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陶
淵
明
「
責
子
」
に
み
る
数
遊
び

［
岩
波
文
庫
「
陶
淵
明
全
集
（
上
）」
松
枝
茂
夫
・
和
田
武
司
訳
注 

ｐ
．
２
４
８
～
２
５
０
］

の
訳
は
次
の
通
り
で
す
。

白
髪
は
左
右
の
鬢
を
覆
い
、
皮
膚
も
も
う
皺
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
男
の
子
は
五
人
も
い
る
の
に
、
そ

ろ
い
も
そ
ろ
っ
て
勉
強
が
き
ら
い
と
き
て
い
る
。
長
男
の
阿
舒
（
あ
じ
ょ
）
は
十
六
歳
に
も
な
る
が
、
無
類
の

怠
け
も
の
だ
。
次
男
の
阿
宣
（
あ
せ
ん
）
は
や
が
て
十
五
歳
を
迎
え
よ
う
と
い
う
の
に
、
文
章
学
問
の
道
が
好

き
で
な
い
。
そ
の
下
の
雍
（
よ
う
）
と
端
（
た
ん
）
は
、
ふ
た
り
と
も
十
三
歳
だ
が
、
ま
だ
六
と
七
と
の
区
別

も
つ
か
な
い
。
末
っ
子
の
通
（
と
お
）
も
も
う
す
ぐ
九
歳
に
な
る
と
い
う
の
に
、
梨
だ
の
栗
だ
の
を
ね
だ
る
ば

か
り
だ
。
だ
が
こ
れ
も
ま
あ
運
命
な
ら
ば
、
あ
き
ら
め
て
、
酒
で
も
飲
む
こ
と
に
し
よ
う
。

　

「
年
十
三
不
識
六
与
七
」
の
箇
所
を
「
十
三
歳
だ
が
、
ま
だ
六
と
七
と
の
区
別
も
つ
か
な
い
」
と
し
て
い
ま

す
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
い
く
ら
勉
強
嫌
い
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
十
三
歳
に
も
な
っ
て
「
六
と
七

と
の
区
別
も
つ
か
な
い
」
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
六
と
七
と
の
区
別
」
は
勉
強
で
覚
え
る
と
い
う
よ
り
、
生
活
・

遊
び
の
中
で
身
に
付
い
て
い
く
も
の
だ
か
ら
で
す
。
じ
つ
は
「
識
」
に
は
、「
見
分
け
る
」
と
い
う
他
に
「
悟
る
・

気
が
付
く
」
と
い
う
字
義
も
あ
る
の
で
す
。
「
年
十
三
不
識
六
与
七
」
の
訳
は
、
「
十
三
歳
に
も
な
る
の
に
、
六

と
七
と
で
（
た
す
と
）
自
分
の
歳
に
な
る
こ
と
す
ら
気
が
付
か
な
い
」
と
解
す
る
の
が
正
し
い
は
ず
で
す
。
…

…
父
と
子
の
会
話
の
中
で
、「
お
ま
え
た
ち
が
６
歳
の
時
に
○
○
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
が
、
も
う
あ
れ
か
ら

７
年
も
た
つ
の
だ
な
あ
」
と
言
う
父
の
言
葉
に
対
し
て
、「
ア
レ
レ
？
ボ
ク
今
い
く
つ
だ
っ
け
」
と
聞
き
返
す
子

ど
も
。
ア
ン
ポ
ン
タ
ン
な
息
子
に
深
い
た
め
息
を
つ
く
父
…
…
そ
う
い
っ
た
の
ど
か
な
情
景
を
想
起
さ
せ
ず
に
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弐／八  

は
お
か
な
い
、
と
て
も
巧
み
な
表
現
な
の
で
す
。
読
み
下
す
な
ら
ば
、「
六
と
七
と
を
識
（
し
）
ら
ず
」
で
は
な

く
、「
六
と
七
を
識
（
し
）
ら
ず
」
が
正
し
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
作
品
に
は
、
二
×
八
＝
十
六　

と
い

う
か
け
算
以
外
に
、
十
三
＝
六
＋
七　

と
い
う
足
し
算
も
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
実
は
数
に
関
す
る
細

工
は
こ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
以
下
に
「
責
子
」
に
み
ら
れ
る
数
遊
び
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

