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二
四
四

羹

に
懲
り
て
韲
を
吹
く
べ
か
ら
ず
。
禍
を
恐
れ
て
酒
を
廃
す
べ
か
ら
ず
。

あ
つ
も
の

こ

な
ま
す

欲
を
窒
ぎ
て
情
を
滅
ぼ
す
べ
か
ら
ず
。

ふ
さ

不A
可C

懲A

羹
而
吹p

韲
也N

不A

可C

恐A

禍
而
廢p

酒
也N

不A

可C

窒A

欲
而
滅p

情
也N

【
訳
】
熱
い
吸
い
物
を
吸
っ
た
の
に
こ
り
て
、
冷
た
い
な
ま
す
を
吹
い
て
か
ら
食
べ
る
よ
う
な

こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
。
酒
で
の
失
敗
を
恐
れ
て
酒
を
や
め
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
い
け

な
い
。
欲
望
を
抑
え
て
人
情
を
な
く
し
て
は
い
け
な
い
。

二
四
五

二
南
の
詩
、
二
雅
の
什
、
往
く
と
し
て
人
情
に
あ
ら
ざ
る
は
な
く
。
往
く
と

ゆ

ゆ

し
て
天
理
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。

二
南
之
詩N

二
雅
之
什N

無D

往
而
非C
人
情B

也N

無D

往
而
非C

天
理B

也N

【
訳
】
詩
経
の
（
周
南
と
沼
南
の
詩
）
小
雅
と
大
雅
の
詩
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、
人
情
や
天

理
で
な
い
も
の
は
な
い
。

二
四
六

是
の
故
に
古
人
云
は
ず
や
、
「
以
つ
て
観
る
べ
く
、
以
つ
て
群
す
べ
く
、
以

つ
て
怨
む
べ
し
。
こ
れ
を
邇
く
す
れ
ば
父
に
事
へ
、
こ
れ
を
遠
く
す
れ
ば
君
に
事
ふ
」

ち
か

つ
か

つ
か

と
。
又
云
ふ
、
「
詩
書
は
、
義
の
府
な
り
」
と
。

是
故
古
人
不A

云
乎N

可C

以
觀j

可C

以
群j

可C

以
怨j

邇A

之
事A

父N

遠A
之
事A

君N

又

云N

詩
書N

義
之
府
也N

【
訳
】
そ
う
で
あ
る
か
ら
孔
子
が
「
詩
経
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
情
風
俗
を
観
察
し
、
人

々
と
や
わ
ら
ぎ
楽
し
み
、
や
わ
ら
か
く
怨
み
の
情
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
く
は
家
に
い

て
親
に
仕
え
、
遠
く
し
て
は
君
に
仕
え
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
又
古
人
は
「
詩
経
と
書
経
に
は
、

人
の
ふ
み
行
う
べ
き
道
義
が
た
く
さ
ん
説
か
れ
て
い
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
。

二
四
七

「
大
学
」
の
正
心
誠
意
、
劉
子
の
説
、
実
に
易
ふ
べ
か
ら
ず
。
而
し
て
物
は
、

か

即
ち
物
に
本
末
有
る
の
物
。
知
は
即
ち
先
後
す
る
所
を
知
り
、
本
を
知
る
の
知
。
而
し

て
い
は
ゆ
る
至
れ
る
と
は
、
本
を
知
る
を
除
く
の
外
、
別
に
致
す
べ
き
な
し
。
而
る
に

王
淮
南
を
以
っ
て
正
と
為
す
も
の
も
、
亦
信
ず
べ
き
に
似
た
り
。
其
れ
然
り
而
し
て
後
、

「
大
学
」
「
中
庸
」
統
紀
一
般
に
し
て
、
倶
に
慎
独
を
以
っ
て
究
竟
の
功
夫
と
為
す
は
、

と
も

余
深
く
其
の
卓
見
に
服
す
。

大
學
正
心
誠
意N

劉
子
之
説
、
實
不A

可A

易N

而
物N

卽
物
有C

本
末B

之
物N

知N

卽
知A

所C

先
後j

知A

本
之
知N

而
所A

謂
至
者N

除A

知A

本
之
外N

別
無A

可A

致
矣N

而
以C

王
淮

南B

爲A

正
者N

亦
似A

可A

信
矣N

其
然
而
後N

大
學
中
庸
統
紀
一
般
、
而
倶
以C

愼
獨B

爲
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C

究
竟
功
夫B

者N

余
深
服C

其
卓
見B

矣N

【
訳
】
大
学
で
い
う
「
正
心
誠
意
（
そ
の
身
を
修
め
ん
と
欲
す
る
者
は
、
ま
ず
そ
の
心
を
正
し

く
す
。
そ
の
心
を
正
し
く
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
ま
ず
そ
の
意
を
誠
に
す
）
に
つ
い
て
の
劉

念
臺
の
説
は
他
の
説
に
取
り
換
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
格
物
致
知
の
「
物
」

は
、
物
事
に
は
本
質
と
枝
葉
が
あ
る
の
「
物
」
。
「
知
」
は
先
に
す
べ
き
こ
と
と
後
に
す
る

こ
と
を
知
る
の
「
知
」
。
そ
し
て
「
至
れ
る
」
と
は
、
本
質
を
知
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
外
の
こ
と
は
何
も
な
い
。
そ
う
で
あ
る
の
に
王
心
斎
の
考
え
が
正
し
い
と
い
う
の
は
、
私

の
信
じ
て
い
る
説
と
似
か
よ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
う
し
て
始
め
て
「
大
学
」
と
「
中
庸
」

の
根
本
精
神
は
同
じ
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
「
慎
独
」
が
究
極
の
工
夫
で
あ
る
と
し
て
お
り
、

私
は
そ
の
卓
見
に
従
う
も
の
で
あ
る
。

二
四
八

徒
ら
に
他
人
の
悠
悠
の
是
非
を
評
論
し
て
、
枉
げ
て
自
己
の
惜
し
む
べ
き
の

い
た
づ

ま

歳
月
を
過
ご
し
了
る
。

を
は

徒
評C

論
他
人
悠
々
之
是
非j

枉
過C

了
自
己
可A
惜
之
歳
月N

【
訳
】
他
人
が
の
ん
び
り
と
、
正
し
い
、
正
し
く
な
い
と
論
ず
る
の
を
、
批
評
し
て
、
自
分
の

大
切
な
歳
月
を
ま
げ
て
過
ご
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

二
四
九

一
陰
一
陽
こ
れ
を
道
と
謂
ふ
、
程
朱
の
説
、
精
な
ら
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

然
り
而
し
て
此
れ
い
は
ゆ
る
こ
れ
を
言
ひ
て
便
ち
逗
漏
を
成
す
も
の
。

す
な
は

一
陰
一
陽
之
謂A

道N

程
朱
之
説
非A

不A

精
也N

然
而
此
所A

謂
言A

之
便
成C

逗
漏B
者N

【
訳
】
周
易
に
い
う
「
あ
る
い
は
陰
と
な
り
、
あ
る
い
は
陽
と
な
っ
て
無
窮
の
変
化
を
繰
り
返

す
働
き
、
こ
れ
を
道
と
い
う
」
に
つ
い
て
、
程
朱
（
程
顥
・
程
頤
・
朱
熹
）
の
説
は
詳
し
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
、
大
切
な
と
こ
ろ
を
落
と
し
漏
ら
し
て
い
る
。

二
五
〇

曲
礼
に
曰
く
、
「
父
母
存
す
れ
ば
、
友
を
許
す
に
死
を
以
つ
て
せ
ず
」
と
。

自

ら
是
れ
戦
国
以
後
の
人
の
語
。

お
の
づ
か

曲
禮
曰N

父
母
存N

不C

許A

友
以p

死N

自
是
戰
國
以
後
人
之
語N

【
訳
】
曲
礼
で
は
「
父
母
が
存
命
で
あ
れ
ば
、
友
の
難
儀
に
助
太
刀
し
、
命
を
か
け
る
約
束
を

し
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
戦
国
時
代
以
降
の
考
え
方
で
あ
る
。

二
五
一

世
間
有
数
の
人
に
為
ら
ん
と
欲
す
。
而
る
に
乃
ち
自
ら
其
の
勤
苦
を
厭
ふ

す
な
は

み
づ
か

き
ん

く

い
と

や
。
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欲A

爲C

世
間
有
數
之
人j

而
乃
自
厭C

其
勤
苦B

乎N
【
訳
】
世
間
に
有
数
の
人
物
に
な
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
自
ら
進
ん
で

そ
の
た
め
の
骨
折
り
や
苦
し
み
を
嫌
が
っ
て
は
い
け
な
い
。

二
五
二

凡
そ
学
ぶ
も
の
は
以
つ
て
自
己
の
身
心
を
成
就
す
る
の
み
。
人
の
好
く
看
る

じ
や
う
じ
ゆ

と
好
く
看
ざ
る
と
に
は
関
せ
ざ
る
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
志
を
立
つ
る
、
此
れ
を
真
実

己
の
為
の
学
と
謂
ふ
。

お
の
れ

た
め

凡
學
者
以
成C

就
自
己
身
心B

而
已
矣N

不A

關C

人
之
好
看
不A

好
看B

也N

如A

是
立A

志N

此
謂C

眞
實
爲A

己
之
學j

【
訳
】
そ
も
そ
も
、
学
問
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
身
心
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

他
人
に
よ
く
見
ら
れ
よ
う
が
、
よ
く
見
ら
れ
ま
い
が
そ
ん
な
こ
と
に
は
こ
だ
わ
ら
な
く
て
よ
い
。
こ

の
よ
う
に
志
を
た
て
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
真
実
自
分
の
た
め
の
学
問
と
い
う
。

二
五
三

予
常
に
思
へ
ら
く
、
天
下
の
事
、
立
た
ざ
る
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
は
、
未
だ
必
ず

し
も
其
の
才
の
足
ら
ざ
る
を
患
へ
ず
、
惟
志
あ
る
の
人
な
き
を
患
ふ
る
の
み
。

苟

く
も

う
れ

た
だ

う
れ

い
や
し

志
あ
る
の
人
あ
ら
ば
、
則
ち
鶴
鳴
き
子
和
す
る
が
ご
と
く
、
賢
能
並
び
進
み
て
、
以
つ

て
天
下
の
奇
策
を
竭
く
し
て
遺
な
か
る
べ
し
。
而
し
て
天
下
何
事
か
立
た
ざ
ら
ん
と
。

つ

い

予
常
思N

天
下
之
事
所C

以
不p

立
者N

未D

必
患C

其
才
之
不p

足N

而
惟
患A
無C
有A

志
之
人j

苟
有C

有A

志
之
人B

乎N

即
鶴
鳴
子
和N

賢
能
竝
進N

可I

以
竭C

天
下
之
奇

策B

而
無J

遺
矣N

而
天
下
何
事
不A

立N

【
訳
】
私
は
常
に
思
っ
て
い
る
。
世
の
中
が
う
ま
く
成
り
立
っ
て
い
な
の
は
、
ま
だ
そ
の
才
能

の
あ
る
人
が
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
志
が
あ
る
人
が
な
い
の
を
心
配
し
て
い
る
の
だ
。
山

の
中
で
鶴
が
鳴
け
ば
そ
の
声
は
遠
く
天
に
ま
で
達
す
る
と
い
う
。
す
く
な
く
と
も
、
志
の
あ
る

人
が
山
中
に
い
て
も
そ
れ
を
聞
く
君
子
ま
で
届
く
の
だ
。
賢
く
て
才
能
が
あ
る
人
が
、
す
ぐ
れ

た
策
を
す
れ
ば
間
違
い
は
な
い
。
そ
し
て
世
の
中
が
よ
く
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。

二
五
四

子
曰
く
、
「
貧
に
し
て
楽
し
む
」
と
。
則
ち
是
れ
貧
を
以
っ
て
累
と
為
さ
ざ

る
い

る
な
り
。
又
曰
く
、
「
天
下
を
有
つ
や
。
而
し
て
与
ら
ず
」
と
。
則
ち
是
れ
富
を
以
っ

た
も

て
心
と
為
さ
ざ
る
な
り
。
已
に
貧
を
以
っ
て
累
と
為
さ
ず
、
又
富
を
以
っ
て
心
と
為
さ

す
で
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ざ
れ
ば
、
則
ち
壁
立
萬
仭
、
清
風
千
古
、
推
倒
す
べ
か
ら
ず
、
汚
蔑
す
べ
か
ら
ず
。
あ

へ
き
り
つ
ば
ん
じ
ん

せ
い
ふ
う

す
い
と
う

お

べ

つ

あ
古
人
の

操

、
何
ぞ
其
れ
奇
特
な
る
。

み
さ
お

き

と

く

子
曰N

貧
而
樂N

則
是
不C

以A

貧
爲p

累
也N

又
曰N

有C

天
下B

也N

而
不A

與
焉N

則
是

不C

以A

富
爲A

心
也N

已
不C

以A

貧
爲p

累N

而
又
不C

以A

富
爲p

心N

則
壁
立
萬
仭N

清

風
千
古N

不A

可C

推
倒j

不A

可C

汚
衊j

嗟
乎
古
人
之
操N

何
其
奇
特
也N

【
訳
】
孔
子
は
論
語
の
中
で
、
「
質
素
な
生
活
の
中
に
も
楽
し
み
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
は
貧
し
い
こ
と
を
わ
ず
ら
い
と
考
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
又
、
こ
う
も
言

わ
れ
て
い
る
。
「
天
下
の
富
を
所
有
し
て
い
る
人
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
人
に
ま

か
せ
て
、
自
分
は
直
接
に
は
関
与
し
な
い
」
と
。
こ
れ
は
富
貴
に
心
奪
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
こ

と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
貧
を
わ
ず
ら
い
と
考
え
ず
、
富
に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ

ば
、
厳
石
が
高
く
そ
び
え
立
っ
て
い
る
よ
う
に
、
清
ら
か
な
風
が
絶
え
ず
吹
き
渡
っ
て
い
る
よ

う
に
、
人
を
押
し
倒
し
た
り
、
恥
ず
か
し
め
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
あ
、
昔
の
人
の

節
操
は
な
ん
と
す
ば
ら
し
い
こ
と
か
。

二
五
五

凡
そ
人
の
人
た
る
ゆ
ゑ
ん
を
論
ず
る
も
の
は
、
則
ち
孝
と
曰
い
、
悌
と
曰
う
。

い

て
い

此
れ
人
生
の
何
等
の
大
節
目
ぞ
。
而
る
に
吾
人
平
生
、
骨
肉
同
胞
、
少
し
く
悖

逆
に
遭

ご

じ

ん

こ
つ
に
く
ど
う
ほ
う

は
い
ぎ
ゃ
く

あ

え
ば
、

輙

ち
是
非
計
較
の
機
あ
り
。
惕
然
と
し
て
自
省
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

す
な
わ

ぜ

ひ

け
い
こ
う

て
き
ぜ
ん

凡
論D

人
之
所C

以
爲p

人
者N

則
曰A

孝N

曰A

悌N

此
人
生
何
等
大
節
目N
而
吾
人
平
生
骨

肉
同
胞N

少
遭C

悖
逆j

輒
有C

是
非
計
較
之
機j

不A

可A

不C

惕
然
自
省B

也N

【
訳
】
人
が
人
で
あ
る
理
由
は
、
親
を
大
事
に
し
た
り
、
兄
弟
仲
よ
く
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
人
の
生
き
方
と
し
て
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
の
に
、
私
は
平

生
、
妻
や
子
が
少
し
で
も
道
理
に
か
な
わ
な
い
よ
う
な
こ
と
を
す
る
と
、
そ
の
度
に
い
い
か
悪

い
か
を
自
分
で
決
め
て
、
責
め
て
い
る
。
振
り
返
っ
て
、
お
そ
れ
慎
ん
で
反
省
せ
ず
に
は
お
れ

な
い
。

二
五
六

早
く
起
き
て
端
坐
す
れ
ば
、
胷

中
廓
清
の
意
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
。
書
を
読

き
よ
う
ち
ゆ
う
か
く
せ
い

み
道
を
論
ず
れ
ば
、
志
気
奮
発
の
効
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
。
既
に
し
て
気
機
乗
除
し
、
懶ら

