
中
国
文
早
朝

第
七
か

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て一

海

知

義

京

都

大

挙

陶
淵
明
の
詩
は
､
彼
の
生
き
た
時
代
､
東
晋
か
ら
采

へ
か
け
て
の

文
拳
の
主
流
か
ら
､
は
な
れ
た
朗
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
､
と
さ
れ

て
い
る
.
さ
ら
に
置
く
は
彼
の
生
き
た
時
代
を
も
ふ
く
め
て
､
鋭
晋

南
北
朝
と
よ
ば
れ
る
時
代
の
文
単
の
主
流
か
ら
も
は
ず
れ
た
も
の
､

そ
れ
故
に
こ
そ
､
ま
た
彼
の
詩
が
､
そ
の
猫
特
の
光
輝
を
は
な
ち
え

た
し
､
そ
し
て
以
後
千
数
百
年
も
の
間
ー
各
時
代
の
ひ
と
び
と
の
胸

に
う
つ
た
え
る
力
を
､
そ
の
詩
的
形
象
の
中
に
も
ち
え
た
､
と
す
る

の
が
､

一
際
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
た
許
債
の
よ
う
で
あ
る
｡
そ
し
て

そ
れ
は
､
基
本
的
に
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
｡
た
し
か
に
彼
の
詩
は
､

そ
し
て
ま
た
そ
れ
の
も
つ
思
想
は
､
常
時
の
､
修
辞
を
至
上
の
も
の

と
す
る
'
い
わ
ば
形
式
主
義
的
な
文
拳
の
主
流
と
は
無
縁
な
要
素
を

多
く
も
ち
､
そ
れ
が
彼
の
詩
に
､
嘱
目
の
性
格
を
輿
え
て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
う
し
た
評
債
は
､
い
き

お
い
そ
の
猫
目
性
の
強
調

へ
と
傾
き
や
す
く
1
枚
の
詩
を
'
文
畢
史

上
に
､
ひ
と
り
そ
び
え
た
つ
金
字
塔
の
ご
と
く
に
､
孤
立
さ
せ
て
考

え
'
彼
が
過
去
の
大
小
の
詩
人
か
ら
吸
収
し
肇
展
さ
せ
た
も
の
に
眼

を
む
け
る
こ
と
を
忘
れ
､
そ
う
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
､
か
え
っ
て
そ

の
展
債
を
見
失
う
危
険
性
が
､
な
い
で
は
な
い
｡

し
た
が
っ
て
､
陶
詩
の
中
に
見
出
さ
れ
る
､
常
時
の
文
革
と
異
質

な
も
の
と
同
時
に
､
同
質
な
も
の
､
い
い
か
え
れ
ば
､
彼
の
既

望
息

味
で
の
周
速
の
詩
人
た
ち
の
作
品
と
､
彼
の
.詩
が
共
有
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
要
素
､
あ
る
い
は
異
な
る
共
有
で
な
く
､
そ
こ
に
淵
明
に
ょ
る

畿
巌
の
あ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
う
し
た
鮎
､
す
な
わ
ち
具
慣
的

に
は
､
そ
の
思
想
､
蔑
憩
の
仕
方
､
形
式
の
面
で
い
え
ば
ー
句
法
､

さ
ら
に
は
用
語
等
々
､
の
解
明
が
行
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
｡
陶
開
明

の
詩
を
､
ひ
と
且
尚
L
と
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
､
か
え
っ
て
そ
の
展

債
を
見
失
う
傾
き
は
､
こ
う
し
た
研
究
の
つ
み
か
さ
ね
に
よ
っ
て
､

是
正
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

梁
の
鐘
崎
が

｢
そ
の
源
は
謄
頂
に
出
ず
｣
と
し
た
陶
詩
の
源
流
に
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つ
い

て
の
指
摘
は
､
論
詮
を
伴
わ
ぬ
異
な
る
指
摘
に
と
ど
ま
っ
た
け

れ
ど
も
､
早
い
時
代
の
そ
う
し
た
こ
こ
ろ
み
の
1
つ
で
あ
っ
た
.
そ

れ
が
充
分
に
正
し
か
つ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
､
そ
れ
以
後
先
人

た
ち
が
､
こ
の
仕
事
を
充
分
に
深
め
て
来
た
と
は
い
い
が
た
い
｡
そ

し
て
近
来
そ
れ
は
日
本
の
単
著
た
ち
に
ょ
つ
て
も
な
お
採
り
あ
げ
ら

れ
て
い
る
｡

橋
川
時
雄
氏
に
よ
る
癒
頂
の
研
究

(｢陶
淵
明
文
嬰
の
源

流
を
探
る
｣
人
文
研
究
五
巻
六
既
､
1
九
五
四
年
六
月
)､
悌
教
と
の
親
近

性
を
説
い
た
富
岡
義
聖
氏
の

｢
蹄
去
来
の
辞
に
つ
い
て
｣
(本
誌
第
六

研
'
一
九
五
七
年
四
月
)､
ま
た
､
異
に
陶
詩
の
源
流
と
し
て
で
な
く
､

い
ま
ま
で
正
面
か
ら
探
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
詩
人
際
強
の
作
品
を
､

可
能
な
か
ぎ
り
復
原
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
析
許
債
を
加
え
た
富
川

幸
次
郎
氏
の
｢
慮
頂
の
盲

l
詩
に
つ
い
て
｣
(京
都
大
畢
文
学
部
五
十
周

年
記
念
論
文
集
'
一
九
五
六
年
十
一
月
)
な
ど
が
､
そ
れ
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
鍾
喋
の
詩
品
が
､
中
品
に
ク
ラ
シ
フ
ァ
イ
し
た
陶
淵

明
の
債
で
､
そ
の
源
は
厳
頂
に
い
ず
と
い
い
つ
つ
も
'
さ
ら
に
左
恩

に
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
､
陶
詩
の
源
流
は
､
複
数
の
詩
人
た
ち

に
擬
せ
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
｡
左
恩
の
詩
は
､
そ
う
し
た
複

数
の
詩
人
た
ち
の
作
品
の
中
で
､
あ
る
比
重
を
も
ち
､
多
く
の
問
題

西
晋
の
詩
人
張
協
に
い
て
つ
(
1
海
)

を
ふ
く
ん
で

3,る
よ
う
で
あ
る
ひ
し
か
し
な
が
ら
､
こ
こ
で
は
､
陶

詩
の
源
流
を
探
る
わ
た
く
し
な
り
の
最
初
の
こ
こ
ろ
み
と
し
て
､
左

恩
と
同
時
代
の
詩
人
張
協
を
､
探
り
あ
げ
て
み
た
い
と
思
う
O

西
晋
の
詩
人
た
ち
の
作
品
を
謹
ん
で
い
く
中
で
､
わ
た
く
L
が
､

特
に
張
協
と
い
う
詩
人
に
注
意
を
惹
か
れ
た
の
は
ー
そ
の
詩
の
中
に

用
い
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
こ
と
ば
の
､
陶
詩
の
そ
れ
と
の
類
似
t
と

い
う
単
純
な
こ
と
か
ら
で
あ
っ
た
｡
た
と
え
ば
､
淵
明
が
し
ば
し
ば

用
い
､
彼
の
思
想
を
知
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も

つ
と
思
わ
れ
る

｢異
｣
と
い
う
こ
と
ば
､
長
池

･
粂
溺
と
い
う
軸
明
の
理
想
と
し
た

苗
代
の
人
物
の
物
語
に
典
濠
を
も
つ

｢
稿
耕
｣
ー

こ
れ
も
ま
た
頻
用

さ
れ
る

｢
固
窮
｣
と
い
う
語
､
そ
の
ほ
か
､
至
人

･
達
人

･
前
惰

･

遺
勝
､
そ
し
て
ま
た
､
流
俗

･
離
群
と
い
っ
た
こ
と
ば
づ
か
い
な
ど
､

張
協
の
現
存
す
る
わ
ず
か
十
敷
首
の
詩
に
､
そ
う
し
た
用
語
の
類
似

は
､
あ
ま
り
に
も
多
く
見
出
さ
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
詩
仝
鰭
か
ら
感
じ
と
れ
る
も
の
は
､
陶
詩
と
の

問
に
､
し
か
く
濃
厚
な
開
聯
聖
不
す
も
の
で
は
な
い
､
と
い
う
の
が
､

最
初
の
わ
た
く
し
の
印
象
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
そ
の
後
､
彼
の
作

品
を
今
度
は
す
こ
し
く
詳
密
に
謹
む
横
倉
を
得
､
さ
ら
に
停
記
そ
の
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他
を
も
し
ら
べ
て
み
て
､
こ
の
詩
人
と
淵
明
と
の
間
に
見
ら
れ
る
顛

似
が
､
異
に
そ
の
用
語
の
上
に
だ
け
示
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を

知
っ
た
｡
た
と
え
ば
衆
に
あ
げ
る
詩
の
ご
と
き
は
､
淵
明
の
詩
と
そ

の
思
想
が
も
つ
､
あ
る

一
面
の
原
型
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
｡

桔
字
窮
岡
曲

縞
耕
幽
薮
陰

荒
庭
寂
以
閑

幽
地
階
且
深

凄
風
起
東
谷

有
徐
興
南
写

経
無
筆
畢
期

膚
寸
日
成
霧

揮
碓
登
墾
難

塞
猿
擁
候
吟

渓
整
無
人
跡

荒
楚
欝
帯
森

哉
束
循
岸
垂

い
え

く
ま

か
ま

字

を

窮
岡
の

曲

に

結

え

おく
ぶか

幽
き
薮
の
陰
に
稿
耕
す

く
き
ふか

し
ず

荒

き
庭
は
寂
と
し
て
以
て
閑
か
な
り

しず

み
ね

け
わ

幽

か

な
る

帖

は

崎

し

く
し
て
且
つ
深
し

凄
風
は
東
の
谷
よ
-
起
こ
り

え
ん

みね

恕

漠

と

し
て
-
も
の
南
の

琴

に

興

こ
る
有
り

き

ひ
つ

あ

箕

と

聾

の

は
し
の
期

う
こ
と
な
し
と
雄
も

た
ちま
ち

お

た
かあ
め

膚

寸

に

し
て
白

の
ず
か
ら

霧

を

成
す

あ
ぜ

な

津
の
経
は

聾

に

登
り
て
解

き

ふゆ

え
た

な

寒

ち

か
き
猿
は

傍

を

擁
し
て
吟

く

た
にま

渓
塁
に
は
人
の
跡
な
く

お
いしけ
く
さ

し
よう
し
ん

荒
る
楚
は
欝
と
し
て
蒲
森
た
り

すき

そ

末

を

投
じ
岸
に
楯

う
て
い
と
垂
る
れ
ば

時
間
樵
宋
音

重
基
可
擬
志

廻
淵
可
比
心

萎
虞
何
無
寄

道
勝
貴
陸
沈

遊
思
竹
素
園

寄
断
翰
墨
林

そ
ま
ぴと

時
に
聞
こ
ゆ
る
は
稚
采
の
音

お
お

や
ま

な
そら

重
い
な
る
基
は
志
に
擬
う
べ
く

め
ぐ

廻
る
淵
は
心
に
比
す
べ
し

と
ちノと

展
を
養
う
は
無
賃
を

椅
び

JI
l

道
に
勝
る
る
は
陸
洗
を
貴
ぶ

ふ
み

思
い
を
竹
素
の
園
に
遊
ば
し
め

ことほ

あ
ず

酢
を
翰
墨
の
林
に
寄
く

(錐
詩
第
九
首
)

な
お
､
こ
の
文
章
を
書
き
す
す
め
て
い
く
な
か
で
､
か
た
わ
ら
若

干
の
文
献
に
あ
た
っ
て
み
た
と
こ
ろ
､
張
協
と
淵
明
と
を
無
縁
の
詩

人
で
な
い
と
す
る
詮
の
､
皆
無
で
な
い
こ
と
を
､
わ
た
く
L
は
知
っ

た
｡
す
な
わ
ち
､
清
の
何
樽
は
､
協
の
雑
詩
を
許
し
て
､

胸
次
の
高
-
､
言
語
の
妙
な
る
こ
と
よ
り
し
て
､

景
陽

(協
の

字
)
と
元
亮

(淵
明
の
字
)
の
両
晋
に
在
る
は
､
蓋
し
狗
お
長
庚

･

そ
ら

かざ

啓
明
の

天

を

琵

る

が
ご
と
し

(義
門
讃
書
記
).

あ
け

と
､
二
人
の
詩
人
を
､
智
の
明
星
と

贋

の

明
星
に
た
と
え
て
い
る
｡

群
星
の
い
ま
だ
現
わ
れ
ぬ
､
あ
る
い
は
す
で
に
そ
の
光
を
浸
し
た
時

刻
に
､
た
だ
ひ
と
つ
車
基
に
輝
く
星
､
と
す
る
此
職
は
ー
は
な
は
だ
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暗
示
的
で
あ
り
､
か
つ
深
い
寓
意
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
ー

太

陽
の
輝
く
光
の
世
界
を
､
詩
が
本
来
の
機
能
を
牽
揮
し
た
時
代
､
と

お
き
か
え
､
そ
の
光
の
う
す
れ
お
と
ろ
え
た
時
に
､
な
お
か
す
か
な

光
を
放
っ
て
い
る
詩
人
､
ま
た
､
や
が
て
乗
た
る
べ
き
光
の
時
代
を

約
束
す
る
か
の
よ
う
に
､
時
代
に
先
ん
じ
て
現
わ
れ
た
孤
猫
な
星
､

と
ま
で
そ
の
寓
意
を
さ
ぐ
る
の
は
､
穿
撃
に
す
ぎ
る
と
し
て
も
｡

ま
た
､
虫
な
じ
く
清
の
随
所
明
は
､
淵
明
の
耗
詩
に
注
し
て
､

稚
詩
の
諸
第
も
ま
た
擬
古
の
飴
樺
､
そ
の
整
調
を
味
わ
う
に
､

や
梢

や

預
孟
陽
兄
弟
の
一
流
に
近
し

(宋
叔
堂
古
詩
選
晋
六
陶
淵
明
二
)0

と
い
う
｡
こ
れ
は
､
直
裁
な
指
摘
で
あ
る
.

し
か
し
､
両
者
は
直
ち
に
結
び
つ
け
て
考
え
う
る
ほ
ど
､
そ
の
関

係
が
濃
厚
な
わ
け
で
は
な
く
､
わ
た
く
し
の
最
初
の
印
象
に
､
い
さ

さ
か
の
訂
正
を
要
す
る
程
度
の
も
の
､
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
詩
人
の
､
あ
る
い
は
作
品
の
も
つ
.問
題
を
､
す
べ
て
早
急
に
淵

明
に
結
び
つ
け
て
説
く
の
は
､
危
険
で
あ
る
｡
む
し
ろ
そ
れ
は
第
二

の
問
題
と
し
つ
つ
､
従
来
の
文
畢
史
家
に
ょ
つ
て
､
二
三
行
の
叙
述

を
し
か
輿
え
ら
れ
な
か
っ
た
詩
人
､
こ
と
に
西
晋
の
詩
人
た
ち
の
中

の
一
人
を
､

l
癒
正
面
か
ら
探
-
あ
げ
て
み
る
､
そ
う
し
た
こ
こ
ろ

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
1
梅
)

み
の
1
つ
と
し
て
､
わ
た
く
L
は
こ
の
論
文
を
書

い
た
｡
陶
詩
と
の

閲
聯
の
問
題
は
､
テ
ー
マ
で
は
な
く
､
あ
く
ま
で
も
､
モ
チ
ー
フ
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
､
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
つ
て

お
き
た
い
.

〓

晋
書
本
侍
に
ょ
れ
ぼ
､
輩
協
に
は
､

一
人
の
兄
と
､

一
人
の
弟
が

あ
っ
た
｡
載

(字
は
孟
陽
)
と
克

(字
は
季
陽
)
が
､

そ
れ
で
あ
る
｡

人
人
は
､
か
れ
ら
を
､
陸
磯

･
陸
雲
兄
弟
に
封
す
る
呼
稀
､
二
陸
に

な
ら
つ
て
､
三
強
と
よ
ん
だ
と
い
う
｡
そ
れ
は
､
す
ぐ
れ
た
文
人
に

封
す
る

一
種
の
禽
稀
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､

晋
書
の
記
事
に
も
見
え
る
よ
う
に
､
弟
の
充
は
､
そ
の
才
藻
､
二
見

お
よ

す
な
わ
ち
二
人
の
兄
に
逮
ぼ
な
か
っ
た
､
と
い
わ
れ
､
そ
の
作
品
も
､

註
一

北
堂
書
砂

(巻

一
百
四
垂
文
部
紙
)

に
五
言
詩
の
断
片
が
見
え
る
の

み

で
､
そ
れ
ら
は
既
に
膚
初
に
お
い
て
も
は
や
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
｡
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
､
彼
は
一二
張
の
中
か
ら
は
ず
さ

れ
､
か
わ
り
に
､
常
時
､
張
と
い
う
姓
を
も
つ
も
う

l
人
の
す
ぐ
れ

た
文
人
､
張
華

(字
は
茂
先
)
を
こ
れ
に
ふ
く
め
る
､
と
い
う
詮
が
､
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従
来
行
わ
れ
て
来
た
よ
う
で
あ
り
､
近
人
で
は
､
鄭
振
鐸
'
季
長
之

註
こ

ら
が
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
｡
こ
の
詮
は
､
詩
晶
に
見
え
る
飽
照
に
つ

い
て
の
次
の
よ
う
な
評
語
に
ょ
つ
て
､
更
に
そ
の
基
礎
を
得
た
の
で

は
な
い
か
､
と
思
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち

そ
の
源
は
二
張
に
弥
ず
-
･･-
･真

陽
の
願
託
を
得
､
茂
先
の
節

婦
を
含
む
｡

し
か
し
な
が
ら
七
の
呼
稀
は
､
必
ず
し
も
た
だ
ち
･UJ
l義

と
い
う
呼

稀
と
は
結
び
つ
費
え
な
い
の
で
あ
っ
て
､
二
張

･
三
張
と
い
う
呼
稀

は
､
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
く
む
内
容
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
､

よ
り
蛮
首
で
あ
ろ
う
.
し
か
も
､
あ
垂
ら
か
に
1#
氏
兄
弟
を
指
し
て

三
張
と
よ
ぶ
呼
稲
を
､
わ
れ
わ
れ
は
'
は
か
の
文
献
に
も
見
出
す
こ

と
が
出
来
る
｡
す
な
わ
ち
､
時
代
は
大
分
降
る
け
れ
ど
も
､
采
の
契

史
の
撰
し
た
太
平
窯
字
記
聾

ハ
十
三
の
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
｡

信
都
願
望

l張
の
宅
あ
り
､
晋
の
文
士
張
協
兄
弟
三
人
､
文
を

つ

ず

こ
の

屠

る

こ
と
を
善
む
｡
み
な
郡
の
人
な
り
.
語
に
い
わ
く
､

｢
二
陸

入
洛
し
て
､
三
張
そ
の
債
を
減
ず
｣
と
｡

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
'
棄
載
兄
弟
に
封
す
る
三
強
と
い
う
呼
稀
を
た

し
か
め
う
る
と
同
時
に
'
更
に
次
の
三
つ
の
鮎
に
留
意
す
べ
き
で
あ

ろ
う
b
す
な
わ
ち
'
三
人
の
兄
弟
は
､
ま
ん
中
の
協
を
も
っ
て
代
表

さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
､

｢
二
陸
入
洛
､
三
MB:
r.i,減
債
｣
と
い
う
俗
間

の
語
､
そ
し
て
､
彼
ら
の
原
籍
｡
前
二
鮎
に
つ
い
て
は
､
の
ち
に
ま

た
ふ
れ
る
と
し
て
､
こ
こ
で
は
､
そ
の
原
籍
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い

rJ
硬
載
､
字
は
孟
陽
､
安
平
の
人
な
り
｡

と
い
う
の
が
､
晋
吉
本
侍
の
記
事
で
あ
る
が
､
文
選
に
見
え
る
張
載

七
哀
詩
の
李
注
が
引
く
戚
典
緒
晋
書
は
､

｢武
邑
の
人
な
り
｣
と
す

る
｡
ま
た
活
の
厳
可
均
は
､
何
に
も
と
づ
い
た
の
か
'

｢安
平
藤
津

の
人
｣
と
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
で
､
晋
苦
地
理
志
に
は
､
巽
州
に
屠

す
る
郡
の
一
つ
に
安
平
の
名
が
見
え
､
同
じ
く
職
官
志
に
､
恵
帝
の

叔
父
に
あ
た
る
司
馬
年
が
こ
こ
に
封
ぜ
ら
れ
た
､
と
あ
る
｡
す
な
わ

ち
､
晋
で
は
安
平
固
と
よ
ば
れ
､
地
理
志
に
は
､
こ
れ
に
屠
す
る
願

と
し
て
､
信
都

･
武
邑

･
観

(港
)
津
な
ど
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い

註
三

る

(活
の
洪
亮
害
補
三
園
変
域
志
の
記
事
も
ほ
ぼ
こ
れ
に
等
し
い
)
O

さ
き

に
あ
げ
た
太
平
実
字
記
､
ま
た
の
ち
の
畿
輔
通
志
な
ど
に
ょ
れ
ば
､

こ
れ
ら
郡
解
の
名
は
､
た
び
た
び
の
王
朝
交
替
､
そ
れ
に
伴
う
戦
乱

に
ょ
つ
て
､
互
い
に
錯
綜
し
て
お
り
､
張
家
の
原
索
に
つ
い
V
r
諸
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詮
の
あ
る
の
も
､
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
､
常
時
の
安
牛
郡
武
邑
豚

は
､
今
も
そ
の
ま
ま
の
願
名
で
の
こ
つ
て
お
り
､
河
北
省
の
北
端
'

山
東
省
の
徳
州
市
に
ほ
ど
近
い
小
都
合
で
あ
る
o

と
こ
ろ
で
､
す
く
な
く
と
も
兄
の
載
は
､
成
人
の
の
ち
'
常
時
の

都
洛
陽
に
出
て
い
た
も
の
ら
し
く
､
の
ち
に
も
ふ
れ
る
よ
う
に
､
武

帝
泰
始
の
末

(
二
七
三
)
'
あ
る
い
は
､
す
く
な
-
と
も
威
寧
年
間
(
二

七
五
-
二
七
九
)
に
は
､
既
に
文
人
と
し
て
名
を
成
し
て
い
た
ら
し
い
｡

そ
し
て
､
さ
き
に
あ
げ
た

｢
二
陸
入
洛
､
三
張
減
債
｣
と
い
う
俗
間

の
語
や
､
本
俸
に
見
え
る
官
職
の
名
か
ら
し
て
､
の
ち
に
は
弟
た
ち

も
ま
た
､
と
も
に
都
に
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
彼
ら
は

そ
の
晩
年
､
お
そ
ら
く
ふ
た
た
び
故
郷
の
地
に
落
着
く
こ
と
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
､
意
帝
の
没
後

