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･
メ
ヤ
ー

『
唐
代
襲
文
-
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献
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Ⅴ
･
H
･
メ
ヤ
ー
氏
の
こ
の
書
物
は
､

こ
れ
よ
-
先

に
､

敦
塩

出
土
の
代
表
的
な
民
間
文
垂
作
品
四
筋
を
英
諾
し
て
出
版
さ
れ
た

｡
T
u
n
･H
u
a
n
g
P
oP
u
la
y
N
a
yya
iiv
es
｡
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)
の
序
論

((
n
tro
d
u
ctio
n
)
部
分
を
樹
補

し
た
と
い
え
る
も
の
で
あ
-
､
同
氏
に
は
ま
た
､
同
様
の
民
間
の
語

-
物
文
垂
を
扱

っ
た
著
述
と
し
て
､

｡
P
a
iやliing
a71d
P
e

rf
o
rm
･

an
ceI
C
h
in
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P
ic
tu
re
R
ecita
t
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,
its

lnd
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)
が
あ
る
.
特
に
最
後
の
著
書
は
､

す
で
に
前
二
者

に
見
え
た
考
え
を
漬
大
さ
せ
､
全
世
界
的
な
税
鮎
で
給
説
き

(普
通

は
給
解
き
と
表
記
さ
れ
る
が
'
こ
こ
で
は
給
説
き
の
表
現
を
用
い
る
)

文
聾
の
起
源
地
と
停
播
､
お
よ
び
そ
の
特
徴
的
な
内
容
､
そ
れ
が
各

地
の
文
垂
に
及
ぼ
し
た
影
響
な
ど
に
つ
い
て
､
精
力
的
に
探
究
を
進

め
た
も
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､

メ
ヤ
ー
氏
の
考
え
に
よ
れ
ば
'
縛

説
き
文
塾
の
章
畔
地
は
イ
ン
ド
に
あ
-
､
そ
れ
が
東
方
で
は
､

l
方

で
は
東
南
ア
ジ
ア
に
停
わ

っ
て
ワ
ヤ
ン
･
ベ
ベ
ル
の
文
垂
な
ど
に
な

-
､
も
う

一
方
で
は
､
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
中
国
に
停
わ
-
'
さ
ら

に
は
朝
鮮
､
日
本
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
｡
ま
た
西
方
に
は
､
ペ

ル
シ
ャ
を
経
て
'
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
俸
わ
る
絶
説
き
文
垂
の
流
れ
が

あ

っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
(
メ
ヤ
ー
氏
自
身
は
'
こ
の
､
イ
ン
ド
に
緒

説
き
の
源
流
を
求
め
る
主
張
を

(n
d
ia
n
H
y
pothesis
と
呼
ん
で
い

る
)
｡

こ
う
し
た
世
界
全
鰹
を
見
渡
し
た
大
き
な
構
想
を
十
分
に
理

解
す
る
だ
け
の
基
礎
が
'
わ
た
-
し
､
評
者
に
は
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え

こ
こ
で
は
､
主
と
し
て
敦
塩
襲
文
(書
名
に
見
え
る

T
ran
sfo
rm
a
tio
n

T
exts
と
い
う
用
語
は
､
襲
文
と
い
う
言
葉
の
､

メ
イ
ヤ
ー
氏
の
理

解
に
よ
る
英
諸
で
あ
る
)
と
よ
ば
れ
る
作
品
群
に
分
析
を
加
え
た
､

上
記
の
書
物
を
取
-
挙
げ
て
紹
介
と
批
評
と
を
試
み
て
み
た
い
｡
こ
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の
書
物
の
な
か
で
､
メ
ヤ
ー
氏
は
､
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
踏
ま

