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朱
子
の
白
鹿
洞
書
院
に
つ
い
て

御
来
合
の
皆
様
方
、
こ
こ
に
本
堂
の
祭
典
記
念
の

8
に
あ
た
り
ま
し
て
一
場
の
お
話
を
い
た
し
ま
す
こ
と
は
誡
に
光

榮
と
存
じ
ま
す
。
私
は
こ
こ
に
主
と
し
て
朱
子
の
白
鹿
洞
書
院
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
し
、
な
ほ
其
以
後
の
書
院
等
に

つ
い
て
も
少
し
く
お
話
し
申
上
げ
た
い
と
存
す
る
の
で
あ
り
ま
す
、
暫
く
御
浦
聰
を
お
願
ひ
致
し
ま
す
。
白
鹿
洞
書
院

は
御
承
知
の
と
と
く
支
那
の
江
西
省
の
星
子
縣
の
地
で
底
山
の
東
南
麓
に
あ
っ
た
學
校
で
あ
り
ま
し
て
、
宋
の
朱
子
が

建
て
た
も
の
で
あ
り
ま
す
、

ち
本
を
習
く
所
、
或
は
又
書
齊
即
ち
本
を
讀
む
所
、
と
い
ふ
様
な
ぶ
嬰
味
の
僻
で
あ

b
ま
す
が
、
轄
じ
て
一
種
の
學
校
を

意
味
す
る
様
に
な
っ
た
の
で
あ

b
ま
す
。
そ
れ
に
は
然
様
に
瑳
遷
を
来
す
理
由
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
居
の
玄
宗
の

懐

朱
子
の
白
鹿
洞
書
院
に
つ
い
て

低

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
す
考
で
あ
り
ま
す
。
害
院
と
い
ふ
僻
は
元
来
岡
書
室
即

（
昭
和
十
四
年
十
月
十
四
日
恢
低
堂
記
念
講
演
）

第

十

八

琥

鈴`

木

虎

雄

呂臼
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穂

リ

セ

イ

開
元
年
肘
に
麗
正
殿
書
院
、
後
に
集
賞
殿
書
院
と
改
名
さ
れ
た
の
が
あ

b
ま
す
が
、

の
起
原
の
様
で
あ

b
ま
す
。
こ
の
書
院
は
本
を
謝
い
た
所
で
あ

b
ま
す
が
其
の
職
務
は
大
屑
な
も
の
で
あ

b
ま
し
て
、

一
、
古
今
の
書
籍
を
集
め
又
は
出
版
し
て
國
の
文
物
制
度
を
癬
明
し
て
天
子
の
顧
間
應
封
に
備
へ
る
、

一
、
闘
害
及
び
賓
き
人
物
に
し
て
冊
に
顕
は
れ
ざ
る
者
あ
る
と
き
は
、
旨
を
承
け
て
そ
れ
を
徴
求
し
、
其
の
債
値

を
考
へ
て
之
を
申
告
表
彰
す
る
、

一
、
旨
を
承
け
て
文
章
を
作

b
、
集
め
、
書
籍
を
校
正
整
理
す
る
、

と
い
は
れ
て
を

b
ま
す
、

即
ち
書
物
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
天
子
の
顧
問
と
な

b‘

賢
オ
を
鷹
め
、
詔
勅
を
撰
定
す

る
等
の
事
が
ら
が
含
ま
れ
て
を

b
ま
す
、
又
官
制
に
は
見
え
て
ゐ
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
學
士
の
或
も
の
は
天
チ
の
御
前

に
於
て
書
物
を
講
義
す
る
こ
と
も
あ

b
ま
す
。

か
か
る
璽
要
な
る
所
で
あ

b
ま
す
か
ら
、
其
の
長
官
は
集
賢
殿
學
七
・

知
院
事
と
い
ふ
名
稲
で
、
宰
相
た
る
人
が
之
を
兼
ね
た
の
で
あ

b
ま
す
。
初
め
て
長
官
に
任
せ
ら
れ
た
の
か
玄
宗
の
皇

太
手
時
代
か
ら
の
師
で
あ
っ
た
張
説
で
あ

b
ま
し
た
。
設
は
大
學
七
を
授
け
ら
れ
た
の
で
あ

b
ま
す
が
「
大
」
の
字
を

遠
慮
申
上
げ
て
附
に
學
十
を
お
受
け
い
た
し
ま
し
た
。
學
士
以
下
に
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
種
種
の
官
が
設
け
ら
れ
て
あ
り

ま
す
。
こ
の
様
な
書
院
は
唐
特
有
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
後
世
に
は
無
い
の
で
あ
b
ま
す
。

叉
居
で
は
一
箇
人
が
書
院
を
建
て
て
を

b
ま
す
が
そ
れ
は
今
日
我
我
の
巾
す
岡
書
館
で
あ

b
ま
す
。
例
へ
ば
居
の
中

頃
元
和
年
間
に
衡
川
の
人
李
寛
と
い
ふ
も
の
が
石
鼓
山
の
尋
貝
翻
饂
聾
門
逍
で
書
を
讃
ん
で
ゐ
た
、
そ
こ
を
他
の
人
が
李

懐

こ
れ
が
制
度
の
上
に
見
ゆ
る
害
院



れ
る
。

朱
子
の
白
鹿
洞
書
院
に
つ
い
て お

ほ
か
た
観
内
の
或
る
一
悩
域
を
借
り
て
そ
こ
に
岡
書
を
骰
い
た
も
の
で
あ

b
ま
せ
う
。

こ
の
場
所
は
後
に
宋
の
代
に
な
つ
て
か
ら
石
鼓
害
院
と
申
す
學
校
の
建
設
地
と
な
っ
た
の
で
あ

b
ま
す
。
小
さ
く
と
も

岡
杏
館
が
あ
れ
ば
本
人
は
固
よ

b
そ
こ
で
本
を
讀
ん
で
勉
強
し
ま
す
る
し
、

足
ら
ぬ
か
ら
、

や
が
て
他
人
も
そ
こ
へ
来
て
木
を
見
せ
て

も
ら
ひ
、
讀
ま
せ
て
も
ら
う
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
と
お
も
は
れ
ま
す
、
本
と
本
を
讀
む
人
と
だ
け
で
は
ま
だ

そ
こ
に
先
生
が
人
用
と
な
る
、
幸
に
先
生
ま
で
備
は
れ
ば
學
校
の
形
が
備
は

b
ま
す
、

．
 

が
學
校
へ
と
造
り
ゆ
く
道
筋
で
あ
り
ま
す
。

白
鹿
洞
は
朱
手
に
よ
っ
て
有
名
と
な
り
ま
し
た
が
朱
子
以
前
の
こ
と
を
少
し
く
申
上
げ
ま
す
。

崩
の
中
頃
貞
元
中
に
洛
陽
の
人
李
渤
と
い
ふ
者
が
そ
の
兄
の
渉
と
共
に
厖
山
に
隠
れ
て
五
老
峰
の
下
で
書
を
讀
ん
だ
、

こ
の
人
は
白
い
鹿
を
養
う
て
た
の
し
ん
で
ゐ
た
の
で
他
の
人
が
之
を
白
鹿
先
生
と
い
う
た
。
渤
が
隠
れ
場
所
に
建
物
や

庭
園
を
こ
し
ら
へ
花
や
木
な
ど
を
植
ゑ
、

某
の
書
院
と
稲
し
て
ゐ
る
、

そ
こ
を
白
鹿
洞
と
名
け
ま
し
た
。
洞
と
い
ふ
の
は
洞
穴
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、

四
方
山
か
ら
と
り
園
ま
れ
て
地
形
が
洞
の
様
で
あ
る
か
ら
名
け
た
と
い
ふ
の
で
あ
b
ま
す
。
現
在
は
賓
際
の
洞
穴
が
あ

b
そ
の
中
に
臼
石
の
鹿
の
離
刻
物
が
お
い
て
あ

b
ま
す
炉
そ
れ
は
後
の
人
が
し
た
こ
と
で
あ

b
ま
す
。
そ
れ
か
ら
顔
呉

卿
の
子
孫
に
あ
た
る
顔
翔
と
い
ふ
人
が
一
族
の
子
弟
一
二
十
餘
人
を
び
苔
つ
れ
て
こ
の
洞
の
慮
で
経
書
を
授
け
た
と
い
は

一
族
か
ぎ

b
で
は
あ
り
ま
す
が
顔
翔
が
経
書
を
子
弟
に
授
け
た
の
で
あ

b
ま
す
か
ら
こ
の
時
先
づ
私
塾
と
い
つ

こ
れ
が
岡
書
館



が
某
礎
と
な
つ
て
書
院
と
な
つ
て
来
て
を
る
の
で
あ
b
ま
す
。

さ
て
四
書
院
の
一
で
あ
る
白
鹿
洞
で
あ
b
ま
す
が
、
こ

た
罷
裁
が
備
は
っ
た
の
で
あ
b
ま
す
。

し
た
。

そ
れ
か
ら
五
代
の
南
崩
と
な

b
ま
し
た
、
南
居
は
李
姓
で
江
蘇
、
安
徽
、
江
西
．

等
に
跨
つ
て
大
國
で
あ
b
、
今
の
南
京
の
娼
に
都
を
定
め
、
文
化
の
榮
え
た
地
方
で
あ
b
ま
し
た
。
こ
の
南
崩
が
昇
元

皇

朝

祀

元

西

暦

祀

元

中
(
1
5
9
7ー

1
6
0
2
)
1
1
(
9
3
7
|
9
4
2
)

に
こ
の
洞
の
地
に
學
校
を
建
て
學
田
を
謹
含
、
之
を
崖
山
國
學
四
匹
謬
と
と
な
へ
ま

さ
う
し
て
繭
子
監
笠
籠
の
九
経
麟
試
李
菩
道
を
洞
主
と
し
て
掌
教
教
授
と
し
、
朱
弼
を
助
教
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
で
も
つ
て
地
方
的
で
あ

b
小
規
模
で
は
あ
る
が
白
鹿
洞
は
官
立
學
校
と
な
っ
た
の
で
あ

b
ま
す
。
朱
子
の
白
鹿
洞

五
代
か
ら
宋
の
代
と
な
b
ま
し
た
。
宋
の
太
祉
の
時
こ
こ
に
書
院
を
お
か
れ
他
の
三
つ
の
害
院
と
並
び
稲
せ
ら
れ
た

