
か
し
な
が
ら
い
ま
挙

と
同
題
の
諸
作
と
で

題
と
し
た
作
を
除
い

と
な
っ
た
も
の
か
、

も
の
に
著
し
く
即
し

は
じ

『
菅
家
後
集
』
冒
頭

」、「
不
出
門

『
白
氏
文
集
』
の
作
を

作
品
が
見
ら
れ
る
。

に
拠
っ
て
多
く
の
作

同
じ
詩
題
を
も
つ
も

『
菅

げ
た
『
後
集
』
の
諸
作
と
、
そ
れ
以
前

は
明
ら
か
な
差
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら

た
そ
れ
ま
で
の
諸
作
は
、
詩
材
の
う
え

あ
る
い
は
白
詩
の
詩
題
に
発
想
は
得
る

た
詠
作
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

め
に近

く
に
は
、「
自
詠

」、「
読

」、「
叙
意
一
百
韻

」
な
ど

踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
明
白
な

い
う
ま
で
も
な
く
道
真
は
そ
れ
ま
で
に

品
を
作
っ
て
き
た
。
金
子
彦
二
郎
氏
に

の
に
限
っ
て
も
生
涯
に
わ
た
っ
て
十
八

家
後
集
』
と
『
白
氏
文

に
作
ら
れ
た
白
詩

れ
る
。
白
詩
を
句

で
偶
然
同
じ
詩
題

も
の
の
白
詩
そ
の

あ
る
。
つ
ま

を
改
め
て
と

で
謫
居
に
お

ろ
う
か
。
本

対
化
す
る
こ

楽
天
北
窓
三
友
詩

、
い
っ
け
ん
し
て

詩
題
を
も
つ
歌
詩

も
『
白
氏
文
集
』

よ
る
と
ま
っ
た
く

首
に
の
ぼ
る
。
し

作
品
を
念
頭

こ
れ
ら
の
作

注
意
を
要
す

詩
を
踏
ま
え

が
知
ら
れ
る

し
か
も
道

に
も
ま
た
内

集
』
と

そ
れ
に
対

り
道
真
は
大
宰
府
謫
居
の
初
期
に
お
い

ら
え
か
え
し
、
そ
れ
ら
の
歌
詩
作
品
と

け
る
自
己
存
立
の
拠
り
所
を
索
求
し
よ

稿
で
は
そ
の
点
に
注
目
し
て
白
詩
に
よ

と
で
生
成
し
た
『
後
集
』
の
文
学
世
界

に
置
い
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
詠
作
と

が
大
宰
府
謫
居
の
ご
く
初
期
に
集
中
し

る
。
つ
ま
り
道
真
は
大
宰
府
謫
居
の
初

て
、
白
詩
を
詠
作
対
象
と
す
る
歌
詩
作

の
で
あ
る
。

真
が
拠
っ
た
白
詩
は
白
居
易
の
生
涯
に

容
的
形
式
的
に
も
ま
っ
た
く
異
な
っ
た

谷

口

し
て
『
後
集
』
の
諸
作
は
、
明
ら
か
に

七
一

て
『
白
氏
文
集
』
の
総
体

の
距
離
を
測
定
す
る
な
か

う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ

っ
て
拓
か
れ
、
白
詩
を
相

の
意
味
を
考
察
す
る
。

な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え

て
詠
作
さ
れ
て
い
る
点
も

期
に
お
い
て
意
識
的
に
白

品
を
製
作
し
て
い
た
こ
と

わ
た
っ
て
い
て
、
時
期
的

種
類
の
歌
詩
作
品
な
の
で

孝

介

白
詩
の
あ
る
特
定
の
歌
詩



氏
洛
中
集
十
巻
、
中

（
八
四
〇
）
年
十
一
月

に
収
め
ら
れ
て
い
た

白
氏
洛
中
集
記

在
洛
所
著
書
也
。

茲
十
有
二
年
矣
。
其

香
山
寺
経
蔵
堂
」
と

で
「
読
楽
天
北
窓
三

二
作
目
に
あ
た
る
本

て
な
っ
た
詩
で
あ
る

し
い
作
品
で
あ
る
。

そ
の
境
地
と
の
乖
離

白
居
易
「
北
窓
三

収
載
さ
れ
て
い
る
が

『
菅
家
後

一
、

延
喜
三
（
九
〇
三

と
め
て
都
に
い
る
詩

一
巻
」（『
北
野
天
神

な
っ
た
も
の
で
あ
る

有
北
窓
三
友
詩
」
と
い
う
よ
う
に
、

に
白
居
易
み
ず
か
ら
が
十
巻
に
編
定

も
の
で
あ
る
。
こ
と
は
白
居
易
の
自
記

」
に
見
え
、
そ
こ
に
は
「
白
氏

大
和
三
年
春
、
楽
天
始
以
太
子
賓
客

間
賦
格
律
詩
凡
八
百
首
、
合
為
十

あ
り
、
大
和
三
（
八
二
九
）
年
、
五

友
詩

」
が
置
か
れ
て
い
る
。

作
は
、
白
居
易
「
北
窓
三
友

こ
と
を
、
道
真
自
身
が
詩
題
に
お
い
て

た
だ
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
白
詩
に
共

を
主
題
と
し
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き

友
」
は
現
伝
の

波
本
『
白
氏
文
集
』

、
道
真
が
「
読
楽
天
北
窓
三
友
詩

集
』
と
『
白
氏
文
集
』
と

「
北
窓
三
友
詩
」
と
の
別
れ

）
年
二
月
、
道
真
は
死
に
臨
ん
で
大
宰

友
紀
長
谷
雄
に
送
付
し
た
。
こ
の
い
わ

御
伝
』）
が
現
伝
の
「
原
型
本
系
」『
菅

。
原
型
本
の
巻
頭
作
が
「
自
詠

元
来
は
唐
開
成
五

し
た
『
洛
中
集
』

に
な
る
「
香
山
寺

洛
中
集
者
、
楽
天

分
司
東
都
、
及

巻
、
今
納
于
龍
門

十
八
歳
の
お
り
に

ま
ず
い
う
。

第
三
段
で
は

酒
は
劉
伶
を

の
「
高
風
」

し
み
て
帰
す

え
っ
て
、
三

終
段
の
み
は

大
宰
府
謫
居
詩
の

」
詩
を
享
受
し

明
言
し
て
い
る
珍

感
を
示
す
よ
り
は
、

で
あ
る
。

で
は
巻
六
十
二
に

」
の
冒
頭
で
、「
白

有

図
書
歌
舞

活
の
な
か
で

ま
さ
に
そ
の

「
北
窓
三
友

五
言
古
詩
、

十
四
句
か
ら

第
一
段
は

府
で
の
詠
作
を
ま

ゆ
る
「
西
府
新
詩

家
後
集
』
の
祖
と

」
で
あ
り
、
つ
い

太
子
賓
客
分

た
約
八
百
首

あ
っ
た
こ
と

こ
の
『
白

集
」（「
白
氏

丘
墅
有
泉
石第

二
段
で
は
、
や
む
こ
と
の
な
い
三
友

、
三
友
を
嗜
ん
だ
古
人
と
し
て
、
詩
は

挙
げ
、「
三
人
皆
我
が
師
な
り
」
と
い

を
詠
う
箇
所
で
、
彼
ら
が
ひ
た
す
ら
三

る
と
こ
ろ
を
知
る
」
さ
ま
で
あ
っ
た
と

友
と
一
日
と
し
て
離
れ
る
こ
と
を
え
な

四
句
か
ら
な
り
、
韜
晦
を
含
み
つ
つ

者
、
靡

不

観
」（「
酔
吟
先
生
伝

作
ら
れ
た
歌
詩
作
品
を
集
め
た
も
の
で

よ
う
な
集
の
性
格
を
体
現
し
た
作
で
あ

」
は
大
和
八
（
八
三
四
）
年
、
六
十

韻
は
上
平
声
四
支
韻
、
五
微
韻
を
古
詩

な
り
、
内
容
の
う
え
か
ら
ほ
ぼ
六
句
ご

北
向
き
の
窓
の
あ
た
り
で
琴
・
酒
・
詩

司
に
任
じ
ら
れ
東
都
洛
陽
に
住
し
て
い

の
歌
詩
作
品
を
十
巻
に
編
定
し
て
、
香

が
分
か
る
。

氏
洛
中
集
』
の
性
格
は
、
白
居
易
自

集
後
記

」）
と
呼
ぶ
よ
う

花
竹
者
、
靡
不
遊
。
人
家
有
美

そ
れ
ぞ
れ
の
効
能
を
説
く
。

陶
淵
明
、
琴
は
栄
啓
期
、

う
。
次
の
第
四
段
は
三
師

友
に
没
入
し
て
「
道
を
楽

す
る
。
第
五
段
は
ひ
る
が

い
自
己
の
日
常
を
詠
う
。

「
親
知
」
に
理
解
を
求
め
て

」）
と
い
う
生

あ
る
。「
北
窓
三
友
」
は

る
