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一
一
一

毎
早
、

涼

気
佳
適
な
る
も
、
既
に
し
て
日

漸

く
上
れ
ば
、
熱

漸

く

苦

し

ま
い
そ
う

り
よ
う

き

よ
う
や

よ
う
や

は
な
は
だ

く
、
殆
ん
ど
消

遣
し
難
し
。
夕
に
し
て
風
、
山
窓
よ
り
入
れ
ば
、
則
ち
煩
襟
洗
ふ
が
ご

し
よ
う
け
ん

は
ん
き
ん

と
く
、
快
、
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を
人
の
一
生
に
譬
ふ
れ
ば
、
百
年
の
間
、
順
逆

得
喪
、
環
の
端
な
き
が
ご
と
し
。
亦
何
ぞ
以
つ
て
吾
が
懐
ひ
を
掛
く
る
に
足
ら
ん
。
直

と
く
そ
う

か
ん

は
し

お
も

た
だ

こ
れ
を
一
笑
に
付
す
す
べ
き
の
み
。

毎
早
涼
氣
佳
適N
既
に
而
日
漸
上N

熱
漸
苦N

殆
難C

消
遣j

夕
而
風
自C

山
窻B

入N

則
煩
襟
如A

洗N

快
不A

可A

言N

譬C
之
於
人
之
一
生j

百
年
之
間N

順
逆
得
喪N

如C

環
無p

端N

亦
何
足D

以
掛

C

吾
懐j

直
可A

附C

之
一
笑B

耳M

【
訳
】
早
朝
は
い
つ
も
涼
し
く
快
適
で
あ
る
が
、
す
ぐ
日
が
上
り
熱
気
は
息
苦
し
い
ほ
ど
に
高

ま
り
、
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
夕
方
に
な
り
、
風
が
窓
か
ら
入
れ
ば
、
心
の
悶
え
ま
で
洗

わ
れ
る
よ
う
で
、
そ
の
心
地
の
良
さ
は
言
葉
に
で
き
な
い
ほ
ど
だ
。
こ
れ
を
人
の
一
生
に
例
え

て
み
れ
ば
、
百
年
の
間
、
良
い
こ
と
や
悪
い
こ
と
、
成
功
や
失
敗
と
か
が
、
丸
い
輪
の
端
が
な

い
よ
う
に
く
り
か
え
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
さ
ま
ざ
な
ま
出
来
事
な
ど
ど

う
し
て
気
に
か
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
た
だ
こ
れ
を
一
笑
に
す
れ
ば
い
い
。

一
一
二

小
童
を
拉
し
、
長

竿
を
持
ち
、
前
渓
に
沿
ひ
て
魚
を
釣
る
。
殆
ん
ど
亦
世
外

ら
つ

ち
よ
う
か
ん

ぜ
ん
け
い

閑
適
の
一
游
な
り
。

か
ん
て
き

拉C

小
童j

持C

長
竿j

沿C

前
渓B

而
釣A

魚N

殆
亦
世
外
閑
適
之
一
游N

【
訳
】
幼
い
子
供
を
連
れ
、
長
い
竿
を
持
っ
て
、
前
の
谷
川
に
行
き
、
魚
を
釣
る
。
こ
の
こ
と

は
、
煩
わ
し
い
浮
き
世
の
外
の
心
静
か
な
ひ
と
と
き
の
楽
し
み
で
あ
る
。

一
一
三

庭
前
の
竹N

数
根
叢
を
為
す
。
風
晨
月
夕
、
幽
趣
乏
し
か
ら
ず
。
物
の
微
と
い

そ
う

ふ
う
し
ん
げ
つ
せ
き

と
ぼ

へ
ど
も
、
亦
以
つ
て
自
ら
楽
む
に
足
る
。

庭
前
之
竹N

數
根
爲A

叢N

風
晨
月
夕N

幽
趣
不A

乏N

雖C

物
之
微j

亦
足C

以
自

樂B

矣

【
訳
】
庭
の
竹
が
、
幾
本
か
重
な
り
竹
や
ぶ
と
な
っ
て
い
る
。
風
の
吹
く
朝
、
月
の
明
る
い
夜
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な
ど
に
、
こ
の
竹
が
風
に
揺
れ
、
月
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
静
か
で
趣
の
あ
る
風

情
を
感
じ
る
。
小
さ
な
取
る
に
足
り
な
い
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
が
私
を
十
分
に
心
慰
め

楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
の
だ
。

一
一
四

鏡
を
把
り
て

自

ら
照
ら
せ
ば
、

両

鬢
白
き
も
の
を
生
ず
。
因
り
て
惕
然
と

と

み
ず
か

り
よ
う
び
ん

て
き
ぜ
ん

し
て
警
省
す
る
の
念
な
く
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
蓋
し
書
を
読
む
こ
と
年
あ
り
と
い
へ

け
い
せ
い

ど
も
、
悠
悠
泛
濫
し
て
、

率

空
過
に
属
す
。
今
に
及
び
て
実
効
を
収
め
ざ
れ
ば
、
則

ゆ
う
ゆ
う
は
ん
ら
ん

お
お
む
ね

ち
一
生
の
建
竪
、
果
し
て
是
れ
何
物
ぞ
。
昔
人
の
い
は
ゆ
る
朧
月
三
十
日
は
必

定

到
来

け
ん
じ
ゆ

ろ
う
げ
つ

ひ
つ
じ
よ
う

す
。
期
に
臨
み
て
豈
に
能
く
手
忙
し
く
脚
乱
れ
ざ
ら
ん
や
。
一
念
此
に
至
れ
ば
、
毛
立

こ
こ

ち
神
寒
し
。

把A

鏡
自
照N

兩
鬢
生A

白N

因
不A

無C

惕
然
警
省
之
念B

也N

蓋
雖C

讀A

書
之
有p

年

N

而
悠
々
泛
濫N

率
屬C

空
過j

不D

及A

今
収C
實
效j
則
一
生
建
竪N

果
是
何
物N

昔

人
所A

謂
朧
月
三
十
日
必
定
到
來N

臨A

期
豈
能
不C
手
忙
脚
亂j

一
念
至A

此N

毛
立

神
寒N

【
訳
】
鏡
を
取
っ
て
自
分
を
見
れ
ば
、
両
方
の
耳
ぎ
わ
の
髪
に
白
い
も
の
が
見
え
て
き
た
。
そ

れ
で
、
恐
れ
慎
ん
で
省
み
ず
に
は
お
れ
な
い
。
思
う
に
、
書
物
を
読
む
こ
と
に
何
年
も
か
か
っ

て
き
た
と
い
う
も
の
の
、
悠
々
と
の
ん
び
り
と
世
俗
に
し
た
が
っ
て
し
ま
っ
て
、
無
駄
に
過
ご

し
て
き
て
し
ま
っ
た
。
今
に
な
っ
て
も
、
自
分
の
身
に
力
が
つ
い
て
い
な
い
。
一
生
か
か
っ
て

自
分
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
き
た
の
に
、
そ
れ
は
何
だ
っ
た
の
か
。
昔
の
人
が
言
う
、
十
二

月
三
十
一
日
と
い
う
お
し
ま
い
の
時
は
必
ず
や
っ
て
く
る
の
だ
。
そ
の
と
き
に
な
っ
て
、
慌
て

ふ
た
め
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
考
え
て
く
る
と
、
お
そ
れ
お
の
の
い
て
、
体
中
が
ぞ
っ

と
し
寒
気
が
し
て
く
る
。

一
一
五

余
、
果
実
の
、
樹
に
あ
る
を
観
る
に
、
其
の
始
め
は
色
青
く
味
渋
し
。
時
日

し
ぶ

を
累
ね
風
霜
を
経
て
熟
す
る
に
及
べ
ば
、
則
ち
葉
落
ち
枝
枯
れ
、
累
然
と
し
て
珠
の
ご

か
さ

へ

た
ま

と
し
。
取
り
て
こ
れ
を
喫
せ
ば
、
珍

羞
の
美
と
い
へ
ど
も
、
殆
ん
ど
若
か
ざ
る
も
の
あ

き
つ

ち
ん
し
ゆ
う

し

り
。
噫
、
人
も
亦
老
大
の
身
を
以
つ
て
す
る
も
、
胸
中
尚
ほ
渋
味
の
存
す
る
あ
れ
ば
、

あ
あ
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則
曾
ち
此
の
果
に
こ
れ
如
か
ざ
る
な
り
。

す
な
わ
ち

し

余
觀C

果
實
之
在p

樹N

其
始
也
色
青
味
澁N

及I

累C

時
日B

經C

風
霜B

而
熟m

則
葉
落
枝
枯N

纍

然
如A
珠N

取
而
喫A

之N

雖C

珍
羞
之
美j

殆
有C

不A

若
焉
者B

矣N

噫
人
亦
以C

老
大
之
身j

而
胸

中
尚
有C
澁
味
之
存B

則
曾
此
果
之
不A

如
也N

【
訳
】
私
が
樹
に
な
っ
て
い
る
果
実
を
観
察
す
る
と
、
初
め
は
実
の
色
も
青
く
て
味
も
渋
い
。

時
を
重
ね
、
風
や
霜
に
あ
た
っ
て
実
が
熟
し
て
く
る
と
、
葉
は
枝
も
枯
れ
て
、
実
は
重
な
り
合

っ
て
輝
く
珠
の
よ
う
に
な
る
。
取
っ
て
こ
の
実
を
食
べ
て
み
る
と
、
他
に
ど
ん
な
に
料
理
や
珍

し
い
食
べ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
及
ぶ
も
の
は
な
い
と
思
え
る
ほ
ど
お
い
し
い
の
だ
。
あ

あ
、
私
も
年
老
い
た
と
い
っ
て
も
胸
中
に
は
ま
だ
未
熟
な
心
が
あ
り
、
と
う
て
い
こ
の
果
実
に

は
及
ば
な
い
。

一
一
六

昔
、
太
公
命
世
の
才
を
以
つ
て
、
漁

釣
窮

困
し
、
年
已
に
老
に
向
ふ
。
一

ぎ
ょ
う
ち
ょ
う
き
ゆ
う
こ
ん

す
で

旦
、
文
王
に
遭
遇
す
る
や
、
一
言
に
し
て
合
ひ
、
以
つ
て
顕
栄
を
致
し
、
君
を
輔
け
民

け
ん
え
い

た
す

を
救
ひ
、
遂
に
周
家
八
百
年
の
基
業
を
開
き
、
身
は
東
海
許
大
の
封
域
を
創
む
。
其
の

は
じ

始
め
其
れ
を
し
て
文
王
に
遇
は
ざ
ら
し
め
ば
、
則
ち
特
渭
浜
の
一
釣

叟
の
み
に
し
て
、

た
だ

い

ひ

ん

ち
ょ
う
そ
う

他
に
向
ひ
て
豈
に
能
く
か
く
の
ご
と
き
の
想
を
作
す
や
否
や
。
人
の
遭
遇
は
固
よ
り
測

る
べ
か
ら
ず
。
貧
賎
の
中
に
甚
だ
英
雄
あ
り
。

昔
者
太
公
以C

命
世
之
才j

漁
釣
窮
困N

年
已
向A

老N

一
旦
遭C

遇
文
王j

一
言
而
合N

以
致C

顯

榮j

輔A

君
救A

民N

遂
開C

周
家
八
百
年
之
基
業j

身
創C

東
海
許
大
之
封
域j

其
始
使C

其
不p

遇

C

文
王j

則
特
渭
濱
之
一
釣
叟N

向A

他
豈
能
作C

如A

此
之
想B

乎
否N

人
之
遭
遇
固
不A

可A

測N

貧
賤
之
中
甚
有C

英
雄j

【
訳
】
昔
の
こ
と
で
あ
る
が
、
太
公
は
当
時
の
世
に
あ
っ
て
才
能
に
秀
で
て
い
た
が
、
魚
釣
り

を
仕
事
と
し
て
い
て
貧
乏
に
苦
し
み
、
年
も
老
い
に
入
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
っ
た
ん
文

王
に
出
会
っ
た
ら
、
一
言
に
し
て
意
思
疎
通
し
、
名
が
表
れ
る
よ
う
に
な
り
、
身
が
栄
え
る
よ

う
に
な
り
、
君
主
を
補
佐
し
、
民
を
救
い
、
と
う
と
う
周
家
八
百
年
の
基
を
築
き
、
自
身
は
斉
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国
の
巨
大
な
土
地
を
収
め
始
め
た
。
そ
の
初
め
に
文
王
に
会
わ
な
け
れ
ば
、
た
だ
の
渭
水
（
黄

河
に
通
じ
る
河
の
名
）
の
魚
を
釣
る
一
老
人
に
と
ど
ま
り
、
外
の
こ
と
に
通
じ
た
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
事
に
よ
く
適
応
し
た
考
え
が
で
き
た
り
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
人
の
出

会
い
と
い
う
も
の
は
、
ど
ん
な
人
を
生
み
出
す
か
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
。
貧
し
く
身
分

の
低
い
人
の
中
に
も
、
す
ご
い
英
雄
が
い
る
も
の
だ
。

一
一
七

大
人
と
は
其
の
形
の
大
な
る
を
謂
ふ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
小

人
と
は
其
の
形

た
い
じ
ん

い

し
よ
う
じ
ん

の
小
な
る
を
謂
ふ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
蓋
し
人
の
、
大
と
為
し
小
と
為
す
ゆ
ゑ
ん
の
も

い

の
は
、

乃

ち
其
の
心
の
謂
に
し
て
、
其
の
形
体
の
謂
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

す
な
わ

い
い

い
い

大
人
者
非A

謂C

其
形
之
大B

也N

小
人
者
非A
謂C
其
形
之
小B

也N

蓋
人
之
所C

以
為A

大
為p

小

者N

乃
其
心
之
謂N

而
非C

其
形
體
之
謂B

也N

【
訳
】
大
人
と
は
そ
の
形
が
大
き
い
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
。
小
人
と
は
そ
の
形
が
小
さ
い

こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
。
人
に
つ
い
て
、
大
と
か
小
と
か
い
う
の
は
、
そ
の
心
の
あ
り
方
を

