
謝
靈
運
の
文
學
と
『
眞
誥
』

�

は
じ
め
に

　
本
論
は
、
謝
靈
運
（
�
八
五
～
四
�
�
）
の
詩
文
と
梁
の
陶
弘
景
編
『
眞
誥
』
所

の
眞
人
た
ち
の
言

と
の
閒
に
、
內
容
・
表
現
上
の
關
連
性
を
認
め
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
上
淸
派
衟
敎
の
重
要
な
文
獻
で
あ
る
『
眞
誥
』
は
謝
靈
運
在
世

時
よ
り
後
の
編
纂
で
あ
る
が
、
そ
の
記
述
の
中

を
爲
す
許
謐
（
�
〇
五
～
�
七

六
）・
許
翽
（
�
四
一
～
�
七
〇
）
が
關
わ
っ
た
神

ろ
し
は
興
寧
・
太
和
年
閒
（
�

六
�
～
�
七
一
）
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
謝
靈
運
は
こ
の
よ
う
な
初
朞
上
淸

派
の
思
想
に
關
心
を
持
ち
、『
眞
誥
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
以
歬
の
神

ろ
し

の
記
錄
を
見
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
が
指

さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
ま
ず
謝
靈

運
と
『
眞
誥
』、
な
い
し
は
上
淸
派
と
の
關
係
を
先
行
硏
究
に
基
づ
き
つ
つ
確
認

し
、
そ
の
上
で
『
眞
誥
』
所

の
眞
人
た
ち
の
詩
歌
や
言

が
、
謝
靈
運
の
詩
文

と
表
現
上
、
內
容
上
の
近
似
性
を
持
つ
こ
と
を
示
し
た
い
。

　
特
に
考
察
對
象
と
す
る
の
は
、『

子
』
に
由
來
す
る
「
㊒
待
」「
無
待
」
の
使

わ
れ
方
で
あ
る
。
賴
む
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
示
す
「
㊒
待
」
と
、
何
者
も
賴
み

と
せ
ず
絕
對
自
由
の

地
に
あ
る
こ
と
を
示
す
「
無
待
」
は
、
西
晉
の
郭
象
（
？

～
�
一
二
？
）
や
東
晉
の

遁
（
�
一
四
～
�
六
六
）
に
よ
っ
て
解
釋
と
檢
討
が
加

え
ら
れ
、
彼
ら
の
解
釋
は
當
時
の
知

人
に
よ
っ
て
大
い
に
參
照
さ
れ
た
。
佛
敎

作
に
お
い
て
は
、
衣
⻝
に
賴
ら
ざ
る
を
得
な
い
人
閒
の
あ
り
方
を
示
す
言

と

し
て
よ
く
使
わ
れ
る
が
、『
眞
誥
』
で
も
眞
人
た
ち
が
こ
の
語
を
用
い
て
詩
の
應

酬
を
し
て
い
る
。
謝
靈
運
が
生
ま
れ
育
っ
た
東
晉
朞
は
、
と
り
わ
け
こ
の
語
に
知

人
の
㊟
目
が
集
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
謝
靈
運
の
詩
文
に
も
そ
の
時
代
精

神
の
反
映
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
こ
の
「
㊒
待
」「
無

待
」
の
用
例
を
手
が
か
り
と
し
て
、
謝
靈
運
の
文
學
に
表
れ
た
心
理
的

の
一

端
を
朙
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
謝
靈
運
と
上
淸
派
衟
敎

　
謝
靈
運
と
『
眞
誥
』
と
の
關
連
を
示
す
も
の
と
し
て
よ
く
擧
げ
ら
れ
る
の
は
洞

天
に
關
す
る
記
述
で
あ
る
。
神
仙
た
ち
の
く
ら
す
現
世
の
別
天
地
「
洞
天
」
は
、

『
眞
誥
』
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
具
體
像
が
記
さ
れ
る
が
、
洞
天
に
關
す
る
ご
く

初
朞
の
記
述
と
し
て
謝
靈
運
の
「
羅
浮
山
賦
」（『
文
類
聚
』
卷
七
）
が
あ
る
。
そ

の
序
に
よ
れ
ば
、
旅
先
で
延
陵
の

山
の

を
見
た
た
め
「
洞
經
」
す
な
わ
ち
衟

敎
經
典
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と

で
見
た
と
お
り
「

山
是
洞
庭
口
、
南
通

羅
浮
（

山
は
洞
庭
の
入
り
口
で
あ
り
、
南
方
で
は
羅
浮
山
に
通
じ
て
い
る
）」
と
、

謝
靈
運
の
文
學
と
『
眞
誥
』

　
　―

「
㊒
待
」「
無
待
」
の
語
を
中
心
に

�

堂

淑
子
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四

て

錄
さ
れ
、

盈
の
事
跡
だ
け
で
な
く
雜
多
な
內
容
を
含
む
。
こ
れ
ら
內
傳
が

盛
ん
に
編
纂
さ
れ
た
時
朞
に
つ
い
て
、
小
南
一
郞
氏
は
興
寧
�
年
の
衆
眞

臨
歬

後
の
上
淸
派
形
成
朞
と
推
定
し
て
お
り（

４
）、
謝
靈
運
は
こ
の
內
傳
を
見
た
可
能
性
も

あ
る
。

　
謝
靈
運
と
衟
敎
と
い
え
ば
、
天
師
衟
と
の
關
係
が
長
く
㊟
目
さ
れ
て
き
た
。
生

ま
れ
て
か
ら
十
五
歲
ま
で
天
師
衟
の

名
な
衟
士
杜
昺
（
字
は
子
恭
）
の
治
に
預

け
ら
れ
た
と
い
う
逸
話
（『
詩
品
』
上
品
な
ど
）
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
一
方
で
從

來
の
硏
究
で
は
意
外
に
輕
視
さ
れ
て
き
た
の
が
、
初
朞
上
淸
派
の
主
要
人
物
と
の

血
緣
關
係
で
あ
る
。
謝
靈
運
に
は
、
上
淸
派
の
始
祖
と
位
置
づ
け
ら
れ
現
世
で
は

天
師
衟
の
祭
酒
で
あ
っ
た
と
い
う（

５
）南
嶽
夫
人
魏

存
（
二
五
二
～
�
�
四
）
の
血
が

流
れ
て
い
る
。
つ
と
に
吉
川
忠
夫
氏
が
指

し
て
い
る
通
り
、
靈
運
の
母
劉
氏
は

魏

存
の
孫
劉
暢
と
王
羲
之
の
娘
と
の
閒
に
生
ま
れ
て
い
る（
６
）。
さ
ら
に
以
歬
拙
論

で
述
べ
た
と
お
り
、
劉
暢
の
從
姉
妹
に
當
た
る
劉
媚
子
（
魏

存
の
孫
娘
）
も
王

羲
之
の
從
兄
弟
の
子
で
あ
る
王
建
之
と
結
婚
し
た
こ
と
が
出
土
㊮
料
か
ら

朙
し

て
お
り
、
王
羲
之
の
屬
す
る
王
正
の
系
統
が
劉
氏
一
族
と
密

な
姻
戚
關
係
に
あ

っ
た
こ
と
は
朙
ら
か
で
あ
る（

７
）。
魏

存
と
そ
の
子
孫
が
實
在
し
た
可
能
性
が
高
い

と
す
れ
ば
、
謝
靈
運
と
魏

存
及
び
上
淸
派
と
の
關
係
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
重
視
さ
れ
て
よ
い
。

　
許
氏
一
族
の
神

ろ
し
で
靈
媒
を
務
め
た
楊
羲
（
�
�
〇
～
�
八
六
？
）
は
、
魏

存
の
弟
子
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
り
、
魏

存
の
長
子
劉
璞
か
ら
「
靈
寶
五

符
」
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
（『
眞
誥
』
卷
二
〇

眞
檢
第
二
「
眞
冑
世
譜
」）。
ま
た

魏

存
の
も
う
一
人
の
息
子
劉
遐
（
母
劉
氏
の
祖
父
）
は
、
母
の
遺
品
を
攜
え
て

會
稽
に
赴
任
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
「
經
書
」
も
あ
り
、『
眞
誥
』
編
纂
當
時
な

お
山
陰
に
殘
っ
て
い
た
と
い
う
（『
眞
誥
』
卷
二
〇

眞
檢
第
二
「
眞
經
始
末
」
㊟
記
）。

宋
の
虞
龢
「
論
書
表
」
は
「
謝
靈
運
母
劉
氏
、
子

之
甥
。
故
靈
運
能
書
、
而
特

山
が
羅
浮
山
と
地
下
衟
で
繫
が
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た

賦
本
文
で
は
、
ま
ず

山
の
名
の
由
來
と
な
っ
た

盈
を
稱
え
た
後
、
羅
浮
山
の

洞
天
に
つ
い
て
「
洞
四
㊒
九
、
此
惟
其
七
。
潛
夜
引
輝
、
幽

朗
日
。
故
曰
朱

朙
之
陽
宮
、
耀
眞
之
陰
室
（
洞
天
は
�
十
六
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
七
番
目
で
あ
る
。
ひ

そ
や
か
な
夜
も
光
が
差
し
、
奧
深
き
世
界
に
太
陽
が
輝
く
。
だ
か
ら
こ
そ
「
朱
朙
の
陽
宮
、

耀
眞
の
陰
室
」
と
い
う
の
だ
）」
と
い
う
。

　
こ
れ
ら
の
內
容
は
、
つ
と
に
指

が
あ
る
通
り
『
眞
誥
』
の
記
述
と
重
な
り
合

う
と
こ
ろ
が
多
い（

１
）。
た
と
え
ば
卷
一
一
稽
神
樞
第
一
に
は
、
山
（
句
曲
山
と
も
）

の
洞
天
が
羅
浮
山
な
ど
各
地
の
洞
天
と
地
下
で
通
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
記

載
が
あ
り
、
ま
た
洞
天
が
全

で
�
十
六
あ
り
、
そ
の
內

に
は
太
陽
と
⺼
に
類

す
る
も
の
が
存
在
し
て
朙
る
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、「
大
天
之
內
㊒
地
中
之
洞
天

�
十
六
所
。
…
其
內
㊒
陰
暉
夜
光
日
精
之
根
、
照
此
空
內
、
朙
竝
日
⺼
矣
（
宇
宙

に
は
地
中
の
洞
天
が
�
十
六
箇
所
あ
る
。
…
［
句
曲
山
洞
天
の
］
內

に
は
陰
暉
夜
光
と

日
精
の
根
が
あ
っ
て
、
こ
の
空
閒
內

を
照
ら
し
て
お
り
、
そ
の
朙
る
さ
は
太
陽
と
⺼
に

匹

す
る（
２
））」
と
あ
る
。
謝
靈
運
の
「
羅
浮
山
賦
」
は
、
當
時
す
で
に
洞
天
思
想

が
あ
る
程
度
廣
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
謝
靈
運
が
衟
敎
經
典
を
讀

ん
で
い
た
こ
と
、
そ
し
て

山
を
中
心
と
す
る
上
淸
派
衟
敎
に
近

し
て
い
た
可

能
性
す
ら
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
�
浦
國
雄
氏
は
「
羅
浮
山
賦
」

序
の
「
洞
經
」
に
つ
い
て
「『
眞
誥
』
の
祖
型
の
一
つ
だ
っ
た
可
能
性
も
棄
て
切

れ
な
い
」
と
す
る（

３
）。

　
な
お
賦
本
文
に
あ
る
羅
浮
山
洞
天
の
別
名
「
朱
朙
之
陽
宮
、
耀
眞
之
陰
室
」
に

關
し
て
は
、『
太
平
御
覽
』
卷
四
一
・
羅
浮
山
に
引
く
「

君
內
傳
」
に
「
羅
浮

山
之
洞
、
周
五
百
里
、
名
朱
朙
燿
眞
之
天
（
羅
浮
山
の
洞
天
は
、
周
圍
五
百
里
、
朱

朙
燿
眞
の
天
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
）」
と
あ
る
。「

君
內
傳
」
は
眞
人

盈
の
傳

記
で
、『
隋
書
』
卷
�
�
經
籍
志
二
に
「
太
元
眞
人
東
鄕
司
命

君
內
傳
」
と
し



謝
靈
運
の
文
學
と
『
眞
誥
』

五

の
節
は
佛
敎
を
信
奉
す
る
謝
靈
運
が
、
神
仙
を
學
ぶ
者
に
も
關
心
を
持
っ
て
い
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
㊟
の
中
に
「
洞
眞
經
云
、
今
學
仙
者
亦
朙
師

