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此
程
さ
る
知
己
の
先
生
が
愚
老
に
對
っ
て
仰
る
に
は
、
卿
が
是
迠
墨
法
の
為
に
費
や
し
た
苦
心
は
容
易
の
も
の
で

は
な
い
。
夫
が
爲
に
墨
狂
の
綽
號
ま
で
得
た
程
で
あ
る
が
、
世
間
に
は
未
委
く
御
存
知
な
い
諸
君
も
多
い
。
因
て
従

来
の
経
歴
を
一
通
り
御
話
を
爲
て
見
て
は
如
何
だ
と
云
ふ
こ
と
で
ム
り
ま
し
た
。
成
程
そ
れ
も
面
白
か
ら
う
、
如
何

あ

に
も
自
分
で
今
か
ら
回
顧
て
考
て
見
て
も
殆
お
か
し
い
程
凝
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

全
体
我
邦
で
は
唐
墨
と
云
へ
ば
其
製
法
が
非
常
に
難
く
て
、
日
本
人
に
は
迚
も
出
来
ぬ
も
の
と
云
ふ
様
な
覲
念
が

あ
っ
て
、
實
は
私
も
最
初
其
様
な
考
を
持
て
居
り
ま
し
た
。
然
る
に
、
一
旦
其
む
づ
か
し
い
と
云
ふ
墨
法
を
ば
何
卒

し
て
發
明
し
た
い
と
の
志
願
を
起
し
て
か
ら
以
来
、
財
産
も
妻
子
の
事
も
一
切
打
捨
て
、
饑
寒
の
一
身
に
迫
て
来
る

こ
と
も
忘
れ
て
了
て
、
只
墨
の
事
に
ば
か
り
夢
中
に
成
て
居
り
ま
し
た
。
善
く
言
へ
ば
堅
忍
不
抜
・
百
折
不
撓
と
で

も
申
し
ま
せ
う
か
。
悪
く
言
へ
ば
一
種
の
狂
人
で
、
墨
狂
と
呼
ば
れ
る
の
も
據
な
い
。
兎
に
角
愚
老
が
生
来
狂
人
と

喚
ば
れ
る
資
格
を
持
て
居
た
と
云
ふ
事
實
か
ら
御
話
し
申
す
の
も
一
興
で
あ
ら
ふ
。

又
二
に
は
愚
老
が
墨
と
云
ふ
の
に
就
て
三
十
四
年
来
研
究
を
致
し
た
結
果
、
少
し
く
得
る
所
が
有
た
と
自
信
致
し

て
居
り
ま
す
で
、
今
そ
の
卑
見
の
一
端
を
御
話
し
申
す
の
も
多
少
諸
君
の
御
參
考
に
益
す
る
所
が
有
う
か
と
存
じ
ま

し
て
、

乃

今
日
美
術
家
諸
君
の
御
集
會
を
幸
に
不
辯
な
が
ら
暫
時
御
耳
を
汚
す
こ
と
に
相
成
り
ま
し
た
。
尤
墨
の

す
な
わ
ち

事
に
就
て
は
、
嘗
て
『
梅
仙
墨
談
』
と
云
ふ
小
冊
子
を
著
し
て
、
知
己
の
諸
先
生
方
へ
差
上
げ
た
こ
と
が
ム
り
ま
す

あ

か
ら
、
夫
を
御
讀
に
成
た
御
方
は
、
大
概
墨
に
就
て
の
鄙
見
の
趣
は
御
承
知
で
ム
り
ま
せ
が
、
猶
又
御
疑
の
點
が
ム

あ

り
ま
し
た
な
ら
ば
御
尋
に
應
じ
て
、
承
知
致
し
居
る
丈
は
御
答
を
致
す
積
り
で
ム
り
升
。

あ

く

偖
自
分
は
元
来
非
常
に
物
に
凝
る
性
で
あ
り
ま
し
た
が
、
幼
年
の
頃
は
至
て
多
病
で
児
童
普
通
の
教
育
も
ろ



受
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
、
漸
十
四
の
歳
か
ら
手
習
讀
書
を
始
め
ま
し
た
。
然
る
處
ま
だ
味
も
能
く
解
り
ま
せ
ん

が
、
只
何
と
な
く
此
上
も
な
く
面
白
く
感
じ
ま
し
て
、
何
卒
斯
道
の
奥
を
究
め
て
見
た
い
と
考
へ
て
、
住
宅
か
ら
二

十
丁
許
隔
た
田
邊
町
と
申
す
處
の
中
田
先
生
の
門
に
入
て
、
夫
か
ら
十
六
の
歳
ま
で
足
掛
三
年
の
間
、
雨
に
も
風
に

、

。

、

も
半
日
の
休
み
も
惜
く
て

晝
の
行
厨
も
持
た
ず
に
通
ひ
つ
め
ま
し
た

勿
論
両
親
は
私
の
病
身
な
の
を
気
遣
う
て

餘
り
勉
強
す
る
な
と
常
々
戒
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
私
は
衣
服
な
ど
は
何
様
に
汚
く
て
も
宜
い
か
ら
其
代
に
書
籍
を
購

て
下
さ
れ
と
強
て
嘆
願
し
て
、
三
年
の
間
朝
夕
二
食
で
、
夜
分
は
自
宅
で
必
午
前
の
二
時
か
三
時
頃
迠
讀
書
写
本
な

ど
を
致
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
生
来
の
遅
鈍
で
な
か

埒
が
明
き
ま
せ
ん
。
併
し
負
惜
み
の
強
い
方
で
あ
り
ま
し

く

て
、
最
初
四
書
の
素
讀
か
ら
始
め
て
、
十
六
の
歳
ま
で
に
、
左
や
ら
右
や
ら
、
五
経
・
文
選
蒙
求
・
十
八
史
略
・
史

記
・
左
傳
・
國
語
等
の
課
程
を
卒
て
、
四
書
五
経
の
講
義
ま
で
殆
晝
夜
兼
行
の
姿
で
進
み
ま
し
た
。

勿
論
當
時
は
、
古
今
の
様
に
衛
生
な
ど
と
云
ふ
こ
と
は
露
ば
か
り
も
考
へ
な
い
の
で
、
只
々
彼
の
董
仲
舒
は
三
年

園
を
窺
は
な
か
っ
た
と
か
。
物
徂
来
は
朝
夕
光
を
追
て
東
窓
西
窓
と
座
を
移
し
て
書
を
讀
だ
と
か
云
ふ
様
な
事
の
み

を
亀
鑑
に
致
し
て
、
常
に
己
の
勉
強
が
足
ら
ぬ
と
ば
か
り
思
て
、
孜
々
兀
々
と
遣
て
居
り
ま
し
た
。
然
る
處
其
内
に

段
々
と
逆
上
し
て
来
て
、
耳
が
熱
く
成
て
夜
分
眠
ら
れ
な
い
。
因
て
手
拭
を
冷
水
に
浸
し
て
は
夫
を
左
右
の
耳
に
當

て
辛
う
じ
て
眠
に
就
く
と
云
ふ
様
な
次
第
。
暫
す
る
と
又
歯
が
痛
み
出
し
て
殆
耐
へ
難
い
。
夫
を
も
ジ
ッ
ト
辛
抱
し

て
、
親
共
へ
は
毫
も
申
し
ま
せ
ん
。
申
せ
ば
直
に
讀
書
を
廃
め
ろ
と
云
は
れ
る
の
が
何
よ
り
も
悲
し
い
。
左
右
す
る

内
に
到
頭
左
の
耳
が
聾
れ
て
了
た
の
で
露
顕
に
及
ん
で
、
大
に
叱
ら
れ
た
こ
と
が
ム
り
ま
し
た
。

あ

然
る
に
十
六
歳
の
秋
に
至
て
、
今
度
は
不
圖
吐
血
を
始
め
て
、
是
に
は
自
分
も
大
に
驚
き
ま
し
て
、
斯
様
に
弱
い

體
で
は
所
詮
學
問
は
出
来
ぬ
こ
と
か
と
歎
息
し
ま
し
た
。
乃
で
本
箱
筆
硯
の
類
は
皆
親
に
取
上
げ
ら
れ
る
。
是
で
は

生
甲
斐
も
無
い
と
考
へ
な
が
ら
、
夫
か
ら
四
五
年
の
間
種
々
の
療
養
致
し
た
が
中
々
治
り
ま
せ
ん
。
然
る
に
或
人
か

ら
儞
の
病
氣
は
醫
藥
で
は
迚
も
治
る
見
込
が
無
い
か
ら
、
一
番
灸
治
を
試
み
て
は
如
何
だ
。
何
で
も
口
か
ら
艾
の
臭

氣
の
出
る
位
ま
で
す
ゑ
れ
ば
必
治
る
と
云
は
れ
ま
し
て
、
忽
例
の
不
負
氣
を
作
し
て
、
好
し
此
躰
軀
を
焼
殺
す
か
、

早
く
治
し
て
志
を
遂
げ
る
か
、
二
つ
一
つ
だ
、
遣
て
見
や
う
と
云
ふ
の
で
、
夫
か
ら
二
年
ば
か
り
の
間
毎
月
必
三
日