(三
〇
七
)
､
と
い
え
ば

武
帝
太
庚
年
間
の
政
治
的
小
庶
状
態
が
も
ろ
く
も
崩
れ
て
､
ふ
た
た

び
は
じ
ま
っ
た
混
乱
､
い
わ
ゆ
る
八
三
の
乱
が
､
よ
う
や
く
終
束
を

つ
げ
た
こ
ろ
､
張
兄
弟
の
故
郷
の
地
､
巽
州
は
､
婦
人
石
動
の
軍
隊

に
ふ
み
荒
さ
れ
､
さ
ら
に
十
数
年
の
の
ち
'

東
晋
の
太
興
二
年

(≡

一
九
)
､
石
動
は
こ
の
地
変
も
ふ
ま
え
て

超
の
図
を
た
て
た
か
ら
で

あ
る
｡

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
一
梅
)

や
ま

か
こ
つ

弟
の
脇
が
､
費
門
侍
郎
に
召
さ
れ
､
疾

い

に

託

け

て
こ
れ
を
辞
し
､

以
後

l
切
の
官
職
か
ら
は
な
れ
る
決
心
を
す
る
の
が
､
丁
度
こ
の
掲

族
侵
入
の
年
と
か
さ
な
る
｡
政
治
の
場
か
ら
は
な
れ
る
と
同
時
に
､

彼
は
そ
の
故
郷
の
地

へ
も
障
れ
ぬ
境
涯
に
お
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡

常
時
の
形
式
主
義
に
流
れ
た
女
肇
の
製
産
者
の
群
れ
の
中
の
一
人
で

あ
っ
た
張
協
の
作
品
か
ら
､
何
ほ
ど
か
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
'
異
寅
の

情
感
と
を
､
わ
れ
わ
れ
が
感
じ
と
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
の
も
､

そ
う
し
た
彼
の
境
遇
と
無
関
係
に
は
論
じ
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡

彼
ら
の
家
は
､
そ
の
故
郷
に
あ
っ
て
､
名
門
の
う
ち
に
は
か
ぞ
え

ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
く

(前
出
大
卒
賓
牢
記
姓
氏
の
項
に
張
氏
の
名
な
し
)
､

本
俸
は
わ
ず
か
に
牧

(大
卒
御
覧
巻
五
百
九
十
引
王
隠
晋
書
は
牧
に
作
る
)

と
い
う
父
の
名
を
書
き
と
ど
め
る
に
す
ぎ
な
い
｡
そ
し
て
そ
の
官
職
･

は
､
萄
郡
の
太
守
と
い
う
｡
劉
備
以
来
の
竃
が
晋
の
将
軍
鍾
倉
に
ょ

っ
て
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
た
の
は
､
二
六
三
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
そ
れ

は
常
時
占
領
恒
後
の
土
地
で
あ
う

た
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
の
太
守
､
そ

れ
は
､
た
と
え
ば
沖
縄
の
軍
政
長
官
の
ご
と
-
､
あ
ま
り
お
だ
や
か

な
職
で
は
あ
る
ま
い
｡

彼
ら
の
家
が
文
拳
の
傍
流
を
も
た
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
だ
け
で
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な
く
､
翼
州
と
い
う
地
方
が
､
そ
も
そ
も
文
化
的
倦
紀
と
は
無
縁
な

土
地
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
漠
代
の
畢
者
茸
仲
野
､
時
代
は
降
る

が
唐
代
の
聾
者
孔
頴
達
は
､
共
に
こ
の
寒
川
出
身
で
あ
る
が
､
す
く

な
く
と
も
文
学
的
偉
雑
に
は
か
け
る
と
考
え
て
よ
く
､
同
時
代
の

一

摩
名
の
あ
る
文
人
と
し
て
は
､
た
だ

一
人
牽
秀
と
い
う
人
物
が
藤
津

の
人
で
あ
っ
た
､
と
晋
書
に
し
る
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
｡
後
漠
王
朝

の
絶
封
権
力
者
で
あ
っ
た
賓
太
后
が
､
濯
津
の
人
で
あ
る
､
と
歴
史

は
し
る
し
て
い
る
が
､
そ
れ
は
こ
の
際
､
か
え
っ
て
あ
ま
り
名
替
な

こ
と
で
は
あ
る
ま
い
｡
こ
の
土
地
が
､
常
時
経
済
的
に
も
未
開
の
地

方
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
｡
文
畢
者
の
お
お
む

ね
が
江
新
か
ら
出
た
清
朝
で
も
､
そ
の
末
期
に
は
､
文
人
が
必
ず
し

も
江
衝
の
出
身
者
に
ょ
つ
て
占
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
事
情
と
考
え
あ

わ
せ
て
み
て
､
政
治
的
混
乱
が
文
嬰
的
風
塵
に
輿
え
る
影
響
の

一
端

を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
そ
う
し
た
連
境
か
ら

生
れ
た
文
拳
が
､
後

の
清
朝
の
そ
れ
と
は
ち
が
つ
て
､
こ
の
場
合
､

た
だ
ち
に
支
配
者

へ
の
積
極
的
な
批
判
の
文
畢
と
な
ら
ず
､
消
極
的

な
姿
勢
､
あ
る
い
は
逃
避

へ
と
傾
い
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､

時
代
的
制
約
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
し
か
し
JTy
う

し
た
消
極
的
姿
勢
､
あ
る
い
は
逃
避
の
中
に
も
､
そ
の
作
品
を
形
式

主
義
的
文
峯
の
枠
か
ら
は
み
出
さ
せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
あ
る
こ
と
を
､

わ
れ
わ
れ
は
見
落
し
て
ほ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
抑
え
ら
れ
た
情
感

が
､
ひ
そ
や
か
で
は
あ
り
な
が
ら
､
抑
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
､

か
え
つ
三
輿
塞
な
も
の
を
秘
め
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
､
そ
う
し
た

作
品
を
､
わ
れ
わ
れ
は
見
す
ご
し
て
は
な
ら
な
い
し
､
そ
の
た
め
に

も
､
こ
の
時
代
の
作
品
を
､
形
式
主
義
的
女
挙
と
し
て

一
概
に
捨
て

さ
ら
ず
､
も
う

一
度
詳
密
に
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
'

わ
た
く
L
に
は
思
わ
れ
る
｡

三

張
協
の
生
涯
に
つ
い
て
､
そ
の
く
わ
し
い
こ
と
は
､
ほ
と
ん
ど
こ

れ
を

知
る
こ
と
が
出
来
な
い

が

､
こ
こ
で
は
若
干
の
資
料
に
ょ
り
つ

註
一

つ
､

探
っ
て
み
た
い
｡

ま
ず
晋
菩
本
俸
の
記
事
に
よ
れ
ば
､

わ
か

ひ
と

張
協
､
字
は
景
陽
､
少

く

し
て
備
才
あ
り
ー
載
と
名
を
斉
し
く

め

す
｡
公
府
の
操

(三
公
の
府
の
属
官
)
に
辞
さ
れ
､
秘
喜
郎
に
樽
ず
､

華
陰

(連
関
の
西
に
あ
る
嚇
)
の
令
､

征
北
大
将
軍
が
従
事
中
邸
に
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う
つ

格
せ
ら
れ
､
中
書
侍
郎
に
遣
り
､
河
問

(河
北
省
)

の
内
奥
に
碍

す
で

ず
､
郡

(役
所
)
に
在
り
て
は
清
簡
寡
欲
｡
時
に
天
下

己

に

乱
れ
､

いた

カく

よ

さ

在
る
所
､
冠
盗
あ
り
｡
協
､
途
て
人
の
事
を
棄
て
終
り
､
草
津
に

しり
そ

す

つす

-
た

罪

き

居

ま
う
｡
道
を
守
り
て
競
わ
ず
､
屠

り

詠

う

こ
と
を
も
っ
て

み

た
の

白
ず
か
ら
娯
し
む
｡
諸
文
士
に
擬
し
て
､
七
命
を
作
る
｡
そ
の
節

たく

ま

に
い
わ
く
云
云
｡
世
も
つ
て
エ
み
な
り
と
な
す
｡
永
寡
の
初
､
復

め

さ

や
ま

か
こ
つ

た
徴
さ
れ
て
黄
門
侍
郎
と
寄
る
｡
疾
い
に
託
け
て
就
か
ず
､
家
に

終
る
｡

引
用
さ
れ
た
作
品
を
は
ぶ
け
ば
､
こ
れ
が
､
そ
の
侍
の
文
章
の
す

べ
て
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
生
卒
の
年
は
'
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
｡

し
か
し
こ
こ
に
､
た
だ

一
カ
所
で
は
あ
る
が
､
年
数
が
明
記
さ
れ
て

い
る
｡
｢
永
茅
の
初
｣
'
そ
れ
は
前
章
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
､
晋
の
王

族
の
内
紛
に
端
を
牽
し
､
混
乱
の
中
で
多
く
の
人
民
の
生
命
と
財
産

を
破
壊
し
っ
く
し
､
さ
ら
に
張
華
､
捧
岳
ら
す
ぐ
れ
た
文
人
の
命
を

う
ぼ
っ
た
､
い
わ
ゆ
る
八
王
の
乳
が
､
よ
う
や
く
終
り
を
つ
げ
た
､

そ
の
あ
く
る
年

(三
〇
七
)
に
あ
た
る
｡

こ
の
年
､

西
晋
の
三
宝

の

し
は
え
い

一
族
郵
邪
王
司

馬

審

(の
ち
の
元
帝
)
は
､
都
督
揚
州
江
南
諸
軍
事
と

し
て
'
建
菓

(今
の
南
京
)
に
軍
鋲
を
移
し
､
す
で
に
東
晋
の
基
礎

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
一
海
)

を
築
き
つ
つ
あ
っ
た
｡
こ
の
八
三
の
乳
の
或
る
期
間
､
張
協
は
や
は

ぎ
よ
う

り
王
族
の
l
人
で
あ
る
河
間
王
朝
の
下
で
､
そ
の
地
の
長
官
を
し
て

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

いた

い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
｡

｢時
に
天
下
己
に
乱
れ
､
在
る
所
冠
盗

あ
り
｣
と
い
う
記
事
が
､
そ
の
こ
と
聖
不
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
ま
の

あ
た
-
に
し
た
で
あ
ろ
う
現
実
､
そ
れ
が
彼
に
'
次
の
官
職
を
固
節

さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

そ
の
後
数
年
に
し
て

(三
二

)
､
洛
陽
は
西
晋
支
配
階
級
の
内
乱

に
乗
じ
た
旬
奴
の
劉
聴
'
掲
族
の
石
動
ら
連
合
軍
の
手
に
格
ち
た
｡

西
晋
の
最
後
の
皇
帝
､
憩
帝
が
殺
さ
れ
､
さ
き
の
司
馬
春
が
東
晋
の

王
朝
を
江
南
に
た
て
た
の
は
'
さ
ら
に
そ
の
数
年
後
､
三

一
八
年
の

こ
と
で
あ
る
｡
永
嘉
の
初
か
ら
約
十
年
､
張
脇
が
そ
の
混
乱
に
如
何

に
虚
し
た
か
は
､
全
く
不
明
で
あ
る
｡
し
か
し
､
本
俸
の
記
事
に
よ

れ
ば
､
彼
の
文
畢
活
動
は
､
そ
の
間
も
つ
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

今

に
嘩
る
作
品
が
､
そ
う
し
た
期
間
の
も
の
を
も
含
む
か
ど
う
か
は
､

疑
問
で
あ
る
と
し
て
も
｡

南
渡
以
後
の
東
晋
に
関
す
る
文
献
に
､
協
の
名
が
見
え
な
い
の
は
､

た
と
え
彼
が
そ
の
頃
ま
で
生
き
て
い
た
と
し
て
も
､
揚
子
江
を
わ
た

っ
て
南
方
に
逃
げ
た
文
人
た
ち
の
中
に
'
彼
が
加
わ
っ
て
い
な
か
つ
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た
こ
と
聖
不
す
で
あ
ろ
う
し
'
弟
克
､

｢中
興
の
初

(三
一
七
頃
)
､

わた

江
を

過

る

｣
と
す
る
本
俸
の
記
事
が
､
兄
の
こ
と
に
ふ
れ
な
い
の
は
'

誰
二

こ
の
こ
と
を
た
し
か
め
さ
せ
る
で
あ
ろ

う

｡

以
上

が
､
本
俸
に
よ
っ
て
知
り
う
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
で
あ
り
､

張
兄
弟
の
行
跡
に
つ
い
て
､
さ
ら
.に
い
さ
さ
か
の
事
既
を
知
る
た
め

に
は
､
兄
の
戦
の
倦
､
あ
る
い
は
そ
の
他
か
れ
ら
に
近
い
時
代
の
数

す
く
な
い
資
料
に
た
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
､
考
許
が
煩
櫓
に
わ
た

る
き
ら
い
な
し
と
し
な
い
の
で
､
こ
れ
を
簡
保
に
わ
け
て
簡
塵
に
の

べ
た
い
｡

3
:

文
選
の
各
.,,ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
の
詩
人
の
排
列
は
､
そ
の
時
代

順
に
掠
る
と
､
昭
明
太
子
の
L序
は
明
記
し
て
い
る
が
､

l
つ
に
は
､

ヽ
ヽ

｢各
以
l時
代
相
次
｣
の
時
代
が
､
詩
人
の
生
年
を
指
す
の
か
､
あ
る

い
は
そ
の
活
躍
し
た
時
期
な
の
か
は
不
明
で
あ
り
､
二
つ
に
は
､
た

と
え
ば
巻
二
十
二
左
思
招
博
詩
に
お
い
て
､
李
善

が
､
雑
詩
で
は
左

お

が
陸

(磯
)
の
後
に
あ
り
､
こ
こ
で
前
に
居
-
の
は
誤
り
で
あ
る
､

と
指
摘
し
､
ま
た
巻
二
十
九
何
郁
雄
詩
に
附
せ
ら
れ
た
李
注
が
､
階

答
と
雑
詩
に
お

け
る
何

･
陸
の
順
の
不
統

1
な
い
う
ど
と
く
､
前
後

錯
雑
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
た
め
､
こ
れ
に
よ

っ
壱

生
年

の
順
を

断
定
す
る
こ
と
は
､
不
安
な
し
と
し
な
い
｡
し
か
し
今

一
膝
こ
れ
に

擦
っ
て
見
れ
ば
'
張
協
の
詠
史
詩
は
､
左
恩
と
直
話
の
間
に
､
維
詩

は
､
張
翰
と
底
誼
の
間
に
患
か
れ
て
い
る
o
左
恩
の
生
卒
は
不
明
で

註
三

あ

る

｡
底
誰
は
､
本
俸
に
よ
れ
ば
二
八
四
年

-
三
五
〇
年
｡
張
翰

も
ま
た
不
明
で
あ
る
が
､
本
俸
の
記
事
か
ら
二
四
六
年
以
後
の
生
れ

で
あ
る
こ
と
は
､
わ
か
る
｡
陸
侃
如

･
唱
玩
君
著

｢中
開
詩
史
｣
は
､

張
協
の
生
卒
を
し
る
す
唯

l
の
文
拳
史
で
あ
ろ
う
が
､
そ
れ
が
何
に

ょ
る
推
定
で
あ
る
か
は
､
つ
ま
び
ら
か
に
し
な
い
｡
し
か
し
､
二
五

五
-
1

三

l
O
-
と
す
る
推
定
の
う
ち
､
没
年
に
つ
い
て
は
云
云

す
る
だ
け
の
資
料
を
も
た
ぬ
が
､
そ
の
生
年
に
つ
い
て
は
､
文
選
の

排
列
に
ょ
つ
て
も
､
疑
問
符
を
附
し
た
ま
ま
､
数
年
の
幅
を
も
た
せ

て
､

一
魔
う
け
入
れ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
｡

jI

本
俸
に
よ
れ
ば
'
兄
の
我
は
､
太
殿
の
初

(
二
八
〇
頃
)
局

たず

の
地
に
父
を

省

ね

た
､
と
あ
る
｡
文
選
に
見
え
る
鋸
閣
銘
は
､
そ
の

時
の
作
品
で
あ
る
が
､
そ
の
李
善
注
に
引
く
威
柴
緒
の
晋
書
に
は
､

父
に
随
っ
て
竃
に
入
っ
た
､
と
あ
り
､
い
さ
さ
か
記
述
の
ち
が
い
な

見
せ
る
｡
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
'
こ
の
.記
事
は
､
栽
が
ま
だ
何

の
官
職
に
も
つ
か
ぬ
若
い
境
の
こ
と
の
よ
う
に
謹
み
と
れ
る
｡
富
川
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教
授
の
教
示
に
よ
れ
ば
､
重
文
溺
朱
雀
二
十
七
に
見
え
る
張
載
叙
行

ま
さ

賦
の
､

｢歳
は
大
荒
の
孟
夏
､
金
牌
に
局
に
在
か
ん
と
す
｣
の
大
荒

ヽ

と
は
､
爾
雅
程
天
の

｢
(太
歳
)
巳
に
在
る
を
大
荒
落
と
い
う
｣
の

に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
t
と
の
こ
と
で
あ
る
O
と
す
れ
ば
､
本ヽ

俸
の
大
喪
初
年
と
す
る
記
事
と
考
え
あ
わ
せ

て
､
太
庚

六
年
乙
巳

(
三
八
五
)
を
指
す
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
.
こ
の
銘
は
､
益
州
別

註
幽

史
張

敏

に

認
め
ら
れ
､
そ
の
上
表
に
よ
っ
て
､
武
帝
は
こ
れ
を
石
に

刻
ま
せ
た
と
い
う

(本
俸
及
び
戚
菜
絹
晋
書
)

｡

臼

し
か
し
､
我
が
そ
の
文
才
を
認
め
ら
れ
た
の
は
､
こ
れ
よ
り

い
さ
さ
か
さ
か
の
ぼ
る
｡
司
隷
校
尉
侍
玄

(
二
一
七
-
二
七
八
)
は
､

載
の
濠
氾
族
を
見
て
感
歎
し
､
革
を
も
っ
て
こ
れ
を
迎
え
､
目
の
没

す
る
の
も
忘
れ
て
､
大
い
に
語
り
あ
い
､
か
く
て
我
は
そ
の
名
を
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
､
と
本
俸
は
し
る
し
て
い
る
.
司
隷
較
尉
停

玄
が
､
そ
の
職
を
兎
ぜ
ら
れ
た
の
は
､
武
帝
の
伯
母
献
皇
后
の
葬
儀

(武
帝
成
寧
四
年
二
七
八
)
の
席
上
､
席
あ
ら
そ
い
な
し
た
こ
と
に
ょ

る
と
い
う

(晋
書
巻
四
十
七
及
び
撃

二
十

l
).
と
す
れ
ば
､
濠
氾
族
は
､

二
七
八
年
よ
り
何
年
か
前
の
作
､
よ
り
巌
箸
に
い
え
ば
､
樽
玄
が

一

つ
前
の
官
､
太
供
の
職
に
あ
る
こ
と

l
年
に
充
た
な
か
つ
た
と
し
て
､

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
一
海
)

二
六
九
年

(武
帝
泰
始
四
年
)
か
ら
二
七
八
年
の
問
の
作
､
で
あ
り
､

我
の
文
名
が
中
央
の
文
壇
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
､
こ
の

間
の
こ
と
と
し
て
よ
い
｡

囲

以
上
に
示
し
た
記
事
あ
る
い
は
考
詮
と
､
い
さ
さ
か
矛
盾
を

来
た
す
記
述
が
､
同
じ
晋
書
の
女
苑
博
に
見
え
る
｡

た
ま

(左
思
)
三
部
の
こ
と
を
賦
せ
ん
と
欲
せ
L
に
､
禽

た

ま
妹
の

芥
､
官
に
入
り
､
家
を
京
師
に
移
す
｡
乃
ち
著
作
郎
張
載
の
も
と

いた

と

に

造

り

､
眠
邦
の
事
を
訪

う

(毛
九
十
二
左
恩
俸
)

｡

眠
山
邦
江

(共
に
今
の
四
川
省
す
な
わ
ち
皆
時
の
局
の
山
川
の
名
)
の
こ

と
は
張
載
に
き
け
､
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
､
彼
が
局
に
つ
い
て
の
権

威
者
と
な
っ
て
い
る
か
ら
に
は
､
そ
の
入
局
の
の
ち
､
す
な
わ
ち
太

廉
六
年

(
二
八
五
)
以
後
､
離
間
銘
が
世
に
知
ら
れ
て
か
ら

の
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
し
か
る
に
左
恩
の
妹
券
が
､
そ
の
文
才
に

よ
っ
て
武
帝
の
後
宮
に
納
れ
ら
れ
､
修
儀
の
稀

を
う
け

た

の
は
､

註
五

泰
殆
八
年

(
二
七
二
)
の
こ
と
で
あ
る

(準

二
十

1
左
鴬
嬢

俸

)
o

｢乃

ち
｣
と
い
う
助
字
か
ら
し
て
'
左
恩
が
載
を
訪
れ
た
の
は
､
芥
の
入

官
の
の
ち
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
で
あ
ろ
う
が
､
そ
れ
に
し
て
も
'
張

載
博
､
左
思
博
の
問
に
は
十
年
前
後
の
矛
盾
が
の
こ
る
｡
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と
こ
ろ
で
文
苑
侍
の
次
の
.記
事
は
､
さ
ら
に
も
う

一
つ
の
矛
盾
を

生
む
o
左
恩
は
張
戟
を
訪
ね
た
の
ち
､
構
想
十
年
､
達
に
三
都
族
を

完
成
し
た
｡
と
こ
ろ
が
そ
れ
の
完
成
さ
れ
る
以
前
に
､
陸
磯
が
呉
の

地
か
ら
入
洛
し
て
お
り
､
機
も
ま
た
三
都
既
の
構
想
を
繰
っ
て
い
た

矢
先
で
あ
っ
た
の
で
､
こ
の
計
蓋
を
き
い
て
､
は
じ
め
は
北
人
に
何

が
出
来
る
も
の
か
と
笑
っ
て
い
た
が
､
完
成
さ
れ
た
左
恩
の
族
を
見

はな
は

て
､
縄
だ
歎
伏
し
､
こ
の
上
に
加
う
る
が
も
の
な
し
､
と
自
ら
の
筆

す
を
頓

て
た
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
構
想
十
年
と
す
れ
ば
､
完
成
し
た

の
は
､
太
東
三
年

(
二
八
二
)
の
頃
､
し
か
る
に
､
晋
青
陵
磯
侍
は
､

そ
の
入
洛
を
太
庚
の
末

(
二
八
九
頃
)
と
す
る
｡
こ
の
場
合
は
､
そ

の
入
洛
を
数
年
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
.

