
経
正

義
」

考

虫
目、

γ

宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
　
ロ
ア

　
五
経
正
義
は
周
知
め
よ
う
に
唐
の
太
宗
（
6
2
5
6
4
）
の
勅
命
に

よ
り
、
孔
穎
達
（
訓
～
鶴
）
顔
師
古
、
司
馬
才
章
、
王
恭
、
王
事
、

馬
嘉
運
等
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
ヤ
凡
そ
一
百
入
十
巻
と
い
わ
れ

る
。
そ
の
中
で
特
に
孔
穎
達
の
名
の
み
記
さ
れ
て
い
る
の
は
彼
の

官
位
が
最
も
高
か
っ
た
た
あ
で
あ
り
、
意
見
も
ま
た
孔
頴
達
の
も

の
が
最
も
多
い
。

騙
そ
の
作
ら
れ
た
邑
的
は
南
北
朝
時
代
の
天
下
二
分
に
よ
り
、
学

説
も
ま
た
二
つ
に
分
か
れ
た
。
そ
の
差
異
は
詞
章
の
説
を
か
り
れ

ば
「
北
面
の
書
を
看
る
は
顕
る
い
処
で
月
を
視
る
如
ぐ
で
あ
り
、

元
入
の
学
問
は
騙
の
中
か
ら
臼
を
窺
う
如
く
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

武
内
義
雄
博
士
は
こ
れ
を
解
釈
さ
れ
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い

る
⇔
　
「
転
学
は
博
覧
で
あ
る
が
肝
要
な
点
を
落
し
て
い
る
9
南
学

は
博
覧
と
は
い
え
ぬ
が
要
点
を
握
っ
て
い
る
」
　
（
「
中
国
思
想
史
」
）

又
、
北
史
の
薯
者
李
延
寿
は
・
「
南
入
約
簡
。
得
其
英
華
。
北
学
魚

影
9
窮
追
枝
葉
」
．
と
評
し
て
い
る
。
肝
要
な
点
と
は
何
を
篤
し
て

い
る
か
は
っ
き
り
七
な
い
が
、
つ
ま
り
北
学
が
漢
儒
を
襲
っ
て
い

た
た
め
、
そ
の
深
さ
、
根
抵
の
強
さ
は
あ
る
が
、
新
し
い
解
釈
が

少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
南
学
は
新
し
い
立
場
（
主
と
し
て

老
荘
の
影
響
の
下
に
）
そ
の
中
心
的
な
こ
と
を
簡
潔
に
と
ら
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
適
適
に
つ
い
て
狩
野
広
言

博
士
は
「
北
入
は
保
守
的
傾
向
に
富
む
が
故
に
、
古
来
の
経
解
を

奉
じ
て
敢
え
て
改
め
ず
、
南
人
は
之
に
反
し
、
新
奇
を
喜
ぶ
の
癖

あ
る
が
故
に
云
々
」
と
述
べ
て
於
ら
れ
る
、
確
か
に
地
理
的
条
件

下
に
澄
け
る
こ
の
よ
う
な
影
響
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
ひ

　
と
に
か
ぐ
こ
の
二
つ
の
分
離
を
な
く
す
る
た
め
に
こ
の
五
経
正

義
が
作
ら
カ
た
が
、
そ
れ
を
み
る
と
、
周
面
に
は
王
弼
の
注
、
書

は
孔
安
国
の
伝
、
詩
は
毛
亨
、
鄭
玄
注
、
礼
記
は
鄭
玄
注
、
春
秋

に
は
杜
預
の
注
の
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
南
学
を
用
い
て
い

る
。
　
（
北
学
で
は
、
周
易
は
鄭
玄
、
街
書
で
は
鄭
玄
左
伝
は
服
慶

の
注
が
行
わ
れ
た
）
以
上
は
正
義
の
作
ら
れ
る
に
至
っ
た
外
的
条
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件
で
あ
る
が
、
正
義
の
特
色
の
第
一
点
と
し
て
悉
く
儒
学
を
用
い

た
こ
と
が
挙
げ
ち
れ
よ
う
。
そ
の
中
礼
記
は
と
も
に
郷
注
本
を
用

い
て
い
る
が
、
こ
れ
竜
北
学
を
抑
え
る
記
事
が
序
に
み
え
て
い
る
。

　
で
は
何
故
に
南
学
の
み
が
用
い
ら
れ
る
憤
恨
に
至
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
り
こ
れ
に
は
太
宗
以
下
言
書
達
等
が
す
べ
て
南
学
を
奉
ず

