
『
法
言

』
の
表
現

-
経
書
の
援
用
と
模
倣
-

嘉

瀬

達

男

は

じ

め

に

①

前
漢
末
か
ら
王
弄
新
の
時
代
'
楊
雄

は

多
様
な
作
品
を
残
し
て
い
る
｡
鮮
賊
や

『
太
玄
』
『
法
言
』
の
他
､
蔵
や

｢
解
噸
｣
｢
劇
秦
美
新
｣

の
よ
う
な
文
章
'
更
に
は
自
序
な
ど
､
昔
時
に
お
い
て
種
類
の
多
さ
で
は
特
に
抜
き
ん
で
て
い
る
｡
こ
の
う
ち
自
序
に
つ
い
て
検
討
し
た

②

結
果
､
自
身
の
作
品
に
よ
っ
て
生
涯
を
語
ろ
う
と
す
る
'
著
述
家
と
し
て
の
楊
雄
像
が
浮
か
び
上
が
っ
た
｡

そ
こ
で
'
著
述
家
楊
雄
を
よ

り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
､
楊
雄
が
著
作
の
表
現
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
か
考
え
て
み
た
い
と
思
う
｡
楊
雄
を
著
述

家
と
し
て
と
ら
え
る
以
上
､
著
述
を
い
か
に
表
現
し
て
い
る
か
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

楊
雄
は
蔚
賦
作
家
と
し
て
出
費
し
た
が
､
そ
の
後
'
『
太
玄
』
『
法
言
』
な
ど
の
著
作
活
動
に
向
か
っ
て
い
る
｡
そ
こ
で
小
論
で
は
楊
雄



最
晩
年
の
作
品
と
し
て
『
法
言
』
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
｡
『
法
言
』
は
楊
雄
の
著
述
と
し
て
最
終
到
達
鮎
で
あ
り
'
表

現
に
つ
い
て
も
特
異
な
考
え
が
見
出
せ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た

『
法
言
』
の
内
容
に
関
す
る
検
討
は
あ
っ
て
も
'
文
章
表
現
に
つ

い
て
の
考
察
が
殆
ど
見
富
た
ら
な
い
か
ら
で
も
あ
る
｡

③

『
法
言
』
の
表
現
と
い
え
ば
'
『
論
語
』
に
象
っ
た
簡
潔
な
問
答
億
で
'
そ
の
中
に
し
ば
し
ば
経
書

の

文
静
を
織
り
交
ぜ
た
文
が
思
い

浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
内
容
も
､
新
味
が
な
い
と
言
わ
れ
'
例
え
ば
晃
公
武

『
郡
膏
講
書
志
』
は
､
｢
雄
の
撃
は
'
自
ら
得
る
者
少
し
｡

其
の
言
務
め
て
聖
人
に
擬
へ
'
斯
断
然
と
し
て
影
の
形
を
守
る
が
ご
と
し

(雄
之
撃
､
自
得
老
少
｡
其
言
務
擬
聖
人
'
斬
新
然
若
影
之
守
形
)｣

と
言
っ
て
い
る

(
衛
本
巻
十
､
｢李
氏
注
法
言
十
三
巻
｣)｡
確
か
に

｢
其
の
言
務
め
て
聖
人
に
擬
へ
｣
て
い
る
だ
け
な
ら
ば
､
｢
自
ら
得
る
者

少
し
｣
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
あ
る
ま
い
｡
だ
が
'
楊
雄
は
こ
の
よ
う
な
批
判
を
濠
想
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
『
周
易
』
に
象
っ
て

『
太
玄
』
を
著
し
た
時
'
富
然
｢
聖
人
に
非
ず
し
て
樫
を
作
る
｣
(『漢
書
』
楊
雄
侍
賛
)
と
い
っ
た
類
の
非
難
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
楊
雄
は
な
ぜ

｢
其
の
言
務
め
て
聖
人
に
擬
へ
｣､
『
論
語
』
に
似
せ
'
経
文
を
交
え
た
書
物
を
著
し
た
の
で
あ
ろ

う
｡
批
判
は
容
易
に
想
像
で
き
た
は
ず
で
あ
る
｡
な
ら
ば
そ
こ
に
は
批
判
に
耐
え
う
る
だ
け
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

以
上
の
よ
う
な
観
鮎
か
ら
､
小
論
で
は
'
ま
ず

『
法
言
』
が

『
論
語
』
を
含
め
た
雁
文
を
ど
の
よ
う
に
探
り
入
れ
て
い
る
か
を
検
討
し

た
上
で
'
楊
雄
が
経
書
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
､
な
ぜ
経
文
を
織
り
交
ぜ
た
の
か
'
考
え
て
み
た
い
｡
そ
れ
は
ま
た
､
模
倣
作

家
と
言
わ
れ
る
楊
雄
が
､
模
倣
と
い
う
表
現
方
法
を
え
ら
ん
だ
原
因
に
直
結
す
る
問
題
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

一

『
法
言
』
の
経
書
利
用
法

で
は
'
『
法
言
』
が
経
書
の
文
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
'
表
現
を
行
な
っ
て
い
る
か
検
討
し
て
み
よ
う
｡
『
法
言
』
が
経
文
を
用
い
る
場

『
法
言
』
の
表
現



一
五

〇

合
へ
そ
の
用
法
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

一
つ
は
､
経
書
の
語
や
文
を
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
文
中
に
用
い
る
方
法
で

あ
り
､
も
う

一
つ
は
経
書
の
句
法
だ
け
を
用
い
る
方
法
で
あ
る
｡
両
者
の
違
い
は
'
つ
き
つ
め
て
言
え
ば

『
法
言
』
の
中
で
用
い
ら
れ
る

文
節
の
長
さ
の
違
い
で
あ
る
｡
前
者
は

『
法
言
』
中
で
の
経
文
が
､
も
と
の
経
書
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
る
が
､
後
者
で
は
経
文

が
短
く
断
片
化
さ
れ
て
意
味
を
失
い
'
句
法
だ
け
が

『
法
言
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

(
一
)
経
文
を
抜
き
出
し
て
文
中
に
用
い
る
方
法

は
じ
め
に
経
書
の
語
や
文
を
抜
き
出
し
て
用
い
る
方
法
を
見
て
み
よ
う
｡
『
法
言
』
は
し
ば
し
ば
経
文
を
複
数
抜
き
出
し
た
上
'
組
み

合
わ
せ
て
論
を
進
め
る
O
こ
こ
で
は
'
撃
行
篤
の
例
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

或
間
進
｡
日
へ
水
｡
或
日
'
烏
其
不
捨
蓋
夜
輿
｡
日
'
有
是
哉
｡
満
而
後
漸
者
､
其
水
平
｡
或
間
鴻
漸
｡
日
､
非
其
往
不
往
､
非
其

居
不
居
'
漸
猶
水
平
｡
講
間
木
漸
｡
日
'
止
於
下
而
漸
於
上
者
'
其
木
也
哉
｡
亦
猶
水
而
己
臭
｡

や

或
ひ
と
進
む
こ
と
を
間
ふ
｡
日
く
'
｢
水
な
り
｣
と
｡
或
ひ
と
日
く
'
｢
其
の
董
夜
を
捨
め
ざ
る
が
烏
か
｣
と
｡
日
く
'
｢
走
れ
有
る
か
な
o
満

すす

ち
て
後
に

漸

む

者
は
'
其
れ
水
か
｣
と
｡
或
ひ
と
鴻
の
漸
む
こ
と
を
間
ふ
｡
日
く
､
｢
其
の
往
く
に
非
ず
ん
ば
往
か
ず
'
其
の
居
る
に
非
ず
ん

ば
居
ら
ず
､
漸
む
こ
と
猶
は
水
の
ご
と
き
か
｣
と
｡
講
ふ
木
の
漸
む
こ
と
を
間
は
ん
｡
日
く
'
｢
下
に
止
ま
り
て
上
に
漸
む
者
は
､
其
れ
木
な

る
か
｡
亦
た
猶
は
水
の
ご
と
き
の
み
｣
と
｡

こ
の
章
は
､
或
る
人
に
問
わ
れ
る
ま
ま
に

｢
進
む
こ
と
｣
を

｢
水
｣
に
誓
え
つ
つ
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
｡
楊
雄
が
水
の
進
み
方
を

｢
満

ち
て
後
に
漸
む
者
｣
と
解
樺
し
た
と
こ
ろ
'
或
る
人
に
'
『
周
易
』
漸
卦
の
象
辞
や
文
辞
に
見
ら
れ
る
鴻
の
漸
み
方
や
木
の
漸
み
方
を
問
わ

れ
'
そ
れ
ぞ
れ

｢
其
の
往
く
に
非
ず
ん
ば
往
か
ず
､
其
の
居
る
に
非
ず
ん
ば
居
ら
ず
｣
｢
下
に
止
ま
り
て
上
に
漸
む
者
｣
と
説
明
す
る
の
で

あ
る
｡
以
下
､
引
用
さ
れ
て
い
る
経
書
の
文
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
み
た
い
｡



ま
ず
'
こ
の
章
の
前
半
の
よ
う
に
'
進
む
こ
と
と
水
を
関
連
付
け
る
の
は
､
も
ち
ろ
ん

『
論
語
』
子
苧
第
の

｢
子
'
川
上
に
在
り
て
日

や

く
､
逝
く
者
は
斯
く
の
如
き
か
､
蓋
夜
を
舎

め
ず

(
子
在
川
上
日
'
逝
者
如
斯
夫
､
不
舎
童
夜
)｣
で
あ
る
｡
孔
子
は
河
の
流
れ
を

｢
書
一夜
を

く
ぽ
み

いた

舎
め
ず
｣
進
む
も
の
と
言
う
の
だ
が
､
後
に
孟
子
は
離
婁
下
で
｢
原
泉
混
混
､
壷
夜
を
含
め
ず
｡
科

を

盈
た
し
て
後
進
み
'
四
海
に

放

る

｡

④

(
原
泉
混
混
'
不
含
蓄
一夜
｡
盈
科
而
後
進
'
放
乎
四
海
)｣
と
し
､
｢
科
を
盈
た
し
て
後
進
む
｣
と
い
う
理
解
を
付
け
加
え
て
い
る
｡
そ
し
て
『
法

言
』
は
､
或
る
ひ
と
が
｢
其
の
董
夜
を
捨
め
ざ
る
が
烏
か
｣
と

『
論
語
』
の
句
で
鷹
え
た
の
に
封
L
t
｢
満
ち
て
後
に
漸
む
者
は
'
其
れ
水

か
｣
と

『
孟
子
』
の
句
を
用
い
て
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
こ
の
章
の
前
半
'
｢
満
ち
て
後
に
漸
む
者
は
'
其
れ
水
か
｣
ま
で
は
'
『
論
語
』
子
竿
と

『
孟
子
』
離
宴
の
語
を
組
み
合
わ

せ
た
封
話
と
な
っ
て
お
り
'
楊
雄
濁
白
の
考
え
方
は
特
に
見
ら
れ
な
い
O
で
は
後
半

『
周
易
』
漸
卦
の
文
を
取
り
入
れ
た
部
分
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
｡
績
い
て
検
讃
し
た
い
｡

み
ぎ
は

いは

｢
鴻
漸
｣
と
い
う
語
は
､
『
周
易
』
漸
卦
の
文
節

｢鴻
千

に

漸
む

(鴻
漸
千
千
)｣
｢
鴻
磐
に
漸
む

(鴻
漸
干
磐
)｣
に
見
え
'
｢
木
漸
｣
と

い
う
語
は
｢
山
上
に
木
有
る
は
'
漸
な
り
(山
上
有
木
､
漸
)｣
と
や
は
り
漸
卦
の
象
静
の
用
語
で
あ
る
｡
た
だ
し
'
或
る
人
が
尋
ね
た
｢
鴻

漸
｣
｢
木
漸
｣
と
い
う
語
は

『
周
易
』
漸
卦
に
基
づ
く
が
､
そ
れ
以
外
の
｢
其
の
往
く
に
非
ず
ん
ば
往
か
ず
'
其
の
居
る
に
非
ず
ん
ば
居
ら

ず
'
漸
む
こ
と
猶
は
水
の
ご
と
き
か
｣
や
､
｢
下
に
止
ま
り
て
上
に
漸
む
者
は
､
其
れ
木
な
る
か
O
亦
た
猶
は
水
の
ご
と
き
の
み
｣
と
い
っ

た
解
樺
は
他
に
見
嘗
た
ら
な
い
｡

で
は
'
も
う

1
度
こ
の
章
全
髄
を
振
り
返
り
'
そ
の
表
現
方
法
を
確
認
し
て
お
こ
う
｡
こ
の
章
は
経
書
の
文
を
複
数
抜
き
出
し
'
そ
れ

ら
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
論
を
進
め
'
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
樺
や
説
明
を
加
え
て
い
た
｡
こ
れ
ま
で
関
連
付
け
て
説
か
れ
て
い
な

か
っ
た
水
の
進
み
方
と
､
｢
鴻
漸
｣
｢
木
漸
｣
を
組
み
合
わ
せ
て
､
｢
進
む
｣
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
'
こ
の
章
の
意

義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
特
に

『
論
語
』
『
孟
子
』
『
周
易
』
の
文
を
､
楊
雄
ほ
ど
自
在
に
組
み
合
わ
せ
た
者
は
い
な
い
｡
む
し
ろ

『
法
吉
』
の
表
現



一
五
二

組
み
合
わ
せ
の
妙
が
こ
の
章
の
諌
み
ど
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
作
者
と
し
て
こ
の
章
を
構
成
す
る
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
､
『
論
語
』
『
孟

