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三
校

加
藤
景
範
『
民
間
さ
と
し
草
』
翻
刻
・
注
釈

湯
　
城
　
吉
　
信

は
じ
め
に

　
『
民
間
さ
と
し
草
』
は
、
懐
徳
堂
の
門
下
生
で
あ
っ
た
加
藤

景か
げ
の
り範
が
和
文
で
綴
っ
た
啓
蒙
書
で
あ
る
。
景
範
の
没
後
、
享
和
元

年
（
一
八
〇
一
）
に
浪
花
書
肆
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
単
に
道
徳
項

目
を
列
挙
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
豊
富
な
喩
え
を
用
い
、
そ
う
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
理
由
を
庶
民
に
も
わ
か
り
や
す
く
説
い
て
い

る
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
加
藤
景
範
『
民
間
さ
と
し
草
』
の
思
想

―
そ
の
学
問
観
・
学
者
観
を
中
心
に
」（『
中
国
研
究
集
刊
』五
三
号
、

二
〇
一
一
年
）
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
同
書
は
、『
近
世
町
人

思
想
集
成
』
第
十
巻
（
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）、『
江
戸
時

代
女
性
文
庫
』
第
五
五
巻
（
大
空
社
、
一
九
九
六
年
）
に
影
印
が

あ
る
が
、
崩
し
字
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
現
代
人
に
は
読
み
づ

ら
い
。
本
稿
で
は
、
同
書
を
翻
刻
し
、
注
釈
を
付
け
た
。

〔
凡
例
〕

○
序
の
句
点
と
訓
点
（
返
り
点
、
送
り
仮
名
）
は
原
文
に
従
っ
た
。

○
本
文
の
句
点
は
文
脈
の
切
れ
目
に
合
わ
な
い
場
合
は
改
め
た
。

○
原
文
で
は
振
り
仮
名
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
漢
字
に
付
け
ら
れ
て
い

る
が
、
本
稿
で
は
現
代
語
の
読
み
と
異
な
る
場
合
な
ど
に
限
定

し
、
明
ら
か
な
誤
り
は
正
し
た
。
ま
た
、
漢
字
を
補
う
方
が
読

み
や
す
く
な
る
箇
所
は
（　

）
付
き
で
ル
ビ
を
付
け
た
。

○
会
話
部
分
な
ど
に
は
、
適
宜
「　

」
を
付
け
た
。

○
漢
字
は
通
用
字
体
を
用
い
た
。

○
踊
り
字
、
也
は
仮
名
に
改
め
た
。

○
割
注
は
、（
割
注
：
～
）
と
表
記
し
た
。

○
丁
数
は
、「
一
葉
表
＝
1a
」「
二
葉
裏
＝
2b
」
の
よ
う
に
表
し
た
。

○
原
文
で
は
各
項
の
冒
頭
に
は
「
○
」
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
が
、

本
稿
で
は
〔
１
，
…
〕
の
よ
う
に
タ
イ
ト
ル
を
補
っ
た
。
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三
校

（
序
1a
）

民
間
喩
草
叙

竹
里
翁
之
即
ク

レ
世
ニ*

已
ニ
五
霜

矣
。
其
遺
稿
中
、
有
二
民
間
喩

草
ノ
一
冊
子
一
。
蓋
躬
在
二
闤
闠*

ニ
一
、

不
三
敢
高
ク
セ

二
其
言
ヲ

一
。
特
ニ
為
メ
ニ

二
平
民
ノ

一
、

（
序
1b
）

絮
々
諄
々
、
示
二-

諭
ス
其
守
リ

レ
身
ヲ

保
ツ

レ
家
ヲ
之
方
ヲ

一
、
所
レ
謂
一
点
ノ
老

婆
心
ナ
ル
者
、
非
ナ
ル
邪
。
既
ニ
而
其
家

人
子
弟
問
ヒ

二
上
梓
ヲ

一
、
廼
チ
送
リ

二
其

稿
ヲ

一
、
授
ク
ル
ニ

レ
予
ニ
以
ス

二
右
簡*

ヲ
一
。
予
也
以
二

（
序
2a
）

通
家*

之
誼
ヲ

一
、
結-

髪*

与
レ
翁
交-

驩
ス
ル
五
十
年
所*

、
今
閲
ス
ル

二
斯
巻
ヲ

一
、

逌
然
莫
ク

レ
逆
フ

二
于
心
ニ

一
、
深
ク
美
ス
ル

下
其

有
ル
ヲ

上
レ
裨
ナ
ヒ

二
於
世
教
ニ

一
也
。
若
シ
夫
ノ
類
二-

推
シ
河
豚
之
毒
ヲ

一
、
以
喚
二-

醒
シ
自
カ
ラ

（
序
2b
）

孽
ス
ル
之
小
人
ヲ

一
、
娓
々
焉
譚
シ

二
曲

突
ヲ

一
、
令
ル

三
人
ニ
消
セ

二
未
萌
之
禍
ヲ

一
、
意
モ

亦
勤
ム
矣
。
其
餘
ノ
持
論
、
往
々

乎
出
テ

二
于
世
人
ノ
意
表
ニ

一
、
而
有

レ
倫
有
レ
脊
、
其
学
識
迢
邁
絶
ス

二

（
序
3a
）

於
凡
儔
ニ

一
、
於
テ
モ

レ
是
ニ
亦
可
キ

レ
見
耳
。

読
ム
未
レ
卒
ヘ

レ
編
ヲ
、
而
荐
リ
ニ
称
ス
ル

レ
善
ヲ
者
、

殆
ン
ト
如
下
連
ネ

レ
床
ヲ
揮
フ

レ
麈
ヲ*

之
日
ノ

上
。
今

不
レ
見
二
其
人
ヲ

一
、
予
モ
亦
老
ヌ
矣
。
臨
ミ

レ
簡
ニ
愴
然
良
ヤ
久
シ
ク
而
後
ニ
書
ス
。
実
ニ

（
序
3b
）

寛
政
庚
申*

秋
日
也
。

　
　

浪
華
中
井
積
善

　
「
積
善
之
印
」「
竹
山
居
士
」「
渫
翁
」

【
注
】
○
即
世　

亡
く
な
る
こ
と
。
○
闤
闠　
「
か
ん
か
い
」。
町
中
。
○

右
簡　
『
民
間
さ
と
し
草
』
を
敬
っ
て
言
う
か
。
○
通
家　

父
祖
の
代
か

ら
親
し
く
し
て
い
る
家
。
○
結
髪　

元
服
、
あ
る
い
は
結
婚
。
○
年
所　

年
月
。
所
は
助
辞
。
○
逌
然　
「
ゆ
う
ぜ
ん
」。
し
っ
く
り
来
る
こ
と
。
○

揮
麈　
「
き
し
ゅ
」。
談
話
の
こ
と
。
○
寛
政
庚
申　

寛
政
十
二
年
（
一
八

〇
〇
）。
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三
校

（
1a
）

〔
１
，
若
い
時
に
養
生
す
べ
き
こ
と
〕

○
人
は
四
十
前
後
が
荷
が
お
も
く
な
り
て
、
心
遣
ひ
つ
も
り
、
重

病
を
と
り
出
す
こ
と
多
し
。
其
年
頃
に
て
死
す
れ
ば
、
親
は
老
て

子
は
い
と
け
な
く
妻
わ
か
く
て
、
皆
吾
手
を
は
な
れ
て
独ひ
と
り
た
ち立が
た

し
。夫そ
れ

も
冨ふ

か家
な
ら
ば
い
か
や
う
に
も
し
か
た
あ
る
べ
け
れ
ど
も
、

中ち
う
ぶ
ん分
以
下
の
家
に
て
は
、
家
業
相
続
な
り
が
た
し
。
よ
き
家
来
に

て
も
あ
れ
ば
よ
け
れ
ど
も
、
主
人
の
代か
は
りを
勤つ
と
むる
人
が
ら
多
く
得
が

た
し
。
俗
に
四
十
二
を
厄や
く

な
り
と
て
、

（
1b
）

其
年
に
の
ぞ
み
て
厄
を
遁
れ
ん
と
神
に
ま
ふ
で
仏
に
い
の
る
は
愚

か
な
る
こ
と
な
り
。
此
用
心
は
二
十
年
も
以
前
よ
り
こ
こ
ろ
へ
あ

る
べ
き
こ
と
な
り
。
人
廿
歳
余
り
の
気
血
盛さ
か
んな
る
と
き
は
、
大
飲

暴
食
し
て
も
あ
た
る
こ
と
な
く
、
閨
房
み
だ
り
な
れ
ど
も
其
時
そ

の
と
が
め
も
し
れ
ぬ
ゆ
へ
、
を
の
づ
か
ら
飲
食
女
色
の
慎
し
み
な

く
、
三
十
を
過
ぎ
、
四
十
に
か
か
り
、
気
血
や
や
お
と
ろ
ふ
る
時

に
な
り
て
、い
ま
ま
で
つ
つ
し
ま
ざ
り
し
た
た
り
い
で
来
る
な
り
。

わ
か
き
時
、
後
の
お
そ
れ
を
お
そ
れ
、
身
持

（
2a
）

を
よ
く
つ
つ
し
め
ば
、
五
臓
六
腑
よ
く
す
く
や
か
に
て
、
老
て
も

猶な
ほ

臓
腑
つ
よ
き
ゆ
へ
、
一
身
す
く
や
か
な
り
。
若
き
時
は
身
に
奉

ず
る
所
薄
く
、
身
を
堅
く
つ
つ
し
み
て
も
、
こ
こ
ろ
は
常
に
い
さ

ま
し
き
も
の
な
り
。
扨さ
て

や
み
衰
へ
た
る
ば
か
り
い
た
ま
し
く
苦
し

げ
な
る
も
の
は
な
し
。
是
を
よ
く
よ
く
対た
い
さ
ん算
す
べ
し
。
稀
に
は
、

若
き
時
よ
り
放
蕩
に
て
、
老
て
お
と
ろ
え
ぬ
も
の
あ
り
。
そ
れ
は

百
人
の
内
の
一
人
に
て
、
手
本
に
は
成な
り

が
た
し
。
ま
た
身
持
よ
く

て
若
死
す
る
者
あ
り
。
是
も
百
中
の
一
に
て

（
2b
）

変
な
り
。
夏
は
暑
く
冬
は
寒
き
が
定さ
だ
まり
た
る
気
候
な
れ
ど
も
、
暑

か
る
べ
き
時
に
涼
し
き
こ
と
も
あ
り
。
寒
か
る
べ
き
と
き
に
あ
た

た
か
な
る
事
も
あ
り
。
か
か
る
変
を
あ
て
に
し
て
、
夏
暑
く
冬
寒

き
そ
な
へ
を
せ
ず
し
て
有
べ
き
や
。
そ
の
若
き
時
の
身
持
に
心
得

あ
る
べ
し
。
先ま
づ

我わ
が
み身
を
わ
が
も
の
と
お
も
ふ
よ
り
、
こ
こ
ろ
の
ま

ま
に
身
を
持も
つ

は
大お
ほ
ひな
る
心こ
こ
ろ
へ得
違ち
が
ひな
り
。
我わ
が
み身
は
親お
や

の
か
た
み
と
お

も
ふ
べ
し
。
親
よ
り
つ
た
へ
し
物も
の

と
て
は
、
家い
へ

を
は
じ
め

（
3a
）

万よ
ろ
づの
も
の
を
そ
こ
な
は
じ
、
失う
し

な
は
じ
と
す
る
が
つ
ね
な
り
。
其

親
よ
り
つ
た
へ
し
物
の
中
に
と
り
て
金こ
が
ねを
つ
み
て
も
又
買か
ひ

が
た
き

大
せ
つ
至
極
の
も
の
は
我
身
な
り
。
其
身
の
そ
こ
な
は
る
る
を
お

も
は
で
不
養
生
を
す
る
は
愚
の
甚は
な

は
だ
し
き
者
に
て
、
不
孝
の
大

ひ
な
る
罪
人
な
り
。
予
、
世
上
に
四
十
ば
か
り
に
て
死
し
て
父
母

妻
子
眷
属
困
窮
に
お
よ
ぶ
も
の
を
多
く
見
て
、
痛
ま
し
さ
に
、
弱

き
人
々
を
さ
と
す
の
み
。
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三
校

（
3b
）

〔
２
，
家
を
保
つ
方
法
〕

○
家
を
た
も
つ
も
身
を
持も
つ

に
似
た
り
。
さ
い
は
い
に
冨ふ
ゆ
う有
の
家
に

生
れ
、
い
つ
も
か
か
る
も
の
と
の
み
思
ひ
、
飲
食
、
女
色
、
遊
楽

の
欲
を
ほ
し
ひ
ま
ま
に
し
、
衣
服
器
物
に
も
の
好
み
し
て
い
と
ま

を
費
し
金
銭
を
費
し
て
も
、
勢
い
き
ほ
ひあ
る
ほ
ど
は
家
業
は
益
ま
す
ま
す

富と
み

を
な

す
も
、
不ふ

と図
家
運
か
た
む
き
ぬ
れ
ば
、
お
も
は
ぬ
損
失
累か
さ
なり
、
家

業
の
元も
と
い
れ入
調と
と
のひ
が
た
く
、
家
を
質
に
し
て
銀
を
借か
り

、
猶な
を

た
ら
で
、

素す
が
ね金
を
か
る
や
う
に
成な
り
ゆ
け行
ば
、
今
迄
ほ
か
よ
り
入い
り

し
息そ
く
ぎ
ん銀
は
入い
ら

ず

し
て
、
今
ま
で
出だ
さ

ぬ

（
4a
）

息そ
く
ぎ
ん銀
を
出い
だ

し
て
、
暮く
ら

し
か
た
は
俄に
は
かに
倹
約
質
素
に
し
て
は
、
商
の

妨さ
ま
た
げに
な
る
な
ど
と
い
ふ
て
、
今
迄
よ
り
も
猶な
を

盛さ
か
んな
る
体
に
見
せ

な
す
ほ
ど
に
、
終
に
家
業
続つ
づ
けが
た
く
、
家
も
器
物
も
人
の
も
の
と

な
り
果は
て

る
も
の
、
予
が
目
前
に
見
及
ぶ
ば
か
り
だ
に
其
数
を
し
ら

ず
。
此
時
む
か
し
の
栄ゑ
い
ぐ
わ花
を
悔く
や

み
て
も
、
な
ん
の
か
ひ
か
あ
ら
ん
。

か
く
ま
で
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
家
運
お
と
ろ
へ
ぬ
と
し
ら
れ
し
時
、
身

