
言見

の
原
型
と
し
て
の
伊
予
故
事

て
は
じ
め
に

「
説
」
ジ
ャ
ン
ル
の
散
文
は
、
蔚
代
以
後
に
な
っ
て
し
だ
い
に
形

を
成
し
て
き
た
も
の
で
、
そ
れ
以
前
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
時
代
を
遡
れ
ば
、
後
世
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
単
独
の
散
文
作

品
と
は
別
の
形
で
「
説
」
は
存
在
し
た
。

そ
も
そ
も
文
人
が
単
独
の
作
品
に
よ
っ
て
名
声
を
博
す
る
の
は
秦

漢
以
後
で
、
先
秦
に
は
そ
う
し
た
状
況
は
な
か
っ
た
。
緒
斌
傑
司
中

国
古
代
文
体
概
論
(
増
訂
本
)
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

先
秦
の
こ
ろ
は
、
文
学
と
歴
史
と
哲
学
と
は
分
離
し
て
い
な
か

っ
た
。
そ
の
う
え
、
当
時
の
学
者
た
ち
は
も
そ
れ
ぞ
れ
一
家
の

一
世
間
を
有
し
て
い
て
、
援
史
散
文
は
一
冊
の
ま
と
ま
っ
た
著
作
だ

っ
た
し
、
ま
た
諸
子
百
家
の
学
術
的
著
作
も
、
あ
る
思
想
家
あ

る
い
は
そ
の
学
派
の
論
じ
た
も
の
を
、
ま
と
め
て
一
審
と
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
単
独
の
文
学
作
品
が
出
現
す
る
こ
と
は
、
ほ

谷

口

匡

と
ん
ど
あ
り
え
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
「
説
」
の
議
植
物
は
い
か
な
る
形
で
現
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

「
説
」
を
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
意
識
し
た
発
一
一
一
一
口
と
し
て
最
も
早
い
の
は
、

商
普
・
陸
機
の
「
文
斌
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
説
は
光
り
輝
い
て

偽
り
欺
く
」
(
説
捜
臨
時
一
抱
一
議
設
)
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
棺
手
を
喜
ば

せ
な
が
ら
説
得
す
る
と
い
う
「
説
」
の
特
質
、
が
、
こ
こ
に
す
で
に
示

唆
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
「
文
斌
」
で
の
一
一
一
一
口
及
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま

り
、
ま
だ
「
説
」
の
具
体
的
な
事
例
は
述
べ
ら
れ
て
い
怠
い
。

「
説
」
に
つ
い
て
は
じ
め
て
理
論
的
に
ま
と
ま
っ
た
論
述
が
な
さ

れ
た
の
が
南
朝
梁
・
劉
搬
の
明
文
心
離
竜
』
論
説
篇
で
あ
り
、
伊
努

の
「
説
」
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
説
」
は
、
税
(
喜
ば
せ
る
)
で
あ
る
。
(
芳
の
)
党
は
(
易
の

八
卦
の
一
つ
と
し
て
)
口
吉
を
意
味
し
、
よ
っ
て
言
葉
で
人
を

る
の
:
:
:
「
説
」
の
鑓
れ
た
も
の
を
あ
げ
る
と
、
伊
砕
ア

(2) 



は
味
覚
を
論
じ
て
般
を
盛
ん
に
し
、
日
尚
は
釣
り
の
話
を
述
べ

{2) 

て
期
を
強
大
に
し
た
。

こ
こ
に
は
ま
ず
そ
の
字
形
か
ら
「
説
」
の
原
義
を
一
一
一
日
い
、
そ
の
あ

と
で
伊
戸
と
門
出
品
の
事
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
原
義
と
事
例

と
は
燕
関
係
で
は
な
い
。
言
葉
で
人
を
喜
ば
せ
る
の
が
「
説
」
な
ら
、

そ
の
す
ぐ
れ
た
事
例
と
し
て
の
伊
戸
と
呂
尚
の
「
説
」
も
、
そ
れ
ぞ

れ
ま
ず
味
覚
や
釣
り
な
ど
の
話
を
し
て
主
君
を
喜
ば
せ
た
あ
と
に
本

論
に
移
り
、
殿
や
照
の
政
治
に
貢
献
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
こ
に
相
手
を
説
得
す
る
弁
論
と
し
て
の
「
説
」
の
一
つ

の
原
型
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
相
手
を
よ
り

J

原
近
な
分
野
で
話
に

引
き
込
ん
で
喜
ば
せ
、
そ
の
上
で
本
題
に
入
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
「
説
」
の
原
型
と
し
て
の
伊
戸
故
事
に
着
呂
し
、
そ
の

特
質
と
展
開
を
論
じ
る
。

二
、
伊
予
故
事
と
「
説
」

ト
ム
記
の
伊
芦
の
「
説
」
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
故
事
は
、

ば
、
君
主
を
説
得
す
る
こ
と
の
間
難
さ
に
つ
い
て
述
べ
た

説
難
篇
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る

9

伊
狩
が
料
理
番
と
な
り
、
百
翌
薬
が
捕
虜
と
な
っ
た
の
は
、
い

{3) 

ず
れ
も
そ
れ
に
よ
っ
て
君
、
王
に
知
遇
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

「
難
ニ
一
一
間
篇
」
で
は
、
こ
れ
を
さ
ら
詳
し
く
述
べ
て
、

た
と
え

『
韓
非

ま
た
同
じ
く

上
古
の
時
代
、
湯
玉
は
至
高
の
聖
人
で
あ
り
、
伊
野
は
一
魚
志
向
の

知
者
で
あ
っ
た
っ
そ
も
そ
も
至
高
の
知
者
、
が
烹
高
の
聖
人
に
説

い
た
の
に
、
七
十
関
説
い
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
み
馴
す
か
ら

鼎
と
ま
な
板
を
持
っ
て
料
理
人
と
な
り
、
そ
の
そ
ば
近
く
に
親

し
く
仕
え
て
、
湯
玉
は
そ
こ
で
や
っ
と
そ
の
賢
明
さ
を
知
っ
て

登
用
し
た
。
よ
っ
て
至
高
の
知
者
が
一
金
高
の
聖
人
に
説
い
て
も

必
ず
し
も
至
高
だ
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
さ

(4) 

れ
る
の
は
、
伊
芦
が
湯
玉
に
説
い
た
場
合
、
が
そ
う
で
あ
る
。

と
い
う
。
た
だ
こ
れ
ら
で
は
伊
戸
が
湯
玉
に
近
づ
く
た
め
に
料
理
人

と
な
っ
た
事
実
の
み
が
警
か
れ
、
そ
の
「
説
」
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
『
孟
子
』
万
章
上
篇
で
は
、
孟
子
は
弟
子
の
万
章
の
質
問

に
答
え
て
、
こ
う
し
た
事
実
は
実
際
に
は
な
か
っ
た
と
否
定
し
て
い

マ
Q
O

(3) 

方
章
、
が
「
明
伊
都
ア
は
料
理
に
よ
っ
て
湯
王
に
知
遇
を
求
め
た
』

と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、
事
実
で
し
ょ
う
か
」
と
問
う
た
。
孟

子
は
ニ
一
一
口
っ
た
、
「
そ
れ
は
ち
、
が
う
。
伊
芦
は
有
華
の
野
で
耕
作

に
従
事
し
、
尭
舜
の
道
を
楽
し
ん
で
い
た
。
:
:
:
湯
玉
、
が
使
者

に
贈
り
物
を
持
た
せ
て
招
轄
す
る
と
、
伊
弔
ア
は
気
に
も
と
め
ぬ

よ
う
す
で
『
私
は
ど
う
し
て
湯
王
の
招
轄
の
贈
り
物
を
受
け
取

っ
た
り
し
よ
う
。
田
ん
ぼ
の
中
に
い
て
、
尭
舜
の
道
を
楽
し
む

方
が
い
い
』
と
一
一
一
一
口
っ
た
。
湯
玉
が
…
一
一
た
び
招
轄
に
行
か
せ
た
と



や
が
て
伊
知
は
考
え
を
改
め
て
言
っ
た
、
明
田
ん
ぼ
の

中
に
い
て
、
尭
舜
の
道
を
楽
し
む
よ
り
、
今
の
君
主
を
発
舜
に

(5) 

匹
敵
す
る
君
、
主
に
す
る
方
が
い
い
。
:
:
:
ど

こ
れ
は
伊
芦
か
ら
知
過
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に

湯
支
の
方
、
が
礼
を
尽
く
し
て
伊
芦
を
招
き
寄
せ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