え
つ
つ
も
'
襲
文
と
い
う
聾
能
お
よ
び
襲
文
の
テ
キ
ス
ト
を
め
ぐ

っ

て
､
大
腰
に
い
-
つ
も
の
新
し
い
考
え
か
た
を
提
出
し
て
い
る
o
襲

文
の
専
門
家
の
み
な
ら
ず
'
中
国
の
民
衆
的
な
小
説
や
演
劇
の
歴
史

を
考
え
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
'
そ
れ
ら
の
説
に
封
す
る
賛
否
は

あ
る
で
あ
ろ
う
が
､
メ
ヤ
ー
氏
の
提
出
し
た
主
張
を
無
税
し
て
は
研

究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
書
物
の
第

一
章
､
敦
煙
と
そ
の
文
書
と
題
す
る
章
は
'
概
観

的
な
記
述
に
よ
る
導
入
部
で
あ

っ
て
､
特
に
新
し
い
見
解
が
示
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
敦
塩
と
い
う
土
地
が
'
東
と
西
の
文
化
の

出
合
う
場
所
で
あ
-
､
多
-
の
併
教
者
た
ち
が
こ
こ
に
滞
在
し
た
こ

と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
敦
塩
近
遠
､
鳴
沙
山
の
石
窟
寺
院
､

莫
高
窟
の
封
印
さ
れ
た
石
窟
か
ら
､

一
八
九
九
年
-

一
九

〇
〇
年
ご

ろ
に
大
量
の
文
書
が
望
見
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

そ
れ
ら
文
書
白
燈
の
紀
年
に
よ
れ
ば
'
紀
元
四

〇
六
年
か
ら

一
〇
〇

〇
年
す
ぎ
ま
で
の
年
代
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
大
量
の
文
書

の
中
に
は
民
間
文
学
に
関
係
す
る
様
々
な
テ
キ
ス
ト
が
含
ま
れ
､
そ

書

評

の
一
部
分
を
な
す
の
が
襲
文
で
あ
る
｡
メ
ヤ
ー
氏
は
､
常
時
､
襲
文

と
い
-
形
態
の
文
垂
は
贋
-
中
国
各
地
で
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
が
､
そ
れ
ら
各
地
に
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
テ
キ
ス
ト
は
み
な
滑
威
し
､

敦
塩
の
も
の
だ
け
が
､
敦
塩
と
い
う
自
然
お
よ
び
歴
史
的
な
環
境
の

中
で
'
幸
い
に
も
我

々
に
遺
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
｡

た
だ､

襲
文
と
い
う
文
聾
が
中
国
各
地
で
行
な
わ
れ
て
い
た
と
す
る
メ
ヤ

ー

氏
の
説
に
つ
い
て
は
､
さ
ら
に
丁
寧
に
槍
琵
す
る
必
要
の
あ
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
-
｡
唐
代
'
槍
説
き
文
肇
が
敦
煙
以
外
の
土
地
で
も
行
な

わ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
'
周
知
の
よ
う
に
'
書
師
老
の
､
萄

女
が
昭
君
轡
を
韓
ず
る
の
を
描
寓
し
た
詩
な
ど
い
-
つ
か
の
同
時
代

資
料
か
ら
確
か
め
ら
れ
る

(そ
う
し
た
資
料
は
'
こ
の
書
物
の
最
後

の
章
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
)
の
で
は
あ
る
が
､
そ
う
し
た
常
時

一
般

的
で
あ

っ
た
給
説
き
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
'
敦
塩
の
襲
文

を
そ
の
ま
ま
材
料
に
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
に
疑
問
が
な
い
で
は
な

い
｡
す
な
わ
ち
襲
文
と
い
う
文
塾
形
態
が
'
敦
塩
と
い
う
適
境
の
係

数
都
市
に
行
な
わ
れ
た
'
地
方
的
な
特
色
の
強
い
文
肇
で
あ

っ
た
可

能
性
も
無
税
は
で
き
な
い
の
で
あ
-
､
も
し
そ
れ
が
地
方
的
な
文
糞

で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
､
メ
ヤ
ー
氏
の
以
下
の
議
論
は
そ
の
操