と
い
ふ
説
が
あ
b
ま
す
が
私
は
疑
を
も
つ
て
を
b
ま
す
。
即
ち
宋
の
初
に
四
大
書
院
が
あ
っ
た
と
い
ふ
の
で
之
に
就
て

朱
子
の
友
人
呂
祉
謙
東
莱
以
下
種
々
の
人
が
種
々
の
謡
を
の
べ
て
を
b
ま
す
。
私
は
書
院
が
國
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
い

ふ
の
は
勅
額
を
賜
は
る
と
か
書
籍
を
下
賜
せ
ら
れ
た
と
か
し
た
時
か
ら
然
様
に
見
て
よ
い
と
考
へ
ま
す
、
諸
諒
を
し
ら

べ
て
み
ま
す
る
と
呂
祉
謙
の
総
炉
正
し
い
様
に
お
も
は
れ
ま
す
、
そ
れ
は
白
鹿
洞
・
嵩
陽
・
誰
陽
呻
幻
・
嶽
麓
•
以
上
を

四
書
院
と
か
ぞ
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

此
等
も
初
は
一
箇
人
の
岡
書
館
又
は
私
塾
の
如
含
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、

と
あ
る
の
は
こ
の
事
を
さ
し
た
も
の
で
あ
b
ま
す
。

賦
に

憶

ョ

リ

タ

モ

チ

シ

テ

自
1

一
昇
元
之
有
門
土

徳

メ

テ

ジ

テ

テ

ス

ト

始
楚
＞
塾
而
鴛
＞
痒

四

そ
れ



朱
子
の
白
鹿
洞
書
院
に
つ
い
て

次
は
朱
子
と
白
鹿
洞

以
上
が
朱
子
以
前
に
於
け
る
白
鹿
洞
の
歴
史
で
あ
b
ま
す
。

五

れ
は
宋
の
太
宗
の
太
平
興
國
二
年
(
1
6
3
7
1
1
9
9
7
)

に
知
江
州
周
述
の
請
に
よ
つ
て
詔
を
以
て
國
子
監
に
命
じ
て
印
本
の

翡

を

賜

は

b
之
を
白
鹿
洞
へ
靡
送
せ
し
め
ら
れ
洞
を
稲
し
て
白
鹿
醐
學
と
琥
せ
し
め
ら
れ
た
。
立
邸
い
こ
5
霊鱈
□噸

畠
に
麟
蒻
か
同
じ
く
七
年
に
は
洞
主
明
起
と
い
ふ
人
を
褒
信
縣
主
餅
”
ニ
臼
げ
に
任
官
せ
し
め
ら
れ
た
。
異
宗
の
咸
平

五
年

(
1
6
6
2
1
1
1
0
0
2
)

に
は
有
司
に
詔
し
て
建
物
を
修
繕
し
、
宜
聖
孔
子
及
び
弟
子
の
像
を
塑
せ
し
め
ら
れ
た
。
詳
符

(
1
6
6
8
1
1
1
0
0
8
)
の
初
に
は
江
酉
省
新
潅
の
人
で
あ
る
直
央
館
孫
琵
な
る
者
が
洞
に
隠
棲
し
た
い
と
願
ひ
出
た
の
で
許
さ

れ
た
、
髭
は
洞
に
着
せ
ぬ
う
ち
に
卒
し
た
。
仁
宗
の
皇
訪
五
年
(
1
7
1
3
1
1
1
0
5
3
)
に
琵
の
子
比
部
郎
中
孫
珠
と
い
ふ
も
の

笛
洞
に
於
て
學
舎
十
餘
間
を
増
設
し
て
子
弟
に
教
へ
、
白
鹿
洞
之
書
堂
と
い
ふ
属
額
を
掲
げ
、
四
方
か
ら
来
て
學
ぷ
も

の
に
は
衣
食
を
給
し
ま
し
た
。

白
鹿
洞
は
行
政
上
で
は
初
は
江
州
疇
5
の
管
轄
で
あ
b
ま
す
、
江
州
は
厖
山
の
北
側
で
あ
b
ま
す
。
所
が
太
平
興
國

九
年
(
1
6
4
4
1
1
9
8
4
)

に
南
康
軍
璧
峠
噌
が
罹
か
れ
て
そ
れ
か
ら
は
南
康
軍
賛
剛
星
の
管
轄
と
な
b
ま
し
た
。
こ
れ
は
底

山
の
南
側
で
あ
b
ま
す
。
朱
子
は
進
士
に
及
第
し
て
か
ら
官
吏
と
し
て
賓
務
に
も
常
b
ま
し
た
が
重
に
學
問
に
従
事
し

て
中
年
以
後
は
任
官
の
命
が
あ
つ
て
も
い
つ
も
之
を
癖
退
し
、
國
家
の
大
事
に
あ
へ
ば
上
書
建
白
し
て
意
見
を
述
べ
る

と
い
ふ
に
止
ま
b
ま
し
た
。
淳
煕
五
年
(
1
8
3
8
1
1
1
1
7
8
)
の
八
月
に
知
南
康
軍
の
命
が
あ
b
ま
し
た
が
四
た
び
も
癬
退
し



た
の
ち
僻
免
の
許
可
が
な
い
の
で
已
む
な
く
之
を
受
け
ま
し
て
六
年
三
月
晦
日
に
江
西
の
鉛
山
か
ら
出
骰
謡
陸
琶

譴
飼
疇
戸
鱈
琴
這
砂
噂
”
江
鍔
南
康
に
は
四
月
初
に
着
任
い
た
し
ま
し
た
。
着
く
と
す
ぐ
に
普
通
の
行
政
上
の
事
務
饂
〖

が
あ
っ
て
救
郎
減
免
は
そ
れ
ぞ
れ
喜
し
た
う
へ
に
土
地
の
史
践
な
ど
を
し
ら
、
ぺ
、
射
ら
も
之
を
巡
祝
い
た
し
ま
し
た
。
そ

税
等
の
事
あ
り
、

れ
か
ら
榜
文
噂
を
出
し
て

「
こ
の
地
方
に
白
鹿
洞
學
館
が
あ
る
は
す
で
あ
る
が
そ
の
建
物
炉
有
る
か
無
い
か
、
軍
學
の
教
授
楊
某
、
司
戸
毛
某

は
特
に
之
を
た
づ
ね
て
も
ら
ひ
た
い
。
又
、
何
人
で
も
か
ま
は
ぬ
か
ら
そ
の
こ
と
を
知
つ
て
を
る
も
の
が
有
っ
た
ら

そ
の
人
か
ら
事
情
を
明
細
に
し
て
何
時
た

b
と
も
南
康
軍
の
官
街
へ
申
し
出
る
様
に
し
て
も
ら
ひ
た
い
」

と
の
意
味
の
こ
と
を
掲
示
し
ま
し
た
。

を
建
て
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。
建
て
る
に
は
手
績
が
い

b
ま
す
、
因
て
上
司
に
到
し
て
洞
の
歴
史
と
自
已
の
書
院

建
設
の
趣
旨
と
を
具
申
し
、
別
に
中
央
の
尚
書
省
、
證
部
、
並
に
時
の
丞
相
鮮
5
這
“
に
到
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
類
似
の
意

味
の
こ
と
を
申
立
て
ま
し
た
。
尚
書
省
に
出
し
た
申
文
の
中
に
は

「
白
鹿
洞
は
山
水
幽
速
の
癖
で
あ
る
。
先
朝
以
来
廷
心
門
俊
御
意
を
お
留
め
あ
そ
ば
さ
れ
た
慮
で
あ
る
。
そ
れ
を
荒
れ

さ
せ
て
お
く
こ
と
は
で
含
ぬ
の
で
七
架
の
小
屋
五
間
を
立
て
る
つ
も
b
で
そ
の
こ
と
は
已
に
具
申
し
て
お
い
た
。
も

し
朝
廷
が
復
び
巖
官
を
修
め
て
猟
宗
の
教
育
尊
重
の
化
を
明
に
せ
ら
れ
よ
う
と
な
さ
る
な
ら
ば
、
不
省
私
を
洞
主
に

充
て
ら
れ
、
こ
こ
で
―
二
の
學
徒
と
書
を
讀
み
道
を
講
じ
た
い
と
お
も
ふ
。

懐
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そ
れ
で
様
子
が
わ
か

b
ま
し
た
の
で
、
十
月
、
射
ら
洞
に
至
て
視
察
し
、
書
院

さ
す
れ
ば
上
は
朝
廷
の
御
任
命
の
趣
旨

， 
，，ヽ



朱
子
の
白
鹿
洞
書
院
に
つ
い
て

と
い
ふ
意
味
が
の
べ
て
あ

b
ま
す
。

素
ユ
鱈
翠
謬
喜
”
九
年
前
の
三
月
に
新
書
院
炉
出
来
あ
が

b
、
三
月
十
八
日
に
朱
子
は
先
埋
孔
子
先
師
顔
子
、
孟
子

に
到
し
繹
采
の
轄
を
修
め
落
威
式
を
學
げ
且
諸
生
に
封
し
て
講
義
を
い
た
し
ま
し
た
。
呂
東
莱
に
や
っ
た
手
紙
に
よ
る

と
此
の
時
の
講
義
は
「
中
庸
」
の
首
章
で
、
共
説
は
「
或
間
」
に
あ
る
趣
旨
で
あ
b
ま
し
た
。
次
に
は
學
生
の
た
め
に
、

か
の
有
名
な
る
白
鹿
洞
學
規
を
作
り
、
呂
東
莱
に
依
頼
し
て
白
鹿
洞
書
院
記
を
書
い
て
も
ら
ひ
ま
し
た
。

方
へ
た
の
ん
で
書
籍
を
蓄
へ
る
こ
と
を
つ
と
め
、
堂
長
楊
日
新
を
聘
し
、

祠
堂
を
建
て
託
紐
鱈
烈
士
孝
子
の
遺
蹟
を
表
彰
し
臼
註
た
b
な
ど
い
た
し
ま
し
た
。
八
年
の
二
月
に
は
陸
九
淵
象
山
が
来
て

洞
で
講
義
を
し
ま
し
た
。
―
―
一
月
に
は
朱
子
は
任
期
が
諮
ち
た
の
で
勅
額
書
物
の
下
賜
を
願
ひ
出
で
、
四
百
千
錢
（
四
百

