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山
上
憶
良
と
そ
の
｢
沈
痾
自
哀
の
文
｣

‖

H

岩
波
文
庫
の

創
刊
さ
れ
た
の
は
昭
和
二

(
一
九
二
七
)
年
七
月
十
日
で
あ
っ

た
｡

一
茶
の

『
お
ら
が
春

･
我
春
集
』
を
は
じ
め
二
十
二
点
｡
続
い
て
八
月

一

日
付
､
『古
事
記
』
な
ど
五
点
'
次
い
で
九
月
五
日
付
､
佐
佐
木
信
綱
編

『新
訓

薦
葉
集
』
上
巻
が
出
た
｡
ド
イ
ツ
の
レ
ク
ラ
ム
文
庫
に
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
'

☆

1
つ
が
百
べ
I
.シ
内
外
で
､
単
価
二
十
銭
､
『高
菜
集
』
上
巻
は
☆
四
つ
で
､

定
価
八
十
銭
で
あ
っ
た
｡
菊
半
裁
､
い
わ
ゆ
る
文
庫
判
で
､
紙
装
､
総
ペ
ー
ジ

四
二
二
で
あ
っ
た
｡
次
い
で
下
巻
は
同
年
の
十
月
十
日
に
出
た
｡
三
四
〇
頁
､

☆
三
つ
､
六
十
銭
で
あ
っ
た
｡

現
在
､
上
巻
､
五
五
〇
円
で
'
下
巻
四
五
〇
円
､
あ
れ
か
ら
戦
争
を
挟
ん
で

五
十
余
年
に
な
る
と
は

い
え
'
イ
ン
フ
レ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
'
物
価
が
ケ
タ

違
い
に
暴
騰
し
た
こ
と
に
は
驚
く
｡
の
っ
け
に
と
ん
だ
事
を
書
い
て
し
ま
っ
た

が
､
私
が
初
め
て
薦
菓
集
を
読
ん
だ
の
は
'
岩
波
文
庫
が
創
刊
さ
れ
て
間
も
な

く
'
昭
和
二
年
の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
で
あ
っ
た
と
思
う
｡
二
十
歳
前
後
の
'

向
こ
う
見
ず
の
蛮
勇
で
､
何
の
心
用
意
も
な
し
に
､
古
語
の
知
識
も
ほ
と
ん
ど

無
し
で
'
ぶ
っ
つ
け
に
読
ん
だ
｡
解
説
書
も
手
も
と
に
は
な
く
'
手
頃
な
古
語

辞
典
も
当
時
は
恐
ら
-
出
版
さ
れ
て
な
か
っ
た
の
で
'
全
く
の
徒
手
空
拳
で
寓

葉
集
を
読
ん
だ
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
で
､
け
っ
こ
う
分
か
っ
た

(
と
思
え
た
)

長

谷

川

鑛

平

し
､
従
っ
て
け
っ
こ
う
面
白
か
っ
た
｡
三
､
四
カ
月
で
上
下
と
も
読
み
通
し
終

え
た
こ
と
と
記
憶
す
る
｡
感
激
'
ひ
と
し
お
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
て
'
そ
の

結
果
､
若
干
の
愛
諭
歌
も
出
来
た
L
t
と
り
わ
け
柿
本
人
麻
呂
ら
の
長
歌
に
憤

倒
し
､
当
時
夢
中
に
な
っ
て
い
た
短
歌
に
､
大
胆
な
模
倣
を
こ
こ
ろ
み
た
り
し

て
､
や
や
得
意
で
あ
っ
た
｡

若
干
た
っ
て
､
友
人
か
ら
土
屋
文
明
の
'
後
年

『寓
薬
集
私
注
』
に
ま
と
め

ら
れ
た
注
釈
本
の
､
巻
二
か
の
部
分
を
貰
い
､
読
ん
で
み
た
と
こ
ろ
､
私
が
無

用
意
で
､
ぶ
っ
つ
け
本
番
に
読
み
､
理
解
で
き
た
つ
も
り
で
感
激
し
て
い
た
の

が
､
実
は
､
お
お
む
ね
私
の
個
人
的
私
解
で
'
専
門
家
か
ら
見
れ
ば
､
文
字
通

り
誤
解

･
誤
釈
に
類
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
知

っ
た
｡
そ
こ
で
文
明
の
私

注
に
従
っ
て
読
み
直
し
て
み
る
と
､
意
味
は
な
る
ほ
ど

1
往
通
る
が
､
索
然
と

し
て
､
い
っ
こ
う
に
私
の
心
胸
に
訴
え
て
こ
な
い
｡
こ
れ
は
お
か
し
い
｡
文
字

の
意
味
が
大
体
正
し
く
分
か
り
､
全
体
の
大
意
が
ほ
は
大
過
な
-
つ
か
み
得
ら

れ
れ
ば
､
そ
の
歌
の
詩
的
理
解
も
お
の
ず
か
ら
達
成
さ
れ
る
は
ず
で
､
詩
的
鑑

賞
享
受
も
当
然
､
盛
り
上
が

っ
て
来
て
よ
い
は
ず
な
の
に
､
い
っ
こ
う
に
面
白

く
も
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

こ
れ
は
お
か
し
い
､
と
､
そ
の
と
き
痛
感
し
た
｡
外
国
文
学
を
読
む
｡
原
文

で
読
み
'
も
し
く
は
観
訳
で
読
む
｡
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
少
な
-
な
い
が
'

そ
れ
で
い
て
'
け
っ
こ
う
面
白
い
｡
あ
と
か
ら
検
討
し
て
み
る
と
､
か
な
り
の
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割
合
に
誤
解

･
誤
釈
が
ま
ざ
れ
込
ん
で
'
こ
の
誤
解

･
誤
釈
が
む
し
ろ
読
後
の

感
興
を
盛
り
上
げ
る
の
に
役
立

っ
て
い
る
こ
と
を
'
ま
ま
知

っ
た
｡
縁
遠
い
も

の
に
感
激
L
t
そ
の
結
果
'
こ
ち
ら
側
の
感
興
と
創
意
が
か
き
立
て
ら
れ
る
の

に
は
'
事
実
上
は
､
こ
ち
ら
側
の
誤
解
と
勘
違
い
が
'
積
極
的
に
あ
ず
か
っ
て

か
な
り
力
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
､
知
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
古
典
と
い

う
も
の
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
O

つ
ま
り
､
私
が
若
き
日
､
寓
葉
集
に
打
ち
込
ん
だ
の
は
､
注
釈
も
な
し
に
'

い
き
な
り
読
ん
で
'
私
な
り
に
受
け
取

っ
た
こ
と
に
依
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
｡
素
人
は
古
典
に
対
し
て
ほ
こ
れ
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思

っ
た
｡
例
え
ば
『源
氏
物
語
』
は
､
言
語
的
に
歯
が
た
た
な
い
｡
従

っ
て
受
容
の

し
ょ
う
が
な
い
｡
そ
こ
へ
行
-
と

『古
事
記
』
'
『
日
本
書
紀
』
､
さ
て
は

『竹
取

物
語
』
『落
窪
物
語
』
『伊
勢
物
語
』
な
ど
は
､
我
流
に
読
ん
で
も
､

7
往
分
か
っ

た
よ
う
な
気
が
す
る
L
t
且
つ
け
っ
こ
う
面
白
い
｡
素
人
は
そ
れ
で
よ
い
の
で

は
な
い
か
と
私
は
思
い
'
私
は
多
年
､
学
生
諸
君
に

『寓
葉
集
』
を
い
き
な
り

通
読

･
読
破
す
る
こ
と
を
す
す
め
て
き
た
が
､
そ
れ
を
真
に
受
け
て
実
行
し
て

-
れ
た
者
は
､
甚
だ
し
く
乏
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
同
じ

『高
菜
集
』
で
も

武
田
祐
吉
校
誌
の
角
川
文
庫
本
は
､
些
少
な
が
ら
脚
誌
が
あ
る
の
で
'
あ
の
程

度
の
補
強
が
あ
れ
ば
'
け
っ
こ
う
味
読
で
き
る
は
ず
な
の
で
あ
る
が
-

0

2

あ
ら
で
も

の
前
置
き
が
長
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

五
十
年
前
､
そ
う
い
う
読
み
方
で
､
山
上
憶
良
の

｢病
に
沈
み
て
自
ら
哀
し

む
文
｣
を
読
ん
で
驚
嘆
こ
れ
を
久
し
-
し
た
こ
と
を
'
今
に
覚
え
て
い
る
｡
い

つ
の
日
か
､
そ
の
､
岩
波
文
庫
で
五
ペ
ー
ジ
余
り
､
は
ば
六
ペ
ー
ジ
の
長
文
を

じ
っ
く
り
読
み
返
し
'考
え
て
み
た
い
と
思
い
な
が
ら
､半
世
紀
経

っ
て
し
ま
っ

た
｡
本
年
､
特
定
個
人
の
知
的
業
績
に
伝
記
を
か
ら
め
て
､
哲
学
な
る
も
の
を

考
え
て
み
よ
う
と
い
う
思
い
つ
き
に
従

っ
て
､
ま
ず
山
上
憶
良
を
採
り
上
げ
た

に
つ
い
て
は
､
私
と
し
て
は
､
叙
上
の
よ
う
な
私
史
-
秘
史
が
あ

っ
た
わ
け
で

あ
る
が
'大
講
堂
で
の
講
義
の
テ
ー
マ
に
し
た
こ
と
は
'
ま
ん
ま
と
失
敗
で
あ

っ

た
L
t
今
'
読
み
返
し
て
み
る
と
､
仰
仰
し
い
表
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
内
容

は
案
外
に
貧
素
で
､
当
時
の
最
高
知
識
人
の
､
知
的
レ
パ
ー
ト
リ
を
の
ぞ
き
見

す
る
こ
と
は
出
来
る
が
'
憶
良
の
本
音
は
､
つ
い
に
聞
き
取
り
得
な
い
よ
う
な

気
も
す
る
｡
憶
良
が
案
外
に
俗
物
で
'
生
涯
'
孜
孜
と
し
て
学
ん
だ
も
の
を
ひ

け
ら
か
し
て
は
あ
る
が
'
多
年
の
病
苦
に
苦
し
み
疲
れ
て
､
い
た
ず
ら
に
陳
腐

な
愚
痴
を
な
ら
べ
立
て
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ょ
う
が
な
い
｡
当
時
'

エ
ッ

セ
イ
と
か
､
小
論
文
と
い
う
よ
う
な
表
現
形
態
が
､
ま
だ
わ
が
国
に
開
発
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
の
で
'
憶
良
に
し
て
も
､
ど
う
表
現
し
て
よ
い
か
'

