
襲

自

珍

論

(一)

l

i
戒
詩
を
中
心
と
し
て

清
末
、
嘉
慶
・
道
光
年
間
ア
ヘ
ン
戦
争
前
夜
に
活
躍
し
た
詩
人
た

ち
の
第
一
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
者
は
襲
自
珍
で
あ
る
。
襲
自
珍
は
合

典
文
学
の
世
界
と
近
代
文
学
の
世
界
の
接
点
に
位
置
す
る
。
そ
の
家

柄
や
環
境
は
な
お
近
代
以
前
の
読
書
人
の
も
の
で
あ
る
が
、
異
常
ま

で
の
憂
愁
の
深
さ
と
そ
れ
に
対
す
る
深
刻
な
省
察
な
ど
は
、
す
で
に

古
典
文
学
の
範
時
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

腹
自
珍
の
出
身
は
、
新
江
省
杭
州
の
書
呑
門
第
、
読
書
人
の
家
庭

で
あ
る
。
祖
父
の
敬
身
は
乾
隆
三
十
四
年
(
一
七
六
九
〉
の
進
士

で
、
礼
部
・
吏
部
の
官
を
燦
任
し
て
雲
南
迩
南
兵
備
道
に
い
た
っ

た
。
父
の
麗
正
も
ま
た
嘉
慶
元
年
(
一
七
九
六
)
に
進
士
と
な
り
、

官
は
江
南
蘇
松
太
兵
備
道
、
江
蘇
按
察
伎
に
い
た
り
、
「
国
語
注
補
」

な
ど
の
著
も
あ
る
学
者
で
も
あ
っ
た
。
母
段
馴
は
清
朝
考
証
学
の
泰

斗
で
あ
る
段
玉
裁
の
女
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
の
詩
集
を
持
つ
女
性
で

あ
っ
た
。
ま
た
自
珍
二
十
一
歳
の
と
き
の
初
め
の
妻
段
貞
美
は
段
玉

中

村

弘

嘉

裁
の
孫
で
あ
っ
た
。

襲
自
珍
の
生
、
涯
は
、
大
き
く
分
け
れ
ば
四
期
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
第
一
期
は
幼
少
年
時
代
。
第
二
期
は
願
天
郷
試
に
応
じ
た

十
九
歳
か
ら
二
十
七
歳
の
新
江
郷
試
合
格
ま
で
、
勉
学
と
応
試
、
詩

詞
の
創
作
と
経
国
済
世
の
著
述
の
時
代
で
あ
る
。
第
三
期
は
二
十
八

歳
以
後
、
四
十
七
歳
ま
で
、
時
弊
に
対
す
る
憂
国
の
発
一
一
一
一
向
、
官
界
で

の
保
守
派
と
の
摩
擦
、
度
重
な
る
会
試
不
合
務
と
不
遇
の
時
代
。
公

羊
学
を
学
び
仏
教
信
仰
に
入
り
、
詩
に
は
深
い
憂
愁
が
あ
る

Q

第
四

期
は
四
十
八
歳
か
ら
五
十
歳
ま
で
、
退
官
し
て
帰
郷
し
死
に
い
た
る

ま
で
の
三
年
間
。
長
く
詩
作
を
離
れ
て
い
た
自
珍
が
、
沈
黙
を
破
り

生
涯
の
総
決
算
た
る
「
己
亥
雑
詩
」
一
ニ
百
十
五
首
を
詠
ん
だ
時
期
で

あ
る
。自

珍
の
生
き
た
嘉
慶
・
道
光
の
時
代
、
ア
ヘ
ン
戦
争
前
の
数
十

は
、
や
が
て
来
る
太
平
天
国
の
乱
の
幕
開
け
の
時
代
、
巨
大
な
清
王

朝
が
崩
壊
へ
の
急
坂
を
滑
り
落
ち
て
行
く
時
代
で
あ
っ
た
。
嘉
慶
一
克
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年
に
起
っ
た
白
蓮
教
の
乱
は
、
関
川
・
甘
粛
・
険
西
・
湖
北
・
河
南

に
お
よ
び
、
そ
の
収
束
に
は
十
年
に
近
い
歳
月
を
必
要
と
し
た
。
ま

た
、
嘉
慶
十
八
年
に
は
天
理
教
の
乱
が
起
っ
て
い
る
。
乱
は
直
隷
・

河
南
・
山
東
に
お
よ
び
、
賊
徒
が
紫
禁
城
に
乱
入
す
る
と
い
う
衝
撃

的
な
禁
門
の
変
が
起
っ
て
い
る
ο
対
外
問
題
で
は
、
ア
ヘ
ン
の
輸
入

を
手
段
と
し
て
、
英
国
の
中
国
へ
の
野
心
が
ま
す
ま
す
露
骨
に
な
っ

て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
。
ア
ヘ
ン
輸
入
問
題
は
当
時
最
も
緊
急
な
問

題
で
あ
り
、
繰
り
返
し
禁
止
令
が
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
輸

入
は
増
大
し
、
ア
ヘ
ン
吸
飲
に
よ
る
人
心
の
荒
廃
と
銀
の
流
出
に
よ

る
経
済
の
混
乱
を
お
い
た
。
林
財
徐
が
欽
差
大
臣
と
し
て
広
東
に
派

遺
さ
れ
、
英
関
商
人
の
ア
ヘ
ン
を
大
最
に
没
収
焼
却
し
た
の
は
道
光

十
九
年
己
亥
ご
八
一
一
一
九
)
、
自
珍
四
十
八
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ

り
、
ア
ヘ
ン
戦
争
が
始
っ
た
の
は
そ
の
謹
年
、
自
珍
の
急
逝
の
前
年

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

自
珍
は
、
・
道
光
に
先
立
つ
乾
隆
一
の
時
代
に
つ
い
て
「
我

設
の
鬼
神
を
動
か
す
有
る
も
、
却
っ
て
乾
隆
の
春
を
見
る
の
福
無

し
」
(
「
秋
夜
食
秋
闘
が
琵
琶
を
弾
ず
る
を
聴
き
て
詩
を
賦
す
」
)

と
う
た
い
、
こ
の
時
代
を
コ
設
世
に
(
寸
乙
丙
之
際
箸
議
第
九
い
)
と

認
識
し
、
現
状
に
対
す
る
変
革
を
希
求
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

は
冷
淡
な
無
視
と
不
遇
に
よ
っ
て
む
く
わ
れ
た
。
し
か
し
自
珍
の
詩

は
そ
の
の
情
の
激
し
き
、
深
さ
に
お
い
て
、
後
来
の
詩
人
・
革
命

家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
最
も
人
口
に
輪
朗
笑
す
る
の
は
、

「
己
亥
雑
詩
」
そ
の
百
二
十
五
の
次
の
詩
で
あ
ろ
う
c

九
州
生
気
侍
風
雷
九
州
の
生
気
風
雷
を
侍
む

万
馬
斉
痔
究
可
哀
万
馬
斉
し
く
痔
す
究
に
哀
し
む
可
し

ル
τフ
ル
、
よ
ノ

我
勧
天
公
重
科
撮
我
は
勧
む
天
公
重
ね
て
料
撮
し

不
拘
一
一
格
降
人
材
一
一
格
に
拘
ら
ず
人
材
を
降
さ
ん
こ
と
を

自
珍
は
生
涯
を
通
し
て
憂
閣
の
人
で
あ
っ
た
。
詩
人
と
し
て
、
簡

を
憂
え
変
革
を
希
求
す
る
詩
や
、
社
会
批
判
の
詩
を
作
っ
た
。
少
し

く
名
を
あ
げ
れ
ば
、
「
行
路
易
」
「
都
児
半
夜
突
」
「
小
遊
仙
詞
十
五

首
」
「
縛
鈍
一
議
」
「
一
詠
史
」
「
偽
鼎
行
」
な
ど
が
そ
の
一
部
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
作
品
か
ら
だ
け
で
は
自
珍
の
全
体
を
理
解
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
詩
人
と
し
て
の
自
珍
の
特
異
さ
は
、
そ
の
深
い

