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衰
中
郎
『
珊
瑚
林
』
訳
注
〔
一
〕

宋
明
思
想
研
討
会
編

前
　
言

　
宋
明
の
思
想
を
研
究
す
る
際
、
も
し
単
に
儒
教
だ
け
、
仏
教
だ
け
、
道
教
だ
け
と
い
う
視
点
か
ら
の
み
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
の
で
は
、
恐

ら
く
研
究
対
象
の
人
物
の
思
想
や
そ
の
時
代
の
思
想
界
の
全
体
像
を
容
易
に
は
明
ら
か
に
し
え
ま
い
。
忌
明
儒
学
思
想
に
対
す
る
仏
教
の

影
響
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
宋
の
朱
子
が
仏
老
を
「
弥
ミ
理
に
近
く
し
て
大
い
に
真
を

乱
る
」
　
（
中
庸
章
句
序
）
と
叩
い
た
の
は
、
朱
子
学
と
餌
薬
と
の
思
想
的
近
似
性
を
逆
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
仏
教
側
か
ら
「
濾
渓
・

二
程
は
是
れ
仏
法
中
の
人
な
り
」
　
（
精
測
編
・
巻
上
）
な
ど
と
宋
儒
を
仏
教
に
取
り
込
ん
だ
意
見
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
も
、
両

者
の
思
想
に
何
ら
か
の
類
似
性
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
当
時
の
思
想
界
全
般
で
は
な
く
、
儒
学
思
想
だ
け
を
明
ら
か

に
し
ょ
う
と
す
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
仏
教
等
の
広
範
な
知
識
が
当
然
要
求
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
明
末
、
王
陽
明
出
現
以

降
の
思
想
界
は
、
万
暦
の
三
高
僧
の
登
場
な
ど
仏
教
の
興
隆
を
見
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
　
「
吾
が
聖
人
の
定
む
る
所
の
三
綱
五
常
の
教
え
は
、

い
ち
い
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
い
ち

一
一
み
な
〔
仏
教
の
〕
並
臼
賢
行
門
に
し
て
、
ま
た
一
一
み
な
〔
禅
門
の
〕
正
法
な
り
」
　
（
長
先
維
俗
議
・
旨
旨
）
、
　
「
釈
氏
の
諸
経
は
、

即
ち
孔
孟
の
義
疏
な
り
」
　
（
平
氏
筆
乗
・
続
集
三
二
）
な
ど
と
、
儒
仏
一
致
論
や
更
に
は
三
教
一
致
論
が
士
大
夫
の
間
で
声
高
々
と
主
張

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
儒
教
・
仏
教
さ
ら
に
は
道
教
い
ず
れ
か
一
つ
の
教
学
に
拘
泥
し
て
当
時
の
思
想
を
理
解

し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
、
も
は
や
無
意
味
だ
と
さ
え
感
じ
さ
せ
る
状
況
に
立
ち
至
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
私
を
含
め
た
一
般
の
研
究
者
は
雑
務
に
追
わ
れ
、
儒
教
も
し
く
は
仏
教
を
プ
ロ
パ
ー
で
研
究
す
る
だ
け
で
も
精
一
杯
で
あ

り
、
個
人
的
に
他
の
専
門
分
野
に
ま
で
手
を
広
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
的
に
も
経
済
的
に
も
非
常
な
困
難
が
伴
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
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今
回
、
こ
の
様
な
状
況
を
踏
ま
え
、
我
々
宋
明
思
想
に
携
わ
る
研
究
者
が
、
儒
教
な
り
、
仏
教
な
り
の
枠
を
超
え
た
視
野
か
ら
資
料
を

読
む
訓
練
に
と
、
震
中
郎
の
『
珊
瑚
林
』
を
テ
キ
ス
ト
に
選
び
、
九
大
名
誉
教
授
の
荒
木
見
悟
先
生
を
中
心
に
し
て
読
書
会
を
開
く
こ
と

に
な
っ
た
。
明
末
の
中
で
も
衰
中
郎
を
特
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
中
国
文
学
を
学
ぶ
人
達
の
興
味
を
も
惹
起
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
か

ら
で
あ
り
、
そ
の
著
述
の
中
か
ら
『
珊
瑚
林
』
を
選
ん
だ
の
は
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
書
が
、
宋
明
の
儒
教
・
仏
教
い

ず
れ
を
専
門
と
す
る
人
に
と
っ
て
も
好
適
な
、
独
自
の
儒
仏
一
致
を
主
張
し
た
書
物
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
何
か
読
書
会
を
や
っ
て
は
ど
う
で
す
か
」
と
荒
木
見
悟
先
生
か
ら
最
初
に
お
話
し
が
あ
っ
た
の
は
、
確
か
去
年
の
夏
頃
の
こ
と
で
あ
っ

た
と
思
う
。
た
ま
た
ま
所
用
で
先
生
の
お
宅
に
お
邪
魔
し
た
時
の
お
話
し
で
あ
っ
た
が
、
九
州
に
お
け
る
研
究
活
動
の
活
発
化
を
な
ん
と

か
し
て
図
れ
な
い
も
の
か
と
い
う
老
婆
心
か
ら
の
御
提
言
で
あ
っ
た
。
更
に
言
え
ば
、
我
々
九
州
に
住
む
後
進
の
研
究
者
た
ち
が
、
論
文

提
出
の
期
限
の
制
約
な
ど
か
ら
、
と
も
す
れ
ば
浅
薄
な
資
料
の
拾
い
読
み
に
終
始
し
、
地
道
な
読
解
作
業
を
基
盤
に
し
た
思
想
の
理
解
を

な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
こ
と
へ
の
警
鐘
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
帰
宅
後
、
他
の
用
件
で
長
崎
活
水
短
大
の
荒
木
龍
太
郎
氏
に
電
話
を
し

た
際
、
話
し
が
読
書
会
の
件
に
お
よ
び
、
氏
と
私
が
と
り
あ
え
ず
雑
用
係
に
な
っ
て
話
し
を
進
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
昨
年
末

の
九
大
中
哲
懇
話
会
の
席
で
、
荒
木
見
悟
先
生
の
門
下
生
を
中
心
と
し
た
会
員
の
方
々
に
も
参
加
協
力
を
お
願
い
し
、
春
四
月
か
ら
い
よ

い
よ
月
二
回
の
ペ
ー
ス
で
開
催
実
現
の
運
び
と
な
っ
た
。
読
書
会
に
際
し
て
は
、
荒
木
先
生
の
御
希
望
で
、
先
生
に
も
一
般
参
加
者
と
同

様
、
割
り
当
て
を
お
願
い
し
、
参
加
者
全
員
の
討
論
を
経
て
読
み
や
訳
注
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
読
書
会
の
会
場
に
つ
い
て
は
、

九
大
の
中
富
研
究
室
が
最
適
で
あ
ろ
う
と
の
意
見
が
あ
り
、
講
座
の
主
任
教
授
で
あ
る
町
田
三
郎
教
授
に
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
引

き
受
け
て
頂
く
こ
と
が
で
き
、
辞
書
や
書
籍
の
参
考
使
用
に
至
便
の
場
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
訳
注
の
具
体
的
な
形
式
に
つ
い
て
は
「
凡
例
」
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
当
初
、
ペ
ー
ジ
数
の
関
係
も
あ
り
、
口
語
訳
の
み
で
書
き
下

し
文
は
省
略
し
よ
う
と
の
意
見
も
あ
っ
た
が
、
口
語
訳
の
根
拠
を
明
示
す
る
た
め
に
も
残
し
た
方
が
良
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
並
記
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
注
記
を
含
め
て
ま
だ
ま
だ
不
十
分
な
箇
所
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
不
適
切
な
訳
語
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
読
書
会

の
今
後
の
発
展
の
た
め
に
も
諸
賢
の
忌
潭
な
い
御
叱
正
を
賜
り
た
い
し
、
更
に
は
積
極
的
な
会
へ
の
御
参
加
を
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
口
善
敬
）
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【
訳
注
凡
例
】

○
底
本
は
内
閣
文
庫
所
蔵
の
明
刊
『
珊
瑚
林
』
二
巻
を
用
い
た
。

○
『
珊
瑚
林
』
の
一
部
は
『
衰
中
郎
集
』
の
「
徳
山
暑
諦
」
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
該
当
の
文
章
が
存
す
る
条
に
つ
い
て
は
字
句

　
の
校
勘
を
行
い
、
原
文
の
後
に
校
注
を
付
し
た
。
そ
の
際
、
　
「
徳
山
暑
謳
」
は
謳
と
略
記
し
た
。

○
原
文
は
当
用
漢
字
を
用
い
、
書
き
下
し
文
は
現
代
か
な
使
い
と
し
た
。

○
現
代
語
訳
は
直
訳
を
心
掛
け
た
が
、
必
要
と
思
わ
れ
る
場
合
は
〔
〕
で
適
宜
こ
と
ば
を
補
っ
た
。

○
注
に
引
用
し
た
書
籍
の
中
、
　
『
伝
習
録
』
は
漢
文
大
系
本
を
、
　
『
十
全
全
書
』
　
『
朱
子
文
集
』
　
『
朱
子
語
類
』
ぱ
和
刻
本
を
用

　
い
、
そ
の
他
の
引
用
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
初
出
の
箇
所
に
版
本
等
を
明
記
し
た
。
ま
た
大
正
大
蔵
経
・
大
日
本
続
蔵
経
（
卍

