
決
裁
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
措
鴬

-
曹
植

｢
呼
暖
簾
｣
を
中
心
に
-

山

朗

武
庫川
女
子

大
学

〔

一
〕

寓意的
自
然

描
寓の典

型的な
例

くさ

-
曹
椎
の

｢呼暖簾｣

-

自
然
の
景
物
の
な
か
に
人
間
を
寓
し
た
､
い
わ
ば
人
間
化
さ
れ
た

自
然
の
措
寓
は
ー
『詩
経
』
以
来
の
お
お
-
の
作
品
に
み
え
る
｡
C
･

S
･
ル
ー
イ
ス
は
､

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
寓
意
的
懲
愛
詩
を
論
じ
た

著
作

『愛
と
ア
レ
ゴ
-
-
』
で
､

｢非
物
質
的
な
る
も
の
を
園
示
で

き
る
言
葉
で
現
わ
そ
う
と
す
る
の
は
ー
思
考
と
言
語
に
本
乗
的
に
備

(1
)

わ
っ
た
特
徴
で
あ
る
｣
と
言

っ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
西
洋
に
限

っ
た

こ
と
で
は
な
い
｡
そ
し
て
､
非
物
質
的
な
る
人
間
の
こ
こ
ろ
を
現
わ

す
た
め
の
圏
示
で
き
る
言
葉
と
し
て
普
通
に
用
い
ら
れ
た
の
が
､
自

然
を
指
示
す
る
言
葉
で
あ

っ
た
の
も
､
洋
の
東
西
を
問
わ
ぬ
こ
と
だ

漢
親
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
描
潟

(亀
山
)

っ
た
よ
う
だ
O

と
こ
ろ
で

『詩
経
』
に
は
､

(輿
)
と
呼
ば
れ
る
技
法
が
あ
-
､

そ
れ
が
作
品
を
成
-
立
た
せ
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
､

あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡

(輿
)
と
は
､
ひ
と
口
で
い

う
な
ら
､
自
然
の
巧
み
な
シ
ン
ボ
ル
化
で
あ
-
､
藻
魂
の
詩
の
寓
意

的
自
然
括
寓
の
あ
る
も
の
は
､
そ
れ
を
直
接
に
受
け
鮭
ぐ
｡
自
然
の

中
に
人
間
生
活
の
シ
ン
ボ
ル
を
感
じ
と
っ
た
作
者
が
､
詩
句
の
上
に

自
然
と
人
間
を
並
列
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の
シ
ン
ボ
ル

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

(
輿
)
の
技
法
に
､
後
の
寓
意
的
自
然
措
寓

の
淵
源
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

が
､
(輿
)
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
括
こ
-
｡

と
い
う
の
は
ー
(輿
)

と
名
付
け
ら
れ
る
技
法
は
､
本
来
､
自
然
に
シ
ン
ボ
ル
を
み
る
古
代

人
猫
特
の
不
思
議
な
､
し
か
し
古
代
人
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
自
然
な

感
覚
に
基
づ
-
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
｡
自
然
の
直
観
と
人
間
の

直
観
が
滞
然

一
腹
と
な
る
よ
う
な
精
神
土
壌
に
お
い
て
､
自
然
登
生

的
に
生
ま
れ
た
の
が
､
後
に

へ
興
)
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
技
法

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
｡

(後
世
､
そ
の
感
覚
は
鈍
磨
し
た
｡

そ
し
て
､
並
置
さ
れ
た
自
然
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と
人
間
を
ど
う
結
び
つ
け
る
か
､

注
樺
が
必
要
と
な

っ
た
｡
)

し
か
し
､
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
､
ひ
と
つ
の
表
現
技
法
と
し

ヽ
ヽ
ヽ

て
意
識
化
さ
れ
た
寓
意
的
自
然
措
寓
な
の
だ
｡
で
は
､
い
つ
頃
か
ら

寓
意
と
し
て
の
地
位
が
意
識
さ
れ
て
､
詩
句
の
中
に
用
い
ら
れ
る
よ

(2
)

う
に
な

っ
た
の
か
､
難
し
い
問
題
だ
が
､
少
な
-
と
も
湊
代
の
作
品

に
は
､
そ
-
認
め
ら
れ
る
表
現
が
か
な
-
盛
ん
に
出
て
-
る
｡
そ
し

て
､
藻
末
の
建
安
前
後
の
詩
人
に
よ

っ
て
､
意
識
化
さ
れ
た
寓
意
的

自
然
描
寓
は
､
そ
の
表
現
の
領
域
を
漬
大
し
､
官
権
の

｢
呼
嵯
篇
｣

に
い
た

っ
て
､
ひ
と
つ
の
完
成
の
域
に
達
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に

い
う
寓
意
的
自
然
描
寓
と
は
何
か
､
そ
の
典
型
を
示
す
意
味
で
も
､

こ
こ
で
は
じ
め
に

｢
呼
嵯
篇
｣
を
挙
げ
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
-
0

①
呼
嵯
此
樽
蓬

居
世
何
猪
然

長
去
木
板
逝

夙
夜
無
休
関

東
西
経
七
阿

南
北
越
九
肝

あ
あ

呼
嵯

此
の
樽
蓬

世

に
居
る

何
ぞ
猪
-
然
る
や

-･)･i:
長
-
木
板
よ
-
去
-
て
逝
き

夙
夜

休
閑
無
しへ

東
西

七
階
を
経

南
北

九
陣
を
越
ゆ

卒
遇
回
風
起

吹
我
人
雲
間

自
謂
絡
天
路

忽
然
下
沈
淵

驚
猟
接
我
出

故
蹄
彼
中
田

曹
南
而
更
北

謂
東
而
反
西

宕
宕
普
何
依

忽
亡
而
復
存

親
親
周
八
津

連
励
歴
五
山

流
樽
無
位
虞

誰
知
吾
苦
規

額
馬
中
林
草

秋
随
野
火
燐

磨
滅
豊
不
痛

顧
輿
板
安
達

に
わ
か

卒

に

遇
-

回
風
の
起
き

我
を
吹
き
て
雲
間
に
入
ら
し
む
る
に

おも

自
ら
天
路
を
終
え
ん
と
謂
う
に

忽
然
と
し
て
下

っ
て
淵
に
沈
む

む
か

驚
楓

我
を
接
え

て
出
だ
し

か
え

故
よ
-
彼
の
中
田

に
蹄
す

常
に
南
す

べ
-
し
て
更
に
北
し

お
も

東
せ

ん
と
謂
-
に
反

っ
て
西
す

宕
宕
と
し
て
昔
に
何
れ
に
か
依
る
べ
き

た
ち
ま
ち

忽

に

亡
び
て
復
た
存
す

瓢
親
と
し
て
八
浮
を
周
-

ふ

連
願
と
し
て
五
山
を
歴

流
韓
し
て
恒
の
庭
無
し

誰
か
吾
が
苦
難
を
知
ら
ん
や

顧
わ
-
は
中
林
の
草
と
為

り

千

秋

野
火
に
随
い
て
磨

か
れ
な
ん

摩
滅
す
る
は
豊
に
痛
ま
し
か
ら
ざ
ら
ん
や

願
わ
-
は
板
亥
と
蓮
な
ら
ん

2



も
と
の
板
を
離
れ
た
蓬
が
､
風
に
吹
か
れ
る
ま
ま
に
東
西
南
北
､

あ
て
も
な
-
韓
が
っ
て
い
-
｡
つ
ね
に
翻
弄
さ
れ
て
､
い
つ
ど
こ
で

果
て
る
と
も
知
れ
な
い
｡
こ
の
蓬
の
不
安
苦
し
み
は
誰
に
も
わ
か
ら

な
い
｡
む
し
ろ
林
の
草
と
な
っ
て
､
秋
の
野
火
に
焼
か
れ
た
方
が
ま

し
だ
､
と
う
た
わ
れ
る
韓
蓬
が
､
故
郷
を
失
-
し
た
あ
る
人
物
の
境

涯
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
が
､
あ
る
人

物
と
は
誰
か
｡

『
三
闘
志
親
書
十
九
陳
思
王
俸
』
の
大
和
六
年
の
保

に
は
､
｢
(檀
)
十

一
年
中
に
し
て
三
た
び
都
を
従
さ
れ
､
常
に
汲
汲

と
し
て
歓
ぶ
こ
と
無
し
ー
遂
に
疾
を
襲
し
て
裏
ず
1
時
に
年
四
十

二

か
つ

つ-

と
あ
-
､
そ
の
襲
松
之
注
に
'

｢植
常
て
琴
宏
詞
歌
を
為
る
､
辞
に

白
く
｣
と
し
て
､
こ
の
詩
を
全
篇
引
用
し
て
い
る
｡
蓑
松
之
は
､
輯

蓬
に
寓
さ
れ
た
人
物
が
､
作
者
で
あ
る
曹
植
自
身
だ
と
考
え
､
か
つ

こ
の
詩
の
制
作
時
期
も
､
作
者
の
卒
年
か
ら
あ
ま
-
離
れ
な
い
と
こ

ろ
に
位
置
づ
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
お
そ
ら
-
そ
う
考
え
る
の
が

妥
昔
で
あ
ろ
う
｡
楽
府
で
は
､
作
者
は
､
第
三
者
の
立
場
に
た
っ
て

他
者
の
こ
と
を
う
た
う
と
い
う
鰹
裁
を
と
る
の
が
普
通
だ
が
､
そ
の

寅
､
他
者
イ
コ
ー
ル
作
者
で
あ
る
こ
と
も
､
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で

は
な
い
O
こ
こ
で
も
曹
植
は
､
い
ち
お
-
第
三
者
の
立
場
か
ら
､
韓

鎮
魂
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
描
寓

(亀
山
)

襲
極
ま
-
な
い
不
幸
な
人
物
を
､
韓
蓬
と
い
う
自
然
物
の
か
た
ち
を

か
-
て
具
酸
化
し
て
い
る
の
だ
が
､
そ
れ
は
彼
自
身
の
晩
年
の
自
己

の
姿
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
象
化
し
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ

､

つ

0さ
て
､
寓
意
的
自
然
括
寓
と
い
う
と
き
､
筆
者
は
究
極
的
に
は
､

こ
う
し
た
自
然
の
擬
人
化
に
よ
っ
て
で
き
た
寓
意
詩
-

あ
る
特
定

の
人
物
を
表
現
す
る
と
い
う
明
確
な
意
圏
の
も
と
に
､
自
然
を
人
工

的
に
つ
く
-
あ
げ
る
詩
-

を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢
呼
嵯
篇
｣
は
寓
意
詩
と
し
て
は
比
較
的
早
い
時
期
に
属
す
も
の
で

あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
-
な
表
現
に
い
た
る
寓
意
的
自
然
描
寓
の
襲
移
を

た
ど
-
､
あ
わ
せ
て
､
そ
の
一
項
鮎
た
る

｢
呼
嵯
篇
｣
を
分
析
す
る

の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
｡

だ
が
わ
れ
わ
れ
は
､
そ
の
糸
口
を
ど
こ
に
み
つ
け
た
ら
よ
い
だ
ろ

う
か
｡
そ
れ
を
探
る
た
め
に
､
｢
呼
嵯
篇
｣
以
前
の
詩
に
お
け
る
｢樽

蓬
｣
な
い
し
そ
れ
に
類
似
す
る
言
葉
の
用
例
を
検
討
し
て
み
る
｡

韓
ぶ
蓬
と
い
-
自
然
現
象
は
､
言
う
ま
で
も
な
-
､
曹
穂
の
時
代

に
な
っ
て
草
生
し
た
こ
と
で
は
な
い
o
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
詩
人
が

3
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(3
)

そ
れ
に
注
目
し
だ
し
た
の
は
､

漠
代
に
な

っ
て
か
ら
の
よ
う
で
あ

る

｡

そ
れ
以
前
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
.

