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撃

界

展
望

顔
氏
家
訓
蹄
心
篇
と
菟
魂
志
を
め
ぐ
っ
て

l

わ
か

北
軍
書
の
文
苑
侍
に
は

｢世
々
周
官

･
左
氏
の
撃
を
善
-
L
t
之
推
早

く
し

て
家
業
を
侍
う
｣
と
記
さ
れ
る
｡
顔
之
椎
は
合
理
的
な
行
政
の
あ
り
か
た
を
究

め
ん
と
す
る
周
官
の
学
と
'
中
国
固
有
の
歴
史
哲
学
で
あ
る
春
秋
を
史
賓
の
裏

附
け
に
よ
っ
て
解
こ
う
と
す
る
左
侍
の
畢
と
を
家
業
と
し
て
受
け
綾
ぎ
､
幼
少

よ
り
厳
し
い
教
育
を
受
け
た
.
頚
氏
家
訓
全
篇
に
横
溢
す
る
済
世
成
俗
へ
の
賓

鏡
的
な
志
向
と
あ
ら
ゆ
る
関
心
に
封
す
る
質
詮
的
な
態
度
が
'
儒
家
思
想
を
基

調
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
疑
う
徐
地
は
な
い

(吉
川
忠
夫

｢頚
之

推
小
論
｣
東
洋
史
研
究
二
〇
-
四
参
照
)
.
し
か
し
な
が
ら
家
訓
は
ま
た
､
併
教

へ
の
蹄
俵
を
子
孫
に
設
-
蹄
心
篇
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
特
異
で
あ
る
｡
そ
し

ぷ
つさ
よう

す
で

て
彼
は
こ
の
篇
の
胃
頭
で
｢
三

世

の

事
は
'
信
に
し
て
徴
あ
り
｡
家

業

に
厨
心

す
｡
軽
慢
す
る
こ
と
勿
れ
｣
と
書
き
記
し
､
商
家
が
永
-
併
教
信
者
で
あ
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡

顔
家
に
侍
銃
的
な
相
異
る
こ
の
二
つ
の
思
潮
が
'
頚
之
推
と
い
う
六
朝
末
の

一
士
大
夫
の
精
神
の
な
か
に
い
か
に
定
着
し
て
い
た
か
､
私
は
か
ね
て
か
ら
興

味
を
覚
え
て
い
た
.
と
こ
ろ
が
最
近
宇
都
宮
清
書
氏
は

｢類
氏
家
訓
腐
心
篇
覚

書
｣
(名
古
屋
大
学
文
学
部
紀
要
四
四
)
を
著
さ
れ
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
ら
れ

た
｡
本
稿
は
氏
の
研
究
に
啓
尊
さ
れ
て
､
私
な
り
に
い
さ
さ
か
そ
の
理
解
を
試

み
た
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
精
紳
史
の
課
題
は
あ
ま
り
に
深
く
大
き
い
｡
膏
川

氏
は

『
史
学
雑
誌
』

一
九
六
四
年
の
回
顧
と
展
望
欄

(七
四
-
五
)
に
お
い

て
'
思
想
史
の
論
文
を
と
り
あ
げ

｢道
静
の
思
想
に
中
国
人
特
に
六
朝
人
が
い

か
に
封
決
し
い
か
に
克
服
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
精
神
過
程
の
追
跡
は
'
ま
だ

充
分
満
足
す
べ
き
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
｣
と
許
し
て
お
ら
れ
る
｡
何
分
洩

撃
の
身
で
あ
り
'
氏
の
批
評
に
充
分
に
こ
た
え
る
自
信
は
な
い
｡
学
界
展
望
と

冠
し
て
は
あ
る
が
､
思
わ
ぬ
見
落
し
や
誤
解
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
或
は
封

象
と
し
た
論
文
が
す
で
に
十
年
以
上
前
の
も
の
も
あ
る
｡
諸
先
学
の
論
考
に
導

か
れ
た
私
な
り
の
研
究
ノ
ー
ト
と
了
解
願
い
た
い
.

考
察
の
封
象
に
挟
ん
だ
頚
氏
家
訓
蹄
心
篤
は
庶
弘
明
集
に
再
録
さ
れ
'
同
集

の
撰
者
禅
道
宜
の
序
に

｢沈
休
文
の
慈
済

〔篇
〕'
頚
之
椎
の
蹄
心
〔篇
〕
は
'

はる

詞
彩
卓
然
と
し
て
'
退
か
に
物
表
に
張
る
｣
と
あ
る
よ
う
に
'
そ
の
文
章
は
沈

約
と
並
び
稀
す
べ
-
'
六
朝
末
の
代
表
的
崇
併
士
大
夫
の
｣
人
に
数
え
る
資
格

あ
り
と
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
｡
勿
論
麿
弘
明
集
は
内
典
で
あ
る
｡
常
時
の

士
大
夫
の
併
教
思
想
は
'
ほ
と
ん
ど
内
典
に
記
載
さ
れ
て
博
え
ら
れ
た
の
で
'

一
般
に
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
｡
け
れ
ど
も
厨
心
篇
は
元
来
家
訓

中
の
一
篇
と
し
て
侍
え
ら
れ
た
た
め
'
儒
家
の
問
で
も
著
名
で
あ
っ
た
｡
王
鷹

麟
は

｢
顔
之
推
の
蹄
心
篇
'
孔
毅
父
の
星
詮
は
'
亦
屈
子
の
天
問
の
意
に
倣
う

‥
-
｣

(
困
畢
紀
聞
九
)
と
記
し
'
襲
自
珍
は
鄭
鮮
之
の
耐
不
滅
論
を
許
し
て

いず
れ

｢鮮
之
は
何

の

代
の
人
な
る
か
を
知
ら
ざ
る
も
-
････其
の
詞
旨
頚
之
推
と
相
似

た
り
｡
必
ず
や
南
北
朝
の
人
な
り
｣

(定
食
文
集
補
編
所
収
最
録
紳
不
滅
論
)

と
述
べ
て
い
る
｡
も
っ
と
も
鄭
鮮
之
は
宋
書
に
重
松
之
､
何
承
天
と
同
侍
す
る

文
人
で
'
宋
初
の
功
臣
と
し
て
筒
書
右
僕
射
に
ま
で
進
ん
で
い
る
｡
史
書
を
播

け
ば
翼
自
珍
と
て
分
ら
ぬ
は
ず

は
な
い
の
だ
が
t

と
に
か
-
こ
の
記
述
は
'

顔
之
椎
が
六
朝
の
紳
不
滅
論
者

(併
教
徒
)
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
讃
接
に
は

な
ろ
う
｡
近
年
で
は
'
狩
野
直
喜
氏
の
論
考
が
あ
り
､･
係
数
の
影
響
を
受
け
た

教
育
南
北
朝
の
学
者
と
し
て
孫
給

･
劉
鋸

･
王
通
と
共
に
類
之
推
を
撃
げ
て
お
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ら
れ
る

(中
国
哲
学
史
三
二
九
～
三
三
二
貢
)
｡

そ
の
他
蹄
心
簾
に
つ
い
て
論

じ
た
も
の
は
'
我
が
国
に
お
い
て
tも
か
な
り
多
い
.
し
か
し
な
が
ら
､
蹄
心
篇

に
示
さ
れ
た
彼
の
沸
教
理
解
は
'
蹄
心
篇
が
あ
ま
り
に
著
名
な
割
に
は
纏
じ
て

深
ま
り
が
な
く
'
吉
川
氏
は
'
低
次
で
あ
る
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い

(前
掲
論

文
注

三

一)
と
､
こ
の
面
を
特
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
私
も
そ
れ
は
否
定
し
な

い
.
け
れ
ど
も
も
う

1
度
別
の
角
度
か
ら
蹄
心
篇
の
慣
値
は
み
い
だ
さ
れ
な
い

も
の
か
｡
か
か
る
問
題
も
併
せ
考
え
て
み
た
い
｡

こ
こ
で
ま
ず
､
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
類
之
椎
が
六
朝
併
敦
思
想
の
中
で
い
か

な
る
位
置
を
占
め
る
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
｡
六
朝
の
崇
併
士
大
夫
は
ほ
ぼ

二
系
統
に
大
別
で
き
る
｡
そ
の
一
ほ
憐
数
を
<
三
世
>
も
し
-
ほ
<
三
世
輪

廻
>
と
し
て
受
け
と
め
'
そ
の
二
は
三
世
輪
廻
を
憐
教
の
要
素
と
は
考
え
る
け

れ
ど
も
t.
輪
廻
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
沸
教
を
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
｡
前
者
を

代
表
す
る
士
大
夫
と
し
て
は
孫
縛
､類
延
之
な
ど
が
あ
り
'後
者
に
は
郁
超
､
謝

霧
遅
'
謝
敷
'
沈
約
な
ど
が
属
す
る
｡
と
こ
ろ
で
両
者
を
分
つ
い
ま
一
つ
の
基

準
は
'
物
質
世
界
の
一
切
の
存
在
を
否
定
し
て
は
じ
め
て
究
極
的
な
悟
り
が
開

か
れ
る
と
い
う
<
般
若
>
理
論
に
封
す
る
反
鹿
の
違
い
で
あ
ろ
う
｡
般
若
の
思

想
に
敏
感
か
つ
深
い
反
魔
性
を
有
し
た
の
ほ
後
者
で
あ
り
'
観
鮎
を
襲
え
て
言

え
ば
'
荘
子
暫
物
論
篇
及
び
大
宗
師
'
秋
水
篇
等
に
あ
ら
わ
れ
た
<
超
越
的
世

界
>
を
認
め
'
<
根
源
的
な
も
の
へ
の
復
蹄
>
を
求
め
'
<
甫
物
帯
同
>
と
戟

ず
る
よ
う
な
軍
憩
を
受
容
し
う
る
∧
思
帝
的
∨
な
思
考
の
持
ち
主
と
い
う
こ
と

に
な
る
｡

そ
れ
は
同
じ
-
荘
子
を
受
容
し
て
も
'
荘
子
の

一
面
に
す
ぎ
な
い

<
分
析
論
理
>
に
強
い
関
心
を
寄
せ
る
前
者
の
傾
向
と
封
稀
的
で
あ
る
｡
前
者

は
般
若
理
論
に
無
関
心
か
さ
も
な
-
ば
洩
い
理
解
に
と
ど
ま
る
｡
そ
の
意
味
で

は
宗
柄
や
慧
遠
も
こ
の
系
統
の
人
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
綜
じ
て
こ
の
系
統
の

士
大
夫
は
'
眼
前
の
世
界
或
い
は
事
態
に
酎
癒
し
て
異
賓
を
追
求
す
る
態
度
が

強
い
｡
併
教
が
中
国
に
停
釆
し
た
頃
の
こ
と
と
し
て
､

｢
王
公
大
人
は
'
死
生

報
鹿
の
際
を
観
て
'
埋
然
と
し
て
自
失
せ
ざ
る
な
し
｣
と
あ
る
表
宏
の
後
漠
紀

(永
年
三
年
の
候
)
の
有
名
な
逸
話
を
み
て
も
'
招
樺
が
後
漢
書
西
域
樽
の
論

に
沸
教
に
つ
い
て
書
き
留
め
た

｢
･･････然
れ
ど
も
大
を
好
み
不
審
な
り
0
呑
請

つ

あき

己
む
な
し
-
･･･ま
た
精
褒
起
威
し
'
因
報
相

尋

ぎ
'
暁

ら
か
な
る
が
如
-
し
て

く
ら昧

き
者
な
り
｡
故
に
通
人
多
-
惑
う
｣
と
い
う
見
解
を
み
て
も
'
中
国
の
士
大

夫
は
'
<
人
間
の
存
在
は
こ
の
現
貨
の
世
界
だ
け
と
は
限
ら
ぬ
>
と
設
-
宗
教

と
し
て
併
敦
を
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
分
る
｡
こ
の
三
世
輪
廻
説
を
通
じ
て
多

たま
しい

にく
た
い

く
の
士
大
連
は
'
併
数
を
受
け
い
れ
､
<
紳

>
ほ
<

形

>
が
朽
ち
た
後
に

は
た
し
て
滑
減
す
る
の
か
｣

滑
威
し
な
い
の
か

(神
威
不
滅
)
と
い
う
問
題
に

心
を
奪
わ
れ
た
｡
こ
の
よ
う
な
士
大
夫
は
概
ね
第

一
系
統
の
者
で
あ
る
｡
沸
教

と
<
三
世
>
を
同
義
と
み
る
之
推
が
か
か
る
第

一
の
系
統
に
連
ら
な
る
こ
と
は

い
ま
や
自
明
で
あ
る
｡
之
椎
は
こ
の
系
統
の
思
想
に
共
通
す
る
三
世
輪
廻
'
軸

不
滅
､
更
に
は
<
困
果
報
鷹
>
の
賓
詔
に
心
を
砕
く
0
こ
の
問
題
は
後
に
詳
述

す
る
｡
し
か
し
確
か
に
思
群
的
と
み
る
に
は
あ
ま
り
に
貧
弱
な
内
容
で
あ
る
.