子
』
『
周
易
』
の
文
を
抜
き
出
し
'
｢
進
む
こ
と
｣
は
｢
水
｣
に
た
と
え
ら
れ
る
と
い
う
主
題
の
も
と
に
整
理
し
､
｢
進
｣
と
は
｢
水
で
あ
る
｣

と
冒
頭
か
ら

T
字
で
喝
破
し
て
み
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
ま
た
､
経
書
に
精
通
し
て
い
た
楊
雄
の
学
識
の
深
さ
を
示
す
だ
け
で

は
な
く
､
優
れ
た
軒
賦
作
家
に
よ
る
､
封
話
の
抑
揚
頓
挫
ま
で
配
慮
し
た
表
現
と
し
て
'
高
く
評
償
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

(
二
)
経
書
の
句
法
の
み
用
い
る
方
法

経
文
を
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
用
い
る
例
の
ほ
か
に
､
そ
の
句
法
の
み
用
い
る
例
が
あ
る
O
例
え
ば
'
孝
至
篤
の
冒
頭
に

｢
孝
は
'
至

･カ

れ
る
か
な
｡
二
言
に
し
て
該
ぬ
｡
聖
人
も
加
へ
ず
｡
(孝
'
至
臭
平
｡
1
1111日而
該
｡
聖
人
不
加
蔦
)｣
と
い
う
章
が
あ
る
｡
こ
の
｢
孝
は
'
至
れ

る
か
な
｣
と
い
う
文
は
'
『
周
易
』
繋
鮮
上
の

｢
子
日
く
､
易
は
､
其
れ
至
れ
る
か
な

(
子
日
､
易
'
其
重
美
乎
)｣
や
'
『
論
語
』
薙
也
の

｢
子
日
く
､
中
庸
の
徳
た
る
や
'
其
れ
至
れ
る
か
な

(
子
日
､
中
庸
之
薦
徳
也
､
其
重
奏
乎
)｣
の

｢
～
は
'
其
れ
至
れ
る
か
な
｣
と
同
じ
句

法
で
あ
る
｡
し
か
し
､
繋
鮮
侍
で
は

｢
易
｣､
『
論
語
』
で
は

｢
中
庸
の
徳
｣
を

｢
其
れ
至
れ
る
か
な
｣
と
L
t
『
法
言
』
は

｢
孝
｣
を

｢
其

れ
至
れ
る
か
な
｣
と
言
う
｡
こ
の
よ
う
に
､
結
局
へ
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
｢
其
れ
至
れ
る
か
な
｣
と
い
う
表
現
だ
け
で
あ
る
か
ら
､
｢
易
｣

や

｢
中
庸
の
徳
｣
と
い
う
文
字
を

｢
孝
｣
に
改
め
た
と
考
え
る
よ
り
､
｢
其
れ
至
れ
る
か
な
｣
と
い
う
言
い
方
だ
け
を
利
用
し
て
､
｢
孝
｣

を
讃
え
る
の
に
用
い
た
も
の
と
判
断
で
き
る
｡
特
に
繋
辞
博
も

『
論
語
』
も
撃
言
者
が
孔
子
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
楊
雄
は
そ
の
口

⑤

吻
を
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

｡

以
上
の
よ
う
に
､
『
法
言
』
が
経
文
を
用
い
る
場
合
､
経
書
の
文
を
そ
の
ま
ま
抜
き
出
す
か
､
経
書
の
句
法
だ
け
を
用
い
る
か
の
い
ず

⑥

れ
か
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
表
現
が

『
法
言
』
に
多
用
さ
れ
た

た

め
'
晃
公
武
は

｢
其
の
言
務
め
て
聖
人
に
擬
へ
'
断
断
然
と
し

て
影
の
形
を
守
る
が
ご
と
し
｣
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
確
か
に
経
書
の
文
を
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
た
り
､
句
法
を
用
い
る
だ
け
で
あ
れ



ば
､
｢
影
の
形
を
守
る
が
ご
と
し
｣
と
い
う
結
果
に
も
な
る
だ
ろ
う
｡
で
は
'
楊
雄
は
な
ぜ
経
書
の
文
を
抜
き
出
し
た
り
､
そ
の
句
法
を
用

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
こ
で
考
え
て
み
た
い
の
が
'
楊
雄
の
昔
時
､
経
書
の
文
を
用
い
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ

っ
た
の
か
t

と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
昔
時
の
他
の
書
物

は
､

経文
を

用い
てい
なか

っ

た
の

だろ
う
か
｡

ある
い

は『
法言
』

とは
異
な
る
方
法
が
用

い
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
『
法
言

』と
昔
時
の他
の書物
の経文の
利
用

法
を比

較

す
ること
によって'楊雄が
｢
聖
人
に
非
ず
し

て
経
を
作
る
｣
と
い
う
批
判
に
敢
え
て
立
ち
向
か
っ
た
理
由
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る

｡

二

前
漢
の
経
文
援
用
法

前
章
に
見
た
通
り
'
『
法
言
』
の
経
文
援
用
法
は
'
経
文
を

一
部
ぬ
き
た
し
て
'
論
旨
の
展
開
に
組
み
込
む
か
'
或
い
は
そ
の
句
法
の

み
援
用
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
利
用
法
は
他
書
に
も
あ
る
程
度
は
見
ら
れ
る
の
だ
が
､
前
漢
の
昔
時
､
経
文
の
援
用
法
は
へ

こ
の
二
種
と
は
底
別
さ
れ
る
方
法
が
歴
倒
的
に
多
か
っ
た
｡
以
下
の
例
を
見
て
み
よ
う
｡

天
之
且
風
､
草
木
未
動
而
鳥
巳
糊
臭
C
其
且
雨
也
､
陰
瞳
未
集
而
魚
己
喰
臭
｡
以
陰
陽
之
気
相
動
也
O
故
寒
暑
燥
漏
､
以
額
相
従
へ

管
響
疾
徐
'
以
音
相
鷹
也
｡
親
易
日
'
鳴
観
相
幽
'
其
子
和
之
｡

天
の
且
に
風
ふ
か
ん
と
す
る
や
'
草
木
未
だ
動
か
ざ
る
に
鳥
己
に
鞠
る
｡
其
れ
且
に
雨
ふ
ら
ん
と
す
る
や
'
陰
噴
未
だ
集
ま
ら
ざ
る
に
魚
己
に

あぎと
喰

ふ

｡
陰
陽
の
気
相
動
か
す
を
以
て
な
り
｡
故
に
寒
暑
燥
潟
は
､
類
を
以
て
相
従
ひ
､
管
響
の
疾
徐
は
､
音
を
以
て
相
鷹
ず
る
な
り
｡
故
に
易

(中
学

･
文
辞
)
に
日
く
､
｢
鳴
鶴
は
陰
に
在
り
'
其
の
子
之
に
和
す
｣
と
｡
(
『
准
南
子
』
泰
族
)

孔
子
日
､
君
子
務
本
｡
本
立
両
道
生
｡
夫
本
不
正
者
末
必
降
､
始
不
盛
者
終
必
衰
｡
詩
云
､
原
隈
既
卒
'
魂
流
耽
清
｡
本
立
而
道
生
｡

かたL)

孔
子

(『
論
語
』
撃
而
)
日
く
､
｢
君
子
は
本
を
務
む
｡
本
立
ち
て
道
生
ず
｣
と
｡
夫
れ
本
正
し
か
ら
ざ
る
者
は
末
必
ず
隙
き
'
始
め
盛
ん
な
ら

『
法
言
』
の
表
現



一
五
四

ざ
る
者
は
終
に
必
ず
哀
ふ
｡
詩
(小
雅
･黍
苗
)
に
云
ふ
､
｢
原
隈
既
に
平
ら
ぎ
､
泉
流
既
に
清
め
り
｣
と
｡
本
立
ち
て
道
生
ず
れ
ば
な
り
｡
(『
説

苑
』
建
本
)

『
准
南
子

』
の
例
は
､
｢
風
｣
が
吹
き
は
じ
め
る
時
､
｢
鳥
｣
は

｢
草
木
｣
が
な
び
く
前
に
飛
び
'
｢
雨
｣
が
降
り
は
じ
め
る
時
'
空
が

曇
る
前
に

｢
魚
｣
が
晴
ぐ
の
は
'
｢
陰
陽
の
気
｣
の
な
せ
る
わ
ざ
と
言
い
'
同
様
に

｢
寒
暑
燥
漏
｣
｢
管
響
の
疾
徐
｣
も
'
影
響
し
あ
う
も

の
と
す
る
｡
そ
の
例
語
と
し
て
'
『
周
易
』
中
学
の
｢
親
の
鶴
が
陰
で
鳴
く
と
'
そ
の
子
は
管
を
合
わ
せ
る
も
の
だ
｣
と
い
う
文
辞
を
引
い

て
い
る
｡
つ
ま
り

｢
陰
陽
の
気
｣
に
よ
っ
て

｢
鳥
｣
や

｢
魚
｣'
｢
寒
暑
燥
漁
｣
｢
曹
響
の
疾
徐
｣
が
呼
鷹
し
て
い
る
こ
と
を
'
最
後
に
奉
げ

⑦

た

『
周
易
』
中
学
の
文
節
を
根
操
と
し
て
論
置
し
よ
う
と
L
L,
い
る
の
で
あ
る

｡

か
た
む

『
説
苑
』
で
は
､
『
論
語
』
撃
而
の
｢
君
子
は
本
を
務
む
｡
本
立
ち
て
道
生
ず
｣
と
い
う
文
を
､
｢
本
正
し
か
ら
ざ
る
者
は
末
必
ず

除

き

､

始
め
盛
ん
な
ら
ざ
る
者
は
終
に
必
ず
衰
ふ
｣
と
説
明
し
'
更
に

『
詩
経
』
小
雅

･
黍
苗
の

｢
原
隔
既
に
平
ら
ぎ
'
泉
流
既
に
清
め
り
｣
と

い
う
句
を
根
接
と
し
て
示
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
例
で
判
る
通
り
'
前
漢
に
お
け
る
経
文
は
'
『
周
易
』
や
『
詩
経
』
の
よ
う
に
論
叢
の
根
操
と
し
て
用
い
ら
れ
た
り
､
『
論
語
』

の
よ
う
に
立
論
の
前
提
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
論
接
や
前
提
と
し
て
援
用
す
る
と
い
う
方
法
自
健
は

『
法
言
』
で
も
用

い
ら
れ
て
お
り
､
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
｡
と
こ
ろ
が
援
用
の
仕
方
を
表
現
と
し
て
比
較
し
て
み
る
と
､
『
法
言
』
は
前
漢
の
他
書

と
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
｡
ま
ず

『
准
南
子
』
『
説
苑
』
で
は
傍
線
部
の
よ
う
に

｢
～
に
日
く

(
～
に
云
ふ
)｣
と
い
う
形
式
で
､

書
名
な
ど
を
掲
げ
'
引
用
文
と
し
て
扱
っ
て
い
る
｡
責
は
こ
の
よ
う
な
引
用
表
現
は
前
漢
の
書
物
に
頻
見
さ
れ
る
の
だ
が
'
『
法
言
』
に
は

全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
『
法
言
』
は
､
経
書
の
文
を
抜
き
出
し
て
文
中
で
用
い
る
か
､
も
し
く
は
句
法
だ
け
を
用
い
る
が
､
経
書
の

書
名
な
ど
を
挙
げ
る
例
は

一
つ
と
し
て
な
い
｡
と
こ
ろ
が
､
前
漢
の
他
の
書
物
は
｢
～
に
日
く
｣
と
書
名
な
ど
を
掲
げ
､
引
用
文
と
し
て
､

根
操
や
前
提
に
経
文
を
用
い
る
こ
と
の
方
が
格
段
に
多
い
の
で
あ
る
｡



賓
際
に
経
書
引
用
の
章
態
を
調
査
し
て
み
る
と
'
以
下
の
請
書
で
引
用
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

『
論
語
』
『
春
秋
左
氏
停
』
『
孝
樫
』
『
産
記
』
『
韓
詩
外
俸
』
『
大
戴
産
記
』
『
墨
子
』
『
孟
子
』
『
萄
子
』
『
管
子
』
『
荘
子
』
『
呂
氏
春
秋
㌔

貴
子

春
秋
』
『
韓
非
子
』
『
(
陸
頁
)
新
語
』
『
(
貿
誼
)
新
書
』
『
推
南
子
』
『
春
秋
繁
露
』
『
新
序
』
『
説
苑
』
『
(
桓
讃
)
新
論
』
『
白
虎
通
』
『
堕
銭
論
』

『
論
衡
』
『
潜
夫
論
』
『
申
鑑
』
『中
論
』
『
国
語
㌔

戦
国
策
』
『
史
記
』
『
漢
書
』
『
(
節
)
漢
紀
㌔
呉
越
春
秋
』
『
越
経
書
』
『東
観
漢
記
』
『
風
俗

通
義
』
『浮
名
』
『
鳥
王
堆
漢
墓
烏
書
五
行
篇
』
『
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
戦
国
縦
横
家
書
』

と
り
わ
け
引
用
の
多
く
見
ら
れ
る
書
物
は
､
『
孝
経
』
や

『
躍
記
』
で
あ
る
が
'
『
史
記
』
『
漢
書
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
上
奏
文
も
頻
繁
に