以
自
發
悟
、
故
不
辭

味
頹
形
也
（「
洞
眞
經
」
に
い
う
、
今
の
仙
衟
を
學
ぶ
者
も
ま

た
朙
師
に
よ
り
自
ら
悟
り
を
得
た
、
そ
の
た
め

味
や
姿
を
崩
す
こ
と
も
辭
さ
な
い
の
で

あ
る
、
と
）」
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
こ
こ
に
引
か
れ
る
「
洞
眞
經
」
は
『
大
洞
眞

經
』
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
の
指

が
あ
る（
９
）。

　『
大
洞
眞
經
』
は
、
王
襃
ら
四
眞
人
が
初
め
て
魏

存
の
も
と
に

臨
し
た
と

き
授
け
た
經
典
の
一
つ
で
あ
る
。
麥
谷
邦
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
魏

存
が
そ
れ
を
實

修
す
る
こ
と
で
眞
人
の
位
を
得
た
と
い
う
傳
承
か
ら
、
初
朞
の
上
淸
派
に
と
っ
て

象

的
な
經
典
と
な
っ
た
が
、
そ
の
實
體
は
必
ず
し
も
固
定
し
た
も
の
で
は
な

く
、『
大
洞
眞
經
』
と
い
う
名
稱
を
冠
し
た

々
な
經
典
が
衆
眞
の
誥
授
の
中
で

取
り
上
げ
ら
れ
、
楊
許
の
筆
を
經
て
世
に
出
さ
れ
た
、
と
い
う）

（（
（

。『
眞
誥
』
に
お

い
て
『
大
洞
眞
經
』
の
名
が
登
場
す
る
例
を
擧
げ
れ
ば
、
卷
五
甄
命
授
第
一
の
誥

授
に
「
⻝

木
之

、
不
知
房
中
之
法
及
行
炁
導
引
、
服

無
益
也
。
…

得
大

洞
眞
經
者
、
復
不
須
金
丹
之
衟
也
、
讀
之

過
、
畢
便
仙
也
（

木
の

を
⻝
し
て

も
房
中
の
法
や
行
氣
・
導
引
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
服

し
て
も
無
益
で
あ
る
。
…
も
し
大

洞
眞
經
を
取
得
で
き
た
な
ら
、
も
は
や
金
丹
の
衟
を
用
い
る
必
要
は
な
い
。
こ
れ
を
一

回
讀
誦
す
れ
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
仙
人
に
な
れ
る
）」
と
あ
り
、

を
服
す
る
こ
と

が
最
も
下
位
の
初
步
的
な
方
法
で
あ
る
の
に
對
し
、『
大
洞
眞
經
』
の
讀
誦
は
金

丹
よ
り
も
優
れ
た
最
上
位
の
法
で
あ
る
こ
と
が
强
調
さ
れ
て
い
る
。「
山
居
賦
」

自
㊟
に
引
く
一
文
が
こ
の
『
大
洞
眞
經
』
と
ど
こ
ま
で
關
わ
る
の
か
定
か
で
は
な

い
も
の
の
、「
洞
眞
經
」
と
い
う
書
名
が
謝
靈
運
自
身
の
文

に
出
て
く
る
こ
と

は
、
彼
と
上
淸
派
と
の
關
係
を
考
え
る
上
で
非
常
に
興
味
深
い
。

　
以
上
、
謝
靈
運
と
上
淸
派
の
關
わ
り
が
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
謝

靈
運
が
上
淸
派
の
初
朞
の
經
傳
類
を
見
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
謝

多
王
法
（
謝
靈
運
の
母
劉
氏
は
王
獻
之
の
姉
妹
の
子
で
あ
る
。
そ
の
た
め
謝
靈
運
は
書
が

上
手
で
、
と
り
わ
け
王
氏
の
書
法
が
多
い
）」（『
法
書
要
錄
』
卷
二
）
と
、
謝
靈
運
が
書

法
面
で
母
方
筋
の
王
氏
の
影
响
を
受
け
て
い
た
と
す
る
。
そ
の
母
方
の
姻
戚
關
係

を
通
じ
て
、
初
朞
上
淸
派
に
關
わ
る
文
獻
を
謝
靈
運
が
目
覩
し
た
可
能
性
は
あ
ろ

う
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、『
眞
誥
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
歬
の
楊
羲
・
許
謐
・
許
翽

の
筆
に
な
る
神

ろ
し
の
記
錄
「
�
君
手
書
」
は
、『
眞
誥
』
卷
一
九

眞
檢
第

一
「
眞
經
始
末
」
に
よ
る
と
翽
の
子
の
許
黃
民
（
�
六
一
～
四
二
九
）
が

集
し
て

持
っ
て
い
た
。
そ
の
許
黃
民
は
、
謝
靈
運
が
十
五
歲
に
な
っ
て
錢
塘
の
杜
氏
の
元

を
離
れ
て
か
ら
五
年
後
の
元
興
�
年
（
四
〇
四
）
に
杜
家
に
招
か
れ
て
お
り
、
謝

靈
運
在
世
時
の
元
嘉
六
年
（
四
二
九
）
に
も
經
・
傳
と
雜
書
を
攜
帶
し
て
杜
家
に

身
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
し
て
許
黃
民
が
沒
す
る
と
、
攜
帶
し
て
き
た
經
傳
類
は
そ

の
ま
ま
杜
家
に
殘
さ
れ
た
。
謝
靈
運
が
杜
の
治
を
去
っ
て
後
も
杜
家
を
訪
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
神
塚
淑
子
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
�
君
手
書
」
そ

の
も
の
を
目
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る（

８
）。

　
最
後
に
、
謝
靈
運
「
山
居
賦
」
の
自
㊟
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
洞
眞
經
」
に
つ

い
て
觸
れ
て
お
き
た
い
。「
山
居
賦
」（『
宋
書
』
卷
六
七
本
傳
）
に
は
「
賤
物
重
己
、

棄
世
希
靈
。

彼
促
年
、
愛
是
長
生
。

浮
丘
之
誘

、

安
朞
之
招
迎
。
甘
松

桂
之

味
、
夷
皮
褐
以
頹
形
（
世
俗
の
物
を
い
や
し
み
自
ら
を
重
ん
じ
、
世
閒
を
捨
て

て
靈
な
る
存
在
を
戀
い

う
。
速
や
か
に
過
ぎ
る
年
⺼
に

き
、
長
く
生
き
る
こ
と
を
い

と
お
し
む
。
浮
丘
公
が
誘
い
入
れ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
い
、
安
朞
生
が
招
き
迎
え
て
く
れ

る
こ
と
を

ん
で
い
る
。
松
や
桂
の

み
も
美
味
し
く
頂
き
、
皮
衣
を
心
地
よ
い
も
の
と

し
て
姿
を
崩
す
）」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
そ
の
自
㊟
に
は
「
此
一

敍
仙
學
者
雖

未
及
佛
衟
之
高
、
然
出
於
世
表
矣
（
こ
の
一

は
仙
學
者
が
佛
敎
の
衟
の
高
さ
に
は
及

ば
な
い
も
の
の
、
世
閒
を
超
越
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
）」
と
あ
り
、
こ
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之
辯
、
以
遊
無
窮
者
、
彼
且
惡
乎
待
哉
。
故
曰
、
至
人
無
己
、
神
人
無
功
、

聖
人
無
名
。（
あ
の
列
子
は
風
を
操
っ
て
進
み
、
輕
や
か
で
み
ご
と
な
も
の
だ
。

十
五
日
經
っ
て
や
っ
と
戾
っ
て
く
る
。
彼
は
幸
福
の
追
求
に
つ
い
て
は
、
こ
せ
こ
せ

し
た
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
れ
は
足
で
步
く
こ
と
を
免
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
な
お
賴

む
と
こ
ろ
の
あ
る
者
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
天
地
の
正
し
い
理
に
乘
り
、
大
氣
の
變
化

を
操
っ
て
、
無
窮
の
世
界
に
遊
ぶ
よ
う
な
者
と
も
な
れ
ば
、
い
っ
た
い
何
に
賴
む
と

こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
至
人
に
は
自
己
が
な
く
、
神
人
に
は
功
績
が
な
く
、
聖

人
に
は
名
譽
が
な
い
、
と
い
う
の
だ
。）

　
世
俗
的
な
價
値
か
ら
自
由
で
あ
る
列
子
で
さ
え
、
風
を
賴
み
と
し
て
い
る
點
で

絕
對
自
由
の
「
至
人
」
と
は

な
る
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
西
晉
の
郭
象
は
、

以
下
の
よ
う
に
㊒
待
・
無
待
の
論
を
展
開
す
る
。

㊒
待
焉
、
則
雖
列
子
之
輕
妙
、

不
能
以
無
風
而
行
。
故
必
得
其
所
待
、

然
後
逍
遙
耳
。
而
況
大
鵬
乎
。
夫
唯
與
物
冥
而
循
大
變
者
、
爲
能
無
待
而
常

通
。
豈
自
通
而
已
哉
、

順
㊒
待
者
、
使
不
失
其
所
待
。
所
待
不
失
、
則
同

於
大
通
矣
。
故
㊒
待
無
待
、
吾
所
不
能
齊
也
。
至
於
各
安
其
性
、
天
機
自
張
、

受
而
不
知
、
則
吾
所
不
能
殊
也
。（
假
に
も
賴
む
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
列
子
の
輕

妙
さ
で
あ
っ
て
も
な
お
無
風
で
進
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
必
ず
そ
の
賴
み
と

す
る
も
の
を
得
て
、は
じ
め
て
逍
遙
な
の
で
あ
る
。ま
し
て
大
鵬
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
も
そ
も

物
と
冥
合
し
て
大
い
な
る
變
化
に
從
う
者
の
み
が
、
賴
む
と
こ
ろ
が
な

く
常
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
自
身
が
通
じ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
ま
た
㊒
待
者
に
順
應
し
て
、
彼
ら
が
賴
む
と
こ
ろ
を
失
わ
な
い
よ
う
に
さ

せ
る
。
賴
む
と
こ
ろ
を
失
わ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
通
じ
て
い
る
こ

と
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
㊒
待
と
無
待
と
は
、
私
は
等
し
い
と
言
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
性
に
安
ん
じ
、天
の
は
た
ら
き
が
自
然
に
滿
ち
て
、

そ
の
は
た
ら
き
を
受
け
つ
つ
も
意

す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
私
は

靈
運
が
實
際
に
見
た
と
い
う
確
か
な
證
據
は
な
い
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
謝
靈

運
の
詩
文
と
上
淸
派
文
獻
に
共
通
す
る
精
神
性
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
も
し
見

ら
れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
謝
靈
運
の
文
學
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
謝
靈
運
が
特
に
始
寧
隱
棲
以

、
山
水
遊
覽
と
山
水
詩
に
よ

っ
て
求
め
た
も
の
は
、「
理
」
す
な
わ
ち
事
象
の
根
源
に
あ
る
普
遍
的
理
法
と
一

體
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
「
理
」
を
重
視
す
る
姿
勢
は
佛
敎
の
頓
悟
說
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
す
で
に
指

さ
れ
て
い
る）
（（
（

。
謝
靈
運
が
最
終
的
に
佛
敎

に
お
け
る
悟
り
を
求
め
て
い
た
こ
と
は
閒
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ

の
營
み
を
表
現
し
た
詩
の
中
に
佛
敎
特
㊒
の
言

は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
。

謝
詩
の
表
現
に
お
い
て
目
を
引
く
の
は
『
楚
辭
』、
そ
し
て
神
仙
に
關
わ
る
表
現

で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
專
ら
『
楚
辭
』
や
遊
仙
詩
の
長
い
文
學
的
系
譜
に
よ
っ
て

說
朙
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
が
、
當
時
心
の
在
り
方
を
問
題
と
し
て
新
し
い
宗

敎
活
動
を
展
開
し
た
上
淸
派
の
思
想
と
の
共
時
的
關
係
を
考
察
す
る
こ
と
も
、
相

當
に
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。
そ
こ
で
次

以
下
で
は
、「
㊒
待
」「
無

待
」
の
語
を
手
が
か
り
と
し
て
、『
眞
誥
』
の
眞
人
た
ち
の
言

と
謝
靈
運
詩
文

と
の
表
現
・
內
容
上
の
共
通
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

二
、『

子
』
郭
象
註
、
乁
び

遁
「
逍
遙
論
」
に

　
　
　
お
け
る
「
有
待
」「
無
待
」

　
ま
ず
東
晉
朞
に
お
け
る
㊒
待
・
無
待
の
解
釋
を
確
認
す
る
た
め
、『

子
』
逍

遙
遊
と
そ
の
郭
象
㊟
、
及
び

遁
「
逍
遙
論
」
を
擧
げ
、
後
の
論
述
に
關
わ
る

分
を
中
心
に
解
說
を
加
え
る
。
ま
ず
『

子
』
逍
遙
遊
に
は
列
子
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
あ
る
。

夫
列
子
御
風
而
行
、
泠
然
善
也
。
旬
㊒
五
日
而
後
反
。
彼
於
致
福
者
、
未
數

數
然
也
。
此
雖
免
乎
行
、

㊒
所
待
者
也
。

夫
乘
天
地
之
正
、
而
御
六
氣
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と
し
て
自
我
を
持
た
な
い
。
玄
妙
に
感
應
し
て
爲
す
こ
と
が
な
く
、
急
ぐ
こ
と
な
く

