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魏
習
の
王
朝
交
代
期
に
生
き
た
稿
康
及
び
玩
籍
は
、

世
俗
の
紛
雑
を
竹
林
に
避
け
、
後
世
所
謂

「竹
林
の
七
賢
」

と
稻
さ
れ
た
隠

者

た
ち
の
領
袖
的
存
在
と
し
て
夙
に
有
名
で
あ
る
。
こ
の
竹
林
の
士
た
ち
の
遊
び
が
果
し
て
具
髄
的
に
行
な
わ
れ
た
か
否
か
は
ひ
と
ま

ず
置
く
と
し
て
も
、
奮
志
の
傳
え
る
所
か
ら
推
す
と
、
こ
の
二
人
の
間
に
は
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
交
遊
が
あ

っ
た
ら
し

い
。
例
、兄
ば

『否

書
』
院
籍
傳

は
以
下
の
話
を
傳
え
て
い
る
。

籍
、
又
た
能
く
青
白
眼
を
爲
す
。
禮
俗
の
士
を
見
れ
ば
、
白
眼
を
以
っ
て
之
に
野
す
。
稿
喜
來
り
て
弔
す
る
に
及
び
、
籍
白
眼
を

作
す
。
喜
、
澤
ば
ず
し
て
退
く
。
喜
の
弟
康
之
を
聞
き
、
乃
ち
酒
を
齎
し
琴
を
挾
み
て
焉
に
造
る
。
籍
大
い
に
悦
び
、
乃
ち
青
眼

(
1
)

を
見
す
。

院
籍
が
稿
康
の
兄
稽
喜
を
禮
俗
の
士
と
し
て
白
眼
で
追
い
か
え
し
、
稿
康
に
は
青
眼
で
迎
え
た
と
い
う
こ
の
有
名
な
話
は
、
玩
籍
と

稿
康

の
相
互
理
解
の
深
さ
を
物
語
る
ば
か
り
で
な
く
、
二
人
が
同
様
な
思
想
の
下
に
生
活
を
螢
ん
で
い
た
こ
と
を
も
示
唆
す
る
も
の
で



あ

る
。

と
は
い
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
彼
ら
二
人
は
そ
の
塵
世
態
度
を
大
き
く
異
に
し
て
し
ま

っ
た
。
簡
明
に
こ
れ
を
い
え
ば
、
當
時
曹
魏
を

塵

倒
し
つ
つ
あ

っ
た
司
馬
晋
の
櫂
勢
に
樹
し
て
、
玩
籍
は
徹
底
的
な
輻
晦
を
計
り
、
巧
み
に
そ
の
下
に
も
ぐ
り
込
ん
で
生
を
全
う
す
る

の
だ
が
、
こ
れ
に
反
し
て
稿
康
は
、
そ
の
良
友
呂
安
の
冤
罪
に
ま
き
込
ま
れ
て
刑
死
す
る
と
い
う
結
果
に
終
り
、
司
馬
氏
に
屈
服
す
る

こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、思
想
的
に
は
類
似
し
て
お
り
な
が
ら
も
、虚
世
的
に
は
結
局
ま

っ
た
く
異
な

っ
て
し
ま
う
玩
籍
と
稿
康
と
の
差
に
つ
い

(
2

)

て
、
西
順
藏
氏
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
つ
ま
り
、
玩
籍

の
方
は
観
念

の
中
に
造
り
上
げ
た

「自
然
」
に
超
越
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

現
實
世
間
に
強
要
さ
れ
る
自
己
の
生
の
不
漏
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
稿
康
の
場
合
は

「
自
然
」
に
自

己
を
あ
ず
け
き
れ

な

か
っ
た
、
あ
ず
け
る
に
は
あ
ま
り
に
強
い
心
の
お
も

い
で
あ
り
、
そ
れ
故
強
要
さ
れ
て
生
き
る
道
を
拒
否
し
は
ね
と
ば
さ
れ
た
、
と

西
氏
は
説
く

の
で
あ
る
。

筆
者
も
そ
の
主
張
に
は
基
本
的

に
は
同
意
す
る
。
し
か
し
、
西
氏
は
稿
康
の
そ
の

"
心
の
お
も
い
"
を
形
づ
く
る
具
膿
的
な
も
の
に

關
し
て
は
、

輩
に

"
個
人
の
い
の
ち
の
叫
び
"

と
ま
で
し
か
述
べ
て
い
な
い
。

確
か
に

"
個
人
の
い
の
ち
の
叫
び
"
が

"
心
の
お
も

い
"
の
背
景
と
し
て
あ
る
も

の
だ
と
は
い
え
、
彼
の
詩
を
見
る
と
き
、
そ
れ
は
も
う
少
し
具
膿
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
小
論
で
は
、
稿
康
の
詩
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
の

"
心
の
お
も
い
"
の
具
膣
的
な

一
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る

(
3

)

も

の
で
あ
る
。
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あ
ら
か
じ
め
結
論
を
提
示
し
て
お
く
な
ら
、
そ
の

"
心
の
お
も
い
躍
の

一
面
と
は
利
盆
社
會
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
人
と
人

と
の
共
感
、
ま
た
は
連
帯
感
、
或
い
は
信
頼
感
と
い
っ
た
も

の
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
情
感
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
稿
康
が
彼
の
住
む
世
の
中
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
意
識
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
三

つ
の
貼
を
述
べ
る

こ
と
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
第

一
の
も
の
と
し
て
は
、
政
治
社
會
と
個
人
的
世
界
と
の
封
立
の
意
識
が
學
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
兄
稿
喜
が
官
界

へ
出
仕
す
る
際
に
贈

っ
た
と
さ
れ
る
詩
塁
中
の
五
言
詩
、
及
び
兄
稿
喜
の
答
詩
が
参
考
に
な
る
。

ま
ず
五
言
詩
か
ら
見
て
み
よ
う
。
こ
の
詩
は
大
き
く
三
段
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
初
め
の

一
段
で
は
次
の

よ

う

に
詠

う
o

讐
鶯
匿
景
曜

俄
翼
太
山
崖

抗
首
漱
朝
露

晴
陽
振
羽
儀

長
鳴
戯
雲
中

時
下
息
蘭
地

讐
鶯
、
景
曜
を
匿
し

翼
を
取
む
太
山
の
崖

首
を
抗
げ
て
朝
露
に
漱
ぎ

陽

に
晴
し
て
羽
儀
を
振

ふ

長
鳴
し
て
雲
中
に
戯
れ

時
に
下
り
て
蘭
池
に
息
ふ



自
謂
絶
塵
埃

自
ら
謂
ら
く
塵
埃
を
絶
し

終
始
永
不
顧

終
始
永

に
葛
け
ず
と

何
意
世
多
難

何
ぞ
意
は
ん

世
多
難
に
し
て

虞
人
來
我
疑

虞
人
來
た
り
て
我
を
疑
し
む
と

こ
こ
で
は
、
二
羽
の
仲
睦
ま
じ
い
驚
鳥
の
美
し
い
自
然
の
中
で
の
自
由
潤
達
な
生
活
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
そ
の
塵
埃

を
離
れ
た
高
遠
な
場
所
で
の
生
活
が
永
遠
に
績
く
も
の
と
信
じ
、
山
澤
を
司
ど
る
朝
廷
の
官
吏
で
あ
る
虞
人
が
、
彼
ら
を
お
び
や
か
し

に
來
る
な
ど
と
は
予
想
だ
に
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
二
羽
の
鶯
鳥
が
、
彼
ら
の
個
人
的
な
世
界
に
暮
す
稿
康
、
稿
喜
の

兄
弟
を
象
徴
し
、
虞
人
が
政
治
社
會
か
ら
彼
ら
の
世
界

へ
の
侵
略
者
を
代
表
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

次
の

一
段
に
詠
わ
れ
る
の
は
、
突
然
迫
り
來
た
虞
人
の
捕
鳥
の
網
と
、
そ
の
網
か
ら
逃
れ
ん
と
す
る
鶯
鳥
と
の
闘
争
で
あ
る
.

