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人
生
識
字
憂
患
始

-

中
国
頭
書
人
の
憂
愁
-

川

合

康

三

京
都

大
学

一

は

じ

め

に

①

蘇
拭

(
一
〇
l二
六
-

二

〇
一
)
｢
石
蒼
静
醇
墨
堂
｣
詩

の
冒
頭
に
､

｢人
生

字
を
識
る
は
憂
患

の
始
め
｣
の

l
句
が
あ
る
｡
小
川
環
樹

②

博
士
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

､

蘇
乾
の
詩
の
な
か
に
は
'
人
生

観
'
世
界
観
に
つ
い
て
普
遍
的
公
理
を
述
べ
た
格
言
の
よ
う
な
句
が

置
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
こ
の

一
句
も
'
人
間
は
文
字
の
謹
み
書
き

を
覚
え
た
こ
と
か
ら
様
々
な
心
労
が
生
じ
る
も
の
だ
､
と
い
う
普
遍

的
な
藁
理
を
語

っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
こ
の
詩
の
全
膿
は
必
ず
し
も
議
書
人
の
憂
患
を

主
題
と
し
た
も
の
で
は
な
い
｡
七
言
二
十
四
句

の
全
膿
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
｡

人
生
識
字
憂
患
始

姓
名
租
記
可
以
休

何
用
草
書
誇
神
速

開
巻
愉
悦
令
人
愁

我
嘗
好
之
毎
日
笑

君
有
此
病
何
能
疹

自
言
其
中
有
至
柴

適
意
無
異
遭
遇
遊

近
著
作
堂
名
酔
墨

如
飲
美
酒
滑
百
憂

乃
知
柳
子
語
不
妄

病
噂
土
炭
如
珍
蓋

君
於
此
蛮
亦
云
至

人
生

字
を
識
る
は

憂
患
の
始
め

ま

や

姓
名

称
ぼ
記
せ
ば
以
て
休
む
べ
し

何
ぞ
用
い
ん

草
書
の
神
速
を
誇
る
こ
と

を

し
よ
･つ
き
よ
･フ

巻
を
開
け
ば

愉

悦

と

し
て
人
を
し
て
愁

え
し
むつね

つね

残
れ
嘗
に
之
を
好
む
も
毎
に
自
ら
笑
う

君
に
此
の
病
有
-

何
ぞ
能
-
癒
え
ん

自
ら
言
う

其
の
中
に
至
禦
有
-
て

意
に
適
う
こ
と
遭
遇
の
遊
に
異
な
る
無
し

とち
か
ころ

近
着

堂
を
作
-
て
酔
墨
と
名
づ
-

美
酒
を
飲
み
て
百
憂
を
滑
す
が
如
し
と

乃
ち
知
る

柳
子
が
語
の
妄
な
ら
ざ
る
を

病
み
て
土
炭
を
噂
み
珍
蓋

の
如
-
す

て

君

此
の
聾
に
お
い
て
亦
た
云
に
至
れ
-
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堆
謄
敗
筆
如
山

丘

輿
来

1
揮
百
紙
蓋

駿
馬
倹
忽
踏
九
州

我
善
意
造
本
無
法

鮎
重
信
手
煩
推
求

胡
為
議
論
濁
見
仮

隻
字
片
紙
皆
戒
収

不
滅
鐘
張
君
自
足

下
方
羅
趨
我
亦
優

不
須
臨
池
更
苦
学

完
取
絹
素
充
会
裾

うすたか

借
に

堆き
敗
筆
は
山
丘
の
如
し

興
来

-て一
た
び
揮
え
ば
百
紙
蓋
く

駿
馬

倹
忽
と
し
て
九
州
を
踏
む

我

が
書
は
意
造
に
し
て
本
よ
り
法
無

し

ま
か

鮎
董

手
に
信
せ
て
推
求
を
煩
わ
す

な
ん
す
れ

胡

烏
ぞ

議

論

濁
り
仮
さ
れ
て

隻

字

片
紙

皆
な
蔵
収
せ
ら
る

鍾

(蘇
)
･
張

(芝
)
に
減
ぜ
ざ
る
は
君
自

ら
足
れ
-

〈
ら

下
は
羅

(嘩
)
･
趨

(襲
)
に
方
ぶ
れ
ば
我

れ
も
亦
た
優
る

も
ち

須

い
ず

池
に
臨
み
て
更
に
苦
学
す
る
を

絹
素
を
完
取
し
て
金
網
に
充
て
よ

こ
の
詩
は
配
…寧
二
年

(
1
〇
六
九
)
八
月
'
蘇
拭
三
十
四
歳
'
開

封
に
あ

っ
て
監
官
話
院
の
任
務
に
就
い
て
い
た
時
の
作
と
さ
れ
る
｡

詩
題
に
み
え
る
石
蒼
静
は
字
才
美
'
ま
た
は
才
叔
'
才
翁
､
草
書
の

名
手
と
し
て
名
が
知
ら
れ
て
い
た
｡
詩
は
そ
の
石
蒼
静
の
草
書
を
深

人
生
識
字
憂
思
始

(川
合
)

い
と
こ
ろ
で
賛
美
し
な
が
ら
も
'
表
層
で
は
書
と
い
う
も
の
に
封
し

て
距
離
を
置
き
､
わ
ざ
と
つ
れ
な
い
態
度
を
装

っ
て
い
る
｡
そ
の
最

初
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
'
｢人
生
識
字
憂
患
始
､
姓
名
租
記
可
以

休
｣
の
二
句
で
あ
る
｡
人
生
は
文
字
を
修
得
す
る
こ
と
か
ら
悲
し
み

が
始
ま
る
も
の
だ
｡
文
字
と
い
う
の
は
､
自
分
の
姓
名
を
書
-
こ
と

が
で
き
れ
ば
'
そ
れ
で
も
う
十
分
だ
｡
第
二
句
は
周
知
の
と
お
-
'

『史
記
』
巻
七
､
項
羽
本
紀
の

｢書
足
以
記
名
姓
而
己
｡
剣

1
人
敵
'

不
足
学
｡
撃
商
人
敵
｣
か
ら
出
る
｡
文
字
は
賓
用
の
も
の
で
あ

っ
て
'

必
要
な
事
柄
を
博
達
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
｡
俸
達
も
で
き
な
い
草
書

は
字
の
本
来
の
役
割
を
は
ず
れ
て
い
る
t
と
い
う
の
で
あ
る
｡
草
書

に
熟
達
す
る
石
蒼
静
に
封
し
て
､
敢
え
て
そ
れ
と
暫
時
す
る
態
度
を

設
け
る
た
め
に
言
い
起
こ
さ
れ
た
こ
こ
で
は
､
文
字
は
生
活
の
場
で

役
に
立
て
ば
十
分
で
あ

っ
て
､
賓
用
か
ら
離
れ
た
書
に
意
義
は
な
い

こ
と
を
､
少
な
-
と
も
表
面
に
お
い
て
は
主
張
し
て
い
る
｡
も
ち
ろ

ん
蘇
拭
は
石
蒼
静
の
草
書
を
許
惜
し
'
賛
美
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'

書
の
斐
術
性
を
自
明
の
も
の
と
し
て
そ
れ
に
没
頭
す
る
態
度
に
封
し

て
敢
え
て
斜
に
構
え
た
態
度
を
取
る
｡
批
判
的
で
あ
る
か
に
見
せ
な

が
ら
賓
際
に
は
構
え
る
と
い
う
錯
綜
し
た
賞
賛
の
仕
方
も
'
蘇
銭
の
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詩
に
特
徴
的
な
知
的
操
作
の

一
つ
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
蘇
轍
の
同
題

の
詩

(五
言
十
二
句
｡
『禦
城
集
』
巻
三
)
に
も
'
許
諾
を
弄
す
る
口
ぶ

-
は
見
ら
れ
る
も
の
の
'
そ
れ
は
誇
張
し
た
表
現
か
ら
生
じ
て
い
る

も
の
で
､
石
蒼
節
の
草
書
に
封
す
る
賛
美
は

一
貫
し
て
い
て
'
蘇
珠

の
逆
説
的
な
態
度
と
は
好
封
照
を
な
し
て
い
る
｡

詩
全
膿
の
主
旨
が
石
蒼
静
の
草
書
を
讃
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
､

｢人
生
識
字
憂
患
始
｣
と
い
う
最
初
の

一
句
は
'
全
膿
の
意
味
と
は

直
接
繋
が
っ
て
い
な
い
｡
そ
し
て

｢字
を
識
る
｣
こ
と
が
も
た
ら
す

｢憂
患
｣
に
つ
い
て
も
'
こ
の
詩
の
な
か
で
は
何
も
説
明
さ
れ
て
い

な
い
｡
す
な
わ
ち

｢人
生
識
字
憂
患
始
｣
は
詩
全
憶
か
ら
浮
き
上
が

っ
て
置
か
れ
て
い
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
冒
頭
に
置
か
れ
た
こ
の