『
詩
経
』
で
は
､

｢
衛
風
･伯
今
｣

に
､
比
職
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
が
ひ
と
つ
あ
る
｡

よ

②
自
伯
之
東

伯
の
東
に
ゆ
き
て
自
-

o
o

あ
た
ま

首
如
飛
蓬

首
は
飛
ぶ
蓬
の
如
し

み
だ
れ
た
頭
を
､

飛
ぶ
蓬

の
よ
-
だ
と
形
容
し
た

の
で
あ

る
｡

｢首
｣
と

｢
飛
蓬
｣
と
の
類
比
関
係
を
軍
見
し
た
わ
け
だ
が
'
そ
れ

(4
)

は
か
た
ち
あ
る
も
の
ど
う
し
の
類
比
関
係
に
す
ぎ
な

い
o

と
こ
ろ
が

漠
代
以
後
､
詩
人
は
､
か
た
ち
あ
る
韓
蓬
と
か
た
ち
な
き
人
間
の
事

象
と
の
間
の
類
比
関
係
を
認
め
る
よ
う
に
な

っ
た
｡

0
0

⑧
韓
蓬
離
木
板

輯
蓬
本
の
板
を
離
れ

ただ
よ
わ

親
之
畏
長
風

之
を
親
す
れ
ば
長
風
を
畏
る

(重
文
類
釆
八
十
二
引
古
詩
)

0
0

④
孤
蓬
韓
霜
板

孤
蓬

霜
根
を
韓
ず

0
0

⑤
甜
翻
飛
蓬
征

恰
恰
遊
子
懐

故
郷
不
可
見

長
望
始
此
回

0
0

⑥
田
中
石
碑
蓬

陸
風
遠
瓢
揚

長
輿
故
根
確

寓
歳
不
相
嘗

(蛮
文
類
東
八
十
二
引
古
詩
)

励
劇
と
し
て
飛
蓬
征
き

恰
恰
と
し
て
遊
子
懐
う

故
郷

見
る
可
か
ら
ず

長
望
し
て
始
め
て
比
に
回
る

(古
八
轡
歌
)

田
中
に
樽
蓬
有
-

風
に
随
い
て
遠
-
瓢
揚
す

と
お

も
と

長

-
故
の
根
と
絶
え

寓
歳

相
い
常
ら
ず

(曹
操

･
却
東
西
門
行
)

4

0
0

⑦
翻
甜
飛
蓬
常
猪
征

励
翻
た
る
飛
違

常
に
猪
-
征
-

有
似
遊
子
不
安
寧

遊
子
の
安
寧
な
ら
ざ
る
に
似
た
る
有
-

(貌
明
帝

･
燕
歌
行
)



⑨
④
は
断
片
と
し
て
停
わ
る
の
み
で
推
測
に
た
よ
る
し
か
な
い
が
､

背
後
に
は
お
そ
ら
-
､
人
間
の
事
象

へ
の
連
想
が
は
た
ら
い
て
い
る

だ
ろ
う
｡
⑨
で
は
､
飛
び
ゆ
-
蓬
を
見
た
旋
人
が
望
郷
の
念
い
に
と

ら
わ
れ
る
｡
そ
れ
は

｢
飛
蓬
｣
が
､
旋
人
自
身
の
境
遇
を
目
に
み
え

る
か
た
ち
で
現
わ
し
て
い
る
と
認
め
た
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
⑥
は
､

故
郷
を
遠
-
離
れ
て
韓
戦
す
る
兵
士
を
う
た
う
も
の
で
'
こ
こ
で
も

｢輯
蓬
｣
は
､
そ
う
し
た
兵
士
の
姿
を
象
徴
す
る
景
物
と
し
て
詩
中

に
挟
み
こ
ま
れ
た
｡
⑦
は
､
詩
全
膿
の
主
題
と
し
て
は
､
う
つ
ろ
い

や
す
い
人
生

へ
の
欺
き
で
あ
る
が
'
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
旋
人
の
よ
う

に
不
安
定
だ
と
い
う
の
で
あ
-
､
そ
う
し
た
観
念
を
ひ
き
出
す
具
鮭

的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
が
､

｢飛
蓬
｣
の
句
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､

｢韓
蓬
｣
･
｢
飛
蓬
｣
と
い
う
比
職
的
イ
メ
ー
ジ
の

比
倫
性
の
根
接
は
､
は
じ
め
の
外
観
と
外
観
の
類
比
か
ら
､
湊
代
以

降
は
､
観
念
と
し
て
の
類
比
､
す
な
わ
ち
あ
て
ど
も
な
い
動
き
と
か

不
安
定
さ
と
い
っ
た
観
念
的
な
類
比
に
襲
化
し
た
｡
こ
れ
は
､
自
然

と
人
間
の
南
面
で
の
抽
象
化
が
進
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
｡
圏
式
化

す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
｡

漢
魂
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
措
寓

(亀
山
)

同凶
と同且を

也
置

自
然
観
照
の
深
ま
-
は
､
人
間
観
察
の
深
ま
-
に
封
麿
し
て
い
る

の
だ
｡
韓
蓬
･飛
蓬
に
襲
わ
-
が
あ
る
わ
け
が
な
い
｡
襲
わ
っ
た
の
は
､

そ
れ
を
ど
う
解
帯
す
る
か
､
そ
こ
か
ら
何
を
抽
き
だ
す
か
で
あ
る
｡

さ
て
､

｢
呼
嵯
篇
｣
以
前
に
樽
蓬
の
イ
メ
ー
ジ
が
､
観
念
の
比
愉

象
徴
と
し
て
解
揮
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
｡
外
面
的
な

薪
比
関
係
の
章
見
か
ら
は
自
然
の
擬
人
化
は
生
ま
れ
な
い
o
内
面
的

な
薪
比
関
係
の
襲
見
こ
そ
が
､
自
然
の
擬
人
化
の
第

1
の
基
盤
で
あ

る
｡
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
､
圏
式
叫
を

一
臆
の
起
鮎
と
す
る
こ

と
に
し
よ
う
｡
が
､
そ
こ
か
ら
直
ち
に

｢
呼
嵯
篇
｣
の
表
現
に
つ
な

が
る
か
と
い
え
ば
､
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
-
､
両
者
の
間
に
は
な

お
大
き
な

へ
だ
た
-
が
あ
る
｡
そ
の
へ
だ
た
-
を
埋
め
る
と
思
わ
れ

る
寓
意
的
自
然
描
寓
を
､
以
下
順
を
追

っ
て
み
て
い
-
こ
と
に
す
る
｡

5
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〔二
の

こ

う
た
の

(枕
)
と
し
て
の
寓
意
的
自
然
描
寓

人
が
自
然
を
前
に
し
た
と
き
､
そ
こ
か
ら
何
ら
か
の
感
情
を
解
章

さ
れ
る
の
は
､
ご
-
普
通
の
こ
こ
ろ
の
動
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

そ
れ
を
詩
人
は
ー
既
に
『詩
経
』
の
頃
か
ら
､
そ
の
ま
ま
詩
の
構
成
に

と
-
入
れ
て
い
る
｡
こ
こ
ろ
の
表
現
の
前
提
と
し
て
の
叙
景
で
あ
る
｡

ま
た
､
観
音
の
詩
に
し
き
-
に
出
て
-
る
､
｢
物
に
感
じ
て
-
-
｣
･

｢物
に
解
れ
て
-
-
｣
と
い
う
言
い
方
は
､
そ
う
し
た
人
間
に
と
っ

て
自
然
な
こ
こ
ろ
の
動
き
を
自
覚
化
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
｡

考
え
て
み
れ
ば
､
自
然
を
描
-
こ
と
そ
れ
自
鰹
が
猪
立
し
た
慣
値

を
も
つ
､
い
わ
ゆ
る
純
粋
な
叙
景
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
ず

っ
と
後
の

こ
と
で
､
そ
れ
ま
で
は
､
ど
こ
か
に
人
間
と
の
つ
な
が
-
が
顕
在
化

さ
れ
な
い
限
-
､
叙
景
は
存
在
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
｡

そ
の
た
め
に
は
､
は
じ
め
に
叙
景
つ
ぎ
に
人
間
の
表
現
と
い
う
構
成

を
と
る
こ
と
が
､
最
も
無
理
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
-
｡
叙
景
表
現

は
も
と
も
と
､
そ
の
逐
義
的
な
意
味
の
は
か
に
､
何
ら
か
の
人
間
的

な
意
味
を
､
必
ず
ど
こ
か
で
に
な
わ
さ
れ
て
い
た
3

と
こ
ろ
で
､
そ
う
し
た
叙
景
本
来
の
意
味
の
二
重
性
を
､
さ
ら
に

后
極
的
に
表
面
に
お
し
出
す
と
き
､
つ
ま
-
そ
れ
を
明
瞭
に
意
識
化

し
て
ひ
と
つ
の
修
辞
と
し
て
利
用
し
て
い
-
と
き
､
普
初
､
属
目
の

封
象
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
叙
景
-

同
時
に
人
間
か

ら
も
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
わ
け
だ
が

-
は
､
や
が
て
封

象
を
必
要
と
し
な
-
な
-
1
蓬
に
は
言
葉
だ
け
で
歩
き
出
す
よ
う
に

も
な
ろ
-
｡
そ
の
こ
と
は
､前
章
で
み
た
輯
蓬
の
用
例
に
も
ーあ
る
程

度
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
.
(特
に
⑦
｢燕
歌
行
｣
の
｢
願
尉
飛
蓬
常
猪

征
｣
は
ー
文
脈
上
ー
属
目
の
景
と
は
言
い
難
-
1
し
た
が
っ
て
ー
固
式

伽
は
ー⑦
に
は
も
は
や
適
用
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
後
出
ー囲
式
㈲
参

照
｡
)
が
ー
そ
れ
が
さ
ら
に
顕
著
と
な
っ
た
と
き
ー
詩
人
は
擬
人
化
と

い
う
思
考
法
を
､
は
っ
き
-
と
自
分
の
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

6

⑧
育
青
陵
上

嘉
露
澗
中
石 柏

人
生
天
地
間

.l l I l
† l

忽
如
連
行
客

-

育
青
た
る
陵
上
の
相

姦
森
た
る
澗
中
の
石

人
の
天
地
の
間
に
生
ま
る
る
は

忽
と
し
て
遠
行
す
る
客
の
如
し



斗
酒
相
妖
栗

柳
厚
不
馬
蒋

⑨
願
廟
堂
前
燕

冬
戒
夏
来
見

兄
弟
南
三
人
1

流
宕
在
他
櫛

-

故
衣
誰
普
補

新
衣
誰
普
綻

⑬
再
再
孤
生
竹
1

結
板
泰
山
阿

-

輿
君
馬
新
婚

ー

兎
林
附
女
羅

斗
酒
も
て
相
い
娯
禁
し

柳
か
厚
-
し
て
蒔
き
を
為
さ
ず

(古
詩
十
九
首
第
三
首
)

顧
励
た
る
堂

前

の
燕

･F2く

あ
ら
わ

冬
は

頼
れ

夏

は
来
-

見

る

兄
弟

雨
三
人

流
宕
し
て
他
酢
に
在
-

ふ
る

つ
く
ろ

放
き
衣
は
誰
か
昔
に

補
う
べ
き

つくろ

新
し
き
衣
も
誰
か
菅

に
綻
う
べ
き

(撃
歌
行
二
首

一
)

再
再
と
し
て
孤
-
坐
-
る
竹
は

根
を
泰
山
の
阿
に
結
ぶ

君
と
新

婚
を
為
す
は

つ

兎
林
の

女
産
に
附
-
が
ご
と

し

兎
疎
生
有
時

夫
婦
合
有
宜

千
里
速
結
婚

悠
悠
隔
山
陵

⑪
種
苗
南
山
下

意
蔓
自
戒
陰

輿
君
初
婚
時

結
髪
恩
義
深

欺
愛
在
枕
席

宿
昔
同
衣
余

兎
林

生
ず
る
に
時
有
-

夫
婦

合
う
に
宜
し
き
有
-

千
里

遠
-
結
婚
し

悠
悠

山
陵
を
隔
つ

(古
詩
十
九
首
第
八
首
)

葛
を
種
う

南
山
の
下

つる

葛
は
蔓
の
ば
し
て
白
か
ら
陰
を
成
す

君
と
初
め
て
婚
せ
し
時

結
髪

恩
義
探
し

欺
愛

枕
席
に
在
-

宿
昔

衣
裳
を
同
じ
-
す

(曹
植

･
種
葛
篇
)

7

こ
れ
ら
の
例
の
冒
頭
の
二
句
は
､
い
ず
れ
も
､
次
に
-
る
句
な
い

し
言
葉
を
ひ
き
出
す
た
め
に
お
か
れ
た
､
い
わ
ば

(
秩
)
に
あ
た
る

浜
魂
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
括
寓

(亀
山
)
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寓
意
的
自
然
措
寓
で
あ
る
.