言
う
の
で
あ
っ
て
、
体
の
形
の
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
。

一
一
八

心
の
大
小
と
は
、
果
し
て
何
の
謂
ぞ
や
。
大
と
は
仁
の
み
、
小
と
は
不
仁
の

い
い

み
。

心
之
大
小N

果
何
謂
也N

大
者
仁
而
已
矣N

小
者
不
仁
而
已
矣N

【
訳
】
心
の
大
き
い
と
か
小
さ
い
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
大
と
い
う
の
は
、
仁
（
徳
）
が

あ
る
こ
と
、
小
と
い
う
の
は
、
仁
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

一
一
九

い
は
ゆ
る
仁
者
は
人
を
視
る
こ
と
猶
ほ
己
れ
の
ご
と
く
、
其
の
窮
み
は
、
家

な

お
の

國
天
下
の
事
を
挙
げ
て
、
己
れ
の
分
内
に
あ
ら
ざ
る
な
き
な
り
。
い
は
ゆ
る
不
仁
者
は
、

纔
か
に
躯
殼
を
認
め
以
つ
て
己
れ
と
為
し
、
而
し
て
親
戚
兄
弟
も
、
視
る
こ
と
猶
ほ
路

わ
ず

く

か

く

お
の

人
の
ご
と
し
。
況
ん
や
家
国
天
下
の
事
を
や
。
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所A

謂
仁
者
視A

人
猶A

己N

其
窮
也N

擧C

家
國
天
下
之
事j

莫A

非C

己
分
内B

也N

所A

謂
不
仁
者

N

纔
認C

軀
殼B

以
爲A

己N

而
親
戚
兄
弟N

視
猶C

路
人j

況
家
國
天
下
之
事
哉N

【
訳
】
仁
の
あ
る
人
が
、
他
人
を
視
る
の
は
自
分
の
事
の
よ
う
に
し
て
見
、
究
極
で
は
、
家
や

国
や
世
の
中
の
こ
と
で
も
、
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
し
て
見
る
。
不
仁
者
は
、
自
分
の
身
体
に

関
わ
る
こ
と
だ
け
を
自
分
と
し
て
見
て
、
親
戚
兄
弟
さ
え
も
、
自
分
に
関
係
な
く
通
り
す
が
り

の
人
の
よ
う
に
見
て
い
る
。
ま
し
て
、
家
や
国
や
世
の
中
の
事
に
な
る
と
考
え
よ
う
と
も
し
な

い
。

一
二
〇

是
の
故
に
大
人
は
、
其
の
世
に
在
る
や
、
天
下
の
人
こ
れ
を
尊
び
こ
れ
に
親

し
む
。
其
の
没
す
る
や
、
後
世
の
民
こ
れ
を
哀
し
み
こ
れ
を
慕
う
。
而
る
に
不
仁
の
人

か
な

は
、
則
ち
人
皆
そ
の
生
を
苦
と
し
、
そ
の
死
を
幸
い
と
す
。

是
故
大
人
者N

其
在A

世
也N

天
下
之
人
尊A

之
親A

之N
其
歿
也N

後
世
之
民
哀A

之
慕A

之N

而
不

仁
之
人N

則
人
皆
苦C

其
生j

而
幸C

其
死B

矣N

【
訳
】
だ
か
ら
大
人
は
、
世
の
中
に
い
る
と
、
天
下
の
人
は
み
ん
な
尊
ん
で
親
し
む
。
そ
の
人

が
亡
く
な
る
と
こ
れ
を
悲
し
ん
で
い
つ
ま
で
も
慕
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
仁
の
な
い
人
は
、

そ
の
人
が
い
る
こ
と
を
迷
惑
に
思
い
、
そ
の
人
が
死
ぬ
と
喜
ぶ
。

一
二
一

天
地
の
間
、
万
類
の
中
に
就
い
て
は
、
人
よ
り
尊
き
は
な
し
。
人
よ
り
霊
な

る
は
な
し
。
而
る
に
自
暴
自
棄
、
以
つ
て
此
に
至
る
、
豈
に
憾
む
べ
き
の
甚
し
き
に
あ

こ
こ

あ

う
ら

ら
ず
や
。就C

天
地
間
萬
類
之
中j

莫A

尊C

於
人B

也N

莫A

靈C

於
人B

也N

而
自
暴
自
棄N

以
至C

於
此j

豈

非C

可A

憾
之
甚B

耶N

【
訳
】
ひ
ろ
く
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
の
中
で
、
人
よ
り
尊
い
も
の
は
な
い
。
人
よ
り
霊

な
る
も
の
は
な
い
。
そ
れ
を
知
ら
ず
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
自
分
の
前
途
を
破
壊
し
省
み
な
い
も

の
が
い
る
。
な
ん
と
残
念
な
こ
と
甚
だ
し
い
で
は
な
い
か
。
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1
2
2
(
2
0
1
6
/
1
1
/
5
)

一
二
二

山
人
、
事
に
因
り
て
感
激
し

私

に
誓
ふ
。
今
よ
り
し
て
後
、
復
た
多
く
は
山

よ

ひ
そ
か

ち
か

を
下
ら
ず
、
専
精
矻
矻
と
し
て
務
め
、
此
の
事
を
了
わ
ら
ん
と
。

せ
ん
せ
い
こ
つ
こ
つ

お

山
人
因A
事
感
激
私
誓N

自A

今
而
後N

不C

復
多
下p

山N

專
精
矻
々
務
了C

此
事j

【
訳
】
私
は
あ
る
事
に
感
激
し
自
分
自
身
に
密
か
に
誓
っ
た
。
今
か
ら
後
も
、
今
住
ん
で
い
る

所
を
離
れ
ず
ひ
た
す
ら
努
力
を
し
て
学
問
を
修
め
る
と
。

一
二
三

人
の
、
世
に
在
る
や
、
世
事
牽
纒
は
、
勢
ひ

免

る
べ
か
ら
ず
。
則
ち
此
く
の

け
ん
て
ん

ま
ぬ
か

か

ご
と
く
誓
ふ
と
い
へ
ど
も
、
而
も
未
だ
必
ず
し
も
能
く
計
る
所
の
ご
と
く
な
ら
ず
。
特

ち
か

た
だ

一
時
の
感
に
因
り
て
、
此
く
の
ご
と
き
想
を
為
す
の
み
。

人
之
在A

世
也N

世
事
牽
纒N

勢
不A

可A

免N

雖C

則
如A

此
誓j
而
未C

必
能
如p

所A

計N

特
因C

一

時
之
感j

爲C

如A

此
之
想B

耳N

【
訳
】
人
が
こ
の
世
に
在
る
と
、
世
間
の
俗
事
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
は
、
自
然
の
成
り
行
き
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
努
力
す
る
こ
と
を
誓
っ
た
と
し
て
も
、
も
く
ろ
み
通
り
に
は
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
る
。
た
だ
一
時
の
感
慨
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
思
い
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一
二
四

仮
使
一
切
断
棄
し
、

乃

ち
能
く
か
く
の
ご
と
く
す
と
も
、
亦
聖
賢
中
庸
の
道

た

と

い

だ

ん

き

す
な
わ

理
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。

假
使
一
切
斷
棄
乃
能
如A

是N

而
亦
非C

聖
賢
中
庸
之
道
理B

也N

【
訳
】
例
え
、
一
切
を
断
ち
切
っ
て
世
間
か
ら
離
れ
て
暮
ら
し
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
聖

賢
中
庸
（
人
と
し
て
行
う
べ
き
正
し
い
道
）
の
生
き
方
と
は
言
え
な
い
の
だ
。

一
二
五

吾
が
輩
の
学
問
は
務
め
て
其
の
弊
を
顧
み
る
。
而
し
て
立
論
の
間
、
一
毫
の

い
ち
ご
う

矯

激
の
意
を
し
て
存
せ
し
む
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
こ
れ
を
毫
厘
に
差
へ
ば
、

繆

る

き
よ
う
げ
き

た
が

あ
や
ま

に
千
里
を
以
つ
て
す
。
学
術
の
、
人
を
殺
す
は
、
洪
水
猛
獣
よ
り
も
甚
し
。
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吾
輩
學
問
務
顧C

其
弊j

而
立
論
之
間N

不A

可A

使C

一
毫
矯
激
之
意
存B

也N

差C

之
毫
釐j

繆

以C

千
里j

學
術
之
殺A

人N

甚C

於
洪
水
猛
獸j

【
訳
】
私
の
学
問
は
で
き
る
だ
け
間
違
っ
た
と
こ
ろ
が
な
い
か
を
気
に
か
け
て
る
。
そ
し
て
、

学
問
を
主
張
す
る
と
き
に
は
、
ほ
ん
の
僅
か
な
こ
と
で
も
自
分
の
主
張
を
激
し
く
す
る
よ
う
な

こ
と
は
、
押
さ
え
て
い
る
。
初
め
の
ち
ょ
っ
と
し
た
間
違
い
で
も
、
終
わ
り
に
は
大
き
な
間
違

い
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
学
問
が
人
を
殺
す
の
は
、
洪
水
や
猛
獣
の
被
害
よ
り
も
大
き
い
の

だ
。

一
二
六

洪
水
猛
獣
の
害
は
、
地
に
限
ら
れ
、
時
に
限
ら
る
。
而
る
に
学
術
の
害
は
、

則
ち
天
下
万
世
、
其
の
毒
を

被

ら
ざ
る
も
の
な
し
。

こ
う
む

洪
水
猛
獣
之
害N

限C

於
地j

時C

於
時j

而
學
術
之
害N

則
天
下
萬
世N

莫I

不A

被C

其
毒B

者G

矣

N

【
訳
】
洪
水
や
猛
獣
の
害
は
、
そ
の
土
地
、
そ
の
時
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
学
問
の
害

は
、
世
の
中
に
永
遠
に
害
を
も
た
ら
す
も
の
だ
。

一
二
七

吾
人
鯫
生
の
学
は
、
其
の
得
失
は
固
よ
り
論
ず
る
に
足
ら
ず
。
然
り
而
し
て

そ
う
せ
い

其
の
規
模
は
、
則
ち
務
め
て
平
正
広
大
な
る
を
要
す
。
庸
陋
を
以
つ
て

自

ら
甘
ん
じ
、

よ
う
ろ
う

み
ず
か

自
ら
廃
弛
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

は

い

し
吾
人
鯫
生
之
學
、
其
得
失
固
不A

足A

論N

然
而
其
規
模N

則
務
要C

平
正
廣
大j

不A

可I

以C

庸

陋B

自
甘N

而
自
癈
弛G

也
、

【
訳
】
私
の
よ
う
な
つ
ま
ら
な
い
も
の
の
学
問
は
、
そ
の
良
い
と
か
悪
い
と
か
論
を
す
る
ま
で

も
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
中
味
は
で
き
る
だ
け
偏
り
が
な
く
大
き
な
も
の

を
心
が
け
て
い
る
。
狭
く
小
さ
な
も
の
を
も
っ
て
自
ら
甘
ん
じ
て
い
た
り
、
自
ら
お
ろ
そ
か
に

し
て
は
い
け
な
い
の
だ
。

一
二
八

文
章
の
道
は
、
其
の
意
を
立
つ
る
や
正
な
る
を
要
す
。
而
し
て
こ
れ
を
出
だ
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す
に
奇
を
以
つ
て
す
。
奇
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
凡
に
流
れ
、
正
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
僻
に
入

へ
き

る
。
僻
と
凡
と
は
、
皆
文
章
の
至
れ
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

文
章
之
道N

其
立A

意
也
要A

正N

而
出A

之
以A

奇N

不A

奇
則
流C

於
凡j

不A

正
則
入C

於
僻j

僻

與A
凡N
皆
非C

文
章
之
至
者B

也N

【
訳
】
文
章
を
作
る
道
と
は
、
そ
の
文
章
を
書
こ
う
と
す
る
意
図
が
正
し
い
こ
と
が
ま
ず
肝
要

だ
。
そ
し
て
、
そ
の
意
図
に
合
っ
た
並
で
は
な
い
優
れ
た
表
現
を
す
る
こ
と
だ
。
優
れ
た
表
現

で
な
け
れ
ば
、
平
凡
な
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
り
、
文
書
を
書
こ
う
と
す
る
意
図
が
正
し
く
な

け
れ
ば
、
偏
っ
た
も
の
に
な
る
。
内
容
の
偏
り
と
平
凡
な
表
現
と
い
う
の
は
、
よ
い
文
章
で
は

な
い
。

一
二
九

其
の
立
意
已
に
是
に
し
て
、
其
の
開
闔
・
抑
揚
・
緩

急
・
疾
徐
・
姿
態
を
極

す
で

ぜ

か
い
こ
う

か
ん
き
ゅ
う

し
つ
じ
ょ

め
尽
く
す
。
而
し
て
一
篇
の
間
、
必
ず
一
段
、
人
を
し
て
省
発
聳

動
せ
し
む
る
処
あ
る

せ
い
は
つ
し
ょ
う
ど
う

を
要
す
。其

立
意
已
是N

而
其
開
闔
抑
揚N

緩
急
疾
徐N

極C

盡
姿
態j

而
一
篇
之
間N

必A

要
有I

一
段
使C

人
省
發
聳
動B

處m

【
訳
】
文
章
の
意
図
す
る
も
の
が
正
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
上
に
文
章
の
調
子
が
外
に
向

か
っ
て
開
い
て
い
る
と
か
、
内
に
向
か
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と
か
、
上
が
り
調
子
か
、
下
り

調
子
か
、
ゆ
っ
く
り
と
し
て
い
る
か
、
あ
わ
た
だ
し
い
か
、
速
度
が
速
い
か
遅
い
か
、
等
々
の

様
子
や
状
況
描
写
な
ど
最
高
に
使
い
こ
な
し
て
表
現
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
一
つ
の
文
章
の
中

に
は
必
ず
人
を
反
省
さ
せ
、
教
え
導
き
、
驚
き
で
心
を
突
き
動
か
さ
れ
る
一
か
所
が
あ
る
こ
と

が
文
章
と
し
て
肝
要
で
あ
る
。

一
三
〇

其
の
句
を
造
る
は
、
則
ち
長
短
、
法
あ
る
を
要
す
。
其
の
字
を
下
す
は
、
則

ち
精
当
、
宜
し
き
を
得
る
を
要
す
。
而
し
て
助
辞
の
用
は
、
尤
も
仔
細
に
商
量
し
て

し

さ
い

移
易
す
べ
か
ら
ざ
る
を
要
す
。

い

え

き

其
造A

句N

則
要C

長
短
有p

法N

其
下A

字N

則
要C

精
當
得p

宜
、
而
助
辭
之
用
、
尤
要C

仔
細
商

量
不p

可C

移
易j

【
訳
】
そ
の
文
章
を
作
る
に
は
、
長
い
短
い
に
も
決
ま
り
が
あ
る
の
が
必
要
だ
。
文
字
を
決
め
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る
の
も
、
ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
か
が
必
要
だ
。
そ
し
て
、
助
辞
を
使
用
す
る