本
文
中
、
数
の
箇
所
は
次
の
枠
の
と
お
り
で
す
。

数
は　

二　

三　

五　

六　

七　

八　

九　

十　

の
計
８
個
が
登
場
し
て
い
ま
す
。

「
雍
端
年
十
三
」
の
「
十
三
」
は
、
位
取
り
の
表
記
に
直
せ
ば
「
一
三
」
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら

「
雍
端
年
十
三
」
の
「
十
」
の
一
字
に
「
十
」
と
「
一
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
与
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
す
る

と
、
こ
の
二
つ
の
意
味
を
意
識
す
れ
ば
、
登
場
す
る
数
は
、
一　

二　

三　

五　

六　

七　

八　

九　

十　

の

計
９
個
と
解
せ
ま
す
。
こ
こ
で
四
の
欠
如
を
、「
匹
」
↓
「
四
」
と
変
え
て
補
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
「
匹
」

を
「
四
」
の
欠
画
表
記
（
欠
画
文
字
の
使
用
は
、
漢
籍
で
は
珍
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
）
の
よ
う
に
と
ら
え
な
お

す
と
い
う
ウ
イ
ッ
ト
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
、
と
解
し
て
み
る
の
で
す
。

す
る
と
当
然　

一　

二　

三　

四　

五　

六　

七　

八　

九　

十　

と
出
揃
い
ま
す
。
つ
ま
り
出
揃
う
よ
う
に

す
る
た
め
に

①
「
十
」
の
一
字
に
「
十
」
と
「
一
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
与
え
る

②
「
匹
」
↓
「
四
」
と
変
え
る

と
い
う
二
つ
の
操
作
を
勝
手
に
行
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
操
作
が
、
作
者
の
期
待
通
り
の
も
の

で
あ
る
こ
と
が
次
の
よ
う
に
し
て
わ
か
り
ま
す
。

　

い
ま
、
①
と
②
の
二
操
作
を
込
め
た
形
で
テ
キ
ス
ト
を
再
掲
し
ま
す
。
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参／八  

テ
キ
ス
ト
の
横
１
０
行
を
順
に
上
１
～
下
５
と
し
ま
し
ょ
う
。

上
４
で
は

二
＋
九
＝
十
一

十
＝
十
と
一
の
２
義
＝
十
＋
一
＝
十
一

上
５
行
で
は

八
＋
三
＝
十
一

さ
ら
に
下
５
行
で
も

四
（
匹
）
＋
七
＝
十
一

で
す
。
さ
ら
に
上
３
行
と
下
３
行
を
あ
わ
せ
た
形
で

五
＋
六
＝
十
一

で
あ
り
、

一　

二　

三　

四　

五　

六　

七　

八　

九　

十　

の
総
和
で
あ
る
五
十
五
が
、
見
事
に
十
一
ず
つ
に
分
割
さ

れ
た
配
置
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
十
一
と
い
う
数
は
①
の
操
作
で
登
場
し
た
十
と
一
と
い

う
数
と
符
合
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
の
議
論
は
次
の
２
点
に
お
い
て
不
完
全
で
す
。
つ
ま
り

（
あ
）
五
＋
六
＝
十
一
に
つ
い
て
は
、
他
の
場
合
と
異
な
り
、
上
３
行
と
下
３
行
を
あ
わ
せ
た
形
と
な
っ
て　

　
　
　

い
て
、
同
一
行
の
和
で
は
な
い
。

（
い
）
②
に
関
す
る
符
合
が
何
も
得
ら
れ
て
い
な
い
。

　

で
は
次
に
（
あ
）
と
（
い
）
の
解
決
策
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。（
あ
）
を
解
決
す
る
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
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四／八  

は
、
五
＋
六
＝
十
一
の
計
算
を
同
一
行
で
行
え
る
よ
う
な
手
段
を
捜
す
こ
と
で
す
。
上
３
行
の
五
の
隣
の
「
已
」

は
「
巳
（
へ
び
）」
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。「
巳
（
へ
び
）」
は
干
支
の
六
番
目
で
す
。
で
あ
れ
ば
「
匹
」
↓
「
四
」

