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お
11

さ

`、

一

十
数
年
前
の
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
五
高
教
授
で
あ
ら
れ
た
上
日
英

夫
博
士
か
ら
、

「
お
は
さ
う
ず
」
と
い
う
語
の
な
り
た
ち
を
ど
う
思
う
か
と
お

た
ず
ね
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
多
分
熊
本
国
語
学
会
の
席
上
で
あ
つ
た
と
記

憶
す
る
。
そ
の
答
案
を
今
書
こ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
お
は
さ
ふ
」
「
お
は
さ
う
ず
」
「
お
は
し
ま
さ
ふ
」
「
お
は
し
ま
さ
う
ず
」
と

い
う
語
類
は
、
宇
津
保
物
語
や
源
氏
物
語
に
も
つ
と
も
多
く
の
用
例
を
見
出
す

も
の
で
、

「
い
ま
す
か
り
」
な
ど
と
と
も
に
や
ヽ
特
殊
な
感
じ
を
も
た
せ
る
敬

語
々
彙
で
あ
る
。
小
林
好
日
博
士
が
、
こ
れ
ら
の
語
の
存
在
を
も
つ
て
宇
津
保

の
言
語
が
後
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
証
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
つ
た
が
、

源
氏
物
語
が
劣
ら
ず
こ
の
語
類
を
駆
使
し
て
い
る
こ
と
で
、
小
林
説
は
従
い
に

く
い
よ
う
で
あ
る
。
今
日
で
は
宇
津
保
が
源
氏
に
先
行
す
る
こ
と
は
、
い
ろ
い

ろ
の
面
か
ら
諸
家
の
論
定
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
改
め
て
意
見
を
加
え
る
必
要

も
な
い
が
、
右
に
い
う
語
類
の
用
例
を
見
て
も
、
源
氏
物
語
の
方
が
や
ヽ
年
輸

が
加
わ
つ
た
と
い
う
感
じ
が
あ
る
と
思
う
。

宇
津
保
物
語
が
こ
の
語
類
の
最
初
の
文
献
か
と
思
う
か
ら
、
語
構
成
、
意
味

構
造
に
つ
い
て
の
考
え
を
展
開
す
る
足
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
作
品
の
用
例
を