-

長
歌

と
し
て
､
う
た
い
上
げ
る
の
な
ら
は
と
も
か
く
､
哲
学
的
に
自
分
の
考
え
を
つ

き
つ
め
て
述
べ
る
こ
と
は
､
た
や
す
く
出
来
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡

憶
良
は
'
例
え
は

『抱
朴
子
』
を
愛
読
し
た
ら
し
い
が
'
そ
れ
な
ら
､
せ
め

て
あ
の
形
式
を
学
ん
で
､
存
分
に
､
彼
の
ひ
そ
か
に
信
じ
て
い
た
と
こ
ろ
を
吐

露
し
て
お
い
て
く
れ
た
ら
t
と
悔
や
ま
れ
る
｡

そ
れ
に
し
て
も

｢
子
等
を
思
ふ
歌
｣
と
か
､
｢貧
窮
問
答
の
歌
｣
と
か
､
特
異

な
問
題
を
取
り
あ
げ
な
が
ら
､
つ
い
に
相
聞
の
歌
を

l
首
も
の
こ
さ
な
か
っ
た

憶
良
は
'
や
は
り
､
そ
れ
な
り
に
変
わ
っ
て
い
た
｡
恋
愛
す
る
こ
と
が
男

一
人

前
の
資
格
の

l
つ
で
も
あ

っ
た
当
時
'
恋
愛
歌
を

一
つ
も
の
こ
さ
な
か
っ
た

t

作

っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
､
残
ら
な
か
っ
た
-

歌
人
は
､
こ
れ
を
L
も

歌
人
と
い
う
な
ら
-

憶
良
以
外
､
『寓
葉
集
』
に
は
ひ
と
り
も
質
例
が
見
出
さ

れ
な
い
由
で
あ
る
｡

3

さ
て
､
と
も
か
-
も

｢沈
病
自
京
の
文
｣

に
入
る
こ
と
に
し
よ
-
｡
素
人
の
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悲
し
さ
､
誰
か
の
訓
読
し
た
も
の
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
､
若
干
考
量
し
た

上
で
､
大
体
､
日
本
古
典
文
学
大
系
本

『前
葉
集
』
二

(高
木
市
之
助

･
五
味

智
英

･
大
野
晋
校
註
)
の
訓
読
と
､
洋
紀
久
孝
の

『寓
菓
集
注
釈
』
の
訓
読
と

を
折
衷
し
､
そ
れ
に
若
干
の
私
意
を
加
え
た
も
の
に
し
た
｡
(
た
だ
し
､
な
る
べ

く
ル
ビ
を
避
け
る
た
め
'
可
能
な
限
り
ひ
ら
が
な
に
し
て
み
た
｡
)

で
ん
し
よ
く

〔
〓

ひ
そ
か
に
お
も
ひ
み
る
に
､
朝
夕
に
山
野
に

佃

食

す

る
者
す
ら
､
猶

し
災
害
無
く
し
て
世
を
わ
た
る
こ
と
を
得
､
〔原
割
注
･以
下
同
=
謂
ふ
と
こ
ろ
は
､

常
に
弓
箭
を
執
り
六
斎
を
避
け
ず
､
あ
ふ
所
の
禽
獣
､
大
小
､
卒
め
る
と
卒
ま
ざ
る
と
を
論

ぜ
ず
､
並
び
に
皆
殺
し
食
ひ
､
こ
れ
を
以
ち
て
業
と
す
る
者
を
い
ふ
｡〕
昼
夜
河
海
に
釣

漁
す
る
老
す
ら
'
尚
し
慶
福
あ
り
て
経
俗
を
全
く
す
｡
〔謂
ふ
と
こ
ろ
は
､
漁
夫

潜
女
お
の
お
の
勤
む
る
所
あ
り
'
男
は
手
に
竹
竿
を
把
り
て
能
-
波
浪
の
上
に
釣
り
､
女
は

腰
に
ノ
･･,･カ
ゴ
を
帯
び
'
潜
り
て
深
霞
の
底
に
採
る
者
を
い
ふ
.〕
況
ん
や
我
胎
生
よ

り
今
日
に
至
る
ま
で
に
､
み
づ
か
ら
修
善
の
志
あ
り
､
曽
て
作
悪
の
心
無
し
｡

〔謂
ふ
と
こ
ろ
は
､
諸
悪
美
作
､
詔
書
奉
行
の
教
を
聞
-
こ
と
を
い
ふ
｡〕
ゆ
ゑ
に
三
宝

〔仏
法
僧
〕
を
礼
拝
し
､
日
と
し
て
勤
め
ざ
る
無
-
､
〔毎
日
説
経
し
､
発
話
懐
悔

す
る
な
り
｡〕
百
神
を
敬
重
し
て
､
夜
と
し
て
欠
く
る
こ
と
有
る
な
し
｡
〔謂
ふ
と

こ
ろ
は
'
天
地
の
諸
神
等
を
敬
拝
す
る
を
い
ふ
｡〕
あ
あ
恥
し
き
か
も
､
我
何
の
罪
を

犯
し
て
か
､
こ
の
重
疾
に
遭

へ
る
｡
〔謂
ふ
と
こ
ろ
は
､
過
去
に
造
る
所
の
罪
か
､
も

し
く
は
こ
の
現
前
に
犯
す
所
の
過
な
る
か
を
知
ら
ず
｡
罪
過
を
犯
す
こ
と
無
-
し
て
何
ぞ

こ
の
病
を
獲
む
｡〕
初
め
病
に
沈
み
し
ょ
り
こ
の
か
た
'
年
月
や
や
多
し
｡
〔
謂
ふ

と
こ
ろ
は
'
十
余
年
を
経
L
を
い
ふ
｡〕
こ
の
時
に
年
は
七
十
着
四
に
し
て
'
星
髪

ヽ
ヽ
る
い

斑
白
､
筋
力
わ
う

晶

〔

弱
-
〕
'
た
だ
に
年
の
老
い
た
る
の
み
に
あ
ら
ず
､
ま

た
こ
の
病
を
加
ふ
｡
諺
に
日
く
'
痛
き
癖
に
塩
を
そ
そ
ぎ
'
短
き
材
の
端
を

いひ

切
る
と
い
ふ
は
､
此
の
謂

な
り
｡
四
肢
動
か
ず
'
百
節
皆
い
た
み
､
身
体
は

な
は
だ
重
く
､
猶
し
釣
石
を
負

へ
る
が
如
し
｡
〔割
注
略
〕
布
に
懸
り
て
立
た

む
と
す
る
に
翼
折
れ
た
る
鳥
の
如
く
､
杖
に
よ
り
て
歩
ま
む
と
す
る
に
足
な

へ
た
る
ゥ
サ
ギ
ウ
マ
の
ご
と
し
｡

1
ま
ず
､
こ
こ
で
切
る
こ
と
と
す
る
o
御
覧
の
よ
う
に
丁
寧
に
訓
読
し
て
貰

え
は
､
現
代
の
常
識
人
も
そ
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
'
ほ
は
正
し
-
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
｡
(
た
だ
し
､
終
り
近
く
の
｢布
に
懸
り
て
立
つ
｣
は
､
い
ろ
い

ろ
説
も
あ
る
ら
し
い
が
､
わ
れ
わ
れ
素
人
に
は
分
か
ら
な
い
L
t
ま
た
分
か
ら

な
く
て
も

一
往
差
支
え
は
な
い
｡
)仏
教
が
は
い
っ
て
､
も
は
や
相
当
た
っ
て
い

る
の
で
､
生
活
の
た
め
に
と
は
い
え
､
狩
猟
や
漁
業
を
し
て
､
鳥
獣

･
魚
介
の

い
わ
ゆ
る
命
あ
る
も
の
を
捕
食
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
矛
盾
を
痛
感
し
て
い
る
趣

き
が
見
え
る
｡
憶
良
は
官
僚
な
の
で
､
さ
い
わ
い
'
直
接
'
殺
生
に
た
ず
さ
わ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
時
に
猟
師
や
漁
夫
､
海
女
の
捕

っ
た
も
の
を

食
膳
に
の
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
さ
り
な
が
ら
'
日
頃
修
善
の
志
は
あ

っ
て
も

作
悪
の
心
は
い
さ
さ
か
も
な
く
'
せ
い
ぜ

い
良
心
的
な
生
活
を
い
と
な
も
う
と

し
､
ま
た
い
と
な
ん
で
き
た
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
重
い
病
に
沈
ん
で
､

苦
渋
多
端
､
い
っ
こ
う
に
よ
く
な
ら
な
い
｡
す
で
に
発
病
以
来
十
余
年
｡
そ
の

う
え
七
十
着
四
歳
､
か
な
り
の
年
寄
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
そ
の
年
と
っ
て

弱

っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
'
こ
の
重
い
病
気
が
重
な
っ
た
｡
そ
れ
で
な
く
て
も
痛

い
盾
に
塩
水
を
ぶ
っ
か
け
､
短
い
木
の
端
を
更
に
切
り
縮
め
る
と
は
こ
の
こ
と

だ
と
'
憶
良
は
老
来
､
重
疾
に
な
や
ま
さ
れ
る
自
分
を
な
げ
い
て
い
る
｡

｢我
胎
生
よ
り
-
-

｣
と
い
う
措
辞
に
は
､
人
間
に
生
ま
れ
得
た
幸
福
が
ひ

そ
か
に
言
い
こ
め
て
あ

る
｡
仏
語
で
は
､
生
物
の
生
ま
れ
方
を
胎
生

･
卵
生

･

湿
生

･
化
生
の
四
つ
に
分
け
る
｡
嘱
乳
類
は
､
カ
モ
ノ
ハ
シ
以
外
､
み
な
胎
生

で
あ
る
が
'
ど
う
や
ら
憶
良
は
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
幸
福
を
言

っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
よ
り
も
私
は

｢諸
悪
ナ
ス
ナ
カ
レ
､
諸
善
ヲ
行
イ
奉

レ
､
自

ラ
其
ノ
意
ヲ
浄
ク
ス
ル
､
是
レ
諸
仏
ノ
教
ナ
リ
｣
と
い
う
法
句
経
述
仏
品
の
侶

236
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の
援
用
し
て
あ
る
の
に
一
驚
し
た
｡
こ
の
渇
は
現
在
､
仏
教
関
係
の
集
り
な
ど

