
庚
信

「
擬
連
珠
」

。コ

議
し
聞
く

燐
火
宵
に
飛
べ

協
火
宵
飛

の
表
現
と
論
理

演
漢
郡
の
陰
寒
に
は

コ
ど
へ備

に
夜
央
多
し

こ
う
開
い
て
い
る
、
{
死
者
の
さ
ま
よ
故
'
郷
に

が
夜
の
関
に
飛
び
か
う
よ
う
に
な
る
と
、
時
に

さ
れ
た
兵
十
一
の
亡
撃
に
出
会
い
、
あ
る
い
は
ひ

の
駒
鬼
に
殺
さ
れ
た
り
す
る
の
だ
」
と
。
そ
う

の

風

雨

が

起

こ

る

時

に

は

、

究

い
、
広
漠
郡
が
陰
惨
な
世
間
、
さ

み
ち
み
ち
る

時
遭
綴
夜
之
丘
(

或
擁
空
亭
之
鬼

差
以
射
撃
替
之
風
雨

時
有
菟
魂

偏
多
夜
明
大

か
え
れ
ず
、

にみいと
をうけ
抱わの
いけな

でい

安

藤

慶

八

)

の

間

十

四

常

は

、

藤

信

の

な

か

で

組

込

占

め

て

い

る

つ

「

擬

は

、

「

哀

江

南

賦

」

「

擬

詠

」

な

ど

の

代

表

作

と

発
惣
に
震
な
る
部
分
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
と
は
繍

絶
し
た
独
特
の
表
現
形
式
か
ら
、
ヱ
…
政
江
南
賦
」
「
擬
詠
嬢
二
十
七

首
い
と
は
別
次
刈
の
世
界
を
構
成
し
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
一
擬

漣
味
い
は
、
威
信
の
他
の
代
表
作
と
色
濃
く
設
な
る
部
分
を
持
ち
な

が
ら
、
明
確
に
異
質
な
の
で
あ
る
。
そ
の
異
質
な
表
現
形
式
を
腕
信

が
必
要
と
し
た
こ
と
の
意
味
を
問
お
う
と
す
る
の
が
小
論
の
試
み
で

あ

る

り

ま

に

例

を

ポ

「

擬

連

珠

」

六

で

あ

る。

時 是 或時
をいに
以は獄
て空夜
射 亭の
替 の兵
営 鬼に
のに遭

ひ

と;ま

(12) 

な

こ
十
市は

、
こ
の
よ
う
に
比
輸
と
典
故
を
駆
使
し
た



で
あ
り
、

お
お
く
の
場
合
、

る
の
そ
し

て

な
ど
の
形
で
前
提
が

るの

論
理
的
構
成
が
強
く
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
の

揚
雄
・
班
悶
以
来
、
総
当
数
の
作
例
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
が
、

υ
と
よ
り
持
や
賦
の
よ
う
に
"
般
的
で
は
な
い
。

ぷ
慨
漉
味
」
其
十
六
の
前
半
間
句
は
で
く
く
ら
れ

て
い

る
。
後
半
間
句
は

の
判
断
で
あ
り

で
あ
り

で
始
ま
っ
て
い
る
か
ら
、

上
は
結
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

に
、
こ
の
作
品
は
、
伝
関
(
前
提
)
と
判
断
(
結

論
〉
の
あ
い
に
、
さ
し
て
展
開
が
な
い
。
前
半
四
匂
と
後
半
間
句

が
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
た
め
に
前
半

と
後
半
の
印
象
に
変
化
が
な
く
、
単
純
な
く
り
か
え
し
に
見
え
る
の

で
あ
る
。

し
て

の
と
お
り
、
「
連
珠
」
な
る
形
式
に
は

て
い

ν

鶴
何
時
間
の
侍
玄
が
「
漣
珠
序
」
の
中
で
、
ぷ
m
捷
摩
擦
如
寅
珠
、

易
観
前
一
吋
悦
っ
故
調
之
濯
珠
っ
(
経
療
と
し
て
珠
を
貫
く
が
如
く
、

す倒
く
し
て
悦
ぶ
べ
か
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
と
こ
れ
を
連
珠
と
摺

ご

と

述

べ

て

い

る

が

、

と

い

う

の

は

、

表

現

る

と

問

時

に

、

る

擦

問

を

い

う

と

も

び〉

ぴ〉

1" 

、がぶ

「
演
濯
珠
」

よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
る
の
も
、
そ
の

の
「
演
連
株
」
に
比
べ
て
陳
情
「
擬
遮

る

の

は

、

の

よ

う

な

平

板

な

構

。〉

た
め
で
あ
る
の

そ
しろ

う
の

し
か
し
、
の
に
却
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
が
容
易
に

論
深
化
し
得
な
い
も
の
を
論
理
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
見
る
べ

き

で

は

な

い

其

十

六

は

、

「

連

珠

」

な

る

形

式

に

求

い
て
い
る
と
し
て
も
、
む
し
ろ
そ
こ

め
ら
れ

見

こ
と
が
で
き
な
い

の
独
自
の
意
味
を
見
出
せ
な
い
か
と
考
え
る
の
で

そ
し
て
そ
こ

(13) 

「
擬
選
法
」
は
、
前
半
に
も
後
半
に
も
、
伝
関
(
前
提
)

に
も
判
断
(
結
論
)
に
も
、
協
鬼
が
み
ち
み
ち
て
い
る
つ
侯
回
一
爪
の
乱

(
五
四
八
年
)
、
西
競
の
侵
攻
(
五
五
四
年
)
に
よ
っ
て
二
度
の
国
家

覆
滅
を
体
験
し
た
腐
憶
が
、
無
数
の
死
を
目
の
あ
た
り
に
し
、
そ
の

こ
と
に
重
い
打
撃
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
旧
日
出
、
梁
を
滅
亡
に