ん

惰
相
継
ぎ
、
私
慾
沸
騰
す
る
も
、
復
た
顧
慮
せ
ざ
る
は
、
方
外
の
人
の
い
は
ゆ
る
直
、

だ

ふ
つ
と
う

ま

た
だ

首
を
斬
り
両
段
と
作
し
、
方
に
自
身
奴
賊
の
物
た
る
を
知
る
を
待
つ
も
の
な
り
。

ま
さ

早
起
端
坐N

不A

無C

胷
中
廓
清
之
意j

讀A

書
論A

道N

不A

無C

志
氣
奮
發
之
效j

既
而

氣
機
乗
除
懶
憜
相
繼N

私
慾
沸
騰N

不C

復
顧
慮j

方
外
人
所A

謂
直
待I

斬A

首
作C

兩

段j

方
知H

自
身
奴
賊G

物
者
也N
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【
訳
】
朝
早
く
起
き
て
き
ち
ん
と
坐
れ
ば
、
必
ず
胸
中
に
つ
か
え
て
い
る
も
の
を
取
り
除
か
れ

た
気
持
ち
に
な
り
、
必
ず
気
力
を
奮
い
起
こ
す
か
効
果
を
生
じ
る
も
の
だ
。
書
物
を
読
み
、
道

を
議
論
す
れ
ば
、
や
る
気
や
気
力
も
出
て
く
る
。
そ
の
後
に
、
気
が
空
回
り
し
た
り
、
怠
惰
の

気
持
ち
が
出
て
き
た
り
、
自
分
の
欲
が
わ
き
出
し
て
く
る
の
を
、
反
省
し
な
い
者
は
仏
教
で
言

う
と
こ
ろ
の
「
首
を
真
っ
二
つ
に
斬
り
、
ま
さ
に
自
分
が
奴
賊
で
あ
る
こ
と
を
知
る
」
の
を
待

っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

二
五
七

我
れ
竊
か
に

熟

此
の
世
界
を
観
る
に
、
乃
ち
吾
が
道
場
た
り
。
而
し
て
其

ひ
そ

つ
ら
つ
ら

の
間
の
順

逆
好

醜
、
患
難
憂
苦
の
、
凡
そ
泣
く
べ
く
笑
ふ
べ
く
、
恐
る
べ
く
驚
く
べ

じ
ゆ
ん
ぎ
や
く
こ
う
し
ゆ
う

き
も
の
は
、
皆
吾
の
心
を
盪
滌
し
吾
の
性
を
錬
磨
す
る
所
以
の
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
き

と
う
で
き

ゆ

え

ん

な
り
。
則
ち
丈
夫
た
る
も
の
は
、

心

屈
す
べ
か
ら
ず
、
気
阻
む
べ
か
ら
ず
、
必
ず
当
に

じ
よ
う
ふ

こ
こ
ろ

は
ば

ま
さ

其
の
脊

梁
を
強
く
し
、
出

頭
憺
当
し
て
、
以
っ
て
遠
く
到
ら
ん
こ
と
を
期
す
べ
し
。

せ
き
り
よ
う

し
ゆ
つ
と
う
て
ん
し
え

我
竊
熟
觀C

此
世
界j

乃
爲C

吾
之
道
場j

而
其
間
順
逆
好
醜N

患
難
憂
苦N

凡
可A

泣
可A

笑N

可A

恐
可A

驚
者N

皆
莫A

非Q

所I

以
盪C

滌
吾
之
心B
錬H
磨
吾
之
性G

者P

也N

則
爲C

丈
夫B

者

N

心
不A

可A

屈
、
氣
不A

可A

阻N

必
也
當I

強C

其
脊
梁j
出
頭
憺
當N

以
期H

遠
到G

也N

【
訳
】
私
が
自
分
な
り
に
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
世
界
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
私

の
道
場
な
の
で
あ
る
。
こ
の
世
の
中
の
順
境
や
逆
境
、
美
し
い
こ
と
や
醜
い
こ
と
、
憂
え
る
こ

と
や
苦
難
の
様
々
な
こ
と
で
、
泣
く
こ
と
笑
う
こ
と
、
恐
れ
る
こ
と
驚
く
こ
と
な
ど
は
、
み
ん

な
私
の
心
の
汚
れ
を
除
き
清
め
て
く
れ
、
私
の
気
性
精
神
を
鍛
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
。

一
人
前
の
人
た
る
も
の
は
、
心
が
折
れ
て
は
だ
め
だ
。
気
持
ち
が
く
じ
け
て
は
な
ら
な
い
。
必

ず
背
骨
を
強
く
し
、
頭
角
を
出
し
責
任
を
負
う
人
に
な
り
、(

背
す
じ
を
伸
ば
し
、
先
頭
に
な
り

任
務
を
引
き
受
け)

や
が
て
将
来
立
派
な
人
格
に
な
る
こ
と
を
な
し
遂
げ
よ
。

二
五
八

丈
夫
は
志
な
け
れ
ば
則
ち
已
む
。
苟
く
も
志
あ
ら
ば
、
則
ち
正
に
当
に
磊
磊

や

い
や

ま
さ

ら
い
ら
い

落
落
、
光

明
俊
偉
、
以
つ
て
不
朽
の
図
を
為
す
べ
し
。
而
れ
ど
も
胸
中
却
っ
て
卑
瑣

ら
く
ら
く

こ
う
み
よ
う
し
や
ん
い

ひ

さ

齷
齪
、
鴟
鴞
の
腐
鼠
を

懐

し
む
ご
と
き
は
、
豈
に
恥
づ
べ
き
の
甚
し
き
に
あ
ら
ず
や
。

あ
く
せ
く

し
き
よ
う

ふ

そ

な
つ
か

丈
夫
無A

志
則
已N

苟
有A

志N

則
正
當I

磊
々
落
々N

光
明
俊
偉N

以
爲H

不
朽
之
圖m

而
胸
中

却
卑
瑣
齷
齪N

如D

鴟
鴞
之
懐C

腐
鼠B

者N

豈
非C

可A

恥
之
甚B

耶N

【
訳
】
一
人
前
の
人
は
、
志
を
持
た
な
け
れ
ば
お
し
ま
い
だ
。
志
さ
え
あ
る
な
ら
、
ま
さ
に
、

小
事
に
こ
だ
わ
ら
ず
潔
白
な
広
い
心
で
朽
ち
る
こ
と
の
な
い
足
跡
を
残
せ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
胸
中
が
姑
息
で(

フ
ク
ロ
ウ
が
ネ
ズ
ミ
の
死
肉
に
執
着
す
る
よ
う
に)

く
だ
ら
な
い
こ
と
に

と
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
ら
、
そ
れ
は
恥
じ
る
べ
き
こ
と
だ
。
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二
五
九

今
日
、
我
の
、
故
人
に
棄
て
ら
れ
ざ
る
ゆ
ゑ
ん
は
、
其
の
稍
志
操
あ
る
に
似

や
や

た
る
を
以
つ
て
な
り
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
世
間
に
は
我
の
書
を
読
む
技
量
の
ご
と
き
、

車
載
斗
量
、
其
の
人
乏
し
か
ら
ず
。
則
ち
我
の
、
故
人
に
報
ゆ
る
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
、
要

し
や
さ
い
と
り
よ
う

は
其
の
い
は
ゆ
る
似
た
る
者
を
化
し
て
以
つ
て
真
と
為
す
に
あ
る
の
み
。
況
ん
や
此
処

に
一
徹
し
、
然
る
後
始
め
て
以
つ
て
学
問
の
道
を
言
ふ
べ
き
も
の
を
や
。

今
日
我
之
所C

以
不p
棄C
於
故
人B

者N

以C

其
稍
似p

有C

志
操B

也N

不A

然N

則
世
間
如C

我
之
讀

A

書
伎
倆j

車
載
斗
量N

不A
乏C
其
人j

則
我
之
所D

以
報C

於
故
人B

者N

要
在I

化C

其
所A

謂
似
者

B

以
爲J

眞
而
巳
矣N

況
乎
此
處
一
徹N
然
後
始
可D

以
言C

學
問
之
道B

者
乎N

【
訳
】
今
、
私
が
旧
友
に
見
捨
て
ら
れ
な
い
の
は
、
志
を
持
ち
続
け
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
う
で

な
け
れ
は
。
世
間
に
は
私
が
書
物
を
読
む
力
ぐ
ら
い
の
人
は
く
さ
ん
い
て
、
そ
う
い
う
人
は
す

く
な
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
私
が
か
つ
て
の
旧
友
に
報
い
る
わ
け
は
、
読
書
な
ど
が
で
き
る
人

た
ち
に
、
真
実
の
教
え
を
究
め
伝
え
る
だ
け
だ
。
こ
こ
に
う
ち
こ
ん
こ
そ
、
そ
れ
が
学
問
の
道

だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
六
〇

心
楽
し
け
れ
ば
、
則
ち

糗

を
飯
ひ
草
を
茹
ふ
も
、
亦
以
つ
て
身
を
終
ふ
べ

ほ
し
い
い

く
ら

く

し
。
心
苦
し
け
れ
ば
、
則
ち
金
門
玉
堂
、
錦
茵
彫
几
も
、

曾

ち
以
つ
て
吾
が
一
睡
を
著

き
ん
い
ん
ち
よ
う
き

す
な
わ

つ

く
る
に
足
ら
ず
。
而
し
て
苦
楽
の
境
は
、
常
に
此
の
心
よ
り
参
究
せ
ざ
れ
ば
、
胡
乱
奔

こ

ろ
ん

走
、
顛
倒
迷
惑
し
遂
に
以
つ
て
返
る
を
知
ら
ず
。
あ
あ
哀
し
い
か
な
。

て
ん
と
う

心
樂N

則
飯A

糗
茹A

草N

亦
可C

以
終p

身N

心
苦N

則
金
門
玉
堂N

錦
茵
彫
几N

曾
不A

足D

以

著C

吾
一
睡j

而
苦
樂
之
境N

常
不I

従C

此
心B

參
究m

胡
亂
奔
走N

顚
倒
迷
惑N

遂
以
不A

知A

返N

嗚
乎
哀
哉N

【
訳
】
心
が
た
の
し
け
れ
ば
、
干
し
た
飯
を
く
い
、
草
を
食
べ
て
も
、
そ
れ
で
人
生
を
終
え
る

こ
と
で
き
る
。
心
が
苦
し
け
れ
ば
黄
金
で
飾
っ
た
門
と
美
し
い
宮
殿
に
住
み
、
錦
の
敷
物
と
彫

り
飾
ら
れ
た
ひ
じ
か
け
に
坐
っ
て
い
て
も
ぐ
っ
す
り
眠
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
苦
楽
の
境
は
、

常
に
真
理
を
探
究
し
な
け
れ
ば
、
み
だ
り
に
走
り
お
も
む
き
、
さ
か
さ
ま
に
な
っ
て
迷
い
苦
楽

の
境
の
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
り
、
つ
い
に
は
本
来
の
自
分
自
身
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
あ
あ
、

な
げ
か
わ
し
い
こ
と
だ
。
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二
六
一

安
分
の
二
字
、
千
古
聖
賢
の
学
、
此
に
尽
く
。

こ
こ

つ

安
分
二
字N

千
古
聖
賢
之
學N

盡C

乎
此B

矣N

【
訳
】
安
分
（
自
己
の
本
分
に
安
ず
る
）
の
二
字
は
、
千
古
の
聖
賢
の
学
問
の
道
で
あ
る
。
人

が
学
問
の
道
に
励
む
理
由
は
こ
の
二
字
に
尽
き
る
。

二
六
二

一
片
の
堅
苦
の
心

腸
、
百

世
不
磨
の
基
業
。

け

ん

く

し
ん
ち
よ
う

ひ
や
く
せ
い

き
ぎ
よ
う

一
片
堅
苦
的
心
腸N

百
世
不
磨
的
基
業N

【
訳
】
志
を
一
つ
に
し
て
心
身
を
苦
し
め
励
み
努
め
る
心
は
、
い
つ
ま
で
も
朽
ち
な
い
学
問
の

根
本
で
あ
る
。

二
六
三

心
は
淡
な
ら
ん
と
欲
し
、
志
は
専
な
ら
ん
と
欲
し
、
気
は
鋭
な
ら
ん
と
欲
す
。

而
れ
ど
も
世
間
の
種
種
の
緊
要
な
き
の
技
芸
は
、
却
っ
て
皆
拙
な
ら
ん
と
欲
す
。

心
欲A

淡N

志
欲N

専N

氣
欲
鋭N

而
世
間
種
々
沒C

緊
要B

之
技
藝N

却
皆
欲A
拙N

【
訳
】
心
は
淡
白
で
あ
り
た
い
。
志
に
向
っ
て
ひ
た
す
ら
で
あ
り
た
い
。
意
気
ご
み
は
強
く
激

し
く
あ
り
た
い
。
し
か
し
世
間
に
あ
る
色
々
な
差
し
迫
っ
て
必
要
の
な
い
歌
舞
・
音
曲
な
ど
の

芸
能
は
、
ど
れ
も
皆
上
手
で
な
い
こ
と
を
望
む
。

(2018/2/3
)264

二
六
四

毎
日

須

く
父
母
の
生
鞠
拊
育
の
恩
を
思
量
す
べ
し
。
此
の
念
提
起
一
番
す

す
べ
か
ら

せ

い

き

く

ふ

い

く

れ
ば
、
随
つ
て
自
愛
の
心
生
ず
。
然
ら
ば
則
ち
体
膚
を
毀
た
ず
、
躬
行
を
虧
か
ず
、

ふ

こ
ぼ

き
ゅ
う
か
う

か

匪
類
と
交
ら
わ
ず
、
醜
穢
に
堕
ち
ず
、
戦
戦
兢

兢
と
し
て
、
此
の
身
を
保
全
す
る
は
、

ひ

る

い

し
う
わ
い

せ
ん
せ
ん
き
よ
う
き
よ
う

亦
勢
の
必
ず
至
る
所
な
り
、
這
れ
ぞ
是
れ
人
子
の
第
一
件
に
し
て
、
喫
緊
肝
要
の
事
目

き
つ
き
ん

か
ん
よ
う

な
り
。

毎
日
須A

思C

量
父
母
生
鞠
拊
育
之
恩j

此
念
提
起
一
番N

隨
生C

自
愛
之
心j

然
則
不

A

毀C

體
膚j

不A

虧B

躬
行j

不A

交C

匪
類j

不A

堕C

醜
穢j

戰
々
兢
々N

保C

全
此
身B

者N

亦
勢
之
所C

必
至j

這
是
人
子
第
一
件
喫
緊
肝
要
之
事
目N
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【
訳
】
毎
日
、
父
母
か
ら
受
け
た
生
み
育
て
て
も
ら
っ
た
恩
、
可
愛
が
っ
て
も
ら
っ
た
恩
を
思

い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
思
い
を
一
番
に
す
れ
ば
、
自
分
を
大
事
に
す
る
心
が
生

じ
る
。
そ
う
す
る
と
身
体
を
傷
つ
け
ず
、
自
分
を
大
切
に
す
る
実
践
を
欠
か
さ
ず
、
悪
い
仲

間
と
は
交
わ
ら
ず
、
醜
く
て
汚
ら
わ
し
い
状
態
に
な
ら
ず
、
畏
れ
慎
ん
で
こ
の
身
を
大
事
に

し
て
い
け
ば
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
事
は
、
人
の
子
と
し
て
の
あ
る
べ
き
こ

と
の
中
で
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

二
六
五

吾
が
輩
、
限
り
あ
る
の
生
を
以
つ
て
限
り
な
き
の
書
籍
に
従
事
す
。
固
よ
り

も
と

自
ら
其
の
歳
月
の
給
す
る
能
は
ざ
る
を
知
る
な
り
。
因
り
て
謂
へ
ら
く
「
大
凡
事
を
記

み
づ
か

お
も

お
お
よ
そ

す
の
書
、
天
下
の
治
乱
安
危
に
関
は
ら
ざ
る
も
の
は
、
則
ち
敢
へ
て
こ
れ
を
読
ま
ず
。

か
か

理
を
明
か
に
す
る
の
書
は
、
学
術
の
汚
隆
明
晦
に
係
は
ら
ざ
る
も
の
は
、
則
ち
敢
へ
て

お

り
ゆ
う
め
い
か
い

か
か

こ
れ
を
読
ま
ず
」
と
。
か
く
の
ご
と
く
志
を
立
て
て
、
埋
頭
理
会
せ
ば
、
則
ち
天
下
古

ま
い
と
う

今
有
用
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
の
書
は
、
其
の
、
讀
過
一
周
す
る
を
得
る
に
庶
幾
か
ら
ん
。

