
は
じ
め
に

浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
執
筆
が
、
人
々
を
啓
蒙
教
化
す
る
活
動
に
つ
な
が
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
仏
書
執
筆
と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
は
、
夙
に
先

学
で
明
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
１
）

。
特
に
、
仮
名
草
子
と
仏
書
の
共
通

す
る
思
想
に
つ
い
て
は
、
柏
原
祐
泉
氏

（
２
）

や
和
田
恭
幸
氏

（
３
）

の
研
究
が
備
わ
る
。

柏
原
氏
は
、
了
意
の
思
想
が
、
排
仏
論
に
対
抗
す
る
た
め
に
説
か
れ
た
神
儒
仏

一
致
論
や
仏
教
優
位
の
思
想
に
基
づ
く
こ
と
を
指
摘
し
、
和
田
氏
は
、
そ
の
儒

仏
一
致
思
想
が
教
訓
啓
蒙
的
な
仮
名
草
子
『
堪
忍
記
』（
万
治
二
年
刊
）
に
も

見
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
和
田
氏
は
「
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
に
お
け
る
古
典
の
引
用
」

（
４
）

で
、
仮
名
草
子
と
仏
書
の
違
い
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
氏
に
よ
る
と
、

了
意
は
古
典
を
引
用
す
る
際
に
、
仏
書
で
は
積
極
的
に
出
典
の
存
在
を
明
記
す

る
が
、
仮
名
草
子
で
は
そ
れ
を
意
図
的
に
抑
え
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
意
図
的
な
行
為
に
、
商
品
性
・
大
衆
性
を
意
識
す
る
、
作
家
と
し
て

の
著
述
姿
勢
を
見
出
し
て
い
る
。
仮
名
草
子
と
仏
書
と
の
深
い
関
わ
り
を
認

め
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
両
者
の
峻
別
を
行
っ
た
和
田
氏
の
論
に
よ
っ
て
、
了
意

の
著
作
活
動
は
い
っ
そ
う
詳
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
筆
者
は
旧
稿
「『
可
笑
記
評
判
』
跋
文
に
見
る
浅
井
了
意
の
教
化
思

想
―
「
狐
B
を
友
と
す
る
許
由
」
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（
５
）

に
お
い
て
、
了

意
の
仮
名
草
子
『
可
笑
記
評
判
』（
万
治
三
年
刊
）
跋
文
の
解
釈
を
行
い
、
そ

の
過
程
で
『
可
笑
記
評
判
』
と
仏
書
と
を
関
連
づ
け
、『
可
笑
記
評
判
』
を
仏

書
に
先
ん
ず
る
教
訓
書
と
位
置
づ
け
た
。『
可
笑
記
評
判
』
は
、
如
儡
子
作
『
可

笑
記
』（
寛
永
十
九
年
刊
）
の
ほ
ぼ
全
段
を
引
用
し
批
評
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
根
底
に
は
、
仏
書
と
同
様
に
、
人
々
を
教
化
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
仏
書
の
よ
う
に
、『
可
笑
記
評
判
』
に
も
、
排
仏
論
に
対
す
る

儒
仏
一
致
や
仏
教
優
位
の
思
想
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
可
笑
記
評
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判
』
に
は
、
批
評
対
象
で
あ
る
『
可
笑
記
』
が
儒
教
的
要
素
を
有
す
る
た
め

（
６
）

、

必
然
的
に
そ
の
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
儒
教
を
仏
教
の
論
理
で
理
解
す
る
批

評
も
見
ら
れ
る

（
７
）

。
そ
れ
と
同
時
に
、
深
沢
秋
男
氏

（
８
）

に
よ
る
と
、『
可
笑
記
』
の

仏
教
批
判
に
感
情
的
に
反
応
し
た
り
、
仏
教
を
否
定
す
る
朱
子
の
言
説
に
批
判

を
行
っ
て
い
た
り
と
、
仏
教
を
擁
護
す
る
批
評
も
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、『
可
笑
記
評
判
』
で
は
、
儒
仏
一
致
や
護
法
の
思
想
を
看
取

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
仏
書
と
比
較
し
た
場
合
、『
可
笑
記
評
判
』

で
の
執
筆
態
度
に
何
ら
か
の
違
い
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、『
可
笑

記
評
判
』
と
仏
書
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
儒
仏
論
や
護
法
論
に
対
す
る
了
意

の
姿
勢
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一

『
可
笑
記
評
判
』
に
お
け
る
顔
淵
の
楽
し
み

筆
者
は
先
の
論
文

（
９
）

で
、
次
に
掲
げ
る
『
可
笑
記
評
判
』
跋
文
の
末
尾
の
解
釈

を
行
っ
た
。

此
評
を
み
た
れ
ば
と
て
瓢
C
か
ら
駒
も
出
ま
じ
け
れ
ど
も
、
む
か
し
顔

淵
が
水
を
い
れ
て
飲
た
り
け
ん
、
あ
な
か
し
こ
、
狐
B
を
友
と
す
る
許
由

に
見
せ
て
す
て
ら
る
ゝ
事
な
か
れ
。

（
10
）

右
を
解
釈
す
る
際
に
注
目
し
た
の
が
、「
狐
B
を
友
と
す
る
許
由
」
と
い
う

表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
に
は
、
教
導
を
軽
視
す
る
許
由
の
在
り
方
に
向
け
た

批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
許
由
の
描
か
れ
方
が
、
了
意
の
思
想
の

一
片
を
知
る
鍵
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
許
由
と
対
を
な
し
て
い

る
顔
淵
に
つ
い
て
は
、『
可
笑
記
評
判
』
跋
文
で
用
い
ら
れ
た
、

一
C
食
、
一
瓢
飲
、
在
二
陋
巷
一
。
人
不
レ
堪
二
其
憂
一
。
回
也
不
レ
改
二
其
楽
一
。

賢
哉
回
也
。

（
11
）

と
い
う
典
拠
を
示
す
の
み
で
、
詳
し
い
考
察
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
顔
淵

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
孔
子
に
次
い
で
尊
ば
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
儒
教
に
お
い
て
偉
大
な
存
在
で
あ
る
顔
淵
を
、
了
意
が
ど
う
認
識
し

て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
了
意
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
―
―
儒
教

的
、
仏
教
的
、
あ
る
い
は
中
立
的
、
い
ず
れ
の
立
場
で
『
可
笑
記
評
判
』
を
執

筆
し
た
の
か
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
儒
教
に
対

す
る
了
意
の
姿
勢
を
探
る
べ
く
、『
可
笑
記
評
判
』
で
の
顔
淵
像
を
検
討
す
る
。

一
C
の
食
一
瓢
の
飲
と
い
う
顔
淵
の
故
事
（
以
下
、「
C
食
瓢
飲
の
故
事
」

と
略
す
）
は
、『
可
笑
記
評
判
』
跋
文
以
外
に
巻
二
―
七
で
も
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
批
評
対
象
で
あ
る
『
可
笑
記
』
巻
一
―
三
十
五

で
顔
淵
の
こ
の
故
事
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
そ
の
た
め
、
ま

ず
は
『
可
笑
記
』
巻
一
―
三
十
五
を
取
り
上
げ
る
。

『
可
笑
記
』
巻
一
―
三
十
五
は
、
む
や
み
に
貧
窮
を
厭
っ
て
、
裕
福
に
な
る

こ
と
ば
か
り
願
う
こ
と
を
誡
め
る
話
で
あ
る
。
富
貴
を
好
む
人
は
胴
欲
で
愚
智

で
あ
る
た
め
、
罪
業
を
重
ね
て
輪
廻
し
、
つ
い
に
は
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
。

以
下
、
話
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

し
か
ら
ば
、
ふ
つ
き
な
り
と
も
何
の
た
の
し
み
あ
ら
ん
や
。
む
か
し
よ

り
す
り
き
り
貧
者
の
た
の
し
み
さ
か
へ
し
た
め
し
、
唐
土
天
竺
我
朝
に
お
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い
て
、
僧
俗
男
女
老
若
貴
賤
、
其
数
多
し
。（
中
略
）

又
、
―あ
―せ
―い
―が
―ん
―く
―わ
―い
―は
―、
―い
―ん
―し
―い
―を
―も
―ち
―ゆ
―べ
―き
―う
―つ
―は
―も
―の

―を
―も
―も
―た
―ず
―、
―た
―け
―の
―つ
―ゝ
―、
―へ
―う
―た
―ん
―な
―ど
―を
―も
―つ
―て
―、
―水
―を
―の
―み
―、

―め
―し
―を
―く
―い
―、
―み
―ち
―の
―ほ
―と
―り
―に
―草
―庵
―を
―む
―す
―び
―、
―非
―人
―の
―ふ
―ぜ
―い
―に
―命

―お
―は
―れ
―り
―。
又
、
伯
夷
叔
斉
の
清
人
き
や
う
だ
い
は
、
し
ゆ
や
う
ざ
ん
に

わ
ら
び
を
ゝ
り
、
つ
ゐ
に
飢
て
し
ね
（
マ
マ
）た
り
。
此
外
、
仏
菩
薩
聖
人
賢
者
の

す
り
き
り
ひ
ん
じ
や
、
か
き
の
す
る
に
あ
ま
り
あ
り
。
さ
れ
ば
、
孟
子
に

も
、「
仁
者
は
と
ま
ず
」
と
み
え
た
り
。

（
12
）（

下
略
）

富
貴
で
あ
っ
て
も
何
の
楽
し
み
も
な
く
、
昔
か
ら
貧
者
の
楽
し
み
が
盛
ん
な

例
は
多
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
例
と
し
て
、
傍
線
部
の
よ
う
に
「
C
食
瓢

飲
の
故
事
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
部
分
に
対
し
て
、
了
意
は
『
可
笑
記
評
判
』
巻
二
―
七
で
、
次
の
よ
う

に
批
評
し
て
い
る
。

次
に
、
顔
回
が
事
、「
筒
に
飯
を
い
れ
、
へ
う
C
に
水
を
い
れ
、
道
の

ち
ま
た
に
て
立
な
が
ら
飲
食
た
り
け
る
、
こ
れ
貧
を
た
の
し
み
と
せ
し
」

と
此
書
に
か
き
た
り
。
顔
回
が
ま
づ
し
き
事
、
か
く
の
ご
と
し
。
抑
こ
の

顔
回
が
ま
づ
し
き
有
様
を
た
の
し
み
に
せ
し
と
い
ふ
事
、
い
づ
れ
の
書
籍

に
し
る
し
た
る
や
。
聖
経
賢
伝
の
中
に
、
往
々
「
貧
こ
と
を
し
る
し
て
は

た
の
し
み
を
し
れ
」
と
を
し
へ
ら
れ
た
る
は
、
そ
の
貧
を
た
の
し
め
と
い

ふ
に
は
あ
ら
ず
。
そ
の
中
に
、
ひ
と
つ
の
た
の
し
み
あ
る
こ
と
を
し
れ
と

い
ふ
な
り
。
さ
れ
ば
、
述
而
篇
に
、「
疏
食
を
く
ら
ひ
、
水
を
の
み
て
、

肱
を
ま
げ
て
枕
と
し
、た
の
し
み
、
ま
た
そ
の
中
に
あ
り
」
と
い
ふ
を
、①
―程

―子
―釈
―し
―て
―、
―「
―疏
―食
―飲
―水
―を
―た
―の
―し
―む
―に
―は
―あ
―ら
―ず
―、
―す
―べ
―か
―ら
―く
―た
―の

―し
―む
―と
―こ
―ろ
―の
―も
―の
―は
―何
―事
―ぞ
―」
―と
―か
―き
―て
―、
―さ
―ら
―に
―楽
―と
―は
―此
―事
―也
―と

―い
―ふ
―事
―を
―ば
―し
―る
―さ
―れ
―ず
。
又
、「
顔
回
が
一
C
の
食
、
一
瓢
の
飲
、
陋

巷
に
あ
り
。
人
は
そ
の
う
れ
へ
に
た
へ
ず
。
回
は
そ
の
た
の
し
み
を
あ
ら

た
め
ず
」
と
い
へ
る
を
、
②
―程
―子
―又
―注
―し
―て
―、
―「
―顔
―子
―の
―楽
―み
―、
―C
―瓢
―陋
―巷

―を
―楽
―む
―に
―あ
―ら
―ず
―、
―貧
―窶
―な
―る
―を
―も
―つ
―て
―、
―其
―心
―を
―わ
―づ
―ら
―は
―し
―て
―、
―そ

―の
―楽
―む
―と
―こ
―ろ
―を
―あ
―ら
―た
―め
―ざ
―る
―な
―り
―。
―そ
―の
―か
―み
―、
―学
―を
―周
―茂
―叔
―に
―う