づ
ゝ
多
分
の
灸
を
す
え
ま
し
た
。
夏
の
日
長
の
頃
に
は
、
一
日
に
大
抵
三
萬
五
千
炷
程
も
す
え
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
今
で
は
野
蠻
と
か
何
と
か
云
は
れ
ま
せ
う
が
、
此
灸
治
が
私
の
躰
に
は
殊
の
外
よ
く
利
き
ま
し
て
、
さ

し
も
難
治
の
吐
血
症
が
ス
ッ
カ
リ
拭
取
た
様
に
癒
り
ま
し
た
。
サ
ア
是
な
ら
ば
大
丈
夫
だ
と
い
う
の
で
、
又
々
懲
り

ず
讀
書
を
始
め
た
。
夫
か
ら
又
石
田
醉
古
先
生
の
門
に
入
て
詩
を
學
ふ
。
詩
會
の
晩
に
は
風
か
吹
か
う
が
雨
が
降
ら

う
が
構
は
ず
通
う
。
帰
途
に
町
盡
頭
で
雞
の
聲
を
聞
く
こ
と
は
常
の
様
で
ム
り
ま
し
た
。
夫
か
ら
ま
た
、
彼
の
史
記

と
云
ふ
書
の
餘
り
誤
謬
の
多
い
の
を
遺
憾
に
思
ひ
ま
し
て
其
正
誤
を
企
る
。
又
一
方
に
は
『
四
書
薈
説
』
と
云
ふ
も

の
を
編
み
か
け
る
。
抔
と
云
ふ
様
な
譯
で
、
此
等
の
稿
本
も
大
分
の
冊
数
に
上
り
ま
し
た
が
、
後
に
神
田
の
大
火
で

(

等)

悉
焼
て
了
ひ
ま
し
た
。
夫
れ
は
兎
も
角
も
右
様
に
學
問
が
面
白
く
成
て
来
る
に
随
っ
て
愈
耽
り
益
凝
る
。

す
る
と
今
度
は
腦
労
と
云
ふ
症
が
出
ま
し
て
、
額
が
岑
々
と
痛
ん
で
耐
ら
な
い
、
時
々
目
が
眩
む
様
に
成
た
。
是

に
於
て
自
分
も
つ
く

歎
息
し
て
、
斯
様
な
工
合
で
は
到
底
學
問
は
出
来
ぬ
、
さ
て
然
ら
ば
何
か
此
身
に
相
應
し

く

い
仕
事
で
、
學
事
の
補
助
に
も
な
り
、
國
益
の
片
端
と
も
な
る
様
な
業
は
無
か
ら
う
か
と
種
々
考
へ
ま
し
た
。

然
る
に
其
頃
私
の
兄
が
松
煙
問
屋
を
致
し
て
居
り
ま
し
た
の
で
、
偶
思
ひ
着
い
た
の
は
外
で
も
な
い
、
即
墨
を
製

造
し
て
見
や
う
と
云
ふ
こ
と
で
、
殊
に
自
分
の
生
國
紀
州
は
昔
か
ら
、
藤
代
墨
と
称
へ
て
本
邦
で
は
一
番
古
い
有
名

な
墨
の
産
地
で
あ
っ
た
の
が
、
後
世
其
製
造
の
殆
中
絶
し
た
爲
に
、
卋
人
多
く
は
其
事
を
知
ら
な
い
で
、
却
て
夫
よ

り
も
遙
後
に
始
め
た
奈
良
を
以
て
墨
の
本
場
の
如
く
に
心
得
て
居
る
の
は
残
念
な
と
云
ふ
考
か
ら
、
旁
製
墨
家
に
成

ら
う
と
決
心
致
し
て
、
丁
度
明
治
の
初
年
頃
か
ら
、
田
邊
町
で
製
造
を
始
め
ま
し
た
。

然
る
所
、
又
例
の
凝
性
で
、
非
常
に
墨
の
方
が
面
白
く
成
て
来
て
、
人
々
か
ら
官
途
を
勸
め
ら
れ
た
こ
と
も
屡
で

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
方
へ
は
更
に
耳
を
傾
け
ず
、
一
切
他
の
功
名
富
貴
の
念
を
擲
て
、
何
卒
し
て
彼
の
蘇
東
坡

や
黄
山
谷
に
賞
ら
れ
た
唐
の
李
延
珪
の
墨
の
様
な
美
墨
を
造
り
出
し
て
、
今
の
唐
墨(

即
ち
清
墨)

の
輸
入
を
防
ぎ
た

い
と
思
う
て
、
色
々
と
製
し
て
試
ま
し
た
が
、
ど
う
も
粘
り
過
ち
と
か
、
色
が
思
は
し
く
な
い
と
か
、
兎
角
書
畫
に

適
す
る
程
の
良
品
が
出
来
な
い
の
で
非
常
に
苦
心
を
い
た
し
ま
し
た
。
因
で
一
時
は
支
那
ま
で
出
掛
て
傳
授
を
受
て

来
や
う
か
と
も
思
ひ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
又
熟
く
考
へ
て
見
る
と
、
夫
は
到
底
無
益
で
あ
る
。
全
体
墨
の
製
法
抔
と

(

等)



い
う
ふ
も
の
は
、
家
々
で
尤
秘
密
に
し
て
置
く
も
の
で
、
親
戚
朋
友
の
間
で
も
容
易
に
傳
授
す
る
も
の
で
な
い
。
況

。

、

、

て
外
國
人
抔
に
實
を
語
る
筈
は
な
い

其
的
例
は
明
の
程
君
房
と
云
ふ
人

是
は
名
髙
い
製
墨
家
で
あ
り
ま
し
た
が

(

等)

？
適

、

、

其
家
に
方
于
魯
と
云
ふ
人

是
も
後
に
製
墨
の
名
人
に
成
て
後
卋
に
は
方
程
と
并
へ
称
せ
ら
れ
た
程
の
人
で
あ
る
が

夫
が
一
時
食
客
に
な
っ
て
居
っ
て
、
後
に
製
墨
を
始
め
た
。
す
る
と
程
君
房
が
家
法
を
竊
だ
と
て
大
に
怒
て
、
恩
を

知
ら
ぬ
不
義
漢
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
、
中
山
狼
の
傳
と
云
う
も
の
を
書
て
方
于
魯
を
譏
た
こ
と
が
あ
る
。
此
一
事
で

も
大
抵
傳
授
の
む
づ
か
し
い
と
云
ふ
事
情
は
分
て
居
る
。

然
ら
ば
如
何
し
た
ら
可
か
ら
う
。
此
上
は
書
物
に
據
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
。
乃
て
今
度
は
專
墨
書
の
研
究
に

取
掛
り
ま
し
た
。
先
ヅ
例
の
程
氏
の
墨
苑
・
方
于
魯
の
墨
譜
を
始
め
と
し
て
、
明
の
王
動
貫
の
墨
書
・
宋
の
晁
説
・

・
之
の
墨
経
乃
至
太
平
御
覧
・
淵
鑑
類
凾
・
格
致
鏡
原
抔
と
云
ふ
書
類
を
段
々
と
渉
獵
致
し
て
、
一
々
夫
を
實
地
に

(

等)

試
験
す
る
。
随
て
其
結
果
を
日
記
に
留
る
と
云
ふ
様
な
都
合
で
、
遂
に
『
墨
苑
日
渉
』
四
冊
を
綴
り
ま
し
た
。
扨
明

以
上
の
書
に
據
て
実
地
製
造
し
て
試
る
。
處
が
中
に
は
随
分
無
稽
の
説
も
有
り
升
が
、
兎
に
角
本
當
の
墨
に
結
成
る

分
は
、
熟
れ
も
皆
従
来
の
和
墨
と
同
じ
物
に
成
て
了
ひ
升
。
是
に
於
て
和
墨
の
製
法
は
全
く
支
那
の
古
法
の
段
々
と

崩
れ
て
来
た
も
の
に
相
違
な
い
と
云
ふ
こ
と
が
始
め
て
分
り
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
唯
夫
だ
け
の
事
で
、
自
分
の
意
に
適
し
た
墨
が
十
年
遣
て
も
、
十
五
年
遣
て
も
尚
出
来
な
い
。
彼
是
す

る
内
に
到
頭
一
萬
万
圓
許
の
資
本
を
烏
有
に
帰
し
て
了
た
。
サ
ア
資
本
は
な
く
な
る
、
佳
い
墨
は
出
来
な
い
。
年
々

種
々
の
方
案
を
凝
ら
し
て
墨
が
出
来
る
、
夫
を
画
仙
紙
や
白
紙
に
試
ミ
て
墨
色
を
吟
味
す
る
。
或
時
硯
を
出
し
て
水

を
呼
ん
だ
小
供
も
居
ら
ぬ
、
幸
ひ
傍
に
味
醂
酎
が
有
た
。
取
敢
へ
ず
夫
を
水
の
代
に
し
て
磨
て
書
た
。
蒼
潤
に
し
て

光
澤
あ
り
湿
れ
た
や
う
だ
。
是
ハ
面
白
い
、
色
々
し
て
見
て
も
出
来
な
い
が
、
膠
を
味
醂
で
焚
て
見
る
べ
し
と
、
早

