
の
間
に
あ
ら
ず
や
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

ま
た
何
ぞ
独
り
こ
れ
の
み
な
ら
ん
や
。

し
か然

し
て
長
生
の
要
は
、
年
を

か
へ還

す
の
道（
房
中

の
術
）に
あ
り
。
上
士
は

之
を
知
り
て
以
て
年
を

の
　延

べ
病
を
除
く
べ
し
。
そ
の

つ
ぎ次

は
以
て
自
ら

き
　伐

ら
ざ
る
者
な
り
。
若
し
年
尚
ほ
少
壮

に
し
て
年
を

か
へ還

す
こ
と
を
知
り
、陰
丹
を
服
し
て
以
て
脳
を
補
ひ
、玉
液
を
長
谷
に

と
　釆

る
も
の
は
、薬
物
を
服

せ
ざ
る
も
ま
た
三
百
歳
を
失
は
ざ
る
な
り
。
た
ゞ
仙
た
る
を
得
ざ
る
の
み
。
而
し
て
そ
の
術
を
得
ざ
る
者
を

ば
、
古
人
は
之
を
氷
の
盃
に
湯
を
盛
り
、
羽
の

つ
と苞

に
火
を
蓄
ふ
る
に

く
ら方

べ
た
り
。
且
つ
又
た
才
の

お
よ逮

ば
ざ
る

所
に
し
て
困
思
す
る
に
よ
り
て

や
ぶ傷

れ
ば
な
り
。
力
の

た
　勝

へ
ざ
る
所
に
し
て

し
　強

ひ
て

あ
　挙

ぐ
る
に
よ
り
て

や
ぶ傷

れ
ば

な
り
。

ひ
　
あ
い
せ
う
す
ゐ

悲
哀
憔
梓
に
よ
り
て

や
ぶ傷

れ
ば
な
り
。
喜
楽
過
差
に
よ
り
て

や
ぶ傷

れ
ば
な
り
。
欲
す
る
所
に

き
ふ
き
ふ

汲
汲
た
る
に

よ
り
て
傷
れ
ば
な
り
、
久
し
く

か
た談

り
て
言
笑
す
る
に
よ
り
て
傷
れ
ば
な
り
。
寝
息

と
き時

を
失
ふ
に
よ
り
て
傷
れ

ば
な
り
。
弓
を

ひ
　挽

きお
ほ
ゆ
み

弩
を
引
く
に
よ
り
て
傷
れ
ば
な
り
。

ち
ん
す
い

沈
酔

お
う
と
　

嘔
吐
す
る
に
よ
り
て
傷
れ
ば
な
り
。ほ

う
し
よ
く

飽
食
し

て
即
ち

ふ
　臥

す
事
に
よ
り
て
傷
れ
ば
な
り
。
跳
り
走
り
て

せ
ん
ば
ふ

喘
乏
す
る
に
よ
り
て
傷
れ
ば
な
り
。
歓
呼
し
て
哭
泣

す
る
に
よ
り
て
傷
れ
ば
な
り
。
陰
陽
交
ら
ざ
る
事
に
よ
り
て
傷
れ
ば
な
り
。

や
ぶ傷

る
こ
と
を
積
み
て

つ
　盡

く
る
に
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至
れ
ば
早
く
亡
ぶ
。
早
く
亡
ぶ
る
は
道
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

こ
こ是

を
以
て
養
生
の
方
は
、つ

ば
き唾は

く
こ
と
は
遠
き

に
及
ば
ず
、行
く
は

し
つ
ぽ
　

疾
歩
せ
ず
、耳
は

き
　聴

く
こ
と
を
極
め
ず
、目
は
久
し
く

み
　視

ず
、坐
す
る
こ
と
は
久
し
き
に

至
ら
ず
、ふ

　臥
す
こ
と
は

つ
か疲

る
ゝ
に
及
ば
ず
、寒
に
先
だ
ち
て
衣
を

き
　着

、熱
に
先
だ
ち
て
衣
を
解
き
、う

ゑ飢
を
極
め

て
は
食
は
ず
、
食
ふ
と
き
は

く
わ
ほ
う

過
飽
せ
ず
、か

わ
き渇を

極
め
て
は
飲
ま
ず
、

の
　飲

む
と
き
は
過
多
な
ら
ず
。
凡
そ

し
よ
く
す

食
過

ぐ
れ
ば
、し

や
く
じ
ゆ

積
聚
を
結
び
、

い
ん飲
す
　過

ぐ
れ
は

た
ん
ぺ
き

痰
癖
を
成
す
。
甚
だ
労
し
甚
だ
逸
せ
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。
起
る
こ
と

お
そ晩

か
ら
ん
を
欲
せ
ず
。
汗
の
流
れ
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。
多
く
睡
ら
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。
車
を

は
し奔

ら
し
馬
を
走

ら
し
め
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。
目
を
極
め
て
遠
く
望
ま
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。
多
く

な
ま生

に
てひ

や冷ゝ
か
な
る
を
食
は
ん

こ
と
を
欲
せ
ず
。
酒
を
飲
み
て
風
に
当
ら
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。

し
ば
し
ば

数
々
沐
浴
せ
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。
志
を
広
く

し
願
を
遠
く
せ
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。
異
巧
な
る
も
の
を
規
造
せ
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。
冬
は
寒
を
極
め
ん
こ
と

を
欲
せ
ず
。
夏
は
涼
を
窮
め
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。
星
の
下
に

ろ
　
ぐ
わ

露
臥
せ
ず
。ね

む
り眠の

中
に
肩
を

あ
ら見

は
さ
ず
。
大
寒

大
熱
大
風
大
霧
を
ば
皆
之
を

を
か冒

さ
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。
五
味
の
口
に
入
る
と
き
はひ

と
へ偏に

多
か
ら
ん
を
欲
せ
ず
。

故
に

さ
ん酸

多
け
れ
ば

ひ
　脾

を
傷
り
、く

　苦
多
け
れ
ば
肺
を
傷
り
、ら

つ辣
多
け
れ
ば
肝
を
傷
り
、か

ん鹹
多
け
れ
ば
、し

ん心
を
傷
り
、

甘
多
け
れ
ば

じ
ん腎

を
傷
る
。
こ
れ
五ぎ

や
う行自

然
の
理
な
り
。
凡
そ
傷
る
と
い
ふ
者
も
、
ま
た
す
ぐ
に
は

お
ぼ覚

え
ざ
る

な
り
。
久
し
け
れ
ばじ

ゆ
み
や
う

寿
命
損
ず
と
い
ふ
の
み
。

こ是ゝ
を
以
て
善
く

せ
つ
せ
い

摂
生
す
る
も
の
は
、
臥
す
と
起
く
る
と
に
四

時
の
早
晩
あ
り
、

お
こ興

る
と

お居
る
と
に
至
和
の
常
制
あ
り
、
筋
骨
を
調
利
す
る
にえ

ん
ぎ
や
う

偃
仰
の
方
あ
り
、や

ま
ひ疾を
ふ
せ杜

ぎ

邪
を

ふ
せ閑

ぐ
に

ど
ん
と
　

呑
吐
の
術
あ
り
、

え
い
え
い

栄
衞
を
流
行
せ
し
む
る
に

ほ
　
し
や

補
潟
の
法
あ
り
、
労
逸
を

せ
つ
せ
ん

節
宣
す
る
に

よ
　
だ
つ

与
奪
の

え
う要
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あ
り
、
怒
を
忍
び
て
以
て
陰
気
を
全
く
し
、
喜
を

お
さ抑

へ
て
以
て
陽
気
を
養
ひ
、
然
る
後

ま
　先

づ
ま
さ将

に
草
木
を
服

し
て
以
て

か
　虧

け
に
ぶ鈍

れ
る
を
救
ひ
、
後
に
金
丹
を
服
し
て
以
て
無
窮
を
定
め
ん
と
す
。
長
生
の
理
は

こ
れ此

に
盡
き

た
り
。
も
し
、
意
を
決
し
懐
に
任
じ
て
、
自
ら
達
識
に
し
て

め
い命

を
知
れ
り
と
謂
ひ
、
情
を
極
め
力
をほ

し
い
ま肆ゝ

に
し

て
、
久
生
をい

と
な営ま

ざ
る
者
有
り
て
、
此
の
言
を
聞
か
ば
、

か
ぜ風

の
耳
を
過
ぎい

な
づ
ま

電
の
目
を

ふ
　経

る
と
い
ふ
と
も

た
と喩

ふ

る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
身
は

り
う
れ
ん

流
連
の
中
に
枯
れ
、
気
は

く
わ
ん
き

紈
綺
の
間
に

た
　絶

ゆ
れ
ど
も
、
甘
心
せ
ん
。
ま
た
い
づ

く
ん
ぞ
之
に
告
ぐ
る
にや

う
じ
や
う

養
生
を
以
て
す
べ
け
ん
や
。
た
ゞ
に

い
　納

れ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
し
て
、
乃
ち

え
う
く
わ

妖
訛
な
り

と
い
　謂

は
ん
。
し
か
し
て
彼
の
信
ぜ
ん
こ
と
を
望
む
は
、

い
は
ゆ
る

所
謂

あ
き
ら
か

明
な
るか

ゞ
み鑑を

以
て

も
う
こ
　

矇
瞽
に
給
し
、
糸
竹
を
以

て
ろ
う
ふ
　

聾
夫
をた

の
し娯ま

し
む
る
な
り
。
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抱
朴
子
内
篇
巻
十
四
　
勤
求（
勤
め
て
良
師
を

求
む
べ
き
こ
と
）

抱
朴
子
曰
く
、

天
地
の
大
徳
を

せ
い生

と
い
ふ
。
生
は
物
を
好
む
者
な
り
。

こ
こ是

を
以
て
道
家
の

し
　
ひ
　

至
秘
と
し
て
重
ん
ず
る
所
の
者

は
長
生
の
方
に
過
ぎ
た
る
は
な
き
な
り
。
故
に
血
を

す
す歃

り
て

せ
い
め
い

誓
盟
し
て
乃
ち
伝
ふ
。
伝
ふ
る
こ
と
其
の
人
に

あ
ら
ず
ん
ば
、い

ま
し
め

戒
は
天
罰
に
あ
り
。
古
の
師
匠
は
以
てか

ろ
が
ろ

軽
し
く
行
ひ
て
人
に
授
け
ず
。
人
の
之
を
求
む
る
こ

と
し
　
き
ん

至
勤
な
る
者
を

ま
　須

ち
て

な
　猶

ほ
ま
さ当

に
至
情
の
者
を

え
ら揀

び
え
ら選

び
て
乃
ち
之
に
教
ふ
べ
し
と
な
せ
り
。
況
ん
や
好

ま
ず
求
め
ず
之
を
求
む
る
も
篤
か
ら
ざ
る
者
に
は
、い

づ
く
ん

安
ぞ
自
ら

て
ら衒

ひ
う
　沽

り
て
以
て
之
に
告
ぐ
べ
け
ん
や
。
そ

の
天
命
を
受
く
る
こ
と
、
仙
た
る
に
か
な
は
ざ
る
者
は

ひ
　
び
　

日
日
に
群
を
成
し
た
る
仙
人
の
世
に
在
る
を
見
る
と

い
へ
ど
も
、
な
ほ
必
ず

い
　謂

は
ん
、
彼
はお

の
づ
か

自
ら
異
種
の
人
に
し
て
天
下
に
別
に
こ
の
物
あ
り
と
。
或
は
之
を
呼

び
て

き
　
み
　

鬼
魑
の
変
化
と

な
　為

し
、
或
はた

ま
た偶ま

自
然
に
し
て

あ
　値

へ
り
、
そ
れ

あ
へ肯

て
修
為
に
よ
り
て
得
た
る
も
の
と
い

ふ
こ
と
あ
ら
ん
や
と
云
ふ
。
苟
も
信
ぜ
ざ
る
所
は
、
赤
松
子
、
王
子
喬
を
し
て
之
に
語
り
て
そ
の
耳
をひ

つ
さ提げ

し
む
と
も
、
亦
た
ま
さ
に
指
し
て
以
て

え
い
く
わ

妖
訛
と
為
す
べ
し
。

し
か然

も
時
に
は
頗
る
信
ず
る
こ
と
を

し
　識

る
も
の
有

る
も
、
ま
た
勤
め
て
明
師
を
求
む
る
能
は
ざ
る
をう

れ
へ患と

す
。
夫
れ
至
要
を

さ
と暁

り
真
道
を
得
る
者
は
誠
にお

の
づ
か

自

ら
甚
だ
稀
な
れ
ば
、

そ
う
そ
つ

倉
卒
に
し
て

あ
　値

ふ
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

し
か然

も
之
を
知
る
も
の
は
、
た
ゞ
少
か
る
べ

き
の
み
に
し
て
、
未
だ
甞
て
世
に

た
　絶

え
ざ
る
な
り
。
容
易
に
之
と
遭
は
ざ
る
は
之
を
求
む
る
者
の
広
か
ら
ず



185 抱朴子内篇巻十四　勤求

あ
つ篤

か
ら
ざ
る
に
由
れ
り
。
仙
た
る
べ
き

め
い命

あ
る
者
は
、
要
す
る
にお

の
づ
か

自
ら
ま
さ
に
之
と
相

あ
　値

ふ
べ
き
な
り
。

し
か然

も
求
め
て
得
ざ
る
者
は
有
れ
ど
も
、
未
だ
求
め
ず
し
て
得
る
者
は
有
ら
ざ
る
な
り
。
世
間
にお

の
づ
か

自
ら

か
ん
ぎ
　

奸
偽
に
し

て
銭
を

は
か図

る
の
子
あ
り
て
道
士
の
号
を

ぬ
す竊

む
者
は

あ
　勝

げ
て
数
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

し
か然

し
て
こ
れ

ら
　等

の
も
の

も
ま
た

あ
へ肯

て
て
い挺

と
し
て
知
る
所
無
し
と
は
謂
は
ざ
る
な
り
。
皆
ま
た

ほ
ぼ粗

頭
角
を
開
き
、
或
はみ

だ
り妄に

名
を

う
　沽

り
、

之
に
加
ふ
る
に
邪
を

ふ
　伏

せ
偽
を
飾
る
を
以
て
す
。
而
し
て
好
事
の
徒
の
そ
の
真
偽
を

し
　識

ら
ざ
る
者
はい

た
づ
ら

徒
に
之

を
た
　多

と
し
て
進
み
問
ひ
、み

づ
か自らた
ぶ
ら
か

誑
しま

ど
は惑さ

る
こ
と
を
招
く
。
而
し
て
之
を
拘
制
し
て
、
行
き
て
広
く
奇
士
異

人
を
尋
ぬ
る
こ
と
を
得
し
め
ず
し
て
、
之
に
告
げ
て
、
道
は

こ
れ此

に
盡
き
た
り
と
曰
ひ
て
、
以
て
志
あ
る
者
を

誤
る
こ
と
少
か
ら
ざ
る
は
、

な
げ歎

く
べ
く

い
か恚

る
べ
き
な
り
。
そ
の
或
は
ま
ま
五
雲（
前
に

出
づ
）を
消
し
、
八
石
を
飛

ば
し
、
九
丹
を
転
じ
、
黄
白

す
ゐ
け
い

水
瓊（
一
に
槿

に
作
る
）え

い
く
わ
し
ゆ
へ
き

瑤
花
朱
碧
を
治
め
、
霜
雪
を
神
炉
に

こ
ら凝

し
、

れ
い
し
　

霊
芝
を

す
う
が
く

嵩
岳
に

と
　採

る
こ
と
を

さ
と曉

る
者
あ
れ
ば
則
ち
多
と
し
て
之
を

そ
し毀

り
て
、
こ
の
法
は
独
り
赤
松
子
、
王
子
喬
の
み
之
を
知
れ

り
、
今
の
世
の
人
に
し
て
之
を
知
る
と
い
ふ
も
の
は
皆
虚
妄
の
み
と
曰
ふ
。
し
か
る
と
き
は

せ
ん
け
ん

浅
見
の
家
は
こ

の
言
の
詐
偽
有
り
て

な
　作

せ
る
を

さ
と覚

ら
ず
し
てす

な
は便ち

遠
く
求
め
ん
と
す
る
の
意
を

や
　息

む
。
悲
し
い
か
な
。

た
め為

に

慨
歎
す
べ
き
も
の
な
り
。

り
よ
う
き
う
へ
う
ひ

凌
晷
飈
飛
は
暫
く

わ
か少

く
し
て
忽
ち
老
ゆ
。

じ
ん
そ
く

迅
速
の
甚
し
き
こ
と
、
之
を
喩
ふ
る
に
物
な
し
。
百
年
の
寿
は

三
万
餘
日
の
み
。
幼
弱
は
未
だ
知
る
所
あ
ら
ず
。

す
ゐ
ま
い

衰
邁
は
則
ち
獣
楽
竝
び
廃
す
。
童
蒙
と

こ
ん
ま
う

昏
耄
と
数
十
年
を

除
き
てけ

ん
あ
い
い
う
び
や
う

険
隘
憂
病
相

つ
　尋

ぎ
て

か
は代

る
が
は代

る
有
り
。
世
に
居
る
の
年
は

ほ
ぼ略

そ
の
半
を
消
す
。
計
定
し
て
百
年
を
得
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た
る
者
も
喜
笑
平
和
は
則
ち
五
六
十
年
に
過
ぎ
ず
し
て
、

と
つ
さ
　

咄
嗟
に
し
て
滅
盡
す
。
哀
憂
昏
耄
は
六
七
十
日
の

み
。

こ
　
め
ん

顧
眄
の
間
に

す
で已

に
盡
く
。
況
ん
や
百
年
を
全
く
す
る
の
万
に
未
だ
一
も
有
ら
ざ
る
に
於
て
を
や
。あ

き
ら
か

諦
に

し
て
之
を
念
ふ
に
、
亦
た
以
て
彼
の

か
　
ち
う
て
う
き
ん

夏
虫
朝
菌
を
笑
ふ
こ
と
無
き
な
り
。
此
の
如
き
は
蓋
し
道
を
知
ら
ざ
る

者
の
到
る
所
な
り
。
悲
し
い
か
な
。

り
　
ご
　

俚
語
に
こ
れ
有
り
、人
の
世
間
に
在
り
て
、日
に
一
日
を
失
す
る
は
、牛

羊
を

ひ
　牽

き
て

と
　
し
よ

屠
所
に

い
た詣

る
が
ご
と
し
、一
歩
を
進
む
る
ご
と
に
死
を
去
る
こ
と

う
た
た転
ち
か近

し
と
。
こ
のた

と
へ讐は

醜
な

れ
ど
も
実
理
な
り
。

達
人
の
死
を
愁
へ
ざ
る
所
以
の
者
は
、
求
む
る
を
欲
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
ま
たま

こ
と固に

死
を
免
る

る
所
以
の
術
を
知
ら
ず
し
て
空
し
くみ

づ
か自ら
せ
う
し
う

焦
愁
す
る
も
、
事
に
益
な
き
が
故
に
、
天
を
楽
み
命
を
知
る
と
云

ひ
て
憂
へ
ざ
る
の
み
。
久
し
く
生
く
る
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。

き
　
こ
う

姫
公（
周
公
の

こ
と

）は
武
王
に

代
ら
ん
こ
と
を
請
ひ
、
仲
尼
は
杖
を

ひ
　曳

き
て
悲
し
み

お
も懐

ふ
。
こ
ゝ
に
知
る
、
聖
人
も
亦
た
速
に
死
す
る
を
楽

ま
ざ
る
こ
と
を
。
俗
人
は

さ
う
し
う

荘
周
に
大
夢
のた

と
へ喩あ

る
を
見
て
、
因
り
て
ま
た

き
そ競

う
て
共
に
、
死
生
を
斉
し
く
す

る
の
論
を
張
る
。
蓋
し

き
　
だ
う

詭
道
、
強
達
、
陽
作
、
違
抑
の
言
は
、
み
な
仲
尼
が
、
之
を
、
律
を
破
り
た
る
も
の

な
れ
ば

ま
さ応

に
こ
ろ煞

す
べ
し
と
せ
し
も
の
な
り
。
今
、も

ろ
も
ろ

諸
の
此
の
談
あ
る
者
を
察
す
る
に
、
疾
病
を
被
る
と
き
は

に
は
か遽に
し
ん
き
う

針
灸
し
、
危
険
を
冒
す
と
き
は
甚
だ
死
を
畏
る
。
し
か
し
て
、
末
俗
の
通
弊
は
、
真
信
をた

ふ
と崇ま

ず
し
で
、

て
ん
か
う

典
誥
に

そ
む背

き
て
子
書
を
治
め
、
若
し
理
に

そ
む反

け
る
巧
辨
を
吐
か
ざ
る
者
は
則
ち
之
を

ぼ
く
や
　

朴
野
に
し
て
老
荘
の
学

に
非
ず
と

い
　謂

ふ
。
故
に
骨
殖
な
く
し
て
俗
に
偶
す
る
の
徒
を
取
り
、
遂
に
然
ら
ざ
る
の
説
に
流
漂
し
て
、
自
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ら
返
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
老
子
は
長
生
久
視
を
以
て
業
と
な
し
、
荘
周
は
尾
を

ど
ろ塗

の
中
に

う
ご揺

か
す
こ
と

を
貴
び
て
、

あ
み綱

をか
う
む被る

の
亀
、に

し
き綉を

被
る
の
牛
と
為
ら
ず
し
て
、
餓
ゑ
て

ぞ
く粟

を
河
侯
に
求
む
。
此
を
以
て
そ

の
死
生
を
斉
し
く
す
る
能
は
ざ
る
を
知
る
な
り
。
後
世
の
学
徒
は
虚
実
を
考
校
す
る
こ
と
能
は
ず
し
て
、
偏

に
一
句
の
み
に
拠
れ
り
。
ま
たあ

や
ま謬ら

ず
や
。

且
つ
夫
れ
深
く
九
泉
の
下
に
入
り
て
、
長
夜
極
り
な
く
、
始
め
て
螻
蟻
の
粮
と
為
り
て
、

つ
ひ終

にじ
ん
じ
や
う

塵
壌
と
体

を
合
し
、
人
を
し
て

た
つ
ぜ
ん

怛
然
と
し
て
心
熱
し
て
、
覚
え
ず

と
つ
さ
　

咄
嗟
せ
し
む
。
若
し
必
ず
生
を
求
む
る
の
志
あ
ら
ば
、

何
ぞ
不
急
の
事
を

き
　
ち
　

棄
置
し
て
以
て
玄
妙
の
業
を
修
め
ざ
る
べ
け
ん
や
。
そ
れ
信
ぜ
ず
ん
ば
則
ち

や
　已

む
。
そ
の

之
を
信
ず
る
者
も
ま
た
俗
情
の
蕩
盡
せ
ざ
る
を
患
ふ
。
而
し
て
専
ら
養
生
を
以
て
意
と
な
す
能
は
ず
し
て
世

務
を
営
む
の
餘
暇
に
し
て
之
を
為
す
。
ゆ
ゑ
に
或
は
之
を
為
す
こ
と
有
る
者
も
、

つ
ね恒

に
お
そ晩

く
し
て
多
く
成
ら

ざ
る
を
病
む
。

凡
そ
人
の
汲
々
た
る
所
の
も
の
は
勢
利
嗜
欲
な
り
。
苟
も
我
が
身
の
全
か
ら
ず
ん
ば
、高
官
、重
権
、金
玉

は
山
を
成
し
、

け
ん
え
ん

妍
艶
は
万
を
も
て
数
ふ
と
い
ふ
と
も
、
我
が

い
う有

に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。

こ是ゝ
を
以
て
上
士
は
先

づ
長
生
の
事
を
営
む
。
長
生
定
ま
り
て
以
て
意
に
任
ず
べ
し
。
若
し
未
だ
玄
に
昇
り
世
を
去
ら
ず
ん
ば
、し

ば
ら且

く
人
間
に
地
仙
た
る
べ
し
。

ほ
う
そ
　

彭
祖
老
子
の
如
き
は
、
人
中
に
止
ま
る
こ
と
数
百
歳
に
し
て
、
人
理
のく

わ
ん懽を

失

は
ず
、
然
し
て
後
に
、
徐
々
に

と
う登
か
　遐

す
。
ま
た
盛
事
な
り
。
然
し
て
決
し
て
好
師
を

ま
　須

つ
。
師
に
し
て
奉
ず

る
に
足
ら
ざ
れ
ば
、
ま
た
成
る
に

よ
し由

な
き
な
り
。
昔
し
、
漢
の
太
后
は

か
こ
う
し
よ
う

夏
侯
勝
に
従
ひ
て
尚
書
を
受
け
、
勝
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に
黄
金
百
斤
を
賜
ふ
。
他
の
物
は

あ
　勝

げ
て
数
ふ
べ
か
ら
ず
。
勝
が
死
に
及
び
て
又
た
勝
が
家
に
銭
二
百
万
を

賜
ひ
、
勝
が
為
に
素
服
す
る
こ
と
一
百
日
な
り
き
。
成
帝（
前漢
）の
東
宮
に
あ
り
し
時
、

ち
や
う
う

張
禹
に
従
ひ
て
論
語

を
受
け
し
が
、尊
位
に

つ
　即

く
に
及
び
て
、禹
に
関
内
侯
、食
邑
千
戸
を
賜
ひ
、光
禄
大
夫
に
拝
し
、黄
金
百
斤

を
賜
ひ
、
又
たし

よ
う
じ
や
う

丞
相
に
遷
り
、
爵
を
安
侯
に
進
む
。
年
老
い
て
骸
骨
を
乞
ひ
し
か
ば
、
安
車

し
　
ば
　

駟
馬
黄
金
百
斤

銭
数
万
を
賜
ふ
。
禹
の
疾
む
に
及
び
て
、
天
子み

づ
か自ら

臨
み
て
之
を

せ
い省

し
、

し
た親

し
く
禹
を

し
や
う
か

牀
下
に
拝
せ
り
。
章

帝（
後漢
）の
東
宮
に
在
り
し
時
、く

わ
ん
え
い

桓
栄
に
従
ひ
て
以
て
孝
経
を
受
け
し
が
、
帝
の
位
に
即
く
に
及
び
て
、
栄
を

以
て
太
常
少
卿
と
為
し
、
天
子
栄
が
第
に
幸
し
、
栄
を
し
て
東
面
に
坐
せ
し
め
、

き
ぢ
や
う

几
杖
を
設
け
て
百
官
及
び

栄
が
門
生

て
つ姪

数
百
人
を
会
し
、
帝
親
し
く
自
ら
業
を

じ
　持

し
て
講
説
し
、
栄
に
爵
関
内
侯
食
邑
五
千
戸
を
賜
ふ
。

栄
が
病
む
に
及
び
て
、
天
子
そ
の
家
に
幸
し
て
、
巷
に
入
り
、
車
よ
り
下
り
、
栄
を
抱
き
て

は
し趨

る
こ
と
弟
子

の
礼
の
ご
と
し
。
栄
が
薨
ず
る
に
及
び
、
天
子
栄
が
為
に
素
服
せ
り
。
凡
そ
こ
の
諸
君
は
、
能
く
城
を
攻
め

野
戦
し
、し

よ
う衝を
く
じ折

き
境
を

ひ
ら拓

き
、は

た旌
を

か
　懸

け
、
節
を

い
た効

し
、
連
方
を

く
じ折

き
、
元
功
を
転
じ
、え

い鋭
を
絶
域
に

は騁
す

る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
た
だ
一
経
の
業
を
以
て
、
章
句
を
宣
伝
し
て
尊
重
せ
ら
れ
、
巍
々
た
る
こ
と

か
く此

の
ご

と
し
。
こ
れ
た
だ
能
く
死
人
の
餘
言
を
説
き
し
の
み
な
る
に
、
帝
王
の
貴
き
も
、
な
ほ
自
ら
卑
く
降
り
て
以

て
之
に
敬
事
す
。
世
間
或
は
試
み
に
長
生
の
道
を
修
め
ん
と
欲
す
る
者
有
り
て
、
而
し
て

あ
へ肯

て
師
に
堪
へ
た

る
者
に
謙
下
せ
ず
し
て
、

ち
よ
く
じ

直
爾
と
し
て
、

ふ
　蹴

み
せ
ま迮

り
、
従
ひ
て
至
要
を
求
む
る
も
い
づ
く
ん
ぞ
得
べ
け
ん
や
。

夫
れ
学
ぶ
者
の
恭
遜
し
駆
走
す
る
は
何
ぞ
師
の
分
寸
に
益
あ
ら
ん
や
。
然
る
に

し
か爾

ら
ざ
る
は
、
則
ち

こ
　是

れ
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彼
の
心

つ
く盡

さ
ゞ
る
な
り
。
彼
の
心
盡
さ
ゞ
る
と
き
は
則
ち
人
を
し
て
之
に
告
ぐ
る
こ
と

つ
と力

め
ざ
ら
し
む
。
之

に
告
ぐ
る
こ
と

つ
と力

め
ざ
れ
ば
則
ち

ひ
　
け
つ

秘
訣
何
ぞこ

と
ご
と

悉
く
得
べ
け
ん
や
。

や
　已

む
こ
と
を
得
ず
ん
ば
、
当
に
浮
浅
な
る

こ
と
を
以
て
之
に
示
す
べ
し
。
豈
に
以
て
不
死
の
功
を
成
す
に
足
ら
ん
や
。
ま
た
人
有
り
て
、

う
は
べ
　

皮
膚
の
み
好

喜
し
て
、道
を
信
ず
る
の
誠
は
心
神
に
根
ざ
さ
ず
、も

と索
め
取
る
所
有
る
に
よ
り
てい

つ
は陽り

て
曲
恭
を
為
す
も
、累

日
の
間
に
怠
慢
已
に
出
で
ん
に
、
若
し
明
智
の
師
に

あ
　値

は
ば
、
し
ば
ら
く
詳
に
来
る
者
の

い
　
た
い

意
態
を
観
ん
と
欲

し
て
試
み
に
以
て
淹
久
し
、こ

と
さ
ら

故
に
之
に
告
げ
ず
し
て
以
て
そ
の
志
を
測
ら
ん
。
則
ち
か
く
の
ご
と
き
の
人
は

ま
こ
と情
い
つ
は
り

偽
行
く
行
く

あ
ら露

は
る
。
亦
た

つ
ひ終

に
得
て
之
に
教
へ
ず
。
之
に
教
ふ
る
も
ま
た
、言
を
盡
し
実
を
吐
く
を

得
ず
。
言
盡
さ
ゞ
れ
ば
、
則
ち
之
を
為
す
も
益
な
き
な
り
。
陳
安
世（
神
を

見
よ
）は
年
十
三
歳
に
し
て
灌
叔
本
が

客
子
た
る
の
み
な
る
に
、
先
づ
仙
道
を
得
た
り
し
か
ば
、
叔
本
は
年
七
十
に
し
て
首

し
ろ皓

き
も
、
朝
夕
に
安
世

を
拝
し
て
曰
く
、
道
尊
く
徳
貴
し
、
先
づ
道
を
得
る
者
は
則
ち
師
た
り
、
吾
れ
敢
て
弟
子
の
礼
を

と
　執

る
に

う
　倦

ま
ざ
る
な
り
と
。
こ
れ
に
よ
り
て
安
世
は
之
に
要
方
を
告
げ
し
か
ば
、
遂
に
仙
と
な
り
て
去
る
を
得
た
り
き
。

夫
れ
人
生
先
づ
精
神
を
天
地
よ
り
受
け
、
後
に
気
血
を
父
母
よ
り
受
く
。

し
か然

も
明
師
を
得
て
之
に
告
ぐ
る
に

世
を

わ
た度

る
の
道
を
以
て
せ
ず
ん
ば
、
則
ち
死
を
免
る
ゝ
に

よ
し由

な
し
。
石
を

う
が鑿

ち
て

よ
　
え
ん

餘
焔
あ
る
に
、
年
命
は

す
で已

に
て
う
た
い

彫
頽
す
。
こ
れ
に
よ
り
て
之
を
論
ず
れ
ば
明
師
の
恩
は
誠
に
天
地
よ
り
も
過
ぎ
、
父
母
よ
り
も
重
し
と
な

す
こ
と
多
し
。
之
をた

つ
と崇ば

ざ
る
べ
け
ん
や
。
之
を
求
め
ざ
る
べ
け
ん
や
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
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古
人
は
質
直
に
し
て
行
を
貴
び
言
を
賎
む
。
故
に
政
を

な
　為

す
者
は
文
辨
をた

つ
と尚ば

ず
、道
を
修
む
る
者
は
辞
説

をた
つ
と崇ば

ず
。
風
俗
衰
薄
に
し
て
、
外
飾

い
よ
い
よ

弥
し
げ繁

し
。

ほ
う
さ
く

方
策
既
に
儒
門
に
山
積
し
て
、
内
書
ま
た
術
家
にお

う
し
や
う

鞅
掌

す
。
初
学
のと

も
が
ら

徒
は
即
ち
未
だ
直
に
授
く
る
に
大
要
を
以
て
す
べ
か
ら
ず
。
又
ま
た
人
情
は
本
末
殷
富
の
者
を

以
て
快
と
な
す
。
故
に
後
の
道
を
知
る
者
、

か
ん
き
つ

干
吉（
三
の
呉
志

を
見
よ

）よ
う
す
う

容
嵩（
容
は
官
の
誤

か
神
を
見
よ
）け

い
は
く

桂
帛
諸
家
各
千
数
篇
を
著

し
ゝ
も
、

し
か然

もお
ほ
む率ね

教
誡
の
言
多
く
し
て
、

あ
へ肯

て
人
の
為
に
大
趨
向
の
指
帰
を
開
顕
せ
ざ
る
な
り
。
そ
の
真

を
指
す
と
こ
ろ
の
訣
も
或
は
た
ゞ
口
伝
す
る
の
み
。
或
は
尋
尺
のし

ら
ぎ
ぬ

素
の

え
り
お
び

領
帶
の
中
に
在
る
に
過
ぎ
す
。
師
に

随
ひ
て
久
し
き
を

へ
　経

、つ
と
め勤を
か
さ累

ね
て
歴
試
す
る
者
に
あ
ら
ず
ん
ば
得
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。

わ
い
ざ
つ

猥
離
の
弟
子

皆
各
そ
の
心
を
用
ふ
る
の
疎
密
と
苦
を

ふ
　履

む
の
久
遠
と
に
随
ひ
て
、
そ
の
聰
明
の
逮
及
す
る
所
、
及
び
志
力

の
よ
　能

く
べ
ん辨

ず
る
所
を
察
し
て
各
授
く
る
所
あ
り
。
千
百
歳
の
中
、
時
に
そ
の

の
う
ち
ん

嚢
枕
の
中
、

ち
う
え
き

肘
腋
の
下
、
秘
要

の
旨
を
盡
す
こ
と
有
る
の
み
。
或
は
た
だ
合
成
の
薬
を
分
ち
て
、
以
て
之
を
し
て
死
せ
ざ
ら
し
む
る
に
足
る

の
み
。
而
し
て
終
年
そ
の
方
の
文
を
以
て
之
に
伝
へ
ず
。
故
に
世
の
道
士
に
し
て
金
丹
の
事
を
知
る
者
は
万

に
一
も
な
き
な
り
。
而
し
て
管
見
のと

も
が
ら

属
は
仙
法
は
ま
さ
にふ

ん
じ
ゃ
く

紛
若
た
る
書
と
祭
祀
拝
伏
の
間
と
に
具
在
す
べ
し

と
お
も謂

へ
る
の
み
。

夫
れ
長
生
の
制
は
大
薬
に
在
る
の
み
。

し
　
せ
う

祠
醮
の
得
る
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
昔
し
秦
漢
の
二
代
は
大
に
祈

祷
を
興
し
、
祭
る
所
の

た
い
い
つ

太
乙
、
五
神
、
陳
宝
、
八
仙
の
属
に
は
、や動ゝ
も
す
れ
ば
牛
羊
穀
帛
を
用
ひ
、
銭
億
万
を

費
し
て
、つ

ひ了
に
益
す
る
所
な
し
。
況
や
匹
夫
に
於
て
、徳
を
備
へ
ず
、体
を
養
は
ず
し
て
、三
牲
、し

ゆ
か
う

酒
餚
を
以
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て
鬼
神
に
祝
願
し
て
以
て
延
年
を

も
と索

め
ん
と
欲
す
る
は
、
惑
へ
る
も
ま
た
甚
し
。
或
は
頗
る
好
事
の
者
有
り

て
、誠
に
道
を
為
さ
ん
と
欲
す
る
も
、勤
め
て
名
師
を
求
め
て
異
薬
を
合
作
す
る
こ
と
能
は
ず
し
て
、た
だ
昼

に
夜
に
不
要
の
数
千
百
巻
を
誦
講
し
て
、
老
に

い
た詣

る
ま
で
益
す
る
こ
と
な
け
れ
ば
、す

な
は便ち

謂
へ
ら
く
天
下
に

は
果
し
て
仙
法
な
し
と
。
或
は
門
を
挙
げ
頭
を

た
た扣

き
て
、
以
て
空
に
向
ひ
て
坐
し
、
犠
牲
を

は
う
さ
い

烹
宰
し
、
香
を

た
　焼

き
、福
を
請
ひ
て
、し
か
も
病
者
を
ば

い
や愈

す
こ
と
能
は
ず
、死
喪
相

つ
　襲

ぎ
、産
を
破
り
財
を

つ
く竭

し
て
、一
も

そ
の
効
無
け
れ
ど
も
、終
に
悔
悟
せ
ず
し
て
、自
ら
篤
か
ら
ず
と

お
も謂

へ
り
。
若
し
こ
の
勤
を
以
て
し
て
、み

ち方
を

知
る
の
師
を
求
め
、
こ
の
費
を
以
て
し
て
買
薬
秘
術
のあ

た
ひ直に

給
せ
ば
ま
た
必
ず
神
仙
を
得
て
、
長
生
し
て
世

を
わ
た度

ら
ん
。
何
ぞ
老
に

い
た詣

る
ま
で
空
し
く
石
田
を
耕
し
て
千
倉
の
収
を
望
む
に
異
な
ら
ん
や
。
力
を
用
ふ
る

こ
と
勤
め
た
れ
ど
も
、
そ
の
所
を
得
ざ
る
な
り
。
こ
れ
所
謂
楚
に

ゆ
　適

か
ん
と
し
て
燕
に
道
せ
ば
、
馬
は

よ
　良

く

と
も

い
た到

ら
ざ
る
も
の
に
し
て
、
行
く
こ
と
の

は
や疾

か
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
其
の
道
を
失
へ
る
が
た
め
な
り
。

或
は
性
信
に
し
て

こ
の喜

み
て
人
を
信
ず
る
も
の
あ
り
、
そ
の
聰
明
は
以
て
真
偽
を
校
練
し
、
深
浅
を

す
ゐ
そ
く

揣
測
す
る

に
足
ら
ず
、

は
く
せ
ふ

博
渉
す
る
所

も
と素

よ
り
狡
く
し
て
物
を
賞
す
る
能
は
ざ
れ
ば
な
り
。
後
世
のか

た
く
な

頑
に
し
て

あ
さ浅

き
も
の
、

に
わ
か趣に

一
人
の
自
ら
誉
む
る
子
の
我
れ
秘
書
を
有
す
と
云
へ
る
に
遇
へ
ば
、す

な
は便ち

守
り
て
之
に

つ
か事

ふ
。
而
し
て

庸
人
の
小
児
は
、
多
く

そ
と外

は
有
道
の
名
に
託
す
る
こ
と
有
り
て
、
名
の
そ
の
実
に
過
ぎ
た
る
は

こ
き
や
う

誇
誑
に
由
り
、

う
ち内

は
た
ん
た
く

貧
濁
を
抱
き
て
、
た
ゞ
利
の
み
を

は
か図

り
、
請
ふ
所
あ
れ
ば
、す

な
は輒ち
し
　強

ひ
て

い
ん
を
　

暗
鳴
し
、

ふ
ぎ
や
う

俛
仰
し
、

よ
く
や
う

抑
揚
し

て
、
宝
秘
の
深
く
し
て
得
が
た
き
が
ご
と
き
状
を
な
す
。
そ
の
請
ふ
こ
と
あ
れ
ば
、
そ
の
求
む
る
所
に
従
ひ
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て
、

ふ
ぎ
や
う

俛
仰
し

が
ん
せ
う

含
笑
し
、
或
は

ゆ
る許

す
に

け
い
ご

頃
後
を
以
て
す
。
故
に
学
ぶ
者
を
し
て
、

や
　罷

め
ん
と
す
る
も
能
は
ざ
ら

し
め
、
自
ら
之
に
事
ふ
る
こ
と

い
ま未

だ
勤
め
ず
、
礼
幣

な
ほ尚

軽
し
と

お
も謂

は
し
む
。
こ
こ
に
於
て
篤
信
の
心
尤
も
恭

粛
を
加
へ
、ま

ひ
な賂ふ

にし
ゆ
ぐ
わ
ん

珠
玩
を
以
て
し
、
之
が
為
に
奴
僕
の
役
を

と
　執

り
、
重
き
も
の
を
負
ひ
て
遠
き
と
こ
ろ
に

わ
た渉

る
こ
と
を
辞
せ
ず
、

け
は険

し
き
と
こ
ろ
を

へ
　経

て
、
危
き
と
こ
ろ
を

ふ
　履

む
こ
と
を

さ
　避

け
ず
し
て
、
積
労
を
以
て

み
づ
か自ら
い
た効

さ
ん
と
欲
し
、く

る
し
み

苦
に
服
し
てあ

は
れ
み

哀
を
求
め
、
異
聞
あ
ら
ん
こ
と
をこ

ひ
ね
が

庶
ふ
。
而
し
て
虚
し
く
歳
月
を
引
き
、

空
し
く
二
親
の
供
養
を

す
　委

て
、
妻
子
を

す
　捐

て
うゝ
れ恤

へ
ず
、
霜
をい

た
だ戴き

氷
を

ふ
　踏

み
、
連
年
之
に
随
ひ
て
、
資
を

妨
け
力
を
棄
て
て
も

つ
ひ卒

に
成
る
所
な
し
。
彼
れ
初
に
は
誠
に
之
を
欺
き
、
末
に
は
或
は
之
を

は
　慙

ぢ
て

ぼ
う懵

然
た

り
。
体
中
実
はお

の
づ
か

自
ら

く
う
け
い

空
罄
短
乏
に
し
て
能
法
の
以
て
相
教
ふ
る
無
し
。

い
ず何

れ
の
法
を

も
ち将

て
か
以
て
人
を
成
さ

ん
や
。
余
こ
の
輩
を

も
く
け
ん

目
見
す
る
こ
と
少
か
ら
ず
。
十
餘
人
は
あ
る
べ
し
。
或
は
自
ら
号
し
高
く
名
づ
け
て
久

し
く
世
に
居
れ
り
と
し
、
世
の
人
或
は
之
を

す
で已

に
三
四
百
歳
な
り
と

い
　謂

ふ
。
た
だ
名
字
を

か
　易

へ
て
、
聖
人
が

人
間
に
身
を
託
す
る
も
の
と
詐
称
す
。
而
し
て
多
く
之
に

し
よ
う
じ

承
事
す
る
者
あ
り
。
余
た
だ
そ
の
人
の
姓
名
を
書

す
る
こ
と
を

こ
の喜

ま
ざ
る
の
み
。
す
こ
ぶ
る
俗
間
に
游
べ
ば
、
凡
夫
は

け
ん
し
　

妍
蚩
を
知
ら
ず
し
て
、
為
に
共
に
称
揚

し
、妖
妄
を
増
長
し
て
、彼
の
巧
偽
の
人
の
為
に
虚
し
ぐ
華
誉
を
生
じ
、き

ふ
し
ふ

歙
習
遂
に
広
く
し
て
、能
く

け
ん
べ
つ

甄
別
す

る
こ
と
な
し
。
故
に
或
は
高
人
を
し
てた

ま
た偶ま

意
を
留
め
てち

よ
う
さ
つ

澄
察
せ
ざ
ら
し
め
、
た
だ
両
耳
に

ま
か任

せ
し
む
。
学

ぶ
者
を
誤
ら
し
む
る
こ
と
は
常
に
こ
の
輩
に
由
れ
り
。
人
を
し
て
歎
息
せ
し
め
ざ
る
こ
と
な
き
な
り
。

つ
ね毎

に

こ
のと

も
が
ら

曹
の
天
下
を
欺
誑
し
、
以
て
勢
利
を

は
か規

る
者
を
見
る
に
、
遅
か
れ
速
か
れ
皆
天
罰
を
受
く
る
は
、

て
ん
も
う

天
網
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そ
　疎

な
り
と
い
へ
ど
も
終
に
漏
ら
さ
ざ
れ
ば
な
り
。
た
だ
有
志
の
者
を
誤
ら
し
む
る
こ
と
を
ば
念
と
す
べ
き
の

み
。
世
人
は
多
く
空
し
き
声
を
逐
ひ
て
能
く
実
をか

ん
が校ふ

る
こ
とす

く
な尠し

。
た
れ
か
れ

甲
乙
の
弟
子
多
く
し
て
百
許
人
に
至

れ
り
と
聞
く
と
き
は
、必
ず

ま
さ当

に
異
有
る
べ
し
と
し
て
、す
な
は
ち

さ
い
ち
き
よ
う
ち
く

載
馳
競
逐
し
て
赴
き
、相
聚
り
て
之
を
守

る
こ
と
を
為
し
て
、
徒
に

く
　
ふ
う

工
夫
を
妨
げ
、
以
て
彼
の
愚
陋
の
人
を
崇
重
し
て
、

ま
　復

た
く
は精

し
き
を
尋
ね
ず
。
彼

は
門
人
の
力
を
得
て
、
或
は
以
て
富
を
致
し
、

べ
ん
ち
く

辨
逐
す
る
こ
と
久
し
と
い
へ
ど
も
な
ほ
成
人
の
道
な
し
。
愚

夫
は
、故
に
こ
の
人
の

つ
か事

ふ
べ
き
に
足
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
。
何
の

の
う能

あ
る
か
を
も

す
　都

べ
てあ

づ
か与り

悟
ら
ず
。お

の
づ
か

自

ら
悲
し
む
べ
き
か
な
。
夫
れ
一

ひ
ろ尋

半
尋
の

を
か壟

を
さ
ぐ捜

り
て
天
を

を
か干

す
の
木
を
求
め
、
牛
の
足
跡
の
中
を

さ
ら漉

ひ
て

呑
舟
のう

ろ
く
づ

鱗
を
索
む
る
は
、
日
を
用
ふ
る
こ
と
久
し
く
と
もい

づ
く
ん

安
ぞ
能
く
得
ん
や
。

あ
　
あ
　

嗟
乎
将
来
の
学
ぶ
者
は
ま
さ

に
師
を
求
む
る
を
以
て
務
と
な
す
べ
き
も
、
ま
た
以
て
詳
に
択
ぶ
を
急
と
せ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