圏
ほ
ど
）
を
出
し
て
田
地
を
買
は
せ
ま
し
た
。
十
一
月
に
は
提
學
雨
浙
東
路
常
平
茶
甕
公
事
と
し
て
浙
江
地
方
へ
轄
任

す
る
の
で
都
（
臨
安
、
杭
州
）
へ
出
て
延
和
殿
で
孝
宗
に
召
封
し
、
そ
の
時
に
も
勅
額
と
高
宗
御
書
の
石
経
、
版
本
の
九

鰐
吐
疏
を
賜
は
ら
ん
こ
と
を
乞
ひ
、
三
十
萬
錢
〈
三
千
圃
）
ほ
ど
を
洞
に
遺

b
郡
守
錢
開
詩
に
依
属
し
て
麗
置
殿
廷
厨
疇

を
建
て
さ
せ
た
。
支
那
の
學
校
の
特
別
な
こ
と
は
都
で
も
府
州
縣
等
の
地
方
の
學
校
で
も
孔
子
廟
が
あ
つ
て
孔
子
を
祭

含
罷
費
を
か
け
す
に
す
む
と
考
へ
る
」

雰
紐
噌
ぐ
ら
ひ
の
俸
給
を
賜
は
る
こ
と
が
で
含
れ
ば
私
に
と
つ
て
は
望
外
の
幸
で
あ

b
、
州
縣
に
封
し
て
も
其
し

に
も
か
な
ひ
、

下
は
私
の
平
生
の
願
ひ
を
も
途
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

七

鱈
註
東
源
荘
の
學
田
を
骰
き
腿
讐
＂
先
賢
の

そ
れ
か
ら
諸

宋
に
は
祠
緑
と
い
ふ
こ
と
あ
り
、
逍

そ
の
う
へ
祠
官
観
を
主
管
せ
し
め
て
俸
緑
を
給
す
、



ま
せ
て
彼
等
諸
生
の
不
十
分
な
慮
を
説
明
さ
せ
る
様
に
し
て
ゐ
る
。
私
は
君
が
心
配
す
る
様
に
講
座
に
昇
つ
て
官
を

侵
し
た

b
告
を
潰
し
た
り
す
る
様
な
こ
と
を
し
た
こ
と
は
な
い
」

と
い
つ
て
を
b
ま
す
、
升
一
＿
講
座
↓
侵
＞
官
潰
＞
告
を
せ
ぬ
と
い
ふ
た
の
は
お
も
し
ろ
い
事
で
あ
b
ま
す
。
軍
學
に
は
専
属

の
教
授
が
を
る
の
で
あ

b
ま
す
。
朱
手
は
知
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
地
方
長
官
で
あ

b
ま
す
、
長
官
が
講
座
に
昇
れ
ば
そ

れ
は
教
授
の
職
櫂
侵
害
と
な

b‘

告
げ
る
可
ら
ざ
る
に
告
げ
る
か
ら
「
告
を
漬
す
」
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ

b
ま

す
、
だ
か
ら
そ
れ
を
し
な
い
と
申
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
白
鹿
洞
の
方
で
は
朱
子
が
「
中
庸
」
を
講
義
し
た
こ
と
は

前
に
述
べ
ま
し
た
が
、
自
身
だ
け
で
な
く
八
年
二
月
に
陸
象
山
加
来
訪
し
た
時
に
は
象
山
に
請
う
て
書
院
で
講
義
を
し

ハ

サ

ト

リ

↓

―

て
も
ら
ひ
ま
し
た
。
彼
の
「
論
語
」
の
君
子
喩

1

1

於
義
↓
小
人
喩
広
怒
知
の
一
章
で
あ
り
ま
す
。
書
院
に
は
専
任
の
堂
長

に b
、
又
従
祀
の
前
餐
を
祭
る
こ
と
で
あ
b
ま
す
。
そ
れ
で
朱
子
は
書
院
で
は
證
理
殿
を
設
け
て
先
埋
先
師
を
祭
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
十
年
に
は
知
南
康
軍
朱
端
章
は
殿
に
板
壁
を
加
へ
従
祀
諸
賢
の
像
を
籠
か
せ
田
七
百
畝
を
洞
に
給
し
ま

朱
子
は
南
康
軍
に
着
任
草
草
に
軍
學
に
於
て
詣
生
の
た
め
に
講
義
を
始
め
ま
し
た
。
六
年
五
月
頃
呂
東
莱
へ
の
返
事

「
自
分
は
四
五

H
t
J
と
に
一
度
は
學
校
へ
い
つ
て
諸
生
に
講
義
し
て
ゐ
る
、
こ
れ
は
昔
の
と
ほ

b
だ
…
…

學
校
で
は
「
大
學
」
は
近
ご
ろ
終
は

b
か
け
て
ゐ
る
、
教
官
に
い
ひ
つ
け
て
自
分
が
授
け
た
「
論
語
」
を
諧
生
に
よ

し
た
。

懐
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八



楊
日
新

の
如
き

す
。
時
と
し
て
問
題
を
出
し
た
も
の
と
見
え
、
講
堂
策
間
と
い
ふ
の
が
あ

b
ま
す
、
そ
れ
は

炉
あ
る
か
ら
必
し
も
軍
學
ほ
ど
度
度
講
義
は
し
な
か
っ
た
と
お
も
は
れ
ま
す
る
が
、
講
義
は
し
た
の
で
あ

b
ま

墨
子
の
説
と
佛
老
と
の
同
異
、
及
び
其
の
是
非
を
論
せ
よ

と
か
い
ふ
の
で
あ
b
ま
す
。

そ
の
答
案
は
必
す
朱
子
が
審
査
し
た
も
の
で
あ
b
ま
せ
う
。

九

こ
れ
で
大
怜
外
貌
上
の
こ
と
は
お
話
い
た
し
ま
し
た
が
、
な
ほ
書
院
の
規
模
と
経
費
の
こ
と
を
一
言
し
而
る
後
目
的
・

書
院
の
規
模
は
申
立
て
の
都
度
少
し
づ
つ
巽
つ
て
を
り
ま
す
炉
結
局
の
と
こ
ろ
二
十
餘
間
の
家
屋
で
、
二
十
人
ほ
ど

教
養
し
得
る
程
度
の
も
の
が
出
来
あ
が
っ
た
の
で
あ

b
ま
す
。
養
と
あ
る
の
は
こ
の
生
徒
に
食
費
を
給
す
る
の
で
あ
り

ま
す
。
生
徒
が
自
活
で
苔
る
様
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
生
徒
の
生
活
の
こ
と
は
朱
子
が
意
を
用
ゐ
た
所
で
、
東
源
荘

に
學
田
を
罹
い
た
b‘

虹
四
百
千
錢
（
四
百
圃
ほ
ど
）
を
以
て
田
地
を
買
う
た
b
、
八
年
朱
端
章
を
し
て
田
七
百
畝
を
買

ふ
様
に
さ
せ
た
b
十
年
し
た
の
は
み
な
こ
れ
が
た
め
で
あ
b
ま
す
。
朱
子
の
崇
安
縣
學
田
記
に
次
の
こ
と
が
あ

b
ま
す
。

朱
子
の
白
鹿
洞
書
院
に
つ
い
て

精
紳
に
つ
い
て
申
上
げ
た
い
と
お
も
ひ
ま
す
。

一
楊
子

A
 

と
カ

一
欧
陽
脩
王
安
石
麻
試
胡
瑛
程
氏
等
の
説
と
孔
子
の
道
と
比
較
し
て
そ
の
得
失
を
論
ぜ
よ

n
 

と
カ

一
荀
卿
揚
雄
王
通
韓
愈
の
學
説
の
批
判
を
せ
よ



申
上
げ
ね
ば
な

b
ま
せ
ぬ
。

「
古
代
天
手
及
び
諸
侯
の
國
に
は
そ
れ
ぞ
れ
學
校
か
あ
つ
て
士
た
る
も
の
が
そ
こ
に
學
ん
だ
わ
け
で
あ
る
が
そ
の
経

費
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
わ
か
ら
ぬ
、
後
世
は
士
が
他
の
農
工
面
よ

b
も
貧
し
い
か
ら
た
だ
學
校
へ
来
て
學
｀
べ
と
い
う

て
も
来
る
こ
と
が
で
苔
ぬ
。
そ
れ
で
縣
で
は
純
常
費
以
外
に
経
費
を
取
つ
て
そ
れ
で
學
徒
を
養
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
考
は
朱
子
は
南
康
に
於
て
も
詞
じ
く
有
つ
て
ゐ
た
に
ち
が
ひ
あ

b
ま
せ
ぬ
。

の
學
校
が
已
に
あ
る
う
へ
に
更
こ
の
書
院
を
設
け
る
の
で
あ

b
ま
す
か
ら
學
田
の
こ
と
に
工
夫
を
な
し
た
こ
と
は
常
然

で
あ
り
ま
す
。
書
院
の
田
地
に
つ
い
て
は
朱
子
は
買
っ
た
田
地
も
あ

b
ま
す
が
、
官
で
没
牧
し
た
田
地
を
利
用
し
た
の

で
あ
b
ま
す
。

次
に
朱
子
が
何
故
に
こ
の
書
院
を
興
し
た
か
、

卯
ち
書
院
創
立
の
目
的
を
申
上
げ
ま
す
。

そ
れ
は
簡
附
に
申
せ
ば
「
眼
前
の
適
應
を
主
と
し
た
功
利
主
義
の
教
育
に
到
し
て
人
格
を
基
礎
と
し
た
道
餡
主
義
の

教
育
を
建
設
し
よ
う
」
と
い
ふ
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ

b
ま
す
。
之
に
つ
い
て
は
一
應
宋
の
時
代
の
學
校
教
育
に
つ
い
て

支
那
で
は
學
校
と
選
學
朽
晶
麟
這
恵
即
ち
試
験
に
由
つ
て
官
吏
を
登
用
す
る
こ
と
）
と
は
密
切
な
闊
係
が
あ

b
ま
し

て
、
そ
れ
は
崩
以
後
浦
朝
の
末
期
ま
で
つ
づ
い
て
を
り
ま
す
。
即
ち
學
校
は
教
育
を
す
る
、
そ
の
中
か
ら
試
験
を
以
て