っ
て
立
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中
開
文
革
報

第
四
十
六
放

つ
大
き
な
基
盤
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡

第

二
早
に
附
録
す
る
か
た
ち
で
､
敦
煙
と
四
川
と
い
う
地
域
が
密

接
な
関
係
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
検
討
さ
れ
､
常
時
､
四
川
が
民
間

文
聾
の
葦
達
と
い
う
鮎
で
も
注
目
す
べ
き
地
域
で
あ

っ
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
｡
敦
塩
と
四
川
と
を
結
ぶ
経
路
の
臭
腺
的
な
状
況
に

つ
い
て
の
説
明
は
な
い
が
､
両
地
の
間
に
密
接
な
交
流
が
あ

っ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
､
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡

第
二
章
で
は
､
襲
文
に
つ
い
て
の
定
義
が
な
さ
れ
る
｡
襲
文
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
の
範
囲
に
つ
い
て
は
､
敦
塩
に
お
け
る
民
間
文
聾
的
な

作
品
の
全
て
を
襲
文
と
呼
ぼ
-
と
す
る
説
か
ら
､
そ
の
中
の
き
わ
め

て
限
定
し
た
作
品
だ
け
を
襲
文
と
呼
ぶ
の
だ
と
す
る
説
ま
で
､
さ
ま

ざ
ま
な
考
え
か
た
が
あ
る
｡
た
だ
前
者
の
よ
う
な
説
､
た
と
え
ば
王

重
民
ら
が

『敦
塩
襲
文
集
』
と
し
て
､
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
､
民
間

文
聾
的
な
色
彩
を
持
つ
作
品
の
全
て
を
､
奨
文
の
語
で

一
つ
に
纏
め

て
し
ま
っ
た
よ
う
な
考
え
は
､
現
在
こ
れ
を
取
る
学
者
は
多
-
な
い

で
あ
ろ
う
｡
メ
ヤ
ー
氏
は
､
襲
文
に
つ
い
て
､
鹿
義
と
狭
義
と
の
二

つ
の
定
義
を
立
て
て
い
る
｡
厳
密
な
意
味
で
襲
文
と
呼
べ
る
作
品
は
､

韻
文
に
よ
る
導
入
部
を
持
つ
こ
と
､
給
説
き
と
関
係
を
持
つ
こ
と
､

説
唱
形
式

(韻
文
と
散
文
と
が
交
互
に
入
れ
替
わ
る
形
式
)
を
持
つ

こ
と
､
そ
の
韻
文
が
七
言
形
式
に
よ
る
こ
と
､
俗
語
を
含
む
こ
と
t

と
い
う
僕
件
を
満
た
す
も
の
で
あ

っ
て
､
具
鰻
的
に
は
､
日
蓮
襲
文
､

舎
利
弗
降
魔
襲
文

(降
魔
繁
文
と
破
魔
襲
文
と
に
は
､
元
来
'
そ
の

呼
び
名
に
混
乱
が
あ
る
の
で
､
こ
こ
で
は
舎
利
弗
の
名
を
附
け
て
そ

れ
を
区
別
し
た
い
)
､

王
陵
奨
文
､

王
昭
君
襲
文
､
李
陵
襲
文
'
張

義
潮
襲
文
'
張
准
深
襲
文
の
七
第
が
､
こ
の
狭
義
の
襲
文
の
定
義
を

満
足
す
る
作
品
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
封
し
､
厳
密
な

定
義
の
全
て
を
満
足
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
そ
の
題
名
の
中
に

｢襲
｣
の
字
を
含
む
作
品
を
'
慶
義
の
襲
文
と
呼
ぶ
｡
す
な
わ
ち
､

頻
婆
沙
羅
王
后
宮
森
女
功
徳
意
供
養
塔
生
天
因
縁
襲
､
舜
子
襲
､
劉

家
太
子
襲
､
八
相
襲
､
破
魔
襲
の
五
第
が
､
虞
義
の
襲
文
に
数
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
O
そ
れ
に
対
し
､
こ
れ
ま
で

