
「
十
訓
抄
」
の
編
者
に
つ
い
て

一
菅
原
為
長
説
再
考

士ノじrs

村

有芝

弘裟

 
古
来
、
 
「
十
訓
義
」
の
編
者
を
め
ぐ
っ
て
、
諸
家
の
間
で
云
々
さ
れ
て
来
た

こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
時
点
に
お
い
て
、
六
波
羅
二
繭

左
衛
門
入
道
説
・
菅
原
為
長
説
の
二
説
が
、
も
っ
と
も
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。

私
は
つ
と
に
「
十
訓
抄
の
説
話
配
列
と
作
者
～
菅
原
為
長
説
考
」
 
（
立
教
大

学
日
本
文
学
、
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
）
な
る
小
稿
を
発
表
し
、
そ
こ
で
「
回

訓
抄
」
に
関
し
て
、

 
ω
同
類
説
話
の
配
列
が
原
則
。

 
ω
年
代
順
説
話
配
列
の
意
識
も
う
か
が
え
る
。

 
㈲
同
類
説
話
の
配
列
は
、
 
「
古
事
談
」
に
倣
っ
た
か
。

 
ω
「
十
訓
抄
」
と
原
「
古
今
著
聞
集
」
の
伝
承
関
係
は
稀
薄
で
あ
り
、
他
書

 
 
と
の
伝
承
関
係
が
異
質
で
あ
る
点
か
ら
橘
成
季
を
「
十
訓
読
」
の
編
者
と

 
 
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

 
㈲
現
段
階
に
お
い
て
、
六
波
羅
二
繭
左
衛
門
入
道
が
藤
原
定
家
、
信
実
と
親

 
 
交
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
明
確
で
な
い
。

 
㈹
為
長
は
、
同
時
代
の
公
卿
定
家
を
通
し
て
「
今
物
語
」
を
見
る
機
会
を
得

 
 
た
の
で
は
な
い
か
。

と
論
じ
た
。
つ
ま
り
、
私
は
、
 
「
今
物
語
」
か
ら
「
十
堺
流
」
に
五
話
流
入
し

て
い
る
点
を
重
視
し
、
 
「
十
訓
抄
」
の
編
者
を
菅
原
為
長
と
想
定
し
た
。
そ
の

意
味
で
、
本
稿
は
、
前
掲
「
十
型
抄
の
説
話
配
列
と
作
者
」
の
補
説
と
も
称
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
「
山
送
り
の
弁
」
と
為
長

 
「
十
訓
抄
」
巻
一
「
依
詩
歌
直
付
異
名
事
」
の
条
に
、

 
 
又
詩
寄
に
つ
け
て
異
名
な
ど
つ
け
ち
る
㌧
事
あ
り
。
治
部
脳
髄
俊
は
白
川

 
 
院
鳥
羽
殿
の
御
会
に
、
日
の
な
か
な
る
月
を
こ
そ
見
れ
と
よ
み
て
、
天
変

 
 
の
少
将
と
い
は
れ
け
り
。
．
中
納
言
親
署
卿
は
後
鳥
羽
院
詩
寄
合
に
、
月
自
ご

 
 
家
山
一
送
レ
我
来
と
作
て
、
山
送
の
弁
と
そ
つ
け
ら
れ
け
る
。
か
や
う
の
事

 
 
能
可
二
心
得
一
。
同
異
同
名
な
れ
ど
も
、
さ
む
る
う
つ
～
の
少
将
、
待
宵
の

 
 
小
侍
従
な
ど
付
け
ら
れ
た
る
は
優
に
お
ぼ
ゆ
か
し
。
 
（
下
略
）

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
甜
事
が
あ
る
。
 
「
後
鳥
羽
院
詩
寄
含
」
と
は
、
元
久
二
年

六
月
十
五
日
に
催
さ
れ
た
「
元
久
詩
歌
合
」
の
こ
と
で
、
こ
れ
に
は
詩
の
作
者

と
し
て
弓
長
・
親
経
両
者
が
出
席
し
て
い
る
。
為
長
の
相
手
に
は
雅
経
、
親
経

に
は
後
鳥
羽
院
が
あ
た
り
、
 
「
水
郷
春
望
」
と
い
う
題
で
は
、
為
長
の
一
敗
一

回
分
、
親
経
の
場
合
は
判
定
が
つ
い
て
い
な
い
。
も
う
一
つ
の
題
「
山
路
秋
江

」
で
は
、
親
経
が
一
引
分
（
，
一
無
判
定
）
、
・
為
長
が
一
敗
（
一
回
判
定
）
と
い
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〆

う
結
果
で
終
っ
て
い
る
。
石
経
が
「
山
送
り
の
弁
」
と
異
名
を
付
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
詩
は
、
 
「
水
郷
春
望
」
の
二
番
で
、
親
経
が
、

 
 
煙
煤
二
巌
軸
一
周
レ
在
宿
。
月
自
二
家
山
一
膝
レ
我
来
。

と
詠
じ
た
の
に
対
し
、
後
鳥
羽
院
が
、

 
 
旅
ご
ろ
も
け
ふ
み
か
の
原
露
な
れ
ぬ

 
 
 
宿
か
せ
山
の
秋
の
夕
ぐ
れ

と
対
し
た
も
の
で
、
結
果
は
「
持
」
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
 
「

十
訓
抄
」
に
伝
え
る
こ
の
説
話
に
関
し
て
乾
克
巳
氏
は
、

 
 
…
…
…
『
十
訓
抄
』
の
作
者
を
菅
原
為
長
と
す
る
立
場
か
ら
す
る
と
、
元

 
 
久
詩
歌
合
に
列
席
し
た
為
長
が
親
経
の
異
名
に
関
す
る
話
を
直
接
見
聞
し

 
 
て
こ
れ
を
本
書
の
例
話
と
し
て
採
録
す
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
（
「
十
訓

一
 
抄
と
菅
原
為
長
補
説
」
、
国
学
院
雑
誌
、
昭
和
四
十
四
年
五
月
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
少
し
く
詳
細
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
 
「
愚
秘
抄
」

下
に
伝
え
る
「
新
古
今
集
」
真
名
序
に
関
す
る
記
事
は
看
過
で
き
な
い
。

 
 
新
古
今
の
序
を
ば
摂
政
殿
書
給
へ
り
。
、
真
名
序
を
ば
儒
者
の
書
誌
也
。
必

 
 
二
業
な
ら
ぬ
入
も
書
事
侍
べ
し
。
新
古
今
の
真
名
序
を
ば
親
経
卿
の
書
て

 
 
侍
り
。
為
長
井
し
き
り
に
、
我
ぞ
さ
だ
め
て
承
た
ま
は
ら
ん
ず
ら
ん
と
待

 
 
か
け
て
侍
り
け
る
に
、
摂
政
殿
、
輸
送
卿
を
珍
し
申
さ
れ
け
る
に
、
依
て

 
．
遠
山
あ
り
き
。
摂
政
殿
、
六
角
中
納
言
を
め
さ
れ
け
る
に
参
ら
れ
た
り
け

 
 
れ
ば
対
面
あ
り
て
、
今
度
の
勅
撰
真
名
序
其
仁
に
あ
売
り
て
お
は
せ
ば
、

 
 
随
分
申
さ
た
し
て
侍
也
と
仰
ら
れ
け
れ
ば
、
中
納
言
老
の
泪
を
は
ら
く

 
 
と
落
し
て
、
君
は
賢
臣
に
て
お
は
し
け
り
と
て
、
前
立
れ
け
る
と
か
や
。

 
 
さ
て
書
お
ほ
せ
て
献
ぜ
ら
れ
け
る
に
、
卿
句
を
落
さ
れ
て
侍
り
。
我
ま
う

 
 
け
て
蓋
置
謡
う
け
て
か
＼
ん
と
て
、
入
筆
一
句
書
け
り
。
其
句
、
伏
義
基
二

 
 
皇
徳
一
四
十
万
年
。
異
域
自
錐
レ
観
一
階
造
転
置
史
一
焉
。
神
武
開
二
帝
功
一
而

 
、
八
十
二
代
。
当
朝
未
・
開
田
叡
栄
之
撰
集
一
曹
と
か
㌧
れ
た
り
き
。
殊
勝
の

 
 
句
と
こ
そ
覚
え
侍
れ
。
仮
名
序
を
う
け
て
、
真
名
序
を
ば
嘉
事
に
て
侍
也
。
．

 
 
「
新
古
今
集
」
の
成
立
を
一
応
元
久
二
年
三
月
と
し
、
こ
の
時
、
 
「
摂
政
殿

」
（
藤
原
良
経
、
三
十
七
歳
）
、
藤
原
親
経
（
時
に
参
議
。
五
十
五
歳
。
 
「
尊
卑

分
脈
」
記
載
の
一
説
に
よ
る
と
七
十
四
歳
）
両
者
の
手
に
成
る
仮
名
序
・
真
名

序
を
附
し
て
進
覧
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
は
別
に
、
時
に
菅
原
為
長
は
、
従

四
位
下
・
文
章
博
士
、
四
十
八
歳
で
あ
っ
た
。
藤
原
親
経
は
、
治
承
四
年
九
月

高
松
院
が
青
島
に
御
幸
な
っ
た
時
、
愚
直
ら
願
文
を
草
し
た
が
、
そ
の
願
文
の

で
き
ば
え
が
こ
と
に
見
事
で
あ
っ
た
の
で
、
．
後
日
、
表
を
書
い
て
奉
っ
た
と
「

古
今
著
聞
集
」
巻
一
は
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
章
博
士
、
か
つ
後
鳥
羽
院
・

