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魏
の
文
帝

(

l

ャ^
ー＝
号
）
は
そ
の
典
論
の
中
の
論
文

（
文
選
巻
二
十
六
）
に
i"131

時
の
都
の
郊
に
集
っ
た
七
人
の
文
火
の
文
を
品
評
し、

奏

～
 

眺
害
論
銘
誅
詩
賦
の
各
体
に
つ
い
て
夫
足
そ
の
特
質
と
な
る
ぺ
き
こ
と
を
諒
き
、
之
を
通
じ
て
文
以

氣
為
｀
王」
と

〗

論
じ
た
。

こ
の

一
塙

は
宜
に
そ
の
後
に
硯
れ
る
文
歴
の
品
評
、
文
体
論
、
文
部
理
論
の
先
賑
を
な
し
た
も
の
で
、
殊
に
文
は
氣
を
以
て
主
と
す
る
と

い
ふ
、
そ

畠

と

い
を

と

が

、
そ
の
後
の
文
褻
論
の
み
な
ら
す
、
害
瞬
‘
瑚
論
に
も
切
り
隣
さ
れ
ぬ
主
要
な
問
題
と
な
っ
て
硯
れ
て
来
て

ゐ
る
の

で、

先
づ
．そ
の
氣
と
い

ふ
概
念
の
由
来
、
狙
渡
、
そ
し
て

を
れ
が
ど
ん
な
に
文
隣
そ
の
ほ
か
拶
術
に
大
切
な
も
の
と
じ
て
論
じ
ら
れ
て
ゐ

る
か

を
考

へ
よ
う
。

．

ま

づ
古

•
と
ころ
で
は
論
語
に
屏
氣
似
不
息
者
（
郷
窯
）
と

か
血氣
未
定
、

血
氣
方
剛、
血
氣
錬
衰
（季
氏
）
と
か
去
っ
て
ゐ
る
の
は

人
間
の
肉
体
的
生
理
的
な
意
味
の
氣
で
、
而
も
こ
の
氣
息
の
強
弱
、
調
不
調
が
人
間
の
精
肺
朕
淫
、
従
つ

て
又
人
間
の
動
作
に
密
接
な
降

係
が
あ
る
こ
と
を
云

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
墨
子
が
民
は
耕
作
し

て
食
物
を
作
り
、
そ
の
食
物
を
以
て
氣
を
珀
し
虚
と
充
た
し
体
を
強

う
す
る
、

云
．
々
（癖
過
篇
）
と
云
っ
てゐ
る
の
•
も
、
氣

を
以て
人
間
の
生
命
の
活
力
と
5
そ
ゐ
る
の
で
、

論
語
の
血
氣
と
尚
と
ほ
か
らぬ

も
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
盛
子
と
ほ
ゞ
同
時
か
と
も
云
は
れ
て
ゐ
る
老
子
は

「
氣
を
塀
ら
に
し
、
柔
を
致
す
」
な
ど
と
云
つ
て

、
之
・も命
‘

． ー

ヽ

ー

／ヽ 

．
 

ヽ

六
朝
文
藝
論
に
於
け
る

「／
」
「氣
」

， ヽ

田

「

j
 
j
 

目
．

の
問
題

誠
•I
-



＼
」

ー／ 

二

（
こ
の
王
注
に
自
然
の
氣
に
任
じ
て
至
柔
の
和
を
致
す
云
々
と
あ
る
）
例
の
道
生
一

、

＼
ー
語
の
氣
と
相
近
い
意
味
で
、も
云
つ
て
ゐ
る
が
の
は
後
の
誤
念
的
な
氣
の
考
（
を
以
て
説
い
た
も
の
で
あ
ら
う

告
一
、
三
生
萬
物
、
萬
物
負
陰
而
抱
禍
、
沖
氣
以
喜
と
な
る
と
、
こ
の
沖
讐
は

所

謂

沖

詈
氣
と
い
ふ
も
の
で
あ
り
、

厖

而
下
の
も
の
よ
り
巳
に
甚
だ
観
念
的
な
も
の
に
な
っ
て
来
て
ゐ
る
こ
と
は
争

へ
な
い
。

翠
の
思
想
を
他
へ
た
列
子
は
、
道
を
太
易
と
名
付
け
、
太
易
が
天
地
萬
物
を
生
成
す
る
過
程
を
説
明
し

、
太
易
と
は
氣

・
形
・
質
の

言
が
渾
倫
と
し
て
融
合
し
て
ゐ
忍
宜
在
で
あ
り
、
こ
の
太
愚
が
稜
化
し
て
氣
形
質
が
分
れ
、
涼
ん
で
烹
も
の
は
上
つ
て
天
と
な
り
、

海
つ
て
重
い
も
の
は
下
つ

て

地

と

舟

・、
沖

和

の

農

人
と
な
り
、
天
地
精
を
含
ん
で
萬
物
化
す
と
い
つ

て
ゐ
る

（賀
庶
）
。
之
は
老
子

の
一
生
二、

二
生
三
、
三
生
廊
物
の
語
を
換

へ
て
言
っ
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
堪
ら
氣
●
ょ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

に
な
っ
た
の
は
戦
國
の
時
代
で
は
な
か
ら
う
か
°
之
を

思
ふ
に
氣
と
い

ふ
も
の
が
観
念
的
に
宇
宙
の
生
命
原
動
力
と
考
へ
ら
れ
る
よ
う

羹

々

氣

を

論
じ
て
ゐ
る
が
、
孟
子
で
は
有
名
な
浩
然
之
氣
の
章
と
な
り
、
孟
子
が
、
「
紙

に
求
む
る
勿

證
す
る
に
は
、
孟
子
、
荘
子

、
体
に
充
つ
る
躍
動
力
で
あ
る
。
す
な
は
ち
五
休
に
充
滴
し
て

れ
。
其
氣
を
暴
す
る
勿
れ
」
と
い

ふ
そ
の
氣
は
か
の
血
氣
と
い
ふ
に
近
くそ

の
平
衡
を
失

へ
ぱ
逆
に
志
を
も
動
か
す
故
に
、
そ
の
氣
を
よ
く

志
の
運
用
を
輔
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
そ
の
氣
が
．堪

一
に
な
り
、

で
な
く
、
秩
極
的
に
浩
然
の
氣
即
ち
盛
大
流
行
の
氣
を
程
ふ
て

、

養
つ
て
暴
ふ
勿
れ
と
い
ふ
°
而
も
孟
子
は
を
の
氣
を
翠
井
ひ
守
る
ば

か
り

懇

囁

と
に
配
し
直
を
以
て
之
を
養
ひ
充
た
＼
て

、
途

に

点

誓

し
て
天
地
の
間
に
塞
が
ら
し
め
る

、
と
云
ふ
に
至
っ
て

、
此
の
氣
は

、
も
は
や
人
間
の
肉
体
的
生
理
的
な
現
象
と
し
て
の
氣
が
搬
充
さ
れ
て

、
天
地
間
に
充
瑯
す
る
領
と
い
ふ
も
の
に
考
へ
ら
れ
、
，而
も
天
地
の

氣
は
全
く
わ
が
体
内
の
氣
と
流
通
し
、
我
が
氣
は
又
限
り
な
き
掘
が
り
を
も
つ
て
天
地
に
充
つ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
ゐ
る
の
で

あ
る。

， 

.' 

，， 

‘, 

~-
一
生
二
、

ニ

こ
の
場
合
氣
は

I
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孟
子
と
ほ
ゞ
同
じ
頃
と
推
定
さ
れ
る
荘
子
に
も
、
亦
之
と
同
様
に
、
箪
に
わ
が
肉
体
に
即
す
る
氣
と
夫
に
、
天
地
間
の
氣
と
い

ふ
も
の

が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
「
其
氣
を
殺
に
す
」
と
か

「
其
氣
を
養
ふ
」
と
か
（
逹
生
篇
）
、
或
は
「
禾
だ
背
て
敢
て
以
て
氣

を

耗

さ

す

（

同

ヽ
，

も
」
と
か
云
ふ
と
こ
合
は
老
子
の
陣
凍
致
柔
と
同
じ
く
、
又
告
子
の

「
心

に
得
ざ
れ
ば
氣
に
求
む
る
勿
れ
」
と
い

ふ
に
も
同
じ
く
9

予
血
子

な
ん
ぢ

の

「
其
氣
を
暴
す
る
勿
れ
」
と
い

ふ
に
も
皆
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
り
人
間
世
に
心
蛮
を
説
い
て
「
若
志
を
一
に
し
、
之
を
聴
く
に
耳
を

以
て
す
る
こ
と
な
く
、
之
を
賄
く
に
心
を
以
て
せ
よ
°
之
を
聴
く
に
心
を
以
て
す
る
こ
と
な
く
、
之
を
聴
く
に
氣
を
以
て
せ
よ
」
と
云
つ

て
ゐ
る
の
は
、
孟
子
の

「
氣
に
求
む
る
勿
れ
」
と
は
一
見
反
劉
の
如
く
思
は
れ
る
が
、
虹
は
荘
子
の
云
ふ

の
は
決
し
て
血
氣
に
任
せ
る
意

〇
ヽ

味
で
な
く
、

智
燕
や
理
崩
を
は
な
れ
た
い
は

ゞ
直
党
作
用
を
以
て
判
断
す
る

こ
と
で
、
何
と
な
れ
ば
す
ぐ
下
に
緻
い
て
「
氣
な
る
も
の
は

虚
に
し
て

物
を
待
っ
者
也
」
と
5
ふ
°
之
は
空
虚
な
姿
を
以
て
物
に
接
す
る
か
ら
ょ
ぐ
物
の
は
相
を
捕

へ
得
る
と
い
ふ
意
味
で
、
虚
な
る

氣
の
自
然
の
朕
態
で
外
物
に
接
し
、
我
と
外
物
と
が
す
な
ほ
に
融
通
す
る
意
味
に
於
て
云

っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
強

い
て

氣
を
使
は
す

自
然
の
氣

に
委
ね
て
外
物
に
接
す
る
と
き
、
わ
が
休
内
の
紙
は
外
物
と
通
じ、

天
地
の
氣
に
流
通
す
る
所
あ
る
が
故
で
あ
る
。
こ
の
占
学
皿

子
は
秩
極
的
に
直
道
を
以
て

至
大
至
剛
の
氣
を
姿
ふ
て
、
天
地
間
に
そ
の
氣
を
充
た
さ
う
と
し
た
の
に
鉗
し
、
荘
子
の
行
き
力
は
内
に
虚

い
た

な
る
氣
を
守
り
養
ひ、

そ
の
空
虚
自
然
な
る
朕
態
で
外
物

に
接
し
、
「
物
の
造
る
所
に
通
ぜ
ん」

．と
し
た
の
で
あ
る
。

‘

荘
子
も
亦
天
地
間
の
氣
に
つ
い
て

代
宥
篇

に
は
天
氣
不
和
、
地
氣
鬱
結
、
六
氣
不
調
な
ど
4

云
つ
て

、
天
氣
地
氣
の
ほ
か
陰
陽
風
問
晦

明
の
六
氣
を
云

つ
て、

天
地
間
の
現
象
を
氣
の
作
用
と
見
倣
す
こ
と
ば
を
使
っ
て
ゐ
る
。
在
布
篇
は
荘
予
の
外
篇
で
あ
る
が
、
六
氣
の
語

か
げ
ら
．^

は
巳
に
逍
逝
遊
に
も
見
え
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
こ
の
逍
逝
幽
に
は
又
野
馬
や
瞑
埃
は
生
物
の
吹
く
息
だ
と
云
つ
て
ゐ
る
よ
う
に
、
生
物
は

呼
吸
に
よ

っ
て
氣
を
呑
吐
し
て
ゐ
る
の
で

、
史
に
天
地
の
呼
吸
の
人
に
応
ぜ
ら
れ
る
蒋
し
い
も
の
と
し
て
風
を
考

へ
た
の
で
あ
る

。
齊
物



e
 I. 

ヽ

論
に
大
塊
の
咽
氣
、
其
名
を
風
と
為
す
、
と
い
ひ
、
大
塊
の
哨
氣
が
も
ろ
も
ろ
の
穴
を
吹
い
て
昔
を
出
す
、
こ
の
天
地
＇の
氣
が
塊
然
と
し

て
自
ら
咆
す
る
と
き
天
然
の
音
と
な
る
、
之
即
ち
天
地
の
吐
く
氣
の
作
用
だ
と
云
つ
て
ゐ
る
。

天
地
の
息
が
風
で
あ
る
ご
と
く
、
叉
野
馬
が
地
の
息
で
あ
る
ご
と
く
、
地

の
吐
き
上
る
水
蒸
氣
の
現
象
は
之
を
↑
ご
氣
と
い
ふ
。

1

国
）
そ
も
そ
立
口
の
字
は
梁
立
ち
起
ゐ
象
と
さ
れ
る
（
貌
文
）
。
け
れ
ど
も
或
は
人
の
吐
く
い
き
が
口
か
ら
出
る
白
い
息
に
よ
っ
て
象
形

知

さ
れ
て
{「
の
字
と
な
り
ヽ
雲
起
ち
上
る
現
r

に
も
亦
こ
の

{rを
営
て
て
ヽ
缶
苔
杏
と
し
た
の
で
荘
な
か
ら
う
か
o

,

.