す
な
わ
ち
t

⑧
､

｢育
青
た
る
陵
上
の
柏
､
嘉
嘉
た
る
澗
中
の
石
｣
と
い
う
の

は
､
李
善
が

｢
言
う
こ
こ
ろ
は
長
え
に
存
す
る
な
-
｣
と
い
う
よ
う

に

､

不
轡
と
い
う
観
念
の
比
職
的
形
象
化
で
あ
-
､

三
･四
句

｢
人

の

天
地
の
間
に
生
ま
る
る
は
､
忽
と
し
て
遠
行
す
る
客
の
如
し
｣
と

い
う
観
念
に
対
比
す
る
も
の
と
し
て
､
冒
頭
に
提
示
さ
れ
た
｡
あ
る

観
念
を
も
ち
だ
す
前
提
と
し
て
､
そ
れ
と
反
封
の
観
念
を
自
然
物
に

よ
っ
て
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
｡

人､＼

⑨
､
こ
れ
も
⑧
と
同
じ
｡

｢
翻
甜
た
る
堂
前
の
燕
､
冬
は
蔵
れ
夏

i
..1ト

は
来
-
見
る
｣
､

や
し
ぎ
の
前
を
と
ぶ
燕
は
､

冬
に
は
ど
こ
か
に
か

-
れ
て
も
､

夏
に
は
必
ず
庚

っ
て
-
る
と
い
う
自
然
措
寓
は
､

三
･

四
句

｢
兄
弟
南
三
人
､

流
宕
し
て
他
陳
に
在
-
｣
､

兄
弟
は
家
を
出

た
ま
ま
締
っ
て
こ
な
い
と
い
う
人
間
の
事
象
を
､
封
比
的
に
ひ
き
出

す
｡

ひと

⑲
､
｢再
再
と
し
て
孤
-
生
う
る
竹
は
､
板
を
泰
山
の
阿
に
結
ぶ
｣

に
つ
い
て
李
善
は
､

｢竹
の
根
を
山
の
阿
に
結
ぶ
は
､
婦
人
の
身
を

君
子
に
託
す
に
愉
う
｣
と
解
説
す
る
｡
つ
ま
-
こ
こ
で
は
'
第
三
句

｢
君
と
新
婚
を
為
す
｣
を
言
う
た
め
に
､

一
本
の
竹
が
山
す
そ
に
生

え
て
い
る
と
い
う
風
景
で
も
っ
て
､
そ
れ
を
あ
ら
か
じ
め
暗
示
し
た

の
で
あ
る
｡

つる

⑪
､

｢葛
を
種
う
南
山
の
下
､
葛
は
蔓
の
ば
し
て
白
か
ら
陰
を
成

す
｣
は
ー

『詩
経
』
以
来
頻
用
さ
れ
て
き
た
､
つ
る
性
の
植
物
が
か

ら
み
つ
-
と
い
う
､
男
女
の
性
的
関
係
を
即
物
的
に
比
愉
す
る
イ
メ

ー
ジ
(｢周
南
･
樹
木
｣
･
｢庸
風
･
蔦
生
｣
等
)
を
､
踏
襲
し
た
も
の
で
あ

る
｡
た
だ
こ
こ
で
は
､
箇
初
の
即
物
性
は
薄
れ
'
む
し
ろ
観
念
的
に

用
い
ら
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
起
二
句
は
､
次
の

｢輿
君
初
婚
時
｣

の

｢婚
｣
と
い
う
言
葉
を
ひ
き
出
す

(
枕
)
と
考
え
ら
れ
る
｡

以
上
ー
い
ず
れ
の
冒
頭
の
叙
景
も
､
次
に
-
る
句
な
い
し
言
葉
と

固
-
結
び
つ
き
､
両
者
あ
い
ま
っ
て
､
詩
全
鰹
の
導
入
部
を
形
成
し

て
い
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
れ
ら
の
冒
頭
の
表
現
が
､

『詩
経
』
の

(輿
)
の

技
法
を
鮭
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
い
ち
お
う
こ
こ
で

確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
指
摘
は
す
で

に
あ
-
､
た
と
え
ば
古
詩
十
九
首
に
つ
い
て
み
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
､

晴
樹
森
編

『古
詩
十
九
首
集
樺
』
が
便
利
で
あ
る
｡
な
お
､
興
的
表

現
は
､
漠
代
の
素
朴
な
民
歌
の
中
に
も
ま
ま
見
ら
れ
る
｡
参
考
ま
で

β



に

一
例
を
示
せ
ば
､

⑫
菟
林
徒
長
風

菟
練

長
風
に
従
う
も

根
室
無
断
紹

根
室

断
絶
す
る
無
し

無
情
侶
不
離

無
情
す
ら
侶
お
離
れ
ざ
る
に

いずく

有
情
安
可
別

有
情

安
ん
ぞ
別
る
可
け
ん
や

(古
絶
句
四
首
其
三
)

無
情
の
菟
餅
で
さ
え
風
に
な
び
い
て
も
そ
の
根
や
垂
が
切
れ
る
こ

と
は
な
い
の
に
､
有
情
の
人
間
が
､
ど
う
し
て
別
れ
る
こ
と
が
で
き

る
か
と
う
た
う
｡
こ
れ
は
素
朴
な
櫛
の
う
た
で
あ
ろ
う
O
興
的
表
現

は
､

『詩
経
』
の
時
代
か
ら
あ
と
も
､
生
き
つ
づ
け
て
い
た
わ
け
で

あ
る
｡
が
､
⑧
～
⑪
の
冒
頭
の
表
現
で
み
る
べ
き
は
､
何
と
い
っ
て

も
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
修
辞
法
と
し
て
､
は
っ
き
-
と
意
識
化
し
た
鮎

で
あ
る
｡
つ
ま
-
そ
こ
で
は
､
興
的
表
現
を
､
詩
の
導
入
と
い
う
詩

を
組
み
立
て
る

l
単
位
-

小
道
具
と
し
て
活
用
し
た
の
で
あ
る
o

意
識
化
と
い
え
ば
､
ま
た
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
o

漢
魂
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
措
寓

(亀
山
)

⑬
育
育
園
中
葵
-

朝
露
待
日
晴

-

陽
春
布
徳
揮

-

寓
物
生
光
輝
-

常
恐
秋
節
至
-

梶
黄
華
菓
表
-

百
川
到
東
海

-

何
時
復
西
帝
-

少
壮
不
努
力
-

老
大
徒
悲
傷
-

青
青
た
る
園
中
の
葵

朝
露

日
を
待
ち
て
晴
-

陽
春

徳
津
を
布
き

寓
物

光
輝
を
生
ず

常
に
恐
る

秋
節
の
至
-

堤
黄
し
て
華
葉
の
表
う
る
を

百
川

東
海
に
到
-

何
れ
の
暗
に
か
復
た
西
に
締
る

少
壮
に
し
て
努
力
せ
ず
ん
は

老
大
し
て
徒
ら
に
悲
傷
せ
ん

(長
歌
行
二
首
英
一
)

9

こ
こ
で
は
､
楽
府

｢
長
歌
行
｣
に
一
般
的
な
主
題
で
あ
る

｢
人
生

の
は
か
な
さ
｣
と
い
う
観
念
を
､
三
つ
の
諺
的
な
自
然
描
寓
に
よ
っ

て
､
寓
人
の
嗣
得
で
き
る
よ
う
な
か
た
ち
で
示
し
､
そ
れ
を
論
操
と

し
て
､
結
句

｢少
壮
に
し
て
努
力
せ
ず
ん
ば
､
老
大
し
て
徒
ら
に
悲

傷
せ
ん
｣
を
導
き
出
す
と
い
-
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た

諺
的
な
自
然
描
寓
自
腹
は
､

『
詩
経
』
か
ら
漠
魂
の
詩
ま
で
､
ま
ん
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べ
ん
な
-
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
そ
の
は
じ
め
は
や
は
り
無
意
識

の
-
ち
に
人
間
の
側
に
ひ
き
よ
せ
ら
れ
た
自
然
で
あ
-
､
長
い
時
間

を
経
る
う
ち
に
､
や
が
て
諺
と
し
て
習
俗
化
し
固
定
化
し
て
い
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
0
そ
れ
も
寓
意
的
自
然
措
寓
の

1
種
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
が
､
こ
こ
で
は
そ
れ
を
三
つ
塵
み
か
け
､
諺
的
表
現
の
比

喰
性
を
意
識
的
に
強
調
し
た
の
で
あ
る
｡

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
ま
で
､
詩
の
冒
頭
に
出
て
-
る
寓
意
的
自
然
措

寓
に
範
囲
を
し
ぼ
っ
て
､
み
て
き
た
わ
け
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
意
識

化
と
い
う
鮎
か
ら
す
れ
ば
､
わ
か
-
易
い
例
で
あ

っ
た
と
思
う
｡
も

ち
ろ
ん
､
例
を
冒
頭
に
限
る
必
要
は
な
い
の
だ
が
､
そ
れ
を
全
段
の

代
表
と
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
､
別
段
不
都
合
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
そ
こ
で
､
こ
-
し
た
寓
意
的
自
然
措
寓
が
で
て
き
た
と
き
､

受
け
手
の
側
に
立

っ
て
考
え
る
な
ら
ど
-
で
あ
ろ
う
か
｡
受
け
手
は

そ
こ
で
､

l
瞬
立
ち
ど
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
-
O

そ
し
て
そ

こ
か
ら
あ
る
観
念
を
抽
象
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ

れ
に
伴
う
こ
こ
ろ
よ
い
抵
抗
感
に
､
こ
れ
ら
の
表
現
の
効
果
は
求
め

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
-
0

(抵
抗
が
あ
ま
-
演
-
て
は
董
無
し
で
あ
る
｡

叙
景
の
す
ぐ
次
に
そ
れ
と
固
-
結
び
つ
-
人
間
の
表
現
が
き
て
､
叙

景
の
意
味
の
な
ぞ
と
き
を
す
る
の
は
､
抵
抗
が
強
す
ぎ
な
い
た
め
の

保
障
で
あ
ろ
う
か
｡

だ
が
弱
す
ぎ
て
も
お
も
し
ろ
-
な
い
｡
)

物
に

感
じ
て
こ
こ
ろ
を
う
た
う
と
い
-
人
間
に
と

っ
て
は
自
然
な
意
識
の

流
れ
､
そ
れ
に
沿
い
な
が
ら
も
作
者
は
著
者
を
､
叙
景
の
比
愉
性
を

演
-
主
張
す
る
こ
と
に
よ
-
､
自
分
の
意
固
す
る
方
向
に
巧
み
に
ひ

っ
は

っ
て
い
-
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
作
者
の
計
算
で
あ
る
｡
と
こ
ろ

で
､
そ
う
し
た
数
巣
を
生
む
作
者
の
計
算
と
は
何
か
｡
そ
こ
に
は
い

か
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
す
る
の
か
｡

お
そ
ら
く
作
者
は
ー
眼
前
の
自
然
か
ら
観
念
を
抽
象
す
る
と
い
う

圏
式
伽
の
段
階
は
､
す
で
に
越
え
て
い
る
｡
そ
の
段
階
を
ふ
ま
え
た

う
え
で
'
自
然
か
ら
観
念
を
抽
象
す
る
の
と
は
逆
に
､
観
念
か
ら
出

襲
し
､
観
念
を
具
象
化
す
る
た
め
に
自
然
を
利
用
す
る
と
い
う
段
階

に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
圏
式
伽
の
矢
印
を
､
ち
ょ
う
ど

逆
に
た
ど
る
こ
と
に
な
る
｡

10
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こ
の
よ
う
に
頚
想
の
順
序
を
逆
韓
さ
せ
る
こ
と
が
､
す
な
わ
ち
擬

人
化
と
い
う
思
考
法
の
基
本
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

属
目
の
自
然
に
人
間
の
比
愉
象
徴
を
求
め
る
､
言
い
か
え
れ
ば
現

資
の
自
然
に
人
間
を
投
影
す
る
叫
か
ら
､
人
間
に
あ
わ
せ
て
自
然
を

取
捨
選
揮
す
る
㈲
へ
の
進
展
｡

そ
れ
は
す
な
わ
ち
､
自
然
と
人
間

の
類
比
関
係
と
い
う
座
標
軸
の
定
着
を
意
味
す
る
｡
そ
し
て
そ
の
座

標
軸
の
う
え
に
新
た
な
創
造
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
と
き
､
や
が
て
は

｢
呼
嵯
篇
｣
の
ご
と
き
寓
意
詩
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
｡

あ
る
｡
そ
れ
も

一
種
の
興
的
表
現
と
い
え
る
の
だ
が
､
擬
人
化
と
い

う
面
か
ら
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
-
か
｡
と
も
か
-
ま
ず
､

い
-
つ
か
の
例
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

〔
二
の
二
〕

詩
の
内
容
全
隆
の
比
倫
･象
徴
と
し
て
の
寓
意
的

自
然
措
寓
～

㈲
の
充
賓
-

前
章
で
み
た
の
は
､
ひ
と
つ
の
観
念
を
ひ
き
出
す
た
め
に
置
か
れ

た
､
つ
ま
-
あ
る
観
念
と
の
結
び
つ
き
が
意
圏
的
に
強
調
さ
れ
た
寓

意
的
自
然
措
寓
だ
っ
た
｡
が
､
人
間
の
事
象
を
う
た
う
に
先
だ
っ
て

自
然
を
え
が
-
と
い
-
構
成
は
同
じ
で
も
､
そ
の
冒
頭
の
自
然
措
寓

が
､
次
に
う
た
わ
れ
る
内
容
全
鰻
を
比
噴
､
象
徴
し
て
い
る
場
合
が

藻
親
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
措
寓

(亀
山
)