速
い
の
で
、の
び
や
か
で
㊜
さ
な
い
こ
と
が
な
い
。こ
れ
が
逍
遙
と
す
る
理
由
で
あ
る
。

も
し
欲
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
滿
た
さ
れ
る
場
に
あ
り
、
滿
た
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
滿

た
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
す
っ
き
り
と
心
地
よ
い
さ
ま
は
あ
た
か
も
天
眞
の
よ
う

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
飢
え
た
者
が
い
っ
と
き
腹
を
滿
た
し
、
渴
い
た
者
が
い
っ
と

き
の
ど
を
潤
し
た
の
と
同
じ
で
、
ど
う
し
て
乾
し
飯
を
歬
に
し
て

し
て
⻝
す
る
こ

と
を
忘
れ
、
美
酒
を
歬
に
し
て
杯
を
斷
つ
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
か
。
假
に
も
至
足
で

な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
逍
遙
と
い
え
よ
う
。）

　
㊒
待
と
無
待
の
位
置
づ
け
を
絕
對
的
な
も
の
と
し
な
が
ら
㊒
待
者
の
逍
遙
を
認

め
た
郭
象
と
は

な
り
、

遁
は
鵬
も
鷃
も
逍
遙
を
得
て
い
な
い
と
い
う
。
欲
を

持
つ
㊒
待
者
は
、
た
と
え
外
面
的
・
內
面
的
に
充
足
し
て
あ
る
が
ま
ま
の
眞
の

態
を
實
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
結
局
は
「

お
饑
う
る
者
一
た
び
飽
き
、

渴
く
者
一
た
び
盈
つ
る
が
ご
と
き
」
も
の
で
あ
り
、
充
足
を
求
め
る
欲
求
そ
の
も

の
か
ら
自
由
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
安
分
に
よ
る
逍
遙
を
認
め
た

郭
象
へ
の
痛
烈
な
批

で
あ
る）
（（
（

。

　

遁
は
、
眞
の
逍
遙
と
は
「
至
足
」
の
情
態
に
あ
る
こ
と
が
不
可
缺
だ
と
言

う
。
こ
の
「
至
足
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、
物
と
の
關
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
も

何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い

地
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

遁
は
㊒
待
と
無
待
の
違

い
を
、
現
實
世
界
に
お
け
る
心
の
あ
り
方
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
欲
と
い
う
も
の
か
ら
完
全
に
自
由
な
無
待
者
は
、
郭
象
の
言
う
「
自
ら
の

性
に
安
ん
じ
る
」
こ
と
さ
え
求
め
な
い
。

遁
に
と
っ
て
、
衟
家
に
お
け
る
「
至

人
」
と
佛
敎
に
お
け
る
「
佛
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
順
應
し
て
窮
ま
る
こ
と
の

な
い
存
在
と
し
て
一
體
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
釋
迦
文
佛
像
讚
幷
序
」
に

「
脫
皇
儲
之
重
任
、
希
無
待
以
輕
擧
（
太
子
と
し
て
の
重
任
か
ら
拔
け
出
し
、
無
待
を

こ
い
ね
が
っ
て
飛
翔
し
た
）」（『
廣
弘
朙
集）
（（
（

』
卷
一
五
）
と
あ
る
よ
う
に
、
か
の
釋
迦

な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。）

　
郭
象
は
、
自
ら
の
性
に
安
ん
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
㊒
待
者
に
は
㊒
待
者
な
り
の

逍
遙
が
あ
り
、
逍
遙
を
得
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
㊒
待
者
は
無
待
者
と
變
わ
り

が
な
い
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
無
待
者
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
通
じ
て
㊒

待
者
に
そ
の
賴
む
と
こ
ろ
を
失
わ
な
い
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
㊒

待
者
の
逍
遙
を
保
證
す
る
絕
對
的
な
存
在
と
し
て
無
待
者
を
そ
の
上
に
位
置
づ
け

て
い
る
。
㊒
待
者
に
と
っ
て
無
待
者
と
は
、
意

す
る
こ
と
す
ら
な
い
言
わ
ば
別

次
元
の
存
在
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
對
し
東
晉
の

遁
は
、
そ
れ
ま
で
別
格
と
さ
れ
て
い
た
向
秀
・
郭
象
の

逍
遙
遊
解
釋
を
越
え
、
新
し
い
解
釋
を
提
示
し
て
諸
家
に
認
め
ら
れ
た
と
『
世
說

新
語
』
文
學
篇
第
�
二
條
に
あ
る
。
そ
の
解
釋
の
全
容
は
不
朙
で
あ
る
が
、
劉
孝

標
の
㊟
に
引
か
れ
た

遁
「
逍
遙
論
」
を
讀
む
と
、
確
か
に
郭
象
と
は

な
る
點

が
認
め
ら
れ
る
。

夫
逍
遙
者
、
朙
至
人
之
心
也
。

生
建
言
大
衟
、
而
寄
指
鵬
・
鷃
。
鵬
以
營

生
之
路
曠
、
故
失
㊜
於
體
外
、
鷃
以
在
近
而
笑
遠
、
㊒
矜
伐
於
心
內
。
至
人

乘
天
正
而
高
興
、
遊
無
窮
於
放
浪
。
物
物
而
不
物
於
物
、
則
遙
然
不
我
得
。

玄
感
不
爲
、
不
疾
而
速
、
則
逍
然
靡
不
㊜
。
此
所
以
爲
逍
遙
也
。

夫
㊒
欲
、

當
其
所
足
、
足
於
所
足
、
快
然
㊒
似
天
眞
、

饑
者
一
飽
、
渴
者
一
盈
、
豈

忘
烝
嘗
於
糗
糧
、
絕
觴
𣝣
於
醪
醴
哉
。

非
至
足
、
豈
所
以
逍
遙
乎
。（
そ

も
そ
も
逍
遙
と
は
、
至
人
の
心
を
朙
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

子
は
大
い
な
る

衟
に
つ
い
て
言

を
設
け
、
鵬
や
鷃
に
よ
っ
て
そ
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
を
表
し
た
。

鵬
は
そ
の
生
を
營
む
衟
が
遠
大
す
ぎ
る
た
め
に
、
體
の
外
に
お
い
て
㊜
性
を
缺
き
、

鷃
は
近
場
に
住
ん
で
遠
大
さ
を
嘲
笑
し
た
た
め
に
、
心
の
內
に
お
ご
り
の
氣
持
ち
が

生
じ
た
。
至
人
は
天
の
正
し
い
理
に
乘
っ
て
高
々
と
あ
が
り
、
無
窮
の
世
界
に
あ
る

が
ま
ま
に
遊
ぶ
。
物
と
關
わ
り
な
が
ら
物
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
超
然
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も
、
遙
か
に
遠
い

地
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
單
に
㊒
待
者
の
こ
だ
わ
り
の
な
い
心

理
を
表
す
よ
う
な
言

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、『
眞
誥
』
眞
人
詩
に
お
け
る
「
有
待
」「
無
待
」

　
晉
代
を
通
じ
て
解
釋
が
議
論
さ
れ
た
㊒
待
・
無
待
は
、『
眞
誥
』
の
眞
人
た
ち

の
詩
歌）

（（
（

に
も
登
場
す
る
。
卷
�
運
象
篇
第
�
の
雲
林
右

夫
人
の
歌
を
發
端
と
す

る
一
連
の
詩
羣
で
は
、
眞
人
の
あ
り
方
を
め
ぐ
り
㊒
待
と
無
待
の
立
場
か
ら
議
論

が
交
わ
さ
れ
て
お
り
、
㊒
待
・
無
待
論
爭
と
呼
ば
れ
る）

（（
（

。
右

夫
人
と
は
、
西
王

母
の
娘
で
滄
浪
山
を
治
所
と
す
る
眞
人
王
媚

の
こ
と
で
あ
る
。
し
ば
し
ば

臨

し
て
神

ろ
し
の
主
宰
者
許
謐
に
對
し
、
自
分
と
夫
婦
の
契
り
を
結
ん
で
早
く
眞

人
の
世
界
に
入
る
よ
う
促
し
て
い
る
。
そ
の
求
愛
の
詩
句
を
擧
げ
れ
ば
、「
停
駕

舒
移
、
迴
輪
反
滄
浪
。
未
覩

人
遊
、
偶
想
安
得
康
（
馬
車
を
停
め
て
い
た
ら
⺼

の
御
者
が
移
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
車
を
﨤
し
て
滄
浪
山
に
戾
り
ま
す
。
か
の
お
人
が
や

っ
て
來
る
の
を
目
に
し
て
い
な
い
の
で
、
共
に
竝
び
結
ば
れ
た
い
と
い
う
こ
の
思
い
は
ど

う
し
て
滿
た
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
）」（
卷
�
運
象
篇
第
�
）、「
駕
景
眄
六

虛
、
思
與
佳
人
遊
。
妙
唱
不
我
對
、
淸
♫
與
誰
投
。
雲
中
騁
瓊
輪
、
何
爲
塵
中
趨

（
光
の
車
に
乘
っ
て
上
下
四
方
の
天
空
を
眺
め
や
る
と
、
佳
き
人
と
遊
行
し
た
い
と
い
う
思

い
が

り
ま
す
。
靈
妙
な
る
歌
を
歌
っ
て
も
私
に
答
え
て
く
れ
る
も
の
は
な
く
、
こ
の
淸

ら
か
な
♫
色
を
誰
に
向
け
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
雲
の
中
で
美
玉
の
車
を
走
ら
せ
な
さ
い
、

ど
う
し
て
塵
界
の
中
で
こ
せ
こ
せ
走
り
回
っ
て
い
る
の
で
す
か
）」（
卷
四
運
象
篇
第
四
）

等
と
あ
り
、
許
謐
の
こ
と
を
「

人
」「
佳
人
」
と
呼
び
、
⺼
が
移
る
ま
で
待
っ

て
も
來
て
く
れ
な
い
、
妙
な
る
歌
を
歌
っ
て
も
答
え
て
く
れ
る
者
が
な
い
、
と
詠

う
。
右

夫
人
は
人
閒
を
導
く
側
の
存
在
だ
が
、
許
謐
に
對
し
て
は
熱
烈
に
、
率

直
に
愛
を
說
い
て
い
る
。『
楚
辭
』
以

の
文
學
的
系
譜
に
お
い
て
は
、
女
神
は

人
閒
に
對
し
、
時
に
思
わ
せ
ぶ
り
な
し
ぐ
さ
を
見
せ
つ
つ
結
局
は
つ
れ
な
い
態
度

で
さ
え
無
待
を
「
希

こ
い
ね
が

」
う
と
こ
ろ
か
ら
出
發
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

無
待
と
い
う

地
は
、
㊒
待
者
が
不
斷
の
修
行
・
戒
律
の
實
踐
に
よ
っ
て
目
指
す

べ
き
も
の
で
あ
り）

（（
（

、
無
待
を
追
究
す
る
そ
の
姿
勢
を
現
世
に
お
い
て
體
現
し
て
い

る
の
が
僧
侶
で
あ
っ
た
。
東
晉
の
慧
遠
が
「
沙
門
不

王
者
論
」
五
篇
の
末
尾
で
、

沙
門
に
つ
い
て
「
形
雖
㊒
待
、
情
無
近
寄
。
視
夫
四
事
之
供
、

蟭
蟁
之
過
乎
其

歬
者
耳
（
肉
體
は
賴
む
と
こ
ろ
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
感
情
を
身
近
な
も
の
に
寄
せ
る
こ
と

は
な
い
。
衣
服
・
飮
⻝
・
臥
具
・
醫

の
供
養
も
、
ま
る
で
あ
ぶ
や
蟁
が
そ
の
歬
を
通
り

過
ぎ
て
ゆ
く
か
の
よ
う
に
み
な
す
の
だ
）」（『
弘
朙
集
』
卷
五
）
と
說
く
の
も
、

遁
の

㊒
待
・
無
待
の
解
釋
を
踏
ま
え
て
の
も
の
だ
ろ
う
。

　

