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鸚
鵡
の
言
乃
葉

天
職
の
こ
と

天
よ
く
民
を
治
む
る
事
あ
た
わ
ざ
る
故
に
、
大
君(

お
お
き
み)
を
立
て
治
め
し
む
、

大
君
独
り
治
む
る
事
あ
た
わ
ず
、
諸
侯
を
た
て
て
治
め
し
む
、
諸
侯
の
民
を
治
む
る

は
、
大
君
の
命
に
し
て
天
命
な
り
、
故
に
治
む
る
職
は
天
の
職
に
し
て
、
治
る
民
は

天
の
民
な
り
、
其
の
器
其
の
徳
、
天
職
に
堪
ゆ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
か
た
し
と
言
う

べ
し
、
さ(

然)

る
に
、
私
智
を
用
い
て
天
民
を
虐
げ
、
天
職
を
空
し
く
せ
ば
、
天
そ

の
人
を
廃
し
て
又
こ
と
ひ
と
に
あ
た
え
給
う
な
り
、
其
の
故
に
天
職
を
初
め
て
受
く

る
人
は
、
必
ず
徳
器
備
わ
る
所
の
人
な
り
、
其
の
子
孫
に
至
り
て
は
、
た
と
え
昏
愚

に
て
も
あ
れ
、
祖
先
の
法
に

25さ
え
た
ゆ
れ
ば
、
天
そ
の
祖
先
の
徳
に
よ
っ
て
其
の
人
を
廃
し
た
ま
わ
ざ
る
な
り
、

こ
れ
天
の
寛
仁
を
躰
し
給
う
、
天
器
の
御
徳
に
し
て
、
且
つ
は
祖
先
の
余
光
と
や
い

わ
ま
し
、
昏
愚
の
器
に
し
て
は
、
祖
先
の
余
光
を
以
て
万
人
の
上
に
居
て
、
位
禄
全

く
受
け
し
身
こ
そ
、
天
へ
対
し
て
も
恐
る
べ
き
な
り

徳
を
つ
つ
し
む
こ
と

徳
は
直
心
を
行
う
と
言
え
る
儀
に
や
あ
ら
ん
、
直
心
は
天
理
な
り
、
請
け
得
し
天
理

に
立
ち
帰
る
を
徳
と
は
言
わ
な
ん
、
徳
を
つ
つ
し
む
と
は
立
ち
帰
り
し
後
、
尤
も
ゆ

る
さ
ず
、
日
新
の
功
を
積
む
こ
と
な
る
べ
し
、
上
の
徳
、
明
ら
か
な
れ
ば
治
国
平
天

下
は
、
期
せ
ず
し
て
自
ら
し
か
ら
ん
か
し
、
其
の
徳
、
い
か
に
し
て
か
明
ら
か
に
す

、

、

、

べ
き
と
な
ら
ば

聖
賢
の
書
を
読
み
て

そ
れ
を
身
に
立
ち
帰
る
に
て
ぞ
有
る
べ
き

只
詩
文
に
は
せ
て
実
用
を
つ
と
め
ず
、
高
遠
に
求
め
て
至[

近]

を
し
ら
ざ
る
は
、
か

の
腐
儒
の
論
に
し
て
言
う
に
足
ら
ざ
る
べ
し
、
其
の
徳
の
全[

き]

に
至
り
な
ば
、
臣

民
の
服
従
す
る
こ
と
衆
星
の
北
辰
に
向
か
い
、
草
の
風
に
吹
き
な
び
く
が
ご
と
く
な

る
べ
し
、
財
な
く
用
な
き
の
患(

う
れ)

い
、
い
か
に
し
て
か
あ
る
べ
き

学
問
の
こ
と

読
む
べ
き
書
は
、
わ
き
て
四
書
五
経
の
類
、
大
学
衍
儀
、
又
は
日
本
記･

史
記･

通
鑑

を
も
あ
わ
せ
読
む
べ
し
、
熊
沢(

蕃
山)

の
集
義
外
書･

大
学
或
問
、
新
介
が
雑
話
の
類

ま
た
読
む
べ
し
、
御
当
家
の
こ
と

26書
き
た
る
書
、
ま
た
よ
く
読
む
べ
し
、
読
む
べ
か
ら
ざ
る
書
は
な
し
、
た
だ
其
の
要

を
い
え
る
な
り

下
情
の
こ
と

天
地
は
則
ち
君
臣
の
位
に
し
て
、
天
気
地
を
潤
し
、
地
気
天
を
た
す
く
と
や
ら
ん
に

て
、
君
臣
交
泰(

更
恭)