で
､
詞
せ
ら
れ
て
い
る
｡
文
化
の
伝
統
の
悠
久
な
こ
と
に
改
め
て
感
銘
せ
ざ
る

を
得
な
い
o

L
か
し
､
こ
の
よ
う
に
つ
と
め
て
日
常
､
仏
教
を
信
仰
し
て
生
活
を
つ
つ
し

み
､
仏
の
み
な
ら
ず
､
も
ろ
も
ろ
の
神
さ
ま
を
も
敬
重
し
て
い
る
の
に
､
こ
ん

な
重
い
病
気
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
｡
し
か
も
い
っ
こ
う
に
よ
-
な
ら
な
い
で
､

長
年
月
を
経
て
し
ま
っ
た
｡
病
気
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
､
自
分
と

し
て
は
意
識
し
て
お
ら
ぬ
が
､
何
か
票
田
が
な
-
て
は
な
ら
ぬ
｡
そ
れ
は
過
去

に
作

っ
た
罪
か
､
現
前
に
犯
し
て
い
る
過
ち
か
､
何
れ
か
に
困
る
の
で
な
-
て

は
な
ら
ぬ
､
と
憶
良
は
､
病
気
の
由
っ
て
釆
た
る
と
こ
ろ
を
､
モ
ラ
ル
の
領
域

に
求
め
て
い
る
｡
石
川
啄
木
に
､
た
し
か
､
病
気
を
嘆
い
て
､
｢
そ
の
困
る
と
こ

ろ
深
-
且
つ
遠
き
を
思
ふ
｣
と
い
う
の
が
あ
っ
て
､
私
も
青
年
時
代
､
長
く
結

核
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
と
き
､
何
の
因
果
で
こ
の
よ
う
な
業
報
を
受
け
な
く
て

ほ
な
ら
な
い
か
､
と
ひ
そ
か
に
悲
嘆
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡

と
こ
ろ
で
､
憶
良
の
こ
の
よ
う
な
繰
り
言
め
い
た
嘆
き
の
蔭
に
は
'
憶
良
も

敢
え
て
表
明
し
よ
う
と
は
し
な
い
或
る
不
安
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
｡
と
い
う
の
は
､
こ
の
往
年
の
最
高
知
識
人
も
､
ひ
そ
か
に

｢崇
る
神
｣

へ

の
恐
怖
を
い
だ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
､
と
臆
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
諸
悪

美
作
､
講
書
奉
行
､
篤
-
三
宝
を
敬
重
し
て
日
頃
の
生
活
も
慎
重
に
し
て
い
る

の
に
'
か
く
も
年
来
重
病
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
或
い
は
或
る
崇
る

神
に
差
し
障
る
こ
と
が
あ
っ
て
､
そ
の
た
め
に
人
知
れ
ず
こ
の
わ
ざ
わ
い
を
受

け
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
不
安
で
あ
る
｡
こ
れ
は
無
論
憶

良
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
｡

例
え
ば
'
私
が

｢
野
菊
考
｣
(長
野
大
学
紀
要
･
八
二
年
三
月
)
で
言
及
し
た

み
ま
か

柿
本
人
麻
呂
の

｢讃
岐
の
狭
琴
の
島
に
-
-

死

れ

る
人
を
視
て
｣
の
歌
｡
こ
れ

は
長
歌

二
･
二
〇
〇
に
反
歌
二
首

二
二
一

･

二

二
二
が
つ
け
て
あ
る
｡
瀬
戸
内
海

航
海
中
の
人
麻
呂
が
何
か
の
都
合
で
狭
琴
の
島
に
接
岸
し
て
仮
泊
し
た
と
こ

ろ
､
そ
こ
で
た
ま
た
ま
野
垂
れ
死
に
し
て
い
る
旅
人
の
屍
を
目
撃
し
た
｡
誰
し

も
多
少
の
感
慨
は
無
き
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
長
旅
の
途
次
､
行
き

ず
り
の
感
慨
と
し
て
は
'
か
な
り
長
い
長
歌
に
反
歌
二
首
'
こ
れ
は
少
し
大
げ

さ
過
ぎ
は
し
ま
い
か
｡
と
思
う
の
は
私
ど
も
近
代
人
の
心
性
で
､
実
は
､
当
時

の
人
は
､
晴
ら
し
得
ぬ
怨
恨
を
い
だ
い
て
非
業
の
死
を
遂
げ
た
人
の
怨
霊
を
､

恐
怖
し
た
の
で
あ
る
｡
往
生
で
き
な
い
で
､
中
有
に
さ
ま
よ
っ
て
い
る
霊
｡
そ

の
霊
は
さ
ぞ
か
し
行
き
ず
り
の
人
に
で
も
'
何
ら
か
の
き
っ
か
け
を
得
て
取
り

つ
き
'
救
済
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
ん
な
タ
タ
ル
霊
に
取

り
つ
か
れ
て
は
か
な
わ
な
い
｡
そ
こ
で
､
そ
う
い
う
屍
に
出
く
わ
し
た
と
き
は

せ
い
ぜ
い
手
厚
-
と
む
ら
っ
て
'
ど
う
か
理
不
尽
の
か
か
わ
り
を
'
た
ま
た
ま

通
り
が
か
っ
た
だ
け
の
私
に
持
た
な
い
で
-
れ
､
と
い
う
わ
け
で
､
こ
の
場
合

の
人
麻
呂
も
'
せ
い
ぜ
い
の
好
意
を
手
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡

原
始
心
性
に
は
､
わ
れ
わ
れ
を
取
り
巻
-
空
間
は
､
善
悪
の
霊
で
い
っ
ぱ
い
で

あ
っ
た
ら
し
い
｡
1
往
の
神
性
を
得
て
l
往
の
落
ち
つ
き
を
得
て
い
る
も
の
は
'

よ
い
｡
そ
う
な
れ
な
い
で
､
中
途
半
端
に
さ
ま
よ
っ
て
い
る
霊
､
も
し
-
は
､

せ
っ
か
-
得
た
神
､
な
い
し
亜
神
の
地
位
を
転
落
し
て
悪
霊
と
な
っ
て
い
る
落

塊
し
て
い
る
も
の

(も
の
の
け
)
｡
そ
う
い
う
も
の
が
､
何
か
の
き

っ
か
け
で
､

当
人
に
は
思
い
も
寄
ら
な
い
崇
り
を
､
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡

そ
う
い
う
不
安
が
､
当
時
の
最
高
知
識
人
-
憶
良
に
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い

か
と
私
は
臆
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡

4

そ
れ
よ
り
も

'

こ
こ
の
と
こ
ろ
に
､
初
め
て
病
に
沈
み
て
よ
り
十
余
年
､
し

か
も
今
､
齢
は
七
十
有
四
で
あ
る
､
と
い
う
重
大
な
言
及
が
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
､

こ
の
｢沈
病
日
夏
の
文
｣

の
革
せ
ら
れ
た
の
は
恐
ら
く
天
平
五
年

(七
三
三
)
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で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
一
往
､
こ
れ
を
天
平
五
年
と
す
る
と
､
憶

良
は
六
六
〇

(斉
明
六
)
年
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
そ
こ
で
'
逆
算
し
て
'

取
り
敢
え
ず
憶
良
の
略
年
表
を
こ
し
ら
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
-

山
上
憶
良
略
年
譜

六
六
〇

(斉
明
六
)

六
六
三
(天
智
称
制
二
)

六
六
七

(天
智
称
制
六
)

六
七
二

(弘
文

一
･
天
武

一

六
八
五

(天
武

一
四
)

六
九
〇

(持
統
四
)

七
〇

一
(文
武

･
大
宝
元
)

憶
良
出
生
｡
於
百
済
?

父
'
憶
仁
｡

八
月

白
村
江
の
大
敗
｡
百
済

つ
い
に
滅
亡
｡

憶
良
四
歳
｡

三
月

都
､
近
江
滋
賀
大
津
宮
に
移
る
｡
.

憶
良
､
八
歳
'
既
に
近
江
に
い
た
か
｡

)

壬
申
の
乱
｡
憶
良
十
三
歳
｡

父
山
上
憶
仁
､
没
｡
憶
良
二
十
六
歳
｡

紀
伊
行
幸
の
際
の
歌

一
首

一⊥
二
四
｡

正
月

造
唐
執
節
使

･
大
使

･
副
使
任
命
｡

山
上
憶
良
'
四
十
二
歳
､
造
唐
少
録

に
任
ぜ
ら
れ
る
｡
時
に
無
位
｡

七
〇
二

(大
宝
二
)

六
月

七
〇
四

(文
武

･
慶
雲
元
)
七
月

七

一
四

(元
明

･
和
銅
七
)

七

一
六

(元
正

･
霊
亀
二
)

七
二
一

(元
正

･
養
老
五
)

七
二
六

(聖
武

･
神
色
三
)

七
三

一
(聖
武

･
天
平
三
)

造
唐
船
発
路
､
憶
良
四
十
三
歳
｡

造
唐
執
節
使
栗
田
真
人
ら
帰
朝
｡

憶
良

(
四
十
五
歳
)
従

っ
て
帰
朝
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

憶
良
､
従
五
位
下

(
五
十
五
歳
)0

伯
者
守

(
五
十
七
歳
)0

東
宮

(後
の
聖
武
帝
)
の
侍
講

(
六

十
二
歳
)0

筑
前
守

(
六
十
七
歳
)0

寓
葉
集
五
･
八
八
六
以
下
六
首
の
歌

七
三
三

(聖
武

･
天
平
五
)

の
'
筑
前
国
守
山
上
憶
良
と
あ
る
序

に
､
天
平
三
年
六
月
十
七
日
と
あ
る

の
で
､
こ
の
頃
ま
で
筑
前
に
在
任
し

た
こ
と
は
確
実
｡
七
十
二
歳
｡

五
･
八
九
四
-
六

｢好
去
好
釆
の
歌
｣

の
末
尾
に
天
正
五
年
三
月

一
日
山
上

憶
良
と
あ
る
か
ら
､
こ
の
時
､
ま
だ

在
世
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
'
そ

れ
か
ら
間
も
な
く
没
し
た
も
の
と

一

般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

黒
板
勝
美
編
『更
訂
国
史
研
究
年
表
』

に
は
天
平
五
年
六
月
山
上
憶
良
穀
､

七
四
､
と
あ
る
｡

234

山
上
憶
良
略
伝

｢ブ
-
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
｣
に
よ
る
と

(中
西
進
執
筆
)
､
憶
良
､
出

生
は
未
詳
だ
が
､
六
六
〇
年
､
百
済

〔
ク
ダ
ラ
〕
に
生
ま
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
｡

斉
明
天
皇
六
年
に
あ
た

る
｡
時
に
ク
ダ
ラ
は
'
唐
の
援
助
を
得
た
新
羅

〔
シ
ラ

ギ
〕
と
交
戦
中
で
'
日
本
軍
の
救
援
も
む
な
し
-
六
六
三
年
つ
い
に
滅
亡
し
た

(白
村
江
に
日
百
連
合
軍
大
敗
)｡
そ
の
と
き
､
少
な
か
ら
ざ
る
政
府
要
人
そ
の

他
が
日
本
に
亡
命
し
た
ら
し
い
｡

『日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
､
六
六
五

(天
智
称
制
四
)
年
ク
ダ
ラ
の
男
女
四

かんぎ
き

百
人
を
近
江
国

神

前

郡
に
遷
し
､
翌
年
に
は
ク
ダ
ラ
人
二
千
余
を
東
国

へ
､
さ

が
,Jう

ら
に
六
六
九

(同
八
)
年
に
も
'
男
女
七
百
余
人
を
近
江
国
蒲
生
郡
に
移
居
せ

し
め
た
､
と
あ
る

(上
田
正
昭

『帰
化
人
』

一
五
九
頁
)0

そ
れ
ら
要
人
の
う
ち
に
､
知
識
や
技
術
を
も
っ
て
近
江
の
朝
廷
に
出
仕
し
た
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ぶく
に