憂
愁
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
単
に
憂
国
の
情
に
出
る
も
の
、
あ

る
い
は
身
世
の
不
遇
に
発
す
る
も
の
の
ご
と
く
割
り
切
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
自
珍
は
憂
愁
が
自
己
の
存
在
の
根
源
に
発
動
す
る
と
認
識

し
た
。
古
来
、
憂
愁
を
う
た
う
詩
人
は
無
数
に
あ
る
が
、
一
憂
愁
の
由

来
を
た
ず
ね
て
精
神
の
内
奥
を
深
く
省
察
し
た
詩
人
は
、
恐
ら
く
自

珍
が
初
め
て
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
憂
愁
を
断
ち
切
る

た
め
に
仏
教
に
近
づ
い
た
詩
人
は
少
く
な
い
が
、
憂
愁
を
断
ち
切
る

た
め
に
仏
教
信
仰
に
入
り
、
詩
の
創
作
を
断
つ
と
い
う
「
戒
詩
」
に

ま
で
い
た
っ
た
詩
人
は
、
襲
自
珍
の
み
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
き
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わ
め
て
特
異
な
現
象
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

G

こ
れ
ら
の
問
題
の

考
察
は
、
詩
人
と
し
て
の
自
珍
を
把
援
す
る
の
に
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

一一

自
珍
が
幼
時
か
ら
き
わ
め
て
敏
感
な
神
経
を
持
っ
て
い
た
こ
と

は
、
か
れ
自
身
が
後
年
語
る
と
こ
ろ
の
エ
ピ

i
ド
に
よ
っ
て
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
内
閣
中
書
と
し
て
、
北
京
の
国
史
館
で
「
大
清
一

統
志
」
の
重
修
の
任
に
あ
っ
た
三
十
歳
の
と
き
の
「
冬
日
小
し
く
病

み
家
事
一
闘
を
寄
せ
て
作
る
い
の
詩
に
次
の
ご
と
く
う
た
っ
て
い
る
。

黄
日
半
街
媛
禁
日
窓
に
半
ば
に
し
て
媛
か
く

人
戸
間
部
希
人
声
岡
田
に
希
な
り

錫
競
明
窮
巷
錫
籍
窮
巷
に
咽
び

沈
沈
止
復
吹
沈
沈
と
し
て
止
み
復
た
吹
く

小
時
間
此
戸
小
時
此
の
戸
を
開
け
ば

心
神
献
為
媛
心
神
腕
ち
為
に
燦
た
り

慈
母
知
我
病
慈
母
我
が
病
を
知
り

手
以
棉
覆
之
手
ず
か
ら
棉
を
以
て
之
を
覆
う

夜
夢
猶
附
呉
、
夜
夢
み
て
猶
お
仰
然
、
し

投
於
母
中
懐
母
の
中
懐
に
投
ず

行
年
治
壮
感
行
年
壮
感
に
治
び

此
病
恒
相
随
此
の
病
恒
に
相
い
槌
う

欽
我
慈
母
怠
我
が
慈
母
の
怒
を
飲
ま
ん
と
す
る
は

蹴
壮
向
児
時
壮
と
慨
も
児
た
り
し
時
に
同
じ

今
年
遠
離
別
今
年
遠
く
離
別
し

独
坐
天
之
法
独
り
天
の
波
に
坐
す

神
照
一
日
不
足
神
理
日
に
足
ら
ず

禅
悦
認
可
期
禅
悦
誌
ぞ
期
す
可
け
ん
や

沈
沈
復
情
情
沈
沈
復
た
情
恰

擁
余
思
投
誰
余
を
擁
し
て
誰
に
投
ぜ
ん
か
と
思
う

こ
の
詩
の
後
記
に
は
つ
予
毎
に
斜
日
中
の
錆
声
を
開
け
ば
、
別

ち
病
む
。
其
の
故
を
鳴
る
莫
し
。
此
に
附
記
す
」
と
い
う
。
夕
陽
の

中
で
あ
め
売
り
の
チ
ャ
ル
メ
ラ
の
戸
を
開
く
と
、
心
神
は
呆
け
、
夜

も
夢
で
う
な
さ
れ
た
幼
時
の
体
験
が
、
遠
く
郷
里
に
別
れ
て
暮
す
母

へ
の
甘
美
な
思
慕
の
中
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
幼
時
の
追

憶
を
持
つ
人
は
決
し
て
少
く
は
な
い
と
忠
わ
れ
る
が
、
自
珍
の
場

合
、
「
行
年
壮
盛
に
治
び
、
此
の
病
恒
に
相
い
随
う
」
と
い
い
、

こ
の
神
経
の
病
が
幼
時
に
と
ど
ま
ら
ず
、
壮
年
に
お
よ
ん
で
も
お
さ

ま
ら
ず
、
「
神
理
日
に
足
ら
ず
、
禅
悦
詰
ぞ
期
す
可
け
ん
や
」
、

精
神
も
充
実
せ
ず
、
禅
定
の
悦
び
、
精
神
の
安
定
も
期
待
で
き
な
い

心
は
重
苦
し
く
ひ
そ
や
か
に
、
夜
具
を
か
ぶ
っ
て
い
っ
た
い
誰
の
絢

に
身
を
投
げ
よ
う
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
病
的
な
精
神
状
態
は
三
十

歳
を
過
ぎ
て
も
な
お
常
に
詩
人
を
苦
し
め
て
お
り
、
病
め
る
過
敏
な
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神
経
は
か
れ
の
憂
愁
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る

の
で
あ
る
。

詩
人
の
精
神
は
、
き
わ
め
て
早
熟
で
も
あ
っ
た
。
二
十
九
歳
の
作

「
間
憶
両
首
い
そ
の
一
に
は

国
憶
横
、
街
宅
関
り
て
憶
う
横
街
の
宅

機

花

五

丈

青

棟

花

五

丈

青

し

文
章
駿
練
平
文
章
駿
隷
な
る
こ
と
早
く

知

覚

鬼

神

霊

知

覚

鬼

神

霊

あ

り

と
い
い
、
み
ず
か
ら
「
年
十
一
一
一
、
横
街
の
宅
に
住
む
、
厳
江
宋
先

生
、
其
の
文
を
評
し
て
日
く
、
行
間
酸
訪
問
な
り
と
」
と
注
す
る
。

「
骸
練
」
の
話
は
、
十
一
一
一
歳
、
北
京
の
横
街
に
住
ん
で
い
た
と
き
、

毅
郎
で
あ
っ
た
宋
璃
(
魯
珍
〉
の
評
で
あ
る
が
、
自
珍
の
文
章
の
一
表

に
ひ
そ
む
悲
友
の
情
を
指
摘
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た

「
知
覚
弁
一
首
を
作
る
、
是
れ
文
集
の
託
始
な
り
」
と
注
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
「
弁
知
覚
」
の
一
篇
を
さ
し
て
い
る
。
「
弁
知
覚
」
は
、