の
に
は
、
道
理
に
か
な
う
よ
う
に
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
考
え
て
移
し
替
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。

一
三
一

文
章
の
法
は
気
象
の
急
迫
す
る
を
戒
む
。
而
し
て
転
換
の
間
、

須

く
功
夫

て
ん
か
ん

す
べ
か
ら

く

ふ

う

を
費
す
べ
し
。
邦
人
の
、
漢
人
に
似
ざ
る
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
は
、
全
く
此
処
に
在
り
。

こ

こ

文
章
之
法
戒C

氣
象
急
迫j

而
轉
換
之
間N

須A

費C

功
夫j

邦
人
之
所C

以
不p

似C

漢
人B

者N

全

在C

此
處j

【
訳
】
文
章
の
作
法
は
、
気
持
ち
が
焦
っ
て
は
い
け
な
い
。
だ
か
ら
、
場
面
の
変
わ
る
と
こ
ろ

な
ど
で
は
、
い
つ
で
も
よ
く
工
夫
す
る
の
が
当
然
だ
ろ
う
。
日
本
人
の
文
章
が
、
漢
人
の
と
違

う
と
こ
ろ
は
、
ま
っ
た
く
こ
こ
の
点
だ
。

一
三
二

虚
字
の
、
文
章
の
間
に
あ
る
は
、
本
甚
し
く
ぱ
緊
要
な
ら
ざ
る
の
物
件
に
似

も
と

き
ん
よ
う

た
り
。
而
る
に
波
瀾

洄
洑
、
姿
態
横
生
、
無
量
無
辺N

巧
妙
変
化
は
、
総
て
篇
中
両
三

は

ら

ん

か
い
ふ
く

お
う
せ
い

箇
の
虚
字
使
用
の
処
よ
り
生
れ
出
で
来
た
る
も
の
な
り
。
却
っ
て
是
れ
第
一
緊
要
の
物

件
な
り
。虚

字
之
在C

文
章
間j

本
似I

不C

甚
緊
要B

的
物
件m

而
波
瀾
洄
洑N

姿
態
横
生N

無
量
無
邊N

巧

妙
變
化N

總
自C

篇
中
兩
三
箇
虚
字
使
用
處B

生
出
來
者N

却
是
第
一
緊
要
的
物
件N

【
訳
】
助
辞
が
文
章
の
間
に
あ
る
の
は
、
さ
し
せ
ま
っ
て
必
要
で
無
い
物
に
似
て
い
る
。
し
か

し
、
文
章
の
流
れ
る
調
子
、
文
体
の
あ
ふ
れ
出
る
無
限
の
深
み
や
変
化
は
、
み
ん
な
文
章
中
に

い
く
つ
か
の
助
辞
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
だ
。
だ
か
ら
助
辞
は
、
こ
れ
こ

そ
さ
し
せ
ま
っ
て
必
要
な
も
の
な
の
だ
。

一
三
三

身
、
文
章
を
能
く
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
古
人
の
書
を
読
む
能
は
ず
。
読
む
能
は

ざ
る
に
あ
ら
ず
。

乃

ち
終
に
夫
の
文
章
を
能
く
す
る
者
の
、
読
み
得
て
滋
味
あ
る
に
如

す
な
わ

か

か
ざ
る
な
り
。
故
に
余
は
門
に
及
ぶ
の
士
に
、
常
に
教
ふ
る
に
文
章
の
法
を
以
っ
て
す
。

身
不A

能C

文
章j

則
不A

能A

讀C

古
人
之
書B

也N

非A

不A

能A

讀
也N

乃
終
不A

如I

夫

能C

文
章B

者
之
讀
得
有H

滋
味G

也N

故
余
於C

及
門
之
士j

常
教
以C

文
章
之
法j
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【
訳
】
人
は
、
文
章
を
よ
く
書
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
古
人
の
書
物
も
読
む
こ
と
は
で
き

な
い
。
読
め
な
い
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
文
章
を
よ
く
書
く
こ
と
が
で
き
る
人
が
、
古
人
の

書
を
読
ん
で
も
よ
く
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
私
は
門
下
生
に
い
つ
で
も
教
え

る
の
は
文
章
の
作
法
で
あ
る
。

一
三
四

夫
れ
人
は

須

く

自

ら
知
る
べ
し
。
自
ら
知
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
以
っ
て
其
の

す
べ
か
ら

み
ず
か

功
を
用
ふ
る
な
し
。

夫
人
須C

自
知B

也N

不C
自
知j

則
無C

以
用C

其
功B

矣
、

【
訳
】
人
は
み
ん
な
自
分
自
身
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
何
も

努
力
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
三
五

自
ら
知
る
の
後
は
、
則
ち

須

く
其
の
病
の
あ
る
所
よ
り
こ
れ
を
治
む
べ
し
。

す
べ
か
ら

へ
い

而
し
て
以
っ
て
其
の
病
な
き
の
体
に
復
す
べ
し
。

自
知
之
後N

則
須I

從C

其
病
之
所p

在
而
治J

之N

而
可D

以
復C

其
無A
病
之
體B

矣M

【
訳
】
自
分
を
知
っ
た
後
は
、
誰
も
そ
の
欠
点
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
れ
を
治
し
て
い
く
べ
き

だ
。
そ
し
て
、
そ
の
欠
点
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
三
六

人
の
心
体
は
本
病
な
し
。
病
は
則
ち
妄
よ
り
生
ず
る
も
の
な
り
。
而
し
て
妄

も
と

ぼ
う

の
物
た
る
、
悠

渺
恍
惚
と
し
て
、
殆
ん
ど
識
認
し
難
け
れ
ば
、
則
ち
其
の
功
を
用
ふ
る

ゆ
う
び
よ
う
こ
う
こ
つ

や
、
亦
必
ず
厳
且
つ
密
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

人
之
心
體
本
無A

病N

病
則
由A

妄
生
者
也N

而
妄
之
爲A

物N

悠
渺
恍
惚N

殆
難C

識
認j

則
其
用A

功
也N

亦
必
不A

可A

不C

嚴
且
密
也N

【
訳
】
人
の
心
の
本
体
に
は
、
も
と
も
と
欠
点
な
ど
な
い
。
欠
点
は
自
分
へ
の
い
い
加
減
さ
か

ら
生
ま
れ
る
も
の
だ
。
自
分
へ
の
い
い
加
減
さ
は
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
て
見
定
め
が
た
く
、

自
分
で
は
ほ
と
ん
ど
認
識
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
自
分
を
知
っ
て
努
力
し
て
い
く
た
め
に
は
、

必
ず
厳
し
く
そ
の
う
え
綿
密
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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1
3
7

（1
6
/
1
2
/
3

）

一
三
七

此
処
に
力
を
得
れ
ば
、
則
ち
一
た
び
是
な
ら
ば
百
た
び
是
な
り
。
此
処
に
功

ぜ

を
失
へ
ば
、
則
ち
一
た
び

錯

て
ば
百
た
び
錯
つ
。
古
人
の
学
の
、
独
り
を
慎
む
を
宗
と

あ
や
ま

為
す
ゆ
ゑ
ん
な
り
。

此
處
得A
力
、
則
一
是
百
是N

此
處
失A

功N

則
一
錯
百
錯N

古
人
之
學N

所C

以
愼A

獨
爲p

宗
也
、

【
訳
】
自
ら
の
心
の
欠
点
を
正
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
常
に
正
し
く
判
断
し
続
け
ら
れ
る
。
心

の
欠
点
を
正
す
工
夫
や
努
力
を
し
な
け
れ
ば
、
誤
ち
に
誤
り
を
重
ね
る
よ
う
な
も
の
だ
。
古
人

の
学
問
に
言
わ
れ
て
る
「
慎
独
」
、
す
な
わ
ち
独
り
あ
る
と
き
も
心
を
正
し
く
持
ち
、
自
分
を

慎
む
こ
と
を
自
分
の
生
き
方
と
す
る
理
由
で
あ
る
。

一
三
八

千
聖
相
伝
の
遺
脈
を
続
ぎ
、
天
地
覆
載
の
洪
恩
を
塞
ぐ
。
而
し
て
人
物
万
類

つ

て

ん

ち

ふ

く

さ

い

こ
う
お
ん

ふ
さ

を
し
て
咸

若

く
な
ら
し
む
る
も
の
、
其
の
基
は
実
に
此
に
あ
り
。

み
な
か
く
の
ご
と

こ
こ

續C

千
聖
相
傅
之
遺
脉j

塞C

天
地
覆
載
之
洪
恩j

而
使C

人
物
萬
類
咸
若B

者N

其
基
實
在A

此N

【
訳
】
多
く
の
聖
人
が
伝
え
て
き
た
人
の
生
き
方
の
道
を
継
い
で
、
天
地
の
よ
う
な
広
大
な
仁

愛
の
心
を
身
に
満
た
す
。
世
の
中
の
人
み
ん
な
に
こ
の
よ
う
な
仁
愛
を
も
た
ら
す
そ
の
基
は
、

こ
の
自
分
を
知
る
と
い
う
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。

一
三
九

嗚
呼
聖
人
の
道
は
高
し
、
遠
し
。
然
り
而
し
て
志
あ
る
の
士
は
、
小
成
を
以

あ

あ

つ
て

自

ら
画
り
、
大
業
を
以
つ
て
こ
れ
を
人
に
推
す
べ
か
ら
ず
。

み
づ
か

か
ぎ

嗚
乎
聖
人
之
道
高
矣N

遠
矣N

然
而
有A

志
之
士N

不A

可I

以C

小
成B

自
畫N

而
以C

大
業B

推H

之

於
人G

也N

【
訳
】
ま
あ
な
ん
と
聖
人
の
道
と
は
高
く
て
遠
い
も
の
だ
。
だ
か
ら
学
に
志
す
者
は
、
小
さ
な

目
標
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
で
、
こ
れ
で
で
き
た
と
区
切
り
を
付
け
た
り
、
大
き
な
先
の
目
標
を

掲
げ
て
こ
れ
を
人
に
押
し
付
け
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一
四
〇

「
伊
川
は
、
人
の
静
坐
を
見
る
毎
に
、

便

ち
其
の
善
く
学
ぶ
を
嘆
ず
」
。
静

い

せ

ん

す
な
は

坐
は
実
に
是
れ
学
問
深
切
の
功
夫
な
り
。

く

ふ

う
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伊
川
毎A

見C

人
靜
坐j

便
嘆C

其
善
學j

靜
坐
實
是
學
問
深
切
之
功
夫N

【
訳
】
北
宋
の
学
者
伊
川(

程
頥)

は
、
人
が
静
坐
を
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
「
よ
く
学
問
を

し
て
い
る
」
と
感
心
し
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
静
坐
は
実
に
学
問
を
深
め
る
の
に
適
切
な
方
法

で
あ
る
。

一
四
一

人
は
平
生
事
に
応
じ
物
に
接
し
て
、
朝
よ
り
暮
に
至
る
。
紛
紛
栄
栄
と
し
て
、

ふ
ん
ぷ
ん

日
子
を
送
り
了
は
り
、

曾

ち
自
己
は
是
れ
何
等
の
人
物
、
何
等
の
心
地
な
る
か
を
知
ら

に

っ

し

お

す
な
わ

ず
。

人
平
生
應A

事
接A

物N

自A

朝
至A
暮N

紛
々
營
々N

送C

了
日
子j

曾
不A

知C

自
己
是
何
等
人
物

何
等
心
地j

【
訳
】
人
は
常
日
頃
、
出
来
事
に
応
じ
物
に
接
し
て
行
動
し
、
朝
か
ら
夕
方
に
い
た
っ
て
し
ま

う
。
乱
雑
で
且
つ
あ
く
せ
く
と
利
を
求
め
て
日
々
を
送
っ
て
お
り
、
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と
も

な
く
、
果
た
し
て
自
分
が
ど
ん
な
人
間
な
の
か
、
ど
ん
な
心
を
し
て
い
る
の
か
さ
え
知
ら
な
い
。

一
四
二

試
み
に
静
中
に
向
い
て
黙
黙
と
し
て
体
験
す
れ
ば
、
則
ち
理
欲
混
淆
し
て
、

お

も
く
も
く

り

よ

く

こ
ん
こ
う

紛
然
と
し
て
湧
く
が
ご
と
し
。
禁
ず
る
も
止
ま
ず
、
制
す
る
も
伏
せ
ず
。

乃

ち
始
め
て

ふ
ん
ぜ
ん

ふ

す
な
は

知
る
、
自
己
は
元
是
れ
頑
鈍
、
元
是
れ
庸
劣
、
元
是
れ
種
々
の
病
痛
あ
り
、
極
め
て
料

が
ん
ど
ん

よ
う
れ
つ

へ
い
つ
う

理
し
難
き
を
。

試
向C

靜
中B

默
々
體
験N

則
理
欲
混
淆N

紛
然
如A

湧N

禁
而
不A

止N

制
而
不A

伏N

乃
始
知N
自

己
元
是
頑
鈍N

元
是
庸
劣N

元
是
種
々
病
痛N

極
難C

料
理j

【
訳
】
試
み
に
静
か
な
所
で
た
だ
黙
ま
っ
て
静
坐
し
て
み
る
と
、
天
理
と
人
欲
が
入
り
混
じ
っ

て
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
乱
れ
た
考
え
が
次
か
ら
次
に
湧
き
出
て
く
る
。
こ
れ
を
止
め
よ
う
と
し
て

も
止
ま
ら
な
い
し
、
た
ち
き
ろ
う
と
し
て
も
た
ち
き
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
初
め
て
自
分
の
こ
と

が
わ
か
る
。
自
分
は
も
と
も
と
鈍
く
、
も
と
も
と
愚
か
で
、
も
と
も
と
い
ろ
い
ろ
な
欠
点
が
あ

り
、
そ
れ
ら
を
う
ま
く
処
理
し
て
い
く
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
が
。