し
て
こ
そ
国
家
も
安
く
治
る
べ
し
、
地
を
は
な
れ
て
は
草
木

も
生
ぜ
ず
、
天
を
お
ほ
は
で
は
草
木
も
育
た
ざ
る
が
ご
と
し
、
君
臣
否
塞
し
て
は
国

家
の
安
く
治
る
期
は
あ
り
難
か
る
べ
し
、
さ
れ
ど
も
君
は
上
に
あ
り
て
貴[

尊]

き
こ

と
天
の
如
く
、
臣
は
下
に
あ
り
て
賤
し
き
こ
と
地
の
ご
と
し
、
故
に
お
の
ず
か
ら
隔

絶
し
て
上
下
の
情
を
通
ぜ
ざ
る
に
似
た
る(

至
る)

な
り
、
今
世
は
下
の
こ
と
な
ど
言

う
は
賤
し
き
こ
と
と
言
う
て
、
上
徳
を
汚
す
と
て
禁
ず
る
、
こ
は
歎
か
し
け
れ
、
下

情
と
は
下
の
人
の
情
な
れ
ど
も
、
人
情
に
上
と
下
と
の
た
が
い(

違)

な
け
れ
ば
、
夏

の
水
を
求
め
、
冬
の
火
を
求
む
る
心
よ
り
し
て
、
安
き
を
思
い
逸
を
甘
ん
ず
る
こ
と

な
る
は
通
情
な
り
、
下
を
見
る
こ
と
己(

わ)

が
如
く
に
あ
ら
ば
、
な
ど
て
下
情
の
知

ら
れ
ざ
る
べ
き
、
赤
子
の
も
の
言
わ
ざ
る
、
情
を
だ
に
知
る
は
父
母
の
誠
な
り
、
下

を
思
う
心
、
誠
な
ら
ね
ば
こ
そ
下
の
情
に
は
疎
け
れ
、
人
を
我
ご
と
く
思[

う]

な
る

は
、
心
の
修
行
に
よ
れ
る
こ
と
な
ら
ん
か
し
、
上
中
下
の
字
を
釈
し
た
る
ご
と
く
、

上
の
字
を
く
つ
が
え
せ
ば
下
の
字
と
な
り
、
又
下
の
字
を
か
え
せ
ば
上
の
字
に
な
る

な
り
、
上
下
の
中
に
居
て
、
其
の
情
を
通
ず
る
を
以
て
、
中
の
字
は

27口
を
上
下
に
貫
く
と
こ
そ
有
り
が
た
け
れ

君
臣
の
こ
と

撥
乱
の
君
は
臨
乱
の
君
の
臣
な
り
、
我
は
君
な
り
、
飽
食
暖
衣
す
と
言
う
べ
け
れ
ど
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も
、
そ
の
食
そ
の
衣
は
誰
が
作
り
な
す
所
に
や
あ
ら
ん
、
そ
の
作
り
な
す
人
な
く
ば

如
何
せ
ん
、
君
自
ら
織
っ
て
衣
耕
し
て
食
う
べ
し
、
我
は
君
な
り
と
言
う
は
、
理
し

ら
ぬ
と
や
い
わ
ま
し
、
君
臣
も
と[

は]

同
じ
く
人
な
り
、
只
我
祖
先
の
貴
き
と
、
賤

し
き
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
君
と
な
り
臣
と
は
な
り
つ
れ
、
い
つ
か
梢
の
花
散
り
て
土

芥
に
交
わ
る
こ
と
を
知
ら
ん

賢
才
の
こ
と

賢
を
あ
げ
不
賢
を
遠
ざ
く
る
は
、
聖
賢
委
し
く
教
え
を
た
れ
給
え
ば
、
又
何
を
か
い

わ
ん
、
済
々
た
る
多
士
、
文
王
や
す
し(

詩
経･

大
雅)

と
言
い
た
れ
ば
、
い
か
で
賢
才

な
ら
で
国
を
治
め
得
ん
、
唯
よ
き
と
言
う
人
は
、
如
何
あ
ら
ん
と
察
す
べ
し
、
我
が

心
に
叶
い
た
る
人
は
、
い
か
が
あ
ら
ん
と
察
す
べ
し
、
人
心
面
の
如
く(

左
伝)

と
な

れ
ば
、
君
臣
合
躰
と
い
う
は
そ
の
道
の
合
を
言
え
る
に
て
、
君
の
可
否
善
悪
に
、
我

が
臣
の
心
と
府
合
す
る
を
言
う
に
あ
ら
ず
、
か
の
晏
子
の
言
え
る
和
と
同
と
の
ご
と

し
、
辛
甘
味
を
異
に
す
る
を
以
て
、
よ
く
味
わ
い
を
と
と
の
う
、
是
を
和
と
い
う
こ

、

、

、

、

そ

甘
を
以
て
甘
を
和
し

辛
を
以
て
辛
を
和
す
は
和
に
あ
ら
ず

同
と
い
う
と
ぞ

同
ず
る
人
は
奸
佞
か
、
ま
た
愚
な
る
人
か
、
よ
き
人
と

28

、

、

知
ら
ば
用
い
よ

猶
予
す
る
内
に
□
□(

必
ず)