一
句
は
'
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
蘇
珠
の
思
い
の

一
端
を
表
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
｡
折
し
も
蘇
珠
は
官
員
の
静
令
書
を
書
-
任
務
に
就

い
て
い
る
時
期
で
あ
-
､
職
務
と
し
て
の
書
類
を
書
-
こ
と
に
封
す

る
嫌
悪
も
な
に
が
し
か
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡

蘇
賊
が
格
言
の
よ
う
に
言
い
放

っ
た
こ
の

1
句
は
､
そ
れ
が
置
か

れ
た
詩
の
な
か
に
お
け
る
意
味
を
越
え
て
'
頭
書
人
が
讃
吾
人
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
憂
患
の
情
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
講
書
人

の
普
遍
的
な
思
い
を
ず
ば
り
と
言
い
切

っ
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な

い
か
｡
｢人
生
識
字
憂
患
始
｣
の

l
句
か
ら
購
沓
さ
れ
て
'
中
囲
議

書
人
が
講
書
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
生
じ
る
憂
患
の
思
い
を
ど
の
よ
う

に
唱

っ
て
い
る
か
､
探

っ
て
み
た
い
｡

二

中
園

の
読
書

人

中
国
の
請
書
人
､
す
な
わ
ち
古
典
的
教
養
を
身
に
つ
け
た
人
々
は
'

別
の
角
度
か
ら
言
え
ば
宮
人
と
な
る
資
格
を
も
つ
階
盾
で
あ
り
､
支

配
者
階
級
と
い
っ
て
よ
い
｡
文
化
を
掌
握
す
る
者
が
同
時
に
政
治
に

参
輿
で
き
る
権
利
を
も
持

つ
と
い
う
中
国
の
融
合
腰
制
の
な
か
で
'

一
貫
し
て
政
治

･
文
化
の
全
膿
の
支
配
者
と
し
て
君
臨
し
た
の
で
あ

る
｡
こ
れ
は
中
歯
の
謹
書
人
が
近
代
の
知
識
人
と
異
な
る
大
き
な
特

徴
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
近
代
の
知
識
人
の
場
合
'
古
典
的
教
養

を
備
え
る
こ
と
は
そ
の
修
件
の
な
か
に
含
ま
れ
る
に
し
て
も
'
直
接

に
必
要
な
の
は
今
'
現
在
に
封
す
る
透
徹
し
た
見
方
で
あ
-
'
現
代

を
透
徹
し
て
見
通
す
そ
の
認
識
力
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
時
代
の
政
治

権
力
者
と
は
位
相
を
異
に
す
る
存
在
と
な
る
｡
そ
も
そ
も
知
識
階
級

inteニ
ーgen
tsiy
a
は
十
九
世
紀
の
帝
政
ロ
シ
ア
に
お
い
て
農
奴
を
救

ー 42-



済
し
ょ
う
と
す
る
蓄
膿
制
批
判
か
ら
馨
し
た
も
の
で
あ
-
､
融
合
に

と

っ
て
必
要
な
存
在
で
は
あ
る
が
､
そ
れ
は
政
治
膿
制
と
は

1
線
を

劃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
近
代

国
家
が
成
立
し
た
あ
と
の
知
識
階
級
に
は
官
僚
制
組
織
の
な
か
で
機

能
す
る
知
識
人
も
生
ま
れ
た
に
せ
よ
'
政
治
の
力
か
ら
は
自
由
な
と

こ
ろ
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
あ
る
｡

従

っ
て
そ
の
内
賓
も
政
治
と
は
異
な
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
｡
政

治
家
が
決
断
と
賓
行
に
よ
っ
て
力
を
健
棒
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
封

し
て
'
知
識
人
は
認
識
と
判
断
を
本
領
と
す
る
｡
こ
こ
に
両
者
の
本

質
的
な
相
違
が
あ
る
｡
知
識
人
は
た
と
え
透
徹
し
た
認
識
を
獲
得
し

た
と
し
て
も
う
透
徹
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
'
そ
れ
は
政
治
の
賓
際

か
ら
は
遊
離
し
た
も
の
と
な
-
'
或
い
は
軽
視
さ
れ
る
も
の
と
な
り
'

知
識
人
の
判
断
も
政
治
の
場
に
お
け
る
苦
行
か
ら
は
遠
い
も
の
と
な

る
｡懐

剣
か
ら
離
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
は
'
知
識
人
の

ldentityを

常
に
危
う
-
す
る
こ
と
に
も
な
る
｡
腰
制
に
保
障
さ
れ
な

い
た

め
に
､

知
識
人
は
自
分
が
知
識
人
で
あ
る
こ
と
'
知
識
人
で
あ
る
こ
と
の
意

義
を
常
に
間
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
そ
こ
に
近
代
知
識
人
の
煩
悶
と
憂

人
生
識
字
憂
患
始

(川
合
)

愁
が
生
じ
る
｡
近
代
の
知
識
人
は
認
識
を
本
領
と
す
る
と
い
う
そ
の

本
質
に
お
い
て
､
常
に
憂
愁
を
件
わ
ざ
る
を
え
な
い
存
在
な
の
だ
｡

そ
れ
に
封
し
て
中
園
の
謹
書
人
は
'
政
治
鰹
制
の
内
部
に
も
と
も

と
組
み
込
ま
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
謹
書
人
は
中
圏
の
文
化
の
枠
組
み

に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
保
障
さ
れ
て
い
る
｡
彼
ら
は
自
分

一
人
孤
立

す
る
こ
と
は
な
-
'
俸
統
文
化
の
中
の
共
同
鰻
と
し
て
存
在
し
て
い

る
の
で
あ

っ
て
'
共
同
腰
の
枠
組
み
の
な
か
に
い
る
限
-
'
議
書
人

と
い
う
存
在
に
疑
義
を
抱
-
こ
と
は
な
い
｡
請
書
人
の
id
en
tity
は

極
め
て
安
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

も
ち
ろ
ん
彼
ら
に
も
煩
悶
は
あ
る
｡

一
つ
は
公
的
な
も
の
で
､
彼

ら
が
古
典
的
教
養
を
通
し
て
得
た
世
界
観
が
賓
際
の
場
で
は
賓
現
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
'
現
責
が
聖
賢
の
生
き
て
い
た
古
代
の
理
想
的
融

合
と
は
ほ
ど
遠
い
こ
と
'
そ
の
認
識
が
も
た
ら
す
煩
悶
で
あ
る
｡
二

つ
は
個
人
的
な
も
の
で
'
か
-
政
治
的
能
力
を
持

つ
と
信
じ
る
自
分

が
そ
の
能
力
を
馨
揮
で
き
る
職
務
に
就
け
な
い
と
い
う
不
満
'
い

わ

ゆ
る

｢賢
人
失
志
｣
の
悲
哀
で
あ
る
｡
中
囲
古
典
詩
の
な
か
で
表

明

さ
れ
る
謹
書
人
の
悲
哀
は
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
二
つ
に
集
約
さ
れ
る
｡

彼
ら
の
煩
悶
も
議
書
や
思
索
と
い
う
知
的
営
為
と
､
政
治
と
い
う
行
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動
の
論
理
が
支
配
す
る
世
界
と
の
禿
離
か
ら
生
じ
て
い
る
鮎
で
は
近

代
知
識
人
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
え
な
い
で
は
な
い
が
､

し
か
し
政
治
の
場
に
お
け
る
理
想
も
読
書
人
個
人
に
お
け
る
理
想
も
'

古
代
の
経
書
的
世
界
の
賓
現
で
あ
る
と
い
う
鮎
で
ま

っ
た
-

一
致
す

る
の
で
あ
-
､
そ
こ
に
本
質
的
禿
離
は
生
じ
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
､
中
国
の
謹
書
人
に
も
頭
書
人
で
あ
る
こ
と
か
ら

生
じ
る
憂
愁
が
時
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
を
端
的
に
表
し

て
い
る
の
が
､
冒
頭
に
掲
げ
た
蘇
鞍
の
詩
句
で
あ
る
｡
そ
れ
は
理
想

と
硯
賓
が
兼
離
す
る
と
か
､
自
分
の
能
力
が
社
食

の
な
か
で
有
数
に

生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
か
い
っ
た
､
融
合
と
の
闘
わ
-
の
な
か
で
生