こ
れ
を
も
し
低
次
な
沸
教
理
解
と
み
る
な
ら
ば
そ
れ
は
自
由
で
あ
る
｡
な
お
本

稿
の
後
半
で
は
困
果
報
魔
論
に
か
な
り
の
紙
数
を
費
す
が
t
以
上
の
位
置
づ
け

■

か
ら
そ
の
理
由
も
了
解
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
う
｡
以
下
ま
ず
輪
心
簾
の
記
述

を
逐
次
追
い
な
が
ら
'
経
乗
の
諸
説
を
検
討
し
､
次
い
で
教
之
椎
が
沸
教
を
如

何
に
受
け
と
め
た
か
と
い
う
問
題
へ
と
考
察
を
進
め
た
い
｡

二

頚
之
推
は
腐
心
篇
を
次
の
様
に
構
成
す
る
O
最
初
の
1
文
は
序
と
み
る
べ
き

部
分
で
'
儒
併

1
敦
の
経
論
を
示
し
て
厨
心
の
勧
め
を
説
-
｡
本
論
は
併
教
に

封
す
る
批
判
を
五
項
に
集
約
L
t各
項
に
つ
い
て
<
揮
>

(群
論
)
を
述
べ
る
｡
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こ
こ
で
厨
心
篇
は
調
子
を
一
愛
し
'
殺
生
を
戒
め
る
訓
話
を
七
例
の
困
果
報
慮

評
を
介
し
て
示
す
.
蹄
心
篇
は
こ
の
様
に
序
を
除
い
て
ほ
ぼ
両
段
に
轟
分
さ
れ

る
｡
今
便
宜
上
こ
れ
を
腐
心
篇
前
段
'
後
段
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る
｡

序
中
に
お
い
て
之
推
は
'
ま
ず
併
敦
の
深
遠
に
し
て
軍
旗
的
な
教
理
に
は
諸

子
百
家
は
お
ろ
か
'
尭

･
舜

･
周
公

･.孔
子
も
及
ば
ぬ
も
の
だ
と
主
張
し
て
俳

の
数
え
の
偉
大
さ
を
強
調
す
る
｡
次
い
で
'

内
外
雨
数
'
木
馬

1
倍
'
漸
極
馬
具
'
深
洩
不
同
.
内
典
初
門
'
設
五
種
禁
へ

外
典
仁
義
稽
智
信
､
皆
輿
之
符
｡
仁
者
不
殺
之
禁
也
'
義
者
不
盗
之
禁
也
'

産
着
不
邪
之
禁
也
､
智
者
不
淫
之
禁
也
'
信
者
不
妄
之
禁
也
.
至
如
政
狩
軍

旗
'
燕
享
刑
罰
'
固
民
之
性
'
不
可
卒
除
'
就
薦
之
節
'
使
不
淫
濫
爾
｡
厨

周
孔
而
背
樺
宗
へ
何
其
迷
也
｡

と
綜
括
す
る
｡
こ
の
部
分
は
彼
の
併
教
思
想
の
中
核
を
な
す
も
の
と
し
て
従
来

論
議
の
封
象
に
な
ケ
て
き
た
.

｢
内
外
の
雨
教
は
'
本
よ
り
一
腰
為
り
｣
と
述

べ
て
い
る
以
上
'
彼
が
儒
併

一
致
論
者
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
'
問
題
と

す
べ
き
は
そ
の
一
致
論
の
性
格
で
あ
る
｡

｢
大
朝
士
大
夫
の
精
神
｣

(大
阪
大

学
文
畢
部
紀
要
三
)
を
著
さ
れ
た
森
三
樹
三
郎
氏
は
後
年
名
著

『梁
の
武
帝
』

に
お
い
て
頚
之
推
に
論
及
さ
れ
'

｢
六
朝
の
儒
併

1
致
論
は
'
儒
教
を
沸
教
へ

引
き
よ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
'
儒
教
本
来
の
構
面

た
る
経
国
済
民
の
意
欲
を
喪
失
し
て
い
た
｣

(
二
〇
五
貢
)
と
主
張
さ
れ
た
｡

そ
れ
は
頚
之
椎
が
儒
教
の
五
常
を
沸
教
の
五
戒
に
よ
っ
て
解
し
'
仁
と
は
不
穀

の
禁
'
義
と
は
不
盗
の
禁
を
示
す
と
み
た
こ
と
を
主
な
論
接
に
し
て
'
こ
こ
に

は

｢儒
教
道
徳
の
も
つ
敢
曹
性
が
'
跡
形
も
な
-
拭
い
去
ら
れ
て
い
る
｣
と
認

め
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
.
儒
併

1
致
論
の
多
く
は
併
教
徒
よ
り
提
出
さ
れ
'
沸

教
を
擁
護
す
る
立
場
で
の
議
論
で
あ
る
以
上
'
森
氏
の
見
解
は
概
ね
正
賞
で
あ

る
｡
し
か
し
こ
こ
に
引
用
し
た
氏
の
見
解
に
は
や
や
疑
義
が
存
す
る
様
で
あ

る
｡
以
下
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
こ
う
｡
五
戒
を
五
常
に
類
同
さ

せ
る
理
解
は
北
賓
の
士
大
夫
問
に
一
般
化
し
て
い
た
と
へ
塚
本
善
隆
氏
は
魂
収

の
五
常
=

五
戒
論
を
も
と
に
説
か
れ
て
い
る
｡
同
時
に
塚
本
氏
が
絡
介
さ
れ
た

五
世
紀
中
期
の
詳
経

『
提
謂
披
利
経
』
に
は
'
五
常
五
行
五
万
等
に
配
し
て
､

五
戒
は
諸
俳
の
母
と
か
泥
垣
の
本
'
天
地
の
根
'
大
道
の
元
と
か
と
解
す
る
説

が
認
め
ら
れ
る

(『
親
書
樺
老
志
の
研
究
』

1
0
0
貢
､
『支
部
沸
教
史
研
究

1

北
魂
篇
』
三
二
二
京
)
｡

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
'
五
常
=
五
戒
論

が
頚
之
推
忙
濁
自
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
分
る

(吉
川
前
掲
論
文
注

1
三
)
tの

み
な
ら
ず
'
孜
之
椎
が
五
常
の
本
義
を
煩
小
化
し
て
理
解
し
た
と
は
1
概
に
い

い
き
れ
な
い
様
で
あ
る
｡
五
戒
を
人
間
'
国
家
の
範
晦
を
超
え
た
哲
学
的
な
問

題
と
し
て
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
､
五
常
が
ま
ず
修
身
の
規
範

で
あ
る
こ
と
か
ら
'
そ
こ
に
併
教
徒
の
律
に
通
ず
る
1
両
が
あ
る
こ
と
を
嘗
時

の
風
潮
に
依
竣
し
て
逓
べ
た
と
は
考
え
ら
れ
る
｡
儒
併
い
ず
れ
の
立
場
に
お
い

て
も
現
賓
の
世
界
で
善
に
励
む
こ
と
を
基
本
と
し
た
士
大
夫
に
と
っ
て
､
五
常

日
五
戒
論
の
提
唱
が
直
ち
に
儒
家
的
立
場
の
喪
失
に
結
び
つ
-
と
は
理
解
し
難

い
の
で
あ
る
｡

宇
都
宮
氏
は
先
に
引
用
し
た
頚
之
椎
の
儒
併

一
致
論
を
示
し
'
こ
う
述
べ
ら

れ
て
い
る
｡

｢彼
は
い
う
'
-

沸
教
と
儒
教
と
は
も
と
よ
り

一
倍
の
も
の
.

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

た
だ
薪
芽
と
成
熟
と
の
相
異
'
表
面
的
と
内
面
的
の
差
別
が
存
す
る
だ
け
な
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

で
あ
る

Ⅰ
と
す
れ
ば
､
彼
に
お
い
て
は
信
仰
の
世
界
は
倫
理
の
世
界
が
そ
の

ま
ま
境
延
し
た
､
同

1
年
面
上
に
あ
る
世
界
で
あ
っ
た

(添
鮎
筆
者
)｣
と
.

更
に
嶺
之
推
が
居
士
生
活
に
つ
い
て
述
べ
た
一
文
を
引
き
､
そ
れ
が
宗
教
的
苦

悩
を
超
え
て
到
達
し
た
信
仰
生
活
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
､

｢何
の

苦
悩
の
跡
も
な
く
､
単
純
に
儒
学
的
数
説
の
延
長
線
上
に
沸
教
的
敷
設
の
晃
理

性
を
認
識
し
よ
う
と
い
-
蹄
心

1
篇
の
態
度
は
'
こ
の
世
の
遠
い
ほ
て
に
連
績
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し
て
存
在
す
る
浄
土
を
み
て
い
た
常
時
の
ー
般
信
仰
界
の
態
度
と
完
全
に
t
致

す
る
｣
と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
｡
私
は
宇
都
宮
氏
の
論
文
か
ら
多
く
の
も
の

を
学
び
'
ま
た
氏
の
結
論
は
概
ね
愛
雷
だ
と
考
え
て
い
る
｡
た
だ
氏
の
論
叢
の

方
法
に
は
か
な
り
異
論
が
あ
る
｡
そ
れ
は
蹄
心
篇
序
車
に
み
え
る
之
推
の
擁
数

理
憩
か
ら

｢彼
の
信
仰
の
世
界
は
倫
理
の
世
界
の
涜
延
で
あ
る
｣
と
の
結
論
を

直
ち
に
想
定
し
'
更
に
そ
こ
か
ら
之
経
の
思
想
と
常
時
の
1
般
信
仰
界
の
態
度

と
の
関
連
を
求
め
る
論
理
の
展
開
に
封
し
て
で
あ
る
｡
個
人
の
思
想
の
あ
る
鮎

､を
と
ら
え
て
､
論
者
の
思
考
を
次
々
と
奄
展
さ
せ
る
方
法
は
､
思
想
史
や
構
面

史
の
研
究
に
お
い
て
最
も
注
意
を
賓
す
べ
き
方
法
だ
と
思
え
る
｡

ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
､｢内
外
の
雨
敦
は
'
本
よ
り
一
腰
盛
り
｡

漸
極
輿
を
為
し
､
深
浅
同
じ
か
ら
ざ
る
の
み
｣
と
い
う
立
場
が
'
教
之
推
掬
自

の
或
は
常
時
に
お
い
て
の
み
固
有
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
魔