の
つ
と
め
、
暮
し
か
た
を
厳き
び
しく
改
め
、
家
を
狭
め
、
人に
ん
じ
ゅ数
を
減
じ
、

是
ま
で
家
来
に

（
4b
）

委
ね
し
こ
と
を
自
か
ら
つ
と
め
、
正
道
を
守
り
、
得
意
か
た
へ
歎

き
を
述の
べ

て
、
仕
来
り
の
商
を
せ
ば
、
人
の
憫
あ
は
れ
みも
添そ
う

て
、
幸
に
家
を

た
も
ち
お
ほ
せ
て
旧き
う
じ時
の
冨
に
復か
へ

る
こ
と
も
あ
る
べ
し
。
是
も
こ

と
を（
遅
）く
れ
て
は
益
な
し
。
早
く
改
あ
ら
た
むる
に
し
か
ず
。
是
人
に
恥は
づ

る
事

に
あ
ら
ず
。
家
の
盛
衰
は
常
な
り
。
衰
お
と
ろ
へに
の
ぞ
み
て
盛さ
か
んの
時
に
か

ふ
る
を
恥は
づ

る
は
冬
綿わ
た
い
れ入
を
着
て
夏
帷か
た
び
ら子
を
着
る
を
恥
る
に
同
じ
。

時
に
随
し
た
が
ひて
こ
と
を
は
か
る
は
智
な
り
。
恥
る
は
不
智
な
り
。
不
智

の
果
は

（
5a
）

わ
る
き
巧た
く
みを
は
か
り
て
、
人
に
損
を
か
け
、
そ
の
銀か
ね

を
も
と
と
し

て
、
再
び
家
業
を
起
さ
ん
と
す
る
も
の
世
に
多
し
。
是
は
と
り
も

な
を
さ
ぬ
盗
賊
な
り
。
盗
賊
を
な
し
て
家
の
立た
つ

理
あ
る
べ
き
や
。

よ
し
一
旦
は
立た
つ
こ
と事
も
あ
る
べ
け
れ
ど
も
、
盗
人
の
し
ば
ら
く
網
を

の
が
れ
て
居い
る

に
同
じ
。
よ
し
や
網
を
遁の
が

れ
お
お
せ
た
り
と
も
、
金

銀
を
盗
み
得
し
代
り
に
人
の
道
を
失
ふ
。
人
に
し
て
人
の
道
な
き

は
、
鳥
と
り
け
だ
も
の
獣
に
は
は
る
か
に
劣お
と
りた
る
者
な
り
。
是
を
し
ら
ず
悲
し
ま

ぬ
は
、
浅
ま
し
か
ら

（
5b
）

ず
や
。
さ
れ
ば
、
と
か
く
其
時
に
随
し
た
が
ひて
正せ
う
ろ路
を
行
ふ
に
し
く
は
な

し
。
さ
て
何い
づ
れの
身
分
に
て
も
欲
と
い
ふ
も
の
大お
ほ
ひに
害
を
な
す
も
の

な
り
。
さ
れ
ば
と
て
、
家
を
た
も
つ
も
の
、
今
あ
る
資
材
に
こ
こ

ろ
た
り
て
、
是
よ
り
増ま
す

は
い
ら
ぬ
こ
と
と
安
堵
す
れ
ば
、
自お
の
づか
ら

勤
め
を
こ
た
り
て
、
財
を
減
じ
や
す
し
。
た
い
て
い
農
商
と
も

入い
る
も
の物
は
つ
ね
に
し
て
限
り
あ
り
。
出い
づ

る
は
常
な
ら
ぬ
変
あ
り
。
水
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三
校

火
難
、
盗
難
、
病
難
、
其
外
い
か
な
る
変
の
出い
で

く
べ
き
も
知
ず
。

常
の
限か
ぎ
りあ
る
入い
り
め目
を
以
て
常
な
ら
ぬ
変
に
応お
う
ぜば
、
必
ず
耗へ
ら

ず
ば
あ

る
べ
か
ら
ず
。
さ
れ

（
6a
）

ば
年と
し
と
し々

に
剰あ
ま

さ
で
は
こ
と
ゆ
か
ず
。
剰あ
ま

さ
ん
、
剰あ
ま

さ
ん
と
お
も
ふ

に
、
お
も
ふ
ほ
ど
は
剰あ
ま

り
が
た
き
も
の
な
り
。
故
に
、
暫
時
も
を

こ（
怠
）
た
ら
る
る
物
で（
出
）
は
な
し
。
此
剰あ
ま
りを
累か
さ
ね
て
変
に
備
ふ
べ
き
な
り
。

さ
て
、
怠
り
な
く
業
を
勤
る
に
、
第
一
其
業
と
す
る
も
の
の
、
道

理
を
委
し
く
き
は
め
知
て
、
猶
是
迄
に
心
つ
か
ぬ
事
も
あ
る
べ
し

と
、
さ
ま
ざ
ま
の
工
夫
し
、
得
意
を
粗
略
に
お
も
は
ず
、
正し
ゃ
う
だ
う道を

守
り
つ
と
む
れ
ば
、
天て
ん
た
う道
の
冥み
ゃ
う
が加
に
て
、
随
分
生す
ぎ
は
ひ業
は
立た
ち
ゆ
く行
道
理

な
り
。
是
商あ
き
う
ど人
た
る
も
の
の
道
な
り
。
欲
ふ
か
き

（
6b
）

心
に
て
、
あ
り
き
た
る
業
を
ま
ど
ろ
し
く
お
も
ひ
、
大
ひ
に
貨
殖

し
て
こ
と
を
誤
り
、
反
て
財
を
耗へ
ら

し
家
を
う
し
な
ひ
、
人
に
は
損

を
か
け
、
果
は
身
さ
へ
失
ふ
も
の
、
又
世
に
多
し
。
大お
ほ
ひに
貨
殖
し
、

大
に
富
豪
を
致
し
て
何
に
せ
ん
と
か
お
も
ふ
。
又
一
種
吝
嗇
を
専

ら
と
し
、
資
財
を
ば
年と
し
ど
し々

増
て
、
其
金
を
守
り
て
、
一
生
貧
者
の

さ
ま
に
て
、大
に
家
に
功
を
立
た
り
と
ほ
こ
り
て
果は
つ

る
も
の
あ
り
。

さ
る
者
、
大
方
、
子
の
代
に
父
が
積つ
み
お
き置
し
を
、
奢を
ご
りに
つ
か
ひ
尽
す

を
し
ら
ず
。
あ
る
い
は
巨
万
を
か
さ
ね
て
、
婢ひ
せ
う妾
を
蓄た
く

は
へ
青
楼

（
7a
）

に
の
ぼ
り
、
下
手
な
る
遊
芸
を
誉ほ
め

ら
れ
て
た
の
し
み
、
腹
に
笑
ひ

て
口
に
諂へ
つ
らふ
も
の
を
悦
び
、人
の
道
い
か
な
る
も
の
と
も
し
ら
ず
、

道
し
る
べ
き
書
物
も
よ
め
ず
、
識
者
の
非ひ
せ
う笑
を
も
し
ら
で
、
一
生

鳥と
り
け
も
の
獣
に
同
じ
き
愚
に
て
終
る
も
あ
り
。
是
み
な
利
欲
の
害
を
受う
く

る

な
り
。
さ
れ
ば
、
家
を
長
久
に
伝
へ
ん
に
は
、
家
内
の
正
し
く
お

さ
ま
る
に
し
く
事
な
し
。
家
を
治
む
る
道
は
、
我
身
を
正
し
く
す

る
に
あ
り
。
身
を
正
し
く
す
る
と
い
ふ
は
、
父
母
に
孝
を
尽
し
、

主
人
あ
る
な
ら
ば
、
主
人
の
家
を
大
切
に
し
て
妻
子
の

（
7b
）

愛
に
ま
ど
は
ず
、
親
族
を
睦
ま
じ
く
し
、
召
つ
か
ふ
者
を
よ
く
教
お
し
へ

あ
は
れ
み
、
行
す
衛え

立
身
さ
す
や
う
に
す
れ
ば
、
家
は
よ
く
治
ま

る
も
の
な
り
。か
く
て
家
の
衰
ふ
る
こ
と
は
決
し
て
な
き
理
な
り
。

い
か
ば
か
り
冨
を
致
す
と
も
、
五
倫
（
割
注
：
父
子
、
君
臣
、
夫

婦
、
兄
弟
、
朋
友
）
の
道
に
た
が
ひ
て
は
、
か
な
ら
ず
お
も
は
ぬ

わ
ざ
は
ひ
出い
で
き来
て
、
家
を
滅ほ
ろ
ぼす
に
至
る
。
此
時
に
至い
た
って
は
、
積
か

さ
ね
し
金
銀
、
無
益
の
こ
と
に
耗が
う
さ
ん散
し
て
、
何
の
用
に
も
た
だ
ず
。

〔
３
，
人
の
道
を
踏
む
こ
と
が
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
〕

○
目
を
や
め
る
人
あ
り
。
治ぢ
り
ゃ
う療
を
加
え
け
れ
ど
終
に

（
8a
）

し
ゐ
た
り
。
わ
び
し
か
ら
ん
と
人
い
へ
ば
、
其
人
い
ふ
は
、「
侘わ
び

し
き
は
わ
び
し
。
さ
れ
ど
、
世せ
じ
ゃ
う上
に
目
明あ
き

ら
か
に
て
心
の
く
ら
み
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た
る
人
あ
り
。
そ
れ
に
は
は
る
か
に
ま
さ
る
と
お
も
へ
ば
さ
ほ
ど

わ
び
し
く
も
な
し
」
と
い
へ
り
。
誰
も
も
と
こ
こ
ろ
は
明
ら
か
に

て
、
善
は
善
、
不
善
は
不
善
と
よ
く
知
て
を
る
が
、
私
欲
に
お
ほ

は
れ
、
し
り
な
が
ら
不
善
を
な
す
。
此
不
善
が
つ
の
れ
ば
、
こ
こ

ろ
く
ら
む
な
り
。
心
の
く
ら
み
た
る
人
は
人
に
あ
ら
ず
。
盲
人
こ

の
道
を
よ
く
わ
き
ま
え
た
り
。
是
に
似
た
る

（
8b
）

こ
と
あ
り
。
足
な
へ
の
人
に
、
さ
こ
そ
不
自
由
に
て
わ
び
し
か
ら

ん
と
人
い
ひ
け
れ
ば
、「
不
自
由
は
い
ふ
に
や
及
ぶ
。
然
れ
ど
も
、

よ
か
ら
ぬ
人
の
つ
ね
づ
ね
ふ
み
行
ふ
こ
と
皆
道
に
そ
む
け
た
る
に

く
ら
ぶ
れ
ば
、
我
足
こ
そ
た
た
ね
、
人
に
生
れ
て
人
に
て
死
す
る

な
れ
ば
、人
に
て
人
な
ら
ぬ
に
は
大お
ほ
ひに
増ま
さ

る
と
自み
づ
から
な
ぐ
さ
め
し
」

と
申
せ
し
。

〔
４
，
世
に
は
自
滅
す
る
人
が
多
い
こ
と
〕

○
河
豚
は
毒
魚
な
る
を
誰
も
し
ら
ぬ
も
の
な
し
。
然
る
に
食く
ら

ふ
も

の
絶た
へ

ず
。
是
は
毒
に
逢
ふ
と
あ
は
ぬ

（
9a
）

と
あ
る
故
な
り
。
も
し
毒
あ
る
に
あ
へ
ば
、
苦
し
み
云い
ふ

ば
か
り
な

く
し
て
死
す
。そ
の
く
る
し
む
と
き
に
後
悔
せ
ぬ
も
の
は
あ
ら
じ
。

悔く
ゆ

る
こ
こ
ろ
な
ら
ば
初
よ
り
食く
ら

は
ぬ
に
し
か
ず
。
好こ
の
む
も
の者
の
心
に

「
め
っ
た
に
あ
た
る
も
の
で
な
し
」
と
お
も
ふ
。
そ
れ
は
稀
に
あ

た
る
を
知し
る

な
り
。我
も
し
其
ま
れ
に
あ
た
る
に
あ
は
ん
も
し
ら
ず
、

若も
し

あ
た
り
て
も
是
は
初
よ
り
覚
悟
な
り
と
て
後
悔
せ
ぬ
者
は
、
豚
（
ふ
ぐ
）

（
マ
マ
）
に
い
の
ち
を
か
ふ
る
な
り
。
毒
の
か
ろ
き
に
あ
ふ
者
は

さ
い
は
ひ
に
命
拾ひ
ろ
ひて
も
甚
は
な
は
だし
き
苦
し
み
は
の
が
る
る

（
9b
）

こ
と
な
し
。
河
豚
は
猶な
を

毒
の
有
無
あ
り
。
人
の
悪
事
を
す
る
に
は
、

禍
に
あ
は
ぬ
こ
と
な
し
。
親
に
不
孝
を
し
、
主
人
に
不
忠
を
し
、

家
業
を
勤
る
上
に
て
も
我
一
人
の
利
を
求
る
と
て
人
の
害
に
な
る

こ
と
を
し
、
人
の
物
を
買
入
て
其
代
を
や
ら
ず
、
金
銀
を
借
受
て

か
へ
さ
ず
、
公
訴
に
及
で
日
を
経へ

る
間
に
、
三
歩
と
り
四
歩
と
り

に
て
あ
つ
か
ひ
す
ま
し
、
甚
し
き
は
身
上
か
ぎ
り
を
渡
す
と
て
、

の
け
ら
る
る
物
を
外ほ
か

へ
と
り
の
け
て
、
古ふ
る
だ
た
み畳、
鍋
釜
を
渡
し
て
、

名
を
替か

へ
、
又
家
業
を
営
む
も
の
あ
り
。
皆
是
取と
り

も
直
さ
ず
盗
人

（
10a
）

な
り
。
か
か
る
こ
と
を
し
て
、
再
び
冨
を
な
さ
ん
と
お
も
ふ
は
、

河
豚
を
養
生
に
食
ふ
よ
り
も
猶な
を

愚
か
な
る
者
な
り
。
天
て
ん
と
う
こ
う
く
わ
ん

道
好
還*

と
て
、
善
を
す
る
も
の
に
は
福
さ
い
は
いを
以
て
か
へ
し
、
悪
を
す
る
者
に

は
禍
を
以
て
報
ふ
が
天
の
こ
こ
ろ
な
り
。
あ
く
を
す
る
も
の
も
、

此
む
く
ひ
知
ぬ
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
め
っ
た
に
む
く
ふ
も
の
で
な

