
『
荘
子
』
系
孔
子
諜
の
選
択

『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
へ
の
臆
説
！

宮

田

尚

1

 
始
皇
に
よ
る
秦
の
建
国
諜
に
は
じ
ま
る
巻
十
は
、
帝
王
が
ら
み
の
は
な
し
に

ひ
き
つ
づ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
聖
賢
諺
を
か
か
げ
て
い
る
。
第
十
四
話
の
費
長
房

を
は
さ
む
、
第
九
話
か
ら
第
十
五
話
ま
で
の
、
孔
子
、
荘
子
を
め
ぐ
る
は
な
し

が
そ
れ
で
あ
る
。

 
こ
れ
ら
聖
賢
謳
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
編
成
上
の
要
請
に
も
と
づ
い
て
設
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
天
竺
お
よ
び
本
朝
部
と
の
対
応
関
係
か

ら
し
て
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
す
な
わ
ち
、
天
竺
部
に
お
い
て
巻
十
と
対
応
す
る
の
は
鳥
威
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
は
第
一
話
～
第
三
話
の
帝
王
謳
に
つ
づ
い
て
、
第
四
、
五
話
に
仙
人
潭

が
配
し
て
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
本
朝
世
俗
部
に
お
い
て
も
、
皇
室
諦
が
予
定

さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
巻
二
十
一
（
欠
巻
）
に
接
し
て
、
藤
原
氏
に
関
す
る

は
な
し
が
配
さ
れ
て
い
る
。

 
天
竺
部
に
お
け
る
仙
人
諌
と
、
震
旦
部
に
お
け
る
聖
賢
讃
と
、
そ
し
て
本
朝

世
俗
部
に
お
け
る
藤
原
氏
関
係
話
と
は
、
帝
王
謳
に
接
続
し
て
い
る
と
い
う
ぜ

か
り
で
な
く
、
後
に
武
人
潭
を
ひ
か
え
て
い
る
と
い
う
点
で
も
通
じ
あ
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
「
今
昔
物
語
集
』
は
、
こ
れ
ら
を
同
一
．
レ
ベ
ル
の
も
の
と
し
て
と

ら
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
帝
王
↓
聖
賢
↓
武
人
と
い
う
全
体
構
想
の
も
と

に
、
巻
十
の
聖
賢
課
を
配
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
さ
て
、
こ
れ
巻
斗
の
聖
賢
謹
に
は
、
ひ
と
つ
の
、
き
わ
め
て
特
徴
的
な
傾
向

が
み
と
め
ら
れ
る
。
費
長
房
の
ば
あ
い
を
除
い
て
、
他
は
『
荘
子
』
一
色
な
の

で
あ
る
。
こ
と
に
、
孔
子
を
主
人
公
と
す
る
第
九
、
第
十
、
お
よ
び
第
十
五
話

の
三
話
が
、
も
っ
ぱ
ら
『
荘
子
』
の
側
の
発
想
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

留
意
さ
れ
る
。

 
周
知
の
よ
う
に
、
『
荘
子
」
は
し
ば
し
ば
、
孔
子
を
批
判
す
る
こ
と
を
と
お

し
て
み
ず
か
ら
の
思
想
を
展
開
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
こ
で
は
と
う
ぜ
ん
孔
子
は
否
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
邪
楡
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
、
い
わ
ば
コ
ケ
に
さ
れ
た
孔
子
像
を
「
今
昔
物
語
集
」
は
継
承

し
、
巻
十
の
聖
賢
調
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
た
と
え
ば
、
第
九
話
「
臣
下
孔
子
、
道
行
、
値
童
子
閤
申
語
」
で
は
、
道

で
会
っ
た
七
・
八
才
ば
か
り
の
童
子
ふ
た
組
に
、
い
ず
れ
も
や
り
こ
め
ら
れ
、

「
孔
子
ハ
悟
リ
広
ク
シ
テ
不
知
ヌ
事
不
在
サ
ズ
ト
コ
ソ
知
り
奉
ル
ニ
、
極
メ
テ

棟
ニ
コ
ン
在
シ
ケ
レ
」
と
笑
わ
れ
る
孔
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
童
子
に
小
馬
鹿
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に
さ
れ
て
は
、
い
か
な
権
威
も
か
た
な
し
で
あ
る
。

 
三
業
構
成
の
こ
の
は
な
し
の
最
後
の
段
で
、
垣
か
ら
頭
を
出
し
て
い
る
馬
を

さ
し
て
、
「
牛
ノ
頭
ヲ
指
出
タ
ル
」
と
弟
子
た
ち
に
謎
を
か
け
る
く
だ
り
が
、

か
ろ
う
じ
て
孔
子
の
面
目
を
保
つ
に
し
て
も
、
し
ょ
せ
ん
こ
れ
は
、
つ
け
た
り

で
し
か
な
い
。
主
題
は
あ
く
ま
で
、
標
題
に
示
さ
れ
て
い
る
「
値
童
子
問
申

言
」
で
あ
る
。

 
第
十
話
「
孔
子
、
趙
遙
値
栄
啓
期
聞
語
」
で
は
、
い
ず
こ
か
ら
と
為
な
く
小

舟
に
乗
っ
て
や
っ
て
き
た
老
翁
の
、
自
分
と
は
対
照
的
な
心
静
か
な
生
き
か
た

に
感
銘
し
て
、
漕
ぎ
行
く
舟
の
棟
の
音
さ
こ
え
な
く
な
る
ま
で
礼
拝
し
て
見
送

る
孔
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

 
第
十
五
話
「
孔
子
、
為
教
盗
豊
艶
其
家
怖
返
語
」
に
描
か
れ
て
い
る
孔
子
は
、

道
理
を
説
い
て
悪
を
さ
と
す
べ
く
盗
人
の
も
と
に
説
得
に
行
っ
た
も
の
の
、
逆

に
論
破
さ
れ
て
逃
げ
帰
る
ぶ
ざ
ま
ざ
。
あ
わ
て
ふ
た
め
い
た
孔
子
は
轡
を
取
り

損
じ
、
鐙
を
何
度
も
踏
み
は
ず
す
醜
体
を
演
じ
た
た
め
、
・
後
世
、
．
〈
孔
子
倒

れ
V
の
こ
と
わ
ざ
を
生
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

 
聖
賢
調
は
本
来
、
聖
賢
の
聖
賢
た
る
ゆ
え
ん
を
説
く
の
が
す
じ
で
あ
ろ
う
。

む
ろ
ん
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
、
聖
賢
の
非
聖
賢
的
側
面
を
と
り
あ
げ
る
こ
と

