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の

解

論
語
の

朱
子
學
的
理
解

論

語

は

孔

子

の

人

格

・

に

深

く

鯛

褒

さ

れ

に

よ

つ
て
偲
へ
ら
れ
た
孔
子
の
言
行
を
論
撰
し
た
も
の
て
あ
る
が
、
そ

の
編
述
は
十
分
に
順
序
づ
け
ら
れ
て
は
を
ら
ず
、
窮
ろ
斯
片
的
と

い
ふ
べ
き
も
の
て
あ
る
。
然
し
こ
の
慕
は
編
者
に
と
つ
て
巳
む
を

得
ぬ
こ
と
て
あ
り
、
却
つ
て
適
切
な
や
り
方
て
あ
っ
た
と
も
言
ひ

得
る
黙
が
あ
る
。
孔
子
は
元
来
「
述
べ
て
作
ら
ず
、
信
じ
て
古
を

好
み
」
（
述
而
詞
）
、
已
む
な
く
詩
註
を
凱
定
し
た
。
孟
手
も
「
聖

の
時
な
る
者
」
（
萬
京
篇
下
）
と
賛
し
た
如
く
、
孔
子
は
そ
0
時
そ
0

場
の
霰
歳
に
最
善
を
羨
し
た
。
而
し
て
顔
淵
ぶ
咽
然
と
し
て
「
之

を
仰
げ
ば
闊
々
高
く
、
之
を
鑽
れ
ば
罪
々
堅
し
。
之
な
記
て
前
に
・

在
り
と
せ
ば
忽
焉
と
し
て
後
に
在
り
去
々
」
（
子
竿
篇
）
と
歎
じ
た

の
に
よ
つ
て
察
し
得
る
如
く
、
孔
手
の
人
格
・
精
柿
を
全
由
に
捉

へ
る
こ
と
は
弟
子
遂
に
は
容
易
て
は
た
か
っ
た
。
こ
れ
が
孔
千
0

言

行

録

が

翫

片

的

と

な

ら

ざ

る

そ

0

け

難
い
迎
由
て
あ
ら
う
。
然
し
論
語
を
鱈
に
理
解
し
、
孔
子
の
人

格
・
精
紳
を
捉
へ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
個
々
翫
片
的
な
言
行
を
統

一
的
に
み
る
こ
と
、
そ
の
言
行
を
生
み
出
し
た
根
源
的
な
も
の
を

捉
へ
る
こ
と
て
‘
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
諭
語
理
解
の
困
難

さ
が
あ
る
の
て
あ
っ
て
、
例
へ
ば
論
語
の
中
か
ら
讀
似
の
言
葉
を

集
め
、
分
析
し
、
組
織
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
て
孔
子
の
鰐
意
を

把
掴
し
得
た
と
は
言
へ
な
い
。
弟
子
淫
が
同
じ
く
孝
を
問
ひ
、
仁

を
問
う
て
も
、
孔
子
の
答
は
夫
々
に
異
つ
て
ゐ
る
。
そ
0
-

々
0

問
に
封
し
て
已
む
能
は
ざ
る
勢
を
以
て
髯
覗
し
て
ゐ
る
孔
子
の
鰐

請
岬
は
、
一
々
の
答
を
趙
え
た
内
面
に
沈
潜
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ

つ
て
捉
へ
得
る
の
て
あ
っ
て
、
右
の
分
析
・
祖
織
は
こ
の
沈
潜
あ

つ
て
は
じ
め
て
有
窪
蕊
な
の
て
あ
る
。
こ
れ
に
就
い
て
は
朱
子
も
、

程
子
や
犯
南
骨
が
孔
子
。
孟
子
の
仁
か
「
言
ふ
所
も
抜
き
出
し
て
、

仁
の
何
た
る
か
を
學
ん
と
し
た
0
に
訂
し
、
一
應
は
そ
0
意
蕊

を

認

め

つ

つ

も

、

直

筐

虞

に

も

仁

の

沢

い

に

あ

る

し

、

叉

そ

う

い

の

仕

方

そ

の

も

の

木

南

卓



あ
る
つ
て
ゐ
る
（
文
集
三
十
一
答
張
敬
夫
・
一
―
八
）
。
然
る

に
孔
子
の
人
格
の
根
源
に
厨
れ
る
な
ら
ば
、
孔
子
の
斯
片
的
た
言

行
の
す
べ
て
に
孔
子
の
餌
罰
詞
か
活
き
活
き
と
露
躙
し
て
ゐ
る
事

を
知
り
得
る
て
あ
ら
う
。
活
き
た
人
格
。
精
詞
は
そ
の
時
そ
の
均

の
具
憫
的
な
宜
行
に
専
一
て
あ
り
つ
つ
富
に
一
貫
し
た
も
0
て
あ

る
。
か
か
る
人
桁
・
精
闘
は
深
く
容
訊
的
0
も
0
、
自
他
一
如
の

も
の
と
言
ふ
べ
く
、
こ
こ
に
孔
子
の
内
面
性
と
撃
ぶ
者
の
内
面
性

と
の
無
擬
な
る
感
應
道
交
が
行
は
れ
る
の
て
あ
る
。
而
し
て
朱
手

學
は
こ
の
様
な
理
解
の
上
に
立
つ
も
の
な
0
ノ
L

あ
る
。
朱
手
は
言

ヽ
S

凡
そ
論
語
を
看
る
は
但
文
字
を
涅
舎
せ
ん
と
欲
す
る
に
あ
ら
ず
、
．

‘
 

須
ら
く
聖
賢
の
氣
象
を
識
り
得
ん
こ
と
を
要
す
（
公
冶
長
篇
、
頚

淵
季
路
侍
睾
の
集
註
）
。

聖
賢
の
氣
象
を
識
る
は
輩
賓
の
人
格
に
胴
れ
、
内
面
的
だ
感
慇
を

得
る
所
以
て
あ
る
が
、
更
に
朱
子
學
は
性
理
の
學
と
し
て
か
か
る

感
應
。
感
得
に
哲
學
的
省
察
拿
瞑
認
）
を
加
へ
て
、
孔
子
の
人
格
・

精
紳
を
根
源
的
に
明
確
に
把
掴
せ
ん
と
す
る
も
の
て
、
こ
れ
は
上

述
の
人
格
・
精
軸
の
深
き
客
観
性
・
自
他
共
通
一
如
性
よ
り
す
る

0

0

.

 

必
然
と
言
ひ
得
よ
う
。
而
し
て
朱
子
自
身
、
論
語
集
註
の
名
の
示

す
如
く
多
く
の
先
人
の
説
に
部
か
れ
て
論
語
を
解
胃
し
、
就
中
孟

子
・
程
子
に
負
ふ
所
が
多
く
（
詐
し
く
は
後
述
）
、
自
分
の
論
語
の

注
解
は
孟
子
・
程
子
の
姜
疏
て
あ
る
と
さ
へ
つ
て
ゐ
る
（
文
集

論
語
の
朱
子
學
的
嘩
解

六
十
一
答
欺
臼
希
遜
古
）
。

し
た
人
て
あ
っ
た
。

然
る
に
朱
千
屈
に
罰
し
て
厨
飢
的
た
諭
語
鮮
胃
生
下
し
た
人

に
伊
峠
仁
翫
が
あ
る
。
応
は
孟
手
が
議
語
已
恥
意
を
最
も
よ
く

間
明
し
た
も
0
と
看
て
、
孟
手
〇
説
く
内
面
性
に
沈
潜
し
、
朱
子

學
と
は
忍
っ
た
情
宣
約
な
仰
認
を
得
て
、
諭
語
に
深
き
鮒
胃
を
下

し
た
の
て
あ
る
。
孔
手
を
深
く
信
じ
、
応
く
厚
び
修
め
た
芹
子
人

て
あ
り
、
吏
に
は
論
語
・
孟
手
間
0
字
蕊
的
氾
闘
む
四
説
的
に
研

究
す
る
と
い
ふ
屈
明
な
方
法
を
飢
め
た
仁
応
の
説
に
よ
つ
て
、
栽

々
は
朱
子
の
解
闘
と
は
違
っ
た
論
語
〇
狸
解
を
得
る
の
て
あ
る
。

仁
術
學
0
出
硯
は
朱
’
十
學
的
な
哲
般
的
省
祭
を
加
へ
る
限
り
や
む

を
得
ぬ
も
の
と
も
忌
は
れ
る
。
哲
學
的
省
祭
は
全
的
な
盟
認
て
あ

る
が
、
一
面
哲
學
す
る
人
自
身
の
立
場
を
反
映
し
つ
つ
、
親
収
に

は
偏
俯
を
免
れ
な
い
。
朱
子
學
て
も
仁
叡
學
に
て
主
張
す
る
如
き

黙
は
論
じ
て
ゐ
る
が
、
た
だ
そ
れ
を
根
本
、
モ
窪
と
し
な
い
の
て
あ

る
。
か
く
て
仁
鋲
學
は
朱
子
學
を
柿
っ
た
と
も
言
ふ
べ
く
、
雨
者

を
併
せ
て
我
々
は
論
語
を
盟
か
に
理
解
し
得
る
の
て
あ
ら
う
。
以

上
の
事
は
論
語
の
哲
學
的
解
闘
に
客
観
的
必
然
性
な
し
言
ふ
の
て

は
な
く
、
論
語
の
鰐
睛
岬
の
豊
富
な
る
褒
展
・
展
開
を
物
語
る
も

の
と
言
ふ
べ
き
て
あ
ら
う
。

な
ほ
論
語
を
そ
の
恩
想
史
的
背
景
を
考
廊
し
て
理
鮒
す
る
こ
と

も
有
力
な
途
て
あ
る
。
孔
子
が
理
想
と
し
た
周
代
の
詩
害
囮
架
の

朱
子
は
先
人
の
哲
學
的
省
祟

成



の
朱
子
學
的
暉
解

の
態
度
・
方
法
・
に
就
い
て
考
察
し
、

に
し
徹
底
さ
せ
た
い
と
思
ふ
。
論

の
語
を
引
い
て
ゐ
る
の
は
朱
子
自
身
のの

綜
緯
も
こ

前
節
の

説
に
次
の

あ
ら
う
。

蹟

十

七

八

よ

り

論

語

を

之

を
讀
む
こ
と
愈
々
久
し
く
し
て
但
だ
意
味
深
長
な
る
を
覺
ゆ
。

朱
子
自
身
も
、

某
岬
角
よ
り
論
孟
定
限
む
。
自
後
一
本
の
文
字
論
孟
よ

も
の
を
欲
す
る
も
覚
に
こ
れ
無
し
（
語

□四）。

と
言
っ
て
ゐ
る
。
以
下
に
述
べ
る
朱
子
の

世
昇
、
．
孔
子
が
現
既
に
生
き
た
春
秋
時
代
を
考
へ
、
そ

に
し
つ
つ
も
そ
れ
を
超
え
て
孔
子
が
唱
へ
出
し
た
仁
．
．

學
等
を
考
へ
る
な
ら
ば
、
孔
子
の
人
格
~
・
精
帥
が
如
何
な

に
て
膀
れ
て
ゐ
た
か
を
知
り
得
て
、
論
語
の
恩
想
史
的
意

に
そ
の
古
典
的
意
義
も
察
し
得
よ
う
。
而
し
て
こ
の
様
な

朱
子
學
的
な
理
解
と
相
反
す
る
も
竺
て
は
な
い
。
却
つ
て
そ
の
時

代
の
精
諒
を
母
胎
と
し
つ
つ
そ
れ
を
越
え
て
〖
翌
揮
さ
れ
た
孔
子
の

人
格
・
精
祠
は
朱
子
學
的
考
祟
0
封
象
と
な
る
も
0
ノ
上
の
る
。
否
、

寧
ろ
朱
子
學
的
考
察
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
理
鰯
出
来
る
ひ

る
面
が
あ
る
の
て
あ
る
。

七
歳
に
し
て
便
ち
今
の

（

注

解

）

を

得

て

甚

だ

っ

て
語
意
0
好

き

虞

な

抹

朱

抹

の

虚

太

だ

煩

は

し

き

を

覺

て

用

ひ

て

抹

出

す

3

叉

熟
試
し
て
趣
を
得
、
別
に
轡
ひ
て
抹
出
す
。
叉
熟
誡
し

て
其
の
要
領
を
得
、
乃
ち
費
用
ひ
て
抹
出
す
。
此
に
至
り

0

、
‘
ヽ
‘
‘
、
、
、

て
自
ら
得
る
虞
甚
だ
約
に
し
て
只
是
れ
一
雨
句
の
上
な
る
を
見

る
。
却
つ
て
日
夜
此
0

一
園
句
の
上
に
就
い
て
意
を
用
ひ
て
玩

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

味
す
る
に
胸
中
自
ら
是
れ
洒
落
‘
な
り
（
語
知
―
―
五
゜
又
一

0
四・

―
二
[
)
に
も
同
様
の
こ
と
を
言
ふ
）
。

聰
明
頴
悟
の
朱
子
が
若
く
し
て
北
宋
先
低
の
高
遠
精
微
な
哲
學
的

理
論
に
心
を
牽
か
れ
、
そ
の
概
念
的
珪
解
に
長
じ
た
事
は
想
像
に

難
く
な
い
。
而
し
て
そ
の
理
論
的
構
造
の
背
後
の
精
詞
骰
認
と
い

ふ
こ
と
を
詞
上
築
に
よ
つ
て
知
ら
さ
れ
、
以
後
内
面
へ
の
ひ
た
す

ら
な
る
沈
潜
を
直
ね
た
事
は
最
も
注
意
す
べ
き
亭
と
恩
ふ
。
そ
の

。

得
た
る
「
一
雨
句
」
の
何
て
あ
っ
た
か
は
知
り
得
ぬ
が
、
こ
の
約

た
る
所
を
得
た
こ
と
は
即
ち
孔
子
の
人
格
・
に
扇
れ
得
た
こ

つ
て
、

、
紡
僅
を
尋

0
て
は
な
い
。



と
を
物
語
る
も
の
ノ
J

あ
り
、
こ
の
黙
の
長
養
に
よ
っ
て
論
語
の
各

章
が
活
き
活
き
と
一
個
の
精
誹
の
霊
蜆
と
し
て
捉
へ
ら
れ
、
日
常

生
活
に
於
て
は
胸
中
洒
落
と
な
る
の
て
あ
る
。
朱
子
は
常
時
孟
子

が
人
を
激
褻
す
る
と
こ
ろ
あ
る
を
好
み
、
罰
學
が
露
性
に
富
む
を

愛
し
て
ゐ
た
が
（
語
類
一

0
四
）
、
詞
上
察
も
こ
の
震
活
‘
な
閲
認
を

豊
か
に
持
つ
て
ゐ
た
人
て
あ
り
、
朱
子
は
諭
語
の
理
解
に
於
て
は

謝
上
禁
に
負
ふ
所
大
て
あ
っ
た
の
て
あ
る
。
朱
子
は
叉
言
ふ
、

上
察
の
論
語
の
如
き
は
羨
理
未
だ
監
さ
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も