る
儒
者
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
説
（
狩
野
。
武
内
説
）
と
、
六
朝

と
い
う
四
百
年
忌
亘
る
時
代
が
、
そ
の
年
月
と
と
も
に
徐
々
に
堆

積
し
て
行
っ
た
講
説
の
集
成
と
し
て
正
義
を
見
る
説
（
吉
川
幸
次

郎
「
回
書
正
義
序
」
）
と
が
あ
る
Q
査
た
こ
の
こ
と
は
正
義
の
論
・

理
法
に
関
す
る
考
え
方
も
裏
に
す
る
。
つ
ま
り
正
義
は
常
に
一
つ

の
説
（
そ
れ
の
擦
っ
た
注
釈
の
意
を
敷
｝
行
ず
る
も
の
）
を
立
て
て

そ
れ
に
反
駁
齋
加
え
、
さ
ら
に
そ
れ
を
弁
護
す
る
と
い
う
形
を
鍛

る
。
覇
者
、
反
駁
者
は
同
．
時
の
入
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
こ

れ
は
あ
く
ま
で
正
義
が
帝
の
勅
を
奉
じ
た
所
か
ら
、
こ
泊
を
弁
護

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
か
ら
心
に
非
と
思
っ
て
も
是
と
七
て

し
ま
ら
よ
う
な
論
理
を
立
て
た
も
の
（
狩
野
説
）
で
あ
る
と
す
る

も
の
、
こ
れ
が
一
つ
で
あ
る
り
あ
る
い
は
E
、
こ
の
形
式
は
六
朝
時
’

代
の
特
殊
な
講
法
に
基
く
と
す
る
も
の
（
吉
川
説
）
す
な
わ
ち
六

朝
時
代
の
講
釈
は
、
二
入
以
上
の
討
論
者
を
立
て
て
闘
答
の
形
式

に
よ
∵
3
旋
も
め
で
そ
の
討
論
の
堆
積
と
し
て
、
正
義
を
み
る
も
の
で

あ
る
9
こ
れ
が
も
う
「
つ
で
あ
る
虐

　
果
し
て
正
義
の
論
理
の
形
式
が
六
朝
時
代
の
講
法
の
堆
積
と
し

て
自
然
陶
汰
の
如
く
北
画
を
抑
え
て
南
学
の
み
が
残
っ
て
正
義
と

な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
正
義
は
形
式
と
し
て
確
か
に
こ
の
よ

う
な
講
法
を
用
い
た
で
あ
ろ
弓
が
隅
や
は
り
勅
命
の
下
に
一
つ
の

荘
を
弁
護
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
形
式
が
用
い
ら
れ
た
と
見
る

方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
よ
く
書
わ
れ
る
よ
う
に
、
正
義
が
階

の
劉
噂
・
劉
眩
の
義
疏
に
基
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
魔
羅

劉
燈
は
六
朝
の
思
想
に
基
い
て
こ
の
嚢
疏
を
書
い
た
の
で
あ
る
か

ら
こ
う
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
正
義
が
多
分
に
六
朝
の
講
法
を
含

ん
で
い
る
の
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
次
に
正
義
そ
の
も
の
の
価
値
を
考
え
る
時
、
南
学
北
・
学
の
対
立

は
別
と
し
て
六
朝
時
代
に
続
々
と
出
た
「
義
」
　
「
疏
」
に
対
↓
て

そ
れ
を
整
理
し
て
一
つ
の
礫
準
を
与
え
た
と
い
う
と
と
で
あ
る
り

ま
た
そ
の
依
署
し
た
後
漢
・
魏
晋
の
「
伝
」
　
「
注
」
に
忠
爽
な
精

密
な
解
釈
律
与
え
た
こ
と
で
あ
る
、
帝
の
勅
に
　
よ
る
だ
め
、
他
説

を
排
し
た
が
た
め
に
、
そ
の
「
伝
」
　
「
注
」
は
他
説
に
迷
わ
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
そ
れ
の
持
っ
て
い
る
伝
統
が
敷
繕
さ
れ
た
で
あ
ろ
・

