
研

究
貧

窮

問

答

歌

と

中

国

文

学

言
ふ
ま
で
も
な
く
賛
窮
問
答
歌
は
其
の
標
題
を
別
に
し
て
一
篇
す

べ
て
和
文
か
ら
成
っ
て
居
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
、
表
面
一
片
の
所

謂
漢
文
的
要
素
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
が
例
へ
ば
梅
花
歌
序
や
淡

等
謹
状
や
遊
於
松
浦
河
等
に
な
る
と
、
私
も
嘗
て
柳
か
論
ず
る
所
も
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あ
っ
た
が
、
此
等
は
そ
の
文
詞
文
面
よ
り
し
て
、
直
ち
に
其
の
示
唆

影
響
源
と
し
て
中
国
文
学
作
品
の
存
在
を
思
は
せ
る
も
の
が
あ
る
。

或
は
よ
し
そ
れ
が
そ
の
ま
L
漢
文
の
形
で
な
く
と
も
、
例
へ
ば
讃
酒

歌
の
如
き
、
一
見
直
ち
に
漢
籍
漢
文
学
作
品
の
翻
訳
乃
至
引
用
と
わ

か
る
や
う
な
も
の
な
ら
と
も
か
く
、
此
の
作
品
に
至
っ
て
は
、
当
初

よ
り
さ
う
い
ふ
関
聯
を
想
起
せ
し
め
る
や
う
な
も
の
は
恐
ら
く
先
づ

な
い
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ら
う
。
即
ち
こ
与
に
何
か
の
漢
籍
漢
文
学

作
品
を
本
歌
の
示
唆
影
響
源
と
し
て
認
め
ん
と
す
る
場
合
、
其
の
可

否
に
つ
い
て
大
い
に
論
の
岐
れ
る
所
以
が
存
す
る
。
勿
論
比
較
研
究

上
の
作
品
解
釈
の
基
本
限
度
の
相
違
と
い
ふ
問
題
は
あ
る
に
し
て
も

本
歌
が
前
に
挙
げ
た
諸
作
品
と
此
の
点
著
し
く
趨
舎
を
異
に
し
て
居

る
事
だ
け
は
容
易
に
認
め
ら
れ
る
。
而
も
私
の
見
る
所
、
さ
う
い
ふ

性
質
の
此
の
作
品
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
よ
く
仔
細
に
検
討
す
る
と
、

思
ひ
掛
け
な
い
所
意
外
に
多
く
中
国
文
学
作
品
に
示
唆
影
響
源
の
存

古

未＼

男

沢

．知

す
る
事
を
知
る
の
で
あ
る
。
貧
窮
問
答
歌
も
、
さ
う
い
ふ
直
接
間
接
の

一
示
唆
影
響
源
、
つ
ま
り
原
拠
源
流
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
日
ま
で
先

学
既
に
可
成
り
多
く
の
論
が
な
さ
れ
て
居
る
。
が
そ
れ
で
も
尚
ま
だ

幾
多
疑
問
の
余
地
の
残
さ
れ
て
居
る
事
も
否
定
出
来
な
い
。

例
へ
ば
吉
川
幸
次
郎
氏
は
、
本
歌
と
陶
淵
明
詩
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
根
本
的
に
こ
れ
を
否
定
し
、
又
「
甑
に
は
蜘
蜂
の
巣
か
き
て
」
の

詞
句
表
現
を
以
て
、
中
国
に
な
い
日
本
人
独
特
の
発
想
で
あ
る
と
一
言

は
れ
る
。
（
比
較
文
学
第
三
巻
「
中
国
文
学
の
百
本
に
お
け
る
受
け

〔注
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入
れ
ら
れ
方
」
〉
が
果
し
て
さ
う
で
あ
ら
う
か
。
以
下
右
吉
川
氏
の

説
を
中
心
に
、
主
と
し
て
一
、
詞
句
・
表
現
、
二
、
内
容
・
性
格
の

上
か
ら
少
し
く
私
見
を
加
へ
て
見
た
い
と
思
ふ
。

一
、
詞
句
・
表
現

先
づ
詞
句
用
語
の
上
で
本
歌
に
関
係
あ
り
は
し
な
い
か
と
し
て
従

来
指
摘
せ
ら
れ
て
居
る
も
の

l
i勿
論
こ
れ
は
あ
く
ま
で
類
似
類
想

の
詞
句
た
る
に
止
ま
り
、
前
に
も
述
べ
た
本
歌
の
特
殊
性
質
上
、
一

字
一
句
そ
れ
が
直
ち
に
本
歌
の
典
拠
と
い
へ
る
か
ど
う
か
は
多
分
に
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問
題
で
あ
る
が

l
l
に
大
凡
次
の
や
う
な
も
の
が
あ
る
。

〔
堅
塩
を
取
り
つ
づ
し
ろ
ひ
、
糟
湯
酒
う
ち
畷
ろ
ひ
て
・
－
吾
を
お

き
て
人
は
あ
ら
じ
と
、
誇
ろ
へ
ど
寒
く
し
あ
れ
ば
、
麻
会
引
き
か
か

ふ
り
、
布
肩
衣
あ
り
の
こ
と
ご
と
、
着
添
へ
ど
も
寒
き
夜
す
ら
を
、

吾
よ
り
も
貧
し
き
人
の
、
父
母
は
飢
ゑ
寒
ゆ
ら
む
、
妻
子
ど
も
は
乞

ひ
て
泣
く
ら
む
、
・
・
綿
も
な
き
布
肩
衣
の
、
海
松
の
如
わ
わ
け

下
れ
る
、
か
が
ふ
の
み
肩
に
打
懸
け
、
伏
麗
の
曲
庫
の
中
に
、
直
土

に
藁
解
き
敷
き
て
、
父
母
は
枕
の
方
に
、
妻
子
ど
も
は
足
の
方
に
、

間
み
居
て
憂
ひ
吟
ひ
、
竃
に
は
火
気
吹
き
立
て
ず
、
甑
に
は
蜘
駄

の
巣
か
き
て
、
飯
炊
ぐ
こ
と
も
忘
れ
て
、
・
・
・
か
く
ば
か
り
術

な
き
も
の
か
、
世
の
中
の
道
〕
「
飢
寒
飽
所
要
」
「
被
掲
守
長
夜
」

「
弊
慮
交
悲
風
」
（
飲
酒
二
十
首
、
其
十
六
）
「
宣
不
索
、
与
飢
」

「
己
実
何
所
悲
」
（
詠
賛
士
七
首
、
其
一
）
「
凄
属
歳
云
暮
、
擁

褐
曝
前
軒
」
「
傾
壷
絶
余
握
、
闘
竃
不
見
煙
」
〈
全
其
二
）
「
弊

襟
不
掩
肘
、
薬
糞
常
乏
劃
」
（
全
其
一
二
）
「
相
互
菓
有
常
温
、
採
宮

足
朝
役
、
所
懐
非
飢
索
、
」
（
全
其
五
）
「
年
飢
感
仁
妻
、
泣
沸
向
我

流
」
「
丈
夫
駿
有
志
、
国
為
児
女
憂
」
（
全
其
七
）

〔
風
雑
り
雨
降
る
夜
の
、
雪
雑
り
雪
降
る
夜
は
、
術
も
な
く
寒
く
し

あ
れ
ば
〕

「
風
雨
縦
横
至
、
収
数
不
盈
塵
、
夏
日
長
抱
飢
、
寒
夜
無
被
眠
」

（
怨
詩
楚
調
一
手
鹿
主
簿
部
治
中
）

〔
吾
を
お
き
て
人
は
あ
ら
じ
と
誇
ら
へ
ど
〕

「
如
欲
平
治
天
下
、
当
今
之
世
、
舎
我
其
誰
也
、
」

（
孟
子
公
孫

丑
下
）

〔
天
地
は
広
し
と
い
へ
ど
、
五
回
が
為
は
狭
く
ゃ
な
り
ぬ
る
、
日
月
は

明
し
と
い
へ
ど
、
吾
が
為
は
照
り
や
給
は
ぬ
〕

「
謂
天
蓋
高
、
不
敢
不
局
、
謂
地
蓋
厚
、
不
敢
不
情
」
（
詩
経
小

雅
正
月
）
「
日
居
月
諸
照
臨
下
土
」
（
全
抑
制
風
日
月
）

「
依
々
六
合
問
、
四
海
一
何
寛
、
天
網
布
紘
網
、
投
足
不
獲
安
」

（
文
選
欧
陽
建
石
臨
終
詩
）
「
宇
宙
難
広
無
陰
以
憩
」
（
人
エ
応
休

瑳
与
広
川
長
与
文
諭
書
）
「
仰
視
白
日
光
、
轍
々
高
且
懸
、
燭
八
紘

内
、
物
類
無
頗
偏
、
我
独
抱
深
感
不
得
与
比
意
」
（
全
劉
公
幹
贈

徐
幹
詩
）

〔
甑
に
は
蜘
除
の
巣
か
き
て
〕
「
甑
中
生
塵
拓
史
雲
」
（
後
漢
書
独

行
花
舟
伝
〉

「
世
の
中
を
憂
し
と
恥
し
と
思
へ
ど
も
飛
び
立
ち
か
ね
つ
鳥
に
し

あ
ら
ね
ば
〕
「
静
言
思
之
、
不
能
奮
飛
」
（
詩
経
柿
風
柏
舟
〉
「

願
飛
安
得
翼
、
欲
済
河
無
梁
」
（
文
選
観
文
帝
雑
詩
）

さ
て
第
一
の
陶
詩
否
定
で
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
は
西
郷
信
綱
氏
が