ち

か

吾
輩
以C

有A

限
之
生j

而
從C

事
於
無A

限
之
書
籍j

固
自
知C

其
歳
月
之
不p

能A

給
也

N

因
謂
大
凡
記A

事
之
書N

不A

關C

乎
天
下
之
治
亂
安
危B

者N

則
不C

敢
讀p

之N

明A

理

之
書N

不A

係C

乎
學
術
之
汚
隆
明
晦B

者N

則
不C
敢
讀p

之N

如A

此
立A

志N

埋
頭
理
會

N

則
天
下
古
今
有
用
不A

可A

缺A

之
書N

庶
幾
其
得C

讀
過
一
周B

矣N

【
訳
】
私
は
、
限
り
あ
る
命
で
限
り
な
く
あ
る
書
物
を
読
む
こ
と
を
仕
事
に
し
て
い
る
。
書
物

を
読
む
の
に
十
分
な
歳
月
が
な
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
。
「
で
き
ご
と
な
ど
を
書
い
て
い
る
書
物
で
、
天
下
の
治
ま
り
や
乱
れ
、
安
全
、
危
険
に
関

わ
ら
な
い
も
の
は
読
ま
な
い
」
と
。
こ
の
よ
う
に
志
を
立
て
、
没
頭
し
て
い
け
ば
、
世
の
中
の

大
事
な
書
物
は
お
よ
そ
読
め
る
だ
ろ
う
。

二
六
六

少

壮
已
に
過
ぎ
、
脱
然
と
し
て

益

声
華
の
念
を
厭
ふ
。
老
大
漸
く
迫
り
、

し
よ
う
そ
う

ま
す
ま
す

い
と

ろ
う

だ
い

惕
然
と
し
て
深
く
結
果
の
功
を
思
ふ
。

て
き

ぜ
ん

少
壯
已
過N

脱
然
益
厭C

聲
華
之
念j

老
大
漸
迫N

惕
然
深
思C

結
果
之
功j

【
訳
】
若
く
て
元
気
い
っ
ぱ
い
の
頃
は
過
ぎ
て
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
、
ま
す
ま
す
名
誉
を
求
め

る
気
持
ち
が
な
く
な
っ
て
き
た
。
し
だ
い
に
老
が
迫
っ
て
き
て
、
し
み
じ
み
と
や
っ
て
来
た
こ

と
は
こ
れ
で
よ
か
っ
た
か
と
反
省
し
て
い
る
。

二
六
七

夫
子
の
一
貫
、
曾
子
の
一
唯
、
這
れ
ぞ
是
れ
い
は
ゆ
る
心
を
以
つ
て
心
を
伝

い
つ
く
わ
ん

い
ち

ゐ

ふ
る
の
様
子
な
り
。

夫
子
之
一
貫N

曾
子
之
一
唯N

這
是
所A

謂
以A

心
傳A

心
之
様
子N
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【
訳
】
孔
子
が
「
自
分
は
常
に
一
つ
の
道
（
忠
恕
＝
思
い
や
り
、
の
こ
と
）
を
貫
い
て
い
る
の

だ
」
と
言
い
、
曾
子
は
「
は
い
。
そ
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
え
た
。
こ
れ
こ
そ
、
心
で

心
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

二
六
八

凡
そ
士
た
る
も
の
は
志
を
立
つ
る
を
貴
と
ぶ
。
志
立
ち
て
人
品
材
略
、
規
模

た
ふ

の
大
小
高
下
、
皆
こ
れ
に
従
ふ
。

凡
爲A

士
者
貴A
立A
志N

志
立
而
人
品
材
略N

規
模
之
大
小
高
下N

皆
從A

之
矣N

【
訳
】
立
派
だ
と
言
え
る
人
は
志
を
立
て
る
こ
と
を
大
事
に
し
て
い
る
。
志
が
立
つ
と
、
人
間

の
品
格
、
才
能
、
人
物
の
器
の
大
小
高
下
な
ど
こ
れ
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
く
る
。

二
六
九

道
義
に
志
す
も
の
は
、
声
名
の
為
に
動
か
ず
。
声
名
に
志
す
も
の
は
、
富
貴

の
為
に
動
か
ず
。
富
貴
に
志
す
も
の
は
、
卑
汚
苟
賤
至
ら
ざ
る
所
な
き
な
り
。

ひ

を

こ

う

せ

ん

志C

於
道
義B

者N

不I

爲C

聲
名B

動m

志C

於
聲
名B

者N
不I
爲C

富
貴B

動m

志C

於
富
貴

B

者N

卑
汚
苟
賤
無A

所A

不A

至
也N

【
訳
】
人
と
し
て
の
道
を
大
事
に
し
て
志
す
者
は
、
名
声
の
た
め
に
行
動
し
な
い
。
名
声
を
志

す
も
の
は
、
富
を
得
る
た
め
に
は
行
動
し
な
い
。
富
を
志
す
も
の
は
、
為
す
こ
と
す
べ
て
が
卑

し
く
汚
い
も
の
と
な
る
。

二
七
〇

吾
人
試
み
に
自
ら
思
ふ
、
「
平
生
志
す
所
、
果
し
て
何
く
に
在
り
や
」
と
。

い
づ

聖
と
為
り
賢
と
為
り
、
君
子
と
為
り
小
人
と
為
ら
ん
と
す
。
惟
其
の
志
す
所
、
志
定
り

た
だ

て
成
ら
ざ
る
も
の
は
、
未
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。

吾
人
試
自
思N

平
生
所A

志N

果
何
在
哉N

爲A

聖
爲A

賢N

爲C

君
子B

爲C

小
人j

惟
其
所

A

志N

志
定
而
不A

成
者N

未C

之
有B

也N

【
訳
】
私
は
自
分
の
こ
と
に
つ
い
て
思
う
こ
と
が
あ
る
。
「
平
生
志
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
果

た
し
て
何
を
め
ざ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
。
聖
人
か
賢
人
か
、
立
派
な
人
か
平
凡
な
人
か
、

な
ど
と
。
志
さ
え
決
ま
れ
ば
、
成
せ
な
い
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
が
。

二
七
一

今
日
の
人
、
敢
へ
て
自
ら
富
貴
に
志
す
と
は
謂
は
ず
。
然
れ
ど
も
其
の
平
日

み
づ
か

運
用
営
為
す
る
所
の
も
の
、
識
者
一
覧
す
れ
ば
、

自

ら
掩
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。

お
の
づ
か

お
ほ
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豈
に
恥
ず
べ
き
の
甚
し
き
に
あ
ら
ず
や
。

今
日
之
人N

不C

敢
自
謂p

志C

於
富
貴j

然
而
其
平
日
之
所C

運
用
營
爲B

者N

識
者
一
覽

N

自
有C

不A

可A

掩
者j

豈
非C

可A

恥
之
甚B

乎

【
訳
】
こ
の
頃
の
人
、
あ
え
て
自
ら
は
富
貴
に
志
す
と
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
、
日
頃
の
行
い

や
営
み
を
、
分
か
る
人
が
見
れ
ば
、
覆
い
隠
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
こ
と
に
恥
ず
か
し
い
こ

と
で
は
な
い
か
。

二
七
二

吾
人
、
平
日
読
書
の
間
、
毎
に
古
人
の
至
性
高
義
、
峻
節
懿
行
を
観
る
。
則

つ
ね

し
ゆ

ん
せ

つ
い

か
う

ち
這
の
裏
に

自

ら
欽
慕
愛
悦
、
沛
然
と
し
て
遏
止
す
べ
か
ら
ざ
る
の
意
あ
り
。
夫
れ

う
ち

お
の
づ
か

き

ん

ぼ

あ
い

え
つ

は
い

ぜ
ん

あ

つ

し

其
の
然
る
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
は
、
良
心
善
性
固
よ
り
内
に
具
は
り
、
内
に
具
は
る
所
と
外

も
と

そ
な

そ
な

に
観
る
所
と
、
感
激
触
発
し
、
融
液
滋
潤
す
れ
ば
な
り
。
其
の
妙
以
つ
て
口
に
喩
ふ
べ

じ
じ
ゆ
ん

た
と

か
ら
ず
。

吾
人
平
日
讀
書
之
間N

毎
觀C

古
人
之
至
性
高
義N
峻
節
懿
行j

則
這
裏
自
有I

欽
慕
愛

悦N

沛
然
不A

可C

遏
止B

之
意m

夫
其
所C

以
然B

者N
良
心
善
性
固
具C

於
内j

内
之
所A

具N

與C

外
之
所p

觀N

感
激
觸
發N

融
液
滋
潤N

其
妙
不A
可D
以
喩C

於
口B

矣N

【
訳
】
私
が
普
段
読
書
を
し
て
い
る
時
は
、
常
に
古
人
の
こ
の
上
な
く
善
良
な
性
質
と
立
派
な

徳
義
や
、
高
い
節
操
と
立
派
な
行
い
を
見
て
い
る
。
こ
の
内
に
は
、
お
の
ず
と
敬
い
慕
い
、
愛

し
悦
び
、
雨
が
盛
ん
に
降
る
よ
う
に
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
思
い
が
あ
る
。
そ
う
い

う
思
い
に
な
る
訳
は
、
良
心
や
善
性
は
も
と
も
と
心
の
内
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
心

の
内
に
備
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
外
に
現
れ
る
と
こ
ろ
が
、
感
じ
触
れ
て
発
し
、
溶
け
て
潤

う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
妙
味
は
言
葉
に
し
て
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

二
七
三

是
の
故
に
孟
子
曰
く
、
「
理
義
の
我
が
心
を
悦
ば
す
は
、
猶
ほ
芻
豢
の
我
が

す
う
く
わ
ん

口
を
悦
ば
す
が
ご
と
し
と
。
然
ら
ば
則
ち
芻
豢
の
味
を
悦
ば
ざ
る
も
の
は
、
口
の
正
し

す
う
く
わ
ん

き
を
失
へ
る
な
り
。
理
義
の
旨
を
悦
ば
ざ
る
も
の
は
、
心
の
正
し
き
を
失
へ
る
な
り
。

是
故
孟
子
曰N

理
義
之
悦C

我
心j

猶D

芻
豢
之
悦C

我
口j

然
則
不A

悦C

芻
豢
之
味B

者N

失C

口
之
正B

也N

不A

悦C

理
義
之
旨B

者N

失C

心
之
正B

也N

【
訳
】
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
孟
子
は
言
わ
れ
る
、
「
理
義
（
道
理
と
正
義
）
が
わ
が
心
を
悦

ば
す
は
、
猶
を
芻
豢
（
す
う
か
ん
（
牛
羊
や
犬
豚
）
）
の
我
が
口
を
悦
ば
す
が
ご
と
し
」
と
。

し
た
が
っ
て
肉
類
を
食
べ
る
美
味
し
さ
忘
れ
た
も
の
は
、
口
が
正
常
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
理

義
の
意
味
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
な
い
も
の
は
、
心
が
正
常
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
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二
七
四

口
其
の
正
し
き
を
失
ふ
も
、
其
の
害
は
尚
ほ
小
。
心
其
の
正
し
き
を
失
へ
ば
、

其
の
害
大
な
り
。
此
れ
を
以
つ
て
身
を
処
せ
ば
、
則
ち
喜
怒
常
な
く
、
此
れ
を
以
つ
て

家
に
当
れ
ば
、
則
ち
好
悪
僻
戻
し
、
こ
れ
を
以
つ
て
国
に
臨
め
ば
、
則
ち
刑
賞
潜
濫
し
、

へ
き
れ
い

せ
ん
ら
ん

往
く
と
し
て
悖
り
且
つ
乱
れ
ざ
る
な
き
な
り
。

も
と

口
失C

其
正j
其
害
尚
小N

心
失C

其
正j

其
害
大
矣N

以A

此
處A

身N

則
喜
怒
無A

常N

以

A

此
當A

家N
則
好
惡
僻
戻N

以A

此
臨A

國N

則
刑
賞
僭
濫N

無A

不C

往
而
悖
且
亂B

也

【
訳
】
口
の
感
覚
が
正
常
で
な
く
な
っ
て
も
、
そ
の
害
は
小
さ
な
も
の
で
あ
る
。
心
が
正
常
で

な
く
な
れ
ば
、
そ
の
害
は
大
き
な
こ
と
に
な
る
。
心
の
正
常
を
失
っ
て
行
動
す
れ
ば
、
心
は
揺

ら
ぐ
。
こ
ん
な
状
態
で
家
の
こ
と
を
や
れ
ば
た
ち
ま
ち
善
し
悪
し
が
か
た
よ
り
、
こ
ん
な
状
態

で
国
事
に
当
た
れ
ば
た
ち
ま
ち
刑
罰
と
報
賞
を
誤
り
、
先
行
き
は
行
い
が
道
に
外
れ
る
こ
と
に

な
る
。

(20180407
)

二
七
五

故
に
心
を
存
す
る
は
正
し
き
を
貴
と
び
、
培
養
は
深
き
を
貴
ぶ
。
功
夫
は
熟

た
ふ

す
る
を
貴
ぶ
。
古
人
の
孜
孜
汲
汲
と
し
て
勤
め
て
倦
ま
ざ
る
ゆ
ゑ
ん
な
り
。

故
存A

心
貴A

正N

培
養
貴A

深N

功
夫
貴A

熟N

古
人
之
所C

以
孜
孜
汲
々
勤
而
不p

倦
也

N

【
訳
】
し
た
が
っ
て
心
は
常
に
正
し
く
あ
る
こ
と
を
重
ん
じ
、
心
の
養
い
は
よ
り
深
く
を
重
ん

じ
、
実
践
努
力
は
精
一
杯
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
。
昔
の
聖
人
は
、
こ
れ
を
怠
る
こ
と
な
く
一

心
に
つ
と
め
励
み
、
勤
め
て
怠
け
な
か
っ
た
わ
け
が
こ
こ
に
あ
る
。

二
七
六

凡
そ
人
主
た
る
も
の
は
、
一
挙
動
一
政
令
も
、
慎
し
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
況

ん
や
天
下
の
人
心
向
背
離
合
の
際
に
於
て
を
や
。

凡
爲C

人
主B

者N

一
擧
動
一
政
令N

不A

可A

不A

愼N

況
於C

天
下
人
心
向
背
離
合
之
際

B

者
乎N

【
訳
】
だ
か
ら
君
主
た
る
も
の
は
、
立
ち
振
る
舞
い
や
政
令
に
対
し
て
過
ち
や
軽
は
ず
み
な
こ

と
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
、
世
の
多
く
の
人
々
の
考
え
や
気
持
ち
が
、

従
う
か
背
く
か
と
い
う
よ
う
な
時
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
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二
七
七

昔
、
魏
鄭
公
、
創
業
と
守
成
と
を
論
じ
、
以
つ
て
守
成
は
創
業
よ
り
も
難
し

ぎ

て

い

と
為
す
は
、
蓋
し
為
に
す
る
あ
り
て
言
ふ
。
其
の
実
は
則
ち
創
業
の
難
き
こ
と
、
固
よ

け
だ

た
め

も
と

り
守
成
の
比
す
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

昔
者
魏
鄭
公N

論D

創
業
與C

守
成j

以
爲D

守
成
難C

於
創
業B

者N

蓋
有A

爲
而
言N

其

實
則
創
業
之
難N

固
非C

守
成
之
可p

比
也N

【
訳
】
魏
の
鄭
公
は
建
国
の
基
礎
を
つ
く
る
こ
と
と
そ
の
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
に
つ
い
て
論

じ
、
国
を
維
持
す
る
こ
と
は
国
を
つ
く
る
よ
り
難
し
い
と
す
る
は
、
ま
さ
し
く
意
図
す
る
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
言
っ
て
い
る
の
だ
。
実
際
は
国
を
つ
く
る
こ
と
の
難
し
さ
は
、
国
を
維
持
す
る
こ