じ
る
煩
悶
と
は
異
な
-
､
自
分
が
謹
書
人
で
あ
る
こ
と
､
ま
さ
に
そ

の
こ
と
自
健
が
も
た
ら
す
憂
患
の
思
い
で
あ
る
｡
し
か
し
請
書
人
が

外
界
と
の
闘
わ
-
に
よ

っ
て
で
は
な
-
､
請
書
人
の
内
部
に
お
い
て

生
じ
る
煩
悶
を
吐
露
す
る
詩
は
'
出
現
が
は
な
は
だ
遅
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡三

唐
代
詩
人
の
憂
愁

魂
晋
か
ら
南
北
朝
に
至
る
時
期
'
す
な
わ
ち
士
大
夫
の
理
念
が
形

成
さ
れ
て
い
-
そ
の
時
期
に
あ

っ
て
は
､
謹
書
人
で
あ
る
が
ゆ
え
の

憂
愁
を
唱

っ
た
詩
句
は
､
見
出
し
が
た
い
｡
そ
れ
が
出
現
す
る
の
は

唐
の
杜
甫

(七

T
二
-
七
七
〇
)
ま
で
得
た
ね
ば
な
ら
な
い
｡
た
と
え

ば
杜
甫

｢醇
時
歌

言
う
'

諸
公
裏
表
登
董
省

贋
文
先
生
官
猫
冷

甲
第
紛
紛
厭
梁
肉

贋
文
先
生
飯
不
足

先
生
有
造
出
義
皇

先
生
有
才
過
屈
宋

徳
尊

一
代
常
吹
珂

名
重
商
古
知
何
用

杜
陵
野
客
人
更
曝

被
褐
短
窄
馨
如
練

日
程
大
倉
五
升
米

贈
贋
文
館
博
士
都
度
｣
(
『杜
詩
詳
注
』
巻
三
)
に

諸
公

表
蓑
と
し
て
墓
省
に
登
る
も

贋
文
先
生
は
官
濁
-
冷
か
な
-

甲
第

紛
紛
と
し
て
梁
肉
に
厭
-
ち

贋
文
先
生
は
飯
す
ら
足
ら
ず

先
生

道
有
-
て
義
皇
に
出
で

先
生

才
有
り
て
屈
未
に
過
ぐ

徳
は

一
代
に
牽
き
も
常
に
次
珂

名
は
寓
古
に
垂
る
る
も

知
ん
ぬ

何
の

用
ぞ

杜
陵
の
野
客

人

更
に
喋
い

被
裾
短
窄

髪
は
練
の
如
しめ

日
び
に
大
倉

五
升

の
米
を
擢

い
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時
赴
鄭
老
同
襟
期

待
鑓
即
相
寛

清
酒
不
復
疑

忘
形
到
爾
汝

痛
飲
真
吾
師

晴
夜
沈
沈
動
春
酌

燈
前
細
雨
箸
花
落

但
覚
高
歌
有
鬼
神

寓
知
餓
死
境
港
整

相
如
逸
才
親
源
器

子
雲
識
字
終
投
閣

先
生
早
賦
蹄
去
来

石
田
茅
屋
荒
蒼
苔

儒
術
於
我
何
有
哉

孔
丘
盗
拓
倶
魔
境

不
須
聞
此
意
惨
恰

生
前
相
遇

且
衝
盃

時
に
鄭
老
に
赴
き
て
襟
期
を
同
じ
-
す

鏡
を
得
れ
ば
即
ち
相
い
覚
め

酒
を
活
い
て
復
た
疑
わ
ず

形
を
忘
れ
て
爾
汝
に
到
-

痛
飲
は
賞
に
吾
が
師

晴
夜

沈
沈
と
し
て
春
酌
を
動
か
し

燈
前
の
細
雨

篇
花
落

つ

但
だ
覚
ゆ

高
歌
し
て
鬼
神
有
る
を

罵
ぞ
知
ら
ん

餓
死
し
て
溝
塾
を
填
た
す

を

み
ず
か

相
如

逸
才
な
る
も

親

ら

器
を
源
い

子
雲

字
を
識
る
も
終
に
閣
よ
-
投
ず

先
生

早
-
威
せ
よ

蹄
去
来

石
田

茅
屋

蒼
苔
荒
れ
ん

儒
術

我
に
お
い
て
何
か
有
ら
ん
哉

孔
丘
も
盗
拓
も
供
に
塵
填

須
い
ず

此
れ
を
聞
き
て
意
惨
恰
た
る
を

生
前
に
相
い
遇
え
ば
且
-
盃
を
街
ま
ん

⑨

天
質

一
三
載

(七
五
四
)､
杜
甫
四
十
三
歳
の
年
の
作
で
あ
る

｡

時

に
杜
甫
は
長
安
に
あ

っ
て
い
ま
だ
に
官
に
就
け
な
い
ま
ま
不
如
意
な

日
々
を
過
ご
し
て
い
た
｡
詩
の
最
初
の
八
句
は
'
都
度
に
つ
い
て
述

べ
る
｡
鄭
慶
は
玄
宗
が
そ
の
才
を
愛
し
て
贋
文
舘
博
士
に
任
じ
た
ほ

ど
の
才
人
で
あ
り
な
が
ら
'
官
界
に
は
ま

っ
た
-
不
向
き
な
'
生
活

能
力
が
故
知
し
た
才
子
で
あ

っ
た
｡
そ
の
み
じ
め
な
暮
ら
し
ぶ
-
を

ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
書
き
な
が
ら
'
継
い
で
杜
甫
自
身
に
移
る
｡
無

官
の
杜
甫
の
貧
窮
は
さ
ら
に
ひ
ど
い
状
態
に
あ
る
｡
周
囲
か
ら
も
笑

い
も
の
に
さ
れ
て
い
る
杜
甫
を
自
欄
し
､
自
虐
的
に
描
き
出
す
｡
そ

し
て
鄭
慶
と
杜
甫
は
世
間
か
ら
は
み
出
し
た
も
の
ど
う
L
と
し
て
結

び
つ
-
｡
二
人
に
共
通
し
て
い
る
の
は
'
富
貴
か
ら
遠
い
こ
と
の
み

な
ら
ず
､
と
も
に
潜
在
的
な
能
力

･
才
知
を
戒
し
て
い
る
こ
と
｡
と

こ
ろ
が
そ
の
能
力
を
戒
す
る
が
ゆ
え
に
､
二
人
と
も
世
の
中
で
恵
ま

れ
な
い
の
だ
｡

そ
こ
で
思

い起
こ
さ
れ
た
の
が

司馬相
如
と
揚

雄の

故
事
で
あ
る
｡

｢相
如
逸

才
親
源
器
'
子

雲
識
字

終投
閣
｣､
｢逸

才
｣

を
懐
抱
し
な
が
ら
も
酒
場
の
食
器
洗
い
に
甘

ん
じ
ざ
る
を
得

な
か

っ

た
司
馬
相
如
'
｢字
を
識
｣

っ
た
た
め
に
闇
か
ら
身
を
投
げ
る
は
め

に
陥

っ
た
揚
雄
'
漠
代
を
代
表
す
る
二
人
の
文
人
は
唐
人
に
と

っ
て
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中
国
文
学
報

第
六
十
七
冊

文
人
の
典
型
で
あ
っ
た
｡

揚
雄
の

｢識
字
｣
の
故
事
は
'
王
葬
の
王
位
纂
奪
を
助
け
る
符
命

に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
『漢
書
』
巻
八
七
下
､
揚
雄
俸
下
に
よ

れ
ば
'
王
葬
の
即
位
を
預
言
し
た
符
命
に
開
興
し
た
甑
豊

･
甑
尋
及

び
劉
菓

(劉
菜
の
子
)
ら
が
課
殺
さ
れ
た
時
､
か
つ
て
劉
葉
に

｢奇

字
｣
を
数
え
た
自
分
も
巻
き
添
え
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
闇
か
ら
身

を
投
じ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち

｢識
字
｣
に
ま
つ
わ
る

故
事
に
は
'
字
を
知
ら
な
い
こ
と
に
開
き
直
っ
た
項
羽
の
故
事
と
'

字
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
災
禍
に
巻
き
込
ま
れ
た
揚
雄
の
故

事
と
の
二
つ
が
あ
-
'
揚
雄
の
故
事
は

｢識
字
｣
が
憂
患
を
も
た
ら

す
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

杜
甫
と
鄭
慶
と
は
'
杜
甫
の
認
識
に
よ
れ
ば
'
二
人
と
も
そ
の
才

知

･
能
力
を
も
つ
が
ゆ
え
に
不
遇
を
鈴
儀
な
-
さ
れ
た
の
で
あ
-
'

