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孔
子
数
を
立
て
逍
セ
明
に
し
て
後
三
千
の
弟
子
散
じ
て
四
方
に
在
b
孔
子
の
道
に
封
す
る
尊
信
こ
孔
子
の
人
格
に
封

す
る
崇
敬
．
こ
を
懐
き
て
主
し
て
王
侯
貴
人
の
間
に
設
き
後
年
孔
子
の
道
が
殆
ざ
國
放
こ
な
る
の
素
地
を
為
せ

b°

而
し

て
孔
子
の
道
を
し
て
形
而
上
學
的
基
礎
の
上
に
立
た
し
め
た
る
の
功
は
理
孫
子
思
を
推
さ
ゞ
る
ヤ
得
す
、
子
思
の
師
合

子
は
意
志
の
人
、
郎
ち
賓
行
の
人
な
り
し
が
子
思
は
寧
ろ
哲
學
的
思
索
に
長
じ
従
末
の
思
想
の
系
統
に
依
り
更
に
一
歩

を
進
め
て
孔
子
の
逍
の
形
而
上
學
的
根
喋
を
明
か
に
し
た
b‘

其
の
著
せ
る
所
の
書
の
今
に
存
す
る
も
の
は
中
庸
あ
る

の
み
0

此
の
書
に
闊
し
て
は
或
は
始
め
に
中
庸
ャ
ー
設
き
後
に
滅
を
説
く
、
元
ご
是
れ
二
編
の
書
な
る
を
後
人
深
く
察
せ

す
し
て
妄
に
合
せ
て
一
編
ご
為
せ
る
も
の
な
り
マ

J

論
す
る
者
め
れ
ゞ
」
も
中
庸
こ
誠
朋
こ
は
思
想
の
内
容
に
於
て
緊
密
に

誠
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相
闊
係
し
其
の
間
に
思
想
展
開
の
径
路
の
明
か
に
認
め
ら
る
A

も
の
あ
b
0
本
末
一
編
の
害
た
b
し
事
を
疑
は
す
、
或
は

中
庸
以
前
に
於
て
誠
セ
設
け
る
者
少
し
°
子
思
が
誠
を
設
け
る
は
老
子
に
到
抗
せ
ん
が
為
な
り
、
老
子
は
孔
子
の
逍
を
以

て
館
な
り
さ
為
せ
る
を
以
て
子
思
敢
然

A

こ
し
て
連
人
の
道
の
誠
な
る
こ
．
、
J

を
説
け
る
も
の
な

b
ご
論
す
る
者
あ
り
。
中

庸
が
其
の
終
末
に
於
て
仲
尼
祖
述
莞
舜
ぶ
憲
章
文
武
、
云
々
こ
云
へ
ろ
は
、
所
謂
吾
が
佛
尊
し
の
流
に
て
他
派
に
到
し
て

孔
子
の
逍
の
尊
き
を
示
さ
ん
ご
す
る
も
の
ご
思
ふ
も
の
あ
る
べ
け
れ
ざ
賓
は
然
ら
す
、
中
庸
の
書
は
逍
を
明
か
に
す
る

も
の
に
し
て
、
道
は
湮
人
の
之
を
修
め
て
放
を
立
つ
る
に
依
り
て
明
か
こ
な
る
、
而
し
て
埋
人
の
能
く
敢
セ
立
つ
る
所

以
は
、
其
の
性
至
誠
な
る
に
在
b‘

吾
人
は
淫
人
の
放
に
依
b
て
逍
セ
知
b
道
を
行
ふ
こ
ご
を
得
、
故
に
理
人
修
逍
立

放
の
功
に
封
し
深
き
戚
謝
こ
俵
敬
こ
を
有
せ
ざ
る
べ
か
ら
す
、
是
れ
中
庸
が
孔
子
の
徳
を
讃
美
し
て
怨
を
結
び
た
ろ
所

老
子
は
孔
子
の
道
に
於
て
最
も
重
せ
ら
る
A

麗
に
闊
し
て
は
忠
信
之
薄
而
飢
之
首
也
ご
云
へ
る
も
未
だ
孔
子
の
逍
を

個
ご
謂
ひ
た
る
こ
ご
あ
ら
す
。

又
大
道
殷
有
仁
義
ご
云
ひ
た
れ

Jゞ

も
仁
義
に
上
下
の
別
あ
る
こ
<
J

を
許
し
、
上
仁
の
徳
マ
J

相
近
き
こ
ご
を
認
め
た
り
。

亦
以
て
孔
子
の
道
セ
必
ら
す
し
も
偽
こ
謂
へ
る
に
非
ら
ざ
る
を
知
る
べ
し
0

之
を
要
す
る
に
老
子
が
孔
子
の
道
を
館
な

り
ビ
謂
へ
る
こ
こ
な
き
に
必
す
誠
を
説
き
て
之
に
封
せ
ん
か
是
れ
的
無
さ
矢
を
放
つ
の
類
の
み
、
或
は
中
庸
が
孟
子
ご

同
じ
文
句
を
有
す
る
も
の
あ
る
に
依
り
、
中
庸
は
孟
子
に
取
り
て
作
り
た
る
も
の
な
り
、
子
思
の
作
に
非
す
ご
論
す
る

以
な

b
o



（
一
）
恨

（
四
）
中

も
の
な
る
べ
し
、
誠
に
泥
き
概
念
ご
は

（
五
）
信

（
六
）
枕
又
は
謀
等
是
れ
な
b
o

も
の
あ

b‘

是
れ
後
世
の
作
者
が
前
人
の
説
を
引
用
す
る
場
合
に
は
必
す
そ
の
氏
名
若
し
く
は
書
名
を
畢
げ
、
若
し
然

ら
ざ
る
時
は
刺
輛
y
J

磯
ら
る
A

の
例
に
依
り
て
云
ふ
も
の
な

b
、
然
る
に
先
秦
時
代
に
於
て
は
詩
書
を
引
く
場
合
に
は

必
す
詩
日
又
は
書
日
ご
云
ふ
も
そ
の
他
の
場
合
に
於
て
は
必
ら
す
し
も
出
慮
を
明
言
せ
ざ

b
し
も
の
な
れ
ば
、
孟
子
が

其
の
師
の
師
た
る
子
思
の
上
目
に
取
り
て
、
而
し
て
子
恩
の
名
セ
記
さ
ゞ
る
も
亦
怪
し
む
に
足
ら
す
、
中
庸
が
孟
子
ご
同

じ
文
句
を
有
す
る
を
以
て
直
に
孟
子
に
取
れ

b
マJ
為
す
は
不
可
な
り
0

此
く
の
如
き
理
由
を
以
て
中
庸
は
子
思
が
孔
子

の
道
の
根
欅
を
明
か
に
せ
ん
ご
て
作
り
し
も
の
な
り
ご
し
、
而
し
て
其
の
中
に
説
く
ご
こ
ろ
の
誠
に
就
き
て
述
べ
ん
ご

戦
國
時
代
以
前
に
於
て
誠
を
設
け
る
者
少
し
、
尚
書
太
甲
下
に
鬼
神
無
常
享
、
享
子
克
誠
。
さ
あ
る
を
以
て
異
西
山

は
誠
を
言
ふ
の
始
め
ご
な
し
た
れ
ざ
も
、
古
文
尚
奢
な
れ
ば
證
マ
」
な
し
難
し
。
又
舜
典
に
温
恭
允
寒
マ
:
あ
る
允
セ
誠
に

同
じ
ご
為
す
者
あ
れ
ざ
も
、
此
の
句
は
東
晉
の
時
に
舜
典
の
首
に
加
へ
た
る
二
十
入
字
中
の
も
の
な
れ
ば
亦
證
ご
為
し

難
し
、
允
塞
の
二
字
は
毛
詩
常
武
編
に
見
わ
た
る
も
の
に
し
て
、
鄭
空
は
允
は
信
を
守
る
の
義
こ
為
し
、
肉
書
孔
安
國

