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こ
の
一
編
は
、 

頃  

日 

け
い
じ
つ

、
諭
吉
が
綴
る
と
こ
ろ
の
未
定
稿
中
よ
り
、
教
育
の
目
的
と
も

　
　
　
　
　
　
　
名
づ
く
べ
き
一
段
を  

抜    

抄  

ば
っ
し
ょ
う

し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
前
後
の
連
絡
を
断
つ
が
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
意
を
つ
く
す
に
足
ら
ず
、
よ
っ
て
こ
れ
を
和わ
解げ
演
述
し
て
、
も
っ
て
諸
先
生
の
高
評
を

　
　
　
　
　
　
　
乞
う
。

　
教
育
の
目
的
は
、
人
生
を
発
達
し
て
極
度
に
導
く
に
あ
り
。
そ
の
こ
れ
を
導
く
は
何
の
た
め
に
す
る
や

と
尋
ぬ
れ
ば
、
人
類
を
し
て
至
大
の
幸
福
を
得
せ
し
め
ん
が
た
め
な
り
。
そ
の
至
大
し
だ
い
の
幸
福
と
は
何
ぞ
や
。

こ
こ
に
文
字
の
義
を
細
か
に
論
ぜ
ず
し
て
民
間
普
通
の
語
を
用
う
れ
ば
、
天
下
泰
平
・
家
内
安
全
、
す
な

わ
ち
こ
れ
な
り
。
今
こ
の
語
の
二
字
を
取
り
て
、
か
り
に
こ
れ
を
平
安
の
主
義
と
名
づ
く
。
人
と
し
て
平

安
を
好
む
は
、
こ
れ
を
そ
の
天
性
と
い
う
べ
き
か
、
は
た
習
慣
と
い
う
べ
き
か
。
余
は
宗
教
の
天
然
説
を

度
外
視
す
る
者
な
れ
ば
、
天
の
約
束
と
い
う
も
、
人
為
じ
ん
い
の
習
慣
と
い
う
も
、
そ
の
へ
ん
は
こ
れ
を 

人  

々 

に
ん
に
ん

の
所
見
に
ま
か
し
て
問
う
こ
と
な
し
と
い
え
ど
も
、
た
だ
平
安
を
好
む
の
一
事
に
い
た
り
て
は
、
古
今
人

間
の
実
際
に
行
わ
れ
て
違たが
う
こ
と
な
き
を
知
る
べ
き
の
み
。
し
か
ら
ば
す
な
わ
ち
教
育
の
目
的
は
平
安
に

あ
り
と
い
う
も
、
世
界
人
類
の
社
会
に
通
用
し
て
妨
さ
ま
た
げあ
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。
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そ
も
そ
も
今
日
の
社
会
に
、
い
わ
ゆ
る
宗
旨
な
り
、
徳
教
な
り
、
政
治
な
り
、
経
済
な
り
、
そ
の
所
論

お
の
お
の
趣
お
も
む
きを
一
に
せ
ず
し
て
、
は
な
は
だ
し
き
は  

相    

互  

あ
い
た
が
い

に
背
馳
は
い
ち
す
る
も
の
も
あ
る
に
似
た
れ
ど
も
、

平
安
の
一
義
に
い
た
り
て
は 

相  

違 

あ
い
た
が

う
な
き
を
見
る
べ
し
。
宗
旨
・
徳
教
、
何
の
た
め
に
す
る
や
。
善
を

勧
め
て
精
神
の
平
安
を
い
た
す
の
み
。
政
治
、
何
の
た
め
に
す
る
や
。
悪
を
懲こ
ら
し
害
を
防
ぎ
て
、
も
っ

て
心
身
の
平
安
を
助
く
る
の
み
。
経
済
、
何
の
た
め
に
す
る
や
。
人
工
を
便
利
に
し
て
形
体
の
平
安
を
増

す
の
み
。
さ
れ
ば
平
安
の
主
義
は
人
生
の
達
す
る
と
こ
ろ
、
教
育
の
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
と
い
う
も
、
は
た