と
同
様
に

③
「
已
」
↓
「
巳
（
へ
び
）」

と
す
る
こ
と
で

「
已
」
↓
「
巳
（
へ
び
）」
＝
六

つ
ま
り

上
３
行
内
で　

五
＋
巳
＝
五
＋
六
＝
十
一

と
な
り
ま
す
。
こ
の
解
釈
は
な
ん
と
３
つ
の
符
合
を
得
ま
す
。

　

符
合
の
一
つ
目
は
、
動
物
で
あ
る
「
巳
（
へ
び
）」
と
「
六
」
と
い
う
数
が
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
と
、
②
に
お
い
て
動
物
に
関
す
る
「
匹
」
が
数
「
四
」
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

符
合
の
二
つ
目
は
、
も
っ
と
巧
妙
で
す
。

五
＋
六
＝
十
一
と
い
う
上
３
行
と
下
３
行
を
あ
わ
せ
た
形
を
、
他
の
同
一
行
の
和
に
対
抗
さ
せ
る
手
法
は
、
上

の
五
つ
の
行
と
下
の
五
つ
の
行
と
を
対
比
さ
せ
る
と
い
う
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
、
我
々

が
数
に
関
し
て
着
目
し
た
箇
所
を
、
上
の
五
行
と
下
の
五
行
と
で
対
比
さ
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
右
で
は
、
下
段
で
数
に
着
目
し
た
箇
所
に
該
当
す
る
上
段
の
文
字
と
、
上
段
で
数
に
着
目
し
た
箇
所
に
該
当
す

る
下
段
の
文
字
と
を
太
字
で
強
調
し
て
い
ま
す
。
い
ま
議
論
し
た
「
五
」
「
已
」
「
六
」
の
３
文
字
に
対
応
す
る

太
字
は
、
上
段
の
「
年
」
と
下
段
の
「
好
」「
故
」
で
す
。「
好
」「
故
」
の
２
文
字
は
並
ん
だ
順
に
た
ど
れ
ば
、

「
好
故
」
つ
ま
り
「
故
（
し
き
た
り
）
を
好
む
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
と
「
年
」
を
合
わ
せ
て
考
え
れ

ば
、
「
年
」
に
関
す
る
「
故
（
し
き
た
り
）
を
好
む
」
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
前
述
の
干
支
「
巳
（
へ
び
）
」
＝

六
、
の
登
場
と
符
合
し
ま
す
。
残
り
の
３
つ
の
太
字
「
無
」「
与
」「
与
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
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伍／八  

三
つ
目
の
符
合
を
得
る
た
め
に
縦
の
列
の
数
の
和
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

終
わ
り
か
ら
第
３
列
目
の
「
雍
端
年
十
三　

不
識
六
与
七
」
中
で
は
前
述
の
通
り
上
の
十
三
と
、
下
の
六
＋
七

＝
十
三
と
が
一
致
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
縦
の
和
を
と
る
と
き
に
は
①
の
よ
う
に
は
考
え
ず
に
、「
十
」
は
十

の
ま
ま
で
扱
う
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
ま
す
。
こ
の
列
は
上
下
あ
わ
せ
る
と　

十
三
＋
六
＋
七
＝
二
十
六　

で
す
。
一
方
３
列
目
で
は
、

「
已
」
↓
「
巳
（
へ
び
）」
＝
六

「
二
八
」

「
匹
」
↓
「
四
」

が
登
場
し
て
い
ま
す
。
詩
の
内
容
か
ら
考
え
て
「
阿
舒
已
二
八
」
の
「
二
八
」
は
二
十
八
才
で
は
な
く
、

二
×
八
＝
十
六
才　

と
解
す
の
は
当
然
で
す
。

す
る
と
こ
の
第
３
列
で
は

六
＋
十
六
＋
四
＝
二
十
六

と
い
う
数
が
得
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
先
に
述
べ
た

十
三
＋
六
＋
七
＝
二
十
六

と
一
致
し
て
い
ま
す
。

で
は
最
後
に
３
つ
の
太
字
「
無
」「
与
」「
与
」
に
つ
い
て
で
す
。「
与
」
は
英
語
のan

d

と
同
義
。「
与
」
の
一

文
字
に
よ
っ
てan

d th
is place

つ
ま
り
「
与
」
の
こ
の
場
所
も
ま
た
、
上
段
と
下
段
の
対
比
に
お
い
て
注
目

さ
れ
る
べ
き
場
所
で
あ
る
の
た
、
と
い
う
意
味
合
い
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り