し
と
て
す
る
な
り
。
河
豚
は
毒
な
き
を
く
ら
へ
ば
あ
た
る
こ
と
な

し
。
悪
事
を
し
て
は
禍
ひ
に
あ
は
ぬ
こ
と
決
し
て
な
し
。
早
く
む

か
ふ
か
遅
く
む
か
ふ
か
、
是
非
報
は
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
此
理

す
こ
し
も
違
ふ
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【
注
】
○
天
道
好
還　
『
老
子
』
三
十
章
の
「
以
道
佐
人
主
者
、
不
以
兵

強
天
下
、
其
事
好
還
（
道
を
以
て
人
主
を
佐た
す

く
る
者
は
、
兵
を
以
て
天
下

を
強
く
せ
ず
、
其
の
事
還か
え

る
を
好
む
）」
に
由
来
す
る
。『
老
子
』
で
は
、（
無

為
の
）
道
に
返
る
こ
と
を
言
う
が
、
後
、「
天
道
好
還
の
報
い
」
で
因
果

応
報
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
10b
）

こ
と
な
し
と
し
る
べ
し
。

〔
５
，
学
問
が
必
要
な
こ
と
〕

○
さ
か
し
ら
な
る
人
あ
り
。
ふ
み
好
め
る
人
に
む
か
ひ
て
云
、「
学

問
は
農
商
の
す
る
こ
と
に
あ
ら
ず
。
学
問
す
す
め
ば
、
か
な
ら
ず

家
業
の
さ
ま
た
げ
と
な
る
。
家
業
を
よ
く
勤
め
、
道
理
に
背
け
た

る
こ
と
を
だ
に
せ
ね
ば
、
学
問
は
な
く
て
も
、
こ
と
欠か
け

る
こ
と
な

し
」
と
。
老
人
眉
を
し
ば
め
て
、「
物
の
弁わ
き
ま
へ
な
く
、
さ
や
う
の

こ
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
天
の
罰
を
受
る
こ
と
な
り
。
学
問
の
道
を

あ
ら
あ
ら
申も
ふ
すべ
し
。
上
古
の
み
か
ど
、
神
代
の
道
を
以
て
天
下
を

治
め

（
11a
）

た
ま
へ
る
う
へ
に
、
応
神
天
皇*

の
御
代
に
唐か
ら
く
に土
よ
り
学
生
を
め

さ
れ
、
聖
人
の
書し
ょ
も
つ籍
を
も
と
め
さ
せ
給
ひ
し
よ
り
、
政
ま
つ
り
ご
とに
あ
づ

か
り
給
へ
る
人
々
、
皆
学
問
を
し
給
ひ
、
聖
人
の
道
を
も
っ
て
下

民
を
道み
ち

び
き
を（
教
）し
へ
給た
ま

ひ
し
よ
り
、
忠
孝
礼
義
の
道
を
も
し
ら
ぬ

匹
夫
ま
で
、
忠
孝
礼
義
と
い
ふ
名
は
し
ら
ね
ど
も
、
日に
ち
に
ち々

に
す
る

所
、
自
然
と
道
に
か
な
ひ
し
よ
り
、
五
倫
の
道
も
た
ち
、
万
の
こ

と
そ
れ
ぞ
れ
の
道
に
合
ひ
た
り
。
其
後
、
代
々
に
治
り
も
し
、
み

だ
れ
も
し
た
れ
ど
も
、
か
の
道

【
注
】
○
応
神
天
皇　

応
神
天
皇
の
時
に
聖
人
の
書
籍
が
将
来
さ
れ
た
と

い
う
の
は
、
王
仁
が
『
論
語
』
と
『
千
字
文
』
を
伝
え
た
と
い
う
伝
承
（『
古

事
記
』
に
見
え
る
）
を
言
う
。

（
11b
）

は
う
せ
ず
（
割
注
：
乱
世
ニ
ハ
サ
マ
ザ
マ
暴
虐
無
道
ヲ
セ
シ
モ
ノ

ア
レ
ド
モ
、
皆
カ
ノ
道
ハ
知
テ
ヲ
リ
ナ
ガ
ラ
私
欲
ニ
ヲ
ボ
レ
テ
悪

ヲ
ス
ル
ナ
リ
。）し
て
、
い
ま
の
世
に
い
た
れ
る
な
り
。
さ
れ
ば
今
、

学
問
な
き
と
い
へ
ど
も
、
み
な
聖
人
の
道
に
し
た
が
ひ
よ
り
て
い

る
な
り
。
此
道
を
は
な
れ
て
は
、
一
日
片
時
も
此
世
の
人
に
交ま
じ
はり

な
ら
ず
。
是
が
聖
人
の
道
と
い
ふ
こ
と
も
し
ら
ず
に
、
道
を
ふ
み

行
な
ひ
な
が
ら
道
の
こ
と
は
り
を
知
ら
ぬ
故
、
こ
こ
ろ
に
明
か
な

ら
ぬ
処
あ
り
て
、
不ふ

と図
し
て
は
道
に
背
け
た
る
こ
と
を
し
て
、
お

も
ひ
か
け
ぬ
禍
を
招
き
出い
だ

す
な
り
。た
と
へ
ば
朝
夕
く
ら
ふ
飯
を
、

是
稲
の
実
の
米
と
い
ふ
も
の
と
も

（
12a
）

知
ら
ず
、
又
此
養
ひ
に
よ
り
命
を
長
ら
へ
る
と
い
ふ
道
理
を
も
し

ら
ず
、
口
に
む
ま
く
味
ひ
、
腹
に
満み
つ

る
も
の
と
の
み
こ
こ
ろ
得
て
、

い
の
ち
を
つ
な
ぐ
功
は
し
ら
で
も
毎
日
食く
ら

ひ
さ
へ
す
れ
ば
、
飢
る

こ
と
な
し
と
い
ひ
て
、
口こ
う
ふ
く腹
の
欲
に
任
せ
、
過
食
し
て
病
を
生
じ
、
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ば
な
ら
ぬ
道
理
も
、あ
て
ら
れ
た
る
道
理
を
も
よ
く
知
る
故
な
り
。

其
道
理
を
知
ら
で
、
断
食
し
て
死し
せ

ん
は
至
愚
な
ら
ず

【
注
】○
噎
に
よ
り
て
食
を
す
つ
る　
『
淮
南
子
』説
林
訓
に
見
え
、
類
書『
書

言
故
事
』
に
も
引
か
れ
て
い
る
「
因
噎
廃
食
（
噎
に
因
り
て
食
を
廃
す
）」

を
言
う
。

（
13b
）

や
。
さ
て
、
学
問
を
き
ら
ふ
は
、
書し
ょ
も
つ籍
を
見
、
文も
ん
ぎ義
を
知し
っ

て
も
、

そ
れ
を
我
身
を
脩
む
る
用
に
も
ち
ひ
ず
、
反か
へ
って
人
を
侮
ど
り
か
た

い
ぢ
に
な
り
、
学
問
せ
ぬ
時
よ
り
人
が
ら
あ
し
く
成な
る

に
こ
り
て
の

こ
と
な
れ
ど
、
是
は
学
問
の
し
や
う
の
よ
し
あ
し
を
わ
き
ま
へ
ぬ

故
、
噎む
せ

て
食
を
す
つ
る
に
ひ
と
し
。

〔
７
，
事
は
未
然
に
防
ぐ
べ
き
こ
と
（
曲
突
徙
薪
の
喩
え
）〕

○
曲き
ょ
く
と
つ
た
き
ぎ
を
う
つ
す

突
徙
レ

薪*

と
い
ふ
こ
と
万
事
に
付
て
多
き
こ
と
な
れ

ど
、
よ
く
こ
こ
ろ
え
る
人
す
く
な
し
。
誰
も
知し
る

こ
と
な
れ
ど
、
不

学
の
人
の
為
に
あ
ら
あ
ら
し
る
し
ぬ
。

【
注
】
○
曲
突
徙
薪　
『
漢
書
』
霍
光
伝
に
見
え
る
。
原
文
は
以
下
の
よ
う

で
あ
る
（
中
華
書
局
標
点
本
『
漢
書
』
九
冊
目
、
二
九
五
七
頁
～
二
九
五

八
頁
）。

初
、
霍
氏
奢
侈
、
茂
陵
徐
生
曰
、「
霍
氏
必
亡
。
夫
奢
則
不
遜
、
不
遜

必
侮
上
。
侮
上
者
、
逆
道
也
。
在
人
之
右
、
衆
必
害
之
。
霍
氏
秉
権
日

久
、
害
之
者
多
矣
。
天
下
害
之
、
而
又
行
以
逆
道
、
不
亡
何
待
。」
乃

上
疏
言
、「
霍
氏
泰
盛
、
陛
下
即
愛
厚
之
、
宜
以
時
抑
制
、
無
使
至
亡
。」

又
は
食
の
い
と
は
し
き
時
は
い
と
ふ
ま
ま
に
つ
と
め
て
食
せ
ん
と

も
せ
ず
、
日に
ち
に
ち々

気
り（

力

）

ょ
く
衰
ろ
へ
終
に
は
死
す
る
。
そ
の
時
に
至

り
て
、
食
の
命
を
続つ
ぐ

と
い
ふ
道
理
を
し
ら
で
死
せ
ん
は
浅
ま
し
き

こ
と
な
ら
ず
や
。
才
智
十
人
並
の

（
12b
）

人
の
人
並
に
身
を
持も
ち

た
る
が
、
不ふ

と図
酒
食
、
金
銀
の
欲
に
ま
ど
ひ
、

家
業
に
怠
た
り
、
父
母
親
戚
に
見
捨
ら
る
る
に
至
り
て
も
、
た
だ

ま
ど
ふ
ま
ま
に
、
欲
に
を
ぼ
れ
て
果は
て

は
家
を
も
身
を
も
失
な
ふ
に

至
る
も
の
、
世
に
そ
の
数
知
ら
ず
。
是
、
学
問
な
く
て
人
の
道
を

よ
く
わ
き
ま
へ
ぬ
ゆ
え
な
り
。
是
、
米
の
功
能
を
し
ら
で
、
病や
ん

で

食
を
い
と
ひ
、
い
と
ふ
ま
ま
に
食
せ
ず
し
て
、
死
す
る
に
異
な
ら

ず
。」

〔
６
，
妨
げ
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
学
問
を
否
定
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
〕

○
又
、
学
問
は
家
業
の
妨
さ
ま
た
げと
い
ふ
も
さ
る
事
な
き
に

（
13a
）

あ
ら
ず
。
噎い
つ

に
よ
り
て
食
を
す
つ
る*

と
い
ふ
た
と
へ
あ
り
。
飯

を
喫き
っ

す
る
に
、
ふ
と
む
せ
た
る
が
、
其
苦
し
さ
に
懲
て
再
び
飯
を

く
ら
は
ぬ
を
い
ふ
。
是
、
物
の
理
に
暗
き
至
愚
の
喩
え
な
り
。
そ

れ
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
病
や
ま
ひ

食
よ
り
起
る
こ
と
多
し
。
命
を
つ
な

ぐ
ほ
ど
の
功
を
持
た
る
米
な
れ
ば
、
節
を
失
へ
ば
、
か
な
ら
ず
害

あ
り
。
さ
れ
ば
と
て
、
お
そ
れ
て
断だ
ん
じ
き食
す
る
人
は
な
し
。
食し
ょ
くせ
ね
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告
る
も
の
に
、
皆
重
き
賞
を
下
さ
れ
け
る
。
其
時
、
或
人
徐
生
に