1
般
に
襲
文
と
さ

れ
て
き
た
が
､
賓
は
襲
文
と
は
呼
べ
な
い
も
の
と
し
て
､
董
永
､
伍

子
背
'
孟
妻
女
､
季
布
､
太
子
成
追
撃
文
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡

あ
る

1
つ
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
範
囲
を
厳
密
に
規
定
す
る
の
に
は
'

常
に
困
難
が
と
も
な
-
O
特
に
襲
文
の
場
合
は
､
そ
こ
に
民
衆
的
な

要
素
が
多
-
含
ま
れ
て
､
知
識
人
の
詩
や
文
の
よ
う
に
先
に
ジ
ャ
ン
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ル
意
識
が
あ

っ
て
作
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
な
場
合
と
異
な
り
､

ど
の
範
囲
ま
で
の
作
品
を
襲
文
だ
と
判
定
す
る
か
､
む
つ
か
し
い
鮎

が
多
い
｡
そ
う
し
た
場
合
､

一
つ
の
方
法
と
し
て
､
そ
の
常
時
の
人

人
の
ジ
ャ
ン
ル
意
識
を
重
配
し
て
､
そ
の
題
名
に

｢襲
｣
や

｢襲
文
｣

の
語
を
含
む
作
品
を
全
て
襲
文
だ
と
し
て
､
そ
れ
ら
作
品
の
間
の
共

通
性
を
抽
き
出
し
'
そ
の
共
通
性
を
共
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
他
の

作
品
を
も
襲
文
の
範
囲
に
含
め
て
考
え
る
と
い
う
規
定
の
仕
方
が
あ

る
｡
メ
ヤ

ー
氏
の
場
合
は
'
よ
-
主
鰹
的
に
､
襲
文
文
垂
の
基
本
要

素
と
な
る
も
の
を
抽
出
し
'
そ
の
基
本
要
素
と
の
関
わ
-
の
程
度
に

よ
っ
て
'
狭
義
と
虞
義
と
の
襲
文
作
品
の
範
囲
を
定
め
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
方
法
は
､
メ
ヤ

ー
氏
が
そ
の
主
張
を
展
開
す
る
の
に
ぎ
わ
め
て

有
数
で
あ
-
'
得
ら
れ
た
結
論
は
ほ
ぼ
妥
普
な
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

た
だ
敦
塩
の
民
間
文
蛮
全
鮭
を
見
わ
た
し
て
'
そ
れ
ら
を
区
分
わ
け

し
よ
う
と
す
る
時
t
も
し
そ
れ
ぞ
れ
の
文
嚢
ジ
ャ
ン
ル
に
対
し
､
こ

の
厳
密
な
規
定
方
法
を
適
用
し
て
ゆ
-
な
ら
､
ど
の
文
聾
様
式
に
も

属
さ
な
い
多
-
の
作
品
が
遺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
｡
贋
義
の
襲
文
の
さ
ら
に
外
側
に

〝
擬
襲
文
〃

と
も
呼
ぶ
べ
き
作

品
群
を
考
え
て
お
-
の
も
意
味
の
な
い
こ
と
で
は

な
か
ろ
う
｡

書

評

こ
の
章
の
附
録
と
し
て
､
襲
文
に
関
わ
る
年
代
の
問
題
が
取
-
畢

げ
ら
れ
る
｡
襲
文
の
寓
本
の
年
代
は
大
部
分
が
五
代
時
期
に
展
す
る

が
､
狭
義
の
奨
文
が
作
ら
れ
た
の
は
八
世
紀
の
初
頭
か
ら
九
世
紀
の

後
年
ま
で
の
時
期
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
'
各
作
品

の
成
立
年
代
に
つ
い
て
の
推
定
が
個
別
的
に
､
偶
然
に
遺
さ
れ
た
手

が
か
-
を
中
心
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
い
さ
さ
か
危
倶
を
感
じ

