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人
は
自
己
の
職
業
に
精
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
こ
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
又
同
時
に
そ
の
職
業
か
ら
解
脱
し
て
遊

戯
す
る
壊
地
も
な
く
て
は
な
ら
ぬ
3

こ
れ
な
き
人
は
賓
に
氣
の
非
千
万
な
も
の
で
筆
者
も
正
に
そ
の
一
人
で
あ
る
。
昔

築
は
解
ら
す
蓮
動
は
鎌
ひ
、
ま
し
て
園
碁
や
骨
牌
に
は
術
更
ら
興
味
を
覺
わ
ぬ
、
さ

b
マJ

て
嘗
粛
骨
蛮
を
い
ぢ
る
様
な

學

書

せ
る
、
y

」
い
ふ
方
針
に
出
て
ゐ
る
。

ゐ
る
。

．
 

會

．
 

昧

武

一
四
九

内

義

雄

又
た
沿
岸
の
蕃
族
は
馬
末
諸
島
の
も
の
>
仲
間
で
あ
る
ら
し
く
、
こ
れ
等
は
多
分
は
漢
民
族
の
西
北
方
か
ら
入

b
込

む
前
に
ゐ
た
ら
し
く
、
離
題
こ
か
早
磁
さ
か
い
ふ
様
な
熱
帯
蕃
族
の
風
俗
を
以
つ
て
屈
別
し
て
先
秦
の
文
献
に
見
え
て

以
上
に
述
べ
た
所
は
甚
だ
不
十
分
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
秦
漢
の
郡
縣
↓
ぜ
置
い
た
頃
に
は
江
南
の
揚
子
江
流
域
の
諸

平
地
は
餘
程
開
痰
さ
れ
て
ゐ
た
こ
＜
J

が
知
れ
る
0

然
れ
ぐ
J

も
そ
の
文
化
が
博
播
し
て
も
山
間
の
僻
地
は
そ
の
後
今
H
ま

で
も
番
族
が
歿
つ
て
ゐ
る
°
今
も
四
川
雲
南
に
は
土
司
な
る
も
の
が
ゐ
る
の
は
、
番
人
の
酋
長
を
し
て
番
人
を
統
御
さ



餘
梢
は
な
い
、
た
ゞ
部
棗
口
に
あ
い
た
マ
J

き
は
肱
を
枕
に
査
疫
す
る
位
が
開
の
山
で
あ
る
。
偶
然
の
思
ひ
つ
き
で
字
で
も

腎
つ
て
見
よ
う
か
マ
」
い
ふ
氣
分
に
な
つ
て
、
先
生
に
字
は
い
か
に
し
て
背
ふ
べ
き
か
を
尋
ね
た
。
先
生
は

SL法
大
帥
の

「
書
訣
屡
詔
ん
で
智
永
の
「
千
字
文
」
を
習
ふ
が
よ
ど
薮
へ
て
下
さ
っ
た
。
＂
姦
霰
へ
ら
れ
た
本
圧
に
行
っ
て
「
書
訣
」

さ
「
千
字
本
」
ビ
を
賠
ひ
求
め
た
、

さ
う
し
て
そ
の
後
讀
許
に
厭
い
た
時
、
無
靭
に
苦
し
む

Jゞ

き
い
つ
も
こ
れ
を
習
ふ
様

に
な
っ
た
。
布
体
に
白
欣
す
る
が
銀
者
は
生
末
悪
箪
で
、
そ
の
上
餘
り
努
力
し
な
い
の
だ
か
ら
字
は
上
逹
し
な
い
が
、

そ
こ
は
か
ご
な
く
古
人
の
箪
跡
セ
臨
柑
す
る
こ
ビ
は
築
し
み
な
も
の
で
あ
る
し
も
し
筆
者
に
名
利
を
踏
れ
愛
俯
を
陣
れ

現
在
か
ら
超
超
し
て
無
我
の
餡
地
に
遊
ふ
時
が
あ
る
マ
J

し
た
な
ら
ば
そ
れ
は
字
セ
習
ふ
時
で
あ
る
3

私
は
こ
の
心
持
ち

を
界
豊
二
肱
y
J

呼
び
だ
い
、
さ
う
し
て
多
く
の
人
々
に
も
こ
の
三
昧
に
遊
ぶ
こ
マ
J

を
御
す
＞
め
し
た
い
。

ビ
は
い
ふ
も
の
ヽ

n分
は
嗚
象
で
も
な
け
れ
ば
咄
論
に
通
腔
し
て
ゐ
る
評
で
も
な
い
0

も
し
人
か
ら
字
の
こ
ビ
を
き

か
れ
た
な
ら
、
自
分
か
先
外
か
ら
数
は
っ
た
通
り
弘
法
大
帥
の
筆
法
で
智
永
の
千
字
文
を
習
ふ
が
よ
か
ら
う
y
J