引
用
を
行
な
っ
て
い
る
｡
特
に
経
文
を
引
用
す
る
こ
と
で
権
威
を
借
り
て
い
る
こ
と
は
､
『
盤
銭
論
』
『
白
虎
通
義
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
で

⑧

あ
る
｡
更
に
前
漢
の
昔
時
'
経
書
の
文
節
が
法
規
範
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
も
関
係
が
あ
ろ
う

｡

ま
た
､
上
掲
の
書
物
を
通
し
て
'
雨
漢
の
諸
子
と
さ
れ
る
も
の
は
'
お
お
む
ね
経
書
を
引
用
し
て
い
る
状
況
が
確
認
で
き
よ
う
｡
そ
れ

に
封
し
経
書
の
引
用
が
み
ら
れ
な
い
書
物
と
し
て
'
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
0

『詩
経
』
『
書
経
』
『
春
秋
』
『
春
秋
公
羊
俸
』
『
春
秋
穀
梁
俸
』
『
易
経
』
『
周
産
』
『
儀
穫
』
『
爾
雅
㌔

楚
蔚
㌔
老
子
㌔

孫
子
』
『
呉
孫
子
兵
法
』

『
公
孫
龍
子
』
『
尉
律
子
』
『
両
君
書
』
『
馬
王
堆
漢
墓
烏
書
黄
帝
四
経
』
『
慣
子
』
『
鶴
冠
子
』
『
山
海
経
』
『
黄
帝
内
経
素
間
』
『
九
章
算
術
』
『
周

解
算
摩
』
『
法
言
』
『太
玄
経
』
『
方
言
』

経
書
を
引
用
し
な
い
の
は
'
経
書
自
慢
と
道
家
､
術
数
類
の
書
物
に
多
い
こ
と
が
見
て
と
れ
る
｡
む
ろ
ん
経
書
自
髄
'
古
代
に
お
い
て

成
立
の
途
上
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
以
上
の
調
査
は
あ
く
ま
で
目
安
に
過
ぎ
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
書
名
を
奉
げ
'
引
用
文
を
示
す

書
物
の
方
が
'
格
段
に
多
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
そ
し
て
楊
雄
の
著
作
が
'
他
の
両
漠
の
諸
子
と
は
全
く
異
な
り
'
経
書
の
引
用
を
忌

避
し
て
い
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
よ
う
｡

『
法
言
』
の
表
現



一
五
六

三

『
法
言
』
と

『
論
語

』
に
お
け
る
引
用

『
法
言
』
が
経
書
の
文
を
抜
き
出
し
た
り
､
そ
の
句
法
だ
け
を
用
い
る
の
に
封
し
､
前
漢
の
他
の
書
物
は

｢
～
に
日
-
｣
の
形
式
で
､

書
名
な
ど
を
示
し
､
引
用
文
と
し
て
根
操
や
前
提
に
経
文
を
多
く
用
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
.
で
は

『
法
言
』
は
な
ぜ
前
漢
の
他
の
書

物
の
よ
う
に
､
｢
～
に
日
く
｣
と
し
て
経
書
を
引
用
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
『
港
南
子
』
や

『
説
苑
』
と
は
異
な
り
､
問
答
髄
で
あ
る
た

め
表
現
上
避
け
た
の
だ
ろ
う
か
｡
と
こ
ろ
が

『
法
言
』
に
は
'
経
書
以
外
の
書
物
を
二
度

｢
～
に
日
く
｣
と
し
て
引
い
て
い
る
｡

一
つ
は

間
道
篇
で

｢
狙
詐
の
家
に
日
く
｣
と
し
て

『
孫
子
』
を
引
い
て
い
る
｡

狙
詐
之
家
日
､
狙
詐
之
計
､
司
闇
固
倒
刃
典
､
尭

･
舜
也
｡
日
'
不
戦
而
屈
人
兵
､
尭

･
舜
也
｡
姑
項
漸
襟
､
亮

･
舜
平
｡
街
玉

要
石
者
'
其
狙
詐
平
｡
或
間
､
狙
詐
興
亡
執
愈
｡
日
'
亡
愈
｡
-
-

｢
狙
許
の
家
に
日
く
'
『
狙
許
の
計
'
戦
は
ず
し
て
人
の
兵
を
屈
す
る
は
､
尭
･
舜
な
り
』
と
㌔
日
く
､
｢
戦
は
ず
し
て
人
の
兵
を
屈
す
る
は
'

うなじ
ぬら

うるほ

てら

尭
･
舜
な
り
｡
項

を

治

し

襟
を

漸

す

も
､
亮
･
舜
か
｡
玉
を

街

ひ

て
石
を
要
る
者
は
､
其
れ
狙
詐
か
｣
と
｡
或
ひ
と
間
ふ
､
｢
狙
詐
と
亡
ぶ
と

執
れ
か
愈
れ
る
｣
と
｡
日
く
'
｢亡
ぶ
が
愈
れ
り
｣
と
｡
-
-
(『
法
言
』
間
道
)

｢
狙
詐
之
家
｣
と
は
漢
志
で
い
え
ば
兵
権
謀
家
の
こ
と
で
あ
り

(
江
発
賓

『
法
言
義
疏
』
等
六
)､
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は

『
孫
子
』
(
謀
攻

篇
)
の
有
名
な

｢
戦
は
ず
し
て
人
の
兵
を
屈
す
る
は
､
善
の
善
な
る
者
な
り

(羽
朝
習

期
'
善
之
善
者
也
)｣
と
い
う
文
で
あ
る
｡

も
う

一
箇
所
の
引
用
は
寡
見
簾
で

｢
司
馬
子
長
に
吉
有
り
て
日
く
｣
と

『
史
記
』
の
文
を
引
い
て
い
る
｡

或
聞
'
司
馬
子
長
有
言
日
'
五
感
不
和
老
子
オ
縛
也
｡
薗
朝
不
能
極
其
襲
､
終
身
不
閲
究
其
業
｡
日
'
若
定
則
周
公
惑
､
孔
子
賊
｡

0
或
ひ
と
間
ふ
､
｢
司
馬
子
長
に
言
有
り
て
日
く
､
『
五
経
は
老
子
の
約
に
し
か
ざ
る
な
り
｡
昔
年
其
の
撃
を
極
む
る
あ
た
は
ず
'
終
身
其
の
業
を



究
む
る
あ
た
は
ず
』｣
と
0
日
く
'
｢
是
く
の
ご
と
く
ん
ば
則
ち
周
公
は
惑
は
し
､
孔
子
は
賊
ふ
な
り
｡
-
･･･｣
と
｡
(
『
法
言
』
寡
見
)

こ
の
章
か
ら
は
昔
時
の
経
撃

に
封
す

る楊
雄
の
批
判
が

讃
み取
れ

興味深い
が
､

行
文
の

都合

上
､

内容
に

関
し
て

は後
に
再
び
検
討
す

る
こ
と
と
し
､
今
は
引
用
文

の

み

を
次
に挙
げ
て
お
く
｡

太史
公
自

序の
いわ
ゆ
る
六
家
要指と

呼
ば

れる
部

分
で
あ

る｡

遇
劇
日
日
掴
約
両
易
塊

1
東

胡
而
功劃
｣
圃
葡
劇

不
然
o
…
…
夫
儒
者
以
六
薪
烏
法

｡六
薪
経
停
以
千

高
教
'

累
世
不能
通
其
撃
'

留
男

幽
盟
詞
廿鼎
頑
'
故
日
'
博
而
寡
要
'
努
而
少
功
｡

道
家
は
‥
-
･指
約
に
し
て
操
り
易
く
､
事
少
な
く
し
て
功
多
し
｡
儒
者
は
則
ち
然
ら
ず
｡
･･････夫
れ
儒
者
は
六
薮
を
以
て
法
と
為
す
｡
六
薮
の

樫
侍
は
千
蔦
を
以
て
数
へ
､
累
世
其
の
撃
に
通
ず
る
あ
た
は
ず
'
昔
年
其
の
薩
を
究
む
る
あ
た
は
ず
｡

故
に
日
く
､
｢
博
に
し
て
要
寡
な
く
､

努
に
し
て
功
少
な
し
｣
と
｡
(『史
記
』
太
史
公
自
序
)

両
者
と
も
に

『
孫
子
』
『
太
史
公
書
』
と
い
っ
た
書
名
を
奉
げ
て
は
い
な
い
が
'
｢
～
に
日
く
｣
の
形
式
で
引
用
文
を
提
示
し
て
い
る
｡

章
は
こ
の
外
に
､
『
法
言
』
で
は

『
論
語
』
も

一
度
だ
け
引
用
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
孝
至
篤
の
文
だ
が
'
そ
こ
で
は

｢
論
語
に
日
く
｣
と

か

｢
孔
子
日
く
｣
の
よ
う
に
出
産
を
明
確
に
し
て
い
な
い
｡
た
だ

｢
吾
れ
諸
れ
を
侍
に
聞
く
｣
と
'
｢
侍
｣
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
｡
次

の
部
分
で
あ
る
｡

吾
聞
諸
侍
｡
朝
則
男

ヨ
側
聞
｡
年
禰
高
而
徳
蘭
郡
者
'
是
孔
子
之
徒
輿
｡

た
か

苦
れ
諸
れ
を
博
に
聞
く
｡
｢
老
ゆ
れ
ば
則
ち
之
れ
を
戒
む
る
こ
と
得
に
在
り
｣
と
｡
年
痛
い
よ
高
く
し
て
徳
滴
い
よ

郡

き

者
は
'
是
れ
孔
子
の

徒
か
｡

こ
こ
で
は
､
『
論
語
』
季
氏
第
に
｢
孔
子
日
く
'
君
子
に
三
戒
有
り
｣
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
｢
其
の
老
ゆ
る
に
及
び
て
は
､
血
気
既
に
衰
ふ
｡

之
を
戒
む
る
こ
と
得
に
在
り

(
及
英
司
也
'
血
気
既
衰
､
戎
剖
頑
綿
｡
)｣
を
'
｢
俸
｣
と
し
て
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
Q

以
上
の
三
例
が

『
法
言
』
で
用
い
ら
れ
る
引
用
表
現
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に

『
法
言
』
に
引
用
表
現
が
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
が
'

『
法
言
』
の
表
現



一
五
八

前
漢
の
他
書
と
異
な
り
'
引
用
例
が
極
め
て
少
な
い
の
は
理
解
さ
れ
よ
う
｡
前
に
見
た

『
説
苑
』
な
ど
は
四
十
二
字
に
二
回
'
引
用
に
十

七
字
を
費
や
し
て
い
た
｡
と
こ
ろ
が
『
法
言
』
は
書
名
を
挙
げ
ず
'
｢
狙
詐
の
家
｣
｢
司
馬
子
長
｣
｢
侍
｣
と
し
て
『
孫
子
』
『
史
記
』
『
論
語
』

を
引
用
し
て
い
る
｡
『
法
言
』
は
'
江
柴
賓
の
『
法
言
義
疏
』
の
分
章
に
よ
れ
ば
全
三
三
八
章
あ
る
の
だ
が
'
そ
の
う
ち
引
用
が
見
ら
れ
る

の
が
三
幸
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は

『
法
言
』
が
､
前
漢
の
他
書
の
よ
う
な
引
用
の
仕
方
を
意
園
的
に
避
け
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
.
特
に
前
漢
の
他
書
が
立
論
の
根
接
や
前
提
と
し
て
'
頻
り
に
経
書
を
引
用
す
る
の
と
は
'
明
確
に
直
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡

結
局
､
問
答
健
だ
か
ら
経
書
の
引
用
を
避
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
が
'
な
ぜ
前
漢
の
他
の
書
物
と
同
じ
よ

う
に
経
書
を
引
用
文
と
し
て
引
か
な
い
の
か
t
と
い
う
問
題
は
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
O
或
い
は

『
法
言
』
が

『
論
語
』
に
象
っ
て
い
る
た

め
､
経
書
を
引
用
文
の
形
式
で
用
い
な
い
の
で
は
な
い
か
､
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
と
こ
ろ
が

『
論
語
』
に
も
経
書
の
引
用
文

が
あ
る
の
で
'
そ
れ
は
理
由
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
参
考
ま
で
次
に
掲
げ
て
お
こ
う
｡

子
貫
目
､
貧
而
無
論
'
富
而
無
窮
'
何
如
｡
子
日
､
可
也
｡
未
若
貧
而
梁
へ
富
而
好
意
者
也
｡
子
貢
日
へ
詩
云
'
如
切
瑚

喝
1
細
川瑚

細
腰
'
其
斯
之
謂
興
｡
子
日
､
賜
也
､
始
可
輿
言
詩
己
臭
｡
告
諸
往
而
知
来
者
.
(撃
而
)

曾
子
有
疾
､
召
門
弟
子
日
､
啓
予
足
｡
啓
予
手
｡
詩
云
'
戦
戦
親
戚
ー
細
困
渦
潮
1
柑
履
薄
氷
｡
而
今
而
後
'
吾
知
兎
夫
｡
小
子
｡

(
泰
伯
)

或
謂
孔
子
日
'
子
葵
不
為
政
｡
子
日
'
葡
ヨ

乎
惟
孝
､
劫
刊
兄
剥
1
姻
甜
有
功

｡
是
亦
為
政
.
葵
其
薦
為
政
｡
(為
政
)

子
張
日
､
書
云
'
高
宗
諒
陰
三
朝
召
司
｡
何
謂
也
｡
子
日
'
何
必
高
宗
.
古
之
人
皆
然
.
君
弄
'
百
官
綿
己
以
聴
於
家
事
三
年
｡
(塞