　
続
蔵
）
に
つ
い
て
は
そ
れ
　
ぞ
れ
「
T
」
　
「
Z
」
の
略
号
を
用
い
た
。

○
各
段
の
終
わ
り
に
原
稿
の
責
任
者
の
名
前
を
附
し
た
。

《
珊
瑚
林
序
》

衰
先
生
珊
瑚
林
、
不
拮
椎
、
不
買
払
、
亦
不
私
通
車
馬
。
至
今
立
読
一
過
、
猶
可
想
見
其
婆
娑
古
平
下
、
鳥
声
竹
韻
、
無
非
難
意
。
頃
梓

徳
山
脚
柱
、
政
従
此
挾
出
而
奉
上
、
若
不
尽
刻
何
也
。
立
野
不
草
平
日
不
見
其
全
、
而
恨
今
日
始
業
其
身
。
当
日
機
縁
未
熟
、
或
甘
飽
轟

魚
之
腹
、
今
日
魚
磯
満
市
、
誰
識
量
珠
。
焉
知
不
作
管
幼
安
園
中
金
一
例
中
郷
耶
。
此
予
所
以
憤
然
群
行
之
不
早
也
。
先
生
家
有
元
方
、

而
不
能
季
方
。
先
生
家
有
華
車
、
而
不
能
元
方
。
先
生
大
地
荘
・
、
誰
与
鼎
足
。
今
文
葉
脈
望
之
黙
坐
洗
、
早
老
性
命
之
旨
面
明
、
定
可

与
先
生
鼎
足
。
麗
麗
先
生
芸
林
中
生
、
不
得
封
侯
。
然
土
平
廟
食
、
伊
野
之
力
。
先
生
且
軽
重
両
先
生
哉
。
錐
夏
子
閻
浮
提
中
現
三
先
生
、

干
三
先
生
諸
集
中
乃
有
珊
瑚
林
、
世
人
那
見
知
三
先
生
尽
。
則
終
日
単
三
先
生
白
毫
空
中
、
人
自
不
識
耳
。
顧
珊
珊
人
妄
中
許
優
劣
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
華
亭
陳
継
儒
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ん
つ
い
　
　
　
　
じ
ゅ
ほ
っ

衰
先
生
の
『
珊
瑚
林
』
は
、
生
理
せ
ず
、
竪
倒
せ
ず
、
亦
た
私
に
車
馬
を
通
ぜ
ず
。
今
に
至
る
も
快
読
一
過
す
れ
ば
、
猶
お
其
の
婆
娑
た

　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

る
古
塊
の
下
、
鳥
声
竹
冠
、
祖
意
に
非
ざ
る
無
き
を
想
見
す
煙
し
。
頃
ろ
『
徳
山
暑
謳
』
を
梓
せ
ら
る
。
政
に
此
れ
従
り
買
出
し
て
刻
す

｝
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る
が
若
き
も
、
尽
く
は
刻
せ
ざ
る
が
若
き
は
、
何
ぞ
や
。
蓋
し
予
、
当
日
、
其
の
全
を
見
ざ
る
を
恨
ま
ず
し
て
、
今
日
始
め
て
其
の
全
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ち

見
る
を
恨
む
。
当
日
は
機
縁
未
だ
熟
さ
ざ
れ
ば
、
或
は
轟
魚
の
腹
を
甘
飽
せ
し
め
ん
も
、
今
日
は
魚
磯
、
市
に
満
つ
れ
ば
、
誰
か
明
珠
を

　
　
　
　
い
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん

識
ら
ん
。
無
く
ん
ぞ
下
灘
安
の
、
園
中
の
金
を
ば
一
例
に
拗
郷
す
る
を
作
さ
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。
此
れ
予
の
、
憤
然
と
し
て
之
を
行
う
こ

と
の
早
か
ら
ざ
る
を
恨
む
所
以
な
り
。
先
生
、
家
に
元
方
有
り
て
、
素
雪
あ
る
能
わ
ず
。
先
生
、
家
に
季
方
有
り
て
、
元
方
あ
る
能
わ
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

先
生
、
大
地
荘
≧
た
る
に
、
誰
と
与
に
か
鼎
足
せ
ん
。
今
、
文
長
の
脈
望
の
塵
、
既
に
洗
わ
れ
、
卓
老
の
性
命
の
旨
、
已
に
明
ら
か
な
れ

　
か
な
ら

ば
、
定
ず
先
生
と
鼎
足
す
冠
し
。
而
し
て
両
先
生
は
芸
林
中
に
暖
ま
る
れ
ば
、
侯
に
封
ぜ
ら
る
る
を
得
ず
。
然
れ
ど
も
猶
お
能
く
廟
食
す

　
　
　
だ
れ
　
　
　
　
　
　

ま
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん
ぶ
だ
い
　
　

お
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
い

る
は
、
伊
誰
の
力
そ
や
。
先
生
且
に
両
先
生
を
軽
重
せ
ん
や
。
閻
浮
提
の
中
に
干
て
、
三
先
生
を
現
じ
、
三
先
生
の
諸
集
の
中
に
干
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
え
ど
　
　
　
　
　
　
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
ゃ
く
ご
う
こ
う

乃
ち
『
珊
瑚
林
』
有
り
と
錐
然
も
、
世
人
那
ぞ
三
先
生
を
知
り
尽
く
す
こ
と
を
得
ん
や
。
則
ち
終
日
、
三
先
生
の
白
毫
光
の
中
に
在
る
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ

人
自
ら
識
ら
ざ
る
の
み
。
顧
う
に
予
何
人
に
し
て
妄
生
り
に
優
劣
す
る
を
許
さ
ん
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
華
亭
の
陳
砂
蟹
題
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
っ
す
　
　
た

衰
中
郎
先
生
の
『
珊
瑚
林
』
は
〔
禅
家
の
よ
う
に
〕
槌
を
打
っ
た
り
、
払
子
を
竪
て
た
り
し
て
い
な
い
し
、
　
〔
禅
門
で
い
う
〕
　
「
裏
口
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん
じ
ゅ

は
車
馬
も
通
り
抜
け
」
な
ど
で
も
な
い
。
　
〔
し
か
し
〕
今
で
も
熱
中
し
て
一
気
に
読
む
と
、
生
い
茂
っ
た
老
塊
樹
の
あ
た
り
か
ら
聞
こ
え

る
鳥
の
さ
え
ず
り
や
竹
の
ざ
わ
め
き
〔
さ
え
も
〕
が
、
す
べ
て
祖
師
の
本
意
を
伝
え
て
い
た
〔
そ
の
当
時
の
問
答
の
〕
場
面
が
、
目
に
浮

か
ぶ
の
で
あ
る
。
先
頃
、
　
〔
中
郎
先
生
は
〕
　
『
徳
山
暑
諦
』
を
上
梓
さ
れ
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
こ
の
書
か
ら
選
択
し
て
刊
刻
し
た
よ
う
で

あ
る
が
、
全
巻
を
刊
刻
し
な
か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
実
の
と
こ
ろ
私
は
、
当
時
そ
の
全
巻
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
〔
残

念
が
っ
て
も
今
さ
ら
仕
方
が
な
い
こ
と
で
も
あ
る
し
〕
遺
憾
に
思
わ
な
い
が
、
今
に
な
り
や
っ
と
そ
の
全
巻
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
遺
憾
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
み

思
う
の
で
あ
る
。
あ
の
頃
は
〔
刊
刻
の
〕
機
縁
が
ま
だ
熟
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
　
〔
も
し
刊
行
し
て
い
た
と
し
て
も
〕
紙
魚
を
満
腹
さ

せ
た
だ
け
か
も
分
か
ら
な
い
が
、
今
で
は
き
ず
物
の
宝
玉
が
ち
ま
た
に
盗
れ
て
い
て
、
宝
玉
の
真
贋
を
見
分
け
る
人
は
誰
も
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん

〔
こ
う
な
る
と
〕
宇
戸
安
が
畑
を
耕
し
て
い
た
時
、
金
も
〔
瓦
石
も
一
様
に
〕
投
げ
捨
て
た
よ
う
な
仕
儀
に
な
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

こ
の
書
の
刊
行
が
の
び
の
び
に
な
っ
た
の
を
、
私
が
腹
立
た
し
く
思
う
わ
け
は
、
そ
こ
に
あ
る
。
先
生
の
家
庭
に
は
〔
「
兄
た
り
難
く
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
い
　
　
　
て
い

た
り
難
い
」
実
力
の
伯
仲
し
た
兄
弟
が
お
い
で
に
な
り
、
優
劣
を
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
〕
、
兄
と
い
え
ば
み
ん
な
兄
で
、
弟

　
　
　
　
　
　
　
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
　
　
　
け
い

は
お
ら
れ
ぬ
し
、
弟
と
い
え
ば
み
ん
な
弟
で
、
兄
は
お
い
で
に
な
ら
な
い
。
　
〔
で
は
〕
先
生
は
〔
家
庭
の
外
の
〕
は
て
し
な
く
広
い
大
地

［
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し
み

〔
の
中
〕
で
、
誰
と
〔
組
ん
で
〕
三
者
鼎
立
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
、
徐
文
長
の
紙
魚
の
よ
ご
れ
は
〔
中
郎
先
生
に
よ
っ

て
〕
す
っ
か
り
洗
い
落
と
さ
れ
て
い
る
し
、
李
卓
吾
の
性
命
の
本
旨
は
〔
中
郎
先
生
に
よ
っ
て
〕
す
っ
か
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

〔
両
者
と
も
故
人
で
は
あ
る
が
〕
き
っ
と
〔
中
郎
〕
先
生
と
〔
と
も
に
〕
鼎
立
し
て
お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
〔
徐
・
李
〕
両
先
生
は
、
文

