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あ
る
。
ま
た
、
金か

ね

を
納
め
て
い
る
た
め
、
銅
銭
の
汚け

が

れ
た
臭に

お

い
が
す
る
の
で
あ
る
。

　
注○『

訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
二
一
丁
裏
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・
古
艶
部
（
第

四
九
話
、一
一
丁
表
〜
裏
）。
○
酸
臭
﹇suān chòu

﹈＝
酸
っ
ぱ
く
て
、臭
い
。「
酸
」「
臭
」
は
「
す
っ

ぱ
い
」「
く
さ
い
」
と
い
う
意
味
の
形
容
詞
。
現
代
中
国
語
と
同
じ
。
○
搏
﹇bó

﹈＝
「
捕
ま
え
る
」

意
の
動
詞
。
左
訓
「
ト
ラ
ヘ
ル
」（
捕
ら
え
る
）。
○
滋
味
﹇zīw

èi

﹈＝
味
、
味
わ
い
。
現
代
中
国
語

と
同
じ
。
日
本
語
「
滋
味
」
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
微
妙
に
異
な
る
。
○
上
半
截
﹇shàng bànjié

﹈

＝
上
の
半
分
。
こ
こ
で
は
「
上
半
身
」
の
こ
と
。
左
訓
「
コ
シ
ヨ
リ
カ
ミ
」（
腰
よ
り
上
）。
○
下
半

截
﹇xià bànjié

﹈＝
下
の
半
分
。
こ
こ
で
は
「
下
半
身
」
の
こ
と
。
左
訓
「
コ
シ
ヨ
リ
シ
モ
」（
腰

よ
り
下
）。
○
究
竟
﹇jiūjìng

﹈＝
結
局
の
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
は
。
現
代
中
国
語
と
同
じ
。
左
訓
「
オ

ン
ヅ
マ
リ
」。
○
何
等
﹇héděng

﹈＝
ど
の
よ
う
な
、
ど
ん
な
。
○
納
監
﹇nà jiàn

﹈＝「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

」
の
制
度
を
利
用
し
て
科
挙
の
受
験
資
格
を
手
に
入
れ
た
学
生
の
こ
と
。
第
五
七
話
「
納
粟
詩
」

の
注
に
詳
し
い
。
左
訓
「
ゼ
ニ
ヲ
ヽ
サ
メ
タ
ノ
タ
」（
銭
を
納
め
た
の
だ
）。
○
酸
気
﹇suānqì

﹈＝

貧
乏
書
生
ら
し
い
ケ
チ
臭
さ
。
ま
た
、
耳
で
聞
い
て
も
分
か
ら
な
い
よ
う
な
中
国
語
の
「
書
き
言
葉

（
文ぶ

ん

言げ
ん

）」
を
、こ
れ
見
よ
が
し
に
イ
ン
テ
リ
ぶ
っ
て
、ひ
け
ら
か
そ
う
と
す
る
嫌い

や

味み

っ
ぽ
さ
を
も
言
う
。

た
だ
し
、
文
字
通
り
の
意
味
と
し
て
は
、「
酸す

っ
ぱ
い
雰
囲
気
」「
酸す

っ
ぱ
い
ム
ー
ド
」。
○
納
粟
﹇nà 

sù

﹈＝（
多
く
は
賄わ

い

賂ろ

と
し
て
）
金
銭
を
納
め
る
こ
と
（
前
出
）。
○
銅
臭
﹇tóngchòu
﹈＝
銅
の
臭に

お

い
。

強
欲
で
金か

ね

に
汚
い
人
間
を
風
刺
す
る
と
き
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。

　
補
注

　

こ
の
話
は
、『
笑
府
』巻
一
古
艶
部（
第
一
二
話「
酸
臭
」）に
類
話
が
あ
る
。『
笑
府
』の
日
本
語
訳
は
、

松
枝
茂
夫
『
全
訳
笑
府
（
上
）』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
年
一
月
、
二
四
頁
）
を
参
照
。
な
お
、
和

刻
本
『
笑
府
』
に
類
話
は
な
い
。

　
『
笑
府
』
収
録
話
の
原
文
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。『
笑
林
広
記
』
本
文
と
の
間
に
は
、
僅
か
に

文
字
の
異
同
が
あ
る
。

　　
　
『
笑
府
』
第
一
二
話
（
巻
一
古
艶
部
、
筑
波
大
学
中
央
図
書
館
蔵
本
、
六
丁
表
〜
裏
）

　
　
　
　

酸
臭

　
　

小
虎
謂
老
虎
曰
。
今
日
吃
一
箇
人
。
滋
味
甚
異
。
上
半
酸

8

8

8

。
下8

　
　

半8

臭8

是、
、
、
、

何
人
也
。
老
虎
曰
。
此、
、
、
、
、
、
、

必
秀
才
納
粟
者

　
　
　

近、
、
、
、
、
、

來
監
生
行
事
。
都、
、
、
、
、

兼
帯
酸
氣
只
合
喚
作

8

8

8

8

8

 醋
耳
8

8

﹇

音
甕
﹈

　
　
　

又
一
秀
才
畏
考
。
援
例
。
堂
試
日
。
至
晩
不
成
篇
。
乃
大
書

　
　
　

巻
面
曰
。
惟
其
如
此
。
所
以
如
此
。
若
要
如
此
。
何
必
如
此
。

　
　
　

堂
官
見
之
。
笑
曰
。
寫
得
出
此
四
句

8

8

8

8

8

8

。
畢
竟
還
是
箇
附
例

8

8

8

8

8

8

8

　
余
説

　

本
話
は
、「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

」
の
制
度
を
利
用
し
て
学
生
の
身
分
を
手
に
入
れ
た
科
挙
受
験
生
を
揶や

揄ゆ

し
た
話
で
あ
る
。

　

第
五
七
話
「
納の

う

粟ぞ
く

詩し

」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
学
生
を
嘲ち

よ
う

笑し
よ
う

し
た
、
手
の
込
ん
だ
「
歇け

つ

後こ
う

詩し

」
が

収
録
さ
れ
、
第
五
九
話
「
咬こ

う

飛ひ

辺へ
ん

」
に
は
、
金
に
ま
み
れ
た
学
生
の
、
小こ

粒つ
ぶ

銀ぎ
ん

の
よ
う
な
耳
に
ガ
ブ

リ
と
嚙か

み
つ
く
と
い
う
話
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
第
六
〇
話
「
入に

ゆ
う

場じ
よ
う

」
に
は
、
金
ま
み
れ
の

学
生
は
豚
の
ウ
ン
チ
の
よ
う
に
臭く

さ

い
と
い
う
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
第
六
七
話
「
酸さ

ん

臭し
ゆ
う

」
で
は
、
な
ん
と
本
当
に
学
生
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
ト
ラ
の

口
か
ら
、
金
に
ま
み
れ
た
人
間
の
味
は
「
酸
っ
ぱ
く
て
、
臭
い
」（「
酸
臭
」）
と
言
わ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

中
国
語
で
は
、書
生
が
イ
ン
テ
リ
ぶ
っ
て
難
し
い
言
葉
（「
文
言
」）
を
弄
す
る
嫌い

や

味み

な
様
子
を
「
酸

気
﹇suānqì

﹈」
が
あ
る
と
言
い
、
金
銭
に
目
が
な
い
汚け

が

れ
た
人
間
を
「
銅
臭
﹇tóngchòu

﹈」
が
あ

る
と
言
っ
て
罵
倒
す
る
。
こ
こ
で
は
、
学
問
も
な
い
く
せ
に
金
の
力
で
学
生
の
身
分
を
手
に
入
れ
た

「
ど
ら
息
子
」
た
ち
を
、「
酸
臭
﹇suān chòu

﹈」（
イ
ン
テ
リ
ぶ
っ
て
い
て
、
な
お
か
つ
金
に
汚き

た
ない

強ご
う

欲よ
く

な
奴
）
と
言
っ
て
馬
鹿
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　　　（
附
記
）

　

本
稿
は
、
平
成
三
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
、
課
題
番
号
一
七
Ｋ
〇
二
四
五
六

「
東
ア
ジ
ア
の
笑
話
と
日
本
語
・
日
本
文
学
に
関
す
る
複
合
的
研
究
」）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。
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－－

る
）。
○

﹇shí

﹈＝
そ
の
と
き
。「

」
は
「
時
」
の
異
体
字
。
中
国
原
本（
同
前
京
大
本
）は
「
時
」

に
作
る
。
○
公
幹
﹇gōnggàn

﹈＝
公
務
、
公
用
。
左
訓
「
ゴ
ヨ
ウ
」（
御
用
）。
○
候
究
﹇hòujiū

﹈

＝（
待
合
室
や
控
室
で
）
待
つ
。
た
だ
し
、
中
国
資
料
の
用
例
未
詳
。
左
訓
「
サ
シ
ヒ
カ
ヘ
サ
ス
ル
」

（
差
し
控
へ
さ
す
る
）。
○
牌
﹇pái

﹈＝
板
で
作
ら
れ
た
立
て
札
の
こ
と
。
左
訓
「
ヰ
ハ
イ
」（
位
牌
）。

中
国
原
本
（
同
前
）
は
「
碑
」
に
作
る
。「
碑
﹇bēi

﹈」
は
「（
墓
石
の
よ
う
な
）
石
碑
」
の
こ
と
。

○
驚
詫
﹇jīngchà
﹈＝
驚
き
怪
し
む
、
不
思
議
に
思
い
、
び
っ
く
り
仰
天
す
る
。
左
訓
「
ト
ウ
テ
ン

シ
テ
」（
動
顚
し
て
）。
○
嗚
咽﹇w

ūyè

﹈＝
む
せ
び
泣
く
、す
す
り
泣
く
、し
く
し
く
泣
く
。
左
訓「
シ

ク
シ
ク
ナ
イ
テ
ヲ
ル
」（
し
く
し
く
泣
い
て
を
る
）。
○
先
人﹇xiānrén

﹈＝
亡
く
な
っ
た
父
親
の
こ
と
。

○
霊
座
﹇língzuò

﹈＝
死
者
の
遺
体
を
安
置
す
る
た
め
の
台
。
左
訓
「
ヰ
ハ
イ
」（
位
牌
）。
○
覩
物

傷
情
﹇dǔ w

ù shāng qíng

﹈＝
故
人
に
縁ゆ

か
り

の
あ
る
物
を
見
て
、
亡
き
人
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
、

悲
し
い
気
持
ち
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
こ
と
。
亡
き
人
を
偲し

の

ぶ
気
持
ち
が
激
し
い
こ
と
の
形
容
。『
醒

世
恒
言
』
第
一
巻
「
両
県
令
競
義
婚
孤
女
」
に
「
今
雖
年
久
。
尚
然
記
憶
。
覩
物
傷
情
。
不
覺
哀
泣
。」

（
今
や
長
い
年
月
が
経
過
し
て
は
お
り
ま
す
が
、
ま
だ
あ
の
時
の
こ
と
が
記
憶
に
残
っ
て
お
り
、
縁ゆ

か
り

の
あ
る
物
を
目
に
し
て
亡
き
人
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
て
悲
し
い
気
持
ち
が
よ
み
が
え
り
、
思
わ
ず

涙
が
流
れ
て
し
ま
い
ま
す
。（
拙
訳
））
と
あ
る
。

　
補
注

　

こ
の
話
は
、
原
本
『
笑
府
』『
絶
纓
三
笑
』、
和
刻
本
『
笑
府
』
な
ど
に
類
話
は
な
い
。

　
余
説

　

こ
の
話
も
、
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
の
無
知
を
嘲あ

ざ
わ
ら笑

っ
た
も
の
で
あ
る
。
財
産
が
豊
か
に
あ
り
、
文
字
が

読
め
な
い
学
生
と
い
う
か
ら
に
は
、
間
違
い
な
く
、
や
は
り
こ
の
学
生
も
「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

」
の
制
度

を
利
用
し
、
お
金
だ
け
で
学
生
の
身
分
を
手
に
入
れ
た
輩や

か
ら

で
あ
る
。

　

本
話
の
主
人
公
で
あ
る
斉せ

い

君
は
、
形
が
似
て
い
る
二
種
類
の
文
字
を
読
み
間
違
え
た
。
一
つ
目

は
、「
兎
﹇tù

﹈（
う
さ
ぎ
）」
と
「
免
﹇m

iǎn

﹈（
免
除
す
る
）」。
二
つ
目
は
、「
斎さ

い

戒か
い

﹇zhāi jiè

﹈」

と
「
斉せ

い

成せ
い

﹇Q
í Chéng

﹈」
で
あ
る
。

　

一
つ
目
の
文
字
の
読
み
間
違
い
に
よ
っ
て
、
斉せ

い

君
は
府
知
事
に
捕と

ら
え
ら
れ
、
二
つ
目
の
読
み
間

違
い
に
よ
っ
て
、
今
度
は
死
ん
で
も
い
な
い
父
親
「
斉せ

い

成せ
い

」
氏
の
死
を
、
大
声
張
り
上
げ
て
嘆
き
悲

し
む
こ
と
に
な
る
。

　

い
ず
れ
の
文
字
も
、
確
か
に
形
は
よ
く
似
て
い
る
が
、
基
本
的
な
語
彙
力
と
、
常
識
的
な
判
断
力

さ
え
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
「
バ
カ
」
で
さ
え
な
け
れ
ば
、
こ
の
程
度
の
漢
字
を
読
み
間
違
え
る
は
ず
は

な
い
。
こ
の
話
を
通
し
て
、『
笑
林
広
記
』
の
編
者
・
遊
戯
主
人
の
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
は
、「（
金

の
力
で
入
学
し
た
）
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
は
バ
カ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　　
67
酸さ
ん

臭
し
ゆ
う（

す
っ
ぱ
く
て
、
く
さ
い
）

原
文

　
　

酸-

臭

小
虎
謂
二テ

老
虎
一ニ

曰
。
今
日
出
レテ

山
ヲ

。
搏ト

ラ
ヘ
ル

二シ

得
テ

一
人
一ヲ

食
レフ

之
ヲ

。
滋-

味
甚

タ

異
也

。
上コ

シ
ヨ
リ
カ
ミ

-

半-

截
ハ

酸
也

。

下コ
シ
ヨ
リ
シ
モ

-

半-

截
ハ

臭
也

。
究オ

ン
ヅ
マ
リ

-

竟
不
レ

知
ラ

是
レ

何
等

ノ

人
ソ

。
老
虎
曰

ク

。
此

レ

必
ス

是
レ

秀
才

ノ

納ゼ
ニ
ヲ
ヽ
サ
メ
タ
ノ
タ

-

監
ス
ル

者
也

。

　
﹇
學
生
乃
有
二

酸
氣
一 

納
レ

粟
ヲ

則
有
二

銅
臭
一

﹈

　
書
き
下
し
文

　
　

酸さ
ん

臭し
う

小せ
う

虎こ 

老ら
う

虎こ

に
謂い

ひ

て
曰い

は

く
。
今こ

ん

日に
ち 

山や
ま

を
出い

で

て
。
一い

ち

人に
ん

を
搏は

く

し
得え

て 

之こ
れ

を
食く

ふ
。
滋じ

味み 

甚は
な
は

だ
異い

な

り
。
上じ

や
う

半は
ん

截せ
つ

は
酸さ

ん

な
り
。
下か

半は
ん

截せ
つ

は
臭し

う

な
り
。
究き

う

竟き
や
う 

知し

ら
ず 

是こ
れ 

何な
ん

等ら

の
人ひ

と

ぞ
。
老ら

う

虎こ 

曰い
は

く
。

此こ
れ 

必か
な
ら

ず
是こ

れ 

秀し
う

才さ
い

の
納な

ふ

監か
ん

す
る
者も

の

な
り
。

　
﹇
学が

く

生せ
い 

乃す
な
は

ち 

酸さ
ん

気き 

有あ

り
、
粟あ

は

を
納を

さ

む
る
と
き
は 

則す
な
は

ち 

銅ど
う

臭し
う 

有あ

り
﹈

　
現
代
語
訳

　

子
ど
も
の
ト
ラ
が
、
大
人
の
ト
ラ
に
言
っ
た
。

　
「
今
日
ね
、
山
を
出
て
、
人
間
を
一
人
捕
ま
え
て
食
べ
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の
味
が
と
っ
て
も
変
だ
っ

た
の
。
上
半
身
は
酸す

っ
ぱ
く
て
、
下
半
身
は
臭く

さ

い
の
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
ど
う
い
う
人
間
だ
っ
た
の

か
、
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
わ
。」

　

大
人
の
ト
ラ
は
言
っ
た
。

　
「
そ
れ
は
な
、
き
っ
と
、
金
の
力
で
学
生
の
身
分
を
手
に
入
れ
た
秀
才
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。」

　
　

【
和
刻
本
割
注
】
学
生
に
は
、
貧
乏
く
さ
い
酸さ

ん

味み

と
、
知
識
を
ひ
け
ら
か
そ
う
と
す
る
嫌い

や

味み

が
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書
き
下
し
文

　
　

斎さ
い

戒か
い

庫こ

一い
ち

監か
ん

生せ
い 

姓せ
い

は
斉せ

い

。
家か

資し 

甚は
な
は

だ
富と

む
。
但た

だ
字じ

を
識し

ら
ず
。
一い

ち

日じ
つ 

府ふ

尊そ
ん 

票へ
う

を
出い

だ

し 

鶏と
り

二に

隻せ
き

。
兎う

さ
ぎ

一い
つ

隻せ
き

を
取と

る
。
皂さ

う 

亦ま
た 

票へ
う

中ち
ゆ
う

の
字じ

を
識し

ら
ず
。
斉せ

い

監か
ん

生せ
い

に
央た

の
ん

で
看み

せ
し
む
。
生せ

い 

曰い
は

く
。
鶏と

り 

二に

隻せ
き

を
討も

と

む
る
も
、
一い

つ

隻せ
き

を
免め

ん

ず
。
皂さ

う 

只た
だ 

一い
つ

鶏け
い

を
買か

ふ
て 

回く
わ
い

話わ

す
。
太た

い

守し
ゆ 

怒い
か
つ

て
曰い

は

く
。
票へ

う

上じ
や
う

に

鶏と
り

二に

隻せ
き

、
兎う

さ
ぎ

一い
つ

隻せ
き

を
取と

る
と
す
。
為い

か
ん何

ぞ 

只た
だ 

一い
つ

鶏け
い

を
繳け

う

す
。
皂さ

う 

監か
ん

生せ
い

の
事こ

と

を
以も

つ

て
稟ひ

ん

す
。
太た

い

守し
ゆ 

遂つ
ひ

に
監か

ん

生せ
い

を
拘こ

う

し
来き

た
つ

て
問も

ん

す
。
時と

き

に 

太た
い

守し
ゆ 

適た
ま

た
ま 

公こ
う

幹か
ん 

有あ

り
。
暫し

ば
ら

く
監か

ん

生せ
い

を
将も

つ

て
斎さ

い

戒か
い

庫こ

内な
い

に
収し

う

入に
ふ

し
て 

究き
う

を
候こ

う

す
。
生せ

い 

庫こ

に
入い

つ

て
。
牌は

い

上じ
や
う

の
斎さ

い

戒か
い

の
二に

字じ

を
見み

て
。
認み

と
め

て 

他か
れ

が

父ち
ち

親お
や 

斉せ
い

成せ
い

の
姓せ

い

名め
い

と
做な

し
。
目め

を
張は

り
驚き

や
う

詫た

し
。
嗚を

咽え
つ

し
て
止や

ま
ず
。
人ひ

と 

何な
ん

の
故ゆ

ゑ

ぞ
と
問と

へ
ば
。

答こ
た
へ

て
曰い

は

く
。
先せ

ん

人じ
ん

の
霊れ

い

座ざ

を
。
何な

ん

人ぴ
と

か
設せ

つ

建け
ん

し
て
此こ

こ

に
在あ

る
。
物も

の

を
覩み

て
情じ

や
う

を
傷い

た

む
。
焉い

づ
く

ん
ぞ

哭こ
く

せ
ざ
る
を
得え

ん
。

　
現
代
語
訳

　

あ
る
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
、
名み

よ
う

字じ

を
斉せ

い

と
言
っ
た
。
財
産
は
豊
か
で
あ
っ
た
が
、
文
字
が
読
め
な
い
。

　

あ
る
日
、
府
知
事
が
「
鶏と

り

を
二
羽
、
兎う

さ
ぎ

を
一
羽
（「
鶏
一
隻
。
兎
一
隻
。」）、
差
し
出
し
な
さ
い
」

と
い
う
証し

よ
う

文も
ん

を
発
行
し
た
。
官
庁
の
下
級
役
人
は
、
こ
れ
ま
た
証し

よ
う

文も
ん

の
文
字
が
読
め
な
か
っ
た
の

で
、
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
で
あ
る
斉せ

い

君
に
頼
ん
で
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
斉せ

い

君
は
言
っ
た
。

　
「
鶏と

り

を
二
羽
持
っ
て
こ
い
、
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
が
、
一
羽
は
免
除
す
（「
鶏
一
隻
。
免8

一
隻
。」）、

と
あ
る
ぞ
。」（
訳
者
注
、「
兎
﹇tù

﹈（
う
さ
ぎ
）」
と
い
う
文
字
を
「
免
﹇m

iǎn

﹈（
免
除
す
る
）」
に

読
み
間
違
え
て
い
る
の
で
あ
る
。）

　
（
文
字
が
読
め
る
に
違
い
な
い
学
生
の
斉せ

い

君
が
、
そ
の
よ
う
に
教
え
て
く
れ
た
の
で
）
官
庁
の
下

級
役
人
は
、
鶏と

り

を
一
羽
だ
け
買
っ
て
、
府
知
事
に
そ
の
よ
う
に
（「
御ご

所し
よ

望も
う

の
品
を
御
用
意
い
た
し

ま
し
た
」
と
）
申
し
上
げ
た
。（
そ
れ
を
聞
い
て
）
府
知
事
は
カ
ン
カ
ン
に
怒
り
、
こ
う
言
っ
た
。

　
「
証し

よ
う

文も
ん

に
は
、
鶏と

り

を
二
羽
、
兎う

さ
ぎ

を
一
羽
、
差
し
出
し
な
さ
い
、
と
書
い
て
あ
る
の
に
、
ど
う
し

て
鶏と

り

を
一
羽
し
か
差
し
出
さ
な
い
の
じ
ゃ
。」

　

官
庁
の
下
級
役
人
は
、
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
に
教
え
て
も
ら
っ
た
事こ

と

の
い
き
さ
つ
を
（
洗
い
ざ
ら
い
）

御
報
告
申
し
上
げ
た
。
そ
し
て
、
府
知
事
は
、
こ
の
学
生
を
捕つ

か

ま
え
、
尋じ

ん

問も
ん

す
る
こ
と
に
し
た
の
だ

が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
公
務
の
た
め
に
（
ど
う
し
て
も
そ
の
場
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

り
）、
し
ば
ら
く
の
間
、
学
生
を
「
斎さ

い

戒か
い

庫こ

」
と
い
う
精し

よ
う

進じ
ん

潔け
つ

斎さ
い

を
す
る
た
め
の
部
屋
に
入
れ
、
そ

こ
で
待
た
せ
て
お
く
こ
と
に
し
た
。

　

学
生
の
斉せ

い

君
は
、
そ
の
部
屋
に
入
り
、
石
碑
の
表
面
に
「
斎さ

い

戒か
い

」
と
い
う
二
文
字
が
刻
さ
れ
て
い

る
の
を
見
て
、
そ
れ
が
自
分
の
父
親
の
名
前
「
斉せ

い

成せ
い

」
で
あ
る
か
と
思
い
、
か
っ
と
大
き
く
眼ま

な
こ

を

見
開
き
、
び
っ
く
り
仰
天
、
し
く
し
く
し
く
し
く
、
い
つ
ま
で
も
む
せ
び
泣
き
出
し
て
し
ま
う
始
末
。

そ
こ
で
、「
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
泣
い
て
い
る
の
で
す
か
」
と
聞
い
て
み
た
ら
、斉せ

い

君
は
、こ
う
答
え
た
。

　
「
亡
き
父
上
様
の
御
遺
体
を
安
置
す
る
台
座
を
、
ど
な
た
が
こ
こ
に
お
作
り
に
な
っ
た
の
で
ご
ざ

い
ま
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
も
の
を
目
に
し
て
は
、
今
は
亡
き
、
か
の
父
上
様
の
こ
と
が
偲し

の

ば
れ
て

な
り
ま
せ
ぬ
。
ど
う
し
て
声
を
上
げ
て
泣
き
叫
ば
ず
に
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
わ
あ
ぁ
。」

　
注○『

訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
二
一
丁
表
〜
裏
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・
古
艶

部
（
第
四
七
話
、
一
〇
丁
裏
〜
一
一
丁
表
）。
○
齋
戒
庫
﹇zhāi jiè kù

﹈＝
斎さ

い

戒か
い

を
行
う
た
め
の

部
屋
。「
斎さ

い

戒か
い

」
は
、
仏
教
の
儀
式
（
祭
祀
）
に
先
立
ち
、
身
を
清
め
る
こ
と
。「
八
關
齋
戒
﹇bā 

guān zhāi jiè

﹈」
と
も
い
う
。
な
お
、「
八
戒
」
と
は
「
殺
生
を
し
な
い
」「
盗
み
を
し
な
い
」「
性

行
為
を
し
な
い
」「
嘘
を
つ
か
な
い
」「
酒
を
飲
ま
な
い
」「
正
午
以
降
は
食
事
を
し
な
い
」「
歌
舞
音

曲
に
触
れ
な
い
」「
大
き
な
ベ
ッ
ド
で
寝
な
い
」
こ
と
。「
齋
」
は
「
斎
」
の
本
字
。
本
文
中
の
左
訓

に
「
モ
ノ
イ
ミ
ヘ
ヤ
」（
物
忌
み
部
屋
）
と
あ
る
。
○
家
資
﹇jiāzī

﹈＝
一
家
の
財
産
、
身
代
。「
家

産
﹇jiāchǎn

﹈」「
家
財
﹇jiācái

﹈」
と
同
じ
。
左
訓
「
シ
ン
ダ
イ
」（
身
代
）。
○
府
尊
﹇fǔzūn

﹈＝

知
事
に
対
す
る
尊
称
。
左
訓
「
ブ
ギ
ヤ
ウ
」（
奉
行
）。
○
出
票
﹇chū piào

﹈＝
役
所
が
（
物
品
等

の
請
求
を
す
る
た
め
の
）
正
式
文
書
を
発
行
す
る
こ
と
。
和
刻
本
は
、「
票
」
に
左
訓
「
カ
キ
ツ
ケ
」

（
書
付
）
を
附
す
。
○
皂
﹇zào

﹈＝
官
庁
の
下
級
役
人
を
い
う
。「
皂
隷
﹇zàolì

﹈」
と
同
じ
。
左
訓

「
ア
シ
ガ
ル
」（
足
軽
）。「
足
軽
」
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
最
下
層
の
武
士
。
○
央
﹇yāng

﹈＝
頼

む
、
お
願
い
す
る
、
懇
願
す
る
。
右
傍
訓
「
タ
ノ
ン
テ
」（
頼
ん
で
）。
○

話
﹇huí huà

﹈＝（
目

下
の
者
が
目
上
の
人
に
）
返
事
を
す
る
、
申
し
上
げ
る
。「

」
は
「
回
」
の
異
体
字
。
中
国
原
本

（
乾
隆
二
十
六
年
（
一
七
六
一
）
宝
仁
堂
刊
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
谷
村
文
庫
蔵
）
は
「
回
」
に

作
る
。
○
太
守
﹇tàishǒu

﹈＝
官
職
名
、
府
知
事
の
別
称
。
も
と
は
一
郡
の
長
官
を
指
す
語
で
あ
っ

た
が
、宋
代
以
降
、郡
を
府
と
改
称
し
た
た
め
、府
知
事
の
こ
と
を
「
太
守
」
と
も
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

○
繳﹇jiǎo

﹈＝
納
め
る
、上
納
す
る
、差
し
出
す
。
左
訓「
サ
シ
ア
ケ
ル
」（
差
し
上
げ
る
）。
○
稟﹇bǐng

﹈

＝（
目
下
の
者
が
目
上
の
人
に
）
申
し
上
げ
る
、
上
申
す
る
。
左
訓
「
モ
ウ
シ
ア
ケ
ル
」（
申
し
上
げ

88



－－

和
刻
本
は
、「
相
」の「
目
」の
部
分
を「

」に
作
る
。
左
訓「
ト
ヽ
サ
マ
」（
父
様
）。
○
談
論﹇tánlùn

﹈

＝
非
難
す
る
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
議
論
す
る
。
○
進
身
﹇jìn shēn

﹈＝
官
職
に
就
く
、
役
人
に
な
る
、

立
身
出
世
す
る
。
左
訓
「
リ
ツ
シ
ン
」（
立
身
）。
○
稱
呼
﹇chēnghu

﹈＝
呼
び
方
、
呼
称
。「
稱
」

は
「
称
」
の
正
字
。
○
眷
侍
教
生
﹇juàn shì jiào shēng

﹈＝
謙
遜
の
気
持
ち
を
表
す
た
め
の
自
称
。

手
紙
の
末
尾
、
自
分
の
名
前
の
上
に
記
さ
れ
た
。「
眷
」
は
「
親
類
」「
姻
戚
」
の
関
係
に
あ
る
こ
と

を
示
し
、「
侍
」
は
「（
目
上
の
人
に
）
お
仕
え
す
る
」
と
い
う
謙
虚
な
気
持
ち
を
添
え
る
。「
教
」

は
「（
目
上
の
人
に
）
教
え
を
受
け
る
」
意
、「
生
」
は
、相
手
か
ら
見
て
、自
分
が
「
門
生
」「
学
生
」

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
明
代
の
白
話
小
説
『
西
遊
補
』
第
一
一
回
に
「
眷
侍
教
門
生 

十
三
宮

總
作
頭 

沈
敬
南 

百
拜
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
沈し

ん

敬け
い

南な
ん

と
い
う
人
物
が
手
紙
の
末
尾
に
記
し
た
自

署
名
で
あ
る
。「
眷
侍
教
生
」
と
い
う
語
は
、
あ
く
ま
で
も
目
上
の
人
に
対
す
る
謙
称
と
し
て
用
い

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
目
上
の
人
へ
の
宛
名
と
し
て
使
用
す
る
尊
称
で
は
な
い
。
父
親
に
対
し
て
用

い
る
の
は
、
文
法
的
に
も
礼
儀
の
上
か
ら
も
、
い
ず
れ
も
誤
り
で
あ
る
。
な
お
、
和
刻
本
の
「
眷
」

と
い
う
文
字
は
一
画
（
上
部
の
横
棒
が
）
多
い
。
誤
刻
で
あ
ろ
う
。
○
罷
﹇ba

﹈＝
文
末
に
用
い
ら

れ
、
相
手
の
同
意
を
求
め
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
添
え
る
語
気
助
詞
（「
〜
（
と
い
う
こ
と
に
し
よ
う
）

よ
」）。
現
代
中
国
語
「
吧
﹇ba

﹈」
に
相
当
す
る
。
右
傍
訓
「
ヨ
カ
ラ
ン
」。
○
斟
酌
﹇zhēnzhuó

﹈

＝
熟
慮
す
る
、
思
案
を
重
ね
る
。
○
切
當
﹇qièdàng

﹈＝
ぴ
っ
た
り
で
あ
る
。
適
切
で
あ
る
。「
當
」

は
「
当
」
の
正
字
。
○
延
師
﹇yán shī

﹈＝
師
を
招
く
、
先
生
を
招
聘
す
る
。
○
不
通
﹇bù tōng

﹈

＝
分
か
っ
て
い
な
い
、
事
理
に
通
じ
て
い
な
い
、
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
で
あ
る
。「
一
竅
不
通
﹇yí 

qiào bù tōng

﹈」
と
も
言
う
。
左
訓
「
モ
ン
モ
ウ
ナ
ル
ヲ
」（
文
盲
な
る
を
）。
○
嫌
二フ

ナ
ラ
ン

我
カ

太
タ

妄-

了
一ヲ

＝
私
が
余
り
に
も
デ
タ
ラ
メ
で
あ
る
の
に
腹
を
立
て
た
（
の
で
あ
ろ
う
）。
左
訓
「
メ
ツ
ソ

ウ
ナ
ル
ヲ
イ
ヤ
カ
ル
ナ
ラ
ン
」（
滅
相
な
る
を
嫌
が
る
な
ら
ん
）。「
滅め

つ

相さ
う

」
は
「
滅め

茶ち
や

苦く

茶ち
や

」
で
あ

る
こ
と
。
○
晩
生
帖
児
﹇w

ǎnshēng tiěr

﹈＝
清
代
中
国
の
官
界
（
官
吏
の
世
界
）
に
お
い
て
使
用

さ
れ
た
招
待
状
（「
名
帖
」）
の
一
つ
。
自
分
よ
り
も
少
し
だ
け
地
位
の
高
い
相
手
に
送
る
と
き
に
用

い
ら
れ
た
。「
晩
生
」
は
「（
相
手
よ
り
）
お
そ
く
生
ま
れ
た
（
後
輩
）」
意
。「
帖
」
は
「
招
待
状
」「
書

状
」
の
こ
と
。「
児
」
は
、
名
詞
の
語
尾
に
添
え
ら
れ
る
接
尾
辞
（
中
国
北
方
方
言
に
多
く
見
え
る
）。

清
代
の
白
話
小
説
『
緑
野
仙
蹤
』
第
二
回
に
「
我
早
已
想
及
於
此
。
但
他
是
個
現
任
中
書
。
我
是
個

秀
才
。
又
年
少
。
不
好
與
他
眷
弟
帖
。
寫
個
晩
生
帖
。
我
心
不
願
意
。」（
私
も
以
前
か
ら
そ
の
こ
と

は
気
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
あ
の
人
は
現
役
の
中
書
（
官
職
名
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
私
は

一
介
の
科
挙
受
験
生
、
し
か
も
年
下
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
同
年
配
の
相
手
に
送
る
よ
う
な
手
紙
を
出

す
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
し
、
か
と
い
っ
て
、
目
上
の
人
に
送
る
よ
う
な
「
晩ば

ん

生せ
い

帖じ
よ
う

」
を
出
す
な

ど
と
い
う
気
分
に
も
な
れ
な
い
の
で
す
。（
拙
訳
））
と
あ
る
。
○
﹇
與
姻
戚
同
輩
之
人
則
称
眷
侍
教

生
、
凡
與
平
等
年
長
之
人
則
称
晩
生
﹈
＝
こ
の
割
注
は
、
遠
山
荷
塘
に
よ
る
訳
注
で
あ
り
、
中
国
刊

本
に
は
な
い
。
原
本
に
は
訓
点
が
附
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
私
に
訓
読
し
た
。

　
補
注

　

こ
の
話
は
、
原
本
『
笑
府
』『
絶
纓
三
笑
』、
和
刻
本
『
笑
府
』
な
ど
に
類
話
は
な
い
。

　
余
説

　

引
き
続
き
、「
監
生
（
国
子
監
の
学
生
）」
の
無
知
を
馬
鹿
に
し
た
話
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

「
眷け

ん

侍じ

教き
よ
う

生せ
い

﹇juàn shì jiào shēng

﹈」「
晩ば

ん

生せ
い

﹇w
ǎnshēng

﹈」
と
い
う
謙
称
を
、
父
親
に
対
す

る
尊
称
と
し
て
使
っ
て
し
ま
っ
た
愚
か
さ
を
笑
っ
て
い
る
。

　

自
分
の
こ
と
を
控
え
め
に
言
う
た
め
の
謙
遜
の
辞
を
、
目
上
の
人
に
対
す
る
尊
敬
語
と
し
て
使
用

し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
現
代
の
日
本
人
に
も
、
と
き
ど
き
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
い

