
Title 五井蘭洲『中庸首章解』翻刻・注釈

Author(s) 湯城, 吉信

Citation 懐徳堂研究. 2016, 7, p. 65-93

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/60527

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



五
井
蘭
洲
『
中
庸
首
章
解
』
翻
刻
・
注
釈

湯 

城 

吉 

信

は
じ
め
に

　

五
井
蘭
洲
『
中
庸
首
章
解
』
は
、
江
戸
時
代
の
儒
者
五
井
蘭
洲

が
、
漢
文
を
解
し
な
い
初
学
者
の
た
め
に
『
中
庸
』
第
一
章
の
意

味
を
和
文
で
解
説
し
た
啓
蒙
書
で
あ
る
。
同
書
の
重
要
性
に
つ
い

て
は
、
つ
と
に
陶
徳
民
氏
が
指
摘
し
て
い
る
（『
懐
徳
堂
朱
子
学

の
研
究
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、
三
五
頁
）。

　
『
中
庸
』
は
抽
象
的
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
初
心
者
の

た
め
の
書
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る（
序
で
も
言
う
）。
そ
の『
中
庸
』

を
あ
え
て
和
文
で
一
般
向
け
に
解
説
し
た
（
丁
寧
に
振
り
仮
名
、

読
点
ま
で
付
け
ら
れ
て
い
る
）
の
は
、
人
々
に
道
徳
を
行
う
根
拠

を
納
得
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
蘭
洲
は
、
天
人
一
貫
の
道
理
―

す
な
わ
ち
、
道
徳
は
天
か
ら
賦
与
さ
れ
た
自
然
の
摂
理
で
あ
る
こ

と
―
を
民
衆
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
教
化
の
根
本
だ
と
考
え
て
い

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
体
得
し
な
け
れ
ば
、
道
徳
を
行
っ
て
も
た

だ
表
面
的
に
行
う
だ
け
に
終
わ
る
と
考
え
て
い
た
。
蘭
洲
は
そ
の

道
理
を
「
中
庸
天
命
性
図
」＊
と
い
う
図
に
も
表
し
て
い
る
が
、

本
書
は
そ
の
解
説
書
と
し
て
も
役
立
つ
。

　
『
中
庸
』
に
つ
い
て
は
、
懐
徳
堂
学
派
で
は
中
庸
錯
簡
説
が
有

名
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
学
術
的
観
点
以
外
に
、
教
学
的
観
点

か
ら
重
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
懐
徳

堂
学
派
に
は
、
中
井
竹
山
著
『
蒙
養
篇
』、
加
藤
景
範
著
『
か
は

し
ま
も
の
が
た
り
』『
民
間
さ
と
し
草
』＊
な
ど
の
啓
蒙
書
が
あ
る

が
、
こ
の
『
中
庸
首
章
解
』
は
そ
の
よ
う
な
啓
蒙
書
の
一
つ
と
し

て
も
注
目
さ
れ
る
。

　
『
中
庸
首
章
解
』
は
崩
し
字
の
和
文
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
現

代
の
我
々
に
は
読
み
に
く
い
こ
と
を
考
え
、
本
稿
で
は
そ
の
翻
刻

を
行
い
、
合
わ
せ
て
注
釈
も
つ
け
た
。
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【
注
】
○
「
中
庸
天
命
性
図
」　

図
自
体
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
五

井
蘭
洲
『
中
庸
天
命
性
図
解
』（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
）

に
詳
し
い
記
述
が
あ
り
そ
の
様
子
を
推
測
で
き
る
。
拙
稿
「
五
井

蘭
洲
「『
中
庸
』
天
命
性
図
」
に
つ
い
て
」（
二
松
学
舎
大
学
『
日

本
漢
文
学
研
究
』
十
一
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
刊
行
予
定
）
に
て

発
表
予
定
）を
参
照
さ
れ
た
い
。
○『
民
間
さ
と
し
草
』　

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
）、
お
よ

び
拙
稿
「
加
藤
景
範
『
民
間
さ
と
し
草
』
翻
刻
・
注
釈
」（『
懐
徳

堂
研
究
』
三
号
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〔
テ
キ
ス
ト
〕

・
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
本
を
底
本
と
し
、
解
読
し
に
く
い
場

合
の
み
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
蔵
の
写
本
を
参
照
し
た
。両
本
は
、

丁
替
わ
り
も
振
り
仮
名
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
振
り
仮
名
は
中
之

島
図
書
館
本
が
や
や
多
い
（
懐
徳
堂
文
庫
本
は
当
た
り
前
に
わ
か

る
振
り
仮
名
は
省
か
れ
て
い
る
ら
し
い
）。
両
本
の
瑣
末
な
違
い

は
一
々
校
勘
せ
ず
、
懐
徳
堂
文
庫
本
の
方
が
情
報
が
多
い
場
合
に

絞
っ
た
。

＊
両
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て

　

中
之
島
図
書
館
本
は
、
題
箋
に
『
中
庸
首
章
解　

五
井
蘭
洲
先

生
著
並
書
』
と
書
か
れ
て
い
る
。
若
干
見
せ
消
ち
な
ど
補
訂
が
見

ら
れ
る
も
の
の
、
丁
寧
に
書
か
れ
て
お
り
、
定
本
と
し
て
清
書
し

よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
本
は
、

本
文
の
前
に
、
中
之
島
図
書
館
本
に
な
い
「
蘭
洲
五
井
先
生
著
」

と
い
う
語
句
が
見
え
る
。
蘭
洲
の
自
筆
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ

ろ
う
。
字
体
も
中
之
島
図
書
館
本
に
比
べ
て
淡
泊
だ
が
、
く
せ
が

あ
る
。
中
之
島
図
書
館
本
と
葉
数
は
一
致
し
、
字
の
配
置
も
ほ
ぼ

似
て
い
る
も
の
の
、
字
体
に
は
異
同
が
多
く
（「
あ
る
」
→
「
有
」

な
ど
）、
中
之
島
図
書
館
本
（
が
定
本
だ
と
す
る
と
そ
れ
）
を
そ
っ

く
り
似
せ
て
写
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

【
底
本
の
書
誌
情
報
】

縦
二
五
・
五
㎝
×
横
一
七
・
七
㎝

分
類
番
号
：184.2/30

受
入
印
：
大
阪
府
立
図
書
館
、
昭
和
廿
一
年
十
二
月
九
日
、

157683

全
三
十
二
葉
。
無
郭
無
界
の
紙
を
使
用
、
毎
半
葉
十
行
。

〔
凡
例
〕

＊
漢
字
は
通
用
字
体
に
改
め
た
。

＊
読
点
は
基
本
的
に
原
文
に
従
い
つ
つ
、
読
点
と
句
点
に
分
け
た

が
、
現
代
の
感
覚
で
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
（
誤
解
を
招
か
な
い

よ
う
に
）
変
更
し
た
箇
所
も
あ
る
。

＊
踊
り
字
は
か
な
に
改
め
た
。
訓
点
中
の「
コ
ト
」の
合
字
も「
コ
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ト
」
に
改
め
た
。

＊
書
名
に
は
書
名
符
号
『　

』
を
、
引
用
部
に
は
引
用
符
号
「　

」

を
付
け
た
。

＊
濁
点
は
原
文
で
は
あ
ま
り
な
い
が
、
適
宜
補
っ
た
。
半
濁
音

（「
ぽ
」
な
ど
）、
小
文
字
（「
い
っ
」
な
ど
）
も
原
文
で
は
な
い
が

表
記
を
改
め
た
。

＊
振
り
仮
名
は
基
本
的
に
原
文
ど
お
り
だ
が
、
小
文
字
は
適
宜
用

い
た
。
た
だ
し
、
振
り
仮
名
と
い
う
よ
り
注
（
字
解
き
）
の
場
合

も
あ
り
、
送
り
仮
名
と
重
複
し
て
い
た
り
漢
字
の
左
に
つ
け
ら
れ

て
い
た
り
す
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
漢
字
の
左
に
仮
名
が

あ
る
場
合
は
（
左
：　

）
と
記
し
た
。

＊
丁
数
は
、
丁
の
裏
の
袋
綴
じ
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
下
が

切
れ
て
い
る
数
字
が
多
数
あ
る
（
十
二
、
十
三
、
二
十
二
、
二
十

三
、
二
十
六
、
二
十
八
←
右
部
が
見
え
な
い
）。
ま
た
、
十
三
葉

に
当
た
る
丁
が
二
葉
あ
り
、
ま
た
十
八
葉
と
十
九
葉
の
間
に
丁
数

の
書
か
れ
て
い
な
い
丁
が
あ
る
た
め
、
書
か
れ
て
い
る
数
字
で
は

全
三
十
丁
だ
が
、
実
際
は
三
十
二
丁
あ
る
。
本
稿
で
は
、
実
際
の

丁
数
を
記
し
（
表
は
ａ
、
裏
は
ｂ
）、
書
か
れ
て
い
る
丁
数
（
切

れ
て
い
る
も
の
は
推
測
）
は
後
の
（　

）
内
に
記
し
た
。

図
一
　『
中
庸
首
章
解
』
冒
頭
（
中
之
島
図
書
館
本
）

1
ａ

中
庸
首
章
解
序

も
ろ
こ
し
、
戦せ
ん
ご
く国
の
末す
え

こ
ろ
よ
り
、
諸し
ょ
し子
、
書し
ょ

を
作
り
、
己を
の
れが
主し
ゅ

と
す
る
所
を
と
き
、又 

孔こ
う
し子 

曽そ
う
し子
な
ど
に
託た
く

し
た
る
も
お
ほ
し
。

今
の
『
礼ら
い
き記
』
の
内
の
諸し
ょ
へ
ん篇
、
こ
れ
な
り
。
た
だ
、『
中ち
う
よ
う庸
』
の

一
篇ぺ
ん

は
、
子し

し思
の
作つ
く

る
所　

疑
う
た
が
ひな
し
。
此
書
を
作
る
意い
し
ゅ趣
、
先せ
ん
じ
ゅ儒

の
説せ
つ

に
見
え
た
り
。
猶　

委く
は

し
く
い
は
ば
、
孔
子
の
時
は
、
諸
子

い
ま
だ
世
に
行
は
れ
ず
、
聖せ
い
じ
ん人
の
道
に
異こ
と

な
る
も
の
少
し
。
孔
子

の
門
人
に
教を
し

へ
給
ふ
は
、
た
だ
文ぶ
ん

行か
う

忠ち
う
し
ん信
、
詩し
し
ょ書
執し
つ

礼れ
い

、
を
の
れ

を
修お
さ

め
、
人
を
治お
さ

む
る
道
な
り
。
道
の
本ほ
ん
げ
ん源
、
精せ
い
び微
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1
ｂ

薀を
ん

（
左
：
ふ
か
き
）、
形か
た
ち
し
て
上
な
る
の
道
は
、
中
人
已
下
の
人
の

及を
よ

ぶ
べ
き
な
ら
ね
ば
、
大
か
た
は
告つ
ぐ

る
事
な
し
、
こ
れ
も
亦ま
た

こ
れ

に
よ
ら
し
む
る
＊
の
類
な
る
べ
し
。
た
だ
、
顔が
ん
し子
、
閔び
ん
し子
、
曽そ
う
し子
、

子し

貢こ
う

如
き
に
は
、
か
な
ら
ず
告
給
ふ
べ
し
。
此
事
又
『
易え
き
で
ん伝
』
を

作
り
、
寓よ
せ

し
置を
き

し
め
し
給
へ
り
。
双そ
う
が
ん眼
を
具ぐ
＊

せ
ん
人
は
、
此
中
よ

り
見
出
す
べ
し
。
不ふ
ゑ
＊慧
な
る
人
は
、
唯た
だ 

易
の
こ
と
を
説
り
と
の

み
見
過す
ぐ

す
な
り
。
そ
れ
道
に
二ふ
た
つ端
な
し
。
孝こ
う

弟て
い

忠ち
う
し
ん信
、
礼れ
い

楽が
く

射し
ゃ
ぎ
ょ御

の
た
ぐ
ひ
、
皆
こ
れ
道
の
本
源
よ
り
出
づ
。
こ
れ
を
人わ
ざ
ご
と事
な
り
と

蔑か
ろ
ん
じ視
し
、
別べ
つ

に
心し
ん
ぱ
ふ法
あ
り
な
ど
思
ふ
は
、
道
の
一い
っ
く
は
ん貫
な
る
を
し

ら
ざ
る
な
り
。
道
の
本
源
は
天
に
あ
り
、
人
の
本
源
は
性
に
あ
り
、

人じ
ん
じ事
物ぶ
っ

【
校
勘
】
○
ぐ　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
そ
な
へ
」。
○
ふ
ゑ　

懐
徳
堂

文
庫
本
は
、
さ
ら
に
字
の
左
に
「
お
ろ
か
な
る
」
と
振
り
仮
名
が

あ
る
。

【
注
】
○
こ
れ
に
よ
ら
し
む
る　
『
論
語
』
泰
伯
篇
の
「
民
可
使
由

之
、
不
可
使
知
之
（
民
は
之
に
由
ら
し
む
べ
し
、
之
を
知
ら
し
む

べ
か
ら
ず
）」
を
言
う
。

2
ａ

則そ
く

は
性
命
の
条で
う
も
く目
と
心
得
べ
し
。
子
貢
の
語
に
、「
夫
子
之
文
章

可
二
得
テ
而
聞
一
也
、
夫
子
之
言
三
性
与
二
天
道
一
、
不
レ
可
二
得
テ
而

聞
一
也
」
と
あ
る
は
、
こ
れ
を
聞
れ
た
る
よ
り
い
へ
る
な
り
。
此

人 

冢つ
か
う
へ
＊上
六
年
の
功く
ふ
う夫
＊
も
、こ
こ
に
在あ
る

べ
し
。然
る
に
、子
貢
も
、

孔
子
の
意こ
こ
ろと
一
な
る
に
や
、
こ
れ
を
説
れ
た
る
言
、
後こ
う
せ
い世
に
聞
え

ず
、
あ
れ
ど
も
伝
ら
ざ
る
に
や
。
一
貫
の
説
は
、
曽
子
も
子
貢
も

聞
れ
た
れ
ば
、
曽
子
は
必 

子
思
に
も
伝
へ
ら
れ
た
ら
ん
。『
中
庸
』

一
篇
は
、
た
だ
是
性
命
一
貫
の
旨む
ね

を
説と
き
の
べ述
ら
れ
た
り
。
遠と
を

く
は
、

堯げ
う

舜し
ゅ
ん

執し
っ
ち
う中
の
道
＊
も
、
皆
是こ
の
こ
と事
に
て
、
聖せ
い
せ
い々

賢け
ん
け
ん々

相
伝
へ
給
ふ

の
み
。
子
思
の
時
に
至
り
て
、
諸
子
漸
や
う
や
く出
来
れ
ば
、
後
世
に
至

り
、
聖
を
さ
る
こ
と
遠
く
、
愈
い
よ
い
よ道
の

【
校
勘
】
○
つ
か
う
へ　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
つ
か
の
う
へ
」。

【
注
】
○
冢つ
か
う
へ上
六
年
の
功く
ふ
う夫　

子
貢
が
孔
子
死
後
、
墓
の
傍
ら
に

庵
を
結
び
通
常
の
倍
の
六
年
の
喪
に
服
し
た
こ
と
。『
史
記
』
孔

子
世
家
に
見
え
る
。「
唯
子
貢
廬
於
冢
上
、
凡
六
年
、
然
後
去
。」

○
堯げ
う

舜し
ゅ
ん

執し
っ
ち
う中
の
道　
『
書
経
』
大
禹
謨
篇
の
「
允
執
二
厥
中
一
」

を
言
う
（
26
ａ
、
29
ａ
に
後
出
）。

2
ｂ

本
源
を
と
り
失
ふ
も
の
あ
る
べ
き
と
、
お
そ
れ
て
、
や
む
こ
と
を

得
ず
此
書
を
作
り
、
孔
子
に
か
は
り
て
説
あ
か
せ
り
。
ゆ
へ
に
、

開か
い
く
は
ん巻

（
左
：
ま
き
の
は
じ
め
）
第だ
い

一
義ぎ

に
、
天て
ん
め
い命
の
性せ
い

を
と
き
て
、

天
人
の
理
を
あ
か
し
、
終
篇
＊
に
は
＊
、
無こ
え
な
く声
無か
な
き臭
を
説
て
、
又
、

天
に
帰き

す
。
是
た
だ
向こ
う
じ
ゃ
う上
を
よ
ろ
こ
び
、
虚き
ょ

見け
ん

に
馳は

せ
、
隠か
く

れ

た
る
を
求も
と

る
に
あ
ら
ず
。
皆
、
実じ
つ

理り

な
り
。
実
理
と
は
い
か
な
る

を
い
ふ
や
。
天
あ
り
、
地
あ
り
、
天
地
あ
れ
ば
万ば
ん
ぶ
つ物
あ
り
。
天
地
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の
天
地
た
る
所
は
、
渾こ
ん
ぜ
ん然
た
る
太た
い

極き
ょ
く

に
て
、
人
の
智ち
り
ょ慮
の
及
ぶ

と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
言げ
ん
ぎ
ょ語
に
の
ぶ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
男お
と
こあ
り
、

女を
ん
なあ
り
、
男な
ん
に
ょ女
あ
れ
ば
子し
そ
ん孫
あ
り
、
男
女
の
男
女
た
る
所
は
天
に

あ
り
。
天
は
無か
た
ち
な
く形
無い
ろ
な
く色
に
て
、
唯た
だ 

其
変へ
ん
く
は化
の

【
校
勘
】
○
終
篇　

懐
徳
堂
文
庫
本
に
は
「
ま
き
の
お
は
り
」
と

い
う
振
り
仮
名
が
あ
る
。
○
に
は　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
か
は
」

に
見
え
る
。

3
ａ

妙め
う

に
つ
き
て
、
其
跡あ
と

を
見
る
。
昼ひ
る

と
な
り
、
夜よ
る

と
な
り
、
冬ふ
ゆ

と
な

り
、
夏な
つ

と
な
る
。
日
月
の
宇う
ち
う宙
を
て
ら
し
、
火
の
あ
つ
く
水
の
さ

む
く
、
人
は
善
を
そ
な
へ
て
、
よ
き
を
よ
し
と
す
る
ゆ
へ
、
あ
し

き
を
あ
し
し
と
す
。鳥と
り
け
も
の獣
昆む
し
け
ら虫
に
至
る
ま
で
、生こ
を
う
む育
の
道
を
し
り
、

上
に
ゐ
ま
す
人
は
、
政
ま
つ
り
ご
とを
と
り
て
下
を
治
め
、
下
に
居
る
者
は
、

事
を
つ
と
め
て
上
を
う
や
ま
ふ
。
孝こ
う

は
君
に
事
へ
て
忠ち
う

と
な
り
、

忠
は
親を
や

に
つ
か
へ
て
孝
と
な
る
。
有う

は
も
と
よ
り
有
に
て
、
無む

と

見
る
も
即
す
な
は
ち有
な
り
。
生
は
も
と
よ
り
生
に
て
、
死
と
見
る
も
即
生

な
り
。
有
は
無
の
有
に
て
、
生
は
死
の
生
な
り
。
神
は
人
の
無
に

て
、
人
は
神
の
有
な
り
。
鳥
は
雲
に
飛
び
、
魚
は
水
に
を
よ
ぐ
。

万ま
ん
を
く億
年ね
ん

昔む
か
し

の

3
ｂ

天て
ん
ち
じ
ん

地
人
の
さ
ま
も
、
即
す
な
は
ち今
の
天
地
人
の
す
が
た
な
り
。
す
べ
て
目

を
ひ
ら
き
見
る
所
、
皆
、
自し
ぜ
ん然
の
あ
り
さ
ま
に
て
、
少す
こ

し
も
人
の

手
を
つ
く
る
所
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
を
実じ
つ

理り

と
い
ふ
。
此
実
理
、

四し
は
う
は
ち

方
八
隅ぐ
う

、
お
よ
そ
人
の
す
む
ほ
ど
の
国こ
く
ど土
、
皆
か
く
の
如
し
。

こ
の
外
に
、
さ
ら
に
あ
や
し
む
こ
と
も
な
く
、
又
、
疑う
た
がふ
べ
き
こ

と
も
な
し
。
此
実
理
を
し
ら
ぬ
人
は
、
見
る
こ
と
聞
こ
と
に
迷ま
よ
ひを

生
じ
、
我
身
の
中
に
至い
た
りり
て
貴た
う
とき
性
あ
る
を
わ
す
れ
、
中ち
う
せ
い正
の
道

に
随し
た
が
ふ
こ
と
あ
た
は
ず
。
そ
れ
元も
と
よ
り来 

道
に
高こ
う
ひ卑
の
別べ
つ

な
し
。
卑ひ
き

き
所
に
高た
か

き
あ
り
、
高
き
所
に
卑
き
あ
り
。
た
だ
に
、
虚き
ょ

遠え
ん

を
説

て
、
人
の
耳み
み
め目
を
お
ど
ろ
か
さ
ん
と
す
る
は
、
其
見け
ん
し
ょ所
あ
さ
し
。

あ
る
人
い
ふ
、「
此
『
中
庸
』
の
書
は
、
性せ
い

命め
い

4
ａ

の
理
こ
と
は
りを
説
た
れ
ば
、
初し
ょ
が
く学
の
し
る
所
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
を
論ろ
ん