こ
の
呼
吸
と
い
ふ
生
理
現
象
が

ttに
人
間
の
生
命
の
象
徴
で
あ
り
、
人
ば
呼
吸

に
よ
っ
て
天
地
間
の
大
氣
と
通
じ
、
之
を
塞
げ
ば
た
ち

ど
こ
ろ
に
生
命
は
絶
え
る

0

人
間
ば
か
り
で
な
く、

す
ぺ
て
の
生
物
は
動
植
皆
呼
吸
作
用
を
い
と
な
み
、
七
う
し
て
天
地
間
の
氣
は
互
に

流
通
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
凡
委
地
間
の
現
象
を
繁

説

明

し
た
例
は
後
に
淮
南
千
な
ど
に
明
か
に
兄
え
て
く
る
。
す
で
に
列
子
に
も

天
は
稜
氣
の
み
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
淮
南
子

に
な
る
と
陰
麿

二
氣
尻

用

を

警
き

（
淑
荘
訓
）

、
そ
の
上
地
氣
と
人
間
の
出
生
と
の
闘

係
を
詳
説
し
て
、
山
梨
に
は
男
多
く、

澤
氣

に
は
女
多
く
、
林
氣
、
石
氣
、
谷
氣
、
丘
氣
そ
の
他
す
べ

て
そ
れ
ら
の
氣
を
う
け
て
生
れ
る

人
問
の
休
に
夫
．々

そ
の
特
筑
を
生
す
る
こ
と
を
云
っ
た
の
で
あ
る
。

．

’

兎
に
角
泰
か
ら
炭
に
か
け
て
大
い
に
氣
の
思
想
が
搬
ま
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
氣
は

本
来
形
而

下
の
も
の
か
ら
い
つ
し
か
誤
念
的

な、
半
形
而
上
的
な
も
の
に
な
っ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
瞬
記
の
中
に
も
氣
を
い
ふ
こ
と
の
多
い
篇
が
あ
り
、
人
間
の
生
理
的
な
意
味
に

於
け
る
氣
に
つ
い
て

は、
和

氣
、
下
氣
、
心
氣
、
血
氣
、
順

紐

剛

氣

、
柔

氣

麿

と
き
は
尚
形
而
下
な
る
も
の
に
即
し
た
↓
の
で
あ
る

が
、
腐
＜
天
地
の
氣
を
い
つ
て
は
郊
特
牲
に

「
天
子
の
計
は
必
す
甜
鋸
風
雨
を
受
く
、
以
て
天
地
の
氣
を
逹
す
る
也
」
と
い
ひ
、
楽
記
に

「
地
氣
上
齊
し
、
天
氣
下
降
し
八
陰
陽
相
彫
し
、
・天
地
相
茄
す
。
之
を
鼓
す
る
に
雷
廷
を
以
て
し
、
之
を
恋
は
す
に
風
雨
を
以
て
し
、
．
之

g
 

μ
 

•1 

四

（
齊
物
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看
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宰
秩
日
く
、

を
動
か
す
に
四
時
を
以
て
し
、
之
を
緩
む
る
に
日
月
を
以
て
し
て
百
化
典
る
」
と
い

ふ
。
そ
の
四
時
の
焚
化
を
氣
で
説
明
し
て
は
「
孟
春

の
月
、
天

氣
下
降
し
、
地
氣
上
騰
す
」
と
か
、
「
季
咋

の
月
、
生
叙
ま
さ
に
盛
に
、
勅
氣
稜
泄
す
」
と
か
9

「
季
冬
の
月
、
有
司
に
命
じ

．
て
土
牛
を
出
し
て

猥
氣
を
送
る
」
と
か
（
月
令
）
云
つ
て
ゐ
る
。
天
地
二
氣
が
交
つ
て
寓
物
を
生
じ
、
地
氣
上
・つ
て
雲
と
な
り
、

、天
氣
下

言
雨
と
な
っ
て

萬
物
を
化
育
す
る
。
界
氣
地
氣
の
不
和
に

つ
い
E
は
巳
に
上
述
の
荘
子
に
も
云
つ
て
ゐ
る
が
、
た
と
へ
ば
地
氣
猿
し

て

,i 

天
が
之
に
應
ぜ
ぬ
と
き
務
と
な
る
と
は
爾
雅
に
兄
え
る
解
邸
で
あ
る
。
こ
3
天
地
の
間
に
あ

っ
て

人
は

「
天
地

の
徳
、
陰
勒

の
交
、
鬼
稗

の
合
、
究
行
の
秀
氣
」

（
設
蓮）

を
あ

つ
め
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
淡
代
の
緯
柑
春
秋
浪
孔
幽
な
ど
に
は
「
花
氣
帝
と
な
り
、
問
氣
臣

と
な
り
、
秀
氣
人
込
な
る
」
と
ま
で
説
明
し
て
ゐ
る

0

人
が
死
ね
ば
形
骸
は
地
に
蹄
す
る
が
、
を
の
形
に
含
っ
た
生
命
ば
氣
で
あ
っ
て
天

に
趾
す
る
と
し
た
の
で
、

'-
I 

「
魂
氣
は
天
に
飩
●
、
形
腺
は
地
に
蹄
す
」

ャ
11
れ

「
吾
鬼

紳

の
名

を
閥
は
ど
も
そ
の
所
副
を
卸
ら
す
」
と
。
千
日
く
、
「
氣
な
る
も
の
は
紳
の
盛
な
る
な
り
。
餓
な
る
者

は
鬼
の
盛
な
る
な
り
。
鬼
と
紳
と
を
合
す
る

（
合
せ
祭
る
）
は
数
の
至
り
也
。

衆
生
は
必
す
死
し
、
死
す
れ
ば
必
す
土
に
蹄
す
。
こ
れ

を
鬼
と
い

ふ
°
骨
掬
は
下
に
斃
れ
、
陰
れ
て
野
土
と
な
る
。
其
莱
は
上
に
強
抽
し
て
昭
明
君
森
悽
愉
と
な
る
。
此
れ
百
物
の
精
な
り
、

神
の
著
な
る
も
の
な
り
」

J
>
 

と
あ
る
通
リ
で

あ
る
。

秀
氣
の
最
も
盛
な
も
の
が
あ
っ
蚕
つ
て
怖
大
な
る
人
物
が
生
す
る
と
港
、
瑞
氣
自．
つ
と
起
ち
上
る
の
も
自
然
で
あ

ら
う
。

瑞
氣
と
か
紫
組
と
か
云
つ

て
、凡
↓翠
，芯氣
を
望
む
と
い
ふ
こ
と
は
Ji付
C
倍
公
五
年

）に
も
出
て
を
り
、
以
後
史
因
の
文
に
詳
し
い
。

人
が
紙
を
う
け
て
生
れ
ろ
こ
と
に

つ
い
て
、
烈
の
丑
充
が
論．
衡
に
述

べ
て

ゐ
る
と
召
ら
は
袖
だ
徹
底

し
て
ゐ
る
の
で
、

彼
に
よ
れ
ば
人

は
元
紙
を
天
よ
り
稟
け
、
各
癖
天
の
倫
を
受
け
る
（
無
形
篇
）
。
そ
の
氣
の
う
け
万
の
渥
絣
に
よ

っ
て
蕊
夭
を
異
＇に
す
る
の
で

、
氣
が
渥

, I 

（郊
特
牲
）
と
い
ひ
、

又
祭
義
に

， ヽ
五 4

r
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＼
 

け
れ
ば
其
怯
強
く
、
休
強
け
れ
ば
其
命
は
長
い
、
氣
蔀
き
も
の
は
之
に
反
す
る
（
氣
塙
篇
）
。
さ
う
し
て
入
は
氣
を
う
け
て
生
れ
る
の
で
’

あ
る
が
、
し
か
し
天
地

の
氣
が
合
し
て
萬
物
が
生
す
る

の
は
、
恰
度
夫
婦
の
氣
が
合
し
て
子
が
自
然
に
生
れ
る
や
う
に
、
そ
れ
は
全
く
偶

然
で
あ
り
、
1
本
来
故
ら
に
生
ま
う
と
す
る

の
で
な
く
無
贔
な
も
の
で

あ
る
0

.
 (
物

喜

、
自
然
篇
）
か
う
し
て
人
は

氣
を
稟
じ
て
生

れ
、
そ
の
誓
誓
に
よ
っ
て
埒
夭
が
定
ま
る
と
考
へ
ら
れ
る
と
き
、
王
充
は
道
家
の
説
の
息
さ
を
斥
け
た
が
、
巾
も
世
間

一
般
に
は

何
と
か
し
て
こ
の
氣
恥
岱
つ
[
l喜
を

保

、た
う
と
す
る
努
力
が
さ
ま
ざ
ま
の
方
法
で
行
は
れ
た
こ
と
は
常
然
で
あ
る
。
道
家
の
浮
性
翠
苔
氣

の
術
が
流
行
し
、
こ
と
に
魏
を
恕
て
晋
に
至
っ
て
服
食
喋
氣
の
説
が
信
じ
ら
れ
、
服
氣
採
薬
染
養
の
法
が

い
か
に
人
間
の
は
か
な
い
欲
求

に
答

へ
よ
う
と
し
た
か
は
抱
朴
子
、
或
は
晋
杏
の
偲
を
照
め
ぱ
思
ひ
半
ば
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
ら
う
。

以
上
の
如
く
、
氣
は
始
め
人
の
呼
吸
上
い

ふ
玩
象
に
よ
っ
て
―ju
1:

は
れ
、
呼
吸
に
よ
ら
て
天
地
の
氣
厄
｝雙
ど
き
J

と
が
考
へ
ら
れ
、
こ
の

氣
が
す
ぺ
て
生
命
の
象
徴
で
あ
り
、
や
が
て
宇
宙
の
活
動
は
す
ぺ
て
氣
の
作
用
で
あ
り
、
従
っ
て
天
地
間
の
形
象
は
す
ぺ
て
気
の
作
用
の

あ
ら
は
れ
で

西
る
と
し
た
。
人
も
も
と
よ
り
そ
の
氣
を
う
け
て
生
れ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
稟
け
た
氣
の
避
蔀
に
よ
っ
て
痰
翌
＾
を
こ
と
に

す
る
、
こ
の
氣
を
守
り
蓑
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
人
の
い
の
ち
は
天
地
の
い
の
ち
と
融
合
し
て
一

と
な
る
0

人
の
心
の
働
き
も
そ
の
粟
け
た
る

、
氣
の
如
何
に
よ

っ
て

さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
之
が
オ
性
5
讐
を
決
定
す
る
0

人
の
言
葉
は
い
の
ち
の
あ
ら
は
れ
で
あ
り
、
従
つ
て
言
葉
に

．
よ
る
文
幽

は
累
の
ち
の
漿
現
で
あ
る
可
く
、
文
縣
に
こ
の
氣
翌
か
に
生
き
生
き
と
通
つ

て
ゐ

る
か
ゞ
ま
こ
と
の
文
藤
で
あ
る
か
否
宝

＜
云
へ
ぱ
こ
の
氣
が
通
は
ね
ぱ
そ
の
文
藤
は
所
謂
氣
の
抜
け
た
も
の

、
死
ん
だ
も
の
と
な
る
の
で
ーあ
る
。

こ
こ
に
文
晏
上

．
決
す
る
。
平
た

l
 

の
氣
と
い
ふ
こ
と
が
考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
と
と
な
る
。

J

ヽーノ
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「
幾
を
卸
る
は
を
れ
稗
乎
。

」

、

こ
ー、

、よ
く
聖
人
に
し

な
ど
の
如
く
、
易
は
八
卦
に
よ
つ
て
紳
の
所
為
を
と
ら
へ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
は
測
る
可
か
ら
ざ
る
も
の
、

す
羹
ら
れ
む
。
形
而
下
な
る
も
の
に
ひ
を
む
形
而
上
の
も

°
緑
化
流
麒
の
相
の
奥
に
は
陰
躁
不
測
の
神
を
考

へ

て
始
め
て
之
に
通
す
る

0

人
も
亦
こ
の
紳
を
内
に
抱
＄
氣
の
成
す
形
は
そ
の
，氣
5
厚
蔀
精
粗
に
よ
っ
ヱ
人
た
ま
ざ
ま
で
あ
っ
．て
も
、
そ
の
奥
に
ひ
そ

の
で

あ
る

ぬ
。
天
地

む
詞
は
天
地
の
神
を
通
じ
て
、
之
こ
・王

咲
地
の
ま

こ
と
で
あ
り
、
形
象
を
抽
祭
し
て
窮
極
に
求
め
至
る
至
屈
で
な
け
れ
ば
な
ら

を
求
め
、
は
か
な
く
外
物
に
引
か
れ
て
浮
動
し
つ
＼
拘
は
り
多

の
楚
化
流
韓
の
奥
に
、
い
は
ば
椴
り
の
す
が
た
の
内
に
、
永
遠
の
ま
こ
と

夏

の

心

の

奥
に
、
自
由
に
を
し
て
深
く
永
遠
の
も
の
に
躙
れ
う
る
ま
こ
と
の
存
在
を
信
翌
ご
羹
ら
れ
よ
ぅ
か
。
天
地
の
稗
を
感
得
す

,
 

[
稗
に
方
な
し
。

」

「陰
陽
不
測
、
之
を
稗
と
謂
ふ
。
」

;. 