も
の
が
若
干
あ
り
､
そ
の
中
に
医
に
長
じ
た
憶
仁
な
る
者
が
い
た
｡
憶
良
は
そ

の
子
で
､
四
歳
の
と
き
､
父
と
共
に
亡
命
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
憶
仁

は
琵
琶
湖
の
ほ
と
り
の
と
あ
る
山
(現
在
の
滋
賀
県
水
口
町
の
山
で
あ
ろ
う
か
)

に
住
み
､
従

っ
て

｢山
上
｣
と
称
L
t
天
智

･
天
武
両
帝
の
侍
医
と
し
て
仕
え

た
｡
そ
の
死
は
六
八
五
(天
武
十
四
)
年
'
憶
良
二
十
六
歳
の
と
き
で
あ

っ
た
｡

そ
の
家
柄
と
父
祖
の
影
響
の
下
､
憶
良
は
漢
籍
に
通
じ
､
何
ら
か
の
形
で
宮

廷
に
出
仕
し
､
仏
教
経
典
書
写
の
仕
事
に
従
事
し
た
よ
う
だ
､
と
中
西
進
は
言

う
｡
写
経
の
仕
事
は
む
し
ろ
､
下
級
官
人
の
日
の
当
た
ら
ぬ
役
で
あ
る
｡
お
そ

ら
く
二
十
年
近
い
こ
の
下
積
み
生
活
は
､
後
の
民
衆
詩
人
憶
良
の
原
体
験
と
も

な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
､
し
か
し

一
万
､
こ
の
仕
事
を
通
じ
て
よ
り
多
く
漢
学
の

素
養
を
積
み
､
多
く
の
仏
典
に
も
接
し
得
た
で
あ
ろ
う
｡
か
-
し
て
積
み
得
た

学
識
に
よ
っ
て
彼
は
'
若
き
皇
子
た
ち
の
プ
レ
ー
ン
の
1
人
と
も
な
り
､
持
統

あ
け
み
ど
り

天
皇
の
行
幸
に
は
､
そ
の
資
格
で
参
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
'
朱

鳥

四

(
六
九

〇
)
年
秋
九
月
､
持
統
天
皇
の
紀
伊
国
の
温
泉
に
行
幸
せ
ら
れ
た
と
き
'
紀
伊

国
の
磐
代
で
､
川
島
皇
子
の
た
め
に
憶
良
が
代
作
し
た
も
の
と
さ
れ
る
歌
が
『寓

葉
集
』
巻

一
に
あ
る
｡

一
三
四

白
浪
の
浜
松
が
枝
の
手
向
草

幾
代
ま
で
に
か
年
の
経
ぬ
ら
む

は
た
し
て
憶
良
の
作
な
ら
､
彼
の
作
歌
の

『万
葉
集
』
に
お
け
る
初
出
で
め

る
｡

*

や
が
て
天
武
天
皇
の
五

(
七
〇
一
)
年
正
月
､
も
は
や
四
十
二
歳
で
あ
っ
た

憶
良
に
､
彼
の
後
半
生
を
決
定
づ
け
る
人
事
が
行
わ
れ
た
｡
ク
ダ
ラ
滅
亡
以
来
'

中
断
さ
れ
て
い
た
中
国
派
遣
の
使
者
-

遣
唐
使
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
､
執
節
使
は
栗
田
真
人
で
､
他
に
大
使

･
副
使
が
随
行
す
る
｡
そ
の
一
行
に

憶
良
は
最
下
位
の
書
記
官

(造
唐
少
録
)
と
し
て
の
命
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
｡

四
十
二
歳
に
も
な
っ
て
､
憶
良
は
ま
だ
無
位
で
あ
っ
た
｡
こ
の
第
七
次
遣
唐
使

団
の
出
発
は
そ
の
年
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
｡
翌
大
宝
二

(七
〇
二
)
年
六

月
に
は
出
帆
で
き
'
玄
海
灘
の
荒
波
を
乗
り
切

っ
て
唐
の
都
長
安

に
赴
-
こ
と

が
で
き
た
｡
学
問
に
沈
潜
す
る
者
と
し
て
､
ひ
そ
か
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
唐
の

文
化
に
ま
の
あ
た
り
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
時
あ
た
か
も
則
天
武
后
の
末
期
'

初
唐
文
化
の
極
盛
期
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
で
こ
の
時
の
遣
唐
使
は
'
三
回
に
分

か
れ
て
帰
国
し
た
｡
第

一
次
は
執
節
使
栗
田
莫
人
ら
で
､
慶
雲
元

(七
〇
四
)

年
七
月

7
日
に
来
着
'
第
二
次
の
副
使
ら
は
'
三
年
は
ど
の
後
の
慶
雲
四

(七

〇
七
)
年
三
月
に
､
そ
し
て
最
後
に
な
っ
た
大
使
ら
の
一
行
は
､
長
期
の
在
唐

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
､
次
の
元
明
朝
を
も
過
ぎ
て
'
元
正
朝
の
養
老
二

(七

一

六
)
年
の
年
末
も
押
し
っ
ま
っ
て
十
二
月
十
三
日
に
よ
う
や
く
帰
国
し
た
｡
憶

良
は
第

1
次
の
栗
田
真
人
の
1
行
か
'
も
し
く
は
第
二
次
の
遣
唐
副
使
の
l
行

に
随

っ
て
帰
朝
し
た
も
の
ら
し
い
｡
『万
葉
集
』
巻

一
に
､
｢
山
上
臣
憶
良
大
唐

も
と
つく
に

に
在
り
し
時
､
本

郷
を
憶
ひ
て
作
れ
る
歌
｣

や
ま
と

一
二
ハ
二
い
ざ
子
ど
も
は
や
く
日
本

へ
大
伴
の
御
津
の
浜
松
待
ち
恋
ひ
ぬ
ら

む

と
い
う
の
が
あ
る
｡
こ
れ
は

『高
菜
集
』
中
､
国
外
-
-
唐
で
作
ら
れ
た
こ
と

の
明
ら
か
な
唯

一
の
作
品
の
由
で
あ
る
｡
在
唐
二
年
余
り
か
､
も
し
く
は
五
年
､

四
十
歳
中
頃
の
熟
年
期
に
､
学
究
的
好
奇
心
に
燃
え
て
い
た
ろ
う
憶
良
に
は
､

か
け
代
え
の
な
い
二
年
な
い
し
五
年
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡

憶
良
は
和
銅
七

(七

一
四
)
年
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
て
'
上
流
貴
族
の
仲

間
入
り
を
し
､
霊
亀
二

(七

一
六
)
年
伯
吾
守
と
な
っ
た
｡
五
十
七
歳
｡
重
任

を
終
え
て
中
央
に
戻
る
と
､
こ
ん
ど
は
東
宮
侍
講
の
一
人
に
任
ぜ
ら
れ
た
｡
養

老
五

(七
二
一
)
年
'
六
十
二
歳
｡
渡
来
者
の
出
身
で
'
唐
の
学
問
を
現
地
で

研
質
し
て
き
た
経
験
は
あ
る
と
は
い
え
､
当
代

l
流
の
学
者
た
ち
に
伍
し
て
の

栄
達
で
あ
っ
た
｡
そ
の
皇
太
子
が
後
の
聖
武
天
皇
で
'
聖
武
は
憶
良
の
人
物
学

問
を
敬
重
し
た
ら
し
い
｡
や
が
て
神
亀
二

(
七
二
五
)
年
の
秋
か
､
翌
三

(七

233
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二
六
)
年
に
筑
前
の
国
守
に
任
用
さ
れ
る
｡
聖
武
の
治
下
で
あ
る
｡
六
十
七
'

八
歳
｡
北
九
州
は
遠
国
で
は
あ
っ
た
が
､
従
来
か
ら
最
も
重
要
な
国
の
一
つ
で

あ
り
､
も
は
や
老
境
に
は
い
っ
た
彼
に
も
､
働
き
甲
斐
の
あ
る
職
場
で
あ
っ
た
｡

だざ
いのたち

こ
れ
に
当
時
､
長
官
で
あ
る
大

宰

帥

に

は
'
あ
の
有
名
な
大
伴
旅
人
が
い
た
｡

筑
前
は
中
央
政
府
直
下
の
都
で
な
い
上
に
､
唐
の
文
化
の
は
い
っ
て
く
る
玄

関
口
で
も
あ
り
､
文
人
長
官
旅
人
を
中
心
に
､
自
由
な
文
芸
的

･
学
問
的
世
界

が
つ
ち
か
わ
れ
て
い
た
｡
憶
良
の
文
業
も
､
ま
る
で
沃
土
を
得
た
か
の
よ
う
に

に
わ
か
に
花
開
い
た
観
が
あ
る
｡
折
か
ら
､
旅
人
の
､
か
な
り
年
の
へ
だ
た
っ

て
う
ら
若
い
妻
が
世
を
去

っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
､
旅
人
は
か
り
で
な
く
憶
良
に

も
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
ら
し
い
｡
そ
れ
に
､
｢沈
痢
自
京
の
文
｣
に
よ
る
と
､

天
平
五

(七
三
三
)
年
某
月
の
時
点
で
､
｢初
め
病
に
沈
み
L
よ
り
十
余
年
｣
と

あ
る
の
で
､
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
十
年
前
を
考
え
る
と
､
七
二
三
年
､
即
ち
養

老
七
年
と
な
り
､
憶
良
が
伯
書
の
国
守
か
ら
帰
っ
て
東
宮
の
侍
講
に
な
っ
て
い

た
頃
に
さ
か
の
ぼ
る
｡
だ
か
ら
憶
良
は
'
す
で
に
ひ
そ
か
に
悩
み
始
め
て
い
た

宿
病
を
い
だ
い
て
'
筑
前
の
任
国
に
は
る
ば
る
や
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
｡