と
こ
ろ
で
､
陸
磯
入
洛
の
年
に
つ
い
て
､
晋
書
の
示
す
所
に
疑
念
を

は
さ
ん
だ
注
家
が
､
礎
爽
な
く
は
な
い
｡
こ
れ
も
吉
川
教
授
の
教
示

に
よ
れ
ば
､
文
選
集
注
に

｢砂
に
日
く
｣
と
し
て
引
く
詮
､
及
び
清

ち
よう
う
ん
こ-

の
張
雲
激
の
遺
草
腰
言
は
'
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
､
十
年

(呉
滅
亡
の

年
'
太
康
元
年
二
八
〇
)
あ
る

い
は
五
年

(陸
機
二
十
四
歳
の
暗
､
大
鹿

五
年
二
八
四
)
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
考
え
て
い
る
｡
二
詮
ま
た
矛
盾
す
る

が
'
陸
樺
の
作
品
の
示
す
朗
で
は
､
英
滅
亡
の
の
ち
､
呉
と
洛
陽
の

間
を
幾
度
か
往
復
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
､
晋
啓
の
示
す
所
は
最
初

の
赴
洛
で
は
な
く
､
幾
度
か
の
往
復
の
の
ち
洛
陽
に
落
着
く
こ
と
に

な
っ
た
と
い
う
結
論
的
な
叙
述
と
見
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
く
､
と
す
れ

ば
､
後
者
の
く
い
ち
が
い
､
す
な
わ
ち
､
左
思
侍
と
陸
横
侍
の
示
す

矛
盾
は
､

一
膳
解
決
さ
れ
よ
う
｡
と
こ
ろ
で
ー
前
者
の
矛
盾
､
す
な

わ
ち
張
載
博
と
左
思
侍
の
示
す
く
い
ち
が
い
に
つ
い
て
は
､
晋
書
の

張
載
入
局
を
太
庚
の
初
と
す
る
記
事
が
誤
り
で
あ
り
､
大
荒
と
は
も

う

一
つ
前
の
巳
の
年
､
す
な
わ
ち
秦
始
の
末

(
二
七
三
㌧
突
巳
)
と
考

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
解
決
さ
れ
な
い
｡
更
に
こ
れ
を
た
し
か
め

る
他
の
資
料
を
持
合
わ
せ
な
い
現
在
､
か
く
本
俸
の
記
述
を
あ
ら
た

め
る
に
つ
い
て
は
､
不
安
な
し
と
し
な
い
が
､
左
葉
壊
侍
の
記
事
が
､

宮
廷
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
､
よ
り
信
懲
性
を
も
つ
も
の
と

し
て
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
う
け
と
れ
ば
､
左
恩
が
入
洛
後
し
ば
ら
く
し

て
張
載
を
訪
ね
た
と
し
て
､
そ
の
事
蜜
に
開
す
.る
矛
盾
は
､

l
癒
解

決
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
我
は
泰
始
末
年
か
ら
成
筆
耕

年
の
頃

(
二
七
五
年
前
後
)､
最
初
の
官
職
で
あ
る
著
作
郎
と
し
て
､

そ
の
文
名
は
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
ー
と
考
え
て
よ
-
､
い
さ
さ

か
乱
暴
で
は
あ
る
が
､
二
五

〇
年
頃
を
そ
の
生
年
と
し
て
推
定
し
て
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も
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
b

斡

陸
磯
の
こ
と
に
ふ
れ
た
つ
い
で
に
､
第
二
章
で
探
り
あ
げ
た

太
平
窯
牢
記
の

｢
二
陸
入
洛
､
三
軍
減
債
｣
と
い
う
俗
間
の
語
に
つ

い
て
､
考
え
て
み
た
い
O
こ
れ
は
､
采
人
に
よ
っ
て
書
き
し
る
さ
れ

た
こ
と
ば
で
あ
る
わ
け
だ
が
､
唐
人
も
ま
た
こ
れ
を
書
き
と
ど
め
て

い
る
.
す
な
わ
ち
晋
苦
本
俸
の
末
尾
に
'

の

て
い
がく

て

景
陽
'
光
を
王
府
に
捨
べ
､
棟
等
相
い
輝
ら
す
｡
二
陸
入
洛
す

お
よ

しら

る
に
泊
ん
で
､
三
瀬
そ
の
債
を
減
ず
｡
遺
文
を
考
え
震
ぶ
る
に
､

徒
語
に
は
非
ざ
る
な
り
｡

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
O
と
す
れ
ば
､
こ
れ
は
常
時
俗
間
に
い
い

は
や
さ
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
こ
と
ば
の
示
す
意
味
を
､
逆
に
考
え
れ
ば
､
二
陸
の
入
洛
ま

で
は
'
三
張
が
､
常
時
の
文
壇
に
あ
っ
て
t
の
ち
の
二
陸
の
占
め
た

よ
う
な
最
高
の
地
位
を
保
っ
て
い
た
､
と
し
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
｡

お
よ

と
す
れ
ば
'
詩
晶
序
で
は

｢有
晋
太
庚
申
に
迄
ん
で
､
三
強
二
陸
南

清

一
左
､
勃
蘭
と
し
て
倶
に
興
る
｣
と
集
約
的
に
の
べ
て
い
る
け
れ

ど
も
､
そ
し
て
ま
た
二
陸
入
洛
を
太
東
の
初
と
す
る
か
､
末
と
す
る

か
は
､
今
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
､
張
載
が
博
玄
に
認
め
ら
れ
た
武

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
一
梅
)

帝
政
寧
年
間
か
ら
､
次
の
太
庚
年
間
に
か
け
て
の
数
年
､
あ
る
い

は

十
数
年
が
､
張
氏
兄
弟
の
中
央
に
お
け
る
文
畢
活
動
の
最
も
盛
ん
な

時
期
で
あ
っ
た
､
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
､
あ
く
ま
で
も

常
時
の
支
配
階
級
を
中
心
に
し
て
形
成
さ
れ
た
文
壇
の
場
で
の
活
動

な
り
そ
れ
に
封
す
る
評
債
で
あ
っ
て
､
末
書
謝
霞
蓮
停
論
に
､

｢降

り
て
元
廉

(大
慶
の
攻
の
年
競
)
に
及
び
､
港
陸
､
特
に
秀
い
で
…
･･･

遺
風
飴
烈
､
事
は
江
右
に
極
ま
る
｣
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
､
既
に
三

張
は
そ
の
名
を
奉
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
､
か
れ
ら
の
文
拳
活
動
は
､

註
六

太
庚
以
後
も
つ
ず
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
く
､
こ
と
に
張
協
の

場
合
'

｢
債
を
減
じ
｣
た
の
ち
に
､
か
え
っ
て
す
ぐ
れ
た
作
品
を
の

こ
し
た
､
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
章
を
あ
ら
た
め
て
､

の
べ
て
み
た
い
と
思
う
｡

四

と
こ
ろ
で
輩
氏
兄
弟
は
､
三
軍
と
併
稀
さ
れ
な
が
ら
も
､
先
人
た

ち
は
は
や
く
か
ら
こ
れ
に
い
さ
さ
か
の
優
劣
を
つ
け
て
い
る
｡
末
弟

の
瓦
に
つ
S,て
'
そ
の
本
俸
は
､
才
藻
二
昆
に
及
ば
ず
､
と
断
定
し

て
い
る
が
､
前
述
の
ご
と
く
､
今
に
そ
の
作
品
を
と
ど
め
な
い
た
め
､

103



中
国
文
革
帝

第
七
御

許
債
の
て
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
｡
兄
の
二
人
に
つ
い
て

は
､
人
に
よ
っ
て
､
そ
の
優
劣
に
関
す
る
議
論
と
許
債
に
､
若
干
の

ち
が
い
な
見
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

障
書
経
籍
志
は
､
載

･
協
の
集
を
､
そ
れ
ぞ
れ
七
巻

･
三
寒
と
記

録
す
る
の
に
封
し
､
文
選
が
､
我
に
つ
い
て
は
､
詩
三
首
､
銘

一
首
､

協
に
つ
い
て
は
詩
十

l
首
'
七
命
八
首
と
､
弟
の
作
品
を
多
く
載
せ

て
い
る
の
は
､
弟
の
協
を
秀
れ
た
り
と
す
る
､

一
つ
の
評
慣
聖
不
す

も
の
で
あ
ろ
う
.
こ
れ
を
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
示
す
の
が
､
錘
喋
の

詩
品
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
協
は
上
品
に
､
戦
は
下
品
に
ク
ラ
シ
フ

ァ
イ
さ
れ
て
い
る
O
そ
の
序
文
に
､
協
を
播
岳
と
並
べ
て
､
臨
機
と

共
に
太
庶
年
間
の
代
表
的
詩
人
で
あ
る
と
し
､
ま
た
文
畢
史
上
代
表

的
な
意
義
を
も
つ
作
品
の

l
つ
に
､
協
の
苦
雨

(重
文
猫
糞
#
二
に
引

く

文
選
で
は
雑
詩
第
十
首
)
を
あ
げ
､
ま
た
､
詩
晶
の
中
で
最
高

の

許
債
を
輿
お
ら
れ
て
い
る
謝
蚕
蓬
､
植
照
に
､
張
協
の
憾
あ
り
､
あ

る
い
は
､
そ
の
源
は
協
に
跡
ず
､
と
す
る
記
述
は
､
協
里
見
L
と
す

る
評
債
を
､
さ
ら
に
側
面
か
ら
強
め
て
い
る
o
そ
し
て
鐘
崎
は
､
孟

はる

そ

土

陽

(戟
)
の
詩
は

透

か

に
灰

の
弟
に
噺

ず
､
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
｡

過
去
の
文
尊
に
封
す
る
批
評
的
意
義
警

P
つ
と
さ
れ
る
,u
掩
難
鰐
詩

が
､
そ
の
三
十
首
の
う
ち
に
､
協
に
擬
し
た
詩
を
ふ
く
み
'
そ
う
し

て
我
に
擬
し
た
詩
の
な
い
こ
と
'
さ
ら
に
協
を
も
つ
V
l二
張
を
代
表

さ
せ
た
前
出
の
太
平
繋
牢
記
の
記
事
な
ど
は
､
こ
う
し
た
評
債
を
う

け
つ
い
だ
も
の
と
い
え
よ
う
0

し
か
し
な
が
ら
､
詩
品
が
許
債
の
封
象
と
し
て
探
り
あ
げ
た
の
は
､

詩
､
し
か
も
五
言
詩
に
限
ら
れ
て
お
り
､
し
た
が
っ
て
､
す
べ
て
の

.I,b
ヤ
ン
ル
の
文
畢
作
品
を
封
象
と
し
た
劉
漆
の
女
心
離
寵
の
議
論
は
､

必
ず
し
も
こ
れ
と
似
な
い
｡
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
'
協
だ
け
が
特
に

探
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
､
む
し
ろ
我
の
方
が
､
弟
と
重
り
は

な
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
さ
え
あ
る

(銘
蔵
篇
)｡
そ
う
し
て
そ

の
才
略
篇
に
は
い
う
､

ひと

孟
陽
景
陽
､
才
は
縛
に
し
て
相
い
埼
L
o
魯
衛
の
政
ー
兄
弟
の

文
と
謂
う
可
き
な
り
｡

明
の
張
薄
は
'
こ
の
評
債
を
さ
ら
に
は
っ
き
り
し
た
形
で
提
出
し

て
い
る

(漢
貌
六
朝
一
百
三
家
集
張
孟
陽
集
題
詞
)｡
す
な
わ
ち
､
二
張

と
も

は
斉
に
詩
文
の
間
に
そ
の
才
を
馳
せ
た
が
､
互
い
に
長
短
あ
り
､
そ

の
文
革
的
才
能
に
つ
い
て
い
え
ば
､
と
も
に
兄
た
り
が
た
く
､
弟
た

辛

り
が
た
し
､
と

い
い
､
協
は
文
に
虫
い
て
は
崩

や
兄
に
譲
る
が
､
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｢詩
は
濁
り
勤
出
す
｣
と
い
う
の
が
､
そ
の
議
論
で
あ
る
｡
今
に
造

る
張
氏
兄
弟
の
侠
文
を
見
､
そ
し
て
詩
晶
､
女
心
離
寵
な
ど
の
詮
を

勘
案
す
る
時
､
軍
港
の
こ
の
議
論
が
､
も
っ
と
も
お
だ
や
か
で
あ
る

よ
う
に
､
わ
た
く
L
に
は
思
わ
れ
る
｡
文
選
に
採
ら
れ
た
西
晋
の
詩

の
う
ち
､
陸
横
の
五
十
二
首
を
の
ぞ
け
ば
､
張
協

･
左
恩
の
十

一
首

が
､
滞
岳
の
九
首
と
と
も
に
､
他
を
塵
し
て
多
い
こ
と
､
ま
た
明
の

鴻
惟
調
の
詩
紀
以
下
､
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
す
る
纏
集
の
選
揮
許

註
一

債
も
'
こ
の
詮
の
正
し
さ
寧
う
ら
づ
け
て
い
る
よ
う
で
あ

る

｡

五

詩
晶
の
硬
協
の
項
に
は
い
う
､

さ
ら

そ
の
源
は
王
集
に
卦
ず
.
文
照
準
浮
､
病
果
す
く
な
し
｡
又
に

巧
み
に
形
似
の
言
を
構
え
'
港
長
よ
り
も
雄
に
､
太
枠
よ
り
も
醍

ヰごしと

な
り
｡
風
流
調
達
､
票
に
暖
代
の
高
手
な
り
.
詞
彩
葱
膏
､
音
韻

び
び

註
1

選
銘
､
人
の
こ
れ
を
味
わ
え
ば
､
空

重

と
し
て
倦
ま
ざ
ら
し
む

｡

こ
こ
に
は
､
い
く
つ
か
の
重
要
な
指
摘
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
よ
う

に
思
う
｡

ま
ず
､
周
知
の
ご
と
く
､
鐘
崎
は
､
そ
の
文
畢
批
評
の
一
つ
の
方

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
一
海
)

法
と
し
て
'
詩
人
の
系
圏
を
作
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
｡
評
債
の
封

象
と
な
っ
た
詩
人
は
､
す
べ
て
国
風

･
中
経

･
楚
辞
を
そ
の
源
と
す

る
三
つ
の
系
圏
の
ど
こ
か
に
く
み
入
れ
ら
れ
る
.
彼
に
よ
れ
ば
､
張

協
を
ふ
く
む
系
圏
は
､
次
の
ご
と
く
で
あ
る
｡

楚
酔
～

李
陵

-
王
粂
-

軍
協
-

飽
照

李
陵

(上
品
)
に
つ
い
て
は
､

文
､
懐
恰
多
し
､
怨
者
の
流
れ
な
り

と
い
う
｡
す
な
わ
ち
､
屈
原
と
李
陵
の
運
命
を
も
う
ら
に
ふ
ま
え
つ

つ
､
李
陵
の
詩
は
､
楚
軒
の
も
つ
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
寧
つ
け
つ

い
だ
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
り
､
張
協
が
そ

う
し
た
流
れ
を
汲
む
と
す
る
の
は
'
意
味
深
い
示
唆
を
ふ
く
ん
で
い

る
よ
う
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
た
と
え
ば
張
協
が
そ
の
詩
に
､
テ
ー

マ
と
し
て
､
あ
る
い
は
背
景
と
し
て
､
し
ば
し
ば
凋
落
の
秋
を
う
た

う
の
は
､
あ
垂
ら
か
に
楚
辞
の
も
つ
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
流
れ
を
う

け
つ
い
だ
も
の
と
し
て
よ
く
､
ま
た
悲
傷
の
感
を
深
め
る
も
の
と
し

て
雨
を
鮎
綴
し
た
作
品
の
多
い
こ
と
も
､
そ
う
し
た
傾
向
の
一
つ
と

考
え
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
､
秋
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の
詩
人
と
よ
ぼ
れ
る
杜
南
に
も
う
け
つ
が
れ
､
雨
の
括
鳥
を
ふ
く
む

杜
甫
の
詩
'
た
と
え
ば
秋
雨
歎
三
首
､
秦
州
難
詩
二
十
首
の
う
ち
の

あ
る
も
の
な
ど
が
､
そ
の
作
品
の
す
ぐ
れ
た
部
分
を
占
め
る
こ
と
も
､

興
味
深
い
｡

玉
条

(上
品
)
に
つ
い
て
も
､
鐘
崎
は
､

働
槍
の
詞
を
牽
す

と
指
摘
す
る
｡
し
か
し
ま
た
､

よわ

女
秀
で
､
質
巌
L

と
も
い
う
｡
す
な
わ
ち
楚
静
の
も
つ
悲
恰
感
が
､
王
集
に
お
い
て
は
､

そ
の
素
朴
さ
､
力
づ
よ
さ
を
失
い
､
そ
れ
が
粉
飾
さ
れ
､
や
わ
ら
げ

ら
れ
る
傾
向
の
う
ま
れ
た
こ
と
を
ー
い
う
の
で
あ
ろ
う
｡
錘
喋
に
よ

れ
ば
､
王
発
の
系
統
は
､
渠
協
を
も
ふ
く
め
て
､
五
人
の
詩
人
に
う

け
つ
が
れ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
人
に
封
す
る
評
語
か
ら
判
断
す
る
に
'

そ
の
悲
恰
感
は
､
劉
現
と
直
話
に
､
そ
し
て
そ
の
粉
飾
さ
れ
た
き
ら

び
や
か
さ
は
､
播
岳
と
張
華
に
う
け
つ
が
れ
た
､
と
す
る
も
の
の
よ

う
で
あ
る
｡
張
協
は
､
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
者
に
傾
き
つ
つ
も
､

こ
の
二
つ
の
傾
向
を
あ
わ
せ
も
つ
て
い
た
'
と
考
え
て
よ
い
｡
左
恩

ヽ

ヽ

よ
り
も
既
で
あ
る
が
､
番
長
に
-
ら
べ
れ
ぼ
雄
で
あ
る
と
す
る
評
語

が
､
そ
の
こ
と
堅
不
し
て
い
る
b
そ
し
て
ま
た
､
そ
の
女
膿
は
華
浮
､

き
よ

す
な
わ
ち
華
や
か
で
あ
る
と
同
時
に
､
浮
ら
か
な
も
の
を
も
も
つ
､

と
の
評
語
も
､
そ
の
こ
と
聖
不
唆
す
る
で
あ
ろ
う
.
こ
れ
ら
は
､
ご

く
大
雑
把
な
議
論
で
あ
る
こ
と
､
い
う
ま
で
も
な
い
が
､
理
由
の
な

い
断
定
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

左
恩
よ
り
も
既
と
す
る
､
そ
の
既
と
い
う
評
語
は
､
六
朝
の
文
畢

評
論
の
中
で
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
｡
た
と
え
ば
､
陸
機
の
文
賦
に
は

い
､T
t､

そ

-
つ

詩
は
情
に
縁

う
て
精
願
､
歓
は
物
を

潤

し

て
別
売
｡

つい

緒
と
は
､
質
素
に
封
し
て
文
掩
､
と
封

さ
れ
る

(文
心
雛
龍
書
記

ヽ
ヽ

篇
)
ご
と
く
'
模
様
の
ち
り
ば
め
ら
れ
た
き
ぬ
､
と
い
う
意
で
あ
り
､

詩
は
､
人
間
内
部
の
感
情
に
根
ざ
し
つ
つ
､
そ
の
機
能
は
､
給
既
､

す
な
わ
ち
は
な
や
か
な
､
あ
る
い
は
き
ら
び
や
か
な
美
し
さ
を
喪
散

さ
せ
る
こ
と
に
ょ
つ
て
､
最
高
に
牽
挿
さ
れ
る
､
と
す
る
の
が
､
そ

の
説
で
あ
る
｡
給
既

c
h
.i･
m
i
と
は
鼻
韻
の
こ
と
ば
で
あ
り
､
そ
れ

日
照
す
で
に

一
つ
の
装
飾
的
な
ひ
び
卓
を
も
つ
｡
こ
れ
が
､
常
時
の

詩
の
制
作
者
自
身
の
撃
言
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
評
者
が
､
そ
う

し
た
態
度
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
詩
を
､
同
じ
く
給
､
あ
る

い
は
雛
の

106



語
を
も
っ
て
評
す
る
の
は
､
嘗
番
線
想
し
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
.
と

こ
ろ
で
女
心
離
龍
は
､
そ
う
し
た
評
語
の
封
象
を
､
楚
酔
に
ま
で
遡

ら
せ
る
o
す
な
わ
ち
劉
碇
は
'
九
歌

･
九
群
を
許
し
て
､
椅
配
も
つ

て
情
を
傷
ま
し
む
､
と
い
う
｡
鍾
嘆
の
詩
晶
が
､
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
な

感
情
と
き
ら
び
や
か
な
表
現
と
の
混
合
を
､
は
じ
め
て
玉
東
に
見
出

す
の
に
封
し
て
､
こ
れ
は
更
に
楚
鮮
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
わ
け

で
､
さ
き
の
系
圏
と
く
ら
べ
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
興
味
深
い
｡
劉
雄

は
さ
ら
に
､
魂
晋
は
溝
に
し
て
給

(通
襲
篇
)
､
と
い
い
､
東
晋
の
詩

人
郭
環
に
も
'
給
巧
と
い
う
評
語
を
輿
え
て
い
る

(鉄
堅
廟
)｡
詩
品

に
よ
れ
ば
､
さ
ら
に
降
っ
て
采
の
顔
延
之
､
謝
意
連
､
ま
た
そ
の
詩

が
給
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
し
た
と
い
う
｡
そ
う
し
て
唐
人
は
､
こ

こ

れ
を
線
指
し
て
､
建
安
よ
り
乗
の
か
た
､
給
歪
､
珍
と
す
る
に
足
ら

ず

へ李
白
古
風
)
､
と
う
た
う
｡
詩
が
､
き
ら
び
や
か
で
あ
る
こ
と
を

特
色
と
す
る
の
は
魂
晋
南
北
朝
と
い
う
時
代
全
鰭
を
支
配
し
た
室
気

で
あ
る
､
と
す
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
な
お
こ
れ
を
仔
細
に
見
れ
ば
､
給
と
い
う
評
語

は
､
晋
､
こ
と
に
西
晋
の
文
拳
に
封
し
て
､
よ
り
多
く
つ
か
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
､
わ
れ
わ
れ
は
束
づ
く
｡
さ
き
に
あ
げ
た
､
魂
晋
は
濁

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
一
海
)

に
し
て
給
､
ま
た
流
嶺
結
節

(時
序
篇
)､
そ
し
て
､
晋
の
世
の
群
才
'