―け
―し
―と
―き
―に
―、
―つ
―ね
―に
―、
―仲
―尼
―・
―顔
―子
―の
―た
―の
―し
―む
―と
―こ
―ろ
―を
―尋
―ね
―し
―む
―。

―楽
―む
―所
―は
―何
―事
―ぞ
―」
―と
―し
―る
―さ
―れ
―た
―り
―。
―朱
―氏
―、
―ま
―た
―い
―へ
―り
―。
―「
―そ
―の

―才
―を
―つ
―く
―す
―に
―至
―ら
―ば
―、―こ
―れ
―を
―得
―る
―こ
―と
―あ
―ら
―ん
―」
―と
―釈
―せ
―り
。
孔
子
・

顔
回
よ
く
楽
む
と
こ
ろ
を
し
れ
り
。
そ
の
外
に
は
、
し
る
人
ま
れ
な
る

理
、
よ
く
し
る
べ
し
。
貧
を
た
の
し
む
と
い
へ
る
は
、
理
に
あ
た
ら
ず
。

了
意
の
批
評
に
よ
る
と
、『
可
笑
記
』
は
「
C
食
瓢
飲
の
故
事
」
か
ら
貧
窮

を
楽
し
め
と
す
る

（
13
）

が
、
聖
経
賢
伝
に
は
、
貧
窮
を
楽
し
め
と
は
な
く
、
貧
窮

の
中
に
一
つ
の
楽
し
み
が
あ
る
こ
と
を
知
る
よ
う
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ

の
論
拠
と
し
て
傍
線
部
①
②
で
は
程
子
や
朱
子
の
注
釈
を
引
用
し
、『
論
語
』

に
描
か
れ
て
い
る
顔
淵
の
曲
肱
の
楽
し
み

（
14
）

や
C
食
瓢
飲
の
楽
し
み
に
つ
い
て

説
明
を
し
て
い
る
。
傍
線
部
①
②
は
と
も
に
『
論
語
集
註
』
に
拠
る
。『
可
笑

記
評
判
』
で
は
、
排
仏
論
を
唱
え
た
朱
子
へ
の
批
判
が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で

は
、『
論
語
集
註
』
の
注
釈
、
す
な
わ
ち
程
子
・
朱
子
の
解
釈
を
取
り
入
れ
て
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批
評
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

¡
『
論
語
集
註
』
述
而

（
上
略
）
程
子
曰
、
非
レ
楽
二
疏
食
飲
水
一
也
。
雖
二
疏
食
飲
水
一
、
不
レ
能

レ
改
二
其
楽
一
也
。
不
義
之
富
貴
、
視
レ
之
軽
如
二
浮
雲
一
然
。
又
曰
、
須
レ

知
二
所
レ
楽
者
何
事
一
。

（
15
）

¡

『
論
語
集
註
』
雍
也

（
上
略
）
程
子
曰
、
顔
子
之
楽
、
非
レ
楽
二
C
瓢
陋
巷
一
也
。
不
下
以
二
貧
窶

一
累
二
其
心
一
而
改
中
其
所
上
レ
楽
也
。
故
夫
子
称
二
其
賢
一
。
又
曰
、
C
瓢

陋
巷
非
レ
可
レ
楽
。
蓋
自
有
二
其
楽
一
爾
。
其
字
当
二
玩
味
一
。
自
有
二
深
意

一
。
又
曰
、
昔
受
二
学
於
周
茂
叔
一
、
毎
令
レ
尋
二
仲
尼
・
顔
子
楽
処
、
所

レ
楽
何
事
一
。
愚
按
、
程
子
之
言
、
引
而
不
レ
発
。
蓋
欲
三
学
者
深
思
而
自

｜二
得
之
一
。
今
亦
不
三
敢
妄
為
二
之
説
一
。
学
者
但
当
従
｜二
事
於
博
文
約
礼
之

誨
一
、
以
至
三
於
欲
レ
罷
不
レ
能
、
而
竭
二
其
才
一
、
則
庶
｜三
乎
有
二
以
得
一レ

之
矣
。

程
子
は
、
顔
淵
の
楽
し
み
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
ず
、
朱
子

は
、
そ
の
楽
し
み
は
才
能
を
出
し
尽
く
す
ま
で
に
達
す
れ
ば
得
ら
れ
る
だ
ろ
う

と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
注
釈
に
従
っ
て
、
了
意
は
『
可
笑
記
評
判
』
巻
二
―

七
の
波
線
部
で
、
顔
淵
の
楽
し
み
は
常
人
に
は
わ
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、

貧
し
い
こ
と
を
楽
し
む
と
い
う
誡
め
は
誤
り
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
可
笑
記
評
判
』
巻
二
―
七
で
は
、
程
子
・
朱
子
の
学
説
に

基
づ
き
、
顔
淵
は
貧
し
く
質
素
な
生
活
自
体
を
楽
し
ん
で
い
た
の
で
は
く
、
一

つ
の
楽
し
み
を
持
っ
て
い
た
た
め
貧
し
い
生
活
を
憂
え
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
当
然
、
顔
淵
へ
の
賛
美
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
C
食
瓢
飲

の
故
事
」
は
、
顔
淵
が
貧
苦
を
超
越
し
て
楽
し
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
話
な
の

で
あ
り
、
顔
淵
の
賢
人
た
る
所
以
を
表
す
逸
話
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
認
識
は
、『
可
笑
記
評
判
』
跋
文
で
も
通
用
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。『
可
笑
記
評
判
』
跋
文
で
は
、
瓢
の
逸
話
を
軸
に
し
て
、
顔
淵
は
評

価
さ
れ
、
許
由
は
評
価
さ
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
顔
淵
が
評
価
さ
れ
た
点
と
許

由
が
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
点
と
は
、
対
照
を
な
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、『
可
笑
記
評
判
』
巻
二
―
七
で
の
顔
淵
は
、
人
々
を
教
化
し
救
済
し
た

と
い
う
理
由
で
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
顔
淵
の
美
点
は
、
許
由
の
欠

点
の
裏
返
し
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

許
由
が
箕
山
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
顔
淵
は
陋
巷
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
許
由
の
よ
う
に
世
俗
を
捨
て
た
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
陋
巷
で
の
楽
し
み
が
教
化
だ
っ
た
と
い
う
記
述
は
な
い
た
め
、

顔
淵
に
対
す
る
評
価
が
許
由
へ
の
批
判
と
対
置
さ
れ
て
い
る
と
は
、
現
段
階
で

は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

二

『
可
笑
記
評
判
』
に
お
け
る
顔
淵
像

「
C
食
瓢
飲
の
故
事
」
に
対
す
る
認
識
を
見
た
だ
け
で
は
、『
可
笑
記
評
判
』

跋
文
に
、
な
ぜ
許
由
と
対
峙
す
る
形
で
顔
淵
の
名
が
あ
る
の
か
が
わ
か
ら
な

い
。
そ
こ
で
、『
可
笑
記
評
判
』
巻
二
―
七
と
跋
文
以
外
で
顔
淵
に
つ
い
て
取
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り
上
げ
ら
れ
て
い
る
批
評
を
検
証
し
、『
可
笑
記
評
判
』
で
の
顔
淵
像
を
見
て

い
く
。

『
可
笑
記
評
判
』
で
最
初
に
顔
淵
の
名
が
出
て
く
る
の
は
、
巻
一
―
八
で
あ

る
。
こ
れ
を
解
釈
す
る
た
め
に
、
ま
ず
批
評
対
象
の
『
可
笑
記
』
巻
一
―
八
を

確
認
し
て
お
こ
う
。『
可
笑
記
』
巻
一
―
八
は
、
富
貴
に
な
る
た
め
に
は
、
十

年
二
十
年
と
学
問
に
励
む
必
要
が
あ
る
と
説
い
た
話
で
あ
る
。
も
し
十
数
年
間

不
断
に
学
問
を
す
れ
ば
、
た
と
え
天
命
に
よ
り
貧
し
く
て
も
憂
え
悲
し
む
こ
と

も
な
い
し
、
ま
た
世
間
の
人
も
放
っ
て
お
か
な
い
の
で
、
ど
こ
か
で
富
貴
に
な

る
は
ず
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
文
末
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

ま
こ
と
に
、「
友
遠
方
よ
り
来
り
、
た
の
し
み
も
又
其
中
に
あ
り
」
と

大
聖
孔
子
の
御
教
、
あ
り
が
た
し
。

こ
れ
に
対
し
て
、
了
意
は
『
可
笑
記
評
判
』
巻
一
―
八
で
、

惣
じ
て
、
貧
福
の
ふ
た
つ
は
、
儒
よ
り
み
れ
ば
天
命
な
り
、
釈
よ
り
見

れ
ば
過
去
の
因
果
な
り
。
い
か
ほ
ど
か
せ
ぎ
、
も
と
む
る
と
い
ふ
と
も
、

天
命
き
た
ら
ず
福
分
な
き
も
の
は
、
ゆ
め

く
富
貴
に
な
る
事
か
な
ふ
べ

か
ら
ず
。

と
述
べ
、
天
命
や
福
分
が
な
け
れ
ば
富
貴
に
は
な
れ
な
い
と
す
る
。
そ
の
た

め
、
学
問
を
修
め
れ
ば
誰
か
に
見
出
さ
れ
る
と
す
る
『
可
笑
記
』
に
対
し
、
次

の
よ
う
な
批
評
を
行
う
。

貧
け
れ
ど
も
学
徳
あ
る
人
は
、
世
の
人
あ
が
め
用
ゆ
る
故
に
、
又
み
づ

か
ら
も
天
命
を
得
心
し
て
さ
の
み
に
貧
を
う
れ
へ
ず
。
此
故
に
心
は
富
貴

な
り
と
い
へ
ど
も
、
学
文
者
の
貧
な
る
は
、
人
を
へ
つ
ら
は
ず
、
そ
の
身

高
上
に
み
え
、
た
と
ひ
酒
宴
遊
興
の
座
に
し
て
も
、
和
す
る
や
う
に
て
乱

れ
ず
、
た
の
し
む
や
う
に
て
淫
ぜ
ず
。
此
故
に
、
人
さ
ら
に
あ
な
ど
り
に

く
ゝ
、
又
を
ろ
か
に
し
て
富
貴
な
る
人
は
、
こ
れ
を
な
ま
め
ん
だ
う
に
思

ふ
な
り
。
か
た

ぐ
人
に
相
応
せ
ざ
る
事
お
ほ
し
。
此
故
に
愚
人
の
目
よ

り
は
逸
哲
者
・
無
風
流
者
・
半
狂
者
と
い
ひ
は
や
ら
か
し
て
、
そ
の
人
が

ら
を
あ
し
く
い
ひ
な
し
、
首
か
し
ら

を
も
さ
し
い
だ
さ
ぬ
や
う
に
す
る
事
な
り
。

―孔
―子
―も
―時
―に
―あ
―は
―ず
―、
―顔
―回
―も
―不
―幸
―な
―り
―け
―れ
―ば
―、
―学
―文
―の
―お
―こ
―な
―は
―る

―ゝ
―時
―と
―お
―こ
―な
―は
―れ
―ざ
―る
―時
―あ
―り
。（
下
略
）

学
問
の
で
き
る
貧
者
は
高
尚
潔
白
で
あ
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
世
間
の
愚
人

か
ら
目
の
敵
に
さ
れ
て
悪
評
を
立
て
ら
れ
、
世
の
中
に
出
て
来
ら
れ
な
い
よ
う

に
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。
そ
し
て
、
傍
線
部
の
と
お
り
、
孔
子
・
顔
淵
が
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
学
問
が
重
用
さ
れ
る
時
代
と
そ
う
で
な
い
時
代
と
が
存

在
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
顔
淵
は
、
不
運
に
も
時
代
に
め
ぐ
ま
れ
な
か
っ

た
た
め
、
貧
し
い
生
活
を
送
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
描
写
は
、『
可
笑
記
評
判
』
巻
六
―
十
七
と
巻
十
―
十
二
で
も

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

¡

『
可
笑
記
評
判
』
巻
六
―
十
七

評
曰
、
―人
―の
―福
―分
―は
―、
―ま
―こ
―と
―に
―ぐ
―ど
―ん
―・
―利
―こ
―ん
―に
―よ
―る
――物
―な
―ら
―ず

―と
―見
―え
―た
―り
―。
か
の
天
台
の
安
然
和
尚
、
桓
舜
内
供
奉
な
ん
ど
は
、
さ
し

も
学
行
智
恵
そ
の
世
に
な
ら
び
な
か
り
し
か
ど
も
、
ま
づ
し
き
事
か
ぎ
り
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な
か
り
き
。
―も
―ろ
―こ
―し
―の
―顔
―回
―・
―原
―憲
―が
―と
―も
―が
―ら
―、
―そ
―の
―日
―を
―を
―く
―り