土
御
門
院
二
代
に
わ
た
る
侍
読
で
あ
っ
た
（
尊
卑
分
脈
）
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ

れ
ば
、
 
「
新
古
感
荷
」
真
名
序
を
親
経
が
書
い
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
と

い
え
る
。
一
方
、
治
承
二
年
、
二
十
一
歳
の
峙
、
'
御
書
所
衆
と
な
り
、
つ
い
で

元
暦
二
年
（
二
十
七
歳
）
秀
才
、
そ
し
て
元
久
元
年
正
月
十
三
日
文
章
博
士
と

な
っ
た
菅
原
為
長
と
し
、
て
も
、
自
己
の
学
問
に
対
す
る
強
い
誇
り
は
持
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
、
ま
し
て
菅
原
氏
と
い
う
学
問
重
代
の
家
に
生
れ
た
人
間
で
あ
っ

た
。
「
愚
秘
抄
」
の
伝
え
る
「
為
長
蛇
し
き
り
に
我
ぞ
さ
だ
め
て
承
た
ま
は
ら

ん
ず
ら
ん
と
待
か
け
て
侍
り
け
る
に
」
と
い
う
一
文
は
、
為
長
の
心
中
を
伝
え

て
正
鵠
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
果
は
藤
原
親
経
が
真
名
序
を
書
く
こ
と
に
な
つ

'
た
。
 
「
白
瓜
抄
」
編
者
は
「
真
名
序
を
ば
儒
者
の
由
良
也
」
と
一
応
断
り
な
が

ら
も
「
必
儒
直
な
ら
ぬ
人
も
書
事
侍
べ
し
」
と
書
い
た
の
は
、
一
種
の
意
外
性

を
感
じ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
、
為
長
が
漢
文
学
に
通
暁
し
て
い
た
こ
と

は
、
著
「
文
盲
砂
」
を
見
れ
ば
瞭
然
で
あ
る
。
為
長
が
単
に
漢
文
学
に
造
詣
深
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か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
当
代
に
お
い
て
漢
詩
文
作
者
と
し
て
の
実
力

は
十
二
分
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
古
今
著
聞
集
」
巻
十
九
草
木

に
、

 
 
順
徳
院
の
御
時
、
十
月
の
比
、
侍
従
宰
相
定
家
卿
、
大
蔵
卿
管
長
卿
参
内

 
 
し
て
、
お
の
く
鬼
の
間
に
て
、
や
ま
と
か
ら
の
物
語
し
て
さ
ぶ
ら
ひ
け

 
 
る
所
へ
、
御
前
よ
り
蒔
絵
し
た
る
硯
の
蓋
に
、
き
く
の
し
た
絵
に
し
た
る

 
 
檀
紙
を
し
き
て
菊
の
花
を
一
枝
入
れ
て
、
 
「
両
人
よ
み
て
ま
み
ら
せ
よ
」

 
 
と
て
兵
衛
内
侍
に
も
た
せ
て
出
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
定
家
卿
は
走
り
立
ち

 
 
て
逃
げ
に
け
り
。
為
長
卿
は
詩
を
作
り
て
、
ド
奉
り
け
る
と
な
ん
、
い
と
興

 
 
あ
る
こ
と
な
り
。
件
の
詩
、
た
つ
ね
て
し
る
す
べ
し
。
定
家
卿
逃
げ
ら
れ

 
 
け
る
も
、
定
め
て
や
う
あ
る
ら
ん
、
ゆ
か
し
く
こ
そ
。

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
説
話
は
、
漢
詩
文
に
お
け
る
曹
長
の
自
信
の
ほ
ど
を
十
二

分
に
察
知
せ
し
め
る
。
右
記
「
古
今
著
聞
集
」
本
説
話
は
「
君
徳
院
の
御
許
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
＝
一
〇
五
）

と
い
う
か
ら
、
 
「
新
古
今
集
」
の
成
立
（
元
久
二
年
三
月
）
か
ら
は
も
っ
と
も

阜
く
見
て
も
六
年
の
歳
月
は
流
れ
て
い
る
。
「
学
徳
院
の
御
時
」
は
、
藤
原
定

家
が
四
十
九
歳
か
ら
五
十
八
歳
の
期
間
で
あ
り
、
も
は
や
若
輩
と
称
す
る
に
は

ほ
ど
遠
い
時
期
で
あ
る
。
歌
道
に
お
け
る
第
一
人
者
の
藤
原
定
家
が
そ
の
場
を

，
逃
げ
出
し
、
髪
長
は
作
詩
を
し
た
。
漢
詩
文
に
お
け
る
誤
長
の
自
信
と
そ
の
場

の
得
意
さ
が
彷
彿
と
す
る
説
話
で
あ
る
。
話
が
飛
躍
し
た
。
「
山
送
り
の
弁
」

に
関
し
て
焦
点
を
し
ぼ
ろ
う
。
前
述
の
ご
と
く
、
 
「
新
古
今
集
」
真
名
序
は
、

意
外
に
も
藤
原
親
経
と
決
定
し
た
。
そ
こ
で
、
菅
原
為
長
が
親
経
に
関
す
る
不

名
誉
な
事
件
（
山
送
り
の
弁
と
異
名
を
付
さ
れ
た
こ
と
）
を
敢
て
「
十
訓
抄
」

に
記
し
と
ど
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
元
久
三
三
合
」
に
出
席
し
て
い
た

為
長
は
、
親
経
の
詩
を
当
然
そ
の
場
で
聞
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
 
「
十
王
抄
」
に

「
十
訓
抄
」
の
編
者
に
つ
い
て
 
i
菅
原
為
長
説
再
考
一

こ
の
こ
と
を
記
し
と
ど
め
る
の
は
容
易
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ

り
、
と
同
時
に
、
親
経
に
対
し
て
一
種
遺
恨
の
情
も
存
在
し
た
と
目
さ
れ
る
。

そ
れ
が
「
十
訓
抄
」
に
「
山
送
り
の
弁
」
の
記
事
を
附
加
せ
し
め
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
菅
原
為
長
は
、
漢
詩
文
に
通
暁
し
て
い
た
ば
か
り

で
は
な
い
。
歌
道
に
お
い
て
も
勅
撰
集
作
者
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
「
十
訓

抄
」
成
立
の
建
長
四
年
以
前
で
は
、
第
十
代
目
の
勅
撰
集
，
「
続
後
撰
集
」
巻
二

十
賀
歌
に
「
仁
治
三
年
悠
紀
の
風
俗
歌
、
三
神
山
」
と
い
う
詞
書
を
附
し
た
、

 
 
古
へ
に
名
を
の
み
き
㌧
て
求
め
け
む

 
 
 
み
か
み
の
山
は
こ
れ
ぞ
其
山

と
い
う
歌
一
首
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
為
長
生
存
時
に
お
い
て
、
-
「
続
古

今
集
」
巻
二
十
賀
歌
、
「
続
拾
遺
集
」
巻
十
賀
歌
に
各
一
首
ず
つ
採
録
さ
れ
、

死
後
、
「
新
千
載
集
」
巻
十
一
恋
歌
一
、
 
「
新
続
古
今
集
」
巻
七
賀
歌
に
各
一

首
ず
っ
と
、
合
計
五
首
が
勅
撰
集
に
入
書
す
る
の
で
あ
る
。
「
十
乱
曲
」
編
者

が
相
当
に
漢
文
学
に
通
ぴ
て
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
古
弊
で
あ
る
。
し
か
し

一
方
に
お
い
て
和
歌
に
対
す
る
編
者
の
志
向
性
も
ま
た
察
知
で
き
る
つ
以
上
述

べ
て
来
た
よ
う
に
、
菅
原
馬
長
は
漢
文
学
の
み
な
ら
ず
和
歌
文
学
に
対
す
る
好

尚
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
と
す
．
る
と
、
 
「
十
訓
抄
」
巻
十
「
大
隅
国
郡
司
翁
'

・
詠
歌
被
免
罪
事
」
の
説
話
で
、
郡
司
の
老
翁
が
罪
あ
り
て
罰
せ
ら
れ
ん
と
し
た

時
、
秀
歌
を
詠
じ
て
許
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
営
養
素
」
編
者
が
、

 
 
…
…
・
：
寄
は
妹
背
の
中
を
も
や
は
ら
ぐ
る
媒
な
る
に
よ
り
て
色
め
く
類
是

 
 
を
花
鳥
の
使
と
す
共
あ
り
。

と
記
し
、
あ
る
い
は
、
同
じ
く
愛
憐
「
和
遍
部
用
光
吹
上
筆
｛
遁
海
賊
難
事
」
の

説
話
で
、
 
 
 
 
'

 
 
：
：
…
臥
・
た
け
き
も
の
㌧
ふ
の
心
を
な
ぐ
さ
む
る
事
和
歌
に
は
限
ら
ず
。
こ
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れ
ら
管
絃
の
徳
な
り
。
祭
事
は
鬼
神
の
所
感
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
命
を
た

 
 
す
く
る
事
厳
重
に
よ
り
て
次
に
し
る
す
。

と
い
う
「
古
今
集
」
序
文
を
踏
ま
え
た
感
想
を
綴
っ
た
と
し
て
込
、
何
ら
不
思

議
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
．

学
問
と
故
実

 
 