速
三
升
買
ひ
来
り
膠
を
焚
く
べ
し
と
命
じ
た
。
暫
く
一
時
間
も
す
る
と
仕
事
場
よ
り
職
工
が
旦
那
々
々
と
頻
り
に
喚

ぶ
。
直
に
徃
て
見
る
と
驚
た
。
釜
中
一
面
に
蟲
の
如
き
も
の
に
成
て
水
氣
ハ
少
し
も
な
ゐ
。
杓
子
に
取
て
之
を
見
る

に
細
管
状
を
な
し
て
キ
リ

巻
い
て
居
る
。
開
い
て
見
れ
ば
凡
そ
三
四
分
位
の
丸
き
片
に
な
り
た
る
物
が
巻
い
て

く

。

。

、

あ
る

不
思
議
に
科
學
上
の
獣
皮
分
析
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た

此
薄
き
小
さ
き
片
々
が
幾
千
万
枚
重
て
皮
を
な
し



刀
で
も
容
易
に
破
れ
に
く
い
も
の
に
出
来
た
の
だ
。
此
膠
を
製
す
る
に
は
牛
皮
を
綺
麗
に
洗
ひ
二
晝
夜
も
焚
き
泡
を

去
り
湯
に
成
り
た
る
も
の
を
布
袋
に
漉
し
て
、
何
も
な
き
湯
の
如
き
も
の
を
室
蓋
に
入
れ
、
放
冷
し
て
片
々
に
製
し

た
る
も
の
が
猶
其
性
を
失
は
ぬ
と
云
ふ
が
、
他
の
分
析
家
の
言
の
如
く
本
質
は
何
つ
迠
も
易
ら
ぬ
仕
方
が
な
い
。
室

蓋
に
入
れ
て
乾
か
し
て
三
年
目
に
鉄
鎚
で
碎
い
て
見
る
。
瑪
瑙
の
如
き
光
り
あ
り
も
、
尤
や
組
織
も
解
け
た
の
で
あ

ら
う
と
焚
て
見
る
。
又
本
の
細
管
状
と
な
り
て
放
棄
し
た
事
も
あ
っ
た
。
偖
て
親
戚
故
舊
に
は
見
離
さ
れ
る
。
世
間

か
ら
は
狂
人
と
嘲
ら
れ
る
と
云
ふ
様
な
始
末
。
進
退

谷

っ
て
最
早
匕
を
投
る
よ
り
外
は
な
い
と
云
ふ
迠
に
成
た
。
併

き
わ
ま

さ
じ

し
又
孰
々
考
へ
て
見
れ
ば
、
如
何
に
し
て
も
此
儘
で
棄
て
了
ふ
の
は
残
念
で
あ
る
。
何
か
良
い
方
法
の
無
い
も
の
か

と
数
日
の
間
慘
憺
と
し
て
寝
食
も
忘
れ
て
工
夫
を
凝
し
詰
め
ま
し
た
。

時
に
一
夜
ふ
と
心
に
浮
ん
だ
の
は
、
易
の
繋
辞
傳
に
、

と
云
ふ
こ
と
が
あ
る
。

書

不

盡

言

言

不

盡

意

ハ

サ

ヲ

ハ

サ

ヲ

レ

レ

レ

レ

、

、

又
莊
子
の
天
道
篇
に
桓
公
が
書
を
讀
で
居
る
と

堂
下
に
車
輪
を
劉
て
居
た
輪
扁
と
云
ふ
職
工
が
突
如
上
っ
て
来
て

君
の
御
讀
み
な
さ
る
の
は
何
で
ム
る
と
尋
ね
た
の
で
、
桓
公
が
是
は
聖
人
の
言
で
あ
る
と
答
へ
ら
れ
た
。
す
る
と
又

イ
ヤ
已

死

矣

然

則
君
之

其
の
聖
人
は
、
今
生
き
て
居
ま
す
か
と
問
う
た
れ
ば
、

と
答
ら
れ
た
。
因
で
輪
扁
が
、

二

セ
リ

ラ
ハ

と
罵
っ
た
と
云
ふ
面
白
い
話
が
載
せ
て
あ
る
。
ア
ゝ
此
處
だ
、
自
分
が
従
来
許
多
の
歳

所

讀

者

古
人
之
糟
粕
已

ノ

ム

ハ

レ

ノ
ミ

月
と
資
本
と
を
費
し
て
竟
に
成
功
せ
な
ん
だ
の
は
、
全
く
他
人
の
言
に
の
み
依
頼
し
て
居
た
故
で
あ
る
。
古
人
の
糟

粕
ば
か
り
嘗
て
居
た
故
で
あ
る
。
抑
道
は
在
ら
ざ
る
所
な
し
。
乾
坤
随
處
に
吾
が
師
あ
り
で
、
大
凡
人
間
の
爲
す
所

は
、
た
と
へ
は
書
畫
に
も
せ
よ
詩
文
に
も
せ
よ
、
器
物
機
械
の
製
作
に
も
せ
よ
、
其
薀
奥
の
秘
鑰
は
常
に
天
地
の
間

に
蓄
蔵
せ
ら
れ
て
永
劫
に
亘
て
泯
び
ぬ
も
の
で
あ
る
。
只
夫
を
人
間
が
取
れ
ば
獲
ら
れ
る
し
、
取
ら
ね
ば
獲
ら
れ
ぬ

ま
で
の
こ
と
。
彼
の
方
程
果
し
て
何
物
ぞ
。
彼
も
人
な
り
、
我
も
人
な
り
、
既
に
古
人
の
作
り
出
し
た
程
の
物
を
、

今
人
に
出
来
ぬ
と
云
ふ
理
は
決
し
て
無
い
、
と
云
ふ
考
が
附
き
ま
し
た
。

因
で
忽
今
ま
で
塞
て
居
た
道
路
が
一
時
に
開
け
た
様
な
心
地
に
成
て
、
當
下
覺
え
ず
口
を
衝
て
發
し
た
拙
作
が
こ

ざ
り
ま
す
か
ら
、
一
寸
御
笑
に
供
へ
ま
せ
う
。

誰

知

糟
魄
本
無

眞
。
手

擲

方
書

思
入

神

。

カ

ン

キ
ヲ

二

テ

ヲ

ル

二

レ

二

一

レ



霊
草
秘
泉
随
處

在

。
彼
何
人

也
我
何
人

。

二

リ

リ
ヤ

ゾ

方
于
魯
と
云
ふ
人
の
傳
に
、
霊
艸
秘
泉
を
得
て
か
ら
墨
法
が
大
に
進
ん
だ
と
ム
り
ま
す
で
、
且
つ
そ
の
典
故
を
用
ひ

た
迠
で
ム
リ
升
。

閑
話
休
題
、
そ
れ
か
ら
翌
朝
に
成
り
ま
す
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
は
自
分
の
胸
襟
が
分
外
に
清
涼
に
覺
え
て
、
見

る
物
聞
く
物
が
昨
日
と
は
ガ
ラ
リ
と
変
て
、
全
然
別
天
地
に
生
れ
出
た
や
う
な
心
地
。
佛
説
に
謂
ふ
歡
喜
踴
躍
と
云

ふ
の
も
斯
様
な
も
の
か
と
思
は
れ
る
位
、
只
何
と
な
く
愉
快
で
堪
ら
な
い
。
爾
時
に
又
一
つ
大
に
自
分
の
精
神
を
感

動
し
て
、
愈
方
程
も
負
け
な
い
美
墨
が
我
邦
で
出
来
る
に
相
違
な
い
と
云
ふ
豫
期
心
を
皷
舞
さ
せ
た
事
情
が
あ
る
。

夫
は
本
邦
で
出
来
る
油
煙
を
視
る
に
、
上
等
品
に
な
る
ほ
ど
一
種
微
妙
な
る
蒼
翠
色
を
含
ん
で
、
言
ふ
に
言
は
れ
ぬ

。

、

。

愛
す
べ
き
色
澤
に
富
ん
で
居
る

全
躰
こ
の
油
煙
で
も
墨
で
も

只
黒
い
一
方
の
物
か
と
云
ふ
に
決
し
て
然
で
な
い

自
然
と
そ
の
中
に
五
色
の
別
が
あ
っ
て
、
白
ッ
ぽ
く
黒
い
と
か
、
赤
ッ
ぽ
く
黒
い
と
か
、
青
み
を
帶
び
て
黒
い
と
か

云
ふ
様
に
、
必
差
等
あ
る
も
の
で
あ
る
。
其
中
で
此
の
青
く
し
て
黒
い
と
云
ふ
の
が
最
髙
尚
優
美
な
も
の
で
、
書
で

も
畫
で
も
、
濃
淡
共
に
明
了
し
て
而
も
穏
し
く
見
え
る
。
即
東
坡
の
言
は
れ
た
翠
色
冷
光
或
は
蒼
潤
と
云
ふ
の
が
是

で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
の
方
于
魯
・
程
君
房
の
墨
が
大
に
聲
價
を
博
し
た
所
以
は
何
で
あ
る
か
と
云
ふ
と
、
や
は
り
主

と
し
て
此
の
愛
す
べ
き
翠
色
冷
光
を
含
ん
で
、
且
つ
千
歳
不
乾
と
云
て
、
い
つ
ま
で
も
潤
う
て
居
る
様
な
妙
が
有
る