も
許
容
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
右
の
三
話
で
、
孔
子
の
負
の
側
面
が
強
調
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
が
聖
賢
諏
と
し
て
の
条
件
を
失
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

 
け
れ
ど
も
や
は
り
、
孔
子
に
、
つ
ね
に
『
荘
子
』
の
側
か
ら
照
明
を
あ
で
て

い
る
の
は
一
そ
う
し
た
孔
子
し
か
と
り
あ
げ
て
い
な
い
の
は
、
い
か
に
も
不

自
然
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
不
自
然
さ
は
な
に
に
由
来
す
る
の
か
。
儒
家
の
伝
え
る
孔
子
謹
で
は
な

く
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
思
想
的
に
あ
い
い
れ
な
い
道
家
の
側
の
発
想
に
か
か

る
も
の
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

2

 
『
今
昔
物
語
集
』
が
、
老
荘
の
思
想
に
同
調
す
る
立
場
に
た
つ
作
品
で
あ
る

の
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
現
象
が
み
ら
れ
る
の
は
む
し
ろ
と
う
ぜ
ん
で
あ
り
、
な

ん
ら
異
と
す
る
に
あ
た
ら
な
い
。

 
け
れ
ど
も
じ
っ
さ
い
に
は
、
思
想
的
立
場
は
、
道
家
の
そ
れ
よ
り
も
儒
家
に

近
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
話
末
の
評
語
に
示
さ
れ
て
い
る
主
張
の
う
ち
、

圧
倒
的
多
数
を
し
め
る
の
は
崇
仏
の
勧
奨
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
別
に
す
れ
ば
、

享
受
者
へ
直
接
は
た
ら
き
か
け
て
い
る
言
葉
は
、
お
お
む
ね
人
生
訓
、
あ
る
い

は
混
生
訓
と
い
う
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
巻
十
に
お
け
る
は

．
た
ら
き
か
け
の
言
辞
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
ぐ
で
あ
る
。

 
ω
道
ノ
辺
二
骸
有
テ
駈
力
ロ
シ
ク
人
二
踏
レ
ム
ヲ
バ
可
町
歩
シ
（
十
四
話
）

 
㈲
人
ヲ
恋
ヒ
悲
ム
心
深
ク
ト
モ
、
豪
然
キ
ノ
事
ヲ
バ
不
可
為
ズ
（
十
八
話
）

 
㈲
万
ヅ
ノ
事
ハ
、
尚
、
此
ク
強
ク
可
思
キ
也
（
二
十
九
話
）

 
ω
虚
言
ナ
レ
ド
モ
事
二
黒
テ
可
云
キ
也

 
㈲
年
老
タ
ラ
ム
人
ノ
云
ハ
ム
事
ヲ
バ
、
可
信
キ
也
（
三
十
六
話
）

 
㈲
何
事
也
ト
云
フ
ト
モ
、
年
来
ノ
功
入
ラ
バ
、
如
此
ク
可
有
キ
事
也
（
三
十

 
巴
七
話
）

 
ω
の
「
如
然
キ
ノ
事
」
と
は
、
亡
妻
を
邸
内
に
葬
す
る
こ
と
を
い
い
、
㈲
の

「
此
ク
強
ク
可
思
キ
」
と
は
、
左
右
の
手
を
斬
ら
れ
る
ほ
ど
の
苦
難
に
遭
遇
し

て
も
、
な
お
、
お
の
れ
の
信
ず
る
と
こ
ろ
を
曲
げ
な
い
信
念
の
固
さ
を
い
う
。
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他
に
つ
い
て
は
、
説
明
を
要
す
ま
い
。

 
死
者
へ
の
い
た
わ
り
の
心
を
も
て
、
た
と
へ
愛
妻
で
も
邸
内
に
ほ
う
む
る

な
、
信
ず
る
と
こ
に
し
た
が
っ
て
生
き
よ
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
嘘
も
許
さ

れ
る
、
古
老
の
知
識
に
学
べ
、
と
い
う
の
は
、
具
体
的
、
か
つ
現
実
的
な
人
生

へ
の
示
唆
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

 
他
の
巻
で
も
あ
り
よ
う
は
同
様
で
あ
り
、
提
言
は
多
岐
に
わ
た
る
。

 
ω
飲
食
ハ
、
少
シ
宿
営
シ
テ
調
へ
可
備
キ
也
、
心
二
任
セ
テ
、
迷
ヒ
調
へ
不

 
 
可
備
ズ
（
九
1
8
）

 
ω
骨
肉
ヲ
露
坐
ヴ
ム
父
ノ
為
二
孝
養
セ
ム
徳
ヲ
可
思
遣
シ
（
九
4
6
）

 
㈹
年
来
ノ
妻
也
ト
云
ト
モ
、
心
ハ
不
可
緩
（
二
十
四
1
4
）

 
ω
物
忌
ニ
ハ
、
音
ヲ
高
ク
シ
テ
人
一
「
不
可
令
聞
力
、
亦
外
ヨ
リ
来
ラ
ム
人
ニ

 
 
ハ
努
ぐ
不
可
会
（
二
十
四
1
8
）

 
㈲
云
フ
甲
斐
元
キ
下
繭
ノ
田
舎
人
ノ
中
性
モ
、
此
ク
歌
読
ム
者
モ
有
ル
也
ケ

 
 