陋
狭
の

ふ
　夫

、
行
浅
く
、
徳
薄
く
、
功
微
に
し
て
、

え
ん縁

少
く
、
成
人
の
道
に
足
ら
ず
、
ま
た
功
課
の
以
て
人
の

重
恩
を

ふ
さ塞

ぐ
こ
と
な
し
。
深
く
そ
の
趣
を
思
ひ
て
徒
労
せ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

も
ろ
〳
〵
の
虚
名
の
道
士
は
既
に
善
く
誑
詐
を
為
し
て
以
て
学
者
を
欺
き
、
又
多
く
短
を

ま
も護

り
愚
を

か
く匿

し
、

知
ら
ざ
る
を
恥
と
し
、い

つ
は陽り

て
博
渉
に
し
て

す
で已

に
足
れ
る
が
ご
と
く
し
、
終
に

あ
へ肯

て
行
き
てお

の
れ己に

勝
れ
る
者

に
請
問
せ
ん
こ
と
を
求
め
ず
、し

ゅ
ん
じ

蠢
爾
と
し
て
窮
を
守
り
、か

き墻
に
面
し
て
立
つ
が
ご
と
く
し
、又
た

こゞ
ま
ぬ拱き

て
黙

す
る
の
み
な
ら
ず
、
乃
ち
ま
た
実
に
道
あ
る
者
を
増
忌
し
て
之
を

ぼ
う
き
　

謗
毀
し
、
彼
が
声
名
のお

の
れ己に

過
ぎ
ん
こ
と
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を
恐
る
。
こ
れ
等
は
豈
に
長
生
の
法
に
意
有
ら
ん
や
。
以
て
弟
子
を
合
せ
致
し
、
そ
の
財
力
を

は
か図

り
て
以
て

そ
の
情
欲
をこ

こ
ろ
よ

快
く
せ
ん
こ
と
を
欲
す
る
が
た
め
の
み
。
而
し
て
天
は
高
け
れ
ど
も

ひ
く卑

き
に

き
　聴

き
て
、
そ
の
後

に
必
ず
こ
のわ

ざ
わ
ひ

殃
を
降
さ
ん
こ
と
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
夫
れ
貧
者
はみ

だ
り妄に

我
れ
富
む
と
は
云
ふ
べ
か
ら
ず
。
賎

者
は
虚
し
く
我
れ
貴
し
と
は
云
ふ
べ
か
ら
ず
。
況
ん
や
道
徳
の
事
に
於
て
、
実
に
無
く
し
て
宜
し
く
門
生
弟

子
を
養
は
ん
や
。
凡
俗
の
人
す
ら
も
な
ほ
善
を

ね
た妬

む
の
心
を
懐
く
べ
か
ら
ず
。
況
ん
や
道
士
に
於
て
は
尤
も

ま
さ
に
忠
信
快
意
を
以
て

せ
い生

を
為
す
べ
き
も
の
な
り
。

い
　
か
ん

云
何
ぞ

ま
さ当

に
こ
の

へ
い
ぜ
ん

僘
然
た
る
も
の
を
以
て
胸
臆
の
間

に
い
　函

る
べ
け
ん
や
。
人
は
自
ら
神
明
を
聞
見
せ
ざ
れ
ど
も
、
神
明
の
己
を
聞
見
す
る
こ
と
は
甚
だ
易
し
。
こ

れ
何
ぞ

し
や紗

のと
ば
り幌の

外
に
在
り
て
軒
房
の
内
を
察
す
る
こ
と
能
は
ず
し
て
そ
の
倨
慢
をほ

し
ま肆ゝ

に
し
、
人
の
己
を
見

ず
と

い
　謂

ふ
に
異
な
ら
ん
や
。
こ
れ
ま
た

か
ね鐘

を
ぬ
す竊

み
て
物
に

ふ
　振

れ
、

か
う鏗

然
と
し
て
声
有
り
し
を
、
他
人
の
之
を

聞
か
ん
こ
と
を
悪
み
て
、
因
り
て
自
ら
そ
の
耳
を

お
ほ掩

ふ
者
のた

ぐ
ひ類な

り
。
而
し
て
、

ろ
う
こ
　

聾
瞽
に
し
て
精
神
を
存
す

る
者
、
た
ゞ
専
ら
華
名
をほ

し
い
ま擅ゝ

に
せ
ん
こ
と
を
欲
し
、
独
り
徒
衆
を
聚
め
、
外
に
は
声
価
を
求
め
、
内
に
は
財

利
を

は
か規

り
、
己
に
勝
る
も
の
を
患
へ
悪
む
こ
と
は
乃
ち
俗
人
の
権
勢
を
争
ふ
よ
り
も

は
げ劇

し
。
遂
に

し
ん
ふ
ん

唇
吻
を
以

て
刀
鋒
と
な
し
、
毀
誉
を
以
て
朋
党
と
な
し
、
口
に
は
親
し
め
ど
も
心
に
は
疎
く
、
貌
は
合
へ
ど
も
行
は
離

れ
、
陽
に
は
同
志
の
言
を
敦
く
し
、
陰
に
は

ほ
う
た
い

蜂
蠆
の
毒
を
挟
む
。
こ
れ
乃
ち
天
人
の
共
に
悪
む
所
に
し
て
禍

を
招
く
の
符
檄
な
り
。
夫
れ
五
経
を
読
む
も
な
ほ

よ
ろ宜

し
く
下
に
問
ふ
を
恥
ぢ
ざ
る
べ
し
。
以
て
徳
に
進
み
業

を
修
め
て

ひ
び日

に
つ
づ緝

くひ
か
り熈あ

り
。
射
と
御
と
の

そ
　
ぎ
　

麤
伎
、
数
と
書
と
の
浅
功
、
農
桑
の
露
事
、
規
矩
の
小
術
に
至
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る
ま
で
、
な
ほ
師
授
を

ま
　須

ち
て
以
て
そ
の
理
を

つ
く盡

す
。
況
ん
や
長
生
の
法
を
営
み
て
以
て
年
を
延
べ
世
を
度

ら
ん
と
欲
す
る
を
や
。
こ
れ
死
事
をき

う
じ
ゆ
つ

救
恤
す
る
と
異
な
る
こ
と
な
き
な
り
。
何
ぞ
務
め
て
請
受
の
名
を
惜
み

て
永
く
無
知
の
困
を
受
く
べ
け
ん
や
。
老
に
至
れ
ど
も
改
め
ず
、
死
に
臨
め
ど
も
悔
い
ず
。
こ
れ
ま
た
天
民

の
甚
だ
暗
き
者
な
り
。
人
を
し
て
之
に
代
り
てざ

ん
し
よ
う

慙
悚
せ
し
め
て
、
之
を
為
す
者
は
独
り
形
影
を
顧
み
ざ
る
な

り
。
儒
生
た
る
も
の
、
尚
ほ
ま
さ
に

ご
つ
ぜ
ん

兀
然
と
し
て
朴
を
守
り
、
外
は
質
素
に
託
し
、
知
り
て
もし

か
ら否ざ

る
が
如

く
し
、
有
り
て
も
無
き
が
如
く
し
、
庸
児
を
し
て
そ
の
称
を
盡
す
こ
と
を
得
ざ
ら
し
め
て
、
問
は
ざ
れ
ば
対

へ
ず
、

こ
た対

ふ
れ
ば
必
ず
辞
譲
し
て
後
に
言
ふ
。
何
ぞ
そ
れ
道
士
た
る
の
人
、
知
ら
ざ
る
を
強
ひ
て
知
る
と
し
、

有
る
な
き
を
有
り
と
し
、
虚
し
く
自
ら

げ
ん
え
う

衒
耀
し
て
以
て
奸
利
を

は
か図

る
や
。
迷
ひ
て
返
る
を
知
ら
ざ
る
者
はい

よ
い愈

よ
以
て
遂
に
往
く
。
若
し
以
て

こ
れ此

を
行
ふ
者
有
ら
ば
、
想
ふ
に
、
恥
じ
ざ
る
が
故
な
り
。
吾
れ
は
苟
も
此
の

言
を
為
す
に
あ
ら
ず
し
て
、
誠
に
為
す
こ
と
有
り
て

お
こ興

れ
り
。
い
は
ゆ
る
之
を

に
く疾

み
て
黙
然
た
る
こ
と
能
は

ざ
る
に
よ
れ
る
な
り
。
徒
に
愚
人
をあ

は
れ愍み

念
ひ
て
嬰
児
の
井
に
投
ず
る
が
ご
と
き
を
見
る
に
忍
び
ざ
る
の
み
。

若
し
之
を
覧
て
悟
る
者
は
ま
た
仙
薬
の
一
草
な
り
。
吾
れ
何
を
か
為
さ
ん
や
。
口
に

に
が苦

き
を
御
せ
ず
ん
ば
其

の
危
き
こ
と
至
ら
ん
は
、
脈
診
を

ま
　俟

た
ず
し
て
知
る
べ
き
者
な
り
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

も
　設

し
死
罪
あ
り
て
人
能
く
之
を
救
ふ
も
の
あ
ら
ば
、
之
が
為
に
栄
辱
を
吝
み
て
卑
辞
を
憚
ら
ず
ん
ば
、
必

ず
生
生
の
功
を
獲
ん
。
今
、
雑
猥
な
る
道
士
のと

も
が
ら

輩
金
丹
の
大
法
を
得
る
も
の
無
け
れ
ば
、
そ
の
必
ず
長
生
を
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得
ざ
ら
ん
こ
と
知
る
べ
き
な
り
。
病
を
治
め
て
起
死
の
効
あ
り
、
穀
を
絶
つ
こ
と
年
を
積
み
て
飢
ゑ
ず
、
鬼

神
を
役
使
し
、坐
し
て
は
在
り
立
ち
て
は

な
　亡

く
、千
里
を

せ
ん
し
　

瞻
覗
し
て
人
の
盛
衰
を
知
り
、ち

ん
す
ゐ

沈
崇
を

い
う
え
い

幽
翳
に
発
し
、

禍
福
を
未
萠
に
知
れ
ど
も
、
な
ほ
年
命
に
益
な
き
な
り
。
尚
ほ
請
求
を
行
ふ
を

は
　羞

ぢ
、
先
達
に
事
ふ
る
を
恥

づ
。
こ
れ
一
日
の
屈
辱
を
惜
み
て
極
り
な
き
の

よ
う
ぐ
　

庸
愚
に
甘
ん
ず
る
も
の
に
し
て
、
事
の
類
を
見
ざ
る
者
な
り
。

古
人
言
へ
る
あ
り
曰
く
、

せ
い生

の
わ
れ我

に
於
け
る
や
、
利
も
亦
た
大
な
り
と
。
そ
の
貴
賎
を
論
ず
れ
ば
、
爵
は
帝

王
た
り
と
も
、
こ
の
法
を
以
て
比
す
る
に
足
ら
ず
。
そ
の
軽
重
を
論
ず
れ
ば
、
富
は
天
下
を

た
も有

つ
と
い
ふ
と

も
、
此
の
術
を
以
て

か
　易

ふ
る
に
足
ら
ず
。
故
に
死
王
は
生
鼠
た
る
を
楽
む
のた

と
へ喩有

る
な
り
。
夫
れ
国
を
治
め

て
国
平
か
に
、
身
を
治
め
て
身
生
く
る
は
、み

づ
か自ら

至
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
皆
以
て
之
を
致
す
こ
と
あ
る
な
り
。

短
乏
の
虚
名
を
惜
み
、
師
授
のし

ば
ら暫く

労
す
る
を
恥
づ
る
は
、
愚
な
ら
ず
と
い
ふ
と
も
、
吾
は
信
ぜ
ざ
る
な
り
。

今
、
人
を
し
て
必
死
を
免
れ
て
戮
刑
に
就
か
し
め
ば
、
な
ほ
欣
然
と
し
て
、
重
き
を
去
り
て
軽
き
に
即
く
を

喜
ば
ん
。

し
や
ら
ん

灸
爛
を
脱
し
て
視
息
を
保
せ
し
め
ば
、
そ
の
苦
痛
を
甘
ん
ず
る
こ
と
更
生
よ
り
も
過
ぎ
ん
。
人
は

た
だ

ま
さ当

に
死
す
べ
き
の
日
を
知
る
な
き
が
故
に

は
　慙

ぢ
憂
へ
ざ
る
の
み
。
若
し
誠
に
之
を
知
ら
ば
、あ

し
き
り
は
な
き
り

刖
　
劓
の

事
だ
に
、
延
期
す
る
を
得
べ
く
ん
ば
必
ず
将
に
之
を
為
さ
ん
と
す
る
に
、
況
ん
や
た
だ

み
み
づ
か

躬
親
ら

さ
い
さ
う

灑
掃
し
て
巾

を
執
り
、
そ
の
力
を
己
に

ま
さ勝

る
者
の
為
に

つ
く竭

し
て
以
て
不
死
の
道
を
教
へ
ら
る
べ
く
ん
ば
、
ま
た
何
ぞ
苦
と

為
す
に
足
ら
ん
や
。
而
し
て
蔽
は
れ
た
る
者
は
之
を
憚
れ
り
。

も
　
し
　

仮
令
、
人
あ
り
て
迅
く
走
る
を
恥
ぢ
て
野
火

の
焼
爇
す
る
を
待
ち
、
風
を
逃
る
る
を
羞
ぢ
て
沈
溺
を
重
淵
に
致
す
者
あ
ら
ば
世
必
ず
之
を
呼
び
て
事
を
曉
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ら
ざ
る
も
の
と
せ
ん
、
而
し
て

み
な咸

そ
の

さ
い
や
く

災
厄
を
避
け
ざ
る
を
笑
ふ
こ
と
を
知
り
て
、
そ
の
禍
に

た
ふ僨

る
ゝ
を
畏

れ
ざ
る
こ
と
を
怪
ま
ざ
る
は
何
ぞ
や
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

昔
に
於
て
道
書
を
著
す
こ
と
多
し
。
浮
巧
の
言
を
広
め
て
以
て
玄
虚
の
旨
を

た
か崇

く
す
る
を
務
め
ざ
る
な
し
。

未
だ
長
生
の
階
径
を
究
論
し
、
道
を
為
す
の
病
痛
を

し
ん
へ
ん

箴
砭
す
る
こ
と
、
吾
が
如
く
勤
々
た
る
者
有
ら
ざ
る
な

り
。ま

こ
と実に

迷
者
を
し
て

か
へ反

る
こ
と
を
知
ら
し
め
、
之
を
東
隅
に
失
す
る
も
之
を
桑
楡（
西
方
を

云
ふ

）に
収
め
し
め

ん
こ
と
を
欲
す
。
井
に
墜
ち
て

な
は綆

を
引
く
は
遂
に
没
す
る
に

ま
さ愈

れ
り
。
た
だ

び
　
ち
ん

美
疢
を
惜
み
て
悪
石
を

ふ
せ距

ぐ
も

の
を
ば

い
　
か
ん

如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
の
み
。
人
は
誰
か
過
な
か
ら
ん
。
過
ち
て
能
く
改
む
る
こ
と
日
月
の
蝕
の

ご
と
く
な
ら
ん
は
、顔
氏（
顔回
）の
子
を

し
た睎

ふ
な
り
。
ま
た
将
来
の
生
道
を
好
む
者
を
し
て
託
す
る
所
を
審
な

ら
し
め
ん
と
欲
す
。
故
に
そ
の
忠
告
の
良
謀
を
竭
し
て
、
淫
麗
の
言
を
飾
ら
ず
、
言
は
発
す
る
こ
と
甚
し
く

し
て

む
ね指

切
に
、
筆
は
覚
え
ず
し
てこ

と
ば辞痛

惜
す
る
は
、
長
生
し
て
邪
を

せ
つ
よ
く

折
抑
す
る
に
在
る
の
み
。
何
の

も
と索

む
る

所
か
あ
ら
ん
や
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

深
く
念
ひ
て
道
芸
を
学
び
、
生
を
養
ふ
者
も
、
師
に
随
ふ
こ
と
そ
の
人
を
得
ざ
れ
ば
、

つ
ひ竟

に
成
る
所
な
し
。

而
し
て
後
の
志
有
る
者
を
し
て
、
彼
が
長
生
を
得
ざ
る
こ
と
を
見
し
め
て
、
因
て
天
下
に
は
果
し
て
仙
法
な

し
と
云
は
し
む
。
凡
そ
生
を

ど
　度

せ
ん
と
欲
す
る
も
、
必
ず
身
を
苦
め
己
を
約
し
て
以
て
玄
妙
を
修
む
る
能
は
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ざ
る
者
は
、
ま
たい

た
づ
ら

徒
に
、
進
ん
で
は
禄
を

も
と干

む
る
の
業
を
失
し
、
退
き
て
は
老
い
難
き
の
功
無
く
、
内
は
其

の
身
を
誤
り
、
外
は
将
来
を

は
ば沮

ま
ん
。
仙
の
学
び
て
致
す
べ
き
はし

よ
し
よ
く

黍
稷
の

は
　
し
ゆ

播
種
し
て
得
べ
き
が
如
く
、
甚
だ

炳
然
た
る
の
み
。

し
か然

も
未
だ
耕
さ
ず
し
て

か
　
く
わ

嘉
禾
を

う
　獲

る
は
有
ら
ず
、
未
だ
勤
め
ず
し
て
長
生
し
て
世
を

ど
　度

す

る
を

う
　獲

る
は
有
ら
ざ
る
な
り
。
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抱
朴
子
内
篇
巻
十
五
　
雑
応（
仙
術
に
関
す
る

雑
問
に
答
ふ

）

或
る
人
曰
く
、

あ
え敢

て
問
ふ
、
穀
を

た断
ち
て
以
て
長
生
す
べ
き
か
。
凡
そ
幾
ば
く
の
法
あ
る
。
何
者
か
最
も
善
き
や
。

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、

穀
を
断
つ
は
た
だ
殻
糧
の
費
を
省
く
べ
き
の
み
。
独
り
人
を
し
て
長
生
せ
し
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
諸

の
か
つ曾

て
穀
を
断
ち
て
久
し
き
を
積
め
る
者
に
問
ふ
に
、
云
ふ
、
差
少
の
病
痛
は
穀
を
食
ひ
し
時
に
勝
れ
り
と
。

そ
のう

け
ら朮を

服
し
、及
び

わ
う
せ
い

黄
精
と

む
　禹
か
　餘
ご
　糧

と
を

く
ら餌

ふ
も
の
、ひ

び日
に
再
び
服
す
れ
ば
、久
し
く
し
て
人
を
し
て
気
力

多
か
ら
し
め
、
負
担
し
て
遠
行
す
る
に
堪
へ
、
身
軽
く
し
て
極
ら
ざ
ら
し
む
。
そ
の
諸
の
石
薬
を
服
す
る
こ

と
、一
服
し
て
之
を
守
る
こ
と
十
年
五
年
な
る
者
、及
び
気
を
呑
み
、符
を
服
し
、神
水
を
飲
む
輩
は
、た
だ

飢
ゑ
ず
と
な
す
の
み
。
体
力
は
労
に
堪
へ
ざ
る
な
り
。
又
た
道
書
に
、
長
生
を
得
ん
と
欲
せ
ば
腸
中
ま
さ
に

清
か
る
べ
く
、
不
死
を
得
ん
と
欲
せ
ば
腸
中
に

か
す滓

無
か
る
べ
し
と
云
ひ
、
ま
た
草
を
食
ふ
者
は
善
く
走
り
て

愚
に
、
肉
を
食
ふ
者
は
力
多
く
し
て

た
け桿

く
、
穀
を
食
す
る
者
は
智
に
し
て
寿
な
ら
ず
、
気
を
食
す
る
者
は
神

明
に
し
て
死
せ
ず
と
云
ふ
と
雖
も
、
こ
れ
は
乃
ち
行
気
の
者
の
一
家
の
偏
説
な
る
の
み
な
れ
ば
、す

な
は便ち

孤
用

す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
若
し
金
丹
の
大
薬
を
服
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
先
づ
食
は
ざ
る
こ
と
百
許
日
な
る
を
快
と

な
す
。
若
し
能
は
ず
ん
ば
、
正
に

し
か爾

く
之
を
服
せ
よ
。
た
だ
仙
を
得
る
こ
と
少
し
く
遅
か
ら
ん
の
み
な
れ
ば
、
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大
な
る
妨
な
き
な
り
。
若
し
世
の
荒
乱
に
遭
ひ
て
、
山
林
に

か
く竄

れ
ん
に
、
こ
の
断
穀
の
法
を
知
る
者
は
則
ち

以
て
餓
死
せ
ざ
る
べ
し
。
然
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
急
に
断
つ
こ
と
な
か
れ
。
大
に
益
す
べ
き
こ
と
な
け
れ
ば
な

り
。
ま
た
人
中
に
止
ま
り
て
肉
を
断
た
ん
に
、
肥
鮮
の
気
を

か
　嗅

が
ば
、
皆
之
を
欲
す
る
こ
と
有
ら
ざ
る
能
は

ず
。
中
心
若
し
未
だ
俗
を
絶
ち
家
を

す
　委

て
ず
し
て
、い

は
ほ巖に
す
　栖

み
、

く
き岫

に
を
　処

る
者
は
固
よ
り

と
　遂

ぐ
る
こ
と
を
成

さ
ず
。
五
味
を
体
し
な
が
ら
、
之
を
致
す
こ
と
を
得
ず
し
て
自
ら
苦
ま
ん
は
、
穀
を
断
つ
こ
と
な
く
し
て
饑

飽
を
節
量
せ
ん
に

し如
か
ず
。
近
ご
ろ
一
百
許
の
法
有
り
。
或
は
中
を
守
る
の
石
薬
数
十
丸
を
服
し
て
、す

な
は便ち

四
五
十
日
を

さ
　辟

く
る
も

う
　饑

ゑ
ず
。
松
柏
及
び
、う

け
ら朮を

練
る
も
ま
た
以
て
中
を
守
る
べ
し
。
た
だ
大
薬
に
及
ば

ず
し
て
、
久
し
き
も
十
年
以
還
に
過
ぎ
ず
、
或
は
一
百
二
百
日
を
辟
く
。
或
は
日
日
に
之
を
服
し
て
乃
ち
饑

ゑ
ざ
る
は
、
先
づ
美
食
を
作
し
て
極
め
て
飽
き
、
乃
ち
薬
を
服
し
て
以
て
食
ふ
所
の
物
を
養
ひ
て
、
消
化
せ

ざ
ら
し
め
て
、
三
年
を
辟
く
べ
き
も
あ
り
。
か
く
て

ま
　還

た
穀
を
食
せ
ん
と
せ
ば
、
当
にあ

ふ
ひ葵の
み
　子

とい
の
し猪ゝ

のあ
ぶ
ら膏と

を
以
て
之
を
下
す
べ
し
。
則
ち

な
　作

す
所
の
美
食
は
皆
下
り
て
、
壊
れ
ざ
る
こ
と
は

も
と故

の
如
し
。

洛
陽
に
道
士
董
威
が
輩
あ
り
。
常
に
白
社
の
中
に
止
ま
り
て
、

つ
ひ了

に
食
は
ず
。
陳
子
叙
は
共
に
守
り
て
之

に
つ
か事

へ
、従
つ
て
道
を
学
ぶ
こ
と
久
し
き
を
積
み
て
、乃
ち
そ
の
方
を
得
て
云
ふ
、日
に

か
ん
ざ
う

甘
草
、ぼ

う
ふ
う

防
風
、か

く
じ
つ

殼
実

の
属
十
許
種
を

つ
　搗

き
て

さ
ん散

と
な
し
、
先
づ
方
寸
の

さ
じ匕

を
服
し
、
乃
ち
石
子
の
大
さ
雀
卵
の
如
き
も
の
十
二
枚

を
呑
め
ば
、
百
日
を
辟
く
る
に
足
り
、す

な
は輒ち

更
に
散
を
服
せ
ば
、
気
力
顔
色

も
と故

の
如
し
。

ま
　還

た
穀
を
食
は
ん

と
欲
せ
ば
、
当
に
葵
子
湯
を
服
す
べ
し
。
こ
れ
に
よ
り
て
石
子
を
下
し
て
、
乃
ち
食
ふ
べ
き
の
み
。
又
、
赤
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竜
血
、
青
竜
膏
を
ば
、
之
を
作
る
に
丹
砂
と
曾
青
水
と
を
用
ひ
、
石
を
以
て
そ
の
中
に

い
　内

る
。
ま
た
須
臾
に

し
て
石
は
柔
に
な
り
て
食
ふ
べ
き
な
り
。
若
し

す
ぐ即

に
取
ら
ず
ん
ば
、す

な
は便ち

消
爛
し
て
盡
く
。
こ
の
石
を
食
ふ

に
口
を
以
て
し
て
飽
く
ま
で
に
す
れ
ば
、
人
を
し
て
丁
壮
な
ら
し
む
。
ま
た
引
石
散
あ
り
。
方
寸
匕
を
以
て

一
斗
の
白
石
子
の
中
に
投
じ
、
水
を
以
て
、
之
を
合
せ
煮
れ
ば
、
ま
たた

ち
ど
こ
ろ

立
に
熟
す
る
こ
と

い
　
も
　

芋
子
の
如
く
に

し
て
食
ふ
べ
く
、
以
て
穀
に
当
つ
る
な
り
。
張
太
玄
が
挙
家
及
び
弟
子
数
十
人
は
林
慮
山
の
中
に
隠
居
し
て
、

こ
の
法
を
以
て
石
を
食
ふ
こ
と
十
餘
年
に
し
て
皆
肥
健
な
り
き
。
た
だ
白
石
を
得
る
こ
と
を
要
す
る
が
為
に
、

赤
竜
血
、
青
竜
膏
に
如
か
ず
。
石
を
取
り
得
て
便
ち
用
ふ
べ
し
。
ま
た
当
に
之
を
煮
る
べ
き
に
よ
り
て
薪
火

のわ
ず
ら
ひ

煩
あ
る
の
み
。

或
は
符
を
用
ひ
、
或
は
水
を
用
ひ
、
或
は
符
と
水
と
兼
ね
用
ひ
、
或
はほ

し
な
つ
め

乾
棗
日
に
九
枚
と
酒
一
二
升
と
を

用
ふ
る
者
あ
り
。
或
は
十
二
時
の
気
を
食
ひ
、
夜
半
よ
り
始
め
て
、
九
九
よ
り
、
八
八
、
七
七
、
六
六
、
五
五

に
至
り
て
止
む
。
或
は
春
は
東
に
向
ひ
て
歳
星（
木星
）の
青
気
を
食
ひ
て

か
ん肝

に
入
ら
し
め
、
夏
は

け
い
わ
く

熒
惑（
火星
）

の
赤
気
を
服
し
て

し
ん心

に
入
ら
し
め
、
四
季
の
月
は
鎮
星（
土星
）の
黄
気
を
食
ひ
て

ひ
　脾

に
入
ら
し
め
、
秋
は
太

白（
金星
）の
白
気
を
食
ひ
て
肺
に
入
ら
し
め
、
冬
は
辰
星（
水星
）の
黒
気
を
服
し
て

じ
ん腎

に
入
ら
し
む
。
ま
た
中

岳
の
道
士
な
る

げ
き郄

元
節
は
六
戊
の
精
を
食
し
て
ま
た
大
に
効
あ
り
。

も
　
し
　

仮
令
甲
子
の
旬
に
戊
辰
の
精
有
れ
ば
、則

ち
そ
の
旬
十
日
を
竟
ふ
る
ま
で
、
常
に

た
つ辰

の
地
に
向
ひ
て
気
を
呑
み
、
後
の
甲
に
到
り
て
ま
た
そ
の
旬
の
戊

に
向
ふ
な
り
。
甘
始
が
法
に
、
六
甲
六
丁
の
玉
女
を
召
す
に
、お

の
お
の

各
名
字
あ
り
。
因
り
て
以
て
水
を
祝
し
て
之
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を
飲
む
も
、
ま
た
牛
馬
を
し
て
皆
飢
ゑ
ざ
ら
し
む
べ
き
な
り
。
或
は
脾
中
の
神
の
名
、
黄
裳
子
と
名
づ
ぐ
る

も
の
を
思
ひ
、
た
だ
口
を
合
せ
て
内
気
を
食
す
る
は
こ
れ
皆
真
効
あ
り
。

余
のし

ば
し
ば

数
見
た
る
、
穀
を
断
つ
人
三
年
二
年
の
者
は
、
多
く
皆
、
身
軽
く
、
色

よ
　好

く
、
風
寒
暑
温
に
堪
へ
た

り
。

す
べ
て

大
都
肥
ゆ
る
者
無
き
の
み
。
未
だ
数
十
歳
食
は
ざ
る
を
見
ざ
れ
ど
も
、し
か
も
、人
は
穀
を
絶
つ
こ
と
十

許
日
に
過
ぎ
ず
し
て
皆
死
す
る
に
、
こ
れ
等
は

す
で巳

に
と
し載

を
積
み
て
も
自
若
た
れ
ば
、
ま
た
何
ぞ
大
に
久
し
か

る
べ
か
ら
ざ
る
を
疑
は
ん
や
。
若
し
諸
の
穀
を
絶
つ
者
を
し
て

て
ん
る
い

轄
羸
極
め
て
常
な
ら
し
め
ば
、
之
を
慮
る
に
、

恐
ら
く
は
久
し
く
す
べ
か
ら
ざ
る
の
み
。
し
か
る
に
諸
の
之
を
為
す
者
に
問
へ
ば
、
初
時
に
は
気
力
少
く
し

て
後
に
は

や稍ゝ
丁
健
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
月
一
月
に
勝
り
、
歳
一
歳
に
勝
る
。
正
に

し
か爾

く
し
て
久
し
く
す
べ

き
こ
とう

た
が
ひ

嫌
な
き
な
り
。
夫
れ
長
生
に
し
て
道
を
得
る
者
は
、
皆
薬
を
服
し
気
を
呑
み
て
之
に
達
せ
ざ
る
者
な

き
こ
と
は
妄
な
ら
ざ
る
な
り
。
夫
れ
薬
を
服
し
て
穀
を
絶
つ
者
は
ほ
ぼ
先
づ
極
ま
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
た
だ

符
水
を
用
ひ
、
及
び
単
に
気
を
服
す
る
者
は
皆
四
十
日
の
中
に
疲
痩
し
、
こ
れ
を
過
ぎ
て
乃
ち
健
な
る
の
み
。

て
い鄭

君
云
ふ
、
本
とう

ま
れ
つ
き

性
酒
を
飲
む
こ
と
多
か
ら
ざ
り
し
が
、
昔
し
銅
山
の
中
に
在
り
て
穀
を
絶
つ
こ
と
二
年

許
に
し
て
、酒
数
升
を
飲
み
た
れ
ど
も
酔
は
ざ
り
き
。
こ
れ
を
以
て
こ
れ
を
推
す
に
、こ
れ
食
は
ざ
る
が
為
に
、

更
に
人
を
し
て
毒
に

た
　耐

へ
し
む
。
毒
に

た
　耐

ふ
る
は
こ
れ
痛
み
難
き
のし

る
し候な

り
と
。
余
こ
れ
に
因
り
て
山
中
い

か
に
し
て
酒
を
得
た
り
や
と
問
ひ
し
に
、
鄭
君
言
ふ
、
先
づ
好
雲
液
を

か
も醸

し
て

あ
つ
ろ
く

圧
漉
す
る
こ
と
な
く
、
因
り

て
け
い桂（
本
、
卅

四
本

）ぶ
　
し
　

附
子（
本
、
卅

五
本

）か
ん
ざ
う

甘
草（
本
、
十

二
草

）五
六
種
を
以
て

ま
つ末

し
合
せ
て
之
をぐ

わ
ん丸に

し
、

さ
ら曝

しか
わ
か乾し

一
丸
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の
た
ま
ご
　

雞
子
ほ
ど
の
大
さ
な
る
を
斗
の
水
中
に
投
ず
れ
ば
、た

ち
ど
こ
ろ

立
に
美
酒
と
成
る
と
。
ま
た
宝
帝
雲
液
泉
の
法
あ
り
。

げ
つ
べ
い

糵
米
及
び
七
八
種
の
薬
を
以
て
之
を
合
せ
て
一
升
を
取
り
、す

な
は輒ち

一
水
の
中
に

い
　内

る
れ
ば
、
千
歳
の
苦
酒
の

内
水
の
ご
と
く
、
盡
く
る
時
を
知
る
こ
と
な
く
し
て
、
味
は
常
に

よ
　好

く
し
て
変
ぜ
ず
、
之
を
飲
め
ば
、
大
に

人
を
益
す
。

又
た
符
水
と
断
穀
と
は
先
づ
人
を
し
て

る
ゐ羸

せ
し
む
と
い
へ
ど
も
、
し
か
も
宜
し
く
兼
ね
て
知
る
べ
き
者
な

り
。

も
　倘

しに
は
か卒に

荒
年
に
遇
ひ
て
、
薬
物
を
合
作
す
る
に
及
ば
ず
ん
ば
、
則
ち
符
水
を
用
ふ
る
を
上
と
な
す
。

ふ
う
せ
い

馮
生
と
い
ふ
者
あ
り
。
た
だひ

と
へ単に

気
を
呑
み
、
穀
を
断
つ
こ
と

す
で已

に
三
年
。
そ
の
歩ち

よ
く陟し

て
山
に
登
る
を

観
る
に
一

こ
く斛

許
の
重
き
を

に
な担

ひ
て
終
日
倦
ま
ず
、
又
時
時
に
弓
を
引
き
て
ほ
ぼ
言
語
せ
ず
、
言
語
す
る
も
又

あ
へ肯

て
大
声
せ
ず
。
之
を
問
へ
ば
、云
ふ
、穀
を
断
ち
た
る
と
き
、精
を
亡
ぼ
し
気
を
費
す
は
最
も
大
忌
な
り
と
。

余
ま
た
屡
々
浅
薄
の
道
士
輩
を
見
た
る
に
、為
に
奇
怪
を
虚
曜
し
不
食
の
名
を
招
か
ん
こ
と
を
欲
し
て
、実

は
そ
の
道
を
知
ら
ず
。
た
だ
虚
し
く

か
う
は
ん

羹
飯
を

く
ら啖

は
ず
と
す
る
の
み
。
酒
を
飲
む
に
至
り
て
は
日
中
に
斗
餘
。ほ

じ
し脯、

ほ
じ
し腊

、
あ
め米台

、
あ
め米甫

、な
つ
め棄、

栗
、

た
ま
ご
　

雞
子
の
属
を
ば
そ
の
日
に
絶
た
ず
。
或
は
大
に
肉
を
食
ひ
て
そ
の
汁
を

の
　咽

み
、
そ

の
か
す滓

を
吐
き
て
、
終
日
口
を
経
る
者
数
十
斤
な
り
。
こ
れ
はた

ゞ
ち直に

こ
れ
更
に
美
食
を
作
す
な
り
。
凡
そ
酒
食

は
た
だ
酒
を
飲
み
脯
を
食
ひ
て
、
穀
を
食
は
ざ
れ
ば
、
皆お

の
づ
か
ら

自
ら
半
歳
一
歳
に
堪
へ
て

し
く
と
ん

蹙
頓
せ
ず
。
未
だ
穀
を

絶
つ
と
名
づ
け
ざ
る
の
み
。

呉
に
道
士せ

き
し
ゅ
ん

石
春
あ
り
。

つ
ね毎

に
気
を

め
ぐ行

ら
し
て
人
の
為
に
病
を

ぢ
　治

し
、
病
者
の

い
　愈

ゆ
る
を
待
ち
、
或
は
百
日
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或
は
十
日
に
し
て
乃
ち
食
ふ
。
呉
の
景
帝
之
を
聞
き
て
曰
く
、
こ
れ
た
ゞ
久
し
か
ら
ず
し
て
必
ず

ま
さ当

に
饑
死

す
べ
き
な
り
と
。
乃
ち
召
し
取
り
て

さ
　鎖
へ
い閉

し
人
を
し
て
之
を
備
へ
守
ら
し
む
。し

ゅ
ん春は

た
だ
三
二
升
の
水
を
求

む
。

か
く此

の
ご
と
き
こ
と
一
年
餘
。
春
の
顔
色
更
に
鮮
悦
に
し
て
気
力

も
と故

の
ご
と
し
。
景
帝
之
に
問
ふ
、
ま
た

幾
ば
く
時
に
堪
ふ
べ
き
か
と
。
春
言
ふ
、
限
無
き
こ
と
数
十
年
な
る
べ
し
、
た
ゞ
恐
ら
く
は
老
死
せ
ん
の
み
、

饑
を
憂
へ
ざ
る
な
り
と
。
乃
ち

や
　罷

め
て
之
を
遣
る
。
按
ず
る
に
春
が
言
の
如
く
ん
ば
、
こ
れ
穀
を
断
つ
こ
と

を
な
し
て
、
年
を
延
ぶ
る
能
は
ざ
る
こ
と
知
る
べ
し
。
今
時
ま
たし

ゆ
ん春が

法
を
得
る
者
あ
り
。

或
る
人

こ寒ゞ
え
ざ
る
の
道
を
問
ふ
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

或
は
立
冬
の
日
を
以
て
六
丙
六
丁
の
符
を
服
し
、
或
は
口
を
閉
ぢ
て
五
火
の
気
を
行
ふ
こ
と
千
二
百
遍
な

れ
ば
則
ち
一
二
月
の
中
に

こ寒ゞ
え
ざ
る
な
り
。
或
は
太
陽
酒
を
服
し
、
或
は
紫
石
英
、
米
漆
散
を
服
し
、
或
は

先
づ
雄
丸
一
を
服
し
、
後
に
雌
丸
二
を
服
す
る
も
、（
別
本
に
は
雌
を
先

に
し
雄
を
後
に
す
）ま
た
一
日
一
夕
に
堪
ふ
べ
く
し
て
寒

え
ざ
る
な
り
。
雌
丸
は

し
　
わ
う

雌
黄
、
曾
青
、

ば
ん礬

石
、
磁
石
を
用
ひ
、
雄
丸
は
雄
黄
、
丹
砂
、
石
胆
を
用
ふ
。

し
か然

れ

ど
も
こ
は
延
年
の
事
に
益
な
き
な
り
。

或
る
人
熱
せ
ざ
る
の
道
を
問
ふ
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

或
は
立
夏
の
日
を
以
て
六
壬
六
癸
の
符
を
服
し
、或
は
六
癸
の
気
を
行
ら
し
、或
は
玄
水（
一
に
氷

に
作
る
）の
丸
を
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服
し
、
或
は
飛
霜
の
散
を
服
す
。

し
か然

し
て
こ
れ
を

せ
う
き
う

簫
丘
の
上
の
木
皮
及
び
五
月
五
日
の
中
時
に
北
行
す
る
黒

蛇
の
血
を
用
ふ
る
が
故
に
、之
を
合
す
る
こ
と
を
得
る
者
あ
る
こ
と
少
し
。
た
だ
、幼
伯
子
、王
仲
都
、こ
の

二
人
は
衣
す
る
にち

よ
う
き
う

重
裘
を
以
て
し
て
之
を
夏
日
の
中
に

さ
ら曝

し
、め

ぐ
ら周す

に
十
二
炉
の
火
を
以
て
す
れ
ど
も
、
口

に
熱
し
と
称
せ
ず
、
身
に
汗
を
流
さ
ず
。
蓋
し
、
こ
の
方
を
用
ふ
る
者
な
り
。

或
る
人
五
兵
を

さ
　辟

く
る
の
道
を
問
ふ
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

吾
れ
聞
く
、
呉
の
大
皇
帝
孫
権
は

か
つ曾

て
介
先
生
に
従
ひ
て
、
要
道
を
受
く
。
云
ふ
、
た
だ
北
斗
の
字
及
び

日
月
の
字
を
書
す
る
こ
と
を
知
り
て
、す

な
は便ち

白
刃
を
畏
れ
ず
と
。
帝
以
て
左
右
数
十
人
に
試
み
る
に
、
常
に

先
登
を
為
し
、
鋒
は
陣
にお

ち
い陥り

て
皆
終
身

き
ず傷

つ
か
ざ
る
な
り
。

鄭
君
云
ふ
、た
だ
五
兵
の
名
を
誦
す
る
も
ま
た

げ
ん験

あ
り
。
刀
を
ば
大
房
と
名
づ
け
て
、虚
星
之
をつ

か
さ
ど

主
る
。
弓

を
ば
曲
張
と
名
づ
け
て
、
氐
星
之
を
主
る
。
矢
を
ばは

う
く
わ
う

彷
徨
と
名
づ
け
て
熒
惑
之
を
主
る
。

げ
き戟

を
ば
大
傷
と
名

づ
け
て
、
角
星
之
を
主
る
。

ど
　弩

を
ば
遠
望
と
名
づ
け
て
張
星
之
を
主
る
。

げ
き戟

を
ば
大
将
軍
と
名
づ
け
て
参
星

之
を
主
る
。
戦
に
臨
む
時
、
常
に
細
に
之
に

い
の祈

り
、
或
は
五
月
五
日
を
以
て
赤
霊
符
を
作
り
て

む
な
さ
き

心
前
に

つ
　著

け
、

或
は
丙
午
の
日
の
日
中
の
時
に
、
燕
君
、
竜
、
虎
三
嚢
の
符
を
作
り
、
歳
符
はと

し
ど
し

歳
に
之
を

か
　易

へ
、
月
符
はつ

き
づ
き

月

に
之
を

か易
へ
、
日
符
は

ひ
び日

に
之
を

か
　易

ふ
。
或
は
西
王
母
の
兵
信
の
符
を

お
　佩

び
、
或
は
栄
惑
朱
雀
の
符
を

お
　佩

び
、

或
は
南
極し

や
く
き
ん

鑠
金
の
符
を

お
　佩

び
、或
はき

や
く
じ
ん

卻
刃
の
符
、し

ゆ
く
ゆ
う

祝
融
の
符
をい

た
だ戴き

、或
は
玉
札
散
を

つ
　傅

け
、或
は

き
ん
そ
う

禁
葱
湯
に
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浴
す
。
或
は
牡
荊
を
取
り
て
以
て
六
陰
神
将
の
符
を
作
り
、
符
は
人
を