偲
に
依
れ
ば
允
は
副
詞
た
る
の
み
、
何
れ
に
し
て
も
誠
ご
は
同
じ
か
ら
す
0

中
庸
以
前
に
誠
を
設
け
る
も
の
少
し
さ
雖

も
．
誠
に
近
き
概
念
の
説
か
れ
た
る
も
の
敷
種
の
り
、
此
等
の
息
想
が
相
流
注
し
て
途
に
滅
．
こ
云
ふ
概
念
に
蹄
着
せ
る

（
二
）
固

（
三
）
壼

す
。



の
こ
は
謂
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

柊
は
先
づ
周
易
に
一
―
―
―
―
―
恒
亨
、
元
咎
利
貞
、
利
有
仮
往
u

ご
あ
り
、
象
偲
に
板
久
也
、
恨
亨
尤
咎
利
貞
、
久
於
其

道
也
、
天
地
之
道
、
恨
久
、
而
不
己
也
、
日
月
得
天
、
而
能
久
照
、
四
時
稜
化
、
而
能
久
成
埋
人
久
於
其
逍
、
天
下
化

成
、
観
其
所
恒
．
而
天
地
萬
物
之
情
可
見
夫
。
こ
あ
り
、
極
は
徳
の
美
な
る
も
の
た
る
を
知
る
べ
し
0

九
一
―
ー
の
交
僻
に
不

恨
其
徳
、
或
承
之
器
、
貞
吝
。
ご
あ

b
、
人
其
徳
セ
仮
に
せ
ざ
い
ピ
羞
を
承
く
る
こ
こ
あ
る
を
云
ふ
0

亦
恒
は
徳
の
美

な
る
も
の
た
る
を
見
る
べ
し
、
然
る
に
六
五
の
交
僻
に
仮
其
徳
貞
、
婦
人
吉
、
夫
子
凶
、
と
あ
b
、
象
偲
に
婦
人
貞
吉
＂

従
一
而
終
也
畜
夫
子
制
義
、
従
婦
凶
也
。
さ
云
へ

b‘

蓋
し
五
は
尊
位
に
し
て
、
元
末
腸
位
な

b
、
而
し
て
五
は
二
に

應
す
今
五
つ
位
に
在
る
も
の
は
陰
に
し
て
二
の
位
に
あ
る
も
の
は
陽
な
り
陰
は
陽
に
従
ふ
も
の
な
れ
ば
、
五
、
二
に
従

は
ん
マ
J

す
る
象
あ
b
、
陰
の
陽
に
従
ふ
は
婦
人
に
在
り
て
は
吉
な
る
も
、
陽
が
陰
に
従
ふ
は
凶
な
b
さ
す
、
婦
人
は
専

制
の
義
な
し
故
に
従
を
以
て
美
徳
ご
な
す
、
男
子
は
外
に
あ
b
て
祉
會
的
叉
國
家
的
事
務
に
嘗
る
、
而
し
て
事
の
生
す

る
や
一
な
ら
す
、
所
謂
杓
子
定
規
に
て
之
を
律
せ
ん
か
義
を
制
す
る
所
以
に
非
す
、
新
し
き
事
に
虞
す
る
に
は
又
自
ら

新
し
き
法
な
か
る
べ
か
ら
す
、
披
る
所
の
根
本
主
義
は
之
を
襲
せ
ざ
る
も
慮
置
の
方
法
は
場
合
に
よ

b
て
稜
せ
ざ
る
べ

か
ら
す
、
是
れ
癒
を
仮
に
す
る
の
不
可
な
る
所
以
な
り
、
此
の
如
く
稜
化
し
た
る
事
情
の
下
に
義
に
披
り
て
宜
し
き
を

制
す
る
こ
こ
を
知
ら
ざ
る
場
合
に
は
、
恒
も
其
の
美
を
失
ふ
こ
マ
」
＞
な
り
、
仮
は
如
何
な
る
場
合
に
も
徳
の
美
な
る
も

又
論
語
子
路
篇
に
子
日
、
南
人
有
言
、
日
、
人
而
無
恒
、
不
可
以
作
巫
緊
、
と
あ
b
巫
堅
は
韓
退
之
の
師
設
に
百
エ

四



五

ご
並
べ
稲
せ
る
程
に
て
古
は
賤
し
き
も
の
ご
せ
ら
れ
た
る
が
其
の
賤
し
き
業
を
螢
む
に
す
ら
悟
の
心
な
か
る
ぺ
か
ら
す

孟
子
梁
恵
王
上
篇
に
無
極
産
而
有
恢
心
者
、
唯
士
篤
能
、
若
民
無
恒
産
、
因
無
恒
心
、
荀
無
悟
心
、
放
辟
邪
修
、
無

不
為
己
、

ゞ
:
あ
る
は
又
為
す
べ
か
ら
ざ
る
事

Jゞ

為
さ
ゞ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
こ
A

を
知
る
こ
ご
明
か
に
し
て
其
の
為
す
べ

か
ら
す
こ
畑
れ
る
事
を
ば
如
何
な
る
場
合
に
も
即
ち
利
を
以
て
誘
は
る
A

ご
も
力
を
以
て
威
さ
る
ヽ
こ
も
晰
じ
て
之
を

為
さ
ゞ
る
を
極
心
め
る
の
人
こ
云
ひ
、
所
謂
士
即
ち
害
を
讀
み
逍
を
姉
り
て
義
に
明
か
な
る
人
の
み
恒
産
無
く
ご
も
之

を
能
く
す
マ
J

云
へ
る
も
の
な
り
、
是
れ
亦
恒
の
美
な
る
者
セ
以
て
言
へ
る
な
り
。

論
語
述
而
篇
に
孔
子
が
善
人
吾
不
得
而
見
之
癸
、
得
見
有
極
者
斯
可
央
0

こ
云
へ
る
は
恒
あ
る
者
の
少
き
セ
嘆
せ
る

も
の
な
り
其
の
所
謂
極
有
り
こ
は
孔
子
目
ら
已
而
岱
有
、
虚
而
為
盈
、
約
而
岱
泰
｀
難
乎
有
恒
夫
3

ご
云
る
に
依
れ
ば

主
ご
し
て
物
質
的
に
鋏
乏
若
し
く
は
不
足
せ
る
を
十
分
に
し
て
餘
b
あ
る
が
如
く
表
面
を
飾
b
装
ふ
を
以
て
恒
無
し
ご

云
へ
る
も
の
な
る
べ
し
°
蓋
し
斯
く
の
如
き
は
所
謂
虚
榮
の
事
に
し
て
一
旦
人
に
到
し
表
面
を
扮
飾
す
れ
ば
そ
の
扮
飾

を
宜
ら
し
く
せ
ん
が
為
め
に
如
何
な
る
手
段
セ
も
厭
は
す
途
に
は
硲
す
ま
じ
き
事
を
も
為
す
に
至

b
糎
な
さ
に
陥
る
べ

し
、
か
く
恒
付
る
者
は
守
る
こ
こ
ろ
有
り
て
為
さ
ざ
る
さ
こ
ろ
有
る
を
以
て
、
周
易
繋
僻
下
篇
に
は
極
者
徳
之
固
也
ご

云
へ
り
。

固
の
字
は
荀
子
謁
論
篇
に
就
之
中
焉
能
勿
易
、
謂
之
能
固
。
こ
云
へ
る
は
證
義
セ
守
り
て
易
ら
ざ
る
を
以
て
固
ご
謂