雲
網
塞
四
匠

高
羅
正
参
差

奮
迅
勢
不
便

六
融
無
所
施

隠
姿
就
長
縷

卒
爲
時
所
罵

軍
雄
翻
孤
逝

雲
網
四
匿
を
塞
ぎ

高
羅
正
に
参
差
た
り

奮
迅
す
る
も
勢
は
便
な
ら
ず

六
醐
は
施
す
所
無
し

姿
を
隠
す
も
長
縷
に
就
き

卒
と
し
て
時
の
罵
ぐ
所
と
爲
る

輩
雄
翻
り
て
孤
り
題
き
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哀
吟
傷
生
離

哀
吟
し
て
生
離
を
傷
む

俳
徊
懸
儒
侶

俳
徊
し
て
は
傳
侶
を
懸
ひ

慷
慨
高
山
破

慷
慨
す
高
山
の
破

そ
の
圖
争
で
は
、
彼
ら
は
結
局
力
負
け
し
、

一
羽
は
捕
獲
さ
れ
、
も
う

一
羽
は
や

っ
と
の
こ
と
で
逃
れ
得
て
、
高
山
の
山
腹
で
生
き

別
れ
に
な

っ
た
相
手
を
思

っ
て
慷
慨
せ
ざ
る
を
得
な
い
は
め
に
な
る
。
こ
の
段
は
、
官
界
か
ら
の
強
い
誘
い
に
、
思
い
が
け
ず
も
兄
が

出
仕
を
決
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
残
る
稿
康
の
側
か
ら
の
悲
し
み
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

最
後
の
段
は
、
鶯
鳥
と
い
う
象
徴
的
な
樹
象
よ
り
離
れ
て
、
現
實
に
官
界

へ
と
出
て
行
く
兄
に
封
し
て
直
接
述
べ
ら
れ
る
。

鳥
壷
良
弓
藏

謀
極
身
必
危

吉
凶
難
在
己

世
路
多
瞼
繊

安
得
反
初
服

抱
玉
賓
六
奇

迫
遙
遊
太
清

擶
手
長
相
随

鳥
壷
き
れ
ば
良
弓
藏
さ
れ

謀
極
ま
れ
ば
身
必
ず
危
し

吉
凶
は
己
に
在
り
と
錐
も

世
路
に
は
瞼
繊
多
し

安
ぞ
初
服
に
反
り
て

玉
を
抱
き
六
奇
を
賓
と
す
る
を
得
ん
や

迫
遙
し
て
太
清
に
遊
び

手
を
捲

へ
て
長
く
相
随
は
ん

56

稿
康
か
ら
見
る
な
ら
、
兄
が
こ
れ
か
ら
出
て
行
こ
う
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欲
得
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で
、
不
要
に
な
れ
ば
さ

っ
さ
と



庭

分
さ
れ
る
誠
に
情
容
赦
の
な
い
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
自
分
が
い
く
ら
愼
み
深
く
行
動
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
く
ら
い
で
は

到
底
及
び
も

つ
か
な
い
危
瞼
が
待
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
し
、
そ
こ
へ
出
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
も
は
や
稿
康
の
も
と
に
蹄

っ
て
來
れ
る

は
ず
も
な
い
。
だ
か
ら
、
稿
康
は
、
そ
ん
な
場
所
に
行

っ
て
し
ま
う
よ
り
も
、
今
ま
で
ど
お
り
二
人
で
高
遠
な
世
界
を
夢
み
つ
つ
自
由

潤
達
な
生
活
を
し
よ
う
で
は
な
い
か
、
と
兄
に
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。

こ
の
詩
よ
り
推
察
す
れ
ば
、
稿
康
が
、
彼
の
暮
し
て
い
る
世
の
中
を
大
別
し
て
、

一
つ
は
兄
が
出
仕
し
て
い
く
政
治
社
會
、

つ
ま
り

「世
路
」
の
場
と
、
他
の

一
つ
は
造
遙
し
太
清
に
遊
び
得
る
自
己
の
私
的
な
場
と
の
相
反
す
る
二
種
が
あ
る
と
認
識
t
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
稿
康
に
と

っ
て
は
、

「世
路
」
の
世
界
は
危
瞼
極
ま
り
な
い
所
に
見
え
、
稿
康
側
の
世
界
は
自
由
で
安
寧
な
場
所

で
あ

つ
た
。

稿
康
が
以
上
の
よ
う
に
世
の
中
を
二
種
に
分
け
て
考
、兄
、
し
か
も
彼
の
側
の
世
界
に
こ
そ
留
ま
る
こ
と
に
固
執
す
ゐ
と

い
う

こ

と

は
、
兄
稿
喜
の
答
詩
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

一
層
明
ら
か
に
な
る
O
今
は
そ
の
三
首
目
を
畢
げ
る
。

達
人
與
物
化

無
俗
不
可
安

都
邑
可
優
游

何
必
棲
山
原

孔
父
策
良
駆

不
云
世
路
難

達
人
は
物
と
化
し

俗
の
安
ん
ず
べ
か
ら
ざ
る
無
し

都
邑
優
游
す
べ
し

何
ぞ
必
ず
し
も
山
原
に
の
み
棲
ま
ん
や

孔
父
、
良
駆
に
策
う
ち
て

世
路
難
し
と
は
云
は
ず

57
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庭
因
時
資

出
盧
は
時
資
に
因
り

漕
躍
無
常
端

潜
躍
に
常
端
無
し

保
心
守
道
居

心
を
保
ち
道
を
守
り
て
居
れ
ば

覗
攣
安
能
遷

攣
を
覗
安
ん
じ
能
く
遷
る

こ
こ
で
は
、
稿
康
の
立
て
た
二
つ
の
世
界

の
封
立
は
表
面
上
の
異
り
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
稿
喜
は
、
世
の

流
れ
に
洛

っ
て
場
所
を
選
ば
ず
臨
機
鷹
攣
に
情
況
に
適
鷹
す
る
の
が
よ
い
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
り
、
心
の
も
ち
方
さ
え
し

っ
か
り
し

て
い
る
の
な
ら
ば
、
世
路
に
あ

っ
て
も
事
態

の
攣
化
を
見
抜
き
、
安
ん
じ
る
べ
き
所
に
安
ん
じ
、
危
瞼
が
迫
る
な
ら
ば
移
る
こ
と
も
可

能
だ

(『
禮
記
』
曲
禮
上

「安
安
而
能
遷
」)
と
い
う
の
で
あ
る
。
住
む
場
所
を
選
ば
な
い
と
い
う
こ
の
態
度
を
持
て
ば

こ
そ
、
瀟
「康
と

挟

を
分

っ
て
出
仕
し
て
行
く
こ
と
も
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

稿
康
の
世
の
中
に
野
す
る
認
識
と
し
て
畢
げ
て
お
く
べ
き
第
二
の
鮎
は
、
上
述
の
ご
と
く
彼
は
自
分
自
身
の
世
界
を
持

っ
て
い
た
と

は
い
え
、
彼
の
暮
す
現
實
の
時
代
に
封
し
て
は
、
と
う
て
い
自
分
が
住
め
る
よ
う
な
時
代
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
た
こ
と
が
學
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
述
志
詩
」
二
首
中
次
に
畢
げ
る