同
じ
状
況
に
あ
る
鄭
慶
に
封
し
て
己
れ
を
哀
れ
む
が
ご
と
-
に
同
情

と
親
愛
の
念
を
綴
っ
て
い
る
｡
二
人
の
不
幸
の
根
幹
は

｢字
を
識
｣

っ
た
こ
と
に
あ
-
､
｢字
を
識
｣
っ
て
儒
者
と
な
っ
た
杜
甫
は

｢儒

術
於
我
何
有
哉
｣
と
儒
学
が
世
の
な
か
で
何
の
役
に
も
立
た
な
い
こ

と
を
嘆
-
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
若
い
時
期
'
天
賓
七
載
の
時
の
作
と

さ
れ
る

｢奉
贈
寺
左
丞
丈
二
十
二
韻
｣
(『詳
注
』
巻
l
)
に
お
い
て

も
す
で
に

｢執
袴

餓
死
せ
ず
'
儒
冠

多
-
身
を
誤
る
｣
と
'
儒

者
が
物
質
的
に
常
に
恵
ま
れ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
嵯
嘆
し
て
い

る
｡こ

こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
憂
患
が
'
｢君
を
尭
舜
の
上
に
致
し
'

再
に
風
俗
を
し
て
淳
か
ら
し
め
ん
｣
(｢奉
勝
幸
左
丞
丈
二
十
二
韻
｣)

と
い
う
抱
負
を
抱
き
'
そ
の
能
力
が
あ
る
と
自
分
で
は
信
じ
て
い
る

杜
甫
が
'
現
賓
の
場
で
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
不
満
か
ら
生
ま
れ

て
い
る
鮎
で
は
､
中
国
古
典
詩
に
通
有
の

｢賢
人
失
志
｣
の
悲
し
み

と
愛
わ
り
は
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
杜
甫
の

詩
句
に
は
そ
れ
を
個
人
の
境
遇
の
な
か
だ
け
で
嘆
-
の
で
な
-
'
贋

-
謹
書
人

一
般
の
宿
命
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
る
態
度
が
含
ま
れ

て
い
な
い
だ
ろ
う
か
｡
不
遇
の
悲
哀
を
共
有
す
る
鄭
度
と
自
分
と
を

囲
い
込
む
こ
と
は
'
同
じ
思
い
を
抱
-
人
々
の
共
感
を
も
懐
胎
し
て

い
る
｡
概
し
て
杜
甫
の
文
学
に
見
ら
れ
る
慨
嘆
は
'
杜
甫
個
人
の
境

遇
か
ら
馨
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
同
時
に
そ
れ
が
贋
-
共
有

さ
れ
る
普
遍
性
を
備
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
､
文
撃
た
-
え
て
い
る
の

だ
が
､
｢字
を
識
｣
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
不
遇
感
を
嘆
く
詩
句
に
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も
'
読
書
人
全
鰹
に
通
じ
る
接
が
り
を
帯
び
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
｡

そ
れ
は
後
述
す
る
陸
瀞
の
詩
句
ほ
ど
に
顕
在
化
し
て
は
い
な
い
も
の

の
'
謹
書
人
で
あ
る
こ
と
が
本
質
的
に
も
た
ら
す
悲
哀
に
通
じ
る
と

こ
ろ
が
'
単
な
る
不
遇
の
嘆
き
と
は

一
線
を
劃
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

1
方
'
唐
代
に
は
逆
に
文
字
を
謹
み
書
き
で
き
る
こ
と
を
幸
福
と

し
て
捉
え
る
詩
も
あ
る
｡
自
居
易
は
'
我
が
身
の
幸
せ
を
い
-
つ
か

掲
げ
'
そ
の

一
つ
に

｢字
を
識
｣

っ
て
い
る
こ
と
を
数
え
て
い
る
の

④

で
あ
る
.
｢狂
言
示
諸
姪
｣
(
『自
居
易
集
』
巻
三
〇
､
格
詩
､
2
0
4
8
)
に

い
う
'

世
欺
不
識
字

我
恭
攻
文
筆

世
欺
不
得
官

我
恭
居
班
秩

人
老
多
病
苦

我
今
幸
無
疾

人
老
多
憂
累

あなど

世
は
字
を
識
ら
ざ
る
を

欺
る
も

おさ

我
は
恭
け
な
-
も
文
筆
を
攻
む

世
は
官
を
得
ざ
る
を
欺
る
も

我
は
恭
-
も
班
秩
に
居
る

人
老
い
れ
ば
病
苦
多
き
も

我
れ
今

幸

い
に
し
て
疾
無
し

人
老
い
れ
ば
憂
累
多
き
も

我
今
婚
嫁
畢

心
安
不
移
轄

身
泰
無
牽
率

所
以
十
年
来

形
紳
聞
且
逸

況
普
垂
老
歳

所
要
無
多
物

一
袋
媛
過
冬

一
飯
飽
終
日

勿
言
合
宅
小

不
遇
療

一
室

何
用
鞍
馬
多

不
能
騎
南
匹

如
我
優
幸
身

人
中
十
有
七

如
我
知
足
心

人
中
百
無

一

傍
観
愚
亦
見

我
れ
今

婚
嫁
畢
る

心
安
-
し
て
移
特
せ
ず

身
泰
-
し
て
牽
率
無
し

ゆ
え

所
以
に
十
年
来

形
紳

問
に
し
て
且
つ
逸
た
-

況
ん
や
垂
老
の
歳
に
首
た
-

要
む
る
所
は
多
物
無
し

一
袋
あ
ら
ば
媛
-
し
て
冬
を
過
ぎ

一
飯
あ
ら
ば
飽
き
て
日
を
終
う

舎
宅
小
き
し
と
言
う
勿
か
れ

一
室
に
寝
る
に
過
ぎ
ず

何
ぞ
鞍
馬
の
多
き
を
用
い
ん

南
匹
に
騎
す
る
あ
た
わ
ず

我
の
如
き
優
幸
の
身
は

人
中

十
に
七
有
-

我
の
如
き
足
る
を
知
る
心
は

人
中

百
に

一
も
無
し

傍
観
す
れ
ば

愚
も
亦
た
見
る
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中
開
文
筆
報

第
六
十
七
冊

首
己
賢
多
夫

不
敢
論
他
人

狂
言
示
諸
姪

己
れ
に
首
た
れ
ば
賢
も
失
す
る
こ
と
多
し

敢
え
て
他
人
に
論
ぜ
ず

狂
言

諸
姪
に
示
す

開
成
二
年

(八
三
七
)'
自
店
易
六
十
六
歳
の
作
で
あ
る
｡
白
居
易

晩
年
の
閑
適
詩
に
は
自
分
が
浸

っ
て
い
る
幸
福
感
を
と

っ
-
り
と
唱

う
詩
が
数
多
-
あ
る
が
､
こ
の
詩
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
｡
従
来
､
詩

は
愁
苦
を
吐
露
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
の
に
封
し
て
､
意
識
的
に

満
足
の
感
情
を
歌

い
上
げ
た
自
居
易
は
､
文
学
に
新
鮮
な
情
感
を
も

た
ら
し
た
の
み
な
ら
ず
､
文
学
の
幅
を
贋
げ
る
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
の
だ
が
､
そ
の
歓
び
の
感
情
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
愛
容
が
あ
る
｡

こ
こ
で
は
､
世
間
の
基
準
に
別
し
て
自
分
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
て
い
る
｡
そ
の
な
か
で
も
筆
頭
に
奉
げ
ら
れ
て
い
る
の
が

｢識

字
｣
で
'
世
間
の
人
々
は
文
盲
を
侮
る
も
の
だ
が
'
わ
た
し
は
文
盲

ど
こ
ろ
か
書
-
こ
と
を
専
門
と
し
て
い
る
'
と
謹
み
書
き
で
き
る
こ

と
を
自
分
の
幸
福
の

1
つ
に
数
え
上
げ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
こ
こ
で

は
憂
患
ど
こ
ろ
か
'
｢識
字
｣
を
幸
福
の
催
件
と
し
て
あ
げ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
満
足
感
は
'
世
間

一
般

の
人
々
が

｢識

字
｣
に
封
し
て
尊
敬
や
羨
望
を
抱
-
､
そ
う
し
た
債
値
観
に
ど

っ
ぷ

り
浸

っ
た
な
か
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

少
な
-
と
も
世
間

1
般
に
お
い
て
は

｢識
字
｣
は
求
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
-
'
謹
み
書
き
が
で
き
る
人
に
封
し
て
は
憧
憶
や
尊
敬
の
念