エ-
千

梢
く
給
既
に
入
る

(明
詩
篇
)
な
ど
､
す
.I(
て
畝

の
晋
詩

に
あ
た
え

た
許
債
で
あ
る
｡
そ
う
し
て
二
陸
は
､
天
才
椅
練
と
い
わ
れ

(文
選

文
賦
李
注
引
減
発
緒
晋
書
)
'
港
岳
､

は
清
給
と
許
さ
れ

(世
説
新
語
文

筆
籍
割
注
引
渡
文
章
志
)ー
ま
た
磯
岳
併
辞
し
て
､
縛
旨
､
星
の
ご
と

あ
つま

かさ

く
調
り
､
繁
文
'
給
の
ご
と
く
合
な
る
､
と
い
っ
た
評
語
も
､
わ
れ

わ
れ
は
見
る
こ
と
が
出
来
る

(末
書
謝
要
道
俸
論
)｡

さ
ら
に
ま
た
､

博
玄
の
子
成
は
､
そ
の
文
に

｢給
｣
の
足
ら
ざ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

お
と
し
め
ら
れ
て
い
る

(晋
書
本
俸
)｡

そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
'
張

協
も
ま
た
例
外
で
は
な
か
っ
た
｡
孟
陽
景
陽
､
才
は
給
に
し
て
相
い

ひ
と

均
し
､
と
い
う
女
心
離
寵
の
評
語
が
､
そ
の
こ
と
寧
不
し
て
い
る
o

と
こ
ろ
で
'
こ
う
し
た
評
語
は
'
何
を
そ
の
う
ら
に
ふ
ま
え
て
い

エ-
千

る
か
｡
そ
れ
は
､
さ
き
に
あ
げ
た
､
晋
の
世
の
群
才
､
稚

く

給
際
に

入
る
､
に
つ
ず
く
明
詩
篇
の
文
章
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､

rtち

な
ら

いろ
と
り

こ

張
清
陸
左
､
眉
を
詩
の

衛

に

比

べ

､
そ
の

采

は

正
始
よ
り
も
締

く
､
そ
の
カ
は
建
安
よ
-
も
柔
ら
か
な
り
｡

建
安
の
詩
の
'
ご
つ
ご
つ
し

た
､
洗
練
さ
れ
き
ら
ぬ
要
素
､
ま
た

そ
の
故
に
存
し
て
い
た
力
強
さ
､
そ
れ
が
失
わ
れ
て
､
装
飾
的
な
､
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外
面
的
な
美
し
さ
の
追
求

へ
と
傾
い
て
い
つ
た
の
が
晋
詩
で
あ
る
､

と
す
る
の
で
あ
る
｡
南
弊
害
文
革
倖
論
は
､
晋
代
の
文
拳
を
許
し
た

1.P

中
で
､
若
し
新
奨
な
く
ん
ぼ
､
代
わ
る
が
わ
る
堆
な
る
能
わ
ざ
ら
.ん
､

と
い
っ
て
い
る
が
'
二
つ
の
時
代
の
文
挙
が
､
同
じ
く
時
の
支
配
者

を
中
心
に
し
た
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
と
は
い
う
も
の
の
､

魂
の
時
代
に
存
し
た
､
文
人
の
撃
百
の
あ
る
程
度
の
自
由
さ
､
時
代

的
君
国
束
の
新
鮮
さ
が
､
統

一
王
朝
で
あ
る
晋
に
な
っ
て
か
ら
は
失

わ
れ
､
上
か
ら
の
統

一
､
二
十
四
友
と
い
う
よ
う
な
ゆ
が
ん
だ
形
で

の
文
単
著
の
結
集
ー
そ
し
て
王
族
の
.内
紛
や
人
民
∽
不
満
に
よ
っ
て

む
な

生
じ
た
果
て
し
な
い
混
乱
が
､
詩
人
を
､
虚

し

い
美
の
追
求

へ
と
ね

じ
ま
げ
ー
そ
れ
な
し
も

｢新
し
い
撃
化
｣
と
せ
ざ
る
変
え
な
か
っ
た

こ
と
も
､
う
な
ず
け
ぬ
で
は
な
い
｡

女
心
離
龍
は
､
こ
う
し
た
傾
向
に
封
し
て
､

｢撲
｣
と
よ
ぴ
､
ま

さ
か

た
､
浮

悪

し
き
も
の
は
､
給
を
観
て
心
を
躍
ら
す

(知

音
篇
)t
と
し

て
､
否
定
的
許
債
を
輿
え
て
い
る
｡
こ
う
し
た
許
慣
と
､
さ
ら
に
明

人
随
時
姫
の
､
人
間
の
感
情
は
詩
に
よ
っ
て
は
ぐ
く
ま
れ
､
ま
た
虞

賓
の
感
情
に
よ
っ
て
こ
そ
詩
は
生
れ
る
､
と
い
う
こ
と
ば
は
､
晋
人

に
と
っ
て
よ
い
薬
と
な
る
で
あ
ろ
う
-

語
日
､

情
生
於
文
､

文

生
於
情
､
些

一日
可
以
薬
晋
人
之
病

(詩
鉱
絶
論
'
歴
代
詩
話
続
編
本
)

-

と
す
る
評
語
に
､
わ
た
く
L
も
ま
た
､
お

お

む
ね
賛
意
を
表
す

る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
う
し
た
風
潮
の
中
に
あ
つ
て
も
､
詩
人
の

情
感
は
､
必
ず
し
も
ま
っ
た
く
堕
し
殺
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い

｡こ
と
に
､
そ
う
し
た
詩
人
の
群
れ
の
中
で
も
､
左
恩
と
い
う
人
物

は
ー
尿
賓
の
感
情
を
､
自
己
の
出
身
の
ま
ず
し
き
と
そ
の
不
遇
な
環

境
に
封
す
る
反
覆
や
不
満
と
し
て
､
兵
卒
に
形
象
化
し
え
た
詩
人
で

か
ね
そ

あ
る
と
い
わ
れ
る
｡
詩
晶
の
陶
開
明
の
項
の
､
左
恩
の
.風
力
を

協

な

う
､
と
す
る
こ
と
ば
も
､
こ
の
こ
と
を
側
面
か
ら
示
す
で
あ
ろ
う
｡

魂
の
時
代
の
文
拳
が
も
ち
え
た
風
力
､
背
骨
の
と
お
っ
た
カ
づ
よ
さ
､

そ
れ
を
失
う
こ
と
の
な
か
っ
た
左
恩
に
く
ら
べ
れ
ぼ
､
張
協
は
や
は

り
い
さ
さ
か

｢廉
｣
で
あ
っ
た
､
と
す
も

の
が
錘
喋
の
判
定
で
あ
ろ

ラ
.
そ
し
て
'
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
を
眉
目
秀
麗
の
詩
人
捧
岳
に
く

ら
ぶ
れ
ば
､
堆
旋
し
い
詩
的
形
象
を
創
造
し
え
た
人
物
､
と
そ
う
呼

ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡

常
時
､
九
品
中
正
の
制
度
の
飽
か
れ
た
中
で
､
そ
の
政
治
目
的
に

そ
う
べ
く
ー
人
物
を
焼
香
す
る
､
す
な
わ
ち
人
物
推
察
の
た
め
に
品
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定
め
を
す
る
こ
と
が
､
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
､
正
史
の
記

事
や
､
世
詮
新
語
の
多
く
の
挿
話
が
'
そ
の
間
の
事
情
を
つ
た
え
て

い
る
が
､
鍾
蝶
が
詩
品
を
書
い
た
時
､
そ
う
し
た
風
潮
か
ら
全
く
影

響
寧
つ
け
な
か
っ
た
か
ど
う
か
､
わ
た
く
L
は
､
い
さ
さ
か
疑
わ
し

く
思
う
｡
す
な
わ
ち
､
こ
こ
で
輿
え
ら
れ
た
評
債
が
､
純
粋
に
詩
人

の
作
品
の
み
を
封
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
､
す
く
な
く
と
も
あ
る

場
合
に
は
､
そ
の
詩
人
の
地
位
'
あ
る
い
は
人
格
や
俸
え
ら
れ
る
行

雷

へ
の
許
債
が
ー
た
と
え
い
さ
さ
か
な
り
と
も
混
入
さ
れ
て
い
は
し

ま
い
か
､
と
い
う
疑
い
で
あ
る
｡
陶
淵
明
が
､
よ
り
多
く
そ
の
行
雷

に
ょ
つ
て
で
は
な
く
､
そ
の
詩
に
ょ
つ
て
異
に
評
慣
さ
れ
る
の
に
､

飴
り
に
も
多
く
の
時
間
を
か
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
､
と
い
う
事
責
､

詩
品
も
ま
た
そ
の
淵
明
評
債
に
お
い
て
､
前
者

へ
の
傾
き
を
見
せ
て

い
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
､
わ
た
く
し
の
疑
い
は
､
う
ま
れ
て
い
る
｡

播
岳
に
封
し
て
､
さ
き
に
わ
た
く
L
が
わ
ざ
わ
ざ
眉
目
秀
麗
と
い
ぅ

形
容
詞
を
冠
し
た
の
も
､
そ
う
し
た
心
か
ら
で
あ
-
､
左
恩
が
そ
の

容
姿
は
絶
醜
､
世
詮
文
畢
篇
や
､
劉
注
の
引
く
別
俺
の
記
事
の
停
え

る
そ
の
人
物
も
ま
た
､
才
人
汚
点
と
は
あ
ま
-
に
も
対
照
的
で
あ
る

こ
と
が
わ
た
く
し
な
い
さ
さ
か
不
安
に
す
る
｡
と
は
い
え
､
こ
の
二

田
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
1
海
)

人
の
詩
を
比
較
の
封
象
と
し
て
の
'
張
協
に
封
す
る
評
債
は
､
お

お

む
ね
愛
首
で
あ
ろ
う
｡
清
岳
の
詩
に
見
え
る
過
剰
な
美
的
表
現
は
､

協
の
詩
の
繊
細
な
叙
景
と
は
ー
そ
の
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
､

左
恩
が
､
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
､
耗
詩
に
お
い
て
､
こ
れ
ま
た
同
じ
く
秋

を
テ
ー
マ
と
し
つ
つ
も
､
そ
こ
に
示
す
力
強
い
タ
ッ
チ
は
､
や
は
り

協
に
は
炊
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡

た
と
え
ば
､
給
院
と
許
さ
れ
る
詩
的
表
現
は
､
充
分
に
選
揮
さ
れ

た
こ
と
ば
を
封
照
的
に
つ
ら
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
封

句
に
､
そ
の
一
つ
の
頂
鮎
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
が
､

播
岳
の
､

+.1･(

濫
泉

龍
の
隣
の
ご
と
く

潤
だ
ちそ

そ

激
波

連
ね
た
る
珠
の
ご

と
く
揮
ぐ

(金
谷
集
作
詩
)

な
ど
の
句
に
ょ
つ
て
代
表
さ
れ
る
､
き
ら
び
や
か
な
表
現
､
し
た
が

つ
V
'
封
象
の
美
を
､
置
接
目
に
う
つ
た
え
る
比
職
を
通
し
て
で
な

く
､
む
し
ろ

l
種
の
減
退
作
用
を
も
つ
抽
象
的
な
比
境
を
も
っ
て
す

る
表
現
は
､
張
協
に
は
す
く
な
く
､
む
し
ろ
彼
の
封
句
は
､

あ
が

わ

障
れ
る
雲
は
滴
-
煙
に
似
て

こま
密
か
な
る
雨
は
散
り
た
る
務
の
如
し

(雄
詩
第
三
首
)
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と
､
封
句
と
し
て
は
平
凡
さ
を
露
呈
し
つ
つ
､
そ
の
本
領
は
､
封
象

の
こ
ま
か
な
､
し
か
も
如
実
な
碓
篤
に
お
い
て
牽
揮
さ
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡

秋
に
解
牽
さ
れ
た
妻
の
死

へ
の
悲
し
み
､
ま
た
､
妻
の
死
が
秋
と

い
う
季
節
に
投
影
さ
れ
た
さ
び
し
さ
､
そ
れ
を
う
た
っ
た
播
岳
の
悼

く
ず

亡
詩
の
も
つ
顧
れ
た
美
､
そ
れ
も
ま
た
張
協
と
は
無
縁
で
あ
る
よ
う

つ
よ

に
思
わ
れ
る
｡
張
協
に
は
､
も
つ
と
勤
い

l
種
の

m
uscte
が
通
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
自

ら
の
不
遇
や
孤
猫
を
､
貫
に
な
げ
垂
と
し

て
牽
す
る
だ
け
で
な
く
､
抑
え
た
滑
極
的
な
形
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
ー

･t.▲二

｢
至
人
は
物
に
嬰
わ
ら
ず
､
飴
風

時
を
染
む
る
に
足
れ
り
｣
(嫌
詩

琴

二
首
)ー
あ
る
い
は

｢
涜
俗

多
く
は
昏
迷
す
､
此
の
理

誰

か

能

く
察
せ
ん
｣
(第
五
首
)
と
い
う
ふ
う
な
自
己
主
張
も
､
そ
の
詩

に
は

見
ら
れ
､
ま
た
淵
明
の

｢憶
う
我
れ
少
壮
の
時
-
-
､
猛
志

四
海

エ

む
か
し

し
た

に
逢
す
｣

(碓
詩
第
五
首
)
に
も
似
た
､
｢
鳴

音

微
志
を

懐

き

､
惟

ひ
そ

幕

窺

か

に
緩
し
所
な
り
｣

(妹
詩
第
七
首
)
の
如
き
詩
句
が
､
そ
う

し
た
張
協
の

m
uscte
の
片
鱗
を
見
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら

､
こ
れ
を
左
恩
に
く
ら
べ
る
時
'
そ
う
し
た
勤
さ
に

な
お
軟
け
る
所
の
多
い
こ
と
を
､
わ
れ
わ
れ
は
認
め
れ
ば
な
る
ま
い
｡

た
と
え
ば
李
善
が
注
し
て
､
晋
充
の
記
宝
に
め
さ
れ
て
就
か
ず
､

因
っ
て
人
の
年
の
老
い
ゆ
く
に
感
じ
て
作
る
､
と
い
う
左
恩
の
雑
詩

の
全
篇
は
､
次
の
ご
と
-
で
あ
る
｡

秋
風
何
例
劉

白
露
薦
朝
霜

桑
保
旦
夕
勤

根
葉
日
夜
黄

明
月
出
雲
崖

敬
敬
流
素
光

披
軒
臨
前
庭

赦
敢
農
場
邦

高
志
局
四
海

塊
然
守
墨
堂

粧
歯
不
恒
属

歳
暮
常
慨
憤

秋
風

何
ぞ
劉
劉
た
る

白
露

朝
霜
と
な
る

え
た

つ上

柔
ら
か
き
候
は
旦
夕
に

効
く

緑
な
る
葉
も
日
夜
黄
ば
む

明
月

雲
崖
に
出
で

き
よ-
き
よ-

し
ろ

敬

敬
と
し
て
素
き
光
を
流
す

ま
と
ひ
ら

軒
を
披
き
て
前
庭
に
臨
め
ば

こ太ノこちノ

倣
敬
と
し
て
島
鴨
朔
け
る

せ
ま

高
志

四
海
を
局
し
と
し

塊
然

と
し
て
茎
堂
を
守
る

さ
か

よ
わ
い
つね

つづ

壮
ん
な
る
歯
も
恒

に
は
届
か
ず

歳
の
暮
れ
な
ん
と
し
て
常
に
慨
燥
す
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迎
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丹
気
臨
暢
谷

繋
勢
結
紫
雲

森
森
散
雨
足

軽
風
推
勤
草

凝
霜
疎
高
木

密
葉
日
夜
疎

叢
林
森
如
束

噂
昔
歎
時
遅

晩
節
悲
年
促

歳
暮
懐
百
憂

牌
従
季
主
ー

上JLHJく

丹
来

場
谷
に
臨
む

え
いえ
い

繋

勢

と

し
て
紫
雲
を
結
び

し
ん
し
ん

森
森
と
し
て
雨
足
を
散
ず

く
た

軽
風

勤
草
を
措
き

す
く

凝
霜

高
木
を

殊

ま

す

まば

密
葉
も
日
夜
疎
ら
に

し
ん

つか

叢
林
は

森

と

し
て

束

ね

た
る
が
如
し

むか
し

噂

昔

は
時
の
遅
卓
を
歎
ぜ
L
に

せま

晩
節
に
は
年
の
促
る
を
悲
し
む

した

歳
の
暮
れ
な
ん
と
し
て
盲
垂
を
懐
き

まさ

-
ら
な

番
に
季
主
に
従
い
て
卜
わ
ん
と
す

ま
ず
､
秋
と
い
う
季
節
を
捷
示
す
る
そ
の
う
た
い
出
し
に
お
い
て
､

協
は
､
准
甫
子

(説
林
訓
)
の
こ
と
ば
を
ふ
ま
え
つ
つ
､
虫
だ

や
か

で
あ
る
の
に
封
し
､
左
恩
の
そ
れ
は
'

｢
秋
風

何
ぞ
列
劉
た
る
｣

と
､
直
線
的
に
､
秋
の
も
つ
き
び
し
さ
を
う
た
い
あ
げ
る
｡
そ
し
て
'

け
ん
か

白
露
馬
霜
と
い
う
詩
経
秦
風

集

鼓

の
詩
句
を
そ
の
ま
ま
用
い
つ
つ
も
､

ヽ
ヽ
ヽ

朝
の
霜
と
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
秋
の
き
び
し
さ
を

一
鮎
に
凝

さ
か

縮
さ
せ
る
｡
そ
の
う
た
い
お
さ
め
も
ま
た
､
左
恩
が
'
壮
ん
な
る
年

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て
(
一
海
)

の
す
ぎ
ゆ
く
な
げ
卓
を
､
な
げ
卓
と
し
て
く
ず
れ
さ
せ
ず
'
常
に
慨

懐
す
､
と
あ
る
力
強
さ
を
秘
め
る
の
に
封
し
､
協
の
そ
れ
は
､
漠
代

長
安
の
ー
者
の
故
事
を
ふ
ま
え
つ
つ
､
暗
示
的
で
､
よ
わ
い
o

ま
た
､

｢噂
昔

時
の
遅
卓
を
歎
じ
､
晩
節

年
の
促
が
す
を
悲

し
む
｣
と
い
う
聾
憩
は
､
l
石

そ
れ
ぞ
れ
に
類
似
し
た
表
現
を
古
詩

の
中
に
見
出
し
う
る
と
し
て
も
､
こ
う
し
た
封
句
の
か
た
ち
で
う
た

わ
れ
た
の
は
､
新
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
､
そ
れ
も
や
は
り
虞
寅
の

感
情
の
表
白
と
し
て
は
､
平
板
的
と
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
が
れ
え
ぬ
で

せま

あ
ろ
う
し
､
左
恩
の
､

｢高
志

四
海
を
局
し
と
し
､
塊
恭

室
堂

を
守
る
｣

-
厳
し
い
窒
素
の
中
で
､
ぽ
つ
ね
ん
と
自
ら
の
姿
勢
を

く
ず
き
ぬ
す
が
た
-

に
く
ら
べ
て
み
る
時
､
そ
の
詩
的
表
現
に
お

け
る
優
劣
は
別
と
し
て
'
や
は
り
強
敵
な
も
の
に
炊
け
る
と
い
わ
ね

ぽ
な
る
ま
い
｡

こ
れ
は
本
題
か
ら
多
少
は
ず
れ
る
が
､
左
思
雑
詩
第
三
句

の
､

え
たえだ

｢
柔
侯

旦
夕
に
勤
し
｣
､
す
な
わ
ち
柔
ら
か
で
あ
っ
た
僚
俵
も
､
秋

の
茎
束
に
ふ
れ
て
､
日
に
日
に
そ
の
し
な
や
か
さ
を
失
い
､
張
敵
な

し
わ
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
､
と
す
る
秋
の
景
物
の
探
り
あ
げ
か

た
は
､
い
さ
さ
か
特
異
な
聾
憩
室
不
す
で
あ
ろ
う
が
､
張
協
も
ま
た
､
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欝
七
肝

別
の
作
品

(七
命
)
の
中
で
､
こ
れ
を
､
｢
柔
候
は
夕
べ
に
効
く
､
密

も
し
(_J

葉
は

島

に

稀
な
り
｣
と
､
四
字
句
に
凝
縮
し
て
う
た
っ
て
い
る
の
を

見
る
と
､
こ
の
二
人
の
詩
人
は
､
そ
の
作
詩
の
場
で
､
何
ら
か
の
か

か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
.

さ
て
こ
こ
で
､
さ
ら
に
そ
う
し
た
比
較
を
､

一
一
の
詩
句
に
つ
い

て
行
う
こ
と
は
､

l
麿
お
い
て
､
張
協
の
詩
の
示
す
い
く
つ
か
の
問

題
を
､
最
初
に
か
か
げ
た
詩
晶
の
評
語
に
も
ど
り
つ
つ
､
ま
た
こ
の

種
詩
を
て
が
か
り
と
し
な
が
ら
､
章
を
あ
ら
た
め
て
の
べ
て
み
た

い
｡

六

巧
み
に
形
似
の
言
を
構
う
｡

と
詩
晶
に
い
う
､
そ
の
形
似
な
る
こ
と
ば
は
､
女
心
離
龍
や
末
書
謝

震
違
俸
論
に
も
見
え
る
.