追
い
こ
ん
だ
西
貌
・
北
田
川
に
仕
え
て
生
き
て
い
る
こ
と
に
煩
悶
を
か

か
え
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
打
撃
の
深
さ
と
実

の
が
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
亡
霊
・
幽
鬼
に
み

い
た
こ
と
、
そ
こ
か
ら
時
間
信
が
出

ち

の
な
か



発
せ
、
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
そ
れ
を
「
擬
連
珠
」
論

全
体
の
基
礎
に
援
き
た
い
。
そ
の
上
で
小
論
は
、
興
信
の
精
神
的
営

為
の
重
要
な
一
部
と
し
て
「
擬
速
球
」
を
位
置
づ
け
、
そ
の
営
為
の

道
程
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

臼山内
1
レ、

「
援
連
珠
」

一
日
本
に
お
け
る
そ
の

(
4
)
 

る
こ
と
が
で
き
よ
う
っ

横
出
弘
「
醸
成
連
珠
小
考
」

九
六
八
年
四
月
)

興
勝
宏
吋
陳
情
』
(
集
英
社

樋
口
康
裕
「
膜
信
連
珠
初
探
い

九
八

O
月
)

(
「
筑
波
中
間
文
化
論
議
」

つ
い
て
は

で
に
先
行
研
究
が

し
て
、
以
下
の
も
の
を

あ
る
。

(
「
中
関
文
事
報
」
第
二
十

2 横
山

は

「
擬
漣
珠
」
の
本
格
的
専
論
と
し

を
持
つ
の
そ
こ
で
は
、
臨
機
ぷ
欄
と
の
比
較

い
「
擬
連
珠
」
が
分
析
さ
れ
て
い
る
の
横
山
論
文
は
、

隙
機
「
演
漣
珠
」
の
特
徴
を
ぺ
原
理
…
般
へ
の
飛
開
、
続
適
へ
の

向
」
(
二
一
良
)
と
し
た
ト
一
で
、
腕
借
「
擬
漣
珠
」
に
つ
い
て

の
関
心
が
普
遍
で
は
な
く
個
別
へ
む
か
っ
て
い
る
」
(
三
頁

を

指

摘

し

て

い

る

の

ま

た

、

の

め

ざ

す

も

の

が

問。

を
語
る
い
と
な
み
を
通
し
て
、
現
在
の
自
己
そ
の
も
の
を
表
自
す
る

こ
と
で
あ
る
」
(
一
二
頁
)
と
し
、
さ
ら
に
、
「
演
信
に
と
っ
て
確
賞

な
も
の
は
、
感
覚
だ
け
で
あ
っ
た
」
(
二
六
頁
)
と
も
述
べ
、
表
現

の
感
覚
性
を
重
視
す
る
。

興
鰭
2
は
、
演
信
の
生
涯
と
文
学
全
体
を
描
出
し
た
画
期
的
な
著

書
で
あ
る
が
、
そ
の
第
沼
章
第
一
一
節
で
「
擬
連
↑
珠
」
を
分
析
し
て
い

る
つ
「
援
連
珠
」
の
特
徴
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ご
賞
し
た
歴

史
的
時
間
の
ベ
ル
ト
に
乗
っ
て
構
成
さ
れ
る
」
こ
と
、
「
盟
十
四
首

各
篇
が
強
立
の
主
題
を
展
開
す
る
」
こ
と
、
「
自
己
の
足
跡
と
と
も

に
自
己
を
取
り
巻
く
大
小
の
状
況
を
よ
り
多
く
あ
っ
か
う
」
こ
と
、

「
ま
た
情
に
交
え
て
理
の
側
部
か
ら
の
問
題
意
識
が
認
め
ら
れ
る
」

こ
と
、
で
あ
る
。
(
こ
こ
で
も
、
盤
機
「
演
連
珠
」
は
「
汎

マ
に
方
向
づ
け
さ
れ
て

(14-) 

論
的
」

い
る
い
と
い
う
っ
(
一

矯
口

3
は

、

逆

に

の

論

理

性

を

評

価

す

る

。

問

論

は

、

「
趨
珠
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
本
来
的
に
持
つ
比
輸
の
多
用
と
い
う
表

の
認
識
様
式
と
連
動
し
て
、
模
信
が
経
験
し
た
楼
史

し
つ
つ
、
側
か
ら
普
遜
へ
と
認
識
を
深
化
さ
せ
て
い

ν

て
い
る
つ

的
に
う
け
と
め
な
が
ら
、

の
で
あ
る
。

ム擬
ハ連

珠

は

小
論
は
次
の
よ



に

、

「

擬

漣

珠

」

い

て

い

る

こ

と

を

る
が
、
問
時
に
独
自
の
論
陣
一
化
八
の
方
向
が
あ
る
こ
と
に
注
目

し
、
そ
の
論
掛
川
の
性
絡
を
検
討
す
る
。

第
二
に
、
「
擬
連
株
」
が
、
一
見
、
時
間
の
流
れ
に
そ
っ
て
え
が

か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
が
論
理
の
展
開
を
形

成

し

て

い

る

こ

と

、

っ

こ

と

を

第

こ
に
、
威
信
が
倫
理
的
に
無
根
拠
の
状
況
に
投
げ
出
さ
れ
た
こ

と
を
部
め
な
が
ら
、
州
問
情
が
そ
こ
に
停
滞
し
た
と
す
る
の
で
は
な
く
、

自
ら
そ
の
状
況
に
対
峠
し
た
過
程
と
し
て
「
擬
連
珠
」
を
考
察
す
る
。

「
擬
連
珠
」
剖
十
四
営
全
体
の
構
成
を
概
観
す
る
と
、
前
半
と
後

で
、
大
き
く
内
容
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
前
半
の
二

二
誌
は
、
お
お
よ
そ
梁
王
朝
の
興
起
か
ら
滅
亡
に
至
る
過
程
を
軸

に
、
一
つ
一
つ
事
件
の
臨
果
、
が
え
が
か
れ
て
い
て
、
そ
の
関
心
は
歴

史
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
だ
が
後
半
の
ご
十
二
首
は
、
一
転
し
て
、

自
己
の
現
状
を
軸
に
、
内
面
の
様
相
、
が
え
が
か
れ
、
そ
の
関
心
は
自

我
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
小
論
は
、
主
に
後
半
二
十
二
言
の
表
現