一
首
の
初
め
の
部
分
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

溜
龍
育
神
躯

漕
龍
、
紳
躯
を
育
て

濯
鱗
戯
蘭
池

鱗
を
櫂

い
蘭
池
に
戯
る

延
頸
慕
大
庭

頸
を
延
ば
し
て
大
庭
を
慕
い

寝
足
侯
皇
義

足
を
寝
め
て
皇
義
を
侯

つ

58



慶
雲
未
垂
景

盤
桓
朝
陽
肢

悠
悠
非
我
匹

疇
肯
鷹
俗
宜

殊
類
難
偏
周

鄙
議
紛
流
離

轍
朝
丁
悔
吝

雅
志
不
得
施

慶
雲
、
未
だ
景
を
垂
れ
ず

盤
桓
す
朝
陽
の
破

悠
悠
た
る
は
我
が
匹
に
非
ず

疇
か
俗
の
宜
し
き
に
雁
ず
る
を
肯
は
ん

殊
類
、
偏
周
な
り
難
く

鄙
議
、
紛
と
し
て
流
離
す

輻
輌
、
丁
に
悔
吝
す
べ
し

雅
志
、
施
す
を
得
ず

冒
頭
に
あ
ら
わ
れ
る
漕
龍
は
彼
自
身
を
示
す
と
み
て
よ
い
。
以
下
は
、
自
己
が
活
躍
す
る
時
機
の
到
ら
ぬ
嘆
き
で
あ
る
。
彼
の
過
ご

す
時
代
は
、
萬
物
に
ま
と
ま
り
が
な
く
、
つ
ま
ら
ぬ
論
議
が
雑
駁
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
暮
ら
す
彼
に
と

っ
て
は
、
不
遇
感

の
下
に
憂

う

る
ば
か
り
で
、
自
己
の
志
を
實
行
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ

っ
た
。

第
三
に
畢
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
世
の
中
に
生
き
る
者
の
生
命
の
無
常
さ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
亡
き

母
を
傷
む

「
思
親
詩
」
の
最
後
の
部
分
を
見
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。

慈
母
没
号
誰
予
驕

慈
母
没
し
て
誰
と
予
に
か
驕
せ
ん

顧
自
憐
号
心
切
切

顧
み
て
自
ら
憐
み
心
は
切
切
た
り

訴
蒼
天
号
天
不
聞

蒼
天
に
訴
う
る
も
天
は
聞
か
ず

稽

康

詩

小

考

(
甲
斐
)
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涙
如
雨
号
歎
青
雲

涙
は
雨
の
如
く
歎
は
青
雲
の
ご
と
し

欲
棄
憂
号
尋
復
來

憂
を
棄
て
ん
と
欲
す
れ
ど
も
尋
ね
て
復
た
來
た
り

痛
毅
股
号
不
可
裁

痛
み
は
股
股
と
し
て
裁

つ
べ
か
ら
ず

こ
こ
に
は
、
稿
康
の
螢
む
生
活
の
上
に
、
突
然
襲
い
か
か

っ
た
慈
母
の
死
と
い
う
で
き
ご
と
に
樹
す
る
悲
し
み
が
述
べ

ら

れ

て

い

る
。
い
く
ら
蒼
天
に
訴
え
て
も
届
か
ぬ
生
命
の
世
界
自
膿
が
持
つ
こ
の
不
條
理
性
は
、
母
と
子
の
つ
つ
ま
し
い
情
愛

の
生
活
に
容
赦
な

く
入
り
込
み
、
陽
春
の
如
く
彼
を
可
愛
い
が

っ
た
慈
母
を
奪
い
去

っ
て
し
ま

っ
た
。
稿
康
は
そ
の
不
條
理
な
力
に
封

し
て
全
く
の
無
力

を
感
じ
ざ
る
を
得
ず
、
ひ
た
す
ら
働
実
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
死
と
い
う
生
命
膣
必
然
の
運
命
と
、
先
に
見
た
危
瞼
な
政
治
社
會
と
が
稿
康
の
螢
む
生
活
に
封
す
る
關
係
に
は
類

似
す
る
鮎
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
稿
康
の
方
が
い
く
ら
静
寂
、
安
寧
に
暮
そ
う
と
し
て
い
て
も
、
向
う
側
の
方
か
ら

一
方
的
に
、
ま
た
塵

倒
的
な
力
を
も

っ
て
攻
め
込
ん
で
來
る
と
彼
が
感
じ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
稻
康
が
螢
む
生
活
の
場
が
現
實

的

に
も
精
紳
的
に
も
そ
れ
だ
け
脆
弱
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
外
か
ら
の
力
に
封
し
て
受
動
性
の
高
い
も
の
で
あ

っ
た

こ
と
を
示
す
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

60

二

と
は
い
え
、
稽
康
が
そ
れ
ら
の
侵
略
に
封
し
て
自
己
を
守
る
べ
き
方
法
を
講
じ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
次
に
、
そ
れ
に
つ
い
て

見

て
み
よ
う
。



こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
こ
の
時
代
多
く
の
者
が
夢
み
た
不
老
不
死
の
紳
仙
世
界

へ
の
現
實
的
な
飛
遊
を
希
求
し
た
こ
と
を
畢

げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
無
常
な
死
か
ら
も
、
ま
ま
な
ら
ぬ
俗
世
か
ら
も

一
度
に
自
由
に
な
る
こ
と

が

で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
願
望
を
詠
う
の
が

「游
仙
詩
」
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
は
、
ま
ず
初
め
に
、

遙
望
山
上
松

隆
冬
欝
青
葱

自
遇

一
何
高

濁
立
週
無
讐

願
想
遊
其
下

蹟
路
絶
不
通

遙
に
望
む
山
上
の
松

隆
冬
に
欝
と
し
て
青
葱
た
り

自
遇
、

一
に
何
ぞ
高
き

濁
立
、
週
く
讐
無
し

其
の
下
に
遊
ば
ん
と
願
い
想

へ
ど
も

腰
路
絶
え
て
通
ぜ
ず

と
、
現
實
の
世
界
で
理
想
を
貫
い
て
孤
高
に
過
す
こ
と
を
、
嚴
寒
に
耐
え
て
濁
り
立
つ
山
上
の
松
に
託
し
て
示
し
、
自
分
に
は
そ
の
よ

う

な
行
爲
は
願

っ
て
も
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
る
。
以
下
、
傳
説
の
仙
者
王
子
喬
ら
と
の
神
仙
界
で
の
樂
し
げ
な
生
活
の
あ
り
さ
ま
を

詠
う
。王

喬
昇
我
去

王
喬
、
我
を
昇
げ
て
去
り

乗
雲
駕
六
龍

雲
に
乗
り
六
龍
を
駕
す

瓢
級
戯
玄
圃

瓢
級
と
し
て
玄
圃
に
戯
れ

黄
老
路
相
逢

黄
老
、
路
に
相
逢
う

穂

康

詩

小

考

(甲
斐
)
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授
我
自
然
道

我
に
自
然
の
道
を
授
く
る
こ
と

臓
若
獲
童
蒙

臓
と
し
て
童
蒙
を
獲
く
が
ご
と
し

採
藥
鍾
山
隅

藥
を
採
る
鍾
山
の
隅

服
食
改
姿
容

服
食
し
姿
容
を
改
む

蝉
蜆
棄
種
累

蝉
蜆
し
て
機
累
を
棄
て

結
友
家
板
桐

友
を
結
び
て
板
桐
に
家
す

臨
膓
奏
九
紹

膓
に
臨
み
て
九
紹
を
奏
す
れ
ば

雅
歌
何
亀
琶

雅
歌
、
何
ぞ
亀
琶
た
る

長
與
俗
人
別

長
く
俗
人
と
別
れ

誰
能
観
其
縦

誰
か
能
く
其
の
縦
を
観
ん

傳
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
稿
康
は
當
時
の
道
士
孫
登
や
王
烈
に
從