掲
げ
て
お
こ
う
。

原

田

芳

起

１
、
生
ま
れ
給
へ
る
御
子
を
う
つ
く
し
み
お
は
さ
ふ
。
（国
譲
中
）

２
、
中
門
は
鎖
し
て
お
は
し
ま
さ
ふ
。
（蔵
開
上
）

３
、
手
惑
ひ
を
し
つ
ゝ
走
り
集
り
て
、
御
騨
に
あ
た
り
た
る
東
の
賓
子
に
、

植
ゑ
た
る
ご
と
お
は
し
ま
さ
ふ
。
（蔵
開
上
）

４
、
皆
男
し
ま
し
ま
さ
ふ
中
に
、
や
も
め
に
て

（藤
原
君
）

５
、
「
い
み
じ
う
、　
こ
れ
聞
き
給

へ
」
と
て
、　
つ
き
じ
ろ
ひ
て
つ
ま
は
じ
き

を
し
て
お
は
さ
う
ず
。
（国
譲
上
）

６
、
賀
茂
川
の
ほ
と
り
に
さ
じ
き
う
ち
て
、
男
君
た
ち
お
は
し
ま
さ
う
ず

（藤
原
君
）

二

山
田
孝
雄
博
士
は

「
お
は
さ
う
」
の
語
形
を

「
お
は
さ
む
」
の
音
韻
変
化

と
見
な
し
て
、
こ
れ
を

「
お
は
す
」
が
四
段
に
活
用
す
る

一
証
で
あ
る
と
説
か

れ
た
。
日
本
文
法
論
三
三
〇
頁
に
、

ご
れ
ら
の

「う
」
は
皆

「む
」
の
音
便
な
り
。
若
、
所
謂
変
格
な
ら
ば
、

「
ま
せ
う
」
と
い
う
俗
語
の
如
く

「
せ
う
」
と
な
る
べ
き
に
然
ら
ず
。
　
こ

れ

一
の
証
な
り
。

と
あ
る
。
こ
の
山
田
説
は
そ
の
後
批
判
さ
れ
て
全
面
的
承
認
は
得
て
い
な
い
。

四
段
に
活
用
す
る

「
お
は
す
」
が
あ
つ
た
と
は
認
め
な
い
の
が
定
説
と
な
り
、

・
お
に
さ
う
ず
の
意
味
構
造



従
つ
て

「
お
は
さ
う
」
で
は
な
く
て

「
お
は
さ
ふ
」
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、

「
お
は
さ
う
ず
」
の
解
釈
に
な
る
と

「
お
は
さ
む
と
す
」
の

音
韻
変
化
と
説
い
た
説
明
の
方
が
多
い
よ
う
に
見
う
け
る
。

和
泉
式
部
日
記
新
証

（
三
井
博
士
）
で
は
、

「そ
ら
み
み
聞
き
お
は
さ
う
じ

て
」
に
つ
い
て
、
三
条
西
家
本
の

「聞
き
お
は
さ
う
と
て
」
に
従
わ
れ
た
の
で

あ
る
が
、

「
お
は
さ
む
」
の
音
便
と
説
か
れ
て
い
る
。
同
じ
個
所
に
つ
い
て
小

室

・
田
中
両
氏
の
和
泉
式
部
日
記
詳
解
に
は
、

「
お
は
さ
う
ず
」
は

「
お
は
さ
む
と
す
」
が

「
お
は
さ
む
ず
」
に
な
り
、
更

に

「
お
は
さ
う
ず
」
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

（木
枝
増

一
氏
高
等
国
文
法

講
義
二
三
〇
頁
）

と
誰
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の

「
お
は
さ
む
」
「
お
は
さ
む
と
す
」
音
便
説

は
、
意
味
講
造
の
画

が
全
然
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
驚
か
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
意
味
が

変
遷
す
る
こ
と
は
普
通
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
間
の
過
程
に
は
必
然
の
理
路

が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
右
の
場
合
は
そ
れ
が
全
く
不
可
能
で
あ
る
。

「流
る
」
が

「流
ら
ふ
」
を
派
生
し
、
「移
る
」
が

「移
ろ
ふ
」
を
派
生
す
る

式
の
言
語
事
実
を
、
近
世
の
国
語
学
者
が
延
音
と
説
き
来
つ
た
こ
と
の
誤
を
破

つ
て
、

「
ふ
」
を
継
続
を
表
わ
す
複
説
尾
と
さ
れ
た
の
は
山
田
博
士
の
劃
期
的

な
功
績
で
あ
つ
た
。
奈
良
朝
文
法
史
に
は

「伊
末
佐
倍
」
と
い
う
例
を
、
複
語

尾

「
ふ
」
の
項
に
あ
げ
て
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

い
ま
す
―
―
い
ま
さ
ふ

お
は
す
―
―
お
は
さ
ふ

お
は
し
ま
す
お
は
―
―
し
ま
さ
ふ

の
対
応
関
係
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
前
の
よ
う
な

説
を
立
て
ら
れ
た
の
は
、
恐
ら
く

「
お
は
す
」
の
四
段
説
を
実
証
せ
ん
と
さ
れ

る
こ
と
が
急
で
あ
つ
て
、
見
落
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
か
と
推
察
す
る
。

三

山
田
博
士
が
、
日
本
文
法
諭
の
中
で
、

「
お
は
す
」
の
活
用
の
所
属
に
つ
い

て
、
詞
八
衝
以
来
の
サ
変
説
を
誤
と
し
、
四
段
と
下
三
段
が
並
び
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
説
か
れ
た
の
は
、
適
当
で
は
な
か
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
日
で
は
山
田
説
に
従
つ
て
い
る
人
は
な
か
ろ
う
と
思
う
が
、　
一
往
私
の
見
る

所
で
四
段
下
三
段
並
用
説
が
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
記
し
て
お
こ
う
と

思
う
。「

お
は
す
」
の
未
然
形
が

「
お
は
さ
」
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
例
が
き
わ
め
て

少
い
。
義
門
が
山
口
栞
上
巻
で
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
異
本
で
は

「
お
は
せ
」

と
あ
る
例
も
あ
つ
て
、
こ
の
少
数
例
は
誤
写
と
考
え
る
可
能
性
が
成
立
す
る
。

同
様
に
連
用
形
が

「
お
は
せ
」
と
な
つ
て
い
る
例
が
少
い
。
こ
の
こ
と
は
、
活

用
と
い
う
こ
と
が
体
系
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
未
然
形
は
大
部
分

下
二
段
で
あ
り
、
運
用
形
は
大
部
分
四
段
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ

て
、
並
用
説
は
す
じ
が
通
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
並
び
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
ほ
ぼ

一
定
の
比
率
で
四
段
形
と
下
三
段
形
が
現
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
命

令
形
に

「
お
は
せ
」
が
宇
津
保
物
語

・
落
窪
物
語

。
靖
蛉
日
記

・
枕
草
子
等
に

散
見
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
四
段
活
の
特
徴
で
あ
る
と
断
ず
べ
き
で
な
く
、
サ

変
の
古
い
形
の
残
存
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
山
口
栞
が
正
し
く
論
じ
て

い
る
通
り
で
あ
る
。
四
段
下
二
段
の
両
形
が
上
述
の
よ
う
に
不
均
等
に
組
合
さ

れ
る
こ
と
が
い
か
に
不
合
理
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
大
き
な

恩
恵
を
う
け
て
い
る
平
家
物
語
巻
末
索
引
で
、
こ
の
語
の
未
然
形
は
下
二
段
、

連
用
形
は
過
去
の

「
し
」
の
接
続
す
る

「
お
は
せ
」
を
下
二
段
、
そ
の
他
を
四

段
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
実
証
さ
れ
る
。
過
去
の

「
し
」
に
接
す
る
時

「
せ
」



に
な
る
の
は
サ
変
の
一
般
的
法
則
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
し
前
期
平
安
期
の
文
献
に
お
け
る
、
未
然
形
に
稀
に
見
ら
れ
る
「
お
は
さ
」