ご
云
へ
る
も
の
ご
見
れ
ぱ
僅
は
徳
の
美
な
る
も
の
マ
J

謂
ふ
べ
し
。



然
る
に
孟
子
告
子
下
篇
に
固
哉
高
斐
之
為
詩
也
y

」
云
へ
る
場
合
の
固
は
一
に
偏
し
て
固
階
な
る
を
以
て
云
へ
る
な
り
、

高
田
を
は
高
子
ご
云
へ
る
學
者
の
こ
ご
に
し
て
詩
続
に
見
わ
る
小
緋
の
詩
を
親
を
怨
み
た
る
の
故
を
以
て
小
人
の
詩
な

b
ご
云
へ
る
を
聞
き
て
孟
子
が
其
の
固
階
に
し
て
事
理
に
通
せ
ざ
る
を
磯
れ
る
な
り
即
ち
親
を
怨
む
に
二
つ
の
場
合
あ

b
、
親
の
過
小
な
る
に
之
を
怨
む
は
是
れ
小
人
の
事
な
b
0
之
に
反
し
て
親
の
過
大
な
る
に
怨
み
ざ
る
は
孝
子
の
事
に
非

す
、
孝
子
の
怨
む
は
親
セ
し
て
反
省
せ
し
め
て
其
過
セ
遂
げ
ざ
ら
し
め
ん
マ
ニ
す
る
誠
心
に
出
づ
る
も
の
に
し
て
之
セ
怨

み
ざ
る
は
親
を
以
て
終
に
諫
む
べ
か
ら
す
マ
J

硲
す
も
の
な
り
、
是
れ
親
の
過
大
な
る
に
怨
み
ざ
る
は
孝
子
の
事
に
非
す

マJ
謂
ふ
所
以
な
り
0

小
継
は
親
の
過
の
大
な
る
場
合
な
れ
ば
之
を
怨
む
は
寅
に
孝
子
の
事
な
り
0

然
る
を
高
子
が
親
を

怨
み
た
れ
ば
小
人
の
詩
な
り
マ
J

為
せ
る
は
怨
む
に
二
つ
の
場
合
あ
る
こ
こ
を
知
ら
ざ
る
固
階
の
見
解
に
出
づ
、
論
語
學

而
篇
に
君
子
不
重
則
不
威
、
學
則
ぷ
固
0

マJ
あ
b
、
朱
子
等
は
不
璽
を
以
て
不
威
ご
學
則
不
固
こ
の
條
件
こ
な
し
た
れ

ざ
も
そ
の
設
非
な

b
、
不
重
則
不
威
を
一
句
こ
な
し
學
則
不
固
セ
又
一
句
マ
J

な
し
て
解
す
べ
し
0

學
則
不
固
マ
J

は
學
び

て
道
を
知
り
義
に
明
か
な
れ
ば
固
阻
不
通
の
弊
を
免
る
べ
し
こ
の
義
な
り
。

論
語
子
竿
篇
に
孔
子
が
可
興
共
學
、
未
可
興
適
道
、
可
典
適
道
、
末
可
典
立
、
可
典
立
、
末
可
典
櫂
0

マJ
云
へ
る
櫂

は
即
ち
不
固
の
場
合
な
る
べ
し
、
孔
チ
の
意
は
今
人
有
b
共
に
學
ぷ
に
可
な
る
も
我
が
學
ぶ
所
以
の
動
機
は
逍
セ
畑

b

逍
を
行
ひ
て
人
格
を
完
成
す
る
に
在
る
に
人
の
學
ぶ
所
以
の
動
機
は
藤
を
得
る
に
在
る
時
は
之
こ
共
逍
に
適
く
べ
か
ら

へ
る
も
の
に
て
固
の
美
な
る
場
合
な
り
。

六



一
徳
は
、

七

す
そ
の
人
の
學
ぶ
所
以
の
動
機
が
我
れ
<
J

同
じ
き
時
は
共
に
道
に
適
く
に
可
な
る
も
決
意
堅
か
ら
す
努
力
足
ら
す
し
て

我
れ
こ
同
じ
く
進
む
能
は
ざ
る
場
合
に
は
之
を
共
に
立
つ
べ
か
ら
す
、
叉
決
意
も
堅
く
努
力
も
十
分
に
し
て
我
れ
と
進

み
を
同
じ
く
す
る
場
合
に
は
共
に
立
つ
に
可
な
る
も
そ
の
人
義
を
知
る
こ
こ
明
か
な
ら
ざ
る
が
為
め
に
淫
賢
の
放
へ
た

る
所
こ
異
り
た
る
事
情
撹
遇
に
遣
遇
す
る
場
合
に
は
之
に
慮
す
る
所
以
の
道
を
制
す
る
こ
',J
を
能
く
せ
ざ
る
者
有
り
、

是
れ
共
に
櫂
る
べ
か
ら
ざ
る
な

b
、
能
く
櫂
る
は
即
ち
固
な
ら
ざ
る
所
以
な
り
、
學
者
或
は
反
経
而
合
経
を
以
て
櫂
を

設
く
者
有
れ
ざ
も
櫂
は
要
す
る
に
義
セ
制
す
る
の
意
に
外
な
ら
す
此
く
の
如
く
固
に
も
美
な
る
場
合
ご
然
ら
ざ
る
場
合

壼
に
就
い
て
は
歳
記
緬
衣
篇
に
手
吉
曰
、
惟
ヂ
射
陸
湯
、
咸
有
一
徳
。
こ
あ
り
、
手
吉
ご
は
手
告
即
ち
ヂ
詰
の
誤
な
る
べ

く
、
蓋
し
尚
書
の
篇
名
な
り
今
の
古
文
尚
書
に
は
此
の
篇
な
く
上
に
畢
げ
た
る
句
は
古
文
尚
書
咸
有
一
徳
篇
中
に
あ
b

明
治
天
皇
の
放
育
に
関
す
る
勅
語
に
仰
せ
ら
れ
た
る
も
の
マ
J

そ
の
義
を
異
に
し
純
壼
の
徳
の
義
な
り
、
毛
詩

衛
風
恨
篇
に
女
也
不
爽
、
士
式
其
行
、
士
也
岡
極
、
二
三
其
徳
。
こ
云
ひ
又
成
公
八
年
左
偲
に
魯
の
季
文
子
が
覇
主
荊

穏
是
以
、
而
二
三
其
梃
、
何
以
長
有
詣
候
乎
0

ご
云
へ
る
二
三
其
徳
は
何
れ
も
一
徳
の
反
到
を
言
へ
る
も
の
な
b

0

俄

篇
に
あ

b
て
は
昔
或
る
士
即
ち
或
男
が
或
る
女
こ
結
婚
せ
る
に
男
の
家
道
貧
困
な
る
に
拘
ら
す
女
は
能
＜
節
を
守

b
夫

に
事
へ
た
る
に
男
は
家
計
の
困
難
に
伴
ひ
恩
意
漸
（
薄
く
な

b
、
女
を
顧
み
ざ
ら
ん
と
し
昔
ご
態
度
を
異
に
せ
る
を
以

て
式
其
行
。
又
ニ
―
―
一
其
癒
こ
云
へ
る
な
り
、
左
偲
に
あ
り
て
は
晉
が
放
陽
の
田
を
齊
に
取

b
て
魯
に
典
へ
た
る
に
数
年

ご
あ
り
。



に
し
て
又
之
を
齊
に
蹄
せ
さ
魯
に
命
じ
た
る
に
よ

b
季
文
子
二
三
其
穂
ご
謂
ひ
た
る
な
b
0
郎
ち
言
行
の
前
後
矛
盾
不

一
致
な
る
を
二
三
其
循
ビ
云
ふ
に
封
し
て
見
れ
ば
一
徳
ご
は
言
行
の
終
始
一
致
す
る
結
果
を
生
す
る
も
の
即
ち
純
壼
の

中
の
字
の
文
献
に
見
わ
た
る
は
論
語
党
日
篇
に
引
け
る
奏
の
舜
に
命
じ
た
る
語
を
最
も
古
し
ご
為
す
べ
し
、
葵
曰
篇

に
引
け
る
語
は
蓋
し
尚
書
の
文
な
る
ぺ
し
、
其
の
語
に
日
く
杏
爾
舜
、
天
之
肝
敷
在
爾
射
、
允
執
其
中
、
四
海
困
窮
、

天
藤
永
終
。
ご
他
oJ
句
oJ
解
繹
は
暫
く
之
セ
措
き
允
執
茸
〈
中
の
句
の
み
に
就
い
て
言
は
ん
、
先
づ
朱
子
の
説
を
見
る
に