芸
の
分
野
で
活
躍
し
て
お
ら
れ
た
か
ら
、
王
侯
に
は
封
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
丁
重
に
祭
ら
れ
て
い
る
の
は
、
誰
の
あ
と
押
し
で

あ
ろ
う
か
。
　
〔
そ
れ
は
全
く
中
郎
先
生
の
お
か
げ
で
あ
っ
て
、
〕
先
生
は
両
先
生
〔
を
並
び
称
し
て
、
両
者
〕
に
軽
重
の
差
な
ど
つ
け
て

な
ど
お
ら
れ
な
い
の
だ
。
こ
の
人
間
界
に
三
先
生
〔
の
よ
う
な
立
派
な
方
〕
が
出
現
さ
れ
、
三
先
生
の
著
述
の
中
に
『
珊
瑚
林
』
　
〔
の
よ

う
な
優
れ
た
書
物
〕
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
ど
う
し
て
世
人
に
三
先
生
を
知
り
尽
く
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
終
日
、
三
先
生
の
放
た
れ
る

び
ゃ
く
ご
う
こ
う

白
毫
光
の
中
に
い
な
が
ら
、
　
〔
世
〕
人
が
自
分
で
気
づ
い
て
い
な
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
か
く
言
う
私
も
、
身
の
ほ
ど
を
わ
き
ま
え
ず

〔
三
先
生
の
〕
優
劣
を
品
評
す
る
資
格
な
ど
あ
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
華
亭
の
陳
里
庄
題
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

○
珊
瑚
林
序
“
陳
継
儒
、
字
は
仲
里
、
号
は
県
外
。
一
五
五
八
～
一
六
三
九
。
江
蘇
省
松
江
早
耳
亭
県
の
人
。
博
聞
強
識
で
詩
文
を
善
く

し
、
絵
画
に
も
長
じ
る
。
は
じ
め
諸
生
と
し
て
董
其
身
と
名
を
斉
し
く
し
て
い
た
が
、
二
十
九
歳
の
時
に
衣
冠
を
焚
い
て
隠
居
し
、
著
述

に
専
念
す
る
。
以
後
h
招
慰
に
赴
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
　
「
処
士
の
上
声
を
以
て
朝
野
を
傾
動
」
し
た
と
言
わ
れ
る
（
静
志
居
詩
話
・

二
二
〇
）
。
伝
は
『
明
史
』
巻
二
九
八
（
中
華
慈
善
校
点
本
・
七
六
三
一
頁
）
な
ど
に
見
え
る
。
こ
の
序
文
は
継
儒
の
『
陳
眉
公
先
生
全

集
』
六
〇
巻
・
『
白
石
樵
定
稿
』
二
四
巻
・
『
晩
香
堂
小
品
』
二
四
巻
に
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。
　
○
衰
先
生
1
1
蓑
中
郎
を
指
す
。
兄

の
伯
爵
、
弟
の
小
修
と
と
も
に
公
案
派
と
呼
ば
れ
る
文
学
運
動
を
提
唱
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
こ
の
兄
弟
は
同
時
に
、
仏
教
に
傾
倒
し
、

そ
れ
ぞ
れ
仏
教
に
関
す
る
論
著
を
残
し
て
い
る
。
中
で
も
『
珊
瑚
林
』
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
『
衰
宏
道
集
箋
稿
』
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
っ
　
　
　
　
　
　
き
わ

四
頁
の
「
箋
」
に
は
、
　
「
案
ず
る
に
宏
道
の
仏
学
に
お
け
る
は
、
井
し
て
深
く
望
む
る
な
し
。
そ
の
『
西
方
合
論
』
を
観
る
に
、
僅
か
に

仏
号
を
念
論
ず
る
を
以
て
、
人
を
し
て
修
行
せ
し
む
る
の
み
。
一
般
仏
徒
と
、
相
差
う
こ
と
幾
ば
く
も
な
き
を
知
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
　
『
珊
瑚
林
』
の
内
容
は
、
こ
の
評
価
を
く
つ
が
え
す
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
郎
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て
は
、
荒
木
見
悟
「
公

案
派
の
仏
教
思
想
」
　
（
明
末
宗
教
思
想
研
究
・
創
文
社
・
一
九
七
九
、
所
収
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
中
郎
に
つ
い
て
は
入
朝
義
高
『
衰
宏

道
』
　
（
岩
波
中
国
詩
人
選
集
二
集
・
一
九
六
三
）
参
照
。
　
○
拮
椎
・
竪
払
1
1
椎
は
一
般
に
槌
と
書
く
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
四
字
の
成

一
8
1｝



句
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
　
『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
一
八
（
玄
沙
師
備
条
）
な
ど
、
禅
録
に
よ
く
見
ら
れ
る
言
葉
。
槌
を
も
ち
あ
げ
た
り
、

払
子
を
立
て
た
り
す
る
、
禅
宗
で
弟
子
を
指
導
す
る
際
に
用
い
る
常
套
手
段
を
指
す
。
　
○
不
私
通
車
馬
目
『
臨
済
録
』
行
録
や
『
景
徳

伝
燈
録
』
巻
一
七
・
曹
山
本
玉
条
な
ど
に
見
え
る
「
官
不
糸
解
、
私
通
車
馬
」
を
踏
ま
え
る
。
　
○
婆
娑
…
1
1
『
徳
山
暑
謳
』
の
引
に

「
〔

メ
l
院
の
後
略
に
古
梓
樹
あ
り
、
婆
娑
と
し
て
催
蓋
す
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
　
○
徳
山
暑
諌
1
1
『
蓑
宏
道
集

箋
校
』
巻
四
四
に
は
「
徳
山
塵
謳
」
と
す
る
が
、
一
般
的
に
「
暑
讃
」
と
す
る
テ
キ
ス
ト
が
多
い
。
本
書
は
、
万
暦
三
十
二
年
（
中
郎
三

十
七
歳
）
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
立
の
経
緯
は
、
巻
頭
の
引
に
詳
し
い
。
徳
山
の
こ
と
は
、
　
「
遊
里
山
脚
」
　
（
箋
校
・
巻

三
七
所
収
）
を
参
照
。
　
○
魚
病
巨
魚
の
目
と
か
ど
の
あ
る
玉
。
い
ず
れ
も
玉
に
似
て
非
な
る
も
の
。
　
○
管
深
安
1
1
管
寧
、
字
は
幼
安
。

三
国
時
代
の
魏
の
逸
民
。
友
人
華
敵
と
と
も
に
畑
を
鋤
い
て
い
る
時
に
、
金
を
掘
り
出
し
て
も
瓦
石
と
一
緒
に
放
心
し
た
と
い
う
。
　
『
三

国
史
』
巻
一
一
お
よ
び
『
蒙
求
』
巻
上
・
管
柱
割
席
の
条
、
参
照
。
こ
こ
で
は
、
物
を
見
分
け
る
眼
の
な
い
悪
い
例
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
が
、
も
と
も
と
は
物
事
に
と
ら
わ
れ
な
い
立
派
な
人
物
の
た
と
え
で
あ
る
。
　
○
元
方
・
等
方
1
1
後
漢
の
陳
宴
の
二
子
、
紀
（
字
元
方
）

と
謳
（
字
二
方
）
の
こ
と
。
い
ず
れ
も
徳
行
高
く
、
　
「
兄
た
り
難
く
弟
た
り
難
し
」
と
い
わ
れ
た
と
い
う
。
　
『
後
漢
書
』
巻
六
二
・
陳
宴

伝
お
よ
び
『
世
説
新
語
』
徳
行
篇
、
参
照
。
中
郎
は
単
三
修
、
弟
下
様
と
と
も
に
三
百
と
呼
ば
れ
た
。
　
○
文
長
脈
望
之
塵
既
洗
1
1
文
長

は
徐
細
長
の
こ
と
。
名
は
潤
、
号
は
青
藤
。
一
五
二
】
～
一
五
九
三
。
詩
文
書
画
に
巧
み
で
、
戯
曲
も
作
り
、
特
異
な
文
人
と
し
て
知
ら

れ
た
。
中
郎
に
「
無
文
長
伝
」
　
（
勘
校
・
巻
一
九
）
が
あ
る
。
脈
望
は
紙
魚
の
こ
と
。
こ
こ
は
、
中
郎
が
文
長
の
詩
文
を
再
刻
し
た
こ
と

を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
コ
　
『
衰
宏
道
集
箋
校
』
付
録
三
に
虞
巣
引
の
「
蓑
宏
道
評
点
徐
文
長
集
序
」
　
（
一
七
一
六
頁
）
が
見
え
る
。

○
卓
老
性
命
之
旨
已
明
“
卓
老
は
李
卓
吾
の
こ
と
。
名
は
賛
、
別
号
悪
書
。
一
五
二
七
～
一
六
〇
二
。
明
末
に
お
け
る
異
端
的
文
人
の
代

表
者
。
衰
中
郎
兄
弟
が
彼
と
の
交
流
に
よ
っ
て
思
想
・
文
学
・
宗
教
に
わ
た
り
開
眼
の
機
を
得
た
こ
と
を
指
す
。
前
掲
、
荒
木
・
入
矢
の

著
書
を
参
照
。
　
○
八
音
1
1
だ
れ
。
伊
は
口
調
を
整
え
る
た
め
の
文
言
助
詞
。
　
『
詩
経
』
小
鯛
（
祈
父
之
什
・
正
月
）
に
「
伊
誰
愛
憎
」
、

同
（
小
中
之
什
・
何
人
斯
）
に
「
掻
卵
云
従
」
と
あ
る
。
　
○
閻
浮
提
1
ー
イ
ソ
ド
古
代
人
の
考
え
た
地
理
に
よ
る
と
、
須
弥
山
を
中
心
に