た
だ
く
」
と
い
う
語
は
謙
譲
語
で
あ
り
、
自
分
の
行
為
に
し
か
使
え
な
い
表
現
だ
が
、
目
上
の
人
に

向
か
っ
て
「
ど
う
ぞ
ご
ゆ
っ
く
り
、
い
た
だ
い
て
く
だ
さ
い
」
な
ど
と
言
っ
て
し
ま
う
類た

ぐ

い
で
あ
る
。

敬
語
表
現
が
苦
手
な
人
に
と
っ
て
は
、
他ひ

人と

事ご
と

で
は
な
い
話
か
も
し
れ
な
い
。

　　
66
斎さ
い

戒か
い

庫こ

（
精し

よ
う

進じ
ん

潔け
つ

斎さ
い

す
る
た
め
の
部
屋
）

原
文

　
　

齋-

戒-

庫

一-

監-

生
姓

ハ

齊
。
家シ

ン
ダ
イ

-

資
甚

タ

富
ム

。
但ゝ
不
レ

識
レラ

字
ヲ

。
一-

日
府ブ

ギ
ヤ
ウ

-

尊
出
レシ

カ
キ
ツ
ケ
票

ヲ

取
二ル

二-

隻
。
兎

一-
隻
一ヲ

。
皂

ア
シ
ガ
ル

亦

─

タ

不

─

レ

識
二ラ

票-

中
ノ

字
一ヲ

。
央タ

ノ
ン
テ

二

齊-

監-

生
一ヲ

看
セ
シ
ム

。
生
曰

ク

。
討
二

二-

隻
一ヲ

、
免ユ

ル
ス

二ス

一

隻
一ヲ 
皂─
只
買
二フ

テ

一
一ヲ

-

話
ス

。
太-

守
怒

テ

曰
ク

。
票-

上
ニ

取
二ル

ト
ス

-

二-

隻
、
兎
一-

隻
一ヲ

。
為-

何
ン
ソ

只ゝ
繳サ

シ
ア
ケ
ル

二ス

一
一ヲ

。
皂─

以
二テ 

監-

生
ノ

事
一

モ
ウ
シ
ア
ケ
ル

禀
ス

。
太-

守 

遂
ニ

ト
ラ
ヘ
テ
拘
二シ

監-

生
一ヲ

来ギ
ン
ミ
ス
ル

テ

問
ス

。
ニ

太-

守
適ゝ
有
二リ

公ゴ
ヨ
ウ幹

一

。
暫

ク

将
二

監-
生
一ヲ 

收
二-

入
シ
テ

齋モ
ノ
イ
ミ

-

戒
庫ヘ

ヤ-

内
一ニ 

サ
シ
ヒ
カ
ヘ
サ
ス
ル

候
レス

究
ヲ

。
生
入
レテ

庫
ニ

。
見
二テ

牌ヰ
ハ
イ-

上
ノ

齋-

戒
ノ

二-

字
一ヲ

。
認

テ

做
二シ 
他

レ
カ

父-

親
齊-

成
ノ

姓-

名
一ト

。
張
レリ

目
ヲ

驚ト
ウ
テ
ン
シ
テ

-

詫
シ

。
嗚シ

ク
シ
ク
ナ
イ
テ
ヲ
ル

-

咽
シ
テ

不
レ

止
マ

。
人
問
二ヘ

ハ

何
ン
ノ

故
一ソ

ト

。
荅
曰

ク

。
先-

人
霊ヰ

ハ
イ

-
座

ヲ

。
何

ン

人
カ

設
建

テ

在
レル

此
ニ

。
覩
レ

物
ヲ

傷
レム

情
ヲ

。
焉

ン
ソ

得
レン

不
レル

ヲ

哭
セ

。
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「
親
子
の
間
で
、
ど
う
し
て
招
待
状
な
ど
を
送
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。（
そ
ん
な
こ
と
を
し

た
ら
）
人
に
馬
鹿
に
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

　

す
る
と
、
学
生
は
言
っ
た
。

　
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
今
日
は
、
官
吏
に
採
用
さ
れ
た
（
記
念
す
べ
き
）
最
初
の
一
日
で
あ
る
。

他
の
客
人
た
ち
に
は
、
み
な
御
挨
拶
申
し
上
げ
た
の
に
、
ど
う
し
て
私
を
生
ん
で
く
れ
た
実
の
親
に

対
し
て
御
挨
拶
申
し
上
げ
な
い
な
ど
と
い
う
道
理
が
あ
ろ
う
か
。」

　

召
使
い
は
、
次
の
よ
う
に
質
問
し
た
。

　
「
そ
れ
で
は
、（
父
上
様
に
対
し
て
）
ど
の
よ
う
な
呼
び
名
を
使
え
ば
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。」

　

学
生
は
、
い
ろ
い
ろ
考
え
あ
ぐ
ね
た
末
に
、
こ
う
言
っ
た
。

　
「
う
う
む
、（
父
上
様
に
対
す
る
宛
名
は
）『
眷け

ん

侍じ

教き
よ
う

生せ
い

﹇juàn shì jiào shēng

﹈』
と
で
も
書
い

て
お
こ
う
か
。」

　

父
親
は
、
そ
れ
を
見
て
カ
ン
カ
ン
に
怒
り
、
息
子
を
叱
り
つ
け
た
。
学
生
は
言
う
。

　
「
こ
の
呼
び
名
は
、
熟
考
の
末
に
選
ん
だ
も
の
で
、
父
上
様
に
ぴ
っ
た
り
の
も
の
で
す
。
父
上

様
御
自
身
に
は
、
お
分
か
り
に
な
ら
な
い
だ
け
で
す
。
父
と
息
子
と
は
、
も
っ
と
も
近
い
肉
親
で

す
。
だ
か
ら
、（
親
類
関
係
を
意
味
す
る
）『
眷け

ん

』
と
い
う
一
字
を
附
し
た
の
で
す
。（「
お
仕
え
す
る
」

と
い
う
意
味
の
）『
侍じ

』
と
い
う
の
は
、『
父
は
腰
を
下
ろ
し
、
息
子
は
立
つ
』
と
い
う
意
味
で
す
。

『
教き

よ
う

』
と
い
う
字
は
、
私
が
幼
い
と
き
か
ら
家
庭
教
師
を
雇や

と

い
、（
私
に
立
派
な
）
教
育
を
授
け
て

く
だ
さ
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
し
て
、『
生せ

い

』
と
い
う
字
は
、
父
上
様
と
母
上
様
が
私
を
生

ん
で
く
だ
さ
っ
た
、
と
い
う
意
味
な
の
で
す
（
い
ず
れ
も
礼
儀
に
か
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
）。」

　

父
親
は
、（
そ
れ
を
聞
い
て
）
ま
す
ま
す
激
し
く
怒
り
狂
い
、
息
子
が
言
葉
の
意
味
を
ま
っ
た
く

理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
責
め
立
て
た
。

　

学
生
は
、
召
使
い
に
言
っ
た
。

　
「
ど
う
や
ら
父
上
様
は
、
私
が
勝
手
に
『
眷け

ん

侍じ

教き
よ
う

生せ
い

』
な
ど
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
な
。
そ
れ
な
ら
お
前
、
他
の
や
つ
（
後
輩
が
先
輩
に
送
っ
た

り
、
学
校
の
先
生
が
県
知
事
に
送
っ
た
り
す
る
、
少
し
地
位
の
高
い
人
に
対
し
て
使
用
す
る
招
待
状
）

『
晩ば

ん

生せ
い

帖じ
よ
う

』
に
で
も
取
り
替
え
て
き
て
お
く
れ
。」

　　
　

【
和
刻
本
割
注
】（
手
紙
や
招
待
状
を
）
姻
戚
関
係
に
あ
る
人
や
同
世
代
の
相
手
に
送
る
と
き

は
（
相
手
の
呼
び
名
を
）「
眷け

ん

侍じ

教き
よ
う

生せ
い

」
と
し
、一
般
に
、社
会
的
地
位
が
対
等
で
あ
り
、

年
齢
が
自
分
よ
り
も
上
で
あ
る
相
手
に
送
る
と
き
は
（
相
手
方
の
呼
び
名
を
）「
晩ば

ん

生せ
い

」

と
す
る
。

　　
　

【
訳
者
注
】
和
刻
本
の
割
注
に
記
さ
れ
て
い
る
遠
山
荷
塘
の
説
明
は
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
清

代
中
国
の
歴
史
的
事
実
と
は
異
な
る
。「
眷け

ん

侍じ

教き
よ
う

生せ
い

」
も
「
晩ば

ん

生せ
い

」
も
、
差
出
人
で
あ

る
自
分
の
名
前
の
右
上
に
書
き
添
え
る
謙
称
（
謙
遜
の
気
持
ち
を
込
め
た
自
称
、
無
理

に
訳
せ
ば
「
教
え
子
の
○
○
」「
後
輩
の
○
○
」「
愚
弟
」
な
ど
）
で
あ
り
、
相
手
の
名

前
を
呼
ぶ
と
き
の
尊
称
で
は
な
い
。
目
上
の
存
在
で
あ
る
父
親
に
「
私
の
教
え
子
で
あ

る
父
上
様
」「
私
よ
り
後
に
生
ま
れ
た
父
上
様
」
な
ど
と
呼
び
か
け
る
の
は
、
言
う
ま

で
も
な
く
無
礼
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
、
馬
鹿
げ
て
い
る
。
こ
の
話
に
出
て
く
る
、
学

識
も
教
養
も
常
識
も
な
い
、
無
知
な
学
生
の
勘
違
い
も
、
そ
の
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ

ば
笑
え
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
呼
び
名
を
目
に
し
た
と
き
の
父
親
の
憤
り
、
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
馬
鹿
息
子
を
育
て
て
し
ま
っ
た
情
け
な
い
気
持
ち
も
、
推
し
て
知
る

べ
し
で
あ
る
。

　
注○『

訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
二
〇
丁
裏
〜
二
一
丁
表
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・

古
艶
部
（
第
四
四
話
、
一
〇
丁
表
）。
○
援
例
入
監
﹇yuán lì rù jiàn

﹈＝「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

」（
お
金
を

納
め
て
国
子
監
に
入
る
意
）
の
制
度
（
条
例
）
を
利
用
し
て
、
最
高
学
府
「
国
子
監
」
に
入
学
す
る

こ
と
。『
警
世
通
言
』
第
三
二
巻
「
杜
十
娘
怒
沈
百
宝
箱
」
に
「
以
此
宦
家
公
子
。
富
室
子
弟
。
到

不
願
做
秀
才
。
都
去
援
例
做
太
學
生
。」（
そ
の
た
め
に
、
役
人
や
金
持
の
子
弟
は
、
秀
才
（
府
県
学

の
学
生
）
に
は
な
ろ
う
と
し
な
い
で
、
み
ん
な
こ
の
制
度
を
利
用
し
て
太
学
生
（
国
学
の
学
生
、
監

生
）
に
な
っ
た
。）（
前
出
「
中
国
古
典
文
学
大
系
」
第
三
七
巻
『
今
古
奇
観
（
上
）』
六
〇
頁
）
と

い
う
用
例
が
あ
る
（
第
五
七
話
「
納
粟
詩
」
参
照
）。
○
吩
咐
﹇fēnfù

﹈＝（
〜
に
…
を
）
言
い
つ
け

る
。
現
代
中
国
語
と
同
じ
。
左
訓
「
イ
ヒ
ツ
ケ
」（
言
ひ
付
け
）。
○
家
人
﹇jiārén

﹈＝
召
使
い
、下
僕
。

左
訓
「
ケ
ラ
イ
」（
家
来
）。
○
備
帖
﹇bèi tiě

﹈＝
招
待
状
を
準
備
す
る
。「
帖
﹇tiě

﹈」
は
、「
名

帖
﹇m

íngtiě
﹈」（
名
札
、
名
前
を
記
し
た
小
紙
片
）、「
請
帖
﹇qǐngtiě

﹈（
招
待
状
）」
の
意
。
左

訓
「
ナ
フ
ダ
ヲ
カ
キ
」（
名
札
を
書
き
）。
○
老
相
公
﹇lǎo xiànggōng

﹈＝
上
流
社
会
に
お
け
る
年

配
の
男
性
に
対
す
る
尊
称
。「
相
公
」
は
「
若
旦
那
」「
旦
那
さ
ま
」
の
意
（
第
八
話
「
楊
相
公
」
参
照
）。
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で
も
分
か
ら
ぬ
）
は
「
連
自
不
識
」
の
和
訳
、左
訓
「
モ
ジ
マ
テ
モ
シ
ラ
ヌ
」（
文
字
ま
で
も
知
ら
ぬ
）

は
「
連
字
不
識
」
の
和
訳
で
あ
る
。
な
お
、
中
国
原
本
（
乾
隆
二
十
六
年
（
一
七
六
一
）
宝
仁
堂
刊
、

京
都
大
学
附
属
図
書
館
谷
村
文
庫
蔵
）
は
、「
不
識
」
と
い
う
文
字
の
前
に
一
文
字
分
の
空
欄
が
あ
り
、

中
国
で
刊
行
さ
れ
た
別
本
（
光
緒
五
年
（
一
八
七
九
）
刊
『
新
刻
笑
林
廣
記
』（
粗
悪
本
））
は
「
連

旬
疑　

不
識
」（
意
味
不
明
。「
疑
」
と
「
不
」
の
間
に
一
字
分
の
空
欄
が
あ
る
。）
と
な
っ
て
お
り
、

ま
た
別
の
テ
キ
ス
ト
（
豊
橋
創
造
大
学
蔵
、刊
年
未
詳
、善
成
堂
刊
本
）
は
「
連
自
身
都
不
識
」
と
し
、

中
国
で
出
版
さ
れ
た
翻
刻
『
笑
林
廣
記
二
種
』（
廖
東
輯
校
、
斉
魯
書
社
、
一
九
九
六
年
、
一
二
頁
、

底
本
は
乾
隆
四
十
六
年
（
一
七
八
一
）
書
業
堂
刊
、廖
東
氏
蔵
本
）
は
「
連
自
﹇
字
同
﹈
多
不
識
」（﹇　

﹈

内
は
割
注
）
と
す
る
。

　
補
注

　

こ
の
話
は
、
原
本
『
笑
府
』『
絶
纓
三
笑
』、
和
刻
本
『
笑
府
』
な
ど
に
類
話
は
な
い
。

　
余
説

　

中
国
語
に
よ
る
ダ
ジ
ャ
レ
を
使
っ
て
、
妻
が
「
監
生
」
で
あ
る
夫
を
小
馬
鹿
に
す
る
話
で
あ
る
。

　
「
自
﹇zì

﹈」
と
「
字
﹇zì

﹈」
は
、
現
代
中
国
語
で
も
全
く
の
同
音
で
あ
る
。「
連
自
不
識
﹇lián 

zì bù shí

﹈」（
自
分
の
こ
と
す
ら
分
か
ら
な
い
）
と
い
う
言
葉
は
、
耳
で
聞
い
た
場
合
、「
連
字
不

識
﹇liàn zì bù shí

﹈」（
文
字
す
ら
読
め
な
い
）
と
い
う
意
味
を
も
合
わ
せ
持
つ
。

　

ま
た
、
こ
の
「
監
生
」
の
妻
の
態
度
か
ら
は
、「
文
字
す
ら
読
め
な
い
（
連
字
不
識
）」
こ
と
こ
そ

が
、「
監
生
」（
最
高
学
府
「
国こ

く

子し

監か
ん

」
の
学
生
）
の
特
徴
だ
と
思
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
れ

る
と
こ
ろ
が
、
実
に
お
か
し
い
。「
監
生
に
な
っ
た
お
か
げ
で
、
自
分
の
こ
と
す
ら
分
か
ら
な
く
な
っ

た
の
か
い
」
と
い
う
妻
の
言
葉
は
、「『
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

』
の
制
度
を
利
用
し
て
学
生
の
身
分
を
買
っ
た

お
か
げ
で
、
文
字
す
ら
読
め
な
い
バ
カ
な
学
生
の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
ね
」
と
で
も

読
み
替
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
話
は
、
教
養
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
文
字
す
ら
読
め
な
い
、
お
か
し
な
学
生

が
溢あ

ふ

れ
か
え
っ
て
い
た
当
時
の
中
国
社
会
を
辛し

ん

辣ら
つ

に
風
刺
し
た
も
の
で
あ
る
。

　　　

65
監か
ん

生せ
い

拝は
い

父ふ

（
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
が
、
父
親
に
御
挨
拶
申
し
上
げ
る
）

原
文

　
　

監
生
拜
レ

父

一-

人 

援
レキ

例
ヲ

入
レル

監
ニ

。吩イ
ヒ
ツ
ケ

三-

咐
ス

家ケ
ラ
イ

-

人
ニ

備ナ
フ
ダ
ヲ
カ
キ

レ

帖
ヲ

拜
二セ

ン
ト

老-

相-

公
一ヲ

。僕
曰

ク

。父オ
ヤ
コ
ノ

-

子
如ア

イ
タ
ナ
フ
ダ
ガ
イ
ル
モ
ノ
カ

-

何
ン
ソ

用
レン

帖
ヲ

。

恐
ク
ハ

被
二ン

人
ニ

談-

論
一セ

ラ

。
生
曰

ク

不
レ

然
カ
ラ

。
今-

日
ハ

進リ
ツ
シ
ン

-

身
ノ

之
始

メ

。
他-

客
モ

倶
ニ

拜
ス

。
焉

ン
ソ

有
二ン

親-

父
ヲ

不
レル

ノ

拜
セ

之
理
一

。
僕
問
レフ

用
二シ

ト

何
ン
ノ

稱-

呼
一ヲ

。
生
沈-

吟
シ
テ

曰
ク

。
冩
二ク

ガ

個
ノ

眷-

侍-

教
生
一ト

罷
ヨ
カ
ラ
ン

。
父
見

テ

怒
リ

責
レム

之
ヲ

。
生
曰

ク

。
稱-

呼
斟-

酌
切-

當
也

。
你
自ミ

不
レン

觧
セ

。
父-

子
ハ

一-

本
ノ

至-

親
也

。

故
ニ

下
二ス

一
ノ

眷
ノ

字
一ヲ

。
侍ト

ハ

-

者
。
父
坐

シ

子
ハ

立
ツ
也

也
。
教

ト
ハ

者
。
従
レリ

幼
延
レキ

師
ヲ

教-

訓
ス

。
生

ト
ハ

者
。
父-

母
生
レム

也

我
ヲ

也
。
父
怒

リ

轉ゝ
盛

也

。
責
二ム

其
モ
ン
モ
ウ
ナ
ル
ヲ

不-

通
一ヲ

。
生
謂
レテ

僕
ニ

曰
ク

。
想

フ
ニ

是
レ

嫌
二フ

ナ
ラ
ン

メ
ツ
ソ
ウ
ナ
ル
ヲ
イ
ヤ
カ
ル
ナ
ラ
ン

我
カ

太
タ

妄-

了
一ヲ

。
你
去

テ

另ホ
カ
ニ ニ

換
二ヘ-

過
シ

晩
生

ノ

帖-

兒
一ニ

来
レ

罷ヨ

。

　
﹇
與
姻
戚
同
輩
之
人 

則
称
眷
侍
教
生
、
凡
與
平
等
年
長
之
人 

則
称
晩
生
﹈

　
書
き
下
し
文

　
　

監か
ん

生せ
い 

父ち
ち

を
拝は

い

す

一い
ち

人に
ん 

例れ
い

を
援ひ

き 

監か
ん

に
入い

る
。
家か

人じ
ん

に
老ら

う

相さ
う

公こ
う

を
拝は

い

せ
ん
と
吩ふ

ん

咐ぷ

す
。
僕ぼ

く 

曰い
は

く
。
父ふ

子し 

如い
か
ん何

ぞ
帖で

ふ

を
用も

ち
ゐん

。
恐お

そ
ら

く
は 

人ひ
と

に
談だ

ん

論ろ
ん

せ
ら
れ
ん
。
生せ

い 

曰い
は

く
。
然し

か

ら
ず
。
今こ

ん

日に
ち

は 

進し
ん

身し
ん

の
始は

じ

め
。
他た

客き
や
く

も
倶と

も

に
拝は

い

す
。
焉い

づ
く

ん
ぞ 

親し
ん

父ぷ

を
拝は

い

せ
ざ
る
の
理り 

有あ
ら

ん
。
僕ぼ

く 

何な
ん

の
称し

よ
う

呼こ

を
用も

ち
ゐ

ん
と
問と

ふ
。
生せ

い 

沈ち
ん

吟ぎ
ん

し
て
曰い

は

く
。
個こ

の
眷け

ん

侍じ

教け
う

生せ
い

と
写か

く
が
よ
か
ら
ん
。
父ち

ち 

見み

て
怒い

か

り 

之こ
れ

を
責せ

む
。
生せ

い 

曰い
は

く
。
称し

よ
う

呼こ 

斟し
ん

酌し
や
く 

切せ
つ

当た
う

な
り
。
你な

ん
ぢ 

自み
づ
か

ら 

解か
い

せ
ざ
ら
ん
。
父ふ

子し

は
一い

つ

本ぽ
ん

の
至し

親し
ん

な
り
。
故ゆ

ゑ

に 

一い
つ

の
眷け

ん

字じ

を
下く

だ

す
。
侍じ

と
は
。
父ち

ち 

坐ざ

し 

子こ

は 

立た

つ
な
り
。
教け

う

と
は
。
幼え

う

よ
り 

師し

を
延ま

ね

き 

教け
う

訓く
ん

す
。
生せ

い

と
は
。

父ふ

母ぼ 

我わ
れ

を
生う

む
な
り
。
父ち

ち 

怒い
か

り 

転う
た

た
盛さ

か

ん
な
り
。
其そ

の
不ふ

通つ
う

を
責せ

む
。
生せ

い 

僕ぼ
く

に
謂い

ひ

て
曰い

は

く
。
想お

も

ふ
に
是こ

れ 

我わ

が
太は

な
は

だ
妄ま

う

了れ
う

を
嫌き

ら

ふ
な
ら
ん
。
你な

ん
ぢ 

去さ
つ

て 

另べ
つ

に
晩ば

ん

生せ
い

の
帖で

ふ

児じ

に
換か

へ
過す

ご

し
来き

た

れ
よ
。

　

﹇
姻い

ん

戚せ
き

同ど
う

輩は
い

の
人ひ

と

に
与あ

た

ふ
る
と
き
は
、
則す

な
は

ち
眷け

ん

侍じ

教け
う

生せ
い

と
称し

よ
う

す
、
凡お

よ

そ
平び

や
う

等ど
う

年ね
ん

長ち
や
う

の
人ひ

と

に
与あ

た

ふ
る
と
き
は
、
則す

な
は

ち
晩ば

ん

生せ
い

と
称し

よ
う

す
﹈

　
現
代
語
訳

　

あ
る
男
、（
金
銭
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
生
の
身
分
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
）

「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

」
の
制
度
を
利
用
し
て
、
国こ

く

子し

監か
ん

に
入
学
し
た
。
こ
の
男
は
、
父
上
様
に
も
御
挨
拶
し

た
い
の
で
、
招
待
状
を
送
る
よ
う
に
、
召
使
い
に
言
い
つ
け
た
。
召
使
い
は
、
言
っ
た
。
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64
自じ

不ふ

識し
き

（
自
分
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
＝
字
が
読
め
な
い
）

原
文

　
　

自
不
レ

識

有
二リ

監
生
一

穿
二チ

大-

衣
一ヲ

。
帶
二ヒ

圓マ
ル
ボ
ウ
シ

-

帽
一ヲ

。
于ニ
二

着ス
ガ
タ
ミ

-

衣
鏡カ

ヾ
ミ-

中
一

自ミ

照
シ

。
得-

意
甚

シ

。
指

シ
テ

謂
レテ

妻
ニ

曰
ク

。

你
チ

看
ヨ

鏡-

中
是ハ

何
ン

人
ソ

。
妻
曰

ク

。
臭ク

ソ
ア
ホ
ウ

-

烏-

亀
。
虧オ

カ
ゲ
デ三テ

你
カ

做ナ
ツ
タ

二-

了
ヲ

モ
ジ
マ
デ
モ
シ
ラ
ヌ

監
生
一

。
連ジ

ブ
ン
マ
デ
モ
ワ
カ
ラ
ヌ

レ

自

﹇
字
仝
﹈

不
レ

識
ラ

。

　
書
き
下
し
文

　
　

自じ 

識し

ら
ず

監か
ん

生せ
い 

有あ

り 

大た
い

衣い

を
穿う

が

ち
。
円ゑ

ん

帽ぼ
う

を
帯お

び
。
着ち

や
く

衣い

鏡き
や
う

中ち
う

に 

自み
づ
か

ら
照て

ら

し
。
得と

く

意い 

甚
は
な
は
だ

し
。
指ゆ

び
さ

し

て 

妻つ
ま

に
謂い

ひ

て
曰い

は

く
。
你な

ん
ぢ 

看み

よ 

鏡き
や
う

中ち
う 

是こ
れ 

何な
ん

人び
と

ぞ
。
妻つ

ま

曰い
は

く
。
臭し

う

烏う

亀き
つ

。
你な

ん
ぢ

が
監か

ん

生せ
い

と
做さ

了れ
う

を

虧か
き

て
。
自じ

﹇
字じ

と
同お

な

じ
﹈
ま
で
識し

ら
ず
。

　
現
代
語
訳

　

中
国
式
の
長
く
て
大
き
な
官か

ん

服ぷ
く

を
身
に
ま
と
い
、
円
い
帽
子
を
被か

ぶ

っ
て
い
る
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
が
、

姿す
が
た

見み

に
自
分
の
全
身
を
映
し
、
得
意
満
面
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、（
鏡
に
映
っ
た
）
自
分
の
姿
を

指
さ
し
て
、
妻
に
向
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。

　
「
ほ
ら
お
前
、
見
て
ご
ら
ん
、
鏡
の
中
に
い
る
の
は
、
誰
で
し
ょ
う
。」

　

妻
は
言
っ
た
。

　
「
こ
の
ク
ソ
バ
カ
野
郎
め
。
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
に
な
っ
た
お
か
げ
で
、
自
分
の
こ
と
す
ら
分
か
ら
な
く

な
っ
た
の
か
い
（
＝
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
に
な
っ
た
お
か
げ
で
、文
字
す
ら
読
め
な
く
な
っ
た
の
か
い
）。」

　　
　
【
訳
者
注
】
妻
の
最
後
の
一
句
「
連
自
不
識
﹇lián zì bù shí

﹈」(

自
分
の
こ
と
す
ら
分
か
ら
な

い
）
は
、「
連
字
不
識
﹇lián zì bù shí

﹈」（
文
字
す
ら
読
め
な
い
）
と
い
う
言
葉
と
、

全
く
の
同
音
で
あ
る
。
妻
の
気
持
ち
と
し
て
は
、「
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
」＝「
文
字
す
ら
読
め

な
い
」
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
本
来
は
、

国こ
く

子し

監か
ん

の
学
生
な
ら
ば
、
文
字
が
読
め
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
通
常
あ
り
え
な
い

は
ず
だ
が
、
明
清
時
代
に
は
「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

」
の
制
度
に
よ
り
、
お
金
で
学
生
の
身
分

を
買
う
こ
と
も
で
き
た
た
め
、
こ
の
よ
う
に
碌ろ

く

に
文
字
の
読
め
な
い
科
挙
受
験
生
（
監

生
）
が
大
勢
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
注○『

訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
二
〇
丁
表
〜
裏
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・
古
艶

部
（
第
四
三
話
、九
丁
裏
〜
一
〇
丁
表
）。
○
自
不
識
﹇zì bù shí

﹈＝「
自
分
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
」

と
い
う
意
味
だ
が
、「
自
﹇zì

﹈」
と
「
字
﹇zì

﹈」
が
同
音
の
た
め
、「
字
不
識
（
字
が
読
め
な
い
）」

と
い
う
意
味
に
も
聞
こ
え
る
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
そ
の
二
つ
の
意
味
を
合
わ
せ
た
掛か

け

詞こ
と
ば

と
な
っ

て
い
る
。
○
穿
﹇chuān

﹈＝（
服
を
）着
る
。現
代
中
国
語
と
同
じ
。漢
文
訓
読
語
「
う
が
つ（
穴
を
空

け
る
）」
と
は
全
く
意
味
が
異
な
る
。
○
大
衣
﹇dàyī

﹈＝
明
清
時
代
の
男
性
用
の
官か

ん

服ぷ
く

。
幅
が
広
く

て
長
い
上
着
、
綿
入
り
の
中
国
服
。「
袍
服
﹇páofú

﹈」「
長
袍
﹇chángpáo

﹈」
と
も
言
う
。
○
圓

帽
﹇yuánm

ào

﹈＝
円
い
帽
子
。「
圓
」
は
「
円
」
の
正
字
。
科
挙
の
一
次
試
験
に
合
格
し
た
「
秀
才
」

が
「
方
巾
﹇fāngjīn

﹈」
と
呼
ば
れ
る
四
角
い
帽
子
を
被
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
た

が
（
第
一
一
話
「
無
一
物
」
等
）、「
大
衣
」（「
袍
服
」「
長
袍
」）
と
い
う
長
い
ガ
ウ
ン
を
身
に
つ
け

た
と
き
に
は
、
円
い
帽
子
を
被
っ
た
。
清
朝
末
期
の
中
国
服
（「
長
袍
」「
圓
帽
」）
の
様
子
は
、
今

で
も
当
時
の
写
真
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
左
訓
「
マ
ル
ボ
ウ
シ
」（
円
帽
子
）。
○
着
衣
鏡

﹇zhuóyī jìng

﹈＝
姿す

が
た

見み

、
全
身
を
映
す
鏡
、
服
を
着
る
と
き
に
自
分
の
姿
を
映
す
た
め
の
鏡
。「
穿

衣
鏡
﹇chuānyī jìng

﹈」
と
も
言
う
。
左
訓
「
ス
ガ
タ
ミ 

カ
ヾ
ミ
」（
姿
見 

鏡
）。
○
你
看
﹇nǐ 

kàn

﹈＝（
あ
な
た
、
ほ
ら
）
見
て
ご
ら
ん
。
現
代
中
国
語
と
同
じ
。
○
臭
烏
亀
﹇chòu w

ūguī

﹈＝

バ
カ
野
郎
（
罵
語
）。「
臭
」
は
、
名
詞
の
前
に
つ
け
、
相
手
を
蔑
む
気
持
ち
を
添
え
る
語
。「
烏
亀
」

は
、
本
来
は
動
物
の
「
カ
メ
（
亀
）」
の
意
だ
が
、
罵
語
と
し
て
「
妻
を
寝
取
ら
れ
た
男
（
妻
の
手

綱
を
引
く
こ
と
も
で
き
な
い
、
情
け
な
い
、
間
抜
け
な
男
）」、
ま
た
は
単
に
「
バ
カ
野
郎
」
と
い
う

意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、妻
が
夫
を
罵
る
言
葉
（「
バ
カ
野
郎
」）
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

左
訓
「
ク
ソ
ア
ホ
ウ
」（
糞
阿
呆
）。
○
虧
﹇kuī

﹈＝（
幸
い
に
も
）
〜
の
お
か
げ
で
。
現
代
中
国
語

と
同
じ
。
左
訓
「
オ
カ
ケ
デ
」（
御
蔭
で
）。
○
連
レ

自
﹇
字
仝
﹈
不
レ

識
ラ

＝
自
分
の
こ
と
す
ら
分
か

ら
な
い
。「
仝
」は「
同
」の
異
体
字
。
割
注
部
分
は
、「
自﹇zì

﹈」（
自
分
の
こ
と
）と「
字﹇zì

﹈」（
文
字
）

の
発
音
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
注
記
し
た
も
の
。
こ
の
割
注
は
中
国
原
本
に
あ
る
原
注
で
あ
る
。「
連

﹇lián

﹈」
は
「
〜
ま
で
も
」「
〜
さ
え
」
と
い
う
意
味
を
表
す
前
置
詞
（
介
詞
）。
す
ぐ
前
の
第
六
二

話
「
監
生
娘
娘
」
で
は
「
マ
デ
」
と
い
う
右
傍
訓
が
附
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
こ
に
は
送
り
仮
名
が

附
い
て
い
な
い
が
、「
マ
デ
」
と
訓
読
し
て
お
く
。
右
傍
訓
「
シ
ブ
ン
マ
デ
モ
ワ
カ
ラ
ヌ
」（
自
分
ま
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＝
言
い
争
う
、
論
争
す
る
。
中
国
刊
本
（
京
大
本
）
も
和
刻
本
も
「
争
辨
」
と
す
る
が
、
正
し
く
は

「
争
辯
﹇zhēngbiàn

﹈」。
○
往
﹇w

ǎng

﹈＝「
〜（
の
方
向
へ
）
向
か
っ
て
」「
〜
へ
」
と
い
う
意
味

の
前
置
詞
（
介
詞
）。
現
代
中
国
語
と
同
じ
。
右
傍
訓
「
ム
カ
フ
テ
」（
向
ふ
て
）。
○
一
大
第
門
首

﹇yí dà dì m
énshǒu

﹈＝
一
つ
の
大
き
な
邸
宅
の
門
前
（
玄
関
先
）。
左
訓
「
ト
ア
ル
オ
ホ
キ
ナ
ヤ

シ
キ
ノ
カ
ド
」（
と
あ
る
大
き
な
邸
の
門
）。
○
匾
﹇biǎn

﹈＝
大
き
な
屋
敷
の
入
り
口
、寺
院
の
大
門
、

庭
園
の
亭
、大
広
間
な
ど
に
掛
け
ら
れ
た
横
長
の
板
（
第
五
〇
話
「
進
士
第
」
に
前
出
）。
左
訓
「
ガ

ク
」（
額
）。
○
大
中
丞
﹇dà zhōng chéng

﹈＝
明
清
時
代
の
官
職
名
。
地
方
の
民
政
・
軍
政
を
司
っ

た
長
官
の
呼
称
。
中
央
政
府
か
ら
地
方
に
派
遣
さ
れ
た
。
○
倒
看
﹇dào kàn

﹈＝
逆
さ
ま
に
読
む
。

近
代
以
前
の
中
国
お
よ
び
日
本
で
は
、
横
書
き
の
文
字
は
右
か
ら
左
に
書
か
れ
た
が
、
そ
れ
を
「
逆

さ
ま
に
読
む
」
つ
ま
り
「
左
か
ら
右
へ
読
む
」
こ
と
。「
看
」
は
「
見
る
」
で
は
な
く
「（
文
字
や
書

物
を
）
読
む
」
意
。
現
代
中
国
語
と
同
じ
。
○
丞
中
大
﹇chéng zhōng dà

﹈＝
官
職
名
「
大
中
丞
」

を
逆
さ
ま
に
読
ん
だ
も
の
。
本
来
は
無
意
味
だ
が
、「
城
中
大
﹇chéng zhōng dà

﹈」
と
同
音
の

た
め
、音
読
し
た
場
合
に
は
「
都
会
は
立
派
で
あ
る
」
意
に
聞
こ
え
る
。
左
訓
「
城
中
オ
ホ
キ
ナ
」（
城

中
、大
き
な
）。
○
徴
驗
﹇zhēngyàn

﹈＝
証
拠
。「
驗
」
は
「
験
」
の
本
字
。
左
訓
「
シ
ル
シ
」（
験
）。

○
是
﹇shì

﹈＝「
〜
で
あ
る
」
意
を
表
す
動
詞
。
現
代
中
国
語
と
同
じ
。
右
傍
訓
に
「
ハ
」
と
あ
る
が
、

漢
文
訓
読
に
お
け
る
通
常
の
読
み
方
「
コ
レ
」
に
従
う
。
漢
文
訓
読
で
は
「
コ
レ
」
と
音
読
し
、「
で

あ
る
」
と
い
う
意
味
で
理
解
す
る
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。
○
大
理
卿
﹇dà lǐ qīng