受
貿
b

す
る
よ

b
外
じ
追
を
知
ら
な
い
し
大
帥
oJ
ぶ
芦
訣
」
は
可
な
り
韻
み
難
い
文
痒
で
あ
る
が
そ
い
に
は

11人
の
註
評
も
つ
い

て
わ
る
か
ら
今
更
ら
私
の
説
削
を
裳
す
る
貼
は
な
か
ら
う
。
秋
は
た
ゞ
智
永
し
千
字
文
及
び
そ
れ
に
刷
係
す
る
法
翡
OJ

こ
と
に
つ
い
て
一
言
し
て
見
よ
う
、
も
し
同
好
の
士
に
念
考
に
な
る
こ
ご
が
あ
れ
ば
望
外
の
幸
ひ
で
あ
る
。

押
永
は
有
名
な
王
競
之
の
七
机
の
孫
で
家
を
捨
て
ヽ
僧
ビ
な

b
、
奥
典
の
永
欣
寺
に
住
し
た
が
、
永
い
間
穀
之
の
字

を

mい
つ
て
そ
の
妙
を
得
、
千
字
文
八
百
部
を
書
い
て
江
東
の
名
刹
に
納
め
た
マ
」
言
は
れ
て
ゐ
る
。
現
今
智
永
の
千
字
文

1

五
0



字
侮
に
別
の
紙
に
か
き
、

1

五

こ
れ
を
周
興
洞
に
命
じ
て
完
全
な
韻
文
に
排
列
せ
し
め
だ
が
千
字
文
の
起
り
で
、
智
永
の
千

し
て
も
石
刻
本
よ
り
は
非
常
に
優
几
た
も
の
で
あ
る
。

ビ
稲
す
る
も
の
は
此
入
百
部
の
一
が
長
安
の
料
氏
の
家
に
保
存
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
に
よ
っ
て
宋
の
大
観
年
中
に
石
に
刻

は
智
永
の
異
跡
ご
稲
せ
ら
れ
る
一
本
が
什
在
し
て
先
年
京
部
の
山
川
理
華
房
マ
J

い
ふ
本
屋
で
影
印
本
が
出
末
て
ゐ
る
。

こ
の
影
印
本
の
原
本
は
杵
て
京
都
の
背
家
ぐ
J

し
て
畑
ら
れ
た
江
馬
天
江
翁
の
家
に
あ
っ
だ
が
後
に
谷
如
意
マ
J

い
ふ
濯
尽
家

の
有
に
蹄
し
、
今
は
大
阪
の
小
川
鎗
二
郎
氏
の
所
有
マ
J

成
っ
て
ゐ
る
°
私
は
未
だ
そ
の
原
本
を
見
た
こ
さ
は
な
い
が
影

間
本
が
ら
推
察
す
る
ご
原
本
の
最
初
は
破
損
し
て
居
り
、
終
り
に
版
語
も
な
い
ら
し
い
か
ら
そ
れ
が
智
水
の
千
字
文
で

あ
る
か
否
ゃ
は
疑
ば
れ
ぬ
で
も
な
い
が
、
そ
の
文
字
の
配
償
か
ら
字
形
の
一
黙
一
董
ま
で
石
刻
の
智
永
千
字
文
こ
一
致

す
る
よ
b
見
れ
ば
、
こ
れ
を
智
永
ご
晰
定
す
る
こ
こ
は
賞
を
得
た
も
の
で
あ
ら
う
、
但
そ
れ
が
果
し
て
智
永
の
異
跡
か

或
ひ
ぱ
肝
人
が
智
永
を
双
鈎
に
取
っ
て
墨
を
填
め
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
學
者
の
間
に
異
論
が
あ
る
が
何
れ
に

蓋
廣
川
の
北
品
以
に
よ
る
こ
梁
の
武
帝
が
殷
鐵
石
ご
い
ふ
人
に
命
じ
て
王
義
之
の
遺
慇
中
か
ら
一
千
字
を
拾
ひ
出
し
一

字
文
も
亦
深
の
武
帝
が
集
め
し
め
だ
玉
義
之
の
字
を
臨
模
し
た
も
の
だ
こ
い
つ
て
ゐ
る
Q

試
み
に
王
淡
之
歯
亭
帖
の
中

か
ら
楷
体
に
近
い
字
を
拾
つ
て
千
字
文
の
興
害
こ
比
較
す
る
マ
J

、
そ
の
間
架
筆
意
こ
も
に
相
通
す
る
所
が
あ
る
。
た
ゞ

千
字
文
は
蘭
亭
よ
り
は
生
采
は
あ
る
が
菱
化
が
乏
し
い
、
こ
れ
は
恐
ら
く
智
永
が
字
形
を
書
一
し
よ
う
ご
つ
ご
め
た
た

