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｢
葉
公
好
龍
　
(
セ
フ
コ
ウ
リ
ョ
ウ
ヲ
コ
ノ
ム
)
｣
｡
『
大
漢
和
辞
典
』
　
に
よ
る

と
'
｢
似
て
非
な
こ
と
｡
又
'
名
を
好
ん
で
実
を
好
ま
な
い
愉
｣
と
あ
る
｡
｢
葉

公
｣
　
に
つ
い
て
は
へ
　
｢
春
秋
､
楚
の
人
｡
菓
子
高
を
い
ふ
｡
即
ち
沈
諸
梁
｡
莱

を
菓
県
に
食
み
'
よ
っ
て
葉
公
を
僧
称
す
｣
と
あ
-
'
以
下
｢
葉
公
｣
　
の
来
歴

出
典
個
所
が
列
記
し
て
あ
る
｡

い
ま
'
こ
の
葉
公
に
焦
点
を
あ
て
'
孔
子
と
の
関
わ
-
の
中
で
そ
の
人
と
な

り
を
考
察
し
'
こ
の
故
事
成
語
の
意
味
も
究
明
し
よ
う
と
思
う
｡

漠
の
劉
向
撰
『
新
序
』
　
1
 
0
巻
雑
事
五
に
｢
菓
公
好
龍
｣
由
来
の
本
文
が
あ
る
｡

松

尾
　
　
　
善
　
　
　
弘

(
一
九
九
三
年
九
月
二
〇
日
　
受
理
)

Y
o
s
h
i
h
i
r
o
 
M
A
づ
S
U
O

子
張
見
魯
哀
公
'
七
日
而
哀
公
不
礼
｡
託
僕
夫
而
去
日
'
臣
聞
'
君
好
士
'

故
不
達
千
里
之
外
'
犯
霜
露
､
冒
塵
垢
'
百
舎
重
折
不
敢
休
息
以
見
君
'
七
日

而
君
不
礼
｡
君
之
好
士
也
'
有
似
葉
公
子
高
之
好
龍
也
｡
菓
公
子
高
好
龍
'
鈎

以
幕
龍
､
整
以
幕
龍
へ
屋
室
経
文
以
寓
龍
｡
於
是
天
龍
聞
而
下
之
､
窺
頭
於
備
'

施
尾
於
堂
｡
葉
公
見
之
'
棄
而
還
走
'
失
其
魂
塊
'
五
色
無
主
｡
是
葉
公
非
好

龍
也
へ
好
夫
似
龍
而
非
龍
者
也
｡
今
臣
聞
君
好
士
'
故
不
達
千
里
之
外
以
見
君
'

七
日
不
礼
｡
君
非
好
士
也
'
好
夫
似
士
而
非
士
者
也
｡
詩
日
'
中
心
戒
之
'
何

日
忘
之
｡
敢
託
而
去
｡

<
通
釈
>
子
張
(
春
秋
'
魯
の
人
'
孔
子
の
弟
子
)
　
が
魯
の
哀
公
に
会
見
を

求
め
た
｡
七
日
経
っ
た
が
哀
公
は
礼
遇
し
な
い
　
(
つ
ま
り
お
目
通
-
が
か
な
わ

な
い
)
｡
そ
こ
で
子
張
は
僕
夫
に
次
の
よ
う
に
伝
言
を
託
し
て
立
ち
去
っ
た
｡

私
め
は
殿
様
が
士
を
好
む
と
聞
き
'
千
里
の
道
を
達
し
と
せ
ず
'
霜
露
を
犯
し
'

塵
垢
を
冒
し
'
長
い
道
の
-
の
た
め
足
だ
こ
を
作
っ
て
も
休
み
も
し
な
い
で
殿

様
に
会
見
に
及
ぼ
う
と
や
っ
て
参
-
ま
し
た
｡
と
こ
ろ
が
殿
様
は
七
日
経
っ
て
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も
私
を
士
と
し
て
礼
遇
し
て
下
さ
い
ま
せ
ん
｡
殿
様
の
士
を
好
む
と
い
う
話
は

さ
し
ず
め
葉
公
子
高
の
龍
を
好
む
話
に
似
て
は
お
り
ま
す
ま
い
か
｡
葉
公
子
高

は
龍
が
好
き
で
帯
鈎
(
お
ぴ
ど
め
)
　
に
龍
を
画
か
せ
､
整
落
　
(
さ
か
ず
き
)
　
に

も
龍
を
画
か
せ
'
部
屋
中
に
彫
刻
し
て
龍
を
画
か
せ
て
い
ま
し
た
｡
そ
こ
で
天

龍
が
そ
れ
を
聞
き
つ
け
て
下
-
て
き
て
'
頭
を
備
　
(
ま
ど
)
　
に
も
た
せ
か
け
'

尻
尾
を
堂
　
(
表
座
敷
)
　
に
曳
き
ず
っ
た
と
こ
ろ
､
菓
公
は
そ
れ
を
見
て
'
手
に

し
た
物
を
放
り
出
し
て
逃
げ
回
り
'
肝
っ
玉
は
消
え
失
せ
顔
面
蒼
白
の
態
で
あ

り
ま
し
た
｡
こ
の
こ
と
は
葉
公
は
本
当
に
龍
が
好
き
な
の
で
は
な
-
t
　
か
の
龍

に
似
て
龍
に
非
ざ
る
も
の
が
好
き
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
ま
す
｡

今
私
め
は
殿
様
が
士
を
好
む
と
聞
き
'
千
里
の
道
を
達
し
と
せ
ず
会
見
に
や
っ

て
参
-
ま
し
た
が
'
七
日
経
っ
て
も
お
目
通
-
を
か
な
え
て
下
さ
い
ま
せ
ん
｡

ど
う
や
ら
殿
様
も
本
当
に
は
士
を
好
む
と
い
う
の
で
は
な
-
'
士
に
似
て
士
に

非
ざ
る
者
を
好
む
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
｡
『
詩
経
』
　
に
も
言
っ
て
お
-
ま

す
'
中
心
之
を
戒
(
よ
み
)
　
す
れ
ば
'
何
の
日
に
か
之
を
忘
れ
ん
と
　
(
後
述
)
｡

い
ま
思
い
き
っ
て
僕
夫
に
こ
の
こ
と
ば
を
伝
え
て
-
れ
る
よ
う
に
頼
み
､
立
ち

帰
る
こ
と
に
致
し
ま
す
｡

極
言
す
れ
ば
'
上
べ
だ
け
を
取
-
つ
-
ろ
い
､
世
論
ば
か
-
を
気
に
し
て
､

厳
正
な
る
現
実
の
前
で
は
右
往
左
往
す
る
軽
桃
浮
薄
な
人
間
葉
公
､
そ
し
て
哀

公
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
少
な
-
と
も
二
葉
公
好
龍
｣
と
は
そ
う
い
う
ま
や
か