人
多
く
看
る
を
喜
ぶ
。
正
に
其
の
諒
過
ぐ
る
虞
あ
り
、
人
を
啓

装
し
得
て
看
る
者
を
し
て
入
り
易
か
ら
し
む
る
を
以
て
な
り

（
語
犀
―
―
七
）
。

こ
の
言
葉
は
後
年
程
子
の
説
を
踪
＜
輯
承
す
る
に
至
っ
て
壺
せ
ら

れ
た
も
の
て
あ
る
が
、
而
も
上
策
の
説
の
長
所
は
朱
子
自
身
の
開

騎
に
由
つ
て
十
分
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
て
あ
る
。

次
に
、
朱
子
は
二
十
四
オ
に
て
同
安
縣
〇
王
節
の
任
に
赴
く
前

か
ら
、
論
語
の
子
夏
之
門
人
小
子
の
章
（
子
張
篇
）
の
解
胃
に
苦
し

ん
て
ゐ
た
が
、
同
安
縣
に
在
つ
て
心
夜
を
徹
し
て
考
へ
、
叉
山

中
や
路
上
に
て
も
思
索
を
宣
ね
た
結
果
、
忽
ち
透
る
と
こ
ろ
あ
っ

た
。
既
に
「
限
り
な
き
恩
を
費
し
て
も
理
解
し
得
ず
、
」
微
夜
、

院
に
及
ん
て
杜
罰
の
呼
き
叶
ぶ
を
間
き
し
賞
時
の
苦
心
は
、
後
年

杜
間
を
開
い
て
も
想
起
さ
れ
る
程
て
あ
っ
た
（
語
知
四
十
九
及
び
一

0
四

）

。

朱

子

が

此

の

に

苦

心

し

た

亭

は

集

註

に

も

知

C) 

論
語
の
朱
子
學
的
暉
解

ひ
得
る
の
て
あ
る
が
、
そ
の
疑
問
と
い
ふ
の
は
、
伊
川
や
上
荼
等

が
形
而
上
的
な
乳
黙
を
強
調
し
て
、
洒
掃
應
封
の
卑
近
慕
を
精
蕊

入
誹
と
直
ち
に
一
韮
て
あ
り
、
罪
に
は
元
来
大
小
な
し
と
解
し
た

の
に
封
し
、
そ
れ
て
は
諭
語
の
本
文
の
意
に
合
は
ず
、
遂
に
は
日

常
の
卑
近
事
を
鄭
謁
し
、
偏
を
去
つ
て
佛
老
に
入
る
惧
れ
が
あ
る

て
は
な
い
か
と
の
疑
問
て
あ
っ
た
。
こ
れ
は
嘗
時
謝
上
策
の
説
を

喜
び
深
く
影
轡
さ
れ
た
朱
子
と
し
て
は
注
意
さ
る
べ
き
こ
と
て
、

格
物
致
知
窒
直
説
し
て
日
常
の
苧
加
真
な
工
夫
を
説
い
た
後
年
の
朱

子
の
考
が
よ
く
看
取
さ
れ
る
の
て
あ
る
。
苦
心
恩
索
の
緒
果
朱
子

は
次
の
如
き
解
訣
に
逹
し
た
、
郎
ち
洒
姉
應
接
は
小
事
・
末
毒
て

あ
る
が
初
學
の
者
の
通
過
す
べ
き
も
の
、
序
に
循
つ
て
漸
進
す
べ

き
も
の
、
精
義
入
薗
の
如
き
大
事
に
は
そ
の
後
に
進
ん
て
ゆ
く
べ

き
も
の
と
い
ふ
の
て
あ
る
。
究
柩
的
に
は
洒
帰
応
討
と
緒
蕊
入
祠

と
は
相
表
裏
す
る
心
の
て
あ
る
ぷ
直
ち
に
一
て
あ
る
と
い
ふ
の
ぞ
J

は
な
く
、
末
な
る
洒
鍔
應
四
を
學
ぶ
中
に
精
祠
入
蕊
へ
の
途
が
開

け
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
て
あ
る
。
こ
こ
に
朱
子
の
著
質
な
考
へ
方
の

一
面
を
知
る
亭
が
出
来
る
。
か
く
て
朱
子
は
諭
語
の
各
章
の
背
後

に
孔
子
の
人
格
。
精
詞
を
端
佑
に
捉
へ
る
工
夫
と
、
か
か
る
人
格
・

精
紳
も
颯
笠
旧
に
は
最
も
早
近
な
日
常
〇
笠
貶
に
於
て
如
仇
に
捉

ふ
べ
き
こ
と
と
、
こ

0
園
者
を
併
せ
兼
ね
得
た
0
て
あ
る
゜
而
し

て
こ
れ
は
三
十
歳
以
後
、
李
延
平
の
未
彼
の
中
の
氣
象
や
、
張
南

軒
の
を
主
と
す
る
説
に
深
く
影
的
さ
れ
つ
つ
も
、
「
本
未
精

一四



の
朱
子
學
的
迫
解

か
く
て

に
行
は
れ
た
こ
と

二
五

〇
至
に
あ
ら
ざ

其
0
百
狐

所
以
｀
な
り
。

租

大

小

詳

略

、

偏

寝

あ

る

な

し

」

、

「

聖

人

の

の

組

に
し
て
千
世
の
標
準
た
り
」
（
文
第
七
十
六
論
語
訓
蒙
口
義
序
）
と
い

ふ
偏
椅
な
き
全
的
な
見
解
を
持
ち
得
た
所
凰
て
あ
る
。
そ
の
頃
の

朱
子
は
程
子
の
説
に
深
く
辟
預
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
郎
ち

朱
子
は
三
十
四
歳
の
時
に
論
語
要
義
を
、
次
い
て
論
語
訓
蒙
口
姜

を
、
四
十
三
歳
の
時
に
諭
孟
集
羨
を
作
っ
た
が
、
此
尊
の
註
鰭
は

程
子
の
説
を
中
心
と
し
て
そ
の
門
人
朋
友
0
説
を
主
に
集
め
た
も

の
て
あ
っ
た
。
朱
子
は
、
程
子
の
説
は
そ
の
門
人
上
察
の
説
の
如

く
人
を
驚
か
せ
喜
ば
す
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
そ
の
膀
れ
て
ゐ
る
と

こ
ろ
は
「
義
理
に
慄
い
者
て
な
く
て
は
看
易
く
な
い
」
と
言
っ
て

ゐ
る
（
語
類
―
―
七
）
。
而
し
て
こ
れ
は
叉
＇
の
論
語
理
解
の
深

化
な
の
て
あ
り
、
程
子
と
孟
子
と
論
語
と

tL
詞
れ
る

こ

と

て

あ

っ

た

。

圃

ち

四

十

一

一

に

成

つ

の

序

（

文

集
七
十
五
）
に
、

る

し

、

而

し

て

其

0
人
に
示
す
所
以

の

要

に

あ

ら

ざ

る

た

し

。

七

篇

（

孟

子

）

の

指

は
究
め
ざ
る
所
な
し
、
而
し
て
其
の
人
に
示
す
所
以
の
者
は
頸

ね
閥
験
撰
充
の
端
多
し
。
夫
の
聖
賢
0
分
其
の
同
じ
か
ら
ざ
る

こ
と
固
に
此
の
如
し
。
然
り
而
し
て
憫
用
は
一
り
、

は
間
た
し
。
是
れ
則
ち
夫
0

程
）
先
生
。

か

能

＜

之

ん

3

こ

て

つ
て
ゐ
る
。
こ

所
以
て
あ
り
、
そ
0

源
・
頸
微
禁
間
と
い
ふ
こ
と
に
外
な
ら
ず
、
そ
の
一
源
・
禁
間
な

、、

る
大
中
至
正
の
桓
は
天
理
と
も
言
は
れ
る
。
集
註
に
天
理
0
語
の

出
て
来
る
箇
虞
は
朱
子
が
孔
子
の
人
格
。
精
詞
を
深
く
感
得
し
た

箇
虞
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
が
、
こ
の
黙
は
後
箇
に
詳
し
く
考

察
す
る
筈
て
あ
る
。

右
の
如
き
朱
子
の
自
畳
は
叉
「
聖
偲
〇
統
を
明
か
に
し
、
衆
説

の
長
を
成
し
、
俗
流
の
謬
を
罫
く
」
と
0
自
貨
と
な
り
、
四
十
八

歳
に
て
集
註
の
一
應
の
成
立
を
見
る
に
到
っ
た
の
て
あ
る
。
諭
語

の
註
解
は
既
に
三
十
歳
の
時
に
始
め
ら
れ
（
語
姐
―
―
六
）
、
そ
の

様
子
は
次
の
朱
子
の
言
葉
に
よ
っ
て
頸
ひ
得
る
。
曰
く
、

某
営
と
文
字
を
看
る
に
甚
だ
力
を
費
せ
り
。
論
孟
詣
家
の
解
の

如
き
は
一
箱
あ
り
。
一
段
を
看
る
鉦
に
必
ず
検
す
る
こ
と
許
多
、

各
々
詣
説
0
上
に
就
い
て
意
脈
を
推
尋
し
、
各
々
見
得
て
落
茫

し
て
然
る
後
に
其
の
是
非
を
翫
ず
。
日
定
な
る
は
都
べ
て
抄
出
し
、

一
歯
句
の
好
き
も
亦
抄
出
す
。
未
だ
今
の
集
註
の
簡
に
し
て
歪

く
す
に
如
か
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
大
綱
は
已
に
定
ま
れ
り
。

今
の
集
註
は
只
是
れ
茄
の
上
に
就
き
て
副
り
来
る
な
り

―二(‘/）。



孟
子
・
孔
子
を
貰
く
道
統
を
捉
へ
た
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
て
あ
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
道
統
の
自
畳
の
踪
化
が
集
註
0
成
立
と
な
っ
た

0
て
あ
る
。
さ
れ
ぼ
集
註
に
就
い
て
、

集
註
は
乃
ち
集
裟
の
精
繭
な
り
（
語
姐
十
九
）
。

某
の
語
孟
の
集
註
、
一
字
を
添
へ
得
ず
、
一
字
を
滅
じ
得
ず

（
同
上
）
。

論
語
を
看
る
は
只
集
註
を
看
て
妬
泳
せ
ば
自
ら
味
あ
ら
ん
（
文

集
五
十
五
答
沿
諒
之
）
。

と
自
負
し
得
た
の
ノ
L

あ
る
。
こ
れ
に
て
朱
子
三
十
歳
以
来
の
論
語

註
解
の
業
は
一
應
成
っ
た
。
集
註
は
程
子
の
説
を
中
心
と
し
て
そ

の
門
人
及
び
諸
家
数
十
人
の
説
を
集
め
た
忠
の
て
た
も
の
て
、
諸

家
の
説
は
一
句
の
好
き
を
も
棄
て
な
か
っ
た
。
而
も
注
の
文
が
本

文
と
別
行
と
な
い
様
に
注
意
を
挑
つ
て
ゐ
る
（
こ
の
貼
朱
子
は
古

註
の
好
さ
を
認
め
、
張
南
野
の
論
語
説
を
批
判
す
る
（
文
集
三
十
一

答
張
敬
夫
）
）
。
而
し
て
四
十
八
歳
以
後
に
も
集
註
の
改
訂
は
絞
け

ら
れ
て
行
っ
た
。
曰
く
、

論
孟
集
註
、
後
束
改
定
す
る
虞
多
し
（
文
集
六
十
二
答
張
元
徳
）
。

近
日
章
句
集
註
の
四
書
却
つ
て
看
得
て
一
過
す
。
其
の
間
是
正

す
る
所
多
し
。
深
く
憫
る
、
向
来
日
用
の
諒
略
な
り
し
を
（
鉛

集
巻
二
答
察
季
追
）
。

た
だ
、
朱
子
は
四
十
八
歳
以
後
は
亨
ろ
大
學
や
中
庸
の
註
解
に
多

く
の
力
を
注
い
だ
よ
う
て
、
右
の
言
葉
に
も
拘
ら
ず
、
集
註
は

論
語
の
朱
子
學
的
嘩
解

四
十
八
歳
の
頃
に
て
殆
ど
完
成
さ
れ
て
ゐ
た
と
看
る
べ
き
か
と
思

ヽ゚
’ヽヽ
T

以
上
、
朱
子
0
論
語
注
鯨
に
就
い
て
考
集
し
た
が
、
論
語
の
朱

子
學
的
理
解
に
は
先
づ
集
註
を
第
一
の
根
似
と
し
な
く
て
は
な
ら

ぬ
こ
と
も
自
ら
明
か
ノ
J

あ
ら
う
。
そ
し
て
語
類
の
論
語
の
部
を
看

る
に
、
朱
子
と
そ
の
門
人
と
の
問
答
は
集
註
の
説
の
理
解
に
闘
す

る
も
0
が
絋
め
て
多
い
。
こ
れ
は
朱
子
や
そ
の
門
人
逹
が
集
註
を

直
ん
じ
て
ゐ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
て
あ
り
、
我
々
の
理
解
・
研