『
史
記
』
殿
本
紀
で
は
こ
れ
ら
を
受
け
て
、
湯
玉
と
伊
芦
の
出
会

い
、
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

伊
戸
は
名
を
間
衡
と
い
っ
た
。
間
衡
は
湯
玉
に
知
過
を
求
め
よ

う
と
し
た
が
、
っ
て
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
有
事
氏
つ
き
の
召

使
い
と
な
っ
て
、
鼎
と
ま
な
板
を
背
負
い
、
調
理
の
味
加
減
を

湯
一
土
に
説
き
、
王
道
を
実
行
さ
せ
た
。
一
説
に
、
伊
戸
は
穏
士

で
、
湯
玉
は
使
者
を
派
遣
し
て
迎
え
に
い
か
せ
、
使
者
が
五
回

使
復
し
て
は
じ
め
て
湯
玉
に
仕
え
る
こ
と
を
承
諾
し
、
上
古
の

市
主
や
九
人
の
君
、
主
の
所
業
に
つ
い
て
述
べ
た
。
揚
子
一
は
彼
を

(6} 

登
用
し
て
間
政
を
任
せ
た
。

こ
こ
に
は
伊
升
の
出
社
に
つ
い
て
二
つ
の
故
事
が
併
記
さ
れ
る
。

一
つ
は
自
ら
出
仕
を
求
め
、
ま
ず
湯
玉
の
后
で
あ
る
有
事
氏
の
召
使

い
と
し
て
窓
中
に
入
っ
た
と
い
う
も
の
の
ま
た
一
つ
は
逆
に
湯
王
の

方
か
ら
伊
戸
を
招
将
し
、
何
度
も
礼
を
尽
く
し
て
や
っ
と
朝
廷
に
出

仕
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
認
塀
非
子
b

や

を
受
け
て
、
ど
ち
ら
と
も
決
め
か
ね
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
令

こ
λ
J
、

い
ず
れ
に
し
て
も
当
時
、
関
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
『
史
記
h

で
は
単
に
調
理
人
と
な
っ
た
、
ま
た
湯
玉

が
呼
び
寄
せ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
詑
回
す
べ
き
発
展
、
が
晃
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
傍
点
部
分
で
、
前
者
で
は
昧
を
論
じ
た
と
い
う
こ

と
、
後
者
で
は
帝
王
や
君
主
に
つ
い
て
述
べ
た
と
い
う
ζ

と
‘
つ
ま

り
伊
戸
が
湯
主
に
述
べ
た
言
葉
の
内
容
、
が
付
け
加
え
ろ
れ
て
い
る
。

「
一
説
」
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
伊
努
が
実
際
に
湯
主
に
説
く
段
に

な
っ
て
、
前
者
は
ま
ず
調
理
論
か
ら
始
め
て
政
治
論
に
移
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
後
者
は
最
初
か
ら
政
治
を
論
じ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ

る
。
後
者
で
は
最
初
か
ら
伊
戸
の
実
力
は
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

湯
玉
は
伊
戸
の
一
一
一
一
口
う
こ
と
に
耳
を
額
け
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

君
主
を
説
得
す
る
「
説
」
が
入
り
込
む
余
地
は
怠
い
。
前
者
で
怯
伊

罪
が
湯
玉
じ
認
め
ら
れ
よ
う
と
調
理
人
と
な
っ
て
近
づ
い
て
い
っ
た
。

し
た
が
っ
て
最
初
に
味
覚
の
話
で
湯
玉
を
ひ
き
つ
け
、
納
得
さ
せ
た

上
で
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
政
治
の
話
へ
と
移
っ
て
い
く
必
要
が
生(7) 

じ
る
。
こ
こ
に
臣
下
が
君
主
を
説
得
す
る
「
説
」
の
原
裂
が
存
す
る
。

や
司
韓
非
子
h

が
取
り
上
げ
て
い
た
の
は

で
は
そ
の
よ
う
な
調
路
論
か
ら
政
治
論

の
「
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
の

(4) 

C々
長
。
け
い

前
者
の
場
合
で
あ
る
。

に
移
る
場
舎
を
さ
し



三
、
伊
予
の
「
説
」
の
系
譜

こ
う
し
た
伊
知
の
と
同
様
の
系
譜
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ

ち
あ
る
種
の
特
別
な
技
術
を
も
と
に
君
王
に
知
過
を
求
め
る
系
統
の

話
を
、
次
に
『
史
記
』
か
ら
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

ま
ず
は
『
文
心
縦
竜
』
で
一
言
及
し
て
い
た
、
「
斉
太
公
世
家
」
の

呂
尚
の
「
説
」
が
あ
る
の
す
な
わ
ち
太
公
・
(
太
公
望
)
こ
と
日
尚
が

釣
り
の
話
で
腐
の
活
伯
(
文
王
)
に
認
め
ら
れ
る
故
事
で
あ
る
。

思
う
に
日
間
前
向
は
そ
れ
ま
で
関
窮
し
た
生
活
を
送
っ
て
、
年
老
い

て
し
ま
い
、
釣
り
の
機
会
を
利
用
し
て
周
の
西
伯
に
知
過
を
求

め
た
の
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
崩
の
西
伯
が
狩
猟
に
出
か
け
る
と
、

は
た
し
て
潟
水
の
北
で
太
公
に
出
会
い
、
話
を
し
て
大
い
に
喜

ん
だ
。
:
:
:
太
公
を
車
に
乗
せ
て
い
っ
し
ょ
に
帰
り
、
軍
の
指

(S) 

揮
官
に
任
命
し
た
。

「
誌
を
し
て
大
い
に
喜
ん
だ
」
の
は
、
釣
り
の
話
か
ら
政
治
論
に

及
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
「
滑
稽
列
伝
」
で
は
「
太
公
は
七
十
二
歳
ま

で
仁
義
を
実
践
し
て
、
文
一
主
に
出
会
い
、
そ
の
説
を
実
現
す
る
こ
と

が
で
き
、
斉
輿
に
封
ぜ
ら
れ
た
」
(
太
行
弼
行
仁
義
七
十
二
年
、
逢

文
玉
、
得
行
其
説
、
封
於
斉
)
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
の
「
説
」

は
政
治
に
関
す
る
主
張
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

『
韓
非
子
h

説
難
篇
で
君
主
に
知
遇
を
求
め
て
捕
虜
と
な
っ
た
と

脅

か

れ

司

史

記

』

秦

本

紀

に

登

場

す

る

の

「

秦

本

紀

」

で
は
秦
の
穆
公
の
五
年
に
皆
の
献
公
が
虞
と
鍛
を
滅
ぼ
し
た
持
、
虞

の
大
夫
百
盟
薬
も
摘
躍
に
し
た
と
あ
る
だ
け
で
、
百
思
案
が
す
す
ん

で
捕
虜
に
な
っ
た
事
実
は
見
え
な
い
。
普
が
百
盟
実
を
秦
の
穆
公
夫

人
の
召
使
い
に
す
る
と
、
彼
は
秦
を
逃
げ
出
し
、
途
中
で
楚
の
野
人

に
つ
か
ま
り
、
雄
ヒ
ツ
ジ
の
毛
皮
五
枚
で
秦
に
開
買
い
戻
さ
れ
た
。
そ

こ
で
穆
公
は
捕
虜
か
ら
解
放
し
て
や
り
、
官
製
薬
は
罰
事
を
三
日
間

諮
問
っ
て
穆
公
を
満
足
さ
せ
、
日
出
政
を
任
せ
ら
れ
る
に
至
る
。

た
だ
そ
の
時
の
立
製
薬
の
回
顧
談
に
、
「
田
川
の
王
子
競
、
が
牛
を
好

ん
だ
の
で
、
自
分
も
牛
飼
い
の
技
術
に
よ
っ
て
部
会
を
求
め
た
」

(
周
王
子
殺
好
牛
、
額
以
護
牛
干
之
)
と
あ
り
、
「
窮
者
列
伝
」
に
は

(9) 