﹈＝
官
職
名
。

犯
罪
者
の
審
判
、
処
罰
を
司
る
。
○
倒
念
﹇dào niàn

﹈＝
逆
さ
ま
に
読
む
。「
念
」
は
「
声
に
出
し

て
音
読
す
る
」
意
の
動
詞
。
現
代
中
国
語
と
同
じ
。
○
郷
裏
大
﹇xiāng lǐ dà

﹈＝
官
職
名
「
大
理
卿
」

の
三
字
を
、「
卿
」
を
形
の
似
て
い
る
別
字
「
郷
」
に
置
き
換
え
て
、
逆
さ
ま
に
読
ん
だ
も
の
。
本

来
は
無
意
味
だ
が
、「
郷
理
大
﹇xiāng lǐ dà

﹈」
と
読
め
ば
、「
理
」
と
「
裏
」
が
同
音
の
た
め
、「
郷

裏
大
﹇xiāng lǐ dà

﹈（
田
舎
が
立
派
で
あ
る
）」
と
い
う
意
味
に
聞
こ
え
る
。
左
訓
「
ヰ
ナ
カ
ヾ
オ

ホ
キ
ナ
」（
田
舎
が
大
き
な
）。
○
大
士
閣﹇dà shì gé

﹈＝
高
僧
の
楼
閣（
高
い
建
物
）。
○
平
心﹇píng 

xīn

﹈＝
心
を
落
ち
着
か
せ
て
、
冷
静
に
な
っ
て
。
左
訓
「
ウ
チ
ト
ケ
テ
」（
打
ち
解
け
て
）。
○
閣

﹇
各
﹈
士
﹇
自
﹈
大
＝
「
閣
士
大
」
は
、「
徳
の
あ
る
高
僧
が
住
ん
で
い
る
建
物
」
と
い
う
意
味
の
三

字
「
大
士
閣
﹇dà shì gé

﹈」
を
逆
さ
ま
に
読
ん
だ
も
の
。
本
来
は
無
意
味
だ
が
、「
閣
士
大
﹇gé 

shì dà

﹈」
と
い
う
語
は
「
各
自
大
﹇gè zì dà

﹈」
と
音
が
近
い
た
め
、「
お
の
お
の
そ
れ
ぞ
れ
に
立

派
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
も
聞
こ
え
る
。「
各
自
」
は
、
二
字
で
「
お
の
お
の
」「
そ
れ
ぞ
れ
」
の

意
。「
自
」
は
助
字
（
文
法
的
な
意
味
を
担
う
も
の
）
で
あ
り
、本
義
と
し
て
の
意
味
（「
み
ず
か
ら
」

「
自
分
」
な
ど
）
は
な
い
。
な
お
、
こ
こ
に
附
さ
れ
た
割
注
﹇
各
﹈﹇
自
﹈
は
、
中
国
刊
本
に
見
え
る

原
注
で
あ
る
。
左
訓
「
ミ
ナ
オ
ホ
キ
ナ
」（
皆
、
大
き
な
）。

　
補
注

　

こ
の
話
は
、
原
本
『
笑
府
』『
絶
纓
三
笑
』、
和
刻
本
『
笑
府
』
な
ど
に
類
話
は
な
い
。

　
余
説

　

簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
話
は
、
都
会
の
学
生
も
田い

な
か舎

の
学
生
も
、
ど
ち
ら
も
間ま

抜ぬ

け
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

間ま

が
抜ぬ

け
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
以
下
の
六
つ
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
三
種
の

へ
ん匾

額が
く

の
文
字

（「
大だ

い

中ち
ゆ
う

丞じ
よ
う

」「
大だ

い

理り

卿き
よ
う

」「
大だ

い

士し

閣か
く

」）
を
、
す
べ
て
逆さ

か

さ
ま
に
読
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い

な
い
点
。
第
二
に
、逆さ

か

さ
ま
に
読
み
間
違
え
た
「
丞じ

よ
う

中ち
ゆ
う

大だ
い

﹇chéng zhōng dà

﹈」
と
い
う
三
字
を
、

同
音
語
の
「
城じ

よ
う

中ち
ゆ
う

大だ
い

﹇chéng zhōng dà

﹈（
都
会
の
方
が
優
れ
て
い
る
）」
と
い
う
意
味
だ
と

勘
違
い
し
て
い
る
点
。
第
三
に
、「
大だ

い

理り

卿き
よ
う

﹇dà lǐ qīng

﹈」
の
「
卿き

よ
う

」
と
い
う
字
を
形
が
似
て

い
る
「
郷き

よ
う

」
と
い
う
字
に
読
み
間
違
え
て
い
る
点
。
第
四
に
、
こ
の
よ
う
に
「
卿き

よ
う

」
と
い
う
字
を

誤
読
し
た
上
に
、
さ
ら
に
逆さ

か

さ
ま
に
読
み
間
違
え
た
「
郷き

よ
う

理り

大だ
い

﹇xiāng lǐ dà

﹈」
と
い
う
三
字
を
、

同
音
語
の
「
郷
裏
大
﹇xiāng lǐ dà

﹈（
田
舎
の
方
が
優
れ
て
い
る
）」
と
い
う
意
味
だ
と
勘
違
い
し

て
い
る
点
。
第
五
に
、「
大だ

い

士し

閣か
く

﹇dà shì gè

﹈」
と
い
う
三
字
を
「
閣か

く

士し

大だ
い

」
と
逆さ

か

さ
ま
に
読
み

間
違
え
た
上
に
、
さ
ら
に
発
音
の
似
た
こ
と
ば
「
各か

く

自じ

大だ
い

﹇gèzì dà

﹈（
二
人
と
も
そ
れ
ぞ
れ
に
優

れ
て
い
る
）」
と
い
う
意
味
だ
と
勘
違
い
し
て
い
る
点
。
第
六
に
、
そ
の
よ
う
な
「
各か

く

自じ

大だ
い

（
二
人

と
も
そ
れ
ぞ
れ
に
優
れ
て
い
る
）」
と
い
う
匾へ

ん

額が
く

の
言
葉
一
つ
で
、
二
人
と
も
打
ち
解
け
て
、
心
和な

ご

や
か
に
「
自
慢
比
べ
」
に
終
止
符
が
打
た
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
都
会
の
学

生
も
田い

な
か舎

の
学
生
も
、ど
ち
ら
も
間ま

が
抜ぬ

け
て
い
て
可お

笑か

し
い
、と
い
う
と
こ
ろ
が
「
ツ
ボ
」
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
匾へ

ん

額が
く

の
文
字
を
逆さ

か

さ
に
読
ん
で
、
こ
の
よ
う
に
「
都
会
が
い
い
」
と
か
「
田い

な
か舎

が
い
い
」

と
か
「
ど
ち
ら
も
い
い
」
な
ど
と
、
実
に
う
ま
く
読
み
間
違
え
ら
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
余
り

に
も
で
き
す
ぎ
た
話
で
あ
り
、
実
際
に
二
人
の
「
監か

ん

生せ
い

」
の
間
に
交か

わ
さ
れ
た
話
で
あ
っ
た
と
は
思

え
な
い
。
恐
ら
く
は
、
イ
ン
テ
リ
文
士
に
よ
る
言
葉
遊
び
の
創
作
笑
話
で
あ
ろ
う
。
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書
き
下
し
文

　
　

監か
ん

生せ
い　

自
お
の
づ
か

ら
大だ

い

な
り

城じ
や
う

裏り

の
監か

ん

生せ
い 

郷き
や
う

下か

の
監か

ん

生せ
い

と 

各
お
の
お
の 

大だ
い

を
争

あ
ら
そ
は

ん
と
要え

う

す
。
城じ

や
う

裏り

者し
や 

之こ
れ

を
恥

は
づ
か
し
め

て
曰い

は

く
。
我わ

れ

們ら 

見け
ん

多お
ほ

く
識し

き

広ひ
ろ

し
。
你な

ん
ぢ 

郷き
や
う

裏り

の
人ひ

と

は 

孤こ

陋ろ
う

寡く
わ

聞ぶ
ん

な
り
。
両り

や
う

人に
ん 

争さ
う

辨べ
ん

し
て
已や

ま
ず
、
因よ

つ

て 

大だ
い

街が
い

に
往む

か
ふ

て
同お

な
じ

く
行い

く
。
各

お
の
お
の 

長ち
や
う

ず
る
所と

こ
ろ

を
見み

る
。
一い

ち

大だ
い

第て
い

の
門も

ん

首し
ゆ

に
到い

た

る
。
匾へ

ん

上じ
や
う

に
大だ

い

中ち
ゆ
う

丞じ
や
う

の
三さ

ん

字じ

あ
り
。
城じ

や
う

裏り

の
監か

ん

生せ
い 

倒さ
か

し
ま
に
看み

て 

指ゆ
び
さ

し
て
謂い

ひ

て
曰い

は

く
。
這こ

れ 

豈あ

に 

是こ
れ 

丞じ
や
う

中ち
ゆ
う

大だ
い

な
ら
ざ
ら
ん
や
。
乃す

な
は

ち
一ひ

と
つの

徴ち
よ
う

験け
ん

な
り
。
又ま

た 

一い
つ

宅た
く

に
到い

た

る
。
匾へ

ん

額が
く

は 

是こ
れ 

大だ
い

理り

卿き
や
う

な
り
。
郷き

や
う

下か

の
監か

ん

生せ
い 

郷き
や
う

字じ

を
以も

つ

て
。
認に

ん

じ
て
郷き

や
う

字じ

と
作な

す
。
忙に

は
か

に
亦ま

た 

倒た
う

念ね
ん

し
て 

之こ
れ

を
指ゆ

び
さ

し
て
曰い

は

く
。

這こ
れ

は 

是こ
れ 

郷き
や
う

裏り

大だ
い

な
り
。
両り

や
う

人に
ん 

各
お
の
お
の 

高か
う

下げ

を
見み

ず
。
又ま

た 

一い
ち

寺じ 

門も
ん

首し
ゆ

に
来き

た

り
。
上う

へ

に
大だ

い

士し

閣か
く

と

題だ
い

す
。
彼ひ

此し 

平へ
い

心し
ん

和わ

議ぎ

し
て
曰い

は

く
。
原ぐ

わ
ん

来ら
い 

閣か
く

﹇
各か

く

﹈
士し

﹇
自じ

﹈
大だ

い

な
り
。

　
現
代
語
訳

　

都
会
の
学
生
と
田い

な
か舎

の
学
生
が
、
お
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
ど
ち
ら
が
偉
い
か
張
り
合
っ
て
い
た
。
都

会
の
学
生
は
、
田い

な
か舎

の
学
生
を
バ
カ
に
し
て
、
こ
う
言
っ
た
。

　
「（
都
会
者
の
）わ
し
ら
は
、経
験
が
豊
富
で
博
識
で
あ
る
。（
そ
れ
に
対
し
て
）お
前
ら
田い

な
か舎

も
ん
は
、

視
野
が
狭
く
て
無
知
で
あ
る
。」

　

両
者
は
、
し
き
り
に
言
い
争
っ
て
や
ま
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
二
人
一
緒
に
大
通
り
へ
行
き
、
自

分
の
方
が
相
手
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
見
せ
合
う
こ
と
に
し
た
。

　

あ
る
大だ

い

邸て
い

宅た
く

の
門
前
に
や
っ
て
来
る
と
、
匾へ

ん

額が
く

（
横
長
の
板
）
に
「
大だ

い

中ち
ゆ
う

丞じ
よ
う﹇dà zhōng 

chéng

﹈」（
訳
者
注
、
官
職
名
。
地
方
の
民
政
、
軍
政
を
司

つ
か
さ
ど

る
長
官
を
言
う
。）
と
い
う
三
文
字

が
記
さ
れ
て
い
た
。
都
会
の
学
生
は
、（
教
養
も
学
識
も
常
識
も
な
い
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
人
物

な
の
で
）
そ
れ
を
（
左
か
ら
右
へ
）
逆さ

か

さ
ま
に
読
み
、
指ゆ

び

差さ

し
な
が
ら
、
こ
う
言
っ
た
。

　
「
こ
れ
は
、『
丞じ

よ
う

中ち
ゆ
う

大だ
い

﹇chéng zhōng dà

﹈』、
つ
ま
り
『
城じ

よ
う

中ち
ゆ
う

大だ
い

﹇chéng zhōng dà

﹈』

と
い
う
こ
と
じ
ゃ
か
ら
、（
城
壁
に
囲
ま
れ
た
）
都
市
の
方
が
立
派
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
の
か
い
。
ほ
う
れ
、
こ
の
匾へ

ん

額が
く

の
文
字
こ
そ
が
、
都
会
の
方
が
偉
い
と
い
う
証
拠
じ
ゃ
わ
い
。」

　

そ
し
て
ま
た
、（
今
度
は
）と
あ
る
邸や

し
き

に
や
っ
て
来
た
。
匾へ

ん

額が
く

に
は「
大だ

い

理り

卿き
よ
う﹇dà lǐ qīng

﹈」（
訳

者
注
…
官
職
名
。
裁
判
官
に
相
当
す
る
。）と
書
か
れ
て
い
た
。
田い

な
か舎

の
学
生
は
、（
こ
れ
ま
た
同
じ
く
、

教
養
も
学
識
も
常
識
も
な
い
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
人
物
な
の
で
）「
卿き

よ
う

」
と
い
う
字
を
（
形
が
似

て
い
る
の
で
、「
さ
と
」と
い
う
意
味
の
）「
郷き

よ
う

」と
い
う
字
と
勘
違
い
し
て
、す
ぐ
さ
ま
こ
れ
を（
さ
っ

き
都
会
の
学
生
が
や
っ
た
の
と
全
く
）
同
じ
よ
う
に
逆さ

か

さ
ま
に
読
み
、指ゆ

び

差さ

し
な
が
ら
、こ
う
言
っ
た
。

　
「
こ
れ
は『
郷き

よ
う

理り

大だ
い﹇xiāng lǐ dà

﹈』、つ
ま
り『
郷き

よ
う

裏り

大だ
い﹇xiāng lǐ dà

﹈』と
い
う
こ
と
じ
ゃ
か
ら
、

田い
な
か舎

の
方
が
立
派
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
い
。（
ほ
う
れ
、
こ
の
匾へ

ん

額が
く

の
文
字
こ
そ
が
、

田い
な
か舎

の
方
が
偉
い
と
い
う
証
拠
じ
ゃ
わ
い
。）」

　

両
者
は
（
や
は
り
譲
ら
ず
）、
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
あ
る

お
寺
の
門
前
に
や
っ
て
来
た
。
そ
の
お
寺
（
の
入
り
口
）
に
は
、「
大だ

い

士し

閣か
く

﹇dà shì gé

﹈」（
訳
者

注
…
高
僧
の
住
む
楼
閣
と
い
う
意
味
）
と
い
う
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
す
る
と
二
人
は
（
そ
れ
を

見
て
）、
互
い
に
心
を
静
め
、
仲
直
り
し
て
、
こ
う
言
っ
た
。

　
「
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
っ
た
か
、『
閣か

く

士し

大だ
い

﹇gé shì dà

﹈』、
つ
ま
り
『
各か

く

自じ

大だ
い

﹇gè 

zì dà

﹈』
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
か
ら
、（
わ
し
も
お
前
も
、
ど
ち
ら
が
ど
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

互
い
に
）
そ
れ
ぞ
れ
立
派
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
わ
い
。」

　
注○『

訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
一
九
丁
裏
〜
二
〇
丁
表
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・

古
艶
部
（
第
四
〇
話
、
九
丁
表
）。
○
自
大
﹇zì dà

﹈＝
自
ら
偉
大
で
あ
る
、
立
派
で
あ
る
と
思
う
。

尊
大
ぶ
る
、
驕お

ご

る
、
天
狗
に
な
る
。「
夜
郎
自
大
﹇yèláng zì dà

﹈」
と
同
じ
。
和
刻
本
の
訓
読

「
自

お
の
づ
か

ら
大だ

い

な
り
」
と
は
、
や
や
異
な
る
。
○
城
裏
﹇chéng lǐ

﹈＝
城
壁
で
囲
ま
れ
て
い
る
内
側
の

地
域
、
城
郭
都
市
の
内
部
。
こ
こ
で
は
、「
都
会
」
の
意
。
日
本
の
「
城
」
と
は
異
な
る
。
○
郷
下

﹇xiāngxià

﹈＝
田い

な
か舎

、
農
村
、
地
方
。
現
代
中
国
語
と
同
じ
。
左
訓
「
ヰ
ナ
カ
」（
田
舎
）。
○
争
大

﹇zhēng dà

﹈＝
偉
大
さ
を
競
う
、ど
ち
ら
が
立
派
か
を
争
う
。
た
だ
し
、中
国
白
話
文
献
の
用
例
未
詳
。

左
訓
「
ジ
マ
ン
ク
ラ
ベ
」（
自
慢
比
べ
）。
○
見
多
識
廣
﹇jiàn duō shí guǎng

﹈＝
経
験
が
豊
富
で
、

幅
広
い
知
識
を
有
し
て
い
る
。「
廣
」
は
「
広
」
の
正
字
。
清
代
の
白
話
小
説
『
鏡
花
縁
』
第
四
四

回
に
「
多
九
公
本
是
久
慣
江
湖
。
見
多
識
廣
。
毎
逢
談
到
海
外
風
景
。
竟
是
滔
滔
不
絶
。」（
多
九
公

は
、
も
と
も
と
世
界
中
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
し
、
博
学
多
才
で
あ
っ
た
の
で
、
海
外
事
情
の

こ
と
に
話
が
及
ぶ
と
、
つ
い
に
は
延
々
と
弁
舌
を
振
る
い
続
け
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。（
拙
訳
））
と

あ
る
。
左
訓
「
ハ
ク
ガ
ク
タ
サ
イ
」（
博
学
多
才
）。
○
孤
陋
寡
聞
﹇gū lòu guǎ w

én

﹈＝
学
識
が

浅
く
、
見
聞
が
狭
い
。
通
常
は
謙
遜
の
辞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。「
見
多
識
廣
」
の
反
義
語
。『
三
国

演
義
』
第
一
〇
回
に
「
某
孤
陋
寡
聞
。
不
足
當
公
之
薦
。」（
私
は
浅
学
菲
才
の
身
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

貴
殿
の
御
推
挙
に
与あ

ず
か

る
ほ
ど
の
者
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。（
拙
訳
））と
あ
る
。○
争
辨﹇zhēngbiàn

﹈
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補
注

　

こ
の
話
は
、『
絶
纓
三
笑
』
巻
二
時
笑
・
舛せ

ん

語ご

五
四
（
第
一
四
四
話
「
監
生
娘
娘
」（
一
説
））
に

類
話
が
あ
る
。
な
お
、
和
刻
本
『
笑
府
』
に
類
話
は
な
い
。『
絶
纓
三
笑
』
収
録
話
の
原
文
は
、
以

下
の
通
り
で
あ
る
。
拙
訳
を
添
え
る
。

　　
　
『
絶
纓
三
笑
』第
一
四
四
話（
巻
二
、時
笑
・
舛せ

ん

語ご

五
四
、東
京
大
学
文
学
部
蔵
本
、三
〇
丁
表
〜
裏
）

　
　
　
　

監
生
娘
娘

　
　

監
生
至
廟
。
見
有
監
生
神
祠
。
其
神
女
身
也
。
謂
其
妻

　
　

曰
。
元
來
你
亦
可
納
做
得
監
生
。
妻
曰
。
我
不
識
字
。
如

　
　

何
做
得
。
曰
。
我
何
嘗
識
字

8

8

8

8

8

。

　
　
　

也
認
得
一
監
字

8

8

8

8

8

8

。
未
是
不
識
一
丁

8

8

8

8

8

8

。
○
一
説
看
見

　
　
　

監
生
娘
娘
歸
謂
妻
曰
。
原
來
監
生
恁
大
。
連、
、
、

你
的

　
　
　

渾、
、
、
、
、
、

身
都
塑
下
了
。
○
至
至
生
曰
。
眞
箇
夫
榮
妻
貴

8

8

8

8

8

8

　　
　
　
　

地
獄
の
監
視
役
人
の
御
婦
人
で
あ
る
女
神
さ
ま
（
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
の
奥
さ
ま
）

　
　
　

国こ
く

子し

監か
ん

の
学
生
が
、（
土
地
の
守
り
神
を
祭
っ
た
）
城じ

よ
う

隍こ
う

廟び
よ
う

へ
や
っ
て
来
た
。
そ
の
祠ほ

こ
ら

に

祀ま
つ

ら
れ
て
い
る
神
さ
ま
を
見
る
と
、女
の
身か

ら
だ体

を
し
て
い
た
の
で
、自
分
の
妻
に
こ
う
言
っ
た
。

　
　
　
「
な
ん
だ
、
お
前
だ
っ
て
お
金
を
納
め
た
ら
、（
こ
の
祠ほ

こ
ら

に
祀ま

つ

ら
れ
て
い
る
「
監
生
」
の
奥

さ
ま
の
よ
う
に
）
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。」

　
　
　

す
る
と
、
妻
は
言
っ
た
。

　
　
　
「
わ
た
し
は
文
字
が
読
め
ま
せ
ん
。ど
う
し
て
学
生
に
な
る
こ
と
な
ん
て
で
き
ま
し
ょ
う
か
。」

　
　
　
「
い
や
、
わ
し
だ
っ
て
、
文
字
な
ん
ぞ
、
読
め
ま
せ
ん
が
な
。」

　
　
　
　

（
編
者
の
コ
メ
ン
ト
）（
こ
の
学
生
は
）「
監
」
と
い
う
一
文
字
は
読
め
た
の
だ
か
ら
、「
一

字
も
読
め
な
い（
不
識
一
丁
）」と
い
う
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
○ 

一
説
に
、

次
の
よ
う
な
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
冥
界
の
地
方
官
の
奥
さ
ま
を
女
神
と
し
て
祀ま

つ

っ

て
い
る
の
を
目
に
し
て
、（
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
は
）
家
に
帰
っ
て
妻
に
言
っ
た
。「
な
る

ほ
ど
、『
監
生
（
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
）』
と
い
う
の
は
、
こ
ん
な
に
も
偉
大
な
存
在
な
の

だ
な
あ
。（
妻
で
あ
る
）お
前
の
全
身
像
ま
で
も
が
作
ら
れ
て
お
る
の
じ
ゃ
か
ら
。」（
訳

者
注
、「
監
生
娘
娘
」
と
は
、「
冥
界
の
地
方
官
で
あ
る
城じ

よ
う

隍こ
う

神し
ん

の
夫
人
」
の
意
だ
が
、

こ
の
学
生
は
「
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
の
奥
さ
ま
」
と
誤
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。）
○ 

至し

至し

生せ
い

（
編
者
）
は
言
う
。
ま
さ
し
く
こ
れ
ぞ
、
本
当
の
「
夫ふ

栄え
い

妻さ
い

貴き

﹇fū róng qī 

guì

﹈（
夫
が
出
世
す
る
と
、
妻
の
身
分
も
上
が
る
）」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
余
説

　

土
地
の
守
り
神
と
し
て
「
監か

ん

生せ
い

娘じ
よ
う

娘じ
よ
う﹇jiānshēng niángniang

﹈」
が
祀ま

つ

ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
、

も
の
を
知
ら
な
い
「
監か

ん

生せ
い

﹇jiànshēng

﹈（
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
）」
は
、「
監か

ん

生せ
い

」
と
は
な
ん
て
偉
大
な

も
の
な
の
だ
ろ
う
、
そ
の
妻
ま
で
も
神
さ
ま
と
し
て
祀ま

つ

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
と
勘
違
い
し
た
と
い

う
話
で
あ
る
。

　
「
監か

ん

生せ
い

﹇jiànshēng

﹈」
と
い
う
語
は
、
確
か
に
「
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
」
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
が
、

声
調
の
異
な
る
「
監か

ん

生せ
い

﹇jiānshēng

﹈」
は
「
冥
界
の
監
視
役
人
」（
＝
「
土
地
の
守
護
神
」）
と
い

う
意
味
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
「
娘
娘
﹇niángniang

﹈」
と
い
う
語
は
、
こ
の
場
合
「
奥
さ
ま
」

で
は
な
く
「
女
神
さ
ま
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
程
度
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
の
は
、
一
般
教

養
と
し
て
の
言
葉
の
知
識
が
あ
ま
り
に
も
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
学
生
の
妻
」
如

き
を
「
女
神
さ
ま
」
と
し
て
崇
め
奉
る
筋
合
い
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
こ
の
「
監か

ん

生せ
い

」、
そ
ん
な
こ

と
も
知
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
判
断
し
て
、
間
違
い
な
く
「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

﹇nà sù rù jiàn

﹈
の
制
度

を
利
用
し
て
、
金
で
学
生
の
身
分
を
買
っ
た
だ
け
の
「
監か

ん

生せ
い

」
で
あ
ろ
う
。

　　
63
監か
ん

生せ
い

自じ

大だ
い

（
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
は
自
分
が
偉
い
と
思
っ
て
い
る
）

原
文

　
　

監-

生
自オ

大
也

城-

裏
ノ

監-

生
與
二

郷ヰ
ナ
カ

-

下
ノ

監-

生
一

各ゝ
要
レス

争ジ
マ
ン
ク
ラ
ベ

レン
ト

大
ヲ

。城-

裏-

者 

耻カ
シ
メ
テ

レ

之
ヲ

曰
ク

。我
レ

ラ們
ハ
ク

─見

─

多ガ
ク
タ
サ
イ

ク

識
廣

シ

。

你
チ

郷-
裏

ノ

人
ハ

孤-

陋
寡-

聞
也

。
両-

人
争-

辨
シ
テ

不
レ

已
マ

、
因

テ

往ム
カ
フ
テ

二 

大-

街
一ニ

同
ク

行
ク

。
各
見
レル

所
レヲ

長
ス
ル

。到
二ル

一ト
ア
ル
オ
ホ
キ
ナ
ヤ
シ
キ
ノ
カ
ド

-

大-

第
ノ

門-

首
一ニ

。匾ガ
ク-

上
ニ

大-

中-

丞
ノ

三-

字
ア
リ

。城-

裏
ノ

監-

生 

倒
シ
マ
ニ

看
テ

指
シ

謂
テ

曰
ク

。

這
レ

豈
ニ

不
二ン

ヤ

是
レ

丞城
中
オ
ホ
キ
ナ

-

中-

大
一ナ

ラ

。
乃

チ

一
ノ

徴シ
ル
シ

-

驗
也

。
又

タ

到
二ル

ア
ル
ヤ
シ
キ

一
宅
一ニ

。
匾ガ

ク

-

額 

是ハ

大-

理-

卿
。
郷-

下
ノ

監-

生 

以
二テ

卿
字
一ヲ

。
認ミ

ト
メ
テ メ

作
二ス

郷
字
一ト

。
忙

ニ

亦
タ

倒-

念
シ
テ

指
レシ

之
ヲ

曰
ク

。
這

レ

是ハ 

郷ヰ
ナ
カ
ヾ
オ
ホ
キ
ナ

-

裏-

大
了ナ

リ

。
両-

人

各ゝ
不
レ

見
二

髙-

下
一ヲ

。
又

タ

来
二リ

一-

寺
門-

首
一ニ

。
上

ニ

題
二ス

大-

士-

閣
一ト

。
彼-

此 

平ウ
チ
ト
ケ
テ

-

心 

和ワ
ボ
ク
シ
テ

-

議
シ
テ

曰
ク

。

原-

来 

閣
ミ
ナ
オ
ホ
キ
ナ

﹇
各
﹈
士
﹇
自
﹈
大
。
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り
。
帰か

へ
つ

て
妻つ

ま

に
謂い

ひ

て
曰い

は

く
。
原ぐ

わ
ん

来ら
い 

我わ
れ

們ら

監か
ん

生せ
い

は 

恁い
ん

般ぱ
ん

に
尊そ

ん

貴き

な
り
。
你な

ん
ぢ

の
像ざ

う

ま
で
。
早は

や 

已す
で

に 
都み

な 

城じ
や
う

隍く
わ
う

廟べ
う

裏り

に
塑そ

在ざ
い

し
了れ

う

す
。

　
現
代
語
訳

　
（
最
高
学
府
で
あ
る
）
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
（「
監
生
﹇jiànshēng

﹈」）
が
、（
土
地
の
守
り
神
を
お
祀ま

つ

り
し
た
）「
城じ

よ
う

隍こ
う

廟び
よ
う

」に
や
っ
て
来
た
。
す
る
と
、（
冥
界
の
地
方
官
で
あ
る「
城じ

よ
う

隍こ
う

神し
ん

」を
か
た
ど
っ

た
神
像
の
）
横
に
「
監か

ん

生せ
い

案あ
ん

﹇jiānshēng'àn

﹈」
と
い
う
冥
界
の
監
視
役
人
の
机
が
あ
り
、
そ
の
机

の
上
に「
監か

ん

生せ
い

娘じ
よ
う

娘じ
よ
う

像ぞ
う﹇jiānshēng niángniang xiàng

﹈」と
い
う
女め

神が
み

の
像
が
置
か
れ
て
い
た
。

　

こ
の
学
生
は
、
家
に
帰
る
と
、
妻
に
言
っ
た
。

　
「
な
る
ほ
ど
ね
ぇ
、
わ
し
ら
学
生
と
い
う
も
の
は
、
こ
ん
な
に
も
高
貴
で
尊
い
存
在
だ
っ
た
の
じ
ゃ

な
ぁ
。
も
う
す
で
に
（
学
生
の
妻
で
あ
る
）
お
前
の
像
ま
で
作
っ
て
、
城じ

よ
う

隍こ
う

廟び
よ
う

に
お
祀ま

つ

り
し
て
お
っ

た
ぞ
。」

　　
　

【
和
刻
本
割
注
】
一
般
に
、女
性
を
神
と
し
て
お
祀ま

つ

り
し
た
も
の
を
、「
娘じ

よ
う

娘じ
よ
う

﹇niángniang

﹈」

ま
た
は
「
媽ぼ

媽ぼ

﹇m
ām

a

﹈」
と
い
う
。

　
注○『

訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
一
九
丁
裏
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・
古
艶
部
（
第

三
九
話
、
八
丁
裏
〜
九
丁
表
）。
○
娘
娘
﹇niángniang

﹈＝
女
神
さ
ま
、
特
に
、
子
授
け
の
神
さ
ま
。

『
水
滸
伝
』
第
四
二
回
に
「
只
見
兩
箇
青
衣
童
子
。
逕
到
厨
邊
。
擧
口
道
。
小
童
奉
娘
娘
法

。
請

星
主
説
話
。
宋
江
那
里
敢
做
聲
答
應
。」（
青
衣
の
童
子
が
ふ
た
り
、
ま
っ
す
ぐ
に
厨
子
の
と
こ
ろ
へ

や
っ
て
き
て
、
声
を
か
け
た
。「
わ
た
く
し
ど
も
は
女
神
さ
ま
の
お
い
い
つ
け
で
、
星せ

い

主し
ゆ

さ
ま
を
お

迎
え
に
ま
い
り
ま
し
た
」
宋
江
は
声
を
出
し
て
答
え
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。（
駒
田
信
二
訳
「
中
国

古
典
文
学
大
系
」
第
二
九
巻
『
水
滸
伝
（
中
）』（
平
凡
社
、
一
九
六
八
年
五
月
、
五
〇
頁
））
と
あ
る
。

ま
た
、「
娘
娘
」
に
は
「
奥
さ
ま
」「
御
婦
人
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
（『
儒
林
外
史
』
第
五
三
回
「
他

家
那
些
娘
娘
們
房
裏
。」（
あ
そ
こ
の
ご
婦
人
が
た
の
お
部
屋
は
）（
稲
田
孝
訳
「
中
国
古
典
文
学
大

系
」
第
四
三
巻
『
儒
林
外
史
』（
平
凡
社
、
一
九
六
八
年
十
月
、
四
六
五
頁
）））。
○
﹇
凡
稱
二

祭
レ

女
為
一
レ

神
曰
二

娘
娘
或
媽
媽
一

﹈＝
こ
の
割
注
は
、
和
刻
本
の
施
訓
者
・
遠
山
荷
塘
に
よ
る
訳
注
で
あ

り
、
中
国
原
本
に
は
な
い
。
○
媽
媽
﹇m

ām
a

﹈＝
お
母
さ
ん
。
中
国
語
「
媽
媽
」
は
、
遠
山
荷
塘

の
割
注
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
意
味
（「
女
神
さ
ま
」）
で
は
通
常
用
い
ら
れ
な
い
が
、「
航
海
の
女
神
」

（
道
教
に
お
け
る
守
護
神
の
一
人
）
を
媽ま

祖そ

﹇m
āzǔ

﹈
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
現
代
の
日

本
に
も
「
媽ま

祖そ

」
を
祭
っ
た
「
横
濱
媽ま

祖そ

廟び
よ
う

」
が
あ
る
。
○
城
隍
廟
﹇chénghuáng m

iào

﹈＝
土

地
の
神
様
、
守
り
神
。
中
国
で
は
、
古
く
周
の
時
代
か
ら
「
冥
界
（
あ
の
世
）
の
地
方
官
」
を
「
城

隍
廟
」
に
お
祀ま

つ

り
し
て
い
た
が
、
元
代
・
文
宗
の
天
慶
二
年
（
一
三
二
九
）、
さ
ら
に
「
城
隍
夫
人
」

と
し
て
女
の
神
様
も
お
祀ま

つ

り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
。「
城
隍
廟
」
は
中
国
各
地
に
建
て
ら
れ

て
い
る
が
、現
在
で
は
「
上
海
城
隍
廟
」
が
特
に
有
名
。
左
訓
「
ウ
ブ
ス
ナ
ノ
ヤ
シ
ロ
」（
産
土
の
社
）。

○
監
﹇
平
声
﹈
生
案
﹇jiānshēng'àn

﹈＝
冥
界
（
あ
の
世
）
を
監
視
す
る
役
人
が
使
用
す
る
机
の
こ
と
。

「
監
生
」
と
い
う
語
は
、「
国
子
監
の
学
生
」
と
い
う
意
味
の
と
き
は
去き

よ

声し
よ
う

で
﹇jiànshēng

﹈
と
読

ま
れ
、冥
界
（
あ
の
世
）
の
監
視
役
人
と
い
う
意
味
の
と
き
は
平

ひ
よ
う

声し
よ
う

で
﹇jiānshēng

﹈
と
読
ま
れ
る
。

和
刻
本
は
「
監
」
に
平ひ

よ
う

声し
よ
う

の
声し

よ
う

点て
ん

（
文
字
の
左
下
隅
に
白
丸
の
印
）
を
附
す
。
つ
ま
り
、
割
注

「
平ひ

よ
う

声し
よ
う

」
は
、「
監
生
」
と
い
う
語
が
、「
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
冥
界
（
あ

の
世
）
の
監
視
役
人
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
割
注
は
、

中
国
原
本
に
存
す
る
原
注
で
あ
る
。
○
塑
二セ

ル

監-

生
娘-

娘
ノ

像
一ヲ

＝「
監
生
娘
娘
」
は
、
本
来
は
「
冥

界
（
あ
の
世
）
の
守
り
神
で
あ
る
城
隍
さ
ま
の
御
夫
人
（
女
神
さ
ま
）」
の
意
だ
が
、
こ
こ
に
登
場

す
る
「
監
生
（
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
）」
は
「
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
の
奥
さ
ま
」
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
い
る
。

「
塑﹇sù

﹈」は「
泥
や
粘
土
で
人
物
な
ど
の
形
を
作
る
」と
い
う
意
味
の
動
詞
。
左
訓「
ツ
ク
リ
タ
テ
ヾ

ア
ル
コ
ヤ
ス
ノ 

カ
ミ
」（
作
り
た
て
で
あ
る
子
安
の
神
）。「
ツ
ク
リ
タ
テ
ヾ
ア
ル（
作
り
た
て
で
あ

る
）」
は
「
ツ
ク
リ
タ
テ
ヽ
ア
ル
（
作
り
立
て
て
あ
る
）」
の
誤
刻
で
あ
ろ
う
。「
子
安
の
神
」
は
「
安

産
の
神
」
と
い
う
意
味
。
○
原
来
﹇yuánlái

﹈＝
な
る
ほ
ど
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
（
副
詞
）。
そ
れ

ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
と
き
に
、
驚
き
と
と
も
に
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
言
葉
。