を
抱

い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
'
首
然
で
あ
ろ
う
｡
白
居
易
に
は

次
の
よ
う
な
詩
も
あ
る
｡

緑
衣
整
頓
隻
棲
起

紅
野
分
明
野
語
時

始
覚
琵
琶
弦
葬
薗

方
知
音
了
舌
参
差

鄭
牛
識
字
吾
常
嘆

緑
衣
整
頓
し
て
撃

つ
な
が
ら
棲
起
し

紅
宥
分
明
た
-

封
語
の
時

始
め
て
覚
ゆ

琵
琶
は
弦

弄
歯
な
る
を

は
じ

方
め
て
知
る

吉
了
は
舌

参
差
な
る
を

鄭
牛
は
字
を
識
る

吾
れ
常
に
嘆
ず

48

自
注
-
諺
云
'
鄭
玄
家
牛
鯛
謄
成
八
字
｡

諺
に
云
う
'
鄭
玄

の
家
牛
は
糖
に
解
れ
て
八
字
を
成
す
と
｡

丁
鶴
能
歌
爾
亦
知

若
稀
自
家
顛
鵡
烏

龍
中
乗
合
解
吟
詩

丁
鶴
は
能
-
歌
う

爾
も
亦
た
知
る

若
し
自
家

の
鵜
鵡

鳥
を

稀
す
れ
ば

ま
さ

よ

寵
申

兼
ね
て

合

に

解

-
詩
を
吟
ず

べ
し

(｢饗
顛
鵡
｣
巻
二
六
㌧
律
詩
'
2
6
3
3
)



こ
こ
に
も
字
を
識
る
こ
と
'
詩
を
解
す
る
こ
と
に
封
す
る
た
め
ら

い
は
ま
っ
た
-
な
い
｡
自
居
易
が
自
注
で
引
い
て
い
る
こ
と
わ
ざ
は

こ
こ
に
し
か
見
え
な
い
も
の
だ
が
'
鄭
玄
の
家
で
は
牛
ま
で
字
を
書

-
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
言
い
方
の
な
か
に
も
､

一
般
に
字
の
謹
み

書
き
が
尊
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
よ
-
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡

白
居
易
に
は
周
知
の
よ
う
に
自
分
を

｢詩
魔
｣
に
と
り
つ
か
れ
た

者
と
し
て
た
び
た
び
唱

っ
て
い
る
｡
｢詩
魔
｣
は
自
分
に
詩
を
書
か

ざ
る
を
え
な
-
さ
せ
る
魔
物
､
自
分
を
詩
か
ら
解
放
さ
せ
な
い
自
分

の
内
部
の
も
う

一
人
の
自
分
で
あ
-
'
あ
た
か
も
詩
人
を
不
幸
に
さ

せ
る
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
い
う
｡
自
居
易
は
そ
の
よ
う
に
自
分

を

｢詩
魔
｣
に
と
り
つ
か
れ
た
詩
人
で
あ
る
と
規
定
す
る
が
t
L
か

し
そ
こ
に
は
悲
哀
よ
-
も
'
詩
人
で
あ
る
こ
と
に
封
す
る
自
負
が
潜

ん
で
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
自
居
易
に
は

｢識

字
｣
を
幸
福
と
こ
そ
す
れ
､
不
幸
と
結
び
つ
け
る
馨
想
は
み
ら
れ
な

ヽ
〇

>

日
居
易
と
な
ら
ん
で
中
唐
の
文
学
を
代
表
す
る
も
う

一
人
で
あ
る

韓
愈
に
は
､
子
供
に
輿
え
た

｢兄
に
示
す
｣
'
｢符

城
南
に
請
書

人
生
識
字
憂
患
始

(川
合
)

⑤す
｣

詩
が
あ
る
｡
引
か
れ
る
こ
と
の
多
い
詩
な
の
で
'
本
文
は
こ
こ

に
掲
げ
な
い
が
'
無

一
物
の
自
分
が
現
在
の
よ
う
な
地
位
と
名
草
'

富
み
を
得
ら
れ
た
の
は
す
べ
て
草
間
を
身
に
つ
け
た
お
か
げ
で
あ
る
｡

だ
か
ら
お
ま
え
も
勉
学
に
励
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
､
と
自
分
の
経
験
を
も

と
に
子
供
に
修
学
を
勧
め
る
｡
こ
こ
に
も
自
居
易
と
同
じ
-
､
｢文
｣

が
も
た
ら
す
章
生
活
の
幸
福
だ
け
が
語
ら
れ
て
い
る
｡
文
字
を
識
る

こ
と
､
学
問
を
身
に
つ
け
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
憂
患
と
は
ま
っ
た

-
無
縁
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
事
葦
'
自
店
易
に
し
て
も
韓
愈
に

し
て
も
下
層
土
大
夫
階
級
か
ら
身
を
起
こ
し
'
政
治
の
中
枢
'
文
化

の
頂
鮎
に
ま
で
到
達
し
え
た
の
は
'
彼
ら
自
身
が
努
力
と
能
力
に
よ

っ
て
習
得
し
た

｢文
｣
の
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
中
庸
の
典
型

で
あ
る
二
人
は
､
｢識
字
｣
が
生
活
の
幸
福
を
も
た
ら
し
え
た
時
代

の
申
し
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
晩
唐
に
至
る
と
､
｢識
字
｣
は
必
ず
し
も
賓
生
活
の
幸
福

に
結
び
つ
か
な
-
な
っ
た
｡
李
商
隙
に
も
や
は
-
自
分
の
子
供
を
唱

⑥

っ
た

｢騎
鬼
詩

｣

詩
が
あ
り
'
そ
れ
は
韓
愈
と
は
あ
ま
り
に
も
封
照

的
で
あ
る
｡
我
が
子
が
幼
い
時
か
ら
賢
か
っ
た
こ
と
を
接
々
述
べ
た

あ
と
､
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爺
昔
好
頭
書

懇
昔
日
著
述

惟
俸
欲
四
十

無
肉
畏
蚤
私

見
懐
勿
撃
爺

謹
書
求
甲
乙

第
六
十
七
冊

ちち
爺

は
昔

し

書
を
讃
む
を
好
み

懇
苦
し
て
自
ら
著
述
す

惟
博
し
て
四
十
な
ら
ん
と
欲
し

肉
無
-
蚤
乳
を
畏
る

見
よ
慣
み
て
爺
を
学
び

書
を
讃
み
て
甲
乙
を
求
む
る
こ
と
勿
れ

に
吐
露
し
て
い
る
の
は
'
南
宋

･
陸
源

(
二

二
五
丁

一
二
一
〇
)
で
､

こ
と
に
晩
年
の
詩
に
目
立

つ
.
そ
の

｢余
讃
元
次
山
輿
演
渓
郷
里
詩

意
甚
愛
之
取
其
間
四
句
各
作

一
首
亦
以
示
余
幽
居
隣
里

峯
谷
互
回

吹

(余

元
次
山
の

｢凍
漠
の
郷
里
に
輿
う
る
詩
｣

を
謹
み
､
意

甚
だ
之

を
愛
す
｡
其
の
間
の
四
句
を
取
-
'
各
お
の
一
首
を
作
る
｡
亦
た
以
て
余
が

幽
居
の
隣
里
に
示
す

峯
谷

互
い
に
回
映
す
)｣
詩

(
『剣
南
詩
稿
』
巻
三

九
)
に
言
う
'

学
問
に
励
ん
だ
自
分
が
こ
の
よ
う
に
う
ら
ぶ
れ
た
人
生
を
送

っ
て

い
る
｡
お
ま
え
は
愚
か
な
父
の
二
の
舞
を
踏
む
こ
と
の
な
い
よ
う
に
｡

同
じ
く
我
が
子
に
封
す
る
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
'
韓
愈
と
封
極
に
あ