化
を
為
す
も
の
、
そ
こ
に
陰
羅
不
測
の
も
の
あ
る
を
知
つ
て
之
を
神
と
い
っ
た
。
繋
辟
に
曰
く
、

祠

義
稗
に
入
っ
て
以
て
用
を
致
す
'-。

會

「
紳
を
窮
め
化
を
知
る
は
組
の
盛
な
る
な
り
」

「
焚
化
の

道
を
卸
る
者
は
そ
れ
紳
c
所
為
乙
知
る
乎
。
」

「
紳
な
る
も
の
は
萬
物
に
妙
に
し
て
稜
化
を
為
す
者
な
り
。
」

,
J
 

七

喜

言
や
う
に
し
て
天
地
間
の
あ
ら
ゆ
る
形
象
は
す
ぺ
て
氣
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る

と

見
た
の
で

• ある
が

、

こ
の
形
象
は
す
べ
て
生
々

こ
と
を
説
い
た
の
は
易
で

あ
り
、
そ
の
斐

流
轄
の
相
に
於
て
殿
ら
れ
る

の
で

あ
り
、
跳
物
の
生
々
流
蒋
の
現
象
を
そ
の
幾
に
於
て
察
す
る

• ヽ
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る
の
は
•之
と
一
な
る

わ
が
心
の
神
で
あ
る
。

‘
之
こ
を
、

く
す
し
き
働
き
を

為
す
天
地
の
肺
に
涌
す
る
人
の
心
の
窮
極
の
虹
で
あ
ら
う
。

説
文
に
よ
れ
ば
神
は
天
稗
、
萬
物
を
引
出
す
も
の
、
祗
は
萬
物
を
提
出
す
る
も
の
と

い
ひ
、
こ
の
解
繹
は
天
氣
地
氣
の
交
感
に
よ
っ
て

萬
物
生
成
す
る
と
い
ふ
思
想
に
立
ち
、
そ
の
天
地
の

要
妙
な
る
働
き
を
す
る
主
体
、
不
可
思
議
な
る
作
用
を
な
す
所
由
の
存
在
を
考

へ
て

之

を

岬
祗
と
い
ふ
も
の

t
し
た
の
で

あ
る
。
も
と
も
と
紳
の
字
は
瓦
の
人
が
電
光
を
見
て
乙
を
長
怖
し
た
こ
と
に
出
る
ら
し
く
、
天
の
働

き
の
不
思
籐
さ
を
思
ひ、

こ
の

働
き
を
あ
ら
は
す
も
の
を
評
と
呼
ん
だ
の
で

あ
ら
う
。
老
手
に
天
は

一
を
得
て
薪
く
、
地
は

一
を
得
て
寧

，

、
V
、
神
は

一
を
得
て
盃
な
り
／
い

ふ
。
一

と
は
道
で
あ
り
、
神
を
し

て
御
た
ら
し
む
る
も
ID
亦
道
に
外
な
ら
ぬ
と
し
た
。
人
は
こ
の
評
を

抱
い
て
生
れ
て
ゐ

る
の
で

あ
る
。
翠

も
人
の
紳
を
外
に
し
、
精
を
労
す
る

こ
と
を
戒
し
め

＇（
徳
充
符
）
詞
を
抱
ど
扁

な

る

べ
き
を
い

，

＼

っ
た

，盆

着

）。

感
党
に
心
を
瑚
さ
れ
、
外
物
を
逐

へ
ぱ
評
は
忘
ら
れ
、
の
が
れ
去
る
。｝
刀
で
隙
を
塗
b
評
を
守
つ
で
、
外
物
に
妨
げ
ら

．
 

i

れ
る

こ
と
な
く
、
そ
の
聾
翌
を
目
然
に
任
じ
て
ゆ
か
ね
ば
、
開

誓

節
中
の
烏
の
や
う
な
も
の
で
あ
る。

と

か

文

は
外
物
に
曳
か
れ

て
内
な
る
神
を
明
ら
か

に
働
か
す
こ
と
が
出
来
ぬ
。
あ
ら
ゆ

る

喜

嘉

ひ
‘去
つ
て
始
め
て
稗
は
自
由
に
天
地
に
通
ふ

3

こ
の
神
こ

を

呉

1

．
な
る
も
の
で
あ
り
、
帥
即
ち
虹
で
お
も
。/9
で
あ
る
か
ら
こ
の
神
を
保
て
る
人
を
腿
人
と
い
ひ
、
或
は
媒
人
と
．云
ひ

、
之
こ
を
至
極
窮
極
の

虐

な
る
故
、

1

こ
の

人
を
又
至
人
と
い
ふ
。
至
人
は
無
心
に
し
て
順
は
ざ
る
な
ぎ
も
の
、
大
涸
焚
け
ど
も
熱
か
ら
・ヂ
、
河
那
泳
れ
ど
も
寒

か
ら
手
、
誓

厄

恋

摩

‘
案
氣

羹

じ、

日
月
醤

望

四

海
の
外
に
遊
び、

死
生
も
己
羞

す
る

こ
と
な
き
も
の

（齊
物
）
で
あ

↓
'
、

9°

即`
ち
精
紳
の
全
き
自
由
が
こ
こ
に
予
想
さ
れ
る。

凡
そ
人
の
喜
恕
哀
楽
の
情

：
そ
宰
し
く
は
か
な
い
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
情
に

溺
れ
，
ゐ
る
限

内

我

K

は
永
遠

の
も
の
に
我
を
ゆ
だ
ね
、
心
を
自
由
の

天
地 9

に
幅
ば
す
こ
と
は
出
来
な

唸

外

物
に
妨
げ
ら
れ
る

こ
と

な
く
ば
、
宗
が
内
な
る
腐
の
も
の

、
即
茎
岬
は
自
由
に
天
地
に
逍
遥
す
る
こ
と

，が
出
来
よ
う
。
身
は

こ
の
煩
雑
色
劣
な
る
世
に
在
つ

て、

fl 

ー
'
,
'

，
 

｝
 

ヽ ヽ
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心
は
邸
＜
遠
く
自
由
の
境
に
槃
し
み
遊
ぶ
。

こ
の
精
紳
の
高
楊
が
婆
術
と
な
つ

て
あ
ら
は
れ
、
そ
の
褻
術
が
人
の
精
紳
を
高
掘
さ
せ
る

の

で

あ
る
。

心
の
品
を
と
り
去
つ
て
始
め
て
内
な
る
神
は
暢
逹
す
る
。
こ

の
神
を
高
楊
さ
せ
る
の
は
い
の
ち
の
力
た
る
氣
~の
作
用
で
あ
る
。
稗
は
主

で
あ
り
氣
は
臣
で
あ
る
。
紳
は
氣
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
、
或
は
遠
く
暢
び、

或
は
幽
ぐ
蔵
め
ら
れ
る
。
淮
南
千
原
道
訓
に

「
形
は
生
の
舎

・儀

，

也

。
氣
は
生
の

充
也
、
神
は
生
の
制
也
」
ど
は

、

文

「
樗
岬
氣
志
は
、
孵
に
し
て
日
に
充
つ
れ
ば
牡
に
、
躁
に
し
て

旧
に
耗
や
せ

ば
老
．

ゆ。

こ
の
故
に
聖
人
ね
そ

の

紳

を

翌

、
そ
の
氣
を
柔
ら
げ
、
そ
の

彫

巳
痴
ら
かに

し
て
道
と
沈
浮
挽
仰
す
」
と
い

つ
て
ゐ
る
。
父
精
蒻
訓

．
に
は
、
「
籾

読

詈

し
己
氣
散
ぜ
ざ
れ
ば
則
ち
叫
ま
る
。
理
ま
れ
ば
均
し
く
‘‘
均
し
け
れ
ば
通
し
、
通
す
れ
ば
則
ち
稗
な
り
。

」

「
孔
媛

ゎ

は
精
面
の

戸
扉
也
。
氣
志
は
五
裁
の
使
候
也
o・

」
又
「
耳
目
腟
色
の

楽
に
淫
す
れ
ば
五
臓
揺
勘
し
て
定
ま
ら
す。

五
臓
揺
囮
し
て
定
ま
ら
ざ
．

れ
ば
血
氣
淫
蒟
し
て
休
ま

考

血
誓

涵

じ
て
休
ま
ざ
れ
ば
籾
評
外
に
馳
騎
し
て
守
ら
す
」
と
い
ひ

、
「
心
は
膨
の
主
に
し
て

、
稗
は
心

の
喪
」
．と
い
ふ
。
紳

一
度
胸
奥
に
批
に
、
生
命
の
活
躍
力
た
る
氣
に
妓
舞
さ
れ
て
無
限
に
遊
び
、
天
地
の
詩
秘
に
通
ひ、

、わ
が
こ

の
精
稗

の
自
由
は
何
者
に
も
妨
げ
ら
れ
す
、
蜀
り
往
き
獨
り
来
る

の
境
地
に
入
ら
う
。
西
術
が
人
と
動
し
人
を
慰
め
、
人
を
麻
め
る
作
用
も
、
こ

の
境
地

に
ふ
れ
、
こ
の
塙
地
に
人
を
共
嗚
さ
せ

て
こ

を
始
め
て
虹
の
密
術
た
お
意
義
を
持
あ
得
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。

し

‘

以
上
氣
及
肺
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
之
が
魏
晋

六
朝
の

文
桑
論

に
ど
の
や
う
に
扱
は
れ
て
来
た
か
、
先
づ
魏
の
文
帝
が

「
文
以
氣
為

主
」
と
云
ひ
出
し
た
こ
と
は
文
速
一に
氣
を
論
じ
た
心
の
4
始
め
℃
あ
る
。
彼
の
考
に
よ
れ
ば
、
文
は
そ
こ
に
硯
れ
て
ゐ
る
作
者
の
氣
が
大

ノ

切
で
あ
り
、
作
者
の
氣
は
夫
k

天
よ
り
票
け
る
と
こ
る
が
異
つ
て
ゐ
る
故
、
或
は
涸
、
或
は
濁
と
夫
々

の
持
ち
前
が
あ
り
、
之
は
人
が
強

、
之
を
吹
奏
す
る
氣

ど
」
如
何
に
も
す
る
こ
、と
の
出
来
ぬ
も
の
で

あ
る
。
ふ

へ
ば
音
楽
に
於

尺

曲
度
節
奏
そ
の
法
度
を
同
う
す
る
と
も

ー ＇ 
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章
表
奏
記
今
の
魏
也

‘

今
之
危
併
せ
て
互
に
補
ひ
つ
上
考
へ
る
と
、
主
粂
に
つ
い
て
は
氣
と
い
ふ
語
を
使
っ
て
ゐ
な
い
け
れ
ど
も
、
而
も
体
弱
く
そ
の
文
を
起

す
に
足
ら
す
と
い

9

ふ
の
は
彼
の
文
章
の
構
成
に
緊
張
度
が
弱
く
、
そ
こ
に
颯
爽
た
る
趣
が
生
ぜ
ぬ
と
い
ふ
の
で
、
つ
ま
り
氣
に
於
て
強
さ

が
眠
け
て
ゐ
る
と
見
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
こ

4

で
体
と
氣
と
の
躁
係
を
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
即
ち
文
に
颯
爽
た
る
意
氣
が
乏
じ
い

ー

孔
融
は
休
氣
高
妙
人
に
過
ぐ
る
者
あ
り
。

＇

隙

菰
、
院
瑶
は

應
玲
は
和
な
れ
ど
も
牡
な
ら
す
。

• 

劉
槙
は
壮
な
れ
ど
も
密
な
ら
す
。

徐
幹
は
齊
氣
あ
り
。

9
 

王
粂
は
癖
賦
に
長
す
。

[

q

.
 

息
の
強
弱
は
人
に
よ
っ
て
蓮
ひ
、
そ
の
巧
拙
に
素
質
が
あ
る
に
至
っ
て
は
、
父
兄
た
り
と
も
千
弟
に
偲
へ
る
乙
と
は
出
来
ぬ
と
い
ふ
の
で

e
 

,
1
 

誓

。
何
よ
り
も
作
者
の
氣
質
、
生
れ
乍
ら
に
稟
け
た
氣
の
如
何
が
問
題
と
な
る
。

氣
は
自
然
に
受
け
、．
之
が
自
づ
と
褻
現
し
て
こ
と
ば

に
あ
ら
は
れ
文

に
現
れ
る
。
乃
で
文
に
は
目
．
つ
と
作
者
の
息
が
1

い
の
ち
が
通
つ
て
い
る
の
で

あ
る
。
例
と
し
て
輝
下
の
七
子
を
評
論

し
て
ゐ
る
の
だ
が
、
之
に
つ
い
て
は
今

一
っ
、
哭
質
と
い
ふ
者
に
奥
へ
た
手
紙
が
あ
っ
て
、

（
文
選
巻
二
十
一
）
之
に
も
同
じ
く
七
子
を

4
 

品
評
し
て
ゐ
の
・で
、
今
そ
の

二
つ
の
文
章
を
併
せ
て
見
る
と、

、彼
の
氣
に
つ
い
．て
の
考
へ
方
が
明
か
と
な
る
。

G

典
哭
質
害
）
、
．

ヽ

枷
り
辟
賦
を
善
く
す
。
描
し
む
ら
く
は
其
体
弱
く
、
そ
の
文
を
起

（典

論
）

獨
り
文
を
懐
き
質
を
抱
き
括
淡
媒
欲
‘箕
山
の
志
あ
り
、癖
義
典
雅
0

• 

其
才
睾
は
以
て
杏
を
著
す
に
足
る
。

逸
氣
あ
り
。
但
未
だ
逸
か
ら
ざ
る
の
み
。

理
僻
に
勝
た
-
苔

ヽ

章
表
殊
に
健
、・
や
L
繁
富
た
り
。
害
記
副
K

、
致
楽
し
む
に
足
る
。

す
に
足
ら
す
。

／ 

!
O
 

ヽ

・ヽ
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．
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従
つ
て
そ
の
氣
の
猿
現
が

の
は

そ
の
文
章
の
描
成
が
力
諷
い
の
で
、
彼
に
よ
る
と
そ
れ
は
や
は
り
天
か
ら
稟
け
た
氣
の
勢
が
弱
い
の
で
、

尊
く
し
て
力
弱
く

、

そ

こ

に

生

す

る

俊

爽

誓

麿

喜

誓

し

い

こ

と

に

な

象

°

徐

信

齊

氣
と
い

含
は
意
味
不
明
で
あ
る
如

‘

注
に
よ
る
と
齊
國
の
俗
、
舒
緩
の
氣
あ
り
と
い

ふ
か
ら
、
歩
國
で
た
と
へ
ば
上
方
の
人
は
毀
が
緩
や
か
だ
と
い
っ
た
ゃ
う
な
も
の
で

あ
ら

一
方
で
徐
幹
は
文
笠
兼
備
、
そ
の
性
淡
白
で
癖
義
典
雅
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
典
雅
な
れ
ば
應
協
に
し
て
迫
ら
ざ
る
と
こ
る

あ
り
、
性
淡
白
な
れ
ぽ
物
に
執
著
な
く
、
物
に
執
著
な
け
れ
ば
そ
の
態
度
に
免
角
徹
底
せ
る
把
握
洞
察
に
姻
け
易
い
傾
向
が
あ
る