其
著
「
万
葉
私
記
」
（
第
二
部
「
人
麿
か
ら
家
持
ま
で
」
〉
の
中
で

本
歌
を
取
り
上
げ
、
素
材
・
発
想
・
リ
ズ
ム
・
語
棄
の
各
方
面
か
ら

説
き貧

窮
問
答
歌
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
の
が
陶
淵
明
の
「
貧
土
を

詠
ず
」
等
の
作
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
か
で
あ
る
。

二
頁
）

と
一
言
ひ
、
或
は
又
「
飢
索
、
」
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（
全
書
一
八

「
弊
臨
」

「褐」

（
布
肩
衣
）

「
艦
棲



」
等
の
語
葉
を
挙
、
げ

こ
れ
だ
け
見
て
も
陶
詩
が
憶
良
の
種
本
で
あ
る
事
は
殆
ど
疑
う
余

地
が
な
い
。
・
・
・
た
と
え
ば
陶
淵
明
の
抱
い
て
い
た
よ
う
な

「
貧
土
」
と
い
う
観
念
に
憶
良
も
感
染
し
て
お
り
、
叉
陶
淵
明
に

な
ら
い
日
本
の
貧
土
と
し
て
彼
は
貧
窮
問
答
歌
を
作
っ
た
云
々
。

（
全
書
一
八

O
頁）

と
も
述
べ
て
居
ら
れ
る
の
に
対
し
て
疑
問
を
呈
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る。
氏
は
陶
詩
否
定
の
理
由
と
し
て
1
、
作
品
感
情
の
性
質
・
方
向
が

異
る
事
、

2
、
陶
淵
明
集
が
果
し
て
憶
良
に
読
ま
れ
た
か
否
か
伝
本

・
伝
来
の
問
題
、

3
憶
良
の
時
代
果
し
て
淵
明
や
陶
詩
が
そ
れ
程
評

価
さ
れ
て
居
た
か
ど
う
か
。
中
国
に
於
け
る
淵
明
や
淵
明
作
品
に
対

す
る
価
値
認
識
の
問
題
の
三
つ
の
点
を
挙
げ
て
居
ら
れ
る
。

第
一
の
点
は
次
項
更
め
て
論
ず
る
の
で
、
悲
で
は
便
宜
先
づ
第
二

・
第
三
の
一
点
に
つ
い
て
考
へ
る
に
、
こ
れ
は
結
局
一
口
に
言
っ
て
陶

詩
の
影
響
を
否
定
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら

1
、
陶
潜
集
の
記
載
あ
る
日
本
国
見
在
書
目
録
が
憶
良
よ
り
ず
っ
と

後
代
の
事
は
確
か
で
、
従
っ
て
な
る
程
そ
れ
は
そ
の
眠
り
に
於
て

果
し
て
憶
良
が
陶
詩
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
を
立
証
す
る
も
の
と
は

な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
か
と
言
っ
て
、
逆
に
憶
良
が
陶
詩
を
読

ま
な
か
っ
た
と
い
ふ
証
拠
に
も
な
ら
な
い
。
勿
論
少
く
も
時
代
か

ら
す
れ
ば
、
憶
良
が
こ
れ
を
読
ん
だ
と
し
て
も
一
向
差
支
へ
は
な

い
筈
で
あ
る
。
た
H
A

遺
憾
な
が
ら
事
実
は
今
日
こ
れ
を
裏
付
け
る

確
証
が
な
い
だ
け
の
事
で
あ
る
。

2
、
次
の
淵
明
に
対
す
る
価
値
認
識
の
問
題
も
全
く
同
様
で
あ
る
。

古
川
氏
は
中
国
で
淵
明
の
作
品
が
高
〈
評
価
さ
れ
る
や
う
に
な
っ

た
の
は
宋
代
蘇
賦
あ
た
り
の
頃
か
ら
で
、
憶
良
が
中
国
に
行
っ
た

の
は
そ
れ
よ
り
四
百
年
ば
か
り
前
で
あ
り
、
淵
明
の
文
学
的
地
位

が
余
り
ま
だ
認
め
ら
れ
て
居
な
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
し
て
、

「
も
し
も
憶
良
が
影
響
を
受
け
る
ほ
ど
熟
読
し
て
い
た
な
ら
ば
、
中

国
人
よ
り
先
に
陶
淵
明
の
価
値
を
認
め
た
事
に
な
る
。
し
か
し

そ
れ
は
考
え
に
く
い
。
（
前
掲
室
百
五
頁
）

と
言
は
れ
る
o

が
し
か
し
こ
れ
も
あ
く
ま
で
相
対
的
の
事
で
あ

っ
て
、
憶
良
時
代
、
つ
ま
り
初
唐
時
代
淵
明
が
全
く
無
視
さ
れ
た

り
認
め
ら
れ
て
居
な
か
っ
た
り
し
た
訳
で
は
毛
頭
な
い
。
現
に
文

選
に
も
八
首
の
詩
が
あ
り
、
詩
品
の
評
に
も
既
に
淵
明
は
取
り
上

げ
ら
れ
て
居
る
し
、
所
謂
靖
節
を
以
て
其
の
人
物
も
広
く
知
ら
れ

て
居
た
事
は
否
定
出
来
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
「
も
し
も
憶

良
が
影
響
を
受
け
る
程
熟
読
し
て
い
た
な
ら
ば
云
々
」
と
言
は
れ

る
所
に
問
題
が
あ
る
。
け
だ
し
引
用
や
示
唆
影
響
は
、
後
に
も
述

べ
る
や
う
に
必
ず
し
も
そ
れ
程
熟
読
を
要
し
な
い
し
、
況
や
そ
れ

が
直
ち
に
淵
明
の
価
値
を
中
国
人
よ
り
先
に
高
く
認
め
た
事
に
も

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
私
は
本
歌
に
見
ら
れ
る
陶
詩

と
類
似
類
想
の
詞
句
が
余
り
に
多
い
事
を
重
視
し
た
い
。

右
一
言
触
れ
た
如
く
陶
詩
は
文
選
に
も
収
め
ら
れ
て
居
る
o

有
名

な
「
採
菊
東
離
下
、
悠
然
見
南
山
」
の
一
首
及
び
「
詠
貧
土
」
第
一
首
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の
二
首
を
含
む
雑
詩
四
首
、
そ
れ
に
行
旅
二
首
・
挽
歌
一
首
計
八
首
が

そ
れ
で
あ
る
。
が
「
飲
酒
」
の
詩
は
全
く
な
く
、
其
の
上
「
詠
貧
土
」

の
詩
も
七
首
中
其
一
の
一
首
だ
け
で
あ
り
、
当
面
本
歌
に
関
係
あ
り

と
思
は
れ
る
其
二
・
其
五
・
其
七
等
は
之
亦
全
く
一
首
も
見
る
事
が

出
来
な
い
。
こ
れ
は
か
の
芸
文
類
家
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
て
、
芸

文
類
家
に
は
詠
貧
土
は
其
一
・
其
四
の
二
首
が
取
ら
れ
て
居
り
、
本

歌
の
其
二
・
其
五
・
其
七
は
こ
L
で
も
見
当
ら
な
い
。

つ
ま
り
此
の
事
は
前
に
挙
げ
た
本
歌
に
も
し
詠
貧
土
や
飲
酒
等
一

聯
の
陶
詩
が
引
用
或
は
影
響
し
て
居
る
と
し
た
場
合
、
そ
れ
は
文
選

や
芸
文
類
家
等
所
謂
類
家
も
の
抄
出
も
の
か
ら
で
は
な
く
、
こ
れ
ら

を
網
羅
総
集
し
た
陶
潜
集
か
ら
直
接
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
事
を
想

定
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
而
も
前
掲
の
如
く
本
歌
に
見
ら
れ
る
陶

詩
と
の
類
似
類
想
の
詞
句
は
、
こ
れ
を
単
な
る
偶
然
の
暗
令
と
見
る

に
は
余
り
に
も
多
き
に
上
る
と
い
ふ
事
を
見
逃
す
訳
に
は
行
か
な
い

や
う
で
あ
る
。

尚
本
歌
以
外
憶
良
作
品
に
は
、
同
じ
く
陶
詩
と
の
関
係
を
思
は
し

め
る
も
の
が
多
数
あ
る
。
例
へ
ば
後
記
有
名
な
「
思
子
等
歌
」
に
は

よ
く
一
言
は
れ
る
淵
明
の
「
責
子
」
の
影
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
、
日
本