る
｡
こ
れ
に
は
韓
愈
と
李
商
陰
と
い
う
二
人
の
詩
人
の
性
格
､
個
性

の
違
い
､
そ
し
て
ま
た
中
庸
と
晩
唐
と
の
二
つ
の
時
代
の
間
で
'
士

大
夫
を
取
-
巻
く
状
況
に
愛
化
が
生
じ
た
こ
と
も
反
映
し
て
い
る
で

あ
ろ
う
｡

四

陸

源

｢字
を
識
｣
ら
な
い
人
々
に
封
す
る
羨
望
の
思
い
を
た
び
た
び
詩

北
起
成
孤
峯

東
幡
作
幽
谷

中
有
十
鎗
家

産
藩
映
節
屋

土
肥
桑
柘
茂

雨
飽
麻
豆
熟

比
郷
通
有
無

井
税
先
期
足

煙
中
語
相
答

月
下
歌
相
頼

北
に

起
こ
-
て
孤
峯
を
成
し

わだかま

東
に

蜂
-
て
幽
谷
を
作
す

中
に
十
鎗
家
有
り

産
藩

節
屋
に
映
ず

土
肥
え
て
桑
柘
茂
-

み
雨
飽
ち
て
麻
豆
熟
す

比
鄭

有
無
を
通
ず

井
税

期
に
先
ん
じ
て
足
る

煙
中

語

相

い
答
え

月
下

歌

相

い

頼

-
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晃
童
不
識
字

児
童

字
を
識
ら
ず

未
必
非
汝
編

未
だ
必
ず
し
も
汝
が
福
に
非
ざ
る
に
あ
ら
ず

自
注
-
張
聾
翌
週
鄭
公
故
荘
詩
日
'
兄
童
不
識
字
､
耕
稼
郭
公
荘
｡

よ

張
蛮
里
の

｢鄭
公
の
故
荘
に
過
ぎ
る
｣
詩
に
日
-
'
｢兄

童

字
を
識
ら
ず
'
耕
稼
す

鄭
公
の
荘
｣
と
｡

‥
■

鑓
仲
聯
校
注

『剣
南
詩
稿
校
注

』

に
よ
れ
ば
'
慶
元
五
年

(
二

九
九
)
七
十
五
歳
の
夏
'
故
郷
に
あ
っ
て
の
作
で
あ
る
｡
元
結
の
詩

⑧

｢輿
湊
渓
郷
里

｣

は
そ
の

｢序
｣
に
よ
れ
ば
､
乾
元
元
年

(七
五
八
)'

元
結
は

一
族
郎
真
を
引
き
連
れ
て
湊
漠
の
地
に
避
難
し
た
が
'
そ
の

人
々
が
困
窮
に
陥

っ
て
い
る
の
を
'
上
元
二
年

(七
六
一
)､
軍
務
の

た
め
に
滞
在
し
て
い
た
九
江
の
地
か
ら
思
い
や
っ
た
詩
で
あ
る
｡
が
､

陸
源
は
そ
う
し
た

一
連
の
経
緯
は
捨
象
し
て
湊
渓
だ
け
を
取
-
だ
し
､

そ
れ
を
ま
る
で
桃
花
源
の
よ
う
な
'
小
さ
な
理
想
的
集
落
と
し
て
描

き
出
し
て
い
る
｡
豊
か
な
生
産
物
に
恵
ま
れ
､
互
い
に
助
け
合

っ
て

暮
ら
し
て
い
る
幸
福
な
村
落
'
そ
の
最
後
に
置
か
れ
た
の
が
'
｢見

童
不
識
字
'
未
必
非
汝
福
｣
の
二
句
で
あ
る
｡
こ
の
静
か
な
村
で
さ

さ
や
か
な
幸
福
を
味
わ
え
ば
'
そ
れ
は
そ
れ
で
満
た
さ
れ
た
人
生
な

人
生
識
字
憂
患
始

(川
合
)

の
だ
t
と
｡

自
注
に
記
し
て
い
る
の
は
'
徴
宗
朝
の
吏
部
侍
郎
で
あ
っ
た
張
舜

氏

(英
宗
治
平
二
年
'
一
〇
六
五
㌧
進
士
)'
字
蛮
翌
t
の

｢過
貌
文
貞

公
奮
荘
｣
詩
の
二
句
で
あ
-
'
そ
の
詩
に
つ
い
て
は

『老
草
庵
筆

記
』
巻

一
に
五
相
の
全
文
を
記
し
て
い
る
｡

張
蛮
翌
週
魂
文
貞
公
害
荘
'
居
着
猶
魂
氏
也
｡
馬
賊
詩
云
､

｢破
屋
居
人
少
'
柴
門
春
草
長
｡
見
童
不
識
字
'
耕
稼
郭
公
荘
｣
｡

此
猶
未
失
篤
農
｡
紳
宗
夜
讃
宋
環
博
､
賢
其
人
､
詔
訪
其
後
へ
得

於
河
朔
､
有
商
孫
日
宋
立
'
蓮
像

･
譜
牒

･
告
身
皆
在
｡
然
宋
立

者
'
巳
投
軍
臭
｡
欲
輿

一
武
官
､
而
其
人
不
願
'
乃
賜
田
十
頃
'

兎
篠
役
難
航
云
｡
其
微
又
過
於
魂
氏
､
言
之
可
馬
流
沸
.

張
垂
里
は
魂
文
貞
公

(貌
徴
)
の
も
と
の
荘
園
を
訪
れ
た
が
'

住
ん
で
い
た
の
は
ま
だ
魂
氏

1
族
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
詩
を
作

っ

て
い
う
'
｢破
屋

居
人
少
な
-
'
柴
門

春
草
長
し
｡
見
童

字
を
識
ら
ず
'
耕
稼
す

鄭
公
の
荘
｣
｡
こ
こ
で
は
ま
だ
農
業
は

頼
け
ら
れ
て
い
る
｡
紳
宗
は
夜

宋
環
博
を
謹
み
､
宋
環
を
尊
敬

し
て
､
子
孫
を
捜
す
よ
う
詔
を
出
し
､
河
朔
の
地
で
見
つ
け
た
｡
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第
六
十
七
冊

子
孫
に
宋
立
と
い
う
者
が
お
-
､
遺
像
'
譜
牒
'
告
身
な
ど
み
な

そ
ろ
っ
て
い
た
｡
し
か
し
宋
立
は
も
は
や
軍
に
身
を
投
じ
て

(農

地
を
失
っ
て
)
い
た
｡
武
官
の
官
位
を
授
け
よ
う
と
し
た
が
､
彼

は
ほ
し
が
ら
な
い
の
で
'
農
地
十
頃
を
輿
え
､
揺
役
や
難
航
を
免

除
し
た
｡
落
ち
ぶ
れ
方
は
魂
氏
よ
-
も
ひ
ど
い
｡
語
る
の
も
悲
し

い
こ
と
で
あ
る
｡

張
舜
民
の
詩
は
魂
徴
の
子
孫
が
謹
み
書
き
も
知
ら
な
い
農
民
に
ま

で
落
ち
ぶ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
慨
を
催
し
た
も
の
で
あ
-
'
そ
れ
を

引
-

『老
草
庵
筆
記
』
も
宋
環
の
子
孫
の
落
晩
と

一
つ
の
候
に
し
て

い
る
よ
う
に
'
陸
源
も
張
舜
民
と
同
様
'
唐
の
名
相
の
血
筋
が
没
落

し
た
の
を
哀
惜
し
て
い
る
｡
し
か
し

｢余
諸
元
次
山
-
-
｣
詩
は
農

耕
に
い
そ
し
む
暮
ら
し
を
人
間
の
理
想
的
な
生
き
方
と
捉
え
て
い
る

の
で
あ
-
'
そ
れ
は
陸
瀞
の
別
の
詩
に
も
重
ね
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

｢感
事
示
兄
孫
｣
(
｢剣
南
詩
稿
校
注
』
巻
四
四
)
に
い
う
､

畜
豚
種
菜
養
父
兄

此
風
乃
可
博
百
世

我
聞
長
安
官
道
傍

至
今
人
指
魂
公
荘

北
方
俗
厚
終
可
意

一
字
不
識
勤
耕
桑

を

･一〃

豚
を
畜
い
菜
を
種
え
て
父
兄
を
養
う

此
の
風

乃
ち
百
世
に
博
う
べ
し

我
れ
聞
-

長
安

官
道
の
傍

今
に
至
る
ま
で
人

魂
公
の
荘
と
指
す
と

北
方
は
俗
厚
し

終
に
喜
ぶ
べ
し

1
字
も
識
ら
ず
し
て
耕
桑
に
勤
む

人
生
謹
書
本
除
事

惟
要
閉
門
修
孝
弟

人
生

書
を
讃
む
は
本
よ
り
鎗
事

惟
だ
要
す

門
を
閉
じ
て
孝
弟
を
修
む
る

自
注
-
長
安
有
貌
郭
公
奮
荘
'
商
孫
皆
力
耕
'
無
識
字
者
'
張
垂

里
嘗
過
之
｡

自
注
‥
長
安
に
魂
郭
公
の
奮
荘
有
り
て
'
商
孫

皆
な
力
耕

し
'

よ

字
を
識
る
者
無
し
'
張
蛮
里

嘗
て
之
に
過
ぎ
る
｡

草
間
よ
り
も
農
耕
に
勤
め
る
篤
賓
な
生
き
方
が
稀
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
陸
瀞
七
十
七
歳
'
嘉
泰
元
年

(
〓

l〇
一
)
の

｢負
目
戯

作
｣
(
『剣
南
詩
稿
』
巻
四
八
)
に
い
う
'

困
来
両
骨
似
豚
鮎

困
じ
来
た
-
て
両
骨
は
陽
動
に
似
る
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な
ん