っ
て
教
え
を
請
う
て
い
る
が
、
ど
う
や
ら
神
仙

へ
の
才
能

(
4

)

は
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か

っ
た
ら
し
く
、
結
局
は
人
の
住
む
世
界
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か

つ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
他

の
方
法
で
自
己
の
安
心
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
。
次
に
畢
げ
る

「酒
會
詩
七
首
」
中
の

一
首
は
、
ま
ま
な
ら
ぬ
俗

間

に
暮
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
稿
康
の

一
つ
の
態
度
を
示
す
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

淡
淡
流
水

淡
淡
た
る
流
水

論
脊
而
逝

倫
得
と
し
て
逝
く
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汎
汎
栢
舟

載
浮
載
滞

微
嘱
清
風

鼓
撒
容
喬

放
櫂
投
竿

優
游
卒
歳

汎
汎
た
る
栢
舟

載
に
浮
き
載
に
滞
る

清
風
に
微
囎
し

撮
…を
鼓
し
て
容
喬
た
り

櫂
を
放
ち
竿
を
投
げ

優
游
と
し
て
歳
を
卒
ふ

す
べ
て
の
も
の
を
ま
き
込
ん
で
流
れ
て
い
く
川
の
水
と
は
、
稿
康
の
周
園
に
廣
が
る
、
彼
の
主
髄
的
努
力
の
み
で
は
い
か
ん
と
も
し

難

い
世
間
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

栢
舟
は

『詩
纏
』
に
見
え
る
語
で
、

鄭
箋
に
よ
る
と
仁
人
を
比
え

た
も

の
と
い

っ
て
よ
い
と
さ
れ

(
5
)

る
。
こ
こ
で
は
文
脈
か
ら
考
え
て
、
そ
の
仁
人
た
る
穂
康
が
乗
る
小
舟
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
稽
康
は
、
そ
の
川
の
水
の
流
れ
に

載

っ
た
小
舟
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
身
を
ま
か
せ
、
流
れ
を
利
用
し
て
自
己
の
行
く
べ
き
方
向
を
定
め
る
櫂
や
竿
す
ら
も
捨

て
て
生
き
て
い
こ

う
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
自
己
を
仁
人
に
比
し

「清
風
に
微
囎
し
、
撒
を
鼓
し
て
容
喬
」
と
し
て
い
ら
れ
る
の
は

な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
稿
康
が
自
分
の
主
膣
性
を
忘
れ
て
安
易
に
俗
間
に
浸

っ
た
の
で
は
な
く
、
彼
が
乗

っ
た
小
舟
の
中
に
彼

自
身
の
主
膣
的
世
界
を
確
保
し
得
る
自
信
が
あ

っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

つ
ま
り
、
世
間
に
擁
頭
し
よ
う
と
し
た
り
抗

っ
た
り
し
て
危

瞼
な
目
に
會
う
よ
り
も
、
無
理
を
せ
ず

に
流
れ
に
ま
か
せ
、
う
ま
い
具
合
い
に
身
を
守
り
、
そ
の

一
方
で
自
己
の
個
人
的
な
世
界
を
確

保

し
て
、
つ
つ
ま
し
く
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

一
名

「秋
胡
行
」
と
呼
ば
れ
る
彼
の
四
言
詩
は
、
そ
の
立
場
に
立

っ
て

作
ら
れ
た
教
訓
詩
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

稜

康

詩

小

考
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そ

の
詩
で
は
、
例
え
ば
第

一
首
で
は
、

富
貴
奪
榮

富
貴
奪
榮
は

憂
患
諒
濁
多

憂
患
諒
に
濁
り
多
し

と
詠
い
出
し
、

惟
有
貧
賎

惟
だ
貧
賎
有
る
の
み

.
可
以
無
他

以

っ
て
他
無
か
る
べ
し

と
、
貧
賎
に
甘
ん
じ
て
こ
そ
安
樂
に
暮
し
得
る
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
、
そ
の
第
三
首
で
は
、
後
半
で

欲
得
安
樂

安
樂
を
得
ん
と
欲
す
れ
ば

掲
有
無
億

掲
り
億
無
き
こ
と
有
る
の
み

歌
以
言
之

歌
い
て
以

っ
て
之
を
言
え
ば

忠
信
可
久
安

忠
信
こ
そ
久
し
く
安
ず
べ
し

と
、
自
己
の
厨
す
る
社
會
に
忠
信
を
守
り
、
無
難
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
、
安
樂
に
暮
す
手
立
て
な
の
だ
と
説
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
其
五
の
詩
で
は

「智
を
絶
し
學
を
棄
て
、
心
を
玄
獣
に
遊
ば
せ
ん
」
と
詠
い
始
め
る
よ
う
に
、
彼
の
心
の
世
界

は
こ
の
ま
ま
な
ら

ぬ
俗
世
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
。
其
六
の
詩
で
は
、

「
王
喬
と
雲
に
乗
り
、
八
極
に
遊
ぶ
こ
と
を
思
ふ
」
と
詠
い
、
其
七
の
詩
で
は
、

「
鍾
山
に
俳
徊
し
、
駕
を
層
城
に
息
ま
し
む
」
と
詠
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
身
は
俗
界
に
留
ま
る
と
も
、
心
中
で
は
神
仙

の
世
界
で
の
遣
遙
を
夢
み
て
い
た
の
で
あ
る
。

64



三

以
上
の
よ
う
な
稿
康
の
慮
世
観
は
、
當
時
の
激
攣
す
る
政
治
情
勢
の
下
で
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
官
僚
候
補
と
し
て
政
治
社
會

の
中
に

組
み
込
ま
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
者
に
と

っ
て
は
、
恐
ら
く
仕
方
の
な
い
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
院
籍
も
、
稿
康
と
同
様
な
塵
世

観

を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
残
し
た
詠
懐
詩
を
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
容
易
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
稿
康

の
兄
が
白
眼
を
以

っ
て
追
い
返
さ
れ
、
稿
康
に
は
青
眼
を
用
い
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
鮎
に
も
係
る
も

の
に
違

い
な
い
。

た
だ
し
、
玩
籍
と
稿
康
の
詩
の
内
容
か
ら
窺
わ
れ
る
彼
ら
の
生
活
の
内
面
に
は
、

一
つ
の
大
き
な
差
が
あ

っ
た
。

ま
ず
、
玩
籍
に
つ
い
て
見
て
お
く
と
、
例
え
ば
、
詠
懐
詩
其
四
に
お
い
て
彼
は
以
下
の
よ
う
に
詠

っ
て
い
魏
α)

嘉
樹
下
成
践

東
園
桃
與
李

秋
風
吹
飛
奮

零
落
從
此
始

繁
華
有
憔
惇

堂
上
生
荊
杷

駆
馬
舎
之
去

去
上
西
山
趾

嘉
樹
下
に
蹟
を
成
す

東
園
の
桃
と
李

秋
風
吹
き
て
奮
を
飛
ば
し

零
落
は
此
從
り
始
ま
る

繁
華
に
も
憔
惇
あ
り

堂
上
に
も
荊
杞
生
ゆ

馬
を
騙
し
て
之
を
舎
て
去
り

去
り
て
西
山
の
趾
に
上
る
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一
身
不
自
保

一
身
す
ら
自
ら
保
て
ず

何
況
懸
妻
子

何
ぞ
況
ん
や
妻
子
を
懸
は
ん
や

凝
霜
被
野
草

凝
霜
、
野
草
を
被
ひ

歳
暮
亦
云
已

歳
暮
れ
て
亦
た
云
に
日
む

66

こ
の
詩
の
中
に
は
、
世
の
無
常
さ
に
耐
え
兼
ね
て
、
最
も
信
頼
す
べ
き
親
屡
を
捨
て
て
ま
で
も
こ
の
世
界
か
ら
の
絶
望
的
な
逃
亡
を