挽
歌
前
詩
序
文
中
に
あ
る
「
独
飛
生
於
半
路
」
の
詞
句
の
如
き
、
飲

酒
二
十
首
の
第
四
首
「
棲
棲
失
群
鳥
、
日
暮
猶
独
飛
」
に
同
句
を
見

出
す
事
も
出
来
る
。

或
は
憶
良
以
外
万
葉
他
の
作
品
、
更
に
は
万
葉
以
外
に
も
懐
風
藻

等
、
陶
淵
明
詩
文
詞
句
の
引
用
と
思
は
れ
る
も
の
も
幾
っ
か
見
か
け

ら
れ
る
o

古
川
氏
は
「
中
国
の
文
学
か
ら
来
た
と
思
わ
れ
る
も
の
」
と
し
て

詩
経
小
雅
正
月
と
榔
風
柏
舟
の
二
つ
を
挙
げ
、
「
憶
良
は
五
経
は
一

所
懸
命
読
ん
だ
と
思
わ
れ
る
」
と
言
は
れ
る
。
勿
論
憶
良
の
頃
五
経

は
既
に
伝
は
っ
て
居
た
し
、
こ
れ
は
社
会
で
も
既
に
十
分
重
ん
ぜ
ら

れ
て
居
た
の
で
あ
る
か
ら
、
憶
良
が
こ
れ
を
読
ん
だ
に
違
ひ
は
な

い
。
が
し
か
し
そ
の
憶
良
が
こ
れ
を
読
ん
だ
、
或
は
一
所
懸
命
読
ん

だ
と
い
ふ
記
録
明
証
は
何
も
な
い
。
た
父
詞
句
其
他
周
回
の
文
献
的

検
索
か
ら
之
を
推
定
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
而
も
そ
れ
は
殆
ど
間
違
ひ

な
い
事
と
思
は
れ
る
。
此
の
点
詩
経
に
し
ろ
陶
詩
に
し
ろ
柳
か
の
変

り
は
な
い
筈
で
あ
る
o

況
や
其
の
価
値
認
識
の
如
何
に
し
て
も
、
前

述
の
如
く
本
歌
へ
の
影
響
を
否
定
す
る
何
の
根
拠
に
も
な
ら
な
い
と

い
ふ
に
於
て
を
や
で
あ
る
。
吉
川
氏
が
引
用
確
実
と
し
て
詩
経
を
挙

げ
ら
れ
る
な
ら
、
私
は
略
右
の
理
由
に
よ
っ
て
陶
詩
も
亦
当
然
挙
げ

て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
が
如
何
で
あ
ら
う
か
。

第
二
に
「
甑
に
て
蜘
駄
の
巣
か
き
て
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
前
掲

の
如
く
後
漢
書
花
再
伝
の
「
甑
中
生
塵
詑
史
雲
」
か
ら
来
た
と
思
は

れ
る
。
た
ど
字
句
面
後
漢
書
の
「
生
塵
」
が
本
歌
で
は
「
蜘
銑
の
巣

か
き
て
」
と
な
っ
て
居
る
訳
で
あ
る
。
此
の
事
に
対
し
古
川
氏
は
中

国
に
も
「
釜
中
生
塵
」
と
い
ふ
発
想
は
あ
る
が
、
本
歌
の
如
く
「
蜘

除
の
巣
が
か
与
っ
て
居
る
」
と
は
言
は
な
い
。
か
う
い
ふ
発
想
表
現

の
変
化
は
、
中
国
に
な
い
思
想
な
り
感
情
を
日
本
人
が
初
め
て
一
一
一
日
ひ

得
た
、
「
日
本
文
学
の
鋭
さ
」
を
示
し
た
も
の
で
、
一
一
日
は
X

「
日
本
人
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‘b 

の
秀
才
性
」
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
一
言
は
れ
、
小
島
憲
之
氏

、
も
之
に
賛
し
て
「
中
国
詩
と
異
る
彼
の
本
領
」
で
あ
る
と
も
評
し
て

居
ら
れ
る
。
（
万
葉
Mm
号
「
出
典
問
題
を
め
ぐ
る
貧
窮
問
答
歌
」
）

が
し
か
し
こ
れ
が
そ
れ
程
特
筆
す
べ
き
事
で
あ
ら
う
か
。

思
ふ
に
「
甑
中
生
塵
」
と
い
ひ
、
「
甑
に
は
蜘
除
の
巣
か
き
て
」
と

い
ひ
、
何
れ
も
甑
〈
炊
器
）
を
用
ふ
る
事
な
き
賛
窮
の
様
を
形
容
し
て

一
言
っ
た
も
の
で
あ
り
、
其
の
意
味
に
於
て
「
生
塵
」
で
も
「
蜘
昧
の

巣
か
き
て
」
で
も
全
く
同
一
の
内
容
性
格
を
表
は
す
も
の
で
あ
る
。

尤
も
こ
れ
が
若
し
淡
等
謹
状
の
や
う
な
場
合
に
な
る
と
、
事
情
は

可
成
り
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
来
る
。
即
ち
淡
等
謹
状
は
稽
叔
夜
の

「
琴
賦
」
を
採
っ
て
出
来
て
居
り
、
高
山
に
生
じ
た
桐
が
日
光
に
浴

し
山
川
風
渡
の
間
に
長
じ
、
終
に
良
匠
に
よ
っ
て
琴
と
さ
れ
た
と
い

ふ
其
の
趣
旨
構
想
は
全
く
彼
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
が
其
の
終
り

「
琴
と
な
っ
た
」
と
い
ふ
所
、
琴
賦
は
「
制
為
雅
琴
」
と
あ
る
の
が
、
謹

状
は
「
制
為
小
琴
」
と
変
へ
ら
れ
て
居
る
。
此
の
「
雅
」
と
「
小
」
と

の
相
違
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
本
文
第
三
者
的
立
場
と
当
事
者
的
立
場

と
の
相
違
の
外
、
藤
原
一
房
前
に
呈
せ
ら
れ
た
此
の
謹
状
に
、
実
は
作
者

旅
人
の
転
任
帰
京
の
望
み
が
託
せ
ら
れ
て
居
た
事
に
よ
る
と
解
す
る

も
の
で
あ
る
。
若
し
さ
う
ー
だ
と
す
れ
ば
、
此
の
改
変
は
一
面
誠
に
当

然
で
あ
る
と
共
に
、
や
は
り
作
者
の
叡
智
所
謂
秀
才
性
と
い
ふ
も
の

が
認
め
ら
れ
る
。

或
は
こ
れ
は
源
氏
物
語
の
例
で
あ
る
が
、
例
の
須
磨
巻
光
源
氏
諦

居
の
様
を
叙
し
て
「
石
の
階
松
の
柱
竹
編
め
る
垣
し
わ
た
し
て
」
と

あ
る
の
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
白
氏
文
集
「
香
炉
峯
下
新
ト
山
居
草
堂

初
成
偶
題
東
壁
」
詩
其
一
の
「
石
階
桂
柱
竹
編
曲
咽
」
を
そ
の
ま
L
取
っ

た
も
の
で
あ
る
。
た
H
A

こ
L
で
も
「
桂
」
が
「
松
」
と
改
め
ら
れ
て

居
る
o

こ
れ
は
恐
ら
く
松
が
常
用
卑
近
の
も
の
で
あ
る
所
か
ら
自
然

さ
う
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
何
か
意
味
が
あ
り
さ
う
で
も
あ
る
が
、

兎
も
あ
れ
何
れ
に
し
て
も
や
は
り
一
種
の
独
創
性
・
叡
智
性
が
働
い

て
居
る
事
は
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
本
歌
の
場
合
「
生
塵
」
を
「
蜘

妹
の
巣
か
き
て
」
と
し
た
調
句
表
現
の
相
違
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
其

の
性
格
内
容
に
ま
で
変
動
を
来
す
も
の
で
は
な
い
ゃ
う
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
れ
が
中
国
に
な
く
日
本
の
み
に
あ
る
日
本
人
に
し
て
初
め
て

言
ひ
得
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
況
や
こ
れ
が
特
に
日
本
文
学
の
鋭

さ
、
日
本
人
の
秀
才
性
を
示
す
も
の
で
も
何
で
も
な
い
と
思
ふ
が
如

何
で
あ
ら
う
か
。

同
じ
ゃ
う
な
事
は
陶
詩
次
の
場
合
で
も
言
へ
る
o

即
ち
「
闘
竃
不

見
煙
」
（
詠
貧
土
其
二
）
は
本
歌
の
「
竃
に
は
火
気
吹
き
立
て
ず
」

に
当
る
が
、
「
不
見
煙
」
が
「
火
気
吹
き
立
て
ず
」
と
な
っ
て
居
る
。

又
「
凄
属
蔵
云
暮
、
擁
褐
曝
前
軒
」
（
全
上
）
は
明
ら
か
に
中
国
式
の

誇
張
し
た
表
現
で
あ
る
が
、
本
歌
の
貧
窮
の
状
を
叙
し
て
「
麻
袋
引

き
か
が
ふ
り
、
布
肩
衣
あ
り
の
こ
と
ご
と
、
着
添
へ
ど
も
云
々
」
や
「

綿
も
な
き
布
肩
衣
の
、
海
松
の
如
わ
わ
け
下
れ
る
、
か
が
ふ
の
み
肩
に

打
懸
け
云
々
」
等
と
一
言
っ
た
の
に
適
合
す
る
。
或
は
叉
「
丈
夫
雄
有

志
、
国
為
児
女
憂
、
恵
孫
一
一
昭
歎
云
々
」
（
全
其
七
）
の
如
き
、
い
か
に

も
本
歌
の
「
吾
を
お
き
て
人
は
あ
ら
じ
と
誇
ろ
へ
ど
・
・
・
父
母
は
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飢
ゑ
寒
ゆ
ら
む
、
妻
子
ど
も
は
乞
ひ
て
泣
く
ら
む
」
や
「
父
母
は
枕