四
大
洲
が
あ
り
、
南
方
に
あ
る
の
を
閻
浮
提
と
い
い
、
人
間
の
住
す
る
世
界
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
　
○
白
毫
光
1
1
白
毫
は
仏
の
眉
間
に
あ

る
白
い
毛
す
じ
。
仏
の
特
殊
相
で
あ
る
三
十
二
相
の
一
つ
。
こ
こ
か
ら
放
つ
光
は
く
ま
な
く
世
界
を
照
ら
す
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
荒
木
見
悟
）
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《
巻
上
》

　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

【
＝
大
学
所
謂
格
物
、
黙
認
上
車
坐
語
。
紫
陽
謂
連
単
事
物
之
理
、
此
徹
弾
語
也
。
殊
不
知
、
天
下
事
物
、
都
是
知
識
到
不
得
者
。
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
（
7
）

眉
何
以
竪
、
眼
何
以
横
、
髪
何
里
長
、
髪
何
以
短
、
男
女
精
血
何
以
成
人
、
此
等
舟
車
至
乎
。
此
徹
上
語
也
。
求
知
物
理
、
如
蛾
電
量
、

転
為
明
焼
。
日
下
孤
燈
、
亦
復
何
益
。

　
（
1
）
大
学
”
謳
は
「
甲
子
」
に
作
る
。
（
2
）
窮
至
1
1
諌
は
「
引
致
」
に
作
る
。
（
3
）
都
是
”
謂
は
「
皆
」
に
作
る
。
（
4
）
男
女
精
血
何
以
成
人
1
1
謳
に
な
し
。

　
（
5
）
窮
至
口
諦
は
「
窮
致
」
に
作
る
。
（
6
）
此
徹
上
語
也
1
1
課
に
な
し
。
（
7
）
求
知
物
理
1
1
潭
に
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

『
大
学
』
に
所
謂
「
格
物
」
と
は
、
乃
ち
徹
上
薬
下
の
語
な
り
。
紫
陽
、
　
「
事
物
の
理
に
窮
め
至
る
」
と
謂
う
は
、
此
れ
虫
下
の
語
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て

殊
に
知
ら
ず
、
天
下
の
事
物
は
、
都
て
駆
れ
知
識
の
到
り
得
ざ
る
者
な
る
を
。
眉
は
何
を
以
て
か
竪
な
る
、
眼
は
何
を
以
て
か
横
な
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
げ

髪
は
何
を
以
て
か
長
き
、
髪
は
何
を
以
て
か
短
き
、
男
女
の
精
血
は
何
を
以
て
か
人
を
成
す
、
が
如
き
、
此
れ
等
は
窮
め
至
る
可
け
ん
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

此
れ
塁
上
の
語
な
り
。
物
理
を
知
ら
ん
こ
と
を
求
む
る
は
、
蛾
の
、
明
に
趨
き
、
転
じ
て
明
に
焼
か
る
る
が
如
し
。
日
下
の
孤
燈
、
響
胴

た
何
ぞ
益
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

『
大
学
』
で
い
う
「
格
物
」
と
は
、
形
而
上
・
下
を
貫
通
し
た
言
葉
で
あ
る
。
朱
子
は
「
物
事
の
道
理
を
究
め
る
こ
と
で
あ
る
」
と
言
っ

た
が
、
こ
れ
は
形
而
下
だ
け
を
貫
く
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
世
の
物
事
は
、
す
べ
て
知
識
で
は
究
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
　
〔
彼
は
〕

ち
っ
と
も
気
づ
い
て
い
な
い
。
眉
毛
は
な
ぜ
縦
に
長
く
、
目
は
な
ぜ
横
に
長
い
の
か
、
髪
の
毛
は
な
ぜ
長
く
、
ひ
げ
は
な
ぜ
短
い
の
か
、

男
女
の
精
血
は
な
ぜ
人
を
形
づ
く
る
の
か
、
こ
う
し
た
こ
と
の
道
理
は
、
果
た
し
て
究
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
が
形
而
上
を
貫

く
言
葉
な
の
で
あ
る
。
物
事
の
道
理
を
知
ろ
う
と
す
る
の
は
、
蛾
が
灯
明
に
向
か
っ
て
ゆ
き
、
あ
べ
こ
べ
に
灯
明
に
焼
か
れ
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
，
日
の
照
る
所
で
ポ
ヅ
と
灯
明
を
つ
け
て
も
、
い
っ
た
い
何
の
役
に
立
つ
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

○
格
物
U
『
大
学
』
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
八
条
目
の
第
一
条
。
朱
子
は
天
地
の
間
に
万
物
に
一
貫
し
た
道
理
の
存
在
を
認
め
、
そ
れ
を

「
定
理
」
と
呼
ん
で
、
人
間
の
行
動
を
規
制
し
う
る
畏
敬
す
べ
き
対
象
で
あ
る
と
見
な
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
朱
子
学
に
お
い
て
は
「
物

一
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い
た

に
格
る
」
と
訓
読
し
、
事
物
に
即
し
て
そ
の
理
を
究
明
す
る
と
い
う
意
に
解
す
。
他
方
、
王
陽
明
は
、
実
践
主
体
で
あ
る
心
が
客
在
的
事

物
の
中
に
理
を
探
索
す
る
こ
と
は
、
心
と
理
の
分
裂
を
招
く
と
考
え
、
「
定
理
」
の
存
在
を
認
め
ず
に
、
人
間
の
行
動
を
触
発
し
う
る
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

力
を
現
在
の
心
に
の
み
認
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
陽
明
学
に
お
い
て
は
「
物
を
嫁
す
」
と
訓
読
し
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
を
融
通
無
碍
な
る
心

の
活
動
に
よ
っ
て
道
理
に
か
な
っ
た
正
し
い
あ
り
方
に
帰
し
て
ゆ
く
こ
と
を
述
べ
た
語
と
理
解
す
る
。
　
○
卓
上
徹
下
1
1
『
朱
子
語
聾
』

に
は
二
十
箇
所
（
塩
見
邦
彦
編
『
朱
子
語
聾
口
語
語
彙
索
引
』
・
中
江
出
版
社
に
よ
る
）
、
　
『
伝
習
録
』
に
は
三
箇
所
（
九
州
大
学
中
国

哲
学
研
究
室
編
『
伝
習
録
索
引
』
に
よ
る
）
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
三
浦
国
雄
氏
は
『
朱
子
集
』
　
（
朝
日
新
聞
社
）
の
中
で
（
七
一
頁
）
、

「
徹
頭
徹
尾
」
や
「
徹
上
卑
下
」
は
、
中
途
半
端
な
こ
と
を
言
う
「
半
田
半
黄
」
　
「
半
上
半
下
」
に
対
立
す
る
も
の
で
、
物
事
の
徹
底
性

を
示
す
も
の
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
の
用
例
も
そ
の
路
線
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
次
に
示
す
も
の
を
そ
の
前
例
と
考

え
、
　
一
形
而
上
・
下
」
と
し
て
訳
出
し
た
。
　
「
有
一
般
人
、
専
掌
就
寂
然
不
動
上
理
会
。
早
引
心
事
、
却
七
顛
八
倒
、
到
了
上
腿
動
他
寂

然
底
。
又
有
人
専
要
理
会
意
、
却
下
根
本
上
金
無
工
夫
。
須
是
徹
上
徹
下
表
裏
洞
徹
」
　
（
朱
子
語
類
・
巻
一
五
・
6
b
）
。
　
「
但
底
上
一

戴
下
一
戴
、
亦
是
人
見
高
了
如
上
。
若
論
聖
人
大
中
至
正
之
道
、
上
上
下
下
、
只
事
一
貫
、
更
有
毒
上
一
心
下
一
戴
」
　
（
伝
習
録
・
巻
上
・

四
七
頁
）
。
　
○
紫
陽
1
1
南
宋
の
朱
筆
（
一
＝
二
〇
～
＝
一
〇
〇
）
の
別
号
。
こ
の
発
言
は
、
　
『
大
学
章
句
』
雷
干
の
次
の
語
に
拠
る
。

「
格
、
至
也
。
物
、
廉
恥
也
。
窮
至
事
物
之
理
、
欲
其
屋
処
無
心
到
也
」
。
　
○
眉
何
以
竪
、
眼
軸
以
横
1
1
こ
の
前
後
は
、
日
常
卑
近
で

ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
が
ら
で
は
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
を
究
め
難
い
も
の
に
つ
い
て
、
あ
え
て
そ
の
根
拠
を
問
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
似

た
言
葉
と
し
て
は
「
眼
横
鼻
直
」
と
い
う
有
名
な
禅
語
が
想
起
さ
れ
る
。
た
だ
、
　
「
眉
竪
落
場
」
と
い
う
熟
語
は
一
般
に
見
ら
れ
な
い
。

口
語
の
「
眼
竪
眉
横
（
意
地
悪
い
顔
つ
き
、
怒
っ
た
目
つ
き
）
」
を
ひ
ね
っ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
木
村
慶
二
）
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【
二
】
問
、
妙
喜
言
、
諸
公
但
知
格
物
、
不
知
物
格
。
意
旨
何
如
。
答
、
格
物
物
量
、
猶
諺
云
重
要
打
他
、

心
思
欲
窮
他
、
而
反
被
他
窮
倒
。
山
豆
非
物
格
耶
。
故
呆
公
引
斬
図
落
頭
之
事
。

　
（
1
）
故
呆
公
引
斬
図
落
頭
之
事
1
1
諌
に
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