論
的
に
い
え
ば
か
か
る
見
解
は
す
で
に
管
の
孫
縛
よ
り
始
る
｡
即
ち
彼
の

｢喰

遣
諭
し
に

｢
濁

･
孔
は
郎
ち
鱒
､
牌
は
即
ち
濁

･
孔
に
し
て
､
蓋
し
外
内
之
を

あらわ

払と

みち
び

名
と
す
る
の
み
.
-
三
世
に
療

れ

て
物

を

軌

-

に
'
蓋
し
ま
た
時
に
縫
い
'
周

･
孔
は
棲
弊
を
救
い
'
僻
の
数
は
そ
の
本
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
O
･･-
･其
の

上
にあらわ
れかた

へだ
たり

よ
にあらわ
れtOはんた
い

∧

跡

V

は
胡

･
越

な
り
へ
然
れ
ど
も
其
の
∧

跡

す

る

所

以

V

は
何
ぞ
嘗
て

ちがい
際

あ

ら
ん
か
｣
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
0
枚
の
思
想
は
悪
童
に
磯
煮
さ
れ
宗

柄
に
も
影
馨
を
輿
え
て
い
る
｡
孫
縛
の
議
論
は
荘
子
哲
撃
の
一
面
で
あ
る
分
析

論
理
を
媒
介
と
す
る
が
､
謝
寮
運
や
頚
延
之
に
な
る
と
よ
り
端
的
に
儒
餅
を
1

致
さ
せ
る

(頑
永
光
司

｢孫
縛
の
思
想
～
束
管
に
お
け
る
≡
数
交
渉
の
一
形
態

～
｣
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告

7
0
､
｢謝
窺
運
の
思
想
｣
東
方
宗
教

1
三

･

四
､木
全
徳
雄

｢禁
速
と
宗
柄
-
そ
の
敢
禽
思
想
的
考
察

-
｣
『
憲
遠
研
究

-
節

究
篇
』
'
｢顔
延
之
の
生
涯
と
思
想
｣
中
国
撃
禽
報

一
五
'
｢謝
厳
達
の

63.所
宗

論
巴

東
方
宗
教
二
日
参
照
)｡
蟹
之
確
に
は
か
か
る
思
想
が
観
念
的
に
受
容
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
O

勿
論
そ
こ
に
深
い
哲
学
的
思
餅
は
認
め
妊
い
o

L
か

し
頚
之
椎
が
再
数
の
違
い
を
∧
跡
V

の
違
い
に
求
め
て
い
る
の
ほ
確
欝
で
､

∧
極
∨
つ
ま
り
蒸
理
の
板
源
を
説
く
か
､
∧
漸
∨
つ
ま
り
段
階
的
に
暴
慢
に

到
る
道
を
説
-
か
に
よ
っ
て
両
敬
を
差
別
し
て
い
る
と
み
た
い
｡

こ
の
場
合

∧
榛
V
の
立
場
が
燐
数
で
､
∧
漸
V
の
立
場
が
儒
教
だ
と
即
断
す
る
こ
と
は
危

険
で
あ
る
〇
六
朝
の
樽
銃
的
解
輝
に
従
え
ば
勿
論
こ
の
様
に
考
え
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
L
t
彼
の
場
合
は
後
に
示
す
例
な
ど
を
考
え
解
せ
れ
ば

1
暦
可
能
で

あ
る
｡
た
だ
樽
銃
的
な
∧
漸
∨
∧
極
∨
封
匿
論
の
う
ち
謝
褒
運
の
は
や
や
特
異

ち
ゆう
i)く6.i,み

イ
ンFのたみ

で
あ
り
'｢
『

牽

民

は

理
を
見
る
に
易
-
'
数
を
受
く
る
紅
鮭
-
'
夷

人

は

教
を
受
く
る
に
易
く
'
理
を
見
る
に
難
い
』｡

そ
れ
故
孔
子
は
'

『
そ
の
累
撃

(学
問
の
積
み
重
ね
の
遷
)
を
閉
ぢ
て
7
度

(
7
な
る
寅
理
)
を
開
き
』､
滞

迦
ほ

『
そ
の
頓
了
を
閉
ぢ
て
そ
の
漸
悟
を
開
い
た
』｣
(木
全
前
掲

｢謝
震
運
の

『
紳
宗
論
』L)
と
の
見
解
を
と
る
｡
こ
こ
で
は
併
数
が
<
漸
V
で
あ
り
'
儒
教

が
∧
棲
∨
な
の
で
あ
る
｡
私
は
宇
都
宮
氏
の
考
察
に
は
､
蔚
芽

(儀
)↓
成
熟

(燐
)'
表
面
的

(腐
)
↓
内
面
的

(燐
)
'
釦
も
倫
理
の
世
界

(儒
撃
的
敷
設
)

寸
信
仰
の
世
界

(沸
教
的
敷
設
)
と
い
う
定
式
化
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る

が
r
こ
の
定
式
は
蹄
心
鷺
の
理
解
と
し
て
は
'
成
立
し
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
葦

之
推
ほ
両
敬
を
∧
漸
∨
∧
趨
V
の
封
匿
に
お
い
て
み
て
i
る
の
で
あ
っ
て
'
そ

こ
に
∧
漸
∨
↓
∧
施
V
と
い
う
倍
額
判
断
を
導
入
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
そ

れ
は
以
下
の
こ
と
か
ら
も
豊
明
さ
れ
る
O
顔
之
椎
は
先
に
示
し
た
序
車
で
､
こ

の
席
梯

i
敦
の
山
放
論
に
つ
づ
け
て
五
常
五
戒
を
封
置
し
て
そ
の
覇
同
を
述
べ

る
が
､
こ
れ
も

!
方
は
義
理
或
は
悟
り
そ
の
も
の
を
指
し
示
し
'

7
万
は
生
活

の
周
連
に
あ
る
こ
と
を
通
じ
て
異
理
を
鷹
得
さ
せ
よ
う
と
い
う
立
場
の
相
違
と

み
る
こ
と
も
で
き
る
.
五
常
-

五
戒
論
の
衣
に
之
推
が
か
-
記
適
し
7
連
の
主

蔵
を
結
ぶ
と
き
'
そ
れ
は
な
お
有
力
な
豊
明
と
な
る
｡

｢政
狩
軍
旗
､
燕
享
刑
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罰
の
如
き
に
至
っ
て
は
､
固
よ
り
民
の
性
は
､
卒
か
に
は
除
-
可
か
ら
ず
b
託

せ
いげ
ん

ち
之
が
節

を
焦
し
'
淫
渡
せ
ざ
ら
し
む
の
み
.
周

･
孔
に
蹄
し
て
樺
の
宗
に

育
-
は
'
何
ぞ
其
の
迷
え
る
や
｣
｡
そ
の
意
味
は
こ
う
で
あ
ろ
う
｡
｢
併
教
徒
は

殺
生
の
禁
を
説
-
｡
こ
れ
こ
そ
真
理
(檀
)
で
あ
る
o
L
か
し
儒
家
は
殺
生
の
永

い
習
慣
を

一
撃
に
と
り
去
り
得
な
い
と
い
う
現
賓
に
立
脚
し
て
数
を
説
-
.
局

公

･
孔
子
が
是
認
し
た
政
狩
等
も
'
彼
ら
は
こ
れ
を
率
先
す
る
立
場
に
立
っ
た

の
で
は
な
-
､
極
端
を
と
ど
め
て
本
来
望
む
べ
き
禁
止
の
方
向
に
徐
々
正
も
ど

そ
う
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
便
宜
的
な
立
場

(漸
)
で
あ
る
｡
し

か
る
に
世
の
士
大
夫
が
<
漸
>
の
立
場
の
み
を
認
め
∧
極
>
の
立
場
を
認
め
な

い
の
は
不
都
合
で
あ
る
｣
｡
そ
の
思
考
は
い
ず
れ
も
南
教
封
置
の
方
向
を
示
し

て
い
る
｡
附
言
す
れ
ば
'
殺
生
に
関
す
る
論
理
も
す
で
に
六
朝
士
大
夫
の
共
有

物
で
あ
り
'
孫
綿
に
み
え
､
と
り
わ
け
類
延
之
の
何
承
天
批
判

(樺
達
性
論
)

に
詳
し
い
｡

以
上
の
検
討
か
ら
'
厨
心
篇
序
に
み
え
る
思
想
は
東
晋
よ
り
宋
に
形
成
さ
れ

た
儒
併

1
致
論
の
改
訂
論
で
あ
り
､
北
賛
併
教
界
の
五
常
-

五
戒
論
が
附
加
さ

れ
た
極
め
て
掲
創
性
の
乏
し
い
も
の
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
｡
同
時
に
序
中
の

記
事
を
手
掛
り
と
し
て
'
類
之
椎
の
思
想
或
は
思
想
の
も
つ
時
代
性
を
考
察
す

る
に
際
し
て
は
'
そ
こ
に
猫
創
性
が
乏
し
い
だ
け
に
1
層
取
扱
上
の
注
意
が
必

要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
森
'
宇
都
宮
両
氏
に
封
す
る
批
判

の
意
味
に
つ
い
て
は
､
次
節
以
下
に
説
-
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
了
解
し
て
い
た
だ

-
こ
と
と
し
て
'
こ
こ
で
は
更
に
立
ち
入
る
こ
と
は
さ
け
る
｡
と
こ
ろ
で
､
五

常
-
五
戒
論
が
貌
収
の
親
書
に
み
え
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
'
頚
之
推
が

北
再
に
逃
れ
た
五
五
七
年
に
は
'親
書
は
班
に
編
纂
さ
れ
て
い
た

(五
五
四
)
0

二
人
は
郭
の
文
林
館
で
修
文
殿
御
覚
を
摸
し
た
同
僚
で
あ
り
'
之
推
が
入
部
後

に
こ
の
論
理
を
魂
収
よ
-
得
た
確
率
は
高
い
｡

三

園
心
篇
前
段
は
儒
教
に
封
す
る
批
判
を
五
項
に
集
約
し
､
各
項
に
つ
い
て
樺

を
附
す
い
わ
ゆ
る
問
答
健
に
整
え
ら
れ
る
が
､
こ
れ
は
南
朝
サ
ロ
ソ
併
敦
界
通

例
の
形
式
で
あ
る
｡
五
項
い
ず
れ
も
六
朝
に
あ
っ
て
は
既
に
陳
腐
な
も
の
で
あ

り
'
先
の
類
延
之
砂
議
論
等
に
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
｡
こ
こ
に
顔

之
推
に
や
や
先
ん
ず
る
梁
の
樺
倍
佑
の
六
疑

(六
項
の
併
教
批
判
)
を
掲
げ
封

照
し
て
お
-
0

樺

借

佑

一
㌧
疑
経
説
迂
挺
､

二
､
疑
人
死
神
城
'

三
､
疑
実
見
異
俳
､

四
㌧
疑
古
無
法
数
'

五
'
疑
教
在
戎
方
､

六
'
疑
漢
魂
法
徴
'

大
而
無
徴

無
有
三
世

無
益
固
治

近
出
漠
世

化
非
華
俗

育
代
始
盛

頚

之

推

二

以
世
界
外
事
及
神
化
無
方
'

二
'
以
吉
凶
禍
福
'

三
㌧
以
侭
尼
行
業
'

四
､
以
廉
費
金
費
､

五
､
以
綻
有
田
緑
'

戎
未
報
廠
'

多
不
精
純
､

減
耗
課
役
､

如
報
善
悪
'

今
日
之
甲
利
後
世
之
乙
乎
'

馬
迂
誕
也

馬
欺
誼
也

薦
姦
匿
也

薦
損
国
也

安
能
辛
苦

馬
異
人
也

-108-

六
疑
中
前
半
部
分
が
蹄
心
篇
五
項
の
批
判
と
は
ば

一
致
す
る
｡
第

一
項

の

シ
ヤ
カ

<
樺
>
は
宇
宙
の
解
明
出
来
ぬ
諸
現
象
を
も
と
に
大
聖
の
妙
旨
が
異
質
で
あ
る

こ
と
を
讃
明
す
る
｡
論
叢
の
た
め
の
事
例
は
蹄
心
篇
が
優
る
｡
し
か
し

｢人
事

おしはか
る

の
尋
常
を
以
て
宇
宙
の
外
を
抑

必

す

る
｣
者
へ
の
頚
之
椎
の
反
意
は
'