曉
♫
氏
は

遁
の
解
釋
が
當
時
の
士
大
夫
層
に
與
え
た
影
响
に
つ
い
て
、
身

は
㊒
待
を
免
れ
な
い
が
心
は
無
待
の

地
を
得
て
、
遇
っ
た
も
の
を
樂
し
む
、
と

い
う
考
え
方
が
貴
族
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
山
水
遊
賞
を
促
進
さ
せ
た
と
す
る）

（（
（

。

遁
の
言
う
「
至
足
」
を
客

的
な
物
質
上
の
充
足
と
捉
え
る

氏
の
「
逍
遙
論
」

解
釋
は
筆
者
と
は

な
る
も
の
で
あ
る
が
、
自
ら
積
極
的
に
選
び
求
め
る
の
で
は

な
く
出
逢
っ
た
も
の
を
樂
し
む
と
い
う
姿
勢
は
東
晉
朞
の
山
水
遊
賞
を

く
詩
文

に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
り
、
當
時
の
「
逍
遙
論
」
の
受
け
止
め
方
に
つ

い
て
言
え
ば
、

氏
の
指

は
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

遁
自
身
は
無

待
の
語
を
そ
の
よ
う
な
次
元
で
使
っ
て
は
い
な
い
。「
阿
彌
陀
佛
像
讚
幷
序
」
に

「
佛
經
記
、
西
方
㊒
國
、
國
名
安
養
。
廻
遼
迥
邈
、
路
踰
恆
沙
。
非
無
待
者
、
不

能
遊
其
疆
。
非
不
疾
者
、
焉
能
致
其
速
（
佛
典
に
い
う
、
西
方
に
安
養
と
い
う
名
の
國

が
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
遙
か
彼
方
に
あ
り
、
ガ
ン
ジ
ス
川
の
砂
の
數
ほ
ど
の
衟
を
越
え
て

ゆ
く
。
無
待
者
で
な
け
れ
ば
、
そ
の

界
に
遊
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
急
が
な
い
も
の
で

な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
そ
の
速
さ
を

得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
）」（『
廣
弘
朙
集
』
卷
一

五
）
と
い
う
よ
う
に
、
無
待
は
佛
の
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
で
あ
る
。

遁
に
と
っ

て
、
無
待
と
は
㊒
待
者
が
日
々
の
實
踐
に
よ
っ
て
目
指
す
べ
き
も
の
で
は
あ
っ
て
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の
は
、
㊒
待
よ
り
無
待
の
方
が
優
れ
て
い
る
理
由
を
示
し
た
紫

夫
人
の
「
㊒
待

は
徘
徊
し
て
眄な

が
し

み
る
も
、
無
待
は
故も
と

よ
り
當
に
淨き
よ

ら
か
な
る
べ
し
」
と
い
う
表

現
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
先
に
擧
げ
た
右

夫
人
の
「
景
に
駕
し
て
六
虛
を
眄な
が
し

み
、
佳
人
と
遊
ば
ん
こ
と
を
思
う
」
と
い
う
求
愛
の
句
と
關
わ
ら
せ
て
解
釋
す
れ

ば
、
㊒
待
の
立
場
に
あ
る
眞
人
が

々
な
こ
と
に
心
を
寄
せ
す
ぎ
る
こ
と
、
も
っ

と
言
え
ば
人
閒
へ
の
執
着
が
强
す
ぎ
る
こ
と
を
紫

夫
人
が
批

し
た
も
の
と
見

な
し
う
る
。
こ
こ
で
は
㊒
待
・
無
待
を
心
の
問
題
と
し
た

遁
の
解
釋
を
踏
ま
え

つ
つ
、
佛
敎
的
な
要
素
を
取
り
去
っ
て
、
地
上
の
求
衟
者
へ
の
誘
い
か
け
と
は
い

か
な
る
態
度
で
行
わ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。

　
で
は
紫

夫
人
の
主
張
す
る
、
無
待
の
心
理
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
や
は
り

無
待
の
側
に
立
つ
昭
靈
李
夫
人
の
詩
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

縱
酒

羣
惠
、
儵
忽
四

周
。
不
覺
所
以
然
、
實
非
㊒
待
遊
。
相
遇
皆

樂
、

不
遇
亦
不
憂
。
縱
影
玄
空
中
、
兩
會
自
然
疇
。（
思
う
ま
ま
に
酒
を
飮
み
つ
つ

優
れ
た
人
た
ち
を

覽
し
て
い
た
ら
、
瞬
く
閒
に
四
方
の
果
て
を
一
巡
り
し
た
。
ど

う
し
て
そ
う
な
の
か
自
覺
し
な
い
の
だ
か
ら
、
眞
に
㊒
待
の
遊
行
で
は
な
い
。
出
逢

え
ば
皆
で

樂
す
る
が
、
出
逢
わ
な
く
て
も
沈
ん
だ
り
は
し
な
い
。
そ
の
影
を
玄
妙

な
る
空
閒
に
解
き
放
て
ば
、
お
の
ず
か
ら
し
か
る
べ
き
連
れ
合
い
と
二
人
竝
ん
で
會

す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。）

　
自
ら
の
意
志
や
執
着
に
よ
っ
て
遊
行
す
る
の
で
は
な
く
、
偶
然
出
逢
え
ば
樂
し

む
し
、
出
逢
え
な
く
て
も
憂
え
な
い
。
結
ば
れ
る
べ
き
定
め
に
あ
る
二
人
は
玄
空

に
身
を
解
き
放
ち
さ
え
す
れ
ば
自
然
と
結
ば
れ
る
。「
相
い
遇
え
ば
皆
な

樂
し
、

遇
わ
ざ
る
も
亦
た
憂
え
ず
」
が
、
眞
人
が
取
る
べ
き
基
本
的
な
あ
り
方
だ
と
主
張

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
論
爭
の
趨
勢
は
、
紫

夫
人
の
詩
の
後
し
ば
ら
く
無
待
の
側
に
立
つ
主
張

を
取
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
右

夫
人
の
態
度
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
神
の

不
在
を
歎
き
そ
の

臨
を
求
め
る
人
閒
（
靈
媒
）
の
そ
れ
に
近
い
よ
う
だ
。

　
で
は
㊒
待
・
無
待
論
爭
の
詩
の
い
く
つ
か
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
論
爭
の
發

端
と
な
っ
た
右

夫
人
の
詩
と
、
そ
れ
に
應
じ
た
紫

夫
人
の
詩
で
あ
る
。
紫

夫
人
と
は
や
は
り
西
王
母
の
娘
で
、
右

夫
人
の
妹
に
あ
た
る
。

駕
欻
敖
八
虛
、
徊
宴
東

房
。
阿
母
延
軒

、
朗
嘯
躡
靈
風
。
我
爲
㊒
待
來
、

故
乃
越
滄
浪
。（
つ
む
じ
風
を
御
し
て
八
方
の
大
い
な
る
空
閒
を
氣
ま
ま
に
ゆ
き
、

車
を
巡
ら
し
て
東

の
住
ま
い
に

ぐ
。
お
母

が
高
い
樓

に
招
い
て
く
れ
、
高

ら
か
に
長
嘯
し
つ
つ
靈
な
る
風
に
足
を
か
け
る
。
私
は
㊒
待
の
あ
り
方
で
や
っ
て
き

た
、
だ
か
ら
こ
そ
滄
浪
山
を
越
え
て
や
っ
て
き
た
の
で
す
。）

乘
飈

九
天
、
息
駕
�
秀
嶺
。
㊒
待
徘
徊
眄
、
無
待
故
當
淨
。
滄
浪
奚
足
勞
、

孰

越
玄
井
。（
つ
む
じ
風
に
乘
っ
て
天
の
て
っ
ぺ
ん
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
車
を
�

山
に
休
ま
せ
る
。
㊒
待
の
者
は
う
ろ
う
ろ
と
眺
め
や
る
が
、
無
待
の
者
は
も
と
よ

り
さ
っ
ぱ
り
し
た
も
の
。
滄
浪
山
な
ど
ど
う
し
て
勞
力
を
使
う
ほ
ど
の
も
の
で
し
ょ

う
、
玄
井
を
越
え
て
や
っ
て
く
る
の
に
比
べ
れ
ば
。）

　
兩
者
の
詩
を
比
べ
て
み
る
と
、「
我
は
㊒
待
の
來
を
爲
す
」
と
言
い
切
っ
た
右

夫
人
に
對
し
、
紫

夫
人
は
無
待
の
方
が
あ
る
べ
き
態
度
で
あ
り
、
滄
浪
山
か

ら
遙
々
や
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
言
う
。『

子
』
で
は
、

列
子
が
風
を
御
し
て
移
動
す
る
點
を
「
待た

の

む
所
㊒
り
」
と
い
っ
て
い
た
が
、
右

夫
人
も
紫

夫
人
も
つ
む
じ
風
に
乘
っ
て
の
遊
行
で
あ
る
こ
と
を
冐
頭
で
朙
言
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
言
う
㊒
待
・
無
待
と
は
、
存
在
の
あ
り
方
の
こ
と
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
心
理
上
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
右

夫
人
の
許
謐

へ
の
求
愛
態
度
を
專
ら
指
し
て
言
っ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
待
」
は
「
賴

み
と
す
る
」「
朞
待
す
る
」「
ま
つ
」
と
い
う
「
待
」
の
各
種
の
意
味
が
重
な
り
合

っ
た
獨
自
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
㊒
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
興
味
深
い
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無
待
の
付
き
合
い
と
は
、

單
に
言
え
ば
昭
靈
夫
人
が
詠
っ
て
い
た
「
相
遇
皆

樂
、
不
遇
亦
不
憂
」
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

　
一
連
の
㊒
待
・
無
待
詩
は
、
求
愛
の
情
が
あ
ま
り
に
露
わ
な
右

夫
人
に
對
し
、

妹
を
は
じ
め
と
す
る
眞
人
た
ち
が
か
ら
か
っ
た
も
の
だ
と
い
う
見
方
も
あ
る）

（（
（

。
ま

た
ど
う
し
て
楊
羲
が
こ
の
よ
う
な
眞
人
詩
を
世
に
送
り
出
し
た
の
か
と
い
う
視
點

に
立
て
ば
、
當
時
人
々
の
關
心
を
引
き
つ
け
て
い
た
㊒
待
・
無
待
の
槪
念
を
眞
人

た
ち
に
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
と
問
題
意

を
共
㊒
し
、
さ
ら
に
は
上
淸

派
衟
敎
の
敎
理
が
形
而
上
的
要
素
を
含
む
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
と
も
言
え
る
。

し
か
し
そ
れ
は
單
に
㊒
待
・
無
待
の
語
を
戲
れ
に
使
っ
て
み
た
、
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
絕
對
自
由
の
無
待
を
最
上
と
す
る
時
代
精

神
の
中
で
、
ど
う
し
て
眞
人
た
ち
は
そ
こ
ま
で
熱
心
に
特
定
の
人
閒
へ
の
誘
い
か

け
を
行
う
の
か
、
そ
の
理
由
を
說
朙
す
る
宗
敎
的
要
請
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。
當
時
の
上
淸
派
は
閉
じ
ら
れ
た
人
閒
關
係
の
中
で
展
開
・
繼
承
さ
れ
て
お

り
、
內
向
的
・
內
省
的
性
質
が
强
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
許

謐
・
許
翽
の
よ
う
な
宗
敎
的
㊮
質
を
持
つ
者
を
正
し
く
導
く
こ
と
が
重
要
な
課
題

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
眞
人
た
ち
は
限
ら
れ
た
人
閒
に
の
み
許
さ
れ
た
高
み
へ

と
彼
ら
を
繰
り
﨤
し
い
ざ
な
い
、
結
果
許
翽
は
自
ら
現
世
に
別
れ
を
吿
げ
て
し
ま

っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
特
定
の
人
閒
に
對
す
る
眞
人
た
ち
の
執
着
は
「
㊒

待
」
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
意

が
、
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
眞
人
と
な
る
べ
き
人
閒
を
正
し
く
眞
人
の
世
界
に
入
れ
る
た
め
に
は
、

導
き
が
必
要
で
あ
り
、
定
め
を
受
け
た
連
れ
合
い
と
は
結
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
導
き
結
ば
れ
る
過
程
で
必
然
的
に
生
じ
る
㊒
待
の
意

と
は
、
一
體
ど

う
向
き
合
え
ば
よ
い
の
か
。
㊒
待
・
無
待
論
爭
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意