し
の
'
み
て
-
れ
人
間
の
側
面
を
衝
い
た
警
句
と
し
て
解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

『
詩
経
』
　
の
句
は
｢
小
雅
　
(
魚
藻
之
什
)
｣
隈
桑
四
章
章
四
句
の
最
後
の
二

句
で
あ
る
｡
い
ま
　
『
鄭
重
』
　
に
依
っ
て
句
意
を
播
い
て
み
よ
う
｡

隈
桑
は
幽
王
を
剃
る
な
り
｡
小
人
位
に
在
り
'
君
子
野
に
在
り
｡
君
子
に
見

え
心
を
尽
-
し
て
以
て
之
に
事
へ
ん
こ
と
を
思
ふ
な
り
｡

陽
桑
阿
た
る
有
-
'

既
に
君
子
を
見
る
'

隈
桑
阿
た
る
有
-
'

既
に
君
子
を
見
る
､

隈
桑
阿
た
る
有
-
､

既
に
君
子
を
見
る
､

い
と
お

心
に
や
愛
し
ま
ん
'

gfi

其
の
葉
難
た
る
あ
り
｡

其
の
楽
し
み
や
如
何
｡

其
の
菓
沃
た
る
あ
-
｡

こ
こ云

に
何
を
か
楽
し
ま
ざ
ら
ん
｡

其
の
葉
幽
た
る
あ
り
｡

徳
音
孔
豚
た
り
｡

は

も

か

つ

と

め

遇
に
謂
ざ
ら
ん
や
｡

似
而
非
の
'
物
事
の
表
層
的
認
識
で
振
舞
っ
て
い
た
葉
公
が
'
真
実
の
'
物

事
の
深
層
に
お
け
る
事
実
に
直
面
し
て
荘
然
自
失
し
た
と
い
う
物
語
-
で
あ
る
｡

子
張
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
例
え
に
し
て
'
哀
公
の
士
好
み
も
所
詮
外
面
を
飾

る
み
せ
か
け
の
も
の
で
'
真
に
高
潔
の
士
を
探
し
求
め
て
い
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
語
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡

と
す
れ
ば
'
葉
公
の
行
動
は
み
か
け
だ
お
し
で
あ
-
'
物
事
の
表
面
だ
け
を

見
て
実
体
･
本
質
を
見
よ
う
と
し
な
い
'
或
い
は
真
実
の
前
で
は
な
す
す
べ
を

知
ら
な
い
軽
率
な
行
為
者
と
し
て
非
難
し
た
話
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
｡

よ
み

中
心
之
を
戒
す
れ
ば
'
何
の
日
に
か
之
を
忘
れ
ん
｡

〔
隻
に
謂
ふ
｡
戒
は
善
な
り
｡
我
が
心
此
の
君
子
を
善
す
れ
ば
'
又
誠
に
忘

い
た
は

る
能
は
ざ
る
な
-
｡
孔
子
日
-
'
之
を
愛
す
れ
ば
能
-
労
る
こ
と
な
か
ら
ん

こ

れ

さ

と

か
｡
蔦
に
忠
な
れ
ば
能
-
諭
す
こ
と
な
か
ら
ん
か
｡
〕

子
張
は
こ
の
二
句
を
依
-
ど
こ
ろ
に
自
己
の
見
解
の
正
当
性
を
裏
付
け
て
い

る
｡
在
野
の
秀
れ
た
士
を
兄
い
出
し
取
-
た
て
る
明
察
を
持
っ
た
君
主
が
い
な

､
t
　
と
○

し

恐
ら
-
こ
の
両
者
は
共
に
｢
作
-
話
｣
　
で
あ
ろ
う
が
'
そ
の
い
わ
ん
と
す
る

と
こ
ろ
は
今
や
明
確
に
な
っ
た
｡
ふ
だ
ん
は
も
っ
と
も
ら
し
い
振
る
舞
い
を
し
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て
評
判
高
い
　
｢
君
主
｣
　
も
'
い
ざ
真
実
に
直
面
す
る
と
な
す
す
べ
を
知
ら
ず
う

ろ
た
え
'
自
己
の
暗
愚
ぶ
-
を
露
呈
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
｡

『
論
語
』
　
の
中
に
登
場
す
る
葉
公
は
ど
ん
な
人
物
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
で

あ
ろ
う
か
｡
次
の
三
条
を
'
主
と
し
て
新
注
を
参
照
し
な
が
ら
そ
の
人
物
像
を

探
っ
て
み
よ
う
｡

○
菓
公
間
孔
子
於
子
路
｡
子
路
不
封
｡
子
日
､
女
臭
不
日
'
其
為
人
也
'
発

憤
忘
食
'
楽
以
忘
憂
'
不
知
老
之
将
至
云
爾
｡
(
述
而
第
七
)

<
通
釈
>
葉
公
が
孔
子
に
つ
い
て
子
路
に
尋
ね
た
｡
だ
が
子
路
は
黙
然
と
し

て
答
え
な
い
｡
の
ち
孔
子
は
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
｡
お
前

は
ど
う
し
て
こ
う
言
わ
な
か
っ
た
の
か
ね
｡
そ
の
人
と
な
り
は
'
発
憤
し
て
食

を
忘
れ
'
楽
し
ん
で
は
憂
い
を
忘
れ
へ
　
そ
ろ
そ
ろ
年
老
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
も
知
ら
ぬ
げ
で
あ
る
よ
と
い
う
ふ
う
に
｡

古
注
(
魂
'
何
貴
『
論
語
集
解
』
)
　
の
割
注
は
こ
う
で
あ
る
｡
孔
安
国
日
-
'

葉
公
'
名
は
諸
梁
'
楚
の
大
夫
な
-
｡
菜
を
葉
に
食
み
'
公
と
借
称
す
｡
(
千

路
の
)
対
へ
ざ
る
は
'
未
だ
答
ふ
る
所
以
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
｡

子
路
が
答
え
な
か
っ
た
の
は
'
ど
う
い
う
風
に
答
え
れ
ば
よ
い
か
分
か
ら
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
'
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
子
路
の
方
に
責
任
が
あ
る
と
み

な
す
見
解
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
新
注
　
(
宋
薫
『
論
語
集
注
』
)
　
で
は
'
子
路
が
対
え
な
か
っ
た
の

は
質
問
の
仕
方
に
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
'
責
任
を
葉
公
に
転
稼
す
る
｡
菓