や
や
詳
し
く
そ
の
事
情
、
が
見
え
る
。

ま
た
、
春
秋
時
代
の
警
で
は
公
孫
彊
が
狩
猟
の
「
説
」
じ
よ
っ
て

君
主
の
伯
陽
を
喜
ば
せ
た
と
「
管
察
段
家
」
に
あ
る
。

伯
問
問
は
部
位
す
る
と
狩
猟
を
好
ん
だ
。
郎
位
後
の
六
年
、
曹
の

田
舎
者
の
公
孫
彊
も
ま
た
狩
猟
を
好
み
、
自
い
雁
を
射
止
め
て

的
陽
に
献
じ
、
さ
ら
に
狩
猟
の
説
を
諮
る
と
、
そ
こ
で
伯
陽
は

政
治
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
侶
問
問
は
彼
の
話
に
満
足
し
て
、
信
任

(
M
W
)
 

し
、
一
切
城
に
任
命
し
て
政
務
を
処
理
さ
せ
た
。

公
孫
彊
は
た
だ
白
い
躍
を
贈
っ
て
伯
綴
に
取
り
入
ろ
う
と
し
た
の

で
は
な
く
、
狩
績
に
関
す
る
道
理
を
語
っ
て
気
に
入
ら
れ
、
や
が
て

(5) 



政
治
論
に
及
ん
だ
っ

下
っ
て
戦
臨
時
代

3

の
名
手
で
あ
っ
た
斉
の
賜
怠
(
鞠
忌
子
)

は
威
主
と
会
見
し
、
音
楽
の
理
論
を
用
い
て
政
治
の
道
を
説
い
た
。

そ
の
こ
と
は
「
田
敬
仲
完
世
家
」
に
見
え
る
。

脇
忌
子
は
琴
の
腕
前
で
威
主
を
喜
ば
せ
、
宮
中
に
住
む
。
あ
る
時
、

威
主
は
鞠
忠
子
か
ら
琴
の
演
奏
を
褒
め
ら
れ
る
と
不
機
嫌
に
な
り
、

剣
に
予
を
か
け
て
褒
め
た
根
拠
を
問
う
。
競
怠
子
は
琴
の
者
色
や
弾

き
方
か
ら
説
明
す
る
が
、
一
土
は
「
音
楽
を
諮
る
の
は
う
ま
い
」
と
一
一
一
一
口

う
だ
け
で
納
得
し
な
い
。
繍
一
日
扇
子
、
が
音
楽
を
諮
る
だ
け
で
な
く
罰
家

や
人
民
を
治
め
る
こ
と
も
含
む
の
だ
と
反
論
す
る
と
、
主
は
顔
色
を

変
え
て
そ
の
潔
出
を
一
演
す
。
そ
れ
に
続
く
部
分
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

脇
忌
子
は
一
一
一
一
口
っ
た
、
「
そ
も
そ
も
大
弦
が
ゆ
っ
く
り
で
温
和
な

の
は
、
君
主
の
象
徴
で
す
の
小
弦
が
J
d
m

く
澄
み
、
リ
ズ
ミ
カ
ル

で
清
ら
か
な
の
は
、
宰
相
の
象
徴
で
す
。
弦
を
深
く
押
さ
え
の

川
悼
ド
レ

び
や
か
に
弾
く
の
は
、
政
令
の
象
徴
で
す
。
す
べ
て
調
和
し
て

よ
く
響
き
、
大
小
が
う
ま
く
つ
り
合
い
、
曲
折
し
て
も
じ
ゃ

E

ま

し
あ
わ
な
い
の
は
、
四
季
の
象
徴
で
す
。
循
環
設
復
し
て
乱
れ

な
い
の
は
、
協
が
治
ま
り
栄
え
る
象
徴
で
す
。
左
右
に
連
な
り

上
下
に
通
じ
て
い
る
の
は
、
滅
び
か
け
た
国
を
生
き
残
ら
せ
る

象
徴
で
す
。
よ
っ
て
琴
の
音
色
が
関
和
す
る
と
天
下
が
治
ま
り

ま
す
。
そ
も
そ
も
簡
を
治
め
人
民
を
安
ん
じ
る
の
に
、
音
楽
に

(
日
)

ま
さ
る
も
の
は
な
い
の
で
す
ヘ
王
は
「
よ
し
」
っ
た
。

こ
こ
で
は
威
王
と
鞠
忌
子
は
緊
張
し
た
、
王
従
関
係
に
あ
る
。
そ
の

中
で
鱗
忌
子
が
巧
み
に
音
楽
の
理
論
を
用
い
、
こ
れ
を
政
治
に
結
び

つ
け
て
、
威
王
を
喜
ば
せ
、
説
得
し
て
い
く
さ
ま
が
よ
く
現
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
説
」
の
定
義
に
か
な
う
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
後
、
鵜
忌
子
が
宰
相
の
印
を
受
け
る
と
、
淳
子
一
売
を
し
て
「
な

ん
と
説
の
巧
み
な
こ
と
か
」
(
善
説
哉
)
と
感
嘆
せ
し
め
た
。

加
え
て
他
の
故
事
で
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
「
説
」
そ
の
も
の
の
言

葉
が
具
体
的
に
戸
記
さ
れ
る
点
が
注
呂
さ
れ
る
。
そ
れ
法
琴
の
音
色
の

さ
ま
ざ
ま
に
つ
い
て
次
々
と
敷
街
し
、
列
挙
す
る
手
法
で
あ
っ
て
、

押
韻
こ
そ
し
な
い
が
「
斌
」
の
ジ
ャ
ン
ル
に
連
な
る
展
開
と
い
え
よ

一
程
な
お
同
様
の
話
を
明
太
平
御
覧
』
巻
四
六

O
で
は
内
戦
国
策
』
、

向
巻
五
七
七
で
は
を
出
典
と
し
て
引
い
て
い
る
。

(6) 

さ
て
、

の

間
、
諸
帯
一
一
聞
に
見
え
る
伊
予
の
一
一
一
一
回
説

に
戻
れ
ば
、
「
般
本
紀
」
に
は
「
調
理
の

妹
加
減
を
揚
王
に
説
き
、
王
道
を
実
行
さ
せ
た
」
と
あ
る
だ
け
で
、

彼
が
説
い
た
中
身
、
つ
ま
り
「
説
」
そ
の
も
の
の
具
体
的
な
引
用
は

な
い
。
こ
の
伊
野
の
は
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

ふ
り

は

道
家
に
「
『
伊
持
p
b



諸
子
・
小
説
家
に
「
『
伊
芦
説
』
二
十
七
篇
」
を
著
録
す
る
が
、

れ
ら
は
『
惰
露
関
』
経
籍
志
で
は
姿
を
消
し
、
伝
わ
ら
な
か
っ
た
も
の

と
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
『
伊
芦
説
』
は
「
小
説
家
」
に
分
類
さ
れ
、

「
そ
の
一
一
一
一
間
は
浅
薄
で
、
後
人
が
仮
託
し
た
も
の
の
よ
う
だ
」
(
英
一
一
一
回
浅

簿
、
似
依
託
也
)
と
い
う
班
踏
の
一
許
諾
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
当
時
、
民
間
に
流
伝
し
て
い
た
故
事
伝
説
の
た
ぐ
い
を
記
録
し(

日
)

た
も
の
で
、
そ
れ
ら
を
使
っ
て
時
の
政
治
を
風
刺
し
た
と
忠
わ
れ
る
の

こ
れ
と
は
別
に
『
書
経
』
の
「
蕗
露
間
」
中
に
「
伊
訓
」
「
太
甲

(
上
・
中
・
下
)
」
「
成
有
一
徳
」
を
収
め
、
伊
戸
、
が
王
に
対
し
て
述

べ
た
戒
め
の
一
言
葉
を
記
録
す
る
。
こ
れ
ら
怯
『
孟
子
』
や
『
礼
記
』

(M) 

と
い
っ
た
比
較
的
古
い
文
献
に
断
片
的
な
引
用
が
党
え
る
と
は
い
え
、

い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
「
偽
古
文
尚
警
」
二
十
五
篇
に
含
ま
れ
、
後
世

の
偽
作
と
さ
れ
る
。
か
っ
そ
れ
ら
は
調
理
論
か
ら
政
治
論
へ
移
る
内

容
で
は
な
く
、
つ
ま
り
本
稿
で
い
う
伊
野
の
「
説
」
で
は
な
い
。
な

お
「
伊
訓
」
と
と
も
に
伊
罪
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
「
緯
命
」
「
復
后
」

の
二
篇
は
、
篇
名
の
み
が
残
り
、
現
在
は
失
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
に
も
伊
狩
の
一
一
一
一
口
説
と
思
し
き
も
の
が
詩
書
に
散
在
し
て