。

。

。

故
で
あ
る

然
る
に
今
の
唐
墨
に
至
て
は
孰
も
赭
色
を
含
ん
で
乾
て
居
る

夫
故
ど
う
も
俗
氣
が
有
て
了
然
と
せ
ぬ

之
を
淡
墨
に
使
ふ
と
き
は
必
赭
氣
が
浮
く
。
是
決
し
て
墨
の
眞
色
で
な
い
。
今
の
唐
墨
は
何
程
髙
價
の
物
で
も
多
少

此
の
獘
を
免
れ
な
い
。
然
る
に
今
我
邦
の
上
等
烟
を
視
る
と
、
毫
も
こ
の
厭
ふ
べ
き
赭
色
を
帶
び
て
居
ら
ぬ
の
み
な

ら
ず
、
尤
愛
す
べ
き
蒼
翠
色
を
十
分
に
含
ん
で
居
る
。
顧
ふ
に
是
は
地
味
が
萬
國
に
勝
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
ら
う
。

全
躰
我
邦
は
宗
教
で
も
・
學
術
で
も
・
工
藝
で
も
、
其
の
初
は
大
抵
外
國
か
ら
將
て
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
に

は
却
て
此
方
が
本
家
の
様
に
成
っ
た
も
の
が
甚
だ
多
い
。
殊
に
美
術
で
は
今
日
宇
内
に
鳴
て
居
る
。
已
に
斯
様
な
人

種
を
生
ず
る
國
土
で
あ
る
か
ら
、

の
理
数
で
、
箇
の
油
煙
の
如
き
微
物
に
居
る
ま
で
も
自
然
に
美

方

以

類

聚

ハ

テ

ヲ

マ
ル

レ

と
云
ふ
性
質
を
具
備
し
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
随
て
墨
の
如
き
も
結
局
支
那
よ
り
上
等
の
物
が
出
来
ね
ば
な
ら
ぬ
理



で
あ
ら
う
。
果
し
て
然
ら
ば
今
後
油
煙
と
膠
の
製
法
に
十
分
の
注
意
を
加
へ
て
遣
た
こ
と
な
ら
は
、
必
定
方
于
魯
君

房
を
凌
ぐ
程
の
美
墨
が
出
来
る
に
相
違
な
い
と
云
ふ
觀
念
が
浮
び
ま
し
た
の
で
、
夫
か
ら
以
来
は
勇
氣
が
以
前
に
百

倍
し
て
、
最
早
墨
法
に
就
て
は
断
然
支
那
人
に
も
問
は
ず
・
同
業
者
に
も
謀
ら
ず
、
一
向
に
己
の
心
を
師
と
し
て
、

油
煙
も
親
ら
製
し
て
試
み
る
。
膠
も
自
分
で
拵
へ
て
験
す
。
其
他
凡
墨
の
製
法
に
関
す
る
事
は
、
殆
ど
爲
さ
ゞ
る
所

な
し
と
謂
て
も
可
か
ろ
う
と
思
ふ
位
で
、
斯
様
に
し
て
又
々
数
年
の
研
究
を
積
み
ま
し
て
、
漸
近
年
に
至
て
始
め
て

ナ
ラ

ナ
ラ

テ

ヲ

二

ス

二

モ

ハ

フ
コ
ト

テ

ス

ノ

彼
の
莊
子
に
謂
は
ゆ
る
不

徐

不

疾

得

之

於
手

而
應

於
心

口

不

能

言

有

数
存

焉
於
其

レ

レ

二

一

二

一

レ

レ

レ

二

の
妙
處
が
分
明
と
會
得
て
參
り
ま
し
た
。
乃
是
に
於
て
彼
の
李
延
珪
の
秘
法
と
云
ふ
の
も
断
じ
て
是
に
相
違
な

間
二
一

い
東
坡
や
山
谷
が
再
生
し
て
来
て
も
必
複
華
客
に
成
て
呉
る
で
あ
ら
う
。
方
程
の
二
氏
が
再
現
れ
て
来
て
も
最
早
毫

も
恐
る
ゝ
に
足
ら
ぬ
と
云
ふ
自
信
が
確
乎
と
立
っ
て
参
り
ま
し
た
の
で
ム
り
升
。

猶
又
前
段
研
究
の
結
果
と
し
て
、
彼
の
支
那
人
が
秘
し
て
人
に
語
げ
ぬ
と
云
ふ
今
の
唐
墨
の
製
法
も
、
悉
皆
分
明

て
參
り
ま
し
た
。
夫
に
就
て
大
に
諸
君
の
御
注
意
を
願
ひ
た
い
の
は
外
で
も
な
い
。
即
今
の
唐
墨
と
云
ふ
も
の
は
、

明
代
以
上
の
硬
墨
法
と
違
て
、
柔
墨
法
に
由
て
製
へ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
唐
紙
と
か
画
仙
紙
と
か
乃
至
絖
綾

の
類
、
凡
て
下
地
の
和
ら
か
物
に
は
用
ひ
ら
れ
ま
す
が
、
堅
い
力
の
あ
る
物
、
即
木
・
竹
・
日
本
紙
・
日
本
絹
、
或

は
支
那
古
代
の
性
の
善
い
絹
紙
の
類
に
は
サ
ッ
パ
リ
乗
ら
な
い
、
誠
に
力
の
弱
い
墨
で
あ
る
。
夫
故
物
に
附
着
て
も

甚
脱
ち
易
い
。
之
を
書
画
に
用
れ
ば
百
年
か
百
五
十
年
も
経
て
其
表
面
の
煤
を
洗
ふ
と
、
煤
の
ま
だ
落
ち
ぬ
前
に
墨

の
方
が
脱
ち
た
が
る
と
云
ふ
様
な
患
が
あ
る
。
百
年
・
百
五
十
年
は
扨
措
き
近
い
例
が
、
諸
官
省
抔
の
標
札
を
御
覧

(

等)

、

。

、

、

な
さ
れ

唐
墨
で
書
た
も
の
は
僅
に
五
年
と
も
保
ち
ま
せ
ぬ

尤
も
墨
の
質
が
軟
い
か
ら

磨
る
時
に
卸
り
も
早
く

粘
も
淡
泊
で
運
筆
に
骨
が
折
れ
な
い
。
夫
故
人
が
多
く
唐
墨
を
好
み
ま
す
が
、
後
の
爲
を
考
へ
て
見
る
と
誠
に
不
都

合
な
墨
で
ム
り
升
。
兎
角
卋
人
は
墨
の
良
否
を
論
ず
る
に
、
其
遣
い
易
い
と
遣
い
悪
い
と
を
以
て
判
断
を
下
す
が
、

是
は
大
に
誤
謬
た
考
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
譬
へ
ば
馬
を
御
す
る
様
な
も
の
で
、
良
馬
と
云
ふ
も
の
は
決
し
て
只
柔
順

猫
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
之
を
乘
り
こ
な
す
に
は
随
分
骨
の
折
れ
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
其
位
の
馬
で
な
け

れ
ば
戦
場
に
臨
ん
で
ト
ン
ト
役
に
立
た
ぬ
。
彼
の
関
雲
長
を
乘
せ
て
五
関
を
踏
破
た
赤
兎
馬
の
如
き
も
、
若
し
柔
弱



な
大
將
が
騎
た
な
ら
ば
、
必
手
に
合
は
な
ん
だ
で
あ
ら
う
。
又
騎
手
の
方
か
ら
言
う
て
も
、
斯
様
な
馬
を
ば
善
く
乘

り
こ
な
し
て
こ
そ
始
め
て
其
人
の
力
量
も
顕
れ
る
の
で
あ
る
。
墨
も
亦
此
の
如
く
で
、
其
絹
紙
に
附
着
て
永
く
脱
落

な
い
所
以
は
主
と
し
て
膠
の
力
で
あ
る
。
然
る
に
卋
人
が
此
の
肝
腎
の
膠
氣
の
殆
皆
無
と
謂
て
も
可
い
位
無
力
の
墨

を
珍
重
す
る
の
は
、
恰
も
駿
馬
の
卸
が
難
き
を
嫌
う
て
、
駑
馬
の
柔
順
な
る
を
愛
す
る
と
一
般
の
謬
見
で
は
あ
る
ま

い
か
と
思
ふ
。
兎
角
人
情
は
逸
楽
を
好
む
の
で
、
只
當
座
遣
ひ
よ
い
も
の
で
さ
へ
あ
れ
ば
、
忽
ち
そ
れ
が
卋
に
流
行

し
て
、
後
の
爲
と
云
ふ
様
な
こ
と
は
ツ
イ
忘
れ
て
了
ふ
が
、
總
別
初
に
容
易
な
仕
事
と
云
ふ
も
の
は
矢
張
其
丈
の
價

値
し
か
無
い
も
の
で
、
骨
を
折
れ
ば
亦
骨
を
折
た
丈
の
効
能
が
必
後
日
に
顕
れ
る
も
の
で
あ
る
。
古
の
良
墨
が
千
歳

を
經
て
も
色
澤
も
変
せ
す
剥
脱
も
し
な
い
と
云
ふ
の
は
、
畢
竟
膠
の
力
が
其
丈
強
い
か
ら
で
、
随
て
染
筆
の
際
に
は