ず
る

は
、
等し
な

を
こ
ゆ
る
と
て
、
先せ
ん
じ
ゅ儒
の
い
ま
し
む
る
所
な
り
。
た
だ

『
小せ
う
が
く学
』
よ
り
入
べ
し
。」
こ
れ
一い
ち
わ
う往
は
こ
と
わ
り
な
れ
ど
、
時
を

し
ら
ぬ
な
り
。
古
の
聖
賢
は
時
に
随
し
た
が

っ
て
教を
し
へを
ほ
ど
こ
す
。
こ
の

ゆ
へ
に
、
堯
舜
は
中
と
説と

き
、
孔
子
は
仁じ
ん

と
説
、
子
思
は
天て
ん
め
い命
と

説
、
孟
子
は
四し
た
ん端
と
説
、
其
む
ね
は
一
な
り
。
中
ご
ろ
よ
り
、

老ら
う

、
荘そ
う

、
列れ
つ

、
楊よ
う

朱し
ゅ

、
墨ぼ
く
て
き翟
の
諸
子
お
こ
り
、
儒
者
の
内
に
も
、

古
の
聖
人
の
教
に
、
や
や
こ
と
な
る
も
あ
り
。
其
説
広く
は
う
だ
い大
に
も

精せ
い
び微
に
も
説
、
見
る
人
き
く
人
眩げ
ん

耀や
う

せ
し
む
。
世よ

に
美
よ
き
む
ま
れ
つ
き
質
の

人
あ
ら
ん
、
平つ
ね
づ
ね常 

孝
弟
忠
信
を
道
と
し
つ
と
め
居
ら
ん
、
た
ま

た
ま
此こ
れ

等ら

の
説
を
聞
て
、
お
ど
ろ
き
喜よ
ろ
こび
、
こ
れ
に
帰き

し
、
無む
じ
ゃ
う上

道ど
う

と
お
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分ぶ
ん
ざ
い在
に
応わ
う

じ
、
心
に
ひ
が
め
る
事
も
な
く
、
身
に
よ
こ
し
ま
な
か

ら
ん
＊
を
。
も
し
、
此
書
を
見
ん
人
、
ひ
と
り
に
て
も
こ
と
は
り

と
お
も
ひ
、
そ
の
身
に
補
を
ぎ
な
ゐあ
ら
ば
、
や
つ
が
れ
が
太た
い
へ
い平
の
御み

世
に

む
な
し
く
い
け
り
と
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
お
も
ふ
の
み
。
よ
り
て
今

『
中
庸
』
の
首
章
に
も
と
づ
き
、
く
だ
く
だ
し
け
れ
ど
和か
な

文
を
も

て
し
る
し
、
お
ろ
か
な
ら
ん
人
に
も
、
人
の
道
と
い
ふ
こ
と
を
し

ら
し
め
ん
と
お
も
ふ
の
み
。
漢か
ん
ぶ
ん文
を
よ
み
と
か
ん
人
は
、
先
儒
の

諸し
ょ
し
ょ書
に
て
さ
と
し
給
ふ
べ
し
。

【
校
勘
】
○
ら
ん　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
こ
の
後
に
「
こ
と
」
の
挿

入
を
指
示
す
る
。

（
5
ｂ
：
空
）

6
ａ

天
命
之
謂
レ
性
、
率
レ
性
之
謂
レ
道
、
修
レ
道
之
謂
レ
教
。

此
三
句
、
こ
の
書し
ょ

の
冒ぼ
う
と
う頭
な
り
。
語こ
と
ば
は
三さ
ん
か
で
う條
に
て
、
初
に
天

よ
り
説
出
し
、
性せ
い

と
し
、
道み
ち

と
し
、
教を
し
へ
と
し
、
三
句
一
直す
じ
＊に

説と
き
く
だ降
す
。
天
の
字
、
性
・
道
・
教
三
つ
の
内
に
ふ
く
み
た
り
。
又
、

一
篇
三
十
三
章
に
、
此
こ
こ
ろ
を
お
し
わ
た
し
た
り
。『
論ろ
ん
ご語
』＊

に
、「
孔
子
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
」
と
見
え
た
り
。
聖
人

だ
に
か
く
の
如
き
を
、
我
と
も
が
ら
い
か
で
天
命
を
知
り
て
と

き
あ
か
す
べ
け
ん
や
。
こ
れ
知
る
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
。『
中
庸
』

に
よ
り
て
、
天
命
の
字じ

ぎ義
を
い
ふ
の
み
。
天
と
は
い
か
な
る
を

い
ふ
。
地つ
ち
の
う
へ上
は
、
皆
天
な
り
。
頭か
う
べ
を
あ
ふ
ぎ
見
る
に
、
蒼あ
を
あ
を々

4
ｂ

も
ひ
な
し
、
孝
弟
忠
信
は
、
瑣ち
ゐ
さ
き細
浅あ
さ

近は
か

、
経が
く
し
ゃ生
の
常く
ち
ぐ
せ談
と
そ
し
り

な
み
＊
す
る
者
あ
ら
ん
。
こ
れ
聖
人
性
命
の
蘊ふ
か
きを
か
り
に
も
し
ら

ざ
る
に
よ
れ
り
。
然
れ
ば
、『
中
庸
』
の
書
を
見
て
、
大
や
う
天

道
性
命
と
い
ふ
こ
と
を
見
聞
し
、
人
道
の
本
は
こ
こ
に
あ
り
、
か

の
朦も
う
ろ
う朧
恍か
う
こ
つ惚
た
る
こ
と
に
あ
ら
ず
、
目
に
ふ
る
る
物
、
皆
実
理
な

り
と
い
ふ
事
を
し
ら
せ
置
べ
し
。
此
意
は
、
呂り
ょ
と
う
ら
い

東
莱
の
説
＊
に
も

見
え
た
り
。
た
と
え
ば
、
弓ゆ
み

を
射ゐ

る
も
の
、
容か
た
ち貌
射ゐ
か
た方
の
礼れ
い
は
ふ法
に

か
な
ふ
べ
き
は
本
よ
り
の
こ
と
に
て
、
的ま
と

の
あ
り
所
を
し
ら
ざ
れ

ば
、
目
を
つ
く
る
所
な
き
が
如
し
。
初し
ょ
が
く
し
ゃ

学
者
に
、
先
、
性
命
の
理り

の
的ま
と

を
一
目
見
せ
を
く
べ
し
。
然
ら
ば
多た

き岐
旁ぼ
う

経け
い（

左
：
わ
き
み
ち
）

の
ま
よ
ひ
な
く
、
人じ
ん
り
ん倫
の
道
に
純じ
ゅ
ん
い
ち一（

左
：
も
っ
ぱ
ら
）な
る
べ
し
。

た
だ
願ね
が

は
く
は
、

【
校
勘
】
○
な
み　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
な
ど
」
に
見
え
る
。

【
注
】
○
呂り
ょ
と
う
ら
い

東
莱
の
説　

呂
東
莱
は
呂
祖
謙
。
実
理
を
強
調
し
て

い
る
「
太
学
策
問
」（『
東
莱
呂
太
史
集
』
巻
五
）
を
言
う
か
（『
呂

祖
謙
全
集
』第
一
冊（
浙
江
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）所
収
）。

あ
る
い
は
、『
近
思
録
』
中
に
あ
る
か
。

5
ａ

世
の
人
、
人
倫
の
道
に
純
一
な
ら
ば
、
君
に
忠
し
、
親
に
孝
し
、

夫
婦
む
つ
ま
じ
く
、
兄
弟
相
し
た
し
み
、
朋と
も
だ
ち友
た
が
ひ
に
信ま
こ
とあ
り

て
、
風ふ
う
ぞ
く俗
す
な
を
に
あ
つ
く
、
人
々
を
の
れ
が
居
る
時
に
随
ひ
、
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た
る
は
、
積せ
き

気き

な
り
。
天
に
形か
た
ち体
な
き
に
よ
り
、
し
ば
ら
く
こ

れ
を
擬
あ
て
て
＊し
て
天
と
い
ふ
。
こ
こ
に
い
へ
る
は
、
こ
れ
を

【
校
勘
】
○
こ
と
ば　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
ご
」。
○
さ
ん
か
で
う　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
さ
ん
で
う
」。
○
す
じ　

底
本
は
「
す
ぐ
」
に

見
え
る
が
、
懐
徳
堂
文
庫
本
「
ひ
と
す
ぢ
」
と
あ
る
の
を
参
考
に

「
す
じ
」
と
し
た
。
○
あ
て
て　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
ぎ
」。

【
注
】
○
『
論ろ
ん
ご語
』　

為
政
篇
「
五
十
而
知
天
命
。」（
30
ａ
（
28
ａ
）

に
も
見
え
る
。）

6
ｂい

ふ
に
あ
ら
ず
。
そ
の
天て
ん
ど
う道
を
い
へ
る
な
り
。
又
、
天て
ん
り理
と
も

い
ふ
。
天
道
の
文
字
は
、『
書
経
』『
論
語
』
に
出
づ
。
天
理
の

文
字
は
、「
楽が
く
き記
」
に
出
づ
。
お
よ
そ
無こ
え
な
く声
無に
ほ
ひ
な
く臭
、
無か
た
ち
な
く形

無こ
と
ば
な
く言
に
て
、
を
の
づ
か
ら
な
り
ゆ
く
さ
ま
、
人
の
知
ち
え
さ
い
か
く
＊
力
に

お
よ
ば
ぬ
こ
と
、
こ
れ
皆
天
よ
り
出
る
と
こ
ろ
な
り
。

『
礼ら
い
き記
』＊
に
、「
無
為
シ
テ
而
物
成
ル
、
是
天
道
也
。
已
ニ
成
テ
而

明
ナ
ル
、
是
天
道
也
」
と
孔
子
も
の
た
ま
へ
り
。
積
気
の
天
は
、

地
を
か
ね
つ
つ
み
ふ
と
こ
ろ
に
す
れ
ば
、
森し
ん
ら
ま
ん
ぞ
う

羅
万
象
、
皆
天
中

の
物
な
り
。
天
を
し
て
天
た
ら
し
む
る
は
、
こ
れ
『
易
』
に
い

へ
る
太た
い

極き
ょ
く

に
て
、
言ご
ん
ご語
に
わ
た
る
所
に
あ
ら
ず
。
聖
人
と
い

へ
ど
も
し
ら
ざ
る
所
あ
り
と
は
こ
れ
を
い
へ
り
。
命め
い

と
は
、

本も
と 

上か
み

よ
り
下し
も

の
人
に
い
へ
付
る
こ
と
を
い
ふ
詞こ
と
ば
な
り
。
こ
れ

を
か
り
用
ひ
て
、
天
の
い
ひ
付

【
注
】
○
ち
え
さ
い
か
く　

知
恵
才
覚
。
○
『
礼ら
い
き記
』　

哀
公
問
篇

に
見
え
る
。

7
ａ給

ふ
と
い
ふ
こ
こ
ろ
な
り
。
孔
子
、
子
思
よ
り
先
に
、
周し
う

の
劉り
う

子し

と
い
へ
る
人
、「
民
ハ
受
二
天
地
之
中
ヲ

一
以
生
ズ
、
所
レ
謂
命

也
＊
」と
い
へ
る
は
、
こ
れ
を
し
め
し
た
る
な
り
。
又
、『
礼
記
』

の
「
祭さ
い
は
ふ法
」
に
「
大
凡
生
ル

二
於
天
地
之
間
ニ

一
者
、
皆
曰
レ
命
ト
」

と
あ
り
、『
書
経
』＊
武ぶ

王わ
う

の
言
に
、「
惟
天
地
ハ
万
物
ノ
父
母
」

と
も
あ
り
。
お
よ
そ
人
よ
り
始
め
、
鳥て
う
じ
う獣
昆こ
ん
ち
う虫
草そ
う
も
く木
に
至
る

ま
で
、
皆
天
の
い
ひ
つ
け
に
て
生
ず
る
所
な
れ
ば
、「
天
命
之

謂
レ
性
」
と
い
へ
る
な
り
。
こ
の
性
、
物
に
よ
り
て
、
そ
れ
ぞ

れ
に
品し
な

か
は
り
て
あ
た
へ
給
ふ
。
是
天
の
至い
た

奇り
て

至き
め
う妙
な
る
所
に

て
、
又 

是
を
鬼き
し
ん神
と
も
い
ふ
。
造ぞ
う
く
は化
と
い
ふ
も
こ
の
事
な
り
。

ひ
と
つ
を
あ
げ
て
い
は
ば
、
松ま
つ

の
木
あ
れ
ば
、
を
の
づ
か
ら
実み

を
結む
す

び
、
地つ
ち

に
落お

ち
、
陰ゐ
ん
や
う陽
の
和く
は

を
受う
け

て
生を
ひ
い出
づ
。
生
出
る
と

き
、
外

【
注
】
○
民
受
～
命
也　
『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
十
三
年
伝
に
見
え

る
（
14
ｂ
、
28
ａ
に
後
出
）。
○
『
書
経
』　

泰
誓
上
篇
に
見
え
る
。

7
ｂ＊に

あ
ら
ず
。
い
つ
ま
で
も
松
な
り
。
是
、
天
の
生せ
い
せ
い々

の
道
、

松
に
在あ

り
て
は
一さ
だ
ま
り
た
る定
の
條す
ぢ

理み
ち

あ
り
。
そ
の
松
も
、
其
し
か
る

所
を
し
ら
ず
。
こ
れ
天
の
命
ず
る
と
こ
ろ
な
り
。
い
か
な
る
王わ
う
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公こ
う

の
い
き
ほ
ひ
、
聖せ
い
け
ん
＊賢
の
知
に
て
も
、
小こ
ま
つ松
一
本ぽ
ん

生
ぜ
し
む

る
こ
と
あ
た
は
ず
。
こ
こ
に
は
、
人
の
道
を
説
く
ゆ
へ
、
人
の

性
上
に
て
い
ふ
。
然
る
に
、
人
の
性
を
つ
く
せ
ば
、
物
の
性
を

も
つ
く
す
＊
と
あ
れ
ば
、
物
の
性
も
畢ひ
っ
け
う竟
は
、
こ
れ
に
異こ
と

な
る

こ
と
な
し
。
是こ
れ 

物ぶ
つ

我が

一い
っ
た
い体
＊
な
る
所
、
一い
っ
く
は
ん貫
の
道み
ち

こ
こ
に
あ

り
。
愚お
ろ
かな
る
人
の
お
も
は
ん
や
う
、
人
は
父
母
の
生
む
も
の
な

れ
ば
、
天
の
い
ひ
付
に
て
は
あ
る
ま
じ
と
。
も
と
よ
り
生
ず
る

は
父
母
な
り
。
然
る
に
、
父
母
の
心
に
、
子
を
生
ん
と
お
も
へ

ど
子
な
き
も
あ
り
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
王
公
貴き
に
ん人
に
、
子
の

【
校
勘
】
○
に
あ
ら
ず　

懐
徳
堂
文
庫
本
で
は
こ
の
前
に
「
の
木
」

の
二
字
が
あ
る
。
こ
の
方
が
意
味
は
わ
か
り
や
す
い
が
、
抄
者
が

補
っ
た
も
の
か
蘭
洲
の
原
稿
に
あ
っ
た
も
の
か
は
未
詳
で
あ
る
。

○
せ
い
け
ん　

底
本
で
は
「
せ
ん
け
ん
」
に
見
え
る
（「
先
賢
」

と
同
義
で
あ
る
と
い
う
意
か
）
が
懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
せ
い
け
ん
」

と
あ
る
の
で
仮
に
こ
の
よ
う
に
す
る
。

【
注
】○
人
の
性
を
つ
く
せ
ば
、物
の
性
を
も
つ
く
す　

蘭
洲
は「
天

人
事
物
一
貫
之
図
」
と
い
う
図
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
（『
蘭
洲

遺
稿
』
に
記
述
あ
り
）。
人
と
物
が
同
じ
く
天
か
ら
理
（
性
）
を

受
け
て
い
る
（
構
造
は
同
じ
だ
）
と
し
て
並
列
し
て
書
か
れ
た
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
○
物ぶ
つ

我が

一い
っ
た
い体　

仏
教
に
「
物も
つ

我が

一い
っ
た
い体
」

ま
た
は
「
物
我
一
如
」
と
い
う
語
が
あ
る
（『
佛
教
語
大
辞
典
』

東
京
書
籍
、
一
九
七
五
年
、
一
三
六
八
頁
）
た
だ
、『
正
蒙
』
誠

明
篇
第
六
の
「
我
体
物
、
未
嘗
遺
。
物
体
我
、
知
其
不
遺
也
」
の

注
な
ど
で
は
見
え
る
（『
正
蒙
初
義
』）。

8
ａな

き
も
あ
り
。
乞こ
つ
じ
き食
は
、
子
を
ほ
し
と
も
お
も
ふ
ま
じ
け
れ
ど

お
ほ
く
生
ず
。
又
、
知ち
し
ゃ者
を
生
ん
と
て
、
か
し
こ
き
も
生
れ
ず
。

さ
れ
ば
こ
そ
、
か
し
こ
き
人
に
愚お
ろ
かな
る
子
も
あ
り
、
お
ろ
か
な

る
に
か
し
こ
き
も
あ
り
。
父
母
よ
り
形か
た
ち
を
わ
か
ち
、
こ
れ
を

愛あ
い
ゆ
く
＊育
す
る
恩を
ん

は
、
天
と
ひ
と
し
く
極き
は
ま
り
な
け
れ
ど
、
其
性
の

性
た
る
所
は
、
父
母
の
知
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
今
あ

ら
た
に
池
を
ほ
る
に
、
虫む
し

一
ぴ
き
も
な
し
。
久
し
け
れ
ば
自
然

と
魚い
を

生
ず
。
生
ず
れ
ば
、
常つ
ね

に
見
な
れ
た
る
ふ
な
は
え
＊
な
ど

な
り
、
鮒ふ
な

は
え
な
れ
ば
、
を
の
づ
か
ら
ふ
な
は
え
の
わ
ざ
あ
り
。

こ
れ
た
れ
の
然
ら
し
む
る
や
。
天
の
し
か
ら
し
む
る
な
り
。
こ

れ
を
気き
く
は化
＊
と
い
ふ
。其
後
は
形け
い
く
は化
＊
と
て
、魚
よ
り
魚
を
生
ず
。

さ
れ
ど
、
其
生
ず
る
こ
と
は
り
＊
は

【
校
勘
】
○
あ
い
ゆ
く　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
あ
い
い
く
」。

【
注
】
○
は
え　

川
魚
。
○
気き
く
は化
・
形け
い
く
は化　

気
化
は
（
何
も
な
い

よ
う
な
状
態
か
ら
）
最
初
に
生
物
が
生
ま
れ
る
こ
と
。
形
化
は
そ

の
生
物
の
形
態
が
あ
る
状
態
で
所
謂
生
殖
に
よ
っ
て
同
様
の
個
体

が
再
生
さ
れ
る
こ
と
。
気
化
は
経
書
類
に
は
見
え
な
い
が
、

宋
学
の
注
釈
書
で
は
多
く
見
え
る
。
形
化
は
、
語
と
し
て
は
『
荘

子
』
斉
物
論
篇
に
も
出
現
す
る
（
直
接
的
関
係
は
な
い
）。『
二
程
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【
注
】
○
『
易
』　