し
て
真
実
無
妄
む
も
う
な
る
を
知
る
べ
し
。

　
人
あ
る
い
は
い
わ
く
、
天
下
泰
平
・
家
内
安
全
を
も
っ
て
人
生
教
育
の
極
度
と
す
る
と
き
は
、
野
蛮
無む

為い
、
羲
昊
ぎ
こ
う
以
上
の
民
を
も
っ
て
人
類
の
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
と
な
す
べ
し
。
近
く
は
我
が
徳
川
政
府
二
百
五

十
余
年
の
泰
平
の
如
き
は
、
す
な
わ
ち
至
善
至
美
な
ら
ん
と
の
説
も
あ
れ
ど
も
、
こ
の
説
は
事
物
の
末
を

見
て
、
そ
の
本もと
を
知
ら
ざ
る
者
の
み
。
野
蛮
の
無
為
、
徳
川
の
泰
平
の
如
き
は
、
当
時
そ
の
人
民
の
心
身
、

安あん
は
す
な
わ
ち
安
な
り
と
い
え
ど
も
、
そ
の
安
は
身
外
の
事
物
、
我
に
向
っ
て
愉
快
を
呈
す
る
に
非
ず
。

外
の
事
物
の
性
質
に
か
か
わ
ら
ず
し
て
、
我
が
心
身
に
こ
れ
を
愉
快
な
り
と
思
う
も
の
に
す
ぎ
ず
。
す
な

わ
ち
万
民
安
堵
あ
ん
ど
、
腹
を
鼓こ
し
て
足た
る
を
知
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
そ
の
足
る
を
知
る
と
は
、
他た
な
し
、
足
ら

ざ
る
を
知
ら
ざ
り
し
の
み
。
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た
と
え
ば
往
古
お
う
こ
支
那
に
て
、
天
子
の
宮
殿
も
、
茆
茨
ぼ
う
し
剪き
ら
ず
、
土
階
ど
か
い 

三  

等 

さ
ん
と
う

、
も
っ
て
安
し
と
い
う
と

い
え
ど
も
、
そ
の
宮
殿
は
真
実
安
楽
な
る
皇
居
に
非
ず
。
か
り
に  

帝    

堯  

て
い
ぎ
ょ
う

を
し
て
今
日
に
あ
ら
し
め
な

ば
、
い
か
に
素
朴
節
倹
な
り
と
い
え
ど
も
、
段
階
に
木
石
を
用
い
、
屋おく
も
ま
た
瓦
を
も
っ
て
葺ふ
く
こ
と
な

ら
ん
。
ま
た
徳
川
の
時
代
に
、
江
戸
に
い
て  

奥    

州  

お
う
し
ゅ
う

の
物
を
用
い
ん
と
す
る
に
、 

飛  

脚 

ひ
き
ゃ
く

を
立
て
て
報

知
し
て
、
先
方
よ
り 

船  

便 
ふ
な
び
ん

に
運
送
す
れ
ば
、
到
着
は
必
ず
数
月
の
後
な
れ
ど
も
、
た
だ
そ
の
物
を
さ
え

得
れ
ば
、
も
っ
て
便
利
な
り
と
し
て
悦
よ
ろ
こび
し
こ
と
な
れ
ど
も
、
今
日
は
一
報
の
電
信
に
応
じ
て
、
蒸
気
船

便
に
送
れ
ば
、
数
日
に
し
て
用
を
弁
ず
べ
し
。
数
年
の
後
、
奥
羽
地
方
に
鉄
道
を
通
ず
る
の
日
に
は
、
今

の
蒸
気
船
便
も
ま
た
、
は
な
は
だ
遅ち
ち々

た
る
を
覚
ゆ
る
こ
と
な
ら
ん
。

　
ゆ
え
に
、
古
人
の
便
利
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
今
日
は
な
は
だ
不
便
な
り
。
今
日
の
便
利
は
、
今
後
ま
た