こ
と
が

考

へ
ら
れ
る
の
で
、
強
烈
な
自
我
の
愛
現
な
ど
は
乏
し
い
で

あ
ら
う
か
ら
、
彼
の
齊
氣
を
舒
緩
の
氣
と
解
す
る

の
は
益
●
妥

営
で
あ
ら
う
。

應
瑞
は
和
而
不
典
綱
槙
は
牡
而
不
密
と
あ
り
、
こ
の
雨
者
は
尉
照
さ
れ
て

ゐ
る
が
、
そ
の
劉
槙
は

一
方
で
逸
氣
あ
り
と
評
さ
れ
て
ゐ
る

の
で
、

逸
氣
と
は
は
や
る
氣
、
抑
へ
よ
う
と
し
て
抑
へ
切
れ
ぬ
奔
放

の
組

・
も
ち
ま
へ
と
す
る
専
、
従
つ
て
其
文
は
批
で
あ
る
が
同
時

に
そ
の

構
成
が
緻

喜

哀

°

應

場
の
和
血
不
牡
は
恐
ら
く
和
氣
あ

っ
て
お
た
や
か
で
あ
る
と
共
に
、
牡
な
る
氣
の
勢
と
い
ふ
・
の
が
乏
‘

し
い
の
で

あ
ら
う
。

彼
は
オ
學
跛
か
で

あ
り
、
學
織
に
翠
性
は
れ
て
性
惰
の
均
衡
が
よ
く
保
た
れ
る
が
、
し
か

9
夫
丈
け
に
奔
放
な
る
逸
氣

を
い

ふ
も
の
が
眠
比
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
劉
禎
の
方
は
逸
氣
が
あ
る
。
し
か
し
強
く
な
い
と
い
ふ
の
は
、

彼
の
性
格
が
俊
逸
で
あ
る
と
・

共
に
、
そ
の
文
の

構
成
が
遁
氣
に
奔
つ
て

緊
密
を
鋏
く
、

緊
密
に
鋏
け
ば
そ
こ
に
確
固
た
る
迫
力
が
生
じ
難
い
の
で
あ
る
。
孔
融
は
休
氣

．

高
妙
人
に
過
ぐ
と
い
び
、

彼
の
文
の
体
と
い
ひ
そ
こ
に
た
だ
よ
ふ
趣
と
い
び
、
ま
こ
と
に
商
妙
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
理
、
降
に
膀
た
す
．

と
は
そ

の
文
を
固
く
狸
が
尚
そ
の
滸
の
妙
絶
な
る

に
及
ぱ
ぬ
と
い

ふ
こ
と
で
、
文
に
は
一

固
し
た
動
か
す
ぺ
か
ら
ざ

る
深
い
條
理
思
想
が

通
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
点
孔
融
の
奔
放
で
超
俗
的
な
文
章
の
勢
、

第
致
の
巧
妙
さ
は
認
め
る
が
、
そ
の
内
容
に
深
く
手
堅
い

條
理
が
足
ら
ぬ
と
い

合

で
あ
ら
う
。

．陳
琳
・
院
頚
は
し
ば
ら
く
撻
く
。

、以
上
に
よ
っ
て
懇
す
る
と、

血
呆
一
が
文
に
理
想
と
し
た
の
は
、

・

l

l
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和
而
批
、
牡
而
密
な
る
も
の

、
緊
密
な
る
描
成
を
も
ち
、1
そ
の
緊
張
か
ら
生
す
る
強
く
批
な
氣
が
大
切
で
あ
り
、
而
も
そ
の
氣
を
守
つ
て

和
に
し
て
逸
せ
主
と
い
ふ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
°

深
い
理
に
も
と
づ
き
、
そ
の
信
念
に
立
つ
て
俊
爽
た
る
氣
．
が
生
動
す
る
こ
と
を
求

め
た
の
で

あ
る
。

常
時
こ
の
俊
爽
に
し
て
批
な
る
氣
を
文
に
軍
ん
じ
た
こ
と
は
、
獨
り
こ
の
文
帝
ば
か
り
で
な
く
、
後
に
沈
約
が
宋
密
謝
薬
運
偲
に
、
子

建

（
曹
植
）
仲
宜

（王
粂
）
は
氣
質
を
以
て
体
と
な
オ
，、
と
評
し
た
や
う
に
、
之
に
後
る
上
南
朝

の
文
墜
に
比
し
て

、
氣

（
そ
れ
は
生
れ
ー

‘

午
ら
に
し
て
稟
け
た
る
も
の
が
現
れ
る
故
こ
4

に
紙
質
と
熟
語
に
さ
れ
る
）
を
文
章
成
立
の
根
腺
と
し
て
露
ん
じ
た
の
で

あ
っ
た
。
南
朝

の
文
羹
が
た
だ
文
癖
の
技
巧
の
美
し
さ
ば
か
り
に
拘
は
れ
る
傾
向
が
主
と
な
っ
た
の
と
は
未
だ
異
つ

て
ゐ
た
の
で

あ
る
9

都
と
い
ふ
こ
と
が
悠
術
の
論
に
云
は
れ
て
来
る
の
は
上
述

の
文
帝
の
典
＇論
が
初
め
の
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
之
は
そ
の
後
文
蓼
ば
か
り
，

で
な
く
、
杏
論
盃
論
の
方
に
も
云
は
れ
て
来
る
，の
で
、

密
論
の
古
．い
と
こ
る
で
王
右
軍
題
御
夫
人
筆
陣
闘
後
に
も
害
は
ま
づ
八
分
章
奏
か

ら
隷
害
に
は
．い
つ
て
行
っ
～て

始
め
て
人
の
意
紙
を
装
す
る

℃
と
が
出
来
る
と
云
づ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
害
の
根
底
を
學
び
、
甚
本
的

•な
る
も
の
を
墾
に
確
立
し
た
上
で
始

め
て
人
の
意
氣
と
い
ふ
も
の
が
褻
視
す
る
こ
と
を
云
っ
た
の
で
あ
ら
う
9

齊
梁
の
頃
は
文
熙
論
、

愈

論
、．
証
論
か
洪
に
唆
逹
し
た
時
で

あ
る
が
，

、そ
の
除
何
れ
も
組
と
い

ふ
概
念
が
主
と
な
っ
て
働
ら
い
て
ゐ
る
の
で
、
珈
論
で
は
巳
．に

晋
の

顧
慢
之
の
説
論
に
も

「
国
削
容
俊
を
為
し
、
生
氣
を
鉗
か
す
」

盆
噸
祁
）
と
い
つ
て
恵

茫

於
て
形
体
細
部
の
窮
牲
に
尊
念
し
て

、
そ
の

粛
か
れ
る
封
採

の
生
氣
が
緊
か
れ
て
ー
の
な
い
こ
と
を
難
じ
て

ゐ
る
。
顧
恨
之
は
こ
と
に
又
紳
と
か
紳
氣
と
か
い

ふ
こ
と
を
し
き
り
に
云
つ

て
ゐ
る

の
で
あ
る
が

、

神
と
は
始
に
も
云
っ
た
や
う
に
、
そ
の
形
は
目
に
見
え
ぬ
も
の
乍
ら
、
到

象
の
形
体
を
成

す
原
因
と
な
る

•

も
の
で
、

吝
言
上
述
の
や
う
に
、
宇
宙
の
ま
こ
と
、憚
通
す
る

＇も
の
で
、
各

累

慧
硯
す
る
と
き
、
そ
こ
に
た
た
よ
ふ
も
の
を
塁

誓

云

っ

た
。

. r 
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こ
の
神
氣
こ
そ
遠
く
腐
＜
搬
が
り
暢
び
る
も
の
誓
故
、

き
は
又

「
天

師

長

く

に
、仮

形

に
し
て
稗
氣
遠
し
」
．と
云

ふ
。
天
師
の
や
う

な
超
俗
的
な
人
物
を
描
い
て

は
、
勢
ひ
そ
の
形
の
附
加
的
な
も
の
を
去
つ
て
窮
稼
の
館
を
と
ら
へ

、
そ
の
形
の
よ
っ
て
立
つ
ぎ
り
ぎ
り
の

骨
格
を
主
と
し
て
、

之
に
附
加
す
る
肉
は
疫
せ
て
、
そ
こ
に
稗
氣
自
ら
遠
く
朝
び
る
や
う
に
識
か
れ
る
。
拘
は
骨
格
の
上
に
加
は
る
も
の

で
，
体
は
骨
格
に
よ
っ
て
始
め
て
立
つ
の
で

あ
る
。
害
涸
に
於
て
こ
の
基
本
的
な
る
謡
成
を
と
ら
へ

る
こ
と
を
骨
法
と
呼
ぶ
。
文
に
於
て

ば
文
癖
の
彩
飾
が
肉
で
あ
り
、
こ

の
文
采
の
よ
っ
て
立
つ
基
本
的
な
る
文
の

喘
成
を
文
骨
と
呼
ぶ
。
か
の

顧
憎
之
は
ま
た
謁
に
於
て
封
象

の
形
体
の
描
寃
が
そ

こ
に
現
れ
る
紳
氣
に
影
孵
す
る
と
い
つ
て
、
若
し
長
短
深
滋
艇
狭
、
又
は
点
睛
の
上
下
大
小
酷
池
，に一
．硲

一
失
あ
れ

ば
稗
氣
は
そ
れ
と
芸
巌
愛
す

る
と
云

名

念

。

益
に
於
て
は
窟
生
、
文
に
於
て
は
僻
幸
を
除
，
い
て
他
に
稗
氣
の
あ
ら
は
れ
や
う
は
な

い
。
顕
‘恨

之
翌

ふ
と
こ
ろ
は
た
だ
表
面
的
な
形
体
の
喜

で
な
く
、
作
者
の
深
き
内
覗
に
よ
‘つ
て
酎
象
を
窮
し
て
こ

そ
｀
が
こ

に
神
氣

。
文
料
の
上
で
云
へ
ば
、
ヽ
心
の
ま
こ
と
が
天
地
の
ま
こ
と
に
際
れ
る

と
き
、
作
者
の
感
動
が
文
瀦
を

が
生
す
る
こ
と
を
云
っ
た
の
で

あ
る

証
で

叉

ぱ

形
体
の
描
宛
が

い
か
に
精
縣
で
、
あ
っ
て
も
、
紺
鮫
の
意
味
の
把
握
、
即
ち

．

と
ほ
し
て
人
の
胸
奥
に
稗
に
ひ
び
く
の
で

あ
る。

れ
と
感
じ
、
作
者
が
．
之
に
到
し
て
到
象

の
奥
に
撒
が
る
無
限
の
意
味
を
感
得
し
て
こ
こ

に
作
者
の
詞
は
暢

-

塁

姜

地

の
道
の
一
つ
の
』

び
氣
は
通
つ
て
、
そ
CDJ
感
動
’
す
る

心
に
捕
へ
た
も
の
4
形
を
寃
す
と
き
、
始
め
て
描
か
れ
た
も
の
に
生
氣
が
通

・ふ
。
封
塚
を
形
づ
く
る
氣

、
は
あ
ら
ゆ
る
細
部
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
の
だ
か
知
ふ
そ
の
描
潟
は
細
か
く
だ
確
に
な
る
ほ
ど
生
氣
が
猿
現
す
る
筈
だ
が
、
そ
の
窮
生
か
作

者
の
内
眠
を
と
ほ
す
の
で
な
け
れ
ば
、
た
と

へ
ば
寓
蹂
捜
が
い
か
に
精

巧
に
徴
細
を
究
し
＇て
も
そ
れ
は
到
底
統
の
や
う
な
生
氣
が
な
い
や

う
に
、
作
者
の
内
観
を
と
ほ
し
て
、＇
作
者
の
胸
に
感
典
を
引
き
浜
こ
す
深
き
い
の
あ
の

あ
ら
は
れ
を
花
し
ぐ
つ
か
む
と
き
、
そ
こ
に
は
唯

一
無
1

一の
表
硯
が
あ
る
可
く
、
之
を
捕

へ
て

始
め
て
そ
の
作
品
に
生
き
生
き
と
し
た
氣
が
適
つ
て
く
る
の
で
あ
る
。―――― 
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赫
は
氣
に
脳
し
て
は
牡
氣

（衛
協
の
評
）
ハ
風
範
氣
候

、（
候
一
作
韻
。
張
挺
、
荀
易
の
評
）、

神
韻
氣
力
盆
顧
駿
之
の
評
）、

氣
力

嶋

足
ら
？
y
と
雖
も
精
彩
惰
有
り
（
夏
腑
の
評
）
、
精
賤
な
ら
ざ
る
に
非
ざ
れ
ど
生
氣
に
乏
し

(
T光
の
評
‘戸
、
と
い

ふ
や
う
な
用
ひ
方
を
し
，

＇ 

て
ゐ
る
が
．

氣
が
形
体
に
含
ま
れ
て
常
に
悛
展
流
動
す
る
力
で

あ
る
こ
と
は
巳
に
詳
説
し
た
と
こ
ろ
と
同
じ
い
が
、
然
ら
ば
韻
と
は
何゚

韻
と
は
昔
は
そ
の
字
無
く
、
賀
均
の
字
を
用
ひ
た
。

槃
記
に

「
凡
を
音
の
起
る
は
人
心
に
由
る
。

人
心
の
動
く
は
物
之
を
し
て
然
ら
し

む
る
な
り
。
物
に
感
じ
て
動
く
、
故
に
弦
醤

誓

°

啓
相
應
す
・
故
に
後
を
生
す
。

襄

4
を
成
す
、
之
を
音
と
訊
ふ
」
と
。
物
単
に

喜

．し

て
心
が
動
き
、
そ
れ
が
抒
に
あ
ら
は
れ
、
そ
の
終
が
相
應
じ
相
楚
じ
て
一
定
の
法
則
を
形
づ
く
る
も
の
、
之
を
昔
翠

ふ
゜

誓

喜
リ

ズ
ム

あ
る
も

A
で
あ
る
。

故
に
叉

、

翌
文
を
成
す
を
昔
と

謂
ふ
と

•

も
い
ふ
。
た
ゞ
雑
然
騒
然
と
し
た
物
昔
で
は
な
く、

そ
こ
に
美

な

リ

ス
ム
を
な
す
も
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
昔
、
即
ち
韻
と
は
内
な
る
感
励
が
控
に
被
し
、
こ
の
控
が
美
し
い
リ
ズ
ム
を
以
て
連
組
し
て