⑭
孔
雀
東
南
飛
-

五
里

一
俳
御
-

十
三
能
織
素

十
四
寧
裁
衣

十
五
弾
垂
模

十
六
涌
詩
書

十
七
馬
君
婦

心
中
常
苦
悲

孔
雀

東
南
に
飛
び

五
里

一
た
び
俳
御
す

き
ぬ

十
三

能
-
素
を
織
-

十
四

衣
を
裁
つ
を
学
ぶ

十
五

重
篠
を
弾
き

十
六

詩
書
を
諭
す

十
七

君
が
婦
と
馬
-

心
中

常
に
苦
悲
す

(籍
焦
仲
卿
妻
作
)

以
下
､
主
人
公
の
結
婚
後
の
人
生
が
う
た
い
つ
が
れ
て
い
く
が
､

そ
の
だ
い
た
い
の
内
容
は
､
詩
に
付
さ
れ
た
序
文
か
ら
窺
-
こ
と
が

で
き
る
｡
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文
筆
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第
三
十

一
班

浜
末
の
建
安
中
'
底
江
府
の
小
吏
仲
卿
の
妻
劉
氏
は
､
仲
卿
の

千

母
の
造

る
所
と
馬
-
､
自
ら
誓

っ
て
嫁
せ
ず
｡
其
の
家
之
に
逼
る

く
ぴ
く
く

つく

や
､
乃
ち
庭
樹
に
綴
る
.
時
人
之
を
傷
み
､
詩
を
烏
-
て
爾
云
う
O

と
す
れ
ば
､
こ
う
し
た
内
容
の
冒
頭
に
お
か
れ
た
二
句

｢
孔
雀
東

南
に
飛
び
､
五
里

一
た
び
排
御
す
｣
は
､
離
別
し
た
夫
婦
の

一
方
が

一
方
を
求
め
る
さ
ま
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
こ
の
詩

の
主
題
を
､
ま
ず
冒
頭
で
集
約
化
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡

⑮
盤
盤
山
転
石
-

親
親
澗
底
蓬

-

我
本
泰
山
人

何
爵
客
海
東

(中
略
)

仰
天
長
歌
息

思
想
懐
故
邦

盤
盤
た
る
山
鮫
の
石

親
親
た
る
澗
庇
の
蓬

ち

我
は
本
と
泰
山
の
人
な

る
に

何
為
れ
ぞ
海
東
に
客
た

る

天
を
仰
い

で
長
歎
息
しな

つか

思
い
憩
い

て
故
邦
を
懐
し
む

.,カだ

爽
樟
何
所
志

梓
に
乗
-
て
何
の
志
す
所
ぞ

あ
あ

呼
嵯
我
孔
公

呼
嵯

我
が
孔
公

(曹
植

･
盤
石
篇
)

こ
こ
で
は
起
二
句

｢
盤
盤
た
る
山
鹿
の
石
ー
親
親
た
る
澗
底
の
蓬
｣

で
､
ひ
と
と
こ
ろ
に
動
か
な
い
石
と
襲
樽
極
ま
-
な
い
蓬
と
を
封
比

し
､
そ
れ
に
よ
っ
て
人
生
の
ふ
た
つ
の
あ
-
方
を
暗
示
し
た
｡
そ
し

て
､
第
三
句
以
下
で
は
､
こ
ん
ど
は
具
鮭
的
に
､
海
上
を
さ
す
ら
う

旋
人
の
心
情
が
え
が
か
れ
て
い
く
｡
そ
う
し
た
あ
て
ど
も
な
い
旗
の

暮
し
を
､
第
二
句
の
澗
底
の
蓬
は
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
-
'
第

一

句
の
山
殿
の
石
は
ー
そ
ん
な
暮
し
を
す
る
旋
人
と
は
正
反
封
の
も
の

と
し
て
､
そ
れ
を
際
だ
た
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

⑯
浮
洋
寄
清
水
｣

浮
薄

清
水
に
寄
-

随
風
東
西
流
｣

風
に
随
い
て
東
西
に
流
る

結
髪
鮮
蕨
親

結
髪

厳
親
を
解
し

つれ
あ
い

朱
鳥
君
子
仇

来
た
-
て
君
子
の
仇
と
為
る

.(I/･,,J･ヽ

情
動
在
朝
夕

情
動
す
る
こ
と
朝
夕
に
在
-
L
に

12



無
端
獲
罪
尤

端
無
-
も
罪
尤
を
獲

(曹
植

･
浮
薄
篇
)

こ
れ
は
建
安
詩
に
よ
-
み
ら
れ
る
､
い
わ
ゆ
る
棄
婦
の
情
を
う
た

っ
た
詩
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
は
じ
め
は
睦
ま
じ
い
生
活
だ
っ
た
の

に
時
と
と
も
に
夫
の
心
は
別
の
女
に
移
-
､
妻
は
ひ
と
-
契
し
か
っ

た
日
々
を
思
い
出
し
っ
つ
､
現
在
の
悲
し
い
境
遇
に
胸
を
痛
め
て
い

る
と
い
う
の
が
､
第
三
句
以
下
の
だ
い
た
い
の
内
容
で
あ
る
｡
そ
う

し
た
妻
の
姿
を
起
二
句

｢浮
薄
清
水
に
寄
-
､
風
に
随
い
て
東
西
に

流
る
｣
が
集
約
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
は
､

l
漬
し
て
明
ら
か

で
あ
ろ
う
｡
な
お
､
こ
の

｢浮
薄
篇
｣
は
､
先
に
畢
げ
た
同
じ
曹
植

の
作
品
⑪

｢
種
蔦
篇
｣
と
､
内
容
的
に
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に

一
致
す

る
も
の
で
も
あ
る
｡
た
だ
､
冒
頭
の
表
現
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
わ

け
で
､

｢
種
葛
篇
｣
の

｢
種
葛
南
山
下
､
葛
蔓
日
成
陰
｣
が
､
次
に

-
る

｢婚
｣
と
い
う
言
葉
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
つ
か
わ
れ
た
､

あ
-
ま
で
主
文
に
従
属
す
る
小
道
具
で
あ

っ
た
の
に
勤
し
､
こ
こ
で

の
胃
頚
の
叙
景
は
､
以
下
の
表
現
全
鮭
と
重
層
的
に
関
係
し
て
､
表

漢
魂
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
描
寓

(亀
山
)

現
に
厚
み
を
加
え
る
と
い
う
教
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
以
上
挙
げ
た
例
に
お
い
て
は
､
自
然
と
人
間
の
類
比
関
係

自
鮭
が
､
詩
を
構
成
す
る
大
き
な
桂
と
な
っ
た
と
い
え
よ
-
｡
も
ち

ろ
ん
､

『詩
経
』
で
も
､
自
然
と
人
間
の
類
比
た
る

へ
興
)
の
技
法

が
､
詩
を
支
え
る
基
本
に
あ

っ
た
が
､
こ
こ
で
は
､
人
間
の
表
現
の

方
が
は
る
か
に
複
薙
周
到
な
も
の
と
な
-
､
冒
頭
の
叙
景
は
､
そ
れ

に
括
抗
し
得
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な
っ
た
の
で
あ

る
｡
こ
れ
は
､
自
然
と
人
間
の
類
比
関
係
そ
の
も
の
の
充
寛
を
意
味

す
る
で
あ
ろ
う
し
､
あ
る
い
は
ま
た
､
興
的
表
現
を
詩
の
複
雑
化
と

い
う
新
し
い
局
面
に
､
よ
-
高
度
な
し
か
た
で
適
癒
さ
せ
る
こ
と
で

も
あ

っ
た
だ
ろ
う
｡

(詩
の
飛
躍
的
な
考
展
の
中
で
､

(
輿
)
を
そ

の
ま
ま
受
け
鮭
ぐ
だ
け
で
は
､
そ
れ
は
詩
の
小
道
具
に
縮
小
さ
れ
ざ

る
を
得
な
い
｡)

そ
れ
は
や
は
-
､

自
然
を
擬
人
的
に
あ
つ
か
う
こ

(5
)

と
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
進
展
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る

｡

し
か
し
な
が
ら
､
そ
れ
を
あ
ま
-
強
調
し
す
ぎ
る
わ
け
に
も
い
か

な
い
｡
⑬

｢
浮
薄
篇
｣
な
ど
､
冒
頭
の
二
句
は
､
比
較
的
よ
く
第
三

句
以
下
の
内
容
全
鰻
と
響
き
あ
-
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
し
て
い
る
が
､

⑭

｢為
焦
仲
卿
妻
作
｣
⑮

｢
盤
石
篇
｣
で
は
ー
冒
頭
の
印
象
は
あ
ま

13
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第
三
十

一
射

り
強
-
尾
を
ひ
か
な
い
｡

あ
る
い
は
作
者
は
こ
こ
で
は
､
冒
頭
の
叙

景
に
そ
れ
ほ
ど
の
強
い
効
果
を
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
｡
よ
-
考
え
れ
ば
以
下
の
表
現
と
重
な
-
あ
う
の
だ
が
､
詩
の

入
-
口
と
し
て
､
な
ん
と
な
-
気
分
的
に
納
得
し
て
次
に
読
み
進
め

ば
よ
い
ぐ
ら
い
の
軽

い
意
味
も
､
冒
頭
の
叙
景
に
は
あ

っ
た
よ
う
に

田
,3
う
｡(な

ぜ
'
簡
単
に
､
気
分
的
に
納
得
し
て
詩
に
入
っ
て
ゆ
け
る
の

か
と
い
う
こ
と
が
､
蜜
は
重
要
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
寓
意
的
自
然
描

寓
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
｡
が
､
そ
れ
に

つ
い
て
は
後
に
解
れ
よ
-
｡
)

類
比
関
係
そ
の
も
の
の
充
寛
と
い
っ
た
が
､
こ
こ
で
は
そ
れ
が
ま

だ
､
人
間
の
側
だ
け
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を
よ
-
完

全
な
も
の
と
す
る
に
は
､
や
は
-
自
然
の
側
で
も
､
表
現
を
何
ら
か

の
方
法
で
充
資
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
方
法
と
し
て
は
､

自
然
描
寓
の
方
を
､
人
間
の
表
現
に
即
し
て
量
的
に
城
大
す
る
こ
と

が
､
ま
ず
考
え
ら
れ
よ
う
｡
次
に
あ
げ
る
曹
植
の

｢棄
婦
篤
｣
は
､

そ
の
例
と
し
て
理
解
で
き
る
作
品
で
あ
る
｡

⑰
石
橋
植
前
庭

緑
葉
揺
標
育

丹
華
灼
烈
烈

耀
彩
有
光
条

光
栄
嘩
流
離

可
以
虞
淑
蛋

有
鳥
飛
来
集

村
巽
以
悲
鳴

悲
鳴
夫
何
為

丹
華
賓
不
成

据
心
長
歎
息

無
子
皆
野
寧

(中
略
)

収
涙
長
欺
息

何
以
負
紳
蛋

招
播
待
霜
露

右
傾

前
庭
に
植
う

緑
葉

漂
青
を
格
が
す

丹
華

約
と
し
て
烈
烈

堆
彩

光
栄
有
-

光
栄

嘩
と
し
て
流
離
し

以
て
淑
要
を
庭
ら
し
む
可
し

と
ど

鳥
有
り

飛
び
乗
-
て
集
ま
-

巽
を
折

っ
て
以
て
悲
鳴
す

な
ん
す

悲

鳴

夫
れ
何
為
れ
ぞ

丹
華

貴
成
ら
ざ
れ
ば
な
-

む
ね

う

心
を
滑
っ
て
長
歌
息
す

子
無

-
ん
ば
常
に
蹄
寧
す
べ
し

涙
を
収
め
て
長
歎
息
すそ

む

何
を
以
て
か
両
室
に
負
か
ん
や

招

括

霜
露
を
待
つ
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何
必
春
夏
成

何
ぞ
必
ず
し
も
春
夏
に
成
ら
ん

晩
種
馬
良
寛

晩
榛
は
良
寛
馬

-し
ば
ら

厳
君
且
安
寧

願
わ
-
は
君

且

-安
寧
な
れ

こ
こ
で
は
作
者
は
､
擬
人
化
と
い
-
思
考
法
を
駆
使
し
て
､
冒
頭

の
叙
景
を
大
幅
に
演
大
さ
せ
た
｡
そ
れ
は
､
後
半
第
十

一
句
以
下
で

う
た
う
､
子
が
で
き
な
い
が
故
に
棄
て
ら
れ
た
妻
の
こ
と
を
､
美
し

-
茂
-
花
咲
い
て
も
賓
を
つ
け
な
い
石
橋
と
い
う
自
然
に
よ
っ
て
､

よ
-
周
到
に
形
象
化
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
明
ら
か
な
意
圏
に
よ
る

も
の
と
み
て
よ
い
O
そ
の
た
め
に
作
者
は
､
自
然
と
人
間
の
あ
い
だ

を
自
由
に
往
来
し
､
み
ず
か
ら
の
意
園
に
か
な
っ
た
自
然
を
人
工
的

に
つ
-
-
出
し
た
｡

(同
様
に
理
解
で
き
る
例
と
し
て
は
､
後
出
⑳
､

曹
根
の

｢薙
詩
六
首
其
二
｣
が
あ
る
｡)