現
代
中
国
語
と
同
じ
。
日
本
語
の
「
元が

ん

来ら
い

」
と
は
異
な
る
。
第
一
一
話
「
無
一
物
」、第
二
七
話
「
澆

其
妻
妾
」
に
前
出
。
○
恁
般
﹇nènbān

﹈＝
こ
の
よ
う
に
。
現
代
中
国
語
「
這
様
﹇zhèyàng

﹈」「
那

様
﹇nàyàng

﹈」
に
相
当
す
る
。
左
訓
「
カ
ヤ
ウ
ニ
」。
○
連
﹇lián

﹈＝「
〜
さ
え
も
」「
〜
ま
で
も
」

と
い
う
意
味
の
前
置
詞
（
介
詞
）。
し
ば
し
ば
「
也
﹇yě

﹈」「
都
﹇dōu

﹈」「
還
﹇hái

﹈」
と
呼
応
す
る
。

第
二
三
話
「
退
束
修
」
で
は
、
こ
の
意
味
の
「
連
」
を
も
古
典
的
な
訓
読
法
に
従
っ
て
「
〜
を
つ
ら

ね
て
」
と
訓よ

ん
で
い
た
が
、こ
こ
で
は
「
〜
ま
で（
も
）」
と
訓よ

ま
せ
て
い
る
。
な
お
、第
六
四
話
「
自

不
識
」
に
見
え
る
「
連
レ

自
不
レ

識
」（
自
分
の
こ
と
す
ら
分
か
ら
な
い
）
も
、こ
れ
と
同
じ
用
法
だ
が
、

和
刻
本
は
明
確
な
訓
点
を
附
さ
な
い
。
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来
ル 

書
生 

猶ナ
ヲ 

低ヒ
ク

シ
ト
云 

僧 

是
ヲ
聞
テ 

此
三
書 

其
一
ツ

　
　

ニ
熟ジ

ユ
ク

シ
テ
モ 

飽ハ
ウ 

斈ガ
ク 

ト

ヨ
キ
ガ
ク
シ
ヤ

世
ニ
稱セ

フ

セ
ラ
ル 

皆 

低
シ
ト
云
ハ 

イ
カ
ナ

　
　

ル
愽ハ

ク

學ガ
ク

ナ
ル
ヤ
ト
尋
ル
ニ 

書
生 

曰イ
ハ
ク 

吾ワ
レ 

眠ネ
ム

ラ
ン
ト
要ヨ

ウ

ス 

枕マ
ク
ラ

ニ
セ
ン

　
　

ガ
爲タ

メ

ナ
リ
ト 

答コ
タ

フ

　　
　
『
笑
顔
は
じ
め
』
第
二
三
話
（
東
京
大
学
総
合
図
書
館
霞
亭
文
庫
蔵
本
、二
九
丁
表
〜
三
〇
丁
裏
）

　
　
　

居ゐ

候
そ
う
ろ
う

　
　

或あ

る
儒じ

ゆ

者し
や

の
と
こ
ろ
へ
居い

そ
う
ろ
う候

に

　
　

居い

る
儒
者
あ
り 

毎ま
い

日に
ち

外そ
と

へ

　
　

出
て 

昼ひ
る

時じ

分ふ
ん

に 

か
へ
り 

己お
の

レ

が

　
　

部へ

屋や

へ
行ゆ

き 

小こ

僧ぞ
う

を
呼よ

ン

て

　
　

書し
よ

物も
つ

を 

貸か
せ

せ（
マ
マ
）と

い
ふ 

小こ

僧そ
う

　
　

文も
ん

選ぜ
ん

を
持
き
た
る 

是こ
れ

ハ 

低ひ
く

イ

と

　
　

い
ふ
故ゆ

へ 

又 

漢か
ん

書し
よ

を
や
れ
バ

　
　

ま
だ 

低
イ

と
い
ふ 

今
度
ハ

　
　

史し

記き

を 

あ
て
か
へ
バ 

是こ
れ

で
も

　
　

ひ
く
い
と
い
ふ
ゆ
へ 

小こ

僧そ
う

あ
き
れ

　
　

凡お
よ
そ 

史し

記き 

漢か
ん

書じ
よ 

と
申
て
ハ 

大た
い

　
　

て
い
の 

学が
く

者し
や

も 

口
を
き
ゝ
ま
す

　
　

そ
れ
を 

低
イ

と 

仰
ら
れ
ま
す

　
　

ハ 

よ
ほ
と 

の 

御ご

学が
く

力り
き

て 

こ
ざ

　
　

り
ま
す 

そ
し
て 

何な
に

が 

よ
ふ
ご

　
　

ざ
り
ま
す 

居
候 

イ
ヤ
〳
〵 

お

　
　

れ
ハ 

昼ひ
る

寐ね 

の 

枕ま
く
ら

に
し
ま
す
か
ら

　
　

節せ
つ

用よ
う 

で
も 

よ
ふ
ご
さ
る

　　
『
笑
林
広
記
』
所
収
話
で
は
、『
文
選
』
も
『
漢
書
』
も
『
史
記
』
も
す
べ
て
「
低
い
」
と
い
う
書

生
の
言
葉
を
不
審
に
思
い
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
と
訊た

ず

ね
る
の
は
僧
侶
で
あ
る
が
、
江
戸
小
咄
と
し
て

書
き
直
さ
れ
た
『
笑
顔
は
じ
め
』
に
お
い
て
は
、
質
問
者
が
小こ

僧ぞ
う

に
な
っ
て
い
る
点
が
異
な
る
。

　
『
笑
顔
は
じ
め
』
所
収
話
は
、
江
戸
小
咄
『
十と

千ち

万ま
ん

両り
よ
う

』（
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
序
、
二
九

丁
表
〜
三
〇
丁
裏
）に
再
録
さ
れ
て
い
る
。『
十と

千ち

万ま
ん

両り
よ
う

』は
、『
笑
顔
は
じ
め
』（
天
明
二（
一
七
八
二
）

年
序
）
の
一
六
丁
以
降
の
板
木
を
流
用
し
た
嗣け

い

足そ
く

改
題
本
で
あ
る
（
京
都
大
学
文
学
部
潁
原
文
庫
蔵
）。

　
『
笑
顔
は
じ
め
』
所
収
話
「
居
候
」
は
、『
噺
本
大
系
』
第
十
二
巻
（
武
藤
禎
夫
編
、
東
京
堂
出
版
、

一
九
七
九
年
五
月
、
二
六
頁
）
お
よ
び
『
絵
入
江
戸
小
咄
本
』（
尾
崎
久
弥
編
、
東
京
、
金
竜
堂
書
店
、

一
九
二
九
年
五
月
、
三
二
〇
頁
）
に
、
翻
刻
が
備
わ
る
。

　
余
説

　

科
挙
の
受
験
勉
強
の
た
め
に
寺
に
下
宿
し
て
い
る
学
生
が
、『
文
選
』『
漢
書
』『
史
記
』
な
ど
と

い
う
歴
史
書
の
レ
ベ
ル
を
「
低
い
（
低
）」
と
言
っ
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
ら
、
そ
れ
ら
の
書
物
は

ど
れ
も
「
枕
に
す
る
に
は
高
さ
が
足
り
な
い
（
低
）」
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
、
と
い
う
笑

い
話
。
第
五
七
話
「
納
粟
詩
」、
第
五
八
話
「
坐
鑑
」、
第
五
九
話
「
咬
飛
辺
」、
第
六
〇
話
「
入
場
」

に
引
き
続
き
、
こ
の
第
六
一
話
「
書
低
」
も
、
科
挙
試
験
を
控
え
た
「
監
生
（
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
）」

を
か
ら
か
っ
た
話
で
あ
る
。

　

な
お
、
受
験
勉
強
に
集
中
す
る
た
め
、
お
寺
の
一
室
を
間
借
り
す
る
と
い
う
設
定
は
、
第
五
八
話

「
坐
鑑
」
に
見
え
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　　
62
監か
ん

生せ
い

娘
じ
よ
う

娘
じ
よ
う

（
「
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
の
奥
さ
ま
」
で
は
な
く
「
冥
界
の
監
視
役
人
の
御
夫
人
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　

 

女
神
さ
ま
」）

原
文

　
　

監-

生
娘-

娘
﹇
凡
稱
二

祭
レ

女
為
一
レ

神
曰
二

娘
娘
或
媽
媽
一

﹈

監-

生
至
二ル

城ウ
ブ
ス
ナ
ノ
ヤ
シ
ロ

-

隍-

廟
一ニ

。
傍

ラ
ニ

有
三リ

監
﹇
平
聲
﹈
生

ノ

案
ニ

。ツ
ク
リ
タ
テ
ヾ
ア
ル

塑
二セ

ル

監-

生コ
ヤ
ス
ノ娘-

娘カ
ミ ノ

像
一ヲ

。
テ

謂
レテ

妻
ニ

曰
ク

。

　
原-
来 
我

レ

們ラ 

監-

生
ハ

恁カ
ヤ
ウ
ニ

-

般
ニ

尊-

貴
也

。
連マ

デ
二

你
的

ノ

像
一

。
早ハ

ヤ

已
ニ

都ミ
ナ 

塑
二-

在
シ

城-

隍-

廟
裏
一ニ

了
ス

。

　
書
き
下
し
文

　
　

監か
ん

生せ
い

娘ぢ
や
う

娘ぢ
や
う

﹇
凡お

よ

そ 

女を
ん
な

を
祭ま

つ

り
神か

み

と
為な

す
を
称し

よ
う

し
て 

娘ぢ
や
う

娘ぢ
や
う 

或あ
る

ひ
は 

媽ぼ

媽ぼ

と
曰い

ふ
﹈

監か
ん

生せ
い 

城じ
や
う

隍く
わ
う

廟べ
う

に
至い

た

る
。
傍か

た
は

ら
に
監か

ん

﹇
平ひ

や
う

声し
や
う

﹈
生せ

い

の
案あ

ん

に
。
監か

ん

生せ
い

娘ぢ
や
う

娘ぢ
や
う

の
像ざ

う

を
塑そ

せ
る
有あ
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た
。
そ
の
少
年
が
『
文も

ん

選ぜ
ん

』
を
持
っ
て
行
く
と
、（
こ
の
書
生
は
）
そ
れ
を
見
て
「
低
い
」
と
言
っ
た
。

『
漢か

ん

書じ
よ

』
を
持
っ
て
行
く
と
、や
は
り
そ
れ
を
見
て
「
低
い
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
『
史し

記き

』
を
持
っ

て
行
っ
た
が
、
そ
れ
を
見
て
ま
た
「
低
い
」
と
言
っ
た
。
お
寺
の
和
尚
さ
ん
は
、
大
い
に
驚
い
て
、

次
の
よ
う
に
訊た

ず

ね
た
。

　
「
こ
れ
ら
三
つ
の
書
物
は
の
ぅ
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
で
も
習
熟
す
れ
ば
、
博
学
と
称
す
る
こ
と

の
で
き
る
も
の
じ
ゃ
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
『
低
い
』
と
言
う
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う

し
た
わ
け
な
の
じ
ゃ
。」

　

す
る
と
、
書
生
は
こ
う
言
っ
た
。

　
「
私
は
（
夜
遊
び
を
し
て
疲
れ
た
の
で
、
い
ま
猛
烈
に
）
寝
た
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
枕
に
す
る

た
め
の
本
が
欲
し
か
っ
た
だ
け
な
の
で
す
よ
。」

　
注○『

訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
一
九
丁
表
〜
裏
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・
古
艶

部
（
第
三
八
話
、
八
丁
裏
）。
○
呼
﹇hū

﹈＝（
人
を
呼
ん
で
用
事
を
）
言
い
つ
け
る
、
命
ず
る
、
〜

に
…
さ
せ
る
。
左
訓
「
シ
ム
」（
使
む
）。
た
だ
し
、
漢
文
訓
読
に
お
い
て
「
呼
」
を
「
シ
ム
」
と
読

む
の
は
一
般
的
で
な
い
た
め
、
書
き
下
し
文
は
「
呼よ

び
て
〜（
せ
）し
む
」
と
し
て
お
い
た
。
○
文
選

﹇W
énxuǎn

﹈＝
南
北
朝
時
代
、
梁
の
昭
明
太
子
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
詩
文
集
。
全
六
〇
巻
。
中

大
通
二
年
（
五
三
〇
）
頃
成
立
。
中
国
で
は
早
く
宋
代
か
ら
、『
文
選
』
に
習
熟
す
れ
ば
科
挙
の
試

験
勉
強
も
半
分
は
で
き
た
も
同
然
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
た
（
陸
游
『
老
学
庵
筆
記
』
巻
八
に
「
方

其
盛
時
。
士
子
至
爲
之
語
曰
。
文
選
爛
秀
才
半
。」
と
あ
る
）。
○
漢
書
﹇H

ànshū

﹈＝
中
国
の
正
史
。

前
漢
の
歴
史
を
紀
伝
体
で
記
し
た
書
物
。後
漢
の
学
者
、班
固
の
撰
。全
一
二
〇
巻
。建
初
七
年（
八
二
）

頃
成
立
。
○
史
記
﹇Shǐjì

﹈＝
中
国
最
初
の
紀
伝
体
の
歴
史
書
。
前
漢
の
学
者
、
司
馬
遷
の
著
。
全

一
三
〇
巻
。
征
和
二
年
（
紀
元
前
九
一
）
頃
成
立
。
○
大
詫
﹇dàchà

﹈＝
大
い
に
驚
く
、
た
ま
げ
る
。

現
代
中
国
語
「
驚
訝
﹇jīngyà

﹈」
と
同
じ
。
左
訓
「
ド
ウ
テ
ン
シ
テ
」（
動
顚
し
て
）。

　
補
注

　

こ
の
話
は
、
原
本
『
笑
府
』『
絶
纓
三
笑
』、
和
刻
本
『
笑
府
』
な
ど
に
類
話
は
な
い
が
、
清
代

笑
話
集
『
笑
倒
』
に
、
ほ
ぼ
同
文
の
笑
話
が
収
ま
る
。『
笑
倒
』
は
、『
増
訂
一
夕
話
新
集
』（
康
煕

五
七
年
（
一
六
五
八
）
序
）
第
三
巻
所
収
の
笑
話
集
。『
笑
倒
』
所
収
話
に
つ
い
て
は
、
中
国
古
典

文
学
大
系
59
『
歴
代
笑
話
選
』（
松
枝
茂
夫
訳
、
平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
五
月
、
三
三
八
頁
「
書
低
」）、

ち
く
ま
文
庫
『
中
国
笑
話
集
』（
駒
田
信
二
編
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
七
月
、
二
三
六
頁
）

に
翻
訳
が
あ
る
。
ま
た
、
出
典
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
中
国
笑
話
集
』（
村
山
吉
廣
訳
編
、
社

会
思
想
社
、
現
代
教
養
文
庫
７
６
７
、一
九
七
二
年
十
二
月
、
一
四
三
頁
「
書
低
」）
も
、『
笑
倒
』

に
よ
る
翻
訳
で
あ
ろ
う
。

　
『
笑
倒
』
の
原
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
引
用
は
、『
歴
代
笑
話
集
』（
王
利
器
輯
録
、
上
海
、

上
海
古
典
文
学
出
版
社
、
一
九
五
六
年
十
二
月
、
四
四
九
頁
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
句
読
点
は
日
本

式
に
、
漢
字
は
正
字
に
改
め
た
。

　　
　
『
笑
倒
』（『
歴
代
笑
話
集
』、
上
海
古
典
文
学
出
版
社
、
四
四
九
頁
）

　
　
　
　

書
低

　
　

一
秀
才
賃
僧
房
讀
書
、
惟
事
遊
玩
而
已
。
忽
至
午
歸
房
、
呼
童
取
書
來
、
童
持
文
選
、
視
之
曰

低
。
持
漢
書
、
視
之
曰
低
。
又
持
史
記
、
視
之
曰
低
。
僧
大
詫
曰
、
此
三
書
熟
其
一
、
足
稱
飽

學
、
倶
云
低
何
也
。
試
問
之
、
乃
取
書
作
枕
耳
。

　　

な
お
、『
笑
林
広
記
』所
収「
書
低
」は
、す
で
に
江
戸
時
代
に
伊
丹
椿
園（
生
年
未
詳
〜
一
七
八
一
年
）

に
よ
る
日
本
語
訳
『
笑
林
広
記
鈔
』（
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
刊
）
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、『
笑
林

広
記
鈔
』「
書
低
」
に
よ
る
江
戸
小
咄
が
『
笑
顔
は
じ
め
』（
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
頃
刊
）
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
原
文
は
、
次
の
通
り
。
引
用
は
、『
笑
林
広
記
鈔
』
は
京
都
大
学
附

属
図
書
館
蔵
本
（『
噺
本
大
系
』
第
二
十
巻
（
武
藤
禎
夫
編
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
九
年
十
二
月
、

三
〇
一
頁
に
影
印
が
あ
る
））、『
笑
顔
は
じ
め
』は
東
京
大
学
総
合
図
書
館
霞
亭
文
庫
蔵
本（
画
像
デ
ー

タ
）
に
よ
る
。

　　
　
『
笑
林
広
記
鈔
』
第
一
話
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
、
一
丁
表
〜
裏
）

　
　
　
　
　
　

書シ
ヨ

低ヒ
ク
シ

　
　

一ヒ
ト
リ
ノ
シ
ヨ
セ
イ

書
生
。
僧ソ

ウ
ノ
ヘ
ヤ房

ヲ
賃カ

ツ

テ
學
問
ス 

毎
日 

外
ニ
出
テ 

遊

　
　

玩ク
ハ
ンシ 

午ヒ
ル

後ス
ギ

ニ
到
テ 

房ヘ
ヤ

ニ
歸
ル 

童
子
ヲ
呼ヨ

ン

テ
書
ヲ
ト
リ

　
　

来
レ
ト
云 

童
子 
文
選
ヲ
取
来
ル 

書
生
見
テ 

低ヒ
ク

シ
ト
云

　
　

童
子
再フ

タ
ヽ

ビ 

漢
書
ヲ 
取
来
ル
。
又 

低
シ
ト
云
ニ 

史
記
ヲ 

取
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－－

め
に
会
場
に
入
る
」
意
。
○
方
﹇fāng

﹈＝
ま
さ
に
、
ち
ょ
う
ど
、
や
っ
と
、
今
し
が
た
、
さ
っ
き
。

現
代
中
国
語
「
方
纔
﹇fāngcái

﹈」「
纔
﹇cái

﹈」
と
同
じ
。
○
一
故
人
﹇yí gùrén

﹈＝
一
人
の
昔

な
じ
み
。「
故
人
」
は
「
昔
か
ら
知
っ
て
い
る
友
人
」「
旧
友
」。
左
訓
「
ト
モ
ダ
チ
」（
友
達
）。
○

揖
﹇yī
﹈＝
両
手
を
胸
の
前
に
合
わ
せ
て
御
辞
儀
を
す
る
、
拱き

よ
う

手し
ゆ

の
礼
を
行
う
こ
と
。
○
并
﹇bìng

﹈

＝
二
つ
の
動
作
が
同
時
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
副
詞
（「
な
お
か
つ
」）。
現
代
中
国
語
「
而
且

﹇érqiě

﹈」「
并
且
﹇bìngqiě

﹈」
と
同
じ
。
○
猪
屎
﹇zhū shǐ

﹈＝
豚
の
ウ
ン
チ
。
左
訓
「
ブ
タ
ノ

フ
ン
」（
豚
の
糞
）。
○
大
膓
﹇
塲
﹈＝「
大
膓
﹇dàcháng

﹈」
は
「
大
腸
」
の
意
（
日
本
語
と
同
じ
）。

「
膓
」
は
「
腸
」
の
異
体
字
（
俗
字
）。「
大
塲
﹇dàchǎng

﹈」
は
「
試
験
場
」
の
意
。『
儒
林
外
史
』

第
四
二
回
に
「
你
説
這
大
場
。
進
得
進
不
得
。」（
あ
な
た
は
試
験
場
に
は
い
れ
ま
す
か
？
）（
稲
田

孝
訳
「
中
国
古
典
文
学
大
系
」
第
四
三
巻
『
儒
林
外
史
』（
平
凡
社
、一
九
六
八
年
十
月
、三
七
五
頁
））。

「
塲
」
は
「
場
」
の
異
体
字
（
俗
字
）。
こ
の
割
注
は
、
中
国
刊
本
に
見
え
る
原
注
で
あ
る
。
右
傍
訓

「
オ
ホ
ハ
ラ
」（
大
肚
＝
大
腸
の
意
）。
左
訓「
ホ
ン
シ
ラ
ベ
ノ
コ
ト
」（
本
調
べ
の
こ
と
＝
本
試
験
の
意
）。

　
補
注

　

こ
の
話
は
、『
笑
府
』
巻
一
（
第
九
話
「
出
場
」）
に
類
話
が
あ
る
。『
笑
府
』
の
日
本
語
訳
は
、

松
枝
茂
夫
『
全
訳
笑
府
（
上
）』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
年
一
月
、
二
〇
〜
二
一
頁
）
を
参
照
。
な

お
、
和
刻
本
『
笑
府
』
に
類
話
は
な
い
。

　
『
笑
府
』
収
録
話
の
原
文
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。『
笑
林
広
記
』
本
文
と
対
校
す
れ
ば
、
僅
か

に
文
字
の
異
同
が
あ
る
。

　　
　
『
笑
府
』
第
九
話
（
巻
一
古
艶
部
、
筑
波
大
学
中
央
図
書
館
蔵
本
、
四
丁
裏
）

　
　
　
　

出
塲

　
　

監
生
方
出
塲
。
遇
一
故
人
。
故
人
揖
之
。
并
揖
路
旁
猪
糞
。
生

　
　

問
此
臭
物
。
揖
之
何
為
。
答
曰
。
他、
、
、
、

臭
便
臭
。
也、
、
、

是
膓
﹇
塲
﹈
裡、
、出

　
　

來、
、的

　
余
説

　

金
の
力
で
学
生
の
身
分
を
手
に
入
れ
た
輩や

か
ら

は
「
豚
の
ウ
ン
チ
」
と
同
じ
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
、

ど
ち
ら
も
「
大
腸
﹇dàcháng

﹈」（
大
腸
）＝「
大
場
﹇dàchǎng

﹈」（
試
験
場
）
か
ら
出
た
も
の
だ
か
ら
、

と
い
う
話
で
あ
る
。中
国
語
に
よ
る
ダ
ジ
ャ
レ
で
あ
る
が
、本
話
は
そ
の
表
現
が
直
接
的
に
下し

も

が
か
っ

て
い
る
。

　
『
笑
林
広
記
』
所
収
話
の
本
文
に
は
「
監
生
応
付
入
場
」
と
書
か
れ
て
お
り
、「
お
金
を
支
払
っ
て

科
挙
試
験
場
に
入
っ
た
学
生
」
を
か
ら
か
っ
た
話
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
笑
府
』

所
収
の
類
話
に
は
「
応
付
入
場
」
と
い
う
語
が
抜
け
て
い
る
た
め
、
金
で
学
生
の
身
分
を
買
っ
た
か

ど
う
か
と
は
無
関
係
に
、「
国
子
監
の
学
生
（
監
生
）」
な
ど
と
い
う
連
中
は
、
総
じ
て
「
豚
の
ウ
ン

チ
」
で
あ
る
、と
も
読
め
る
話
に
な
っ
て
い
る
。
意
識
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、『
笑
府
』

所
収
話
の
方
が
、
さ
り
げ
な
く
辛し

ん

辣ら
つ

で
あ
る
。

　　
61
書し
よ

低て
い

（
書
物
が
低
い
）

原
文

　
　

書
低

ク
シ

一-

生 

賃カ
リ
テ

二シ
テ

僧-

房
一ヲ

讀
レム

書
ヲ

。
毎-

日
遊ブ

ラ
ツ
ク

-

玩
シ

。
午-

後
ニ

レリ

房
ニ

。
呼シ

ム
二

童
ヲ
シ
テ

取
レリ

書
来
一ラ

。
童
持
二ス

文-

選
一ヲ

。
視
レテ

之
ヲ

曰
ク

低
シ
ト

。
持
二ス

漢
書
一ヲ

。
視
レテ

之
ヲ

曰
ク

低
シ
ト

。
又

タ

持
二ス

史
記
一ヲ

。
視
レテ

之
ヲ

曰
ク

低
シ
ト

。

僧
大ド

ウ
テ
ン
シ
テ

-

詫
シ
テ

曰
ク

。
此

ノ

三-

書 

熟
二ス

レ
バ

其
ノ

一
一ヲ

、
足
レル

稱
二ス

ル
ニ

飽ハ
ク
ガ
ク

-

學
一ト

。
倶

ニ

云
レフ

ハ

低
シ
ト

何
ン
ソ

也
。
生
曰

ク

。

我
レ

要
レス

睡
ン
ト

。
取
レリ

書
ヲ

作
二ス

枕マ
ク
ラ

-

頭
一ト

耳ノ
ミ

。

　
書
き
下
し
文

　
　

書し
よ 

低ひ
く

し

一い
つ

生せ
い 

僧そ
う

房ば
う

を
賃ち

ん

し
て
書し

よ

を
読よ

む
。
毎ま

い

日に
ち 

遊い
う

玩ぐ
わ
ん

し
。
午ご

後ご

に
房ば

う

に
帰か

へ

り
。
童わ

ら
は

を
呼よ

び
て 

書し
よ

を
取と

り
来き

た

ら
し
む
。
童わ

ら
は 

文も
ん

選ぜ
ん

を
持ぢ

す
。
之こ

れ

を
視み

て
曰い

は

く 

低ひ
く

し
と
。
漢か

ん

書じ
よ

を
持ぢ

す
。
之こ

れ

を
視み

て
曰い

は

く 

低ひ
く

し
と
。
又ま

た 

史し

記き

を
持ぢ

す
。
之こ

れ

を
視み

て
曰い

は

く 

低ひ
く

し
と
。
僧そ

う 

大だ
い

詫た

し
て
曰い

は

く
。
三さ

ん

書し
よ 

其そ

の
一い

つ

を
熟

じ
ゆ
く

す
れ
ば
。
飽は

う

学が
く

と
称し

よ
う

す
る
に
足た

る
。
倶と

も

に
低ひ

く

し
と
云い

ふ
は 

何な
ん

ぞ
や
。
生せ

い 

曰い
は

く
。
我わ

れ 

睡ね
む
ら

ん
と
要え

う

す
。

書し
よ

を
取と

り
枕ち

ん

頭と
う

と
作な

す
の
み
。

　
現
代
語
訳

　

あ
る
書
生
、
お
寺
の
一
室
を
借
り
て
勉
強
す
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
毎
日
遊
ん
で
ば
か
り
。

　
（
あ
る
日
）
昼
過
ぎ
に
部
屋
に
戻
り
、
召
使
い
の
少
年
に
「
本
を
持
っ
て
こ
い
」
と
言
い
つ
け
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で
あ
る
。
も
し
も
口
で
金
を
貸
し
て
く
れ
と
言
っ
た
ら
、
ウ
ン
と
は
言
っ
て
く
れ
な

い
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
余
説

　

本
話
は
、
清
代
に
お
け
る
最
高
学
府
で
あ
っ
た
「
国こ

く

子し

監か
ん

」
に
、
金
に
物
を
言
わ
せ
て
不
正
入
学

し
た
金
持
ち
の
ど
ら
息
子
た
ち
を
、
極
め
て
辛し

ん

辣ら
つ

に
風
刺
し
た
も
の
。
全
身
が
薄
汚
い
金か

ね

（
銀
貨
）

に
ま
み
れ
た
、
こ
の
よ
う
な
「
裏う

ら

口ぐ
ち

入
学
」
の
学
生
た
ち
の
、「
元
宝
﹇yuánbǎo

﹈」（
馬ば

蹄て
い

銀ぎ
ん

）

の
よ
う
な
そ
の
耳
を
嚙か

み
ち
ぎ
れ
ば
、
嚙か

み
ち
ぎ
ら
れ
た
そ
の
小
さ
な
肉に

く

片へ
ん

は
、
小こ

粒つ
ぶ

銀ぎ
ん

（「
飛
辺

﹇fāibiān

﹈」）
と
し
て
使
え
る
だ
ろ
う
、
な
ぜ
な
ら
こ
う
い
う
奴
ら
は
全
身
が
銀
貨
で
で
き
て
い
る

か
ら
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

実
際
に
学
生
の
耳
を
嚙か

み
ち
ぎ
っ
た
な
ど
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
が
、
こ
の

話
は
、
今
日
天
才
画
家
と
称
さ
れ
る
画
家
ゴ
ッ
ホ
が
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
と
の
確か

く

執し
つ

の
末
、
つ
い
に
は
自

分
の
耳
を
ナ
イ
フ
で
削
ぎ
落
と
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
話
と
同
じ
く
ら
い
衝
撃
的
な
も
の
で
あ
り
、

軽
妙
な
言
葉
遊
び
や
ダ
ジ
ャ
レ
の
よ
う
に
、
軽
く
笑
い
と
ば
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
、
身

に
覚
え
の
あ
る
「
監か

ん

生せ
い

」
に
と
っ
て
は
、
実
に
「
耳
の
痛
い
」
話
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　　
60
入
に
ゆ
う

場
じ
よ
う

（
試
験
会
場
に
入
る
）

原
文

　
　

入
レル

塲
ニ

監-

生 

應ツ
ケ
ト
ヽ
ケ
ニ
テ

-

付
シ
テ 

入シ
ラ
ベ
ニ
デ
ル

レリ

塲
ニ

方
ニ

出
ツ

。
一

ト
モ
ダ
チ

-

故-

人 

相
ヒ

遇
フ
テ

揖
レス

之
ニ

。
并

ニ

揖
二ス

路-

傍
ノ

猪ブ
タ
ノ
フ
ン屎

一ニ

。
生
問

フ

此
ノ

臭ク
サ
イ
モ
ノ

-

物
、
揖
レス

之
ヲ

何
ン-

為
レ
ソ

。
荅

テ

曰
ク

。
他

ハ

臭
ク
サ
イ
ハ
ク
サ
ケ
レ
ド
モ

ナ
ル
ハ

便
チ

臭
レ
ト
モ

。
也

タ

從
二リ

大オ
ホ
ハ
ラ

-

膓
﹇

ホ
ン
シ
ラ
ベ
ノ
コ
ト塲
﹈
裏
一

出
テ

来
ル

的モ
ノ

。

　
書
き
下
し
文

　
　

場ぢ
や
う

に
入い

る

監か
ん

生せ
い 

応お
う

付ふ

し
て
場ぢ

や
う

に
入い

り 

方ま
さ

に
出い

づ
。
一い

ち

故こ

人じ
ん 

相あ
ひ

遇あ

ふ
て 

之こ
れ

に
揖い

ふ

す
。
并な

ら
び

に
路ろ

傍ば
う

の
猪ち

よ

屎し

に

揖い
ふ

す
。
生せ

い 

問と

ふ 

此こ

の
臭し

う

物ぶ
つ

、
之こ

れ

を
揖い

ふ

す 

何な
ん

為す

れ
ぞ
。
答こ

た
へ

て
曰い

は

く
。
他か

れ

は 

臭し
う

な
る
は
便す

な
は

ち
臭し

う

な

れ
ど
も
。
也ま

た 

大だ
い

腸ち
や
う

﹇
場ぢ

や
う

﹈
裏り

よ
り
出い

で
来き

た

る
も
の
。

現
代
語
訳

　

国こ
く

子し

監か
ん

の
学
生
が
、
お
金
を
支
払
っ
て
（
学
生
の
身
分
を
手
に
入
れ
）、
科
挙
の
試
験
場
に
入
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
（
試
験
場
か
ら
）
出
て
き
た
と
き
に
、
昔
な
じ
み
の
友
だ
ち
と
ば
っ
た
り
出
く
わ
し
、
そ

の
友
だ
ち
は
（
両
手
を
胸
の
前
に
組
ん
で
）
拱き

よ
う

手し
ゆ

の
礼
で
挨あ

い

拶さ
つ

を
行
い
、
ま
た
同
時
に
、
道み

ち

端ば
た

に

落
ち
て
い
た
豚
の
ウ
ン
チ
に
も
、
同
じ
よ
う
に
拱き

よ
う

手し
ゆ

の
礼
を
行お

こ
な

っ
た
。
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
は
、
訊た

ず

ね

て
言
う
。

　
「
こ
ん
な
臭
い
も
の
に
拱き

よ
う

手し
ゆ

の
礼
を
行お

こ
な

う
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
い
。」

　

す
る
と
、
そ
の
友
だ
ち
は
、
こ
う
答
え
た
。

　
「
豚
の
ウ
ン
チ
は
、
確
か
に
臭
い
こ
と
は
臭
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
、（
豚
の
ウ
ン
チ
と
い
う
も

の
も
、お
前
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
）こ
れ
ま
た『
大
腸﹇dàcháng

﹈（
試
験
場
と
い
う
意
味
の「
大

場
﹇dàchǎng

﹈」
と
発
音
が
近
い
）』
の
中
か
ら
出
て
き
た
も
の
な
の
で
な
。」

　
注○『

訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
一
九
丁
表
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・
古
艶
部
（
第

三
七
話
、
八
丁
裏
）。
○
監
生
﹇jiànshēng

﹈＝
最
高
学
府
「
国
子
監
」
の
学
生
。
清
代
の
中
国
で

は
、
金
銭
で
「
監
生
」
の
身
分
を
買
う
こ
と
も
で
き
た
（
前
出
）。
○
應
付
﹇yìngfù

﹈＝
お
金
を
払

う
。「
應
」
は
「
応
」
の
本
字
。『
醒
世
恒
言
』
巻
三
三
「
十
五
貫
戯
言
成
巧
禍
」
に
「
當
下
喫
了
午
飯
。

丈
人
取
出
十
五
貫
錢
來
。
付
與
劉
官
人
道
。
姐
夫
且
將
這
些
錢

。
收
拾
起
店
面
。
開
張
有
日
。
我

便
再
應
付
你
十
貫
。」（
昼
食
を
済
ま
せ
る
と
、
す
ぐ
に
妻
の
父
は
十
五
貫
の
お
金
を
取
り
出
し
、
役

人
の
劉
さ
ん
に
渡
し
な
が
ら
言
っ
た
。「
義に

兄い

さ
ん
、
こ
の
お
金
を
持
っ
て
行
っ
て
、
お
店
を
整
理

し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
い
つ
か
お
店
を
始
め
る
と
き
に
は
、
私
が
さ
ら
に
十
貫
を
用
立
て
て
あ

げ
ま
し
ょ
う
。」（
拙
訳
））
と
あ
り
、
岡
白
駒
が
訓
点
を
附
し
た
和
刻
本
『
小
説
精
言
』（
寛
保
三
年

（
一
七
四
三
）
刊
、
巻
一
・
三
丁
表
）
の
該
当
箇
所
に
は
「
ツ
ヾ
ケ
ル
」（
貢み

つ

ぐ
、
仕
送
る
、
お
金
を

与
え
て
人
を
助
け
る
意
）
と
い
う
左
訓
が
附
さ
れ
て
い
る
。『
訳
解
笑
林
広
記
』
の
左
訓
は
「
ツ
ケ

ト
ヽ
ケ
ニ
テ
」（
付つ

け
届と

ど

け
に
て
）。「
付つ

け
届と

ど

け
」
と
は
「
祝し

ゆ
う

儀ぎ

」「
謝し

や

礼れ
い

」「
御
礼
と
し
て
差
し
上

げ
る
お
金
」
の
意
。
○
入
場
﹇rù chǎng

﹈＝
科
挙
の
試
験
会
場
に
入
る
。
左
訓
「
シ
ラ
ベ
ニ
デ
ル
」

（
調
べ
に
出
る
）。「
調
べ
」
は
「
科
挙
試
験
（
合
格
か
不
合
格
か
を
調、
、
、

べ
る
テ
ス
ト
）」
の
意
（
前
出
）。

第
五
二
話
「
嘲
二ル

武-
挙
一ヲ

詩
」
で
は
「
参
二ス

主
考
一ニ

」（
試
験
監
督
を
す
る
）
と
い
う
語
に
対
し
て
「
シ

ラ
ヘ
ニ
デ
ル
」（
調
べ
に
出
る
）
と
い
う
左
訓
を
附
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
「
試
験
を
受
け
る
た
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ト
オ
モ
フ
」（
端
の
方
を
ち
と
食
ひ
か
き
て
使
お
う
と
思
ふ
）。
○
如
〜
一
般
﹇rú