中
者
無
過
不
及
之
名
マ
J

云
へ
り
0

涎
に
語
類
を
見
る
に
埋
賢
言
中
有
二
義
こ
云
ひ
て
中
庸
に
所
謂
天
下
之
大
本
マ
J

時

中
こ
を
以
て
説
き
天
下
之
大
本
な
る
も
の
は
執
b
得
べ
き
も
の
に
非
す
既
に
執
る
ご
言
ふ
以
上
営
に
時
中
の
中
を
云
ふ

も
の
ご
解
す
べ
し
0

時
中
こ
は
事
事
物
物
の
上
に
自
然
に
又
天
然
に
有
る
マ
J

こ
ろ
の
中
に
し
て
人
の
安
排
を
待
た
ざ
る

も
の
な
b‘

郎
ち
天
理
の
事
物
の
上
に
存
す
る
も
の
を
謂
ふ
こ
説
け
り
其
の
説
く
所
猶
ほ
抽
象
的
又
は
形
式
的
概
念
た

る
こ
こ
を
免
れ
ざ
る
が
如
し
、
事
々
物
々
の
上
に
存
す
こ
云
ふ
天
理
を
ば
如
何
に
し
て
認
識
す
る
か
に
至
り
て
は
説
く

所
な
し
中
JM
に
孔
子
の
語
こ
し
て
舜
の
大
知
な
る
こ
ご
を
讃
美
し
た
る
中
に
執
其
雨
端
、
用
其
中
於
民
。
て
云
へ
る
あ

b°

朱
子
之
を
解
し
て
雨
端
謂
衆
論
不
同
之
極
致
0

蓋
凡
物
皆
有
雨
端
0

如
小
大
厚
薄
之
類
、
於
善
之
中
、

叉
執
其
雨

端
、
而
擾
度
以
取
中
0

然
後
川
之
、
則
其
揮
之
審
、
而
行
之
至
央
Q

ご
云
へ
り
、
延
に
語
類
を
見
る
に
一
の
例
ヤ
畢
げ

て
説
明
し
例
へ
ぱ
人
の
功
あ
る
者
に
賞
を
典
へ
ん
こ
す
る
場
合
或
は
萬
金
セ
興
ふ
べ
し
と
云
ひ
或
は
千
金
セ
典
ふ
べ
し

徳
を
意
味
し
他
の
語
を
以
て
云
へ
ぱ
人
格
の
統
一
に
外
な
ら
す
。

八



九

t
云
ひ
或
は
百
金
セ
興
ふ
べ
し
こ
云
ひ
或
は
十
金
を
典
ふ
ぺ
し
こ
云
ふ
者
あ

b
さ
せ
ん
に
萬
金
は
至
厚
な

b
十
金
は
至

薄
な
り
此
の
厚
薄
の
中
を
櫂
b
て
賞
を
決
す
べ
し
営
に
萬
金
を
賞
す
べ
く
ん
ぱ
萬
金
を
賞
す
る
も
中
な
り
営
に
十
金
を

賞
す
べ
く
ん
ば
十
金
を
賞
す
る
は
中
な
b
、
必
ら
す
し
も
萬
金
ご
十
金
こ
の
中
間
を
中
こ
す
る
に
非
す
要
は
天
理
の
在

る
所
に
従
ふ
て
決
す
る
に
あ
り
ご
云
へ
り
0

此
の
説
明
に
依
れ
ば
萬
金
を
賞
す
べ
き
か
十
金
を
賞
す
べ
き
か
牌
た
二
者

子
の
説
の
従
ひ
難
さ
所
以
な
り
、
奏
か
舜
に
命
じ
た
り
'
y
J

い
ふ
允
執
其
中
の
語
は
古
文
肉
書
大
萬
誤
に
取
ら
れ
て
一
一
＿
句

を
壻
加
し
て
人
心
惟
危
、
道
心
惟
徹
、
惟
精
惟
一
、
允
執
厭
中
。
と
な
れ
り
禁
沈
の
偲
に
人
心
は
私
な
b
易
く
し
て
公
な
り

難
し
故
に
危
し
道
心
は
明
か
な
り
難
く
し
て
昧
く
な
り
易
し
故
に
徴
な
b
能
く
精
以
て
之
を
察
し
て
形
質
の
私
を
雑
ヘ

す
能
く
一
以
て
之
セ
守
b
て
義
理
の
正
に
純
に
し
て
道
心
常
に
之
が
主
と
な
り
て
人
心
命
を
聰
く
時
は
乃
ち
危
き
も
の

安
く
徴
な
る
も
の
著
れ
動
静
云
為
自
ら
過
不
及
の
差
無
く
し
て
信
に
其
の
中
を
執
ら
ん
さ
云
へ

b
、
此
れ
も
亦
天
理
を

以
て
中
を
設
く
の
説
な
り
、
大
両
誤
は
古
文
な
れ
ば
深
く
之
を
論
せ
ざ
る
べ
し
、
翻
つ
て
古
註
を
検
す
る
に
中
庸
の
鄭

空
註
に
雨
端
過
典
不
及
也
、
用
其
中
於
民
、
賢
典
不
肖
、
皆
能
行
之
也
。
こ
あ
b
其
の
過
不
及
こ
い
ふ
文
字
は
朱
子
の
用

ひ
た
る
も
の
こ
同
じ
き
も
其
の
意
味
は
則
ち
大
に
異
な
れ
り
過
は
賢
者
は
之
に
過
ぐ
る
を
以
て
言
ひ
不
及
こ
は
不
肖
者

は
之
に
及
ば
ざ
る
を
以
て
言
ふ
、
而
し
て
遁
は
賢
者
<
J

不
肖
者
こ
の
同
じ
（
由
る
所
な

b
、
更
に
之
を
詳
か
に
せ
ば
賢

の
中
間
を
取
り
て
賞
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
は
別
に
其
の
標
準
な
か
る
べ
か
ら
す
、
標
準
は
所
謂
天
理
以
外
に
は
有
り

0

0

0

 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0

0

 

得
べ
か
ら
ざ
れ
ば
究
覚
す
る
に
天
理
を
執
り
て
中
を
制
す
る
こ
ご
A

な
る
べ
く
中
を
執
る
に
は
非
ざ
る
べ
し
0

是
れ
朱



制
し
て
民
に
命
す
る
所
の
も
の
な
り
。

者
郎
ち
畑
る
こ
さ
明
か
に
行
ふ
こ
ご
高
き
人
は
所
謂
道
セ
見
る
こ
マ
J

高
き
に
過
ぎ
不
肖
者
は
勿
論
中
人
ご
雖
も
之
セ
知

る
こ
こ
能
は
す
又
之
を
行
ふ
こ
ご
能
は
ざ
る
こ
こ
ろ
あ

b
、
例
へ
ば
賢
者
は
自
己
の
存
在
の
原
因
を
知
る
こ
マ
J

深
く
之

に
判
す
る
戚
謝
報
恩
の
念
亦
強
く
随
つ
て
報
謝
セ
宜
現
す
る
―
）

Jゞ

亦
甚
だ
厚
し
之
に
反
し
て
不
肖
者
は
逍
を
見
る
こ
こ

低
き
に
過
ぎ
賢
者
は
勿
論
中
人
こ
雖
も
廿
心
す
る
こ
こ
能
は
す
、
例
へ
ぱ
自
己
存
在
の
原
因
を
知
る
こ
ご
極
め
て
淡
＜

之
に
封
す
る
戚
謝
報
恩
の
念
も
亦
極
め
て
弱
く
直
接
の
原
因
た
る
父
母
に
到
し
て
す
ら
其
の
死
す
る
や
郎
ち
之
を
忘
る

況
ん
や
祗
先
を
や
故
に
賢
者
の
見
る
所
に
従
っ
て
人
の
道
を
立
て
ん
か
中
人
ご
雖
も
行
ふ
こ
こ
を
難
し
こ
せ
ん
、
不
肖