し
た
も
の
だ
マ
J

い
ふ
が
、
多
く
は
麟
刻
に
競
刻
を
重
ね
た
も
の
で
そ
の
膊
采
を
失
っ
て
ゐ
る
0

然
る
に
幸
ひ
わ
か
國
に



め
で
あ
ら
う
0

又
往
年
上
海
の
有
正
北
日
局
で
影
問
さ
れ
た
李
懐
琳
の
絶
交
書
ご
い
ふ
も
の
が
あ
っ
て
賓
氏
の
述
書
賦
に

よ
る
ゞ
ふ
懐
琳
は
よ
く
モ
布
を
偽
作
し
た
マ
J

い
は
れ
て
ゐ
る
が
、
絶
交
背
の
筆
意
は
尤
も
よ
く
千
字
文
の
草
害
に
似
て
ゐ

る
，
之
等
の
貼
が
ら
考
へ
る
こ
智
永
の
千
字
文
が
王
砥
目
を
臨
模
し
た
も
の
だ
マ
J

い
ふ
輩
廣
川
の
説
も
根
憐
あ
る
も
の
こ

い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
智
水
に
よ
っ
て
王
義
之
に
入
る
門
径
．
こ
す
る
こ
・
、
乞
か
可
能
き
る
。

王
義
之
は
古
今
第
一
の
能
壽
家
こ
稲
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
其
其
跡
に
最
も
近
い
も
り
は
わ
が
國
に
博
は
つ
て
ゐ
る
「
喪

胤
帖
」
マ
J
:
九
月
十
七
H
帖
」
ご
の
二
つ
て
、
前
者
は
肱
府
の
諄
蔵
に
か
、

b
後
者
は
故
岡
田
正
之
博
士
の
布
温
巌
で
令

前
田
侯
爵
家
の
有
に
蹄
し
た
も
の
で
あ
る
0

こ
れ
等
は
皆
唐
代
の
ナ
拳
高
に
か
ヽ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
も
の
は

多
く
翻
刻
に
翻
刻
セ
重
ね
た
拓
本
ば
か
b
で
如
何
程
ま
で
信
用
し
て
よ
い
か
判
り
か
ね
る
。
そ
こ
で
王
義
之
の
書
を
學

ぱ
う
ご
す
れ
ば
先
づ
こ
の
智
、
水
千
字
文
に
よ
っ
て
箪
意
を
會
得
し
近
に
種
々
の
石
拓
本
を
参
考
し
て
、
そ
の
襲
化
マ
」
氣

杓
ご
を
會
得
す
ぺ
ぎ
で
あ
ら
う
。

義
之
の
筆
跡
中
尤
も
著
名
な
も
の
は
淵
亭
帖
で
あ
る
、
し
か
し
閾
亭
帖
は
後
に
唐
の
太
宗
の
所
有
に
婦
し
て
太
宗
は

そ
の
死
に
臨
み
こ
れ
セ
周
非
す
る
や
う
に
逍
言
し
て
途
に
昭
陵
に
埋
め
ら
い
た

J々

い
ふ
か
ら
、
具
跡
の

11は
る
筈
は
な

い
、
今
あ
る
蘭
亭
は
皆
唐
時
の
古
家
が
臨
模
し
た
本
を
重
刻
に
煎
刻
セ
重
ね
た
も
の
で
、
義
之
の
生
采
が
あ
ら
う
筈
が

な
い
、
蘭
亭
に
よ
っ
て
義
之
を
窺
ふ
こ
ご
は
頗
る
む
．
っ
か
し
い
こ
マ
J

で
あ
る
。

張
彦
遠
の
法
書
要
鎌
マ
J

い
ふ
本
に
唐
の
太
宗
が
王
義
之
の
書
に
心
酔
し
て
そ
の
逍
掲
三
千
紙
を
あ
つ
め
た
、
こ
れ
等

1

五



の
逍
墨
は
皆
一
丈
二
尺
の
長
谷
に
仕
立
て
紙
の
綴
ぎ
合
せ
に
は
「
貞
載
」
の
二
字
を
二
の
印
に
し
て
こ
れ
を
押
し
紫
檀

軸
に
紫
羅
標
絨
の
帯
を
つ
け
て
毎
咎
の
初
め
に
あ
る
二
三
字
を
取
っ
て
そ
の
怨
子
の
遺
琥
こ
し
た
こ
い
つ
て
ゐ
る
が
こ

れ
等
巻
子
の
う
ち
尤
も
有
名
な
の
が
よ
＇
七
帖
」
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
十
七
帖
は
す
べ
て
一
工
'
-
通
の
手
紙
を
装
訂
し

た
も
の
で
そ
の
巻
頭
に
「
十
七
H
先
粛
云
々
」
ご
あ
る
か
ら
名
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
巻
の
翻
刻
は
猪
遂
良
の
校

定
本
ご
賀
知
章
の
臨
本
マ
J

の
二
系
が
あ
る
後
者
南
唐
の
頃
澄
消
堂
帖
に
刻
入
せ
ら
れ
、
次
い
て
又
宋
の
淳
化
閣
帖
や
大

観
帖
に
翻
刻
せ
ら
れ
た
も
の
で
前
者
は
消
初
姜
西
涙
の
家
に
あ
っ
た
唐
拓
本
が
著
名
で
あ
る
0

唐
拓
本
は
先
年
上
海
で

石
間
に
上
さ
れ
後
又
日
本
人
の
手
に
蹄
し
て
立
派
な
破
璃
版
も
出
末
て
ゐ
て
可
な
り
精
巧
な
も
の
で
あ
る
が
我
國
に
偵