と
い
え
る
。

三
歳
の
お
り
の
作
で
あ
り
、

通
押
の
範
囲
で
押
す
。
三

と
で
一
段
を
構
成
す
る
。

の
三
友
に
親
し
む
こ
と
を

七
二

た
十
二
年
間
に
製
作
さ
れ

山
寺
に
納
め
ら
れ
た
集
で

身
、
別
に
「
洛
下
遊
賞
宴

に
、
洛
陽
で
の
「
凡
観
寺

酒
鳴
琴
者
、
靡
不
過
。



『
菅
家
後

っ
て
お
り
、
隠
居
も

っ
た
も
の
で
あ
る
。

い
て
次
の
よ
う
に
述

政
治
の
中
心
・

政
治
の
第
一
線

白
居
易
が
こ
の
詩

洛
陽
分
司
時
代
の
作

作
と
し
て
は
「
詠
所

衣
」
と
あ
り
、
翌
大

」
で
は
「
安

と
も
呼
ぶ
。
由
来
こ

月
中
、
北
窓
下
臥
、

な
お
終
結
部
の
八

く
押
韻
し
て
こ
な
か

「
詞
」
と
韻
字
を
置
い

三
十
三
句
目
末
の
「

じ
母
韻
を
も
つ
語
で

形
成
し
て
い
た
の
に

す
る
た
め
の
、
形
式

詠
い
収
め
る
。

集
』
と
『
白
氏
文
集
』
と

し
く
は
閑
居
の
生
活
を
象
徴
的
に
い
う

妹
尾
達
彦
氏
は
洛
陽
転
居
当
時
の
白
居

べ
る
。

長
安
か
ら
、
閑
職
者
の
街
・
洛
陽
へ
の

か
ら
敢
え
て
身
を
引
く
こ
と
で
、
激
化

の
詠
作
の
場
と
し
た
「
北
窓
」
は
、
こ

品
に
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
の
多
い
空
間

楽

」
に
も
「
帰
来
北
窓

和
九
（
八
三
五
）
年
の
作
で
あ
る

知
北
窓
叟
、
偃
臥
風
颯
至
」
と
、
自

の
語
は
東
晉
陶
淵
明
「
与
子
儼
等
疏

遇
涼
風
暫
至
、
自
謂
是
羲
皇
上
人
」

句
に
は
押
韻
上
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
。

っ
た
奇
数
句
に
、
二
十
七
句
目
「
巵

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
二
十
九

是
」
は
い
ず
れ
も
上
声
四
紙
韻
で
声
調

あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
第
五
段
ま
で

対
し
て
、
終
段
の
み
を
四
句
一
段
で
詠

上
か
ら
の
支
え
の
意
味
が
あ
っ
た
も
の

さ
い
の
詩
語
と
な

易
の
生
き
方
に
つ

白
居
易
の
転
任
は
、

す
る
長
安
の
政
争

た
こ
と
に
は

そ
の
背
景

め
ら
れ
て
い

相
対
的
な
増

で
あ
る
『
白

と
に
こ
の
時
期
の

で
あ
る
。
同
年
の

下
、
解
巾
脱
塵

「
旱
熱
二
首
・
其
一

ら
を
「
北
窓
叟
」

」
に
「
常
言
五
六

と
見
え
る
の
に
拠

詩
の
五
言
三

の
古
詩
と
な

北
窓
三
友
詩

五
言
か
ら
七

お
い
て
は
、

い
ま
の
ば
あ

に
五
言
の
「

そ
れ
ま
で
ま
っ
た

」、
三
十
一
句
目

句
目
末
の
「
紙
」、

は
異
な
る
が
、
同

は
六
句
で
一
段
を

い
収
め
る
こ
と
と

と
考
え
ら
れ
る
。

景
の
中

あ
ろ
う

「
北
窓
」
と

で
象
徴
的
に

な
か
で
詠
作

い
っ
ぽ
う

て
、
上
平
声

か
ら
逃

、
や
は
り
な
ん
ら
か
の
意
図
が
存
し
た

に
あ
る
事
実
と
し
て
考
え
う
る
こ
と
は

る
『
白
氏
後
集
』
に
お
け
る
、
五
言
古

加
現
象
が
挙
げ
ら
れ
る
。
白
居
易
は

氏
長
慶
集
』
で
の
五
言
古
詩
を
意
味
す

十
四
句
を
は
る
か
に
凌
ぐ
七
言
五
十
六

っ
て
い
る
。
白
居
易
「
北
窓
三
友
」
に

」
の
対
照
的
な
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら

言
へ
の
言
語
形
式
の
変
更
で
あ
る
。
総

五
言
詩
よ
り
も
七
言
詩
が
優
勢
で
あ
る

い
も
そ
の
一
般
的
な
傾
向
性
に
沿
っ
た

北
窓
三
友
」
詩
を
指
示
し
つ
つ
も
七
言

で
、
従
来
の
交
友
関
係
を
維
持
す
る
生

。は
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
白
居
易
の

表
出
す
る
語
と
い
え
る
。「
北
窓
三
友

さ
れ
た
、
自
足
の
境
地
を
十
全
に
言
い

道
真
の
「
読
楽
天
北
窓
三
友
詩
」
は

四
支
韻
と
上
平
声
五
微
韻
と
の
古
詩
通

れ
、
そ
の
代
わ
り
に
、
次
善
の
方
法
と

七
三

と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

、「
北
窓
三
友
」
詩
が
収

詩
に
対
す
る
七
言
古
詩
の

『
後
集
』
に
お
い
て
、
前
集

る
「
古
体
」
詩
に
対
し
て
、

句
か
ら
な
る
長
大
な
規
模

対
し
て
道
真
「
読
楽
天

れ
る
の
は
何
よ
り
も
ま
ず
、

じ
て
道
真
の
歌
詩
作
品
に

こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。

も
の
で
は
あ
る
が
、
明
白

で
あ
え
て
自
作
を
製
作
し

き
方
を
選
択
し
た
結
果
で

生
き
方
を
、
空
間
の
う
え

」
詩
は
こ
の
生
活
環
境
の

表
し
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

、
脚
韻
こ
そ
白
詩
を
襲
っ

押
の
範
囲
で
押
す
が
、
白

し
て
、
洛
陽
の
美
し
い
風



そ
の
自
己
の
人

こ
う
し
た
複
雑
な
心

て
詠
じ
た
の
が
、『
白

道
真
は
、
五
古
の
「

表
す
の
に
ふ
さ
わ
し

と
考
え
ら
れ
る
。

詩
題
の
「
読
楽
天

起
伏
の
表
出
で
あ
ろ

の
よ
う
に
述
べ
る
。

現
在
の
自
己
を

き
な
歴
史
の
流

の
感
情
が
、『
後

な
る
悲
哀
で
も

要
路
の
人
生
を

『
菅
家
後

七
言
古
詩
を
も
含
み

（「
後
序

」

げ
ら
れ
た
こ
と
は
、

り
、
文
学
へ
の
態
度

居
易
の
文
学
態
度
の

七
言
古
詩
の
言
語

生
を
思
っ
て
生
じ
る
あ
る
深
い
感
慨
で

理
葛
藤
を
、
高
揚
す
る
感
情
表
現
に
適

氏
後
集
』
に
お
け
る
七
言
古
詩
で
あ

北
窓
三
友
」
を
読
ん
で
触
発
さ
れ
た
自

い
七
古
の
形
式
を
も
っ
て
、
こ
の
作
品

北
窓
三
友
詩
」
に
見
え
る
「
読
何
何

う
。
下
定
雅
弘
氏
は
七
古
の
格
詩
に
見

一
生
の
時
の
流
れ
の
中
に
置
い
て
の
、

れ
の
中
に
お
い
て
の
、
自
己
の
身
世
に

集
』
以
降
の
多
く
の
七
古
を
生
ん
で

な
い
し
、
無
論
単
な
る
歓
楽
の
情
で
も

ふ
り
き
っ
て
洛
陽
閑
居
の
暮
ら
し
を
積

集
』
と
『
白
氏
文
集
』
と

込
ん
で
そ
の
総
体
を
新
た
に
「
格

）。
そ
の
意
味
を
花
房
英
樹
氏
は
「
格

七
言
で
も
つ
て
古
体
が
制
作
さ
れ
た
こ

が
推
移
し
た
こ
と
を
語
つ
て
い
る
」
と

現
れ
と
と
ら
え
る
。

形
式
を
も
つ
格
詩
の
特
徴
を
一
言
で
い

あ
る
。

し
た
七
言
に
よ
っ

っ
た
の
で
あ
る
。

己
の
感
慨
を
言
い

を
製
作
し
た
も
の

詩
」
の
形
式
は
、

の
「
原
型
本

い
て
「
詠
」

い
唐
詩
の
例