者
の
見
る
所
に
従
っ
て
人
の
道
を
立
て
ん
か
中
人
マ
J

雖
も
滴
足
せ
ざ
る
べ
し
高
き
に
過
ぎ
す
低
き
に
失
せ
す
、
中
人
の

能
く
知
b
得
亦
た
能
く
行
ひ
得
る
所
セ
標
準
マ
J

し
て
人
の
逍
を
立
て
賢
者
を
し
て
俯
し
て
之
に
就
か
し
め
不
肖
者
を
し

て
企
て
A

之
に
及
び
し
め
以
て
一
般
の
準
則
こ
な
し
た
る
も
の
を
中
こ
稲
す
る
な
り
。
発
が
舜
に
執
れ
9
J

命
じ
た
る
マ
J

こ
ろ
の
中
、
孔
子
か
舜
が
民
に
用
ひ
た

b
マJ
稲
す
る
ご
こ
ろ
の
中
、
皆
是
れ
な

b
、
人
の
道
ご
言
へ
ば
抽
象
的
概
念
な

る
が
如
く
な
る
も
、
古
に
在

b
て
は
之
を
具
骰
化
し
て
頑
マ
J

為
せ

b
、
報
は
連
人
の
政
治
敢
化
の
櫂
威
キ
笠
有
す
る
者
の

故
に
洪
範
に
は
極
を
建
つ
と
言
へ

b
0
洪
範
ご
は
大
法
即
ち
天
下
國
家
セ
治
む
る
の
大
法
を
説
け
る
も
の
に
し
て
之

を
分
け
て
九
疇
こ
な
し
そ
の
第
五
を
皇
極
マ
J

云
ひ
其
の
説
明
に
皇
建
其
有
極
云
々
ご
あ

b°

皇
極
二
字
に
就
い
て
は
種

々
の
解
繹
あ
れ
ざ
も
皇
を
君
ご
為
し
極
セ
中
マ
J

為
す
説
従
ふ
べ
し
、
郎
ち
皇
極
こ
は
君
の
中
こ
云
ふ
こ
ご
に
し
て
皇
廷

lo 



信
に
就
き
て
は
論
語
述
而
篇
に
子
以
四
放
文
行
忠
信
。
こ
あ
る
ほ
ざ
に
し
て
孔
子
の
放
學
に
於
て
重
ん
せ
ら
れ
セ
る

も
の
A

ー
な

b‘

漢
儒
が
五
行
に
依

b
て
五
常
を
設
く
や
信
を
五
常
に
列
し
た
る
も
亦
た
故
な
き
に
非
ら
す
、
今
論
語

等
に
見
ゆ
る
信
を
一
々
果
げ
ん
こ
マ
J

は
煩
に
渉
る
を
以
て
論
語
中
の
一
―
一
を
學
ぐ
る
に
止
め
ん
ご
す
、
帥
ち
為
政
篇
に

大
車
に
親
無
く
小
車
に
就
無
く
ん
ば
何
を
以
て
か
車
を
行
ら
ん
ご
言
ひ
て
人
信
無
く
ん
ぱ
世
に
立
つ
べ
か
ら
ざ
る
を
論

じ
、
信
を
親
帆
に
比
せ
り
、
大
車
は
牛
↓
ぜ
駕
す
る
も
の
に
し
て
二
本
の
酸
を
用
ひ
小
車
は
馬
セ
駕
す
る
も
り
に
し
て
一

稲
し
中
和
セ
以
て
人
格
の
完
成
を
設
け
る
所
以
な
る
べ
し
。

其
有
極
こ
は
君
が
そ
の
執
る
所
の
中
を
立
て
A

民
に
由
る
べ
き
の
標
準
を
示
す
こ
ご
な

b
、
既
に
立
て

2
示
す
ご
云
ふ

以
上
は
軍
に
至
極
の
逍
理
等
↓
忠
以
て
設
く
べ
き
も
の
に
非
す
、
民
の
行
総
の
準
則
こ
な
る
べ
き
も
の
に
非
ざ
れ
ば
立
て

A

示
す
も
そ
の
効
無
か
る
べ
し
、
郎
ち
極
は
賓
質
を
以
て
云
へ
ぱ
行
硲
の
軌
範
た
る
膿
の
こ
ご
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
、

皇
極
の
説
明
に
君
の
立
て

A
示
さ
る
A
道
は
坦
々
蕩
々
こ
し
て
正
直
な
る
逍
に
し
て
少
し
の
反
則
も
偏
頗
も
な
き
大
中

至
正
の
逍
な
る
こ
こ
セ
云
ひ
民
能
＜
此
の
道
に
従
へ
ぱ
途
に
有
極
郎
ち
中
有
る
人
こ
な
る
ぺ
し
、
中
に
於
て
は
凡
て
の

人
が
一
致
す
る
も
の
な
れ
ば
萬
民
盛
く
有
極
ご
な
る
ご
云
ふ
こ
ご
は
師
ち
萬
民
徳
を
一
に
す
る
こ
ご
A

な
る
べ
し
。

而
し
て
君
は
本
こ
有
極
の
人
、
帥
ち
生
き
た
る
極
の
其
の
も
の
な
れ
ば
萬
民
徳
セ
一
に
し
て
君
に
師
一
し
君
民
盛
＜

徳
を
一
に
す
る
に
至
る
是
れ
皇
極
の
理
想
な
り
、
此
の
説
明
に
よ
れ
ば
極
郎
ち
中
は
個
性
の
調
和
的
務
逹
ヤ
意
味
す
る

方
面
あ
b°

是
れ
中
庸
の
作
者
が
知
仁
勇
の
調
和
郎
ち
知
情
意
の
調
和
を
以
て
和
ご
篇
し
和
の
可
能
な
る
所
以
セ
中
こ



本
の
鴨
巴
用
ひ
戟
輯
共
に
一
本
の
横
木
を
之
に
結
ひ
附
け
以
て
牛
馬
を
駕
す
る
の
用
こ
な
す
面
し
て
横
木
を
結
び
附
く

る
に
「
く
さ
び
」
を
以
て
す
其
の
「
く
さ
び
」
を
親
叉
は
就
ご
稲
せ
b
o
「
く
さ
び
」
は
小
な
れ
ざ
も
牛
馬
が
車
を
引
く

カ
の
根
本
を
為
す
も
の
な
れ
ば
信
は
小
な
る
に
似
て
人
こ
人
こ
を
結
び
つ
け
て
祉
會
的
生
活
セ
可
能
な
ら
し
む
る
も
の

こ
し
て
其
の
力
極
め
て
偉
大
な
る
も
の
あ
る
に
比
せ
る
な
り
、
孔
子
は
更
に
顔
淵
篇
に
於
て
子
貢
の
政
を
問
へ
る
に
答

へ
て
信
を
政
治
道
徳
の
最
も
重
要
な
る
も
の
こ
し
て
説
け

b‘

郎
ち
政
の
三
大
要
件
ご
し
て
足
兵
、
足
食
、
及
民
信
之

を
設
き
子
貢
が
止
む
を
得
す
し
て
何
れ
か
一
を
去
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
場
合
に
は
何
を
去
る
べ
き
か
ご
問
ひ
し
に
兵
セ

去
れ
こ
答
へ
更
に
残
b
の
二
に
つ
き
一
を
去
る
べ
き
場
合
に
就
き
て
問
ひ
し
に
食
を
去
れ
ざ
答
へ
民
無
信
不
立
ご
云
ひ

て
信
の
絶
封
に
去
る
ぺ
か
ら
ざ
る
こ
こ
を
説
け

b‘

こ
の
二
つ
の
信
の
字
を
國
民
の
為
政
者
に
封
す
る
信
頼
マ
J

解
繹
す

る
者
あ
れ
ざ
も
そ
は
誤
b
に
し
て
為
政
者
の
國
民
に
到
す
る
信
義
を
以
て
解
繹
す
べ
き
も
の
な
り
、
孔
子
の
設
を
推
し