そ
の
彼
が
､
長
官
と
は
い
え
､
年
齢
は
自
分
よ
り
五
歳
程
若
い
旅
人
が
'
は

る
ば
る
都
か
ら
や
っ
て
き
た
若
い
妻
を
喪

っ
て
悲
嘆
に
く
れ
る
姿
を
見
て
'
身

に
つ
ま
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
(
こ
れ
は
私
の
密
か
な
臆
測

で
は
あ
る
が
'
憶
良
自
身
､
年
齢
の
か
な
り
へ
だ
た
っ
た
若
い
妻
に
､
年
老
い

て
か
ら
の
子
を
産
ま
せ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
そ
れ
で
な
-
て
は
'
あ

の
や
や
常
規
を
越
え
た
子

へ
の
愛
情
は
､
素
直
に
は
受
け
と
れ
な
い
｡)
い
ず
れ

に
せ
よ
､
｢憶
良
は
以
後
､
『人
間
と
は
何
か
』
を
主
題
と
し
た
詩
文
を
次
次
と

作
っ
た
｡
人
間
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
い
だ
か
ざ
る
を
え
な
い
愛
､
し
か
も
そ

の
ゆ
え
に
苦
し
ま
ざ
る
を
え
な
い
現
世
の
人
間
､
そ
う
し
た
人
間
で
あ
る
こ
と

に
お
け
る
愛
の
苦
し
み
を
､逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
世
の
苦
し
み
と
し
て
､

まど

かえ

『
惑

へ
る
情
を
反

さ

し
む
る
歌
』
〔
五

･
八
〇
〇
～

二

や

『子
等
を
思
ふ
歌
』

〔
五
･
八
〇
二
～
三
〕
な
ど
に
う
た
っ
た
｣
と
中
西
進
も
熱

っ
ぽ
-
解
説
し
て

い
る
が
､
私
と
し
て
も
全
く
同
感
で
あ
る
｡

5

憶
良
の
出
自
･
略
歴
も
若
干
わ
か
っ
た
の
で
､
こ
こ
で
再
び

｢沈
痢
日
豪
の

文
｣
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

〔
二
〕吾
､
身
己
に
俗
を
穿
ち
､
心
も
亦
塵
に
わ
づ
ら
は
さ
る
る
を
以
ち
て
､

禍
の
伏
す
所
､
崇
の
隠
る
る
所
を
知
ら
む
と
欲
り
し
､
亀
卜
の
門
､
歪
祝
の

重
､
往
き
て
問
は
ざ
る
無
し
｡
ま
こ
と
に
も
あ
れ
､
い
つ
は
り
に
も
あ
れ
､

其
の
教
ふ
る
所
に
随
ひ
'
幣
畠
を
奉
り
､
祈
薦
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
｡
然

れ
ど
も
い
よ
い
よ
苦
し
み
を
増
す
こ
と
有
り
､
曽
て
い
ゆ
る
こ
と
無
し
｡
吾

い
や

聞
く
､
前
代
多
く
良
医
有
り
て
､
蒼
生
の
疾
患
を
致
療
し
き
｡
稔
柏
'
扇
鶏
､

華
他
､
秦
の
和

･
緩
､
葛
椎
川
､
陶
隠
居
､
張
仲
景
等
の
ご
と
き
に
至
り
て

は
､
皆
こ
れ
世
に
在
り
し
良
医
に
し
て
､
除
き
い
や
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
｡

し

〔割
注
略
〕件
の
医
を
追
ひ
望
む
と
も
､
敢
え
て
及
-
所
に
あ
ら
じ
｡
若
し
聖

わ

医

･
神
薬
に
逢
は
は
､
仰
ぎ
厩
は
-
は
'
五
臓
を
割
き
到
り
､
百
の
病
を
抄

ふか

探
し
'
膏
旨
の
襖
き
処
に
尋
ね
い
た
り
､
〔割
注
略
〕
二
塁

〔病
気
〕
の
逃
れ
か

-
る
る
を
顕
さ
ま
-
欲
り
す
｡
〔割
注
略
〕

一
往
､
こ
こ
で
切
ろ
う
｡

憶
良
は
『抱
朴
子
』
を
愛
読
し
た
ら
し
い
と
あ
る
｡
『抱
朴
子
』
は
晋
の
蓋
洪
'

号
･抱
朴
子

(
二
八
四
1
三
六
三
)
の
著
で
､
三

一
七
年
成
立
､
内
篇
二
十
巻
､

外
篇
五
十
巻
｡
内
篇
は
主
と
し
て
神
仙
の
こ
と
を
説
き
､
外
篇
は
人
事
･道
徳
･

政
治
な
ど
を
論
じ
て
あ
る
古
典
｡

そ
こ
で
私
は
泥
縄
式
に
そ
の
現
代
語
訳

(平
凡
社
､
中
国
古
典
文
学
大
系
8

所
収
､
本
田
済
訳
)
を
の
ぞ
い
て
み
た
｡
そ
し
て
驚
い
た
｡
本
田
訳
が
抜
群
に
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す
ぐ
れ
て
い
る
た
め
か
'
ま
る
で
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
エ
ッ
セ
イ
を
読
ん
で
い
る

よ
う
な
感
じ
で
あ

っ
た
｡

葛
洪
が
内
篇
に
お
い
て
執
粉
に
力
説
し
て
い
る
こ
と
は
､
仙
人
は
努
力
次
第

で
誰
に
で
も
な
れ
る
､
仙
人
学
ん
で
至
る
べ
L
t
と
い
う
こ
と
で
､
従

っ
て
､

仙
道
､
神
仙
の
道
は
架
空
で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
も
､
そ
の

論
法
は
き
わ
め
て
合
理
的
'経
験
主
義
的
で
あ
っ
て
'
か
な
り
の
説
得
力
を
も
っ

て
い
る
｡
そ
こ
に
恐
ろ
し
-
近
代
的
な
も
の
を
感
じ
る
と
共
に
､
か
の
､
道
教

さん
し

に
い
わ
ゆ
る
｢
三

戸

の
説
｣
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
､
立
論
の
基
礎
の
1
つ

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
驚
き
で
あ

っ
た
｡
ま
ず

｢
天
地
に
は
過
ち
を
司
る
神
が
あ
り
､
人
の
犯
し
た
罪
の
軽
重
に
随

っ
て
そ

さん

の

算

(命
数
)
を
奪
う
｡
算
が

へ
る
と
､
そ
の
人
は
貧
乏
し
た
り
､
病
気
に

な
っ
た
り
､
た
び
た
び
心
配
事
に
遇
う
｡
算
が
尽
き
れ
ば
そ
の
人
は
死
ぬ
｡

算
を
奪
あ
る
べ
き
罪
状
に
は
数
百
条
あ
り
'

一
一
述
べ
き
れ
な
い
｣

と
あ
る

(巻
六
･徴
旨
､
中
国
古
典
大
文
学
大
系
8
･五
〇
頁
)｡
ま
た
､
こ
う
も
あ
る
｡

さ
ん
し

｢人
の
身
中
に
は
三

戸

と
い
う
虫
が
い
る
｡
三
戸
と
は
'
形
が
な
く
､
実
は

霊
魂

･
鬼
神
の
た
ぐ
い
で
あ
る
O
こ
の
虫
は
こ
の
人
を
早
く
死
な
せ
た
い
と

思
っ
て
い
る
｡
人
が
死
ね
ば
虫
自
体
は
幽
霊
と
な
っ
て
思
い
の
ま
ま
に
浮
か

れ
歩
き
'
死
者
を
祭
る
供
物
を
む
さ
ぼ
り
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

か
のえ
さる

る
｡
そ
こ
で
庚

申

の
日
に
な
る
と
､
い
つ
も
天
に
昇
っ
て
司
命

(人
の
命
数

を
司
る
神
)
に
申
し
上
げ
､
そ
の
人
の
犯
し
た
過
失
を
報
告
す
る
｡
そ
の
ほ

つもご
り

か
晦
日
の
夜
､
か
ま
ど
の
神
も
ま
た
天
に
昇
っ
て
人
の
罪
状
を
報
告
す
る
｡

罪
の
大
き
な
者
に
対
し
て
は
紀
を
奪
う
｡
紀
と
は
三
百
日
で
あ
る
｡
罪
の
小

さ
な
者
に
対
し
て
は
算
を
奪
う
｡
算
と
は
三
日
で
あ
る
｡｣
(同
上
)