宋
璃
が
「
孟
子
・
万
章
下
」
に
み
え
る
伊
予
の
「
天
の
此
の
民
を
生

ず
る
や
、
先
知
を
し
て
後
知
を
覚
ら
し
め
、
先
覚
を
し
て
後
党
を
党

ら
し
む
」
の
認
に
つ
い
て
、
「
知
」
と
「
覚
」
と
の
別
を
問
う
た
の

に
対
し
て
そ
れ
を
弁
じ
た
文
章
で
あ
る
。
「
鬼
神
霊
あ
り
」
と
い

う
の
は
、
み
ず
か
ら
の
創
作
に
お
い
て
、
精
神
の
活
動
が
霊
妙
で
あ

っ
た
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る

Q

自
珍
が
年
少
に
し
て
す
で
に
創
作

に
お
け
る
霊
妙
な
精
神
の
活
動
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
句

は
示
し
て
い
る
。

ま
た
「
菌
培
応
両
首
」
そ
の
こ
で
は
、
情
緒
の
一
期
で
も
早
熟
で
あ
っ

た
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
。

因
憶
斜
街
宅
密
り
て
憶
う
斜
街
の
宅

め
ば

情
苗
富
一
一
統
情
苗
一
一
統
苗
ゆ

銀
紅
吟
小
別
銀
紅
小
別
を
吟
じ

書
本
画
相
思
書
本
相
思
を
画
く

自
注
に
よ
れ
ば
、
八
歳
、
北
京
の
斜
街
に
住
ん
で
い
た
と
き
の
こ

と
で
あ
る
。
幼
い
恋
が
芽
生
え
、
銀
の
火
ざ
ら
の
も
と
で
、
ち
ょ
っ

と
し
た
別
れ
を
詩
に
よ
ん
だ
り
、
幌
高
に
恋
す
る
ひ
と
の
姿
を
描
い

た
り
も
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

幼
い
恋
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
に
「
百
字
令
実
大
琴
南
に
投

ず
」
(
「
懐
人
館
詞
選
一
)
の
中
に
も
え
る
。

放

学

花

前

放

学

花

の

前

題

詩

石

上

詩

を

題

す

石

の

上

春

水

圏

亭

裏

春

水

関

亭

の

裏

逢

君

一

笑

君

が

一

笑

に

逢

う

人
間
無
比
歓
喜
人
間
此
の
歓
喜
な
し

こ
の
認
に
は
「
乃
ち
十
二
歳
の
時
の
情
事
な
り
L

と
岳
注
が
あ
る
。

早
熟
な
精
神
は
、
早
く
か
ら
夢
幻
的
傾
向
を
も
示
し
て
い
る
。
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「
弁
知
覚
い
と
同
じ
十
一
一
一
歳
の
と
き
に
宋
魯
珍
の
命
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
「
水
健
華
賦
」
に
は
夢
幻
的
情
緒
と
い
う
べ
き
も
の
が
表
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
一
部
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

一
仙
子
有
り
茶
の
賠
は
何
処
ぞ
。
走
れ
幻
に
し
て
真
に
非
ず

水
涯
に
昨
る
。
弾
翠
を
裾
と
為
し
、
天
然
の
粧
束
な
り
、
黄
を
将

っ
て
額
を
染
め
、
鉛
華
を
事
と
せ
ず
。
:
:
:
花
態
は
韓
/
索
、
花
心

は
橋
旋
た
り
。
一
校
体
を
出
で
て
、
俊
抜
双
び
無
く
、
半
面
粧
を

凝
ら
し
て
、
容
翠
第
幾
ぞ
。
明
離
を
一
中
押
し
て
其
れ
仙
な
ら
ん
と
欲

し
、
漁
情
を
流
水
に
写
す
0

・
:
:
・
苓
は
暮
諸
に
り
、
水
雲
何

ぞ
清
愁
を
恨
ら
ん
、
水
は
長
洲
に
沖
け
、
環
楓
幽
韻
な

ハノ
0

・・::

こ
の
最
も
早
い
時
期
に
作
ら
れ
た
賦
に
は
、

の
素
質
、
が
、
い
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
、

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
れ
の
詩
人
と
し
て

す
で
に
示
さ
れ
て
い

一一一

こ
こ
で
青
年
時
代
の
自
珍
の
経
歴
に
、
ご
く
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ

う
。
自
珍
は
、
十
九
歳
で
順
天
郷
試
副
傍
に
合
格
し
、
二
十
一
歳
の

と
き
、
武
英
殿
校
録
に
充
て
ら
れ
た
。
こ
の
年
、
徽
州
知
府
に
任
ぜ

ら
れ
た
父
に
侍
行
し
て
徽
州
へ
行
く
。
蘇
州
で
段
貞
美
と
結
婚
し
た

が
、
一
安
は
翌
年
病
死
し
て
い
る
。
二
十
四
歳
の
と
き
、
父
が
蘇
松
太

兵
備
道
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
二
度
目
の
妻
何
吉
雲
と
結
婚
し
た
の
は
こ

の
年
で
あ
る
。
二
十
五
歳
の
と
き
、
父
の
任
地
上
海
へ
行
き
、
そ
こ

に
留
る
。
そ
し
て
二
十
七
歳
の
と
き
、
瓶
、
江
郷
試
に
合
格
し
挙
人
と

な
っ
た
の
で
あ
る
G

十
九
歳
以
降
は
本
格
的
な
創
作
が
始
っ
た
時
代

で
あ
る
。

襲
JH珍
の
詩
の
編
年
は
、
十
五
歳
の
と
き
に
始
り
四
十
七
歳
に
終

る
。
「
己
亥
雑
詩
」
そ
の
六
十
五
の
高
注
に
「
詩
の
編
年
は
嘉
慶
丙

寅
に
始
り
、
道
光
戊
戊
に
終
る
、
執
し
て
二
十
七
巻
と
成
す
」
と
い

う
。
早
い
時
期
の
詩
は
失
わ
れ
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
の
は
二
十
八

歳
以
鋒
の
編
年
詩
お
よ
び
「
己
亥
雑
詩
」
で
あ
る
。

「
街
声
填
詞
」
す
な
わ
ち
詞
の
創
作
は
、
十
九
歳
の
と
き
に
始

る
。
「
己
亥
雑
詩
」
そ
の
七
十
五
の
自
注
に
「
年
十
九
、
侍
声
撰
認

を
始
め
、
壬
午
の
歳
戦
し
て
六
巻
と
成
す
、
今
頗
る
之
を
存
す
る
こ

と
を
悔
ゆ
」
と
い
う
。
現
在
そ
の
作
品
百
五
十
余
首
が
残
さ
れ
て
い

る
。
自
珍
は
詞
の
創
作
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
才
能
を
示
し
た
。
外
祖

父
段
玉
裁
は
自
珍
の
才
を
非
常
に
喜
ん
で
お
り
、
と
り
わ
け
詞
に
つ

い
て
は
、
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其
の
懐
人
館
詞
と
臼
う
者
三
巻
、
其
の
紅
禅
詞
と
臼
う
者
又
二

巻
、
造
意
造
一
一
一
問
、
幾
ん
ど
韓
李
の
文
章
に
於
け
る
が
如
く
、
銀
盆

雪
を
盛
り
、
明
月
鷺
を
蔵
し
、
中
に
異
境
有
り
。
此
の
事
東

塗
西
抹
す
る
者
多
き
も
、
此
に
至
る
者
少
し
。
自
珍
弱
冠
を
以
て

之
を
能
く
す
、
別
ち
其
の
才
の
絶
異
な
る
と
、
其
の
性
情
の
沈
逸



ハ
l
u

ら
に
し
て
知
る
べ
き
な
り
ο
(
「
懐
人
館
前
序
ど

と
絶
賛
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
段
玉
裁
は
、
詞
が
清
の
文
学
で
あ

