
ヽ
ヽ

巧
似
｣

つ
ま
-
た
-
み
な
寓
蜜
描
寓
を
重
税
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
､

｢其
工
麗
｣
は
沈
約
の
も
っ
た
-
み
な
美
し
き
を
言
う
の
で
は
な
い

か
｡
後
考
に
待
ち
た
い
｡

そ
れ
か
ら
讃
者
の
希
望
と
し
て
は
､
各
々
の
詩
許
に
附
し
て
そ
の

詩
人
の
寛
際
の
詩
を
掲
げ
て
お
い
て
ほ
し
い
｡
中
､
下
品
の
数
人
を

ま
と
め
て
論
評
し
て
い
る
侯
は
別
に
し
て
も
､
せ
め
て
上
品
に
入
れ

ら
れ
る
詩
人
の
場
合
､
鍾
喋
の
批
評
の
封
象
と
な
っ
た
の
が

一
､
二

首
な
-
と
も
挙
げ
ら
れ
て
い
れ
ば
､
彼
の
論
断
に
賛
同
す
る
に
せ
よ
､

或
い
は
疑
義
を
抱
-
に
せ
よ
､
い
ず
れ
に
し
て
も
､
讃
者
に
と
っ
て

便
利
だ
と
思
う
｡
も

っ
と
も

一
首
の
詩
で

一
詩
人
の
全
鮭
を
代
表
さ

せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
-
､
不
可
能
で
さ
え
あ
る
こ
と
は
充
分
承
知

の
う
え
だ
が
､
作
風
の
一
端
を
知
る
手
が
か
-
と
し
て
の
教
用
は
み

す
ご
せ
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
う
な
れ
ば
､
と
も
す
る
と

｢詩
を
讃
ま
ず
'

詩
評
を
讃
｣
み
､
空
論
の
方
向
に
進
み
が
ち
に
な
る
弊
も
少
し
は
除

去
ざ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

一
方
､
巻
末
の
索
引
は
文
学
評
論
用
語
を
中
心
に
検
索
の
便
を
囲

っ
て
お
り
､
非
常
に
有
益
で
あ

っ
て
批
評
史
研
究
を
進
め
て
い
-
に

お
い
て
大
い
に
活
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
高
木
氏
の

｢鍾
燦
の

書

評

文
学
観
｣
も

『
詩
品
』
を
通
し
て
窺
わ
れ
る
鍾
喋
の
文
学
に
封
す
る

特
徴
的
な
見
方
､
許
債
の
基
準
を
別
出
し
て
い
て
､
彼
の
文
学
観
の

概
要
を
知
る
上
で
稗
益
す
る
と
こ
ろ
甚
大
で
あ
ろ
う
｡

以
上
､
私
の
感
想
は
猪
断
と
謬
見
の
そ
し
-
を
免
れ
な
い
か
も
し

れ
ず
､
紹
介
の
任
を
果
す
ど
こ
ろ
か
か
え
っ
て
悪
い
印
象
を
輿
え
て

し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
畏
れ
て
い
る
｡
博
雅
の
士
の
叱
正
を
待

つ
｡

〔追
記
〕

本
書
に
つ
い
て
の
中
森
健
二
氏
の
書
評
が

『
立
命
館
文
革
』

第
三
九
六
･
七
貌

(昭
和
五
十
三
年
七
月
)
に
掲
載
さ
れ
て
お
-
'
本
稿

校
正
中
に
蔑
む
磯
合
を
得
た
｡
そ
の
中
で
氏
は
'
鍾
燦
と
沈
約
と
の
間
に

謝
塞
運
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
'
両
者
の
対
立
を
よ
-
明
確
に
捉
え
よ
う

と
し
て
お
ら
れ
る
｡
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
｡

(京
都
大
学

釜
谷
武
志
)

平
野
蘇
照

『
唐
代
文
学
と
併
教
の
研
究
』

(大
谷
大
挙
中
国
文
学
合
研
究
叢
刊
)

京
都

朋
友
書
店

一
九
七
八
年
五
月

本
文
四
二
九
頁

索
引
二
〇
頁

寓
県
二
葉
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中
国
文
撃
報

第
三
十
肋

中
開
の
知
識
人
た
ち
の
な
か
で
､
係
数
に
蹄
依
し
た
-
､
あ
る
い

は
こ
れ
に
深
い
関
心
を
持
ち
､
そ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
は
､
少
な

-
な
い
｡
中
国
文
学
と
係
数
と
の
関
係
は
､
西
洋
文
学
と
キ
リ
ス
ト

教
と
の
関
係
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
､
儒
教
と
の
か
か
わ
-
を
ま

っ
た
-
抜
き
に
し
て
､
中
国
文
学
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で

あ
る
O
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
中
国
文
学
､
俳
教
の
い
ず
れ
の
分
野
に

も
深
い
造
詣
を
も
っ
た
研
究
者
が
少
な
か
っ
た
せ
い
も
あ
っ
て
､
両

者
の
影
響
交
流
に
か
か
わ
る
研
究
は
､
甚
だ
乏
し
か
っ
た
の
が
､
こ

れ
ま
で
の
賓
状
で
あ
る
｡

平
野
額
照
氏
は
､
大
谷
大
学
と
い
う

｢悌
教
に
関
し
て
恵
ま
れ
て

い
る
研
究
機
関
｣
に
身
を
お
-
右
利
き
を
生
か
し
､

｢従
前
の
中
開

文
学
と
俳
教
の
研
究
成
果
と
は
趣
を
異
に
す
る
見
解
｣
を
生
み
だ
す

こ
と
に
よ
-
､

｢従
来
の
研
究
の
鉄
け
た
る
を
補
い
､
不
明
さ
を
少

な
-
す
る
｣
(あ
と
が
き
)
こ
と
を
企
厨
し
て
､
こ
れ
ま
で
数
多
-
の

論
文
を
頚
表
し
て
こ
ら
れ
た
｡
本
書
は
､
そ
れ
ら
既
出
の
論
文
を
主

要
な
柱
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｡

第

一
章

唐
代
文
学
と
自
居
易
の
位
相

第
二
章

俳
教
用
語
と
李
白
の
文
学

第
三
章

唐
代
の
講
唱
文
学

第
四
章

唐
代
小
説
と
俳
教

第
五
章

李
商
隠
の
文
学
と
併
教

こ
の
う
ち
著
者
が
も
っ
と
も
意
を
注
が
れ
た
の
は
､
第

一
～
三
幸

で
､

四
･五
の
南
章
は
､
分
量
か
ら
い
っ
て
も
付
錬
的
に
つ
け
加
え

ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡
ま
た
第

一
章
第
四
節
の

｢巌
宣

上
人
考
｣
､
第
二
章
第
五
節
の

｢李
善
の
儒
教
｣
は
､

内
容
か
ら
み

て
､
そ
れ
ぞ
れ
滞
立
し
た
章
を
輿
え
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
も
思
わ
れ
る
が
､
む
ろ
ん
こ
れ
は
筆
者
の
勝
手
な
注
文
に
す
ぎ