リ
、
努
ζ
不
可
蔑
（
二
十
四
5
5
）

 
㈲
人
ノ
為
ニ
ハ
、
強
二
不
潔
マ
ジ
キ
者
也
（
二
十
六
1
4
）

 
ω
案
内
不
知
ザ
ラ
ム
所
ニ
ハ
努
ぐ
不
立
寄
マ
ジ
キ
也
。
況
や
宿
セ
ム
事
由
不

 
 
可
思
懸
ズ
（
二
十
七
7
）

 
㈹
男
ト
成
ナ
ム
者
ハ
尚
大
刀
・
刀
ハ
身
二
可
具
キ
物
也
（
ご
十
七
1
8
）

 
㈲
人
離
レ
タ
ラ
ム
心
門
ハ
、
幼
キ
児
共
ヲ
バ
不
遊
マ
ジ
キ
歯
髄
（
二
十
七
2
9
）

 
⑩
人
何
事
也
ト
モ
、
急
ト
思
ヒ
廻
シ
テ
可
為
キ
也
（
二
十
八
3
4
）

 
ω
従
者
ト
テ
モ
心
可
免
キ
者
熊
谷
ズ
。
況
や
錬
カ
ラ
ム
者
ノ
然
ル
心
有
ラ
ム

 
 
ハ
此
レ
必
ズ
可
疑
キ
事
由
（
二
十
九
7
）

 
出
女
也
．
ト
モ
尚
寝
所
ナ
ド
ハ
拮
テ
可
有
キ
也
（
二
十
九
8
）

 
⑱
心
有
ラ
ム
入
ハ
心
ズ
恩
ヲ
バ
可
知
キ
也
（
二
十
九
3
5
）

『
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一
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
へ
の
臆
説
一

 
ω
人
ノ
不
信
ニ
チ
ロ
早
キ
事
ハ
努
ζ
可
止
シ
（
三
十
一
1
3
）

 
㈲
人
ノ
強
ノ
欲
心
ハ
可
止
キ
也
カ
シ
（
三
十
一
2
2
）

 
㈲
少
モ
叶
タ
ラ
ム
人
ハ
万
ノ
物
ヲ
バ
目
ノ
堅
雪
シ
テ
槌
二
調
土
気
ラ
ム
キ
可

 
 
食
キ
也
（
三
十
一
3
2
）

 
こ
れ
は
一
部
分
で
あ
る
が
、
人
倫
の
基
本
に
か
か
わ
る
も
の
か
ら
、
社
会
生

活
の
た
め
の
知
恵
、
あ
る
い
は
日
常
生
活
で
の
留
意
点
な
ど
に
い
た
る
ま
で
、

ふ
れ
る
と
こ
ろ
は
人
生
百
般
に
お
よ
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
『
今
昔
物
語
集
』
を
し
て
．
コ
般
衆
愚
を
相
手
の
越
味
・
啓
蒙
の
書
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
）

り
、
処
生
・
教
訓
の
書
で
あ
る
」
と
い
う
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
た
と
え
全
巻

に
わ
た
っ
て
て
の
種
の
教
訓
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ

、
く
ま
で
も
従
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
教
訓
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
社
会
生
活
に
適
合

し
、
あ
る
い
は
身
を
守
る
た
め
の
秩
序
で
あ
り
、
現
象
社
会
で
の
勝
利
者
た
ら

ん
た
め
の
、
ひ
と
つ
の
手
続
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
そ

の
ま
ま
、
 
『
荘
子
』
の
主
張
す
る
「
無
用
の
用
」
の
対
極
に
位
置
す
る
、
 
「
有

用
の
用
」
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

 
 
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
『
荘
子
」
が
批
判
し
て
や
ま
な
い
儒
家
の
主
張
と
完

全
に
は
重
な
り
あ
わ
な
い
ま
で
も
、
丘
ハ
通
す
る
志
向
を
も
つ
と
こ
ろ
の
、
か
な

り
近
接
し
た
立
場
に
あ
る
作
品
だ
と
い
っ
て
よ
い
も
の
と
お
も
わ
れ
る
ゆ
え
ん

で
あ
る
。

 
 
『
今
昔
物
語
集
」
が
心
情
的
に
儒
家
に
近
し
い
立
場
に
立
つ
作
品
で
あ
る
ら

し
い
こ
と
は
、
ほ
か
に
た
と
え
ば
、
第
九
話
か
ら
第
十
五
話
ま
で
の
、
聖
賢
諦

に
お
け
る
敬
語
の
使
用
状
況
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
敬
語
は
そ
こ
で
は
、
孔

子
に
対
し
て
の
み
使
わ
れ
て
い
る
。
第
九
話
の
童
子
や
、
，
第
十
五
話
の
直
路
な

（75）



ど
の
ば
あ
い
は
使
わ
れ
て
い
な
く
て
と
う
ぜ
ん
だ
と
し
て
も
、
孔
子
が
礼
拝
を

し
て
う
や
う
や
し
く
見
送
っ
た
第
十
話
の
栄
啓
期
に
対
し
て
も
、
地
の
文
で
敬

語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
の
み
か
、
孔
子
と
な
ら
ん
で
聖
賢
謂
を
構
成

す
る
い
ま
一
方
の
荘
子
に
対
し
て
ざ
え
、
第
十
一
、
第
十
二
、
第
十
三
話
の
三
話

と
も
に
、
ま
っ
た
く
敬
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
聖
賢
潭
の
一
角

を
し
め
る
第
十
四
話
の
費
長
房
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て

し
て
、
孔
子
に
対
す
る
敬
語
使
用
の
意
味
す
る
ど
こ
ろ
が
察
し
ら
れ
よ
う
。
単

に
、
聖
賢
で
あ
る
と
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
は
、
け
っ
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