う
ゆ
・
つ
蚕
り
「
経
」
を
実
際
政
治
原
理
・
で
は
な
く
、
，
一
つ
の
古
典

と
し
て
知
識
の
対
象
と
し
て
研
究
し
は
じ
め
た
後
漢
か
ら
魏
晋
の

「
伝
」
　
「
注
」
の
伝
統
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
は
古
藷
の
解
釈
で

あ
り
、
　
一
つ
は
古
代
区
制
で
あ
る
。
こ
の
二
ρ
の
も
の
が
大
き
て
・

「
伝
」
　
「
注
」
の
中
に
は
含
譲
れ
て
齢
り
、
そ
れ
を
敷
行
寿
た
正
∵

義
も
そ
の
意
味
で
大
き
な
価
値
を
も
つ
。
ま
た
「
伝
」
　
「
注
旨
は

一一
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非
常
に
簡
略
な
た
め
に
正
義
の
助
け
な
し
に
読
む
こ
と
は
四
七
い

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
古
語
に
関
し
て
は
不
備
為
点
が
多
く
幾
分

の
引
用
に
止
ま
る
こ
と
が
多
い
の
穏
吉
川
博
士
の
指
摘
す
る
所
で

あ
る
。

　
次
に
は
正
義
の
．
含
ん
で
い
る
内
容
の
幅
の
価
値
が
挙
げ
ら
れ
る
、

つ
ま
り
六
朝
四
百
年
の
間
に
討
論
に
討
論
を
重
ね
て
最
後
に
統
一

さ
れ
た
も
の
が
「
正
義
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
孔
四
達
等

の
意
見
と
は
い
え
、
そ
の
含
ん
で
い
る
説
の
幅
が
決
し
て
解
語
的

解
釈
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
更
に
注
目
す
べ
き
点
は
「
正
義
」
の
論
謹
の
し
方
で
あ
る
。
そ

こ
に
葉
影
す
る
と
き
、
吉
川
博
士
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
そ
の
第
一
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
正
義
」
が
自
己
の
思
索
の
経

　
過
㌘
い
と
竜
詳
細
に
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
那
人
の
思

　
索
の
形
式
、
す
な
わ
ち
「
い
か
に
考
え
る
か
」
を
我
々
に
示
し

　
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
支
那
の
思
想
の
面
白
さ
は
「

　
何
を
考
え
る
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
い
か
に
考
え
る
」
に
あ
る
の

が
常
で
あ
る
が
、
支
那
人
の
直
観
的
な
表
理
は
こ
の
「
い
か
に
」

　
の
考
察
を
常
に
困
難
な
ち
し
め
て
い
る
。
し
か
る
に
ぴ
と
り
「

　
正
義
」
の
論
謹
は
こ
の
「
い
か
に
」
の
問
題
に
つ
い
て
多
く
の

　
資
料
を
提
示
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
「
正
嚢
」
は

　
自
己
の
思
考
の
経
過
を
寵
述
す
る
の
み
な
ら
ず
、
　
「
経
」
及
び

　
「
伝
」
の
　
、
一
に
つ
い
て
、
そ
の
思
考
の
経
過
を
追
跡
し
て

　
い
る
レ
こ
と
に
そ
れ
が
鷺
語
と
し
て
表
れ
る
ま
で
の
心
理
を
克

　
明
に
分
析
し
て
、
思
考
と
言
語
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
「
い
か

．
に
考
え
た
こ
と
を
い
か
に
い
う
か
」
を
説
明
し
て
い
る
り
こ
の

　
こ
と
は
最
も
支
那
文
化
の
根
本
的
な
部
分
に
触
れ
る
も
の
で
あ

　
る
9

以
上
の
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
、
さ
ら
に
こ
の
正
義
に
よ
っ
て
支
那

入
の
思
想
そ
の
も
の
を
、
及
び
も
の
の
考
え
方
を
、
蜜
た
も
の
の

言
い
か
た
を
知
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
り

　
こ
勲
は
「
正
義
」
の
ど
の
箇
所
を
み
て
も
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
叉
「
正
義
」
の
意
義
と
し
て
編
者
の
意
識
慮
な
か
渉
た
に
せ