第
一
の
賞
あ
る
べ
き
を
う
ら
み
、帝
に
書
を
奉
り
て
申
上
け
る
は
、

「
或
人
わ
が
知し
る
ひ
と人
の
方
に
至
り
、
厨
下
の
か
ま
ど
の
い
き
出
し
の

そ
ば
に
、
薪
を
積つ
み
お
き置
た
る
を
見
て
、
主
人
に
云
や
う
、『
此
竈
の

い
き
出
し
を
曲
突
に
し
て
、
薪
を
竈
遠
き
所
に
移
さ
れ
よ
。
さ
あ

ら
ず
ば
、
か
な
ら
ず
火
の
難
あ
ら
ん
』
と
心
つ
け
け
る*

に
、
主

人
耳
に
も
と
め
ず
、
其
ま
ま
あ
り
し
が
、
果
し
て
か
の
孔
よ
り
薪

に【
注
】
○
心
つ
け
け
る　
「
こ
こ
ろ
つ
げ
る
」
で
警
告
す
る
。

（
15a
）

火
移
る
。
そ
の
近
隣
近
村
よ
り
人
多
く
集あ
つ
まり
て
命
を
限
り
に
は
た

ら
き
、
か
ら
ふ
じ
て
打
け
し
た
り
。
是
に
よ
り
、
主
人
酒
肴
を
お

び
た
だ
し
く
設
け
て
、
か
の
集あ
つ
まり
て
は
た
ら
き
し
も
の
の
、
髪
ひ

げ
を
焦こ
が

し
手
足
に
疵
つ
き
た
る
者
を
上
座
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
饗
応

せ
り
。
さ
て
、
か
の
曲
突
を
云い
ひ

し
人
は
お
も
ひ
出い
だ

し
も
せ
ず
。
或

人
主
人
に
云
や
う
、『
先
に
曲
突
を
い
ひ
し
人
の
言
に
従
が
は
ば
、

火
の
難
も
な
く
饗
応
の
費つ
い
えも
あ
る
ま
じ
。
然
る
に
、
今
、
髪
を
こ

が
し
身
に
疵
つ
け

（
15b
）

る
も
の
を
上
客
と
し
て
、
曲
突
を
い
ひ
し
人
を
賞
せ
ぬ
か
』
と
云

け
れ
ば
、
主
人
や
が
て
か
の
人
を
請せ
う

じ
け
る
。
徐
福
が
霍
氏
の
変

あ
る
べ
き
き
ざ
し
を
見
て
、
其
威
勢
を
お
さ
へ
給
へ
と
申
あ
げ
た

書
三
上
、
輒
報
聞
。
其
後
霍
氏
誅
滅
、
而
告
霍
氏
者
皆
封
。
人
為
徐
生

上
書
曰
、「
臣
聞
、
客
有
過
主
人
者
。
見
其
竈
直
突
、
傍
有
積
薪
。
客

謂
主
人
、『
更
為
曲
突
、
遠
徙
其
薪
、
不
者
且
有
火
患
』。
主
人
黙
然
不

応
。
俄
而
家
果
失
火
、
鄰
里
共
救
之
、
幸
而
得
息
。
於
是
、
殺
牛
置
酒
、

謝
其
鄰
人
。
灼
爛
者
在
於
上
行
、
餘
各
以
功
次
坐
、
而
不
録
言
曲
突
者
。

人
謂
主
人
曰
、『
郷
使
聴
客
之
言
、
不
費
牛
酒
、
終
亡
火
患
。
今
論
功

而
請
賓
、
曲
突
徙
薪
亡
恩
沢
、
燋
頭
爛
額
為
上
客
耶
』。
主
人
乃
寤
而

請
之
。
今
茂
陵
徐
福
数
上
書
言
霍
氏
且
有
変
、
宜
防
絶
之
。
郷
使
福
説

得
行
、
則
国
亡
裂
土
出
爵
之
費
、
臣
亡
逆
乱
誅
滅
之
敗
。
往
事
既
已
、

而
福
独
不
蒙
其
功
。
唯
陛
下
察
之
、
貴
徙
薪
曲
突
之
策
、
使
居
焦
髪
灼

爛
之
右
」。
上
乃
賜
福
帛
十
疋
、
後
以
為
郎
。

（
14a
）

　

漢
の
宣
帝
の
時
、
霍
く
わ
つ
か
う光
大
功
あ
り
し
故
、
帝
に
重
ん
ぜ
ら
る
。

霍
光
の
妻さ
い

顕げ
ん

甚は
な
は
だよ
か
ら
ぬ
人
に
て
、
我わ
が
む
す
め女
を
后き
さ
き
に
立た
て

ん
為
に
、

許
皇く
は
う
こ
う
后
を
毒
害
す
。
霍
光
あ
と
に
て
是
を
聞き
き

、
驚
き
な
が
ら
、

其そ
の
さ
い妻
を
そ
の
ま
ま
に
さ
し
お
け
り
。
霍
光
死
後
、
霍
氏
奢お
ご
り侈
甚
し

か
り
し
に
、
徐
生
と
云
人
上
書
し
て
、
霍
氏
が
権
勢
を
抑
へ
給
は

ん
こ
と
を
申
上
け
る
。
其
後
、
霍
氏
悪
逆
ま
す
ま
す
甚
し
く
て
、

天
子
を
廃
せ
ん
と
謀
り
け
る
が
、
此
陰
謀
を
し
る
人
、
多
く
あ
り

て
、
追
々
是
を
告
る
よ
り
、
事
み
な

（
14b
）

あ
ら
は
れ
て
、
霍
氏
が
一
族
、
残
ら
ず
誅
せ
ら
れ
、
か
の
陰
謀
を
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る
時
、
其そ
の
こ
と言
を
用
ひ
給
は
ば
、
霍
氏
も
ほ
ろ
び
ず
、
褒
賞
の
費
も

あ
る
ま
じ
き
に
、
今
、
霍
家
を
誅
滅
せ
し
時
、
功
あ
る
者
を
賞
し

て
徐
福
を
賞
せ
ら
れ
ぬ
は
い
か
が
」
と
申
あ
げ
し
か
ば
、
帝
聞き
こ

し

め
し
、
や
が
て
徐
福
に
賞
を
た
ま
ひ
、
官
職
を
す
す
め
ら
れ
し
と

な
り
。

　

身
の
健す
く

や
か
な
る
時
、
病
を
醸
す
る

（
16a
）

き
ざ
し
を
察
し
、
家
富と
み

さ
か
ふ
る
と
き
、
衰
へ
ん
ず
る
萌き
ざ
しを
知
て
、

其
ふ
せ
ぎ
す
る
人
稀
な
り
。
扨さ
て

、
病
あ
ら
は
れ
て
苦
き
く
す
り
、

鍼は
り
き
う灸
を
も
と
め
、
神
仏
を
祈い
の
り、
其
く
る
し
み
い
ふ
ば
か
り
な
く
、

父
母
妻
子
に
も
心
を
く
る
し
め
さ
す
る
な
り
。
我
は
こ
こ
ろ
つ
か

で
も
、
他
人
の
其
兆て
う

を
察
し
て
い
さ
む
る
を
用
ひ
ば
、
我わ
が

し
る
に

同
じ
く
て
、
未み
び
ゃ
う病
を
治ぢ

し
て
病
苦
を
の
が
れ
、
身
を
よ
く
保
つ
べ

し
。
大
小
軽
重
の
こ
と
に
つ
き
て
、
曲
突
の
い
さ
め
を
お
も
ふ
べ

き
な
り
。

（
16b
）

〔
８
，
病
気
の
備
え
が
必
要
な
こ
と（
前
項「
曲
突
徙
薪
」の
実
例
）〕

○
一
と
せ
六
月
中
頃
よ
り
暑あ
つ
さ気
例
年
よ
り
は
げ
し
く
、
雨
は
五
月

中
頃
よ
り
土
し
め
る
ば
か
り
も
降
る
こ
と
な
く
、
日に
ち
に
ち々

に
只
照
る

と
照て
り

増ま
さ

る
ほ
ど
に
、
草
木
も
こ
が
れ
け
る
。
か
か
れ
ば
人
も
病
の

枕
並
ぶ
べ
き
に
さ
は
な
く
て
、久て
う
び
ゃ
う病の
日
を
ひ
く
は
其
ま
ま
に
て
、

時
に
あ
た
る
患び
ゃ
う
に
ん人な
く
、
く
す
し
は
業
を
廃
す
る
に
も
至
る
。
暑

さ
収お
さ
まり
冷
気
を
催
す
る
に
い
た
り
、
余
が
ご
と
き
暴
発
の
や
ま
ひ

多
く
出で

き来
る
。

　

つ
ら
つ
ら
お
も
ふ
に
、
盛せ
い
ね
ん年
の
人
は
皮
膚
に
気き
け
つ血
充
足
す
る
ゆ

え
、
暑し
ょ
ど
く毒
を
た
や
す
く
受う
く

る
こ
と
な
し
。

（
17a
）

老
人
虚
弱
の
人
は
、
栄ゑ
い
え衛
の
守
り
ゆ
る
き
故
、
其
虚
日
々
の
暑
を

受う
け
た
く
は
蓄
へ
、
日
を
経
て
其
毒
一い
ち
ど
き時
に
発
す
。
余
が
ご
と
き
は
毒
の
浅

く
入い
り

し
な
り
。
深
く
入
し
は
吐と
し
ゃ瀉
を
経
、
痢り

に
も
な
り
、
瘧ぎ
ゃ
くに
も

な
る
。も
と
よ
り
あ
る
宿し
ゅ
く
し
つ疾を
も
引
起
し
て
危
あ
や
う
き
せ
う
症
に
も
至
る
べ
し
。

然
れ
ば
、
豫
あ
ら
か
じめ
良
医
に
謀
り
て
、
曲き
ょ
く
と
つ
し
し
ん

突
徙
薪
の
そ
な
へ
を
す
べ
き

こ
と
な
り
。

〔
９
，
自
然
の
理
に
逆
ら
う
こ
と
は
す
べ
き
で
な
い
こ
と
（
突
き

抜
き
井
に
つ
い
て
）〕

○
此
頃
難
波
の
北
な
る
里
に
、
つ
き
ぬ
き
井*

と
い
ふ
を
な
せ
り
。

先ま
づ

其
所
を
定
め
て
、
鉄
の
ほ
こ
の
径
わ
た
り

一
寸
あ
ま
り
、
長
さ
三
丈
、

重
さ
二
十
四
貫
な
る
を
、
一
本
づ
つ
つ
き
下
し
、

【
注
】
○
つ
き
ぬ
き
井　

明
和
年
中
（
一
七
六
四
～
一
七
七
二
年
）
に
摂

州
坂
南
今
宮
村
の
小
西
某
が
田
圃
の
中
に
灌
漑
用
と
し
て
「
掘ほ
り
ぬ
き抜
の
井
」

を
掘
っ
て
い
た
こ
と
が
、
近
世
の
随
筆
集
『
愚
雑
俎
』（
田
宮
仲
宣
著
）
に

見
え
る（
大
島
暁
雄『
上
総
掘
り
の
民
俗
―
民
俗
技
術
論
の
課
題
』未
来
社
、

一
九
八
六
年
、
参
照
）。
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（
17b
）

四
本
を
つ
ぐ
。
其
間
に
底
の
岩
を
三
重
つ
き
ぬ
く
。
深
さ
十
丈*

ば
か
り
に
て
、
又
岩か
な
ぶ
たに
あ
た
る
を
と
か
く
つ
き
ぬ
き
、
泉み
づ
す
じ脈
を

得
た
り
と
て
、
ほ
こ
を
ぬ
き
あ
ぐ
れ
ば
、
泉み
づ

地
上
へ
六
七
丈
ば
か

り
ほ
と
ば
し
る
。
其
勢
水は
じ
き弩
を
以
て
は
じ
き
あ
げ
る
よ
り
も
は
げ

し
。
是
旱
魃
の
備
な
り
と
ぞ
。
一
ひ
と
つ
の
ふ
ご
簣
の
土
を
も
と
ら
ず
し
て

九地
の
そ
こ

原
底
の
水
を
ひ
き
あ
ぐ
る
こ
と
、
い
か
な
る
機か
し
こ
き
ち知よ
り
た
く
み

出い
だ

せ
る
ぞ
と
驚
か
る
。

　