な

い｡
さ

て
､
第

一
章
は
主
と
し
て
自
居
易
の
併
教
と
の
か
か
わ
-
に
つ

い
て
詳
述
さ
れ
る
｡
し
か
し
そ
の
方
法
は
､
白
居
易
の
詩
文
に
み
え

る
縛
徒
と
の
交
流
や
沸
教
用
語
の
指
摘
に
重
鮎
が
お
か
れ
､
そ
こ
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
も
､

｢自
店
易
の
併
教
認
識
は
､
軽
薄
で
な

-
､
常
識
的
で
な
-
､
高
度
な
識
見
と
な
っ
て
そ
な
わ
っ
て
い
た
こ

と
明
白
で
あ
る
｣
(四
九
克
)､

｢自
居
易
の
胸
中
に
棲
息
し
た
併
教
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は
､

と
お
-

l
ぺ
ん
の
教
養
的
な
も
の
で
は
な
-
､

県
勢

な
求
道

精
神
と
自
己
内
省
と
が
絡
み
あ

っ
た
高
度
な
も

の
で
あ

っ
た
｡

し

か
も
熱
意
を
学
ん
だ
も
の
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
な
か
ろ
う
｣

(五
〇
頁
)
､

｢併
教
に
と
-
-
む
白
居
易
の
員
剣
な
姿
勢

が
､

躍
如

と
漂

っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
興
味
本
位
の
沸
教
と
の
封
臆
に
と
ど

ま

っ
て
い
な
い
の
が
甚
だ
と
お
と
い
｣
(九
七
頁
)
と
い
っ
た
表
面
的

な
指
摘
に
止
ま

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
｡
併
教
に
関
す
る
知
識
に
乏
し

い
も
の
か
ら
す
れ
ば
､
せ
め
て
普
時
の
併
教
の
主
流
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
-
､
そ
の
こ
ろ
の
知
識
人
た
ち
が
悌
教
と
ど
の
よ
う
な
か

か
わ
り
か
た
を
し
て
い
た
の
か
､
そ
の
な
か
で
占
め
る
自
居
易
の
位

相
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
､
そ
も
そ
も
自
居
易
は
ど
ん

な
併
典
を
謹
み
､
そ
の
ど
ん
な
鮎
に
共
感
を
示
し
､
信
仰
を
深
め
て

い
っ
た
の
か
､
と
い
っ
た
鮎
に
つ
い
て
の
考
静
や
分
析
こ
そ
期
待
し

た
か

っ
た
の
で
あ
る
｡
自
店
易
の
作
品
に
見
え
る
係
数
関
係
の
語
嚢

の
指
摘
だ
け
な
ら
､
併
数
学
者
で
な
-
と
も
で
き
よ
-
0

こ
う
し
た
表
面
的
指
摘
に
と
ど
ま
る
傾
向
は
､
本
書
の
全
般
を
通

じ
て
言
え
る
こ
と
で
あ

っ
て
､
例
え
ば
第
五
章
の
李
商
陰
の
係
数
と

の
か
か
わ
-
を
論
じ
た
と
こ
ろ
で
も
､

｢李
商
陰
が
常
識
の
枠
を
こ

書

評

え
た
併
典
に
あ
か
る
さ
を
も

っ
て
い
た
｣
(四
〇
三
頁
)
と
か
､

｢俳

教
に
封
し
て
ま
じ
め
に
と
-
-
む
李
商
陰
の
姿
勢
｣
(四
〇
八
頁
)
と

か
ー

｢李
商
陰
が
そ
な
え
て
い
た
悌
教
は
､
精
神
的
に
も
行
動
的
に

も
決
し
て
な
ま
ぬ
る
い
も
の
で
な
か
っ
た
｣
(四
一
五
頁
)
と
か
い
っ

た
断
定
を
下
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡

著
者
は
､
本
書
全
鮭
の
結
論
と
し
て
､
次

の
よ
う
に
い
-
0

唐
時
代
の
文
学
に
現
わ
れ
る
併
教
の
傾
向
は
､
わ
れ
わ
れ
が
常

識
的
に
考
え
て
い
る
固
定
し
た
宗
涯
観
で
律
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
､
か
な
-
融
通
性
な
い
し
は
許
容
性
を
学
ん
だ
ゆ
と
-
あ
る
も

の
で
あ
る
､
と
い
え
る
｡
し
い
て
い
え
ば
､

｢
帝
｣
と
い
う
文
字

で
覆
え
る
色
合
い
を
も

っ
た
併
教
で
あ
る
と
思
う
｡
(四
二
四
頁
)

た
だ
残
念
な
こ
と
に
､
本
書
を
通
じ
て
こ
の
こ
と
は
す
こ
し
も
賓

記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

｢融
通
性
な
い
し
は
許
容
性
を
学
ん

だ
ゆ
と
-
あ
る
｣
係
数
の
具
鮭
的
イ
メ
ー
ジ
が
､
読
者
に
は
必
ず
し

も
十
分
に
は
つ
か
み
と
れ
な
い
し
､
し
た
が

っ
て

｢
〝
帝
″

と
い
う

文
字
で
覆
え
る
色
合
い
を
も

っ
た
係
数
で
あ
る
｣
と
い
う
結

論
も
､
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中
閲
文
筆
報

第
三
十
研

充
書
の
読
者
に
は
や
は
-
唐
突
の
感
を
兎
が
れ
な
い
O
わ
れ
わ
れ
俗

人
研
究
者
に
と
っ
て
は
､
こ
の
こ
と
の
琵
左
を
こ
そ
本
書
に
求
め
た

か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
の
中
国
文
学
研
究
者
の
側
か
ら
な
さ

