
襲

珍

論

白

(二)

1
1
i
「
宥
情
」
を
中
心
と
し
て
1
1
1

自
珍
は
憂
愁
の
り
か
ら
、
二
十
九
歳
の
秋
以
降
、
つ
い
に

作
を
断
っ
た
。
詩
人
が
憂
愁
を
う
た
う
の
は
、
憂
愁
を
吐
露
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
束
の
間
で
あ
っ
て
も
、
心
の
慰
め
を
得
ら
れ

る
か
ら
で
あ
ろ
う
Q

し
か
し
自
珍
に
と
っ
て
詩
を
作
る
こ
と
は
、
か

え
っ
て
憂
愁
を
、
深
め
る
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。
限
り
な
い
憂
愁
か

ら
の
脱
出
を
願
う
自
珍
は
、
「
今
封
筒
っ
て
爾
の
心
を
空
に
せ
ん
、
心

減
せ
ば
涙
も
亦
減
せ
ん
い
ハ
「
戒
詩
五
寧
」
そ
の
二
〉
と
う
た
い
、
想

λ

中
仰
を
も
滅
し
尽
し
て
、
文
字
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
を
止
め
、
仏
道

に
救
い
を
求
め
て
詩
作
を
断
っ
た
Q

「
戒
詩
五
設
は
、
詩
人
た
る

こ
と
を
止
め
、
仏
者
の
沈
黙
を
選
ぶ
に
当
つ
て
の
あ
っ

た。
憂
愁
を
断
ち
切
り
心
の
安
ら
ぎ
を
得
る
た
め
に
、

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
麗
く
撃
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

中

村

弘

嘉

三
十
歳
の
夏
に
は
破
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

は
な
ぜ
一
政
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
破
戒
の
問
題
を
「
宥
清
」
を
中

心
と
し
て
論
じ
、
あ
わ
せ
て
破
戒
後
の
詩
人
に
つ
い
て
考
察
し
た
い

と
思
う
。

戒
詩
が
破
ら
れ
た
議
接
的
な
原
因
は
、
官
途
に
お
け
る
挫
折
に
あ

る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
が
内
問
中
警
の
資
格
を
も
っ
て
軍

機
処
章
京
の
試
を
受
け
て
失
敗
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
介
の
内
問
中

世
間
の
身
で
は
、
そ
の
意
見
を
政
治
に
反
映
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
す

〈

1
〉

で
に
二
度
の
会
試
下
第
の
後
、
自
珍
は
会
試
を
経
て
翰
林
院
に
入
る

道
と
は
別
に
、
内
閣
中
審
か
ら
政
治
の
中
抑
純
で
あ
る
軍
機
処
に
入
ろ

(
2〉

う
と
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
コ
扶
世
」
の
王
朝
に
あ
っ
て
、
み
ず
か

済
民
の
意
見
を
政
治
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
か
ら
で

落
選
の
図
は
、
か
れ
の
「
献
斜
議
浪
四
坐
を
震
か
す
い

動
が
、
「
群
公
の
限
る
を
免
が
れ
難
」
か
っ
た
か
ら
で
あ
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ろおまあら
うしつの
。し、



の
試
に
落
選
し
た
こ
と
は
、
か
れ
に
と
っ
て
大
き
な
衝

撃
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
落
選
後
、
「
小
波
仙
詞
十
五
首
」
が
作

(
3〉

ら
れ
、
成
持
の
替
い
が
破
ら
れ
る

Q

こ
の
「
小
瀞
仙
詞
十
五
首
」

は
、
激
仙
詩
の
体
裁
を
借
り
て
、
軍
機
処
お
よ
び
軍
機
大
臣
・
軍
機

本
京
を
痛
烈
に
調
刺
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
の
中
枢
に
参
加
す
る

道
を
関
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
憤
潜
が
激
し
く
噴
き
出
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。

し
か
し
破
戒
の
原
因
は
、
恐
ら
く
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
あ
ろ

う
Q

自
珍
の
絃
さ
れ
ぬ
深
い
憂
愁
は
、
国
家
の
危
急
に
対
す
る
憂
慮

や
政
治
の
舞
台
に
上
り
得
な
い
こ
と
に
対
す
る
悲
憤
な
ど
、
い
わ
ば

外
的
な
要
閣
に
触
発
さ
れ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
問
時
に
、
か
れ

の
生
来
の
病
的
な
神
経
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ

る
Q

か
れ
は
み
申
す
か
ら
の
精
神
の
働
き
を
深
く
省
察
し
分
析
し
、
憂

愁
を
生
み
出
す
精
神
の
奥
肢
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
意
識
の
分

析
の
結
果
警
か
れ
た
の
が
「
有
情
」
の
一
篇
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
破

戒
の
内
的
な
契
機
が
語
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

は

に

も

と

ぞ

つ

い

て

名

づ

け

ら

れ

た

作
品
で
、
人
間
の
精
神
の

γ
在
す
る
情
に
つ
い
て
、
そ
れ
を

あ
る
、
が
ま
ま
に
発
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
立
場
合
}
表
現
し
た
も
の
で
あ

る。

が
い
つ

の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
文

中
に
江
況
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
江
沢
に
仏
教
を
学
ん
だ
二
十

九
歳
以
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
の
内
容
か
ら
推
し
て
、
戒

詩
に
よ
っ
て
憂
愁
を
断
ち
切
ろ
う
と
し
て
で
を
ず
、
戒
を
破
っ
て
再

び
詩
を
書
き
出
し
た
こ
ろ
の
作
品
と
し
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
禅
悦
」
の
境
地
に
い
た
り
得
ず
、
心
中
に
湧
き
上
る
想
念
を
一
件
び

詩
に
う
た
わ
ね
ば
い
ら
れ
な
か
っ
た
自
分
を
容
認
し
よ
う
と
し
て
、

こ
の
「
宥
情
」
の
一
篇
は
警
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
ο「

宥
清
」
は
、
甲
乙
丙
丁
戊
の
五
人
の
問
答
を
ふ
ま
え
、
情
を
抑

制
せ
ず
あ
る
が
ま
ま
に
発
動
さ
せ
よ
う
と
結
論
す
る
。
ま
ず
初
め
に

甲
の
問
題
提
起
が
あ
る
。

甲
乙
丙
了
戊
、
相
い
与
に
ニ
一
一
口
う
、
甲
田
く
、
此
に
士
有
り
、
其

の
哀
楽
に
於
け
る
や
、
沈
沈
然
と
し
て
、
之
を
ヰ
出
向
い
て
一
蹴
か
ざ
る

は
、
是
れ
何
若
ん
。

こ
こ
に
「
士
」
と
い
う
の
は
、
自
珍
み
ず
か
ら
の
こ
と
で
あ
る

Q

こ
こ
に
一
人
の
男
が
い
て
、
友
楽
の
情
に
お
い
て
、
常
に
沈
沈
然
と

し
て
深
く
憂
愁
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
っ
て
厭
き

な
い
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
甲
が

間
い
を
発
す
る
G

そ
れ
に
答
え
て
乙
は
、
情
と
は
い
か
な
る
も
の
で
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あ
る
か乙