ゆ
く
も
の

で
あ
る
。
い

は
ぱ
美
し
い
芸
び
き
で

あ
る
。
音
楽
に
於
て
の
み
な
ら
キ
、
人
の
心
の
感
動
が
塾
術
を
と
ほ
し
匹
外
に

あ
ら
は
出

て
、
之
が
遠
く
靡
が
っ
て
ゆ
く
の
は
叙
の
作
風
で
あ
り
、
そ
の
氣
の
は
た
ら
き
に
よ
っ

て
美
し
い
感
動
が
ど
こ
ま
で
も
僻
つ
て

人
々
の
心

の
琴
線
に
隅
れ
、
同
氣
相
應
じ
て
美
し
い
快
よ
い

共
嗚
を
起
さ
せ
る
も
の
を
韻
と
云
へ
よ
う
。
こ
の
意
味
で
そ
こ
に
た
だ
よ
ひ
出
づ

る
も

ヽ

の
を
氣
韻
と
い
ひ
、

そ
の
氣
生
こ
蹄
動
し
て

、
氣
韻
生
前
と
な
る。

又
胸
奥
咬
岬
が
力
強
い
氣
に
鼓
舞
さ
れ
て
天
地
の
'-へ
こ
と
に
圏
れ
合

つ
て
無
限
に
搬
が
る
と
き
、

紳
韻
氣
力
と
な
る
。
部
物
同
じ
く
天
地
の
氣
と
う
け
て
生
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
作
者
の
氣
は
到
象
の

氣
と

一

ヽ

こ
の
点
を
明
に
し
た
の
は
南
齊
の
謝
赫
の
古
派砂
品
録
で、

細
空

ハ
法
と
し
て
、

．氣
韻
生
抑
、
骨
法
用
筆
、
應
物
象
烙
、
給
叫
類
賦
彩
、
緑

螢
位
醤
、
仰
移
模
窟
を
あ
げ
た
。
こ
の
中
、
今
問
題
と
し
た
い

の
は
初
め
の

二
つ
で
、
先
づ
そ
の
氣
韻
の
説
に
つ

い
て
考

へ
ね
ば
な
ら

一
四

，， ・、

.. 



;
 ｀

 
相
廊
じ
、
胸
奥
の
紳
が
天
地
の
い
の
ち
を
通
す
る
と
き
、
作
百
塁
の
形
体
の
哭
深
く
把
碑
し
て
‘‘
之
を
籾
筆
に
あ
ら
は
せ
ば
冥
の
寓

生
が
幽
来
る
で
あ
ら
う
、
麿
徹
は
れ
ぬ
作
者
の
幽
逸
の
氣
が
、
鉗
象
の
生
ダ
の
氣
と
合
致
し
て
、

遠
く
流
涌
し
、
美
し
い
統

一
調
和

／
 

の
快
感
が
生
き
生
き
と
感
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
作
品
の

氣
韻
が
紙
上
に
生
動
す
る
こ
と
に
な
ら
う
。
文
誓
於
て
は
現
象
の
意
味

嘉

＜

把

へ
る
の
は
言
葉
に
よ
る
の
で

あ

w、
従
つ
て
そ
の
;
J

'
と
ば
は
動
か
す
こ
と
の
出
来
ぬ
唯
ご
3

ま
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
言
葉

は
Tt．
に
匡

C
あ
り
、
神
の
褻
硯
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
か
く
し
て
害
姫
文
咎
あ
ら
ゆ
る
勢
術
は
こ
の
帥
氣

t

き
た
も
の
で

あ
り
、
氣
の
躍
動
す
る
も
の

、

え
て
躁
な
る
形
、
箪
な
る
文
字
で
な
く
、
天
地
に
通
す
る
生
命
感
を
も
ち
、
従
っ
て

、そ
れ
は
人
の

心
を
感
動
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
幽

ヽ

ら
は
れ
た
が
、
そ
の
文
痣
后
闘
す
る
評
論
の
最
も
体
系
づ
け
ら
れ
た
も
の
が
劉
想
の
文

齊
梁
の
頃
害
祗
文
婆
．に
躁
す
る
評
論
が
多
く
あ

心
彫
龍
で

あ
る
。
こ
の
書

物
は
齊
の
末
年
、
和
帝
の
項
に
密
か
れ
た
も
の
か
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
彼
は
こ
の

害
に
終
て
文
の
本
源
を
た

く
可
き
を
言
ひ
、
各
時
代
の
作
者
作
品
を
論
評
し
、
更
に
文
を
作
る
術
を
述
べ
て
、
惰

づ
ね
、
文
休

の
源
流
を
正
し
、
文
が
蛋
緑
に
本
づ

ど
て
の
意
見
を
も
加

へ
て
ゐ
る
。
文
夢
の
制
作
に
は
自
由
な
る
精
甜
の
飛
蹄
を
深
き

志
と
修
癖
と
に
つ
い
て
論
じ
、
且
つ
文
邸
批
評
に
つ

よ
く
美
し
い

調
和
統

一
を
以
て
文
婆
の
華
を
咲
か
せ
よ
う
と
し
た
の

學
識
に
よ
っ
て
ー
根
底
づ
け
、
紳
氣
を
守
り
養
つ
て
疏
雑
に
陥
ら
す
、

る
こ
と
は
上
喜
ぺ
慶
と
ほ
り
で
あ
る
が
、
劉
氏
の
警
於
て
も
亦
甚
だ
氣
に
就
い
て
の
考
察
が
加
ヘ

＂ 

で
あ
っ
た
。
文
に
氣
を
主
と
す

言

讃

旦

農

は

こ

と

に

ら
れ
て
ゐ
る
。
彼
が
嘗
て
知
遇
を
求
め
た
と
云
は
れ
る
沈
約
が
宋
帯
を
密
い
た
の
は
齊
の
永
明
六
年
で
、

冥
の
天
地
鬼
紳
を
も
動
か
す
と
考
／へ

ら
れ
る
に
至
る

の`
で

あ
る。

ゞ
、
そ
こ
に
言
っ
て
ゐ
る
言
葉
に
、
人
は
天
地
の
典
五
行
の
秀
氣
を

沈
約
が
文
袋
上
の
抱
負`
主
張
を
の
べ
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
カ

う
け
て
生
れ
、
性
に
剛
柔

あ

に

情

に
喜
惟
あ
り
、
志
中
に
動
塁
歌
詠
外
に
猿
す
る
は
人
の
常
で
あ
る
。
皮
豆
以
前
太
古
の
詩
歌
と
い

~ . 

一
五

’
 

、1
 

／
 

彎,. 

ヽ

＼
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・

ヽ

．
 

’
 

. .T 
ヽ

．の
で
あ
る
。

ふ
も
の
は
今
日
懺
ら
ぬ
け
れ
ど
尽
、
人
が
氣
を

け
婢
槃
を
憐
き
ヽ
人
惰
に
古
今
の
別
な
き
上
は
、
太
古
と
雖
、も
詩
歌
の
道
は
同
じ
で

あ

っ
た
ら
う
云
々
と
い
ひ
、

詩
歌
の
本
源
は
人
の
粟
氣
で
あ
り
、
文
婆
は
即
ち
氣
の
あ
ら
は
れ
、
自

然
に
出
る
も
の
と
の
考
を
示
し
て
ゐ
る

今
劉
氏
が
そ
の
害
に
文
を
論
す
る
に
常
つ

て
も
、
や
は
り

こ
の
氣
の
働
き
に
文
嬰
の
被
硯
を
も
と
づ
叫
、
同
時
に
そ
の
氣
の
扱
ひ
方
に

製
文
の
術
を
貌
い
た
の
で
あ
る
。
文
心
彫
龍
下
篇
に
文
の
術
を
論
す
る
第

一を
稗
思
篇
と
い

ふ
0

.・
`
 

古
人
云

9
、
形
は
江
海
の
上
に
在
り
、
心
は
魏
眠
の

下
に
存
す
と。

肺
思
の
謂
也
。

と
人
間
精
肺
の
自
由
な
る
働
き
を
の
ベ

文
の
思
や
そ
の
軸
遠
し。

と
思
心

の
用
、
目
前
に
止
ら
ぬ
を
い
ぶ
。

故
に
寂
然
廊
を
渡
ら
し
て
思
千
賊
に
接
し、

惜
洞
容
を
動
か
し
て
視
萬
里
に
通
・す
。
吟
詠
の
間
珠
玉

5
幣
を
吐
納
し、

眉
睫
の
前
風
雲

、

の
色
を
巻
舒
す
る
は
そ
れ
思
理
の
致
す
と
こ
ろ
か
。

桑

繁

に

「
精
義
紳
に
入
つ
て
用
を
致
す
」
と

あ
り
。
韓
注
に
「
精
義
は
物
理
R
微
な
る
も
の
者
也
。
祗
寂
然
と
し
て
動
が
す
。
感
じ
℃

• 

唇

通
す
。
故
に
能
＜
天
下
の
微
に
乗
じ
て
舎
し
て
そ
の
用
を
通
す
」
と

あ
り
。
即
ち
を
の

心
を
寂
然
と
凝
ら
レ
て
、
よ
く
深
く
精
妙
の

義
を
慮
り
、
よ
く
萬
里
に
通
じ
、

寓
物
＇に
逹
す
る
。
之
思
理
の
致
す
と
こ
ろ
、
思
理
と
は
條
理
を
追
ふ
て
焚
展
す
る

心
息
で
あ
り
い
之
に

よ
っ
て
古
今
四
海
を
須
央
に
嗚
萬
里
倍
歳
に
通
じ
う
る
の
で
あ
る
。

．

．

故
に
思
理
を
妙
と
な

す

。

雙

物
と
遊
ぶ
。
穂
は
胸
腔
に
ゐ

て
志
氣
そ

の
闊
鍵

を
統
ぶ
。
物
、
噂
目
に
滑
ふ
て
蹄
令
そ
の
梧
機
を
管

ヽ

‘ヽ、
[

9

.
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す
。
梧
機
方
に
通
じ
て
物
に
隙
貌
な
く
、
躁
錦
ま
さ
に
塞
れ
ば
稗
遜
心
あ
り
。

f
 

~. 

一
七

胸
奥
の
誹
が
外
界
と
自
由
に
通
す
る
の
に
、
こ
の
神
を
強
揚
さ
せ
或
は
内
に
ひ
そ
ま

る
こ
と
は
た
ゞ
志
氣
が
之
を
司
る
。
孟
千

Q
云

ヘ

．
 

せ

る
ご
と
く
組
を
李
ゐ
る
の
は
志
で

あ
り
、
志
は
こ
こ
で
文
を
作
る
の
意
で

あ
る
。
寂
然
慮
を
凝
ら
し
て
精
粋
微
妙
の

理
に
入
っ
て
、
之
l

乞

志
氣
に
よ
つ
て
強
揚
さ
せ
る
に
、
こ
の
志
氣
と
、い
ふ
眸
鍵
が
盛
つ
て、

神
の
褻
視
を
妨
げ
る
な
ら
、
神
は
横
に
外
れ
遁
れ
て
了

ふ
で
あ
ら

ぅ
e

外
界
の

事
象
が
耳
目
に
隅
れ
て
心
を
動
か
し
、

紳
が
外
界
と
交
る
と
き
、

わ
れ
が
外
界
を
し
つ
か
り
と
把
へ
て
ゆ
く
の
は
匹
lfL
こ
と

こ
と
ば

ば
で

あ
る
。

こ
と
ば
こ
そ
心
の
動
を
制
し
、

唆
を
、
主
ど
る
も
の

で
あ
り
、J
J
の
癖
令
と
い
ふ
梧
機
が
通
じ
て
始
め
て
心
に
接
す
る
外
昇
の

導
象
は
際
す
と
こ
ろ
な
く
明
か
に
把
へ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
さ
れ
ば
文
思
を
と
と

の
へ
る
こ
と
何
よ
り
も
虚
醇
を
貨
ぶ
。

心
を
虚
孵
に
保

て
ば
心
河
明
に
な
り
、
更
に
は
限
を
校
ん
で
天
地
の
自
然
、
人
間
の
道
の
理
を
明
ら
め
、
オ
跛
か
に
理
に
明
か
に
、
幽
微
を
窮
め
照
し
、

癖
に
盤
ぐ
る
と
こ
ろ
『
な
く
、
己
が
心
を
自
在
に
表
現
さ
せ
う
る
、
之
を
文
を
為
る
に
か
ね
て
心
得
ぺ
き
こ
と
と
す
る。

』

さ
て
心
思
一
た
び
動
け
ば
よ
る
．つ
の
こ
と
そ
の
内
に
あ
ら
は
れ
、
之
を
形
な
き
も
の
に
形
を
奥

へ、

深
く
微
妙
な
る
碑
を
言
葉
に
表
現

さ
せ

る
ゆ
で
あ
る
が
、
た
と
へ
ば
山
に
登
り
海
に
臨
ん
で
は
、
わ
が
惰
意
は
山
に
尚
ち
海
に
溢
れ
、
己
が
オ
の
多
少
と
共
に
、
思
は
風
雲

噌
｀

と
並
び
馳
せ
よ
う
と
す
る
9

か
う
し
て
筆
を
と
る
前
は
意
氣
が
充
ち
溢
れ
て
ゐ
ろ
の
だ
が
、
一

度
び
之
を
築
に
表
現
し
て
み
る
と
、
始
め

の
思
は
半
ば
抽
け
て
了
ふ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
心
の
は
た
ら
き
は
空

に
躍
つ

て、

奔
放
自
任
だ
が
、
言
辮
は

一
々
政
に
紫
つ
て
封
象
一とと

ら
へ
て

之
を
現
は
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
容
易
に
巧
み
に
は
し
難
い
の
で
あ
る
。
故
に
意
は
心
思