「
十
訓
抄
」
と
い
う
説
話
集
は
、
そ
の
題
目
の
示
す
通
り
、
儒
教
思
想
を
根

底
に
お
い
た
き
わ
め
て
教
訓
性
の
濃
厚
な
も
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
輩
出
し

た
説
話
集
が
、
そ
の
性
質
の
仏
教
・
世
俗
説
話
集
で
あ
る
を
問
わ
ず
、
教
訓
的

色
彩
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
 
「
十
訓
抄
」
は
特
に
そ
の

色
彩
を
濃
厚
に
し
て
い
る
。
 
「
十
三
抄
」
の
教
訓
的
色
彩
は
説
話
に
附
さ
れ
た

編
者
の
感
想
に
顕
著
に
認
め
得
る
の
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
、
 
「
十
王
抄
」
よ

り
二
年
後
に
成
立
し
た
「
古
今
著
聞
集
」
は
、
「
十
訓
，
抄
」
の
成
立
と
ほ
ぼ
時

を
同
じ
う
し
な
が
ら
、
説
話
の
末
尾
に
時
折
、
編
者
の
簡
単
な
感
想
を
附
加
す

る
の
み
で
あ
る
。
 
「
十
訓
抄
」
は
説
話
集
で
は
あ
る
も
の
の
、
編
者
の
意
図
が

教
訓
に
あ
り
、
「
古
今
著
聞
集
」
の
編
者
の
そ
れ
が
説
話
そ
の
も
の
の
収
集
に

あ
っ
た
と
い
う
相
違
を
明
確
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

 
「
十
重
抄
」
に
見
る
顕
著
な
教
訓
性
は
、
儒
者
に
し
て
始
め
て
で
き
得
る
も
め

、
で
は
な
か
っ
た
か
。

 
 
「
十
訓
抄
」
に
は
、
し
ば
し
ば
編
者
の
学
問
に
対
す
る
強
い
姿
勢
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
「
十
蓄
蔵
」
巻
三
「
道
長
途
上
見
出
大
江
時
毒
茸
」
・
の
説
話
は
、

 
 
御
堂
関
白
物
へ
お
は
し
け
る
に
、
道
に
荷
負
馬
の
先
に
立
た
る
小
童
の
ハ

 
 
手
に
文
を
さ
～
げ
て
よ
み
け
る
を
あ
や
し
と
お
ぼ
し
て
、
ち
か
く
め
し
よ

 
 
せ
て
御
ら
ん
じ
け
れ
ば
眼
に
重
瞳
撃
て
、
い
み
じ
く
賢
き
相
の
し
た
り
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
マ
こ

 
 
れ
ば
、
や
が
て
め
し
て
匡
衡
に
つ
け
て
、
妙
文
を
せ
さ
せ
ら
れ
け
る
ほ
ど

 
 
に
、
後
に
は
大
江
時
棟
と
て
、
広
才
博
覧
の
文
士
と
な
れ
り
け
れ
ば
、
君

 
 
に
仕
へ
て
博
士
の
道
を
つ
げ
り
。
養
生
の
方
を
さ
へ
っ
た
へ
て
寿
考
の
人

 
 
た
り
き
蛤

と
、
道
長
が
後
の
博
士
大
江
時
棟
を
見
出
す
内
容
で
あ
る
ゆ
「
十
訓
抄
」
編
者

が
本
説
話
を
な
ぜ
登
載
し
た
か
。
そ
こ
に
は
「
回
訓
抄
」
編
者
の
学
問
道
に
対

す
る
強
い
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
巻
十
「
大
江
康
貞
依

池
田
庄
解
文
秀
句
被
召
三
文
殿
事
」
の
説
話
に
「
此
等
文
章
に
付
た
る
面
目
也

」
と
い
う
感
想
を
附
し
て
い
る
の
は
、
 
「
十
訓
抄
」
編
者
の
文
章
道
に
通
じ
た

一
面
を
う
か
が
わ
し
め
る
。
そ
し
て
巻
六
「
道
真
旧
宅
梅
枝
飛
干
太
宰
府
事
」

の
説
話
に
、

 
 
…
…
…
此
の
た
ぐ
ひ
は
唐
の
事
な
れ
ば
、
孝
子
伝
愚
書
な
ど
に
し
る
せ
る
．

 
 
に
よ
り
て
、
皆
人
口
つ
き
た
る
物
が
た
り
な
れ
ば
、
く
は
し
く
書
き
の
ぶ

 
 
る
に
及
ば
ず
。

と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
は
、
中
国
説
話
と
「
戦
訓
抄
」
編
者
と
の
関
遵
を
感
知

さ
せ
る
。
 
「
十
訓
抄
」
編
者
の
学
究
的
態
度
は
随
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
0
但
書
事
お
ぼ
つ
か
な
し
。
古
き
目
録
に
も
、
覧
裳
羽
衣
は
壼
越
調
の
楽

 
 
也
。
本
の
名
を
ば
冬
越
婆
羅
門
と
い
ひ
け
る
を
、
聖
帝
の
と
き
天
則
年
中

 
 
に
、
も
と
の
名
を
改
て
、
覧
裳
羽
衣
と
名
づ
く
。
能
々
可
レ
尋
。
 
（
巻
十

 
 
「
唐
玄
宗
入
月
中
習
得
露
裳
羽
衣
曲
事
」
・
）

 
○
前
中
国
王
菟
裏
賦
に
…
…
…
と
か
＼
れ
た
る
は
此
事
賦
。
 
（
巻
六
「
塞
翁

 
 
馬
事
」
）

 
○
嵯
峨
野
よ
ヶ
後
人
よ
み
た
ら
ば
謝
儀
に
不
レ
叶
。
も
し
皇
運
て
作
出
給
へ

 
 
る
を
彼
集
に
入
た
る
に
や
。
又
前
代
よ
り
人
の
よ
み
を
け
る
古
笥
歎
。
不
亀
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審
也
。
 
（
巻
七
「
嵯
峨
天
皇
．
試
小
野
篁
学
才
給
事
」
）

 
○
さ
る
才
芸
の
人
の
御
子
に
も
か
㌧
る
人
お
は
し
ま
し
け
り
。
脂
漏
賦
と
云

 
 
名
だ
に
も
知
給
は
ざ
り
け
る
に
や
。
 
（
巻
十
「
跳
躍
不
知
笠
袋
賦
事
」
）

 
右
記
諸
文
に
は
「
十
訓
抄
」
編
者
の
学
究
的
態
度
、
又
、
時
に
は
巻
十
「
愚

論
不
知
菟
襲
古
事
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
街
学
的
態
度
さ
え
感
じ
と
れ
る
。

 
こ
の
学
究
的
態
度
と
と
も
に
、
，
「
十
訓
抄
」
に
は
編
者
の
故
実
を
重
ん
じ
る

態
度
が
顕
著
で
あ
る
。

 
○
朝
倉
．
に
と
り
て
は
め
で
だ
き
曲
な
り
。
昔
よ
り
か
た
み
に
ゆ
づ
り
て
、
上

 
 
手
に
う
た
は
せ
む
と
ず
る
な
り
の
こ
と
が
き
す
が
ゴ
き
を
か
く
に
、
拍
子

 
 
ば
か
り
を
打
て
、
上
下
繭
を
い
は
ず
、
堪
能
の
も
の
に
ゆ
づ
り
て
、
か
れ

 
 
が
う
た
ふ
を
待
な
り
。
 
（
巻
一
「
天
智
天
皇
朝
倉
木
丸
殿
御
歌
事
」
）

 
○
是
よ
り
後
試
楽
に
竹
の
枝
を
さ
す
ど
か
や
。
 
（
巻
一
「
臨
時
享
楽
時
実
方

 
 
折
呉
竹
為
挿
花
事
」
）

 
○
是
よ
り
ぞ
反
古
色
紙
の
経
は
世
に
は
は
じ
ま
り
け
る
。
 
（
巻
五
「
清
和
天

 
 
皇
崩
後
箱
宮
御
息
所
薄
墨
経
書
写
供
養
事
」
）

 
○
我
朝
に
内
裏
焼
亡
の
は
じ
め
也
。
 
（
十
六
「
平
群
木
菟
等
奉
救
履
中
天
皇

 
 
事
」
）

 
○
お
と
し
文
は
よ
む
所
に
と
が
有
と
い
ふ
事
《
是
よ
り
始
る
と
か
や
。
 
（
巻

 
 
七
「
嵯
峨
天
皇
試
小
野
篁
学
才
給
事
」
）

 
〇
三
の
舟
に
乗
と
は
是
な
り
。
 
（
巻
十
「
源
経
信
乗
三
舟
事
」
）

 
○
を
と
め
こ
が
袖
ふ
る
山
と
吉
野
山
を
云
も
是
よ
り
始
也
。
 
（
巻
添
「
五
節

 
 
舞
由
来
事
」
）

 
右
記
置
文
に
は
、
 
「
十
薬
抄
」
編
者
の
あ
る
事
が
ら
の
由
来
、
故
実
と
い
っ

た
も
の
に
対
す
る
志
向
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
十
訓
抄
」
編
者

 
「
十
三
抄
」
の
編
者
に
つ
い
て
 
1
菅
原
為
長
説
再
考
1

の
学
究
的
態
度
と
も
関
連
し
て
、
編
者
が
学
問
道
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
人
間