と
論
理
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
前

提
と
し
て
前
半
二
十
の
特
徴
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

。〉

酬
明
興
亡
の
歴
史
を
時
間

っ
て
え
が
い
て
い
る
の
其
一
で
武
常
の
超
人
的
な
カ
と

が
い
後
、
其
四
で
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
の

葉
し
開
く
「
緊
を
得
て
斯
に
在
れ
ば

鋒
を
捧
ふ
を
諮
ら
ず

股
肱
良
き
か
な

轡
に
感
ず
る
を
論
ず
る
無
し
」
と

く
つ
げ
一
ド

是
を
以
て
屈
侃
参
一
来
し
て

諸
侠
方
城
の
圏
み
を
解
き

ぴ〕

股
肱
良
哉

て

天
下
無
諮
問
之
戦
天
下
西
河
の
戦
ひ
無
し

賢
人
・
股
肱
を
得
れ
ば
、
武
器
を
と
る
必
要
も
な
く
、
事
変
に
応

ず
る
ま
で
も
な
く
、
世
は
治
ま
る
。
だ
か
ら
屈
侃
や
段
平
木
の
よ
う

(5) 

な
賢
距
が
い
れ
ば
、
敵
は
闘
み
を
と
き
、
戦
さ
も
な
く
な
る
の
だ
。

前
半
部
匂
で
語
ら
れ
た
前
提
を
う
け
て
、
後
半
四
句
で
は
屈
侃
・

段
平
木
の
実
例
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
賢
置
が
国
家
の
危
機
を
救
っ

た
実
例
で
あ
る
。
も
と
よ
り
其
四
の
世
界
は
そ
の
ま
ま
梁
王
朝
の
歴

史
的
事
実
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
は
全
く
逆
だ
っ
た
。
晩

年
の
梁
の
武
帝
は
賢
箆
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
朱
界
ら
の
僚
監
を
用

い
、
そ
の
た
め
に
侯
景
の
乱
が
起
こ
り
亡
留
に
い
た
っ
た
。
其
四
は
、

そ
の
援
史
的
事
実
に
対
す
る
隠
微
な
批
判
と
い
え
る
。

(15) 



し
か
し
、

こ
と
は
、
庚
信
が
追
求
し
て
い
る
こ
と
が

け
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
通
し
て

に
向
き
あ
っ
て
立
と
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
密
貌
・
北
照
に
仕
え
て
生
き
て
い

と
を
、
総
体
と
し
て
対
象
化
し
、
そ
れ
を
論
理
化
し

よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
路
加
別
・
段
千
木
は
、
間
出
家
の
危
機
を
み

ご
と
に
救
っ
た
っ
そ
の
古
代
史
の
エ
ピ
ソ

i
ド
を
ひ
き
あ
い
に
出
す

と
き
、
錠
朝
滅
亡
と
い
う
現
実
の
惨
繍
た
る
体
験
と
、
滅
亡
を
救
え

な
か
っ
た
自
ら
の
す
が
た
が
逆
に
現
わ
れ
て
く
る
α

そ
の
重
圧
の
な

か
で
股
史
的
過
去
に
対
峠
し
、
国
家
滅
亡
の
原
悶
を
問
い
つ
づ
け
た

こ
と
に
、
腕
倍
の
表
現
者
と
し
て
の
意
志
が
み
え
る
の
で
あ
る
。

「
機
連
珠
」
前
半
二
十
二
首
の
構
成
を
見
る
と
き
、
勝
史
的
過
去

の
窓
味
づ
け
と
い
う
方
向
は
し
だ
い
に
後
景
に
し
り
ぞ
き
、
む
し
ろ

現
叡
が
前
倒
に
現
れ
て
く
る
の
但
し
そ
れ
は
、
本
論
冒
頭
で
と
り
あ

の
よ
う
な
現
夜
で
あ
る
が
。
つ
ま
り
「
骨
魂
不
皮
、
燐

夜

、

端

的

に

い

え

ば

、

過

去

に

呪

縛

現

は
、
経
史
的
過
去
の
意
味
づ
け
と
い

梁
戦
滅
亡
と
、

る
自
己

σ〉

じ
め
る
と
い

点
、
と
な
っ
て
い
る
つ

に
支
配
さ
れ
て
い

ぴ〉

1/1¥ 

験 十

かと首
らの
わ 大
れき

十、な

そ転
れ換は

亡
関
と
い

0) 

で
、
く
り
か
え
し
語
ら
れ
る
。
は
こ
う
あ
る
。

蓋
間
厳
一
箱
之
零
北
部
し
開
く
「
巌
霜
の
零
り
る
や

無

所

不

繭

所

と

し

て

霜

は

れ

ざ

る

無

く

長

林

之

鱗

長

林

の

繁

る

る

や

無

所

不

擦

所

と

し

て

擦

た

れ

ざ

る

無

し

」

と

是
以
遊
撃
銃
填
是
を
以
て
経
新
一
一
段
に
填
も
れ
て
は

遊

魚

無

託

遊

魚

託

す

る

無

く

呉

{

自

己

火

呉

宮

巴

に

火

け

て

は

蹄
蕪
何
出
来
臨
燕
何
く
に
か
巣
く
は
ん

冬
の
お
と
ず
れ
や
大
木
の
間
壌
と
い
う
毘
大
な
変
化
に
よ
っ
て
、

全
て
の
草
木
は
枯
れ
た
り
破
壊
さ
れ
た
り
す
る
。
だ
か
ら
、
巨
大
し

変
化
の
下
で
は
、
小
さ
な
綿
体
は
無
力
な
の
だ
の
「
楚
暫
」
(
替
の
城

の
堀
)
に
梯
れ
な
く
な
っ
た
魚
、
五
円
宮
」
(
呉
の
宮
殿

帰
れ
な
く
な
っ
た
燕
は
、
北
朝
に
と
ど
め
ら
れ
江

っ

た

出

己

を

い

う

つ

の

事

件

(16) 