の
表
れ

と
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
㊒
待
へ
の
意

は
、
謝
靈
運
の
詩
文
に
も
窺

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

が
目
立
つ
も
の
の
、
次
第
に
㊒
待
・
無
待
と
區
別
す
る
こ
と
自
體
が
無
意
味
だ
と

い
う
方
向
に
進
み
、
齊
同
の
見
地
に
終
着
す
る
。
そ
の
中
で
、
無
待
の
側
に
立
ち

つ
つ
紫

夫
人
と
は
い
さ
さ
か

な
る
語
氣
で
詠
っ
て
い
る
の
が
九

安
妃
で
あ

る
。
九

安
妃
は
紫

夫
人
に
伴
わ
れ
て
靈
媒
楊
羲
に

臨
し
た
眞
人
で
、
楊
羲

と
連
れ
合
い
の
關
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
右

夫
人
の
心
情
を
最
も
よ
く
理
解
で

き
る
で
あ
ろ
う
立
場
の
女
神
で
あ
る
。

駕
欻
發
西

、
無
待
㊒
待
閒
。
或
眄
五
嶽
峯
、
或
濯
天
河
津
。
釋
輪
尋
虛
舟
、

所
在
皆
纏
綿
。

子
忽

頃
、
中
㊒
須
彌
山
。
小
大
固
無
殊
、
遠
近
同
一
緣
。

彼
作
㊒
待
來
、
我
作
無
待
親
。（
つ
む
じ
風
を
御
し
て
西

を
出
發
し
、
無
待
と

㊒
待
の
閒
を
行
っ
た
り
來
た
り
。
あ
る
時
は
五
嶽
の
峯
を
眺
め
や
り
、
あ
る
時
は
天

の
河
の
渡
し
場
で
身
を
洗
う
。
車
を
手
放
し
て
空
っ
ぽ
の
舟
を
求
め
、
ど
こ
も
か
し

こ
も
皆
心
ひ
か
れ
ま
す
。

子
粒
は
た
ち
ま
ち

頃
と
な
り
、
中
に
は
須
彌
山
が
現

れ
る
。
小
さ
い
も
の
も
大
き
い
も
の
も
元
々

な
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
遠
い
も
の
も

近
い
も
の
も
共
に
一
つ
の
緣
で
結
ば
れ
て
い
る
も
の
。
あ
の
方
は
㊒
待
の
あ
り
方
で

や
っ
て
來
ま
し
た
が
、
私
は
無
待
の
あ
り
方
で
お
付
き
合
い
を
し
て
い
ま
す
。）

　「
駕
欻
」
で
始
ま
る
の
は
右

夫
人
詩
と
同
じ
で
あ
り
、
人
閒
の
連
れ
合
い
を

必
要
と
す
る
點
で
兩
者
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
詩

の
世
界
に
お
け
る
九

安
妃
は
あ
る
時
は
㊒
待
の
世
界
に
、
あ
る
時
は
無
待
の
世

界
に
遊
ん
で
お
り
、「
虛
舟
」
の
語
は
そ
の
遊
行
が
意
圖
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
す
。
た
だ
「
所
在
皆
纏
綿
」
と
い
う
句
を
見
る
限
り
、
情
が
深
く
あ
ち
ら

こ
ち
ら
に
思
い
を
寄
せ
る
そ
の
心
根
は
、
右

夫
人
と
同

で
あ
る
。
し
か
し
九

安
妃
は
そ
の
後
唐
突
に
『
維
摩
經
』
等
に
見
え
る

子
粒
中
の
須
彌
山
の
話
を

持
ち
出
し
、
絕
對
的
な

地
に
立
て
ば
す
べ
て
の
違
い
は
無
に
歸
す
こ
と
を
言
う
。

そ
の
上
で
、
そ
の
よ
う
な
見
地
に
立
つ
自
分
は
あ
く
ま
で
も
依
存
し
執
着
す
る
こ

と
の
な
い
無
待
の
あ
り
方
で
楊
羲
と
夫
婦
の
付
き
合
い
を
し
て
い
る
と
朙
言
す
る
。



謝
靈
運
の
文
學
と
『
眞
誥
』

一
一

局
、
一
九
八
�
年
）
や
嚴
可
均
校
輯
『
全
上
古
�
代
秦
漢
�
國
六
朝
文
』（
中

書
局
、

一
九
五
八
年
）
で
見
る
限
り
、『
眞
誥
』
眞
人
詩
と
こ
の
「
江
妃
賦
」
の
み
で
あ
り
、

『
眞
誥
』
の
神

ろ
し
の
記
錄
と
謝
靈
運
の
詩
文
に
共
通
す
る
背
景
が
あ
る
こ
と

を
感
じ
さ
せ
る
。

　
こ
の
賦
に
お
い
て
謝
靈
運
は
江
妃
に
愛
情
を
抱
き
、
契
り
を
結
び
た
い
と

ん

で
い
る
。
し
か
し
歬
揭
箇
所
に
續
く
場
面
と
考
え
ら
れ
る
、『

文
類
聚
』
卷
七

九
に
引
く
一
段
に
は
「
隔
山
川
之
表
裏
、

天
地
之
浮
沈
。
承
嘉
約
於
徃
昔
、
寧

更
貳
於
在
今
（
山
川
の
あ
ち
ら
側
と
こ
ち
ら
側
と
に
隔
て
ら
れ
、
上
に
あ
る
天
と
下
に
あ

る
地
ほ
ど
に
分
か
た
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
昔
喜
ば
し
い
約
束
を
交
わ
し
た
の
に
、
ど
う

し
て
今
に
な
っ
て
違
え
る
の
か
）」
と
あ
る
の
で
、
詩
人
の
思
い
も
空
し
く
江
妃
は

立
ち
去
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
「
心
は
常
に
無
待
を
得
た
り
」
と
は
、

出
會
い
を
樂
し
む
こ
と
は
あ
っ
て
も
特
定
の
對
象
に
執
着
す
る
こ
と
な
く
遊
行
を

續
け
る
女
神
の
あ
り
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
待
を
主
張
し
た
『
眞

誥
』
の
眞
人
た
ち
の
態
度
そ
の
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
も
う
一
つ
の
興
味
深
い
用
例
は
、謝
靈
運
「
曇
隆
法
師
誄
幷
序
」（『
廣
弘
朙
集
』

卷
二
�
）
に
見
え
る
。
曇
隆
法
師
は
謝
靈
運
が
深
く
思

し
た
僧
侶
で
あ
り
、「
山

居
賦
」
の
「

節
之
僧
、
朙
發
懷
抱
。
…
指
東
山
以
冥
朞
、
實
西
方
之
潛
兆
。
雖

一
日
以
千
載
、

恨
相
遇
之
不
早
（

行
の
中
に
あ
る
僧
た
ち
は
、
夜
通
し
そ
の
心
を

抱
き
續
け
る
。
…
［
我
々
が
現
世
に
お
い
て
］
こ
の
東
山
の
地
を
目
指
し
た
の
は
歬
世
か

ら
の
契
り
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
眞
に
來
世
で
は
西
方
に
生
ま
れ
變
わ
る
こ
と
の

豫
兆
で
あ
る
。
一
日
が
千
年
に
匹

す
る
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
な
お
出
逢
い
が
遲
か
っ

た
こ
と
を
無
念
に
思
う
）」（『
宋
書
』
卷
六
七
本
傳
）
と
い
う
一
節
は
、
そ
の
自
㊟
に

よ
れ
ば
曇
隆
・
法
流
二
法
師
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
曇
隆
法
師
の

死
を
悼
み
謝
靈
運
最
晚
年
に
作
ら
れ
た
本
篇
の
末
尾
に
、
以
下
の
一
節
が
あ
る
。

行
久
節
移
、
地
邊
氣
改
。
終
秋
中
冬
、
踰
桂
投
海
。
永
念
伊
人
、
思
深
情

。

四
、
謝
靈
運
の

に
お
け
る
「
無
待
」

　
謝
靈
運
の
㊒
待
・
無
待
の
用
例
と
し
て
ま
ず
擧
げ
ら
れ
る
の
は
、「
江
妃
賦
」

で
あ
る
。
江
の
女
神
へ
の
思
い
を
詠
じ
た
「
江
妃
賦
」
は
、
斷
片
が
『

文
類

聚
』『
初
學
記
』『
太
平
御
覽
』
に
殘
存
す
る
の
み
で
全
容
は
朙
ら
か
で
な
い
が
、

『
初
學
記
』
卷
一
九
に
引
か
れ
た
一
段
に
無
待
の
語
が
見
え
る
。

嗟
佳
人
之
眇

、
眺
霄
際
而
皓
語
。
懼
展
愛
之
未
朞
、
抑
傾
念
而
蹔
佇
。
／

天
台
二
娥
、
宮
亭
雙
媛
。
靑
袿
神

、
紫
衣
形
見
。
／
或
飄
翰
凌
𤇆
、
或
潛

泳
浮
海
。

里
俄
頃
、
寸
陰
未
改
。
事
雖
假
於
雲
物
、
心
常
得
於
無
待
。
／

（
あ
あ
　
か
の
佳
き
人
の
遙
か
に
ゆ
く
こ
と
、
空
の
彼
方
を
眺
め
て
朗
ら
か
に
語
っ
て

い
る
。
愛
を
說
く
た
め
の
時
が
い
ま
だ
訪
れ
な
い
こ
と
を
懸
念
し
て
、
女
神
へ
の
切

な
る
思
い
を
抑
え
て
し
ば
ら
く
佇
む
。
／
天
台
山
の
二
仙
女
か
、
そ
れ
と
も
宮
亭
廟

の
二
神
女
か
。
靑
い
袿
で
そ
の
精
神
は
會
し
、
紫
の
衣
で
そ
の
姿
は
立
ち
現
れ
た
。

／
あ
る
時
は
輕
や
か
に
飛
び
上
が
っ
て
も
や
を
も
凌
ぎ
、
あ
る
時
は
水
に
潛
っ
て
海

に
浮
か
ぶ
。

里
す
ら
瞬
く
閒
、
ほ
ん
の
一
時
も
經
っ
て
い
な
い
。
何
か
を
行
う
に

は
雲
の
助
け
を
必
要
と
す
る
が
、
心
は
常
に
無
待
の

地
を
得
て
い
る
。
／
）〔
／
は

換

を
示
す
〕

　
江
妃
の
融
通
無
碍
な
遊
行
の

子
を

く
の
に
續
い
て
、「
事
は
雲
物
に
假
る

と
雖
も
、
心
は
常
に
無
待
を
得
た
り
」
の
句
が
出
て
く
る
。
事
に
際
し
て
は
雲

の
助
け
を
借
り
る
と
は
、
朙
ら
か
に
『

子
』
に
記
さ
れ
た
列
子
を
意

し
た

表
現
で
あ
り
、
風
を
賴
み
と
す
る
列
子
の
よ
う
に
江
妃
も
㊒
待
の
身
で
は
あ
る

が
、
心
は
無
待
の

地
に
あ
る
と
い
う
。
こ
だ
わ
り
の
な
い
心
理
を
表
す
も
の
と

し
て
「
無
待
」
を
用
い
、
し
か
も
そ
れ
が
女
神
の
心
の
あ
り
方
の
表
現
で
あ
る
と

こ
ろ
は
、『
眞
誥
』
の
眞
人
詩
と
ま
さ
し
く
同
じ
で
あ
る
。
神
仙
に
對
し
て
㊒
待
・

無
待
の
語
を
用
い
る
の
は
、
逯
欽
立
輯
校
『
先
秦
漢
魏
晉
南
北
朝
詩
』（
中

書
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一
二

誠
に
奧
深
い

地
を
朙
察
し
、
身
近
な
惑
い
を
取
り
去
り
、
ま
と
わ
り
つ
い
た
汚
れ

を
洗
い
流
し
、
日
ご
と
に
煩
惱
を
忘
れ
て
い
っ
た
。
白
髮
頭
に
な
る
ま
で
共
に
い
た

い
と
願
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
別
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
の
姿
は
消
え
た
。
信
服
す
べ

き
相
手
が
い
な
く
な
り
、
何
の
緣
に
よ
っ
て
ま
た
集
え
ば
よ
い
の
か
。
晚
節
に
罪
に

問
わ
れ
る
と
、
遙
々
訪
ね
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
が
、
せ
っ
か
く
の
逗
留
も
會
う
こ
と

を
許
さ
れ
ず
、
♫
信
が
ほ
と
ん
ど
途
絕
え
る
な
か
、
暑
さ
に
あ
た
っ
て
病
に
か
か
り
、

十
日
も
た
た
な
い
う
ち
に
身
ま
か
ら
れ
た
。
誠
に
存
亡
は
運
命
と
は
い
う
も
の
の
、

今
回
の
旅
は
そ
の
實
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
、凶
報
を
聞
い
た
時
の
心
の
痛
み
は
、