さ
て
､
こ
の
よ
う
な
方
向
に
冒
頭
の
叙
景
を
損
大
し
て
い
-
と
､

そ
れ
は
必
然
的
に
､
そ
れ
ま
で
人
間
の
表
現
に
従
属
し
て
い
た
叙
景

の
地
位
を
ひ
き
あ
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
叙
景
の
演
大
は
､
人
間
の

表
現
を
包
み
こ
む
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
い
-
.
冒
頭
の
叙
景
は
､
こ

-
し
て
寓
意
表
現
と
し
て
首
尾
完
結
す
る
傾
向
を
示
し
は
じ
め
る
の

漢
魂
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
描
寓

(亀
山
)

で
あ
る
｡

と
す
れ
ば
次
に
-
る
の
は
何
か
｡
言
う
ま
で
も
な
く
､
人

間
の
表
現
の
前
提
で
な
い
､
人
間
の
表
現
に
よ
る
な
ぞ
と
き
を
必
要

と
し
な
い
､
そ
れ
の
み
で
猫
立
し
た
寓
意
的
自
然
描
寓
す
な
わ
ち
寓

意
詩
で
あ
る
O

〔
三

〕

寓
意
的
自
然
措
寓
を
主
要
素
と
し
て
成
-
立
つ
詩

こ
れ
ま
で
は
､
自
然
と
人
間
を
額
比
さ
せ
た
表
現
-

興
的
表
現

-

に
焦
鮎
を
し
ぼ
っ
て
､
や
が
て

｢
呼
嵯
篇
｣
の
表
現
に
つ
な
が

る
で
あ
ろ
う
寓
意
的
自
然
描
寓
の
進
展
を
､
段
階
づ
け
て
み
た
｡
そ

れ
は
簡
単
に
い
え
ば
､
自
然
の
比
境
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
意
識
的
な
利

用
の
進
展
を
た
ど
-
､
そ
の
境
大
化
の
延
長
上
に
､
寓
意
詩
の
出
現

を
想
定
す
る
も
の
で
あ

っ
た
O

だ
が
､
寓
意
詩
を
み
ち
ぴ
き
出
す
も
の
と
し
て
､
わ
れ
わ
れ
は
､

も
う
ひ
と
つ
別
の
表
現
の
流
れ
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡
と
い

う
の
は
'

一
見
寓
意
詩
と
み
ま
が
う
'
人
間
化
さ
れ
た
自
然
措
寓
の

み
で
成
-
立
つ
詩
が
､
湊
代
の
作
品
中
に
か
な
-
多
-
み
つ
か
る
の
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一
桝

で
あ
る
｡

そ
れ
ら
は
ま
だ
寓
意
詩
と
呼
ぶ
に
は
不
充
分
な
作
品
で
あ

-
､
そ
の
前
段
階
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
と
え
ば

次
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
｡

⑬
南
山
石
鬼
鬼

松
柏
何
離
離

上
枝
排
青
雲

中
心
十
教
園

洛
陽
頚
中
梁

松
樹
病
自
悲

斧
鋸
戟
是
松

松
樹
東
西
推

(中
略
)

本
是
南
山
松

今
馬
宮
殿
梁

南
山

石

見
見
た
-

松
柏

何
ぞ
離
離
た
る

上
枝
は
青
雲
を
排

い

中
心

十
教
圃

洛
陽

中
梁
を
草
し

ひそ

松
樹

病
か
に
自
ら
悲
し
む

tぎ

斧
鋸
も
て
是
の
松
を
哉
-

く
だ

松
樹

東
西
に

椎
か
る

本
と
是
れ
南
山
の
松
な
る
に

今
は
宮
殿
の
梁
と
馬
る

(艶
歌
行
二
首
英
二
)

こ
こ
で
は
､
南
山
に
高
-
そ
び
え
て
い
た
松
が
切
-
倒
さ
れ
て
､

都
の
宮
殿
の
梁
と
さ
れ
た
こ
と
が
､
あ
た
か
も

一
人
の
人
間
の
運
命

を
語
る
か
の
よ
う
な
調
子
で
う
た
わ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
松
を
人
間

化
し
た
作
品
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
何
の
た
め
の
人
間
化
な
の
か
､

考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
｡
つ
ま
-
そ
れ
は
､
あ
る
人
間
を
表
現
す

る
と
い
う
意
国
の
も
と
に
､
自
然
を
人
工
的
に
再
編
成
す
る
も
の
な

の
か
ど
う
か
｡

(も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
､
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
寓

意
詩
と
呼
ぼ
う
｡
)

お
そ
ら
-
作
者
に
は
､
ま
だ
そ
こ
ま
で
の
意
識
は
な
か

っ
た
で
あ

ろ
う
｡
前
に
､
自
然
を
描
-
こ
と
そ
れ
自
腹
が
猪
立
し
た
債
値
を
も

つ
､

い
わ
ゆ
る
純
粋
な
叙
景
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
ず

っ
と
後
の
こ
と

で
､
そ
れ
ま
で
は
､
ど
こ
か
に
人
間
と
の
つ
な
が
-
が
顕
在
化
さ
れ

な
い
限
-
､
叙
景
は
存
在
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
､
と
書

い
た
が
､
そ

の
顕
在
化
の
方
法
と
し
て
は
､
は
じ
め
に
叙
景

つ
ぎ
に
人
間
の
表
現

と
い
う
構
成
を
と
る
こ
と
の
ほ
か
に
､
自
然
を
人
間
に
ひ
き
よ
せ
て

解
樺
L
t
人
間
的
に
襲
形
す
る
と
い
う
こ
と
も
､
意
外
に
早
-
か
ら

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
0
要
す
る
に
､
人
間
的

な
意
味
づ
け
の
で
き
な
い
自
然
は
､
普
初
､
興
味
の
封
象
と
は
な
ら
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な
か
っ
た
は
ず
で
､
こ
こ
で
は
､
そ
う
し
た
自
然
の
あ

っ
か
い
方
の

ひ
と
つ
と
し
て
の
自
然
の
人
間
化
の
域
を
､
あ
ま
-
出
て
い
な
い
と

(9
)

考
え
る
方
が
よ
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ

る

｡

(幼
兄
が
自
然
物
の
こ

と
を
､
あ
た
か
も
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
話
す
や
-
方
を
､
思
い

出
せ
ば
よ
い
か
も
知
れ
な
い
｡
そ
れ
を
寓
意
と
呼
ぶ
こ
と
は
､
も
と

よ
-
不
可
能
で
あ
る
｡
)

わ
れ
わ
れ
は
､
こ
う
し
た
表
現
か
ら
寓
意
詩

へ
と
い
う
流
れ
を
ー

興
的
表
現
か
ら
寓
意
詩

へ
と
い
う
流
れ
に
並
行
さ
せ
て
､
考
え
て
お

-
必
要
が
あ
る
｡
だ
が
そ
れ
は
､
ど
の
よ
う
に
し
て
寓
意
詩

へ
と
近

づ
い
て
い
-
の
だ
ろ
う
か
｡

い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
､
こ

こ
で
は
､
自
然
を
人
間
化
す
る
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
ー

遊
戯
性
の

表
面
化
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
み
た
い
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

⑬

｢
艶
歌
行
二
首
英
二
｣
に
し
て
も
､
作
者
が
自
然
に
人
間
の
顔

ヽ
ヽ

つ
き
を
さ
せ
る
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
に
気
付
い
て
い
る
こ
と
は
､
ほ

ぼ
確
寅
で
あ
ろ
う
｡
と
す
れ
ば
､
い
ず
れ
そ
こ
か
ら
､
そ
の
お
も
し

ろ
さ
を
狙
い
と
し
た
作
品
が
で
て
-
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
-
0

た

⑲
橘
柚
垂
華
章

橘
柚

華
寛
を
垂

れ

漠
魂
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
措
寓

(亀
山
)

乃
在
探
山
側

乃
ち
深
山
の
側
に
在
-

聞
君
好
我
甘

君
の
我
が
甘
き
を
好
む
を
聞
き

ひ
そ

滴
猫
白
鷹
飾

鶴
か
に
猪
-
自
ら
離
飾
す

ゆだ

委
身
玉
盤
中

身
を
玉
盤
の
中
に
委
ね

ね
か

歴
年
巽
見
食

歴
年

食
さ
れ
ん
こ
と
を

巽

う

(古
詩
三
首
英

一
)

｢
君
の
我
が
甘
き
を
好
む
を
聞
き
､
縮
か
に
濁
-
自
ら
離
飾
す
O

身
を
玉
盤
の
中
に
委
ね
､
歴
年
食
さ
れ
ん
こ
と
を
巽
-
｣
と
い
-
言

い
方
は
､
⑬
の
松
に
-
ら
べ
､
人
間
化
は
は
る
か
に
巧
妙
に
な

っ
て

い
る
と
い
わ
ね
は
な
る
ま
い
｡
こ
こ
ま
で
-
る
と
､
男
を
ま
つ
女
の

心
情
を
表
現
す
る
た
め
の
自
然
の
人
間
化
な
の
か
､
橘
柚
を
え
が
-

手
段
と
し
て
の
人
間
化
な
の
か
､
ど
ち
ら
と
も
言
い
難

い
し
､
ま
た
､

ど
ち
ら
で
も
よ
い
｡
重
要
な
の
は
､
こ
の
詩

の
中
心
､
自
然
を
人
間

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

化
す
る
と
い
う
こ
と
の
背
後
に
､
な
ぞ
か
け
と
な
ぞ
と
き
と
い
う
作

者
の
あ
そ
び
の
精
両
が
大
き
-
作
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
だ
｡

こ
の
よ
う
に
､
自
然
を
い
か
に
巧
み
に
人
間
化
す
る
か
と
い
う
あ
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そ
び
の
精
神
に
支
え
ら
れ
た
作
品
が
､
漠
か
ら
親
に
か
け
て
､
は
か

(7
)

に
も
い
-
つ
か
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
､
寓
意

的
自
然
描
寓
が
､
表
現
と
し
て
の
資
質
的
な
成
長
を
と
げ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
に
は
､
ほ
と
ん
ど
疑
い
の
飴
地
は
あ
る
ま
い
O
そ
し
て
､
そ

の
こ
と
が
ま
た
､
寓
意
詩

｢
町
嵯
篇
｣
の
表
現
を
準
備
し
て
い
っ
た

で
あ
ろ
う
｡

さ
て
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
が
､
建
安
の
七
子
の
ひ
と
-
劉
積

で
あ
る
｡
劉
槙
に
は
､
自
然
を
人
間
化
し
て
あ
つ
か
う
こ
と

へ
の
晴

好
が
あ

っ
た
よ
う
で
､

『
戒
叫文
類
衆
』
に
は

｢
木
部
｣
と

｢
軍
部
｣(8

)

に
各

一
首
､
⑲
に
類
し
た
作
品
が
､
不
完
全
な
が
ら
侍
わ
っ
て
い
る
.