は
っ
た
喪
胤
帖
等
A
ヽ
'
-
比
較
す
る
こ
矢
張
り
神
氣
が
足
ら
ぬ
心
地
が
す
る
。

義
之
の
珈
ば

J

し
て
今
―
つ
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
一

1

一
蔵
泄
牧
序
で
あ
る
，
こ
れ
は
崩
僧
懐
仁
が
幽
牧
序
の
文
字
を
義

之
の
筆
跡
中
か
ら
拾
ひ
あ
つ
め
て
碑
に
刻
し
た
も
の
で
、
行
草
の
慨
が
巧
に
配
合
さ
れ
て
一
種
の
趣
き
を
出
し
て
居
る

さ
う
し
て
こ
の
碑
は
宋
の
頃
ま
で
除
b
尊
重
せ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
拓
本
屋
の
手
に
い
た
め
ら
れ
る
こ
こ
も
少
な
く
一

々
の
文
字
に
生
氣
が
あ
る
。
元
朝
の
書
家
趙
子
昂
は
こ
の
碑
の
文
字
の
出
所
が
明
か
で
な
い
か
ら
信
用
出
末
な
い
こ
い

つ
て
排
斥
し
そ
の
後
の
鑑
賞
家
も
こ
れ
に
雷
同
し
た
人
が
多
い
が
、
そ
れ
は
未
だ
深
く
考
へ
な
い
た
め
で
あ
る
。

埋
放
序
．
か
石
に
刻
か
ら
れ
た
の
は
水
徽
四
年
に
裕
遂
良
が
書
丹
し
て
長
安
の
慈
恩
寺
雁
塔
門
に
嵌
め
込
ん
だ
の
が
最

初
で
、
そ
の
後
十
入
年
咸
亨
三
年
に
懐
仁
の
埋
放
序
が
建
て
ら
れ
て
居
る
3

猪
途
良
は
虞
世
南
｀
欧
陽
詢
、
膵
少
保
と

ご立
111



会
と
も
に
初
唐
の
四
傑
と
稲
せ
ら
れ
た
翡
家
で
能
書
の
故
を
以
て
太
宗
に
抜
擢
せ
ら
れ
太
宗
の
顧
命
を
う
け
て
高
宗
に
事

へ
た
人
で
あ
る
が
、
雁
塔
幽
放
の
建
て
ら
れ
た
翌
々
年
永
徽
六
年
に
は
淵
州
に
貶
嫡
せ
ら
れ
て
居
る
0

猪
途
良
が
貶
繭
に

遭
つ
た
の
は
嘗
時
高
宗
が
先
帝
の
後
宮
に
仕
へ
た
武
昭
儀
の
オ
色
に
迷
ふ
て
皇
后
の
麿
立
を
行
は
う
こ
し
て
猪
遂
良
、

子
志
寧
等
に
相
談
が
あ
っ
た
ご
き
子
志
寧
は
た
ゞ
獣
々
ご
し
て
一
言
も
登
せ
な
か
っ
た
が
渚
遂
良
は
死
を
以
て
そ
の
非

を
争
っ
た
た
め
、
武
后
の
怒
り
に
ふ
れ
て
渾
州
に
流
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
う
し
て
懐
仁
の
亜
放
序
は
渚
途
良
貶
譲
の
後
十
敷
年
し
て
廷
て
ら
れ
て
居
り
そ
の
碑
の
末
尾
に
子
志
寧
等
が
潤
色

し
た
般
若
心
経
が
附
刻
さ
れ
て
ゐ
る
貼
な
ざ
を
思
ひ
合
す
ご
、
こ
の
碑
の
刻
立
さ
れ
た
動
機
を
付
度
す
る
こ
ご
が
で
き

る
°
恐
ら
く
諸
途
良
の
直
言
セ
胸
に
も
っ
た
彼
を
渾
州
に
貶
議
し
た
だ
け
で
は
滴
足
が
出
末
す
、
彼
の
書
に
封
す
る
名
餐

を
も
奪
ひ
去
ら
う
ご
考
へ
る
に
至
っ
た
で
あ
ら
う
0

さ
う
し
て
其
目
的
を
逹
す
る
た
め
に
は
雁
塔
埋
敢
以
上
の
名
筆
を

出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

雁
塔
理
放
以
上
の
名
筆
を
出
す
に
は
王
義
之
を
か

b
る
よ

b
外
に
方
法
が
な
い
。
乃
て
武
后

は
懐
仁
に
命
じ
て
王
書
を
集
め
て
こ
の
碑
に
上
石
せ
し
め
た
の
で
あ
ら
う
°
果
し
て
さ
う
で
あ
っ
た
こ
す
れ
ば
こ
の
埋

放
序
の
中
に
集
め
ら
れ
た
王
害
は
武
后
に
よ
っ
て
供
給
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
太
宗
が
輯
め
た
王
義
之
の
其
跡
一

1

一千

紙
中
か
ら
拾
ひ
集
め
た
も
の
こ
想
像
せ
ら
れ
そ
の
出
所
は
頗
る
明
瞭
な
も
の
と
な
る
。
現
に
懐
仁
の
連
数
序
中
に
お
い