連
用
形
に
稀
に
見
ら
れ
る

「
お
は
せ
」
を
誤
写
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い

と
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
の
少
数
形
は
、
類
推
に
よ
る
誤
用
と
し
て
十
分
説
明
は

つ
く
の
で
あ
る
。

「
お
は
す
」
に
は
四
段
形
の
未
然
形
が
認
め
に
く
い
の
で
あ
る
か
ら
、「
お
は

さ
む
」
と
い
う
結
合
形
は
、存
在
し
な
か
つ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
お

は
さ
う
」
「
お
は
さ
う
ず
」
を

「
お
は
さ
む
」
「
お
は
さ
む
と
す
」
の
音
便
と
す

る
説
は
、

「
お
は
す
」
の
活
用
の
検
討
か
ら
し
て
成
立
し
え
な
い
こ
と
が
は
つ

き
り
す
。猫

殿
の
ま
れ
ば
れ
わ
い
た
る
に

（
平
家
物
語
）

「
お
は
す
」
系
の

「
わ
す
る
」
に
イ
音
便
が
起
つ
て
い
る
は
、
四
段
的
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
い
が
提
起
さ
れ
る
か
と
思
う
が
、
右
は
方
言
で
あ
り
、
か

つ
中
世
の
音
便
現
象
は
、
個
々
に
は
央
し
て
四
段
の
連
用
形
に
限
ら
ず
起
つ

た
も
の
で
あ
る
。

「往
ぬ
」
の
四
段
化
は
近
代
語
の
新
し
い
時
期
に
起
つ
た

類
推
的
変
化
と
思
わ
れ
る
の
に
、
「
死
ん
じ
」
「往
ん
じ
」
の
よ
う
な
音
韻
形

は
平
安
期
か
ら
す
で
に
現
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
推
す
こ
と
が
で
き
る
。
室
町

期
に
は
、
日
語
の

「
わ
す
る
」
は
下
二
段
化
し
、
文
語
的
な

「
お
わ
す
」
は

四
段
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
平
安
期
か
ら
の
伏
流
と
考
え
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

四

「
お
は
さ
ふ
」
が

「
お
は
す
」
の
継
続
態
と
し
て
発
生
し
た
こ
と
は
、「
い
ま

さ
ふ
」
が
宣
命
に
見
え
る
こ
と
か
ら
も
疑
う
余
地
が
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
の
継

続
態
の

「
お
は
さ
ふ
」
は

「
お
は
す
」
と
意
味
構
造
が
ど
う
ち
が
う
か
と
い
う

こ
と
が
問
題
で
あ
ろ
う
。　
一
般
に
註
釈
書
な
ど
で
は

「
お
は
す
」
に
同
じ
と
解

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
現
代
語
に
置
き
換
え
ら
れ
た
場
合
、
両
者
を
区
別

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
そ
れ
も
無
理
で
は
な
い
。

だ
が
、
上
代
国
語
の
場
合
、
共
時
的
に
二
つ
の
形
態
が
対
立
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
意
味
上
の
区
分
が
そ
れ
に
対
応
し
な
か
つ
た
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
。
識
別
の
困
難
さ
は
、
「お
は
す
」
が
す
で
に
存
在
を
表
わ
す
語
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
が
継
続
を
含
む
意
味
を
も
つ
て
い
る
点
に
あ
る
。

「
お
は
さ
う
」
や

「お
は
さ
う
ず
」
が
、
中
世
に
な
る
と
は
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
は
、

折
角
発
生
し
た
語
形
も
そ
の
意
味
区
分
を
識
別
し
に
く
く
な
つ
た
こ
と
が
、
そ

の
原
因
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

前
に
掲
げ
て
お
い
た
宇
津
保
物
語
の
句
例
に
つ
い
て
見
よ
う
。
２
の

「中
間

は
鎖
し
て
お
は
し
ま
さ
ふ
」
は
、
あ
き
ら
か
に
時
間
的
継
続
を
表
わ
す
。
常
に

門
を
と
ざ
し
て
い
ら
つ
し
や
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
１
の
例
も
時
間
的
継
続
を

表
わ
し
て
い
る
と
見
る
の
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
語
形
は
、
主
格
が
複
数
と
な
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る

そ
う
で
あ
る
。
直
接
そ
の
説
を
一
読
す
る
機
会
を
持
た
な
い
で
い
る
が
、
お
も

し
ろ
い
意
見
で
あ
る
と
は
思
う
。
た
だ
、
右
の
例
の
よ
う
に
時
間
的
継
続
に
重

点
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
例
が
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
出
１
の
例
は
生
ま
れ
た
子
の
祖
父
母
に
あ
た
る
正
頼
夫
妻
が
主
格
で
あ
る