よ
、
そ
の
特
色
を
内
面
的
な
思
考
方
法
か
ら
捉
え
た
と
き
、
的
を
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
8

得
た
評
と
い
え
る
し
試
み
に
「
易
」
繋
辞
伝
の
最
初
の
文
を
引
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

な
ら
「
天
尊
地
卑
乾
坤
足
」
　
（
経
文
）
　
「
乾
坤
其
下
之
椚
聰
り
先

聖
天
尊
地
築
、
以
審
乾
坤
馬
蝉
」
　
（
荘
文
）
に
対
し
て
「
正
義
」

は
譲
ず
経
文
全
体
に
関
し
て
「
此
経
明
天
地
之
徳
」
と
前
提
を
与

え
、
さ
ら
に
具
体
的
に
天
と
地
の
尊
卑
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
徳

が
正
し
さ
に
居
れ
ば
乾
坤
が
定
ま
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
次
に
は

同
じ
内
容
を
否
定
形
に
よ
っ
て
表
わ
し
「
若
し
δ
・
不
ん
ぱ
不
得

窟
」
と
一
つ
の
こ
と
を
爆
雑
な
ま
で
に
論
謹
を
く
り
返
す
。
そ
し

て
こ
こ
ま
で
は
経
文
全
体
の
論
謹
で
あ
る
。
こ
の
後
に
は
「
注
文
」

の
一
文
ず
つ
を
敢
り
上
げ
て
同
様
の
論
を
く
り
返
す
q
そ
の
意
昧

内
容
は
全
体
に
対
す
る
疏
と
同
じ
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
こ
に
は
「



注
レ
の
解
釈
に
対
し
、
そ
の
解
釈
に
至
っ
た
思
考
論
理
を
含
め
て

い
る
。
つ
ま
り
正
義
に
頻
出
す
る
コ
薫
～
者
．
．
。
弓
長
t
」

と
い
う
形
式
が
そ
れ
で
あ
る
。
つ
重
り
正
義
の
論
法
を
簡
略
に
示

す
な
ら
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
A
～
B
　
　
G
～
D
E
～
智

　
経
文
一
注
文
－
疏

　
（
そ
し
て
経
文
が
A
と
い
う
書
落
で
B
と
い
ラ
書
葉
で
終
り
、

　
　
注
文
が
C
S
D
・
通
S
F
と
い
う
書
葉
の
文
を
含
ん
で
い
る

　
　
時
、
疏
の
文
は
次
の
よ
う
な
形
を
取
る
）

　
疏
　
A
．
至
B
．
・
、
経
文
全
体
に
関
す
る
説
明

　　

@
羅
｝
注
文
三
っ
の
説
明

こ
れ
が
正
義
に
見
ら
れ
る
一
般
的
友
形
式
で
あ
る
9
時
に
は
注
文

が
な
く
す
ぐ
に
疏
に
入
る
こ
と
も
あ
り
、
又
、
注
文
は
あ
っ
て
も
、

経
文
全
体
に
対
す
る
疏
が
な
ぐ
、
す
ぐ
に
注
文
の
疏
に
入
る
こ
と

も
あ
る
。
と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
友
影
式
の
中
に
吉
川
博
士
の
い

う
「
幽
し
　
「
伝
」
の
一
一
に
つ
い
て
の
思
考
の
経
過
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
正
義
」
に
は
よ
ぐ
「
案
ず
る