そ
の
人
も
悪
し
く
見
ゆ
る
も
の
に
て

い
つ
か
い
つ
か
と
待
ち
期
し
、
花
の
つ
ぼ
み
開
き
し
は
、
色
う
す
く
見
ゆ
る
類
と
し

て
い
ま
わ
し
、
さ
て
人
に
任
ず
る
は
、
鄙
吝
の
心
な
く
任
せ
て
、
欺
か
る
べ
し
、
欺

か
れ
し
時
は
其
の
人
の
稍
朽
ち
ぬ
べ
し

政
の
こ
と

、

、

、

政
と
は
正
文
と
書
く
な
り

正
は
天
理
自
然
の
道
に
し
て

則
ち
質
と
て
下
地
な
り

そ
れ
に
文
を
加
え
て
見
事
に
な
す
を
以
て
政
と
言
え
る
な
る
べ
し
、
其
の
政
を
ほ
ど

こ
す
に
、
寛
猛
の
時
に
応
ず
る
よ
う
に
有
り
た
き
事
な
り
、
寛
猛
勢
い
を
異
に
す
れ

ど
も
、
同
じ
く
聖
人
世
を
恵
む
の
仁
よ
り
出
る
な
り
、
さ
れ
ば
、
秋
の
粛
殺
も
仁
の

粛
殺
に
し
て
、
春
を
得
て
発
生
し
や
ま
ざ
る
ゆ
え
ん
と
言
え
る
に
等
し
、
そ
の
政
に

、

、

、

時
と
勢
い
と
位
と
を
は
か
る
を
要
と
す

此
の
三
つ
を
い
わ
ば

い
か
の
ぼ
り(

紙
鳶

凧)

上
ぐ
る
を
以
て
た
と
え
な
ん
、
江
都
に
て
は
春
を
時
と
し
、
そ
の
国
々
に
て
又
そ

の
時
に
て
違
う
な
り
、
其
の
時
を
得
し
と
て
其
の
風
を
得
ざ
れ
ば
あ
た
わ
ず
、
江
都

に
て
春
を
得
し
は
時
な
り
、
風
を
得
し
は
勢
い
な
り
、
其
の
風
の
吹
く
を
待
つ
き
て

あ
ぐ
る
は
、
其
の
勢
い
を
得
る
と
や
せ
ん
、
時
と
勢
い
を
得
て
も
、
木
立
し
げ
り
し

地
に
て
は
又
あ
た
わ
ず
、
我
が
身
高
き
所
に
と
ま
り
て
、
四
方
の
梢
を
見
下
ろ
し
て

風
を
得
て
放
せ
ば
九
天
へ
も
通
ず
べ
し
、
其
の
時
と
勢
い
と

29位
と
を
得
て
も
、
そ
の
人
を
得
て
も
其
の
風
に
つ
い
て
紙
鳶
の
重
き
軽
ろ
き
を
は
か

り
、
と
や
か
く
す
る
は
術
と
も
い
う
べ
き
、
其
の
術
さ
ま
ざ
ま
な
れ
ど
、
紙
鳶
を
上

ぐ
る
外
な
ら
ぬ
、
治
国
の
術
は
も
と
あ
る
を
知
る
べ
し
、
な
ん
ぞ
徹
せ
ざ
る
に
し
る

し
た
る
、
先
納
の
こ
と
は
よ
か
る
べ
か
ら
ん
か
、
其
の
国
そ
の
世
そ
の
人
に
よ
る
べ

け
れ
ば
、
刻
舟
し
て
は
い
い
難
か
る
べ
し
、
位
を
と
る
術
も
よ
か
ら
ん
か
、
商
鞅
が

木
を
移
す(

史
記
、
商
君
列
伝)

類
に
て
、
又
其
の
味
わ
い
あ
る
べ
き
事
な
り
、
術
と

い
え
ど
も
奇
正
の
計
策
を
な
す
如
く
に
思
い
て
、
才
の
足
れ
る
者
は
術
を
先
に
し
、

才
の
足
ら
る
者
は
、
術
計
は
わ
が
及
ば
ざ
る
所
な
れ
ば
、
と
に
か
く
治
国
の
功
は
な

し
難
し
と
は
言
う
な
り
、
術
と
い
い
才
と
言
う
も
、
本
は
徳
に
し
て
、
本
な
き
才
と

術
と
は
庭
潦(

て
い
ろ
う)