繋
辞
上
篇
に
見
え
る
。
○
『
礼ら
い
き記
』　

哀
公
問

篇
に
見
え
る
。
○
『
孟
子
』　

尽
心
上
篇
に
見
え
る
。
○
『
易
』　

繋
辞
上
篇
に
見
え
る
。

9
ａ精せ

い

疎そ

本ほ
ん
ま
つ末
、皆
、天
の
あ
た
ふ
る
ゆ
へ
、万
物
之
霊れ
い

と
い
ひ
、又
、

小
天
地
＊
と
い
ふ
。
世
に
一い
ち
も丁
字じ

を
し
ら
ぬ
常
な
み
な
み
の
ひ
と
人
に
、
こ

こ
ろ
だ
て
す
な
を
に
、
行
ひ
の
よ
く
、
君
子
に
ほ
め
ら
る
る
人

あ
り
。
こ
れ
い
ま
だ
道
を
き
か
ざ
れ
ど
、
其
性
は
も
と
天
と

一い
っ
た
い体
な
る
に
よ
り
、
し
ら
ず
し
ら
ず
に
道
に
か
な
ふ
な
り
。
是

い
は
ゆ
る
「
百
姓
日
用
而
不
レ
知
＊
」
な
り
。
又
、
書し
ょ

を
よ
み

学が
く
も
ん問
す
る
人
に
、
心
だ
て
ひ
が
み
、
お
こ
な
ひ
あ
し
く
、
常
人

に
さ
へ
そ
し
ら
る
る
あ
り
。
こ
れ
は
其
性
、
天
と
一
体
な
る
こ

と
を
、
真し
ん

知ち

を
さ
る
ゆ
へ
な
り
。
君
子
に
ほ
め
ら
る
る
常
人
は
、

誠ま
こ
とに
よ
み
す
べ
し
。
常
人
に
さ
へ
そ
し
ら
る
る
学
者
は
、
ま
こ

と
に
笑
ふ
べ
き
こ
と
な
り
。

率
性
之
謂
道　
性
の
字じ

ぎ義
は
、
も
と
生せ
い

の
字
の
こ
こ
ろ
な
り
。

【
校
勘
】
○
君
子　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
く
ん
し
」
と
い
う
振
り

仮
名
が
あ
る
。

【
注
】
○
小
天
地　
『
易
経
』
の
注
釈
書
に
し
ば
し
ば
見
え
る
。
○

百
姓
日
用
而
不
レ
知　
『
易
経
』
繋
辞
上
篇
に
見
え
る
。
懐
徳
堂

文
庫
本
は
「
ひ
と
び
と
ひ
に
も
ち
い
て
し
ら
ざ
る
」
と
い
う
振
り

仮
名
が
あ
る
。

遺
書
』
巻
五
「
万
物
之
始
、
皆
気
化
。
既
形
、
然
後
以
形
相
禅
、

有
形
化
。
形
化
長
、
則
気
化
漸
消
。」『
朱
子
語
類
』巻
九
十
四（
周

子
之
書
・
太
極
図
）「
気
化
、
是
当
初
一
箇
人
無
種
後
、
自
生
出

来
底
。
形
生
、
却
是
有
此
一
箇
人
後
、
乃
生
生
不
窮
底
。」
○
こ

と
は
り　

理
。

8
ｂい

つ
ま
で
も
天
な
り
。
然
れ
ば
、
人
は
天
の
生
ず
る
所
に
て
、

父
母
の
伝つ
た

へ
と
り
て
あ
た
へ
給
ふ
と
し
る
べ
し
。『
易
』＊
に

「
継
ハ

レ
之
ヲ
者
善
」
と
あ
る
、
こ
れ
な
り
。
こ
れ
ゆ
へ
に
父
母

に
よ
く
つ
か
ふ
る
は
、
即 

天
に
つ
か
ふ
る
な
り
。『
礼ら
い
き記
』＊

に
「
仁
人
之
事
ル

レ
親
也
、如
レ
事
レ
天
。事
ル
コ
ト

レ
天
如
レ
事
レ
親
ニ
」

と
見
え
た
り
。
性
の
字
、
日
本
の
先も
の
し
り哲
、
よ
く
こ
の
道
を
心
得

て
、
む
ま
れ
つ
き
と
よ
み
始は
じ

め
ら
れ
た
り
。
何な
に

を
生む
ま

れ
つ
く
と

な
ら
ば
天て
ん

徳と
く

を
生
れ
つ
く
な
り
。
こ
れ
を
徳と
く
せ
い性
と
い
ふ
。
即
、

天て
ん
り理
な
り
。
唯
、
徳
性
の
み
な
ら
ず
、
耳み
み
め目
鼻は
な

口く
ち

、
四し

し支
百は
く

骸が
い

に
至
る
ま
で
、
其
用よ
う

を
す
る
所
は
、
皆
、
性
よ
り
あ
ら
は
る
な

り
。
故ゆ
へ

に
、『
孟
子
』＊
に
「
形け
い

色し
ょ
く
ハ
、
天て
ん
せ
い性
な
り
」
と
い
へ
り
。

万
物
＊
皆
性
あ
れ
ど
、
唯
人
の
み
天
徳
を
全
＊
く
す
。『
易
』＊
に

「
成
ハ

レ
之
ヲ
者
性
」
と
あ
る
、
こ
れ
な
り
。
上
下
内
外
、

【
校
勘
】
○
万
物　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
よ
ろ
づ
の
も
の
」
と
い

う
振
り
仮
名
が
あ
る
。
○
全　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
ま
た
」
と
い

う
振
り
仮
名
が
あ
る
。
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9
ｂか

く
の
ご
と
く
生
れ
出
た
る
所
を
い
ふ
な
り
。
か
く
生
れ
出
た

る
と
こ
ろ
、
即
、
天
な
り
。
無す
る
こ
と
な
く為
無こ
と
ば
な
く言
、
湛た
ん

然ぜ
ん

明め
い
け
い瑩
に
て
、

名
づ
く
べ
き
や
う
な
し
。
ゆ
へ
に
、
た
だ
生
と
い
へ
り
。

『
春し
ん
じ
う秋
繁は
ん

露ろ

』＊
に
董と
う
ち
う
じ
ょ

仲
舒
の
い
へ
る
「
如
キ

二
其
生
ノ
之
自
然
ノ

之
資
一
、
謂
二
之
性
ト

一
。
性
ハ
者
、
質
也
。
云
々
」、
こ
れ
な
り
。

生
れ
た
る
ま
ま
に
し
た
が
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
皆
道
に
か
な
ふ
。

よ
き
を
見
て
は
よ
み
し
、
あ
し
き
を
見
て
は
に
く
む
。
こ
れ
を

よ
み
す
れ
ば
、
貴
み
て
上
に
を
き
、
こ
れ
を
に
く
め
ば
い
や
し

み
て
下
に
を
く
。
物
の
そ
だ
つ
る
を
見
て
は
よ
ろ
こ
び
、
や
ぶ

る
る
を
見
て
は
お
し
み
か
な
し
む
。
さ
む
け
れ
ば
衣き
ぬ

を
き
、
飢う
ゆ

れ
ば
食
く
ゐ
も
のを
欲ほ
っ
＊す
。
ゆ
へ
に
、
さ
む
き
者
に
は
き
せ
、
う
ゆ
る
者

に
は
く
ら
は
し
む
。
こ
の
道
を
も
て
、
君
臣
、
父
子
、
夫

【
校
勘
】
○
ほ
っ　

底
本
は
「
ほ
り
」
に
見
え
る
が
、
懐
徳
堂
文

庫
本
が
「
ほ
つ
」
に
見
え
る
の
に
従
い
改
め
た
。

【
注
】
○
『
春し
ん
じ
う秋
繁は
ん

露ろ

』　

深
察
名
号
篇
に
見
え
る
。

10
ａ婦

の
間
に
ま
じ
は
る
。
是
、
性
に
し
た
が
ふ
所
に
て
、
人
の

自し
ぜ
ん然
の
あ
り
さ
ま
、す
こ
し
も
つ
け
そ
へ
た
る
こ
と
に
あ
ら
ず
。

『
大だ
い
が
く学
』
に
い
へ
る
明め
い
と
く徳
も
こ
れ
を
さ
し
て
い
ふ
。
心こ
こ
ろ
を
い
ふ

に
あ
ら
ず
。
其
性
に
し
た
が
ふ
の
至し

極ご
く

を
い
へ
ば
、
そ
の
仁じ
ん

、

天
の
如
く
、
其
智ち

、
神し
ん

の
如
し
。
裁さ
い

成せ
い

輔ほ
し
ゃ
う相
＊
し
て
、
天
地

神じ
ん
ぎ祇
も
、
こ
れ
に
た
が
ふ
こ
と
な
し
。
ひ
ろ
く
い
へ
ば
、
天
地

の
外
に
お
し
わ
た
り
、
近
く
い
へ
ば
、
瞬
ま
た
た
き

息
い
き
づ
か
いの
間
に
存あ
り

す
。

か
く
大
小
多
少
の
た
が
ひ
あ
れ
ど
、
性
に
し
た
が
ふ
は
ひ
と
つ

な
り
。
是
を
名
づ
け
て
道
と
い
へ
り
。
た
と
へ
ば
、
か
の
二ふ
た
ば葉

の
松
の
生を
ひ

出
た
る
を
、
そ
の
松
の
性
に
し
た
が
ひ
、
生
た
た
す

れ
ば
、
日ひ
つ
き月
に
長ち
ゃ
うじ
て
、
つ
ゐ
に
雲く
も

を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
大た
い
ぼ
く木
と

な
り
、
棟む
な
き梁
の
用よ
う

を
な
す
。
こ
れ
松
の
性
を
遂と
ぐ

る
な
り
。

【
注
】
○
裁さ
い

成せ
い

輔ほ
し
ゃ
う相　

き
り
も
り
し
助
け
る
。『
易
経
』
泰
卦
象
伝

に
「
天
地
交
泰
、
后
以
財
成
天
地
之
道
、
輔
相
天
地
之
宜
、
以
左

右
民
」
と
あ
り
（
財
と
裁
は
同
音
）、
孔
穎
達
疏
に
「
相
、
助
也
。

当
輔
助
天
地
所
生
之
宜
」
と
説
明
す
る
（
13
ｂ
、
30
ａ
に
後
出
）。

10
ｂも

し
、
や
や
長ち
ゃ
うず
れ
ば
、
そ
の
枝え
だ

を
か
が
め
梢こ
ず
ゑを
と
め
、
縄な
わ

を

も
て
引
き
、
又
は
く
く
り
な
ど
し
、
五
か
い
六
か
い
に
こ
し
ら

へ
た
る
作
り
松
は
、
松
の
性
を
そ
こ
な
ひ
た
る
に
て
、
た
る
き

の
用
を
も
な
さ
ず
。
俗ぞ
く
じ
ん人
は
こ
れ
を
見
て
、
喜よ
ろ
こ
び
ほ
む
れ
ど
、

こ
こ
ろ
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
、
こ
の
ま
ぬ
こ
と
な
り
。
人
の
上
に

も
＊
か
く
の
如
く
な
る
は
、
性
に
し
た
が
ふ
の
道
に
あ
ら
ず
し

て
、
人ひ
と
の
し
わ
ざ為
を
も
て
天て
ん
ね
ん然
を
害が
い

す
る
な
り
。
道
の
字
は
、
元
来
、

人
の
往ゆ
き
き来
す
る
道み

ち路
な
り
。
人
あ
れ
ば
必 

往
来
す
。
往
来
す

れ
ば
、
必
、
一
す
ぢ
の
道
出
来
る
な
り
。
こ
の
道
は
、
地
上
に

あ
る
物
な
れ
ば
、
い
づ
く
と
て
も
道
な
ら
ぬ
所
は
な
け
れ
ど
、

懐徳堂研究　第 7 号　平成 2８ 年 2 月 2９ 日

74



人
の
往
来
な
け
れ
ば
、
草く
さ

生
じ
て
道
見
え
ず
。
こ
の
道
を
か
り

用
ひ
て
、
人
の
道
は
君
父
＊

【
校
勘
】
○
に
も　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
に
て
」。
○
君
父　

底
本
は

こ
の
後
に
一
行
書
い
た
後
に
見
せ
消
ち
し
て
い
る
。

11
ａに

仕つ
か

ふ
れ
ば
、
忠ち
う
こ
う孝
の
道
あ
ら
は
る
。
君
父
を
す
て
て
仕
ふ
る

こ
と
な
け
れ
ば
、
忠
孝
の
道
あ
ら
は
れ
ず
。
夫
婦
、
兄
弟
、
朋

友
、
皆
こ
の
類
な
り
。
こ
の
道
す
ぢ
は
、
彼か
の

名
づ
く
べ
き
な
き

天
理
の
性
中
よ
り
あ
ら
は
れ
出
づ
。
こ
れ
を
「
率
性
之
謂
道
」

と
い
へ
り
。
神か
み
よ代
に
は
、
こ
れ
を
、
伊い
ざ
な
ぎ

弉
諾
・
伊い
ざ
な
み

弉
冉
＊
の
み

こ
と
、
め
お
の
こ
と
は
り
に
し
た
が
ふ
と
の
給
へ
り
。
め
お
と

は
陰い
ん
や
う陽
な
り
。
父
は
陽
、
子
は
陰
、
君
は
陽
、
臣
は
陰
、
夫
は

陽
、
妻
は
陰
な
り
。
よ
ろ
づ
の
も
の
、
此
め
お
の
外
に
も
る
る

物
な
し
。
ゆ
へ
に
、『
易
』＊
に
「
一
陰
一
陽
之
謂
レ
道
ト
」
と
見

え
た
り
。
二に

尊そ
ん

、
此
め
お
の
こ
と
は
り
に
し
た
が
ひ
、
御
は
し

ら
＊
を
め
ぐ
ら
せ
給
ひ
て
よ
り
、
此
秋
つ
し
ま
の
国こ
く
ど土
定さ
だ
ま

り
、

日ひ

の
神か
み

生
出
さ
せ
給
へ
り
。
こ
れ
も
又 

性
に
し

【
校
勘
】
○
冉　

底
本
、
懐
徳
堂
文
庫
本
と
も
に
「
冊
」
に
見
え

る
が
改
め
た
。

【
注
】○『
易
』　

繋
辞
上
伝
に
見
え
る
。
○
御
は
し
ら　
『
古
事
記
』

上
巻
に
見
え
る
。
伊
弉
諾
尊
と
伊
弉
冉
尊
は
お
の
こ
ろ
島
に
降
り

立
っ
て
婚
約
を
結
び
、
天あ
め

の
御み

柱は
し
ら

を
立
て
て
宮
殿
を
建
設
す
る
。

そ
し
て
、
柱
の
周
囲
を
お
互
い
に
逆
周
り
に
回
っ
て
、
出
会
っ
た

と
こ
ろ
で
お
互
い
を
称
賛
し
性
的
結
合
を
行
い
、
日
本
国
土
の

大お
お
や八
洲し
ま

と
な
る
子
ど
も
達
を
生
ん
だ
と
言
う
。

11
ｂた

が
ふ
の
外
な
ら
ず
。
こ
の
＊
性
に
し
た
が
ふ
を
無ぶ

ゐ為
と
い
ひ
、

無ぶ

じ事
と
い
ふ
。
人に
ん
げ
ん間
百も
も

の
し
わ
ざ
あ
れ
ど
、
性
に
し
た
が
へ
ば
、

為す

る
こ
と
な
き
な
り
。
世
を
治
む
る
に
万ば
ん
き機
の
政
ま
つ
り
ご
とあ
れ
ど
、
道

に
し
た
が
へ
ば
、
為
る
こ
と
な
き
な
り
。
こ
れ
を
、「
動う
ご

く
に

天
を
以も
っ

て
す
＊
」
と
い
ふ
。
性
に
し
た
が
は
ず
し
て
、
私し

智ち

を

用
れ
ば
、
有う

ゐ為
と
な
り
て
、
道
に
あ
ら
ず
。
道
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、

天
に
も
と
る
な
り
。
天
に
も
と
れ
ば
、
を
の
れ
を
治
む
る
こ
と

も
、
人
を
治
む
る
こ
と
も
な
り
が
た
し
。
孔
子
、『
易
』
を
説と
き

て
＊
、「
无
ク

レ
思
无
レ
為
、
寂
然
不
レ
動
カ
、
感
ジ
テ
通
二
天
下
之

故
ニ

一
＊
」と
の
給
ひ
、
又 

舜し
ゅ
んの
天
下
を
治
む
る
を
賛さ
ん

し
て
、「
無

為
ニ
シ
テ
而
治
＊
」
と
い
ひ
、
又 

み
づ
か
ら
「
我
欲
レ
無
ト

レ
言
＊
」

と
も
の
給
へ
り
。
お
よ
そ
至し

理り

に
至
り
て
は
、
言ご
ん
ご語

【
校
勘
】
○
こ
の　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
又ま
た

」。
○
説と
き

て　

懐
徳
堂
文

庫
本
「
説
き
」。

【
注
】
○
動う
ご

く
に
天
を
以も
っ

て
す　
「
動
以
天
」。『
周
易
程
氏
伝
』
巻

二
の
无
妄
卦
の
注
に
「
動
以
天
為
无
妄
、
動
以
人
欲
則
妄
矣
」
と

あ
り
、『
近
思
録
』
巻
二
（
論
学
）
で
も
引
か
れ
る
。『
朱
子
語
類
』

巻
二
十
七
な
ど
に
も
見
え
る
。
○
无
ク

レ

思
…
感
通
天
下
之
故　
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繋
辞
上
篇
に
見
え
る
。
原
文「
易
无
思
也
、
无
為
也
、
寂
然
不
動
、

感
而
遂
通
天
下
之
故
。
非
天
下
之
至
神
、
其
孰
能
与
於
此
。」
懐

徳
堂
文
庫
本
で
は
「
无な
く

レ

思お
も
ふ

无な
く

レ

為
す
る
こ
と

、
寂し
づ
か
に然
不う
ご

レ
動か
ず

、
感
か
ん
じ
て

通
二

天
下
之
故こ
と
ニ

一
」
と
振
り
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
。
○
無
為
而
治　

『
論
語
』
衛
霊
公
篇
の
「
子
曰
、
無
為
而
治
者
、
其
舜
也
与
」
を

指
す
。
○
我
欲
レ
無
ト

レ
言　
『
論
語
』
陽
貨
篇
に
「
子
曰
、
予
欲

無
言
。
子
貢
曰
、
子
如
不
言
、
則
小
子
何
述
焉
。
子
曰
、
天
何
言

哉
。
四
時
行
焉
、
百
物
生
焉
。
天
何
言
哉
」
と
あ
る
の
を
指
す
。

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
言
い
ふ
こ
と」
と
い
う
振
り
仮
名
が
あ
る
。

12
ａの

及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
、
性
に
率
ふ
の
外
な
ら
ず
。

修
道
之
謂
教

修
む
る
は
、
人
の
家
を
修す

り理
す
と
い
ふ
修し
ゅ

の
字
の
心
な
り
。
往

来
の
道
も
修
理
せ
ざ
れ
ば
、
あ
る
は
く
づ
れ
、
あ
る
は
く
ぼ
み
、

水
た
ま
り
な
ど
し
て
、
往
来
し
が
た
し
。
人
の
性
は
、
天
と
一

つ
な
れ
ば
、
す
こ
し
も
邪よ
こ
し
ま険
な
る
こ
と
な
く
、
至た
い

平ら
か

至す
な

直を

な
れ

ど
、
生
れ
落お
ち

て
、
知ち
ゑ

の
い
ま
だ
ひ
ら
け
ざ
る
時
よ
り
、
世
の
な

ら
は
し
に
引
れ
、
見
る
物
聞
物
に
つ
き
て
、
す
な
を
な
ら
ぬ
く

せ
づ
き
、
心
に
う
つ
り
き
て
は
、
つ
ゐ
に
よ
か
ら
ぬ
事
も
出
来

れ
ば
、
道
に
た
が
ふ
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
ず
。
ゆ
へ
に
、
聖
人
こ