が
､
注
目
さ
れ
る
の
は
そ
れ
で
は
な
-
､

『
文
選
』
巻
二
十
四
に
収

め
ら
れ
た

｢
胆
徒
弟
三
首
｣
で
あ
る
o
そ
こ
で
は
､
第

7
首
で
､
深

い
津
に
ひ
と
し
れ
ず
茂
る
清
ら
か
な
灘
藻
が
､
第
二
首
で
､
展
冬
の

強
風
や
水
雲
に
も
め
げ
ず
､
緑
を
た
た
え
て
山
上
に
力
強
-
立
つ
松

む
九

が
､
第
三
首
で
､
黄
雀
と

葦

い

る
の
を
差
じ
て
､
猫
-
南
練
で
来
儀

す
る
時
を
待
つ
鳳
風
が
､
え
が
か
れ
て
い
る
｡
第
二
首
を
挙
げ
て
み

よ

う
｡

⑳
亭
宇
山
上
松

宏
宏
谷
中
風

風
琴

一
何
盛

松
枝

一
何
勤

水
雲
正
俊
倭

終
歳
常
端
正

量
不
曜
凝
寒

松
柏
有
本
性

亭
亭
た
る
山
上
の
松

葱
宏
た
る
谷
中

の
風

ひ
と

風
琴

T
Jえ
に
何
ぞ
盛
ん
な
る

ひ
と

松
枝

一
え
に
何
ぞ
動
き

氷
雪

正
に
懐
棲
た
る
に

終
歳

常
に
端

正
た
-

あ

岩

に

凝
寒
に
躍

わ
ざ
ら
ん
や

松

柏

本
性
有
-

こ
こ
に
は
も
は
や
遊
戯
性
は
み
あ
た
ら
な
い
｡

こ
れ
が
徒
弟
の
す

ぐ
れ
た
人
格
を
た
た
え
､
あ
わ
せ
て
作
者
劉
櫨
の
理
想
を
具
象
化
し

た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
｡
つ
ま
-
こ
こ
で
は
､
作
者
は
､

あ
る
人
間
を
寓
す
る
と
い
う
明
ら
か
な
意
園
を
も
っ
て
､
自
然
を
人

間
化
し
て
い
る
o

(た
だ
し
､
第
三
首

の
場
合
､
鳳
風
は
も
と
も
と

空
想
上
の
鳥
で
､
と
い
-
こ
と
は
､
も
と
も
と
人
間
精
神
の
表
現
と

し
て
創
造
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
､
こ
こ
で
同
列
に
あ
つ
か
-
こ
と
は

で
き
な
い
｡
)
こ
れ
は
は
っ
き
-
と
寓
意
詩
と
呼
べ
る
作
品
で
あ
る
｡

あ
る
い
は
ま
た
､
こ
の
詩
は
､
前
章
で
み
た
興
的
表
現
に
お
け
る
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寓
意
的
自
然
措
寓
の
､
進
展
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き

る
.
す
な
わ
ち
､
人
間
の
奨
わ
ら
ぬ
節
操
の
比
境
と
し
て
､
こ
う
し

た
松
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
る
こ
と
は
､

『
論
語
』
以
来
虞
-
お
こ
な

わ
れ
て
お
-
､
そ
の
意
味
で
の
自
然
と
人
間
の
類
比
関
係
は
定
着
し

て
い
た
D
L
か
し
こ
こ
で
は
､
そ
の
類
比
関
係
を
利
用
し
て
､
人
間

の
内
面
に
封
鷹
す
る
よ
う
に
自
然
を
再
編
成
し
､
そ
れ
の
み
で

一
篤

の
詩
が
完
結
す
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
言
い
か
え
る
な

ら
､
自
然
の
擬
人
化
と
い
う
表
現
技
法
を
､
寓
意
詩
と
い
う
様
式
に

ま
で
高
め
､
ひ
と
-
だ
ち
さ
せ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡

と
い
う
と
こ
ろ
で
､
次
に
は
い
よ
い
よ

｢
呼
嵯
篇
｣
の
検
討
に
は

い
る
｡
が
､
そ
の
前
に
､
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
例
全
鰹
に
関
し
て
､

ど
う
し
て
も
解
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
｡

そ
れ

は
､
寓
意
的
自
然
措
寓
と
は
基
本
的
に
､
作
者
の
個
別
的
な
想
念
を
､

ヽ
ヽ

な
ま
の
ま
ま
に
表
現
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

た
と
え
ば
､
う
た
の

(
枕
)
と
し
て
の
寓
意
的
自
然
括
寓
や
全
鮭

の
比
喰

･
象
徴
と
し
て
の
寓
意
的
自
然
措
寓
で
あ
る
が
､
わ
れ
わ
れ

現
代
の
読
者
が
そ
こ
か
ら
受
け
る
の
は
､
正
直
な
と
こ
ろ
､
類
型
的

牧
貌
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
措
寓

(亀
山
)

で
形
骸
化
さ
れ
た
表
現
と
い
う
印
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
だ
が
､

ま
さ
に
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
重
要
な
の
で
あ
る
｡

｢
人
間
と
は
教
え
ら

(9
)

れ
る
よ
-
思
い
出
さ
せ
ら
れ
る
方
を
好
む
も
の
｣
で
あ
る
O
寓
意
的

自
然
措
寓
は
､
別
に
常
套
句
た
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
､
そ
れ
ど
こ

ろ
か
､
逆
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
､
詩
に
安
定
感
を
あ
た
え
､
読
者

に
は
安
心
し
て
詩
の
中
に
入
っ
て
こ
れ
る
よ
う
に
す
る
｡
表
現
者
と

受
容
者
と
の
連
帯
感
を
保
謬
す
る
の
が
､
寓
意
的
自
然
描
寓
な
の
で

あ
る
｡
今
こ
こ
で
み
た
自
然
を
人
間
化
す
る
こ
と
に
お
け
る
遊
戯
性

に
し
て
も
､
そ
-
し
た
連
帯
感
を
基
礎
と
し
て
こ
そ
成
-
立
つ
の
で

あ
-
､
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
と
こ
ろ
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
は
､

言
う
ま
で
も
な
い
O

こ
れ
は
､
寓
意
詩

一
般
を
考
え
る
う
え
で
も
､
是
非
と
も
確
認
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
｡

そ
れ
と
関
連
し
て
､
こ
う
し
た
寓
意
的
自
然
措
寓
を
寛
際
に
活
用

し
て
い
る
場
所
が
､
お
お
む
ね
集
園
で
共
有
さ
れ
る
詩
､
す
な
わ
ち
､

う
た
う
者
と
き
-
者
と
が
同

一
の
地
平
に
立

っ
て
､
感
情
を
分
か
ち

あ
う
よ
う
な
詩
で
あ

っ
た
こ
と
も
､
常
然
と
い
え
ば
普
然
だ
が
､
や

は
-
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
ま
ず
こ
こ
で
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は
､

漠
代
の
古
詩
･古
栗
府
を
多
-
挙
げ
た
が
､

そ
れ
ら
は
こ
と
わ

る
ま
で
も
な
く
､
個
を
停
達
す
る
意
志
の
稀
薄
な
詩
で
あ

っ
た
｡
が
､

そ
の
は
か
に
､
詩
が
個
の
俸
達
の
手
段
と
し
て
の
性
格
を
よ
う
や
-

顕
著
に
示
し
だ
す
建
安
以
降
の
詩
に
つ
い
て
も
､
例
零
し
た
ほ
と
ん

ど
が
楽
府
な
の
で
あ
る
｡
楽
府
も
ま
た
､
第

一
義
的
に
は
､
人
々
に

共
有
さ
れ
る
べ
き
う
た
で
あ

っ
た
O

要
す
る
に
､
寓
意
的
自
然
描
寓
は
､
集
圏
で
共
有
し
得
る
､
あ
る

普
遍
的
な
座
標
軸
を
提
供
す
る
ー
開
か
れ
た
表
現
と
い
-
こ
と
が
で

き
る
｡
そ
し
て
寓
意
詩
は
､
そ
う
し
た
寓
意
的
自
然
描
寓
の
も
つ
性

質
を
､
巧
み
に
利
用
す
る
の
で
あ
る
｡

⑳

｢謄
徒
弟
三
首
英
二
｣
で
い
う
な
ら
ー
徒
弟
を
松
に
寓
す
る
と

い
う
の
は
､
徒
弟
を
普
遍
的
な
座
標
の
上
に
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と

に
な
る
｡
そ
こ
で
は
､
徒
弟
の
個
に
か
か
わ
る
微
妙
な
ひ
だ
は
切
-

す
て
ら
れ
､
か
わ
-
に
新
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
輪
郭
が
際
立
た
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
｡
何
の
た
め
に
-
-
｡
徒
弟
を
あ
る
典
型
の
中
に
族

め
込
む
こ
と
で
､
そ
れ
に
普
遍
的
な
低
値
を
附
輿
す
る
た
め
で
あ
る
O

顎
憩
の
様
式
と
し
て
は
､

｢
呼
嵯
篇
｣
に
つ
い
て
も
､
同
じ
こ
と

が
言
え
る
で
あ
ろ
う
.
た
だ

｢呼
嵯
篇
｣
の
場
合
､
特
筆
す
べ
き
は
､

曹
植
が
寓
意
詩
と
い
う
様
式
を
､
ぎ
-
ぎ
-
の
状
況
に
ま
で
追
い
つ

め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
探

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
.
そ
こ
の
と
こ
ろ

を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
O
曹
植
に
と
っ
て
'
寓
意
詩
と
は
何

で
あ

っ
た
の
か
｡
そ
の
あ
た
-
か
ら
､

｢
呼
嵯
篇
｣
の
検
討
を
は
じ

め
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

〔四
〕

詩
人
の
孤
立
化
と
寓
意
詩

曹
植
ほ
ど
､
そ
の
生
涯
の
前
半
と
後
半
で
き
わ
だ
っ
た
封
照
を
示

す
詩
人
は
､
そ
う
多
-
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

事
は
あ
ま
-

に
も
有
名
だ
が
､
そ
の
生
涯
の
前
半
､
郭
都
に
居
て
､
多
数
の
す
ぐ

れ
た
文
人
た
ち
に
ま
じ
-
､
自
他
と
も
に
許
す
そ
の
中
心
的
存
在
と

し
て
､
己
が
文
学
的
才
能
を
縦
横
に
ふ
る
っ
た
得
意
の
時
期
に
-
ら

べ
､
王
侯
と
し
て
､
都
を
離
れ
て
対
地
を
韓
々
と
す
る
惨
漕
た
る
後

年
の
生
涯
は
､
ま
さ
に
眼
を
お
お
う
ば
か
-
で
あ
る
O
王
侯
と
は
い

え
､
賓
際
は
､
過
酷
な
法
制
に
縛
ら
れ
て
､
日
々
の
生
活
は
不
自
由

き
わ
ま
-
な
く
､

『資
治
通
鑑
』
巻
六
十
九
に
は
､
そ
の
様
子
が
次
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の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

(黄
初
三
年
)
夏
､
四
月
､
郡
城
侯
植
を
立
て
て
郡
城
王
と
為

す
O
是
の
時
､
諸
侯
王
は
皆
寄
地
空
名
に
し
て
其
の
資
無
し
o
王

国
に
は
各
お
の
老
兵
百
飴
人
有
-
て
以
て
守
衛
を
為
し
､
千
里
の

ゆ
る

外
に
隔
紹
し
て
､
朝
碑
を

聴

き

ず
､
馬
め
に
防
輔
監
園
の
官
を
設

ひ
と

け
て
以
て
之
を
伺
察
す
｡
王
侯
の
暁
有
-
と
経
も
匹
夫
に

解

し

-
､

皆
布
衣
馬
ら
ん
と
思
う
も
得
る
能
わ
ず
｡
法
は
既
に
唆
切
に
し
て
､

諸
侯
壬
の
過
悪
日
び
に
聞
ゆ
O

こ
の
時
期
を
通
じ
て
の
曹
棒
の
最
大
の
関
心
事
が
､
中
央
か
ら
し

め
出
さ
れ
､
行
動
の
自
由
と
妻
言
の
場
を
奪
わ
れ
た
自
己
の
立
場
を
､

い
か
に
し
て
回
復
す
る
か
に
あ

っ
た
と
し
て
も
､
何
ら
不
思
議
と
す

る
に
足
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
事
寛
､
そ
の
後
牛
生
に
お
け
る
表
現
活

動
を
み
る
な
ら
､
精
力
の
多
-
が
そ
こ
に
注
が
れ
て
い
る
｡

ま
ず
､
自
己
回
復

の
た
め
の
最
も
直
接
的
な
方
法
と
し
て
は
､
上

疏
が
あ

っ
た
｡
事
あ
る
ご
と
に
出
さ
れ
た
上
疏
は
､
あ
る
い
は
政
治

に
自
ら
参
毒
す
る
こ
と
を
求
め
､
あ
る
い
は
肉
親
と
の
自
由
な
交
際

湊
貌
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
措
寓

(亀
山
)

を
願
う
も
の
で
あ
る
-

｢
求
自
試
表
｣

｢
求
通
説
親
表
｣
等
｡

ま
た
､詩
に
よ

っ
て
そ
れ
を
囲

っ
た
例
も
多

い
｡
た
と
え
ば
ー
｢
責

窮
詩
｣
･
｢
鷹
詔
詩
｣
な
ど
､
文
帝
に
対
し
て
自
己
の
衷
心
を
吐
露
し

て
､
切
賓
で
あ
る
O
だ
が
こ
こ
で
は
､
そ
れ
よ
-
も
後
に
作
ら
れ
た

で
あ
ろ
う

｢
朔
風
詩
｣
を
挙
げ
て
み
る
｡
そ
れ
は
､
飛
蓬
の
イ
メ
ー

ジ
を
用
い
る
例
と
し
て
も
､
注
目
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
｡

㊧
仰
彼
朔
風

用
懐
貌
都

顧
騨
代
馬

傾
忽
北
阻

凱
風
永
至

思
彼
撃
方

願
随
越
鳥

翻
飛
南
和

彼
の
朔
風
を
仰
ぎ

用
っ
て
魂
都
を
懐
う⊥

願
わ
く

は
代
馬
を
静

せ

憶
忽
と
し
て
北
に
眼
か
ん

は
る

凱
風

永
か
に
至
-

彼

の
撃
方
を
思
う

願
わ
-
は
越
鳥
に
随
い

鞘
飛
し
て
南
に
招

け
ん

(第
二
段
略
)