〜yìbān

﹈＝
〜
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。現
代
中
国
語
の
「
像
〜
一

﹇xiàng

〜yíyàng

﹈」
と
同
じ
。
な
お
、
文
末

に
附
さ
れ
た
割
注
は
、
和
刻
本
の
施
訓
者
・
遠
山
荷
塘
に
よ
る
訳
注
で
あ
り
、
中
国
原
本
に
は
な
い
。

　
補
注

　

こ
の
話
は
、
原
本
『
絶
纓
三
笑
』
巻
二
時
笑
・
調
語
七
（
第
二
五
二
話
「
大
銀
」）
に
類
話
が
あ
る
。

『
絶
纓
三
笑
』
所
収
話
の
原
文
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。『
笑
林
広
記
』
本
文
と
対
校
す
れ
ば
、
文

章
に
異
同
が
あ
り
、
か
な
り
長
文
の
「
評
語
」
が
附
さ
れ
て
い
る
。
拙
訳
を
添
え
る
。

　　
　
『
絶
纓
三
笑
』第
二
五
二
話（
巻
二
、時
笑
・
調
語
七
、東
京
大
学
文
学
部
蔵
本
、四
丁
表
〜
五
丁
表
）

　
　
　
　

大
銀

　
　

一
人
街
上
遇
一
監
生
。

咬
他
一
口
。
監
生
曰
。
你
如

　
　

何
咬
我
。
其
人
曰
。
見
了
三
五
百
兩
大
銀
子

8

8

8

8

8

8

8

8

8

。
如
何
不

8

8

8

　
　

咬8

8

 下
來
用
用

8

8

8

8

　
　
　

祖
宗
朝
設
國
學
在
郡
邑
學
之
上
。
以
爲
取
郡
邑

　
　
　

之
賢
而
敎
之
。

可
馴
致
大
用
。
此
法
未
嘗
不
善
。

　
　
　

近
重
科
目
。
而
濫
觴
及
于
納
貲
。
躋
躋
蹌
蹌
滿

8

8

8

8

8

目8

　
　
　

皆
元
寶
而
已

8

8

8

8

8

。

使
有
志
借
途
之
士
亦
溷
雜
其

　
　
　

中
。
不
分
賢
否
。
若
數
奇
不
偶
。
積
學
者
與
白
丁
同

　
　
　

一
結
果
。
反
有
不
及
者
焉
。
可
爲
斯
文
喪
氣
。
安
得

　
　
　

有
擔
當
國
事
者
。
出
一
議
論
。
復
其
祖
制
。
而
嚴
輸

　
　
　

粟
一
途
。
庶
乎
士
氣
一
振
耳
。
不
然
。
詞
林
中
煩
兩

　
　
　

司
成
到
衙
門
。
只
爲
巨
室
富
商

8

8

8

8

8

8

。
作
開
蒙
先
生

8

8

8

8

8

。
敎8

　
　
　

習
跪
拜
而
已

8

8

8

8

8

。
豈
不
8

8

𡨚8

哉8

。
○
至
至
生
曰　

該
咬
該

　
　
　

咬
。
若
開
口
與
借

8

8

8

8

8

。
決
是
不
肯

8

8

8

8

　　
　
　
　

大
き
な
銀
貨

　
　
　

あ
る
男
、
街ま

ち

中な
か

で
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
と
ば
っ
た
り
出
く
わ
し
、
突
然
ガ
ブ
リ
と
嚙か

み
つ
い
た
。

学
生
は
言
っ
た
。

　
　
　
「
お
前
は
、
ど
う
し
て
私
に
嚙か

み
つ
く
の
で
す
か
。」

　
　
　

男
は
言
っ
た
。

　
　
　
「
何
百
両
も
の
大
金
を
見
た
ら
、
ど
う
し
て
嚙か

ま
ず
に
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。
ガ
ブ
リ
と
嚙か

み
ち
ぎ
っ
て
、
小
銭
と
し
て
使
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
が
な
。」

　　
　
　
　

（
編
者
の
コ
メ
ン
ト
）
中
国
の
歴
代
王
朝
は
、「
郡ぐ

ん

学が
く

」（
郡
の
学
校
）
や
「
邑ゆ

う

学が
く

」（
村
の

学
校
）
と
呼
ば
れ
る
地
方
の
学
校
よ
り
も
レ
ベ
ル
の
高
い
「
国こ

く

学が
く

」（
国
の
学
校
）

を
設
置
し
、
郡
や
村
か
ら
優
秀
な
人
材
を
中
央
に
集
め
、
教
育
し
よ
う
と
し
た
。
そ

し
て
、そ
の
よ
う
な
制
度
が
、次
第
に
大
々
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
制
度
自
体
は
、
別
段
悪
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
に
お
い
て

は
、
受
験
科
目
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
賄
賂
と
不
正
入
学
の
濫ら

ん

觴し
よ
う

と
な
り
、
制
度

自
体
が
、
ず
る
ず
る
と
見
渡
す
限
り
、
手て

垢あ
か

に
ま
み
れ
た
金か

ね

、
金か

ね

、
金か

ね

の
世
界
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
は
、
大
志
を
抱
い
た
優
秀
な
人

材
と
、
金
の
力
で
権
力
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
だ
け
の
凡
才
と
が
、「
国
学
」（
国

家
の
最
高
学
府
）
に
紛
れ
込
み
、
玉ぎ

よ
く

石せ
き

混こ
ん

淆こ
う

の
坩る

堝つ
ぼ

と
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
も
し
も
運
悪
く
、
学
識
豊
か
な
人
材
が
、
無
学
で
教
養
の
な
い
凡
才
と
同
じ
よ

う
に
、
試
験
に
合
格
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
陥
っ
た
と
し
た
ら
、
学
識
豊
か
な
人

た
ち
は
、
す
っ
か
り
や
る
気
を
失
い
、
国
家
の
大
事
を
背し

よ
つ負

っ
て
立
と
う
と
す
る
よ

う
な
人
物
が
、
も
は
や
現
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
問
題
に
な
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
、
こ
の
制
度
を
、
も
う

一
度
歴
代
王
朝
が
代
々
規
範
と
し
て
き
た
本
来
の
制
度
の
在
り
方
に
立
ち
返
り
、
賄

賂
や
不
正
入
学
の
道
を
厳
し
く
取
り
締
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
初
め

て
、
学
問
に
志
す
者
た
ち
の
士
気
を
、
ど
う
に
か
奮
い
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
、翰か

ん

林り
ん

院い
ん

（
国
家
の
学
問
所
）
や
布ふ

政せ
い

司し

（
国
家
の
行
政
府
）

や
按あ

ん

察さ
つ

司し

（
国
家
の
司
法
府
）
か
ら
小
さ
な
役
所
に
至
る
ま
で
、
世
の
中
の
学
識
豊

か
な
人
材
は
、
た
だ
た
だ
素そ

封ほ
う

家か

や
大
富
豪
の
た
め
だ
け
に
幼
児
教
育
を
す
る
し
が

な
い
教
師
と
な
り
、
権
力
者
に
媚こ

び
諂へ

つ
ら

い
、
地
べ
た
に
跪
い
て
ペ
コ
ペ
コ
土ど

下げ

座ざ

し
な
が
ら
生
き
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
世
の
中
は
、
あ
ま
り

に
も
馬
鹿
げ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
○
至し

至し

生せ
い

曰い
わ

く
。
嚙か

ん
で
し
か
る
べ
き
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つ
ま
り
、
こ
の
話
は
、
荷
物
運
び
の
男
が
「
坐
鑑
﹇zuò jiàn

﹈」（『
資し

治じ

通つ

鑑が
ん

』
の
上
に
腰
を
下

ろ
す
）
と
い
う
意
味
で
使
っ
た
言
葉
が
、「
坐
監
﹇zuò jiàn

﹈」（
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
と
し
て
勉
強
す
る
）

と
い
う
意
味
に
も
聞
こ
え
て
し
ま
っ
た
た
め
、
大
事
な
書
物
の
上
に
座
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す

る
軽
い
言
い
訳
が
、
図
ら
ず
も
社
会
風
刺
的
な
発
言
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
も
の
。
要
す
る

に
、「
坐
鑑
」「
坐
監
」
と
い
う
同
音
語
に
よ
る
ダ
ジ
ャ
レ
が
、
こ
の
話
の
「
笑
い
の
ツ
ボ
」
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

　　
59
咬こ
う

飛ひ

辺へ
ん

（
小こ

粒つ
ぶ

銀ぎ
ん

を
ガ
ブ
リ
と
嚙か

む
）

原
文

　
　

咬
二ム

飛
邉
一ヲ

貧-

子
途

ニ

遇
二フ

監-

生
一ニ

。
忽-

然
ト

抱ダ
キ
ト
メ
テ

-

住
シ
テ

兜ミ
ヽ
カ
ラ
ミ

-

耳
ニ

ヒ
ト
ク
チ
ク
ヒ
ツ
ク

一-
口

ス

。
生
驚

テ

問
二フ

其
ノ

故
一ヲ

。
荅

テ

曰
ク

。
我

レ

窮-

苦
極

レ
リ

矣
。
見
二-

了
シ
テ

大オ
ホ
カ
ネ

-

錠
ノ

銀-

子
一ヲ

。
如-

何
ン
ソ

不
下ラ

ン

咬ハ
シ
ノ
ホ
ウ
ヲ

二ン
テ

些
ノ

飛チ
ト
ク
ヒ
カ
キ
テ

-

邉
一ヲ

用
ツ
カ
ヲ
ヽ
ト
オ
モ
フ

-

用
上セ

。

　
　
﹇
納
レレ

テ

銀
ヲ

做
二ル

ハ

監
生
一ト 

是
如
二

身
銀
做

ス

的
一ノ

一
般
﹈

　
書
き
下
し
文

　
　

飛ひ

辺へ
ん

を
咬か

む

貧ひ
ん

子し 

途み
ち

に
監か

ん

生せ
い

に
遇あ

ふ
。
忽こ

つ

然ぜ
ん

と
抱は

う

住ぢ
ゆ
う

し
て 

兜と
う

耳じ

に
一い

つ

口こ
う

す
。
生せ

い 

驚
お
ど
ろ
き

て 
其そ

の
故ゆ

ゑ

を
問と

ふ
。

答こ
た
へ

て
曰い

は

く
。
我わ

れ 

窮き
ゆ
う

苦く 

極き
は
ま

れ
り
。
大だ

い

錠ぢ
や
う

の
銀ぎ

ん

子す

を
見け

ん

了れ
う

し
て
。
如い

か
ん何

ぞ 

些
い
さ
さ
か

の
飛ひ

辺へ
ん

を
咬か

ん

で
用よ

う

用よ
う

せ
ざ
ら
ん
。

　
﹇
銀ぎ

ん

を
納い

れ
て
監か

ん

生せ
い

と
做な

る
は 

是こ
れ 

満ま
ん

身し
ん 

銀ぎ
ん 

做な

す
の
如ご

と

く
一い

つ

般ぱ
ん

﹈

　
現
代
語
訳

　

貧
乏
人
が
、（
本
来
は
、
科
挙
の
受
験
勉
強
を
す
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
通
う
最
高
学
府
で
あ
っ
た
が
、

不
正
な
金
で
入
学
す
る
者
が
次
か
ら
次
へ
と
増
え
て
き
た
）
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
と
、
道
で
ば
っ
た
り
出

く
わ
し
た
。
す
る
と
突
然
、（
そ
の
貧
乏
人
は
、
こ
の
学
生
を
）
ぎ
ゅ
っ
と
抱
き
し
め
、
耳
に
ガ
ブ

リ
と
嚙か

み
つ
い
た
。学
生
は
び
っ
く
り
し
て
、「
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
」と
訊た

ず

ね
た
。（
そ

こ
で
、
貧
乏
人
は
）
こ
う
答
え
た
。

　
「
わ
た
し
は
爪
に
火
を
と
も
す
よ
う
な
ド
貧ひ

ん

民み
ん

、
だ
か
ら
大
き
な
銀
貨
が
歩
い
て
い
る
の
を
目ま

の

当
た
り
に
し
て
、
小こ

粒つ
ぶ

銀ぎ
ん

な
り
と
も
、
ガ
ブ
リ
と
少
し
嚙か

み
切
っ
て
（
小
遣
い
銭ぜ

に

と
し
て
）
使
っ
て

み
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。」

　　
　

【
和
刻
本
割
注
】
お
金
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
（「
監か

ん

生せ
い

」）
と
な
っ
た
者
は
、

ま
さ
し
く
そ
の
全
身
が
銀
貨
で
で
き
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
注○『

訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
一
九
丁
表
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・
古
艶
部
（
第

三
六
話
、
八
丁
表
〜
裏
）。
○
飛
邉
﹇fēibiān

﹈＝
小こ

粒つ
ぶ

銀ぎ
ん

。
江
戸
時
代
に
は
「
豆ま

め

板い
た

銀ぎ
ん

」「
小こ

玉だ
ま

銀ぎ
ん

」

と
も
呼
ば
れ
た
。
豆
の
よ
う
に
細
か
く
砕
い
た
銀
貨
の
こ
と
。
李
漁
『
比
目
魚
（
利
集
）』
に
「
毎

人
一
塊
飛
邊
。
有
一
錢
多
重
。
拿
去
買
烟
吃
。」（
各
人
、
一
銭
（
約
五
グ
ラ
ム
）
余
り
の
小こ

粒つ
ぶ

銀ぎ
ん

を

持
っ
て
行
き
、煙た

ば
こ草

を
買
っ
て
吸
い
ま
し
た
。（
拙
訳
））と
あ
る
。「
邉
」は「
辺
」の
異
体
字（
俗
字
）。

○
監
生
﹇jiànshēng

﹈＝
最
高
学
府
「
国こ

く

子し

監か
ん

」
の
学
生
を
指
す
。
清
代
に
は
、
金
銭
で
そ
の
身
分

を
買
う
こ
と
も
で
き
た
（
第
五
七
話
「
納の

う

粟ぞ
く

詩し

」、第
五
八
話
「
坐ざ

鑑か
ん

」
参
照
）。
○
兜
耳
一
口
﹇dōu 

ěr yì kǒu

﹈＝
耳
を
一ひ

と

口く
ち

ガ
ブ
リ
と
嚙か

ん
だ
。「
兜
﹇dōu

﹈」
は
、「
〜
に
向
か
っ
て
」「
〜
に
向
け
て
」

と
い
う
意
味
の
前
置
詞（
介
詞
）と
思
わ
れ
る
が（『
紅
楼
夢
』第
二
四
回「
秋
紋
兜8

臉

了
一
口
道（
秋

紋
は
顔
に
向
け
て
唾
を
吐
き
か
け
て
言
っ
た
。（
拙
訳
））、『
笑
林
広
記
』
本
文
に
は
、
本
来
あ
る
べ

き「
嚙か

む
」意
を
表
す
動
詞（「
咬﹇yǎo

﹈」）が
抜
け
て
い
る
。
ひ
と
ま
ず「
兜
耳（
咬
了
）一
口
」（
耳

に
向
か
っ
て
一ひ

と

口く
ち

（
嚙か

ん
だ
））
と
理
解
し
て
お
く
。
な
お
、「
兜
」
の
前
置
詞
と
し
て
の
用
法
に
即

し
た
訓よ

み
が
存
在
し
な
い
た
め
、書
き
下
し
文
は
、し
ば
ら
く
和
刻
本
の
訓
点
に
従
う
。
左
訓
「
ミ
ヽ

カ
ラ
ミ 

ヒ
ト
ク
チ 

ク
ヒ
ツ
ク
」（
耳
か
ら
み
、
一
口
食
ひ
付
く
）。
○
大
錠
﹇dàdìng

﹈＝
清
代
に

通
用
し
た
「
元
宝
﹇yuánbǎo

﹈」
と
呼
ば
れ
る
馬ば

蹄て
い

型が
た

の
銀
貨
。
そ
の
大
き
さ
（
重
さ
）
に
よ
り
、「
大

錠
」「
中
錠
」「
小
錠
」
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
た
。「
大
錠
」
は
、重
さ
五
十
両
（
約
二
・
五
㎏
）
の
銀
貨
。

「
元
宝
」は
、そ
の
形
が
人
間
の
耳
に
似
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
料
理
の
餃
子
は
、
こ
の
銀
貨
の
形
を

か
た
ど
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
左
訓
「
オ
ホ
カ
ネ
」（
大
金
）。
○
如-

何
ン
ソ

不
下ラ

ン

咬
二ン

テ

些
ノ

飛-

邉
一ヲ

用-

用
上セ

＝（
銀
貨
（「
大
錠
銀
子
」）
の
よ
う
な
）
耳
を
少
し
嚙か

み
切
っ
て
、そ
れ
を
小こ

粒つ
ぶ

銀ぎ
ん

（「
飛
邉
」）

と
し
て
、
ち
ょ
っ
と
使
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
、
ど
う
し
て
そ
う
し
な
い
で
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。

「
用
用
﹇yòngyong
﹈」
は
、「
用
」
と
い
う
動
詞
を
重
ね
た
形
（
動
詞
の
重
ね
型
）、「
ち
ょ
っ
と
使
っ

て
み
る
」
意
を
表
す
。
現
代
中
国
語
と
同
じ
。
左
訓
「
ハ
シ
ノ
ホ
ウ
ヲ
チ
ト
ク
ヒ
カ
キ
テ
ツ
カ
ヲ
ヽ
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入
れ
て
、（
お
寺
の
勉
強
部
屋
ま
で
）
一ひ

と

足あ
し

先さ
き

に
運
び
込
ま
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
荷
物
運
び
の
人に

ん

夫ぷ

は
、

途
中
で
疲
れ
切
っ
て
し
ま
い
、
荷
物
の
上
に
腰
を
下
ろ
し
た
。
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
夫

の
監か

ん

生せ
い

が
や
っ
て
来
て
、
そ
ば
に
い
た
人
か
ら
、
荷
物
運
び
の
男
が
『
資し

治じ

通つ

鑑が
ん

』（
と
い
う
歴
史

書
）
の
上
に
座
っ
て
い
る
と
聞
き
、「
そ
れ
は
怪け

し
か
ら
ん
」
と
言
っ
て
、
こ
の
人に

ん

夫ぷ

を
叱し

か

り
つ
け
た
。

す
る
と
、
人に

ん

夫ぷ

は
次
の
よ
う
に
謝
罪
し
た
。

　
「
わ
た
く
し
は
、
文
字
が
読
め
ま
せ
ん
の
で
（
そ
れ
が
、
天
子
さ
ま
が
こ
の
国
を
お
治
め
に
な
っ

た
歴
史
を
書
き
記
し
た
、
恐
れ
多
い
書
物
だ
と
は
存
じ
ま
せ
ず
、
ふ
と
し
た
軽
い
気
持
ち
か
ら
）、

ち
ょ
っ
と
の
間
だ
け
、
書
物
の
上
に
腰
を
下
ろ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
（
＝
わ
た
く
し
は
、

文
字
が
読
め
ま
せ
ん
の
で
、
ち
ょ
っ
と
の
間
だ
け
、
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
と
し
て
勉
強
さ
せ
て
頂
く
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
）。
た
い
へ
ん
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。」

　　
　

【
和
刻
本
割
注
】
こ
れ
は
、
文
字
も
読
め
な
い
く
せ
に
監か

ん

生せ
い

と
な
っ
た
者
を
か
ら
か
っ
た
話
で

あ
る
。

　
注○

『
訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
一
八
丁
裏
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・
古
艶
部
（
第

三
四
話
、八
丁
表
）。
○
監
生
﹇jiànshēng

﹈＝
最
高
学
府
「
国
子
監
」
の
学
生
（
第
五
七
話
「
納
粟
詩
」

参
照
）。
和
刻
本
の
タ
イ
ト
ル
に
附
さ
れ
た
割
注
は
遠
山
荷
塘
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
原
本
に

は
な
い
。
○
脚
夫
﹇jiǎofū

﹈＝
荷
物
運
び
の
人
夫
。
左
訓
「
ニ
ン
ブ
」（
人
夫
）。
○
籮
担
﹇luódàn

﹈

＝
竹
や
籐と

う

で
編
ん
だ
籠
。
持
ち
運
び
用
の
手
荷
物
。
左
訓
「
ニ
ナ
ヒ
カ
ゴ
」（
担
ひ
籠
）。
○
通
鑑

﹇tōngjiàn

﹈＝『
資し

治じ

通つ

鑑が
ん

』。
元
豊
七
年
（
一
〇
八
四
）
成
。
全
二
九
四
巻
。
宋
代
の
学
者
、
司
馬

光
が
編
纂
し
た
編
年
体
の
歴
史
書
。
○
因
為
﹇yīnw

èi

﹈＝
〜
に
よ
り
、
〜
の
た
め
。
原
因
・
理
由

を
表
す
接
続
詞
。
英
語
の
「because

」
に
相
当
す
る
。
現
代
中
国
語
と
同
じ
。
左
訓
「
ツ
イ
テ
」。

○
一

﹇yìshí

﹈＝
ち
ょ
っ
と
、
少
し
、
一
時
的
に
。「

」
は
「
時
」
の
異
体
字
。
中
国
原
本
（
乾

隆
二
十
六
年
（
一
七
六
一
）
宝
仁
堂
刊
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
谷
村
文
庫
蔵
）
は
「
時
」
に
作
る
。

左
訓
「
チ
ヨ
ツ
ト
」。
○
坐
了
鑑
﹇
監
﹈＝「
坐
鑑
﹇zuò jiàn

﹈」
は
「『
資
治
通
鑑
』
と
い
う
書
物
の

上
に
腰
を
下
ろ
す
」
意
。
全
く
同
音
の
「
坐
監
﹇zuò jiàn

﹈」
は
「
監
生
が
学
校
（
国
子
監
）
で
勉

強
を
す
る
」
意
。『
警
世
通
言
』
巻
三
二
「
杜
十
娘
怒
沈
百
宝
箱
」
に
「
姓
李
名
甲
。（
中
略
）
自
幼

讀
書
在
庠
。
未
得
登
科
。
援
例
至
於
北
雍
。
因
在
京
坐
監
、
與
同
鄕
柳
遇
春
監
生
。
同
遊
教
坊
司
院

内
。」（
李
甲
と
い
う
男
は
（
中
略
）
幼
い
頃
か
ら
郷
里
の
学
校
で
勉
強
を
し
て
い
た
が
、
ま
だ
科
挙

の
試
験
に
合
格
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

の
制
度
を
利
用
し
て
、
北
京
の
国
子
監
（
北ほ

く

雍よ
う

）

に
入
学
し
た
。
そ
し
て
、
都
で
学
校
に
通
い
な
が
ら
勉
強
し
て
い
た
と
き
、
同
郷
の
柳
遇
春
と
い
う

監
生
と
一
緒
に
遊ゆ

う

廓か
く

へ
遊
び
に
行
き（
拙
訳
））と
あ
る
）。
つ
ま
り
、「
坐
了
鑑﹇
監
﹈」は「（
ち
ょ
っ
と
）

『
資
治
通
鑑
』
の
上
に
座
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
意
味
と
、「（
監
生
と
し
て
ち
ょ
っ
と
）
学
校
に

上
が
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
、
二
重
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
な
お
、「
監
」
を
第
一
声
（
平

声
）
で
読
め
ば
、「
坐
監
﹇zuò jiān

﹈」
は
「
監
獄
に
入
る
」「
牢
屋
に
入
る
」（
＝「
坐
牢
﹇zuòláo

﹈」）

と
い
う
意
味
に
も
な
る
。
○
弗
怪
弗
怪
﹇fúguài fúguài

﹈＝
ど
う
ぞ
怒
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
、
ど

う
か
そ
ん
な
に
責
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。
文
語
「
弗
」
は
現
代
中
国
語
「
不
」
に
相
当
す
る
否
定
詞
。

否
定
命
令
文
（
〜
し
な
い
で
く
だ
さ
い
）
を
作
る
。「
怪
」
は
「
責
め
る
」「
と
が
め
る
」
意
の
動
詞
。

動
詞
句
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、「
ち
ょ
っ
と
〜
す
る
」
意
を
表
す
（
動
詞
の
重
ね
型
）。
い
ず
れ

も
現
代
中
国
語
と
同
じ
語
法
。
左
訓
「
ゴ
メ
ン
ゴ
メ
ン
」（
御
免
御
免
）。

　
補
注

　

こ
の
話
は
、
原
本
『
笑
府
』『
絶
纓
三
笑
』、
和
刻
本
『
笑
府
』
な
ど
に
類
話
は
な
い
。

　
余
説

　

本
話
は
、
第
五
七
話
「
納の

う

粟ぞ
く

詩し

」
に
引
き
続
き
、「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

」
の
制
度
を
利
用
し
て
「
国こ

く

子し

監か
ん

」
に
入
学
し
た
学
生
を
か
ら
か
っ
た
も
の
。
荷
物
運
び
の
人に

ん

夫ぷ

が
最
後
に
語
っ
た
台せ

り
ふ詞

「
わ
た
く

し
は
文
字
が
読
め
ま
せ
ん
の
で
、ち
ょ
っ
と
の
間
だ
け
『
資し

治じ

通つ

鑑が
ん

』
の
上
に
腰
を
下
ろ
し
て
し
ま
っ

た
の
で
す
（「
因
為
不
識
字
、
一
時
坐
了
鑑8

」）」
と
い
う
言
葉
は
、
中
国
語
で
発
音
し
た
場
合
、「
鑑

﹇jiàn

﹈」
と
「
監
﹇jiàn

﹈」
が
ま
っ
た
く
の
同
音
語
で
あ
る
た
め
、「
わ
た
く
し
は
、
文
字
が
読
め

ま
せ
ん
の
で
、ち
ょ
っ
と
の
間
だ
け
国こ

く

子し

監か
ん

の
学
生
と
し
て
勉
強
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
（「
因

為
不
識
字
、
一
時
坐
了
監8

」）」
と
い
う
意
味
に
も
聞
こ
え
て
し
ま
う
。

　

本
来
は
、
古
今
の
書
籍
に
通
じ
た
教
養
人
だ
け
が
「
監か

ん

生せ
い

」
に
な
れ
た
は
ず
な
の
に
、
清
代
の
中

国
社
会
に
お
い
て
は
、
金
の
力
で
「
監か

ん

生せ
い

」
の
身
分
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
不
届
き
な
「
裏う

ら

口ぐ
ち

入
学

者
」
た
ち
が
後あ

と

を
絶
た
な
か
っ
た
た
め
、
文
字
も
読
め
な
い
無
教
養
な
人
間
が
「
ち
ょ
っ
と
の
間
だ

け
監か

ん

生せ
い

に
な
る
（
一
時
坐
了
監
）」
な
ど
と
い
う
可お

笑か

し
な
事
態
が
現
実
に
起
こ
っ
て
い
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
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高
曾
祖
。
考、也　

煥
乎
其
有
。
文、
、章也

。

　
　
　

一
生
怕
考
納
監
。
々
中
又
要
考
試
。
此
生

題
其

　
　
　

巻
曰
。
因、
、
、
、

怕
如
此
。
所、
、
、
、

以
如
此
。
若、
、
、
、

要
如
此
。
何、
、
、

苦
如

　
　
　

此、。
又
父
子
倶
為
庠
生
。
聞
文
宗
至
。
大
恐
相
與
謀
。

　
　
　

曰
。
父、
、
、
、
、
、
、

偽
死
而
子
丁
憂
。
可、
、
、
、
、

兩
無
恙
矣
。
因
偽
死
。
而

　
　
　

令

陽
生
安
神
位
。

陽
生
誦
曰
。
先
考
某
處
士
。

　
　
　

父
聞
而
躍
起
曰
。
不
成
不
成
。
是
大
家
商
量
做
的

　
　
　

事
。
如、
、
、
、
、
、

何
要
先
考
我
。
然
則
不
上

（
マ
マ
）

革
車
者
。
怕
高
曾

　
　
　

祖
也
。　

下
士
曰
。
三
百
兩
。
原
是
秀
才
納
銀
之
數
。

　
　
　

彼
不
由
黌
序
者
。
又
不
止
革
車
矣
。
彼、
、
、
、
、

原
不
高
曾

　
　
　

祖、。
何、
、
、
、
、
、
、

必
煥
乎
其
有
耶
。

　　
　
『
山
中
一
夕
話
（
開
巻
一
笑
）』（
下
集
・
巻
之
六
、
京
都
大
学
文
学
部
蔵
本
、
一
四
丁
裏
）

　
　
　
　

納
粟
監
生

　
　

革
車
﹇
言
三
百
兩
也
﹈
買
得
截
然
高
﹇
言
大
帽
也
﹈。
周
子
牕
前
﹇
言
草
也
﹈

　
　

満
腹
包
。
忽
朝
若
遇
高
曾
祖
﹇
言
考
也
﹈　

煥
乎
其
有
﹇
言
文
章
也
﹈

　
　

没
分
毫
。

　　
　
『
古
今
譚
概
』
文
戯
部
第
二
十
七
（
万
暦
四
八
年
（
一
六
二
〇
）
成
、『
馮
夢
龍
全
集
』
第
四
〇

巻
（
一
一
〇
八
頁
））

　
　
　

○
歇
後
詩

　
　

相
傳
嘲
監
生
詩
云　

革、
、
、
、
、
、
、

車
買
得
截
然
高
﹇
大
帽
﹈。
周、
、
、
、

子
牕
前
﹇
草
﹈
滿、

　
　

腹、
、包。

有、
、
、
、
、
、

朝
一
日
高
曾
祖、﹇
考
﹈。
煥、
、
、
、

乎
其
有
﹇
文
章
﹈
没、
、
、

分
毫

　
余
説

　

こ
の
風
刺
詩
は
、実
力
も
な
い
の
に
金
の
力
で
科
挙
の
一
次
試
験
を
突
破
し
、「
監
生﹇jiànshēng

﹈」

の
身
分
を
手
に
入
れ
た
裏う

ら

口ぐ
ち

入
学
の
学
生
た
ち
に
は
、
文
章
を
作
成
す
る
能
力
が
ま
っ
た
く
な
い
こ

と
を
嘲あ

ざ
わ
ら笑

っ
た
も
の
。
こ
の
詩
は
、明
末
の
文
人
・
馮ふ

う

夢ぼ
う

龍り
ゆ
う

が
編
集
し
た
、文
言
に
よ
る
笑
話
集
『
古

今
譚
概
』
に
も
、「
歇け

つ

後こ
う

詩し

」
と
し
て
収
録
さ
れ
る
。

　

可
能
な
限
り
「
注
」
の
な
か
で
「
歇け

つ

後こ
う

詩し

（
な
ぞ
な
ぞ
）」
の
謎
を
解
く
こ
と
に
努
め
た
が
、
こ

の
よ
う
に
極
め
て
レ
ト
リ
カ
ル
な
技
法
に
満
ち
た
（
ふ
ざ
け
た
）
中
国
詩
を
、
江
戸
時
代
の
日
本
人

は
ど
こ
ま
で
正
確
に
理
解
し
、
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
少
な
か
ら
ず
疑
問
に
思
え
な
く
も
な

い
。
当
代
き
っ
て
の
中
国
通
で
あ
っ
た
遠
山
荷
塘
に
と
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
作
品
を
注
釈
的
に
読

み
込
む
こ
と
は
並な

み

大た
い

抵て
い

の
こ
と
で
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
和
刻
本
に
附
さ
れ
た
割
注
は
、
こ
の
よ

う
な
「
歇け

つ

後こ
う

詩し

」
を
存
分
に
味
わ
う
た
め
に
は
甚
だ
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　　
58
坐ざ

鑑か
ん

（『
資し

治じ

通つ

鑑が
ん

』
の
上
に
座
る
。）

原
文

　
　

坐
レス

鑑
ニ

﹇
調
三

以
レ

不
レ

識
レ

字
為
二

監
生
一

﹈

一-

監-

生
ノ

妻 

屢ゝ
勸
二テ

其
ノ

夫
一

讀
レシ

書
ヲ

。
因

テ

假カ
リ
ズ
マ
ヰ

二-

寓
ス

于
寺-

中
一ニ

、
素

ト
ヨ
リ

無
二シ

書-

箱
一

。
乃
喚
二

脚ニ
ン
ブ

-

夫
一ヲ

以
二テ

籮ニ
ナ
ヒ
カ
ゴ担

一ヲ

挑ニ
ナ
フ

レシ
テ

書
ヲ

先
キ
ニ

往
。
脚-

夫
中-

途
ニ
シ
テ

疲
ル
ヽ

甚
シ

。
身
坐
二ス

担-

上
一

。
適

ニ

生
至

ル

。

聞
下

傍-

人
ノ

語
上ル
レヲ

所
レヲ

坐
二ル

通
鑑
一ニ

。
因

テ

怒
テ

責
二ム

脚-

夫
一ヲ

。
夫
謝
レシ

テ

罪
ヲ

曰
。
小-

人
因ツ

イ
テ二-

為
シ
テ

不
一ル
レニ

識
レラ

字
ヲ

。
チ
ヨ
ツ
ト

一-

坐
二-

了
ス

鑑
一ニ

﹇
監
﹈。
弗ゴ

メ
ン
ゴ
メ
ン

-

怪
弗
怪
。

　
書
き
下
し
文

　
　

鑑か
ん

に
坐ざ

す
﹇
字じ

を
識し

ら
ざ
る
を
以も

つ

て
監か

ん

生せ
い

と
為な

る
を
調て

う

ず
﹈

一い
ち

監か
ん

生せ
い

の
妻つ

ま 

屢
し
ば
し
ば 

其そ

の
夫を

つ
と

に
勧す

す
めて

書し
よ

を
読よ

ま

し
。
因よ

つ

て
寺じ

中ち
う

に
仮か

寓ぐ
う

す
、
素も

と

よ
り 

書し
よ

箱し
や
う 

無な

し
。

乃す
な
は

ち
脚き

や
く

夫ふ

を
喚よ

び

て
。
籮ら

担た
ん

を
以も

つ

て
書し

よ

を
挑て

う

じ
て 

先さ
き

に
往ゆ

か
し
む
。
脚き

や
く

夫ふ 

中ち
う

途と

に
し
て
疲つ

か

る
る

こ
と
甚

は
な
は
だ

し
。
身み 

担た
ん

上じ
や
う

に
坐ざ

す
。
適ま

さ

に 

生せ
い 

至い
た

る
。
傍ば

う

人じ
ん

の
通つ

鑑が
ん

に
坐す

わ

る
所と

こ
ろ

を
語か

た

る
を
聞き

き
。

因よ
つ

て
怒い

か
つ

て 

脚き
や
く

夫ふ

を
責せ

む
。
夫ふ 

罪つ
み

を
謝し

や

し
て
曰い

は

く
。
小せ

う

人じ
ん 

字じ

を
識し

ら
ざ
る
に
因い

ん

為ゐ

し
て
。
一い

ち

時じ 

鑑か
ん

﹇
監か

ん

﹈
に
坐ざ

了れ
う

す
。
弗ふ

つ

怪く
わ
い 

弗ふ
つ

怪く
わ
い

。

　
現
代
語
訳

　

あ
る
監か

ん

生せ
い

（
最
高
学
府
「
国こ

く

子し

監か
ん

」
の
学
生
）
の
奥
さ
ん
は
、
い
つ
も
自
分
の
夫
に
「
も
っ
と
勉

強
を
し
な
さ
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、（
奥
さ
ん
は
、
夫
が
も
っ
と
勉
強
に
集
中
で
き
る
よ