たノ･刀･E:

近
代
以
来
､
文
は
形
似
を
貴
び
､
情
を
風
景
の
上
に
窮
い
､
硯

き
わ

を
草
木
の
中
に

薦

む

(文
心
雛
龍
物
色
篇
)0

iL,

(司
馬
)
相
如
､
エ
み
に
形
似
の
言
を
な
す

(謝
憂
運
俸
論
)
o

そ
し
て
ま
た
､
詩
品
の
謝
襲
蓬
､
額
延
之
､
鯉
照
の
項
に
は
､

と
,7と

そ
れ
ぞ
れ

｢
巧
似
を
備
ぶ
｣
と
い
う
評
語
が
見
え
る
｡

す
が
た

そ
れ
は
､
も
の
の

形

を

､
そ
の
も
の
に
似
せ
て
ー
巧
み
に
う
つ
す
､

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
れ
を
､
今
の
こ
と

ば
に
お
き
か
え
れ
ば
､
馬
貴
の
'
ひ
ろ
く
は
行
情
を
も
ふ
く
め
て
の
､

リ
ア
ル
さ
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
今
引
い
た
女
心
離
寵

の
語
と
と
も
に
､
詩
品
飽
照
の
項
に
見
え
る

｢
そ
の
源
は
二
張

(蛋

たく

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

協

･
張
葦
)
に
跡
ず
､
善
み
に
形
就
籍
物
の
詞
を
製
す
｣
と
い
う
評

語
が
､
そ
う
し
た
解
程
を
許
容
さ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

と
こ
ろ
で
､
六
朝
に
お
け
る
詩
文
評
を
の
ぞ
け
ば
､
張
協
に
封
す

る
後
人
の
批
評
は
､
ま
こ
と
に
直
参
た
る
も
の
で
あ
る
が
ー
そ
う
し

た
中
で
､
清
初
の
単
著
陳
詐
明
は
､
協
の
詩
を
謝
露
蓮
の

｢
風
塵
｣

を
ひ
ら
く
も
の
と
し
て
､
特
に
そ
の

｢鳥
貴
の
生
動
｣
を
､
魂
以
来

い
ま
だ
こ
れ
あ
ら
ざ
る
も
の
､
と
ま
で
稀
揚

し
て
い
る

(采
叔
望
古

詩
選
巻
十
二
晋
四
)｡
陳
氏
の
文
章
に
は
､
自
ら
の
評
文
に
自
ら
が
酔

っ
て
い
る
よ
う
な
ふ
し
が
見
う
け
ら
れ
､
わ
た
く
L
と
し
て
は
､
そ

こ
に
誇
輩
を
感
じ
､
い
さ
さ
か
そ
の
詮
は
探
り
が
た
い
の
で
あ
る
が
'

張
協
の
寛
景
の
巧
み
さ
は
､
ま
た
何
件
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い

ち

(義
門
讃
書
記
)
｡

何
氏
は
､
前
掲
雑
詩
第
四
首
の
う
ち
､
軽
風
推
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繁

早
'
凍
霜
疎
高
木
､
密
菓
日
夜
疎
､
叢
林
森
如
束
､
の
四
句
を
拳

げ
､
錘
記
宝
の
い
わ
ゆ
る
巧
み
に
形
似
の
言
を
構
う
と
は
こ
れ
で
あ

る
､
と
い
う
｡
ほ
ん
の
軽
い
風
､
し
か
し
そ
れ
は
厳
し
い
秋
の
束
を

･:(_I

ふ
く
ん
で
い
る
た
め
に
､
勤
小
童
を
も
つ
野
の
草
を
措

き

伏
せ
､
冷

ち
じ

た
く
凝
結
し
た
霜
は
､
そ
そ
り
立
つ
孤
木

を

疎

み

あ
が
ら
せ
る
､

一

まは

日

l
日
疎
ら
に
な
っ
て
ゆ
く
木
木
の
葉
､
叢
林
は
そ
の
た
め
に
'
束

ね
た
柴
の
よ
う
に
さ
さ
く
れ
立
っ
て
見
え
る
ー

｡
た
し
か
に
､

一

つ
一
つ
の
こ
と
ば
が
'
秋
の
風
物
を
リ
ア
ル
に
訴
え
て
来
る
､
そ
れ

は
詩
句
で
あ
る
｡
何
氏
の
指
摘
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
.
な
あ
ま
た
､

現
代
の
文
挙
史
家
た
ち
も
､
協
の
詩
の
篤
景
の
巧
み
さ
に
ふ
れ
る
こ

と
を
忘
れ
て
い
な

い

(陸
侃
如

･
裾
玩
君

｢中
国
詩
史
｣
中
'
林
庚

｢中

国
文
筆
簡
史
｣
上
)
O

詩
の
も
つ
-
7
リ
ズ
ム
は
､
ま
た
詩
人
の
微
細
な
も
の
へ
の
鋭
い

感
覚
に
ょ
つ
て
'
う
ら
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
で
樺

詩
第

l
首
は
､
首
詩
十
九
首
を
ふ
ま
え
つ
つ
､
孤
閏
を
守
る
佳
人
の

憂
い
を
う
た
う
が
う
そ
の
全
詩
を
あ
げ
れ
ば
爽
の
ど
と
く
で
あ
る
o

秋
夜
涼
風
起

秋
夜

涼
風
起
こ
り

む

あ
ら

清
束
蕩
暖
濁

清
来

院

れ
た
る
濁
り
を

蕩

う

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
1
梅
)

瞭
蜘
吟
階
下

飛
蛾
沸
明
燭

君
子
従
遠
役

佳
人
守
歎
猫

離
層
幾
何
時

鐙
煙
忽
改
木

房
稿
無
行
跡

庭
草
萎
以
緑

青
苔
依
基
揺

蜘
妹
網
四
屋

感
物
多
所
懐

沈
憂
結
心
曲

こ
好
ち
ぎ

き
ざ
は
し

も
と

精

駒

は

階

の

下

に

吟
じ

飛
蛾
は
明
燭
を
沸
う

君
子

遠
役
に
礎
い

け
い
と
く

佳
人

賀
猫
を
守
る

いく
･j･＼

離

居
す
る
こ
と
幾
何
の
時
ぞ

ひ

き

燈

を
賛
る
に
忽
ち
木
を
改
む

へ
や

ひ
と

房
槙
に
行
の
跡
な
く

せ
い

庭
草

菱
と
し
て
以
て
練
な
り

ひ
とけ
な
か
へ

青
苔
は
塞
き
瞳
に
依
り
そ
い

いえ

よ

蜘
妹
は
屋
の
四
も
に
網
す

こ
と

物
に
感
じ
て
は
懐
う
斯
多
く

おも

く
ま

沈
き
憂

い
は
心
の
曲
に
結
ぼ
る

113

こ
こ
で
詩
人
は
､
離
層
の
さ
び
し
さ
を
深
め
る
風
物
と
し
て
､
次

の
二
句
を
う
た
い
込
ん
で
い
る
.
青
書
供
宴
拾
､
蜘
妹
網
四
屋

-

苔
と
蜘
妹
の
網
､
そ
れ
は
詩
人
の
注
意
が
､
微
細
な
も
の
に
吸
い
寄

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
聖
不
す
｡
の
ち
の
奔
梁
の
時
代
に
入
っ
て
､
詩

人
た
ち
が
､
好
ん
で
そ
れ
ら
を
う
た
つ
た
こ
JUも
､
そ
の
一
つ
の
詳

左
と
な
ろ
う
｡
苔
と
昧
網
の
そ
れ
ぞ
れ
は
､
協
以
前
の
詩
に
見
え
､
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第
七
筋

彼
と
同
時
代
の
党
聾
た
ち
､

け
ん
か

菓

蔑

休
下
に
生
じ

ち
ゆば
-

妹

蛮

四
壁
に
網
す

た
と
え
ば
張
葦
は
､
昧
網
を
､

(耗
詩
)

と
う
た
い
､
陸
機
は
苔
を
､

き
ぎ
は
し

奉
書

階
除
に
暗
く

お
お

秋
草

高
殿
を

薫
う

(班
健
好
詩
)

と
う
た
う
が

､
こ
の
二
つ
の
景

物
を
､

一
聯
の
句
に
詠
み
こ
ん
だ
の

は
'
協
の
こ
の
詩
を
も
っ
て
は

じ
め
と
す
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､

帝
の
江
掩
が
､
そ
の
悼
宝
詩
第
五
首
に
､

眉
を
結
ん
で
昧
網
に
向
か

い

そ
そ

み

思
い
を
涯
3.で
青
苔
を
硯

つ
む

と
､
葦
に
外
的
な
景
物
と
し
て
で
な
く
､
詩
人
の
心
に
､
す
い
こ
ま

れ
て
来
る
も
の
と
し
て
､
こ
れ
ら
の
微
細
な
封
象
糞
詠
じ
て
以
来
､

そ
れ
は
､
南
朝
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
'
人
間
の
さ
み
し
さ
や
う
れ

い
な
深
め
る
景
物
と
し
て
､
好
ん
で
探
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
｡
協
の
詩
は
､
す
く
な
-
と
も
そ
の

l
つ
の
原
型
で
あ
る
と
い
え

よ
う
0
ま
た
こ
う
し
た
こ
ま
か
な
寛
貴
は
､
の
ち
の
山
水
詩
の

l
つ

の
源
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

さ
て
次
に
'
こ
の
詩
の
う
た
い
出
し
の
二
句
に
眼
を
う
つ
し
て
み

よ

う

｡秋
夜

涼
風
起
こ
り

む

あ
ら

清
泉

暖

れ
た
る
濁
り
を

蕩

う

秋
の
気
の
す
が
す
が
し
さ
を
う
た
う
第
二
句
は
､
こ
の
詩
以
前
に

は
な
か
っ
た

一
つ
の
新
鮮
な
こ
と
ば
づ
か
い
で
あ
ろ
う
｡
何
博
は
､

ね

rtが

詩
家
の
字
を
錬

り
句
を

疎

く

こ
と
､
景
陽
に
始
ま
り
明
遠

(飽
照
)

註
一

に
極
ま
る
､
と
ま
で
い
っ
て
い
る

(前
掲
書

)
が

､
た
と
え
そ
れ
ほ

ど
で
は
な
い
に
し
て
も
､
こ
の
句
が
､
梁
の
劉
孝
威
に
よ
っ
て
､

掃
除

噴
濁
を
蕩
す

(望
雨
詩
)

と
そ
の
ま
ま
ま
ね
ら
れ
た
こ
と
を
見
て
も
､

1
種
の
新
鮮
さ
を
も
つ

畿
憩
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
認
め
ら
れ
よ
う
.

こ
う
し
た
新
し
い
畿
憩
は
､
ほ
か
の
詩
に
も
い
く
つ
か
見
出
さ
れ

註
二

る

｡

た
と
え
ば
同
じ
雑
詩
の
第
二
首
､

ひ
つじさ
る

大
火
流
坤
継

大
火
の
ほ
し
は
坤
経
の
か
た
に
流
れ

r(ち

白
日
馳
西
陸

白
日
は
西
の
陸
に
馳
す

たゆ
と
ひ
かり

浮
陽
映
翠
林

揮

う

陽

は

翠
林
に
映
じ

めぐ

かピ

廻
騰
扇
緑
竹

は
せ
遡
る
髄
は
緑
竹
を
扇
ぐ
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飛
雨
瀬
朝
蘭

軽
露
棲
叢
菊

龍
聾
噴
気
凝

天
高
茜
物
療

弱
保
不
重
緯

芳
家
宝
再
較

人
生
濠
海
内

忽
如
鳥
過
日

川
上
之
歎
逝

前
借
以
日
展

･r
･･･J

飛
雨

朝
蘭
に

濯

ぎ

軽
露

叢
菊
に
棲

む

ひ
そ

む

こ

龍
は

聾
ま
り
て
喧

れ
た
る
束
も
凝
り

ち
じ

天
高
く
し
て
高
物
粛
ま
る

や
わ
ら

え
た

窮
か
き
候
も
重
ね
て
は
結
ば
ず

か
んは

はな

か
お

苛
し
き

薮
も
豊
に
再
び
彼
ら
ん
や

人

涼
海
の
内
に
生
ま
れ
て

あ
わ
た
た

ま
な
こ

忽
し
き
こ
と
鳥
の
わ
が
目
を
過
ぐ
る
如
し

ほと
り

ゆ

川
の
上
に
逝

く
を
歎
ぜ
L
は

つと

前
借

の
以
て
自
ら

厳
め
し
な
り

人
の
い
の
ち
の
短
か
さ
､
時
間
の
経
過
の
す
み
や
か
さ
を
､
白
駒

の
隙

(あ
る
い
は
郁
)
を
過
ぐ
る
が
ど
と
し
､
と
す
る
比
境
は
､
荘
子

(知
北
遊
篇
)
や
史
記

(留
侯
世
家
)
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
お
り
､
そ
れ

は
ま
た
以
前
の
詩
人
に
よ
っ
て
'
遠
行
の
客
に

(古
詩
十
九
百
)
､
あ

る
い
は
暮
春
の
草
に

(徐
幹
室
思
詩
)
た
と
え
ら
れ
た
が
､

｢
忽
如
鳥

註
三

過
日
｣
と
い
う
句
は
'
猫
創
に
よ
る
も
の
で
あ

り

､

の
ち
に
淵
明
が
､

す
み
や

は
た
め

供

か

な
る
こ
と
流
電
の

驚

-

が
如
し
､
と
う
た
っ
た
比
職
の
用
い
方

と
同
じ
く
､
詩
人
の
新
し
い
着
想
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
何
件

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
一
梅
)

は
､
杜
筒
の
藩
秦
希
魯
都
尉
通
院
右
因
寄
高
三
十
五
書
記
詩
に
見
え

る
､
身
軽

1
鳥
過
'
槍
急
茜
人
呼
､
の
句
は
こ
れ
に
も
と
づ
く
と
し
､

仇
兆
驚
ま
た
典
嬢
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
が
､
杜
南
の
句
が
'
あ
る

い
は
そ
の
猫
創
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
協
の
句
そ
れ
自

身
､
常
時

一
種
の
新
し
さ
を
も
っ
て
う
け
と
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
｡

時
代
の
も
つ
不
安
な
雰
園
束
､
そ
れ
に
つ
つ
ま
れ
て
沈
む
詩
人
の
暗

い
束
特
を
､
雨
に
託
し
て
う
た
う
詩

(
た
と
え
ば
難
詩
第
十
首
)
が
､

前
述
し
た
よ
う
に
､
杜
詩
の
中
に
も
い
く
つ
か
見
え
､
そ
れ
ら
が
､

二
人
の
詩
人
の
作
品
の
す
ぐ
れ
た
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
､
杜
南
が
､
た
と
え
ご
-
か
す
か
な
も
の
で
あ
れ
､
こ
の
詩
人
か

ら
影
響
を
う
け
た
と
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
く
t
と
す
れ
ば
､
何

･

仇
両
氏
の
指
摘
も
ま
た
､
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
｡

つ
い
で
に
い
え
ば
､
こ
の
詩
の

そ
そ

飛
雨

朝
蘭
に

濯

ぎ
す

軽
露

叢
菊
に
棲

む

す

の
第
二
匂
う
露
が
棲
む
､
菊
を
ね
ぐ
ら
と
す
る
､
と
い
う
指
節
も
ま

た
新
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
｡

難
詩
第
三
首
は
､
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
､
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第
七
放

金
風
扇
素
節

丹
霞
啓
陰
期

騰
雲
似
涌
煙

密
岡
如
散
練

寒
花
喪
章
来

秋
葺
合
練
滋

閑
居
玩
幕
物

離
群
樺
所
思

案
無
蒲
氏
頗

庭
無
貢
公
素

高
僻
遠
王
侯

遺
積
日
成
基

至
人
不
嬰
物

飴
風
足
染
時

金
風

素
節
を
扇
ぎ

ひ
ら

乃

霞

陰
期
を

厚
く

あ

わ

騰
が
れ
る
実
は
涌
く
煙
に
似
て

密
な
る
雨
は
散
ぜ
し
錐
の
如
し

塞
花

黄
彩
を
牽
し

秋
草

繰
滋
を
含
む

も
てあ
そ

開
店
し
て
茜
物
を

玩

びひ
と

群
れ
を
離
れ
て
思
う
朋
を
櫛
う

つく
え

ふ
み

案
に
は
葡
氏
の
頗
な
く

あ
と

庭
に
は
貢
公
の
黄
な
し

わ
す

高
侍

王
侯
を

遣

れ

お

道
積
も
り
て
白
の
ず
か
ら
基
を
成
す

■▲･･)

至
人
は
物
に
嬰
わ
れ
ず

飴
風

時
を
染
む
る
に
足
れ
り

こ
の
詩
の
う
た
い
出
し
､

金
風

素
節
を
扇
ぎ

丹
霞

陰
期
を
啓
-

こ
れ
は
､
常
時
の
詩

l
椴
が
美
酌
な
り
と
し
た
､
こ
み
入
っ
た
修

許
で
あ
ろ
う
.
し
か
し
な
が
ら
､
方
角
で
い
え
ば
西
を
さ
す
概
念
で

あ
る
金
､
そ
れ
は
ま
た
季
節
で
い
え
ば
秋
を
意
味
す
る
､
金
の
風
'

し
ろ

ヽ
ヽ

す
な
わ
ち
秋
風
が
､
素

い

季
節
､
す
な
わ
ち
秋
を
､
｢
扇

ぐ
｣
､
ど
こ

し
ろ

か
ら
と
も
な
く
迭
-
込
ん
で
来
た
う
そ
し
て
い
ま
や
そ
の

素

い

清
列

な
季
節
が
､
目
の
前
に
あ
る
､
と
す
る
表
現
ー
こ
と
に
｢
扇
｣
と
い
う

指
節
は
､
特
異
で
あ
る
｡
同
時
代
の
詩
人
間
丘
沖
の
三
月
三
日
腐
詔

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

請

(重
文
類
粟
生
四
三
月
三
日
引
)
に
､
微
風
扇
稜
､
朝
露
勢
塵

(初
筆

記
巻
四
歳
時
部
下
三
月
三
日
の
引
く
所
は
こ
の
聯
を
閲
-
)
､

の
句
が
あ
る

が
､
協
の
詩
句
と
封
比
す
べ
き
は
､
む
し
ろ
陶
淵
明
の
擬
石
詩
第
七

首
の
次
の

一
聯
で
あ
ろ
う
｡

日
暮
れ
て
天
に
雲
な
く

春

風

顔
和
を
扇
ぐ

さ
き
に
の
べ
た
張
協
と
杜
南
と
の
問
に
想
定
し
た
つ
な
が
り
は
う

ま
こ
と
に
漠
番
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
､
こ
の
詩
句
に
見

ら
れ
る
淵
明
と
の
そ
れ
は
､
も
は
や
ほ
と
ん
ど
疑
い
を
容
れ
る
飴
地

の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
O
季
節
が
秋
か
ら
春

へ
､
金
風
､
素
節
と
い

う
典
接
を
も
つ
装
飾
的
用
語
が
､
春
風
､
敏
和
､
す
な
わ
ち
微
妙
な

な
ご

る
和
や
か
さ
､
と
い
う
平
易
な
こ
と
ば
に
特
選
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
つ
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て
､

｢扇
｣
と
い
う
措
辞
が
､
如
何
に
生
き
て
来
る
こ
と
か
､
わ
れ

わ
れ
は
､
あ
ら
た
め
て
開
明
の
詩
の
､
何
で
も
な
い
よ
う
に
見
え
る

表
現
の
も
つ
味
わ
い
の
深
さ
に
､
う
た
れ
る
｡
と
同
時
に
､
陶
詩
の

こ
う
し
た
表
現
が
､
や
は
-
過
去
の

一
人
の
詩
人
の
登
憩
に
､
そ
の

何
性
ど
か
な
負
っ
て
い
る
こ
と
を
も
､
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

ら
ノ○張

協
の
詩
と
淵
明
の
詩
と
の
表
現
に
お
け
る
親
近
性
が
､
そ
の
多

く
の
詩
語
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
､
第

l
章
に
お
い
て
ふ
れ
た
が
､
こ

こ
で
は
､
さ
ら
に
一
聯
の
旬
を
あ
げ
て

お

きたい
｡

も
と

流
れ
ゆ
く
波
は

香
の
浦
を
樺
い

も
と

行
く
雲
は
故
の
山
を
思
う

(維
持

第
八
首
)

こ
れ
は
､
張
協
が
､
通
城
の
職
に
任

じ

(劃
履
は
西
北
従
事
中
部
の

時
の
作
と
す
る
)､
故
郷
を
想
っ
て
作
っ
た
詩
の

一
聯
で
あ
る
が
'

こ

こ
で
わ
れ
わ
れ
は
､
直
ち
に
開
明
の
蹄
園
田
属
第

l
首
の
有
名
な
句

を
思

い
出
す
｡

た
ぴ

もと

覇
の
鳥
は
唇
の
林
を
櫛

い

も
と

池
の
魚
は
故

の
淵
を
思
う

あ
ま
り
に
も
似
た
表
現
で
あ
る
o
と
こ
ろ
で
､
協
よ
り
も
い
さ
さ

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
一
海
)

か
党
聾
か
と
思
わ
れ
る
同
じ
西
晋
の
詩
人
玉
東
の
､
謝
寮
蓬
博
論
に

孫
楚
の
零
雨
詩
と
併
辞
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
有
名
な
朔
風
詩

(文

選
巻
二
十
九
薙
詩
)
に
､

こ
ころ

お
も

人
の
情

は

嘗
郷
を

懐

い

た
び

客

の

鳥
は
故
の
林
を
思
う

と
い
う

一
聯
が
あ
る
が
､
あ
る
い
は
李
善
の
指
摘
し
な
い
所
か
ら
見

て
､
協
の
そ
れ
は
､
猫
創
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
｡
そ
れ
は
と
も

か
く
､
玉
東
に
く
ら
べ
れ
ぼ
､
協
の
方
が
､
封
句
と
し
て
は
常
套
的

で
あ
り
な
が
ら
も
､
よ
-
究
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
｡
淵
明
が
､

白
己
に
絶
望
を
し
か
張
い
ぬ
官
吏
生
活
を
幾
度
か
鰐
験
し
た
の
ち
､

そ
う
し
た
環
境
か
ら
疎
外
さ
れ
た
田
園
の
属
に
も
ど
っ
た
時
､
あ
る

い
は
さ
ら
に
複
数
の
過
去
の
詩
人
た
ち
の
句
を
､
恩
い
う
か
べ
つ
つ
､

こ
の
詩
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
o
そ
し
て
そ
う
し
た
複

数
の
詩
人
た
ち
の
中
に
､
張
協
も
ま
た
か
ぞ
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
あ

註
四

ろ

う

｡
張
協
の
こ
の
一
聯
の
句
を
､
封
句
と
し
て
は
常
套
的
と
よ
ん
だ
よ

う
に
､
た
と
え
ば
党
に
あ
げ
た

第
二
首
の
､

つく
え

ふ
rt

案
に
諸
氏
の
頗
な
く
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第

七
静

く
つのあ
と

座
に
貢

公

の碁
な
し

(
第
三
首

)

の
ご
と
き
､
典

嬢
の
選
韓
に
意
を
は

ら
わ
ぬ
､
ほ
と
ん
ど
同
義
語
の

く
り
か
え
し
に
も
似
た
封
句
､
そ
し
て
ー

お
お

や
ま

な
ぞ
ら

重

い

な
る

基

は

志
に

擬

う

可
-

めぐ廻
れ
る
淵
は
心
に
比
す
可
し

(葬
九
首
)

の
各
句
下
三
字
に
露
呈
さ
れ
た
用
意
の
な
さ
な
ど
､
さ
き
に
は

一
例

を
あ
げ
て
滞
岳
と
比
較
し
た
が
､
そ
の
封
句
に
お
い
て
､
た
と
え
ば

随
磯
の
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
､
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
生
む
封
照
､
と