て
楷
行
の
体
に
近
い
字
は
定
武
閾
亭
に
酷
似
し
た
も
の
が
多
い
0

こ
れ
等
は
恐
ら
く
閾
亭
帖
の
唐
損
本
か
ら
拾
ひ
あ
っ

め
た
も
の
で
あ
ら
う
0

又
そ
の
中
の
行
草
に
近
い
字
は
わ
が
國
に
博
は
っ
た
喪
侃
帖
や
九
月
十
七
日
帖
ご
肺
氣
の
相
通

1

五
四



な
す
。

す
る
こ
こ
ろ
が
あ
る
ぃ
こ
れ
等
の
貼
か
ら
判
晰
す
る
ビ
懐
仁
の
集
め
た
王
書
は
確
乎
た
る
根
披
の
あ
る
も
の
で
趙
子
昂

が
じ
っ
た
如
く
股
昧
な
も
の
で
な
い
。
さ
う
し
て
そ
れ
が
宋
ま
で
拓
工
の
手
に
な
ら
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
非
常
に
率

禍
な
こ
マ
」
で
、
宋
拓
の
挫
数
序
に
は
異
跡
を
下
る
ー
ニ
等
の
字
が
あ
る
。
さ
う
し
て
こ
の
種
宋
拓
本
も
今
は
精
巧
な
狭

硝
版
に
よ
っ
て
複
製
せ
ら
れ
何
人
も
容
易
に
手
に
入
れ
る
こ
こ
が
可
能
る
。

ー
五
五

要
す
る
に
昔
か
ら
書
．
こ
い
へ
ぱ
先
づ
第
一
に
王
義
之
セ
敷
へ
る
が
、
王
義
之
を
學
ぶ
に
は
そ
の
門
径
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
、
そ
の
門
径
は
人
々
に
よ
っ
て
見
る
所
を
異
に
す
る
が
先
づ
智
永
や
喪
侃
帖
等
で
筆
意
セ
學
ん
で
聖
敢
序
や
十

七
帖
等
で
間
架
を
知
る
こ
ご
が
よ
い
で
あ
ら
う
0

然
し
こ
れ
は
素
人
の
書
論
で
勿
論
大
家
の
前
に
言
ふ
ぺ
き
こ
マ
J

で
は

唐
の
太
宗
が
王
義
之
に
心
折
し
て
そ
の
筆
踏
を
あ
つ
め
た
こ
ご
は
略
上
に
述
ぺ
た
通
り
で
あ
る
が
、
唐
の
張
懐
埴
の

二
王
書
録
に
は
延
に
詳
細
に
そ
の
事
俯
を
の
べ
て
次
の
如
く
い
つ
て
ゐ
る
。

パ
観
十
三
年
勅
し
て
右
軍
書
を
賭
求
せ
し
め
並
に
貴
債
之
に
酬
ふ
、
四
方
妙
踏
畢
＜
至
ら
ざ
る
な
し
°
起
居
郎
積
逐

良
マ
J

校
書
郎
王
知
敬
等
マ
J

に
勅
し
て
相
ご
も
に
参
校
せ
し
め
典
儀
王
行
風
（
セ
し
て
之
を
装
せ
し
む
、
右
軍
の
害
大
凡

二
千
二
百
九
十
紙
、
装
し
て
十
三
峡
一
百
二
十
入
怨
ご
な
す
0

虞
害
五
十
紙
一
峡
八
巻
、
本
の
長
短
に
随
っ
て
度
ご

な
す
、
行
書
二
百
四
十
紙
四
峡
四
十
怨
、
四
尺
を
度
ご
な
す
、
草
害
二
千
紙
八
峡
八
十
怨
、

、
人
、

o

f
し

一
丈
二
尺
を
以
て
度
ご



石
文
字
記
に

い
ふ
。

こ
の
敷
字
は
宵
際
参
校
の
任
に
常
つ
た
諸
遂
良
の
「
晋
右
軍
王
義
之
害
目
」
マ
J

一
致
し
な
い
か
ら
、

得
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
兎
に
角
肝
の
太
宗
が
非
常
な
王
毅
之
崇
秤
者
で
、
そ
の
結
果
朝
廷
に
は
多
く
の
異
跡
が
集

太
宗
は
箪
に
王
弗
を
あ
つ
め
た
だ
け
で
な
く
自
分
も
こ
れ
を
習
つ
て
立
派
な
字
が
か
け
た
人
で
あ
っ
た
。
＾
秩
州
山
人

疑
に
太
宗
が
古
帝
王
配
鑑
の
語
を
奨
曹
＜
J

草
書
で
か
い
て
二
の
屍
風
ご
な
し
て
群
臣
に
示
し
た
マ
J

い
ふ
が
、
今
は
た
ゞ

草
害
が
側
は
つ
て
居
て
、
そ
の
軽
俊
流
便
、
宛
然
こ
し
て
右
軍
（
王
姦
之
）
永
興
（
虞
世
南
）
の
風
度
が
あ
る
こ
賞
し
、
又