建
療
の

に
よ
っ
て
、

い
る
の
だ
の

た
れ

し
ま
っ
て

に
よ
っ
て
自
己
の
核
心
部
分
が
深
刻
な

し

し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
だ
の

っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
身
を
よ
せ

つ



る
ほ
ど
、

が
焼
け
て
し
ま
っ
た
た
め

℃
れ
ら
は
、
自
己
の
現
状
の
的
確
な
比
喰
だ
が
、

比
鳴
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
的

の
根
拠
そ
の
も
の
を
失
っ
た
自
己
の
無
残
な
状
況
を

つ
て
明
ポ
し
て
ゆ
く
の

つ

の
そ
の
よ
う

っ
て
い
る
の
白
己
の
状
況
を
比
愉
や
論

の
力
に
よ
っ
て
明
断
に
し
よ
う
と
す
る
ぷ
慨
滋
味
」
の

に
よ
っ
て
、

の

の

ま

ま

に

と

ど

ま

い
に
鋭
利
で
本
質
的
な
も
の
へ
と
進
ん
で
ゆ
く
。
そ
の

た
め
に
こ
そ
、
腕
倍
は
模
索
の
な
か
で
あ
え

て
い
る
と
い
え
る
の

己
の
現
在
の
因
果
関
係
を
追
求
し
た
府
間
信
は
、
「
擬
漣

お
い
て
…
気
に
、
自
己
の
主
体
の
現
状
そ
の
も
の
を
間

そ
こ
か
ら
自
己
自
身
を
動
か
そ
う
と
し
は
じ
め
る
。
ま

そ
の
問
い
た
だ
し
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、

の
よ
う
な
方
向
を
向
い
て
る
か
、

に
よ
っ
て
見
た
い
。

癒
し
潤
く

な伊帽、、
叶
誠
一
!
吋

γゆ
L
P
L

、‘
下
U
Y

ナ
払
¥

4
Jノ

。コ

./) 

四

の
集
を
含
む

(
私
は
こ
う
開
い
て
い
る
、
「
精
神
が
折
れ
屈
ま
り
、
抑
欝
し
て
解

放
さ
れ
な
い
と
、
た
ち
ま
ち
に
自
己
が
情
義
を
失
っ
た
者
で
あ
る

と
感
じ
、
あ
る
い
は
自
己
が
人
鰐
で
な
い
と
傷
む
の
だ
」
と
。
そ

う
い
う
わ
け
で
、
怨
み
の
ホ
は
た
だ
憤
り
の
泉
を
結
び
、
哀
し
み

を
感
じ
る
一
世
間
は
、
ひ
た
す
ら
に
愁
い
の
気
を
含
む
の
だ
J

其
十
六
で
は
、
さ
ま
よ
う
「
畿
魂
」
が
捕
か
れ
た
が
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
も
戦
乱
に
横
死
し
た
人
々
の
霊
魂
だ
っ
た
。
際
信
に
と
っ
て

は
、
ど
こ
ま
で
も
他
者
の
魂
一
瞬
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
に
い
う
「
性
震
」

と
は
、
自
己
の
主
体
と
し
て
の
精
神
で
あ
る
。
わ
が
心
が
「
屈
折
」

し
「
欝
抑
」
す
る
と
、
自
己
が
「
無
情
」
「
非
類
」
で
あ
る
こ
と
を

感
じ
る
。
「
無
構
」
は
、
人
間
と
し
て
の
感
情
が
無
い
こ
と
、
不
誠

実
で
い
つ
わ
り
に
み
ち
て
い
る
こ
と
を
い
う
っ
吋
磁
器
再
三
公
孫
弘
伝

に
「
審
人
多
詐
間
無
情
。
(
轡
人
詐
り
多
く
し
て
無
情
な
り
。
ご
と

あ
る
会
長
一
橋
」
は
、
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
「
多
詐
」

つ

と

蝶
怨
の
水
は

の
泉
を
結
び

(17) 



を
含
ん
で
い
る
つ

重
要
な
の
は
、

で
あ
る
σ

「
無
情
」
が
、
自
弓
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

「
乍
感
無
儲
」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
他
人
が
「
無
情
」
で

あ
る
と
感
じ
る
の
で
は
な
く
、
出
分
が
「
無
情
」
だ
と
感
じ
て
い
る

の
だ
の
関
様
に
、
他
人
が
「
非
類
」
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自
己

が
「
非
類
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
の
「
非
類
」
に
つ
い
て
、
静
宝

章
は
「
不
問
民
族
」
と
注
し
、
周
期
が
異
民
族
ば
か
り
で
あ
る
こ
と

と
し
て
い
る

9

し
か
し
、
そ
れ
で
は
こ
こ
に
お
け
る
興
信
の
痛
切
な

認
識
は
と
ら
え
き
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
冒
頭
の
「
性
議
屈
折
」

か
ら
、
自
己
の
内
面
の
状
態
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
期
間
が

泉
氏
族
で
あ
る
こ
と
を
傷
む
と
い
う
の
は
、
理
解
し
に
く
い
っ
自
己

が
周
期
に
対
し
て
「
非
類
」
だ
と
い
う
認
識
に
苦
し
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
「
非
類
」
と
は
、
違
う
種
類
の
人
問
。
本
来
は
違
う
甑
族
を

意
味
し
た
り
明
春
秋
左
氏
樽
』
犠
公
十
年
の
条
に
、
「
神
不
歓
非
類
、

私
伽
つ

民
不
和
非
族
。
(
神
は
非
類
を
敵
け
ず
、
民
は
非
族
を
抱
ら
ず
。
ご

と
あ
る
。
そ
の
条
の
「
疋
義
」
に
は
「
非
我
族
類
、
文
心
必
異
。
(
我

が
族
類
に
非
、
さ
れ
ば
、
其
の
心
必
ず
異
な
り
。
ご
と
も
い
う
。
問
族

で
な
い
も
の
を
「
非
類
」
吋
非
族
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
神
霊
山

(
7
)
 

類
ん
の
ま
つ
り
を
享
受
し
な
い
の
で
あ
る
の

威
信
は
、
周
囲
に
対
し
て
自
弓
が
「
非
類
」
だ
と
い
う
感
山

し
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
単
に
異
族
だ
と
い
う
こ
と
で
な
く
、

自
己

が
人
間
以
下
の
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
感
覚
な
の
だ
。
つ

り
を
受
け
て
く
れ
な
い
!
!
神
や
認
霊
に
拒
奇
さ
れ
た
存
在
と
し
て

の
自
己
に
苦
し
ん
で
い
る
の
だ
。
人
間
と
し
て
の
劣
位
に
あ
る
こ
と

へ
の
苦
し
み
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
人
間
な
ら
ざ
る
者
と
し
て
自
己
を