い
っ
た
技
巧
は
示
さ
れ
ず
､
詩
の
完
成
度
と
い
う
鮎
か
ら
､
い

さ

さ

か
の
幼
稚
さ
を
感
じ
さ
せ
る
場
合
が
､
す
く
な
く
は
な
い
｡
し
か
し

な
が
ら
､
ひ
と
た
び
こ
の
時
代
の
詩

一
般
に
眼
を
韓
ず
る
な
ら
ば
､

そ
う
し
た
断
定
は
､
容
易
に
下
せ
な
い
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
頃
の
封

句
は
､
同
じ
よ
う
な
内
容
の
こ
と
を
､
如
何
に
巧
み
に
二
度
繰
返
し

て
い
い
う
る
か
､
と
い
う

一
種
の
貿
験
に
も
似
た
手
法
で
あ
っ
た
と

考
え
て
よ
3.｡
張
協
も
ま
た
そ
の
例
に
も
れ
な
い
｡
し
か
し
彼
が
､

そ
の
手
法
を
第
景
に
用
い
た
場
合
､
撤
密
な
拓
馬
と
新
鮮
な
表
現
と

し
て
生
か
さ
れ
た
鮎
に
､
わ
れ
わ
れ
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

七

さ
て
以
上
に
お
い
て
引
用
し
､
ま
た
後
章
に
も
引
く
張
協
の
詩
は
､

詠
史
詩

一
首
を
の
ぞ
き
､
す
べ
て
雅
詩
と
題
し
て
文
選
の
載
せ
る
も

の
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
以
外
に
彼
の
作
品
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
､

晋
書
本
俸
に
見
え
る
七
命
は
､
ま
た
文
選
の
探
る
所
で
あ
り
､
重
文

新
家
以
下
の
新
書
に
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
も
の
を
拾
え
ば
､
更
に
二

首
の
詩
以
外
に
､
六
首
の
蹴
､
八
首
の
銘
の
断
片
が
あ
る
｡
し
か
し

こ
れ
ら
の
断
片
は
､
す
べ
て
常
時
の
文
壇
を
風
腰
し
た
過
度
の
美
文

註
1

の
l
例
聖
不
す
も
の
で
し
か
な
い
よ
う
で
あ
り
､
七
命
も
ま
た
､
常

時
に
お
い
て
は
､
こ
の
',,h
ヤ
ン
ル
に
お
け
る
出
色
の
作
で
あ
っ
た
の

註
二

か
も
知
れ
な
い

が

､

本
俸
が
､
過
去
の
文
人
た
ち
に
ま
ね
て
作
っ
た

と
記
録
す
る
よ
う
に
､
そ
の
内
容
も
､
老
荘
思
想
を

一
般
的
な
形
で

う
け
と
り
､
帝
童
に
封
す
る
讃
美
を
そ
の
結
び
と
す
る
と
い
っ
た
､

い
わ
ば
室
疎
な
も
の
で
あ
る
｡

い
わ
ゆ
る

｢
二
陸
入
洛
､

三
軍
減

債
｣
に
い
う
債
と
は
､
お
そ
ら
-
こ
う
し
た
美
文
の
才
を
も
指
し
た

の
で
あ
ろ
う
し
､
こ
れ
ら
の
作
品
は
､
主
と
し
て
彼
の
前
年
生
に
お

い
て
､
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

118



彼
の
詩
人
と
し
て
の
鼻
債
が
､
十
全
に
牽
揮
さ
れ
た
の
は
､
や
は

り
粍
詩
と
い
う
.
,,b

ヤ
ン
ル
に
お
い
で
で
は
な
か
つ
た
か
､
と
わ
た
く

L
に
は
思
わ
れ
る
｡
文
選
が
､
古
詩
十
九
首
に
は
じ
ま
る
難
詩
と
い

う
類
､
九
十
教
官
の
う
ち
､
そ
の
十
首
ま
で
も
を
こ
の
詩
人
に
占
め

さ
せ
た
こ
と
､
そ
れ
は
'
次
に
多
い
曹
棺
の
六
首
､
曹
蚕
の
二
首
と

の
差
を
見
る
ま
で
も
な
く
､
そ
う
し
た
評
債
を
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ

し
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
そ
の
雑
詩
と
は
､
詩
の
如
何
な
る
ジ
ャ
ン
ル
を
指
す
の

で
あ
ろ
う
か
｡
の
ち
の
李
商
陣
に
は
じ
ま
る
無
題
詩
に
つ
い
て
の
定

詮
が
な
い
よ
う
に
､
維
詩
に
つ
い
て
も
､
い
わ
ゆ
る
定
款
と
い
っ
た

も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
､
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
定
義
に
つ
い
て
考

え
る
前
に
､
混
乱
を
さ
け
る
た
め
､
文
選
に
見
え
る
分
類
の
一
つ
と

し
て
の
秤
詩
と
'
そ
の
分
塀
の
中
に
ふ
く
ま
れ
る
､
詩
の
題
と
し
て

の
雑
詩
と
を
､

1
鷹
わ
け
て
考
え
た
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
｡
そ
う

し
た
上
で
'
前
者
に
つ
い
て
は
､
文
選
巻
三
十
耗
擬
上
陸
磯
擬
石
詩

に
附
せ
ら
れ
た
唐
の
劉
良
の
注

｢経
と
は

一
類
に
非
ざ
る
を
い
う
｣

以
外
に
中
国
の
聾
者
の
下
し
た
定
義
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
よ
う
で

あ
り
､
か
え
っ
て
我
が
国
の
単
著
に
よ
っ
て
論
議
さ
れ
て
い
る
｡
す

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
1
海
)

な
わ
ち
､
帯
菓
集
の
歌
の
分
類
は
文
選
に
も
と
づ
く
と
す
る
の
が
､

詫
三

近
来
国
文
単
著
の
間
で
は
､
定
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が

､

文
選
の
分
額
を
意
識
せ
ず
に
説
く
江
戸
以
前
の
圃
聾
者
た
ち
の
議
論
､

た
と
え
ば
､
鹿
特
殊
澄
の
幕
葉
首
義
絶
論
な
ど
は
､
雑
歌
の
椎
の
字

を
ク
サ
グ
サ
ノ
と
訓
じ
､
春
夏
秋
冬
の
い
ず
れ
に
も
分
類
出
来
ぬ
種

種
の
歌
と
解
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
劉
良
の
い
う

｢
l
類
に
非
ざ
る

も
の
｣
と
す
る
詮
と

1
致
す
る
.
そ
し
て
こ
れ
ら
の
詮
に
封
す
る
異

論
は
彼
我
の
聾
者
の
問
に
も
あ
ま
り
見
う
け
ら
れ
ぬ
よ
う
で
あ
る
｡

そ
れ
に
封
し
て
､
後
者
'
す
な
わ
ち
詩
の
題
と
し
て
の
難
詩
､
い

ヽ
ヽ

い
か
え
れ
ば
､
王
仲
宣
難
詩
と
い
う
場
合
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
､
二

詮
に
わ
か
れ
る
｡
そ
の
一
は
､
唐
の
王
昌
齢
の
詩
格
か
ら
の
韓
載
と

さ
れ
る
文
鎮
秘
府
論
論
文
意
の
詮
､

ち

盲
人
の
作
る
所
､
元
と
題
目
あ
り
､
選
び
て
文
選
に
入
る
る
に
､

つま
び
ら

文
選
そ
の
題
目
を
失
し
､
盲
人
こ
れ
を

詳

か

に
せ
ず
､
名
づ
け
て

難
詩
と
酔
う
O

と
す
る
の
が
'
そ
れ
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
先
に
わ
た
く
L
が
､
文
選

の
分
類
と
し
て
の
雑
詩
､
詩
題
と
し
て
の
雑
詩
､
と
分
け
て
考
え
よ

う
と
し
た
の
は
､
単
に
混
乱
を
さ
け
る
た
め
の
､
便
宜
的
な
虚
置
で
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し
か
な
か
っ
た
｡
文
選
の
選
者
に
そ
う
し
た
意
識
が
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
全
く
疑
問
で
あ
り
､
む
し
ろ
両
者
は
統

一
し
て
考
え
ら
れ
た
方

が
蛮
首
で
あ
ろ
う
｡
と
す
れ
ば
こ
の
論
文
意
の
詮
は
､
後
者
に
は

一

腹
あ
て
は
ま
つ
て
も
､
前
者
に
あ
て
は
め
ら
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
｡

何
故
な
ら
､
雑
詩
と
い
う
分
類
の
中
に
は
ー
四
愁
詩
､
朔
風
詩
､
思

友
人
詩
な
ど
､

｢
題
目
の
あ
る
｣
詩
が
多
く
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
｡

で
は
第
二
の
詮
を
見
て
み
よ
う
｡
そ
れ
は
王
架
の
稚
詩
に
施
さ
れ

た
李
善
の
注
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
｡

こ
たわ

種
な
る
者
は
ー
流
例
に

拘

ら

ず
､
物
に
退
い
て
即
ち
言
う
､
故

に
雑
と
い
う
な
り
｡

そ
し
て
六
臣
注
の
う
ち
､
李
周
翰
の
次
の
二
つ
の
詮
は
'
こ
れ
を
襲

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
同
じ
詩
の
注
に
､

興
致

一
な
ら
ず
､
故
に
雑
詩
と
い
う
｡

と
い
い
､
ま
た
同
じ
く
種
詩
の
分
類
の
中
に
ふ
く
ま
れ
る
直
話
の
時

興
詩
に
､

ま

時
興
と
は
､
時
物
に
感
じ
て
､
情
を
興
愉
す
る
な
り
O
亦
た
雅

語
の
類
｡

と
注
す
る
の
が
'
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
詮
な
ら
ば
､
詩
題
と
し

て
の
雑
詩
に
あ
て
は
ま
る
ば
か
り
で
な
く
､
文
選

の
分
類
で
あ
る

｢雑
詩
｣
に
封
す
る
定
義
と
し
て
も
不
安
は
す
く
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

李
善
の
い
う
意
味
は
1

1
定
の
範
噂
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
､
ま
た

定
ま
っ
た
モ
チ
ー
フ
を
も
た
な
い
､
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

文
選
の
詩
の
他
の
分
類
､
た
と
え
ば
公
訴
､
賂
答
な
ど
の
よ
う
に
､

一
定
の
枠
に
し
ぼ
ら
れ
ず
､
詩
人
の
感
興
の
赴
く
ま
ま
に
う
た
わ
れ

た
詩
､
こ
れ
寧
音
楽
に
た
と
え
れ
ば
､
わ
れ
わ
れ
が
シ
ョ
パ
ン
に
そ

の
代
表
的
作
品
を
見
出
す

(m
p
r

om
p
tu
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
､
そ

れ
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
.
文
選
の
雑
詩
と
い
う
分
類
の
中
に
は
､
そ

れ
が
雑
詩
と
題
さ
れ
て
い
る
と
香
と
を
問
わ
ず
､
た
し
か
に
そ
う
し

た
作
品
が
集
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
最
初
に
あ

げ
た
劉
良
の

｢
1
類
に
非
ず
｣
と
す
る
詮
は
､
異
に
経
と
い
う
字
の

み
の
定
義
で
あ
る
か
､
ま
た
は
稚
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
消
極
的
な

面
を
指
摘
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
0

以
上
わ
た
く
L
は
､
文
鎮
秘
府
論
の
詮
に
く
ら
べ
て
､
李
善
の
定

証
は

義
を
よ
り
適
切
な
も
の
と
考
え

る

O

と
す
れ
ば
､
文
選
の
同
じ
分
類

の
1
つ
で
あ
る

｢詠
懐
｣
と
､
そ
れ
は
重
く
か
わ
ら
な
い
ジ
ャ
ン
ル
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で
あ
る
と
い
え
よ
う
し
､
事
案
内
容
か
ら
い
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
｡

LM
た
文
選
の
醒
我
を
つ
い
だ
と
い
わ
れ
る
唐
文
粋
以
下
の
絶
集
で
は
､

難
詩
の
類
を
立
て
ず
､
そ
の
大
部
分
を
述
懐
と
い
う
類
の
中
に
入
れ

て
い
る
こ
と
も
､
雑
詩
と
詠
懐
の
内
容
の
類
似
を
側
面
か
ら
示
す
も

註
五

の
で
あ
ろ

う

｡

文
選
に
詠
懐
と
い
う

l
類
が
別
に
立
て
ら
れ
た
の
は
ー

陳
箱
に
同
じ
題
の
連
作
が
多
く
あ
っ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
が
､
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
の
横
合
に
譲
り
た
い
｡
と
こ
ろ
で
､
陶
淵
明

雄
詩
と
題
し
て
文
選
に
載
せ
る
二
首
の
詩
は
'
賃
は
本
集
で
は
飲
酒

と
題
さ
れ
る
も
の
の
第
五
首
及
び
第
七
首
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
も
若

干
の
問
題
が
派
生
し
て
出
て
来
る
よ
う
で
あ
る
が
ー
そ
れ
は
し
ば
ら

く
あ
く
と
し
て
'
飲
酒
の
詩
か
な
ら
ず
L
も
酒
が
テ
ー

マ
で
は
な
い
O

盃
を
ふ
く
み
つ
つ
､
心
に
浮
び
ま
た
滑
え
る
も
ろ
も
ろ

の
想
念
を
寛

し
た
､
こ
れ
も
ま
た
即
興
的
な
詩
で
あ
る
と
考
え
て
よ
く
､
そ
れ
が

雑
詩
と
題
さ
れ
て
文
選
に
入
れ
ら
れ
た
の
も
ー
不
思
議
は
な
い
よ
う

で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
､
張
協
は
こ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
の
詩
に
'
す
ぐ

れ
た
作
品
を
の
こ
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
､
す
く
な
く
と
も
文
選
の

選
者
に
従
え
ば
､
漠
魂
六
朝
を
通
じ
て
､
こ
の
形
式
に
お
い
て
､
最

も
す
ぐ
れ
た
詩
人
で
あ
っ
た
､
と
さ
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
硬
協
と

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て
(
一
海
)

い
う
詩
人
の
性
格
を
､

一
つ
の
側
面
か
ら
示
し
て
い
る
よ
う
に
､
わ

た
く
L
に
は
思
わ
れ
る
｡
形
式
主
義
､
あ
る
い
は
形
式
美
至
上
主
義

の
支
配
的
で
あ
っ
た
常
時
の
文
壇
の
中
に
あ
っ
て
､
外
物
に
鯛
牽
さ

れ
た
心
情
を
､
詩
の
一
定
の
範
噂
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
､
置
傘
に

う
た
い
あ
げ
る
こ
と
に
､
最
も
す
ぐ
れ
た
才
能
を
襲
揮
し
た
詩
人
､

彼
は
､
や
は
り

｢晋
の
群
才
｣
の
中
で
､
い
さ
さ
か
異
質
な
存
在
で

あ
り
､
異
質
な
面
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
､
常
時
の
形
式
美
に
流
れ

た
風
潮
の
中
で
､
中
国
の
詩
の
停
稀
を
う
け
つ
ぎ
､
そ
れ
を
深
め
､

次
の
世
代

へ
手
渡
し
た
詩
人
の
一
人
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
｡
陶
淵
明
の
潰
し
た
十
二
首
の
雑
詩
が
､
彼
の
作
品
の
中
で

重
要
な
位
置
を
占
め
､
彼
も
ま
た
こ
の
.,,ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
す
ぐ
れ

た
才
能
を
示
し
た
こ
と
は
､
張
協
を
文
具
史
の
流
れ
の
中
で
評
慣
す

る
際
に
､
何
ら
か
の
示
唆
を
ふ
く
む
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
｡

八

文
選
の
詩
を
あ
つ
め
て
こ
れ
に
注
を
施
し
た
元
の
劉
履
の
選
詩
補

注
は
､
そ
の
凡
例
に
も
3,ぅ
ご
と
く
､
詩
を
そ
の
時
代
背
景
と
開
聯

さ
せ
て
説
く
､
と
い
う
態
度
を
と
る
､
早
い
時
代
の
こ
こ
ろ
み
の
一
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つ
で
あ
ろ
う
｡

た
と
え
ば
､
漠
代
の
清
廉
の
士
二
疏

(疏
虞

･
疏
受
)
を
詠
じ
た

張
協
の
詠
史
詩

(文
選
挙

手

1
)
に
は
､
注
し
て
い
う
､

や
ま

景
陽
'
時
に
既
に

疾

い

に
託
し
て
犀
屈
す
､
故
に
そ
の
事
を
詠

ま
も

は
じ

じ
て
も
っ
て
首
代
の
録
位
を
持
し
位
を
固
る
者
を
試
す
｡
且
つ
首

め
に
'
西
漠
の
朝
野
､
歎
娘
の
盛
ん
な
る
を
言
い
､
も
っ
て
今
の

し
め

燃
ら
ざ
る
を
見
す
'
そ
の
意
徴
な
り
.

淵
明
の
詩
そ
の
他
に
も
見
え
る
よ
う
に
､
三
良
を
詠
じ
､
二
疏
を

う
た
う
こ
と
は
ー
常
時
の
一
つ
の
風
潮
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
そ
う
し

た
側
面
か
ら
の
考
慮
を
は
ら
う
こ
と
な
し
に
､
こ
の
注
は
'
詩
と
史

寅
と
な
直
線
的
に
結
び
つ
け
る
｡
第
五
章
に
そ
の
全
篇
を
引
い
た
雅

詩
第
四
首
に
施
す
劉
履
の
注
は
､
更
に
く
わ
し
-
､
更
に
具
照
的
で

あ
る
｡
ま
ず
､
こ
の
詩
は
､
朝
綱
の
寮
乳
を
日
の
あ
た
り
に
し
た
詩

と
こ
し

人
が
､
国
幹
の

永

え

な
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
憂
え
て
詠
じ
た
も
の
､
と

断
定
さ
れ
､
た
と
え
ば
､
う
た
い
出
し
の
l
聯
､
朝
霞
の
日
を
迎
え
､

よう
こく

け
んか
ん

は
し
いま
ま

丹
気
の
暢
谷
に
臨
む
､
と
は
､
晋
の
恵
帝
の
初
､
樟

姦

の

閥
を

柄

に

け
んか
く

た
と

.し
､
そ
の
気
勢

煩

赫

た

る
に

比

え

て
ー
乳
の
よ
う
や
く
起
こ
ら
ん
と

す
る
撃
不
す
､
と
指
摘
す
る
ご
と
-
で
あ
る
｡
以
下
各
句
は
す
べ
て

寓
意
を
も
つ
と
L
t
そ
の
う
ら
づ
け
と
な
る
史
空
が
指
摘
さ
れ
る
o

こ
う
し
た
方
向
で
の
詩
の
解
樺
は
､
か
え
っ
て
詩
の
正
し
い
理
解
と

鍔
賞
を
妨
げ
る

l
面
的
な
断
定
へ
と
障
り
や
す
い
危
険
性
を
も
つ
で

あ
ろ
う
｡
た
と
え
ば
詠
史
と
題
さ
れ
る
詩
が
､
そ
の
聾
生
の
動
機
と

し
て
､
現
実
に
封
す
る
不
満
を
過
去
の
人
物
に
託
し
て
饗
散
さ
せ
る

と
い
う
政
治
的
な
意
味
を
含
ん
で
い
た
と
し
て
も
､
そ
う
し
た
テ
ー

マ
が
､
多
く
の
詩
人
た
ち
に
探
り
あ
げ
ら
れ
､
典
接
や
封
句
の
技
巧

を
た
め
し
､
そ
れ
を
て
ら
う
習
作
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
く
中
で
､

虞
蟹
の
感
動
を
伴
わ
ぬ
も
の
へ
と
堕
し
て
い
つ
た
こ
と
は
､
後
世
の

異
音
の
中
に
牧
め
ら
れ
た
多
く
の
作
品
が
示
し
て
い
る
｡
そ
う
し
た

こ
と
へ
の
考
慮
を
は
ら
う
こ
と
な
し
に
､
詩
と
史
貿
と
を
直
線
的
に

結
び
つ
け
る
こ
と
は
､
詩
の
正
し
い
理
解
を
ゆ
が
め
る
で
あ
ろ
う
｡

さ
ら
に
ま
た
､
そ
う
し
た
傾
向
は
ー
詩
人
の
豊
富
な
才
能
､
詩
の
み
の

も
つ
可
能
性
､
3,
い
か
え
れ
ば
､
詩
が
､
そ
の
技
巧
を
も
ふ
く
め
て
､

ヽ
ヽ
ヽ

複
雑
な
形
で
示
す
美
､
あ
る
い
は
ち
か
ら
と
よ
ん
で
も
よ
い
も
の
､

へ
の
眼
を
と
じ
さ
せ
る
危
険
性
を
も
､
ふ
く
む
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し

な
が
ら
､
そ
の
全
く
道
の
方
向
､
詩
を
ー
何
の
附
加
的
な
要
素
も
な

し
に
､
そ
れ
日
照
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
こ
そ
が
ー
正
し
い
評
債
へ
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導
く
唯

1
の
遣
で
あ
る
と
す
る
態
度
も
､
ま
た
十
重
な
も
の
と
は
い

え
ず
､
わ
れ
わ
れ
と
詩
人
と
の
問
に
よ
こ
た
わ
る
時
峯
の
隔
絶
の
桂

皮
に
､
そ
の
不
充
分
さ
は
比
例
す
る
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
い
え
ば
､

そ
う
し
た
時
室
の
隔
絶
を
も
超
え
て
､
わ
れ
わ
れ
の
感
性
に
直
接
う

っ
た
え
て
乗
る
も
の
､
そ
れ
が
詩
の
示
す
虞
賃
で
あ
ろ
う
し
ー
そ
れ

こ
そ
が
不
可
快
の
も
の
な
の
で
あ
る
が
､
と
同
時
に
､
そ
れ
が
詩
の

示
す
す
べ
て
で
は
な
い
｡
そ
の
す
べ
て
へ
､
少
し
で
も
近
づ
く
た
め

に
､
わ
れ
わ
れ
は
詩
人
の
生
き
た
時
代
と
､
そ
の
時
代
の
中
で
の
詩

は
､
わ
れ
わ
れ
に
､

l
つ
の
見
方
を
提
供
し
七
く
れ
て
い
る
.