見
え
、
そ
れ
ら
は
清
の
馬
鼠
翰
が
『
玉
商
山
一
局
輯
倹
章
一
間
』
子
一
編
e

道

家
類
の
中
に
忍
巾
v

戸
警
』
と
題
し
て
集
め
て
い
る
。
馬
問
問
翰
は
こ
れ

を
内
容
別
に
「
四
万
令
」
「
本
昧
」
「
先
亡
」
「
九
、
王
」
「
区
間
」
「
一
雑

篇
」
の
六
つ
に
分
か
つ
が
、
伊
予
の
「
説
」
に
相
当
す
る
の
は
「
本 干

、ー'

味
」
の
み
で
あ
る
。

」
れ
を
次
に
取
り
あ
げ
よ
う
。

五
、
「
本
昧
」
に
異
現
化
さ
れ
た
伊
予
の
「
説
」

「
本
昧
」
は
町
口
悶
氏
春
秋
』
本
妹
篇
の
一
部
で
あ
る
。
全
体
は
、

最
初
に
駿
の
湯
玉
が
伊
狩
を
引
見
し
、
伊
野
が
至
高
の
昧
を
説
き
始

め
る
ま
で
の
事
情
、
が
簡
単
に
述
べ
ら
れ
、
そ
の
後
に
長
大
な
伊
戸
の

一
言
葉
を
記
す
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
ノ

伊
戸
の
一
一
言
葉
は
大
き
く
四
つ
の
内
容
か
ら
な
る
。
ま
ず
生
↑
臭
い
獣

が
美
味
に
な
る
の
は
水
や
火
、
調
味
料
を
用
い
て
臭
み
を
消
し
て
い

る
か
ら
だ
と
い
う
議
論
、
次
に
味
の
謂
節
は
は
な
は
だ
微
妙
で

J

時
で

伝
え
き
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
議
論
、
さ
ら
に
肉
、
魚
、
野
菜
、
調

味
料
、
水
、
果
実
な
ど
各
種
の
美
味
の
具
体
例
、
最
後
に
そ
れ
ら
の

美
味
は
天
子
と
な
っ
て
こ
そ
備
え
ら
れ
る
か
ら
、
ま
ず
自
己
の
道
を

完
成
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
す
る
結
論
、
の
四
つ
で
あ
る
。

以
上
が
「
本
味
」
に
見
ら
れ
る
伊
芦
の
「
説
」
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
い
く
つ
か
の
特
色
が
見
ら
れ
る
。

第
一
は
叙
事
を
含
み
、
問
答
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

そ
の
雷
頭
部
分
は
、

湯
玉
は
伊
ヰ
ア
を
得
る
と
、
彼
を
霊
廟
で
清
め
、
た
い
ま
つ
で
照

ら
し
、
い
け
に
え
で
血
を
塗
る
儀
式
を
行
っ
た
。
翌
日
、
群
患

を
朝
廷
に
集
め
て
伊
知
を
引
見
し
た
。
伊
弔
ア
は
湯
玉
の
た
め
に

(7) 



至
高
の
味
を
説
い
た
。
揚
玉
は
「
そ
れ
ら
の
美
味
は
す
ぐ
に
備

(
日
)

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
」
と
言
っ
た
。
伊
予
は
答
え
た
、
:

の
よ
う
に
、
至
高
の
妹
に
矧
附
す
る
議
論
だ
け
を
記
述
す
る
の
で
は
な

く
、
湯
王
が
伊
芦
を
白
下
に
し
て
か
ら
、
一
彼
を
引
売
し
、
伊
戸
が
主

に
説
き
だ
す
ま
で
の
過
程
を
描
き
、
そ
れ
以
後
の
伊
戸
の
議
論
へ
と

移
っ
て
い
る
つ
つ
ま
り
最
初
に
湯
王
か
ら
伊
戸
へ
の
向
い
が
な
さ
れ
、

そ
れ
を
受
け
て
伊
予
が
答
え
る
と
い
う
問
答
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

以
下
、
主
題
は
伊
芦
の
答
え
の
中
に
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容

は
道
家
的
な
色
彩
が
濃
い
。
こ
れ
が
第
二
の
特
色
で
あ
る
つ
た
と
え

ば
、
微
妙
な
技
術
は
口
で
伝
え
ら
れ
な
い
と
す
る
議
論
、

細
川
の
中
の
昧
の
変
化
は
、
細
か
く
微
か
で
、
口
で
伝
え
る
こ
と

は
で
き
ず
、
心
で
悟
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
弓
や
馬

車
を
扱
う
技
術
の
微
妙
さ
、
桧
陽
の
変
化
、
四
季
の
特
性
の
よ

(
山
}

う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

や
、
結
論
部
分
に
述
べ
る
、
ま
ず
お
の
れ
の
道
を
完
成
さ
せ
る
の
が

肝
要
と
い
う
議
論
、

道
は
他
者
に
は
な
く
、
お
の
れ
自
身
に
あ
る
も
の
で
、
お
の
れ

自
身
の
道
が
完
成
し
て
天
子
と
な
り
、
天
子
と
な
れ
ば
至
高
の

(
げ
}

味
が
備
わ
り
ま
す
。

は
、
万
物
の
根
本
原
理
を
志
向
す
る
道
家
思
想
と
共
通
す
る
。

第
三
は
「
賦
」
の
要
素
。
伊
羽
ア
の
答
え
の
部
分
は
多
く
が
四
字
句

で
構
成
さ
れ
る
。
特
に
さ
ま
ざ
ま
な
美
味
を
列
挙
し
た
箆
所
に
は
、

種
々
の
事
物
に
つ
い
て
長
々
と
述
べ
立
て
る
「
賦
」
ジ
ャ
シ
ル
と
の

共
通
性
が
窺
え
、
こ
の
特
徴
は
上
述
の
鵜
恵
子
の
諸
に
も
見
ら
れ
た
。

た
と
え
ば
果
実
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
と
う

果
実
の
う
ま
い
も
の
は
、
沙
業
の
実
σ

常
山
の
北
、
投
輔
の
ほ

と
り
に
は
、
各
覆
の
泉
実
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
的
人
が
食
べ

ま
し
た
。
箕
山
の
東
と
、
青
島
と
に
は
、
甘
櫨
が
あ
り
ま
す
。

江
浦
の
橋
、
属
議
夢
の
拍
子
。
漢
水
の
ほ
と
り
の
石
草
。
こ
れ
を

取
り
寄
せ
る
の
に
は
、
青
竜
の
馬
や
、
遺
風
の
馬
を
用
い
ま
す
。

第
四
は
寓
意
性
。
こ
こ
で
は
至
高
の
昧
に
備
わ
る
原
理
は
非
常
に

微
妙
な
も
の
で
、
そ
の
原
理
す
な
わ
ち
「
道
」
を
知
る
こ
と
は
お
の

れ
自
身
の
「
道
」
を
知
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
に
天
子
と
芯
れ

る
と
一
一
一
一
同
う
。
つ
ま
り
、
室
慌
の
球
の
原
理
は
天
子
が
確
立
す
べ
き

「
道
」
の
寓
意
と
し
て
諮
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

♂
口
氏
春
秋
h

本
昧
篇
は
も
と
も
と
の
伊
芦
故
事
で
は
失
わ
れ
て

い
た
「
説
」
そ
の
も
の
を
呉
現
化
し
た
…
つ
の
形
で
あ
っ
た
。
そ
の

一
部
は
た
と
え
ば
句
史
認
』
司
馬
相
如
列
伝
の
注
に
『
伊
野
骨

し
て
現
札
一
や
こ
れ
は
「
本
味
」
と
間
内
容
の
記
述
が
伊
一
戸
の

と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
ニ
と
を
表
し
て
い
る
。

(S) 



六
、
守
壮
子
』
の
庖
丁
故
事

際
奇
献
の
説
に
従
え
ば
、
明
口
向
日
比
春
秋
』
の
中
で
も
十
二
紀
は
秦

始
皇
帝
即
位
の
六
年
(
前
二
回
二
、
八
覧
・
ム
ハ
論
は
呂
不
意
が
萄

に
移
っ
た
の
ち
、
す
な
わ
ち
秦
始
皐
帯
即
位
の
十
年
(
前
二
王
七
)

(
初
)