多
少
骨
が
折
れ
た
に
相
違
な
い
。
け
れ
ど
も
古
人
は
善
く
夫
を
遣
ひ
こ
な
し
た
。
勿
論
斯
様
な
硬
墨
を
使
ふ
に
は
勢

眞
の
腕
力
を
振
は
ね
ば
筆
が
自
由
に
絹
紙
の
上
を
赱
ら
ぬ
。
古
人
は
此
の
眞
の
力
を
用
ひ
た
故
、
自
然
に
筆
勢
の
遒

勁
な
處
・
氣
象
の
剛
健
な
處
が
絹
紙
の
表
に
顕
れ
て
、
今
人
を
感
服
さ
せ
る
様
な
物
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
今
人
と

雖
も
徒
に
骨
惜
は
か
り
せ
ず
に
、
少
く
工
夫
を
費
し
さ
へ
す
れ
ば
、
此
の
硬
墨
が
遣
へ
ぬ
と
云
ふ
こ
と
は
決
し
て
無

い
。
現
に
愚
老
の
製
し
ま
す
る
墨
は
右
に
申
す
硬
墨
の
法
で
、
殊
に
皆
新
墨
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
多
少
粘
氣
を
持
て

居
る
。
け
れ
ど
も
知
己
の
諸
大
家
先
生
方
か
ら
更
に
御
小
言
の
な
い
の
み
な
ら
ず
、
大
に
賞
讃
を
蒙
て
居
る
の
は
何

故
か
。
即
ち
右
の
先
生
方
が
十
分
に
此
の
硬
墨
を
遣
ひ
こ
な
す
丈
の
腕
力
を
備
へ
て
居
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
と

存
じ
升
。
之
を
要
す
る
に
餘
り
仕
事
の
容
易
な
の
を
望
む
の
は
、
結
局
藝
を
堕
落
さ
せ
る
基
で
あ
ら
う
と
自
分
は
考

へ
て
居
る
の
で
ム
り
升
。

却
説
本
邦
で
も
明
和
・
天
明
の
頃
迠
は
明
墨
が
か
つ

残
て
居
た
様
で
あ
り
ま
す
が
、
夫
よ
り
以
後
は
殆
遣
ひ

ぐ

盡
し
た
も
の
と
見
江
て
、
其
頃
か
ら
後
の
書
画
は
大
抵
皆
清
墨
、
即
柔
墨
で
書
た
も
の
で
ム
り
升
。
そ
の
證
據
に
は

彼
の
應
擧
・
呉
春
・
景
文
等
の
畫
が
段
々
剥
脱
て
来
る
の
を
御
覧
な
さ
れ
。
是
は
經
師
屋
が
下
手
な
故
で
は
な
い
の

で
、
全
く
墨
が
悪
い
か
ら
で
ム
り
升
。
之
を
以
て
觀
ま
す
る
と
、
此
の
柔
墨
の
寿
命
は
せ
い
ぜ
い
三
百
年
位
し
が
保

た
ぬ
も
の
と
見
え
升
。
兎
に
角
近
代
の
諸
大
家
が
、
斯
の
書
画
の
命
根
と
も
謂
つ
べ
き
墨
に
就
て
あ
ま
り
注
意
さ
れ



な
ん
だ
の
は
、
實
に
千
載
の
遺
憾
で
ム
リ
升
。
獨
り
谷
文
晁
子
、
此
人
は
流
石
に
用
意
の
周
到
な
人
で
、
常
に
弟
子

に
語
て
云
ふ
に
は
、
今
の
唐
墨
は
後
卋
に
至
て
必
脱
る
患
が
あ
る
か
ら
、
心
し
て
用
ひ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
戒
め
ら
れ
た

さ
う
で
、
是
は
柴
田
是
眞
翁
か
ら
承
っ
た
話
で
ム
り
升
が
、
其
後
又
さ
る
老
練
の
經
師
匠
の
話
に
、
近
代
の
書
画
の

中
で
は
文
晁
の
画
が
最
も
落
ち
難
い
と
申
す
こ
と
を
聞
き
ま
し
て
、
益
々
文
晁
子
の
用
心
の
深
切
な
こ
と
を
感
じ
ま

し
た
。
扨
其
處
へ
參
る
と
唐
・
宋
・
元
・
明
の
硬
墨
の
功
能
は
顕
著
し
い
も
の
で
、
即
彼
の
弘
法
大
師
・
狩
野
家
乃

至
黄
檗
の
名
僧
等
の
書
画
が
、
今
に
至
て
墨
色
が
依
然
と
し
て
淡
墨
の
處
ま
で
が
宛
も
湿
ひ
の
未
乾
か
ざ
る
も
の
ゝ

如
く
に
底
に
光
を
含
ん
で
居
る
の
で
分
明
り
升
。
今
の
唐
墨
を
淡
墨
に
用
れ
ば
、
必
然
脱
て
了
ひ
升
。
應
擧
や
景
文

の
山
水
畫
に
遠
山
の
欲
い
と
思
ふ
處
に
遠
山
の
無
い
の
が
徃
々
有
り
ま
す
が
、
是
は
盖
脱
去
て
了
た
の
で
あ
ろ
う
と

申
す
説
で
ム
り
升
。

扨
又
牧
溪
・
周
文
の
画
は
高
尚
優
美
に
し
て
俗
気
が
無
い
と
云
ふ
の
で
、
卋
々
の
先
生
家
が
頗
る
此
画
風
を
慕
ひ

ま
す
が
、
成
程
是
は
二
先
生
の
腕
力
も
勝
れ
、
氣
韻
の
異
た
處
も
あ
る
か
ら
に
は
違
ひ
な
い
が
、
一
に
は
墨
を
大
に

ス
レ
ハ

ク
セ
ン
ト

ヲ

ツ

リ
ス

ノ

撰
ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
と
愚
老
は
考
へ
る
の
で
ム
り
升
。
そ
の
理
由
は

工

欲

善

其
事

必
先

利

其

レ

二

一

二

タ
ク
ミ

で
、
凡
て
何
の
技
藝
に
限
ら
ず
、
古
昔
か
ら
名
人
と
稱
へ
ら
れ
た
人
の
作
物
を
視
る
の
に
、
必
其
下
地
か
ら
吟

器
ヲ
一

味
し
て
あ
る
。
例
へ
ば
正
宗
の
刀
は
鐵
の
鍛
方
が
異
ふ
。
後
藤
の
彫
物
は
地
金
の
撰
み
方
が
別
で
あ
る
。
柿
右
衛
門

の
陶
器
は
土
の
性
が
特
殊
ふ
と
云
ふ
様
に
、
一
々
そ
の
材
料
か
ら
精
撰
し
て
、
十
分
氣
に
入
た
處
で
着
手
る
の
で
、

な
か

有
合
の
品
や
出
来
合
の
物
で
匇
卒
に
作
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
さ
れ
は
正
宗
の
刀
を
視
る
と
、
冴
の

く

工
合
か
ら
焼
刃
の
匂
、
少
く
も
眼
に
障
る
所
が
な
く
、
温
然
と
し
て
玉
の
如
く
に
見
江
る
。
其
他
彫
物
で
も
陶
器
で

も
、
名
人
の
作
は
孰
も
言
ふ
に
言
は
れ
ぬ
趣
味
が
有
て
、
幾
度
見
て
も
見
褪
が
せ
ぬ
。
視
れ
ば
視
る
程
面
白
い
味
が

。

、

、

、

出
て
来
る

是
何
故
に
然
う
か
と
云
へ
ば

即
ち
材
料
の
根
基
か
ら
し
て

全
然
他
の
凡
流
の
と
其
撰
を
異
に
し
て

、

。

猶
且
手
間
・
暇
言
は
ず
に
一
心
を
籠
た

其
骨
折
り
が
自
然
と
看
者
の
心
・
目
に
反
射
す
る
の
で
あ
ら
う
と
存
じ
升

今
愚
老
が
墨
を
作
る
に
し
て
も
、
佳
墨
を
造
ら
う
と
す
る
時
は
、
油
煙
や
阿
膠
は
申
す
に
及
ば
ず
、
水
か
ら
薪
の
炊

方
ま
で
悉
く
吟
味
致
し
升
。
夫
故
出
来
上
た
其
の
物
か
何
と
な
く
妙
味
が
有
り
升
。
画
も
亦
右
の
道
理
で
、
名
画
は



必
良
墨
を
須
た
な
け
れ
ば
、
謂
は
ゆ
る
神
韻
縹
渺
の
處
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら
う
と
思
ふ
の
で
ム

り
升
。
猶
牧
溪
の
墨
の
事
に
就
て
は
注
意
す
べ
き
話
が
あ
る
。
夫
は
彼
の
有
名
な
松
花
堂
先
生
、
此
人
は
澤
庵
和
尚

よ
り
牧
溪
の
遺
墨
を
得
て
、
爾
来
用
墨
の
法
が
大
に
進
ん
だ
と
言
傳
へ
て
あ
る
。
け
れ
ど
も
愚
老
の
考
に
は
、
是
は