究
も
集
註
を
主
と
し
つ
つ
、
語
類
の
中
に
ひ
ら
め
い
て
ゐ
る
朱
子

の
銚
い
見
解
を
正
常
に
殷
捷
に
捉
へ
て
ゆ
く
事
が
大
切
か
と
思
ふ

の
て
あ
る
。

孔
子
は
言
っ
た
、

二
三
子
、
我
を
以
て
隠
す
と
第
す
か
。
吾
園
に
隠
す
な
し
。

し
の

吾
行
ふ
と
し
て
二
三
子
に
奥
さ
ざ
る
も
の
な
し
。
是
れ
丘
な
り

（
逹
而
篇
）
。

そ
の
集
註
に
言
ふ
、

詣
弟
子
、
夫
子
の
追
高
踪
に
し
て
幾
及
す
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
、

故
に
其
の
隠
す
あ
ら
ん
を
疑
ひ
、
而
し
て
聖
人
の
作
止
語
訊
数

に
あ
ら
ざ
る
な
き
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

呂
氏
曰
く
、
聖
人
道
を
加
四
し
て
隠
す
な
く
、
天
象
の
昭
然
た
る

一六



に）

の
朱
子
學
的
嘩
解

の

の
て
あ
る
。

た
人
て
あ
る
が
、
以
下
に
述

に
も
孔
子
0
全
人
格
・

し
て
ゐ
る
と
い
ふ
べ
く
、
鰐
に
孔
子
を
知
る
と
は
そ
の
一

一
行
の
ま
ま
に
如
既
に
そ
の
人
格
・
精
詞
を
と
ら
へ
る
こ
と
て
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ

0
閥
を
理
解
し
得
な
け
れ
ば
孔
子
を
以
て
悶

せ
り
と
す
る
に
至
る
の
て
あ
ら
う
。
孔
子
の
言
行
の
す
べ
て
が
敦

て
あ
り
、
そ
の
道
に
入
る
べ
き
門
戸
て
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
面
ぞ
）

は
門
戸
と
し
て
入
る
べ
き
門
戸
な
し
と
い
ふ
事
に
な
り
、
孔
子
を

十
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
た
わ
け
て
あ
る
。
こ
れ
第
一
箇
に

引
い
た
顔
淵
の
歎
あ
る
所
以
て
あ
る
。
こ
こ
に
朱
子
が
詞
上
峡
・

程
子
・
孟
子
に
よ
つ
て
孔
子
の
鱈
請
薗
に
達
し
得
た
こ
と
を
考
へ
、

更
に
は
朱
子
が
こ
の
憫
騎
を
基
と
し
て
先
人
0
哲
學
的
省
察
〇
説

を
集
大
成
し
た
集
註
に
よ
つ
て
論
語
理
解
の
途
を
辿
る
こ
と
の
穏

め
て
有
盆
な
る
を
知
る
。
更
に
は
集
註
に
「
天
涅
」
の
説
あ
る
箇

虞
を
最
も
注
意
す
べ
き
事
も
前
箇
に
指
峠
し
た
。
こ
の
椋
に
考
へ

て
論
語
を
看
れ
ば
、
一
貫
章
（
呈
仁
篇
）
・
吾
奥
闊
也
の
謡
（
先
進

笥
）
・
顔
淵
問
仁
章
（
顔
淵
笥
ご
及
び
子
在
川
上
0
章
（
子
讐
詞
）
尊
の

各
章
に
朱
子
の
最
も
直
要
な
る
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
知

る
の
て
あ
る
。
而
も
此
等
の
章
の

子
と
の
問
答
0
考
察
に
よ
つ
て

孔

子

の

よ

し
J

と
奥
に
だ
に
あ
ら
ざ
る
た
し
。
常
に
以
て
人
に
示
す
も
人
自

ず。

べ
る
如
く
結
局
は
孔
子

0
把
掴
に
欠
く

而
し
て
此
の
憾
み
な
き
弟
子
が
合
子
。

0
て
あ
る
。

し

ぃ
ひ 則い

中。

こ

主
と
し
て

み
た
い
。

子

貢

は

能

く

間

て

孔

子

し

め

、

叉

孔

子

の

心

事
を
よ
く
罪
鰭
し
た
弟

f
て
あ
っ
た
。
孔
子
の
死
後
、
他
の
弟
子

は
三
年
0
喪
に
服
し
た
が
、
獨
り
子
貢
の
み
は
六
年
そ
の
臨
の
側

を
去
ら
た
か
っ
た
。
子
貢
と
孔
子
と
の
問
答
を
み
る
に
、
子
貢
間

曰
何
如
斯
可
開
之
士
突
の
章
拿
路
篇
）
に
て
は
、
孔
子
0
答
に
野

し
て
、
「
放
へ
て
其
0
次
を
間
ふ
。
」
と
二
回
間
を
褒
し
、
夏
に
は

「今
0
政
に
従
ふ
者
は
何
如
。
」
と
露
ね
て
問
ひ
、
孔
子
を
し
て

「
叡
、
斗
行
の
人
何
ぞ
冥
ふ
る
に
足
ら
ん
。
」
と
嘆
ぜ
し
め
て
ゐ

る
。
か
か
る
徹
底
し
た
問
ひ
方
は
他
の
弟
子
に
は
見
ら
れ
な
い
、

子
貢
獨
特
の
も
の
て
あ
っ
た
。
叉
「
賜
や
、
始
め
て
奥
に
詩
を
言

ふ
べ
き
の
み
。
」
と
孔
子
を
感
心
迂
し
め
て
も
ゐ
る
（
學
而
篇
）
。

こ
0
他
君
予
亦
有
悪
乎
（
吟
貨
篇
）
・
子
貢
問
政
（
顔
淵
篇
）
．

曰

囲

岡

）

々

、

子

貢

が

能

く

問

ひ

得

た

叉
孔
子
の
人
柄
な
り
徳
行

へ
た
中
に
、
「
夫

に
も
孔
子
を
よ

似
上

）
と

て を

の
て
あ
っ
た

あ
っ



の
朱
子
學
的
碑
解

く
説
明
し
て
ゐ
る
の
て
あ
る
。
子
貢
は
生
れ
つ
き
聰
明
な
人
て
あ

た
く
ら

つ
て
、
そ
の
若
き
頃
は
「
人
を
方
ぶ
」
の
む
孔
子
に
貶
せ
ら
れ
た

り
（
憲
間
篇
）
、
「
賜
や
命
を
受
け
ず
し
て
貨
殖
す
。
億
す
れ
ば
則
ち

屈
々
中
る
。
」
と
批
判
さ
れ
た
り
し
て
ゐ
る
が
（
先
進
茄
）
、
「
性
と

天
道
と
を
間
い
て
後
は
こ
の
様
な
こ
と
も
な
か
っ
た
」
（
先
進
篇
在
琴

註
引
程
子
の
説
）
の
て
あ
ら
う
。
自
ら
顔
回
に
及
ば
ざ
る
を
知
り

（
公
冶
長
揺
）
、
終
身
之
を
打
ふ
べ
き
要
を
孔
子
に
問
ふ
（
臼
霰
公
篇
）

の
明
を
具
へ
る
に
至
っ
た
の
て
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
子
貢
と
孔

子
と
の
問
答
が
論
語
の
中
て
も
注
意
す
べ
き
も
の
て
あ
る
こ
と
も

酪
々
察
し
得
る
て
あ
ら
う
。
而
も
次
の
三
章
は
右
に
皐
げ
た
子
貢

と
孔
子
と
の
間
答
よ
り
も
造
か
に
直
酋
六
な
窯
味
を
持
つ
も
の
て
あ

る。
①
子
曰
く
、
我
を
知
る
な
き
か
な
。
子
貢
曰
く
、
伺
ん
す
れ

ぞ
其
｀
訊
子
を
知
る
な
か
ら
ん
や
。
子
曰
く
、
天
を
怨
み
ず
、
人

な
尤
め
ず
、
下
駁
し
て
上
達
す
。
栽
を
知
る
者
は
其
れ
天
か

拿
癌
回
篇
）
。

⑫
子
曰
く
、
予
言
ふ
こ
と
な
か
ら
ん
と
欲
す
。
子
貢
曰
く
、

子
も
し
言
は
ず
ん
ば
則
ち
小
子
伺
を
か
述
べ
ん
。
子
曰
く
、
天

伺
を
か
言
は
ん
や
、
四
時
行
は
れ
、
百
物
生
ず
。
天
何
を
か

は
ん
や
（
匹
貨
盆
）
。

⑥
 
子
曰
く
、
賜
や
、
女
予
を
以
て
多
く
學
ん
て
之
レ
乞
識
る
者

と
な
す
か
。
四
へ
て
曰
く
、
然
り
、
非
ら
ざ
る
か
。
曰
く
、
非

ら
ざ
る
な
り
。
予
一
以
て
之
を
貫
く

①
⑳
を
み
る
に
、
孔
子
の
詠
咲
的
な
言
葉
を
直
ち
に
受
け
て
一
句

を
言
ひ
得
る
も
の
は
子
貢
の
外
に
な
か
っ
た
の
て
あ
ら
う
。
而
し

て
子
貢
の
言
葉
を
明
確
に
は
否
定
心
肯
定
も
せ
ず
、
孔
子
は
直
ち

に
自
己
の
深
い
心
を
詠
嘆
的
に
述
べ
て
ゐ
る
。
詠
嘆
に
於
て
心
事

は
全
的
に
露
蜆
す
る
。
か
か
る
孔
子
の
言
葉
に
討
し
て
は
子
買
も

欺
す
る
外
は
な
か
っ
た
の
て
あ
る
。
朱
子
は
、
「
孔
子
の
門
人
ぞ
L

は
顔
子
。
會
子
以
外
て
は
子
貢
が
孔
子
の
窯
を
院
り
得
た
。
そ
こ

て
孔
子
も
子
貢
に
封
し
て
は
こ
の
様
な
話
し
方
を
し
て
ゐ
る
。
然

し
孔
子
の
言
葉
に
夏
に
一
句
を
言
ひ
得
ず
、
孔
子
が
言
ひ
放
し
た

形
に
な
っ
て
ゐ
る
の
を
み
る
と
、
や
は
り
千
貢
も
十
分
院
つ
て
ゐ

た
と
は
言
へ
ぬ
。
」
と
述
べ
て
ゐ
る
（
り
に
就
い
て
直
屈
四
十
四
）
。

集
註
に
も
、

，
蓋
し
孔
門
に
在
り
て
は
惟
千
貢
〇
智
の
み
翡
ど
以
て
此
に
及
ぶ

に
足
る
。
故
に
特
に
語
り
て
以
て
之
を
褒
す
。
惜
し
い
か
な
、

其
の
猶
ほ
未
だ
達
せ
ざ
る
所
あ
り
合
冊
篇
）
。

と
言
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
就
い
て
、
朱
子
の
門
人
が
、
子
貢
が
も

し
能
＜
逹
し
て
な
れ
ば
孔
子
と
千
貢
と
0
問
答
は
ど
う
な
っ
て
ゐ

た
ら
う
か
と
間
う
た
の
に
四
し
て
、
ル
ぷ
子
は
、
「
き
っ
と
伺
か
言

つ
て
ゐ
る
筈
だ
。
孔
子
が
折
角
こ
〇
採
に
説
い
て
ゐ
る
の
に
只
つ

て
ゐ
た
の
は
惜
し
い
こ
と
だ
。
」
と
言
っ
て
ゐ
る
（
語
知
四
十
四
）
。

叉
⑰
に
就
い
て
も
集
註
て
は
次
の
如
き
狂
子
。

ニ
八

て
ゐ
る
。



の

二
九

「
孔
子
の
道
は
の
如
く
明
か
て
あ
る
の
に
、
門
人
が
十
分
に
こ

の
事
を
暁
ら
ぬ
の
て
孔
子
は
『
予
言
ふ
こ
と
な
か
ら
ん
と
欲
す
。
』

と
言
っ
た
の
て
あ
る
っ
そ
こ
て
頸
子
な
ら
ば
す
ぐ
欺
識
す
る
0
だ

が
、
そ
の
他
0
門
人
は
疑
を
免
れ
な
い
。
子
貢
が
『
小
子
何
を
か

違
へ
ん
。
』
な
ど
言
っ
た
の
も
欺
識
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
だ
」

（
取
窓
）
。
更
に
は
①
⑳
に
て
子
買
が
再
び
問
ひ
得
な
か
っ
た
事
に

就
い
て
朱
子
は
次
の
如
く
言
ふ
、

、
、
、
、

是
れ
聖
人
の
語
意
を
呪
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
只
是
れ
欺
し
て
契

`
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
`
‘
、
、
、
、
、

合
す
る
虞
な
く
、
會
つ
て
欺
地
に
省
悟
し
て
他
の
那
の
窯
恩
を

、
、
、
、
、
、
、
、

霞
励
す
る
虞
あ
ら
ず
。
若
し
欺
契
す
る
所
あ
ら
ば
須
ら
く
衰
露

,
'
f
 

し
出
し
来
つ
て
但
に
は
已
ま
ざ
る
べ
き
な
り
（
語
悶
四
十
四
）
。

こ
の
言
葉
は
柩
め
て
宣
要
で
あ
る
。
上
述
の
「
更
に
一
句
窒
言
ふ
」

と
は
こ
の
欺
契
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
て
あ
る
。
逹
・
欺
識