公
孔
子
を
知
ら
ず
'
必
ず
間
ふ
所
に
非
ず
し
て
間
ふ
者
あ
-
｡
故
に
子
路
対
へ

ず
｡
抑
も
亦
聖
人
の
徳
'
実
に
未
だ
名
言
し
易
か
ら
ざ
る
者
を
以
て
な
ら
ん
か
｡

そ
も
そ
も
聖
人
の
仁
徳
は
本
来
こ
と
ば
に
し
て
表
現
し
に
-
い
も
の
で
あ
る

が
'
孔
子
を
知
ら
ぬ
菓
公
の
問
い
方
に
こ
そ
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
る
｡
そ

し
て
後
半
部
分
の
注
は
次
の
よ
う
に
孔
子
を
至
高
の
聖
人
と
し
て
祭
り
あ
げ
た

べ
た
べ
た
の
賛
辞
と
な
っ
て
い
る
｡

未
だ
得
ざ
れ
ば
即
ち
発
憤
し
て
食
を
忘
れ
'
巳
に
得
れ
ば
則
ち
之
を
楽
し
ん

で
憂
ひ
を
忘
る
｡
是
の
二
者
を
以
て
仮
寓
と
し
て
日
々
撃
た
る
有
-
'
而
し
て

年
数
の
足
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
｡
但
だ
自
ら
其
の
学
を
好
む
の
篤
さ
を
言
ふ
の
み
｡

然
る
に
深
-
之
を
味
わ
へ
ば
則
ち
其
の
全
体
の
至
極
'
純
も
亦
巳
ま
ざ
る
の
妙
'

聖
人
に
非
ず
ん
ば
及
ぶ
能
は
ざ
る
者
有
る
を
見
る
｡
蓋
し
凡
そ
夫
子
の
自
ら
を

言
ふ
類
此
-
の
如
し
｡
学
ぶ
者
宜
し
-
思
ひ
を
致
す
べ
し
｡

○
葉
公
問
政
｡
子
日
'
近
者
説
へ
達
者
来
｡
(
子
路
第
十
三
)

<
通
釈
>
菓
公
が
　
(
孔
子
に
)
　
政
治
に
つ
い
て
問
う
た
｡
孔
子
答
え
て
､
近

隣
に
あ
る
者
は
そ
の
恩
沢
を
受
け
て
悦
び
'
遠
方
に
あ
る
者
は
そ
の
風
を
聞
い

て
慕
い
寄
っ
て
-
る
'
そ
ん
な
形
が
理
想
の
政
治
と
言
え
よ
う
か
｡
(
新
注
｡

其
の
沢
を
被
む
れ
ば
則
ち
説
び
'
其
の
風
を
聞
け
ば
則
ち
来
る
｡
然
ら
ば
必
ず

近
き
者
は
説
び
､
而
る
後
遠
き
者
来
る
な
-
｡
)

『
孔
子
家
語
』
　
(
魂
'
王
粛
撰
)
　
に
は
こ
の
条
を
補
足
す
る
次
の
文
が
あ
る
｡

-
　
夫
れ
剤
の
地
は
広
-
し
て
都
狭
-
'
民
に
離
心
あ
-
て
そ
の
居
に
安
ん
ず

る
な
し
｡
故
に
政
は
近
き
を
悦
ば
せ
て
遠
き
を
来
た
す
に
在
-
と
日
へ
り
｡

(
弁
政
第
十
四
)
　
楚
国
は
土
地
が
広
大
な
わ
-
に
首
都
が
狭
-
貧
弱
で
'
国
民

の
心
は
王
か
ら
離
れ
そ
の
I
居
所
に
安
住
し
ょ
う
と
し
な
い
｡
故
に
政
は
近
き
を

悦
ば
せ
'
遠
き
を
招
き
よ
せ
る
に
在
-
と
言
っ
た
の
で
あ
る
｡

○
葉
公
語
孔
子
日
'
吾
党
有
直
窮
者
｡
其
父
摸
羊
'
而
子
謹
之
｡
孔
子
日
'
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吾
党
之
直
者
'
異
於
是
｡
父
為
子
隠
'
子
為
父
隠
｡
直
在
其
中
央
｡
(
子
路
第

十
三
)<

通
釈
>
葉
公
が
孔
子
に
話
し
か
け
て
'
｢
わ
た
し
の
村
に
正
直
者
の
直
窮

と
い
う
者
が
お
-
ま
す
｡
そ
の
父
が
迷
い
こ
ん
だ
羊
を
ね
こ
ば
ば
し
て
し
ま
っ

た
の
を
'
息
子
が
役
所
に
訴
え
て
出
ま
し
た
｡
｣
孔
子
は
こ
れ
に
対
し
て
'
｢
私

共
の
村
で
は
正
直
と
い
う
の
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
｡
父
親
は
子
供
の

た
め
に
隠
し
て
や
り
'
子
供
は
父
親
の
た
め
に
隠
し
て
庇
っ
て
や
り
ま
す
｡
そ

の
中
に
こ
そ
真
の
正
直
さ
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
｡
｣
と
言
っ
た
｡

(注)

有
名
な
直
窮
の
原
話
で
あ
る
｡
い
ま
へ
　
そ
の
本
質
論
議
は
拙
論
に
譲
-
'
菓

公
に
焦
点
を
絞
っ
て
究
明
を
続
け
よ
う
｡

古
注
｡
葉
公
此
の
子
を
以
て
直
行
な
り
と
為
し
孔
子
に
誇
る
な
-
｡
-
-
孔

子
此
を
言
ひ
以
て
葉
公
を
拒
む
な
-
｡
葉
公
､
父
を
証
す
る
を
以
て
直
と
為
す
｡

を
し

江
興
云
ふ
'
菓
公
聖
人
の
訓
え
を
見
て
動
も
す
れ
ば
隠
諦
　
(
い
み
き
ら
っ
て
隠

す
)
　
す
る
こ
と
あ
り
｡
故
に
直
窮
を
挙
げ
'
此
言
を
以
て
儒
教
を
致
砦
し
中
国

に
抗
衡
(
は
-
あ
う
)
　
せ
ん
と
欲
す
｡
夫
子
之
に
答
ふ
る
の
辞
正
に
し
て
義
切

な
-
｡
刑
蛮
の
豪
其
の
誇
を
喪
な
へ
り
｡

刑
蛮
の
家
業
公
が
中
国
に
は
り
あ
お
う
と
し
て
持
ち
出
し
た
の
が
直
窮
の
論

で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
孔
子
が
そ
の
邪
説
を
見
事
に
粉
砕
し
た
と
い
う
｡
葉
公

は
向
う
気
の
強
い
田
舎
大
名
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡

走
公
五
年
秋
､
呉
･
楚
･
秦
の
軍
隊
が
入
-
乱
れ
て
攻
防
を
-
-
返
す
中
で
'