一
四
三

人
は

欺

く
べ
き
も
、
自
ら
は
欺
く
べ
か
ら
ず
。
人
は
瞞
す
べ
き
も
、
自
ら
は

あ
ざ
む

だ
ま

瞞
す
べ
か
ら
ず
。
欺
く
べ
か
ら
ざ
る
処
は
敢
へ
て
自
ら
欺
か
ず
。
瞞
す
べ
か
ら
ざ
る
処

み
ず

は
敢
へ
て
自
ら
瞞
さ
ず
。
慎
独
戒
懼
、
収
攝
保
任
、
此
れ
ぞ
是
れ
静
中
功
を
用
ふ
る
の

し
ん
ど
く

か

い

く

し
ゅ
う
せ
つ
ほ
に
ん

力
な
り
。
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人
可A

欺
也N

不A

可A

自
欺j

人
可A

瞞
也N

不
可C

自
瞞j

不A

可A

欺
處
不C

敢
自
欺j

不A

可A

瞞
處
不C

敢
自
瞞j

愼
獨
濁
戒
懼N

收
攝
保
任N

此
是
靜
中
用A

功
之
方N

【
訳
】

人
は
う
そ
を
つ
く
も
の
だ
が
、
自
分
か
ら
は
う
そ
を
つ
か
な
い
。
人
は
を
あ
ざ
む
く
も

の
だ
が
、
自
分
か
ら
は
あ
ざ
む
か
な
い
。
決
し
て
自
分
か
ら
は
う
そ
を
つ
か
な
い
。
決
し
て
自

分
か
ら
は
あ
ざ
む
か
な
い
。
こ
れ
を
守
っ
て
、
自
分
一
人
だ
け
い
る
と
き
に
も
、
心
を
正
し
く

持
ち
、
正
し
い
行
い
を
す
る
。
こ
の
こ
と
を
自
分
の
心
の
中
に
決
め
て
守
る
。
こ
れ
を
「
慎

独
」
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ
、
自
分
を
高
め
る
た
め
に
自
分
で
で
き
る
方
法
で
あ
る
。

1
4
4

（1
7
/
0
1
/
0
7

）

一
四
四

私
念
稍
少
な
け
れ
ば
、
主
宰
稍
明
ら
か
に
、
澹

澹

澄

澄
と
し
て
、

漸

く
佳

や
や

や
や

た
ん
た
ん
ち
ょ
う
ち
ょ
う

よ
う
や

境
に
入
る
。
い
は
ゆ
る
大
本
未
だ
発
せ
ざ
る
の
中
、
寂
然
と
し
て
動
か
ざ
る
の
体
は
、

せ
き
ぜ
ん

此
よ
り
手
を
得
、
此
よ
り
基
を
建
つ
。
方
に
是
れ
聖
賢
深
造
自
得
の
学
問
な
り
。

こ
こ

ま
さ

私
念
稍
少N

主
宰
稍
明N

澹
々
澄
々N

漸
入C

佳
境j

所
謂
大
本
未A
發
之
中N

寂
然
不A

動
之
體N

自A

此
得A

手N

自A

此
建A

基N

方
是
聖
賢
深
造
自
得
之
學
問N

【
訳
】
自
分
の
利
欲
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
少
な
く
な
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て
心
が
澄
み
わ

た
っ
て
き
て
、
最
良
の
状
態
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
喜
怒
哀
楽
な
ど
の
感
情
が
出
て
く
る
前
の
静

か
な
心
の
状
態
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
学
問
す
る
方
策
を
会
得
し
、
ま
た
学
問
の
基
盤
を
構
築

す
る
。
聖
賢
た
ち
が
学
問
の
奥
義
を
究
め
、
自
分
の
も
の
と
し
て
し
て
き
た
の
は
ま
さ
に
こ
の

よ
う
に
し
て
で
あ
る
。

一
四
五

人
、
此
の
地
位
に
至
れ
ば
、
事
あ
る
と
事
な
き
と
を
論
ぜ
ず
、
時
に
随
ひ
処

に
随
い
て
従

容
と
し
て
自
在
に
、
動
き
て
括
ら
れ
ず
、
心
広
く
体
胖
か
に
、
事
治
ま
り

し
ょ
う
よ
う

く
く

ゆ
た

理
明
ら
か
に
、
内
外
整
整
、
小
大

粛

粛

た
り
。
家
に
あ
る
も
邦
に
あ
る
も
、
井
然
と

し
ゆ
く
し
ゆ
く

く
に

せ
い
ぜ
ん

し
て
条
理
あ
ら
ざ
る
な
き
な
り
。

人
至C

此
地
位j

不A

論C

有A

事
無p

事N

隨A

時
隨A

處
從
容
自
在N

動
而
不A

括N

心
廣
體
胖N

事

治
理
明N

内
外
整
々N

小
大
蕭
蕭N

在A

家
在A

邦N

莫A

不D

井
然
有C

條
理B

也N
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【
訳
】
人
が
こ
の
よ
う
な
境
地
に
至
れ
ば
、
平
生
の
と
き
や
何
か
変
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
き

な
ど
に
関
係
な
く
、
そ
の
時
に
応
じ
、
そ
の
所
に
応
じ
て
、
自
然
に
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
心
は
広
々
と
体
は
伸
び
や
か
に
、
す
べ
て
の
こ
と
は
お
さ
ま
り
が
つ
き
、
道
理
が
明

ら
か
に
な
る
。
内
に
あ
っ
て
も
外
に
あ
っ
て
も
正
し
く
整
い
、
ど
ん
な
こ
と
に
も
真
剣
に
な
る
。

家
の
こ
と
も
国
の
こ
と
も
、
筋
道
が
通
っ
て
乱
れ
る
こ
と
は
な
い
。

一
四
六

山
林
隠
逸
の
士
は
、
宜
し
く
清
虚
涵
養
し
文
史

自

ら
娯
し
む
べ
し
。
而
し
て

い
ん
い
つ

せ
い
き
ょ
か
ん
よ
う

み
ず
か

た
の

其
の
時
事
得
失
に
於
い
て
は
、
則
ち
言
ふ
べ
き
所
に
非
ざ
る
な
り
。

山
林
隠
逸
之
士N

宜C

清
虚
涵
養
文
史
自
娯j

而
其
於C

時
事
得
失j

則
非A

所A

可A

言
也N

【
訳
】
山
林
に
隠
れ
る
よ
う
に
住
ん
で
い
る
者
（
私
）
は
、
心
清
ら
か
に
修
養
し
て
詩
文
や
歴

史
書
を
楽
し
ん
で
読
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
世
の
中
の
動
き
や
損
得
に
つ
い
て
は
、
あ
れ
こ
れ

と
言
う
こ
と
も
な
い
。

一
四
七

均
し
く
天
地
の
間
に
生
れ
、
均
し
く
太
平
の
雨
沢
を

被

る
。
其
の
君
徳
主
恩

ひ
と

う

た

く

こ
う
む

に
於
い
て
は
、
固
よ
り
忘
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
事
に
遇
へ
ば
憂
ひ
を
抱
き
、
又
因

も
と

つ
て
言
に

形

る
る
こ
と
、
蓋
し
亦
勢
ひ
の
免
れ
ざ
る
所
な
り
。

あ
ら
わ

均
生C

乎
天
地
之
間j

均
被C

乎
太
平
之
雨
澤j

其
於C

君
徳
主
恩j

固
不A

可A

忘N
則
遇A

事
抱A

憂
又
因
形C

於
言B

者N

蓋
亦
勢
之
所A

不A

免
也N

【
訳
】
誰
も
同
じ
よ
う
に
こ
の
天
地
の
間
に
生
ま
れ
、
同
じ
よ
う
に
平
安
の
世
の
中
の
恩
恵
を

受
け
て
い
る
。
も
と
よ
り
そ
の
こ
と
を
忘
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
何
か
の
出
来
事
に
あ
え
ば

心
配
に
な
り
、
思
わ
ず
声
に
出
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

一
四
八

天
下
の
勢
ひ
、
こ
れ
を
収

拾
す
る
こ
と
甚
だ
難
し
。
而
る
に
こ
れ
を
破
壊

し
ゆ
う
し
ゆ
う

す
る
こ
と
甚
だ
易
し
。
創
業
の
君
は
、
百
戦
万
死
、
艱
苦
し
て
こ
れ
を
得
。
而
る
に
後

か
ん

く

世
子
孫
は
、
優
游
不
断
、
因
循
荒
廃
、
遂
に
こ
れ
を
宴
席
の
上
に
失
ふ
。

古

よ
り

ゆ

う

ゆ

う

ふ

だ

ん

い
ん
じ
ゆ
ん
こ
う
は
い

い
に
し
え

亡
国
敗
家
の
と
も
に
同
じ
き
所
な
り
。

ぼ

う

こ

く

は

い

か天
下
之
勢N

收C

拾
之B

甚
難N

而
破C

壊
之B

甚
易N

創
業
之
君N

百
戰
萬
死N

艱
苦
得A

之N

而
後

世
子
孫N

優
游
不
斷N

因
循
荒
癈N

遂
失C

之
於
宴
席
之
上j

自A

古
亡
國
敗
家
之
所C

與
同B

也
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N

【
訳
】
天
下
を
ま
と
め
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
こ
と

は
と
て
も
や
さ
し
い
。
最
初
に
国
を
創
っ
た
人
は
、
非
常
に
苦
労
し
て
こ
れ
を
得
た
。
し
か
し
、

こ
れ
を
継
い
だ
子
孫
は
思
い
切
り
が
悪
く
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
、
為
す
べ
き
事
を
し
な
い
で
い
て
、

遊
び
に
夢
中
に
な
っ
て
こ
れ
を
失
う
。
昔
か
ら
、
国
が
滅
び
、
家
が
滅
び
る
の
は
こ
の
よ
う
に

し
て
で
あ
る
。

一
四
九

是
の
故
に
治
平
の
世
を
持
す
る
も
の
は
、
宜
し
く
宴
安
を
以
つ
て

自

ら
戒
し

え
ん
あ
ん

み
ず
か

い
ま

む
べ
し
。
而
し
て
朝
乾
夕
惕
、
励
精
し
て

禍

を

慮

る
こ
と
、
漏

舟
の
中
に
坐
す
る

ち
よ
う
け
ん
せ
き
て
き

れ
い
せ
い

わ
ざ
わ
い

お
も
ん
ば
か

ろ
う
し
ゆ
う

が
ご
と
く
、
頭
髪
の
焚
け
る
を
救
ふ
が
ご
と
く
、
以
つ
て
祖
宗
の
基
業
を
保
ち
て
、

や

金
甌
を
し
て
傷
つ
き
且
つ
欠
く
る
に
至
ら
ざ
ら
し
む
る
は
、
方
に
是
れ
其
の
責
め
な
り
。

き
ん
お
う

ま
さ

せ

是
故
持C

治
平
之
世B

者N

宜I

以C

宴
安B

自
戒m
而
朝
乾
夕
惕N

厲
精
慮A

禍N

如A

坐C

漏
舟
之
中

j

如A

救C

頭
髪
之
焚j

以
保C

祖
宗
之
基
業j

而
使C
金
甌
不p

至C

傷
且
缺B

者N

方
是
其
責
也N

【
訳
】

だ
か
ら
平
和
の
世
の
中
を
維
持
し
続
け
る
に
は
、
遊
び
楽
し
む
こ
と
を
自
ら
戒
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
日
中
勤
め
励
み
、
夜
は
反
省
し
て
、
禍
の
来
る
の
を
よ
く
考
え
る

こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
水
の
洩
れ
る
船
に
乗
っ
て
い
る
気
持
ち
で
、
頭
髪
に
ふ
り
か
か
る
火
の
粉

を
振
り
払
う
よ
う
な
気
持
ち
で
、
勤
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
歴
代
の
祖
先
の
築
き

あ
げ
た
立
派
な
仕
事
を
維
持
し
、
外
国
の
侮
り
を
受
け
な
い
よ
う
な
尊
厳
を
保
つ
こ
と
は
、
世

の
中
を
平
和
に
治
め
よ
う
と
す
る
者
の
義
務
で
あ
る
。

一
五
〇

責
め
大
な
れ
ば
則
ち
憂
ひ
深
く
、
憂
ひ
深
け
れ
ば
則
ち
宵
衣
旰

食
、
寝
を
忘

し
よ
う
い
か
ん
し
よ
く

れ
居
を
忘
れ
、
以
つ
て
民
隠
を
求
め
て
国
本
を

培

ふ
。
文
を
脩
め
武
を
張
り
、
以
つ
て

み
ん
い
ん

つ
ち
か

不
虞
に
備
ふ
。
種
々
の
計
度
、

自

ら
己
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。

ふ

ぐ

け
い
た
く

お
の
ず
か

や

責
大
則
憂
深N

憂
深
則
宵
衣
旰
食N

忘A

寢
忘A

居N

以
求C

民
隱j

而
培C

國
本j

脩A

文
張A

武N

以

備C

不
虞j

種
々
計
度N

自
有C

不A

可A

已
者B

矣N

【
訳
】
責
任
が
大
き
く
な
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
心
配
事
も
深
く
、
心
配
事
が
深
け
れ
ば
政
事
に
務

め
励
み
、
寝
食
を
忘
れ
て
人
民
の
苦
し
み
の
原
因
を
探
っ
て
、
国
政
の
基
本
を
築
い
て
い
く
。

そ
の
た
め
に
、
学
問
や
武
芸
に
つ
と
め
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
備
え
な
れ
ば
な
ら
な
い
。
い

ろ
い
ろ
と
思
い
巡
ら
す
こ
と
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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一
五
一

物
の
、
人
を
迷
は
す
は
、
独
り
声
色
の
み
然
り
と
為
さ
ざ
る
な
り
。
人
の
失

脚
も
、
亦
独
り
貨
利
の
み
然
り
と
為
さ
ざ
る
な
り
。

物
之
迷A

人N

不C

獨
聾
色
爲p

然
也N

人
之
失A

脚N

亦
不C

獨
貨
利
爲p

然
也N

【
訳
】
物
事
が
人
を
迷
わ
せ
る
の
は
音
楽
や
女
色
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
人
を
失
脚
さ
せ
る