に
生
じ
言
葉
は
意
に
生
じ
、
こ
竺
言
葉

が
よ
く
心
の
焚
動
を
司
り
、
そ
の
梧
機
を
統
べ

て
ゐ
れ
ば
物
に
熙
れ
る
と
こ
ろ
な
く
磁
通
無
艇
で
あ
り
、
志
氣
と
い
．
ふ
闘
鐵
が
塞
つ
て、

心
が
外
境
と
隔
た
る
と
き
は
、
紳
思
は
の
が
れ
か
く
れ
て
了
ふ
。
わ
が
胸
中
の
理
・に
こ
そ
外
象
を
照
ら
す
鋲
で
あ
る
の
に
、
心
忌
の
鑑
を

．
 

ヽ



｀
 

•
I
t
i疼
の
文
を
考へ
る
に

、

古
の
言
は
弾
朴
で

、

た
だ
そ
の
志
に
任
せ
た
が

、

戟
國
か
ら
祓
を
へ
て

、

辟
は
日
に
新
ー
伝競
ひ
、

文
采
を
．筍

ひ、
遂
に
思
廊
端
き
，た
感
が
あ
る
。
古
人
の
文
に
餘
硲
あ
り
、今
の
文
に
餘
裕
な
き
は

こ
ーこ
に
も
と
づ
く
。
人
の

一
生
も
幼
少
の
者
は
密
識

浚
く
し
て
志
氣
盛
に
、
老
い
て
は
睦
識
堅
き
代
り
に
志
氣
が
衰

へ
る
。
志
氣
盛
な
る
も
の
は
思
慮
銃
＜
努
に
堪
え
、
志
氣
衰
～
た
者
は
思

慮
綿
密
に
し
て
跨
神
を
似
け
る
は
人
の
常
、
年
令
の
差
で
、
過
度
の
思
庶
と
蒜
氣
の
盛
衰
の
躁
係
が
こ

こ
に
も
見
ら
れ
よ
う
。
又
凡
を
人

の
オ
器
に
は
分
限
あ
り
、
始
の
脚
鋲
し
と
て
鶴
の
脚
を
羨
む
た
と
へ
、
こ
と
さ
ら
に
思
慮
を
獅
き
、
修
際
に
苦
し
め
ば
、
精
氣
内
に
疲
れ
、

豆
酢
に
硯
す
に
紫
り
、： 

と
ち
て
の
ば
さ
す
、
徒
ら
に
義
理
を
遠
く
外
に
酪
ね
よ
う
と
す
る
。
乃
で
何
よ
り
も
大
切
な
の
は
、
常
に

心
を
虚
階
に
保
ち
、
か
ね
て
稜

部
酌
理
に
よ

っ
．て
文
を
制
す
る
術
を
登
ひ
、
文
を
つ
く
る
に
賞
つ

て
は
徒
ら
に
苦
慮
を
つ
と
め
す
、
美
を
内
に
抱
き
、
契
を
わ
が
胸
に
保

持
し

て
、
必
し
も
情
を
努
せ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
庫
階
な
る
心
を
以
て
外
象
に
銅
し
9

自
然
に
わ
が
誹
が
外
境
に
遊
ぷ
と
き
、
か
ね
て
馴
致

し
た
る
辟
令
を
以
て
、
‘す
な
ほ
に
之
を
と
ら
へ
表
し
て
ゆ
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
表
現
は
苦
し
ん
で
こ

し
ら
へ
出
す
に

あ
ら
す
、
自

然
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の

で
あ
る
。
荘
子
の
庖

T
r瞬
扁
の
話

が
こ
こ
で
も
想
芭
さ
れ
る
。
徒
ら
に
智
巧
を
凝
ら
し
、
血
氣
に
あ
せ

．
れ
ば
、
紳
は
そ
こ
に
暢
び
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
氣
を
守
り
養
ふ
て
．、
花
し
く
之
を
率
ゐ
て
、
紳
の
暢
逹
を
は
か
り
、
同
時
に
か
ね
て
修

．鍮

僻
の
工
夫
を
つ
ん
で
．
て
の
場
に
適
し
い
こ
と
ぱ
を
以
て

之
を
表
現
じ
て
ゆ
く
こ
と
の
工

夫
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
氣
を
養
ふ
に

っ
ど
」
、
劉
氏
は
殊
更
に
姿
氣
篇
を
作
9
，
初
め
に
王
充
の
例
を
ひ
き
、
終
り

に
道
家
接
氣
の
術
に
も
通
す
る
．主
旨
を
の
ぺ
た
。
こ
の
篇

せ
、

に
日
く
、
凡
そ
耳
目
必
口
は
生
存
に
使
役
す
る
道
具
で
あ
り
、
心
慮
言
甜
は
精
紳
の
働
き
で
あ
る
。
今
紳
を
働
か
せ
心
慮
を
め
ぐ
ち

心
の
自

然
に
委
ね

れ
ば

惰
は
遠
く
暢
び
、
刻
削
多
き
に
過
ぎ
れ
ば
紳
は
疲
れ
、
氣
は
衰

へ
る
の
が
人
の
常
で

あ

る。

クー

一

八~~

／
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宜
い
て
瑶
ら
す
、

『一九
、

紳
志
外
よ
り
傷
け
ら
わ
る
こ
と
か
の
牛
山
の
木
の
た
と
へ

の
如
く
、
悲
し
み
や
擢
れ
が
過
ぎ
て
は
病
氣
と
な
る

こ
と
よ
り
推
し
て
も
知
ら

9

れ
よ
う
。
強
い
て
思
慮
を
め
ぐ
ら
し
、
と
と
さ
ら
に
寄
癖
喧
付
を
綴
ら
う
と
す
れ
ば
、
必
す
目
然
の
神
氣
を
偽
ふ
の
で

あ
る。．

、

一
竪
業
に
闘
し
て
は
刻
苦
勤
め
て
怠
ら
キ
、
錐
を
股
に
さ
し
、
熊
の
脆
を
営
め
て
も
己
を
即
ま
す
話
が
あ
る
が
、
文
の
道
は
之
と
は
違

ふ
。
文
は
心
に
壱
滞
す
る
践
の
を
の
べ
混
ぐ
の
で
、
従
容
俊
柔
、
惰
の
ま
ま
に
、
感
興
に
適
し
て
ゆ
け
ば
良
い
の
で
、
若
し
精
祠
を
や
き

滅
ぽ
し
、
和
氣
を
迫
り
ち
ぢ
め
、
筆
を
取
っ
て
そ
の
為
ぬ
に
老
け
て
性
命
を
そ
こ
な
ふ
や
う
な
こ
と
が
あ
っ

て
は
決
し
文
文
を
作
る
追
で

は
あ
る
ま
い
・°
且
つ
人
の
心
の
は
た
ら
き
囮
利
鈍
あ
り
。
｀
時
勢
に
通
痰
あ
り
、．
に
も
係
ら
す
を
の
自
然
に
背
き
、
強
い
て
自
ら
苦
し
め
る

こ
と
を
す
れ
ぽ
、
徒
ら
に
精
紳
を
サ
が
す
ば
か
り
で
あ
る
。

文
四
制
作
に
営
つ

て
は
心
氣
を
調
和
し
9

煩
雑
を
洗
つ

て
滞
ら
す
、、
一
度
意

得
る
と
こ
ろ
あ
れ
ば
心
思
を
賜
し
て
筆
を
と
り
、
品
之
に
行
き
詰
れ
ば
暫
く
筆
を
捨
て
て
思
を
お
さ
め
、
徒
ら
に
心
を
苦
し
め
す
、
む
し

ろ
逍
遥
談
笑
し
て
疲
労
を
幣
し
、
常
に
文
オ
を
ふ
る
ふ
餘
裕
を
心
に
も
つ

て、

一
度
び
文
を
作
れ
ば
常
に
浙
新
の
氣
に
み
ち
、
文
に
條
理

か
く
の
如
く
す
る
こ
と
は
道
家
胎
息
の
術
で
は
な
い
が
、
之
亦
人
間
の
氣
を
甑
り
裔
を
全
う
す
る

一
法
で
も
あ
ら
う
と

云
ふ
の
で

あ
る
。

こ
の
考

へ
は
や
は
り
亦
古
く
荘
オ
の
逹
生
篇
に
紀
冶
子
が
王
の
為
め
に
岡
熙
を
蓑
ふ
話
に
も
通
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
鶏
が
杢
威
張
り

し
た
り
、
到
手
の
競
に
應

へ
て
嗚
い
た
り
、
必
膀
を
求
め
て
紙
を
盛
に
じ
た
り
す
る
問
は
駄
は
な
の
で
、
装
が
紙
を
負
ふ
こ
と
な
く
さ
な

が
ら
木
郎
の
如
く
、
自
他
の
紺
立
を
忘
れ
て
虚
醇
に

入
り
、
全
く
我
を
自
然
に
委
ね
る
と
き
、
い
か
な
る
到
手
の
競
対
之
を
望
ん
で

政
て

さ
か
ら
ふ
も
の
な
き
に
至
る
の
で
あ
る

劉
氏
は
こ
の
篇
で
思
有
利
鈍
と
い
つ
て
ゐ
る
や
う
に
人
の
両
ご元
に
さ
ま
ざ
ま
あ
る
こ
と

を
い
：
ふ
の
は
上
来
述
ぺ
来
っ
た
古
人
の
論
と
同

I, 

＼ヽ←
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じ
で

あ
る
。
魏
の
文
帝
は
人
の
氣
に
荊
濁
あ
る
を
云
っ
た
。
彼
は
人
の
オ
性
氣
質
を
す
べ
て
哀
氣
の
あ
ら
は
れ
と
し
た
。

は
は

内
に
保

つ
票
氣
を
さ
し
て
オ
性
と
い
ひ
、

そ
れ
が
焚
硯
す
る
と
き
に
そ
の
人
の
氣
剪
と
な
る
。
劉
氏
が
オ
に
廊
侮
あ
り
、
氣
に
剛
来
あ
り

（体

性
篇
）
と
い

つ
て
ゐ
る
の
は
こ
の
オ
性
と
氣
勢

と
を
云
つ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
紳
思
篇
の
後
半
に
人
の
稟
オ
、
逗
追
分
と
異
に
す
と

い

竺
人
の
生
来
の
オ
の
働
ら
き
に
敏
返
な
る
と
綾
没
な
る
と
あ
り
、
司
馬
相
如
、
楊
雄
、
桓
即
、
王
充
、
張
衡
、

Le
思
等
は
長
篇
の
作
家

で
あ
っ
た
が
彼
ら
は
思
の
綾
な
り
し
人
々
で
、

淮
南
、
枚＂牛

、
曹
植
、
王
粂
等
は
短
篇
作
家
で
、
そ
の
箪
は
ま
こ
と
に
速
か
っ
た
。
王
充

、．
の
如
き
は
、
氣
を
思
慮
后
喝
し
た
が
尚
速
く
は
作
れ
内
む
し
ろ
博
見
も
て
オ
に
安
し
、
貰

一
も
て
散
漫
を
救
ひ
、
博
く
し
て
面
も
よ
く

f
 

統

一
あ
ら
し
め
た
方
で

あ
る
。
オ
に
問
他
あ
り
と
は
蔑
氣
の
蔀
濁
、，凡
非
凡
に
閥
し
、
氣
に
剛
栄
あ
り
と
は
之
が
働
く
跳
動
力
の
強
翡
に
つ

い
て
云
っ
た
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
「
オ
カ
中
に
居
エ
、
血
氣
よ
り
臨
む。

氣
は
以
て
志
を
記
し、

志
は
以
三
―
-n

を
定
め
、
英
華
ー
と
吐
納
す

る
こ
と
惰
性
に
非
る
は
な
し
（
体
性
篇
）
と
い

ふ
如
く
、
オ
は
内
に
抱
く
も
の
、
之
を
装
揚
さ
せ
る
の
は
人
の
生
命
力
、
血
氣
で
あ
る
。

，

オ
よ
り
し
て
意
志
を
生
じ、

砥
に
よ
つ
て
之
を
充
匹
さ
せ
、
そ
の
充
虹
し
て
稜
現
す
る
意
志
が
言
癖
を
定
立
す
る
。
か
く
て
文
西一
伝
作
リ

＼
 

出
す
は
と
に
か
く
人
の
情
性
、
即
ち
内
な
る
も
の
の
彼
現
で
あ
る
。
肉
体
の
異
る
ご
と
く
人
の
嵌
け
た
る
オ
も
、
名
伍
働
かー
19
氣
も
人
に

よ
っ
て
違
ふ
。

こ
の
人
の
氣
質
が
現
れ
て
文
の
氣
勢
と
な
る
。
買
誼
は
性
俊
猿
で
あ
っ
た
が
故
に
そ
の
文
は
潔
う
し
て
体
涼
く
、
相
如
は
．

傲
誕
の
性
格
な
り
し
故
に
そ
の
又
趣
旨
大
き
く
甜
は
溢
れ
、
楊
雄
は
沈
寂
の
人
な
り
し
故
に
そ
の
文
意
諮
れ
て
味
ひ
深
か
り
し
ご
と
く
、

＂^ 

練
じ
て
，人
の
稟
氣
は
そ
の
人
の
文
体
に
自
．つ
と

あ
ら
は
れ
る
か
ら
、
人
の
氣
質
に
よ
っ
て

そ
の
人
の
文
体
を
も
推
知
す
る
こ
と
が
出
来
る

．
．．
．と
い

ふ
も
の
で

あ
る
。

こ
う
し
て
間
個
の
オ
、
剛
柔
の
氣
が
、
熙
の
深
淡
、
習
の
雅
俗
と
相
侯
つ

て
、
そ
の
性
格
に
順
つ

て
、
人
の
面
の
異
る
ご
と
く
、
文
の

9』

＼
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す
る
と
す
る
な
ら
、

, 

ヽ

趣
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
之
と
劉
氏
は
八
休
に
分
け
、
典
雅
、
遠
奥
、
精
約
、
隈
附
、
繁
街
、
牡
瞑
翔
奇
、
轄
靡
と
し
た
。
雅
と
奇
、