日
く
、
走
れ
蝶
爆
の
民
な
り
。
許
慎
臼
く
、
清
と
は
、
人
の

ハ
4
〉

陰
気
に
し
て
欲
有
る
者
な
り
と

Q

聖
人
は
然
ら
ず
、
清
明
に
し
て

(
5〉

麗
毅
、
畔
援
無
く
、
一
献
羨
無
く
、
其
の
臼
一
陽
の
気
を
以
て
、
上

天
に
達
す
。
桧
気
に
し
て
欲
有
ら
ば
、
査
に
美
談
な
ら
ん
や
。

乙
は
い
う
。
甲
の
い
う
よ
う
な
「
士
」
は
、
燥
捜
の
氏
、
だ
ら
し

な
く
慎
し
み
の
な
い
者
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
許
慎
が
い
う
よ
う
に
、

「
情
と
は
陰
気
に
し
て
欲
あ
る
者
」
で
あ
る
か
ら
、
情
に
溺
れ
憂
愁

に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
蝶
媛
の
民
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
麗
人
は
そ
う
で
は
な
い
ο

朝
一
一
九
人
は
清
明
に
し
て
麗

毅
、
道
に
そ
む
い
て
気
ま
ま
に
振
舞
う
こ
と
な
く
、
貧
り
う
ら
や
む

こ
と
も
な
く
、
ぺ
日
一
瞬
の
気
い
を
も
っ
て
天
に
達
す
る
の
だ

Q

陰
気

に
し
て
欲
が
あ
る
な
ら
ば
、
聖
人
の
こ
と
ば
は
ど
う
し
て
す
ぐ
れ
た

り
っ
ぱ
な
も
の
で
あ
り
得
ょ
う
か
。

一
内
は
、
乙
の
儒
教
の
立
場
か
ら
す
る
情
の
否
定
に
対
し
て
、
「
西

方
の
志
」
(
仏
典
)
に
は
、
欲
に
一
一
一
種
あ
っ
て
、
「
情
欲
」
を
上
と
し

て
お
り
、
「
四
万
の
聖
人
」
(
仏
陀
〉
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
な
い
と

反
論
す
る
。
こ
こ
で
い
う
寸
白
方
の
志
」
あ
る
い
は
コ
闘
方
の
襲

の
こ
と
ば
が
何
に
も
と
づ
く
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
内

は
仏
教
の
立
場
か
ら
す
る
博
の
弁
護
で
あ
る

Q

内
務
う
之
を
弁
ぜ
ん
、
闘
方
の
志
に
日
く
、
欲
に
一
一
一
種
有
り
、

情
欲
を
上
と
為
す
と
、
西
方
の
聖
人
は
、
構
を
以
て
部
夷
と
為
さ

ず
、
子
の
一
一
一
一
口
、
是
に
非
ず
と
。

続
い
て
了
が
意
見
を
述
べ
る

Q

乙
と
丙
の
二
論
の
否
定
で
あ
る
。

了
日
く
、
乙
は
情
を
以
て
欲
に
隷
せ
し
む
。
以
て
夫
の
哀
楽
の

正
し
く
し
て
款
に
非
ざ
る
者
を
処
す
る
無
く
、
且
つ
人
の
鉄
牛
・

土
狗
・
木
寓
竜
に
異
な
る
所
以
の
者
、
安
く
に
か
在
る
。
乙
は
是

に
非
ず
。
丙
は
欲
を
以
て
清
に
隷
せ
し
む
。
将
た
使
し
万
物
欲

有
ら
ば
、
畢
く
情
に
誰
り
、
市
し
て
情
す
ら
且
つ
綴
竣
と
為
り
、

罪
薮
と
為
る

Q

丙
又
是
に
非
ず
。
是
を
以
て
之
を
析
一
一
一
泊
す
る
に
如

か
ざ
る
な
り
。
西
方
の
志
は
、
蓋
し
其
の
之
を
析
一
泊
す
る
に
善
し

レr}

。
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了
は
、
乙
は
「
情
と
は
、
陰
気
欲
有
る
者
」
と
考
え
て
い
る
こ
と

に
反
論
し
て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
で
は
、
「
哀
楽
の
正
し
く
し
て

欲
に
非
ざ
る
者
」
が
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
し
、
そ
の
上
も
し

「
陰
気
に
し
て
欲
あ
る
者
い
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
人
の
情
を
否
定

し
て
し
ま
え
ば
、
人
と
感
靖
を
持
た
な
い
鉄
の
牛
・
泥
の
犬
・
木
彫

り
の
竜
な
ど
と
を
区
別
す
る
も
の
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
と
い
い
、
乙
の
見
解
を
否
定
す
る
。
ま
た
矯
と
欲
と
の
関

係
に
つ
い
て
、
乙
が
情
を
欲
に
支
配
さ
れ
る
も
の
と
す
る
の
に
対
し

て
、
内
が
欲
を
情
に
支
配
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、

了
は
、
も
し
万
物
が
欲
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
と
ご
と



く
情
に
も
と
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
上
、
情
さ
え
も
綴
れ
や
罪
惑
の

根
源
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
丙
の
説
は
正
し
く
な
い
と
い
う
。
そ

し
て
問
題
は
、
乙
と
一
内
が
と
も
に
情
と
欲
と
を
不
可
分
の
も
の
と
考

え
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
情
と
欲
と
を
分
け
て
考
え
る
の
が
よ

く
、
内
の
い
う
ご
と
く
、
「
西
方
の
志
レ
が
情
と
欲
と
を
分
け
て
い

る
の
は
よ
い
の
だ
と
主
張
す
る
。

さ
て
最
後
に
戊
が
自
説
を
主
張
し
て
次
の
ご
と
く
い
う
。

戊
訪
う
之
、
宇
一
弁
ぜ
ん
。
日
く
、
間
万
の
十
一
心
に
又
之
れ
有
り
、
純

怨
は
即
ち
飛
び
、
純
情
は
即
ち
箆
つ
ハ
純
想
即
飛
、
純
情
即
勝
一
)

と
。
是
く
の
若
く
其
れ
概
し
て
之
を
詞
む
る
や
、
情
を
一
…
一
口
う
を
得

、
ず
。
或
は
皮
し
或
は
反
す
る
無
く
、
汝
が
一
一
…
日
皆
是
に
非
、
ず
心

こ
の
戊
の
主
張
に
み
え
る
「
純
想
郎
飛
、
純
情
郎
墜
一
」
は
、
所
拠

の
経
典
が
不
明
で
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
れ
は
情

に
対
す
る
否
定
的
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
戊
は
、
一
概

に
情
を
責
め
て
否
定
し
ま
う
な
ら
情
に
つ
い
て
一
諮
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
い
、
ま
た
、

mv
に
始
ま
る
議
論
に
つ
い
て
も
、
情
を
否
定
し

た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
の
は
正
し
く
な
い
と
い
う
。
こ
の
戊
の
主

張
は
、
情
が
人
間
に
と
っ
て
肯
定
も
否
定
も
で
き
な
い
存
在
と
し
て

あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
珍
は
こ
れ
を

ふ
ま
え
て
、
み
ず
か
ら
の
精
神
に
お
け
る
情
に
つ
い
て
探
究
し
よ
う

と
す
る
。

ま
ず
自
珍
は
、
沈
沈
と
し
て
心
を
襲
う
の
存
在
に
つ
い

て
、
そ
れ
は
心
の
ど
の
よ
う
な
病
で
あ
る
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
意
年
の

と
き
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
の
だ
と
、
意
識
の
奥
底
の
探
索
と
そ