う
に
）
お
寺
に
下
宿
さ
せ
た
。
お
寺
に
は
（
科
挙
の
試
験
勉
強
に
役
立
つ
よ
う
な
、
中
国
の
歴
史
や

朱
子
学
に
関
す
る
）
書
物
が
揃そ

ろ

っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
荷
物
運
び
の
人に

ん

夫ぷ

を
雇
い
、
籠か

ご

に
書
籍
を
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原
本
に
附
さ
れ
た
割
注
で
あ
る
。
例
に
よ
っ
て
『
絶
纓
三
笑
』
の
み
編
者
に
よ
る
評
語
が
大
幅
に

加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
諷
刺
詩
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
テ
ク
ス
ト
も
、
割
注
に
よ
る
解
答
を
含
め
、

す
べ
て
同
一
で
あ
る
。

　
『
絶
纓
三
笑
』
所
収
の
評
語
に
は
、
拙
訳
を
添
え
て
お
く
。『
絶
纓
三
笑
』
と
『
四
書
笑
』
は
、
一

部
文
字
に
異
同
が
見
ら
れ
る
が
、
ほ
ぼ
同
文
と
言
っ
て
よ
い
。

　　
　
『
絶
纓
三
笑
』
第
六
五
〇
話
（
巻
四
、
儒
笑
五
六
、
東
京
大
学
文
学
部
蔵
本
、
二
三
丁
表
〜
裏
）

　
　
　
　

煥
乎
其
有
文
章

　
　

嘲
監
生
歇
後
詩
曰
。
革
車
買
得
截
然
高8

。
周
子
窻
前

　
　

滿
腹
包8

。
有
朝
一
日
高
曾
祖8

。
煥
乎
其
有
没
分
毫8

。
革

　
　

車
三
百
兩
也

8

8

8

8

8 

截
然
高
大
帽
8

8

﹇
貌
﹈
也
。
周
子
窻
前
草8

也

　
　

高
曾
祖
。
考
也
8

8 

煥
乎
其
有
文
章
8

8

也
。

　
　
　

一
生
怕
考
納
監
。
監
中
又
要
考
試
。
此
生
直
題
其

　
　
　

巻
曰
。
因
怕
如
此

8

8

8

8 

所
以
如
此

8

8

8

8 

若
要
如
此

8

8

8

8 

何
苦
如

8

8

8

　
　
　

此8 

又
父
子
倶
爲
庠
生
。
聞
文
宗
至
。
大
恐
。
相
與
謀

　
　
　

曰
。
父
僞
死
而
子
丁
憂

8

8

8

8

8

8

8 

可
兩
無
恙
矣

8

8

8

8

8

。
因
僞
死
。
而

　
　
　

令
陰
陽
生 

安
神
位
。
陰
陽
生 

誦
曰
。
先
考
某
處
士
。

　
　
　

父
聞
而
躍
起
曰
。
不
成
不
成
。
是
大
家
商
量
做
的

　
　
　

事
。
如
何
要
先
考
我

8

8

8

8

8

8

。
然
則
不
止
革
車
者
。
怕
高
祖

（
マ
マ
）

　
　
　

祖
也
。　

下
士
曰
。
三
百
兩
。
原
是
秀
才
納
銀
之
數
。

　
　
　

彼
不
由
黌
序
者
。
又
不
止
革
車
矣
。
彼
原
不
高
曾

8

8

8

8

8

　
　
　

祖8 

何
必
煥
乎
其
有
耶

8

8

8

8

8

8

8

　　
　
　
　

（
編
者
の
コ
メ
ン
ト
）
あ
る
科
挙
受
験
生
、
試
験
が
怖
く
て
堪
ら
な
か
っ
た
。「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

」
の
制
度
を
利
用
し
て
、
金
で
学
生
の
身
分
を
手
に
入
れ
た
も
の
の
、
学
校
で
は
、

ま
た
し
て
も
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
学
生
は
、
試
験

の
解
答
用
紙
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
書
き
綴
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
「
こ
ん
な
に
そ
れ
が
怖
い
か
ら
、
だ
か
ら
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
も
し
も

こ
ん
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
な
ら
、
こ
ん
な
こ
と
は
し
な
く
て
も
い
い

じ
ゃ
な
い
か
。」

　
　
　
　
　
　
　

ま
た
、次
の
よ
う
な
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
父
と
息
子
は
、二
人
と
も
学
生
で
あ
っ

た
が
、
文
章
博
士
が
学
校
に
や
っ
て
来
る
と
聞
い
て
、
ビ
ビ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ

で
、
二
人
は
相
談
し
、
父
親
は
死
ん
だ
ふ
り
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
息
子
は
、
父
の

喪
に
服
し
て
い
た
が
、
そ
の
実
、
二
人
と
も
元
気
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
父
は
死

ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
陰お

ん

陽み
よ
う

師じ

を
呼
ん
で
、
宗そ

う

廟び
よ
う

に
祭
る
位
牌
を
用
意

し
た
。
陰お

ん

陽み
よ
う

師じ

は
、
位
牌
の
文
字
を
読
み
上
げ
て
言
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
「
亡
き
父
、
誰
そ
れ
様
（
訳
者
注
、
原
文
「
先
考
某
処
士
」
は
、「
受
験
恐
怖
症
の

父
」
の
耳
に
は
、「
ま
ず
誰
そ
れ
様
か
ら
、
試
験
を
始
め
る
。」
と
い
う
意
味
に
聞
こ

え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。）。」

　
　
　
　
　
　
　

父
は
、
そ
れ
を
聞
い
て
、
飛
び
起
き
な
が
ら
言
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
「
だ
め
だ
、だ
め
だ
。
こ
れ
は
、み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
し
た
こ
と
で
す
。
ど
う
し
て
、

先
に
私
か
ら
試
験
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
じ
ゃ
あ
。」

　
　
　
　
　
　
　

つ
ま
り
、「
革
車
﹇géchē

﹈」（
三
百
両
）
と
い
う
金
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、（
裏

口
入
学
し
た
学
生
た
ち
が
）
本
当
に
恐
れ
て
い
た
の
は
、「
高
曾
祖
﹇gāozēngzǔ

﹈」

＝「
考
﹇kǎo

﹈」（
試
験
）
の
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

下か

士し

曰い
わ

く
。「
三
百
両
」
と
は
、
も
と
も
と
科
挙
受
験
生
が
裏
口
入
学
の
た
め
に

支
払
っ
た
銀
の
価
格
を
表
し
て
い
た
の
だ
が
、
学
校
で
勉
強
し
て
い
な
い
不
正
入

学
者
た
ち
は
、
実
際
に
は
、「
革
車
」（
＝
三
百
両
（
約
一
六
五
〇
万
円
））
ど
こ
ろ

の
騒
ぎ
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
い
つ
ら
は
、
そ
も
そ
も
「
高
曾
祖

﹇gāozēngzǔ

﹈」＝「
考
﹇kǎo

﹈」（
試
験
）
を
受
け
た
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、ま
し
て
や
、

「
煥
乎
其
有
﹇huàn hū qí yǒu

﹈」＝「
文
章
」
な
ん
ぞ
、
書
い
た
こ
と
す
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　　
　
『
李
卓
吾
先
生
批
點
四
書
笑
』
第
四
二
話
（
国
立
公
文
書
館
（
内
閣
文
庫
）
蔵
本
）

　
　
　
　

煥
乎
其
有
文
章
（
注
、
標
題
は
巻
頭
「
四
書
笑
目
録
」
に
拠
る
）

　
　

嘲
監
生
歇
後
詩
曰
。
革
車
買
得
截
然
高
。
周
子
窓
前

　
　

滿
腹
包
。
有
朝
一
日
高
曾
祖
。
煥
乎
其
有
没
分
毫
。
革

　
　

車
。
三、
、
、

百
兩
也　

截
然
高
。
大、
、帽﹇

貌
﹈
也
。
周
子
窓
前
。
草、也
。

川上　『訳解笑林広記』全注釈（五） 105



富山県立大学紀要第29巻（2019）－ －

高
く
聳そ

び

え
立
っ
て
い
る
さ
ま
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。（
拙
訳
））（
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
刊
『
四

書
集
注
』）
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
截
然
高
」
と
い
う
謎
解
き
言
葉
の
解
答
は
「
大
貌
﹇dàm

ào

﹈」＝「
大

帽
﹇dàm

ào

﹈」（
大
き
な
帽
子
）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
『
大
学
章
句
』
の
朱
子
注
に
つ
い
て
は
、

『
訳
解
笑
林
広
記
』
第
一
〇
話
「

し
ゆ

帽ぼ
う

」（
虫
に
食
わ
れ
た
帽
子
）
参
照
。
○
大
帽
﹇dàm

ào

﹈＝
大

き
な
帽
子
、
立
派
な
学
生
帽
。
科
挙
の
一
次
試
験
に
合
格
し
た
者
（「
国
子
監
」
で
勉
強
す
る
こ
と

を
許
さ
れ
た
学
生
）
は
、「
方
巾
﹇fāngjīn

﹈」
と
い
う
四
角
い
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
た
。
和
刻
本

『
訳
解
笑
林
広
記
』
第
一
一
話
「
無
一
物
」
参
照
。
○
周
子
牕
前
﹇Zhōuzǐ chuāng qián

﹈＝
周し

ゆ
う

茂も

叔し
ゆ
く（

著
名
な
大
学
者
）
の
部
屋
の
前
に
あ
る
庭
は
（
草
が
茫ぼ

う

々ぼ
う

と
生
い
茂
っ
て
い
た
が
、
も
の
に

こ
だ
わ
ら
な
い
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
周し

ゆ
う

茂も

叔し
ゆ
く

は
、
そ
ん
な
こ
と
は
気
に

か
け
な
か
っ
た
）
と
い
う
こ
と
。
周
子
と
は
、
宋
学
の
祖
と
さ
れ
る
周し

ゆ
う

敦と
ん

頤い

（
一
〇
一
七
〜
七
三
、

字
茂
叔
、
号
濂
渓
）
の
こ
と
。
蓮
を
愛
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
（『
古
文
真
宝
後
集
』「
愛
蓮
説
」）。

「
牕
」
は
「
窻
」
と
同
字
。
常
用
漢
字
「
窓
」
は
「
窻
」
の
略
字
。
こ
れ
も
「
歇け

つ

後こ
う

語ご

（
尻
切
れ
と

ん
ぼ
の
謎
解
き
言
葉
）」
と
な
っ
て
お
り
、そ
の
心
は
「
草
」
で
あ
る
。『
朱
子
語
類
』
巻
九
六
に
「
周

子
窻
前
草
不
除
去
」、
王
陽
明
『
伝
習
録
』
に
「
周
茂
叔
窻
前
草
不
除
」
な
ど
と
あ
る
、
後
半
の
一

字
「
草
」
を
省
略
し
た
も
の
。
○
満
腹
﹇m

ǎn fù

﹈＝
お
腹な

か

の
な
か
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
中
国

で
は
文
才
は
お
腹な

か

に
宿
る
（「
肚
裏
有
文
章
」）
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（
大
木
康
『
中
国
古
典
小
説
選
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笑
林
・
笑
賛
・
笑
府
他
』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
八
年
十
一
月
、
二
四
〇
頁
参
照
））、
通
常
は
「
満

腹
文
章
」「
満
腹
経
綸
」
な
ど
、
そ
の
人
の
内
面
が
、
学
問
的
知
識
や
深
い
教
養
に
満
ち
あ
ふ
れ
て

い
る
さ
ま
を
表
す
。
例
え
ば
、『
警
世
通
言
』
巻
七
「
陳
可
常
端
陽
仙
化
」
に
「
郡
王
本
要
打
殺
可

常
。
因
他
満
腹
文
章
。
不
忍
下
手
。
監
在
獄
中
。」（
郡
王
は
、
本
来
な
ら
可
常
を
叩
き
殺
し
た
い
の

で
あ
っ
た
が
、彼
に
十
分
な
詩
才
が
あ
っ
た
の
で
手
を
下
す
に
忍
び
ず
、獄
舎
に
監
禁
を
命
じ
ら
れ
た
。

（
全
譚
中
國
文
學
大
系
『
警
世
通
言（
一
）』（
辛か

ら

島し
ま

驍た
け
し

譚
註
、
東
洋
文
化
協
會
、
一
九
五
九
年
十
月
、

一
九
九
頁
）））
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
通
常
の
言
い
方
と
は
逆
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ

の
不
正
入
学
者
で
あ
る
「
監
生
（
科
挙
受
験
生
）」
の
お
腹な

か

（
内
面
的
な
世
界
）
に
は
、「
草
（
粗
雑

な
文
章
、
未
完
成
の
原
稿
）」
し
か
入
っ
て
い
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
○
有
レ

朝
﹇yǒu zhāo

﹈

＝
い
つ
の
日
か
、い
つ
か
〜
の
よ
う
な
日
が
き
た
と
き
に
は
。
現
代
中
国
語
「
有
朝
一
日
」「
有
一
天
」

「
有
天
」
な
ど
と
同
じ
。
左
訓
「
イ
ツ
カ
」。
○
髙
曾
祖
﹇gāo zēng zǔ

﹈＝
中
国
語
で
は
、
祖
父
の

祖
父
を
「
高
祖
﹇gāozǔ

﹈」
と
言
い
、
祖
父
の
父
を
「
曾
祖
﹇zēngzǔ

﹈」、
祖
父
を
同
じ
く
「
祖

父
﹇zǔfù

﹈」、
亡
く
な
っ
た
父
の
こ
と
を
「
考
﹇kǎo

﹈」
と
言
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
代
々
続
く

御
先
祖
様
た
ち
の
こ
と
を
、
す
べ
て
合
わ
せ
て
「
高
曾
祖
考
﹇gāo zēng zǔ kǎo

﹈」
と
言
う
。
例

え
ば
、『
明
史
』
巻
五
一
・
志
第
二
七
・
礼
五
に
「
唐
高
祖
尊
高
曾
祖
考
。
立
四
廟
於
長
安
。」（
唐

の
高
祖
（
初
代
皇
帝
・
李
淵
）
は
、
歴
代
の
御
先
祖
様
を
尊
び
、
長
安
に
四
つ
の
霊
廟
を
建
立
し
た
。

（
拙
訳
））、『
曾
国
藩
家
書
』
に
「
早
晨
要
早
起
。
莫
墜
高
曾
祖
考
以
來
相
傳
之
家
風
。」（
朝
は
早
起

き
す
べ
し
。
先
祖
代
々
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
家
風
を
損
ね
て
は
な
ら
な
い
。（
拙
訳
））
と

あ
る
。
つ
ま
り
、「
高
曾
祖
」
と
は
、「
高
曾
祖
考
」
の
「
考
」
が
抜
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、こ
の
「
な

ぞ
な
ぞ
」
の
答
え
は
「
考
」
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
「
考
」
は
、「
亡
く
な
っ
た
父
」
と

い
う
本
来
の
意
味
で
は
な
く
、
さ
ら
に
一
ひ
ね
り
し
て
「
科
挙
試
験
」「
テ
ス
ト
」
と
い
う
別
の
意

味
の
「
考
」
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
国
原
本
の
割
注
に
は
「
言
考
也
」
と
あ
り
、
遠
山

荷
塘
は
こ
れ
に
対
し
て
「
シ
ラ
ベ
」（
試
験
）
と
左
訓
を
施
し
て
い
る
。
○
煥
乎
其
有
﹇huànhū qí 

yǒu

﹈＝『
論
語
』
泰
伯
篇
に
見
え
る
「
煥
乎
其
有
文
章
」（（
聖
人
君
子
が
作
り
上
げ
た
）
礼
楽
制
度
は
、

み
ご
と
に
光
り
輝
い
て
い
る
）と
い
う
六
字
句
の
後
半
の
二
字「
文
章
」を
抜
い
た
も
の
。
し
た
が
っ

て
、
謎
解
き
言
葉
「
煥
乎
其
有
」
の
答
え
は
「
文
章
」
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
『
論
語
』
に
言

う
「
礼
楽
制
度
」
と
い
う
意
味
の
「
文
章
」
で
は
な
く
、科
挙
に
課
さ
れ
た
試
験
問
題
と
し
て
の
「
文

章
（
作
文
）」
の
こ
と
。
科
挙
で
は
、「
四
書
五
経
」
の
言
葉
を
踏
ま
え
な
が
ら
「
八は

つ

股こ

文ぶ
ん

」
と
い
う
、

精
密
か
つ
技
巧
的
な
文
章
を
作
成
す
る
能
力
が
問
わ
れ
た
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
賄わ

い

賂ろ

を
贈
っ
て
裏う

ら

口ぐ
ち

入
学
を
し
た
学
生
た
ち
に
、
そ
の
よ
う
な
文
章
を
作
成
す
る
能
力
が
「
微み

塵じ
ん

も
備
わ
っ
て
い
な
い

（「
没
分
毫
」）」
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
補
注

　

こ
の
風
刺
詩
は
、中
国
笑
話
集
『
絶
纓
三
笑
』
巻
四
・
儒
笑
五
六
（
第
六
五
〇
話
「
煥
乎
其
有
文
章
」）、

李
卓
吾
先
生
批
点
『
四
書
笑
』（
第
四
二
話
「
煥
乎
其
有
文
章
」）、李
卓
吾
編
次
『
山
中
一
夕
話
』（
一

名
『
開
巻
一
笑
』）
下
集
・
巻
六
「
納
粟
監
生
」、
お
よ
び
『
笑
府
』
の
編
者
で
あ
っ
た
明
・
馮
夢
龍

の
『
古
今
譚
概
』（
一
名
『
古
今
笑
』）
巻
二
七
・
文
戯
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
原
文
は
、
そ
れ
ぞ

れ
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
『
絶
纓
三
笑
』
の
引
用
は
東
京
大
学
文
学
部
蔵
本
、『
四
書
笑
』
の
引
用
は
国
立
公
文
書
館
（
内

閣
文
庫
）
蔵
本
、『
山
中
一
夕
話
（
開
巻
一
笑
）』
の
引
用
は
京
都
大
学
文
学
部
蔵
本
、『
古
今
譚

概
』
の
引
用
は
『
馮
夢
龍
全
集
』
第
四
〇
巻
所
収
の
影
印
（
魏
同
賢
主
編
、
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
三
年
、
一
一
〇
七
〜
一
一
〇
九
頁
）
に
拠
る
。
な
お
、
括
弧
﹇　

﹈
で
示
し
た
の
は
、
中
国
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【
和
刻
本
割
注
】「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

」
の
制
度
を
利
用
し
て
学
生
の
身
分
を
手
に
入
れ
た
者
を
か
ら

か
っ
た
も
の
。

　　
　

【
訳
者
注
】
こ
の
「
七
言
絶
句
」
風
の
「
歇け

つ

後こ
う

詩し

﹇xiēhòushī

﹈」（「
歇け

つ

後こ
う

語ご

（
尻
切
れ
と
ん

ぼ
の
な
ぞ
な
ぞ
）」
と
同
様
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
し
た
詩
）
は
、
第
一
、
二
、
四
句

で
押
韻
し
て
い
る
。
韻
字
は
「
高
﹇gāo

﹈」「
包
﹇bāo

﹈」「
毫
﹇háo

﹈」。
ま
た
、
第

一
句
と
第
二
句
（「
革
車
買
得
截
然
高
、
周
子
窓
前
満
腹
包
。」）
は
緩
い
対つ

い

句く

に
な
っ

て
お
り
、
そ
れ
な
り
に
「
七
言
絶
句
」
の
体
裁
を
整
え
て
い
る
。

　
注○

『
訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
一
八
丁
裏
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・
古
艶
部

（
第
三
二
話
、
七
丁
裏
）。
○
納
粟
﹇nà sù

﹈＝
古
代
中
国
で
は
、
役
人
の
地
位
を
得
る
た
め
に
、
賄わ

い

賂ろ

と
し
て
粟あ

わ

や
米
な
ど
の
農
作
物
を
納
め
た
た
め
、
不
正
な
金
に
よ
る
贈ぞ

う

賄わ
い

行
為
の
こ
と
を
「
納の

う

粟ぞ
く

」
と
言
っ
た
。
と
く
に
明
清
時
代
に
は
、「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

」
の
制
度
が
設
け
ら
れ
、
金
銭
を
支
払
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
最
高
学
府
で
あ
る
「
国こ

く

子し

監か
ん

﹇guózǐjiàn

﹈」
の
学
生
（「
監
生
」）
と
な
る
こ
と

が
で
き
た
。『
警
世
通
言
』
第
三
二
巻
「
杜
十
娘
怒
沈
百
宝
箱
」
冒
頭
部
分
に
、「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

」
の

制
度
を
導
入
す
る
に
至
っ
た
経
緯
が
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。「
さ
て
、
話
は
万
暦
二
十

年
、
日
本
国
の
関
白
が
乱
を
起
こ
し
て
、
朝
鮮
を
侵
犯
し
て
き
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
朝
鮮
の
国

王
が
上
表
し
て
危
急
を
訴
え
た
の
で
、
天
朝
で
は
兵
を
発
し
て
海
路
よ
り
こ
れ
が
救
援
に
赴
く
こ
と

に
な
っ
た
が
、
こ
の
と
き
、
戸
部
（
財
政
部
）
の
当
局
は
、『
戦
争
勃
発
に
際
し
、
糧
秣
の
不
足
を

補
う
た
め
、
暫
く
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

（
穀
物
ま
た
は
銀
を
上
納
し
て
国
子
監
の
監
生
の
資
格
を
と
る
）
の

制
度
を
設
け
ら
れ
た
し
』
と
上
奏
し
て
裁
可
を
得
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
納
粟
入
監
と
い
う
制
度
に

は
、
い
ろ
い
ろ
の
便
宜
が
あ
っ
て
、
勉
強
す
る
に
も
、
科
挙
の
試
験
を
受
け
る
に
も
、
交
際
を
す
る

に
も
、
す
べ
て
好
都
合
な
上
に
、
将
来
は
ま
た
な
に
が
し
か
の
官
途
も
約
束
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
、
役
人
や
金
持
の
子
弟
は
、
秀
才
（
府
県
学
の
学
生
）
に
は
な
ろ
う
と
し
な
い
で
、

み
ん
な
こ
の
制
度
を
利
用
し
て
太
学
生
（
国
学
の
学
生
、
監
生
）
に
な
っ
た
。
こ
の
条
例
が
出
て
か

ら
と
い
う
も
の
は
、
両
京
（
北
京
と
南
京
）
の
太
学
生
は
ど
ち
ら
も
千
人
以
上
に
ふ
え
て
し
ま
っ

た
。」（
千
田
九
一
・
駒
田
信
二
訳
「
中
国
古
典
文
学
大
系
」
第
三
七
巻
『
今
古
奇
観（
上
）』（
平
凡

社
、
一
九
七
〇
年
九
月
、
六
〇
頁
））
左
訓
「
カ
ネ
ニ
テ
ク
ワ
ン
ヲ
カ
ウ
コ
ト
」（
金
に
て
官
を
買
う

こ
と
）。
○
援
例
﹇yuán lì

﹈＝「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

」（
お
金
を
納
め
て
国
子
監
に
入
る
意
）
の
制
度
（
条

例
）
を
利
用
し
て
。『
警
世
通
言
』
第
三
二
巻
（
同
前
）
に
「
以
此
宦
家
公
子
。
富
室
子
弟
。
到
不

願
做
秀
才
。
都
去
援
例
做
太
學
生
。」（
そ
の
た
め
に
、
役
人
や
金
持
の
子
弟
は
、
秀
才
（
府
県
学
の

学
生
）
に
は
な
ろ
う
と
し
な
い
で
、
み
ん
な
こ
の
制
度
を
利
用
し
て
太
学
生
（
国
学
の
学
生
、
監

生
）
に
な
っ
た
。（
前
掲
書
））
と
あ
る
。
○
監
生
﹇jiànshēng

﹈＝
最
高
学
府
「
国こ

く

子し

監か
ん

」
の
学

生
。
三
年
に
一
度
行
わ
れ
る
科
挙
の
一
次
試
験
「
郷
試
﹇xiāngshì

﹈
を
受
験
す
る
資
格
が
与
え
ら

れ
た
。
な
お
、
タ
イ
ト
ル
に
附
さ
れ
た
割
注
﹇
調
二

援
レキ

例
ヲ

納
レル

ノ

粟
ヲ

的
監
生
一ヲ

﹈（「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

」
の

制
度
を
利
用
し
、
お
金
で
「
監
生
（
学
生
）」
の
身
分
を
買
っ
た
者
を
か
ら
か
っ
た
詩
）
は
、
和
刻

本
の
施
訓
者
・
遠
山
荷
塘
に
よ
る
訳
注
で
あ
り
、
中
国
原
本
に
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
詩
が
「
監

生
」
を
か
ら
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
馮
夢
龍
編
『
古
今
譚
概
』「
歇
後
詩
」
に
「
相
傳
嘲
監

生
詩
云
」（「
監
生
」
を
嘲
る
詩
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。（
拙

訳
））
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
古
今
譚
概
』
に
つ
い
て
は
、
補

注
参
照
。
○
贈
二-

納
ス
ル

粟
一ヲ

詩
ニ

曰
ク

＝
和
刻
本
は
訓
読
を
誤
っ
て
い
る
た
め
、私
に
改
め
た
。
正
し
く

は
「
贈お

く
つ

二テ

納を
さ

レム
ル

粟あ
は

ヲ

詩し
一ヲ

曰い
は

ク

」。
○
革
車
﹇géchē

﹈＝
革か

わ

で
包
ま
れ
た
戦
車
の
こ
と
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
は
「
歇け

つ

後こ
う

語ご

（
尻
切
れ
と
ん
ぼ
の
言
葉
遊
び
）」（
第
五
四
話
「
老
父
」
参
照
）
と
し
て
、『
孟
子
』

尽
心
章
句
下
に
見
え
る
「
革
車
三
百
両
」
と
い
う
五
字
句
の
後
半
「
三
百
両
」
を
導
き
出
す
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
三
百
両
」も
の
賄わ

い

賂ろ

を
贈
っ
て「
監
生（
学
生
）」の「
大
き
な
帽
子（「
大

帽
」）」
を
手
に
入
れ
た
、
と
い
う
意
味
。
磯
田
道
史
『
武
士
の
家
計
簿
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年

四
月
、
五
五
〜
五
六
頁
）
に
従
い
、
金
一
両
を
約
五
万
五
千
円
と
し
て
計
算
す
る
と
、
賄わ

い

賂ろ

の
額

「
三
百
両
」
は
、
現
代
の
日
本
円
で
約
一
千
六
百
五
十
万
円
と
な
る
。『
孟
子
』
尽
心
章
句
下
の
原

文
お
よ
び
書
き
下
し
文
は
、「
武
王

ノ

之
伐
レツ

ト
キ

殷
ヲ

也
。
革-

車キ
ヨ

三-

百-

兩
。
虎-

賁
三-

千-

人
」（
武ぶ

王わ
う

之
殷い

ん

を
伐う

つ 

革か
つ

車き
よ 

三さ
ん

百は
く

兩り
よ
う 

虎こ

賁ほ
ん 

三さ
ん

千せ
ん

人に
ん

）（
本
文
は
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
和
刻
『
四
書
集

注
』、
書
き
下
し
文
は
『
経
典
余
師
集
成
』
二
（
大
空
社
、
二
〇
〇
九
年
六
月
、
五
三
一
頁
）
に
よ

る
）。
な
お
、
こ
の
話
の
本
文
中
に
あ
る
割
注
は
、
す
べ
て
中
国
原
本
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
「
歇け

つ

後こ
う

語ご

﹇xiēhòuyǔ

﹈（
尻
切
れ
と
ん
ぼ
の
謎
解
き
言
葉
）」
の
解
答
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
革
車
」
と
い
う
「
歇け

つ

後こ
う

語ご

」
の
解
答
は
「
言
二

三-

百-

両
一ヲ

」（
三
百
両
と
い
う
意
味
で
あ
る
）
な
ど
。

○
截-

然
ト

高
＝
キ
リ
リ
と
高
く
聳そ

び

え
て
い
る
。「
截
然
﹇jiérán

﹈」
は
「
区
別
が
は
っ
き
り
し
て
い

る
」
こ
と
。『
大
学
章
句
』
伝
十
章
「
詩

ニ

云
。
節

タ
ル

彼
ノ

南-

山
。
維

レ

石
巖-

巖
タ
リ

。」
に
見
え
る
朱

子
の
注
に
「
節

ハ

。
截-
然 
高-
大

ノ

貌
。」（『
詩
経
』
に
見
え
る
「
節
」
と
い
う
語
は
「
截せ

つ

然ぜ
ん

と
し
て
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と
い
う
生
き
方
こ
そ
が
、
こ
の
世
で
最
も
幸
福
な
人
生
で
あ
ろ
う
。

　　
　

朝
鮮
刊
本
『
鍾し

よ
う

離り

葫こ

蘆ろ

』
第
一
三
話
（『
朝
鮮
所
刊
中
國
珍
本
小
説
叢
刊
８
』
一
〇
〜
一
一
頁

　
　
　
（
影
印
、
五
丁
裏
〜
六
丁
表
））

　
　
　
　

公
子

　
　

一
人
問
封
君
与
公
子
孰
樂 

荅
曰 

做
封
君

　
　

齒
已
衰
矣 

唯
公
子
最
好 
其
人
疾
趨
而
去

　
　

追
問
其
故 

曰
。
家
父、
、
、

書
生
也 

欲
令
急
ヽ
入

　
　

學

　
余
説

　

息
子
を
科
挙
試
験
に
合
格
さ
せ
る
よ
り
も
、
父
親
を
合
格
さ
せ
る
方
が
、
自
分
に
と
っ
て
は
得
策

で
あ
る
と
い
う
話
。
し
か
し
、
頭
の
柔
ら
か
い
子
ど
も
を
教
育
す
る
の
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
す
で

に
大だ

い

の
大
人
に
な
っ
て
い
る
父
親
を
教
育
し
て
科
挙
試
験
に
合
格
さ
せ
る
な
ど
、
限
り
な
く
不
可
能

に
近
い
夢
物
語
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
、
現
実
的
に
は
極
め
て
馬
鹿
げ
た
話
で
あ
る
と
い
う
と
こ

ろ
に
可お

笑か

し
さ
が
あ
る
。

　

な
お
、『
初
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
十
三
に
「
到
了
六
七
歳
。
又
要
送
他
上
學
。」（
六
、七
歳
に
な
っ
た

ら
、
今
度
は
そ
の
子
を
学
校
に
連
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）
と
あ
る
よ
う
に
、「
送
他
上

学
」（
そ
の
子
を
学
校
へ
連
れ
て
行
く
）
と
い
う
表
現
は
、
六
、七
歳
の
子
ど
も
の
場
合
に
こ
そ
相ふ

さ
わ応

し
い
。
い
い
年
を
し
た
大だ

い

の
大
人
を
学
校
へ
行
か
せ
る
（「
送
家
父
去
上
学
」）
と
い
う
言
い
方
じ
た

い
が
、
実
は
か
な
り
滑
稽
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
い
て
も
よ
か
ろ
う
。

　　
57
納の
う

粟ぞ
く

詩し

（
金か

ね

の
力
で
学
生
の
身
分
を
手
に
入
れ
た
人
を
か
ら
か
っ
た
詩
）

原
文

　
　

納カ
ネ
ニ
テ
ク
ワ
ン
ヲ
カ
ウ
コ
ト

レル

粟
ヲ

詩
﹇
調
二

援
レキ

例
ヲ

納
レル

ノ

粟
ヲ

的
監
生
一ヲ

﹈

贈
二-

納
ス
ル

粟
一ヲ

詩
ニ

曰
ク

。　

革-

車
﹇
言
二

三-

百-

両
一ヲ

﹈
買

ヒ

得
テ

截-

然
ト

髙
﹇
言
二

大
帽
一ヲ

也
﹈。
周-

子

牕-

前
﹇
言
レフ

草
ヲ

也
﹈

-

腹
ニ

包
ス

。
有イ

ツ
カレリ

朝
若

シ

遇
二ハ

髙-

曾-

祖
一ニ

﹇
言
レ

考
ヲ

也

シ
ラ
ベ

﹈。
煥-

乎
ト
シ
テ

其
レ

有
リ
ハ

﹇
言
二

文
章
一

也
﹈
没
二シ

分
毫
一モ

。

書
き
下
し
文

　
　

粟あ
は

を
納を

さ

む
る
詩し

﹇
例れ

い

を
援ひ

き
粟あ

は

を
納を

さ

む
る
の
監か

ん

生せ
い

を
調て

う

ず
﹈

粟あ
は

を
納を

さ

む
る
詩し

を
贈お

く
つ

て
曰い

は

く
。
革か

く

車し
や

﹇
三さ

ん

百び
や
く

両り
や
う

を
言い

ふ
﹈
買か

ひ
得え

て 

截せ
つ

然ぜ
ん

と
高た

か

し
﹇
大だ

い

帽ぼ
う

を
言い

ふ
也な

り

﹈。
周し

う

子し 

窓さ
う

前ぜ
ん

﹇
草く

さ

を
言い

ふ
也な

り

﹈
満ま

ん

腹ぷ
く

に
包は

う

ず
。
朝て

う 

有あ

り 

若も

し
高か

う

曽そ
う

祖そ

に
遇あ

は
ば
﹇
考か

う

を
言い

ふ
也な

り

﹈。
煥く

わ
ん

乎こ

と
し
て
其そ

れ
有あ

り
は
﹇
文ぶ

ん

章し
や
う

を
言い

ふ
也な

り

﹈
分ぶ

ん

毫が
う

も 

没な

し
。

　
現
代
語
訳

　
（
誰
か
が
）「
金か

ね

の
力
で
学
生
の
身
分
を
手
に
入
れ
た
人
の
詩
」
を
贈
呈
し
た
。
そ
の
詩
に
言
う
。

　
「
戦
車
の
数
は
」
と
聞
か
れ
た
ら
、
そ
れ
は
『
孟
子
』（
尽
心
章
句
下
）
に
あ
る
通
り
、「
三
百

輛
」
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
、
そ
の
「
三
百
輛
」
な
ら
ぬ
「
三
百
両
」（
現
在
の
日
本
円
で
は
約

一
千
六
百
五
十
万
円
）
と
い
う
高
額
の
、
賄わ

い

賂ろ

を
贈
っ
て
手
に
入
れ
た
、
学
生
さ
ま
の
身
分
と
は
、

「
截せ

つ

然ぜ
ん

と
し
て
高
く
（
ほ
に
ゃ
ら
ら
）」（『
大
学
章
句
』
伝
十
章
の
朱
子
注
）、
つ
ま
り
「
高
く
大
き

な
そ
の
よ
う
す
」「
大
貌
﹇dàm

ào

﹈」
な
ら
ぬ
「
大
帽
﹇dàm

ào

﹈」
の
、「
大
き
な
大
き
な
学
生
帽
」

と
い
う
わ
け
で
す
（
革
車
買
得
截
然
高8

）。

　
（
偉
大
な
学
者
）
周し

ゆ
う茂も

叔し
ゆ
く

さ
ま
は
、
目
の
前
に
茫ぼ

う

々ぼ
う

と
生
い
茂
る
雑
草
な
ど
、
ま
っ
た
く
気
に
留

め
る
こ
と
も
な
く
、
手
入
れ
は
し
な
か
っ
た
と
申
し
ま
す
が
、（
こ
の
、「
納の

う

粟ぞ
く

入に
ゆ
う

監か
ん

」
の
制
度
を

利
用
し
て
、
金か

ね

の
力
で
学
生
の
身
分
を
手
に
入
れ
た
連
中
は
）
そ
の
「
茫ぼ

う

々ぼ
う

と
生
い
茂
る
雑
草
」
の

よ
う
な
、「
草
稿
」
レ
ベ
ル
の
下
手
な
文
章
ば
か
り
を
、
お
腹な

か

い
っ
ぱ
い
に
詰
め
こ
ん
で
い
る
、
つ

ま
り
、（
こ
の
連
中
に
は
学
生
な
ら
ば
当
然
備
え
て
い
る
べ
き
）文
章
を
作
る
能
力
な
ど
、こ
れ
っ
ぽ
っ

ち
も
な
い
の
で
す
（
周
子
窓
前
満
腹
包8

）。

　