張
未
の
宛
丘
集
に
、
太
宗
の
許
を
評
し
て
、
そ
の
筆
精
工
法
度
粋
美
、
こ
れ
を
二
王
帖
中
に
維
ふ
る
も
翔
す
る
能
は
す

布
唐
地
曰
の
東
夷
偲
に
よ
る
マ
J

太
宗
は
新
羅
王
の
使
者
に
到
し
て
御
製
の
温
湯
銘
'
t
J

晋
詞
碑
ご
晋
主
自
こ
を
賠
っ
た
'
J
J

か

い
て
居
る
が
、

い
は
ゆ
る
晋
準
日
は
勅
撰
謳
目
で
、
温
湯
銘
マ
J

晋
詞
碑
ご
は
太
磁
が
自
撰
自
古

L
た
自
慢
の
書
で
あ
っ
た
ご

晋
詞
碑
は
今
も
術
山
西
太
原
縣
に
西
晋
洞
の
境
内
に
立
て
居
る
0

私
は
か
つ
て
こ
の
碑
を
見
ん
が
た
め
に
晋
祠
に
詣

で
た
こ
マ
J

が
あ
る
3

北
平
か
ら
京
洩
線
で
石
家
妊
ま
で
ゆ
き
石
家
荘
か
ら
正
大
鐵
逍
に
乖
b
換
て
山
西
太
原
府
に
つ
く

太
原
府
か
ら
西
酎
約
一

n行
程
で
太
原
縣
に
到
希
す
る
、
さ
う
し
て
縣
の
西
方
入
支
里
に
晋
詞
が
あ
る
0

顧
炎
武
の
金

と
激
費
し
た
の
を
見
て
も
そ
の
上
手
さ
が
想
像
せ
ら
れ
る
。

ま
っ
た
こ
ご
は
疑
は
れ
な
い
。

一
五
六

ざ
こ
ま
で
信
用
し



一
査
七

詞
は
縣
甕
山
の
麓
に
あ

b‘

晋
水
の
祭
源
す
る
所
、
後
人
此
に
池
セ
引
き
亭
を
結
ぴ
橋
を
そ
の
上
に
架
し
、
林
水
蛸

然
一
方
の
勝
ご
な
す
る
に
足
る
、
そ
の
廟

111
を
負
う
て
東
而
す
る
セ
晋
水
の
帥
ご
な
し
南
面
す
る
を
府
叔
の
神
ご
な

こ
い
っ
た
の
は
簡
箪
に
そ
の
地
勢

Jゞ

風
致
ご
を
説
き
つ
く
し
て
ゐ
る
0

こ
の
地
は
周
の
初
め
肝
叔
炭
の
封
せ
ら
れ
た
地

で
あ
る
か
ら
、
古
く
か
ら
こ
A

に
唐
叔
を
詞
っ
た
ら
し
く
北
齊
害
に
既
に
晋
詞
の
名
が
現
は
れ
て
ゐ
る

U

さ
う
し
て
崩

の
古
回
胤
が
兵
を
起
す
に
あ
た
つ
て
こ
の
詞
に
祈
願
を
こ
め
た
の
で
あ
る
か
ら
太
宗
は
天
下
統
一
の
後
貞
観
十
九
年
の
末

か
ら
二
十
年
の
初
め
に
か
け
て
山
西
に
ゐ
た
際
こ
の
詞
に
詣
で
ヽ
そ
の
成
効
を
告
げ
翌
二
十
一
年
七
月
に
こ
の
碑
を
建

て
た
も
の
で
あ
る
。
ょ
っ
て
碑
の
題
額
に
は
「
貞
観
二
十
一
年
七
月
」
こ
謳
自
A

れ
て
ゐ
る
こ
の
碑
は
今
碑
亭
で
蔽
は
れ

て
ゐ
る
が
、
も
こ
は
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
た
も
の
と
見
わ
て
碑
の
下
半
分
は
剥
蝕
し
て
一
字
を
辮
せ
な
い
。
し
か
し
そ
の

上
半
分
に
残
っ
た
文
字
セ
熟
視
す
る
マ
；
そ
の
形
体
風
絢
は
毅
之
そ
の
ま
A

で
、
古
人
か
太
宗
の
者
を
評
し
て
二
王
帖
中

に
お
く
も
翔
す
る
な
し

Jゞ

し
っ
た
の
も
誠
に
理
由
の
あ
る
こ
ビ
A
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
は
こ
の
碑
の
拓
本
一
枚
購

ひ
蹄
っ
た
が
、
こ
れ
を
亜
敢
序
に
比
較
す
る
さ
そ
の
過
半
は
理
敢
序
マ
J

同
じ
形
の
字
で
胞
数
序
を
搬
大
し
て
更
に
生
氣

を
加
へ
た
や
う
に
威
じ
セ
0

な
は
こ
の
碑
の
裏
に
は
常
時
太
宗
に
随
従
し
た
唐
初
名
臣
の
名
が
自
署
彫
刻
さ
れ
て
ゐ
る
．

又
↓
↑
の
碑
の
左
に
宋
の
時
重
刻
さ
れ
た
碑
が
あ
っ
て
そ
の
剥
蝕
の
文
字
も
補
は
れ
て
ゐ
る
が
そ
の
氣
的
は
風
馬
牛
も
相