の
来
て
に
行
き
つ
い
た
意
年
の
体
験
と
を
詰
る
。

楠
純
子
関
賠
す
る
に
、
陰
気
沈
沈
と
し
て
来
り
て
心
を
襲
う
。
何

の
病
な
る
か
を
知
ら
ず
。
以
て
江
況
に
議
す
。
江
抗
日
く
、
我
償
問

て
閉
居
す
る
に
、
陰
気
沈
沈
と
し
て
来
り
て
心
を
襲
う
。
何
の
病

な
る
か
を
知
ら
ず
と
。
襲
予
知
ち
ょ
は
ら
病
を
其
の
心
に
求
む
。
心

に
脈
有
り
、
紙
に
童
年
を
見
る
有
り
。
玄
年
母
の
側
に
侍
す
る
を

見
る
。
母
を
見
、
…
矯
焚
然
た
る
を
見
、
一
硯
を
兄
、
て
ん
を

見
、
一
僕
揮
を
見
、
一
絡
を
見
る
。
見
る
こ
と
走
く
の
如
く
、
見

巳
り
て
、
市
し
て
吾
が
病
得
た
り
。

突
然
、
沈
沈
と
し
て
心
を
襲
う
「
陰
気
i

一
、
そ
れ
に
よ
っ
て
起
る

心
の
「
病
」
を
尋
ね
て
、
向
M

珍
は
み
ず
か
ら
の
心
の
奥
底
に
深
く
わ

け
入
る
。
や
が
て
「
陰
気
」
に
開
閉
さ
れ
た
心
に
、
「
病
」
の
手
が
か

り
を
つ
か
む
。
そ
の
「
脈
」
を
た
ど
る
う
ち
に
、
支
年
の
記
憶
を
採

り
あ
て
る
。
母
と
そ
の
倒
に
侍
し
て
い
る
自
分
、
明
る
く
輝
く
灯
火
、

灯
火
の
中
に
次
々
と
硯
や
札
、
う
ば
や
猫
な
ど
が
浮
び
上
る
。
そ
し

て
そ
れ
を
見
終
っ
た
後
、
「
指
」
に
取
り
つ
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
心
の
「
病
」
に
つ
い
て
は
、
前
橋
で
読
ん
だ
「
冬
日
小
し
く
病
み

家
蓄
を
寄
せ
て
作
る
」
に
、
夕
陽
の
中
で
あ
め
売
り
の
チ
ャ
ル
メ
ラ
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りを
、開

く
と

心
神
は
糸
け
、

に

び

、

に
う
な
さ
れ
た
幼
時
の
体
験
を

此
の
病
一
組
に
相
槌
う
」
と
述
べ
て
い
る

に
お
よ
ぶ
ま
で
か
れ
の
心
に
巣
く
い
、
か

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

る
ム
リ
人
尚
子
は
、

っ
て
、
と
い治

う

よ

り

も

、

そ

れ

以

前

に

す

で

に

ら

ざ

る

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
白
の
憂
愁
は
、
た
し
か
に

衰
退
や
政
界
の
腕
敗
、
才
名
の
わ
り
に
は
遅
か
っ
た
郷
試
合
格
(
新

江
郷
試
合
絡
は
二
十
七
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
ヌ
続
く
会
試
で
の
不

合
格
、
軍
機
処
入
り
の
不
首
絡
な
ど
に
よ
っ
て
も
生
じ
た
も
の
で
あ

ろ
う
、
が
、
っ
き
つ
め
て
い
く
と
、
そ
の
氏
に
は
沈
沈
と
し
て
心
を
襲

そ
れ
か
ら
生
ず
る
心
の
「
病
」
が
存
在
す
る
こ
と
を

ら
な
い
。
い
わ
ば
外
的
な
嬰
悶
に
よ
る
憂
愁
だ
け
な
ら

で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き

では

あ
ろ
〉
ノ

か。の
は
さ
ら
に
続
け
て
、
自
珍
が
銭
枚
の

に
治
し
て
、
そ
の
読
後
の
↑
を
聞
き
、
江
況
が
そ
れ
に

え
、
ま
た
自
珍
が
反
問
し
た
こ
一
述
べ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る

の
は
、
心
に
取
り
つ
い
で
離
れ
エ
殺
の
感
情
で
あ
る
。

の

巻

な

取

り

、

江

況

を

し

の

し
む
。
抗
日
く
、
異
な
る
か
な
、
の
心
朗
朗
乎
と
し
て
無

く
、
以
て
鹿
挨
を
逸
れ
て
青
天
に
料
金
る
可
く
、
其
の
声
音
の
翻
然

と
し
て
、
秋
の
玉
を
撃
つ
、
が
如
、
ぎ
を
惜
し
む
。
子
始
め
魂
塊
之
に

近
づ
き
て
哀
し
く
、
之
に
遠
ざ
か
り
で
謎
ま
す
哀
し
く
、
或
は
之

に
沈
む
莫
か
ら
ん
と
す
る
も
、
驚
く
は
或
は
之
に
墜
つ
。
襲
子
又

L
ら

内
に
自
ら
鞠
ぶ
る
や
、
状
は
何
如
ん
と
ο

江
況
は
、
自
珍
に
よ
っ
て
一
部
さ
れ
た
銭
枚
の
長
鋭
意
を
読
ん
で
そ

の
感
想
を
諮
る
ο

江
況
は
こ
れ
を
読
む
と
、
心
は
朗
朗
と
し
て
澄
み

わ
た
り
、
箆
挨
を
遠
く
離
れ
て
青
天
に
登
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
声

し
て
秋
の
玉
を
撃
つ
ご
と
く
清
澄
で
あ
る
、
し
か
し
清

が
湧
き
起
っ
て
魂
を
と
ら
え
て
離
さ
な
い
の
だ
と
い

の
塊
の
浄
化
と
飛
揚
感
、
そ
し
て
心
に
湧
き
上
る
悲

は
、
逆
に
舟
珍
の
感
想
を
尋
ね
る

Q

自
珍
は
そ
れ
に

の
と
き
の
体
験
を
諮
る
の
で
あ
る
。

り
し
時
、
訟
を
逃
れ
て
母
に
就
き
し
時
、
一
般

ん
あ
り
し
時
、
…
販
に
依
り
一
附
仰
を
抱
き

き
ざ
り
し
持
、
一
切
の
京
楽
未
だ
中
ら

未
だ
造
ら
ざ
り
し
時
、
彼
の
時
に
当
っ

し
て
来
り
て
心
を
襲
う
。
如
λ

日
ソ
開
成
せ

ば
、
則
ち
知
ら
ず
、
此
の
方
の
閉
山

か
、
甲
乙
丙
了
戊
の
五
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臼
く
、

焚
然
と
し
て
、

し
時
、
一
切
爪

ざ
り
し
持
、
一
切

硯



氏
は
、
執
か
我
に
党
す
る
か
、
執
か
我
を
一
蹴
る
か
を
。
姑
ら
く
自

ら
汗
し
て
、
以
て
の
之
を
複
絢
す
る
者
を
待
た
ん

Q

寸
九
》
心

自
診
は
心
の
ぺ
脈
」
て
、
識
を
逃
れ
て
母
の
膝
下
に
い
た

と
き
の
幼
年
の
自
分
に
立
ち
返
る
。
ご
切
の
境
来
、
だ
起
き
、
ざ
り
し

時
」
と
は
、
五
常
の
機
能
が
ま
だ
働
か
な
い
時
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
ご
切
の
哀
楽
未
だ
中
ら
ざ
り
し
時
」
と
は
、
一
切
の
感
情
が