さ
て
、「
御ご

先せ
ん

祖ぞ

様さ
ま（

高
曾
祖
考﹇gāo zēng zǔ kǎo

﹈）」
と
い
う
言
葉
の
中
で
、「
高こ

う

曾そ
う

祖そ

」
に
は

抜
け
て
い
る
、
そ
の
「
亡
き
父
上
さ
ま（
考
）」
な
ら
ぬ
「
科
挙
試
験（
考
）」
と
い
う
も
の
を
、
も
し

も
受
け
る
こ
と
に
で
も
な
っ
た
な
ら
（
ほ
ん
と
に
ど
う
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
）（
有
朝
若
遇
高
曾
祖
）。

　

そ
の
と
き
は
、「
煥か

ん

乎こ

と
し
て 

其そ

れ 

文ぶ
ん

章し
よ
う 

有あ

り
（「
煥
乎
其
有
文
章
」）」（『
論
語
』
泰
伯
篇
の

語
、原
文
は
「
聖
人
君
子
の
こ
の
業
績
、こ
の
礼
楽
制
度
は
、キ
ラ
キ
ラ
と
眩ま

ば

ゆ
く
光
り
輝
い
て
い
る
」

意
）
と
い
う
言
葉
の
中
で
、「
煥か

ん

乎こ

と
し
て
其そ

れ
有あ

り
（「
煥
乎
其
有
」）」
に
は
抜
け
て
い
る
、
そ
の

「
文
章
」
と
い
う
も
の
が
、（
裏う

ら

口ぐ
ち

入
学
の
学
生
た
ち
に
は
）
微み

塵じ
ん

も
か
け
ら
も
な
い
の
で
す
か
ら
（
こ

の
連
中
は
、
き
っ
と
テ
ス
ト
で
落
第
点
を
取
る
で
し
ょ
う
）（
煥
乎
其
有
没
分
毫8

）。
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注○
『
訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
一
八
丁
表
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・
古
艶
部
（
第

三
一
話
、
七
丁
裏
）。
○
上
學
﹇shàng xué

﹈＝
学
校
へ
行
く
。
現
代
中
国
語
と
同
じ
。『
初
刻
拍

案
驚
奇
』
巻
十
三
に
「
到
了
六
七
歳
。
又
要
送
他
上
學
。」（
六
、七
歳
に
な
る
と
、
ま
た
そ
の
子
を

学
校
ま
で
送
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
拙
訳
））
と
あ
る
。
○
樂
﹇lè

﹈＝
楽
し
い
、
愉
快

で
あ
る
、幸
せ
で
あ
る
。
現
代
中
国
語「
快
楽﹇kuàilè

﹈」と
同
じ
。『
絶
纓
三
笑
』評
に
見
え
る「
樂
」

と
い
う
語
も
、『
笑
林
広
記
』
と
同
様
に
「
幸
福
で
あ
る
」「
幸
せ
で
あ
る
」
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う

（
補
注
参
照
）。
○
好﹇hǎo

﹈＝（
動
詞
の
前
に
置
い
て
）〜
す
る
の
に
便
利
で
あ
る
、〜
し
や
す
い（
よ

う
に
）。
和
刻
本
の
よ
う
に
、「
ま
さ
に
〜
（
せ
ん
と
）
す
」
と
訓
読
す
る
例
は
珍
し
い
。
こ
こ
で
は
、

「
お
父
さ
ん
が
学
校
へ
行
く
の
に
便
利
な
よ
う
に
、
本
を
買
い
に
行
く
」
意
。

　
補
注

　

こ
の
話
は
、『
笑
府
』
巻
一
（
第
二
〇
話
「
公
子
」）、『
絶
纓
三
笑
』
巻
一
時
笑
・
澹た

ん

語ご

四
六
（
第

四
六
話「
公
子
」）に
類
話
が
あ
り
、さ
ら
に
、『
絶ぜ

つ

纓え
い

三さ
ん

笑し
よ
う

』所
収
話
が
朝
鮮
刊
本『
鍾し

よ
う

離り

葫こ

蘆ろ

』（
第

一
三
話
「
公
子
」）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
和
刻
本
『
笑
府
』
等
に
類
話
は
な
い
。

　

な
お
、『
笑
府
』
に
つ
い
て
は
、
松
枝
茂
夫
『
全
訳
笑
府
（
上
）』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
年
一
月
、

三
一
〜
三
二
頁
）
に
日
本
語
訳
が
備
わ
り
、『
鍾し

よ
う

離り

葫こ

蘆ろ

』
に
つ
い
て
は
、
崔チ

エ

溶ヨ
ン

澈チ
ヨ
ル

氏
『
鍾し

よ
う

離り

葫こ

蘆ろ

』（
鮮
文
大
學
中
韓
翻
譯
文
學
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年
、
三
九
頁
）
に
韓
国
語
訳
が
備
わ
る
。

　　

朝
鮮
刊
本
『
鍾し

よ
う

離り

葫こ

蘆ろ

』（
全
七
八
話
）
は
、
一
六
二
二
年
、
朝
鮮
王
朝
に
お
い
て
木
板
印
刷
さ

れ
た
漢
文
笑
話
集
で
あ
り
、
韓
国
・
高
麗
大
学
校
の
崔チ

エ

溶ヨ
ン

澈チ
ヨ
ル

氏
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
二
年
、
新
た

に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
崔チ

エ

溶ヨ
ン

澈チ
ヨ
ル

氏
の
研
究
に
よ
り
、『
鍾し

よ
う

離り

葫こ

蘆ろ

』
所
収
の
笑
話
は
、
中

国
笑
話
集
『
絶
纓
三
笑
』（
全
七
二
六
話
）
か
ら
採
録
し
、
一
部
文
章
を
書
き
換
え
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
、
す
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
（
崔チ

エ

溶ヨ
ン

澈チ
ヨ
ル

「
明
代
笑
話
『
絶
纓
三
笑
』
与
朝
鮮
刊
本
『
鍾
離

葫
蘆
』」（『
風
起
雲
揚　

首
届
南
京
大
学
域
外
漢
籍
研
究
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』
所
収
、
張
伯

偉
編
、
北
京
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
、
六
三
六
〜
六
四
三
頁
））。

　　

以
下
に
掲
げ
る
『
笑
府
』
本
文
の
引
用
は
筑
波
大
学
中
央
図
書
館
蔵
本
に
よ
り
、『
絶
纓
三
笑
』

の
引
用
は
東
京
大
学
文
学
部
蔵
本
、『
鍾し

よ
う

離り

葫こ

蘆ろ

』
は
『
朝
鮮
所
刊
中
国
珍
本
小
説
叢
刊
８
』（
孫
遜
・

朴
在
淵
・
潘
建
国 

編
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）
所
載
の
影
印
に
よ
る
。

　

な
お
、
原
刊
本
に
存
す
る
句く

読と
う

は
、
日
本
式
の
句
点
「
。」
で
表
記
し
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し

て
私

わ
た
く
し

に
附
し
た
句く

読と
う

は
、
読
点
「
、」
で
表
し
て
い
る
。『
笑
府
』
の
本
文
は
、
第
五
五
話
「
公
子

封
君
」
補
注
に
示
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　
『
笑
林
広
記
』本
文
と
比
べ
れ
ば
、文
末
に
編
者
の
評
語
が
附
さ
れ
て
い
る
以
外
、ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

『
絶
纓
三
笑
』
附
載
の
評
語
に
は
、
拙
訳
を
添
え
て
お
く
。

　　
　
『
笑
府
』
第
二
〇
話
（
巻
一
古
艶
部
、
筑
波
大
学
中
央
図
書
館
蔵
本
、
八
丁
裏
〜
九
丁
表
）

　
　
　
　

公
子

　
　

一
人
問
封
君
與
公
子
孰
樂
。
答
曰
。
做
封
君
齒
已
衰
矣
。
惟

　
　

公
子
最
樂
。
其
人
急
趨
而
去
。
追
問
其
故
。
曰
欲
送
家
父
上

8

8

8

8

8

　
　

學8

　
　
　

有
公
子
兼
封
君
者
。
父
對
之
欣
羨
不
已
。
訝
問
其
故
。
曰
。

　
　
　

你8

的
爺
既
勝
似
我
的
爺

8

8

8

8

8

8

8

8

。
你8

的
児
又
勝
似
我
的
児

8

8

8

8

8

8

8

8

　　
　
『
絶
纓
三
笑
』
第
四
六
話
（
巻
一
、時
笑
・
澹た

ん

語ご

四
六
、東
京
大
学
文
学
部
蔵
本
、二
六
丁
表
〜
裏
）

　
　
　
　

公
子

　
　

一
人
問
封
君
與
公
子
孰
樂
。
答
曰
。
做
封
君
齒
已
衰

　
　

矣
。
惟
公
子
最
樂
。
其
人
急
趨
而
去
。
追
問
其
故
。
曰
。
欲8

　
　

8

 家
父
上
學

8

8

8

8

8

　
　
　

封
君
前

8

8

8

叚8

未
樂
8

8

。
猶
夫
公
子
後

8

8

8

8

8

叚8

。
亦
有
坎

8

8

8

8

。
不8

　
　
　

若
先
爲
公
子

8

8

8

8

8

。
而8

8

爲
封
君

8

8

8

。
乃
是
世
上
第
一
樂

8

8

8

8

8

8

8

　
　
　

人8

。

　
　
　
　

（
編
者
の
コ
メ
ン
ト
）（
息
子
が
立
身
出
世
し
た
親
に
与
え
ら
れ
る
）「
封ほ

う

君く
ん

」
と
い
う
身

分
の
人
も
、
前
半
は
（
息
子
が
立
身
出
世
す
る
ま
で
の
前
半
生
は
）、
ま
だ
幸
せ
で

は
な
い
し
、
ま
た
（
親
が
立
身
出
世
し
た
）「
公
子
」
と
い
う
身
分
の
人
も
、
後
半

は
（
親
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
あ
と
の
後
半
生
は
）
前
途
多
難
な
も
の
で
あ
る
。

や
は
り
、
ま
ず
「
公
子
」
と
な
り
、
そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
「
封ほ

う

君く
ん

」
と
な
る
（
ま
ず
権

力
者
の
御お

ん

曹ぞ
う

司し

と
し
て
生
ま
れ
、
そ
し
て
す
ぐ
に
自
分
の
息
子
が
権
力
者
に
な
る
）
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お
、
和
刻
本
『
笑
府
』
に
類
話
は
な
い
。

　
『
笑
府
』
収
録
話
の
原
文
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。『
笑
林
広
記
』
と
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

　
　
『
笑
府
』
第
二
〇
話
（
巻
一
古
艶
部
、
筑
波
大
学
中
央
図
書
館
蔵
本
、
八
丁
裏
〜
九
丁
表
）

　
　
　
　

公
子

　
　

一
人
問
封
君
與
公
子
孰
樂
。
答
曰
。
做
封
君
齒
已
衰
矣
。
惟

　
　

公
子
最
樂
。
其
人
急
趨
而
去
。
追
問
其
故
。
曰
欲
送
家
父
上

8

8

8

8

8

　
　

學8

　
　
　

有
公
子
兼
封
君
者
。
父
對
之
欣
羨
不
已
。
訝
問
其
故
。
曰
。

　
　
　

你8

的
爺
既
勝
似
我
的
爺

8

8

8

8

8

8

8

8

。
你8

的
児
又
勝
似
我
的
児

8

8

8

8

8

8

8

8

　
余
説

　
「
公
子
」
で
も
あ
り
「
封ほ

う

君く
ん

」
で
も
あ
る
こ
の
人
物
、
実
は
蓋ふ

た

を
開
け
れ
ば
、
父
親
も
息
子
も
立

派
な
の
に
、
当
人
だ
け
が
立
派
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
笑
っ
た
も
の
。
最
後
の
一
句
の
巧
み
な
言

い
回
し
に
、
こ
の
話
の
ツ
ボ
が
あ
る
。

　
「
公
子
」
と
は
、
そ
の
父
親
が
立
身
出
世
し
た
息
子
（
御お

ん

曹ぞ
う

司し

）
の
こ
と
で
あ
り
、「
封ほ

う

君く
ん

」
と
は
、

自
分
の
息
子
が
立
身
出
世
し
た
た
め
に
天
子
か
ら
恩
典
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
名
誉
あ
る
父
親
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、こ
の
二
つ
の
身
分
を
兼
ね
備
え
た
人
物
と
は
、子
ど
も
の
頃
は
「
お
坊
ち
ゃ

ま
（
公
子
）」
と
呼
ば
れ
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
は
、
こ
ん
ど
は
息
子
の
お
か
げ
で
、
周
り
の
人
か

ら
あ
れ
や
こ
れ
や
と
敬
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
れ
を
、
息
子
の
父
親
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
ど
う
な
る
か
。
父
親
に
し
て

み
れ
ば
、
自
分
の
親
は
身
分
が
低
か
っ
た
た
め
に
、
自
分
は
「
公
子
」
と
し
て
ち、
、
、
、

や
ほ
や
さ
れ
る
こ

と
も
な
か
っ
た
し
、
自
分
自
身
は
努
力
し
て
科
挙
に
合
格
し
て
一
定
の
地
位
を
築
き
上
げ
た
と
は
い

う
も
の
の
、
息
子
は
取
る
に
足
り
な
い
「
ど
ら
息
子
」
に
す
ぎ
な
い
た
め
、「
封ほ

う

君く
ん

」
と
し
て
人
か

ら
敬
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
不
遇
の
一
因
こ
そ
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

「
公
子
」
で
も
あ
り
「
封ほ

う

君く
ん

」
で
も
あ
る
、「
羨
ま
し
く
て
た
ま
ら
な
い
」（
欣
羨
不
已
）
こ
の
「
ど

ら
息
子
」
に
あ
る
。
父
親
は
そ
の
こ
と
を
、「
こ
の
世
で
最
も
幸
福
な
人
物
（
世
上
第
一
樂
人
）」（『
絶

纓
三
笑
』
第
四
六
話
「
公
子
」
評
）
と
言
っ
て
よ
い
「
ど
ら
息
子
」
に
向
か
っ
て
、
そ
れ
と
な
く
批

判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
話
は
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
状
況
を
、
父
親
の
目
線
か
ら
シ
ニ
カ
ル
に
捉
え
、
巧
み
な
対
句
で

表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
（「
你
的
爺
既
勝
過
我
的
爺
。
你
的
児
又
勝
過
我
的
児
。」）、
皮
肉
っ
ぽ
い
、

知
的
な
可お

笑か

し
さ
が
こ
も
っ
て
い
る
。

　

な
お
、『
絶
纓
三
笑
』
第
四
六
話
「
公
子
」
評
に
つ
い
て
は
、
次
の
第
五
六
話
「
送
父
上
学
」
の

補
注
を
参
照
。

　　
56
送そ
う

父ふ

上
じ
よ
う

学が
く

（
父
親
を
学
校
へ
行
か
せ
る
）

原
文

　
　

送
レツ

テ

父
ヲ

上
レス

ガ
ク
モ
ン
シ
ヨ

學
ニ

　
一-

人
問
下フ

公-

子
與ト
二

封-

君
一

孰
レ
カ

樂
上シ

ト

。
荅

テ

曰
ク

。
做
二

封
君
一ト

雖
レ

樂
ト

。
齒

ヒ

已
ニ

衰
フ

矣
。
惟ゝ
公-

子
ハ

年-

少
ニ
シ
テ

最
モ

樂
シ

。
其

ノ

人 

急
ニ

趨
ツ
テ

而
去

ル

。
追

テ

問
二フ

其
ノ

故
一ヲ

。
荅

テ

曰
ク

。
買
二フ

テ

了
書
一ヲ

。
好マ

サ
ニ下

送
ス

二リ

家-

父
一ヲ

テ

上ガ
ク
モ
ン
ニ
ヤ
ル

上ン
レト

學
ニ

。

　
書
き
下
し
文

　
　

父ち
ち

を
送お

く

つ
て
学が

く

に
上の

ぼ

す

一い
ち

人に
ん 

公こ
う

子し

と
封ほ

う

君く
ん

と 

孰い
づ

れ
か
楽た

の

し
と
問と

ふ
。
答こ

た
へ

て
曰い

は

く
。
封ほ

う

君く
ん

と
做な

る
は
楽た

の

し
と
雖い

へ
ど

も 

歯よ
は
ひ

已す
で

に
衰お

と
ろ

ふ
。
惟た

だ 

公こ
う

子し

は
年ね

ん

少せ
う

に
し
て 

最も
つ
と

も
楽た

の

し
。
其そ

の
人ひ

と 

急き
ふ

に
趨は

し

つ
て
去さ

る
。
追お

つ

て
其そ

の
故ゆ

ゑ

を
問と

ふ
。
答こ

た
へ

て
曰い

は

く
。
書し

よ

を
買か

ふ
て
。
好ま

さ

に
家か

父ふ

を
送お

く

り
去さ

つ

て 

学が
く

に
上の

ぼ
さ

ん
と
す
。

　
現
代
語
訳

　

あ
る
人
が
、（
父
親
が
立
派
な
）
公
子
の
身
分
と
、（
息
子
が
立
派
な
）
封ほ

う

君く
ん

の
身
分
と
、
ど
ち
ら

が
幸
せ
で
あ
る
か
と
訊た

ず

ね
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

　
「（
息
子
が
立
派
な
）
封ほ

う

君く
ん

の
身
分
は
幸
せ
だ
と
言
っ
て
も
、（
息
子
が
立
派
に
な
っ
て
か
ら
与
え

ら
れ
る
身
分
な
の
で
、
そ
れ
で
は
自
分
が
）
す
で
に
年
老
い
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
や
は
り
（
父

親
が
立
派
な
）
公
子
の
身
分
の
方
が
、
年
齢
も
若
い
し
、
最
も
幸
せ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。」

　

す
る
と
、（
最
初
に
質
問
を
し
た
）
そ
の
人
は
、
急
い
で
走
り
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
追
い
か
け
て

そ
の
理わ

由け

を
訊た

ず

ね
る
と
、
こ
う
答
え
た
。

　
「
お
父
さ
ん
を
学
校
へ
行
か
せ
る
た
め
に
、
本
を
買
っ
て
お
こ
う
と
思
い
ま
し
て
。」

110



－－

こ
こ
で
は
、
県
知
事
に
対
し
て
「
わ
が
父
よ
」
な
ど
と
呼
び
か
け
た
こ
と
に
な
る
。

　
補
注

　

こ
の
話
は
、
原
本
『
笑
府
』『
絶
纓
三
笑
』、
和
刻
本
『
笑
府
』
な
ど
に
類
話
は
な
い
。

　
余
説

　

こ
の
話
は
、「
老
先
﹇lǎoxiān

﹈」
と
い
う
「
お
役
所
言
葉
」
を
知
ら
な
い
一
般
庶
民
の
愚
を
笑
っ

た
も
の
。

　

た
だ
し
、話
の
オ
チ
は
、「
老
先
﹇lǎoxiān

﹈」
と
い
う
語
を
知
ら
ず
に
、「
歇け

つ

後こ
う

語ご

﹇xiēhòuyǔ

﹈（
尻

切
れ
と
ん
ぼ
の
言
葉
遊
び
）」
で
自
分
を
か
ら
か
っ
た
と
勘
違
い
し
た
庶
民
の
親
父
が
、
腹
立
ち
紛

れ
の
仕
返
し
と
し
て
、
県
知
事
（
お
代
官
さ
ま
）
に
向
か
っ
て
、「
老
父
母
﹇lǎofùm
ǔ

﹈（
旦
那
さ

ま
）」
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
、同
じ
く
「
尻
切
れ
と
ん
ぼ
」
の
言
い
方
で
「
老
父
﹇lǎofù

﹈（
お
と
う
）」

と
呼
び
か
け
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
を
現
代
風
に
言
え
ば
、
文
化
勲
章
を
受
賞
し
た
一

般
庶
民
が
、
皇
居
の
お
茶
会
に
参
列
し
、
そ
の
席
上
で
天
皇
陛
下
に
向
か
っ
て
、「
お
と
う
」
と
呼

び
か
け
た
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
遣
い
に
は
、
か
な
り
不
遜
な
、
き

わ
ど
い
滑
稽
味
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　　
55
公こ
う

子し

封ほ
う

君く
ん

（
公
子
で
あ
り
、
な
お
か
つ
封ほ

う

君く
ん

で
も
あ
る
人
）

原
文

　
　

公
子
封-

君

有
下

シ
ン
シ
ノ
コ

リ

公
子
兼
二シ

ン
シ
ノ
オ
ヤ

ル

封-

君
一ヲ

者
上ノ

。
父
對
レシ

テ

之
ニ

。
乃

チウ
ラ
ヤ
マ
シ
カ
ル

欣-

羨
不
レ

已
マ

。
訝

テ

問
二フ

其
ノ

故
一ヲ

、
曰

ク

。
你

チ

的ノ

爺
ハ

既
ニ

勝マ
サ
ル

二-

過
ス

我
ノ

的
爺
一ニ

。
你
的ノ

兒
ハ

又
タ

勝
二-

過
ス

我
ノ

的
兒
一ニ

。

　
書
き
下
し
文

　
　

公こ
う

子し

封ほ
う

君く
ん

公こ
う

子し 

封ほ
う

君く
ん

を
兼か

ぬ

る
者も

の 

有あ

り
。
父ち

ち 

之こ
れ

に
対た

い

し
て
。
乃す

な
は

ち
欣き

ん

羨せ
ん

し
て
已や

ま
ず
。
訝

い
ぶ
か
つ

て
其そ

の
故ゆ

ゑ

を
問と

ふ
、
曰い

は

く
。
你な

ん
ぢ

の
爺ち

ち

は 

既す
で

に
我わ

れ

の
爺ち

ち

に
勝し

よ
う

過く
わ

す
。
你な

ん
ぢ

の
児こ

は 

又ま
た 

我わ
れ

の
児こ

に
勝

し
よ
う

過く
わ

す
。

　

現
代
語
訳

　
（
親
が
立
身
出
世
し
た
）
公
子
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
か
つ
（
息
子
が
立
身
出
世
し
た
）

封ほ
う

君く
ん

の
身
分
で
も
あ
る
人
物
が
い
た
。
こ
の
人
物
の
父
親
は
、
自
分
の
息
子
の
こ
と
を
、
頻し

き

り
に
羨

ま
し
が
っ
て
ば
か
り
い
た
。（
息
子
は
そ
れ
を
）
不
思
議
に
思
い
、（
父
親
に
）
理わ

由け

を
訊た

ず

ね
た
と
こ

ろ
、（
父
親
は
）
こ
う
言
っ
た
。

　
「
お
前
の
父
親
は
、
わ
し
の
父
親
よ
り
も
立
派
だ
し
、
し
か
も
な
お
か
つ
、
お
前
の
息
子
は
、
わ

し
の
息
子
よ
り
も
立
派
だ
か
ら
じ
ゃ
。」

　　
　

【
訳
者
注
】
父
親
も
息
子
も
、
ど
ち
ら
も
お
前
の
方
が
立
派
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、
言

い
換
え
れ
ば
、
父
親
も
息
子
も
立
派
な
の
に
、
お
前
だ
け
が
立
派
で
な
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
注○

『
訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
一
八
丁
表
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・
古
艶
部

（
第
三
〇
話
、
七
丁
表
〜
裏
）。
○
公
子
﹇gōngzǐ

﹈＝
若
君
、
貴
公
子
。
立
派
な
家
柄
に
生
ま
れ
た

子
、
権
力
者
を
父
に
も
つ
息
子
の
こ
と
。
古
代
中
国
に
お
い
て
は
諸
侯
の
子
息
を
指
す
語
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
は
、
科
挙
試
験
に
合
格
し
た
人
（
進
士
、
秀
才
）
を
父
に
も
つ
息
子
の
こ
と
。
左
訓

「
シ
ン
シ
ノ
コ
」（
進
士
の
子
）。
○
封
君
﹇fēngjūn

﹈＝
息
子
が
出
世
し
た
た
め
に
天
子
か
ら
封
典

を
授
か
っ
た
父
祖
（
前
出
）。
こ
こ
で
は
、
科
挙
試
験
に
合
格
し
た
息
子
（
進
士
、
秀
才
）
を
も
つ

父
親
の
こ
と
。
○
欣
羨
﹇xīnxiàn

﹈＝
う
ら
や
む
。
左
訓
「
ウ
ラ
ヤ
マ
シ
カ
ル
」（
羨
ま
し
が
る
）。

○
爺
﹇yé

﹈＝
こ
こ
で
は
、
父
親
の
こ
と
。
現
代
中
国
語
に
お
い
て
も
、
こ
の
用
法
は
方
言
語
彙
の

中
に
残
っ
て
い
る
。
○
既
﹇jì

﹈＝（「
又
﹇yòu

﹈」
と
呼
応
し
て
）
〜
で
も
あ
る
し
、
な
お
か
つ
…

で
も
あ
る
。す
で
に
〜
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
…
で
も
あ
る
。
現
代
中
国
語
と
同
じ
。
○
勝
過

﹇shèngguò

﹈＝
〜
に
勝
る
、
〜
よ
り
優
れ
て
い
る
。「
過
於
﹇guòyú

﹈」
と
同
じ
。『
笑
府
』
所
収

の
類
話
は
「
勝
似
﹇shèngsì

﹈」
に
作
る
。
い
ず
れ
も
同
意
。
左
訓
「
マ
サ
ル
」（
勝
る
）。

　
補
注

　

こ
の
話
は
、『
笑
府
』
巻
一
（
第
二
〇
話
「
公
子
（
注
）」）
に
類
話
が
あ
る
。『
笑
府
』
の
日
本
語

訳
は
、
松
枝
茂
夫
『
全
訳
笑
府
（
上
）』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
年
一
月
、
三
二
頁
）
を
参
照
。
な
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書
き
下
し
文

　
　

老ら
う

父ふ

一い
ち

市し

井せ
い 

封ほ
う

を
受う

け
。初は

じ

め
て
県け

ん

官く
わ
ん

に
見ま

み

ゆ
。其そ

の
歯よ

は
ひ

尊た
か

き
を
以も

つ

て
。こ
れ
を
称し

よ
う

し
て
老ら

う

先せ
ん

と
曰い

ふ
。

其そ

の
人ひ

と 
怒い

か
り

を
含ふ

く

ん
で
帰か

へ

る
。
子こ 

其そ

の
故ゆ

ゑ

を
問と

ひ

て
。
曰い

は

く
。
官く

わ
ん 

我わ
れ

を
欺あ

ざ
む

く
こ
と
太は

な
は
だ甚

し
。
彼か

れ 

我わ
れ

を
老ら

う

先せ
ん

生せ
い

と
称し

よ
う

し
て 

纔わ
づ
か

に
是ぜ

な
る
べ
し
。
乃す

な
は

ち 

歇け
つ

後こ
う

の
語ご

を
作な

し
。

な甚
に

老ら
う

先せ
ん

と
叫よ

ぶ
。
明あ

き
ら

か
に
軽け

い

薄は
く

す
る
に
係か

か

る
。
我わ

れ 

回く
わ
い

称し
よ
う

も 

也ま
た 

曽か
つ

て
便べ

ん

宜ぎ

を
失し

つ

了れ
う

せ
ず
。
子こ 

何な
に

を
以も

つ

て
称し

よ
う

呼こ

す
と

詢と

ふ
。
答こ

た
へ

て
曰い

は

く
。
我わ

れ 
本も

と 
応ま

さ

に
他か

れ

を
老ら

う

父ふ

母ぼ

と
称し

よ
う

す
べ
き
に
。
今い

ま 

亦ま
た 

後こ
う

韻ゐ
ん

を
縮し

ゆ
く

住ぢ
ゆ
う

し
て
。

只た
だ 

他か
れ

を
声こ

ゑ

の
老ら

う

父ふ

と
叫よ

ぶ
。

　
現
代
語
訳

　
（
息
子
が
出
世
し
た
た
め
に
）
天
子
か
ら
封ほ

う

君く
ん

を
授
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
般
庶
民
の
親お

や

父じ

さ
ん
、
初
め
て
県
知
事
と
お
会
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
親お

や

父じ

の
方
が
県
知
事
よ
り
も
年
上
だ
っ
た

の
で
、
県
知
事
は
親お

や

父じ

さ
ん
を
「
老
先
﹇lǎoxiān

﹈」（「
お
じ
い
」）
と
呼
ん
だ
。
す
る
と
こ
の
親お

や

父じ

、
ム
カ
ム
カ
し
な
が
ら
帰
っ
て
き
た
。
息
子
が
そ
の
理わ

由け

を
訊た

ず

ね
る
と
、
こ
う
言
っ
た
。

　
「
あ
の
役
人
野
郎
、
わ
し
を
バ
カ
に
す
る
に
も
ほ
ど
が
あ
る
。
奴
は
わ
し
の
こ
と
を
『
老
先
生

﹇lǎoxiānsheng

﹈（
お
爺じ

い

さ
ん
）』
と
呼
ん
で
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
な
ん
と
も
猪ち

よ

口こ

才ざ
い

な
尻
切

れ
と
ん
ぼ
の
言
葉
を
弄
し
て
『
老
先
﹇lǎoxiān

﹈（
お
じ
い
）』
な
ど
と
抜
か
し
や
が
っ
た
。
こ
れ

は
明
ら
か
に
、
わ
し
を
愚
弄
し
て
い
る
と
い
う
も
ん
じ
ゃ
。
と
こ
ろ
が
ど
っ
こ
い
、
わ
し
だ
っ
て
、

バ
カ
に
さ
れ
て
そ
の
ま
ま
黙
っ
て
い
る
よ
う
な
間
抜
け
じ
ゃ
ね
え
、
こ
ち
と
ら
も
奴
に
対
し
て
、
う

ま
い
こ
と
言
い
返
し
て
や
っ
た
わ
い
。」

　

息
子
が
、
県
知
事
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
呼
ん
で
言
い
返
し
た
の
か
と
訊た

ず

ね
る
と
、
親お

や

父じ

は
こ
う

答
え
た
。

　
「
わ
し
は
本
来
あ
い
つ
の
こ
と
を
『
老
父
母
﹇lǎofùm

ǔ

﹈（
旦
那
さ
ま
）』
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
と

こ
ろ
だ
っ
た
の
じ
ゃ
ろ
う
が
、（
あ
い
つ
と
同
じ
よ
う
に
、
尻
切
れ
と
ん
ぼ
の
言
葉
を
弄
し
）
最
後

の
一
字
を
カ
ッ
ト
し
て
、『
老
父
﹇lǎofù

﹈（
お
と
う
）』
と
呼
ん
で
や
っ
た
の
じ
ゃ
。」

　
注○『

訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
一
七
丁
裏
〜
一
八
丁
表
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・

古
艶
部
（
第
二
九
話
、七
丁
表
）。
○
尊
﹇zūn

﹈＝
年
齢
が
上
で
あ
る
。『
醒
世
恒
言
』
第
三
八
巻
「
李

道
人
獨
歩
雲
門
」
に
「
一
族
之
中
。
惟
李
清
年
齒
最
尊
。
推
爲
族
長
。」（
一
族
の
中
で
、
李り

清せ
い

が
最

年
長
で
あ
っ
た
た
め
、
族
長
に
推
挙
さ
れ
た
。（
拙
訳
））
と
あ
る
。
○
老
先
﹇lǎoxiān

﹈＝
お
年
寄

り
に
対
す
る
敬
称
。「
お
爺じ

い

さ
ん
」「
御
老
人
」
と
い
う
意
味
。『
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
』
第
十
五

回
に
「
老
先
休
怪
休
怪
。
我
這
馬
。
實
不
瞞
你
說
。
不
是

的
。」（
お
爺じ

い

さ
ん
、
ど
う
か
怒
ら
な
い

で
く
だ
さ
い
。
私
の
こ
の
馬
は
、
嘘
で
は
な
く
本
当
に
、
盗
ん
だ
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。（
拙
訳
））

と
あ
る
（
引
用
は
、内
閣
文
庫
蔵
本
（
巻
三
、
一
二
丁
表
）
に
よ
る
）。「
老
先
﹇lǎoxiān

﹈」
は
「
老

先
生
﹇lǎoxiānsheng

﹈」
を
省
略
し
た
形
だ
が
、
相
手
を
軽
ん
じ
る
意
を
含
ま
な
い
。
○
含
怒
而

＝
ム
カ
ム
カ
し
な
が
ら
家
に
帰
っ
た
、と
い
う
意
味
。「

」
は
「
歸
」
の
古
字
。
常
用
漢
字
「
帰
」

は
「
歸
」
の
略
字
。
○
欺
﹇qī

﹈＝
侮
る
、
馬
鹿
に
す
る
、
み
く
び
る
、
軽
蔑
す
る
。「
欺
負
﹇qīfu

﹈」

と
同
意
。
○
纔
是
﹇cái shì

﹈＝（
そ
う
し
て
）
は
じ
め
て
正
し
い
、（
そ
れ
で
）
や
っ
と
本
来
あ
る

べ
き
姿
で
あ
る
。
現
代
中
国
語「

是
」と
同
じ
。
左
訓「
ソ
コ
デ 

ヨ
ヒ
」。
○
歇
後
語﹇xiēhòuyǔ

﹈

＝
後
に
続
く
言
葉
を
省
略
し
て
、
続
き
の
言
葉
を
考
え
さ
せ
る
、
一
種
の
言
葉
遊
び
。
例
え
ば
、「
孔

子
搬
家﹇K

ǒngzǐ bān jiā

﹈（
孔
子
が
引
っ
越
し
を
す
る
）」と
言
え
ば
、「
尽
是
書﹇jìn shì shū

﹈（
家

じ
ゅ
う
書
物
ば
か
り
）」
と
い
う
言
葉
が
続
く
。
こ
の
「
尽
是
書
﹇jìn shì shū

﹈」
が
「
尽
是
輸
﹇jìn 

shì shū

﹈」
と
同
音
の
た
め
、「
い
つ
も
勝
負
に
負
け
る
」
意
を
表
す
、
と
い
っ
た
も
の
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
は
後
に
続
く
べ
き
「
生
」
の
一
字
が
抜
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
。「
老
先
」
と
い

う
言
い
方
を
知
ら
な
い
庶
民
の
無
知
を
笑
っ
て
い
る
。
左
訓
「
ヒ
ツ
キ
リ
コ
ト
ハ
」（
引
っ
切
り
言

葉
）。「
引
っ
切
り
言
葉
」
と
は
、「
後
に
続
く
語
を
引
き
ち
ぎ
っ
た
言
葉
」
と
い
う
意
味
。
○
係
﹇xì

﹈

＝「
是
﹇shi

﹈」
と
同
じ
。
肯
定
の
強
調
を
表
す
。
〜
な
の
で
あ
る
、
ま
さ
し
く
〜
で
あ
る
。
訓
読

語
の
「
か
か
る
」
と
は
少
し
ず
れ
る
。
○
失
了
便
宜
＝
損
を
す
る
、
馬
鹿
を
見
る
。「
失
便
宜
﹇shī 

piányi

﹈」は「
占
便
宜﹇zhàn piányi

﹈（
う
ま
い
汁
を
吸
う
、得
を
す
る
）」の
対
義
語
。「
了﹇le

﹈」は
、

動
詞
の
後
に
付
け
て
、
動
作
が
完
了
し
た
こ
と
を
表
す
ア
ス
ペ
ク
ト
助
詞
。
左
訓
「
テ
ハ
ヅ
ト
リ
ウ

シ
ナ
ハ
ヌ
」（
手
筈
、取
り
失
は
ぬ
）。
○
老
父
母﹇lǎofùm

ǔ

﹈＝「
旦
那
様
」「
お
代
官
様
」と
い
う
意
味
。

県
知
事
に
対
す
る
尊
称
。「
縣
父
母
﹇xiànfùm

ǔ

﹈」「
老
父
台
﹇lǎofùtái

﹈」
と
も
言
う
。
左
訓
「
ヲ

ブ
ギ
ヤ
ウ
」（
御
奉
行
）。
○
縮
住
﹇suō zhù

﹈＝
縮
め
る
。「
住
」
は
、
動
詞
の
後
に
置
か
れ
、
動

作
の
結
果
が
安
定
、定
着
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
添
え
る
結
果
補
語
。現
代
中
国
語
と
同
じ
。左
訓「
チ
ヽ