不
便
と
な
ら
ん
。
古
人
は
今
を
知
ら
ず
し
て
、
当
時
の
事
物
を
便
利
な
り
と
思
い
し
こ
と
に
て
、 

今  

人 

こ
ん
じ
ん

も
ま
た
今
後
を
知
ら
ず
し
て
、
今
を
安
楽
と
思
う
の
み
。
ま
た
近
く
こ
れ
を
譬たと
う
れ
ば
、
か
の
煙
草
を
喫

す
る
者
を
見
よ
。
一
斤きん
の
価
十
銭
の
葉
を
喫
す
る
も
、
口
に
美び
な
ら
ざ
る
に
非
ず
。
そ
の
後
二
十
銭
の
も

の
を
買
い
、
こ
れ
に
慣
る
る
こ
と
数
日
な
れ
ば
、
ま
た
は
じ
め
の
麁
葉
そ
よ
う
を
喫
す
べ
か
ら
ず
。

　
つ
い
で
ま
た
朋
友
親
戚
等
よ
り
、
某
国
産
の 

銘  

葉 

め
い
よ
う

を
得
て
、
わ
ず
か
に
一
、
二
管
を
試
み
た
る
後
に

は
、
以
前
の
も
の
は
こ
れ
を
吸
う
べ
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
か
た
わ
ら
に
こ
れ
を
薫くん
ず
る
者
あ
れ
ば
、
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そ
の
臭
気
を
嗅か
ぐ
に
も
堪
え
ず
。
も
し
も
強し
い
て
自みず
か
ら
こ
れ
を
用
い
ん
と
す
れ
ば
、
た
だ
苦
痛
不
快
を

覚
う
べ
き
の
み
。
こ
れ
を
吸
煙
の
上
達
と
称
し
、
世
人
の
実
験
に
お
い
て
あ
ま
ね
く
知
る
と
こ
ろ
な
り
。

ひ
と
し
く
同
一
の
煙
草
に
し
て
、
は
じ
め
は
こ
れ
を
喫
し
て
美
な
り
し
も
の
、
今
は
か
え
っ
て
口
に
不
快

を
覚
え
し
む
。
然
ら
ば
す
な
わ
ち
こ
の
麁
葉
そ
よ
う
は
、
最
初
に
美
を
呈
し
た
る
に
非
ず
、
た
だ
我
が
当
時
の
口

に
て
こ
れ
を
美
と
称
し
快
楽
と
思
い
し
の
み
。
す
な
わ
ち
人
生
の
働
は
た
ら
きの
一
ヵ
条
た
る
喫
煙
も
、
そ
の
力
よ

く
発
達
す
れ
ば
、
わ
ず
か
に
数
日
の
間
に
苦
楽
の
趣
お
も
む
きを
異こと
に
す
る
の
事
実
を
見
る
べ
し
。

　
ゆ
え
に
天
下
泰
平
・
家
内
安
全
の
快
楽
も
、
こ
れ
を
身
に
享う
く
る
人
の
心
身
発
達
し
て
、
そ
の
働
を
高

尚
の
域
に
す
す
む
る
と
き
は
、
古
代
の
平
安
は
今
世
の
苦
痛
不
快
た
る
こ
と
あ
る
べ
し
。
余
輩
の
い
わ
ゆ

る
平
安
と
は
、
精
神
も
形
体
も
と
も
に
高
尚
に
達
し
て
、
こ
の
高
尚
な
る
心
身
に
応
じ
て
平
安
な
る
も
の

を
平
安
と
名
づ
く
る
な
り
。
す
な
わ
ち
こ
の
平
安
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
教
育
の
旨むね
は
、
人
生
の
働
の

一
ヵ
条
を
も
空
し
ゅ
う
せ
ず
し
て
快
楽
を
得
ん
と
す
る
に
あ
り
。
足
る
を
知
る
を
勧
む
る
に
あ
ら
ず
、
足

ら
ざ
る
を
知
り
て
こ
れ
を
足
す
の
道
を
求
む
る
に
あ
る
も
の
な
り
。
野
蛮
の
無む
為い
、
徳
川
の
泰
平
の
如
き

は
、
平
安
と
称
す
べ
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
苦
痛
不
快
と
認
め
ざ
る
を
え
ず
。
そ
の