3

 
道
家
の
思
想
に
同
調
す
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
、
思
想
的
に
も
心
情
的
に
も
儒

家
に
近
し
い
立
場
に
立
つ
『
今
昔
物
語
集
』
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
 
『
荘
子
』
の

側
の
発
想
に
か
か
る
忍
者
と
し
て
の
孔
子
像
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
は
、
な
に

が
し
か
の
た
め
ら
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
孔
子
に
対
す
る
敬
語
の
多
用
や
、

第
九
話
に
お
け
る
馬
を
め
ぐ
る
弟
子
た
ち
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
付
加
な
ど
は
、

そ
う
し
た
編
者
の
た
め
ら
い
を
示
す
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
 
 
 
 
 
㌧
！

 
た
し
か
に
、
馬
を
め
ぐ
る
弟
子
た
ち
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
そ
れ
を
付
加
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
童
子
に
や
り
こ
め
ら
れ
る
惚
者
と
し
て
の
孔
子
か
ら
、
彼

ら
の
才
能
を
い
ち
は
や
く
見
出
す
「
智
リ
広
キ
」
孔
子
へ
と
、
同
語
の
孔
子
像

の
印
象
を
か
え
る
効
果
を
期
待
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
さ
ら
に
、
み
ず
か
ら

へ
の
批
判
を
広
量
に
受
け
と
め
る
孔
子
嫁
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
、
要
砦
の
、
栄

啓
期
を
丁
重
に
も
て
な
す
の
は
相
手
へ
の
無
条
件
降
伏
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
、
立
場
の
違
う
人
間
の
発
言
に
も
謙
虚
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う
、
孔
子
の
真

摯
さ
、
広
量
さ
へ
の
賞
讃
課
へ
と
衣
が
え
の
道
を
ひ
ら
き
も
す
る
。

 
だ
が
、
部
分
的
な
手
な
お
し
で
模
様
が
え
を
は
か
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
本

質
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
依
然
と
し
て
、
孔
子
否
定
の
思
想
は
生
き
て
い

る
。 

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
儒
家
の
伝
え
る
孔
子
諦
で
は
な
く
、
こ
と
も
あ
ろ

う
に
道
家
の
側
の
発
想
に
か
か
る
孔
子
潭
を
、
み
ず
か
ら
の
思
想
・
信
条
と
か

な
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
と
り
あ
げ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な

事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
大
胆
だ
と
も
、
不
注

意
だ
と
も
と
ら
れ
る
こ
の
措
置
の
背
景
に
は
、
少
な
く
と
も
『
荘
子
』
系
の
孔

子
讃
を
と
り
こ
む
こ
と
の
不
都
合
さ
を
し
の
ぐ
か
、
ま
た
は
、
そ
う
せ
ざ
る
を

え
な
い
事
情
が
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

 
以
下
は
、
あ
く
ま
で
も
仮
定
の
う
え
に
積
み
あ
げ
る
推
測
に
す
ぎ
な
い
け
れ

ど
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
が
『
荘
子
』
系
の
孔
子
課
を
と
り
あ
げ
る
に
つ
い
て

は
、
ど
う
や
ら
積
極
・
消
極
の
両
面
が
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
っ
積
極
的

側
面
と
は
、
編
成
上
の
要
請
に
も
と
つ
く
と
こ
ろ
の
は
な
し
の
内
容
の
評
価
で

あ
り
、
消
極
的
側
面
と
は
、
資
料
の
不
足
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
後
者

は
前
者
に
優
先
す
る
。

 
す
で
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
今
昔
物
語
集
」
の
巻
六
、
巻

七
、
お
よ
び
巻
斗
の
三
巻
に
は
、
 
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
 
『
冥
報
記
」
 
『
孝
子

伝
』
な
ど
の
、
基
幹
と
な
る
資
料
が
あ
っ
た
。
震
旦
部
の
こ
れ
ら
三
巻
は
、

そ
う
し
た
基
幹
資
料
か
ら
大
部
分
の
材
を
え
た
だ
け
で
な
く
、
表
現
の
細
部
に

い
た
る
ま
で
、
'
忠
実
に
し
た
が
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
多
数
の
資
料
が
参
照
さ
れ
て
い
る
し
馬
副
資

料
、
ま
た
は
補
助
資
料
と
も
い
う
べ
き
そ
う
し
た
資
料
に
も
と
づ
い
て
い
る
と

み
ら
れ
る
も
の
も
、
一
方
に
は
た
し
か
に
あ
る
。
が
、
基
幹
資
料
へ
の
依
存
度

（76）



の
高
い
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。

 
と
こ
ろ
が
、
巻
十
は
事
情
が
違
う
。
そ
う
し
た
基
幹
資
料
が
な
い
の
で
あ
る
。

出
典
研
究
の
現
段
階
で
つ
き
と
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
基
幹
資
料

が
な
か
っ
た
と
い
い
き
れ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
少
な
く
と
も
震
旦
部
の

他
に
三
巻
の
ば
あ
い
の
よ
う
な
、
濃
密
な
関
係
を
示
す
資
料
の
存
在
し
た
可
能

性
は
低
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
巻
六
、
巻
七
、
巻
藁
の
三
巻
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
巻
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
が
明
確
で
内
容
が
単
純
で
あ
る
た
め
、
同
越
向

の
資
料
を
用
い
れ
ば
こ
と
た
り
る
が
、
巻
十
は
〈
国
史
〉
と
銘
打
っ
て
あ
る
も

の
の
、
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
は
く
国
史
V
の
束
縛
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
多

様
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
巻
十
の
構
成
要
件
を
、
一
な
い
し
二
の
資
料
で

満
た
す
こ
と
は
困
難
な
よ
う
に
も
お
も
わ
れ
る
。

 
た
と
え
ば
今
日
、
間
接
的
な
が
ら
巻
十
の
資
料
の
姿
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
2
）