か
ら
、
複
数
主
格
説
の
例
に
入
れ
て
よ
い
が
、
表
現
意
図
が
、
正
頼
も
う
つ
く

し
み
、
正
頼
の
夫
人
な
る

「宮
」
も
う
つ
く
し
む
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
複
数

と
い
う
こ
と
の
有
意
義
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
ゝ
で
は
主
格
は
二
人

一
体
的

で
、

「
お
は
し
ま
さ
ふ
」
を
空
間
的
展
開
と
は
見
が
た
い
と
思
う
。
２
の
例
は

も
つ
と
は
つ
き
り
時
間
的
展
開
で
あ
る
。
３
４
５
６
は
複
数
主
格
と
い
う
点
が

意
味
を
持
つ
。
Ａ
も
Ｂ
も
Ｃ
も
お
は
す
と
い
う
、
空
間
的
な
展
開
と
見
る
こ
と



が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
大
鏡
の
序
段
に
現
わ
れ
る
、

こ
の
お
は
さ
ふ
人
々
に
、
さ
は
い
に
し
へ
の
世
は
か
く
こ
そ
あ
り
け
れ
と

き
か
せ
奉
ら
む

な
ど
も
、
こ
ゝ
に
あ
ま
た
並
み
居
て
お
は
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

細
江
逸
記
博
士
の
動
詞
時
制
の
研
究
に
、　
進
行
形
を
指
し
て

Ｕ
ｘ
Ｏ

，
う
Ｏ
ｏ
０

「
０
■日

と
な
づ
け
て
、
英
語
に
お
け
る
進
行
形
の
表
現
性
の
多
様
さ
を
説
い
て

い
ら
れ
る
の
は
示
唆
的
で
、
日
本
語
の
中
で
そ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
語
形
と

し
て
は
、
こ
の

「
ふ
」
の
表
わ
す
継
続
態
、

「
つ
つ
」
の
表
わ
す
返
復
継
続
の

態
、
動
詞
の
終
止
形
を
重
ね
た

「云
ふ
云
ふ
」
「見
る
見
る
」
「す
す
」
な
ど
の

形
の
返
復
継
続
の
態
な
ど
が
著
し
い
。
「り
」
「
た
り
」
な
ど
の
存
在
態

・
状
態

と
は
か
な
り
ち
が
つ
た
文
法
的
性
格
を
も
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

雲
だ
に
も
心
あ
ら
な
む
隠
さ
ふ
べ
し
や
　
（万
葉
）

な
ど
も
時
空
的
な
展
開
を
含
ん
で
い
る
点
に
、
単
な
る
隠
す
と
ち
が
つ
て
一
時

的

一
回
的
動
作
で
な
い
こ
と
を
示
す
と
こ
ろ
に
、
こ
の
継
続
態
の
状
態
性
の
特

質
が
あ
ろ
う
。

「
お
は
す
」
と

「
お
は
さ
ふ
」
の
意
味
構
造
の
差
を
私
は
右
の
よ
う
に
考
え

る
。
現
代
語
に
は
そ
の

解
ク

げ
な
区
分
が
消
え
て
い
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
に

は
そ
れ
が
識
別
し
に
く
い
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。　
平
安
期
に
は
、　
外
に
も

「
い
ま
す
か
り
」
と
い
う
語
形
が
あ
る
。
こ
れ
も
似
た
よ
う
な
語
構
成
と
意
味

構
造
を
も
つ
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
宣
命
に
は

「
い
ま
さ
ふ
」
が
見
え
る
の
に

平
安
期
に
は
そ
れ
が
見
あ
た
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
い
ま
す
か
り
」

「
い
ま
そ
か
り
」
が
あ
つ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

わ
が
を
ば
に
い
ま
そ
か
り
し
宮
な
り
　
（宇
津
保
、
楼
の
上
上
）

一
つ
子
に
て
い
ま
す
か
り
け
り
　
（同
　
忠
こ
そ
）

伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・
源
氏
物
語
な
ど
に
用
例
が
あ
り
、
中
世
の
文
献
に

も
散
見
す
る
。
語
構
成
は
、

「
い
ま
す
プ
ラ
ス
あ
り
」
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か

で
あ
る
。
た
だ
国
子
音
の
挿
入
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
つ

の
母
音
を
つ
ゞ
け
た
際
に
、
同
化
を
起
さ
な
い
で
、
は
つ
き
り
音
節
の
谷
を
お

い
て
発
音
さ
れ
る
た
め
に
、
わ
た
り
に
閉
鎖
音
が
挿
入
さ
れ
る
の
だ
と
思
う
。

現
代
鹿
児
島
方
言
で
、
こ
わ
れ
る
こ
と
を

「ウ
ッ
グ
ヮ
ル
ル
」
と
い
う
、
そ
の

回
が
そ
う
で
あ
る
。

打
ち
破
る
る
―ｌ
ｖ
ｄ
．■
ミ
Ｌ
Ｌロ
ー
↓

●
ご
■
ミ
Ｌ
【ロ

こ
の
問
題
は
、

「な
ほ
ざ
り
に
」
「あ
り
さ
り
て
」
「
は
る
さ
め
」
な
ど
の
話
構

成
に
回
の
挿
入
を
認
め
る
か
と
い
う
問
題
に
も
関
連
す
る
。

と
も
あ
れ

「
い
ま
す
か
り
」
「
い
ま
そ
か
り
」
も

ま
た
時
間
的
展
開

・
継
続

の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
出
発
を
も
つ
た
語
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
信
ぜ
ら
れ
る
。