以
後
に
成
っ
た
。
八
覧
に
含
ま
れ
る
「
本
昧
篇
」
は
後
者
と
な
る
が
、

こ
れ
と
前
後
し
て
お
お
よ
そ
戦
闘
中
期
か
ら
漢
代
初
期
に
か
け
て
成

立
し
た
と
い
わ
れ
る
忠
壮
子
h

に
、
別
の
額
か
ら
調
理
を
テ
!
マ
に

し
た
話
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
義
生
主
篇
に
お
け
る
庖
了
の
故
事
で
あ

す
令
。

庖
了
は
、
文
恵
君
す
な
わ
ち
梁
(
競
)
の
恵
主
に
仕
え
る
了
と
い

う
名
の
料
理
人
で
あ
り
、
料
理
人
、
が
君
主
に
道
理
を
説
く
と
い
う
設

定
に
お
い
て
、
伊
戸
の
「
説
」
と
問
じ
構
造
を
持
つ
。
さ
き
の
「
本

昧
篇
」
と
の
共
通
点
に
控
目
す
れ
ば
、
議
論
の
み
な
ら
ず
叙
事
を
含

み
、
ま
ず
胞
丁
、
が
牛
を
解
体
す
る
場
面
の
描
写
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

魅
了
が
梁
の
窓
王
の
た
め
に
牛
を
解
体
し
た
。
手
で
触
れ
、
一
屑

で
支
え
、
足
で
踏
み
、
膝
で
つ
っ
ぱ
っ
た
所
は
、
、
は
さ
り
と
音

が
響
き
、
ざ
つ
く
り
と
音
を
た
て
て
、
ど
こ
も
音
律
に
か
な
い
、

「
桑
林
」
(
湯
玉
の
時
代
の
舞
曲
)
や
「
経
菖
」
(
尭
の
時
代
の

(
幻
)

楽
曲
「
威
池
」
の
…
楽
章
)
の
リ
ズ
ム
に
一
致
し
て
い
た
。

次
に
全
体
は
問
答
形
式
で
構
成
さ
れ
る
。
庖
了
の
み
ご
と
な
技
を

見
た
文
恵
君
は
感
嘆
し
て
話
し
か
け
、
そ
れ
に
了
、
が
答
え
る
。
そ
の

長
い
答
え
の
言
葉
の
中
で
は
自
身
の
牛
刀
さ
ば
き
に
関
連
し
た
道
理

が
諮
ら
れ
、
こ
こ
に
一
策
の
主
題
が
存
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
受
け

た
文
憲
君
の
反
応
を
示
し
て
結
ん
で
い
る
。

庖
了
の
一
訟
の
内
容
は
大
き
く
一
一
一
つ
に
分
か
れ
る
。
ま
ず
・
自
身
の
腕

前
が
単
な
る
技
術
か
ら
そ
れ
を
越
え
た
段
階
に
達
し
て
い
る
こ
と
を

述
べ
、
つ
い
で
白
分
の
牛
刀
さ
ば
き
に
関
す
る
具
体
的
な
話
に
移
っ

て
な
ぜ
牛
刀
の
刃
が
傷
ま
な
い
の
か
の
秘
訣
を
諮
り
、
さ
ら
に
、
最

も
関
難
な
部
位
を
切
り
裂
く
持
の
よ
う
す
を
一
言
葉
で
再
現
す
る
。

こ
こ
に
は
道
家
思
想
が
む
ろ
ん
見
ら
れ
る
が
、
「
賦
」
の
要
素
は

な
い
。
ま
た
そ
の
内
容
は
も
っ
ぱ
ら
牛
を
解
体
す
る
話
に
終
始
す
る
。

ω

こ
の
点
で
は
「
本
味
」
と
の
差
異
が
あ
る
が
、
し
か
し
最
後
の
文
恵

君
の
言
葉
「
な
る
ほ
ど
。
私
は
了
の
誌
を
間
開
い
て
、
自
分
の
生
を
全

う
す
る
方
法
を
得
た
よ
い
(
善
哉
。
五
口
問
庖
丁
之
一
一
一
一
口
、
得
一
一
資
生
意
)

に
は
寓
意
性
が
示
唆
さ
れ
、
単
に
牛
刀
さ
ば
き
を
記
し
た
の
で
は
な

く
、
君
、
主
に
養
生
の
道
を
組
問
ら
せ
る
話
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
君
、
王
に
対
し
て
調
理
を
め
ぐ
る
、
王
題
を
説
く
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
本
昧
」
と
共
通
す
る
点
は
多
い
。
で
は
さ
ら
に

調
理
に
拘
ら
ず
、
あ
る
一
芸
を
説
く
形
式
に
広
げ
る
と
、
そ
の
よ
う

な
話
詰
『
荘
子
』
に
は
数
多
く
あ
る
つ
次
に
そ
の
中
で
も
よ
く
知
ら

「
天
道
篇
」
の
輪
一
属
故
事
を
と
り
上
げ
て
み
よ
う
。

ずL

る



七
、
『
荘
子
』
的
な
「
説
」
の
世
界

輪
一
崩
と
は
車
輪
作
り
の
名
人
で
あ
る
車
職
人
で
、
一
婦
は
そ
の
名
で

あ
る
。
そ
の
話
の
大
き
な
構
造
、
す
な
わ
ち
君
主
と
職
人
の
問
答
で

構
成
さ
れ
、
主
題
が
職
人
の
口
か
ら
自
身
の
専
円
で
あ
る
事
、
が
ら

i
l
こ
こ
で
は
車
輪
作
り
i
iを
通
し
て
語
ら
れ
る
、
と
い
う
点
は

趨
了
故
事
と
同
じ
で
あ
る
。

一
般
公
は
大
広
間
で
読
書
し
、
輪
一
崩
は
そ
の
下
で
車
輪
を
削
っ
て
い

っ

ち

の

み

た
が
、
そ
の
椎
と
繋
を
撞
い
て
大
広
間
に
上
が
り
、
何
を
読
ん
で
い

る
か
と
担
公
に
問
う
。
穏
公
が
袈
人
の
一
言
葉
だ
と
答
え
る
と
、
す
で

に
死
ん
だ
袈
人
の
言
葉
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
宙
人
の
残
り
か
す

(
十
日
人
之
織
的
関
)
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
そ
れ
を
受
け
た
梅
公
は
い

き
り
立
っ
て
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
向
う
。

一
相
公
は
言
っ
た
、
「
私
の
読
書
に
つ
い
て
、
車
職
人
ご
と
き
が

ど
う
し
て
口
を
挟
め
る
の
か
。
「
説
」
が
あ
る
な
ら
い
い
が
、

(
辺
)

「
説
」
が
な
け
れ
ば
殺
す
ぞ
」
。

そ
こ
で
輪
婦
は
、
車
輸
を
削
る
技
が
い
か
に
微
妙
で
口
で
伝
え
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
を
述
べ
、
よ
っ
て
審
物
に
あ
る
禦
人
の
言
葉

も
お
人
の
残
り
か
す
だ
と
結
論
づ
け
る
。

輪
一
間
は
一
一
一
一
口
っ
た
、
「
私
は
私
の
専
門
の
事
で
見
て
み
ま
す
と
、

車
輸
を
削
る
の
は
、
選
く
や
る
と
ゆ
る
す
ぎ
て
し
っ
か
り
は
ま

ら
ず
、
速
く
す
る
と
き
っ
す
ぎ
て
う
ま
く
入
り
ま
せ
ん
。
還
す

ぎ
ず
、
速
す
ぎ
ず
、
こ
の
感
覚
を
手
で
と
ら
え
、
心
に
感
じ
、

こ
の
道
理
は
口
で
は
言
え
ず
、
こ
の
事
そ
の
も
の
の
中
に
技
が

存
在
す
る
の
で
す
。
:
:
:
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
な
た
の
読
む
も
の

(
銘
)

は
古
人
の
残
り
か
す
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
い
。

最
後
の
輪
一
婦
の
議
論
は
牛
の
解
棒
を
語
る
庖
丁
の
議
論
と
話
題
こ

そ
異
な
る
が
同
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
「
説
」
が
あ
る
か
と
諮

公
に
関
わ
れ
た
こ
と
へ
の
回
答
で
あ
る
か
ら
、
「
本
昧
」
の
議
論
、
が

伊
戸
の
「
説
」
の
異
体
的
な
形
で
あ
る
よ
う
に

Y

こ
れ
も
ま
た
輪
一
婦

が
述
べ
た
「
説
」
に
相
当
す
る
。
ち
な
み
に
輪
一
騎
故
事
は
明
准
南
子
h

道
路
割
に
も
見
え
る
が
、
そ
こ
で
は
「
説
」
が
あ
る
か
と
い
う
栂
公

の
向
い
に
対
し
て
、
「
そ
う
だ
。
「
説
」
は
あ
る
」
(
然
、
有
説
)
の

語
で
輪
一
腐
の
一
言
葉
は
始
ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
庖
了
が
文
憲
君
に