―か
―ね
―た
―り
。
此
書
に
し
る
せ
し
若
き
者
の
高
利
を
と
る
は
、
か
の
め
し
つ

か
ふ
人
の
福
分
な
り
。
―兎
―に
―か
―く
―に
―、
―過
―去
―世
―の
―因
―果
―と
―聞
―ゆ
。（
下
略
）

¡

『
可
笑
記
評
判
』
巻
十
―
十
二

―顔
―回
――は
―す
―り
―切
―、
―盗
―跖
―は
―栄
―え
―、
―孔
―子
―も
―時
―に
―あ
―は
―ざ
―り
―し
―事
―、
―ま
―さ

―に
―こ
―れ
―天
―命
―也
―と
―云
―事
―、
―学
―道
―に
―い
―り
―て
―よ
―く
―工
―夫
―す
―べ
―し
。

貧
富
が
賢
愚
で
は
な
く
過
去
の
因
果
に
よ
る
例
と
し
て
、
あ
る
い
は
天
命
に

よ
り
悪
人
が
栄
え
、
徳
の
あ
る
人
が
苦
し
む
例
と
し
て
、
顔
淵
の
名
が
見
え
る

（
16
）

。

顔
淵
が
い
く
ら
貧
し
い
な
か
に
高
尚
な
楽
し
み
を
持
っ
て
い
た
と
は
言
え
、
そ

の
貧
し
さ
は
、
天
命
や
因
果
に
よ
る
不
幸
な
運
命
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
可
笑
記
評
判
』
巻
一
―
八
の
傍
線
部
「
孔
子
も
時
に
あ
は
ず
、

顔
回
も
不
幸
な
り
け
れ
ば
」
と
い
う
表
現
は
、『
徒
然
草
』
第
二
百
十
一
段
の
、

万
の
事
は
た
の
む
べ
か
ら
ず
。（
中
略
）
才
あ
り
と
て
た
の
む
べ
か
ら

ず
。
孔
子
も
時
に
あ
は
ず
。
徳
あ
り
と
て
た
の
む
べ
か
ら
ず
。
顔
回
も
不

幸
な
り
き
。

（
17
）

（
下
略
）

に
よ
る
表
現
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
「
顔
回
も
不
幸
な
り
き
」
と
い
う
表
現
に
限

っ
て
言
う
と
、『
論
語
』
雍
也
に
お
け
る
孔
子
の
言
葉
が
典
拠
で
あ
る
。

哀
公
問
、
弟
子
孰
為
レ
好
レ
学
。
孔
子
対
曰
、
有
二
顔
回
者
一
、
好
レ
学
。

不
レ
遷
レ
怒
、
不
レ
弐
レ
過
。
―不
―幸
―短
―命
―死
―矣
。
今
也
則
亡
。
未
レ
聞
二
好
レ

学
者
一
也
。

『
可
笑
記
評
判
』
巻
一
―
八
で
は
、
顔
淵
が
世
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

を
「
不
幸
」
と
し
て
い
た
が
、『
論
語
』
で
は
傍
線
部
の
よ
う
に
、
顔
淵
が
短

命
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
徒
然
草
』
で
は
顔
淵
の
「
不

幸
」
が
何
で
あ
る
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
典
拠
で
あ
る
『
論

語
』
に
従
え
ば
、
顔
淵
が
早
世
し
た
こ
と
だ
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
了
意
は
、
顔
淵
の
「
不
幸
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
、『
可
笑
記
評
判
』
巻
一
―
二
十
七
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の

批
評
で
は
、
人
間
の
生
き
死
に
が
天
命
・
過
去
の
業
で
あ
る
と
の
話
題
の
な
か

で
、
顔
淵
が
傍
線
部
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
上
略
）
死
生
命
あ
り
と
て
、
死
す
る
も
生
る
も
、
と
も
に
天
命
な
り
。

仏
経
に
は
、
過
去
の
業
に
し
た
が
ふ
と
い
へ
り
。
業
つ
き
、
天
命
き
は
ま

ら
ば
、い
の
ち
、
さ
ら
に
一
時
を
の
ぶ
べ
か
ら
ず
。
病
な
を
命
な
り
。
冉
伯

牛
は
癩
病
を
う
れ
へ
し
。
孔
子
そ
の
手
を
と
ら
へ
て
「
命
な
る
か
な
、こ

の
人
に
し
て
、
こ
の
や
ま
ひ
あ
る
事
を
」
と
の
給
へ
り
。
―顔
―淵
―は
―孔
―子
―の

―弟
―子
―に
―し
―て
―徳
―行
―の
―ほ
―ま
―れ
―あ
―り
―。
―な
―を
―不
―幸
―短
―命
―に
―し
―て
―死
―し
―た
―り
。

傍
線
部
は
、『
徒
然
草
』
の
「
徳
あ
り
と
て
た
の
む
べ
か
ら
ず
。
顔
回
も
不

幸
な
り
き
」
を
用
い
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
不
幸
短
命
」
と
明
記
し
て

あ
る
こ
と
か
ら
、『
論
語
』
の
「
不
幸
短
命
死
矣
。」
も
考
慮
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
徳
が
あ
っ
た
の
に
短
命
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
顔
淵

の
不
運
を
、
天
命
・
過
去
の
業
で
説
明
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
、『
可
笑
記
評
判
』
に
お
け
る
顔
淵
像
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

顔
淵
は
、
そ
の
貧
し
さ
や
命
の
短
さ
ゆ
え
に
、
甚
だ
不
運
な
人
物
と
し
て
取
り

― 36―



上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

『
可
笑
記
評
判
』
に
お
け
る
顔
淵
の
評
価

で
は
、
不
運
な
側
面
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
顔
淵
が
、
そ
れ
で
も
な
お
賢
人
と

し
て
評
価
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。『
可
笑
記
評
判
』
巻
五
―
二
十
一

に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
上
略
）
易
道
に
、
変
の
理
と
い
ふ
事
あ
り
。
親
に
孝
な
り
け
る
人
の

親
、
さ
ら
に
こ
れ
を
孝
行
な
り
と
し
ら
ざ
り
け
る
も
の
あ
り
。
瞽
叟
が
大

舜
を
追
う
ち
け
る
が
ご
と
し
。
君
に
忠
あ

（
マ
マ
）り

け
る
人
の
君
、
さ
ら
に
こ
れ

を
忠
功
な
り
と
し
ら
ざ
り
け
る
も
の
あ
り
。
項
羽
が
范
増
を
鴆
毒
せ
し
が

ご
と
し
。
学
道
に
い
た
り
け
る
人
の
、
時
に
あ
は
ざ
る
は
、
用
ひ
ら
れ
ざ

り
け
る
あ
り
。
か
の
大
聖
孔
子
は
、
七
十
二
国
を
め
ぐ
り
給
ひ
し
が
ご
と

し
。
こ
れ
み
な
天
理
の
変
と
い
ふ
も
の
な
り
。
よ
く
変
の
理
を
思
ひ
な
ぞ

ら
ゆ
れ
ば
、
我
身
の
孝
は
曾
子
が
ご
と
く
、
忠
は
子
路
が
ご
と
く
、
学
は

顔
淵
が
ご
と
く
に
し
て
、
親
君
・
世
の
人
、
こ
れ
を
し
ら
ず
と
い
ふ
と

も
、
さ
ら
に
一
念
も
心
ざ
し
の
う
つ
り
う
ご
か
ざ
る
を
、
誠
の
忠
孝
・
学

問
の
人
と
は
申
す
べ
き
な
り
。

孝
行
を
尽
く
す
舜
が
親
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
忠
義
を
尽
く
す
范
増

が
主
君
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
学
道
を
極
め
た
孔
子
が
諸
侯
に
理
解
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
変
」
つ
ま
り
変
事
で
あ
る
と
い
う
。

だ
か
ら
、
舜
・
范
増
・
孔
子
の
身
に
も
変
事
は
起
き
る
と
い
う
道
理
に
な
ぞ
ら

え
て
考
え
る
と
、
本
当
の
忠
孝
・
学
問
の
人
と
い
う
の
は
、
曾
子
の
よ
う
な
孝

行
、
子
路
の
よ
う
な
忠
節
、
顔
回
の
よ
う
な
学
道
を
実
践
し
、
さ
ら
に
そ
の
こ

と
が
親
や
君
主
や
世
に
知
ら
れ
な
く
と
も
、
決
し
て
揺
る
が
ぬ
志
を
持
っ
て
い

る
人
だ
と
い
う
の
で
あ
る

（
18
）

。

こ
こ
で
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
報
わ
れ
な
い
状
況
に
置
か
れ
て

も
、
志
を
変
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
時
、
ど
う
あ

る
べ
き
か
と
い
う
点
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
孔
子
の
場
合
は
『
論
語
』
泰

伯
で
、子

曰
、
篤
信
好
レ
学
、
守
レ
死
善
レ
道
。
危
邦
不
レ
入
、
乱
邦
不
レ
居
。
天

下
有
レ
道
則
見
、
無
レ
道
則
隠
。（
下
略
）

と
あ
る
よ
う
に
、
時
宜
に
適
っ
た
出
処
進
退
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
変

事
に
遭
遇
し
て
も
、
道
を
見
失
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
顔
淵
は
ど
う
か
。『
可
笑
記
評
判
』
巻
五
―
二
十
一
で
は
顔
淵
の
名

は
見
え
る
も
の
の
、「
変
」
を
甘
受
し
た
孔
子
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
。

し
か
し
、『
論
語
』
述
而
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

子
謂
二
顔
淵
一
曰
、
用
レ
之
則
行
、
舎
レ
之
則
蔵
。
唯
我
与
レ
爾
有
レ
是
夫
。

（
下
略
）

こ
れ
は
、
孔
子
が
顔
淵
に
言
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
自
分
が
用
い
ら
れ
る
と
き

は
世
に
出
て
道
を
行
い
、
捨
て
ら
れ
て
用
い
ら
れ
な
い
と
き
は
隠
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
分
と
お
前
ぐ
ら
い
だ
、
と
。
顔
淵
は
『
論

語
』
で
、
出
処
進
退
の
宜
し
き
を
得
る
者
と
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
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学
問
が
重
用
さ
れ
る
時
代
で
は
な
い
た
め
、
顔
淵
は
陋
巷
に
隠
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
や
は
り
顔
淵
も
ま
た
、
重
用
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
学
徳
を
有
し
な

が
ら
、
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
変
事
に
逢
っ
て
い
た
と
言
え
る

（
19
）

。
そ
し

て
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
も
し
時
に
遇
っ
て
い
た
ら
、
顔
淵
は
世
の
人
々
の
た

め
に
道
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

『
可
笑
記
評
判
』
に
「
用
之
則
行
、
舎
之
則
蔵
。
唯
我
与
爾
有
是
夫
。」
が
引

用
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
な
い
が
、
了
意
が
こ
の
言
葉
を
知
ら
な
い
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。『
可
笑
記
評
判
』
で
は
、
朱
子
の
『
論
語
集
註
』
を
用
い
て
「
C
食

瓢
飲
の
故
事
」
を
説
明
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
四
書
と
そ
の
集
注
に
は
精
通
し

て
い
た
と
言
え
よ
う
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
一
つ
朱
子
の
注
釈
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。「
C

食
瓢
飲
の
故
事
」
は
、『
孟
子
』
離
婁
章
句
下
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
孟
子

集
註
』
で
は
、『
孟
子
』
の
本
文
と
と
も
に
朱
子
の
注
釈
が
次
の
よ
う
に
あ
る
。

な
お
、
朱
子
の
注
は
〔

〕
で
示
し
た
部
分
で
あ
る
。

禹
・
稷
当
二
平
世
一
、
三
過
二
其
門
一
而
不
レ
入
。
孔
子
賢
レ
之
。〔
事
見
二

前
篇
一
。〕
顔
子
当
二
乱
世
一
、
居
二
於
陋
巷
一
、
一
C
食
、
一
瓢
飮
。
人
不

レ
堪
二
其
憂
一
。
顔
子
不
レ
改
二
其
楽
一
。
孔
子
賢
レ
之
。〔
食
、
音
嗣
。
楽
、

音
洛
。〕

A
―孟
―子
―曰
―、
―禹
―・
―稷
―・
―顔
―回
―同
―レ
―道
。〔

a
聖
賢
之
道
、
進
則
救
レ
民
、

退
則
脩
レ
己
。
其
心
一
而
已
矣
。〕
禹
思
下
天
下
有
二
溺
者
一
、
由
中
己
溺
上
レ

之
也
。
稷
思
下
天
下
有
二
飢
者
一
、
由
中
己
飢
上
レ
之
也
。
是
以
如
レ
是
其
急

也
。〔
由
、
与
レ
猶
同
。
禹
・
稷
身
任
二
其
職
一
。
故
以
為
二
己
責
一
而
救
レ
之

急
也
。〕

B

―禹―・
―稷
―・
―顔
―子
―易
―レ
―地
―則
―皆
―然
。〔 b
聖
賢
之
心
、
無
レ
所
二
偏
倚

一
。
随
レ
感
而
応
、
各
尽
二
其
道
一
。
故
使
三
禹
・
稷
居
二
顔
子
之
地
一
、
則

亦
能
楽
二
顔
子
之
楽
一
。
使
三
顔
子
居
二
禹
・
稷
之
任
一
、
亦
能
憂
二
禹
・
稷

之
憂
一
也
。〕

（
20
）

（
下
略
）

ま
ず
は
『
孟
子
』
の
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
孔
子
は
、
太
平
の
世
に
民