心
通
と
い
ふ
も
こ
の
慕
て
あ
り
、
第
一
笥
以
来
論
じ
来
た
と
こ
ろ

の
人
格
・
精
祠
に
閲
れ
る
こ
と
も
こ
れ
に
外
な
ら
ぬ
。
欺
契
は
深

く
内
面
的
て
あ
る
。
右
の
「
意
恩
を
獨
勁
す
」
と
は
感
預
．
感
泣

の
こ
と
て
あ
る
。

次
に
、
⑱
に
就
い
て
看
れ
ば
、
こ
れ
に
闘
遮
し
て
直
ち
に
想
超

す
る
の
は
論
語
（
呈
仁
篇
）
の
有
名
な
一
貫
章
、
郎
ち
、

子
曰
く
、
参
や
、
吾
が
道
、
一
以
て
之
を
貫
く
。
｛

唯
、
子
出
づ
。
門
人
間
ひ
て
曰
く
、
何
の
謂
ぞ
や
。

の

の

み

。

曰
く
、

＜ ‘ 

／ て
あ
る
。
而
し
て
こ
の

し
て

華
氏
曰
く
、
孔
子
0
曾
子
に
於
け
る
、

0
間
を
待
た
ず
し
て

直
ち
に
告
ぐ
る
に
此
（
一
以
て
之
を
買
く
）
を
以
て
し
、
曾
子
も

復
た
深
く
之
を
喩
り
て
唯
と
戸
ふ
。
子
貢
の
若
｀
き
は
則
ち
先
づ

其
の
疑
を
壺
せ
し
め
て
而
る
後
之
に
告
ぐ
。
而
し
て
子
貢
終
に

亦

合

予

〇

唯

の

如

く

な

る

能

は

ず

。

二

の

衰

深

此

に

於
て
見
る
べ
し
。

ら
唯
は
右
の
「
欺
契
」
て
あ
る
こ
と

貫
章
の
棠
注
に
も
映
契
を
い
ふ
）
。

い
こ
と
て
あ
る

契
」
の
一
語
は

・
顔
子
と
孔
子

の
も
こ
の
故
と
言
ひ
得

の

と
の
間
答
が
諭
語
の

る
の
て
あ
る
。

然

る

に

、

論

語

に

は

孔

子

一

人

の

い

が

、

そ
れ
癖
も
孔
子
が
弟
子
の
誰
か
の
為
に
言
っ
た
も
の
も
多
い
て
あ

ら
う
か
ら
、
必
ず
し
も
孔
子
の
精
帥
が
直
き
直
き
に
露
躙
し
て
ゐ

る
と
は
言
へ
ぬ
黙
も
あ
ら
う
。
却
つ
て
子
貢
ゃ
曾
予
。
顔
子
に
語

っ
た
幸
の
方
が
孔
子
の
窓
を
よ
く
表
は
し
て
ゐ
る
と
も
言
へ
る
て

あ
ら
う
。
た
だ
孔
子
の
詠
嘆
の
節
つ
て
ゐ
る
言
葉
に
注
麿
す
べ
く
、

就
中
、
子
在
川
上
章
の
如
き
は
集
註
に
も
迫
盟
を
冒
っ
た
も
の
と

解
し
、
深
い
哲
學
的
宗
の
文
を
戦
せ
て
ゐ
る
。
前
述
の
如
く
、

詠

嘆

に

は

そ

の

人

の

い

心

が

活

き

活

き

る

。

そ

れ

は

‘ヽ
、し
c
 

言



欲
を
最
せ
し
む

と
言
つ
て
ゐ
る
。

の

こ
れ
論
語
を
統

二）。

的
に
み
る
こ

孔

f
o

恩
惟
を
謡
た
も
の
て
は
た
い
が
、
そ
の
深

0
心

哲
學
。
力
届
術
の
罷
胎
と
も
‘
な
る
0
．
て
あ
る
。
川
言
嘉
不
蝕
に
は

尋
一
人
の
心
の
鑢
と
し
て
已
ま
ざ
る
な
見
る
」
と
の
院
子
の
言
葉

を
學
げ
て
ゐ
る
。
か
く
て
川
上
章
は
孔
子
の
鞘
薗
を
直
合
直
き
に

把
掴
す
る
に
最
も
大
切
な
幸
と
一
口
ふ
事
が
畠
来
よ
う
。
而
し
て
吾

閂
揺
也
の
章
も
孔
子
が
閉
然
と
し
て
歎
じ
た
と
こ
ろ
て
、
や
は
り

注
意
す
べ
き
章
て
あ
る
。
た
だ
川
上
の
章
に
比
べ
る
と
、
會
叫
虹
0

言
葉
に
寄
せ
て
預
せ
ら
れ
た
も
の
、
そ
0
故
に
後
述
0
如
く
秤
K

の
応
論
が
起
る
の
ノ
J

あ
る
。

0

0

 

巧
来
つ
て
論
語
の
中
に
は
孔
子
の
篇
詞
が
直
顕
し
て
ゐ
る
幸
、

弟
子
の
言
葉
や
行
に
寄
閏
し
て
ゐ
る
章
が
あ
り
、
そ
0
寄
戸
い
窄

に
忠
稲
々
の
程
度
が
あ
る
こ
と
を
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
0
て
あ
る
。

印
ち
川
上
章
は
直
闊
の
章
、
一
貫
章
・
網
淵
間
仁
章
。
吾
只
閥
也
窪

の
如
き
は
寄
閂
の
章
て
は
あ
り
乍
ら
、
孔
，
す
の
鰐
意
が
殆
ど
直
閂

し
て
ゐ
て
、
睾
ろ
孔
子
の
鰐
諮
詞
に
閲
れ
る
に
は
此
尊
の
章
に
就

い
て
諮
祭
す
る
こ
と
が
大
切
か
と
息
は
れ
る
。
そ
し
て
芳
し
一
且

買
契
す
る
と
こ
ろ
あ
ら
ば
、
論
語
0
各
章
伺
れ
か
孔
子
0
人
此
I
l
l
o

請
汀
を
瓢
は
に
せ
ざ
る
宜
あ
り
や
と
い
ふ
事
に
衣
ら
う
。
元
来
孔

子
は
伺
雰
隠
す
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
て
あ
る
。
朱
手
も

、
只
是
れ
人
を
し
て
を
明
か
に
し
て
人

諭
語
の

人

桁

。

る

こ

と

に

よ

つ

て

、

孔

子

の

言

行

に

そ

の
全
人
格
。
を
捉
へ
る
こ
と
を
．
口
ふ
の
て
あ
る
。
而
も
そ

れ
は
署
只
な
工
夫
定
忘
れ
る
こ
と
て
は
な
い
。
弟
子
が
「
天
下
事

，
べ
物
々
、
是
れ
天
理
流
行
に
あ
ら
ざ
る
な
し
」
と
言
っ
た
の
に
討

し
て
、

、、

公
の
噂
叫
く
所
の
如
き
は
ロ
ハ
是
れ
篇
0
天
理
流
行
を
氾
像
す
る
0

憂
却
つ
て
下
面
許
多
の
工
夫
な
し
（
語
姐
―
―
七
）
。

と
批
評
し
て
ゐ
る
。
「
下
面
許
多
の
工
夫
」
と
は
論
語
の
一
掌
一

窄
を
著
収
に
殴
び
修
め
て
ゆ
く
如
き
こ
と
ノ
L

あ
っ
て
、
こ
れ
は
修

脊
に
は
長
き
日
月
を
嬰
す
る
と
い
ふ
こ
と
て
も
あ
＂
凸
゜
而
し
て
著

り
い
た
工
夫
を
弥
謁
ナ
る
か
、
或
は
虹
活
哀
究
栖
的
な
樹
認
な
主
と

し
て
愉
く
か
に
四
胴
言
粗
退
が
生
ず
る
0
て
あ
る
が
、
然
る
に
右

0
天
珪
・
人
欲
の
論
の
如
き
は
論
語
を
最
も
根
本
的
に
且
つ
曹
遍

妥
営
的
に
み
る
も
0
と
汀
ふ
べ
く
、
朱
千
學
。
陽
咀
以
も
こ
〗
黙

て
は
全
く
一
致
す
る
の
て
あ
る
。
叉
「
槃
迎
従
瓢
雰
之
下
」
窄

鳳
淵
化
）
の
「
亭
を
先
に
し
駕
る
後
に
す
、
徳
を
娯
ぷ
に
あ
ら

ず
や
。
」
に
就
い
て
朱

f
が

凡
そ
人
芦
し
熊
く
常
に
鍔
す
べ
き
所
を
知
り
て
利
杞
冗
す
い
心

応
く
ば
、
江
の
店
恩
自
ら
高
述
な
り
（
即
ち
こ
れ
天
四
。
オ
か

に
些
の
小
利
斉
A

巴
巧
し
些
0
小
便
宜
を
吋
ぬ
れ
は
、
這
〇

り
了
る
（
即
，
ら
こ
れ
人
欲
）
（
語
以
四
十
こ
）
。

に
、
も
通
ず
る
の
て
あ
る
。

「
;
＇
｛
で
、

と
；
‘
占
令

゜
か
く
て
論
語



の

こ

一

い

て

朱

子

は

、

「

此

は

是

れ

諭

語

中

第

一

り

。

」

七

）

と

言

ふ

。

そ

れ

は

孔

子

：

闊

的

打

子

ぷ

深

く

間

倍

し

た

と

い

ひ
が
あ
っ
た
故
て
あ
る
。
而
し
て
朱
こ

ヘ翠

こ

し

四

に
説
く
と
こ
ろ
の

て

仁

（

謳

叫

。

鰐

精

ら

用

・

宜

行

が

流

出

す

る

と

い

つ

の

が

大

切

て

あ

り

、

十
全
て
あ
る
と
思
は
れ
る
。
こ
め
て
鮪
し
い
こ
と
と
言
は

ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
た
だ
前
述
の
如
き
孔
子
の
精
詞
が
よ
J

て
ゐ
る
章
に
就
い
て
、
朱
子
の
深
き
感
得
に
由
り
つ
つ
四

め
て
ゆ
く
こ
と
が
先
づ
第
一
に
大
切
な
こ
と
て
あ
ら
う
。

の
こ
と
て
あ
り
、
そ
れ
は
自
由
を
得
る
所
以
て
心
あ

0
子
貢
に
野
し
て
孔
子
が
一
貰
を
言
っ
た
章
の
集
註
に

試
と
し
て
、
「
上
天
0
戟
は
屁
も
な
く
臭
も
な
し
。
」

を
引
い
て
あ
る
の
心
こ
の
賦
契
ご
島
に
外
な
ら
ず
、
宋
學
に
於
け

る
欺
契
orvD

近
。
無
極
・
一
貫
。
一
理
・
天
理
等
の
語
は
人

格
・
精
祉
〔
に
獨
れ
た
語
と
知
る
の
て
あ
る
。
孔
子
が
合
子

に
向
つ
て
、
が
道
一
以
て
之
を
買
く
。
」
と
言
っ
た
の
は
曾

の

て

0
慕
て
あ
っ
た
。
こ
れ
を
曾
子
よ
り
言
へ
ば
、

」
の
下
學
が
十
分
て
あ
っ
た
、
一
以
て

か
罰
ん
て
ゐ
た
。
て
あ
っ
た
。
そ
れ
は

両
篇
）
と
い
ふ
如
き
内
面
的
の
も
の
て
、

は
な
か
っ
た
。
曾
子
の
へ
た

あ
る
。（

曾
子
）
初
は
一
事
は
ロ
ハ
是
れ
一
百
件
の
事
は
是
れ
百
件

、、

0
事
な
る
を
見
る
。
夫
子
の
一
戦
得
て
は
、
百
件
の
亭
は

、
、
、
、
、
、
、

只
是
れ
一
件
の
慕
、
許
多
般
餘
は
ロ
ハ
一
心
よ
り
流
出
す
。
曾
子

此

に

到

り

て

方

に

這

の

一

を

信

じ

り

（

語

類

二

十

二）。

の

一

（

用

）

に

常

つ

て

は

た

ら

つ
て
、
一
―
に
連
貫
・
統
一
ぷ
を
得
、
新

の
て
あ
る
。
か
く
て
欺
契
は
贖
日
て
あ
り
心

る

。

こ

こ

に

節

た

る

人

格

・

る

0
ぞ

J



の
朱
子
學
的
理
解

は
そ
の
欺
契
を
端
的
に
示
す
も
の
て
あ
る
が
、
更
に
曾
子
が
「
夫

子
の
道
は
忠
恕
の
み
。
」
と
言
っ
た
こ
と
は
曾
子
の
省
察
を
要
約

し
て
示
す
も
の
、
會
子
が
孔
子
に
學
び
し
と
こ
ろ
の
眼
目
を
物
語

る
も
の
と
な
る
の
て
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
の
時
の
「
忠
恕
」
は
言
は