に
『
注
好
選
集
」
が
あ
る
。
こ
の
『
注
好
選
集
」
は
、
既
存
す
る
上
巻
と
中
巻

の
一
部
一
三
一
話
（
完
本
は
一
九
八
話
）
の
う
ち
に
精
粗
と
り
ま
ぜ
て
＝
二
話

の
類
話
を
巻
十
と
共
有
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
七
話
は
、
他
に
零
話

の
求
め
ら
れ
な
い
も
の
と
、
既
知
の
類
話
の
類
似
度
を
越
え
る
も
の
と
で
し
め

ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
注
好
選
集
』
は
、
巻
十
に
関
し
て
、
少
な
く
と
も
現

在
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
文
献
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
多
量
に
、
し
か
も
密
度

の
高
い
類
話
を
収
め
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

 
し
か
し
角
度
を
か
え
て
い
え
ば
、
そ
う
し
た
『
通
好
選
集
」
で
さ
え
、
主
と

し
て
武
人
に
関
す
る
主
従
・
友
人
・
母
子
・
兄
弟
・
夫
婦
な
ど
の
情
愛
を
主
題

と
し
た
は
な
し
に
か
ぎ
っ
て
、
罵
言
の
な
か
に
七
話
し
か
零
話
を
も
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
三
好
選
集
』
は
く
集
〉
と
し
て
で
は
な
く
、
個
々

の
は
な
し
の
段
階
で
『
今
昔
物
語
集
』
の
資
料
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
ら
し

「
荘
子
』
系
孔
子
課
の
選
択
 
一
「
今
昔
物
語
集
』
巻
十
へ
の
旧
説
一

い
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
〈
集
V
と
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
か

か
わ
り
は
不
明
な
が
ら
、
こ
の
少
な
さ
は
留
意
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

 
ち
な
み
に
、
巻
雲
に
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
実
な
『
薄
藍

髄
脳
』
も
、
七
話
を
越
え
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
。

 
こ
う
し
た
状
況
は
、
い
ず
れ
も
確
証
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
巻

十
が
基
幹
と
な
る
少
数
の
資
料
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
資
料
間
に
軽
重
の
差
の

あ
ま
り
な
い
、
複
数
の
資
料
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
想

さ
せ
る
条
件
の
ひ
と
つ
で
は
あ
ろ
う
。

 
さ
て
、
基
幹
資
料
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
素
材
の
入
手
に
つ
い
て
の
最

低
保
証
を
欠
く
こ
と
意
味
す
る
。
も
し
巻
十
に
基
幹
資
料
が
な
か
っ
た
と
す
れ

ば
、
類
話
が
多
数
入
手
で
き
た
は
な
し
も
あ
る
一
方
で
、
ほ
と
ん
ど
選
択
の
余

地
の
な
い
は
な
し
も
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
個
々
の
は
な
し
に
つ
い
て
は
、

資
料
面
で
か
な
り
ぱ
ら
つ
き
の
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
複
数
の
資
料
を
あ
わ
せ
参
照
し
て
取
捨
選
択
す
る
余
裕
の
あ
る
ば
あ
い
は

よ
い
が
、
他
に
と
っ
て
か
え
う
る
資
料
の
な
い
ば
あ
い
に
は
、
多
少
不
都
合
と

は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
や
む
な
く
目
を
つ
ぶ
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
局
面

も
と
う
ぜ
ん
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
内
容
に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
、
表
現
に
つ
い
て
も
資

料
に
忠
実
に
し
た
が
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
つ
ま
た
、
組
織
重
視
の
基
本

姿
勢
も
一
方
に
は
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
性
格
を
外
側
か

ら
規
定
す
る
二
大
原
則
で
あ
っ
た
。
組
織
を
守
る
た
め
に
資
料
を
恣
意
的
に
改

変
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
逆
に
、
資
料
に
支
配
さ
れ
て
組
織
原
則
を
く
ず
す
こ

と
も
、
『
今
昔
物
語
集
」
は
し
て
い
な
い
。

 
し
た
が
っ
て
、
と
き
と
し
て
相
拮
抗
す
る
こ
の
ふ
た
つ
の
基
本
方
針
を
堅
持

（77）



し
ょ
う
と
す
れ
ば
、
と
る
べ
き
方
法
は
た
だ
ひ
ど
つ
、
手
に
し
た
資
料
の
多
少

の
不
都
合
に
は
目
を
つ
ぶ
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
望
む
と

こ
ろ
で
は
な
い
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
『
今
昔
物
語
集
』
で
あ
る
た
め
に
は

そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
や
む
を
え
ぬ
選
択
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

4

 
 
『
論
語
」
や
「
孔
子
二
輪
』
な
ど
は
、
孔
子
潭
を
構
成
す
る
に
つ
い
て
ま

ず
参
照
す
べ
き
基
礎
資
料
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
素
材
源
と
し
て
じ
ゅ
う
ぶ

ん
活
用
し
う
る
内
容
を
そ
な
え
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
今
昔
物
語
集
』

は
、
こ
れ
ら
を
用
い
て
い
な
い
。

 
繰
り
か
え
す
こ
と
に
な
る
が
、
思
想
・
信
条
ば
か
り
で
な
く
、
心
情
的
に
も

儒
家
に
近
し
い
立
場
に
あ
る
『
今
昔
物
語
集
」
の
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
ら

の
文
献
に
ふ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
組
織
の
う
え
で
多
少
リ
ズ
ム
が
乱
れ
る
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
え
て
『
荘
子
』
系
の
孔
子
謹
に
よ
る
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

は
せ
ず
、
と
う
ぜ
ん
、
ま
っ
と
う
な
孔
子
謬
を
採
用
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
つ

ま
り
、
孔
子
謂
に
お
け
る
『
荘
子
」
系
の
採
用
は
、
儒
・
道
両
系
統
の
資
料
を

あ
わ
せ
検
討
し
た
結
果
と
し
て
一
方
が
排
除
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
 