の
方
に
、
妻
子
ど
も
は
足
の
方
に
、
囲
み
居
て
憂
ひ
吟
ひ
云
々
」
等

と
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
此
等
は
何
れ
も
字
句
面
措
辞
用
語
の
違
ひ
こ

そ
あ
れ
其
の
発
想
表
現
の
基
盤
に
於
て
は
、
両
者
全
く
軌
を
一
に
す

る
も
の
で
あ
る
。

尚
い
ま
一
つ
、
前
に
挙
げ
た
憶
良
の
思
子
等
歌

瓜
食
め
ば
子
ど
も
思
ほ
ゆ
栗
食
め
ば
ま
し
て
し
の
ば
ゆ
云
々
（
八

O
二）

は
同
じ
く
陶
詩
「
責
子
」
の
「
通
子
垂
九
齢
、
但
覚
梨
与
栗
」
に
示

唆
を
受
け
て
居
る
と
思
は
れ
る
が
、
こ
L
で
も
責
子
の
「
梨
」
が
思

子
等
歌
で
は
「
瓜
」
と
な
っ
之
居
る
。
而
も
「
梨
」
が
「
瓜
」
と
な

っ
て
も
、
其
の
内
容
性
格
に
は
別
段
殆
ど
変
り
は
な
い
で
あ
ら
う
。

こ
与
で
本
歌
に
於
け
る
漢
詩
文
調
句
引
用
の
特
徴
を
見
る
に
、
と
れ
は

1
、
先
づ
引
用
の
形
式
と
し
て

ィ
、
引
用
が
文
選
・
詩
経
・
後
漢
書
、
そ
れ
に
例
の
陶
詩
等
、
幾
っ
か

の
漢
籍
漢
文
学
作
品
に
亘
っ
て
複
合
継
合
ほ
さ
れ
て
居
る
o

ロ
、
更
に
其
の
同
一
漢
籍
に
あ
っ
て
も
、
其
の
同
一
漢
籍
中
の
異

っ
た
幾
つ
か
の
作
品
が
継
合
は
さ
れ
て
出
来
て
居
る
。
「
天
地
は

広
し
と
い
へ
ど
云
々
」
に
於
け
る
詩
経
小
雅
正
月
と
郡
風
日
月

の
詩
句
、
そ
れ
に
文
選
欧
陽
建
石
臨
終
詩
・
応
休
礎
与
広
川
長

与
文
諭
書
・
劉
公
幹
贈
徐
幹
詩
等
、
此
等
が
断
片
的
に
或
は
連

続
的
に
結
合
さ
れ
て
居
る
如
き
で
あ
る
。
中
で
も
こ
L
で
特
に

強
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
貧
窮
の
様
を
具
体
的
克
明
に
叙
述
し

た
本
歌
一
首
全
篇
が
、
直
接
間
接
多
か
れ
少
か
れ
、
「
詠
賓
土
」

其
二
・
其
七
を
始
め
と
し
て
他
の
五
首
を
含
む
七
首
全
部
、
更

に
は
一
部
「
飲
酒
」
を
も
合
は
せ
た
陶
詩
全
般
と
の
深
い
繋
が

り
が
認
め
ら
れ
る
事
で
あ
る
。

而
し
て
か
L
る
複
合
継
合
は
せ
に
よ
る
成
文
方
式
は
、
独
り

憶
良
此
の
作
品
だ
け
に
限
ら
ず
、
万
葉
全
般
に
通
ず
る
特
色
で

あ
る
。
殊
に
そ
れ
が
漢
文
に
よ
る
作
品
の
場
合
此
の
傾
向
は
特

に
顕
著
で
、
同
じ
憶
良
の
沈
病
自
京
文
や
吉
田
宜
書
状
等
其
の

最
も
好
適
例
で
あ
る
。
そ
し
て
本
歌
の
場
合
、
そ
れ
が
終
始
漢

文
な
ら
ぬ
純
然
た
る
和
歌
和
文
で
あ
る
所
に
大
い
に
注
目
を
要

す
る
も
の
が
あ
る
。

2
、
次
に
修
辞
面
に
於
て

ィ
、
「
天
地
は
広
し
と
い
へ
ど
、
吾
が
為
は
狭
く
ゃ
な
り
ぬ
る
」
と

「
日
月
は
明
し
と
い
へ
ど
、
吾
が
為
は
照
り
や
給
は
ぬ
」
は
明

か
に
対
句
の
形
を
な
し
て
居
る
が
、
「
風
雑
り
雨
降
る
夜
の
、
雨

雑
り
雪
降
る
夜
は
」
は
同
時
に
同
字
の
繰
返
し
ゃ
易
字
が
行
は

れ
て
居
る
。
恰
も
本
歌
中
に
引
か
れ
た
詩
経
の
そ
れ
を
思
は
せ

る
も
の
が
あ
る
。
も
っ
と
も
対
句
や
易
字
等
、
必
ず
し
も
中
国

文
学
を
待
た
な
く
と
も
、
我
国
古
来
の
文
献
既
に
同
種
の
も
の

が
見
ら
れ
は
す
る
が
、
本
歌
の
場
合
特
に
そ
れ
が
全
一
首
の
中

に
此
等
幾
つ
か
の
手
法
が
綜
合
し
て
用
ひ
ら
れ
て
居
る
点
、
先

に
述
べ
た
調
句
用
語
の
面
に
併
せ
考
へ
る
時
、
或
は
や
は
り
中

国
文
学
の
示
唆
影
響
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
の
感
を
抱
か
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せ
る
。

ロ
、
本
歌
末
尾
の
「
し
も
と
と
る
星
長
が
こ
ゑ
は
、
ね
や
ど
ま
で
来

た
ち
呼
ば
ひ
ぬ
、
か
く
ば
か
り
す
ベ
な
き
も
の
か
、
世
の
中
の
道

」
の
歌
ひ
振
り
に
つ
い
て
、
小
島
氏
は
窮
者
の
嘆
き
を
次
第
に

畳
み
か
け
な
が
ら
絶
頂
ま
で
歌
ひ
上
げ
た
手
腕
を
称
し
て
居
ら

れ
る
。
（
前
掲
「
出
典
問
題
を
め
ぐ
る
貧
窮
問
答
歌
」
〉
そ
れ

に
誤
り
は
な
い
。
但
だ
氏
は
こ
れ
を
中
国
詩
と
は
異
る
歌
境
と

し
て
居
ら
れ
る
。
が
こ
れ
も
必
ず
し
も
憶
良
乃
至
日
本
人
独
特

の
も
の
で
は
な
く
、
私
は
や
は
り
中
国
に
其
の
例
を
見
る
事
が

出
来
る
と
思
ふ
。
例
へ
ば
彼
の
「
漁
父
辞
」
に
し
て
も
、
内
容

・
趣
向
の
上
に
は
勿
論
若
千
の
相
違
は
存
す
る
が
、
例
の
「
治

決
之
水
」
の
歌
を
最
後
に
置
い
て
、
漁
父
の
見
解
を
最
終
的
に

表
明
し
て
居
る
あ
た
り
、
や
は
り
本
歌
と
軌
を
一
に
す
る
も
の

で
あ
る
。

二
、
内
容
・
性
格

吉
川
氏
は
本
歌
に
陶
詩
の
一
示
唆
影
響
な
し
と
す
る
陶
詩
否
定
の
一

理
由
と
し
て
、
本
歌
と
詠
貧
土
と
で
は
感
情
の
性
質
方
向
が
異
る
と

さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
憶
良
は
貧
乏
は
悲
し
む
べ
く
敷
く
べ
き
も
の
、