れ
を
修
理
す
る
教
を
ま
う
け
給
へ
り
。
其
要よ
う

は
、
乳ち
の
み
ご児
の
時

12
ｂよ

り
、
つ
ね
づ
ね
に
修し
ゅ
や
う養
す
べ
し
。
孔こ
う
し子『
易え
き
で
ん伝
』＊
を
作つ
く

り
て
、

「
蒙も
う

以
養
や
し
な
ふ

レ
正
、
聖せ
い
の

功こ
う

也
」
と
の
給
へ
り
。「
正
」
と
は
、

天
に
得う

る
所
の
性せ
い

の
本ほ
ん
ぜ
ん然
、
正せ
い
ち
ょ
く直
な
る
も
の
な
り
。
嬰み
ど
り
ご児

蒙わ
き
ま
へ
な
き昧
の
時
よ
り
、
其
正せ
い
ち
ょ
く直
を
う
し
な
は
ざ
る
や
う
に
と
養
や
し
な

ふ
。
こ
れ
即
す
な
は
ち

聖せ
い
じ
ん人
の
聡そ
う
め
い明
を
な
す
事じ

功こ
う

な
り
と
な
り
。

『
列れ
つ
じ
ょ
で
ん

女
伝
』＊
に
は
、
母は
は

の
胎た
い
な
い内
よ
り
教を
し
へ
あ
る
を
い
ひ
、「
曲
き
ょ
く

礼れ
い

」＊
に
は
、
幼い
と
け
な
き子
に
は
、
つ
ね
づ
ね
に
い
つ
は
り
が
ま
し
き

事
を
＊
い
ひ
聞き
か

し
む
べ
か
ら
ず
と
い
へ
る
、
み
な
此
こ
と
な
り
。

古い
に
し
へに
あ
り
て
は
、
伊い
い
ん尹
の
語こ
と
ばに「
習
ヒ
与
レ
性
成
ル
＊
」と
い
へ
り
。

こ
の
こ
こ
ろ
は
、
い
と
け
な
き
子
、
外ほ
か

よ
り
来
る
習な
ら
ひ、
内
に
在あ
る

る
性
と
ひ
と
つ
に
混ま
じ
り
じ
て
終つ
ゐ

に
不ふ

ぎ義
を
す
る
と
い
へ
る
な
り
。

我わ
が

国
に
在あ
り

て
は
神か
み
よ代
に
、
め
神
の
、
を
神
に
先さ
き

だ
ち
て
こ
と
あ

げ
し
給
ひ
し
＊
を
、
を
神
の
い
ま
し

【
校
勘
】
○
事
を　

後
か
ら
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

【
注
】
○
『
易え
き
で
ん伝
』　

別
名
「
十
翼
」。
孔
子
の
伝
と
さ
れ
る
「
彖

伝
（
上
下
）」「
象
伝
（
上
下
）」「
繋
辞
伝
（
上
下
）」「
文
言
伝
」「
説

卦
伝
」「
序
卦
伝
」「
雑
卦
伝
」
の
十
伝
を
言
う
。
○
『
列れ
つ
じ
ょ
で
ん

女
伝
』　

巻
一
母
儀
伝
「
周
室
三
母
」
の
条
に
見
え
る
。『
小
学
』
立
教
第

一
に
も「『
列
女
伝
』曰
、
古
者
、
婦
人
妊
子
、
寝
不
側
、
坐
不
辺
、

…
目
不
視
邪
色
、
耳
不
聴
淫
声
…
」
と
引
か
れ
て
い
る
。
○
「
曲
き
ょ
く

礼れ
い

」　
『
礼
記
』
曲
礼
上
篇
に
「
幼
子
常
視
毋
誑
」
と
見
え
る
。
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○
習
ヒ
与
レ
性
成
ル　
『
書
経
』
太
甲
上
篇
に
見
え
る
。
○
め
神
～

こ
と
あ
げ
し
給
ひ
し　
（
先
の
注
の
天
の
御
柱
の
周
り
を
回
っ
た

後
に
お
互
い
を
称
賛
し
た
時
）
女
の
伊
弉
冉
尊
が
先
に
声
を
か
け

た
こ
と
が
悪
か
っ
た
た
め
に
蛭
子
が
生
ま
れ
た
と
し
て
、
再
度
御

柱
を
周
り
、
今
度
は
男
の
伊
弉
諾
尊
が
先
に
声
を
か
け
た
と
い
う

『
古
事
記
』
の
下
り
を
言
う
。

13
ａめ

給
ひ
、
又 

は
ら
ひ
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
人
々
の
過よ
か
ら

悪ぬ
こ
と

の

事
あ
れ
ば
、
洗あ
ら

ひ
す
す
ぎ
、
清
し
ょ
う
じ
ょ
う
＊
浄
に
し
て
、
あ
と
を
ひ
か

じ
と
は
ら
ゐ
す
つ
る
の
法は
う

あ
り
。
こ
れ
わ
が
国
神
の
教を
し
へな
る
べ

し
。
教
も
亦
、
術み
ち

多
し
。
聖せ
い
け
ん賢
の
人
あ
り
て
、
我
を
教
へ
み
ち

び
く
、
こ
れ
教
な
り
。
天
地
万ば
ん
ぶ
つ物
の
さ
ま
を
見
て
、
身
に
な
ず

ら
へ
て
つ
と
む
る
も
教
な
り
。
古
人
の
嘉よ
き

言こ
と
ば

、
善よ
き
を
こ
な
ひ行
を

書し
ょ
も
つ
の冊
上う
へ

に
見
、又
は
伝で
ん
ぶ
ん聞
に
聞き
き

て
、こ
れ
に
な
ら
ふ
も
教
な
り
。

あ
し
き
を
見
て
、
我
も
か
く
あ
ら
ん
か
と
、
か
へ
り
見
、
慎つ
つ

し

む
も
教
な
り
。
上
に
居
ま
す
人き

主み

、
礼れ
い

楽が
く

刑け
い

政せ
い

を
も
て
、
下
を

み
ち
び
き
給
ふ
も
教
な
り
。
た
と
へ
ば
、
か
の
松
の
長ち
ゃ
うず
る
時
、

あ
ま
り
に
枝え
だ

し
げ
け
れ
ば
、
打
す
か
し
、
湿し
つ

を
に
く
む
木
な
れ

ば
、
高
き
所
へ
＊

【
校
勘
】
○
し
ょ
う
じ
ょ
う　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
せ
う
せ
う
」。
○

へ　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
に
」。

13
ｂ移う

つ

し
植う
へ

、
た
を
れ
ぬ
や
う
に
と
木
を
そ
へ
ゆ
ひ
、
こ
や
し
な
ど

す
れ
ば
、
松
の
性せ
い

を
全ま
っ
たふ
す
る
な
り
。
お
よ
そ
聖
人
、
人
の
性

に
し
た
が
は
ず
、
又
は
性
の
害が
い

と
な
る
こ
と
の
あ
る
を
見
て
、

天
地
人
の
間
に
教
を
ほ
ど
こ
す
。
こ
れ
天
の
助た
す
けを
な
し
給
ふ
ゆ

へ
に
、
天て
ん
り吏
＊
と
い
ふ
。
天
吏
と
は
天
の
役や
く
に
ん人
と
い
ふ
こ
こ
ろ

な
り
。『
易え
き

』＊
に
い
は
ゆ
る
「
裁
二¯

成
シ
天
地
之
道
ヲ

一
、
輔
二¯

相
ス
天
地
之
宜
ヲ

一
」、
こ
れ
な
り
。
あ
る
人
い
ふ
、「
そ
の
嬰み
ど
り
ご児

の
世
の
習な
ら
ひに
ひ
か
る
る
と
は
、
定さ
だ

め
て
其
父ち
ち
は
は母
乳め
の
と母
、
又
は
婢し
た

僕じ
た

な
ど
の
、
す
な
を
な
ら
ぬ
習
ひ
の
こ
と
な
る
べ
し
。
然
ら
ば
、

そ
の
人
々
に
元も
と
よ
り来
す
な
を
な
ら
ぬ
性せ
い

あ
る
な
れ
ば
、
人
の

性 

善ぜ
ん

と
は
い
ふ
ま
じ
き
か
。」
し
か
ら
ず
。
其
人
々
も
亦
こ
の

嬰み
ど
り
ご児
の
初は
じ
めの
如
し
。
こ
の
本も
と

を
お
し
て

【
注
】
○
天て
ん
り吏　
『
孟
子
』
滕
文
公
下
篇
に
、「
無
敵
於
天
下
者
、

天
吏
也
」
と
い
う
文
句
が
見
え
る
。
○
『
易え
き

』　
『
易
経
』
泰
卦
象

伝
（
10
ａ
に
既
出
、
30
ａ
に
後
出
）。

14
ａ
（
13
ａ
）

い
へ
ば
、
人
の
性
は
も
と
よ
り
す
な
を
な
り
。
す
な
を
な
る
は
、

即す
な
は
ち

善ぜ
ん

な
り
。
其
善
に
大
小
多
少
の
し
な
あ
る
こ
と
、
そ
の
人

の
面を
も
ての
如
し
。
善
お
ほ
き
は
か
し
こ
き
な
り
。
善
少
き
は
愚を
ろ
かな

る
な
り
。
愚
な
る
を
た
だ
ち
に
悪あ
く

と
い
ふ
べ
か
ら
ず
、
す
な
を

な
ら
ず
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
た
だ
う
れ
ふ
べ
き
は
、
其
お
ろ
か
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な
る
よ
り
、
事こ
と

の
よ
し
あ
し
を
見
わ
く
る
こ
と
く
ら
し
。
其
く

ら
き
よ
り
、
あ
し
き
こ
と
も
し
ら
ず
し
て
、
そ
れ
に
移う
つ
りり
行ゆ
く

な

り
。
始は
じ
め
よ
り
あ
し
き
こ
と
を
せ
ん
と
お
も
ふ
に
あ
ら
ず
。
其

嬰み
ど
り
ご児
、
も
し
幸
さ
ゐ
は
いに
父
母
・
乳
母
・
婢
僕
、
皆
か
し
こ
き
人
な
ら

ば
、
愚お
ろ
かに
生
れ
つ
き
た
り
と
も
、
直す
な
をな
る
愚お
ろ
かと
い
ふ
べ
し
。
た

と
へ
ば
、
こ
こ
に
竹た
け

の
こ
二
本
生
じ
た
ら
ん
に
、
そ
の
一
つ
は
、

幸
に
よ
き
所
に

14
ｂ
（
13
ｂ
）

出
た
る
ゆ
へ
、
よ
く
す
な
を
に
長な
が

く
長ち
ゃ
う
じ
た
り
。
ひ
と
つ
は
、

か
た
は
ら
に
石い
し

瓦か
は
ら

な
ど
あ
り
、
か
な
た
に
さ
え
ら
れ
、
こ
な

た
に
お
さ
れ
て
、
屈ま
が
り曲
し
て
生
立
た
り
。
其
屈ま
が
り曲
し
た
る
を
見

て
、
竹
は
す
な
を
な
ら
ぬ
も
の
と
い
は
ば
、
こ
と
は
り
な
ら
ん

や
、
ひ
が
こ
と
な
る
べ
し
。
す
べ
て
論ろ
ん

ず
る
に
、『
書
経
＊
』

の
湯
誥
＊
に
、「
上
帝
降
二
衷
ヲ
乎
下
民
ニ

一
。
若
シ
タ
ガ
ウ

二
有
ル

レ
恒
性
ニ

一
、

克
綏
ズ
レ
バ

二
厥
猷
ヲ

一
、
惟
后
」
と
見
え
た
り
。
此
こ
こ
ろ
は
、

「
上じ
ゃ
う
て
い帝
」
と
は
、
天
を
尊た
ふ
と
み
て
い
ふ
詞
な
り
。「
衷ち
う

」
と
は
、

中
の
字じ

と
同
じ
。「
下か
み
ん民
」
と
は
、
天
に
対た
い

し
て
い
ふ
ゆ
へ
、

天
子
よ
り
以
下
、
庶し
ょ
じ
ん人
ま
で
を
い
ふ
。
此
「
中
」
は
、
即
、

劉り
う
し子
＊
の
い
へ
る
「
天
地
之
中
」
な
り
。
こ
れ
を
天
下
の
人
ご

と
に
降く
だ

し
あ
た
え
給
ふ
。
民ひ

と人
こ
れ
を
受う
け

て
は
「
性
」
と
い
ふ
。

此
性
は
古
今
の
か
は
り
な
き

【
校
勘
】
○
書
経　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
し
ょ
け
う
」
と
い
う
振

り
仮
名
が
あ
る
。
○
湯
誥　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
と
う
こ
う
」
と

い
う
振
り
仮
名
が
あ
る
。

【
注
】
○
劉り
う
し子　
『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
十
三
年
伝
に
見
え
る
（
7

ａ
に
既
出
、
28
ａ
に
後
出
）。

15
ａ
（
14
ａ
）

も
の
ゆ
へ
「
有
レ
恒
」
と
い
ふ
。「
猷
」
は
道
な
り
。
其
道
を

身
に
や
す
ん
じ
得
給
ふ
は
、
聖
人
な
り
。
聖
人
は
、
即
、
天
下

の
君き
み

な
り
と
い
へ
る
な
り
。
此
四し

く句
、『
中
庸
』
の
三さ
ん
で
う條
に
よ

く
符か
な
ひ合
せ
り
。
あ
る
人
い
ふ
、「
道
を
い
ふ
に
は
善ぜ
ん

と
い
ひ
、

心こ
こ
ろと
い
ふ
に
、
こ
こ
に
善
も
心
も
い
は
ぬ
は
い
か
ん
。」
答こ
た
え
て

い
ふ
、
性
は
生
な
り
。
も
と
名
づ
く
べ
き
や
う
な
し
。
孔
子
の

語
に
、「
性
相
近
也
＊
」と
も
、「
人
之
生
也
直
＊
」と
も
見
え
、『
書

経
』
に
は
、「
有
レ
恒
性
」
と
あ
り
。
戦せ
ん
ご
く国
の
こ
ろ
よ
り
、
専
も
は
ら

ら
心し
ん

を
説と
き

て
、
性せ
い

は
あ
し
き
物
と
い
ふ
僻ひ
が
こ
と説
お
こ
り
て
よ
り
、

孟も
う
し子
始
め
て
性
は
善ぜ
ん

と
い
へ
り
。
こ
れ
『
易え
き

』
に
「
継
ハ

レ
之

者
善
」
と
い
ふ
善
に
て
、
悪
に
対つ
い

す
る
善
に
は
あ
ら
ず
。
李り

延え
ん
へ
い平
＊
の
い
へ
る
「
求
メ
テ

下
善
ヲ
於
未
ノ

二
始
メ
有
一
レ
悪
之
先
ニ

上

而
性
ノ
之
善

【
注
】
○
性
相
近
也　
『
論
語
』
陽
貨
篇
に
見
え
る
。
○
人
之
生
也

直　
『
論
語
』
雍
也
篇
に
見
え
る
。
○
李り

延え
ん
へ
い平　

李り
と
う侗
。
こ
の
文

句
は
、『
李
延
答
問
』巻
下
に
見
え
る
他
、
明
・
羅
欽
順『
困
知
記
』

巻
上
な
ど
に
も
引
か
れ
る
。「
李
先
生
曰
、
動
静
真
偽
善
悪
皆
対
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而
言
之
、
是
世
之
所
謂
動
静
真
偽
善
悪
、
非
性
之
所
謂
動
静
真
偽

善
悪
也
。
惟
求
静
於
未
始
有
動
之
先
而
性
之
静
可
見
矣
。
求
真
於

未
始
有
偽
之
先
而
性
之
真
可
見
矣
。
求
善
於
未
始
有
悪
之
先
而
性

之
善
可
見
矣
。」

15
ｂ
（
14
ｂ
）

可
レ
見
ル
矣
」
と
い
へ
る
、
こ
れ
な
り
。
譬た
と

へ
ば
、
金
は
山
に

在あ
る

時
は
、
た
だ
金
な
り
。
元
来
、
真よ
し
あ
し贋
の
論ろ
ん

な
し
。
贋わ
る
が
ね金
あ
る

ゆ
へ
、
真し
ゃ
う
じ
ん
＊金
の
名
出
た
り
。
し
か
る
に
、
そ
の
贋
金
な
き
先

の
金
を
、
善
悪
に
わ
か
ち
い
へ
と
な
ら
ば
、
必
か
な
ら
ず善
の
か
た
に
属ぞ
く

す
。
悪
の
か
た
に
は
属
せ
ず
。
性
の
本
に
善
悪
の
名
な
け
れ
ど
、

し
ゐ
て
名
づ
く
れ
ば
、
善
と
い
は
ん
よ
り
外
は
な
し
。
こ
こ
に

は
、
天
の
あ
た
ふ
る
所
に
て
い
ふ
性
な
る
ゆ
へ
、
善
を
い
ふ
に

及
ば
ず
。
心
と
い
ふ
は
、
人ひ
と
の
み身
中
の
一ひ
と
つ
の
も
の物
に
て
、
五ご
く
は
ん官
の
一

つ
な
り
。
思お
も
ひ慮
運は
か
る用
す
る
所
に
て
い
ふ
名
な
り
。
性
の
発を
こ

す
る

所
は
情じ
ゃ
うな
り
。
よ
ろ
こ
ぶ
物
あ
れ
ば
、
即
す
な
は
ちよ
ろ
こ
ぶ
の
み
に
て
、

他た

念ね
ん

な
し
。『
易
』
＊
に
い
は
ゆ
る
「
利り

貞て
い
ハ

性せ
い
じ
ゃ
う情
な
り
」
と

い
へ
る
に
て

【
注
】○
し
ゃ
う
じ
ん　

正
身
。
本
物
の
こ
と
。
○『
易
』　
『
易
経
』

乾
卦
文
言
伝
に
「
利
貞
者
性
情
也
」
と
あ
る
。

16
ａ
（
15
ａ
）

尚な
を 

内
に
属ぞ
く

す
る
を
見
る
べ
し
。
よ
ろ
こ
ぶ
物
な
れ
ど
得え

ま
じ

き
も
の
な
る
を
、
必
か
な
ら
ず

得え

ん
と
お
も
ふ
は
、
心
な
り
。
こ
れ
ゆ

へ
、
心
に
は
打
ま
か
せ
が
た
し
。
ゆ
へ
に
、
孔
子
＊
も
「
操
バ

則
存
シ
、
棄
レ
バ
則
亡
フ
。
出
入
無
レ
時
、
莫
レ
知
二
其
嚮
一
、
其
心

之
謂
歟
」
と
の
給
ひ
、『
書
経
』＊
に
「
設
二
中
ヲ
于
乃
ノ
心
ニ

一
」

と
あ
る
も
、
心
に
は
、
中
の
徳
な
き
ゆ
へ
、
ひ
が
こ
と
に
ま
よ

へ
ば
な
り
。
性
に
は
、
存あ
る
な
し亡
出い
で
い
り入
の
さ
た
に
は
及
ば
ず
。
性
に

し
た
が
ふ
こ
と
だ
に
手
に
入
れ
ば
、
心
は
を
の
づ
か
ら
正た
だ

し
き

か
た
に
出い

づ
。
別べ
つ

に
心
の
工く
ふ
う夫
は
す
る
に
及
ば
ず
。
い
に
し
へ
、

心
に
は
、
制せ
い

す
と
い
ひ
、
正た
だ

す
と
い
ひ
、
格か
く

す
と
い
ひ
、
操と

る

と
い
ふ
。
こ
れ
心
は
事も
の
ご
と
の
う
へ

物
上
に
奔は
し
り
ゆ
き馳
運は
た
ら
く動
す
る
ゆ
へ
、
た
と

へ
ば
馬
を
御の
る

す
る
に
、
轡た
づ
なを
ゆ
る
す
べ
か
ざ
る
が
如
し
。
か
の

「
人じ
ん
し
ん心
惟こ
れ

【
注
】
○
孔
子　
『
孟
子
』
告
子
上
篇
に
見
え
る
。
た
だ
し
、
原
文

で
は
、「
操
則
存
、
舎
則
亡
、
出
入
無
時
、
莫
知
其
郷
、
惟
心
之

謂
與
。」と
な
っ
て
お
り
、
若
干
の
異
同
が
あ
る
。
○『
書
経
』　
『
書

経
』
盤
庚
中
篇
に
見
え
る
。

16
ｂ
（
15
ｂ
）

危あ
や
うし
」
と
あ
る
も
こ
こ
を
い
へ
る
な
り
。
聖
人
の
境さ
か
ゐに
至
り
て

は
、心
は
性
に
随し
た
がふ
ゆ
へ
、孔
子
＊
は「
心
の
欲ほ
っ

す
る
所
に
従し
た
がふ
、

矩の
り

を
踰こ
え

ず
」と
の
給
ひ
、
顔が
ん
し子
＊
に
は「
其
心
三
月
仁
に
違た
が

は
ず
」

と
の
給
へ
り
。
矩の
り

と
い
ひ
、
仁じ
ん

と
い
ふ
、
皆
、
性
の
極き
ょ
く
し
ょ処
な
り
。

こ
の
二に

聖せ
い 
性せ
い

命め
い

の
理り

に
順し
た
が
ひ
給
ひ
し
を
、
心し
ん

に
て
説
給
ふ
こ

と
、
尤
も
っ
と
も 
精く
は
し妙
な
り
。
孟
子
よ
く
性
と
心
と
を
い
ふ
。
な
ら
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べ
て
い
へ
ば
、
心
は
存そ
ん