に
…
」
と
い
う
語
が
み
え
る
G
こ
れ
は
正
義
の
特
色
と
し
て

一
づ
の
説
を
立
．
で
み
又
こ
れ
に
反
駁
す
る
説
を
立
て
た
時
に
そ
の

非
を
唱
え
ん
が
た
め
の
筆
法
で
あ
る
。
．
ま
允
そ
の
他
に
も
反
駁
者

の
あ
る
の
を
予
想
し
て
の
筆
濫
で
も
あ
る
。
次
に
筆
法
の
代
表
的

な
型
を
一
つ
示
す
。
　
「
易
」
繋
辞
上
に
、
繋
辞
伝
を
上
下
に
分
っ

た
理
由
と
し
て
次
の
、
よ
う
左
疏
が
あ
る
。

廼
A
撃
ち
て
幸
と
孕
を
い
う
は
・
箆
異
義
な
し
他
側

霧
葵
を
以
て
、
こ
こ
を
以
て
こ
れ
を
分
つ
幣
虻
凌
上
・

攣
以
て
傷
：
易
之
小
饗
ゆ
劉
踏
面
導
何
と
な
れ
ば
：
よ

　
必
不
可
」
　
「
故
に
…
」
、

（
A
）
は
一
つ
の
大
前
提
で
あ
る
、
　
（
謁
〉
は
前
提
に
対
す
る
｝
、
－
「

つ
の
説
、
　
（
C
）
は
（
B
）
に
対
す
る
反
駁
で
み
る
。
　
（
P
）
は
、

更
に
一
つ
の
説
で
あ
る
（
B
）
に
対
し
て
の
弁
護
の
説
で
あ
り
瞳
．

（
E
）
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
結
論
づ
け
る
。
こ
れ
が
正
義
の
代
表

的
友
筆
法
で
あ
る
。

　
以
上
「
正
義
」
・
の
特
徴
に
つ
い
て
概
観
を
与
え
た
。
次
に
は
、

霊
代
の
図
書
目
録
で
あ
る
「
四
々
提
要
」
を
も
と
に
主
と
し
て
、

南
学
建
学
の
立
場
か
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

○
「
易
」
に
つ
い
て
は
、
南
学
の
王
弼
を
掲
げ
、
王
弼
の
義
と
同

じ
く
授
い
も
の
を
載
せ
た
上
で
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
是
れ
当
日

に
在
り
て
己
に
異
伺
あ
り
。
・
。
穎
達
魚
塩
饗
奉
じ
て
疏
を
作
る

に
至
診
、
始
め
よ
り
専
ら
王
註
を
崇
ん
で
衆
説
皆
・
回
す
。
」
こ
れ

は
正
義
が
南
学
の
王
弼
を
推
七
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
提
要
で
は

こ
の
後
に
「
爽
際
の
例
を
正
義
よ
り
引
き
出
し
て
証
明
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
正
義
は
「
王
偶
寸
六
日
七
分
の
説
を
用
ふ
れ
ば
鄭
義
の

善
を
推
明
す
。
」
「
王
九
五
を
見
る
に
利
う
し
の
説
㌘
用
い
ざ
れ
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ば
則
ち
、
鄭
義
の
非
を
駁
詰
す
。
」
こ
れ
は
鄭
玄
の
説
が
ど
う
で

あ
ろ
う
と
も
二
野
義
に
従
っ
て
善
悪
を
決
定
す
る
こ
と
を
示
す
文

で
あ
る
。
　
「
輔
嗣
通
奮
以
て
舎
を
解
す
、
舎
は
浮
れ
通
の
義
な
る

を
臼
ふ
。
薫
れ
ど
も
何
を
以
て
通
と
訓
ず
る
か
を
嵩
せ
ず
。
」
　
「

恐
ら
く
は
荘
氏
の
言
、
王
の
本
意
に
非
ず
、
今
、
取
ら
ざ
る
所
と

誉
ひ
て
、
芸
評
の
何
を
以
て
充
ら
ざ
る
か
を
雷
は
ず
」
と
し
て
．

正
義
が
す
べ
て
王
弼
の
義
に
従
っ
て
他
説
鷺
排
し
た
こ
と
を
述
べ

提
案
の
作
者
は
、
　
「
こ
の
よ
う
表
類
は
す
べ
て
あ
き
ら
か
な
偏
祖

で
あ
る
◎
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
正
義
は
王
の
註
し
た
所
に
忠
実

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
王
の
黄
葉
に
出
し
て
溢
だ
註
し
な
い
所
ま

で
屯
、
詳
し
く
探
り
出
し
て
こ
れ
に
就
い
て
い
る
と
提
要
は
の
べ
・

て
い
る
。

O
「
春
秋
」
に
つ
い
て
は
「
今
左
伝
経
文
を
以
て
二
伝
と
校
勘
す

る
に
皆
左
回
の
義
長
ず
。
手
録
の
本
口
授
の
経
よ
り
確
か
な
る
を

知
る
偏
と
し
て
左
伝
が
、
公
羊
・
穀
梁
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
、
　
っ
欝
連
・
服
慶
の
説
ま
た
縷
か
に
偶
他
書
に
見
ゆ
9
今