｢
心
を

とら
わ

限
っ
て
以
て
造
化
を
量
り
'
-
-
見
に

執

れ

て
以
て
太
虚
を
到
ず
る
｣
者
へ
の

借
佑
の
批
判
と
共
通
す
る
｡
同
様
に
園
心
第
二
･
五
項
<
輝
>
の
三
世
報
慮
思

想
は
偲
佑
第
二
疑
<
樺
>
と
､
腐
心
第
三

･
四
項
<
揮
>
の
借
尼
擁
護
論
は
恰

佑
第
三
疑
<
揮
>
と
封
鷹
す
る
｡

厨
心
篇
前
段
ぽ

こ
の
様
に
サ
ロ
ン
併
敬
界
の
形
式
を
も
っ
て
叙
述
さ
れ
る

が
'彼
は
元
来
玄
撃
的
風
潮
が
強
い
サ
ロ
ン
の
撃
を
好
ま
な
か
っ
た
(吉
川
前
掲
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論
文
)
｡
彼
は
交
友
の
場
を
好
ん
だ
(宇
都
宮
清
書
｢閑
車
生
活
を
送
る
頚
之
推
｣

東
洋
史
研
究
二
五
1
四
)
が
'
そ
れ
は
む
し
ろ
政
治
的
人
間
と
し
て
の
交
友
で

あ
っ
た
よ
う
だ
.
こ
の
1
籍
と
流
行
の
サ
ロ
ン
併
教
と
は
恐
ら
-
文
字
の
上
で

の
み
連
ら
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
.

1
つ
の
推
定
を
示
せ
ば
'
歴
代
崇
俳
を

守
っ
て
き
た
頚
氏
は
'
南
朝
の
初
期
に
華
々
し
-
展
開
さ
れ
た
儒
併

一
致
論
'

併
教
擁
護
論
を
何
ら
か
の
形
で
侍
え
て
お
り
'
之
椎
は
こ
れ
に
依
壊
し
'
廃
所

に
自
己
の
見
識
を
織
り
込
み
な
が
ら
再
編
し
た
の
で
ほ
な
か
っ
た
か
｡
唐
の
揮

遺
世
撰
法
苑
珠
林

1
0
0
(四
部
叢
刊
本
は

二

九
)
侍
記
篇
に
は
､

承
天
達
性
論
'
菟
魂
志
二

(四
部
叢
刊
本
作

一
)
巻
､
誠
殺
訓

l
巻

右
此
三
部
'
弊
光
線
大
夫
頚
之
推
撰

と
之
推
の
併
教
著
作
を
記
し
'
唐
道
宣
撰
贋
弘
明
集
に
は
巻
三
に
前
段
の
み
を

｢
蹄
心
篇
｣
と
し
て
'
巻
二
六
に
後
段
を

｢誠
殺
家
訓
｣
と
し
て
収
録
し
て
い

る
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
は
'
右
の
推
定
を
或
る
程
度
謹
壕
だ
て
る
｡
額
氏
家
訓
蹄

心
篇
は
元
来
猫
立
し
た
二
篇
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
.
菟
魂
志
は
後
述
す
る
如

く
別
に
存
在
が
確
め
ら
れ
る
.
し
て
み
る
と
贋
弘
明
集
に
も
濁
立
の
1
第
と
し

て
収
録
さ
れ
る
前
段
は

｢
承
天
運
性
論
｣
を
問
題
に
し
て
い
る
の
か
と
疑
わ
れ

る
｡
た
だ
こ
れ
は
篇
名
と
し
て
落
着
か
ず
'
脱
文
'
誤
記
が
あ
る
様
で
あ
る
｡

私
は
両
者
を
直
ち
に
結
び
つ
け
る
の
は
'
蹄
路
を
感
じ
る
｡
し
か
し
'
之
推
が

北
再
に
あ
っ
た
と
き
邪
都
の
沸
教
界
は
帝
室
を
中
心
に
甚
し
い
病
魔
ぶ
り
を
示

し
幾
多
の
批
判
が
こ
れ
匹
集
中
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
併
教
徒
の
家
庭
に
育
っ

た
貌
収
も
時
代
の
空
菊
を
察
知
し
て
批
判
者
の
側
へ
と
縛
向
し
て
い
た
｡
そ
し

て
や
が
て
周
武
の
排
燐
へ
と
進
む
｡
こ
う
い
っ
た
風
潮
を
考
え
る
と
'
之
椎
の

ヽ

心
中
に
1
門
の
先
達
で

｢
揮
達
性
論
｣
を
著
し
て
い
る
顔
延
之
に
な
ら
つ
て
自

ら
憐
数
の
輝
護
人
と
な
り
'
信
仰
の
基
礎
を
固
め
'
そ
れ
を
通
じ
て
子
孫
へ
.の

蹄
心
の
勧
め
と
し
た
い
と
い
う
希
望
が
生
じ
る
の
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
｡

何
承
天
の
達
性
諭
を
難
ず
る
論
文

｢
難
承
天
達
性
諭
｣
を
著
し
'
腐
心
篇
前
段

の
骨
子
と
し
た
蓋
然
性
も
存
す
る
｡

腐
心
篇
の
僧
侶
は
そ
の
構
想
が
頚
之
推
の
猫
創
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
全
-

無
に
蹄
す
詳
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
そ
の
中
に
は
従
来
の
儒
併

一
致
諭
に
比
し

て
'
あ
-
ま
で
も
儒
家
的
立
場
を
失
う
ま
い
と
す
る
一
貫
し
た
主
張
を
指
摘
で

き
る
.
第

7
に
指
摘
す
べ
き
鮎
は
'
困
果
報
鷹
の
奉
安
を
認
め
な
け
れ
ば
儒
家

の
経
典
を
整
合
的
に
解
揮
す
る
こ
と
が
で
き
ず
'
侍
統
的
立
場
を
護
る
こ
と
す

ら
困
難
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
｡
之
椎
は
考
え
る
｡

｢類
回
の
天
折
'
盗

拓

･
荘
腐

(共
に
大
盗
)
の
編
寿
等
の
事
賓
が
'
善
を
行
な
っ
て
た
ま
た
ま
鍋

報
を
待
､
意
を
為
し
て
偶
然
に
両
采
を
得
た
と
解
さ
れ
る
な
ら
､
積
善
除
慶
'

積
悪
徐
殊
と
い
う
周
易
以
来
中
国
の
九
流
百
氏
す
べ
て
が
屈
め
て
い
る
考
え
た

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

矛
盾
が
生
じ
'
亮
舜
周
孔
の
言
葉
も
虎
誕
と
な
る
｡
そ
れ
で
は
我
々
は
ど
こ
に

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

依
信
の
根
嬢
を
求
め
る
の
か
｣

(樺
二
)
と
｡
勿
論

こ
の
考
え
方
も
宗
柄
の

いず
く

｢
名
俳
論
｣
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し

｢
ま
た

安

に

か
依
信
す
る
所
あ

っ
て
身
を
立
て
ん
と
欲
す
る
や
｣
と
い
う
語
菊
の
強
さ
は
之
推
の
も
の
で
あ

る
｡
こ
の
様
な
思
考
過
程
を
と
っ
た
之
推
は
､
前
世
の
宿
業
'
来
世
の
報
鷹
の

合
理
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
解
-
｡
こ
れ
は
一
面
に
お
い
て
儒
家
的
立
場

を
堅
持
す
る
之
推
の
唯

一
の
合
理
的
解
樺
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
'
儒
併
両
歌
に

依
信
す
る
と
い
う
二
面
的
性
格
を
も
っ
た
自
己
の
精
神
の
合
理
化
で
も
あ
っ

た
.
賓
は
こ
の
合
理
化
を
あ
-
な
く
追
求
し
た
結
晶
が
'
私
は

『
菟
魂
志
』
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
る
｡
と
に
か
-
之
推

に
あ
っ
て
ほ
'
併
教
は
知
的
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
封
象
で
は
な
く
'
ま

さ
し
く
信
仰
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡

問
題
と
す
べ
き
第
二
の
鮎
は
'
在
家
憐
教
徒
的
立
場
を
重
視
す
る
主
張
で
あ

る
｡
彼
は
造
寺
出
家
に
よ
っ
て
国
家
財
政
上
の
利
益
に
合
致
し
な
い
面
が
生
じ
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た
と
て
'
そ
れ
は
専
ら
馬
政
者
が
適
宜
の
封
策
を
誤
っ
た
結
果
で
あ
っ
て
､
そ

の
様
な
事
態
は
俳
教
徒
が
好
ん
で
作
り
出
し
た
も
の
で
な
い
と
強
群
す
る

(樺

四
)
｡
北
再
の
末
期
'
軍
備
費
増
大
の
た
め
府
藤
は
窮
乏
L
t
政
府
は
財
源
難
に

苦
慮
し
た
｡
責
務
家
と
し
て
の
才
能
を
も
つ
頚
之
椎
は
'

｢開
市

･
邸
店
の
税

を
立
法
化
す
る
よ
う
に
奏
請
し
た
.
官
官
の
.部
長
敵
が
賛
成
し
'
後
主
は
大
い

に
悦
ん
だ
が
'
貫
際
の
収
入
は
頚
之
推
の
意
固
し
た
軍
国
の
用
に
は
供
さ
れ

ず
'
御
府
馨
色
の
費
に
使
わ
れ
て
し
ま
っ
た
｣

(晴
書
食
貨
志
'
通
典
食
貨
典

雑
税
'
吉
川
前
掲
論
文
)
｡

北
軍
滅
亡
二
年
前
の
こ
と
で
あ
る
.
通
典
は
上
記

の
史
料
に
檀
け
て
､

税
僧
尼
'
命
日
'
恰
尼
坐
受
供
養
'
洋
食
四
方
'
損
害
不
少
'
維
有
薄
赦
'

何
足
怪
也
｡

と
記
す
｡
こ
の
一
文
は
前
掲
の
閑
市

･
邸
店
に
関
す
る
上
奏
文
と
は
無
関
係
で

あ
り
'
類
之
推
の
奏
請
と
み
る
詮
.(諏
訪
義
純

｢北
牢
の
政
情
と
帝
室
の
沸
教

政
策
｣
大
谷
大
学
紀
要
五
)
は
無
理
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
常
時
は
倍
尼
へ
の
課
税

問
題
さ
え
具
健
的
に
提
起
さ
れ
る
状
勢
で
あ
り

(諏
訪
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
課
税

が
中
国
史
上
最
初
の
例
で
あ
る
)
'
頚
之
推
は
侭
尼
課
税
に
代
る
別
の
財
源
を

確
保
す
る
た
め
に
上
記
の
上
奏
を
行
な
っ
た
と
考
え
る
の
は
穿
ち
す
ぎ
だ
ろ
う

か
｡

｢
道
を
求
む
る
は
身
計
な
り
｡
費
を
情
む
は
国
謀
な
り
｡
身
計
国
謀
南
つ

な
が
ら
途
ぐ
べ
か
ら
ず
｣
と
認
め
な
が
ら
も
政
治
的
解
決
を
試
み
る
之
推
で
は

な
か
っ
た
か
｡
こ
の
様
に
国
家
財
政
の
問
題
に
ま
で
心
を
痛
め
た
之
推
ほ
ま
た

1
万
で
は
､

内
数
多
途
'
出
家
自
是
其

1
法
耳
o
若
能
誠
孝
在
心
､
仁
恵
馬
本
､
須
達
流

水
'
不
必
剃
落
索
餐

(樺
四
)
0

と
'
在
家
の
併
教
徒
た
る
.AJ
と
を
勤
め
'
出
家
の
国
家
に
及
ぼ
す
影
響
を
除
去

L
t
沸
教
と
国
策
が
立
派
に
両
立
す
る
解
決
策
を
求
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
｡