す
と
い
ひ
、
性
は
や
し
な
ふ
と
い
ふ
。

存
す
と
は
、は
な
た
ぬ
を
い
ひ
、養
は
そ
こ
な
は
ぬ
を
い
ふ
。又
、

孟
子
＊
に
、「
君
子
所
レ
性
＊
、
仁
義
礼
智
、
根
タ
リ

二
於
心
ニ

一
。

其
生
色
也
睟
然
、
見
二
於
面
ニ

一
、
盎
二
於
背
ニ

一
、
施
二
於
四
体
ニ

一
、

四
体
不
シ
テ

レ
言
而
喩
ス
」と
あ
り
。仁
義
礼
智
は
約つ
づ
めし
て
い
へ
ば
、

一
の
善
の
字
な
り
。
こ
の
善

【
校
勘
】
○
性　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
ト
ス
ル
」
と
い
う
送
り
仮

名
が
あ
る
。

【
注
】
○
孔
子　
『
論
語
』
為
政
篇
に
見
え
る
七
十
歳
の
境
地
。「
七

十
而
従
心
所
欲
、
不
踰
矩
。」
○
顔が
ん
し子　
『
論
語
』
雍
也
篇
に
見
え

る
。「
回
也
、
其
心
不
違
仁
。」
○
孟
子　
『
孟
子
』
尽
心
上
篇
に

見
え
る
。
睟す
い

然ぜ
ん

は
つ
や
の
あ
る
様
。
盎
は
あ
ふ
れ
る
。

17
ａ
（
16
ａ
）

性
中
に
あ
り
て
、
心
の
根ね
も
と本
た
り
。
心
の
み
に
あ
ら
ず
、

顔が
ん
し
ょ
く色
手て
あ
し足
に
至
る
ま
で
、こ
の
性
の
善
、皆
至
り
及
ぶ
と
き
は
、

一ひ
と
こ
と言
い
は
ず
し
て
、
性
の
命め
い

を
受う
け

て
さ
と
す
と
な
り
。
こ
れ
に

て
性
、心
の
差わ
か
ち別
を
見
る
べ
し
。又
、た
だ
心
の
み
を
い
へ
る
は
、

お
ほ
く
は
性
の
こ
と
な
り
。「
養
レ
心
莫
レ
善
ハ

二
於
寡
欲
ヨ
リ

一
＊
」

の
類
、
見
る
べ
し
。
こ
れ
は
養や
う
せ
い性
の
工く
ふ
う夫
な
り
。
孔
子
、
子
思

の
時
な
ら
ば
、
養
心
の
語こ
と
ばは
あ
る
べ
か
ら
ず
。
孟
子
も
、
世
に

つ
れ
て
心
と
い
へ
る
な
る
べ
し
。
お
よ
そ
、
六り
く

経け
い

の
内
、
後の
ち
の
よ世

の
如
く
、
心
を
専も
は
ら
ら
と
し
説
こ
と
な
し
。『
書
経
』
の
舜
し
ゅ
ん

典て
ん

に

道ど
う
し
ん心
・
人じ
ん
し
ん心
＊
の
語
あ
り
。道
心
を
か
り
に
性
と
し
、人
心
を
即
、

心
と
す
れ
ば
、此
語
の
意こ
こ
ろは
こ
と
わ
り
至し
ご
く極
せ
り
と
い
へ
ど
も
、

語
の
さ
ま
、
堯げ
う

【
注
】
○
養
レ
心
莫
レ
善
ハ

二
於
寡
欲
ヨ
リ

一　
『
孟
子
』
尽
心
上
篇
に

見
え
る
。
○
道ど
う
し
ん心
・
人じ
ん
し
ん心　
「
人
心
惟
危
、
道
心
惟
微
。
惟
精
惟
一
、

允
執
厥
中
（
人
心
惟こ

れ
危
く
、
道
心
惟
れ
微
な
り
。
惟
れ
精
惟
れ

一
、
允ま
こ
とに
厥そ

の
中
を
執
れ
）」
と
あ
る
。

17
ｂ
（
16
ｂ
）

舜し
ゅ
んの
時
の
人
の
口こ
は

気つ
き

に
あ
ら
ず
。
後
世
、
荀じ
ゅ
ん
じ
＊子
如
き
、
性
を

し
ら
ず
し
て
心
の
み
を
い
ふ
儒じ
ゅ
し
ゃ者
の
語
の
ま
じ
り
て
入
た
る
な

る
べ
し
。『
論ろ
ん
ご語
』
に
、
わ
づ
か
に
心
の
字
み
つ
よ
つ
あ
れ
ど
、

後
儒
の
い
ふ
心
の
字
の
さ
ば
き
に
あ
ら
ず
。
こ
の
『
中
庸
』
の

書
に
至
り
て
、
心
の
字
、
一
字
も
出
さ
ず
。
こ
の
お
く
＊
に「
内

省
ル
＊
不
レ
疚
、
無
レ
悪
二
乎
志
＊
一
」
と
い
ふ
語
あ
り
。
是
、「
心

に
悪
む
」
と
＊
い
ふ
べ
き
所
な
る
を
、
志
＊
と
い
へ
る
は
、
子

思
の
こ
と
に
お
も
ふ
所
あ
り
て
、
志
こ
こ
ろ
ざ
しの
字
に
か
へ
ら
れ
た
る
な

り
。
こ
れ
に
て
、
心
を
い
は
ぬ
を
し
る
べ
し
。
お
も
ふ
に
、

『
荘そ
う
じ子
』＊
に
、「
中
国
の
君
子
は
、
礼れ
い

義ぎ

を
し
り
て
、
心
を
し

ら
ず
」と
い
ひ
、
荀
子
＊
は
、「
心
を
養
ふ
は
誠ま
こ
とよ
り
善
は
な
し
」

と
い
ひ
、
告こ
う
し子
＊
は
た
だ
心
を
動う
ご
かさ
ぬ
こ
と
を
い
ふ
。
然
れ
ば
、

子
思
の

【
校
勘
】
○
じ
ゅ
ん
じ　

原
文
で
は
「
し
ゅ
ん
じ
」。「
じ
」
に
濁
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点
が
あ
る
の
で
尊
重
し
た
。
○
ル　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
ル
ニ
」。

○
志　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
ニ
」
と
い
う
訓
点
が
あ
る
。
○
と　

底
本
で
は
こ
の
上
に
「
こ
」
が
あ
り
、
左
横
に
削
除
を
示
す
と
思

わ
れ
る
「
゙
」
が
あ
る
。
懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
こ
と
と
」
に
作
る
。

○
志　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
と
い
う
振
り
仮
名
が

あ
る
。

【
注
】
○
お
く　
『
中
庸
』
末
章
の
三
十
三
章
。
○
『
荘そ
う
じ子
』　

田

子
方
篇
に
「
中
国
之
君
子
、
明
乎
礼
義
、
而
陋
於
知
人
也
」
と
見

え
る
。
○
荀
子　

修
身
篇
に
「
養
心
莫
善
於
誠
」
と
見
え
る
。
○

告こ
う
し子　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
に
「
曰
、
敢
問
、
夫
子
之
不
動
心
、

与
告
子
之
不
動
心
、
可
得
聞
与
。
告
子
曰
、『
不
得
於
言
、
勿
求

於
心
、
不
得
於
心
、
勿
求
於
気
』」
と
見
え
る
。

18
ａ
（
17
ａ
）

時
に
先
だ
ち
て
、
諸し
ょ
し子
た
だ
心
を
と
き
て
性
を
し
ら
ぬ
と
見
え

た
り
。
性
あ
る
こ
と
を
し
ら
ず
し
て
、
い
か
ん
ぞ
人
の
道
を
さ

と
さ
ん
や
。
こ
れ
ゆ
へ
、
子し

し思
、『
中
庸
』
を
作つ
く

る
行か
う
ぶ
ん文
の
間

に
心
の
字
を
つ
と
め
て
は
ぶ
か
れ
た
り
と
見
え
た
り
。然
れ
ば
、

性せ
い
が
く学
と
は
い
ふ
べ
く
、
心し
ん
が
く学
と
は
い
ふ
ま
じ
き
に
や
。
こ
れ
に

よ
り
て
見
れ
ば
、諸
子
の
性
と
説
く
は
性
に
は
あ
ら
で
心
な
り
。

陸
王
＊
の
心
と
説
く
は
心
に
は
あ
ら
で
性
な
り
。
程
朱
の
心
を

い
ふ
は
性
と
混
じ
た
り
＊
。
荀
子
＊
、
人
の
性
の
習
ひ
に
お
ほ

は
れ
て
よ
こ
し
ま
な
る
こ
と
を
す
る
＊
を
見
て
、「
性
は
悪
な

り
、
其
善
は
偽
い
つ
は
りな
り
」
と
い
ひ
、
告こ
う
し子
＊
は
「
性
は
善
な
く
不

善
な
し
」
と
い
ふ
、
皆
、
性
を
し
ら
ず
。
老
子
は
、「
有
レ
物

混
成
、
先
二
天
地
一
生
ズ
＊
」、
又
云
、「
道
生
レ
一
、
一
生
レ
二
、

二
生
レ
三
、
三
生
二
万
物
一
＊
」
と
い
ふ
。
其
意こ
こ
ろ、
天て
ん
ち地
も
万ば
ん
ぶ
つ物

中
の
一
物
な
り
と
い
へ
る
の
み
に
て
、
人
は
い
か
な
る
も
の
と

い
ふ
を
い
は
ず
。
聖
人
の
道

【
校
勘
】
○
こ
れ
に
よ
り
て
～
混
じ
た
り　

底
本
で
は
貼
り
紙
で

挿
入
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
懐
徳
堂
文
庫
で
は
そ
の
通
り
挿
入
さ

れ
て
い
る
。
○
陸
王　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
り
く
わ
う
」
と
い
う

振
り
仮
名
が
あ
る
。
○
こ
と
を
す
る　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
有
を
」。

○
有
レ
物
混
成
、
先
二
天
地
一
生
ズ　

懐
徳
堂
文
庫
本「
有
レ
物
混
成
ス
、

先
二
天
地
ニ

一
生
ズ
」。
○
道
生
レ
一
、
一
生
レ
二
、
二
生
レ
三
、
三
生
二

万
物
一　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
道
生
レ
一
ヲ
、
一
生
レ
二
ヲ
、
二
生
レ
三
ヲ
、

三
生
二
万
物
ヲ

一
」。

【
注
】
○
荀
子　
『
荀
子
』
性
悪
篇
に
「
人
之
性
悪
。
其
善
者
偽
也
」

と
あ
る
。
○
告こ
う
し子　

普
通
、「
こ
く
し
」
と
読
む
。『
孟
子
』
告
子

上
篇
に
「
告
子
曰
、
性
無
善
、
無
不
善
也
」
と
見
え
る
。

18
ｂ
（
17
ｂ
）

は
唯た
だ 

天て
ん

と
性せ
い

と
に
あ
り
。
ゆ
へ
に
、『
易え
き

』
に
「
窮
レ
理
尽
レ

性
至
二
于
命
＊
一
」
と
い
へ
り
。
あ
ら
ゆ
る
千
万
の
国こ
く
ど土
も
こ
こ

に
あ
り
。
あ
ら
ゆ
る
血け
っ
き気
心し
ん

智ち

の
属た
ぐ
ひ、
乃な
い
し至
草く
さ
き木
沙す
な

礫い
し
＊

も
こ

の
内
に
こ
も
り
た
り
。
国
に
、
大
小
、
華く
は

夷ゐ

の
た
が
ひ
あ
れ
ど
、
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天
を
い
た
だ
か
ぬ
は
な
し
。
物
に
、
知ち

愚ぐ

、
偏へ
ん
せ
ん専
の
た
が
ひ
あ

れ
ど
、
性
の
な
き
は
な
し
。
然
る
に
、
同
じ
く
天
を
い
た
だ
け

ど
、
大ひ陽
の
て
ら
さ
ぬ
土と

ち地
に
は
、
人ひ
と
も
の物
生し
ゃ
う

ぜ
ず
、
同
じ
く

性
あ
れ
ど
、
性
に
率し
た
が
ふ
道
を
し
ら
ね
ば
、
人
の
道
に
遠と
を

し
。

微び
め
う妙
、
不ふ
し
ぎ
＊測
、
広こ
う
だ
い大
、
無ふ
き
う窮
な
る
こ
と
に
て
、
し
か
も
眼め
の
ま
へ前
に

行
は
る
。
世
に
こ
の
天
と
性
と
の
外
に
何
事
あ
ら
ん
＊
。
あ
る

人
い
ふ
、「
性
は
本ほ
ん
た
い体
な
れ
ば
、
修し
ゅ
ぎ
ゃ
う行
の
手
を
つ
く
べ
き
な
し
。

【
校
勘
】
○
命　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
ニ
」
と
い
う
送
り
仮
名
が

あ
る
。
○
す
な
い
し　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
い
し
つ
ち
」。
○
ふ
し

ぎ　

原
文
は
「
ふ
し
き
」。「
不
思
議
」
を
言
う
と
考
え
て
「
ふ
し

ぎ
」
と
し
た
。

【
注
】○
世
に
こ
の
天
と
性
と
の
外
に
何
事
あ
ら
ん　
『
蘭
洲
遺
稿
』

に
記
述
が
あ
る
「
天
人
事
物
一
貫
之
図
」
は
こ
の
道
理
を
図
示
し

た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

19
ａ
（
18
ａ
）

心
は
今
日
作さ
よ
う用
す
る
所
な
れ
ば
、
是
に
よ
り
て
工く
ふ
う夫
す
る
は

端た
ん
て
き的
＊
な
ら
ず
や
。」
こ
た
へ
て
い
ふ
。
し
か
ら
ず
。
性
は
も

と
よ
り
寂し
づ
か然
不う
ご
か
ず動
＊
に
て
、
内
に
主あ
る
じ
た
り
。
外
に
あ
る
耳み
み
め目
、

鼻は
な

口く
ち

、
四て

支あ
し

、
百か

骸ら
だ

、
一
す
ぢ
の
毛け
か
み髪
に
至
る
ま
で
、
い
づ
れ

か
天
性
の
寓よ

す
る
所
に
あ
ら
ざ
ら
ん
。
皆
々
養
ふ
べ
き
も
の
な

り
。
心
を
の
み
と
り
と
む
れ
ば
、
此
形か
た
ち骸
を
粗そ
せ
き迹
＊
と
し
、
人

事
を
幻げ
ん
ま
う
＊妄
と
見
な
し
、
こ
れ
を
保ほ
う
ご
う合
＊
す
る
こ
と
な
し
。
老ろ
う

荘さ
う

列れ
つ

の
徒と

、
形
骸
を
土ど
も
く木
に
し
＊
、
人
道
を
牛ぎ
う
ば馬
に
同
じ
ふ
す

る
の
類
、
皆
、
こ
れ
よ
り
お
こ
り
、
つ
ゐ
に
天て
ん
じ
ょ叙
天て
ん
ち
つ秩
＊
を
や

ぶ
り
う
し
な
ふ
に
至
る
。
こ
れ
ら
端た
ん
て
き的
に
な
づ
み
て
、
天
本
＊

を
忘わ
す

れ
た
る
な
り
。
性
を
養
ふ
の
方
は
、
こ
の
次
＊
に
い
へ
る

「
戒か
い¯

二
慎し
ん

【
校
勘
】
○
天
本　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
大
本
」。

【
注
】
○
端た
ん
て
き的　

こ
の
場
合
は
、
頼
る
べ
き
も
の
（
よ
る
べ
）、
事

情
の
意
。
○
寂し
づ
か然
不う
ご
か
ず動　
『
易
経
』
繋
辞
上
伝
に
見
え
る
（
11
ｂ

に
既
出
）。
○
粗そ
せ
き迹　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
そ
せ
き
」
と
い
う
振

り
仮
名
の
右
に
さ
ら
に
「
い
ら
ぬ
も
の
」
と
あ
る
。
同
様
に
下
の

「
げ
ん
ま
う
」
の
右
に
「
ま
ぼ
ろ
し
」
と
あ
る
。
○
保ほ
う
ご
う合　
『
易
経
』

乾
卦
彖
伝
に
「
保¯

二
合
大
和
一
、
乃
利
貞
」
と
見
え
る
。
○
形
骸

を
土ど
も
く木
に
し　
「
土
木
形
骸
」
と
い
う
語
は
『
世
説
新
語
』
容
止

篇
に
見
え
る
。
形
骸
を
否
定
す
る
発
言
は
『
荘
子
』
な
ど
に
散
見

さ
れ
る
（
大
宗
師
篇
「
外
二
其
形
骸
一
」
な
ど
）。
○
天て
ん
じ
ょ叙
天て
ん
ち
つ秩　

天
の
秩
序
。『
書
経
』
皐
陶
謨
篇
に
「
天
叙
有
典
、
敕
我
五
典
、

五
惇
哉
。
天
秩
有
礼
、
自
我
五
礼
、
五
庸
哉
。（
天
は
有
典
を
叙

す
る
に
、
我
が
五
典
に
敕よ

る
、
五
惇
せ
ん
か
な
。
天
は
有
礼
を
秩

す
る
に
、
我
が
五
礼
に
自よ

る
、
五
庸
せ
ん
か
な
）」
と
見
え
る
。

○
こ
の
次　
『
中
庸
』
第
一
章
の
こ
の
後
に
「
是
故
君
子
戒
慎
乎

其
所
不
睹
、
恐
懼
乎
其
所
不
聞
。
莫
見
乎
隠
、
莫
顕
乎
微
、
故
君

子
慎
其
独
也
」
と
見
え
る
。

懐徳堂研究　第 7 号　平成 2８ 年 2 月 2９ 日

82



19
ｂ
（
18
ｂ
）

乎
所
ニ

一
レ
不
レ
覩
＊
、
恐¯

二
懼
乎
其
所
一
レ
不
レ
聞
」「
独ひ
と
りを
慎つ
つ
しむ
」、

こ
れ
修
行
の
端
的
な
り
。
孔
子
＊
の
顔が
ん
し子
に
告つ
げ

給
へ
る
「
非ひ
れ
い礼

に
し
て
視し
て
い聴
言げ
ん
ど
う動
す
る
こ
と
な
き
」
も
こ
れ
に
同
じ
手し
ゅ
だ
ん段
な
る

べ
し
。
心
に
い
か
ば
か
り
の
妄ま
う
ね
ん念
閑か
ん
し思
出
て
も
、
一
た
び
こ
れ

を
天
性
に
か
へ
り
見
れ
ば
、を
の
づ
か
ら
消せ
う
さ
ん散
す
る
こ
と
な
り
。

況い
は
んや
不み

ず覩
不き
か
ざ
る聞
に
つ
つ
し
む
を
や
。
も
し
、
本も
と

に
つ
き
性
に
か

へ
り
見
ず
し
て
、
た
だ
末す
え

に
随し
た
がひ
心
に
も
と
む
れ
ば
＊
、
東
に

消き
え

て
西
に
生し
ゃ
う
じ
、
此こ
こ

に
散さ
ん

じ
て
か
し
こ
に
あ
つ
ま
り
、
一
生

擾じ
ゃ
う々
と
し
て
、
腥せ
い
＊
上
の
蟻あ
り

を
さ
る
如
く
な
り
。
諸
子
は
、
心

の
物
に
奔は
し
り
ゆ
く馳
す
る
を
制せ
い

し
て
、無む
し
ん心
に
至
ら
ん
と
す
。常つ
ね
の人
は
、

心
を
悦よ
ろ
こば
し
む
る
に
お
ぼ
れ
て
、
性
の
本
然
を
害
そ
こ
な
ふす
。
唯た
だ

君く
ん

【
校
勘
】
○
所
ニ

一
レ
不
レ
覩　

底
本
で
は
一
点
は
な
い
が
、
懐
徳
堂

文
庫
本
に
よ
り
補
っ
た
（
訓
点
は
必
ず
し
も
完
全
に
つ
け
ら
れ
て

い
る
訳
で
は
な
い
が
、
下
文
と
統
一
を
図
っ
た
）。
○
も
と
む
れ

ば　

底
本
は「
と
む
れ
ば
」（「
と
」は「
も
」の
よ
う
に
も
見
え
る
）

に
作
る
が
、
懐
徳
堂
文
庫
本
が
「
求
む
れ
ば
」
に
作
る
の
を
参
考

に
改
め
た
。
○
せ
い　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
ナ
マ
グ
サ
キ
」。