傭
降
千
切

傭
し
て
千
切
を
降
-

仰
登
天
阻

仰
ぎ
て
天
阻
に
登
る
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0

風
親
蓬
飛

風

親
-
て
蓬
飛
び

載
離
寒
暑

千
切
易
陛

天
阻
可
越

昔
我
同
相

今
永
薫
別

㍉

裁
ち
寒
暑
を
離

た
-

の
は

千
切
は
捗
-
易
-

天
阻
は
越
ゆ
可
し

昔

の
我
が
同
袖
は

そ
む

今
や
永
-

重
き
別
れ

ぬ

(第
四
㌧
五
段

略
)

諸
国
を
時

々
と
す
る
詩
人
の
望
郷
の
念
と
､
南
方
の
敵
と
戦

っ
て
､

国
家
の
た
め
に
自
分
の
力
を
壷
-
し
た
い
と
い
う
願

い
を
う
た
-
第

一
段
｡
風
に
飛
ぶ
蓬

の
よ
う
に
､
あ
て
も
な
-
不
安
な
旗
を
す
る
自

分
で
あ
る
が
､
も

っ
と
つ
ら
い
の
は
､
兄
弟
が
は
な
れ
ば
な
れ
に
な

っ
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
第
三
段
｡
こ
れ
も
ま
た
､
現
寛
か
ら
阻
外

さ
れ
た
自
ら
の
現
状
と
､
そ
れ
で
も
な
お
廼
わ
ら
ぬ
忠
誠
心
を
､
四

言
と
い
う
洪
以
来

の
停
銃
と
し
て
ー
個
人
の
想
念
を
衷
か
に
叙
す
る

重

々
し
い
形
式
で
､
訴
え
か
け
た
も
の
で
あ
る
o

し
か
し
､
こ
う
し
た
執
勘
な
ま
で
の

(
逓
志
)
も
､
蓬
に
聴
き
と

ど
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
先
に
引

い
た

『
三
国
志
親
書
十
九

陳
思
王
俸
』
の
し
め
-
-
-
の
部
分
を
'
も
う
少
し
詳
し
-
引
け
ば
､

そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
｡

(大
和
六
年
)
其
の
二
月
､
陳
四
陳
を
以
て
栂
を
封
じ
て
陳
王

つね

と
為
す
､
邑
三
千
五
百
戸
O
植

毎

に

別
見
し
て
猪
談
し
､
時
政
に

こ
いね
が

論
及
し
て
ー
幸
い
に
試
用
さ
れ
ん
こ
と
を

襲

う

を
求
め
ん
と
欲
す

れ
ど
も
､
終
に
得
る
能
わ
ず
｡
既
に
遠
-
1
帳
然
と
し
て
絶
望
す
｡

時
に
法
制
は
､
帝
国
を
待
す
る
に
既
に
自
ら
選
迫
に
し
て
､
寮
展

こ
じ
ゆ

は
皆

賢

竪

下

才
､
兵
人
は
其
の
残
老
を
給
し
､
大
数
二
百
人
に
過

ぎ
ず
｡
又
櫓
は
前
週
を
以
て
､
事
事
に
復
た
減
牛
さ
れ
､
十

一
年

中
に
し
て
三
た
び
都
を
徒
さ
れ
､
常
に
政
敵
と
し
て
歓
ぶ
こ
と
無

し
､
遂
に
疾
を
輩
し
て
蓑
ず
､
時
に
年
四
十

1
0

曹
権
が
つ
き
つ
ぎ
に
自
ら
の
可
能
性
を
断
た
れ
､
そ
の
結
果
､
顎

言
す
る
こ
と
自
腔
の
む
な
し
さ
を
絶
え
ず
味
わ
い
つ
づ
け
て
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
､
想
像
に
難
-
な
い
｡
彼
を
と
-
ま
-
環
境
は
年
ご

と
に
厳
し
-
な
-
､
語
る
べ
き
友
も
次
第
に
少
な
く
な

っ
て
い
っ
た
｡

そ
う
し
た
な
か
で
､
何
を
言

っ
て
も
ま
と
も
に
耳
を
貸
さ
れ
な
い
と
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い
う
絶
望
が
､
彼
の
表
現
者
と
し
て
の
孤
立
感
を
深
め
て
い
っ
た
に

違

い
な
い
｡

｢
呼
嵯
篇
｣
の
生
ま
れ
た
背
景
と
し
て
､
わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
よ

う
な
こ
と
を
押
さ
え
て
お
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡
だ
が
､
そ
こ
で
な
ぜ

｢
呼
嵯
篇
｣
が
作
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
｡

韓
蓬

･
飛
蓬
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
は
､
既
に
み
た
と
お
-
､
多

く
の
詩
人
に
よ

っ
て
､
十
分
な
成
熟
を
と
げ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
｡

と
こ
ろ
が
曹
植
は
､
そ
れ
に
封
し
て
特
別
深
い
関
心
を
示
し
て
い
る
｡

そ
れ
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
､
彼
の
後
半
生
に
マ
ッ
チ
し
す
ぎ
る
ほ
ど

マ
ッ
チ
し
て
い
た
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
｡
も
ち
ろ
ん
比
較
的
早

い

時
期
の
も
の
と
し
て
､
⑮

｢
盤
石
篇
｣
に
､

｢
親
御
澗
底
蓬
｣
と
あ

っ
た
が
､
そ
れ
は
､
そ
れ
ほ
ど
強
-
自
分
に
ひ
き
つ
け
た
表
現
で
は

な
か
っ
た
O
と
こ
ろ
が

⑳

｢
朔
風
詩
｣
の
｢
風
瓢
蓬
飛
ー
載
離
寒
暑
｣

と
な
る
と
､
飛
蓬

の
イ
メ
し
,,L
は
'
詩
人
固
有
の
重
み
を
負
わ
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
が
､
次
に
挙
げ
る

｢薙
詩
六
首
英
二
｣

で
は
､

い
よ
い
よ
は
な
は
だ
し
-
な
る
O

⑳
韓
蓬
離
木
板

韓
蓬

本
税
を
離
れ

漢
魂
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
枯
渇

(亀
山
)

瓢
餅
随
長
風

何
意
廻
騰
畢

吹
我
人
雲
中

高
高
上
無
極

天
路
安
可
窮

類
此
客
遊
子

掴
躯
遠
徒
戎

毛
褐
不
掩
形

夜
膏
常
不
充

去
去
莫
復
追

沈
憂
令
人
老

親
御
と
し
て
長
風
に
随
-

お
も

何
ぞ
意

わ
ん

廻
殿
の
撃
が
-

我
を
吹
き
て
雲
中
に
入
れ
ん
と
は

高
高
と
上
-
て
極
ま
-
無
く

いずく

天

路

安
ん
ぞ
窮
む
可
け
ん
や

に簸
た
-

此
の
客
蓮
の
子
の

艦
を
摘
て
て
遠
-
戎
に

徒
-
に

お
お

毛
褐

形
を
掩
わ
ず

･へ

夜
牽

常

に
充
た
ず

去
-
去
-
て
復
た
違
う
莫

か
れ

沈
憂

人
を
し
て
老
い
し

む

23
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こ
れ
は
､
自
己
の
現
状
を
客
観
的
に
措
寓
し
よ
う
と
し
た
詩
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
｡
そ
の
描
寓
を
よ
-
明
瞭
な
ら
し
め
る
た
め
に
､
前

半
六
句
を
つ
か
っ
て
ー
韓
蓬

の
イ
メ
ー
ジ
が
組
み
立
て
ら
れ
た
の
で

あ
る
｡
そ
こ
に
は
詩
人
の
並
々
な
ら
ぬ
執
着
が
感
じ
ら
れ
よ
-
｡
こ

れ
が

｢
呼
嵯
篇
｣
の
表
現
を
､
直
接
に
ひ
き
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と

は
､
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
｡

(こ
の
詩
の
制
作
時
期
も
確
定
さ
れ
て
は



中
開
文
学
報

第
三
十

一
冊

い
な
い
が
､

｢
呼
嵯
篇
｣
よ
-
は
前
で
あ
-
､
か
つ
か
な
-
の
晩
年

で

あ

る

こ

と
に
は
､
疑
問
の
飴
地
は
あ
る
ま
い
｡
伊
藤
正
文
氏
は
､

黄
初
四
年
､
薙
丘
に
園
が
え
に
な
っ
て
以
後
の
作
か
と
推
定
し
て
い

る
｡)こ

の
よ
う
に
既
に
定
着
し
た
韓
蓬
･飛
蓬
の
比
愉
的

イ
メ
ー
ジ
が

め
-
'
し
か
も
､
自
分
の
生
涯
こ
そ
ー
ま
さ
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
符

合
す
る
と
い
う
意
識
が
､
曹
植
の
な
か
で
年
ご
と
に
強
ま
っ
て
い
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
､
そ
れ
を

｢
呼
嵯
篇
｣
が
生
ま
れ
た
要
因
と
し
て

ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
常
然
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ

れ
が
寓
意
詩
と
い
う
は
っ
き
-
と
し
た
様
式
に
ま
で
押
し
っ
め
ら
れ

た
理
由
は
､
や
は
-
､
寓
意
詩
と
い
う
様
式
自
身
の
も
つ
特
質
と
の

関
連
か
ら
も
､
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

つ
ま
-
､
寓
意
詩
に
お
い
て
は
ー
人
工
の
座
標
上
に
仮
構
さ
れ
た

世
界
は
､
個
別
的
な
部
分
は
切
-
す
て
ら
れ
て
､
が
､
逆
に
そ
れ
に

ょ
っ
て
､
普
遍
的
な
境
が
-
と
確
か
な
寛
在
感
を
､
獲
得
す
る
の
で

あ
る
｡
そ
の
こ
と
が
､
孤
立
感
に
さ
い
な
ま
れ
る
詩
人
に
と
っ
て
は
､

特
別
な
意
味
を
も
っ
て
-
る
は
ず
で
あ
る
｡

直
接
に

｢我
｣
の
想
念
を
表
白
す
る

(述
志
)
に
お
い
て
は
､
自

分
と
他
人
と
の
コ
,､､
ユ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
可
能
性
は
､
ま
だ
楽
観
さ

れ
て
い
る
の
だ
｡
詩
人
に
は
ま
だ
､
自
分
の
考
え
が
他
人
か
ら
理
解

さ
れ
得
る
と
い
う
希
望
的
観
測
が
あ
-
､
そ
の
意
味
で
､
彼
は
孤
猫

で
は
あ

っ
て
も
､
な
お
他
者
と
の
連
帯
感
を
失
な
っ
た
わ
け
で
は
な

い
｡
し
か
し
､
そ
の
可
能
性
が
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
た
と
絶
望
し
た
と

き
､
虞
肇
な

(速
志
)
は
､
す
べ
て
む
な
し
い
努
力
と
感
じ
ら
れ
､

表
現
者
と
し
て
の
自
己
の
存
在
感
す
ら
､
稀
薄
に
な
っ
て
い
-
で
あ

ろ
う
｡
そ
う
し
た
苦
悩
を
､
曹
植
は
ど
れ
ほ
ど
噛
み
し
め
た
こ
と
か
｡

そ
れ
を
代
償
と
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
､
曹
植
滞
日
の
寓
意
詩
の
世
界

が
ひ
ら
け
た
に
違
い
な
い
｡

そ
の
一
歩
手
前
に
あ
る
作
品
⑳

｢雅
詩
六
首
英
二
｣
の
よ
う
に
､

苦
悩
す
る
自
ら
の
姿
を
客
観
的
に
描
寓
す
る
の
も
､
そ
う
し
た
心
的

状
況
が
為
さ
し
め
た
こ
と
と
理
解
で
き
よ
う
.
そ
れ
は
誰
か
を
説
得

す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
す
る
の
で
は
な
-
､
ま
ず
第

一
に
､
自

己
を
客
膿
化
す
る
こ
と
白
燈
に
意
味
を
も
つ
作
品
な
の
だ
か
ら
｡
だ

が

｢
呼
嵯
篇
｣
で
は
､
そ
れ
が
も
っ
と
徹
底
さ
れ
る
O

つ
ま
-
そ
こ
で
は
､
自
ら
の
姿
を
客
観
的
に
措
寓
す
る
こ
と
を
通

り
こ
し
て
､
既
に
人
々
の
間
に
定
着
し
て
い
る
､
い
わ
ば
手
垢
の
つ
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イ
メ
1.ノ

い
た
言
い
ま
わ
し
を
､
尖
鋭
で
幾
何
学
的
な
仮
象
に
ま
で
襲
展
さ
せ
､

そ
こ
に
自
己
の
存
在
を

一
般
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
曹
植
に

と
っ
て
､
寓
意
詩

｢
町
嵯
篇
｣
は
､
稀
薄
化
す
る
自
己
の
存
在
感
を

確
保
し
､
他
者
と
の
連
帯
感
を
つ
な
ぎ
と
め
る
た
め
の
､
盛
さ
れ
た

最
後
の
手
段
だ
っ
た
｡

と
こ
ろ
で
､
そ
れ
を
単
純
に
､
表
現
に
お
け
る

｢我
｣
の
後
退
と

イ
メ～.ノ

す
る
な
ら
､
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
ろ
-
｡
そ
の
儀
象
の
確
か
さ
に
は
､