諮
問
っ
た
話
も
問
様
に
「
説
」
と
晃
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
「
説
」
が
最
も
数
多
く
現
れ
る
の
は
明
戦
間

策
』
で
あ
る
。
今
、
一
つ
だ
け
例
を
あ
げ
よ
う
。
そ
の
「
秦
策

J

に
は
張
儀
と
一
時
篤
錯
が
外
交
軍
事
政
策
を
め
ぐ
っ
て
論
争
す
る
場
面

が
見
ら
れ
る
つ
奈
の
窓
王
が
萄
を
討
と
う
と
し
た
と
こ
ろ
へ
韓
、
が
攻

め
込
ん
で
き
た
。
窃
と
韓
の
い
ず
れ
を
先
に
討
っ
か
で
王
が
迷
っ
た

た
め
、
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
、
毛
張
、
を
述
べ
る
。

の
恵
王
の
前
で
論
争
し
た
。
一
一
時
篤
銭
は
鶴

(10) 



を
討
つ
こ
と
を
、
主
張
し
た
。
張
儀
は
「
韓
を
討
っ
た
方
、
が
よ

い
」
と
一
一
一
部
っ
た
。
す
る
と
支
は
「
そ
の
設
を
関
か
せ
よ
」

(M) 

っ
た
。

そ
こ
で
張
儀
、
間
馬
錯
の
臓
に
そ
れ
ぞ
れ
の
、
王
張
が
述
べ
ら
れ
る
。

そ
の
あ
と
で
王
は
「
よ
し
、
私
は
あ
な
た
に
従
お
う
」
(
善
、
寡
人

穂
子
)
と
一
一
一
一
口
い
、
一
一
時
馬
錯
の
主
張
を
係
用
す
る
。

『
戦
闘
策
』
に
現
れ
る
こ
の
よ
う
な
「
説
」
の
形
式
は
君
、
王
と
白

下
と
い
う
緊
張
し
た
、
主
従
関
係
の
中
で
、
間
下
が
王
を
説
得
す
る
と

い
う
形
が
基
本
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
王
は
こ
の
場
合
の
よ
う
に
痘

接
「
よ
し
」
と
一
一
一
一
口
う
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
満
悦
す
る
様
子
が
描
写

さ
れ
る
か
し
て
、
思
下
の
「
説
」
に
納
得
す
る
。

翻
忌
子
の
琴
の
議
論
で
も
そ
う
で
あ
り
、
同
仲
牧
子
』
の
麗
了
故
事

も
文
恵
君
に
「
な
る
ほ
ど
」
(
義
哉
)
と
言
わ
せ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
輪
一
婦
の
「
説
」
で
は
そ
れ
が
崩
れ
て
い
る
。
君
主
で
あ
る
桓
公
に

対
し
て
輪
一
廓
の
地
位
は
明
ら
か
に
低
い
が
、
そ
の
関
係
は
対
等
で
あ

る
。
ま
た
棺
公
が
輪
一
騎
に
説
得
さ
れ
た
か
ど
う
か
も
明
ら
か
で
は
な

I
V
 

こ
の
よ
う
な
忍
壮
子
』
的
世
界
の
「
説
」
が
さ
ら
に
徹
底
さ
れ
た

も
の
に
は
、
「
至
楽
篇
」
に
克
え
る
荘
子
と
髄
鰻
の
問
問
答
、
い
わ
ゆ

る
「
髄
綾
問
答
」
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
君
、
王
や
王
侯
、
箆
下
と
い
っ

た
身
分
的
上
下
関
係
は
待
在
し
な
い
。
い
わ
ば
世
俗
的
人
間
の
代
表

で
あ
る
荘
子
が
ひ
か
ら
び
た
繍
穣
の
死
を
憐
れ
む
の
に
対
し
、
髄
穣

は
「
死
の
説
」
を
説
き
、
生
が
死
よ
り
ょ
い
と
す
る
世
俗
的
な
考
え

に
反
論
す
る
の
だ
が
荘
子
は
最
後
ま
で
鵠
畿
の
「
説
」
に
納
得
せ
ず
、

こ
の
二
者
の
問
答
は
平
行
線
の
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
。

八
、
後
世
に
お
け
る
影
響
と
展
開

以
上
の
よ
う
な
古
代
の
「
説
」
は
、
最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
そ
れ

ぞ
れ
が
独
立
し
た
一
篇
で
は
な
い
が
、
後
世
の
文
学
作
品
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。
た
だ
こ
の
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
、
こ
こ
で
は

い
く
つ
か
の
作
品
か
ら
ご
く
粗
い
見
通
し
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。

藤
代
に
至
る
ま
で
に
「
説
」
ジ
ャ
ン
ル
は
二
口
…
途
絶
え
か
け
る
の

だ
が
、
富
植
を
媒
介
と
し
て
韓
愈
や
椀
宗
一
児
、
が
新
た
に
遂
を
開
い
た

0

3
壮
子
』
奈
楽
篇
の
髄
鰻
問
答
が
、
張
衡
の
「
髄
穣
賦
」
の
構
造
や

修
辞
を
吸
収
し
つ
つ
、
曹
槌
の
「
鵠
鰻
説
」
に
繋
が
り
、
や
が
て
は

(
お
)

榔
宗
一
冗
の
「
捕
蛇
者
説
」
へ
と
発
展
す
る
過
程
は
出
穣
で
述
べ
た
の

で
、
こ
こ
で
は
詳
説
し
な
い
が
、
向
じ
く
柳
宗
一
元
「
説
車
贈
楊
謁

之
」
(
車
を
説
い
て
楊
詩
之
に
贈
る
)
は
車
の
橘
え
を
用
い
て
宮
界

に
お
け
る
身
の
処
し
方
へ
の
忠
告
を
述
べ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
輪
一
腐

の
話
の
一
つ
の
発
展
裂
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

任
地
に
出
発
し
よ
う
と
す
る
義
弟
の
楊
誇
之
に
向
っ
て
、
柳
宗
元

は
ち
ょ
う
ど
近
く
を
通
り
か
か
っ
た
車
を
指
差
し
、
一
台
の
車
、
が
な

11 



ぜ
愛
護
に
耐
え
て
世
に
照
い
ら
れ
る
か
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
彼
は

「
今
の
は
二
期
十
の
説
で
、
衆
車
(
多
く
の
車
)
の
説
で
は
な
い
か
ら
、

私
は
あ
な
た
に
衆
車
の
説
を
告
げ
よ
う
」
(
是
一
車
之
説
也
、
非
衆

車
之
説
也
、
一
品
開
将
告
子
乎
衆
車
之
説
)
と
一
一
一
回
っ
て
、
さ
ら
に
言
葉
を

続
け
る
。
そ
の
中
に
、

こ
の
よ
う
に
車
の
種
類
は
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
大
切
な

点
は
、
よ
い
材
質
と
精
巧
な
部
品
、
外
側
は
円
形
で
内
側
は
方

(泌〉

形
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

と
あ
る
の
は
、
表
関
上
は
車
の
議
論
で
あ
る
が
、
実
は
官
界
で
生
き

て
い
く
要
諦
と
し
て
、
学
問
に
よ
っ
て
お
の
れ
を
充
実
さ
せ
る
と
同

時
に
外
と
の
関
係
に
十
分
慎
重
で
あ
る
べ
き
こ
と
へ
の
注
意
を
促
し

た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
寓
意
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
「
部
蛇
者
説
」
と
「
説
車
贈
楊
詩
J
d
」
の
大
き
な
違
い
は
、

前
者
が
蛇
捕
り
そ
の
人
に
諮
ら
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
作

者
柳
宗
元
自
身
の
言
葉
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
「
措
蛇
者

説
」
は
調
理
人
に
な
り
す
ま
し
て
味
の
混
論
を
諮
っ
た
よ
う
な
形
式

の
伊
芦
の
「
説
」
を
、
よ
り
直
接
受
け
継
い
だ
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
伊
芦
の
「
説
」
の
影
響
は
、
む
し
ろ
「
伝
」
の
作
品
に
色