菓
公
の
弟
后
戒
が
母
を
呉
の
国
に
見
捨
て
て
国
に
逃
げ
帰
る
事
件
が
起
っ
た
｡

葉
公
は
そ
の
弟
を
義
と
せ
ず
終
生
日
限
視
し
っ
づ
け
た
と
い
う
｡

○
葉
公
諸
梁
之
弟
后
戒
従
其
母
於
呉
'
不
待
而
帰
｡
菓
公
終
不
正
視
｡
(
注
｡

諸
梁
司
馬
沈
早
成
之
子
葉
公
子
高
也
｡
呉
入
楚
獲
后
戒
之
母
､
楚
走
'
戒
棄
母
而
帰
｡
)

生
み
の
母
を
置
き
去
-
に
し
て
逃
げ
る
よ
う
な
弟
を
決
し
て
許
そ
う
と
し
な

か
っ
た
葉
公
の
強
い
義
の
信
念
を
伺
わ
せ
て
余
り
あ
る
話
で
あ
る
｡

哀
公
四
年
夏
の
候
で
は
'
当
時
の
楚
軍
の
一
指
揮
官
と
し
て
の
葉
公
の
活
躍

ぶ
-
が
垣
間
み
え
る
｡

○
楚
入
既
克
夷
虎
'
乃
謀
北
方
｡
左
司
馬
版
､
申
公
寿
余
'
葉
公
諸
梁
致
察

於
負
函
'
致
方
城
之
外
於
相
関
｡
日
､
呉
将
涯
江
入
郡
'
将
奔
命
蔦
｡
為
一
昔

之
期
､
襲
梁
及
零
｡
(
楚
の
人
は
そ
れ
ま
で
に
夷
虎
を
平
げ
た
の
で
'
今
度
は

は

ん

じ

ゅ

よ

北
の
方
に
目
を
つ
け
た
｡
左
司
馬
販
･
申
公
寿
余
･
葉
公
諸
梁
が
察
の
人
を
負

そ

う

か

ん

､

こ

バ

画
に
'
方
城
の
外
の
人
を
相
関
に
集
め
'
｢
呉
が
江
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
郡
に
攻

め
入
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
､
す
ぐ
に
王
の
命
に
従
っ
て
欲
し
い
｣
と
言
い
聞

カ
く

か
せ
て
お
き
'
あ
る
晩
に
急
に
命
を
-
だ
し
て
､
翌
日
に
梁
と
零
と
を
襲
っ

た｡)

三

『
春
秋
左
氏
伝
』
　
に
記
さ
れ
た
菓
公
は
'
花
も
実
も
あ
る
最
高
の
執
政
者
･

軍
事
長
官
と
し
て
我
々
の
前
に
立
ち
現
れ
る
｡
葉
公
の
登
場
個
所
を
列
挙
し
っ

つ
そ
の
人
物
像
を
浮
き
彫
-
に
し
て
い
こ
う
｡

哀
公
十
六
年
　
(
B
-
C
4
7
9
)
'
孔
子
逝
世
｡
そ
の
年
'
楚
国
で
起
っ
た
　
〔
自

公
之
乱
]
　
の
記
述
を
辿
る
中
で
我
々
は
秀
れ
た
指
導
者
と
し
て
の
面
目
躍
如
た

る
菓
公
像
を
明
瞭
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

自
公
勝
は
楚
の
平
王
の
孫
'
太
子
健
の
子
｡
劫
に
し
て
呉
に
在
-
､
令
平
子

西
に
召
し
還
さ
れ
て
自
公
と
な
る
｡
後
､
乱
を
為
し
'
子
西
･
子
期
を
朝
に
殺

し
へ
　
恵
王
を
劫
か
す
｡
葉
公
子
高
に
討
た
れ
'
山
に
奔
っ
て
縫
死
す
る
｡

子
西
が
葉
公
の
忠
告
を
聞
き
入
れ
ず
太
子
健
(
子
木
)
　
の
子
勝
を
召
し
還
し

層
別
山
V
要
目
引
い
れ
対
日
肖
か
い
2
1
i
ピ
　
　
　
ー
ー
　
　
　
　
ド
小
山
　
　
　
ー
　
　
一
日
覇
h
I
 
H
H
り
.
i
w
‥
‖
1
-
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自
公
と
し
て
と
り
た
て
る
-
だ
り
は
こ
う
で
あ
る
｡

0
　
-
　
其
子
日
勝
'
在
呉
｡
子
西
欲
召
之
｡
菓
公
日
'
吾
聞
勝
也
詐
而
乱
'

無
乃
害
平
｡
子
西
日
'
吾
聞
勝
也
信
而
勇
､
不
為
不
利
'
舎
諸
辺
尭
使
衛
藩
蔦
｡

葉
公
日
'
周
仁
之
謂
信
'
率
義
之
謂
勇
｡
吾
聞
勝
也
好
復
言
'
而
求
死
士
殆
有

私
乎
｡
復
言
非
信
也
'
期
死
非
勇
也
｡
子
必
悔
之
｡
弗
従
召
之
'
使
処
呉
寛
為

自
公
｡

<
通
釈
>
　
-
　
そ
の
子
は
勝
と
い
っ
て
呉
に
い
た
｡
楚
の
令
平
子
西
は
勝
を

呼
び
戻
そ
う
と
思
っ
た
が
'
葉
公
子
高
が
い
う
に
は
'
｢
わ
た
し
の
聞
い
た
所

で
は
勝
は
う
そ
つ
き
で
乱
暴
者
だ
そ
う
で
す
｡
招
き
還
し
て
は
楚
の
た
め
に
な

ら
ぬ
の
で
は
｡
｣
子
声
は
言
っ
た
'
｢
わ
た
し
の
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
勝
は
信
義