世
に
伝
は
る
所
、
惟
杜
漏
孔
疏
最
古
と
な
す
．
古
注
多
く
鰹
を
強

く
し
以
て
伝
に
就
く
へ
．
孔
疏
亦
多
く
杜
を
左
と
し
て
劉
乞
右
と
す

と
し
て
愚
智
に
忠
奏
に
玉
器
が
書
か
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

蜜
た
こ
こ
で
、
服
隻
注
を
敢
ら
ず
に
杜
預
の
注
．
費
取
っ
た
こ
と
に

は
、
　
「
春
秋
正
義
」
の
序
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
　
「
後
漢

に
郷
衆
・
曹
ハ
蓮
τ
服
慶
・
許
恵
卿
之
等
あ
り
て
各
罫
蔽
訓
を
．
友
す
」

然
れ
ど
も
公
羊
．
難
梁
を
雑
評
し
て
以
て
左
端
を
繹
す
。
．
こ
れ
乃
－

　
は
ち
以
冠
讐
補
償
。
将
薪
綜
麻
か
方
盗
難
柄
、
其
れ
入
る
可
け
ん
や
」
．

晋
の
世
の
杜
元
豊
平
左
氏
集
解
を
貢
し
、
，
專
ら
丘
明
の
伝
を
取
り

以
て
孔
氏
の
経
を
博
す
。
い
わ
ゆ
る
子
は
母
に
磨
じ
膠
を
以
て
漆

　
に
投
ず
◎
合
す
る
勿
れ
と
欲
す
と
雛
も
、
そ
れ
離
る
る
可
け
ん
や
」

今
先
儒
．
の
優
劣
を
校
す
る
に
杜
を
甲
と
為
す
」
こ
れ
は
杜
注
が
左
・
，
－

・
丘
明
の
意
を
よ
ぐ
と
ら
え
て
注
を
し
た
か
ら
最
も
よ
い
も
の
で
あ
・

り
、
置
注
を
甲
と
し
た
所
以
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
次
に

は
義
疏
の
中
で
正
義
の
依
撰
し
た
も
の
と
し
て
妓
劉
を
あ
げ
、
　
「

扁
劉
焼
数
君
の
内
に
激
て
懇
楚
と
為
す
」
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し

彼
の
説
も
数
君
に
比
し
て
良
い
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
講
足
で
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
0

な
い
こ
と
の
例
証
を
あ
げ
、
　
「
然
れ
ど
も
諸
義
疏
に
比
し
て
猶
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

る
べ
き
あ
り
、
今
奉
ず
』
と
い
う
評
も
供
せ
て
の
せ
ら
れ
て
い
る
。

b
「
正
蓮
が
劉
博
劉
舷
に
撃
っ
た
こ
と
は
、
需
書
」
「
詩
｝
．

　
の
提
要
の
記
事
に
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
玉
書
」
で
は
「
然

れ
ど
も
穎
達
原
序
に
差
す
『
正
義
を
為
る
者
、
大
憲
写
巣
獅
・
費
「

　
漣
・
劉
博
6
劉
蔽
六
家
を
難
し
て
鼻
茸
劉
妓
を
以
て
最
も
詳
雅
・

と
督
す
』
「
毛
詩
」
・
で
は
「
落
書
・
劉
痺
毛
詩
義
疏
・
劉
蔑
毛
詩

述
義
費
も
っ
て
首
里
噂
と
為
す
、
故
に
よ
く
婁
言
を
融
魅
し
、
古
義

を
麗
筆
す
。
終
に
唐
の
世
人
異
詞
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
◎
し
か

し
こ
こ
に
も
正
義
の
序
文
で
は
、
正
義
が
全
く
こ
の
｛
・
一
丁
に
依
嶽

し
た
の
で
は
疫
く
州
他
に
取
る
べ
き
も
の
が
な
い
か
ら
取
っ
た
の



だ
と
し
て
い
る
。

○
ま
た
「
禮
記
」
の
提
要
で
は
、
科
挙
の
法
と
し
て
鄭
注
が
用
い

ら
れ
、
後
に
改
正
さ
れ
た
が
、
立
位
注
を
好
む
者
が
多
い
と
し
、

そ
の
義
疏
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
之
が
疏
蓑

を
な
す
も
の
唐
初
に
な
澄
、
皇
侃
・
熊
安
生
二
家
存
す
。
貞
観
中

悲
し
て
孔
穎
達
等
正
義
を
修
め
、
乃
ち
皇
氏
を
以
て
本
と
な
し
、
馳

熊
氏
を
も
っ
て
来
だ
備
わ
ら
ざ
る
所
を
補
う
・
㍗
と
し
て
皇
侃
の
説
・

を
取
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
◎
こ
の
点
が
最
初
に
少
し
触
れ
た