【
注
】
○
孔
子　
『
論
語
』
顔
淵
篇
冒
頭
の
「
非
礼
勿
視
、
非
礼
勿

聴
、
非
礼
勿
言
、
非
礼
勿
動
」
を
言
う
。

20
ａ
（「
十
八
」
と
「
十
九
」
の
間
に
あ
り
。
丁
数
な
し
。）

子し

は
、
性
を
養
ふ
て
、
心
お
の
づ
か
ら
正
し
。
心
お
の
づ
か
ら

正
し
け
れ
ば
、
其
よ
ろ
こ
び
楽た
の

し
む
所
、
即
す
な
は
ち、
性
の
本ほ
ん
ぜ
ん然
に
て
、

孔こ
う

顔が
ん

の
楽
、
こ
こ
に
あ
り
。
性
を
養
ふ
て
心
自
ら
正
し
と
は
、

聖せ
い
け
ん賢
の
上
に
て
い
ふ
。
学が
く
し
ゃ者
、
性
を
養
ふ
こ
と
い
ま
だ
手
に
入

ら
ず
し
て
心
は
正
し
き
方
に
出
る
も
の
と
お
も
は
ば
、
又
、
大

に
あ
や
ま
る
べ
し
。性
は
い
つ
ま
で
も
す
な
を
な
る
も
の
に
て
、

養
ひ
に
よ
り
て
全ま
っ
たく
す
。
こ
こ
ろ
は
、
よ
き
に
も
つ
き
、
あ
し

き
に
も
つ
く
も
の
な
れ
ば
、
打
ま
か
せ
難が
た

し
。
た
と
へ
ば
、
苗な
え

を
そ
だ
つ
る
と
て
、
莠は
ぐ
さを
さ
ら
ざ
れ
ば
、
こ
や
し
つ
ち
か
ふ
も
、

莠
の
か
た
に
ひ
き
と
ら
れ
て
、
つ
ゐ
に
＊
苗
の
害が
い

を
す
る
な
り
。

つ
と
め
て
莠は
ぐ
さを
か
り
さ
る
べ
し
。
孔
子
の
「
克を
の
れ
に
か
ち己
復れ
い
に

礼か
へ
る
＊
」

と
【
校
勘
】
○
こ
や
し
～
つ
ゐ
に　

底
本
で
は
貼
り
紙
で
追
加
す
る

（
以
下
の
「
苗
の
害が
い

」
の
前
に
「
な
ら
ず
」
が
消
さ
れ
て
い
る
）。

【
注
】
○
克を
の
れ
に
か
ち己
復れ
い
に

礼か
へ
る　
『
論
語
』
顔
淵
篇
冒
頭
に
「
克
己
復
礼

為
仁
」と
見
え
る
。
懐
徳
堂
文
庫
本
は「
克
チ

レ
己
ニ
復
ル

レ
礼
ニ
」（
振

り
仮
名
は
な
い
）
に
作
る
。

20
ｂの

給
へ
る
、
こ
れ
な
り
。「
己を
の
れ
」
と
は
、
こ
こ
ろ
の
あ
し
き
方

に
出
る
に
て
い
へ
り
。
あ
し
き
方
に
出
る
を
の
れ
が
＊
心
を
克か
ち

さ
る
こ
と
あ
た
は
ざ
れ
ば
、性
に
復ふ
く

す
る
こ
と
あ
た
は
ず
。「
礼
」

と
は
す
な
は
ち
性
な
り
＊
。
さ
れ
ば
と
て
、
そ
の
性
に
復
す
る

も
、
心
よ
り
す
る
こ
と
な
り
。
水
よ
く
舟
を
浮う
か

べ
て
、
又
、
よ
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く
舟
を
し
づ
む
。
世
に
か
く
の
如
き
こ
と
お
ほ
し
。
も
し
あ
な

が
ち
に
善
を
修
し
だ
に
す
れ
ば
、
悪
は
さ
ら
で
も
よ
し
と
い
は

ば
、
た
と
へ
ば
、
医い
し
ゃ者
の
温う
ん

補ほ

＊
だ
に
す
れ
ば
よ
し
と
お
も
ひ

て
、
瀉し
ゃ

涼り
ゃ
う
＊
を
に
く
み
き
ら
ふ
如
し
。
病や
ま
ゐ
を
さ
ら
ず
し
て
温

補
せ
ば
、
病
を
た
す
け
て
元げ
ん
き気
衰お
と
ろ

ふ
べ
し
。
道
に
志こ
こ
ろ
ざ
さ
ん

と
な
ら
ば
、
一
か
た
に
て
は
、
つ
と
め
て
悪
を
さ
り
、

【
校
勘
】
○
が　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
は
」。

【
注
】
○
「
礼
」
と
は
す
な
は
ち
性
な
り　

朱
子
学
に
特
徴
的
な

解
釈
。
○
温う
ん

補ほ

・
瀉し
ゃ

涼り
ゃ
う　

温
補
は
、
温
め
る
、
補
う
。
瀉
涼
は
、

く
だ
す
、
冷
や
す
。
補
瀉
温
涼
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
漢
方
医
学

に
お
け
る
治
療
上
の
二
つ
の
重
要
な
原
則
と
し
て
、補
瀉
が
あ
る
。

虚
に
は
補
法
を
、
実
に
は
瀉
法
を
用
い
る
（『
黄
帝
内
経
素
問
』

三
部
九
候
論
篇
「
実
則
写
（
瀉
）
之
、
虚
則
補
之
。」）（
参
考
書
：

劉
桂
平
・
孟
静
岩
主
編
『
中
医
基
本
用
語
辞
典
』（
東
洋
学
術
出

版
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
大
塚
恭
男
〔
ほ
か
〕
編
『
講
談
社
東
洋

医
学
大
事
典
』（
講
談
社
、
一
九
八
八
年
））。
当
時
、
儒
者
と
医

者
と
を
兼
業
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
蘭
洲
の
父
の
持
軒
も
京
都

で
儒
学
と
と
も
に
医
学
を
学
ん
で
い
る
（
蘭
洲
著
「
持
軒
先
生
行

状
」（『
鶏
肋
篇
』
所
収
））。
蘭
洲
も
漢
方
医
学
に
つ
い
て
一
定
の

理
解
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

21
ａ
（
19
ａ
）

一
か
た
に
は
、
性
を
養
ひ
て
戒か
い
く惧
す
べ
し
。
か
く
修
行
せ
ば
、

し
る
し
を
得
る
こ
と
、
速
す
み
や
かな
る
べ
し
。
隋ず
い

唐と
う

已い
ら
い来
、
世
の
人
心

を
い
ふ
こ
と
専も
は
らら
な
り
。
其
時
の
儒じ
ゅ
し
ゃ者
と
い
ふ
は
、
お
ほ
く
は

記き

問ぶ
ん

詞し

章し
ゃ
う
＊
、
又
は
諸
子
の
流り
う

な
り
。
韓か
ん
た
い
し

退
之
と
い
へ
ど
も
、

中
庸
性
命
の
学
に
明
ら
か
な
ら
ず
。
ゆ
へ
に
、
性
に
三み
し
な品
あ
り

な
ど
い
ひ
、
心
性
の
差し
ゃ
べ
つ別
を
わ
き
ま
へ
ず
。
陸り
く

象し
ゃ
う
ざ
ん
＊山
、
王わ
う

新し
ん
け
ん建
＊
な
ど
は
、
ま
こ
と
に
醇じ
ゅ
ん
じ
ゅ儒
と
い
へ
ど
も
、
世
の
風
に

つ
れ
て
、
唯
、「
心
々
」
と
い
へ
り
。
心
と
の
み
い
へ
ば
、
先

に
い
へ
る
諸
子
の
説
に
近ち
か

し
。
性
と
い
へ
ば
、
本ほ
ん
た
い体
を
と
む
る

こ
と
親し
ん
せ
つ切
に
て
、
一
物
を
す
て
ぬ
博は
く

約や
く
＊
の
旨
に
か
な
ふ
。
程て
い

朱し
ゅ

の
学
、
是
な
る
べ
し
。
然
る
に
、
程
朱
も
＊
心
を
い
ふ
こ
と

し
ば
し
ば
な
り
。

【
校
勘
】
○
し
ゃ
う
ざ
ん　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
せ
う
ざ
ん
」。
○
も　

底
本
は
「
を
」
を
見
せ
消
ち
に
し
て
直
す
。

【
注
】
○
記き

問ぶ
ん

詞し

章し
ゃ
う　

記
問
は
記
聞
と
も
書
く
。
蘭
洲
が
、
古
書

を
暗
記
す
る
だ
け
の
学
や
詩
文
を
作
る
だ
け
の
学
で
は
儒
者
た
る

に
足
り
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
○
王わ
う

新し
ん
け
ん建　

王
陽

明
の
こ
と
。
○
博は
く

約や
く　
『
論
語
』
顔
淵
篇
に
「
博
学
於
文
、
約
之

以
礼
」
と
あ
る
の
を
指
す
。
蘭
洲
は
こ
の
両
方
を
行
う
こ
と
が
理

想
的
だ
と
考
え
て
い
た
。「
孔
子
之
教
博
約
是
已
。
後
之
君
子
乃

或
博
焉
、
或
約
焉
、
非
無
約
於
博
、
又
非
無
博
於
約
。
要
之
、
博

焉
者
博
之
先
、
約
焉
者
約
之
主
。
博
而
卒
之
約
者
、
朱
子
是
也
。

終
始
於
約
者
、
陸
子
是
也
。」（『
蘭
洲
遺
稿
』
下
「
送
安
達
精
英
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如
江
都
序
」）

21
ｂ
（
19
ｂ
）

こ
れ
も
世
に
つ
れ
て
な
る
べ
し
。

道
ト
ハ
也
者
、
不
レ
可
二
須
臾
離
一
也
。
可
ハ

レ
離
非
レ
道
也
。

此
一
節
は
、
上
を
受う
け

て
下
を
お
こ
す
言
＊
に
て
、
し
ゐ
て
こ
と

な
る
義ぎ

な
し
。
道
と
は
、
性
の
あ
ら
は
れ
て
行
は
る
る
所
な
る

ゆ
へ
、
道
に
は
な
れ
の
く
こ
と
の
な
ら
ぬ
も
の
な
り
。
た
と
へ

ば
、
水
あ
れ
ば
さ
む
し
。
其
さ
む
き
を
は
な
れ
て
外
に
水
な
し
。

火
あ
れ
ば
あ
つ
し
。
其
あ
つ
き
を
は
な
れ
て
外
に
火
な
き
が
如

し
。
人
と
道
と
一い
っ
た
い体
な
る
こ
と
か
く
の
如
し
。
も
し
は
な
れ
ら

る
る
こ
と
な
ら
ば
、
道
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
鶏と
り

鳴な
き

て
お
き
、
手

あ
ら
ひ
、
口
す
す
ぐ
よ
り
始
め
、
人
事
を
つ
と
め
、
夜よ

に
至
り

て
い
ぬ
る
ま
で
、
皆
、
道
の
作さ
よ
う用
な
り
。
こ
れ
を
す
て

【
校
勘
】
○
言　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
コ
ト
バ
」
と
い
う
振
り
仮

名
が
あ
る
。
カ
タ
カ
ナ
の
振
り
仮
名
は
抄
者
に
よ
る
附
記
で
、
字

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
附
さ
れ
た
場
合
が
多
い
よ
う
だ
。

22
ａ
（
20
ａ
）

疎そ
せ
き迹
と
し
、
別べ
つ

に
道
を
求
る
は
、
い
は
ゆ
る
驢ろ

＊
に
の
り
て
驢

を
求
む
る
＊
な
り
。

【
校
勘
】
○
驢ろ　

懐
徳
堂
文
庫
本
の
振
り
仮
名
は
「
ウ
サ
ギ
ム
マ
」。

【
注
】
○
驢ろ

に
の
り
て
驢
を
求
む
る　
「
騎
レ
驢
覓
レ
驢
」
と
い
う

諺
が
あ
る
。

是
故
君
子
戒¯

二
慎
乎
其
所
一
レ
不
レ
睹
、
恐¯

二
懼
乎
其

所
一
レ
不
レ
聞
。

此
一
節
は
、
性
に
率し
た
がふ
工
夫
を
い
へ
り
。
お
よ
そ
、
人
は
事
に

ふ
れ
物
に
ま
じ
は
る
所
に
て
、
先
、
見
る
こ
と
聞
こ
と
あ
り
。

見
聞
す
れ
ば
、
或
＊
は
其
事
に
ひ
か
れ
、
心
に
う
つ
り
行
て
は
、

物
に
化く
は

し
て
、
つ
ゐ
に
此
性
を
お
ほ
ふ
の
患う
れ
へあ
り
。
見
聞
せ
ぬ

所
は
、
寂せ
き
ぜ
ん然
不ふ
ど
う動
、
純じ
ゅ
ん
す
い粋
至し

精せ
い

、
性
の
本ほ
ん
た
い体
な
り
。
こ
の
時

に
平つ
ね
づ
ね常 

養
を
く
は
ふ
べ
し
。
そ
の
養
は
い
か
ん
。
戒か
い
し
ん慎

（
左
：

つ
つ
し
み
）
恐き
ゃ
う
く懼

（
左
：
お
そ
る
）、
こ
れ
な
り
。
こ
こ
に
お
ゐ
て
、

戒つ
つ
し
み
お
そ
る
る
惧
す
る
故
、
見
聞
す
る
と
こ
ろ
に
て
、
を
の
づ
か
ら
道

に
か
な
ひ
て
、
邪よ
こ

路し
ま

に

【
校
勘
】
○
或　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
ア
ル
ヒ
」
と
い
う
振
り
仮

名
が
あ
る
。

22
ｂ
（
20
ｂ
）

馳は

せ
ず
。
是
子し

し思
の
立り
う
げ
ん言
、
此
に
あ
り
。
そ
の
よ
る
所
、
又
、

他た

に
あ
ら
ず
。『
書
経
』
皐こ
う

陶や
う
＊の
語
に
「
同
レ
寅
協
レ
恭
和
衷
哉
＊
」

と
い
へ
る
、
是
な
り
。「
寅
」
も
「
恭
」
も
、
つ
つ
し
む
な
り
。

「
和
衷
」は
、
即
、
中
和
な
り
。
か
く
い
へ
ば
と
て
、
目
を
と
ぢ
、

耳
を
ふ
さ
ぎ
て
、
戒か
い
く惧
せ
よ
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
。
見
る
は
目

の
官や
く

、
聞
く
は
耳
の
官や
く

な
り
。
一ひ
と
ま室
の
内
に
居
る
に
、
意こ
こ
ろを
つ

け
て
見
ん
と
お
も
は
ね
ど
、
墻か
べ

屋や
ね

戸と

席む
し
ろ

の
類
は
、
を
の
づ
か

ら
目
に
か
か
り
、
人
の
言こ
と
ば、
鳥と
り
け
も
の獣
の
声こ
え

な
ど
を
の
づ
か
ら
耳
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に
入
る
も
の
な
り
。
た
だ
、
目
に
か
か
り
耳
に
入
る
の
み
に
て
、

と
り
と
む
る
こ
と
な
く
、
さ
そ
は
る
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
不み

ず睹

不き
か
ざ
る聞
に
お
な
じ
。
畢ひ
っ
け
う竟
、
睹と
ぶ
ん聞
の
二
字
に
な
づ
む
べ
か
ら
ず
。

た
だ
、
事
に
の
ぞ
み
思し

【
校
勘
】
○
こ
う
や
う　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
こ
う
と
う
」。
○
同
レ

寅
協
レ
恭
和
衷
哉　

懐
徳
堂
文
庫
本
に
は
「
同
レ

寅
つ
つ
し
み

協
レ

恭

う
や
う
や
し
く

和く
は
ち
う
な
る衷
哉か
な

」
と
振
り
仮
名
が
あ
る
。

23
ａ
（
21
ａ
）

慮り
ょ

計け
い
こ
う校
せ
ぬ
時
を
い
へ
る
な
り
。
人
の
諸
も
ろ
も
ろの
し
わ
ざ
は
、
皆
、

見
る
と
聞
と
よ
り
始
ま
る
ゆ
へ
、
か
く
い
へ
る
の
み
。
事
に
の

ぞ
み
て
戒か
い
く惧
す
る
は
、
常つ
ね
の
ひ
と人
も
知
り
た
る
こ
と
な
り
。
事
に

の
ぞ
ま
ぬ
時
に
戒か
い
く惧
す
。
是こ
れ 

乾け
ん

の
卦く
は

「
君
子
終
日
乾
々
、
夕

惕
若
＊
」、
文
言
に
は「
敬
以
直
レ
内
＊
」、
曽そ
う
し子
の「
戦せ
ん

々
兢き
ゃ
う々
＊
」

と
い
へ
る
類
な
り
。
又
、
仲ち
う

弓き
う

は
「
居き
ょ

敬け
い
＊
」
と
い
へ
り
。「
居
」

は
、
平へ
い
き
ょ居
平へ
い
ぜ
い生
を
い
ふ
。
平つ
ね
づ
ね生
に
敬け
い

を
わ
す
れ
ぬ
な
り
。
又
、

孔
子
の
「
言こ
と
ば

忠ち
う
し
ん信
、
行
お
こ
な
ひ

篤と
く

敬け
い
＊
＊
」
を
、
立た
つ

に
も
行ゆ
く

に
も
、

こ
れ
を
わ
す
れ
ぬ
な
ど
、
皆
、
こ
の
事
な
り
。『
礼ら
い
き記
』
に
は
、

す
べ
て
「
君
子
毋
つ
つ
し
ま

レ

不
ざ
る
こ
と

レ

敬な
か
れ
＊
」
と
も
あ
り
、
お
よ
そ

聖せ
い
け
ん賢
誨お
し

喩へ

の
格か
く
げ
ん言
、
三さ
ん
せ
い省
＊
、
九き
う
し思
＊
等と
う

、
皆
、
平
生
の
心
得

な
り
。
其
事
に
の
ぞ
み
て
始
め
て
し
か
る
に
あ
ら
ず
。
此
末
＊

に
、「
君
子

【
校
勘
】
○
と
く
け
い　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
と
つ
け
い
」。

【
注
】
○
君
子
終
日
乾
々
、
夕
惕
若　
『
易
経
』
乾
卦
卦
辞
。
○
敬

以
直
レ
内　
『
易
経
』
坤
卦
文
言
伝
に
「
君
子
敬
以
直
内
、
義
以

方
外
」
と
見
え
る
。
○
戦せ
ん

々
兢き
ゃ
う
　々
『
論
語
』
泰
伯
篇
に
「
曽
子

有
疾
。
召
門
弟
子
曰
、
啓
予
足
、
啓
予
手
。
詩
云
『
戦
々
兢
々
、

如
臨
深
淵
、
如
履
薄
氷
』」
と
見
え
る
。
○
居き
ょ

敬け
い　
『
論
語
』
雍
也

篇
に
「
仲
弓
曰
、
居
敬
而
行
簡
、
以
臨
其
民
、
不
亦
可
乎
」
と
見

え
る
。
○
言こ
と
ば

忠ち
う
し
ん信
、
行
お
こ
な
ひ

篤と
く

敬け
い　
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
に
「
言
忠

信
、
行
篤
敬
、
雖
蛮
貊
之
邦
行
矣
。
言
不
忠
信
、
行
不
篤
敬
、
雖

州
里
行
乎
哉
」
と
見
え
る
。
○
君
子
毋
つ
つ
し
ま

レ

不
ざ
る
こ
と

レ

敬な
か
れ　

曲
礼
篇

冒
頭
に
「
曲
礼
曰
、
毋
不
敬
」
と
見
え
る
。
○
三さ
ん
せ
い省　
『
論
語
』

学
而
篇
に
「
曽
子
曰
、
吾
日
三
省
吾
身
。
為
人
謀
而
不
忠
乎
。
与

朋
友
交
而
不
信
乎
。
伝
不
習
乎
」
と
見
え
る
。
○
九き
う
し思　
『
論
語
』

季
氏
篇
に
「
君
子
有
九
思
。
視
思
明
、
聴
思
聡
、
色
思
温
、
貌
思

恭
、
言
思
忠
、
事
思
敬
、
疑
思
問
、
忿
思
難
、
見
得
思
義
」
と
見

え
る
。
○
此
末　
『
中
庸
』
第
三
十
三
章
第
二
節
。

23
ｂ
（
21
ｂ
）

之
所
＊
レ
不
レ
可
レ
及
者
、
其
唯
人
之
所
レ
不
レ
見
乎
」
と
あ
り
、

人
の
見
ざ
る
所
は
、
其
君
子
の
胸む
ね
の
う
ち中 

徳と
く
せ
い性
明め
い
え
い瑩
に
し
て
、
天

と
一
体
な
る
を
い
へ
り
。
子
思
、
又
、
こ
れ
を
豫
あ
ら
か
じ
めす
＊
と
も
い

へ
り
。
あ
ら
か
じ
め
す
と
は
、
其
事
よ
り
前
つ
か
た
に
、
意こ
こ
ろを

用
ふ
る
を
い
ふ
。
ひ
ろ
め
て
い
へ
ば
、
人き

君み 

平へ
い
ぜ
い生
に
身
を
つ

つ
し
み
、
用
を
節
ほ
ど
よ
くし
、
奢お
ご
りを
や
め
、
倹け
ん

を
貴た
う
とみ
、
税ね
ん
ぐ斂
を
う
す
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く
し
、
倉く