こ
の
習
俗
が
わ
が
国
に
伝
わ
っ
て
'
い
わ
ゆ
る
庚
申
符
の
行
事
と
な
っ
て
い

た
こ
と
は
､
言
う
ま
で
も
な
い
｡

さ
て

｢
こ
の
こ
と
が
本
当
か
嘘
か
､
私
も
ま
だ
､
確
か
で
な
い
｣
と
'
葛
洪

自
身
も
こ
と
わ
っ
て
は
い
る
が
､
先
に
引
用
し
た
憶
良
の

｢沈
病
自
京
の
文
｣

の
冒
頭
の

｢自
分
は
修
善
の
志
あ
っ
-
､
か
つ
て
作
悪
の
心
な
く
､
日
夜
三
宝

を
礼
拝
L
t
百
神
を
敬
重
し
て
い
る
の
に
'
何
の
罪
を
犯
し
て
か
､
こ
の
重
き

疾
に
遭
い
､
病
に
沈
ん
で
か
ら
も
う
か
な
り
に
な
る
の
に
い
っ
こ
う
に
よ
-
な

ら
な
い
｣
と
い
う
の
嘆
き
の
裏
の
深
層
心
理
に
は
､
『抱
朴
子
』
を
介
し
て
の
､

道
家
の

｢
三
戸
の
説
｣
が
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡
さ
れ
ば
こ
そ

憶
良
は

｢我
何
の
罪
を
犯
し
て
か
､
こ
の
重
き
疾
に
遭

へ
る
｣
と
い
う
こ
と
に

な
り
､
そ
こ
で

｢禍
の
ひ
そ
ん
で
い
る
所
､
崇
り
の
か
-
れ
て
い
る
所
｣
を
､

何
と
か
知
ろ
う
と
し
て
､卜
者
の
門
や
御
所
宿
師
の
家
を
倦
ま
ず
た
ず
ね
歩
き
､

そ
の
教
示
の
ま
ま
に
､
幣
烏
を
さ
さ
げ
て
心
か
ら
お
祈
り
を
し
た
｡
し
か
し
､

病
苦
は
い
や
増
す
ば
か
り
で
､
い
っ
こ
う
に
軽
減
し
な
か
っ
た
｡

そ
こ
で
稔
粕

二
届
鵠
以
下
､
当
時
､
東
洋
の
文
化
世
界

=
中
国
で
良
医

･
大

医
と
せ
ら
れ
て
い
た
人
人
の
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
も

『抱
朴
子
』

に
見
え
る
も
の
は
か
り
で
あ
る
｡
稔
粕

(4脈
拍
)
=
黄
帝
の
時
の
名
医
､
伝
説

的
｡
扇
鵠
=
戦
国
時
代
の
名
医
､
釈
尊
時
代
､

王

舎
城
の
名
医
者
婆
キ
バ
J
i
くak
a

と
並
べ
て
考
婆
扇
鶏
と
並
び
称
さ
れ
た
｡
華
他
-
後
漠
の
名
医
｡
和
と
接

は
秦

の
良
医
｡
葛
椎
川
は

『抱
朴
子
』
の
著
者
抱
朴

子
の
葛
洪
自
身
で
'
煉
丹
の
こ

と
に
は
精
し
か
っ
た
が
医
者
で
は
な
い
｡
陶
隠
居
は
梁
の
陶
弘
景
で
'
抱
朴
子

同
様
､
神
仙
家
で
養
生
を
説
い
た
.
張
仲
景
は
後
漢
の
医

･
張
機
で
､
あ
の
有

名
な

『傷
寒
論
』
の
著
者
｡
こ
の
あ
と
に
長
い
割
注
が
あ
っ
て
､
例
え
は
華
他

えぐ

ま
たあ
ぷち

に
つ
い
て
'
｢腸
を

到

り

て
病
を
取
り
､
縫
い
て

復

膏

を

摩
る
､
四
五
日
に
し
て

い
ゆ
｣
な
ど
と
､
魔
術
め
い
た
こ
と
が
書
い
て
あ
る
｡
も
し
そ
う
い
う
こ
と
が

可
能
な
ら
は
､
自
分
も
そ
う
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
､
｢若
し
聖
医
･神
薬
に

逢
わ
は
､
仰
ぎ
願
わ
く
は
､
五
臓
を
割
き
わ
り
､
百
病
を
さ
ぐ
り
出
し
､
病
巣

の
奥
深
い
と
こ
ろ
ま
で
メ
ス
を
入
れ
て
'
病
気
の
逃
れ
か
く
れ
て
い
る
と
こ
ろ

を
あ
は
き
出
し
て
ほ
し
い
｣
と
､
憶
良
は
､
ま
こ
と
に
熱
の
こ
も
っ
た
書
き
ぶ

2 3 1
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り
を
な
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
｡

6

〔
三
〕命
既

に

尽
き
て
'
其
の
天
年
を
終
る
す
ら
､
尚
し
哀
し
と
な
す
｡
〔聖

人
･賢
者
､

一
切
含
霊
､
誰
か
此
の
道
を
免
れ
む
｡〕
何
ぞ
況
ん
や
生
録
半
ばた

し

な
ら
ず
し
て
､
鬼
の
為
め
柾
殺
せ
ら
れ
､
顔
色
壮
年
に
し
て
､
病
の
為
に
横

な田
め
ら
る
る
を
や
｡
世
に
在
る
大
息
､
い
づ
れ
か
こ
れ
よ
り
甚
L
か
ら
む
｡

〔志
怯
記
に
云
は
く
､
広
平
の
前
の
大
守
北
海
の
徐
玄
方
が
女
､
年
十
八
歳

に
し
て
死
す
O
其
の
霊
､
馬
馬
子
に
謂
ひ
て
日
は
く
､
我
が
生
録
を
案
ず
る

に
､
当
に
寿
八
十
余
歳
な
ら
む
｡
今
妖
鬼
の
為
に
桂
殺
せ
ら
れ
て
､
己
に
四

年
を
経
た
り
.
こ
こ
に
渇
馬
子
に
遇
ひ
て
､
す
な
は
ち
更
に
活
-
る
こ
と
を

得
た
り
､
と
い
へ
る
は
是
な
り
.
内
教
に
云
は
-
､
瞳
浮
州
の
人
は
寿
百
二

十
歳
な
り
と
O
謹
み
て
案
ず
る
に
､
こ
の
数
必
ず
し
も
こ
れ
を
過
ぐ
る
こ
と

を
得
ず
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
｡
故
に
寿
延
経
に
云
は
-
､
比
丘
あ
り
､
名
を
難

達
と
日
ふ
｡
命
終
の
時
に
臨
み
て
､
仏
に
詣
で
て
寿
を
請
ひ
､
す
な
は
ち
十

た
す

を

八
年
を
延
べ
た
り
と
｡
た
だ
善
-

為

-
る
老
の
み
天
地
と
相
畢

ふ
｡
そ
の
寿

天
は
業
報
の
招
く
所
に
し
て
､
そ
の
惰
短
は
随
ひ
て
半
と
な
る
な
り
｡
末
だ

i

そ
の
算
に
盈

た
ず
し
て
､
す
み
や
か
に
死
去
す
｡
故
に
未
だ
半
は
な
ら
ず
と

日
ふ
な
り
｡
任
徽
君
日
は
く
'
病
を
口
よ
り
入
る
｡
故
に
君
子
は
そ
の
飲
食

を
節
す
と
い
ふ
｡
こ
れ
に
由
り
て
之
を
言

へ
は
､
人
の
疾
病
に
遭
ふ
は
､
必

ず
し
も
妖
鬼
な
ら
ず
｡
そ
れ
医
方
諸
家
の
広
説
と
､
飲
食
禁
忌
の
厚
訓
と
､

良

知
り
易
-
行
ひ
難
き
鈍
情
と
'
三
者
目
に
盈
ち
耳
に
満
つ
る
こ
と
､
由
来
久

し
｡
抱
朴
子
に
日
は
-
､
人
は
た
だ
そ
の
当
に
死
な
む
日
を
知
ら
ず
､
故
に

菱

へ
ざ
る
の
み
｡
若
し
誠
に
羽
蘭
し
て
期
を
延
ぶ
る
こ
と
を
得
べ
き
を
知
ら

は
､
必
ず
ま
さ
に
こ
れ
を
為
さ
む
｡
こ
れ
を
以
ち
て
観
れ
ば
､
す
な
は
ち
知

り
ぬ
､
我
が
病
は
け
だ
し
こ
れ
飲
食
の
招
く
所
に
し
て
､
自
ら
治
む
る
こ
と

能
は
ざ
る
も
の
か
｡
〕

ほ
ん
と
う
に
超
人
的
な
外
科
的
療
法
を
行
い
う
る
医
者
に
め
ぐ
り
あ
え
る
な

ら
､
憶
良
と
て
も
､
ぜ
ひ
そ
の
手
術
を
受
け
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
や

は
り
こ
れ
は
高
踏
的
な
神
仙
雷
と
言
う
は
か
な
い
｡
治
療
の
見
込
み
ど
こ
ろ
か

苦
痛
の
多
少
の
軽
減
を
希
望
す
る
こ
と
す
ら
許
さ
れ
な
い
｡
期
待
さ
れ
る
の
は

た
だ
､
死
の
み
､
絶
望
的
な
死
の
み
｡
そ
し
て
そ
れ
ま
で
の
堪
え
が
た
い
苦
痛
｡

命
板
=
生
命
力
が
尽
き
て
､
も
は
や
ど
う
し
よ
う
も
な
く
､
与
え
ら
れ
た
寿
命

を
終

る
-

こ
れ
は
賢
愚
を
問
わ
ず
､
生
き
と
し
生
け
る
者
の
免
れ
な
い
事
実

で
あ
る
が
､
こ
の
こ
と
だ
っ
て
､
や
は
り
､
と
て
も
哀
し
い
こ
と
で
あ
る
｡
私

憶
良
は
､
自
分
の
少
し
も
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
罪
報
が
積
も
り
､
そ
の
た
め
命
数

を
大
幅
に
削
り
去
ら
れ
て
､
天
寿
半
は
な
ら
ず
し
て
鬼
の
た
め
に
殺
さ
れ
る
の

た
｡
こ
れ
よ
り
甚
だ
し
い
禍
が
ま
た
と
あ
ろ
う
か
｡
こ
こ
に
鬼
と
は
､
言
う
ま

で
も
な
く
､
冥
府
で
人
間
の
寿
命
を
取
り
扱
っ
て
い
る
下
級
役
人
の
こ
と
で
､

恐
ら
く
情
も
容
赦
も
な
い
冷
血
漢
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡

本
文
で
は
､
｢志
曜
記
に
云
は
く
｣以
下
は
長
い
割
注
に
な
っ
て
い
る
｡
し
か

し
こ
れ
は
大

へ
ん
面
白
い
｡
言
心性
記
』
は

書
心怪
記
』
で
､
す
で
に
失
わ
れ
て

今
は
見
る
由
も
な
い
が
､
怪
異
を
語
っ
た
六
朝
時
代
の
小
説
の
一
つ
で
あ
っ
た

由
｡
し
か
し
､
憶
良
の
言
及
し
て
い
る

｢広
平
の
前
太
守
北
海
徐
玄
方
の
女
｣

の
話
は
､
『捜
神
後
記
』
だ
の
､
『法
苑
珠
林
』
だ
の
､
『太
平
広
記
』
だ
の
に
載
っ

て
い
る
由
で
､
割
注
に
お
い
て
､
そ
の
女
の
霊
が
話
し
か
け
る
漏
馬
子
と
い
る

の
は
､
晋
の
時
代
に
広
州
の
大
守
で
あ
っ
た
東
平
の
蒔
孝
将
の
子
の
､
名
を
馬

子
と
い
う
二
十
歳
余
り
の
青
年
で
､
そ
の
青
年
が
夜
'
ひ
と
り
厩
の
中
に
寝
て

い
る
と
こ
ろ
へ
､
徐
玄
方
の
女
の
幽
霊
が
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

そ
の
漏
馬
子
に
ど
の
よ
う
な
意
向
と
力
が
あ
っ
て
､
不
当
な
死
を
強
い
ら
れ

て
い
て
､
す
で
に
四
年
を
経
て
い
た
彼
女
に
､ど
の
よ
う
に
し
て
寿
命
を
と
り
戻

230
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し
て
や
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
､
全
-
分
か
ら
な
い
o
冥
土
の
イ
ザ
ナ
,､､
の
命

は
､
死
後
､
そ
ん
な
に
経
た
な
い
う
ち
に
夫
の
イ
ザ
ナ
ギ
の
命
が
尋
ね
て
き
た

の
に
､
お
そ
か
っ
た
､
も
う
私
は
冥
土
の
食
べ
も
の
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
の
で
､