五

「
お
は
さ
う
ず
」
は

「
お
は
さ
ひ
・
す
」
の
音
韻
変
化
で
あ
る
。
こ
の
傍
例

と
な
る
も
の
に

「
か
へ
さ
う
ず
」
が
あ
る
。

「
か
へ
さ
う
ず
」
と
い
う
語
形
は

大
言
海
に
も
見
え
な
い
が
、
文
明
七
年
の
政
文
を
有
す
る
成
箕
堂
本
論
語
抄
の

霧

『
｝
囀

椰

嘴

卿

卵

一
夢

雛

（同

）

さ
て

「か
へ
さ
ふ
」
と
い
う
語
は
、
源
氏
物
語
に
は
終
止
形
連
用
形
、
万
葉

集
に
は
己
然
形
が
見
え
て
い
る
。

（大
言
海
）
反
復
す
る
意
味
で
あ
る
か
ら
、

た
だ
三
度
す
る
と
い
う
の
と
は
本
来
の
意
味
は
ち
が
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

論
語
先
進
第
十
一
の

「南
容
三
復
白
圭
」
を
古
く
は

「自
圭
を
カ
ヘ
サ
フ
」

と
訓
じ
た
し
、
右
の
論
語
抄
で
は
「自
圭
ヲ
カ
ヱ
ツ
サ
ウ
ス
」
と
訓
じ
て
い
る
。

反
し
反
し
読
む
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
反
復
継
続
の
態
を
表
わ
す
意
味
は



保
た
れ
て
い
る
。
語
構
成
が

「
力

ヘ
サ
ヒ
・
ス
」
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
傍
例
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

お
は
さ
ひ
ｏ
す
―
↓
お
は
さ
う
ず

で
あ
る
こ
と
は
、
多
言
を
要
せ
ず
決
定
で
き
る
。

な
ぜ

「す
」
が
加
え
ら
れ
て
派
生
語
を
な
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
意
味
構
造

の
問
題
で
あ
る
。
「
か
へ
さ
う
ず
」
の
例
で
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
か
へ
さ

ふ
」
の
状
態
性
に
、
ま
た
行
為
性
な
い
し
動
作
性
が
累
加
さ
れ
た
ご
と
く
、
「
お

は
さ
ふ
」
の
状
態
性
に
行
為
性
動
作
性
が
累
加
さ
れ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
初
め
に
掲
げ
た
宇
津
保
の
５
の
句
例
は
そ
の
意
味
構
造
が
も
つ
と
よ
く
現

わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
は
じ
き
し
て
お
は
さ
う
ず

は
、

「
つ
ま
は
じ
き
し
て
」
の
行
為
性
が
形
式
的
に
文
末
に
も

一
度
附
い
て
い

る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
６
の
例
も

「さ
じ
き
う
ち
て
お
は
し
ま
さ
う

ず
」
が
密
着
し
て
、
男
君
た
ち
の
物
見
む
と
意
気
込
ん
で
と
か
く
し
て
い
る
こ

と
が
、
能
動
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
１
の

「う
つ
く

し
み
お
は
さ
ふ
」
も
同
じ
意
味
で
は
な
い
か
と
い
う
反
間
が
出
る
と
思
う
が
、

こ
れ
は
そ
れ
を
状
態
と
し
て
映
じ
た
所
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
事
柄
の
ち
が
い
で
な
く
て
、
ポ
ー
ズ

（表
現
の
）
の
ち
が
い
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
を
裏
づ
け
る
か
と
思
わ
れ
る
の
は
、
源
氏
物
語
以
下
の
用
例
に
見

ら
れ
る
こ
の
語
の
様
式
化
の
方
向
で
あ
る
。

宇
津
保
物
語
の

「
お
は
さ
う
ず
」
「
お
は
し
ま
さ
う
ず
」
に
は
ま
だ

硬
化
が

現
わ
れ
て
い
な
い
か
と
思
う
が
、
源
氏
物
語
で
は
表
現
が
類
型
化
さ
れ
て
、　
一

定
の
構
造
の
句
形
が
多
数
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。

う
ち
笑
ひ
お
は
さ
う
ず
。
（尋
木
）

遊
び
お
は
さ
う
ず
。
（末
摘
花
）

い
ひ
お
は
さ
う
ず
。
（竹
河
）

泣
き
お
は
さ
う
ず
。
（真
木
柱
）

恥
ぢ
お
は
さ
う
ず
ｏ
（橋
姫
）

一
例
だ
け
、
宇
津
保
と
同
じ
構
造
の

碁
う
ち
さ
し
ｄ
恥
ら
ひ
●
お
は
さ
う
ず
。
（
竹
河
）

が
現
わ
れ
て
い
る
。

「０
お
は
さ
う
ず
」
は
動
詞
と
の
間
が
や
ヽ
離
れ
て
、
お

は
さ
う
ず
」
が

一
往
の
独
立
性
を
も
つ
が
、
連
用
形
を
う
け
た
そ
れ
は
密
着

一

体
化
の
度
あ
い
が
強
く
な
つ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。
和
泉
式
部
物
語
の
例
を