ま
だ
コ
切
の
境
ん
に
対
応
し
て
て
は
い
な
い
時
と
い
う
こ
と

で

あ

る

。

一

切

の

し

時

」

と

は

、

感

覚

や

感

の
ぼ
ら
な
い
時
と
い
う
こ

心
に
生

こ
と
ば
が
、

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
、
す
な
わ

ず
る
以
前
、
ま
た
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
ば
を
持
つ
以
前

の
状
態
に
あ
っ
て
、
「
陰
気
い
は
沈
沈
と
し
て
心
に
と
り
つ
く
の
で

あ
る
ο

と
す
れ
ば
、
そ
の
「
陰
気
」
な
る
も
の
は
、
外
界
の
何
物
か

に
触
発
さ
れ
て
生
ず
る
も
の
な
の
で
は
な
く
、
人
間
の
存
在
の
根
源

に
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
み
ず
か
ら
の
存
在
の

根
源
に
あ
る
吋
陰
気
一
は
、
人
間
と
し
て
存
在
す
る
以
上
、
肯
定
も

否
定
も
な
ら
ず
、
た
だ
あ
る
が
ま
ま
に
認
め
ざ
る
を
得
な
い

Q

か
く

て
自
珍
は
「
桧
気
い
か
ら
生
ず
る
倍
を
、
し
ば
ら
く

と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
自
珍
の
い
う
と
こ
ろ
の
情
は
、

よ
〉
フ

す
べ
て
を
包

括
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
れ
の
宥
し
た
と
こ
ろ
の
情
は
、

情
で
あ
る
。
「
出
羽
情
」
の
一
篇
は
、
沈
沈
と
し
て
心
を
襲
う

か
ら
生
れ
る
悲
哀
の
情
は
容
認
す
べ
き
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
ま
た

そ
れ
を
容
認
す
る
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
憂
愁
の
中
に
時
吟
す
る
こ

と
も
や
む
を
得
な
い
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
深
刻
な
問
題
意
識
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
珍
は
「
強
気
」
か
ら
生
れ
る
悲
哀
の
情
を
「
姑
ら
く
自
ら
宥
」

そ
う
と
し
た
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
憂
愁
か
ら
の
離
脱
を
願
っ
て
始

め
ら
れ
た
戒
詩
は
、
も
は
や
意
味
を
持
た
な
い
。
か
く
て
自
珍
は
戒

を
破
り
、
再
び
憂
愁
の
中
に
附
吟
し
、
詩
人
と
し
て
「
文
字
の
海
に

調
零
」
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
宥
惜
の
一
篇
は
、

五
意
」
が
戒
詩
の
宣
言
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

け
ら
る
作
品
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

Q
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こ
こ
で
破
戒
後
の
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
政
治
に
対
す
る
菰

刺
の
詩
に
は
、
「
小
波
仙
詞
十
五
首
」
の
ほ
か
、
食
糧
の
騰
貴
に
つ

い
て
う
た
う
「
縛
託
一
語
」
(
三
十
一
歳
の
作
)
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、

京
師
に
お
け
る
か
れ
の
立
場
が
、
決
し
て
平
穏
な
も
の
で
な
か
っ
た

こ
と
も
詩
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
「
十
月
廿
夜
、
大
い
に
風
ふ
き
て

媒
ね
ず
、
起
き
て
懐
を
す
」
一
十
一
歳
の
作
)
に
は
、
み
ず
か



ら

の

言

動

が

平

凡

人

」

に

さ

れ

る

原

因

と

な

り

、

「

群

公
の
限
る
を
免
が
れ
難
」
い
も
の
で
あ
る
と
う
た
っ
て
い
る
。
自
珍

の
忌
障
の
な
い
一
一
活
動
が
、
い
か
に
要
路
の
者
と
の
摩
擦
を
生
み
、

し
て
誘
作
る
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
想
像
さ
せ
る
の
で
あ

る。
党
人
一
'H/
下

飛

語

一

タ

飛

認

を

下

す

総
似
風
伯
嬬
無
坂
絶
だ
似
た
り
風
伯
の
騒
り
て
坂
り
無
き
に

卒
生
進
退
部
類
簸
…
子
生
進
退
問
つ
な
が
ら
穎
簸
す

せ

諮
問
州
内
訟
知
縁
関
誌
胞
内
に
訟
め
て
縁
国
を
知
る

側
身
一
大
地
本
孤
総
身
を
一
大
地
に
側
め
て
本
よ
り
孤
絶
す

矧
乃
気
伴
心
肝
淳
矧
ん
や
乃
ち
気
伴
に
心
肝
淳
な
る
を
や

敬
科
一
諜
浪
震
回
坐
数
斜
一
液
浪
悶
坐
を
震
か
す

部
此
難
免
群
公
旗
印
ち
此
れ
群
公
の
限
る
を
免
が
れ
難
し

名
高
一
説
作
勿
自
例
名
高
く
し
て
務
作
る
を
自
ら
例
と
す
る
勿
れ

願
以
自
訟
上
慰
一
や
生
毅
頗
く
は
自
ら
訟
む
る
を
以
て
上
平
生
の

親
を
慰
め
ん

さ
ら
に
ま
た
、
や
が
て
ア
ヘ
ン
戦
争
に
い
た
る
、
広
東
に
お
け
る

外
間
勢
力
の
法
力
に
対
し
て
、
深
い
憂
慮
を
詩
に
う
た
う
。
「
南
に

付
加
る
者
を
送
る
い
(
一
一
一
十
二
成
の
作
ゾ
に
は
、
政
治
的
に
無
力
な
自

分
を
「
布
衣
」
と
呼
ん
で
コ
米
業
」
の
埼
勢
を
京
し
み
、
一
方
で
は

帰
隠
の
阪
い
も
ま
ま
な
ら
ぬ
こ
と
を
喫
い
て
い
る
。

〈

7
)

布
衣
三
十
上
書
回
布
衣
三
十
上
書
し
て
回
る

揮
手
東
華
事
可
哀
手
を
揮
え
ば
東
華
事
亥
し
む
可
し

立
貿
青
山
立
軒
臥
立
つ
青
山
を
畏
い
立
つ
軒
臥
せ
ん
と
す
る
も

料
無
富
貴
一
治
人
来
料
る
に
富
貴
の
人
に
一
通
り
来
る
無
し

政
治
の
場
に
お
け
る
無
力
や
貴
顕
と
の
札
機
と
に
よ
っ
て
、
こ
の

こ
ろ
の
自
珍
は
政
治
の
場
か
ら
の
逃
避
を
強
く
願
っ
て
い
る
。
破
戒

後
の
長
篇
詩
「
能
く
公
を
し
て
少
年
な
ら
し
む
行
」
ハ
能
令
公
少
年

行
)
は
、
「
小
波
仙
認
十
五
首
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
憤
滋
の
対
械
に

〈

8
)

強
い
帰
路
の
願
望
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
序
に
「
襲
子
留

か
ら
緯
析
の
一
一
一
一
向
う
所
な
り
。
遂
ぐ
る
能
わ
ず
と
雛
も
、
溺
酎
な
わ
に

し
て
之
を
歌
え
ば
、
以
て
魂
を
恰
ば
し
顔
を
沢
や
か
に
す
可
し
」
と

い
う
こ
の
詩
は
、
太
湖
mm隠
の
願
望
を
う
た
う
も
の
で
、
憂
愁
の
詩

人
の
隠
居
の
夢
想
が
き
わ
め
て
優
美
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
詩
は
七