れ
る
方
法
､
つ
ま
-
文
学
作
品
を
通
じ
て
､
そ
こ
に
示
さ
れ
る
係
数

用
語
や
思
想
か
ら
､
あ
る
程
度
演
樺
し
締
約
す
る
と
い
-
方
法
論
の

わ
-
か
ら
､
著
者
自
身
も
抜
け
出
し
て
い
な
い
こ
と
に
､
原
田
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
係
数
に
造
詣
の
深
い
研
究
者
と
し
て
､

併
教
の
側
か
ら
見
た
目
居
易
や
李
白
ー
李
商
陰
の
像
を
と
ら
え
て
は

し
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
れ
が
必
ず
し
も
十
分
な
成
果
を
あ

げ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
､
こ
れ
が
本
書
に
抱
-
筆
者
の
最
大

の
不
満
で
あ
る
｡

第

一
章
第
三
節
の

｢
自
店
易
の
群
数
碑
｣
は
､

｢磨
撫
州
景
雲
寺

故
律
大
徳
上
弘
和
尚
石
塔
碑
銘
｣
を
は
じ
め
と
す
る
七
篇
の
俳
教
と

関
係
深
い
文
章
の
注
樺
を
､
漢
文
で
は
ど
こ
し
た
も
の
で
あ
る
｡
普

然
の
こ
と
な
が
ら

『
維
摩
経
』

や

『
法
華
経
』
･
『
金
剛
般
若
経
』

な
ど
か
ら
の
典
故
の
指
摘
が
多
-
､
俗
人
に
と
っ
て
は
稗
益
を
受
け

る
こ
と
大
き
い
の
だ
が
､

敢
え
て
い
う
な
ら
､

ど
う
し
て
日
本
語

で
注
樺
を
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
例
え
ば

｢壮
而
有
立
｣
の
注
と
し
て

｢論
語
.
為
政
｡

三
十
而
立
.
案
｡
但

是
壮
非
三
十
歳
｡
｣
(五
七
頁
)
と
い
っ
た
和
臭
の
め
だ
つ
渡
文
で
注
を

つ
け
ね
は
な
ら
ぬ
必
然
性
は
ま
っ
た
-
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
悌
典
の

引
用
の
場
合
も
､
少
-
と
も
春
門
用
語
に
つ
い
て
は
門
外
漢
に
も
わ

か
る
よ
う
に
日
本
語
で
解
説
さ
れ
て
い
た
ら
､
ど
ん
な
に
誼
み
や
す

か
っ
た
か
し
れ
な
い
｡

な
お
､
気
の
つ
い
た
こ
と
の
ひ
と
つ
を
挙
げ
れ
ば
､
最
初
の

｢上

弘
和
尚
石
塔
碑
｣
に
は
､

｢故
生
十
五
歳
-
-
故
生
二
十
二
歳
-
-
故
大
暦
中
-
-
故
貞

元
初
-
-
故
輿
匡
山
法
具
‥
-
･故
輿
妾
相
図
-
-
故
講
四
分
律
-

-
故
坐
甘
露
壇
-
-
故
前
後
登
…
-
故
婆
婆
男
女
‥
-
･故
元
和
十

年
-
-
･故
是
月
丙
寅
-
-
故
門
人
郷
人
｣

と

一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
､
立
て
績
げ
に
故
の
字
が
貴
に
十
三

回
も
使
用
さ
れ
て
い
る
｡
著
者
は
こ
の
こ
と
に
ま
っ
た
-
注
目
し
て

お
ら
れ
な
い
が
､
こ
れ
は
或
い
は
自
居
易
が
併
典
の
表
現
を
意
識
し

て
虞
似
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
o
た
と
え
ば

『
維
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摩
経
』
弟
子
品
に
は
､

法
無
衆
生
､
離
衆
生
垢
故
､
法
無
看
我
､
離
我
垢
故
､
法
無
寿

命
､
離
生
死
故
､
法
無
有
人
､
前
後
際
断
故
､
法
常
寂
然
､
滅
諸

相
故
､
-
-

と
い
う
具
合
に
､
責
に
十
九
回
も
揖
け
て
故
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
表
現
は
'
『
維
摩
経
』
に
か
ぎ
っ
て
も
'
他
に

｢菩
薩
品
｣

で
二
十
五
回
､
そ
の
す
ぐ
あ
と
で
ま
た
三
十
二
回
､

｢観
衆
生
品
｣

で
二
十
九
回
と
い
っ
た
よ
う
に
､
頻
見
す
る
用
法
で
あ
る
｡
も
ち
ろ

ん

『
維
摩
経
』
の
例
は
､
い
ず
れ
も
故
が
句
末
に
お
か
れ
て
い
て
'

自
店
易
の
奇
妙
な
用
法
と
は
同
じ
で
な
-
､
直
接
両
者
を
結
び
つ
け

る
こ
と
は
強
引
に
過
ぎ
よ
う
｡
あ
る
い
は
も
っ
と
適
切
な
例
が
悌
典

に
見
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
､
ひ
と
ま
ず
大
方
の
注
意
を
喚
起
し
､

あ
わ
せ
て
博
雅
の
教
え
を
乞
う
次
第
で
あ
る
｡

第
四
節

｢虞
宣
上
人
考
｣
は
､
お
そ
ら
-
本
書
の
な
か
で
も
白
眉

に
相
常
す
る
部
分
で
あ
る
｡
中
唐
の
時
期
に
､
天
子
の
庇
護
を
蒙

っ

て
内
道
場
に
入
-
､
紅
槙
院
に
止
任
し
た
鹿
宣
上
人
に
焦
鮎
を
あ
て
､

書

評

彼
と
多
-
の
詩
の
謄
答
を
し
た
官
界
の
人
び
と
を
､
現
存
の
作
品
か

ら
追
跡
し
､
こ
の
傑
借
が
常
時
の
上
流
祉
合
で
は
た
し
た
役
割
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
｡
彼
と
親
交
を
結
ん
だ
人
物
に
は
､
自
居
易
や
韓
愈