問
う
、
　
「
妙
喜
の
『
諸
公
は
但
だ
格
物
を
知
る
の
み
に
し
て
、
物
格
を
知
ら
ず
』
と
言
う
は
、
意
旨
何
如
」

反
影
他
一
塁
。
今
人
尽
一
生

と
。
答
う
、
　
「
格
物
、
物
格



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
っ

は
、
猶
お
諺
に
『
我
、
他
を
打
た
ん
と
要
し
て
、
反
っ
て
他
に
事
た
る
』
と
云
う
が
ご
と
し
。
今
人
、
一
生
の
心
思
を
尽
く
し
て
、
他
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
わ

窮
め
ん
と
欲
す
る
も
、
反
っ
て
他
に
窮
困
め
ら
る
。
豊
に
物
格
に
非
ざ
ら
ん
や
。
故
に
呆
公
は
斬
図
落
馬
の
事
を
引
く
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

問
い
、
　
「
妙
喜
（
聖
篭
宗
呆
）
が
、
　
『
あ
な
た
方
は
、
格
物
を
知
る
だ
け
で
、
物
格
を
ご
存
じ
な
い
』
と
言
い
ま
し
た
が
、
ど
う
い
う
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ

味
で
し
ょ
う
か
」
。
答
え
、
　
「
格
物
と
物
格
〔
の
関
係
〕
は
、
諺
に
『
こ
ち
ら
が
相
手
を
打
と
う
と
し
て
、
あ
べ
こ
べ
に
相
手
か
ら
打
た

れ
る
』
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
近
頃
の
人
は
、
一
生
涯
、
思
索
の
限
り
を
尽
く
し
て
、
そ
の
道
理
を
窮
め
よ
う
と
す
る
が
、
あ
べ
こ
べ
に

対
象
か
ら
〔
こ
ち
ら
が
〕
窮
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
〔
大
樹
の
い
う
〕
物
格
（
物
が
人
を
窮
め
る
）
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
だ

か
ら
大
岡
は
、
斬
引
落
頭
（
画
像
の
人
物
を
斬
っ
た
ら
、
そ
の
人
の
頭
が
本
当
に
切
れ
落
ち
た
と
い
う
話
）
の
こ
と
を
引
用
し
た
の
で
あ

る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

○
妙
喜
1
1
大
毒
宗
果
（
一
〇
八
九
～
一
一
六
三
）
。
臨
済
宗
楊
岐
派
の
僧
侶
。
字
は
曇
晦
、
号
は
妙
喜
。
宣
州
（
安
徽
省
）
螺
子
の
人
。

公
案
禅
を
高
唱
し
、
臨
済
の
再
興
と
称
さ
れ
る
。
仏
教
に
限
ら
ず
、
豊
明
の
思
想
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
　
『
大
野
普
覚
禅
師
語
録
』

三
〇
巻
（
日
ミ
）
な
ど
が
存
す
る
。
　
○
諸
公
…
1
1
こ
の
大
判
の
発
言
は
、
　
『
大
慧
普
覚
禅
師
年
譜
』
紹
興
十
年
条
、
　
『
五
燈
会
元
』
巻

二
〇
（
h
N
］
■
ω
○
○
●
ら
O
N
σ
）
、
　
『
続
伝
燈
録
』
巻
三
二
（
日
α
H
・
①
り
ω
げ
）
な
ど
に
見
え
、
ま
た
『
白
土
斎
類
集
』
巻
一
七
・
説
書
類
・
読
大
学
の

第
六
条
に
も
、
こ
れ
に
関
す
る
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
諸
公
と
は
、
注
聖
錫
（
応
辰
・
一
一
一
九
～
七
六
）
・
漏
済
川
（
揖
・
？
～
二

五
三
）
な
ど
を
指
す
。
　
『
年
譜
』
の
記
事
は
次
の
通
り
（
和
訳
は
野
口
善
敬
幽
東
沢
潟
『
禅
海
耳
垂
』
訳
注
－
下
」
の
〔
八
〕
を
参
照
。

禅
学
研
究
・
六
九
・
一
九
九
一
）
。
　
「
師
五
十
二
歳
…
時
侍
郎
張
九
成
・
立
前
在
読
応
辰
登
山
、
間
道
於
師
。
早
早
師
談
格
物
潮
解
。
師

日
、
　
『
公
心
知
有
格
物
、
而
不
知
有
物
格
』
。
錦
鯉
議
、
徐
日
、
　
『
師
山
豆
無
方
便
邪
』
。
師
号
心
胆
。
張
日
、
　
『
骨
面
様
子
否
』
。
師
日
、

『
不
見
小
説
所
載
。
唐
有
与
禄
山
謀
反
者
、
其
人
先
為
葦
囲
、
有
画
像
存
焉
。
明
醜
業
蜀
、
見
之
、
愚
筆
侍
臣
以
県
単
像
首
。
其
人
在
陳

西
、
忽
心
落
』
。
公
聞
之
、
頓
領
蕨
旨
。
乃
題
曝
書
不
動
軒
壁
間
、
日
、
　
『
子
紹
格
物
、
曇
屑
物
格
、
欲
識
一
貫
、
両
箇
五
百
』
」
。
　
○

格
物
、
物
格
目
『
大
学
』
の
経
文
。
朱
子
の
「
格
物
」
の
理
解
は
【
＝
の
「
紫
陽
」
の
注
を
参
照
。
ま
た
朱
子
は
「
差
引
」
に
つ
い
て

「
奪
格
者
、
物
理
之
難
処
墨
書
到
也
」
と
注
し
て
い
る
。
　
○
辛
目
典
拠
未
詳
。
　
『
臨
済
録
』
上
玉
に
見
え
る
次
の
話
な
ど
も
こ
れ
に
類
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す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
　
「
上
堂
。
…
師
乃
云
、
　
『
大
衆
、
夫
為
法
者
、
不
学
喪
身
失
命
。
我
二
十
年
、
在
千
引
先
師
処
、
三
度
問
仏
法

的
的
大
意
、
三
度
蒙
他
賜
杖
。
如
蕎
菰
野
著
相
似
。
如
今
更
思
得
一
軽
士
喫
。
誰
人
為
心
行
得
』
。
時
鐘
露
出
衆
愚
、
　
『
某
雪
行
得
』
。
師

拮
棒
与
他
。
其
僧
擬
接
。
師
便
打
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
荒
木
龍
太
郎
）

【
三
】
下
学
工
夫
只
在
格
物
。
格
者
窮
究
也
。
物
即
製
念
也
。
意
不
能
空
起
、
必
有
所
寄
托
。
故
意
之
所
在
即
物
也
。
窮
究
正
意
主
従
何

起
、
従
軍
滅
、
是
因
縁
生
、
是
自
然
生
、
是
真
的
、
是
仮
的
、
是
主
人
、
是
奴
僕
。
如
此
田
草
、
功
名
格
物
。
此
格
物
、
即
禅
家
之
参
禅

也
。
到
得
悟
了
時
、
汚
名
致
知
。
物
即
是
知
、
叫
傲
誠
意
。
知
即
是
物
、
叫
倣
正
心
。
故
一
格
却
而
大
学
之
工
夫
尽
　
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

下
学
の
工
夫
は
只
だ
格
物
に
在
る
の
み
。
格
と
は
窮
究
な
り
。
物
は
即
ち
意
念
な
り
。
意
、
空
し
く
起
こ
る
能
わ
ず
。
必
ず
寄
托
す
る
所

有
り
。
故
に
意
の
在
る
所
は
即
ち
物
な
り
。
這
の
画
鋲
、
何
に
従
り
て
起
き
、
何
に
従
り
て
滅
す
る
や
、
是
れ
因
縁
に
生
ず
る
や
、
是
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の

自
然
に
生
ず
る
や
、
誤
れ
真
の
的
な
る
や
、
馴
れ
仮
の
的
な
る
や
、
是
れ
主
人
な
る
や
、
是
れ
奴
僕
な
る
や
、
を
窮
究
す
。
此
く
の
如
く

窮
瀕
す
る
を
、
便
ち
格
物
と
名
づ
く
。
此
の
格
物
は
即
ち
禅
家
の
参
禅
な
り
。
悟
了
す
る
時
に
到
り
得
れ
ば
、
便
ち
致
知
と
名
づ
く
。
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

は
即
ち
治
れ
平
な
れ
ば
、
誠
意
と
叫
び
倣
す
。
知
は
即
ち
是
れ
物
な
れ
ば
、
正
心
と
叫
び
卸
す
ゆ
故
に
一
格
物
に
し
て
、
　
『
大
学
』
の
工

夫
、
尽
く
せ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

身
近
な
工
夫
は
格
物
に
あ
る
。
格
と
は
、
窮
め
尽
く
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物
と
は
意
念
に
麗
な
ら
な
い
。
意
〔
念
〕
は
、
わ
け
も
な

く
生
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
〔
そ
れ
が
生
起
す
る
際
〕
必
ず
よ
り
か
か
る
所
が
有
る
。
だ
か
ら
意
〔
念
〕
の
在
る
と
こ
ろ
は
物
に
外
な

ら
な
い
。
　
「
こ
の
意
念
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
起
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
滅
す
る
の
か
。
因
縁
で
生
じ
る
の
か
、
自
然
に
生
じ
る
の
か
。

本
物
か
、
仮
り
も
の
か
。
主
人
な
の
か
、
使
用
人
な
の
か
」
を
窮
め
尽
く
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
窮
め
る
の
を
格
物
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
格
物
は
禅
家
の
参
禅
に
相
当
す
る
。
悟
り
き
っ
た
時
に
は
、
致
知
と
い
う
。
　
〔
意
念
と
し
て
の
〕
物
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
知