の
た
の
む
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
、
昏
愚
の
下
民
を
救
わ
ん

と
て
も
、
人
毎
に
説
き
、
戸
毎
に
悟
る
べ
き
物
に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
か
り
に
術
を
も

う
け
て
、
知
ら
ず
し
ら
ず
し
て
、
其
の
道
に
よ
ら
し
む
る
な
り

賞
罰
の
こ
と

賞
と
い
い
賞
と
い
う
、
玉
帛
を
い
わ
ん
や
、
刑
と
い
い
刑
と
い
う
、
刀
鋸
を
い
わ
ん

や
、
よ
く
与
う
る
の
、
取
り
た
る
こ
と
を
し
る
ぞ
よ
き
、
取
る
が
た
め
に
与
う
る
ぞ

わ
ろ
き
、
賞
刑
は
春
と
秋
と
の
如
く
に
し
て
、
只
仁
の
外
な
ら
ず
、
よ
く
私
を
さ
り

て
思
い
計
る
べ
し

生
財
の
こ
と

30入
る
を
量
り
て
出
す
事
を
な
す
は
経
済
の
本
な
り
、
倹
約
は
費
を
省
き
て
、
つ
つ
ま

、

、

、

や
か
に
す
る
事
な
る
べ
し

惜
し
む
に
あ
ら
ず

入
り
は
陰
に
し
て
出
る
は
陽
な
り

陰
陽
は
天
の
道
な
り
、
入
り
は
吸
に
し
て
出
る
は
吐
な
り
、
故
を
吐
き
新
を
吸
う
は

人
の
道
な
り
、
入
り
は
蔵
へ
財
を
貯
う
る
な
り
、
出
る
は
其
の
財
を
以
て
用
を
な
す

、

、

、

な
り

引
息
の
み
に
て
出
る
息
な
け
れ
ば

息
つ
ま
り
て
胸
苦
し
く
て
大
息
す
べ
し

入
る
の
み
に
て
出
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
終
に
不
時
の
禍
を
得
て
、
貨
も
取
り
出
る
の

患(

禍)

あ
り
、
呼
吸
を
平
に
す
る
は
、
養
生
の
道
に
し
て
、
出
入
り
の
平
に
す
る
は

生
財
の
道
な
り
、
是
れ
又
下
情
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
我
こ
そ
よ
け
れ
と
思
え
ど
も
、
わ

が
思
う
ご
と
く
下
へ
は
達
せ
ざ
る
な
り
、
賢
才
を
選
び
て
情
を
通
じ
侍
る
べ
し
、
賢

を
知
る
は
又
人
君
の
正
心
修
身
に
奢
り
の
風
儀
に
流
れ
移
り
侍
ら
ん

名
器
の
こ
と

、

、

、

名
と
器
と
は
人
に
か
さ
ず
と
て

賢
き
人
も
重
ん
じ
た
り

名
の
名
た
る
を
知
る
は

道
を
知
ら
ざ
れ
ば
難
か
る
べ
し
、
年
の
暮
れ
の
鶯
の
声
は
必
ず
忙
し
く
、
元
日
の
朝

の
馬
の
声
は
の
ど
や
か
に
聞
く
ぞ
、
名
の
重
か
る
べ
き
を
知
ら
せ
た
り

利
と
義
と
の
こ
と

利
は
秋
に
し
て
、
木
を
か
る
を
以
て
言
え
る
な
る
べ
し
、
利
は
聖
人
の
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31罕
に
言
い
給
う(

ま
れ

論
語

子
ま
れ
に
利
を
い
う)

所
に
て

大
学
の
終
わ
り[

に]

、

、

、

義
理
を
弁
じ
、
孟
子
の
始
め
に
義
理
を
弁
ぜ
り
、
利
不
利
た
り
も
知
り
、
不
利
の
利

た
る
も
知
る
は
難
し

そ
の
外
、
書
き
し
る
し
た
き
こ
と
も
あ
れ
ど
も
、
事
長
き
は
略
し
ぬ
、
知
る
は

難
か
ら
ず
、
行
う
こ
と
は
難
し
、
小
子
の
言
の
葉
、
人
の
口
ま
ね
び
な
り
、
ゆ

め
ゆ
め
行
い
得
た
る
事
は
な
し
、
御
同
意
の
御
か
た
が
た
と
切
磋
琢
磨
し
て
、

仁
を
た
す
く
べ
き
ご
と
く
存
知
候
ば
か
り
に
御
座
候