平
安
の
美
は
煙
草
の
麁
葉
に
ひ
と
し
き
も
の
と
い
い
て
可
な
り
。

　
ま
た
あ
る
人
の
説
に
、
平
安
を
好
む
は
人
情
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
然
る
に
似
た
り
と
い
え
ど
も
、
今
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日
の
事
実
に
お
い
て
お
お
い
に
然
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
大
は
各
国
の
交
際
に
権
を
争
い
、
小
は 

人  

々 

に
ん
に
ん

の

渡
世
に
利
を
貪
む
さ
ぼり
、
は
な
は
だ
し
き
は
物
を
盗
み
人
を
殺
す
も
の
あ
り
。
な
お
は
な
は
だ
し
き
は
、
か
の

血
気
の
少
年
軍
人
の
如
き
は
、
ひ
た
す
ら
殺
伐
戦
闘
を
も
っ
て
快
楽
と
な
し
、
つ
ね
に
世
の
平
安
を
い
と

う
て
騒
乱
多
事
を
好
む
が
如
し
。
ゆ
え
に
平
安
の
主
義
は
、
人
類
の
こ
の
一
部
分
に
行
わ
れ
て
、
他
の
一

部
分
に
は
通
用
す
べ
か
ら
ず
と
の
問
題
あ
れ
ど
も
、
こ
の
問
題
に
答
う
る
は
は
な
は
だ
難
き
に
非
ず
。
国

の
権
を
争
い
人
の
利
を
貪むさ
ぼ
る
は
、
他
な
し
、
自
国
自
身
の
平
安
を
欲
す
る
者
な
り
。

　
ま
た
、
物
を
盗
み
人
を
殺
す
者
と
い
え
ど
も
、
自
か
ら
利
し
て
自
己
の
平
安
幸
福
を
い
た
さ
ん
と
欲
す

る
に
す
ぎ
ず
。
盗
ん
で
こ
れ
を
匿かく
し
、
殺
し
て 

遁  

逃 

と
ん
と
う

す
る
は
何
ぞ
や
。
他
の
平
安
幸
福
を
ば
害
す
れ
ど

も
、
お
の
ず
か
ら
害
す
る
を
好
ま
ざ
る
の
証
な
り
。
ま
た
、
い
か
な
る
盗
賊
に
て
も
博
徒
に
て
も
、
外
に

対
し
て
は
乱
暴
無
状
な
り
と
い
え
ど
も
、
そ
の
内
部
に
入
り
て
仲
間
の
有
様
を
見
れ
ば
、
朋
輩
の
間
、
自
お
の
ず

か
ら
約
束
あ
り
、
規
則
あ
り
。
す
な
わ
ち
そ
の
約
束
規
則
は
自
家
の
安
全
を
は
か
る
も
の
よ
り
外
な
ら
ず
。

し
か
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
法
外
の
輩
が
、
た
が
い
に
そ
の
貧
困
を
救
助
し
て
仁
恵
を
施
し
、
そ
の
盗
み
た

る
銭
物
を
分
つ
に
公
平
の
義
を
主
と
し
、
そ
の
先
輩
の 
巨  

魁 
き
ょ
か
い

に
仕
え
て
礼
を
つ
く
し
、
窃
盗
を
働
く
に

智
術
を
き
わ
め
、
会
同
・
離
散
の
時
刻
に
約
を
違たが
え
ざ
る
等
、
そ
の
局
処
に
つ
い
て
こ
れ
を
み
れ
ば
、
仁

義
礼
智
信
を
守
り
て
一
社
会
の
幸
福
を
重
ん
ず
る
者
の
如
し
。
ゆ
え
に
平
安
の
主
義
は
、
法
外
の
仲
間
に
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も
行
わ
れ
て
、
有
力
な
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
ざ
る
な
り
。

　
ま
た
、
血
気
け
っ
き
の
輩はい
が
、
た
だ
社
会
の
騒
動
を
企
望
き
ぼ
う
し
て
変
を
好
み
、
自
己
の
利
益
を
も
か
え
り
み
ず
し