前
に
引
い
た
が
、
こ
れ
も
、

「そ
ら
み
み
聞
き
お
は
さ
う
じ
て
云
云
」
と
い
う

の
で
源
氏
物
語
の
用
例
の
大
部
分
で
あ
る
連
用
形
に
つ
い
た
形
の
類
型
に
一
致

す
る
。

源
氏
物
語
に
も
う

一
例
、
少
し
ち
が
つ
た
形
が
見
ら
れ
る
。

さ
ば
か
り
若
う
さ
か
り
に
清
げ
に
お
は
さ
う
ず
る
御
子
ど
も
の
、
似
給
ふ

べ
き
も
あ
ら
ざ
り
け
り
。
（宿
木
）

こ
の
一
例
だ
け
が
、
他
の
す
べ
て
の
例
と
背
い
て
、
単
に

「
お
は
さ
ふ
」
と
い

う
の
と
区
別
が
つ
か
な
い
。
従
つ
て
私
が
上
に
の
べ
た
意
味
構
造
に
合
致
し
な

い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
単
に
状
態
性
を
表
現
し
て
い
る
ら
し
い
の

で
あ
る
か
ら
、
語
末
の

「す
」
が
何
の
意
味
を
示
し
て
い
る
の
か
判
断
し
か
ね

る
。
私
は
こ
こ
で
自
己
の
判
断
が
正
し
か
つ
た
か
ど
う
か
を
迷
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
背
い
て
い
る
の
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
あ
え

て
自
己
の
判
断
は
ち
が
つ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
、
こ
の
例
外
の
存
在
す
る
理

由
を
臆
測
す
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
宿
木
の
例
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
は

「
お
は
さ
う
ず
」
の
形
式
化
の
結

裸
、
「お
は
さ
ふ
」
と
の
意
味
の
区
分
が
ぼ
や
け
て
来
た
た
め
に
生
じ
た
も
の



で
あ
る
と
判
定
す
る
。

「
笑
ひ
お
は
さ
う
ず
」
の
類
も
、
慣
用
句
形
で
あ
つ
て

意
味
作
用
は
類
型
化
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
と
こ
れ
と
共
に
、
動
詞
と
し
て
の
意

味
の
硬
化
形
式
化
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一ハ

「
お
は
さ
ふ
」
「
お
は
さ
う
ず
」
の
一
類
の
形
態
に
つ
い
て
の
、
研
究
史
の
面

で
、
義
円
の
山
口
栞
は
当
時
と
し
て
は
卓
出
し
た
見
解
を
残
し
て
い
る
。
義
門

の
意
見
を
引
き
な
が
ら
私
見
を
展
開
し
よ
う
と
予
定
し
て
い
た
が
、
諭
旨
を
単

一
化
す
る
た
め
に
わ
ざ
と
省
い
て
来
た
の
で
、
最
後
に
参
考
に
資
す
る
た
め
に

彼
の
説
を
引
い
て
、
解
説
と
必
要
な
批
判
を
附
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