こ
の
世

へ
の
復
帰
は
ど
う
も
む
つ
か
し
い
と
答
え
て
い
る
｡
冥
土
で
す
で
に
四

年
も
た
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
が
､
漏
馬
子
の
お
か
げ
で
､
徐
玄
方
の
女
は
'

こ
の
世
に
復
活
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
こ
れ
は
憶
良
に
と
っ
て
､
羨
し
い
限
り

の
話
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡

徐
玄
方
の
女
の
寿
命
は
八
十
余
歳
で
あ
っ
た
が
､
一
般
に
は
ど
う
で
あ
る
か
｡

こ
こ
に
内
教
と
あ
る
の
は
仏
典
の
こ
と
で
あ
る
が
､
そ
の
仏
典
に
'
須
爾
山
の

南
方
海
中
に
あ
る
帽
浮
州
､
つ
ま
り
南
肥
浮
州
=
南
閤
浮
投
､
す
な
わ
ち
わ
れ

わ
れ
の
世
界
で
は
､
人
の
寿
命
は
百
二
十
歳
と
あ
る
由
｡
注
釈
書
に
よ
る
と
､

『法
苑
珠
埜

(
四
)
に
は
｢閤
浮
投
入
､
寿
命
不
レ
定
'
有
二
其
三
品
一､
上
寿

一
百
二
十
五
歳
､
中
寿

一
百
歳
､
下
寿
六
十
歳
､
云
云
｣
と
あ
る
そ
う
で
あ
る
0

せ
め
て
百
二
十
歳
ぐ
ら
い
ま
で
は
生
き
た
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
0

せ
い
ぜ
い
善
根
を
積
め
ば
､
も

っ
と
生
き
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
｢寿
天
は
業

報
の
招
-
所
｣
だ
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
ひ
と
こ
ろ
の
人
生
五
十
､
と
は
だ

い
ぶ
ケ
ク
が
違
う
｡
昨
今
は
だ
い
ぶ
長
生
き
に
な
っ
て
､
女
八
十
歳
､
男
七
十

二
･
三
歳
が
平
均
寿
命
だ
そ
う
で
あ
る
が
､
と
も
あ
れ
定
命
百
二
十
歳
の
と
こ

ろ
を
､
い
ろ
い
ろ
の
罪
業
で
削
減
さ
れ
て
'
せ
い
ぜ
い
生
き
て
七
､
八
十
歳
｡

当
時
す
で
に

｢病
は
口
よ
り
入
る
｣
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
っ
た
と
は
､
こ
れ

ま
た
､
驚
き
で
あ
る
｡
｢病
は
ロ
よ
り
入
り
､
禍
は
口
よ
り
出
ず
｣
と
つ
な
が
っ

て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
故
に
君
子
は
そ
の
飲
食
を
節
し
た
｡
食
欲
と
噂
好

に
任
せ
て
､
不
摂
生
に
飲
食
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
､
当
時
最
高
の
知
識
人
で

あ
っ
た
山
上
憶
良
の
､
最
も
よ
-
承
知
し
て
い
た
こ
と
で
'
且
つ
な
か
な
か
実

行
の
容
易
で
な
い
こ
と
に
は
日
頃
苦
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
｢
こ
れ
に
よ
り

て
言
え
は
､
人
の
疾
病
に
達

へ
る
は
'
必
ず
し
も
妖
鬼
な
ら
ず
｡
医
術
関
係
諸

家
の
説
-
と
こ
ろ
と
､
何
を
摂
り
何
を
避
-
べ
L
と
い
う
飲
食
禁
忌
の
'
お
ろ

そ
か
に
で
き
ぬ
心
得
と
､
何
ご
と
も
知
り
易
-
行
い
が
た
い
と
い
う
人
間
の
愚

か
さ
と
､
こ
の
三
者
は
､
す
で
に
久
し
-
目
に
し
耳
に
き
き
､
承
知
の
上
に
も

承
知
し
て
い
る
の
に
､
や
は
り
お
ろ
そ
か
に
し
が
ち
で
あ
る
｡
し
か
も
'
結
局

の
と
こ
ろ
'
自
分
は
い
つ
ま
で
生
き
ら
れ
る
の
か
､
や
は
り
は
っ
き
り
し
な
い

の
で
'
却

っ
て
平
然
と
か
ま
え
て
お
ら
れ
る
の
だ
､
云
云
｡

｢
こ
れ
を
以
ち
て
観
れ
ば
､
乃
ち
知
り
ぬ
､
我
が
病
は
け
だ
し
こ
れ
飲
食
の
招

-
所
に
し
て
､
み
づ
か
ら
治
む
る
こ
と
能
は
ぬ
も
の
か
｡｣

こ
の
慨
嘆
は
､
ま

さ
に
憶
良
の
､
い
つ
わ
ら
ぬ
感
懐
で
'
且
つ
す
こ
ぶ
る
健
全
な
反
省
で
も
あ
る
｡

7

〔
四
〕
烏
公

略
説
に
日
く
､
伏
し
て
思
ひ
自
ら
励
ま
す
に
､
か
の
長
生
を
以

むさ
ば

おそ

ち
て
す
｡
生
は

怠

る

べ
-
､
死
は

畏

る
べ
し
､
と
｡
天
地
の
大
徳
を
生
と
日

し

いき

ふ
｡
故
に
死
人
は
生
鼠
に
及
か
ず
｡
王
侯
た
り
と
い
え
ど
も
､

一
日
気
を
絶

くが
ね

た
は
､
金

を

積
む
こ
と
山
の
如
-
な
り
と
も
'
誰
か
富
め
り
と
な
さ
む
｡
威

勢
海
の
如
-
な
り
と
も
､
誰
か
貴
L
と
な
さ
む
｡
遊
仙
窟
に
日
-
､
九
泉
下

の
人
は
､

一
銭
に
だ
に
値
せ
じ
と
｡
孔
子
日
く
'
之
を
天
に
受
け
て
､
変
易

す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
形
な
り
｡
之
を
命
に
受
け
て
､
請
益
す
べ
か
ら
ざ
る

も
の
は
寿
な
り
､
と
｡
〔鬼
谷
先
生
の
相
人
吉
に
見
ゆ
｡〕
故
に
生
の
極
め
て

きは

貴
く
'
命
の
至
り
て
重
き
こ
と
を
知
る
｡
言
は
ま
-
欲
り
し
て
言
窮
ま
る
｡

何
を
以
ち
て
か
之
を
言
は
む
｡
慮
ら
ま
-
欲
り
て
慮
り
絶
ゆ
｡
何
に
由
り
て

おも
ひみ

之
を
慮
ら
む
｡
惟

以

れ
ば
､
人
賢
愚
と
な
-
､
世
古
今
と
な
-
､
こ
と
ご
と

辛

に
瑳
嘆
す
｡
歳
月
競
ひ
流
れ
て
､
昼
夜
も
息

ま
ず
｡
〔曽
子
日
く
､
往
き
て
反

ら
ざ
る
者
は
年
な
り
と
｡宣
尼
臨
川
の
嘆
き
も
亦
是
な
り
｡
〕老
疾
相
催
し
て
､

朝
夕
に
侵
し
動
-
｡
1
代
の
歓
楽
､
末
だ
席
前
に
尽
き
ざ
る
に
､
〔貌
文
が
時

賢
を
惜
し
む
詩
に
日
-
'
未
だ
西
苑
の
夜
を
尽
さ
ざ
る
に
､
に
ほ
か
に
北
.ta
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の
塵
と
な
る
､
と
｡
〕
千
年
の
愁
苦
､
更
に
坐
後
に
継
ぐ
｡
〔古
詩
に
日
く
､

か

人
生
百
に
満
た
ず
､
何
ぞ
千
年
の
菱
を
い
だ
か
む
､
と
｡
〕夫
の
群
生
品
類
の

}.Il?

ご
と
き
は
'
皆
尽
く
る
こ
と
有
る
身
を
以
ち
て
'
並
に
窮
り
無
き
命
を
求
め

ざ
る
な
し
｡
ゆ
ゑ
に
道
人
･方
士
み
づ
か
ら
丹
経
を
負
ひ
て
名
山
に
入
り
て
､

■一ろこ

薬
を
合
す
る
者
､
性
を
養
ひ
神
を
悟
.は
し
め
て
'
以
ち
て
長
生
を
求
む
｡
抱

朴
子
に
日
く
､
神
農
云
ふ
､
百
病
癒
え
ず
し
て
'
い
か
に
ぞ
長
生
を
得
む
と
｡

烏
公
又
日
-
､
生
は
好
き
物
な
り
'
死
は
悪
し
き
物
な
り
｡
苦
し
不
幸
に
し

て
長
生
を
得
ざ
る
者
は
､
猶
し
生
涯
病
患
無
き
を
以
ち
て
､
さ
き
は
ひ
大
な

り
と
な
さ
む
か
､
と
｡
今
吾
病
の
為
に
悩
ま
さ
れ
､
臥
坐
す
る
こ
と
を
得
ず
｡

東
に
向
ひ
西
に
向
ひ

〔
か
に
か
く
に
〕
為
す
所
を
知
ら
ず
｡
さ
き
は
ひ
な
き

こ
と
の
至
り
て
甚
し
き
､
す
べ
て
我
に
集
ま
る
｡
人
願

へ
は
天
従
ふ
と
｡
も

し
実
あ
ら
は
､
仰
ぎ
厳
は
-
は
､
た
だ
ち
に
そ
の
病
を
除
き
､
さ
き
は
ひ
に

つね

あ
に

平

の

如
-
な
る
を
得
む
｡
鼠
を
以
ち
て
境
と
な
す
､
豊

幌

ぢ
ざ
ら
め
や
｡
〔割

注
略
〕

さ
て
､
最
後
の
段
落
に
き
た
｡
｢烏
公
略
説
｣
は
今
日
失
わ
れ
て
見
る
由
も
な

い
が
､
『抱
朴
子
』
に
は
二
､
三
言
及
さ
れ
て
い
る
｡
神
仙
の
書
で
あ
ろ
う
｡
｢
ち

づ
か
ら
励
ま
す
に
か
の
長
生
を
以
ち
て
す
｡
生
は
怠
る
べ
-
､
死
は
畏
る
べ
し
｣

と
､
な
か
な
か
名
文
で
あ
る
の
に
今
更
な
が
ら
驚
-
｡
｢天
地
の
大
徳
を
生
と
日

う
｣
と
は

『易
』
の
繋
辞
下
に
あ
る
語
の
由
で
あ
る
が
'
『抱
朴
子
』
で
も
巻
十

四

｢勤
求
｣
は
こ
の
こ
と
ば
で
始
め
て
あ
る
｡
憶
良
は
か
な
り
深
く

『抱
朴
子
』

に
打
ち
こ
ん
で
い
た
ら
し
い
が
､
｢沈
病
自
京
の
文
｣
の
構
想
そ
の
も
の
も
'
『抱

朴
子
』
に
示
唆
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
'
か
な
り
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
抱
朴
子
は
'
と
い
う
の
は