優
秀
な
る
も
の
を
選
び
と
つ
て
之
を
官
吏
に
採
用
す
る
、

の
程
書
や
歴
史
の
事
が
ら
に
つ
い
て
試
問
し
、

懐
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そ
れ
が
選
學
で
あ

b
ま
す
。
そ
の
試
瞼
法
は
學
校
で
學
ぷ
所

又
詩
賦
文
章
な
ど
を
作
ら
せ
て
そ
の
成
績
を
見
る
、 1

0
 

そ
れ
が
南
康
軍

さ
う
し
て
そ
の
結



朱
子
の
白
鹿
洞
書
院
に
つ
い
て

果
官
吏
と
す
る
の
で
あ

b
ま
す
。
宋
で
も
大
怜
唐
の
ま
ね
を
し
て
ゐ
ま
し
た
が
、
御
承
知
の
如
く
神
宗
の
時
に
王
安
石

が
出
ま
し
て
政
治
上
に
は
新
法
を
用
ゐ
、
學
校
及
び
試
験
法
に
つ
い
て
も
新
し
い
法
を
用
ゐ
ま
し
た
。
政
治
上
で
は
富

國
強
兵
を
目
的
と
し
た
の
で
兵
炉
い
る
。
兵
を
養
ふ
に
は
金
錢
が
い
る
。
と
い
ふ
の
で
種
種
の
名

H
で
租
税
を
取
b
立

て
る
こ
と
を
始
め
ま
し
た
、

一
時
は
や

そ
れ
か
ら
學
校
や
試
験
で
も
従
来
の
様
に
経
書
や
歴
史
で
は
い
か
ぬ
、
法
律
も
い
る
、
算

術
其
他
も
い
る
、
と
い
ふ
の
で
そ
ん
な
も
の
を
加
へ
、
又
詩
賦
文
章
な
ど
は
役
に
在
た
ぬ
か
ら
策
論
を
か
か
せ
て
そ
れ

で
才
能
を
見
る
、
と
い
ふ
こ
と
を
始
め
た
の
で
あ
り
ま
す
、
経
書
で
も
自
ら
新
解
繹
の
本
を
作
っ
て
そ
れ
を
教
科
書
と

し
て
學
ば
せ
そ
れ
で
試
験
を
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
大
學
の
制
度
改
革
に
も
着
手
し
ま
し
た
。
王
安
石
の
こ
の

や
b
方
は
要
す
る
に
自
分
の
流
義
で
或
る
人
間
を
作
b‘

そ
れ
を
自
分
流
義
の
政
治
を
賓
行
さ
せ
る
官
吏
と
し
て
取
ら

う
と
し
た
の
で
あ

b
ま
す
。
こ
れ
は
従
来
の
慣
習
を
重
ん
す
る
一
般
の
學
者
や
官
吏
か
ら
反
到
を
受
け
て
、

め
に
な
っ
た

b
、
又
賛
成
者
が
出
て
復
活
し
た
り
、
と
い
ふ
様
な
こ
と
で
す
つ
と
後
ま
で
朱
子
時
代
ま
で
つ
づ
い
た
の

で
あ

b
ま
す
。
こ
の
王
安
石
流
は
即
ち
「
眼
前
の
適
應
を
主
と
し
た
功
利
主
義
の
教
育
」
で
あ
り
ま
す
。
朱
手
は
固
よ

b
従
来
の
道
愁
主
義
の
教
育
に
於
て
す
ら
も
常
時
の
學
校
教
育
の
状
態
に
は
浦
足
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
b
ま
す
が
、
特

に
こ
の
王
安
石
流
の
功
利
主
義
に
は
大
な
る
反
戚
を
持
つ
て
を
つ
た
の
で
あ

b
ま
す
。
朱
子
は
柑
来
の
學
者
の
立
場
に

於
て
は
二
程
子
・
逼
の
取
っ
た
人
格
主
義
を
善
し
と
し
、
そ
れ
を
賓
行
せ
ん
と
し
た
の
で
あ

b
ま
す
。
朱
子
が
白
鹿

洞
書
院
記
を
呂
東
莱
に
た
の
ん
で
書
い
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
前
に
ニ
―
日
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
で
き
る
ま
で
に
は
東
莱



と
の
間
に
文
章
の
趣
旨
と
字
句
上
の
こ
と
に
つ
い
て
慎
重
な
る
相
談
を
途
げ
た
結
果
今
我
我
の
見
る
様
な
記
文
と
な
っ

て
を
る
の
で
あ

b
ま
す
f

其
の
中
に
か
う
い
ふ
こ
と
が
有
り
ま
す
。

熙
寧
翠
鱈
ー
這
這7
)
1
1
(
1
0
6
8
1
1
1
0
7
7
)
1

の
初
に
明
道
先
生
輝
疇
い
が
朝
廷
に
居
ら
れ
て
學
制
の
こ
と
を
建
白
せ
ら
れ
、
教
育
、

給
養
、
試
験
、
登
用
な
ど
の
方
法
が
詳
細
に
の
べ
ら
れ
た
、
不
幸
に
も
王
氏
旺
女
の
學
が
典
つ
て
先
生
の
議
は
は
ば

ま
れ
て
有
志
の
士
は
嘆
息
し
た
。
建
炎
翠
勺
汎
這
ぎ
1
1
(
1
1
2
7

ー
1
1
3
0
)

に
な
つ
て
か
ら
文
物
典
章
は
だ
ん
だ
ん
有
観
へ
も

ど
b‘

闊
張
横
渠
洛
二
程
子
等
の
學
問
も
す
こ
し
づ
つ
出
て
く
る
様
に
な
っ
た
が
、
後
進
の
わ
か
も
の
た
ち
は
其
の
諒

を
き
い
て
、
先
生
や
友
だ
ち
と
親
し
く
接
し
て
賓
際
に
力
を
用
ゐ
る
こ
と
を
知
ら
す
し
て
、

一
足
飛
び
に
高
い
慮
ヘ

飛
び
あ
が
ら
う
と
し
た

b
、
手
近
か
な
慮
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
遠
い
慮
を
慕
ふ
た

b
し
て
、
程
子
、
張
子
の
庭
先
き

だ
も
窺
は
ざ
る
に
早
く
も
王
氏
の
如
く
高
く
自
ら
型
賢
を
以
て
任
す
る
と
い
ふ
風
の
鋏
貼
を
生
じ
た
。
吾
が
こ
の
洞

で
博
習
す
る
所
の
こ
と
の
如
苔
は
之
を
い
ふ
者
は
鮮
い
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
書
院
を
復
興
す
る
と
い
ふ
こ
と
は

か
b
そ
め
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
地
方
の
人
人
よ
、

書
を
讀
み
志
を
辮
へ
る
の
教
を
と

b
も
ど
し
、
博
含
よ
り
し
て
約
か
に
、
下
苔
よ
り
し
て
高
き
に
つ
含
、

皇
帝
の
教
育
を
開
導
せ
ら
れ
た
大
徳
に
お
答
へ
申
さ
ぬ
の
で
あ
る
か
、
詣
君
が
し
か
せ
ら
れ
て
こ
そ
吾
が
賢
い
長
官

謬
汀
の
學
問
奨
励
の
趣
旨
に
負
か
ぬ
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。

と
い
ふ
の
で
あ

b
ま
す
。

懐

徳

な
ん
で
先
儒
の
淳
正
誠
賓
の
餘
風
を
う
や
ま
ひ
、
経

以
て
太
宗

こ
れ
は
呂
東
莱
の
文
で
あ
り
ま
す
が
朱
子
の
意
を
承
け
て
書
い
た
も
の
で
、
明
に
王
氏
の
學



朱
子
の
白
鹿
洞
書
院
に
つ
い
て

御
承
知
の
如
く
白
鹿
洞
害
院
學
規
で
は

風
に
反
封
し
て
程
子
に
従
ふ
こ
と
を
の
べ
、
兼
ね
て
教
育
は
循
＞
序
ゆ
く
べ
苔
も
の
で
あ
る
。
一
足
飛
び
に
お
悟
b
の
様

b
ま
す
。
朱
子
の
白
鹿
洞
賦
に
も

ク

ト

ト
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ム
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懐
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榮
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＞
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抑
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飲
＞
執
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ノ

カ

ア

ラ

ン

フ

シ

テ

ヒ

P

フ＿一

亦

何

心

二

於

悦
I
拾―

明
誠
は
中
庸
に
見
ゆ
‘
敬
義
は
易
の
繋
甜
博
に
見
ゆ
。
宰
摯
は
伊
手
を
い
ふ
、
伊
手
は
天
下
の
先
覺
者
を
以
て
自
任
す
0

巷
顔
は
孔
子

の
門
人
顔
回
を
い
ふ
、
顔
回
は
貧
賤
に
甘
ん
じ
て
逍
を
行
ふ
こ
と
を
架
み
と
す
。
青
紫
は
印
綬
の
色
、
金
印
紫
綬
、
銀
印
青
綬
な
り
、

漢
の
夏
侯
勝
、
鐸
書
に
通
す
れ
ば
青
紫
を
取
る
こ
と
俯
し
て
芥
を
拾
ふ
が
如
し
と
言
へ
り
、
こ
の
末
二
旬
は
富
貴
に
は
意
欲
な
き
を
い

ふ。

と
あ
b

ま
し
て
官
吏
と
な
る
の
功
名
心
•
利
益
心
か
ら
試
験
の
奴
隷
と
な
る
と
い
ふ
貼
に
反
到
し
て
を
b

ま
す
。
王
安

石
が
紳
宗
に
上
っ
た
萬
言
帯
と
い
ふ
の
は
彼
れ
の
富
強
策
、
功
利
主
義
を
の
べ
た
も
の
で
あ

b‘

朱
子
の
淳
熙
十
五
年

十
一
月
孝
宗
口
上
っ
た
封
事
は
そ
の
道
癒
主
義
を
の
、
べ
た
も
の
で
、
こ
の
二
文
は
二
人
の
思
想
を
示
し
て
を
る
代
表
的

の
も
の
で
あ

b
ま
す
。

試
験
に
闘
し
て
は
朱
子
は
王
氏
に
の
み
反
封
す
る
の
で
な
く
、
守
針
派
の
試
瞼
に
も
反
封
し
て
を
る
の
で
あ

b
ま
す
。

〔
注
〕

な
こ
と
に
な
つ
て
は
い
け
ぬ
、
博
よ

b
し
て
約
、

下
よ
り
し
て
高
、

に
す
べ
ぎ
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
の
、
べ
た
の
で
あ



朱
子
は
學
校
貢
畢
私
議
の
中
で
は

す
る
も
の
は
是
に
反
し
て
を
る
。

し
て と

し
て
五
教
の
目
と
い
ふ
五
倫
道
穏
を
其
先
に
か
か
げ
て
「
學
と
は
此
を
學
ぷ
の
み
」
と
こ
と
わ
つ
て
あ

b
ま
す
。

他
は
そ
の
方
法
で
あ
り
ま
す
が
、
方
法
の
慮
で
「
慮
如
手
之
要
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
漢
の
童
仲
舒
の
言
を
そ
の
ま
ま
借
用