北
学
を
抑
え
る
記
事
で
あ
る
。
ま
た
頴
達
の
序
に
は
「
熊
は
縫
に

背
い
て
外
義
を
取
お
こ
と
多
く
、
経
を
釈
す
る
の
に
門
訴
・
を
あ
つ

め
た
も
の
」
と
し
て
非
難
し
て
い
る
◎
た
だ
皇
氏
も
「
章
句
詳
正

微
覇
繁
廣
で
鄭
氏
に
遵
っ
て
い
る
が
・
時
に
は
如
い
て
い
る
。
こ
れ

は
其
の
本
を
忘
れ
た
も
の
だ
」
と
し
て
全
く
取
っ
た
訳
で
は
友
い
。

し
か
し
序
に
よ
れ
ば
「
然
れ
ど
も
、
熊
を
以
「
て
皇
に
比
’
す
れ
ば
皇

氏
勝
る
」
と
し
て
い
る
。

（
注
）
南
北
朝
時
代
の
南
学
画
学
の
代
表
者
、
劉
凄
・
劉
眩
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

概
略
に
つ
い
て
億
、
h
武
内
義
雄
博
士
「
中
国
思
態
史
」
P
4
9
～
P

oo

�
Q
照
さ
れ
た
い
。

2　
以
上
お
涛
ま
か
で
は
あ
る
が
、
正
義
の
特
色
に
つ
い
て
述
べ
て

来
た
。
農
後
に
こ
れ
ら
を
要
約
し
て
結
語
に
代
え
る
攻
ら
次
の
よ
．

う
に
壕
る
ρ
．

t
正
義
が
南
学
を
用
い
、
南
学
・
北
学
を
統
一
し
て
一
つ
の
標
準

　
を
与
え
た
こ
と
◎

2
そ
の
含
ん
で
い
る
内
容
は
六
朝
四
百
年
の
和
み
重
ね
で
あ
る
ζ
・

　
と
。
さ
ら
に
そ
の
講
法
も
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ

　
う
と
い
．
う
こ
と
0

5
「
伝
」
・
「
注
ト
に
忠
実
に
そ
っ
た
解
釈
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
た

　
め
に
「
伝
一
「
荘
」
に
含
ま
れ
て
い
る
－
伝
統
i
」
つ
ま
翰
古
代
礼

制
一
・
に
関
し
て
の
粘
き
な
資
料
と
な
る
こ
と
。

4
面
素
の
仕
方
が
非
常
に
精
密
で
あ
る
こ
乏
。
こ
れ
に
よ
っ
て
作
ご

　
者
の
、
或
い
は
「
経
」
　
「
伝
」
の
思
考
の
経
過
が
明
確
に
わ
か
．

　
る
こ
と
G

5
。
二
面
の
方
法
と
し
て
は
、
常
に
反
駁
者
を
立
て
る
．
叉
は
そ
れ

　
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
。

　
以
上
に
よ
っ
て
正
義
・
ゐ
特
色
は
．
ほ
ぼ
？
か
め
る
こ
と
と
思
う
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
義
の
論
の
詰
め
の
言
さ
、
体
裁
の
杜
撰
さ
等
も
別
な
面
か
ら
指

摘
寄
至
る
。
壕
た
正
義
の
中
国
思
想
史
に
与
え
た
影
響
曰
う
ま
り
、

こ
れ
が
一
つ
の
落
ち
つ
き
を
思
想
界
に
与
え
た
も
の
か
、
或
い
は

こ
れ
以
後
の
思
想
界
の
発
展
を
見
か
か
っ
た
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の

面
が
多
か
っ
た
か
一
－
に
つ
い
て
の
評
価
は
別
の
考
察
を
待
た
な
け
，

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
北
大
学
大
学
院
）
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