の
も
、
お
金
や
儲
け
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。

一
五
二

方
寸
隠
微
の
間
に
、
黙
黙
と
自
ら
体
験
す
る
に
、
依
然
と
し
て
仍
ほ
是
れ
世

ほ

う

す

ん

い

ん

び

い

ぜ

ん

な

俗
中
の
人
な
り
。

方
寸
隱
微
之
間N

默
々
自
體
驗N

依
然
仍
是
世
俗
中
之
人
也

【
訳
】
心
の
奥
を
、
静
か
に
か
え
り
み
る
と
、
依
然
と
し
て
自
分
が
今
ま
で
の
ま
ま
で
、
世
俗

の
中
の
人
間
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

一
五
三

痛
く
自
ら
洗
滌
し
て
以
つ
て
後
功
を
図
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
倏

忽
の
間
、
遂
に

せ
ん
で
き

こ
う
こ
う

は
か

し
ゆ
つ
こ
つ

一
生
を
過
し
、
以
つ
て
復
す
べ
か
ら
ざ
る
の
悔
い
を
成
さ
ん
。
豈
に
憾
む
べ
き
の
甚
し

あ

う
ら

き
に
あ
ら
ず
や
。

不D

痛
自
洗
滌
以
圖C

功j

則
倏
忽
之
間N

遂
過C

一
生j

以
成C

不A

可A

復
之
悔j

豈
非C
可A
憾
之

甚B

耶N

【
訳
】
深
く
心
身
を
洗
い
清
め
、
計
画
を
建
て
て
立
派
な
仕
事
の
達
成
を
目
指
す
の
で
な
け
れ

ば
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
、
一
生
を
過
ご
し
て
し
ま
い
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
悔
い
の
み
が

あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
残
念
な
こ
と
は
な
い
で
は
な
い
か
。

1
5
4
(
1
7
/
0
2
/
0
4
)

一
五
四

言
語
は
、
少
し
く
其
の
煩
を
省
き
、
応
接
は
、
少
し
く
其
の
雑
を
省
き
、
事

は
ん

は
ぶ

ざ
つ

務
は
、
少
し
く
其
の

冗

を
省
き
、
刻
意
斬
絶
、
以
つ
て
収
拾
の
功
を
為
さ
ば
、
則
ち
前

じ
よ
う

こ

く

い

ざ
ん
ぜ
つ

途
は
尚
ほ
望
む
べ
き
も
の
な
か
ら
ざ
ら
ん
。

言
語
少
省C

其
煩j

應
接
少
省C

其
雑j

事
務
少
省C

其
冗j

刻
意
斬
絶N

以
爲C

收
拾
之
功j

則
前
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途
尚
不A

無C

可A

望
者B

也N

【
訳
】
言
葉
は
多
す
ぎ
な
い
よ
う
に
し
、
客
と
の
応
対
は
で
き
る
だ
け
無
駄
を
省
き
、
事
務
は

そ
の
無
駄
や
不
必
要
な
こ
と
は
省
き
、
一
つ
の
こ
と
に
専
心
し
て
、
集
中
し
た
生
活
を
す
れ
ば
、

将
来
は
望
み
が
な
い
こ
と
は
な
い
。

一
五
五

此
れ
を
以
つ
て

自

ら
慰
め
、
此
れ
を
以
つ
て
自
ら
遣
る
。
吾
人
今
日
の
一
段

み
ず
か

や

の
情
況
、
真
に
憐
れ
む
べ
き
な
り
。

以A

此
自
慰N

以A

此
自
遣N

吾
人
今
日
一
段
情
況N

眞
可A

憐
也N

【
訳
】
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
自
分
を
慰
め
、
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
気
持
ち
を
は
ら
し
て
い
る
。

私
の
最
近
の
状
況
は
我
な
が
ら
情
け
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

一
五
六

詩
の
辞
た
る
、
人
情
に
本
づ
き
、
歌
詠
に
発
す
。
而
し
て
其
の
詞
、
従

容

し
よ
う
よ
う

閒
緩
と
し
て
、
諷
詠
の
間
に
、
自
ら
人
を
し
て
事
理
通

暢
、
意
思
和
平
に
し
て
、
其
の

か
ん
か
ん

ふ
う
え
い

じ

り

つ
う
ち
よ
う

性
情
の
正
を
得
し
む
る
な
り
。

詩
之
爲A

辭N

本C

於
人
情j

發C

於
歌
詠j

而
其
詞
從
容
閒
緩N

諷
詠
之
間N
自
使D
人
事
理
通
暢

N

意
思
和
平N

而
得C

其
性
情
之
正B

也N

【
訳
】
詩
（
経
）
の
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
人
の
心
持
ち
に
も
と
づ
き
、
歌
と
し
て
出
て
い
る
。

そ
の
言
葉
は
、
ゆ
っ
た
り
と
落
ち
着
き
、
歌
っ
て
い
る
間
に
自
ず
と
人
を
し
て
物
事
を
理
解
さ

せ
、
心
が
和
ら
が
せ
、
心
お
だ
や
か
に
さ
せ
て
、
そ
の
人
の
心
を
正
し
く
す
る
。

一
五
七

詩
は
本
格
言
荘
語
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
而
し
て
其
の
教
を
設
く
る
や
、
他
の

も
と

経
と
は
別
な
り
。
是
の
故
に
其
れ
こ
れ
を
読
む
も
の
は
、
亦

自

ら
一
種
の
方
あ
り
。

お
の
ず
か

詩
本
非C

格
言
荘
語B

也N

而
其
設A

教
也N

與C

他
經B

別N

是
故
其
讀A

之
者
、
亦
自
有C

一
種
之

方j

【
訳
】
詩
は
も
と
も
と
教
え
に
な
っ
た
り
、
正
し
い
議
論
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、

教
え
方
を
設
け
よ
う
と
し
て
も
、
他
の
「
経
書
」
の
教
え
と
は
同
じ
よ
う
に
は
い
か
な
い
。
だ

か
ら
、
こ
れ
を
読
む
物
は
自
ず
か
ら
一
種
独
特
の
方
法
が
あ
る
の
だ
。
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一
五
八

苟

く
も
善
く
こ
れ
を
読
ま
ざ
れ
ば
、
則
ち
大
抵
は
皆
是
れ
閭

巷
の
泛
語
な

い
や
し

り
よ
う
こ
う

は

ん

ご

り
。
苟
く
も
善
く
こ
れ
を
読
め
ば
、
則
ち
己
を
脩
め
人
を
治
む
る
の
道
、
其
の
中
に
具そ

な

は
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
而
し
て
警
惕
鑒
戒
、
予
を
起
す
や
多
し
。

け
い
て
き
か
ん
か
い

苟
不C

善
讀p
之N

則
大
抵
皆
是
閭
巷
之
泛
語N

苟
善
讀A

之N

則
脩A

己
治A

人
之
道N

莫A

不A

具C

於
其
中j

而
警
暢
鑒
戒N

起A

予
也
多
矣N

【
訳
】
仮
に
も
よ
く
読
ま
な
け
れ
ば
、
大
抵
は
み
な
村
里
の
そ
ら
言
み
た
い
な
物
だ
。
し
か
し
、

こ
れ
を
よ
く
読
め
ば
、
自
分
を
修
め
、
人
を
治
め
る
道
は
そ
の
中
に
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、

自
分
を
戒
め
、
自
分
自
身
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
が
多
い
。

一
五
九

畢

竟
、
詩
は
是
れ
歌
謡
の
詞
な
り
。
是
の
故
に
其
れ
こ
れ
を
読
も
の
は
、

ひ
つ
き
よ
う

尤

も
其
の
辞
を

玩

び
、
反
覆
曲
折
、
其
の

趣

を
極
め
尽
く
し
て
、
事
の
理
、
物
の

も
つ
と

も
て
あ
そ

は
ん
ぷ
く
き
よ
く
せ
つ

お
も
む
き

き
わ

情
の
、
一
種
言
説
す
べ
か
ら
ざ
る
の
妙
を
、
悠
然
と
し
て
吟
哦
上
下
の
間
に
自
得
す
る

ぎ

ん

が

を
要
す
。畢

竟
詩
是
歌
謡
之
詞N

是
故
其
讀A

之
者N

尤
要I

玩C

其
辭j

反
覆
曲
折N
極C

盡
其
趣j

而
事

之
理N

物
之
情N

一
種
不A

可C

言
説B

之
妙N

悠
然
自H

得
於
吟
哦
上
下
之
間m

【
訳
】
結
局
、
詩
（
経
）
は
歌
の
言
葉
だ
。
こ
れ
故
に
こ
れ
を
読
む
者
は
、
そ
の
言
葉
を
深
く

考
え
何
度
も
繰
り
返
し
細
か
く
味
わ
い
、
読
み
味
わ
い
、
そ
の
趣
を
よ
く
極
め
尽
く
す
。
そ
の

う
え
で
、
物
事
の
道
理
や
そ
の
中
に
あ
る
情
の
言
葉
に
は
表
せ
な
い
妙
を
ゆ
っ
た
り
と
し
て
気

分
で
、
音
階
づ
け
て
声
に
出
し
て
歌
い
自
分
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
六
〇

詩
を
誦
し
義
を
求
む
る
こ
と
、
固
よ
り
力
を
著
け
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
、
亦

も
と

つ

痛
く
は
力
を
著
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
然
る
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
は
、
其
れ
人
情
の
自
然
、

始
め
よ
り
作
意
も
て
こ
れ
を
為
す
に
あ
ら
ざ
る
を
以
つ
て
な
り
。

誦A

詩
求A

義N

固
不A

可A

不A

著A

力
也N

亦
不A

可C

痛
著p

力
也N

所C

以
然B

者N

以D

其
人
情

自
然
始
非C

作
意
爲p

之
也N

【
訳
】
詩
を
口
ず
さ
ん
で
正
し
い
生
き
る
道
を
求
め
る
こ
と
に
、
も
と
よ
り
力
を
注
が
な
い
こ

と
は
な
い
が
、
強
く
力
を
入
れ
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
わ
け
は
、
人
の
心
と
い
う
も
の
は
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初
め
か
ら
計
画
的
に
意
図
を
持
っ
て
な
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
六
一

歳
こ
こ
に
暮
る
。
惕
然
と
し
て

乃

ち

旧

歳
の
空
し
く
過
ぐ
る
を
慨
す
。
歳

て
き
ぜ
ん

す
な
わ

き
ゆ
う
さ
い

が
い

方
に
改
ま
る
。
幡
然
と
し
て
乃
ち
今
歳
の
新
し
き
功
を
図
る
。
時
に
し
て
警
省
憤
発
の

ま
さ

は
ん
ぜ
ん

こ
ん
さ
い

け
い
せ
い
ふ
ん
ぱ
つ

地
に
あ
ら
ざ
る
は
な
き
な
り
。
庚

辛

か
の
え
か
の
と

歳
云
暮
矣N

惕
然
乃
慨C

舊
歳
之
空
過j

歳
方
改
矣N

幡
然
乃
圖C

今
歳
之
新
功j

無D

時
而
非C

警
省
憤
發
之
地B

也
、
庚
申

【
訳
】
今
、
一
年
が
こ
こ
に
暮
れ
て
い
く
。
ふ
り
返
っ
て
み
て
、
過
ぎ
て
い
く
年
を
む
な
し
く

過
ご
し
た
こ
と
を
嘆
く
。
年
、
今
改
ま
る
。
気
も
ち
を
刷
新
し
て
、
や
っ
て
来
る
年
に
為
す
べ

き
事
に
思
い
を
巡
ら
す
。
い
つ
で
も
、
顧
み
て
自
ら
を
戒
め
、
心
を
奮
い
立
た
せ
る
機
会
は
あ

る
だ
ろ
う
。
庚
申
（
万
延
元
年
）

一
六
二

身
を
千
厳
万
壑
の
中
に
埋
め
、
黙
黙
と
し
て
独
り
古
道
を
遺
経
に
求
め
、
将

せ
ん
が
ん
ば
ん
が
く

ま
さ

に
以
つ
て
千
歳
不
磨
の
図
を
為
さ
ん
と
す
。
此
れ
予
の
私
心
自
ら
期
す
る
所
の
も
の
な

せ

ん

さ

い

ふ

ま

と

り
。
知
ら
ず
、
果
し
て
能
く
其
の
志
を
遂
ぐ
る
を
得
る
や
否
や
を
。

巖

埋C

身
於
千
巖
巌
萬
壑
之
中j

默
々
獨
求C

古
道
於
遺
經j

將D

以
爲C

千
歳
不
磨
之
圖j

此
予

之
所C

私
心
自
期B

者N

不A

知
果
能
得A

遂C

其
志B

乎
否N

【
訳
】
私
は
多
く
の
岩
や
谷
に
囲
ま
れ
た
草
深
い
田
舎
に
住
ん
で
、
黙
々
と
聖
賢
の
残
し
た
書

に
探
し
求
め
、
永
久
に
残
る
も
の
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
私
自
身
の
決
意
で

あ
る
。
た
だ
こ
の
志
が
、
よ
く
遂
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
。

一
六
三

余
、
嘗
つ
て
陳
白
沙
先
生
集
を
観
る
。
首
め
に
其
の
白
沙
里
の
図
を
載
す
。

か

は

く

さ

は
じ

江
山
風
煙
の
間
、
衡
門
茅
屋
、
蕭

然
と
し
て

自

ら
高
栖
の
趣
あ
り
。
余
も
亦
将
に
画

こ
う
も
ん
ぼ
う
お
く

し
よ
う
ぜ
ん

お
の
ず
か

こ
う
せ
い

ま
さ

人
を
倩
ひ
て
青
谿
山
房
の
図
を
作
る
。
而
し
て
百
歳
の
後
、
若
し
或
ひ
は
余
の
遺
文
を

や
と

集
む
る
も
の
あ
ら
ば
、
則
ち
此
れ
を
以
つ
て
巻
首
に
置
き
、
他
人
一
篇
の
序
文
に
代
へ

ん
と
す
。余

嘗
觀C

陳
白
沙
先
生
集j

首
載C

其
白
沙
里
圖j

江
山
風
煙
之
間N

衡
門
茅
屋N

蕭
然
自
有C
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高
栖
之
趣j

余
亦
將R

倩C

畫
人j

作C

青
谿
山
房
圖j

而
百
歳
之
後N

若
或
有I

集C

余
之
遺
文B

者m

則
以A

此
置C

巻
首B

代Q

他
人
一
篇
之
序
文P

也
。

【
訳
】
私
は
、
か
つ
て
陳
白
沙
先
生
集
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
初
め
に
白
沙
の
里
の
図
を