「
与
」
が
こ
の
箇
所
に
配
さ
れ
る
こ
と
で
、
上
段
と
下
段
を
対
比
す
る
見
方
へ
の
符
合
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
で
は
太
字
「
無
」
の
存
在
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

一　

二　

三　

四　

五　

六　

七　

八　

九　

十　

の
総
和
で
あ
る
五
十
五
は
、
見
事
に
十
一
ず
つ
に
分
割

さ
れ
た
配
置
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。「
十
」
個
の
数
と
「
十
一
」
に
よ
る
分
割
、
と
い
う
の
は
ど
う
も
格
好
悪
い
。

し
か
し
「
無
」
＝
ゼ
ロ　

で
あ
れ
ば
、「
十
一
」
個
の
数　

０　

一　

二　

三　

四　

五　

六　

七　

八　

九　

十

の
和
の
「
十
一
」
に
よ
る
分
割
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
「
「
十
」
個
の
数
と
「
十
一
」
に
よ
る

分
割
で
は
格
好
悪
い
」
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
彼
が
本
当
に
０
使
用
の
提
唱
を
し
て
い
る
の
だ
、
と
い

う
こ
と
の
論
拠
と
し
て
は
弱
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
じ
つ
は
０
使
用
の
提
唱
の
符
号
は
、
我
々
の
解
読

の
端
緒
に
潜
ん
で
い
る
の
で
す
。
我
々
の
解
読
は
「
十
三
」
を
位
取
り
表
記
の
「
一
三
」
に
直
す
こ
と
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
数
の
位
取
り
表
記
が
０
を
必
要
と
す
る
要
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
事
実
で
す(

た
と
え
ば
「
百
」
や
「
百
一
」
を
位
取
り
表
記
で
表
す
こ
と
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い)

。

　

ど
う
や
ら
「
責
子
」
の
解
読
は
、
数
の
位
取
り
表
記
に
始
ま
っ
て
、
０
使
用
の
提
唱
で
終
わ
る
よ
う
で
す
。



六／八  

下
４
と
下
５
の
二
行
に
お
い
て
、
い
ま
ま
で
に
注
目
し
た　

無
・
与
・
与
・
匹
・
七　

の
五
文
字
以
外
を
横
に

た
ど
る
と
、

「
復
紙
文
中
実
筆
術
栗
物
」
＝
「
復
紙
文
中
実
筆
術
慄
物
」
、

「
紙
文
中
」
つ
ま
り
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
「
筆
術
慄
物
」
が
「
実
（
ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
て
い
る
）」
で
あ
る
、

と
解
せ
ま
す
。「
筆
術
慄
物
」
と
は
、
戦
慄
が
は
し
る
よ
う
な
凄
い
「
筆
術
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り

「
復
紙
文
中
実
筆
術
栗
物
」
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
の
結
果
意
外
に
も
他
の
凄
い
符
合
が
潜
ん
で
い
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
以
下
で
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
探
索
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

唐
突
で
す
が
、
説
文
解
字
（
漢
代
）
に
よ
れ
ば
「
士
」
＝
「
十
」
＋
「
一
」
で
す
。「
士
」
は
男
子
。
つ
ま
り

「
十
一
」
＝
「
士
」
＝
「
男
子
」
と
解
せ
ま
す
。
「
雖
有
五
男
児
」
、
つ
ま
り
陶
淵
明
に
は
五
人
の
男
子
の
子
が

い
ま
す
。
そ
し
て
彼
も
無
論
「
男
子
」
。
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
こ
と
は
「
無　

一　

二　

三　

四　

五　

六　

七　

八　

九　

十
」
と
い
う
「
十
一
」
個
の
数
の
和
を
五

個
の
「
十
一
」
に
分
割
す
る
こ
と
と
符
合
し
ま
す
。
さ
ら
に
五
人
の
息
子
の
う
ち
雍
と
端
の
二
人
だ
け
が
同
い

年
、
つ
ま
り
双
子
で
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
に
一
緒
に
登
場
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
我
々
の
五
つ
の
「
十
一
」
に

　
　

┐　

舒

　
　

┬　

宣

淵
明
┼　

雍

　
　

┬　

端

　
　

┌　

通

　
　

┐　

士

　
　

┬　

士

　

士
┼　

士

　
　

┬　

士

　
　