何
も
用
法
が
別
段
進
ん
だ
と
云
ふ
譯
で
は
な
い
。
素
よ
り
用
法
に
は
注
意
し
て
居
る
先
生
が
、
一
旦
佳
墨
を
獲
た
故

に
忽
墨
の
妙
處
が
發
揮
し
て
、
一
層
其
人
の
伎
倆
の
進
ん
だ
様
に
も
見
え
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
升
。
又
周
文
の

、

。

墨
の
事
に
就
て
は
別
段
聞
及
び
ま
せ
ぬ
が

是
も
名
人
の
こ
と
故
必
其
揆
を
一
に
し
て
居
る
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る

夫
故
愚
老
は
牧
溪
・
周
文
の
二
先
生
は
大
に
墨
を
撰
ん
だ
も
の
に
違
な
い
と
信
じ
て
居
る
の
で
ム
り
升
。
今
日
卋
間

で
は
、
随
分
立
派
な
先
生
方
ま
で
が
、
動
も
す
れ
ば
、
古
人
腕
力
自
在
に
し
て
用
墨
其
法
を
得
た
る
が
故
に
、
墨
氣

飛
動
し
て
物
々
生
色
を
帶
ぶ
、
是
今
人
の
及
ば
ざ
る
所
で
あ
る
。
と
云
ふ
様
な
議
論
を
吐
か
れ
る
が
、
是
は
墨
の
製

法
が
清
朝
の
初
に
當
て
一
変
し
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
一
向
古
人
を
買
被
っ
た
説
で
、
今
人
と
雖
も
苟
も
良
墨
を
用
ひ

さ
へ
す
れ
は
决
し
て
古
書
画
の
色
澤
に
劣
る
理
は
な
い
の
で
ム
り
升
。
尤
も
墨
の
精
品
に
な
る
と
、
其
分
子
が
極
め

て
緻
密
で
あ
る
か
ら
、
絹
紙
を
染
め
た
所
で
濃
處
は
濃
所
、
淡
處
は
淡
處
で
各
々
言
ふ
に
言
は
れ
ぬ
美
色
を
呈
す
。

其
を
名
人
は
胸
中
に
蓄
へ
た
妙
趣
向
を
以
て
自
在
に
按
排
す
る
か
ら
、
濃
淡
の
色
合
が
誠
に
明
了
と
し
て
而
も
温
し

く
、
遠
近
の
工
合
も
活
物
の
様
に
見
え
る
。
床
に
懸
れ
ば
座
敷
總
躰
の
品
位
が
引
立
て
来
る
。
是
畢
竟
墨
の
精
と
技

の
妙
と
が
相
須
て
然
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
墨
が
如
何
に
美
墨
で
あ
っ
て
も
、
揮
毫
其
人
を
得
ざ
る
と
き
は
、
墨
の

美
と
云
ふ
處
は
見
え
て
も
、
妙
と
云
ふ
處
は
別
段
發
顕
れ
な
い
。
夫
故
愚
老
は
我
が
墨
の
爲
に
も
益
々
書
画
の
名
人

が
卋
に
輩
出
せ
ん
こ
と
を
熱
望
す
る
の
で
ム
り
升
。

元
来
愚
老
は
繪
の
事
は
一
向
辨
へ
ま
せ
ぬ
が
、
只
墨
の
研
究
の
爲
に
新
古
の
画
を
觀
る
の
を
殊
の
外
面
白
く
感
じ

升
乃
で
、
段
々
古
代
の
画
を
視
ま
す
る
に
、
明
画
も
中
々
妙
味
が
有
り
ま
す
が
、
宋
時
代
の
画
は
又
格
別
で
、
何
處

と
な
く
韻
致
に
富
で
、
温
然
と
し
て
玉
の
如
く
意
匠
が
善
く
周
到
い
て
、
些
も
覇
氣
が
有
り
ま
せ
ぬ
。
こ
れ
が
妙
な

理
で
、
墨
や
筆
は
何
で
も
関
は
ぬ
と
云
ふ
様
な
、
所
謂
豪
放
を
尚
ぶ
時
代
の
画
は
、
兎
角
覇
氣
が
強
く
て
、
看
て
居

る
内
に
厭
氣
が
參
り
ま
す
が
、
宋
画
に
至
て
は
ト
ン
ト
其
の
弊
が
な
い
。
是
と
云
ふ
の
も
畢
竟
、
當
時
は
東
坡
や
山



谷
の
様
な
人
物
が
輩
出
し
て
、
墨
氣
・
墨
色
の
こ
と
を
八
釜
敷
申
し
た
の
が
一
の
原
因
に
成
て
居
ら
う
と
思
は
れ
る

ム
り
升
。
就
中
東
坡
の
如
き
は
墨
の
事
に
餘
程
委
し
か
っ
た
も
の
と
見
え
て
、
是
う
云
ふ
こ
と
を
言
て
居
る

「
余

、

墨
を
藏
す
る
こ
と
数
百
挺
、
暇
日
之
を
品
試
す
る
に
、
遂
に
黒
き
も
の
な
し
、
其
の
間
一
・
二
の
人
意
に
可
な
る
に

過
ぎ
ず
。
卋
間
の
佳
物
自
ら
是

れ

得
難
し
。
茶
は
其
の
白
き
を
欲
し
、
墨
は
其
の
黒
き
を
欲
す
。
方
に
黒
き
を
求
む

（
連
）

る
時
、
漆
の
白
き
を
嫌
ひ
、
方
に
白
き
を
求
む
る
と
き
雪
の
黒
き
を
嫌
ふ
。
自
ら
是

れ

人
の
會
せ
ざ
る
こ
と
な
り
云

（
連
）

云
」
實
に
斯
う
云
ふ
こ
と
は
大
概
の
墨
工
に
は
殆
氣
の
附
か
ぬ
位
な
も
で
、
能
く
も
斯
様
な
精
微
な
處
ま
で
眼
が
届

い
た
も
の
と
感
服
致
し
ま
す
。
其
の
位
の
卋
間
で
あ
る
か
ら
、
一
般
の
画
工
先
生
も
定
め
て
墨
の
事
は
能
く
調
べ
た

で
有
り
ま
せ
う
。
随
て
墨
工
も
頗
骨
が
折
れ
た
に
違
な
い
乃
で
益
々
精
良
の
品
が
出
来
る
。
又
夫
に
連
れ
て
画
工
も

愈
其
腕
を
磨
く
と
云
う
様
な
譯
で
、
要
之
宋
代
の
画
を
し
て
一
際
優
れ
て
氣
韻
を
髙
尚
な
ら
し
め
た
の
は
、
勿
論
画

工
の
腕
前
も
有
ら
う
が
、
一
に
は
墨
の
精
良
と
云
ふ
こ
と
が
大
に
與
て
力
あ
る
も
の
で
有
っ
た
ら
う
と
考
る
の
で
ム

り
升
。
さ
れ
ば
今
日
我
邦
の
画
家
先
生
に
於
て
も
其
の
伎
倆
の
日
に
月
に
進
歩
せ
ら
る
ゝ
に
就
て
も
、
益
々
墨
の
撰

擇
に
注
意
せ
ら
れ
て
、
遂
に
我
が
明
治
盛
代
の
美
術
を
し
て
古
今
萬
國
に
冠
絶
せ
し
む
る
様
に
致
し
た
い
も
の
で
ム

り
升
。

此
程
或
画
家
先
生
か
ら
の
御
話
に
、
近
頃
は
西
洋
人
も
大
分
日
本
画
に
對
す
る
眼
が
明
て
来
た
と
見
え
て
、
着
色

画
よ
り
も
墨
画
の
方
を
好
む
者
が
段
々
殖
て
来
た
。
其
説
を
聞
く
に
、
單
に
墨
の
濃
淡
ば
か
り
で
能
く
花
鳥
・
人
物

・
山
水
等
の
眞
趣
を
写
し
出
す
の
は
、
日
本
美
術
の
特
長
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
、
殊
の
外
賞
讃
し
て
居
る
。
盖
ふ
に

ノ

西
洋
の
方
は
彩
色
の
術
が
大
に
開
け
て
居
て
、
繪
具
の
種
類
も
吾
邦
よ
り
は
数
十
倍
も
多
い
。
雖
然
繪
具
と
云
ふ
も

の
は
素
よ
り
死
物
で
あ
る
か
ら
、
如
何
に
彩
色
を
緻
密
に
し
て
も
、
天
然
界
の
草
本
の
花
の
色
や
、
葉
の
色
の
活
々

し
た
處
や
、
鳥
獣
の
羽
毛
の
艶
々
し
い
工
合
に
は
到
底
及
ぶ
も
の
で
な
い
乃
で
、
其
の
死
だ
繪
具
を
濃
厚
と
塗
立
た

繪
か
ら
視
て
は
、
淡
泊
な
墨
繪
の
方
が

夐

に
高
尚
で
韻
致
に
富
ん
で
居
る
と
云
ふ
こ
と
を
、
漸
々
了
悟
て
来
た
も
の

は
る
か

で
あ
ら
う
。
さ
す
れ
ば
、
今
後
は
大
に
墨
画
の
流
行
を
来
ら
す
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
随
て
従
来
は
画
工
の
中
に
も
餘