て
妄
み
だ
りに
殺
伐
を
こ
と
と
す
る
は
、
平
安
の
主
義
に
も
と
る
が
如
く
な
れ
ど
も
、
つ
ま
び
ら
か
に
そ
の
内
情

を
察
す
れ
ば
、
必
ず
名
利
の
た
め
よ
り
外
な
ら
ざ
る
を
発
明
す
べ
し
。
名
利
と
は
何
ぞ
や
。
他
な
し
、
自

己
の
幸
福
、
社
会
の
安
全
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
れ
ど
も
、
た
だ
審
判
の
力
に
乏
し
く
し
て
、
あ

る
い
は
事
の
成せい
を
期
す
る
こ
と
急
に
過
ぎ
、
あ
る
い
は
そ
の
事
を
施
行
し
こ
う
す
る
こ
と
劇げき
に
過
ぎ
て
、
心
事
の

本
色
を
現
わ
す
こ
と
能
わ
ざ
る
の
み
。

　
た
と
え
ば
少
年
の
勇
士
が
死
を
決
し
て
自
か
ら
快
と
称
す
る
者
あ
れ
ど
も
、
そ
の
快
た
る
や
、
た
だ
絶

命
の
み
を
も
っ
て
快
と
す
る
に
非
ず
。
そ
の
時
の
事
情
を
い
え
ば
、
本
人
の
心
に
企
く
わ
だつ
る
と
こ
ろ
の
事
は

大
に
過
ぎ
て
、
こ
れ
に
応
ず
べ
き
自
己
の
力
は
小
に
し
て
足
ら
ず
、
そ
の
大
小
の
平
均
を
得
る
に
路
な
き

が
た
め
に
、
無
上
の
宝
た
る
一
命
を
も
て
己おの
が
企
つ
る
と
こ
ろ
の
事
に
殉
じ
、
い
さ
さ
か
そ
の
情
を
慰
め

て
、
も
っ
て
快
と
称
す
る
も
の
な
り
。
け
だ
し
こ
の
類
た
ぐ
いの
愉
快
は
、
形
体
に
関
係
な
く
し
て
精
神
に
属
す
。

形
体
に
あ
り
て
は
安
楽
と
称
し
、
精
神
に
あ
り
て
は
愉
快
と
い
う
。
そ
の
文
字
異こと
な
り
と
い
え
ど
も
、
結

局
平
安
の
主
義
に
洩
れ
ざ
る
も
の
な
り
。

　
ま
た
、
今
の
我
が
日
本
に
て
新
政
府
を
建
て
、
今
日
も
っ
ぱ
ら
社
会
の
平
安
を
欲
し
て
焦 

思 

苦 

慮 

し
ょ
う
し
く
り
ょ

す
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る
者
は
誰
ぞ
や
。
十
余
年
前
に
あ
り
て
は
、
し
き
り
に
世
の
多
事
を
好
み
騒
動
を
企
望
し
て
余
念
な
か
り

し
血
気
の
士
人
に
非
ず
や
。
そ
の
士
人
の
中
に
は
殺
伐
無
状
、
人
を
殺
し
家
を
焼
き
、
お
よ
そ
社
会
の
平

安
を
害
す
べ
き
事
な
れ
ば
一
も
避
く
る
と
こ
ろ
な
く
、
つ
い
に
身
を
容い
る
る
の
地
な
き
に
い
た
れ
ば
、
快

と
称
し
て
死
に
つ
き
し
者
も
あ
り
。
幸
に
し
て
死
に
い
た
ら
ざ
り
し
者
が
、
今
の
地
位
に
い
て
事
を
と
る

の
み
。
す
な
わ
ち 
昔  

日 
せ
き
じ
つ

は
乱
を
好
み
、
今
日
は
治
を
欲
す
る
者
な
り
。

　
も
し
も
維
新
の
一
挙
、
当
初
に
失
敗
し
た
ら
ば
、
こ
の
輩
は
た
だ
世
の
騒
乱
を
好
み
て
平
安
を
い
と
う

者
と
て
、
天
下
後
世
の
評
論
を
受
け
、
あ
る
い
は
そ
の
寃えん
を
訴
う
る
に
よ
し
な
き
を
知
る
べ
か
ら
ず
と
い