廣
む
れ
ば
自
ら
國
際
信
義
の
説
こ
な
る
ぺ
し
、
但
孔
子
未
だ
之
を
説
か
ざ
る
の
み
。

枕
又
は
謀
に
つ
き
て
は
尚
書
咸
有
一
穂
篇
に
天
難
謀
、
命
靡
常
。
ご
あ
れ
ざ
も
古
文
な
れ
ば
證
ご
為
す
べ
か
ら
す
そ

の
本
づ
く
所
は
詩
大
明
篇
に
天
雛
謀
、
不
易
維
王
。
こ
あ

b
叉
尚
書
君
爽
篇
に
天
命
不
易
、
天
難
謀
こ
あ
る
等
な
る
ペ

し
諧
は
枕
こ
同
義
に
し
て
俗
語
に
所
謂
「
あ
て
に
す
る
こ
こ
が
出
来
る
」
ご
云
ふ
ほ
ざ
の
意
味
な
b
o

以
上
説
く
所
の
諸
饂
何
れ
も
相
似
て
稽
々
同
じ
か
ら
ざ
る
貼
あ
b
未
だ
中
庸
の
誠
ご
相
同
じ
き
も
の
こ
な
す
べ
か
ら

す
と
雖
も
此
等
の
諸
概
念
よ

b
漸
く
登
逹
し
て
誠
の
説
か
れ
る
に
至
れ
る
も
の
な
る
ぺ
し
、
今
次
に
誠
に
就
い
て
論
す



1

1

1

―
 

中
庸
に
云
ふ
誠
者
之
逍
也
．
誠
之
者
人
之
逍
也
、
誠
者
不
勉
而
中
、
不
思
而
得
ぶ
従
容
中
逍
理
人
也
．
誠
之
者
探
善
而
固

執
之
者
也
．
ご
朱
子
は
誠
を
真
寅
無
妄
ご
解
し
、
天
之
道
を
天
理
之
本
然
、
人
之
道
を
人
事
之
常
然
さ
解
し
雅
人
従
容

こ
し
て
道
に
中
る
亦
天
之
逍
な

b
云
々
マ
J

云
へ
り
、
其
の
意
を
推
す
に
誡
を
天
に
就
い
て
言
ふ
場
合
ご
人
に
就
い
て
言

ふ
場
合
こ
に
分
け
て
考
わ
た
る
も
の
A
如
し
、
朱
子
は
前
者
を
賓
理
さ
捻
し
後
者
を
賓
心
ご
為
せ
り
、
此
の
思
想
を
明

白
に
説
け
る
も
の
は
朱
子
の
門
下
陳
北
深
な

b
3
彼
れ
は
天
逍
人
道
有
文
様
分
別
こ
て
、
(
-
)
上
天
を
以
て
之
を
言
ヘ

ぱ
維
天
之
命
、
於
穆
不
己
、
元
亨
利
貞
、
貞
而
元
復
、
萬
古
循
環
無
一
息
之
間
云
々
こ
云
へ

b
0
此
れ
理
の
流
行
し
て

萬
物
の
生
成
化
育
し
森
羅
萬
象
の
登
生
す
る
こ
ご
古
今
東
西
常
に
差
継
無
き
を
以
て
言
ふ
も
の
に
し
て
天
理
之
本
然
こ

は
言
ふ
べ
け
れ
ざ
も
、
誠
こ
は
言
ふ
べ
か
ら
す
之
セ
誠
ご
謂
ふ
は
確
か
に
中
庸
の
意
に
あ
ら
す
、
中
庸
は
道
を
明
か
に

す
る
目
的
を
以
て
作
ら
る
、
道
は
子
思
が
辟
ヵ
頭
に
設
け
る
が
如
く
人
の
性
に
李
ふ
も
の
な

b
ご
雖
も
、
何
人
も
能
く
自

然
に
道
を
物
b
又
道
を
行
ふ
も
の
に
あ
ら
す
、
必
す
連
人
の
道
を
知
り
易
く
又
行
ひ
得
べ
く
修
治
し
て
放
を
立
つ
る
に

依
つ
て
始
め
て
人
能
く
道
を
知
り
又
之
を
行
ひ
得
る
な
り
、
此
れ
儒
数
が
湮
人
修
道
立
放
の
功
を
讃
美
し
且
之
に
到
し

戚
謝
の
枕
セ
致
す
所
以
な
り
。
聖
人
も
亦
人
に
あ
ら
す
や
何
を
以
て
能
へ
修
道
立
数
の
功
を
立
て
得
る
か
、
幽
人
一
に

止
ま
ら
す
後
埋
は
前
連
の
敢
に
依
つ
て
逍
を
知
り
て
自
ら
聖
徳
を
修
め
得
て
更
に
前
緒
を
織
ぎ
て
敢
を
立
て
得
べ
し
こ

雖
も
、
漸
次
潮
る
の
極
終
に
前
埋
無
き
最
初
の
聖
人
に
到
逹
す
べ
し
、
此
れ
儒
敢
に
於
て
天
縦
又
は
天
成
の
座
人
を
容

ぺ
し
。



人
受
之
以
為
性
3

ご
云
へ
り
．
此
れ
郎
ち
中
庸
の
所
諧
誠
な
り
。

る
す
所
以
な

b
0
中
庸
の
作
者
が
知
に
於
て
は
生
知
、
學
畑
及
び
困
紐
の
三
種
又
行
に
於
て
は
安
行
、
利
行
及
び
勉
行

の
一
一
一
種
有
り
さ
為
し
而
し
て
其
の
成
功
に
及
び
て
は
一
な

b‘

帥
ち
皆
湮
人
こ
な
る
ご
説
き
た
り
、
生
知
安
行
は
天
成

の
理
人
の
事
に
し
て
學
知
利
行
以
下
は
自
ら
成
れ
る
聖
人
な

b
、
生
畑
安
行
の
理
人
は
其
の
性
至
誠
に
し
て
所
謂
不
勉

而
中
云
々
な
り
、
學
知
利
行
以
下
の
者
は
所
謂
誠
之
の
工
夫
を
積
み
て
遂
に
亦
至
誡
の
撹
界
に
入
る
も
の
な

b
、
中
庸

に
誠
を
説
け
る
闊
係
此
く
の
如
し
0

部
ち
誠
は
人
格
の
絶
到
自
由
の
境
地
に
し
て
天
理
の
流
行
の
奥
寅
な
る
こ
ご
は
全

然
相
渉
ら
ざ
る
も
の
な
り
0

然
る
を
天
之
逍
こ
あ
る
に
依
つ
て
直
に
天
理
之
本
然
ご
為
す
は
誤
れ
り
、
須
ら
く
鄭
女
が

天
性
ビ
解
せ
る
に
従
ふ
べ
し
、
陳
北
深
は
（
二
）
第
二
段
に
於
て
誠
は
人
に
就
い
て
言
へ
ぱ
天
道
流
行
、
賦
予
於
人
、
而

糾
織
を
自
然
界
に
於
け
る
巣
貪
道
理
の
人
に
賦
予
さ
れ
た
る
も
の
マ
J

為
す
貼
は
中
庸
ご
異
な
b
朱
子
等
の
所
謂
理
は

非
人
格
的
の
も
の
な
れ
ば
誠
は
其
の
解
繹
に
従
へ
ぱ
常
然
人
格
観
念
ヤ
容
れ
ざ
る
も
の
ご
な
る
故
に
（
二
）
の
場
合
に
於

て
も
陳
北
深
は
宵
理
の
自
然
俊
見
こ
い
ふ
貼
に
重
き
を
償
さ
人
格
観
念
、
自
由
観
念
は
殆
ざ
現
は
れ
す
、
陳
北
深
は
更