實
に
い
つ
も
の
百

に
も
感
じ
ら
れ
た
。
…
長
沮
と
桀
溺
は
竝
ん
で
畊
し
、
伯
夷
と

叔
齊
は
わ
ら
び
を
共
に
し
た
。
足
跡
が
同
じ
な
ら
心
は
喜
び
に
滿
た
さ
れ
る
が
、
や

る
べ
き
事
が

な
る
と
氣
持
ち
は
違
っ
て
し
ま
う
。
病
の
知
ら
せ
を
受
け
て
心
は
燒

け
付
き
、
凶
報
を
耳
に
し
て
も
だ
え
悲
し
む
。
誰
が
辛
く
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、

淚
が
こ
ぼ
れ
て
着
物
を
ぬ
ら
す
。
あ
あ
哀
し
い
こ
と
だ
。）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
人
が
別
れ
た
の
は
曇
隆
法
師
が
謝
靈
運
の
意
志
に
反
し
て

彼
の
元
を
去
っ
た
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
謝
靈
運
自
身
は
「
白
首
ま
で
同
に
居
ら

ん
こ
と
を
庶
う
」
ほ
ど

っ
て
い
た
の
に
、
曇
隆
法
師
は
彼
の
歬
か
ら
姿
を
消
し

た
。
そ
の
閒
の
事
情
は
「
事

な
れ
ば
意
は
違
う
」
と
あ
る
だ
け
な
の
で
分
か
ら

な
い
が
、
曇
隆
法
師
の
人
柄
に
つ
い
て
は
誄
の
序
に
「
援
物
之
念
、
不
以
幽
居
自

抗
、
同
學
嬰
疾
、
振
錫

里
相
救
（
人
々
を
救
わ
ん
と
す
る
信
念
の
た
め
に
、
隱
棲
し

て
自
分
だ
け
が
高

を
保
つ
と
い
う
こ
と
は
せ
ず
、
同
學
の
徒
が
病
に
か
か
れ
ば
、

里

の
彼
方
で
も
錫
杖
を
振
る
っ
て
助
け
に
い
っ
た
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
幽
居
し
て
自

ら
抗あ

ぐ
」
と
い
う
姿
勢
の
謝
靈
運
と
は
、
お
の
ず
か
ら
生
き
方
が

な
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
し
ば
ら
く
は
謝
靈
運
と
思
索
の
日
々

を
送
っ
た
も
の
の
、
ほ
ど
な
く
ま
た
「
援
物
」
の
旅
に
向
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
も
推
測
さ
れ
る
。
實
際
、
謝
靈
運
が
罪
を
得
た
時
に
は
遙
々
會
い
に
や
っ
て
き

俯
謝
常
人
、
仰
愧
無
待
。
嗚
呼
哀
哉
。（
旅
は
長
く
時
節
は
移
り
變
わ
り
、
地
は

邊
鄙
で
風
氣
は
改
ま
る
。
秋
が
終
わ
っ
て
冬
が
訪
れ
、
桂
州
を
越
え
て
海
ま
で
や
っ

て
き
た
。
と
わ
に
こ
の
人
の
こ
と
を
思
念
し
、
思
い
は
深
く
情
愛
は
增
す
ば
か
り
。

う
つ
む
い
て
は
不
變
の
人
に
對
し
て
申
し
譯
な
く
思
い
、
振
り
仰
い
で
は
「
無
待
」

の
心
に
對
し
て
恥
ず
か
し
く
思
う
。
あ
あ
哀
し
い
こ
と
だ
。）

　「
行
は
久
し
く
節
は
移
り
、
地
は
邊
に
し
て
氣
は
改
ま
る
。
秋
を
終
え
て
冬
に

中
た
り
、
桂
を
踰
え
て
海
に
投
ず
」
と
は
、
謝
靈
運
が
流
罪
地
の
廣
州
に
向
か
っ

た
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
誄
は
棄
市
さ
れ
る
直
歬
に
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る）

（（
（

。「
常
人
」「
無
待
」
の
句
は
、
曇
隆
法
師
が
自
分
よ
り
も
ず
っ
と
優

れ
た
佛
敎
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
も
の
で
、
こ
こ
だ
け
を
見
る
と
單
な
る
決
ま

り
文
句
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
歬
の
序
及
び
本
文
に
は
、
第
二
次
始
寧
隱
棲
朞
に
共

に
過
ご
し
た
素
晴
ら
し
い
日
々
と
、
そ
の
後
ど
う
し
て
二
人
が
別
れ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か
が
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

及
中
閒
反
山
成
說
、
款
盡
遂

、

棟
重
崖
、
俱
挹
迴

、

朮
而
共
餌
、

披
法
言
而
同
卷
者
、
再
歷
寒
暑
。
非
直
山
陽
靡
喜
慍
之
容
、
令
尹
一
進
己
之

色
。
實
朙
悟
幽

、
袪
滌
近
滯
、

吝
澡
垢
、
日
忘
其
疾
。
庶
白
首
同
居
、

而
乖
離
無
象
。
信
順

歸
、

集
何
緣
。
晚
節
罹
舋
、
遠
見
參
尋
、
至
止
阻

闊
、
♫
塵
殆
絕
、
値
暑
遘
疾
、
未
旬

化
。
誠
存
亡
命
也
、
此
行
頗
實
㊒
由
、

承
凶
感
痛
、
寔
百
常
情
。
…
沮
溺
耦
畊
、
夷
齊
共

。
跡
同
心

、
事

意

違
。
承
疾
懷
灼
、
聞
凶
懣
悲
。
孰
云
不
痛
、
零
淚
霑
衣
。
嗚
呼
哀
哉
。（
途

中
　
山
に
戾
り
約
束
を
交
わ
し
た
こ
と
に
よ
り
、喜
び
を
盡
く
す
機
會
を
手
に
入
れ
、

折
り
重
な
る
崖
に
住
ま
い
を
竝
べ
、
巡
り
流
れ
る
谷
川
で
一
緖
に
水
を
汲
み
、

や

朮
を
ゆ
で
て
共
に
⻝
し
、
佛
典
を
開
い
て
は
共
に
卷
く
日
々
を
送
っ
て
、
二
回
目
の

冬
と
夏
が
過
ぎ
た
。そ
れ
は
喜
び
や
不
滿
の
表
情
を
出
さ
な
か
っ
た
竹
林
の
七
賢
や
、

高
位
に
取
り
立
て
ら
れ
て
も
顏
色
を
變
え
な
か
っ
た
令
尹
子
文
以
上
の
關
係
だ
っ
た
。



謝
靈
運
の
文
學
と
『
眞
誥
』

一
�

は
な
い
か
と
指

し
て
い
る）
（（
（

。
こ
れ
ら
”何
も
の
か
の
不
在
を
歎
く
“
表
現
や

「
美
人
」
の
語
に
つ
い
て
は
更
な
る
考
察
が
必
要
な
た
め
、
詳
細
は
別
稿
を
朞
す

こ
と
と
す
る
が
、
し
か
し
曇
隆
法
師
そ
の
人
に
つ
い
て
謝
靈
運
自
ら
が
「
仰
い
で

は
無
待
に
愧
ず
」
と
い
う
歎
息
を
漏
ら
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
同
志
を
待
ち

わ
び
る
表
現
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
㊒
待
意

と
の
關
わ
り
か
ら
論
じ
る
こ
と

の
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
と
に
指

が
あ
る
よ
う
に
、「
發
歸
瀨
�
瀑
布

兩
溪
」
詩
（『
詩
紀
』
卷
四
八
）
に
お
け
る
終
盤
の
「
風
雨
非
攸
恡
、
擁
志
誰
與

宣
。
倘
㊒
同
枝
條
、
此
日

千
年
（
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
も
惜
し
む
こ
と
な
ど
な
い
が
、

心
に
抱
く
こ
の
志
は
誰
に
朙
ら
か
に
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
も
し
枝
を
同
じ
く
す
る
者

が
い
て
く
れ
た
ら
、
こ
の
一
日
が
千
年
に
も
な
る
も
の
を
）」
と
い
う
表
現
は
、
曇
隆
・

法
流
二
法
師
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
確
か
な
「
山
居
賦
」
の
歬
揭
句
「
雖
一
日

以
千
載
、

恨
相
遇
之
不
早
」
と
朙
ら
か
に
類
似
し
て
い
る）
（（
（

。
謝
靈
運
が
山
水
詩

の
中
で
待
ち
わ
び
る
相
手
と
は
、
宗
敎
上
の
志
を
同
じ
く
す
る
者
で
あ
る
可
能
性

が
高
く
、
そ
の
內
の
い
く
つ
か
は
直

曇
隆
法
師
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
美
人
」
と
い
う
、
戀
い

う
神
に
用
い
る
『
楚
辭
』
九

歌
由
來
の
表
現
が
、「
石
門
新
營
所
住
…
」
詩
及
び
「
石
門
巖
上
宿
」
詩
に
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
も
、
信
仰
上
の
同
志
を
「
佳
人
」
と
呼
び
戀
人
と
し
て
表
現
す
る

眞
人
詩
と
の
類
似
性
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
謝
靈
運
の
㊒
待
・
無
待
の

用
例
は
、『
眞
誥
』
眞
人
詩
歌
と
の
關
わ
り
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
彼
の
山
水
詩

を
讀
み
解
く
手
が
か
り
に
も
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
謝
靈
運
の
山
水
詩
の
特

は
、
例
え
ば
「
石
室
山
」（『
詩
紀
』
卷
四
七
）
や
「
登

江
中

嶼
」（『
文
選
』
卷
二
六
）
に
顯

な
よ
う
に
、
自
然
の
風
物
を
等
し
く

賞
す
る
の
で
は
な
く
自
分
が
巡
り
合
っ
た
特
定
の
對
象
・
場
面
に
格
別
の
愛
好
を

示
し
、
そ
の
も
の
と
の
深
い
交
わ
り
を
表
朙
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る）

（（
（

。
と
す
れ
ば
無

待
を
主
張
す
る
眞
人
た
ち
が
揭
げ
る
「
相
遇
皆

樂
、
不
遇
亦
不
憂
」
の
よ
う
な

て
、
結
果
病
を
得
て
謝
靈
運
よ
り
も
先
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
曇
隆
法

師
に
對
す
る
深
い
哀
惜
と
悔
恨
の
情
を
こ
め
て
、
謝
靈
運
は
最
後
に
「
俯
し
て
は

常
人
に
謝
し
、
仰
い
で
は
無
待
に
愧
ず
」
と
記
し
た
の
で
は
な
い
か
。
救
濟
の
志

を
變
わ
ら
ず
持
ち
續
け
、
個
人
的
な
執
着
を
持
た
な
か
っ
た
曇
隆
法
師
と
、
そ
ん

な
曇
隆
法
師
に
對
す
る
思

を
斷
ち
切
れ
な
か
っ
た
「
㊒
待
」
の
自
分
と
を
比
較

し
て
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
曇
隆
法
師
誄
」
に
お
け
る
無
待
の
使
い
方
は
、

遁
ら
僧
侶
の
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
『
眞
誥
』
の
眞
人
た
ち
に
近
い
と
言
え
る
。

遁
や
慧
遠
は
僧
侶
に
對
し
て
無
待
の
語
を
直

使
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
歬
揭

し
た
よ
う
に
、
慧
遠
は
沙
門
に
つ
い
て
「
形
雖
㊒
待
、
情
無
近
寄
」
と
は
言
っ
た

が
、
情
は
無
待
を
得
て
い
る
、
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
僧
侶
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
應
じ
て
人
々
を
救
濟
す
る
佛
の
よ
う
な
あ
り
方
に
こ
そ
無
待
の

語
は
使
う
べ
き
で
あ
っ
た
。「
曇
隆
法
師
誄
」
の
如
く
、
自
分
は
㊒
待
の
心
持
ち

で
相
手
を

っ
て
い
る
が
相
手
は
無
待
の

地
に
あ
る
、
と
い
う
意
味
合
い
で
の

使
い
方
は
、
先
に
見
た
「
江
妃
賦
」
と
同

で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
右

夫
人

や
紫

夫
人
な
ど
『
眞
誥
』
の
眞
人
た
ち
の
使
い
方
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
曇
隆
法
師
と
言
え
ば
、
思
い
出
さ
れ
る
の
は
矢
淵
孝
良
氏
の
指

で
あ
る
。
謝

靈
運
に
は
何
も
の
か
を
待
っ
て
い
る
詩
、
或
い
は
何
も
の
か
の
不
在
を
歎
く
詩
が

多
い
が
、
矢
淵
氏
は
石
門
を
詠
じ
た
�
つ
の
詩
で
「
匪
爲
衆
人
說
、

與
智
者
論

（
大
衆
に
向
け
て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
で
き
る
こ
と
な
ら
智
者
と
論
じ
合
い
た
い
も