る
が
ι
ゆ
え
に
、
詞
創
作
に
よ
る
情
へ
の
沈
楢
は
、
政
治
の
世
界
に
お

け
る
活
動
の
前
提
と
な
る
経
史
の
学
問
に
と
っ
て
決
し
て
誌
と
な
る

も
の
で
な
く
、
…

i

愈
よ
工
な
れ
ば
、
道
を
去
る
こ
と
愈
よ
遠
く
い
、
む

な
る
も
の
で
あ
る
と
戒
め
て
い
る
。
段
玉
裁
は
前
文
に

な
る
と
、

しけ
て
、

余
少
き
時
詞
を
為
る
を
慕
う
も
、
詞
は
自
珍
の
工
な
る
に
逮
ば

ず
。
先
君
子
之
を
諦
え
て
臼
く
、
走
れ
経
史
を
治
む
る
の
性
情
に

害
有
り
、
之
を
為
る
こ
と
窓
よ
工
な
れ
ば
、
道
を
去
る
こ
と
愈
よ

遠
し
と
。
予
謹
ん
で
教
を
受
け
、
畷
め
て
為
る
勿
し
。

と
い
い
、
「
自
珍
の
詞
を
愛
す
る
や
、
其
の
自
珍
を
愛
す
る
に
如
か

ざ
る
い
が
ゆ
え
に
、
自
珍
が
詞
の
創
作
に
よ
っ
て
深
く
情
に
沈
捕
す

る
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

段
玉
裁
は
叩
翌
年
に
外
孫
自
珍
に
対
し
て
、
勉
学
を
励
ま
す
書
館
を

ハ
2
〉

送
っ
て
い
る

Q

七
十
九
歳
の
大
学
者
段
玉
裁
の
二
十
二
歳
の
外
孫
に

対
す
る
期
待
は
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
一
一
殺
の
と
き
に
書
か
れ
た
間
篇
の
「
明
良
論
」
は
段
玉
裁

感
動
さ
せ
、
ぷ
渇
い
て
、
猶
お
此
の
才
を
見
て
死
す
、
吾

(
3
)
 

と
い
わ
し
め
て
い
る
。
一
良
論
い
以
後
、
嘉
疲
二
十
年

か
ら
一
一
年
内
子
に
か
け
て
れ
た

を
し

恨
み
ず

乙
亥

「
乙
丙
之
(
第
一
・
一
ニ
・
六
・
七
・
九
・
十
六
・
十
七
・

十
八
・
十
九
・
一
・
二
十
五
の
十
一
簾
が
残
さ
れ
て
い
る
)
、
そ

の
他
「
平
均
篇
」
「
尊
隠
」
な
ど
、
時
弊
を
鋭
く
っ
き
変
革
を
希
求

す
る
重
要
な
文
章
が
つ
ぎ
つ
、
ぎ
と
昔
掛
か
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
す
れ
も

こ
の
時
代
を
「
衰
世
」
と
し
、
「
乱
も
亦
党
に
速
か
ら
ざ
ら
ん
」
ハ
「
乙

第
九
)
と
す
る
立
場
か
ら
書
か
れ
た
警
世
の
書
で
あ

っ
た
。

問

自
珍
は
二
十
七
歳
の
と
き
、
新
江
郷
試
に
合
格
し
挙
人
と
な
っ

。
翠
二
十
八
歳
の
と
き
、
上
京
し
て
会
試
に
応
じ
た
が
失
敗
、
そ

の
ま
ま
北
京
に
摺
っ
た
。
北
京
は
自
珍
が
幼
時
よ
り
住
み
馴
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
四
十
八
歳
の
と
き
官
を
辞
し
て
帰
郷

す
る
ま
で
、
二
十
九
歳
か
ら
一
二
十
歳
に
か
け
て
の
帰
郷
、
ま
た
、
母

の
喪
に
服
す
る
た
め
一
一
一
十
二
歳
か
ら
足
か
け
三
年
の
離
京
を
除
け

ば
、
ほ
と
ん
ど
北
京
で
生
活
す
る
。

二
十
八
歳
以
後
、
自
珍
は
二
度
の
窓
科
を
入
れ
て
六
た
び
会
試
に

応
じ
、
六
度
目
、
一
一
一
十
八
歳
の
と
き
に
よ
う
や
く
会
試
に
合
格
し

た
。
第
一
一
聞
の
会
試
失
敗
以
来
十
一
年
目
の
こ
と
で
あ
り
、
十
九
歳

の
郷
試
か
ら
数
え
れ
ば
二
十
年
の
歳
月
を
経
て
い
る
。
こ
の
間
、
官

は
二
十
九
歳
の
と
き
に
得
た
内
開
中
書
の
徴
官
(
従
七
日
間
)
に
と
ど

ま
る
。
ま
こ
と
に
長
い
不
遇
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
時
期
、
き
こ
と
は
、
公
平
学
を
修
め
た
こ
と
と
仏

教
を
学
び
信
仰
に
入
っ
て
い
っ
た
こ
と
と
で
あ
る
。

自
珍
は
二
十
八
歳
の
と
き
、
公
学
学
者
劉
逢
禄

つ
い
て
公
羊
学
を
お
さ
め
た
。
そ
の
時
の
こ
と
を

春
よ
り
夏
に
侃
び
、
京
一
助
に
在
り
て
作
る
、

の
六
、
「
劉
山
中
受
に
就
い
て
、
公
羊
家
の

る
詩
は
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
。

昨
日
相
逢
劉
礼
部

の
そ

を
問
う
」
と
自
注
の
あ

事
礼
部

快
加
う
る
無
し

に
従
い
て
焼
尽
せ
ん
虫
魚
の
学

甘
ん
じ
て
作
ら
ん
東
京
の
売
餅
家

劉
逢
禄
の
「
快
加
う
る
無
き
高
一
一
同
大
句
」
は
、
自
珍
の
憂
国
の

情
を
激
し
く
揺
り
動
か
し
、
「
虫
魚
の
学
」
す
な
わ
ち
些
細
な
問
題

を
穿
饗
す
る
訓
誌
の
学
を
焼
き
尽
し
、
「
東
京
の
売
餅
家
」
に
な
ろ

う
と
い
わ
し
め
て
い
る
。
「
東
京
の
売
餅
家
」
は
貌
の
錨
訴
が
公
羊

を
好
ま
ず
左
氏
を
好
み
、
左
氏
を
つ
太
官
」
と
い
い
公
羊
を
三
河
川
間

(
4〉

家
い
と
い
っ
た
と
い
う
故
事
に
も
と
づ
く
。

自
珍
は
十
二
歳
の
と
き
外
祖
父
段
玉
裁
か
ら
「
説
文
解
字
」
を
学

ハ
5
〉

ん
で
い
る
が
、
文
字
の
学
は
「
衰
世
」
を
救
う
も
の
で
は
な
い
と
考

え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
の
自
珍
の
著
述
は
、
公
羊
学
に
も
と
づ

く
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
ο
島
珍
の
変
革
へ
の
希
求
、
が
、
公
羊
学
者

下
日

劉
逢
禄
に
よ
っ
て
明
確
な
方
向
づ
け
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。