間
)

こ
の
通
り
四
章
に
わ
た
り
'
『
論
語
』
で
も
引
用
が
み
ら
れ
る
｡
『
詩
経
』
と

『
書
経
』
が
二
回
ず
つ
引
か
れ
､
｢
詩
に
云
ふ
｣
｢
書
に
云

ふ
｣
と
書
名
も
示
さ
れ
て
い
る
｡
で
は
'
な
ぜ
『
法
言
』
は
他
の
書
物
と
異
な
り
'
書
名
を
掲
げ
て
引
用
を
行
な
わ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡



四

『
法
言
』
の
経
書
観

こ
れ
ま
で

『
法
言
』
と
前
漢
の
書
物
に
お
け
る
へ
経
文
の
扱
い
方
の
差
を
み
て
き
た
が
'
両
者
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
｡

そ
の
差
は
'
『
法
言
』
の
経
書
に
封
す
る
考
え
方
が
､
前
漢
の
他
の
書
物
と
は
隔
た
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
こ
で

次
に
は
'
『
法
言
』
に
お
け
る
楊
雄
の
経
書
親
を
確
認
し
て
み
た
い
と
思
う
｡

『
法
言
』
が
摩
書
を
極
め
て
重
要
な
も
の
と
考
え
て
い
る
の
は
､
他
の
書
物
と
大
き
な
違
い
は
な
い
｡
例
え
ば
間
紳
常
で
は
'
｢
経
書
｣

す

わ
た

を

｢
衆
説
の
邪
た
り
｣､
つ
ま
り
経
書
は
あ
ら
ゆ
る
説
を
包
み
込
む
偉
大
な
も
の
と
言
い
､
吾
子
簾
で
は
'
｢
舟
航
を
舎

て
て
清
を

済

る

者

な

⑨

は
末

L
o
経
書
を
舎
て
て
道
を
磨
る
者
は
末
し
｣
と
経
書
を
河
を
わ
た
る
た
め
の
船
に
た
と
え
て
い
る

｡

こ
の
よ
う
に
経
書
は
､
あ
ら
ゆ

る
説
を
包
み
込
み
､
道
を
進
む
た
め
に
必
要
不
可
映
な
も
の
と
さ
れ
る
｡

『
法
言
』
の
摩
書
取
を
考
え
る
と
き
'
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
時
代
と
と
も
に
経
書
も
撃
化
し
て
き
た
と
い
う
考
え

方
だ
と
思
わ
れ
る
｡
次
の
間
紳
簾
と
先
知
篤
の
文
を
見
て
み
た
い
｡

或
日
'
経
可
損
益
輿
｡
日
'
易
始
八
卦
､
而
文
王
六
十
四
｡
期
萄
可
酬
州也
o
詩

･
書

･
穫

･
春
秋
､
或
困
或
作
'
而
成
於
仲
尼
｡
其

笥

別
働
｡
故
夫
道
非
天
然
､
鷹
時
而
造
者
､
損
益
可
知
也
｡

或
ひ
と
日
く
'
｢
経
は
損
益
す
べ
き
か
｣
と
｡
日
く
'
｢
易
は
始
め
八
卦
に
し
て
'
文
王
六
十
四
と
す
｡
其
の
益
せ
る
こ
と
知
る
べ
き
な
り
｡
詩
･

書
･
産
･
春
秋
へ
或
い
は
因
り
或
い
は
作
り
て
､
仲
尼
に
成
る
｡
其
の
益
せ
る
こ
と
知
る
べ
き
な
り
｡
故
に
夫
の
道
は
天
然
に
非
ず
､
時
に
鷹

じ
て
造
れ
る
者
に
し
て
'
損
益
せ
る
こ
と
知
る
べ
き
な
り
｣
と
｡
(
間
紳
)

或
日
､
以
往
聖
人
之
法
治
将
来
､
誓
猪
豚
柱
而
調
宏
｡
有
諸
｡
日
､
有
之
｡
日
'
聖
君
少
而
庸
君
多
｡
如
濁
守
仲
尼
之
道
､
是
漆
也
｡

日
､
聖
人
之
法
'
未
嘗
不
関
盛
衰
蔦
.
昔
者
尭
有
天
下
､
翠
大
綱
'
命
舜

･
南
'
夏

･
段

･
周
層
其
子
｡
荊
励
朝
潮
奥
｡
唐

･
虞
象

『
法
言
』
の
表
現



一
六

〇

刑
惟
明
､
夏
后
肉
壁

二
千
O
羽
廟
朝
刊
剣
｡
尭
親
九
族
､
協
和
蔑
園
､
湯

･
武
桓
桓
'
征
伐
四
克
｡
由
是
言
之
'
羽
廟
葡
剖
剣
｡
穫

禦
征
伐
自
天
子
所
出
'
春
秋
之
時
､
膏

･
青
葉
予
｡
刃
圃
笥
周
剣
｡

さき

或
ひ
と
日
く
､
｢
往
の
聖
人
の
法
を
以
て
将
来
を
治
む
る
は
'
誓
ふ
れ
ば
猶
は
柱
を
豚
し
て
宏
を
調
ふ
る
が
ご
と
し
､
と
｡
諸
れ
有
る
か
｣
と
｡

日
く
､
｢
之
れ
有
り
｣
と
｡
日
く
'
｢
聖
君
少
な
く
し
て
庸
君
多
し
｡
如
し
猫
だ
仲
尼
の
道
を
守
ら
ば
'
是
れ
漆
な
ら
ん
｣
と
｡
日
く
'
｢
聖
人

の
法
は
'
未
だ
嘗
て
盛
衰
に
関
は
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
｡
昔
者
､
集
天
下
を
有
ち
'
大
綱
を
挙
げ
､
舜
･
寓
に
命
ず
る
も
､
夏
･
殿
･
周
は
其
の

子
に
属
す
｡
豚
せ
ざ
る
者
'
卓
た
り
｡
唐
･
虞
は
象
刑
惟
れ
明
な
る
も
､
夏
后
は
肉
騨
三
千
な
り
｡
豚
せ
ざ
る
者
､
卓
た
り
｡
亮
は
九
族
を
親

し
ま
し
め
'
寓
園
を
協
和
せ
し
む
る
も
､
湯
･
武
は
桓
桓
'
征
伐
し
て
四
も
に
克
つ
｡
是
れ
に
よ
り
て
之
れ
を
言
へ
ば
'
勝
せ
ざ
る
者
'
卓
た

ゆる

り
｡
産
禦
征
伐
は
天
子
の
所
よ
り
出
づ
る
も
､
春
秋
の
時
'
膏
･
青
葉
は

予

さ

る
｡
豚
せ
ざ
る
者
､
卓
た
り
｣
と
｡
(
先
知
)

ま
ず
､
間
紳
簾
で
は

｢
経
｣
を

｢
其
の
益
せ
る
こ
と
知
る
べ
き
な
り
｣
と
繰
り
返
し
答
え
て
い
る
｡
そ
し
て
経
書
が
ふ
え
て
き
た
根
接
と

し
て

｢
道
｣
が
増
減
し
た
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
｡
ま
た
先
知
笛
で
は
､
｢
聖
人
の
法
｣
と
い
う
語
に
襲
え
'
｢
贋
せ
ざ
る
者
'
卓
た
り
｣'

⑳

つ
ま
り

｢
聖
人
の
法
｣
も
に
か
わ
で
固
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
､
撃
化
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

.

こ
う
い
っ
た
例
か

ら
'
『
法
言
』
が
経
書
を
極
め
て
重
税
し
っ
つ
も
､
経
書
や
道
は
時
代
に
よ
っ
て
増
加
し
た
り
､
襲
化
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
た
と
思
う
｡
で
は
'
楊
雄
の
昔
時

｢
樫
｣
や

｢
聖
人
の
法
｣
は
'
ど
の
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
楊
雄
の
税
鮎
か
ら

見
て
み
よ
う
｡

或
間
､
司
馬
子
長
有
言
日
'
五
経
不
如
老
子
之
約
也
.
昔
年
不
能
極
其
撃
､
終
身
不
能
究
其
業
.
日
､
若
是
則
周
公
惑
､
孔
子
賊
｡

古
者
之
学
研
且
養
､
三
年
通

l
｡
今
之
撃
也
､
非
猪
薦
之
華
藻
也
､
又
従
而
繍
其
肇
幌
.
悪
在
老
不
老
也
｡
或
日
'
学
者
之
説
可
約

邪
｡
日
､
可
約
解
科
｡

或
ひ
と
間
ふ
､
｢
司
馬
子
長
に
言
有
り
て
日
く
'
『
五
経
は
老
子
の
約
に
し
か
ざ
る
な
り
｡
昔
年
其
の
撃
を
極
む
る
あ
た
は
ず
へ
終
身
其
の
業
を



究
む
る
あ
た
は
ず
』｣
と
｡
日
く
､
｢
是
く
の
ご
と
く
ん
ば
則
ち
周
公
は
惑
は
し
'
孔
子
は
賊
ふ
な
り
｡
古
老
の
撃
は
耕
し
且
つ
養
ひ
'
三
年
に

し
て
1
に
通
ず
.
今
の
撃
や
､
濁
り
之
れ
が
華
藻
を
為
す
の
み
に
非
ず
､
又
た
従
ひ
て
其
の
肇
幌
に
繍
す
｡
悪
く
ん
ぞ
老
不
老
に
在
ら
ん
や
｣

と
｡
或
ひ
と
日
く
､
｢
学
者
の
説
は
約
す
べ
き
か
｣
と
｡
日
く
'
｢
約
す
べ
し
科
に
解
け
｣
と
｡
(
寡
見
)

こ
の
文
は
前
章
で
見
た
通
り
､
太
史
公
自
序
の
文
が
儒
家
の
撃
を
老
子
の
簡
約
さ
に
及
ば
な
い
t
と
言
う
の
を
駁
し
た
章
で
あ
る
｡
こ

れ
に
よ
れ
ば
楊
雄
は
､
昔
時
の
経
撃
を
ハ
ン
カ
チ
に
刺
繍
を
す
る
よ
う
な
も
の

(
其
の
肇
幌
に
繍
す
)'
つ
ま
り
不
必
要
に
飾
り
た
て
る
ば

か
り
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
.
そ
れ
に
封
し
昔
の
儒
学
は
三
年
で

一
握
に
通
じ
る
や
り
方
で
あ
っ
た
t
と
言
う
｡
そ
し
て
最
後
に
は
､
要

約
し
て
項
目
ご
と
に
理
解
す
れ
ば
良
い
､
と
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

確
か
に
昔
時
の
撃
は
不
必
要
に
飾
り
た
て
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
｢
五
字
の
文
を
説
く
に
二
三
寓
言
に
至
る
｣
(『
漢
書
』
重
文
志
･
六
聾
略
)

ほ
ど
繁
雑
な
説
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
､
｢
幼
童
に
し
て

一
重
を
守
り
'
自
首
に
し
て
後
能
く
言
ふ
｣
(『
漢
書
』
同
前
)
と
､
生

涯
か
け
て
も

1
摩
し
か
修
得
で
き
な
い
有
り
様
で
あ
っ
た
.
｢
古
老
の
撃
は
耕
し
且
つ
養
ひ
､
三
年
に
し
て

一
に
通
ず
｣
と
は
'
昔
時
の
経

撃
の
繁
雑
さ
を
批
判
し
た
言
な
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
繁
雑
な
説
を

｢
要
約
で
き
る
か
(
約
す
べ
き
か
)｣
と
問
わ
れ
た
ら
､
｢
要
約
し
て
項
目

ご
と
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
(
約
す
べ
し
科
に
解
け
)｣
と
答
え
る
の
で
あ
る
｡

訓
話
が
繁
雑
に
な
る
と
と
も
に
'
師
説
を
説
く
人
数
も
膨
大
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
'
『
漢
書
』
儒
林
停
質
に
説
か
れ
て
い
る
｡
そ
こ

いた

で
は

｢
元
始

(
後
一
～
五
年
)
に

詰

り

-
-

一
経
の
説
は
百
徐
寓
言
に
至
り
'
大
師
の
衆
き
こ
と
千
絵
人
に
至
る
｣
と
い
う
｡
こ
の
よ
う
な

師
説
の
氾
濫
に
つ
い
て
'
『
法
言
』
で
は
師
の
重
要
性
を
主
張
し
て
言
う
｡

-
-
或
日
､
講
読
者
天
下
皆
説
也
･･････0
日
､
･･･-
･略
孤
之
子
'
各
識
其
親
｡
講
読
之
撃
､
各
習
其
師
｡
精
而
精
之
､
是
在
其
中
英
.