〔
の
顕
現
〕
で
あ
る
か
ら
、
誠
意
と
い
う
。
知
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
物
で
あ
る
か
ら
、
正
心
と
い
う
。
だ
か
ら
、
格
物
だ
け
で
『
大
学
』

の
工
夫
は
十
分
な
の
で
あ
る
。
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＊

○
下
学
1
1
『
論
語
』
自
問
篇
に
「
天
を
怨
み
ず
、
人
を
怨
み
ず
。
下
学
し
て
上
達
す
。
我
を
知
　
る
者
は
其
れ
天
か
」
と
あ
る
。
　
○
意

不
能
空
起
…
目
兄
の
衰
宗
道
の
『
白
蘇
斎
類
集
』
巻
一
七
・
説
書
・
読
大
学
・
第
七
章
に
も
次
の
様
に
あ
る
。
　
「
情
念
不
晒
骨
、
必
塗
物

忌
避
。
故
名
情
念
薫
物
也
。
初
入
道
人
、
如
何
用
功
。
須
是
窮
自
己
情
念
堤
題
。
窮
之
斗
出
、
至
擁
護
不
得
処
、
自
然
霊
知
顕
現
、
　
然

朗
然
、
貫
通
今
古
、
包
羅
宇
宙
、
則
脂
薬
　
。
故
日
『
致
知
在
格
物
』
。
此
程
初
学
下
手
喫
緊
工
夫
、
千
聖
入
門
之
的
訣
也
」
。
　
○
意
之

所
在
即
物
1
1
『
伝
習
録
』
巻
上
（
一
五
頁
）
に
「
身
之
主
宰
選
挙
心
、
心
萱
所
幸
便
是
意
、
意
之
本
体
便
二
物
」
と
あ
る
。
　
○
禅
家
之

参
禅
”
意
念
に
つ
い
て
突
き
詰
め
て
考
察
し
て
悟
道
に
至
る
と
い
う
「
格
物
」
の
過
程
が
、
禅
門
に
お
け
る
話
頭
の
参
究
に
類
似
し
て
い

る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
荒
木
龍
太
郎
）

【
四
】
一
日
克
己
復
礼
、
天
下
帰
仁
。
蓋
無
己
則
無
人
、
無
人
則
無
天
下
。
渾
然
万
物
一
体
。
故
日
帰
仁
。
上
半
思
想
、
吾
早
世
雨
着
視

聴
言
動
、
今
克
去
了
己
、
是
無
視
聴
言
動
、
却
如
何
倣
工
夫
。
故
請
問
罪
目
。
夫
子
答
云
、
汝
勿
以
目
視
。
唯
青
天
則
之
目
視
。
勿
以
耳

聴
。
唯
以
天
則
之
耳
聴
。
耳
目
即
己
也
。
己
即
非
礼
也
。
此
正
約
之
以
礼
処
。
顔
幽
思
来
、
即
事
却
難
、
即
今
且
倣
、
看
到
了
、
既
端
吾

才
、
繊
毫
意
見
心
楽
都
摘
置
月
、
最
後
所
立
卓
爾
、
難
欲
従
之
、
末
由
也
已
。
此
不
離
未
達
一
間
。
蓋
群
体
自
筆
如
此
着
力
不
得
。
金
剛

経
問
応
塁
審
住
、
云
何
降
伏
其
心
、
温
顔
靴
墨
仁
。
応
如
是
住
、
如
是
降
伏
其
昔
、
即
克
己
復
礼
為
仁
。
不
住
色
布
施
、
不
住
声
香
味
等

布
施
、
即
非
礼
勿
視
聴
言
動
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え

「
一

冝
A
己
に
克
ち
て
礼
に
贈
れ
ば
、
天
下
、
仁
に
帰
す
」
。
蓋
し
、
己
無
け
れ
ば
則
ち
人
無
く
、
人
無
け
れ
ば
則
ち
天
下
無
し
。
渾
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

と
し
て
万
物
一
体
な
り
。
故
に
「
仁
に
帰
す
」
と
日
う
。
蒲
、
も
五
口
が
身
は
只
だ
視
壁
ゴ
ロ
動
に
一
罪
着
す
、
A
．
、
己
に
克
ち
去
り
了
わ
れ
ば
、

湿
れ
視
聴
言
動
無
し
、
却
っ
て
如
何
ぞ
工
夫
を
倣
さ
ん
か
と
思
想
う
。
故
に
其
の
目
を
請
い
問
う
。
夫
子
答
え
て
云
う
、
　
「
汝
、
目
を
以

て
視
る
勿
か
れ
。
唯
だ
天
則
の
目
を
以
て
視
よ
。
耳
を
以
て
聴
く
勿
か
れ
。
唯
だ
天
則
の
耳
を
以
て
聴
け
」
と
。
耳
目
は
即
ち
己
な
り
。

己
は
即
ち
非
礼
な
り
。
此
れ
正
に
「
之
を
約
す
る
に
礼
を
以
て
す
る
」
処
な
り
。
顔
子
、
此
の
事
は
却
っ
て
難
き
も
、
我
、
今
且
く
傲
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ
　
　
　
　
　
　
お

ん
と
思
い
来
り
、
既
に
吾
が
才
を
端
く
し
、
繊
毫
の
意
見
心
思
も
都
て
掲
棄
し
了
わ
り
て
、
然
る
後
、
　
「
立
つ
所
、
卓
爾
と
し
て
、
之
に
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よ
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
お

従
わ
ん
と
欲
す
と
難
も
、
詳
し
開
き
の
み
」
な
る
を
看
到
り
了
わ
る
。
此
れ
は
是
れ
未
だ
達
せ
ざ
る
こ
と
一
間
な
る
に
は
あ
ら
ず
。
蓋
し
、

　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
い
か
ん

道
体
は
自
よ
り
是
れ
痒
く
の
如
く
力
を
着
け
得
ず
。
　
『
金
剛
経
』
に
、
　
「
応
に
副
寺
が
住
し
、
云
何
が
其
の
心
を
降
伏
す
べ
し
」
と
問
う

は
、
即
ち
顔
淵
の
「
仁
を
問
う
」
な
り
。
　
「
応
に
是
く
の
如
く
住
す
、
是
く
の
如
く
其
の
心
を
降
伏
す
べ
し
」
は
、
即
ち
「
己
に
克
ち
て

　
　
か
え

礼
に
漁
る
を
仁
と
為
す
」
な
り
。
　
「
色
に
住
し
て
布
施
せ
ず
、
声
香
味
等
に
住
し
て
布
施
せ
ず
」
は
、
即
ち
「
非
礼
、
視
聴
言
動
す
る
勿

か
れ
」
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

コ
日
、
自
己
の
私
欲
に
打
ち
克
っ
て
、
礼
の
教
え
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
、
世
の
中
の
す
べ
て
が
仁
に
帰
着
す
る
」
　
（
論
語
・
顔
淵
篇
）

〔
と
い
う
語
が
あ
る
〕
。
　
〔
こ
の
意
味
は
〕
も
と
も
と
自
己
〔
の
実
体
へ
の
執
着
〕
が
な
け
れ
ば
、
他
人
〔
の
実
体
へ
の
執
着
〕
も
な
い

し
、
他
人
〔
の
実
体
へ
の
執
着
〕
が
な
け
れ
ば
、
天
下
の
事
物
に
執
着
し
な
く
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
渾
然
と
溶
け
合
う
万
物
一
体
の

境
地
に
達
す
る
の
で
、
　
「
仁
に
帰
着
す
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
顔
淵
は
、
　
闘
自
分
の
身
体
は
、
視
聴
言
動
〔
と
い
っ
た
感
覚
作
用
〕
に

だ
け
よ
り
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
も
し
自
己
の
私
欲
に
打
ち
克
っ
た
な
ら
ば
、
視
聴
言
動
〔
の
感
覚
作
用
〕
が
は
た
ら
か
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
ど
の
よ
う
に
工
夫
を
し
よ
う
か
」
と
思
案
し
た
。
だ
か
ら
工
夫
の
細
か
い
や
り
方
を
〔
孔
子
に
〕
お
た
ず
ね
し
た
の
で
あ
る
。
孔

子
は
こ
う
答
え
た
、
　
「
お
ま
え
は
〔
感
覚
的
な
〕
目
で
視
な
い
で
、
ひ
た
す
ら
天
則
に
か
な
っ
た
目
で
視
よ
。
　
〔
感
覚
的
な
〕
耳
で
聴
か

な
い
で
、
ひ
ら
す
ら
天
則
に
か
な
っ
た
耳
で
聴
け
」
と
。
　
〔
こ
こ
に
い
う
感
覚
的
な
〕
耳
目
は
〔
現
在
の
〕
自
己
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

自
己
は
礼
に
は
ま
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
　
「
礼
に
よ
っ
て
そ
れ
を
引
き
締
め
」
　
（
論
語
・
子
牢
篇
）
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
顔
淵
は
、
　
「
示
さ
れ
た
工
夫
は
難
し
い
が
、
と
も
か
く
そ
れ
を
実
行
し
よ
う
」
と
思
い
、
己
が
才
能
を
あ
り
っ
た
け
出
し
つ
く

し
、
分
別
や
思
慮
を
す
っ
か
り
捨
て
去
り
、
そ
れ
で
初
め
て
、
　
「
〔
示
さ
れ
た
道
が
〕
そ
び
え
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ

い
て
行
こ
う
と
思
っ
て
も
、
手
だ
て
の
な
い
」
　
（
子
筆
篇
）
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
〔
顔
貌
が
孔
子
に
〕
わ
ず
か
ば
か
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ぎ