克
る
ま
な
ざ
し
と
い
え
よ
う
。

「
性
一
翠
」
が
「
欝
抑
」
し
た
と
き
、
自
己
が
人
間
と
し
て
の
資
格

を
欠
落
さ
せ
た
「
無
情
」
「
非
類
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

自
己
が
突
然
に
「
憤
」
り
に
か
ら
れ
、
間
断
の
無
い
「
愁
」
い
に
間
関

ぎ
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
自
己
が
人
間
と
し
て
の
要

件
に
欠
け
る
と
い
う
無
残
な
認
識
に
よ
る
の
だ
。
こ
こ
に
は
、
漢
と

し
た
感
覚
的
認
識
に
自
己
を
と
ど
め
ず
、
自
己
、
五
体
の
現
状
を
凝
視

す
る
強
い
ま
な
ざ
し
が
あ
る
つ
そ
の
帰
結
と
し
て
、
庚
捨
は
自
己
の

現
状
の
資
任
を
歴
史
的
過
去
に
求
め
ず
、
そ
の
根
本
的
原
悶
が
自
己

自
身
に
あ
る
こ
と
を
正
損
し
て
い
る
の
自
己
、
が
白
己
を
「
無
情
」
「
非

類
」
と
認
識
す
る
こ
と
、
そ
の
認
識
を
言
葉
に
よ
っ
て
明
る
み
に
出

こ
と
、
は
惨
櫓
た
る
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
立
っ
こ

信
は
自
己
の
主
体
を
た
て
な
お
せ
な
か
っ
た
の
だ
。

の
あ
り
ょ
う
を
正
視
す
る
営
為
は
、
其
二
十
三
か
ら

つ
い
や
し
て
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
英
二

っ
て
、
自
ら
を
と
ら
え
る
の

と
な
し
に
、

(18) 

自
ら
の

十
八
ま樹

木
の
比

の
年



恥
情
久
敏

憂
能
傷
人

故
其
哀
失

i投去を jl士
にひ憤
其はは
れ能久
哀くし
し人く
」を駄4

と傷き
Jコ
く

如

彼

棺

椀

彼

の

棺

樹

の

如

き

は

雌
残
生
出
猶
死
生
を
残
す
と
雌
も
猶
ほ
死
す
る
が
ご
と
し

自
分
の
精
神
が
」
の
側
に
立
つ
て
な
い
こ
と
を
、
其
二
十

(8) 

は
「
交
離
」
「
権
桐
」
の
比
輸
に
よ
っ
て
示
す
。
「
交
一
議
」
は
、
司
述

間

関

記
n
h

に
み
え
る
楠
樹
の
名
で
あ
る
。
東
側
が
繁
茂
し
て
い
る
と
き

は
西
側
が
枯
死
し
、
商
側
が
繁
茂
し
て
い
る
と
き
は
東
側
の
半
分
が

枯
死
し
て
い
る
。
一
年
毎
に
そ
れ
を
く
り
か
え
す
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
「
結
締
」
は
、
枚
乗
の
「
七
校
」
に
み
え
る
競
門
の
桐
で
あ
る
。

そ
れ
は
高
尺
も
の
高
さ
で
技
が
な
く
、
半
ば
は
死
し
て
半
ば
は
生
き

(
山
川
}

て
い
る
、
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
樹
木
に
よ
っ
て
、
陳
情
は
自
己
を
表
出
す
る
。
興
信
は

明
ら
か
に
、
「
死
」
の
側
に
重
心
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
六

匂
の
「
賀
半
死
」
(
実
は
半
分
死
ん
で
い
る
の
に
)
と
い
う
一
言
葉
づ

か
い
か
ら
も
分
る
し
、
ま
た
第
八
句
の
「
猶
死
」
(
死
ん
で
い
る
の

と
同
じ
よ
う
な
も
の
と
い
う
表
現
か
ら
も
分
か
る
c

つ
ま
り
膜

て
は
い
て
も
、
以
上
、
死
ん
だ
状
態

な
θ〉こ

こ
で
も
、
自
己
の

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
述
べ
て
い
た
が
、

の
状
況
を
正
J

視
し
て
い
る
こ
と
に
控
意

き
に
其
二
十
で
「
呉
宮
巳
火
、
問
問
燕
何

れ
は
自
己
の
現
状
を
過
去
に
よ
っ
て
説

十
七
の
態
度
は
、
そ
れ
と
は
根
本
的
に

い
態
度
と
さ
え
い
え
る
。
出
口
の
な

そ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
正
視
し
て
い
る

む
し

い
無
残
な
状
況
で
は
あ
る
が
、

。〉

十
七
の
態
度
は
、
そ
れ
以
上
に
其
十
六
と
違
っ
て
い
る
。
其

で
は
「
管
魂
不
反
、
燐
火
宵
飛
」
と
い
う
感
覚
の
表
現
に
終
始

し
て
い
た
。
し
か
し
其
二
十
七
で
は
、
精
神
的
に
半
ば
以
上
死
に
傾

い
て
い
る
自
己
主
体
を
冷
徹
に
正
視
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
自
己

の
心
の
現
状
を
直
視
し
、
一
つ
一
つ
く
り
か
え
し
明
示
し
て
ゆ
く
の

は
、
そ
れ
自
体
が
間
難
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
果
敢
な
行
為
で
も
あ

る
。
そ
の
つ
み
か
さ
ね
が
、
次
第
に
自
己
の
認
識
を
新
し
い
次
元
に

進
め
た
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
っ

(19) 

五

「
擬
連
味
」
後
半
の
二
十
二
首
は
、
其
二
十
九
か
ら
色
調
を
か
え
る
。

自
己
の
心
性
の
凝
視
か
ら
、
自
己
主
体
を
動
か
す
論
理
の
発
見
へ
と

変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
十
九
に
は
、
こ
う
あ
る
。



、ノグ

ザ
て
い
る
つ

に
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
つ
だ
が
、
「
東
関
川

「
閉
山
餓
上
」
が
、
そ
の
敗
残
の
相
貌
の
ま
ま
に
、

る
と
と
ら
え
か
え
し
た
と
き
、
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時
無
け
れ
ば
何
を
か
恥
ぢ
ん
や
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是