た
た敲

く
こ
と
を
指
す
。
或
は
月
蝕
の
時

刻
に
三
千
歳
のひ

き
が
え
る

蟾
蜍
の
喉
の
下
に
八
字
あ
る
者
の
血
を
以
て
、持
つ
所
の
刃
剣
に
書
し
、或
は
武
威
符
、け

い
く
わ

螢
火

丸
を
帯
び
、
或
は
鋒
刃
の
際
に
交
り
、
魁
に
乗
り
剛
を

ふ
　履

み
て
四
方
の
長
を
呼
ぶ
も
ま
た
明
な
る
効
あ
り
と
。

今
世
の
人
ま
た
五
兵
を
禁
じ

さ
　辟

く
る
の
道
を
得
る
あ
る
も
の
往
々
こ
れ
あ
り
。

或
る
人

い
ん
り
ん

隠
倫
の
道
を
問
ふ
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

神
道
は
五
あ
り
。
坐
す
れ
ば
在
り
、
立
て
ば
亡
き
は
そ
の
数
な
り
。

し
か然

し
て
年
命
の
事
に
益
な
し
。
た
ゞ

人
間
に
在
り
て
故
な
く
し
て
、

こ
れ此

を
為
せ
ば
、
則
ち

き
く
わ
い

詭
怪
の
声
を
致
す
。
妄
に
行
ふ
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
以

て
兵
乱
に
備
ふ
べ
し
。
危
急
の
と
き
已
む
こ
と
を
得
ず
し
て
之
を
用
ふ
れ
ば
以
て
難
を
免
る
べ
き
な
り
。

鄭
君
云
ふ
、
大
隠
符
を
服
す
る
こ
と
十
日
に
し
て
、
隠
れ
ん
と
欲
す
れ
ば
左
に
転
じ
、
見
れ
ん
と
欲
す
れ

ば
右
に
回
る
な
り
。
或
は

ぎ
ょ
く
い

玉
粭
丸
を
以
て
人
の
身
中
に
塗
り
、
或
は
蛇
足
散
を
以
て
し
、
或
は
離
母
の
草
を

懐
に
し
、
或
は
青
竜
の
草
を
折
り
て
以
て
六
丁
の
下
に
伏
し
、
或
は
竹
田
の
中
に
入
り
て
天
枢
の

つ
ち壌

を
執
り
、

或
は
河
竜
石
室
を
造
り
て
雲
蓋
の

か
げ陰

に
隠
れ
、
或
は
清
冷
の
淵
に
伏
し
て
以
て
幽
闕
のこ

み
ち径を

過
ぎ
、
或
は
天

一
の
馬
に
乗
り
て
以
て
紫
房
に
遊
び
、或
は
天
一
の
明
堂
に
登
り
、或
は
玉
女
の
金
匱
に
入
り
、或
は
輔
に
背

き
官
に
向
ひ
て
三
蓋
の
下
に
立
ち
、
或
は
巾
を
投
じ
履
を
解
き（
缺
文

あ
り
）胆
煎
及
び
而
衣
符
子
居
蒙（
一
に
象

に
作
る
）

人
、
清
液
、
桂
梗
、
六
甲
、
父
母
、
僻
側
の
膠
、
駄
馬
、
泥
丸
、
木
鬼
の
子
、
金
商
の
艾（
以
上
の
諸
句

意
味
不
明

）或
は
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小
児
と
な
る
べ
く
、
或
は
老
翁
と
な
る
べ
ぐ
、
或
は
鳥
と
な
る
べ
く
、
或
は
獣
と
な
る
べ
く
、
或
は
草
と
な

る
べ
く
、
或
は
木
と
な
る
べ
く
、
或
は
六
畜
と
な
る
べ
し
。
或
は
木
に
依
り
て
木
と
成
り
、
或
は
石
に
依
り

て
石
と
成
り
、
水
に
依
り
て
水
と
成
り
、
火
に
依
り
て
火
と
成
る
。
こ
れ
い
は
ゆ
る
形
を
移
し
、
貌
を
易
へ

て
、
多
く
隠
る
る
能
は
ざ
る
も
の
な
り
。

或
る
人
問
ふ
、
魏
の
武
帝（
曹操
）曾
て
左
元
放（
左慈
）を

と
ら収

へ
て
之
を

し
つ
こ
く

桎
梏
し
た
る
に
、
自
然
の
解
脱
を
得

た
る
は
何
の
法
を
以
て
し
た
る
か
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

吾
れ
正
に
左
君
が
施
用
せ
し
所
の
事
を
知
る
能
は
ず
。

し
か然

も
諸
の
方
書
を
歴
覧
す
る
に
、月
に
三
た
び

よ
く
い
　

薏
苡

の
み
　子

を
服
し
、
三
五
陰
丹
を
和
し
用
ふ
る
あ
り
。
或
は
偶
牙
陽
胞
を
以
て
し
、
或
は
七
月
七
日
に
東
行
す
る

跳
脱
虫
を
以
て
し
、
或
は
五
月
五
日
の
石
上
の
竜
子
の
単
衣
を
以
て
し
、
或
は

げ
　
し
　

夏
至
の
日
の

へ
き
れ
き
け
つ

霹
靂
楔
を
以
っ

て
し
、
或
は
天
文
二
十
一
字
の
符
を
以
て
し
、
或
は
自
ら
解
け
る
去
父
の
血
を
以
て
し
、
或
は
玉
子
餘
糧
を

以
て
し
、
或
は
山
君
目
、
河
伯
餘
糧
、
浮
雲
滓
を
合
し
て
以
て
之
に
塗
り
て
、
皆
自
ら
解
く
。

し
か然

し
て
左
君

の
変
化
は
如
何
な
る
方
に
よ
れ
る
か
明
か
な
ら
ざ
れ
ば
、
未
だ
必
ず
し
も
こ
れ
等
に
由
り
し
と
は
い
ふ
べ
か

ら
ず
。
自
ら
六
甲
を
用
ひ
て
、
そ
の
真
形
を
変
化
す
れ
ば
、
得
て

と
ら執

ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

或
る
人
間
う
て
曰
く
、
道
を
為
す
者
は
以
て
病
ま
ざ
る
べ
き
か
と
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
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養
生
に
つ
き
て
理
を
盡
す
者
は
既
に
将
に
神
薬
を
服
し
、
又
た
気
を

め
ぐ行

ら
し
てお

こ
た懈ら

ず
、
朝
夕
に
導
引
し

て
以
て
栄
衞
を
宣
動
し
、

や
　輟

め
と
ど閡

む
る
こ
と
な
か
ら
し
む
。
之
に
加
ふ
る
に
房
中
の
術
を
以
て
し
、
飲
食
を

節
量
し
、
風
湿
を
犯
さ
ず
、
己
の
能
く
せ
ざ
る
所
を
ば
患
へ
ず
。

か
く此

の
如
く
ん
ば
以
て
病
ま
ざ
る
べ
し
。
た

だ
患
ふ
る
は
、
人
間
に
居
る
者
の
、
そ
の
志
を
専
に
す
る
こ
と
を
得
ず
し
て
修
む
る
所
の

つ
ね恒

な
き
こ
と
に
し

て
、
ま
た

け
　
た
い

懈
怠
し
て
勤
め
ざ
る
が
た
め
に

ち
ん
し
つ

疹
疾
に
罹
る
を
免
れ
ざ
る
こ
と
を
苦
し
む
の
み
。

若
しい

た
づ
ら

徒
に
道
を
信
ず
る
の
心
あ
り
て
、お

の
れ己を

益
す
る
の
業
な
く
、
年
命
は
孤
虚（
占
星
術

の
用
語
）の
下
に
あ
り
て
、

体
に
損
傷
の
危
き
あ
れ
ば
、
三
尸（
人
身
の
中
に
あ

り
と
す
る
虫

）は
そ
の
衰
月
危
日
に
因
り
て
絶
命
病
郷
の
時
に
入
り
、
邪

気
を
招
呼
し
、
妄
に

き
　
み
　

鬼
魅
を

ひ
　延

き
、
来
り
て
殃
害
を

な
　作

す
。
そ
の
六
厄
竝
び
会
し
、
三
刑
の
方
を
同
じ
く
す

る
者
は
、
そ
の
災
必
ず
大
な
り
。
そ
の
尚
盛
な
る
者
は
則
ち
諸
の
疾
病
を
生
じ
、
先
にち

ん
く
わ
ん

疹
患
あ
り
し
者
は
則

ち
ま
た
発
動
せ
し
む
。

こ是ゝ
を
以
て
古
の
初
め
て
道
を
為
す
者
は
、
兼
て
医
術
を
修
め
以
て
近
禍
を
救
は
ざ
る
こ
と
な
し
。
凡
庸
の

道
士
は
此
の
理
を
識
ら
ず
し
て
、そ
の
聞
く
所
の
者
を
恃
み
、大
抵
は
病
を
治
す
る
の
方
にあ

づ
か関ら

ず
、ま
た
俗

を
絶
ち
幽
居
し
て
専
ら
内
事
を
行
ひ
て
以
て
病
痛
をし

り
ぞ却く

る
こ
と
能
は
ず
。
病
の
以
て
攻
療
す
る
な
き
に
及

び
て
は
、
乃
ち
更
に
凡
人
の
湯
薬
を
専
に
す
る
者
の
如
く
な
ら
ず
。

い
は
ゆ
る

所
謂
進
み
て
は

か
ん
た
ん

邯
鄲
の
歩
を
得
ず
、
退

き
て
は
ま
た
寿
陵
平
の
義
を
失
ふ
も
の
な
り
。

わ
れ余

、
た
い
は
　

戴
覇
、

く
わ
だ
　

華
陀
が
集
む
る
所
の
金
匱
、
緑
嚢
、
崔
中
書
、
黄
素
方
、
及
び
百
家
の
雑
方
五
百
許
巻
、
甘
胡
、
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呂
付
、
周
始
、
甘
唐
通
、
阮
南
河
等
の
各
の
撰
集
せ
る
暴
卒
備
急
方
の
、
或
は
一
百
十
、
或
は
九
十
四
、
或

は
八
十
五
、
或
は
四
十
六
を
見
る
に
、
世
人
皆
精
悉
に
し
て
加
ふ
べ
か
ら
ず
と
為
す
な
り
。
余
究
め
て
之
を

観
る
に
、
殊
に
多
く
諸
の
急
病
に
備
へ
ざ
る
は
、
そ
の
尚
ほ
未
だ
盡
さ
ゞ
る
な
り
。
又
渾
漫
雑
錯
に
し
て
そ

の
條
貫
な
く
、
尋
按
す
る
所
あ
る
も
即
ち
得
べ
か
ら
ず
。
而
し
て
卒
暴
の
候
を
治
す
る
に
は
皆
貴
薬
を
用
ふ

る
こ
と
、

や動ゝ
も
す
れ
ば
数
十
種
な
り
。
富
室
に
し
て
京
都
に
居
る
者
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は

も
と素

よ
り
儲
ふ
る
能

は
ず
し
てに

は
か卒に

辨
ず
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
ま
た
多
く
人
を
し
て
針
を
以
て
病
を
治
せ
し
む
。
そ
のき

ゆ
う灸法

は
ま

た
処
所
分
寸
を
明
に
せ
ず
し
て
た
だ
身
中
の
孔
穴
栄
衞
の
名
を
説
く
。
旧
医
のつ

ぶ
さ備に

明
堂
流
注
偃
側
の
図
を

み
　覧

た
る
者
に
あ
ら
ず
ん
ば
、い

ず
く
ん

安
ぞ
よ
く
之
を

さ
と曉

ら
ん
や
。
余
が
撰
す
る
所
の
百
巻
は
、
名
づ
け
て
玉
函
方
と

い
ふ
。
皆
病
名
を
分
別
し
、
類
を
以
て
相
続
し
て
、
相
雑
錯
せ
ず
。
そ
の
九
十
三
巻
は
皆
単
行
径
易
に
し
て
、

離
陌
の
間
、

こ
　
め
ん

顧
盻
す
る
に
皆
薬
な
り
。
衆
急
の
病
、こ

と
ご
と

畢
く
備
は
ら
ざ
る
な
し
。
家
に
こ
の
方
あ
ら
ば
、
医
を

用
ひ
ざ
る
べ
し
。
医
は
多
く
世
業
を
承
襲
し
、
名
あ
り
て
実
な
く
、
虚
声
を
養
ひ
て
以
て
財
利
を
図
る
。
寒

白
の
退
士
の
使
ふ
こ
と
を
得
べ
か
ら
ざ
る
所
な
り
。
之
を
使
ふ
者
は
乃
ち
多
く
人
を
誤
る
。
未
だ
自
ら
其
の

要
を

ま
も閑

る
に

し
　若

か
ず
。
こ
れ
無
智
の
医
を
迎
ふ
る
に
は
勝
れ
り
。
医
は
又に

は
か卒に

得
べ
か
ら
ず
、
得
る
も
又

あ
へ肯

て
則
ち
人
の
為
に
使
は
れ
ず
。

そ
う
り
　

腠
理
の
微
疾
を
し
てか

う
く
わ
う

膏
肓
の
深
禍
と
成
ら
し
め
、
乃
ち
救
は
れ
ざ
る
に
至
る
。

且
つ
暴
急
の
病
に
当
り
て
遠
く
行
き
て
医
を
尋
ぬ
る
と
き
は
、お

ほ
む牽ね

枉
死
す
る
こ
と
多
し
。

或
る
人
問
ふ
、
将
来
の
吉
凶
安
危
去
就
を
ば
之
を
知
る
こ
と
前
に
審
に
す
べ
き
に
道
あ
り
と
す
る
か
。
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抱
朴
子
が
曰
く
、

仰
ぎ
て
天
文
を

み
　観

、
俯
し
て
地
理
を
察
し
、
風
気
を
占
ひ
、
籌
算
を
布
き
、
三

き
　綦

を
推
し
、
九
宮
を
歩
し
、

八
卦
を
検
し
、飛
伏
の
集
ま
る
所
を
考
へ
、え

う
く
わ

訞
訛
を
物
類
に

し
ん診

し
、休
咎
を

き
　
さ
く

亀
筴
に
占
ふ
は
、皆
下
術
常
伎
な

れ
ば
、
疲
労
し
て
恃
み
が
た
し
。
若
し
乃
ち
帷
幕
を
出
で
ず
し
て
天
下
を
見
れ
ば
、
乃
ち
神
に
入
る
と
な
す
。

或
は
三
皇
天
文
を
以
て
司
命
司
危
を
召
し
、
五
岳
の
君
、
阡
陌
の
亭
長
、
六
丁
の
霊
、
皆
人
を
し
て
之
を

見
し
め
て
、
対
問
す
る
に
諸
事
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
吉
凶
昭
然
と
し
て
、

こ
れ諸

をた
な
ご
こ
ろ

掌
に
存
す
。
遠
近
幽
深

と
な
く
、こ

と
ご
と

咸
く
先
知
す
べ
き
な
り
。
或
は
六
陰
玉
女
を
召
す
。
そ
の
法
は
六
十
日
に
し
て
成
る
。
成
れ
ば
則

ち
長
く
役
使
す
べ
し
。
或
は
祭
り
て
八
史
を
致
す
。
八
史
と
は
八
卦
の
精
な
り
。
ま
た
以
てあ

ら
か
じ

豫
め
未
だあ

ら
わ形れ

ざ
る
も
の
を
識
る
に
足
れ
り
。
或
は
葛
花
及
び
秋
芒
麻
勃
の
刀
圭
方
寸
匕
を
服
す
れ
ば
、
忽
然
と
し
て
睡
気

を
催
し
、
人
あ
り
て
之
に
語
る
に
其
の
知
ら
ざ
る
所
の
事
を
以
て
す
る
が
如
く
に
し
て
、
吉
凶
立
ど
こ
ろ
に

定
ま
る
な
り
。
或
は
明
鏡
の
九
寸
以
上
な
る
を
用
ひ
て
自
ら
照
し
、
思
存
す
る
所
あ
る
こ
と
七
日
七
夕
な
れ

ば
、
則
ち
神
仙
を
見
る
。
或
は
男
、
或
は
女
、
或
は
老
、
或
は
少
、
一
た
び
示
す
の
後
に
は
心
中
自
ら
千
里

の
外
と

ま
さ方

に
来
る
べ
き
事
と
を
知
る
な
り
。
明
鏡
を
ば
或
は
一
を
用
ひ
或
は
二
を
用
ふ
。
之
を
日
月
鏡
と
い

ふ
。
或
は
四
を
用
ひ
て
之
を
四
規
と
い
ふ
。
四
規
は
之
を
照
す
時
前
後
左
右
各
一
を
施
す
な
り
。
四
規
を
用

ふ
れ
ば
、
見
る
所
の
来
神
、
甚
だ
多
し
。
或
は
目
を

た
て縦

に
し
、
或
は
竜
に
乗
り
、
虎
に
駕
し
、
冠
服
彩
色
世

と
同
じ
か
ら
ず
し
て
、
皆
経
と
図
と
あ
り
。
そ
の
道
を
修
め
ん
と
欲
せ
ば
、

ま
さ当

に
先
づ

ま
さ当

に
致
し
見
る
べ
き
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所
の
諸
神
の
姓
名
位
号
を
暗
誦
し
て
、
そ
の
衣
冠
を
識
る
べ
し
。

し
か爾

ら
ず
ん
ば
、
則
ちに

わ
か卒に

至
り
て
其
の
神

を
忘
れ
、
或
は
能
く
驚
懼
す
れ
ば
、
則
ち
人
を
害
す
る
な
り
。
之
を
為
す
に
は
、お

お
む率ね

静
漠
幽
閑
な
る
林
麓

の
中
を
得
ん
こ
と
を
欲
す
。
外
形
目
を

へ
　経

ず
、
外
声
耳
に
入
ら
ず
ん
ば
、
其
の
道
必
ず
成
る
。
三
童
、
九
女
、

節
寿
君
、
九
首
、
蛇
躯
、
百
二
十
官
来
る
と
雖
も
、
熟
視
す
る
を
得
る
こ
と
な
き
な
り
。
或
は
之
に
問
ふ
者

あ
り
、
或
は
之
を

か
　
ど
　

詞
怒
す
る
者
あ
る
も
、
ま
た
答
ふ
る
な
き
な
り
。
或
は
侍
従

ゐ
　
え
う

暐
曄
と
し
て
、
力
士
甲
卒
竜

に
乗
り
虎
に
駕
し
、

せ
う簫
こ
　鼓
さ
う嘈
さ
う嘈

た
る
あ
る
も
、
目
を
挙
げ
て

と
も与

に
言
ふ
こ
と
な
き
な
り
。
た
だあ

き
ら
か

諦
に
老
君
の

真
形
を
念
ひ
て
、
老
君
の
真
形

み
　見

え
ばす

み
や
か

趣
に
再
拝
せ
よ
。

老
君
の
真
形
を
ば
、
之
を
思
ふ
に
は
、
姓
は
李
、
名
は

た
ん聃

、
字
は
伯
陽
、
身
の

た
け長

九
尺
、
黄
色
の
身
に
し

て
、

く
ち嘴

隆
く
、
鼻
秀
で
、
眉
の
長
さ
五
寸
、
耳
の
長
さ
七
寸
、
額
に
三
つ
の

す
ぢ理

あ
り
、
上
下
足
に
徹
し
て
八

卦
あ
り
、
神
亀
を
以
て
牀
と
為
し
、
金
殿
、
玉
堂
、
白
銀
を
階
と
な
し
、
五
色
の
雲
を
衣
と
な
し
、ち

よ
う
で
ふ

重
畳
の

冠
、

ほ
う
せ
ん

鋒
鋌
の
剣
、
黄
童
百
二
十
人
を
従
へ
、
左
に
十
二
の
青
竜
有
り
、
右
に
二
十
六
の
白
虎
有
り
、
前
に
二

十
四
の
朱
雀
有
り
、
後
に
七
十
二
の
玄
武
有
り
、
前
道
は
十
二
の
窮
奇
、
後
従
は
三
十
六
の
辟
邪
、
雷
電
は

上
に
在
り
て

く
わ
う
く
わ
う

晃
晃
た
り
と
せ
よ
。
こ
の
事
は
仙
経
の
中
に
出
で
た
り
。
老
君
を
見
る
と
き
は
年
命
延
長
し

て
、
心
は
日
月
の
如
く
、
事
と
し
て
知
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。

或
る
人
歯
を
堅
く
す
る
の
道
を
問
ふ
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
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能
く
養
ふ
に
華
池
を
以
て
し
、
浸
す
に
醴
液
を
以
て
す
。
清
晨
に
歯
を
建
つ
る
こ
と
三
百
過
す
れ
ば
、
永

く
揺
動
せ
ず
。
そ
の

つ
ぎ次

は
則
ち

ぢ
　
お
う
せ
ん

地
黄
煎
を
含
み
、
或
は
玄
胆
湯
及
び
蛇
脂
丸
、
礬
石
丸
、
九
棘
散
を
含
め
ば
、

則
ち
已
に
動
く
者
更
に

か
た牢

く
、
虫
有
る
は
即
ち

い
　愈

ゆ
。
又
た
霊
飛
散
を
服
す
る
者
は
則
ち
既
に
服
す
る
者
を

し
て
更
に
生
ぜ
し
む
べ
し
。

或
る
人
耳
を

さ
と聰

く
す
る
の
道
を
問
ふ
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

能
く
竜
の
ご
と
く
導
き
、
虎
の
ご
と
く
引
き
、
熊
の
ご
と
く
経
し（
頸
を
屈
め
て
気

を
閉
づ
る
こ
と
）亀
の
ご
と
く

の
　咽

み
、
燕

の
ご
と
く
飛
び
、
蛇
の
ご
と
く
屈
し
、
鳥
の
ご
と
く
伸
び
、
天
よ
り

ふ
　俛

し
、
地
よ
り

あ
ふ仰

ぎ
、
赤
黄
の
景
を
し

て
洞
房
を
去
ら
ざ
ら
し
め
、
猿
の
ご
と
く
拠
り
、
兎
の
ご
と
く
驚
く
こ
と
千
二
百
至
な
れ
ば
則
ち
聰
は
損
せ

ざ
る
な
り
。
そ
の
既
に

ろ
う聾

せ
る
者
は
玄
亀
を
以
て
之
を

く
ん薫

じ
、
或
は
棘
頭
、
羊
糞
桂
、
毛
雀
桂（
以
上
三

者
不
明
）を

以
てつ

ゝ
み裹と

成
し
て
之
を

ふ
さ塞

ぎ
、
或
は
狼
毒（
本
、
十

七
草

）を
以
て

く
ず葛

を
治
め
、
或
は

ぶ
　
し
　

附
子（
同上
）そ

う
て
い

葱
涕
を
以
て
合
し

て
耳
の
中
に

い
　内

れ
、
或
は
蒸
鯉
魚
の
脳
を
以
て
之
に

そ
そ灌

げ
ば
皆

い
　愈

ゆ
。

或
る
人
目
を
明
に
す
る
の
道
を
問
ふ
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

能
く
三
焦
の
昇（
一
に
外

に
作
る
）景
を
引
き
、大
火
を
南
離
に
召
し
、之
を
洗
ふ
に
明
日
を
以
て
し
、之
を

の
　熨

す
に

陽
光
を
以
て
し
、及
び
丙
丁
洞
視
の
符
を
焼
き
、酒
を
以
て
和
し
て
、之
を
洗
ふ
べ
し
。
古
人

か
つ曾

て
以
て
夜
書
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す
。
或
は
苦
酒
に
て

か
ぶ
ら
の
み
　

蕪
菁
子
を

に
　煮

て
熟
せ
し
め
て

さ
ら曝

しか
わ
か乾し

、ま
つ末

し
て
方
寸
匕
を
服
す
る
こ
と
日
に
三
た
び
し
、

一
斗
を
盡
せ
ば
、
能
く
夜

　
み視

て
見
ゆ
る
こ
と
あ
り
。
或
は
犬
胆（
本
、
五

十
上
獣
）を
以
て
、
青
羊
、

い
か
る
が

斑
鳩（
本
、
四

十
九
禽
）

あ
　
は
　
び
　

石
決
明（
本
、
四

十
六
介
）や

く
も
さ
う

充
蔚（
本
、
十

五
草

）百
花
散（
不明
）を

せ
ん煎

じ
、
或
は
雞
舌
香（
本
、
卅

四
木

）黄
連（
本
、
十

三
草

）乳
汁
を

以
て

せ
ん煎

じ
て
之
を
注
げ
ば
、
諸
の
百
疾
の
目
に
在
る
こ
と
有
る
者
は
皆

い
　愈

え
て
更
に
精
明
を
加
ふ
る
こ
と
常

に
倍
す
。

或
る
人
峻
に
登
り
険
を
渉
り
遠
く
行
き
て
極
ま
ら
ざ
る
の
道
を
問
ふ
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

た
だ
大
薬
を
服
食
す
れ
ば
、身
は
軽
く
、力
は

つ
よ勁

く
、労
し
て
疲
れ
ず
。
若
し
初
め
山
林
に
入
り
て
、体
未

だ
全
実
な
ら
ざ
る
者
は
、
宜
し
く
雲
珠
粉（
雲
珠
は
雲
母
の
異
名

本
、
八
玉
に
見
ゆ

）白
華
醴（
本
、
廿

一
草

）玄
子
湯（
不明
）を
以
て
脚
を

洗
ふ
べ
し
。
及
び
虎
胆
丸
、朱
明
酒
、天
雄
鶴
脂
丸
、飛
廉
煎
、秋
芒
車
前
沢
潟
散
、之
を
用
ふ
る
こ
と
旬
日

な
れ
ば
、
た
だ
遠
き
に
渉
り
て
極
ま
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
乃
ち
更
に
人
を
し
て
行
く
こ
と

は
や疾

く
し
て
常
に

三
倍
な
る
べ
か
ら
し
む
。
若
し
能
くあ

し
た蹻に

乗
ず
る
者
は
、
以
て
天
下
に
周
流
し
て
山
河
に

か
か拘

は
ら
ざ
る
べ
し
。

凡
そあ

し
た蹻に

乗
る
道
に
三
法
あ
り
。
一
に
曰
く
竜き

や
く蹻、

二
に
曰
く
虎き

や
く蹻、

三
に
曰
く

ろ
く
ろ
き
や
く

鹿
盧
蹻
。
或
は
符
を
服

し
て
精
思
す
。
若
し
千
里
に
行
か
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
一
時
を
以
て
之
を
思
ふ
。
若
し
昼
夜
十
二
時
之
を

思
は
ば
、
以
て
一
日
一
夕
に
万
二
千
里
を
行
く
べ
し
。
ま
た
こ
れ
に
過
ぐ
る
こ
と
能
は
ず
。
こ
れ
に
過
ぎ
ん

と
す
る
と
き
は
更
に
之
を
思
ふ
こ
と
前
の
法
の
ご
と
く
す
べ
し
。
或
は
棗
心
木
を
用
ひ
て
飛
車
と
な
し
、
牛
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革
を
以
て
環
剣
に
結
び
て
以
て
そ
の
機
を
引
く
。
或
は
念
を
存
し
て
五
蛇
六
竜
三
牛
を
作
り
、

こ
も
〴
〵

交
剛
に
し
て

之
に
乗
じ
て

た
　止

だ
四
十
里
に
昇
る
。
此
の
処
を
ば
名
づ
け
て
太
清
と
為
す
。
太
清
の
中
、
そ
の
気
甚
だ
剛
に

し
て
、
能
く
人
に
勝
る
な
り
。
師
言
ふ
、
鳶
の
飛
ぶ
こ
とう

た
た転高

き
と
き
は
、
則
ち
直
に
両
翅
を
舒
ぶ
る
の
み

に
し
て
、
つ
ひ
に
ま
た
之
を
扇
揺
せ
ず
し
て
自
ら
進
む
者
は
、
漸
く
剛
気
に
乗
ず
る
が
故
な
り
。
竜
の
初
め

階
雲
に
昇
る
や
、
そ
の
上
行
四
十
里
に
し
て
則
ち
自
ら
行
く
と
。
こ
の
言
は
仙
人
よ
り
出
で
て
、
世
俗
に
留

伝
す
る
の
み
。
実
に
凡
人
の
知
る
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
ま
た
蹻
に
乗
ら
ん
と
す
る
に
は
、
す
べ
か
ら
く
長

斉
し
て
、

く
ん
さ
い

葷
菜
を
絶
ち
、
血
食
を
断
つ
べ
し
。
一
年
の
後
に
乃
ち
こ
の
三
蹻
に
乗
る
べ
き
の
み
。
ま
た
符
を

服
す
と
雖
も
、
五
竜
を
思
ふ
と
き
は
、
蹻
行
最
も
遠
し
。
そ
の
餘
は
千
里
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。
そ
の
高
下
去

留
は
皆
自
ら
法
あ
り
て
意
に
任
す
こ
と
を
得
る
な
き
の
み
。
若
し
そ
の
禁
を
奉
ぜ
す
ん
ば
、み

だ
り妄

に
蹻
に
乗
る

べ
か
ら
ず
。

け
い
つ
ゐ

傾
墜
の
禍
あ
る
な
り
。

或
る
人
曰
く
、
老
子
の
篇
中
記
及
び
亀
文
経
に
皆
言
ふ
、
薬
丘
の
後
、
金
木
の
年
、
必
ず
大
疫
あ
り
て
、
万

人
に
一
を
餘
す
と
。

あ
へ敢

て
避
く
る
の
道
を
問
ふ
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

仙
人
が

う
ん
え
き

瘟
疫
に
入
る
秘
禁
の
法
は
、そ
の
身
を
思
ひ
て
五
玉
と
す
る
な
り
。
五
玉
は
四
時
の
色
に
随
ひ
、春

は
色
青
く
、
夏
は
赤
く
、
四
季
の
月（
春
夏
秋
冬

の
終
の
月
）は
黄
に
、
秋
は
白
く
、
冬
は
黒
し
。
ま
た
金
巾
を
冠
す
る
を

思
ひ
、

し
ん心

を
思
ふ
こ
と
炎
火
の
如
く
大
さ
斗
の
如
く
な
れ
ば
、
即
ち
畏
る
ゝ
所
な
き
な
り
。
ま
た
一
法
は
そ
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の
髪
を
思
ふ
。
散
じ
て
以
て
身
に
被
ら
し
め
、
一
髪
の
端
に
一
大
星
有
り
て
之
を
綴
る
と
な
す
。
又
北
斗
七

星
を

つ
く作

ら
ん
こ
と
を
思
ふ
。く

わ
い魁（
北
斗
の
第
一
星
よ

り
第
四
星
ま
で

）を
以
て
そ
の
頭
を

お
ほ覆

ひ
、

か
う罡（
北
斗
の
第
五
星
よ

り
第
七
星
ま
で

）を
以
て
前

を
指
す
。
ま
た
五
臓
の
気
雨
目
よ
り
出
で
て
周
身
雲
霧
の
如
く
な
る
を
思
ふ
。
肝
は
青
気
、
肺
は
白
気
、
脾

は
黄
気
、
腎
は
黒
気
、
心
は
赤
気
、
五
色
紛
錯
す
れ
ば
則
ち
疫
病
の
者
と
牀
を
同
じ
く
す
べ
き
な
り
。

或
は

う
　
ほ
　

禹
歩
し
て
日
に

あ
た直

る
の
玉
女
を
呼
び
、
或
は
気
を
閉
ぢ
て
、
力
士
が
千
斤
の

つ
ち鎚

を
と
　操

り
百
二
十
人
に

し
て
以
て
自
ら

ま
も衞

る
を
思
ふ
。
或
は
射
鬼
丸
、
赤
車
使
者
丸
、
冠
軍
丸
、
徐
長
卿（
草
の
名
ひ

め
か
ゞ
み
）散
、
玉
函
精
粉
、

青
牛
道
士
薫
身
丸
、
崔（
一
に
雀

に
作
る
）文
黄（
一
に
星

に
作
る
）散
、
草
玉
酒
、
黄
庭
丸
、
皇
符
、
老
子
領
中
符
、
赤
鬚
子
、

桃
花
符
を
用
ふ
れ
ば
、
皆
良
効
あ
る
者
な
り
。



216

抱
朴
子
内
篇
巻
十
六
　
黄
白（
金
銀
を
煉

造
す
る
法
）

抱
朴
子
が
曰
く
、

神
仙
経
に
、
黄
白
の
方
二
十
五
巻
千
有
餘
首
あ
り
。
黄
と
は
金
な
り
。
白
と
は
銀
な
り
。
古
人
そ
の
道
を

秘
重
し
て
指
斥
す
る
を
欲
せ
ず
。
故
に
之
を
隠
す
と
い
へ
り
。
或
は
篇
に
題
し
て
庚
辛
と
云
へ
る
も
ま
た
金

の
意
な
り
。
し
か
もお

ほ
む率ね

深
微
な
る
こ
と
多
く
し
て
、
知
り
難
し
。
そ
の
解
す
べ
く
し
て
分
明
な
る
者
は
少

許
の
み
。
世
人
多
く
こ
の
事
を
疑
ひ
て
虚
誕
と
な
す
。
神
仙
を
信
ぜ
ざ
る
者
と
正
に
同
じ
。

余
昔
し
鄭
公
に
従
ひ
て
九
丹
及
び
金
銀
液
経
を
受
く
。
因
り
て
ま
た
黄
白
中
経
五
巻
を
受
く
。
鄭
君
言
ふ
、

か
つ曾

て
左
君
と
盧
江
の
同
山
の
中
に
於
て
試
み
に
作
り
て
皆
成
れ
り
と
。

し
か然

し
て
、
斉
潔
禁
忌
の
辛
苦
は
金
丹

神
仙
の
薬
と
異
な
る
こ
と
な
き
な
り
。
俗
人
多
く
余
を
譏
り
て
異
端
を

を
さ攻

む
る
を
好
む
と
し
、
予
を
謂
ひ
て
、

に
は
か趣に

天
下
の
通
ず
べ
か
ら
ざ
る
者
を
通
ぜ
ん
と
欲
す
と
為
す
。
余
ま
た
何
ぞ
然
る
こ
と
を
為
さ
ん
や
。
余
か

く
の
如
く
奇
事
を
以
て
辞
章
を
来
世
に

は
　騁

せ
ん
と
欲
せ
ば
、
則
ち
余
が
著
は
せ
る
外
篇
及
び
雑
文
二
百
餘
巻

は
以
て
意
を
後
代
に
寄
す
る
に
足
れ
り
。
ま
た
黄
金
を
作
る
こ
と
を
説
く
を

も
ち須

ひ
ず
。
且
つ
こ
の
内
篇
は
皆

直
語
の
み
。そ

う
し
ょ
く

藻
飾
す
る
こ
と
な
き
な
り
。
余
も
ま
た
こ
れ
ら
の
事
を
論
ず
る
は
、
世
人
之
を
呼
び
て
迂
潤
不

急
と
為
さ
ざ
る
な
け
れ
ば
、
未
だ
俗
間
切
近
の
理
を
論
ず
る
こ
と
の
衆
心
に
合
す
べ
き
に

し
　若

か
ざ
る
を
知
れ

り
。
然
る
に
余
が
こ
の
事
に
已
む
能
は
ず
し
て
、
そ
の
世
人
の

き
き聴

に
入
ら
ざ
る
を
知
り
て
、
猶
こ
れ
を
論
著
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す
る

ゆ
　
ゑ
ん

所
以
は
、
誠
に
そ
の
効
験
を
見
た
れ
ば
な
り
。
ま
た
わ
が
承
授
す
る
所
の
師
は
決
し
て
妄
言
す
る
者
に

あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
而
し
て
余
は
貧
苦
に
し
て
財
力
な
く
、
ま
た
多
難
の
運
に

あ
　遭

ひ
、
已
む
を
得
ざ
る
の
浪

人
と
な
り
、
兼
ぬ
る
に
道
路

か
う
そ
く

梗
塞
し
て
薬
物
の
得
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
し
、

つ
ひ竟

に
之
を
合
作
す
る
にい

と
ま遑あ

ら

ず
。
余

い
ま今

人
に
告
げ
て
我
は
金
銀
を
作
る
を

さ
と曉

れ
り
と
言
ひ
な
が
ら
、

み
　躬

自
ら
饑
寒
せ
ば
、
何
ぞ
自
ら
行
く

こ
と
能
は
ず
し
てあ

し
な
へ

躄
を
治
す
る
の
薬
を
売
る
に
異
な
ら
ん
や
。
人
の
之
を
信
ず
る
を
求
む
る
も
誠
に
得
べ
か

ら
ず
。

し
か然

も
理
に
は
意
の
如
く
な
ら
ざ
る
有
れ
ば
、
ま
た
一
概
を
以
て
断
ず
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
勤
勤
と
し

て
之
を
翰
墨
に
綴
る
所
以
の
者
は
、
将
来
の
奇
を
好
み
真
を
賞
す
る
の
士
を
し
て
余
が
書
を
見
て
道
を
論
ず

る
の
意
を
見
し
め
ん
と
欲
す
る
の
み
。

夫
れ
変
化
の
術
は
何
の
為
さ
ざ
る
所
あ
ら
ん
。
蓋
し
人
身
は
本
と

あ
ら見

は
れ
て
、し
か
し
て
之
を
隠
す
の
法
あ
り
。

鬼
神
は
本
と
隠
れ
て
、之
を

あ
ら見

は
す
の
怯
あ
り
。
能
く
之
を
為
す
者
は
往
々
に
し
て
多
し
。
水
火
は
天
に
在
り
、

之
を
取
る
に

は
う
し
よ

方
諸（
大
蛤
な
り
、之
を
よ
く
磨
き
て
拭
ひ
て
熱
せ
し
め
、月

の
盛
な
る
時
、
月
の
下
に
向
く
れ
ば
、
水
を
生
ず

）や
う
す
ゐ

陽
燧（
金
杯
の
縁
な
き
も
の
、
之
を
よ
く
磨
き
て
熱
せ
し

め
日
中
に
之
を
日
の
下
に
当
つ
れ
ば
火
を
生
ず

）

を
以
て
す
。
鉛
の
性
は
白
し
。
而
し
て
之
を
赤
く
し
て
以
て
丹
と
為
す
。
丹
の
性
は
赤
し
。
而
し
て
之
を
白

く
し
て
以
て
鉛
と
為
す
。
雲
雨
霜
雪
み
な
天
性
の
気
な
り
。
而
し
て
薬
を
以
て
之
を
作
れ
ば
、
真
物
と
異
な

る
こ
な
し
。
飛
走
の
属
、

ぜ
ん蠕

動
の
類
に
至
り
て
は
、
形
を
造
化
に

う
　稟

け
て
既
に
定
ま
る
こ
と
あ
り
。
そ
の
倏

忽
と
し
て
旧
体
を

か
　易

へ
、
改
更
し
て
異
物
を
為
す
に
及
び
て
は
、
千
端
万
品
に
し
て

あ
　勝

げ
て
論
ず
べ
か
ら
ず
。

人
は
貴
き
性
を
具
へ
て
最
も
霊
な
る
も
の
に
し
て
、
男
女
形
を

か
　易

へ
、
鶴
と
な
り
、
石
と
な
り
、
虎
と
な
り
、



218

猿
と
な
り
、砂
と
な
り
、
黿
と
な
る
こ
と
又
少
な
か
ら
ず
。
高
き
山
の

ふ
ち淵

と
な
り
、深
き
谷
の

を
か陵

と
な
る
に
至

り
て
は
こ
れ
ま
た
大
物
の
変
化
な
り
。
変
化
は
乃
ち
天
地
の
自
然
な
れ
ば
、
何
ぞ
金
銀
の
み
を
疑
ひ
て
、
異

物
を
以
て
作
る
べ
か
ら
ず
と
な
さ
ん
や
。
こ
れ
を
陽
燧
の
得
る
所
の
火
と
、
方
諸
の
得
る
所
の
水
と
、
常
の

水
と
火
と
に
讐
ふ
る
に
、
そ
の
間
に
豈
に
別
あ
ら
ん
や
。
蛇
の
竜
と
な
り
、

ぼ
う
ざ
ん

茅
糝
のあ

ぶ
ら膏と

な
る
も
、
ま
た
自

生
の
者
に
異
な
る
こ
と
な
し
。

し
か然

も
そ
の
根
源
の
縁
由
す
る
所
は
皆
自
然
の
感
致
に
し
て
、
理
を

き
は窮

め
性
を

つ
く盡

す
者
に
非
ず
ん
ば
、
そ
の

む
　
ね
　

指
帰
を
知
る
こ
と
能
は
ず
、
始
を

た
づ原

ね
終
を
見
る
者
に
非
ず
ん
ば
、
そ
の

あ
り
さ
ま

情
状

を
得
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
狭
観
近
識
の
も
の
は
巣
穴
に

し
つ
こ
く

桎
梏
せ
ら
れ
て
、
淵
妙
を
不
測
に

は
か揣

り
、
神
化

を
き
よ
た
ん

虚
誕
に

を
　推

し
、
周
公
孔
子
の
説
か
ず
、
墳
籍
の
載
せ
ざ
る
を
以
て
、
一
切
に
然
ら
ず
と

お
も謂

ふ
は
、
ま
た
陋

な
ら
ず
や
。
又
俗
人
は
劉
向
が
金
を
作
り
て
成
ら
ざ
り
し
を
以
てす

な
は便ち
い云

は
く
、
天
下
に
果
し
て
こ
の
道
な

し
と
。
こ
れ
田
家
の
或
は
水
旱
に
遭
ひ
て
収
穫
せ
ざ
り
し
を
見
て
、す

な
は便ち

五
穀
は

は
し
よ
く

播
殖
し
て
得
べ
か
ら
ず
と

謂
ふ
な
り
。

成
都
の
内
史
の
呉
大
文
は
博
達
多
知
に
し
て
ま
た
自
ら
説
き
て
曰
く
、
昔
し
道
士
の
李
根
に
事
へ
て
、
根

が
鉛
錫
を
煎
ず
る
を
見
た
る
に
、
少
許
の
薬
の
、
大
豆
の
如
く
な
る
者
を
以
て
、
鼎
中
に
投
じ
鉄
の

さ
じ匙

を
以

て
之
をか

き
ま撹ぜ

た
り
し
が
、
冷
え
て
即
ち
銀
と
成
れ
り
。
大
文
そ
の
秘
方
を
得
た
り
。
た
だ
し
自
ら
作
ら
ん
と

欲
せ
ば
、
百
日も

の
い
み

斉
し
てす

な
は便ち

之
を
為
す
べ
し
。
然
る
に
留
連
し
て
官
に
在
り
し
か
ば
、

つ
い竟

に
得
る
能
は
ざ
り

き
。
よ
り
て

つ
ね恒

に
歎
息
し
て
、
人
間
は

を
　処

る
に
足
ら
ず
と
言
へ
り
。
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ま
た
桓
君
山
は
言
へ
ら
く
、漢
の
黄
門
郎
の
程
偉
は
黄
白
の
術
を
好
み
し
が
、妻
を
娶
り
て
方
家（
方
術
を
行