濃
く
現
れ
る
。
柳
宗
一
兄
か
ら
一
例
を
あ
げ
れ
ば
「
撞
樹
郭
議
蛇
伝
」

の
中
で
、
植
木
職
人
の
郭
議
絃
が
ひ
と
し
き
り
槌
木
の
経
験
と
理
論

を
諮
っ
た
の
ち
、
次
の
よ
う
な
問
答
が
な
さ
れ
る
。

問
う
者
が
一
一
一
一
口
っ
た
、
「
あ
な
た
の
道
理
を
役
人
が
人
民
を
治
め

る
こ
と
に
応
用
で
き
る
だ
ろ
う
か
ヘ
郭
棄
監
は
一
寄
っ
た
‘
ノ
「
私

は
楠
木
の
こ
と
し
か
知
り
ま
せ
ん
。
政
治
は
、
私
の
仕
事
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
村
に
い
る
と
、
お
様
方
、
が
来
て
あ
れ
こ

れ
と
政
令
を
出
し
、
二
見
、
人
民
を
憐
れ
ん
で
い
る
よ
う
で
あ

り
な
が
ら
、
結
局
は
災
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
を
自
に
し
ま

す
。
:
:
:
」
。
問
う
者
は
一
一
一
一
口
っ
た
、
「
あ
あ
、
み
ご
と
だ

φ

私
泣

(
幻
)

木
を
養
う
話
を
関
聞
い
て
、
人
民
を
養
う
方
法
を
得
た
よ
」
。

こ
の
末
尾
は
上
述
の
『
荘
子
』
底
了
故
事
の
結
び
に
酷
似
す
る
が
九

形
式
上
の
類
似
だ
け
で
な
く
職
人
に
道
理
を
諮
ら
せ
る
構
造
や
、
王

題
が
伊
非
の
「
説
」
の
影
響
下
に
あ
る
点
で
も
共
通
す
る
。

庖
丁
故
事
や
輪
一
橋
故
事
を
発
展
さ
せ
た
も
の
に
は
、
宋
・
欧
陽
修

の
随
筆
集
『
帰
出
録
h

巻
一
に
収
め
る
売
油
翁
の
話
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
は
射
術
の
力
量
を
誇
る
糠
尭
容
に
対
し
て
、
通
り
か
か
っ
た
油

売
り
(
売
油
翁
)
が
「
熟
練
す
れ
ば
そ
う
な
る
だ
け
だ
」
(
但
手
熟

欝
)
と
一
一
一
一
口
い
、
ふ
く
べ
の
狭
い
口
に
け
砲
を
日
夜
、
ぎ
入
れ
る
技
を
披
一
驚
し

て
、
棟
発
者
を
納
得
さ
せ
る
と
い
う
も
の
。
但
し
こ
こ
に
は
翁
自
身

の
講
説
は
な
く
、
「
熟
練
す
れ
ば
そ
う
な
る
だ
け
だ
」
(
惟
手
熟
爾
)

と
繰
り
返
す
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
む
ろ
ん
「
説
」
と
し
て
警

か
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
主
題
域
間
じ
で
も
一
言
葉
に
よ
っ
て
説
得
す

る
の
を
原
剤
と
す
る
と
は
異
な
る
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(12) 



明
初
に
至
っ
て
劉
基
が
著
し
た
短
縮
の
寓
一
一
一
一
印
有
誠

意
伯
文
集
』
巻
八
)
は
、
外
見
、
が
美
し
く
中
身
の
す
っ
か
り
だ
め
に

な
っ
た
樹
(
み
か
ん
)
を
買
っ
た
作
者
、
が
み
か
ん
売
り
に
苦
情
を
一
一
一
回

う
と
、
逆
に
み
か
ん
売
り
か
ら
今
の
為
政
者
こ
そ
そ
う
で
は
な
い
か

、

と
論
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
逆
に
こ
れ
な
ど
は
「
柑
売
者
説
」
と
題

し
て
も
よ
い
文
で
あ
り
な
が
ら
、
劉
基
は
「
一
一
一
一
口
諮
問
対
照
」
と
い
う
ジ

ャ
ン
ル
を
独
自
に
作
り
、
表
題
を
「
樹
売
者
一
一
一
一
向
」
と
し
て
い
る
。

九
、
結
び

伊
戸
の
「
説
」
は
、
調
理
人
に
扮
し
て
、
揚
玉
に
近
づ
い
た
伊
芦
が

昧
の
道
理
を
説
い
て
王
を
喜
ば
せ
、
や
が
て
は
本
来
の
図
的
で
あ
る

政
道
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
調
理
人
は
王
侯
な
ど
と

比
較
し
て
社
会
的
地
位
は
抵
い
が
、
問
時
に
職
人
的
な
専
門
知
識
を

有
す
る
人
間
で
あ
る
。
「
説
」
は
下
位
の
者
が
上
位
の
者
を
い
か
に

喜
ば
せ
、
説
得
す
る
か
を
基
本
と
す
る
。
そ
の
際
に
職
人
的
な
技
術

や
理
論
は
大
き
な
カ
と
な
り
、
「
説
」
を
成
立
さ
せ
る
要
素
と
な
り

得
た
。伊

芦
の
「
説
」
を
再
構
成
し
た
も
の
に
は
「
本
妹
」
(
『
口
口
氏
春
秋
』

本
昧
篇
)
が
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
基
本
構
造
は
早
壮
子
』
に
受
け

継
が
れ
、
展
開
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
は
上
位
者
と
下
伎
者
が
登
場
し

て
も
、
そ
の
間
関
孫
は
対
等
で
あ
り
、
棺
手
を
喜
ば
せ
よ
う
と
す
る
姿

勢
一
は
克
ら
れ
な
い
の
ま
た
、
そ
の
主
題
は
政
治
的
な
も
の
で
は
な
い
。

よ
っ
て
『
戦
開
策
』
な
ど
に
晃
ら
れ
る
、
君
主
を
絶
対
的
上
位
者
と

す
る
君
臣
間
の
「
説
」
と
は
大
き
く
異
な
る
。

こ
の
『
荘
子
b

的
に
展
開
し
た
伊
戸
の
「
説
」
は
、
そ
の
後
、
曹

植
が
こ
れ
を
独
立
し
た
作
品
と
し
て
書
き
残
し
、
そ
れ
を
媒
介
と
し

つ
つ
、
時
間
代
に
な
っ
て
散
文
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
再
生
さ
れ
た
「
説
L

の
…
部
分
を
構
成
し
た
。
な
お
唐
代
以
後
、
伊
芦
の
「
説
」
の
構
造

を
も
っ
た
作
品
は
「
説
」
に
限
ら
れ
ず
、
「
伝
」
な
ど
他
の
ジ
ャ
ン

ル
の
文
に
も
現
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
後
世
に
大
き
く
展
開
す
る
作
品
群
の
顔
裂
が
伊
野
の

「
説
」
で
あ
っ
た
。
例
制
捌
協
が
明
文
心
離
竜
』
論
説
篇
で
「
説
」
の
初

め
に
伊
将
ア
故
事
を
と
り
上
げ
た
の
は
、
そ
の
後
の
中
国
散
文
史
か
ら

振
り
返
っ
て
も
慧
眼
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(13) 

注
(
1
)
引
用
は
福
井
住
夫
訳
司
中
留
の
文
章
i

ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
文
学

史
』
(
汲
古
書
院
、
二

O
O四
年
)
一
二
五
真
に
よ
る
。

(
2
)
説
者
、
悦
也
。
党
為
口
吉
、
故
一
一
一
一
口
資
悦
俸
。
:
:
:
説
之
善
者
、
伊

野
以
論
味
隆
穀
、
太
公
以
弁
釣
興
爵
。

(3)
伊
伊
為
宰
、
百
霊
薬
為
腐
、
皆
所
以
子
其
上
也
。

(
4
)
上
吉
有
湯
歪
翠
虫
、
伊
戸
至
一
智
世
。
夫
至
智
説
至
聖
、
然
立
七
十

説
市
不
受
、
身
執
鼎
短
為
庖
宰
、
問
地
近
習
親
、
荷
揚
乃
鑓
知
其
襲
市



用
之
。
故
日
、
以
歪
智
説
主
要
未
必
至
市
見
受
、
伊
戸
説
湯
是
也
。

(
5
)
万
輩
問
日
、
人
有
一
一
一
一
口
、
伊
戸
以
制
約
烹
袈
湯
、
有
諸
。
孟
一
千
田
、
否
、

不
然
。
伊
戸
耕
於
有
事
之
野
、
市
楽
尭
舜
之
道
駕
。
:
:
:
湯
使
人
以

幣
璃
之
、
露
欝
然
日
、
我
伺
以
揚
之
斡
幣
為
哉

G

我
輩
若
処
欧
畝
之

中
、
由
同
定
以
楽
尭
舜
之
道
哉
。
湯
一
一
一
使
往
将
之
、
既
市
鶴
然
改
一
日
、

与
我
処
蚊
畝
之
中
、
出
是
以
楽
発
舜
之
道
、
吾
輩
若
使
是
君
為
尭
舜

之
掛
制
裁
。
.