を
は
じ
め
､
劉
南
錫
･元
棋
･張
籍
･楊
亘
源
･李
益
ら
､
常
時
の
文
壇

で
活
躍
し
た
人
び
と
が
網
羅
さ
れ
て
お
-
､
そ
の
こ
ろ
の
文
学
者
た

ち
の
交
溝
の
l
面
を
解
明
さ
れ
た
も
の
と
し
て
､
甚
だ
貴
重
な
成
果

で
あ
ろ
う
｡
著
者
は
､
贋
宣
上
人
と
い
う
人
物
を

｢修
道
借
に
徹
底

す
る
高
僧
ら
し
く
な
い
人
物
で
､
む
し
ろ
詩
健
の
方
面
を
利
用
し
て

営
時
の
貴
顕
の
問
に
と
-
入
-
'
柴
達
成
就
の
好
機
と
持
続
と
を
求

め
漬
け
た
人
間
味
豊
か
な
野
望
家
に
み
え
る
｡
｣
(
一
二
一
貫
)
と
許
さ

れ
る
｡

｢禁
苑
に
そ
の
名
を
馳
せ
た
傑
僚
｣
(
一
四
九
頁
)
の
評
債
は

と
も
か
-
と
し
て
'
康
宣
上
人
に
守

っ
て
誼
み
を
通
じ
よ
う
と
し
た

多
-
の
文
学
者
た
ち
､
す
な
わ
ち
官
界
で
の
出
世
を
ひ
た
す
ら
願
っ

た
人
び
と
の
側
か
ら
す
れ
ば
､
虞
宣
上
人
を
通
じ
て
併
教
に
興
味
を

求
め
よ
う
と
し
た
な
ど
と
い
う
よ
-
､
時
の
皇
帝
の
庇
護
を
得
て
い

た
傑
盾
に
取
-
入
る
こ
と
が
'
み
ず
か
ら
の
出
世
を
も
た
ら
す
と
考

え
た
か
ら
こ
そ
､
彼
の
ま
わ
-
に
群
が
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
｡
虞
宣
も
む
ろ
ん
彼
ら
を
利
用
し
て
み
ず
か
ら
の
地
位
の
安
泰
と

147



中
国
文
畢
報

第
三
十
筋

持
綾
を
は
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
-
な
い
｡

こ
の
こ
と
は
､
第
二
章
の
な
か
の
李
白
と
道
教
の
l
節
で
､

｢李

白
が
道
士
の
経
歴
を
も
つ
人
た
ち
と
交
際
し
､
ま
た
道
教
的
傾
向
の

詩
作
を
試
み
た
の
は
､
昔
時
に
お
け
る
仕
官
を
成
功
さ
せ
る
方
途
の

一
つ
に
､
有
力
な
道
士
と
懇
意
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
政
界
に
登

寵
さ
れ
る
門
戸
が
開
け
て
い
る
の
を
､
看
過
す
る
わ
け
に
い
か
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｣
二

五
五
頁
)
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
､

虞
宣
上
人
の
場
合
に
も
､
そ
っ
-
-
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
-
か
｡
宗
教
界
の
ボ
ス
が
利
権
を
求
め
て
政
界
の
ボ
ス
と

結
び
つ
き
'
ま
た
そ
の
お
こ
ぼ
れ
に
あ
-
つ
-
た
め
に
多
-
の
陣
笠

ど
も
が
群
が
る
の
は
､
い
つ
の
世
で
も
同
じ
で
あ
る
｡

第
二
章

｢併
教
用
語
と
李
白
の
文
学
｣
で
は
､
李
白
の

｢湖
州
の

迦
菓
司
馬
に
白
は
こ
れ
何
人
な
り
や
と
問
わ
れ
L
に
答
う
｣
七
言
絶

句
､

育
蓮
居
士
講
仙
人

酒
韓
戒
名
三
十
春

湖
州
司
馬
何
須
間

金
粟
如
来
是
後
身

の
解
樺
を
め
ぐ
っ
て
､
主
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
｡

ま
ず
李
白
の
競

｢育
蓮
居
士
｣
の
由
来
を
､
彼
の
故
郷
で
あ
る
四

川
省
育
蓮
郷
に
求
め
る
従
来
の
説
を

1
歩
深
め
て
､
青
葉
と
い
-
請

が
併
典
で
は
併
陀
の
眼
に
誓
え
ら
れ
る
こ
と
の
指
摘
か
ら
､

｢李
白

が
ひ
ご
ろ
た
-
わ
え
て
い
た
傍
教
的
素
養
を
､
根
底
と
し
て
襲
想
括

字
さ
れ
た
｣
(
1
六
九
頁
)
と
の
解
樺
は
､
十
分
に
首
肯
さ
れ
よ
う
.

た
だ
し
'
こ
れ
と
は
ぼ
同
様
の
説
は
､
武
部
利
男
氏
に
よ
っ
て
も
す

で
に
な
さ
れ
て
い
る
(｢昇
天
の
花
｣
福
井
の
科
学
者
第
十
戟

一
九
七
六

年
十
月
)｡
な
お
､
育
蓮
が
併
陀
の
眼
に
た
と
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
､

｢碧
眼
胡
恰
｣
と
も
い
わ
れ
た
李
白
自
身
の
眼
に
も
関
係
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
氏
も
引
-

『
維
摩
経
』
併
図
品
の

｢
自
浄

情
虞
如
育
蓮
｣
(
一
六
七
-
入
貢
)
の
恰
肇
の
注
に
は
い
う
O

天
竺
有
青
蓮
華
､
其
菓
備
而
虞
､
青
白
分
明
､
有
大
人
目
相
､

故
以
為
諭
也
'

し
た
が
っ
て
李
白
の
沸
教
的
素
養
と
い
う
よ
-
､
み
ず
か
ら
の
碧
眼

か
ら
顎
想
し
て

｢青
蓮
居
士
｣
と
し
ゃ
れ
て
み
た
と
も
考
え
ら
れ
る
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の
で
あ
る
｡