ば
「
位
の
高
い
」
忠
恕
、
一
貫
の
精
微
に
徹
し
た
境
地
に
裏
附
け

ら
れ
た
忠
恕
て
あ
る
と
言
ひ
得
よ
う
。
朱
子
は
言
ふ
、

孔
子
の
曾
子
に
告
ぐ
る
一
貫
の
語
の
如
き
は
、
他
人
之
を
間
け

ば
只
是
れ
一
頁
、
曾
子
之
を
聞
け
ば
便
ち
能
＜
融
化
す
。
故
に

「
忠
恕
の
み
」
を
装
し
出
し
来
る
（
語
頴
二
十
四
）
。

右
の
「
融
化
」
は
欺
契
の
こ
と
、
「
忠
恕
の
み
」
と
は
曾
子
平
素

修
養
の
得
力
を
以
て
一
貫
の
認
を
褒
し
た
も
の
と
な
る
。
こ
こ
に

到
つ
て
孔
門
の
七
十
子
も
如
卯
如
間
て
あ
っ
た
と
い
ふ
も
可
て
あ

ら
う
。こ

の
章
に
於
け
る
忠
恕
に
就
い
て
は
、
語
類
（
二
十
七
）
に
天
地

無
心
の
忠
恕
・
聖
人
無
為
の
忠
恕
・
學
者
荒
力
の
忠
恕
に
分
ち
、

こ
れ
を
叉
維
天
之
命
於
穆
不
已
。
一
貰
．
饗
己
推
己
と
に
常
て
て

ゐ
る
。
こ
の
解
院
は
程
子
に
多
く
負
ふ
も
の
て
あ
る
が
、
こ
の
三

者
は
三
に
し
て
一
、
一
に
し
て
三
、
慨
よ
り
し
て
言
へ
ば
一
、
用

よ
り
し
て
言
へ
ば
三
て
あ
る
。
さ
れ
ば
三
者
に
通
じ
て
用
ひ
ら
れ

て
ゐ
る
忠
恕
は
天
地
。
聖
人
の
本
質
郎
ち
無
心
・
無
為
に
封
嘗
し

得
る
も
の
と
言
ふ
べ
く
、
合
子
が
天
地
・
聖
人
の
絞
奥
に
参
じ
得

た
要
怯
と
も
言
ひ
得
る
。
集
註
に
は
「
一
に
就
い
て
憫
と
用
、

一
理
渾
然
と
廷
應
曲
常
、
天
道
と
人
遥
、
一
本
と
萬
殊
、
至
誡
無

息
と
萬
物
各
得
其
所
、
維
天
之
命
於
穆
不
已
と
乾
道
菱
化
各
正
性

命
と
い
ふ
如
き
形
而
上
的
な
館
霰
を
下
し
、
更
に
「
路
殊
0

一
本

な
る
所
讐
一
本
竺
昂
殊
な
る
所
以
」
と
い
ふ
が
、
こ
れ
は
夫
の

欺
契
心
醗
に
外
な
ら
な
い
。

更
に
は
「
忠
は
無
妄
な
り
、
恕
は
忠
を
行
ふ
所
以
な
り
。
」
「
訃

く
に
天
を
以
て
す
る
0
み
。
」
と
戸
ふ
、
忠
は
人
に
し
て
天
に
迫

る
所
以
、
學
者
に
し
て
聖
人
の
心
を
得
る
所
以
て
あ
る
を
知
る
。

「
勁
く
に
天
を
以
元
す
」
と
は
こ
の
窪
の
忠
恕
が
孔
子
0

一
貫
に

黙
醒
せ
ら
れ
、
一
貫
に
襄
づ
け
ら
れ
た
境
地
に
外
な
ら
な
い
。

孔
子
が
千
貢
に
野
し
て
一
貫
を
．
い
つ
た
窄
の
集
註
に
詞
上
峡
の

次
の
如
き
説
を
引
い
て
ゐ
る
。

聖
人
説
に
博
き
を
給
む
る
者
た
ら
ん
や
。
天
の
衆
膨
に
於
け
る

が
如
く
、
物
々
に
し
て
刻
み
て
靡
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
故
に

口
く
、
予
一
以
て
之
を
貫
く
。
徳
0
恰
き
こ
と
毛
0
如
し
、
毛

は
滋
ほ
倫
あ
り
。
上
天
の
戟
は
性
も
な
く
臭
も
な
し
。
至
れ

り
こ
れ
に
就
き
朱
子
は
語
頸
（
四
十
五
）
に

天
は
ロ
ハ
是
れ
一
氣
流
行
し
て
萬
物
自
ら
生
じ
恥
ら
長
じ
恥
ら
形

あ
り
自
ら
色
あ
り
。
登
に
是
れ
遂
一
粧
昆
し
て
此
の
如
く
な
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
得
ん
や
。
聖
人
は
只
是
れ
一
筒
の
大
本
大
原
の
責
羹
よ
り
彼
し

、

、

、

、

、

、

、

出
し
て
、
観
は
自
然
に
明
、
即
は
自
然
に
閉
、
色
は
臣
麿
に
温
、



會
黙
が
春
行
舞
雰
詠
靡
の
志
・
顔
を
述
べ
た
の
し
、
孔
子

は
唱
然
と
し
て
歎
じ
て
「
吾
は
郡
に
奥
み
せ
ん
。
」
っ
た
。
こ

こ
に
孔
子
の
深
い
こ
こ
ろ
が
看
取
さ
れ
る
筈
て
あ
る
が
、
た
だ
こ

れ
だ
け
の
簡
翠
な
言
葉
て
あ
る
。
そ
こ
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
詠
嘆
の

薯
を
感
得
し
、
曾
貼
の
境
地
を
解
明
し
て
ゆ
く
に
は
、

の
訛
に
由
る
の
が
極
め
て
有
盆
ノ
J

あ
る
。

曾
黙
の
學
、
し
以
て
夫
の

の
朱
子
學
的
舞
解

五

貌
は
自
然
に
恭
な
り
。
父
子
に
在
り
て
は
則
ち
仁
と
な
り
、
君

臣
に
在
り
て
は
則
ち
義
と
な
る
。
大
本
の
中
よ
り
流
出
し
て
便

ち
許
多
の
道
理
を
成
す
、
只
是
れ
這
箇
の
一
便
ち
貫
き
恥
ち
去

る
。
主
と
す
る
所
は
是
れ
忠
、
登
し
畠
し
は
是
れ
恕
に
あ

ら
ざ
る
な
し
。

こ

の

の

の

の

高

明

の

論

に

れ

て

か

宣

活
に
し
て
勁
的
て
あ
り
、
天
地
の
無
心
・
聖
人
の
無
為
の
意
を
説

い
て
ゐ
る
。
一
氣
流
行
・
大
本
大
原
の
裏
よ
り
の
装
出
と
は
恕
の

意
て
も
あ
る
が
、
こ
こ
て
は
忠
を
主
と
す
る
が
故
に
流
行
・
装
出

あ
り
と
い
ふ
の
が
眼
目
と
な
る
。
已
に
上
葉
が
一
貫
を
説
く
に
詩

を
以
て
し
、
「
得
て
説
く
べ
き
な
き
」
（
語
類
四
十
五
）
密
意
を
蓑
ー

て
ゐ
る
。
詠
嘆
は
前
述
の
人
に
し
て
天
位
に
在
る
こ
と
て
あ
る
。

而
し
て
か
か
る
境
地
を
端
的
に
表
明
し
た
の
が
曾
黙
て
あ
る
。

虞
に
充
満
し
て
少
し
も
欠
詞
す
る
な
き
を
見
る
あ
り
、
故
に
其

し
て
此
〇
如
し
。
而
し
て
其
0
志
を
言
ヘ

所

の

位

に

郎

き

て

日

用

0
常
を
業
し

ば
則
ち

む
に
過
ぎ
ず
。
初
よ
り
己
て
人
0

に
す

の
駒
次
悠
然
た
り
。
直
ち
に
天
地
萬
物
と
上
下
流
を
同
じ
う
し
、

各
？
其
の
所
の
妙
を
得
る
こ
と
隠
然
と
し
て
自
ら
言
外
に
見
は

る
。
三

f
の
事
腐
の
末
に
規
々
た
る
に
親
ぶ
れ
ば
、
其
〇
氣

象
伸
し
か
ら
ず
。
故
に
夫
子
歎
息
し
て
深
く
之
を
許
せ
り
（
集

註）。

右
の
文
中
、
「
人
欲
蓋
き
て
天
理
流
行
す
」
、
「
励
孵
の
際
従
容
」
、

「
駒
次
悠
然
」
等
の
語
に
よ
っ
て
、
曾
黙
の
境
地
を
哀
ふ
こ
と
が

出
来
る
。
曾
罰
の
「
氣
象
」
は
子
路
・
再
有
。
公
四
華
よ
り
も
高

か
た
。
更
に
朱
子
は
骨
黙
・
行
子
父
子
を
野
比
し
て
次
の
如
く
言

つ
て
ゐ
る
。

竹
子
は
未
だ
曾
つ
て
箇
の
大
統
盟
（
郎
ち
一
貫
）
を
見
得
ず
、

只
是
れ
事
上
よ
り
禎
呆
し
て
倣
し
賭
ち
去
り
、
後
来
方
に
透
徹

す
。
曾
貼
は
都
べ
て
未
だ
曾
つ
て
倣
し
去
ら
ず
、
却
つ
て
先
づ

ヵ・:ん

嗅
り
得
た
り
。
更
に
他
を
し
て
行
子
の
如
く
活
地
に
細
密
に
倣

し
腔
ち
去
ら
し
め
ぽ
何
ぞ
比
す
べ
け
ん
や
。
只
他
（
合
話
）
見
得

て
快
き
後
、
事
に
常
ら
ず
、
所
以
に
見
得
了
り
て
便
ち
休
す
。

故
に
他
志
を
言
ふ
、
亦
是
れ
事
を
傲
し
去
ら
ん
と
要
す
る
底
な

ら
ず
、
只
是
れ
心
裡
危
地
に
快
活
に
し
て
日
を
過
さ
ん
と
要
す

の



る
の
み
（
語
翠
四
十
）
。

右
の
言
葉
の
中
、
「
事
を
倣
す
」
と
は
集
註
に
「
己
を
舎
て

人
の
窓
に
す
る
」
忠
恕
の
如
き
て
あ
り
、
忠
恕
は
曾
子
一
生
の
學

問
得
力
の
と
こ
ろ
て
あ
る
が
、
合
貼
は
一
貫
の
意
を
見
て
忠
恕
に

は
及
ば
ず
、
こ
こ
に
高
明
快
活
な
る
境
地
を
開
い
た
と
言
へ
よ

う
。
「
己
を
舎
て
人
の
霞
に
す
る
」
忠
恕
の
こ
こ
ろ
な
き
は
決
し

て
上
乗
の
事
て
は
な
い
。
然
し
置
々
た
る
忠
恕
の
行
為
の
み
に
て

一
貫
の
塙
に
達
し
な
け
れ
ば
そ
の
忠
恕
も
決
し
て
上
乗
の
も
の
ぞ
J

は
な
い
。
寧
ろ
「
胴
次
悠
然
、
直
ち
に
天
地
萬
物
と
上
下
流
を
同

じ
う
し
、
各
々
其
の
所
を
得
る
の
妙
」
を
峡
ず
る
方
が
高
い
境
地

と
も
言
へ
よ
う
。
孔
子
が
町
然
と
し
て
歎
じ
た
か
ら
に
は
、
必
ず

や
道
を
修
む
る
に
資
し
得
る
見
も
大
て
あ
ら
う
。
訊
下
更
に
曾
貼

の
境
地
に
就
い
て
考
察
し
よ
う
。
朱
子
ぶ
「
此
と
一
貫
と
の
阿
虞
是

れ
大
箇
目
た
り
。
常
に
時
々
心
に
網
て
始
め
て
得
べ
し
。
」
（
語
姐

四
十
）
と
言
つ
て
ゐ
る
。

會
貼
の
見
解
。
境
地
は
透
徹
・
高
明
。
快
活
て
あ
っ
た
。
語
類

に
は
會
黙
の
氣
象
に
闘
し
て
、
従
容
位
裕
・
悠
然
自
得
・
従
容
洒

落
。
脱
洒
・
天
資
五
明
。
資
質
明
絞
。
志
如
闘
凰
判
於
千
切
等
々

の
評
語
ぶ
見
え
る
。
こ
〇
応
明
た
る
氣
象
が
そ
の
見
地
を
し
て
大

本
・
大
原
。
一
貫
。
道
仄
に
詞
然
た
ら
し
め
る
の
て
あ
る
。
事
々

物
々
上
砦
こ
れ
天
理
流
行
た
り
と
微
見
す
る
。
「
限
前
閲
る
る
虞

、、

皆
是
」
。
「
這
の
近
理
本
那
到
る
虞
都
べ
て
是
」
（
同
上
）
と
四
ず
る

論
語
の
朱
子
學
的
坦
解

の
て
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
本
来
の
理
を
観
ず
る
の
て
あ
っ
て
毀
践