因
而
成

詠
」

贈

」

不
厭
涼
夜

玉
磬
声
声
徹

ら
れ
る
特
質
を
次

あ
る
い
は
よ
り
大

対
す
る
深
い
詠
嘆

い
る
。
そ
れ
は
単

な
い
。
長
安
で
の

み
重
ね
て
行
く
、

其
後
二
首
」

れ
て
君
子
の

残
ら
な
い
の

詠
じ
ら
れ
た

同
今
今
異

や
は
り
特
異

ち
な
み
に

詩
」
と
呼
称
し
た

詩
が
新
し
く
採
上

と
を
示
す
の
で
あ

、
こ
の
時
期
の
白

う
な
ら
ば
感
情
の

白
居
易
を
始

そ
れ
ら
の
歌

情
の
起
伏
を

」
の

洩
処
」
の
よ

の
類
同
性
を

」
は
「
詠
楽
天
北
窓
三
友
詩
」
と
作
っ

字
を
用
い
る
と
、
そ
の
詩
を
吟
詠
す
る

と
し
て
は
、
中
唐
権
徳
輿
「
秋
疾
初
愈

や
同
じ
く
中
唐
元

見

人
詠
韓

を
認
め
う
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

詠
」
と
あ
り
、
後
者
に
も
「
喜
聞

、
金
鈴
箇
箇
円
」
と
あ
る
よ
う
に
、
詩

の
五
言
古
詩
二
首
は
、
や
や
他
と
異

孤
高
の
精
神
を
詠
っ
た
作
で
は
あ
る
。

で
分
明
で
な
い
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
こ

も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で

古
」
と
違
い
を
明
言
す
る
道
真
の
「
読

な
作
品
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

本
詩
の
詩
題
を
「
増
補
本
」
の
影
響
を

め
と
し
て
中
唐
以
降
の
詩
題
に
数
例
見

詩
作
品
に
は
道
真
の
本
作
に
見
ら
れ
る

詠
う
も
の
は
少
な
い
。
そ
の
多
く
は

「
謝
公
才
廓
落
、
与
世
不
相
遇
。
壮

う
に
、
そ
の
詩
境
に
共
感
を
示
し
て

詠
う
も
の
で
あ
る
。
中
唐
韓
愈
「
読

て
い
る
。
他
人
の
詩
に
つ

意
と
な
る
。
そ
の
数
少
な

、
月
夜
詠
左
思
招
隠
詩
、

舎
人
新
律
詩
、
因
有

戯

前
者
に
「
閑
吟
理
軽
歩
、

韓
古
調
、
兼
愛
近
新
詩
。

を
吟
詠
し
、
そ
の
音
声
の

な
り
皇
甫

詩
に
触
発
さ

し
か
し
皇
甫

の
原
詩
が

れ
と
て
も
原
詩
を
離
れ
て

原
詩
に
対
し
て
「
古
不

楽
天
北
窓
三
友
詩
」
は
、

受
け
た
前
田
家
乙
本
以
外

七
四

出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、

よ
う
な
長
大
な
作
で
、
感

白
居
易
「
読
謝
霊
運
詩

志
鬱
不
用
、
須
有
所

、
自
己
の
現
在
の
立
場
と

皇
甫

公
安
園
池
詩
書



『
菅
家
後

の
主
旨
で
あ
り
、
お

る
こ
と
と
な
る
。

第
二
段
落
で
は
前

い
「
死
友
」
で
あ
る

祖
子
孫
久
要
期
」
で

三
節
つ
ま
り
十
二
句

だ
終
結
部
の
み
は
「

二
節
に
よ
っ
て
結
ば

段
四
段
と
終
結
部
の

詩
は
ま
ず
第
一
段

そ
の
三
友
の
う
ち
酒

段
落
末
尾
の
二
句
、

の
詩
の
な
か
で
「
只

と
抵
触
す
る
こ
と
と

は
ふ
さ
わ
し
く
な
い

本
」
に
拠
っ
て
「
読

「
読
何
何
詩
」
の
形
式

い
、
大
宰
府
に
お
け

こ
の
詩
は
内
容
の

側
面
に
焦
点
を
当
て

集
』
と
『
白
氏
文
集
』
と

の
ず
と
三
友
の
残
り
の
一
友
た
る
詩
を

段
を
受
け
て
冒
頭
で
、「
詩
友
」
の
み

こ
と
を
い
う
。
し
か
し
そ
の
詩
は
道
真

あ
っ
て
、
け
っ
し
て
「
北
窓
三
友
」
に

で
大
き
な
一
段
を
形
成
す
る
よ
う
に
作

北
窓
三
友
」
の
ば
あ
い
を
倣
っ
た
も
の

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
詩
全
体
で
は
、
十

四
句
か
ら
な
る
小
節
二
節
と
で
構
成
さ

落
に
お
い
て
、
白
居
易
「
北
窓
三
友
」

と
琴
と
は
自
分
に
と
っ
て
は
縁
が
な
か

「
雖
然
二
者
交
情
浅
、
好
去
我
今
苦
拝

嫌
吟
詠
渉
歌
唱
、
不
発
于
声
以
心

な
り
、
こ
の
詩
の
ば
あ
い
は
「
詠
何
何

。
こ
こ
は
や
は
り
貞
享
四
年
版
本
を
始

」
と
す
べ
き
箇
所
で
あ
る
。
そ
う
す
る

を
踏
ま
え
つ
つ
も
そ
の
伝
統
か
ら
逸

る
道
真
の
詩
境
が
理
解
で
き
る
の
で
あ

う
え
か
ら
、
四
句
ず
つ
で
小
さ
な
一
節

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
と
す

浮
か
び
上
が
ら
せ

が
終
生
変
わ
ら
な

に
と
っ
て
は
「
父

「
絃
歌
復
觴
詠
」

こ
の
擬
音
語

こ
と
に
注
目

さ
れ
て
、「
彼

す
る
「
慈
」

思
わ
ざ
る
を

ら
れ
て
い
る
。
た

か
、
四
句
の
小
節

二
句
か
ら
な
る
大

れ
て
い
る
。

詩
を
持
ち
出
し
て
、

っ
た
こ
と
を
い
う
。

辞
」
は
こ
の
段
落

第
三
段
落

し
て
集
ま
る

ま
を
「
喃
喃

嘖
嘖
」
は
燕

の
使
用
例
を

刷

毛
衣
」

母
子
烏
。
豈

思
」
と
い
う
こ
と

詩
」
と
題
す
る
の

め
と
す
る
「
増
補

こ
と
に
よ
っ
て
、

脱
せ
ざ
る
を
え
な

る
。

を
形
成
し
、
そ
の

と
は
、『
論
語

て
言
わ
れ
る

旧
約
也
」
と

化
す
る
方
途

あ
る
。
い
ま

舎
」
の
「
北

て
く
れ
る
こ

る
と
、
道
真
が
こ

と
あ
っ
た
よ

に
導
か
れ
て
鳥
を
詠
う
さ
い
に
、
鳥
の

し
た
い
。
道
真
は
燕
雀
の
「
喃
喃
嘖
嘖

是
微
禽
我
儒
者
、
而
我
不
如
彼
多

に
思
い
い
た
る
。
い
ま
さ
ら
な
が
ら
子

え
な
い
苦
渋
は
、
白
居
易
「
弄
亀
・

は
一
転
し
て
、「
焼
香
散
華
」「
念
仏
読

「
紫
燕
之
雛
黄
雀
児
」
に
焦
点
を
当
て

嘖
嘖
如
合
語
、
一
虫
一
粒
不
致
飢

雀
な
ど
の
鳴
き
声
の
擬
音
語
で
あ
る
が

見
る
。「
燕
詩
示

劉
叟

」
に

と
あ
り
、
ま
た
「
官
舎

」
に

唯
云
鳥
爾
、
吾
亦
引
吾
雛
」
と
見

』（
憲
問
）
に
「
成
人
」（
徳
の
完
成

「
久
要
不
忘
平
生
之
言
」
に
拠
る

注
す
る
。
つ
ま
り
菅
家
に
と
っ
て
の
詩

で
あ
っ
た
と
い
う
。「
只
嫌
吟
詠
渉
歌

「
忌
避
」
の
あ
る
身
の
上
に
あ
っ
て
、

窓
」
で
、「
穏
」
や
か
に
「
良
友
」
た

と
の
み
が
、
慰
め
で
あ
る
こ
と
を
い
う

う
な
「
楽
道
」
と
は
意
識
さ
れ
な
い

七
五

親
子
の
睦
ま
し
さ
を
い
う

」
と
い
う
鳴
き
声
に
喚
起

慈
」
と
、
親
の
子
に
対

に
対
す
る
慈
し
み
の
情
を

羅

」
の
「
物
情

経
」
の
お
り
に
「
感
応
」

る
。
そ
の
燕
雀
の
あ
り
さ

」
と
描
出
す
る
。「
喃
喃

、
そ
れ
ぞ
れ
白
居
易
に
そ

「
喃
喃
教

言
語
、
一
一

「
嘖
嘖
護

児
鵲
、
唖
唖

え
る
。
白
詩
に
お
い
て
は

者
）
た
り
う
る
資
格
と
し

語
で
、
孔
安
国
は
「
久
要
、

と
は
、