試

み
る
玩
籍
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
中
の
コ

身
す
ら
自
ら
保
て
ず
、
何
ぞ
況
ん
や
妻
子
を
懸
は
ん
や
」
の
句
か
ら
推
測
さ
れ
る
玩

籍

の
孤
濁
性
は
、
極
度
に
高
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
詩
に
、
他
人
と
の
現
實
的
な
共
感
や
連
帯
を
詠
う
こ
と
が
な
い
の

は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
詩
の
中
に
は
、
知
己
、
良
友
を
希
求
し
て
や
ま
ぬ
彼
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

ら
の
樹
象
は
紳
仙
で
あ
り
、
ま
た
古
人
で
あ

っ
て
、
決
し
て
實
際
に
得
ら
れ
て
激
び
を
分
ち
あ
え
た
良
友
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
封
し
て
栖
康
は
、
そ
の
詩
集
に
三
種
の
贈
答
詩
を
残
す
こ
と
か
ら
充
分
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
共
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
を
詩
の
中
に
詠
い
込
め
る
ほ
ど
の
者
が
現
實
に
身
近
に
存
在
し
て
い
た
。

例
え
ば
、
稿
康
と
終
に
は
挟
を
分
か

っ
て
し
ま
う
兄
と
の
交
遊
の
思
い
出
を
詠
う
詩
で
は
、

良
馬
既
閑

良
馬
既
に
閑
ら
さ
れ
て

麗
服
有
暉

麗
服
に
は
暉
き
あ
り

左
撹
繁
弱

左
に
繁
弱
を
撹
り

右
接
忘
蹄

右
に
忘
蹄
を

接

む



風
馳
電
逝

囁
景
追
飛

凌
属
中
原

顧
晒
生
姿

風
の
ご
と
く
馳
せ
電

の
ご
と
く
逝
き

景
を
囁
み
て
飛
を
追
ふ

中
原
を
凌
属
し
て

生
姿
を
顧
踊
た
り

と
詠
う
。
こ
の
詩
は
、
か
つ
て
二
人
が
共
に
行
な

っ
た
狩
り
の

一
日
を
回
想
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。そ
の
狩
り
は
そ
れ
自
膿
痛
快
な
も

の
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
痛
快
さ
や
歓
び
は
、
稿
康
の

一
人
よ
が
り
で
終
る
も
の
で
は
な
い
。
中
原
に
馬
を
走
ら
せ
て
ふ
と

ふ
り
か
え

っ
た
時
、
そ
こ
に
兄
と
い
う
そ
の
歓
び
の
共
感
者
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
更
に
充
足
さ
れ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
こ
の
詩
の
場
合
は
、
官
界
に
出
て
い
こ
う
と
す
る
兄
を
引
き
と
め
る
目
的
が
あ

っ
た
の
だ
か
ら
、
か

つ
て
の
兄
に
樹
す

る
心
情
を
こ
と
さ
ら
に
強
く
表
面
に
出
し
た
も

の
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
か
え

っ
て
稿

康

の
、
兄
と
い
う
歓
び
の
共
感
者
と
ず

っ
と
共
に
過
ご
し
て
い
た
い
と
い
う
願
望
が

一
層
明
ら
か
に
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
先
に
畢
げ
た

「
思
親
詩
」
中

の
、
亡
き
母
に
樹
す
る
稽
康
の
働
突
も
、
軍
に
肉
親
の
死
と
い
う
ば
か
り
か
ら
生
ま
れ
る
も
の

で

は
な
い
。
そ
の
詩
中
に

「陽
春
に
感
じ
て
、
慈
親
を
思
ふ
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
の
母
が
稿
康
を
陽
春
の
如
く
暖

い
慈
愛
を
以
っ

て
理
解
し
て
く
れ
た
た
め
な
の
で
あ
る
。

右
の
例
は
、
共
に
肉
親
が
共
感
者
、
理
解
者
と
し
て
描
か
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
共
感
者
た
ち
は
、
當
然
な
が
ら
肉
親
ば
か

り
で
は
な
い
。

友
人
の
玩
徳
如
に
與
え
た
詩
で
は
、

彼
と
の
離
別
を

「郵
人
忽
ち
に
し
て
已
に
逝
き
、

匠
人
疲
み

て
言
は
ず
」
と
、

『
荘
子
』

中
の
故
事
、

相

信

頼
し
得
た
故
に
命
が
け
の
離
れ
技
も
平
氣
で
演
じ
ら
れ
た
郵
人
と
匠
人
と
の
死
別
に
比
え
て
詠

っ
て
い

穂

康

詩

小

考

(
甲
斐
)
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る
。こ

れ
ら
の
例
は
、
肉
親
や
良
友
と
の
離
別
の
際
に
か
え

っ
て
顯
わ
れ
る
稿
康
に
お
け
る
共
感
者
の
實
在
の
例
で
あ

っ
た
が
、

げ

る

「
雑
詩
」
の
場
合
は
、
良
友
の
存
在
の
歓
び
を
、
そ
の
會
合
の
も
と
に
詠
う
も
の
で
あ
る
。

微
風
清
扇

雲
氣
四
除

絞
咬
亮
月

麗
干
高
隅

興
命
公
子

捲
手
同
車

龍
騨
翼
翼

揚
鏡
蜘
願

粛
粛
宵
征

造
我
友
鷹

光
燈
吐
輝

華
慢
長
舖

鶯
膓
酌
醗

微
風
、
清
ら
か
に
扇
ぎ

雲
氣
、
四
に
除
か
る

鮫
絞
た
る
亮
月

高
隅
に
麗
る

興
じ
て
公
子
を
命
び

手
を
捲
え
て
車
を
同
じ
く
す

龍
騨
は
翼
翼
と
し
て

鏡
を
揚
げ
て
蜘
願
す

崩
粛
と
し
て
宵
に
征
き

我
友

の
盧
に
造
る

光
燈
は
輝
き
を
吐
ち

華
慢
は
長
く
野
ぶ

鶯
膓
も
て
醗
を
酌
し

次
に
學
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紳
鼎
烹
魚

絃
超
子
野

歎
過
縣
駒

流
詠
太
素

府
讃
玄
虚

敦
克
英
賢

與
爾
剖
符

神
鼎
も
て
魚
を
烹
る

絃
は
子
野
を
超
え

歎
は
縣
駒
を
過
ぐ

太
素
を
流
詠
し

玄
虚
を
傭
讃
す

敦
か
克
く
英
賢
た
り
て

爾
と
剖
符
せ
ん

澄
み
き

っ
た
月
夜
の
お
も
し
ろ
さ
に
誘
わ
れ
て
、
友
人
と
共
に
車
で
し
ば
ら
く
外
を
ぶ
ら
り
い
た
後
、
も
う

一
人
の
良
友
の
宅

へ
と

向
う
。
そ
の
良
友
の
宅
で
の
接
待
の
あ
り
さ
ま
は
、
食
事
も
晋
樂
も
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ

っ
た
。
彼
ら
と
の
話
も
、
日
ご
ろ
梧
康
の

夢
み
て
い
た

「太
素
」
や

「玄
虚
」
と
い
っ
た
形
而
上
の
問
題
に
及
ぶ
。
最
後
の
二
句

「
敦
か
克
く
英
賢
た
り
て
、
爾
と
剖
符
せ
ん
」

は
、
そ
の
良
友
た
ち
に
樹
す
る
絶
大
な
る
讃
辭
で
あ
り
、
稿
康
の
彼
ら

へ
の
思
い
入
れ
の
深
さ
を
明
示
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

詩

の
主
題
は
、
宴
會
の
樂
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
稿
康
が
そ
れ
程
の
良
友
を
そ
の
場
に
得
た
激
び
で
あ
る
と
し
て
も
過
言
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