の
地
に
虞
る
の
て
は
な
い
。
か
く
て
會
子
の
見
虞
・
憫
認
は
所
開

「
醗
悟
」
と
い
ふ
べ
く
、
そ
の
説
の
内
容
は
平
素
の
慎
密
な
る
エ

夫
の
一
々
て
あ
る
。
會
黙
の
そ
れ
は
「
解
恰
」
て
あ
っ
て
、
動
的

な
直
覺
が
活
き
活
き
と
は
た
ら
い
て
ゆ
く
。
本
来
的
な
も
の
の
上

に
立
つ
の
氣
象
が
あ
る
。
（
こ
れ
柳
ち
前
箇
の
終
に
引
い
た
謝
上

祭
の
説
及
び
そ
れ
に
就
い
て
の
朱
子
の
説
の
境
地
ノ
J

も
あ
る
。
）

故
に
天
理
流
行
と
言
っ
て
も
會
子
と
介
晶
印
の
揚
合
に
は
相
違
あ
る

こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
本
原
よ
り
の
流
動
を
観
、

心
裡
の
快
活
を
昼
え
る
と
こ
ろ
は
「
業
」
の
境
地
て
あ
る
。
前
掲

集
註
の
天
理
流
行
。
笥
虞
充
満
・
従
容
を
見
て
悠
然
た
る
は
郎
ち

業
の
境
地
て
あ
る
。
曾
黙
に
と
つ
て
は
「
世
間
細
少
の
功
菜
は
皆

以
て
其
0
心
に
入
る
に
足
ら
ず
。
」
て
あ
り
、
そ
の
氣
象
は
「
人

を
し
て
焦
限
の
利
緑
邸
吝
の
心
を
消
さ
し
め
る
」
に
足
る
て
あ
ら

う
。
朱
子
は
叉
言
ふ
、

明
道
云
ふ
、
萬
物
各
々
其
の
性
を
遂
ぐ
と
。
此
の
一
句
正
に
好

し
、
甕
舜
の
氣
象
を
看
、
且
つ
暮
春
の
時
物
態
の
舒
暢
す
る
こ

と
此
の
如
き
を
看
る
に
。
會
勘
の
情
恩
叉
此
の
如
し
、
便
ち
是

れ
各
々
其
の
性
を
遂
ぐ
る
な
り
（
語
知
四
十
）
。

會
貼
の
境
は
萬
物
な
し
て
其
の
性
を
遂
げ
し
め
ん
と
す
る
の
て
は

な
く
、
萬
物
と
奥
に
自
ら
の
性
を
逹
げ
つ
つ
、
そ
れ
を
観
じ
て
築

し
む
の
て
あ
る
。
而
し
て
そ
の
見
庫
の
高
明
、
感
得
の
競
な
る
が

一四



の

に
、
自
己
を
超
え
て

に
遊
ぶ
。
て
あ
る
。
（
そ
れ
ぶ

接
し
得
る
境
地
も
開
け
て
来
る
。
）

孔
子
0
志
は
老
者
は
之
を
安
ん
じ
、
朋
友

は
之
を
恢
け
（
公
冶
長
篇
）
、
萬
物
を
し
て

な
か
ら
し
む
。
曾
黙
之
を
知
る
。
故
に
夫

て
、
吾
は
閥
に
奥
せ
ん
と
曰
ふ
（
税
子
の
『
-

會
貼
は
必
ず
し
も
子
路
・
再
有
・
公
四
睾
0

か
つ

た
て
あ
ら
う
、
而
も
孔
子
0
仁

の

宣

を

根

本

っ

た

の

て
あ
る
。
（
子
貢
0
知
よ
り
も
よ
り
炭
本
的
4

｛

っ

た

。

）

然
る
に
朱
子
は
一
面
て
は
會
叫
叫
を
「
工
夫
し
、
「
今
、

人

若

し

偏

を

學

ば

ん

と

要

せ

ば

便

ち

狂

妄

衣

ん

。

」

と

言
ふ
。
更
に
は
會
黙
の
閲
認
は
荘
子
に
似
て
を
り
、
近
く
は
郁
康

節
に
似
る
と
も
言
ふ
。
こ
れ
日
常
0
笠
襄
を
旦
ん
ず
る
徳
行
の
立

場
か
ら
の
亭
て
も
あ
っ
て
、
前
招
の
曾
子
と
骨
黙
と
を
比
較
し
た

朱
子
の
言
葉
の
中
に
、
も
し
曾
閥
が
更
に
會
子
0
如
き
罰
徊
の
エ

夫
を
行
っ
た
な
ら
ば
舎
子
な
ど
比
餃
に
な
ら
ぬ
位
の
優
れ
た
地
位

に
到
り
得
よ
う
と
言
つ
て
ゐ
る
。
た
だ
會
黙
の
境
地
か
ら
は
細
密

の
工
夫
に
向
ふ
は
難
し
く
、
疎
略
、
狂
妄
と
な
り
易
い
と
朱
子
は

た
の
て
あ
る
。
さ
れ
ば
叉
別
の
と
こ
ろ
て
、
．

（
曾
子
は
）
一
唯
の
後
、

の

る

0
任
父
に

に

..,_ 
ノ‘

TL 

て

へ

て

行

か

行

子

は

未

だ

見

得

ず

し

て
力
を
強
め
て
以
て
進
む
。
顔
子
は
見
と
行
と
皆
到
る
（
同
上
）
。

合

鈷

は

狂

簡

〇

鳳

あ

り

、

、

こ。
ふー

の

好

學

は

孔

子

の

（

瓶

也

篇
）
、
平
J

は
孔
子
の
言
を
間
い
て
る
と
こ
ろ
な
く
（
先
進

祁
）
、
虚
は
ず
（
唸
政
篇
）
、
惰
ら
ず
（
子
竿
篇
）
、
ひ
た
す
ら
進
ん

て
止
ら
ず
（
同
上
）
、
既
に
そ
の
オ
を
褐
し
（
同
上
）
、
遂
に
三
月

仁
に
違
は
ざ
る
の
境
に
逹
し
た
（
章
也
篇
）
。
而
し
て
そ
の
業
し
む

と
こ
ろ
は
夫
の
曾
黙
の
狂
に
あ
ら
ず
、
孔
子
を
し
て
「
賢
な
る
か

な
回
や
」
と
感
歎
せ
し
め
て
ゐ
る
（
瓶
也
篇
）
。
そ
し
て
生
前
孔
予

を
み
る
こ
と
父
の
如
く
て
あ
り
（
先
進
篇
）
、
死
し
て
は
し

し
し；）

つ

の
見
虞
は
高
明
・
快
活
て
あ
る
が
虚
て

あ

る

。

本

原

・

て

は

ゐ

る

が

、

そ

れ

が

更

に

日

常

0
行

事

（

質

）

を

甘

る

の

て

た

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

曾

子

は

日

常
の
行
事
に
鞘
密
て
あ
っ
た
が
見
虞
の
高
明
に
欠
く
る
黙
が
あ
っ

た
。
而
し
て
行
罰
．
曾
手
を
兼
ね
た
の
が
顔
淵
て
あ
る
と
朱
子
は

見
る
の
て
あ
る
。
曰
く
、

(3
分
學
者
其
れ
必
ず
以
て
之

四
十
）
。

る
こ
と
あ
る
べ



て
「
天
予
を
喪
せ
り
。
」
と
歎
か
し
め
、
慟
せ
し
め
て
ゐ
る
（
同

上
）
。
か
か
る
顔
淵
が
孔
子
に
よ
つ
て
學
び
得
た
も
の
は
何
て
あ

ら
う
か
。
こ
の
貼
の
考
祭
は
孔
子
の
人
格
。
精
紳
に
燭
れ
る
に
有

力
な
途
て
あ
る
。
こ
こ
に
先
づ
顔
淵
が
孔
子
の
偉
大
さ
に
開
然
と

し
て
歎
じ
た
章
（
子
竿
郡
）
が
考
へ
ら
れ
る
。
歎
息
．
詠
嘆
に
於
て

雨
者
の
感
應
道
交
が
活
き
活
き
と
行
は
れ
て
ゐ
る
。
集
註
に
言
ふ
、

仰
げ
ば
頸
々
高
く
し
て
及
ぶ
べ
か
ら
ず
、
鑽
れ
ば
銅
々
堅
く
し

て
入
る
べ
か
ら
ず
、
前
に
在
り
と
せ
ば
後
に
在
り
て
悦
然
象
を

為
す
べ
か
ら
ず
。
此
は
顔
淵
深
く
夫
子
の
道
の
窮
墨
な
く
方
盟

な
き
を
知
り
て
之
を
歎
ず
る
な
り
。

顔
子
の
歎
息
は
額
子
の
未
熟
を
物
語
る
の
て
は
な
い
。
上
に
歎
ず

べ
き
事
な
く
し
て
歎
じ
、
後
に
孔
子
の
数
へ
し
と
こ
ろ
を
述
べ
て

ゐ
る
の
は
郎
ち
顔
子
の
學
が
熱
し
得
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
故
と
考

へ
ら
れ
る
。
か
く
て
孔
子
の
数
導
顔
子
の
受
用
は
博
文
約
胴
の
二

事
に
て
要
約
し
得
る
。
こ
の
場
合
の
椰
文
約
麗
も
曾
子
の
忠
恕
と

同
じ
く
極
め
て
「
位
の
高
い
」
も
の
と
言
ふ
べ
き
て
あ
る
。
さ
れ

ば
こ
の
博
文
約
説
よ
り
し
て
論
語
を
統
一
的
に
み
る
こ
と
も
十
分

可
能
な
の
で
あ
る
が
、
相
反
す
る
方
向
の
縛
文
と
約
膨
と
を
統
一

す
る
全
的
な
憫
認
は
「
中
扉
」
に
至
つ
て
最
も
深
刻
と
な
る
の
て

あ
る
。
次
に
、
こ
の
顔
淵
の
歎
の
終
は
「
立
つ
所
あ
り
て
卓
繭

た
る
が
如
く
、
之
に
従
は
ん
と
欲
す
と
雖
も
由
な
き
の
み
」
と
い

ふ
、
こ
れ
を
朱
子
は
「
顔
子
自
ら
其
の
學
の
至
る
所
を
言
ふ
な

璽
語
の
朱
子
學
的
浬
解

り
。
」

と

僻

し

た

。

く

ま

て

歎

息

に

終

始

し
て
ゐ
る
中
に
、
孔
子
の

0
受
用
の
全
憫
が
寓
は
れ

る
の
て
あ
る
。
而
し
て
此
の
意
が
問
答
の
形
を
と
っ
た
の
が
詞
淵

問
仁
の
章
て
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
孔
子
の
循
循
然
と
し
て
苦
＜
弧

子
を
誘
ひ
、
噸
手
の
そ
の
オ
を
娼
す
有
條
が
よ
く
｛
総
は
れ
る
。
歎

息
の
唇
去
つ
て
そ
こ
に
籠
つ
て
ゐ
た
全
的
な
直
賎
が
間
答
の
形
に

よ
っ
て
そ
の
内
容
を
露
躙
し
た
と
も
，
・
ロ
ひ
得
よ
う
。

顔
淵
問
仁
の
章
に
就
い
て
集
註
に
百
ふ
、

此
の
章
の
問
答
は
乃
ち
偲
投
の
心
法
、
切
要
の
言
に
し
て
、
至

明
に
あ
ら
ざ
れ
ば
其
の
翡
を
崇
す
る
能
は
ず
、
至
健
に
あ
ら
ざ

れ
ば
其
の
決
を
致
す
能
は
ず
。
故
に
惟
だ
顔
子
の
み
之
を
開
く

を
得
た
り
。
而
し
て
凡
そ
學
ぶ
者
も
亦
以
て
勉
め
ざ
る
べ
か
ら

ざ
る
な
り
。

か
か
る
鼠
要
な
意
味
を
持
つ
こ
の
問
答
を
先
づ
間
答
の
行
は
れ
方

の
貼
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。
論
語
は
孔
子
と
そ
の
弟
子
と
の
問

答
の
語
が
主
と
な
っ
て
ゐ
る
貼
か
ら
も
、
間
答
に
就
い
て
は
十
分

怒
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
三
節
に
て
は
子
貢
と
孔
子
と
の
間

答
を
や
や
詳
し
く
考
へ
て
み
た
の
て
あ
る
が
、
こ
の
顔
淵
間
仁
の

章
は
、
顔
淵
が
仁
を
間
う
た
の
に
対
し
て
孔
子
が
克
己
得
麗
を
以

て
答
へ
た
。
克
己
複
肋
に
就
い
て
は
後
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
て
、

こ
の
孔
子
の
答
を
問
い
て
他
の
弟
子
な
ら
ば
或
は
克
己
と
は
伺
か
、

復
粒
と
は
何
か
と
問
ひ
返
へ
す
て
あ
ら
う
が
、
た
だ
「
詰

こ
の

1

、
一プ



の

¢) 

一
時
に
見
得
て
透
徹
し

目
を
問
は
ん
」

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と

が
「
非
證
説
る
勿
れ
。
云
々
」

「
回
不
敏
な
り
と
雖
も
、
詰
ふ
斯
の

み
て
あ
る
。
正
し
く
孔
子
の
説
を
間
い
て
説
ば
ざ
る
な
き
有
椋
て

あ
っ
た
。
司
馬
牛
も
同
じ
く
仁
を
問
う
た
が
、
孔
子
0
答
に
野
し

て
、
「
其
の
言
や
諜
ぶ
、
斯
れ
之
を
仁
と
開
ふ
か
。
」
と
問
ひ
返
し

て
ゐ
る
。
こ
れ
は
司
馬
牛
0
心
が
欺
契
を
得
て
ゐ
な
い
読
腺
と
言

ふ
べ
く
、
看
来
つ
て
前
述
の
子
貢
の
問
の
如
き
も
司
馬
牛
に
類
す

る
の
て
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
欺
契
．
心
靡
が
な
い
と
言
は
ね
ば
な

ら
な
い
（
以
上
語
類
四
十
一
の
説
を
多
く
取
用
し
た
）
。
孔
子
は
顔
淵

を
評
し
て
、
「
吾
回
と
言
ふ
こ
と
終
日
、
違
は
ざ
る
こ
と
愚
の
如

し
。
退
い
て
其
の
私
を
省
み
る
に
亦
以
て
褒
す
る
に
足
る
。
回
や

愚
な
ら
ず
。
」
（
為
政
篇
）
と
言
っ
た
が
、
司
馬
牛
や
子
貢
の
問
は
孔

子
の
答
に
違
ひ
、
壺
越
し
て
賢
な
る
が
如
く
て
あ
る
が
、
欺
契
な

き
故
に
孔
子
の
意
を
壺
す
る
に
足
ら
な
か
っ
た
の
て
あ
る
。
右
の

「
吾
回
と
言
ふ
」
の
章
の
集
註
に
は
李
延
平
の
語
を
引
い
て
ゐ
る
。

日
く
、

顔
子
は
深
潜
誂
粋
、
其
の

其
の
夫
子
の
言
を
間
き
て

自
ら
條
理
あ
り
。

顔
子
は
精
組
本
末
、

っ
た

f
>

の

の

こ
れ
は
顔
千
が
欺
契
心
融
す

る
。
次
い
て
、
孔
子ヽ

9、
に
ヽ

七

て
ゐ
て
、
會
子
が
孔
子
の
一

黙
が
下
學
の
工
夫
（
己
を

ひ
な
か
っ
た
の
に
比
し
て

朱
子
は
叉
言
ふ
、

こ

て
は
じ
め
て
透
徹
し
、
曾

に
す
る
等
の
）
に
心
を
用

て
ゐ
る
と
言
ひ
得
よ
う
。

と
仲
弓
に
の
み
四
に
之
に
告
ぐ
る
に

餘
は
皆
其
の
人
に
因
り
て
之
を
進
む

孔
子
は
惟
々

す
の
事
を
以
て

頸
四
十
一
）
。

こ

れ

は

仲

弓

問

仁

〇

す

と

こ

ろ

0

の

語

を

信

と

せ

ん

。

」

と

い

あ

り

、

且

つ

孔

子

の

へ

た

内
容
が
深
い
五
島
味
を
持
つ
が
故
に
朱
子
が
こ
の
様
に
言
っ
た
の
て

あ
ら
う
。
亦
以
て
論
語
を
讀
む
に
有
盆
な
汀
葉
と
言
ふ
べ
き
て
あ

る
。
而
し
て
仲
弓
問
仁
の
章
〇
集
註
に
、

愚
按
ず
る
に
、
己
に
克
つ
て
胴
に
復
る
は
乾
追
た
り
。
敬
な
主

と
し
て
恕
を
行
ふ
は
坤
道
な
り
。
顔
再
の
撃
其
の
高
下
茂
深
此

に
於
て
見
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
摩
者
誠
に
能
く
敬
恕
の
間
に