儒
教
的
徳
を
具
現

唱
」
と
い
う
ゆ
え
ん
で

「
三
間
白
茅
茨
」
の
「
官

る
詩
が
自
身
に
寄
り
添
っ

。 。
こ
こ
で
い
う
「
久
要
」



去
・
来
が
つ
く
場
合

「
送
陸
羽
之
茅
山

あ
り
、
白
居
易
「
新

宮
使
駆
将
惜
不
得
」

と
が
進
行
す
る
さ
ま

二
月
三
月
日
遅
遅
」

進
行
に
追
い
つ
け
な

「
吏
部
郎
中
」
式
部
丞

章
得
業
生
淳
茂
と
、

て
お
り
、
そ
こ
に
は

っ
て
次
節
冒
頭
の
「

急
転
に
よ
っ
て
道
真

い
表
す
激
越
な
表
現

き
、
そ
え
字
と
な
り

『
菅
家
後

小
可
念
、
人
意
老
多

者
」
を
揚
言
し
て
い

強
調
さ
れ
る
の
で
あ

前
段
を
受
け
て
第

る
惨
状
を
述
べ
る
。

点
呼
す
る
か
の
よ
う

も
あ
る
」
と
い
う
補
助
動
詞
で
あ

寄
李
延
陵
」
に
「
鶏
犬
駆
将
去
、
煙

楽
府
・
売
炭
翁

」
に
も
「
一

と
見
え
、
い
ず
れ
も
蹴
散
ら
さ
れ
る

を
い
う
。
謫
所
へ
の
道
行
き
を
い
う

の
二
句
の
惚
け
た
よ
う
な
の
ど
か
さ
は

い
詩
人
の
心
象
風
景
で
も
あ
ろ
う
。
し

景
行
、
三
男
「
侍
中
」
蔵
人
兼
茂
、

そ
れ
ぞ
れ
左
降
以
前
の
官
職
唐
名
で
荘

儒
家
の
惣
領
と
し
て
の
自
意
識
さ
え
認

自
従
勅
使
駆
将
去
、
父
子
一
時
五
処

の
儒
者
と
し
て
の
理
想
世
界
が
瞬
時
に

で
あ
る
。「
駆
将
去
」
の
「
将
」
は
、

、
動
作
の
現
実
化
を
表
わ
す
。（
中

集
』
と
『
白
氏
文
集
』
と

慈
」
に
見
る
「
憂
悩
」
と
近
い
が
、

る
ぶ
ん
、
よ
り
い
っ
そ
う
自
身
の
不
徳

る
。

四
段
落
で
は
、
そ
の
親
子
が
い
っ
と
き

こ
の
段
落
の
第
一
節
で
は
四
人
の
子
息

に
列
挙
す
る
。
長
男
「
尚
書
右
丞
」
右る

。
盛
唐
劉
長
卿

霞
擬
不
還
」
と

車
炭
重
千
余
斤
、

よ
う
に
瞬
時
に
こ

「
東
行
西
行
雲
眇
眇
、

、
事
態
の
急
激
な

た
が
っ
て
こ
の
段

て
珍
し
い
。

は
「
誰
謂
古

て
も
詩
人
の

こ
の
道
真
の

と
い
う
営
為

四
男
「
秀
才
」
文

重
に
言
挙
げ
さ
れ

め
う
る
。
し
た
が

離
」
は
、
事
態
の

潰
え
た
こ
と
を
言

「
動
詞
の
あ
と
に
つ

略
）
将
の
あ
と
に

は
ひ
る
が
え

古
之
三

今
之
三

古
不
同

一
悲
一

こ
の
第
三
句

詩
歌
の
伝
統

こ
と
さ
ら
に
「
儒

に
対
す
る
悔
悟
が

に
散
り
散
り
と
な

を
ひ
と
り
ひ
と
り

少
弁
高
視
、
二
男

落
末
尾
の
「

都
に
お
け
る

懊
悩
な
の
で

終
結
部
は

て
全
篇
を
結

を
い
い
、
内

た
と
え
ば
宋
謝
霊
運
「
七
里
瀬
」（『
文

今
殊
、
異
世
可
同
調
」
と
結
ば
れ

情
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
も

ば
あ
い
は
詩
人
の
情
は
古
今
に
孤
絶
し

だ
け
が
共
通
す
る
も
の
と
し
て
意
識
さ

っ
て
「
北
窓
三
友
」
と
の
落
差
を
明
確

友
一
生
楽

古
の
三
友
は
一
生
の
楽

友
一
生
悲

今
の
三
友
は
一
生
の
悲

今
今
異
古

古
は
今
と
同
じ
か
ら
ず

楽
志
所
之

一
悲
一
楽
志
の
之
く

目
は
自
明
の
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
い
っ

に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
古
今
の
差
異
を

単
寝
辛
酸
」
は
た
ん
な
る
独
り
寝
の
つ

儒
家
の
惣
領
と
し
て
の
い
っ
さ
い
の
人

あ
る
。

う
え
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
四
句
か
ら

ぶ
。
ま
ず
初
め
の
小
節
は
謫
所
で
の
生

容
の
う
え
か
ら
の
と
り
あ
え
ず
の
ま
と

選
』
巻
二
十
六
）
の
結
尾

て
お
り
、
時
代
は
異
な
っ

の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し

て
お
り
、
た
だ
志
を
言
う

れ
る
の
で
あ
る
。

に
詠
っ
て
収
め
る
。

し
み
、

し
み
。

今
は
古
と
異
な
る
、

と
こ
ろ
な
り
。

た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、

強
調
す
る
こ
と
は
き
わ
め

七
六

ら
さ
を
い
う
の
で
は
な
く
、

間
関
係
を
も
ぎ
取
ら
れ
た

な
る
小
節
を
ふ
た
つ
連
ね

活
の
将
来
に
わ
た
る
不
安

め
と
す
る
。
最
後
の
四
句



『
菅
家
後

一
百
韻
形
式
に
よ

（
八
一
〇
）
年
の
「

（
八
一
四
）
年
の
「
渭

」、

元
和

九
侍
御
・

州
李
十

百
韻

」
と
に
多

は
、
す
で
に
川
口
久

本
節
に
お
い
て
は

明
白
に
白
居
易
の
文

お
い
て
は
本
質
的
に

前
節
に
お
い
て
明
ら

て
お
き
た
い
と
考
え

二
、

五
言
二
百
句
か
ら

『
菅
家
後
集
』
の
み
な

も
に
充
実
し
た
も
の

の
雄
篇
が
、
杜
甫
が

め
た
一
百
韻
形
式
の

南
行
一
百
韻

集
』
と
『
白
氏
文
集
』
と

る
白
居
易
の
五
言
排
律
は
次
の
三
首
で

代

書
詩
一
百
韻
、
寄

微
之

村
退
居
、
寄
礼
部
崔
侍
郎
・
翰
林

十
二
（
八
一
七
）
年
の
「
東
南
行
一
百

一
舎
人
・
果
州
崔
二
十
二
使
君
・
開
州

く
の
措
辞
を
拠
り
な
が
ら
製
作
さ
れ

雄
氏
に
よ
る
詳
細
な
指
摘
が
存
す
る
。

、
道
真
の
「
叙
意
一
百
韻
」
が
、
一
百

学
形
式
を
受
容
し
て
い
る
こ
と
を
示
し

異
な
る
境
地
を
詠
出
し
た
も
の
で
あ
る

か
に
な
っ
た
白
詩
と
の
距
離
を
こ
こ
に

る
。

一
百
韻
形
式
の
享
受
と
意
図

成
る
五
言
排
律
で
あ
る
「
叙
意
一
百

ら
ず
、
道
真
の
全
作
品
の
な
か
で
も

で
あ
る
こ
と
は
、
衆
目
の
一
致
す
る
と

創
始
し
白
居
易
と
元

と
が
文
学
形
式

五
言
排
律
を
倣
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ

」
と
そ
れ
に
和
し
た
元

酬
楽

あ
る
。

元
和
五

」、

元
和
九

銭
舎
人
詩
一
百
韻

韻
、
寄
通
州
元

韋
大
員
外
・

三

の
作
品
が
「

重
要
で
あ
る

懐
、
奉
寄

あ
る
よ
う
に

も
す
る
が
、

た
こ
と
に
つ
い
て

韻
形
式
を
も
っ
て

つ
つ
も
、
内
容
に

こ
と
を
述
べ
て
、

お
い
て
も
測
定
し

群
の
一
百
韻

し
か
も
す

が
、
貶
謫
も

べ
く
、（
中
略

期
と
重
な
り

こ
ろ
の
東
南

し
た
接
点
に

韻

」
が
、

も
っ
と
も
質
量
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ

と
し
て
定
着
せ
し

と
に
白
居
易
「
東

天
東
南
行
詩
一

そ
れ
で
あ
る

」
に
和

る
が
、
こ
れ

言
古
詩
に
よ

に
「
酬
翰