と
い
ひ
、
明
白
に
功
利
を
目
的
と
す
る
こ
と
を
排
斥
し
て
を

b
ま
す
。
又
跛
文
の
粛
に
は

背
の
唾
賢
が
人
に
學
問
を
す
る
こ
と
を
敦
へ
た
意
味
あ
ひ
を
考
へ
て
み
る
に
、
義
理
を
講
明
し
て
わ
が
身
を
修
め
、

そ
れ
か
ら
わ
が
身
か
ら
推
し
て
之
を
他
人
に
及
ば
す
と
い
ふ
こ
と
よ
り
外
は
な
い
。
徒
ら
に
賠
記
や
博
寛
を
務
め
、

詩
賦
文
章
を
つ
く
っ
た

b
し
て
名
島
を
釣
b
利
藤
を
取
る
こ
と
を
欲
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
今
の
學
問
を

と
の
べ
て
あ

b
ま
す
。
こ
れ
は
冊
上
の
藉
来
の
教
育
の
仕
方
、
被
教
育
者
の
心
得
の
誤
つ
て
を
る
こ
と
を
い
う
た
の
で

あ
b
ま
す
。

慣
シ

ク

シ

テ

ノ

テ

ラ

ノ

ラ

正
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其
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一
四



朱
子
の
白
鹿
洞
書
院
に
つ
い
て

一
五

今

H
學
制
を
改
革
し
て
古
代
の
浬
王
の
時
代
に
復
し
、
今

H
の
習
俗
を
菩
く
し
よ
う
と
お
も
ふ
な
ら
ば
明
道
先
生
の

煕
寧
の
時
の
議
論
の
如
く
し
て
は
じ
め
て
根
本
を
正
し
く
し
末
流
の
弊
を
革
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
申
し
て
を

b
ま
す
。
こ
の
明
道
先
生
の
議
論
と
い
ふ
の
は
程
明
逍
が
紳
宗
に
申
立
て
た
意
見
で
あ
つ
て
次
の
如
き
も

の
で
あ
b
ま
す
。

天
下
を
治
め
て
風
俗
を
正
し
く
す
る
に
は
賢
オ
を
得
る
の
が
本
で
あ
る
。
そ
れ
で
お
そ
ば
の
も
の
、
儒
者
、
諸
の
役

人
な
ど
に
命
じ
て
、
古
代
迎
王
の
道
に
明
か
で
あ
り
、
穏
業
が
十
分
備
は
つ
て
人
の
師
表
た
る
に
足
る
者
を
た
づ
ね

さ
せ
る
。

に
あ
つ
め
て
い
つ
し
よ
に
正
學
を
講
じ
明
か
に
さ
せ
る
、

そ
の
次
に
は
篤
學
の
者
で
材
能
も
あ
り
行
ひ
も
修
ま
つ
て
ゐ
る
人
を
た
づ
ね
さ
せ
、

そ
の
道
は
必
す
人
倫
を
根
本
と
し
て
事
物
の
道
理
を
明
に

さ
せ
る
。
其
の
教
は
小
學
の
洒
掃
、
應
封
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
進
ん
で
孝
悌
忠
信
の
道
を
修
め
、
腔
業
を
も
賓
背

さ
せ
る
。
之
を
得
い
て
成
就
さ
せ
る
に
は
順
序
を
ふ
ん
で
や
ら
せ
る
、
最
も
要
勁
と
す
る
所
は
菩
を
探
び
身
を
修
め
、

途
に
は
天
下
を
化
成
す
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
ま
で
逹
せ
し
め
る
に
あ
る
。
學
問
、
行
ひ
共
に
上
に
い
ふ
趣
旨
に
か
な
う

た
も
の
之
を
成
穏
の
人
と
す
る
。
そ
れ
か
ら
材
識
明
逹
で
菩
に
進
む
べ
含
人
を
し
て
そ
の
成
徳
か
ら
業
を
受
け
さ
せ
、

そ
の
中
で
學
徳
の
絆
き
も
の
を
大
學
の
師
と
す
る
、
其
の
次
位
の
も
の
は
地
方
の
學
校
に
分
教
さ
せ
る
、
地
方
で
は

人
物
を
探
ん
で
學
校
で
そ
の
人
に
就
て
學
ば
せ
る
、

二
つ
の
も
の
を
京
師

さ
う
し
て
縣
は
州
へ
、
州
は
大
學
へ
と
之
を
送

b
、
大
學
で
は

棗
め
て
之
に
教
へ
、
歳
歳
賢
能
の
士
を
詮
議
し
て
之
を
朝
廷
へ
出
す
。
＇
そ
の
人
物
の
え
ら
び
方
は
性
行
端
し
く
潔
く



°
程
顔
、
請
修
學
校
尊

し
て
家
で
は
孝
悌
で
あ

b‘

廉
恥
膿
譲
が
あ

b‘

學
業
に
も
通
じ
治
道
に
も
逹
し
た
も
の
を
取
る
師
循
取
士
劉
子
、
熙

室
元
年
、
監
察
御

央
裏
行
時
上
、

と
い
ふ
意
味
の
こ
と
で
あ

b
ま
す
、

學
穏
備
は
っ
た
人
物
を
養
成
し
て
‘
之
を
官
吏
と
し
て
朝
廷
へ
送

b
出
さ
う
、
又
地
方
の
學
校
の
師
と
し
て
も
送

b
出
さ

う
」
と
い
ふ
趣
旨
で
あ

b
ま
す
。
朱
子
の
考
は
こ
の
程
明
道
の
考
が
本
に
な
つ
て
を

b
ま
す
。
口
江
門

□い
立
咋
繹
喝
そ
れ

今
の
大
學
は
名
掛
利
益
を
求
め
る
場
所
に
な
つ
て
を
る
、
教
を
掌
る
人
も
試
験
場
の
作
文
が
う
ま
く
て
上
席
で
及
第

し
た
と
い
ふ
様
な
人
で
あ
る
、

こ
れ
は
「
大
學
で
學
穏
備
は
っ
た
賓
に
宜
派
な
人
を
師
と
し
て
、

そ
の
下
で
ま
た

だ
か
ら
義
理
を
學
ば
う
と
お
も
ふ
者
は
大
學
で
は
そ
の
學
の
求
め
や
う
が
な
い
、

カコ

こ
へ
集
ま
つ
て
く
る
人
人
は
無
理
に
及
第
者
の
列
に
入

b‘

或
は
次
次
と
上
級
生
と
し
て
選
ん
で
も
ら
は
う
と
い
ふ

念
か
ら
来
る
に
す
ぎ
な
い
、
先
生
と
生
徒
と
が
面
を
見
あ
つ
て
も
路
労
の
他
人
の
如
く
、
た
ま
に
談
話
を
し
た
所
が

先
生
は
手
び
合
を
し
て
穏
行
や
道
藝
（
道
徳
、
學
問
）
の
賓
に
つ
い
て
き
か
せ
て
く
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
．
や
れ
月

月
の
成
績
だ
の
、
や
れ
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
試
験
だ
の
、
と
い
う
て
生
徒
た
ち
の
利
を
嗜
み
、

b
つ
営
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
、
賓
が
な
く
と
も
名
さ
へ
得
れ
ば
よ
い
と
の
無
恥
の
心
を
促
進
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
、

や
う
な
こ
と
で
は
國
家
が
學
校
を
立
て
人
を
教
へ
る
本
意
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
て
ゐ
ま
す
。

そ
ん
な
ら
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
ふ
に
、
朱
子
は
ま
た

で
朱
子
は
又
常
時
の
大
學
教
育
の
弊
を
論
じ
ま
し
て
次
の
如
く
申
し
て
を
る
。

懐

徳

な
ん
で
も
な
に
か
に
あ

一
六

こ



一
七
~

前
に
も
一
言
し
ま
し
た
か
淳
煕
八
年
二
月
に
陸
象
山
が
来
た
と
き
に
立
〗
臼
臼
疇
〗
辻
幻
立
惰
亨
麟
廷
作
朱
子
は
一
緒
に

白
鹿
洞
へ
ま
ゐ

b
ま
し
て
象
山
に
一
場
の
講
義
を
依
頼
い
た
し
ま
し
た
。
象
山
は
君
子
喩

I

I

於
義
↓
小
人
喩
-1
於
利
ー
と
い

朱
子
の
白
鹿
詞
書
院
に
つ
い
て

で
な
く
、
利
益
の
た
め
だ
の
官
途
に
榮
逹
す
る
こ
と
だ
の
、

で
あ
ら
う
。

地
方
州
縣
の
教
官
も
徳
行
あ
る
人
を
以
て
之
に
充
て
教
導
の
賞
を
以
て
責
め
る
様
に
し
た
な
ら
ば
州
や
縣
の
學
校
も

だ
ん
だ
ん
義
理
の
教
と
い
ふ
も
の
を
知
つ
て
受
験
學
ば
か

b
や
る
こ
と
で
な
し
に
な
る
で
あ
ら
う
。
主
翠
悶
瓢
順
這
げ

已
に
類
似

の
考
あ
り

と
。
先
づ
大
韓
か
や
う
な
考
で
あ
り
ま
し
て
、
官
吏
と
な
つ
て
俸
給
を
受
け
榮
逹
し
ょ
う
な
ど
と
い
ふ
功
名
利
益
を
目