え
ど
も
、
偶
然
に
今
日
の
事
実
を
見
れ
ば
こ
そ
、
前
年
に
乱
を
好
み
し
は
、
そ
の
心
事
の  

本    

色  

ほ
ん
し
ょ
く

に
非

ず
、
そ
の
乱
は
た
だ
改
め
て
治
安
を
い
た
す
の
方
便
た
り
し
と
の
事
実
も
、
は
じ
め
て
明
白
な
る
を
得
た

る
こ
と
な
れ
。
こ
れ
ま
た
本
論
の
一
例
と
し
て
見
る
べ
し
。
人
生
決
し
て
乱
を
好
む
も
の
に
非
ざ
る
な
り
。

　
右
の
如
く
平
安
を
好
む
の
人
情
は
、
世
界
中
に
通
用
し
て
た
が
う
こ
と
な
く
、
各
国
の
交
際
も 

人  

々 

に
ん
に
ん

の
渡
世
と
せ
い
も
、
そ
の
目
的
、
平
安
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
な
お
進
み
て
戦
闘
殺
伐
、
物
を
盗
み
人
を
殺
す
者

も
、
こ
の
主
義
に
洩も
れ
ざ
る
も
の
と
す
る
と
き
は
、
人
生
の
目
的
は
、
他
を
害
し
て
身
を
利
す
る
に
す
ぎ

ず
。
こ
れ
を
も
っ
て
教
育
の
本
旨
と
す
る
は
当
ら
ざ
る
に
似
た
れ
ど
も
、
人
生
発
達
の
点
に
眼
ま
な
こを
着
ち
ゃ
くす
れ

ば
、
こ
の
疑
を
解
く
に
足
る
べ
し
。
そ
も
そ
も
人
生
の
智
識
、
未
だ
発
せ
ざ
る
に
当
り
て
は
、
心
身
の
働

は
た
ら
き
、
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た
だ
形
体
の
一
方
に
偏
す
る
を
常
と
す
。
い
わ
ゆ
る
手
も
て
口
に
接
す
る
小
児
の
如
き
、
こ
れ
な
り
。
野

蛮
未
開
、
耕
し
て
食
ら
い
井
を
掘
り
て
飲
む
が
如
き
、
こ
れ
な
り
。
す
で
に
食
ら
い
す
で
に
飲
む
と
き
は
、

口
腹
の
慾
、
も
っ
て
満
足
す
べ
し
と
い
え
ど
も
、
な
お
足
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
衣
服
な
か
る
べ
か
ら
ず
、

住
居
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
衣
食
住
居
す
で
に
備
わ
り
、
一
家
も
っ
て
安
楽
な
り
。
な
お
足
ら
ざ
る
も
の
あ

り
。
隣
人
の
つ
き
あ
い
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
社
会
の
交
際
な
か
る
べ
か
ら
ず
。

　
す
で
に
交
際
あ
る
と
き
は
、
そ
の
交
ま
じ
わる
と
こ
ろ
の
者
は
高
尚
に
し
て
美
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
も
ま
た

人
情
な
り
。
他
人
の
醜
美
は
我
が
形
体
の
苦
楽
に
関
係
な
き
も
の
な
れ
ど
も
、
そ
の
美
を
欲
す
る
は
あ
た

か
も
我
が
家
屋
を
装
い
庭
園
を
脩おさ
め
、
自
か
ら
こ
れ
を
観み
て
快
楽
を
覚
ゆ
る
の
情
に
異こと
な
ら
ず
。
家
屋
庭

園
の
装
飾
は
た
だ
ち
に
我
が
形
体
の
寒
熱 

痛  

痒 

つ
う
よ
う

に
感
ず
る
に
非あら
ざ
れ
ど
も
、
精
神
の
風
致
を
慰
な
ぐ
さ
むる
の
具ぐ

に
し
て
、
戸
外
の
社
会
に
交
り
て
そ
の
社
会
の
美
を
観
る
も
ま
た
、
我
が
精
神
の
情
を
慰
め
て
愉
快
を
覚

え
し
む
る
の
術
な
り
。

　
現
に
今
日
の
人
間
交
際
を
見
る
に
、
い
か
な
る
人
に
て
も
、
交
ま
じ
わ
りを
求
む
る
に
上
流
を
避
け
て
下
流
に
つ