竹
河

（源
氏
物
語
）
に
を
さ
な
く
対
―ま‐
ｕ
創
さ。
う。
し。
時
此
花
は
わ
が
ぞ
わ

が
ぞ
と
あ
ら
そ
ひ
給
し
を
」
と
あ
る
は
、　
一
本
に
お
は
し
ま
し
し
時
と
あ

る
に
よ
れ
ば
こ
と
も
な
く
聞
ゆ
れ
ど
、
な
ほ
通
本
に
て
こ
れ
を
解
か
ば
、

こ
は
お
は
し
ま
さ
ひ
し
時
」
と
あ
る
べ
き
を
、
そ
の
ひ
文
字
の
音
便
に
う

と
な
れ
る
な
る
べ
し
。（
つ
い
で
に
云
上
に
引
る
大
か
が
み
序
の
さ
う
も

「̈
か
の
音
便
転
用
準
へ
じ
る
べ
し
）

然
ら
ざ
れ
ば
過
去
の
し。
に
進
く
べ

か
ら
ず
。
又
こ
の
し
は
過
去
の
し
な
ら
ず
ば
、
時
と
い
ふ
体
言
へ
連
く
ベ

か
ら
ぎ
る
也
云
云
。
又
お
は
し
ま
さ
ひ
は
お
は
し
ま
し
の
延
は
り
た
る

に
て
、
さ
る
は
宇
津
保
国
譲
、
宮
に
お
は
し
ま
す
時
よ
り
宮
た
ち
垣
の
如

お
は
し
ま
さ

ひ
て
、
夜
は
御
め
ぐ
り
に
お
は
し
ま
さ
ふ
め
れ
ば
」
叉
蔵

開
下
き
み
た
ち
数
を
つ
く
し
て
お
は
し
ま
さ
ふ
い
づ
れ
と
な
く
あ
た
り
さ

へ
赫
く
や
う
に
云
云
」
な
ど
な
ほ
例
少
か
ら
ず
。
つ
い
で
に
い
は
ん
、
こ

れ
も
国
譲
、
う
つ
く
し
み
お
は
さ
ふ
」
と
あ
る
は
、
か
の
変
格
の
活
の
対

は
す
を
の
べ
た
る
也
。

延
音
と
い
う
説
は
当
時
と
し
て
は
や
む
を
え
な
い
が
、
従
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
サ
変
に
発
し
た

「
お
は
さ
ふ
」
の
如
き
語
で
は
、
連
体
形
己
然
形
が
な
ぜ

「さ
ふ
」
「
さ
へ
」
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
延
音
説
で
は
た
ち
ま
ち
説
明
で

き
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
義
門
は
た
し
か
に
こ
の
壁
に
ぶ
ち
あ
た
つ
て
は
い

る
が
、
遂
に
そ
の
壁
を
破
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
鏡
の
、

「
お
は
さ
ふ
人
々
」
と
い
う
連
体
形
の
例
に
つ
い
て
、　
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

スつ
。

其
の
う
は
ふ
の
転
り
と
聞
ゆ
る
に
、
こ
は
人
々
と
つ
づ
け
れ
ば
、
お
は
さ

ふ

も
な
ほ
連
く
言
を
か
ね
た
る
と
い
ひ
、
そ
の
も
と
お
は
す
は
四
段
に

活
く
言
と
、
こ
ゝ
に
て
ま
た
う
た
が
ふ
べ
き
に
似
た
れ
ど
、
大
鏡
序
は
そ

の
か
み
は
や
く
此
の
詞
の
つ
か
ひ
さ
ま
の
練
ひ
た
る
か
、
然
ら
す
ば
今
の

本
の
写
誤
の
あ
る
に
こ
そ

説
明
に
窮
し
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
サ
変
な
ら
ば
連
体
己
然
形
に
は
延
音

は
起
る
こ
と
が
で
き
な
い
。　
延
音
説
を
捨
て
る
か
、
「
お
は
す
」
四
段
説
を
容

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
彼
が
四
段
説
を
容
認
し
な
か
つ
た
の
は
さ

す
が
に
事
実
を
よ
く
見
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
延
音
説
も
捨
て
え
な
か
つ
た
。

そ
こ
で
大
鏡
時
代
に

「
お
は
す
」
四
段
が
早
く
も
紛
れ
て
発
生
し
て
い
た
か
と

疑
つ
た
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

次
に

「
お
は
さ
う
ず
」
の
成
立
に
つ
い
て
、
義
門
は
、
約
音
説
を
通
用
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
近
世
の
延
約
通
略
説
の
一
般
的
批
判
は
こ
ゝ
に
繰
返
す
こ
と

を
し
な
い
が
、
義
門
の
説
も
完
全
に
そ
の
弊
に
落
ち
て
し
ま
つ
て
い
る
。

「到
咽
引
コ
■
利
と
い
ふ
詞
、
も
の
に
を
リ
ノ
ヽ
見
ゆ
。
こ
は
対
―まｌ
ｄ
さ。
引

ｄ
か
対
劇
ｕ
創
さ。
引
引
か
の
約
ま
れ
る
に
、
又
音
便
う
文
字
の
そ
は
れ
る

な
る
べ
し
。

こ
の
音
韻
的
説
明
は
失
敗
で
あ
つ
て
、
延
約
説
が
国
語
の
史
的
解
釈
に
い
か

に
無
力
な
理
論
で
あ
つ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
た
ゞ
ひ
と
つ
、
義
門
の



説
で
よ
い
と
こ
ろ
は
、
語
義
を
離
れ
ま
い
と
努
力
し
て
い
る
こ
と
。
「
お
は
す
」

「
お
は

，
さ
ふ
」
「
お
は
さ
う
ず
」
を

一
括
し
て
、
そ
の
用
例
を
ひ
ろ
く
尋
ね
て
研

究
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
今
日
の
研
究
で
も
、
彼
の
山
口
栞

の
恩
恵
を
蒙
る
こ
と
は
決
し
て
少
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

七

附
説

一
、
「
お
は
さ
ふ
」
の
活
用
は
い
う
ま
で
も
な
く
四
段
で
あ
る
。
継
続

態
を
形
成
す
る
接
尾
語
の

「
ふ
」
は
、
大
部
分
は
四
段
活
用
で
あ
る
。
稀
に
下

二
段
に
活
用
す
る
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
ん
な
差
異
が
あ
る
か
、
い
ろ
ノ
ヽ