の
た
め
に
奔
走
し
た
禹
・
稷
と
、
陋
巷
で
楽
し
ん
だ
顔
淵
の
両
方
を
賢
者
と
し

た
。
そ
の
理
由
は
、
傍
線
部
A
に
あ
る
と
お
り
、
禹
・
稷
と
顔
淵
の
道
は
同
じ

で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
禹
・
稷
は
救
民
を
急
務
と
し
た
が
、
傍
線

部
B
に
い
う
よ
う
に
、
顔
淵
も
立
場
を
換
え
れ
ば
禹
・
稷
と
同
じ
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。

朱
子
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
波
線
部
a
で
、
禹
・
稷
と
顔
淵
の
道
は
聖
賢
の
道

で
あ
り
、
そ
の
道
は
世
に
進
ん
で
は
民
を
救
い
、
退
い
て
は
己
を
修
め
る
道
だ

と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
波
線
部
b
で
、
禹
・
稷
も
顔
淵
の
状
況
に
置
か
れ
れ

ば
顔
淵
の
よ
う
に
楽
し
む
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
顔
淵
も
禹
・
稷
の
任
に
就
け
ば

民
を
憂
え
て
救
う
だ
ろ
う
と
注
釈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
章
を
次
の
よ
う

に
総
括
し
て
い
る
。

（
上
略
）
此
章
言
、
聖
賢
心
無
レ
不
レ
同
。
事
則
所
レ
遭
或
異
、
然
処
レ

之
各
当
二
其
理
一
。
是
レ
乃
所
二｜
以
為
一レ
同
也
。
尹
氏
曰
、
当
二
其
可
一
之
謂

レ
時
。
前
聖
後
聖
、
其
心
一
也
。
故
所
レ
遇
皆
尽
レ
善
。

波
線
部
に
あ
る
と
お
り
、
禹
・
稷
と
顔
淵
の
話
は
、
聖
賢
の
心
が
同
じ
で
あ

る
こ
と
を
示
す
。
聖
賢
た
ち
の
行
為
は
、
ど
の
よ
う
な
時
世
に
遭
遇
し
て
い
る
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か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
世
に
お
い
て

理
に
適
っ
た
対
処
を
し
て
い
る
か
ら
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

（
21
）

。

こ
の
よ
う
に
、『
孟
子
』
そ
し
て
『
孟
子
集
註
』
で
は
、
顔
淵
も
根
本
的
に

は
禹
･
稷
と
同
じ
聖
賢
で
あ
る
と
の
評
価
が
さ
れ
て
い
る

（
22
）

。
こ
れ
を
了
意
が
受

け
継
い
で
い
た
と
す
れ
ば
、『
可
笑
記
評
判
』
で
顔
淵
の
不
運
が
注
目
さ
れ
る

理
由
も
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
顔
淵
は
世
が
世
な
ら
人
々
を
救
う
聖
賢
だ
っ
た

が
、
聖
賢
ゆ
え
に
時
機
を
わ
き
ま
え
て
陋
巷
に
隠
れ
、
世
に
出
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。
つ
ま
り
、
不
幸
で
あ
っ
た
こ
と
と
聖
賢
の
素
地
を
も
っ
て
い
た
こ
と
と

は
、
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
顔
淵
の
不
幸
は

意
義
深
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
顔
淵
像
に
し
た
が
っ
て
、
改
め
て
『
可
笑
記
評
判
』
跋
文

に
お
け
る
許
由
と
顔
淵
の
関
係
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
許
由
は
、
世
俗
の
人
々

を
救
う
機
会
を
堯
か
ら
与
え
ら
れ
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
機
会
を
捨
て
て

隠
遁
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
世
俗
の
人
々
を
見
捨
て
て
、
ひ
と
り
清
貧
を
楽

し
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
顔
淵
は
世
に
出
る
機
会
が
な
か
っ
た
た
め
に
、

世
俗
に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
で
楽
し
ん
だ
。
そ
れ
は
、
機
会
に
さ
え
め
ぐ
ま
れ
れ

ば
世
を
救
う
こ
と
を
暗
示
す
る
、
聖
賢
ら
し
い
生
き
方
な
の
だ
と
言
え
る
。

一
見
す
る
と
、
許
由
と
顔
淵
と
の
関
係
は
、
瓢
C
の
逸
話
に
よ
る
単
純
な
繋

が
り
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、『
可
笑
記
評
判
』
で
の
顔
淵
像
を
た
ど

っ
て
い
く
と
、
了
意
が
許
由
と
顔
淵
を
対
照
的
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。
顔
淵
は
、
確
か
に
、
教
化
救
済
を
行
っ
た
こ
と
で
名
を
遺
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
で
き
る
ほ
ど
の
学
徳
あ
る
君
子
と
し
て

意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
　
仏
書
に
お
け
る
顔
淵
の
楽
し
み

と
こ
ろ
で
、『
可
笑
記
評
判
』
で
の
顔
淵
像
は
、『
論
語
』『
孟
子
』
あ
る
い

は
朱
子
の
集
注
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

了
意
の
仏
書
で
は
、
顔
淵
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

ず
、
顔
淵
の
最
大
の
美
点
と
も
言
え
る
、
陋
巷
で
の
楽
し
み
に
関
す
る
記
述
か

ら
検
証
を
試
み
る
。

了
意
は
延
宝
六
年
成
『
盂
蘭
盆
経
疏
新
記
直
講
』
巻
十
四
―
九
「
C
瓢
付
顔

子
楽
道
」
で
、「
C
食
瓢
飲
の
故
事
」
を
次
の
よ
う
に
詳
述
し
て
い
る
。

（
上
略
）
論
語
雍
也
ノ
篇
ニ
出
タ
リ
。
C
ハ
竹
器
ナ
リ
。
説
文
曰
、
小
筐

盛モ
ル

二
飲
食
ヲ
一
。
方

ケ
タ
ナ
ルヲ

曰
レ
笥
ト
円

マ
ロ
キ
ヲ
曰
レ
C
ト
矣
。
瓢
ハ
瓠
也
。
言
心
ハ
顔
淵

貧
匱
ナ
リ
。
C
ニ
飯
ヲ
盛イ

レ
瓢
ニ
水
ヲ
酌
テ
、
隘
陋
ノ
巷
ニ
在
テ
、
佗
人

ハ
其
窶
シ
キ
憂
ヘ
ニ
堪
ズ
、
眉
ヲ
顰
メ
指
ヲ
弾
テ
嫌
ヒ
厭
フ
。
①
―顔
―子
―ハ
―其

―ノ
―中
―ニ
―在
―テ
―楽
―ミ
―ヲ
―改
―メ
―ズ
―。
―夫
―道
―徳
―ノ
―至
―楽
―ハ
―、
―是
―ヲ
―得
―ル
―者
―ノ
―ハ
―知

―リ
―、
―得
―ザ
―ル
―者
―ノ
―ハ
―唯
―其
―ノ
―憂
―ヘ
―ニ
―堪
―ズ
―。
―孔
―子
―、
―其
―ノ
―道
―徳
―ヲ
―歎
―美
―シ

―テ
―賢
―哉
―ト
―、
―復
―タ
―返
―シ
―テ
―賢
―哉
―ト
―云
―フ
。
顔
回
ハ
、
字
ハ
子
淵
、
年
二
十

九
ニ
シ
テ
髪
早
ク
白
シ
、
三
十
二
ニ
シ
テ
死
ス
ト
。②

―是
―貧
―窮
―ヲ
―以
―テ
―其

―ノ
―心
―ヲ
―累
―ハ
―サ
―ズ
―、
―唯
―一
―箇
―ノ
―楽
―ム
―所
―有
―リ
―ト
―云
―フ
。（

23
）（

下
略
）

傍
線
部
①
で
了
意
は
、
顔
淵
の
陋
巷
で
の
楽
し
み
を
「
道
徳
ノ
至
楽
」
と
表
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現
し
、
そ
れ
を
孔
子
が
「
賢
哉
」
と
歎
美
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
傍

線
部
②
で
、
顔
淵
が
貧
し
さ
に
憂
え
ず
、
た
だ
一
つ
の
楽
し
み
を
持
っ
て
い
た

と
し
て
い
る
。

傍
線
部
②
か
ら
は
、
顔
淵
は
貧
し
さ
を
楽
し
ん
だ
の
で
は
な
い
と
い
う
、『
可

笑
記
評
判
』
で
の
主
張
と
同
じ
考
え
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
は
、
傍
線
部
①
で
、『
可
笑
記
評
判
』
で
は
明
言
を
避
け
た

顔
淵
の
楽
し
み
を
、
道
徳
と
い
う
無
上
の
楽
し
み
だ
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ

る
。『
可
笑
記
評
判
』
の
と
き
と
は
異
な
り
、『
盂
蘭
盆
経
疏
新
記
直
講
』
で
は

『
論
語
集
註
』
に
あ
る
程
朱
の
解
釈
を
採
用
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

顔
淵
の
楽
し
み
を
道
徳
と
す
る
例
は
、
他
に
も
同
書
巻
十
四
―
三
十
八
と
寛

文
十
年
刊
『
無
量
寿
経
鼓
吹
』
巻
十
八
―
三
に
存
在
す
る
。

¡

『
盂
蘭
盆
経
疏
新
記
直
講
』
巻
十
四
―
三
十
八
「
貧
窮
富
貴
之
説
」

（
上
略
）
―原
―憲
―・
―顔
―淵
―ガ
―至
―貧
―ハ
―、
―道
―徳
―ニ
―替
―テ
―楽
―ミ
―ヲ
―知
―レ
―リ
。
子

路
・
曾
子
ガ
貧
ハ
、
孝
行
ヲ
以
テ
愁
ヲ
至
セ
リ
。（
下
略
）

¡

『
無
量
寿
経
鼓
吹
』
巻
十
八
―
三
「
顔
D
処
窮
之
方
」

（
上
略
）
―顔
―回
―ガ
―陋
―巷
―ニ
―楽
―シ
―ミ
―、
―原
―憲
―ガ
―桑
―枢
―ニ
―貧
―シ
―キ
―、
―皆
―ナ
―道
―徳

―ニ
―富
―貴
―ナ
―リ
。（

24
）（

下
略
）

ま
た
、
寛
文
六
年
成
・
同
七
年
刊
『
善
悪
因
果
経
直
解
』
巻
一
で
は
、『
善

悪
因
果
経
』
の
「
有
二
苦
テ
而
長
寿
ナ
ル
一
有
二
楽
テ
而
命
殤

ワ
カ
シ
ニス
ル
一
」
の
説
明
を

次
の
よ
う
に
し
て
い
る
。

（
上
略
）
問
、
楽
而
ト
ハ
者
為セ

ン
レ
楽
ム
ト
ヤ
レ
道
ヲ
為
レ
楽
シ
ム
ト
ヤ
二
富
祐
酒
色

等
ヲ
一
。
答
、
対
ス
ル
二
苦
而
ト
云
ニ
一
則
楽
シ
ム
二
富
祐
酒
色
等
ヲ
一
也
、
―若
―至

―テ
―ハ
―レ
―楽
―シ
―ム
―ト
―云
―ニ
―レ
―道
――ヲ
―則
―顔
―回
―・
―王
―勃
―等
―、
―皆
―殤―
ワ

―カジ
―ニ―ス
―也
。（

25
）（

下
略
）

傍
線
部
で
は
、
道
を
楽
ん
だ
者
と
し
て
顔
淵
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
れ

も
ま
た
、
顔
淵
は
道
徳
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
解
釈
に
通
じ
る
例
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
了
意
の
仏
書
で
は
、
道
を
行
い
徳
を
修
め
る
こ
と
が
顔
淵
の
楽
し

み
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
も

そ
も
、
何
晏
の
『
論
語
集
解
』
雍
也
で
、
次
の
よ
う
に
注
釈
さ
れ
て
い
る
。

孔
（
孔
安
国
―
―
引
用
者
注
）
曰
、
―顔
―淵
―楽
―レ
―道
。
雖
三
C
食
在
二
陋
巷
一
、

不
レ
改
二
其
所
一レ
楽
。

（
26
）

傍
線
部
の
と
お
り
、
顔
淵
は
道
を
楽
し
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