に
か
た
-
'
勇
気
に
富
ん
だ
男
だ
そ
う
だ
｡
き
っ
と
た
め
に
な
る
｡
呼
び
戻
し

て
国
境
に
置
き
防
ぎ
を
さ
せ
た
い
｡
｣
葉
公
が
言
う
､
｢
仁
に
親
し
む
こ
れ
を
信

と
い
い
'
義
を
行
う
こ
れ
を
勇
と
謂
う
｡
と
こ
ろ
が
勝
は
た
だ
約
束
を
重
ん
ず

る
ば
か
-
の
､
何
で
も
死
ん
で
み
せ
る
と
い
う
男
が
好
き
な
の
だ
そ
う
だ
｡
こ

れ
は
私
心
を
抱
い
て
い
る
証
拠
だ
｡
約
束
を
重
ん
ず
る
だ
け
で
は
信
義
と
は
言

え
ず
'
死
ん
で
み
せ
る
と
い
う
だ
け
が
勇
気
な
の
で
は
な
い
｡
あ
な
た
は
き
っ

と
後
悔
さ
れ
ま
す
よ
｡
｣
　
と
こ
ろ
が
子
西
は
聞
き
入
れ
ず
に
勝
を
招
き
'
呉
と

の
国
境
に
住
ま
わ
せ
白
公
に
任
じ
た
｡

秋
'
七
月
'
自
公
は
乱
を
起
し
子
西
を
朝
廷
で
殺
し
'
恵
王
を
脅
か
し
た
｡

子
西
は
裸
で
顔
を
覆
っ
て
死
ぬ
｡
そ
の
時
葉
公
は
察
に
い
た
｡
不
幸
に
し
て
予

見
が
的
中
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
が
'
叛
乱
平
定
の
た
め
都
へ
攻
め
入
ろ
う
と

気
勢
を
あ
げ
る
人
々
を
制
し
な
が
ら
菓
公
は
､
｢
わ
た
し
は
聞
い
て
い
る
｡
危

な
っ
か
し
い
手
で
運
を
狙
う
者
は
欲
に
き
-
が
な
い
そ
う
だ
｡
偏
頗
な
こ
と
を

す
れ
ば
き
っ
と
味
方
は
離
れ
る
｣
と
言
っ
て
チ
ャ
ン
ス
を
待
っ
た
｡

時
が
至
り
い
よ
い
よ
自
公
を
攻
め
る
こ
と
に
な
る
途
上
､
行
き
交
う
国
人
が

葉
公
に
願
い
事
を
す
る
状
況
が
ま
た
面
白
い
｡
葉
公
の
人
柄
'
国
人
ら
の
信
頼

感
へ
　
両
者
の
交
流
の
様
子
を
如
実
に
表
現
し
て
い
る
か
ら
だ
｡

○
葉
公
亦
至
｡
及
北
門
或
遇
之
日
'
君
胡
不
宵
｡
国
人
望
君
如
望
父
母
葛
｡

盗
賊
之
矢
若
傷
君
'
是
絶
民
望
也
｡
若
之
何
不
胃
｡
乃
胃
而
進
｡
又
遇
一
人
目
'

君
胡
胃
｡
国
人
望
君
如
望
歳
蔦
｡
日
日
以
幾
｡
若
見
君
面
､
是
得
文
也
｡
民
知

(安)

不
死
'
其
亦
夫
有
奮
心
猶
将
旋
君
以
狗
於
国
｡
而
又
掩
以
絶
民
望
､
不
亦
甚
平
｡

乃
免
宵
而
進
｡

<
通
釈
>
そ
こ
へ
菓
公
も
や
っ
て
来
た
｡
菓
公
が
都
の
北
門
に
さ
し
か
か
っ

た
時
'
あ
る
人
が
出
-
わ
し
て
言
っ
た
｡
｢
あ
な
た
は
何
故
宵
を
召
さ
れ
な
い

の
で
す
か
｡
都
の
人
々
は
慈
し
み
深
い
'
父
母
を
待
つ
思
い
で
あ
な
た
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
｡
も
し
賊
の
矢
が
傷
つ
け
で
も
し
た
ら
皆
の
望
み
も
絶
た
れ

ま
す
｡
ど
う
し
て
宵
を
召
さ
れ
な
い
の
で
す
か
｡
｣
　
そ
こ
で
菓
公
は
宵
を
覆
っ

て
進
む
こ
と
に
し
た
｡
と
こ
ろ
へ
又
一
人
が
出
会
っ
て
言
っ
た
｡
｢
あ
な
た
は

ど
う
し
て
胃
な
ど
覆
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
｡
都
の
人
々
は
秋
の
実
-

を
待
ち
わ
び
る
思
い
で
お
待
ち
し
て
お
-
ま
す
｡
毎
日
お
い
で
を
願
っ
て
い
ま

し
た
｡
も
し
お
顔
を
見
た
ら
ど
ん
な
に
安
心
い
た
し
ま
し
ょ
う
｡
こ
れ
で
助
か

っ
た
と
知
れ
ば
誰
も
が
奮
い
た
っ
て
'
あ
な
た
を
目
じ
る
L
に
国
の
た
め
に
身

命
を
抱
っ
こ
と
で
し
ょ
う
｡
そ
れ
だ
の
に
お
顔
を
か
-
し
て
民
に
喜
び
を
与
え

よ
う
と
な
き
ら
な
い
の
は
ひ
ど
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
｡
｣
　
そ
こ
で
今
度
は
胃

を
脱
い
で
進
む
こ
と
に
し
た
｡

B
ォ

途
中
'
手
兵
を
率
い
て
自
公
に
味
方
し
ょ
う
と
や
っ
て
来
た
蔵
ヂ
固
を
説
得

し
'
逆
に
国
人
と
共
に
白
公
を
討
た
せ
る
｡
自
公
は
山
に
逃
げ
込
ん
で
-
び
れ

果
て
る
｡
加
担
者
は
捕
わ
れ
て
殺
さ
れ
或
い
は
国
外
へ
逃
亡
す
る
｡

か
-
し
て
平
定
な
っ
た
暁
に
'
葉
公
は
令
ヂ
･
司
馬
の
二
役
を
つ
と
め
'
そ

の
後
'
子
西
の
子
寧
を
令
声
に
'
子
西
の
弟
子
期
を
司
馬
に
な
ら
せ
て
､
自
分
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は
葉
に
引
っ
込
ん
だ
の
で
あ
る
｡

以
上
は
菓
公
が
当
時
い
か
に
民
心
を
得
て
い
た
か
を
示
す
ユ
ニ
ー
ク
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
る
が
'
哀
公
十
七
年
伝
に
は
こ
の
　
｢
自
公
の
乱
｣
　
の
後
日
談
が
吹

の
よ
う
に
語
ら
れ
'
そ
こ
で
も
菓
公
の
'
大
事
に
際
し
て
の
判
断
の
正
確
さ
が

二
件
に
わ
た
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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楚
の
自
公
の
乱
の
と
き
'
陳
の
人
は
そ
の
蓄
え
を
た
の
み
に
し
て
楚
を
侵
し

た
の
だ
が
'
や
が
て
楚
が
安
ら
い
で
か
ら
'
楚
の
人
は
　
(
報
復
し
て
)
　
陳
の
麦

を
奪
お
う
と
し
た
｡
楚
子
は
そ
の
軍
を
誰
に
率
い
さ
せ
よ
う
か
と
大
師
子
穀
と

葉
公
諸
梁
に
相
談
し
た
｡

子
穀
が
言
う
｡
｢
右
領
差
車
と
左
史
老
は
ふ
た
-
と
も
令
平
と
司
馬
を
助
け

て
陳
を
伐
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
あ
の
者
共
を
使
っ
た
ら
よ
ろ
し
い
で
し
ょ