国
家
と
解
散
と
は
決
し
て
矛
盾
す
る
存
在
で
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
之
椎
は
､

汝
曹
若
顧
俗
計
'
樹
立
門
戸
'
不
得
悉
棄
妻
子
'

一
皆
出
家
｡
但
嘗
乗
修
戎

行
'
留
心
諦
讃
､
以
薦
来
世
津
梁
.
人
身
難
得
'
勿
虚
過
也

(樺
五
)
O

と
い
う
と
き
'
家
庭
と
併
数
と
の
両
立
を
も
は
か
る
｡
こ
こ
に
熱
心
な
崇
横
着

で
あ
り
t
か
つ
ま
た

｢
済
世
成
俗
の
要
｣
を
説
き
､
軍
用
性
を
重
ん
ず
る
頚
之

椎
の
真
面
目
が
あ
る
.
儒
俳
を
何
と
か
し
て
1
致
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え

た
之
推
の
主
張
に
は
矛
盾
や
附
合
が
あ
る
｡
け
れ
ど
も
そ
の
矛
盾
は
嘗
時
の
配

合
そ
の
も
の
の
矛
盾
で
も
あ
っ
た
｡
か
か
る
困
難
の
克
服
を
は
か
ろ
う
と
し
た

の
が
賓
は
隔
唐
の
係
数
界
で
あ
る
｡

以
上
私
は
二
鮎
に
わ
た
っ
て
厨
心
篇
前
段
に
認
め
ら
れ
る
類
之
推
の
儒
併

1

致
論
の
特
徴
を
指
摘
し
た
o
確
か
に
彼
の
群
論
に
は
狩
野
氏
も
述
べ
ら
れ
る
様

に

｢反
射
論
の
要
鮎
に
切
中
し
な
い
｣
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
事
賢
で
あ
る
｡
こ

れ
は
併
教
へ
の
信
仰
が
先
走
り
'

理
解
が
充
分
伴
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ

う
｡
彼
の
併
教
理
解
で
は
自
ら
の
信
仰
を
表
現
し
き
れ
ぬ
｡
そ
れ
は
1
面
で
は

彼
の
理
解
が
低
次
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
.
し
か
し
六
朝
崇
横
着
の
侍
統
的
立

場
-

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
孫
縛
'
額
延
之
に
連
ら
な
る
線
に
お
い
て
で
は
あ
る

が
I

を
す
な
お
に
受
け
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
顔
之
椎
の
併
数
理
解
が
あ
る

の
も
事
貫
で
あ
る
｡
更
に
か
か
る
沸
教
理
解
を
<
家
訓
>
の
中
に
編
み
込
ん
で

子
孫
に
示
し
た
裏
に
は
之
推
自
ら
が
そ
の
理
解
に
自
信
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が

伺
え
る
｡
と
す
れ
ば
こ
の
<
低
次
な
>
併
数
理
解
が
教
養
あ
る
士
大
夫
の
理
解

で
あ
る
以
上
､
少
な
-
と
も
六
朝
士
大
夫
の
水
準
を
行
-
も
の
で
あ
っ
た
と
の

推
定
は
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
い
｡
か
か
る
推
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
意
味
に

お
い
て
厨
心
篇
の
債
値
は
ま
た
存
す
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
と
こ
ろ
で
厨
心

篇
濁
白
の
慣
値
と
し
て
強
調
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
悌
敬
に

封
す
る
整
理
さ
れ
た
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
部
分
よ
り
も
'
信
仰
を
守
ら
ん
と
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し
て
む
し
ろ
附
合
し
強
韓
し
た
と
み
え
る
部
分
で
あ
る
｡
こ
こ
に
こ
そ
彼
の
異

意
が
認
吟
ら
れ
る
と
い
え
る
｡

四

次
に
頚
之
推
の
併
教
信
仰
を
も
う
少
し
内
面
的
に
考
察
す
る
た
め
に
'
彼
の

報
艦
思
想
に
つ
い
て
考
え
る
｡
元
来
イ
ン
ド
併
教
は
輪
廻
輪
生
よ
り
解
脱
し
て

淫
楽
に
入
る
思
想
を
も
ち
'
個
人
の
救
済
を
説
-
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
封

し
冒
頭
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
六
朝
の
士
大
夫
の
あ
る
者
は
'
イ
ン
ド
沸
教

が
解
放
せ
ん
と
し
た
<
三
世
>
そ
の
も
の
を
沸
教
の
本
義
と
解
し
'
そ
の
輪
廻

輪
生
に
永
久
不
梁
の
賓
健
<
紳

>
=
<
精
神
>
<
盤
魂
>
を
想
定
し
て
'
イ
ン

ド
沸
教
か
ら
は
想
像
も
出
来
な
い
解
輝
を
み
せ
た
｡
だ
が
こ
の
限
り
で
は
個
人

救
済
思
想
た
る
併
教
の
本
質
か
ら
全
-
逸
脱
し
去
っ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
｡
.

類
之
椎
は

｢求
道
は
<
個
人
>
の
問
題
｣
と
考
え
て
い
る
L
t

形
髄
錐
死
､
精
神
猶
存
.
人
生
在
世
'
望
於
後
身
､似
不
相
展
｡及
其
穀
後
'

則
輿
前
身
'
似
猶
老
少
朝
夕
耳
｡
-
-
･今
人
貧
賎
疾
苦
'
莫
不
怨
尤
前
世
'

不
修
功
業
｡
以
此
而
論
'
安
可
不
馬
之
作
地
乎

(輝
五
)
0

と
'
三
世
は
己
の
一
身
に
係
る
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
｡
更
に
績
け
て
家

お
のず

族
と
の
関
係
に
つ
い
て
'
｢夫
れ
子
孫
有
れ
ど
も
'
臼

か

ら
是
れ
天
地
の
問
の
一

お
の
れ

蒼
生
な
る
の
み
｡
何
ぞ

身

の

事
に
預
か
ら
ん
や
｣
と
断
言
L
t三
世
の
解
輝
を
明

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

確
に
す
る
｡
併
数
理
解
と
し
て
ほ
<

一
身
三
世
報
鷹
>
の
形
を
整
え
て
い
る
｡

一
方
腐
心
篇
後
段
の
誠
殺
訓
は
穀
を
好
む
人
が
受
け
る

｢臨
死
の
報
験
､
子

孫
の
秋
雨
｣
の
例
謹
集
で
あ
っ
て
'
ま
さ
し
-
報
魔
譜
な
の
だ
が
'
こ
こ
に
は

前
段
に
示
さ
れ
た
一
身
三
世
報
魔
の
理
解
は
反
映
さ
れ
な
い
｡
こ
の
<
臨
死
報

験
>
と
い
う
の
は
'
嘗
然
来
世
に
連
績
す
る
報
鷹
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
該

嘗
す
る
五
例
中
確
賓
に
臨
死
の
報
験
と
い
い
う
る
の
は
一
例
の
み
で
あ
り
'
他

は
現
世
報
鷹
も
し
-
は
現
世
よ
り
臨
死
に
及
ぶ
報
鷹
で
あ
っ
て
'
全
て
現
世
の

疾
病
と
そ
れ
に
績
-
死
を
説
い
て
い
て
'
死
を
報
験
と
考
え
る
如
き
'
併
教
と

は
ま
る
で
無
線
の
も
の
が
例
示
さ
れ
て
い
る
｡
更
に
<
子
孫
殊
桐
>
の
二
例
に

至
っ
て
は
'
先
に
み
た
子
孫
を

｢
天
地
の
問
の
一
蒼
生
｣
と
み
る
理
解
と
全
-

相
反
す
る
｡

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
説
話
を
全
て
之
椎
の
創
作
と
み
る
根
壕
は
乏
し
い
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

さ･さ

例
え
ば

｢
江
陵
の
高
偉
'
吾
に
随
っ
て
斉
に
入
る
o
凡
そ
数
年
'
向
に
幽
州
の

お
のれ

ゆ
め
み

淀
中
に
て
魚
を
捕
る
｡
後
病
み
'
毎
に
群
魚
の
之

を

留
む
を

見

て

死
す
｣
と
い

う

一
文
は
'
之
推
に
身
近
な
人
物
に
起
っ
た
出
来
事
を
記
す
だ
け
に
家
族
も
よ

く
承
知
し
て
い
る
打
の
で
あ
る
O
又

｢梁
の
孝
冗
江
州
に
在
り
し
時
'
人
有
り

て
望
黍
願
令
と
な
る
･･･-
｣
に
始
る
1
文
は

｢梁
京
寺
記
｣

(大
正
滞
軽
五

1

-

1
〇
二
四
a
)
所
収
の
小
荘
厳
寺
縁
起
と
同
傾
向
の
説
話
で
あ
る
｡
こ
れ
ら

は
嘗
時
流
行
し
た
報
鷹
欝
で
あ
っ
て
'
之
推
自
ら
は
こ
れ
を
賓
在
の
も
の
と
信

じ
て
い
た
と
私
は
考
え
る
.

1
億
に
か
か
る
説
話
は
隔
書
握
籍
志
に
あ
っ
て
は

史
部
雑
停
部
に
収
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
'六
朝
人
に
は
<
史
貫
>
で
あ
っ
た
｡

と
に
か
く
我
々
は
頚
之
推
の
沸
教
理
解
と
沸
教
信
仰
と
の
間
に
あ
る
は
っ
き

り
し
た
断
層
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
ぬ
｡
こ
こ
で
は
腐
心
篇
前
段
で
認
め

ら
れ
た
∧
個
人
>
は
影
を
ひ
そ
め
る
｡
彼
の
意
識
下
で
は
<
個
人
>
は
や
は
り

家
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
.
そ
れ
は
要
す
る
に
<
ま
ず
修
身
替
家
し
'

然
る
後
に
国
を
治
め
天
下
を
卒
か
に
す
る
>
儒
家
的
意
識
で
あ
る
｡
五
常
と
五

戒
と
を
類
同
さ
せ
る
詮
を
彼
が
受
容
し
た
の
も
'
こ
の
様
な
意
識
下
に
お
い
て

で
あ
っ
て
'
必
ず
し
も
儒
家
的
立
場
の
喪
失
を
結
果
し
な
い
の
で
あ
る
｡

次
に
彼
の
い
ま
一
つ
の
著
作
で
あ
り
'
報
鷹
説
話
集
と
も
い
う
べ
き

『
菟
魂

志

(
一
名
還
菟
記
'
遼
菟
志
)
』
を
と
り
あ
げ
る
｡
菟
魂
志
の
研
究
ほ
っ
と
に

重
松
俊
章
氏
の

｢敦
煙
本
選
寛
記
残
巻
に
就
い
て
｣
(史
淵

1
七
)
'
王
重
民
氏
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の

『敦
短
舌
籍
叙
録
』
.(二
二
六
頁
参
照
)
な
ど
が
あ
り
'
近
年
で
は
中
国
の
周

法
高
氏
の

｢顔
之
推
還
菟
記
考
竃
｣
(大
陸
雑
誌
二
二
･
九
～
二

､

『
中
国
語

文
論
叢
』所
収
)
が
優
れ
て
い
る
｡
諸
氏
と
も
に
書
誌
撃
的
考
察
に
か
な
り
の
紙

数
を
費
い
て
お
ら
れ
る
が
'
調
査
も
れ
の
テ
キ
ス
ト
が
少
な
-
な
か
っ
た
｡
幸

い
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
を
中
心
に
こ
れ
ら
の
諸
本
を
み
る
こ
と
が
出
来

た
の
で
諸
氏
の
見
解
を
と
り
い
れ
補
注
と
し
て
篇
末
に
ま
と
め
て
お
-
｡
内
容

に
則
し
て
い
え
ば
'
山
崎
宏
氏
も
い
わ
れ
て
い
る
通
り
'
沸
教
の
影
響
を
全
-

受
け
な
い
も
の
で
あ
る

(｢
六
朝
隔
唐
時
代
の
報
鷹
信
仰
｣
史
林
四
〇
Ⅰ
六
､

『隔
膚
併
数
史
の
研
究
所
収
』
)
｡

そ
れ
は
特
に
漠
代
以
後
盛
ん
に
信
じ
ら
れ

て
い
た
'

ヽ
ヽ

ヽ

ヽ

我
治
獄
多
陰
徳
､
末
嘗
有
所
寛
､
子
孫
必
有
興
者

(漢
書
手
足
国
侍
)
0
.