メ
テ
」（
縮
め
て
）。
○
聲
﹇shēng

﹈＝
音
や
声
が
出
さ
れ
る
回
数
を
表
す
量
詞
（
助
数
詞
）。「
一

聲
」
の
「
一
」
が
省
略
さ
れ
た
形
。「
聲
」
は
「
声
」
の
正
字
。
左
訓
「
ヒ
ト
コ
ヱ
ノ
」（
一
声
の
）。

○
老
父
﹇lǎofù

﹈＝（
自
分
の
）
父
、
父
親
。
他
人
に
対
し
て
自
分
の
父
親
を
呼
ぶ
と
き
に
用
い
る
語
。
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補
注

　

こ
の
話
は
、『
笑
府
』
巻
一
（
第
一
九
話
「
封
君
」）、『
絶
纓
三
笑
』
巻
二
時
笑
・
舛せ

ん

語ご

八
八
（
第

一
七
八
話
「
封
君
」）
に
類
話
が
あ
る
。『
笑
府
』
の
日
本
語
訳
は
、松
枝
茂
夫
『
全
訳
笑
府
（
上
）』（
岩

波
文
庫
、一
九
八
三
年
一
月
、三
〇
〜
三
一
頁
）
を
参
照
。
な
お
、和
刻
本
『
笑
府
』
に
類
話
は
な
い
。

　
『
笑
府
』
お
よ
び
『
絶
纓
三
笑
』
収
録
話
の
原
文
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。『
笑
林
広
記
』
本
文

と
比
べ
れ
ば
、
文
末
に
編
者
の
コ
メ
ン
ト
が
附
さ
れ
て
い
る
以
外
は
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。『
絶
纓

三
笑
』
の
コ
メ
ン
ト
部
分
に
は
、
拙
訳
を
添
え
る
。

　　
　
『
笑
府
』
第
一
九
話
（
巻
一
古
艶
部
、
筑
波
大
学
中
央
図
書
館
蔵
本
、
八
丁
表
〜
裏
）

　
　
　
　

封
君

　
　

有
市
井
獲
封
者
。
初
謁
縣
官
。
跼
蹐
甚
。
堅
辭
上
坐
。
縣
官
曰
。

　
　

叨
為
令
郎
同
年
。
理
還
該
侍
立
。
乃、
、
、
、
、
、
、
、
、

張
目
問
曰
你
也
是
属

　
　

狗、
、的
、

　
　
　

又
一
人
與
縣
官
同
坐
。
方
揮
扇
。
適
茶
至
。
藏
扇
不
迭
。
遽8

　
　
　

挿8

之8

衣8

領8

内8

。
縣
官
大
笑
。

　　
　
『
絶
纓
三
笑
』
第
一
七
八
話
（
巻
二
、
時
笑
・
舛せ

ん

語ご

八
八
、
東
京
大
学
文
学
部
蔵
本
、
四
八
丁

　
　
　

裏
〜
四
九
丁
表
）

　
　
　
　

封
君

　
　

有
市
井
獲
封
者
。
初
謁
縣
官
。
跼
蹐
甚
。
堅
辭
上
坐
。
縣

　
　

官
曰
。
叨
爲
令
郎
同
年
。
理
還
該
侍
立
。
乃
張
目
問
曰

8

8

8

8

8

　
　

你8

也
是
屬
狗
的

8

8

8

8

8

8

　
　
　

又
一
封
君
見
縣
官
。
方
揮
扇
。
茶
至
。
藏
扇
不
迭
。
遽8

　
　
　

挿
之
衣
領
内

8

8

8

8

8

。
又
一
封
君
見
縣
官
。
茶
至
。
各
執
其

　
　
　

一
。
官
以
己
手
者
奉
之
。
封
君
受
之
。
遂
手
執
二
甌

8

8

8

8

8

　
　
　

而
不
知
所
措

8

8

8

8

8

。
縣
官
大
笑
。
此
皆
實
事
也
。

　　
　
　
　

（
編
者
の
コ
メ
ン
ト
）
ま
た
、
あ
る
「
封ほ

う

君く
ん

」
が
県
知
事
に
お
会
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
団う

ち
わ扇

を
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
お
茶
が
運
ば
れ
て
き
た
。
団う

ち
わ扇

を
隠
す

暇
が
な
か
っ
た
の
で
、
慌
て
て
襟え

り

の
な
か
に
差
し
込
ん
だ
。（
訳
者
注
、『
笑
府
』
原

文
は
、こ
の
後
に
「
縣
官
大
笑
（
県
知
事
は
大
い
に
笑
っ
た
）」
と
記
す
。）
ま
た
（
他

に
も
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
）、あ
る「
封ほ

う

君く
ん

」が
県
知
事
に
お
会
い
す
る
こ
と
に
な
り
、

お
茶
が
運
ば
れ
て
き
た
。
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
お
茶
を
手
に
し
た
。
県
知
事

が
自
分
の
お
茶
を
「
封ほ

う

君く
ん

」
に
差
し
出
す
と
、「
封ほ

う

君く
ん

」
は
そ
れ
を
受
け
取
り
、
二

つ
の
湯
飲
み
を
両
手
に
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
も
は
や
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、

分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
県
知
事
は
大
笑
い
を
し
た
と
い
う
。
こ
れ

ら
は
す
べ
て
実
際
に
あ
っ
た
出
来
事
で
あ
る
。

　
余
説

　

本
話
は
、
士し

大た
い

夫ふ

た
ち
の
常
識
を
知
ら
な
い
一
般
庶
民
の
無
知
を
笑
っ
た
話
で
あ
る
。

　

県
知
事
は
、「
同
期
の
桜
」
と
い
う
意
味
で
「
同
年
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
一

般
庶
民
の
父
親
は
、
そ
れ
を
文
字
通
り
に
「（
息
子
と
）
同
じ
年
に
生
ま
れ
た
（
若じ

や
く

輩は
い

者も
の

）」
と
誤

解
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
も
の
。
今
と
な
っ
て
は
、
こ
の
程
度
の
笑
い
話
は
、
そ
れ
ほ
ど
面
白
く

な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
、『
絶
纓
三
笑
』
に
附
さ
れ
た
編
者
の
コ
メ
ン
ト
に
、「
此
皆
實
事
也
（
こ
れ
ら
は
す
べ
て
実

際
に
あ
っ
た
出
来
事
で
あ
る
）」
と
あ
る
。
県
知
事
と
「
封ほ

う

君く
ん

」
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
こ
の
や
り

と
り
は
、
清
代
中
国
に
お
け
る
実
話
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
実
話
に
は
、
歴
史

的
事
実
と
し
て
の
重
み
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　　
54
老ろ
う

父ふ

（
お
と
う
（
さ
ま
））

原
文

　
　

老
父

一
市-
井
受
レケ

封
ヲ

。
初

メ
テ

見
二ユ 

縣-

官
一ニ

。
以
二テ 

其
歯

ヒ

尊
一キ

ヲ

。
稱
レシ

テ

之
ヲ

曰
二フ 

老-

先
一ト

、
其

ノ

人 

含
レン

テ

怒
ヲ

而
ル

。
子
問
二

其
ノ

故
一ヲ

。
曰

ク

。
官 

欺
レク

我
ヲ

太ハ
ナ
ハ
タ
シ

-

甚
、
彼

レ

該ヘ
シ

下

稱

ハ
ツ

二シ
テ

我
ヲ

老-

先-

生
一ト

纔ソ
コ
テ ニ

是ヨ
ヒ

上ナ
ル

。

乃
チ

作
二シ

歇ヒ
ツ
キ
リ
コ
ト
ハ

後
ノ

語
一ヲ

。
二フ

甚ナ
ニ

-

老-

先
一ト

。
明

カ
ニ

係
二ル 

軽-

薄
一ス

ル
ニ

。
我

レ

-

稱

イ
ヒ
カ
ヘ
シ

也
タ 

不
三

曽テ
ハ
ヅ テ

失
二-

了
セ

便-

宜
一ヲ

。
子
詢
二フ

何
ヲ

以
テ

稱-

呼
一ス

ト

。
荅

テ

曰
。
我

レ

本
ト

應ヘ
キ
ニ

レニ

稱
二ス

他
ヲ

老ヲ
ブ
ギ
ヤ
ウ

-

父-

母
一ト

。
今
亦

タ

縮
チ
ヽ
メ
テ

二-

住
シ
テ

後-

韻
一ヲ

。
只ゝ

二フ

他
ヲ

ヒ
ト
コ
ヱ
ノ

聲
ノ

老-
父
一ト

。
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ま
ず
初
め
に
、
そ
の
気
取
っ
た
服
装
が
み
っ
と
も
な
い
こ
と
を
言
い
（
第
一
、
二
句
）、
次
に
、

学
も
な
い
の
に
試
験
監
督
や
学
問
上
の
儀
式
に
参
列
す
る
こ
と
の
愚
を
笑
い
（
第
三
、
四
句
）、
草

葉
の
陰
で
（
人
格
者
で
あ
る
孔
子
先
生
だ
け
は
笑
っ
て
い
る
が
）、
顔
淵
は
嘆
き
、
子
路
も
カ
ン
カ

ン
に
怒
っ
て
い
る
と
言
う
（
第
五
、
六
、
七
句
）。
そ
し
て
子
路
が
怒
っ
て
い
る
そ
の
わ
け
は
、「
武

挙
」
出
身
の
武
官
は
（
学
問
が
な
い
ば
か
り
か
）、
根
性
も
な
い
た
め
に
、
軍
人
と
し
て
も
使
い
物

に
な
ら
な
い
か
ら
だ
と
結
ん
で
い
る
（
第
八
、
九
、
十
句
）。

　　
53
封ほ
う

君く
ん

（
息
子
が
立
身
出
世
し
た
お
か
げ
で
天
子
か
ら
恩
典
を
授
け
ら
れ
た
父ち

ち

君ぎ
み

）

原
文

　
　

封キ
フ
ダ
イ
シ
タ
ヒ
ト
ノ
オ
ヤ

-

君

有
二リ

市マ
チ
ノ
モ
ノ

-

井
獲
レル

封
ヲ

者
一

。
初

メ
テ

見
二エ

縣
官
一ニ

。
甚

タ

跼-
蹐

ス

、
堅

ク

辞
二ス

上-

坐
一ヲ

。
官
曰
。
叨

リ
ニ

為
二ル

令
郎

ノ

同-

年
一ト

。
論
レス

レ
ハ

理
ヲ

還ナ
ホ

該ヘ
シ

二

侍

ハ
ヅ

坐
一ス

。
封-

君
乃

チ

張ド
ウ
テ
ン
シ
テ

レツ
テ

目
ヲ

問
テ

曰
ク

。
你

モ

也
タ

是
レ

属イ
ヌ
デ
ゴ
サ
ル
カ

レス
ル

狗
ニ

的

。

　
﹇
同
年
登-

科
ス
レ
ハ

。
相

ヒ

呼
テ

為
二ス

同
年
兄
一ト

、
市
井
不
レ

知
レ

為
二

何
ノ

義
一

。
以
為

ラ
ク 

同-

年
ニ

生
ス
ル

的
ト

。

狗-

児
ハ

。
凡

ソ

調
二ス

ル

呆
秀
才
一ヲ

語
。
故

ニ

有
二リ

此
ノ

味
一

。﹈

　
書
き
下
し
文

　
　

封ほ
う

君く
ん

市し

井せ
い 

封ほ
う

を
獲え

る
者も

の 

有あ

り
。
初は

じ

め
て 

県け
ん

官く
わ
ん

に 

見ま
み

え
。
甚は

な
は

だ 

跼き
よ
く

蹐せ
き

す
、
堅か

た

く 
上じ

や
う

坐ざ

を 

辞じ

す
。

官く
わ
ん 

曰い
は

く
。
叨み

だ

り
に 

令れ
い

郎ら
う

の 

同ど
う

年ね
ん

と 

為な

る
。
理り

を 

論ろ
ん

ず
れ
ば 

還な
ほ 

侍じ

坐ざ

す
べ
し
。
封ほ

う

君く
ん 

乃す
な
は

ち 

目め

を 

張は

つ
て 

問と
ひ

て 

曰い
は

く
。
你な

ん
ぢ

も 

也ま
た 

是こ
れ 

狗い
ぬ

に 

属ぞ
く

す
る
か
。

　
﹇
同ど

う

年ね
ん 

登と
う

科く
わ

す
れ
ば 

相あ
ひ

呼よ
び

て 

同ど
う

年ね
ん

兄け
い

と 

為な

す
。
市し

井せ
い 

何な
ん

の
義ぎ 

為な

る
か
を 

知し

ら
ず
。
以お

も
へ為

ら

く 

同ど
う

年ね
ん

に 

生し
や
うず

る
と
。
狗く

児じ

は
。
凡お

よ

そ 

呆た
い

秀し
う

才さ
い

を 

調て
う

ず
る
語ご

。
故ゆ

ゑ

に 

此こ

の
じ

味み 

有あ

り
。﹈

　
現
代
語
訳

　

一
般
の
庶
民
で
あ
り
な
が
ら
、
息
子
が
偉
く
な
っ
た
お
か
げ
で
、
天
子
の
恩
典
を
受
け
た
父ち

ち

君ぎ
み

が
、

初
め
て
県
知
事
に
お
目
に
掛
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
父
親
は
恐
縮
の
あ
ま
り
、
あ
く
ま

で
も
上か

み

座ざ

に
腰
を
下
ろ
す
こ
と
を
辞
退
し
た
。
知
事
は
言
っ
た
。

　
「
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
息
子
さ
ん
と
は
同
年
の
誼よ

し
み

、
道
理
か
ら
言
っ
て
も
、
や
は
り
私
が
下し

も

座ざ

に
座
る
べ
き
な
の
で
す
。」

　

す
る
と
、
父ち

ち

君ぎ
み

は
目
を
見
張
っ
て
、
こ
う
訊た

ず

ね
た
。

　
「
え
っ
、あ
な
た
も（
息
子
と
同
じ
）戌い

ぬ

年ど
し

生
ま
れ
な
の
で
す
か（
あ
な
た
は
ま
だ
、そ
ん
な
に
若
か
っ

た
の
で
す
か
）。」

　　
　

【
和
刻
本
割
注
】
同
じ
年
に
科
挙
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
お
互
い
に
「
同
年
兄
﹇tóngnián 

xiōng

﹈（
同
期
の
桜
）」
と
呼
び
合
う
。
と
こ
ろ
が
、
一
般
庶
民
に
は
そ
う
い
う
こ
と

が
分
か
ら
な
い
た
め
、（
県
知
事
が
口
に
し
た
）「
同
年
」
と
い
う
言
葉
を
「
同
じ
年

に
生
ま
れ
た
」
と
い
う
意
味
だ
と
勘
違
い
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
狗
児

﹇gǒu'ér

﹈（
ち
び
イ
ヌ
）」
と
は
、
総
じ
て
「
馬
鹿
な
秀
才
（「
秀
才
」
は
科
挙
試
験
の

合
格
者
を
言
う
）」
を
か
ら
か
う
と
き
に
用
い
る
語
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
滑
稽

味
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
注○『

訳
解
笑
林
広
記
』
巻
之
上
・
古
艶
部
（
一
七
丁
裏
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』
巻
之
一
・
古
艶
部
（
第

二
八
話
、
七
丁
表
）。
○
封
君
﹇fēngjūn

﹈＝
清
代
の
中
国
で
は
、
子
や
孫
が
高
位
高
官
に
な
る
と
、

天
子
よ
り
封
典
を
贈
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
恩
典
を
受
け
た
父
祖
を
「
封
君
」
と
い
う
。
左
訓
「
キ

フ
ダ
イ
シ
タ
ヒ
ト
ノ
オ
ヤ
」（
及
第
し
た
人
の
親
）。
○
市
井
﹇shìjǐng

﹈＝
一
般
庶
民
、
町
な
か
に

住
む
人
た
ち
。
左
訓「
マ
チ
ノ
モ
ノ
」（
町
の
者
）。
○
縣
官﹇xiànguān

﹈＝
県
知
事
。「
縣
」は「
県
」

の
本
字
。
○
跼
蹐
﹇jújí

﹈＝
び
く
び
く
す
る
、
縮
こ
ま
る
、
怖
じ
気
づ
く
。
○
叨
﹇tāo

﹈＝
忝

か
た
じ
け
な

く

も
〜
を
被こ

う
む

る
。
恩
恵
を
受
け
る
。
和
訓
「
み
だ
り
に
」。
○
還
﹇hái

﹈＝
や
は
り
。
現
代
中
国
語
と

同
じ
。
和
刻
本
は
「
ナ
ホ
」
と
右
傍
訓
を
添
え
る
。
○
該
﹇gāi

﹈＝「
〜
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
〜

の
は
ず
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
助
動
詞
。
現
代
中
国
語
「

﹇gāi

﹈」「　
　
﹇yīnggāi

﹈」
と
同
じ
。

左
訓
「
ハ
ツ
」（
は
づ
）、
右
傍
訓
「
ヘ
シ
」（
べ
し
）。
○
属
狗
﹇shǔ gǒu

﹈＝
戌い

ぬ

年ど
し

生
ま
れ
で
あ
る
。

中
国
で
は
、
今
で
も
年
齢
を
言
う
の
と
同
じ
感
覚
で
、
こ
の
よ
う
に
生
ま
れ
の
干え

支と

を
言
う
。
こ
の

父
親
は
、
県
知
事
が
自
分
の
息
子
と
同
い
年
だ
と
勘
違
い
し
た
の
で
あ
る
。
勘
違
い
の
原
因
は
、
遠

山
荷
塘
の
文
末
割
注
に
詳
し
い
。
○

味
﹇cíw

èi

﹈＝
味
わ
い
。
通
常
は
「
滋
味
﹇zīw

èi

﹈」
と
言
う
。

「

﹇cí

﹈」
は
、「

」（
餅
の
意
）
の
俗
字
。
こ
こ
で
は
、「
滋
﹇zī

﹈」
の
宛あ

て

字じ

と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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【
和
刻
本
割
注
】「

」
と
い
う
字
は
、
発
音
は
「

﹇liáo

﹈」
で
あ
り
、
意
味
は
「

」（
男

性
生
殖
器
）
と
同
じ
で
あ
る
。

　　
　

【
訳
者
注
】
こ
の
「
詩
」
は
、
第
二
、
三
、
四
、
六
、
八
、
十
句
で
押
韻
し
て
い
る
。
韻
字
は

「
皂
﹇zào

﹈」「
考
﹇kǎo

﹈」「
廟
﹇m

iào

﹈」「
笑
﹇xiào

﹈」「

﹇liáo

﹈」、「
料
﹇liào

﹈」。

た
だ
し
、
平
水
韻
で
は
な
く
、
清
代
の
中
国
口
頭
語
に
よ
る
、
ゆ
る
い
押
韻
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
第
一
句
と
第
二
句
（
頭
戴
銀
雀
頂
、
脚
踏
粉
底
皂8

）、
第
三
句
と
第
四
句
（「
也

去
参
主
考8

、
也
来
謁
孔
廟8

。」）、
第
五
句
と
第
六
句
（「
顔
淵
喟
然
歎
、
夫
子
莞
爾
笑8

。」）

は
対つ

い

句く

仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
が
、
詩
の
体
裁
を
整
え
て
い
る
と
ま
で
は
言
い
が
た
い
。

詩
の
体
裁
を
整
え
る
べ
く
、
押
韻
・
対
句
を
意
識
し
な
が
ら
、
無
理
に
五
言
の
十
句
に

仕
立
て
上
げ
た
も
の
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
注○『

訳
解
笑
林
広
記
』巻
之
上
・
古
艶
部（
一
七
丁
表
〜
裏
）。『
新
鐫
笑
林
広
記
』巻
之
一
・
古
艶
部（
第

二
七
話
、
六
丁
裏
）。
○
武
擧
﹇w

ǔjǔ

﹈＝
科
挙
制
度
に
お
け
る
「
武
官
」
登
用
試
験
に
合
格
し
た

人
の
こ
と
。
武
術
の
テ
ス
ト
で
合
否
が
決
ま
る
た
め
、「
文
官
」
ほ
ど
の
知
識
は
な
い
。『
水
滸
伝
』

で
は
、楊
志
が
武
挙
出
身
の
人
物
と
し
て
登
場
す
る（
第
一
二
回「
楊
志
禀
道
。小
人
應
過
武
擧
出
身
。」

（
楊
志
は
（
梁
中
書
の
質
問
に
対
し
て
）「
わ
た
く
し
は
、
武ぶ

挙き
よ

の
試
験
に
合
格
し
て
お
り
ま
す
し

（
後
略
）」
と
お
答
え
し
た
。（
拙
訳
））。
○
銀
雀
頂
﹇yínquèdǐng

﹈＝
清
代
の
中
国
に
お
い
て
、
科

挙
に
合
格
し
た
人
（「
挙
人
」「
生
員
」「
秀
才
」
と
い
う
）
が
頭
に
つ
け
て
い
た
冠
の
飾
り
。
金
銀

細
工
に
よ
る
雀
の
デ
ザ
イ
ン
が
施
さ
れ
て
い
た
（『
清
会
典
・
礼
部
五
・
官
員
士
庶
冠
服
』）。
左
訓

「
キ
ン
ノ
ス
ヽ
メ
ノ
カ
ザ
リ
ツ
キ
」（
銀
の
雀
の
飾
り
付
き
）。
○
粉
底
皂
﹇fěndǐ zào

﹈＝
底
の
白
い
、

黒
い
靴
。「
粉
底
皂
靴
」と
も
言
う
。『
儒
林
外
史
』第
二
回
で
は
学
者
風
の
人
物
の
履
い
て
い
る
靴
、『
金

瓶
梅
』
第
五
九
回
で
は
西
門
慶
の
履
い
て
い
る
靴
が
「
粉
底
皂
靴
」
と
さ
れ
る
。
左
訓
「
ソ
コ
ジ
ロ

ノ
ク
ツ
」（
底
白
の
靴
）。
○
主
考﹇zhǔkǎo

﹈＝
試
験
を
主
催
し
監
督
す
る
。
左
訓「
シ
ラ
ヘ
ニ
デ
ル
」

（
調
べ
に
出
る
）。
和
刻
本
『
訳
解
笑
林
広
記
』
に
お
い
て
は
、「
シ
ラ
ベ
」
は
「（
試
験
の
）
審
査
を

す
る
」
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
（「
考
（
シ
ラ
ベ
ヤ
ク
）」（
巻
上
、
四
丁
裏
）、「
三
考
（
三
ト
ウ
リ

ノ
シ
ラ
ベ
）」（
巻
上
、
一
五
丁
裏
）、「
及
第
（
オ
シ
ラ
ベ
）」（
巻
上
、
一
七
丁
表
）、「
入
場
（
シ
ラ

ベ
ニ
デ
ル
）」「
大
腸
（
ホ
ン
シ
ラ
ベ
ノ
コ
ト
）」（
巻
上
、
一
九
丁
表
））。
○
孔
廟
﹇K

ǒng m
iào

﹈

＝
孔こ

う

子し

廟び
よ
う

。
学
問
の
神
様
で
あ
る
孔
子
が
祭
ら
れ
て
い
る
場
所
。
○
顔
淵
喟
然
歎
＝（
孔
子
の
一
番

弟
子
で
あ
っ
た
）
顔
淵
は
大
き
な
溜た

め

息い
き

を
つ
い
て
嘆
い
た
。『
論
語
』
子
罕
篇
に
「
顔
淵
喟-

然
ト
シ
テ

歎
シ
テ

曰
。
仰
レケ

ハ

之
ヲ

彌
高

シ

。
鑽
レハ

之
ヲ

彌
堅

シ

。（
顔が

ん

淵ゑ
ん

喟き

然せ
ん

と
し
て
歎た

ん

じ
て
曰い

は

く
之こ

れ

を
仰あ

ふ
げ

ば
弥

い
よ
い
よ

高た
か

し
之こ

れ

を
鑽き

れ

ば
弥い

よ

い
よ
堅か

た

し
）」（『
経
典
余
師
（
論
語
）』
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
刊
、
巻
二
、
三
四

丁
表
）
と
あ
る
。
顔
淵
は
、
孔
子
先
生
が
あ
ま
り
に
も
偉
大
す
ぎ
る
の
で
、
大
き
な
溜た

め

息い
き

を
つ
き
な

が
ら
愕が

く

然ぜ
ん

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
○

爾
﹇w

ǎn'ěr

﹈＝「
莞
爾
﹇w

ǎn'ěr

﹈」、
に
っ
こ
り
と
。
和

刻
本
は
「

爾
﹇guǎn'ěr

﹈」
に
作
る
が
、
中
国
原
本
に
よ
り
改
め
た
。「

」
は
「
管
」
の
異
体

字
で
あ
り
、「

」
や
「
莞
」
と
は
別
字
で
あ
る
。
○
子
路
＝
孔
子
の
弟
子
。
乱
暴
者
と
し
て
名
高
い
。

『
論
語
』
述
而
篇
に
「
子-

路
曰
子
行
二ハ

三-

軍
一ヲ

則
チ

誰
ト

與
セ
ン

（
子し

路ろ

曰い
は

く
子し

三さ
ん

軍ぐ
ん

を
行を

こ
な

は
ゞ
則す

な

は
ち

誰た
れ

と
與と

も

に
せ
ん
）」（『
経
典
余
師
（
論
語
）』
巻
二
、
一
三
丁
表
）
と
あ
る
。「
軍
隊
を
率
い
る
場
合
、

先
生
は
誰
と
一
緒
に
行
動
な
さ
い
ま
す
か
」
と
い
う
子
路
の
質
問
に
対
し
て
、
孔
子
は
「
向
こ
う
見

ず
で
無
鉄
砲
な
奴（
つ
ま
り
子
路
の
よ
う
な
男
）と
は
行
動
を
共
に
し
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。
○
愠

﹇yùn

﹈＝
憤
る
、恨
む
、怒
る
。『
経
典
余
師
（
論
語
）』
や
『
四
書
集
注
』（
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）

和
刻
）
で
は
、
通
常
「
い
き
ど
ほ
る
」
と
訓
ず
る
。
○
這
般
﹇zhèbān

﹈＝
こ
の
よ
う
な
（
古
白
話
）。

○
獃
狗

﹇dāi gǒu liáo

﹈＝「
獃
」
は
「
愚
鈍
で
あ
る
」「
ま
ぬ
け
で
あ
る
」
意
の
形
容
詞
、「
狗
」

は
人
を
罵
る
言
葉
（
畜
生
）、「

」
は
「
男
性
生
殖
器
」
が
原
義
（
＝「

」「

」）
で
あ
る
が
、「
狗
」

と
同
様
に
罵
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
左
訓「
バ
カ
モ
ノ
メ
」（
馬
鹿
者
め
）。
○
三
軍
＝
大
国
の
軍
隊
。

周
制
に
お
い
て
は
、天
子
は
六
軍
、諸
侯
の
大
な
る
は
三
軍
を
擁
し
た
と
言
う
。
こ
こ
は
、前
出
の『
論

語
』述
而
篇「
子-

路
曰
子
行
二ハ

三-

軍
一ヲ

則
チ

誰
ト

與
セ
ン

」を
意
識
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。○
馬
料﹇m

ǎliào

﹈

＝
馬
の
飼
料
、
馬
の
エ
サ
。「

馬
料
」
は
「
馬
の
エ
サ
を
や
る
」
意
。「
﹇w

èi

﹈」
は
、
動
物
に

エ
サ
を
や
る
、
食
わ
せ
る
意
の
動
詞
。
訓
読
語
の
「
か
ふ
」
は
「（
動
物
に
）エ
サ
を
や
る
」
意
。
和

刻
本
の
施
訓
「

カ
フ

レ

馬
ヲ

料
ト
セ
ン

」
に
は
無
理
が
あ
る
た
め
、
私
に
書
き
下
し
文
を
改
め
た
（「

か
二ハ

セ
ン

馬ば

料れ
う

一ヲ

」）。

　
補
注

　

こ
の
風
刺
詩
は
、
原
本
『
笑
府
』『
絶
纓
三
笑
』、
和
刻
本
『
笑
府
』
な
ど
に
は
見
え
な
い
。

　
余
説

　

本
話
は
、「
武
挙
」
出
身
の
役
人
を
か
ら
か
っ
た
風
刺
詩
で
あ
る
。

川上　『訳解笑林広記』全注釈（五） 115



富山県立大学紀要第29巻（2019）－ －

　

本
稿
は
、「『
訳
解
笑
林
広
記
』
全
注
釈（
一
）」（『
富
山
県
立
大
学
紀
要
』
第
二
六
巻
、
二
〇
一
六

年
三
月
）、「『
訳
解
笑
林
広
記
』
全
注
釈
（
二
）」（『
富
山
県
立
大
学
紀
要
』
第
二
七
巻
、
二
〇
一
七

年
三
月
）、「『
訳
解
笑
林
広
記
』
全
注
釈
（
三
）」（『
東
ア
ジ
ア
の
古
典
文
学
に
お
け
る
笑
話
』、
新

葉
館
出
版
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）、「『
訳
解
笑
林
広
記
』
全
注
釈
（
四
）」（『
富
山
県
立
大
学
紀
要
』

第
二
八
巻
、
二
〇
一
八
年
三
月
）
の
続
稿
で
あ
る
。
前
稿
に
引
き
続
き
、
遠
山
荷
塘
施
訓
『
訳
解
笑

林
広
記
』（
文
政
十
二
年
（
一
八
二
七
）
刊
、
半
紙
本
二
巻
二
冊
、
全
三
〇
五
話
）
第
五
二
話
か
ら

第
六
七
話
ま
で
の
日
本
語
訳
と
注
釈
を
掲
載
す
る
。

　

和
刻
本
『
訳
解
笑
林
広
記
』
及
び
中
国
笑
話
関
連
資
料
の
諸
本
、
底
本
、
凡
例
等
に
つ
い
て
は
、

第
一
稿
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。『
富
山
県
立
大
学
紀
要
』
所
収
の
論
稿
は
、
す
べ
てW

eb

に
よ
る

閲
覧
が
可
能
で
あ
る
。

　　
52
嘲
ち
よ
う

武ぶ

挙き
よ

詩し

（「
武
官
」
登
用
試
験
に
合
格
し
た
役
人
を
嘲あ

ざ
け

る
詩
）

原
文

　
　

嘲
二ル

武-

舉
一ヲ

詩

頭
ニ

戴
二キ

キ
ン
ノ
ス
ヽ
メ
ノ
カ
ザ
リ
ツ
キ

銀
雀-

頂
一ヲ

。
脚

ニ

踏
二ミ 

粉-

底-

皂
一ヲ

。
也

タ

去
テ 

參
二ス

シ
ラ
ヘ
ニ
デ
ル

主
考
一ニ

。
也

タ

来
テ

謁
二ス

孔-

廟
一ニ

。

顔-

淵
喟-

然
歎

シ

。
夫-

子

-

爾
ト

笑
フ

。
子-

路
愠
見

テ

曰
ク

。
這-

般
ノ

獃バ
カ
モ
ノ
メ

-

狗-

。
我

レ

若
シ

行
二ラ

ハ

三
軍
一ヲ

。

都ミ
ナ

去
カ
フ

テ

レ

馬
ヲ

料
ト
セ
ン

。﹇

音

 

義
同
﹈

　　　

書
き
下
し
文

　
　

武ぶ

挙き
よ

を 

嘲あ
ざ
け

る 

詩し

頭あ
た
ま

に 

銀ぎ
ん

雀じ
や
く

頂ち
や
う

を 

戴い
た
だ

き
。
脚あ

し

に 

粉ふ
ん

底て
い

皂さ
う

を 

踏ふ

み
。
也ま

た 

去さ
つ

て 

主し
ゆ

考か
う

に 

参さ
ん

ず
。
也ま

た 

来き
た
つ

て 

孔こ
う

廟べ
う

に 

謁え
つ

す
。
顔が

ん

淵え
ん 

喟き

然ぜ
ん

と
し
て 

歎た
ん

じ
。
夫ふ

う

子し 

爾
ゑ
ん

と
じ

し
て 

笑わ
ら

ふ
。
子し

路ろ 

慍
い
き
ど
ほ

り 

見み

て 

曰い
は

く
。
這し

や

般は
ん

の
獃が

い

狗く

。
れ
う

我わ
れ 

若も

し 

三さ
ん

軍ぐ
ん

を 

行や

ら
ば
。
都み

な 

去さ
つ

て 

馬ば

料れ
う

を 

は
か

せ
ん
。﹇

、
れ
う

音お
ん 

、
れ
う

義ぎ 

同お
な

じ
﹈

　
現
代
語
訳

　

頭
に
は
、
ギ
ン
ギ
ラ
ギ
ン
の
ス
ズ
メ
の
ブ
ロ
ー
チ
（
頭
戴
銀
雀
頂
）、

　

足あ
し

下も
と

に
は
、靴く

つ

底ぞ
こ

が
白
い
黒
ブ
ー
ツ
（
こ
の
み
っ
と
も
な
い
姿
こ
そ
、「
武
官
」
様
の
晴
れ
姿
）（
脚

踏
粉
底
皂8

）。

　
（
よ
せ
ば
い
い
の
に
）
科
挙
の
試
験
監
督
に
も
ひ
ょ
い
ひ
ょ
い
出
か
け
（
也
去
参
主
考8

）、

　
（
学
問
の
神
様
を
祭
っ
た
）
孔こ

う

子し

廟び
よ
う

に
も
顔
を
出
す
（
学
も
な
い
の
に
、
身
の
程
知
ら
ず
）（
也

来
謁
孔
廟8

）。

　
（
孔こ

う

子し

廟び
よ
う

で
は
、
お
そ
ら
く
草
葉
の
陰
で
、
孔
子
門
下
随
一
の
頭
脳
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
）
顔が

ん

淵え
ん

が
（
な
ん
て
知
的
レ
ベ
ル
の
低
い
奴
だ
と
）
大
き
な
溜た

め

息い
き

を
つ
い
て
嘆
く
だ
ろ
う
が
（
顔
淵
喟
然
歎
）、

　
（
人
間
の
よ
く
で
き
た
人
格
者
で
あ
る
）
孔
子
先
生
は
、に
っ
こ
り
ニ
コ
ニ
コ
と
笑
う
だ
ろ
う
（
夫

子

爾
笑8

）。

　
（
し
か
し
乱
暴
者
の
）子し

路ろ

な
ら
ば
、カ
ン
カ
ン
に
怒い

か

り
狂
っ
て
、こ
う
言
う
だ
ろ
う（
子
路
慍
見
曰
）。

　

こ
の
、
う
す
ら
ト
ン
カ
チ
の
ス
ッ
ト
コ
ド
ッ
コ
イ
（
這
般
獃
狗

○

）、

　

俺
が
も
し
も
大
軍
を
率
い
る
な
ら
ば
（
我
若
行
三
軍
）、

　

こ
い
つ
ら
全
員
（
役
立
た
ず
だ
か
ら
）、
馬
の
エ
サ
や
り
に
で
も
行
か
せ
て
や
る
べ
え
（
都
去

馬
料8

）。

　
　
　
『　

訳　

解　

笑　

林　

広　

記　

』
全　

注　

釈
（ 

五 

）

川
上　

陽
介
（
工
学
部
教
養
教
育
）
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