う
｡
｣子

高
が
言
う
｡
｢
将
の
身
分
が
低
い
と
'
人
々
が
侮
っ
て
命
令
に
従
わ
な
い

と
困
る
｡
｣

ち

ゃ

く

子
穀
は
言
っ
た
｡
｢
観
丁
父
は
都
の
人
で
捕
虜
に
な
っ
て
い
た
の
に
'
武
王

は
こ
れ
を
将
軍
に
し
た
｡
そ
し
て
州
･
参
を
降
し
'
随
･
唐
を
従
え
'
広
-
蛋

地
を
取
-
広
げ
ま
し
た
｡
ま
た
彰
伸
爽
は
申
の
人
で
捕
虜
に
な
っ
て
い
た
の
を
'

●

文
王
が
令
声
に
取
-
立
て
た
の
で
､
そ
の
の
ち
申
･
息
は
県
に
な
-
'
陳
･
寮

も
臣
に
な
り
'
領
地
を
汝
水
ま
で
延
ば
し
ま
し
た
｡
役
目
が
物
を
い
う
の
で
す
｡

身
分
の
卑
し
い
の
が
何
で
し
ょ
う
｡
｣

子
高
は
言
っ
た
｡
｢
し
か
し
天
命
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
ご
ま
か
し
は
き
か

な
い
｡
令
平
子
西
も
陳
に
は
心
の
こ
-
が
あ
っ
た
こ
と
だ
か
ら
'
天
が
も
し
陳

を
滅
ぼ
す
心
な
ら
ば
'
令
声
の
子
に
こ
そ
力
を
貸
す
で
あ
ろ
う
｡
わ
が
君
に
は

今
度
だ
け
は
右
領
･
左
史
は
お
使
い
に
な
-
ま
せ
ん
よ
う
に
'
あ
の
ふ
た
り
は

身
分
の
低
い
所
は
都
･
申
の
捕
虜
に
似
て
お
り
ま
す
が
'
徳
で
は
比
べ
も
の
に

な
ら
ぬ
か
と
思
わ
れ
ま
す
｡
｣

王
は
卜
を
立
て
て
み
た
｡
す
る
と
武
城
の
ヂ
(
子
西
の
子
公
孫
朝
)
　
が
書
と

出
た
｡
こ
れ
に
軍
を
率
い
さ
せ
陳
の
麦
を
取
っ
た
｡
陳
の
人
は
防
い
だ
が
敗
れ
'

楚
は
勢
い
に
乗
っ
て
陳
を
囲
ん
だ
｡
秋
'
七
月
己
卯
'
楚
の
公
孫
朝
が
軍
を
率

い
陳
を
滅
ぼ
し
た
｡

王
は
菓
公
と
相
談
の
上
'
だ
れ
と
名
ざ
し
せ
ず
に
卜
を
立
て
て
み
て
'
(
王

の
弟
)
　
子
良
を
選
び
令
声
に
し
よ
う
と
し
た
｡

沈
早
来
が
　
(
卜
し
て
)
　
言
う
'
｢
書
｡
運
が
望
み
を
越
え
て
お
り
ま
す
｡
｣

す
る
と
葉
公
が
言
っ
た
｡
｢
王
子
で
あ
っ
て
宰
相
に
な
り
'
し
か
も
望
み
に

越
え
る
と
あ
れ
ば
'
こ
の
上
何
を
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
｣

の
ち
改
め
て
卜
を
立
て
　
(
子
西
の
子
)
　
子
国
に
定
め
て
令
平
と
し
た
｡

葉
公
の
国
政
に
お
け
る
敏
腕
ぶ
-
'
領
土
拡
大
に
奔
走
し
着
々
と
成
果
を
あ

げ
る
有
能
さ
を
哀
公
十
九
年
の
次
の
条
文
で
し
め
-
-
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

○
秋
'
定
疋
沈
諸
梁
伐
東
夷
｡
三
夷
男
女
及
楚
師
盟
干
敦
.
(
秋
'
楚
の
沈
諸

M
S

梁
が
　
(
越
に
報
復
し
て
)
　
東
夷
を
伐
っ
た
｡
三
夷
の
男
女
は
楚
の
軍
と
敦
で
盟

っ
た
｡
注
｡
三
夷
は
越
に
従
う
三
種
の
夷
｡
敦
は
東
夷
の
地
｡
男
女
と
あ
る
こ

と
よ
-
'
夷
で
は
女
性
も
政
治
上
の
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
)

ノ
四

『
礼
記
』
緒
衣
簾
に
記
さ
れ
て
い
る
菓
公
の
謹
厳
実
直
ぶ
-
を
見
て
み
よ
う
｡

○
葉
公
之
顧
命
日
'
塀
以
小
謀
敗
大
作
'
母
以
嬰
御
人
疾
荘
后
'
塀
以
嬰
御

●

士
疾
大
夫
郷
士
｡
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(
注
)
葉
公
は
楚
の
県
公
'
葉
公
子
高
な
り
｡
死
に
臨
ん
で
書
を
遺
す
を
顧