たうだう

こ
こ

-
-
或
ひ
と
日
く
､
｢
講
読
た
る
者
天
下
に
皆
説
け
り
‥
-
･｣｡
日
く
'
｢
-
-
孤
孤
の
子
も
､
各
々
其
の
親
を
識
れ
り
｡
講
読
の
撃
も
'
各
々

其
の
師
に
習
ふ
｡
精
に
し
て
之
を
精
に
せ
ば
､
是
れ
其
の
中
に
在
り
｣｡
(寡
見
)

『法
吉
』
の
表
現



一

六
二

師
哉
'
師
哉
､
桐
子
之
命
也
O
務
撃
不
如
務
求
師
｡
師
老
人
之
模
範
也
｡
-
-

師
な
る
か
な
､
師
な
る
か
な
､
桐
子
の
命
な
り
｡
撃
に
務
む
る
は
師
を
求
む
る
に
務
む
る
に
し
か
ず
｡
師
は
人
の
模
範
な
り
｡
･･････
(
撃
行
)

一
関
之
市
､
不
勝
異
意
蔦
｡

一
巻
之
書
､
不
勝
異
説
蔦
｡

一
問
之
市
'
必
立
之
平
､

一
巻
之
書
､
必
立
之
師
｡

一
関
の
市
も
'
異
意
に
勝
へ
ず
｡
一
巻
の
書
も
'
異
説
に
勝
へ
ず
｡
一
関
の
市
に
は
､
必
ず
之
が
卒
を
立
て
'
一
巻
の
書
に
は
'
必
ず
之
が
師

を
立
つ
｡
(
撃
行
)

ど
･つど
.つ

寡
見
簾
で
は

講

読

と

か
ま
び
す
し
く
説
く
者
は
多
い
が
'
師
に
つ
い
て
習

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
t
よ
り
く
わ
し
く
学
ん
で
い
け
ば

よ
い
と
言
い
､
挙
行
篇
で
は
学
問
を
す
る
に
は
良
い
師
を
求
め
る
こ
と
が
重
要
で
'
書
物
を
学
ぶ
に
も
師
の
説
を
基
準
と
す
べ
き
こ
と
を

言
っ
て
い
る
｡
し
か
し
楊
雄
自
身
が
樫
撃
を
師
に
つ
い
て
学
ん
だ
形
跡
は
な
い
｡
特
に
昔
時
隆
盛
し
た
今
文
筆
と
の
直
接
の
つ
な
が
り
は

見
出
し
が
た
い
｡
た
だ

『
漢
書
』
王
貢
両
襲
飽
侍
に
よ
れ
ば
'
軍
人
厳
君
平
に
若
い
時
に
学
ん
だ
と
あ
る
が
'
厳
君
平
は
老
子
を
講
じ
る

⑪

占
笠
家
で
あ
る
｡

更
に
自
序
で
は

｢
少
く
し
て
撃
を
好
み
､
章
句
を
為
さ
ず
､
訓
話
通
ず
る
の
み
｣
(『
漢
書
』
楊
雄
俸
)
と
言
う
の
で
あ
る

か
ら
､
昔
時
の
今
文
煙
草
家
に
師
事
し
た
と
は
考
え
難
い
｡

む
し
ろ
以
上
の
諸
章
に
よ
っ
て
､
楊
雄
は
昔
時
の
今
文
樫
撃
に
封
し
て
強
い
不
満
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て

先
に
見
た
間
紳
篇

･
先
知
欝
の
文
で
は
､
経
書
や
道
は
時
代
に
よ
っ
て
増
加
し
た
り
､
撃
化
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
｡
こ
の
二
鮎
を
結

び
つ
け
た
な
ら
､楊
雄
は
昔
時
の
経
撃
の
あ
り
方
に
不
満
を
感
じ
､時
代
に
合

っ
た
経
書
が
必
要
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
濠
想
で
き
よ
う
｡

⑫

楊
雄
は

『
太
玄
』
や

『
法
言
』
に
よ
っ
て
'
時
代
に
合

っ
た
経
書
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
､
容
易
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
｡

五

『
法
言
』
の
表
現

(
一
)

I
模
倣
と
典
故
-



で
は
'
昔
時
の
儒
学
へ
の
不
満
を
契
機
に
､
時
代
に
合

っ
た
書
物
と
し
て
作
ら
れ
た
『
法
言
』
は
'
な
ぜ
昔
時
の
他
の
書
物
の
よ
う
に
'

｢
～
に
日
く
｣
の
形
式
で
､
引
用
文
と
し
て
経
文
を
用
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
『
法
言
』
の
序
に
次
の
よ
う
に
言
う
以
上
､
経
書
を
こ

そ
擦
り
所
と
し
て
明
示
す
る
方
が
自
然
で
は
な
い
の
か
｡

雄
見
諸
子
各
以
其
知
舛
馳
'
大
氏
菰
讐
聖
人
｡
耶
馬
怪
迂
､
析
韓
読
解
'
以
擁
世
事
｡
･･････及
太
史
公
記
六
囲
､
歴
楚
漠
､
註
麟
止
､

不
興
聖
人
同
是
非
'
頗
謬
於
摩
｡
故
人
時
有
間
雄
者
､
常
用
法
度
之
'
誤
以
烏
十
三
等
､
象
論
語
､
競
日
法
言
.

雄
見
る
に
諸
子
各
々
其
の
知
を
以
て
舛
馳
し
､
大
氏
聖
人
を
証
讐
す
｡
即
ち
怪
迂
を
為
し
､
析
群
論
離
し
､
以
て
世
事
を
擁
む
｡
･･･-
太
史
公

の
六
園
を
記
し
､
楚
漠
を
歴
'
麟
止
に
託
は
る
に
及
び
て
は
'
聖
人
と
是
非
を
同
じ
く
せ
ず
'
頗
る
樫
に
謬
る
｡
故
に
人
の
時
に
雄
に
間
ふ
者

有
れ
ば
'
常
に
法
を
用
て
之
に
鷹
へ
'
課
し
て
以
て
十
三
巻
と
為
し
､
論
語
に
象
り
'
現
し
て
法
言
と
日
ふ
｡

こ
の
序
で
､
諸
子
が
聖
人
を
そ
し
り
'
太
史
公
が

｢
聖
人
と
是
非
を
同
じ
く
せ
ず
'
頗
る
経
に
謬
る
｣
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
｡
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
状
況
を
是
正
す
る
た
め
に

『
法
言
』
を
著
し
た
の
で
あ
る
か
ら
､
聖
人
の
言
葉
を
引
い
て
是
非
を
示
し
'
経
文
を
高
々
と

掲
示
す
る
方
が
'
昔
時
の
著
述
の
あ
り
方
を
考
え
れ
ば
自
然
で
あ
っ
た
｡
昔
時
の
書
物
が
'
引
用
文
と
し
て
､
書
名
な
ど
を
奉
げ
'
根
接

や
前
提
と
し
て
摩
文
を
用
い
て
い
た
さ
ま
は
既
に
確
認
し
た
｡
し
か
し
楊
雄
は
そ
の
よ
う
に
安
易
な
方
法
は
拒
ん
だ
｡
敢
え
て
昔
時

一
般

の
著
述
の
在
り
方
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
事
章
は
､
昔
時
の
書
物
へ
の
批
判
さ
え
意
味
し
て
い
よ
う
｡
昔
時
の
繁
雑
で
飾
り
た
て

る
か
の
よ
う
な
今
文
学
､
更
に
は
経
書
の
権
威
を
借
り
る
よ
う
な
著
述
を
拒
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
､
経
書
の
名
を
掲
げ
る

の
を
避
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
『
論
語
』
を

｢
侍
｣
と
言
い
､
他
の
書
物
を
引
用
し
て
も
書
名
を
挙
げ
な
か
っ
た
の
も
'
権
威
に
頼
る
の

を
避
け
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
経
書
の
権
威
を
借
り
る
か
の
よ
う
な
表
現
が
､
楊
雄
に
は
許
容
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
だ
ろ
う
｡

し
か
し

『
法
言
』
は
､
経
文
を
全
く
用
い
て
い
な
い
の
で
は
な
か
っ
た
｡
む
し
ろ
盛
ん
に
利
用
し
て
い
る
の
だ
が
'
経
書
の
文
を
抜
き

出
し
て
論
の
中
で
用
い
る
か
､
あ
る
い
は
句
法
だ
け
を
用
い
て
い
た
｡
他
の
書
物
の
よ
う
な

｢
～
に
日
く
｣
と
い
っ
た
引
用
の
仕
方
に
比

『
法
言
』
の
表
現

一

六

三



一
六
四

べ
れ
ば
､
楊
雄
は
経
文
を
立
論
の
中
に
溶
け
込
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
｡
書
名
を
明
示
せ
ず
､
更
に
は
ど
の
部
分
が
経
文
で

あ
る
の
か
さ
え
､
示
そ
う
と
し
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
表
現
法
を

『
法
言
』
ほ
ど
多
用
し
て
い
る
書
物
は
な
い
｡

『
法
言
』
の
よ
う
に
経
文
を
立
論
に
溶
け
込
ま
せ
よ
う
と
す
れ
ば
､
表
現
と
し
て
高
度
な
技
術
が
要
求
さ
れ
る
だ
ろ
う
｡
却

っ
て

｢
～

に
日
く
｣
と
い
っ
た
引
用
法
は
､
表
現
法
と
し
て
は
安
易
な
も
の
で
あ
り
'
文
学
性
を
狭
さ
や
す
い
も
の
で
あ
る
｡
『
法
言
』
が
経
文
を
徹

底
的
に
溶
け
込
ま
せ
よ
う
と
し
た
の
は
'文
章
表
現
と
し
て
の
配
慮
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡特
に
句
法
だ
け
を
用
い
る
方
法
が
'

『
法
言
』
ほ
ど
多
用
さ
れ
た
書
物
は
'
他
に
見
嘗
た
ら
な
い
｡
優
れ
た
蔚
賦
作
家
で
あ
っ
た
楊
雄
が
'
『
法
言
』
に
施
し
た
表
現
上
の
配
慮

は
､
明
ら
か
に
昔
時
の
他
の
書
物
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
､
高
く
評
償
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
｡
他
の
書
物
は
経
書
を
論

叢
の
根
接
と
し
て
依
接
す
る
の
に
比
べ
'
『
法
言
』
は
経
文
を
溶
け
込
ま
せ
た
､
新
た
な
表
現
を
摸
索
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
｡

そ
こ
で
改
め
て
､
『
法
言
』
の
経
書
利
用
法
に
つ
い
て
考
え
直
す
こ
と
に
す
る
｡
既
に
一
章
で
見
た
も
の
で
あ
る
が
､
特
に
『
論
語
』
『
孟

子
』
『
周
易
』
を
用
い
た
傍
線
部
に
注
意
し
'
今
度
は
文
学
表
現
と
し
て
検
討
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
｡

や

或
ひ
と
進
む
こ
と
を
間
ふ
｡
日
く
､
｢
水
な
り
｣
と
｡
或
ひ
と
日
く
､
｢
其
の
董
夜
を
捨

め
ざ
る
が
為
か
｣
と
｡
日
く
､
｢
是
れ
有
る
か
な
｡
濁

すす

易

叫
潮

山

叫者
は
'
其
れ
水
か
｣
と
｡
或
ひ
と
渦
の
潮
輯
こ
と
を
間
ふ
｡
日
く
'
｢
其
の
往
く
に
非
ず
ん
ば
往
か
ず
'
其
の
居
る
に
非
ず
ん

ば
居
ら
ず
'
漸
む
こ
と
猶
は
水
の
ご
と
き
か
｣
と
.
講
ふ
詞
の
観
山叫
こ
と
を
間
は
ん
｡
日
く
'
｢
下
に
止
ま
り
て
上
に
漸
む
者
は
'
其
れ
木
な

る
か
｡
亦
た
猶
は
水
の
ご
と
き
の
み
｣
と
｡
(
撃
行
)

か

孝
は
､
司
れ
剥
が
功
｡
一
言
に
し
て
該
ぬ
｡
聖
人
も
加
へ
ず
｡
(孝
至
)

先
に
検
討
し
た
通
り
'
撃
行
篤
の
も
の
は

『
論
語
』
『
孟
子
』
『
周
易
』
の
用
語
を
利
用
し
て
議
論
を
展
開
し
､
孝
至
簾
の
も
の
は

『
論

語
』
や

『
周
易
』
に
見
ら
れ
る
句
法
を
ま
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
O
前
者
は

『
論
語
』
『
孟
子
』
『
周
易
』
を
自
在
に
駆
使
L
t
そ
の
構
成
と

組
み
合
わ
せ
の
妙
が
こ
の
章
の
魅
力
で
あ
る
と
既
に
指
摘
し
た
O
こ
こ
で
改
め
て
考
え
て
み
た
い
の
は
､
讃
者
が
も
し

『
論
語
』
『
孟
子
』



『
周
易
』
か
ら
抜
き
出
さ
れ
た
章
句
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
'
ど
う
な
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
こ
の
章
は
'
必
ず
し
も
他
に
見

ら
れ
な
い
思
想
や
'
斬
新
な
内
容
が
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
む
し
ろ
組
み
合
わ
せ
の
妙
や
封
話
の
表
現
に
お
も
し
ろ
み

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
､
と
考
え
ら
れ
た
O
そ
う
す
る
と
､
も
し
こ
の
封
話
が
基
づ
く
語
句
を
知
ら
な
い
な
ら
ば
､
正
し
い
理
解
が
な
さ

れ
な
い
の
み
な
ら
ず
'
か
え
っ
て
奇
妙
な
封
話
に
さ
え
思
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

一
方
､
孝
至
簾
の
も
の
は
'
句
法
を
援
用
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
､
『
論
語
』
『
周
易
』
の
語
句
を
知
ら
な
く
と
も
'
そ
れ
ほ
ど
支

障
は
な
な
さ
そ
う
で
あ
る
｡
し
か
し

｢
至
れ
る
か
な
｣
い
う
句
法
の
背
景
に
､
『
論
語
』
『
周
易
』
の
語
勢
が
想
起
さ
れ
た
な
ら
ば
､
短
章

で
あ
る
だ
け
に
t

t
層
つ
よ
い
効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.