を
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の

業
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十
日
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思
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以
下
の
結
論
部
で
は
、

そ
れ
を

こ
と
を
述
べ
て

TA」
せ
て
、
高

ど
あ
り
敗
残
者

fコ

そ
の

べ
る
合
逆
は
必
ず
し
も
宮
内
で
は
な
い
の
だ
が
、
演
信
は

あ
え
て
前
提
を
反
転
さ
せ
て
結
論
を
提
示
し
て
い
る
。
論
理
展
開
、
と

し
て
強
引
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
む
し
ろ
そ
こ
に
庚
信
の
発

見
が
あ
っ
た
の
だ
号

一
十
九
か
ら
、
~
擬
濯
珠
」
の
世
界
は
大
き
く
也
謂
を
変
え
る
。

一
を
例
と
し
よ
う
。

な
σ〉

議
し
聞
く

の
邑
に
も

人

の
内
に
も

芽
芳
録
す
べ
し
』
と

是
を
以
て
日
南
の

猶
ほ
明
月
の
珠
を
含
み

龍
門
の
死
樹
は

尚
ほ
成
池
の
曲
を
抱
く

こ
う
間
開
い
て
い
る
、
「
十
一
戸
の
村
に
も
、

る
く
開
に
も
、
か
ぐ
わ
し
い
香
り
の
記

る
の
だ
」
と
っ
そ
う
い
う
わ
け
で
、
日

で
い
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お

龍
内
の
棉
の
樹
は
た
と
え

る
「
成
池
」
の
由
を

(20) 

芥
芳
可
録

是
以
日
時
枯
俳

っ
た

明
月
の
ご

死
ん
で
い
て
も

い
て
い
る
の



明
腕
な
よ
う
に
、
「
龍
門
死
期
ん
の
比
輸
は
、

と
閉
じ
も
の
だ
が
、
そ
の
方
向
性
は

じ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

一
日
波
宮
関
投
乃
一
札
口
軒

η
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♂
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4

1

4

4

2

4

ぺ
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f
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4
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十
七
の

ご
と
し

こ
れ
に
対
し
て
、

』
沿
い
出
向
コ

U
い

斗

け

同

区

間

叶

J

1ノ

立
科
羽

1
5ノ
判

似

点

持

戸

1
0

尚
地
成
池
之
尚
尚
ほ
成
池
の
耐
を
抱
け
り

閉
じ
龍
門
の
榔
の
木
を
比
倫
明
に
用
い
な
が
ら
、

に
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
前
者
は
死
の
側
に
立
ち
、
後

者
は
生
の
側
に
立
っ
て
い
る
。
「
日
市
川
枯
俳
」
も
「
緯
内
苑
樹
」
も
、

い
ず
れ
も
す
で
に
枯
死
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
中
に
真
珠

を
含
み
帝
楽
を
抱
い
て
い
る
の
敗
残
の
自
己
は
、
し
か
し
敗
亡
の
中

で

も

、

立

つ

力

を

持

っ

て

い

る

の

っ

て

、

腕
信
は
敗
残
の
状
況
の

て
い
る
の
で
あ
る
。

は
、
こ
う
述
ペ
て
い
る
。

て
い
る
意
味
を
発
見
し

そ
し
て
こ
こ
に
も
、
論
瑚
の
強
引
さ
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
、

し
た
い
。
「
叢
間
」
以
下
の
前
提
部
で
、
「
十
一
戸
の
村
に
も
忠
信
の
人

は
い
る
」
と
い
う
と
き
、
「
中
ω
惜
」
の
人
は
あ
く
ま
で
も
〔
十
窓
之

部
で
し
か
な
い
の
だ
が
「
是
以
」
以
.
子
で
は
、
「
日
南
枯
僻
」

は
必
ず
真
珠
・
音
楽
を
抱
い
て
い
る
も
の
と
し

。コ

れ
て
い
る
っ
こ
れ
は
、

と
は
い
え
な
い
の
そ
の

あ
る
の

ら
ま
ち
が
い
な
く
提
示
で
き
る
結
論

の
な
か
に
、
み
ず
か
ら
に
と
っ
て
最

て
い
る
陳
情
の
精
神
が
み
え
る
の
で

と
し
て
見
出
さ
れ
る
敗
残
の
自
己
の
な
か

の
状
況
の
ま
ま
に
、
「
明
丹
之
珠
」
「
威
池
之
曲
」
に

に
、
そ
の

は
、
連

よ
っ
て
、
自
己
の
あ
り
方
を
違
う
椀

ら
見
つ
め
な
お
し
て
い
る
。
い
や
、
む
し
ろ
自
己
を
激
発
し
、

動
か
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
に

い
h

つ。
続
し
て
、

つ

(21) 

を

悲
し
開
く
「
繭
に
居
り
絡
に
躍
れ
ば

其
の
習
ふ
所
に
夜
り

白
羽
引
と
素
綿
と

随
草
ハ
所
染
生
ハ
の
染
む
る
所
に
随
ふ
」
と

是
以
金
性
，
雌
質
是
を
以
て
金
の
性
は
質
な
り
と
錐
も

慮

斜

郎

凶

創

に

慮

り

て

は

部

ち

凶

な

り

水

徳

雄

平

水

の

徳

は

平

ら

か

な

り

と

躍

も

経

鼠

郎

検

嵐

を

経

れ

ば

郎

ち

険

な

り

一
か
ら
の
前
提
部
で
は
、
『
大
戴
躍
』
や
『
孔
子
家
語
』
ゃ

な
ど
に
よ
っ
て
周
知
の
こ
と
ば
を
引
く
。
の
か
お
る
部



屋
に
競
れ
ば
患
い
か
お
り
が
身
に
つ
く
し
、
飽
魚
(
塩
づ
け
の
魚
)