掲
載
し
て
い
る
。
山
と
川
と
風
に
な
び
く
か
す
み
が
描
か
れ
、
隠
者
の
茅
葺
き
の
粗
末
な
家
が

か
や

ぶ

あ
り
、
も
の
さ
び
し
く
し
て
自
ず
と
世
を
逃
れ
な
が
ら
、
志
高
く
暮
ら
す
趣
が
あ
っ
た
。
私
も

ま
た
、
画
家
に
頼
ん
で
青
谿
書
院
の
図
を
作
っ
た
。
そ
れ
で
、
も
し
百
年
後
に
、
私
の
残
っ
て

い
る
文
章
を
集
め
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
時
は
こ
れ
を
巻
頭
に
載
せ
、
序
文
の
代
わ
り
に
し

て
ほ
し
い
。

1
6
4
(
1
7
0
4
/
0
1
)

一
六
四

前
山
の
峰N

長
松
の
枝
、
鶴
、
来
た
り
て
其
の
上
に
栖
む
。
欄
に
倚
り
て
こ
れ

す

を
望
め
ば
、
則
ち
適
に
以
っ
て
吾
が
山
房
の
風
致
を
倍
す
る
に
足
る
。

ま
さ

前
山
之
嶺N

長
松
之
枝N

鶴
来
栖C

其
上j

倚A

欄
而
望A
之N

則
適
足D

以
倍C

吾
山
房
之
風

致B

矣N

【
訳
】
前
山
の
峰
に
あ
る
長
い
松
の
枝
に
、
鶴(

コ
ウ
ノ
ト
リ)

が
や
っ
て
来
て
そ
の
上
に
巣
を

作
り
住
み
つ
い
て
い
る
。
欄
干
に
寄
り
か
か
り
こ
れ
を
見
る
と
、
山
中
の
私
の
住
ま
い
の
趣
の

す
ば
ら
し
さ
は
倍
加
す
る
。

一
六
五

学
問
の
道
は
、

尤

も
養
を
貴
ぶ
。
蓋
し
養
は
一
日
に
し
て
為
す
べ
か
ら
ず
。

も
つ
と

け
だ

其
れ
こ
れ
を
存
す
る
に
常
あ
り
、
こ
れ
を
行
ふ
に
素
あ
り
。
習
熟
渾
成
し
て
、
漸
く
自

こ
ん
せ
い

然
に
帰
る
。
故
に
其
の
成
る
や
、
こ
れ
を
富
貴
貧
賎
の
間
に
処
く
も
移
ら
ず
、
こ
れ
を

ふ
う

き

ひ
ん
せ
ん

お

声
色
紛
華
の
境
に
投
ず
る
も
乱
れ
ず
。
恃
む
べ
し
と
為
す
ゆ
ゑ
ん
な
り
。
然
ら
ざ
れ
ば

せ
い
し
よ
く
ふ
ん
か

た
の

則
ち
記
誦
広
し
と
い
へ
ど
も
、
文
才
富
む
と
い
へ
ど
も
、
胸
中
却
っ
て
一
定
の
守
あ
る

き
し
よ
う

こ
と
な
し
。
其
の
、
事
に
臨
む
に
及
ん
で
は
、
則
ち
蹶
然
と
し
て
動
く
。

け
つ
ぜ
ん

學
問
之
道N

尤
貴C

乎
養j

蓋
養
不A

可C

一
日
而
爲j

其
存A

之
有A

常N

行A

之
有A

素N

習
熟
渾
成

N

漸
歸C

自
然j

故
其
成
也N

處C

之
於
富
貴
貧
賤
之
間B

而
不A

移N

投C

之
於
聲
色
紛
華
之
境B

而

不A

亂N

所C

以
爲p

可A

恃
也N

不A

然
則
記
誦
雖A

廣N

文
才
雖A

富N

胸
中
却
無A

有C

一
定
之
守j

其
及A

臨A

事
也N

則
蹶
然
而
動
矣N

【
訳
】
学
問
し
て
い
く
道
で
大
切
な
こ
と
は
、
学
ん
だ
こ
と
を
自
己
の
内
に
熟
成
さ
せ
る
こ
と
、
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す
な
わ
ち
修
養
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
日
で
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
平
素
よ
り
常
に
そ
う
心
が

け
て
は
じ
め
て
修
養
は
培
わ
れ
、
行
い
と
な
っ
て
で
き
る
。
学
ん
だ
こ
と
に
よ
く
慣
れ
親
し
み
、

そ
れ
ら
を
一
つ
に
融
合
し
て
は
じ
め
て
自
身
の
自
然
な
心
の
動
き
と
な
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
、

修
養
が
で
き
て
お
れ
ば
、
富
貴
貧
賤
の
境
遇
に
な
っ
て
も
、
華
や
か
な
世
界
に
お
い
て
も
、
節

操
を
失
っ
た
り
乱
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
記
憶
や
暗
誦
が
よ
く
で

き
る
と
い
っ
て
も
、
文
才
が
富
ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
、
胸
の
中
に
守
る
べ
き
節
操
は
存
在
し

な
い
。
修
養
し
た
こ
と
は
、
事
に
臨
ん
だ
際
に
は
、
す
ば
や
く
力
強
く
動
く
も
の
で
あ
る
。

一
六
六

学
ぶ
者
は
経
典
を
除
く
の
外
は
、
凡
そ
先
輩
の
著
撰
も
、
此
の
学
の
明
晦
に

ち
よ
せ
ん

め
い
か
い

関
せ
ざ
る
も
の
は
、
敢
へ
て
読
ま
ざ
る
な
り
。
記
伝
策
論
の
類
も
、
天
下
の
安
危
、
世

道
の
汚
隆
に
係
は
ら
ざ
る
も
の
は
、
亦
敢
へ
て
読
ま
ざ
る
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
断
定

お
り
ゆ
う

し
、
敢
へ
て
か
り
そ
め
に
翻
閲
せ
ず
ん
ば
、
則
ち
読
書
序
あ
ら
ん
。
庶

乎
其
の
要
を

ほ
ん
え
つ

こ
い
ね
が
わ
く
ば

得
ん
こ
と
を
。

學
者
除C

經
典B

之
外N

凡
先
輩
著
撰N

不A

闗C

乎
此
學
之
明
晦B

者N

不C

敢
讀B

也N

記
傅
策
論

之
類N

不A

係C

乎
天
下
之
安
危N

世
道
之
汚
隆B

者N

亦
不C
敢
讀B

也N

如A

此
斷
定N

不C

敢
苟
且

翻
閲j

則
讀
書
有A

序N

庶
乎
得C

其
要B

矣N

【
訳
】
学
問
を
志
す
者
は
、
四
書
五
経
以
外
は
、
た
と
え
先
人
の
著
作
で
あ
っ
て
も
、
自
分
が

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
学
問
に
関
わ
り
の
な
い
も
の
は
読
ま
な
い
。
歴
史
や
伝
記
や
時

事
論
文
な
ど
も
、
世
の
中
の
安
心
安
全
や
世
の
道
徳
に
関
わ
ら
な
い
も
の
は
読
ま
な
い
で
お
く
。

こ
の
よ
う
に
決
め
て
、
思
い
つ
き
で
本
を
開
か
な
か
っ
た
ら
、
読
む
べ
き
本
の
順
序
が
わ
か
っ

て
く
る
。
ど
う
か
そ
の
要
領
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
。

一
六
七

経
を
講
じ
史
を
読
み
、
経
綸
の
技
量
を
琢
磨
す
。
関
を
牢
し
て
固
く
距
ぎ
、

ふ
せ

時
を
待
ち
て
動
く
。
山
林
高
尚
の
素
志
に
負
か
ざ
る
を
庶
幾
す
る
な
り
。

そ
む

し
よ

き

講A

經
讀A

史N

琢C

磨
經
綸
之
技
倆j

牢A

關
固
距N

待A

時
而
動N

庶I

幾
乎
不A

負H

山
林
高
尚

之
素
志G

也N

【
訳
】
経
書
を
講
義
し
、
歴
史
書
を
読
ん
で
、
天
下
を
整
え
る
技
量
を
磨
く
。
門
を
堅

く
閉
じ
、
い
つ
か
動
く
そ
の
時
を
待
っ
て
い
る
。
山
林
で
の
高
い
立
派
な
初
志
に
背
い

て
い
な
い
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
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一
六
八

水
の
流
る
る
や
、
奔
湍
と
為
り
、
激
流
と
為
り
、
洄
洑
と
為
り
、
千
里
の

ほ
ん
た
ん

か
い
ふ
く

平
潟
と
為
る
。
特
遭
ふ
所
の
地
に
因
り
て
形
を
為
す
の
み
。
人
の
生
ま
る
る
や
、
樵

漁

へ
い
せ
き

た
だ

し
よ
う
ぎ
よ

と
為
り
、
版
築
と
為
り
、
溝

中
の
瘠
と
為
り
、
廊

廟
の
宰
と
為
る
。
亦
遇
ふ
所
の
時
に

は
ん
ち
く

こ
う
ち
ゆ
う

せ
き

ろ
う
び
よ
う

あ

よ
り
て
変
を
為
す
。
水
は
本
心
な
く
、
聖
賢
も
亦
更
に
何
の
意
か
あ
ら
ん
。
此
の
間
只

も
と

太
公
順
応
を
要
す
る
の
み
。

水
之
流
也N
爲C

奔
湍j

爲C

激
流j

爲C

洄
洑jB

爲C

千
里
之
平
潟j

特
因C

所A

遭
之
地B

而
爲A

形N

人
之
生
也N
爲C
樵
漁j

爲C

版
築j

爲C

溝
中
之
瘠B

爲C

廊
廟
之
宰j

亦
從C

所A

遇
之
時B

而
爲A

變N

水
本
無A
心N
聖
賢
亦
更
何
意N

此
間
只
要C

太
公
順
應B

而
已
矣N

【
訳
】
水
が
流
れ
る
様
子
は
、
速
い
流
れ
の
と
こ
ろ
、
激
流
と
な
る
と
こ
ろ
、
渦
を
巻
く
よ
う

な
と
こ
ろ
、
広
い
干
潟
と
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
会
う
と
こ
ろ
の
地
形
に
よ
っ
て

そ
の
形
が
あ
る
だ
け
だ
。
人
が
生
ま
れ
て
ど
う
生
き
る
か
も
、
水
の
流
れ
と
同
じ
こ
と
。
木
こ

り
と
か
漁
夫
に
な
る
ひ
と
、
土
木
工
事
す
る
人
、
溝
の
中
に
死
体
と
な
る
人
、
朝
廷
の
宰
相
と

な
る
人
。
こ
れ
ら
も
ま
た
、
会
う
と
こ
ろ
の
そ
の
と
き
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
変
わ
る
も
の
だ
。

水
は
も
と
も
と
意
思
な
く
、
聖
人
賢
人
も
ま
た
、
何
に
な
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
意
思
が
あ
ろ
う

か
。
た
だ
、
長
い
間
万
事
に
か
た
よ
る
こ
と
な
く
公
平
に
対
応
し
て
い
く
だ
け
で
あ
る
。

一
六
九

命
に
あ
ら
ざ
る
は
な
き
な
り
。

順

い
て
其
の
正
を
受
く
。
然
ら
ば
則
ち
物
は
命
あ
ら

め
い

し
た
が

ざ
る
な
き
な
り
。
而
し
て
正
と
不
正
と
は
、
受
く
る
所
を
撰
ば
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

莫A

非A

命
也N

順
受C

其
正j

然
則
物
無A

不A

有A

命
也N

而
正
與C

不
正j

不A

可A

不A

擇A
所A

受
也N

【
訳
】
天
命
で
な
い
も
の
は
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
。
だ
か
ら
物
事
も
天

命
で
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
れ
で
、
（
お
こ
っ
て
く
る
物
事
が
）
正
し
い
か
ど
う
か
は
受
け
止

め
る
側
が
選
ぶ
こ
と
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
も
の
だ
。

一
七
〇

山
間
の
寒
気
尚
お

甚

し
く
、
梅
花
未
だ
開
か
ず
。
是
を
以
つ
て
春
来
り
て

な

は
な
は
だ

数
旬
な
る
も
、
未
だ
嘗
て
門
戸
を

窺

わ
ず
。

か
つ

う
か
が

山
間
寒
氣
尚
甚N

梅
花
未A

開N

是
以
春
來
數
旬N

未D

嘗
窺C

門
戸j

【
訳
】
山
間
の
寒
気
は
な
お
き
び
し
く
、
梅
の
花
は
ま
だ
開
か
な
い
。
春
が
来
て
か
ら
ず
い
ぶ

ん
な
る
の
に
、
ま
だ
門
の
外
か
ら
、
中
の
庭
の
梅
が
咲
い
た
か
ど
う
か
う
か
が
う
よ
う
な
こ
と
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は
な
い
。

一
七
一

学
ぶ
者
は
其
の
身
を
奉
ず
る
こ
と
、
当
に
金

玉
の
ご
と
く
然
る
べ
し
。
微
し

ま
さ

き
ん
ぎ
よ
く

す
こ

く
闕
失
あ
れ
ば
、
則
ち
以
つ
て
天
下
の
至
宝
と
為
す
べ
か
ら
ず
。

け
つ
し
つ

學
者
奉C
其
身j

當I

如C

金
玉B

然m

微
有C

闕
失j

則
不A

可D

以
爲C

天
下
之
至
寳B

矣N

【
訳
】
学
問
す
る
も
の
が
自
分
自
身
を
大
切
に
す
る
こ
と
は
、
自
分
を
金
玉
の
よ
う
に
貴
重
な

こ
と
と
し
て
扱
う
こ
と
だ
。
少
し
で
も
欠
け
た
所
が
あ
れ
ば
、
世
の
中
の
宝
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

一
七
二

読
書
は
精
を

貴

び
、
用
功
は
実
を
貴
ぶ
。
此
の
二
者
は
君
子
の
、
学
を
為
す

と
う
と

ゆ
ゑ
ん
な
り
。

讀A

書
貴A

精N

用
功
貴A

實N

此
二
者
君
子
之
所C

以
爲p
學
也N

【
訳
】
読
書
は
細
や
か
に
丁
寧
に
読
む
の
が
大
事
で
、
実
践
は
身
近
で
実
の
あ
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
、
君
子
と
言
わ
れ
る
人
が
、
学
問
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
こ
と