的
と
し
て
大
學
に
入
っ
て
く
る
こ
と
に
反
封
し
、
こ
ヽ
で
は
慎
に
義
理
の
學
間
を
修
め
道
穏
の
備
は
っ
た
人
物
を
造
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
か
朱
子
の
考
で
あ
つ
て
、
白
鹿
洞
書
院
は
全
く
こ
の
考
を
以
て
設
立
さ
れ
た
の
で
あ

b
ま
す
。

に
官
を
授
け
る
様
に
す
る
、

以
上
の
如
く
す
る
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
で
こ
そ
大
學
の
教
育
も
お
飾

b
も
の

を
目
的
と
し
て
や
つ
て
く
る
様
な
も
の
も
来
な
く
な
る

あ
り
し
も
王
安
石
の
は
や
め
て
し
ま
ひ
、

時
人
員
を
増
加
せ
り

地
方
か
ら
送
つ
て
く
る
癒
行
の
士
と
諸
生
の
賢
者
と
を
教
官
に
考
察
さ
せ
て
特

仁
宗
の
朝
侍
講
呂
希
哲
此

の
意
味
の
進
言
を
な
せ
り

て
中
央
へ
送
る
者
の
敷
を
減
じ
、

入
學
生
を
外
舎
、
内
舎
、
上
舎
の
一

1

一
級
に
別
ち
、
顛
に
下
よ
り

大
學
へ
入
っ
て
か
ら
の
三
含
の
選
上
へ
の
ぽ
す
法
、
上
舎
生
の
或
者
は
官
秩
を
う
＜
以
前
よ
り

在
任
さ
せ
、

そ
の
人
に
道
藝
を
講
明
し
て
學
者
を
敦
訓
さ
せ
る
、

地
方
で
や
た
ら
に
及
第
さ
せ

こ
の
弊
を
革
め
る
に
は
仁
宗
の
時
の
制
度
に
従
つ
て
逍
穂
が
あ
つ
て
人
の
師
と
な
す
べ
き
者
を
教
官
と
し
て
久
し
く



ふ
「
論
語
」
の
一
節
を
講
じ
ま
し
た
。
其
の
意
味
は
朱
子
の
教
育
の
主
義
と
全
く
同
じ
で
あ

b
ま
す
。
御
承
知
の
如
く

象
山
は
朱
子
と
學
諒
で
は
立
場
を
異
に
し
て
を
る
人
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
教
育
の
目
的
は
共
に
全
く
同
じ
で
あ
る
。

學
問
は
義
を
目
的
と
す
べ
苔
で
あ
る
。
官
吏
と
な

b
名
藝
俸
給
な
ど
の
利
益
を
目
的
と
す
る
の
で
は
い
け
な
い
。
平

牛
義
に
志
し
て
而
か
も
勉
學
し
篤
行
し
て
其
の
賞
を
備
へ
て
か
ら
試
験
場
へ
で
か
け
る
な
ら
ば
、
其
の
言
ふ
所
は
聖

人
に
そ
む
か
な
い
し
、
叉
官
途
に
仕
へ
て
も
そ
の
職
分
を
つ
く
し
闘
と
民
と
に
心
を
謹
い
て
一
身
の
計
を
な
さ
ぬ
、

そ
れ
で
こ
そ
君
子
で
あ
る
、
秘
書
先
牛
輝
汗
叡
和
5
5
麟
声
匹
霜
戸
蝶
の
こ
の
堂
を
新
し
く
さ
れ
た
誼
は
こ
こ
に
あ
る

と
お
も
ふ
。

朱
子
は
一
應
は
試
瞼
に
反
封
し
て
を
b
ま
す
が
、
そ
れ
は
世
間
流
の
試
瞼
に
収
封
す
る
の
で
あ
つ
て
其
の
賞
を
備
へ

て
そ
れ
か
ら
試
験
を
受
け
る
も
の
な
ら
ば
そ
れ
は
決
し
て
差
支
あ
り
と
は
し
な
い
、
官
吏
登
用
試
験
も
と
よ

b
よ
し
と

す
る
の
で
あ

b
ま
す
。

キ

テ

テ

ラ

シ

ム

I
V
_
-

淳
熙
八
年
の
作
で
あ

b
ま
せ
う
、
招
―
―
學
人
一
入
一
一
書
院
五
か
と
い
ふ
の
が
あ
り
ま
す
、

も
の
に
書
院
へ
は
ひ
ら
ぬ
か
と
勧
誘
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
は

國
家
が
官
吏
登
用
試
験
を
す
る
の
は
経
義
遺
謬
這
虹
や
詩
賦
や
論
策
や
を
作
ら
せ
て
そ
れ
で
人
物
が
得
ら
れ
る
と
考

と
か
や
う
の
意
味
を
の
べ
た
の
で
あ

b
ま
す
。

象
山
は
そ
の
時
に
は

懐

徳

こ
れ
は
地
方
試
験
に
及
第
し
た

了ハ



朱
子
の
白
鹿
洞
書
院
に
つ
い
て

彰
君
は
尤
も
佳
で
あ
る
が
及
第
し
な
か
っ
た
の
は
惜
し
い
こ
と
だ
。

へ
て
す
る
の
で
は
な
く
、
受
験
者
も
暗
記
だ
の
、
と

b
と
め
も
な
い
こ
と
を
害
含
つ
づ
っ
た
り
し
て
一
時
の
常
局
者

の
求
め
に
應
じ
て
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
今
年
は
吾
加
郡
南
康
で
地
方
試
験
及
第
者
が
二
十
八
人
も
あ
つ
て

郡
で
も
そ
れ
を
榮
餐
と
は
お
ら
ふ
が
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
十
分
で
な
い
、
今
洞
生
ば
師
つ
て
山
林
は
開
孵
で
あ
る
か

ら
諸
君
は
こ
こ
へ
来
て
學
問
を
し
て
は
ど
う
か
。

そ
れ
か
ら
他
の
地
方
の
地
方
試
験
に
も
注
謡
し
て
を
り
ま
す
。
門
人
黄
覇
商
伯
に
典
へ
た
手
紙
の
中
に
洞
の
諸
生
で

麿
陵
江
西
省
吉
州
へ
い
つ
て
地
方
試
験
を
受
け
た
も
の
の
こ
と
を
の
べ
て
あ
り
ま
す
。

そ
ち
ら
で
試
験
の
骰
表
が
あ
っ
た
と
い
ふ
が
記
録
を
寓
し
て
早
く
よ
こ
し
て
も
ら
ひ
た
い
、

一
九

選
び
に
中
っ
た
と
い
ふ
が
こ
こ
の
諸
生
は
文
字
老
成
で
あ
る
、
曹
某
は
秀
骰
喜
ぷ
べ
き
だ
が
琢
磨
が
か
け
て
を
る
。

な
ど
と
か
い
て
あ
り
ま
す
。
非
常
に
賓
力
の
養
成
を
重
ん
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

書
院
の
産
ん
だ
人
物

朱
子
は
輻
建
省
に
長
く
居
b
ま
し
た
か
ら
揺
建
で
の
教
育
上
の
影
響
は
大
で
あ
b
ま
す
が
、
南
康
に
は
淳
熙
六
年
四

月
か
ら
八
年
の
三
凡
末
ま
で
足
か
け
三
年
、
瀾
二
側
年
ほ
ど
の
在
任
で
、
書
院
が
出
来
て
か
ら
い
へ
ば
瀾
一
個
年
ば
か

b
で
あ

b
ま
す
、

こ
の
短
期
間
に
ど
ん
な
成
績
が
學
が
つ
た
か
と
い
ふ
と
、
朱
子
の
数
を
受
け
て
え
ら
く
な
っ
た
人
は

と
い
ふ
の
で
あ

b
ま
す
。

こ
ち
ら
の
も
の
が
敷
人



張 周 黄 黄 荏 劉

治

消
江
人
、
嘉
定
中
進
士

朱
子
の
語
録
を
集
め
た
人
で
あ
る
。

粗

字
植
曳
、
星
子
縣
人

＄
 

禁
を
冒
し
て
朱
子
の
喪
に
奔
る
。

覇

あ
る
。

幹 汎

林

繹

之

少
く
あ
り
ま
せ
ぬ
、
凡
十
四
五
人
は
あ

b
ま
す
、
中
に
も

字
子
澄
、
腔
誇
春
、
清
江
人
、
劉
式
字
式

浦
之
．
度
五
世
孫
、
紹
興
二
十
七
年
進
士

こ
の
人
は
朱
子
の
「
小
學
」
を
編
簗
す
る
に
功
あ

b
し
人
で
あ
る
。

懐

字
用
中
、
閻
人

字
仲
獣
、
撃
九
峰
、
建
陽
人

尚
書
集
博
を
つ
く
る
、
集
博
は
朱
子
炉
口
授
し
朱
子
の
意
を
以
て
下
し
た
書
経
の
注
秤
で
あ
る
。

字
直
郷
、
盤
勉
齋
、
閻
人

朱
子
女
を
以
て
之
に
妻
は
す
、
朱
子
の
死
す
る
ま
で
之
に
従
ふ
、
書
院
に
於
て
は
乾
坤
二
卦
を
講
じ
た
こ
と
が

字
商
伯
、
競
西
岐
、
都
昌
人
、
隆
興
間
進
士

朱
子
に
長
く
従
ひ
南
康
に
も
従
ひ
洞
に
學
ん
だ
人
で
あ
る
。

徳．

―1
0
 



朱
子
の
白
鹿
潤
書
院
に
つ
い
て

學
を
以
て
官
學
と
す
る
こ
と
は
消
朝
ま
で
つ
づ
い
た
の
で
あ

b
ま
す
。

等
の
八
人
は
名
高
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
の
行
な
b
著
書
な
b
に
よ
つ
て
朱
子
の
書
院
を
設
け
た
蚊
は
大
に
あ
ら

ヽ

は
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
況
や
其
の
後
憔
に
及
ぽ
し
た
影
孵
は
大
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

元
に
な
つ
て
か
ら
は
私
立
の
書
院
も
存
在
し
ま
し
た
が
、
書
院
は
官
設
と
な
り
、
書
院
の
長
即
ち
山
長
以
下
の
學
職

は
政
府
か
ら
任
命
し
て
官
吏
と
な
し
俸
藤
を
給
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
―
つ
の
瑳
化
で
あ

b
ま
す
。

方
か
ら
程
手
、
朱
手
の
著
書
が
偲
は
つ
て
来
ま
し
て
大
骰
程
朱
學
と
な

b
、
試
験
も
そ
れ
で
行
ふ
こ
と
に
な

b‘

程
朱

我
が
穂
川
時
代
に
幕
府
諸
藩
の
學
校
が
程
朱
學
を
採
用
し
た
の
は
そ
の
影
郷
葺
で
あ
b
ま
す
。

明
で
は
初
は
北
京
と
南
京
と
の
國
子
監
、
郎
ち
政
府
の
大
學
炉
盛
、
で
あ
り
ま
し
た
が
だ
ん
だ
ん
と
講
學
性
理
學
を
謁
す
る