及
ば
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
道
の
本
体
は
、
も
と
も
と
こ
の
よ
う
に
力
み
か
え
っ
て
身
に
つ
く
の
で
は
な
い
。
　
『
金
剛

経
』
　
〔
の
須
菩
提
の
問
い
〕
に
「
心
は
ど
の
よ
う
な
境
界
に
安
住
す
べ
き
で
す
か
、
心
に
ま
つ
わ
り
つ
く
煩
悩
は
ど
の
よ
う
に
抑
圧
す
べ

き
で
す
か
」
と
あ
る
の
は
、
顔
淵
が
仁
に
つ
い
て
〔
孔
子
に
〕
た
ず
ね
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
　
「
〔
無
上
の
菩
提
心
を
得
る
に
は
〕
こ
の

よ
う
に
安
住
し
、
こ
の
よ
う
に
煩
悩
を
抑
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
〔
釈
尊
の
返
答
の
〕
言
葉
は
、
　
「
自
己
の
私
欲
に
打
ち
克
つ

「
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て
礼
の
教
え
に
立
ち
返
る
」
　
（
顔
淵
篇
）
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
　
〔
更
に
釈
尊
の
言
葉
に
〕
　
「
〔
す
べ
て
物
事
に
は
執
着
の
念
が
伴
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ど
こ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ど
こ
し

て
は
い
け
な
い
か
ら
〕
色
に
と
ら
わ
れ
て
布
施
を
せ
ず
、
声
・
香
・
味
な
ど
に
と
ら
わ
れ
て
布
施
を
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
、
　
「
礼
に
合

わ
な
け
れ
ば
、
視
聴
言
動
し
て
は
い
け
な
い
」
　
（
顔
淵
篇
）
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

〇
一
日
克
己
復
礼
、
天
下
帰
仁
1
1
『
論
語
』
顔
淵
篇
に
、
　
「
巨
歩
問
仁
。
子
日
、
　
『
克
己
復
礼
為
仁
。
一
日
克
己
復
礼
、
天
下
帰
仁
丹
。

為
仁
由
己
。
而
由
人
銃
薬
』
。
顔
翌
日
、
　
『
請
問
割
目
』
。
子
日
、
　
『
非
礼
勿
視
、
非
礼
勿
聴
、
非
礼
勿
言
、
非
礼
勿
動
』
。
池
貝
日
、

『
回
錐
不
敏
、
請
事
書
語
　
』
」
と
あ
る
。
以
下
、
中
郎
は
こ
の
文
章
を
踏
ま
え
て
論
を
展
開
し
て
お
り
、
　
「
愚
問
前
妻
」
　
「
顔
淵
問
仁
」

「
克
己
復
礼
為
仁
」
　
「
非
礼
勿
視
聴
言
動
」
の
語
は
、
上
掲
の
顔
淵
篇
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
　
○
万
物
一
体
1
1
『
山
程
全
書
』
巻
二
に
、

「
仁
者
、
’
以
天
地
万
物
為
一
体
」
　
（
ω
σ
）
と
あ
る
。
　
○
夫
子
答
云
…
H
以
下
、
　
『
論
語
』
顔
淵
篇
の
「
非
礼
凝
視
、
非
礼
勿
聴
」
を

中
郎
が
解
釈
し
た
も
の
。
　
○
天
則
1
1
天
の
法
則
。
．
『
易
経
』
乾
芸
文
言
伝
に
「
乾
元
用
九
、
里
雪
天
則
」
と
あ
る
。
ち
な
み
に
王
龍
渓

に
「
良
知
自
有
天
則
」
　
（
龍
車
先
生
全
集
・
巻
三
・
お
鋤
）
の
語
が
あ
る
。
　
○
約
之
回
礼
1
1
『
論
語
』
子
塗
鞘
に
あ
る
、
顔
淵
が
孔
子

を
称
え
た
次
の
文
を
踏
ま
え
る
。
　
「
夫
子
循
当
然
善
誘
人
、
博
我
以
文
、
約
我
以
礼
。
欲
罷
不
能
。
既
端
吾
才
、
如
有
所
立
卓
爾
。
再
製

従
之
、
末
由
戸
締
。
」
　
○
所
立
卓
爾
、
錐
欲
上
之
、
末
由
也
已
1
1
同
前
。
　
○
金
剛
経
…
陛
以
下
、
三
箇
所
の
『
金
剛
経
』
か
ら
の
引

用
は
、
鳩
摩
羅
什
訳
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
』
　
（
日
。
。
・
謹
。
。
。
～
謹
Φ
鋤
、
岩
波
文
庫
本
・
四
二
頁
）
に
見
え
る
。
　
○
色
声
香
味
1
1
こ
れ
に

触
・
法
を
加
え
て
六
塵
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
田
和
夫
）

【
五
】
問
、
中
庸
首
章
与
禅
家
宗
旨
合
否
。
答
、
了
此
一
章
、
別
無
禅
宗
可
学
。
蓋
馴
者
対
人
而
言
。
凡
属
見
聞
思
慮
、
皆
人
也
。
情
識

不
到
、
不
知
其
然
而
然
、
是
謂
天
命
也
。
即
此
謂
身
性
。
能
随
順
這
不
落
見
聞
思
慮
的
、
便
謂
之
道
。
修
業
不
落
見
聞
思
慮
的
、
便
謂
之

教
。
何
也
。
見
聞
思
慮
、
富
有
登
時
。
肝
癌
有
時
習
混
色
、
乃
至
意
有
時
不
思
法
。
唯
見
聞
不
落
、
始
直
言
須
奥
不
離
。
是
謂
不
賭
不
二
。

畢
寛
不
在
見
聞
上
工
夫
。
是
謂
戒
慎
恐
儂
。
夫
此
不
平
不
等
、
乃
独
立
無
対
待
者
。
人
以
為
手
隠
極
微
、
不
知
是
最
見
最
上
的
。
平
人
早

知
見
聞
之
為
見
聞
、
而
不
知
見
本
非
見
、
聞
本
非
聞
、
此
独
尊
。
重
鎖
喜
怒
哀
楽
未
発
時
、
豊
是
見
聞
平
入
得
的
。
是
即
天
命
凝
性
、
謂

之
中
也
。
発
財
部
中
節
、
斯
学
見
無
見
、
即
聞
無
賃
。
規
則
語
性
之
道
、
謂
之
和
也
。
尽
先
天
後
天
機
括
、
即
興
出
這
中
和
外
者
。
故
日

一
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大
本
、
日
達
道
。
致
毒
悪
也
。
人
能
否
中
和
時
、
則
天
地
自
位
、
万
物
愛
育
。
此
則
修
道
之
極
功
、
是
之
謂
教
。
蓋
聖
人
以
裁
成
天
地
、

輔
相
万
物
為
教
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

問
う
、
　
「
『
中
庸
』
の
首
章
は
禅
家
の
宗
旨
と
合
す
る
や
否
や
」
と
。
答
う
、
　
「
此
の
一
章
を
了
す
れ
ば
、
別
に
禅
宗
の
学
ぶ
可
き
無
し
。

蓋
し
『
天
』
と
は
人
に
対
し
て
言
う
。
凡
そ
見
聞
思
慮
に
属
せ
ば
、
皆
な
人
な
り
。
情
識
、
到
ら
ず
、
其
の
然
る
を
知
ら
ず
し
て
然
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の

是
れ
を
『
天
命
』
と
謂
う
な
り
。
即
ち
此
れ
『
之
を
性
と
謂
う
』
な
り
。
能
く
這
の
見
聞
思
慮
に
落
ち
ざ
る
的
に
随
順
す
る
、
便
ち
『
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の

を
道
と
謂
う
』
。
此
の
見
聞
思
慮
に
落
ち
ざ
る
的
を
修
む
る
、
便
ち
『
之
を
教
と
謂
う
』
。
何
ぞ
や
。
見
聞
思
慮
は
皆
な
謀
る
る
時
有
れ
ば

　
　
　
た
と

な
り
。
如
え
ば
眼
は
時
有
り
て
色
を
見
ず
、
乃
至
、
意
は
時
有
り
て
法
を
思
わ
ず
。
唯
だ
見
聞
に
落
ち
ず
し
て
、
始
め
て
『
須
輿
も
離
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

ず
』
と
言
う
こ
と
を
得
。
馨
れ
を
『
不
評
、
不
聞
』
と
謂
う
。
畢
寛
、
見
聞
上
に
在
い
て
工
夫
せ
ず
。
当
れ
を
『
戒
慎
、
恐
催
』
と
謂
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の

夫
れ
此
の
『
不
賭
、
不
聞
』
は
、
乃
ち
独
立
し
て
対
極
無
き
者
な
り
。
人
以
て
極
隠
極
微
と
為
し
、
是
れ
最
見
治
国
の
的
な
る
こ
と
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

ら
ず
。
蓋
し
人
は
唯
だ
見
聞
の
見
聞
為
る
を
知
る
の
み
に
し
て
、
見
の
本
と
見
に
非
ず
、
聞
の
本
と
聞
に
非
ざ
る
は
、
此
の
『
独
』
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の

こ
と
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
試
み
に
観
よ
、
　
『
喜
怒
哀
楽
の
未
だ
発
せ
ざ
る
時
』
、
山
田
に
篭
れ
見
聞
の
擁
翻
し
得
る
的
な
ら
ん
や
。
是
れ
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

ち
天
命
の
性
、
　
『
之
を
中
と
謂
う
』
な
り
。
　
『
発
し
て
皆
な
節
に
中
た
』
れ
ば
、
昂
れ
見
に
即
し
て
見
無
く
、
聞
に
即
し
て
聞
無
し
。
当