と
と
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
。

二
七
八

後
世
の
人
主
は
、
創
業
の
難
き
を
知
ら
ず
、
祖
宗
の
心
を
体
せ
ず
。
宴
安

偸
惰
、
是
非
を
恤
へ
ず
、
邪
正
を

弁

へ
ず
、
挙
措
顛
倒
し
、
刑
賞
舛
錯
し
、
紀
綱
法
度

と

う

だ

う
れ

わ
き
ま

き

よ

そ

て
ん
と
う

せ
ん
さ
く

は
一
切
廃
弛
し
、
以
つ
て
覆
滅
の
禍
を
致
す
も
の
滔
滔
と
し
て
皆
是
れ
な
り
。
欺
く
に

は

い

し

た
う
た
う

勝
ふ
べ
け
ん
や
。

た

後
世
人
主N

不A

知C

創
業
之
難j

不A

體C

祖
宗
之
心jN
宴
安
偸
惰N

不A

恤C

是
非j

不A

瓣C

邪
正j

擧
措
顚
倒N

刑
賞
舛
錯N

紀
綱
法
度
一
切
廢
弛N
以
致C

覆
滅
之
禍B

者N

滔

々
皆
是N

可A

勝A

歎
哉N

【
訳
】
後
世
の
君
主
は
、
建
国
の
基
礎
を
創
る
難
し
さ
を
知
ら
な
い
た
め
、
建
国
の
祖
の
考
え

や
気
持
ち
を
心
に
と
ど
め
て
行
動
し
な
い
。
酒
に
お
ぼ
れ
遊
び
怠
け
て
、
正
し
い
か
ど
う
か
を

気
に
か
け
ず
、
不
正
と
正
と
の
区
分
を
し
な
い
。
人
材
の
登
用
が
き
ち
ん
と
行
わ
れ
ず
、
刑
罰

・
褒
章
を
誤
り
、
制
度
や
規
則
等
の
決
ま
り
事
が
一
切
す
た
れ
緩
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
が
滅

亡
す
る
と
い
う
不
幸
な
結
果
に
至
り
、
滅
亡
に
む
か
っ
て
い
く
様
子
は
、
皆
こ
う
い
っ
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
非
常
に
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

二
七
九

人
の
生
ま
る
る
や
直
し
。
今
こ
れ
を
身
に
反
り
み
る
に
、
是
を
見
れ
ば
則
ち

た
だ

か
へ

ぜ

以
つ
て
是
と
為
し
、
非
を
見
れ
ば
則
ち
以
つ
て
非
と
為
し
、
敢
へ
て
毫
髪
も
自
ら
欺
く

が
う

は
つ

み
づ
か

こ
と
容
さ
ず
。
古
人
の
言
、
我
を
誣
ひ
ざ
る
な
り
。

ゆ
る

し

人
之
生
也
直N

今
反C

之
於
身j

見A

是
則
以
爲A

是N

見A

非
則
以
爲A

非N

不D

敢
容C

毫

髪
自
欺j

古
人
之
言
不C

我
誣B

也N

【
訳
】
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
正
し
く
真
っ
直
ぐ
で
あ
る
。
今
こ
の
こ
と
を
わ
が
身
に

あ
て
は
め
て
考
え
て
み
る
。
正
し
い
こ
と
を
見
れ
ば
、
正
し
い
と
し
、
偽
り
は
偽
り
と
し
、
あ



- 64 -

や
ま
ち
は
あ
や
ま
ち
と
し
、
些
細
な
こ
と
で
も
自
分
を
ご
ま
か
す
こ
と
を
許
さ
な
い
。
古
人(

孟

子)

の
言
葉
は
、
私
を
誤
ら
せ
な
い
。

二
八
〇

是
よ
り
根
を
立
て
、
養
ひ
て
害
は
ず
、
其
の
極
に
至
れ
ば
、
則
ち
至
大
至

こ
こ

そ
こ
な

剛
、
宇
宙
に
充

塞
す
。
夫
の
世
を
経
め
民
を
済
ひ
、
綱
常
を
維
持
し
、
激
烈
、
悲
壮
、

じ
ゆ
う
そ
く

か

を
さ

す
く

驚
天
動
地
の
事
業
の
ご
と
き
は
、
皆
是
れ
此
の
氣
こ
れ
を
為
す
な
り
。

自A

是
立A

根N
養
而
不A

害N

至C

其
極B

也N

則
至
大
至
剛N

充C

塞
宇
宙j

若I

夫
經A

世

濟A

民N

維C

持
綱
常j
激
烈
悲
壯N

驚
天
動
地
的
事
業m

皆
是
此
氣
爲A

之
也N

【
訳
】
こ
こ
に
生
き
方
の
根
本
を
置
き
そ
れ
を
育
み
、
正
し
く
成
長
さ
せ
て
そ
の
極
限
に
至
れ

ば
、
不
屈
の
道
徳
的
勇
気
ー
「
浩
然
の
気
」
は
、
こ
の
上
大
き
く
強
い
も
の
に
な
っ
て
あ
ら
ゆ

る
と
こ
ろ
に
充
満
す
る
。
世
の
中
を
治
め
人
々
を
救
済
し
、
三
綱
五
常
の
徳
を
維
持
し
、
ま
た

世
間
を
驚
か
せ
る
強
烈
な
力
の
限
り
の
業
績
と
い
っ
た
も
の
は
、
み
な
こ
の
「
浩
然
の
気
」
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
る
も
の
な
の
だ
。

二
八
一

こ
れ
を
養
ふ
の
道
は
如
何
。
曰
く
自
ら
反
り
み
て
縮
し
。
曰
く
義
を
集
む
。

い

か

ん

か
へ

な
ほ

曰
く
行
ひ
心
に

慊

し
。
蓋
し
行
ひ
、
心
に

慊

け
れ
ば
、
則
ち
事
、
義
に
合
す
。
事
、

お
こ
な

こ
こ
ろ
よ

け
だ

お
こ
な

こ
こ
ろ
よ

こ
と

こ
と

義
に
合
す
れ
ば
、
則
ち
縮
き
を
期
せ
ず
し
て
縮
し
。
而
し
て
い
は
ゆ
る
浩
然
の
体
段
は
、

な
ほ

な
ほ

這
の
裏
に

自

ら
禦
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。

こ

う
ち

お
の
づ
か

ふ
せ

養A

之
之
道
如
何N

曰
自
反
而
縮N

曰
集A

義N

曰
行
慊C

乎
心j

蓋
行
慊C

乎
心j
則
事
合

C

於
義j

事
合C

於
義j

則
不A

期A

縮
而
縮N

而
所A

謂
浩
然
之
體
段
者N

這
裏
自
有C
不A

可A

禦
者B

矣N

【
訳
】
こ
れ
を
育
て
る
の
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
自
ら
反
省
し
て
真
っ
直
ぐ
に
正

す
。
ま
た
、
た
く
さ
ん
の
義
積
み
重
ね
る
。
ま
た
、
行
い
は
心
に
快
い
こ
と
を
す
る
。
行
い
が

心
に
快
け
れ
ば
、
す
る
こ
と
は
義
に
か
な
っ
て
い
る
。
義
に
か
な
え
ば
、
正
し
い
こ
と
を
願
わ

な
く
て
も
、
正
し
い
こ
と
が
で
き
る
。
孟
子
の
「
浩
然
の
気
」
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
に
な

っ
て
お
り
、
自
分
で
止
め
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

二
八
二

人
は
学
ば
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
「
小
学
」
は
則
ち
小
益
、
「
大
学
」
は

則
ち
大
益
な
り
。

人
不A

可A

不A

學
也N

小
學
則
小
益N

大
學
則
大
益

N
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【
訳
】
人
は
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
小
学
」
は
、
個
人
的
な
日
常
の
具
体
的
な
こ
と
の

教
え
で
あ
り
、
「
大
学
」
は
、
自
分
の
修
養
や
世
の
中
の
あ
り
方
ま
で
述
べ
た
も
の
だ
。

二
八
三

心
内
に
明
か
に
、
身
外
に
修
ま
り
、
父
母
其
の
孝
を
悦
び
、
妻
子
其
の
慈
を

こ

こ

ろ

み

懐
し
み
、
隣
里
郷
党
従
ひ
て
其
の
徳
に
服
せ
ざ
る
は
な
し
。
而
し
て
家
道
は
自
然
隆
盛

な
つ
か

な
り
。
此
れ
ぞ
是
れ
学
問
上
の
実
益
。

心
明C

於
内j
身
修C

於
外j

父
母
悦C

其
孝j

妻
子
懐C

其
慈j

鄰
里
郷
黨
莫A

不D

從
而

服C

其
徳B

矣N

而
家
道
自
然
隆
盛N

此
是
學
問
上
之
實
益N

【
訳
】
心
の
内
が
明
確
に
な
り
、
身
も
心
も
修
ま
れ
ば
、
父
母
は
そ
の
孝
を
喜
び
、
妻
や
子
は

自
分
た
ち
を
愛
し
慈
し
ん
で
く
れ
て
い
る
こ
と
を
嬉
し
い
と
感
謝
し
、
郷
里
の
人
た
ち
は
、
誰

も
か
れ
も
そ
の
徳
の
あ
る
こ
と
に
感
服
し
な
い
も
の
は
な
い
。
こ
う
し
て
家
は
自
然
に
栄
え
て

い
く
。
こ
れ
こ
そ
が
学
問
を
し
て
い
く
実
益
だ
。

二
八
四

若
し
其
れ
是
に
反
す
れ
ば
、
則
ち
父
母
こ
れ
を
怒
り
、
妻
子
こ
れ
を
怨
み
、

も

隣
里
郷
党
従
ひ
て
こ
れ
を
非
ら
ざ
る
は
な
し
。
而
し
て
家
道
も
亦
自
然
に
衰
替
す
。
其

そ
し

の
害
復
た
見
難
き
も
の
な
し
。

ま

若
其
反A

是N

則
父
母
怒A

之N

妻
子
怨A

之N

鄰
里
郷
黨
莫A

不C

從
而
非p
之
也N

而
家

道
亦
自
然
衰
替N

其
害
無C

復
難A

見
者B

矣N

【
訳
】
も
し
こ
れ
ら
の
反
対
の
こ
と
を
す
れ
ば
、
父
母
は
こ
れ
を
怒
り
、
妻
と
子
も
こ
れ
を
怨

み
、
郷
里
の
人
た
ち
も
非
難
し
な
い
も
の
は
な
い
ほ
ど
だ
。
そ
う
し
て
、
家
の
行
く
末
も
自
然

に
衰
退
す
る
。
そ
の
害
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

(20180512
)285

二
八
五

是
の
故
に
我
れ
毎
に
吾
子
輩
に
向
か
ひ
て
、
横
説
豎

説
す
る
こ
と
、
反
復
丁

つ
ね

ご

し

は

い

お
う
せ
つ
じ
ゆ
う
せ
つ

寧
、
言
語
其
の
煩
を
覚
え
ず
、
時
光
其
の
久
し
き
を
厭
は
ず
、
直
父
母
の
、
子
を
視
る

い
と

た
だ

み

が
ご
と
き
と
一
般
な
り
。
吾
子
輩
幸
は
く
は
善
く
此
の
意
を
体
せ
よ
。

ね
が

是
故
我
毎
向C

吾
子
輩j

横
説
豎
説N

反
覆
丁
寧N

言
語
不A

覺C

其
煩j

時
光
不A

厭C

其
久j

直
如C

父
母
之
視p

子
一
般N

吾
子
輩
幸
善
體C

此
意j

【
訳
】
だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
常
々
あ
な
た
た
ち
に
向
か
っ
煩
わ
し
さ
も
い
と
わ
ず
強
調
し
て
繰
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り
返
し
て
丁
寧
に
、
時
間
が
た
つ
の
も
か
ま
わ
ず
教
え
て
い
る
の
は
、
父
母
が
い
や
な
顔
を
せ

ず
子
を
見
る
よ
う
の
と
同
じ
だ
。
あ
な
た
た
ち
は
、
ど
う
か
こ
の
私
の
気
持
ち
を
分
か
っ
て
欲

し
い
。

二
八
六

欲
多
け
れ
ば
則
ち
身
の
重
き
を
覚
え
、
念
多
け
れ
ば
則
ち
身
の
労
す
る
を
覚

ゆ
。
是
の
故
に
種
種
の
嗜
欲
は
頭
頭
抛
捨
し
、
種
種
の
妄
念
は
一
切
断
棄
す
れ
ば
、
則

し

よ

く

ほ
う
し
や

も
う
ね
ん

ち
此
の
身
は

飄

然
と
し
て
猶
ほ
脚
を
泥
淖
よ
り
抜
き
て
高
く
雲

霄
の
表
に
翔
く
る
が

ひ
よ
う
ぜ
ん

で
い
ど
う

う
ん
し
よ
う

か

ご
と
し
。

欲
多
則
覺C

身
重j

念
多
則
覺C
身
勞j

是
故
種
々
嗜
欲
頭
頭
抛
捨N

種
々
妄
念
一
切
斷
棄N

則
此
身
飃
然
猶I

拔C

脚
泥
淖B
而
高
翔H

乎
雲
霄
之
表m

【
訳
】
欲
が
多
い
と
体
は
重
い
よ
う
な
感
じ
が
す
る
し
、
思
う
こ
と
が
多
け
れ
ば
体
が
疲
れ
る

気
が
す
る
。
だ
か
ら
、
耳
・
目
・
口･

鼻
な
ど
の
欲
は
、
一
切
な
げ
捨
て
、
い
ろ
い
ろ
な
迷
い
の

心
を
、
一
切
立
ち
き
れ
ば
、
こ
の
体
は
欲
事
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
足
を
泥
沼
か
ら
抜
い
て
、
大
空

高
く
駆
け
め
ぐ
る
よ
う
な
軽
い
状
態
に
な
る
も
の
だ
。

二
八
七

こ
れ
を
天
上
の
月
に
譬
ふ
れ
ば
、
雲
蔽
へ
ば
則
ち
光
を
失
ひ
、
雲
散
ず
れ
ば

則
ち
明
復
す
。
是
の
故
に
学
問
の
道
は
寡
欲
よ
り
要
な
る
は
な
し
。

か

よ

く

譬C

之
天
上
之
月j

雲
蔽
則
失A

光N

雲
散
則
明
復N

是
故
學
問
之
道
莫A

要C
於
寡
欲j

【
訳
】
こ
れ
を
天
上
の
月
に
例
え
れ
ば
、
雲
が
覆
う
と
光
を
失
い
、
雲
が
散
れ
ば
ま
た
明
る
さ

が
戻
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
、
学
問
の
道
に
お
い
て
、
欲
が
少
な
い
こ
と
ほ
ど
大
事
な
こ
と
は
な

い
。

二
八
八

夫
れ
士
の
志
立
ち
識
明
ら
か
に
し
て
、
以
つ
て
其
の
身
を
持
し
、
以
つ
て
其

の
業
を
成
し
て
、
千
古
に
朽
ち
ざ
る
も
の
、
蓋
し
其
の
法
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な

り
。

夫
士
之
志
立
識
明N

以
持C

其
身j

以
成C

其
業j

而
不A

朽C

乎
千
古B

者N

蓋
不A

可A

不A

知C

其
法B

也N

【
訳
】
学
徳
の
あ
る
人
の
志
が
立
ち
、
考
え
が
は
っ
き
り
と
し
て
、
自
分
の
身
を
も
っ
て
そ
の

務
め
を
成
し
遂
げ
て
て
そ
れ
が
永
遠
に
朽
ち
な
い
の
は
、
そ
の
方
法
を
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら

だ
。
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二
八
九

古

、
伯
夷
は
殷
の
賢
人
な
り
。
然
り
而
し
て
挙
世
其
の
人
を
以
つ
て
狂
と

い
に
し
え

為
す
も
、
以
つ
て
禍
を

被

ら
ざ
る
は
幸
ひ
な
り
。

こ
う
む

古
者
伯
夷
殷
之
賢
人
也N

然
而
擧
世
以C

其
人B

爲A

狂N

不C

以
被p

禍
者
幸
矣N

【
訳
】
古
く
、
伯
夷
は
殷
の
賢
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
世
の
人
は
伯
夷
を
狂
人
と
み
な
し
て