『
論
語
』

等
の
資
料
は
ま
っ
た
く
検
討
の
対
象
に
も
さ
れ
な
い
、
い
わ
ば
、
資
料
的
な
閉

塞
状
況
の
も
と
で
の
決
定
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
の
よ
う
に
、
わ
た
し

．
に
は
お
も
わ
れ
る
。

 
じ
っ
さ
い
、
巻
十
の
資
料
収
集
規
模
は
お
お
き
く
は
な
く
、
背
後
に
あ
る
資

料
群
は
、
け
っ
し
て
豊
富
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
今
日
か
ら
す
れ
ば
と

う
ぜ
ん
ふ
く
ま
れ
て
い
て
よ
い
と
み
ら
れ
る
文
献
で
、
編
者
の
視
野
に
入
っ
て

い
な
か
っ
た
ら
し
い
も
の
は
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
『
蒙
求
』
も
、
そ
う
し

た
も
の
の
な
か
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

 
『
蒙
求
』
は
、
流
布
の
状
況
や
内
容
か
ら
み
て
、
巻
九
の
一
部
や
巻
十
の
資

料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
よ
い
条
件
に
あ
る
。
げ
ん
に
巻
九
お
よ
び
隠
遁
の
両
国

と
十
余
話
の
類
話
を
共
有
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
類
似
度
は
、
日
本
古
典

文
学
大
系
本
『
今
昔
物
語
集
』
が
「
梗
概
を
記
す
程
度
」
「
出
典
と
す
る
に
は

程
遠
い
」
「
敷
彷
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
な
ど
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
 
『
三

宝
感
応
要
略
録
」
や
『
冥
報
記
」
な
ど
の
そ
れ
と
は
、
く
ら
べ
る
べ
く
も
な
い

ほ
ど
か
け
は
な
れ
て
い
て
、
と
う
て
い
出
典
の
座
を
あ
た
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

 
も
っ
と
も
、
類
話
の
す
べ
て
が
疎
遠
な
の
で
は
な
く
な
か
に
は
巻
十
第
十
七

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
3
）

話
「
無
智
箭
、
射
立
枝
母
厳
語
」
に
関
し
て
早
川
光
三
郎
氏
の
指
摘
す
る
よ
う

な
、
『
今
昔
物
語
集
」
と
『
長
里
」
と
の
関
係
の
密
な
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
か
に
み
え
る
例
も
み
ら
れ
は
す
る
。
が
、
そ
れ
ら
と
て
直
接
関
係
を
肯
定
す

る
材
料
に
は
む
ろ
ん
な
り
え
な
い
。

 
少
し
く
具
体
的
に
述
べ
よ
う
。

・
巻
碧
雲
十
七
話
は
、
，
虎
に
母
を
害
さ
れ
た
李
広
が
、
復
讐
の
た
め
に
野
に
行

き
、
虎
の
臥
し
た
姿
に
似
た
岩
を
射
抜
く
は
な
し
で
あ
り
、
復
讐
潭
で
あ
る
こ

と
を
そ
の
特
色
と
す
る
。
李
広
の
矢
が
岩
を
つ
ら
ぬ
い
た
の
は
、
眼
前
の
岩
を

母
の
か
た
き
だ
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
、
母
を
お
も
う
一
念
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
位

 
こ
れ
に
対
し
て
、
従
来
出
典
だ
と
さ
れ
て
き
た
『
前
漢
書
」
な
ど
は
、
単

に
猟
に
出
て
岩
を
射
た
の
だ
と
し
て
い
る
に
す
潔
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で

は
、
も
っ
ぱ
ら
習
律
の
技
禰
、
あ
る
い
は
集
中
力
が
前
面
に
お
し
出
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
同
じ
岩
を
つ
ら
ぬ
い
た
は
な
し
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
差
は
お
お

き
い
。
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と
こ
ろ
が
、
や
や
も
す
れ
ば
後
代
の
改
変
に
か
か
る
か
と
み
ら
れ
が
ち
な
復

讐
諦
も
、
古
注
『
三
等
』
に
よ
れ
ば
、

 
広
父
為
楽
所
書
、
広
猿
腎
射
、
見
草
中
石
以
為
虎
、
遂
射
之
思
羽
、
試
射

 
之
、
終
不
能
没
石
詰

と
あ
っ
て
、
 
『
今
昔
物
語
集
』
の
仕
出
し
で
な
い
こ
と
が
た
し
か
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
氏
は
、
「
李
広
復
讐
讃
す
べ
て
が
古
注
蒙
求
依
拠
と
し
て
片
付
け
る
自

信
は
な
い
が
」
と
こ
と
わ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
中
国
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

 
た
し
か
に
、
李
広
の
復
讐
課
は
中
国
に
発
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
点

は
『
今
昔
物
語
集
』
と
『
蒙
求
」
と
の
関
係
の
密
な
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る

も
の
で
は
あ
る
。

 
だ
が
、
い
ま
一
歩
踏
み
こ
ん
で
、
、
李
広
は
だ
れ
の
仇
を
討
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、
 
『
今
昔
物
語
集
』
は
く
母
〉
、
古
注
『
三
三
』
は
く
父
V
と

し
て
い
て
、
両
者
は
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
 
『
曽
我

物
語
」
は
李
将
軍
の
仇
を
そ
の
子
が
討
つ
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
『
今
昔
物
語

集
」
や
古
注
『
蒙
求
』
と
は
お
お
は
ば
に
様
相
を
異
に
す
る
が
、
と
も
あ
れ
討

つ
の
は
く
父
V
の
仇
。
『
蒙
求
和
歌
』
で
は
父
と
も
母
と
も
明
示
せ
ず
、
〈
ヲ

ヤ
〉
の
仇
を
討
っ
た
の
だ
と
し
て
い
る
。

 
こ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
『
注
好
選
集
』
上
第
七
十
「
李
広
貫
巌
」
は
、

『
今
昔
物
語
集
』
と
同
じ
く
、
〈
母
V
の
仇
を
討
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
事