こ
と
の
風
炉
起
b
ま
し
て
、
學
間
を
自
由
に
講
究
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
程
朱
な
ら
程
朱
と
一
定
す
る
わ
け
に
は

ま
ゐ
り
ま
せ
ぬ
。
特
に
は
明
の
中
頃
嘉
靖
時
代
に
王
守
仁
陽
明
が
出
ま
し
て
か
ら
は
、
陽
明
は
陸
象
山
の
系
統
で
あ
b

ま
し
て
程
朱
と
ち
が
っ
た
學
問
を
立
て
て
、
そ
れ
が
天
下
を
風
靡
す
る
様
に
な

b‘

陽
明
學
を
主
と
す
る
書
院
が
諸
姻

次
に
宋
以
後
の
他
の
一
般
書
院
の
事

陳

誦

「
證
記
集
設
」
を
著
は
し
た
人
で
あ
る
。

字
可
大
、
盤
雲
住
、
叉
盤
北
山
曳
、
都
昌
人

洞
の
山
長
と
な
る
。

そ
れ
か
ら
學
問
は
南
、



に
で
含
ま
し
た
。
學
風
の
臭
同
は
途
に
政
治
上
の
意
見
の
果
同
と
も
な

b‘

黛
派
的
の
学
を
生
す
る
に
至

b
ま
し
た
。

そ
の
著
る
し
い
例
の
一
は
東
林
黛
で
あ

b
ま
す
。
こ
れ
は
江
蘇
省
の
無
錫
に
宋
の
楊
時
亀
山
の
書
院
が
有
っ
た
の
を
復

興
し
て
東
林
書
院
と
稲
し
明
の
萬
暦
年
間
に
顧
憲
成
、
高
攀
龍
等
が
そ
こ
で
伺
志
と
學
を
講
じ
ま
し
た
、
そ
の
學
間
は

程
朱
の
流
で
あ

b
ま
す
。
常
時
宮
中
に
魏
忠
賢
と
い
ふ
宦
官
が
を

b
ま
し
て
朝
廷
の
政
治
を
あ
や
つ

b
わ
る
い
こ
と
を

し
た
。
そ
れ
で
東
林
の
人
人
は
そ
れ
を
非
常
に
攻
撃
し
た
か
ら
魏
忠
賢
は
彼
等
を
目
し
て
東
林
黛
と
呼
び
、
そ
の
多
敷

の
人
人
を
残
害
し
た
の
で
あ

b
ま
す
。
政
府
の
反
封
煎
は
み
な
東
林
黛
だ
と
み
な
さ
れ
る
と
い
ふ
様
な
と
こ
ろ
ま
●
ぃ

っ
た
の
で
あ

b
ま
す
、
こ
れ
は
著
る
し
い
例
で
あ

b
ま
す
が
、

rm
平
に
講
學
の
地
と
し
て
も
、
程
朱
學
と
陽
明
學
と
の
季

ひ
は
固
よ

b
で
あ
り
ま
す
が
、
同
じ
陽
明
學
の
中
で
も
少
し
づ
っ
ち
が
ひ
が
あ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
新
し
い
標
語
を
掲
げ
ま
＇
疇

し
て
互
に
季
ふ
と
い
ふ
風
が
な
か
な
か
盛
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
明
の
書
院
の
講
學
の
一
弊
風
で
あ

b
ま
す
。

浦
朝
は
書
院
を
重
ん
じ
て
各
省
に
―
つ
書
院
を
設
け
て
官
か
ら
純
費
を
出
し
ま
し
た
。
直
隷
の
保
定
に
は
違
池
書
院
、

H

浦
戦
手
の
後
提
學
使
と
し
て
我
邦
に
来
ま
し
た
呉
汝
綸
は
達
池
書
院
に
居
た
人
で
あ
り
•
ま
す
。
幅
建
の
繭
州
に
は
煮

峰
書
院
、
今
の
諧
洲
國
皇
帝
、
往
年
の
宜
統
帝
の
師
博
で
あ
っ
た
陳
賓
珠
、
こ
の
人
は
繁
峰
新
院
に
居
た
人
で
あ

b
ま

す
、
さ
う
い
ふ
風
な
書
院
は
各
省
に
み
な
あ
っ
た
の
で
あ

b
ま
す
。
そ
の
外
に
公
設
私
設
の
も
の
も
あ

b
ま
す
。
大
怜

程
朱
學
を
講
す
る
の
で
あ

b
ま
す
が
、
又
官
吏
登
用
試
験
の
時
の
用
意
に
経
義
詩
文
な
ど
を
課
す
る
。
こ
れ
は
明
で
も

同
様
で
あ

b
ま
し
た
。
こ
の
外
に
消
朝
の
特
色
と
し
て
は
消
朝
に
は
學
風
と
し
て
考
證
學
と
い
ふ
も
の
が
起
り
、
考
證

襖

練



學
と
申
す
の
は
學
問
そ
の
も
の
の
性
質
で
は
な
く
、
方
法
の
上
か
ら
の
名
で
あ

b
ま
す
炉
、
概
し
て
こ
れ
は
古
典
學
で

あ
b
、
博
覚
多
識
を
貴
ふ
わ
け
で
あ

b
ま
す
、
程
朱
學
と
か
陽
明
學
と
か
限
つ
て
修
め
る
の
と
は
ち
が
ひ
ま
す
、
こ
の

博
學
を
旨
と
す
る
も
の
、
そ
れ
か
ら
試
験
用
の
詩
文
で
は
な
く
、
今
の
僻
で
申
せ
ば
純
文
學
と
し
て

Q
詩
文
を
修
め
る

も
の
、

二
三

さ
う
い
ふ
も
の
を
主
と
す
る
書
院
も
起

b
ま
し
た
。
二
三
の
例
を
申
せ
ば
、
性
理
學
で
申
す
と
康
熙
年
間
に
張

伯
行
と
い
ふ
人
は
一
輯
建
巡
撫
た
り
し
と
苔
終
漁
峰
書
院
を
建
て
、
江
蘇
巡
撫
た

b
し
と
き
紫
陽
書
院
を
建
て
、
尚
各
地
で

之
を
た
て
ま
し
た
。
こ
の
人
人
材
を
教
育
す
る
に
熱
心
で
あ
り
ま
し
て
月
に
三
四
回
は
必
す
書
院
に
来
て
自
ら
も
學
問

を
講
論
し
ま
し
た
。
こ
の
人
は
正
誼
堂
叢
書
と
い
ふ
理
學
に
闊
す
る
多
く
の
書
を
刊
行
し
ま
し
た
。

受
瞼
學
を
や
ら
せ

る
の
は
ど
の
書
院
で
も
似
て
ゐ
ま
す
、
大
概
月
に
某

H
某
日
と
日
を
含
め
て
詩
や
文
を
作
ら
せ
そ
れ
を
先
生
が
見
て
や

る
の
で
あ

b
ま
す
。
試
験
勉
強
と
古
學
と
を
共
に
や
ら
せ
て
成
績
を
あ
げ
た
人
に
李
兆
洛
と
い
ふ
人
が
あ

b
ま
す
、
こ

の
人
は
道
光
年
間
に
江
陰
の
陵
陽
書
院
の
講
席
を
主
つ
て
有
名
な
人
で
あ
り
ま
す
。
古
文
で
は
乾
隆
中
年
に
桃
鼎
姫
博

と
い
ふ
人
が
江
寧
南
京
の
鍾
山
書
院
を
主
と
つ
て
大
に
影
響
を
及
ぽ
し
ま
し
た
。
経
學
考
證
を
主
と
し
た
の
は
嘉
慶
年

間
に
出
た
院
元
で
彼
は
浙
江
巡
撫
た

b
し
と
苔
杭
州
で
詰
経
精
舎
を
建
て
た
、
経
學
は
主
で
あ
り
ま
す
が
種
種
の
學
科

一
般
の

を
課
し
た
、
又
生
徒
の
す
ぐ
れ
た
文
を
あ
つ
め
て
出
し
ま
し
た
炉
み
な
立
派
な
學
術
上
の
論
文
で
あ
り
ま
す
、

試
瞼
用
の
文
章
で
は
あ

b
ま
せ
ぬ
。
院
元
も
各
地
で
書
院
を
立
て
た
人
で
雨
廣
憩
督
の
時
に
は
廣
東
に
學
海
堂
を
建
て
、

（
清
朝
）

彼
が
皇
消
経
解
百
八
十
餘
種
千
四
百
巻
を
刻
し
た
こ
と
は
御
承
知
の
と
ほ

b
で
あ
り
ま
す
。
書
院
そ
の
も
の
は
大
怜
創

朱
子
の
白
鹿
詞
書
院
に
つ
い
て



設
常
時
の
風
加
つ
づ
含
ま
す
加
、
又
講
席
を
主
る
人
如
何
に
よ
つ
て
風
が
か
は
る
と
い
ふ
こ
と
も
固
よ

b
あ
b
ま
す
。

清
朝
は
先
づ
こ
ん
な
風
で
あ
り
ま
す
。
大
骰
書
院
は
學
校
の
足
ら
ざ
る
所
を
補
ふ
の
か
主
で
あ

b
ま
す
。

上
諭
に

も
み
ゆ

格
本
位
、
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
書
院
で
あ

b
ま
す
。
浦
朝
の
書
院
に
熱
心
な
人
を
み
ま
す
る
と
張
伯
行
、
院
元
、

な
巡
撫
と
か
総
督
と
か
い
ふ
地
方
の
上
長
官
で
あ
り
ま
す
、
さ
う
い
う
地
位
の
人
が
熱
心
に
や
る
の
で
あ

b
ま
す
か
ら

官
の
學
校
と
い
ふ
も
の
は
ど
う
し
て
も
受
験
本
位
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
、
そ
れ
を
本
常
の
學
問
研
究
本
位
、
人

従
て
學
風
も
振
ふ
と
い
ふ
わ
け
で
あ

b
ま
す
。
勿
論
わ
る
い
例
も
あ

b
ま
す
、
壽
院
院
長
は
名
ば
か

b
で
其
の
賓
炉
な

く
、
地
方
長
官
が
之
に
要
す
る
金
錢
を
ば
ご
ま
か
し
て
お
く
、
と
い
ふ
の
も
あ

b
ま
し
た
、
そ
れ
は
弊
で
あ
っ
て
、
順

常
に
い
っ
た
の
は
す
こ
ぷ
る
成
績
炉
あ
が
っ
た
の
で
あ

b
ま
す
。

こ
の
書
院
は
鶉
片
戦
手
を
経
て
、

で
合
、
書
院
は
學
堂
と
な
り
、

日
清
戦
季
以
後
に
な
h
，
ま
す
る
と
、
そ
ん
な
芭
式
の
も
の
は
だ
め
で
あ
る
。
日
本

の
様
に
欧
米
の
新
學
科
を
と

b
い
れ
て
新
教
育
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
で
光
緒
二
十
九
年
譴
砂
鵡
鱈
に
學
堂
章
程
が