い
た
が
、
そ
の
こ
と
で
、
禍
を
受
け
な
か
っ
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

二
九
〇

太
公
あ
り
て
後
其
の
義
を
知
る
。
孔
子
あ
り
て
後
、
其
の
仁
を
得
て
怨
み
な

き
を
知
る
。
孟
子
あ
り
て
後
、
以
つ
て
聖
の
清
と
為
し
、
又
以
つ
て
百
世
の
師
と
為
す
。

韓
文
公
あ
り
て
後
、
以
つ
て
泰
華
も
高
し
と
為
す
に
足
ら
ず
、
日
月
も
明
と
為
す
に
足

ら
ず
、
天
地
も
容
と
為
す
に
足
ら
ず
と
為
す
な
り
。

有C

太
公B

而
後
知C

其
義j

有C

孔
子B

而
後
知C

其
得A
仁
無p

怨N

有C

孟
子B

而
後
以
爲C

聖
之
清j

又
以
爲C

百
世
之
師j

有C

韓
文
公B

而
後
以
爲C
泰
華
不A

足A

爲A

高N

日
月
不A

足A

爲A

明N

天
地
不p

足A

爲A

容
也N

【
訳
】
太
公
望
に
よ
っ
て
伯
夷
は
後
の
世
の
人
々
に
義
人
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

孔
子
が
後
に
論
語
に
よ
っ
て
、
伯
夷
に
は
仁
が
あ
っ
て
恨
み
が
な
か
っ
た
こ
と
を
わ
か
ら
せ
た
。

孟
子
が
出
て
か
ら
、
伯
夷
は
清
廉
潔
白
な
代
表
と
し
て
永
遠
の
師
と
な
っ
た
。
韓
文
公
が
出
て

か
ら
は
、
高
い
山
の
代
表
の
泰
・
華
も
伯
夷
の
前
で
は
高
く
な
く
、
日
や
月
も
伯
夷
の
前
で
は

明
る
く
な
く
、
高
大
な
天
地
も
伯
夷
の
前
で
は
高
大
さ
な
ど
な
い
ぐ
ら
い
だ
と
し
た
。

二
九
一

均
し
く
是
れ
一
人
の
身
に
し
て
、
当
時
狂
に
し
て
後
世
賢
な
る
に
あ
ら
ざ
る

な
り
。
知
る
と
知
ら
ざ
る
と
の
み
。

均
是
一
人
之
身N

非I

狂C

於
當
時j

而
賢H

於
後
世G

也N

知
與A

不A

知
耳N

【
訳
】
こ
れ
ら
は
一
人
の
人
の
こ
と
で
、
そ
の
当
時
は
狂
人
で
、
後
に
な
っ
て
賢
人
に
な
っ
た
、

と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
人
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
か
だ
け
な
の
だ
。

二
九
二

こ
れ
を
知
る
も
の
、
或
ひ
は
こ
れ
を
九
天
の
上
に
推
す
も
、
知
ら
ざ
る
も
の
、

或
ひ
は
こ
れ
を
九
地
の
下
に
墜
す
。
是
の
故
に
古
よ
り
志
あ
る
の
士
は
、
知
己
を
重
ん

お
と

ち

き

じ
、
甚
し
き
は
則
ち
こ
れ
が
為
に
死
を
致
し
て
悔
い
ざ
る
に
至
る
。

良

に
以
あ
る
か
な
。

ま
こ
と

ゆ
え
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知A

是
者N

或
推C

之
於
九
天
之
上j

而
不A

知
者N

或
墜C

之
於
九
地
之
下j

是
故
從A

古
有

A

志
之
士N

重C

於
知
己j

甚
則
至C

爲A

之
致A

死
而
不p

悔N

良
有A

以
也
夫N

【
訳
】
こ
れ
を
知
る
も
の
は
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
天
の
最
も
高
い
と
こ
ろ
あ
る
と
認
め
る
が
、

そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
は
、
そ
れ
を
極
め
て
低
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
と
見
下
そ
う
と
す

る
。
だ
か
ら
、
昔
か
ら
志
し
有
る
人
は
、
自
分
の
こ
と
を
知
る
人
を
大
切
に
し
て
き
た
。
は
な

は
だ
し
い
場
合
に
は
、
そ
の
た
め
に
死
ん
で
も
悔
い
な
し
と
い
う
ま
で
に
な
る
。
ま
こ
と
に
、

も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。

二
九
三

人

苟

も
胡
乱
に
一
世
を
過
ぎ
了
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
則
ち
復
た
此
の
学
を
事

い
や
し
く

う

ろ
ん

お
わ

と
す
る
な
し
。
然
ら
ず
し
て
上
、
皇
天
を
戴
き
、
下
、
后
土
を
履
み
、
巍
然
と
し
て
自

こ

う

ど

ふ

ぎ

ぜ

ん

命
し
て
人
な
り
と
曰
は
ん
と
欲
せ
ば
、
則
ち
此
の
一
段
の
用
功
を
缺
く
べ
か
ら
ず
。

人
苟
欲D

胡
亂
過C

了
一
世j

則
無D

復
事C

此
學j
不A

然
而
欲I

上
戴C

皇
天j

下
履C

后
土

j

巍
然
自
命
曰J

人N

則
不A

可A

缺C

此
一
段
用
功j

【
訳
】
人
は
少
な
く
と
も
、
い
い
か
げ
ん
に
一
生
を
過
ぎ
よ
う
す
る
と
、
こ
の
学
問
を
自
分
の

事
と
し
て
専
念
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
う
で
な
く
て
、
上
に
大
い
な
る
天
を
戴
き
、
下
に
は
土

地
の
神
に
身
を
お
き
、
ぬ
き
ん
で
て
偉
大
に
し
て
自
分
か
ら
人
な
り
と
言
わ
し
め
た
い
と
望
む

な
ら
、
こ
の
学
問
に
一
段
と
努
力
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
九
四

功
を
用
う
れ
ば
則
ち
人
と
為
り
霊
と
為
り
、
功
を
用
い
ざ
れ
ば
則
ち
禽
と

と
り

為
り
獣
と
為
る
。
乃
ち
這
の
裏
よ
り
自
ら
趣
舎
を
択
び
、
以
っ
て
其
の
志
を
立
て
ざ
れ

こ

う
ち

し
ゆ
し
や

ば
、
則
ち
真
に
是
れ
一
庸
懦
の
小
人
の
み
。
（
二
九
四
）

よ

う

だ

用A

功
則
爲A

人
爲A

靈N

不A

用A

功
則
爲A

禽
爲A

獸N

乃
不I

從C

這
裏B

自
擇C

趣
舎j

以

立H

其
志m

則
眞
是
一
庸
懦
之
小
人
耳N

【
訳
】

学
問
に
努
め
れ
ば
、
人
は
人
と
な
り
、
精
神
の
根
源
と
な
る
も
の
も
得
ら
れ
さ
ら
に
り

っ
ぱ
な
人
に
も
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
問
を
お
ろ
そ
か
に
す
れ
ば
、
鳥
や
獣
と
同
じ
よ
う
な

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
の
よ
う
に
な
る
か
、
自
分
で
選
択
し
て
、
そ
の
志
を
立
て
な
い
と
、

た
だ
の
平
凡
で
軟
弱
な
な
つ
ま
ら
な
い
人
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
け
だ
。

(20180602
)295

二
九
五

人
の
功
を
用
ふ
る
や
、
果
敢
な
る
を
要
し
、

強

忍
な
る
を
要
す
。
果
敢
に
あ
ら
ざ
れ
ば

く
わ
か
ん

き
や
う
に
ん

く
わ
か
ん

則
ち
以
つ
て
其
の
決
を
助
く
る
な
く
、

強

忍
に
あ
ら
ざ
れ
ば
則
ち
以
つ
て
其
の
勤
に
勝
ふ
る
な
し
。

き
や
う
に
ん

た



- 69 -

既
に
已
に
果
敢
に
し
て
又

強

忍
な
ら
ば
、
庶

幾
か
、
其
の
遠
業
の
成
就
を
望
む
べ
き
に
。

く
わ
か
ん

き
や
う
に
ん

ち
か
か
ら
ん

人
之
用A

功
也N

要C

果
敢j

要C

強
忍j

非C

果
敢B

則
無D

以
助C

其
決j

非C

強
忍B

則
無D

以

勝C

其
勤j

卽
已
果
敢
而
又
強
忍N

庶
幾
其
可A

望C

遠
業
成
就B

乎N

【
訳
】
人
が
学
問
に
努
め
る
に
は
決
断
力
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
忍
耐
強
さ
が
必
要
で
あ
る
。

決
断
力
が
な
い
と
決
意
が
に
ぶ
り
、
忍
耐
力
が
な
い
と
一
所
懸
命
励
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
決

断
力
が
あ
り
忍
耐
力
が
あ
れ
ば
、
偉
業
を
達
成
す
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
。

二
九
六

今
の
学
を
為
さ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
、

曾

ち
此
等
の
用
功
あ
り
や
否
や
、
宜
な
る
か
な

す
な
は

い
な

む
べ

悠
々
慆
慢
、
淪
胥
沈
溺
し
、
草
木
と
同
じ
く
朽
ち
て
、
後
に
伝
は
る
な
き
こ
と
。

た
う
ま
ん

り
ん
し
よ

今
之
欲A

爲A

學
者N

曾
有C

此
等
之
用
功B
乎
否N

宜
哉
悠
々
慆
慢N

淪
胥
沈
溺N

草
木
同
朽N

而

無A

傳C

於
後B

也N

【
訳
】
今
、
学
問
を
身
に
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
決
断
力
や
忍
耐
強
さ
が
あ
る
だ

ろ
う
か
。
悠
々
と
し
て
の
ん
び
り
だ
ら
し
な
く
、
怠
け
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
後
世
に
名
を
残

す
よ
う
な
こ
と
が
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
だ
。

二
九
七

人
、
其
の
父
に
事
へ
て
不
孝
な
ら
ば
、
則
ち
家
に
容
れ
ら
れ
ず
、
其
の
君
に
事
へ
て
不
忠

つ
か

い

つ
か

な
れ
ば
、
則
ち
朝
に
容
れ
ら
れ
ず
、
衆
人
と
交
は
り
て
信
ぜ
ら
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
世
に
容
れ
ら
れ
ず
。

い

い

書
に
曰
く
、
「
自
ら
作
せ
る

孼

ひ
は
逭
る
べ
か
ら
ず
」
と
。
豈
に
信
ぜ
ざ
ら
ん
や
。

な

わ
ざ
は

の
が

人
事C

其
父B

不
孝N

則
不A

容C

於
家j

事C

其
君B

不
忠N

則
不A

容C

於
朝j

與C

衆
人B
交
不A

信N

則
不A

容C

於
世jN

書
曰N

自
作
孼
不A

可A

逭N

豈
不A

信
乎N

【
訳
】
人
は
父
に
子
と
し
て
孝
行
し
な
け
れ
ば
家
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
仕
え
る
君
主
に
忠

義
で
な
け
れ
ば
朝
廷
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
周
り
の
人
と
の
付
き
合
い
の
中
で
信
頼
が
な
け

れ
ば
世
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
書
経
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
自
分
自
身
が
作
る

禍
は
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
の
は
、
信
じ
ず
に
は
お
れ
な
い
で
は
な
い
か
。

二
九
八

天
下
国
家
の
治
乱
安
危
は
、
人
心
の
向
背
に
在
り
。
而
し
て
人
心
の
向
背
は
、
政
令
の
其

か
う
は
い

か
う
は
い

の
宜
し
き
を
得
る
と
否
と
に
在
る
の
み
。

天
下
國
家
之
治
亂
安
危N

在C

人
心
之
向
背j

而
人
心
之
向
背N

在I

政
令
之
得C

其
宜B

與J

否
而
已N

【
訳
】
天
下
国
家
が
治
ま
る
か
乱
れ
る
か
は
、
人
の
心
が
上
に
立
つ
人
に
従
っ
て
い
く
か
背
い
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て
い
く
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
の
心
の
従
う
か
背
く
か
は
、
政
治
の
決
ま
り
が
妥

当
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

二
九
九

古
人
の
い
は
ゆ
る
「
欲
す
る
所
は
こ
れ
を
与
へ
こ
れ
を
聚
む
、
悪
む
所
は
施
す
こ
と
勿
か

あ
つ

に
く

な

れ
」
と
は
、
政
を
為
す
の
道
、
か
く
の
ご
と
き
に
過
ぎ
ず
。

古
人
所A
謂
所A

欲
與A

之
聚A

之N

所A

惡
勿A

施
者N

爲A

政
之
道N

不A

過A

如A

此N

【
訳
】
古
人(

孟
子)

が
言
っ
て
い
る
「
人
が
要
望
す
る
事
を
与
え
、
嫌
が
る
も
の
は
施
さ
な
い

よ
う
に
」
と
は
、
政
治
を
行
う
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

三
〇
〇

丙

寅
冬
十
一
月
十
二
日
、
雪
降
り
天
寒
き
と
き
、
一
婦
人
あ
り
、
児
を
負
ひ
て
食
を
乞

ひ
の
え
と
ら

ふ
。
蓋
し
其
の
夫
、
明
を
失
ひ
以
つ
て
生
を
為
す
な
く
、
因
つ
て
相
ひ
倶
に
乞
丐
し
以
つ
て
日
を
度

け
だ

と
も

き
つ
か
い

わ
た

る
も
の
な
り
。
家
人
起
き
て
食
を
与
ふ
れ
ば
、
則
ち
背
児
、
色
喜
び
、
夫
婦
従
い
て
拝
謝
す
。
予
こ

れ
を
聞
き
て
覚
え
ず
惻
然
と
し
て
心
を
傷
む
。

そ
く
ぜ
ん

い
た

丙
寅
冬
十
一
月
十
二
日N

雪
降
天
寒N

有C

一
婦
人j

負A
兒
而
乞A

食N

蓋
其
夫
失A

明
無C

以

爲p

生N

因
相
倶
乞
丐
以
度A

日
者
也N

家
人
起
而
與A

食N
則
背
兒
色
喜N

夫
婦
從
而
拜
謝N

予
聞A

之
不A

覺
惻
然
而
傷A

心N

【
訳
】
慶
応
二
年
、
冬
十
一
月
十
二
日
、
雪
が
降
る
寒
い
日
、
一
人
の
婦
人
が
子
供
を
背
負
っ

て
食
を
乞
い
に
来
た
。
恐
ら
く
夫
は
失
明
し
て
お
り
生
計
を
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
た
め
に
二
人
し
て
物
乞
い
を
し
て
日
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
妻
が
起
き
て
食

を
与
え
る
と
、
背
中
に
負
わ
れ
た
子
ど
も
は
大
変
喜
び
、
夫
婦
も
共
に
感
謝
し
お
礼
を
述
べ
た
。

私
は
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
思
わ
ず
悲
し
み
で
心
を
痛
め
た
。

三
〇
一

吾
儕
、
家
に
あ
り
て
炉
を
擁
し

茵

に
坐
し
、
以
つ
て
寒
気
を
防
ぐ
。
而
れ
ど
も
彼
は
則

わ
が
せ
い

し
と
ね

ち
雪
天
に
行
歩
し
、
前
に
仰
ぐ
べ
き
の
食
な
く
、
後
に
帰
る
べ
き
の
家
な
し
。
泥
塗
に
蹩
躠
し
、
手

で
い

と

へ
い
さ
つ

足
凍
冷
、
斃
れ
て
死
す
を
以
つ
て
幸
と
為
す
、
嗟
乎
一
に
何
ぞ
其
の
窮
ま
り
て
此
に
至
る
や
。

た
お

あ

あ

こ
こ

吾
儕
在A

家
擁A

爐
坐A

茵N

以
防C

寒
氣j

而
彼
則
雪
天
行
歩N

前
無C

可A

仰
之
食j

後
無C

可

A

歸
之
家j

泥
塗
蹩
躠N

手
足
凍
冷N

以C

斃
而
死B

爲A

幸N

嗟
乎
一
何
其
窮
之
至A

此N

【
訳
】
私
た
ち
は
、
家
に
い
て
囲
炉
裏
が
あ
り
、
敷
物
に
す
わ
っ
て
、
寒
さ
を
防
い
で
い
る
。
し
か

し
、
あ
の
人
た
ち
は
、
雪
の
中
を
歩
い
て
道
を
行
き
、
そ
の
先
に
食
べ
物
は
な
く
、
戻
っ
て
も
帰
る

べ
き
家
も
な
い
。
ぬ
か
る
ん
だ
道
に
歩
み
を
妨
げ
ら
れ
、
手
足
は
冷
た
く
凍
り
、
倒
れ
て
死
ね
ば
ま

だ
い
い
方
だ
と
し
て
い
る
。
あ
あ
、
一
体
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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三
〇
二