ふ
も
の

）

の
女
を
得
た
り
。
偉
が
駕
に
従
ひ
て
出
づ
る
に
当
り
て
、時
衣
な
き
に
よ
り
て
甚
だ
憂
ふ
。
妻
の
曰
く
、請
ふ

両
端
のか

と
り縑を

致
さ
ん
と
。
縑
す
な
は
ち
故
な
く
し
て
前
に
至
れ
り
。
偉
ま
た
枕
中
の
鴻
宝
を
按
じ
て
金
を
作

ら
ん
と
し
て
成
ら
ず
。
妻
乃
ち
往
き
て
偉
を
視
る
。
偉
ま
さ
に
炭
を

あ
ふ扇

ぎ
て

と
う筩

を
や焼

く
。
筩
中
に
水
銀
有
り
。

妻
の
曰
く
、
吾
試
み
に
一
事
を
相
視
ん
と
欲
す
と
。
乃
ち
そ
の
嚢
中
の
薬
を
出
し
て
少
少
之
を
投
じ
、

し
ば
ら
く

食
頃

に
し
て
之
を

ひ
ら発

け
ば

す
で已

に
銀
と
成
れ
り
。
偉
、
大
に
驚
き
て
曰
く
、
道
は
近
く
汝
が
処
に
在
る
に
、
早
く
我

に
告
げ
ざ
り
し
は
何
ぞ
や
と
。
妻
の
曰
く
、
之
を
得
る
は
天
命
あ
る
者
な
る
べ
し
と
。

こ
こ是

に
於
て
、
偉
は
日

夜
之
を
説
誘
し
、
田
宅
を
売
り
て
以
て
美
食
衣
服
を
供
す
れ
ど
も
、
な
ほ

あ
へ肯

て
偉
に
告
げ
ず
。
偉
乃
ち

と
も伴

と

謀
り
てむ

ち
う筈ち

て
之
を
伏
す
。
妻す

な
は輒ち

偉
に
告
げ
て
言
ふ
、
道
を
伝
ふ
る
こ
と
は
必
ず
ま
さ
に
そ
の
人
を
得
ざ

る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
人
を
得
る
と
き
は
、
道
路
に
て
相
遭
ふ
の
み
に
て
も
輒
ち
之
に
教
へ
ん
。
若
し
そ
の
人

に
非
ず
し
て
、口
に

ぜ
　是

と
し
て
心
に

ひ
　非

と
す
る
者
な
ら
ば
、寸
断
せ
ら
れ
、又
手
足
を
斬
り
離
さ
る
と
も
、道

を
ば
な
ほ
出
さ
ざ
る
な
り
と
。
偉
之
に
逼
り
て
止
ま
ず
。
妻
乃
ち
狂
を
発
し
、
裸
に
て
走
り
泥
を
も
て
自
ら

塗
り
て
遂
に
死
に
た
り
。

近
ご
ろ
に
て
は
、

さ
き前

の
ろ
　
こ
う

盧
江
の
太
守
な
る
華
令
思
は
高
才
達
学
に
し
て

か
ふ
ぶ
ん

沿
聞
の
士
な
り
き
。
而
し
て
事
の

不
経
な
る
者
を
ば
信
ぜ
る
所
多
か
り
き
。
後
に
道
士
あ
り
て
、
黄
白
の
方
を
説
け
り
。
乃
ち
試
み
に
之
を

つ
く作

ら
し
め
し
に
、
云
ふ
、
鉄
器
を
以
て
鉛
を

と
か銷

し
、
散
薬
を
以
て
中
に
投
ず
れ
ば
、
即
ち
銀
と
成
り
、
又

と
か銷

し
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て
他
薬
を
以
て
之
に
投
ず
れ
ば
乃
ち
黄
金
を

な
　作

す
と
。
又
こ
の
道
士
に
従
ひ
て

て
つ
し
　

徹
視
の
方
を
学
び
、
之
を
行

ふ
こ
と
未
だ
百
日
な
ら
ざ
る
に

よ
る夜
ふ
　臥

し
て
す
な
は
ち
天
文
及
び
四
隣
を
見
れ
ば
、

れ
う
れ
う

了
了
と
し
て
、
ま
た
屋
舎

籬
障
あ
る
を
覚
え
ざ
り
き
。
又
妾
の

え
う
く
わ

瑤
華
と
名
づ
く
る
者

す
で已

に
死
に
た
る
に
、
乃
ち
形
を
見
て
之
と
言
語
す

る
こ
と
平
生
の
如
く
な
り
。
又

べ
う廟

を
祭
り
て
廟
神
の
そ
の
拝
に
答
ふ
る
を
聞
く
に
、

ゆ
か牀

動
き
て
声
あ
る
に
似

た
り
。
令
思
乃
ち
嘆
じ
て
曰
く
、
世
間
に
は
乃
ち
如
何
な
る
事
に
て
も
有
ら
ざ
る
は
な
し
。
五
経
に
載
せ
ず

と
も
、す

な
わ便ち

意
を
以
て
断
じ
て
無
し
と
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
と
。

し
か然

れ
ど
も
、

ほ
う
ぎ
　

方
伎
を
聞
か
ざ
る
者に

は
か卒に

こ

れ
を
聞
か
ば
、
ま
た
い
づ
く
ん
ぞ
能
く
驚
き
怪
し
ま
ざ
ら
ん
や
。

黄
白
の
術
も
、
ま
た
神
丹
を
合
す
る
が
如
く
、
皆
す
べ
か
ら
ぐ

さ
い
け
つ

斉
潔
百
日
以
上
に
し
て
当
に
得
べ
し
。し

づ
か閑

に
方
書
を
解
し
て
、
意
の
合
す
る
者
は
乃
ち
之
を
為
す
べ
く
、
濁
穢
の
人
及
び
聰
明
な
ら
ざ
る
人
に
し
て

ま
れ希

に
術
数
に

わ
た渉

る
者
の
辨
じ

な
　作

す
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
そ
の
中
に
は
或
は

こ
う
け
つ

口
訣
を

ま
　須

つ
者
あ
れ
ば
、
皆
宜
し

く
師
よ
り
授
か
る
べ
し
。
又
よ
ろ
し
く
深
山
の
中
、
清
潔
の
地
に
入
る
べ
く
、
凡
俗
愚
人
を
し
て
之
を
知
ら

し
め
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
。
し
か
る
にり

う
き
や
う

劉
向
は
宮
中
に
於
て
之
を

な
　作

し
、
宮
人
を
し
て
そ
の
事
に
供
給
せ
し
め

た
れ
ば
、
必
ず
斉
潔
の
者
に
あ
ら
ず
。
又
よ
く
人
事
を
断
絶
し
て
来
往
せ
ざ
ら
し
む
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
な

ら
ん
。

か
く此

の
如
く
に
し
てい

づ
く安ん

ぞ
成
す
こ
と
を
得
べ
け
ん
や
。

く
わ
ん
た
ん

桓
譚
が
新
論（
書名
）に
曰
く
、
史
子
心
と
い
ふ
も
の

し
よ署

せ
ら
れ
て
丞
相
の
史
官
と
な
り
、
屋
を
架
す
る
に
、

吏
卒
及
び
官
の
奴
婢
を
発
し
て
以
て
之
に
給
せ
し
が
、
金
を
作
ら
ん
と
し
て
成
ら
ざ
り
き
。
丞
相
は
自
ら
力
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の
足
ら
ざ
り
し
こ
と
を
思
ひ
、ま
た

ふ
　傅

太
后
に

ま
を白

し
た
る
に
、ま
た
金
に
利
あ
ら
ざ
り
し
か
ど
、金
の
成
る
な

ら
ば
、以
て
延
年
の
薬
と

な
　作

す
べ
し
と
聞
く
に
及
び
て
、ま
た
甘
心
し
、乃
ち
之
を
除
し
て
郎
と
為
し
、之
を

北
宮
の
中
に
舎
せ
し
め
た
り
。
使
者
の
待
遇
と
し
て
は
、い

づ
く寧ん

ぞ
こ
の
神
方
を

な
　作

さ
し
め
ん
と
す
る
に
、
宮

中
に
て
凡
人
を

ま
じ雑

へ
て
共
に
之
を
為
さ
し
む
べ
き
も
の
な
ら
ん
や
。
俗
間
に
て

き
　
ぬ
　

繒
練
を
染
む
る
に
す
ら
、
な

ほ
雑
人
に
見
し
む
る
を
欲
せ
ず
。
之
を
見
し
む
れ
ば
即
ち
壊
る
。
況
ん
や
黄
白
の
変
化
を
や
。
凡
そ
事
は
巨

細
と
な
く
皆
宜
し
く
要
を
得
べ
し
。
若
し
そ
の
法
を
得
ず
し
てみ

だ
り妄に
な
　作

さ
ば
、し

ゆ
し
や
う
し
や
う
さ
く
か
う
か
く

酒
漿
醤
醋
羹
臛
す
ら
、
猶
ほ

成
ら
ず
。
況
ん
や
大
事
を
や
と
。

余
嘗
て
鄙
君
に

と
　諮

ひ
て
曰
く
、
老
君
は
云
へ
ら
く
、
得
難
き
宝
を
ば
貴
ば
す
と（
老
子
に

出
づ

）而
し
て
至
治
の

世
に
は
金
を
山
に
投
げ
、
玉
を
谷
に

す
　捐

つ
と
い
へ
り
。
古
人
何
ぞ
金
銀
を
以
て
貴
し
と
為
し
て
、
そ
の
方
を

の
こ遺

し
た
る
か
。
こ
れ
不
審
な
る
こ
と
な
り
。

鄭
君
余
に
答
へ
て
曰
く
、
老
君
の
云
ふ
所
は
、

か
　夫

の
沙
を

ひ
ら披

き
、
石
を

さ
　剖

き
、
山
を
傾
け
、
淵
を

こ
　漉

し
、
万

里
を
遠
し
と
せ
ず
、

あ
つ
で
き

圧
溺
を
慮
ら
ず
し
て
、
以
て
珍
玩
を
求
め
、
以
て
民
の
時
をさ

ま
た妨げ

、
止
ま
り
足
れ
り
と

す
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
以
て
無
用
を
飾
り
、
反
り
て
道
を
為
さ
ん
と
欲
し
て
、
長
生
を
求
む
る
に
志
す

者
と
、
ま
た
商
賈
を
兼
ね
、
信
譲
を

あ
つ敦

く
せ
ず
、
深
き
に
浮
び
、け

は険
し
き
を
越
え
、か

ん
ぼ
つ

乾
没
し
て
利
を
逐
ひ
、
躯

命
を

お
し吝

ま
ず
、
寡
欲
を
修
せ
ざ
る
者
と
を
謂
へ
る
の
み
。
真
人
の
金
を
作
る
に
至
り
て
は
、み

づ
か
　

自
ら
之
を
餌
服

し
て
神
仙
を
致
さ
ん
と
欲
す
る
も
の
に
し
て
、
以
て
富
を
致
さ
ん
と
は
せ
ざ
る
な
り
。
故
に
経
に
曰
く
、
金
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は
作
る
べ
く
、
世
は

ど
　度

す
べ
し
と
。
銀
も
ま
た
餌
服
す
べ
き
も
、
た
ゞ
金
に
及
ば
ざ
る
の
み
。

余
な
ん難

じ
て
曰
く
、
何
ぞ
世
間
に
あ
る
金
銀
を
餌
と
せ
ず
し
て
、
却
て
之
を
化
作
す
る
や
。
之
を
作
る
は
則

ち
真
に
非
ず
。
真
に
非
ざ
れ
ば
則
ち
詐
偽
な
り
。

鄭
君
余
に
答
へ
て
曰
く
、
世
間
の
金
銀
は
皆
善
し
。
し
か
し
て
道
士
はお

ほ
む率ね

皆
貧
し
。
故
にこ

と
わ
ざ

諺
に
云
へ
ら

く
、
肥
え
た
る
仙
人
富
め
る
道
士
無
し
と
。
師
徒
或
は
十
人
或
は
五
人
な
れ
ば
、
ま
たい

ず
く安ん

ぞ
金
銀
を
得
て

以
て
之
に
供
せ
ん
や
。
ま
た
遠
く
行
き
て
採
取
す
る
こ
と
能
は
ず
。
故
に
宜
し
く
作
る
べ
き
な
り
。
ま
た
化

し
て
作
れ
る
金
は
乃
ち
是
れ
諸
薬
の
精
に
し
て
、
自
然
の
者
に
勝
れ
り
。

仙
経
に
云
ふ
、
丹
精
は
金
を
生
ず
と
。
こ
れ
は
是
れ
、
丹
を
以
て
金
と

な作
す
の
説
な
り
。
故
に
山
中
に
丹

砂
あ
れ
ば
、
其
下
に
多
く
金
あ
り
。
且
つ
夫
れ
金
を
作
り
て
成
れ
ば
、
則
ち
真
物
の
中
表
に
し
て
、
一
百
煉

す
る
も
減
ぜ
ず
。
故
に
其
の
方
に
、
以
て
釘
と
為
す
べ
し
と
い
へ
る
は
、
そ
の
堅
勁
を
明
に
す
る
な
り
。
こ

れ
則
ち

か
　夫

の
自
然
の
道
を
得
た
る
な
り
。
故
に
苟
も
之
を
能
く
せ
ば
、
何
ぞ
之
を
詐
と
謂
は
ん
や
。
詐
と
は
、

曾
青
を
以
て
鉄
に
塗
れ
ば
、鉄
は
赤
色
に
し
て
銅
の
如
く
、雞
子
白
を
以
て
銀
を
化
す
れ
ば
、銀
は
黄
に
し
て

金
の
如
く
な
る
を
謂
ふ
。
皆

ほ
か外

変
じ
て

う
ち内

化
せ
ざ
る
な
り
。
夫
れ

し
　
き
ん

芝
菌
は
自
然
に
し
て
生
ず
。
し
か
る
に
仙

経
に
、
五
石
五
木
を
以
て
芝
を
種
ゑ
、
芝し

や
う生じ

て
之
を
取
る
に
ま
た
自
然
の
芝
と
異
な
る
な
く
、
倶
に
人
を

し
て
長
生
せ
し
む
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
こ
れ
ま
た
金
を
作
る
の
類
な
り
。
雉
の
化
し
て
蜃
と
な
り
、
雀
の
化

し
て
蛤
と
な
れ
る
は
、自
然
の
者
と
正
に
同
じ
。
故
に
仙
経
に
曰
く
、流
珠
九
転
、父
は
子
に
語
ら
ず
、化
し
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て
黄
白
と
な
り
、
自
然
に
相
使
ふ
と
。
ま
た
曰
く
、
朱
砂
金
と
為
り
、
之
を
服
し
て
昇
仙
す
る
も
の
は
上
士

な
り
、
芝
を

く
ら茄

ひ
導
引
し
気
を

の
　咽

み
て
長
生
す
る
者
は
中
士
な
り
、
草
木
を

く
ら食

ひ
て
千
歳

い
く
わ
ん

以
還
な
る
も
の
は

下
士
な
り
と
。
ま
た
曰
く
、
金
銀
自
ら
作
る
べ
き
は
、
自
然
の
性
な
り
。
長
生
は
学
び
て
得
べ
き
者
な
り
と
。

ぎ
よ
く
て
ふ
き

王
牒
記
に
云
ふ
、
天
下

い
う
い
う

悠
々
た
ら
ば
、
皆
長
生
す
べ
し
。

い
う猶
よ
　豫

を
患
ふ
る
が
故
に
成
ら
ざ
る
の
み
。
水
銀
を

凝
ら
し
て
金
と
な
せ
ば
、
釘
に

あ
　中

つ
べ
し
と
。
銅
柱
経
に
曰
く
、
丹
砂
は
金
と
為
す
べ
く
、
河
車
は
銀
と
作

す
べ
し
。
立
た
ば
則
ち
成
る
べ
く
、
成
ら
ば
則
ち
真
と

な
　為

ら
ん
。

し
　子

そ
の
道
を
得
ば
、
以
て
仙
身
な
る
べ
し

と
。
黄
山
子
が
曰
く
、天
地
に
金
あ
り
。
我
れ
能
く
之
を
作
す
。
二
黄
一
赤た

ち
ど
こ
ろ

立
に
成
り
て
疑
は
ず
と
。
亀
甲

文
に
曰
く
、
我
が
命
は
我
に
在
り
て
天
に
在
ら
ず
、
丹
を

か
へ還

し
て
金
と
成
さ
ば
億
万
年
な
ら
ん
と
。
古
人
豈

に
我
を
欺
か
ん
や
。

た
だ
患
ふ
る
は
、
こ
の
道
を
知
る
者
の
多
く
貧
し
く
、
薬
に
は
至
つ
て
賎
し
き
も
の
あ
れ
ど
も
、
遠
方
に

生
じ
て
、
乱
世
の
得
べ
き
所
に
非
ざ
る
こ
と
な
り
。

じ
ゆ
う
え
ん
ろ
か
ん

戎
塩
鹵
鹹
の
如
き
は
皆
賎
し
き
も
の
に
し
て
、
清
平
の

時
は

つ
ひ了

に
銭
にあ

た
ひ直せ

ざ
れ
ど
も
、
今
時
は
価
直
を
限
ら
ず
し
て
之
を
買
へ
ど
も
無
き
な
り
。

き
や
う
り

羌
里
の
石
胆
は

千
万
銭
も
て
一
斤
を
求
む
る
も
ま
た
得
べ
か
ら
ず
。い

た
づ
ら

徒
に
そ
の
方
を
知
る
の
み
な
ら
ば
、
知
ら
ざ
る
者
と
正

に
同
じ
。
長
歎
を
為
す
べ
き
者
な
り
。
そ
の
法
を
有
す
る
者
は
則
ち
或
は
飢
寒
し
て
以
て
之
を
合
す
る
こ
と

な
し
。
而
し
て
富
貴
な
る
者
は
ま
た
そ
の
法
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
た
と
ひ
之
を
知
る
も
、
ま
た
一
も
信
ず
る

者
な
し
。
た
と
ひ
頗
る
之
を
信
ず
る
も
、
ま
た

す
で已

に
自
ら
金
銭
多
け
れ
ば
、
豈
に

あ
え肯

て
見
財
を
費
し
て
以
て
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そ
の
薬
物
を

か
　市

は
ん
や
。
棄
繋
逐
飛
の
悔
あ
ら
ん
こ
と
を
恐
る
る
故
に
、

あ
へ肯

て
為
す
こ
と
な
き
な
り
。
ま
た

薬
を
買
ふ
の
価
を
計
り
て
以
て
得
る
所
の
物
を
成
せ
ば
、
尤
も
大
利
あ
り
。
而
か
も
更
に
ま
さ
に
斉
戒
し
て

辛
苦
す
べ
き
が
故
に

よ
　克

く
為
す
こ
と
な
し
。

且
つ
夫
れ
名
師
の
口
訣
を
得
ず
ん
ば
、
誠
に
軽
し
く
作
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
夫
れ
医
家
の
薬
は
浅
露
な

る
こ
と
甚
し
く
し
て
、
そ
の
常
に
用
ひ
て
効
あ
る
方
はす

な
は便ち

ま
た
之
を
秘
す
。
故
に

ほ
う方

に
は
、
後
宮
遊
女
僻

側
の

か
う膠

、
封
君
、
泥
丸
、
木
鬼
子
、
金
商
芝
、
飛
君
根
、
伏
竜
肝
、
白
馬
汗
、
浮
雲
滓
、
竜
子
丹
衣
、
夜
光
骨
、

百
花

れ
い醴

、冬
鄒
斉
の
属（
伏
竜
肝
は
本
、
七
、
草
百
花
醴
は

本
廿
一
、
草
に
見
ゆ
、
他
は
不
明
）を
用
ふ
る
あ
れ
ど
も
皆
近
物
の
み
。
し
か
も
口
訣
を
得

ず
ん
ば
、
な
ほ
知
る
べ
か
ら
ず
。
況
ん
や
黄
白
の
術
に
於
て
を
や
。
今
能
く
之
を
為
す
者
は
、
徒
に
そ
の
価

の
貴
き
を
以
て
之
を
秘
す
る
に
非
ず
。
こ
の
道
一
た
び
成
れ
ば
、
則
ち
以
て
長
生
す
べ
し
。
長
生
の
道
は
道

の
至
り
な
る
が
故
に
、
古
人
之
を
重
ん
ず
。
凡
そ
方
書
に
名
づ
く
る
所
の
薬
物
は
、
又
或
は
常
の
薬
物
と
同

じ
く
し
て
、
実
は
非
な
る
者
あ
り
。
河
上
姹
女
の
如
き
は
婦
人
に
あ
ら
ざ
る
な
り（
姹
女
は
水
銀
の

異
名
、
本
、
九
）陵
陽
子
明

は
男
子
に
あ
ら
ざ
る
な
り（
列
仙
伝
に
陵
陽
子
明
と
い
ふ

神
仙
あ
り
、
文
意
と
合
は
ず
）禹
餘
糧
は
米
に
あ
ら
ざ
る
な
り（
本
、

十
石
）堯
漿（
不明
）は

水
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
而
し
て
俗
人
は

ま
さ方

に
竜
胆（
本
、
十

三
、
草
）虎
掌（
本
、
十

七
下
草
）鷄
頭（
本
、
十

五
、
草
）鴨
蹠（
本
、
十

六
、
草
）

馬
蹄（
本
、
十

四
、
草
）犬
血（
不明
）鼠
尾（
本
、
十

六
、
草
）牛
膝（
同上
）を
用
ふ
る
を
見
て
、
皆
之
を
血
気
の
物
と

お
も謂

ひ
、
缺

盃（
本
、
十

八
、
草
）覆
盆（
同上
）釡
金歴（
不明
）大
戟（
本
、
十

七
上
草
）鬼
箭（
本
、
冊

六
、
木
）大
鈎（
不明
）を
用
ふ
る
を
見
て
は
、之
を

鉄
瓦
の
器
と

お
も謂

ひ
、胡
主
使
者（
本
、
十

二
下
草
）倚
姑（
不明
）新
婦（
不明
）野
文
人（
胡
正
使
者

の
異
名

）守
田
公（
本
、
十

七
下
草
）戴
文



225 抱朴子内篇巻十六　黄白　

浴（
不明
）徐
長
卿（
本
、
十

三
、
草
）を
用
ふ
る
を
見
て
は
人
の
姓
名
と

お
も謂

へ
り
。

き
ん近
い
　易

の
草
だ
に
或
は
知
ら
ざ
る
こ
と

あ
る
に
、
玄
秘
の
方
を
ば

た
れ孰

か
能
く
悉
く
解
せ
ん
。
劉
向
が
金
を
作
ら
ん
と
し
て
成
ら
ざ
り
し
は
、
怪
む
べ

き
こ
と
な
き
な
り
。
そ
の
要
を
得
る
に
及
び
て
は
、
則
ち
ま
た
聖
賢
大
才
をわ

づ
ら煩は

し
て
し
か
る
後
に
作
る
こ

と
を
せ
ざ
る
な
り
。
凡
人
に
て
も
為
す
べ
き
の
み
。
劉
向
は
豈
に
凡
人
な
ら
ん
や
。
た
だ
口
訣
を
得
ざ
り
し

に
坐
す
る
の
み
。
今
将
に
そ
の
約
を
載
せ
て
之
を

い
た効

さ
ん
と
す
る
も
の
は
、
以
て
将
来
の
同
志
に

の
こ貽

す
な
り
。

ま
さ
に
先
づ
武
都
の
雄
黄
の
丹
色
鷄
冠
の
如
く
に
し
て
、
光
明
に
し
て
夾
石
な
き
者
を
取
る
べ
し
。
多
少

は
任
意
な
れ
ど
も
、
五
斤
よ
り
も
減
ぜ
し
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
之
を

つ
　擣

き
て
粉
の
如
く
し
、
牛
胆
を
以
て

之
に
和
し
、之
を
煮
て

か
わ燥

か
し
め
、赤
土
釡
の
一
斗
を
実
つ
る
者
を
以
て
、先
づ
戎
塩
石
胆
の

ま
つ末

を
以
て
釡
の

中
に

し
　薦

き
、厚
さ
三
分
な
ら
し
め
、乃
ち
雄
黄
の

ま
つ末

を
い
　内

れ
て
、厚
さ
五
分
な
ら
し
め
、ま
た
戎
塩
を
上
に
加

へ
、
此
の
如
く
相
似
し
め
て

つ
　盡

く
る
に
至
り
、
ま
た
碎
炭
火
のな

つ
め棗の
た
ね核

の
如
き
も
の
を
加
へ
て
二
寸
な
ら
し

め
、

い
ん
ろ
う
ど
　

蚓
螻
土
及
び
戎
塩
を
以
て

で
い泥

と
為
し
て
釡
外
に
泥
し
、
一
釡
を
以
て
之
を

お
ほ覆

ひ
、
皆
泥
厚
さ
三
寸
な
ら

し
め
て

も
ら泄

す
こ
と
な
く
、

か
げ
ぼ
し

陰
乾
に
す
る
こ
と
一
月
に
し
て
、
乃
ち
馬
糞
火
を
以
て
之
をあ

た
た熅む

る
こ
と
三
日
三

夜
に
し
て

ひ
や塞

し
、
発
出
し
て
そ
の
銅
を
鼓
下
す
。
銅
流
れ
て
冶
銅
鉄
の
如
し
。
乃
ち
こ
の
銅
を
鋳
し
め
て
以

て
筩
と
な
し
、筩
成
り
て
以
て
丹
砂
水
を
盛
り（
ま
た
馬
尿
火
を
以
て
之
を
熅
む
る
こ
と
三
十
日
に
し
て
、
炉
を
発
し
て
之
を

鼓
し
、
そ
の
金
を
得
て
即
ち
以
て
筩
を
為
し
、
ま
た
以
て
丹
砂
水
を
盛
り

）

ま
た
馬
通
火
を
以
て
熅
む
る
こ
と
三
十
日
に
し
て
、
発
し
取
り
て
之
を

と
う擣
ち
　治

し
、
そ
の
二
分
と
、
生
丹
砂
一

分
と
を
取
り
て
、

こ
う汞

に
発
す
れ
ば（
汞
と
は
水

銀
な
り

）た
ち
ど
こ
ろ

立
に
凝
り
て
黄
金
と
成
る
。
光
明
美
色
に
し
て
釘
に

あ
　中

つ
べ
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き
な
り
。

　
　
　
丹
砂
水
を
作
る
法

丹
砂
一
斤
を
治
め
て
生
竹
筩
の
中
に

い
　入

れ
、
石
胆
消
石
各
二
両
を
加
へ
、
上
下
を

お
ほ覆

ひ
し
　薦

き
て
、
筩
口
を

閉
塞
し
、
漆
骨
丸
を
以
て
之
を
封
じ
、

か
わ乾

く
を

ま
　須

ち
て
以
て
醇
苦
酒
の
中
に
内
れ
、
之
を
地
中
に
埋
む
る
こ

と
、
深
さ
三
尺
な
れ
ば
、
三
十
日
に
し
て
水
と
成
り
、
色
赤
く
味
苦
し
。
金
楼
先
生
が
青
林
子
に
従
ひ
て
受

く
る
所
の
黄
金
を
作
る
法
は
、
先
づ

す
ず錫

の
方
広
六
寸
に
し
て
厚
さ
一
寸
二
分
あ
る
を
鍛
し
て
、
赤
塩
を
以
て

灰
汁
に
和
し
泥
の
如
く
な
ら
し
め
て
以
て
錫
の
上
に
塗
り
、
通
じ
て
の
厚
さ
一
分
な
ら
し
め
、

か
さ累

ね
て
赤
土

釡
中
に
置
き
、お

ほ
む率ね

錫
十
斤
に
赤
塩
四
斤
を
用
ひ
て
合
せ
て
そ
の
際
を
封
固
し
、
馬
通
火
を
以
て
之
を
熅
む

る
こ
と
三
十
日
に
し
て
火
を
発
き
て
之
を
視
れ
ば
、
錫
の
中
悉
く
灰
の
状
の
如
く
に
し
て
、
中
に
累
累
と
し

て
豆
の
如
き
者
あ
る
は
、
即
ち
黄
金
な
り
。
之
を
土
甌
の
中
に

い
　内

れ
て
炭
を
以
て
之
を
鼓
し
、
十
た
び
之
を

煉
り
て
竝
び
に
成
る
な
り
。
率
ね
十
斤
の
錫
に
し
て
金
二
十
両
を
得
。
た
だ
長
沙
、
桂
陽
、
豫
章
、
南
海
の

土
釡
用
ふ
べ
き
の
み
。
彼
の
郷
土
の
人
、
土
釡
を
作
り
て
以
て
食
を
炊
ぐ
にお

の
づ
か

自
ら
多
し
。

　
　
　
赤
塩
を
治
め
作
る
法

寒
塩
一
斤
を
用
ひ
て
寒
水
石
一
斤
を
作
り
、
ま
た
寒
羽
理
一
斤
を
作
り
、
ま
た
白
礬
一
斤
を
作
り
、
合
せ

て
鉄
器
の
中
に

い
　内

れ
、
炭
火
を
以
て
之
を

や
　火

け
ば
、
皆

と
　消

け
て
色
赤
し
。
乃
ち
之
を
出
し
て
用
ふ
べ
き
な
り
。

ろ
く角

里
先
生
が
稷
丘
子
に
従
ひ
て
授
け
ら
れ
た
る
黄
金
を
化
す
る
法
は
、
先
づ
礬
水
石
二
分
を
以
て
鉄
器
の
中
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に
内
れ
、炭
火
を
加
へ
て

わ沸
か
し
め
て
、乃
ち

こ
う汞

を
い
　内

れ
、多
少
自
在
に
し
て
、か

う攪
し
て
相
得
し
め
、六
七
沸

し
て
地
上
に
注
げ
ば
即
ち
白
銀
と
成
る
。
乃
ち
丹
砂
水
、
曾
青
水
各
一
分
、
雄
黄
水
二
分
を
取
り
、

れ
き金歴

中
に

於
て
、
微
火
の
上
に
加
へ
て

わ
　沸

か
し
め
、

し
ば数

々
之
を

か
う攪

し
て
相
得
し
め
、
ま
た
炭
火
の
上
に
加
へ
て
沸
か
し

め
、
こ
の
白
銀
を
以
て
そ
の
中
に

い
　内

れ
、
多
少
自
在
に
し
て
六
七
沸
す
べ
し
。
地
上
に
注
ぎ
て
凝
れ
ば
、
則

ち
上
色
の
紫
磨
金
と
成
る
な
り
。

　
　
　
雄
黄
水
を
治
め
作
る
法

雄
黄
を
治
め
て
、
生
竹
筩
の
中
に

い
　内

れ
、
一
斤
を
ば
取
り
て
硝
石
二
両
を
加
へ
、
上
下
に

お
ほ覆

ひ
し
　薦

き
、
封

ず
る
に
漆
骨
丸
を
以
て
し
て
醇
大

さ
く醋（
或
に
醇
苦

酒
に
作
る
）の
中
に

い
　内

れ
て
之
を
埋
む
る
こ
と
深
さ
三
尺
な
れ
ば
、
二

十
日
に
し
て
即
ち
化
し
て
水
と
為
る
な
り
。
曾
青
水
を
作
す
方
、
及
び
礬
石
水
を
作
す
方
も
ま
た
法
を
同
じ

く
す
。
た
だお

の
〳各〵

筩
中
を
異
に
す
る
の
み
。

　
　
　
小
児
の
黄
金
を
作
す
法

大
鉄

と
う筩

を
作
り
て
、
中
一
尺
二
寸
高
さ
一
尺
二
寸
と
成
し
、
小
鉄

と
う筩

を
作
り
て
、
中
六
寸
と
成
し
、
空
を

ば
之
を
磨
し
、
赤
石
脂
一
斤
、
硝
石
一
斤
、
雲
母
一
斤
、
代
赭
一
斤
、
硫
黄
半
斤
、
空
青
四
両
、
凝
水
石
一
斤
、

皆
合
せ

つ
　搗

き
て
細
に

ふ
る篩

ひ
、

す
　醯

を
以
て
和
し
て
之
を
塗
る
。
小
筩
の
中
、
厚
さ
二
寸
。

こ
う汞（
水銀
）一
片
、
丹
砂

半
斤
、
良
非
半
斤
を
分
ち
、（
良
非
を
取
る
法
は
、
鉛
十
斤
を
用
ひ
て
鉄
盆
の
中
に

い
　内

れ
て

ろ
　炉

の
上
に

す
　居

ゑ
、

あ
ら
は露に

し
て
之
を

や
　灼

き
、
鉛

と
　銷

け
て
、
汞
三
両
を

い
　内

れ
、
早
く
出
づ
る
者
を
ば
、
鉄
の

さ
じ匙

を
以
て
之
を
鈔
取
し
、



228

名
づ
け
て
良
非
と
い
ふ
な
り
。）か

き
ま攪ぜ

て
相
得
し
め
、
汞
の
見
え
ざ
る
を
以
て

こ
う候

と
な
し
、
小
筩
の
中
に
置
き
、

雲
母
に
て
そ
の
上
を
覆
ひ
、
鉄
の
蓋
に
て
之
を
鎮
し
、
筩
を
取
り
て
炉
上
に

す
　居

ゑ
、

と
　銷

け
た
る
鉛
を
大
筩
の

中
に
注
ぎ
、
小
筩
を
中
に
没
し
、
上
を
去
る
こ
と
半
寸
に
し
て
、
銷
鉛
を
取
り
て

こ
う候

と
為
し
、
猛
火
に
て
之

を
炊
ぎ
、
三
日
三
夜
に
し
て
成
る
。
名
づ
け
て
紫
粉
と
い
ふ
。
鉛
十
斤
を
取
り
て
鉄
器
の
中
に
て
之
を

と
か銷

し
、

二
十
日
上
下
し
、
更
に
銅
器
の
中
に
内
れ
、
鉛
の

と
　銷

く
る
を

ま
　須

ち
て
、
紫
粉
を

い
　内

れ
、
方
寸
匕
に
て
之
を

か
う攪

す
れ
ば
、
即
ち
黄
金
と
成
る
な
り
。
白
銀
を
作
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
汞
を
取
り
て
鉄
器
の
中
に
置
き
、
紫
粉
を

い
　内

る
ゝ
こ
と
三
寸
以
上（
寸
以
上
は
方
寸

匕
に
作
る
べ
し
）に
し
て
、
火
を
も
て
相
得
し
め
、
水
中
に
注
げ
ば
、
即
ち
銀
と
成
る

な
り
。

務
成
子
の
法
は
、鉄
筩
を
作
り
て
、長
九
寸
径
五
寸
と
し
、雄
黄
三
斤
を

つ
　擣

き
、い

ん
ろ
う
じ
や
う

蚓
螻
壌
と
等
分
に
作
り
合

せ
て
以
て

で
い泥

と
為
し
、
筩
中
に
塗
り
て
、
径
三
寸
、
匱
口
四
寸
な
ら
し
め
、
丹
砂
水
二
合
を
加
へ
、
馬
通
火

の
上
に

お
ほ覆

ひ
極
め
て
乾
か
し
め
、
銅
筩
の
中
に
内
れ
、

ふ
さ塞

ぐ
に
銅
の
合
蓋
を
以
て
し
、
堅
む
る
に
黄
沙
を
以

て
し
て
、
上
を

つ
　築

き
、
覆
ふ
に
蚓
壌
を
以
て
し
、
泥
上
に
重
ね
、
泄
れ
し
む
る
こ
と
無
く
し
て
、
炉
炭
の
中

に
置
き
、
三
寸
の
炭
あ
ら
し
む
。
筩
口
赤
く
な
り
て

ひ
や寒

す
べ
し
。
之
を

ひ
ら発

け
ば
、
雄
黄
は
皆
銅
筩
にに

ふ
ち
や
く

入
著
す
。

ま
た
出
入
す
る
こ
と
前
法
の
如
く
す
。
三
斤
の
雄
黄
精
皆
下
り
て
筩
中
の
下
に
入
著
す
れ
ば
、
提
取
し
て
黄

沙
と
等
分
に
合
作
し
て
以
て
炉
と
為
す
。
炉
の
大
小
は
自
在
な
り
。
之
を
用
ひ
ん
と
欲
せ
ば
、
炉
を
炭
火
の

中
に
置
き
、
炉
赤
く
な
り
て
水
銀
を
内
れ
、
銀
動
け
ば
則
ち
鉛
を
内
る
。
そ
の
中
に

き
　黄

な
る
も
の
傍
よ
り
起
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り
て
中
央
に
交
れ
ば
、
之
を
地
に
注
ぎ
て
即
ち
金
を
成
す
。
凡
そ
一
千
五
百
斤
を
作
れ
ば
、
炉
力
即
ち
盡
く
。

こ
の
金
を
ば
、
牡
荊
、
赤
黍
酒
を
取
り
て
之
を

ひ
た漬

す
こ
と
百
日
な
れ
ば
、
即
ち
柔
に
な
り
て
和
す
べ
き
な

り
。
小
豆
の
如
く
に
し
て
一
丸
を
服
す
る
こ
と
、
日
に
三
た
び
服
し
て
一
斤
を
盡
せ
ば
、
三
虫
伏
尸
百
病
皆

去
り
て
、盲
せ
る
も
の
は
視
、聾
せ
る
も
の
は
聞
き
、老
者
は
即
ち
年
を
還
し
て
三
十
の
時
の
如
く
、火
に
入

り
て

や
　灼

け
ず
。
百
邪
衆
毒
冷
風
暑
湿
も
人
を
侵
す
こ
と
能
は
ず
。
三
斤
を
盡
す
と
き
は
則
ち
水
上
を
歩
行
し
、

山
川
百
神
皆
来
り
て
侍
衛
し
、
寿
は
天
地
と
相

を
は畢

る
。

ち
よ杼（
一
に
樗

に
作
る
）け

つ
し
ゆ
そ
う

血
朱
草
を
以
て
一
丸
を
煮
て
以
て

め
じ
り

目
眥

を
拭
へ
ば
、
即
ち
鬼
及
び
地
中
の
物
を
見
て
、
能
く
夜
書
す
。
白
羊
の
血
を
以
て
一
丸
に
塗
り
て
水
中
に
投

ず
れ
ば
、
魚
竜た

ち
ど
こ
ろ

立
に
出
で
て
以
て
取
る
べ
き
な
り
。
青
羊
の
血
、
丹
雞
の
血
を
以
て
一
丸
に
塗
り
て
都
門
の

上
に
懸
く
れ
ば
一
里

え
き疫

せ
ず
。
以
て
牛
羊
六
畜
の
額
の
上
に
塗
れ
ば
皆
疫
病
せ
ず
、
虎
豹
も
犯
さ
ゞ
る
な
り
。

虎
胆
蛇
肪
を
以
て
一
丸
に
塗
り
て
、月
建（
北
斗
の
柄
の
毎
月
昏
時
に
指
す
方
向
に
し
て
、

子
月
な
ら
ば
子
の
方
丑
の
月
な
ら
ば
丑
の
方
）の
上
よ
り
敵
人
の
軍
に
擲
て

ば
、
軍
は
す
な
は
ち
故
な
く
し
て
自
ら
乱
れ
、
相
傷
殺
し
て
走
る
。
牛
の
血
を
以
て
一
丸
に
塗
り
て
以
て
井

中
に
投
ず
れ
ば
、
井
中
即
ち
沸
く
。
以
て
流
水
に
投
ず
れ
ば
、
流
水
は
則
ち
逆
流
す
る
こ
と
百
歩
な
り
。
白

犬
の
血
を
一
丸
に
塗
り
て
社
廟
の
舎
中
に
投
ず
れ
ば
、
そ
の
鬼
神
即
ち

あ
ら見

は
れ
て
役
使
す
べ
し
。う

さ
ぎ兎の

血
を

以
て
一
丸
に
塗
り
て
、
六
陰
の
地
に
置
け
ば
、
行
厨
の
玉
女た

ち
ど
こ
ろ

立
に
至
り
て
六
七
十
人
に
供
す
べ
き
な
り
。
鯉

魚
の
胆
を
以
て
一
丸
に
塗
り
て
、
持
ち
て
水
に
入
れ
ば
、
水
は
之
が
為
に
開
く
こ
と
一
丈
に
し
て
、
水
中
に

気
息
す
る
を
得
べ
し
。
以
て
行
け
ば
、
雨
を
冒
す
もう

る
ほ霑は

ざ
る
な
り
。
紫
莧
を
以
て
一
丸
を
煮
て
、
其
の
汁



230

を
含
み

の
　咽

め
ば
、
百
日
飢
ゑ
ざ
る
べ
し
。

じ
し
し
や
く

慈
石
を
以
て
一
丸
を
煮
ても

と
ど
り

髻
の
中
に

い
　内

れ
て
以
て
賊
を
撃
て
ば
、

自
刃
流
矢
之
に

あ
た中

ら
ず
。
之
を
射
る
者
あ
れ
ば
、
矢
は
皆み

ず
か自ら

に
向
ふ
な
り
。
六
丁
六
壬
の
上
の
土
を
以
て

一
丸
に
竝
せ
て
以
て
人
中
を
蔽
へ
ば
、
則
ち
形
を
隠
す
。
一
九
を
含
み
て
北
に
向
ひ
て
火
を

ふ
　噴

け
ば
、
火
則

ち
き
　滅

ゆ
。
庚
辛
の
日
の
申
酉
の
時
を
以
て
西
の
地
に
向
ひ
て
一
丸
を
以
て
樹
に
擲
て
ば
、
樹
木
は
即
日
に
し

てす
な
は便ち

枯
る
。
ま
た
一
丸
を
以
て
禹
歩
し
て
虎
狼
蛇
蝮
に
擲
て
ば
皆

そ
く
し
　

即
死
す
。
一
丸
を
研
き
て
以
て
石
に
書

す
れ
ば
、
即
ち
石
に
入
り
、
金
に
書
す
れ
ば
即
ち
金
に
入
り
、
木
に
書
す
れ
ば
木
に
入
り
、
書
す
る
所
皆
そ

の
肌
理
に
徹
し
、
削
り
治
む
る
も
去
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。に

は
か卒に

死
し
て
未
だ
宿
を
経
ざ
る
と
き
、
月
建
の

上
の
水
を
以
て
一
丸
を
下
し
て
咽
喉
に
入
ら
し
め
、
竝
に
水
を
含
み
て
死
人
の
面
に

ふ
　噴

け
ば
即
ち
活
く
。
狐

の
血
、
鶴
の
血
を
以
て
一
丸
に
塗
り
て
、

つ
め爪

の
中
に
内
れ
て
以
て
指
せ
ば
、
万
物
口
に
随
ひ
て
変
化
し
、
即

ち
山

ゆ
　行

き
木

う
つ徙

る
。
人
皆
之
を
見
て
然
り
と
す
れ
ど
も
実
は
動
か
ざ
る
な
り
。
凡
て
黄
白
を
作
る
に
は
、
皆

太
乙
玄
女
老
子
を
立
て
て

せ
う
さ
い

醮
祭
し
、
九
丹
を
作
る
の
法
の
如
く
に
し
て
、
常
に
五
香
を
焼
き
て
、
香
絶
え
ざ

ら
し
む
べ
し
。
又
金
成
れ
ば
、
先
づ
三
斤
を
以
て
深
水
中
に
投
じ
、
一
斤
を
市
中
に
投
じ
、
然
る
後
ま
さ
に