扨さ
て

つ
ら
つ
ら
お
も
ふ
に
、
旱
を
救
ふ
は
大お
ほ
い
な
る
益ゑ

き
な
れ
ど
、

さ
ほ
ど
め
で
た
き
わ
ざ
と
も
覚
へ
ず
。
其
故
は
、

【
注
】
○
十
丈　

約
三
十
メ
ー
ト
ル
。

（
18a
）

天
地
の
間
に
、
人
を
初
め
生い
き

と
し
生い
け

る
鳥
と
り
け
だ
も
の
む
し
う
を

獣
虫
魚
、
生お
ふ

と
し
お
ふ

る
草
木
、
み
な
天
よ
り
生
じ
給
ふ
て
、
そ
れ
に
其
そ
の
や
し
な
い
養
を
得
せ
し
め

て
其
生
を
遂と
げ

し
め
給
ふ
。
さ
て
、
其
あ
り
と
有
も
の
皆
人
の
た
め

に
生
じ
給
ふ
と
見
ゆ
。さ
れ
ど
も
凡ぼ
ん
に
ん人
其
理
を
知
り
が
た
き
ゆ
え
、

聖
人
を
生
じ
、
自
然
に
万
物
の
人
の
為
に
用
ひ
ら
る
る
理
を
し
ら

し
め
た
ま
ふ
。
日
月
の
運
行
を
見
て
歳
時
を
知
り
、
五
穀
の
食や
し
な（
マ

マ
）
ふ
に
宜
し
き
を
知
り
、
草
を
織を
り

て
衣
と
し
筵
と
し
、
木
を
伐き
り

て
家
を
作
り
器
う
つ
は
も
のを
作つ
く
るよ
り

（
18b
）

す
べ
て
人
の
用
に
た
ら
ぬ
こ
と
な
く
教
お
し
へ

給
ふ
。
是
聖
人
の
智
を

も
っ
て
は
か
り
出
せ
る
に
あ
ら
ず
。
み
な
天
よ
り
人
に
与
え
給
ふ

な
り
。
そ
れ
を
聖
人
自
然
に
知
り
給
ふ
な
り
。
た
と
へ
ば
、
蜂は
ち
て
う蝶

の
露
を
な
め
花
の
汁
を
す
ひ
、
燕
つ
ば
く
ろ
す
ず
め
雀
の
泥
を
含
み
塵
を
つ
み
て

巣
作
る
を
見
る
べ
し
。
鳥て
う
じ
う
ち
う
ぎ
ょ

獣
虫
魚
皆
を
の
れ
お
の
れ
が
生
を
遂
る

道
を
知
る
。
是
誰た
が

教お
し
ゆる
と
か
し
る
。
皆
天
よ
り
せ
し
め
給
ふ
な
り
。

聖
人
、
万
物
の
理
を
知
り
給
ふ
こ
と
か
く
の
ご
と
し
。
人
の
上
に

其
証せ
う

を
い
は
ば
、
人
懐く
わ
い
た
い
胎
す
る
よ
り
、
は
や
乳ち

の
出い
づ

べ
き
催も
よ
ふし
有

て（
19a
）

子
生
れ
出い
づ

る
と
す
ぐ
に
乳ち
し
る汁
涌わ
き

出い
づ

る
。
此
乳ち
ち
ご児
の
抱だ

か
れ
て
吮す
ふ

に

ほ
ど
よ
き
所
に
あ
り
て
、口
に
さ
し
つ
く
れ
ば
や
が
て
吮す
ふ

を
見
よ
。

聖
人
の
智
に
て
此
児こ

に
此
乳ち

を
の
ま
す
る
が
よ
し
と
は
か
り
て
教

へ
給
ふ
と
て
、
自
然
の
理
に
あ
ら
ず
し
て
は
い
か
で
児ち
ご

の
の
み
つ

く
べ
き
。
万
物
、
人
の
為
に
な
る
事
、
皆
此こ
の

ご
と
く
な
れ
ど
も
、

凡ぼ
ん
に
ん人
は
知
ら
ず
。
そ
れ
故
に
、
天
よ
り
、
天
の
こ
こ
ろ
に
か
は
り

て
教を
し
ゆる
聖
人
を
生
じ
出い
だ

し
給
ふ
な
り
。
又
魚ぎ
ょ
て
う
じ
う
さ
う
も
く

鳥
獣
草
木
は
人
を
や

し
な
ひ
人
の
用
を
な
す
た
め
に
生
ず
る
ゆ
へ
、

（
19b
）

鳥
獣
虫
魚
は
食
を
も
と
め
、
死
を
を
そ
る
る
心
の
み
あ
り
て
仁
義

の
性
な
し
。仁
義
の
性
あ
れ
ば
人
と
同
類
に
て
と
り
用
ひ
が
た
し
。

扨さ
て

、
子
を
生せ
う
ず
る
事
、
人
よ
り
数か
ず

多
し
。（
割
注
：
ミ
ダ
リ
ニ
生
ル

モ
ノ
ヲ
殺
シ
テ
人
ノ
食
ニ
セ
ヨ
ト
ニ
ハ
非
ズ
。
老
人
虚
弱
ノ
人
、
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病
人
ナ
ド
肉
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
ヤ
シ
ナ
ヒ
タ
ラ
ヌ
モ
ノ
ノ
タ
メ
ナ

リ
。）
草
木
は
又
鳥と
り
け
も
の
獣
よ
り
人
の
用も
ち
ゆ
る
こ
と
多
し
。
故
に
心
な
く

し
て
、
又
鳥
獣
よ
り
も
生せ
う
ずる
こ
と
多
し
。
是
み
な
天
よ
り
人
に
与

え
給
ふ
な
り
。

　

地
中
に
水
あ
る
を
し
り
て
、
水
脈
の
通
ず
る
所
ま
で
堀マ
マ

て
得う

る

水
が
天
の
与
え
給
ふ
水
な
り
。
何
に
て
も
天
よ
り
あ
た
へ
給
ふ
外ほ
か

に
人
の
智
力

（
20a
）

を
用
ひ
て
と
り
出い
だ

す
は
、
天
の
め
ぐ
み
を
不
足
に
お
も
ふ
な
り
。

今
、
父
母
の
恩
、
君
の
恩
を
不
足
に
お
も
ふ
子
や
臣
や
は
、
不
孝

の
子
、
不
忠
の
臣
な
り
。
其
君く
ん
ぷ父
の
こ
こ
ろ
い
か
な
る
べ
き
や
お

も
ひ
見
る
べ
し
。
天
の
恵
み
を
不
足
に
お
も
は
ば
、
天
の
心
に
い

か
に
お
も
ひ
給
ふ
べ
き
。

　

今
、
此
つ
き
ぬ
き
の
わ
ざ
は
、
水す
い
み
ゃ
く脈
の
か
よ
ふ
所
を
こ
え
て
、

地
の
底
に
幾
重
も
ぬ
く
ま
じ
き
岩
か
な
ぶ
たの
隔へ
だ
てを
智
力
を
も
て
無
理
に
突

抜
て
、
得
ま
じ
き
水
を
あ
ぐ
る
な
り
。
土
地
に
よ
り
て
井
の
水
わ

き
ぬ
る
く*

、
山や
ま

【
注
】
○
ぬ
る
く　
「
温
く
」
で
「
に
ぶ
く
」
の
意
。

（
20b
）

水み
づ

の
便た
よ
りも
よ
か
ら
ぬ
所
も
あ
る
べ
し
。
さ
や
う
の
所
は
か
ね
て
旱

の
難
を
わ
す
れ
ず
、
つ
ね
に
そ
の
こ
こ
ろ
へ
を
せ
ば
卑
損
あ
り
と

も
其
難
を
の
が
る
べ
し
。
多
病
な
る
人
つ
ね
に
多
病
な
る
を
わ
す

れ
ず
養
生
を
つ
つ
し
ま
ば
、
よ
く
天
年
を
保
つ
べ
し
。

　

扨さ
て

、
水
は
下し
も

へ
下
へ
と
下
る
が
水
の
天
性
な
り
。
今
此
涌わ
く

水
は

地
上
よ
り
空
に
あ
が
る
は
水
の
変
な
り
。
変
を
な
す
は
水
の
自
然

に
さ
か
ふ
な
り
。
さ
れ
ば
、
一
旦
利り
や
く益
を
得
る
事
あ
り
と
も
、
終

に
は
其
害
を
得
る
事
あ
る
べ
し
。
又
是
を
う
ら
や

（
21a
）

み
て
国
々
に
是
を
せ
ば
猶
い
か
な
る
禍
か
あ
ら
ん
と
、
や
す
か
ら

ず
お
も
ふ
よ
り
、
思
ふ
所
を
書
き
つ
く
る
な
り
。
博
物
の
君
子
、

こ
の
定
め
し
て
、
ひ
が
こ
と
な
ら
ば
捨す
て

よ
。
も
し
と
る
所
も
あ
ら

ば
、
よ
く
潤
じ
ゅ
ん
し
ょ
く
飾
し
て
世
に
伝
へ
さ
と
さ
ん
こ
と
を
ね
が
ふ
の
み
。

〔
10
，
城
崎
の
新
湯
と
か
さ
湯
を
合
わ
せ
る
べ
き
こ
と
〕

○
但
馬
城
崎
の
新あ
ら
ゆ湯
は
む
す
べ
る
毒
を
お
こ
し
、
か
さ
ゆ
は
た
だ

れ
た
る
肉
を
い
や
す
と
い
ひ
伝つ
た

ふ
。大
か
た
此
さ
だ
め
た
が
は
ず
。

さ
れ
ど
十
が
中
に
一
つ
二
つ
は
、
新
湯
に
う
ご
か
ぬ
を
か
さ
ゆ
に

お
こ
し
、
か
さ
ゆ
に
い
え
ぬ
を
あ
ら

（
21b
）

湯
に
お
さ
む
る
あ
り
。
今
あ
ら
ゆ
の
味
を
な
む
る
に
、
あ
は
く
醎し
ほ

を
お
び
て
し
ぶ
る
気
を
そ
ふ
。
か
さ
ゆ
も
同
じ
。
あ
ら
湯
は
極
て

あ
つ
く
、
か
さ
ゆ
は
ぬ
る
し
。
道
は
一
筋
の
泉ゆ

な
れ
ど
、
地
中
を

か
よ
ふ
火
の
も
っ
ぱ
ら
泉ゆ

に
あ
ひ
あ
ふ
と
か
た
へ
を
通
る
と
の
け

ぢ
め
な
る
べ
し
。
底
に
こ
り
た
ら
ん
薬
石
も
何
な
ら
ん
と
は
し
ら

ね
ど
、
し
ぶ
る
味
殊こ
と

な
ら
ね
ば
ひ
と
つ
物
な
る
べ
し
。
あ
ぶ
る
所
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に
は
、
新
湯
は
水
を
半な
か
ばあ
は
せ
、
か
さ
ゆ
は
わ
く
ま
ま
な
り
。
あ

ら
湯
は
臭
み
う
す
く
、
か
さ
ゆ
は

（
22a
）

殊
に
く
さ
し
。
あ
ら
湯
は
水
を
あ
は
す
だ
に
猶
あ
つ
く
て
、
浴
す

る
も
の
湯
ぶ
ね
の
か
は
に
し
り
か
け
て
、
ひ
し
ゃ
く
に
て
か
か
る

ほ
ど
に
、
湯
水
の
樋ひ
く
ち口
ふ
た
ぐ
程
は
、
見
る
が
内
に
か
さ（
左
横
：

湯
ノ
カ
サ
モ
）
落
れ
ば
、
二
つ
の
樋
口
大
か
た
絶た
へ
ま間
な
く
通か
よ
ひく
る

に
、
夜
昼
か
は
り
て
あ
ら
た
な
り
。
又
お
り
た
り
あ
ぶ
る
も
、
久

し
く
は
得
あ
ら
ず
。
か
さ
ゆ
は
是
に
ひ
き
か
へ
て
初
め
よ
り
み
な

湯ゆ
ぶ
ね槽
に
い
り
、
肩
こ
ゆ
る
ま
で
腰
か
が
め
、
ぬ
る
き
に
汗
す
る
ま

で
む
さ
ぶ
る
。
さ
れ
ば
二
つ
の
湯
、
年
に
二
度
と
か
、
汲
つ
く
し

て
湯ゆ
ぶ
ね槽
を
清
む
る
に
、

（
22b
）

あ
ら
湯
は
底
に
た
ま
る
あ
か
き
は
め
て
す
く
な
く
、
か
さ
湯
は
泥

の
ご
と
き
も
の
た
く
は
ふ
と
ぞ
。
さ
る
は
み
な
身
の
垢
な
り
。
あ

ら
湯
の
臭か
ざ

は
湯
の
気
な
り
。
か
さ
湯
の
か
た
は
垢
の
す
へ
た
る
な

り
。
是
を
認と
め

て
湯
の
性せ
う

異こ
と

な
り
と
や
は
せ
ん
。
あ
ら
湯
の
毒
を
お

こ
す
は
、
あ
つ
き
気
の
わ
ざ
な
り
。
肉
を
し
じ
め*

か
ぬ
る
は
、

水
に
味
の
に
ぶ
る
な
り
。
か
さ
ゆ
の
毒
を
お
こ
す
か
た*

を
く
る

る
は
ぬ
る
け
れ
ば
な
り
。
肉
を
し
じ
む
る
は
、
し
ぶ
り
の
力
な
り
。

と
も
す
れ
ば
毒
つ
き
ぬ
に
口
い
え
て
な
や
み
を
の
こ
す
あ
り
。
し

ぶ
り
は

【
注
】
○
し
じ
め　

ひ
き
し
め
。
○
お
こ
す
か
た　

作
用
の
こ
と
か
。

（
23a
）

肉
の
つ
ゐ
え
た
る
を
し
め
い
や
す
の
み
。
毒
を
い
ひ
い
る
る
に
は

あ
ら
ず
。
さ
る
は
、
新
湯
に
水
を
合あ
は

さ
ん
よ
り
、
湯ゆ
ぶ
ね槽
を
今
四
五

丈
ば
か
り
あ
は
ひ
近
く
方
へ
移
し
て
、
か
さ
ゆ
を
ひ
と
つ
に
あ
は

さ
ば
、
水
く
む
煩わ
づ
らひ
も
は
ぶ
き
て
、
程
よ
く
ぬ
る
む
べ
し
。
さ
る

は
毒
の
か
ぎ
り
を
お
こ
し
、
つ
ゐ
や
し
て
、
残
り
な
か
ら
ん
に
は

を
の
づ
か
ら
い
ゆ
べ
し
。又
さ
ら
ぬ
病
も
一
す
じ
の
湯
の
し
る
し
、

水
の
ま
じ
る
に
ま
さ
ら
ざ
ら
め
や
は
。
是
を
此
郷さ
と

に
さ
と
さ
ま
ほ

し
き
に
、
久
し
う
さ
の

（
23b
）

も
の
と
な
り
ぬ
れ
ば
、「
世
に
ゆ
る
さ
れ
た
る
く
す
し
な
ど
が
さ

と
す
な
ら
で
は
う
け
ま
じ
」
と
口
つ
ぐ
み
ぬ
。
さ
り
ぬ
べ
き
人
猶

（
な
を
）
こ
こ
ろ
み
て
此
さ
だ
め
せ
よ
。

【
参
考
】
景
範
の
城
崎
行

景
範
は
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）、
足
の
治
療
の
た
め
、
三
度
目
の
城