四

こ
の
よ
う
な
良
友
や
肉
親
の
存
在
は
、
危
瞼
で
あ
じ
け
な
い
ば
か
り
の
俗
世
で
稚
康
が
無
難
に
暮
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
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生
活
を
な
ん
と
か
耐
え
ら
れ
る
も
の
に
し
て
く
れ
る
大
き
な
救

い
の
力
と
な

っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

一
方
、
玩
籍

に
は
そ
れ
が
な
か

っ
た
。
だ
か
ら
、
彼
の
作
る
詠
懐
詩
に
は
孤
濁
や
や
る
せ
な
さ
が
極
め
て
強
く
漂
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
院
籍
の
こ
の
孤
猫
さ
は
、
世
の
中

へ
の
憤
浦
や
悲
し
み
に

一
人
で
ひ
た
す
ら
耐
え
る
こ
と
を
彼
に
強
い
た
け
れ
ど
も
、
彼

の
生
命
を
守
る
た
め
に
は
大
い
に
役
立

っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
良
友
を
現
實
に
持
た
な
い
以
上
、
自
分

一
人
で
自
己
充
足
的

に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
西
氏
が
考
え
た
よ
う
に
、
院
籍
は
自
己
を
眞
に
理
解
し
て
く
れ

る
友
人
が
い
な
い

以
上
、
神
仙
を
想
定
し
て
自
己
の
理
解
者
と
し
、
そ
の
不
浦
を
昇
化
さ
せ
ざ
る
を
得
ず
、
本
質
的
は
孤
掲
で
あ
り
績
け
ね
ば
な
ら
な
い

の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
孤
猫
は
彼
の
み
の
問
題
と
し
て
、

一
人
で
い
ち
ず
に
耐
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
に
封
し
て
、
稿
康
の
よ
う
に
現
實
に
彼
の
理
解
者
を
持

っ
て
し
ま

っ
た
場
合
、
そ
の
理
解
者
は
彼
と
共
に
世
間
に
暮
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
か
ら
、
時
に
は
思
わ
ず
も
無
常
の
風
に
吹
か
れ
て
世
を
去

つ
た
り
、
或
い
は
稿
康
の
傍
か
ら
離
れ
て
い
く
。
そ
の
離
別
の

悲

哀
に
つ
い
て
は
、
猫
康

一
人
が
耐
え
れ
ば
す
む
問
題
で
あ
る
。
だ
が
、
称
康
に
と

っ
て
耐
え
難
い
人
生
に
漱
び
を
與
え
て
く
れ
て
い

た
理
解
者
が
理
解
者
の
ま
ま
、
稿
康
が
極
力
封
決
を
避
け
て
い
た
世
間
と
封
決
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま

っ
た
場
合
、
稿
康
は
そ
の
良

友
と
良
友
で
あ
る
以
上
、
共
に
危
瞼
に
さ
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

呂
安
事
件
は
、
正
し
く
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

(
7
)

こ
の
事
件
の
あ
ら
ま
し
は
以
下
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

稿
康
に
は
呂
安
と

い
う
良
友
が
い
た
。

呂
安
に
は
呂
巽
と
い
う
兄
が
お

り
、
稿
康
は
彼
と
も
交
遊
が
あ

っ
た
。
あ
る
日
、
呂
巽
は
呂
安
の
妻
に
手
を
つ
け
て
し
ま
う
。
立
腹
し
た
呂
安
は
訟
え
よ
う
と
す
る
の

だ
が
、
柚
康
「は
そ
れ
を
思
い
止
ま
ら
せ
、
二
人
の
仲
を
調
停
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
呂
巽
は
不
安
の
あ
ま
り
、
呂
安
に
不
孝
の
冤
罪
を
被

70



ら
せ
、
邊
地

へ
流
さ
せ
て
し
ま
う
。
呂
安
は
配
流
地

へ
向
う
途
中
稽
康
に
手
紙
を
迭
る
。
こ
の
手
紙
を
讃
ん
だ
當
時
の
櫂
力
者
司
馬
昭

は
怒
り
、
呂
安
を
追

っ
て
獄
に
下
し
て
し
ま
う
。
稿
康
は
こ
れ
に
樹
し
て
責
任
を
感
じ
呂
安
の
求
め
に
庶
じ
て
辮
明

へ
と
出
て
行

っ
た

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
事
件
の
最
中
に
お
い
て
、
梱
康
は
呂
巽
に
絶
交
の
書
を
與
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
稿
康
は
二
人
の
仲
を
調
停
し
た
理
由
に
つ

い
て
、
「蓋
し
足
下
の
門
戸
を
惜
し
み
、
彼
此
を
し
て
慈
無
か
ら
し
む
る
を
欲
す
れ
ば
也
」
と
述
ぺ
る
。
こ
れ
は
、
無
難
に
生
き

る

の

が
よ
い
と
い
う
稿
康
の
庭
世
観
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
呂
巽
は
そ
の
稿
康
の
好
意
を
裏
切

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
こ
で
、
稿

康
は
、都

(呂
安
)
の
足
下
に
含
忍
せ
し
は
、
實
に
吾
の
言
に
由
る
。
今
都
は
罪
を
獲
、
吾
は
爲
に
之
に
負
く
。
吾

の
都
に
負
く
は
、
足

下
の
吾
に
負
く
に
由
る
也
。
恨
然
と
し
て
圖
る
を
失
す
、
復
た
何
を
か
言
は
ん
哉
。
此
く
の
若
く
な
れ
ば
、
心
は
復
た
足
下
と
交

ら
ん
と
す
る
無
し
　
。

と
責
任
の
關
係
を
順
に
述
べ
て
呂
巽
を
責
め
、
絶
交
を
申
し
出
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
良
友
呂
安
に
野
し
て
そ
の
道
の
選
澤
を
誤

ま
ら
せ
た
責
任
感
と
、
信
頼
を
裏
切

っ
た
呂
巽

へ
の
憤
慨
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
稿
康
が
人
を
信
じ
る
こ
と
の
で
き

る
人
間
で
あ

っ
た
こ

と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
友
を
信
じ
て
裏
切
ら
れ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
だ
け
に
強
い
憤
慨
も
せ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ

っ
た
。

虚
世
に
お
い
て
無
難
を
第

一
と
す
る
稿
康
に
す
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
寛
罪
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
呂
安
が
流
さ
れ
る
程
度
で
終
る

な
ら
、
彼
の
行
爲
は
呂
巽
と
の
決
別
に
止
ま
り
、
こ
の
事
件
は
そ
れ
以
上
仕
方
な
い
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。

稽

康
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し
か
し
、
呂
安
が
獄
に
下
さ
れ
生
命
が
危
く
な

っ
た
と
す
れ
ば
、
事
態
は
稿
康
に
二
者
揮

一
を
迫
る
。

一
つ
は
、
良
友
呂
安
の
冤
罪

を
は
ら
し
、
且
つ
呂
安
の
手
紙
に
樹
す
る
司
馬
昭
の
誤
解
を
解
く
か
、
も
ラ

一
つ
は
、
呂
安
と
交
遊
を
絶
ち
、
巧
妙
に
立
ち
廻

っ
て
こ

の
事
件
か
ら
手
を
引
い
て
し
ま
う
か
で
あ
る
。

こ
の
選
繹
は
稿
康
の
今
後
の
基
本
的
な
塵
世
法
を
決
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
、
自
己
の
理
解
者
を
捨
て
て