そ
の
意
をほ

し
い
ま
ま

恣
に
し
て
之
を
用
ふ
る
を
得
る
の
み
。
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抱
朴
子
内
篇
巻
十
七
　
登
渉（
山
に
登

る
心
得
）

或
る
人
山
に
登
る
の
道
を
問
ふ
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

凡
そ
道
を
為
し
、
薬
を
合
せ
及
び
乱
を
避
け
て
隠
居
す
る
者
は
山
に
入
ら
ざ
る
な
し
。

し
か然

し
て
山
に
入
る

の
法
を
知
ら
ざ
る
者
は
多
く
禍
に
遇
ふ
。
故
にこ

と
わ
ざ

諺
に
こ
れ
有
り
て
、
太
華
の
下
に
白
骨

ら
う
ぜ
き

狼
籍
た
り
と
曰
へ
る

は
、
皆ひ

と
へ偏に

一
事
の
み
を
知
り
て
博
く
備
ふ
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
は
、
生
を
求
む
る
の
志
あ
り
と
も
反
り

て
強
死
す
る
を

い
　謂

へ
る
な
り
。
山
に
は
大
小
と
な
く
皆
神
霊
あ
り
。
山
大
な
れ
ば
神
大
に
し
て
、
山
小
な
れ

ば
神
小
な
り
。
山
に
入
り
て
術
無
け
れ
ば
、
必
ず
患
害
あ
り
。
或
は
疾
病
を
被
り
、
及
び
傷
刺
し
、
及
び
驚

怖
し
て
安
ん
ぜ
ず
。
或
は
光
影
を
見
、
或
は
異
声
を
聞
き
、
或
は
大
木
を
し
て
風
ふ
か
ざ
る
に
自
ら
摧
折
せ

し
め
、
岩
を
し
て
故
無
く
し
て
自
ら
堕
落
し
打
撃
し
て
人
を

こ
ろ煞

さ
し
む
。
或
は
人
を
し
て
迷
惑
し
て
狂
ひ
走

り
、
坑
谷
に
堕
落
せ
し
め
、
或
は
人
を
し
て
虎
狼
に
遣
は
し
め
毒
虫
を
し
て
人
を
犯
さ
し
む
。か

ろ
が
ろ

軽
し
く
山
に

入
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

山
に
入
る
に
は
ま
さ
に
三
月
と
九
月
と
を
以
て
す
べ
し
。
こ
れ
は
こ
れ
山
の
開
く
月
な
り
。
又
ま
さ
に
そ

の
月
の
中
の
吉
日
佳
時
を
択
ぶ
べ
し
。
若
し
事
久
し
く
し
て
徐
徐
に
こ
の
月
を

ま
　須

つ
を
得
ず
ん
ば
、
た
だ
日

時
の
み
を
選
ぶ
べ
し
。
凡
そ
人
、
山
に
入
る
と
き
は
皆
ま
さ
に
先
づ
斉
潔
す
る
こ
と
七
日
に
し
て
、
汚
穢
を
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へ
　経

ず
、
山
に
昇
る
の
符
を
帯
び
、
門
を
出
づ
る
と
き
周
身
三
五
の
法
を

な
　作

す
べ
し
。
ま
た
五
岳
に
殃
を
受
く

る
の
歳
あ
り
。
九
州
の
地
の
如
き
は
更
に
衰
盛
あ
り
、
飛
符

さ
つ煞

気
を
受
く
れ
ば
、
そ
の
地
の
君
長
は

な
　作

す
べ

か
ら
ざ
る
な
り
。
州
公
城
名
録
を
按
ず
る
に
、
天
下
の
分
野
に
災
の
及
ぶ
所
は
、
避
く
べ
く
し
て

は
ら禳

ふ
べ
か

ら
ず
。
居
宅
も
亦
た
然
り
、
山
岳
も
皆

し
か爾

り
。
ま
た
大
忌
と
す
べ
き
は
、
甲
乙
寅
卯
の
歳
の
正
月
二
月
を
以

て
東
岳
に
入
る
べ
か
ら
ず
、
丙
丁
己
午
の
歳
の
四
月
五
月
を
以
て
南
岳
に
入
る
べ
か
ら
ず
、
庚
辛
申
酉
の
歳

の
七
月
八
月
を
以
て
西
岳
に
入
る
べ
か
ら
ず
、
戊
己
の
歳
の
四
季（
三
、
六
、

九
、
十
二
）の
月
を
以
て
中
岳
に
入
る
べ

か
ら
ず
、
壬
癸
亥
子
の
歳
の
十
月
十
一
月
を
以
て
北
岳
に
入
る
べ
か
ら
ず
。
す
べ
か
ら
く
太
華
、
霍
山
、
恒

山
、
太
山
、
嵩
高
山
に
入
る
べ
か
ら
ず
。
乃
ち
こ
の
歳
を
忌
む
。
そ
の
方
面
は
皆
同
じ
く
禁
ず
る
な
り
。

ま
た
万
物
の
老
い
た
る
者
は
そ
の
精こ

と
ご
と

悉
く
能
く
人
の
形
に
仮
託
し
て
以
て
人
の
目
を
眩
惑
し
て
常
に
人
を

試
む
。
た
だ
鏡
中
に
於
て
は
そ
の
真
形
を

か
　易

ふ
る
こ
と
能
は
ざ
る
の
み
。
こ
こ
を
以
て
古
の
山
に
入
る
道
士

は
皆
明
鏡
の
九
寸
以
上
な
る
も
の
を
も
て
背
後
に
懸
く
。
然
る
と
き
は

ろ
う
み
　

老
魅
も
敢
て
人
に
近
づ
か
ず
。
或
は

来
り
て
人
を
試
み
る
者
あ
れ
ば
、
則
ち
ま
さ
に
鏡
中
を
顧
視
す
べ
し
。
こ
れ
仙
人
及
び
山
中
の

よ
　好

き
神
な
ら

ば
、
鏡
中
を
顧
み
る
も
、

も
と故

よ
り
人
の
形
の
如
し
。
も
し
こ
れ
鳥
獣
邪
魅
な
ら
ば
則
ち
そ
の
形
貌
皆
鏡
中
に

あ
ら見

は
る
。
ま
た
老
魅
若
し
来
ら
ば
、
そ
の
去
る
と
き
は
必
ず
却
行
す
。
行
か
ば
鏡
を
転
じ
て
之
に
対
せ
し
む

べ
し
。
そ
のう

し
ろ後よ

り
之
を
視
る
に
、
若
し
こ
れ
老
魅
な
ら
ば
、
必
ず
踵
な
し
。
そ
のく

び
す踵あ

る
者
は
則
ち
山
神

な
り
。
昔
し
、
張

が
い蓋（
一
に
盍

に
作
る
）き

ふ蹹
及
び
偶
高（
一
に
豪

に
作
る
）成
の
二
人
竝
に
雲
台
山
の
石
室
の
中
に
精
思
す
。
忽
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ち
一
人
あ
り
て
、
黄
練
の
単
衣
と
葛
巾
と
を

つ
　著

け
、
往
き
て
そ
の
前
に
到
り
て
曰
く
、
労
す
る
か
な
道
士
よ
、

乃
ち
幽
隠
の
と
こ
ろ
に
辛
苦
す
と
。

こ
こ是

に
於
て
二
人
鏡
中
を
顧
視
す
れ
ば
、
乃
ち
是
れ
鹿
な
り
。
因
り
て
之

に
問
ひ
て
曰
く
、汝
は
こ
れ
山
中
の
老
鹿
な
る
に
、何
ぞ
敢
て
詐
り
て
人
の
形
と
為
る
や
と
。
言
未
だ
絶
え
ざ

る
に
、
来
り
し
人
は
即
ち
鹿
と
な
り
て
走
り
去
れ
り
。
林
慮
山
下
に
一
亭
あ
り
て
、
そ
の
中
に
鬼
あ
り
。
宿

す
る
者
あ
る
ご
と
に
、
或
は
死
し
或
は
病
む
。
常
に
夜
に
は
数
十
人
あ
り
て
、
衣
の
色
或
は
黄
に
、
或
は
白

く
、或
は
黒
く
、或
は
男
、或
は
女
な
り
。
後
に

け
き郄（
一
に
郅

に
作
る
）伯
夷
と
い
ふ
も
の
之
に
遇
ひ
て
宿
し
、燈
燭
を

明
に
し
て
坐
し
てき

や
う経を
よ
　誦

む
。
夜
半
に
十
餘
人
あ
り
て
、
来
り
て
伯
夷
と
対
坐
し
、
自
ら
共
に

ち
よ
ぼ
　

樗
蒲（
か
り

う
ち
）

は
く
ぎ
　

博
戯（
す
ご

ろ
く
）す
。
伯
夷ひ

そ
か密に

鏡
を
以
て
之
を
照
す
に
、
乃
ち
こ
れ
群
犬
な
り
。
伯
夷
乃
ち
燭
を
執
り
て

た
　起

ち
、

い
つ
は佯

り
て
燭
燼
を
以
て
そ
の
衣
を

や
　爇

け
ば
、
乃
ち
毛
を

こ
が燋

す
の
気
を

な
　作

せ
り
。
伯
夷
小
刀
を
懐
に
し
て
、
因
り

て
一
人
を
捉
へ
て
之
を
刺
す
。
初
め
は
人
語
を
作
し
、
死
し
て
犬
と
な
る
。
餘
の
犬
は
悉
く
走
る
。
こ
ゝ
に

於
て
遂
に
絶
す
。
乃
ち
鏡
の
力
な
り
。

上
士
の
山
に
入
る
に
は
、
三
皇
内
文
及
び
五
岳
真
形
の
図
を
持
し
、
所
在
に
山
神
及
び
按
鬼
録
、
石
州
社
、

及
び
山
卿
宅
尉
を
召
し
て
之
を
問
へ
ば
、則
ち
木
石
の
怪
も
、山
川
の
精
も
、敢
て
来
り
て
人
を
試
み
ず
。
そ

の
次
は
即
ち
七
十
二
精
鎮
符
を
立
て
て
、
百
邪
を
制
す
る
の
章
及
び
朱
官
印
、
包
元
十
二
印
を
以
て
、
住
す

る
所
の
四
方
を

ふ
う封

ず
れ
ば
、
ま
た
百
邪
敢
て
之
に
近
づ
か
ざ
る
な
り
。
そ
の
次
は
八
威
の
節
を
執
り
て
老
子

の
玉
策
を
佩
ぶ
れ
ば
、
則
ち
山
神
を
使
ふ
べ
し
。
豈
に
敢
て
害
を
為
さ
ん
や
。
余
、
鄭
君
の
言
を
聞
く
に

か
く此
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の
如
し
。
実
は
ま
た
、
そ
の
事
をつ

ぶ
さ具に

知
る
能
は
ざ
る
な
り
。

余
が
師
は
常
に
門
人
に
告
げ
て
曰
く
、夫
れ
人
の
道
を
求
む
る
こ
と
、家
の
貧
し
き
を
憂
ふ
る
が
如
く
、位

の
卑
き
を
愁
ふ
る
が
如
く
な
ら
ば
、
豈
に
得
ざ
る
こ
と
あ
ら
ん
や
。
た
だ
志
の
篤
か
ら
ず
、
近
き
を
務
め
て

遠
き
を
忘
る
る
こ
と
を
患
ふ
。
之
を
聞
く
と
き
は
悦
び
で

く
つ
く
つ

倔
倔
と
し
て
席
を

す
す前

む
れ
ど
も
、
未
だ
久
し
か
ら

ざ
る
に
、
則
ち
忽
然
と
し
て

わ
す遺

る
る
が
ご
と
し
。

が
う
り
　

毫
釐
の

え
き益

未
だ
固
か
ら
ざ
る
に
、
丘
山
の
損
止
ま
ず
。
ま

たい
ず
く安ん

ぞ
至
言
の
微
妙
を
窮
め
、
無
極
の
峻
崇
を
成
す
こ
と
を
得
ん
や
。

抱
朴
子
が
曰
く
、山
に
入
る
の
大
忌
は
、正
月
に
午
、二
月
に
亥
、三
月
に
申
、四
月
に
丑
、五
月
に
戌
、六
月
に
卯
、

七
月
に
子
、八
月
に
巳
、九
月
に
寅
、十
月
に
未
、十
一
月
に
辰
、十
二
月
に
酉（
十
二
月
に
配
当
す
る
十
二
支
に
訛
誤
あ

り
。
今
孫
星
衍
の
説
に
よ
り
て
訂
正
す
）

山
に
入
る
良
日
は
、
甲
子
、
甲
寅
、
乙
亥
、
己
巳
、
乙
卯
、
丙
戌
、
丙
午
、
丙
辰
、
以
上
の
日
は
大
吉
な
り
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
九
天
秘
記
及
び
太
乙
遁
甲
を
按
ず
る
に
、
云
ふ
、
山
に
入
る
の
大
月
忌
は
、
三
日
、
十

一
日
、
十
五
日
、
十
八
日
、
二
十
四
日
、
二
十
六
日
、
三
十
日
。
小
月
忌
は
、
一
日
、
五
日
、
十
三
日
、
十

六
日
、
二
十
六
日
、
二
十
八
日
。
こ
の
日
を
以
て
山
に
入
れ
ば
、
必
ず
山
神
に
試
み
ら
れ
、
ま
た
求
む
る
所

は
得
ず
、
作
す
所
は
成
ら
ず
。
た
だ
道
士
の
み
な
ら
ず
、
凡
人
も
こ
の
日
を
以
て
山
に
入
れ
ば
、
皆
凶
害
あ

り
て
、
虎
狼
毒
虫
と
相
遇
ふ
な
り
。

抱
朴
子
が
曰
く
、天
地
の
情
状
、陰
陽
の
吉
凶
は
、芒
々
乎
と
し
て
そ
れ
ま
た
詳
に
し
が
た
き
な
り
。
吾
も

ま
た
必
ず
し
も
之
を
有
り
と
謂
は
ず
、
ま
た
敢
へ
て
そ
の
無
き
を
保
せ
ざ
る
な
り
。

し
か然

も
黄
帝
、
太
公
の
皆
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信
じ
て

よ
　仗

る
所
、
近
代
の
達
者
な
る
厳
君
平
、
司
馬
遷
の
皆

よ
　拠

り
用
ふ
る
所
な
り
。
而
し
て
経
伝
に
は
治
歴

明
時
、
剛
柔
の
日
あ
り
。
古
言
に
曰
く
、
吉
日

こ
　惟

れ
戊
と
。（
詩
経
に

あ
り

）よ
　自

り
て
来
る
と
こ
ろ
あ
る
な
り
。
王

者
は
太
史
の
官
を
立
て
、
封
拜
置
立
す
る
と
き
、
宗
廟
に
事
あ
る
と
き
、
天
地
を
郊
祀
す
る
と
き
、
皆
良
辰

を
択
べ
り
。
而
し
て
近
才
の
庸
夫
自
ら
脱
俗
を
許
し
、
挙
動
所
為
に
善
日
を

え
ら揀

ぶ
を
恥
づ
る
は
ま
た

と
う
ぐ
　

戇
愚
な

ら
ず
や
。

つ
ね毎

に
今
の
山
に
入
る
も
の
を
伺
ふ
に
そ
の
良
時
日
を
得
ざ
る
と
き
は
、こ

も
ご交も

下
り
て
そ
のし

る
し験あ

れ

ば
、か

ら
が
ろ

軽
し
く
入
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

ぎ
よ
く
け
ん

玉
鈐
経
を
按
ず
る
に
云
ふ
、
名
山
に
入
ら
ん
と
欲
せ
ば
、

と
ん
か
ふ

遁
甲
の
秘
術
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
。
而
し

て
人
の

た
め為

に
委
曲
に
そ
の
事
を
説
か
ざ
る
な
り
。
而
し
て
霊
宝
経
に
云
ふ
、
山
に
入
る
に
は

ま
さ当

に
保
日
及
び

義
日
を
以
て
す
べ
し
。
若
し
日
を
専
に
す
る
時
は
大
吉
な
り
。
制
日
、
伐
日
を
以
て
す
れ
ば
、
必
ず
死
す
と
。

又
一
々
に
之
を

い
　道

は
ざ
る
な
り
。
余

わ
か少

く
し
て
山
に
入
る
の
志
あ
り
。
こ
れ
に
由
り
て
乃
ち
行
き
て
遁
甲
の

書
を
学
ぶ
。
乃
ち
六
十
餘
巻
あ
り
。
事
はに

は
か卒に
く
は精

し
く
す
べ
か
ら
ず
。
故
に
そ
の
要
を
鈔
集
し
て
以
て
嚢
中

の
り
つ
せ
い

立
成
と
為
す
。

し
か然

も
筆
を
以
て
伝
ふ
る
に

あ
た中

ら
ず
。
今
そ
の
較
略
を
論
ぜ
ん
。
想
ふ
に
、
事
を
好
む
者
山

に
入
ら
ん
と
欲
せ
ば
、行
き
て
当
に

た
ず訪

ね
も
と索

む
べ
し
。
之
を
知
る
者
も
ま
た
つ
ひ
に
世
に
乏
し
か
ら
ざ
る
な
り
。

遁
甲
中
経
に
曰
く
、
道
を
求
め
ん
と
欲
せ
ば
、
天
内
日
天
内
時
を
以
て
鬼
魅
を
劾
し
、
符
書
を
施
し
、
天

禽
日
天
禽
時
を
以
て
名
山
に
入
れ
。
百
邪
虎
狼
毒
虫
盗
賊
を
し
て
敢
て
人
に
近
づ
か
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
せ
ば
、

天
蔵
に
出
で
て
地
戸
に
入
れ
。
凡
そ
六
癸
を
天
蔵
と
為
し
、
六
己
を
地
戸
と
為
す
な
り
と
。
ま
た
曰
く
、
乱
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世
を
避
け
て
、跡
を
名
山
に
絶
ち
、憂
患
な
か
ら
し
め
ん
に
は
、上
元
丁
卯
の
日
、名
づ
け
て
陰
徳
と
曰
ふ
の

時
、
一
名
は
天
心
と
い
ふ
も
の
を
以
て
せ
ば
、
以
て

か
く隠

れ
し
づ淪

む
べ
し
。
い
は
ゆ
る
白
日
の
陸
沈
に
し
て
、
日

月
光
な
く
、人
鬼
見
る
能
は
ざ
る
な
り
と
。
ま
た
曰
く
、仙
道
を
求
め
て
名
山
に
入
る
者
は
、六
癸
の
日
、六

癸
の
時
、
一
名
は
天
公
日
を
以
て
せ
ば
、
必
ず
世
を

ど
　度

す
る
を
得
ん
と
。
又
曰
く
、
山
林
の
中
に
往
く
に
は

当
に
左
手
を
以
て
青
竜
の
上
の
草
を
取
り
、
半
を
折
り
て
、
逢
星
の
下
に
置
き
、
明
堂
を
歴
て
陰
中
に
入
れ
、

禹
歩
し
て
行
き
、
三
た
び

じ
ゆ呪

し
て
曰
ふ
べ
し
。
諾
皐
太
陰
将
軍
独
り
開
け
。
曾
孫
王
甲
開
く
勿
れ
。
外
人
の

人
を
し
て
甲
を
見
し
む
る
者
に
は
以
て
東
薪
と
為
せ
。
甲
を
見
ざ
る
者
に
は
以
て
非
人
と
為
せ
と
。
則
ち
持

つ
所
の
草
を
折
り
て
地
上
に
置
き
、
左
手
に
土
を
取
り
て
以
て
鼻
の
人
中
に

つ
　傅

け
、
右
手
に
草
を
持
ち
て
自

ら
蔽
ひ
、左
手
を
ば
前
に
著
け
、禹
歩
し
て
行
き
て
癸
下
に
到
り
、気
を
閉
ぢ
て
住
す
れ
ば
、人
鬼
見
る
こ
と

能
は
ざ
る
な
り
。
凡
そ
六
甲
を
青
竜
と
為
し
、
六
乙
を
逢
星
と
為
し
、
六
丙
を
明
堂
と
為
し
、
六
丁
を
陰
中

と
為
す
な
り
。

と
と

な
ら比

び
て

き
　
せ
い

既
済
の

く
わ卦

を
成
す
。
初
一
初
二

あ
と跡
た
　任

へ
ず
。
九
跡
数
然
と
し
て
、相い

ん
じ
ょ
う

因
仍

す
。
一
歩
は
七
尺
、（
又
云
ふ
、

一
尺

）合
せ
て
二
丈
一
尺（
一
に
一
歩
三

尺
に
作
る

）に
し
て
、
九
跡
を
顧
視
す
。
ま
た
禹
歩
の
法

は
、
正
し
く
右
足
を
立
て
て
前
に
在
ら
し
め
、
左
足
を
ば
後
に
在
ら
し
む
。
次
に
ま
た（
左
足
を
前

に
し
次
に
）右
足
を

前
に
し
左
足
を
以
て
、
右
足
に
従
は
し
め
て
併
す
。
こ
れ
一
歩
な
り
。
次
に
ま
た
右
足
を
前
に
し
、
次
に
左

足
を
前
に
し
、
右
足
を
以
て
左
足
に
従
は
し
め
て
併
す
。
こ
れ
二
歩
な
り
。
次
に
ま
た（
左
足
を
前

に
し
次
に
）右
足
を

前
に
し
左
足
を
以
て
右
足
に
従
は
し
め
て
併
す
。
こ
れ
三
歩
な
り
。

か
く此

の
如
く
に
し
て
禹
歩
の
道

を
は畢

る
。
凡
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そ
天
下
の
百
術
を
作
す
に
は
皆
宜
し
く
万
歩
を
知
る
べ
し
。
独
り
こ
の
事
の
み
な
ら
ざ
る
な
り
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
霊
宝
経
に
い
は
ゆ
る
保
日
と
は
、
支
干
に
於
て
上
の
下
を
生
ず
る
の
日
な
り
。
甲
午
乙

巳
の
日
の
ご
と
き
是
な
り
。
甲
は
木
な
り
、
午
は
火
な
り
、
乙
も
ま
た
木
な
り
、
巳
も
ま
た
火
な
り
。
火
は

木
よ
り
生
ず
る
が
故
な
り
。
ま
た
義
日
と

い
　謂

へ
る
は
、
支
干
に
於
て
下
の
上
を
生
ず
る
の
日
な
り
。
壬
申
癸

酉
の
日
の
ご
と
き
是
な
り
。
壬
は
水
な
り
、
申
は
金
な
り
、
癸
は
水
な
り
、
酉
は
金
な
り
。
水
は
金
よ
り
生

ず
る
が
故
な
り
。
い
は
ゆ
る
制
日
と
は
、
支
干
に
於
て
上
の
下
に

か
　克

つ
の
日
な
り
。
戊
子
己
亥
の
日
の
ご
と

き
是
な
り
、
戊
は
土
な
り
、
子
は
水
な
り
、
己
も
ま
た
土
な
り
、
亥
も
ま
た
水
な
り
。
五
行
の
義
に
て
土
は

水
に

か
　克

つ
な
り
。
い
は
ゆ
る
伐
日
と
は
、
支
干
に
於
て
下
の
上
に

か
　克

つ
の
日
な
り
。
甲
申
乙
酉
の
日
の
ご
と

き
是
な
り
。
甲
は
木
な
り
、
申
は
金
な
り
、
乙
も
ま
た
木
な
り
、
酉
も
ま
た
金
な
り
。
金
の
木
に

か
　克

つ
が
故

な
り
。
他
は
皆
之
に

な
ら倣

ひ
て
、
引
き
て
之
を
長
じ
て
、
皆
之
を
知
る
べ
き
な
り
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
名
山
に
入
る
に
は
甲
子
開
除
の
日
を
以
て
す
。
五
色
の

き
ぬ繒

各
五
寸
を
以
て
大
石
の
上
に

懸
く
れ
ば
、
求
む
る
所
は
必
ず
得
べ
し
。
又
曰
く
、
山
に
入
る
に
は
宜
し
く
六
甲
の
秘
祝
を
知
る
べ
し
。
祝

し
て
曰
く
、

り
ん
へ
い
と
う
し
や
か
い
ち
ん
れ
つ
ぜ
ん
か
う

臨
兵
闘
者
皆
陳
列
前
行
と
。
凡
そ
九
字
を
ば
常
に

ま
さ当

に
密
に
之
を
祝
す
べ
し
。
避
け
ざ
る
所
な

し
。
要
道
はわ

づ
ら煩は

し
か
ら
ず
と
は

こ
れ此

を
こ
れ

い
　謂

ふ
な
り
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
山
中
の
山
精
の
形
は
小
児
の
如
く
に
し
て
独
足
に
て
走
り
て
後
に
向
ふ
。
喜
び
て
来
り

て
人
を
犯
す
、
人
山
に
入
り
て
、
若
し

よ
る夜

人
の
音
声
大
語
を
聞
か
ば
、
そ
の
名
を

き
　蚑

と
い
ふ
。
知
り
て
之
を
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呼
べ
ば
、
即
ち
敢
て
人
を
犯
さ
ざ
る
な
り
。
一
に
熱
内
と
名
づ
く
。
ま
た
兼
ね
て
之
を
呼
ぶ
べ
し
。
ま
た
山

精
あ
り
て
、
鼓
の
如
く
に
し
て
赤
色
な
り
。
ま
た
一
足
な
り
。
そ
の
名
を

ま
　暉

と
い
ふ
。
又
或
は
人
の
如
く
に

し
て

た
け長

九
尺
あ
り
、
裘
を

き
　衣

て
、
笠
をい

た
だ戴く

。
名
づ
け
て

き
ん
る
い

金
累
と
い
ふ
。
或
は
竜
の
如
く
に
し
て
、
五
色
に

し
て
赤
角
あ
り
。
名
づ
け
て

ひ
　
ひ
　

飛
飛（
一
に

飛
竜
）と
い
ふ
。
之
を
見
る
と
き
は
、
皆
名
を
以
て
之
を
呼
べ
ば
、
即
ち

敢
て
害
を
為
さ
ざ
る
な
り
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
山
中
に
大
樹
の
能
く
語
る
者
あ
る
は
、
樹
の
能
く
語
る
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
そ
の

せ
い精

の

語
る
な
り
。
そ
の
名
を
雲
陽
と
い
ふ
。
之
を
呼
べ
ば
吉
な
り
。
山
中
に
て

よ
る夜

火
光
を
見
る
は
、
皆
久
し
く
枯

れ
た
る
木
の

な
　作

す
所
な
れ
ば
、
怪
し
む
こ
と
な
か
れ
。
山
中
に
て

よ
る夜
え
び
す胡

の
人
を
見
る
は
、
銅
鉄
の
精
に
し

て
、

じ
ん
ひ
と

秦
人
を
見
る
は
百
歳
の
木
の
精
な
れ
ば
、
之
を
怪
し
む
こ
と
勿
れ
。な

ら
び竝に

害
を
為
す
こ
と
能
は
ざ
る
な

り
。
山
水
の
間
に
て
吏
人
を
見
る
は
、
そ
の
名
を

し
　
け
う

四
徼
と
い
ふ
。
之
が
名
を
呼
ぶ
と
き
は
即
ち
吉
な
り
。
山

中
に
大
蛇
の

く
わ
ん
さ
く

冠
幘
を

つ
　著

く
る
者
を
見
る
は
、
そ
の
名
を
升
卿
と
い
ふ
。
之
を
呼
べ
ば
即
ち
吉
な
り
。
山
中

に
て
吏
を
見
る
と
き
、
若
し
た
だ
声
を
聞
く
の
み
に
て
形
を
見
ざ
る
に
、
人
を
呼
び
て
止
ま
ざ
る
に
は
、
白

き
石
を
以
て
之
に
擲
て
ば
則
ち

や
　息

む
。
一
つ
の
法
と
し
て
は
、

あ
し葦

を
以
て

ほ
こ矛

と
為
し
て
之
を

さ
　刺

す
と
き
は
即

ち
吉
な
り
。
山
中
に
て
鬼
を
見
る
と
き
、
若
し
来
り
て
人
を
呼
び
、
食
を
求
め
て
止
ま
ざ
る
者
に
は
、
白
き

ち
が
や茅を

以
て
之
に
投
ず
れ
ば
即
ち
死
す
。
山
中
に
て
、

と
ら寅

の
日
に
、
自
ら

ぐ
　
り
　

虞
吏
と
称
す
る
者
あ
る
は
虎
に
し
て
、

当
路
君
と
称
す
る
者
は
狼
、
令
長
と
称
す
る
者
は
老
狸
な
り
。

う
　卯

の
日
に
、
丈
人
と
称
す
る
者
は
兎
に
し
て
、
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東
王
父
と
称
す
る
者
はお

ほ
じ
か

麋
、
西
王
母
と
称
す
る
者
は
鹿
な
り
。

た
つ辰

の
日
に
、
雨
師
と
称
す
る
者
は
竜
に
し
て
、

河
伯
と
称
す
る
者
は
魚
、
無
腸
公
子
と
称
す
る
者
は
蟹
な
り
。

み
　巳

の
日
に
、
寡
人
と
称
す
る
者
は
社
中
の
蛇

に
し
て
、時
君
と
稗
す
る
者
は
亀
な
り
。

う
ま午

の
日
に
、三
公
と
称
す
る
者
は
馬
に
し
て
、仙
人
と
称
す
る
者
は

老
樹
な
り
。ひ

つ
じ未の

日
に
、
主
人
と
称
す
る
者
は
羊
に
し
て
、
吏
と
称
す
る
も
の
は

の
ろ麞

な
り
。

さ
る申

の
日
に
、
人

君
と
称
す
る
者
は
猴
に
し
て
、
九
卿
と
称
す
る
も
の
は
猿
な
り
。

と
り酉

の
日
に
、
将
軍
と
称
す
る
者
は
雞
に
し

て
、
捕
賊
と
称
す
る
者
は
雉
な
り
。

い
ぬ戌

の
日
に
、
人
の
姓
字
を
称
す
る
者
は
犬
に
し
て
、
成
陽
公
と
称
す
る

者
は
狐
な
り
。

ゐ
　亥

の
日
に
、
婦
人
と
称
す
る
者
は
金
玉
に
し
て
、
神
君
と
称
す
る
者
は
猪
な
り
。

ね
　子

の
日
に

社
君
と
称
す
る
者
は
鼠
に
し
て
、
神
人
と
称
す
る
者
は
伏
翼
な
り
。

う
し丑

の
日
に
、
書
生
と
称
す
る
者
は
牛
な

り
。
た
ゞ
そ
の
物
の
名
を
知
る
と
き
は
害
を
為
す
こ
と

あ
た能

は
ざ
る
な
り
。

或
る
人
間
う
て
曰
く
、
山
沢
に
隠
居
し
て

へ
び蛇
ま
む
し蝮

を
さ
　避

く
る
の
道
如
何
と
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

昔
、
円
丘
に
大
蛇
多
く
し
て
、
又

よ
　好

き
薬
を
も
生
じ
た
り
。
黄
帝
之
に
登
ら
ん
と
せ
し
に
、
広
成
子
は
之

に
教
へ
て
雄
黄
を
佩
び
し
め
し
か
ば
、
衆
蛇
皆
去
り
ぬ
。
今
、
武
都
の
雄
黄
の
雞
冠
の
如
き
色
あ
る
者
五
両

以
上
を
帯
び
て
、
以
て
山
林
草
木
に
入
る
と
き
は
、
蛇
を
畏
れ
ざ
る
べ
し
。
蛇
若
し
人
に

あ
た中

る
と
き
は
、
少

許
の
雄
黄
末
を
以
て

き
ず瘡

の
中
に

い
　内

る
れ
ば
、
ま
た

た
だ
ち
　

登
時
に

い
　愈

ゆ
べ
し
。
蛇
の
種
は
多
け
れ
ど
も
、
た
ゞ
蝮
蛇

及
び
青
金
蛇
の
人
に

あ
た中

る
と
き
の
み
、
至
つ
て
急
な
り
と
な
す
。
之
を
治
せ
ざ
る
こ
と
一
日
な
れ
ば
、
人
を
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殺
す
。
之
を
治
す
る
の
方
術
を

さ
と曉

ら
ざ
る
人
、
こ
の
二
蛇
に

あ
　中

て
ら
る
れ
ば
、
即
ち
刀
を
以
て
、
傷
つ
き
た

る
瘡
肉
を
割
き
て
、
以
て
地
に
投
ず
べ
し
。
そ
の
肉
の
沸
く
こ
と
火
も
て

あ
ぶ炙

る
が
如
く
、

し
ば
ら
く

須
臾
に

こ
げ
つ
く

焦
盡
し
て
、

人
は
活
く
る
こ
と
を
得
る
な
り
。
こ
の
蛇
は
、
七
八
月
毒
盛
な
る
時
に
は
人
を
噛
む
こ
と
を
得
ず
し
て
そ
の

毒
も
　泄

れ
ず
。
乃
ち

き
ば牙

を
以
て
大
竹
及
び
小
木
を
噛
め
ば
皆
即
ち
燋
枯
す
。

今
、
道
士
た
る
の
人
の
山
に
入
る
も
の
は
、
徒
に
大
方
を
知
る
の
み
に
し
て
、
之
を

さ避
く
る
の
道
も
ま
た

小
事
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
曉
ら
ざ
る
な
り
。
未
だ
山
に
入
ら
ざ
る
と
き
、

ま
さ当

にあ
ら
か
じ

預
め
家
に
止
ま
り
て
、
先
づ

禁
法
を
作
す
こ
と
を
学
ぶ
べ
し
。
日
月
及
び
朱
雀
、玄
武
、青
竜
、白
虎
を
思
ひ
て
以
て
そ
の
身
を
衞
り
、乃

ち
行
き
て
山
林
草
木
の
中
に
到
り
て
、
左
に
三
口
の
気
を
取
り
て
之
を
閉
ぢ
、
以
て
山
草
の
中
を
吹
く
。こ

こ
ろ意

に
、こ
の
気
を
し
て
赤
色
を
あ
ら
は
し
て
雲
霧
の
如
く
な
ら
し
め
、数
十
里
の
中
に

わ
た弥

り
満
ち
て
、若
し
従
人

あ
ら
ば
、
多
少
と
な
く
皆
羅
列
せ
し
め
ん
こ
と
を
思
ふ
。
気
を
以
て
之
を
吹
く
と
き
は
蛇
を

ふ
　踐

む
と
も
、
蛇

は
敢
て
動
か
ず
、
ま
た

ほ
　略

ぼ
蛇
を
見
る
に
逢
は
ざ
る
な
り
。
若
し
或
は
蛇
を
見
る
と
き
は
、

よ
　因

り
て
日
に
向

ひ
て
左
に
三
気
を
取
り
て
之
を
閉
ぢ
、
舌
を
以
て
天
を

さ柱ゝ
へ
、
手
を
以
て

と
く
わ
ん

都
関
を

ひ
ね捻

り
、
ま
た
天
門
を
閉
ぢ
、

地
方
を
塞
ぎ
、

よ因
り
て
物
を
以
て
蛇
の
頭
を
抑
へ
て
、
手
に
て
之
を

め
ぐ縈

ら
し
、
地
に

え
が画

き
て
獄
と
作
し
て
以

て
之
を
盛
る
も
、
ま
た
捉
へ
て
弄
ぶ
べ
く
、
以
て
頭
頸
に

ま
と繞

ふ
も
、
敢
て
人
を
噛
ま
ざ
る
な
り
。
禁
を
解
き

気
を
吐
き
て
以
て
之
を
吹
く
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
、
ま
た
遂
にふ

た
た復び

獄
を
出
で
て
去
る
こ
と
を
得
ざ
る
な
り
。

若
し
他
人
が
蛇
に
中
て
ら
る
れ
ば
、
左
に
三
口
の
気
を
取
り
て
以
て
之
を
吹
け
ば
、
即
ち

い
　愈

え
て
ま
た
痛
ま
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ず
。
若
し
相
去
る
こ
と
十
数
里
な
る
者
は
ま
た
遙
に
気
を
作
し
て
彼
が
姓
名
を
呼
ぶ
こ
と
を
為
す
べ
し
。
男

な
ら
ば
我
が
左
の
手
を

い
の祝

り
、
女
な
ら
ば
我
が
右
の
手
を

い
の祝

る
べ
し
。
彼
も
ま
た

い
　愈

ゆ
る
な
り
。

介
先
生
の
法
は
、
山
中
に
到
り
て
住
す
る
と
き
五
色
の
蛇
各
一
頭
を

な
　作

さ
ん
こ
と
を
思
ひ
、
乃
ち
気
を
閉

ぢ
、青
竹
及
び
小
木
板
を
以
て
屈
し
て
之
を
刺
し
、左
に

め
ぐ徊

り
、う

　
ほ
　

禹
歩
し
、む

か
で
　

蜈
蚣
数
千
板
を
作
り
て
以
て
そ
の

身
に

き
　衣

ん
こ
と
を
思
へ
ば
、

つ
ひ終

に
ま
た
蛇
に
逢
は
ざ
る
な
り
。
或
はか

ん
き
や
う

乾
姜
、

ぶ
　
し
　

附
子
を
以
て
之
を

ひ
ぢ肘

の
後
に
帯

び
、
或
は
牛
羊
鹿
の
角
を
焼
き
て
身
を

く
す薫

べ
、
或
は
王
方
平
が
雄
黄
丸
を
帯
び
、
或
は
猪
の
耳
の
中
の
垢
及

び
じ
や
か
う

麝
香
丸
を
以
て
足
の
爪
甲
の
中
に

つ
　著

く
れ
ば
、
皆
効
あ
り
。
ま
た
、
麝
及
び
野
猪
は
皆
蛇
を
啖
ふ
が
故
に

以
て
之
を

え
ん厭

す
る
な
り
。
ま
た
運
日（
運
は
雲
に

作
る
べ
し
）鳥
及
び

え
い
き
　

蠳
亀
も
ま
た
皆
蛇
を
食
ふ
が
故
に
、
南
方
の
人
の

山
に
入
る
と
き
は
、
皆
蠳
亀
の
尾
と
運
日
のく

ち
ば
し

喙
と
を
帯
び
て
以
て
蛇
を

さ
　辟

く
。
蛇
の
人
に

あ
た中

る
と
き
、
こ
の

二
物
を

け
ず刮

り
て
以
て
そ
の
瘡
に

ぬ
　塗

れ
ば
、
ま
た

た
ゞ
ち
　

登
時
に
愈
ゆ
。
雲
日
は

ち
ん
て
う

鴆
鳥
の
別
名
な
り
。
又
南
方
の
人
の

山
に
入
る
と
き
は
、
皆
竹
管
を
以
て
活
き
た
る

む
か
で
　

蜈
蚣
を
盛
る
。
蜈
蚣
は
蛇
あ
る
地
を
知
る
と
き
はす

な
は便ち

管
中

に
動
き

お
こ作

る
。

か
く此

の
如
き
と
き
に
は
、
詳
に
草
中
を
視
れ
ば
必
ず
蛇
を
見
ん
。
大
蛇
の
丈
餘
に
し
て
身
の
一

囲
以
上
の
も
の
は
、
蜈
蚣
之
を
見
て
、
能
く
気
を
以
て
禁
ず
れ
ば
、
蛇
即
ち
死
す
。
大
蛇
は
、
涯
岸
の
間
に

在
る
蜈
蚣
を
見
る
と
き
は
、
走
り
て
川
谷
深
水
の
底
に
入
り
て
逃
る
。
そ
の
蜈
蚣
は
た
だ
水
上
に
浮
び
て
禁

ず
る
の
み
な
れ
ど
も
、
人
は
真
青
に
し
て
大
さい

と
す
ぎ

綖
の
如
き
物
あ
り
て
直
に
下
り
て
水
に
入
り
て
蛇
の
処
に
至

る
を
認
む
べ
し
。

し
ば
ら
く

須
臾
に
し
て
蛇
は
浮
び
出
で
て
死
す
る
な
り
。
故
に
南
方
の
人
は
、
こ
れ
に
よ
り
て
、
蜈
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蚣
を

ま
つ末

と
し
て
蛇
瘡
を
治
し
、
皆

た
ゞ
ち
　

登
時
に
愈
ゆ
。

或
る
人
間
ひ
て
曰
く
、
江
南
の
山
谷
の
間
に
は
諸
の
毒
悪
多
し
、
之
を
避
く
る
に
道
あ
る
か
と
。

抱
朴
子
答
へ
て
曰
く
、中
州
の
高
原
は
土
気
清
和
に
し
て
、上
国
の
名
山
に
は

つ
い了

に
こ
の
輩
無
し
。
今
呉
楚

の
野
は
、暑
湿
欝
蒸
し
て
、衡
山
、霍
山
の
ご
と
き
正
岳
に
も
な
ほ
毒
あ
り
て

さ
　螫

す
も
の
多
し
。
ま
た
短
狐
あ

り
。
一
名
は

ゐ
き蜮

、一
名
は
射
工
、一
名
は
射
影
と
い
ふ
。
そ
の
実
は
水
虫
に
し
て
、状
は

ひ
ぐ
ら
し

鳴
蜩
の
如
く
、大
さ

は
三
合
の
盃
に

に
　似

て
、翼
有
り
て
能
く
飛
び
、目
な
く
し
て
耳

と
　利

く
、口
の
中
に
横
た
は
り
た
る
物
あ
り
て
角

弩
の
ご
と
し
。
も
し
人
の
声
を
聞
く
と
き
は
、口
中
の
物
の
角
弩
の
如
く
な
る
に

よ
　縁

り
て
、気
を
以
て
矢
と
な

し
、
則
ち
水
に
因
り
て
人
を
射
る
。
人
の
身
に

あ
た中

れ
ば
即
ち
瘡
を
発
し
、
人
の
影
に

あ
た中

れ
ば
病
む
の
み
に
て

瘡
を
発
せ
ず
。
之
を
治
す
る
こ
と
を
曉
ら
ざ
れ
ば
、
人
を
殺
す
。
そ
の
病
は
大
傷
寒
に
似
て
、
十
日
な
ら
ず

し
て
皆
死
す
べ
し
。
ま
た

し
や沙
し
つ蝨

あ
り
。
水
陸
と
も
に
有
り
。
そ
の
新
雨
の
後
、
及
び
晨
暮
の
前
に
跋
渉
す
る

と
き
は
必
ず
人
に

つ
　著

く
。
た
だ
烈
日
に
し
て
草
の

か
わ燥

く
時
に
は
や
ゝ
稀
な
る
の
み
。
そ
の
大
き
さ
は
毛
髪
の

端
の
ご
と
し
。
初
め
て
人
に

つ
　著

け
ば
、す

な
は使ち

そ
の
皮
裏
に
入
る
。
そ
の
所
在
は

と
　
げ
　

芒
刺
の
状
の
如
し
。ち

ひ
さ小く

犯

し
て
大
に
痛
む
。
針
を
以
て

か挑ゝ
げ
て
之
を
取
る
べ
し
。
正
赤
な
る
こ
と
丹
の
如
く
、
爪
の
上
に

つ
　著

く
れ
ば
行

動
す
。
若
し
之
を
挑
げ
ず
ん
ば
、
虫
は

き
　鑚

り
て
骨
に
至
り
、す

な
は便ちあ
ま
ね周く

行
走
し
て
身
に
入
る
。
そ
れ
は
射
工

と
相
似
て
皆
人
を
殺
す
も
の
な
り
。
人
こ
の
虫
あ
る
地
を
行
く
と
き
は
、
所
住
に

か
へ還

る
ご
と
に

す
ぐ輙

に
火
を
以

て
あ
ぶ炙

り
や
　焼

き
て
身
にあ

ま
ね遍か

ら
し
む
べ
し
。
則
ち
こ
の
虫
は
地
に
堕
つ
べ
し
。
も
し
八
物
、
麝
香
丸
及
び
度
世
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丸
及
び
護
命
丸
及
び
玉
壺
九
、
犀
角
丸
及
び
七
星
丸
及
び