崎
訪
問
を
し
た
（
九
月
～
十
月
）。
そ
の
様
子
は
「
但
馬
日
記
」（
中
之
島

図
書
館
蔵
『
加
藤
竹
里
文
集
』
中
巻
）
に
詳
し
い
。『
民
間
さ
と
し
草
』

に
見
え
る
温
泉
論
も
「
但
馬
日
記
」
に
そ
の
ま
ま
見
え
る
。
冒
頭
部
は
以

下
の
よ
う
で
あ
る
。

此
み
と
せ
四
と
せ
あ
ゆ
み
妨
る
な
や
み
つ
も
り
て
き
ぬ
れ
ば
た
ら
ち
ね

の
病
の
お
こ
た
り
（
＊
病
気
が
良
く
な
る
こ
と
）
を
旅
立
の
な
か
だ
ち
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に
求
め
出
て
城
崎
の
湯
あ
び
を
こ
こ
ろ
ざ
し
ぬ
。
さ
き
に
二
た
び
ゆ
き

し
が
、
ま
た
京
よ
り
の
道
を
し
ら
ね
ば
、
こ
た
び
は
京
よ
り
と
て
九
月

九
日
の
日
、
舟
に
の
る
。

〔
11
，
学
問
は
主
旨
が
重
要
な
こ
と
（
附
：
放
し
亀
の
こ
と
）〕

○
あ
る
人
云い
う

、
橋は
し
の
う
へ上に
放
し
亀*

売う
る

も
の
あ
り
。
竹
の
筒
を
た
て
、

其
頭う
へ

に
亀
の
腹
を
つ
け
て
を
け
ば
、
亀
四
そ
く
い
そ
が
し
げ
に
、

空く
う

を
歩あ
ゆ
む行
。
遁の
が

れ
行ゆ
く

と
お
も
ふ
成
べ
し
。
何
事
も
本
を
た
だ
さ
ず

し
て
す
る
は
此
類
な
り
。

　

学
問
す
と
て
、
聖
賢
の
書
を
読よ
む

に
、
其
主
意
を
会
得
し
て
、
委

し
き
む
ね
を
求
め
て
、
我
身
に
と
り
学ま
な
ぶが
本
な
り
。

広
重
「
深
川
万
年
橋
」

【
注
】
○
放
し
亀　

放ほ
う
じ
ょ
う
え

生
会
で
放
す
亀
。
捕
ら
わ
れ
て
い
る
生
き
物
を
放

す
と
利り
や
く益
が
あ
る
と
さ
れ
た
。「
五
文
飛
び
十
文
泳
ぐ
放
生
会
」（
鳥
と
亀

の
値
段
を
言
う
）、「
放
し
亀
一
日
宙
を
泳
い
で
る
」
な
ど
と
川
柳
に
も
謡

わ
れ
た
。
広
重
『
名
所
江
戸
百
景
』
に
「
深
川
万
年
橋
」
と
題
し
た
浮
世

絵
が
あ
る
（
図
参
照
）。
右
と
下
の
直
線
は
欄
干
、
上
か
ら
左
に
か
け
て

の
直
線
は
亀
の
桶
で
、
桶
か
ら
吊
さ
れ
た
亀
が
富
士
山
を
眺
め
る
構
図
に

な
っ
て
い
る
。（
丸
田
勲
『
江
戸
の
卵
は
１
個
４
０
０
円
』
一
四
七
、
一

四
八
頁
）

（
24a
）

然
る
に
、
今
学
問
を
す
る
人
を
見
る
に
、
四
書
五
経
の
義
を
あ
ら

あ
ら
心
得
る
と
、
早は
や

古
人
の
註
の
誤
ま
り
を
見
出
し
、
我わ
が

新
説
を

か
が
や
か
さ
ん
と
す
る
を
業わ
ざ

と
す
。
是
後
の
学
生
の
罪
に
も
あ
ら

ず
。
和
漢
と
も
名
高
き
儒
者
に
此こ
の

病
有あ
る

を
、
し
ら
ず
し
ら
ず
其
毒

を
受う
け

る
な
り
。
宋
儒
の
漢
儒
の
非
を
弁
ぜ
ら
れ
し
は
、
道
に
害
あ

る
故
、
已や
む

を
得
ぬ
わ
ざ
な
り
。
後
の
儒
者
宋
儒
の
註
解
を
駁
す
る

は
、
大
方
無
益
の
こ
と
に
て
古
人
を
擯
斥
す
る
不
徳
を
し
ら
ぬ
な

り
。

　

た
と
へ
ば
、
八
佾*

庭
に
舞ま
は
す
の
章
は
季
氏
陪
臣
の
身
と
し
て
天

子
の
楽
を
僭

【
注
】
○
八
佾　
『
論
語
』
八
佾
篇
冒
頭
に
あ
る
舞
の
名
。
例
え
ば
、
荻
生

徂
徠
『
論
語
徴
』
で
は
八
佾
に
つ
い
て
多
く
議
論
し
て
い
る
。
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（
24b
）

す
る
を
そ
し
り
給
た
ま
ふ

義
を
知し
り

て
す
む
こ
と
な
り
。
然
る
に
さ
ま
ざ
ま

の
証
を
引ひ
き

て
八
佾
の
わ
け
を
明
ら
め
ん
と
す
。
長
者
の
為
に
枝
を

折お
る*

、
我
手
に
か
な
ふ*

と
云
に
て
す
む
こ
と
な
る
を
、
腰
か
が
む

る
事
と
い
へ
る
類
辨
じ
得
て
何
の
益
な
し
。
か
や
う
の
こ
と
を
務
つ
と
め

と
し
て
、
其
学
者
の
身み
も
ち持
を
み
れ
ば
、
大
酒
し
て
美
食
を
く
ら
ひ
、

内
行
正
し
か
ら
ず
、
世
間
の
人
を
見
侮
る
程
に
、
不
学
の
人
は
、

学
問
を
す
れ
ば
人
が
ら
悪
あ
し
く

成な
る

と
恐お
そ
る
る
こ
と
は
り
な
り
。
さ
れ
ば
、

か
か
る
学
者
は
聖
人
の
大
罪
人
な
り
。
放
亀
を
た
と
へ
た
れ
ど
、

よ
く
お
も
へ
ば

【
注
】
○
長
者
の
為
に
枝
を
折　
『
孟
子
』
梁
恵
王
上
篇
に
「
為
長
者
折
枝
、

語
人
曰
、
我
不
能
。
是
不
為
也
」（
長
者
の
為
に
枝
を
折
る
こ
と
、
人
に
語

げ
て
曰
く
、
我
能
わ
ず
、
と
。
是
れ
為
さ
ざ
る
な
り
）と
あ
る
。
こ
の「
折

枝
」
と
は
実
は
お
辞
儀
の
こ
と
だ
と
い
う
説
が
、
清
・
焦
循
『
孟
子
正
義
』

に
見
え
る
（「
趙
氏
佑
『
温
故
録
』
云
、『
文
献
通
考
』
載
陸
筠
解
為
「
罄

折
腰
肢
」、
蓋
猶
今
拝
揖
也
。
元
人
『
四
書
辨
疑
』
以
枝
与
肢
通
、
謂
斂

折
肢
体
、
与
徐
行
後
長
意
類
、
正
窃
其
意
而
衍
之
」）。
○
か
な
ふ　

自
分

が
で
き
る
。

（
25a
）

亀
は
無
益
の
足
を
労
す
る
の
み
な
り
。
右み
ぎ
て
い体
の
学
者
は
、
無
ゑ
き

の
読
書
に
ひ
ま
を
費
や
し
て
人
が
ら
あ
し
く
な
れ
ば
、
亀
を
た
と

へ
と
せ
ば
亀
腹
た
つ
べ
し
。

〔
12
，
学
問
は
自
分
の
身
の
た
め
に
す
べ
き
こ
と
〕

○
能
、
狂
言
、
謡
の
類
は
、
人
の
耳
目
を
悦
ば
す
た
め
の
物
な
り
。

そ
れ
だ
に
、
上
手
と
い
は
る
る
者
は
、
人
を
悦
さ
ん
と
す
る
を
鄙い
や

し
み
、
定さ
だ
まり
た
る
わ
ざ
の
規
矩
を
過
ぬ
や
う
に
す
る
を
、
見み
き
く聞
人

を
の
づ
か
ら
感
賞
し
、
悦
ば
さ
ん
と
す
る
を
返か
え
って
い
と
ふ
。
詩
哥

は
わ
が
情
を
の
べ
、
書
画
の
た
ぐ
ひ
も
我
心
ひ
と
つ
の
楽
し
み
な

る
に
、
志
、
外
に
む
か
ひ
て
専
ら
人

（
25b
）

の
悦
び
を
と
ら
ん
と
す
る
は
い
と
い
や
し
。
是
は
狂
言
よ
り
一
等

高
き
わ
ざ
ゆ
え
、見み
き
く聞
人
も
多お
お
くは
高
き
方
に
こ
こ
ろ
及
ば
ず
し
て
、

悦よ
ろ
こ
ばす
を
悦
ぶ
な
り
。
陽
春
の
曲*

、
和く
は

す
る
難
し
と
て
、
い
に
し

へ
よ
り
此
歎
き
あ
り
し
な
り
。
さ
れ
ど
、
是
ら
は
軽か
ろ

き
事
に
て
、

お
そ
る
べ
き
事
に
も
あ
ら
ず
。
お
そ
る
べ
き
は
、
学
問
の
上
に
此

心
得
な
く
て
は
、
大
に
人
を
そ
こ
な
ふ
こ
と
な
り
。
学
問
は
我
身

の
た
め
に
す
る
事
に
て
、
人
に
ふ
る
ま
ふ
こ
と
な
ら
ぬ
を
深
く
お

も
ふ
べ
き
事
な
り
。

【
注
】
○
陽
春
の
曲　

陽
春
白
雪
は
中
国
の
楚
で
最
も
高
尚
と
さ
れ
た
曲

（
宋
玉
「
対
楚
王
問
」「
其
為
陽
春
白
雪
、
国
中
属
而
和
者
、
不
過
数
十
人
、

…
是
其
曲
弥
高
、
其
和
弥
寡
」）。「
陽
春
白
雪
の
曲
に
和
す
る
者
少
な
し
」

で
、
優
れ
た
人
の
言
行
は
凡
人
に
は
理
解
さ
れ
に
く
い
こ
と
を
言
う
。
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（
26a
）

〔
13
，
五
十
日
の
喪
は
守
る
べ
き
こ
と
〕

○
父
母
の
喪
に
五
十
日*

引
籠
る
は　

公
儀
よ
り
の
御
定
な
り
。

聖
人
の
定
め
は
三
年
な
れ
ど
も
、
さ
ほ
ど
な
が
く
こ
も
り
て
は
、

仕
官
の
人
は
主
人
の
御
用
も
か
け
農
商
は
家
業
を
怠
る
故
に
、
ひ

き
こ
も
る
を
五
十
日
と
定
め
て
、
五
十
日
過
れ
ば
勤つ
と
むべ
き
こ
と
を

つ
と
む
る
を
す
む
に
し
て
忌い
み
は
ば
か憚る
こ
と
な
く
、
常つ
ね
て
い体
に
宴
会
に
も

交
り
遊
興
に
も
出い
で

、
甚
し
き
は
婚
姻
を
さ
へ
取と
り
む
す結
ぶ
な
ど
薄
情
の

至
り
な
り
。
心
あ
る
者
の
す
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
。
孝
子
に
聖
人

の
定
め
給
ふ
三
年
の
制
し
ら

【
注
】
○
五
十
日　

中
国
の
三
年
の
喪
（
足
掛
け
な
の
で
実
際
は
二
五
～

二
七
箇
月
）
に
つ
い
て
は
『
論
語
』
陽
貨
篇
な
ど
に
見
え
る
。
江
戸
時
代

の
喪
に
つ
い
て
は
、
林
由
紀
子
『
近
世
服
忌
令
（
ぶ
っ
き
り
ょ
う
）
の
研

究 

―
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
』（
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
）が
詳
し
い
。

同
書
に
よ
れ
ば
（
一
九
頁
）
林
道
春
（
羅
山
の
子
）
の
「
服
忌
令
」
で
父

母
の
喪
は
五
十
日
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
中
井
履
軒
に
「
服
忌
図
」
と

い
う
著
作
（
一
七
五
八
年
）
が
あ
り
、
服
喪
期
間
の
一
覧
図
と
そ
の
解
説

が
あ
る
（『
懐
徳
堂
事
典
』
の
同
項
、
田
世
民
「
懐
徳
堂
に
お
け
る
儒
教

儀
礼
の
受
容
―
中
井
家
の
家
礼
実
践
を
中
心
に
」『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
』