ら庫
を
設ま
う

け
、
五
こ
く
を
た
く
は
へ
給
ふ
は
、
凶け
う
ね
ん年
あ

ら
ん
を
を
そ
れ
つ
つ
し
み
て
な
り
。
凶
年
の
時
、
俄に
は
かに
お
そ
れ

つ
つ
し
み
た
り
と
て
、
た
く
は
へ
な
く
ん
ば
、
何
の
益え
き

か
あ
ら

ん
。
人
の
身
を
持た
も

つ
も
亦
か
く
の
如
し
。
平
生
に
養や
う
じ
ょ
う生
を
わ

す
れ
ぬ
ゆ
へ
、飲い
ん
し
ょ
く食
色し
き
よ
く欲
に
の
ぞ
み
て
、過す
ぐ
る度
す
る
こ
と
な
し
。

此
こ
こ
ろ
に
て
戒か
い
く惧
を
修
行

【
校
勘
】
○
所　

懐
徳
堂
文
庫
本
に
は
「
ト
」
と
い
う
送
り
仮
名

が
あ
る
。

【
注
】
○
豫
あ
ら
か
じ
めす　
『
中
庸
』
第
二
十
章
第
十
五
節
に
「
凡
事
豫
則
立
、

不
豫
則
廃
」
と
あ
る
。

24
ａ
（
22
ａ
）

せ
ば
、
た
れ
し
も
道み
ち

に
そ
む
か
ざ
る
べ
し
。
こ
れ
に
よ
り
て
見

れ
ば
、
程て
い

朱し
ゅ

の
敬け
い

の
字じ

を
主し
ゅ
ち
ゃ
う張
し
て
い
へ
る
は
、
む
べ
な
る
か

な
。
し
か
る
に
、
も
ろ
こ
し
明み
ん

の
末
に
い
た
り
て
、
敬
を
き
ら

ゐ
に
く
む
儒じ
ゅ
し
ゃ者
あ
り
。
昔む
か
し 

殷い
ん

の
紂ち
う

は
、
敬
は
行
ふ
に
た
ら
ず

と
い
へ
り
。
孔
子
＊
は
「
を
の
れ
を
修
め
て
以
て
敬
し
む
」
と

の
給
へ
り
。
今
、
殷い
ん

の
紂ち
う

の
暴ぼ
う

に
な
ら
ひ
て
、
孔
子
の
教
に
そ

む
く
は
、
い
か
な
る
ゆ
へ
と
い
ふ
を
し
ら
ず
。
あ
る
人
い
ふ
、「
敬

を
甚
は
な
は
だ主
張
し
て
い
へ
ば
、
古こ
じ
ん人
の
い
へ
る
無な
わ
な
く
て縄
自
み
づ
か
ら
し
ば
ら
る
＊
ひ
と

縛

漢

の
如
く
に
て
、
す
こ
ぶ
る
寛ゆ
た
か

裕な
る

の
気き
し
ゃ
う象
な
し
。」
答こ
た
え
て
い
ふ
。

然
ら
ず
。
敬
の
反う
ら

は
惰だ
ま
ん慢
な
り
。
惰お
こ
た
り慢
に
て
寛ゆ
た

裕か

な
ら
ば
＊
、

天
下
の
棄す
た
り
も
の物
な
り
。『
書
経
』、
舜し
ゅ
ん
の
言
＊
に
、「
直
ニ
シ
テ
而
温

寛
ニ
シ
テ
而
栗
」
と
の
給
ひ
、
皐こ
う

陶よ
う

の
言
＊
に

【
校
勘
】
○
ら
る　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
る
」。
○
な
ら
ば　

懐
徳
堂

文
庫
本
「
な
ら
ず
」。
○
舜し
ゅ
んの
言　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
舜し
ゅ
んの
書
」

に
見
え
る
。

【
注
】
○
孔
子　
『
論
語
』
憲
問
篇
に
「
子
路
問
君
子
。
子
曰
、
脩

己
以
敬
。
…
」
と
見
え
る
。
○
『
書
経
』、
舜し
ゅ
んの
言　
『
書
経
』
堯

典
篇
に
見
え
る
。
○
皐こ
う

陶よ
う

の
言　
『
書
経
』
皐
陶
謨
篇
に
見
え
る
。

24
ｂ
（
22
ｂ
）

「
乱
ニ
シ
テ
而
敬
擾
ニ
シ
テ
而
毅
」と
い
へ
り
。
こ
れ
ら
を
全ぜ
ん
と
く徳
と
す
。

今
ぞ
こ
の
説
の
如
く
な
ら
ば
、
寛く
は
ん

猛も
う

相あ
ひ
す
く済
ふ
＊
の
道
を
し
ら

ず
し
て
、
た
だ
ひ
と
つ
の
善ぜ
ん

柔じ
う

佞ね
い

媚び

の
小
人
と
な
る
べ
し
。
か

の
火
を
い
ま
し
む
る
こ
と
を
し
ら
ず
や
。
家
人
に
ね
ん
ご
ろ
に

い
ひ
つ
け
、
昼ひ
る
よ
る夜
を
こ
た
ら
ず
、
し
か
る
に
風
は
げ
し
く
吹ふ
き

出

れ
ば
、
尚な
を

み
づ
か
ら
見
巡め
ぐ

り
、
こ
こ
ろ
に
か
か
る
く
ま
な
く
て
、

後の
ち

や
す
く
い
ぬ
。
こ
の
や
す
く
い
ぬ
る
と
こ
ろ
、
尤
、
寛
裕
の

所
な
り
。
君
子
、
荘そ
う

敬け
い

な
る
を
、
小
人
よ
り
見
る
と
き
は
、
し

ば
ら
れ
た
ら
ん
や
う
に
お
も
ふ
べ
け
れ
ど
、
君
子
の
胸む
ね
の
う
ち中
は
、

常
に
安や
す
く平
泰ゆ
る
や
か舒
な
り
。
今
す
こ
し
も
敬
の
心
な
く
、
か
へ
り
て

無む
じ
ゃ
う縄
自じ
ば
く
か
ん

縛
漢
と
お
も
へ
る
は
、
か
の
小
人
の
腹は
ら

を
も
て
君
子
の

心
を
は
か
る
な
り
。
大
て
い
世よ
の
な
か俗
の

【
注
】
○
寛く
は
ん

猛も
う

相あ
ひ
す
く済
ふ　
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
年
伝
に
、

孔
子
の
語
と
し
て「
政
寛
則
民
慢
、
慢
則
糾
之
以
猛
。
猛
則
民
残
、
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残
則
施
之
以
寛
。
寛
以
済
猛
、
猛
以
済
寛
、
政
是
以
和
」
と
見
え

る
。「
寛
猛
相
済
」
と
ま
と
ま
っ
た
語
は
『
孔
子
家
語
』
正
論
解

で
同
様
に
孔
子
の
言
を
引
用
す
る
箇
所
に
見
え
る
。

25
ａ
（
23
ａ
）

の
＊
人
、
放は
う
と
う蕩

（
左
：
ば
れ
た
る
こ
と
）
を
好
み
、
検け
ん
そ
く束

（
左
：
し

ま
り
た
る
）
を
き
ら
ふ
も
の
な
り
。
敬
を
に
く
む
学
者
＊
は
、
こ

れ
俗
人
を
よ
ろ
こ
ば
し
、
世
に
こ
ぶ
る
な
れ
ば
、
孔
子
の
に
く

み
給
へ
り
し
郷き
ゃ
う
げ
ん愿
＊
の
行
ひ
な
る
べ
し
。

莫
レ
見
二
乎
隠
一
、
莫
レ
顕
二
乎
微
一
。
故
ニ
君
子
慎
二
其
独
一

也
。此

一
節
、
君
子
と
な
り
、
小
人
と
な
る
の
岐わ
か
れ
み
ち路
な
り
。
お
よ

そ
人
の
見け
ん
し
き識
、
お
ほ
く
膚あ
さ
は
か浅
に
て
、
あ
ら
は
れ
見
ゆ
る
所
の
み

に
意
を
用
ひ
、
物
を
逐お
ふ

て
修
め
ん
と
す
。
内
に
か
く
れ
、
又
は

す
こ
し
き
な
る
こ
と
は
、外
よ
り
見
え
ぬ
と
お
も
ひ
あ
な
ど
り
、

戒か
い
く惧

（
左
：
つ
つ
し
み
お
そ
れ
）
す
る
こ
と
な
し
。
ゆ
へ
に
、
す

な
を
な
ら
ぬ
こ
と
、
我
し
ら
ず
に
身
に
つ
も
り
、
終つ
ゐ

に
性
を
お

ほ
ひ
く
ら
ま
す
に
至
る
。
是
、
小
人
の
あ
り
さ
ま
な
り
。
君
子

の
こ
こ
ろ
は
、
隠い
ん
び微
な

【
校
勘
】
○
の
（
能
）　

丁
替
わ
り
で
重
複
が
生
じ
た
か
。
た
だ
、

底
本
、
懐
徳
堂
文
庫
本
と
も
に
あ
る
の
で
マ
マ
と
し
た
。

【
注
】
○
敬
を
に
く
む
学
者　

伊
藤
仁
斎
ら
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

蘭
洲
は
、
伊
藤
仁
斎
を
批
判
し
た
『
非
伊
篇
』
の
中
で
、
仁
斎
を

評
し
て
「
喜
陳
熟
緩
慢
、
略
無
攖
拂
之
説
」
と
言
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
人
に
こ
び
へ
つ
ら
う
説
で
、
自
己
を
律
す
る
厳
し
さ
に

欠
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
（『
蘭
洲
先
生
抄
書
』
で
こ
の
語
を
抜

い
た
横
に
「
ヌ
ン
メ
リ
ト
シ
テ
ア
タ
リ
サ
ハ
リ
ナ
キ
」
と
書
い
て

い
る
）。
○
郷き
ゃ
う
げ
ん愿　
『
論
語
』
陽
貨
篇
に
「
郷
愿
、
徳
之
賊
也
」

と
見
え
る
。

25
ｂ
（
23
ｂ
）

る
所
を
、
即
す
な
は
ち見
、
顕
あ
き
ら
かな
る
所
と
さ
と
し
得
て
、
戒か
い
く惧
し
養
ふ
な

り
。
隠
微
と
は
、
た
と
へ
ば
、
草く
さ
き木
の
実み

の
如
し
。
草
木
の
実み

は
、
外
に
殻か
ら

あ
り
、
内
に
仁に
ん

あ
り
。
其
仁に
ん

は
内
に
あ
れ
ば

隠か
く
れ
て
す
こ
し
き
微
な
り
。
其
仁に
ん

の
中
よ
り
芽め

出
て
後の
ち

、
幹か
ら

（
左
：
み
き
）

あ
り
、
枝え
だ

あ
り
、
葉は

あ
り
。
こ
れ
は
見あ
ら
は

顕れ
た
る

な
り
。
達た
つ
じ
ん人
の

慧え
が
ん眼
よ
り
見
れ
ば
、
其
仁に
ん

の
内
に
、
連れ
ん
ほ
う抱
参さ
ん
て
ん天
の
大
木
の
勢
い
き
ほ
ゐあ

る
を
し
る
べ
し
。
も
し
其
仁に
ん

を
す
こ
し
に
て
も
そ
こ
な
ひ
、
又

は
む
し
ば
め
ば
、
た
と
ひ
芽め

出
て
も
、
か
し
げ
ち
ぢ
み
て
大
木

と
な
ら
ず
、
ゆ
へ
に
隠
微
な
る
仁に
ん

を
よ
く
持
つ
べ
し
。
又
、
草

木
に
こ
や
し
す
る
も
、
こ
の
こ
こ
ろ
な
り
。
枝
葉
に
つ
ち
か
へ

ば
、
益え
き

な
く
、
か
へ
り
て
害が
い

す
。
土つ
ち
の
う
ち中
に
か
く
れ
あ
ら
は
れ

ぬ
根ね

に
こ
や
し
す
る
に
よ
り
て
、
よ
く

26
ａ
（
24
ａ
）

盛さ
か
ん
に

茂し
げ
る

す
。
隠
微
の
二
字
は
、
前ぜ
ん
せ
つ節
「
不み

ず覩
不き
か
ざ
る聞
」
を
さ
す
。

小
人
は
、
こ
こ
に
お
ろ
そ
か
な
る
ゆ
へ
、
善
を
修
し
、
不
善
を
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さ
る
こ
と
あ
た
は
ず
し
て
、
小
人
た
る
を
ま
ぬ
が
れ
ず
。
た
だ
、

君
子
は
こ
こ
に
委く
は

し
く
意こ
こ
ろを
用
る
に
よ
り
、
益
ま
す
ま
す君
子
の
徳と
く

を
な

す
な
り
。
慎
つ
つ
し
むは
即
す
な
は
ち

戒か
い
し
ん慎
恐け
う
く惧
な
り
。
独ひ
と
りと
は
、
内
に
あ
る
も

の
は
、
人
の
見
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
み
づ
か
ら
も
見
聞
せ
ず
、

こ
こ
を
さ
し
て
、
独
と
い
へ
り
。『
大だ
い
が
く学
』
誠せ
い
ゐ意
の
章し
ゃ
う＊
に
、
此

慎し
ん

独ど
く

を
ひ
か
れ
た
り
。
意ゐ

の
発は
っ

す
る
所
に
て
説
く
＊
。『
書
経
』＊

の
「
惟こ
れ

精せ
い

惟こ
れ
い
つ一
＊
、
允
執
二
厥
中
一
」、
こ
れ
戒か
い
く惧
慎し
ん

独ど
く

の
し
る
し

な
る
べ
し
。
皆
是

【
校
勘
】
○
説
く　

底
本
で
は
こ
の
後
に
一
行
と
三
分
の
一
ほ
ど

の
空
白
（
削
除
し
た
跡
）
が
あ
る
。
○
惟
一　

底
本
で
は
行
の
変

わ
り
目
で
「
惟
惟
一
」
と
「
惟
」
を
重
複
さ
せ
て
、
上
の
「
惟
」

を
見
せ
消
ち
に
し
て
い
る
。

【
注
】
○
『
大だ
い
が
く学
』
誠せ
い
ゐ意
の
章し
ゃ
う　

伝
第
六
章
に
「
…
此
謂
誠
於
中
、

形
於
外
。
故
君
子
必
慎
其
独
也
」
と
あ
る
。
○
『
書
経
』　

大
禹

謨
篇
に
見
え
る
。

26
ｂ
（
24
ｂ
）

性せ
い

上
の
工く
ふ
う夫
な
り
。
心
と
な
り
、
事
上
に
わ
た
り
た
る
所
に
て
、

俄に
は
かに
こ
れ
を
執と

ら
ん
と
す
る
は
、
こ
れ
子し
ば
く莫
＊
が
と
れ
る
中
に

て
、
真ま
こ
と
の
中
に
あ
ら
ず
。『
易え
き

』
の
艮ご
ん

の
卦く
は
＊
、「
其
背せ
な
か
に
と
ど

ま
る
」
も
見
聞
せ
ざ
る
所
に
て
養
ふ
の
手し
ゅ
だ
ん段
な
り
。
諸
子
の
工

夫
に
は
、
見
聞
を
は
ら
ひ
す
つ
る
あ
り
。
見
聞
よ
り
心
を
煩
わ
づ
ら
はす

に
よ
り
て
な
り
。
是
も
亦ま
た 

卓た
く
し
き識
な
り
。
聖
人
の
道
に
て
は
、

あ
ら
か
じ
め
不
覩
不
聞
に
戒
惧
す
る
故
、
見
聞
す
る
所
に
、
即
、

道 

行
は
る
と
す
る
な
り
。
見
聞
を
に
く
み
き
ら
ふ
こ
と
な
し
。

喜
怒
哀
楽
之
未
レ
発 

謂
二
之
中
一
、
発
シ
テ
而
皆
中
レ
節 

謂
二

之
和
一
。
中
也
者
、
天
下
之
大
本
也
。
和
ト
ハ
＊
也
者
、
天

下
之
達
道
也
。

【
校
勘
】
○
ト
ハ　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
ハ
」。

【
注
】
○
子し
ば
く莫　
『
孟
子
』
尽
心
上
篇
に
「
孟
子
曰
、
楊
子
取
為
我
、

抜
一
毛
而
利
天
下
、
不
為
也
。
墨
子
兼
愛
、
摩
頂
放
踵
、
利
天
下

為
之
。
子
莫
執
中
、
執
中
為
近
之
、
執
中
無
権
、
猶
執
一
也
、
所

悪
執
一
者
、
為
其
賊
道
也
、
挙
一
而
廃
百
也
」
と
見
え
る
。
孟
子

は
楊
子
や
墨
子
と
違
い
、中
庸
を
守
っ
た
子
莫
を
評
価
し
つ
つ
も
、

融
通
性
が
な
い
点
に
お
い
て
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
○

艮ご
ん

の
卦く
は　
『
易
経
』
艮
卦
卦
辞
に
「
艮
其
背
、
不
獲
其
身
」（
＊
艮

は
止
ま
る
意
）
と
あ
り
、
六
五
の
爻
辞
に
「
中
正
」
と
い
う
語
が

見
え
る
。

27
ａ
（
25
ａ
）

こ
こ
は
、
性
の
妙め
う
じ
ょ所
を
い
へ
る
な
り
。
性
は
沖ち
う

漠ば
く

（
左
：
し
づ

か
に
）、
無ぶ

朕ち
ん

（
左
：
き
ざ
し
な
し
）
な
る
も
の
な
り
。
そ
の
物
に

ふ
れ
て
き
ざ
す
所
を
情
と
名
づ
く
。
此
情じ
ゃ
うに
七
あ
り
。
喜き

怒ど

哀あ
い

楽ら
く

愛あ
い

悪を

欲よ
く

な
り
。
喜
は
よ
ろ
こ
ぶ
な
り
、
怒
は
い
か
る
な
り
、

哀
は
か
な
し
む
な
り
、
楽
は
た
の
し
む
な
り
、
愛
は
い
と
お
し

む
な
り
、
悪
は
に
く
み
き
ら
ふ
な
り
、
欲
は
こ
の
み
ね
が
ふ
な
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り
。
こ
こ
に
四
つ
い
へ
る
は
、
略り
ゃ
くし
て
い
ふ
の
み
。
こ
の
七
の