く
者
を
見
ず
。
こ
と
さ
ら
に
富
貴
の
人
を
嫌
う
て
、
貧
賤
を
友
と
す
る
者
を
見
ず
。
そ
の
富
貴
上
流
の
人

に
交
る
や
、
必
ず
し
も
（
往
々
あ
れ
ど
も
）
彼
の
富
貴
を
取
り
て
我
に
利
す
る
に
非
ざ
れ
ど
も
、
お
の
ず

か
ら
こ
れ
に
接
し
て
快
き
も
の
あ
れ
ば
な
り
。
な
お
俗
間
の
婦
女
子
が
俳
優
を
悦
び
、
男
子
が
芸
妓
を
愛

10教育の目的



す
る
が
如
し
。
そ
の
こ
れ
を
愛
す
る
や
、
必
ず
し
も
（
往
々
あ
れ
ど
も
）
色
慾
に
出
ず
る
に
非
ず
。
た
だ

こ
れ
を
観
て
我
が
情
を
慰
む
る
の
み
。
す
な
わ
ち
我
が
形
体
に
関
係
な
く
し
て
他
の
美
を
悦
ぶ
も
の
な
り
。

す
で
に
社
会
の
美
を
欲
す
。
然
ら
ば
す
な
わ
ち
、
そ
の
醜
を
悪にく
む
も
ま
た
人
情
な
ら
ざ
る
を
え
ず
。
そ
の

醜
を
変
じ
て
美
と
な
す
べ
き
の
術
あ
れ
ば
、
そ
の
術
を
求
め
て
こ
れ
を
施
す
も
ま
た
人
情
な
り
。

　
こ
こ
に
お
い
て
か
貧
困
を
救
助
し
、
文
盲
を
教
育
す
る
者
あ
り
。
こ
れ
を
仁
人
君
子
と
称
す
。
仁
人
君

子
は
、
我
が
利
害
を
棄
て
て
人
の
た
め
に
し
、
我
に
損
し
て
他
に
益えき
す
と
い
う
と
い
え
ど
も
、
そ
の
実
は

決
し
て
然
ら
ず
。
そ
の
棄すつ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
形
体
に
属
す
る
財
物
か
、
ま
た
は
財
に
ひ
と
し
き
時
間
、

心
労
に
し
て
、
そ
の
報
む
く
いと
し
て
得
る
も
の
に
は
、
我
が
情
を
慰
む
る
の
愉
快
あ
り
。
す
な
わ
ち
形
体
の
安

楽
を
売
り
て
精
神
の
愉
快
を
買
う
も
の
な
り
。
人
生
の
発
達
、
そ
の
ま
っ
た
き
を
得
て
、
形
体
の
安
楽
に

か
ね
て
精
神
の
愉
快
を
重
ん
ず
る
の
日
に
い
た
り
、
は
じ
め
て
人
類
至
大
の
幸
福
を
見
る
べ
き
な
り
。

　
け
だ
し
、
か
の
盗
賊
以
下
、
他
を
害
し
て
身
を
利
す
る
者
の
如
き
は
、
そ
の
生
の
働
、
発
達
せ
ず
し
て
、

平
安
の
主
義
に
し
た
が
う
こ
と
、
わ
ず
か
に
形
体
の
一
方
に
止
ま
り
て
、
未
だ
精
神
の
愉
快
な
る
も
の
を

知
る
に
い
た
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
の
愉
快
と
す
る
と
こ
ろ
の
境
界
は
な
は
だ
狭
く
し
て
、
身
外
の
美
を
も

っ
て
お
の
ず
か
ら
楽
し
む
の
情
に
乏
し
き
も
の
の
み
。
な
お
無
智
の
小
児
が
物
の
旨し
否ひ
を
知
り
て
醜
美
を