、

、

り
墨
色
を
八
釜
敷
云
ふ
人
が
鮮
か
っ
た
が

今
後
は
西
洋
人
も
活
眼
を
開
い
て
之
を
評
す
る
様
に
成
る
で
あ
ら
う
し



况
て
此
方
の
人
は
眼
力
が
益
々
精
微
の
域
に
進
ん
で
、
苟
も
繪
画
を
品
評
す
る
に
は
、
運
筆
の
巧
拙
や
布
置
の
如
何

を
論
ず
る
外
に
、
必
墨
氣
の
優
劣
を
細
論
す
る
様
な
風
に
成
っ
て
、
今
五
・
六
年
も
過
ぎ
た
ら
画
工
等
が
大
に
墨
と

云
ふ
も
の
に
重
き
を
置
く
様
に
成
る
で
あ
ら
う
と
云
ふ
話
で
ム
り
ま
し
た
。
是
は
何
様
左
も
あ
り
さ
う
な
事
で
ム
リ

升
。
猶
又
愚
老
の
考
に
は
、
従
来
墨
の
本
家
貌
を
し
て
居
た
支
那
人
も
、
追
々
自
國
の
墨
の
寿
命
の
短
い
こ
と
や
、

色
合
の
劣
て
居
る
こ
と
ゝ
を
覺
知
て
參
た
な
ら
ば
、
遂
に
は
我
が
改
良
墨
を
望
む
様
に
も
成
る
で
あ
ら
う
。
随
て
古

来
久
し
く
彼
の
輸
入
を
仰
い
で
居
た
吾
邦
か
ら
、
却
て
彼
に
向
っ
て
輸
出
す
る
様
に
成
っ
た
な
ら
ば
、
誠
に
愉
快
な

こ
と
で
あ
ら
う
と
存
じ
升
。

扨
以
上
で
大
躰
の
御
話
は
終
り
ま
し
た
が
、
序
に
墨
の
鑑
定
法
を
一
二
條
御
参
考
迠
に
申
上
げ
て
置
き
ま
せ
う
。

先
清
墨
と
我
が
改
良
墨
の
優
劣
を
試
験
す
る
に
は
、
双
方
の
墨
を
同
質
の
硯
て
同
じ
程
に
濃
く
磨
て
、
夫
を
各
々
漆

板
の
上
に
塗
て
、
乾
い
た
處
で
水
中
に
浸
し
て
看
る
。
す
る
と
改
良
墨
の
方
は
毫
も
異
状
が
有
り
ま
せ
ぬ
が
、
清
墨

の
方
は
忽
色
が
変
て
青
色
を
帶
て
来
る
。
是
は
柔
質
の
膠
分
を
多
量
に
含
ん
で
居
る
爲
に
、
其
の
反
應
を
現
す
の
で

あ
り
升
。
夫
故
再
乾
か
し
て
も
復
本
の
色
に
は
戻
り
ま
せ
ぬ
。

扨
愚
が
熟
く
感
心
し
た
事
が
あ
り
ま
す
。
藝
が
行
届
け
ば
行
届
く
ほ
ど
眼
光
が
能
届
く
。
古
人
の
名
画
を
見
て
も

此
所
は
面
白
く
出
来
て
あ
る
。
此
所
は
ま
だ
及
ば
ぬ
此
位
は
随
分
書
け
る
。
此
濃
淡
は
味
ひ
が
妙
だ
、
此
墨
氣
が
及

ば
ぬ
。
如
何
に
せ
ば
行
な
ら
ん
と
、
段
々
と
眼
光
が
紙
背
に
徹
す
る
ま
で
に
至
り
て
腕
の
働
き
ハ
粗
行
く
が
、
今
一

ツ
墨
氣
ハ
腕
の
冴
へ
ぬ
故
か
届
か
ぬ
と
思
う
所
へ
佳
墨
が
来
る
。
成
程
是
だ
と
直

分
か
る
。
夫
と
い
ふ
が
ケ
様
な
こ

ク

と
が
あ
る
。
愚
老
の
墨
が
明
治
廿
五
・
六
年
頃
橋
本
雅
邦
翁
が
一
度
使
っ
て
見
て
非
常
に
喜
ん
で
、
其
後
此
墨
ば
か

(

一

八

九

二

・

三

年

)

。

。

、

。

り
使
っ
て
居
る

美
術
學
校
の
生
徒
が
師
匠
が
良
い
と
言
ふ
故
争
ふ
て
之
を
使
ふ

描
て
直
に
水
を
引
く

流
れ
る

先
生
に
梅
仙
墨
は
流
れ
升
が
と
云
ふ
。
先
生
曰
、
夫
が
佳
の
で
す
と
、
誰
が
問
ふ
て
も
先
生
ハ
夫
が
佳
の
で
す
と
云

ふ
。
余
も
先
生
は
何
と
言
ふ
か
を
問
ふ
。
愚
老
の
墨
は
流
れ
升
が
先
生
曰
、
乾
か
ぬ
内
に
水
を
引
け
バ
流
れ
升
と
、

先
生
は
如
何
致
し
ま
す
。
夫
は
三
四
枚
書
懸
け
て
乾
き
し
分
よ
り
其
抔
は
朝
早
く
涼
し
き
内
に
水
を
引
ま
す
と
、
素

(
等)

知
ら
ぬ
顔
で
答
へ
ま
し
た
。



扨
此
流
る
ゝ
と
い
ふ
事
外
の
人
達
ハ
悪
し
き
や
う
に
申
升
が
、
新
墨
ハ
五
六
年
ハ
何
れ
も
流
れ
升
、
悪
墨
は
流
れ

ま
せ
ぬ
。
夫
は
膠
が
粗
末
で
力
が
強
い
、
直
に
締
て
乾
く
。
佳
墨
は
烟
・
膠
共
に
分
子
が
細
い
。
乾
か
ぬ
内
に
水
を

見
れ
バ
展
び
る
。
水
を
以
行
け
バ
極
々
薄
く
有
る
か
有
ら
ぬ
ま
で
展
び
る
。
地
暈
や
雲
烟
縹
渺
の
妙
あ
る
所
以
で
、

製
墨
で
是
が
第
一
六
し
い
。
始
ハ
流
る
ゝ
と
悪
し
く
云
ふ
人
も
、
七
・
八
年
位
よ
り
誠
に
能
く
な
り
、
大
事
の
物
を

。

、

、

。

書
く
時
よ
り
ハ
使
は
ぬ
と
い
ふ

最
前
中

藝
が
熟
す
る
程
眼
光
が
届
く
と
申
通
り

東
京
に
多
く
の
画
家
が
あ
る

其
中
で
寺
崎
廣
業
君
・
鈴
木
華
邨
君
・
川
合
玉
堂
君
等
が
先
眼
に
着
て
雅
邦
翁
の
画
の
墨
氣
が
勝
れ
て
違
ふ
。
是
は

腕
力
が
違
ふ
故
で
あ
ら
う
と
、
中
に
も
寺
崎
君
が
水
を
遠
方
か
ら
寄
せ
、
又
自
分
に
念
を
入
れ
て
磨
り
、
種
々
に
し

て
も
墨
氣
が
出
ぬ
一
日
翁
を
尋
ね
て
、
如
何
に
す
れ
ば
彼
様
な
墨
氣
が
出
ま
す
か
と
、
翁
は
笑
ふ
て
一
笏
の
墨
を
出

し
、
余
は
近
年
此
墨
を
用
ひ
升
使
ふ
て
見
な
さ
れ
と
。
見
れ
ば
香
璧
梅
仙
作
る
と
あ
る
。
還
て
雲
龍
を
描
く
、
雲
氣

の
工
合
面
白
く
他
墨
で
ハ
出
来
ぬ
妙
味
が
出
た
。
成
程
是
迠
は
腕
だ
と
の
み
思
ひ
し
に
墨
で
あ
り
し
か
。
始
て
之
を

知
り
翁
の
眞
率
に
隠
し
も
せ
ず
、
直
に
示
さ
れ
た
を
感
心
し
た
と
の
事
。
又
信
州
渋
の
温
泉
塲
の
南
画
の
大
家
児
玉

果
亭
君
に
墨
談
一
冊
極
品
清
烟
の
小
サ
キ
と
を
送
り
し
に
、
墨
談
に
あ
る
清
の
唐
墨
は
落
安
い
又
変
色
す
る
。
梅
仙

ハ
明
墨
法
で
製
す
る
違
ひ
が
あ
る
と
い
ふ
を
、
先
生
は
直
ち
に
試
み
た
り
と
丁
寧
に
手
紙
を
く
れ
曰
、
極
品
清
烟
と

支
那
墨
四
・
五
品
と
で
別
々
に
認
め
、
二
・
三
時
間
乾
し
て
滾
水
を
た
っ
ぷ
り
引
き
試
み
し
に
、
極
品
清
烟
は
依
然

と
し
て
少
し
も
変
わ
り
な
く
、
唐
墨
は
或
は
流
れ
・
或
ハ
剥
奪
に
近
く
・
或
ハ
灰
色
に
変
し
中
に
一
笏
の
小
サ
キ
墨