れ
則
ち
性
に
率
う
の
道
、
　
『
之
を
和
と
謂
う
』
な
り
。
先
天
後
天
の
機
括
を
尽
く
す
も
、
未
だ
這
の
中
和
の
外
に
出
ず
る
者
有
ら
ず
。
故

に
『
大
本
』
と
日
い
、
　
『
達
道
』
と
酬
う
。
　
『
致
』
は
即
ち
到
な
り
。
人
能
く
中
和
に
到
る
時
は
、
・
則
ち
天
地
自
ら
位
し
、
万
物
自
ら
育

す
。
此
れ
則
ち
道
を
修
む
る
の
極
功
、
配
れ
『
之
を
教
と
謂
う
』
な
り
。
蓋
し
聖
人
は
天
地
を
裁
成
し
万
物
を
輔
相
す
る
を
以
て
教
と
為

す
な
り
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

問
い
、
　
「
『
中
庸
』
の
第
一
章
は
、
禅
門
の
宗
旨
と
合
致
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
」
。
答
え
、
　
「
こ
の
〔
『
中
庸
』
の
第
〕
一
章
を
了
解
す

れ
ば
、
と
り
た
て
て
禅
宗
の
宗
旨
を
身
に
つ
け
る
ま
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
、
　
〔
第
一
章
の
出
だ
し
の
『
天
の
命
ず
る
』
の
〕
　
『
天
』
と

は
、
　
『
人
』
に
対
比
し
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
見
聞
〔
と
い
っ
た
知
覚
〕
や
思
慮
〔
と
い
っ
た
意
識
分
別
心
〕
に
属
す
る
も
の

は
、
す
べ
て
『
人
』
　
〔
の
立
場
に
お
い
て
〕
で
あ
る
。
思
慮
分
別
が
と
だ
え
、
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
、
ひ
と
り
で
に
そ
う
な
っ
て
い
る
の

｝
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を
、
　
『
天
命
』
　
（
自
然
の
さ
だ
め
）
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
『
性
と
呼
ば
れ
る
』
も
の
な
の
で
あ
る
。
・
〔
そ
し
て
〕
こ
の
見
聞

や
思
慮
に
は
ま
り
込
ま
な
い
も
の
に
従
う
の
が
『
道
と
呼
ば
れ
る
』
の
で
あ
り
、
こ
の
見
聞
や
思
慮
に
は
ま
り
込
ま
な
い
も
の
を
修
め
る

の
が
、
　
『
教
と
呼
ば
れ
る
』
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
見
聞
〔
と
い
っ
た
知
覚
〕
や
思
慮
〔
と
い
っ
た
意
識
分
別
心
〕
は
、
ど
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
が
ら

ら
も
時
と
し
て
欠
落
す
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
眼
は
時
と
し
て
色
を
見
な
い
こ
と
が
あ
る
し
、
乃
至
、
意
識
は
法
を
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
こ
し
も

わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
見
聞
に
は
ま
り
込
ま
な
い
で
い
て
こ
そ
、
　
『
〔
道
は
〕
須
央
も
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
』
と
言
う
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

で
き
る
の
で
あ
る
。
　
〔
ま
た
、
見
聞
に
は
ま
り
込
ま
な
い
か
ら
〕
こ
の
こ
と
を
『
賭
な
い
と
こ
ろ
、
聞
か
な
い
と
こ
ろ
』
と
言
う
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ
し
み
　
お
そ
れ
る

る
。
　
〔
だ
か
ら
〕
つ
ま
る
と
こ
ろ
見
聞
の
上
に
お
い
て
ぱ
、
格
別
の
工
夫
を
し
な
い
し
、
　
〔
そ
の
工
夫
が
〕
　
『
戒
慎
、
恐
催
』
と
呼
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
『
雑
な
い
と
こ
ろ
、
聞
か
な
い
と
こ
ろ
』
と
い
う
の
は
、
独
立
〔
絶
対
〕
で
あ
っ
て
対
立
す
る
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら

〔
存
す
る
相
対
的
な
も
の
で
は
〕
な
い
。
人
々
は
〔
こ
れ
を
〕
極
め
て
隠
微
な
も
の
だ
と
思
っ
て
お
り
、
　
〔
『
隠
れ
た
る
よ
り
見
わ
る
る

　
　
　
　
か
す
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
　
　
　
　
あ
ら

は
莫
く
、
微
か
な
る
よ
り
顕
ら
か
な
る
は
莫
し
』
と
あ
る
通
り
〕
こ
れ
が
最
も
顕
ら
か
に
見
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
思

う
に
、
人
々
は
た
だ
〔
感
覚
的
に
上
っ
面
だ
け
〕
見
聞
が
見
聞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
、
見
は
も
と
も
と
〔
感
覚
的

な
〕
見
で
は
な
く
、
聞
は
も
と
も
と
〔
感
覚
的
な
〕
聞
で
は
な
く
、
そ
れ
が
〔
『
君
子
は
そ
の
独
を
慎
む
』
と
言
わ
れ
る
〕
　
『
独
』
　
〔
の

は
た
ら
き
∀
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
い
。
試
し
に
考
え
て
み
な
さ
い
、
　
『
喜
怒
哀
楽
〔
と
い
っ
た
情
〕
が
ま
だ
発
動
し
て
い
な
い

時
』
に
、
見
聞
が
入
り
込
め
る
〔
す
き
が
あ
る
〕
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
が
天
命
の
性
で
あ
り
、
　
『
〔
未
発
の
〕
中
と
呼
ば
れ
る
』
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

の
で
あ
る
。
　
『
発
動
し
て
す
べ
て
節
度
に
中
た
』
れ
ば
、
見
さ
な
が
ら
に
見
を
越
え
、
聞
さ
な
が
ら
に
聞
を
越
え
る
。
こ
れ
が
心
性
の
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
じ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
ら
き

で
あ
り
、
　
『
〔
已
発
の
〕
和
と
呼
ば
れ
る
』
も
の
で
あ
る
。
天
道
と
合
致
し
た
〔
大
人
の
〕
ど
ん
な
〔
に
す
ぐ
れ
た
〕
機
括
も
、
こ
の
中
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
繧
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
へ
ん
の
み
ち

和
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
〔
『
中
』
の
こ
と
を
天
下
の
〕
　
『
大
本
』
と
言
い
、
　
〔
『
和
』
の
こ
と
を
天
下
の
〕
　
『
達
道
』
と
言

う
の
で
あ
る
。
　
〔
『
中
・
和
を
致
せ
ば
…
』
の
〕
　
『
致
』
の
字
は
『
到
る
』
　
〔
の
意
〕
で
あ
る
。
　
〔
つ
ま
り
〕
　
『
中
・
和
に
到
る
こ
と
が

で
き
た
時
に
は
、
天
地
は
自
然
に
安
定
し
、
万
物
は
自
然
に
育
つ
』
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
道
を
修
め
る
究
極
の
工
夫
で
あ
り
、
　
『
教
と

呼
ば
れ
る
』
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
聖
人
は
天
地
を
ほ
ど
よ
く
作
り
上
げ
、
万
物
〔
の
生
育
〕
を
助
け
る
こ
と
を
教
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
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○
不
知
其
然
暗
然
…
1
1
『
荘
子
』
達
生
篇
に
「
不
知
吾
所
以
然
而
然
、
命
也
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。
　
○
乃
至
一
1
上
の
眼
一
色
と
下

の
意
一
法
の
問
に
、
耳
一
声
・
鼻
一
興
・
舌
一
味
・
身
－
触
の
四
つ
を
省
略
し
た
こ
と
を
示
す
。
仏
教
の
六
根
・
六
識
・
六
境
を
踏
ま
え

る
。
　
○
見
聞
不
落
ロ
前
後
の
意
味
か
ら
み
て
「
不
落
見
聞
」
の
倒
置
で
あ
ろ
う
。
　
○
先
天
後
天
機
括
U
天
道
に
合
致
し
外
れ
る
こ
と

の
な
い
大
人
の
は
た
ら
き
を
発
動
さ
せ
る
引
き
金
。
先
天
後
天
は
、
　
『
易
』
乾
卦
文
言
伝
の
「
夫
大
人
者
…
先
天
而
天
平
違
、
後
天
而
奉

天
時
」
を
踏
ま
え
る
。
機
括
の
括
は
筈
の
意
で
、
括
に
も
作
る
。
機
括
は
直
接
に
は
「
ゆ
は
ず
（
弓
の
両
端
の
弦
を
か
け
る
と
こ
ろ
）
」

と
「
や
は
ず
（
矢
の
端
で
弦
を
う
け
る
と
こ
ろ
）
」
を
指
し
、
弓
を
発
射
す
る
部
品
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ひ
い
て
は
す
ば
や
い
様
を
示
す
。

『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
「
其
発
若
機
括
、
其
司
是
非
之
謂
也
」
と
あ
る
。
　
○
達
道
日
天
下
・
古
今
を
通
じ
て
変
わ
ら
ず
行
わ
れ
る
べ
き

道
。
　
『
中
庸
』
の
第
二
〇
章
に
は
、
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
昆
弟
・
朋
友
の
五
倫
を
達
道
と
し
て
具
体
的
に
挙
げ
て
い
る
。
　
○
中
戸
天

地
、
輔
相
万
物
h
『
易
』
泰
卦
象
伝
の
「
后
以
裁
成
天
地
之
道
、
単
相
天
地
之
宜
」
を
踏
ま
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
口
善
敬
）
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