次
に
結
句
の

｢金
栗
如
来
是
後
身
｣
に
つ
い
て
､

｢金
菜
如
来
さ

ま
の
生
れ
か
わ
-
こ
そ
こ
の
わ
た
し
｣
と
す
る
普
通
の
解
樺
に
封
し
､

｢李
白
が
(金
粟
如
来
'
す
な
わ
ち
)維
麿
の
後
身
な
の
で
は
な
-
､
か

の
維
麿
な
ど
は
お
れ
の
後
世
に
お
け
る
生
れ
か
わ
り
に
す
ぎ
な
い
｣

と
岐
河
を
き
っ
た
の
が
､

｢金
栗
如
来
是
後
身
｣

一
句
の
員
意
で
あ

る
､
と
す
る
説

(
一
五
四
頁
)
を
紹
介
し
､
は
た
し
て
こ
の
句
の
虞
意

は
い
ず
れ
に
あ
る
の
か
を
検
討
さ
れ
た
部
分
も
､
筆
者
に
と
っ
て
は

興
味
深
か
っ
た
｡

著
者
は
ス
タ
イ
ン
本
･四
五
七

l
窮

『
維
摩
語
経
講
経
文
』

に
見

え
る
､緑

枇
耶
城
内
｡
有

一
居
士
｡
名
栗
維
摩
｡
他
線
是
東
方
無
垢
世

界
金
粟
如
来
｡
意
欲
助
俳
化
人
｡
背
任
婆
婆
磯
境
｡

な
ど
の
資
料
を
援
用
し
､
金
粟
如
来
は
過
去
傍
で
あ
る
こ
と
､
そ
し

て
維
摩
に
名
を
か
-
て
こ
の
婆
婆
に
姿
を
現
し
て
衆
生
を
済
度
す
る
､

つ
ま
-
維
摩
は
金
釆
如
来
の
生
ま
れ
か
わ
-
､
後
身
で
あ
る
こ
と
を

書

評

立
詮
し
た
上
で
､
問
題
の
句
を
､
金
栗
如
来
が
李
白
の
後
身
､
つ
ま

-
生
ま
れ
か
わ
-
だ
と
す
る
解
樺
は
､
金
粟
如
来
を
未
来
の
世
に
顕

現
す
る
傍
の
名
稀
と
す
る
こ
と
に
な
-
､
金
栗
如
来
が

｢過
去
傍
を

指
示
し
て
い
る
と
い
う
基
本
的
俸
統
理
念
は
少
し
も
歪
曲
す
る
こ
と

が
ゆ
る
さ
れ
な
い
｣

(
一
九
七
頁
)､

し
た
が
っ
て
こ
れ
は
と
う
て
い

成
-
立
た
な
い
説
だ
と
断
定
さ
れ
る
｡

さ
ら
に
著
者
は
こ
れ
に
関
連
し
て
'

杜
甫
の

｢寄
張
十
二
山
人

彪
｣
詩
の
､

曹
植
休
前
輩

張
芝
更
後
身

の
解
を
､
吉
川
幸
次
郎
氏
が

｢曹
植
は
貴
方
か
ら
み
れ
ば
前
輩
た
る

資
格
を
な
-
し
､
貴
方
か
ら
み
れ
ば
張
芝
も
あ
な
た
の
後
身
に
す
ぎ

な
い
｣
と
理
解
し
な
け
れ
ば
､

一
聯
の
意
味
が
お
ち
つ
か
な
い
､
と

問
題
提
起
さ
れ
た
の
を
紹
介
す
る
｡
そ
し
て
著
者
は
､
こ
の
一
聯
を

解
-
鍵
が
休
と
更
の
二
字
に
あ
-
､

｢休
字
が
前
句
で
占
め
る
働
き

と
､
同
じ
働
き
を
更
字
が
後
句
で
襲
揮
し
て
い
る
と
み
た
い
｣
と
し
､

結
局

｢
一
種
の
蛮
道
の
域
を
思
わ
せ
る
張
君
の
詩
の
う
ま
さ
に
'
あ
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の
詩
聖
た
る
曹
植
さ
え
も
先
輩
づ
ら
で
き
な
-
な
-
､
張
君
の
書
蛮

術
の
ご
立
涯
さ
に
､
あ
の
書
聖
た
る
張
芝
さ
え
も
､
わ
が
生
れ
か
わ

-
よ
と
お
さ
ま
っ
て
い
ら
れ
な
-
な
る
｣
と
解
樺
し
､
吉
川
説
を
排

古
れ
る

(二
〇
六
頁
)0

杜
詩
に
関
し
て
い
え
ば
､
こ
の
一
聯
を
解
-
鍵
で
あ
る
は
ず
の
更

の
字
を
著
者
が
結
局
ど
う
解
揮
ざ
れ
た
の
か
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
､

と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
｡
そ
れ
は
と
も
か
-
と
し
て
､
問
題
の
李

白
の
句
の
方
は
､
は
た
し
て
如
何
で
あ
ろ
う
か
｡

｢
〝
過
去
世
に
お

け
る
金
栗
如
来
の
生
れ
か
わ
-
だ
､
と
い
わ
れ
る
維
摩
居
士
こ
そ
現

在
の
自
分
の
立
場
な
の
だ
よ
″

と
､
李
白
が

〝育
蓮
居
士
″

と
な
の

れ
る
ほ
ど
の
､
併
教
を
も
っ
て

精
神
的
に
充
賓
し
た
居
士
生

活
を
､

経
歴
居
士
に
相
似
さ
せ
て
､
い
わ
ば
誇
ら
し
げ
に
忌
憧
な
-
披
腔
し

た

一
篤
の
詩
で
あ
る
｣
(二
〇
一
貫
)
と
い
う
の
が
､
著
者
の
結
論
で

あ
る
｡
李
白
ら
し
い
戯
れ
歌
的
性
格
か
ら
す
れ
ば
､
こ
の
解
は
い
か

に
も
ま
じ
め
す
ぎ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
え
る
が
､
し
か
し

｢
維
産

な
ど
は
お
れ
の
後
世
に
お
け
る
生
れ
か
わ
-
に
す
ぎ
な
い
｣
の
で
は

な
-
､
｢金
粟
如
来
の
生
れ
か
わ
-
で
あ
る
維
摩
こ
そ
お
れ
さ
ま
だ
｣

と
い
-
こ
と
で
は
､
著
者
の
説
か
れ
る
と
お
-
で
あ
ろ
-
｡

『
経
歴

経
』
弟
子
品
に
は
､
病
林
に
あ
る
維
摩
を
､
世
隼
が
弟
子
た
ち
に
見

舞
い
に
ゆ
か
せ
よ
う
と
す
る
が
ー
か
つ
て
維
摩
に
や
-
こ
め
ら
れ
た

こ
と
の
あ
る
舎
利
弗

･
日
蓮

･
大
迦
葉
な
ど
が
つ
ぎ
つ
ぎ
断
わ
る
話

を
載
せ
て
い
る
｡
つ
ま
-
湖
州
の
迦
葉
司
馬
に
対
し
て

｢
こ
の
わ
し

を
知
ら
ん
は
ず
は
あ
る
ま
い
｡
わ
し
は
か
つ
て
君
を
や
り
こ
め
た
こ

と
の
あ
る
維
摩
さ
ま
だ
よ
｣
と
い
う
の
が
ー
李
白
の
詩
の
主
旨
で
は

あ
る
ま
い
か
｡

第
五
節

｢李
善
の
儒
教
｣
で
は
'
李
善
が

『
文
選
』
注
樺
に
際
し
､

引
用
し
た
悌
典
や
関
連
典
籍
の
調
査
､
注
樺
の
態
度
や
方
法
､
さ
ら

に
そ
こ
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
李
善
の
悌
教
理
解
の
程
度
に
つ
い
て
詳