『抱
朴
子
』
の
著
者
菖
供
は
､
道
家
の

秘
伝
と
し
て
重
ん
じ
た
長
生
の
法
な
る
も
の
を
､
こ
の
上
な
い
も
の
と
し
て
疑

わ
な
い
｡
｢勤
求
｣
と
い
う
題
名
を
､
本
田
済
は
こ
こ
ろ
に
-
-
も
｢
一
心
に
求

め
よ
｣
と
邦
訳
し
て
い
る
｡
葛
供
は
､
不
老
長
生
は
可
能
で
あ
る
､
方
法
宜
し

き
を
得
､
条
件
を
十
分
に
と
と
の
え
て
'
十
二
分
の
努
力
を
持
続
し
て
や
め
な

け
れ
ば
､
必
ず
到
達
し
得
て
仙
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
､
と
言
う
｡
こ
の
主

張
に
対
し
て
憶
良
が
ど
う
反
応
し
た
か
は
､
わ
か
り
か
ね
る
が
､
随
処
に
見
出

さ
れ
る
辛
疎
な
言
辞
に
は
､
憶
良
も
､
恐
れ
入
っ
て
､
お
ず
お
ず
な
が
ら
同
感

を
禁
じ
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
｡
た
と
え
ば
'
『抱
朴
子
』巻
二
｢論

仙
｣
(仙
人
の
実
在
を
論
ず
)
に
､
次
の
よ
う
な
文
章
が
見
出
さ
れ
る
｡

ほ
い

｢私
は
た
だ
の
布
衣
､
そ
れ
に
貧
乏
で
あ
る
｡
家
は
四
方
に
壁
が
立
っ
て
い

る
だ
け
で
何
も
な
い
｡
腹
は
い
つ
も
ペ
コ
ペ
コ
｡
仕
事
を
す
る
に
は
手
伝
い
の

人
手
が
な
い
｡
家
に
は
目
を
楽
し
ま
せ
る
美
人
も
い
な
い
｡
し
か
も
心
配
事
は

山
の
よ
う
に
心
を
攻
め
､
数
数
の
難
儀
が
わ
が
門
に
集
ま
る
｡
か
よ
う
な
暮
ら

し
で
は
､
こ
の
世
に
未
練
も
残
ら
な
い
｡
時
に
そ
の
道
の
秘
訣
を
か
い
ま
み
､

時
に
抜
群
の
師
匠
に
行
き
あ
っ
て
も
､
な
お
老
妻
･幼
児
に
う
し
ろ
髪
ひ
か
れ
'

故
郷
の
地
を
思
い
切
れ
な
い
｡

一
歩

一
歩
死
に
近
づ
き
'
日
に
月
に
､
知
ら
ず

知
ら
ず
老
い
ぼ
れ
て
ゆ
く
｡
不
老
長
生
が
待
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
知
り
な
が

ら
､
修
行
も
な
ら
ず
､
名
利
に
は
し
る
俗
世
間
を
憎
み
な
が
ら
､
し
か
も
捨
て

切
れ
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
慣
れ
切
っ
た
愛
情
は
俄
か
に
は
絶
ち
切
れ
ず
'
世
を

捨
て
る
志
は
簡
単
に
は
遂
げ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
云
云
｡｣

こ
う
い
う
-
だ
り
を
読
ん
だ
と
し
た
ら
､
憶
良
は
さ
ぞ
か
し
､
自
分
の
裸
像

を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
る
思
い
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
｡
自
分
は
不
老
長
生
な
ど
と
､
不
相
応
な
こ
と
は
高
望
み
し
ま
い
｡
今
さ
ら

そ
の
よ
う
な
大
そ
れ
た
企
て
､
努
力
も
始
め
ら
れ
な
い
｡
し
か
し
'
せ
い
ぜ
い

善
行
を
積
み
､
慎
独
に
は
つ
と
め
て
い
る
つ
も
り
だ
｡
だ
か
ら
せ
め
て
健
康
を

返
し
て
く
れ
｡

憶
良
は
悲
泣
し
､
絶
叫
し
て
い
る
｡

し
の

こ
う
い
う
見
地
か
ら
か
え
り
見
る
と
'
｢
子
等
を

思

ぷ

歌

一
首
井

に
序
｣
に
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し
て
も
'
何
か
言
訳
が
ま
し
い
序
を
つ
け
た
り
し
て
､

一
般
に
受
け
と
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
､
子

へ
の
純
粋
な
愛
情
を
吐
露
し
た
も
の
と
は
か
り
は
言
え
な
い

よ
う
で
あ
る
｡

｢
=
-
･い
づ
-
よ
り
来
た
り
L
も
の
ぞ

ま
な
か
ひ
に
も
と
な
か
か
り
て

や
ろ

い

な

安

眠

し

来

さ
ぬ
｣｡
こ
れ
は
恐
ろ
し
い
執
着
で
あ
り
'
地
獄
の
苦
慮
で
も
あ
る
｡

と
て
も

｢
し
ろ
が
ね
も
く
が
ね
も
玉
も
何
せ
む
に

ま
さ
れ
る
宝
子
に
如
か
め

や
も
｣
と
給
麗
事
に
済
ま
し
'
安
易
に
流
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
｡

*

少
し

『抱
朴
子
』
に
引
き
つ
け
過
ぎ
て
､
憶
良
に
は
迷
惑
な
解
釈
を
加
え
て

し
ま
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
｢沈
痢
日
夏
の
文
｣
の
す
ぐ
次
に
｢俗
道
の
'
仮
に

合
ひ
即
ち
離
れ
､
去
り
易
-
留
り
難
き
を
悲
嘆
す
る
詩

一
首
'
井
序
｣
と
い
う

の
が
あ
り
､
そ
の
序
に
お
い
て
､
仏
教
と
儒
教
と
の
二
つ
を
並
べ
挙
げ
､
｢引
導

は
二
つ
な
れ
ど
も
悟
を
得
る
は
惟

7
つ
の
み
｣
と
､
す
こ
ぶ
る
ま
っ
と
う
な
人

生
観

･
死
生
観
が
展
開
し
､
｢故
に
知
り
ぬ
､
生
る
れ
ば
必
ず
死
あ
る
こ
と
を
｡

死
を
も
し
欲
せ
ぬ
と
き
に
は
生
れ
ざ
る
に
如
か
ず
｣
と
'
平
静
な
が
ら
､
べ
シ

I,､
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
結
ん
で
あ
る
｡

たし

そ
し
て
次
に
五
人
九
七
-
九
〇
三
｢老
い
た
る
身
に
病
を
重
ね
､
年
を
経
て
辛

な苦
み
､
ま
た
児
等
を
思
ふ
歌
七
首
長

l
首
六
首
｣
が
あ
る
｡
い
さ
さ
か
二
番
煎

じ
め
い
た
短
い
長
歌
な
が
ら

｢年
長
-
病
み
し
渡
れ
ば
-
-
こ
と
こ
と
は
死
な

な
と
思

ヘ
ビ

さ
は
え
な
す
騒
ぐ
児
ど
も
を

う
つ
て
て
は
死
に
は
知
ら
ず

ね

見
つ
つ
あ
れ
ば
心
は
燃
え
ぬ

か
に
か
く
に
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
.
突

の
み
し
泣
か

す
ぺ

ゆ
｣
と
例
の
愚
痴
を
こ
ぼ
し
て
い
る
O
五
･
八
九
九
｢
術

も

無
く
苦
し
く
あ
れ
ば

も

舌や

出
で
走
り
去
な
な
と
思

ヘ
ビ
児
ら
に
障

り
ぬ
｣｡

そ
う
し
て
あ
の
五
･九
〇
四
-
九
〇
六
｢男
子
名
は
古
日
を
恋
ふ
る
歌
三
首
｣
で

高
菜
集
巻
五
は
終
わ
っ
て
い

る
｡
余
り
に
も
有
名
な
作
品
で
あ
る
が
､
反
歌
の

ま
じ

し
た

へ

と
お

稚
け
れ
は
道
行
き
知
ら
じ

幣

は

せ
む

黄

泉

の
便
負
ひ
て

通

ら

せ

の

ただ

ゐ
ゆ

あ
ま
ぢ

布
施
置
き
て
わ
れ
は
乞
ひ
宿

む
あ
さ
む
か
ず
直

に
率

去

き
て

天

路

知
ら
し

め

は
､
よ
く
小
林

一
茶
の

｢
そ
こ
の
け
そ
こ
の
け
お
ん
馬
が
通
る
｣
と
連
想
さ
れ

る
ほ
ほ
え
ま
し
い
佳
品
で
あ
る
｡

*

と
も
か
く
も
､
こ
の
整
わ
ぬ

一
文
を
終
え
て
､
さ
て
､
憶
良
は
ど
う
い
う
病

気
に
多
年
悩
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
と
反
省
し
て
み
て
､
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
の

か
､
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ぬ
の
が
､
い
か
に
も
残
念
で
あ
る
｡
有
名
な
五

･
八
九

二

｢貧
窮
問
答
の
歌
｣
で
は
'
ト
リ
ビ
ア
ル
な
ほ
ど
の
描
写
を
敢
え
て
し
て
い

る
憶
良
が
､
病
状
の
詳
細
に
関
し
て
は
'
立
ち
入
っ
て
は
述
べ
て
い
な
い
｡

そ
し
て
も
う

一
つ
､
｢沈
病
日
豪
の
文
｣
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
挿
入
さ
れ
て
い

る
割
注
は
'
ど
う
も
憶
良
自
身
'
老
婆
心
か
ら
自
ら
さ
し
は
さ
ん
だ
も
の
の
よ

う
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
中
に
は
､
後
に
､
後
人
の
文
字
通
り
注
と
し
て
書
き
加

え
た
も
の
も
､
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
､
こ
の
割
注
の
と
こ
ろ
に
興
味

を
そ
そ
る
記
述
が
む
し
ろ
多
い
｡
全
体
と
し
て
は
と
も
か
-
も
力
作
･長
篇
で
'

先
に
食
い
足
ら
な
い
な
ど
と
生
意
気
な
こ
と
を
言
う
た
が
'
や
は
り
三
高
菓
集
』

中
の
異
彩
で
あ
る
こ
と
に
変
り
な
い
｡
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