人
は

乃

ち
多
情
を

貴

ぶ
。
い
は
ゆ
る
多
情
と
は
男
女
の
私
褻
の
謂
に
あ
ら
ず
し
て
、
貧

す
な
は

た
ふ
と

し

せ

つ

賎
艱
難
、
人
生
の
痛
痒
に
、

輒

ち
能
く
心
を
動
か
す
の
謂
な
り
。

す
な
は

人
乃
貴C

多
情j

所A

謂
多
情
非C

男
女
私
褻
之
謂j

而
貧
賤
艱
難N

人
生
痛
痒N

輒
能
動A

心

之
謂
也N

【
訳
】
人
は
情
が
深
い
こ
と
が
大
事
だ
。
情
が
深
い
と
は
、
男
女
の
ひ
そ
か
に
慣
れ
親
し
む
こ
と
を

い
う
の
で
は
な
く
、
貧
し
く
苦
労
し
て
い
る
人
や
人
生
の
痛
み
に
苦
し
ん
で
い
る
人
に
、
よ
く
心
を

動
か
す
と
い
う
こ
と
だ
。

三
〇
三

人
は
能
く
多
情
に
し
て
、
然
る
後
以
つ
て
鰥
寡
孤
独
の
苦
し
み
を
察
す
べ
く
、
以
つ
て
生

か
ん
く
わ

民
安
危
の
情
を
体
す
べ
く
、
以
つ
て
四
海
を
宅
択
潤
し
て
大
業
を
建
つ
べ
し
。

人
能
多
情N

然
後
可D

以
察C

鰥
寡
孤
獨
之
苦B
矣N

可D

以
體C

生
民
安
危
之
情B

矣N

可I

以

澤C

潤
四
海B

而
建H

大
業G

矣N

【
訳
】
人
は
情
が
あ
っ
て
、
独
り
身
の
孤
独
の
苦
し
み
を
察
し
、
世
の
中
の
人
の
安
危
が
身
を
も
っ

て
分
か
り
、
そ
れ
で
も
っ
て
、
世
の
中
を
潤
す
と
い
う
偉
大
な
仕
事
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
も

の
だ
。

三
〇
四

経
を
治
む
る
は
固
よ
り
学
ぶ
者
の
本
務
た
り
。
而
し
て
史
も
亦
読
ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な

も
と

り
。

治A

經
固
爲C

學
者
本
務j

而
史
亦
不A

可A

不A

讀
也N

【
訳
】
経
書
を
勉
強
す
る
こ
と
は
、
学
ぶ
者
の
根
本
的
な
大
事
な
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
歴
史
書

も
当
然
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

三
〇
五

予
毎
に
史
を
読
む
。
古
人
の
曠
度
偉
量
、

峻

節
奇
行
を
看
る
に
、
未
だ
嘗
つ
て
喟
然
と

つ
ね

く
わ
う
ど
ゐ
り
や
う

し
ゆ
ん
せ
つ

き

か

う

き

ぜ
ん

し
て
嘆
き
、
勃
然
と
し
て
興
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
倐

忽
の
頃
に
、
襟

懐

頓
に
別
る
。

し
ゆ
つ
こ
つ

け
い

き
ん
く
わ
い
と
み

予
毎
讀A

史N

看C

古
人
之
曠
度
偉
量N

峻
節
奇
行j

未D

嘗
不C

喟
然
而
嘆N

勃
然
而
興j

倐
忽

之
頃N

襟
懐
頓
別N

【
訳
】
私
は
い
つ
も
史
書
を
読
む
。
古
人
の
広
く
大
き
い
度
量
や
心
の
広
さ
、
高
い
節
操
で
の

行
為
を
見
る
と
、
た
め
息
が
出
て
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
心
が
引
き
し
ま
り
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち

に
気
も
ち
が
あ
ら
た
ま
ら
な
い
こ
と
は
な
い
。
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三
〇
六

平
日
卑
瑣
齷
齪
の
念
、
一
時
に
氷
消
霧
釈
し
、
直
将
に
家
を
棄
て
国
の
為
に
し
、
妻
孥
を

ひ

さ

あ
く
せ
く

た
だ
ま
さ

さ

い

ど

忘
れ
蒼
生
を

恤

み
、

苟

く
も
為
す
べ
き
の
路
あ
ら
ば
、
則
ち
経
営
駆
馳
し
、
力
を
竭
く
し
て
尽
瘁

そ
う
せ
い

あ
は
れ

い
や
し

く

ち

じ
ん
す
い

し
、
敢
へ
て
難
を
辞
せ
ざ
ら
ん
と
す
る
な
り
。

平
日
卑
瑣
齷
齪
之
念N

一
時
氷
消
霧
釋N

直
將I

棄A

家
爲A

國N

忘C

妻
孥B

恤C

蒼
生j

苟
有C

可A

爲
之
路j
則
經
營
驅
馳N

竭A

力
盡
瘁N

不H

敢
辭J

難
也N

【
訳
】
平
素
の
こ
せ
こ
せ
し
た
思
い
は
、
一
度
に
消
え
て
、
す
ぐ
に
家
を
捨
て
て
国
の
た
め
に
働
き
、

妻
子
を
忘
れ
て
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
計
画
を
め
ぐ
ら
し
て
行
い
、
人
の
た
め
に
奔
走

し
、
力
を
尽
く
し
て
努
力
し
、
あ
え
て
困
難
な
こ
と
で
も
避
け
よ
う
と
は
し
な
い
気
持
ち
に
な
る
。

(20180804
)307

三
〇
七

治
と
道
を
同
じ
く
す
れ
ば
、
則
ち
治
ま
ら
ざ
る
な
く
、
乱
と
事
を
同
じ
く
す

れ
ば
、
則
ち
乱
れ
ざ
る
な
し
。
治
乱
興
亡
の
理
は
、
和
漢
の
別
な
く
、
古
今
の
異
な
し
。

殷
鑒
炯
炯
、
事
を
執
る
も
の
の
最
も
当
に
戒
む
べ
き
所
な
り
。

い
ん
か
ん

け
い
け
い

ま
さ

與A

治
同A

道N

、則
莫A

不A

治N

レ與A

亂
同A

事N

則
莫A

不A
亂N
、治
亂
興
亡
之
理N

無C

和
漢
之

レ

レ

別j

無C

古
今
之
異j

殷
鑒
炯
々N

執A

事
者
之
所C

最
當p

戒
也N

【
訳
】
よ
い
政
治
を
行
え
ば
、
世
の
中
が
治
ま
ら
な
い
こ
と
は
な
い
。
乱
れ
た
こ
と
と
同
じ
こ

と
を
す
れ
ば
世
の
中
は
乱
れ
る
。
世
の
中
が
治
ま
る
こ
と
と
乱
れ
る
事
の
道
理
は
、
日
本
や
中

国
に
違
い
は
な
く
、
昔
も
今
も
同
じ
だ
。
国
を
治
め
る
の
に
戒
め
と
す
べ
き
こ
と
は
、
遠
い
時

代
に
あ
る
の
で
な
く
少
し
前
の
過
去
に
る
。
こ
の
こ
と
は
、
世
の
中
の
物
事
を
取
り
仕
切
る
者

が
最
も
戒
め
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

三
〇
八

孔
子
、
「
春
秋
」
を
作
り
、
三
伝
迭
ひ
に
起
る
。
惟
「
左
氏
」
の
み
未
だ
全

た
が

た
だ

い
ま

く
は
夫
子
の
旨
を
得
た
る
も
の
と
為
さ
ず
、
然
り
而
し
て
「
左
氏
」
を
舎
き
て
は
、
復

お

た
と
も
に
春
秋
を
言
う
べ
き
も
の
な
し
。
「
公
」
「
穀
」
の
ご
と
き
は
則
ち
特
こ
れ
に

た
だ

付
会
す
る
の
み
。

孔
子C

作
春
秋j

三
傳
迭
起N

惟
左
氏
未A

爲I

全
得C

夫
子
之
旨B

者m

然
而
舎C

左
氏j

無E

復

可D

與
言C

春
秋B

矣N

如C

公
穀B

則
特
附C

會
之B

耳N

【
訳
】
孔
子
が
「
春
秋
」
を
編
集
し
、
そ
の
後
「
左
氏
伝
」
「
公
羊
伝
」
「
穀
梁
伝
」
の
三
伝

が
代
わ
る
代
わ
る
作
ら
れ
た
。
た
だ
「
左
氏
伝
」
だ
け
は
全
く
孔
子
の
意
図
す
る
も
の
を
全
て

く
み
取
っ
て
い
る
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
「
左
氏
伝
」
以
外
の

二
書
は
「
春
秋
」
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。
「
公
羊
伝
」
「
穀
梁
伝
」
の
ご
と
き
は
無
理
に
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理
屈
を
つ
け
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

三
〇
九

古
来
「
左
氏
」
を
以
つ
て
丘
明
と
為
す
。
然
れ
ど
も
「
論
語
」
に
就
き
て
こ

き
ゆ
う
め
い

れ
を
見
れ
ば
、
則
ち
丘
明
は
夫
子
の
先
輩
た
り
。
而
ら
ば
却
つ
て
「
春
秋
」
の
為
に
伝

を
作
る
の
理
な
し
、
其
れ
誣
ふ
る
こ
と
亦
甚
し
。

し

古
來
以C

左
氏B
爲C

丘
明j

然
就C

論
語B

見A

之N

則
丘
明
爲C

夫
子
之
先
輩j

而
無I

却
爲C

春
秋B

作A

傳
之
理m
其
誣
亦
甚
矣N

【
訳
】
昔
よ
り
「
左
氏
伝
」
は
左
丘
明
の
編
集
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
論
語
」
に

書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
丘
明
は
孔
子
の
先
輩
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
孔
子
の
「
春

秋
」
の
た
め
に
、
解
説
を
作
る
道
理
は
な
い
。
あ
り
も
し
な
い
こ
と
を
事
実
の
よ
う
に
言
っ
て

い
る
。

三
一
〇

「
左
伝
」
は
編
年
の
祖
た
り
。
「
史
記
」
は
紀
伝
の
祖
た
り
。
此
の
二
史
の

ご
と
き
は
、
実
に
宇
宙
間
の
史
家
の
創
体
な
り
。

左
傳
爲C

編
年
之
祖j

史
記
爲C

紀
傳
之
祖j

如C

此
二
史j

實
宇
宙
間
史
家
之
創
體N

【
訳
】
「
左
氏
伝
」
は
、
史
実
を
年
月
の
順
を
追
っ
て
書
く
「
編
年
体
」
の
初
め
て
の
も
の
で

あ
る
。
「
史
記
」
は
、
天
子
の
伝
記
と
臣
下
の
伝
記
を
主
に
し
て
書
く
「
紀
伝
体
」
の
初
め
て

の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
歴
史
書
は
、
歴
史
上
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
初
め
て
作
ら
れ
た
書

体
の
歴
史
書
で
あ
る
。

三
一
一

当
時
王
択
未
だ
亡
び
ず
し
て
、
士
太
夫
の
間
、
猶
ほ
典
刑
あ
り
。
周
旋
馳
騁
、

わ
う

た
く

ほ
ろ

ち

て

い

言
論
風
旨
も
、
亦
以
つ
て
人
の
意
を
起
す
に
足
る
も
の
あ
り
。

當
時
王
澤
未A

亡N

而
士
太
夫
之
間N

猶
有C

典
刑j

周
旋
馳
騁N

言
論
風
旨N

亦
有I

足D

以

起C

人
意B

者G

矣N

【
訳
】
春
秋
時
代
当
時
、
王
の
善
政
は
ま
だ
滅
ん
で
お
ら
ず
、
官
職
の
間
で
は
、
ま
だ
ま
だ
昔

か
ら
の
掟
や
法
・
手
本
が
基
本
で
あ
っ
た
。
立
ち
居
る
舞
い
や
物
事
へ
の
取
り
組
み
の
態
度
、

そ
し
て
言
葉
使
い
や
身
な
り
、
考
え
方
な
ど
も
人
を
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
さ
せ
る
に
は
十
分

で
あ
っ
た
。

三
一
二

良
史
の
筆
を
以
つ
て
、
当
時
の
事
を
載
す
。
鋪
鈘
容
与
、
結
構
秀
整
、
煥
然

ほ

じ

よ

よ

う

よ
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と
し
て
画
の
ご
と
し
。
実
に
亦
宇
宙
間
、
史
家
第
一
の
高
手
な
り
。

以C

良
史
之
筆j

載C

當
時
之
事j

鋪
鈘
容
與N

結
構
秀
整N

煥
然
如A

畫N

實
亦
宇
宙
間
史

家
第
一
之
高
手N

【
訳
】
す
ぐ
れ
た
歴
史
書
が
よ
い
書
き
手
で
も
っ
て
、
当
時
の
事
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
記

述
は
、
ゆ
っ
た
り
と
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
文
体
の
組
立
も
見
事
に
整
っ
て
お
り
、
絵
画
を

見
る
よ
う
に
あ
ざ
や
か
だ
。
実
に
こ
れ
も
ま
た
、
歴
史
上
初
め
て
作
り
出
さ
れ
た
史
家
を
第
一

と
す
る
最
高
の
手
法
だ
。

三
一
三

綱
常
倫
理
は
、
国
の
元
気
な
り
。
元
気
盛
ん
な
れ
ば
則
ち
肢
体
に
傷
害
あ
り

と
い
へ
ど
も
、
身
は
未
だ
死
す
る
に
至
ら
ず
。
倫
理
明
か
な
れ
ば
則
ち
辺
境
に
虞
れ
あ

お
そ

り
と
い
へ
ど
も
、
国
は
猶
ほ
保
つ
べ
し
。

綱
常
倫
理N

國
之
元
氣N

元
氣
盛
則
雖D

支
體
有C
傷
害j

而
身
未A

至A

死N

倫
理
明
則
雖C

邊
境
有p

虞N

而
國
猶
可A

保N

【
訳
】
人
と
し
て
の
あ
り
方
や
生
き
方(

綱
常
倫
理)

が
、
国
の
あ
り
方
の
根
本
で
あ
る
。
例
え

ば
、
根
本
の
気
力
が
盛
ん
で
あ
れ
ば
、
手
足
や
体
に
傷
が
あ
っ
て
も
、
身
は
死
な
な
い
。
同
じ

よ
う
に
人
の
生
き
方
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
あ
ち
こ
ち
で
何
か
も
め
ご
と
が
起
っ
て
も
、

国
は
そ
の
ま
ま
存
続
し
て
い
る
。

三
一
四

今
、
西
洋
の
説
を
為
す
も
の
は
、
其
の
本
を
講
ぜ
ず
し
て
、
其
の
末
に
従
事

す
。
則
ち
技
術
は
精
な
り
と
い
へ
ど
も
、
器
械
は
巧
み
な
り
と
い
へ
ど
も
、
然
れ
ど
も

倫
理
暗
く
元
気
衰
へ
て
、
国
能
く
存
し
身
能
く
保
つ
も
の
は
、
未
だ
こ
れ
あ
ら
ざ
る
な

り
。

今
爲C

西
洋
之
説B

者N

不A

講C

其
本j

而
従C

事
其
末j

則
技
術
雖A

精N

器
械
雖A

巧N

然

倫
理
暗
元
氣
衰N

而
國
能
存
身
能
保
者N

未C

之
有B

也N

【
訳
】
今
、
西
洋
の
考
え
を
説
く
者
は
、
国
の
あ
り
方
の
根
本
を
問
題
に
し
な
い
で
、
そ
の
末

端
の
所
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
技
術
は
精
巧
と
か
、
機
械
は
巧
妙
と
か
言
っ
て
も
、