一
人

孤
猫
に
生
き
る
か
、
ま
た
は
、
孤
濁
よ
り
も
理
解
者
と
共
に
生
き
る
か
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
稽
康

は
、
ど
う
や
ら
理
解

者
と
共
に
生
き
よ
う
と
す
る
方
を
選
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
魏
末
の
こ
の
時
期
は
、
巳
に
司
馬
氏
の
勢
力
が
魏
を
歴
倒
し
て
い
た
と
は
い
え
、
魏
と
姻
戚
關
係
を
持
つ
稿
康
に
つ
い

(
8

)

(
9

)

て
は
、
そ
の
人
望
や
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
加
澹
可
能
な
軍
事
力
も
持

っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
し
て
、
司
馬
氏
に
と

ρ
て
は
無
氣
味
な

(
10
)

存
在
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
稿
康
は
官
界
よ
り
遠
ざ
か
り
、
世
間
と
の
抗
い
を
避
け
も
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で

あ

っ
た
ろ
う
。
よ

っ
て
櫂
力
者
の
力
で
何
如
様
に
も
決
め
ら
れ
る
裁
判
ざ
た
に
ま
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
、
極
力
避
け
る
必

要

が

あ

っ

た
。
呂
安
に
訴
訟
を
思
い
止
ま
ら
せ
た
の
も
、
彼
に
濟
世
の
志
が
あ

っ
て
、
訴
訟
を
機
に
司
馬
氏
と
抵
燭
す
る
可
能
性
が
あ

っ
た
こ
と

(
11

)

が
、
そ
の
理
由
の

一
つ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
裁
判
は
、
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
稿
康
側
の
完
全
な
敗
北
に
終
る
。
判
決
者
で
あ
る
鍾
會
が
述
べ
た
判
決
文
は
、
そ
れ
が
ど
ん

(
12
)

な
小
さ
な
世
界
で
も
そ
の
力
の
下
に
支
配
し
よ
う
と
し
て
や
ま
な
い
櫂
力
側
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
塵
力
は
、
裕
康
の
小
舟

に
も
比
さ
れ
た
さ
さ
や
か
な
個
人
的
世
界
で
す
ら
吹
き
飛
ば
さ
ず
に
は
す
ま
な
い
も
の
な
の
で
あ
う
た
。

稿
康
も
こ
の
事
態
は
予
想
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
廷
に
出
て
呂
安
の
た
め
に
辮
明
を
し
た
の
は
、
良
友
呂
安
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と
の
信
頼
關
係
を
重
ん
じ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
.

つ
ま
り
、
稽
康
に
と

っ
て
は
、
理
解
者
で
あ
る
良
友
と
の
信
頼
關
係
の
も
と
に
生

き
る
こ
と
の
方
が
、
死
の
恐
怖
に
勝
る
も
の
だ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

五

以
上
の
考
察
が
妥
當
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
稽
康
の
慮
世
の
失
敗
の
大
き
な
原
因
が
、
理
解
者
を
求
め
信
じ
る
と
い
う
強
い
心

情

に
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

稿
康
自
身
も
、
受
刑
の
直
前
に
死
を
身
近
に
感
じ
る
に
あ
た

っ
て
は
、
良
友
を
求
め
る
と
い
う
行
爲
が
、
當
時

い
か
に
危
瞼
な
行
爲

で
あ

っ
た
か
に
つ
い
て
、

氣
が
つ
い
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。

彼
が
獄
に
下
さ
れ
て
後
作

っ
た
最
後

の
作
、
「
幽
憤
詩
」
中
に
は
以
下

の
よ
う
に
詠

っ
て
い
る
。

日
余
不
敏

好
善
闇
人

子
玉
之
敗

屡
増
惟
塵

日
に
余
不
敏
に
し
て

善
を
好
む
も
人
に
闇
し

子
玉
の
敗
る
る
や

屡
ば
惟
塵
を
増
す

こ
こ
で
は
、
自
分
の
人
を
見
る
力
の
欠
落
を
反
省
す
る
。
子
玉
の
話
は

『左
傳
』
に
あ
る
も
の
で
、
こ
こ
で
は
、
あ
る
人
物
を
信
じ

て
推
薦
し
て
は
失
敗
し
、

ひ
ど
い
め
に
會

っ
て
き
た
と
い
う
回
想
を
い
う
。

こ
れ
は
、

具
膣
的
に
は
、

や
が
て
裏
切
る
呂
巽
を
信
じ

て
、
呂
安
の
た
め
に
仲
を
と
り
ま
と
め
よ
う
と
し
た
こ
と
の
失
敗
を
背
景
と
す
る
句
で
あ
ろ
う
。
稽
康
は
さ
ら
に
績
け
て
詠
う
。
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d
「
臼
巌
冒
ビ

大
人
含
弘

藏
垢
懐
恥

民
之
多
僻

政
不
由
己

惟
此
編
心

顯
明
減
否

感
悟
思
態

但
若
創
瘡

論
集

第
十
四
號

大
人
は
含
弘
に
し
て

垢
を
藏
し
恥
を
懐
く

民
の
僻
多
く
と
も

政
は
己
に
由
ら
ず

惟
だ
此
の
編
心

減
否
を
顯
明
に
せ
ん
と
す

感
悟
し
て
徳
を
思
ひ

恒
き
こ
と
創
瘡
の
若
し

74

以
上
の
八
句
、
前
半
四
句
は
大
人
よ
ろ
し
く
、
世
間
の
こ
と
な
ど
知

っ
た
こ
と
か
と
ほ

っ
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
よ

か
っ
た
こ
と
を
述

べ
、
後
半
で
は
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
白
黒
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
し
て
し
ま
う
自
分
の
心
の
編
急
さ
を
い
い
、
そ
れ
が
、
こ
の
よ
う

に
獄
に
下
さ
れ
る
結
果
を
呼
ん
だ
の
だ
と
嘆
息
を
つ
く
。
こ
れ
が
、
呂
安
の
事
件
に
鋼
し
て
、
余
計
な
こ
と
を
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う

稿
康
の
反
省
に
も
と
つ
く
こ
と
は
、
十
分
推
測
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「編
心
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
の

稿
康
に
と

っ
て
は
、
良
友
の
た
め
に
白
黒
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
行
爲
も
、
自
己
の
編
心
の
な
せ
る
庭
世
の
失
敗
だ

っ
た
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

つ
ま
り
、
初
め
は
、
良
友
と
の
信
義
を
重
ん
じ
、
死
す
ら
も
恐
れ
ず
良
友
の
た
め
に
辮
明
に
出
て
行

っ

た
と
は
い
え
、
い
ざ
獄
に
下
さ
れ
て
死
と
直
面
し
て
み
る
と
、
そ
の
良
友

の
た
め
の
行
爲
は
實
は
自
分
に
と

っ
て
本
來
不
本
意
な
も
の

で
あ

っ
た
と
氣
つ

い
て
、
稿
康
は
嘆
息
を
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
嘆
息
の
裏
側
に
は
、
自
己
の
生
命
の
保
全
を
強
く
求
め
る
心
情
が
あ



る
。
そ
れ
が
、
友
人
と
生
死
を
共
に
す
る
ま
で
の
交
遊
を
行

っ
た
こ
と
に
封
す
る
疑
問
を
起
さ
せ
た
の
だ
と
考
え
て
よ
い
。
「
幽
憤
詩
」

に
、
孤
猫
の
影
が

つ
き
ま
と
い
、
他
人
と
の
連
帯
や
激
び
の
共
有
を
求
め
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
稿
康
が
、
こ
の
時
代
に
自
己
を
保
全