と
こ
ろ
で
張
協
の
詠
史
詩
は
､
二
疏
を
そ
の
封
象
と
し
て
探
り
あ

げ
た
､
最
も
早
い
時
代
の
作
品
の
一
つ
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
次
の
よ

う
に
う

た
わ
れ
る
｡

昔
在

西
京
時

朝
野
多
歌
娯

請
謁
東
都
門

群
公
租
二
疏

朱
軒
曜
金
城

む
か

し

昔

在

西
京
の
時

朝
も
野
も
歓
娯
多
し

あ
い
あ
い

請
謁
た
る
東
都
の
門
に

お
く

群
公

二
疏
を
経
る

く
る
ま

かが
や

朱
ぬ
り
の
軒
は
金
城
に
曜
き

供
帳
臨
長
衛

蓮
人
知
止
足

遠
柴
忽
如
無

抽
琴
解
朝
衣

散
髪
掃
海
隅

行
人
馬
限
沸

賢
哉
此
丈
夫

揮
金
奨
昔
年

歳
暮
不
留
偶

顧
謂
四
坐
宅

多
財
馬
具
愚

清
風
激
高
代

名
輿
天
壌
倶

咽
此
蝉
盈
客

君
紳
官
見
書

し
っ

と
は
り

ひろ

rtち

供
ら
え
し
帳
は
長
き
衛
に
臨
む

や

た

達
人
は
止
む

こ
と
と
足
ら
え
る
こ
と
と
を
知
り

チ

巣
を
達
て
て
忽
ち
無
き
が
如
し

ぬ

管
を
抽
い
て
朝
衣
を
解
き

髪
を
散
じ
て
海
隅
に
蹄
る

な
み
た

お

み
ち
行
く
人
は
馬
に
沸
を
唄
と
す

賢
な
る
か
な
此
の
丈
夫

ふ
る
ま

金
を
輝
い
て
常
年
を
楽
し
み

た
く
わ

歳
暮
に
備

え
を
留
ど
め
ず

顧
み
て
四
坐
の
宅
に
謂
う

お
ろか

わ
ぎ
わ

多
財
は
愚
な
る
も
の
に
累
い

な
馬
す
と

清
風

希
代

に
激
し

あ
め
つち

名
は
天
壌
と
供
に
あ
り

と
つ咽

た
り
此
の
蝉
亀
の
客

よ
ろ

君
が
紳
に
宜
し
く
書
せ
ら
る
べ
し

123

む
か
し
西
の
長
安
を
都
と
し
た
漠
の
御
世
､
朝
も
野
も
歓
娯
に
み

ち
で
い
た
､
と
い
う
う
た
い
出
し
に
は
､
劉
履
も
い
う
よ
う
に
､
詩

人
の
目
前
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
世
界
と
の
封
此
か
ら
生
ま
れ
た
､

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
一
海
)
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第
七
か

あ
る
感
慨
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
も
そ
こ
か

ら
去
っ
て
行
っ
た
疏
贋
､
疏
受
と
い
う
二
人
の
人
物
､
そ
の
理
由
を

詩
人
は
､
達
人
は
止
足
を
知
る
､
と
簡
潔
に
の
べ
る
O
達
人
､
そ
れ

し
か

は
淵
明
が
､
達
人
は
其
の
倉
を
解
す
､
あ
る
い
は
､
達
士
は
爾
ら
ざ

る
に
似
た
り

(共
に
飲
酒
の
詩
)ー

と
う
た
っ
た
理
想
の
人
物
で
あ
り
､

張
協
が
の
ぞ
ん
だ
の
も
ま
た
そ
う
し
た
境
地
､
す
な
わ
ち
常
面
の
状

勢
に
流
さ
れ
､
目
の
色
を
か
え
て
利
欲
を
追
う
の
で
な
く
､
こ
の
世

界
を
支
配
す
る
法
則
に
封
し
て
深
い
理
解
に
逢
し
た
姿
､
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
｡

故
郷
に
か
え
っ
た
二
疏
は
､
晩
年
の
た
め
の
た
-
わ
え
を
か
え
り

み
る
こ
と
な
く
､
皇
窒
拝
領
の
金
子
を
皆
し
げ
も
な
く
つ
か
っ
て
郷

寅
と
歓
な
つ
-
す
､
揮
金
楽
昔
年
､
歳
暮
不
閣
僚
｡
金
を
揮
う
､
こ

の
語
は
淵
明
の
詩
に
も
園
田
の
の
ち
の
こ
と
と
し
て
､
金
を
揮
う
こ

と
な
し
と
雄
も
､
濁
酒
い
さ
さ
か
悼
む
べ
し
､
と
そ
の
ま
ま
つ
か
わ

れ
て
い
る

(飲
酒
第
十
九
首
)｡

他
の
詩
人
に
こ
う
し
た
造
語
は
見
掌

ら
ぬ
よ
う
で
あ
り
､
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
渠
協
の
詠
史
詩
が
､
二
疏

を
詠
じ
た
代
表
的
な
詩
と
し
て
､
淵
明
を
も
ふ
く
め
た
後
世
の
詩
人

に
意
識
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
こ
の
詩
は
､
そ
う
し
た
新
し
い
詩
語
を
ふ
く
み
つ
つ
も
､

詠
史
詩
の
通
例
と
し
て
ー
金

牌
か
ら
見
れ
ば
､
二
疏
の
こ
と
を
散
文

で
記
述
し
た
漢
書
疏
廉
博
の
記
事
が
そ
の
ま
ま
凝
縮
さ
れ
て
い
る
､

と
い
っ
た
感
を
免
れ
え
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､

お
お

いま

や
ん
こと
な
ひと

咽

此

の

よ
の

蝉

盈

き

客

び

と
よ

お
び

上
ろ

君
が

綿

に

宜

し

く

(
二
銃
の
名
を
)
書
き
と
む
べ
L

と
い
う
結
び
の
句
に
見
え
る
は
げ
し
い
瓢
刺
は
'
こ
の
作
品
が
､
晃

に
輿
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
を
､
巧
み
に
う
た
い
こ
な
す
た
め
の
習
作
で

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
れ
が
､
彼
の
罪
居
以
後
の
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
､
常
時
の
緑
位
を
む
さ
ぼ
る
も
の

そ
し

た
ち

へ
の
剃

り

､
と
す
る
劉
履
の
指
摘
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
｡

三
関
の
あ
と
を
う
け
て
園
を
た
て
た
西
晋
の
武
帝
司
馬
炎
は
､
そ

の
政
権
を
固
め
る
た
め
に
､
同
族
の
二
十
人
あ
ま
り
を
郡
に
封
じ
て
､

ヽ

王
と
稗
さ
せ
た
｡
し
か
し
そ
れ
は
か
え
っ
て
国
家
を
混
乱
に
導
く
た

ヽね
を
は
ら
ん
で
い
た
｡
か
れ
ら
が
､
ま
だ
そ
の
封
国
に
ゆ
か
ず
､
王

と
は
名
の
み
の
中
央
官
吏
と
し
て
す
ご
し
た
時
代
､
そ
れ
は
三
関
の

永
い
動
乱
の
あ
と
､
そ
の
収
拾
に
つ
い
や
さ
れ
た
時
期
と
み
て
よ
い
｡

し
か
し
成
寧
三
年

(
二
七
七
)
､
王
た
ち
.は
そ
の
閲
に
ゆ
き
､
自
ら
の
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額
土
と
軍
隊
を
も
ち
､
文
武
の
官
僚
は
､
王
に
よ
っ
て
自
由
に
と
り

か
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
太
東
元
年

(
二
八
〇
)､
呉
が
滅
さ
れ

て
､
晋
の
軍
事
は

一
腹
お
さ
ま
り
､
約
十
年
の
小
庶
状
態
が
保
た
れ

る
o
し
か
し
恵
帝
司
馬
表
の
即
位

(
二
九
〇
)
後
､
政
治
の
質
権
は
､

外
戚
楊
駿
に
操
ら
れ
､
や
が
て
凡
愚
の
帝
司
馬
真
の
重
富
后
が
､
権

謀
術
策
を
用
い
て
楊
な
殺
し
､
更
に
楊
に
直
接
手
を
か
け
た
楚
王
環

に
､
汝
南
王
亮
を
殺
さ
せ
､
衆
に
は
韓
を
も
殺
し
て
し
ま
う
｡
こ
う

し
た
中
央
で
の
混
乱
を
き
っ
か
け
に
､
割
接
し
tJ
勢
力
を
た
く
わ
え

て
い
た
王
族
た
ち
が
叛
乳
を
起
こ
す
｡
こ
れ
が
､
の
ち
外
旋
に
よ
っ

て
西
晋
の
王
朝
の
ほ
ろ
ぽ
さ
れ
る
直
接
の
原
因
と
も
な
っ
た
､
八
三

の
乳
で
あ
り
､
散
乱
は
約
十
五
年
も
つ
づ
く
.
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ

う
に
､
張
協
が
政
治
の
場
か
ら
身
を
引
く
の
は
､
そ
れ
が
終
束
を
見

た
後
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
彼
の
官
吏
と
し
て
の
生
活
は
､
こ
う
し

た
混
乱
の
中
で
行
わ
れ
た
｡

中
央
で
あ
れ
､

地
方
で
あ
れ
､

す
べ

て
の
官
吏
は
､
ど
れ
か
の
王
族
の
一
派
に
く
み
す
る
こ
と
を
､
お
そ

ら
く
強
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
｡
自
ら
の
態
度
の
決
定
は
､
常
に
近
い

清
爽
の
生
命
の
危
険
を
感
ず
る
こ
と
な
し
に
は
､
行
わ
れ
な
か
っ
た

に
ち
が
い
な
い
.
そ
こ
か
ら
醜
い
打
算
や
反
目
が
う
ま
れ
る
o
小
康

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て
(
一
海
)

を
保
っ
た
と
い
わ
れ
る
太
東
年
間
の
十

一
年
､
そ
れ
は
後
世
の
評
象

た
ち
も
指
摘
す
る
よ
う
に
､
文
人
た
ち
の
最
も
活
動
し
た
時
期
だ
と

い
わ
れ
る
｡
し
か
し
そ
れ
も
､
こ
う
し
た
混
乱
の
時
代
を
前
後
に
は

さ
ん
で
の
小
康
状
態
で
あ
り
､
こ
こ
で
も
彼
ら
が
､
派
閥
の
率
い
の

圏
外
に
い
る
こ
と
は
､
む
つ
か
し
か
つ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
常
時
の

宮
廷
に
は
ー
質
権
者
嘗
誰
の
も
と
に
､
有
名
な
文
人
た
ち
の
一
つ
の一

グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
o
彼
ら
は
､
二
十
四
友
と
よ
ば
れ
た
｡
外
見
統

一
的
に
見
え
る
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
に
も
ま
た
'
昇
進
と
保
身
の
た

め
の
へ
つ
ら
い
と
反
目
と
が
う
ず
ま
い
て
い
た
､
と
史
書
の
記
述
に

は
見
え
る
(晋
書
要
諦
俸
'
劉
現
俸
)｡
そ
し
て
彼
ら
の
生
活
は
､
の
ち

の
唐
の
詩
人
に
よ
っ
て
､
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
.

ほ
し
いま
ま

晋
武

呉
を
平
ら
げ
て
歓
燕
を

窓

に

し

飴
風

廉
廉
と
し
て
朝
廷
轡
ず

つ

あ

世
を
嗣
ぐ
も
の
衰
微
せ
L
に
誰
か
肯
え
で
憂
え
ん

二
十
四
友

日
日
室
し
く
追
い
遊
ぶ

(葦
贋
物
金
谷
園
歌
)

陸
磯
､
陸
雲
､
播
岳
､
左
思
､
す
べ
て
そ
の
仲
間
で
あ
っ
た
｡
し

か
し
ー
文
人
と
し
て
彼
ら
と
併
辞
さ
れ
た
張
協
は
､
な
ぜ
か
こ
の
グ
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第
七
筋

ル
ー
プ
に
入
っ
て
い
な
い
｡
と
し
て
も
､
彼
が
､
八
王
の
乳
の
時
期

に
､
河
問
王
の
も
と
で
内
史
を
つ
と
め
た
と
い
う
事
案
は
､
彼
も
ま

た
派
閥
争
い
の
渦
の
外
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
聖
不
す
.
そ
う
も

た
史
実
を
ふ
ま
え
て
､
彼
の
詠
史
詩
は
､
よ
み
う
る
で
あ
ろ
う
し
､

ま
た
よ
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
混
乱
の
う
み
出

し
た
醜
い
率
い
へ
の
非
難
と
警
官
を
ー
こ
の
詩
は
ふ
く
ん
で
い
る
と

考
え
て
よ
い
｡

二
十
四
友
の
う
ち
､
有
名
な
文
人
で
そ
の
3.
の
ち
な
全
う
し
え
た

も
の
は
す
く
な
い
｡
ま
た
､
こ
の
時
代
の
前
後
'
魂
晋
南
北
朝
と
よ

ぼ
れ
る
時
代
に
､
非
業
の
死
を
と
げ
た
有
名
な
文
人
た
ち
の
数
は
､

あ
ま
り
に
も
多
い
｡

哲庶
･
張
華

･
石
崇

･
陸
磯

･
陸
雲

･
欧
陽

建

･
播
岳

･
劉
現

･
郭
瑛

･
虚
話

･
汚
嘩

･
謝
宴
蓬

･
飽
照

･
王

融

･
謝
朕
な
ど
'
す
べ
て
ひ
と
の
手
に
か
か
っ
て
殺
さ
れ
て
い
る
｡

そ
う
し
た
危
険
を
さ
け
る
に
は
､
よ
ほ
ど
の
保
身
の
術
と
偶
然
の
幸

運
に
め
ぐ
ま
れ
る
か
､
あ
る
い
は
､
魂
の
徐
幹
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に

(異
質
の
貌
太
子
に
輿
-
る
牒
)､
そ
う
し
た
あ
ら
そ
い
の
場
か
ら

身
を
ひ
く
以
外
に
方
法
は
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
｡
中
国
の
士
人
階
級

に
と
っ
て
､
後
者
の
道
は
自
ら
の
政
治
的
融
合
的
生
命
の
抹
殺
皇

息

味
し
た
け
れ
ど
も
｡

渠
協
は
後
者
を
選
ん
だ
.
社
食
的
生
命
の
抹
殺
を
そ
れ
が
意
味
す

る
と
す
れ
ば
､
身
を
ひ
-
こ
と
日
照
が
､
常
時
に
あ
つ
て
は

l
つ
の

抵
抗
で
あ
っ
た
､
と
考
え
て
よ
い
｡
陶
淵
明
の
か
た
く
な
な
ま
で
の

牒
遁
生
活
の
固
持
が
､
や
は
り
い
ま
述
べ
た
生
命

へ
の
危
供
と
つ
な

が
る
こ
と
を
に
あ
わ
せ
､
こ
こ
に
も
張
協
と
の
､
そ
の
姿
勢
の
類
似

註
一

変
､
わ
た
-
L
は
見
出
す
.Q
で
あ
る

が

､

詩
に
お
け
る
そ
の
あ
ら
わ

れ
方
に
は
､
や
は
り
臭
っ
た
も
の
が
あ
る
｡
簡
単
に
い
え
ば
､
そ
れ

は
単
純
な
も
の
と
複
耗
な
も
の
と
の
ち
が
い
で
あ
る
｡
同
じ
く
二
疏

な
詠
じ
た
詩
､
そ
れ
は
彼
ら
の
共
通
の
関
心
聖
不
す
も
の
と
し
て
興

味
が
あ
る
が
'
こ
こ
に
も
､
そ
う
し
た
ち
が
い
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡

協
が
'

.

む
か

し

昔

在

西
京
の
時

朝
も
野
も
歎
娯
多
し

請
謁
た

る
東
都
の
門

お
く

群
公

二
疏
を

観
る

と
史
箕
を
ま
っ
す
ぐ
に
提
示
し
っ
つ
､
さ
ら
に
二
疏
α
隈
退
後
の
生

涯

へ
と
う
た
い
す
す
む
の
に
封
し
､
淵
明
は
ー
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大
象

四
時
を
樽
じ

功
成
る
者
は
自
ら
去
る

し
やも
ん

こ

借
間
す

衰
周
よ
り
束

の
か
た

幾
人
か
そ
の
趣
き
を
得
た
る

千

目
を
漠
延
の
中
に
遊
れ
ぼ

普

二
疏
復
た
此

の
峯
あ
り

と
屈
折
ん
た
接
示
の
仕
方
を
見
せ
る
o
そ
し
て
､
二
疏
を
宿
場
す
る

場
合
も
ま
た
､
協
は
､

清
風
は
高
代
に
激
し

名
は
天
壌
と
供
に
あ
り

と
常

套
的
で
あ
る
の
に
射
し
､
淵
明
は
､

ほ
ろ

誰
か
云
う

其
の
人
も
亡
ぶ
と

い
よ

あ
ら

久
し
く
し
て
道
は

禰
い
よ
著
わ
る

と
屈
折
さ
せ
て
う
た
う
｡
こ
う
し
た
表
現
､
あ
る
い
は
詩
の
構
成
に

お
け
る
差
異
は
､
他
の
作
品
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
｡
協
の
稚
詩
は

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
､
先
に
景
を
述
べ
､
後
に
情
を
い
う
構
成
を
と
る

の
に
封
し
､
開
明
に
忠
い
て
は
､
た
と
え
ば
雑
詩
十
二
首
､
飲
酒
二

十
首
な
ど
､
同
じ
く
連
作
で
あ
り
な
が
ら
ー
そ
の
二

の
詩
の
構
成

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
一
梅
)

は
多
様
で
あ
り
複
雑
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
複
雑
さ
が
､
ま
た
淵
明
の

作
品
に
深
さ
と
幅
を
輿
え
る
､

一
つ
の
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

前
述
の
ご
と
く
､
政
治
の
場
か
ら
身
を
ひ
く
こ
と
は
､
そ
れ
自
照

そ
の
人
の
社
食
に
封
す
る

1
つ
の
抵
抗
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
が
､

詩
人
は
､
身
を
ひ
く
だ
け
で
な
く
､
そ
の
抵
抗
を
詩
に
う
た
う
｡
格

葬
の
多
い
配
合
の
中
で
､
そ
の
詩
は
､
い
き
お
い
陣
後
に
､
晦
猿
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡
さ
き
に
あ
げ
た
雅
詩
第
四
首
を
､
劉
虜
の
示

唆
を
て
が
か
り
と
し
つ
つ
謹
む
な
ら
ば
'
協
の
詩
も
ま
た
､
そ
の
隠

微
さ
に
急
い
て
､
し
か
く
罵
純
で
な
い
と
い
え
る
｡
し
か
も
そ
う
し

た
読
み
方
に
よ
っ
て
､
こ
の
詩
が
､
そ
の
表
現
の
新
鮮
さ
か
ら
う
つ

た
え
て
乗
る
も
の
以
外
に
､
あ
る
き
び
し
さ
変
も
含
む
こ
と
を
､
た

せま

と
え
ば
､
噂
昔
は
時
の
遅
卓
を
欺
き
､
晩
節
に
は
年
の

促

る

を
悲
し

む
､
と
い
う
詩
句
か
ら
も
､
よ
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
な
が

ら
､
劉
履
の
指
摘
を

一
腹
容
認
し
た
上
で
､
こ
れ
を
､
同
じ
よ
う
な

状
況
の
も
と
で
の
作
と
考
え
ら
れ
る
､
淵
明
の
述
酒
詩
と
く
ら
べ
る

な
ら
ば
､
や
は
り
雨
着
の
間
に
､
濃
度
の
差
､
い
わ
ば
単
純
な
も
の

と
複
雑
な
も
の
と
の
ち
が
3.
を
見
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
0
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第
七
肝

述
酒
詩
は
､
そ
れ
の
含
む
意
味
が
い
ま
だ
充
分
に
解
き
つ
く
さ
れ
て

は
い
な
い
け
れ
ど
も
､
先
人
た
ち
の
注
に
助
け
ら
れ
つ
つ
こ
れ
を
謹

め
ば
､
同
じ
く
隠
微
と
は
い
う
も
の
の
ー
そ
の
二

の
詩
句
が
､
里

に
陰
惨
な
も
の
の
姿
の
雰
国
素
描
霧
と
し
て
お
わ
ら
ず
､
屈
折
し
て

ひ
そ
め
ら
れ
た
典
接
を
も
つ
よ
う
で
あ
り
､
こ
れ
に
く
ら
べ
れ
ば
､

協
の
詩
は
､
き
び
し
い
も
の
を
も
ち
つ
つ
も
､
そ
の
底
は
や
は
り
濁

い
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
.
し
か
し
､
そ
う
し
た
ち
が
い
も
､
淵
明

の
詩
人
と
し
て
の
大
き
さ
'
そ
の
底
の
深
さ
を
再
認
識
さ
せ
こ
そ
す

れ
､
渠
協
と
い
う
詩
人
を
､
は
な
は
だ
し
く
虫
と
し
め
る
こ
と
に
は
､

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

輩
協
に
お
け
る
こ
う
し
た
隠
微
な
表
現
は
､

う
た
い
つ
が
れ
て
3,く
｡

雲
根
臨
八
極

雨
足
潜
四
冥

震
源
過
二
旬

散
漫
丑
九
齢

陛
下
伏
泉
滴

堂
上
水
衣
生

洪
療
治
方
割

人
懐
昏
塾
情

洗
液
激
除
根

緑
葉
腐
秋
董

は
て

雲
の
根
は
八
つ
の
極
に
臨
み

上

う
み

そ
そ

雨
の
足
は
四
も
の
冥
に

濯
ぐ

な
があ
め

霧
涯
は
二
旬
を
過
ぎ

とし

つ

散

漫
た
る
こ
と
か
の
九

つ
の
齢
の
あ
め
に
亜
ぐ

わ

陛
の
下
に
は
伏

泉
の
涌
き

こ
け

堂
の
上
に
は
水
衣
を
生
ず

お
おあ
め

ま
さ
わ
ざ
わい

洪

濠
は
浩
と
し

て
方
に
割
を
患

こ
し

こ
んて
ん

)
だ

人
び
と
は
昏
塾
の
情
を
懐
く

お
も

ふ
る

そ
そ

沈
き
液
は
隙
き
根

に
淑
ぎ

緑
葉

秋
董

腐
る

128

黒
板
躍
重
淵

黒
坂

商
学
舞
野
庭

商
学

飛
廉
露
南
箕

飛
廉

豊
隆
迎
既
辞

豊
隆

重
淵
に
躍
り

野
庭
に
舞
う

南
箕
に
歴
じ

耽
犀
を
迎
う

と
､
そ
の
う
た
い
出
し
に
お
い
て
､
苗
代
の
神
話
を
ふ
ま
え
た
重
々

し
い
こ
と
ば
を
つ
ら
ぬ
つ
つ
､
い
つ
や
む
と
も
な
い
雨
の
到
来
を
つ

げ
る
'
難
詩
の
最
後
の
一
首
に
も
､
示
さ
れ
る
｡
詩
は
次
の
よ
う
に

1
つ
の
封
象
を
多
方
面
か
ら
観
察
し
為

し
取
ろ
う
と
す
る

｢昧
｣
の

手
法
に
似
た
も
の
が
､
こ
こ
か
ら
は
感
じ
と
れ
る
｡
か
-
､
も
の
み

な
を
く
さ
ら
せ
つ
つ
降
り
つ
づ
く
雨
は
'
次
の
よ
う
な
場
面
を
詩
人

の
ま
の
あ
た
り
に
展
開
す
る
｡

か

JPと

旦
無
曲
突
煙

里
に
は

曲

突

の
燈
な
く

く
るま

路
無
行
輪
撃

路
に
は
行
く
輪
の
整
な
し

せま

いえ

お

-
ず
お
こ
わ

改
堵
白
頭
穀

浸

き

堵

は

白

の
ず
か
ら

斬

れ

殴

れ



かき抽

す
妨た

垣
間
不
隊
形

垣
間
も
形
を
障
き
ず

わず

･,Qえ
かす
な
か

とうと

尺
煙
重
尋
桂

尺
か

の
燈
は
尋
き
桂
よ
り
も
重
く

くれな
い

た
ま

紅
粒
骨
格
擾

紅
な
る
き
び
の
粒
は
環
尊
よ
り
も

貸
し

おり
上-

こ
う
し
た
苦
し
み
の
中
で
､
詩
人
は
､
い
に
し
え
の
高
士
､
於
陵

し

け
んろう
せ
い

子

･

賢

妻

生

へ

の
企
望
を
の
べ
て
､
う
た
い
お
さ
め
る
｡

君
子
守
固
窮

在
約
不
爽
貞

雄
柴
田
方
階

恵
篤
溝
壁
名

取
志
於
陵
子

比
足
新
宴
生

こき
ゆ
う

君
子
は

固

窮

を

守
り

た
か

約
に
在
り
て
も
貞
に
爽
わ
ず

おく

か
たじけ
な

田
方
の

賠

り

も
の
を

巣

く

す
と
経
も

み
ぞ

き
こえ

ま

溝

壁

に
す
て
ら
る
る

名

を

な
す
を
敵

ず

志
を
於
陵
子
に
取
り

た足
ら
え
る
を
賢
室
生
に
比
せ
ん

も
と

固
窮
､
そ
れ
は
論
語
衛
整
公
簾
の

｢
君
子
も
固
よ
り
窮
す
｣
と
い

まも

う
の
に
も
と
づ
き
､
開
明
が
そ
れ
に

｢窮
を
固
る
｣
と
､
貧
窮
の
中

に
あ
っ
て
清
潔
さ
な
み
だ
さ
な
い
積
極
的
な
態
度
を
あ
ら
わ
す
意
味

を
も
た
せ
て
､
し
ば
し
ば
用
い
た
こ
と
は
､
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
'