人
々
が
脱
却
を
求
め
る
べ
き
も
の
と
い
ふ
態
度
で
歌
っ
て
居
る
が
、

淵
明
の
詠
貧
土
は
そ
れ
程
貧
乏
を
厭
ふ
べ
き
も
の
と
し
て
は
歌
っ
て

居
な
い
と
言
は
れ
る
訳
で
あ
る
o

氏
は
其
の
例
と
し
て

万
族
各
有
託
、
孤
雲
独
無
依
。
暖
暖
空
中
滅
、
何
時
見
余
陣
。

ハ
詠
貧
土
其
一
〉

を
挙
げ

こ
の
歌
い
出
し
は
ち
ぎ
れ
雲
の
自
由
を
貧
乏
人
の
た
よ
り
な
さ
、

し
か
し
そ
の
ゆ
え
に
も
つ
自
由
さ
に
た
と
え
て
歌
っ
て
い
る
o

こ

れ
は
憶
良
の
歌
の
感
情
と
は
違
っ
て
い
る
。
（
前
掲
、
比
較
文
学
第

三
巻
「
中
国
文
学
の
日
本
に
お
け
る
受
け
入
れ
ら
れ
方
」
四
頁
）

と
説
明
さ
れ
る
。

今
本
歌
と
此
詩
と
を
比
較
す
る
に
、
先
づ
本
歌
は
更
め
て
一
－
一
一
一
一
ふ
ま

で
も
な
い
が
、
風
雪
の
夜
父
母
妻
子
と
共
に
飢
寒
を
凌
ぐ
術
も
な
く

憂
ひ
さ
ま
よ
ひ
居
る
に
、
あ
ら
う
事
か
租
一
税
取
り
立
て
の
里
長
の
声

は
寝
屋
戸
ま
で
か
ん
高
く
伝
は
っ
て
来
る
。
と
其
の
貧
窮
の
状
を
叙

し
て
、
同
じ
く
人
と
し
て
生
れ
な
が
ら
何
故
か
く
非
情
不
公
平
な
扱

ひ
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
、
ひ
た
す
ら
天
を
怨
み
世
を

悲
し
み
憤
っ
て
居
る
。

こ
れ
に
対
し
「
詠
貧
土
」
其
一
は

万
族
各
有
託
、
孤
雲
独
無
依
。
暖
暖
空
中
滅
、
何
時
見
余
躍
。
朝

霞
開
宿
霧
、
衆
鳥
相
与
飛
。
遅
遅
出
林
閥
、
未
タ
復
来
帰
。
量
力

守
故
轍
、
宣
不
案
、
与
機
。
知
音
有
不
存
、
日
会
伺
所
悲
。

万
物
そ
れ
ぞ
れ
相
依
り
相
託
す
る
所
あ
る
に
、
ひ
と
り
孤
雲
（
賛

土
に
警
へ
る
〉
の
み
は
そ
れ
が
な
い
。
衆
鳥
は
朝
に
出
で
て
タ
に

は
ま
た
来
帰
す
る
が
我
一
人
途
を
異
に
す
。
貧
土
は
分
を
知
り
節

を
守
る
が
故
に
徒
に
出
で
仕
へ
ず
、
飢
寒
は
周
よ
り
免
れ
な
い
所

で
あ
る
。
た
だ
知
音
ハ
知
己
）
の
み
よ
く
之
を
解
す
る
が
、
た
と

ひ
其
の
知
音
な
く
と
も
ま
た
悲
し
む
に
足
り
な
い
。
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と
い
ふ
の
が
一
篇
の
趣
旨
で
あ
る
。

即
ち
本
歌
が
い
た
く
世
を
悲
し
み
憤
っ
て
居
る
の
に
対
し
、
此
詩

は
あ
く
ま
で
分
を
知
り
命
を
弁
へ
、
決
し
て
怨
み
悲
し
ま
う
と
は
し

て
居
な
い
。
な
る
程
古
川
氏
の
言
は
れ
る
通
り
、
そ
こ
に
存
す
る
感

情
の
性
質
や
方
向
は
確
か
同
異
っ
て
居
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

但
だ
こ
れ
は
一
試
貧
土
七
首
中
の
其
一
で
、
同
詩
其
四
等
と
共
に
詞

句
的
に
も
総
体
的
に
も
本
歌
と
は
そ
れ
程
密
接
な
関
係
の
な
い
も
の

で
あ
る
。
然
ら
ば
本
歌
に
最
も
関
係
あ
り
と
思
は
れ
る
同
詩
其
二
・

其
七
の
方
は
ど
う
な
っ
て
居
る
か
。
先
づ
其
二
を
見
る
に
、
こ
れ
は

凄
属
歳
云
暮
、
擁
褐
曝
前
軒
。
南
圃
無
遺
秀
、
枯
条
盈
北
国
。
傾

壷
絶
余
涯
、
関
寵
不
見
煙
。
詩
書
塞
座
外
、
日
長
不
逗
研
。
間
居

非
陳
陣
、
縞
有
恒
見
一
言
。
何
以
慰
吾
懐
、
頼
古
多
此
賢
。

で
、
要
旨

年
暮
れ
冬
の
厳
し
き
に
も
褐
（
夏
衣
〉
を
着
て
日
に
当
り
漸
く
暖

を
取
る
。
南
圃
北
園
共
に
荒
涼
た
り
、
酒
な
く
食
な
く
、
唯
詩
書

は
多
く
存
す
る
も
研
鐙
の
暇
が
な
い
。
我
固
よ
り
閑
居
、
嘗
て
孔

子
が
嘗
め
た
陳
奈
の
厄
と
は
到
底
比
す
べ
く
も
な
い
。
、
而
も
当

時
彼
の
子
路
が
発
し
た
如
く
、
我
も
亦
憤
り
の
言
あ
り
、
何
を
以

て
其
の
懐
を
愚
め
ん
か
、
卒
に
前
賢
の
酬
明
か
之
を
慰
む
る
に
足
る

も
の
が
あ
る
。

と
い
ふ
事
に
な
る
。

市
し
て
こ
与
で
注
意
さ
れ
る
の
は
「
矯
有
恒
見
言
」
の
句
の
あ
る

事
で
あ
る
。
「
陳
阻
」
「
恒
見
一
言
」
は
有
名
な

在
陳
糧
絶
、
従
者
病
莫
能
興
。
子
路
恒
見
日
、
君
子
亦
有
窮
乎
。

子
日
、
君
子
園
窮
、
小
人
窮
斯
濫
突
。
（
論
語
衛
霊
公
」

門注
4
〕

を
指
す
。
而
し
て
「
何
以
慰
懐
、
頼
古
多
此
賢
」
と
結
局
は
此
詩
も
、

此
等
前
賢
に
な
ら
ひ
決
し
て
濫
す
る
や
う
な
事
は
し
な
い
と
、
前
詩

其
一
と
方
向
を
同
じ
く
は
す
る
。
が
尚
其
間
ひ
そ
か
に
「
君
子
も
亦

窮
す
る
有
る
か
」
と
憤
り
の
一
吉
を
発
し
な
い
で
は
居
ら
れ
な
か
っ
た

と
い
ふ
、
前
詩
に
な
い
新
し
い
事
実
の
あ
る
事
を
看
過
し
て
は
な
ら

な
い
。
そ
し
て
こ
れ
本
歌
に
歌
は
れ
た
怨
み
憤
り
の
情
と
相
通
ず
る

も
の
で
あ
る
。

次
に
其
七
は

昔
有
黄
子
康
、
弾
冠
佐
名
州
。
一
朝
辞
吏
帰
、
清
賛
略
難
偉
。
年

機
感
仁
妻
、
泣
沸
向
我
流
。
丈
夫
雄
有
志
、
回
為
児
女
憂
。
恵
孫

一
一
暗
歎
、
棋
贈
克
莫
酬
。
誰
一
五
回
窮
難
、
週
哉
此
前
修
。

昔
黄
子
廉
は
嘗
て
名
州
に
佐
と
な
っ
た
が
、
一
度
辞
し
て
帰
る
や

清
貧
ま
た
比
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
年
餓
ゑ
妻
の
貞
節
に
感
じ

て
は
泣
き
、
丈
夫
志
有
る
も
児
女
恵
孫
の
た
め
に
憂
え
人
の
贈

に
も
終
に
報
ゆ
る
所
が
な
い
。
困
窮
に
処
す
る
は
誠
に
難
く
、
遠

く
此
の
前
修
（
前
賢
）
を
慕
ふ
の
み
で
あ
る
o

と
、
こ
れ
又
前
賢
に
学
ん
で
道
を
誤
ら
な
い
や
う
努
力
し
よ
う
と
言

つ
て
は
居
る
。
が
而
も
其
の
一
実
や
は
り
困
窮
に
処
す
る
事
の
至
っ
て

難
く
、
つ
い
憤
り
発
せ
ん
と
す
る
の
歎
き
を
蔵
し
て
居
る
。

か
く
て
古
川
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
詩
其
一
は
本
歌
と
は
余
り
関
係
な
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く
、
本
歌
と
関
係
あ
る
其
二
・
其
七
は
何
れ
も
明
ら
か
に
或
は
暗
々

裡
に
本
歌
に
通
ず
る
怨
み
悲
し
み
の
情
が
、
詠
ま
れ
て
居
る
。

尤
も
前
に
も
一
一
吉
し
た
如
く
、
本
歌
と
詠
貧
土
と
を
対
比
す
る
時
、

勿
論
そ
れ
は
必
ず
し
も
本
歌
と
詞
句
的
に
関
係
の
有
る
無
し
の
み
を

以
て
云
々
す
る
訳
に
は
行
か
な
い
。
詞
句
関
係
の
有
無
多
少
に
拘
ら

ず
、
一
散
貧
士
七
首
全
体
に
亘
っ
て
考
へ
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
け
だ
し