底
怪
異
人
鋸
黒
甜

底

ぞ

怪
し
ま
ん

呉
人

黒
甜
と
鋸
す
る

をいす
く

安
得
他
生
不
識
字

安

に
か
得
ん

他
生
は
字
を
識
ら
ず
し

て

朝
朝
就
日
臥
茅
箸

朝
朝

日
に
就
き
て
茅
箸
に
臥
す
る
を

自
注
-
世
俸
楊
大
年
見
老
兵
負
目
､
不
覚
日
､
快
活
｡
因
間
'
汝

識
字
否
｡
封
日
'
不
識
｡
大
年
目
､
如
此
､
更
快
活
也
｡

自
注
‥
世
に
博
う

楊
大
年

老
兵
の
日
を
負
う
を
見
て
'
覚
え

ず
日
-
'
快
活
な
り
と
｡
因
り
て
問
う
'
汝
は
字
を
識
る
や

否
や
と
｡
封
え
て
日
-
､
識
ら
ず
と
｡
大
年
目
-
'
此
-
の

如
-
ん
ば
'
更
に
快
活
な
り
と
､
と
｡

自
注
に
言
う
楊
億

(字
大
年
'
九
七
四
-
一
〇
二
〇
)
の
話
は
'
沈

括

『夢
渓
筆
談
』
巻
二
三

｢護
諺
｣
の
候
に
梅
絢

(九
六
四
-

一
〇

四
一
)
の
話
と
し
て
見
え
る
｡

梅
諭
為
翰
林
学
士
.

1
日
'
書
詔
頗
多
'
属
思
甚
苦
｡
操
触
循

堵
而
行
､
忽
見

一
老
卒
臥
於
日
中
'
映
伸
甚
適
.
梅
忽
嘆
日
'
暢

人
生
識
字
憂
患
始

(川
合
)

哉
｡
徐
間
之
日
､
汝
識
字
乎
｡
日
､
不
識
字
｡
梅
日
'
更
快
活
也
｡

梅
絢
は
翰
林
学
士
で
あ

っ
た
が
'
あ
る
日
'
詔
書
の
執
筆
が
た
ま

っ
て
'
思
い
あ
ぐ
ね
て
い
た
｡
文
を
作
-
な
が
ら
き
ざ
は
し
を
進
む

と
､
ふ
と

一
人
の
老
兵
卒
が
日
な
た
で
療
こ
ろ
ん
で
'
気
持
ち
よ
さ

そ
う
に
あ
-
び
し
て
い
る
の
を
目
に
し
た
｡
梅
諭
は
思
わ
ず
'
｢安

気
だ
な
｣
と
嘆
い
た
｡
そ
ろ
り
と

｢お
前
は
謹
み
書
き
が
で
き
る

か
｣
と
尋
ね
る
と
､
｢
で
き
ま
せ
ん
｣
と
い
う
｡
梅
絢
は

｢な
ら
ば

い
っ
そ
う
気
持
ち
が
よ
か
ろ
う
｣
と
い
っ
た
｡

沈
括
が
梅
誼
の
こ
と
と
し
て
記
録
し
て
い
る
話
を
陸
瀞
が
楊
億
に

ま
つ
わ
る
話
と
し
て
記
し
て
い
る
こ
と
は
'
『夢
渓
筆
談
』
の
ほ
か

に
も
同
様
の
話
柄
を
語
る
文
献
が
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
楊
億

に
せ
よ
梅
絢
に
せ
よ
'
宋
初
の
高
級
官
僚
が
職
務
で
あ
る
文
書
作
成

に
倦
ん
だ
時
､
の
ん
び
-
ひ
な
た
ぼ
っ
こ
し
て
い
る
謹
み
書
き
も
で

き
な
い
兵
卒
の
身
に
羨
望
を
覚
え
た
こ
と
を
俸
え
て
い
る
こ
の
話
は
'

文
字
を
扱
う
こ
と
を
職
掌
と
す
る
官
僚
階
層
の
共
感
を
呼
び
起
こ
し

な
が
ら
､
俸
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
彼
ら
が
文
字
と
嫁
が
な
い
生

53
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き
方
に
憧
れ
る
の
は
､

官
の
仕
事

へ
の
倦
怠
'
嫌
悪
が
直
接
の
契
機

に
な

っ
て
い
る
の
だ
が
､
官
僚
と
老
兵
と
が
向
か
い
合

っ
て
い
る
構

園
の
な
か
に
は
'
官
僚
と
し
て
の
身
分
に
覚
え
る
優
越
感
も
潜
ん
で

い
る
か
に
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
そ
れ
を
引
く
陸
瀞
は
'
す
で
に
官
を

離
し
た
あ
と
の
身
で
あ
-
'
官
僚
生
活

へ
の
嫌
悪
か
ら
尊
し
た
羨
望

で
は
な
い
｡
謹
書
人
と
し
て
書
物
を
謹
み
'
詩
文
を
書
き
績
け
て
き

た
自
分
の
生
涯
'
そ
れ
と
引
き
比
べ
て
字
な
ど
讃
ま
ず
に
日
だ
ま
-

に
-
る
ま
れ
て
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
生
き
方
が
野
崎
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
｡

陸
源
の
長
い
文
学
活
動
も
最
後
に
近
づ
い
た
嘉
定
二
年

(
一
二
〇

九
)'
八
十
五
歳
の
作
に
も
言
う
､

｢病
中
雑
詠
十
首

其

〓

(巻
八
五
)

半
年
不
頭
書

牛
年

書
を
謹
ま
ず

願
影
疑
非
我

影
を
願
れ
ば
我
に
非
ざ
る
か
と
疑
う

乃
知
百
年
中

乃
ち
知
る

百
年
の
中

如
此
過
亦
可

此
-
の
如
-
過
す
も
亦
た
可
な
ら
ん
と

書
能
作
汝
崇

書
は
能
-
汝
の
崇
を
作
す

識
字
呆
非
幅

字
を
識
る
は
果
し
て
福
に
非
ず

ち

明
年
偶
未
死

明
年

倒
し
未
だ
死
せ
ざ
れ
ば

禦
哉
駕
黄
構

築
し
き
か
な
黄
積
に
駕
さ
ん

病
気
の
た
め
に
半
年
間
も
書
物
を
手
に
し
な
い
日
々
を
過
ご
し
て

き
た
｡
陸
瀞
の
長
い
生
涯
の
な
か
で
も
､
文
字
か
ら
離
れ
た
暮
ら
し

を
か
く
も
長
く
績
け
た
の
は
'
そ
れ
ま
で
に
な
か

っ
た
こ
と
だ

っ
た

に
違
い
な
い
｡
そ
こ
で
彼
は
考
え
る
'
こ
の
よ
う
な
生
き
方
も
あ
-

得
た
の
だ
､
と
｡
自
分
は
常
に
文
字

･
書
物
と
と
も
に
生
き
て
き
た
｡

し
か
し
そ
の
人
生
は
幸
福
だ

っ
た
だ
ろ
か
｡
否
｡
｢書
能
作
汝
崇
'

識
字
果
非
福
｣
｡
文
字

･
書
物
は
逆
に
わ
た
し
の
人
生
を
不
幸
に
し

た
の
で
は
な
い
か
｡
飴
生
は
農
民
と
同
じ
よ
う
に
牛
に
跨

っ
て
､
文

字
と
無
縁
の
快
適
な
生
き
方
を
味
わ
う
こ
と
に
し
よ
う
｡

晩
年
の
陸
源
は
上
に
掲
げ
た
詩
以
外
に
も
､
文
字

･
書
物
と
は
稼

が
な
い
生
き
方
を
し
て
い
る
人
々
の
幸
福
'
そ
れ
に
封
す
る
羨
望
の

思
い
を
､
以
下
に
列
挙
す
る
よ
う
に
線
-
返
し
唱

っ
て
い
る
｡
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｢遣
興
｣
(巻
五
二
)

馬
跡
車
塵
不
到
門

暮
年
商
事
付
乾
坤

謹
書
浪
苦
只
取
笑

識
字
錐
多
誰
輿
論

骨
相
元
非
全
馬
客

夢
塊
茎
鏡
石
帆
村

濁
酵
幸
有
鄭
翁
共

莫
厭
従
来
老
瓦
盆

｢興
を
遣
る
｣

馬
跡

車
塵

門
に
到
ら
ず

暮
年

嵩
事

乾

坤に
付
す

みだり

書
を
讃
み
て

狼
に苦し
む

は
只

だ
笑
い

を
取
-

字
を
識
る
こ
と
多
L
と
雄
も
誰
か
輿
に
論

ぜ
ん

骨
相

元
よ
-
金
馬
の
客
に
非
ず

夢
魂

空
し
-
石
帆
の
村
を
練
る

濁
惨

事
に
郷
翁
の
共
に
す
る
有
り

厭
う
莫
か
れ

従
来

瓦
盆
に
老
ゆ
る
を

憂
従
識
字
時

今
朝
北
奮
臥

句
句
味
陶
詩

憂
い
は
字
を
識
る
時
よ
-
す

今
朝

北
宙
に
臥
し

句
句

陶
詩
を
味
わ
う

い
しば
り

｢碇
愚
｣
(巻
五
八
)