だ
。

一
七
三

人
の
、
酒
を

嗜

む
、
其
の
始
め
は
未
だ
必
ず
し
も
か
く
の
ご
と
く
甚
し
か
ら

た
し
な

ざ
る
な
り
。
習
ひ
て
止
ま
ざ
れ
ば
、
終
に
以
つ
て
此
に
至
る
。

こ
こ

人
之
嗜N

酒N

其
始
未C

必
如A

是
之
甚B

也N

習
而
不A

止N

終
以
至A

此N

【
訳
】
人
が
酒
飲
む
。
最
初
は
た
く
さ
ん
飲
む
こ
と
は
な
く
味
わ
う
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
が
習

慣
に
な
っ
て
止
め
な
か
っ
た
ら
、
つ
い
に
は
大
酒
を
飲
む
こ
と
に
な
る
。

一
七
四

人
を
知
る
は
知
の
先
務
に
し
て
、
賢
に
親
し
む
は
仁
の
先
務
な
り
。
人
君

苟
い
や
し

く
も
能
く
人
を
知
り
て
こ
れ
に
親
し
め
ば
、
則
ち
天
下
の
才
皆
其
の
用
を
得
て
、
政
事

挙
が
ら
ん
。
こ
れ
を
人
の
身
に
譬
ふ
る
に
、

苟

く
も
能
く
其
の
口
腹
を
養
へ
ば
、
則
ち

い
や
し

頭
髪
耳
目
四
支
百
骸
、

自

ら
其
の
養
を
得
ざ
る
も
の
な
か
ら
ん
。

が
い

お
の
づ
か

知A

人N

知
之
先
務N

親A

賢N

仁
之
先
務N

人
君
苟
能
知A

人
而
親A

之N

則
天
下
之
才
皆
得C

其
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用j

而
政
事
擧
矣N

譬C

諸
人
之
身j

苟
能
養B

其
口
腹j

則
頭
髪
耳
目
四
支
百
骸N

自
無I

不A

得C

其
養B

者G

矣N
【
訳
】
人
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
、
知
る
と
い
う
こ
と
の
第
一
の
こ
と
で
あ
り
、
人
と
親
し
く

す
る
こ
と
が
仁
の
第
一
の
こ
と
で
あ
る
。
君
主
が
よ
く
人
を
知
り
、
人
に
親
し
く
す
れ
ば
、
世

の
中
の
優
れ
た
人
は
み
ん
な
自
分
の
能
力
を
発
揮
し
、
政
治
は
成
果
が
あ
が
る
だ
ろ
う
。
こ
の

こ
と
を
人
の
体
に
例
え
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
そ
の
食
べ
る
も
の
を
十
分
に
と
れ
ば
、
頭
髪

耳
目
そ
し
て
両
手
両
足
隅
々
の
骨
ま
で
、
そ
の
効
果
を
受
け
な
い
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

一
七
五

易
の
大
畜
に
曰
く
、
「
剛
健
篤
実
に
し
て
、
輝
光
日
に
其
の
徳
を
新
た
に

き

こ

う

す
」
と
。
夫
れ
内
に
剛
健
の

強

あ
り
、
而
し
て
外
、
篤
実
を
以
つ
て
こ
れ
を
守
り
て
、

き
よ
う

然
る
後
其
の
徳
、
光
輝
発
越
す
、
日
に
新
た
に
す
と
謂
ふ
べ
し
。
こ
れ
を
泉
に
譬
ふ
れ

た
と

ば
、
其
の
源
は
滾
滾
と
し
て
昼
夜
を
舎
か
ず
、
而
し
て
更
に
堤
防
を
築
き
こ
れ
を

儲

へ

こ
ん
こ
ん

お

た
く
わ

て
、
然
る
後
停
畜
瀰
漫
し
、
以
つ
て
其
の
盛
を
極
む
。
然
ら
ず
し
て
随
ひ
出
で
随
ひ
流

て
い
ち
く

び

ま

ん

れ
て
、
少
し
も
禁
遏
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
終
日
湧
く
と
い
へ
ど
も
、
夫
れ
涓
涓
の
微
、
安

き
ん
あ
つ

わ

け
ん
け
ん

い
ず

く
ん
ぞ
能
く
其
の
科
を
盈
た
さ
ん
や
。
古
人
の
い
は
ゆ
る
道
に
聴
き
塗
に
説
く
の
学
は
、

あ
な

み

と

其
の
弊
亦
猶
ほ
か
く
の
ご
と
し
。

易
之
大
畜
曰N

剛
健
篤
實N

輝
光
日
新C

其
徳j

夫
内
有C

剛
健
之
彊j

而
外
以C
篤
實B

守A

之N

然

後
其
徳
光
輝
發
越N

可A

謂C

日
新j

譬C

之
於
泉j

其
源
滾
々
弗A

舎C

晝
夜j

而
更
築C

隄
防B

儲A

之N

然
後
停
畜
瀰
漫N

以
極C

其
盛j

不A

然
而
隨
出
隨
流N

不C

少
禁
遏j

則
雖C

終
日
而
湧j
而
夫

涓
々
之
微N

安
能
盈C

其
科B

哉N

古
人
所A

謂
道
聽
塗
説
之
學N

其
弊
亦
猶A

此N

【
訳
】
「
易
經
」
の
大
畜
に
「
強
い
か
ら
だ
に
誠
実
で
あ
れ
ば
、
輝
く
よ
う
に
日
々
に
そ
の
徳

を
新
し
く
す
る
」
と
あ
る
。
そ
れ
は
内
面
に
強
さ
が
あ
り
、
誠
実
さ
で
そ
れ
を
守
れ
ば
、
そ
の

人
の
徳
は
光
り
輝
き
、
日
に
新
た
に
な
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
を
泉
に
例
え
れ
ば
、
こ
ん
こ
ん

と
昼
も
夜
も
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
わ
き
、
こ
れ
を
堤
防
を
作
っ
て
こ
れ
を
蓄
え
れ
ば
、
水
が
深

く
な
り
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
盛
ん
に
な
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
少
し
ず
つ
出
て
流
れ
て
し
ま

い
、
そ
れ
を
止
め
な
け
れ
ば
、
一
日
中
わ
い
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
の
流
れ
が

ど
う
し
て
よ
く
そ
の
池
を
い
っ
ぱ
い
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
昔
の
人
が
言
っ
て
い
る
学

ん
だ
こ
と
を
知
っ
た
ふ
り
を
し
て
、
他
人
に
説
く
誤
り
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
だ
。
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1
7
6
(
1
7
0
5
1
3
)

一
七
六

凡

そ
物
は
要
を
知
る
を

貴

ぶ
。
王
公
に
し
て
治
道
、
要
を
知
ら
ず
ん
ば
、

お
よ
そ

と
う
と

ち

ど

う

則
ち
宵
衣
旰

食
し
、
励
精
怠
る
な
し
と
い
へ
ど
も
、
功
成
ら
ざ
ら
ん
。
宋
の
神
宗
、
明

し
よ
う
い
か
ん
し
よ
く

し
ん
そ
う

の
思
宗
の
ご
と
き
是
れ
な
り
。
学
ぶ
者
に
し
て
書
を
読
み
て
要
を
知
ら
ず
ん
ば
、
則
ち

し

そ

う

汗

牛

充

棟
、
万
巻
読
破
す
と
い
へ
ど
も
、
徳
立
た
ざ
ら
ん
。
明
清
以
来
、
儒
者
多
く
其

か
ん
ぎ
ゆ
う
じ
ゆ
う
と
う

の
病
あ
り
。

へ
い

凡
物
貴A

知A
要N
王
公
而
治
道
不A

知A

要N

則
雖C

宵
衣
旰
食N

厲
精
無p

怠N

而
功
不A

成N

如C

宋
之
神
宗N

明
之
思
宗B

是
也N

學
者
而
讀A

書
不A

知A

要N

則
雖C

汗
牛
充
棟
萬
巻
讀
破

j

而
徳
不A

立N

明
清
以
來
儒
者
多
有C

其
病j

【
訳
】
何
事
で
も
、
物
事
は
根
本
の
と
こ
ろ
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
王
公
の
政

治
の
方
法
に
し
て
も
、
根
本
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
政
治
に
務
め
励
ん
で
一
生
懸
命
や
っ

た
し
て
も
、
成
果
は
表
れ
な
い
だ
ろ
う
。
宋
の
神
宗
、
明
の
思
宗
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
学
ぶ
も

の
が
根
本
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
多
く
の
書
籍
を
持
ち
、
た
く
さ
ん
読
ん
だ
と
し
て
も
、

人
徳
は
育
た
な
い
。
明
や
清
の
時
代
以
来
、
多
く
儒
学
者
に
は
そ
の
間
違
い
が
あ
る
。

一
七
七

学
ぶ
者
既
已
に
其
の
要
を
知
れ
ば
、
則
ち
力
を
著
く
る
に
は
緊
を
貴
び
、
功

す

で

を
用
ふ
る
に
は
厚
を
貴
ぶ
。
既
に
緊
且
つ
厚
な
れ
ば
、
則
ち
又
規
模
遠
大
に
し
て
優
游

ゆ
う
ゆ
う

迫
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
な
り
。
若
し
夫
れ
根
器
小
に
し
て
意
見
陋
に
、
促
迫
蹙

溢

せ
ま

こ

ん

き

ろ
う

そ
く
は
く
し
ゆ
く
あ
い

な
る
者
は
、
做
し
難
し
。

な

學
者
既
已
知C

其
要j

則
著A

力
貴A

緊N

用A

功
貴A

厚N

既
緊
且
厚N

則
又
欲C

規

模
遠
大
優
游
不p

迫
也N

若
夫
小C

根
器B

陋C

意
見j

促
迫
蹙
溢
者N

難A

做
、

【
訳
】
学
ぶ
者
で
、
そ
の
要
点
を
知
っ
て
い
る
者
が
学
問
に
努
力
す
る
に
は
、
緊
張
感
を
持
っ

て
丁
寧
に
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
す
で
に
緊
張
感
が
あ
り
丁
寧
で
あ
れ
ば
、
心

が
広
く
、
の
び
の
び
と
し
て
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
も
し
、
そ
れ
が
性
格
的
に
器
量

が
小
さ
く
、
考
え
が
狭
く
、
こ
せ
こ
せ
し
て
い
る
も
の
は
、
学
問
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き

な
い
だ
ろ
う
。

一
七
八

墨
子
は
兼
愛
を
以
つ
て
宗
と
為
し
、
楊
子
は
我
が
為
に
す
る
を
以
つ
て
宗
と

ぼ

く

し

け
ん
あ
い

む
ね

よ

う

し

む
ね

為
す
。
而
し
て
告
子
の
義
外
、
許

行
の
併
耕
は
、
皆
主
張
す
る
所
あ
り
。
乃
ち
其
の

こ

く

し

ぎ

が

い

き
よ
ぎ
よ
う

へ
い
こ
う

す
な
わ
ち

謬

妄
は
見
易
し
。
而
る
に
郷

原
は
則
ち
更
に
異
を
立
て
ず
、
依
違
と
し
て
調
停
し
、
似

び
よ
う
ぼ
う

き
よ
う
げ
ん

い

い

を
以
つ
て
真
を
乱
す
。
則
ち
其
の
害
又
甚
し
き
も
の
あ
り
。
吾
故
に
曰
く
、
「
楊
墨
告



- 77 -

許
は
、
賊
の
、
外
に
あ
る
も
の
な
り
。
郷
原
は
、
賊
の
、
内
に
あ
る
も
の
な
り
］
と
。

外
に
あ
る
も
の
は
固
よ
り
排
す
べ
き
な
り
。
而
し
て
内
に
あ
る
も
の
は

尤

も
除
か
ざ
る

も
と

も
つ
と

べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
是
の
故
に
孟
子
も
最
後
に
又
郷

原
を
闢
く
。
蓋
し
亦
以
つ
て
終
身

き
よ
う
げ
ん

ひ
ら

道
を
衛
る
の
苦
心
を
見
る
に
足
る
。

ま
も

墨
子
以C
兼
愛B

爲A

宗N

楊
子
以A

爲A

我
爲A

宗N

而
告
子
之
義
外N

許
行
之
幷
耕N

皆
有A

所

C

主
張j

乃
其
謬
妄
易A

見N

而
郷
原
則
更
不A

立A

異N

依
違
調
停N

以A

似
亂A

眞N

則
其
害
又

有C

甚
焉
者j

吾
故
曰N

楊
墨
告
許N

賊
在A

外
者
也N

郷
原N

賊
在A

内
者
也N

在A

外
者
固
可A

排
也N

而
在A

内
者
尤
不A
可A

不A

除
也N

是
故
孟
子
最
後
又
闢C

郷
原j

蓋
亦
足D

以
見C

終

身
衛A

道
之
苦
心B

矣N

【
訳
】
墨
子
は
自
分
の
家
族
と
他
人
を
分
け
隔
て
な
く
愛
す
る
と
い
う
こ
と
を
大
切
に
し
、
楊よ

う

子
は
自
分
中
心
に
行
動
す
る
こ
と
を
中
心
に
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
告
子
の
人
の
行
う
べ
き

し道
の
義
は
心
の
外
に
あ
り
と
い
う
主
張
、
許

行
の
君
民
だ
れ
も
同
じ
よ
う
に
農
作
業
す
る
と
い

き
よ
ぎ
よ
う

う
主
張
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
言
う
と
こ
ろ
の
理
由
は
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
誤
り
は
見
つ
け
易
い

も
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
村
の
有
徳
者
の
よ
う
に
ふ
る
舞
っ
て
い
る
郷
原
は
決
し
て
間
違
っ
て

い
る
と
は
言
わ
な
い
で
、
い
い
加
減
に
調
停
し
て
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
、

偽
物
を
も
っ
て
本
物
を
乱
し
て
し
ま
う
。
そ
の
悪
い
影
響
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
私