奥
と
誤
、

繁
と
約
、
牡
と
靱
は
夫
々

相
反
す
る
。
之
は
人
の
惰
理
が
内

F
動

い
て
文
に
形
は
れ
る
も
の

で
あ
る
。

こ
の
八
体
は
所
謂
文
の

風
格
を
具
体
的
に
分
類
し
た
も
の
で
、
後
世
ニ
ト
四
詩
品
を
の
他
、
文
の
風
趣
の
分
類
の
型
と
な
っ
た

3

上
に
も
引
い
た
文
心
彫
龍
体
性
篇
に
「
甜
瑶
の
間
邸
」
は

一
に
そ
の
人
の
オ
に
従
ひ
、「
風
趣
の
剛
柔
」
は
そ
の
人
の
氣
に
従
ひ
、
「
事

喜

喜

」
は
そ
の
人
の

信

乖

摩

、
「
休
式
の
雅
鄭
」
は
を
の
人
の
習
に
反
せ
す
、
と

い
ふ
。

集
の
剛
柔
が
文
の

「
風
趣
」
の

渭

に
あ
ら
は
れ
る
と

．い
ふ
と
き
、
文
の
風
趣
と
は
牲
に
そ
の
文
に
た
だ
よ
ふ
趣
き
で
あ
る
。
然
ら
ば
風
と
は
何
か
。

麿

字

は

慇

文

に

虫

に

は

、
凡

の
朦
。＇
風
動
い
て
虫
生
す
。
故
に
虫
八
日
に
し
て
化
す
、
な
ど
と
云
つ
て
あ
る
が
、
こ

の
説
明
は
甚

だ
奇
怪
で
人
を
納
得
さ
せ
に
く
か
ら
う
。
風
字
の
中
の
形
は
む
し
ろ
氣

の
立
ち
上
る
形
と
見
た
方
が
よ
く
は
な
い
か
。
思
ふ
に
風
は
空
氣

の
流
動
で
あ
る
。
荘
子
に
大
確
の
吐
く
い
き
が
風
だ
と
い

つ
て
ゐ
令

繹
名
に
風
は
放
也
。

氣
放
散
す
る
也
と
い
ふ
，

氣
の
流
動
が
風
で

誓

°

貌

斎

信

八

誓

り

と

は
八
方
の
氣
の
動
き
で
；
怠
音
律
に
あ
ら
は
れ
て
八
手日
と
な
る。

人
の
稗
氣
茫

震

の

上
に
流
動
す

る
と
き
、
風
姿
と
い
ひ
、

風
采
と
い

ふ
。
証
き
氣
品
が
流
れ
出
で
て
は
風
格
と
稲
し、

高
邁
な
る
誹
氣
が
た
た
よ

ふ
て
は
風
岬
と
い
ひ
、

そ
の
ほ
か
風
儀
と
い
ひ
、
風
華
と
い
ひ
、
北
自
を
の
形
の

上
に
内
よ
り
た
だ
よ
ひ
出
る
氣
を
さ
し
て
云
見

て
ひ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。

か
く

ひ、

そ
の
味
ひ
を
風
趣
と
い

ふ
°
沈
約
の
約
法
師

に
奥
ふ
る
密
に

「
風
趣
商
奇
」
と
云

．．

し
て
又

袋
術
に
た
だ
よ
ふ
気
を
同
じ
＜
誓
い

j̀
 

入

た

。
惰
の
た
だ
よ
ひ
を
風
情
と
い
ひ
、

そ
の
連
綿
と
っ
た
は
る
を
氣
韻
と

ひ
、
古
批
品
録
に
熊
逹
を
評
し
て
惰
韻
連
綿
、
風
趣
司
抜
云
つ

竺
笈
風
韻
と
い
ふ
。
風
は
築
勢
に
認
す
る
故
に
そ
の
勢
の
巧
抜
と
も
な
る
。
し
か
し
氣
と
い
ふ
も
の
が
を
も
を
も
肉
な
る
も
の
か
ら
生

そ
の
本
と
な
る
も
の
が
確
立
し
て
ゐ
て
こ
を
、
始
め
て
そ
こ
に
強
い
氣
が
生
じ
て
、
卓
抜
な
る
風
趣
を
生
す
る
筈
な

ヽ
＇ 
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そ
こ
に
源
ふ
の
で

あ
り
、
か
く
て
こ
そ
封
象
の
荘
を
う
つ
し
得
た
も
の
と
な
ら
う
0¥

骨
法
を
最
も
躍
要
覗
す
る
の
は
害
道
で
あ
り
、
密
道
こ
そ
骨
法
の
露
骨
に

あ
ら
は
れ
る

ぷ
の
で
あ
る
。

盤
と
，ち
が
つ
て
彩
飾
を
用
ひ
す
、

し

そ
の
線
の
勢
と
結
体
と
を
重
ん
す
る
も
の
だ
か
ら
基
本
的
な
骨
格
と
い

ふ
も
の
が
あ
ら
は
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

早
く
平日の
衛
夫

と
あ
る
と
ほ
り
で

あ
る。

( 

の
で
、

こ
の
形
体
の
基
本
的
な
る
も
の
を
捕
え
て
と
そ
始
め
て
生
氣
あ
る
姿
を
紙
上
に
再
生
さ
せ
得
て
、
俊
抜
の
氣
が

¥
．
 

そ
の
木
と
な
る
確
固
た
る
も
の
を
さ
し
て
偲
り
に
骨
と
い
ぶ
。

夢
衛
上
の
風
は
作
品
の
上
に

あ
ら
は
れ
、

粕
並
に
せ
よ
、
文
嗅
に

せ
よ、

そ
の
作
品
の
上
に
生
氣
が
た
だ
よ
ひ
風
を
生
す
る
の
は
、
或
は
線
の
引
き
方
、
或
は
文
隊
の
結
構
の
上
に
風
が
生
-
9
る
の
で

、
緻

玉

と
ェ
於
て
も
彩
飾
比
碁
本
的
な
る
素
描
の
上
に
加

へ
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
基
本
の
素
描
と
な
る
も
の
が
骨
で
あ
り
、
之
に
加
ふ
る
彩
飾
は

一

い
は
ば
肉
で

あ
る
Q
‘

謝
赫
の
粛
の
六
法

の
第
二、

骨
法
用
策
と
は
即
ち
こ
の
点
を
さ
す
0

，
目
法
用
第
立
つ

て
始
め
て
強
き
氣
韻
が
そ
こ
に

)
 

生
す
る
。
．
か
く
噴成
に
於
て
布
遥
応
素
描
を
宣
視
す
る

こ
と
け
そ
の
封
象
の
形
体
の
述
本
を
と
ら

ヘ
・る
に
＂そ
た
か
ら
で

あ
る
。
節
の
骨
格
が

立
つ
て
、
拘
づ
け
は
そ
の
上
で
あ
る
。
路
の
骨
格
が
立
つ
と
は
野
象
の
形
体
の
窮
極
の
買
を
と
ら
へ
る
こ
と
で
あ
り
、
浜
を
と
ら

へ
る
と

＼
 

は
形
体
の
表
面
の
み
で
な
く
、
そ
の
奥
の
神
を
確
同
と
し
て
と
ら

へ
て
紀
す
こ
と
で
、
形
体
の
成
立
を
そ
．の
窮
極
の
碁
本
の
形

に
と
ら

へ

る
の
で
あ
り
，
そ
こ
に
始
め
て
尉
象
の
荘
、
帥
が
う
つ

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
之
を
端
的
に
一言
っ
た
例
と
し
て

は
杜
甫
が
曹
覇
の
馬
Q

約
を

・＊・

味
じ
た
詩
の
中
に
、

I
 

。

、
幹
な
惟
だ
即
を
翠
ぇ
目
を
盈
か
す
。
忍
ん
で
蒻
間
を
し
、三

岱

塁

し
む
。
将
軍
の
懇

蘊

し

配

？

‘゚

拿
佳
士
に
途
は
ば
亦
即

を
潟
さ
ん
。

I
 `
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劉
氏
は
文
心
彫
龍
風
骨
篇
に
日
く、

J

哀
品
の
古
今
密
評
に

I, 

'' 

筆
力
を
善
く
す
る
者
は
骨
多
し。

筆
力
を
善
く
せ
ざ
る
者
は
肉
多
し。

多
骨
微
肉
な
る
者
を
筋
害
と
い
ひ
、

多
肉
微
骨
な
る
者
を
墨
猪

ー^

と
い

ふ
。
多
力
監
筋
な
る
者
は
聖
、
無
力
無
筋
の
者
は
病
な
り。

・

郁
超
の
卓
害
は
二
王
に
亜
ぐ
°

緊
媚
ッ文
の
父

に
過
ぎ
、
骨
力
及
ぱ
ざ
る
た
り

3

梁
の
武
帝
ーの
限
暇
居
に
答
ふ
る
書
に

三

濃
繊
力
有
り
、
肥
疫
相
和
し、

骨
力
相
稲
ふ
°
婉
大
曖
人

、
之
を
観
れ
ど
も
足
ら
す
0

稜
、人
禎

々
常
に
生
氣
有
り
。

陶
昭
居
の
害

哭
興
の
小
兒
の
形
容
の
如
し
。

未
だ
成
長
せ
す
と
雖
も
、
骨
体
甚
だ
駿
快
な
り
。

平

之
ら
で
見
る
と、

密
に
於
て
韮
ん
す
る

の
は
骨
力
で

あ
り
、
そ
の
上
に
媚
趣
が
加
は
つ

て
最
上
の
も
の
と
な
る

9

形
体
は
幼
稚
な
る
が

如
く
と
も
、
骨
力
駿
快
な
れ
ば
忠
と
し
て
立
派
と
さ
れ
る
0

・
文
に
於
て
も
そ
の
基
本
的
な
る
文
の
構
成
が
確
固
と
し
て
緊
密
で
あ
れ
ば、

そ
こ
に
強

い
氣
が
稜
硯
流
動
し
て
、

颯
爽
た
る
文
風
を
生
す
る
の

で
あ
ゐ
。
基
本
的
な
る
文
の
描
成
が
文
の
骨
を
な
し
、
そ
の
力
感
よ
り
，

生
す
る
強

い
氣
が
流
動
し
て
文
の
風
と
な
る
。
従
つ
て
或
は
骨
氣
と
熟
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
。
颯
爽
た
る
意
氣
あ

っ
て
そ
こ
に
文
の
風
趣
が

生
す
る
0

人
間
の
骨
格
は
緊
密
に
聯
結

一
貫
し
て

散
漫
で
は
あ
り
え
な
い。

，
文
骨
に
於
て
も
亦
同
じ
く
、
文
を
貫
く
貫

一
の
連
を
以
て

そ

の
意
を
支
離
に
陥
ら
さ
す、
文
降
の
結
成
を
端
直
に
し
て
、
そ
の
意
を
表
現
す
る
に
唯

一
に
し
て
動
か
す
ぺ
か
ら
ざ
る
こ
と
ば
を
結
ん
で
、
・

そ
こ
に
始
め
て
文
章
の
骨
が
確
立
し、

そ
こ
に
力
感
を
生
じ、

そ
の
上
に
肉
即
ち
文
采
が
か
が
や
く
の
で
あ
る
。

叉
南
齊
王
僧
虔
の
論
害
に

'

—

`
J
9

・
—

•

_• 

．） ・
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↓
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ー
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統

一
を
欠
く
の
は
骨
が
無
羞

で

あ
り
、
情
思
嗚
び
す
、

I 

ー ． 

... 

雉
は
五
彩
美
し
く
備

誓

も
、
嘉

飛

ぶ

こ
と
飽
か
に
百
歩
に
す
ぎ
内

そ
れ
は
肌
肉
文
讐

ぷ

翌

ど
、
内
な
る
力
が
足
ら
ぬ
か
ら
で

あ
る
。

功
．

＼

、

じ
き
も
武
く
飛
ん
で
天

に
至
る
は
そ
の
骨
勁
＜
氣
猛
き
が
故
で

あ
る
。

文
章
の
上
に
於
て
も
亦
同
じ
。

｀
、

強
い

巳

鼻

つ
て
采
に

乏
し
き
文

、

限
隼
は
采
乏

索
莫
と
し
て

生
氣
℃
乏
し
い
の
は
風
が
無
い
の
で
あ
る
。

ヽ

風
は
端
直
な
る
骨
の
上
に
生
す
る
こ
と
以
上

の
如
く
、

ー

た
の
で

あ
る
。

一

も
し
癖
采
の
み
飾

つ
て
内
に

一
貫
す
る
思
理
に
貧
し
く
、

ニ
四

徒
ら
に
緊
雑
に
し
に

是
を
以
て
惜
展
情
を
述
ぷ
る
は
必
す
風
に
始
ま
り
、
沈
吟
辟
を
舗
く
は
骨
よ
り
も
先
な
る
は
な
し
。

雷

一
貫
の
構
成
を
以
て
癖
を
え
ら
ぴ
結
ん
で
、
そ
こ
に
強
い
氣
が
生
動
す
る
と
き
、
惰
緒
は
遠
く
暢
び
る
の

で
あ
る
。
骨
格
あ

っ
て
身

休
が
正
し
く
樹
つ
が
如
く
、
文
池目
立
つ
て
始

幻
て
文
京
が
成
り
立
つ
。
身
体
に
氣
が
か
よ

っ
て
生
命
あ
る
が
如
ぐ

、
文
に
氣

が
流
動
し
て
畜
．
”