こ
の
よ
う
に
､
『
法
言
』
に
援
用
さ
れ
た
経
書
の
語
句
を
理
解
し
て
い
る
か
否
か
は
'
讃
者
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
｡
『
法
言
』

が

｢
～
に
日
く
｣
と
書
名
を
示
し
た
引
用
を
行
な
わ
ず
に
､
経
書
の
語
句
を
文
章
に
溶
け
込
ま
せ
て
い
る
分
､
基
づ
く
所
が
正
し
く
理
解

さ
れ
な
い
な
ら
ば
'
致
栗
は
半
減
す
る
.
こ
の
よ
う
に
基
づ
く
語
句
に
よ
っ
て
､
文
章
表
現
の
致
巣
が
撃
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'
い
わ

ゆ
る
典
故
と
い
う
文
章
技
巧
に
接
近
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
典
故
と
い
う
修
辞
法
は
定
義
が
困
難
で
､
虞
義
の
も
の
か
ら
狭
義
の
も
の

ま
で
あ
り
､
主
観
に
も
左
右
さ
れ
る
｡
だ
が
少
な
く
と
も
'
単
な
る
断
章
取
義
の
域
を
脱
し
､
典
故
表
現
を
志
向
す
る
も
の
と
考
え
て
も

よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
章
際

『
文
心
離
龍
』
も
'
典
故
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
楊
雄
の

｢
百
官
蔵
｣
か
ら
で
あ
る
と
考
え

⑬

て
い
る

.

次
の
部
分
で
あ
る
｡

夫
の
屈

(原
)
･
宋

(
玉
)
の
属
欝
を
観
る
に
'
詩
人
に
依
る
と
現
す
｡
古
事
を
引
く
と
錐
も
'
而
れ
ど
も
嘗
辞
を
取
る
こ
と
美
し
｡
唯
だ
要
誼
の

脇
賦
は
'
始
め
て
鶴
冠
の
説
を
用
ひ
'
相
知
の
上
林
は
､
李
斯
の
書
を
撮
引
す
｡
此
れ
高
分
の
一
合
な
り
.
揚
雄
の
百
官
蔵
に
及
ん
で
は
'
頗
る

詩
書
に
酌
み
､
劉
款
の
逐
初
賊
は
､
紀
侍
を
歴
鼓
し
､
漸
漸
と
し
て
綜
探
す
.
荏

(蘭
)
･
班

(固
)
･
張

(衡
)
･
察

(亀
)
に
至
り
て
は
'
遂
に

経
史
を
持
放
し
､
筆
書
布
渡
し
､
書
に
因
り
て
功
を
立
つ
｡
皆
な
後
人
の
範
式
な
り
｡
(
事
類
)

『
法
吉
』
の
表
現



一
六
六

こ
の
部
分
は
､
典
故
と
い
う
修
辞
法
の
尊
生
と
展
開
を
説
く
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
要
誼

･
司
馬
相
如
の
辞
賊
が

『
鶴
冠
子
』

や
李
斯
の
書
翰
を
引
く
の
は
き
わ
め
て
珍
し
い
例
で
あ
る
が
'
楊
雄
の
｢
百
官
蔵
｣
は

『
詩
』
『
書
』
を
し
き
り
に
引
き
､
劉
款
の
｢
逐
初

賦
｣
は
史
書
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
､
い
よ
い
よ
虞
く
典
故
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
､
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
特
に

｢
百
官
歳
｣

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
'
楊
雄
の
時
代
か
ら
盛
ん
に
典
故
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
､
そ
れ
以
前
に
は
あ
ま
り
用
い

ら
れ
な
い
修
新
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

六

『
法
言
』
の
表
現

(
二
)

-
書
名
と
そ
の
意
義
-

で
は

『
法
言
』
は
､
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
表
現
技
巧
を
徹
底
し
て
用
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
､
序
で
太
史
公
を

｢
聖
人
と
是
非
を

同
じ
く
せ
ず
､
頗
る
経
に
謬
る
｣
と
非
難
し
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
や
は
り

｢
聖
人
と
是
非
を
同
じ
く
し
｣
｢
経
｣
に
適
う
よ

う
な
書
物
を
示
す
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
だ
と
す
れ
ば

『
法
言
』
で
用
い
ら
れ
た
経
書
の
語
句
を
文
中
に
溶
け
込
ま
せ
よ
う
と
す
る

表
現
法
は
､
聖
人
や
経
と
是
非
を
同
じ
く
す
る
ど
こ
ろ
か
'
経
書
と

一
髄
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
｡
そ
も
そ
も
経
文
の
語

句
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
な
ら
'
経
書
に
謬
る
は
ず
は
な
い
｡
悪
く
言
う
な
ら

｢
其
の
言
務
め
て
聖
人
に
擬
へ
､
斬
断
然
と

し
て
影
の
形
を
守
る
が
ご
と
し
｣
(
晃
公
武

『
郡
膏
講
書
志
』
衛
本
巻
十
)
と
い
う
こ
と
に
な
り
､
単
な
る
模
倣
作
品
と
も
言
え
よ
う
が
､
良

く
言
う
な
ら
ば

｢
聖
人
と
是
非
を
同
じ
く
し
｣
｢
樫
｣
に
適
っ
た
表
現
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
晃
公
武
は

『
法
言
』

の
内
容
に
新
味
が
な
い
と
批
判
す
る
の
だ
が
､
小
論
で
は
表
現
方
法
に
こ
そ
新
味
が
あ
っ
た
と
評
償
し
た
い
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に

｢
聖
人
と
是
非
を
同
じ
く
し
｣'
｢
経
｣
に
適
っ
た
書
物
と
し
て
'
経
文
を
文
中
に
溶
け
込
ま
せ
､
経
書
と

一
億
化
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
が

『
法
言
』
で
あ
る
な
ら
ば
'
『
法
言
』
と
い
う
書
名
の
も
つ
意
味
も
､
今
少
し
考
え
直
す
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
｡



⑭

従
来

『
法
言
』
と
い
う
書
名
は
､
以
下
に
奉
げ
る

『
孝
経
』
『
論
語
』
『
荘
子
』
の
三
種
が
そ
の
出
典
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
｡

先
王
の
法
服
に
非
ず
ん
ば
敢
へ
て
服
さ
ず
､
先
王
の
法
言
に
非
ず
ん
ば
敢
へ
て
道
は
ず
､
先
王
の
徳
行
に
非
ず
ん
ば
敢
へ
て
行
な
は
ず
｡
是
の
故

に
法
に
非
ず
ん
ば
言
は
ず
'
道
に
非
ず
ん
ば
行
な
は
ず
｡
(
『孝
経
』
卿
大
夫
章
)

た
す

子
日
は
く
'
法
語
の
言
は
､
能
く
従
ふ
こ
と
無
か
ら
ん
か
｡
之
を
改
む
る
を
貴
L
と
為
す
｡
巽
輿
の
言
は
'
能
く
説
ぶ
こ
と
無
か
ら
ん
か
｡
之
を

揮

ぬ
る
を
貴
L
と
為
す
｡
悦
び
て
得
ね
ず
､
従
ひ
て
改
め
ざ
れ
ば
'
吾
之
を
如
何
と
も
す
る
末
き
の
み
｡
(
『
論
語
』
子
竿
)

夫
れ
雨
葺
は
必
ず
洛
美
の
言
多
く
､
雨
窓
は
必
ず
溢
悪
の
言
多
し
｡
凡
そ
溢
の
類
は
妄
な
り
｡
妄
な
れ
ば
則
ち
其
の
之
を
信
ず
る
こ
と
莫
く
'
莫

け
れ
ば
則
ち
言
を
停
ふ
る
者
殊
ひ
あ
り
｡
故
に
法
言
に
日
く
､
｢
其
の
常
情
を
侍
へ
､
其
の
溢
言
を
侍
ふ
る
こ
と
無
け
れ
ば
､
則
ち
全
き
に
幾
し
｣

と
｡
-
-
魁
核
太
だ
至
れ
ば
､
則
ち
必
ず
不
肖
の
心
の
之
に
鷹
ず
る
こ
と
有
り
て
､
其
の
然
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
｡
萄
く
も
其
の
然
る
を
知
ら
ず

と
薦
さ
ば
'
敦
か
其
の
終
は
る
所
を
知
ら
ん
C
故
に
法
言
に
日
く
'
｢
令
を
遷
す
こ
と
無
か
れ
｡
成
る
を
勧
む
る
こ
と
無
か
れ
｣
と
｡
(
『
荘
子
』

人
間
世
)

以
上
の
三
例
の
中
で
は
'
特
に

『
孝
経
』
が
言
う

｢
先
王
の
法
言
｣
を
指
す
と
考
え
ら
れ
､
『
法
言
』
と
い
う
書
名
は
先
王
以
来
の
規
範
と

す
べ
き
言
葉
の
意
と
考
え
ら
れ
て
き
た
｡
｢
法
話
の
言
｣
(『
論
語
』)
｢
法
言
｣
(『
荘
子
』)
は
､
か
え
っ
て

『
孝
経
』
の
例
に
よ
っ
て

｢
古
来

か
ら
の
格
言
｣
も
し
く
は
書
名
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
上

『
法
言
』
の
序
に
は

｢
時
に
雄
に
間
ふ
者
有
ら
ば
､
常
に
法
を
用
て
之

に
鷹
へ
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
､
｢
法
｣
と
は
先
王
以
来
の
｢
規
範
､
き
ま
り
｣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
｡
そ
れ
は
確
か
に
そ
う
で
あ
ろ

う
｡
決
し
て
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡

○

し
か
し
今
､
『
法
言
』
は
経
に
適

っ
た
書
物
と
し
て
､
経
文
を
文
中
に
溶
け
込
ま
せ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
｡
そ
こ
で

｢
法
｣
字

○

を
､
｢
き
ま
り
｣
と
い
う
名
詞
の
意
味
の
ほ
か
に
､
｢
き
ま
り
に

適う
'
従
う
｣
と
い
う
動
詞
の
意
味
を
付
け
加
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
｡

そ
れ
が
許
さ
れ
る
な
ら
'
『
法
言
』
と
は
'
先
王
以
来
の
正
し
い
｢
き
ま
り
の
言
葉
｣
で
あ
る
と
同
時
に
'
先
王
以
来
の
｢
き
ま
り
に
適

っ

『法
言
』
の
表
現



1
六
八

の
り

の
つ
と

た
言
葉
｣'
｢
き
ま
り
に
従

っ
た
言
葉
｣
で
あ
る
と
題
意
が
虞
が
る
O
先
王
の
｢
法

｣

と
い
う
だ
け
で
は
な
く
'
先
王
に
｢
法

る

｣
意
も
重

ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
『
法
言
』
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
も
'
先
王
以
来
の

｢
き
ま
り
｣
そ
の
ま
ま
の
書
物
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
｡
｢
先
王
の
法

に
合
は
ざ
る
者
は
'
君
子
は
法
と
せ
ず
｣
(吾
子
篇
)
と
い
っ
た
語
を
讃
む
と
､
楊
雄
は
先
王
以
来
の

｢
き
ま
り
｣
を
ひ
た
す
ら
墨
守
し
て

い
た
と
考
え
た
く
も
な
る
｡
し
か
し
'
既
に
第
四
章
で
楊
雄
の
経
書
観
を
検
討
し
'
先
知
篇
で

｢
聖
人
の
法
｣
は
に
か
わ
で
固
定
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
､
襲
化
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
確
認
し
た
｡
つ
ま
り

『
法
言
』
の

｢
法
｣
と
は
'
過
去
の
先
王
の

｢
法
｣
そ
の
ま

ま
で
は
な
く
'
時
代
に
適
鷹
し
､
肇
化
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
.
そ
し
て
『
法
言
』
の
｢
法
｣
が
時
代
に
あ
わ
せ
て
撃
化
す
る
な
ら
ば
'

そ
れ
こ
そ
先
王
の
法
に

｢
法
り
｣
｢
き
ま
り
に
従
い
､
適
う
｣
こ
と
に
な
ろ
う
｡

な
ら
ば

『
法
言
』
の

｢
言
｣
字
の
意
味
も
更
に
考
え
直
す
徐
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
｡
『
法
言
』
が

『
論
語
』
に
象

っ
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
'
『
法
言
』
で
は
な
く
『
法
語
』
と
名
付
け
る
方
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
先
に
見
た
と
お
り
『
論
語
』
子
竿
に
も
｢
法
話
の
言
｣

と
い
う
語
が
あ
っ
た
O
｢
語
｣
で
は
な
く

｢
言
｣
の
文
字
を
え
ら
ん
で
い
る
鮎
が
､
『
法
言
』
の
表
現
'
言
葉
の
用
い
方
に
重
要
な
意
味
が

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
｡

書
名
の
場
合
､
｢
語
｣
字
は

『
論
語
』
『
園
語
』
『
新
語
』
の

｢
語
｣
の
よ
う
に
'
磨
く
口
承
さ
れ
て
い
た
茂
吉
の
意
を
も
つ
こ
と
が
明

⑮

ら
か
に
さ
れ
て
い
る

｡

1
万
㌧
｢
言
｣
字
を
書
名
に
も
つ
も
の
は
'
『
漢
書
』
重
文
志
で
は

『
調
言
十
篇
』
『
儒
家
言
十
八
篇
』
『
道
家
1111m
一

篇
』
『
法
家
言
二
第
』
『
雑
家
言

一
篇
』
の
五
種
が
あ
る
｡
い
ず
れ
も
侠
書
で
あ
り
､
作
者

･
内
容
と
も
殆
ど
不
明
で
あ
る
｡
た
だ

『
諌
言

十
篇
』
以
外
の
四
種
は
､
各
学
派
そ
れ
ぞ
れ
の
雑
多
を
111E辞
を
ま
と
め
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡

で
は
楊
雄
自
身

｢
語
｣
と

｢
言
｣
の
差
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
'
『
法
言
』
で
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
｡

○

ま
ず

｢
語
｣
で
あ
る
が
'
｢
昔
の
膳
者
は
､
吾
れ
其
の

語を
聞
け
り
｣
(
淵
宥
)
や

｢
或
ひ
と
日
く
'
世
に
仙
の
無
く
ん
ば
則
ち
悪
く
ん



0

0

ぞ
斯
の

語を
得
ん
｣
(
君
子
)
の
よ
う
に
'
過
去
に
語
ら
れ
た
言
葉
を
指
す
傾
向
が
強
い
｡
そ
れ
に
対
し

｢
言
｣
字
は

｢
先
生
相
興
に

言
へ

○

ば
則
ち
仁
と
義
と
を
以
て
す
｣
(撃
行
)
や

｢
君
子
言
へ
ば
則
ち
文
を
成
し
'
動
け
ば
則
ち
徳
を
成
す
｣
(
君
子
)
の
よ
う
に
'
費
話
行
烏
を

意
味
す
る
こ
と
が
多
い
｡
つ
ま
り
過
去
に
先
王
の
語
っ
た
言
葉
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば

『
法
話
』
と
い
う
名
の
方
が
よ
く
､
『
法
言
』
と

い
う
書
名
な
ら
ば
'
昔
時
の
生
き
た
撃
言
を
収
め
て
い
る
印
象
を
輿
え
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に

『
法
言
』
と
い
う
書
名
の
意
味
は
'
先
王
以
来
の

｢
き
ま
り
｣
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
つ
つ
'
｢
き
ま
り
に
従

っ
た
｣､
｢
き

ま
り
に
適
っ
た
｣
書
物
と
理
解
す
る
の
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
小
論
で
検
討
し
た
通
り
'
先
王
以
来
の
正
し
い

｢
き
ま
り
の
言
葉
｣

を
ち
り
ば
め
て
'
自
在
に
活
用
し
た
封
話
集
が

『
法
言
』
な
の
で
あ
っ
て
'
そ
れ
は
ま
た
先
王
以
来
の
正
し
い

｢
き
ま
り
の
言
葉
｣
を
流

暢
に
駆
使
し
た
表
現
作
品
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
表
現
方
法
こ
そ
嘗
時
と
し
て
は
斬
新
な
'
後
の
典
故
へ
と
費
展
す
る
表
現

だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
後
に
は
典
故
と
い
う
修
辞
法
が
富
た
り
前
の
も
の
と
な
り
な
が
ら
､
そ
の
修
辞
法
の
貢
献
者
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
｡
楊
雄
の
頃
に
こ
の
修
箭
法
の
樽
換
鮎
が
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
'
『
法
言
』
は
単
な
る

『
論
語
』
の
模
倣
作
品
と
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
｡

お

わ

り

に

最
後
に
先
人
の

『
法
言
』
評
債
を
取
り
上
げ
て
､
『
法
言
』
の
債
値
を
ど
こ
に
見
出
し
て
い
た
の
か
確
認
し
て
み
た
い
｡
『
法
言
』
は
内

容
を
批
判
さ
れ
る
が
'
稗
賛
す
る
者
は
文
章
表
現
を
許
億
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
ま
ず
'
楊
雄
を
高
く
評
億

し
て
い
た
桓
帯
と

『
法
言
集
注
』
の
撰
者
司
馬
光
の
評
を
見
よ
う
｡

『
法
言
』
の
表
現



一
七
〇

桓
譜
日
く
'
-
-
今
揚
子
の
書
は
､
文
義
至
っ
て
深
く
し
て
'
論
は
聖
人
を
読
ら
ず
｡

桓
薄
日
'
-
･･･今
揚
子
之
書
'
文
義
至
深
'
両
論
不
読
於
聖
人
｡
(
『
漢
書
』
揚
雄
倖
讃
)

揚
子
の
文
は
簡
に
し
て
奥
な
り
｡
唯
だ
其
の
筒
に
し
て
奥
な
る
が
故
に
知
り
難
く
､
学
者
は
多
く
以
て
諸
子
と
為
し
て
之
を
忽
せ
に

す
｡
-
-
光
少
さ
よ
り
此
の
書
を
好
み
､
研
精
し
て
褐
慮
す
る
こ
と
'
歴
年
己
に
多
し
｡
今
老
い
た
り
｡
智
識
の
及
ぶ
所
を
計
る
に
'

以
て
復
た
進
む
こ
と
無
か
ら
ん
.
縮
か
に
自
ら
探
ら
ず
､
枇
ち
諸
家
の
長
ず
る
所
を
宋
り
'
附
す
る
に
己
が
意
を
以
て
す
｡

揚
子
之
文
簡
而
奥
｡
唯
其
簡
而
奥
也
故
難
知
'
学
者
多
以
薦
諸
子
而
忽
之
-
･･･光
少
好
此
書
､
研
精
靖
慮
､
歴
年
己
多
｡
今
老
兵
｡
計
智
識
所

及
､
無
以
復
進
｡
病
不
日
挟
､
軌
采
諸
家
所
長
'
附
以
己
意
｡
(
司
馬
光

｢
司
馬
温
公
注
揚
子
序
｣)

｢
文
義
至
っ
て
深
く
｣
｢
簡
に
し
て
奥
｣
と
い
う
評
債
は
'
楊
雄
の
文
'
特
に
『
法
言
』
に
関
し
て
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
司⑳

馬
光
に
先
ん
じ
て
注
樺
を
加
え
た
宋
成
も
へ
｢
文
は
高
く
し
て
絶
え
'
義
は
秘
か
に
し
て
淵
｣
(｢
進
重
虞
註
揚
子
法
言
表
｣
)
と
述
べ
て
い
る

｡

い
ず
れ
も
文
義
が
深
遠
で
あ
る
と
い
う
の
だ
が
､
こ
れ
は
ま
た
定
軒
に
も
言
わ
れ
る
｡
蘇
韓
の
評
を
見
よ
う
｡

か
ざ

揚
雄
は
好
ん
で
難
深
の
詞
を
薦
L
t
以
て
浅
易
の
説
を

文

る

｡
若
し
之
を
正
言
せ
ば
'
則
ち
人
人
之
を
知
ら
ん
｡
此
れ
正
し
く
所
謂

る
離
畠
箸
刻
な
る
者
に
し
て
､
其
の
太
玄

･
法
言
は
皆
な
是
の
類
な
り
O

揚
雄
好
為
銀
深
之
詞
､
以
文
浅
易
之
説
｡
若
正
吉
之
'
則
人
人
知
之
臭
｡
此
正
所
謂
離
島
纂
刻
者
､
其
太
玄
･
法
言
皆
是
頬
也
｡
(
蘇
拭

｢
輿

謝
民
師
推
官
書
｣)

蘇
輔
は

｢
好
ん
で
難
深
の
詞
を
為
し
'
以
て
洩
易
の
説
を
文
る
｣
と
､
解
り
に
く
い
言
葉
で
洩
は
か
な
説
を
飾
り
た
て
て
い
る
と
い
う
｡

こ
の
よ
う
な
解
り
に
く
さ
に
は
､
経
文
を
溶
け
込
ま
せ
た
こ
と
に
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
『
法
言
』
は
､
基
づ
く
摩
書
の
語
句
を⑳

想
起
し
た
上
で
'内
容
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'確
か
に
解
り
に
く
い
は
ず
で
あ
る
｡
｢
難
深
の
詞
｣
｢
離
島
蒙
刻
｣

と
許
さ
れ
て
も
仕
方
が
あ
る
ま
い
｡



で
は
こ
の
よ
う
に
解
り
に
く
い

『
法
言
』
を
喜
ぶ
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
｡
司
馬
光
の
語
で
言
え
ば
'
｢
研
精
し
て
靖
慮
す
る
こ
と
'

歴
年
己
に
多
し
｣
と
長
期
に
わ
た
り
'
繰
り
返
し

『
法
言
』
を
開
講
し
た
こ
と
に
理
由
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
O
長
期
に
わ
た
り
詳
細

に
研
究
し
て

(
研
精
)
徹
底
的
に
考
慮
し
た
な
ら
ば

(喝
慮
)'
援
用
さ
れ
た
摩
文
は
十
分
に
理
解
さ
れ
よ
う
｡
そ
の
よ
う
な
司
馬
光
に
は

『
法
言
』
の
解
り
に
く
さ
は
感
じ
ら
れ
ず
､
｢
聖
人
と
是
非
を
同
じ
く
し
｣
｢
経
｣
に
適
っ
た
書
物
と
し
て
讃
む
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡
経
書
の
語
句
が
散
り
ば
め
ら
れ
､
聖
人
に
た
が
う
こ
と
の
な
い
封
話
集
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
､
経
書
の
海

に
浮
か
ぶ
よ
う
な
快
禦
さ
え
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
内
容
へ
の
批
判
が
多
い
割
に
'
侯
芭

･
李
軌

･
宋
衷

･
柳

宗
元

･
宋
成

･
呉
秘

･
司
馬
光

･
江
条
章
と
い
っ
た
人
々
が

『
法
言
』
に
注
樺
を
施
し
た
の
は
'
｢
研
掃
海
慮
｣
の
成
果
を
示
す
必
要
が
感

じ
ら
れ
た
か
ら
に
遠
い
あ
る
ま
い
｡
文
義
が
深
遠
で
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
'
注
梓
の
需
要
も
大
き
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
｡

桓
譜
と
司
馬
光
は
そ
の
文
を

｢
文
義
至
っ
て
深
く
｣
｢
簡
に
し
て
奥
｣
と
評
債
す
る
が
､
内
容
に
つ
い
て
は
多
く
を
語
ら
な
い
.
他
方

蘇
輔
は

｢
湧
易
の
説
｣
と
非
難
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
『
法
言
』
を
構
え
る
者
は
表
現
を
評
債
L
t
非
難
す
る
者
は
内
容
を
難
ず
る
傾

⑩

向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
既
に
第
五
章
で

『
法
言
』
の
序
に
見
た
と
お
り
'
こ
の
書
は
諸
子
が
聖
人
を
そ
し
り
'
太
史
公
が
経
に
謬
っ
て
い
た
た
め
に
著

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
諸
子
や
太
史
公
の
誤
り
を
正
す
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
聖
人
や
煙
書
に
適
っ
た
あ
り
方
を
示
す
こ

と
に
著
述
の
目
的
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
経
書
と

一
億
化
す
る
か
の
ご
と
く
､
経
書
の
語
句
を
文
中
に
溶
け
込
ま
せ
て
い

た
と
は
既
に
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
な
ら
ば
晃
公
武
の
批
判
の
よ
う
に
｢
自
ら
得
る
者
少
く
｣
｢
斬
断
然
と
し
て
影
の
形
を
守
る
が
ご
と

し
｣
と
な
る
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
.
む
し
ろ
本
来
の
聖
人
像
'
経
書
の
あ
り
方
を
継
承
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
'

革
新
的
で
猫
別
的
な
内
容
は
不
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
'
復
古
的
な
内
容
と
な
り
非
難
を
受
け
る
の
だ
が
'
こ
れ
は
あ
る
意
味

『
法
吉
』
の
表
現



l
七
二

で
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
り
'
む
し
ろ
経
文
を
自
在
に
散
り
ば
め
､
文
中
に
溶
け
込
ま
せ
た
表
現
方
法
こ
そ
'
昔
時
に
お
い
て
は
稀
有
な

こ
と
と
評
償
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
｡

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
後
に
は

『
法
言
』
を
継
ぐ
者
が
何
人
も
現
れ
る
｡
胡
鷹
麟
は

｢
論
語
に
擬
す
る
者
｣
と
し
て

｢
揚
雄

『
法
言
』､

張
融

『
家
語
』､
梁
武
帝

『
孔
子
正
吉
』'
王
通

『
中
説
』､
王
勃

『
次
論
語
』､
宋
辞
掠

『
孔
子
集
語
』｣
を
奉
げ

(『
少
室
山
房
筆
叢
』
撃
二
･

煙
籍
曾
通

三
)､
朱
奔
尊

『
経
義
孝
』
は
巻
二
六
八
か
ら
二
八
〇
の
十
三
等
を

｢
擬
経
｣
に
あ
て
て
い
る
｡
楊
雄
の
後
'
少
な
か
ら
ざ
る
者

が
､
経
書
に
擬
す
る
表
現
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡

①

楊
雄
の
姓
に
つ
い
て
は
段
玉
裁
の
説
を
う
け
､
｢
楊
｣
字
を
用
い
る
｡
『
経
韻
樟
集
』
巻
五

｢
書
漢
書
楊
雄
侍
後
｣
参
照
｡

②

拙
論

｢
『
漢
書
』
揚
雄
侍
所
収

｢
揚
雄
自
序
｣
を
め
ぐ
っ
て
｣
(
『
撃
林
』
二
八

･
二
九
銃
､

一
九
九
八
年
'
中
国
重
文
研
究
合
)
参
照
｡
ま
た
､
膏
木
哲

郎

｢
西
漢
末
知
識
人
の
意
識
構
造
-
揚
雄
の
場
合
-
｣
(
『
東
洋
撃
術
研
究
』
第
二
七
巻
別
冊
､
一
九
八
八
年
､
東
洋
哲
学
研
究
所
)
も
､
楊
雄
の
著
述
活
動