注
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
顔
淵
の
楽
し
み
を
、
さ
ら
に
高
踏
的
な
次
元
に
ま
で
引

き
上
げ
た
の
は
程
子
で
あ
り
、
朱
子
で
あ
っ
た

（
27
）

。
程
子
は
、
顔
淵
の
楽
し
み
の

意
味
を
自
問
し
続
け
る
こ
と
で
そ
れ
を
自
得
し
よ
う
と
し
た
し
、
ま
た
門
人
た

ち
に
も
そ
の
よ
う
に
努
め
る
こ
と
を
求
め
た
。
つ
ま
り
、
顔
淵
の
楽
し
み
は
、

そ
れ
が
何
か
を
自
分
の
力
で
探
究
す
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
門
人
の
鮮
于
E
が
顔
淵
は
道
を
楽
し
ん
だ
の
だ
と
言
っ
た
と
き
、
程

伊
川
は
、
顔
淵
が
道
を
楽
し
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
顔
淵
で
は
な
い
と
答

え
た
と
い
う
話
が
あ
る

（
28
）

。
朱
子
い
わ
く
、
こ
れ
は
要
す
る
に
、
聖
賢
の
心
は
道

と
一
つ
で
あ
る
た
め
に
、
道
を
ひ
と
つ
の
物
と
見
な
し
て
楽
し
む
こ
と
は
な
い
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の
だ
か
ら
、
道
を
楽
し
む
顔
淵
は
、
顔
淵
た
り
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

（
29
）

。

こ
の
よ
う
に
程
子
・
朱
子
の
説
で
は
、
顔
淵
が
道
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
表
現

を
あ
え
て
し
な
い
。
何
を
楽
し
ん
だ
の
か
と
い
う
答
え
が
意
識
的
に
伏
せ
て
あ

る
の
は
、
程
朱
の
学
説
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
『
可
笑
記
評
判
』
で
は
採
用
し

た
の
に
対
し
、
仏
書
で
は
採
用
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
探
る
た
め
に
、
仏
書
か
ら
、
顔
淵
の
楽
し
み
に
つ
い
て
の
記
述
を
今

少
し
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
寛
文
八
年
刊
『
阿
弥
陀
経
鼓
吹
』
巻
八
―
二
十
六

「
栄
啓
期
之
三
楽
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
上
略
）
儒
道
ニ
楽
シ
ミ
ト
ス
ル
所
ロ
、
天
理
本
然
ノ
性
ヲ
見
解
ス
。
其
ノ

貧
賤
窮
困
ヲ
以
テ
憂
ト
セ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
我
見
・
愛
見
・
知
覚
ノ
見
ヲ
離

レ
ズ
。
此
ノ
故
ニ
顔
淵
ガ
陋
巷
ニ
立
チ
、
原
憲
ガ
漏
室
ニ
居
テ
楽
シ
ミ
タ

ル
モ
、
皆
ナ
一
旦
ニ
シ
テ
、
実
ニ
性
理
ヲ
尽
シ
タ
ル
ニ
非
ズ
。
浄
土
ノ
楽
シ
ミ

ヲ
バ
争
カ
知
ル
ベ
キ
ヤ
。

（
30
）

儒
教
が
楽
し
み
と
す
る
の
は
天
理
と
本
然
の
性
と
を
悟
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、

儒
者
は
貧
窮
を
憂
え
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
自
我
・
愛
・
思
考
に
よ
る
誤
っ

た
見
解
か
ら
は
脱
し
て
い
な
い
と
あ
る
。
だ
か
ら
、
顔
淵
や
原
憲
も
、
そ
の
楽

し
み
は
ほ
ん
の
一
時
の
も
の
で
あ
っ
て
、
性
理
へ
の
理
解
を
窮
め
尽
く
し
た
と

は
言
え
ず
、
浄
土
の
楽
し
み
な
ど
理
解
し
得
な
い
と
い
う
。

さ
ら
に
、『
無
量
寿
経
鼓
吹
』
巻
二
十
―
二
十
一
「
人
間
之
楽
苦
因
之
弁
」

に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
上
略
）
孟
子
〔
梁
恵
／
王
章
〕
曰
、
楽
シ
ム
二
民
ノ
之
楽
シ
ミ
ヲ
一
者
ノ
ハ
民
モ

亦
楽
シ
ム
ト
二
其
ノ
楽
ヲ
一
矣
。
明
王
賢
君
ノ
世
ヲ
政
理
ス
ル
所
以
ン
、
上

下
ソ
ノ
楽
シ
ミ
ヲ
得ウ

ル

、
是
レ
道
徳
ノ
潤
沢
ニ
浴
ス
ル
事
ヲ
云
フ
。（
中
略
）

如
ク
レ
是
ノ
理
世
安
民
ノ
政
徳
ヲ
以
テ
明
主
賢
王
ノ
楽
ト
ス
ト
雖
ド
モ
、
仁

慈
唯
ソ
ノ
下
民
ニ
蒙
ブ
ラ
シ
メ
テ
、
遂
ニ
衆
苦
ノ
巷

チ
マ
タ

ヲ
出
離
ス
ル
所
以
ン

ニ
非
ズ
。
荘
子
ガ
楽
シ
ミ
ハ
窮
通

キ
ウ
ト
ウ

共
ニ
達
シ
、
顔
淵
ガ
楽
ミ
ハ
陋
巷
ニ
立

テ
モ
忘
レ
ズ
。
是
唯
特

タ
ヾ
ヒ
ト
リ

ソ
ノ
楽
ミ
ヲ
知
リ
テ
、
一
国
等
シ
ク
得
ル
コ
ト
ナ

シ
。
而
モ
、
亦
タ
此
ノ
楽
シ
ミ
ヲ
以
テ
、
彼
ノ
浄
土
無
為
ノ
勝
楽
・
涅
槃

畢
竟
ノ
妙
道
ニ
比
ス
レ
バ
、
僅
カ
ニ
一
分
ノ
小
賢
ニ
シ
テ
、
蛍
火
ノ
光

リ
、
雀
L
ノ
翅
、
寧
ロ
曦
光
ノ
赫
々
、
鵬
F
ノ
恢
々
タ
ル
ニ
及
バ
ン
ヤ
。

荘
子
の
楽
し
み
は
困
窮
や
栄
達
に
左
右
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り

（
31
）

、
顔
淵
の
楽

し
み
は
陋
巷
に
あ
っ
て
も
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
楽
し

み
は
た
だ
彼
ら
だ
け
が
知
っ
て
い
て
、
国
全
体
が
享
受
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
浄
土
の
妙
道
に
比
べ
る
と
、
ほ
ん
の
小
賢
の
楽

し
み
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
了
意
は
『
阿
弥
陀
経
鼓
吹
』
と
『
無
量
寿
経
鼓
吹
』
で
、
顔

淵
の
楽
し
み
を
か
り
そ
め
の
も
の
で
あ
り
、
ひ
と
り
の
楽
し
み
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
広
範
で
は
な
い
こ
と
を
欠
点
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
注
目
す
べ
き
は
そ
の
記
述
が
浄
土
の
楽
と
の
比
較
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
了
意
は
、
例
え
ば
極
楽
浄
土
に
つ
い
て
、『
阿
弥
陀
経
鼓
吹
』

巻
八
―
十
四
「
世
界
之
義
付
二
種
ノ
世
」
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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（
上
略
）
極
楽
世
界
ハ
コ
レ
湛
然
常
寂
ト
説
キ
、
一
立
古
今
然
ト
釈
シ
テ
、

実
ニ
―成
―住
―壊
―空
―ノ
―四
―劫
―ニ
―遷ウ
ツ

―サ―レ
―ズ
―過
―現
―未
―来
―ノ
―三
―世
―ニ
―流
―レ
―ズ
―、
―究
―竟

―如
―虚
―空
―ノ
―土
―体
―ニ
―シ
―テ
―方
―位
―ナ
―シ
ト
雖
ド
モ
、
衆
生
ノ
為
メ
ノ
故
ニ
、

指
シ
レ
方
ヲ
立
ツ
レ
相
ヲ
依
正
二
報
共
ニ
一
法
句
ニ
入
ル
。
コ
ノ
理
諸
釈

ニ
見
ユ
。

傍
線
部
に
あ
る
と
お
り
、
極
楽
と
は
、
成
住
壊
空
の
四
劫
や
過
去
・
現
在
・

未
来
の
三
世
に
わ
た
る
時
の
流
れ
に
関
係
な
く
、
虚
空
の
よ
う
に
広
大
で
あ
る（

32
）

と
い
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
浄
土
の
楽
に
比
べ
れ
ば
顔
淵
の
楽
し

み
も
微
々
た
る
も
の
だ
、
と
い
う
了
意
の
論
理
が
見
え
て
く
る
。
顔
淵
の
楽
し

み
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
る
背
景
に
は
、
浄
土
の
楽
の
無
限
性
を
表
現
し
よ
う
と

す
る
意
図
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
了
意
が
仏
書
で
程
朱
の
解
釈
に
拘
泥
せ
ず
顔
淵
の
楽

し
み
を
道
と
明
言
し
た
理
由
を
考
え
て
み
る
。
仏
書
で
は
、
浄
土
の
安
楽
を

最
上
の
楽
と
示
す
た
め
に
、
顔
淵
の
楽
し
み
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。
こ

の
時
、
も
し
、
程
朱
の
説
に
従
っ
て
顔
淵
の
楽
し
み
を
不
分
明
の
ま
ま
に
し

て
扱
え
ば
、
浄
土
の
楽
と
の
差
異
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
顔
淵
の
楽
し
み

を
具
体
的
に
提
示
し
た
上
で
対
比
さ
せ
る
か
ら
こ
そ
、
浄
土
の
楽
の
尊
さ
が

際
立
つ
の
で
あ
る
。
仏
書
で
は
、
浄
土
の
楽
の
比
較
対
照
と
し
て
顔
淵
の
楽

し
み
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
程
朱
の
解
釈
が
用
い
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

五
　
仏
書
に
お
け
る
顔
淵
の
評
価

と
こ
ろ
で
、
了
意
は
『
無
量
寿
経
鼓
吹
』
巻
二
十
―
二
十
一
で
、
顔
淵
の
楽

し
み
を
「
唯
特

タ
ヾ
ヒ
ト
リ

」
の
楽
し
み
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
顔
淵
が
ひ
と
り
陋

巷
で
楽
し
ん
だ
の
は
世
に
出
る
時
機
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
で
、
時
に
恵
ま

れ
て
い
れ
ば
顔
淵
は
万
民
に
楽
し
み
を
与
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
理

解
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
了
意
が
、
時
宜
に
適
っ
た
顔
淵
の
楽
し
み
を
「
唯
特

タ
ヾ
ヒ
ト
リ

」

の
も
の
と
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

『
盂
蘭
盆
経
疏
新
記
直
講
』
巻
二
―
二
十
二
「
天
命
貴
賤
之
説
」
で
は
、
顔

淵
の
不
運
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

天
命
ト
ハ
所
ル
レ
謂
ハ
中
庸
ニ
天
ノ
命
ズ
ル
之
ヲ
謂
フ
レ
性
ト
ト
云
ヘ
ル
是
也
。

（
中
略
）
治
乱
ハ
運
ナ
リ
、
窮
達
ハ
命
ナ
リ
、
貴
賤
ハ
時
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
。

①

―彼
―ノ
―仲
―尼
―ハ
―才
―器
―ヲ
―以
―テ
―魯
―衛
―ニ
―用
―ラ
―レ
―ズ
―、
―弁
―舌
―以
―テ
―定
―哀
―テイ
ア
イ

―ニ
―行
―ナ
―ハ

―レ
―ズ
―、
―謙
―譲
―勤
―メ
―テ
―子
―酉
―ニ
―忌キ
ラ

―ハ
―レ
―、―仁
―慈
―広
―ク
―シ
―テ
―桓
G

ク
ワ

―ン―タ―イ―ニ
――讎ア
ダ

―マ
―レ
―、

―智
―慮
―深
―ク
―シ
―テ
―陳
―蔡
―ニ
―厄―ヤ―ク―セ
―ラ
―レ
―、
―言
―行
―正
―ク
―シ
―テ
―叔
―孫
―ニ
―毀―ソ―シ―ラ
―レ
―、
―道

―徳
―足
―テ
―天
―下
―ヲ
―済
―ク
―シ
―テ
―、
―而
―シ
―テ
―政
―理
―ニ
―与
―カ
―ラ
―ズ
―、
―信
―義
―懐―イ―ダ―キ―テ
―万

―世
―ヲ
―化
―ス
―ベ
―ク
―、
―而
―シ
―テ
―当
―時
―ニ
―疎
―マ
―レ
―テ
―、
―七
―十
―余
―国
―ヲ
―廻
―リ
―テ
―終
―ニ