実
は
、
復
讐
課
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
親
近
性
の
み
と
め
ら
れ
る
『
今
昔

物
語
集
」
と
古
注
『
蒙
古
』
と
の
関
係
が
、
直
接
的
な
も
の
で
は
な
ぐ
、
い
わ

ば
ゆ
る
や
か
な
影
響
関
係
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
あ
か
し
す
る
一
方
で
、
『
今
昔

物
語
集
」
と
『
注
好
選
集
』
と
の
距
…
離
の
近
さ
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
せ
る

『
荘
子
』
系
孔
子
讃
の
選
択
 
1
『
今
昔
物
語
集
』
三
十
へ
の
臆
説
1

回
忌
で
あ
る
。

 
大
学
寮
の
必
読
書
で
あ
っ
た
『
論
語
」
。
文
字
化
さ
れ
て
今
日
に
残
さ
れ
て

い
る
の
は
後
代
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
「
勧
学
院
の
雀
は
蒙
求
を
購
る
」
の

諺
を
生
ん
だ
「
蒙
求
』
。
外
典
の
う
ち
で
は
、
も
っ
と
も
利
用
し
や
す
い
部
類

に
属
す
る
か
と
お
も
わ
れ
る
こ
れ
ら
が
、
現
実
に
は
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
本
来
な
ら
ば
と
う
ぜ
ん
渡
来
文
献
に
よ
る
の
が
す
じ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

だ
と
考
え
ら
れ
る
巻
十
に
、
歳
出
の
、
そ
れ
も
か
な
り
俊
頼
的
屈
折
の
顕
著
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
4
）

『
俊
頼
髄
脳
』
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
い
か
に
も
象
徴
的
な
こ
の
二
点
の
さ
し

示
す
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
こ
と
ご
と
し
く
ふ
れ
る
ま
で
も
あ
る
ま

い
。
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
資
料
収
集
能
力
の
限
界
と
、
そ
こ
か
ら
く
る
と
こ
ろ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
5
）

の
資
料
の
不
足
を
お
い
て
（
ほ
か
に
説
明
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
へ

 
巻
十
の
孔
子
潭
は
、
あ
く
ま
で
も
、
『
荘
子
』
系
の
孔
子
讃
な
の
で
あ
っ
て
、

『
荘
子
』
そ
の
も
の
を
『
今
昔
物
語
集
』
が
資
料
と
し
て
用
い
て
い
る
ど
い
う

の
で
は
な
い
。
じ
じ
つ
、
 
『
荘
子
』
と
『
今
昔
物
語
集
」
と
の
あ
い
だ
の
類
例

は
、
は
な
し
の
内
容
を
同
じ
う
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
表
現
は
お
ろ
か
、

文
脈
も
ま
っ
た
く
か
け
は
な
れ
て
い
て
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
が
『
荘
子
』
に
よ

っ
て
い
る
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。

 
『
荘
子
」
は
す
で
に
将
来
し
て
お
り
、
こ
と
に
〈
孔
子
倒
れ
〉
の
諺
を
生
ん

だ
巻
十
第
十
五
話
の
原
話
は
、
『
世
俗
諺
文
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
『
論

語
』
 
『
孔
子
家
語
」
 
『
蒙
求
』
ば
か
り
で
ば
な
い
。
“
見
出
典
で
あ
る
か
に
み

え
る
『
荘
子
』
さ
え
も
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
の
資
料
群
の
な
か
に
は
入
っ

て．

｢
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
資
料
の
不
足
に
な
や
む
編
者
が
、
聖
賢
課
の
資
料
と
し
て
手
に
し

た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
型
の
孔
子
潭
を
そ
な
え
た
文
献
で

あ
っ
た
ろ
う
。

 
た
し
か
に
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
伝
え
る
孔
子
護
は
、
密
事
第
九
話
の
一

部
、
第
十
話
、
お
よ
び
第
十
五
話
の
落
話
と
も
に
、
表
現
の
細
部
こ
そ
違
え
、

基
本
的
に
は
文
脈
も
一
致
し
て
い
て
、
類
似
度
は
き
わ
め
て
高
い
。
孔
子
に
対

す
る
、
地
の
文
に
お
い
て
の
敬
語
の
使
用
状
況
ま
で
通
じ
あ
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
使
用
頻
度
は
「
今
昔
物
語
集
」
の
方
が
高
い
。
や
や
極
端
な
例
で
あ
る

が
、
「
今
昔
物
語
集
」
が
多
用
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
意
味
で
、
第
十
五
話
「
孔

子
、
為
教
盗
妬
罷
職
驚
怖
返
語
」
の
末
尾
と
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
第
一
九
七

話
「
盗
路
と
孔
子
と
問
答
事
」
と
を
あ
わ
せ
か
か
げ
る
。

今
・
孔
子
、
亦
、
可
云
キ
事
思
年
給
ハ
ザ
リ
ケ
レ
バ
、
座
ヲ
起
ヲ
公
田
玉
出
デ
給

 
 
刈
・

 
 
 
 
 
 
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
馬
漕
乗
り
給
二
、
吉
ク
恐
レ
給
ヒ
ニ
ケ
レ
バ
、
轡
ヲ
評
語
ビ
取
り
［
ロ
シ

 
 
讃
ヲ
七
二
踏
ミ
誤
チ
給
フ
。
此
て
ヲ
、
世
ノ
人
、
孔
子
倒
レ
シ
給
フ
ト
云

 
 
フ
也
ケ
リ
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

宇
・
孔
子
、
ま
た
云
べ
き
こ
と
お
ぼ
え
ず
し
て
、
座
を
た
ち
て
、
い
そ
ぎ
出

 
 
 
 
 
 
 
き

 
 
て
、
馬
に
乗
給
ふ
に
、
よ
く
臆
し
け
る
に
や
、
轡
を
二
た
び
と
り
は
つ

 
 