述
さ
れ
る
｡
氏
は
､
李
善
が

｢
一
流
の
高
衛
の
見
解
と
み
ま
ち
が
う

ほ
ど
､
俳
教
用
語
お
よ
び
併
教
哲
理
ま
で
を
も
よ
-
合
得
し
て
い

る
｣
(二
二
三
頁
)
と
し
､
注
樺
に
際
し
て
も
､
併
典
を
軽
率
に
取
-

扱

っ
て
い
な
い
こ
と
を
力
説
さ
れ
る
｡
し
か
し
そ
の
一
方
で
､

｢注

揮
上
の
失
鮎
｣

ま
た
は

｢首
を
か
し
げ
た
-
な
る
よ
う
な
箇
庭
｣

(二
一
九
五
)
が
あ
る
こ
と
を
も
同
時
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
｡

例
え
ば
､
王
巾

｢頭
陶
寺
碑
文
｣
(『文
選
』
五
十
九
)
の

｢
掩
主
産

娼
｣
の
正
文
に
つ
い
て
､

｢華
厳
経
日
O
悌
在
摩
娼
提
園
寂
滅
道
場
｡
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始
成
正
覚
｡
法
華
経
日
｡
寂
滅
｡

無
言
也
｡

僚
肇
論
日
｡

揮
迦
掩

室
於
摩
鳩
｡
｣
(二
一
七
頁
)
と
李
善
が
注
を
し
て
い
る
こ
と
に
勤
し
､

｢法
華
経
日
｡
寂
滅
｡
無
言
也
｣
と
す
る
揮
義
の
必
要
性
は
乏
し
い
｡

な
ぜ
な
ら
寂
滅
の
語
は
正
文
に
は
見
え
ず
､
注
と
し
て
引
い
た

『
華

厳
経
』
中
の
語
で
あ
-
､
正
文
と
は
何
ら
関
係
が
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

｢
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
注
樺
上
の
失
鮎
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣

と
さ
れ
る
｡
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
-
か
｡
碑
文
の
正
文
に
は
い
う
｡

も
つ

｢是
を
以
て
室
を
摩
鳩
に
掩
ひ
､
用
て
息
言
の
津
を
啓
き
､
口

と

を
批
邪
に
杜
じ
､
以
て
得
意
の
路
を
通
ず
｡｣

そ
し
て
李
善
は
､

｢
至
理
は
幽
微
に
し
て
､
言
説
の
及
ぶ
所
に
非
ず
｡
室
を
摩
鳩

に
掩
う
と
は
､
寂
滅
し
て
以
て
言
を
息
む
こ
と
を
示
す
｡
口
を
此

と

邪
に
杜
ず
と
は
､
獣
然
と
し
て
意
を
得
た
る
を
現
わ
す
｡｣

と
み
ず
か
ら
の
語
で
注
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ

て

『
華
厳
経
』
に
い
う
寂
滅
が
こ
こ
で
は

｢無
言
｣
､

つ
ま
-

｢
言

を
息
む
｣
の
意
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
同
じ
碑
文
の
銘

｢法
本
不
然
｡
今
則
無
滅
｣
の
注
に

｢維
摩

経
日
｡
法
本
不
然
O
今
別
無
.
是
寂
滅
之
義
｣
(氏
が
滅
寂
之
義
と
し

書

評

て
引
-
の
は
誕
-
)
を
引
-
が
､
現
行
本

『
維
摩
経
』
に
は
､
二
句
め

は

｢今
別
無
滅
｣
と
な
っ
て
い
る
｡

｢
な
ぜ
こ
の
ま
ま
引
文
し
な
か

っ
た
の
か
疑
を
い
だ
-
｣
(二
一
九
頁
)
と
さ
れ
る
の
も
'
李
善
が
意

識
的
に
減
の
字
を
省
略
し
て
し
ま
っ
た
と
き
め
て
か
か
る
の
は
早
計

で
､
現
行
本
李
善
注
が
減
の
字
を
脱
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の

で
あ
る
o
し
た
が
っ
て
ま
た

｢以
馬
宅
生
者
緑
O
業
空
別
線
贋
｣
の

正
文
に
付
さ
れ
た

『
維
摩
経
』
方
便
品
か
ら
の
引
文
が
､
現
行
経
文

と
離
解
し
て
い
る
問
題
も
､

｢
な
ぜ
か
よ
う
に
経
文
を
改
愛
し
た
の

か
理
解
に
苦
し
む
｣
(二
二
〇
頁
)
と
き
め
つ
け
て
し
ま
う
の
も
､
早

計
に
過
ぎ
よ
う
｡

第
三
章

｢唐
代
の
講
唱
文
学
｣
で
は
､
俗
講
の
語
義
と
そ
の
儀
式

に
関
す
る
考
置
､
講
経
文
と
経
疏
と
の
関
係
の
解
明
が
な
さ
れ
た
あ

と
､

『
金
剛
般
若
経
』
の
普
及
に
関
す
る
考
察
､
襲
文
に
引
か
れ
る

古
諺
や
故
事
成
語
､
薬
名
詩
な
ど
､
主
と
し
て
語
糞
や
文
鮭
に
つ
い

て
の
研
究
､
さ
ら
に
寧
禁
美
術
館
に
戒
す
る

｢
八
相
愛
｣
の
紹
介
と

検
討
が
加
え
ら
れ
る
｡

こ
の
章
に
関
し
て
は
､
敦
塩
撃
に
つ
い
て
の
十
分
な
知
識
を
も
た

ぬ
た
め
､
筆
者
の
気
の
つ
い
た
こ
と
の
一
㌧
二
を
記
し
て
お
-
に
と
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第
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ど
め
た
い
｡