は
言
っ
て
い
る
、
「
墨
子
、
楊
子
、
告
子
、
許

行
ら
は
、
賊
が
自
分
の
外
に
あ
る
よ
う
な
も
の

よ

う

し

き
よ
ぎ
よ
う

だ
。
郷
原
は
賊
が
心
に
あ
る
よ
う
な
も
の
だ
」
と
。
外
に
あ
る
賊
は
も
と
よ
り
遠
ざ
け
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
し
て
、
心
に
あ
る
賊
は
、
最
も
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
孟
子
も
最

後
に
は
郷
原
を
避
け
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
も
、
終
身
道
を
誤
ら
な
い
で
守
っ
て
い
く

こ
と
の
苦
心
が
伺
え
る
。

一
七
九

今
の
儒
士
は
や
や
も
す
れ
ば
す
な
は
ち
狂
者
と
曰
ふ
。
狂
者
以
つ
て

自

ら

み
ず
か

比
擬
す
。
蓋
し
自
ら
を
知
ら
ざ
る
者
と
謂
ふ
べ
き
な
り
。
而
し
て
又
古
人
を
知
ら
ざ
る

ひ

ぎ

者
と
謂
ふ
べ
き
な
り
。
夫
れ
狂
者
は
、
高
明
快
活
に
し
て
、
爽
朗
と
し
て
超

脱
す
。
乃

そ
う
ろ
う

ち
よ
う
だ
つ

ち
夫
の
曾
點
の
、
志
を
言
ふ
を
視
る
に
、
舞
雩
浴
沂
、
三
三
両
両
、
絶
え
て
夫
の
富
貴

そ
う
て
ん

ぶ

よ

く

き

功
名
、
鄙
俗
塵
土
を
以
つ
て
吾
が
胸
中
を

礙

げ
ず
。
其
の
識
見
興
趣
、
如
何
ぞ
及
ぶ
べ

ひ

ぞ

く

じ

ん

ど

さ
ま
た

い

か

ん

け
ん
や
。
今
、
其
の
庸
陋
の
資
、
齷
齪
の
意
を
以
つ
て
、
終
日
営
営
と
し
て
、
区
区
た

よ
う
ろ
う

あ
く
せ
く

る
名
利
の
間
に
従
事
し
、
而
も

妄

に
自
ら
量
ら
ず
、
以
つ
て
相
比
擬
す
。
吾
故
に
曰
く
、

み
だ
り

は
か

ひ

ぎ

わ
れ

「
自
ら
知
ら
ざ
る
も
の
な
り
、
而
し
て
又
古
人
を
知
ら
ざ
る
も
の
な
り
」
と
。

今
之
儒
士
動
輙
曰C

狂
者j

狂
者
以
自
比
擬N

蓋
可A

謂I

不C

自
知B

者G

也N

而
又
可A

謂
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I

不A

知C

古
人B

者G

也N

夫
狂
者N

高
明
快
活N

爽
朗
超
脱N

乃
視C

夫
曾
點
之
言p

志N

舞

雩
浴
沂N

三
々
兩
々N

絶
不I

以C

夫
富
貴
功
名
鄙
俗
塵
土B

礙H

吾
胷
中m

其
識
見
興
趣N

如
何
可A

及
也N

今
以C

其
庸
陋
之
資N

齷
齪
之
意j

終
日
營
々N

從C

事
乎
區
々
名
利
之

間j

而
妄
不C

自
量j

以
相
比
擬N

吾
故
曰N

不C

自
知B

者
也N

而
又
不A

知C

古
人B

者
也N

【
訳
】
今
頃
の
儒
者
は
自
分
を
、
志
が
高
く
小
さ
な
こ
と
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
狂
者
だ
と
言
っ

て
、
自
分
を
狂
者
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
自
分
を
よ
く
知
ら
な
い
者
の
言
う

こ
と
だ
。
ま
た
、
古
人
を
よ
く
知
ら
な
い
者
と
も
言
え
る
。
狂
者
と
い
う
者
は
、
学
徳
が
す
ぐ

れ
、
明
る
く
元
気
で
、
さ
わ
や
か
で
世
俗
に
染
ま
ら
な
い
者
の
こ
と
を
い
う
。
孔
子
が
弟
子
に

志
し
を
言
わ
せ
た
と
き
、
あ
の
曾
點
は
、
沂
水
で
湯
を
浴
び
て
舞
台
で
涼
し
い
風
に
吹
か
れ
、

そ
う
て
ん

三
人
五
人
と
連
れ
だ
っ
て
道
を
帰
る
と
言
っ
て
い
る
。
ま
っ
た
く
富
貴
功
名
も
、
い
や
し
く
下

品
な
こ
と
も
胸
中
に
は
な
い
。
そ
の
も
の
の
考
え
方
、
お
も
む
き
、
な
か
な
か
及
ば
な
い
こ
と

だ
。
今
、
愚
か
で
卑
し
く
、
あ
く
せ
く
し
て
、
終
日
あ
わ
た
だ
し
く
小
さ
な
名
利
に
と
ら
わ
れ
、

自
分
の
こ
と
は
顧
み
な
い
で
、
狂
者
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
私
は
言
う
の
だ
、
「
自

分
を
よ
く
知
ら
な
い
の
だ
。
ま
た
、
昔
の
人
の
こ
と
も
よ
く
知
ら
な
い
の
だ
」
と
。

一
八
〇

孟
子
は
戦
国
の
時
に
生
ま
る
。
挙
世
茫
茫
と
し
て
、
一
も
其
の
意
を
可
と
す

き
よ
せ
い
ぼ
う
ぼ
う

る
も
の
な
け
れ
ば
、
乃
ち
古
人
の
中
に
就
き
て
、
旁
捜
探

求
、
纔
か
に
伯
夷
・
柳
下
恵

ぼ
う
そ
う
た
ん
き
ゆ
う

わ
ず

は

く

い

り
ゆ
う
か
け
い

の
二
士
を
得
た
り
。
二
士
の
徳
、
こ
れ
を
夫
子
に
比
ぶ
れ
ば
、
固
よ
り
偏
な
る
を
免
れ

ふ

う

し

へ
ん

ず
。
然
れ
ど
も
其
の
力
を
得
る
の
処
に
至
っ
て
は
、
則
ち
超

卓
不
群
に
し
て
、
千
古
一

ち
よ
う
た
く

ふ

ぐ

ん

人
な
り
。
則
ち
歎

仰
欣
服
し
、
以
っ
て
吾
が
志
気
を
振
ふ
。
蓋
し
其
の
い
は
ゆ
る
尚
友

た
ん
ぎ
よ
う
き
ん
ぷ
く

け
だ

な
る
も
の
な
り
。

孟
子
生C

戦
國
之
時j

擧
世
茫
々N

一
無I

可C

其
意B

者m

乃
就C

古
人
中j

旁
捜
探
求N

纔
得C

伯
夷
柳
下
惠
之
二
士j

二
士
之
徳N

比C

之
夫
子j

固
不A

免A

偏N

然
而
至C

其
得A

力
之
處j

則
超
卓
不
群N

千
古
一
人
矣N

則
歎
仰
欣
服N

以
振C

吾
志
氣j

蓋
其
所A

謂
尚
友
焉
者
也N

【
訳
】
孟
子
は
戦
国
の
世
に
生
ま
れ
た
。
世
の
中
は
ま
さ
に
百
家
争
鳴
、
一
人
と
し
て
孟
子
の

意
に
か
な
う
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
、
昔
の
人
の
中
に
広
く
探
し
求
め
、
よ
う
や
く
伯
夷
、

は
く

い

柳
下
恵
の
二
人
を
探
し
得
た
。
二
人
の
徳
は
、
孔
子
に
比
べ
れ
ば
、
も
と
よ
り
及
ば
な
い
こ
と

り
ゆ
う
か
け
い

だ
。
し
か
し
、
そ
の
考
え
方
に
は
大
変
教
え
ら
れ
、
千
年
に
一
人
の
人
だ
と
言
っ
て
い
い
。
そ

の
人
の
考
え
方
に
従
う
こ
と
で
、
孟
子
は
自
分
の
や
る
気
を
出
し
て
き
た
。
ま
さ
に
こ
れ
が
古

人
を
友
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
尚

友
と
い
う
こ
と
だ
。

し
よ
う
ゆ
う



- 79 -

一
八
一

緑
陰
新
た
に
成
り
、
青
苔
塵
な
し
。

莚

を
設
け
茶
を
煎
じ
、

聊

か
世
外
半

ち
り

む
し
ろ

せ
ん

い
さ
さ

日
の
游
を
為
す
。

文
久
辛
酉
春
、
湯
島
に
游
ぶ
。

緑
陰
新
成N

青
苔
無A

塵N

設A

莚
煎A

茶N

聊
爲C

世
外
半
日
之
游B

【
訳
】
緑
陰
が
広
が
り
、
青
々
し
た
苔
に
は
塵
も
一
切
な
い
。

莚

を
し
い
て
そ
の
上
で
お
茶
を

む
し
ろ

煎
じ
て
飲
む
。
し
ば
ら
く
は
、
煩
わ
し
い
浮
き
世
か
ら
離
れ
て
過
ご
す
。

文
久
二
年
（
一
八
六
一
）
春
、
城
崎
の
湯
島
に
遊
ぶ
。
（
草
庵
四
十
九
才
）

一
八
二

游
行
半
月
、
虚
し
く
光
陰
を
過
す
。
毎
毎
か
く
の
ご
と
し
。
此
の
生
豈
に
惜

あ

し
ま
ざ
る
べ
け
ん
や
。

游
行
半
月N

虚
過C

光
陰j

毎
々
如A

是N

此
生
豈
可A
不A

惜N

【
訳
】
あ
ち
こ
ち
を
巡
り
歩
い
て
半
月
、
無
駄
に
時
を
過
ご
し
た
。
い
つ
も
こ
ん
な
調
子
だ
。

今
生
き
て
い
る
こ
と
を
、
な
ん
と
惜
し
ま
な
い
で
い
る
こ
と
か
。

一
八
三

古
人
は
、
惜
陰
の
念
、
常
に
今
人
に
異
る
。
是
れ
今
人
の
道
徳
功
業
、
皆
古

せ
き
い
ん

人
に
及
ば
ざ
る
ゆ
ゑ
ん
な
り
。

古
人
惜
陰
之
念N

常
異C

於
今
人j

是
今
人
之
道
徳
功
業N

皆
所C

以
不p

及C

古
人B

也N

【
訳
】
昔
の
人
は
、
月
日
を
惜
し
む
気
持
ち
は
、
今
の
人
と
は
違
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、

今
の
人
の
生
き
方
や
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
、
昔
の
人
に
及
ば
な
い
わ
け
で
あ
る
。

一
八
四

賢
人
君
子
為
ら
ん
と
欲
す
る
か
、
愚
不
肖
為
ら
ん
と
欲
す
る
か
。
反
観
内
省
、

た

ぐ

ふ

し

よ

う

惟
此
の
志
の
立
ち
得
る
と
立
ち
得
ざ
る
と
に
あ
る
の
み
。

た
だ

欲A

爲C

賢
人
君
子B

乎N

欲A

爲C

愚
不
肖B

乎N

反
観
内
省N

惟
在C

此
志
之
立
得
與p

不C

立

得B

耳N

【
訳
】
賢
人
君
子
に
な
ろ
う
と
思
う
か
、
愚
か
な
つ
ま
ら
な
い
人
間
で
も
い
い
と
思
う
か
、
そ
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れ
は
、
た
だ
自
分
を
き
び
し
く
返
り
み
よ
う
と
す
る
反
観
内
省
を
、
や
っ
て
い
こ
う
と
す
る
志

が
あ
る
か
な
い
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。

一
八
五

方
丈
の
室
、
琴
瑟
簡
編
、
薬
炉
茶
鼎
。
資
用
の
物
は
、
必
ず
し
も
多
き
を
須

き
ん
し
つ
か
ん
ぺ
ん

や
く

ろ

さ

て

い

も
ち

ひ
ず
。
此
れ
ぞ
是
れ
世
外
隠
逸
の
人
の
活
計
な
り
。

方
丈
之
室N
琴
瑟
簡
編N

薬
爐
茶
鼎N

資
用
之
物N

不C

必
須p

多N

此
是
世
外
隱
逸
人
之
活
計N

【
訳
】
私
の
小
さ
な
部
屋
は
、
琴
や
書
物
、
薬
を
煮
る
い
ろ
り
、
茶
器
が
あ
る
。
生
活
に
必
要

な
も
の
は
必
ず
し
も
そ
ん
な
に
多
く
は
必
要
な
い
。
こ
れ
が
世
を
離
れ
て
山
に
住
む
も
の
生
活

維
持
に
必
要
な
も
の
だ
。

一
八
六

家
に
あ
り
て
は
則
ち
子
弟
の
職
を
共
に
し
、
館
に
入
り
て
は
則
ち
師
長
の
教

を
奉
じ
て
、
敢
へ
て
背
違
せ
ざ
る
は
、

乃

ち
是
れ
爾
輩
の
日
用
切
実
の
功
夫
な
り
。

す
な
わ

じ

は

い

在A

家
則
共C

子
弟
之
職j

入A

館
則
奉C

師
長
之
教j
不C
敢
背
違B

者N

乃
是
爾
輩
日
用
切
實

之
功
夫N

【
訳
】

家
に
い
る
と
き
は
、
兄
弟
た
ち
と
と
も
に
生
活
し
、
塾
に
く
れ
ば
先
生
や
年
上
の
人
た

ち
の
教
え
を
聞
き
、
背
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
い
う
こ
と
が
君
た
ち
の
普
段
の
生
活
の
中

で
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
。

一
八
七

威
儀
は
粛
な
ら
ん
と
欲
し
、
衣
冠
は
整
な
ら
ん
と
欲
す
。
凡
そ
日
間
為
す
所

に
つ
か
ん

の
事
は
、
皆
極
め
て
道
理
に

循

は
ん
と
欲
す
。

し
た
が

威
儀
欲A

肅N

衣
冠
欲A

整N

凡
日
間
所A

爲
之
事N

皆
極
欲A

循C

道
理j

【
訳
】

お
ご
そ
か
で
、
礼
儀
正
し
い
態
度
は
、
厳
粛
で
あ
っ
て
ほ
し
い
し
、
身
に
つ
け
る
衣
服

や
冠
は
き
ち
ん
と
整
っ
て
い
て
ほ
し
い
。
お
よ
そ
、
日
常
に
行
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
こ
う
い

う
人
と
し
て
行
う
べ
き
道
に
従
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
。