、
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
想
起
せ
し
め
る
。
ま
た
、
故
実
に
対
す
る
態

度
と
い
・
7
点
で
は
、
「
愚
秘
抄
」
下
に
「
為
長
卿
が
聖
廟
奉
納
の
詩
歌
合
を
ば
、

建
久
三
年
二
月
二
日
披
講
に
は
、
梅
花
の
枝
を
用
い
て
叩
き
」
と
記
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
為
長
も
同
様
で
あ
る
。
為
長
の
「
編
御
記
」
を
見
る
と
「
建
保
七

年
四
月
」
の
項
に

 
 
同
十
一
日
。
午
刻
召
使
持
二
来
宣
旨
一
。
藤
頼
範
卿
。
予
。
宗
業
卿
。
三
人

 
 
書
連
。
持
二
野
頼
範
宗
業
上
卿
許
乏
由
。
召
使
依
レ
令
レ
申
。
所
・
留
置
宣

 
 
旨
一
也
。
 
不
・
謂
二
位
次
一
。
最
零
下
来
人
皆
許
留
島
旦
面
一
。
是
故
実
也
。

 
 
 
（
傍
線
筆
者
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
層
 
 
 
 
 
β
，

と
記
さ
れ
、
 
「
元
仁
二
年
四
月
」
の
項
に
は
、

 
 
元
仁
二
年
四
月
廿
日
。
改
元
嘉
禄
。
外
記
之
催
■
■
口
U
］
宣
旨
載
二
兵
部

 
 
卿
與
7
予
。
未
持
二
圖
彼
卿
許
一
之
由
申
之
間
。
返
二
二
宣
旨
一
畢
。
是
故
実
也
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
寛
喜
四
年
三
月
二
十
七
日
、
恒
例
の
仁
王
講
に

よ
っ
て
為
長
が
北
野
に
参
籠
の
間
、
年
号
字
を
撰
進
す
べ
き
由
の
宜
旨
が
来
、

四
月
一
日
、
為
事
は
貞
永
、
和
元
二
つ
の
年
号
を
出
し
、
翌
日
、
「
嘉
定
」
あ

り
、
貞
永
と
改
元
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
為
長
は
「
予
三
二
撰
進
一
之
年
号
字
被
二

身
用
一
事
。
巳
六
箇
度
。
所
謂
建
暦
。
承
久
。
貞
応
。
元
仁
。
寛
喜
。
貞
永
等

也
。
可
レ
謂
二
過
分
一
。
」
と
語
っ
た
後
、

 
 
今
度
所
・
二
人
。
藤
中
納
言
頼
。
新
藤
中
納
言
家
。
二
位
在
高
。
予
。
文
章

 
 
博
士
資
高
。
信
盛
井
六
人
。
 
頼
資
卿
寄
弔
事
於
灸
治
「
。
 
辞
二
申
年
号
之

 
 
三
一
。
 
一
日
夜
重
三
レ
仰
下
可
二
撰
進
一
之
由
上
。
当
日
早
旦
五
箇
字
義
申
。

 
 
駈
瀟
聖
魅
跳
治
境
此
改
二
重
文
［
被
・
進
。
森
山
故
実
一
汗
。
全
脳
取
古
年

 
 
二
一
令
レ
進
者
。
先
度
他
人
所
レ
進
。
今
度
此
人
令
・
進
無
二
其
難
一
。
取
下
其
人
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始
所
二
選
進
一
之
新
年
号
者
。
其
人
現
存
之
間
。
不
・
可
二
奪
取
一
。
是
口
伝
也
。

 
 
無
二
先
妻
一
鰍
。
頼
資
卿
之
所
為
不
審
。

と
頼
資
の
所
行
を
「
不
レ
三
二
故
実
咄
鰍
」
と
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
故
実
重
視
の
態
度
は
、
㌔
「
十
訓
導
」
の
編
者
の
故
実
に
対
す
る
態
度
と

合
致
す
る
。

 
 
 
 
孔
子
家
語
と
編
御
記

 
前
述
の
ご
と
く
、
「
十
訓
抄
」
の
編
者
が
漢
籍
に
相
当
通
暁
し
て
い
た
人
物

で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
「
十
訓
抄
」
編
者
が
好
ん
で
引
用
し

た
漢
籍
の
一
つ
が
「
白
氏
文
集
」
で
あ
り
、
ま
た
「
孔
子
家
語
」
で
も
あ
っ

た
。
「
十
訓
抄
」
で
「
孔
子
家
禽
」
と
関
係
の
あ
る
、
あ
る
い
は
関
係
あ
り
と

目
さ
れ
る
部
分
を
次
に
記
し
た
い
。

 
 
「
十
訓
抄
」
巻
四
「
行
基
菩
薩
遺
言
誠
多
言
事
」
の
条
で
、
臨
終
時
の
行
基

菩
薩
が
弟
子
達
に
与
え
た
教
訓
を
記
し
、
つ
い
で
「
朝
野
車
載
云
」
、
「
又
云

」
・
「
養
生
経
白
」
・
「
又
孝
子
伝
に
は
」
ど
い
う
形
で
諸
書
よ
り
教
訓
を
引

 
い
て
い
る
。
こ
の
中
の
「
又
云
」
の
部
分
で
「
口
は
是
禍
の
空
也
。
舌
は
こ
れ

禍
の
根
也
」
と
い
う
一
文
は
、
「
春
秋
左
氏
伝
」
裏
公
二
十
三
年
に
「
閾
子
馬

日
、
禍
福
無
レ
門
、
惟
人
召
レ
之
」
と
い
っ
た
発
想
の
類
似
す
る
も
の
も
あ
る

が
、
お
そ
ら
く
「
孔
子
警
語
」
巻
之
三
観
周
第
十
一
に
、

 
 
 
 
 
…
誠
能
慎
之
福
之
根
也
。
手
量
何
秘
記
之
門
也
。

と
い
う
一
文
を
踏
ま
え
た
も
の
と
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
尊
意
抄
」
巻
四
末
尾

、
の
コ
ニ
絨
之
誠
事
」
の
説
話
は
、
．
孔
子
が
老
翁
と
会
い
、
そ
の
老
翁
が
三
た
び

 
口
を
開
い
て
こ
と
ば
を
発
し
な
か
っ
た
こ
と
を
案
じ
、
孔
子
は
「
三
た
び
口
を

 
あ
く
と
も
詞
を
な
出
し
そ
」
と
悟
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
話
は
、

．
「
孔
子
家
語
」
巻
之
三
観
周
第
十
一
に
、

 
 
孔
子
観
周
。
遂
入
太
祖
后
櫻
之
廟
。
堂
右
階
之
前
有
金
乱
暴
。
三
絨
其

 
 
口
。
而
銘
其
背
日
。
古
之
慎
言
人
髪
。
，
戒
之
哉
。
無
多
言
。
多
言
多
敗
。

 
 
無
多
事
多
患
。
 
（
下
略
）

と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
踏
ま
え
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
金
入
の

背
に
銘
し
て
あ
っ
た
一
節
に
、
前
掲
「
誠
能
慎
之
福
之
根
也
。
口
是
何
傷
禍
之

門
也
」
の
一
文
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
「
十
三
抄
」
と
「
孔
子
土
語
」
と
を

比
較
し
た
時
は
、
 
「
十
界
抄
」
本
説
話
冒
頭
の
「
孔
子
路
を
過
給
ひ
け
る
に
」

と
い
う
一
文
は
「
孔
子
観
周
、
遂
入
門
租
櫻
分
母
」
を
踏
ま
え
て
簡
略
化
し
た

と
見
ら
れ
よ
う
が
、
「
孔
子
家
語
」
で
、
こ
の
金
人
の
三
日
、
及
び
そ
の
背
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
る

銘
文
を
見
て
、
孔
子
が
弟
子
に
向
っ
て
「
小
子
こ
れ
を
識
せ
。
ζ
の
言
は
実
に

 
あ
た
 
 
 
ま
こ
と

し
て
中
り
、
情
に
し
て
信
な
り
」
と
語
る
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
お
り
、
 
「
十

二
抄
」
は
、
孔
子
が
老
翁
の
態
度
を
見
て
、
そ
の
意
味
を
解
す
る
と
い
う
ふ
う

に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
聖
訓
抄
」
本
説
話
は
、
「
孔
子
家
語
」
の
伝
え

る
と
こ
ろ
と
は
明
き
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
も
し
、
 
「
十
訓
抄
」
編
者
が
「

孔
子
家
語
」
を
踏
ま
え
た
も
の
と
す
る
と
、
こ
う
い
う
内
容
の
相
違
が
な
ぜ
起

っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
「
十
訓
抄
」
編
者
が
、
説

話
文
学
化
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
創
作
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
こ
の

時
実
際
に
「
孔
子
家
語
」
を
座
右
に
お
い
て
見
な
が
ら
書
い
た
の
で
は
な
く
、

記
隠
に
よ
っ
て
書
い
た
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
「
十
訓
抄
」

の
編
者
を
菅
原
為
長
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
為
長
が

「
孔
子
家
蝿
」
を
見
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

 
「
十
訓
抄
」
巻
五
は
、
「
可
レ
撰
二
朋
友
一
事
」
と
い
う
題
目
が
示
す
よ
う
に
f

編
者
は
序
文
に
朋
友
を
選
ぶ
べ
き
必
要
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、

 
 