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

馬
善
者
'
天
報
以
編
'
馬
非
者
'
天
報
以
狭

(史
記
呉
王
静
侍
)
0

等
の
思
想
に
裏
附
け
ら
れ
た
ヰ
周
在
来
の
報
鷹
譜
で
あ
る

(今
贋
異

｢史
記
に

あ
ら
わ
れ
た
司
馬
遷
の
因
果
鷹
報
の
思
想
と
運
命
観
｣
中
国
文
学
報
八
'
内
山

俊
彦

｢漠
代
の
膝
報
信
仰
｣
東
京
支
那
学
報
六
参
照
)｡

し
か
し
'
菟
魂
志
は

六
朝
時
代
の
他
の
説
話
と
は
異
っ
て
'
そ
の
出
典
の
か
な
り
の
部
分
を
史
記

･

漢
書
に
始
っ
て
左
侍
や
国
語

･
墨
子

･
汲
家
類
語

･
論
衡

･
越
困
苦
等
々
に
及

ぶ
士
大
夫
に
な
じ
み
深
い
書
物
に
求
め
'
説
話
採
集
の
封
象
も
す
べ
て
<
人
>

に
限
っ
て
い
る
｡
し
か
も
<
菟
>
と
い
う
す
べ
て
の
人
間
に
関
心
深
い
事
件
を

取
り
上
げ
て
い
る
鮎
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
｡
顔
之
椎
は
菟
罪
で
殺
さ
れ
た
も

の
が
そ
の
寛
を
報
ず
る
と
い
う
用
例
を
収
録
し
た
の
で
あ
る
｡
た
だ
そ
こ
に
記

さ
れ
た
報
慮
思
想
に
は
勿
論
三
世
説
は
認
め
ら
れ
ず
<
現
世
報
鷹
>
で
あ
る
.

菟
魂
志
は
確
か
に
哲
の
王
淡
の
冥
群
記
や
情
の
侯
君
素
の
旋
異
記
な
ど
の
様
な

併
数
説
話
と
は
直
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
'
し
か
し
之
推
が
こ
の
説
話
集
を

纏
め
た
意
団
は
'
あ
-
ま
で
も
沸
教
の
報
鷹
詮
を
否
定
せ
ん
と
す
る
儒
家
達
に

数
々
の
事
例
を
提
出
し
て
報
鷹
の
異
質
な
る
こ
と
を
讃
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
｡
こ
こ
で
菟
魂
志
の
内
容
を
知
る
た
め
に
現
存
す
る
六
二
第
中
よ
り
一
例
を

示
し
て
お
こ
う
｡

杜
伯
名
目
恒
'
入
籍
周
大
夫
.
畳
王
之
妾
日
女
鳩
'
欲
通
之
'
杜
伯
不
可
.

女
鳩
訴
之
宣
王
日
､
稿
輿
妾
交
｡
宣
王
信
之
'
囚
杜
伯
干
焦
'
使
醇
甫
輿
司

空
鋳
殺
杜
伯
｡
其
友
左
儒
九
諌
'而
王
不
聴
｡
杜
伯
既
死
'馬
人
見
王
日
'
恒

之
罪
何
哉
｡

王
召
疏
'
而
以
杜
伯
語
告
｡
祝
日
'
始
殺
杜
伯
'
誰
輿
王
謀

之
｡
王
日
'
司
空
騎
也
｡
祝
日
'
何
以
不
殺
鈴
以
謝
之
｡
宣
王
乃
殺
鈴
'
使

祝
以
謝
之
｡
伯
猶
鳥
人
而
至
'
言
其
無
罪
｡
司
空
鈴
叉
鳥
人
而
至
日
'
臣
何

罪
之
有
｡
宝
玉
告
皇
甫
日
'
税
也
馬
我
謀
而
殺
人
'
吾
殺
者
又
皆
鳥
人
而
見

訴
奈
何
｡
皇
甫
日
'
殺
疏
以
謝
可
也
｡
宣
王
乃
殺
税
以
乗
謝
蔦
｡
又
無
益
'

皆
馬
人
而
至
｡
硯
亦
日
'
我
蔦
知
之
'
奈
何
以
此
馬
罪
而
殺
臣
也
o
後
三

年
'
宣
王
遊
園
田
'
従
人
浦
野
.

日
中
見
杜
伯
乗
白
馬
素
亭
'
司
空
騎
馬

左
'
釈
馬
右
'
朱
冠
起
於
道
左
'
執
朱
弓
形
矢
'
射
王
中
心
'
折
管
伏
於
弓

衣
而
死

(大
卒
贋
記

一
一
九
)
0

杜
伯
の
停
説
は
'
墨
子
明
鬼
篇
下
'
或
は
史
記
周
本
紀
正
義
等
に
引
く
風
春
秋

に
見
え
る
も
の
で
'
い
ず
れ
も

宣
王
殺
杜
伯
無
季
｡
後
三
年
､
宜
王
骨
諸
侯
'
田
於
囲
｡
日
中
杜
伯
起
於
遣

左
'
衣
朱
衣
冠
'
操
朱
弓
矢
､
射
宣
王
､
中
心
折
菅
死
｡

の
範
囲
を
出
ぬ
も
の
で
あ
る
｡
周
氏
は
左
儒
諌
言
の
一
節
が
説
苑
立
節
簾
中
に

認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
'
管
見
に
よ
れ
ば
女
鳩
に
関
す
る
記

事
も
汲
家
墳
語
の
侠
文
耳
に
残
さ
れ
て
い
る
o
醇
甫
と
司
空
鈴
の
1
節
は
未
詳

だ
が
'
す
で
に
量
子
や
周
春
秋
に
附
加
す
べ
き
記
事
が
現
存
す
る
以
上
'
頚
之

推
が
何
ら
か
の
古
記
録
に
操
っ
て
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る

ま
い
｡
杜
伯
の
侍
説
は
六
朝
時
代
に
は
良
-
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
'
弘
明
集
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中
に
も
度
々
引
用
さ
れ
る
｡
水
経
注
洞
水
篇
下
に
は
泥
水
が
喫
水
に
合
流
す
る

地
鮎
､
つ
ま
り
漢
の
高
租
が
焚
噛
に
賜
っ
た
呂
の
所
在
地
杜
解
嘩
郷
の
西
北
'

奨
水
の
北
岸
に
杜
伯
家
が
あ
る
こ
と
を
記
し
､
こ
れ
ま
た
左
儒
に
関
す
る
別
系

統
の
侍
説
等
を
引
い
て
い
る
oな
お
史
記
封
欄
書
索
隙
に

｢案
地
理
志
'杜
陵
'

故
杜
伯
国
､
有
杜
主
嗣
四
｣
と
あ
る
こ
と
は
周
氏
の
韻
見
に
か
か
る
｡
こ
の
記

事
は
杜
陵
に
杜
主
の
両
が
四
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
'
杜
伯
と
共
に
宝
玉
に

殺
さ
れ
た
他
の
三
人
と
共
に
祭
ら
れ
た
両
と
は
解
さ
れ
ぬ
か
｡
こ
こ
に
菟
魂
志

の
一
節
と
符
合
す
る
虞
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡
疑
問
と
し
て
お
き
た
い
｡

さ
て
い
ま

一
度
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
､
周
氏
も
述
べ
て
い
る
様
に
菟

魂
志
が
蹄
心
篇
後
段
の
戒
殺
訓
と
表
裏
を
な
す
こ
と
で
あ
る
｡
菟
魂
志
の
記
事

は
厨
心
篇
に
附
さ
れ
て
い
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
こ
の

書
が
法
苑
珠
林
に
引
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
'
魯
迅
が

『
中
国
小
説
史
略
』
で
併
教
説
話
集
の
中
に
数
え
て
い
る
こ
と
も
理
由
の
あ
る

こ
と
で
あ
る
｡

五

以
上
'
頚
氏
家
訓
腐
心
篇
と
菟
魂
志
を
中
心
に
類
之
椎
が
儒
家
的
立
場
を
強

-
貫
徹
し
な
が
ら
'
懸
命
に
沸
教
へ
の
信
仰
を
も
ち
つ
づ
け
よ
う
と
し
た
姿
を

明
ら
か
に
し
て
き
た
｡
私
は
こ
こ
に
'
と
り
た
て
て
深
い
思
想
を
も
た
ぬ
卒
凡

な

1
士
大
夫
に
お
け
る
併
教
受
容
の
精
神
を
認
め
た
い
｡
そ
こ
に
は
後
世
の
居

士
併
数
に
通
ず
る
面
が
あ
る
が
､
そ
れ
よ
り
も
彼
の
儒
併

1
致
論
は
あ
た
か
も

六
朝
士
大
夫
が
<
玄
儒
文
史
>
の
四
科
を
必
須
の
教
養
と
し
た

(森
前
掲

｢
六

朝
士
大
夫
の
精
細
｣
参
照
)

よ
う
に
'
雨
数
い
ず
れ
に
も
偏
せ
ず
'
両
歌
共

存
の
形
に
お
い
て
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
｡
顔
之
椎
に
あ
っ
て

ほ
い
ず
れ
へ
の
集
中
も
な
い
｡
そ
れ
故
に
偶
数
へ
の
信
仰
は
あ
っ
て
も
屑
家
酌

立
場
を
磨
す
る
方
向
に
は
進
ま
な
か
っ
た
｡
逆
に
沸
教
に
関
す
る
知
識
は
集
積

さ
れ
て
も
'
そ
れ
が
哲
学
的
な
深
ま
り
を
結
果
し
な
い
｡
こ
の
鮎
は
唐
宋
の
居

士
俳
教
と
大
愛
に
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ
れ
が
何
に
由
来
す
る
の
か
疑
問

で
あ
っ
た
が
､
之
椎
の
併
教
理
解
を
分
析
す
る
な
か
で
'
彼
の
精
細
の
奥
底
に

は
'
彼
が
周
官

･
左
氏
の
撃
を
守
る
う
ち
に
つ
ち
か
わ
れ
た
注
解
の
撃
風
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
及
ん
だ
｡
か
か
る
学
風
が
彼
の
併
教
観
に
も
大
き
な

影
を
な
げ
か
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
o
い
た
ず
ら
に
敷
宿
し
た
議
論
を

展
開
せ
ず
'
事
賢
を
例
竃
と
し
て
書
く
に
と
ど
ま
る
顔
之
推
の
面
目
は
菟
魂
志

中
随
所
に
電
揮
さ
れ
'
家
訓
が
百
科
節
典
的
性
格
を
も
つ
こ
と
に
も
'
彼
が
修

文
殴
御
覧
の
編
集
者
で
あ
る
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
.
六
朝
に
は
多
く
の

<
注
>
が
作
ら
れ
'
辞
典
に
類
す
る
編
纂
が
流
行
し
た
｡
こ
の
様
な
時
代
の
風

潮
を
考
え
る
と
､
之
椎
的
な
儒
併

1
致
論
は
単
に
彼
個
人
の
み
な
ら
ず
'
六
朝

の
固
有
な
学
風
に
つ
ら
な
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
嘗
時
に
は
<
義
疏
∨