で
は
、
仏
教
に
に
接
近
す
る
。

」
の
序
に
「
幼
に
し
て
転
輪
を
信
じ
、
長
く
大
乗
を

と
い
う
ご
と
く
幼
時
に
始
ま
る
が
、
こ
の
こ
ろ
経
世
済
民
の

信
念
が
政
治
の
世
界
に
入
れ
ら
れ
ず
、
憂
愁
は
深
ま
り
、
つ
い
に
救

い
を
信
仰
に
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
雑
詩
、
己
卯
、

春
よ
り
夏
に
祖
び
、
京
師
に
在
り
て
作
る
、
十
有
四
首
を
得
」
そ
の

十
二
に
次
の
よ
う
に
う
た
う

仰
はし

台、

し

の

楼
部
参
差
と
し
て
未
だ
上
燈
せ
ず

菰
芦
深
き
処
人
の
行
く
有
り

君
に
懇
ま
ん
旦
ら
く
高
き
に
登
り
て
望
む

こ
と
莫
れ

忽
忽
中
原
暮
霜
生
忽
忽
と
し
て
中
原
に
暮
諾
生
ず

(

6

)

 

詩
に
は
「
陶
然
亭
の
壁
に
題
す
」
と
自
注
が
あ
る
。
高
く
低
く
重

な
り
合
う
楼
閣
に
は
ま
た
火
、
が
と
も
ら
ず
、
ま
こ
も
や
葦
の
深
く
茂

る
と
こ
ろ
、
な
お
歩
く
人
が
い
る
。
ま
ず
と
に
か
く
高
い
所
に
登
っ

て
眺
め
る
の
は
よ
し
た
ま
え
、
心
、
が
晴
れ
る
ど
こ
ろ
悲
し
み
を
か
き

た
て
る
だ
け
だ
か
ら
。
中
原
の
地
に
は
暮
れ
の
も
や
が
す
で
に
立
ち

こ
め
て
い
る
だ
け
だ
。
つ
忽
忽
と
し
て
中
原
に
募
霧
生
ず
」
は
、
「
乾

隆
の
も
と
う
に
過
ぎ
、
い
ま
や
日
に
日
に
衰
亡
に
向
い
つ
つ
あ

楼
関
参
差
未
上
燈

菰
声
深
処
有
人
行
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る
た
そ
が
れ
の
清
朝
を
寓
す
る
も
の
で
あ
'
る
。

い
こ
も
る
作
で
あ
る
。
ま
た
そ
の つ

芸
品
;

ιzg向
2
3

日カ

tま

何
の
故
か
声
名
を
避
く

忽
ち
慈
悲
を
動
か
し
て
に
争
わ
ず

あ
っ
ち
を
消
し
こ
っ
ち
を
消
し
こ
っ
ち
を
盤
り
、
添
削
推
鮫
し
て

す
で
に
半
生
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
ο

そ
れ
な
の
に
今
に
な
っ
て
な

ぜ
名
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
か
。
才
能
の
あ
る
者
た
ち
が
食
う
物
も

な
い
の
を
克
る
と
、
ふ
と
慈
愛
の
心
が
動
い
て
争
そ
う
ま
い
と
思

う
。
こ
の
詩
は
、
文
学
上
の
名
を
も
避
け
、
官
界
で
の
競
争
を
も
慈

悲
の
心
か
ら
放
棄
し
て
、
し
だ
い
に
信
仰
の
世
界
へ
入
ろ
う
と
し
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
十
四
は
、
次
の
よ
う
に
う

た
う
。本

無
一

}
し
て
人
の

し
て
人
に
近
き
詩
を
為
ら
ん
と
欲
す

る
も

ん

を
下
せ
ば
悲
哀
の
情
が
湧
き
上
り
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い

っ
そ
の
こ
と
「
狂
」
と
い
う
評
判
を
洗
い
尽
し
、
心
中
の
想
念
を
も

消
し
尽
そ
う
と
思
う
。
も
と
も
と
文
字
の
な
い
こ
と
こ
そ
わ
た
し
の

範
と
す
る
と
こ
な
の
だ
。
「
本
鉱
山
一
宇
是
五
回
師
」
は
、
他
の
解
釈
の

可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
蘇
献
の
「
人
生
字
を
識

る
は
憂
患
の
始
め
」
(
「
石
蒼
針
酔
墨
堂
」
詩
)
を
ふ
ま
え
、
仏
教
の

信
仰
の
世
界
へ
入
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

ハ
7
)

か
じ
経
世
済
民
の
信
念
を
通
そ
う
と
す
る
「
狂
」
な
る
生
き
方
を
棄

て
、
想
念
を
も
消
し
尽
し
、
憂
患
を
生
み
出
す
文
字
の
世
界
を
脱
け

出
て
こ
そ
、
憂
患
は
消
え
失
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る

Q

こ
の
解
釈
が

成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
こ
の
詩
は
翌
年
に
始
ま
る
戒
詩
の
前
ぶ
れ
だ

と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
ろ
。
「
狂
」
な
る
生
き
方
を
棄
て
、
想
念
を

も
消
し
尽
そ
う
と
す
る
と
き
、
変
革
者
と
し
て
の
自
珍
も
詩
人
と
し

て
の
自
珍
も
消
滅
し
、
残
る
の
は
信
仰
者
と
し
て
の
自
珍
の
み
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
詩
に
は
、
国
家
の
危
急
を
震
視
せ
や
す
、
表
面

的
な
太
平
の
世
に
安
住
す
る
当
路
の
者
に
対
す
る
深
い
絶
望
と
、
憂

愁
か
ら
の
脱
出
、
仏
教
信
仰
へ
の
志
向
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

日
珍
の
仏
教
信
仰
は
、
翌
年
二
十
九
歳
春
の
詩
に
明
確
に
現
わ
れ

て
く
る
む
一
一
一
首
そ
の
一
…
一
に
い
う

書
来
る
こ
と
懇
款
君
の
賢
を
見
る

我
は
狂
を
収
め
漸
く
禅
に
向
わ
ん
と
欲
す

我
欲
収
狂
漸
向
禅
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ハ
中
略
)

し
め
自
か
ら
憐
せ
ば
法
無
辺

の
も
と
に
い

す。
告
珍
は
こ
の
年
再
び
会
試
に
下
第
し
、
挙
人
を
も
っ
て
内
問
中
書

を
得
た
。
こ
の
年
の
編
年
詩
を
見
る
と
、
下
第
後
郷
前
十
一
に
帰
り
、
翌

ハ
9
)

年
に
上
京
し
て
い
る
。
自
珍
が
本
格
的
に
仏
教
を
学
び
始
め
る
の
は

こ
の
時
期
で
あ
る
。
自
珍
が
仏
教
を
最
初
に
学
ん
だ
師
、
「
第
一
の

〈
叩
)

導
部
」
は
、
江
況
で
あ
る
。
江
況
、
字
は
子
閥
、
又
の
字
は
鉄
君
、

江
蘇
呉
県
の
入
。
江
戸
の
孫
で
あ
り
、
段
玉
裁
の
門
に
学
ん
だ
文
字

学
者
で
あ
る
ο

ま
た
知
士
彰
紹
升
の
弟
子
で
も
あ
る
。
自
珍
が
江
況

の
教
え
を
受
け
た
の
は
、
二
十
九
歳
の
上
京
の
途
次
の
こ
と
と
忠
わ

れ
る

Q

こ
の
年
の
秋
の
詩
に
「
越
晋
斎
貌
・
顧
千
回
一
一
広
折
・
鉛
非
石

'
呉
南
部
文
徴
・
江
鉄
君
託
、
同
じ
く
虎
丘
に
集
い
秋
認
す
る

が
あ
り
、
ま
た
寸
捺
未
六
月
二
時
」
(
道
光
三
年
、
自
珍
コ
一

の
日
付
け
の
あ
る
「
江
府
士
に
与
う
る
の
婆
」
に
「
別
離

あ

す
。
:
:
:
自
珍
の
学
、
に
見
い
し
よ
り
堅
く

て

京

師

に

到

り

て

又

一

一

:

亡

て

い

る

以
来
、

進
む
。
:
:

か
ら
で
あ
る

Q

仏
教
を
本
格
的
に
学
び
始
め
て
か
ら
、
そ
れ
に
関
わ
る
詩
が
多
く

な
っ
て
き
た
。
三
十
歳
の
と
き
の
そ
れ
ら
の
詩
を
み
て
み
よ
う
。

結
官
真
難
尽
結

mw
真
に
尽
し
難
し

観
心
扉
見
開
観
心
見
聞
を
群
ざ
す

焼

香

僧

出

定

焼

脊

僧

定

を

出

で

諜

夢

見

論

文

諜

夢

鬼

文

を

論

ず

や
し

隣
緒
不
可
食
幽
緒
食
な
う
可
か
ら
ず

新
詩
如
乱
雲
新
詩
乱
設
の
如
し

魯
陽
文
縦
投
魯
楊
文
縦
ま
ま
に
挽
け
ど
も

万

慮

亦

紛

紛

万

慮

亦

紛

紛

た

り

こ
の
詩
は
「
観
心
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
「
観
心
」
と
は
心
中

の
妄
念
を
抑
え
て
、
み
守
す
か
ら
の
心
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
と
り
に
到
る
基
本
的
修
行
で
あ
る
。
「
結
習
」
(
煩
悩
)
は
尽
し
難

く
、
見
聞
を
閉
し
て
内
観
の
法
を
行
い
、
修
行
に
入
る
。
呑
を
焚
け

ば
た
ち
ま
ち
禅
定
は
破
れ
、
修
行
に
入
れ
ば
や
か
ま
し
い
夢
想
の
中

で
、
心
中
の
鬼
ど
も
が
詩
文
を
論
ず
る
。
深
い
思
い
を
養
っ
て
は
な

ら
ぬ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
新
詩
は
乱
れ
る
雲
の
ご
と
く
湧
き
あ
が

る
。
ほ
こ
で
タ
司
を
招
き
返
し
た
楚
の
魯
陽
公
の
よ
う
に
、
わ
た
し

も
ほ
こ
を
ふ
る
っ
て
想
念
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
の
だ
が
、
さ
ま
ざ

ま
の
想
念
が
紛
紛
と
乱
れ
起
る
の
だ
。
こ
の
詩
は
、
仏
道
修
行
に
入

つ
で
も
詩
人
と
し
て
詩
作
の
欲
求
を
断
ち
切
れ
ぬ
こ
と
を
う
た
っ
た

も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
又
機
心
一
首
」
は
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仏
言
却
火
過
皆
鈍

何
物
千
年
怒
若
潮

仏
は
一
一
一
口
う
親
火
に
遇
い
て
皆
鈎
ゆ
と

何

物

か

千

年

潮

の

若

き

の

樹

光

復

た

中

符

来
り
て
何
ぞ
淘
湧
す
須
ら
く
剣
を
揮
う
べ

し

去
尚
纏
綿
可
付
錆

去
り
て
尚
お
纏
綿
た
り

心
薬
心
霊
総
て
心
病

寓
昔
日
決
し
て
般
に
就
き
て
焼
か
ん
と
欲
す

仏
は
い
う
、
劫
火
に
あ
え
ば
す
べ
て
が
焼
え
尽
き
て
し
ま
う
と
O

L
か
し
そ
の
劫
火
で
さ
え
減
ず
る
こ
と
が
で
き
ず
、
千
年
の
闘
も
心

の
中
に
怒
潮
の
ご
と
く
沸
き
立
つ
も
の
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う

か
Q

わ
た
し
は
そ
の
「
物
い
に
衝
き
動
か
さ
れ
て
、
経
世
済
民
の
文

章
を
白
昼
に
練
り
、
心
中
の
奥
深
く
に
発
す
る
奇
怪
に
し
て
定
ま
ら

ぬ
想
念
を
抱
い
て
眠
れ
ぬ
夜
を
過
す
。
そ
の
「
物
」
が
起
る
と
き
は

波
立
ち
湧
き
か
え
る
ご
と
く
、
わ
た
し
は
剣
を
振
っ
て
行
動
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
し
だ
い
に
収
ま
り
ゆ
く
と
き
は
、
な
お
纏
綿
と
し
て
心
に

残
り
、
ノ
の
だ
。
「
心
薬
」
(
経
批
済
民
の
文
章
)
だ
ろ
う

で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
は
心
の
病
の
な
せ
る
わ

し
て
灯
火
で
焼

矯
に
付
す
可
し

とぎ。

自
珍
は
煩
悶
の
果
て
に
に
よ
る
表
現
を
す
べ
て
つ
心
病
」
と

し
て
否
定
す
る
。
そ
の
結
果
、
変
革
を
希
求
す
る
詩
人
と
し
て
の
自

珍
は
消
滅
し
、
残
る
の
は
信
仰
者
と
し
て
の
沈
黙
の
み
で
あ
る
。
自

珍
は
詩
人
た
る
こ
と
を
や
め
、
信
仰
に
安
心
立
命
の
境
地
を
求
め
よ

う
と
す
る
Q

そ
の
決
意
を
「
詩
を
戒
し
む
る
に
当
に
詩
有
る
ベ
し
、

偽
の
如
く
亦
唱
の
如
し
」
(
「
戒
語
五
章
」
そ
の
二
と
う
た
っ
た
の

が
「
戒
詩
五
章
」
で
あ
り
、
こ
の
年
二
十
九
歳
の
秋
以
降
、
作
詩
を

断
つ
の
で
あ
る
。

「
己
亥
雑
詩
」
を
除
く
一
樹
年
詩
で
は
、
こ
の
二
十
九
歳
の
年
に
は

秋
ま
で
に
現
存
四
十
数
首
の
詩
が
あ
り
、
三
十
六
歳
の
と
き
の
現
存

六
十
首
に
及
ぶ
多
作
の
時
期
に
次
ぐ
Q

こ
の
こ
と
は
心
中
の
憂
悶
の

深
か
っ
た
こ
と
を
推
、
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
詩
を
作
る
こ

と
は
、
自
珍
に
と
っ
て
、
憂
愁
を
吐
露
し
て
心
を
慰
め
る
も
の
で
は

な
く
、
憂
愁
を
さ
ら
に
、
深
め
る
も
の
で
し
か
な
い
。
憂
愁
を
断
つ
た

め
に
は
詩
作
を
断
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
戒
詩
五
章
」
そ
の
二
に
い
う

百
臓
発
酸
涙
百
臓
駿
一
限
発
し

夜
湧
如
原
泉
夜
湧
く
こ
と
原
泉
の
如
し

比
一
波
何
所
従
比
の
涙
何
の
従
る
所
ぞ

万
一
詩
県
一
潟
万
一
詩
巣
す
る
か

今
哲
同
空
爾
心

A
m
7
誓
っ
て
閣
の
心
を
空
に
せ
ん

心
滅
涙
亦
滅
心
減
せ
ば
謀
も
亦
減
せ
ん
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未
だ
減
せ
ざ
る
者
の
存
す
る
有
る
も