命
と
日
ふ
｡
小
謀
は
小
臣
の
謀
な
り
｡
大
作
は
大
臣
の
為
す
所
な
り
｡
嬰
御
の

人
と
は
愛
妾
な
り
｡
疾
も
亦
非
な
-
｡
荘
后
は
適
夫
人
､
斉
荘
(
容
儀
を
斉
え

つ
つ
し
む
)
　
し
て
礼
を
得
る
者
な
り
｡
嬰
御
の
士
と
は
愛
臣
な
り
｡
荘
士
も
亦

士
の
斉
荘
し
て
礼
を
得
る
者
'
今
の
大
夫
卿
士
た
-
｡

<
通
釈
>
葉
公
の
遺
言
書
に
言
う
｡
小
臣
の
謀
り
ご
と
を
以
て
大
臣
の
所
為

を
損
っ
て
は
な
ら
ぬ
｡
便
嬰
･
愛
妾
を
以
て
適
夫
人
を
非
難
し
て
は
な
ら
ぬ
｡

側
近
の
愛
臣
で
以
て
卿
大
夫
士
を
非
難
し
て
は
な
ら
ぬ
｡

子
日
'
大
人
不
親
其
所
賢
而
信
其
所
財
'
民
是
以
親
失
而
徴
是
以
煩
｡

(
注
)
　
親
失
は
る
と
は
'
其
の
当
に
親
し
む
べ
き
所
を
失
ふ
な
-
｡
教
え
煩

な
-
と
は
､
財
を
信
ず
る
に
由
れ
ば
な
り
｡
財
者
は
一
徳
無
さ
な
り
｡

詩
云
'
彼
求
我
則
如
不
我
得
'
執
我
仇
仇
'
亦
不
我
力
｡

(
注
)
　
言
ふ
こ
こ
ろ
は
'
君
始
め
､
我
を
求
む
る
に
'
我
を
得
ざ
る
を
恐
る

る
が
如
し
｡
既
に
我
を
得
れ
ば
､
我
を
持
す
る
こ
と
仇
仇
然
と
し
て
堅
固
な
ら

ず
｡
又
我
を
用
ふ
る
に
力
め
ず
｡
是
れ
我
を
親
信
せ
ざ
る
な
-
｡

孔
子
は
菓
公
の
遺
言
を
是
と
L
t
　
そ
の
上
に
立
っ
て
評
言
し
て
い
る
｡
言
う

ま
で
も
な
-
『
詩
経
』
　
の
　
｢
お
墨
付
き
｣
も
､
葉
公
の
言
を
多
と
し
て
の
こ
と

で
あ
る
｡

23

最
後
に
　
『
萄
子
』
　
の
非
相
篇
を
解
読
し
っ
つ
'
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
菓
公

の
　
｢
風
格
｣
を
抽
出
し
て
'
そ
の
人
品
の
す
ぼ
ら
し
さ
を
跡
づ
け
て
み
よ
う
｡

非
相
の
相
と
は
視
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
其
の
骨
状
を
視
､
以
て
吉
凶
貴

膿
を
知
る
な
-
(
『
萄
子
簡
釈
』
　
の
注
に
よ
る
｡
以
下
同
じ
)
｡
妄
誕
者
　
(
ペ
テ

ほ
こ

ン
師
)
多
-
此
を
以
て
世
を
惑
は
し
'
時
人
或
い
は
其
の
状
貌
を
衿
-
て
蕨
実

そ
し

(
内
容
)
　
を
忽
が
せ
に
す
｡
故
に
萄
卿
此
篇
を
作
-
之
を
非
る
な
-
｡
非
は
違
'

諌
な
り
｡
非
相
と
は
即
ち
相
術
に
反
対
し
'
談
諺
し
て
之
を
排
斥
す
る
意
味
で

あ
る
｡

○
相
人
､
古
之
人
無
有
也
'
学
者
不
道
也
｡

古
者
有
姑
布
子
卿
､
今
之
世
梁
有
唐
挙
'
相
人
之
形
状
顔
色
而
知
其
吉
凶
妖

禅
｡
世
俗
称
之
'
古
之
人
無
有
也
へ
学
者
不
道
也
｡

<
通
釈
>
人
相
を
視
る
と
い
う
こ
と
は
昔
の
人
の
問
題
に
し
な
か
っ
た
こ
と

で
'
学
問
に
携
わ
る
者
の
口
に
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
む
か
し
姑
布
子
卿

(
春
秋
'
郷
の
人
｡
字
'
子
卿
｡
孔
子
と
趨
菓
子
の
人
相
を
み
た
こ
と
が
あ
る

と
い
う
｡
)
　
と
い
う
者
が
あ
り
､
最
近
で
は
梁
に
唐
挙
と
い
う
者
(
戦
国
時
代

り

た

い

の
人
｡
魂
の
宰
相
と
な
っ
た
李
允
や
秦
の
宰
相
と
な
っ
た
察
沢
の
人
相
を
み
た

と
い
う
｡
)
　
が
い
て
'
人
の
形
状
や
顔
色
を
み
て
そ
の
吉
凶
禍
福
を
予
言
し
た
｡

世
間
で
は
そ
れ
を
は
め
そ
や
す
が
'
昔
の
人
の
問
題
に
し
な
か
っ
た
こ
と
で
'

学
問
に
携
わ
る
者
の
口
に
し
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

故
相
形
不
如
論
心
'
論
心
不
如
択
術
｡
形
不
勝
心
'
心
不
勝
術
｡
術
正
而
心

服
之
'
則
形
相
錐
悪
而
心
術
善
､
無
害
為
君
子
也
｡
形
相
雄
善
而
心
術
悪
'
無

害
為
小
人
也
｡
君
子
之
謂
書
'
小
人
之
謂
凶
｡
故
長
短
小
大
美
悪
形
相
'
非
吉

凶
也
｡
古
之
人
無
有
也
'
学
者
不
道
也
｡

<
通
釈
>
だ
か
ら
容
貌
を
み
て
占
う
こ
と
は
心
を
論
ず
る
こ
と
に
及
ば
な
い

L
t
心
を
論
ず
る
の
は
行
為
の
あ
-
方
に
よ
っ
て
判
断
す
る
の
に
及
ば
な
い
｡

容
貌
は
心
に
か
な
わ
な
い
L
t
心
は
実
際
行
動
に
か
な
わ
な
い
｡
実
際
行
動
が

正
し
い
な
ら
心
は
そ
れ
に
順
っ
て
真
っ
直
ぐ
で
あ
る
｡
だ
か
ら
人
相
が
悪
い
と

さ
れ
て
も
心
や
行
為
が
善
け
れ
ば
君
子
と
み
な
し
て
よ
い
｡
人
相
が
善
い
と
さ

れ
て
も
心
と
行
為
が
悪
け
れ
ば
小
人
と
み
な
し
て
よ
い
の
だ
｡
君
子
と
な
る
方

法
で
あ
れ
ば
書
と
い
い
､
小
人
と
な
る
方
法
で
あ
れ
ば
凶
と
い
う
｡
だ
か
ら
形

状
の
長
短
小
大
美
悪
は
生
口
凶
に
関
係
が
な
い
｡
昔
の
人
の
問
題
に
し
な
か
っ
た
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こ
と
で
あ
り
'
学
問
に
携
わ
る
者
の
口
に
し
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