 
…
：
顔
氏
が
家
訓
に
は

（64）



 
 
與
二
善
人
一
居
如
・
入
二
芝
蘭
心
室
一
。
久
而
自
芳
也
。

 
 
乳
下
悪
人
一
居
如
レ
入
二
鞄
濡
羽
遠
心
。
久
而
自
賠
也
。

 
 
と
い
へ
り
。

と
記
し
て
い
る
の
は
、
 
「
孔
子
家
語
」
巻
之
四
六
本
（
第
十
五
）
に
、
孔
子
が

自
分
の
死
後
の
商
．
（
碁
会
）
・
賜
（
端
木
賜
）
両
者
の
行
動
を
予
測
し
た
後
、

 
 
…
…
…
吉
日
。
與
善
入
居
。
如
入
芝
蘭
之
室
。
久
而
不
聞
薫
香
。
即
與
之

 
 
化
 
。
與
不
善
人
置
。
導
入
聴
唖
之
鄭
。
久
而
霞
草
心
耳
。
亦
與
之
化

 
 
 
。
丹
之
所
蔵
者
赤
漆
之
所
蔵
者
黒
馬
以
君
子
必
慎
其
所
與
庭
者
焉
。

と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
記
「
孔
子
艶
語
」
と
「
十
念
抄
」
と
を

比
較
し
た
時
、
若
干
文
章
が
異
る
も
の
の
、
石
橋
尚
宝
氏
が
「
さ
て
本
文
家
訓

の
語
は
、
全
く
家
語
の
文
に
よ
れ
り
」
 
（
十
訓
導
詳
解
）
と
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
お
そ
ら
く
「
孔
子
家
語
」
を
典
拠
と
し
た
と
目
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の

文
は
「
禁
苑
」
第
十
七
雑
言
に

 
 
：
…
…
又
日
。
與
二
善
人
一
重
。
如
レ
入
二
蘭
留
之
劃
一
。
愚
婦
不
レ
争
乱
其
香
一
。

 
 
則
與
レ
之
化
 
。
與
二
悪
人
㎝
居
。
如
・
入
玉
平
語
目
語
一
。
 
久
而
不
・
聞
二
其

 
 
臭
一
。
亦
與
・
之
化
（
下
略
）

と
記
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
の
「
説
苑
」
の
一
文
と
「
孔
子
古
語
」
と
を
比
較
し

た
時
、
 
「
十
美
甘
」
・
「
孔
子
家
語
」
で
「
芝
蘭
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、

「
説
苑
」
で
は
「
蘭
韮
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 
「

孔
子
家
立
」
と
「
説
苑
」
が
同
舎
を
掲
載
し
て
い
る
も
の
の
、
「
十
訓
抄
」
は

「
孔
子
家
語
」
を
典
拠
と
し
た
と
い
う
こ
と
の
一
傍
証
と
な
ろ
う
。

 
「
十
全
抄
」
巻
六
「
随
身
指
揮
被
打
干
父
不
善
事
」
の
説
話
は
、
諸
書
に
伝

え
ら
れ
て
い
る
著
名
な
孝
行
讃
で
あ
る
。
本
説
話
は
こ
の
公
助
の
説
話
を
記
し

た
後
、

「
回
訓
抄
」
の
編
者
に
つ
い
て
 
一
菅
原
為
長
説
再
考
一

 
 
…
…
…
孔
子
の
弟
子
に
曽
参
と
い
ひ
け
る
は
、
父
の
い
か
り
て
開
け
る

 
 
に
、
選
ず
し
て
う
た
れ
た
り
け
れ
ば
、
孔
子
聞
給
ひ
て
、
も
し
打
こ
ろ
さ

 
 
れ
な
ば
、
父
の
悪
名
を
た
て
ん
事
、
ゆ
㌧
し
き
不
孝
な
り
と
い
ま
し
め
給

 
 
け
る
。
是
も
理
也
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
'
「
孔
子
家
語
」
巻
之
四
六
本
第
十
五
に
、
．

 
 
曽
子
等
長
誤
斬
其
根
。
曽
哲
理
。
建
大
杖
以
撃
其
背
。
曽
子
朴
地
墨
不
知

 
 
人
。
久
之
。
有
頃
。
乃
公
欣
然
而
起
。
進
於
曽
眼
点
。
転
戦
泣
寄
罪
於
大

 
 
人
。
大
人
用
量
教
案
。
得
巣
窟
乎
。
退
嬰
就
房
。
援
黙
坐
歌
。
欲
令
曽
哲

 
 
而
聞
之
。
二
男
膿
康
成
。
孔
子
聞
之
而
怒
。
告
門
弟
子
日
。
参
来
勿
内
。

 
 
分
子
自
以
為
無
罪
。
使
人
請
於
孔
子
。
子
日
。
汝
不
聞
耳
。
昔
曽
艘
不
犯

 
 
不
父
之
舜
之
事
著
艘
。
欲
使
之
。
未
嘗
不
在
於
側
。
索
而
殺
之
。
未
嘗
可

 
 
得
。
小
空
説
男
宮
。
大
杖
則
逃
走
。
故
二
塁
不
犯
不
父
之
罪
。
而
舜
不
失

 
 
三
三
之
孝
。
今
参
事
父
。
委
身
以
待
暴
怒
。
匿
而
県
主
。
二
身
死
胃
壁
父

 
 
於
不
義
。
其
不
孝
敦
大
空
。
・
汝
非
天
子
之
民
也
。
殺
天
子
之
民
。
其
三
塁

 
 
若
。
曽
参
聞
之
。
日
α
参
罪
大
 
。
遂
造
孔
子
而
謝
過
。

と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
踏
ま
え
、
梗
概
の
み
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 
「
十
訓
抄
」
巻
十
「
源
頼
朝
和
歌
事
」
の
説
話
は
、
源
頼
朝
、
実
朝
父
子
が

二
代
に
わ
た
っ
て
撰
集
に
入
っ
た
こ
と
を
称
讃
し
た
後
、
こ
れ
と
関
連
し
て
「

文
事
あ
れ
ば
か
な
ら
ず
武
そ
な
は
る
謂
な
り
」
と
い
う
編
者
の
感
想
が
附
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
感
想
は
、
「
孔
子
温
語
」
巻
之
一
相
魯
第
一
に
、
定
公
が
齊
候

と
四
谷
に
会
し
た
後
、
孔
子
が
定
公
に
注
饗
し
た
言
と
し
て
、

 
 
・
…
…
：
定
離
與
里
庄
會
干
爽
谷
。
孔
子
揚
相
事
。
日
。
臣
聞
有
文
事
者
必

 
 
有
武
備
。
有
武
事
者
必
需
文
革
。
 
（
下
略
）

と
記
さ
れ
て
い
る
文
を
根
底
に
し
た
も
の
と
目
さ
れ
る
。
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以
上
、
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
 
「
十
訓
抄
」
は
明
白
に
「
孔
子
家
語
」
を

踏
ま
え
な
が
ら
も
、
「
孔
子
家
語
論
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
孔
子
家
語
に
日
」

と
い
う
よ
う
な
形
式
で
書
名
を
明
確
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
、

菅
原
霊
長
の
「
編
御
記
」
を
見
る
と
、

 
 
華
語
日
。
智
仁
勇
三
者
。
天
下
之
至
徳
也
。
所
二
行
7
之
者
一
也
。
或
生
而

 
 
知
レ
之
。
或
学
而
知
レ
之
。
或
困
而
知
レ
之
。
好
学
近
一
一
於
智
一
。
力
行
近
代
於

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
仁
一
。
知
事
近
二
於
勇
［
。
知
二
此
三
者
一
。
白
墨
・
脩
・
身
則
知
レ
治
・
人
。
知
・

 
 
治
レ
人
則
成
二
天
下
国
家
一
周
突
。

 
 
孔
子
家
計
第
四
日
。
哀
公
問
政
。

 
 
第
十
七
日
。
孔
子
日
。
好
学
近
口
耳
智
一
。
力
行
近
二
乎
仁
一
。
知
恥
近
二
乎

 
 
勇
一
。
知
二
斯
三
者
一
則
知
レ
三
二
要
撃
7
身
。
知
レ
所
二
型
脩
7
身
則
知
レ
所
二
以

 
 
治
ワ
人
。
知
・
所
二
軍
治
7
．
方
則
能
成
二
天
下
国
家
「
者
突
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
家
三
日
」
と
「
孔
子
家
語
漏
四
日
」
と
は
内
容
が
一
部
重

複
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
 
「
孔
子
家
語
」
巻
之
四
哀
公
問
瀬
瀬
十
七
に
記
さ

れ
て
い
る
一
文
で
あ
る
。
菅
原
為
長
の
「
編
御
記
」
は
、
建
永
か
ら
仁
治
に
い

た
る
ま
で
の
年
号
撰
進
の
経
緯
を
綴
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
る
と
為
長
は
、

彼
の
撰
進
し
た
「
建
永
」
・
「
承
元
」
・
「
承
久
」
・
「
貞
応
」
・
「
元
仁
」
・

「
寛
喜
」
・
「
貞
永
」
・
「
天
福
」
の
年
号
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。
建
永
・

承
元
・
建
暦
・
建
保
・
承
久
・
貞
応
・
元
仁
・
嘉
禄
・
安
貞
・
寛
喜
・
貞
永
・

・
天
福
・
文
暦
・
嘉
禎
・
延
応
・
延
仁
・
仁
治
と
改
元
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