本
歌
の
標
題
た
り
作
歌
の
最
大
限
目
た
る
「
貧
窮
」
「
飢
索
、
」
の
字

は
一
融
賛
土
に
し
て
幾
っ
か
拾
ふ
事
が
出
来
る
し
、
且
つ
何
よ
り
も
本

歌
の
詳
細
具
体
的
な
貧
窮
飢
索
、
の
叙
述
は
連
作
「
一
詠
貧
土
」
七
首
全
体

を
通
し
て
始
め
て
綜
合
的
に
描
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
o

い
ま
其
の

観
点
か
ら
一
柳
の
詠
貧
土
全
七
首
を
通
観
す
る
時
、
淵
明
が
果
し
て

心
底
か
ら
然
く
観
じ
了
せ
た
か
否
か
一
部
疑
問
は
残
る
に
し
て
も
、

そ
こ
に
は
又
明
ら
か
に
吉
川
氏
の
言
は
れ
る
其
一
詩
と
同
じ
感
情
の

〔注
5

〕

性
質
方
向
の
あ
る
事
は
否
定
出
来
な
い
。
そ
れ
は
現
に
此
詩
其
五
に

は
「
量
不
実
辛
苦
、
所
懐
非
飢
寒
」
な
る
詞
の
存
す
る
事
に
よ
っ
て

も
間
違
ひ
な
い
。
そ
れ
で
は
や
は
り
古
川
氏
の
言
は
れ
る
如
く
、
本

歌
と
詠
貧
土
と
で
は
感
情
の
性
質
方
向
が
違
ふ
、
従
っ
て
本
歌
に
此

詩
の
示
唆
影
響
は
認
め
難
い
と
い
ふ
事
に
な
る
だ
ら
う
か
。
決
し
て

き
う
は
な
ら
な
い
と
私
は
言
ひ
た
い
。

何
と
な
れ
ば
引
用
や
示
唆
影
響
は
、
何
も
必
ず
し
も
当
初
よ
り
完

全
な
理
解
や
一
致
を
求
め
る
必
要
は
な
い
。
其
の
経
過
や
過
程
に
於

て
相
似
の
も
の
類
似
の
も
の
、
否
場
合
に
よ
っ
て
は
逆
の
も
の
反
対

の
も
の
が
あ
っ
て
も
一
向
構
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

具
体
的
に
本
歌
と
一
融
賓
土
と
の
場
合
、
前
述
の
如
く
一
は
貧
窮
を

悲
し
み
歎
き
、
天
を
怨
み
世
を
憤
り
、
他
は
分
を
量
り
命
を
知
り
、

天
を
怨
み
ず
人
を
答
め
ず
、
力
め
て
賛
窮
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
。

そ
こ
に
は
感
情
の
性
質
方
向
の
上
で
明
ら
か
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は

根
本
的
本
質
的
と
も
い
ふ
べ
き
差
違
の
存
す
る
の
を
見
る
。

が
し
か
し
其
の
前
過
程
に
於
て
賓
窮
が
存
し
、
而
も
少
く
も
第
一

次
的
に
は
、
其
の
貧
窮
の
存
せ
ざ
ら
ん
事
を
願
ふ
気
持
に
於
て
は
、
明

ら
か
に
又
両
者
共
通
し
た
も
の
の
存
す
る
事
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
H
A

其
の
帰
趨
「
量
力
守
故
轍
、
尚
一
ρ
不
案
、
与
飢
。
知
音
有
不

存
、
己
失
何
所
悲
」
（
其
一
）
、
「
何
似
慰
吾
懐
、
頼
古
多
此
賢
」

（
其
一
己
、
「
誰
云
困
窮
難
、
遡
哉
此
前
修
」
（
其
七
）
と
、
単
に

貧
窮
を
悲
し
ん
だ
り
怨
ん
だ
り
す
る
の
で
な
く
、
進
ん
で
こ
れ
を
超

克
脱
却
し
よ
う
と
す
る
所
に
自
然
大
き
な
違
ひ
が
現
は
れ
て
居
る
。

憶
良
は
つ
ま
り
其
の
前
時
点
を
取
っ
て
自
己
の
作
品
の
一
部
と
し
て

居
る
訳
で
あ
る
o

従
っ
て
そ
れ
ば
真
に
紙
背
に
徹
し
た
観
照
で
も
理

解
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
単
な
る
表
面
皮
相
の
採
取
で
は
あ
る
。
け

れ
ど
も
そ
れ
で
十
分
事
足
り
る
し
、
示
唆
引
用
た
る
に
結
構
変
り
は

な
い
。
殊
に
憶
良
他
の
作
品
に
し
て
も
、
或
は
憶
良
以
外
の
作
者
に

し
て
も
、
万
葉
其
他
上
代
文
学
の
そ
れ
に
は
か
与
る
事
例
は
随
所
に

指
摘
出
来
る
。
寧
ろ
そ
れ
が
当
時
引
用
の
原
型
で
あ
っ
た
と
も
一
言
へ

る
程
で
あ
る
。

倒
へ
ば
彼
の
梅
花
歌
序
と
蘭
亭
集
序
と
を
比
べ
て
見
て
も
略
同
様

な
事
は
き
ロ
へ
る
し
、
有
名
な
巻
五
旅
人
の
歌
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世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り

け
り
〈
七
九
三
）

に
し
て
も
、
世
の
中
の
無
常
を
知
，
れ
ば
そ
れ
で
覚
り
諦
め
が
出
来
る

か
と
い
ふ
に
さ
う
で
は
な
く
、
事
実
は
却
て
益
々
悲
し
み
を
加
へ
る

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
彼
の
淡
等
謹
状
や
遊
於
松
浦
河

i
遊
於
松
浦
河

の
憶
良
作
等
の
説
も
あ
る
が
、
私
は
旅
人
作
と
考
へ
る
o
i
i
其
他

超
現
実
的
世
界
を
も
作
っ
た
旅
人
に
し
て
然
り
で
あ
る
。

こ
れ
は
又
源
氏
の
例
で
は
あ
る
が
、
一
巻
の
骨
子
殆
ど
白
氏
文
集

長
恨
歌
の
模
倣
踏
襲
た
る
桐
査
巻
に
神
仙
説
が
な
く
、
あ
く
ま
で
生

々
し
い
現
実
の
世
界
が
措
か
れ
て
居
る
事
、
或
は
同
じ
く
白
楽
天
閑

居
の
詩
た
る
「
香
炉
峯
下
新
卜
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁
」
一
聯
の

作
を
数
多
く
引
用
し
た
須
磨
巻
が
、
閑
適
所
か
そ
れ
と
は
ま
る
で
反

対
に
一
巻
悉
く
こ
れ
感
傷
と
い
ふ
が
如
き
、
何
れ
も
此
の
傾
向
を
如

〔注
6
〕

実
に
物
語
っ
て
居
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
強
ち
万
葉
や
源
氏
だ
け
に
限
ら
ず
、
広
く
日
本
文

学
全
般
に
通
ず
る
現
象
で
あ
り
特
色
で
あ
る
。
何
事
に
も
超
脱
諦
観

す
る
事
が
出
来
、
ず
、
常
に
悲
哀
感
傷
を
抜
け
切
ら
な
い
の
が
、
古
来

我
が
国
人
の
一
貫
し
た
国
民
性
で
あ
る
。
本
稿
憶
良
の
貧
窮
問
答
歌

も
、
中
国
の
「
詠
貧
士
」
に
対
し
て
、
正
し
く
其
の
一
典
型
を
示
し

た
も
の
に
外
な
ら
ず
、
日
華
両
国
民
性
の
相
違
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ

は
寧
ろ
極
め
て
自
然
の
事
と
も
言
へ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す

れ
ば
右
吉
川
氏
の
見
解
は
、
其
の
点
を
閑
却
さ
れ
明
か
潔
癖
に
過
ぎ

た
解
釈
態
度
と
言
ふ
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。

性
格
内
容
の
面
に
於
て
、
そ
れ
よ
り
寧
ろ
私
は
本
歌
の
有
す
る
儒

家
的
経
世
的
態
度
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
「
五
日
を
除
き
て
人
は
あ
ら