に
注
目
し
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
｡
｢
個
人
の
主
値
性
が
支
配
機
構
と
し
て
の
制
度
に
よ
っ
て
厳
格
に
拘
束
さ
れ
る
昔
時
の
官
僚
杜
骨
の
中
に
あ
っ

て
'
そ
の
自
由
意
志
を
髄
制
内
に
留
保
す
る
揚
雄
は
､
自
ら
の
忍
従
生
活
の
反
照
と
し
て
､
著
述
活
動
を
通
じ
'
自
己
の
知
識
を
先
聖
と
戦
わ
せ
､
そ
の
す

ぐ
れ
た
能
力
を
後
世
に
顛
讃
せ
ん
と
し
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
･･････｣｡

③

｢
経
書
｣
と
い
う
語
は
､
狭
義
で
は
五
経
の
書
を
意
味
し
､
虞
義
で
は
十
三
経
や
侍
を
含
ん
だ
経
部
の
書
を
指
す
が
､
『
法
言
』
で
は
楊
雄
が
五
経
の
経
文

と

『
左
氏
倦
』
『
論
語
』
な
ど
の
侍
に
明
確
な
直
別
を
し
な
い
こ
と
か
ら
､
小
論
で
は
虞
義
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
に
す
る
｡

④

ま
た
､
『
春
秋
繁
露
』
山
川
煩
に
も
､
こ
れ
に
頬
す
る
理
解
が
見
え
る
｡
｢
水
則
源
泉
混
混
捻
転
､
重
夜
不
喝
､
既
似
力
者
｡
盈
科
後
行
'
耽
似
持
平
者
-

-
孔
子
在
川
上
日

¶
逝
者
如
斯
夫
'
不
舎
査
夜
』
此
之
謂
也
｣｡

⑤

ま
た
'
こ
の
孝
至
簾
の

｢
聖
人
不
加
蔦
｣
に
は
､
『
孝
経
』
の

｢
子
日
-
-
夫
聖
人
之
徳
'
又
何
以
加
於
孝
平
｣
と
い
う
文
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
｡



⑥

『
法
言
』
に
お
い
て
､
経
書
の
文
を
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
た
用
法
は
､
約
三
分
の
一
か
ら
半
数
の
章
に
見
ら
れ
､
経
書
の
句
法
だ
け
用
い
た
章
は
'
約
四

分
の
1
程
度
と
思
わ
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
見
方
に
よ
っ
て
襲
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
あ
く
ま
で
も
試
算
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
｡

⑦

な
お

『
准
南
子
』
の
引
用
す
る

『
詩
経
』
の
句
に
つ
い
て
は
､
戸
川
芳
郎

｢『
准
南
子
』
所
引
の
詩
句
に
つ
い
て
｣
(
『
日
本
中
園
学
食
報
』
四
三
､
一
九

九

1
年
)
が
あ
る
｡
ま
た
漢
代
に
お
け
る
経
書
の
引
用
に
関
し
て
は
内
野
熊

一
郎

『
漢
初
経
書
撃
の
研
究
』
(
一
九
四
二
年
､
清
水
書
院
)
や
'
黄
錦
鑑

『
案

漢
思
想
研
究
』
(
一
九
七
九
年
'
撃
海
出
版
社
)
に
詳
し
い
｡

⑧

董
仲
野
が

『
春
秋
』
を
規
範
と
し
て
政
治
を
行
な
っ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
､
『
後
漢
書
』
鷹
劾
博
に
も
次
の
よ
う
に
見
え
る
｡
｢
謬
西
相
童
仲
野

老
病
致
仕
'
朝
廷
毎
有
政
議
､
敷
遷
延
尉
張
湯
親
至
随
巷
'
間
其
得
失
｡
於
是
作
春
秋
決
獄
二
百
三
十
二
事
､
動
以
経
封
､
言
之
詳
臭
㌔

そ
し
て

『
公
羊
董

仲
野
治
獄
十
六
第
』
(
『
漢
書
』
重
文
志

二
ハ
蓉

･
春
秋
)
の
侠
文
は
三

春
秋
』
を
用
い
て
裁
判
の
判
決
を
下
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

(
侠
文
は
､

馬
園
翰

『
玉
函
山
房
輪
侠
書
』､
黄
爽

『
責
氏
逸
書
考
』
所
収
)｡
こ
の
外
､
『
尚
書
』
も
同
様
に
用
い
ら
れ
､
『
産
』
が
法
に
近
い
規
範
で
あ
っ
た
こ
と
が

厚
琴

『
儒
学
輿
漢
代
杜
合
』
(
二
〇
〇
二
年
'
賛
魯
書
社
)
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡

⑨

間
紳
篇
'
吾
子
第
の
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡
｢
或
間

『
聖
人
之
経
不
可
使
易
知
輿
』｡
日

『
不
可
｡
天
俄
而
可
度
､
則
其
覆
物
也
浅
黄
｡
地
俄
而
可

測
'
則
其
載
物
也
薄
臭
｡
大
哉
｡
天
地
之
烏
寓
物
郭
､
覇

叫周
飛
姐
爪朝

』｣
(
間
紳
)'
｢
親
書
者
誓
諸
観
山
及
水
.
升
東
款
而
知
衆
山
之
荊
魔
也
｡
況
介
丘

平
.
浮
浪
海
而
知
江
河
之
悪
陀
也
｡
況
枯
津
平
｡
舎
舟
飼
両
津
乎
薄
着
､
末
夷
｡.
舎
五
経
両
帝
乎
道
者
､
末
実
.
棄
常
珍
而
噂
乎
異
鰐
者
'
悪
親
其
識
味
也
｡

委
大
聖
而
好
乎
諸
子
者
'
悪
親
其
識
道
也
｣
(
吾
子
)｡
な
お
､
楊
雄
の
煙
毒
観
に
関
し
て
は
､
池
田
秀
三

｢
『
法
言
』
の
思
想
｣
(
『
日
本
中
園
学
舎
報
』
二

九
､
一
九
七
七
年
)
や
前
掲
の
喬
木
論
文
に
詳
し
い
｡

⑩

｢
不
謬
者
卓
臭
｣
の

｢
卓
｣
字
に
李
軌
は

｢
卓
'
遠
｣
と
注
す
る
が
､
呉
秘
は

｢
卓
然
可
見
｣
と
注
し
'
江
柴
賓
義
疏
は
こ
れ
を
承
け
'
｢
呉
云

『
卓
然
可

見
』
則
讃
為
悼
｡
説
文

『
樽
､
明
也
』｣
と
す
る
｡
小
論
で
は
呉
秘

･
江
柴
賓
に
従
い
'
｢
卓
｣
字
を

｢
明
ら
か
｣
と
解
滞
し
た
｡

⑪

F
漢
書
』
王
貢
爾
襲
飽
侍
に
次
の
よ
う
に
あ
る
｡
｢
其
後
谷
口
有
鄭
子
県
'
苛
有
厳
君
平
｡
皆
修
身
自
保
'
非
其
服
弗
服
､
非
其
食
弗
食
｡
-
･-
君
平
卜
笠

於
成
都
市
･･･-
･裁
日
閲
数
人
'
得
百
鏡
足
自
養
'
則
閉
韓
下
簾
而
授
老
子
｡
博
覧
亡
不
通
､
依
老
子

･
巌
周
之
指
著
書
十
飴
高
言
｡
楊
雄
少
時
従
落
筆
､
以

而
仕
京
師
黒
名
'
敷
島
朝
廷
在
位
賢
者
栴
君
平
徳
｡
･･････及
雄
著
書
吉
富
世
士
'
栴
此
二
人
J.

⑫

『
金
谷
治
中
国
思
想
論
集

上
巻

中
国
古
代
の
自
然
観
と
人
間
観
』
(
一
九
九
七
年
'
平
河
出
版
社
)
所
収

｢
漢
代
の
今
古
文
撃
｣
も

｢
揚
雄
は

『
論
語
』

に
模
倣
し
て

『
法
言
』
を
著
わ
し
､
『
周
易
』
に
因
ん
で

『
太
玄
』
を
創
作
し
た
が
､
と
く
に

『
太
玄
』
に
は
彼
の
新
し
い
世
界
解
樺
と
理
想
が
寓
さ
れ
て
い

『
法
吉
』
の
表
現



1
七
四

る
｡
今
文
官
撃
に
見
き
り
を
つ
け
た
揚
雄
は
､
劉
款
の
よ
う
に
古
文
テ
ク
ス
ト
に
向
か
う
か
わ
り
に
'
自
ら
経
典
を
つ
く
り
出
し
た
の
で
あ
る
｣
と
さ
れ
る
｡

⑬

｢
百
官
歳
｣
に
つ
い
て
は
､
佐
藤
達
郎

｢
漢
代
の
古
官
簾

語
注
篤

(
上
)｣
(
『
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
[撃
蜜
学
部
】論
集
』
第
三
九
競
､
大
阪
樟
蔭
女
子

大
学
[撃
要
撃
部
]学
術
研
究
委
員
会
'
二
〇
〇
二
年
)'
福
井
佳
夫

｢
揚
雄
の

『
百
官
歳
』
に
つ
い
て

(
上
)
(
下
)｣
(
『
漢
文
教
室
』
第

一
四
三

･
四
既
'

大
修
館
書
店
t
l
九
八
二
･
三
年
)
が
あ
る
｡
頑
井
論
文
は
特
に

『
法
言
』
が

『
論
語
』
を
模
倣
す
る
こ
と
に
つ
い
て

｢
思
想
的
共
感
に
基
づ
い
た
が
た
め

の
模
倣
な
の
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
｡
こ
の
ほ
か
､
『
法
言
』
と

『
論
語
』
に
つ
い
て
は
帥
和
順

｢
揚
雄

『
法
言
』
と

『
論
語
』
｣
(
『
論
語
の
思
想
史
』

松
川
健
二
編
'
汲
古
書
院
'
一
九
九
二
年
)
が
あ
る
｡

⑭

江
柴
賓

『
法
言
疏
置
』
(
宣
統
三
年
､
呉
解
江
氏
金
薙
琳
墳
膏
'
排
印
)
は
､
題
注
で
更
に

『
萄
子
』
大
略
も
引
い
て
次
の
よ
う
に
説
く
｡
｢
『
論
語
』
子

竿
篇
云
､
法
語
之
言
､
能
無
従
乎
'
『
孝
経
』
細
大
天
草
云
､
非
先
王
之
法
言
不
敢
道
､
『
苛
子
』
大
略
第
､
少
言
而
法
､
君
子
也
､
此
楊
君
名
書
之
脂
也
｡

『
荘
子
』
人
間
世
篇
記
孔
子
答
葉
公
子
高
語
'
再
引
'
｢
故
法
吉
日
｣､
則
似
孔
子
之
時
巳
有
俸
記
名
法
言
者
､
楊
君
襲
之
｣｡

⑮

｢
語
｣
に
つ
い
て
は
貝
塚
茂
樹

｢
論
語
の
成
立
｣
｢
国
語
に
現
れ
た
説
話
の
形
式
｣
(
と
も
に

『
貝
塚
茂
樹
著
作
集
』
第
五
等
'
一
九
七
六
年
､
中
央
公
論

社
)､
小
南

一
郎

｢
語
か
ら
説
へ
ー
中
国
に
お
け
る

『
小
説
』
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
-
｣
(
『
中
国
文
学
報
』
第
五
十
冊
'

一
九
九
五
年
､
京
都
大
学
文
学
部

中
園
話
中
国
文
学
研
究
室
)'
谷
口
洋

｢
P
国
語
』
『
論
語
』
に
お
け
る

｢
語
｣
に
つ
い
て
｣
(
『
日
本
中
国
学
合
報
』
第
五
十
集
､

1
九
九
八
年
'
日
本
中
国

撃
曹
)
が
あ
る
｡

⑯

宋
成

｢
進
垂
虞
註
楊
子
法
言
表
｣
は

『
纂
園
互
註
楊
子
法
言
』
(
｢
中
園
子
撃
名
著
集
成
｣
所
収
'
董
北
､
中
園
子
撃
名
著
集
成
編
印
基
金
合
t
t
九
七
八

～
一
九
八
〇
年
､
影
印
)
冒
頭
の
も
の
に
擦
り
､
司
馬
光

｢
司
馬
温
公
注
揚
子
序
｣
は
『
宋
版
揚
子
法
言
』
(
一
九
八
八
年
'
巴
萄
書
社
､
影
印
)
に
よ
っ
た
｡

⑳

｢
彫
畠
蒙
刻
｣
と
は
､
『
法
言
』
吾
子
篤
の

｢
或
間
吾
子
少
而
好
就
｡
日
､
然
｡
童
子
彫
畠
蒙
刻
｡
俄
両
日
､
杜
夫
不
烏
也
｣
の
語
に
基
づ
く
が
､
内
容
よ

り
は
表
現
を
重
税
す
る
辞
賊
と
い
う
も
の
を
論
じ
た
語
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
.

⑳

こ
こ
に
奉
げ
た
者
以
外
の
許
僧
は
'
藍
秀
隆

『
楊
子
法
言
研
究
』
附
録

(
一
九
八
九
年
'
童
北
'
文
辞
出
版
社
)
や
陳
頑
演

『
揚
雄
』
第
八
章

(
一
九
九

三
年
､
董
北

･
東
大
園
書
公
司
､
世
界
哲
撃
家
叢
書
)
な
ど
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
｡