自
己
の
存
在
を
ひ
と
つ
の
典
型
に
ま
で
還
元
し
よ
う
と
す
る
､
強
い

意
志
の
は
た
ら
き
が
認
め
ら
れ
る
｡
曹
植
が
､
断
権
と
孤
立
の
な
か

で
､
ほ
か
の
誰
で
も
な
い

｢我
｣
の
存
在
に
､
深
-
気
付
い
た
の
も
､

お
そ
ら
-
確
資
な
の
だ
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
必
ず
し
も
'
表
現
者
と

し
て
の
足
場
を
輩
園
に
す
る
と
は
限
ら
な
い
｡
む
し
ろ
逆
の
場
合
が

多
い
で
あ
ろ
う
｡
と
す
れ
ば
､
そ
う
し
た
自
己
存
在

へ
の
覚
醒
が
あ

っ
た
と
し
て
も
､
そ
れ
を
い
か
な
る
か
た
ち
で
表
現
す
る
か
､
決
し

て
容
易
で
は
な
い
わ
け
だ
が
､
そ
の
と
き
曹
植
の
選
ん
だ
の
が
､
寓

意
詩
と
い
う
章
想
の
様
式
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
曹
植
の
お

か
れ
た
心
的
･政
合
的
状
況
か
ら
の
切
蜜
な
要
求
に
も
､
よ
-
合
致

す
る
も
の
で
あ

っ
た
.
そ
こ
に
､

｢
呼
嵯
篇
｣
の
寓
意
詩
と
し
て
の
､

湊
魂
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
描
寓

(亀
山
)

猫
自
性
と
関
連
性
の
両
面
に
お
け
る
成
功
が
あ
っ
た
｡

詩
人
の
孤
立
化
は
､
魂
朝
の
衰
退
と
と
も
に
､
い
や
お
う
な
-
進

ん
で
い
-
｡
曹
楯
の
死
に
前
後
し
て
は
じ
ま
る
の
が
､
あ
の
表
現
者

に
と
っ
て
の
暗
黒
の
時
代
で
あ
る
｡
そ
の
中
で
詩
人
は
､
前
の
時
代

以
上
に
深
-
､
は
か
の
誰
で
も
な
い

｢我
｣
の
存
在
に
気
付
き
､
そ

れ
を
い
か
に
し
て
表
現
す
る
か
に
腐
心
し
た
｡

｢文
学
に
お
け
る
濁

自
性
と
関
連
性
｣
が
､
い
よ
い
よ
問
題
と
な
る
｡

｢詩
に
始
め
て
仙

心
を
薙
う
｣
と
い
わ
れ
､
覇
晦
の
気
味
を
お
ぴ
だ
す
正
始
の
詩
壇
の

趨
勢
を

一
言
で
い
う
な
ら
､
孤
立
を
孤
高
に
特
化
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
｡
そ
の
鮎
､
曹
権
が
寓
意
詩

｢
呼
嵯
篇
｣
を
つ
-
っ
た
の
は
､
孤

立
を
孤
高
と
し
得
な
い
建
安
詩
人
の
生
き
残
-
と
し
て
の
､
最
後
の

あ
が
き
と
も
思
え
る
｡
と
も
あ
れ
､
漢
代
以
来
､
表
現
者
と
受
容
者

の
連
帯
感
を
保
詮
し
て
き
た
寓
意
的
自
然
描
寓
は
'

｢
呼
嵯
篇
｣
に

お
い
て
'
そ
の
特
性
を
最
大
限
に
顎
挿
し
て
､
ひ
と
つ
の
役
割
を
終

え
た
の
で
あ
る
O
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革
報

第
三
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l
肘

-

付
記
-

*

本
稿
は
t
c

･
S

･
ル

ー
イ
ス

『
愛
と
ア
レ
ゴ
リ
ー

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

世
文
学
の
博
統
』
(玉
泉
八

州
男
謂

筑
摩
叢
書
-
96
･
)
9
7
2年
)
に
方
法

の
ヒ
ン
ト
を
得
た
｡

*
串

へ
寓
意
的
自
然
描
寓
)
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
o

言
う
ま
で
も
な
-
'

(
寓
意
)
は

(
比
喰
)
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
特

殊
な
概
念
で
あ
る
｡
そ
の
特
殊
性
を
'
こ
こ
で
は
'
意
識
化
と
い
う
こ

と
に
力
鮎
を
お
い
て
考
え
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
あ
る
比
職
的
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
と
し
て
'
そ
の
比
愉
性
が
表
現
者
に
よ
-
'
意
識
的
に
使
用

ヽ
ヽ

さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
と
き
'
そ
れ
を
寓
意
的
自
然
描
寓
と
呼
ぶ
｡

が
'
意
識
化
を
問
題
に
し
な
い
と
き
は
'
里
に
比
噴
と
か
象
徴
と
い
う

言
葉
を
用
い
た
｡

*
*
*

テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
｡

簡
植
の
作
品
は
'
古
直

『
曹
子
建
詩
葦
』
に
操
る
.

そ
れ
以
外
は
'

特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
-
'
溝
椎
納

『
詩
紀
』
に
掠
る
｡

-
荏
-

(1
)

『
愛
と
ア
レ
.Tt
-
1
』
43

へ
-
ジ
O

(2
)

『
詩
経
』
に
お
い
て
も
'
寓
意
性

へ
の
意
識
の
芽
は
え
は
常
然
あ

っ
た
だ
ろ
う
が
､
こ
こ
で
は
解
れ
な
い
｡
な
お
'
松
本
雅
明
氏

『
詩
経

諸
簾
の
成
立
に
関
す
る
研
究
』
は
'

(
輿
)
に
お
け
る
自
然
描
寓
の
規

格
化
の
あ
と
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
-

そ
れ
は
寓
意
性
の
意
識
化

の
進
行
と
言
い
か
え
て
も
よ
か
ろ
う
ー

『
詩
経
』
各
簾
の
新
善
の
暦

を
舛
別
し
ょ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
｡

(3
)

漢
貌
詩
に
お
け
る
輯
蓬

･
飛
違
の
用
例
に
つ
い
て
は
'
既
に
鈴
木

惨
次
氏

『
漠
貌
詩
の
研
究
』

(〕∞
∽～
∽∞
¢
ペ
ー
ジ
)
で
'
簡
潔
に
言
及

さ
れ
て
い
る
｡

(4
)

詩
以
外
の
用
例
を
'
第
千
挙
げ
て
み
る
｡

0
0

o
見
飛
蓬
軌
而
知
為
申
｡

(

港
南
千

･
深
山
訓
)

○
飛
蓬
之
問
'
不
在
所
寅

｡

(

管
子

･
形
勢
)

(荏
)
飛
違
'
国
風
動
播
不
定
噴
｡

(形
勢
解
)
無
儀
法
律
式
'
悲
播
而
無
所
定
'
謂
之
悲
蓬
之
間
o

蛮
蓬
之
問
'
明
主
不
把
也
o
無
塵
之
言
'
明
主
不
許
也
｡
故
日
'

悲
運
之
閃
､
不
在
所
寅
o

o
飛
蓬
遇
親
風
､
而
行
千
艶
'

乗
風
之
勢
也
｡

(商
子

･
禁
使
)

『
准
南
子
』
の
場
合
は
'
か
た
ち
の
類
比
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
O

し
か
し
､
『
管
子
C;
･
Ur'商
子
』
の
場
合
､
簡
単
に
そ
う
言
え
な
い
O
が
'

そ
れ
に
し
て
も
'
飛
蓬
の
イ

メ
ー
ジ
は
'
な
お
即
物
的
で
あ
る
.
ふ
ら

ふ
ら
と
定
ま
ら
な
い
動
き
､
風
に
乗

っ
た
す
ば
や
い
動
き
'
こ
こ
で
は
'

そ
う
し
た
動
き
を

一
般
化
し
て
そ
こ
か
ら
何
か
を
抽
象
す
る
と
い
う
と
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こ
ろ
に
ま
で
は
'
到

っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
-
｡

(5
)

そ
の
鮎
に
お
け
る
最
大
の
功
績
者
は
'
や
は
-
曹
櫓
で
あ
る
o
曹

植
が
'

｢
歌
お
う
と
す
る
内
容
の
集
約
的
な
現
象
を
自
然
の
う
ち
に
見

出
し
て
､
そ
れ
を
詩
の
冒
頭
に
お
-
｣

へ
興
)
の
技
法
を
用
い
た
こ
と

の
指
摘
は
'
伊
藤
正
文
氏
に
み
え
る
.

『
中
開
詩
人
選
集
3

･
曹
植
』

解
説
22
ペ
ー
ジ
｡
本
稿
は
'
同
書
か
ら
も
多
-
の
思
惑
を
受
け
た
｡

(6
)

⑭

｢
蟹
敢
行
二
首
其
二
｣
と
ほ
ぼ
同
じ
形
式
と
内
容
を
も
つ
漢
代

の
楽
府
が
俸
わ

っ
て
い
る
こ
と
が
'
注
目
さ
れ
る
｡

う
た

っ
た
も
の
と
と
-
た
い
｡
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
解
樺
が
な
さ
れ
た

背
後
に
は
､
人
間

へ
の
洞
察
が
あ

っ
た
は
ず
だ
が
'
あ
る
特
定
の
人
間

を
こ
の
詩
に
寓
し
よ
-
と
い
う
意
園
は
感
じ
ら
れ
な
い
｡
結
局
こ
れ
も
'

自
楊
を
え
が
-
手
法
と
し
て
'
そ
れ
を
い
か
に
う
ま
-
人
間
化
す
る
か

と
い
う
興
味
に
支
え
ら
れ
た
詩
で
あ
ろ
う
｡

(7
)

建
安
の
詩
人
繁
欽
の
次
の
詩
は
'
あ
る
い
は
自
ら
の
境
遇
を
唐
草

に
託
し
て
う
た
う
寓
意
詩
と
も
と
れ
る
が
'
-
た
の
調
子
は
そ
れ
ほ
ど

高
-
な
-
t

T
種
あ
そ
び
に
通
じ
る
飴
裕
も
感
じ
ら
れ
る
.

自
楊
初
生
特

上
集
塵
青
天

涼
秋
八
九
月

我
□
何
奴
映

根
株
己
断
絶

大
匠
持
斧
純

一
駆
四
五
里

□
□
ロ
ロ
ロ

身
在
洛
陽
官

多
謝
枝
興
業

吾
生
百
年
□

何
意
寓
人
巧

乃
在
琢
章
山

下
根
通
黄
泉

山
客
持
斧
斤

梯
溝
口
□
□

転
倒
巌
石
間

鋸
塁
哲
両
端

枝
葉
自
相
捕

食
馬
舟
舶
膳

板
在
潔
章
山

何
時
復
相
連

日
□
□
口
供

使
我
離
根
株

(藻
草
行
)

若
草
生
山
北

植
根
陰
崖
側

寒
泉
浸
我
板

三
光
照
入
梅

施
薬
永
彫
件

百
草
皆
含
柴

比
我
英
芳
費

托
身
失
所
依

夙
夜
憾
危
朝

凄
風
常
排
御

濁
不
蒙
昧
嘩

凝
露
不
暇
碗

己
猪
失
時
姿

鵠
鶏
鳴
己
哀

(鳶
詠
)

内
容
は
な
か
な
か
深
刻
だ
が
'
な
に
か
頭
の
中
で
つ
-
ら
れ
た
と
い

う
印
象
が
強
す
ぎ
'
も
し
寓
意
詩
だ
と
す
れ
ば
成
功
し
た
例
と
は
言
え

な
い
で
あ
ろ
う
｡

繁
欽
の
例
は
､
こ
こ
に
は
相
鷹
し
-
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
'

次
の
劉
楯
の
作
品
は
'
遊
戯
的
な
気
分
が
濃
厚
に
漂

っ
て
い
る
｡

こ
の
詩
も
ま
た
'
自
楊
を
人
間
に
ひ
き
よ
せ
､
人
間
的
に
解
拝
し
て

漠
貌
詩
に
お
け
る
寓
意
的
自
然
括
寓

(亀
山
)
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昔
君
錯
畦
時

候
桐
不
盈
尋

隠
生
寅
欝
林

得
託
芳
蘭
苑

(闘
)

育
青
女
羅
草

草
葉
庇
養
恩

風
雨
錐
急
疾

(闘
)

第
三
十
1
耕

東
土
有
素
木

一
尺
再
三
曲

陸
低
目
迫
束

列
植
高
山
足

上
依
高
松
枝

分
恵
不
可
貨

根
株
不
傾
移

(8
)

注
(7
)参
照
｡

(9
)

『
愛
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
-
4
6
ペ
ー
ジ
の
引
用
よ
-
3

以
上