二
〇
〇
八
、
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
、
参
照
）。

（
26b
）

ぬ
も
有あ
る

べ
け
れ
ど
も
、
自お
の
づか
ら
か
な
し
み
、
心
に
う
せ
ぬ
故
、
よ

ろ
こ
び
楽
し
む
べ
き
事
も
心
に
悦
こ
ば
し
く
も
た
の
し
く
も
な

し
。
扨さ
て

五
十
日
限
り
に
悲
し
み
も
忘
る
る
人
は
、
其
薄
情
を
子
や

孫
も
見
な
ら
ひ
て
、
孝
な
る
べ
き
こ
こ
ろ
を
も
失
な
ひ
、
父
母
の

憂
と
な
る
こ
と
を
何
と
も
お
も
は
ず
、
色
に
酒
に
衣
服
諸
事
の
こ

の
み
、
吾
わ
た
く
しの
欲ほ
っ

す
る
に
ま
か
せ
て
、
せ
ざ
る
こ
と
な
き
や
う
に
成な
る

な
り
。
世
に
子
の
不
孝
な
る
ほ
ど
歎
か
し
き
こ
と
な
く
、
そ
れ
を

お
も
は
ば
、
先ま
づ

我
よ
り
わ
が
父
母
へ
薄
情
の
行
ひ
な
き

（
27a
）

や
う
に
す
べ
き
な
り
。
薄
情
と
は
心
の
薄
き
な
り
。
こ
こ
ろ
の
厚

き
人
は
、
死
後
も
猶
存
命
の
ご
と
く
思
ふ
ゆ
へ
、
父
母
の
心
に
か

な
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
つ
つ
し
み
て
せ
ず
、
我
身
の
人
に
憎
ま
れ
譏

ら
る
る
こ
と
を
父
母
に
恥
を
あ
た
ふ
る
ご
と
く
お
も
ひ
、
女
色
飲

食
を
つ
つ
し
み
、
父
母
の
遺
体
を
そ
こ
な
は
じ
と
お
も
ふ
。
又
悦

ば
し
く
め
で
た
き
こ
と
あ
る
時
は
、
父ち
ち
は
は母
い
ま
さ
ば
、
い
か
に
う

れ
し
く
お
ぼ
さ
ん
と
も
ひ
、
食
物
に
て
も
常
に
こ
の
め
る
も
の
あ

る
時
は
先ま
づ

位
牌
に
そ
な
へ
な
ど
、
存
命
の
時

（
27b
）

の
こ
と
を
つ
ね
に
わ
す
れ
ぬ
は
、
こ
こ
ろ
の
厚
き
な
り
。
吾
子
の
み
な

ら
ず
、
親
類
他
人
ま
で
も
薄
情
の
人
は
か
な
ら
ず
疎
む
も
の
な
り
。
人

の
世
に
身
を
立た
つ

る
人
が
人
に
う
と
ま
れ
て
よ
か
る
べ
し
や
。『
中
庸
』
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に「
誠ま
こ
と
は
て
ん
の
み
ち
な
り

者
天
之
道
也
。9

誠
こ
れ
を
ま
こ
と
に
す
る
は
ひ
と
の
み
ち
な
り

之
者
人
之
道
也
」と
あ
り
。
厚
き
は
誠
な
り
。

薄
き
は
誠
な
き
な
り
。
誠
な
き
は
人
に
て
人
の
道
な
き
な
り
。
父ち
ち
は
は母
は

い
ふ
に
お
よ
ば
ず
、
妻
子
、
兄
弟
、
親
類
、
他
人
に
、
此
厚
き
こ
こ
ろ

を
用
て
ま
じ
は
れ
ば
、
五
倫
の
道
正
し
く
お
さ
ま
り
、
家
も
を
の
づ
か

ら
栄
へ
、

（
28a
）

子
孫
も
又
長
久
な
る
べ
し
。」

〔
14
，
倹
約
令
は
人
を
本
性
に
返
す
も
の
で
あ
る
こ
と
〕

＊
「
御
上
」
の
上
は
空
格
。

○
近
頃　

御お
ん
か
み上
よ
り
町
人
え
衣
服
首
あ
た
ま
の
か
ざ
り
飾
花
美
を
禁
じ
、
質
素

の
風*

を
し
め
し
給
ふ
。
花
美
の
風
に
し
み
来き
た

れ
る
よ
り
、
愚
な

る
心
に
窮
屈
な
る
や
う
に
思
ふ
者
あ
り
。大お
ほ
ひな
る
ひ
が
こ
と
な
り
。

此
四
五
十
年
以
来
、
男
の
花
美
を
こ
の
む
も
の
は
、
劇し
ば
い場
の
役
者

の
風
俗
を
な
ら
ひ
、
女
は
遊
女
の
ふ
り
を
ま
な
ぶ
こ
と
に
成な

れ
る

を　

御お
ん
か
み上
浅
ま
し
き
こ
と
に
お
ぼ
し
め
さ
れ
、
本ほ
ん
ぶ分
の
丁ち
ゃ
う
に
ん人
の

男な
ん
に
ょ女
に
か
へ
し
給
ふ
な
り
。
た
と
へ
ば
狂
気
せ
し
者
を

【
注
】
○
質
素
の
風　

寛
政
の
改
革
で
の
倹
約
令
で
あ
ろ
う
。

（
28b
）

療
治
を
加
え
て
本
性
に
な
す
に
同
じ
。く
る
ひ
お
さ
ま
ら
ぬ
内
は
、

灸
も
薬
も
受
ま
じ
と
い
や
が
る
。
治お
さ
まり
て
後
は
、
治ぢ
り
ゃ
う療
の
か
た
じ

け
な
き
を
知
る
に
同
じ
。
今
、
質
素
の
風
に
改
め
給
ふ
を
つ
ら
き

こ
と
に
お
も
ふ
は
、
い
ま
ま
で
風
ぞ
く
の
あ
し
き
が
心
得
の
ゆ
か

ぬ
な
り
。
よ
く
よ
く
お
も
ひ
め
ぐ
ら
し
て
、　

御
上
の
恩お
ん
え恵
を
あ

ふ
ぐ
べ
き
こ
と
な
り
。
此
頃
の
狂き
ゃ
う
か哥*

に
、「
民
の
父
母　

国
の

病
を　

直
す
と
て　

末
な
が
か
れ
と　

な
く
を
か
ま
は
ず
」
と
せ

し
は
、
誰
な
ら
ん
、
心
あ
る
狂き
ゃ
う
か哥
に
て
お
か
し
。

【
注
】
○
此
頃
の
狂
哥　

景
範
の
自
作
か
も
し
れ
な
い
。

（
29a
）

〔
15
，
公
法
は
人
を
陥
れ
る
た
め
で
は
な
く
犯
罪
抑
止
の
た
め
に

あ
る
こ
と
〕	

＊
「
御
上
」
の
上
は
空
格
。

○
獣
を
と
る
に
餌
を
も
っ
て
す
る
は
、
と
ら
ん
と
は
か
り
て
か
ま

へ
た
る
わ
な
に
た
ば
か
ら
れ
て
と
ら
る
る
な
り
。
公
法
を
犯
し
て

罪
せ
ら
る
る
は
、　

御
上
よ
り
罪
せ
じ
と
て
禁
止
し
給
ふ
を
、
み

づ
か
ら
犯
し
て
つ
み
せ
ら
る
る
な
れ
ば
、禽
獣
に
劣
る
こ
と
甚
し
。

人
に
し
て
禽
獣
に
を
と
る
事
、
い
と
浅
ま
し
き
至
り
な
ら
ず
や
。

よ
く
よ
く
お
も
ひ
み
る
べ
し
。

〔
16
，
諫
め
を
聞
き
入
れ
る
べ
き
こ
と
（
附
：
五
位
鷺
の
こ
と
）〕

○
鳥
を
商
ふ
者
、
五
位
鷺
の
か
い
こ
出い
で

た
る
を
と
り
て
、
箱
に
か

や
の
葉
な
ど
敷
て
巣
を
つ
く
り
餌
を
あ
た
ふ
。

（
29b
）

ひ
な
、
人
に
な
れ
て
、
人
至
れ
ば
親
鳥
を
待ま
つ

ご
と
く
、
は
し
を
あ

げ
て
餌
を
あ
ら
そ
ふ
。
愛
す
べ
き
も
の
な
り
。
此
時
こ
の
ひ
な
親

を
し
た
ふ
心
も
な
か
る
べ
し
。
か
く
よ
き
え
を
か
ひ
て
、
後
売う
る

な

り
。
親
の
そ
だ
て
し
よ
り
肉
や
は
ら
か
に
て
味
よ
し
。
さ
れ
ば
あ
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た
ひ
常
の
に
倍
す
。
い
と
不
仁
の
わ
ざ
な
り
。

　

わ
か
く
て
教
を
受
ぬ
人
の
好
む
こ
と
は
多
く
は
心
を
失
な
ひ
、

身
を
そ
こ
な
ふ
こ
と
な
る
に
、
へ
つ
ら
ふ
者
は
、
そ
れ
を
す
す
め
、

其
す
す
む
る
も
の
を
よ
ろ
こ
ぶ
。い
さ
む
る
者
は
大
か
た
い
と
ふ
。

（
30a
）

此
へ
つ
ら
ふ
も
の
、
か
な
ら
ず
を
の
が
為
に
す
る
こ
と
な
り
。
諸

侯
に
て
は
国
を
う
ば
ひ
、
其
以
下
は
家
を
う
ば
ひ
金
銀
を
か
す
め

取
ら
ん
と
す
る
く
は
だ
て
な
り
。
こ
れ
を
し
ら
で
、
ひ
と
へ
に
其

者
を
よ
ろ
こ
び
親
し
む
は
、
五
位
鷺
の
鳥
や
が
餌
を
よ
ろ
こ
ぶ
に

ひ
と
し
。

〔
17
，
玩
物
喪
志
（
衒
学
）
を
戒
む
べ
き
こ
と
〕

○
玩
も
の
を
も
て
あ
そ
べ
ば
こ
こ
ろ
ざ
し
を
う
し
な
う

レ

物
喪
レ

志
と
い
ふ
こ
と
心
得
べ
き
こ
と
な
り
。
書

を
み
る
ほ
ど
よ
き
こ
と
は
な
け
れ
ど
も
、
書
を
読よ
む

に
ふ
け
る
時
は

こ
と
に
害
あ
り
。
書
を
見
る
が
よ
き
こ
と
と
い
ふ
も
、
人
の
道
を

よ
く
弁わ
き
まへ
て
、
五
倫
の
道
正
し
く
な
る
や
う
を

（
30b
）

明
ら
か
に
知
る
故
な
り
。
つ
と
む
べ
き
家
業
を
も
怠
り
、
親
の
憂
う
れ
い

と
な
る
を
も
忘
れ
、
只
書
物
を
多
く
よ
み
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
ひ

ろ
く
知
り
、
文
章
を
よ
く
書
き
、
後
に
は
、
書
物
よ
ま
ぬ
人
を
俗

人
な
ど
と
侮
ど
る
故
、
人
に
き
ら
は
れ
、
果
は
家
業
も
衰
ふ
る
に

至
る
。
さ
や
う
な
る
は
玩
も
の
を
も
て
あ
そ
べ
ば
こ
こ
ろ
ざ
し
を
う
し
な
う

物

喪

志
の
害
甚
し
き
な
り
。

読
書
さ
へ
然
り
。
ま
し
て
書
画
を
甚
は
だ
し
く
好
み
、
古
書
画
を

集あ
つ
むる
を
こ
の
み
、
あ
る
ひ
は
普
請
を
こ
の
み
、
草
木
を
こ
の
み
な

ど
、
あ
し
と
す
る
に
は
あ
ら
ね
ど
、
我
も
こ
こ
ろ
を

（
31a
）

ゆ
る
し
、人
も
酒
淫
を
戒い
ま

し
む
る
や
う
に
は
え
い
さ
め
ぬ
ゆ
へ
に
、

反か
え
って
深ふ
か
い
り入
あ
り
や
す
し
。
ふ
か
く
入い
り
す
ぐ過
れ
ば
、
酒
淫
に
溺
る
る
害

に
か
は
ら
ず
。
と
か
く
五
倫
の
道
に
少す
こ
しで
も
欠か
け

る
こ
と
あ
る
は
皆

害
あ
り
。
常
に
慎
し
む
べ
き
事
な
り
。

〔
18
，
人
の
意
見
を
適
切
に
聞
き
入
れ
る
べ
き
こ
と
〕

○
土
の
し
ま
り
か
た
ま
る
地
は
、
水
を
受う
け

が
た
き
ゆ
え
、
草
木

生お
ひ
た
ち立
が
た
し
。
砂
地
は
、
よ
く
水
を
受う
く

れ
ど
も
下
へ
も
る
る
こ
と

早
き
ゆ
え
、
水
を
た
も
た
ず
し
て
又
草
木
生を
ひ
た
ち立
が
た
し
。
そ
れ
も

春は
る
あ
き秋
の
ほ
ど
は
さ
も
あ
る
べ
け
れ

（
31b
）

ど
も
、
炎
暑
の
時
に
は
か
な
ら
ず
枯か
れ

る
な
り
。
人
の
気
質
に
さ
ま

ざ
ま
あ
り
て
、
或
は
つ
よ
き
に
過す
ぎ

、
よ
は
き
に
過
、
広
き
に
過
、

狭
き
に
過
て
、
そ
れ
に
よ
り
て
、
身
の
お
さ
ま
り
、
す
る
わ
ざ
に
、

道
理
に
背
く
こ
と
あ
り
。
其
時
い
さ
む
る
人
あ
る
を
よ
く
受う
け

て
、

過あ
や
ま
ちを
改
め
教
に
従
へ
ば
、
道
理
に
背
か
ず
し
て
正
し
き
道
を
得

べ
し
。
然
る
に
我
を
立た
て

て
い
さ
め
に
従
が
は
ぬ
は
、
水
を
受う
け

ぬ
地

の
ご
と
し
。
又
い
さ
め
を
受う
け

る
は
よ
く
受
て
、
其
い
さ
め
を
わ
が

身
に
用
ひ
ぬ
は
、
砂
地
の
ご
と
し
。
と
も
に
、
無
事
の
と
き
は
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（
32a
）