十
句
を
超
え
る
の
で
、
末
尾
の
一
段
の
み
を
示
そ
う
。

蹄
来
料
理
書
殻
紅
帰
り
来
り
て
料
理
す
れ
ば
諮
問
燈
紅
く

茶
燦
欲
散
額
餐
濃
茶
煙
散
ぜ
ん
と
欲
し
て
類
盤
濃
や
か
な
り

秋
肌
出
釧
涼
瀧
/
影
秋
肌
釧
を
出
せ
ば
涼
瀧
怒
た
り

夢
不
践
少
年
煩
悩
叢
夢
に
堕
ち
ず
少
年
煩
悩
の
叢
に

東
償
問
信
一
杵
銭
東
僧
商
僧
一
た
び
鐘
を
杵
け
ば

披
衣
起
展
華
巌
筏
衣
を
披
て
起
ち
て
様
ぶ
華
厳
の
筒

強
鱗
少
年
高
根
填
心
胸
略
戦
少
年
の
万
恨
心
胸
を
填
む
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た
れ

治
災
解
難
博
之
功
災
を
消
し
難
を
解
く
は
時
が
功
な
る

古
詳
解
脱
文
殊
一
山
県
古
祥
解
脱
は
文
殊
の
窓

著
我
五
十
一
一
…
参
中
我
を
五
十
三
参
中
に
著
か
し
む

た

と

い

蓮
邦
縦
使
総
米
通
運
邦
縦
使
縁
未
だ
通
ぜ
ざ
る
も

他
生
瓦
生
兜
率
天
他
生
立
ら
く
生
れ
ん
兜
率
天

こ
の
一
段
は
、
湖
上
認
舟
の
楽
し
み
の
あ
と
の
、
隠
居
で
の
生
活

を
夢
想
す
る
も
の
で
、
「
華
厳
経
・
入
法
界
口
問
」
の
普
財
章
子
の
修

業
制
仰
を
ふ
ま
え
て
、
仏
道
修
業
に
よ
っ
て
今
生
で
は
蓮
邦
浄
土
の
往

生
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
来
世
で
は
弥
戦
菩
援
の
'
兜
率
天
に
生
れ

た
い
も
の
だ
と
い
う
仏
者
と
し
て
の
祈
願
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
向
じ
く
一
二
十
歳
の
と
き
の
「
家
落
」
に
は
、
「
青
山
」
に
熔

慰
す
る
夢
も
か
な
わ
ず
、
平
同
門
史
ん
に
名
を
残
す
よ
う
な
功
も
立
て

ら
れ
ず
、
乾
隆
の
感
時
を
夢
に
見
る
こ
と
が
多
い
と
、
次
の
よ
う
に

う
た
っ
て
い
る
。

多
落
否
徒
可
奈
何
山
容
落
た
り
一
告
が
徒
奈
何
ん
す
可
き

青
山
青
史
一
例
践
舵
青
山
青
史
問
つ
な
が
ら
践
陀
た
り

乾
惚
脱
税
士
不
利
一
誠
乾
際
の
初
土
相
識
ら
ず

無
故
飛
揚
入
夢
多
故
無
く
飛
揚
し
て
夢
に
入
る
こ
と
多
し

「
青
山
青
史
一
向
つ
な
が
ら
時
的
陀
一
た
る
と
き
、
憂
愁
か
ら
逃
れ

出
る
道
は
、
仏
道
の
修
業
に
よ
る
心
の
平
安
し
か
な
い
。
「
陳
頑
甫

に
束
し
、
弁
び
に
其
れ
と
約
し
て
帰
安
の
挑
先
生
を
訪
れ
ん
と
す
」

一
十
歳
の
作
)
一
一
の
そ
の
一
一
一
に
は

進
退
問
無
依
進
退
雨
つ
な
が
ら
依
る
無
し

悲
来
恐
速
老
悲
し
み
来
り
て
速
か
に
老
い
ん
こ
と
を
恐
る

愁
魂
中
夜
馳
愁
魂
中
夜
に
馳
す

不
如
起
潟
道
起
ち
て
道
を
為
す
に
如
か
ず

と
う
た
っ
て
い
る
。

し
か
し
仏
道
の
修
業
に
よ
っ
て
心
の
安
ら
ぎ
は
得
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
歳
の
「
冬
臼
小
し
く
病
み
家
主
同
を
寄
せ
て
作
る
」
に
も

今
年
遼
離
別
今
年
速
く
離
別
し

瀦
必
一
天
之
波
独
り
天
の
涯
に
坐
す

一
料
理
日
不
足
神
理
日
に
足
ら
ず

終
悦
認
可
州
知
禅
悦
誌
ぞ
期
す
可
け
ん
や

沈
沈
復
恰
情
沈
沈
復
た
恰
情

擁
会
思
投
誰
余
を
擁
し
て
誰
に
投
ぜ
ん
か
と
思
う

と
あ
る
ご
と
く
、
憂
愁
の
深
ま
り
に
よ
る
心
の
病
は
深
く
な
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
ο
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毘

憂
愁
か
ら
の
解
放
を
願
っ
て
仏
法
に
帰
依
し
、
詩
作
を
断
っ
た
自

珍
は
、
戒
を
破
っ
て
再
び
詩
作
の
世
界
に
立
ち
返
っ
た
c

そ
れ
は
何

よ
り
も
詩
人
と
し
て
の
想
念
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か



ら
で
あ
る
。
か
れ
は
「
能
令
公
少
年
行
」
に

逃
科
一
意
鋲
宗
風
逃
禅
一
意
宗
風
に
飯
す

情
哉
胸
情
…
麗
想
鈎
難
安
惜
し
い
か
な
幽
情
麗
想

し
て
空
し
く
し
難
し

鈎
さ
ん
と

と
う
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
歳
の
と
き
江
況
に
与
え
た
手
紙

つ
つ

の
中
で
「
顧
み
て
諮
午
誌
を
技
み
、
文
字
を
簡
に
し
、
中
年
の
心
力
を

省
か
ん
と
す
る
も
、
外
境
迭
ご
も
歪
り
、
如
え
ば
風
水
を
吹
け

ば
、
万
態
皆
有
り
、
皆
文
章
を
成
す
、
水
何
ぞ
之
を
容
拒
せ
ん
や
」

(
「
江
居
士
に
与
え
る
築
」
)
と
い
っ
て
い
る
。
心
中
の
「
幽
情
麗
想
」

と
は
詩
人
と
し
て
の
想
念
で
あ
り
、
そ
れ
を
断
ち
切
れ
ぬ
以
上
、
風

吹
い
て
波
立
つ
水
の
ご
と
き
心
を
容
認
し
、
詩
人
と
し
て
表
現
の
世

界
に
立
ち
も
ど
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
詩
作
す
る
心
は
憂
愁
に
満
ち
た
も
の
で
あ
り
、
詩
作
に
よ
っ
て
魂

の
慰
鶏
を
得
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
か
れ
の
憂
愁

は
く
り
返
し
て
い
う
が
、
外
的
要
因
に
も
依
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
よ
り
根
本
的
に
は
か
れ
の
病
的
な
心
の
状
態
に
発
す
る
か
ら