つ
り
が
ね
そ
う

薺
苨（
本
十

二
草
）を
帯
ぶ
れ
ば
、
み
な
沙
蝨
短
狐
を

避
く
る
な
り
。
若
し

つ
い卒

に
こ
の
諸
の
薬
を
得
る
こ
と
能
は
ず
ん
ば
、
た
だ
好
生
麝
香
を
帯
ぶ
る
も
ま
た
佳
し
。

雄
黄
、に

ん
に
く

大
蒜
を
等
分
に
し
て
合
せ
擣
き
、た

ま
ご
　

雞
子
の
大
き
さ
程
の
一
丸
と
し
て
帯
ぶ
る
も
ま
た

よ
　善

し
。
若
し

す
で已

に

あ
　中

て
ら
れ
た
ら
ば
、
こ
の
薬
を
瘡
に
塗
り
て
も

い
　癒

ゆ
。

あ
か
ひ
ゆ

赤
莧（
本
廿

七
菜
）を

か
　咀

み
て
汁
に
し
て
之
を
飲
み
之
を
塗

る
も
ま
た

い
　愈

ゆ
。
五
茄
根（
本
卅

六
木
）及
び
懸
鉤
草（
本
、
十
八

上
、
草

）葍
藤（
不明
）こ
の
三
物
は
皆
各
単
行
す
べ
く
、以

て
つ
　擣

き
て
そ
の
汁
一
二
升
を
服
す
べ
し
。
ま
た
射
工
虫（
本
、
四
十

二
、
虫

）は
冬
天
に
山
谷
の
間
に
蟄
す
。
大
雪
の

時
に
之
を
索
む
る
に
、こ
の
虫
の
在
る
所
に
は
、そ
の
雪
積
留
せ
ず
し
て
、気
の

た
　起

つ
こ
と

や
　灼

き
む
　蒸

す
が
ご
と

し
。
こ
れ
を
掘
れ
ば
、
地
に
入
る
こ
と
一
尺
に
過
ぎ
ず
し
て
得
べ
し
。

か
げ
ぼ
し

陰
乾
に
し
て

ま
つ末

と
し
て
之
を
帯
ぶ
れ

ば
、
夏
天
にお

の
づ
か

自
ら
射
工
を
避
く
。
も
し
道
士
に
し
て
一
禁
方
及
び
洞
百
禁
、
常
存
禁
及
び
守
真
一（
地
真
篇

を
見
よ
）

を
知
る
と
き
は
百
毒
敢
て
之
に
近
づ
か
ず
し
て
、
諸
薬
を

か
　仮

り
用
ひ
ざ
る
な
り
。

或
る
人
問
ふ
、
道
士
山
居
し
て
、
岩
に

す
　棲

み
く
き岫

に
か
く庇

れ
、ゐ

ん
じ
よ
く

絪
褥
のあ

た
ゝ
か

温
な
る
も
の
あ
ら
ざ
る
と
き
、
直
に
そ

の
身
を
し
て
風
濕
を
畏
れ
ざ
ら
し
め
ん
と
せ
ば
、
そ
の
術
如
何
に
す
べ
き
か
と
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
金
餅
散
、
三
陽
液
、
昌
辛
丸
、
葷
草
、
耐
冬
煎
、
独
搖
膏
、
茵
芋
玄
華
散
、
秋
地
黄
血

丸
、
皆
五
十
日
を
過
ぎ
ざ
る
間
に
之
を
服
し
て
止
む
と
き
は
、
以
て
十
年
風
湿
を
畏
れ
ざ
る
を
得
べ
し
。
若

し
金
丹
の
大
薬
を
服
せ
ば
、
未
だ

そ
ら虚

に
昇
り
軽
く
挙
ら
ず
と
雖
も
、
体
は
疾
を
受
け
ず
、
風
に
当
り
湿
に
臥

す
と
雖
も
、

や
ぶ傷

る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
こ
の
七
薬
を
服
せ
ば
、
皆
始
め
て
道
を
学
べ
る
も
の
と
謂
ふ
べ
き
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の
み
。

え
う姚

先
生
は
た
だ
三
陽
液
を
服
し
て
、
便
ち
氷
の
上
に
袒
臥
し
、
つ
ひ
に

こ
ご寒

え
ふ
る振

は
ざ
り
き
。
こ
れ
皆

介
先
生
及
び
梁
有
道
が
石
上
に
臥
し
及
び
秋
冬
に
風
寒
に
当
り
、

す
で已

に
試
み
て
験
あ
り
た
る
秘
法
な
り
。

或
る
人
江
を

わ
た渉

り
海
を
渡
り
て
蛇
竜
を
避
く
る
の
道
を
問
ふ
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
道
士

や
　已

む
を
得
ず
し
て
大
川
を

い
う
せ
ふ

游
渉
す
る
者
は
、
皆
先
づ
ま
さ
に
水
次
に
於
て

た
ま
ご
　

雞
子
一

枚
を
破
り
、
少
許
の
粉
雑
香
の

ま
つ末

を
以
て
合
せ
て
器
に

ま
　攪

ぜ
、
水
中
に
て
之
を
も
て
自
ら
洗
濯
す
る
と
き
は
、

風
波
蛟
竜
を
畏
れ
ざ
る
を
得
べ
し
。
ま
た
東
海
小
童
符
、
及
び

せ
い
す
ゐ

制
水
符
、

ほ
う
ら
い
さ
つ

蓬
莱
札
を
佩
ぶ
れ
ば
皆
水
中
の
百

害
を
却
く
。
ま
た
六
甲
、
三
金
符
、
五
木
禁
あ
り
。
又
の
法
は
、
川
に
臨
み
て
先
づ

い
の祝

り
て
曰
ふ
べ
し
、
巻

蓬
巻
蓬（
或
は
弓
逢
弓

逢
に
作
る

）向
伯
前
に
導
き
て
蛟
竜
を
避
け
、万
災
消
滅
し
て
天
清
明
な
り
と
。
ま
た
金
簡
記
に
云

ふ
、五
月
丙
午
の
日
の
日
中
を
以
て
五
石
を

つ
　擣

き
て
そ
の
銅
を
下
す
。
五
石
と
は
雄
黄
、丹
砂
、雌
黄
、ば

ん
せ
き

礬
石
、

曾
青
な
り
。
皆
こ
れ
を
粉
に
し
て
金
華
池
を
以
て
之
を
浴
し
、
六
一
神
炉
の
中
に
入
れ
て
之
を
鼓
下
し
、
桂

木
を
以
て
焼
き
て
之
を
為
す
。
銅
成
る
と
き
は
剛
炭
を
以
て
之
を

ね
　錬

り
、
童
男
童
女
を
し
て
火
を
進
め
し
め
、

ぼ
　
ど
う

牡
銅
を
取
り
て
雄
剣
と
為
し
、

ひ
ん
ど
う

牝
銅
を
取
り
て
雌
剣
と
為
し
、
各
長
さ
五
寸
五
分
と
す
。
こ
れ
土
の
数
を
取

り
て
以
て
水
の

せ
い精

を
え
ん厭

す
る
な
り
。
こ
れ
を
帯
び
て
水
行
す
る
と
き
は
、
蛟
竜
、
巨
魚
、
水
神
、
敢
て
人
に

近
づ
か
ざ
る
な
り
。
銅
の

ひ
ん
ぼ
　

牝
牡
を
知
ら
ん
と
せ
ば
、
ま
さ
に
童
男
童
女
を
し
て
倶
に
水
を
以
て
銅
に
灌
が
し

む
べ
し
。
銅
に
灌
ぐ
は
ま
さ
に
火
中
に
在
り
て
赤
に
向
ふ
時
を
以
て
す
べ
し
。
そ
の
時
銅
自
ら
分
れ
て
両
段

と
為
る
。
凸
起
あ
る
者
は
牡
銅
に
し
て
、
凹
陥
あ
る
者
は
牝
銅
な
り
。
各
に
名
を
刻
し
て
之
を

し
る識

し
、
水
に



245 抱朴子内篇巻十七　登渉　

入
ら
ん
と
す
る
と
き
は
、
雄
な
る
者
を
左
に
帯
び
、
雌
な
る
者
を
右
に
帯
ぶ
べ
し
。
但
し
船
に
乗
り
て
そ
の

身
水
を
渉
ら
ざ
る
者
は
、
そ
の
陽
日
に
は
雄
を
帯
び
、
陰
日
に
は
雌
を
帯
ぶ
べ
し
。
ま
た
天
文
大
字
に
北
帝

の
書
あ
り
。
帛
に
写
し
て
之
を
帯
ぶ
る
も
、
ま
た
風
波
蛟
竜
水
虫
を
避
く
。

或
る
人
問
う
て
曰
く
、
山
川
廟
堂（
一
に
座

に
作
る
）百
鬼
を
避
く
る
の
法
如
何
と
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
道
士
の
常
に
天
水
符
及
び
上
皇
竹
使
符
、
老
子
左
契
及
び
守
真
一
、
思
三
部
将
軍
を
帯

ぶ
る
者
に
は
鬼
敢
て
近
づ
か
ず
。
そ
の
次
は
則
ち
百
鬼
録
を
論
じ
て
天
下
の
鬼
の
名
字
及
び
白
沢
図
、
九
鼎

記
を
知
れ
ば
、
則
ち
衆
鬼お

の
づ
か

自
ら
却
く
。
そ
の
次
は
鶉
子
赤
石
丸
及
び
曾
青
夜
光
散
及
び
葱
実
烏
眼
丸
を
服
し
、

及
び
白
石
英
祇
母
散
を
呑
む
と
き
は
皆
人
を
し
て
鬼
を
見
し
め
て
、
鬼
は
之
を
畏
る
べ
し
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
老
君
黄
庭
中
胎
四
十
九
の
真
秘
符
あ
り
。
山
林
に
入
る
と
き
、き

の
え
と
ら

甲
寅
の
日
に

し
ら
ぎ
ぬ

白
素
に
丹

書
し
、
夜
、
案
中
に
置
き
て
、
北
斗
に
向
ひ
、
之
を
祭
る
に
酒
とほ

じ
し脯と

各
少
少
を
以
て
し
、
自
ら
姓
名
を
説

き
、
再
拝
し
て
受
取
り
て
衣
の

え
り領

の
中
に

い
　内

る
れ
ば
、
山
川
の
百
鬼
万
精
虎
狼
虫
毒
を
避
く
べ
し
。
何
ぞ
必

ず
し
も
道
士
の
み
な
ら
ん
。
乱
世
に
難
を
避
け
て
山
林
に
入
る
も
ま
た

よ
ろ宜

し
く
こ
の
法
を
知
る
べ
き
な
り
。

山
に
入
る
の
符

抱
朴
子
が
曰
く
、
次
頁
の
五
符
は
皆
老
君
が
山
に
入
る
の
符
な
り
。
丹
を
以
て
桃
の
板
の
上
に
書
し
、
そ

の
文
字
を
大
書
し
て
、
板
の
上
に

び
　
ま
ん

瀰
漫
せ
し
め
、
以
て
門
戸
の
上
及
び
四
方
四
隅
及
び
道
と
す
る
所
の
側
の

要
所
に
著
く
べ
し
。
所
住
の
処
を
去
る
こ
と
五
十
歩
の
内
に
て
は
山
精
鬼
魅
を
避
く
。
戸
内
の
梁
柱
に
は
み
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一

二

三

四

五

なほ
ど
こ施し
お
　安

く
べ
し
。
凡
そ
人
の
山
林
に
居
る
も
の
及
び
暫
く
山
に
入
る
も
の
も
皆
用
ふ
べ
し
。
即
ち
衆
物
敢

て
害
せ
ざ
る
な
り
。
三
符
を
ば
以
て
相
連
ね
て
一
板
上
に
著
く
べ
し
。
意
謂
爾
非
葛
氏（
原
註
に
曰
く
、
此
六
字
は

疑
ふ
ら
く
は
附
註
の
語
に

し
て
誤
り
て
正
文
に

入
り
し
も
の
か
と

）

抱
朴
子
が
曰
く
、
此
の
符
は
こ
れ
老
君
が
山

に
入
る
の
符
な
り
。
戸
内
の
梁
柱
に
は
皆
施
す

べ
し
。
凡
そ
人
の
山
林
に
居
る
と
き
、
及
び
暫

く
山
に
入
る
と
き
は
、
皆
宜
し
く
之
を
用
ふ
べ
き
な
り
、

抱
朴
子
が
曰
く
、こ
れ
は
こ
れ
仙
人
の
陳
安

世
が
授
け
た
る
、山
に
入
り
て
虎
狼
を
避
く
る

の
符
な
り
。
丹
を
以
て
絹
に
書
し
、二
符
各
之
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を
異
に
し
て
常
に
帯
び
、
所
住
の
処
に
著
く
る
こ
と
各
四
枚
に
し
て
、

い
　
せ
ふ

移
渉
す
る
と
き
は
、
当
に
之
を
抜
き

収
め
て
以
て
去
る
べ
し
。
大
な
る
神
秘
な
り
。
山
を
開
く
符
は

あ
　千
ま
　歳
づ
ら虆

を
以
て
す
。
名
山
の
門
開
け
て
、
宝

書
、
古
文
、
金
玉
皆
見
は
る
。
之
を
秘
せ
よ
。
右
一
法
此
の

か
く如

く
大
同
小
異
な
り
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
此
の
符
は
こ
れ
老
君
が
戴
く
所
の
百
鬼
及
び
蛇
蝮
虎
狼
の
神
印
な

り
。な

つ
め棗の

心
木
方
二
寸
を
以
て
之
を
刻
し
、
再
拝
し
て
之
を
帯
ぶ
。
甚
だ
神
効
あ
り
。

（
疑
ふ
ら
く
は

缺
文
あ
り

）仙
人
陳
安
世
が
符
な
り
。

山
に
入
り
て
佩
帯
す
る
の
符

こ
の
三
符
は
兼
ね
て
同
じ
く
牛

馬
の
屋
の
左
右
前
後
及
び
猪
欄
の

上
に
著
く
れ
ば
虎
狼
を
避
く
る
な

り
。或

る
人
問
う
て
曰
く
、昔
し
聞
く
に
、談
昌
は
或
は
水
上
に
歩
行
し
、或
は
久
し
く
水
中
に
居
れ
り
と
。
何

の
法
を
以
て
す
る
か
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
葱
涕（
不明
）を
以
て
桂（
本
、
卅

四
、
草
）に
和
し
て
、
梧
桐
の

み
　子

の
大
さ
の
如
く
な
る
を
服
す
る

こ
と
七
丸
。
日
に
三
た
び
服
し
て
三
年
に
至
れ
ば
、
則
ち
能
く
水
上
を
行
く
な
り
。
鄭
君
言
ふ
、
た
だ
気
を

閉
ぢ
て
千
息
の
久
し
き
に
至
る
こ
と
を
習
へ
。
久
し
け
れ
ば
、
則
ち
能
く
水
中
に
居
る
こ
と
一
日
許
な
る
べ
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し
。
真
の
通
天
犀
角（
本
、
五
十

一
上
、
獣
）三
寸
以
上
を
得
て
、
刻
み
て
魚
と
為
し
、
之
を

ふ
く銜

み
て
以
て
水
に
入
れ
ば
、

水
常
に
人
の
為
に
開
く
る
こ
と
方
三
尺
に
し
て
、
水
中
に
気
息
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。
又
通
天
犀
角
に
、
一

の
赤
き（
或
は
白

に
作
る
）す

ぢ理
の
、い

と
す
ぢ

綖
の
如
く
に
し
て
本
よ
り
末
に
徹
す
る
あ
り
。
こ
の
角
を
以
て
米
を
盛
り
て
、
群

雞
の
中
に
置
け
ば
、
雞
は
之
をつ

い
ば啄ま

ん
と
し
て
、
未
だ
数
寸
に
至
ら
ざ
る
に
、
即
ち
驚
き
て
却
退
す
。
故
に

南
方
の
人
は
或
は
通
天
犀
を
名
け
て
駭
雞
犀
と
為
す
。
こ
の
犀
角
を
以
て
穀
積
の
上
に
著
く
れ
ば
、
百
鳥
敢

て
集
ら
ず
。
大
霧
重
露
の
夜
以
て
中
庭
に
置
け
ば
終
に

せ
ん
じ
ゆ

沽
濡
せ
ざ
る
な
り
。
こ
の
犀
獣
は
、
深
山
の
中
に
在

り
て
、
晦
冥
の
夕
に
は
そ
の
光
正
に
赫
然
と
し
て
炬
火
の
如
し
。
そ
の
角
を
以
て

た
う導

と
為
し
、
毒
薬
を
湯
と

為
し
て
、こ
の

た
う導

を
以
て
之
を
攪
す
れ
ば
、皆
白
沫
を
生
じ
て
湧
起
し
、つ

ひ了
に
勢
を
復
す
る
こ
と
無
し
。
以
て

無
毒
の
物
を
攪
す
れ
ば
、
則
ち

あ
わ沫

の
た
　起

つ
こ
と
無
し
。
故
に
こ
れ
を
以
て
之
を
知
る
な
り
。
若
し
異
域
に
行

く
と
き
、こ

　
ど
く

蠱
毒
の
郷
有
ら
ば
、他
の
家
に
於
て
飲
食
す
る
毎
に
、則
ち
常
に
先
づ
犀
を
以
て
之
を
攪
す
る
な
り
。

人
の
毒
箭
に

あ
　中

て
ら
れ
て
死
せ
ん
と
す
る
有
ら
ん
に
は
、
こ
の
犀
のか

ん
ざ
し

釵
を
以
て
瘡
中
に
刺
す
と
き
は
、
そ
の

瘡
則
ち

あ
わ沫

出
で
て

い
　愈

ゆ
る
な
り
。
通
天
犀
の
能
く
毒
を

こ
ろ煞

す
所
以
の
者
は
、
そ
の
性
専
ら
百
草
の
毒
あ
る
者

及
び
衆
木
の

と
　
げ
　

刺
棘
あ
る
者
を
食
ひ
て
、
妄
に
柔
滑
な
る
草
木
を
食
は
ざ
る
に
よ
れ
り
。
こ
の
獣
は
歳
に
一
た

び
角
を
山
中
の
石
間
に
解
く
。
人
或
は
之
を
得
れ
ば
、
則
ち
木
を
刻
み
て
色
理
も
形
状
も
皆
そ
の
角
の
如
く

な
ら
し
め
て
以
て
之
を
代
ふ
べ
し
。
犀
は

さ
と覚

る
こ
と
能
は
ず
し
て
、
後
の
年
に
もす

な
は輒ち

更
に
角
を
解
き
て
そ

の
処
に
著
く
る
な
り
。
他
の
犀
も
ま
た
悪
を
避
け
て
毒
を
解
け
ど
も
、

し
か然

も
通
天
の
者
の
妙
な
る
が
如
き
こ
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と
能
は
ざ
る
な
り
。
或
は
六
戊
の
符
を
食
ふ
こ
と
千
日
、
或
は
赤
斑
の

く
　
も
　

蜘
蛛
及
び
七
重
の
水
馬（
水
上
に
あ

る
小
虫

）

を
以
て

ひ
よ
う
い

憑
夷
水
仙
丸
に
合
せ
て
之
を
服
す
れ
ば
、
則
ち
ま
た
以
て
水
中
に
居
る
べ
し
。
又
以
てか

ゝ
と蹠の

下
に

ぬ
　塗

れ
ば
、
則
ち
以
て
水
上
を
歩
行
す
べ
き
な
り
。
頭
の
垢
だ
も
な
ほ
以
て
金
鉄
を
し
て
水
に
浮
ば
し
む
る
に
足

れ
り
。
況
や
こ
れ
よ
り
も
妙
な
る
も
の
を
や
。

或
る
人
問
ふ
、道
を
為
す
者
多
く
山
林
に
在
る
に
、山
林
に
は
虎
狼
の
害
多
し
。
何
を
以
て
か
之
を
避
け
ん
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
古
の
人
の
山
に
入
る
者
は
皆
黄
神
越
章
の
印
を
佩
ぶ
。
そ
の
広
さ
四
寸
。
そ
の
字
は
一

百
二
十
。
以
て
泥
に

ふ
う封

じ
て
、
所
住
の
四
方
各
百
歩
に
著
く
れ
ば
、
虎
狼
は
敢
て
そ
の
内
に
近
づ
か
ざ
る
な

り
。
行
き
て
新
し
き
足
跡
を
見
る
と
き
、
印
を
以
て
順
に
之
に
印
せ
ば
、
虎
は
即
ち
去
る
べ
く
、
印
を
以
て

逆
に
之
に
印
せ
ば
、
虎
は
即
ち
還
る
べ
し
。
こ
の
印
を
帯
び
て
以
て
山
林
に
行
く
と
き
は
、
ま
た
虎
狼
畏
れ

ざ
る
な
り
。
た
だ
に
虎
狼
を
避
く
る
の
み
な
ら
ず
、
若
し
山
川
社
廟
血
食
の
悪
神
の
能
く
禍
福
を

な
　作

す
者
有

る
と
き
は
、印
を
以
て

で
い泥

に
ふ
う封

じ
て
、そ
の
道
路
を
断
た
ば
、ま

　復
た
能
く
神
た
ら
ず
。
昔
し
石
頭
水
に
大
な
る

げ
ん黿

あ
り
。
常
に
一
深
潭
の
中
に
在
り
。
人

よ
　因

り
て
こ
の
潭
を
名
づ
け
て
黿
潭
と
な
す
。
こ
の
物
は
能
く

き
　
み
　

鬼
魅

と
な
　作

り
て
病
を
人
に
行
ふ
。
呉
に
道
士
の
戴
昞
と
い
ふ
も
の
あ
り
し
が
、た

ま
た
ま

偶
之
を
視
て
、
越
章
を
以
て

で
い泥

に

ふ
う封

じ
て
、
数
百
封
を
作
り
て
、
舟
に
乗
り
て
、
こ
の

ふ
う
で
い

封
泥
を
以
てあ

ま
ね遍く

潭
中
に
擲
ち
し
に
、

や
や良

久
し
く
し
て
、

大
な
る

げ
ん黿

の
径
の
長
さ
丈
餘
な
る
も
の
あ
り
て
浮
び
出
で
て
敢
て
動
か
ざ
り
し
か
ば
、
乃
ち
之
を

う
ち
こ
ろ

格
殺
し
た

る
に
病
め
る
者
竝
に
愈
え
た
り
。
ま
た
小
き
黿
あ
り
て
出
で
て
羅
列
し
てな

ぎ
さ渚の

上
に
死
し
た
る
も
の
甚
だ
多
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か
り
き
。
山
中
に
てに

は
か卒に

虎
に
逢
は
ば
、す

な
は便ち

三
五
禁
を

な
　作

す
べ
し
。
虎
も
ま
た
即
ち
却
き
去
ら
ん
。
三
五

禁
の
法
と
は
当
に
す
べ
か
ら
く

く
　
で
ん

口
伝
す
べ
し
。
筆
に
て
は
委
曲
に
す
る
こ
と
能
は
ず
。
一
の
法
は
、
直
に
吾

が
身
を
思
ひ
て
朱
鳥
と
為
し
、
長
さ
三
丈（
又
二
丈

に
作
る
）な
ら
し
め
よ
。
而
し
て
来
れ
る
虎
の
頭
上
に
立
ち
、
因

り
て
即
ち
気
を
閉
ぢ
よ
。
虎
は
即
ち
去
ら
ん
。
若
し
暮
に
山
中
に

や
ど宿

ら
ば
、ひ

そ
か密に

頭
上
のか

ん
ざ
し

釵
を
取
り
て
、
気

を
閉
ぢ
て
似
て
白
虎
の
上
を
刺
す
べ
し
。
則
ち
ま
た
畏
る
ゝ
所
な
か
ら
ん
。
又
の
法
は
、
左
手
を
以
て
刀
を

持
ち
、気
を
閉
ぢ
、地
に

え
が画

き
て
方
形
を

な
　作

し
、い

の祝
り
て
曰
ふ
べ
し
。
恒
山
の
陰
、太
山
の
陽
、盗
賊
起
ら
ず
、

虎
狼
行
か
ず
、
城
郭
完
か
ら
ず
、
閉
づ
る
に
金
関
を
以
て
す
と
。
因
り
て
刀
を
以
て
横
ふ
れ
ば
、
旬
日
に
し

て
白
虎
の
上
に

あ
た中

り
て
、
ま
た
畏
る
ゝ
所
な
き
な
り
。
或
は
大
禁
を
用
ひ
て
、
三
百
六
十
気
を

の
　呑

み
、
左
に

右
を
取
り
て
以
て
虎
を
叱
す
れ
ば
、
虎
も
ま
た
敢
て
起
ら
ず
。
こ
の
法
を
以
て
山
に
入
れ
ば
、
ま
た
虎
を
畏

れ
ず
。
或
は
七
星
歩
及
び
玉
神
符
、
八
威
五
勝
符
、
李
耳
太
平
符
、
中
黄
華
蓋
印
文
、
及
び
石
流
黄
散
、
焼

牛
羊
角
を
用
ひ
、或
は
西
岳
公
禁

山
符
を
立
つ
れ
ば
、皆
験
あ
る
な

り
。
闕
此
四
符
也（
原
註
に
曰
く
、

此
五
字
は
附
註

の
語
の
誤
り
て
正
文

に
入
り
し
な
ら
ん

）

こ
の
符
は
こ
れ
老
君
が
山
に
入

る
の
符
に
し
て
、下
説
は
文
の
如
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し
。
又
戸
内
の
梁
柱
に
皆
之
をほ

ど
こ施す

べ
し
。
凡
そ
人
の
山
林
に
居
る
も
の
及
び
暫
く
入
る
も
の
皆
之
を
用
ふ

べ
し
。
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抱
朴
子
内
篇
巻
十
八
　
地
真（
「
真
一
」
を
守
り
て

勇
を
保
つ
べ
き
こ
と
）

抱
朴
子
が
曰
く
、
余
之
を
師
に
聞
く
に
云
ふ
、
人
能
く
「
一
」
を
知
り
て
万
事
畢
る
と
。「
一
」
を
知
る
者

は
一
と
し
て
知
ら
ざ
る
無
き
な
り
。「
一
」
を
知
ら
ざ
る
者
は
一
と
し
て
知
る
こ
と
無
き
な
り
。
道
は
「
一
」

に
起
り
て
、そ
の
貴
き
こ
と
偶
す
る
も
の
な
し
。
各
一
処
に
居
り
て
以
て
天
地
人
に
象
る
が
故
に
三「
一
」と

曰
ふ
な
り
。
天
は
「
一
」
を
得
て
以
て
清
く
、
地
は
「
一
」
を
得
て
以
て

や
す寧

く
、
人
は
「
一
」
を
得
て
以
て

生
き
、
神
は
「
一
」
を
得
て
以
て

れ
い霊

な
り
。
金
は
沈
み
、
羽
は
浮
び
、
山
はそ

ば
だ峙ち

、
川
は
流
る
。
こ
れ
を
視

れ
ど
も
見
え
ず
。
こ
れ
を
聴
け
ど
も
聞
え
ず
。
こ
れ
を
存
す
れ
ば
則
ち
在
り
。
こ
れ
をゆ

る
が
せ

忽
に
す
れ
ば
則
ち

な
　亡

し
。
こ
れ
に
向
へ
ば
則
ち
吉
。
こ
れ
に
背
け
ば
則
ち
凶
。
こ
れ
を
保
て
ば
則
ち

と
ほ遐

きさ
い
は
ひ

祥
極
り
な
し
。
こ
れ
を

失
す
れ
ば
則
ち

い
の
ち命
し
ぼ彫

み
気

き
は窮

ま
る
。
老
君
が
言
に
、

こ
つ忽

た
りく

わ
う恍た

り
。
そ
の
中
にし

や
う象あ

り
、く

わ
う恍た

り
こ
つ忽

た
り

そ
の
中
に
物
あ
り
と
い
へ
る
は
、「
一
」
の

い
ひ謂

な
り
。

故
に
仙
経
に
曰
く
、

し
　子

長
生
を
欲
し
な
ば
「
一
」
を
守
る
と
き
は

ま
さ当

に
明
な
る
べ
し
。「
一
」
を
思
ひ
て

う
ゑ餓

に
至
る
と
き
は
「
一
」
こ
れ
にり

や
う糧を

与
ふ
。「
一
」
を
思
ひ
てか

は
き渇に

至
る
と
き
は
「
一
」
こ
れ
にし

や
う漿を

与
ふ
と
。

「
一
」
に
姓
と
字
と
服
色
と
あ
り
。
男
は
長
さ
九
分
、
女
は
長
さ
六
分
に
し
て
、
或
は

ほ
そ臍

の
下
二
寸
四
分
な
る

か
　
た
ん
で
ん

下
丹
田
の
中
に
在
り
、
或
は
心
臓
の
下
のか

う
き
ゆ
う
き
ん
け
つ

絳
宮
金
闕
の
中
丹
田
に
在
り
、
或
は
人
の
両
眉
の
間
に
在
り
、
そ

れ
よ
りき

や
く
か
う

却
行
す
る
こ
と
一
寸
な
る
を
明
堂
と
し
、
二
寸
な
る
を
洞
房
と
し
、
三
寸
な
る
を
上
丹
田
と
す
。
こ
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れ
乃
ち
道
家
の
重
ん
ず
る
所
に
し
て
、
世
世
血
を

す
す歃

り
て
、
口
に
て
そ
の
姓
名
を
伝
ふ
る
の
み
。

「
一
」
は
能
く
陰
を
成
し
陽
を
生
じ
、
寒
暑
を
推
歩
す
。
春
は
「
一
」
を
得
て
以
て
発
し
、
夏
は
「
一
」
を

得
て
以
て
長
じ
、
秋
は
「
一
」
を
得
て
以
て
収
め
、「
冬
」
は
一
を
得
て
以
て

を
さ蔵

む
。
そ
の
大
な
る
こ
と
は
六

合
を
以
て
階
す
べ
か
ら
ず
。
そ
の
小
な
る
こ
と
は

が
う
ぼ
う

毫
芒
を
以
て
比
す
べ
か
ら
ず
。
昔
し
黄
帝
は
、
東
の
か
た

青
丘
に
到
り
、
風
山
を
過
ぎ
、
紫
府
先
生
に

ま
み見

え
て
、
三
皇
内
文
を
受
け
、
以
て
万
神
を

が
い
せ
う

劾
召
し
、
南
の
か

た
ゑ
ん
ろ
う

円
隴
の
陰
な
る
建
木
に
到
り
て
、
百
令
の
所
を

み
　観

、
登
り
てじ

や
く
け
ん

若
乾
の

は
な華

を
と
　採

り
、

た
ん
ひ
　

丹
轡
の
水
を
飲
み
、
西

の
か
た
中
黄
子
に
見
え
て
、
九
加
の
方
を
受
け
、
洞
庭
を
過
ぎ
、
広
成
子
に
従
ひ
て
自
成
の
経
を
受
け
、
北

の
か
た

こ
う
て
い

洪
隄
に
到
り
、
具
淡
に
上
り
て
、た

い
く
わ
い
く
ん

大
隗
君
・

く
わ
う
が
い
ど
う
じ

黄
蓋
童
子
に

ま
み見

え
て
、
神
芝
の
図
を
受
け
、

か
へ還

り
て
至

室
に

の
ぼ陟

り
て
、
神
丹
金
訣
記
を
得
、

が
　
び
　

峨
眉
山
に
到
り
て
、
天
真
皇
人
に
玉
堂
に

ま
み見

え
て
、
真
一
の
道
を
請
ひ

問
ふ
。
堂
人
の
曰
く
、

し
　子

は
既
に
四
海
に
君
と
な
り
て
、
な
ほ
ま
た
長
生
を
求
め
ん
と
欲
す
る
は
、む

さ
ぼ貧れ

る

に
あ
ら
ず
や
と
。
そ
の
問
答
はつ

ぶ
さ具に

説
く
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
ほ
ぼ
一
隅
を
挙
ぐ
る
の
み
。

夫
れ
長
生
の
仙
方
は
た
だ
金
丹
あ
る
の
み
。
形
を
守
り
悪
をし

り
ぞ却く

る
は
独
り
真
一
あ
る
の
み
。
故
に
古
人

は
尤
も
重
ん
ぜ
り
。
仙
経
に
曰
く
、九
転
丹
、金
液
経
、守
一
訣
は
皆

こ
ん
ろ
ん

崑
崙
の
五
城
の
内
に
在
り
て
、を

さ蔵
む
る

に
玉
函
を
以
て
し
、

き
ざ刻

む
に
金
札
を
以
て
し
、
封
ず
る
に
紫
泥
を
以
て
し
、
印
す
る
に
中
章
を
以
て
す
。
吾

こ
れ
を
先
師
に
聞
き
し
に
曰
く
、「
一
」
は
北
極
大
淵
の
中
に
あ
り
。
前
に
は
明
堂
あ
り
、
後
に
はか

う
き
ゆ
う

絳
宮
あ
り
。

巍
々
た
る

く
わ
が
い

華
蓋
、金
楼き

ゆ
う
り
ゆ
う

穹
窿
。
左
に

か
う罡

右
にく

わ
い魁。

激
波
空
に

あ
が揚

り
、玄
芝

が
い崖

にか
う
む被り

、朱
草

も
う
ろ
う

蒙
瓏
と
し
て
、白
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玉
さ
　
が
　

嵯
峨
た
り
。
日
月ひ

か
り光を

垂
れ
、
火
を

へ
　歴

、
水
を

す
　過

ぎ
、
玄
を

へ
　経

、
黄
を

わ
た渉

り
城
闕
交
錯
し
、
帷
帳
琳
琅
た

り
。
竜
虎
列
衞
し
、
神
人
傍
に
在
り
。
施
さ
ず
与
へ
ず
し
て
、「
一
」
は
そ
の
所
に
安
ん
じ
、
遅
か
ら
ず

は
や疾

か

ら
ず
し
て
「
一
」
は
そ
の
室
に
安
ん
ず
。
能
く
暇
あ
り
能
く

や
す豫

ん
じ
て
「
一
」
は
乃
ち
去
ら
ず
、「
一
」
を
守

り
真
を
存
し
て
乃
ち
能
く
神
に
通
ず
。

よ
く欲

を
少
く
し
食
を
約
し
て
、「
一
」
は
乃
ち
留
息
し
、
自
刃
の

く
び頸

に
臨

む
と
き
「
一
」
を
思
へ
ば
生
を
得
。「
一
」
を
知
る
こ
と
は
難
か
ら
ず
、
難
き
こ
と
はを

は
り終に

在
り
。
こ
れ
を
守

り
て
失
は
ず
ん
ば
以
て

き
は窮

ま
る
こ
と
無
か
る
べ
し
。
陸
に
は
悪
獣
を
避
け
、
水
に
は
蚊
竜
を
却
く
。も

う
り
や
う

魍
魎
を

畏
れ
ず
、
毒
を

は
さ挟

む
の
虫
鬼
敢
て
近
づ
か
ず
。や

い
ば刃も

敢
て
中
ら
ず
と
。
こ
れ
真
一
の
大
略
な
り
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
吾
こ
れ
を
師
に
聞
き
し
に
云
ふ
、
道
術
の
諸
経
に
は
、
思
存
し
念

つ
く作

り
て
以
て
悪
を
却

け
、身
を
防
ぐ
べ
き
所
の
者
、数
千
法
あ
り
。
影
を
含
み
、形
を

か
く蔵

し
及
び
形
を
守
り
、無
生
九
変
十
二
化
二

十
四
生
等
の
如
き
、
身
中
の
諸
神
を
見
る
を
思
ひ
て
内
視
し
て
見
え
し
む
る
の
法
は

あ
　勝

げ
て
計
ふ
べ
か
ら
ず
。

ま
た
各
効
あ
る
な
り
。

し
か然

し
て
或
は
乃
ち
思
ひ
て
数
千
の
物
を
作
り
て
以
て
自
ら

ま
も衞

る
こ
と
は
、お

ほ
む率ね

多
く

煩
雑
に
し
て
以
て
大
に
人
意
を
労
す
る
に
足
れ
り
。
若
し
「
一
」
を
守
る
の
道
を
知
る
と
き
は
、
則
ち
一
切

こ
の
輩
を
除
棄
す
。
故
に
曰
く
、
能
く
「
一
」
を
知
れ
ば
則
ち
万
事

を
は畢

る
者
な
り
。
真
一
を
受
く
る
口
訣
は

皆
明
文
あ
り
。
白
牲
の
血
を

す
す歃

り
、

わ
う
さ
う

王
相
の
日
を
以
て
之
を
受
け
、
白
絹
白
銀
を
以
て
約
を
為
し
、
金
契
に

き
ざ剋

み
て
之
を
分
つ
。
軽
説
妄
伝
す
れ
ば
、
そ
の
神
は
行
は
れ
ざ
る
な
り
。
人
能
く
「
一
」
を
守
れ
ば
、「
一
」

も
ま
た
人
を
守
る
。
白
刃
も
そ
の
鋭
を

お
　措

く
所
な
く
、
百
害
も
そ
の
凶
を

い
　容

る
る
所
な
く
、や

ぶ
れ敗に

居
て
能
く
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成
り
、あ

や
ふ危き

に
在
り
て
独
り
安
き
所
以
な
り
。
若
し
鬼
廟
の
中
、山
林
の
下
、大
疫
の
地
、塚
墓
の
間
、虎
狼

の
藪
、
蛇
蝮
の
処
に
在
ら
ん
と
き
、「
一
」
を
守
り
て
怠
ら
ず
ん
ば
、
衆
悪
遠
くし

り
ぞ迸く

べ
し
。
若
し
忽
ち

た
ま
た
ま

偶

「
一
」
を
守
る
こ
と
を
忘
る
る
と
き
は
百
鬼
に
害
せ
ら
れ
ん
。
或
は
臥
し
てお

そ
は魘る

る
と
き
は
、
即
ち
中
庭
に
出

で
て
、
輔
星
を
視
て
、こ

　固
を
握
り
「
一
」
を
守
ら
ば
、
鬼
は
即
ち
去
ら
ん
。
若
し
夫
れ
陰
雨
せ
ば
、
た
だ
室
中

に
止
ま
り
て
北
に
向
ひ
て
輔
星
を
見
る
を
思
ふ
の
み
。
若
し
兵
甲
に
囲
ま
れ
て
、
ま
た
生
地
な
く
ん
ば
、
急

に
六
甲
の
陰
中
に
入
り
て
伏
し
て
「
一
」
を
守
る
べ
し
。
然
る
と
き
は
五
兵
も
之
を
犯
す
こ
と
能
は
ざ
る
な

り
、
能
く
「
一
」
を
守
る
者
は
、
万
里
に
行
き
、
軍
族
に
入
り
、
大
川
を

わ
た渉

る
に
、
日
を

ぼ
くト

し
時
を

え
ら択

ぶ
こ
と

を
も
ち須

ひ
ず
。
工
を
起
し
て
、
移
徒
し
て
新
屋
舎
に
入
る
に
も
、
皆
ま
た

か
ん
よ
　

堪
輿
、
星
歴
を
按
ず
る
を
要
せ
ず
し

て
、
太
歳
、
太
陰
将
軍
、
月
建

さ
つ
か
う

煞
耗
の
神
、
年
命
の
忌
を
避
け
ず
、

つ
ひ終

に
ま
た

わ
う
き
う

殃
咎
を
懼
れ
ざ
る
な
り
。
こ

れ
先
賢
が
歴
試
し
てし

る
し験あ

り
し
道
な
り
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
玄
一
の
道
ま
た
要
法
に
し
て
、
避
け
ざ
る
所
な
く
、
真
一
と
功
を
同
じ
う
す
。
吾
が
内

篇
第
一
を
ば
名
づ
け
て
暢
玄
と
い
へ
る
は
、
正
に
こ
れ
を
以
て
な
り
。
玄
一
を
守
る
は
ま
た
真
一
を
守
る
よ

り
も
易
し
。
真
一
に
は
姓
字
長
短
服
色
あ
る
こ
と
玄
一
に
同
じ
。
た
だ
此
の
見
ゆ
る
の
初
は
之
を
日
中
に
求

む
。
い
は
ゆ
る
白
を
知
り
て
黒
を
守
れ
ば
死
せ
ん
と
欲
す
る
も
得
ず
と
い
ふ
も
の
な
り
。

し
か然

し
て
先
づ
当
に

百
日
潔
斉
す
べ
し
。
乃
ちう

か候ゞ
ひ
求
め
て
之
を
得
べ
き
の
み
。
ま
た
三
四
日
を
過
ぎ
ず
し
て
之
を
得
べ
し
。
之

を
得
て
之
を
守
る
と
き
は
、
則
ち
ま
た
去
ら
ず
。
玄
一
を
守
り

あ
は并

せ
て
そ
の
身
の
分
れ
て
三
人
と
な
る
こ
と
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を
思
ふ
べ
し
。
三
人

す
で已

に
あ
ら見

は
る
れ
ば
、
又う

た
た転之

を
ま
　益

し
て
数
十
人
に
至
ら
し
む
べ
し
。
皆を

の
れ己の

身
の
如
し
。

之
を
隠
し
之
を
顕
は
す
に
は
皆お

の
づ
か

自
ら
口
訣
あ
り
。
こ
れ
い
は
ゆ
る
分
形
の
道
し
て
、左
君（
左慈
）及
び

き
　
し
　
く
ん

薊
子
訓
、

か
つ
せ
ん
こ
う

葛
仙
公
の
能
く
一
日
に
数
十
処
に
至
り
、及
び
客
あ
る
と
き
、座
上
に
一
主
人
あ
り
で
客
と
門
中
に
語
り
、又

一
主
人
あ
り
て
客
を
迎
へ
、
又
一
主
人
あ
り
て

つ
り釣

を
投
じ
、
賓
客
は
何
れ
の
者
が
真
の
主
人
た
る
か
を
別
つ

こ
と
能
は
ざ
り
し
所
以
な
り
。
師
の
言
に
、「
一
」
を
守
る
に
は
兼
ね
て
明
鏡
を
修
む
。
そ
の
鏡
道

な
　成

る
と
き

は
能
く
形
を
分
ち
て
数
十
人
と
な
し
、
衣
服
面
貌
皆
一
の
ご
と
し
と
。

抱
朴
子
が
曰
く
、師
の
言
に
長
生
せ
ん
と
欲
せ
ば
、勤
め
て
大
薬
を
服
す
べ
く
、神
に
通
ず
る
を
得
ん
と
欲

せ
ば
、
ま
さ
に
金
水
も
て
形
を
分
つ
べ
し
。
形
分
る
れ
ば
自
ら
そ
の
身
中
の
三
魂
七
魄
を
見
て
、

て
ん
れ
い

天
霊

ち
　
ぎ
　

地
祇

も
皆
接
見
す
べ
く
、
山
川
の
神
も
皆
使
役
す
べ
し
と
。

抱
朴
子
が
曰
く
、生
は
惜
む
べ
し
、死
は
畏
る
べ
し
。

し
か然

し
て
長
生
し
て
性
を
養
ひ
死
を
避
く
る
者
も
、ま

た
未
だ
勤
に
始
ま
り
て
久
視
を
成
す
に
終
ら
ざ
る
も
の
あ
ら
ざ
る
な
り
。
道
成
る
の
後
は
ほ
ゞ
為
す
所
無
け

れ
ど
も
、成
ら
ざ
る
の
間
は
為
さ
ゞ
る
所
無
し
。
草
木
の
薬
を
探
掘
し
、山
沢
の
中
に

く
　
ろ
う

劬
労
し
、せ

ん
じ
　

煎
餌
治
作
に

は
皆
筋
力
を
用
ひ
、あ

や
ふ
き

危
に
登
りけ

は
し
き

険
を

わ
た渉

り
て

し
く
や
　

夙
夜
怠
ら
ざ
る
は
、
至
極
の
志
あ
る
に
非
ず
ん
ば
久
し
き
こ
と

能
は
ざ
る
な
り
。
及
び
金
丹
成
り
て
天
に
昇
ら
ん
と
欲
す
る
も
、
そ
の
大
薬
物
は
皆
銭
を
用
ふ
る
も
の
な
れ