在
売
る
胞
に
い
れ
ば
な
ま
ぐ
さ
い
に
お
い
が
身
に
つ
い
て
し
ま
う
c

白
い
羽
も
、
白
い
糸
も
ち
蒼
く
、
染
め
れ
ば
蒼
く
な
り
、
黄
い
ろ
に
染

(
附

M
J

め
れ
ば
黄
急
に
な
る
。
こ
の
比
轍
か
ら
吋
大
戴
樫
』
は
、
「
是
故
君

子
爆
其
所
去
就
者
出
。
(
是
の
故
に
君
子
は
其
の
去
就
す
る
所
の
者

を
慢
し
む
な
り
の
ご
と
述
べ
、
宮
部
子
』
は
、
「
故
染
不
可
不
慢
。
(
故

に
染
は
憐
し
ま
ぎ
る
べ
か
ら
ず
の
ご
と
結
論
づ
け
る
の
ど
ち
ら
も
、

順
当
な
結
論
で
あ
る
の
は
か
ら
ず
も
両
者
一
間
と
も
に
「
是
故
ヘ
「
故
」

と
、
論
の
順
当
な
帰
結
を
明
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が

J

阪
信
は
、
間
様
に
「
是
以
」
と
前
文
と
後
文
を
連
結
し

な
が
ら
、
順
当
な
結
論
に
一
世
ら
な
い
の
焼
倍
の
論
は
、
こ
う
進
む
。
「
そ

う
い
う
わ
け
で
、
金
践
の
本
性
は
質
朴
な
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が

剣
と
い
う
形
態
に
な
る
と
凶
暴
に
な
り
、
水
の
徳
性
は
平
穏
な
の
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
が
風
に
吹
か
れ
る
と
険
悪
に
な
る
の
だ
J
許
宝

章
は
其
三
十
三
に
つ
い
て
、
「
本
章
説
明
環
境
軒
人
的
制
約
作
用
。

(
本
章
は
環
境
の
人
に
針
す
る
制
約
作
用
を
説
き
明
か
す
の
ご
と
い

う
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
む
し
ろ
、
の

絶
対
的
制
約
性
な
る
も
の
に
異
を
唱
え
て
い
る
の

金

属

の

、

そ

れ

ら

は

け
れ
ど
も
、

沼
田
ふ
所
に
在
り
。
善
に
習
は
ば
則
ち
善
に
、
悪
に
習
は
ば
刻
ち
悪
た

り
。
ご
と
あ
り
、
其
三
十
一
ニ
は
第
二
句
で
明
瞭
に
そ
れ
を
ふ
ま
え
て

い
る
が
、
後
半
の
四
句
は
そ
れ
を
超
越
し
て
い
る
。
「
性
」
と
「
習
」

の
相
関
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
を
越
え
て
、
物
の
「
性
」
「
徳
」
が
、

状
況
に
応
じ
て
日
常
と
は
違
う
あ
ら
わ
れ
方
を
す
る
、
そ
の
よ
う
な

可
能
性
を
本
性
自
体
が
潜
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
明
る
み
に
だ
し
て

い
る
の
だ
。

金
一
性
雄
質
、
慮
剣
即
凶
、

水
権
離
平
、
一
椴
鼠
部
険
会

金
属
も
水
も
、
そ
の
徳
性
は
「
質
」
で
W
T
」
で
あ
る
が
、
「
雌
」
(
そ

う
で
あ
る
と
は
い
え
て
状
況
に
よ
っ
て
は
「
部
」
(
そ
の
ま
ま
で
て

「
凶
」
「
検
」
で
あ
り
得
る
務
こ
の
対
句
の
「
雌
」
と
「
部
」
の
対
応

は
、
「
性
」
と
「
習
」
の
二
元
論
を
こ
え
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
こ
れ
は
自
己
の
中
に
あ
る
可
能
性
の
自
覚

で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
自
己
の
本
柱
を
悶
定
し
た
も
の
と
し

て
ー
と
ら
え
る
呪
縛
か
ら
の
解
放
で
も
あ
っ
た
。
自
己
の
中
に
あ
る

「
凶
」
「
険
い
へ
の
自
覚
っ
か
く
あ
る
自
己
へ
の
呪
訟
で
も
な
く
、
低

制
で
も
な
い
の
自
己
の
中
に
生
き
て
い
る
、
「
山
間
」
「
険
」
な
力
、
ま

が
ま
が
し
い
ま
で
の
力
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
の
そ
こ
に
ま
で

自
己
を
つ
き
訓
し
て
ゆ
く
〈
論
理
〉
が
、
英
三
十
三
の
な
か
に
あ

る
。
其
三
十
一
で
な
く
、
{
擬
漣
珠
」
関
十
四
首
の
後
半
に
は
、
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そ
う
し
た
論
理
へ
の
意
欲
が

て
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

匂ム鴫ノ、、の
「
援
漉
珠
」
四
十
朗
首
に
般
論
理
学
的
な
展
開
性
が
な

い
こ
と
、
自
己
一
身
の
体
験
に
拘
泥
し
す
、
ぎ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
意

味
で
個
別
的
状
況
の
表
現
に
終
っ
て
い
る
こ
と
を
、
一
応
承
認
し
て
、

こ
の
連
作
を
見
て
き
た
。
演
…
…
山
川
叶
擬
連
珠
」
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の

評
価
は
当
を
得
て
い
る
。
だ
が
、
演
…
畑
山
「
探
漣
珠
い
の
意
味
は
、
そ

れ
ら
の
次
元
を
滋
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
擬
連

珠
」
の
、
従
来
の
評
価
と
は
次
元
を
異
に
し
た
意
味
に
つ
い
て
ま
と

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
論
に
か
え
た
い
。

「
概
連
珠
」
凶
十
四
設
は
、
ま
ず
膝
史
的
過
去
の
検
討
と
し
て
、

事
実
の
意
味
へ
の
関
い
と
し
て
出
発
し
た
。
そ
の
こ
と
自
体
が
、
自

己
を
、
歴
史
的
過
去
に
対
し
て
宣
た
し
め
る
行
為
だ
っ
た
の

し
か
し
「
擬
遮
味
」
は
、
次
第
に
、
歴
史
的
過
去
の
評
備
と
い
う

方
向
性
を
潜
在
さ
せ
、
過
去
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
て
い
る
現
在
の
感