や
<
集
解
>
の
類
が
作
ら
れ
'
玄
撃
尊
重
の
風
潮
と
結
び
つ
い
て
自
由
奔
放
な

解
樺
を
古
典
に
施
し
た
｡
し
か
し
こ
の
傾
向
は
冒
頭
に
述
べ
た
第
二
の
系
統
に

属
す
も
の
で
あ
り
'
こ
の
際
は
こ
れ
以
上
言
及
し
な
い
｡

頚
氏
家
訓
は
蹄
心
簾
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
特
異
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
同
時

代
の
魂
収
が
親
書
に
群
老
志
を
含
め
た
と
同
様
の
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
で
あ
る
o

け
れ
ど
も
顔
之
椎
に
あ
っ
て
は
'
蹄
心
篇
の
編
通
に
示
し
た
態
度
は
他
の
諸
篇

の
そ
れ
と
基
本
的
に
は
襲
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
｡
あ
-
ま
で
も
貫
旗

へ
の
志
向
を
失
わ
ず
'
事
賓
を
叔
べ
つ
ら
ね
て
賓
竃
的
に
論
を
展
開
す
る
態
度

で
あ
る
o
厨
心
筋
は
偶
々
家
訓
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
'
後
世
の
士
大
夫
連
の
眼

に
ふ
れ
る
機
骨
が
多
か
っ
た
た
め
に
'
六
朝
を
代
表
す
る
沸
教
論
文
で
あ
る
か

の
様
に
評
慣
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
之
推
の
家
訓
執
筆
の
態
度
を
知

り
'
厨
心
篇
編
遇
の
厚
顔
を
知
れ
ば>
'
こ
の
篇
ほ
'
サ
ロ
ン
偶
数
界
で
議
論
の
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卦
象
と
な
り
'
後
に
弘
明
集
に
収
め
ら
れ
た
他
の
多
-
竺

ハ
朝
の
件
数
儲
文
と

は
性
格
が
異
な
る
こ
と
が
分
る
.
そ
れ
は
l
士
大
夫
の
信
仰
の
歪
で
あ
り
'
之

椎
と
同
じ
ょ
う
な
思
考
の
パ
タ
ー
ン
を
も
つ
'
か
な
り
多
-
の
六
朝
崇
併
士
大

夫
の
卒
均
的
憐
数
理
解
を
示
す
手
引
と
い
っ
て
も
よ
い
｡
か
か
る
観
鮎
か
ら
掃

心
篇
ほ
評
偵
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
れ
を
す
べ
て
類
之
推
猫
白
の
思
想
で
あ
る

か
の
様
に
高
-
評
偵
し
て
も
'低
次
の
理
解
と
退
け
て
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

私
は
宇
都
宮
'
森
'
吉
川
氏
等
の
論
考
に
み
ち
び
か
れ
'
之
推
の
儒
併

一
致

論
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
｡
数
々
の
非
鐙
の
言
節
を
連
ら
ね
た
こ
と
に
つ
い
て

は
お
柁
び
し
た
い
が
'
最
初
に
提
出
し
た
問
題
鮎
や
疑
問
鮎
に
は
私
な
り
に
答

え
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
｡
た
だ
先
に
私
は
宇
都
宮
氏
の
論
理
展
開
に
い
さ
さ

か
の
批
判
を
試
み
た
が
'

｢儒
撃
的
教
諭
の
延
長
線
上
に
併
教
的
教
諭
の
異
理

性
を
認
め
る
｣
と
い
う
鋸
心
篇
の
性
格
に
つ
い
て
の
氏
の
結
論
は
安
富
だ
と
考

え
る
｡
教
之
推
の
立
場
は
'
儒
教
､
併
教
の
二
つ
の
員
理
性
を
認
め
た
上
で
､

そ
の
合
理
的
理
解
を
儒
家
的
偵
値
を
も
っ
て
意
味
づ
け
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ

る
｡
そ
れ
は

一
つ
は
園
心
篇
後
段
の
困
果
報
庶
論
か
ら
菟
魂
志
に
つ
な
が
る
線

に
お
い
て
示
さ
れ
て
お
り
'
い
ま

一
つ
は
在
家
の
併
教
徒
た
る
こ
と
に
よ
っ
て

沸
教
と
国
家
'
傍
観
と
家
庭
の
両
立
が
可
能
と
な
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
｡
儒

併

一
致
の
理
由
づ
け
を
儒
家
た
る
自
分
或
は
儒
家

一
般
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
い

う
執
念
に
も
似
た
努
力
が
そ
こ
に
は
あ
る
｡

｢
こ
の
世
の
遠
い
は
て
に
連
綾
し

て
存
在
す
る
浄
土
を
み
て
い
た
常
時
の
1
般
信
仰
界
の
態
度
と

一
致
す
る
面
を

頚
之
椎
に
認
め
る
｣
の
は
'
尉
心
篇
後
段
及
び
策
魂
志
に
み
ら
れ
る
現
世
報
臆

的
な
併
教
観
に
よ
る
の
で
あ
る
｡
之
推
に
と
っ
て
は
来
世
は
現
世
に
連
擬
し
'

再
び
現
世
に
連
ら
な
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
思
え
る
｡
彼
は
荘
子

的
な
超
越
的
な
世
界
､
謝
蛋
運
的
な
頓
悟
の
世
界
に
鰻
質
的
に
入
り
込
め
な
い

人
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
故
三
世
報
艦
の
信
仰
に
お
い
て
も
現
世
的
な
枠
を
つ
.き
破

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
文
学
に
興
味
を
お
ぼ
え
な
か
っ
た
と
い

う
彼
の
気
質

(吉
川
前
掲
論
文
)
は
'
併
教
の
面
に
も
抜
き
難
く
反
映
し
て
い

る
と
い
え
る
｡
こ
う
し
た
之
椎
の
精
画
の
追
求
を
通
じ
て
'
私
は
宇
都
宮
氏
と

は
ば
同
様
の
結
論
に
達
し
た
｡
私
の
考
え
は
結
論
に
お
い
て
宇
都
宮
氏
と
ほ
ぼ

1
致
す
る
が
'
諭
竃
の
方
法
は
か
な
り
異
る
-?

そ
こ
で
屋
上
に
星
を
重
ね
る
こ

と
を
恐
れ
つ
つ
も
'
学
界
展
望
と
い
う
名
に
借
り
て
私
見
を
述
べ
た
次
第
で
あ

る
｡
儒
併

一
致
論
に
限
定
し
た
た
め
､
神
仙
や
道
教
に
つ
い
て
は
勿
論
'
沸
教

思
想
に
つ
い
て
も
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
.
紳
仙
に
つ
い
て
は
頚
氏

家
訓
養
生
篇
や
詩
の
検
討
'
道
教
に
つ
い
て
は
寛
魂
志
中
に
採
録
さ
れ
て
い
る

道
教
説
話
の
検
討
等
か
ら
始
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
際
秋
月
観
瑛
氏
の

研
究
(｢
六
朝
道
教
に
お
け
る
鷹
報
説
の
登
展
-
教
理
展
開
追
跡
の
一
試
論
｣
弘

前
大
学
人
文
敢
曹
三
三
)
も
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
六
朝
の
道
教
説
話
を

精
細
史
的
観
鮎
か
ら
考
え
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
｡
た
だ
菟
魂
志
に
同

種
の
説
話
が
か
な
り
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
菰
之
椎
が
報
鹿
の
正
常
性
を

道
教
の
側
か
ら
も
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡
こ
こ
に
類
之

推
の
三
敦
融
合
思
想
の
〓
桐
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
o

最
後
に
二
二ロ
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
､
佐
藤

一
郎
氏
も
言
及
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
が
､
彼
の
沸
教
思
想
に
は
厭
世
観
が
全
-
な
い
こ
と
で
あ
る

(｢教

氏
家
訓
小
論
｣
東
京
支
那
撃
報

1
)
.
こ
こ
で
1
つ
の
封
比
を
示
し
た
い
｡
世
説

新
語
に
注
を
附
し
'
窺
宛

1
二
〇
奄
を
濁
力
で
編
纂
し
た
梁
の
劉
峻
/(孝
標
)

と
の
封
比
で
あ
る
｡
二
人
は
約

1
世
紀
の
隔
り
が
あ
る
｡
し
か
し
共
に
亡
国
と

流
浪
を
髄
験
し
'
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
は
似
通
っ
た
面
が
多
い
｡
劉
峡
は
年
少

の
頃
併
教
界
に
身
を
隠
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
'
質
問
に
生
涯
を
掛
っ
た
儒
家

的
文
人
で
あ
る
｡
だ
が
彼
は
政
治
的
に
行
動
し
'
保
身
す
る
術
を
知
ら
な
か
っ

た
｡
任
用
の
途
は
常
に
閉
さ
れ
'
晩
世
に
は
自
序
を
著
し
て

｢
余
は
蟹
座
寂
実
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と
し
て
､
世
吾
を
知
ら
ず
｡
魂
晩

一
た
び
去
れ
ば
'
婿
に
秋
草
と
同
じ
か
ら

ん
｣
(梁
書
本
樽
)
と
'

学
問
の
無
力
な
る
こ
と
を
嘆
く
に
至
る
｡

こ
の
鮎
は

賛
言
す
る
ま
で
も
な
-
頚
之
椎
と
封
稲
的
で
あ
る
｡
之
推
ほ
保
家
保
身
が
板
に

つ
い
て
い
た
と
い
わ
れ
る
朝
廷
之

(張
薄

百
三
名
家
集
題
餅
'
挑
埜

謝
聖

顔
延
年
保
家
'
木
全
前
掲

｢
類
延
之
の
生
涯
と
思
想
｣
)
を
も

｢
菊
を
負
う
て

搾
馳
さ
る
｣
と
批
判
し
'
子
孫
へ
の
戒
と
す
る
が
如
き
精
細
を
も
つ
保
身
家
で

あ
る
｡
そ
の
た
め
に
数
々
の
破
局
を
免
れ
得
た
の
で
あ
り
'
そ
の
髄
験
を
通
じ

て
学
問
こ
そ
こ
の
乱
世
を
生
き
ぬ
く
資
で
あ
る
と
の
自
信
を
深
め
た
の
で
あ
っ

た
｡
厭
世
的
な
俳
教
観
が
菰
之
進
に
全
く
認
め
ら
れ
な
い
の
は
こ
の
様
な
生
活

態
度
と
学
問
に
封
す
る
信
頼
の
反
映
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

補
注

発
現
志
は
遺
宛
記
と
通
稲
さ
れ
る
｡
し
か
し
階
書
経
籍
志
史
部
雑
博
瓶

に

｢菟
魂
志
三
宅

煎
之
推
撰
｣
と
あ
り
'
類
義
卿
の
顔
氏
家
頗
碑
に
｢
(之

推
)
家
訓
廿
篇

菟
魂
志
三
省
を
著
す
｣
と
記
し
'
膚
初
の
法
苑
珠
林
奄

一

〇
〇
侍
記
篇
に

｢
菟
魂
志
二
巻
｣
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
致
之
推
の
原
本
が
菟

魂
志
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
同
書
が
遠
宛
記
又
は
遺
菟
志
と
誤
栴
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
恐
ら
-
唐
末
よ
り
宋
初
で
あ
ろ
う
｡
宋
初
の
類
書