で
あ
る
。
幼
時
に
発
す
る
一
!
心
疾
い
寸
心
病
レ
の
巣
く
う
精
神
の
生

み
出
す
「
幽
情
麗
想
い
は
、
常
に
憂
愁
の
位
界
の
も
の
で
あ
る
。
出

口
の
な
い
憂
愁
に
閉
さ
れ
た
心
に
つ
い
て
、
自
珍
は
「
忍
の
華
を
亥

(
9
)
 

し
む
い
(
…
1

笈
忍
之
翠
い
)
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

植
有
り
、
天
地
の
間
に
在
り
、
以
て
名
づ
く
能
わ
ず
、
強
い
て

之
に
名
づ
け
て
忍
と
白
う
。
是
れ
能
く
華
さ
く
も
香
は
外
に
出
で

ず
、
向
島
箆
沈
沈
と
し
て
、
以
て
其
の
根
に
返
る
。
之
が
為
に
亥
し

み
て
日
く
、

雲
よ
霞
よ
、
天
女
の
憐
れ
む
所
に
し
て
、
之
を
人
間
に
投
ぜ

り
。
強
揺
と
し
て
、
悲
風
腐
る
。
惨
担
と
し
て
、
陰
気
附
昨
日
ノ
。
心

魂
を
凄
ま
し
め
、
欝
た
り
挟
た
り
、
又
孔
だ
之
れ
漏
た
り
、
何
を

以
て
か
之
を
寵
せ
ん
G

蘇
は
十
重
な
り
、
春
に
は
選
を
描
く
を
得

ま
が

ず
、
夏
に
は
妨
を
演
し
、
饗
り
て
以
て
盤
ぐ
る
。
毒
は
霧
震
と
し

て
、
蛇
麗
の
播
ま
る
所
な
り
。
心
は
苦
し
く
と
も
、
以
て
伝
う
可

か
ら
ず
。
材
孔
だ
清
ら
か
に
し
て
、
性
孔
だ
霊
な
る
も
、
悦
と
し

て
以
て
名
づ
く
可
か
ら
ず

Q

此
の
樹
を
哀
し
む
、
久
し
く
汝
が
香

と
ぜ

を
関
す
現
れ
。
行
き
て
市
が
郷
に
帰
れ
、
雲
霞
の
楽
し
み
長
か
ら

ん。天
上
か
ら
人
間
に
投
ぜ
ら
れ
、
強
い
て
「
忍
」
と
名
づ
け
ら
れ
た

こ
の
樹
は
、
「
能
く
華
さ
く
も
呑
は
外
に
出
で
ず
、
白
熱
気
沈
沈
と
し

て
、
以
て
其
の
根
に
返
る
」
し
か
な
い
。
こ
の
悲
し
い
樹
こ
そ
「
惨

恒
と
し
て
陰
気
校
」
な
う
と
こ
ろ
の
自
珍
の
心
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
賦
は
、
解
き
放
ち
ょ
う
も
な
く
憂
愁
に
関
さ
れ
た
自
珍
の
心
の

あ
り
ょ
う
を
、
ま
こ
と
に
よ
く
語
っ
て
い
る
。
「
禅
悦
レ
の
境
地
に

到
り
得
ず
、
情
す
な
わ
ち
悲
亥
の
情
を
宥
し
、
再
び
詩
作
を
始
め
た

自
珍
を
待
つ
も
の
は
、
さ
ら
な
る
関
さ
れ
た
憂
愁
の
世
界
で
あ
っ
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た
Q

五

日
珍
は
の
と
き
、
旧
作
や
近
作
の
詞
を
ま
と
め
て

前
い
「
懐
人
館
前
い
「
影
事
詞
」
「
小
脊
摩
詞
」
の
問
問
集
一
百
一
一

首
な
刊
行
す
る
が
、
そ
れ
に
付
せ
ら
れ
た
…
1

長
短
言
白
序
い
に
は
、

一
件
び
「
情
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

の日
r

、

情
の
物
為
る
や
、
亦
た
嘗
て
之
を
鋤
か
ん
と
す
る
に
意
有
り
。

之
を
鋤
か
ん
と
し
て
能
わ
ず
、
市
し
て
絞
っ
て
之
を
宥
す
。
之
を

有
し
て
臼
ま
ず
、
国
し
て
反
っ
て
之
を
尊
ぶ

Q

提
子
の
長
短
一
一
一
一
日
を

為
る
は
何
為
る
者
ぞ
0

・
:
:
・
時
背
の
年
、
凡
そ
予
の
戸
音
の
妙
を

求
む
る
こ
と
悲
し
是
く
の
如
し
。
走
れ
摺
を
尊
ば
ん
と
欲
す
る
者

に
非
ず
や
。
且
つ
惟
だ
其
れ
之
を
尊
び
、
是
を
以
て
「
宥
情
」
の

議
一
通
を
為
る
。
立
つ
惟
だ
其
れ
之
を
宥
し
、
走
れ
を
以
て
十
五

年
之
を
鋤
か
ん
と
し
て
卒
に
克
わ
ざ
り
き
。

こ
の
一
文
で
出
珍
は
、
情
を
抑
制
し
消
し
尽
そ
う
と
し
て
で
き

ず
、
「
宥
情
」
は
や
が
て
「
尊
情
j

一
へ
と
進
ん
だ
と
告
白
し
て
い
る
。

情
の
問
題
は
、
文
中
に
「
十
五
年
之
を
鋤
か
ん
と
し
て
卒
に
克
わ
ざ

り
き
い
と
あ
る
よ
う
に
、
十
九
歳
の
と
き
、
…
ん
川
戸
壌
詞
」
す
な
わ

ち
認
の
制
作
を
始
め
て
以
来
の
問
題
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
外
祖
父
段

玉
設
が
、
認
の
創
作
は
「
愈
よ
工
な
れ
ば
、
道
を
去
る
こ
と
愈
よ
遠 :!JlT: 

く
」
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
自
珍
の
認
の
創
作
に
危
削
除
の
念
を

抱
い
た
の
は
、
自
珍
が
詞
の
創
作
に
と
も
な
っ
て
、
し
だ
い
に
深
く

情
に
沈
溺
し
て
行
き
、
そ
れ
が
経
史
の
学
問
の
妨
げ
に
な
る
と
考
え

た
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
か
し
か
ら
生
れ
る
悲
友
は
消
し
尽
し
ょ
う
も
な
く
自

珍
を
捉
え
、
憂
愁
す
る
魂
は
限
り
な
く
憂
愁
を
生
ん
で
い
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
憂
愁
か
ら
の
離
脱
を
図
っ
て
始
め
ら
れ
た
戒
詩
も
、
わ

ず
か
の
間
に
破
ら
れ
た
の
は
、
情
が
人
間
の
存
在
の
根
源
に
あ
る
も

の
で
あ
る
以
上
、
除
く
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
を
あ
る
が
ま
ま
に
認

め
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
情
を
宥
し
て
再
び
詩
作

の
世
界
に
立
ち
も
ど
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
尊
情
」
以
外
の
何
も
の

で
も
な
い
の
で
あ
る
。
一
一
一
十
二
歳
の
こ
の
年
は
、
「
宥
組
問
!
一
か
ら
「
尊

情
」
へ
の
自
覚
が
明
確
に
な
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
重
要
な
節
目

に
当
っ
て
い
る
。

「
長
短
一
一
一
一
口
自
序
」
は
、
詞
集
の
序
で
あ
り
、
詞
の
制
作
に
関
連
し

て
帝
国
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
序
で
い
う
情
の
問
題
は
、
単
に