ば
、価
はに

は
か卒に
べ
ん辨

ず
べ
か
ら
ず
。
さ
れ
ば
、当
に
ま
た
耕
牧
商
販
に

よ
　由

り
て
以
て
資
を

も
と索

め
、累
年
積
勤
し
て

し
か然

し
て
後
に
薬
を
合
す
べ
し
。
合
作
の
日
に
及
び
て
は
当
に
ま
た
斉
潔
清
浄
に
し
て
人
事
を
断
絶
し
、
諸
の
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ふ
　
え
き

不
易
あ
り
て
、
当
に
ま
た
之
に
加
ふ
る
に
神
を
思
ひ
一
を
守
り
悪
をし

り
ぞ却け

身
を

ま
も衛

る
を
以
て
す
る
こ
と
、
常

に
人
君
の
国
を
治
め
将
軍
の
敵
を
待
つ
が
如
く
に
し
て
乃
ち
長
生
の
功
を
得
と
為
す
べ
き
な
り
。
聰
明
の
大

智
を
以
て
経
世
済
俗
の
器
に
任
じ
て
、
而
し
て
こ
の
事
を
修
め
ば
、
乃
ち
必
ず
得
べ
き
の
み
。
浅
近
の
庸
人

は
志
の
好
む
こ
と
有
り
と
もを

は
り終を
よ
　克

く
す
る
こ
と
能
は
ず
。
故
に
一
人
の
身
は
一
国
のか

た
ち象な

り
。
胸
腹
の
位

は
な
ほ
宮
室
の
ご
と
ぐ
、
四
肢
の
列
は
な
ほ
郊
境
の
ご
と
く
、
骨
節
の
分
は
な
ほ
百
官
の
ご
と
く
、
神
は
な

ほ
君
の
ご
と
く
、
血
は
な
ほ
臣
の
ご
と
く
、
気
は
な
ほ
民
の
ご
と
き
な
り
。
故
に
身
を
治
む
る
こ
と
を
知
れ

ば
、
則
ち
能
く
国
を
治
む
。
夫
れ
そ
の
民
を
愛
す
る
は
そ
の
国
を
安
ん
ず
る
所
以
に
し
て
、
そ
の
気
を
養
ふ

は
そ
の
身
を
全
く
す
る
所
以
な
り
。
民
散
ず
れ
ば
国
亡
び
、
気

つ
　渇

く
れ
ば
身
死
す
。
死
す
る
者
は
生
く
べ
か

ら
ず
、
亡
ぶ
る
者
は
存
す
べ
か
ら
ず
。
こ
ゝ
を
以
て

し
　
じ
ん

至
人
は
未
だ
起
ら
ざ
る
のう

れ
へ患を

消
し
、
未
だ
病
ま
ざ
る

のや
ま
ひ疾を

治
す
。
之
を
無
事
の
前
に
医
し
て
、
之
を
既
に

ゆ
　逝

く
の
後
に
追
は
ず
、
民
は
養
ひ
難
く
し
て
危
く
し

易
く
、
気
は
清
く
し
難
く
し
て

に
ご濁

し
易
し
。
故
に
威
徳
をつ

ま
び
ら
か

審
に
す
る
はし

や
し
よ
く

社
稷
を
保
つ
所
以
に
し
て
、

し
　
よ
く

嗜
慾
を

さ
　割

く
は
血
気
を
固
む
る
所
以
な
り
。

し
か然

し
て
後
に
真
一
存
し
、
三
七
守
り
、
百
害
却
き
、
年
命
延
ぶ
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
師
の
言
に
、
金
丹
大
薬
を
服
せ
ば
、
未
だ
世
を
去
ら
ず
と
も
百
邪
は
近
づ
か
ざ
る
な
り
。

若
し
た
だ
草
木
及
び
小
餌
八
石
を
服
せ
ば
、た

ま
た
ま

適
や
ま
ひ疾

を
し
て
除
か
し
め
命
を
し
て
益
さ
し
む
べ
き
の
み
。
以

て
外
来
の
禍
を

は
ら禳

ふ
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
或
は
鬼
に

を
か冒

し
を
か犯

さ
れ
、
或
は
大
山
神
に
軽
ん
じ

し
の凌

が
れ
、
或
は

す
た
ま
　

精
魅
に

を
か侵

し
犯
さ
る
る
も
、た

　唯
だ
其
一
を
守
る
こ
と
あ
ら
ば
、以
て
一
切
こ
のと

も
が
ら

輩
を
畏
れ
ざ
る
べ
き
な
り
。
次
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に
は
則
ち
神
符
を
帯
ぶ
る
こ
と
あ
り
。
若
し
つ
ひ
に
こ
の
二
事
を
知
ら
ず
し
て
以
て
長
生
を
求
め
ん
と
す
る
は

危
い
か
な
。
四
門
あ
り
て
そ
の
三
を
閉
づ
る
も
盗
は
な
ほ
入
る
こ
と
を
得
べ
し
。
況
ん
や
盡
く
開
く
者
を
や
。
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抱
朴
子
内
篇
巻
十
九
　
遐
覧（
道
家
の
経

典
の
目
録
）

或
る
人
曰
く
、
鄙
人
は
識
見
浅
く
し
て
儒
教
に

こ
う
け
い

拘
繋
せ
ら
れ
、
独
り
五
経
三
史
百
氏
の
言
、
及
び
浮
華
な

る
詩
賦
無
益
な
る
短
文
あ
る
こ
と
を
知
る
の
み
に
し
て
、
思
を
盡
し
て
こ
れ
を
守
る
こ
と
既
に
年
有
り
。
既

に
生
れ
て
多
難
の
運
に

あ
　値

ひ
、
乱
は
定
ま
る
こ
と
あ
る
な
く
、

た
て干

と
ほ
こ戈

と
お
の戚

とま
さ
か
り

揚
と
の
み
時
を
得
て
、
芸
文

は
貴
ば
れ
ず
。い

た
づ
ら

徒
に
二
天
を
消
し
て
、
意
を
苦
し
め
思
を
極
め
、か

す
か微な

る
を

を
さ攻

め
、

か
く隠

れ
た
る
を

も
と索

む
れ
ど

も
、

つ
い竟

に
禄
の
そ
の
中
に
在
り
て
、
こ
の

ろ
う
ほ
　

聾
畝
を
免
る
ゝ
こ
と
能
は
ず
。
ま
た
精
思
に
損
す
る
こ
と
あ
り
て

年
命
に
益
す
る
こ
と
な
し
、
二
毛
は
暮
を
告
げ
、
素
志
は

す
ゐ
た
い

衰
頽
す
。
正
に
迷
を

か
へ反

し
て
以
て
生
く
る
の
道
を

尋
ね
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
倉
卒
に
し
て
極
り

な
　罔

く
、お

も
む趨き

向
ふ
所
無
し
。
大
川
を

わ
た渉

ら
ん
と
し
て

わ
た済

る
べ
き

所
を
知
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
先
生
は
既
に
三
墳
五
典
の
書
を
窮
め
観
た
ま
ひ
、
ま
た
奇
に
し
て
秘
な
る
も
の

を
兼
ね

す
　綜

べ
た
ま
ふ
。

い
ぶ
か
　

不
審
し
、
道
書
は
凡
そ
幾
巻
あ
り
や
。
願
は
く
は
篇
目
を
告
げ
よ
。

抱
朴
子
が
曰
く
、

余
も
ま
た

し
　子

と
こ
　斯

のや
ま
ひ疾を

同
じ
く
す
る
者
な
り
。
昔
し
、
幸
に
名
師

て
い
く
ん

鄭
君
に
遇
ひ
て
侍
し
た
り
き
。
恨
む

ら
く
は
、子
弟

け
い慧

な
ら
ず
し
て
以
て
至
り
て
堅
き
も
の
を

き
　鑚

り
、い

よ
〳弥〵

高
き
も
の
を
極
む
る
に
足
ら
ざ
り
し
の
み
。

時
に
門
人
の
洒
掃
に

あ
　充

つ
と
雖
も
、
既
に
才
識
短
浅
に
し
て
又
年
尚
少
壮
な
り
し
か
ば
、
意
思
は
専
な
ら
ず
、

俗
情
は
未
だ
盡
き
ず
し
て
、大
に
得
る
所
あ
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
は
、お

ほ巨
い
な
る
恨
と

お
も謂

ふ
の
み
。
鄭
君
は
時
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に
年
八
十
に
出
で
た
れ
ど
も
、
先
に
は
髪
鬢
の
斑
白
な
り
し
も
の
数
年
の
間
に
ま
た
黒
く
な
り
、
顔
色
は
豊

悦
に
し
て
、
能
く
強
弩
を
引
き
て
百
歩
の
遠
き
を
射
る
。
歩
行
す
る
こ
と
は
日
々
に
数
百
里
に
し
て
、
飲
酒

は
三
斗
な
れ
ど
も
酔
は
ず
。
山
に

の
ぼ上

る
ご
と毎

に
、体
力
軽
便
に
し
て
、あ

や
ふ危き

に
登
り

け
は険

し
き
を
越
ゆ
る
に
、年
少

の
も
の
之
を
追
ひ
て
、
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
多
し
。
飲
食
は
凡
人
と
異
な
ら
ず
し
て
そ
の
穀
を
絶
つ
を
見
ざ
り

き
。
余
は
余
よ
り
先
に
随
へ
る
弟
子
の
黄
章
と
い
ふ
も
の
に
問
ひ
し
に
、
答
へ
て
言
ふ
、

て
い
く
ん

鄭
君
甞
て

よ
し
や
う

豫
章
よ

り
く
つ
こ
う
ほ
　

掘
溝
浦
の
中
に
還
ら
ん
と
せ
し
と
き
、し

き
り迚に

大
風
に

あ
　遭

ひ
、
ま
た
前
に

け
ふ
ぞ
く

劫
賊
多
し
と
聞
き
て
同
伴
の
人
々

鄭
君
を
引
き
留
め
て
後
伴
を

ま
　須

た
し
め
た
り
し
に
人
々
皆
糧
を
携
ふ
る
こ
と
少
か
り
し
か
ば
、
鄭
君
は
米
を

譲
り
て
以
て
諸
人
に

め
ぐ䘏

み
、お

の
れ己は

ま
た
食
は
ざ
る
こ
と
五
十
日
な
り
し
も
飢
ゑ
ざ
り
き
。
さ
れ
ど
ま
た
そ
の

施
為
す
る
所
を
見
ざ
り
し
か
ば
、
何
の
事
を
以
て
せ
し
か
を
知
ら
ざ
り
き
。
火
下
に
細
書
す
る
こ
と
は
少
年

の
人
に
過
ぎ
た
り
。
性
音
律
を
解
し
て
善
く
琴
を
鼓
し
て
閑
坐
す
。
侍
坐
す
る
も
の
数
人
な
る
に
口
づ
か
ら

諮
問
に
答
へ
て
、
言
は
響
を

と
ど輟

め
ざ
る
に
耳
は
竝
に
聰
聴
す
。
左
右
に
て
弦
を

と
　操

る
者
に
教
へ
て
長
短
せ
し

む
る
に

ご
う毫
り
　釐

も
た
が差

へあ
や
ま過つ

こ
と
無
し
。
余
は

お
そ晩

く
鄭
君
の
門
人
と
な
り
方
書
を
見
ん
こ
と
を
請
ひ
し
に
、
余

に
告
げ
て
曰
く
、
要
道
は
僅
に
一
尺
の
素
絹
の
上
に
書
し
た
る
ほ
ど
に
て
こ
れ
を
以
て
浮
世
を
度
脱
す
る
に

足
れ
ば
、
多
く
の
書
を
用
ふ
る
を
要
せ
ざ
る
な
り
。

し
か然

も
博
く

わ
た渉

り
た
る
後
に
は
見
ざ
る
に
勝
れ
る
こ
と
遠

し
。
既
に
人
意
を
悟
り
、ま
た
浅
近
の
術
を
得
て
、以
て
初
学
未
成
の
者
の
諸
患
を
防
ぐ
べ
き
な
り
と
。
乃
ち

先
づ
道
家
の
教
戒
を

を
し訓

ふ
る
書
の
要
な
ら
ざ
る
も
の
百
巻
に
近
き
を
少
し
づ
つ
余
に
示
し
た
り
。
余
も
ま
た
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先
に
見
た
る
所
の
も
の
多
か
り
し
か
ば
、
そ
れ
ら
の
者
に
つ
き
て
そ
の
中
の
疑
事
を
少
し
ば
か
り
諮
問
し
た

り
。
鄭
君
は
言
ふ
、
君
は
事
をあ

き
ら
か

甄
に
す
る
の
才
あ
れ
ば
教
ふ
べ
き
な
り
。

し
か然

も
君
が
知
る
所
の
も
の
は
多
け

れ
ど
も
未
だ
精
し
か
ら
ず
、
ま
た
意
は
外
学
に
在
り
て
専
一
な
る
こ
と
能
は
ず
。
さ
れ
ば
、
未
だ
以
て
深
き

を
へ
　経

て
遠
き
に

わ
た渉

る
に

あ
た中

ら
ざ
る
の
み
。
今
は
自
ら

ま
さ当

に
佳
書
を
以
て
相
示
す
べ
き
な
り
と
。
又
漸
く
短
所

を
得
る
こ
と
を
許
せ
り
。

け
ん
そ
　

縑
素
に
写
し
た
る
も
の
は
、
積
年
の
中
に
し
て
見
る
所
を
合
集
す
る
こ
と
、
当
に

二
百
許
巻
に
出
で
た
る
べ
き
も
終
に
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
他
の
弟
子
は
皆
僕
使
の

え
き役

をみ
づ
か
ら

親
し
、
薪
を
採
り

田
を
耕
す
。

た
だ唯

余
の
み
は

わ
う
る
ゐ

尫
羸
に
し
て
他
の
労
に
堪
へ
ざ
れ
ど
も
、
し
か
も
以
てみ

ず
か自ら
い
た效

す
こ
と
な
く
、
常

にみ
づ
か親ら

掃
除
し
、

し
ょ
う
ぎ

牀
几
をふ

つ
し
よ
く

払
拭
し
、
墨
を

す
　磨

り
燭
を
執
り
、
及
び
鄭
君
と
与
に
故
書
を
繕
写
す
る
の
み
。
鄭

君
は
余
を
待
た
る
ゝ
こ
と
先
進
の
者
に
同
じ
く
、
余
に
語
り
て
曰
く
、
雑
道
書
に
は
巻
巻
に
佳
事
あ
り
。
た

だ
当
に
そ
の
精
粗
をか

ん
が校へ

て
施
行
す
る
所
を
択
ぶ
べ
し
。
盡
くあ

ん
し
よ
う

諳
誦
し
て
以
て
日
月
を

さ
ま
た妨

げ
て
意
思
を
労
す

る
こ
と
を
事
と
せ
ざ
る
べ
き
の
み
。
若
し
金
丹
一
た
び
成
ら
ば
則
ち
こ
れ
ら
は
一
切
用
ふ
る
の
要
な
し
。
ま

た
或
は
教
授
す
る
所
あ
る
べ
き
も
、
宜
し
く
本
末
を
得
て
、
先
づ
浅
き
よ
り
始
め
て
以
て
学
者
を
勧
進
す
べ

し
。

き
じ
ゆ
ん
か
い
い
う

希
准
階
由
す
る
所
な
き
な
り
と
。
鄭
君
ま
た

あ
へ肯

て
先
づ
人
を
し
て
そ
の
書
を
写
さ
し
め
ず
。
皆
ま
さ
に

そ
の
意
を
分
別
す
る
を
必
要
と
す
。
久
し
く
之
を

か
　借

す
と
い
へ
ど
も
敢
て
一
字
を
盗
写
す
る
者
有
る
こ
と
な

し
。
鄭
君
は
も
と
大
儒
士
な
り
。
晩
に
し
て
道
を
好
む
。
よ
り
て
礼
記
尚
書
を
以
て
教
授
し
て
絶
え
ず
。
そ

の
体
望
は
高
亮
に
し
て
、
風
格
は
方
整
な
る
を
以
て
、
之
に
接
見
す
る
者
み
な
粛
然
た
り
。
諮
問
せ
ん
と
す
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る
こ
と
あ
る

ご
と毎

に
、
常
に
そ
の
温
顔
を
待
ち
、
敢
て
軽
鋭
に
せ
ざ
る
な
り
。
書
の
余
が
処
に
在
る
者
久
し
き

こ
と
或
は
一
月
に
し
て
、
以
て
大
に
写
す
所
あ
る
に
足
れ
ど
も
、
以
て
敢
てひ

そ
か竊に

写
さ
ざ
る
は
、
ま
さ
に
鄭

君
の
聰
明
な
る
を
以
て
、

た
ま
さ
か

邂
逅
に
之
を
知
ら
れ
て
、
そ
の
意
を
失
ふ
と
き
は
、
更
に
小
を
以
て
大
をう

し
な喪へ

ば

な
り
。

し
か然

も
、
求
受
の
初
に
お
い
て
ま
た
敢
てし

ん
し
ゃ
く

斟
酌
を
為
さ
ざ
る
所
は
、
時
に
請
ふ
所
あ
る
の
み
。
こ
こ
を

以
て
徒
に
河
に
飲
む
こ
と
を
知
る
の
み
に
て
満
腹
す
る
を
得
ず
。

し
か然

し
て
弟
子
五
十
餘
人
の
中
、
た
だ
余
の

み
け
ん見

に
金
丹
の
経
及
び
三
皇
内
文
、
枕
中
五
行
記
を
受
け
た
り
。
そ
の
餘
人
は
乃
ち
一
た
び
も
こ
の
書
の
首

題
を
観
る
を
得
ざ
る
者
あ
り
。
他
の
書
はつ

ぶ
さ具に

得
ず
と
雖
も
、
皆
そ
の
名
を
記
せ
り
。
今
将
に

し
　子

が
為
に
之

を
説
か
ん
と
す
。
後
生
の
書
を
好
む
者
は
以
て
広
く
索
む
べ
き
な
り
。

道
経
に
は
、
三
皇
内
文
、
天
地
人
三
巻
、
元
文
上
中
下
三
巻
、
混
成
経
二
巻
、
玄
録
二
巻
、
九
生
経
、
二
十

四
生
経
、
九
仙
経
、
霊
卜
仙
経
、
十
二
化
経
、
九
変
経
、
老
君
玉
暦
真
経
、
墨
子
枕
中
五
行
記
五
巻
、
温
宝
経
、

息
民
経
、
自
然
経
、
陰
陽
経
、
養
生
書
一
百
五
巻
、
太
平
経
五
十
巻
、
九
徽（
一
に
都

に
作
る
）経
、
甲
乙
経
一
百
七

十
巻
、
青
竜
経
、
中
黄
経
、
太
清
経
、
通
明
経
、
按
摩
経
、
導
引
経
十
巻
、
元
陽
子
経
、
玄
女
経
、
素
女
経
、

彭
祖
経
、
陳
赦
経
、
子
都
経
、
張
虚
経
、
天
門
子
経
、
容
成
経
、
入
山
経
、
内
宝
経
、
四
規
経
、
明
鏡
経
、
日

月
臨
鏡
経
、
五
言
経
、
柱
中
経
、
霊
宝
皇
子
心
経
、
竜
蹻
経
、
正
機
経
、
平
衡
経
、
飛
亀
振
経
、
鹿
盧
蹻
経
、

蹈
形
記
、
守
形
図
、
坐
亡
図
、
観
臥
引
図
、
含
景
図
、
観
天
図
、
木
芝
図
、
茵
芝
図
、
石
芝
図
、
大
魄
雑
芝

図
、
五
嶽
経
五
巻
、
隠
守
記
、
東
井
図
、
虚
元
経
、
牽
牛
中
経
、
玉
弥
記
、
猟
成
記
、
六
安
記
、
平
都
記
、
定
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心
記
、
亀
文
経
、
山
陽
記
、
玉
策
記
、
八
史
図
、
八
宝
経
、
左
右
契
、
玉
暦
経
、
昇
天
儀
、
九
奇
経
、
更
生

経
、
四
衿
経
十
巻
、
食
日
月
精
経
、
食
六
気
経
、
丹
一
経
、
胎
息
経
、
行
気
治
病
経
、
勝
中
経
十
巻
、
百
守

摂
提
経
、
丹
壼（
一
に
臺

に
作
る
）経
、
岷
山
経
、
魏
伯
陽
内
経
、
日
月
厨
食
経
、
歩
三
罡
六
紀
経
　
入
軍
経
、
六
陰

玉
女
経
、
四
君
要
用
経
、
金
雁
経
、
三
十
六
水
経
、
白
虎
七
変
経
、
道
家
地
行
仙
経
、
黄
白
要
経
、
八
公
黄

白
経
、
天
師
神
器（
一
に
気

に
作
る
）経
、
枕
中
黄
白
経
五
巻
、
白（
一
に
帛

に
作
る
）子
変
化
経
、
移
災
経
、
圧
禍
経
、
中
黄

経
、
文
人
経
、
涓
子
天
地
人
経
、
崔
文
子
肘
後（
一
に
時
候

に
作
る

）経
、
神
光（
一
に
仙

に
作
る
）占
方
来
経
、
水
仙
経
、
尸
解

経
、
中
遁
経
、
李
君
包
元
経
、
黄
庭
経
、
淵
体
経
、
大
素
経
、
華
葢
経
、
行
厨
経
、
微
言
三
巻
、
内
視
経
、
文

始
先
天
経
、
暦
蔵
延
年
経
、
南
闊
記（
闊
一
に
闕

に
作
る

）協
竜
子
記
七
巻
、
九
宮
五
巻
、
三
五
中
経
、
宣
常
経
、
節
解

経
、
鄒
陽
子
経
、
玄
洞
経
十
巻
、
玄
示
経
十
巻
、
箕
山
経
十
巻
、
鹿
台
経
、
小
僮
経
河
洛
内
記
七
巻
、
挙
形

道（
一
に
通

に
作
る
）成
経
五
巻
、
道
機
経
五
巻
、
見
鬼
記
、
無
極
経
、
宮
氏
経
、
真
人
玉
胎
経
、
道
根
経
、
候
命
図
、

反
胎
胞
経
、
枕
中
清
記
、
幼
化
経
、
詢
化
経
、
金
華
山
経
、
鳳
綱
経
、
召
命
経
、
保
神
記
、
鬼
谷
経
、
凌
霄

子
安
神
記
、
去
丘
子
黄
山
公
記
、
王（
一
に
玉

に
作
る
）子
五
行
要
真
経
、
小
餌
経
、
鴻
宝
経
、
鄒
生
延
命
経
、
安
魂

記
、
皇
道
経
、
九
陰
経
、
雑
集
書
録
、
銀
函
玉
匱
記
、
金
板
経
、
黄
老
仙
録
、
原
都
経
、
玄
元
経
、
日
精
経
、

渾
成
経
、
三
尸
集
呼
身
神
治
百
病
経
、
収
山
鬼
老
魅
治
邪
精
経
三
巻
、
入
五
毒
中
記
、
休
糧
経
三
巻
、
探
神

薬
治
作
秘
法
三
巻
、
登
名
山
渡
大
海
勑
地
神
法
三
巻
、
趙
太
白
嚢
中
要
五
巻
、
入
温
気
疫
病
太
禁
七
巻
、
収

治
百
鬼
召
五
岳
丞
太
山
主
者
記
三
巻
、
興
和
宮
宅
宮
舎
法
五
巻
、
断
虎
狼
禁
山
林
記
、
召
百
里
虫
蛇
記
、
万
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畢
高
丘
先
生
法
三
巻
、
王
喬
養
生
治
身
法
三
巻
、
服
食
禁
忌
経
、
立
功
益
算
経
、
道
士
奪
算
律
三
巻
、
移
門

子
記
、
鬼
丘
法
、
立
亡
術
、
練
形
記
五
巻
、

け
き郄

公
道
要
、

ろ
く甪

里
先
生
長
生
集
、
少
君
道
意
十
巻
、
樊
英
石
壁

文
三
巻
、
思
霊
経
三
巻
、
竜
首
経
、
荊
山
記
、
孔
安
仙
淵
赤
斧
子
大
覧
七
巻
、
董
君
地
仙
却
老
要
記
、
李
先

生
口
訣
肘
後
二
巻
、
凡
そ
巻
数
を
言
は
ざ
る
も
の
は
皆
一
巻
な
り
。

そ
の
次
に
は
諸
符
あ
り
。
則
ち
、
自
来
符
、
金
光
符
、
太
玄
符
三
巻
、
通
天
符
、
五
積
符
、
石
室
符
、
玉
策

符
、
枕
中
符
、
小
童
符
、
九
霊
符
、
六
君
符
、
玄
都
符
、
黄
帝
符
、
少
千
三
十
六
将
軍
符
、
延
命
神
符
、
天

水
神
符
、
四
十
九
貞
符
、
天
水
符
、
青
竜
符
、
白
虎
符
、
朱
雀
符
、
玄
武
符
、
朱
胎
符
、
七
機
符
、
九
天
発

兵
符
、
九
天
符
、
老
経
符
、
七
符
、
大
捍
厄
符
、
玄
子
符
、
武
孝
経
燕
君
竜
虎
三
嚢
辟
兵
符
、
包
元
符
、
沈

義
符
、
禹
蹻
符
、
消
災
符
、
八
卦
符
、
監
乾
符
、
雷
電
符
、
万
畢
符
、
八
威
五
勝
符
、
威
喜
符
、
巨
勝
符
、
採

女
符
、
玄
精
符
、
玉
歴
符
、
北
台
符
、
陰
陽
大
鎮
符
、
枕
中
符
、
治
百
病
符
十
巻
、
厭
怪
符
十
巻
、
壺
公
符

二
十
巻
、
九
台
符
九
巻
、
六
甲
通
霊
符
十
巻
、
六
陰
行
厨
竜
胎
石
室
三
金
五
木
防
終
符
合
せ
て
五
百
巻
、
軍

火
召
治
符
、
玉
斧
符
十
巻
。
こ
れ
み
な
大
符
な
り
。
そ
の
餘
の
小
小
は
具
さ
に
記
す
べ
か
ら
ず
。

抱
朴
子
が
曰
く
、鄭
君
が
言
に
、符
は
老
君
よ
り
出
づ
。
皆
天
文
な
り
。
老
君
能
く
神
明
に
通
す
。
符
は
皆

神
明
の
授
く
る
所
な
り
。
今
の
人
之
を
用
ひ
てし

る
し験少

き
者
は
、
出
来
久
し
き
を

へ
　歴

て
伝
写
の
誤
多
き
に
由
る

が
故
な
り
。
又
信
心
篤
か
ら
ざ
る
と
き
は
、
之
を
施
し
用
ふ
る
も
ま
た
行
は
れ
ず
。
又
こ
れ
を
字
を
書
す
る

に
譬
ふ
れ
ば
、
符
の
誤
る
者
は
た
だ
に
益
な
き
の
み
な
ら
ず
し
て
、
将
に
よ
く
害
あ
ら
ん
と
す
る
な
り
。
字
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を
書
す
る
こ
と
は
、
人
之
を
知
れ
ど
も
、
な
ほ
之
を
写
し
て
誤
多
し
。
故
に
、こ

と
わ
ざ

諺
に
、
書
三
た
び
写
す
と
き

は
、ぎ

よ魚
は

ろ
　魯

と
な
り
、き

よ虚
は

こ
　虎

と
な
る
と
い
ふ
は
、こ
の
こ
と
を
謂
ふ
な
り
。

く
わヒ

の
字
と

し
　士

の
字
と
は
た
だ
鋸

勾
長
短
の
間
を
以
て
異
る
こ
と
を
な
す
の
み
、

し
か然

し
て

い
ま今

符
上
の
字
は
読
む
べ
か
ら
ず
し
て
、
誤
は

さ
と覚

る
べ

か
ら
ざ
る
が
故
に
そ
の
不
定
を
知
る
こ
と
な
し
。
世
間
に
又
体
を
受
け
術
を
使
ひ
符
を
用
ひ
て
独
り
効
あ
る

者
あ
り
。
ま
た
人
の

じ
や
か
う

麝
香
を
使
ひ
てす

な
は便ち

能
くか

ん
ば芳し

き
も
の
あ
る
が
如
し
。
こ
れ
自
然
に
し
て
伝
ふ
る
を
得

べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
し
か
り
と
雖
も
、
必
ず
誤
な
き
符
を
得
て
心
を
正
し
く
し
て
之
を
用
ふ
る
と
き
は
、
た

だ
ま
さ
に
真
体
に
及
ば
ざ
る
べ
き
も
、
之
を
使
ふ
者
は
速
に
効
あ
り
て
、
皆お

の
づ
か

自
ら
益
あ
る
な
り
。
凡
そ
道
士

と
な
り
て
長
生
を
求
め
ん
と
せ
ば
、
志
は
薬
中
に
あ
る
の
み
。
符
と
劒
と
は
以
て
鬼
を
却
け
邪
を

さ
　辟

く
べ
き

の
み
。
諸
の
大
符
は
乃
ち
之
を
行
ひ
用
ひ
て
以
て
仙
た
る
を
得
べ
し
と
い
ふ
者
は
ま
た
専
ら
拠
る
べ
か
ら
ざ

る
な
り
。
昔
し

ご
　呉

の
世
にか

い
し
や
う

介
象
と
い
ふ
者
あ
り
て
、
能
く
符
文
を
読
み
、
誤
とし

か
ら否ざ

る
と
を
知
れ
り
。
人
あ

り
て
試
み
に
百
病
を
治
す
る
雑
符
と
諸
の

ま
じ
な
ひ

厭
効
の
符
と
を
取
り
て
、
そ
の

せ
ん
だ
い

籤
題
を
去
り
て
以
てし

や
う象に

示
す
に
、

皆
一

よ々
　拠

り
て
之
に
名
づ
け
、
そ
の
誤
あ
る
者
はす

な
は便ち

人
の
為
に
之
を
定
め
た
り
き
。
こ
れ
よ
り
以
来
は
能

く
知
る
者
あ
る
こ
と
な
し
。

或
る
人
問
ふ
、
仙
薬
の
大
な
る
者
は
金
丹
よ
り
先
な
る
は
な
き
こ
と
は
、
既
に
命
を
聞
け
り
。
敢
て
問
ふ
、

符
書
の
属
の
最
も

し
ん神

な
る
こ
と
は
如
何
と
。

抱
朴
子
が
曰
く
、
余
は
鄭
君
の
言
を
聞
く
に
、
道
書
の
重
き
者
は
、
三
皇
文
、
五
岳
真
形
図
に
過
ぎ
た
る
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は
な
し
。
古
人
、
仙
官
、
至
人
こ
の
道
を
尊
び
て
秘
す
。
こ
は
仙
名
あ
る
者
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
授
く
べ
か
ら

ざ
る
な
り
。
之
を
受
け
て
後
四
十
年
に
し
て
、
一
た
び
伝
ふ
。
之
を
伝
ふ
る
に
は
血
を

す歃ゝ
り
て

ち
か盟

ひ
、

に
へ質

を

お
　委

き
て
約
を
為
す
。
諸
の
名
山
と
五
岳
と
に
は
皆
こ
の
書
あ
り
。
た
だ
之
を
石
室
幽
遠
の
地
に
蔵
す
。
道
を

得
る
に

か
な応

ひ
た
る
者
、
山
に
入
り
て
精
誠
に
之
を
思
ふ
と
き
は
、
山
神
自
ら
山
を
開
き
て
人
に
之
を
見
し
む
。

帛
仲
理
と
い
ふ
も
の
の
如
き
は
、山
中
に
於
て
之
を
得
て
、自
ら
壇
を
立
て
ゝ
絹
を

お
　委

き
、常
に
一
本
を
画
き

て
去
れ
り
。
こ
の
書
を
有
す
る
も
の
は
常
に
清
潔
の
処
に
置
き
、
為
す
所
あ
ら
ん
と
す
る

ご
と毎

に
必
ず
先
づ
之

に
ま
を白

す
こ
と
君
父
に
奉
ず
る
が
ご
と
し
。
そ
の
経
に
曰
く
、
家
に
三
皇
文
あ
る
と
き
は
、
邪
悪
鬼
、
溫
疫
気
、

横
殃
、
飛
禍
を
避
く
。
も
し
困
病
し
て
死
にな

ん
な垂ん

と
す
る
者
あ
り
て
、
そ
の
道
を
信
ず
る
心
の
至
れ
る
者
に

は
、
こ
の
書
を
以
て
与
へ
て
之
を
持
た
し
む
れ
ば
必
ず
死
せ
ざ
る
な
り
。
そ
の
乳
婦
の
難
艱
し
て
気
を
絶
せ

る
者
之
を
持
す
る
と
き
は
児
即
ち
生
る
。
道
士
の
長
生
を
求
め
ん
と
欲
す
る
者
こ
の
書
を
持
し
て
山
に
入
れ

ば
、
虎
狼
山
精
を

さ
　辟

け
、
五
毒
悪
邪
皆
敢
て
人
に
近
づ
か
ず
。
以
て
江
海
を

わ
た渉

り
、
蛟
竜
を
却
け
、
風
波
を

止
む
べ
し
。
そ
の
法
を
得
る
と
き
は
、
以
て
変
化
す
べ
し
。
工
事
を
起
す
に
、
地
を
問
ひ
日
を
択
ば
ざ
る
も
、

家
に
殃
咎
な
し
。
も
し
新
宅
及
び
塚
墓
を
立
て
ん
と
欲
せ
ば
、
即
ち
地
皇
文
数
十
通
を
写
し
て
以
て
地
に
布

著
し
、明
日
之
を
視
て
、黄
色
の

つ著
く
所
の
者
あ
ら
ん
に
は
、す

な
わ便ち

そ
の
上
に
於
て
工
を
起
す
べ
し
。
然
る
と

き
は
家
必
ず
富
み

さ
か昌

ふ
。
又
他
人
の
葬
時
に

よ
　因

り
て
、
人
皇
文
を
写
し

あ
は并

せ
てお

の
れ己が

姓
名
を
書
し
て
紙
裏
に

つ
　著

け
、ひ

そ
か竊に

人
家
の
中
に

い
　内

れ
て
人
を
し
て
之
を
知
ら
し
む
る
こ
と
な
き
と
き
は
、
人
を
し
て
飛
禍
盗
賊
に
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遭
ふ
こ
と
な
か
ら
し
む
る
な
り
。お

の
れ己を

謀
議
す
る
者
あ
る
と
き
は
、
必
ず

か
へ反

り
て
自
ら

あ
た中

り
か
へ復

る
。
又
こ
の

文
は
、
先
づ
潔
斉
す
る
こ
と
百
日
な
れ
ば
、
乃
ち
以
て
天
神
、
司
命
及
び

た
い
さ
い

太
歳
の
神
を
召
す
べ
し
。
日
々
に

五
岳
、
四

と
く瀆（
江
、
河
、

潅
、
済
、）社
廟
に
遊
ぶ
の
神
も
皆
形
を

あ
ら見

は
す
こ
と
人
の
如
く
に
し
て
、
之
に
問
ふ
に
吉
凶
安

危
及
び
病
者
の

く
わ
す
ゐ

禍
崇
の
由
る
所
を
以
て
す
べ
し
。
又
十
八
字
あ
り
て
こ
れ
以
て
衣
中
に

つ
　著

く
る
と
き
は
、
遠

く
江
海
を
渉
り
て

つ
い終

に
風
波
のお

も
ん
ば
か
り

慮
な
き
な
り
。
又
家
に
五
岳
真
形
図
あ
る
と
き
は
能
く
兵
を

さ
　辟

く
。
凶
逆

の
人
之
を
害
す
る
者
は
皆

か
へ還

り
て
そ
のわ

ざ
わ
ひ

殃
を
受
く
。
道
士
に
し
て
、
時
に
之
を
行
ふ
も
の
あ
ら
ん
に
、
も
し

仁
義
慈
心
を
行
ふ
能
は
ず
し
て
、
精
な
ら
ず
正
し
か
ら
ず
ん
ば
、
即
ち
禍
は
家
をほ

ろ
ぼ滅す

に
至
る
べ
し
。
軽
ん

ず
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
そ
の
変
化
の
術
の
大
な
る
者
は
た
だ
墨
子
五
行
記
あ
り
。
も
と
五
巻
あ
り
し
が
、
昔

し
劉
君
安
の
未
だ
仙
と
な
り
て
去
ら
ざ
り
し
時
に
、
そ
の
要
を
抄
し
取
り
て
、
以
て
一
巻
と
為
せ
り
。
そ
の

法
は
薬
を
用
ひ
符
を
用
ひ
て
、
乃
ち
能
く
人
を
し
て
上
下
に

ひ
ぎ
や
う

飛
行
し
、
無
方
に

か
く隠

れ
し
づ淪

み
、
笑
を
含
む
と
き

は
即
ち
婦
人
と
な
り
、お

も
て面を
し
か蹙

む
る
と
き
は
即
ち
老
翁
と
な
り
、
地
にう

ず
く
ま

踞
る
と
き
は
即
ち
小
児
と
な
り
、
杖

を
と
　執

る
と
き
は
即
ち
林
木
と
な
り
、
物
を

う
　種

う
る
と
き
は
即
ち
瓜
果
を
生
じ
て
食
ふ
べ
く
、
地
に

え
が画

け
ば
河

と
な
り
、つ

ち壌
を

つ
ま撮

め
ば
山
と
な
り
、い

　坐
な
が
ら
行
厨
を
致
し
、雲
を
興
し
火
を
起
さ
し
め
て
、な

　作
さ
ざ
る
所
な

し
。
そ
の
次
は
玉
女
隠
微
一
巻
あ
り
。
ま
た
形
を
化
し
て
飛
禽
走
獣
及
び
金
木
玉
石
と
な
り
、
雲
を
興
し
て

方
百
里
に
致
し
、
雪
も
ま
た
か
く
の
如
く
し
、
大
水
を
渡
る
に

ふ
ね
は
し

舟
梁
を
用
ひ
ず
、
形
を
分
ち
て
千
人
と
な
り
、

風
に
よ
り
て
高
く
飛
び
、
無
間
に
出
入
し
、
能
く
気
を
吐
き
て
七
色
を
な
し
、

い
　坐

な
が
ら
八
極（
八方
）及
び
地
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下
の
物
を
見
、
光
を
放
つ
こ
と
万
丈
に
し
て

く
ら冥

き
室
も
自
ら
明
か
な
り
。
こ
れ
ま
た
大
術
な
り
。
し
か
も
ま

さ
に
諸
星
数
十
を

ほ
　歩

す
べ
く
、
曲
折
し
て

し
　識

り
難
け
れ
ば
、
能
く
之
を

そ
ら諳

ん
ず
る
も
の
少
し
。
そ
の
淮
南
鴻

宝
万
畢
皆
こ
の
書
に
及
ぶ
も
の
な
き
な
り
。
又
白
虎
七
変
の
法
あ
り
。
三
月
三
日
に
殺
し
た
る
白
虎
の
頭
皮
、

せ
い
だ
　

生
駝
の
血
、
虎
の
血
、し

　
じ
ゆ

紫
綬
、り

　
そ
　

履
組
、り

う
ひ
や
う

流
萍
を
取
り
て
、
三
月
三
日
を
以
て
合
せ
て
之
を

う
　種

う
る
と
き
は
、
初

生
の
草
、

ご
　
ま
　

胡
麻
に
似
て

み
　実

あ
り
。
こ
の
実
を
取
り
て
之
を

う
　種

う
れ
ば
、
一
た
び
生
じ
て
、す

な
わ輒ち

一
た
び
異
な

り
。
凡
そ
七
た
び
之
を
種
ゑ
て
、
則
ち
そ
の

み
　実

を
用
ひ
て
之
を
合
す
る
と
き
は
、
ま
た
以
て
形
を
移
し
貌
を

か
　易

へ
、
飛
ぶ
も

し
ず沈

む
も
意
の
ま
ゝ
な
る
べ
し
。
墨
子
及
び
玉
女
隠
微
と

ほ
ぼ略

同
じ
。
こ
れ
を
過
ぎ
て
は
論
ず
る

に
足
ら
ざ
る
な
り
。
こ
の

か
　
ら
ん

遐
覧
の
篇
は
道
を
好
む
者
を
し
て
異
書
の
名
を
知
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
が
為
に
作

れ
り
。
鄭
君
は

た
だ徒

に
五
経
に
明
に
し
て
仙
道
を
知
る
の
み
に
あ
ら
ず
し
て
、
兼
ね
て
九
宮
、
三
奇
を

す
　綜

べ
天

文
を
推
歩
し
、
河
洛

し
ん
き
　

讖
記
い
づ
れ
も
精
研
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
か
り
し
が
、
太
安
元
年（
西
紀
三
〇
二
年

晋
の
恵
帝
の
時
）に
季

世
の
乱
起
り
て
江
南
の
地
方

ま
さ将

にか
な
へ鼎の
わ
　沸

く
が
如
く
な
ら
ん
と
す
る
を
知
り
、
乃
ち

お
ひ笈

を
お
　負

ひ
、
仙
薬
の

ぼ
く樸

な
る
を
待
し
て
、

に
ふ
し
つ

入
室
の
弟
子
を

ひ
き将

ゐ
て
東
の
か
た

か
く霍

山（
安
徽
省

に
あ
り
）に
投
じ
、

あ
り
か
　

所
在
を
知
る
こ
と
な
し
。
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抱
朴
子
内
篇
巻
二
十
　

け
ふ
わ
く

袪
惑（
詐
偽
の
道
十
等
に
惑

は
さ
る
べ
か
ら
ず

）

抱
朴
子
が
曰
く
、

凡
そ
明
珠
を
採
る
こ
と
は
、
合
浦
の

ふ
ち淵

に
於
て
せ
ず
ん
ば
、

り
り
よ
う

驪
竜
の
夜
光
を
得
ず
、
美
玉
を
採
る
こ
と
は
、

荊
山
の

く
き岫

に
於
て
せ
ず
ん
ば
、
連
城
の
尺
壁
を
得
ざ
る
な
り
。
師
に
承
け
道
を
問
ふ
こ
と
そ
の
人
を
得
ざ
る

に
、
之
れ
を

す
　委

て
ゝ
て
去
る
こ
と
は
則
ち
遅
々
と
し
て
、
万
一
に
も

う
　獲

る
こ
と
あ
ら
ん
をこ

ひ
ね
が

冀
ひ
て
之
を
守
る

と
き
は
、つ

ひ竟
に
成
す
所
な
く
し
て
、虚
し
く
事
を
費
し
功
をさ

ま
た妨げ

ん
の
み
。
後
に
痛
悔
す
と
雖
も
ま
た
及
ば
じ
。

世
間
の
浅
近
の
事
す
ら
な
ほ

ゐ
　坐

な
が
ら
に
し
て
は
知
り
難
し
。
況
や
神
仙
の
事
を
や
。

せ
い聖

な
り
と
雖
も

め
い明

な

り
と
雖
も
自
ら

さ
と曉

る
に

よ
し由

な
し
。
思
を

へ
　歴

て
得
べ
き
に
あ
ら
ず
、
類
に

ふ
　觸

れ
て
求
む
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

誠
に
師
と
す
る
と
こ
ろ
の
人
の
必
ず
深
く

ひ
ろ博

か
ら
ん
を
要
す
。
こ
れ
な
ほ
滄
海
を
渉
り
て
水
を

と
　掇

り
、
長
洲

に
い
た造

り
て
木
を
伐
る
が
ご
と
し
。
独
り
力
の
劣
る
を
以
て
患
と
な
す
。
豈
に
物
の
少
き
を
以
て
憂
と
な
さ
ん

や
。
夫
れ

こ
　
へ
う

虎
豹
の
餘
す
所
は
乃
ち

り
　
そ
　

狸
鼠
の
争
ふ
所
に
し
て
、

た
う
し
ゆ

陶
朱
の
棄
つ
る
所
は
乃
ち

げ
ん
け
ん

原
憲
・

が
ん
え
ん

顔
淵
の
無
き

所
な
り
。
従
ひ
て
学
ぶ
所
の
者
に
し
て
、
遠
く

え
ん
じ
ん

淵
潭
の
門
を

し
　識

る
こ
と
を
得
ず
し
て
、
弧
陋
寡
聞
の
者
に

あ
　値

ふ
と
き
は
、
彼
が
知
る
所
は

も
と素

よ
り
狭
く
し
て
、み

な
も
と

源
短
く
流

せ
ま促

り
、
倒
装
し
て
人
に
与
ふ
れ
ば
、や

ぶ
さ
か

吝
に
し
て

捨
て
ず
、
分
損
し
て
以
て
授
く
れ
ば
、
浅
薄
に
し
て
奇
無
し
。
そ
の
宝
秘
す
る
所

す
で已

に
精
な
ら
ざ
る
に
、
も

し
ま
た
そ
の
粗
な
る
者
を

は
か料

り
て
以
て
人
に
教
ふ
る
と
き
は
、
ま
たい

づ
く安ん

ぞ
能
く
成
す
所
あ
ら
ん
や
。
警
へ
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ば
穀
を
伯
夷
叔
斉
の
門
に
借
り
、
寒
を