―其
―ノ
―君
―主
―ニ
―遇
―セ
―ズ
―。
―其
―ノ
―徒
―顔
―淵
―ハ
―亜
―聖
―ノ
―才
―徳
―有
―テ
―不
―幸
―短
―寿
―ニ
―シ

―テ
―夭―ハ―ヤ―ク
―死
―ス
。
子
夏
ハ
堂
ニ
升
リ
テ
未
ダ
室
ニ
入
ラ
ザ
ル
者
也
。
而
ル
ヲ

老
ヲ
家
郷
ニ
退
養
ス
。
魏
ノ
文
侯
是
ヲ
師
ト
シ
、
西
河
ノ
人
悉
ク
徳
ニ
帰

ス
。
寔

マ
コ
ト

ニ
運
命
ニ
非
ズ
ヤ
。
而
シ
テ
後
ノ
君
子
或
ハ
区
区
ノ
一
主
ニ
于ヲ

イ

テ
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一
朝
ニ
嘆
息
ス
ル
者
ノ
ハ
、
亦
タ
過ア

ヤ
マ

テ
ル
ニ
似
タ
リ
。

②

―蓋
―シ
―、
―知
―リ
―レ
―命
―ヲ

―天
―理
―ヲ
―楽
―シ
―ム
―者
―ノ
―ハ
―、
―其
―身
―ハ
―抑
―沈
―ス
―ベ
―ク
―、
―其
―ノ
―道
―ハ
―屈
―ス
―ベ
―カ
―ラ

―ズ
―、
―其
―ノ
―位
―ハ
―埋
―排
―ス
―ベ
―ク
―、
―其
―名
―ハ
―奪
―フ
―ベ
―カ
―ラ
―ズ
―。
―故
―ニ
―知
―命
―ノ
―君

―子
―ハ
―、
―窮
―達
―ノ
―間
―ダ
―ニ
―処
―シ
―テ
―常
―ニ
―楽
―ミ
―テ
―一
―ノ
―如
―シ
―ト
―云
―フ
。

（
33
）

傍
線
部
①
に
あ
る
と
お
り
、
天
命
の
説
明
に
、
孔
子
が
時
に
遇
わ
ず
顔
淵
が

不
幸
で
あ
っ
た
例
が
引
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
傍
線
部
②
で
、
天
命
を
悟
っ
て

天
理
を
楽
し
む
者
は
、
そ
の
道
が
曲
が
る
こ
と
も
、
そ
の
名
が
貶
め
ら
れ
る
こ

と
も
な
い
た
め
、
窮
達
に
関
係
な
く
常
に
楽
し
ん
で
変
わ
る
こ
と
が
な
い
、
と

あ
る
。
傍
線
部
②
の
天
命
を
悟
っ
た
君
子
と
は
、
当
然
な
が
ら
傍
線
部
①
の
孔

子
や
顔
淵
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
よ
う
に
、
了
意
は
仏
書
で
も
、
顔
淵
が
陋
巷

で
楽
し
ん
だ
こ
と
を
君
子
然
と
し
た
行
動
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
時
に
遇
え
ば
己
の
楽
し
み
を
人
々
と
分
か
ち
合
う
で
あ

ろ
う
人
物
と
し
て
、
顔
淵
が
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
す
れ

ば
、
時
宜
に
適
っ
た
顔
淵
の
楽
し
み
は
、
欠
点
と
は
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
書
で
は
、
な
ぜ
そ
れ
を
小
賢
の
楽
し
み
だ

と
見
な
し
て
い
る
の
か
。

こ
の
疑
問
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、
こ
こ
で
、
時
に
恵
ま
れ
て
世
に
出
た
君

子
堯
・
舜
に
つ
い
て
の
記
述
『
観
無
量
寿
経
鼓
吹
』
巻
二
十
七
―
十
九
「
孝
養

仁
慈
釈
文
付
弁
」
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

（
上
略
）
仏
家
ハ
太
心
平
等
ニ
シ
テ
施
済
ノ
仁
慈
普
H
ナ
リ
。
無
量
寿
経

曰
、
慈
恵
博
ク
施
シ
テ
仁
慈
兼
済
フ
ト
矣
。
又
曰
、
崇
ビ
レ
徳
ヲ
興
シ
レ
仁
ヲ

務
メ
テ
修
ス
ト
二
礼
譲
ヲ
一
矣
。
乃
シ
彼
ノ
聖
王(

堯
舜
の
こ
と
―
引
用
者
注)

ノ
世
ヲ
統
御
シ
テ
博
ク
施
シ
衆
ヲ
済

ス
ク
ハ

ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
。
夫
レ
年
五
十
ノ

人
ハ
、
帛
ニ
非
レ
バ
膚
暖
カ
ナ
ラ
ズ
、
肉
ニ
非
レ
バ
腹
ニ
飽
ズ
、
況
ヤ
七

旬
ニ
余
リ
八
旬
ニ
垂
タ
ル
者
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
。
但
シ
、
小
壮
ノ
者
モ
亦
タ
肉

帛
ヲ
欲
セ
ザ
ル
ニ
非
ズ
。
而
シ
テ
―聖
―人
―ノ
―心
―ロ
―、
―其
―養
―ヒ
―ノ
―贍タ
ラ

―ザ
―ル
―所
―ロ

―有
――テ
―、
―其
―施
―ス
―コ
―ト
―ノ
―博
ヒ
ロ
カ

―ラ―ザ
―ル
―ヲ
―病
―リ
―。
―又
―、
―夫
―レ
―治
―政
―ノ
―潤
―ホ
―ス
―所

―ロ
―九
―州
―ニ
―過
―ギ
―ズ
―。
―聖
―王
―ノ
―心
―ロ
―四
―海
―ノ
―外
―ヲ
―モ
―亦
―タ
―兼
―済ス
ク

―ハ
―ン
―コ
―ト
―ヲ

―欲
―セ
―ザ
―ル
―ニ
―ハ
―非
―ズ
―、
―惟
―其
―ノ
―治
―ノ
―及
―バ
―ザ
―ル
―所
―ロ
―有
―リ
―。
―此
―故
―ニ
―、
―堯

―舜
―ト
―雖
―ド
―モ
―尚
―病
―リ
―。
―論
―語
―〔
―憲
―問
―／
―篇
―〕
―曰
―、
―修
―メ
―テ
―レ
―己
―ヲ
―以
―テ
―安
―ズ

―ル
―ハ
―二
―百
―姓
―ヲ
―一
―堯
―舜
―モ
―其
―猶
―病
―リ
―ト
―諸
―矣
。
仏
道
ノ
施
済
ハ
、
横
ニ
十
方
ニ

普
ク
竪
ニ
三
世
ニ
渉
リ
、
大
悲
窮
限
無
ク
、
恒
ニ
是
ヲ
行
ス
。
菩
薩
ノ
修

道
何
ン
ノ
病ヤ

メ
リ

‐‐‐
諸
ト
云
フ
コ
ト
カ
有
ン
ヤ
。

傍
線
部
に
あ
る
と
お
り
、
聖
人
は
、
人
々
へ
の
給
養
が
足
り
な
い
と
思
い
、
自

ら
の
施
し
が
広
く
ゆ
き
届
か
な
い
こ
と
を
悩
む
と
い
う
。
ま
た
、
聖
人
の
政
治

に
よ
っ
て
潤
沢
に
な
る
の
は
国
内
に
過
ぎ
ず
、
世
界
を
救
い
た
い
気
持
ち
は
あ

っ
て
も
、
そ
の
政
治
が
及
ば
な
い
所
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
堯
舜
で
あ
っ
て
も

や
は
り
思
い
悩
む
の
だ
、
と
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
波
線
部
で
は
、
仏
道
に
よ

る
恵
施
と
救
済
の
場
合
は
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
に
ゆ
き
わ
た
り
三
世
に
も
及
ぶ
た

め
、
菩
薩
の
修
道
に
お
い
て
は
思
い
悩
む
こ
と
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
堯
舜
よ
り
も
仏
道
の
救
済
の
方
が
、
時
間
的

に
も
空
間
的
に
も
無
限
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
儒
教
に
お
い
て
理
想
の
聖
天
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で
あ
る
堯
舜
よ
り
も
仏
道
を
上
に
置
く
こ
と
で
、
仏
教
の
尊
さ
を
強
調
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
堯
舜
は
、
世
に
出
る
時
機
の
な
か
っ
た
顔
淵
と
は
逆
に
、

帝
と
な
っ
て
世
の
人
々
を
救
っ
た
聖
賢
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
堯
舜
で
さ
え
仏

教
に
は
及
ば
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ま
し
て
顔
淵
は
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
時
機

の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
、
儒
教
そ
の
も
の
が
仏
教
に
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
仏
書
で
顔
淵
が
描
か
れ
る
目
的
の
ひ
と
つ
に
、
仏
教
優
位

の
主
張
が
あ
る
と
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
仏
教

に
お
け
る
顔
淵
の
位
置
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
確
に
示
し
て
い
る
の
が
、『
観
無

量
寿
経
鼓
吹
』
巻
三
―
二
十
三
「
邪
見
有
リ
二
上
中
下
一
付
孔
老
顔
ハ
前
方
便
ノ
之

使
也
」
と
、
貞
享
三
年
成
『
法
林
樵
談
』
巻
一
―
一
「
原
道
」
で
あ
る
。

¡

『
観
無
量
寿
経
鼓
吹
』
巻
三
―
二
十
三

（
上
略
）
清
浄
法
行
経
曰
、
我
遣
ハ
シ
テ
二
三
聖
ヲ
一
化
ス
二
彼
ノ
震
且
ヲ
一
。
礼

儀
開
ケ
レ
前
キ
ニ
大
小
乗
ハ
後
ナ
リ
。
迦
葉
菩
薩
ヲ
彼
ニ
ハ
云
ヒ
二
老
子
ト
一
、
儒

童
菩
薩
ヲ
彼
ニ
ハ
云
一
孔
子
ト
一
、
―光
―浄
―菩
―薩
―ヲ
―彼
―ニ
―ハ
―云
―フ
―ト
―二
―顔
―回
―ト
―一
―矣
。

（
下
略
）

¡

『
法
林
樵
談
』
巻
一
―
一

（
上
略
）
清
浄
法
行
曰
、
天
竺
東
北
真
旦
国
ノ
人
民
、
多
ク
ハ
不
レ
信
ゼ
レ
罪

ヲ
。
吾ワ

レ

今
先マ

ヅ

遣
ス
二
弟
子
三
人
ヲ
一
、
悉
ク
是
菩
薩
ナ
リ
、
往
キ
テ
レ
彼カ

シ
コ

ニ
示
現

セ
ン
。
摩
訶
迦
葉
彼
ニ
ハ
称
ス
二
老
子
ト
一
。
光
浄
童
子
彼
ニ
ハ
名ナ

ヅ
ケ
ン
二
仲
尼
ト

一
。
―月
―明
―雲
―童
―彼
―ニ
―ハ
―号
―ス
―二
―顔
―淵
―ト一
。
互
ニ
為ナ

リ
二
師
資
ト
一
、
講
二｜
論
シ
五
経

ヲ
一
伝
二｜
説
シ
テ
礼
典
ヲ
一
漸
ク
誘
化
シ
テ
、
然
シ
テ
後
ニ
仏
経
当ベシ
ニ
レ
往
ク
二
彼
ノ

所
ニ
一
矣
。
天
台
止
観
ニ
曰
ク
、
元
古
混
沌
未ズ
ダ
レ
宜
シ
カ
ラ
二
出
世
ニ
一
、
辺

表
根
性
不
レ
感
ゼ
二
仏
興
ヲ
一
。
我
遣
シ
テ
二
三
聖
ヲ
一
化
シ
テ
二
彼
ノ
真
丹
ヲ
一
礼

義
前
キ
ニ
開
ケ
テ
大
小
乗
ノ
経
然
シ
テ
後
ニ
可
シ
レ
信
ズ
矣
。
輔
行
伝
ニ
清
浄
法

行
経
ニ
曰
ク
、
―月
―光
―菩
―薩
―彼
―ニ
―ハ
―称
―シ
―二
―顔
―回
―ト一
、
光
浄
菩
薩
彼
ニ
ハ
称
シ
二

仲
尼
ト
一
、
迦
葉
菩
薩
彼
ニ
ハ
称
ス
二
老
子
ト
一
矣
。（

34
）（

下
略
）

右
の
『
観
無
量
寿
経
鼓
吹
』
巻
三
―
二
十
三
と『
法
林
樵
談
』
巻
一
―
一
で
は
、

老
子
・
孔
子
・
顔
淵
は
菩
薩
の
化
身
と
さ
れ
て
い
る
。
顔
淵
が
仏ヽ
にヽ
よヽ
っヽ
てヽ

遣ヽ
わヽ
さヽ
れヽ
たヽ
菩ヽ
薩ヽ
だ
と
い
う
こ
と
は
、
顔
淵
は
ま
だ
仏
に
及
ば
ぬ
存
在
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
老
子
・
孔
子
・
顔
淵
を
菩
薩
と
す
る
三
聖
化
現
説
は
、
元
来