従
冑
し
て
得
る
あ
ら
ば
、
亦
貯
に
己
の
克
つ
べ
き
な
か
ら
ん
と

と

言

ふ

。

（

四

十

夫

子

の

顔

淵

に

告

ぐ

る

の

、

大

段

剛

明

な

に

あ

ら

ざ

れ
ば
以
て
之
に
常
る
に
足
ら
ず
。
芍
も
然
ら
ず
と
せ
ば
（
悶
明

で
な
け
れ
ば
）
、
只
且
く
仲
弓
に
告
ぐ
る
虞
に
就
き
て
力
を

よ
。
仲
弓
に
告
ぐ
る
の
言
は
、
只
是
れ
惇
和
の
。



の
朱
子
學
的
迫
解

（
敬
と
恕
を
謡
く
）
を
守
る
べ
し
。

と
も
い
ふ
。
か
く
て
孔
子
が
絹
淵
に
敦
へ
た
克
己
復
需
は
極
め
て

璽
要
な
語
て
あ
る
を
知
る
。
而
し
て
前
述
の
曾
子
の
忠
恕
は
仲
弓

問
仁
の
章
の
敬
恕
に
相
応
す
る
も
の
と
言
ふ
べ
く
、
こ
の
開
を
明

か
に
し
て
を
く
こ
と
が
顔
淵
間
仁
の
章
の
集
註
0
深
い
訛
を
理
解

す
る
上
に
大
切
て
あ
る
。
叉
仁
の
解
認
と
し
て
朱
子
は
、
「
愛
の

理
、
心
の
徳
」
（
學
而
篇
集
註
）
と

9
1

『
口
ふ
、
こ
れ
は
論
語
更
に
は
孟

子
の
全
般
に
通
じ
、
直
要
な
言
葉
て
あ
る
が
、
然
る
に
こ
の
章
て

は
「
本
心
の
徳
」
と
解
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
朱
子
が
右
に
述
べ

、、

た
如
き
こ
の
章
の
獨
自
の
重
さ
に
よ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
顔
淵
に
と
つ
て
は
「
愛
の
理
、
心
の
徳
」
の
工
夫
は
罰
ん
ぞ
L

ゐ
た
と
い
ふ
も
可
て
あ
る
。
然
ら
ば
頻
淵
に
問
題
と
な
っ
た
こ
と

は
何
か
。
そ
れ
は
集
註
の

蓋
し
心
の
全
徳
は
天
理
に
あ
ら
ざ
る
な
し
、
而
も
人
欲
に
壊
れ

ざ
る
能
は
ず
。
故
に
仁
を
箆
す
者
必
ず
以
て
私
欲
に
膨
ち
て
詑

に
復
る
あ
ら
ば
則
ち
事
皆
天
理
に
し
て
本
心
0
徳
復
た
我
に
全

し。

と
い
ふ
事
て
あ
る
。
こ
こ
て
私
欲
と
い
ふ
こ
と
も
本
心
の
全
徳
よ

り
問
題
に
さ
れ
て
ゐ
る
私
欲
て
あ
っ
て
澤
＜
筒
四
平
な
も
の
て
は
な

い
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
而
し
て
こ
の
本
心
の
全
徳
は
徒
ら
に
高
遠

な
こ
と
て
は
な
く
、
却
つ
て
「
天
理
の
箇
文
」
た
る
轄
に
復
る
こ

と
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
て
あ
る
。
さ
れ
ば
私
欲
は
非
麗
の
虞

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
顔
淵
が
「
請
ふ
其
0
目
を
間
ふ
。
」
と
孔
子

の
言
侶
に
欺
契
心
融
し
つ
つ
間
う
た
0
に
封
し
て
、
孔
子
が
「
非

詞
説
る
勿
れ
去
々
。
」
と
卑
近
な
説
認
冒
励
に
闘
し
て
敦
へ
た
の

は
、
本
心
の
全
徳
〇
已
む
能
は
ざ
る
は
た
ら
き
は
心
身
洞
然
と
し

て
一
な
る
に
輩
く
の
て
あ
っ
て
、
こ
れ
を
集
註
に
は
「
日
用
の
間
、

天
理
の
流
打
に
あ
ら
ざ
る
な
し
」
と
言
ふ
。
而
し
て
こ
れ
を
他
の

門
叫
叫
よ
り
み
れ
ば
、
「
勿
れ
」
と
の
槃
止
0
万
国
に
於
て
「
人
心
0

。

主
と
な
り
て
私
に
膀
ち
て
麗
に
復
る
所
以
の
辰
」
（
謀
註
）
を
看
取

す
る
の
て
あ
る
。
間
ち
蚊
も
具
碍
的
な
諷
障
．
『
口
動
に
於
け
る
修
葛

に
本
心
の
全
徳
の
は
た
ら
き
を
活
き
活
き
と
看
る
の
て
あ
る
。
以

上
を
綜
合
し
て
集
註
に
は
程
千
の
語
、
「
中
に
由
り
て
外
に
應
ず
。

外
に
制
す
る
は
其
の
中
を
査
ふ
所
以
な
り
9

」
を
引
き
、
直
に
は

硯
珀
言
動
の
四
絨
を
引
用
し
、
此
の
謡
の
窯
の
装
明
に
委
曲
を
蓋

し
て
ゐ
る
の
て
あ
る
。
語
類
に
も
克
己
復
的
は
「
規
板
大
に
し
て
、

精
祖
本
末
一
齊
に
該
頁
し
て
記
裏
に
在
り
。
」
と
[
1
1

つ
て
ゐ
る
。

か
く
て
克
己
復
蒻
の
虞
き
所
以
を
知
り
得
た
。
こ
こ
て
再
び
こ
の

章
の
間
答
に
就
い
て
看
れ
ば
、
顔
淵
が
「
詰
ふ
其
の
目
も
問
は

ん
。
」
と
言
っ
た
の
は
、
「
天
理
人
欲
の
際
、
已
に
判
然
た
り
」
し

故
て
あ
り
、
「
詰
ふ
斯
の
語
を
事
と
せ
ん
。
」
と
1-11

つ
た
の
は
、

「
其
の
狸
を
欺
識
し
、
叉
自
ら
其
の
力
の
以
て
之
に
膀
つ
あ
る
を

知
り
、
故
に
直
に
以
て
己
が
任
と
鱈
し
て
疑
は
な
か
っ
た
。
」
（
貨
ぷ

註
）
の
て
あ
る
。
こ
れ
「
至
を
知
つ
て
之
に
至
り
、
終
を
知
つ
て

八



七

最
も
よ
く
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
0
て
あ
る
。

之
を
終
ふ
」

に
し
て
其
の
幾
を
察
し
、
至
健
に
し
て

あ
る
。

こ
の

て
あ
っ
た
の
が
孔
子
て
あ
る
。
而
し
て
こ
の
事
は
JI

（
易
乾
卦
文
言
偲
）
の
明
且
つ
間
て
あ
っ
て
、
「
至
明

0
決
を
致
す
」
所
以
て

こ
の
乾
道
に
専
ら

0
嘆
に

つ

川
上
に
在
り
て
曰
く
、
逝
く
者
は
斯
の
如
き
か
、

舎
か
。
」
（
子
竿
篇
）
の
章
に
は
孔
子
の
慄
い
詠
嘆
0
轡
ぶ

ゐ
て
、
そ
こ
に
全
的
な
直
幌
が
活
き
活
き
と
は
た
ら
き
、
そ
れ
を

母
胎
と
し
て
集
註
の
「
道
慨
」
の
説
が
展
開
さ
れ
た
の
て
あ
る
。

尋
夜
を
舎
か
ず
、
」
「
一
息
の
停
る
な
く
、
」
「
常
々
相
綬
し
て

間
断
せ
ざ
る
」
川
流
に
嘆
じ
た
の
は
、
四
は
「
逝
く
者
」
全
憫
郎

ち
天
地
の
造
化
を
嘆
じ
た
の
て
あ
る
。
こ
れ
圃
ち
深
い
詠
嘆
に
箭

る
全
的
な
直
観
て
あ
っ
て
、
集
註
の
胃
頭
に
、

天
地
の
化
、
往
く
者
は
過
ぎ
、
来
る
者
は
絨
き
、
一
息
の
停
る

な
し
。
乃
ち
遁
憫
の
本
然
な
り
。

と
言
っ
た
の
は
、
こ
の
全
的
な
直
観
に
哲
學
的
省
察
を
加
へ
た
も

の
て
あ
る
。
集
註
に
は
更
に
程
子
の
語
、

此
は
道
憫
な
り
。
天
運
り
て
已
ま
ず
、
日
往
け
ば
則
ち
月
来
り
、

寒
往
け
ば
則
ち
暑
来
る
、
水
流
れ
て
息
ま
ず
、
物
生
じ
て
窮
ら
―

ず

、

皆

道

と

憫

を

為

し

て

、

り

て

未

だ

嘗

つ

て

巳

ま

の
朱
子
學
的
舞
解

ざ
る
な
り
。

九

を
引
い
て
ゐ
る
。
か
く
て
天
地
0
造
化
の
全
的
な
瞬
叫
認
が
、

之
本
然
・
道
憫
・
興
道
為
憫
と
い
ふ
語
て
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
．

こ
れ
は
前
箇
0
所
開
「
乾
道
」
て
あ
る
。
こ
こ
に
孔
子
の
鰐
精
坤

に
霞
れ
る
べ
き
途
が
開
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
る
の
て
あ
る
。