(6)
伊
芦
名
問
街
。
開
衡
欲
一
好
湯
市
無
由
、
乃
為
有
事
氏
駿
臣
、
負
鼎

組
、
以
滋
味
説
湯
、
致
子
王
道
。
或
日
、
伊
伊
処
士
、
揚
使
人
稗
迎

之
、
五
反
然
後
品
阿
佐
従
湯
、
一
言
素
王
及
九
主
之
事
。
湯
挙
任
以
国
政
。

(
7
)
由
下
が
君
主
を
説
得
す
る
こ
と
の
闘
難
さ
に
つ
い
て
は
『
韓
非

子
』
説
難
篇
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
8
)
日
尚
謹
箆
窮
閤
、
年
老
実
、
以
漁
釣
好
関
部
伯
。
:
:
:
局
間
的
猟
、

果
過
太
公
於
潤
之
潟
、
与
語
大
説
。
:
:
:
載
与
徳
一
錦
、
立
為
師
。

(
9
)
夫
丑
殺
大
夫
、
荊
之
部
人
也
。
関
秦
謬
公
之
緊
荷
願
望
見
、
行
部

無
資
、
白
粥
於
秦
客
、
被
褐
食
牛
。
期
年
、
謬
公
知
之
、
挙
之
牛
口

之
下
、
市
加
之
…
自
姓
之
上
、
秦
問
料
莫
敢
望
薦
。

(
叩
)
及
的
防
即
位
、
好
国
叱
之
事
。
六
年
、
曹
野
人
公
孫
強
亦
貯
出
て
、

獲
白
隠
而
献
之
、
丸
一
一
一
扇
町
吃
之
説
、
国
訪
政
事
。
伯
陽
大
説
之
、
有

龍
、
使
為
一
同
域
以
勝
政
。

(
日
〉
鱗
忌
子
日
、
夫
大
弦
濁
以
春
泊
者
、
謹
也
。
小
弦
離
折
以
補
者
、

相
也
。
機
之
深
而
舎
之
愉
者
、
政
令
塩
。
鈎
諮
以
鳴
、
大
小
相
益
、

間
部
品
不
相
害
者
、
四
時
也
。
夫
復
市
不
乱
者
、
所
以
治
問
問
世
。
遠

出
筏
者
、
所
以
存
亡
也
。
故
臼
琴
者
誠
一
向
天
下
治
。
夫
治
一
関
家
而
弾
一

人
民
者
、
無
若
乎
五
音
者
。
王
臼
、
善
。

(
辺
)
「
説
」
と
紙
(
騒
騒
)
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
福
井
使
夫

奏
文
」
の
文
体
に
つ
い
て

i
i都
陽
の
「
議
中
上
書
自
明
L

を
中
心

に
i
!
!」
(
明
日
本
中
国
学
会
報
』
第
三
十
五
集
)
、
小
南
一
郎
「
「
語
」

か
ら
「
説
」
へ
i
i
j
中
関
に
お
け
る
「
小
説
」
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て

i
i」
(
『
中
間
文
学
報
』
第
五
十
冊
)
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
劉
燦
『
先
秦
寓
一
戸
一
日
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年
)
一
一
一
二
寅

(M)
『
孟
子
』
万
章
上
篇
に
引
く
「
伊
部
」
、
明
礼
記
』
縦
衣
篇
に
引
く

「
威
有
一
徳
」
、
『
孟
子
h

公
孫
丑
上
策
・
『
礼
記
b

表
記
篇
・
問
綴
衣

篇
・
間
大
学
篇
に
引
く
「
太
平
」
な
ど
。

(
日
)
揚
得
伊
罪
、
桜
之
於
廟
、
周
期
以
燐
火
、
費
以
犠
獄
。
明
自
、
設
翻
樹

脂
見
之
、
説
湯
以
歪
味
。
湯
田
、
可
対
市
為
乎
。
対
日
、
:
・

(
M
W
)

鼎
中
之
変
、
精
妙
微
織
、
口
弗
能
一
一
一
一
問
、
志
弗
能
織
。
若
射
御
之
徴
、

陰
暢
之
化
、
四
時
之
数
。

(
幻
)
道
者
亡
彼
長
己
、
弓
成
市
天
子
成
、
天
子
成
則
一
金
味
真
。

A

問
機
の

設
に
従
い
、
「
止
」
を
「
亡
」
に
改
め
る
。

(
出
)
巣
之
護
者
、
沙
栄
之
実
。
常
山
之
北
、
投
淵
之
上
、
有
百
果
溝
、

群
帯
所
金
。
箕
山
之
東
、
青
島
之
所
、
有
官
櫨
罵
。
江
鴻
之
捕
、
雲

夢
之
柚
。
漢
上
石
茸
の
所
以
致
之
(
篤
之
美
)
者
、
青
竜
之
匹
、
遺

風
之
索
。
棟
奇
猷
明
島
氏
春
秋
新
校
釈
b

(

上
海
古
籍
出
版
社
、

二
0
0
二
年
)
の
説
に
従
い
、
「
車
両
鳥
」
を
「
膏
嘉
」
に
改
め
、
「
馬

之
品
一
一
大
」
は
街
字
と
す
る
。

(
川
口
)
明
史
記
索
隠
加
の
応
酪
詮
じ
「
伊
表
選
問
、
果
之
護
者
、
箕
山
之
東
、

者
鳥
之
所
、
有
議
構
、
と
あ
り
、
い
ほ
(
出
)
の
文
と
叢
怠
る
の

(14) 



(
初
)
注
(
問
〉
前
掲
書
一
八
八
五
i
一
八
八
九
頁
参
照
。

(
幻
)
底
了
為
文
恵
君
解
牛
、
手
之
一
前
触
、
一
滴
之
所
筒
、
足
之
所
蔵
、
膝

之
所
腕
、
義
然
鰐
然
、
奏
刀
騒
然
、
莫
不
中
音
。
合
於
桑
林
之
舞
、

乃
中
経
首
之
会
。

(
辺
)
槙
公
日
、
寡
人
読
書
、
輸
入
安
得
議
子
。
有
説
別
可
、
元
説
財
死
。

(
お
)
国
也
以
陸
之
事
綴
之
。
新
輪
、
徐
則
一
世
間
不
問
問
、
疾
刻
苦
市
不
入
。

不
徐
不
疾
、
得
之
於
手
部
応
於
心
、
口
不
能
一
一
一
一
問
、
有
数
存
駕
於
其
問
。

:
:
:
然
出
哲
之
所
読
者
、
古
人
之
糟
腕
己
犬
。

(M)
司
馬
銭
与
張
儀
争
論
於
秦
恵
王
前
。
司
馬
錯
欲
伐
萄
、
張
儀
日
、

不
如
伐
線
。
王
問
、
諮
問
問
其
説
。

(
お
)
拙
論
「
曹
植
の
「
説
」
に
つ
い
て
」
(
『
中
国
文
化
』
第
六
八
号
)
、

「
「
捕
蛇
者
説
」
は
な
ぜ
「
説
」
か
」
(
『
京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌
』

第
一
二
十
六
号
)
参
照
。

(
お
)
其
類
衆
也
。
然
河
其
嬰
，
存
乎
材
良
部
器
攻
，
円
其
外
部
方
其
中

也。

(
釘
)
開
者
自
、
以
子
之
道
、
移
之
官
理
可
子
。
駐
日
、
我
知
種
樹
而
己
。

盟
、
非
一
札
口
業
也
。
然
苦
居
郷
、
見
長
入
者
好
煩
其
令
、
若
甚
嫌
一
品
一
周
、

街
卒
以
禍
。
:
:
:
向
日
、
曜
、
不
亦
諮
問
夫
。
吾
開
養
樹
、
得
養
人
術
。

(
京
都
教
育
大
学
)

(15) 