林

」
が
残
る

ず
か
に
十
首

十
二
補
闕
・

貶
謫
も
し
く
は
退
居
の
失
意
」
に
か
か

。
一
百
韻
形
式
の
創
始
作
と
い
わ
れ
る

鄭
監
・
李
賓
客
一
百
韻
」
は
、
た
し

「
自
叙
」
に
係
る
段
落
を
含
み
持
ち

そ
れ
で
も
な
お
烈
々
た
る
壮
心
を
失

五
言
排
律
が
突
出
し
た
存
在
で
あ
る
こ

で
に
川
口
氏
も
「（
白
居
易
の
）
こ
う

し
く
は
退
居
の
失
意
の
う
ち
に
連
作
さ

）
元

の
波
瀾
に
み
ち
た
時
期
は
正

、
こ
の
両
者
が
と
も
に
一
百
韻
自
照
の

行
一
百
韻
唱
酬
の
二
作
は
、
両
者
の
エ

立
つ
も
の
と
い
え
よ
う
」
と
指
摘
す
る

。
同
時
期
の
元
和
五
年
の
作
で
、

し
た
「
和
夢
遊
春
詩
一
百
韻

は
清
汪
立
名
『
白
香
山
詩
集
』
が
感
傷

る
作
品
で
あ
る
。

に
つ
い
て
は
そ

白
学
士
代

書
一
百
韻

」、「
酬

。
唐
代
の
一
百
韻
形
式
の
五
言
排
律

足
ら
ず
を
数
え
る
の
み
な
の
で
、
こ
の

杜
十
四
拾
遺
・
李
二
十
助
教
員
外
・
竇

七
七

わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

盛
唐
杜
甫
「
秋
日

府
詠

か
に
詩
題
に
「
詠
懐
」
と

州
に
お
け
る
憂
愁
を
訴
え

う
こ
と
な
き
」
詩
人
の
状

と
が
分
か
る
。

し
た
一
百
韻
詩
群
の
大
作

れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す

し
く
白
居
易
の
失
意
の
時

長
詩
を
よ
み
か
わ
し
た
と

ネ
ル
ギ
ー
が
高
ま
り
交
錯

よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
元
白

元

夢
遊
春
七
十
韻

」
が
あ
り
形
式
は
似

詩
に
部
類
す
る
よ
う
に
五

れ
ぞ
れ
寄
贈
さ
れ
た
元

楽
天
東
南
行
詩
一
百
韻

は
こ
れ
ら
を
含
め
て
も
わ

元
和
年
中
の
元
白
唱
和
詩

七
校
書

」
が



韻
詩
は
い
ず
れ
も
贈

に
係
る
詠
懐
を
故
友

い
っ
ぽ
う
道
真
詩
は

と
、
千
言
に
尽
く
し

を
い
っ
て
詠
い
収
め

い
う
い
っ
け
ん
そ
っ

に
理
解
さ
れ
え
な
い

い
た
か
ら
で
あ
る
と

韻
で
あ
る
こ
と
に
よ

え
て
作
っ
て
い
る
こ

な
っ
て
い
る
の
で
あ

こ
の
よ
う
に
元
白

韻
」
を
読
む
こ
と
で

詩
と
の
差
異
は
ま
ず

『
菅
家
後

態
を
詠
っ
た
も
の
で

品
の
方
法
を
継
承
し

左
遷
を
こ
れ
ら
の
詩

あ
る
。
し
た
が
っ
て

動
機
と
し
て
は
、
一

よ
り
も
、
ま
さ
に
白

答
詩
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ

に
理
解
を
求
め
る
意
図
で
製
作
さ
れ
て

こ
の
長
詩
の
結
聯
で
「
叙
意
千
言
裏

た
自
己
の
意
に
共
感
し
て
く
れ
る
人
物

る
。
そ
う
す
る
と
唐
詩
に
は
絶
え
て
見

け
な
い
詩
題
に
も
、
ど
の
よ
う
に
い
っ

詩
人
の
、
万
感
の
思
い
が
託
さ
れ
て
い

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
叙
意
」

っ
て
、
お
の
ず
と
同
形
式
の
白
居
易

と
を
読
む
者
に
理
解
さ
せ
、
意
識
に
上

る
。

の
一
百
韻
詩
を
い
っ
ぽ
う
に
置
い
て

、
こ
の
作
品
の
性
格
も
よ
り
明
確
に
理

詩
題
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
杜
詩
も
含

集
』
と
『
白
氏
文
集
』
と

あ
る
。
元
白
の
長
排
は
い
う
ま
で
も
な

て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
じ
く
憂

群
の
主
題
と
し
た
こ
と
が
杜
詩
と
は
大

道
真
が
「
叙
意
」
詩
を
一
百
韻
形
式
に

百
韻
詩
と
い
う
詩
形
式
一
般
の
性
格
に

居
易
「
東
南
行
」
が
一
百
韻
形
式
に
よ

ら
の
作
品
は
自
己

い
る
の
で
あ
る
。

、
何
人
一
可
憐
」

が
い
な
い
孤
絶
感

な
い
「
叙
意
」
と

て
も
周
囲
の
人
間

る
も
の
と
考
え
ら

大
宰
府
の
風

唯
独
曲
肱
眠

こ
の
段
は
そ

て
き
た
も
の

舎
人
詩
一
百

の
身
の
処
し

習
隠
将

詩
の
形
式
が
一
百

「
東
南
行
」
を
踏
ま

ら
せ
る
仕
掛
け
と

こ
の
「
叙
意
一
百

解
で
き
る
。
元
白

め
て
元
白
の
一
百

老
君
垂

荘
叟
処

性
莫
乖

宗
当
任

殷
勤
斉

洽
恰
寓

右
は
、
第
九

く
こ
の
杜
甫
の
作

情
で
は
あ
っ
て
も

き
く
異
な
る
点
で

よ
っ
て
製
作
し
た

起
因
す
る
と
い
う

っ
て
製
作
さ
れ
て

れ
る
。

そ
の
よ
う

と
の
差
異
を

て
い
る
箇
所

遇
境
虚

遊
談
暗

俗
の
自
己
と
は
相
容
れ
な
い
さ
ま
を
い

」
と
ひ
と
り
口
を
箝
ま
ざ
る
を
え
な

う
し
た
自
己
の
鬱
情
を
慰
め
る
手
段
と

で
あ
る
。
白
居
易
も
「
渭
村
退
居
、
寄

韻

」
に
お
い
て
、
渭
村
退

か
た
を
い
う
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
老

時
背

隠
に
習
い
て
は
時
と
背
く
、

迹
淡

老
君
迹
を
垂
る
こ
と
淡
し
、

身
偏

荘
叟
身
を
処
く
こ
と
偏
な
り

常
道

性
は
常
道
に
乖
く
こ
と
な
し

自
然

宗
は
当
に
自
然
に
任
す
べ
し

物
論

殷
勤
す
斉
物
論
、

言
篇

洽
恰
な
り
寓
言
篇
。

十
五
句
か
ら
第
百
二
句
に
到
る
一
段
で

な
「
叙
意
一
百
韻
」
の
、
白
詩
を
踏
ま

示
す
こ
と
で
、
自
己
の
立
場
を
明
ら
か

は
、
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

生
白

境
に
遇
い
て
虚
に
し
て
白
を

入
玄

遊
談
し
て
暗
に
玄
に
入
る
。

っ
て
、「
与
誰
開
口
説
、

い
状
況
を
詠
ん
で
お
り
、

し
て
老
荘
が
持
ち
出
さ
れ

礼
部
崔
侍
郎
・
翰
林
銭

居
の
境
遇
に
お
け
る
自
己

荘
に
言
い
及
ぶ
。

。、。あ
る
。
こ
の
前
段
で
は
、

七
八

え
て
想
起
さ
せ
つ
つ
そ
れ

に
す
る
方
法
が
よ
く
表
れ

生
ず
、



『
菅
家
後

生
白
」
は
『
荘
子
』

は
『
老
子
』（
第
一
章

夫
題
新
詩
二
首
・
其

澹
入
玄
」
と
あ
る
の

巻
三
一
六
で
は
こ
の

交
加
臂
莫
攘

こ
と
に
「
外
身
宗

辞
に
拠
っ
た
こ
と
が

荘
の
処
世
を
学
ん
で

と
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
道

も
ひ
じ
ょ
う
に
整
然

外
身
宗
老
氏

斉
物
学
蒙
荘

疏
放
遺
千
慮

愚
蒙
守
一
方

楽
天
無
怨
歎

椅
命
不

憤
懣
胸
須
豁

干
名
与
道
妨

集
』
と
『
白
氏
文
集
』
と

（
人
間
世
篇
）
を
踏
ま
え
、
九
十
六

）
に
拠
る
。
し
か
も
こ
の
対
は
白
居

二
・
忘
筌