し
、
あ
ぶ
み
を
し
き
り
に
ふ
み
は
っ
す
。

 
 
こ
れ
を
、
世
の
人
「
孔
子
倒
れ
す
」
と
云
な
り
。

 
わ
ず
か
こ
れ
だ
け
の
部
分
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
く
給
ふ
V
を
六
回
も
用

い
て
い
る
。
そ
の
う
ち
で
「
宇
治
拾
遺
物
語
集
』
と
重
複
す
る
の
は
、
く
～
線

を
ほ
ど
こ
し
た
一
例
の
み
。
他
は
『
今
昔
物
語
集
」
の
付
加
し
た
可
能
性
が
あ

る
わ
け
で
あ
る
。
右
に
示
し
た
部
分
に
か
ぎ
ら
ず
、
「
宇
治
拾
遺
物
語
』
が
敬

語
を
用
い
て
い
な
い
個
所
に
『
今
昔
物
語
集
』
が
用
い
て
い
る
例
は
ほ
か
に
も

あ
る
が
、
逆
の
ば
あ
い
は
一
例
も
な
い
。
 
『
今
昔
物
語
集
』
の
、
孔
子
に
対
す

る
思
い
入
れ
の
な
み
な
み
で
な
い
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

 
そ
れ
に
し
て
も
、
大
宝
元
年
以
来
、
と
き
に
中
止
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

原
則
と
し
て
春
秋
の
二
回
釈
璽
が
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
養
老
令
に
よ
っ
て
『
論

語
』
が
大
学
寮
で
の
必
読
書
と
さ
れ
る
と
い
う
、
つ
ま
り
は
公
の
支
持
を
儒
家

が
え
て
い
る
一
方
に
、
『
荘
子
」
系
の
、
孔
子
を
批
判
し
た
は
な
し
の
流
れ
が

あ
っ
た
の
は
興
味
ぶ
か
い
。
孔
子
が
、
も
っ
ぱ
ら
崇
敬
の
念
を
も
っ
て
語
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ど
う
や
ら
、
『
十
訓
抄
」
『
古
今
著
聞
集
」
 
『
三
国
伝

記
」
 
「
私
呼
量
因
縁
集
」
 
『
沙
石
集
」
な
ど
の
、
中
世
の
説
話
集
の
出
現
を
ま

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
荘

．
子
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
孔
子
の
比
重
の
増
加
が
、
荘
子
の
比
重
の
低

下
と
連
動
し
て
い
る
こ
を
示
す
例
証
と
い
え
よ
う
か
。

 
『
荘
子
』
系
の
孔
子
調
は
、
あ
く
ま
で
も
『
荘
子
」
系
の
孔
子
潭
な
の
で
あ

っ
て
、
荘
子
と
並
列
さ
せ
て
聖
賢
潭
を
構
成
す
る
孔
子
側
の
素
材
と
し
て
は
、

い
か
に
も
適
切
さ
に
欠
け
る
。
し
か
も
、
 
「
今
昔
物
語
集
」
の
思
想
的
立
場
と

も
、
そ
れ
は
距
離
を
お
い
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
が
採
用
さ
れ
た
の

は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
資
料
不
足
の
な
か
で
の
、
聖
賢
繹
の
設
定
と
い

う
編
成
上
の
要
請
に
こ
た
え
る
た
め
の
、
や
む
を
え
な
い
選
択
に
よ
る
も
の
だ

と
解
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
た
だ
、
孔
子
課
の
採
用
は
、
第
一
義
的
に
は
、
こ
う
し
た
消
極
的
要
因
に
よ

る
も
の
と
解
ざ
る
を
え
な
い
が
、
同
時
に
、
 
「
荘
子
』
系
孔
子
課
の
も
つ
は
な

し
と
し
て
の
み
ず
み
ず
し
さ
、
あ
る
い
は
、
説
話
配
列
上
の
有
効
性
の
評
価
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

い
っ
た
積
極
的
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
推
測
で
き
る
。
ま
っ
と
う
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

な
孔
子
調
で
な
い
ゆ
え
を
も
っ
て
、
ま
た
、
お
の
れ
の
思
想
、
信
条
と
異
な
る

ゆ
え
を
も
っ
て
、
た
だ
ち
に
排
除
さ
せ
な
い
だ
け
の
生
命
力
を
、
 
『
荘
子
」
系

の
孔
子
讃
は
た
し
か
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
編
者
の
く
や
む
を
え
ぬ
V
お
も
い
に
は
、
悔
恨
の
情
ば
か
り
で
は
な
く
、
現

状
肯
定
の
意
も
な
に
が
し
か
は
ふ
く
ま
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

注注
21

注注
43

注
5

片
寄
正
義
『
今
昔
物
語
三
論
」
 
四
九
頁

毎
日
新
聞
（
昭
5
5
・
7
・
2
）
に
よ
れ
ば
、
東
寺
勧
智
院
で
完
本
が

発
見
さ
れ
た
由
で
あ
る
。
全
貌
は
ま
だ
公
に
さ
れ
て
い
な
い
。

『
蒙
求
」
 
（
新
釈
漢
文
大
系
）
上
 
二
頁

「
下
和
が
血
の
涙
」
と
題
す
る
別
稿
（
『
和
歌
文
学
の
周
辺
』
〈
近

刊
V
）
で
ふ
れ
る
。

『
俊
頼
髄
脳
」
が
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
ど
を
理
由
に
、

『
今
昔
物
語
集
」
の
「
取
材
面
に
お
け
る
制
約
」
を
、
今
野
達
は
早

く
に
指
摘
し
て
い
る
（
「
今
昔
物
語
集
の
成
立
に
関
す
る
諸
問
題
」

解
釈
鑑
賞
、
昭
3
8
・
1
）

（81）

＼

『
荘
子
』
系
孔
子
輝
の
選
択
 
1
「
今
昔
物
語
集
」
巻
十
へ
の
臆
説
ー