「
編
御
記
」
で
記
さ
れ
て
い
る
限
り
で
A
等
長
が
関
与
し
た
年
号
撰
進
は
、
建
永

・
承
元
・
建
保
・
承
久
・
貞
応
・
元
仁
・
嘉
禄
・
安
貞
・
寛
喜
・
貞
永
・
天
福

・
文
暦
・
嘉
禎
ゼ
延
応
・
延
引
・
仁
治
の
十
六
回
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
「
嘉
禄

」
の
時
は
「
承
久
」
・
「
貞
応
」
・
「
元
仁
」
と
「
相
続
三
度
被
レ
用
」
た
た
め
、

用
い
ら
れ
な
い
こ
と
を
敢
て
望
み
、
用
い
ら
れ
ざ
る
字
を
撰
進
し
た
と
い
う
。

こ
の
他
、
「
文
暦
」
と
改
元
さ
れ
た
時
も
同
じ
理
由
で
、
あ
え
て
用
い
ら
れ
な

い
年
号
を
撰
進
し
た
と
記
し
て
い
る
。
、
話
が
い
さ
さ
か
焦
点
を
そ
れ
た
が
、
為

長
は
前
述
の
ご
と
く
「
編
御
記
」
に
「
孔
子
言
語
」
の
一
節
を
引
い
て
お
り
、

h
延
応
」
決
定
に
関
す
る
場
で
も
、
為
長
は
「
孔
子
家
語
」
を
例
と
し
て
説
い

て
い
る
。
儒
者
が
「
孔
子
家
語
」
に
通
暁
し
て
い
る
の
は
当
然
と
い
え
ば
そ
れ

ま
で
で
あ
る
が
、
 
「
孔
子
家
語
」
を
踏
ま
え
て
い
る
に
も
か
㌧
わ
ら
ず
、
明
白

に
書
名
を
示
さ
な
い
で
「
十
三
抄
」
に
引
か
れ
て
い
る
「
孔
子
単
語
」
と
、
 
「

編
御
記
」
に
お
い
て
為
長
が
年
号
撰
進
の
際
の
根
拠
と
し
て
引
い
て
い
る
「
孔

子
家
語
」
と
が
、
全
く
無
縁
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

 
「
文
錦
紗
」
は
、
あ
る
語
に
関
す
る
類
語
・
由
来
文
・
例
文
等
を
集
め
た
も

の
で
、
編
者
弓
長
の
博
覧
宏
識
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
首
罪
鋤

」
に
も
「
孔
子
家
語
」
が
引
か
れ
て
い
る
。
，

 
○
商
範
士
湘
鷲
飛

 
 
斎
ノ
国
二
有
一
足
面
一
テ
集
殿
ノ
純
一
ル
斉
整
問
フ
孔
子
一
二
孔
子
．
ノ
日
ク

 
 
此
ノ
鳥
ノ
名
ヲ
ハ
商
羊
ト
幡
豆
童
児
折
一
二
．
脚
一
ル
天
ノ
雨
フ
ラ
ム
ト
ス

 
 
ル
ト
キ
ニ
此
鳥
山
ス
無
ト
最
果
シ
テ
大
二
雨
フ
ル
家
書
（
文
鳳
紗
第
一
）

 
○
総
門
期
朽
草
文
令
シ
テ
角
田
出
入
ス
家
語
（
文
当
言
第
五
）

 
○
伯
牙
鼓
・
琴
ク
電
子
期
聴
レ
ク
之
耳
蝉
志
在
二
泰
山
一
冊
子
達
ヵ
日
ク
善
哉
観
々

 
 
ト
シ
テ
五
二
泰
山
一
シ
志
至
二
流
水
一
レ
ハ
子
期
復
日
善
哉
陽
々
タ
ル
。
ト
若
流
，

 
 
水
一
シ
子
期
死
テ
伯
気
絶
レ
絃
テ
不
レ
復
・
鼓
自
家
語
（
文
言
釣
第
六
）

右
記
「
文
盲
紗
」
に
引
か
れ
て
い
る
「
孔
子
家
語
」
と
「
編
御
記
」
に
引
か
れ

て
い
る
「
孔
子
言
語
」
、
そ
し
て
「
十
訓
導
」
に
引
か
れ
て
い
る
「
孔
子
母
語
」

と
い
う
関
係
は
「
倭
訓
抄
」
の
編
者
を
菅
原
為
長
と
す
る
有
力
な
傍
証
と
な
ら
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な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
文
意
鋤
」
と
「
十
訓
抄
」
と
い
う
関
係
に
つ
い
」
て
も
う

少
し
述
べ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
「
十
訓
抄
」
の
説
話
配
列
は
、
、
同
類
説
話
の

配
列
が
原
則
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
発
表
の
小
稿
「
十
賢
女
の
説
話
配
列
と

作
者
」
で
述
べ
た
の
で
詳
述
す
る
の
は
ひ
か
え
る
が
、
 
「
天
魔
の
所
為
な
れ
ど

も
愚
な
る
よ
り
お
こ
れ
る
上
、
先
の
事
に
相
似
た
る
間
注
す
」
 
（
巻
七
「
伊
吹

山
千
手
陀
羅
尼
持
者
事
」
）
・
「
玉
を
こ
そ
く
だ
か
ね
ど
も
、
成
方
が
風
情
相

似
た
り
」
（
同
「
繭
相
応
取
返
和
氏
壁
事
」
）
・
「
能
因
が
ふ
る
ま
ひ
に
似
た
る

に
よ
り
て
次
に
申
す
」
．
（
巻
＋
「
待
賢
門
院
女
房
加
賀
詠
伏
柴
秀
句
事
」
）
・

「
是
は
和
寄
に
あ
ら
ね
ど
も
、
事
が
ら
同
事
に
や
」
 
（
同
「
成
通
吟
今
様
落
乳

母
重
事
」
）
・
「
定
書
中
納
言
法
華
経
を
よ
み
す
ま
し
て
独
居
た
る
所
に
盗
品

仙
人
の
来
れ
る
事
に
似
た
り
」
 
（
同
「
高
明
弾
琵
琶
時
無
承
南
蛮
事
」
）
と
い

っ
た
編
…
者
の
感
想
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
 
「
十
遠
島
」
編
者
は
、
明
き
ら

か
に
同
類
説
話
を
集
中
的
に
配
列
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
こ
の
こ

と
と
関
連
し
て
、
菅
原
垂
訓
の
「
文
鳳
鋤
」
は
、
雑
然
と
、
語
彙
・
故
事
を
並

べ
た
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
 
「
文
鳳
紗
」
第
四
に
は
、
貧
し
く
し
て
学
を

好
ん
だ
者
の
事
蹟
が
集
中
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
 
「
十
訓
抄
」
の

同
類
説
話
の
配
列
と
編
者
の
意
識
の
上
か
ら
酷
似
す
る
感
が
あ
る
。

 
「
孔
子
家
語
」
と
「
十
訓
抄
」
の
関
係
と
同
じ
こ
と
が
、
 
「
貞
観
政
要
」
の

場
合
に
も
言
え
る
。
「
十
訓
抄
」
と
「
貞
観
政
要
」
に
つ
い
て
は
、
乾
克
己
氏

弐
、
、

カ 
 
…
…
…
当
時
、
 
「
和
訳
貞
観
政
要
」
は
為
長
の
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

 
 
世
に
隠
れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
十
訓
抄
の

 
 
本
文
に
平
然
と
援
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
為
長
以
外
の
人
物
に
と
っ
て
揮

 
 
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
む
し
ろ
、
五
代
の
帝
の
侍
読
と
し
て
し
ば

「
回
訓
抄
」
の
編
者
に
つ
い
て
 
一
菅
原
為
長
説
再
考
一

 
 
く
「
貞
観
需
要
」
の
進
講
に
あ
た
っ
た
為
長
な
れ
ば
こ
そ
、
こ
れ
を
自

 
 
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
十
輪
軸
の
適
所
に
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

 
 
で
あ
り
、
ま
た
彼
が
幽
門
の
人
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
わ
ざ
み
＼
「
儒
学
ノ

 
 
ハ
カ
セ
ヲ
モ
チ
ヰ
ル
篇
」
の
中
か
ら
語
句
を
取
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

 
 
か
。
 
（
「
三
智
抄
の
作
者
は
菅
原
塾
長
か
」
、
国
学
院
雑
誌
、
昭
和
四
十

 
 
二
年
五
月
）

と
述
べ
て
い
る
。
 
「
貞
観
顕
要
」
か
ら
は
、
 
「
聖
訓
抄
」
巻
二
「
驕
者
不
幹
事

」
の
条
に
「
貞
観
政
要
に
駈
れ
ぬ
る
こ
そ
、
倹
約
の
政
有
べ
き
や
う
い
み
じ
く

め
で
た
け
れ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
巻
三
「
源
信
僧
都
等

無
性
空
上
人
問
答
事
」
・
巻
五
「
安
康
天
皇
召
大
草
香
皇
子
妃
給
事
」
・
巻
六

序
・
二
十
「
能
動
詠
歌
祈
雨
干
三
嶋
神
事
」
・
同
「
唐
太
宗
勅
問
手
鑑
微
等
温

」
・
「
学
業
才
幹
事
」
な
ど
に
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
 
「
鴬
豆
抄
」
に

「
貞
観
政
要
」
と
い
う
書
名
を
明
確
に
示
し
て
い
る
の
は
「
思
者
不
久
事
」
の

条
の
一
箇
所
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
「
編
御
記
」
嘉
禎
の
条
で
は
、
各
々
の