何
ぞ
吏
に
逃
を
mmむ
る
を
用
い
ん

あ
ら
ゆ
る
臓
腕
か
ら
辛
般
の
…
阪
が
流
れ
出
て
、
夜
ご
と
泉
の
ご
と

湧
き
出
す
の
だ
。
こ
の
波
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
ひ

ょ
っ
と
す
る
と
詩
の
崇
で
も
あ
る
か
。
い
ま
、
お
前
の
心
を
空
虚
に

し
よ
う
と
誓
う
、
心
が
消
滅
す
れ
ば
、
涙
も
消
滅
す
る
だ
ろ
う
か

ら
。
そ
れ
で
も
な
お
、
心
の
中
に
消
滅
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
し
て

も
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
詩
に
書
き
弱
め
る
こ
と
を
し
よ
う
か
。

詩
人
で
あ
る
限
り
酸
…
択
を
流
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
す
れ
ば
、
情
境

に
達
せ
ず
な
お
心
中
に
想
念
が
残
存
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
詩
に

は
露
け
な
い
。
も
し
詩
を
作
れ
ば
再
び
敵
…
択
を
流
す
こ
と
に
な
る
。

憂
愁
を
消
す
た
め
に
は
、
詩
人
た
る
こ
と
を
や
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自

珍
に
と
っ
て
、
詩
は
憂
愁
を
う
た
っ
て
慰
め
を
得
る
も
の
で
な
く
し

て
、
か
え
っ
て
憂
愁
を
生
み
出
す
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

い
そ
の
五
に
も
、
再
び
の
世
界
に
立
ち
も
ど
ら

っ
て
い
る
。

ぬ
こ我

有
第
一
諦

一
以
落
辺
捺

我
に
第
一
誠
有
り

λ
字
の
中
に
落
ち
ざ
る
こ
と

一
た
び
以
て
辺
擦
に
落
つ

ん

横
に
煮
る
と
側
に

と

段
離
た
る
焼
か
ら
ん

わ

た

し

に

は

一

い

唯

一

の

真

理

が

あ

る

。

の

枇

界

に

再
び
落
ち
な
い
こ
と
が
そ
れ
だ
。
ひ
と
た
び
そ
の
中
に
落
ち
れ
ば
、

世
保
の
道
理
が
ま
た
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。
横
よ
り
み
て
も
斜
よ

り
み
て
も
、
阿
弥
陀
仏
は
、
八
万
四
千
の
う
る
わ
し
い
お
姿
を
持

ち
、
一
切
衆
生
を
救
済
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
泰
山
に
一
片
の
躍

を
増
し
で
も
変
ら
ぬ
よ
う
に
、
験
海
か
ら
一
伺
の
蛤
を
減
ら
し
て
も

織
梅
は
変
ら
ぬ
よ
う
に
、
わ
た
し
は
そ
ん
な
鹿
や
蛤
の
よ
う
な
微
小

な
存
在
だ
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
を
救
済
さ
れ
よ
う
と
し
て
、
意

の
ま
ま
に
つ
ま
み
あ
げ
た
な
ら
、
翼
子
は
そ
の
中
に
入
ら
ぬ
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
長
く
「
戸
羅
」
を
守
れ
ば
、
「
十

色
」
は
光
彩
除
離
た
る
も
の
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
戸
羅
」

は
、
死
一
語
シ

1
ラ
、
戒
の
こ
と

Q

こ
の
詩
で
は
戒
詩
を
仏
道
修
行
の

戒
律
と
同
じ
も
の
と
し
て
い
う
。
日
立
一
付
五
章
」
そ
の
四
に
も
「
我

こ

と

を

戒

む

、

亦

た

之

の

如

し
L

と
い
っ
て
レ

八
万
四
千
好

泰
山
一
躍
多

一
蛤
少

泰八
iJ.J万
に四

一一千
蛤腹立子
少か多ま

くし
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る
。
「
十
色
」
は
、
五
根
(
般
・
ヰ
・
・
舌
・
身
)
と
五

根
を
通
じ
て
認
識
さ
れ
る
感
覚
の
領
域
)
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の

詩
で
は
仏
教
哲
学
に
お
け
る
厳
密
な
意
味
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
な
く
、
認
識
作
用
や
表
象
作
用
な
ど
の
心
の
作
用
を
漠
然
と

い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
Q

と
す
れ
ば
、
「
十
色
陸
離
た
る
舟

か
ら
ん
」
は
、
戒
詩
を
竪
く
守
る
と
き
、
や
が
て
想
像
力
の
光
彩
陸

離
た
る
飛
朔
は
や
み
、
心
は
安
ら
、
ぎ
、
憂
愁
か
ら
解
き
放
た
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

憂
愁
を
断
ち
切
り
仏
道
に
よ
る
救
い
を
求
め
る
た
め
に
、
戒
詩
は

の
ご
と
く
援
問
に
J

ザ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
自
珍
は
、
詩
人

に
入
る
の
で
あ
る
。
ハ
未
完
)

五

と
し
て
き
わ
め

〔注〕
ハ
l
〉
「
懐
人
館
詞
序
」
の
制
作
時
は
一
時
一
加
鹿
十
七

十
一
歳
。

(
2
〉
「
与
外
務
礎
自
珍
札
」

(
3
〉
「
明
良
論
」
に
次
の
よ
う
に
付
記
さ
れ
て
い
る
。
「
外
扱
金
壊
段
公
評

し
て
日
く
、
間
論
皆
古
方
な
り
、
部
れ
ど
も
今
の
病
の
一
中
る
、
山
設
に
必
ず

し
も
別
に
一
新
方
を
製
せ
ん
や
。
議
い
て
、
猶
お
此
の
才
を
見
て
死
す
、

申
戊
駄
日
。
」
「
四
論
、
乃
弱
歳
後
の
作
る
所
、
文
気
も
亦
何

こ
と
久
し
。
検
視
す
る
に
第

で
あ
る
。
時
に
自
珍
ニ

ハ
4
)

「
一
一
一
国
士
山
・
貌
志
・
袈
秀
伝
」
注
引
「
貌
略
」
に
「
(
厳
〉

に
春
秩
公
羊
を
普
く
す
、
苛
隷
鍾
蘇
公
羊
を
好
ま
ず
し
て
左
誌
を
好

み
、
左
氏
を
謂
い
て
太
官
と
為
し
、
寵
し
て
公
羊
を
謂
い
て
売
餅
家
と
為

す
、
故
に
数
し
ば
幹
と
共
に
長
短
を
弁
析
す
。
」
と
あ
る
。

ハ
5
)

「
己
亥
一
雑
詩
」
そ
の
五
十
八
に
「
年
十
有
二
、
外
王
父
金
壌
の
段
先

生
授
く
る
に
許
氏
の
部
自
を
以
て
す
、
走
れ
平
生
経
を
以
て
字
を
説

き
、
字
を
以
て
経
を
説
く
始
な
り
ょ
と
あ
る
。

(

6

)

陶
然
亭
は
、
北
京
外
域
先
農
壇
の
西
側
、
陶
然
亭
人
民
公
圏
内
に
あ

る。

ハ
7
〉
問
中
謙
二
「
聾
自
珍
」
〈
岩
波
詩
人
選
集
)
の
注
に
は
「
本
無
匂

作
者
が
い
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
、
一
一
の
文
字
自
体
に
は
し
め
さ
ず
、
全

体
と
し
て
、
あ
る
い
は
ふ
ん
い
気
に
お
い
て
感
じ
知
ら
せ
る
作
詩
の
態
度

が
、
わ
た
し
の
範
と
す
る
と
こ
ろ
だ
の
意
。
唐
の
司
空
間
の
『
二
十
四
詩

品
』
含
蓄
の
項
に
い
う
、
円
一
宇
を
著
せ
ず
し
て
、
尽
く
風
流
を
得
』
0

・:

:
」
と
い
う
。
ま
た
別
の
解
釈
も
あ
げ
て
「
し
か
し
『
本
と
一
字
無
し
が

禅
の
境
地
の
ご
と
き
を
意
味
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
戒
詩
(
作
詩
を
断
つ
)

を
宜
一
一
一
周
し
た
こ
と
に
な
る
。
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
一
字
走
者
師
」
を
「
一

字
の
姉
」
ハ
一
字
の
採
削
に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
た
詩
に
す
る
先
生
〉
と
解
し
て

「
し
た
が
っ
て
、
こ
の
句
は
刊
本
と
一
宇
の
走
れ
一
世
が
師
な
る
無
し
』
(
一

字
だ
っ
て
先
人
の
作
品
に
は
範
を
も
と
め
な
い
〉
と
よ
む
可
能
性
も
な
い

で
は
な
い
よ
と
す
る
。
郭
延
礼
「
襲
自
珍
詩
選
」
(
斉
魯
害
社
一
九
八

一
年
〉
に
は
弓
洗
尽
』
二
旬
、
洗
持
我
的
町
一
社
名
、
費
尽
心
思
考
慮
期

的
、
本
来
也
無
布
一
倒
字
可
以
改
動
。
洗
、
洗
刷
、
此
可
引
中
町
為
受
一
説

意

。

」

コ

郎

同

円

安

同

一

一

宇

師

、

改

正

一

個

字
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的

老

川

。

相

伝

鄭

谷

改

憎

斉

己

的

吋

数

枝

問

h

改
為

コ
校
関
い
、
芳
己
資
服
下
持
、
称
谷
為
一
宇
'
M
H
(
見
吋
唐
詩
紀
事
恥
〉

と
注
し
て
「
一
字
削
」
の
ね
仰
を
と
る
。
つ
人
生
識
字
憂
山
山
山
始
」
を
ふ
ま

え
る
も
の
は
他
に
、
「
己
亥
雑
詩
」
そ
の
六
十
一
一
「
古
人
製
字
鬼
夜
泣
、

後
人
識
宇
一
色
憂
集
い
が
あ
る
。
な
お
こ
の
持
第
二
句
の
「
清
深
L

は
討
中

謙
一
一
「
興
JH珍
」
に
は
「
清
ら
か
で
深
刻
な
表
現
。
清
脊
深
遠
よ
と
話

釈
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
表
現
に
つ
い
て
い
う
も
の
か
ど
う
か
明
確
に

い
え
ぬ
よ
う
に
思
う
。

ハ
8
)

「
制
止
を
「
想
念
」
と
訳
し
て
お
い
た
が
、
仏
教
で
い
う
「
祁
台
、
心

作
用
の
全
て
を
包
括
す
る
話
「
正
融
ハ
色
・
受
・
拙
・
行
・
識
〉
の
「
畑
山
」

(
表
象
作
用
〉
を
さ
し
て
い
う
も
の
か
。

(
9
〉
嘉
慶
一
一
十
五
年
庶
民
、
二
十
九
戒
の
と
き
の
南
行
を
示
す
主
な
編
年

持
に
次
の
も
の
が
あ
る
。
「
全
集
L

の
編
次
の
ま
ま
に
挙
げ
る
。
「
発
向
庭
、

苅
中
懐
釦
非
石
棋
王
・
葉
菅
原
利
」
「
此
遊
」
「
過
揚
州
」
「
越
す
斎
説
:
:
:

江
鉄
設
計
、
間
集
虎
郎
私
謙
作
」
「
題
虎
胞
寺
」
「
杭
州
屯
井
寺
」
「
逆
旅
題

接
、
次
府
伯
陥
原
韻
い
「
広
陵
舟
中
為
伯
情
雪
崩
」
「
呉
市
得
題
名
録
一
冊

・
:
い
な
ど
。
ま
た
現
年
の
上
京
に
つ
い
て
は
呉
昌
綬
「
定
説
先
生
年
譜
」

に
「
道
光
一
万
年
半
己
、
一
一
…
十
歳
。
正
月
、
旧
民
中
に
在
り
て
顧
問
繋
(
千
里
〉

と
探
梅
の
泌
を
作
す
ハ
と
年
の
秋
冬
の
間
に
南
に
旋
え
る
に
似
た
り
、
疑

わ
し
き
を
隣
き
て
考
を
侠
つ
〉
。
旋
え
り
て
都
に
入
る
。
」
と
あ
る
。

(
叩
)
「
己
亥
雑
詩
い
そ
の
可
四
十
…
「
鉄
御
門
径
灰
、
鉄
蹄
念
仏
頗

得

力

い

の

自

注

に

し

第

一

の

導

師

な

り。
L

と
い
う
。

ハ
日
〉
「
脚
光
」
は
、

此
議
名
狂
惹

照
物
不
了
。
」
と
あ
る
。
「
剣
」
と
「
矯
」

は

、

し

て

現

わ

れ

る

誌

で

、

「

剣

」

は

経

世

ば

民
の
志
を
陥
一
部
し
、
「
箱
」
は
詩
詞
に
う
た
う
べ
き
憂
舗
の
京
情
を
焔
お

す
る
。
例
え
ば
「
怨
去
吹
籍
、
狂
来
説
剣
」
(
「
淵
月
」
)
、
「
沈
思
十
五
和

中
事
、
才
也
縦
横
、
一
訳
也
縦
横
、
双
負
鱒
心
与
剣
名
」
(
「
醜
奴
児
令
」
)
、

「
一
箱
一
一
剣
平
生
意
、
負
尽
狂
名
十
五
年
」
(
「
没
感
」
)
、
日
丸
寒
国
北
何
1

剣
、
戸
満
東
南
幾
処
鋪
」
(
「
秋
心
一
一
一
首
」
そ
の
一
)
、
「
接
剣
悶
誰
怒
、
尋

競
思
不
堪
」
(
「
紀
夢
七
首
」
そ
の
五
〉
、
「
少
年
撃
剣
史
吹
錦
、
剣
気
矯
心

一
例
消
い
(
「
己
亥
雑
詩
」
そ
の
九
十
六
〉
な
ど
で
あ
る
。
「
心
楽
心
霊
」

は
わ
か
り
に
く
い
こ
と
ば
だ
が
、
「
心
薬
」
は
、
心
中
に
考
え
た
国
を
救

う
す
ぐ
れ
た
方
策
、
す
な
わ
ち
経
世
済
民
の
文
章
、
「
心
霊
」
は
憂
国
の

哀
傷
を
う
た
っ
た
詩
と
解
し
た
。
「
心
薬
」
は
自
賠
易
「
~
胸
中
五
絶
句
」
そ

の
四
に
「
身
作
底
王
心
同
党
薬
、
不
労
和
扇
到
門
前
」
と
あ
り
、
「
心
霊
」

は
「
問
書
、
経
籍
志
」
に
「
詩
者
可
以
導
遠
心
索
、
歌
誌
情
志
者
也
」
と

あ
る
。

ハ
ロ
)
「
十
色
」
は
、
「
供

A

討
論
」
に
み
え
る
話
。
「
色
」
は
、
心
作
用
の
全

て
を
段
階
的
に
包
括
し
て
い
う
「
五
識
」
(
色
・
受
・
想
'
行
・
識
)
の

ひ
と
つ
。
「
色
」
は
、
五
根
(
五
官
)
と
五
境
(
五
官
に
よ
っ
て
認
識
さ

れ
る
色
声
呑
味
触
)
で
、
「
十
色
」
と
は
、
そ
れ
を
合
せ
て
数
え
た
誌
で

あ
る
。
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