認
の
制
作
に
か
か
わ
る
も
の
と
狭
く
限
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

伝
統
的
な
文
学
観
に
よ
れ
ば
、
設
然
と
区
分
で
き
る
も
の
で
は
な
い

に
し
て
も
、
詩
は
「
一
一
一
一
同
士
山
」
の
文
学
で
あ
り
、
認
は
情
の
文
学
で
あ

る
Q

し
か
し
自
珍
は
「
宥
情
」
の
一
文
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
情

の
問
題
を
精
神
の
根
本
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
お
り
、
戒
詩
は
詞

(101 ) 



の
制
作
を
も
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
三
十
六
歳
の
と
き
の
再
度

の
戒
詩
の
宣
言
で
あ
る
「
破
戒
草
に
抜
す
」
に
は
、
「
余
年
を
以

て
詩
を
編
し
、
歳
名
を
閉
山
す
る
こ
と
十
有
八
」
と
い
う
が
、
「
十
有

八
い
と
は
、
十
九
歳
の
「
街
戸
撰
詞
」
以
来
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
戒
詩
が
認
の
制
作
を
含
む
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
尊
情
」
の
方
向
を
明
確
に
し
た
こ
の
年
、
詩
あ
る
い
は
認
に
う

た
わ
れ
る
の
は
、
や
は
り
広
東
の
ア
ヘ
ン
を
め
ぐ
る
情
勢
に
つ
い
て

の
憂
慮
や
み
ず
か
ら
が
何
事
も
成
し
得
ぬ
焦
燥
で
あ
る
。

絶

域

従

軍

計

偶

然

結

城

従

卒

計

偶

然

た

り

東
南
側
恨
獄
詞
築
東
南
の
倒
恨
詞
築
に
満
つ

一
鎌
一
一
刻
卒
生
一
芯
一
錨
一
一
剣
子
生
の
怠

負
議
狂
名
十
五
年
狂
名
に
負
き
尽
く
す
十
五
年

ハ
「
慢
感
レ
)

沈
沈
心
事
北
南
東
沈
沈
た
る
心
事
北
南
東

一
統
人
材
海
内
空
一
脱
す
れ
ば
人
材
海
内
空
し

そ
の
二
)

平

生

恨

み

有

り

白
ら
酸
鍛
楚
楚夢

中
の
絡

沈十 I~I 平
JiB、 -:E j殺生
十年 i唆有
五: 束手長イ長
年矩
中 11ド同i司t仁

司事王 イ4仙i討出LI 京絡苦
;欽

沈{;こ./

j忍
す

十
五
年
中
の

才

也

縦

横

才

も

也

た

縦

横

渓

也

縦

横

一

夜

も

也

た

縦

横

双
負
第
心
血
(
創
名
双
つ
な
が
ら
負
く

(
「
競
奴
児
令
!
一
)

議
心
と
剣
名
と
に

...&.. ，、

戒
詩
は
憂
愁
を
断
ち
切
り
、
心
の
平
安
を
得
る
た
め
に
始
め
ら
れ

た
。
そ
の
戒
を
破
り
仏
者
の
沈
黙
か
ら
詩
人
と
し
て
表
現
の
世
界
へ

立
ち
も
ど
る
と
い
う
こ
と
は
、
再
び
憂
愁
に
身
を
沈
め
る
こ
と
を
意

味
す
る
G

戒
詩
か
ら
「
宥
情
」
に
よ
る
破
戒
に
い
た
る
過
程
の
中

で
、
自
珍
は
詩
人
と
し
て
憂
愁
の
う
ち
に
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
自
己

の
運
命
に
つ
い
て
、
自
覚
を
新
た
に
す
る
。
三
十
二
歳
の
と
き
の
詩

「

鶏

零

行

戯

れ

に

一

に

そ

の

二

に

次

の

よ

う

に

う

た

っ

て
い
る

Q
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ほ
将
に
帝
の
怠
壌
を
請
わ
ん
と
す
る
に

糊
惚
す
調
零
未
だ
期
有
ら
ざ
る
を

万
一
文
字
の
海
に
鴻
零
せ
ば

他

生

重

ね

て

定

め

ん

定

食

詩

上

帝

に

寸

請

い

退

穏

せ

ん

と

し

た

が

、

い

ま

だ

そ

の

顕

い
も
か
な
わ
な
い
。
退
憾
も
か
な
わ
ず
、
も
し
万
一
、
詩
人
と
し
て

の
海
に
鶏
一
僻
ざ
し
て
世
を
柊
る
な
ら
ば
、
輪
廻
に
よ
っ
て
他



生
に
い
た
っ
て
も
、
詩
人
と
し
て
必
ず
前
世

編
集
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
詩
は
、
「
戯
れ
に
」
作
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
詩
人
と

し
て
お
の
れ
の
運
命
に
対
す
る
深
い
自
覚
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
詩

人
と
し
て
憂
愁
の
う
ち
に
「
文
字
の
海
を
瓢
零
」
す
る
こ
と
は
、
自

珍
に
負
わ
さ
れ
た
業
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

Q

憂
愁
の
う
ち
に
「
文
字
の
海
に
鶏
零
」
ず
る
自
珍
に
、
一
二
十
二
歳

の
七
月
、
大
き
な
不
幸
が
襲
っ
た
。
母
の
死
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
冬

日
小
し
く
病
み
家
設
を
寄
せ
て
作
る
」
に
も
見
え
る
ご
と
く
、
自
珍

は
母
に
対
し
て
甘
美
と
も
い
う
べ
き
様
い
を
扱
き
続
け
て
お
り
、
そ

の
死
は
自
珍
に
と
っ
て
大
き
な
悲
し
み
で
あ
っ
た
。
一
一
一
十
六
歳
の

}
脅
す
い
に
は
、
母
の
在
肢
の
時
と
そ
れ
以
後
で
は
世
界

っ
て
し
ま
っ
た
と
次
の
ご
と
く
う
た
っ
て
い
る
。

ii、
文
て
ト
ヘ
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リ
お
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Z
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γ品
、

f
ノ

天
も
亦
母
無
き
の
日
月

地
も
亦
母
無
き
の
山
川

の

ち

ぢ

執
か
蕨
び
執
か
細
み
敦
か
付
予
す
る

奔
る
如
く
一
慌
の
如
く
流
泉
の
如
し

法
よ
り
悲
し
歳
七
十
に
到
ら
ば

(
刊
)

走
れ
慈
殺
に
別
れ
て
舟
九
年
な
り

自
珍
の
悲
歎
の
深
さ
を
ま
こ
と
に
よ
く
示
し
た
詩
で
あ
ろ
う
。

自
珍
は
父
ハ
蘇
松
太
兵
備
道
合
)
の
任
地
で
あ
る
上
海
で
世
を
去

っ
た
母
の
遺
骸
を
奉
じ
て
、
故
郷
杭
州
に
帰
り
喪
に
服
し
た
。
喪
中

(日〉

の
二
十
七
か
月
、
自
珍
は
詩
を
作
ら
な
い
。
母
の
死
に
遭
い
詩
作
を

断
っ
た
自
診
は
、
更
に
深
く
信
仰
の
世
界
に
入
っ
て
行
く
。
三
十
三

〈

問

)