小
・
中
・
大
學
堂
と
い
ふ
も
の
が
で
苔
た
。
す
べ
て
が
幡
繹
教
育
と
な

b
ま
し
た
。

民
國
と
な
つ
て
か
ら
の
こ
と
を
少
し
く
述
べ
士
す
、
民
國
は
書
院
と
は
無
関
係
で
あ
b
別
な
も
の
で
あ
b
ま
す
。
民

國
は
初
め
孫
文
時
代
は
ま
だ
甚
礎
炉
固
ま
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
か
、
民
嗣
十
六
年
昭
和
二
年
に
至
て
や
う
や
く
藤
中
正
の

手
に
よ
つ
て
國
民
黛
新
政
櫂
か
確
立
し
た
の
で
あ
り
ま
す
、
そ
の
少
し
前
の
民
國
十
三
年
大
正
十
三
年
に
已
に
藤
は
黄
捕

軍
官
學
校
鰐
麟
饂
嬬
旦
帽
を
興
し
ま
し
た
、
軍
事
上
の
幹
部
養
成
の
た
め
で
あ

b
ま
す
。
民
國
十
八
年
昭
和
四
年
―
―
一
月
に

懐

徳

一四

み

こ
の
事
清
の

乾
隆
二
年
の



朱
子
の
白
鹿
洞
書
院
に
つ
い
て

二
五

は
國
民
蕉
の
第
三
次
全
骰
合
議
に
於
て
、
民
國
の
教
育
は
三
民
主
義
を
根
本
と
す
る
こ
と
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
民

國
二
十
年
昭
和
六
年
に
瀾
洲
事
髪
が
起b
繹
疇
麟
冨
〗
翌
年
上
海
事
幾
炉
あ

b

ま
・
し
た
。
民
國
二
十
三
年
二
月
昭
和
九
年
に
蒋

は
ま
だ
則
共
の
た
め
江
酉
の
南
昌
に
駐
在
中
に
新
生
活
運
動
を
唱
へ
だ
し
ま
し
た
、
二
十
四
年
昭
和
十
年
十
月
に
は
経
清

建
設
運
動
を
唱
へ
出
し
ま
し
た
、
そ
の
他
色
色
の
こ
と
を
や
b
は
じ
め
ま
し
た
が
要
す
る
に
蒋
の
方
針
は
職
業
教
育
・

軍
事
教
育
と
い
ふ
も
の
に
重
告
を
罹
苔
全
闘
民
を
軍
事
の
た
め
に
役
立
た
す
様
に
す
る
と
い
ふ
目
的
を
以
て
そ
れ
に
副

ふ
如
苔
方
法
を
取
っ
た
の
で
あ

b
ま
す
。
こ
れ
は
背
で
い
へ
ば
秦
の
商
鞍
の
方
法
、
繹
環
豆
以
外
に
は
殆
ど
始
め
て
と
も

い
ふ
べ
苔
教
育
方
法
で
あ

b
ま
す
。
若
し
之
を
階
級
的
に
見
ま
す
な
ら
ば
、
背
か
ら
浦
朝
末
ま
で
は
社
會
の
上
屑
に
立

つ
べ
含
人
ば
か
り
を
眼
目
と
し
且
之
に
逍
穏
文
薮
な
ど
の
教
育
を
施
し
来
っ
た
の
で
あ

b
ま
す
が
、
蒋
に
至
つ
て
は
寧

ろ
下
層
に
重
き
を
罹
ぎ
、
即
も
古
来
間
祁
無
視
さ
れ
て
し
か
も
そ
の
人
敷
が
最
も
多
く
國
の
基
礎
を
な
す
所
の
部
面
に

向
つ
て
手
を
入
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
り
ま
す
、

「
現
在
國
家
的
生
命
力
」
と
い
ふ
演
説
の
な
か
に
は さ

う
し
て
之
に
抗
日
廊
識
を
注
入
い
た
し
た
の
で
あ

b
ま
す
。

「
現
代
の
謂
は
ゆ
る
武
力
は
國
家
の
あ
ら
ゆ
る
國
民
を
包
括
す
る
、

を
致
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
一
切
の
物
質
、
一
本
の
草
、
一
本
の
木
も
み
な
戦
季
と
國
防
と
の
需
用
物
と
し
て
武
力
の
要

件
と
な
ら
ぬ
も
の
は
な
い
。
…
…
…
要
す
る
に
全
國
四
億
萬
の
同
胞
を
す
べ
て
軍
國
民
と
な
し
、
組
織
あ

b
紀
律
あ

b
訓
練
か
あ
つ
て
國
の
た
め
に
儀
牲
と
な
る
と
こ
ろ
の
載
闘
員
と
な
れ
る
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
は

一
人
一
人
だ
れ
も
が
戦
争
に
参
加
し
國
防
に
カ

蒋
の



じ
め
て
強
大
な
る
武
力
を
造

b
だ
し
、
我
等
中
華
民
族
の
固
有
の
地
位
を
恢
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」

教
育
に
封
す
る
風
潮
は
こ
の
蒋
だ
け
で
は
な
く
、
近
頃
で
は
幾
多
の
國
國
が
こ
の
様
な
風
に
教
育
を
仕
向
け
つ
つ
あ

浦
朝
末
期
以
後
と
民
閾
と
の
教
育
は
か
や
う
に
特
別
な
状
態
で
あ

b
ま
す
が
、
そ
の
以
前
ま
で
の
も
の
は
と
も
か
く

こ
の
白
鹿
洞
書
院
と
い
ふ
も
の
が
本
と
な
つ
て
消
革
を
生
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

我
が
邦
の
方
を
見
ま
す
る
と
、
中
江
藤
樹
先
生
の
藤
樹
書
院
の
藤
樹
規
と
い
ふ
の
が
あ
り
ま
す
が
、

の
學
規
と
殆
ど
同
じ
で
あ
つ
て
始
に
廻
に
一
っ
「
大
學
」
の
三
綱
領
が
冠
ら
せ
て
あ
b
ま
す
。

な
b
小
な
り
の
私
熟
は
白
鹿
洞
或
は
他
の
書
院
の
規
則
を
参
照
し
、
之
に
我
が
國
骰
の
特
別
な
る
と
こ
ろ
か
ら
闘
怜
に

か
な
う
様
な
箇
條
を
加
へ
て
制
定
し
た
も
の
が
多
い
様
に
考
へ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
懐
徳
堂
壽
院
で
も
白
鹿
洞
の
學
規
を

重
ん
じ
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ

b
ま
せ
ぬ
。

の
で
あ

b
ま
す
。

さ
て
職
業
教
育
、
軍
事
教
育
、

そ
れ
は
白
鹿
洞

そ
の
他
徳
川
時
代
の
大

さ
う
し
て
懐
徳
堂
で
は
我
が
國
史
の
教
育
を
も
蒋
重
し
て
加
へ
ら
れ
た

み
な
時
世
に
應
じ
た
も
の
で
あ

b
ま
し
て
必
要
な
る
こ
と
で
あ

b
ま
す
、
し
か
し
な

る
様
に
お
も
は
れ
ま
す
、
大
髪
に
か
は
つ
て
来
た
も
の
で
あ

b
ま
す
。

と
の
べ
て
を
り
ま
す
。
こ
れ
で
彼
の
心
持
ち
が
よ
く
わ
か

b
ま
す
。

懐

徳

二
六



朱
子
の
白
座
洞
書
院
に
つ
い
て

を
以
て
本
講
演
を
終
は

b
ま
す
。

1

一七

が
ら
戦
を
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
國
家
の
大
瑳
で
あ
つ
て
、
た
と
へ
戦
の
時
間
は
五
年
十
年
の
長
期
に
わ
た

b
ま
せ
う
と

も
之
を
國
家
の
永
遠
無
窮
の
時
間
に
比
ふ
れ
ば
一
時
の
菱
態
で
あ
る
と
お
も
ひ
ま
す
、

て
常
態
に
在
る
場
合
を
忘
れ
て
し
ま
ふ
様
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
か
が
で
あ
ら
う
か
と
私
は
考
へ
ま
す
。
朱
子
は
金
國

一
面
に
逍
億
油
養
に
力
を
壺
く
し
た
の
で
あ

b

に
到
し
て
は
和
議
に
反
封
し
て
主
戦
論
を
取
っ
た
人
で
あ

b
ま
す
が
、

ま
す
。
人
の
目
的
理
想
と
い
ふ
も
の
は
ど
う
し
て
も
祁
い
慮
に
お
く
、
べ
ぎ
も
の
だ
と
私
は
考
へ
る
の
で
あ

b
ま
す
。
昔

は
大
學
で
も
州
や
縣
の
地
方
の
官
の
學
校
で
も
、
ま
だ
そ
れ
が
ど
う
も
學
藝
な
ど
の
枝
葉
に
な
が
れ
て
人
格
を
造

b
あ

げ
る
に
は
不
足
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
、
途
に
こ
の
朱
手
の
白
鹿
洞
書
院
の
如
含
も
の
が
起
さ
れ
た
の
で
あ
b
ま
す
。
か

か
る
性
質
の
學
校
の
必
要
は
私
は
今
日
に
於
て
も
決
し
て
減
少
し
て
は
ゐ
な
い
と
お
も
ふ
の
で
あ

b
ま
す
。
幸
に
も
こ

の
懐
穏
堂
の
如
含
も
の
か
存
在
し
て
を
り
ま
す
、
之
を
復
興
せ
ら
れ
た
常
事
者
の
御
考
も
恐
ら
く
は
朱
子
と
同
じ
様
な

慮
に
あ
る
こ
と
と
推
察
い
た
す
の
で
あ

b
ま
す
。
私
は
益
々
堂
の
務
展
隆
昌
を
希
望
い
た
す
次
第
で
あ

b
ま
す
。
こ
れ

一
時
の
幾
態
ば
か

b
を
主
と
し