中
国
の
護
法
論
に
よ
る
も
の
で
、
儒
仏
一
致
説
の
論
拠
と
な
る
考
え
方
だ
と
い

う
（
35
）

。
そ
れ
を
了
意
も
継
承
し
、
顔
淵
を
菩
薩
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
了
意

は
、
決
し
て
顔
淵
を
低
く
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
高
く
評
価
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
儒
教
で
孔
子
に
次
ぐ
者
と
さ
れ
る
顔
淵
だ
か
ら
こ
そ
、
そ

れ
よ
り
優
る
仏
教
は
重
み
を
増
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
顔
淵
の
存
在
は
、
儒
仏
一
致
に
基
づ
く
仏
教
優
位
を
説
く
た

め
の
一
役
を
担
っ
て
い
る
。
仏
書
で
は
、
儒
教
否
定
の
た
め
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
仏
教
の
優
位
性
を
説
く
た
め
に
顔
淵
を
取
り
込
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
だ
。
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お
わ
り
に

以
上
、『
可
笑
記
評
判
』
と
仏
書
に
お
け
る
顔
淵
像
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
き
た
。

了
意
は
『
可
笑
記
評
判
』
で
も
仏
書
で
も
、
顔
淵
の
こ
と
を
、
自
ら
の
運
命
を

受
け
入
れ
て
陋
巷
で
楽
し
ん
だ
聖
賢
と
す
る
。
そ
の
一
方
で
、『
可
笑
記
評
判
』

と
仏
書
と
で
異
な
る
点
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、『
可
笑
記
評
判
』
で
は
程
朱
の

学
つ
ま
り
広
義
に
は
儒
教
に
沿
っ
て
顔
淵
を
評
価
し
て
い
る
の
に
対
し
、
仏
書

で
は
、
仏
教
優
位
や
儒
仏
一
致
の
姿
勢
が
そ
の
評
価
の
根
底
に
見
ら
れ
た
こ
と

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
仏
書
中
に
仏
教
優
位
の
思
想
が
全
面
的
に
出
て
い
る
の
は

当
然
と
言
え
る
。
し
か
も
、
了
意
の
思
想
の
基
盤
は
仏
教
で
あ
る
。
そ
う
考
え

る
と
、『
可
笑
記
評
判
』
で
顔
淵
を
儒
教
的
に
理
解
し
、
仏
教
優
位
の
思
想
を

見
せ
て
い
な
い
こ
と
の
方
が
特
殊
だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う（

36
）

。『
可
笑

記
評
判
』
で
は
、
仏
書
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
、
儒
教
に
融
和
的
な
執
筆
態
度

が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
了
意
は
、『
可
笑
記
評
判
』
で
そ
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
の

か
。
了
意
は
『
盂
蘭
盆
経
疏
新
記
直
講
』
巻
二
―
五
十
「
以
儒
而
釈
仏
経
問

答
」
で
、
仏
経
を
講
釈
す
る
た
め
に
儒
教
を
用
い
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

（
上
略
）今
云
フ
儒
ノ
浅
近
ヲ
以
テ
仏
経
ノ
深
意
ヲ
会
ス
ル
モ
、
亦
タ
序ツ

イ
デ

有

リ
。
高
山
ニ
登
ル
ハ
麓
ヨ
リ
シ
、
深
淵
ニ
入
ル
ニ
ハ
浅
キ
ヨ
リ
ス
。
且
ク

愚
俗
ヲ
倡

イ
ザ
ナ
フニ

、
其
ノ
知
リ
易
キ
ヨ
リ
教
ヘ
テ
、
遂
ニ
其
ノ
堂
奥
ニ
入
シ
メ

ン
ト
欲
ス
ル
所
以
ン
。（
下
略
）

仏
経
の
深
意
を
悟
る
た
め
に
、
浅
近
で
あ
る
儒
教
を
用
い
る
と
い
う
。
了
意

は
儒
教
を
仏
教
へ
の
入
口
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る

（
37
）

。
だ
と
す
れ
ば
、

『
可
笑
記
評
判
』
に
儒
教
的
要
素
が
多
い
の
は
、
儒
教
の
方
が
深
遠
な
る
仏
教

よ
り
も
、
読
者
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
は
な

い
か
。『
可
笑
記
評
判
』
執
筆
の
目
的
は
教
化
で
あ
っ
て
、
儒
仏
の
優
劣
を
論

じ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
仏
書
の
よ
う
な
仏
教
優
位
の
思
想
が
影
を

ひ
そ
め
て
い
た
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
抑
制
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

了
意
に
と
っ
て
『
可
笑
記
評
判
』
は
、
仏
書
に
先
立
つ
教
訓
書
で
あ
り
、
内

容
面
で
は
仏
書
よ
り
も
一
般
性
を
持
た
せ
た
教
訓
書
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
勿
論
、
顔
淵
の
描
か
れ
方
を
検
証
し
た
だ
け
で
、『
可
笑
記
評
判
』
と

仏
書
と
の
執
筆
態
度
の
違
い
を
究
明
で
き
た
と
は
言
え
ま
い
。
し
か
し
、
仏
書

と
の
比
較
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
た
『
可
笑
記
評
判
』
の
顔
淵
像
に
、
仏
書

と
は
異
な
る
姿
勢
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
関
山
和
夫
氏
『
説
教
の
歴
史
的
研
究
』
第
四
「
近
世
の
説
教
」（
一
九
七
三
年
三
月

法
蔵
館
）、
堤
邦
彦
氏
「
通
俗
仏
書
と
仮
名
草
子
」（
江
本
裕
氏
・
渡
邊
昭
五
氏
編
『
庶

民
仏
教
と
古
典
文
芸
』
一
九
八
九
年
五
月
　
世
界
思
想
社
）

（
２
）「
浅
井
了
意
の
教
化
思
想
」（
笠
原
一
男
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
宗
教
史
論
集
』
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下
巻
　
一
九
七
六
年
十
二
月
　
吉
川
弘
文
館
）

（
３
）「
堪
忍
記
の
性
格
」（『
近
世
文
芸
』
五
五
号
　
一
九
九
二
年
二
月
）

（
４
）『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
七
五
巻
八
号
　
二
〇
一
〇
年
八
月
　
至
文
堂

（
５
）『
鯉
城
往
来
』
一
三
号
　
二
〇
一
〇
年
十
二
月
　
広
島
近
世
文
学
研
究
会

（
６
）
深
沢
秋
男
氏
「『
可
笑
記
』
と
儒
教
思
想
」（『
文
学
研
究
』
一
九
号
　
一
九
六
四
年

五
月
　
日
本
文
学
研
究
会
）

（
７
）
た
と
え
ば
、
儒
教
の
根
本
原
理
で
あ
る
仁
と
仏
教
の
慈
悲
を
重
ね
た
考
え
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「
浅
井
了
意
『
可
笑
記
評
判
』
に
お
け
る
「
婦
人
の
仁
」
と
「
仁
の
端
」」

（『
鯉
城
往
来
』
一
一
号
　
二
〇
〇
八
年
十
二
月
　
広
島
近
世
文
学
研
究
会
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
８
）「『
可
笑
記
評
判
』
に
つ
い
て
」（『
日
本
文
学
の
研
究
』
一
九
七
四
年
七
月
　
文
理
書
院
）

（
９
）
注
（
５
）
に
同
じ
。

（
10
）
以
下
、『
可
笑
記
評
判
』
本
文
の
引
用
は
、
近
世
文
学
資
料
類
従
・
仮
名
草
子
編
21-

23
『
可
笑
記
評
判
』（
一
九
七
七
年
　
勉
誠
社
）
に
拠
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
振
り

仮
名
は
省
略
し
た
が
、
必
要
に
応
じ
て
原
文
ど
お
り
に
付
け
た
。
ま
た
、
漢
字
は
通

行
の
字
体
に
統
一
し
、
適
宜
濁
点
・
句
読
点
・
「

」
を
補
い
、
段
落
分
け
を
行
っ

た
。
私
に
傍
線
・
波
線
を
付
け
た
。

（
11
）『
論
語
』
雍
也
。
便
宜
上
、
引
用
は
新
釈
漢
文
大
系
に
拠
っ
た
。
以
下
、
漢
籍
の
引

用
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
新
釈
漢
文
大
系
に
拠
る
。
ま
た
、
引
用
に
際
し
て
は
、

漢
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
る
。
ち
な
み
に
、
瓢
C
に
関
す
る
許
由
の
逸
話
は
、『
蒙

求
』
許
由
一
瓢
に
載
る
。

（
12
）
以
下
、『
可
笑
記
』
本
文
の
引
用
は
、『
可
笑
記
大
成
―
―
影
印
・
校
異
・
研
究
』（
一

九
七
四
年
　
笠
間
書
院
）
所
収
の
寛
永
十
九
年
十
一
行
本
に
よ
る
。
引
用
方
針
は
、

注
（
10
）
に
同
じ
。

（
13
）
た
だ
し
、『
可
笑
記
』
に
は
貧
を
楽
し
め
と
の
文
言
は
な
く
、
了
意
が
拡
大
解
釈
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
14
）『
論
語
』
述
而
「
子
曰
、
飯
二
疏
食
一
、
飲
レ
水
、
曲
レ
肱
而
枕
レ
之
。
楽
亦
在
二
其
中
一

矣
。
不
義
而
富
且
貴
、
於
レ
我
如
二
浮
雲
。」

（
15
）
便
宜
的
に
、
四
部
備
要
本
を
引
用
す
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
漢
字
を
通
行
の
字
体

に
統
一
し
、
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
。
ま
た
、
返
り
点
は
、
朱
子
学
大
系
第
七
巻
『
四

書
集
注
（
上
）』（
一
九
七
四
年
　
明
徳
出
版
社
）
の
廣
野
行
甫
氏
・
高
田
博
成
氏
の

訳
を
参
考
に
し
て
、
引
用
者
が
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
16
）『
史
記
』
列
伝
巻
六
十
一
伯
夷
列
伝
第
一
で
は
、「
七
十
子
之
徒
、
仲
尼
独
薦
二
顔
淵
一

為
レ
好
レ
学
、
然
回
也
I
空
、
糟
糠
不
レ
厭
、
而
卒
蚤
夭
。
天
之
報
二｜
施
善
人
一
、
其
何

如
哉
。
盗
蹠
日
殺
二
不
辜
一
、
肝
二
人
之
肉
一
、
暴
戻
恣
J
、
聚
二
党
数
千
人
一
、
横
二｜

行
天
下
一
、
竟
以
レ
寿
終
。
是
遵
二
何
徳
一
哉
。
此
其
尤
大
彰
明
較
著
者
也
。」
と
あ
り
、

徳
の
高
い
伯
夷
・
叔
斉
・
顔
淵
が
報
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
極
悪
人
の
盗
跖
（
盗

蹠
）
が
天
寿
を
全
う
し
た
こ
と
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）
吉
沢
貞
人
氏
編
『
徒
然
草
古
注
釈
集
成
』（
一
九
九
六
年
　
勉
誠
社
）
所
収
『
埜
槌
』

本
文
を
引
用
し
た
。

（
18
）「
変
」
と
は
、『
易
経
』
繋
辞
下
伝
の
韓
康
伯
注
に
「
八
卦
成
ス
レ
列
、
象
在
二
其
ノ
中
ニ
一

矣
。〔
備
フタ
リ
二
天
下
之
象
ヲ
一
也
。〕
因
而
重
カ
サ
ヌ

之
爻
在
二
其
ノ
中
ニ
一
矣
。〔
―八
―卦
―ハ
―備

―タ―レ―ド―モ―二―天
―下
―ノ―之
―理
―ヲ―一―而
―未
―ダ―レ―極
―メ―二―其
―ノ―変
―一。
故
ニ
因
而
重
之
以
テ
象
ル
二
其
ノ
動

用
ニ
一
。
擬
ラ
ヘ
二
諸
形
容
ニ
一
以
テ
明
ス
二
治
乱
ノ
之
宜
ヲ
一
。
観
テ
二
其
ノ
所
ヲ
レ
応
以
テ
著
ス
二

適
時
ノ
之
功
ヲ
一
。
則
爻
卦
之
義
、
所
レ
存
セ
ル
各
異
ナ
リ
、
故
ニ
爻
在
二
其
ノ
中
ニ
一
矣
。〕」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
八
卦
に
備
わ
る
天
下
の
道
理
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
現
象
と
解
さ