亭

」
に
「
空

を
学
ん
だ
も
の
で
も
あ
る
。
ち
な
み

聯
の
「
空
室
」
を
「
虚
室
」
に
、「
澹

交
加
臂
攘
ぐ
る
な
し
。

老
氏
、
斉
物
学
蒙
荘
」
の
二
句
は

明
白
で
あ
る
。
し
か
し
白
居
易
に
お
い

、
自
身
の
偏
頗
な
生
き
か
た
を
徹
底
さ

真
の
ば
あ
い
は
、
ま
ず
こ
の
一
段
の
構

と
し
た
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
九

身
を
外
と
す
る
は
老
氏
を
宗
と
す
、

物
を
斉
し
く
す
る
は
蒙
荘
を
学
ぶ
。

疏
放
千
慮
を
遺
る
、

愚
蒙
一
方
を
守
る
。

天
を
楽
し
ん
で
怨
歎
す
る
な
し
、

命
に
椅
り
て

せ
ず
。

憤
懣
胸
須
か
ら
く
豁
に
す
べ
し
、

名
を
干
め
て
は
道
と
妨
ぐ
。

句
目
の
「
入
玄
」

易
「
奉
和
李
大

室
閑
生
白
、
高
情

に
『
文
苑
英
華
』

」
を
「
淡
」
に
そ

用
法
で
あ
る

学
ん
で
、『
荘

た
も
の
と
考

易
「
呉
桜
桃

と
見
え
る
の

、
道
真
が
そ
の
措

て
は
文
字
通
り
老

せ
る
、
そ
の
か
て

成
の
面
か
ら
見
て

十
五
句
目
の
「
虚

殷
勤
陳
篇

う
よ
う
に
、

う
。
白
居
易

殷
勤
採
蕨
歌

寄
礼
部
崔
侍

珍
重
礼

郎

互
文
、
珍
重

は
老
、
九
十

対
句
は
、
梁

と
同
じ
く
、

百
一
句
・
百

と
い
ず
れ
も

る
傾
倒
ぶ
り

「
殷
勤
」
は

れ
ぞ
れ
作
っ

。
道
真
は
原
義
に
拠
り
つ
つ
も
白
詩
に

子
』
に
対
す
る
衷
心
か
ら
な
る
共
感

え
ら
れ
る
。
対
語
の
「
洽
恰
」
は
珍
し

」
に
「
洽
恰
挙
頭
千
万
顆

が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
例
で
あ
る
。
蒋
礼

」
と
見
え
、
五
臣
劉
良
注
に
「
沈
吟
殷

詩
篇
な
ど
を
共
感
を
込
め
て
何
度
も
繰

「
晩
秋
、
有
懐
鄭
中
旧
隠

」
と
同
様
の
用
法
を
見
る
。
た
だ
白
居

郎
・
翰
林
銭
舎
人
詩
一
百
韻
」
に
お

」
と
用
い
て
お
り
、
こ
こ
は
王

氏
が

為
多
謝
・
多
承
義
」
と
説
明
す
る

八
句
目
は
荘
と
対
句
を
構
成
す
る
。
さ

高
允
生
「
王
子
喬
行
」
の
「
仙
化
非

「
常
道
」「
自
然
」
と
い
う
『
老
子
』
の

二
句
の
対
句
は
『
荘
子
』
の
二
篇
に
つ

白
居
易
が
用
い
る
俗
語
的
な
畳
韻
語
を

表
す
。

古
く
宋
謝
荘
「
月
賦
」（『
文
選
』
巻

て
お
り
、
い
っ
そ
う
道
真
の
詩
句
と
似

七
九

お
け
る
俗
語
的
用
法
を
も

の
情
を
言
い
表
そ
う
と
し

い
語
で
、
唐
詩
で
は
白
居

、
婆
娑
払
面
両
三
株
」

鴻
氏
は
敦
煌
変
文
の
用
例

勤
、
習
思
之
深
也
」
と
い

り
返
し
吟
ず
る
こ
と
を
い

」
に
「
寥
落
帰
山
夢
、

易
は
先
の
「
渭
村
退
居
、

い
て
も
「
殷
勤
翰
林
主
、

「
殷
勤

与

珍
重

感
謝
の
意
を
表
す
俗
語
的

ら
に
九
十
九
句
・
百
句
の

常
道
、
其
義
出
自
然
」

鍵
語
を
用
い
て
構
成
し
、

い
て
、「
殷
勤
」「
洽
恰
」

も
っ
て
『
荘
子
』
に
対
す

十
三
）
に
「
沈
吟
斉
章
、

る
。
つ
い
で
九
十
七
句
目



よ
う
に
は
享
受
せ
ず

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
対
自

き
着
く
と
こ
ろ
は
、

う
ご
め
き
で
あ
る
。

揺
の
ま
ま
に
舒
述
す

か
ら
の
十
二
句
か
ら

あ
っ
て
、
そ
の
生
き

て
あ
る
。
こ
の
「
遊

安
仁
河
陽
県
詩
」
に

清
談
や
玄
談
と
同
じ

に
は
そ
の
具
体
的
な

家
文
草
』
巻
四

も
老
荘
を
、
白
居
易

『
菅
家
後

か
ら
こ
の
語
が
唐
代

明
す
る
。
道
真
は
『

上
句
の
「
殷
勤
」
と

段
は
き
わ
め
て
整
然

内
容
に
つ
い
て
は

感
を
示
す
も
の
の
、

に
、
思
索
の
た
め
の
動
機
と
な
る
書
物

的
存
在
と
し
て
の
老
荘
を
契
機
と
し
た

や
は
り
前
節
で
見
た
の
と
同
様
、
止
む

そ
れ
は
波
戸
岡
旭
氏
の
い
う
、「
自
分

る
手
法
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
前
段

な
る
一
段
は
、
大
宰
府
に
お
け
る
道
真

か
た
は
ど
こ
ま
で
も
同
一
化
し
え
な
い

談
」
と
は
梁
劉
孝
綽
「
上
虞
郷
亭
観

「
遊
談
侍
名
理
、
搦
管
創
文
章

く
老
荘
に
か
か
わ
る
自
由
な
哲
学
的
談

現
れ
と
し
て
、
寛
平
二
年
の
「
逍
遥

）
が
す
で
に
あ
っ
た
。
つ
ま

の
よ
う
に
そ
の
偏
頗
な
生
き
か
た
を
自

集
』
と
『
白
氏
文
集
』
と

の
俗
語
的
畳
韻
語
で
、「
多
而
密
的
意

荘
子
』
の
寓
言
の
言
語
的
豊
饒
性
を
こ

対
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

と
し
た
構
成
を
持
つ
こ
と
が
分
か
る
。

老
荘
の
偏
頗
な
生
き
か
た
に
「
淡
し

そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
遊
談
」
の
お
り
の

と
し
て
依
拠
し
て

思
索
の
果
て
に
行

こ
と
な
き
詩
心
の

の
心
の
動
揺
を
動

に
続
く
第
百
三
句

に
と
っ
て
の
詩
が

こ
の
一
段
に

と
で
、
道
真

去
夏
微

今
春
席

天
涯
書

泉
下
哭

謾
写
詩

彼
岸
の
存
在
と
し

濤
津

、
学
潘

」
と
あ
る
よ
う
に
、

論
を
い
う
。
道
真

遊
詩
」
三
首
（『
菅

り
道
真
は
こ
こ
で

己
の
も
の
と
す
る

銷
憂
羨

詞
拑
触

筆
禿
述

草
得
誰

句
無
人

思
将
臨

詠
取
着

思
」
を
持
つ
と
説

の
語
で
表
し
て
、

の
よ
う
に
こ
の
一

」「
偏
な
り
」
と
共

理
知
的
な
態
度
で

い
か
な
る
存

景
致
幽

風
情
癖

文
花
何

感
緒
此

慰
志
憐

つ
い
て
も
白
居
易
「
東
南
行
」
の
次
の

の
詩
に
対
す
る
姿
勢
は
よ
り
鮮
明
に
な

之
瘧

去
夏
微
之
瘧
す
、

八

今
春
席
八

す
。

達
否

天
涯
よ
り
書
達
す
る
や
否
や

知
無

泉
下
に
て
哭
知
る
や
無
や
。

盈
巻

謾
に
写
し
て
詩
巻
に
盈
つ

仲
宣

憂
を
銷
し
て
仲
宣
を
羨
む
。

忌
諱

詞
は
忌
諱
に
触
る
る
に
拑
む

癲

筆
は

癲
を
述
ぶ
る
に
禿
ぶ

相
視

草
は
誰
に
か
相
視
す
を
得
ん

共
聯

句
は
人
の
共
に
聯
ぬ
る
な
し

紙
写

思
い
て
は
紙
に
臨
ん
で
写
す

燈
燃

詠
み
て
は
燈
を
著
け
て
燃
や

在
で
あ
る
か
を
如
実
に
語
る
も
の
で
あ

於
夢

景
致
夢
よ
り
も
幽
な
り
、

未
痊

風
情
癖
未
だ
痊
え
ず
。

処
落

文
花
何
れ
の
処
に
か
落
つ
る

間
牽

感
緒
こ
の
間
に
牽
か
る
。

馮
衍

志
を
慰
め
て
馮
衍
を
憐
れ
む

一
段
を
対
照
し
て
読
む
こ

る
と
考
え
る
。