べ
リ
オ
本

･
四
五

〇
三

長
慶
四
年
柳
公
権
書

『
金
剛
般
若
波
羅

蜜
多
経
』
拓
本
の
末
尾
に

｢柳
公
権
｡
薦
右
街
健
銀
準
公
害
｣
云
云

と
あ
る
こ
と
か
ら
､
準
公
の
考
察
を
す
す
め
､

『
宋
高
僧
俸
』
奄
十

一
の
麿
沿
州
開
元
寺
無
業
侍
に
み
え
る
南
街
恰
銀
室
準
公
を
同

一
人

物
と
推
定
し
っ
つ
ー
山
崎
宏

『
支
部
中
世
沸
教
の
展
開
』
が
､
こ
れ
を

｢左
街
僧
銀
と
な
す
べ
-
｣､
｢更
に
僧
名
も
･･･-
富
岳
と
あ
る
を
採

る
べ
き
｣
だ
と
す
る
課
を
紹
介
す
る
｡
そ
の
上
で
氏
は
､

｢
や
は
-

『
宋
高
僧
俸
』
の
記
事
に
従
う
べ
き
で
｣
､
｢柳
公
権
が
刻
記
に
し
た

た
め
た
時
に
は
右
街
に
韓
じ
て
い
た
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
｣
と
さ

れ
る

(二
八
四
-
七
貢
)｡

さ
ら
に
氏
は

『奮
麿
書
』
柳
公
権
侍
を
引

き
､

｢彼
の
書
が
士
大
夫
の
間
に
も
て
は
や
さ
れ
､
長
安
の

『
西
明

寺
金
剛
経
碑
』
に
至
っ
て
は
､
す
ぼ
ら
し
い
俸
銃
的
書
蛮
術
の
精
華

を
そ
な
え
て
い
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
｡｣

と
し
な
が
ら
､

｢敦
塩
出
土
の

『
金
剛
経
』
拓
本
が
､

『奮
腐
書
』
記
載
の

『
西
明

寺
金
剛
経
』
と
同

一
の
も
の
で
な
い
こ
と
だ
け
は
､
い
ま
ま
で
の
べ

た
事
情
か
ら
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡｣
(二
八
八
頁
)
と
さ
れ
る
｡
し

か
し
筆
者
に
は
､

｢
い
ま
ま
で
の
べ
た
事
情
｣
と
い
う
の
が
ど
の
事

寛
を
さ
す
の
か
､
に
わ
か
に
は
わ
か
ら
な
い
｡
西
明
寺
と
い
え
ば
､

長
安
の
右
街
延
康
坊
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
-
､
し
た
が
っ
て

ペ
リ
オ
本
拓
本
の
末
尾
に

｢馬
右
街
恰
銀
準
公
書
｣
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
.
さ
ら
な
る
考
詮
を
期
待
す
る

所
以
で
あ
る
.
な
お
つ
い
で
な
が
ら
ー
買
島
の

｢蛋
準
上
人
院
｣
と

題
す
る
詩
に
､

海
内
知
名
士

交
渉
準
上
人

と
う
た
わ
れ
て
い
る
基
準
上
人
は
'

お
そ
ら
-
同

一
人
物
で
あ
る

(TuL貿
浪
仙
長
江
集
』
巻
八
)

0

次
に
､
ペ
-
オ
本
･二
二
九
二
親

『
維
摩
詰
経
講
経
文
』

の
蚊
に
､

｢虞
政
十
年
八
月
九
日
｡
在
西
川
静
虞
辞
院
｡
寓
此
第
廿
巻
文
書
-

-
｣
と
あ
る
資
料
に
つ
い
て
､
金
岡
照
光
氏
が

『
敦
煙
の
文
学
』
の

な
か
で
､
西
川
を
土
魯
蕃
の
西
州
と
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
､

｢
西
川
の
は
-
が
客
観
的
に
や
や
有
力
な
よ
う
で
あ
る
｣
(三
〇
〇
頁
)

と
遠
慮
が
ち
に
書
い
て
お
ら
れ
る
が
､
こ
れ
は
蹴
文
に
見
え
る

｢庶

政
十
年
｣
と
い
う
の
が
後
萄
の
年
親
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
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で
十
分
な
は
ず
で
あ
る
｡

第
四
節

｢奨
文
考
｣
で

『
八
相
襲
』
(雲
字
二
四
鋸
)
や

『
太
子
成

造
粒
』
(ペ
リ
オ
本
･二
九
九
九
戟
)
に
引
か
れ
る
､

挨
創
平
四
海

一
朝
床
枕
上

構
文
敵
高
夫

起
臥
要
人
扶

の
詩
が
'

『
虞
弘
明
集
』
奄
三

〇
に
収
め
ら
れ
て
い
る
周
沙
門
揮
亡

名
の

｢
五
苦
詩
｣
六
首
の
五
首
目
(こ
れ
は
お
か
し
い
｡
五
首
の
三
首
目

の
は
ず
)
の
前
牛
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
望
見

さ
れ
た
こ
と
は
よ
い
と
し
て
､
原
詩
の
末
聯
､

椅
羅
雄
藩
□

愁
眉
猪
向
隅

の

｢蒲
口
｣
を
､
丁
福
保
の
『
全
漠
三
園
晋
南
北
朝
詩
』
が
｢
満
目
｣

に
作

っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
､
そ
の
方
が
文
意
が
通
じ
て
よ
い
と

し
な
が
ら
､

｢
丁
福
保
が
､
ど
の
テ
キ
ス
ト
を
根
接
に
し
て

『
全
北

周
詩
』
に
と
-
入
れ
た
の
か
､
よ
-
わ
か
ら
な
い
｣
(三
三
四
頁
)
と

書

評

さ
れ
る
の
は
､
理
解
に
苦
し
む
.
埼
上
寺
蔵
の
高
麗
本
､
黄
葉
版
､

そ
れ
に
四
部
叢
刊
本

『
虞
弘
明
集
』
い
ず
れ
も

｢滞
日
｣
で
あ
-
､

『
大
正
頼
経
』
が

｢滞
口
｣
に
作
る
の
は
､
明
白
な
誤
植
に
す
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
は
大
し
た
問
題
で
は
な
い
｡
氏
は
揮

亡
名
の
五
苦
詩
の
-
ち
｣
病
苦
｣
詩
の
前
半
だ
け
を
襲
文
作
者
が
唐

突
に
援
用
し
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
き
､

｢他
の
生
･老
･死
の
≡

苦
を
叙
述
す
る
場
面
で
も
､
有
数
的
に

〝
五
苦
詩
″

中
か
ら
利
用
し

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
｣
､
｢
も
し
か
す
る
と
､
襲

文
に
み
ら
れ
る
､

問
題
に
し
て
い
る
詩
は
､
〝

五
苦
詩
″

の
中
の

〝
病
苦
″

詩
に
よ
-

似
て
い
る
よ
う
で
､
ま
っ
た
-
新
た
に

創
作
さ
れ
た
も
の

､
と
み
る

の
が
寛
情
で
あ
る
と
す
る
の
が
､

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え

ら
れ
る
｣

(三
三
七
-
八
頁
)
と
結
論
を
出
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
は

｢甚
だ
不
可
解
｣
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
｡
襲
文
に
か
ぎ
ら
ず
､