き
ん
ろ
う

黔
婁
子
の
家
に
告
げ
ん
が
ご
と
し
。
得
る
所
の
も
の
は

と
ち
く
り

橡
栗
と

う
ん
か
つ

縕
褐

と
に
過
ぎ
ず
し
て
、
必
ず
大
牢
の

ぜ
ん繕

と
錦
衣
狐
裘
と
無
か
ら
ん
。
或
は
凡
庸
の
師
を
守
り
て
之
に

つ
か事

へ
て

つ
ひ終

に
さ
と覚

ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
或
は
幸
に
知
者
に

あ
　値

ひ
て
も
勤
め
て
求
む
る
能
は
ざ
る
も
の
あ
り
。
こ
れ
は
覚
ら

ざ
る
と
追
ふ
べ
か
ら
ざ
る
と
に
失
す
る
も
の
な
り
。

人
の
浅
深
を
知
る
こ
と
は
、
実
に
ま
た

や
す易

か
ら
ず
。
古
人
の
難
し
と
せ
る
は
誠
に

ゆ
え以

あ
る
な
り
。
白
石
は

玉
に
似
た
り
。

か
ん
ね
い

奸
侫
は
賢
に
似
た
り
。
賢
者
は
い
よ
い
よ
自
ら
隠
蔽
し
て
、有
れ
ど
も
無
き
が
ご
と
く
し
、奸

人
は
い
よ
い
よ
自
ら

て
ら衒

ひ
う
　沽

り
て
、虚
に
し
て

じ
つ実

に
類
す
。
至
明
な
る
者
に
あ
ら
ず
ん
ば
、何
を
以
て
か
之
を

分
た
ん
。

か
　彼

の
庸
師
を
守
り
求
め
て
去
ら
ざ
る
者
は
、
そ
の
無
知
を
知
り
てこ

と
さ
ら

故
に

と
ど止

ま
る
に
非
ず
し
て
、
誠

に
以
て

つ
か事

ふ
る
に
足
れ
り
と
す
る
な
り
。
達
人
を
見
て
も
之
に
奉
仕
す
る
能
は
ざ
る
者
は
、
そ
の
実
に
深
き

を
知
り
て
之
に
請
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
に
非
ず
し
て
、
誠
に
以
て
異
な
る
こ
と
無
し
と
す
る
な
り
。
夫
れ
よ
く

要
道
を
知
る
も
の
は
、
物
に
無
欲
に
し
て
世
のほ

ま
れ誉にし
た
が徇は

ざ
る
な
り
。
ま
た
何
ぞ

あ
へ肯

て
自
ら
流
俗
に
標
顕
せ

ん
や
。
し
か
る
に
浅
薄
の
徒
はお

ほ
む率ね
く
わ
た
ん

誇
誕
多
く
、自
ら
称
説
し
て
、色
を

は
げ厲

し
く
し
声
を

ま
れ希

に
し
、以
て
そ
の

虚
妄
を
飾
り
、
以
て
晩
学
の
者
を
眩
惑
せ
し
む
る
に
足
れ
り
。
而
し
て
敢
て
大
言
を
為
し
て
乃
ち
云
ふ
、

す
で已

に
名
山
に
登
り
て
仙
人
を
見
た
り
と
、

そ
う
そ
つ

倉
卒
に
之
を
聞
く
と
き
はせ

い
ち
よ
う

清
澄
な
る
こ
と
能
は
ず
。
之
を
検
校
す
る

者
も
そ
の
偽
を

さ
と覚

る
こ
と
な
き
な
り
。

余
昔
し
屡
々
雑
散
の
道
士
輩
を
見
し
に
、
貴
人
の
門
に
走
り
て
、
専
ら
従
者
を
し
て
空
名
を
作
為
せ
し
め
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て
云
ふ
、そ
れ
は

す
で已

に
四
五
百
歳
と
な
れ
り
と
。
人た

ま
〳適〵

之
に
年
紀
を
問
へ
ば
、い

つ
は伴り

て
聞
か
ざ
る
ま
ね
し
、笑

を
含
み
て
俯
仰
し
て
、八
九
十
と
云
ひ
、し

ば
ら
く

須
臾
に
し
て
自
ら
言
ふ
に
、我

か
つ曾

て
華
陰
山
に
在
り
て
穀
を
断
ち
た

る
こ
と
五
十
年
、ま
た

す
う嵩

山
の
少
室
に
於
て
四
十
年
、ま
た
泰
山
に
在
る
こ
と
六
十
年
、ま
た
某
の
人
と
箕
山

に
在
る
こ
と
五
十
年
な
り
と
。
同
人
の
為
に
そ
の

へ
　歴

た
る
所
をあ

ま
ね遍く

説
き
、
正
に

し
か爾

し
て
人
を
し
て

か
ぞ計

へ
て

之
を
合
せ
て

す
で已

に
数
百
歳
の
人
な
り
と
思
は
し
め
ん
と
す
る
な
り
。
こ
こ
に
於
て

か
　彼

の
好
め
る
人
々
は
、
烟

の
ご
と
く
起
り
、
霧
の
如
く
合
ひ
て
、
そ
の
門
に

ふ
く
そ
う

輻
輳
せ
ざ
る
も
の
な
し
。
ま
た
術
士
の
或
はた

ま
た
ま

偶
特
別
な
る

性
質
を
受
く
る
こ
と
有
り
て
自
然
に
鬼
神
を
見
、
頗
る
よ
く
内
占
し
て
人
の
将
来
及
び
過
去
の
事
を
知
れ
ど

も
、実
に
は
禍
福
に
つ
き
て
何
等
の
損
益
あ
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
あ
り
。
こ
れ

た
と譬

へ
ば

ぜ
い筮

に
用
ふ
る

め
ど
き
ぼ
く

蓍
卜

に
用
ゆ
る

か
め亀

の
如
き
の
み
。
凡
そ
人
そ
の
小
験
あ
る
も
見
て
はす

な
は便ち

呼
び
て
神
人
と
為
し
、
知
ら
ざ
る
所
は

必
ず
無
し
と

お
も謂

へ
り
。
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
或
は
符
水
禁
祝
の
法
に
長
じ
、
邪
を
治
め
て
効
あ
れ
ど
も
、
未
だ

必
ず
し
も
不
死
の
道
を
曉
ら
ざ
る
な
り
。
或
は
雑
術
を
修
行
し
て
、
能
く
鬼
怪
を
見
れ
ど
も
、
年
命
に
は
益

な
く
、
之
に
問
ふ
に
金
丹
の
道
を
以
て
す
れ
ば
則
ちお

ほ
む率ね

皆
知
ら
ざ
る
な
り
。
こ
れ
に

よ
　因

り
て
細
に
之
を
験

す
れ
ば
、
多
く
世
人
を
欺
きた

ぶ
ら
か

誑
し
て
以
て
財
利
を
収
め
ん
と
し
て
、
為
さ
ざ
る
所
な
し
、
此
等
は

か
　彼

の
せ
ん
ゆ
　

穿
窬

の
盗
と
、
そ
の
途
を
異
に
す
れ
ど
も

き帰
す
る
所
を
ば
同
じ
く
す
る
も
の
な
り
。
夫
れ
之
を
空
言
に
託
す
る
は

之
を
行
事
にあ

ら
は著す

のし
る
し徴あ

る
に

し
　如

か
ざ
る
な
り
。
将
に
晩
覚
後
学
の
為
に
そ
のし

る
し徴と

す
べ
き
の
偽
物
を
説
か

ん
と
す
。
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昔
し
古
強
と
い
ふ
者
あ
り
。
草
木
の
方
を
服
し
、又
頗
る
容
成
玄
素
の
法
を
行
ふ
。
年
八
十
許
な
れ
ど
も
な

ほ
聰
明
に
し
て
大
に

る
ゐ
ら
う

羸
老
せ
ず
。
時
人
便
ち
之
を

い
　謂

ひ
て
仙
人
と
な
し
、
或
は
之
を
千
載
翁
と

い
　謂

へ
り
。
揚

州
の
稽
使
君（
稽
含
の

こ
と

）聞
き
て
、
試
み
に
之
を

ぎ
　
と
　

宜
都
に
迎
ふ
。
既
に
至
り
て

い
ん
を
　
せ
い
し
ゆ
く

吶
鳴
掣
縮
し
、
知
る
所
は
実
に

遠
く
し
て
未
だ
皆
吐
き
盡
さ
ざ
る
が
如
き
者
に
似
た
り
。
こ
ゝ
に
於
て
好
事
の
者
、
声
を
聴
き
て
響
の
如
く

に
集
り
、
形
を
望
み
て
影
の
如
く
に
附
き
、
雲
の
ご
と
くあ

つ
ま萃り

霧
の
ご
と
く
合
ひ
、

つ
い竟

に
守
り
て
之
に

つ
か事

へ
、

き
し
や
う

饋
餉
相

つ
づ属

き
、
常
に
金
銭
を
餘
す
。

ら
ん
だ
い

欒
大
・

り
　
せ
う
く
ん

李
少
君
が
漢
の
武
帝
に
重
ん
ぜ
ら
れ
し
こ
と
も
之
に
は

し
　如

か
じ

と
思
は
れ
た
り
。
常
に
は

て
ん
も
ん
ど
う

天
門
冬
を
服
し
て

す
　廃

て
ず
。
則
ち
そ
の
体
中
に
未
だ
嘗
て
金
丹
大
薬
あ
ら
ざ
る
を

知
る
べ
き
な
り
。
而
し
て
古
強
は

か
つ曾

て
ほ
ぼ略

書
記
に
渉
り
て
頗
る
故
事
を
識
れ
る
を
以
て
、
自
ら
己
に
四
千
歳

を
経
た
り
と
言
ひ
て
、
敢
て
虚
言
を
為
し
、
之
を
言
ひ
て

は
　怍

ぢ
ず
し
て
云
ふ
、
已
に
堯
舜
禹
湯
を
見
た
り
と
。

之
を
説
く
こ
と
万
万
実
の
如
し
。
そ
の
言
に
世
の
堯
の
眉
は
八
彩
な
り
と
い
へ
る
は
然
ら
ず
、
た
だ
両
眉
頭

甚
だ

た
て竪

に
し
て
八
の
字
に
似
た
る
の
み
。
堯
の
人
と

な
　為

り
は
長
大
に
し
て
髭
髯
多
く
、
酒
を
飲
む
こ
と
は
一

日
の
中
に
二
斛
餘
な
り
し
か
ば
世
人

よ
　因

り
て
之
に
加
へ
て
千
鍾
と
云
へ
ど
も
、
実
は
能
く
せ
ざ
る
な
り
。
我

は
自
ら
屡
堯
の
大
に
酔
へ
る
を
見
た
り
。
こ
れ
聖
人
な
れ
ど
も
、
年
老
い
て
は
、
事
を
治
む
る
にう

た
た転少

壮
の

時
に
及
ば
ざ
り
き
。
及
び
四
凶
を
去
り
八
元
八

が
い愷

を
挙
げ
、
舜
に
頼
り
用
ひ
た
り
し
を
見
た
る
の
み
。
舜
は

こ
れ

こ
　
け
い

孤
㷀
な
る
小
家
の
児
た
り
し
の
み
な
れ
ど
、
異
才
あ
り
て
隠
れ
て
歴
山
に
耕
し
、
雷
沢
に
漁
し
、
海
浜

に
陶
し
た
り
し
に
、
時
人
未
だ
能
く
そ
の
奇
を
賞
す
る
者
有
ら
ざ
り
し
が
、
我
之
を
見
た
り
し
に
、
所
在
に
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徳
を
以
て
民
を
化
し
、
そ
の
目
は
ま
た
重
瞳
あ
り
し
か
ば
、
予
は
そ
の
大
貴
の
相
を
知
り
、
常
に
之
を
勤
勉

慰
労
し
て
言
ふ
や
う
、
善
く
高
尚
な
る
をた

つ
と崇べ

、
富
貴
な
ら
ざ
る
を
憂
ふ
る
な
か
れ
、
大
徳
已
に
終
り
て
黄

精
将
に
起
ら
ん
と
す
、お

ほ
い誕に

歴
数
を
承
く
る
は

し
　子

に
あ
ら
ず
し
て
誰
ぞ
と
。
然
る
に
そ
の
父
は
至
り
て
頑
に
、

そ
の
弟
は
殊
に
悪
し
く
、
恒
に
舜
を
殺
す
を
以
て
事
と
な
し
ゝ
か
ば
、
吾
は
嘗
て

い
さ諌

め
諭
し
て
曰
く
、
こ
の

児
は
当
にお

ん
み卿が

門
を
興
し
て
四
海
に
宗
た
る
べ
け
れ
ば
、
将
に
そ
のた

ま
も
の

賜
を
受
け
ん
と
す
る
は
た
だ
卿
が
家
の

み
な
ら
ざ
る
に
よ
り
、

し
ゆ
じ
　

取
次
に
す
べ
か
ら
ず
と
。
俄
に
し
て
禅
を
受
け
た
れ
ば
、
嘗
て
吾
が
言
の
徴
あ
り
し

を
お
も憶

ひ
た
り
と
。

又
云
ふ
、孔
子
の
母
年
十
六
七
の
時
に
吾
之
を
相
し
て
貴
子
を
生
む
べ
し
と
な
せ
り
。
仲
尼
を
生
む
に
及
び

て
真
の
異
人
な
り
。

た
け長

九
尺
六
寸
に
し
て
、そ
の
頭
は
堯
に

に
　似

、そ
のう

な
じ項は
か
う
や
う

皐
陶
に
似
、そ
の
眉
は
子
産
に
似
、

腰
よ
り
以
下
は
禹
に
及
ば
ざ
る
こ
と
三
寸
な
り
。
貧
苦
孤
微
の
境
遇
な
れ
ど
も
、
児
童
た
り
し
頃
に

そ
　祖
と
う豆

の

事
を
好
み
た
れ
ば
、
吾
は
そ
の
必
ず
成
就
す
べ
き
を
知
れ
り
。
そ
の
長
大
な
る
に
及
び
て
は
、
高
談
し
て
人

を
驚
か
し
、
遠
近
之
に
従
ひ
て
学
を
受
く
る
も
数
千
人
と

し
る録

さ
れ
た
り
。
我
そ
の
語
を
聴
く
を
喜
び
、
屡
々

之
に
往
き
た
り
。
た
だ
恨
む
ら
く
は
我
れ
学
ば
ず
し
て
之
と
覆
疏
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
の
み
。
孔
子
常
に
我

に
勧
め
て
易
を
読
ま
し
め
て
云
ふ
、
こ
れ
良
書
な
り
、

き
う丘

は
竊
に
之
を
好
み
て
、

い
　
へ
ん

韋
編
三
た
び
絶
ち
、

て
つ
て
き

鉄
擿

（
一
に
撾

に
作
る
）三
た
び
折
る
る
に
至
り
、
今
は
乃
ち
大
に
悟
れ
り
と
。
魯
の
哀
公
の
十
四
年
に
、
西
に
狩
し
て
麟

麟
死
し
た
る
を
獲
た
り
し
時
、
孔
子
は
以
て
吾
に
問
ひ
し
か
ば
、
吾
は
之
に
語
り
て
、
こ
れ
善
祥
に
あ
ら
ず



274

と
言
ひ
た
る
に
、
孔
子
は
乃
ち
愴
然
と
し
て
泣
け
り
。
後
に
悪
し
き
夢
を
得
て
、
乃
ち
吾
に
会
見
せ
ん
と
欲

し
た
り
し
が
、
時
は
四
月
のな

か
ば中に

し
て
、
熱
さ
盛
な
り
し
か
ば
、
往
く
こ
と
能
は
ざ
り
し
に
、
尋
で
之
を
聞

け
ば
、
病
み
て
七
日
に
し
て
歿
し
た
り
と
い
へ
り
。
今
に
於
て

ほ
う
ふ
つ

髣
髴
と
し
て
そ
の
顔
色
を
記
憶
せ
り
と
。

又
云
ふ
、

し
ん秦

の
し
く
わ
う

始
皇
我
を

ひ
き将

ゐ
てほ

う
じ
や
う

彭
城
に
到
り
て
、
周
の
時
代
のか

な
へ鼎を

引
出
さ
ん
と
せ
し
時
、
吾
は
秦
の

始
皇
に
告
げ
て
言
ふ
や
う
、
こ
の
鼎
は
こ
れ
神
物
な
り
、
徳
有
る
と
き
はお

の
づ
か

自
ら
出
で
、
道
無
き
と
き
は

し
づ淪

み

亡
ぶ
、
君
た
だ
己
を
修
め
よ
、
こ
れ
必
ず
自
ら
来
ら
ん
、
力
を
以
て
致
す
べ
か
ら
ず
と
。
始
皇
は
そ
の
時
大

に
吾
を
怪
し
む
の
色
あ
り
し
が
、
之
を

ひ
　牽

き
た
れ
ど
も
、
果
し
て
出
す
こ
と
を
得
ざ
り
き
。
乃
ち
吾
に
謝
し

て
曰
く
、
君
はま

こ
と固に

是
れ
遠
く
理
を
見
る
の
人
な
り
と
。
又
漢
の
高
祖
、
項
羽
を
説
く
に
皆
分
明
な
り
。

か
く此

の
如
き
の
事
類
はつ

ぶ
さ具に

記
す
べ
か
ら
ず
。
時
人
各
共
に
之
を

し
　識

り
て
以
て
戯
笑
と
な
し
ゝ
が
、
凡
人
は
之
を

聞
き
て
皆
そ
の
言
を
信
じ
た
り
。

又
古
強
は

う
た転

た
く
ら惛

く
も
う耄

し
て
事
の
機
を
廃
忘
す
る
こ
と
あ
り
。
嵆
使
君

か
つ曾

て
一
の
玉
のさ

か
づ
き

巵
を
以
て
強
に
与

へ
し
に
、
後
に
忽
ち
嵆
に
語
り
て
曰
く
、
昔
し
安
期
先
生
こ
の
物
を
以
て
吾
に
相

お
く遺

れ
り
と
。
強
は
後
に
寿

春
の
黄
整
が
家
に
病
み
て
死
せ
り
。
整
は
そ
の
化
し
去
れ
る
か
を
疑
ひ
、
一
年
許
に
し
て
試
み
に
そ
の
棺
を

う
が鑿

ち
て
之
を
視
た
る
に
、
そ
の
屍
はさ

な
が
ら

宛
に
し
て
こ
ゝ
に
在
り
き
。
こ
の
輩
は
皆
名
あ
り
て
実
な
し
。
世
間
を

し
て
天
下
に
仙
あ
る
こ
と
を
信
ぜ
ざ
ら
し
む
る
は
、
皆
こ
の
輩
の
偽
を
以
て
真
を
乱
り
し
罪
な
り
。

成
都
の
太
守
な
る
呉
文
の
説
に
よ
れ
ば
、五
原
に

さ
い
た
ん

蔡
誕
と
い
へ
る
者
あ
り
て
、道
を
好
み
し
が
、

よ佳
き
師
を
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得
て
之
に

つ
か事

へ
ん
と
は
せ
ず
し
て
、
家
業
を
廃
棄
し
て
た
だ
昼
夜
に
黄
庭
太
清
中
経
、
観
天
節
詳
の
如
き
諸

家
の
不
必
要
と
せ
る
書
を
誦
し
、
日
に
誦
す
る
こ
と
を

や
　輟

め
ず
し
て
、
道
は
此
に
盡
き
た
り
と

お
も謂

へ
り
。

し
か然

し
て

つ
ひ竟

に
施
し
用
ふ
る
所
を
知
ら
ず
。
徒
に
そ
の
浮
華
の
説
を
美
と
す
る
の
み
。
人
に
遇
へ
ば
、
又
之
に
教

へ
て
、
た
だ
読
む
こ
と
千
遍
な
れ
ば
自
ら
そ
の
意
を
得
べ
し
と
な
せ
り
。
こ
れ
を
為
す
こ
と
久
し
き
を
積
み

し
か
ば
、家
中
の
も
の
は
そ
の
坐
し
て
衣
食
を
消
し
て
異
あ
る
能
は
ざ
る
を

う
れ患

へ
苦
み
、お

の
れ己も

ま
た

は
　慙

ぢ
い
か忿

り

て
以
て
自
ら
解
く
こ
と
無
し
。
こ
ゝ
に
於
て
家
を
棄
て
ゝ
、
仙
道
成
れ
り
と
言
ひ
、
因
り
て
走
り
て
異
界
深

山
の
中
に
往
き
し
が
、
又
諸
の
草
木
の
薬
を
探
掘
し
て
以
て
穀
を

さ
　辟

く
べ
き
も
の
を

さ
と曉

ら
ず
、
た
だ
行
く
行

く
薪
を
売
り
て
以
て
衣
食
に

か
　易

ふ
る
の
み
。
か
く
の
如
く
す
る
こ
と
三
年
に
し
て
饑
ゑ
凍
え
辛
苦
せ
り
。
人

或
は
之
を
識
る
も
の
あ
る
もい

つ
は詭り

知
ら
ざ
る
ま
ね
す
。
さ
れ
ど
久
し
く
な
り
て
は
、
堪
へ
ず
し
て
又
家
に
還

り
し
が
、
黒
く

や
　痩

せ
て
、
骨
立
ち
、
人
の
貌
に
も
似
ざ
り
し
か
ば
、
家
人
は
之
に
、
何
処
よ
り
来
れ
る
ぞ
や
、

つ
い竟

に
仙
た
る
を
得
ざ
り
し
か
と
問
へ
り
。
因
り
て
家
人
を
欺
き
て
云
ふ
、
吾
は
天
に
昇
る
こ
と
能
は
ず
し
て
、

た
だ
地
仙
と
な
り
し
が
、初
め
て
成
り
し
ば
か
り
な
れ
ば
、今
は
位
卑
く
し
て
諸
仙
先
達
の
者
に
応
給
す
れ
ど

も
、
漸
次
に
上
位
に
遷
る
べ
し
。
さ
き
に
老
君
の
為
に
数
頭
の
竜
を
牧
せ
し
が
、
一
の
班
竜
の
五
色
な
る
も

の
最
も
好
か
り
き
。
こ
れ
老
君
が
常
に
乗
る
所
の
者
な
り
。
吾
れ
之
を
守
視
し
て
勤
め
ず
、
た
だ
後
進
の
諸

仙
と
共
に
博
戯
し
て
、
忽
ち
こ
の
竜
を
失
へ
り
。
竜
遂
に
所
在
を
知
ら
ず
。
こ
の
罪
の
為
に
責
め
ら
れ
、
崑

崙
山
の
下
に
送
ら
れ
て
、
草
三
四

け
い頃

を
う
ん
じ
ょ

芸
鋤
せ
し
め
ら
る
。
草
は
皆
生
細
に
し
て
中
にく

わ
う
く
わ
い

荒
稼
多
け
れ
ば
、
之
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を
治
む
る
の
勤
苦
は
口
に
述
べ
が
た
し
。
法
に
て
は
ま
さ
に
十
年
に
し
て

ゆ
る原

さ
る
べ
し
。た

ま
た会ま
あ
く
せ
ん

偓
佺
子
、
王

喬
の
諸
仙
来
り
て
按
行
す
。
吾

は
じ首

め
て
之
に
請
ひ
て
、
竝
に
吾
が
為
に
作
力
せ
し
め
、
且
つ
自
ら
放
れ
帰
れ

り
。
常
に
更
に
修
理
し
て
去
る
こ
と
を
求
む
べ
し
と
。
こ
ゝ
に
於
て
遂
に
老
死
せ
り
。
初
め
誕
の
遷
り
し
と

き
、崑
崙
よ
り
来
れ
り
と
云
ひ
し
か
ば
、諸
の
親
故
の
人
々
競
う
て
共
に
之
に
問
ひ
て
、崑
崙
は

い
か
に

何
似
と
い
へ

り
。
答
へ
て
云
ふ
、
天
は
そ
の
高
さ
幾
里
と
問
は
ず
、
要
は
仰
ぎ
て
之
を
視
る
と
き
、
天
を
去
る
こ
と
十
数

丈
に
過
ぎ
ず
。
上
に
は
木
禾
あ
り
て
、
高
さ
四
丈
九
尺
、
そ
の
穗
は
車
に
盈
ち
、
珠
玉
の
樹
、

さ
　
と
う

沙
棠
・

ら
う
か
ん

琅
玗
・

へ
き
く
わ
い

碧
塊
の
樹
あ
り
。
玉
李
、
玉
瓜
、
玉
桃
あ
り
。
そ
の

み
　実

の
形
は
世
間
の
桃
李
の
如
く
な
れ
ど
も
、
た
だ
光
明

洞
徹
し
て
し
か
も
堅
し
と
す
。す

べ
か
ら

須
く
玉
井
の
水
を
以
て
之
を
洗
ふ
べ
し
。す

な
は便ち

軟
に
し
て
食
ふ
べ
し
。
風
の

起
る

ご
と毎

に
、
珠
玉
の
樹
は
、
枝
條
花
葉
互
に
相
扣
撃
し
て
、
自
ら
五
音
を
成
し
、
清
哀
に
し
て
心
を
動
か
す
。

吾
れ

た
く謫

せ
ら
れ
て
志
を
失
ひ
し
か
ば
、
こ
れ
を
聞
き
て
愴
然
と
し
て
悲
を
含
ま
ざ
る
こ
と
な
し
。
又
崑
崙
山

上
を
見
る
に
、
一
面
に
はす

な
は輒ち

四
百
四
十
門
あ
り
て
、
門
の
広
さ
は
四
里
、
内
に
は
五
城
十
二
楼
あ
り
。
楼

下
に
は
青
竜
白
虎
あ
り
て

ゐ
　
い
　

蜲
蛇
と
し
て
長
き
こ
と
百
餘
里
、
そ
の
中
の
口
牙
は
皆
三
百

こ
く斛

の
船
の
如
し
。
大

蜂
は
一
丈
あ
り
て
、
そ
の
毒
は
象
を
殺
す
。
又
神
獣
あ
り
て
獅
子
と
名
づ
く
。
辟
邪
、
天
鹿
、
焦
羊
、
銅
頭
、

鉄
額
、
長
牙
、
鑿
歯
のた

ぐ
ひ属三

十
六
種
あ
り
。
盡
く
そ
の
名
を
知
る
と
き
は
、
天
下
の
悪
鬼
悪
獣
も
敢
て
人
を

犯
さ
ざ
る
な
り
。
そ
の
神
に
は
則
ち
無
頭
子
、
倒
景
君
、

き
ふ翕

鹿
公
、
中
黄
先
生
あ
り
て
、
鹿
門
大
夫
張
陽
字

は
子
淵
と

と
も与

に
玉
闕
に
備
へ
し
む
。
老
君
の
竹
使
符
、
左
右
契
を
帯
び
ざ
れ
ば
、
入
る
こ
と
を
得
ざ
る
な
り
。
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五
河
は
皆
山
隅
よ
り
出
づ
。
溺
水
之
を
遶
り
、
鴻
毛
浮
ば
ず
、
飛
鳥

よ
ぎ過

ら
ず
、
た
だ
仙
人
の
み
乃
ち
之
を
越

ゆ
る
こ
と
を
得
。
そ
の
上
に
住
む
神
鳥
、
神
馬
の
幽
昌
、

せ
う
め
い

鷦
明鳥
又
はと

う
く
わ
う

騰
黄
、
吉
光
な
ど
呼
べ
ると

も
が
ら

属
は
皆
能
く

人
語
し
て
不
死
な
り
。
真
に
楽
し
き
仙
府
な
れ
ど
も
、
恨
む
ら
く
は
吾
れ
善
く
そ
の
上
に
周
旋
す
る
こ
と
を

得
ざ
る
の
み
と
。
時
に
誕
が
こ
の
言
を
聞
き
て
了
了
と
し
て
之
を
信
ず
る
者
多
か
り
き
。

又
河
東
の
蒲
坂
に

か
う
ま
ん
と
　

項
曼
都
と
い
ふ
者
あ
り
て
、
一
子
と
山
に
入
り
て
仙
を
学
ぶ
こ
と
十
年
に
し
て
家
に
帰

れ
り
。
家
人
そ
の
故
を
問
ふ
。
曼
都
曰
く
、
山
中
に
在
り
て
三
年
精
思
せ
し
に
、
仙
人
あ
り
て
来
り
て
我
を

迎
へ
、
共
に
竜
に
乗
り
て
天
に
昇
る
。
や
や
久
し
く
し
て
頭
を

た
　低

れ
て
地
を
視
る
に
、
杳
杳
冥
冥
た
り
。
上

に
は
未
だ
至
る
所
あ
ら
ず
し
て
地
を
去
る
こ
と
は
已
には

な
は絶だ

遠
し
。
竜
の
行
く
こ
と
甚
だ

と
　疾

く
し
て
、
頭
は

あ
が昻

り
尾
は
低
く
、
人
を
し
て
そ
の
脊
上
に
在
り
て
危
怖

け
ん嶮
ぎ巇

せ
し
む
。
天
上
に
到
る
に
及
び
て
先
づ
紫
府
を

過
ぐ
。
金
状
玉
几

く
わ
う
〳
〵
い
く
〳
〵

晃
晃
昱
昱
と
し
て
真
に
貴
き
処
な
り
。
仙
人
は
た
だ
流
霞
一
盃
を
以
て
我
に
与
へ
て
之
を

飲
ま
し
め
た
る
に
、
輒
ち
飢
渇
せ
ざ
り
き
。
し
か
る
に
忽
然
と
し
て
家
を
思
ひ
、
天
帝
の
前
に
到
り
て
謁
拝

す
る
と
き
礼
儀
を
失
し
た
る
が
為
に
、
斥
け
ら
れ
て
来
り
還
り
、
当
に
更
に
自
ら
修
積
し
て
乃
ち
更
復
す
る

を
得
べ
か
ら
し
む
。
昔
し
淮
南
王
劉
安
は
天
に
昇
り
て
上
帝
に
見
え
し
時
、

き
　
ざ
　

箕
坐
し
て
大
言
し
、
自
ら
寡
人

と
称
せ
し
か
ば
、
遂
に

た
く謫

せ
ら
れ
て
天
厨
を
守
る
こ
と
三
年
な
り
き
。
吾
は
何
人
ぞ
や
と
、
河
東
に
て
は
之

に
囚
り
て
曼
都
を
号
し
てし

り
ぞ斥け

ら
れ
た
る
仙
人
と
な
せ
り
。
世
に
は
こ
の
輩
多
く
し
て
、
種
類
一
に
あ
ら
ざ

れ
ば
、
詳
に
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
こ
れ
は
妄
語
な
る
の
み
な
れ
ど
人
は
な
ほ
そ
の
虚
な
る
を

さ
と覚

ら
ざ
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る
も
の
あ
り
。
況
や
微
茫

き
く
わ
う

欺
誑
、
頗
る
事
類
の
似
た
る
者
に
よ
り
て
之
を
加
益
す
る
を
や
。
至
明
の
者
に
あ

ら
ず
ん
ば
、
倉
卒
にい

ず
く安ん

ぞ
能
く
辨
ぜ
ん
や
。

乃
ち

ま
　後

た
仮
託
し
て
、
前
世
有
名
の
道
士
と
な
る
者
あ
り
。
白
和
と
い
ふ
者
の
如
さ
は
、

す
で已

に
八
千
七
百

歳
と
伝
言
し
、
時
に
俗
間
に
出
で
て
は
又
忽
然
と
し
て
自
ら
去
り
て
そ
の
在
る
所
を
知
ら
ず
。
洛
中
に
道
士

の
已
に
博
く
衆
事
に
渉
り
、あ

ま
ね洽く

術
数
を
練
る
者
あ
り
て
、諸
の
疑
難
を
以
て
和
に
諮
問
せ
し
に
、和
は
皆
声

に
つ
ぎ
て
論
釈
し
、
少
し
も
疑
碍
す
る
こ
と
な
か
り
し
か
ば
、
遠
識
の
人
と
せ
ら
れ
た
り
。
た
だ
そ
の
年
寿

を
知
ら
ず
。
信
に
能
く
千
年
に
近
し
と
す
る
も
啻
な
ら
ざ
る
の
み
。
後
に
忽
ち
去
り
て
所
在
を
知
ら
ず
。
一

人
あ
り
、
河
北
の
地
に
於
て
自
称
し
て
白
和
と
い
ふ
。
こ
ゝ
に
於
て
遠
近
よ
り

つ
ひ竟

に
往
き
て
之
に
奉
事
せ
し

か
ば
、
大
に
富
を
致
す
こ
と
を
得
た
り
。
白
和
の
弟
子
等
は
和
が
再
出
せ
る
を
聞
き
て
、
大
に
喜
び
てこ

と
さ
ら

故
に

往
き
て
之
に

ま
み見

え
し
に
、
全
く
非
な
り
し
か
ば
、
こ
の
人
も
、
因
り
て

に
　亡

げ
走
れ
り
。

五
経
四
部
の
典
籍
は
竝
に

す
で已

に
つ
ら陳

ね
た
り
し

す
う
く
　

芻
狗
、
既
に

い
　往

に
し
糟
粕
な
り
。
い
は
ゆ
る
足

あ
と迹

よ
り
出
で

た
る
も
の
に
し
て
足
に
は
あ
ら
ざ
る
が
如
く
、
書
は
聖
人
の
作
る
所
に
し
て
聖
人
に
は
あ
ら
ず
。
し
か
る
に

儒
者
は
万
里
に
笈
を
負
ひ
て
、以
て
そ
の
師
を
尋
ぬ
。
況
や
長
生
の
道
は
真
人
の
重
ん
ず
る
所
な
れ
ば
、勤
め

て
之
を
求
め
、
充
分
に
之
を
問
は
ざ
る
べ
け
ん
や
。

し
か然

し
て
又
そ
の
真
偽
を
精
し
く

え
ら簡

ば
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る

な
り
。
余
は
古
強
、蔡
誕
、項
曼
都
、白
和
の
世
間
に
絶
え
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
る
。
好
事
の
者
は
、余
が
こ
の

書
をか

え
り省み

ば
以
て
少
し
く
そ
の
善
と
否
と
に
対
し
て
沙
汰
を
加
ふ
る
を
得
べ
し
。
ま
た
仙
経
に
云
ふ
、
仙
人
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の
目
瞳
は
皆
方
な
り
と
。
洛
中
に
て
白
仲
理
を
見
た
る
者
余
が
為
に
そ
の
瞳
の
正
に
方
な
る
を
説
け
り
。

か
く此

の
如
く
ん
ば
果
し
て
こ
れ
異
人
な
り
。



280

附
別
　
　
旨（
導
引
の
法

ふ
述
ぶ

）

夫
れ
精
を
胎
し
、神
を
固
む
る
は
、元
気
を
守
る
と
同
じ
。
た
だ
出
入
の

い
き息

を
知
る
こ
と
な
く
し
て
可
な
り
。

常
に
以
て
気
を
生
ず
る
こ
と
あ
り
て
、
時
に
鼻
を
以
て
引
き
て
、
口
に
入
れ
て
吐
き
、
二
分
を
吐
き
て
一
分

を
餘
し
、
口
を
鼓
し
て
こ
の
気
を

の
　咽

む
と
き
は
喉
中
を
し
て

い
く郁

然
と
し
て
声
有
ら
し
む
る
は
、
こ
れ
元
気
を

胎
す
る
に
非
ず
し
て
、

そ
　麤

気
を
服
す
る
な
り
。
麤
気
の
腹
に
在
る
や
、
元
気
と
同
じ
く
居
ら
ざ
る
な
り
。
麤

気
は

ぜ
ん
そ
く

喘
息
の
気
な
り
。
夫
れ
元
気
は
至
少
な
れ
ど
も
散
じ
難
く
し
て
、
麤
気
の
出
入
あ
る
が
如
き
に
非
る
な

り
。
且
つ
呼
吸
す
る
も
な
ほ
自
ら
聞
く
こ
と
を
欲
ぜ
ず
。
況
ん
や

の
　咽

み
て
声
有
る
を
や
。
夫
れ
入
気
の
麤
な

る
と
き
は
肺
を
傷
る
。
肺
は
五
臓
の

く
わ
が
い

華
蓋
に
し
て
、
気
下
り
て
は
先
づ
肺
に
至
れ
ば
な
り
。
凡
そ
元
気
は
麤

気
に
随
ひ
て
出
入
せ
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
元
気
を
服
す
る
に
は
気
の
生
死
の
時
を
待
つ
こ
と
有
る
無
し
。
既

に
外
気
を
鼓
し

の
　咽

み
て
元
気
の
臓
中
に
入
る
は
、
返
り
て
人
を
傷
ふ
所
以
な
り
。
夫
れ
人
の
そ
の
力
を
用
ふ

る
は
皆
衆
気
を
用
ふ
る
な
り
。
衆
気
と
は
衆
物
の
気
、
飲
食
の
品
を
謂
ふ
な
り
。
且
つ
衆
気
は
只
能
く
重
き

を
挙
げ
、遠
き
に
致
し
、体
を
運
ら
ず
の
み
に
し
て
、之
を
存
す
る
も
人
の
寿
を
益
す
こ
と
能
は
ず
、之
を
去

る
も
人
を
し
て
短
折
せ
し
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
何
ぞ
必
ず
し
も
禁
閉
す
る
の
要
あ
ら
ん
。
且

つ
気
を
用
ふ
る
の
術
と
は
即
ち
麤
気
を
用
ふ
る
こ
と
に
し
て
、
以
て
山
岳
を
移
し
、
河
海
を
決
し
、
虎
豹
を

制
し
、
賊
盗
を
縛
す
べ
し
。
故
に
知
る
、
衆
気
は
麤
気
に
及
ば
ざ
る
こ
と
を
。
麤
気
は
之
を
去
る
べ
く
し
て
、
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元
気
は
出
で
し
む
べ
か
ら
ず
。
夫
れ
気
を
保
つ
と
は
元
気
を
保
つ
な
り
。
衆
気
と
麤
気
と
に
は
あ
ら
ず
。
若

し
元
気
を
服
し
て
臓
に
満
た
し
む
る
と
き
は
、
麤
気
自
ら
除
く
。
即
ち
自
ら
麤
気
を
以
て
運
動
し
て
、
必
ず

し
も
衆
気
を
用
ひ
ざ
る
な
り
。
夫
れ
休
絶
す
る
も
の
は
、
そ
の
穀
気
の
五
臓
を
薫
蒸
す
る
こ
と
を
患
へ
て
之

を
絶
つ
な
り
。
今
既
に
気
術
を
修
む
る
時
は
穀
気
は
自
ら
除
く
を
以
て
、
た
と
ひ
一
日
に
九
た
び

そ
ん飡

す
る
も

ま
た
患
を
成
す
こ
と
能
は
ず
、
終
歳
食
は
ざ
る
も
ま
た
羸
困
す
る
こ
と
能
は
ず
。
然
ら
ば
則
ち
気
を
知
る
の

道
は
遠
い
か
な
。

夫
れ
導
引
は
、
名
を
立
て
、
物
にか

た
ど象り

、
粉
絵
し
、
形
にあ

ら
は表し

、
図
にあ

ら
は著す

べ
き
に
あ
ら
ず
し
て
、
た
だ
名

状
す
る
こ
と
無
き
な
り
。
或
は
伸
び
屈
み
、
或
は
俯
し
仰
ぎ
、
或
は
行
臥
し
、
或
は
倚
り
立
ち
、
或
はた

ち
も
と
ほ

躑
躅

り
、
或
は
徐
に
歩
み
、
或
は
吟
じ
、
或
は
息
す
る
は
皆
導
引
な
り
。
必
ず
し
も
毎
晨
之
を
為
さ
ず
、
た
だ
身

の
理
せ
ざ
る
こ
と
あ
る
を

さ
と覚

る
と
き
に
之
を
行
ふ
べ
し
。
之
を
行
ふ
と
き
は
皆
ま
さ
に
気
を
閉
づ
べ
し
。
気

を
閉
づ
れ
ば
、
即
ち
そ
の
気
は
衝
き
て
以
て
通
ず
。
ま
た
息
の
数
を
立
つ
る
を
待
た
ず
、
気
の
極
ま
る
に
似

た
る
を
待
ち
て
先
づ
鼻
を
以
て
少
し
く
引
入
れ
、
然
る
後
に
口
よ
り
出
し
吐
く
な
り
。
気
の
閉
づ
る
こ
と
既

に
久
し
き
と
き
は
喉
を
衝
く
に
よ
り
て
、
若
し
更
め
引
か
ず
し
てす

な
は便ち

口
を
以
て
吐
け
ば
、
則
ち
気
麤
に
し

て
肺
を
傷
る
。
か
く
の
如
く
に
し
て
た
た

や
ま
ひ疾
い
　愈

ゆ
れ
ば
則
ち

や已
む
。
身
を
し
て
汗
せ
し
む
べ
か
ら
ず
。
汗
有

る
は
則
ち
風
を
受
け
て
以
て
揺
動
す
る
が
故
な
り
。
凡
そ
人
の
骨
節
を
導
引
す
る
と
き
は
声
あ
り
。
も
し
大

に
引
く
と
き
は
声
大
に
し
て
、
小
く
引
く
と
き
は
声
小
な
り
。
か
く
の
如
く
に
し
て
、
筋
は

や
す綏

く
、
気
は
通
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ず
る
な
り
。
夫
れ
導
引
は
未
だ
患
へ
ざ
る
の
疾
を
療
し
、
和
せ
ざ
る
の
気
を
通
じ
、
之
を
動
か
す
と
き
は
百

関
に
気

の
　暢

び
、
之
を
閉
づ
る
と
き
は
三
官
に
血
凝
る
。
実
に
養
生
の
大
律
に
し
て
、
疾
を

の
ぞ祛

く
の
玄
術
な
り
。
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「
抱
朴
子
内
篇
」（『
道
教
聖
典
』
小
柳
司
気
太
・
飯
島
忠
夫
訳
、
世
界
文
庫
刊
行
会
発
行
、
一
九
二
三

年
三
月
）
所
収
。

•
旧
仮
名
遣
い
は
原
文
の
ま
ま
。

•
原
文
の
旧
字
は
一
部
を
除
い
て
新
字
改
め
た
。

•

本
文
中
の
句
読
点
は
、
原
文
の
ま
ま
。

•

本
文
中
の
振
り
仮
名
は
原
文
の
ま
ま
。

•
PD

F

化
に
はL ATE X

2ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、dvipdfm

x

を
使
用
し
た
。

科
学
の
古
典
文
献
の
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

http://www.cam.hi-ho.ne.jp/munehiro/science/sciencelib.html