に
(
-
―
-
）
人
倣
工
夫
鵬
に
就
い
て
考
ふ
べ
き
誠
有
り
ご
為
せ

b
、
即
ち
斃
賓
不
欺
之
理
°
乃
是
人
事
之
常
然
3

ゞ
｝
云
へ
り
0

是

れ
朱
子
が
但
誡
は
天
に
在
り
て
は
宜
理
、
人
に
在
b
て
は
宜
心
ご
云
へ
る
に
本
づ
け
る
も
の
な
る
べ
く
朱
子
は
謝
上
察

が
後
人
専
ら
理
の
上
に
於
て
誠
を
説
く
を
非
こ
し
心
の
上
に
於
て
設
か
ざ
れ
ば
未
だ
是
な
ら
す
ご
言
へ
る
に
同
意
し
、

宵
理
こ
誡
呟
恥
こ
↓
を
以
て
誠
を
説
け
る
な
り
、
新
安
悦
氏
は
貨
理
を
以
て
言
へ
ば
唯
天
理
の
み
誠
に
し
て
人
欲
の
如
き
は

一四



一
五

誠
こ
謂
ふ
べ
か
ら
葎
、
賞
心
を
以
て
言
へ
ぱ
小
人
の
悪
セ
為
す
も
亦
誠
マ
J

謂
ふ
べ
き
も
の
あ
る
べ
し
マ
J

云
へ
b
、
此
に

至
れ
ば
宋
元
人
の
所
謂
誠
は
明
に
中
庸
に
探
善
面
固
執
之

Jゞ

云
ひ
又
自
明
誠

t
云
へ
み
ご
矛
盾
す
。

中
庸
又
云
ふ
誠
者
物
之
終
始
．
不
誠
無
物
。
こ
此
の
物
の
字
は
大
學
に
所
謂
格
物
の
物
の
字
マ
J

同
じ
く
事
の
義
に
解
す

べ
き
も
の
な
る
に
朱
子
叉
解
し
て
萬
物
り
こ
マ
J

ヽ
為
し
天
下
の
物
皆
宜
理
の
為
す
こ
こ
ろ
な
り
故
に
必
ら
す
是
の
理
を

得
て
然
る
後
に
是
の
物
有
り
、
得
る
ご
こ
ろ
の
理
既
に
盛
く
る
時
は
口
定
の
物
亦
盛
き
て
有
る
こ
ご
な
し
こ
云
へ
h
‘
朱

子
が
孝
に
し
て
孝
に
誠
な
ら
ざ
れ
ば
孝
な
し
弟
に
し
て
弟
に
誠
あ
ら
ざ
れ
ば
弟
な
し
こ
云
へ
る
は
正
に
中
庸
の
意
に
合

す
る
も
の
な
る
が
、
草
木
の
崩
芽
の
蛋
生
よ
り
枯
死
す
る
に
至
る
ま
で
を
宜
理
の
至
ご
賓
理
の
盛
こ
を
以
て
説
け
る
が

如
き
は
明
に
中
庸
の
旨
に
あ
ら
す
、
況
や
氣
の
如
き
は
至
マ
J

盛
こ
あ
る
べ
き
も
理
に
は
至
盛
を
云
ふ
べ
か
ら
す
‘
朱
子

が
必
す
此
か
る
説
セ
為
す
所
以
は
其
の
理
氣
哲
學
に
於
て
理
を
自
然
界
ご
精
神
人
事
界
こ
に
於
て
流
行
痰
見
す
ご
為
し

原
末
人
の
逍
た
る
こ
こ
ろ
の
逍
を
自
然
理
法
ご
為
せ
る
の
み
な
ら
す
逍
罷
即
ち
道
の
本
骰
を
自
然
理
法
の
闊
係
に
於
て

前
に
既
に
述
べ
た
る
が
如
く
中
庸
は
誠
を
以
て
聖
人
の
性
ご
為
し
、
誠
之
を
以
て
賢
人
以
下
凡
て
の
人
の
嘗
に
努
む

べ
き
の
道
さ
な
し
、
誠
之
の
工
夫
を
積
み
て
己
ま
ざ
る
時
は
遂
に
能
＜
誡
の
境
地
に
入
る
こ
為
せ
り
、
而
し
て
誠
之
の
エ

夫
を
説
明
し
て
探
善
而
固
執
之

t
云
へ
b
‘
こ
の
説
明
に
就
い
て
考
ふ
る
に
探
善
は
知
の
事
に
し
て
固
執
は
意
の
事
な

b
°
知
能
＜
善
を
探
ぷ
も
意
の
能
く
固
く
之
セ
執
る
に
は
二
者
の
中
間
に
夏
に
或
る
物
の
介
在
す
る
事
を
必
要
ご
す
、

求
め
た
る
思
想
系
統
の
結
果
に
外
な
ら
す
。



畑
は
直
に
意
の
上
に
作
用
す
る
こ
と
能
は
す
、
必
ら
す
情
の
二
者
を
聯
絡
す
る
あ
る
を
要
す
、
是
れ
中
庸
作
者
が
揮
善

ご
固
執
こ
の
間
に
而
の
字
を
下
し
た
る
所
以
な
り
、
知
の
善
を
知
る
こ
と
明
に
情
の
善
の
為
さ
ゞ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
畑

る
こ
こ
切
に
善
を
喜
ぷ
こ
こ
篤
く
而
し
て
後
に
意
が
善
に
向
つ
て
行
動
す
る
こ
こ
A
な
る
な
b
o

帥
ち
滅
之
の
工
夫
は
究
覧
す
る
に
佃
情
意
＿
―
-
者
が
善
に
蹄
一
す
る
こ
こ
を
意
味
す
、
他
の
語
を
以
て
言
へ
ば
誠
之
は

知
情
意
の
調
和
統
一
郎
ち
人
格
の
統
一
を
意
味
す
る
も
の
な
り
、
細
る
可
し
誠
が
人
格
の
統
一
、
人
格
の
絶
到
自
由
を

意
味
す
る
こ
ご
を
0

是
れ
宋
儒
が
非
人
格
的
<
J

晰
言
す
る
所
の
天
理
は
誡
と
相
同
じ
き
こ
マ
J

を
得
ざ
る
所
以
な
り
。

完
全
に
統
一
さ
れ
た
る
人
格
、
絶
封
に
自
由
な
る
人
格
は
必
ら
す
其
の
道
に
久
し
く
し
て
恒
な
り
、
唯
其
れ
梃
な
り

故
に
能
く
人
を
化
し
物
を
成
し
て
天
下
化
成
す
＂
而
し
て
能
く
事
に
應
じ
て
義
を
制
し
固
階
不
通
の
失
無
し
所
謂
廷
く

應
じ
曲
に
嘗
b
萬
殊
に
し
て
而
し
て
其
の
本
に
一
な

b‘

襲
通
自
在
窮
ま
る
マ
J

こ
ろ
無
く
し
て
而
し
て
執
持
す
る
ご
こ

ろ
は
常
に
一
な

b
．
言
行
に
表
裏
陰
陽
無
く
其
の
掘
常
に
純
壼
な

b
故
に
其
の
言
信
を
置
く
べ
く
枕
ご
す
べ
し
、
中
庸

は
中
を
天
下
之
大
本
ご
為
し
、
和
を
天
下
之
逹
逍
さ
為
す
、
和
は
畑
情
意
の
調
和
に
し
て
中
は
調
和
の
可
能
な
る
所
以

の
本
な

b
、
和
を
致
す
こ
こ
に
依
つ
て
中
は
途
に
宜
現
せ
ら
れ
て
完
全
な
る
知
情
意
の
調
和
を
見
る
べ
し
、
中
庸
は
智

仁
勇
の
調
和
を
以
て
之
を
説
け
b
0
誡
ご
中
ご
は
相
似
て
而
し
て
異
な
れ
b
、
中
は
人
格
の
統
一
さ
れ
て
偏
す
る
虞
な

＜
圃
滴
な
る
を
以
て
言
ひ
、
誠
は
人
格
の
自
由
を
主
こ
し
て
言
ふ
自
由
な
る
人
格
は
他
の
人
格
を
戚
化
す
る
の
力
有
b
、