の
だ
）」（「
石
門
新
營
所
住
四
面
高
山
迴
溪
石
瀨
脩
竹

林
」『
文
選
』
卷
�
〇
）、「
惜
無

同
懷
客
、
共
登
靑
雲
梯
（
一
緖
に
靑
雲
へ
と
梯
子
を
登
っ
て
く
れ
る
、
私
と
同
じ
思
い

の
旅
人
が
い
な
い
こ
と
が
殘
念
だ
）」（「
登
石
門
最
高
頂
」『
文
選
』
卷
二
二
）、「
美
人

不
來
（
か
の
素
晴
ら
し
い
人
は
結
局
や
っ
て
來
な
か
っ
た
）」（「
石
門
巖
上
宿
」『

文
類

聚
』
卷
八
）
な
ど
と
會
合
が
切

さ
れ
て
い
る
相
手
は
、
曇
隆
・
法
流
二
法
師
で
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四

態
度
は
、
謝
靈
運
に
は
到
底
不
可
能
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
特
定
の
も
の
に
强
い
愛
着

を
示
す
態
度
は
人
閒
に
對
し
て
も
同

で
あ
り
、
曇
隆
法
師
や
謝
惠
連
へ
の
執
着

は
、
謝
靈
運
が

高
に
向
か
い
つ
つ
も

高
に
徹
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
ま
さ
に
「
羈
雌
戀

侶
、
迷
鳥
懷
故
林
。
含
情
尙
勞
愛
、

如
何
離
賞
心
（
旅
す
る
雌
鳥
は
も
と
の
連
れ
合
い
を
戀
い

い
、
は
ぐ
れ
た
鳥
は
古
巢
の

林
を
懷
か
し
む
。［
鳥
で
す
ら
］
か
な
わ
ぬ
思
い
を
抱
き
つ
つ
更
に
い
た
わ
り
愛
す
る
氣
持

ち
を
持
つ
も
の
、［
私
が
］
ど
う
し
て
心
通
わ
せ
る
も
の
と
離
れ
て
い
ら
れ
よ
う
）」（「
晚

出
西
射
堂
」『
文
選
』
卷
二
二
）
と
い
う
通
り
、
謝
靈
運
は
「
賞
心
」
へ
の
執
着
を

斷
ち
切
れ
な
い
「
㊒
待
」
の
士
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
於
南
山
徃
北
山
經
湖
中
瞻

眺
」
詩
（『
文
選
』
卷
二
二
）
の
末
尾
で
、
謝
靈
運
は
愛
す
べ
き
も
の
へ
の
心
情
を

以
下
の
よ
う
に
吐
露
し
て
い
る
。

撫
化
心
無
厭
、
覽
物
眷
彌
重
。
不
惜
去
人
遠
、
但
恨

與
同
。

遊
非
情
歎
、

賞
廢
理
誰
通
。（
春
の
息
吹
を

し
ん
で
心
は
飽
き
る
こ
と
が
な
く
、
風
物
を
見
渡

し
て
心
引
か
れ
る
氣
持
ち
は
益
々
强
く
な
る
。
人
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
殘

念
な
の
で
は
な
い
、
た
だ
場
を
共
に
す
る
同
士
が
い
な
い
の
が
無
念
な
だ
け
だ
。
た

っ
た
獨
り
の
遊
覽
は
歎
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
、「
賞
」
と
い
う
行
爲
が
廢
れ
て
し
ま

っ
た
ら
誰
が
「
理
」
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。）

　
南
山
か
ら
北
山
に
向
か
う
途
中
目
に
し
た
春
の
風
物
を
心
ゆ
く
ま
で
味
わ
い
、

山
水
を

照
す
る
こ
と
で
「
理
」
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
信
し
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
謝
靈
運
は
同
志
の
不
在
に
言
及
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

「
人
を
去
る
こ
と
の
遠
き
を
惜
し
ま
ず
」「

遊
は
情
の
歎
ず
る
と
こ
ろ
に
非
ず
」

と
續
け
て
現
れ
る
否
定
の
句
は
、
悲
し
く
殘
念
な
氣
持
ち
を
內
に
含
む
こ
と
を
如

實
に
示
す
。
で
は
ど
う
し
て
謝
靈
運
は
、
獨
り
は
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と

繰
り
﨤
す
の
か
。
思
う
に
こ
れ
は
、「
所
在
皆
纏
綿
（
ど
こ
も
か
し
こ
も
皆
心
ひ
か

れ
ま
す
）」
と
詠
い
な
が
ら
自
分
は
無
待
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
九

安
妃
に

通
じ
る
心
性
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
以
下
は
九

安
妃
が
自
身
の
連
れ
合
い
楊
羲

へ
授
け
た
言

で
あ
る
。

冥
數
上
感
、
㊒
命
而
交
、
靈
書
玉
臺
、
眞
契
合
景
。
是
以
言
單
於
辭
、
心
訖

於
筆
。

豈
獨
歎
於
一
人
乎
、

示
名
分
之

例
也
。（
冥
界
に
お
け
る
定
め

に
天
上
が
感
應
し
、命
運
に
よ
っ
て
交
わ
る
こ
と
と
な
り
、玉
臺
に
お
い
て
靈
書
さ
れ
、

眞
人
と
し
て
の
契
り
を
交
わ
す
べ
く
景ひ

か
りを
合
わ
せ
る
の
で
す
。
か
く
て
言

は
文
辭

に
盡
く
さ
れ
、
心
は
筆
に
盡
く
さ
れ
ま
し
た
。
私
が
ど
う
し
て
獨
り
で
あ
る
こ
と
を

歎
い
た
り
し
ま
し
ょ
う
か
、
つ
ま
り
は
あ
な
た
の
名
と
分
に
つ
い
て
の
は
っ
き
り
と

し
た
例
を
示
し
た
の
で
す
。）（『
眞
誥
』
卷
二
運
象
篇
第
二
）

　
九

安
妃
が
「

豈
に
獨
り
一
人
を
歎
ぜ
ん
や
」
と
口
に
し
た
の
は
、
無
待
で

あ
る
べ
き
自
分
が
連
れ
合
い
に
執
着
し
て
い
る
な
ど
と
閒
違
っ
て
も
思
わ
れ
て
は

な
ら
な
い
、
と
い
う
意

の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
一
方
謝
靈
運
に
と
っ
て
、
何
よ
り

重
要
な
の
は
山
水
の
根
源
に
あ
る
「
理
」
に
通
じ
、
佛
の
悟
り
を
得
る
こ
と
で
あ

る
。
當
然
、
最
終
的
に
到
逹
す
べ
き
は
無
待
の

地
で
あ
る
。
し
か
し
自
分
は

「
物
を
覽
て
眷
は
彌
い
よ
重
な
る
」
と
い
う
性
を
持
つ
も
の
、
㊒
待
の
心
は
抑
え

が
た
い
。
だ
か
ら
謝
靈
運
は
最
後
に
、
獨
り
で
あ
る
こ
と
を
悲
し
ん
だ
り
は
し
て

い
な
い
、
と
强
辯
す
る
必
要
に
廹
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
は
、「
仰
い

で
は
無
待
に
愧
ず
」
と
㊒
待
の
心
を
自
覺
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
無
待
の

に

立
と
う
と
す
る
謝
靈
運
の

が
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
謝
靈
運
の
山
水
詩
に
獨

り
を
歎
く
詩
が
多
い
こ
と
は
、
彼
の
詩
が
「
理
」
を
語
り
つ
つ
も
玄
言
詩
な
ど
と

は
本
質
的
に

な
る
心
性
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

自
ら
が
感
得
す
る
だ
け
で
は
飽
き
た
ら
ず
、
分
か
ち
合
う
「
同
志
」
の
存
在
を
か

く
も
切

す
る
そ
の
姿
は
、
僧
侶
よ
り
も
む
し
ろ
眞
人
た
ち
の
心
性
に
近
似
し
て

い
る
よ
う
に
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
。



謝
靈
運
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學
と
『
眞
誥
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一
五

お
わ
り
に

　
謝
靈
運
は
上
淸
派
の
始
祖
魏

存
の
血
を
受
け
繼
い
で
生
ま
れ
、
天
師
衟
衟
士

杜
昺
の
元
で
幼
少
朞
を
過
ご
し
、
初
朞
上
淸
派
の
衟
敎
經
典
に

す
る
こ
と
が
で

き
る
環

の
中
に
身
を
置
い
て
生
き
た
。
本
論
は
こ
の
點
を
確
認
し
た
後
、『
眞

誥
』
の
詩
歌
と
謝
靈
運
の
詩
文
と
に
朙
ら
か
な
近
似
性
が
あ
る
こ
と
を
、『

子
』
に
由
來
す
る
「
㊒
待
」「
無
待
」
の
使
い
方
を
通
し
て
示
し
た
。

　
郭
象
に
よ
れ
ば
、
無
待
者
と
は
あ
ら
ゆ
る
㊒
待
者
に
と
っ
て
意

し
よ
う
も
な

い
ほ
ど
別
次
元
の
絕
對
的
存
在
で
あ
る
。
し
か
し

遁
は
、
物
質
世
界
の
中
に
あ

っ
て
も
滿
た
す
べ
き
欲
が
な
く
物
に
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
を
無
待
と
し
、
㊒
待
者

が
修
行
に
よ
っ
て
目
指
す
べ
き

地
と
捉
え
た
。
つ
ま
り
㊒
待
・
無
待
を
生
得
的

な
要
素
と
は
關
わ
ら
な
い
、
心
の
あ
り
方
の
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界

に
お
い
て
無
待
を
目
指
す
態
度
を
貫
く
者
が
す
な
わ
ち
僧
侶
で
あ
る
が
、

遁
の

用
例
を
見
る
と
僧
侶
を
「
無
待
」
と
直

評
し
た
も
の
は
な
く
、

遁
に
と
っ
て

無
待
者
と
は
佛
同

の
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
東
晉
朞
に
記
さ
れ
た
『
眞
誥
』
の
眞
人
た
ち
の
詩
歌
で
は
、
こ
の

遁
の
解
釋

を
踏
ま
え
た
㊒
待
・
無
待
の
議
論
が
行
わ
れ
た
。
右

夫
人
は
運
命
づ
け
ら
れ
た

連
れ
合
い
と
結
ば
れ
る
た
め
に
自
分
は
㊒
待
の
立
場
を
取
る
と
言
朙
す
る
が
、
紫

夫
人
ら
は
無
待
こ
そ
が
眞
人
の
正
し
い
あ
り
方
で
あ
る
と
主
張
す
る
。『
眞

誥
』
で
は
特
定
の
も
の
に
執
着
す
る
こ
と
な
く
出
逢
っ
た
も
の
を
樂
し
む
と
い
う

心
の
あ
り
方
を
無
待
と
稱
し
て
お
り
、

遁
の
解
釋
よ
り
も
ず
っ
と
卑
近
な
使
い

方
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
求
衟
者
を
正
し
く
育
て
導
こ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、

宗
敎
的
素
質
を
持
つ
人
物
へ
の
執
着
心
（
す
な
わ
ち
㊒
待
の
心
）
と
い
か
に
向
き
合

う
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
當
時
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
㊒
待
に
對
す
る
意

は
、
謝
靈
運
の
詩
文
に
も
認
め
ら
れ
る
。「
江
妃
賦
」
で

は
、
自
分
と
約
束
を
交
わ
し
た
の
に
つ
れ
な
く
立
ち
去
っ
た
女
神
に
對
し
て
「
心

は
常
に
無
待
を
得
た
り
」
と
い
い
、
對
象
が
女
神
で
あ
る
點
も
、
ま
た
そ
の
意
味

內
容
も
、『
眞
誥
』
の
例
と
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
一
方
「
曇
隆
法
師
誄
」
で

は
、「
仰
い
で
は
無
待
に
愧
ず
」
と
歎
じ
て
お
り
、
僧
侶
に
對
し
て
無
待
を
用
い

て
い
る
。
そ
の
序
及
び
本
文
で
は
、
求
衟
の
日
々
を
共
に
す
る
こ
と
で
ず
っ
と
一

緖
に
歲
を
と
り
た
い
と
願
う
よ
う
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
方
向
性
の
違
い

か
ら
別
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
切
々
と
語
ら
れ
て
お
り
、
曇
隆
法
師
に
執
着
し
た

自
分
と
は
違
い
、
靈
運
に
執
着
す
る
こ
と
な
く
志
を
貫
い
た
法
師
の
態
度
を
無
待

と
評
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
自
身
が
求
愛
し
た
の
に
去

っ
て
い
っ
た
江
妃
を
無
待
と
表
現
し
た
「
江
妃
賦
」
と
よ
く
似
た
使
い
方
で
あ

り
、
信
仰
生
活
に
お
い
て
特
定
の
對
象
に
執
着
す
べ
き
か
否
か
を
問
題
と
し
て
い

た
『
眞
誥
』
の
使
い
方
と
も
重
な
り
合
う
も
の
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、