覚
世
界
、
制
鬼
が
飛
び
か
い
亡
霊
に
み
ち
み
ち
る
世
界
を
対
象
と
し

て
ゆ
く
。
こ
と
に
其
十
六
か
ら
英
二
十
一
一
に
か
け
て
、
過
去
に
呪
縛

さ
れ
て
低
倒
す
る
自
己
の
感
覚
世
界
が
と
ら
え
か
え
さ
れ
て
ゆ
く
。

そ
こ
で
は
常
に
、
現
告
が
過
去
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
感
覚
自
体
を
と
ら
え
て
、
あ
え

で
そ
れ
を
対
象
化
し
て
い
る
こ
と
に
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
。

こ
う
し
た
動
き
は
、
「
擬
連
珠
」
四
十
四
誌
の
動
昭
、
が
、
単
な
る

膝
史
的
過
去
の
評
価
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
そ
の
動

的
は
、
む
し
ろ
鰭
史
的
過
去
と
現
在
の
自
己
を
結
び
つ
け
て
そ
れ
を

明
僚
に
見
通
し
、
過
去
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
自
己
を
批
判
の
対
象
に

し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
、
と
い
え
る
。

こ
う
し
て
「
擬
濯
珠
」
四
十
四
首
の
後
半
は
、
自
己
の
感
覚
世
界

で
は
な
く
、
自
己
主
体
そ
の
も
の
を
対
象
化
し
て
ゆ
く
の
死
者
の
「
営

魂
」
に
み
た
さ
れ
た
感
覚
で
は
な
く
、
感
覚
す
る
、
主
体
た
る
自
己
の

「
性
鍾
」
を
問
う
其
二
十
一
一
一
は
、
「
擬
連
珠
」
全
体
の
転
回
点
に
立
つ

の
で
あ
る
。

「
擬
漣
珠
」
は
其
二
十
九
か
ら
後
、
煩
当
な
論
理
展
開
を
踏
み
や

ぶ
り
、
一
方
で
自
己
主
体
の
隠
さ
れ
た
可
能
性
を
つ
か
み
出
し
て
ゆ

く
。
他
方
で
そ
の
自
己
主
体
を
強
く
動
か
そ
う
と
し
、
そ
の
論
理
を

築
い
て
ゆ
く
。
一
見
強
引
と
も
み
え
る
そ
の
論
理
と
表
現
が
、
庚
信

「
援
連
珠
」
の
深
い
動
因
を
開
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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注(
1
)
本
文
は
清
俊
璃
『
庚
子
山
集
注
』
(
許
逸
民
校
点
。

一
九
八
C
年一

O
月
)
巻
九
に
よ
る
。

(
2
)
後
半
侶
匂
は
、
謝
憲
議
「
一
祭
古
家
文
」
(
同
文
選
』
巻
六
十
所
収
)



治
以
広
叶
川
、

何
h
w
H
恥
打

(
4
〉

こ

の

ほ

か

に

、

矢

嶋

(

明

治

段

っ

一一

O
O
J
年

て

加

藤

間

安

(

研

文

出

版

ヮ

二
0
0
m
m年
)

が

近

年

の

業

績

と

し

る

っ

た

だ

、

前

者

は
「
保
連
珠
」
に
つ
い
て
集
約
的
な
論
及
を
し
て
い
な
い
。
後
者
は
、

「
擬
謹
旅
」
を
地
の
作
品
と
同
一
次
一
月
で
生
撲
の
資
料
と
し
て
扱
っ
て

い
る
も
の
と
見
ら
れ
、
小
論
と
は
方
向
会
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の

υ
)

服

悦

は

春

秋

時

代

の

懇

の

大

夫

、

臨

先

ゥ

の

東

に

陪

乗

し

て

語

り

あ

い

、

帯

を

盟

主

と

す

ス

い

だ

こ

と

、

み
え
る
の

」
と
あ
る
。

(
8
)
其
二
十
七
の
前
半
は
、
孔
融
の
「
弘

え
て
い
る
。
間
警
に
は
、
「
五
十
之
年
、

入
、
此
子
不
得
永
年
」
等
の
こ
と
ば
が
み
え
、
っ
て
征
綴

さ
れ
た
会
稽
の
盛
孝
章
の
憂
苦
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

3

照
信

は
そ
れ
を
ふ
ま
え
、
被
征
服
者
と
し
て
の
自
己
の
悲
傷
を
茶
二
十
七

前
半
で
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
9
)
梁
・
世
肪
『
述
異
記
』
山
市
」
上
に
、
「
黄
金
山
有
楠
樹
、
一
年
東
遇

策
間
違
枯
、
後
年
西
遊
策
東
遜
枯
、
年
年
如
比
ヮ
張
華
一
民
、
交
一
議
樹

aJ
と
あ
る
c

な
お
、
在
患
「
萄
都
賦
・
一
に
も
間
名
の
樹
木
が
み
え

る
が
、
記
述
内
容
に
は
や
や
違
い
が
あ
る
。

(
叩
)
模
・
枚
乗
「
七
銭
」
に
、
「
客
臼
、
龍
内
之
楠
、
高
百
尺
荷
無
枚
、

:
其
根
半
死
半
生
二
と
あ
る
。

(
日
〉
百
人
記
』
孔
千
世
家
に
、
「
孔
子
遁
鄭
、
輿
弟
子
相
失
、
孔
子
濁
立

郭
東
内
功
鄭
人
或
謂
子
賞
日
、
「
東
内
有
人
、
・
:
紫
紫
若
喪
家
之
狗
J

と
い
う
。
一
:
高
山
」
で
餓
死
し
た
拍
夷
・
叔
務
が
「
孤
竹
」
顕
の
王
子

だ
っ
た
こ
と
は
、
明
z

史
記
純
白
伯
夷
列
伝
に
詳
し
い
。

(
印
)
吋
孔
子
家
話
恥
六
本
籍
に
、
「
輿
善
人
語
、
知
人
芝
繭
之
護
、
久
間

不
閲
兵
持
、
郎
興
之
化
A
U

大
丹
、
」
「
輿
不
詩
人
底
、
如
入
組
魚
之
殿
、
久

一
向
不
問
其
央
J
と
い
う
の
習
指
一
子
』
所
染
績
に
、
「
見
染
給
者
間
嘆
日
、

染
子
蒼
郎
付
館
、
染
子
黄
山
川
黄
J

と
い
う
。
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(
東
京
女
子
大
学
)