故
に
誠
は
能
く
人
を
動
か
し
て
之
を
化
す
る
の
み
な
ら
す
進
ん
で
天
下
の
萬
物
セ
し
て
皆
其
の
性
を
途
げ
し
め
以
て
天

1

1

^

 



1

七

地
の
化
育
を
賛
す
、
此
の
人
を
動
か
す
マ
J

こ
ろ
の
力
あ
る
こ
ビ
が
誠
の
特
色
に
し
て
至
誠
は
神
に
通
す
べ
し
、
況
や
人

に
於
て
お
や
、
至
誠
の
人
を
動
か
す
は
時
こ
所
こ
に
局
限
さ
る
A

こ
こ
な
し
、
古
末
至
誠
の
人
は
千
古
に
一
旦

b
て
人
を

動
か
し
又
國
セ
越

g
て
人
セ
化
す
る
も
の
な
り
｀
而
し
て
其
の
能
く
人
セ
動
か
す
所
以
を
求
む
れ
ば
自
由
な
る
人
格
に

合
ま
る
A
Jゞ

こ
ろ
の
誠
諮
郎
ち
朱
子
の
所
謂
の
宜
心
に
在

b‘

朱
子
は
賓
理
を
重
く
見
た
る
も
貨
理
は
人
を
動
か
す
底

の
力
無
し
、
獨
り
宜
心
能
く
人
を
動
か
す
賓
心
は
言
語
動
作
に
見
は
れ
て
人
の
心
を
動
か
す
も
の
な
b‘

善
に
明
か
な

る
よ

b
し
て
誠
マ
J

な
り
し
以
上
は
宜
心
悪
を
な
す
こ
マ
」
は
有
り
得
べ
か
ら
す
、
人
は
悪
マ
J

紐
る
も
の
を
我
は
過
つ
て
善

マJ
為
し
て
宜
心
之
セ
為
す
こ
こ
は
有

b
得
べ
き
こ
ご
に
屈
す
る
も
自
誠
明
の
人
に
も
自
明
誠
の
人
に
も
悪
を
過
つ
て
善

孔
子
が
先
連
の
逍
を
集
め
て
大
成
し
た
る
こ
こ
は
孟
子
の
云
へ
る
所
な
る
が
，
大
成
こ
は
今
の
語
を
以
て
す
れ
ぱ
盟

系
づ
け
る
こ
い
ふ
に
外
な
ら
す
、
凡
そ
盟
系
を
成
す
に
は
根
本
原
則
な
か
る
べ
か
ら
す
、
孔
子
は
何
を
以
て
根
本
原
則

と
な
し
た
る
か
、
論
語
に
孔
子
が
曾
子
に
告
げ
て
吾
逍
一
以
貫
之
こ
曰
ひ
子
頁
に
告
げ
て
予
一
以
貰
之
'
,
J

日
へ
る
こ
ご

見
わ
た
る
が
、
孔
千
未
だ
曾
つ
て
一
の
何
た
る
か
セ
言
は
す
、
子
貢
も
亦
説
く
所
な
し
、
獨
b
曾
子
は
同
門
の
問
に
答

へ
て
夫
子
之
逍
、
忠
恕
而
己
突
0

を
云
へ

b
此
れ
一
を
正
面
よ
り
解
繹
せ
す
し
て
一
に
逹
す
べ
き
径
路
又
は
手
段
に
就

い
て
説
朋
せ
る
物
な
り
0

忠
如
心
二
字
ャ
．
學
げ
た
る
も
要
は
如
心
り
一
字
に
あ
b
、
恕
は
所
謂
己
を
推
し
て
人
に
及
す
も
の

に
し
て
己
り
心
も
人
り
心
も
相
同
じ
ピ
云
ふ
前
提
の
下
に
己
の
心
を
以
て
人
の
心
を
付
度
す
る
も
の
な
り
、
其
の
相
同

マJ
為
す
こ
ゞ
有
り
得
べ
か
ら
ざ
る
な

b
o



じ
ご
為
す
所
の
心
は
個
ら
す
飾
ら
ざ
Q
>心
郎
ち
其
心
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
、
故
に
恕
の
根
抵
AF
し
て
忠
を
説
け
る
な
り
、

此
れ
忠
恕
こ
言
ふ
も
要
は
恕
に
あ

b
ご
為
す
所
以
な

b°

恕
に
由
つ
て
逹
す
べ
き
も
の
は
何
ぞ
仁
の
み
、
帥
ち
孔
子
の

所
謂
一
こ
は
仁
＂
杏
れ
な
り
、
而
し
て
仁
に
所
謂
専
言
マ

J

偏
芦
マ
J

の
別
あ
b
、
絶
到
ご
相
野
こ
の
謂
な
り
、
偏
言
帥
ち
相

封
の
仁
は
義
祖
智
等
ご
併
稲
叉
は
封
稲
せ
ら
る
＞
も
の
に
し
て
専
言
帥
ち
絶
野
の
仁
マ
J

は
義
綴
智
等
を
融
合
せ
る
渾
然

た
る
徳
な
り
。
後
者
に
従
れ
ば
仁
は
人
の
本
性
の
完
全
な
る
貨
現
に
し
て
然
ら
賓
現
し
た
る
人
格
は
自
ら
一
轄
し
て
天

下
の
人
格
を
宜
現
せ
し
め
ん
こ
す
る
努
力
を
生
じ
仁
は
自
己
宜
現
ご
普
逼
的
宜
現
こ
を
併
せ
て
言
は
る
、
此
（
見
来
る

時
は
仁
ご
誠
‘
こ
も
亦
相
同
じ
き
か
の
戚
あ
り
、
然
b
相
同
じ
き
方
面
あ
る
こ
ご
勿
論
に
し
て
亦
相
同
じ
か
ら
ざ
る
方
面

も
あ

b
、
仁
は
愛
を
以
て
本
質
．
こ
な
す
人
の
本
性
に
愛
他
性
あ
る
こ
＜
J

を
認
め
，
之
に
立
脚
し
て
説
か
る
故
に
個
性
の

貨
現
セ
言
ふ
も
宜
は
愛
の
方
面
よ
り
見
た
る
個
性
に
し
て
普
逼
的
宜
現
を
説
く
も
亦
愛
他
の
本
性
の
営
然
の
痰
現
ご
な

す
、
是
れ
誠
ご
相
異
な
る
貼
な
り
マ
J

す
、
又
仁
は
本
性
の
賓
現
こ
せ
ら
る
>
も
人
格
の
統
一
、
人
格
の
自
由
の
観
念
甚

だ
強
き
に
非
す
随
つ
て
誠
は
人
格
の
力
を
高
調
す
る
方
面
の
事
は
仁
に
於
て
は
見
る
所
少
な
し
。

儒
放
の
中
心
概
念
は
道
の
一
字
に
あ
り
、
道
は
人
性
に
循
ふ
マ
J

い
ふ
意
味
に
於
て
自
律
的
の
も
の
な
り
、
聖
人
之
を
修

め
て
放
を
立
て
、
吾
人
は
聖
人
の
放
に
依
つ
て
逍
セ
行
ふ
こ
こ
を
得
、
逍
セ
行
ふ
こ
こ
に
依
b
て
自
己
り
本
性
を
宜
現
す

る
結
果
、
或
は
中
さ
な
り
、
或
は
仁
さ
な
り
、
或
は
誠
ご
な
る
、
中
は
主
ぐ
J

し
て
知
情
意
の
調
和
統
一
の
方
面
よ
り
名
づ

け
、
仁
は
主
こ
し
て
愛
他
の
本
性
の
宜
現
の
上
よ
り
名
づ
け
、
而
し
て
誠
は
知
情
意
か
善
に
蹄
一
し
た
る
人
格
の
絶
到
自

由
の
壊
地
を
以
て
名
づ
け
、
人
格
の
能
く
人
を
動
か
し
化
す
る
力
を
高
調
す
る
も
の
な
り
0

(
昭
和
六
年
十
月
一

1-B記
念
講
演
）

一
八