及
ぱ

m。
本
碑
の
高
さ
は
一
丈
二
尺
二
寸
入
分
幅
四
尺
九
寸
四
分
表
面
二
十
八
行
、
毎
行
四
十
四
乃
至
五
十
字
を
牧
め

す
。



て
ゐ
る
0

こ
の
碑
に
よ
っ
て
太
宗
が
如
何
に
毅
之
を
よ
く
學
ん
だ
か
を
證
す
る
マ
」
同
時
に
義
之
の
害
を
勢
脈
す
る
一
資

料
と
加
へ
た
も
の
と
い
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。

温
錫
銘
は
趙
朋
誠
の
金
石
録
怨
四
に
は
「
肝
温
泉
銘
、
太
宗
御
製
並
行
書
」
ビ
記
載
さ
れ
て
居
る
も
の
が
即
ち
そ
れ

で
あ
ら
う
0

温
泉
"
y
J

温
湯
こ
は
同
じ
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
い
は
ゆ
る
温
泉
銘
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
最
近

ま
で
町
瞭
で
な
か
っ
た
が
、
先
年
敦
煉
縣
か
ら
後
現
し
た
古
紗
本
中
に
偶
然
そ
の
拓
本
の
一
部
分
が
あ
ら
は
れ
た
。
そ

の
拓
本
は
四
十
入
行
の
剪
装
本
で
毎
わ
六
七
字
か
ら
成
つ
て
居
り
初
め
の
部
分
が
破
損
し
て
ゐ
て
標
題
も
筆
者
も
朋
か

で
な
い
が
、
そ
の
最
後
の
十
七
行
の
銘
の
部
分
は
絲
州
帖
に
刻
入
さ
れ
て
大
宗
の
秀
岳
銘
こ
呼
ば
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
秀
岳
銘
ご
呼
ん
だ
の
は
銘
の
初
め
が
「
巖
々
秀
岳
、
横
基
消
濱
」
こ
い
ふ
句
で
起
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
深
い

根
抽
は
な
じ
、

さ
う
し
て
そ
の
銘
文
い
中
に
「
箔
々
塞
水
・
・
・
嗣
病
悩
捺
」
マ
」
じ
ひ
「
悼
裁
鏃
穴
、
凝
温
鏡
徹
」
マ
J

い
ふ

等
そ
れ
が
温
泉
銘
で
あ
る
こ
マ
J

は
自
ら
推
測
せ
ら
れ
る
が
、
更
に
そ
の
序
の
部
分
に
「
翅
詢
風
示
盆
彰
＞
志
、
鑑
霊
泉
一
而

粛
反
心
L
マJ
じ
ひ
、
又
炎
景
錬
時
，
長
波
不
足
-

1

其
熱
↓
霜
風
繋
歳
、
母
浪
不
レ
粕
玉
＾
寒
↓
不
下
以
今
古
褻
上
レ
質
、
不
下

以
源
昴
易
上
＞
捨
」
Jゞ

い
ふ
が
如
き
皆
こ
の
拓
本
が
温
泉
銘
た
る
こ
ピ
を
示
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
そ
の
中
に
自
稲
し
て

―
朕
」
マ
J

い
つ
て
ゐ
る
の
は
そ
の
作
者
の
天
子
で
あ
る
證
据
で
「
泄
」
の
字
「
民
」
の
字
こ
も
に
欠
筆
し
て
居
ら
ぬ
の
は

G

支
那
で
は
天
子
の
諒
は
遠
慮
し
て
完
全
に
か
A
す
に
一
査
を
略
し
て
お
く
を
鳶
こ
す
る
、
世
民
は
唐
太
宗
の
諒
で
あ

る
か
ら
他
人
か
か
け
ば
恨
民
の
字
は
欠
筆
す
る
筈
で
あ
る
）
こ
れ
が
太
宗
に
よ
っ
て
か
＞
れ
た
證
据
で
あ
る
。
そ
こ
で

一
五
入



さ
れ
た
の
も
偶
然
で
な
い
。

も
容
易
に
手
に
入
れ
る
こ
ご
が
可
能
き
る
。

一
荘
九

こ
の
拓
本
は
最
初
の
部
分
が
か
け
て
ゐ
て
標
題
セ
失
っ
て
は
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
太
宗
自
筆
の
温
泉
銘
た
る
こ
こ
は
分
嘔