し

て
生
き
る
た
め
に
は
、
良
友
を
求
め
る
こ
と
す
ら
甘
く
、
ひ
た
す
ら
孤
掲
に
耐
え
忍
ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
氣
つ

い

て
い
た
か
ら
に
違

い
な
い
。
そ
の
詩
の
最
後
は
、
ひ
っ
そ
り
と
世
に
隠
れ
、
孤
濁
に
生
き
て
い
く
べ
き
で
あ

っ
た
こ
と
を
後
悔
す
る
が

如
く
で
あ
る
。

燈
煙
震
芝

一
年
三
秀

予
濁
何
爲

有
志
不
就

懲
難
思
復

心
焉
内
疾

庶
易
將
來

無
馨
無
臭

衆
薇
山
阿

散
髪
巖
紬

永
囑
長
吟

煙
煙
た
る
霊
芝
は

一
年
に
三
た
び

秀

く
に

予
猫
り
何
爲
れ
ぞ

志
有
る
も
就
ら
ず

難
に
懲
り
て
復
せ
ん
と
思
え
ば

心
は
焉
に
内
に
疾
む

庶
く
は
將
來
に
易
め

馨
無
く
臭
無
か
ら
ん

薇
を
山
阿
に
采
り

髪
を
巖
紬
に
散
ず

永
囎
長
吟
し
て

穂
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中
國
文
學
論
集

第
十
四
號

願
性
養
壽

性
を
頭
い
壽
を
養
は
ん

76

お
わ
り
に

稻
康
が
刑
死
す
る
に
當

っ
て
、
と
り
わ
け
て
自
己
を
と
り
み
だ
す
こ
と
が
な
か

っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
「
幽
憤
詩
」
で
つ
い
た
嘆

息

に
も
、
そ
れ
な
り
に
結
着
は
つ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
稿
康
の
死
は
、
覗
野
を
廣
げ
て
見
る
と
き
、
こ
の
時
代
濟
世
の
志
は
も
と
よ
り
、
も
は
や
良
友
と
の
個
人
的
な
連

帯
感
と
か
、
共
感
と
か
い
っ
た
さ
さ
い
な
も
の
さ
え
、
生
命
を
保
全
す
る
た
め
に
は
切
り
捨
て
、

一
人
山
林
に
で
も
逃
げ
込
む
必
要
が

起
り
始
め
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
よ
く
い
え
ば
孤
高
、
悪
く
い
え
ば
連
帯
感
の
欠
落
、
そ
れ
が
六
朝
人
に
支

(
13
)

配
的
な
精
神
的
基
調
で
あ

っ
た
」
と
評
さ
れ
る
六
朝
的
氣
風
の

一
つ
の
始
ま
り
を
、
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
一
九
八
五
年
十
二
月
二
十
六
日
)

(
1

)

(
2
)

(.3

)

(注
)

『
世
説
新
語
』
、
簡
傲
篇
、
劉
孝
標
注

に
引
く
『
脅
百
官
名
』
略
同
。

西
順
藏

曽『
中
國
思
想
論
集
』
Ⅱ
、
「
竹
林

の
士

と
そ

の

「
自
然
」

に

つ
い
て
」
。
P
。。
①
～
P
。。刈
。
尚
、

こ

の
小
論
を
制
作
す
る

に
あ

た

っ
て
は
、
西
氏

の
論
考

に
多
く

の
啓
獲
を
受

け
て
い
る
。

テ
キ

ス
ト
は
『
稽
康
集
校
注
』
(
人
民
文
學
出
版
社
出
版

戴

明
揚

)

に
依
り
、
諸
本
を
参

照
し
た
。
語
句

の
出
典

及
び
解
繹

に
あ
た

っ

て
は
戴

氏

に
依
る
と
こ
ろ
が
多

い
。

(
4
)
『
三
國
志
』
魏
書
斐

氏
注
、
及
び

『
奮
書
』
稜
康
傳
参
照
。

(
5
)
『
詩
経

』
榔
風

柏

舟
。
「
汎
彼
柏
舟
、
亦
凡
其
流
」
・
(傳

)
興
也

…
…
箋
云

、舟
載
渡
物
者
、
今
不
用
而
與
衆
物
汎
汎
然
倶
流
水
中
。

興
者
喩
仁
人
之
不
見
用
而
與
璽
小
人
並
列
、
亦

猶
是
也
。

(
6
)
詠
懐
詩

の
デ

キ

ス
ト
は

『
玩
籍
集

』

(
上
海
古
籍

出
版
社
出

版
)

に
依
り
、
詩
番
號
も

そ
れ

に
從
う
。



(
7
)
呂
安
事
件

に
つ
い
て
は
、
松
本
幸
男

「
稽
康
と

呂
安

事
件

」
(立

命
館

文
學
、
第
四
三
〇
、

四
三

一
、
四
三
二
號
)
及
び
、
松
浦
崇

「
稽
康

の

「
幽
憤
詩
」

に

つ

い
て
」

(幅

岡
大
學

研
究
所
報
、
第

五
十
七
號
)
参
照
。

(
8
)
『
世
説
新
語
』
雅
量
篇
、
「
稽
中
散

臨
刑
東
市
、

瀞
氣

不
攣

。
:
…
・

太
學
生
三
千
人
上
書
、
請
以
爲

師
、
不
許
。
:
…
.」
劉
孝
標
注

に

引
く
王
隠

『
晋
書
』
日

「康

之
下
獄
、
太
學
生
数
千
人
請

之
、
子

時
豪
俊
皆
随
康

入
獄

、
悉
解
喩
、

一
時
散
遣
」
。

共

に
樒
康

の
人

望
を
物
語

る
も

の
で
あ

る
。
膏
書
稜
康
傳
も
略
同
じ
。

(
9
)

『
三
國
志

』
魏
書
稽
康
傳
斐
氏
注

に
引
く

『
世
語
』
日

「
磐
丘
倹

反

、
康
有
力

、
且
欲
起
兵
鷹
之

、
以
問
山
濤
、
濤
不
可
、
倹
亦
已

敗

」
。

(
10
)
『
巫
日
書
』
稽
康
傳

に
鍾
會
が

司
馬
昭

に
告
げ

た
語

「
穂
康

、

臥
龍

也
、
不
可
起
公
無
憂
天
下
、
顧
以
康

爲
慮
耳

」
を
載

せ
る
。

こ
れ

は
、
司
馬
玩
側

の
稜
康

観
を
示
す
も

の
と
思
わ
れ
る
。

(
11
)

『
三
國
志
』

魏
書

、

稽
康
傳
、

袈
氏
注

に
引
く

『
魏
氏
春
秋
』

日

..
「

(呂
)
安
亦
至
烈
、

有

濟
世
志
力
、

鍾
會
勧
大
將
軍
因
此

除
之
、
途
殺
安
及
康
」

(
12
)
『
世
説
新
語
』
雅
量
篇
劉
氏
注

に
引
く

『
文

士
傳

』
日

..
「
鍾
會

庭
論
康

日
、
今
皇
道
開
明
、
四
海
風
靡

、
邊

鄙
無
説
随
之
民
、
街

巷
無
異

口
之
議
、

而
康

上

不
臣
天
子
、

下
不
事
王
侯

、

輕
時
傲

世
、
不
爲
物
用
、
無
盆
於
今
、
有
敗
於
俗
。
昔
太
公
諌
華
士
、
孔

子
数
少
正
卯
、
以
其
負
才
謝
藁
惑
衆
也

。
今
不
諌
康
、
無
以
清
潔

王
道
。
」

(
13
)
吉
川
忠
夫

『
六
朝
精

神
史

研
究

』
第

八
章
、
沈
約

の
思
想
。
頁

二

三

一
、)

η
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