、、 、。、。、す
。

八
〇

る
。

、、



『
菅
家
後

言
及
さ
れ
う
る
の
で

う
結
聯
に
、
い
さ
さ

と
の
可
能
性
を
信
じ

こ
の
白
居
易
の
姿

望
的
で
あ
る
。
そ
れ

三
聯
の
「
謾
写
」「
空

が
表
れ
て
い
る
。
こ

の
聯
下
に
「
去
年
聞

往
還
、
能
無
慟
乎
」

絶
し
た
地
に
あ
っ
て

し
か
し
そ
こ
に
は
「

た
る
「
旧
歓
娯
」
の

只
添
新
悵
望

豈
復
旧
歓
娯

壮
志
因
愁
減

衰
容
与
病
倶

相
逢
応
不
識

満
頷
白
髭
鬚

い
ま
引
い
た
箇
所
は

空
盛
酒
満
壺

集
』
と
『
白
氏
文
集
』
と

あ
る
。「
衰
容
」
の
た
め
に
識
別
が
不

か
戯
画
化
さ
え
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の

て
詠
わ
れ
て
い
る
ゆ
え
と
考
え
ら
れ
る

勢
に
対
し
て
道
真
の
詩
に
つ
い
て
の
感

は
た
し
か
に
金
原
理
氏
の
い
う
よ
う

盛
」
と
い
う
行
為
に
、
こ
の
お
り
の

の
聯
は
前
二
聯
を
受
け
た
も
の
で
、「

元
九
瘴
瘧
、
書
去
竟
未
報
。
今
春

と
自
注
す
る
よ
う
に
、
白
居
易
の
虚

故
知
と
の
往
還
が
絶
え
た
こ
と
に
あ
る

新
悵
望
」
が
加
わ
っ
た
と
し
て
も
友
と

拠
り
所
が
あ
り
、「
壮
志
」
は
す
り
減

只
だ
新
悵
望
を
添
う
、

豈
に
旧
歓
娯
を
復
び
せ
ん
や
。

壮
志
愁
に
因
り
て
減
ず
、

衰
容
病
と
倶
に
す
。

相
逢
う
も
応
に
識
ら
ざ
る
べ
し
、

頷
に
満
つ
る
白
髭
鬚
。

「
東
南
行
一
百
韻
」
の
結
尾
部
で
あ
る

空
し
く
盛
り
て
酒
壺
に
満
つ
。

可
能
だ
ろ
う
と
い

は
、「
相
逢
う
」
こ

。慨
は
は
る
か
に
絶

に
、「
左
遷
と
い
う

そ
の
よ
う

「
此
の
間
」
に

白
「
上
皇
西

及

此
間

無

向
此
間
来

白
居
易
の
虚
無
感

天
涯

、
泉
下

」

聞
席
八
没
、
久
与

無
感
の
因
由
が
隔

こ
と
が
分
か
る
。

時
を
共
に
し
た
確

っ
た
と
い
え
ど
も

独
の
営
為
と

因
成
三
十
韻

因
成
中

三
十
韻

に
、「
一
人
が

に
歌
詩
を
作

集
団
」
に
お

れ
た
孤
絶
し

。
引
用
箇
所
の
第

か
で
詠
出
さ

の
自
覚
自
体

で
あ
っ
た
。

り
も
徹
底
し

行
」
と
の
対

か
で
現
在
の

得
誰
相
視
、

限
界
状
況
に

な
状
況
に
あ
っ
て
も
「
風
情
の
癖
」

牽
か
れ
て
自
ず
と
湧
き
起
こ
っ
て
し

巡
南
京
歌
十
首
・
其
二
」
に
「
草
樹

」、
中
唐
裴
度
「
真

寺
」
に
「
上
界

」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
詩
人
の
眼
前

し
て
あ
る
。「
共
聯
」
と
は
、
白
居
易

」
に
答
え
た
、
元

上

」
に
「
排
韻
曽
遥
答
、
分

数
物
を
次
序
に
よ
っ
て
詠
じ
」
る
「

る
「
唱
和
集
団
の
文
学
」
の
方
法
で
あ

け
る
文
学
形
式
を
対
岸
に
見
据
え
て
、

た
状
況
を
あ
ぶ
り
出
す
の
で
あ
る
。

れ
た
も
の
で
あ
」
る
に
は
違
い
な
い
が

は
す
で
に
讃
岐
守
時
代
の
歌
詩
に
じ
ゅ

讃
岐
守
時
代
の
詩
を
め
ぐ
る
状
況
と
の

た
孤
絶
感
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
い

照
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
明
ら
か
と
な
る

状
況
認
識
を
行
う
白
居
易
詩
に
対
し
て

句
無
人
共
聯
」
に
見
る
よ
う
に
、

遭
遇
し
て
、
詩
人
と
し
て
の
自
覚
が
明

八
一

は
止
ま
ず
、「
感
緒
」
は

ま
う
。「
此
間
」
は
盛
唐
李

雲
山
如
錦

、
秦
川
得

不

知
何
処
去
、
西
天
移

に
あ
る
詠
詩
の
対
象
と
な

「
江
楼
夜
吟
元
九
律
詩
、

酬
下

楽
天
江
楼
夜
吟

詩
、

題
幾
共
聯
」
と
あ
る
よ
う

分
題
」
に
お
い
て
、
と
も

っ
た
。
そ
う
し
た
「
唱
和

道
真
は
い
ま
自
己
の
置
か

、
そ
う
し
た
詩
人
と
し
て

う
ぶ
ん
に
看
取
し
え
た
の

決
定
的
な
差
異
は
な
に
よ

ま
掲
げ
た
白
居
易
「
東
南

。
故
友
と
の
関
係
性
の
な

、
道
真
の
ば
あ
い
は
「
草

詠
詩
は
ひ
た
す
ら
な
る
孤

確
に
意
識
さ
れ
て
い
く
な



精
神
の
存
在
様
態
を

ろ
が
残
る
が
、
道
真

と
を
明
ら
か
に
し
た

た
詩
人
の
思
い
が
燃

つ
ん
と
灯
っ
た
火
、

は
し
え
な
い
漆
黒
の

度
な
の
で
あ
る
。
そ

業
と
し
て
筆
先
を
潰

を
「

癲
」
と
い
う

く
の
消
閑
と
し
か
い

れ
た
語
な
の
で
あ
る

こ
の
一
段
の
結
聯

写
詩
盈
巻
、
空
盛
酒

『
菅
家
後

る
嘱
目
の
景
を
い
う

れ
る
」
こ
と
を
憚
っ

ひ
た
す
ら
「

癲
」

「
詞
拑
触
忌
諱
」
と

『
三
国
志
』（
魏
書
・

建
一
言
、
開
一
説

い
う
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
後
句
は
明

詩
に
お
け
る
燈
火
が
詩
人
の
孤
心
の
喩

山
本
登
朗
氏
の
卓
説
に
よ
れ
ば
、
こ
こ

焼
す
る
こ
と
を
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら

し
か
も
あ
た
り
は
そ
の
光
に
よ
っ
て
は

闇
が
広
が
る
の
み
な
の
で
あ
る
。

う
で
き
な
い
状
況
に
お
い
て
、
そ
れ
で

し
て
ま
で
詩
を
作
ろ
う
と
し
て
し
ま
う

語
は
十
二
分
に
表
現
す
る
。
価
値
の
見

い
よ
う
の
な
い
行
為
を
せ
ざ
る
を
え
な

。「
思
将
臨
紙
写
、
詠
取
著
燈
燃
」
は

満
壺
」
に
見
ら
れ
た
虚
無
感
を
通
り

集
』
と
『
白
氏
文
集
』
と

。
し
か
し
そ
う
し
て
詠
出
さ
れ
た
歌

て
口
を
「
拑
」
ま
ざ
る
を
え
な
い
状
況

粗
野
で
物
狂
お
し
い
こ
と
ば
だ
け
を
連

は
い
う
ま
で
も
な
く
儒
家
の
本
分
に

巻
二
十
一
・
衛
覬
列
伝
）
に
「
誰
能
犯

哉
」
と
見
え
る
の
が
、
君
側
の
士
大

快
で
は
な
い
と
こ

と
な
っ
て
い
る
こ

も
や
は
り
詠
じ
え

れ
る
。
暗
闇
に
ぽ

け
っ
し
て
明
る
く

同
時
期
に

出

門

を
も
つ
歌
詩

山
本
登
朗
氏

う
ま
で
も
な

で
も
私
は
菅

り
沿
い
な
が

い
て
な
お
詩
人
の

、
背
反
す
る
心
情

出
せ
な
い
ま
っ
た

い
苦
衷
が
込
め
ら

、
白
居
易
の
「
謾

越
し
て
、
極
北
の

「
痛
々
し
い
ほ

期
の
な
か
で

じ
た
。
そ
れ

立
て
る
か
の

初
期
に
こ
の

に
よ
っ
て
自

こ
と
を
表
す

詩
も
、「
忌
諱
に
触

で
あ
る
か
ら
に
は
、

ね
る
し
か
な
い
。

悖
る
行
為
で
あ
る
。

顔
色
、
触
忌
諱
、

夫
の
採
る
べ
き
態

焼
山
廣
志

三
期
に
分
け

喜
元
（
九
〇

三
期
は
延
喜

は
な
お
本
稿
の
冒
頭
で
ふ
れ
た