さ
て
、
一
刻
の
間
斯
な
く
流
れ
る
川
流
は
、
一
貫
し
て
至
健
な

る
蓮
行
に
酎
す
る
眼
（
活
眼
・
常
醒
々
の
眼
）
を
開
い
て
く
れ

る
。
川
流
は
「
指
す
べ
く
し
て
見
易
き
も
の
」
て
あ
る
が
、
活
眼

を
開
け
ば
眼
前
0
泄
界
に
至
つ
て
健
か
な
る
天
地
0
蓮
行
を
随
虞

に
認
め
得
る
の
て
あ
る
。
天
理
流
行
と
は
こ
〇
境
地
を
い
ふ
も
の

に
外
な
ら
ず
、
こ
れ
は
叉
形
而
上
0
泄
界
な
の
て
あ
る
。
而
も
道

慨
の
慨
認
は
一
貫
す
る
も
0
、
無
窮
．
な
る
も
の
と
い
ふ
だ
け
て
は

饗
さ
れ
な
い
。
（
こ
こ
に
止
れ
ば
夫
の
曾
黙
の
見
虞
に
類
す
る
。
）

こ
こ
に
於
て
程
子
の
「
興
道
為
慨
」
の
語
が
深
く
親
切
な
意
義
あ

る
を
知
る
の
て
あ
る
。
語
類
（
三
十
六
）
に
、

道
と
閤
を
為
す
の
慨
は
那
の
追
の
親
切
な
る
底
の
骨
子
を
説
き

出
す
。
恐
ら
く
は
、
人
、
物
は
自
ら
物
、
道
は
自
ら
道
と
説
か

ん
こ
と
を
。
所
以
に
物
を
指
し
て
以
て
道
を
見
は
す
。
其
の
霰

は
這
の
許
多
の
物
事
湊
合
し
来
れ
ば
便
ち
都
べ
て
是
れ
道
の
憫

便
ち
這
の
許
多
の
物
の
上
に
在
り
。
ロ
ハ
是
れ
水
上
較
々
親
切
に

し
て
見
易
し
。

か
く
て
、
物
に
よ
っ
て
無
形
に
し
て
見
得
ぬ
道
が
如
毀
と
な
り
、



論
語
の
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「
誂
に
し
て

一
面
、
道
に
よ
っ
て
物
の
理
が
頸
は
と
な
っ
て
、
こ
こ
に
調
和
條

理
の
批
界
が
開
け
て
来
る
の
て
あ
る
。
こ
の
際
注
意
す
べ
き
は
、

物
と
は
一
息
の
間
断
な
き
造
化
這
行
（
柳
ち
一
氣
流
行
）
の
物
ぞ

j

あ
る
。
か
か
る
物
て
な
け
れ
ば
「
道
と
骰
を
認
す
」
こ
と
は
出
来

な
い
の
て
あ
る
。
而
し
て
道
憫
は
「
道
と
憫
を
為
す
」
と
の
慨
認

に
よ
っ
て
捉
へ
得
る
の
ノ
J

あ
る
が
、
な
ほ
厳
密
に
言
へ
ば
「
物
生

じ
水
流
る
る
は
道
の
憫
に
あ
ら
ず
、
乃
ち
道
と
憫
を
笥
す
な
り
。
」

（
語
類
三
十
六
）
て
あ
る
。
道
骰
と

i

言
へ
ば
魏
粋
な
形
而
上
の
も
の

ヽ

即
ち
天
理
そ
の
も
の
て
あ
っ
て
、
「
奥
道
為
盟
」
は
間
断
な
き
運
行

に
於
て
「
道
髄
」
を
認
め
る
こ
と
帥
ち
天
理
流
行
て
あ
る
。
「
道

、、

慨
の
本
然
」
と
言
へ
ば
「
本
末
精
租
を
連
ね
て
較
々
間
く
」
本
来

的
な
る
も
の
永
逮
的
な
相
の
下
に
蜆
収
の
認
相
を
看
る
の
て
あ
る
。

語
類
に

如
今
箇
の
大
原
を
識
り
得
了
ら
ば
、
便
ち
事
々
物
々
都
べ
て
本

根
上
よ
り
壺
し
出
て
来
る
を
見
ん
。

と
い
ふ
の
は
、
こ
の
「
道
骰
の
本
然
」
の
境
地
を
指
し
て
の
こ
と

て
あ
る
。
（
川
上
章
の
集
註
に
道
骰
と
言
つ
て
天
理
と
言
は
ぬ
の

、、

は
、
川
上
章
が
孔
子
の
鱈
意
を
直
顕
し
た
菫
い
章
ノ
J

あ
る
か
ら
て

あ
ら
う
。
集
註
に
叢
囮
が
見
え
る
の
は
他
に
顕
淵
剛
然
歎
曰
の
章

拿
竿
篇
）
に
引
い
た
胡
氏
の
言
葉
の
中
の
み
て
あ
る
が
、
こ
の
蝙

合
は
此
の
川
上
章
の
如
く
深
刻
な
省
祟
て
は
な
い
。
）

道
骰
の
骰
認
は
「
活
眼
」
を
開
く
こ
と
て
あ
り
、

已
ま
ざ
る
」
心
を
持
つ
こ
と
と
も
言
へ
る
。
而
し
て
誂
に
し
て
已

ま
ざ
る
心
と
は
「
動
く
に
天
を
以
て
す
る
の
み
」
（
一
買
章
集
註
）

て
あ
り
、
「
天
徳
」
を
有
す
る
こ
と
（
川
上
罪
裕
ifE)
、
叉
「
聖
人
の

一
励
一
欝
、
妙
遊
鞘
義
の
褻
に
あ
ら
ざ
る
な
し
、
亦
天
の
み
」
（
悶

貨
篇
、
予
欲
無
言
章
の
集
註
）
と
い
ふ
事
て
も
あ
る
。
か
か
る
聖
人

の
心
に
は
顔
淵
問
仁
章
に
於
け
る
克
己
復
麗
と
い
ふ
事
は
問
題
と

な
ら
ず
、
常
に
本
心
の
全
徳
の
顕
蜆
て
あ
る
。
克
己
郎
ち
私
欲
に

克
つ
ま
て
も
な
く
そ
の
心
は
飩
て
あ
り
、
麗
に
復
る
ま
て
も
な
く

そ
の
一
勁
一
隊
は
道
憫
の
本
然
の
ま
ま
な
の
て
あ
る
。
こ
の
境
地

よ
り
訛
か
る
べ
き
工
夫
は
「
時
々
省
察
し
て
叶
雫
髪
の
間
斯
な
き
」

こ
と
、
即
ち
「
謹
獨
」
て
あ
る
。
謹
獨
と
は
自
己
の
心
が
最
も
誂

に
し
て
巳
ま
ざ
る
工
夫
て
あ
る
。
川
流
の
嘆
か
ら
道
囮
．
謹
獨
を

憫
認
し
た
程
子
の
眼
光
の
鋭
さ
に
は
驚
さ
れ
る
。
（
程
朱
學
の
敬

の
説
の
菫
要
な
根
腺
が
こ
こ
に
あ
る
。
）
謹
獨
と
は
自
己
の
深
き

内
面
に
於
て
天
行
の
健
な
る
如
き
練
と
し
て
巳
ま
ざ
る
心
を
記
四
認

す
る
こ
と
な
の
て
あ
る
が
、
語
類
に
は
叉
朱
子
の
深
い
恩
索
を
載

せ
て
ゐ
る
。
曰
く
、

此
の
意
を
説
く
に
因
つ
て
（
先
生
門
人
に
）
問
ひ
て
曰
く
、
今

ら

の

知
ら
ず
、
吾
の
心
と
天
地
の
化
と
は
是
れ
附
箇
の
物
事
た
る
かや

っ

是
れ
一
箇
の
物
事
な
る
か
。
公
且
に
思
替
言
せ
よ
。
（
先
生
）
良

久
し
く
し
て
曰
く
、
今
語
公
平
口
を
駅
む
、
只
是
れ
文
義
を
理
會

し
得
て
更
に
意
を
理
會
し
得
去
ら
ず
。
聖
人
の
言
語
は
ロ
ハ
是
れ

四

0



の
道
理
を
喪
明
す
。
の
道
理
、
吾
が
身
也
た
宴
面
に

在
り
、
萬
物
も
亦
哀
面
に
在
り
、
天
地
も
亦
裏
面
に
在
り
。
通

同
し
て
（
吾
が
身
と
萬
物
と
天
地
と
は
）
ロ
ハ
是
れ
一
箇
の
物
事

に
し
て
障
薇
な
く
遮
擬
な
し
。
（
故
に
）
吾
の
心
は
郎
ち
天
地

の
心
、
聖
人
は
川
の
流
な
り
。
便
ち
也
た
是
れ
此
の
理
往
く
と

し
て
柩
致
に
あ
ら
ざ
る
な
き
を
見
得
た
り
。
但
天
命
は
至
っ
て

正
し
く
し
て
人
心
は
便
ち
邪
な
り
。
天
命
は
至
っ
て
公
に
し
て

人
心
は
便
ち
私
な
り
。
天
命
は
至
っ
て
大
に
し
て
人
心
は
便
ち

小
な
り
。
所
以
に
天
地
と
相
似
ず
。
今
學
を
詰
ず
る
は
便
ち
天

地
と
相
似
ざ
る
虞
を
去
り
得
ん
こ
と
を
要
し
て
、
天
地
と
相
似

ん
こ
と
も
要
す
。

吾
が
身
と
萬
物
と
天
地
と
が
一
て
あ
り
、
吾
が
心
郎
天
地
の
心
、

聖
人
郎
川
の
流
と
い
ふ
の
は
、
「
此
の
理
の
往
く
と
し
て
柩
致
に

あ
ら
ざ
る
な
き
」
故
、
換
言
す
れ
ば
「
道
慨
の
本
然
」
の
故
て
あ

る
。
こ
れ
は
聖
人
の
境
地
に
外
な
ら
ず
、
而
し
て
か
か
る
境
地
に

裏
附
け
ら
れ
た
「
謹
獨
」
は
最
も
高
明
に
し
て
根
本
的
て
あ
る
。

即
ち
天
命
と
人
心
の
野
比
、
天
地
と
の
似
・
不
似
よ
り
す
る
蹄
獨

の
論
は
一
貫
章
の
忠
恕
、
顔
淵
間
仁
章
の
克
己
復
證
に
相
應
じ
つ

つ
、
自
ら
高
明
な
る
趣
を
持
つ
て
ゐ
る
と
言
へ
よ
う
。
「
人
多
く

獨
虞
に
於
て
間
断
す
。
」
（
語
姐
三
十
六
）
の
語
も
最
も
卑
近
な
る

如
く
て
あ
る
が
、
以
上
の
如
き
高
明
の
境
地
か

A
」

、
慄
刻
な
工
の
と
な
る
の
て
あ
る
。

の
朱
子
學
的
舞
解

四

以
上
、
忠
恕
・
克
己
復
證
．
謹
獨
は
會
子
・

為
な
り
憫
認
な
り
に
於
て
深
い
意
味
を
持
つ
も
の
て
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
。
一
貫
章
に
て
は
「
聖
人
の
心
、
渾
然
た
る
一
理
に
し
て

淀
＜
應
じ
曲
さ
に
常
る
。
」
と
言
ひ
、
問
仁
章
に
て
は
「
心
の
全

徳
、
天
理
に
あ
ら
ざ
る
な
し
。
」
と
言
ひ
、
川
上
章
に
て
は
「
聖
人

の
心
練
に
し
て
已
ま
ず
。
」
と
朱
子
は
注
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
か

か
る
心
を
持
つ
は
「
天
徳
」
（
川
上
章
集
誌
）
を
有
す
る
こ
と
て
あ

り
、
「
動
く
に
天
を
以
て
す
る
」
（
一
買
章
集
註
）
こ
と
て
あ
り
、
．

更
に
は
日
常
の
事
物
は
皆
「
天
理
の
流
行
に
あ
ら
ざ
る
な
き
」

(lHJ

仁
章
集
註
）
こ
と
と
な
る
の
て
あ
る
。
こ
れ
を
朱
子
は
叉
次
の
如
く

言
っ
て
ゐ
る
、

聖
人
の
心
は
直
に
是
れ
表
裏
精
祖
照
徹
せ
ざ
る
な
し
。
其
の
思

あ
た

ふ
所
あ
る
に
方
つ
て
は
都
べ
て
是
れ
這
裏
よ
り
流
出
す
。
所
謂

徳
盛
に
仁
熟
し
、
心
の
欲
す
る
所
に
従
つ
て
矩
を
摩
へ
ず
、
荘

、
、
、
、
、
、

子
の
所
謂
人
説
に
し
て
天
な
り
。
蓋
し
形
骸
は
是
れ
人
、
其
0

伽
具
は
是
れ
一
塊
の
天
理
な
り
。
叉
焉
ん
ぞ
得
て
業
ま
ざ
ら
ん
や

（
語
頸
―
―
-
+
-
)
。

こ
れ
孔
子
の
鱈
精
詞
を
最
も
よ
く
道
破
し
た
言
葉
と
言
ひ
得
る
て

あ
ら
う
。
天
理
流
行
と
か
本
心
の
全
徳
と
か
の
語
が
集
註
に
も
虞

々
に
出
て
来
て
、
そ
の
箇
虞
は
注
意
し
て
讀
む
べ
き
て
あ
る
が
、

そ
れ
は
右
の
三
章
如
き
深
き
意
味
を
珪
鮒
し
た
上
て
な
け
れ
ば
孔

子
の
鱈
精
紳
を
捉
へ
る
こ
と
は
難
し
い
て
あ
ら
う
。
叉
徒
ら

・
孔
子
の
修



理
流
行
と
い
ふ
如
き
高
逮
な
境
地
を
想
見
す
る
の
み
て
あ
れ
ば
、

工
夫
疎
略
・
狂
妄
と
な
る
を
免
れ
ず
、
會
貼
の
亜
流
と
堕
し
去
る

て
あ
ら
う
。
若
し
よ
く
上
の
三
章
の
意
を
解
し
得
た
な
ら
ば
、
集

註
に
天
理
流
行
。
本
心
の
全
徳
を
言
は
ぬ
詰
章
に
於
て
も
、
天
理

流
行
・
本
心
の
全
徳
の
頸
蝶
を
看
取
し
得
る
て
あ
ら
う
。
そ
し
て

頗
淵
が
孔
子
の
言
を
聞
い
て
説
ば
ざ
る
な
く
、
そ
の
意
を
複
し
た

如
く
な
り
得
よ
う
。

な
ほ
、
孔
子
の
深
い
こ
こ
ろ
が
頸
は
と
な
っ
た
場
合
と
し
て
、

論
語
に
命
・
天
命
を
言
っ
た
諸
章
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
君
子

固
よ
り
窮
す
。
」
（
衛
笙
公
篇
）
と
孔
子
は
言
っ
た
が
、
否
定
に
逢
つ

て
孔
子
の
心
は
よ
り
鈍
に
、
よ
り
深
く
な
っ
た
。
「
天
を
怨
み
ず
、

人
を
尤
め
ず
、
下
學
し
て
上
逹
す
。
我
を
知
る
者
は
其
れ
天
か
。
」

（
憲
問
篇
）
と
孔
子
は
言
っ
た
。
こ
れ
に
就
い
て
朱
子
は
「
深
く
其

の
語
意
を
味
へ
ば
則
ち
其
の
中
自
ら
人
知
る
に
及
ば
ず
し
て
天
獨

ヽり
知
る
の
妙
あ
り
。
」
（
集
註
）
と
言
っ
て
ゐ
る
。
蓋
し
孔
子
の
命

に
就
い
て
の
冥
意
は
最
も
賎
ひ
難
い
も
の
て
あ
ら
う
が
、
こ
の
朱

子
の
語
は
「
命
」
の
訟
毅
を
よ
く
解
く
も
の
と
言
ひ
得
よ
う
。
「
天

獨
り
知
る
」
の
前
に
「
己
獨
り
知
る
」
の
境
地
が
あ
る
筈
て
あ
る

が
、
否
定
に
逢
つ
て
い
よ
い
よ
鈍
に
な
る
心
に
は
「
己
獨
り
知
る
」

の
上
に
「
天
獨
り
知
る
」
と
い
ふ
境
地
が
開
け
る
の
て
あ
る
。
こ

れ
は
「
己
獨
り
知
る
」
の
知
る
に
何
か
が
加
は
る
の
て
は
な
く
、

「
已
獨
り
知
る
」
境
地
が
徹
底
し
、
絶
到
的
と
な
る
の
て
あ
る
。

論
語
の
朱
子
學
的
理
解

換
言
す
れ
ば
安
ん
じ
、
人
事
を
超
え
る
境
地
と
な
る
。
而
し
て

「
己
獨
り
知
る
」
は
謹
獨
の
意
て
あ
る
か
ら
（
大
學
及
び
中
附
章
句

の
恨
獨
の
註
に
出
づ
）
、
命
・
天
命
の
考
も
上
述
川
上
章
の
謡
獨
が

否
定
を
経
て
鈍
に
深
ま
っ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

而
し
て
若
し
謹
獨
に
よ
る
「
已
獨
り
知
る
」
の
境
地
（
天
理
・
道

盟
を
憫
認
す
る
境
地
）
が
透
徹
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
、
否
定
に
逢
つ

て
の
「
天
獨
り
知
る
」
の
考
は
不
鈍
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
随
つ

て
天
命
を
業
し
む
こ
と
は
出
来
な
い
の
て
あ
る
。
か
く
て
孔
子
の

命
の
説
は
容
易
に
得
て
間
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら

な
い
。
命
に
就
い
て
は
な
ほ
種
々
考
察
す
べ
き
て
あ
る
が
、
今
は

本
論
述
の
中
心
貼
に
闘
連
せ
し
め
た
以
上
の
如
き
解
翻
に
止
め
て

を
く
。

四