太
zF
贋
記
は

｢
遠
宛
記
｣
と
記
し
､
同
じ
-
宋
初
王
尭
臣
等
摸
せ
る
崇
文
縫

目
の
小
説
家
鎚
に
は

｢
遺
宛
志
≡
奄
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
宋
代
に
編

纂
さ
れ
た
奮
唐
書
塾
文
志
及
び
新
暦
書
出
h'文
志
は

｢菟
魂
志
｣
に
作
り
'
大

ヽ
ヽ
ヽ

卒
御
輿
九
七
七
に
引
-
侠
文
は

｢
菟
報
記
｣
と
記
す
よ
う
に
多
少
の
混
乱
が

ヽ
ヽ

み
ら
れ
る
｡
更
に
降
っ
て
南
宋
末
か
ら
元
に
か
け
て
は

｢
北
賛
選
集
志
二

名
｣
と
し
て
流
布
し
た
と
み
え
'
陳
振
孫
の
直
寮
書
録
解
題

一
一
及
び
馬
端

臨
の
文
献
通
考
は
共
に
こ
の
名
で
記
し
て
い
る
｡
明
代
以
後
に
編
纂
さ
れ
た

叢
書
所
収
の
も
の
は
除
外
し
て
'

一
席
富
木

･
刊
本
と
し
て
侍
わ
り
或
い
は

･そ
れ
に
基
づ
い
て
粗
書
中
に
引
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
諸
本
は
以
上
の
如
く

時
代
に
よ
り
種
々
で
あ
る
｡
さ
て
現
行
の
叢
書
所
収
本
は
す
べ
て
法
苑
珠
林

中
よ
り
採
録
さ
れ
た
も
の
で
珠
林
の
排
列
順
に
並
べ
'
こ
れ
に
大
卒
贋
記
よ

り
若
干
の
補
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
｡
か
つ
ま
た
こ
れ
ら
の
抄
本
は
明
の

陳
栂
儒
の
菌
藤
本
よ
り
出
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
'
梧
百
川
撃
海
系
は
書
名
を

ヽ

ヽ

｢
遼
東
記
｣'
賛
頚
堂
秘
笈
系
は

｢
遠
菟
志
｣
と
著
し
'
同
系
統
内
で
は
版
本

の
流
用
が
普
通
で
あ
る
｡
そ
の
他
各
停
本
系
統
相
互
間
に
は
字
句
の
異
同
が

極
ま
り
な
く
'
ほ
と
ん
ど
原
本
の
形
を
求
め
得
ぬ
程
で
あ
k
Po
現
存
の
敦
塩

本

(
p
t
三

1
二
六
､
欄
外
に
中
和
二
年

(
八
八
二
)
の
書
入
れ
が
あ
り
'

こ
の
頃
に
こ
の
寓
本
が
他
の
用
途
に
供
せ
ら
れ
て
い
′た
こ
と
が
分
る
)
す

ら
､
藤
枝
尭
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
教
榎
本
に
は
全
-
異
例
の
形
式
と
も
い

う
べ
き
本
文
を
書
込
み
に
よ
っ
て
修
正
し
た
跡
が
認
め
ら
れ
る
｡
以
上
の
こ

と
か
ら
我
々
が
策
魂
志
を
利
用
す
る
に
際
し
て
は
慣
重
な
配
慮
が
必
要
で
あ

り
'
現
行
の
抄
本
は
使
用
に
耐
え
ず
'
宋
以
前
の
三
本
に
依
ら
ね
ば
な
ら
な

い
｡
三
本
の
校
合
に
よ
り
珠
林
'
贋
記
は
別
系
統
の
唐
代
の
霧
本
を
侍
え
た

ヽ
ヽ

も
の
と
考
え
ら
れ
､
敦
榎
本
の
本
文
は
こ
の
二
系
統
の
馬
本
を
封
校
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
｡
な
お
私
見
に
ょ
れ
ば
大
卒
蹴
記
は
唐
鴬
本
の
か
な
り
古

い
形
を
侍
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
は
さ
て
お
き
こ
れ
ら
の
事
貨
は
'

罵
魂
志
が
各
時
代
に
わ
た
っ
て
贋
汎
な
人
々
に
讃
ま
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
｡
こ
の
よ
う
な
廉
汎
に
讃
ま
れ
た
同
類
の
書
に
は
'
他
に
両
替
の
王
攻
の

冥
群
記
や
'
沸
教
説
話
集
と
し
て
わ
が
国
に
も
著
名
な
膚
の
膚
臨
の
冥
報
記

が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
菟
魂
志
は
時
に
冥
群
記
と
混
乱
し
て
侍
え
ら

れ
'又
く
す
し
く
も
敦
塩
本
策
魂
志
の
末
尾
に
｢冥
報
記
｣
と
書
か
れ
'次
篇
の

巻
頭
部
分
か
と
思
わ
れ
る
断
片
が
残
っ
て
い
る
.勿
論

1
詮
で
は
｢菟
魂
志
｣

と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
誤
記
さ
れ
た
と
い
う
が
'
こ
の
事
賓
は
な
に
よ
り
も
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菟
魂
志
が
併
教
説
話
と
し
て
通
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
｡

先
に
陳
綾
儒
戚
本
に
由
来
す
る
諸
本
が
二
系
統
に
分
れ
る
こ
と
に
鰯
れ
た

が
'
こ
の
鮎
に
つ
い
て
'
倉
田
淳
之
助
氏
の

｢『
説
邪
』
.版
本
諸
説
と
私
見
｣

(京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
創
立
廿
五
周
年
記
念
論
文
集

東
方
撃
報

京
都

二
五
)
を
参
考
に
し
て
'

一
席
の
整
理
を
試
み
て
お
き
た
い
｡

｢唐

古
川
撃
海
｣
は
陳
鍵
偏
の
藤
本
に
竣
る
こ
と
が
多
い
が
､
菌
歴
四
三
年
に
刊

行
さ
れ
た

｢賓
観
望
秘
笈
贋
函
｣
の
刊
本
は
み
て
い
な
い
よ
う
だ
と
い
う
倉

田
氏
の
考
意
に
従
え
ば
'

｢唐
古
川
琴
海
｣
所
収
の

｢
選
集
記
｣
の
原
本
は

陳
彊
儒
減
と
考
え
ち
れ
る
が
'
直
接
･r資
額
堂
秘
笈
贋
函
｣
よ
り
採
っ
た
も

の
で
な
い
こ
と
が
知
れ
る
｡
､
奉
賛
両
者
の
問
に
は
時
に
字
句
の
異
同
が
あ

る
｡
以
下

｢
選
雑
記
｣
と
い
う
書
名
で
流
布
し
て
い
る

｢梧
百
川
撃
海
｣
系

の
諸
本
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
｡
｢重
較
説
邪
｣
所
収

｢
遼
菟
記
｣
は
｢績

官
用
撃
海
｣

の
版
を
流
用
し
た
も
の
で
､

そ
の
際
撰
者
名
の
下
の

｢著
｣

｢
撰
｣
等
の
字
と
校
閲
者
の
姓
名
､文
中
に
問
々
施
さ
れ
た
評
鮎
と
句
讃
鮎
を

則
っ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は

｢重
較
説
郭
｣
が

｢績
富
川
撃
海
｣
の
版
を
碑

用
す
る
際
に
み
ら
れ
る
一
般
的
特
徴
と
し
て
倉
凹
氏
が
指
摘
さ
れ
た
諸
鮎
と

全
-

1
致
し
て
い
か
.
た
だ
京
都
大
学
文
学
部
所
頻
の

｢糖
古
川
撃
海
｣
は

原
刻
そ
の
ま
ま
の
姿
を
残
し
て
い
る
が
'
人
文
科
学
研
究
所
所
減
の

｢糖
百

川
撃
海
｣
は
す
で
に
こ
れ
ら
則
り
と
り
が
行
な
わ
れ
た
版
で
あ
る
｡
こ
の
こ

と
は

｢横
古
川
琴
海
｣
か
ら

｢重
較
説
郭
｣
に
到
る
1
過
程
を
示
す
も
の
と

し
て
注
意
さ
れ
る
.

｢唐
宋
叢
書
｣
所
収

｢
遺
実
記
｣
は

｢重
較
説
部
｣
よ

り
や
や
早
-

｢績
古
川
撃
海
｣
の
版
を
流
用
し
た
が
､
こ
れ
は
第
七
'
八
薬

が
映
て
お
り
第
六
葉
は
魂
城
陽
王
元
微
の
記
事
で
打
切
り
鱒
嬰
の
.記
事
は
版

木
よ
り
四
行
を
抹
滑
し
て
い
る
P.
し
か
も
こ
の
歌
葉
木
を
も
と
に
し
て
王
講

覇
の

｢漠
凝
叢
書
｣
新
政

｢
還
菟
記
｣
は
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
な
ぶ

｢
増
訂
四
庫
簡
明
目
録
標
注
｣
に
は
'
周
星
語
の
説
と
し
て
､
唐
宋
叢
書
及

ヽ
ヽ

び
貿
頚
堂
秘
笈
は
不
足
本
で
あ
り
'
何
鎖
の
漠
魂
草
書
が
足
本
で
あ
る
こ
と

を
記
し
て
い
る
｡
確
か
に

｢蕨
漢
魂
叢
書
｣
の
終
日
の
後
に
附
さ
れ
た
何
允

中
の
識
語
に
よ
れ
ば
'
何
鐙
が
集
め
た
百
種
の
う
ち
程
発
が
三
七
種

(賓
際

は
三
八
種
)
を
刻
し
､
こ
こ
に
ま
た
七
六
種
に
増
す
と
あ
っ
て
'
何
程
の
漠

貌
叢
書
が
存
在
す
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
｡
し
か
し
現
存
す
る
王
譲
以
前
の
漠

魂
叢
書
に
は
選
集
記

(菟
魂
志
)
は
収
め
ら
れ
ず
'
又
周
星
請
の
競
傾
日
記

砂
､
侍
忠
堂
書
目
に
も
か
か
る
説
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
'
増
訂
四
庫
簡
明

目
録
標
注
の
記
事
に
は
若
干
の
疑
問
が
残
る
｡
さ
て

｢唐
宋
幕
書
｣
所
収
本

の
第
九
葉
に
は
段
洞
の
記
事
が
あ
る
が
'
こ
れ
も
第
七
㌧
,八
乗
が
妖
け
て
い

る
た
め
に
前
半
が
不
明
で
あ
る
｡
従
っ
て

｢漠
魂
叢
書
｣
所
収
本
は
こ
の
部

分
を
青
書
但
温
樽
に
よ
っ
て
改
刻
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
改
刻
は
第

六
葉
末
の
西
行
の
映
損
部
分
を
埋
め
き
れ
ず
賓
際
補
い
得
た
の
は
一二
行
で
あ

る
｡
そ
の
た
め
か

｢
摸
魂
黄
書
｣
で
は
各
記
事
の
排
列
を

｢膚
宋
草
書
｣
所

収
本
と
同
じ
-
せ
ず
や
や
異
同
が
認
め
ら
れ
る
｡
又

｢
五
胡
小
説
｣
所
収
本

も

｢重
醗
説
郭
｣
よ
り
や
や
早
-
崇
税
五
年

(
〓
竺

二
)
項
に
は

｢績
富

川
撃
海
｣
よ
り
葦
書
中
に
採
録
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
以
上
を
要
約
す

る
と
'
｢
五
朝
小
説
｣

｢重
較
説
邪
｣
｢唐
宋
叢
書
｣
所
収
の

｢
遺
菟
記
｣
は

ほ
ぼ
同
時
期
に

｢績
百
川
琴
海
｣
の
版
を
流
用
'
縛
用
し
た
も
の
で
あ
り
t

の
ち
王
譲
が
｢唐
宋
叢
書
｣
所
収
本
を
用
い
て
改
刻
し
こ
れ
を

｢漢
魂
叢
書
｣

に
収
め
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

附
記

本
稿
は
昭
和
四
十
三
年

一
月
七
日
名
古
屋
大
学
で
行
な
わ
れ
た
中
世

史
研
究
曹
例
令
で
の
蓉
表
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
｡
同
骨
の
メ
ン
バ
ー
の

方
々
の
協
力
に
感
謝
し
た
い
｡ま
た
福
永
光
司
先
生
か
ら
ご
指
導
を
受
け
た
｡

こ
こ
に
お
程
を
申
し
述
べ
る
｡

(勝
村

薯
也
)
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