撰
進
し
た
年
号
に
つ
い
て
審
議
の
時
、
 
「
嘉
元
」
に
つ
い
て
、

 
 
 
・
…
-
予
申
云
。
故
民
部
卿
光
。
引
倒
此
貞
観
再
出
文
一
。
撰
二
進
嘉
元
字
㌔

 
 
嘉
字
無
二
髄
誰
一
。
被
・
用
一
一
嘉
字
一
瓢
。
似
・
破
二
喜
面
一
鍬
。
故
賢
所
レ
見
轍

 
 
難
レ
被
・
破
。

と
、
重
盗
自
ら
申
し
述
べ
た
こ
と
ば
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
中
に
も
「
故
民
部

卿
」
の
こ
と
と
は
い
え
、
 
「
貞
観
政
要
」
の
名
を
あ
げ
て
い
る
。
 
「
貞
観
政
要

」
と
菅
原
御
宝
の
関
係
は
、
．
今
さ
ら
述
べ
だ
て
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
 
「
貞

観
政
要
」
を
介
し
て
の
「
編
御
記
」
と
「
十
訓
抄
」
と
の
接
点
を
感
じ
な
い
で

は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
場
合
も
「
借
訓
抄
」
編
者
を
想
定
す
る
上
で
の
有
力
な

一
傍
証
と
考
え
る
事
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
 
「
十
訓
抄
」
編
…
者
と
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白
楽
天
と
の
関
係
、

て
論
じ
て
み
た
い
。

及
び
「
文
事
砂
」
編
者
為
長
と
白
楽
天
と
の
関
係
に
つ
い

白
楽
天
へ
の
傾
倒

・
建
長
六
年
十
月
、
「
古
今
著
聞
集
」
成
立
の
み
ぎ
り
、
編
者
橘
成
季
が
、
白

楽
天
、
人
麻
呂
、
廉
承
武
の
書
影
を
か
か
げ
て
寛
宴
を
行
っ
た
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
。
白
楽
天
が
詩
聖
と
レ
て
当
時
の
人
々
の
崇
敬
の
対
象
と
な
っ
て

い
た
こ
と
は
、
贅
言
を
要
し
ま
い
。
，
「
十
樹
霜
」
に
も
白
楽
天
の
逸
話
、
文
集

よ
り
の
引
用
な
ど
が
多
々
記
さ
れ
て
い
る
。

 
「
十
訓
抄
」
巻
一
「
詩
歌
難
事
」
の
条
に
、
四
條
大
納
言
公
任
が
、
白
楽
天

の
「
楚
思
森
だ
雲
水
冷
、
華
北
清
脆
管
絃
秋
」
の
詩
を
難
ず
る
人
も
い
た
が
、

秀
句
で
あ
る
ゆ
え
を
も
っ
て
「
和
漢
朗
詠
集
」
に
入
れ
た
と
い
う
説
話
が
あ

る
。
こ
の
説
話
は
結
果
と
し
て
公
任
賞
讃
の
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
 
「
十
弁
当
」
編
者
の
白
楽
天
に
対
す
る
崇
敬
の
情
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ

の
意
味
で
、
巻
一
「
清
少
納
言
依
香
櫨
峯
雪
詩
揆
御
簾
事
」
の
条
に
、

 
 
…
…
…
彼
香
燈
峯
の
事
は
、
白
楽
天
老
の
後
、
此
山
の
ふ
も
と
に
一
の
草

 
 
堂
を
し
め
て
住
け
る
時
の
詩
に
、

 
 
遺
愛
寺
の
鐘
献
レ
枕
聴
、
香
燈
峯
雪
虫
・
枝
光

 
 
と
あ
る
を
帝
仰
出
さ
れ
け
る
に
よ
り
て
御
簾
を
ぱ
あ
げ
け
る
な
り
。
事
書

 
 
少
納
言
は
、
天
暦
の
二
時
梨
壺
の
五
人
の
寄
仙
清
原
元
主
面
に
て
、
其
家

 
 
の
風
吹
伝
え
た
り
け
る
上
、
心
さ
ま
優
に
て
折
に
つ
け
た
る
振
舞
い
み
じ

 
 
き
事
多
か
り
け
り
。

と
、
清
少
納
言
に
讃
辞
を
送
っ
て
い
る
の
も
同
様
の
理
由
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。
そ
し
て
巻
五
「
黒
黒
死
後
臼
楽
天
集
三
差
文
事
」
で
は
、
 
「
元
愼
と
楽
天

と
は
詩
の
友
に
て
お
は
せ
し
が
」
と
い
う
敬
語
を
用
い
て
の
文
章
で
書
き
出
」

し
、
白
楽
天
が
元
愼
の
死
後
、
そ
の
詩
三
十
巻
を
集
め
て
大
教
院
の
経
蔵
に
籠

，
め
た
こ
と
を
記
し
た
後
、
 
「
誠
に
佳
友
の
交
は
何
よ
り
も
面
白
か
る
べ
し
」

と
、
そ
の
感
想
を
吐
露
す
る
の
で
あ
る
。
白
楽
天
の
存
在
は
、
 
「
十
訓
抄
」
編

者
に
と
っ
て
、
思
想
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
巻
，
二
「
荘
子

直
木
善
鳴
鷹
望
事
」
の
条
に
、

 
 
 
…
…
…
文
集
詩
題

 
 
 
木
鷹
一
篇
須
二
主
取
一
致
・
身
材
與
二
不
材
商

 
 
と
あ
る
は
是
な
り
。

と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
は
レ
め
と
し
て
、
巻
二
「
驕
者
不
屈
事
」
の
条
に
は
「

文
集
'
巻
の
凶
宅
の
詩
に
は
、
驕
は
物
の
黙
る
也
。
老
は
数
の
終
り
な
り
と
も

 
い
ふ
。
同
四
巻
杏
為
梁
に
は
、
倹
な
る
は
存
し
、
奢
れ
る
は
失
す
る
事
、
今
在
レ

目
と
も
書
か
れ
た
り
」
と
記
さ
れ
、
巻
五
「
聚
妻
三
不
去
七
去
事
」
の
条
に
は

夏
野
大
臣
が
定
め
た
「
妻
を
不
レ
里
道
三
つ
、
可
レ
去
道
七
つ
」
を
記
し
た
後
、

 
，
「
故
に
白
居
易
は
、
井
の
底
の
瓶
の
た
と
へ
を
引
て
、
少
人
の
家
の
女
つ
㌧
し

 
み
て
身
を
も
て
、
か
ろ
み
＼
し
く
人
に
ゆ
る
す
な
か
れ
と
い
ひ
を
か
れ
…
…
…

 
」
と
白
旧
居
の
言
を
教
訓
と
し
て
引
く
の
で
あ
る
。
同
じ
く
巻
六
「
季
札
懸
劔

 
於
徐
君
旧
事
」
の
条
で
、
著
名
な
徐
君
と
委
譲
の
説
話
を
記
し
た
後
、
「
楽
天

 
書
子
事
有
」
と
し
て

 
 
 
一
鼠
得
レ
仙
生
二
羽
翼
…
、
衆
鼠
看
レ
之
有
二
艶
色
「

 
 
 
可
・
誌
上
・
天
猶
未
・
半
 
忽
作
二
鳥
鳶
口
中
食
↓

 
と
い
う
詩
を
引
き
、
「
是
物
を
う
ら
や
む
ま
じ
き
心
に
や
。
又
黙
黙
と
も
に
深

 
く
せ
ざ
る
例
の
ノ
讃
是
也
」
と
記
し
、
巻
斗
「
徴
宗
皇
帝
事
」
の
条
で
は
「
故

 
に
楽
府
に
は
、
君
を
し
て
は
ち
を
ど
ら
し
む
と
も
、
君
常
事
な
か
れ
と
も
い
さ
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め
…
…
…
」
と
記
し
、
同
齢
「
金
剛
寺
僧
食
松
葉
欲
為
仙
人
落
入
千
谷
事
」
の

条
で
、
松
の
葉
を
食
す
る
こ
と
に
よ
り
仙
人
と
な
れ
る
と
聞
い
た
僧
の
失
敗
潭

を
叙
し
、
そ
こ
で
、
「
十
恥
曝
」
編
者
は
「
文
集
に
は
萄
も
砧
骨
の
相
な
く

ば
、
円
壼
の
名
を
期
し
が
た
し
と
こ
そ
か
㌧
れ
て
侍
な
れ
」
と
教
訓
を
記
す
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
十
訓
抄
」
編
者
に
と
っ
て
、
白
楽
天
は
彼
の
人
生
哲
学

の
拠
点
と
も
称
す
べ
き
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
巻
十
「
白
楽
天
入
人

家
以
詩
秀
句
解
主
人
疑
事
」
の
説
話
で
、

 
 
白
楽
天
あ
る
年
春
暮
煙
霞
の
興
に
ひ
か
れ
て
、
あ
く
が
れ
出
た
り
け
る

 
 
に
、
花
お
も
し
ろ
き
家
の
漉
け
る
に
、
馬
に
乗
な
が
ら
入
た
り
け
る
を
、

 
 
あ
る
じ
の
将
軍
と
が
め
け
れ
ば
、

 
 