じ
と
誇
ろ
へ
ど
」
の
一
節
で
あ
る
。
前
掲
本
歌
と
関
係
の
深
い
詠
貧

土
其
七
に
は
「
丈
夫
雌
有
志
」
と
あ
り
、
孟
子
公
孫
丑
下
に
は
「
如

欲
平
治
天
下
、
当
今
之
世
舎
我
其
誰
也
」
と
も
あ
る
。
「
丈
夫
志
有

り
」
と
は
其
の
大
い
に
天
下
に
為
す
あ
ら
ん
と
す
る
の
志
で
あ
り
、

孟
子
の
言
又
治
国
平
天
下
の
典
型
的
儒
家
思
想
の
表
明
で
あ
る
。

｜
｜
尤
も
此
の
場
合
「
吾
を
除
き
て
人
は
あ
ら
じ
」
と
孟
子
の
「
舎

我
其
誰
也
」
と
は
、
正
確
に
は
若
干
意
味
内
容
を
異
に
す
る
。
が
「

吾
を
除
き
て
人
は
あ
ら
じ
」
の
中
に
は
、
自
然
憶
良
が
己
を
以
て
天

下
有
為
の
人
物
と
し
、
国
家
救
済
の
資
格
を
認
め
た
意
が
多
分
に
含

ま
れ
て
居
る
。
や
は
り
儒
家
の
そ
れ
と
共
通
の
地
盤
に
立
っ
た
も
の

と
言
ふ
事
が
出
来
る
。
ー
ー

憶
良
に
は
本
歌
の
外
尚
有
名
な
病
に
沈
み
し
時
の
歌

を
の
こ
や
も
空
し
か
る
べ
き
万
代
に
語
り
つ
ぐ
べ
き
名
は
立
て
ず

し
て
（
巻
六
・
九
七
八
）

が
あ
り
、
或
は
又
世
の
脱
俗
者
流
を
誠
め
た
「
令
反
或
情
歌
井
序
」

も
あ
る
。
何
れ
も
名
誉
を
尊
び
現
実
を
重
視
し
た
儒
家
思
想
に
通
ず

る
も
の
で
あ
る
。

所
で
吉
川
氏
は
此
の
「
吾
を
除
き
て
人
は
あ
ら
じ
」
の
句
に
対
し

て
も
、
前
記
「
甑
に
は
蜘
妹
の
巣
か
き
て
」
と
共
に
、
中
国
に
な
い

日
本
人
独
自
の
発
想
、
日
本
人
の
秀
才
性
で
あ
る
と
言
は
れ
る
。
果

し
て
き
う
で
あ
ら
う
か
。
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周
知
の
如
く
世
を
治
め
民
を
救
ひ
道
を
正
さ
ん
と
す
る
の
は
儒
家

思
想
の
根
本
理
念
で
あ
る
。
右
孟
子
公
孫
丑
の
言
は
最
も
よ
く
こ
れ

を
代
弁
し
て
居
る
o

或
は
論
語
述
而
や
史
記
孔
子
世
家
に
見
え
る
、

孔
子
が
宋
に
行
き
、
司
馬
桓
魁
に
殺
さ
れ
よ
う
と
し
た
時

天
生
徳
於
予
、
桓
艦
其
如
予
何
。

〔注
7μ

と
言
っ
た
如
き
、
ま
た
其
の
端
的
な
現
は
れ
で
あ
る
。
論
語
や
孟
子

其
外
儒
家
の
諸
典
籍
を
縞
け
ば
、
そ
れ
は
容
易
に
窺
ひ
知
ら
れ
る
で

あ
ら
う
。
憶
良
が
大
宰
師
旅
人
に
宛
て
た
書
状
に
も

方
岳
諸
侯
都
督
刺
史
、
並
依
典
法
巡
行
部
下
、
察
其
風
俗
。

と
言
っ
て
居
る
の
は
、
取
り
も
直
さ
ず
彼
が
自
ら
を
以
て
其
の
儒
家

的
経
世
家
に
当
て
は
め
た
態
度
が
は
っ
き
り
現
は
れ
て
居
る
。
そ
し

て
翻
っ
て
本
歌
一
篇
を
通
観
す
る
時
、
そ
こ
に
は
経
世
済
民
を
以
て

己
が
任
と
自
負
す
る
作
者
が
、
現
実
の
矛
盾
に
深
い
憤
り
を
発
し
、
或

は
不
満
反
撮
し
た
真
情
が
寧
ろ
一
種
の
漢
文
式
誇
張
｜
｜
「
吾
を
除

き
て
人
は
あ
ら
じ
と
誇
ろ
へ
ど
」
を
始
め
、
全
篇
随
所
に
見
ら
れ
る

此
の
誇
張
的
表
現
は
、
ど
う
し
て
も
本
歌
の
単
に
日
本
式
で
な
い
中

国
的
な
要
素
を
強
く
感
ぜ
し
め
る
。
ー
ー
を
以
て
披
涯
さ
れ
て
居
る

の
を
見
る
。
正
し
く
彼
此
符
節
を
合
し
た
手
法
と
言
っ
て
良
い
。

勿
論
此
等
が
こ
与
に
そ
の
ま
L
悉
く
当
て
は
ま
る
と
い
ふ
訳
で
は

な
い
。
が
少
く
も
吉
川
氏
の
言
は
れ
る
や
う
に
、
こ
れ
が
日
本
人
独

自
の
発
想
や
表
現
で
は
決
し
て
な
く
、
そ
こ
に
は
や
は
り
さ
う
い
ふ

儒
家
的
な
も
の
の
影
響
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
で
は
論

語
を
始
め
此
等
儒
家
の
書
も
万
葉
に
は
数
多
く
引
用
さ
れ
て
居
る
ot

殊
に
本
歌
作
者
憶
良
は
、
も
と
／
＼
漢
籍
漢
文
の
知
識
教
養
深
く
1

勿
論
前
述
の
如
く
表
面
皮
相
を
免
れ
な
い
が
｜
｜
自
ら
遣
唐
使
に
附

し
て
二
年
も
彼
地
に
渡
っ
て
居
る
。
従
っ
て
彼
が
作
品
に
幾
多
さ
う

い
ふ
中
国
典
籍
作
品
の
影
響
が
見
ら
れ
る
事
は
、
吉
川
氏
の
言
に
も

拘
ら
ず
、
や
は
り
西
郷
氏
の
言
は
れ
る
如
く
、
愈
々
こ
れ
を
有
力
な

も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

彼
の
陶
淵
明
は
一
融
貧
土
や
飲
酒
で
も
知
ら
れ
る
如
く
、
そ
し
て
又

古
川
氏
も
言
は
れ
る
如
く
、
世
俗
を
超
越
し
貧
窮
を
意
に
介
し
な
い

彼
独
自
の
境
地
を
拓
い
た
。
が
彼
固
よ
り
儒
家
の
流
れ
を
承
け
て
居

る
事
一
一
一
同
ふ
ま
で
も
な
い
。
前
に
挙
げ
た
詠
貧
土
の
中
で
「
誰
云
困
窮

難
、
遡
哉
此
前
修
」
（
其
七
）
「
間
居
非
陳
問
、
嬬
有
恒
見
一
言
。
何

以
慰
吾
懐
、
頼
古
多
此
賢
」
ハ
其
二
）
と
詠
じ
て
身
を
先
賢
孔
子
に

比
し
、
静
か
に
閑
居
を
楽
し
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。
但
だ
孔
子
は
「

君
子
困
窮
、
小
人
窮
砂
濫
失
」
（
「
君
子
固
よ
り
窮
す
る
も
恒
ら
、
ず
濫

せ
ず
」
）
と
言
っ
た
の
に
対
し
、
淵
明
は
「
鵜
有
恒
見
き
こ
と
其
の

憤
り
の
現
は
れ
る
事
を
告
白
し
て
居
る
事
に
注
目
し
た
い
。
但
だ
彼

の
場
合
あ
く
ま
で
其
の
怒
り
を
抑
へ
ん
と
し
、
こ
与
に
孔
子
等
先
賢

に
あ
や
か
つ
て
、
自
ら
悟
り
の
道
に
入
ら
ん
と
し
て
居
る
の
風
が
察

せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
孔
子
恒
ら
ず
、
淵
明
慣
ら
ん
と
し
て
之
を
抑
ふ
、

所
が
憶
良
に
は
こ
れ
が
出
来
な
か
っ
た
。
彼
は
率
直
に
そ
の
個
り
を

ぶ
ち
ま
け
、
以
て
世
の
不
合
理
に
反
醸
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

之
を
要
す
る
に
貧
窮
問
答
歌
は
、
詞
句
的
に
は
先
づ
従
来
言
は
れ

て
居
る
淵
明
の
「
詠
貧
土
L

七
首
一
聯
の
詩
を
始
め
と
し
て
、
詩
経
・
文
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選
以
下
各
種
の
漢
籍
漢
文
学
作
品
か
ら
綜
合
的
に
示
唆
影
響
を
受
け

て
出
来
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
其
の
示
唆
影
響
乃
至
引
用
は
、

あ
く
ま
で
部
分
的
断
片
的
一
面
に
止
ま
り
、
必
ず
し
も
其
の
源
泉
た

る
中
国
文
学
作
品
を
全
面
的
完
全
に
把
捉
消
化
し
た
も
の
で
は
な

く
、
言
は
ど
表
面
皮
相
な
中
途
半
端
な
も
の
に
撚
っ
て
居
る
例
も
砂

く
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
こ
れ
も
亦
立
派
な
引
転
用
で
あ
り
、
こ
れ
あ
る

が
た
め
直
ち
に
其
の
示
唆
引
用
関
係
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
決
し