よ
う
に

」
と
い
っ
た
明
ら
か
に
白
居
易
詩
を

作
品
が
存
す
る
。
こ
の
二
作
に
つ
い
て

、
焼
山
廣
志
氏
に
そ
れ
ぞ
れ
専
論
が
備

く
白
詩
と
の
距
離
の
測
定
を
示
し
た
も

野
氏
が
こ
れ
ら
の
道
真
詩
に
は
「
白
詩

ら
、
そ
の
本
質
的
な
詩
趣
に
乖
離
的
傾

ど
の
心
の
葛
藤
が
作
品
の
根
底
に
流

も
、
こ
と
に
目
を
引
く
長
大
な
規
模
の

ら
は
特
定
の
白
居
易
詩
を
取
り
上
げ
て

よ
う
に
し
て
詠
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

よ
う
な
作
品
が
集
中
し
て
製
作
さ
れ
た

己
の
置
か
れ
た
状
況
に
応
じ
た
詩
境
を

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

氏
は
大
宰
府
謫
居
時
代
の
道
真
の
歌
詩

て
概
観
す
る
。
そ
の
第
一
期
は
昌
泰
四

一
）
年
秋
、
第
二
期
は
延
喜
元
年
初
冬

二
年
春
か
ら
延
喜
二
年
冬
ま
で
と
す
る

、「
自
詠

」、「
不

意
識
し
た
、
白
詩
に
同
題

は
す
で
に
菅
野
禮
行
氏
、

わ
る
。
い
ず
れ
の
論
も
い

の
と
な
っ
て
い
る
。
な
か

の
表
現
や
題
材
な
ど
に
拠

向
が
見
ら
れ
た
も
の
が
あ

れ
て
い
る
」
と
す
る
第
一

二
篇
の
作
品
に
つ
い
て
論

、
そ
れ
へ
の
異
議
を
申
し

る
。
大
宰
府
謫
居
の
ご
く

こ
と
は
、
そ
う
す
る
こ
と

策
定
し
よ
う
と
し
て
い
た

八
二

作
品
を
詩
風
の
変
遷
か
ら

（
九
〇
一
）
年
春
か
ら
延

か
ら
延
喜
二
年
早
春
、
第

。
本
稿
で
は
、
焼
山
氏
が



『
菅
家
後

下
定
雅
弘
氏
『

谷
口
孝
介
、
前

小
川

樹
氏
『

二
一
四
頁
。

川
口
久
雄
氏
「

叙
意
一
百
韻
を
め

金
子
彦
二
郎
氏

｜
』

林
舎
、
一

谷
口
孝
介
「
菅

花
房
英
樹
氏
『

九
頁
。

妹
尾
達
彦
氏
「

一

白
居
易
の
文

谷
口
孝
介
「『
菅

〇
年
。

花
房
英
樹
氏
、

期
に
わ
た
る
作
品
を

な
る
も
の
で
は
あ
る

で
あ
る
。
つ
ま
り
大

る
た
め
に
対
自
的
存

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注
る
」
と
指
摘
す
る
点

集
』
と
『
白
氏
文
集
』
と

白
氏
文
集
を
読
む
』
勉
誠
出
版
、
一
九
九
六

掲
注

。

中
国
詩
人
選
集

別
巻

唐
詩
概
説
』
岩
波

菅
原
道
真
の
文
学
と
元

・
白
楽
天
の
文
学

ぐ
っ
て
｜
」
太
宰
府
天
満
宮
文
化
研
究
所
編

『
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
｜
道
真
の

九
七
八
年
、
一
〇
二
頁

一
〇
四
頁
。

家
後
集
の
成
立
」「
中
古
文
学
」
三
九
、
一

白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究
』
朋
友
書
店
、
一

白
居
易
と
長
安
・
洛
陽
」
太
田
次
男
氏
他
編

学
と
人
生

』
勉
誠
出
版
、
一
九
九
三
年
。

家
文
草
』
の
詩
体
と
脚
韻
」「
同
志
社
国
文

前
掲
注

書
、
二
〇
頁
。

対
象
と
し
て
論
じ
て
お
り
、
結
論
も
本

が
、
白
詩
受
容
の
様
態
の
指
摘
は
ま
さ

宰
府
謫
居
時
代
の
道
真
は
、
自
己
の
存

在
と
し
て
の
『
白
氏
文
集
』
を
必
要
と

は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
菅
野
氏
は

年
、
四
五
四
頁
。

書
店
、
一
九
五
八
年
、

｜
太
宰
府
に
お
け
る

『
菅
原
道
真
と
太
宰

の
解
釈
を

〇
三
年
。

菅
野
禮

店
、
一
九

山
本
登

九
七
年
。

文
学
研
究
篇
第
二
冊

九
八
七
年
。

九
七
四
年
再
版
、
三

『
白
居
易
研
究
講
座

学
」
三
三
、
一
九
九

化
研
究
所

金
原
理

七
頁
。

谷
口
孝

「
文

言
花
房
英

山
本
登

九
九
八
年

焼
山
廣

稿
の
立
場
と
は
異

に
氏
の
い
う
通
り

立
基
盤
を
確
定
す

し
て
い
た
と
考
え

同
右
。

高
木
正

金
子
彦

王

氏

二
八
六
頁

蒋
礼
鴻

九
八
一
年

谷
口
孝

四
年
。

波
戸
岡

道
真
の
生
涯
の
全

府
天
満
宮

通
し
て
｜
」
和
漢
比
較
文
学
会
編
『
菅
原
道

行
氏
『
平
安
初
期
に
お
け
る
日
本
漢
詩
の
比

八
八
年
。

朗
氏
「
謫
居
と
閑
居
｜
大
宰
府
の
菅
原
道

紀
要
」
一
一
、
一
九
九
一
年
。

氏
『
平
安
朝
漢
詩
文
の
研
究
』
九
州
大
学
出

介
「
詩
人
の
感
興
｜
菅
原
道
真
「
讃
州
客

語
研
究

文

篇
」
四
六
、
二
〇
〇
四
年
。

樹
氏
『
白
居
易
研
究
』
世
界
思
想
社
、
一
九

朗
氏
「
灯
火
と
孤
心
｜
菅
原
道
真
の
詩
の

。志
氏
「『
菅
家
後
集
』
編
纂
事
情
の
一
考
察

一
氏
『
杜
甫
』
中
央
公
論
新
社
、
一
九
六
九

二
郎
氏
、
前
掲
注

書
、
二
〇
一
頁
。

『
詩
詞
曲
語
辞
例
釈
（
増
訂
本
）』
中
国
、

。氏
『
敦
煌
変
文
字
義
通
釈
（
増
訂
本
）』
中

、
二
五
〇
頁
。

介
「
菅
原
道
真
と
「
逍
遥
遊
」」「
日
本
語
と

旭
氏
「
菅
原
道
真
の
「
舒
意
一
百
韻
」
に
つ

上
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
。

八
三 真

論
集
』
勉
誠
出
版
、
二
〇

較
文
学
的
研
究
』
大
修
館
書

真
｜
」「
礫
」
一
三
〇
、
一
九

版
会
、
一
九
八
一
年
、
二
七

中
之
詩
」
啓
進
の
意
図
｜
」

七
一
年
、
二
〇
八
頁
。

世
界
｜
」「
礫
」
一
四
〇
、
一

｜
巻
尾
の
詩
「
謫
居
春
雪
」

年
、
一
八
〇
頁
。

中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
、

国
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一

日
本
文
学
」
三
九
、
二
〇
〇

い
て
」「（
無
窮
会
）
東
洋
文



『
菅
家
後

焼
山
廣
志
氏
「

研
究
」
三
六
、
二

「
九
州
大
谷
情
報
文

菅
野
禮
行
氏
「

〔
付
記
〕
本
稿
は
、

「
日
本
古
典
和
歌
に

者
、
芳
賀
紀
雄
筑

集
』
と
『
白
氏
文
集
』
と

菅
原
道
真
研
究
｜『
菅
家
後
集
』
全
注
釈（
一

〇
〇
一
年
、「
菅
原
道
真
研
究
｜『
菅
家
後
集

化
」
二
九
、
二
〇
〇
一
年
。

菅
原
道
真
の
白
詩
受
容
」「
斯
文
」
一
一
〇

平
成
十
六
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費

お
け
る
中
国
文
学
受
容
に
つ
い
て
の
通
時

波
大
学
大
学
院
教
授
）
に
よ
る
研
究
成
果
の

）｜
」「
国
語
国
文
学

』
全
注
釈（
三
）｜
」

、
二
〇
〇
二
年
。

補
助
金
基
盤
研
究

的
研
究
」（
研
究
代
表

一
部
で
あ
る
。

八
四