人
の
生
き
方
に
つ
い
て
は
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
気
力
も
衰
え
て
い
て
、
国
を
存
続
さ
せ
、
そ
れ

を
い
つ
ま
で
も
保
持
し
て
い
く
こ
と
は
な
い
で
あ
う
。

三
一
五

是
の
故
に
国
を
治
む
る
も
の
は
、
綱
常
よ
り
重
き
は
な
く
、
倫
理
よ
り
先
な

る
は
な
し
。
上
は
此
れ
を
以
つ
て
君
徳
を
輔
け
、
下
は
此
れ
を
以
つ
て
士
風
を
励
ま
す
。

た
す
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而
し
て
夫
の
西
洋
の
技
術
の
ご
と
き
は
、
彼
の
長
を
取
り
、
我
の
短
を
補
ひ
、
以
つ
て

か

防
禦
の
一
端
を
備
ふ
れ
ば
可
な
り
。

是
故
治A

國
者N

莫A

重C

於
綱
常j

莫A

先C

於
倫
理j

上
以A

此
輔C

君
徳j

下
以A

此
厲C

士

風j
而
如C

夫
西
洋
之
技
術j

取C

彼
之
長j

補C

我
之
短j

以
備C

防
禦
之
一
端B

可
也N

【
訳
】
だ
か
ら
、
国
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
の
正
し
い
生
き
方
や
道
徳
よ
り
大
事
な
も

の
は
な
い
。
上
に
立
つ
者
は
こ
れ
で
も
っ
て
君
主
を
た
す
け
、
下
の
も
の
は
こ
れ
で
士
気
を
あ

げ
る
。
そ
し
て
、
西
洋
の
技
術
は
、
そ
の
よ
い
と
こ
ろ
を
取
り
入
れ
、
わ
が
国
の
短
所
を
そ
れ

で
補
い
、
国
を
守
る
一
端
に
備
え
れ
ば
よ
い
。

三
一
六

人
情
は
常
を
忽
せ
に
し
奇
を
好
み
、
故
き
を
厭
ひ
新
し
き
を
喜
ぶ
。
国
体
士

ゆ
る
が

ふ
る

い
と

気
靡
然
と
し
て
潜
か
に
冥
冥
の
際
に
移
る
。
知
ら
ず
異
日
何
等
の
世
界
と
作
る
か
を
。

び

ぜ
ん

ひ
そ

な

予
毎
に
中
夜
こ
れ
を
思
ひ
、
長
嘆
に
勝
へ
ず
。

つ
ね

た

「
人
情
忽A

常
好A

奇N

厭A

故
喜A

新N

國
體
士
氣
靡
然
潜
移C

乎
冥
々
之
際j

不A

知
異
日

作C

何
等
之
世
界j

予
毎
中
夜
思A

之N

不A

勝C

長
嘆j

【
訳
】
人
の
心
と
い
う
の
は
、
日
常
の
い
つ
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
軽
々
し
く
み
て
、
目
先
の

変
わ
っ
た
珍
し
い
こ
と
を
好
み
、
古
い
こ
と
を
い
や
が
り
、
目
新
し
い
こ
と
を
喜
ぶ
。
国
柄
と

い
う
の
は
、
草
木
が
風
に
な
び
く
よ
う
に
な
び
き
従
い
、
ひ
そ
か
に
人
の
目
に
つ
か
な
い
う
ち

に
移
り
変
わ
っ
て
い
る
。
将
来
、
ど
の
よ
う
な
世
の
中
に
な
る
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
私

は
、
こ
の
こ
と
を
い
つ
も
夜
中
に
な
る
と
思
い
、
嘆
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

(20180901
)317

三
一
七

凡
そ
士
為
る
者
は
、
先
づ
其
の
品
を
立
つ
る
を
以
つ
て
要
と
為
す
。
夫
の
材

か

力
技
芸
の
ご
と
き
は
、
特
其
の
余
事
の
み
。

た
だ

凡
爲A

士
者N

先
以A

立C

其
品B

爲A

要N

若
夫
材
力
技
藝N

特
其
餘
事
也N

【
訳
】
人
と
し
て
一
人
前
で
あ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
立
派
な
人
格
を
作
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

能
力
が
あ
る
こ
と
や
技
術
を
持
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
余
分
な
こ
と
で
あ
る
。

三
一
八

士
の
其
の
品
を
立
つ
る
は
如
何
。
名
の
為
に
激
せ
ず
、
利
の
為
に
汚
さ
れ
ず
、

い

か

ん

声
色
嗜
慾
の
為
に
溷
ら
ず
。
其
れ
然
り
而
し
て
後
、
士
の
品
立
つ
。

し

よ
く

に
ご

士
之
立C

其
品B

者
如
何N

不C

爲A

名
激j

不C

爲A

利
汚j

不I

爲C

聲
色
嗜
慾B

溷m

其
然
而
後
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士
之
品
立
矣N

【
訳
】
一
人
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
名
声
を
あ
げ
る
た
め

に
感
情
的
に
な
ら
ず
、
利
益
の
た
め
に
手
を
汚
さ
ず
、
音
楽
、
女
色
、
感
覚
的
欲
望
な
ど
で
自

分
を
汚
さ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
つ
け
た
後
で
、
一
人
前
に
な
る
品
格
は
備
わ
っ
て

く
る
。

三
一
九

士
の
品
一
た
び
立
て
ば
、
則
ち
こ
れ
を
人
の
天
衢
に
昇
る
に
譬
ふ
。
其
れ
を

て

ん

く

し
て
材
な
く
学
な
か
ら
し
む
る
も
、
然
れ
ど
も
已
に
塵
氛
中
の
人
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

じ
ん
ぶ
ん

況
ん
や
又
材
と
学
と
あ
り
、
以
つ
て
其
の
志
を
済
さ
ば
、
則
ち
家
国
天
下
の
事
、
復
た

な

ま

為
し
難
き
も
の
な
か
ら
ん
。

士
之
品
一
立N

則
譬D

之
於
人
之
昇C
天
衢j
使C

其
無A

材
無p

學N

然
而
已
非C

塵
氛
中
人B

也N

況
又
有C

材
與p

學N

以
濟C

其
志j

則
家
國
天
下
之
事N

無C

復
難A

爲
者B

矣N

【
訳
】
一
人
前
に
な
ろ
う
と
す
る
人
の
品
格
が
い
っ
た
ん
で
き
あ
が
れ
ば
、
そ
れ
は
天
の
路
に

昇
る
こ
と
と
同
じ
だ
。
そ
う
な
れ
ば
、
能
力
や
学
が
な
く
て
も
、
す
で
に
俗
人
の
仲
間
で
は
な

い
。
ま
し
て
や
、
す
ぐ
れ
た
能
力
や
学
が
備
わ
っ
て
い
て
、
志
が
あ
る
な
ら
、
天
下
国
家
の
こ

と
を
立
派
に
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
二
〇

予
竊
に
志
あ
る
も
、
成
す
能
は
ざ
る
な
り
。
歳
月
浸
尋
し
、
老
醜
日
に
現
れ
、

ひ
そ
か

し
ん
じ
ん

行

草
木
と
同
じ
く
澌
尽
泯
滅
せ
ん
と
す
る
こ
と
、
実
に
慨
歎
す
べ
し
。

ゆ
く
ゆ
く

し

じ

ん

び
ん
め
つ

予
竊
有A

志N

而
不A

能A

成
也N

歳
月
浸
尋N

老
醜
日
現N

行
與C

草
木B

同
澌
盡
泯
滅
者N
實

可C

慨
歎j

【
訳
】
私
も
心
中
に
は
志
は
持
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。

歳
月
は
次
第
に
過
ぎ
て
ゆ
き
、
老
醜
は
日
ご
と
に
現
れ
、
や
が
て
は
草
木
と
同
じ
よ
う
に
命
つ

き
滅
び
て
い
く
の
は
、
実
に
慨
嘆
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
だ
。

三
二
一

聖
人
も
亦
人
の
み
。
其
の
体
た
る
、
眇
然
た
る
五
尺
の
大
に
過
ぎ
ず
。
而
る

べ
う

ぜ
ん

に
精
神
志
気
の
、
運
用
営
為
す
る
所
の
も
の
、
磅
礴
と
し
て
宇
宙
に
充
満
す
。
是
を
以

は
う
は
く

こ
こ

つ
て
天
の
覆
ふ
所
、
地
の
載
す
る
所
、
凡
そ
血
気
を
有
す
る
の

屬

、
尊
親
せ
ざ
る
な

と
も
が
ら

し
。

聖
人
亦
人
耳N

其
爲A

體
不A

過C

眇
然
五
尺
之
大j

而
精
神
志
氣
之
所C

運
用
營
爲B

者N

磅

礴
充C

滿
於
宇
宙j

是
以
天
之
所A

覆N

地
之
所A

載N

凡
有C

血
氣B

之
屬N

莫A

不C

尊
親j
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【
訳
】
聖
人
も
ま
た
一
人
の
人
間
で
あ
る
。
そ
の
体
は
小
さ
く
一
メ
ー
ト
ル
半
程
の
大
き
さ
で

し
か
な
い
。
し
か
し
、
倫
理
・
道
に
志
す
精
神
が
働
き
、
人
と
し
て
の
あ
り
よ
う
、
そ
の
営
み

事
は
、
広
大
で
限
り
な
く
天
地
宇
宙
空
間
に
広
が
り
充
満
し
て
い
る
。
こ
の
事
は
天
地
す
べ
て

に
お
い
て
、
血
気
盛
ん
意
気
揚
々
と
し
た
仲
間
同
志
同
輩
は
、
互
い
に
尊
び
あ
い
親
し
く
せ
ず

に
は
お
れ
な
い
。

三
二
二

吾
の
生
ま
る
る
や
、
其
の
初
め
亦
以
つ
て
聖
人
と
異
る
な
し
。
然
り
而
し
て

私
心
の
蔽
ふ
所
と
為
り
、
物
欲
の
拘
る
所
と
為
り
。
一
膜
と
し
て
外
視
し
以
つ
て
他
と

と
ら
ふ

為
す
。
而
し
て
心
た
る
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
、
区
区
た
る
口
腹
耳
目
の
間
よ
り
出
で
ず
、
其

れ
聖
人
を
去
る
こ
と
啻
に
天
淵
の
み
な
ら
ず
。

た
だ

て
ん

え
ん

吾
之
生N

其
初
亦
無D

以
異C

於
聖
人j
然
而
爲C

私
心
所p

蔽N

爲C

物
欲
所p

拘N

一
膜
而
外

視
以
爲A

他N

而
所C

以
爲p

心
者N

不A

出C
乎
區
々
口
腹
耳
目
之
間j

其
去C

聖
人B

不C

啻

天
淵j

【
訳
】
私
が
生
ま
れ
た
時
、
そ
の
初
め
は
聖
人
と
何
等
異
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

自
分
の
利
益
に
な
る
こ
と
ば
か
り
に
と
ら
わ
れ
、
物
欲
に
も
と
ら
わ
れ
、
漠
然
と
外
か
ら
見
て
、

こ
れ
を
生
ま
れ
つ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
心
は
と
る
に
足
ら
な
い
飲
食
の
こ
と
や
音

楽
を
聞
い
た
り
は
な
や
か
な
な
も
の
を
見
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
抜
け
出
せ
な
い
で
い
る
。
聖

人
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
の
は
、
天
と
地
が
か
け
離
れ
て
い
く
以
上
の
こ
と
だ
。

三
二
三

人
は
惟
一
心
の
み
、
苟
く
も
識
り
て
こ
れ
を
養
へ
ば
、
則
ち
彼
の
ご
と
き
の

た
だ

い
や
し

大
に
至
る
。
識
ら
ず
し
て
こ
れ
を
蔽
へ
ば
、
則
ち
か
く
の
ご
と
き
の
小
を
到
す
、
学
問

の
、
貴
ぶ
べ
き
と
為
す
ゆ
ゑ
ん
な
り
。

た
ふ
と

人
惟
一
心N

苟
識
而
養A

之N

則
至C

如A

彼
之
大j

不A

識
而
蔽A

之N

則
到C

如A

此
之
小j

學
問
之
所C

以
爲p

可A

貴
也N

【
訳
】
人
は
た
だ
心
が
大
事
で
あ
る
。
も
し
こ
の
こ
と
を
理
解
し
、
発
展
さ
せ
る
な
ら
、
聖
人

の
よ
う
な
大
き
な
人
物
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
し
て
い
る
と
小
さ
な

人
物
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
学
問
の
尊
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

三
二
四

学
の
貴
ぶ
べ
き
や
か
く
の
ご
と
し
。
而
る
に
挙
世
滔
滔
と
し
て
、
風
靡
波
蕩

た
ふ
と

ふ

う

び

は

た

う

し
、
一
人
の
、
肯
へ
て
頭
を
回
ら
し
此
の
道
に
向
か
ふ
も
の
な
し
。
噫
亦
嘆
く
べ
し
。

あ

め
ぐ

あ
あ

學
之
可A

貴
也
如A

此N

而
擧
世
滔
々N

風
靡
波
蕩N

無I

一
人
肯D

回A

頭
向C

此
道B

者m

噫

亦
可A

嘆
矣N
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【
訳
】
学
問
を
貴
ぶ
理
由
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
世
を
あ
げ
て
風
が
草
を
な
び

か
せ
る
よ
う
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
人
と
し
て
ふ
り
返
っ
て
学
問
の
道
を
究
め
よ
う

と
す
る
者
が
い
な
い
。
あ
あ
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

三
二
五

学
問
の
優
劣
勝
負
は
、
甚
だ
分
弁
し
難
し
。
彼
の
校
技
角
力
者
の
一
日
験
し

易
き
が
ご
と
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

學
問
之
優
劣
勝
負N
甚
難C

分
辨j

非A

如C

彼
校
技
角
力
者
之
一
日
易p

驗
也N

【
訳
】
学
問
の
優
劣
勝
負
は
、
は
な
は
だ
見
分
け
が
難
し
い
。
技
を
比
べ
力
を
比
べ
る
者
を
す

ぐ
に
見
き
わ
め
る
よ
う
に
は
い
か
な
い
。

三
二
六

然
り
而
し
て
こ
れ
を
し
て
首
を
聚
め
て
膝
を
接
し
、
書
に
対
し
て
義
を
講
じ
、

あ
つ

筆
を
執
り
て
辞
を
占
せ
し
め
ば
、
則
ち
其
の
遅
速
敏
鈍
、
固
よ
り
亦
識
り
難
き
こ
と
あ

も
と

ら
ざ
ら
む
。

然
而
使C

之
聚A

首
接A

膝N

對A

書
講A

義N

執A

筆
占p

辭N

則
其
遅
速
敏
鈍N

固
亦
不A

難A

識
也N

【
訳
】
そ
う
し
て
優
劣
を
決
め
る
の
に
み
ん
な
寄
り
集
ま
っ
て
、
書
物
に
向
か
っ
て
そ
の
意
味

を
述
べ
た
り
、
筆
を
執
っ
て
言
葉
を
書
い
た
り
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
速
い
か
遅
い
か
は
知
る
の

は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

三
二
七

抑

此
れ
ぞ
是
れ
枝
葉
上
の
事
、
夫
の
造
詣
の
浅
深
、
得
力
の
厚
薄
、
生
熟

そ
も
そ
も

か

ぞ
う
け
い

真
偽
の
ご
と
き
は
、
則
ち
果
し
て
亦
測
識
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。

抑
此
是
枝
葉
上
之
事N

若
夫
造
詣
之
淺
深N

得
力
之
厚
薄N

生
熟
眞
僞
者N

則
果
亦
有I

不

A

可C

測
識B

者m

【
訳
】
そ
も
そ
も
学
問
の
優
劣
を
決
め
る
こ
と
な
ど
学
問
の
本
質
か
ら
離
れ
て
い
て
、
さ
さ
い

な
こ
と
で
あ
る
。
学
問
の
理
解
が
浅
い
か
深
い
か
、
身
に
つ
け
た
力
が
厚
い
か
薄
い
か
、
本
物

か
偽
物
か
な
ど
は
推
し
量
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
だ
。

三
二
八

苟
く
も
こ
れ
を
識
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
則
ち
平
生
日
用
、
人
に
接
し
事
に
応
じ
、