れ
よ
う
。
ま
た
、「
変
の
理
」
と
は
、『
易
経
』
繋
辞
下
伝
「
易
窮
マ
ン
ヌ
ル
時
ハ
則
変
ズ
、

変
ル
時
ハ
則
通
ズ
、
通
時
ハ
則
久
シ
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
物
事
は
行
き
詰
ま
る
と
変
わ
り
、

変
わ
る
と
よ
く
通
じ
、
通
じ
る
と
永
久
に
な
る
、
と
い
う
易
の
道
理
の
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
舜
・
范
増
・
孔
子
に
起
こ
っ
た
「
変
」
が
普
遍
化
す
る

道
理
を
「
変
の
理
」
と
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
可
笑
記
評
判
』
巻

七
―
十
に
は
、「
周
易
に
時
の
一
字
を
む
ね
と
す
る
よ
し
、
た
と
ひ
易
を
ま
な
ば
ん
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に
、
時
と
い
ふ
事
を
し
る
と
も
、
時
の
変
と
い
ふ
理
を
し
ら
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
や
。

仁
者
と
い
ふ
と
も
、
時
の
変
災
な
か
る
べ
か
ら
ず
。（
中
略
）
時
に
変
あ
り
。
思
ひ
が

け
ぬ
災
あ
る
は
、
世
中
の
な
ら
ひ
な
り
。」
と
あ
る
。
以
上
か
ら
、「
変
」
と
は
思
い

が
け
な
い
変
事
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
仁
者
の
身
に
も
起
こ
る
も
の
で
、
世
の
常

で
あ
る
と
言
え
る
。
な
お
、『
易
経
』
お
よ
び
韓
康
伯
の
注
は
、
長
澤
規
矩
也
氏
編

『
和
刻
本
経
書
集
成
』
第
五
輯
（
一
九
七
七
年
　
汲
古
書
院
）
所
収
の
寛
永
頃
刊
『
周

易
』
に
拠
っ
た
。引
用
に
際
し
て
は
、
韓
康
伯
注
を
〔

〕
で
示
し
、
私
に
傍
線
を
付

け
た
。

（
19
）
例
え
ば
、『
二
程
全
書
』
巻
三
十
五
外
書
第
七
で
は
、『
論
語
』
雍
也
「
子
曰
、
回

也
、
其
心
三
月
不
レ
違
レ
仁
。」
に
関
し
て
、「
三
月
不
レ
違
レ
仁
。
三
月
、
言
二
其
久
、

天
道
小
変
之
節
一
。
蓋
言
下
顔
子
経
二
天
道
之
変
一
、
而
為
レ
仁
如
レ
此
、
其
能
久
中
於

仁
上
也
。」
と
あ
り
、
顔
淵
は
、「
天
道
之
変
」
に
遇
っ
て
も
仁
を
行
っ
て
お
り
、
仁
を

久
し
く
行
う
こ
と
が
で
き
た
、
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
引
用
は
四
部
備
要
本

に
拠
っ
た
。
引
用
に
際
し
て
は
、
漢
字
は
現
在
通
行
の
字
体
に
統
一
し
、
私
に
句
読

点
及
び
返
り
点
を
付
し
た
。

（
20
）
便
宜
的
に
、
四
部
備
要
本
を
引
用
す
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
漢
字
を
通
行
の
字
体

に
統
一
し
、
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
。
ま
た
、
訓
点
は
、
朱
子
学
大
系
第
八
巻
『
四

書
集
注
（
下
）』（
一
九
七
四
年
　
明
徳
出
版
社
）
の
巨
勢
進
氏
の
訳
を
参
考
に
し
て
、

引
用
者
が
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
21
）
ち
な
み
に
、『
二
程
全
書
』
遺
書
巻
十
八
伊
川
先
生
語
第
四
に
は
、「
季
明
問
、
君
子

時
中
、
莫
二
是
随
一レ
時
否
。
曰
、
是
也
。
中
字
最
難
レ
識
。
須
二
是
黙
識
心
通
一
。（
中

略
）
如
三
過
二
其
門
一
不
レ
入
、
在
二
禹
・
稷
之
世
一
為
レ
中
、
若
居
二
陋
巷
一
、
則
不
レ

中
矣
。
居
二
陋
巷
一
、
在
二
顔
子
之
時
為
中
一
、
若
三
過
二
其
門
一
不
レ
入
、
則
非
レ
中

也
。」
と
あ
る
。

（
22
）
中
国
思
想
史
、
特
に
宋
明
思
想
史
に
お
け
る
顔
淵
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
柴
田
篤
氏

「『
顔
子
没
而
聖
学
亡
』
の
意
味
す
る
も
の
―
―
宋
明
思
想
史
に
お
け
る
顔
回
―
―
」

（『
日
本
中
国
学
会
報
』
五
一
集
　
一
九
九
九
年
十
月
　
日
本
中
国
学
会
）
に
詳
し
い
。

（
23
）
以
下
、『
盂
蘭
盆
経
疏
新
記
直
講
』
の
引
用
は
、
龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
元
禄
十
六

年
刊
本
に
拠
っ
た
。
そ
の
他
、
了
意
の
仏
書
引
用
に
際
し
て
は
、
漢
字
は
通
行
の
字

体
に
統
一
し
、
適
宜
濁
点
・
句
読
点
を
補
っ
た
。
ま
た
、「
シ
テ
」「
ヨ
リ
」「
コ
ト
」

な
ど
の
合
字
は
仮
名
に
改
め
、
割
注
は
〔
／
〕
で
示
し
た
。
振
り
仮
名
は
必
要
に
応

じ
て
引
用
し
た
。
訓
点
に
、
明
ら
か
な
誤
刻
や
欠
損
が
あ
る
場
合
に
は
、
し
か
る
べ

き
文
字
を
付
記
し
た
。

（
24
）
浅
井
了
意
全
集
刊
行
会
編
『
浅
井
了
意
全
集
　
仏
書
編
２
』（
二
〇
〇
九
年
　
岩
田

書
院
）
所
載
の
寛
文
十
年
刊
本
を
引
用
し
た
。

（
25
）
浅
井
了
意
全
集
刊
行
会
編
『
浅
井
了
意
全
集
　
仏
書
編
１
』（
二
〇
〇
八
年
　
岩
田

書
院
）
所
載
の
寛
文
七
年
刊
本
を
引
用
し
た
。

（
26
）『
論
語
正
義
』
雍
也
に
も
、「
趙
岐
注
二
孟
子
離
婁
篇
一
云
、
当
二
乱
世
一
安
二
陋
巷
一

者
、
不
レ
用
二
於
世
一
、
窮
而
楽
レ
道
也
。」
と
あ
る
。
便
宜
上
、『
論
語
集
解
』『
論
語

正
義
』
の
引
用
は
四
部
備
要
本
に
拠
っ
た
。
引
用
方
針
は
注
（
19
）
に
同
じ
。

（
27
）
顔
淵
の
楽
し
み
が
朱
子
学
に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て

は
、
注
（
22
）
所
掲
の
柴
田
篤
氏
論
文
お
よ
び
平
元
道
雄
氏
「
北
宋
に
お
け
る
顔
子

評
価
を
巡
っ
て
」（『
中
国
哲
学
論
集
』
二
八
号
　
二
〇
〇
三
年
十
月
　
九
州
大
学
中

国
哲
学
研
究
会)

に
詳
し
い
。

（
28
）『
二
程
全
書
』
巻
三
十
五
外
書
第
七
「
鮮
于
E
問
二
伊
川
一
曰
、
顔
子
何
以
能
不
レ
改
二

其
楽
一
。
正
叔
曰
、
顔
子
所
レ
楽
者
何
事
。
E
対
曰
、
楽
レ
道
而
已
。
伊
川
曰
、
使
二
顔

子
而
楽
一レ
道
、
不
レ
為
二
顔
子
一
矣
。」

（
29
）『
朱
子
文
集
』
巻
七
十
・
記
疑
「
愚
按
、
程
子
之
言
、
但
謂
聖
賢
之
心
与
レ
道
為
レ

一
、
故
無
レ
適
而
不
レ
楽
。
若
以
レ
道
為
二
一
物
一
而
楽
レ
之
、
則
心
与
レ
道
二
而
非
レ

所
―三
以
為
二
顔
子
一
耳
。」（
引
用
は
四
部
備
要
本
に
拠
っ
た
。
引
用
方
針
は
注
（
19
）

に
同
じ
。）

（
30
）
浅
井
了
意
全
集
刊
行
会
編
『
浅
井
了
意
全
集
　
仏
書
編
１
』（
二
〇
〇
八
年
　
岩
田
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書
院
）
所
載
の
寛
文
八
年
刊
本
を
引
用
し
た
。

（
31
）『
荘
子
』
譲
王
「
古
之
得
レ
道
者
、
窮
亦
楽
、
通
亦
楽
。
所
レ
楽
非
二
窮
通
一
也
。」
に

よ
る
表
現
。

（
32
）『
浄
土
論
』
の
中
で
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
、「
究
竟
如
虚
空
、
広
大
無
辺
際
」
す
な
わ

ち
虚
空
の
よ
う
で
広
大
に
し
て
辺
際
な
き
世
界
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。
な
お
、『
浄
土

論
』
の
引
用
は
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
釈
経
論
部
二
十
六
「
無
量
寿
経
憂
波
提
舎
」

に
拠
っ
た
。

（
33
）
な
お
、
引
用
し
た
部
分
の
う
ち
、
冒
頭
の
一
文
以
外
は
、
中
国
西
晋
の
陸
機
『
弁
亡

論
』
上
を
下
敷
き
に
作
ら
れ
て
い
る
。

（
34
）
引
用
は
、
大
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
元
禄
四
年
刊
本
に
拠
る
。

（
35
）
前
田
勉
氏
『
近
世
神
道
と
国
学
』
第
二
章
「
仮
名
草
子
に
お
け
る
儒
仏
論
争
」（
二
〇

〇
二
年
二
月
　
ぺ
り
か
ん
社
、
初
出
『
文
芸
研
究
』
一
四
六
集
　
一
九
九
八
年
九
月
）

（
36
）
こ
の
こ
と
は
、
先
に
見
た
三
聖
化
現
説
を
、
了
意
が
仏
書
で
し
か
用
い
て
い
な
い

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
前
田
勉
氏
の
注
（
35
）
所
掲
論
文
に
よ
る
と
、
三
聖
化
現
説

は
、
仏
教
側
か
ら
儒
仏
一
致
説
を
説
い
た
仮
名
草
子
『
祇
園
物
語
』（
清
水
寺
執
行
宗

親
作
　
寛
永
末
刊
）
や
『
糺
物
語
』（
日
心
作
　
承
応
三
年
刊
）
に
も
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
儒
仏
一
致
説
は
「
こ
れ
以
後
の
仏
教
側
か
ら
書
か
れ
た
仮

名
草
子
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
っ
た
」
と
い
う
。
こ
の
考
え
に
従
う
と
、『
可
笑
記

評
判
』
が
仏
教
的
な
仮
名
草
子
で
あ
れ
ば
、
仏
書
と
同
様
に
三
聖
化
現
説
が
用
い
ら

れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、『
可
笑
記
評
判
』
に
三
聖
化
現
説
は
見
あ

た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
37
）
例
え
ば
、『
祇
園
物
語
』
巻
下
・
七
丁
裏
に
も
「
一
経
の
中
に
我
三
聖
を
つ
か
は
し

て
、
彼
震
旦
を
化
す
と
い
へ
り
。
孔
老
顔
回
を
申
候
。
こ
の
三
聖
の
も
ろ
こ
し
に
い

で
ゝ
、
礼
楽
の
道
を
を
し
へ
、
人
の
心
を
善
に
う
つ
す
。
是
を
初
門
と
し
て
、
仏
法

を
ひ
ろ
め
ん
と
の
た
め
な
り
。」
と
あ
る
。
な
お
、
引
用
は
谷
脇
理
史
氏
編
『
早
稲
田

大
学
蔵
資
料
影
印
叢
書
　
国
書
篇
　
第
三
十
九
巻
　
仮
名
草
子
集
』（
一
九
九
四
年

早
稲
田
大
学
出
版
部
）
所
収
の
寛
永
末
年
頃
刊
年
本
に
拠
っ
た
。
引
用
に
際
し
て
は
、

漢
字
を
通
行
の
字
体
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。

〔
付
記
〕

資
料
の
閲
覧
・
掲
載
を
ご
許
可
下
さ
っ
た
龍
谷
大
学
図
書
館
な
ら
び
に
大
谷
大
学
図
書

館
、
ご
厚
情
を
賜
り
ま
し
た
花
田
富
二
夫
先
生
に
対
し
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

―
す
え
ま
つ
・
ま
さ
こ
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
―
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