┌　

士

　
　

┐　

十
一

　
　

┬　

十
一

十
一
┼　

十
一

　
　

┬　

十
一

　
　

┌　

十
一

　
　

┐　

男

　
　

┬　

男

　

男
┼　

男

　
　

┬　

男

　
　

┌　

男

　
　

責　

子

上
１ 

 

上
２　

上
３ 

 
上
４ 

 

上
５ 

 
 
 
 
 

下
１ 

 

下
２ 

 

下
３ 

 

下
４ 

 

下
５

白　

髪　

被　

両　

鬢　
　
　

肌　

膚　

不　

◯復　

◯実

雖　

有　

五　

男　

児　
　
　

総　

不　

好　

◯紙　

◯筆

阿　

舒　

已　

二　

八　
　
　

懶　

惰　

故　

無　

匹

阿　

宣　

行　

志　

学　
　
　

而　

不　

愛　

◯文　

◯術

雍　

端　

年　

十　

三　
　
　

不　

識　

六　

与　

七

通　

子　

垂　

九　

齢　
　
　

但　

覓　

梨　

与　

◯栗

天　

運　

苟　

如　

此　
　
　

且　

進　

杯　

◯中　

◯物



七／八  

つ
い
て
も
、
上
４
に
お
い
て
の
み
「
十
一
」
が
二
つ
現
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
「
十
一
」
は
テ
キ
ス
ト

の
「
十
」
に
「
十
」
と
「
一
」
の
二
重
の
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
わ
け
で
す
が
、
テ
キ
ス
ト

の
「
十
」
の
箇
所
で
あ
る
上
４
行
を
左
か
ら
た
ど
る
と
、「
如
九
十
志
二
男
両
」
で
す
。
こ
の
七
文
字
を
両
端
か

ら
中
心
の
「
志
」
に
向
か
う
よ
う
に
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
七
文
字
の
中
心
「
志
」
に
含
ま
れ
る
「
心
」
を
、

両
端
か
ら
中
心
の
「
志
」
に
向
か
う
よ
う
に
た
ど
れ
、
と
い
う
指
示
と
解
し
て
み
る
の
で
す
。
ま
ず

「
如
九
十
志
二
男
両
」

に
お
い
て
指
示
と
解
し
た
「
志
」
の
下
の
「
心
」
の
部
分
を
除
い
て
み
る
と

「
如
九
十
志
二
男
両
」
↓
「
如
九
十
士
二
男
両
」
で
す
。

さ
ら
に

「
如
九
十
志
二
男
両
」
↓
「
如
九
十
士
二
男
両
」
↓
「
如
九
十
士
」
＋
「
士
二
男
両
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓
「
如
九
十
士
」
＋
「
両
男
二
士
」

「
両
男
」
と
は
、
二
つ
で
対
を
な
す
男
子
。

「
両
男
二
士
」
と
は
、
二
つ
で
対
を
な
す
男
子
が
二
つ
の
「
士
」
に
該
当
す
る
、
と
解
せ
ま
す
。
こ
れ
は
雍
と

端
に
二
つ
の
「
士
」
を
充
て
た
と
す
る
我
々
の
解
釈
と
符
合
し
ま
す
。
さ
ら
に
「
如
九
十
士
」
は
、「
如
九
、
十
、

十
一
」
、
つ
ま
り
「
士
」
＝
「
十
一
」
だ
、
と
い
う
こ
と
と
解
せ
ま
す
。

つ
ま
り
双
子
の
雍
と
端
は
二
つ
の
「
士
」
に
該
当
し
、
「
士
」
＝
「
十
一
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
我
々

の
推
察
と
完
全
に
符
合
し
ま
す
。

　

前
出
の
説
文
解
字
（
漢
代
）
に
あ
っ
て
は
、
「
志
」
＝
「
之
」
＋
「
心
」
で
あ
り
、
「
士
」
＋
「
心
」
で
は
な

い
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
し
か
し
陶
淵
明
の
時
代
に
す
で
に
存
在
し
た
隷
書
の
表
記
で
は
「
こ
こ

ろ
ざ
し
」
は
「
志
」
の
形
で
あ
り
、
彼
が
「
志
」
↓
「
士
」
＋
「
心
」
と
い
う
ウ
イ
ッ
ト
を
思
い
つ
く
こ
と
は