情
、
事
物
に
ふ
れ
感か
ん

じ
て
動う
ご

き
出
れ
ば
、
そ
の
事
物
に
ひ
か
れ

て
、
よ
ろ
こ
ぶ
は
よ
ろ
こ
ぶ
に
す
ぎ
、
い
か
る
は
い
か
る
に
過す

ぐ
。
七
の
も
の
皆
同
じ
。
過
れ
ば
道
に
そ
む
く
や
う
に
な
り
来

る
。
か
の
不
覩
不
聞
の
時
は
、
こ
の
七
つ
の
も
の
、
ひ
と
つ
も

出
来
ら
ず
、
出
来
ら
ね
ば
過

27
ｂ
（
25
ｂ
）

る
こ
と
も
な
し
。
た
だ
、
湛た
ん

然ぜ
ん

虚き
ょ

明め
い

な
る
の
み
。
こ
れ
を
未み
は
つ発

之
中
と
い
ひ
て
、
天
下
の
大
本
と
す
。
こ
れ
万ば
ん
ぜ
ん善
の
よ
り
て
出

る
大
な
る
本
な
り
。
た
と
へ
ば
、
天て
ん
び
ん秤
の
両ふ
た
つの
盤さ
ら

に
、
銀ぎ
ん

も
法ふ
ん

馬ど
う

も
な
き
時
の
如
し
。
こ
の
時
は
、
整せ
い

々
平へ
い

々
た
る
の
み
な
り
。

こ
れ
に
す
こ
し
の
く
る
ひ
な
き
や
う
に
す
べ
し
。
く
る
ひ
な
け

れ
ば
、
銀
を
も
り
法
馬
を
も
り
た
る
時
、
毫ご
う
り釐
の
た
が
ひ
な
し
。

中
の
字
は
、
も
と
象し
ゃ
う
け
い形

（
左
：
か
た
ど
り
）
の
字じ

な
り
。
篆こ

文も
じ

は

な
り
。
○
は
宇う
ち
う宙
の
象
か
た
ど
りな
り
。
丨
は
つ
ら
ぬ
く
象
な
り
。

宇
宙
を
つ
ら
ぬ
く
は
、
天
地
万
物
の
よ
っ
て
立た
つ

所
と
い
ふ
意こ
こ
ろに

て
作
り
た
る
文
字
な
り
。
猶
、
南な
ん
き
ょ
く極
北ほ
く

極
き
ょ
く
＊

の
天
の
枢す
う

と
な

れ
る
如
し
。
彼
は
気き

を
も
て
つ
ら
ぬ
き
、
こ
れ
は
理り

を
も
て

【
校
勘
】
○
ほ
く
き
ょ
く　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
ほ
っ
き
ょ
く
」。

28
ａ
（
26
ａ
）

つ
ら
ぬ
く
。
其
実じ
つ

は
一
な
り
。
此
中
の
字じ

、
過く
は
ふ
ぎ
う

不
及
に
対つ
い

す
る

中
に
あ
ら
ず
。
過
不
及
は
、
過
と
不
及
と
相あ
い
つ
い対
す
、
中
に
対
せ

ず
。
そ
の
他ほ
か

は
、
上
は
下
に
対
し
、
中
に
対
せ
ず
、
外
は
内
に

対
し
、
中
に
対
せ
ず
、
左
は
右
に
対
し
、
中
に
対
せ
ず
、
大
は

小
に
対
し
、
中
に
対
せ
ず
。
中
は
対つ
い

す
る
も
の
な
く
、
ひ
と
り

別べ
つ

に
位く
ら
ゐ
を
し
め
て
、
天
下
の
大
本
と
な
る
所
、
天て
ん
り理
人じ
ん
せ
い性
の

妙め
う
じ
ょ所
、
実じ
つ

に
堯げ
う

舜し
ゅ
ん

禹う

湯と
う

周し
う

孔こ
う

如
き
聖
人
の
允ま
こ
と
に
執と

り
給
ふ
と

こ
ろ
な
り
。
劉り
う
し子
＊
は
「
民
受
＊
二
天
地
之
中
ヲ

二
以
生
ず
」
と
い

へ
り
。
人
ご
と
に
此
中
を
得え

て
性
と
す
れ
ど
、
こ
れ
を
養
ふ
こ

と
な
き
ゆ
へ
、
執と

る
こ
と
あ
た
は
ず
。
和く
は

と
は
中
の
徳
の
物
に

及
ぶ
と
こ
ろ
な
り
。
中
の
外
、
別べ
つ

に
和く
は

あ
る
に
あ
ら
ず
。

【
校
勘
】
○
受　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
ケ
」
と
い
う
送
り
仮
名
が

あ
る
。

【
注
】
○
劉り
う
し子　
『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
十
三
年
伝
に
見
え
る
（
7

ａ
、
14
ｂ
に
既
出
）。

28
ｂ
（
26
ｂ
）

中
の
す
で
に
発お
こ

す
る
所
に
て
の
名
な
り
。
節せ
つ

は
も
と
竹た
け

の
ふ

し
な
り
。
竹
の
節
は
よ
き
ほ
ど
ほ
ど
に
な
ら
び
あ
る
も
の
な

り
。
中
の
徳
の
あ
ら
は
れ
出
て
、
和く
は
じ
ゅ
ん順
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

に
応を
う

じ
、
ほ
ど
よ
く
、
さ
さ
は
る
こ
と
な
き
ゆ
へ
、
富ふ
う
き貴
に

も
行お
こ
な
は
れ
、
貧ひ
ん
せ
ん賤
に
も
行
は
れ
、
夷え
び
す
ぐ
に狄
に
も
行
は
れ
、
患な
ん
ぎ難

水
火
の
中
に
も
行
は
る
。
こ
れ
を
和く
は

と
い
ひ
て
、
天
下
の
達た
つ

道ど
う

と
す
る
な
り
。
天
下
二
字
の
心
は
、
天
地
の
間
に
こ
れ
よ

り
外
に
本
と
道
と
な
し
と
い
へ
る
な
り
。
大
と
は
、
尊
む
こ
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こ
ろ
な
り
。
達
の
字
は
、
ゆ
き
と
ど
く
を
い
ふ
。
中
節
の
中

の
字
、
大
本
の
中
と
同
じ
文
字
な
れ
ど
、
こ
こ
ろ
異こ
と

な
り
、

は
づ
さ
ぬ
を
い
ふ
。
よ
き
ほ
ど
ほ
ど
を
は
づ
さ
ぬ
な
り
。
達

道
の
道
の
字
、
率
性
の
道
の
字

29
ａ
（
27
ａ
）

と
同
じ
字
な
れ
ど
、
こ
こ
ろ
異こ
と

な
り
、
行
は
る
る
道
す
ぢ
な
り
。

性
の
養や
し
なひ
は
戒か
い
く惧
な
る
ゆ
へ
、
七し
ち

情じ
ゃ
う

を
い
は
ず
。
喜き
ど
あ
い
ら
く

怒
哀
楽
は

情
の
わ
ざ
な
る
ゆ
へ
、
戒
惧
の
義
な
し
。
戒
慎
恐
惧
を
一
字
に

つ
づ
む
れ
ば
、
敬け
い

の
字
な
り
。
又
、
欽き
ん

の
字
な
り
。
又
、
恭き
ゃ
うの

字
な
り
。
古
よ
り

群
も
ろ
も
ろ
の

聖
人
の
徳と
く

を
称せ
う

す
る
に
は
、
必 

こ
れ

ら
の
字
を
用
ゆ
。
し
か
れ
ば
、
戒
惧
は
お
よ
そ
の
人
の
み
に
あ

ら
ず
、
聖
人
も
亦 

戒
惧
な
り
。
堯
舜
の
授さ
づ
け
う
け受
し
給
ひ
し
「
允
ニ

執
二
厥
中
一
＊
」
は
、
即
、
こ
の
未み
は
つ発
の
中
に
て
、
大
本
な
り
。
殷い
ん

湯と
う

の
「
建
二
中
ヲ
於
民
ニ

一
＊
」
と
の
給
ひ
し
は
、
み
づ
か
ら
の
執

中
を
お
し
て
人
に
及を
よ

ぼ
し
、
天
下
の
人
、
皆
、
性
を
そ
こ
な
は

ず
し
て
、
中
に
協か
な

は
し
め
給
ふ
。
こ
れ
は
已い
は
つ発
の

【
注
】
○
允
ニ
執
二
厥
中
一　
『
書
経
』
大
禹
謨
篇
に
見
え
る
（
26
ａ

に
既
出
）。○
建
二
中
ヲ
於
民
ニ

一　
『
書
経
』仲
虺
之
誥
篇
に
見
え
る
。

29
ｂ
（
27
ｂ
）

和
に
て
、
達
道
な
り
。
過く
は
ふ
き
う

不
及
な
き
も
中
な
れ
ど
、
事
の
上
に

て
説
く
ゆ
へ
、
中
庸よ
う

の
徳
と
庸
の
字
を
そ
へ
た
り
。
こ
こ
の
＊

中
は
性
に
て
い
ふ
ゆ
へ
、
庸
の
字
を
そ
ふ
る
に
及
ば
ず
。
さ
て

中
庸
の
徳
を
よ
く
す
る
人
は
、
必
、
執
中
の
人
な
り
。
執
中
の

人
は
、
聖
人
な
り
。
然
れ
ば
、
中
庸
の
徳
を
よ
く
す
る
人
の
す

く
な
き
は
こ
と
は
り
な
り
。

致
二
中
和
一
天
地
位
シ
焉
、
万
物
育
ル
焉
。

致い
た
すの
字
は
、
き
は
め
つ
く
す
な
り
。
を
の
れ
が
大
本
を
十
分
に

き
は
め
つ
く
し
、
達
道
を
十
分
に
物
に
お
よ
ぼ
し
き
は
め
、
す

べ
て
物
と
我
と
の
間
、
す
こ
し
の
さ
さ
は
る
所
な
く
、
四し

達た
つ

八は
っ
つ
う通
し
、
大
は

【
校
勘
】
○
こ
こ
の　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
こ
こ
に
」。

30
ａ
（
28
ａ
）

天
地
の
外
に
満み

ち
、
小
は
微み
ぢ
ん塵
の
内
に
入
る
、
こ
れ
を
「
致
二

中
和
一
」
と
い
ふ
。「
天
地
位
焉
、
万
物
育
焉
」
は
賛さ
ん
た
ん歎

（
左
：

ほ
む
る
）
の
詞
な
り
。「
致
中
和
」
は
、
聖
人
盛せ
い
と
く徳
大た
い
げ
う業
の
然
ら

し
む
る
所
、
天
地
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
裁さ
い

成せ
い

輔ほ
し
ゃ
う
＊相
＊
に
て
、

天
は
上
に
位
し
、
地
は
下
に
位
し
、『
書し
ょ

経き
ゃ
う

』
に
舜し
ゅ
んの
の
給
へ

る
「
地
平
た
ひ
ら
ぎ天
成な
る
＊
」
の
如
く
、
其
中
間
に
生
ず
る
万
物
、
皆
皆
、

其
生
を
遂と
げ

て
、
そ
だ
て
や
し
な
は
る
る
な
り
。
堯
舜
に
て
い
へ

ば
、
欽き
ん

明め
い

執
中
の
徳と
く
く
は化
の
「
光¯

二
被
＊
四
方
ニ

一
格
二
于
上
下
一
」

「
黎
民
於
変
時
雍
ギ
」＊
「
無ぶ

ゐ為
而
治
ま
る
＊
」
の
さ
ま
な
り
。
孔

子
に
て
い
へ
ば
、
内
は
、
知ち
め
い命
、
耳に
じ
ゅ
ん順
、
従じ
う

心し
ん
＊
、
外
は
、

老ら
う
あ
ん安
、
少せ
う
く
は
い懐
、
朋ほ
う

信し
ん
＊
の
さ
ま
は
、
性
中
の
天
地
万
物
位
育

な
り
。
孟
子
は
、
こ
れ
を
「
万
物
皆
備
二
於
我
一
＊
」
と
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【
校
勘
】○
ほ
し
ゃ
う　

懐
徳
堂
文
庫
本
は「
ふ
せ
う
」に
見
え
る
。

○
光¯

二
被　

懐
徳
堂
文
庫
本
は
「
シ
」
と
い
う
送
り
仮
名
が
あ
る
。

【
注
】
○
裁さ
い

成せ
い

輔ほ
し
ゃ
う相　

き
り
も
り
し
助
け
る
。『
易
経
』
泰
卦
象
伝

の
語
に
基
づ
く
（
10
ａ
、
13
ｂ
に
既
出
）。
○
地
平
た
ひ
ら
ぎ天
成な
る　
『
書

経
』大
禹
謨
篇
に
見
え
る
。
○
光
被
～
上
下
、
黎
民
～
時
雍　
『
書

経
』
堯
典
篇
に
見
え
る
。
後
半
は
「
黎れ
い

民み
ん

（
国
民
）
於お
ほ

い
に
変し
げ

り

時こ

れ
雍や
は
ら
ぐ
」。
国
民
は
大
い
に
栄
え
、
ま
た
和
合
し
た
の
意
。
○

無ぶ

ゐ為
而
治
ま
る　
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
に
「
子
曰
、
無
為
而
治
者
、

其
舜
也
与
」
と
あ
る
の
を
指
す
（
11
ｂ
に
既
出
）。
○
知ち
め
い命
、

耳に
じ
ゅ
ん順
、
従じ
う

心し
ん　
『
論
語
』
為
政
篇
の
「
五
十
而
知
天
命
。
六
十
而

耳
順
。
七
十
而
従
心
所
欲
、
不
踰
矩
」
を
言
う
。
○
老ら
う
あ
ん安
、

少せ
う
く
は
い懐
、
朋ほ
う

信し
ん　
『
論
語
』
公
冶
長
篇
の
「
老
者
安
之
、
朋
友
信
之
、

少
者
懐
之
」
を
言
う
。
○
万
物
皆
備
二
於
我
一　
『
孟
子
』
尽
心
上

篇
に
見
え
る
。
宋
学
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
な
っ
た
語
。

30
ｂ
（
28
ｂ
）

い
ひ
、
又
、
聖
人
の
徳
を
賛さ
ん
た
ん嘆
し
て
、「
夫
君
子
、
所
ハ

レ
過
者

化
シ
、
所
存
者
神
、
上
下
与
二
天
地
一
同
レ
流
、
豈
曰
小
補
之
哉
＊
」

と
い
へ
る
、
こ
れ
天
地
位
育
の
さ
ま
を
い
へ
る
な
り
。
こ
の
書
、

首は

章じ
め

に
天
命
を
も
て
説
出
し
、
終
り
に
「
上
天
之
載
、
無
レ
声

無
レ
臭
＊
」
を
引
て
天
に
帰き

す
。
是
、
皆
、
天
人
一
体
、
物
我

一
理
＊
を
示し
め

し
て
、
一
篇
を
始し
じ
う終
す
。
い
は
ゆ
る
一
貫く
は
ん
の
理
、

至
れ
り
と
い
ふ
べ
し
。

【
注
】
○
夫
君
子
～
小
補
之
哉　
『
孟
子
』
尽
心
上
篇
に
見
え
る
。

○
上
天
之
載
、
無
レ
声
無
レ
臭　
『
中
庸
』
の
末
章
で
あ
る
三
十
三

章
で
引
か
れ
る
『
詩
経
』
大
雅
・
文
王
の
語
。
○
物
我
一
理　

31

ａ
に
見
え
る
『
孟
子
』
の
「
万
物
皆
備
於
我
」
の
宋
学
的
解
釈
。

31
ａ
（
29
ａ
）

跋つ
ら
つ
ら
お
も
ふ
に
、天
地
よ
り
始は
じ

め
、人ひ
と
け
も
の畜
草く
さ
き木
沙す
な

礫い
し

に
至
り
、

其
体た
い

た
ち
て
、
其
用よ
う

行お
こ
な

は
る
、
道
の
発は
つ
げ
ん見
に
あ
ら
ざ
る
は
な
く
、

性
の
固こ
ゆ
う有
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
も
し
、
か
れ
を
い
と
ひ
こ
れ
を

と
る
は
、
た
だ
一ひ
と
り
の己
一こ
こ
ろ心
の
上
よ
り
見
て
、
天
と
性
と
に
本も
と

づ
か

ぬ
に
よ
れ
り
。
世
に
道
を
学
ぶ
人
お
ほ
け
れ
ど
、
た
だ
冊し
ょ
も
つ
の
う
へ

子
上

の
論ろ
ん

な
り
。
こ
れ
を
を
の
れ
が
性
に
か
へ
り
見
こ
ご
む
る
＊
人
ま

れ
な
り
。又
、世
の
人
、聖
人
の
教を
し
へあ
り
と
お
も
へ
る
の
み
＊
に
て
、

人
は
万
物
に
す
ぐ
れ
て
貴た
う
と
き
も
の
を
あ
た
え
置
給
ふ
を
し
ら
ず
。

そ
れ
一
家

【
校
勘
】
○
こ
ご
む
る　

懐
徳
堂
文
庫
本
「
こ
こ
ろ
む
る
」。

【
注
】
○
聖
人
の
教を
し
へ
あ
り
と
お
も
へ
る
の
み　

蘭
洲
は
、
荀
子
を

批
判
す
る
際
に
も
、
自
分
自
身
に
よ
い
素
質
が
あ
る
こ
と
を
自
覚

せ
ず
に
、
ひ
た
す
ら
聖
人
の
教
え
に
頼
ろ
う
と
す
る
考
え
で
あ
る

点
を
批
判
し
て
い
る
。「
荀
子
の
説
に
、
人
の
性
は
悪
な
り
、
善

を
す
る
は
い
つ
は
り
な
れ
ば
、
誰
聖
人
の
教
に
し
た
が
ふ
べ
し
と

い
ふ
。
い
づ
れ
の
儒
者
か
聖
人
の
教
を
貴
ざ
ら
ん
、
さ
れ
ど
み
づ
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か
ら
の
身
に
、
教
を
う
く
る
善
性
あ
る
を
し
ら
ず
し
て
、
一
昧
地

に
聖
人
聖
人
と
い
ふ
は
、
是
聖
人
に
道
を
あ
づ
け
置
な
り
。」（『
蘭

洲
茗
話
』
上
九
）

31
ｂ
（
29
ｂ
）

の
主し
ゅ
じ
ん人
た
る
者
、
其
家い
へ

に
祖せ
ん
ぞ宗
よ
り
持も
ち
つ
た伝
へ
、
又
は
父
母
の
手
な

れ
給
ひ
し
器き
ぶ
つ物
財ざ
い
ほ
う宝
は
、
一
々
に
よ
く
覚
え
、
や
ぶ
ら
じ
、
そ
こ
な

は
じ
、
失
は
じ
と
す
。
今
、
学が
く
し
ゃ者
と
し
て
、
天
の
あ
た
ふ
る
所
に
て

父
母
の
と
り
つ
ぎ
た
る
こ
の
我
性
命
は
い
か
な
る
も
の
と
い
ふ
を
し

ら
ず
、
只
、
口く
ち

に
詩し
し
ょ書
礼れ
い

楽が
く

の
み
を
と
く
は
、
知ち
し
ゃ者
と
い
ひ
が
た
し
。

又
、
お
も
ふ
に
、
も
ろ
こ
し
、
古
よ
り
の
聖
賢
、
人
を
憂う
れ
へ
て
、
性

を
尽つ
く

し
、
心
を
存そ
ん

し
、
己を
の
れを
よ
く
し
、
物も
の

に
接ま
じ
はは
る
道
を
さ
ま
ざ

ま
説
置
て
、
人
を
よ
く
せ
ん
と
願ね
が
へ
る
教を
し
への
言こ
と
ば、
又
、
世
を
憂う
れ
へ
て
、

家
を
治
め
、
国
、
天
下
を
平
に
す
る
方み
ち

を
い
ひ
置
る
言
、
い
く
ば
く

と
い
ふ
を
し
ら
ず
。
世
々
の
先せ
ん
じ
ゅ儒
、
こ
れ
ら
を
書か
き
う
つ写
し
、
又

32
ａ
（
30
ａ
）

は
木
に
ち
り
ば
め
、
世
に
ひ
ろ
め
人
を
さ
と
し
み
ち
び
か
ん
こ
と

を
願ね
が

ひ
お
も
へ
る
に
、
す
べ
て
こ
れ
を
講こ
う

求き
う

し
身
に
行
ひ
世
に
お

よ
ぼ
す
人
す
く
な
し
。
ゆ
へ
に
、
秦し
ん
か
ん漢
よ
り
明み
ん
せ
い清
に
至
る
ま
で
、

や
や
や
す
き
世
も
あ
れ
ど
、
三
代
の
さ
ま
な
ら
ず
、
か
し
こ
き
人

も
あ
れ
ど
、
聖せ
い

主し
ゅ

賢け
ん
し
ゃ
う相
と
い
ふ
べ
き
も
す
く
な
し
。
し
か
れ
ば
、

お
ほ
く
の
聖
賢
の
書
は
、
つ
ゐ
に
世
に
益え
き

な
く
、
皆
無む
よ
う用
の

長ち
ゃ
う
ぶ
つ物

（
左
：
い
ら
ぬ
も
の
）
と
な
り
て
、
笥は
こ

の
中
に
す
て
置
き
、

し
み
の
す
み
か
と
な
る
。
畢ひ
っ
け
う竟
は
紙か
み

木は
ん

を
つ
ゐ
や
す
の
み
。
お
し

む
べ
し
、
な
げ
く
べ
し
。

 

（
完
）

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
Ｂ「
懐
徳
堂
の
総
合
的
研
究
」

（
研
究
代
表
者
：
竹
田
健
二
、
研
究
課
題
番
号
：
二
五
二
八
四
〇

一
二
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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