弁
せ
ざ
る
が
如
し
。
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教
育
の
旨
は
、
形
体
と
精
神
と
両
ふ
た
つな
が
ら
こ
れ
を
導
き
て
、
そ
の
働
の
極
度
に
い
た
ら
し
む
る
に
あ
り
。

ゆ
え
に
世
に
害
他
利
身

が
い
た
り
し
ん
の
輩はい
あ
る
は
、
教
育
の
未
だ
あ
ま
ね
か
ら
ず
し
て
、
人
生
の
未
だ
発
達
せ
ざ
る
も

の
な
れ
ど
も
、
平
安
の
主
義
は
お
の
ず
か
ら
そ
の
間
に
行
わ
れ
て
故
障
を
見
ざ
る
も
の
と
知
る
べ
し
。

　
形
体
の
安
楽
を
知
り
て
精
神
の
愉
快
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
と
く
に
盗
賊
以
下
に
限
ら
ず
、
現
今
世
界
各

国
の
交
際
に
お
い
て
も
ま
た
然
り
。
か
の
西
洋
諸
国
の
人
民
が
い
わ
ゆ
る
野
蛮
国
な
る
も
の
を
侵
し
て
、

次
第
に
そ
の
土
地
を
奪
い
、
そ
の
財
産
を
剥は
ぎ
、
他
の
安
楽
を
典てん
し
て
自
か
ら
奉
ず
る
の
資し
と
な
す
が
如

き
、
そ
の
処
置
、
毫ごう
も
盗
賊
に
異
な
ら
ず
。

　 

在  

昔 

ざ
い
せ
き

、
欧
羅
巴
の
白
人
が
亜
米
利
加
に
侵
入
し
て
そ
の
土
人
を
逐
い
、
英
人
が
印
度
地
方
大
洋
諸
島

に
往
来
し
て
暴
行
を
た
く
ま
し
ゅ
う
し
た
る
も
そ
の
一
例
な
り
。
今
日
西
洋
に
お
い
て
仏
国
盛
さ
か
んな
り
英
国

富
む
と
い
う
と
い
え
ど
も
、
そ
の
富
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
は
何
処
い
ず
こ
に
あ
る
や
。 

竜  

動 

ロ
ン
ド
ン

に
巍ぎ
ぎ々

た
る

大
廈
た
い
か 

石  

室 

せ
き
し
つ

な
り
、
そ
の
市
街
に
来
往
す
る
肥
馬
軽
車
な
り
、
公
園
の
壮
麗
、
寺
院
の
宏
大
、
こ
れ
を
作

り
て
こ
れ
を
維
持
す
る
そ
の
費
用
の
一
部
分
は
、
遠
く
野
蛮
未
開
の
国
土
よ
り
来
り
し
も
の
な
ら
ん
。
た

だ
に
遠
国
の
み
な
ら
ず
、
現
に
両
国
境
を
接
す
る
日
耳
曼

ゼ
ル
マ
ン

と
仏
蘭
西
と
の
戦
争
に
お
い
て
、
日
は
仏
よ
り

五
十
億
フ
ラ
ン
ク
の
償
金
を
取
上
げ
た
り
。
他
な
し
、
隣
国
を
貧
に
し
て
自
か
ら
富
む
の
手
段
の
み
。

　
か
く
の
如
き
は
す
な
わ
ち
、
日
耳
曼
の
人
民
は
隣
人
の
貧
困
を
み
て
愉
快
を
覚
ゆ
る
者
な
ら
ん
。
け
だ
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し
今
の
世
界
各
国
の
人
民
は
、
自
か
ら
安
楽
を
知
り
て
他
の
不
幸
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
一
国
内
形
体
の

安
全
を
求
め
て
、
国
外
の
安
全
に
愉
快
を
覚
ゆ
る
の
精
神
に
乏
し
き
者
な
り
。
す
な
わ
ち
国
の
教
育
の
未

だ
上
達
せ
ざ
る
も
の
と
い
い
て
可
な
り
。
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岩
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