歳
の
と
き
に
は
、
…

i

円
覚
経
路
疏
」
の
刊
行
に
浄
財
を
喜
捨
し
て
い

る
が
、
そ
の
願
文
(
「
助
刊
円
党
経
略
疏
願
文
」
)
に
は
、
み
ず
か
ら

を
仏
弟
子
と
い
い
、
「
円
党
経
略
疏
」
刊
行
の
功
徳
を
も
っ
て
亡
き

母
に
回
向
し
、
夙
業
頓
消
し
て
浄
土
従
生
を
す
る
こ
と
を
願
い
、
や

が
て
命
終
え
た
後
に
は
母
と
妻
と
一
一
一
人
、
蓮
邦
浄
土
で
会
お
う
と
述

べ
て
い
る
。

服
喪
の
問
、
深
く
仏
教
に
帰
依
し
て
い
た
自
珍
は
、
信
仰
の
世
界

に
入
り
得
て
心
安
ら
い
だ
で
あ
ろ
う
か
。
一
二
十
四
歳
、
喪
が
あ
け
て

再
び
詩
作
を
始
め
た
自
珍
を
待
つ
も
の
は
、
母
の
死
に
よ
っ
て
さ
ら

に
深
ま
っ
た
憂
愁
の
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
憂
愁
か
ら
の
解
脱
を

願
っ
て
再
び
詩
作
を
断
つ
の
で
あ
る
。
再
度
の
戒
詩
は
、
自
珍
三
十

六
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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〔注〕
(
1
〉

呉

昌

授

に

二

十

四

年

己

卯

、

二

十

八

議
。
春
、
思
科
の
会
試
に
応
じ
て
、
ら
れ
ず
、
京
師
に
留
ま
る
。
」

一
十
五
年
喪
辰
、
二
十
九
歳
。
会
試
佑
お
下
第
、
笈
仕
し
て
内
閣



中
書
を
得
た
り
。
」
と
あ
る
。

(
2
〉

軍

機

処

の

職

に

つ

い

て

自

珍

は

(

道

光

十

四

年

、

四
十
一
一
一
哉
の
作
〉
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
(
会
試
覆
試
・

殿
試
・
朝
考
の
一
一
…
試
を
さ
す
)
皆
高
列
な
ら
ば
、
乃
ち
翰
林
院
の
官
を
授

け
ら
る
。
本
朝
の
宰
輔
は
、
必
ず
翰
林
践
の
官
に
由
る
。
卿
弐
及
び
封
析

の
大
医
も
、
翰
林
に
出
る
者
大
半
な
り
。
其
れ
翰
林
官
に
非
ざ
れ
ば
、
軍

機
処
に
依
る
を
以
て
栄
選
と
為
す
。
軍
機
処
の
職
は
、
軍
事
有
れ
ば
別
ち

上
を
佐
け
て
畿
を
運
ら
し
勝
を
決
し
、
事
無
け
れ
ば
別
ち
担
宗
の
裳
設
を

顧
問
す
る
に
備
え
、
以
て
内
命
を
出
す
者
な
り
O
L

ハ
3
〉
間
九
九
日
間
綬
「
定
議
先
生
年
務
」
に
「
夏
、
軍
機
意
京
を
考
す
る
も
、
未

だ
録
せ
ら
れ
ず
、
小
遊
偲
十
五
哲
を
賦
し
、
遂
に
戒
を
絞
り
詩
を
作
る
」

と
い
う
。

ハ
4
〉
「
説
文
」
巻
十
下
。

(
5
〉
「
詩
'
大
雅
・
皇
尖
」
の
「
清
文
王
に
謂
う
、
然
く
畔
援
す
る
こ

と
無
れ
、
然
く
散
羨
す
る
こ
と
無
れ
」
を
ふ
ま
え
る
。

ハ
6
〉
悲
京
に
と
ら
え
ら
れ
、
翠
愁
に
閉
さ
れ
た
病
的
な
状
態
が
幼
年
に
始

ま
る
こ
と
は
、
他
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
戒
将
帰
文
い
に

は
「
予
幼
く
し
て
阪
の
心
疾
に
惑
い
、
吉
祥
に
背
い
て
替
に
馳
す
い
と
い

い
、
「
戒
詩
況
章
」
そ
の
…
に
は
「
蚤
年
心
疾
に
制
限
え
ら
れ
、
詩
境
人
の

知
る
無
し
い
と
あ
る
。
ま
た
「
心
心
的
」
の
誌
は
「
又
誠
心
一
首
」
に
も
「
心

薬
心
笠
総
て
心
…
湖
、
寓
一
…
一
日
決
し
て
燈
に
就
き
て
焼
か
ん
と
欲
す
い
と
見
え

る。

(

7

)

呉
mm
綬
「
定
金
先
生
年
判
明
巴
二
十
九
歳
の
条
に
紀
年
文
と
し
て
「
東

南
番
舶
を
罷
む
の
議
」
ハ
伏
文
〉
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
詩
に
い

と
は
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
指
す
か
c

ハ
8
)

帰
路
の
志
に
つ
い
て
は
「
英
未
六
月
二
日
」
ハ
道
光
三
年
、
一
ニ
十
二

政
)
の
日
付
の
あ
る
「
江
居
士
に
与
え
る
築
」
に
も
、
次
の
よ
う
に
い

う
。
「
重
ね
て
京
師
に
至
り
て
又
三
年
、
還
山
の
志
、
搭
掠
の
間
に
温
紫

せ
ず
ん
ば
非
ず
。
然
れ
ど
も
此
の
中
に
お
没
す
る
を
願
わ
ざ
る
も
、
政
に

未
だ
山
有
れ
ば
便
ち
去
る
に
易
か
ら
ず
、
去
り
て
復
た
出
ず
れ
ば
、
即
ち

天
下
に
笑
わ
れ
ん
。
」

(
9
〉
「
哀
忍
之
事
」
は
制
作
年
は
不
，
詐
だ
が
、
末
尾
に
「
行
き
て
荷
が
郷

に
帰
れ
、
雲
援
の
楽
し
み
長
か
ら
ん
」
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
帰
路
の
志

を
抱
い
た
一
一
一
十
議
以
降
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。

(
叩
〉
詩
の
自
在
に
「
溌
未
持
を
失
う
、
一
一
一
十
二
歳
な
り
、
日
者
子
当

に
七
十
一
歳
な
る
べ
し
と
謂
う
」
と
あ
る
。

ハ
ロ
)
一
樹
年
詩
の
笑
未
の
未
尾
に
「
発
未
七
月
よ
り
乙
詰
十
月
に
一
点
る
ま

で
、
一
廷
に
居
る
を
以
て
詩
無
し
。
自
ら
記
す
」
と
あ
る
。

〈
ロ
〉
「
円
覚
経
略
疏
」
は
宗
舘
(
七
八

O
J八
四
一
〉
の
撰
し
た
「
内
党

経
」
の
注
釈
。
「
円
覚
絞
」
は
宋
代
以
後
の
中
国
仏
教
で
、
「
紘
一
摩
経
」
「
首

拐
厳
経
」
と
と
も
に
重
ん
ぜ
ら
れ
た
経
典
で
あ
る
。

訂
正
前
稿
「
龍
一
f

け
珍
論
付
」
(
「
中
国
文
化
」
漢
文
学
会
報
四
回
号
〉
七
九

支
下
段
一
行
自
に
「
一
一
一
十
議
」
と
あ
り
ま
す
の
は
、
「
二
十
九
歳
」
の
誤

り
で
す
。

う
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