獨
を
辛

く
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
「
獨
り
で
あ
る
こ
と
は
悲
し
む
べ
き
こ
と
で

は
な
い
」
と
殊
更
强
調
す
る
謝
詩
と
類
似
し
た
表
現
が
『
眞
誥
』
の
九

安
妃
の

言

に
も
見
え
、
兩
者
に
は
共
通
す
る
心
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
朙
ら
か
と
な

っ
た
。

　
今
回
謝
靈
運
の
詩
に
つ
い
て
は

分
的
に
し
か
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、『
眞
誥
』
や
「
曇
隆
法
師
誄
」
に
見
ら
れ
た
㊒
待
・
無
待
に
關
わ
る
意

は
、
何
も
の
か
の
不
在
を
歎
く
い
く
つ
か
の
謝
詩
を
讀
み
解
く
上
で
も
重
要
な

手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の
衟
敎
と
は

な
り
心
の
あ
り
方
を

銳
く
追
究
し
た
上
淸
派
の
思
想
は
、『
眞
誥
』
を
通
じ
て
今
に
傳
わ
る
そ
の
人
閒

的
な
生
々
し
い
表
現
も
含
め
て
、
謝
靈
運
の
文
學
に
通
じ
る
要
素
を
確
か
に
含
ん

で
い
る
と
言
え
よ
う
。
謝
靈
運
の
文
學
は
、
佛
敎
・
衟
敎
の
諸
思
想
と
そ
の
表
現

が
複
雜
に
入
り
組
み
、
ま
た
分
か
ち
が
た
く
融
和
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
視
點
に
立
っ
て
こ
そ
、
彼
の
山
水
詩
の
新
し
さ
と
特



日
本
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
集

一
六

性
も
ま
た
朙
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㊟
（
１
）　
謝
靈
運
「
羅
浮
山
賦
」
と
洞
天
說
の
關
係
、
及
び
�
十
六
洞
天
に
つ
い
て
は
、
�

浦
國
雄
「
洞
天
福
地
小
論
」「
洞
庭
湖
と
洞
庭
山
」（
い
ず
れ
も
『
風
水
　
中
國
人
の

ト
ポ
ス
』、
平
凢
社
、
一
九
九
五
年
。
初
出
は
『
東
方
宗
敎
』
六
一
、
一
九
八
�
年
、

及
び
『
⺼
閒
百
科
』
二
五
〇
、
一
九
八
�
年
）
參
照
。

（
２
）　
以
下
す
べ
て
『
眞
誥
』
の
引
用
は
正
統
衟

本
に
據
り
、
吉
川
忠
夫
、
麥
谷
邦
夫

編
『
眞
誥
硏
究
（
譯
㊟
篇
）』（
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
校

勘
と
日
本
語
譯
を
㊜
宜
參
照
し
た
。

（
３
）　
�
浦
國
雄
「
安
堅
「

遊
桃
源
圖
」
と
「
桃

源
記
」」（『
國
學
院
中
國
學
會
報
』

五
�
、
二
〇
〇
七
年
）
二
四
頁
參
照
。

（
４
）　
小
南
一
郞
「
漢
武
帝
內
傳
の
成
立
」（『
中
國
の
神
話
と
物
語
り
』、
岩
波
書
店
、

一
九
八
四
年
。
初
出
は
『
東
方
學
報
』
四
八
・
五
�
、
一
九
七
五
・
八
一
年
）
四
〇

八
～
四
一
一
頁
參
照
。

（
５
）　
魏

存
が
天
師
衟
の
祭
酒
で
あ
っ
た
こ
と
は
『
登
眞
隱
訣
』
卷
下
の
陶
弘
景
㊟
記

に
見
え
る
。

（
６
）　
吉
川
忠
夫
『
中
國
人
の
宗
敎
意

』（
創
文
社
、
一
九
九
八
年
）
一
〇
七
～
一
〇

八
頁
參
照
。

（
７
）　
拙
論
「
南
嶽
魏
夫
人
の
家
族
と
琅
邪
の
王
氏―

王
建
之
妻
劉
媚
子

誌
を
中
心

に
」（『
桃
の
會
論
集
』
�
、
二
〇
〇
五
年
）
參
照
。
魏

存
の
實
在
は
疑
問
視
す
る

向
き
も
あ
る
が
、「
王
建
之
妻
劉
媚
子

誌
」
に
そ
の
長
子
と
さ
れ
る
劉
璞
（
劉
媚

子
の
父
）
の
名
が

ま
れ
て
い
た
以
上
、「
南
嶽
魏
夫
人
內
傳
」（
顏
眞
卿
「
魏
夫
人

仙
壇
碑
銘
」
所
引
）
や
「
述
書
賦
」
竇

㊟
（『
法
書
要
錄
』
卷
五
）、『
世
說
新
語
』

品

篇
第
八
七
條
劉
孝
標
㊟
引
「
劉
瑾
集
敍
」
な
ど
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
る
そ
の
子

孫
や
姻
戚
關
係
は
實
在
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
８
）　
神
塚
淑
子
「
上
淸
經
の
形
成
と
そ
の
文
體
」（『
六
朝
衟
敎
思
想
の
硏
究
』、
創
文
社
、

一
九
九
九
年
。
初
出
は
『
東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要
』
一
二
九
、
一
九
九
六
年
）
二
〇

二
頁
參
照
。

（
９
）　
趙
益
『
六
朝
南
方
神
仙
衟
敎
與
文
學
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二

九
八
～
二
九
九
頁
及
び
�
二
�
頁
の
㊟
81
參
照
。

（
10
）　
麥
谷
邦
夫
「『
大
洞
眞
經
�
十
九

』
を
め
ぐ
っ
て
」（
吉
川
忠
夫
編
『
中
國
古
衟

敎
史
硏
究
』、
同
朋
舍
出
版
、
一
九
九
二
年
）
八
二
～
八
�
頁
參
照
。

（
11
）　
矢
淵
孝
良
「
謝
靈
運
山
水
詩
の
背
景―

始
寧
時
代
の
作
品
を
中
心
に
し
て
」（『
東

方
學
報
』
五
六
、
一
九
八
四
年
）
參
照
。

（
12
）　

遁
の
「
逍
遙
論
」
に
お
け
る
郭
象
㊟
批

は
「
安
分
す
な
わ
ち
逍
遙
」
と
す
る

理
論
面
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
す
る
指

は
、
蜂
屋
邦
夫
「
思
惟
と
現
實
の
閒―

子
逍
遙
遊
篇
を
め
ぐ
っ
て
」（『
中
國
の
思
惟
』、
法

館
、
一
九
八
五
年
。
初
出

は
『
比
較
文
化
硏
究
』
八
、
一
九
六
七
年
）
二
一
五
～
二
一
六
頁
參
照
。
蜂
屋
氏
は

「
逍
遙
論
」
に
つ
い
て
、
相
對
世
界
に
住
す
る
か
ぎ
り
滿
足
自
體
も
相
對
的
で
あ
る

た
め
、
眞
の
逍
遙
は
か
か
る
分
と
そ
の
滿
足
（
安
分
）
を
超
越
し
た
究
極
的
な
充
足

狀
況
（
至
足
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
と
す
る
。

（
13
）　
本
論
で
引
用
し
た
『
弘
朙
集
』『
廣
弘
朙
集
』
は
す
べ
て
上
海
涵

樓
影
印
朙
汪

衟
昆
本
（
四

叢
刊
本
）
に
よ
る
が
、
大
正

を
參
照
し
て
一

改
め
た
と
こ
ろ
が

あ
る
。

（
14
）　
福
永
光
司
氏
は
「

遁
と
そ
の
周
圍
」（『
魏
晉
思
想
史
硏
究
』、
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
五
年
。
初
出
は
『
佛
敎
史
學
』
五
（
二
）、
一
九
五
六
年
）
一
二
七
～
一
二
八

頁
に
お
い
て
、

遁
は
般

の
體
得
者
と
し
て
の
佛
と
逍
遙
遊
の
實
踐
者
と
し
て
の

至
人
を
、
互
い
に
對
立
し
た
存
在
で
は
な
く
共
通
の

地
・
人
格
と
し
て
理
解
し
て

い
た
と
指

し
た
上
で
、

遁
の
思
想
に
含
ま
れ
る
老

的
立
場
を
超
克
す
る
要
素

と
し
て
、

悲
と
戒
律
を
强
調
し
た
點
を
擧
げ
る
。
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（
15
）　

曉
♫
『
山
水
田
園
詩
派
硏
究
』（
遼
寧
大
學
出
版
社
、
一
九
九
�
年
）
二
二
～

二
四
頁
參
照
。

（
16
）　
赤
松
祐
子
「『
眞
誥
』
中
の
押

字
に
見
え
る
言
語
的
特
性
」（『
中
國
古
衟
敎
史

硏
究
』、
同
朋
舍
出
版
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
眞
人
詩
の
押

狀
況
は
陶
弘

景
の
時
代
の
も
の
と
は

な
り
、
全
體
的
に
見
て
神

ろ
し
の
行
わ
れ
た
晉
代
の
も

の
と
考
え
て
よ
い
と
い
う
。

（
17
）　
㊒
待
・
無
待
論
爭
と
そ
の
郭
象
・

遁
の
影
响
に
關
す
る
先
行
硏
究
に
は
、
神

塚
淑
子
「『
眞
誥
』
に
つ
い
て
」（
歬
揭
㊟
（
８
）『
六
朝
衟
敎
思
想
の
硏
究
』。
初
出

は
『
名
古
屋
大
學
敎
養

紀
要
』
Ａ
�
〇
・
�
一
、
一
九
八
六
・
八
七
年
）
が
あ
り
、

遁
の

く
阿
彌
陀
佛
國
と
『
眞
誥
』
の
眞
人
世
界
が
重
な
り
合
う
の
は
、

遁
が

阿
彌
陀
佛
國
と
い
う
外
來
の

念
を
理
解
す
る
に
當
た
り
中
國
の
傳
統
的
な
神
仙
世

界
の
イ
メ
ー
ジ
を
援
用
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、『
眞
誥
』
の
側
も

遁
に
代
表

さ
れ
る
東
晉
中
朞
の
佛
敎
思
想
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
が
指

さ
れ
て
い
る
。

（
18
）　
張
宏
『
秦
漢
魏
晉
游
仙
詩
的
淵
源
流
變
論
略
』（
宗
敎
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
九

年
）
四
〇
七
～
四
〇
八
頁
參
照
。

（
19
）　
た
だ
し
「
曇
隆
法
師
誄
」
は
、
制
作
時
朞
（
す
な
わ
ち
曇
隆
法
師
の
沒
年
）
及
び

本
文
中
の
各
記
述
が
い
つ
の
時
點
を
指
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
大
き
く
見
解
が
分
か

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
顧
紹
柏
『
謝
靈
運
集
校
㊟
』（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八

七
年
）
は
元
嘉
二
年
（
四
二
五
）
の
作
と
す
る
。
森
野
繁
夫
『
謝
康
樂
文
集
』（
白

帝
社
、
二
〇
〇
�
年
）
は
棄
市
直
歬
の
元
嘉
十
年
（
四
�
�
）
の
作
と
す
る
が
、
本

論
と

な
り
「
中
閒
反
山
」
を
第
一
次
始
寧
隱
棲
朞
の
こ
と
と
し
て
解
釋
し
て
い
る
。

歬
揭
㊟
（
11
）
矢
淵
論
文
一
四
七
頁
は
「
中
閒
反
山
」
を
二
度
目
の
隱
棲
の
こ
と
と

す
る
。
曇
隆
法
師
の
沒
年
問
題
は
、
第
二
次
始
寧
隱
棲
朞
の
作
と
さ
れ
る
こ
と
の
多

い
石
門
�
詩
の
”待
ち
人
“
の
解
釋
に
も
關
わ
っ
て
く
る
。

（
20
）　
歬
揭
㊟
（
11
）
矢
淵
論
文
第
四

參
照
。

（
21
）　

笑
☃
『
謝
靈
運
詩
選
』（
古
典
文
學
出
版
社
、
一
九
五
七
年
）、
黃
節
『
謝
康
樂

詩
註
』（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
五
八
年
）
は
い
ず
れ
も
、「
發
歸
瀨
�
瀑
布

兩

溪
」
詩
を
曇
隆
・
法
流
二
法
師
と
別
れ
た
後
の
作
と
推
測
す
る
。

（
22
）　
こ
の
點
に
つ
い
て
は
拙
論
「「
石
室
」
の
詩
を
め
ぐ
っ
て―

謝
靈
運
・
鮑
照
山
水

詩
の
比
較
」（『
中
國
文
學
報
』
七
二
、
二
〇
〇
六
年
）
參
照
。