 
遙
二
見
モ
ァ
人
家
「
ヲ
花
ア
レ
バ
便
チ
入
。
不
・
亡
母
貝
賎
與
二
親
疎
一
ト
ヲ

 
 
と
詠
じ
げ
る
に
よ
り
て
・
又
云
事
な
か
り
け
り
・
物
㌦
撃
風
情
如
レ
斯
・

と
、
、
白
楽
天
が
秀
句
に
よ
っ
て
将
軍
の
と
が
め
を
免
れ
る
と
い
う
説
話
を
感
動

を
こ
め
て
叙
述
す
る
。
そ
こ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
「
十
丁
重
」
編
者
の
意
識
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
巻
七
「
可
二
専
思
曝
事
」
の
序
に
、

 
 
…
…
…
楽
天
書
給
へ
る
書
に
も
、

 
 
去
ル
者
ハ
迫
遙
。
来
ル
者
・
死
・
乃
・
知
・
禍
福
・
不
二
天
・
蜘
一
・
・
ザ

 
 
是
は
秦
の
李
斯
等
が
心
を
き
ら
ひ
、
漢
の
園
公
等
が
ふ
る
ま
ひ
を
ほ
め
た

 
 
る
古
調
四
韻
の
内
の
落
句
也
。
か
㌧
る
に
付
て
も
三
界
唯
一
の
射
撃
。
心

 
 
の
外
に
別
法
な
か
り
け
り
と
覚
ゆ
。
楽
天
又
文
珠
の
化
身
な
れ
ば
い
か
穿

 
 
信
ぜ
ざ
ら
ん
。

と
記
す
に
い
た
っ
て
は
、
 
「
回
訓
抄
」
編
者
の
白
楽
天
信
奉
も
頂
点
に
達
す

る
。
詩
聖
白
楽
天
を
「
文
珠
の
化
身
」
と
見
る
。
こ
う
し
た
思
想
は
、
末
世
に

・
お
け
る
文
章
道
に
た
ず
さ
わ
る
人
間
に
し
て
初
め
て
理
解
で
き
る
思
想
で
は
な

、「

¥
訓
抄
」
の
編
者
に
つ
い
て
 
一
菅
原
為
長
説
再
考
1

か
っ
た
か
。
 
「
難
訓
抄
」
編
者
の
白
楽
天
崇
拝
の
思
想
と
関
連
し
て
、
為
長
の

「
文
学
鋤
」
に
は
、
白
楽
天
の
詩
文
集
よ
り
の
引
用
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

学
問
の
家
菅
原
一
門
の
人
間
が
、
白
楽
天
を
神
格
化
し
て
な
が
め
る
の
は
当
然

で
あ
ろ
う
。
一
方
、
'
「
異
訓
抄
」
の
諸
説
話
に
附
さ
れ
た
教
訓
、
感
想
が
白
楽

天
を
一
つ
の
根
底
と
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
 
「
文
台
砂
」
に
白
楽
天
の
詩

文
・
事
蹟
を
し
ば
し
ば
一
元
も
多
く
引
い
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
と
は
思
わ

れ
な
い
。
 
「
文
鳳
砂
」
第
一
「
華
陽
洞
撫
子
梗
」
の
項
に

 
 
白
楽
天
ノ
八
月
十
五
夜
ノ
詩
二
花
櫛
洞
ノ
裏
ノ
秋
壇
上
今
夜
清
光
ハ
此

 
 
慮
二
言
シ
又
芸
子
櫻
，
中
．
霜
月
ノ
公
言
来
テ
ハ
只
為
二
一
人
ノ
長
シ
文
集

と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
初
め
と
し
て
、
「
白
楽
天
・
上
陽
人
ノ
詩
心
瀟
々
タ
沙
暗
キ

雨
ノ
打
ッ
窓
一
ヲ
聲
文
集
」
 
（
第
一
）
・
「
白
楽
天
草
堂
詩
二
日
ク
消
信
藍
簾
三
二

孟
光
一
タ
リ
文
集
」
 
（
第
四
）
・
「
白
楽
天
ノ
白
扇
洲
ノ
五
帝
記
二
日
ク
…
…
…

」
 
（
第
四
）
・
「
白
楽
天
上
陽
人
ノ
詩
二
日
ク
…
…
…
」
 
（
第
四
）
・
「
白
楽

天
ノ
野
宮
高
峯
二
臼
ク
…
…
」
（
第
四
）
・
「
白
楽
天
ノ
杜
丹
芳
ノ
詩
二
日
ク

 
…
：
」
 
（
第
五
）
・
「
白
楽
天
ノ
詩
二
日
ク
潮
ノ
聲
ハ
夜
入
口
伍
溶
岩
こ
 
（

第
六
）
・
「
臼
楽
天
ノ
詩
二
日
ク
．
昭
君
村
ノ
算
筆
於
眉
」
 
（
第
八
）
…
…
…
な

ど
と
各
巻
に
白
楽
天
の
詩
文
集
よ
り
の
引
用
が
あ
り
、
「
白
楽
天
愛
書
テ
為
吾

友
ス
」
 
（
第
五
）
と
い
っ
た
逸
話
な
ど
を
随
所
に
記
し
て
い
る
。
 
「
十
訓
抄
」

に
見
ら
れ
る
編
者
の
白
楽
的
崇
拝
の
情
と
、
 
「
文
黒
砂
」
に
見
る
編
者
の
白
楽

天
へ
の
志
向
は
、
単
な
る
偶
然
の
一
致
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
そ
こ
に
「
回
訓

抄
」
と
「
文
鳳
鋤
」
の
編
者
の
接
点
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。

以
上
、
 
「
十
拳
抄
」
の
編
者
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
て
来
た
が
、
要
は
、
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ω
「
山
送
り
の
弁
」
説
話
に
は
、
編
者
の
親
経
に
対
す
る
一
種
遺
恨
の
情

 
 
 
が
含
ま
れ
て
い
た
。

 
 
②
h
十
訓
抄
」
と
「
編
御
記
」
は
、
故
実
を
重
視
す
る
編
者
の
態
度
が
一

 
 
 
致
す
る
。

 
 
㈹
「
十
二
抄
」
に
は
、
 
「
孔
子
家
語
」
を
踏
ま
え
た
文
が
見
ら
れ
、
 
「
編

 
 
 
御
記
」
に
も
年
号
撰
進
の
根
拠
と
し
て
「
孔
子
家
記
」
を
引
い
て
い
る

 
 
 
の
は
、
「
十
二
抄
」
・
「
編
御
記
」
直
書
の
関
係
が
、
全
く
無
関
係
で

 
 
 
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

 
 
ω
「
十
三
抄
」
は
、
同
類
説
話
の
配
列
が
原
則
で
あ
る
が
、
 
「
文
鳳
砂
」

 
 
 
も
第
四
に
貧
し
く
し
て
学
を
好
ん
だ
者
の
事
蹟
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
ご

 
 
 
と
く
、
同
類
の
話
を
集
中
的
に
収
録
し
よ
う
と
し
た
編
者
の
意
識
が
う

 
 
 
か
が
え
る
。

 
 
㈲
「
十
訓
抄
」
と
「
文
鳳
紗
」
に
は
と
も
に
編
者
の
白
楽
天
に
対
す
る
強

 
 
 
い
崇
敬
の
情
が
見
ら
れ
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
回
訓
抄
」
と
菅
原
為
長
の
著
「
文
鳳
砂
」

・
「
編
御
記
」
と
を
比
較
し
た
時
、
い
く
つ
か
の
合
致
点
を
発
見
す
る
。
そ
の

意
味
で
、
本
稿
は
「
十
三
抄
」
の
編
者
を
菅
原
弓
長
と
認
定
す
る
一
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
し
て
「
十
訓
抄
」
の
編
者
に
関
し
て
少
し
く
附
け
加
え
る

な
ら
ば
、
巻
二
「
可
離
僑
旧
事
」
序
文
に
「
さ
れ
ば
あ
る
経
に
は
心
の
師
と
は

成
と
も
心
を
師
と
せ
ざ
れ
と
か
㌧
れ
た
る
と
か
や
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
十
訓
抄
」
編
者
が
、
「
往
生
要
集
」
を
見
て
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

あ
る
い
は
「
十
訓
抄
」
執
筆
の
段
階
で
出
家
の
身
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

 
「
十
訓
抄
」
編
者
が
、
冒
頭
の
序
に
「
…
…
…
閑
に
諸
法
実
相
の
理
を
案
ず
・

る
に
、
か
の
狂
言
綺
語
の
戯
、
か
へ
り
て
讃
仏
乗
の
縁
た
り
」
と
記
し
た
の

は
、
丁
度
、
お
よ
そ
五
十
歳
で
在
俗
の
四
散
大
夫
橘
成
季
が
、
 
「
古
今
著
三

兵
」
完
成
の
み
ぎ
り
、
そ
の
駿
文
に
「
す
み
や
か
に
三
十
巻
狂
簡
の
綺
語
を
も

て
、
翻
て
四
八
相
値
遇
の
勝
因
と
，
せ
ん
」
と
記
し
た
の
と
同
種
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
 
「
平
戸
記
」
の
作
者
に
「
朝
之
重
器
。
国
之
元
老
也
」
と
称
さ
れ
た

菅
原
為
長
こ
そ
、
そ
の
博
覧
宏
識
を
縦
横
に
駆
使
し
て
「
写
照
抄
」
を
書
く
の

に
も
つ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
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