さ
て
も
あ
る
べ
し
。
何
ご
と
に
て
も
こ
と
に
あ
ひ
た
る
時
は
か
な

ら
ず
道
理
に
そ
む
く
こ
と
あ
り
て
禍
を
引
出
す
べ
し
。
其
時
に
後

悔
し
て
も
益
な
し
。

〔
19
，
節
制
す
べ
き
こ
と
（
粗
食
の
方
が
か
え
っ
て
健
康
）〕

○
あ
や
ま
ち
あ
り
て
、
お
ほ
や
け
の
と
ら
は
れ
に
つ
き
た
る
者
あ

り
。
其
人
年
頃
結し
つ

毒
を
や
み
て
、
を
と
が
ひ
の
下
は
れ
い
で
潰う
み

て

い
え
が
た
く
、
顔
も
青
み
は
れ
て
あ
り
し
が
、
獄
に
い
り
た
れ
ば
、

親
妻
子
な
ど
な
げ
き
か
な
し
み
け
る
が
、
こ
と
は
り
た
ち
ゆ
る
さ

れ
て
出い
づ

る
時
、
か
の
潰つ
い

え
た
る
瘡さ
う
こ
う口
、
跡
な
く
い
え
、
顔
色
い
と

う
る
は
し
く
、

（
32b
）

す
く
よ
か
に
な
り
た
り
。
悲
し
め
る
限
り
、「
夢
な
ら
ぬ
か
」
と

あ
や
し
め
り
。
さ
は
、
家
に
あ
る
ほ
ど
は
、
く
す
し
の
い
ま
し
め

を
守
り
か
ね
、
酒
肉
を
こ
の
み
く
ら
ひ
け
る
が
、
ひ
と
や*
に
て

朝
夕
腹
に
み
た
ぬ
日
数
ふ
る
ほ
ど
、
か
く
さ
は
や
ぎ*

た
る
な
り
。

酒
肉
こ
の
む
人
の
わ
づ
ら
ひ
あ
ら
ん
に
、
此
こ
と
は
り
お
も
ふ
べ

き
な
り
。

【
注
】
○
ひ
と
や　

人
屋
。
牢
獄
の
こ
と
。
○
さ
は
や
ぎ　
「
さ
は
や
ぐ
」

は
病
気
が
治
る
こ
と
。

〔
20
，
迷
信
を
戒
む
べ
き
こ
と
（
田
崎
休
愚
の
話
）〕

○
川
尻
と
い
ふ
所
に
田
崎
休
愚*

と
い
ふ
も
の
、
貧
し
か
り
し
が
、

後
は
郷
士
に
成な
り

け
り
。
若
か
り
し
時
、
舅し
う
との
方か
た

へ
行ゆ
く

に
、
家み
や
げ産
持も
ち

て
行ゆ
か

ん
と
お
も
ふ
に
、
さ
る
べ
き
物
な
か
り
け
れ
ば
、

【
注
】
○
田
崎
休
愚　

幸
田
露
伴
は
、
こ
の
話
が
『
抱
朴
子
』
の
「
鮑
君

の
談
」
と
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（『
露
伴
全
集
』
巻
十
八
所

収
「
圏
外
文
学
漫
談
」）。
だ
が
、
筆
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
鮑
君
の
話
は
、

『
抱
朴
子
』
で
は
な
く
、『
風
俗
通
義
』
巻
九
「
怪
神
」
に
「
鮑
君
神
」
と

い
う
題
で
見
え
る
。
田
崎
休
愚
の
話
は
、
景
範
自
身
あ
る
い
は
他
の
人
に

よ
る
「
鮑
君
神
」
の
翻
案
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
興
味
深
い
の
は
、
貝
原
益

軒
が
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
巻
十
二
「
嘉
摩
郡
」（『
益
軒
全
集
』
巻
四
所
収
）

で
、
現
福
岡
県
嘉
麻
市
大
字
大
隈
に
あ
る
鮭
神
社
の
祭
神
は
鮑
君
神
で
は

な
い
か
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
日
本
に
似
た
よ
う
な

実
例
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。『
風
俗
通
義
』
巻
九
「
怪
神
」（
香
港

中
文
大
学
中
国
文
化
研
究
所
『
風
俗
通
義
逐
字
索
引
』
商
務
印
書
館
、
一

九
九
六
年
、
六
八
頁
）に
あ
る「
鮑
君
神
」の
原
文
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

汝
南
鯛
陽
有
於
田
得
麇
者
、
其
主
未
往
取
也
。
商
車
十
餘
乗
経
沢
中
行
、

望
見
此
麇
著
縄
、
因
持
去
。
念
其
不
事
而
得
（
一
本
作
「
不
事
」）、
持

一
鮑
魚
置
其
処
。
有
頃
、
其
主
往
、
不
見
所
得
麇
、
反
見
鮑
魚
（
一
本

作
「
君
」）。
沢
中
非
人
道
路
、
怪
其
如
是
、
大
以
為
神
。
転
相
告
語
、

治
病
求
福
、
多
有
效
験
、
因
為
起
祀
舎
。
衆
巫
数
十
、
帷
帳
鐘
鼓
、
方

数
百
里
皆
来
祷
祀
、
号
鮑
君
神
。
其
後
数
年
、
鮑
魚
主
来
歴
祠
下
、
尋

問
其
故
、
曰
、「
此
我
魚
也
、
当
有
何
神
」。
上
堂
取
之
、
廟
（
一
本
作

「
遂
」）
従
此
壊
。
伝
曰
、「
物
之
所
聚
斯
有
神
」。
言
人
共
奨
成
之
耳
。
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其
辺
に
て
小ち
い
さき
ぎ
ぎ
う
と
云
魚う
を

を
網
し
て
取と
り

、
そ
れ
を
持も
ち

て
行ゆ
き

し

に
、
山
中
に
猟
師
の
網
を
は
り
置を
け

る
に
雉
の
か
か
り
は
た
め
く
あ

り
。「
是
い
と
よ
き
つ
と*

な
り
」
と
思
ひ
て
、
や
が
て
か
の
雉

を
と
り
、「
た
だ
に
や
は
」
と
か
の
ぎ
ぎ
を
か
は
り
に
か
け
置を
き

て

過す
ぎ

ぬ
。
さ
る
あ
と
へ
猟
師
来き
た
りて
、
か
の
魚
を
見
て
、
驚
き
怪
し
み

て
、「
川
の
も
の
の
山
網
に
か
か
ら
ん
や
う
な
し
。
是
は
神
な
ど

の
さ
と
し
に
こ
そ
」
と
お
も
ひ
、
人
々
に
か
た
る
に
、
同
じ
や
う

に
お
そ
れ
け
れ
ば
、
や
が
て
さ
る
べ
き
験げ
ん
じ
ゃ者
む
か
へ
き
て
、
こ
と

の
や
う

【
注
】
○
つ
と　

贈
り
物
。

（
33b
）

語
る
に
、
は
た
し
て
「
こ
れ
山
の
神
の
此
里
に
た
た
り
あ
る
べ
き

し
る
し
な
り
」
と
て
先ま
づ

か
の
ぎ
ぎ
を
桶
に
水
た
く
わ
へ
て
い
れ
、

宮
を
作
り
、
大
明
神
と
崇
め
祭
る
め
り
。
さ
る
程
に
、
神
、
人
に

つ
き
て
云
や
う
、「
我
に
贄に
へ

を
奉
れ
。
さ
ら
ず
ば
一
里
の
人
い
け

た
ら
じ
」
と
の
る
に
、
あ
る
か
ぎ
り
た
ま
し
ゐ
を
け
し
、
相
は
か

り
、
き
が
ね
十
両
あ
つ
め
て
、「
是
に
か
え
ん
命
あ
ら
ば
」
と
近

く
も
遠と
を
く
も
求
る
に
、「
た
れ
か
え
ん
」
と
て
出い
づ

る
も
の
な
し
。
彼か
の

休
愚
お
の
こ
伝
へ
聞き
く

。
や
が
て
老お
ひ

さ
ら
ば
へ
る
う
ば
、
か
た
ら
ひ

出い
で

て

（
34a
）

か
の
所
に
行ゆ
き

、「
さ
る
こ
と
伝
へ
き
き
ぬ
、
誠
に
や
。
を
の
れ
は

貧
し
き
が
身
に
せ
ま
り
、
今
は
『
身
を
や
な
げ
て
ん
』『
く
び
れ

て
や
う
せ
な
ん
』
と
お
も
へ
ど
、
老を
ひ

た
る
母
さ
え
あ
り
て
、
さ
る

こ
と
も
え
せ
で
、
く
る
し
き
月
日
を
送
る
な
り
。
其
こ
と
そ
ら
ご

と
に
あ
ら
ず
ば
、
こ
れ
ぞ
天
の
た
す
け
と
覚
ゆ
る
。
そ
も
命
の

り（

量

）

ゃ
う
、
い
く
ら
斗ば
か
りか
は
た
ま
は
ら
ん
や
」
と
い
ふ
。
里
人
等
悦

こ
び
て
、
あ
る
や
う
語
る
。「
さ
は
其そ
の
か
ね金
た
ま
へ
。
母
に
持
せ
て

す
か
し
て*

こ
そ
帰
し
侍は
べ

ら
め
」
と
、
か
の
う
ば
に
き
が
ね
持も
た

【
注
】
○
す
か
し
て　

説
得
す
る
。

（
34b
）

せ
て
、口
に
耳
に
つ
け
て
何
か
い
ひ
け
る
が
、う
ば
は
帰
り
ぬ
。「
さ

は
贄
に
そ
な
は
ら
ん
」
と
こ
ふ
。
や
が
て
か
の
宮
の
前
へ
つ
れ

行ゆ
き

、
大お
ほ
ひ
な
る
板
の
上
に
ゆ
は
へ
つ
け
、
し
め
ひ
き
て
、「
あ
な
あ

は
れ
や
。
夜よ

の
程
に
く
わ
れ
ん
。
い
か
に
苦
し
き
め
を
か
見
ん
ず

ら
ん
」
な
ど
い
ひ
て
、
里
人
は
か
え
り
ぬ
。
う
し
み
つ
ば
か
り
ま

で
は
、「
も
し
う
か
が
ふ
人
も
ぞ
あ
る
」
と
た
め
ら
ひ
し
が
、「
今

は
心
や
す
し
」
と
て
、
力ち
か
ら
ご
へ声を
出い
だ

し
て
、
も
ろ
ひ
ぢ
つ
よ
く
は
る

に
、
縄
は
ぶ
つ
ぶ
つ
と
切き
れ

ぬ
。
や
を
ら
お
き
上あ
が

り
、
宮
の
戸
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を
ひ
ら
き
、
と
う
ろ
の
火
し
て
み
れ
ば
、
桶
の
中
に
か
の
ぎ
ぎ
、

あ
り
し
よ
り
も
ふ
く
ら
か
に
成
り
て
を
る
を
引ひ
き
い
だ出
し
、
木
の
枝
あ

つ
め
、豆ま
め
し
る汁
し
て
煮
物
と
し
、さ
け
よ
よ*

と
の
み
、舌
う
ち
し
て
、

い
と
に
な
き
物
と
く
ひ
尽
し
、
宮
も
鳥と
り
ゐ井
も
引
た
ふ
し
帰
り
ぬ
。

い
と
お
こ
の
わ
ざ
に
こ
そ
。

　

世
に
神
の
た
た
り
あ
る
は
、
も
の
の
け
、
狐
な
ど
の
人
に
つ
く

と
い
ふ
を
見み
き
く聞
に
、
ま
さ
し
く
神
の
み
こ
と
の
り
め
き
、
う
ら
み

あ
る
人
の
い
ふ
べ
き
こ
と
を
の
り
、狐
の
さ
ま
し
て
あ
る
く
な
ど
、

み
な
癇
と
い
ふ
。

  

【
注
】
○
よ
よ　

よ
だ
れ
を
た
ら
す
様
。

（
35b
）

病
に
て
神
や
う
つ
り
給
へ
る
と
い
へ
ば
、「
又
さ
り
や
」
と
思お
も
ふ。

お
も
ふ
よ
り
や
が
て
さ
る
物
に
な
る
め
り
。
そ
れ
を
と
か
で
ま
ど

ふ
も
癇
の
た
ぐ
ひ
に
て
、
癡ち*

と
い
ふ
や
ま
ひ
な
り
。
心
を
お
ほ

は
る
る
は
と
も
に
ひ
と
し
。
こ
の
物
語
の
神
の
つ
き
た
る
に
て
み

よ
。
こ
れ
は
た
し
る
し
と
せ
ず
ば
あ
ら
じ
か
し
。

【
注
】
○
癡
（
ち
）　

痴
に
同
じ
。

民
間
さ
と
し
く
さ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
完
】

（
奥
付
）

享
和
元
年*

辛
酉
五
月
発
行

浪
花
書
肆*　

柏
原
屋
清
右
衛
門

　
　
　
　
　

 

小
川
屋
清
右
衛
門

【
注
】
○
享
和
元
年　

一
八
〇
一
年
。
○
浪
花
書
肆　

浪
花
書
肆
は
景
範

が
弟
景
亮
の
末
子
以
修
（
号
東
岡
）
に
作
ら
せ
た
出
版
社
で
、
小
川
屋
清

右
衛
門
は
景
範
の
甥
で
あ
る
。

加藤景範『民間さとし草』翻刻・注釈 ― 湯城吉信

145