｢愚
に

乾

す
｣

儲
薬
如
丘
瀧

人
愚
未
易
暫

信
書
安
用
蓋

見
事
可
憐
遅

錯
自
弾
冠
日

薬
を
儲
う
る
こ
と
丘
瀧
の
如
き
も

人
の
愚
は
未
だ
暫
す
に
易
か
ら
ず

書
を
信
ず
る
は
安
ぞ
蓋
-
す
る
を
用
い
ん

事

を
見
る
は遅
き
を
憐

れ
む

べし

あ
や
ま

錯

-
は

弾
冠の
日

よ
-
し

｢嘉
走
己
巳
立
秋
得
脂
上
疾
近
寒
露
乃
小
愈
｣
(巻
八
四
)
｢嘉

走
己
巳
の
立
秋
'
隔
上
の
疾
を
得
る
も
寒
露
に
近
づ
き
て
乃
ち
小

し
-
愈

(
い
)
ゆ
｣

束
書
不
軌
寓
事
休

書
を
束
ね
て
観
ず

高
専
休
す

誰
令
識
字
惹
閑
愁

誰
か
識
字
を
し
て
閑
愁
を
惹
か
し
め
ん

胸
中
作
崇
知
何
物

胸
中

崇
を
作
す

知
ん
ぬ
何
物
ぞ

不
是
昔
年
老
督
郵

是
れ
昔
年
の
老
督
郵
に
あ
ら
ざ
る
や

文
字

･
書
物
と
無
線
に
生
き
る
人
々
は
'
穏
和
な
農
村
で
静
か
な

暮
ら
し
を
営
ん
で
い
る
｡
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
老
子
の
理
想
と
し
た
平

和
な
村
落
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
｡
賓
際
'
『老
子
』
に
は

｢絶
筆

無
憂
｣
の
語
も
あ
る
｡
｢識
字
｣
を
人
間
の

｢憂
患
の
始
め
｣
と
す

る
の
は
'
古
-
老
荘
の
思
想
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

そ
れ
は
儒
学
が
撃
を
人
の
営
み
の
根
幹
と
す
る
の
に
暫
時
す
る
t
も

JJ

人
生
識
字
憂
患
姶
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合
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う

一
つ
の
思
想
で
あ

っ
た
｡
文
字
を
知
る
こ
と
を
不
幸
と
す
る
思
考

は
早
-
か
ら
あ

っ
た
に
し
て
も
'
謹
書
人
自
身
が
自
分
の
経
験
や
生

活
の
な
か
か
ら
賓
感
と
し
て
そ
の
嘆
き
を
登
す
る
の
は
'
か
な
-
遅

れ
る
の
で
あ
る
｡
末
代
に
文
人
官
僚
が
融
合
の
な
か
で
定
着
L
t
謹

書
人
と
い
う
も
の
の
観
念
が
融
合
的
に
も
個
人
的
に
も
十
分
に
固
ま

-
'
成
熟
し
た
時
に
至

っ
て
､
讃
吾
人
た
る
こ
と
へ
の
懐
疑
が
生
じ

て
き
た
の
だ
ろ
う
｡

｢文
｣
に
携
わ
る
立
場
か
ら
文
字
す
ら
知
ら
な
い
人
々
の
生
き
方

を
羨
望
し
た
陸
源
に
は
'

1
万
で
こ
ん
な
詩
句
も
あ
る
｡
淳
興
五
年

(
二

七
八
)'
五
十
四
歳
'
合
江
か
ら
浩
州

へ
向
か
う
途
次
の
作
と

さ
れ
る

｢漁
翁
｣
(『剣
南
詩
編
』
巻

l
O
)
に
い
う
'

我
亦
衰
遅
悪
筆
力

共
野
江
山
三
歎
息

我
も
亦
た
衰
遅
し
て
筆
力
を
恵
じ

共
に
江
山
に
封
し
て
三
歎
息
す

江
頭
漁
家
結
節
鹿

青
山
営
門
董
不
如

江
煙
淡
淡
雨
疎
疎

老
翁
破
浪
行
捕
魚

恨
渠
生
来
不
頭
書

江
山
如
此

一
句
無

江
頭
の
漁
家

前
庭
を
結
ぶ

青
山

門
に
皆
た
り

童
も
如
か
ず

江
煙
淡
淡
と
し
て
雨
は
疎
疎

老
翁

浪
を
破
-
て
行
き
て
魚

を
捕
ら
う

かれ

恨
む

巣
は
生
来

書
を
謹
ま
ず
し
て

江
山
此
-
の
如
き
も

一
句
も
無
き
を

江
山
の
美
に
恵
ま
れ
た
地
を
生
活
の
場
と
し
て
い
る
漁
師
は
目
に

一
丁
字
も
な
い
た
め
に
'
そ
の
美
し
さ
を
詩
文
に
あ
ら
わ
す
す
べ
が

な
い
｡
こ
こ
に
は
山
水
の
美
は
こ
と
ば
に
表
現
し
て
初
め
て
美
た
-

う
る
と
い
う
も
う

一
つ
の
観
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
陸
瀞

の
表
現
活
動
を
支
え
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
｡
世
界
は
こ
と
ば
を
通

し
て
こ
そ
認
識
さ
れ
享
受
さ
れ
る
と
い
う
考
え
と
'
｢文
｣
か
ら
解

放
さ
れ
た
生
き
方
に
あ
こ
が
れ
る
心
情
'

一
見
矛
盾
す
る
か
の
よ
う

な
こ
の
二
つ
は
賓
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
表
現
者

陸
涯
の
内
部
に
あ

っ
た
重
層
的
な
思
い
を
明
ら
か
に
し
て
-
れ
る
｡

先
の
陸
源
の
詩
句
に
端
的
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
､
庶
民
に
封
す
る

優
越
性
を
士
大
夫
自
身
が
自
問
す
る
よ
う
な
言
連
が
文
学
の
な
か
に

あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
'
請
書
人
の
精
神
の
柔
軟
さ
と
健
全
さ
を
示
し

て
い
る
｡
そ
し
て
さ
ら
に
は
文
学
と
い
う
も
の
が
赦
骨
髄
制
を
越
え

た
感
性
や
思
考
を
表
明
す
る
器
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
｡

∫∂



註
①

孔
凡
殖
鮎
校

『蘇
拭
詩
集
』
(中
華
書
局
'

一
九
八
二
)
巻
六
｡
日

本
語
語
注
は
､
小
川
環
樹

･
山
本
和
義

『蘇
東
坂
詩
選
』
(岩
波
文
庫
t

l
九
七
五
)
及
び

『蘇
輯
詩
集
』
(筑
摩
書
房
t

l
九
八
四
)
第
二
冊

に
見
え
る
｡

②

た
と
え
ば

｢蘇
東
吸
の
一
生
と
そ
の
詩
｣
(
『小
川
環
樹
著
作
集
』
第

三
巻
'
筑
摩
書
房
'

一
九
九
七
)
に

｢｢石
蒼
静
の
酔
墨
堂
｣
に
見
ら

れ
る
ご
と
-
'
彼
の
詩
は
し
ば
し
ば
警
句
で
始
ま
る
｡
｢人
生

字
を

織
る
は
憂
患
の
始
め
｣｡｣
な
ど
｡

③

四
川
省
文
史
舘
編

『杜
甫
年
譜
』
(撃
海
出
版
社
､

一
九
八
一
再
版
)

に
よ
る
｡

④

算
用
数
字
は
花
房
英
樹
に
よ
る
自
居
易
作
品
番
壊
｡
巻
数
'
制
作
年

代
は
宋
金
城

『自
居
易
集
｣
(上
海
古
籍
出
版
社
へ

1
九
八
八
)
に
よ

る
｡

⑤

と
も
に
鎮
仲
聯

『韓
昌
泰
詩
繋
年
集
樺
』
巻
九

(上
海
古
籍
出
版
赦
､

一
九
八
四
)0

⑥

劉
学
籍

･
僚
恕
誠

『李
南
陽
詩
歌
集
解
』
(中
華
書
局
'

1
九
八
八
)

八
六
三
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