考
え
て
見
た
が
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。
万
葉
集
で
は

「流
ら
ふ
」
が

「流
ら
へ
」

「流
ら
ふ
る
」
が
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
下
二
段
で
あ
る
。　
平
安
期
で
は
源
氏
物

語
の
話
彙
の
中
で

「隠
ろ
ふ
」
が
下
三
段
で
あ
る
。

か
く
ろ
へ
ご
と
　
（帯
木
）

う
ち
か
く
ろ
へ
つ
つ
多
か
め
る

（
橋
姫
）

こ
の

「
か
く
ろ
ふ
」
が
万
葉
の
話
彙
で
は
四
段
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い

る
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
万
葉
と
平
安
期
と
の

「
か
く
ろ
ふ
」
に
何
か
意
味
上

の
差
が
あ
る
か
と
検
討
し
て
み
た
が
、
差
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た

「流
ら
ふ
」

が
な
ぜ
下
三
段
に
な
る
か
も
意
味
上
か
ら
は
ま
つ
た
く
わ
か
ら
な
い
。

こ
れ
は
結
局
、
接
尾
語
化
し
た

「
ふ
」
が
四
段
と
下
三
段
と
の
両
方
の
活
用

系
列
を
も
つ
て
い
た
と
考
え
る
し
か
理
解
の
み
ち
が
な
い
。
動
詞

「
ふ
」
（
経
）

は
下
三
段
で
あ
る
。
経
続
態
を
形
成
し
た
接
尾
語

「
ふ
」
は
、
意
味
と
形
か
ら

し
て
、
こ
の

「経
」
と
同
系
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
大
部
分
が
四
段
で
あ
る

と
い
う
点
に
、
ま
だ
説
明
を
要
求
す
る
何
物
か
が
残
つ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
仮
説
以
上
に
説
明
の
し
よ
う
も
な
い
が
、
完
全
に
四
段
に
活
用
す
る

「経
」
が
存
在
し
た
と
考
え
る
よ
り
も
、　
不
完
全
な
活
用
か
ら
、　
一
方
は
接
尾

語
と
な
つ
て
四
段
に
展
開
し
、　
一
方
は
独
立
し
た
動
詞
と
し
て
下
三
段
化
し
た

も
の
と
す
べ
き
か
。　
そ
れ
な
ら
ば

「流
ら
ふ
」
「
か
く
ろ
ふ
」
の
如
き
下
三
段

の
継
続
態
は
、
第
二
次
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

附
説
二
、
「り
」
「
た
り
」
の
存
在
態
に
は
、
完
了
の

「
つ
」
が
つ
く
の
が
原

則
で
あ
り
、
上
に
説
い
た

「
ふ
」
に
は
完
了
の

「
ぬ
」
が
つ
く
の
が
原
則
で
あ

り
、
上
代
の
句
例
で
は
今
の
所
例
外
を
見
出
し
て
は
い
な
い
。
「
つ
」
「
ぬ
」
の

論
は
別
に
ま
と
め
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、

「
ふ
」
継
続
態
と

「た
り
」
存
在
態

〓
が
、
ち
が
つ
た
世
界
を
も
つ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
つ

て
、
「
お
は
す
ふ
」
の
意
味
の
世
界
は

「
お
は
し
た
り
」
「
お
は
せ
り
」
と
は
別

の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
お
は
し
お
は
す
」
的

な
展
開
形
式
で
あ
る
。
大
阪
方
言
の

「
い
て
は
る
」
式
で
は
な
い
。
似
て
い
る

が
、
ム
ー
ド
的
な
ち
が
い
が
あ
る
と
で
も
い
う
べ
き
か
。
同
じ
く
広
義
の
状
態

性
を
表
わ
し
な
が
ら
、
立
体
か
ら
離
れ
た
世
界
に
、
そ
れ
自
体
の
継
続
な
い
し

展
開
と
し
て
な
が
め
ら
れ
る
所
に
、
「
お
は
さ
ふ
」
「
お
は
さ
う
ず
」
の
意
味
世

界
の
一
つ
の
性
格
が
あ
る
と
い
え
そ
う
に
思
う
。
「
お
は
し
た
り
「
お
は
せ
り
」

に
は
展
開
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
主
体
の
判
断
と
し
て
、
主
体
の
側

に
引
き
よ
せ
ら
れ
る
。　
そ
の
点
で
、
「
つ
」
及
び

「
ぬ
」
に
そ
れ
ム
ヽ
分
か
れ

て
照
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

附
説
三
、
更
級
日
記
に

ぬ
し
た
ち
、
調
度
と
り
お
は
さ
う
ぜ
よ
や

と
い
う
例
が
あ
つ
た
。
複
数
主
格
で
あ
る
。
各
々
道
具
を
ち
や
ん
と
し
つ
か
り

持
つ
て
い
ら
つ
し
や
い
と
い
う
意
味
ら
し
い
。

―
―
大
阪
置
蔭
女
子
大
学
教
授
―
―