．
 

始
め
て
惰
緒
が
暢
び
る
。

結
言
端
直
な
れ
ば
文
骨
成
り
、
意
氣
駿
爽
な
れ
ば
文
風
荊
し

と
は
以
上
の
如
き
意
味
で

あ
る
。

之
に

反
し
て
も
し
痰
飾
の

み
四
か
に
足
り

て
、
風
骨
の

力
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
文
彩
も
新
鮮
さ
を
失
ふ
。

即
ち
生
氣
が
乏
し
く
な
る
の

で
あ
る
。
さ
れ
ば
文
を
つ
く
る
に
、
よ
く
氣
を
養
ひ
守
つ

て
充
渡
さ
せ
、
剛
健
な
精
肺
を
以
て
文
の
骨
格
を
結
成
し
て
、
そ
こ
に
始
め
て

斎

葬
き
炉
生
き
生
き
と
じ
て
来
る
の
で
、
を
れ
は
恰
も
空
飛
ぷ
鳥
が
端
直
な
る
骨
格
と
剛
い
氣
力
に
よ

っ
て
始
め
て
遠

V
飛
び
得
る
が

如
く
で
あ
る
。

か
く
て
文
の

骨
を
よ
く
心
得
た
も
の
は
、
文
癖
の
選
擦
結
成
が
精

一
に
な
っ
て
、
も
は

や

一
字
も
移
す
ら
と
が
出
来
ぬ
、

‘
即
ち
唯

一
無
二
の
表
現
を
と
る。

風
趣
の
生
動
を
深
く
心
得
た
も
の
ば
梢
緒
隅
に
そ
の
ひ
ゞ

き
滞
ら

唸

之

が

風
骨
の
力
で

あ
る
と
論
じ

，
 



、
文

よ
く
高
く
飛
荊
し
て
こ
そ

幸
は
猛
鳥
の
如
く
、
采
美
し
く
し
て
風
骨
に
乏
し
き
文
章
は
雉
の
如
く
で
あ
る
。
漢
飾
か
が
や
か
に
し
て

／
，
 

章
の
鳳
凰
と
も
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

て
人
に
共
嗚
を
起
さ
せ
る
一
．

以
ヒ
劉
甥
は
文
に
於
け
る
氣
の
用
を
い
ひ
、

そ
れ
に

よ
っ
て
文
が
生
氣
を
帯
び
、
そ
の
氣
の
生
動
に
よ
っ

文
の
力
が
生
苓
°
思
理
を
一
貰
さ
せ
て
冗
雑
物
を
去
り
、
ぎ
り
ぎ
り
の
動

．と
を
云
ひ
、

そ
れ
に
は
文
に
緊
拓
な
構
成
を
確
立
し
て
こ
そ

ヽ

か
す
可
か
ら
ざ
る
表
現
を
と
れ
ば
、
そ
こ
に
氣
刀
岱
働
い
て
文
風
が
生
動
す
る
の
で
あ
っ
て
、
か
の
周
害
に

「
昭
は
体
要
を
涸
ぶ
」
と

い

ヽ
●
ふ
の
は
ま

さ
に
こ
れ
で

あ
る
と
し
た
。l

、
之
に
加
ふ
る
系
要
を
忽
ぜ
に
し
た
の
で
は
な
い
。
結
言
端
直
に
し
て
文
骨
立
つ
を
要
求
す

し
か
じ
劉
氏
は
決
し
て
か
く
云
へ
ば
と
て

．
る
と
共
に
、

惰
趣
を
側

へ
る
に
美
し
く
快
い
文
癖
、
或
は
比
喩
、
聯
想
-
に

よ
っ
て
趣
旨
を
明
ら
め
、
翫
偶
の
妙
に
よ
っ
て
諧
和
の
美
を
求

.
i〉

め
、
韻
律
を
工
夫
し
て
誦
誤
の
快
感
を
求
め
る
な
ど
、
凡
を
文
が
人

の
心
を
動
か
す
た
め
に
は
、
修
癖
の
工
夫
は
何
よ
り
も
大
切
と
し
た

一

ま
で
自
然
に
出
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
換
言
す
れ
ば
自
然
の
美
が
こ
と
ば
に
現
れ
る

ー

の
で
あ
る
が
、
た
だ
を
の
修
癖
＠
美
が
あ
く

•)-

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
こ
と
は
文
心
離
菰
の
原
逍
篇
に
詳
し
く

の
べ

て
ゐ
る

Q

（
文
學
研
究
第
三
十
四
輯
拙
文
参
照
）――

．I

.

蚊
後
に
文
酪
制
作
の
契
機
と
な
る
こ
と
に

つ
い
て
一

．i

言
し
た
い
。
そ
れ
は
酎
象
の
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
に

よ
っ
て
人

の
心
が
揺
が
さ
れ
、
｀

そ
の
も
と
は
人
、
心
が
外
物
に

よ
っ
て
動
か
さ
る
と
こ

る
に
あ
り
と
す
る
の
は
古

ー

そ
こ
に
起
る
感
動
惑
興
が
膝
に
焚
し
て
詩
歌
と
な

る

。

九

く
か
ら
の
考

へ
で

あ
る
。
文
心
扉
龍
物
色
篇
に
も

「
春
秋
代
る
代
る
序
し、

陰
陽
惨
と
し
て
舒
ぶ
。
物
色
の
動
く
や
心
も
亦
揺
ぐ
」
と
い

ひ、

徴
な
る
虫
す
ら
陰
陽
の
氣
の
う
ご
き
に
感
じ
て
動
く
も
の
を
、
ま
し
て
人
の
心
に
し
で
物
色
の
相
招
く

．に
何
と
て
安
閑
と
し
て
ゐ
ら
ー

れ
得
よ
う
。
春
は
悦
ば
し
く
、
夏
は
竪
限
し
く
、
秋
は
沈
み
、ー
冬
は
粛
し
む
。
一
年
の
中
、
折
に
ふ
れ
て
物
天
々
の
容
あ
り
0

人
の
惰
は

ノ'I

二
五



鼻r

物
に
従
つ

て
逐
り
、
そ
の
遜
る
惰
に
よ
っ
て
言
癖
が
褻
す
る
。
物
色
篇
の
密
に

か
さ
な

め
ぐ
ゥ

土

じ

げ

「
山

沓
り
水

匝
り
、
樹
雑
り
雲
合
す
。
目
既
に
往
還
し
、
心
亦
吐
納
す
9

春
日
逓
K

、
秋
風
颯
名
。

来
る
こ
と
答

ふ
る
が
如
し
。
」

こ
の
篇
は
特
に
四
時
の
風
物
が
人
心
を
揺
が
し
て
歌
詠
と
な
る
こ
と
を
云
っ
た
ーも
の
で
、
即
ち
外
界
の
事
象
に
よ
っ
て
情
が
動
か
さ
れ
、

こ
こ

に
興
が
わ
い
て
詩
歌
と
な
る。

こ
の
時
酎
象
に
向
つ
て
悦
唸
と
し
て
我
を
忘
れ
、
わ
れ
が
自
然
に
融
合
す
る
と
き
、
胸
の
壁
は
取
除

か
れ
て
、
胸
臆
の
紳
は
と
ほ
く
暢
び
る
。
こ
の
時
わ
が
氣
は
到
＂

家
に
具
現
せ
る
天
地
の
氣
と
か
よ
ひ
、
わ
が
氣
は
神
思
を
馳
つ
て
無
限
に

＇
之
を
逍
逝
さ
せ
る
。
こ
の
感
興
滋
呼
び
興
し
た
も
の
を
作
者
の
感
動
と
深
き
内
誤
と
に
よ
っ
て
ど
ら
へ
、
之
を
文
字
に
う
つ
せ
ば
、

、殴
む

人
は
又
そ
れ
に
よ
つ

て
心
を
動
か
さ
れ
、
作
者
の
体
腕
を
心

に
繰
返
し
て

そ
の

心
に
感
動
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
文
座
契
機
論

の
も
と
と

な
る
の
は
匹
に
毛
詩
の
序
で

ゃ

「
詩
は
志
の
之
く
所
な
り
。

ヽ,-

.., 

ー

＇ 

¥
 

心
に

在
る
を
志
と
為
し、

言
に
稜

し
て
詩
と
な
る
。

惰
中
に
動
い

て
言
に
形
は
れ
、
之
を
言
ひ
て
足
ら

内
故
に
之
を
磋
嘆
す
。
之
を
哩
嘆
し
て
足
ら
す
、
故
に
之
を
永
歌
す
。
之
を
永
歌
し
て
足
ら
す
、
手
の
己
E
5
足
の
踏
む
を
知
ら
す
。

哨
婆
笠
餃
し、

豚
文
を
成
す
、
之
を
昔
と
い

ふ
。
治
世
の
音
は
安
ら
か
に
し
で
楽
し

、む
。
其
政
和
す
札
ば
な
り
。
趾
世
の
裔
は
怨
ん
で

怒
る
。
其
政
そ
む
け
ば
な
り
。

亡
國
の
手
日
は
哀
し
ん
で
思
ふ
。
其
民
困
し
め
ば
な
り
0

故
に
得
失
を

iE
し、

天
地
を
動
か
し、

鬼
稗
を

盛
ぜ
し
む
る
こ
と
、
詩
よ
り
も
近
き
は
莫
し
。
」

-
之
は
楽
記
に
人
心
の
感
動
が
昔
槃
に
あ
ら
は
れ
、
途
に
手
の
舞
ひ
足
の
踏
む
を
知
ら
ざ
る
朕
態
に
達
す
る
こ
と
を
云
つ
て
歌
舞
の
喪
生
を

除
く
も
の

と
同
じ
い
。
＇

楽
記
の
論
は
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
の
理
論
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
詩
槃
分
離
し
て
詩
の
癖
章
の
み
が
器
と

,. 

．`
 

訊
往
く
こ
と
贈
る
に
似
、
興

1

「
六

l・ 
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あ
る
。
日
く
、

参
照
)

二
七

そ
の
ま
主
詩
の
理
降
ど
し
た
の
が
毛
詩
の
序
で
あ
る
。
＇
（
文
癌
研
究
第
舟
一＝
琥
拙
文
・

し
て
學
ば
れ
る
に
至
っ

て、

そ
の
理
論
を
か
り
て

ヽ

翌
記
に
見
え
る
昔
笑
論

の
本
源
は
幽
に
歌
と
い

ぶ
も
の
が
相
手

（
或
は
人、

或
比
鬼
紳
）
を
腋
動
さ
せ
る
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
信
仰

ヽ

よ
ひ
側
は
つ
に
ゆ
く
も
の
故
、
或
は
風
と
呼
ば
れ
、
か
ぜ
が
草
木
を
な
び
か
す
や
う
に

的
な
考

へ
か
ら
来
て
ゐ
る
の

で、

歌
の
瞭

9
た
だ

・

↓

も
の

（渥
）
と
し
て

ゐ
る
の
で
、
こ
ち
ら
の
筵
心
が
瞭
に
出
て
は
そ
の
風
が
必
す
相、

ヽ

歌
は
瀕
生
て
行
っ
て
相
手
の

心
を
動
か
し
な
び
か
す

手
を
、
人
で
あ
っ
て
も
祠
5
ぁ
つ
て
も
、
動
か
さ
す
に
居
ら
れ
ぬ
と
い

ふ
古
代
の
信
仰
が
理
論
に
形
づ
く
ら
れ
て、

癸
記
の
音
楽
論
と
な

．

C
、
劉

、
、

之
が
古
き
中
國

~

の
文
欅
論上
に
直
要
な
地
位
を
占
め
、

又
後
世
文
學
論
の
基
と

な
っ
た
の
)

り
、
史
に
詩
の
、理
論
と
な
っ
た
の
て

へ．

人
心

の
節
き
を
環
境
に
結
び
つ
け
、
政
浩
と
文
睾
と
の
躁
係
を
主
と
す
る

臼
の
物
色
篇
も
畢
覚
之
と
同
じ
考

へ
に
立
つ
。
只
詩
序
の
方
は

．

f
 

'
の
に
到
し、

劉
氏
の
物
色
篇
は
自
然
の
風
物
の
斐
化
荼
人
心
に
典

へ
る
感
興
を
主
と
し
て
云
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
人
事

・
自
然
ず
べ

て
環
塊
が
人
＇
に
典

へ
る
感
典
を
言
っ
て、

そ
れ
を
明
ら
か
に
麿
働
ら
き
で
設
芦

の

は

錨
峻
の
詩
品
で

ふ
ら
は

む
、
故
に
性
情
を
揺
藻
し、

諸
を
舞
詠
に
形
す
。
三
カ

を
照
燭
し
、
萬
物
を
骰
照
す
。
蕊

氣

・
物
を
動
か
し、

物
，

人
を
感
ぜ
し

慶
を
待
っ
て
翌
を
致
し、
＂
幽
徴
之
を
藉
り

て
明
か
に
告
ぐ
。
天
地
を
動
か
し、
鬼
紳
を
感
ぜ
し
む
る

こ
と
、
詩
よ
り
も
近
き
は
な
し
。

、
人

心
を
感
動
さ
せ
る
物
の
動
き
ど
す
べ

て
氣
の
は
た
ら
き
と
見
、
之
＇に
よ
っ
て
揺
が
さ
れ
る
人
の
惰
が
唆
し
て
詩
歌
と
な
り
、
そ
の

褻
絢

に
か
；
ふ
氣
は
、

天
地
幽
冥
に
通
じ
て
鬼
神
を•も
動
か
す
の
で
あ
る
。

氣
に
よ

っ
て
動
が
さ
れ

、

氣
に
よ
っ
て

遠
く
粋
び
る胸奥
の
紳

が
、
天
地
寓
象
の
氣

に
か
よ
ひ、

そ
の
奥
に
ひ
そ
む
肺
に
合
致
す
る
と
き
、
胸
中
の
慇
動
は
一言葉
に
の
つ
て
と
匠
く
美
し
い
風
韻
を
ひ
び

’

.
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か
す
の
で
あ
る
。
物
と
は
自
然
の
風
物
の
み
な
ら
す
、
人
事
風
景
す
べ
て
の

現
象
で
あ
る
5

四
時
の
移
り
ゆ
き
、
人
の
世
の
離
合
集
散
す

ペ
て
人
の
情
を
揺
が
し
て
詩
歌
に
入
る
。
蓋
し
そ
の
も
と
は
や
は
り
す
べ
て
氣
の
は
た
ら
き
と
見
た
の
で
あ
っ
た

5

以
上
引
用
を
省
き
、
説
明
を
略
し

．．
 

簡
略
を
つ
ど
め
た
が
、
矢
張
り
割
裳
て
ら
れ
た
頁
警
を
は
る
か
に
超
過
し
た
。
つ
づ
い
て
文
葱

と
自
然
に
つ

い
て
論
じ、

更
に
修
階
論
に
も
及
び
た
か
っ
た
が
い
’之
は
も
は
や
次
の
機
會
に
ゆ
づ
る
。
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