も
疑
ひ
を
容
れ
ぬ
0

こ
の
本
の
原
本
は
佛
國
の
伯
希
和
博
士
に
よ
っ
て
佛
國
に
持
ち
去
ら
れ
今
．
ハ
リ
ー
の
國
民
闘
壽
館

に
存
す
る
が
、

か
つ
て
羅
振
玉
氏
に
よ
っ
て
影
印
せ
ら
れ
後
又
上
海
の
文
明
書
局
か
ら
複
印
本
が
出
て
ゐ
る
か
ら
何
人

さ
て
影
印
本
の
温
泉
銘
を
晋
洞
碑
に
封
照
す
る
こ
晋
詞
碑
は
曹
体
は
整
頓
し
て
ゐ
る
が
轄
折
鋒
頴
が
や
A

鈍
く
戚
す

る
之
に
反
し
て
温
泉
銘
は
奔
放
を
極
め
て
ゐ
て
鋒
頴
猜
新
に
し
て
字
は
少
し
細
く
鋭
い
0

朱
竹
培
の
い
ふ
所
に
よ
る
こ

晋
詞
碑
は
も
ご
刻
が
淡
く
て
字
も
細
く
あ
っ
た
が
後
に
庸
エ
が
字
セ
浚
へ
て
深
く
し
た
為
め
骨
力
が
失
せ
た
ご
い
つ
て

ゐ
る
が
、
こ
れ
を
温
泉
銘
に
封
照
す
る
こ
こ
に
よ
っ
て
朱
竹
蛇
の
言
が
常
つ
て
ゐ
る
こ
ビ
を
覺
え
る
。
従
っ
て
晋
詞
碑

に
失
は
れ
た
骨
力
は
温
泉
銘
で
補
つ
て
視
る
べ
き
で
、
か
く
考
へ
て
太
宗
の
害
を
見
る
ご
彼
は
王
義
之
の
形
貌
を
よ
く

學
ん
だ
こ
ご
を
酋
肯
す
る
こ
同
時
に
又
天
性
非
常
な
腕
を
持
つ
た
人
だ
こ
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
0

彼
は
唐
創
業
の
英
主

で
射
ら
甲
冑
を
衣
て
軍
陣
に
出
入
し
た
人
で
あ
る
が
、
そ
の
書
に
お
い
て
も
不
惟
出
の
天
才
で
虞
泄
南
諸
途
良
に
ま
さ

る
ご
も
劣
る
こ
と
な
き
力
を
も
っ
た
人
だ
マ
」
思
は
れ
る
。
其
に
彼
は
文
武
の
能
を
兼
ね
備
へ
た
人
で
、
文
武
皇
帝
ご
溢

昔
か
ら
王
義
之
の
背
を
評
し
て
鳳
荘
鸞
翔
ご
い
ふ
が
太
宗
の
温
泉
銘
は
殊
に
こ
の
評
に
的
中
す
る
や
う
に
思
は
れ
る

H
本
の
弘
法
大
師
や
道
風
に
も
こ
の
趣
き
が
什
す
る
が
太
宗
に
お
い
て
特
に
顕
著
で
あ
る
。
乃
で
義
之
を
學
ぶ
に
は
太



上
目
は
姓
名
を
記
す
に
足
る
こ
桑
語
し
だ
古
人
も
あ
る
が
成
ら
う
こ
・
こ
な
ら
湛
日
は
う
ま
く
書
き
た
い
も
の
で
あ
る
°
然

し
幼
少
の
頃
か
ら
ペ
ン
や
鉛
筆
を
使
ぴ

m"
さ
れ
た
吾
々
は
、
到
庭
古
人
の
や
う
に
筆
は
使
ひ
こ
な
せ
ぬ
、
よ
し
及
ば
な
い

に
し
て
も
古
人
の
風
却
叫
を
學
ん
で
暫
ら
く
現
泄
を
離
脱
す
る
こ
マ
J

が
で
き
れ
ば
こ
れ
も
ま
た
ー
つ
の
築
み
で
あ
ら
う
。

私
は
青
年
時
代
か
ら
史
學
に
深
い
趣
味
セ
持
ち
、
そ
れ
に
闊
す
る
書
籍
や
、
人
物
の
偵
紀
な
ざ
を
愛
讀
し
、
老
年
の

今
日
も
猶
且
つ
暇
さ
へ
あ
れ
ば
、
こ
の
著
作
に
讀
み
耽
つ
て
を
り
よ
す
。
っ
く

l
＼
ご
思
ひ
ま
す
に
、
我
が
皇
室
に
お

か
せ
ら
れ
て
は
、
御
脈
代
い
づ
れ
も
叡
明
に
わ
た
ら
せ
ら
れ
た
こ
y
J

は
、
申
す
迄
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
間
ま
た

此
の
明
君
を
輔
け
、
皇
室
の
御
総
め
、
我
國
の
た
め
、
國
民
り
た
め
、
盛
作
さ
れ
た
'
’
ー
ー
國
家
に
功
勢
の
あ
っ
た
賢
相

名
臣
は
、
決
し
て
少
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
我
國
三
千
年
の
歴
史
を
通
じ
て
、
古
今
に
優
越
し
た
る
一
大
人

格
者
|
ー
い
づ
れ
の
貼
か
ら
見
て
も
，
少
し
も
鋏
黙
を
見
出
だ
せ
な
い
大
人
格
者
は
誰
で
あ
る
か
さ
問
は
れ
ま
し
た
ら
、

義

公

水

戸

光

例

卿

宗
の
青
も
堡
考
す
る
必
要
が
あ
る
。

江
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