そ
う
し
た
用
法
が
淵
明
に
は
じ
ま
る
の
で
な
い
こ
と
を
､
わ
れ
わ
れ

註
二

は
こ
こ
で
知

る

｡

そ
れ
は
と
も
か
く
､
長
く
ふ
り
つ
づ
く
雨
の
括
某
か
ら
､
固
窮
と

酉
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
1
梅
)

い
う
自
ら
の
生
活
態
慶
を
提
出
す
る
､
そ
う
し
た
飛
躍
か
ら
考
え
て

も
､
こ
の
詩
は
､
明
ら
か
に
異
な
る
賓
景
の
描
需
で
は
な
く
､
配
合

の
不
安

へ
の
お
の
の
き
と
､
そ
れ
を
生
ん
だ
も
の
へ
の
抗
議
を
'
そ

の
う
ら
に
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
｡

｢
里
に
曲
突
の
煙
な
く
､
路
に
行
輪
の
整
な
し
｣
､
曲
突
と
は
､
李

善

の
注
に
よ
れ
ば
､
傍
に
あ
る
薪
に
加
熱
せ
ぬ
よ
う
､
曲
げ
ら
れ
た

煙
突
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う

(漢
書
雷
光
倦
参
照
)｡
災
害
を
未
然

に

ふ
せ
ぐ
そ
う
し
た
慶
置
が
､
あ
ざ
わ
ら
わ
れ
で
で
も
い
る
か
の
よ
う

に
､
今
は
傍
に
薪
さ
え
も
な
く
､
曲
突
は
厘
も
は
か
ず
に
重
し
く
っ

つ
立
っ
て
い
る
｡
と
ー
こ
の
旬
は
読
め
る
の
か
も
知
れ
ぬ
O
と
も
あ

れ
､
こ
の

l
聯
は
､
人
民
た
ち
が
極
度
に
追
い
つ
め
ら
れ
､
も
は
や

聾
も
な
く
ひ
そ
ま
り
か
え
っ
た
ぶ
き
み
な
社
倉
の
姿
を
う
つ
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
.
か
く
人
び
と
を
追
い
つ
め
苦
し
め
て
来
た
も
の
'
そ

な
が
あ
め

れ
は

霧

雨

と

し
て
う
た
わ
れ
､
そ
の
性
ん
と
.う
の
姿
は
隠
微
に
か
く

さ
れ
て
い
る
｡

し
か
し
､
こ
の
よ
う
な
ゆ
が
ん
だ
社
食
に
封
す
る
抗
議
､
そ
し
て

ま
た
自
ら
の
境
遇
に
封
す
る
不
満
は
､
常
に
か
く
隠
微
な
あ
ら
わ
れ

方
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
さ
き
に
あ
げ
た
詠
史
詩
の
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第
七
か

結
び
の
句
の
ご
と
く
､
率
直
な
形
で
提
出
さ
れ
る
場
合
が
､
授
か
の

詩
に
も
な
く
は
な
い
｡

わ

す

高
侍

王
侯
を

潰

れ

お

道
積
も
り
て
白

の
ず
L&
ら
基
を
成
す

(維
持
第
三
首
)

宮
仕
え
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
ら
の
純
粋
さ
を
守
り
う

る
と
す
る
こ
と
ば
､
あ
る
い
は
ま
た
別
の
詩
に
､
南
越

へ
章
博
と
い

う
名
の
冠
を
要
り
に
行
っ
て
､
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
荘
子

に
見
え
る
話
に
た
と
え
て
､
周
囲
か
ら
孤
立
し
た
自
ら
の
姿
奪
っ
た

い
､
し
か
も
そ
れ
は
､

｢
流
俗

昏
迷
多
き
｣
が
た
め
で
あ
り
､

｢此
の
理

誰
か
能
く
案
せ
ん
｣
と
す
る
う
た
い
ぶ
り
な
ど
が
ー
そ

う
し
た
率
直
な
表
現
の
例
で
あ
る
｡

む
か

昔
我
寮
費
甫

昔

し

我
れ
章
甫
を
資
れ
て

ゆ

瑚
以
連
語
越

柳
か
以
て
諸
越
の
く
に
に
適

か
ん
と
す

行
行
入
幽
荒

行
く
行

く幽
荒

に入る
に

浴
-
ら
く

みじか

ま
ま

欧
酪
従
間
髪

歓
騎

(

越王の
姓

競)の
ひ
と
は
厭
き
髪
の
従
に

す

お

窮
年
非
所
用

年
を
窮
う
る
ま
で
用
う
る
所
に
非
ず

ま
さ

いず

お

此
貸
婿
安
設

此
の
貨

牌
に
安
く
把
か
設
か
ん

祝
融
寄
瑛
播

魚
目
笑
明
月

不
見
邸
中
歌

能
否
居
然
別

陽
春
無
和
者

巴
人
皆
下
僚

流
俗
多
昏
迷

此
理
詰
能
察

か
わ
ら

た

ま

ほ
こ

鶴

瓶

は
瑛

香

に

寄

り

魚
目
は
明
月
を
笑
う

え
い

ま
ち

見
ず
ヤ

邸
の
中

の
歌
の

能
と
香
と
属
然
と
し
て
別
か
る
る
を

陽
春
の
う
た
の
よ
ろ
し
き
に
は
和
す
る
者
な
し

巴
人
の
う
た
に
は
皆
な
節
を
下
す

流
俗
は
昏
迷
多
し

此
の
理
詰
か
能
く
察
せ
ん

(第
五
百
)

そ
の
あ
ら
わ
れ
方
が
障
微
で
あ
れ
､
あ
る
い
は
率
溝
な
も
の
で
あ

れ
､
彼
の
詩
に
は
､
ゆ
が
ん
だ
も
の
に
た
ち
.む
か
い
､
そ
の
前
に
く

ず
お
れ
ぬ
､

1
種
の
勤
さ
が
あ
り
､
そ
れ
が
彼
を
､
異
な
る
表
面
の

形
式
的
な
美
の
み
を
追
求
し
､
そ
れ
を
も
て
あ
そ
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
､

逆
に
そ
れ
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
､
そ
う
し
た
風
潮
に
染
ま
り
き
ら
ぬ

詩
人
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

｢骨
束
挺
茨
｣
と
ま
で
は
い
え
ぬ
に
し

た
た

た
く

て
も
､
｢
徒

に

造
語
に

エ

み

な
る
の
み
に
あ
ら
ざ
る
な
り
｣
と
い
う

何
件
の
指
摘

(前
掲
害
)
は
､
正
し
い
で
あ
ろ
う
｡

と

こ
ろ
で
､
詩
晶

の
飽
照
に
封
す
る
評
に
､

てき
き

び
ま
ん

且泉
陽

の
解
題
を
得
､
茂
発
の
摩

損
を
含
む
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な
る
静
が
あ
る
｡
硯
託
と
i
う
こ
と
ば
は
､
呂
氏
春
秋

(移
築
篇
)

に
も
見
え
る
が
､
詩
品
集
程
の
著
者
菓
長
青
も
指
摘
す
る
ご
と
く
､

こ
こ
で
は
む
し
ろ
荘
子
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
.
す
な
わ
ち

荘
子
天
下
第
に
は
､
荘
周
の
人
物
と
言
動
を
許
し
て
い
う
､

し
んし

し
か

其
の
節
は
参
差
た
り
と
い
え
ど
も
､
両
も
働
論
観
る
可
し
｡ヽ

郭
象
は
こ
れ
に
注
を
施
し
て
い
な
い
が
､
依
読
な
る
語
は
､
説
話

と
そ
の
文
字
を
か
え
で
､
徳
充
符
第
に
も
見
え
る
.
近
人
顧
賞
に
よ

れ
ば
'
轡
物
論
第
に
弔
誼
な
る
語
あ
り
､
弔

･
淑

･
鱗
は
そ
の
石
膏

通
用
す
と
い
う

(荘
子
天
下
篇
講
疏
)

｡
徳
充
符
第
で
は
､
叡
山
無
比

と
よ
ば
れ
る
不
具
者
が
､
孔
子
に
な
げ
つ
け
る
き
び
し
い
批
判
の
こ

と
ば
と
し
て
､

JII.ヽ)

･I
二

彼
は

且

に

韻
語
幻
怪
の
名
を
も
っ
て
聞
こ
え
ん
こ
と
を

斬

む

と
見
え
､
郭
象
の
注
､
必
ず
し
も
明
断
で
は
な
い
が
､

｢非
常
｣
の

語
を
も
っ
て
こ
れ
に
か
え
で
い
る
よ
う
で
あ
り
､
晋
の
李
頃
は
､
こ

れ
に

｢奇
異
な
り
｣
と
注
す
る
｡
呂
覚
､
准
南
子
､
漢
書
等
の
こ
れ

に
類
し
た
語
に
施
す
後
人
の
注
も
､
こ
の
範
囲
を
出
な
い
よ
う
で
あ

る
｡
前
後
勘
案
す
る
に
'
そ
れ
は
､
も
の
の
平
均
化
さ
れ
た
表
面
か

ら
は
み
出
る
も
の
､
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
カ
を
ひ
め
た
も
の
､

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
1
海
)

に
輿
え
ら
れ
た
こ
と
ば
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
う
し
て
､
同
じ
く

鯉
照
に
後
人
が
輿
え
た
評
語

｢俊
逸
鯉
参
軍
｣

(杜
博
'
春
日
憶
李
白

請
)
の
俊
逸
と
､

そ
の
底
達
で
つ
ら
な
る
こ
と
ば
な
の
で
あ
ろ
う
D

と
す
れ
ば
､
張
協
に
封
す
る
批
評
と
し
て
は
､
い
さ
さ
か
お
だ
や
か

で
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
が
､
さ
き
に
詩
品
に
封
し
て
わ
た
く
し
の

も
つ
た
疑
問
､
す
な
わ
ち
､
錘
喋
の
詩
に
封
す
る
許
債
が
､
人
物
評

を
も
い
さ
さ
か
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
JJ
す
る
疑
問
が
､
も

し
容
認
さ
れ
る
な
ら
ば
､
張
協
の
今

は
散
供
し
て
わ
れ
わ
れ
の
知
り

え
ぬ
詩
の
､
あ
る
い
は
言
動
に
つ
い
て
の
資
料
を
も
ち
､
そ
れ
に
も

と
づ
い
て
下
さ
れ
た
の
が
､
似
論
と
い
う
評
語
で
あ
る
の
か
も
知
れ

な
い
｡
そ
し
て
､
そ
う
し
た
要
素
の
微
妙
な
あ
ら
わ
れ
が
､
上
に
の

べ
た
彼
の
詩
の
も
つ
一
種
の
勤
い

m
uscle
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
感

じ
と
ら
れ
､
そ
れ
が
ま
た
播
岳
な
ど
の
系
統
の
詩
人
た
ち
と
彼
の
間

に
､
異
種
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
更
に
ま
た

そ
れ
が
､
こ
の
詩
人
と
淵
明
と
の
親
近
性
を
肯
定
さ
せ
る
､

一
つ
の

要
素
な
の
で
あ
ろ
う
｡

補

注

第
二
茸
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第
七
新

一
､
北
堂
苦
紗
は
'
瓦
を
抗
に
つ
く
り
､
昔
我
好
典
籍
､
下
椎
幕
重
民
'
吟

詠
倣
飴
風
'
染
軸
常
葉
紙
'
と
そ
の
詩
を
ひ
く
｡
欝
麿
書
経
籍
志
に
張
抗

集
二
名
あ
り
'
唐
書
重
文
志
に
張
抗
集
三
毛
あ
り
'
同

1
人
物
で
あ
ろ
-
0

二
'
鄭
振
錘

｢中
国
文
学
史
｣
第

一
研
'
季
長
之

｢中
国
文
学
史
略
稿
｣
第

二
巻
｡

三
､
晋
書
斜
注
も
戚
柴
絹
晋
書
を
引
き
'
地
理
志
の
記
事
に
ふ
れ
て
'
本
俸

は
郡
名
の
み
載
せ
た
も
の
と
し
て
い
る
｡

第
三
章

一
'
第
八
茸
に
お
い
て
ふ
れ
る
よ
-
に
'
元
の
劉
履
の
選
詩
補
洋
は
､
史
賓

を
ふ
ま
え
て
詩
を
と
く
態
度
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
書
物
で
あ
る
が
､
こ
こ
で

も
張
協
に
つ
い
て
'
現
在
わ
れ
わ
れ
の
見
-
る
資
料
以
外
は
､
つ
か
わ
れ

て
い
な
い
｡

二
､
瓦
の
健
に
､

｢
秘
書
監
苛
経
'
瓦
を
挙
げ
て
佐
著
作
都
を
徹
せ
し
む
｣

と
あ
り
'
晋
書
巻
七
十
五
苛
累
侍
に
よ
れ
ば
'
苛
か
秘
書
監
と
な
っ
た
の

は
'
三
二
四
年

(明
帝
大
寧
二
年
)
以
後
の
こ
と
'
す
な
わ
ち
瓦
は
こ
の

頃
ま
で
生
き
て
い
た
こ
と
を
示
す
｡

三
㌧
現
代
の
文
学
史
家
は
､
左
恩
の
生
卒
を
二
.九
〇
?
I

三
〇
五
～
と
し

て
い
る
〇

四
､
張
敏
に
つ
い
て
は
'
訊
書
名
八
十
四
張
倖
俸
に
'
張
倖
-
-
大
原
中
都

の
人
'
高
組
の
敏
は
晋
の
秘
書
監
､
と
あ
る
の
み
で
'
晋
書
に
は
俸
が
な

い
.
帽
書
経
籍
志
に
'
備
蓄
郎
張
敏
集
二
巻
'
と
し
る
さ
れ
へ
世
説
新
語

灘
調
篇
の
割
注
に
'
張
敏
集
頭
書
泰
子
羽
を
引
く
が
'
時
代
考
讃
の
手
が

か
り
と
は
な
ら
な
い
｡

五
'
御
覧
巻

l
百
四
十
五
引
晋
起
居
注
は
'
こ
れ
を
成
寧
三
年

(
二
七
七
)

と
す
る
｡

六
'
載
に
は
元
康
頚
と
い
-
作
品
の
断
片
が
遣
っ
て
い
る
｡
文
選
巻
二
十
七

顔
延
之
宋
郊
両
歌
李
注
引
｡

第
四
章

一
'
唐
人
で
張
氏
兄
弟
の
作
品
に
ふ
れ
た
も
の
は
ほ
ど
ん
ど
な
い
よ
-
だ
が
'

儲
光
覇
に
'
孟
陽
題
飯
閣
'
子
雲
願
甘
泉
t
の
句
が
あ
り

(酬
李
虞
士
山

中
見
贈
詩
)
'
載
の
代
表
作
が
'
詩
以
外
の
韻
文
で
あ
る
こ
と
'
唐
人
も

そ
-
受
祝
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
｡

第
五
章

一
､
こ
の
許
に
つ
い
て
は
'
そ
の
各
候
に
わ
た
っ
て
論
じ
た
つ
も
り
で
あ
る

が
､
音
韻
鑓
鋪
'
す
な
わ
ち
'
そ
の
詩
は
ひ
び
き
の
よ
さ
に
お
い
て
特
に

秀
れ
て
い
た
､
と
す
る
鮎
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
を
充
分
に
分
析
す
る
だ
け

の
同
意
が
な
く
､
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
か
っ
た
0

第
六
葦

二

元
の
陳
鐸
骨
の
詩
語
に
も
'
協
に
封
す
る
'
逐
句
鍛
錬
'

辞
工
製
率

(詩
紀
引
)
の
評
語
が
あ
る
〇

二
㌧
詩
以
外
の
作
品
に
も
'
そ
れ
は
見
出
さ
れ
る
｡
た
と
え
ば
登
北
だ
賦

(重
文
類
窯
巻
七
)
の
｢人
生
の
危
博
を
憾
む
｣
な
ど
ほ
､
そ
れ
で
あ
ろ
-
O
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卒
易
な
こ
と
ば
に
よ
り
つ
つ
､
そ
れ
は
新
し
い
空
想
の
l
つ
の
型
を
示
す
｡

人
の
い
の
ち
の
ふ
た
し
か
さ
を
､

｢
危
漢
｣
の
語
を
も
っ
て
表
現
し
た
詩

人
は
､
ほ
か
に
す
く
な
い
よ
-
で
あ
り
'
別
の
ジ
ャ
ン
ル
に
こ
れ
を
も
と

め
れ
ば
､
同
時
代
人
と
し
て
は
'
わ
ず
か
に
李
密
の
陳
情
表

(文
選
巻
三

十
七
)
に
見
出
し
-
る
に
す
ぎ
な
い
よ
-
で
あ
る
｡

三
㌧
曹
石
の
大
増
上
蕎
行
に
'
人
生
居
天
座
間
'
忽
如
飛
鳥
棲
枯
枝
'
な
る

句
あ
り
'
あ
る
い
は
こ
れ
が
'
張
協
の
意
識
の
底
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ

ぬ
O

四
,
陸
機
の
謄
従
兄
革
撃
甜
(文
選
撃

一十
四
)
に
､
孤
獣
思
敵
襲
'
離
鳥

悲
肇
林
t
の
句
あ
り
'
ま
た
古
直
が
蹄
園
田
居
詩
に
荘
す
る
よ
-
に
､
滴

岳
の
秋
興
賦

(文
選
巻
十
三
)
の
衣
の
句
も
'
こ
の
際
思
い
起
し
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
-
o
す
な
わ
ち
､
曹
櫓
池
魚
寵
鳥
'
有
江
湖
山
薮
之
思
o
古

詩
十
九
首
の
'
胡
馬
依
北
風
'
越
鳥
巣
南
枝
､
が
こ
れ
ら
の
襲
憩
の
源
に

な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

第
七
章

一
,
そ
-
し
た
葉
文
中
に
も
'
第
六
葦
の
琴

lに
示
し
た
よ
-
な
､
平
易
な

同
語
に
よ
る
新
鮮
な
表
現
が
な
い
で
は
な
い
が
'
結
論
的
に
い
え
は
'
本

論
に
の
べ
た
よ
-
な
意
義
し
か
'
そ
れ
ら
は
も
た
ぬ
で
あ
ろ
う
｡

二
,
七
命
に
つ
い
て
は
'
宋
の
葛
立
方
の
頭
語
陽
秋
に
'
そ
の
用
語
を
論
じ

た
文
章
が
あ
り
'
あ
る
影
響
を
後
世
に
興
え
た
こ
と
が
'
-
か
が
え
る
｡

三
㌧
こ
の
種
の
論
文
は
多
い
が
'
伊
藤
博
氏
の
'
黄
葉
集
耗
歌
の
典
接
を
め

ぐ
っ
て

(高
菜
創
刊
競
'

一
九
五

一
年
十
月
)
に
よ
っ
て
'
概
親
し
-
る
｡

西
晋
の
詩
人
張
協
に
つ
い
て

(
一
海
)

四
,
わ
が
国
の
聾
者
三
浦
梅
園
の
詩
轍
巻
六
に
'
こ
の
こ
と
に
ふ
れ
て
の
議

論
が
あ
る
O

五
､
帽
書
経
籍
志
終
業
の
項
に
'
宋
明
帝
撰
嫌
詩
七
十
九
巻
等
の
記
録
が
あ

り
'
こ
れ
は
軍
に
詩
集
と
い
-
ほ
ど
の
意
味
か
｡

第
八
章

一
･
隠
遁
生
活
の
中
で
'
あ
る
い
は
隠
遁
を
あ
こ
が
れ
る
生
活
の
中
で
'
乱

れ
た
規
箕
へ
の
反
教
と
し
て
栴
揚
す
る
い
に
し
え
の
資
人
た
ち
'
そ
れ
に

も
二
人
の
詩
人
は
共
通
し
た
面
を
も
つ
｡
そ
し
て
そ
れ
は
'
歯
時
流
行
の

神
仙
で
は
な
く
'
む
し
ろ
儒
家
の
書
に
あ
ら
わ
れ
る
清
廉
の
士
の
場
合
が

多
い
｡

二
,
高
橋
和
巳
氏
に
よ
れ
は
'
そ
の
古
い
用
例
は
戸
子
の

｢
道
を
守
り
窮
を

まも固
れ
は
,
則
ち
王
公
を
軽
ん
ず
｣

(文
選
撃

一十
二
謝
蛋
運
営
石
門
最
高

頂
詩
李
注
引
)
ま
で
遡
れ
る
と
い
-

(吉
川
幸
次
都
民

｢陶
淵
明
俸
｣
百

四
頁
参
照
)0
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