の
ち
の
小
説
や
元
曲
の
作
者
た
ち
が
､
過
去
の
詩
や
詞
の
な
か
か
ら

適
皆
に
都
合
の
よ
い
部
分
を
引
き
ち
ぎ

っ
て
利
用
す
る
こ
と
は
､
い

-
ら
で
も
あ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
｡
た
ま
た
ま

｢五
苦
詩
｣
の
う

ち
の
一
首
し
か
利
用
し
て
い
な
い
(み
つ
か
っ
て
い
な
い
)
か
ら
と
い
っ

て
､
襲
文
作
者
が
ま
っ
た
-
新
た
に
創
作
し
た
な
ど
と
い
う
の
は
､
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と
ん
で
も
な
い
話
で
あ
る
｡

最
後
に
､
本
書
に
多
-
引
用
さ
れ
て
い
る
資
料
の
読
み
方
に
つ
い

て
､
解
れ
て
お
き
た
い
｡
氏
は
､
蓉
詩
文
に
つ
い
て
は
､
ほ
ぼ
書
き

下
し
文
､
襲
文
の
よ
う
な
俗
語
ま
じ
-
の
文
に
つ
い
て
は
口
語
諸
を

つ
け
て
､
読
者
の
便
を
は
か
っ
て
お
ら
れ
る
が
､
ま
ま
誤
読
が
み
ら

れ
る
の
は
残
念
で
あ
る
｡
紙
数
も
壷
き
た
の
で
､
こ
こ
で
は
二
､
三

の
例
を
挙
げ
て
お
-
に
と
ど
め
た
い
｡

張
籍

｢
王
起
侍
都
が
放
椋
を
喜
ぶ
｣

詩
の
第
三
聯

(
一
二
〇
頁
)'

も

てな

誰
家
不
借
花
園
看

誰
が
家
ぞ

花
園
を
借
ら
ず
し
て
看
す

あ

在
虞
多
賂
酒
器
行

在
虚

多
-
酒
器
も
て
行
る
-

は
う

｢誰
が
家
か
花
園
を
借
し
て
着
せ
ざ
る
｣
で
あ
ろ
う
｡
科
挙
の

合
格
者
の
た
め
に
､
ど
の
家
も
自
慢
の
庭
園
を
開
放
し
て
､
も
て
な

し
た
こ
と
を
い
う
の
に
ち
が
い
な
い
｡

虞
宣
上
人
の

｢庭
制
詩
｣
が

『
唐
詩
選
』
な
ど
で
沈
任
期
の
作
と

誤

っ
て
い
る
こ
と
を
考
琵
し
た

『
唐
音
発
表
』
巻
三
二
の
文
章

｢
不

知
何
緑
近
代
諸
刻
表
作
沈
農
事
｡
李
干
鱗
選
亦
然
｡｣
の
書
き
下
し
文

は

｢何
に
緑
-
て
近
代
の
諸
刻
は
壷
-
沈
魯
事
と
な
し
､
李
干
鱗
も

ま
た
然
-
と
す
る
や
を
知
ら
ず
｣
で
あ
る

(
一
四
一
貫
)｡
正
し
-
は

｢
知
ら
ず
､
何
に
繰

っ
て
か
近
代
の
諸
刻
は
轟
-
沈
農
事
と
作
せ
る

を
｡
李
干
鱗
が
選
も
亦
た
然
-
｣
で
あ
ろ
う
｡
同
じ
文
章
の

｢有
詩

名
紅
棲
集
｣
の
氏
の
諾

｢詩
名
は

『
紅
模
集
』
に
あ
り
｣
も
､

｢詩

育
-
て

『
紅
模
集
』
と
名
づ
-
｣
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡

黄
山
谷
が
杜
甫
の
詩
と
韓
愈
の
文
を
許
し
た
例
の
有
名
な
文

｢老

杜
作
詩
｡
退
之
作
文
｡
無

一
字
無
来
虞
｡
蓋
後
人
読
書
少
｡
故
謂
韓

杜
｡
自
作
此
語
耳
｡｣
の
最
後
の
と
こ
ろ
､
氏
は

｢故
に
韓
･杜
を
謂

い
て
'
自
ら
此
の
語
を
作
す
の
み
｡｣
と
さ
れ
る
の
だ
が

(二
〇
九
貢
)､

｢故
に
韓
杜
は
自
ら
此
の
語
を
作
す
と
謂
う
の
み
｣
で
な
け
れ
ば
､

意
味
が
通
る
ま
い
｡

以
上
､
も

っ
ぱ
ら
本
書

へ
の
不
満
を
連
ね
る
こ
と
の
み
に
終
始
し

た
書
評
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
､
永
年
の
力
作
を
ま
と
め
ら
れ
た

著
者
に
封
し
て
､
甚
だ
申
し
謬
な
い
気
が
す
る
が
､
こ
れ
ま
で
な
お

ざ
-
に
さ
れ
て
き
た
分
野
に
意
欲
的
に
取
-
組
ま
れ
た
著
者
に
期
待

す
る
こ
と
大
で
あ
る
が
故
に
､
敢
え
て
苦
言
を
皇
す
る
結
果
に
な
っ

た
こ
と
を
諒
と
さ
れ
た
い
｡
平
野
氏
と
は
､
か
つ
て
京
都
大
学
人
文
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科
学
研
究
所
の

｢自
氏
文
集
の
校
注
｣
班
で
､
数
年
間
に
わ
た
っ
て

と
も
に
討
論
に
参
加
し
た
経
験
を
も
つ
｡
そ
の
時
の
友
情
に
甘
え
て
､

つ
い
勝
手
な
注
文
を
つ
け
た
-
､
ぶ
し
っ
け
な
批
判
を
述
べ
た
-
し

て
し
ま
っ
た
O
氏
が
本
書
を
土
墓
に
し
て
更
に
研
究
を
頚
展
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
を
願

っ
て
筆
を
摘
-
｡
妄
言
多
謝
｡

一
九
七
八
･八
･二
十

九

(立
命
館
大
学

寛

文
生
)

書

評