蓋
帝
尭
長
へ
帝
舜
短
｡
文
王
長
'
周
公
短
｡
仲
尼
長
'
子
弓
短
｡
昔
者
衛
霊

公
有
臣
日
公
孫
呂
'
身
長
七
尺
'
面
長
三
尺
'
蔦
広
三
寸
'
鼻
目
耳
倶
大
'
而

名
動
天
下
｡
楚
之
孫
叔
教
､
期
思
之
郡
人
也
｡
突
禿
長
左
､
軒
較
之
下
'
而
以

楚
覇
｡<

通
釈
>
思
う
に
帝
轟
は
長
身
で
帝
舜
は
短
身
'
文
王
は
長
身
で
周
公
は
短

身
､
孔
子
は
長
身
で
子
弓
(
仲
弓
か
)
　
は
短
身
で
あ
っ
た
｡
む
か
し
衛
の
霊
公

の
臣
下
に
公
孫
呂
と
い
う
も
の
が
お
-
'
身
長
は
一
尺
'
顔
は
長
さ
三
尺
幅
三

寸
'
鼻
･
目
･
耳
が
ど
で
か
い
と
い
う
容
貌
で
あ
っ
た
が
'
名
声
は
天
下
に
と

ど
ろ
い
た
｡
楚
の
孫
叔
軟
は
期
息
の
田
舎
人
で
'
突
き
出
た
禿
頭
'
左
手
が
右

手
よ
り
長
い
と
い
う
奇
形
で
あ
っ
た
が
知
謀
に
秀
れ
'
王
の
馬
車
の
下
で
働
き

楚
を
諸
侯
の
覇
た
ら
し
め
た
｡

葉
公
子
高
'
微
小
短
痔
'
行
若
将
不
勝
其
衣
然
｡
白
公
之
乱
也
'
令
平
子
西

司
馬
子
期
皆
死
蔦
｡
菓
公
子
高
入
拠
楚
'
諌
自
公
'
定
楚
国
､
如
反
手
爾
'
仁

義
功
名
蓋
於
後
世
｡

<
通
釈
>
葉
公
子
高
は
背
が
低
-
痩
せ
ぎ
す
で
'
歩
-
に
も
着
物
が
だ
ぶ
だ

ぶ
と
い
う
態
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
自
公
の
乱
が
起
り
'
宰
相
の
子
西
や
軍
事

長
官
の
子
期
が
皆
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
に
､
葉
公
子
高
は
都
に
入
-
楚
の
民
を

後
ろ
楯
に
自
公
を
課
し
楚
国
を
安
定
さ
せ
た
が
'
恰
も
手
の
ひ
ら
を
か
え
す
よ

う
で
あ
っ
た
｡
そ
の
仁
義
の
徳
や
功
名
は
後
世
に
ま
で
た
た
え
ら
れ
て
い
る
｡

故
士
不
捕
長
'
不
模
大
'
不
枚
重
'
亦
将
論
志
乎
爾
｡
長
短
大
小
'
美
悪
形

相
'
豊
論
也
哉
｡

<
通
釈
>
だ
か
ら
士
た
る
も
の
は
背
の
高
さ
と
か
身
体
の
大
き
さ
'
体
重
の

重
さ
と
か
は
問
題
で
な
-
'
た
だ
心
志
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
｡
形

状
の
長
短
大
小
や
容
貌
の
美
醜
な
ど
ど
う
し
て
論
ず
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
｡

以
上
を
要
す
る
に
こ
の
議
論
は
占
い
や
観
念
に
よ
る
判
断
を
排
斥
L
t
あ
く

ま
で
現
実
の
行
為
如
何
に
よ
っ
て
論
議
を
進
め
よ
う
と
す
る
萄
子
の
思
考
形
式

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
'
そ
の
人
に
よ
っ
て
賞
賛
さ
れ
た
葉
公
が
こ
れ
に
ひ
け
を

と
ら
ぬ
思
惟
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
な
-
は
小
さ
い
が
政
敵
ど
も
を
向
う
に
ま
わ
し
て

堂
々
の
議
論
を
展
開
す
る
　
(
前
節
の
よ
う
な
)
　
状
況
が
坊
価
と
し
て
-
る
で
は

な
い
か
｡

む
　
　
す
　
　
び

『
後
漢
書
』
雀
鯛
伝
(
宋
'
苑
嘩
撰
)
　
に
'
時
の
粛
宗
帝
が
侍
中
の
筆
意
に

向
い
雀
鯛
の
こ
と
を
尋
ね
た
際
'
｢
そ
ち
が
班
固
を
愛
で
て
雀
鯛
を
忽
せ
に
す

る
の
は
'
恰
も
葉
公
の
龍
を
好
む
類
で
あ
る
｡
｣
と
述
べ
ら
れ
た
文
が
あ
る
｡

雀
鯛
の
噂
を
耳
に
し
会
っ
て
み
た
い
と
は
思
う
も
の
の
､
い
ざ
本
物
に
対
面
す

る
と
な
る
と
な
ん
と
な
-
尻
ご
み
し
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
と
と
が
め
て
い
る

よ
う
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
後
漠
の
時
代
に
す
で
に
｢
葉
公
好
龍
｣
　
の
諺
が
宮
廷
(
そ
し
て

恐
ら
-
士
大
夫
階
級
レ
ベ
ル
)
　
で
通
用
し
て
お
-
'
そ
の
時
の
葉
公
の
人
と
な

-
は
1
･
二
節
で
み
た
よ
う
な
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
否
定
的
な
軽
桃
浮
薄
な
人

間
と
し
て
捉
え
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡

そ
う
す
る
と
'
三
･
四
節
で
み
た
質
実
剛
健
で
人
民
に
慕
わ
れ
る
優
秀
な
執

政
者
と
し
て
の
葉
公
と
一
体
ど
こ
で
そ
の
逆
転
劇
が
起
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
の
'
恰
も
ジ
ヰ
ル
と
ハ
イ
ド
的
正
反
対
の
葉
公
評
価
の
由
来
を
解
-
鍵
は
､

二
節
の
後
半
に
あ
る
直
窮
の
話
の
中
で
江
興
が
注
記
し
た
議
論
の
中
に
あ
る
と
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思
う
｡
つ
ま
-
､
儒
教
を
敦
-
中
国
に
抗
う
目
的
で
発
せ
ら
れ
た
葉
公
の
直
窮

の
話
に
対
し
､
孔
子
が
正
義
の
言
辞
で
断
固
排
撃
さ
れ
た
｡
そ
し
て
葉
公
は
と

ど
の
つ
ま
り
は
田
舎
の
小
役
人
風
情
に
格
下
げ
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
｡

ア
ン
チ
儒
家
思
想
'
こ
の
一
点
に
お
い
て
菓
公
は
　
『
論
語
』
　
の
箇
条
の
中
で
さ

げ
す
ま
れ
'
あ
げ
-
の
は
て
に
｢
葉
公
好
龍
｣
　
の
滑
稽
な
主
人
公
に
ま
で
祭
-

挙
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
｡
そ
の
後
の
評
価
が
儒
教
思
想
の
国
教
化
の
中
で
ど
ち

ら
の
コ
ー
ス
で
固
ま
っ
て
い
っ
た
か
'
い
ま
さ
ら
述
べ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡

あ
な
畏
L
や
｡

(
注
)
　
拙
者
｢
直
窮
｣
論
一
九
九
〇
年
度
本
紀
要
記
載
｡