て
な
い
。
否
寧
ろ
か
t

ふ
る
傾
向
は
強
ち
貧
窮
問
答
歌
の
み
に
限
ら
ず

特
に
上
代
文
学
に
於
て
は
屡
々
見
受
け
ら
れ
る
通
例
で
あ
る
と
一
言
っ

て
も
差
支
へ
な
い
事
を
強
調
し
て
置
き
た
い
。

（
附
記
）
本
稿
尚
第
一
一
一
の
項
目
と
し
て
、
本
歌
の
虚
構
性
に
つ
い
て

述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
紙
幅
の
関
係
上
こ
れ
は
別
稿
に
譲
る

事
と
す
る
。
〉

〔注
1
〕
拙
著
「
漢
詩
文
引
用
よ
り
見
た
万
葉
集
の
研
究
」
第
二
章

作
品
比
較
参
照
。

〔注
2
〕
こ
の
歌
に
対
し
て
西
郷
信
網
氏
は
そ
の
著
「
万
葉
私
記
」

に
陶
潜
（
淵
明
〉
の
「
賛
土
を
詠
ず
七
首
」
の
影
響
が
あ
る
こ
と

は
疑
い
な
い
と
云
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
と
が
ら
は
そ
う
簡
単
で

は
な
い
。
こ
の
；
詩
に
歌
わ
れ
て
い
る
感
情
の
性
質
・
方
向
は
異

る
。
憶
良
は
貧
乏
は
悲
し
む
べ
く
歎
く
べ
き
も
の
、
人
々
が
脱
却

を
求
め
る
べ
き
も
の
と
い
う
態
度
で
歌
っ
て
い
る
が
、
陶
淵
明
の

「
詠
貧
土
」
の
詩
は
そ
れ
ほ
ど
厭
う
べ
き
も
の
と
し
て
い
な
い
。

：
・
・
：
次
に
憶
良
が
陶
淵
明
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
、
西
郷
氏
は
憶
良

、
は
中
国
へ
行
き
中
国
文
を
読
み
漢
文
も
上
手
に
書
い
て
い
る
し
、

又
「
日
本
国
見
在
書
目
録
」
に
陶
淵
明
集
が
載
っ
て
い
る
と
い

う
。
し
か
し
見
在
書
目
録
は
憶
良
の
時
代
よ
り
ず
っ
と
後
の
書
物

で
あ
る
。
．

淵
明
が
大
詩
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
宋
代
の

蘇
輯
〈
東
披
）
あ
た
り
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
憶
良
が
中
国
に

行
っ
た
の
は
そ
れ
よ
り
四
百
年
ば
か
り
前
で
あ
り
、
陶
淵
明
の
文

学
的
地
位
が
あ
ま
り
ま
だ
認
め
ら
れ
て
い
な
い
時
代
で
あ
っ
た
。

も
し
も
憶
良
が
影
響
を
受
け
る
程
熟
読
し
て
い
た
な
ら
ば
中
国
人

よ
り
先
に
陶
淵
明
の
価
値
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ

は
考
え
に
く
い
。
：
：
：

憶
良
の
歌
を
読
む
と
た
し
か
に
中
国
文
学
か
ら
来
た
と
思
う
も
の

ま
た
一
方
中
国
に
な
い
思
想
な
り
感
情
を
日
本
人
が
始
め
て
言
い

得
た
と
思
う
も
の
、
い
わ
ば
日
本
人
の
秀
才
性
と
も
い
う
べ
き
も

の
、
そ
れ
が
別
に
指
摘
さ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
．

「
甑
に
は
蜘
昧
の
巣
か
き
て
」
と
い
う
表
現
は
後
漢
書
の
拓
舟
な

る
人
の
伝
に
見
え
た
「
甑
中
生
塵
苑
史
雲
」
か
ら
来
て
い
る
と
思

わ
れ
る
け
れ
ど
も
私
が
先
に
日
本
人
の
秀
才
性
と
い
っ
た
も
の
、

そ
れ
を
現
し
て
い
る
と
思
う
の
は
、
か
く
「
釜
中
生
塵
」
と
い
う

発
想
は
中
国
に
あ
る
が
「
蜘
昧
の
巣
が
か
か
っ
て
い
る
」
と
は
い

わ
な
い
。
こ
の
発
想
は
中
国
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
：
：
：
こ
れ
は

小
さ
な
こ
と
で
あ
る
が
日
本
の
文
学
の
鋭
き
で
あ
る
と
思
う
。
更
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に
「
吾
を
除
き
て
人
は
あ
ら
じ
と
誇
ろ
へ
ど
」
と
い
う
の
は
中
国

の
書
物
に
こ
う
い
う
表
現
が
あ
る
の
を
急
に
は
思
い
当
ら
な
い
。

（
士
口
川
幸
次
郎
、
「
比
較
文
学
」
第
三
一
巻
「
中
国
文
学
の
日
本
に

お
け
る
受
け
入
れ
ら
れ
方
」
）

〔注
3
〕
最
近
諸
家
の
論
に
、
前
記
の
外
、
清
水
一
房
雄
氏
一
！
貧
窮
表

現
の
一
類
型
」
ア
ラ
ラ
ギ
羽
巻
6
号
、
杉
本
行
夫
氏
「
万
葉
集
と

中
国
韻
文
」
万
葉
集
大
成
7
比
較
文
学
篇
、
小
島
憲
之
氏
「
出
典

問
題
を
め
ぐ
る
貧
窮
問
答
歌
」
万
葉
三
十
四
号
等
が
あ
り
、
土
屋

文
明
氏
は
更
に
「
貧
家
賦
」
を
挙
げ
て
居
ら
れ
る
。
（
一
：
貧
窮
問

答
歌
と
賛
家
賦
」
ア
ラ
ラ
ギ
刊
巻
2
号）

〔注
4
〕
史
記
孔
子
世
家
に
は
此
聞
の
事
情
を
説
明
し
て
左
の
如
く

記
さ
れ
て
居
る
。

孔
子
遷
子
察
三
歳
旦
（
伐
棟
。
楚
救
陳
、
軍
子
城
父
。
孔
子
在
陳
察

之
問
、
楚
使
人
聴
孔
子
。
孔
子
将
行
拝
礼
。
陳
薬
大
夫
謀
目
、
孔

子
賢
者
、
所
刺
識
皆
中
諸
候
之
疾
。
今
者
久
留
陳
茶
之
問
、
諸
大

夫
所
設
行
、
皆
非
仲
尼
之
意
也
。
今
楚
大
国
也
。
来
聴
孔
子
、
孔

－
子
用
於
楚
、
則
陳
察
用
事
大
犬
危
突
。
於
是
乃
相
与
発
徒
、
囲
孔
子

於
野
不
得
行
。
絶
糧
、
従
者
病
莫
能
興
。
孔
子
議
論
弦
歌
不
衰
。

〔注
5
〕
参
考
の
た
め
詠
貧
土
其
三
・
四
・
五
・
六
を
挙
げ
て
置
く
。

栄
聖
老
帯
索
、
欣
然
方
弾
琴
o

原
生
納
決
履
、
清
歌
暢
商
音
。
重

華
去
我
久
、
賛
士
世
相
尋
。
敵
襟
不
掩
肘
、
薬
義
常
乏
制
酎
。
信
忘

襲
軽
裏
、
有
得
非
所
欽
。
賜
也
徒
能
弁
、
乃
不
見
吾
心
。
（
其
一
二
）

安
貧
守
賎
者
、
自
古
有
野
安
。
好
一
爵
吾
不
栄
、
厚
儀
吾
不
酬
。
一
日
一

寿
命
尽
、
敵
服
仰
不
周
。
宣
不
知
其
極
、
非
道
故
無
憂
o

従
来
将

千
載
、
未
復
見
斯
信
。
朝
与
仁
義
生
、
タ
死
復
何
求
。
ハ
其
四
）

実
安
困
積
雪
、
遡
然
不
可
干
。
玩
公
見
銭
入
、
即
日
棄
其
官
。
犯

藁
有
常
温
、
採
菖
足
朝
浪
。
景
不
実
辛
苦
、
所
懐
非
飢
寒
。
貧
富
常

交
戦
、
道
勝
無
戚
顔
。
至
徳
冠
邦
問
、
清
節
映
西
関
。
（
其
五
）

仲
蔚
愛
窮
居
、
遺
宅
生
蕎
蓬
。
騎
然
絶
交
泳
、
賦
詩
頗
能
工
。
挙
世

無
知
者
、
止
有
一
劉
襲
。
此
土
胡
独
然
、
富
由
宰
所
向
。
介
震
安
其

業
、
所
楽
非
窮
通
。
人
事
回
以
拙
、
柳
得
長
相
従
。
（
其
六
）

〔注
6
〕
拙
著
「
漢
詩
文
引
用
よ
り
見
た
源
氏
物
語
の
研
究
」
第
二

章
様
式
技
法
、
第
三
章
性
格
構
成
参
照

〔注
7
〕
孔
子
去
曹
適
宋
、
与
弟
子
習
礼
大
樹
下
。
宋
司
馬
桓
魁
欲

殺
孔
子
、
抜
其
樹
。
孔
子
去
。
弟
子
日
、
可
以
速
失
。
孔
子
日
、

天
生
徳
於
予
、
桓
艦
其
如
予
何
。
（
史
記
孔
子
世
家
）
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