い
や
し

言
動
起
居
し
、
作
止
語
黙
す
る
、
微
し
く
其
の
所
以
を
考
ふ
れ
ば
、
則
ち
存
す
る
所
の

す
こ

ゆ

え

ん
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実
、

自

ら
掩
ふ
べ
か
ら
ず
。

お
の
づ
か

お
ほ

苟
欲A

識A

之N

則
平
生
日
用
接A

人
應A

事N

言
動
起
居N

作
止
語
默N

微
考C

其
所
以j

則

所A

存
之
實N

自A

不
可A

掩
矣N

【
訳
】
と
に
か
く
こ
れ
を
知
ろ
う
と
思
う
な
ら
、
平
素
の
く
ら
し
の
中
で
人
に
ど
の
よ
う
に
接

し
て
い
る
か
、
物
事
を
ど
の
よ
う
に
こ
な
し
て
い
る
か
、
言
動
は
ど
う
か
、
立
ち
振
る
舞
い
は

ど
う
か
な
ど
、
そ
れ
ら
を
少
し
で
も
見
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
人
の
学
問
が
本
当
に
で
き
て
い
る

か
ど
う
か
な
ど
は
、
自
然
に
現
れ
て
い
る
も
の
だ
。

(2018106
)328

三
二
九

子
思
子
は
誠
を
以
つ
て
宗
旨
を
標
す
。
誠
よ
り
し
て
三
達
徳
、
三
達
徳
よ
り

し
め

し
て
五
達
道
、
五
達
道
よ
り
し
て
、
九
経
、
然
る
後
己
を
脩
め
人
を
治
む
れ
ば
、
聖
人

の
能
事
畢
る
。

を
は子

思
子
以A

誠
標A

宗
旨j

自A

誠
而
三
達
徳N

自C
三
達
徳B

而
五
達
道N

自C

五
達
道j

而

九
經N

然
後
脩A

己
治A

人N

聖
人
之
能
事
畢
矣N

【
訳
】
孔
子
の
孫
、
子
思
子
は
「
誠
」
を
も
っ
て
そ
の
根
本
義
と
し
た
。
誠
か
ら
「
知
、
仁
、

勇
」
の
三
達
徳
に
、
三
達
徳
か
ら
「
君
臣
、
父
子
、
親
子
、
兄
弟
、
朋
友
」
の
五
達
道
に
、
五

達
道
か
ら
天
下
を
治
め
る
の
に
必
要
な
「
身
を
修
め
る
、
賢
者
を
尊
ぶ
、
親
し
い
者
を
愛
す
る
、

大
臣
を
敬
う
、
臣
下
の
考
え
を
察
す
る
、
庶
民
を
愛
す
る
、
職
人
を
招
き
寄
せ
る
、
遠
く
か
ら

や
っ
て
来
る
人
に
思
い
を
か
け
る
、
諸
侯
を
安
心
さ
せ
る
こ
と
」
の
九
経
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
こ
と
。
そ
う
し
て
、
己
を
修
め
人
を
治
め
れ
ば
、
聖
人
と
し
て
す
る
べ
き
こ
と
は
全
部
な
し

終
え
た
こ
と
に
な
る
。

三
三
〇

誠
は
、
即
ち
未
発
の
中
、
而
し
て
三
達
徳
、
五
達
道
、
九
経
は
、
亦
即
ち
既

発
の
和
な
り
。
其
の
停
停
当
当
、
少
し
も
偏
倚
す
る
な
き
を
以
つ
て
の
故
に
こ
れ
を
中

へ

ん

い

と
謂
ひ
、
其
の
至
誠
惻
怛
、
物
に
触
れ
て
藹
然
と
し
て
乖
戻
す
る
所
な
き
を
以
つ
て
の

そ
く
だ
つ

あ
い

ぜ
ん

か
い
れ
い

故
に
こ
れ
を
和
と
謂
ふ
。

誠
者N

卽
未
發
之
中N

而
三
達
徳･

五
達
道･

九
經
者N

亦
卽
既
發
之
和N

以D

其
停
々
當
々

無C

少
偏
倚B

故
謂C

之
中j

以C

其
至
誠
惻
怛
觸A

物
藹
然
無p

所C

乖
戻B

故
謂C

之
和B

【
訳
】
誠
は
喜
怒
哀
楽
な
ど
の
感
情
の
出
て
く
る
前
の
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
本
性
そ
の
も
の
で

あ
る
。
三
達
徳
、
五
達
道
、
九
経
は
感
情
が
発
し
て
も
節
度
が
あ
る
も
の
な
の
で
和
で
あ
る
。

い
ま
だ
喜
怒
哀
楽
の
感
情
が
起
こ
っ
て
お
ら
ず
、
少
し
も
片
寄
っ
て
い
な
い
状
態
を
中
と
い
い
、

ま
ご
こ
ろ
や
い
た
み
悲
し
む
心
な
ど
で
様
々
な
状
況
に
触
れ
て
も
心
が
落
ち
着
き
、
食
い
違
う
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こ
と
の
な
い
状
態
を
和
と
い
う
。

三
三
一

中
は
即
ち
天
命
の
性
、
而
し
て
和
は
即
ち
性
に
率
ふ
の
道
な
り
。
性
は
即
ち

し
た
が

心
の
体
、
而
し
て
道
は
即
ち
心
の
用
な
り
。
体
用
一
源
、
顕
微
間
な
し
。
然
り
而
し
て

体
を
以
つ
て
本
と
為
し
、
微
を
以
つ
て
要
と
為
す
。

中
者
卽
天
命
之
性N

而
和
者
卽
率A

性
之
道N

性
者
卽
心
之
體N

而
道
者
卽
心
之
用N

體
用

一
源N

顯
微
無A
間N
然
而
以A

體
爲A

本N

以A

微
爲A

要N

【
訳
】
中
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
天
の
命
令
す
る
本
性
で
あ
り
、
和
は
天
の
命
令
に
従
う
道
で

あ
る
。
天
の
命
令
す
る
本
性
は
心
の
本
体
、
そ
し
て
天
の
命
令
す
る
道
は
心
の
働
き
で
あ
る
。

心
の
本
体
と
そ
の
働
き
は
、
根
本
は
一
つ
で
、
少
し
の
違
い
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
心
の

本
体
を
根
本
と
と
ら
え
、
心
の
わ
ず
か
な
動
き
を
必
要
と
す
る
。

三
三
二

是
の
故
に
曰
く
、
「
中
は
天
下
の
大
本
な
り
。
」
と
。
「
本
」
と
云
ふ
は
、

以
つ
て
要
帰
の
在
る
所
を
示
す
な
り
。
戒
慎
恐
懼
必
ず
是
に
於
い
て
し
、
慎
独
必
ず
是

か
い

し
ん
き
よ
う

く

こ
こ

こ
こ

に
於
い
て
す
。
其
れ
然
り
而
し
て
後
、
い
は
ゆ
る
「
本
立
ち
て
道
生
ず
」
と
は
、
「
中

庸
」
一
篇
の
旨
、
か
く
の
ご
と
き
に
過
ぎ
ず
。

是
故
曰N

中
者
天
下
之
大
本
也N

本
云
者
以
示C

要
歸
之
所p

在
也N

戒
愼
恐
懼
必
於A

是N

愼
獨
必
於A

是N

其
然
而
後N

所A

謂
本
立
而
道
生
者N

中
庸
一
篇
之
旨N
不A
過A

如A

此N

【
訳
】
だ
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
、
「
中
は
世
の
中
を
治
め
る
大
本
・
根
本
で
あ
る
」
と
。
本
と

い
う
の
は
肝
心
か
な
め
の
こ
と
で
あ
り
、
何
事
も
そ
こ
に
帰
着
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か

ら
、
誰
も
見
て
い
な
い
と
き
こ
そ
慎
み
、
聞
こ
え
な
い
と
こ
ろ
に
も
敬
っ
て
必
ず
行
う
。
そ
し

て
自
ら
慎
し
ん
で
行
う
。
そ
う
し
て
後
に
、
論
語
で
言
っ
て
い
る
「
本
立
ち
で
道
生
ず
」
と
は
、

中
庸
の
一
篇
の
要
旨
の
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

三
三
三

「
関
雎
」
一
篇
、
凡
そ
三
章
。
首
章
は
則
ち
文
王
夫
婦
の
閨
門
の
則
を
言
ふ
。

是
れ
其
の
全
な
り
。
二
章
三
章
は
則
ち
分
析
し
て
こ
れ
を
言
ふ
。
二
章
は
其
の
離
れ
て

相
想
ふ
を
言
ひ
、
三
章
は
其
の
合
し
て
相
楽
し
む
を
言
ふ
。
い
は
ゆ
る
樂
し
み
て
淫
な

ら
ず
、
哀
し
み
て
傷
ら
ず
、
首
章
の
意
を
反
覆
曲
尽
す
る
ゆ
ゑ
ん
な
り
。
是
れ
皆
其
の

や
ぶ

已
に
夫
婦
た
る
上
に
就
き
て
説
く
。
女
は
未
が
嫁
せ
ざ
る
の
称
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、

寤
寐
反
側
、
琴
瑟
鐘
鼓
は
、
宮
中
の
人
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
而
し
て
い
は
ゆ
る
性
情
の

ご

び

き
ん
し
つ

し
よ
う
こ

正
は
、
即
ち
文
王
夫
婦
の
事
に
し
て
、
復
た
必
ず
し
も
独
り
后
妃
に
因
り
て
説
を
為
さ

ざ
る
な
り
。
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關
雎
一
篇N

凡
三
章N

首
章
則
言C

文
王
夫
婦
閨
門
之
則j

是
其
全
也N

二
章
三
章
則
分
析

而
言A

之N

二
章
言C

其
離
而
相
想j

三
章
言C

其
合
而
相
樂j

所A

謂
樂
而
不A

淫N

哀
而
不

A

傷N

所E

以
反C

覆
曲D

盡
乎
首
章
之
意B

也N

是
皆
就I

其
已
爲C

夫
婦B

上G

而
説N

女
者

非C

未C

嫁
之
稱B

也N

寤
寐
反
側N

琴
瑟
鉦
鼓
者N

非C

宮
中
之
人B

也N

而
所A

謂
性
情
之

正N
卽
文
王
夫
婦
之
事N

而
不I

復
必
獨
因C

后
妃B

爲J

説
也
、

【
訳
】
「
関
雎
」
の
一
篇
は
お
よ
そ
三
章
で
あ
る
。
首
章
は
、
文
王
夫
妻
の
夫
婦
和
合
の
あ
り

方
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
「
関
雎
」
の
す
べ
て
だ
。
二
章
三
章
は
首
章
の
内
容
を

分
析
し
て
述
べ
て
い
る
。
二
章
は
離
れ
て
い
て
も
互
い
に
想
い
合
う
こ
と
を
述
べ
、
三
章
は
と

も
に
い
て
相
楽
し
む
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
孔
子
の
言
う
「
楽
し
ん
で
も
お
ぼ
れ
ず
、
哀
し
ん

で
も
度
を
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
首
章
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
反
覆
し
表
現
を
変
え
て
詳
し
く

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
皆
、
す
で
に
夫
婦
で
あ
る
者
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
未

婚
の
女
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
寤
寐
反
側
、
琴
瑟
鉦
鼓
」(

寝
返

り
を
繰
り
返
し
、
琴
や
太
鼓
の
合
奏)

の
部
分
は
宮
中
の
人
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
い
わ

ゆ
る
人
徳
の
正
し
さ
は
文
王
夫
婦
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
単
に
后
妃(

文
王
の
妻)

の
徳

の
み
を
基
に
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

三
三
四

徳
は
養
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
識
は
練
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
徳
、

養
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
以
つ
て
人
の
心
を
服
す
る
に
足
ら
ず
。
識
、
練
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち

以
つ
て
事
の
宜
を
量
り
て
こ
れ
に
応
ず
る
に
足
ら
ず
。

ぎ

徳
不A

可A

不A

養
也N

識
不A

可A

不A

練
也N

徳
不A

養N

則
不A

足D

以
服C
人
心B

矣N

識
不

A

練N

則
不A

足I

以
量C

事
之
宜B

而
應J

之
矣
、

【
訳
】
徳
は
、
修
養
し
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
見
識
は
、
励
ん
で
身
に
つ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
徳
を
修
養
し
て
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
、
人
の
心
を
感
服
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
見
識
を
励
ん
で
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
、
物
事
を
判
断
し
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

三
三
五

徳
は
性
に
具
は
る
、
こ
れ
を
養
ひ
て
後
高
し
。
識
は
徳
に
基
づ
く
、
こ
れ
を

そ
な

も
と

練
り
て
後
明
か
な
り
。

徳
具C

於
性j

養A

之
而
後
高N

識
基C

於
徳j

練A

之
而
後
明N

【
訳
】
徳
は
、
も
と
も
と
人
に
備
わ
っ
て
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
修
養
し
て
い
け
ば
人

間
性
が
高
ま
る
。
見
識
は
徳
を
基
に
し
て
い
る
。
こ
れ
が
身
に
つ
く
よ
う
に
励
ん
で
い
け
ば
、

世
の
中
の
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
く
る
。
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三
三
六

識
は
徳
に
基
づ
き
、
徳
は
識
に
発
す
。
是
の
故
に
徳
高
く
し
て
識

益

明
か

も
と

ま
す
ま
す

に
、
識
明
か
に
し
て
徳

益

高
し
。
如
し
或
ひ
は
徳
に
基
づ
く
の
識
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、

ま
す
ま
す

も

も
と

則
ち
識
は
真
の
識
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
識
に
発
す
る
の
徳
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
徳
は

恐
ら
く
は
其
の
至
れ
る
も
の
に
あ
ら
ざ
ら
ん
。

識
基C
於
徳j

徳
發C

於
識j

是
故
徳
高
而
識
益
明N

識
明
而
徳
益
高N

如
或
非I

基C

於
徳B

之
識m
則
識
非C

眞
識B

也N

非I

發C

於
識B

之
徳m

則
徳
恐
非C

其
至
者B

也N

【
訳
】
見
識
は
徳
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
徳
は
見
識
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
わ
け
で
、
徳
が
高
け
れ
ば
、
見
識
は
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
な
り
、
見
識
が
明
ら
か
に

な
れ
ば
徳
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
く
。
も
し
徳
に
基
づ
か
な
い
見
識
で
あ
れ
ば
、
見
識
は
真

の
も
の
で
は
な
い
。
見
識
に
基
づ
か
な
い
徳
な
ら
ば
、
そ
の
徳
は
恐
ら
く
最
高
の
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

三
三
七

徳
を
養
ふ
と
曰
ふ
は
、
経
を
読
み
義
を
講
じ
、
優
柔
饜
飫
、
助
け
て
長
ず
べ

い

う

じ

う

え

ん

よ

か
ら
ざ
る
の
謂
な
り
。
識
を
練
る
と
曰
ふ
は
、
史
を
閲
し
跡
を
考
へ
、
前
に
見
て
、
後

に
戒
め
、
禍
を
未
だ
萌
さ
ざ
る
に

慮

り
、
福
を
将
来
に
迎
へ
、
以
つ
て
我
が
志
を
成

き
ざ

お
も
ん
ぱ
か

す
の
謂
な
り
。

徳
曰A

養
者N

讀A

經
講A

義N

優
柔
饜
飫N

不A

可C

助
而
長B

之
謂
也N
識
曰A

練
者N

閲A

史

考A

跡N

見C

於
前j

而
戒C

於
後j

慮C

禍
乎
未
萌j

迎C

福
乎
將
來j

以
成C
我
志B

之
謂
也N

【
訳
】
徳
を
修
養
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
書
を
読
み
、
人
と
し
て
の
正
し
い
道
を
考
え
、
ゆ

っ
く
り
と
学
問
し
て
心
ゆ
く
ま
で
そ
の
意
義
を
味
わ
っ
て
修
養
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
急
い

で
一
人
前
に
な
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
け
な
い
。
見
識
を
練
る
と
い
う
こ
と
は
、

歴
史
書
を
読
み
、
過
去
の
足
跡
を
考
え
て
、
将
来
を
展
望
し
、
過
去
を
戒
め
と
し
、
禍
が
発
生

し
な
い
よ
う
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、
幸
福
を
将
来
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
く
。
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
志
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。