可
能
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
五
人
の
子
ど
も
の
名
前
に
は
、
こ
ん
な
意
味
合
い
が
隠
れ
て
い
ま
す
。

舒　

・
心
中
の
思
い
を
の
べ
る　

宣　

・
述
べ
る

雍　

・
ふ
さ
ぐ

端　

・
は
し

通　

・
つ
ら
ぬ
き
と
お
す
・
す
ら
す
ら
と
事
が
は
こ
ぶ
・
つ
か
え
る
こ
と
が
な
い
さ
ま

雍
・
端
は
続
け
て
読
め
ば
、
雍
端
、「
端
を
ふ
さ
ぐ
」
で
す
。
こ
れ
は
「
匹
」
↓
「
四
」
と
「
已
」
↓
「
巳
」
に

符
合
し
ま
す
。「
匹
」
↓
「
四
」
の
操
作
は
、「
二
三
五
六
七
八
九
十
」
↓
「
二
三
四
五
六
七
八
九
十
」
と
す
る
、

つ
ま
り
は
「
つ
か
え
る
こ
と
が
な
い
さ
ま
」
に
す
る
操
作
で
し
た
。
一
方
、「
已
」
↓
「
巳
」
の
操
作
は
、
同
一

行
で
の
「
五
」
＋
「
巳
」
と
い
う
足
し
算
を
可
能
に
し
、
つ
ま
り
は
「
す
ら
す
ら
と
事
が
は
こ
ぶ
」
よ
う
に
し

た
操
作
で
し
た
。
し
か
し
「
二
三
四
五
六
七
八
九
十
」
で
は
「
つ
ら
ぬ
き
と
お
す
」
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
さ
ら

に
「
端
を
ふ
さ
ぐ
」
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
「
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
」
と
い
う
「
端
を

ふ
さ
ぐ
」
操
作
の
か
わ
り
に
、「
二
三
四
五
六
七
八
九
士
」
、
つ
ま
り
「
二
三
四
五
六
七
八
九
十
一
」
と
い
う
「
端

を
ふ
さ
ぐ
」
操
作
が
行
わ
れ
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。



　

以
上
の
完
全
な
符
合
の
中
で
、

で
す
。
こ
れ
は
前
述
の
と
お
り
、「

全
に
符
合
し
ま
す
。
陶
淵
明
が
零

　

０
の
意
味
合
い
を
「
無
」
と
し
て

八　

九　

十　

等
の
数
の
仲
間
に

で
、
位
取
り
表
記
が
常
に
可
能
に

と
に
陶
淵
明
は
気
付
い
て
い
た
の

る
と
、
こ
の
こ
と
は
中
国
の
数
学

　

田
園
で
の
生
活
の
中
で
、
周
囲

と
零
の
使
用
を
提
唱
し
て
み
た
と

ょ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
自
分
の
素

が
い
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

┐　

十
一

　
　

┬　

十
一

十
一
┼　

十
一

　
　

┬　

十
一

　
　

┌　

十
一

八／八  

と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、

無　

一　

二　

三　

四　

五　

六　

七　

八　

九　

十
」
と
い
う
こ
と
と
完

に
数
と
し
て
の
市
民
権
を
与
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
は
確
か
で
す
。

表
記
し
な
が
ら
も
、
０
と
い
う
モ
ノ
を　

一　

二　

三　

四　

五　

六　

七

含
め
て
扱
う
こ
と
、
つ
ま
り
は
０
に
も
数
と
し
て
の
市
民
権
を
与
え
る
こ
と

な
る
、
つ
ま
り
は
筆
算
に
お
い
て
「
す
ら
す
ら
と
事
が
は
こ
ぶ
」
と
い
う
こ

で
す
。
そ
し
て
西
暦
３
５
６
～
４
２
７
年
と
い
う
彼
の
生
き
た
時
代
を
考
え

史
上
、
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
す
。

に
自
分
ほ
ど
の
知
識
人
が
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
、
数
表
記
の
位
取
り

こ
ろ
で
、
そ
の
値
打
ち
を
理
解
す
る
ほ
ど
の
権
力
者
も
い
な
か
っ
た
の
で
し

晴
ら
し
い
発
案
を
詩
に
託
し
て
「
心
中
の
思
い
を
の
べ
」
た
こ
と
に
も
納
得
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