一
ツ
丈
ケ
は
別
に
変
り
な
し
、
大
に
貴
説
の
確
実
な
る
を
信
じ
て
疑
は
ぬ
と
申
来
り
。
愚
老
も
大
に
感
心
し
て
何
れ

大
家
ハ
大
家
丈
ケ
に
、
同
し
く
墨
に
重
き
を
惜
き
人
の
言
を
も
容
易
に
聞
流
し
見
流
し
に
せ
ぬ
。
此
先
生
も
以
来
ハ

、

。

、

拙
墨
の
み
を
遣
ひ

唐
墨
の
悪
し
き
を
書
生
に
申
て
居
る
さ
う
で
す

京
都
の
富
岡
鐵
斎
先
生
も
始
終
用
ひ
ら
れ
て

少
し
も
苦
情
が
あ
り
ま
せ
ぬ
。
併
し
墨
の
微
妙
な
面
白
き
ハ
、
分
子
の
細
か
に
膠
の
熟
し
た
る
に
あ
り
、
初
心
の
人

ハ
流
し
て
墨
の
悪
し
き
が
如
く
言
ふ
。
此
ヲ
以
此
度
上
等
の
流
れ
故
名
を
製
し
て
竹
龍
と
ゆ
ふ
。

絨

く
て
其
妙
味

や
わ
ら
か

を
知
る
べ
し
。

清
墨
で
書
た
物
は
只
夫
ば
か
り
看
て
居
れ
ば
随
分
黒
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
夫
を
改
良
墨
で
書
た
物
の
側
に
直
と
駢



、

。

、

へ
て
看
る
と

忽
赭
色
が
見
江
て
參
り
升

又
従
来
清
墨
ば
か
り
用
ひ
て
ゐ
た
先
生
が
始
め
て
愚
老
の
墨
を
用
ひ
て

雲
烟
抔
を
描
く
に
、
従
来
の
手
心
で
書
く
と
餘
り
黒
過
て
失
敗
す
る
と
云
ふ
御
話
を
毎
度
承
り
升
。
是
は
墨
の
分
子

(

等)

が
極
め
て
細
い
故
で
ム
り
升
。
又
書
損
等
を
し
た
場
合
に
、
清
墨
な
ら
ば
石
鹸
水
で
洗
へ
ば
ス
ッ
カ
リ
脱
て
了
う
ふ

が
、
改
良
墨
の
方
は
何
様
法
を
に
し
て
も
脱
な
い
で
困
る
と
云
う
ふ
御
小
言
が
屡
有
り
ま
す
が
、
此
御
小
言
は
愚
老

の
尤
も
喜
ん
で
頂
戴
致
す
所
で
ム
り
升
。

先
清
墨
と
の
優
劣
論
は
此
位
に
し
て
猶
一
條
御
注
意
を
願
っ
て
置
き
た
い
の
は
、
佳
墨
を
使
ふ
と
き
に
は
必
一
々

硯
を
洗
て
新
し
い
水
を
用
る
と
云
ふ
こ
と
で
、
殊
に
新
墨
の
場
合
に
は
尤
も
是
が
肝
要
で
ム
り
升
。
又
膠
の
性
は
暑

。

、

。

に
弱
く
し
て
至
て
湿
氣
を
惹
き
易
い

依
て
夏
分
に
は
能
く
乾
い
た
古
墨
を
使
ひ

冬
分
は
新
墨
を
使
ふ
も
宜
し
い

夫
は
冬
は
膠
が
乾
く
か
ら
で
ム
り
升
あ
る
。
又
墨
は
幾
年
で
も
古
い
程
宜
し
い
様
に
卋
人
は
思
っ
て
居
り
升
が
是
は

大
な
る
誤
で
、
使
ひ
頃
は
先
三
年
位
か
ら
漸
々
佳
く
成
て
参
り
升
が
、
其
の
眞
の
佳
境
に
入
る
の
は
十
年
か
ら
二
十

年
位
の
處
で
、
夫
か
ら
百
年
位
迠
は
可
レ
ラ
ム
り
ま
す
。
夫
よ
り
二
百
年
・
三
百
年
に
も
成
っ
て
は
迚
も
實
用
に
任

る
も
の
で
は
有
り
ま
せ
ぬ
。
さ
れ
ば
今
の
卋
に
明
墨
だ
と
云
ふ
て
珍
蔵
せ
ら
れ
て
居
る
物
も
往
々
有
り
ま
す
が
、
若

し
其
が
苟
も
實
用
に
な
る
程
の
硬
度
で
あ
っ
て
、
且
幾
分
の
光
澤
を
存
し
て
居
る
も
の
な
ら
ば
、
必
清
代
の
贋
墨
で

あ
る
と
断
言
し
て
差
支
ム
り
ま
せ
ぬ
。
愚
老
が
多
年
の
經
験
か
ら
考
へ
升
と
、
先
前
條
の
様
な
も
の
で
三
百
年
位
で

落
て
仕
舞
ふ
と
、
千
年
・
千
五
百
年
傳
へ
て
些
の
変
化
な
き
と
ハ
、
其
始
め
髙
價
い
と
か
安
價
い
と
か
少
し
の
違
い

で
後
年
に
至
っ
て
如
此
の
違
ひ
が
出
来
升
。

愚
老
ハ
元
来
金
を
儲
け
る
と
云
う
よ
り
美
術
を
惜
し
む
の
心
が
重
い
。
昔
の
谷
文
晁
や
丹
羽
盤
桓
子
の
心
に
成
て

考
へ
る
と
實
に
此
改
良
は
愚
老
一
人
の
心
で
は
な
い
。
卋
界
の
美
術
心
の
あ
る
方
々
の
早
く
後
卋
子
孫
の
爲
を
考
へ

て
貰
い
た
い
と
思
ひ
升
。
試
み
に
應
擧
時
代
よ
り
後
の
繪
で
第
一
唐
墨
の
落
易
い
事
を
考
へ
て
無
理
に
も
和
墨
を
用

ひ
た
文
晁
の
繪
と
、
外
の
唐
墨
画
と
を
洗
ひ
競
へ
て
御
覧
な
さ
れ
。
文
晁
の
繪
ハ
落
ち
ま
せ
ん
、
外
の
繪
ハ
直
に
白

ッ
ぽ
く
成
て
来
ま
す
。
狩
野
の
繪
の
墨
氣
の
良
き
も
是
故
で
有
り
ま
す
。
近
来
如
此
清
墨
画
の
煤
を
洗
ふ
て
段
々
落

る
得
意
に
は
立
腹
す
る
。
依
て
明
礬
水
を
引
き
水
分
を
受
け
ぬ
や
う
に
し
て
洗
ふ
に
至
る
。
併
夫
で
も
永
く
ハ
持
升



ま
い
。
猶
墨
に
就
て
の
南
画
派
の
画
伯
ハ
兎
角
支
那
物
を
尊
重
す
る
風
あ
っ
て
清
繪
画
て
墨
法
の
一
変
し
た
る
事
を

？

？

？

。

。

知
ら
ず
宋
元
明
以
来
□
法
の
で
あ
る
と
思
ふ
て
居
る
ら
し
ゐ

墨
法
の
変
化
し
た
る
事
を
早
く
知
ら
せ
た
カ
で
あ
る

？
乃

東
京
本
郷
元
町
一
ノ
廿
四

鈴

木

梅

仙
へ

居

宅

あ

と

が

き

鈴
木
梅
仙
は
、
天
保
七
年
一
月
十
一
日
、
田
辺
市
の
下
秋
津
村
安
井
、
鈴
木
喜
平
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
、
本
書

(

一

八

三

六

年

)

に
あ
る
通
り
学
を
以
て
身
を
立
て
よ
う
と
志
し
、
勉
学
に
励
ん
だ
が
病
弱
の
た
め
断
念
し
、
松
煙
問
屋
を
営
む
兄

の
家
業
を
助
け
る
う
ち
、
紀
州
の
名
墨
藤
代
墨
の
故
事
に
ふ
れ
、
製
墨
の
研
究
に
打
ち
込
み
、
や
が
て
、
す
ぐ
れ

た
墨
匠
と
し
て
知
ら
れ
、
明
治
・
大
正
期
を
通
じ
、
書
家
や
芸
術
家
な
ど
の
用
墨
の
委
嘱
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、

梅
仙
墨
の
名
を
高
め
、
宮
内
省
御
用
墨
と
も
な
り
ま
し
た
。
大
正
七
年
十
二
月
十
五
日
歿

(

一

九

一

八

年

)

こ
の
『
墨
の
は
な
し
』
は
美
濃
紙
三
十
六
枚
毛
筆
書
き
。
鈴
木
梅
仙
の
雑
誌
投
稿
原
稿
で
、
外
表
紙
は
後
年
付
け

加
え
た
も
の
で
あ
る
。
和
紙
の
内
表
紙
及
び
最
後
の
ペ
ー
ジ
は
梅
仙
自
筆
に
間
違
い
な
い
。
ま
た
晩
年
梅
仙
が
不

自
由
な
手
で
所
々
修
正
加
筆
し
て
い
る
所
を
見
る
と
梅
仙
自
筆
で
所
有
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

平
成
二
十
三(

二
〇
一
一)

年
五
月
二
十
日(

金)

清

水

章

博