な
い
で
も
な
い
｡
た
と
え
ば
､
伍
子
脊
襲
文
の
年
代
づ
け
を
め
ぐ

っ

て
､

前
著
､

｡
T
u
n
･
h
u
a
n
g

P

o

p
u
la
r
N
a
rya
iives
｡
と
こ
の
書

物
と
の
間
に
あ
る
奨
更
は
､

そ
う
し
た
畢
猪
の
資
料
を
用
い
た
年
代

比
定
の
持

つ
限
界
性
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
-
｡
さ
ら
に
言
え
ば
'
民

間
文
塾
的
な
色
彩
の
強
い
作
品
が

〃
作
ら
れ
た
〃

と
い
-
と
き
､
そ

の
作
る
と
い
う
作
業
の
内
容
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
｡
基
礎
に
な

っ
た
口
頭
の
文
垂
を
文
字
に
定
着
し
た
だ
け
な
の
か
'
あ
る
い
は
そ

の
際
'
な
ん
ら
か
の
襲
形
が
加
え
ら
れ
た
の
か
と
い
っ
た
検
討
が
な

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
む
し
ろ
正
統
的
な
方
法
と
し
て
は
､

襲
文
と
い
う
文
垂
の
流
れ
を
想
定
L
t
時
代
と
と
も
に
襲
化
し
て
ゆ

-
流
れ
の
中
に
個
々
の
作
品
を
位
置
づ
け
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
｡
た
と
え
ば
安
史
の
乳
の
前
後
で
の
敢
合
構
造
の
大
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き
な
襲
化
が
寺
院
の
経
済
的
な
基
礎
に
ど
の
よ
う
な
襲
化
を
も
た
ら

し
､
そ
れ
が
敦
塩
の
､
寺
院
を
中
心
に
し
て
営
ま
れ
る
民
間
文
聾
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
っ
た
蔵
鮎
は
､
奨
文
の
個
々

の
作
品
を
年
代
づ
け
る
時
に
も
有
効
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
｡
評
者

自
身
は
､
襲
文
は
基
本
的
に
は
安
史
の
乳
以
後
の
祉
合
に
展
す
る
文

垂
だ
と
考
え
て
い
る
o
ま
た
上
述
の
､
襲
文
と
い
-
文
垂
の
範
囲
の

定
義
づ
け
に
つ
い
て
も
､
そ
れ
を
固
定
的
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
-
､

ジ
ャ
ン
ル
意
識
の
時
代
的
な
襲
蓮
と
い
う
親
鮎
も
必
要
で
あ
ろ
う
｡

第
三
章
で
は
､
襲
文
が

〝
襲
〃

と
呼
ば
れ
た
こ
と
の
意
味
が
検
討

さ
れ
て
お
-
､
次
の
章
の
､
中
国

に
お
け
る
説
唱
文
聾
の
起
源
の
検

討
と
と
も
に
､
こ
の
書
物
の
二
つ
の
中
心
の
柱
と
な
っ
て
い
る
｡
襲

文
と
い
う
呼
び
名
に
含
ま
れ
る
準
の
語
の
意
味
に
つ
い
て
は
､
こ
れ

ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
が
､
ま
だ
結
論
の
で
て
い

な
い
'
中
国
文
学
史
上
の
未
解
決
の
問
題
の
内
で
も
特
に
重
要
な
も

の
の

一
つ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
撃
の
意
味
に
つ
い
て
の
説
明

は
､
中
国
起
源
説
と
イ
ン
ド
起
源
説
と
の
二
つ
に
大
き
-
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
｡
中
国
の
学
者
の
多
-
が
主
張
す
る
中
国
起
源
説
は
､

メ
ヤ
ー
氏
が
､
中
図
人
が

〃
愛
国
心
〃

か
ら
固
執
し
て
い
る
の
だ
と

す
る
よ
う
に
､
あ
ま
-
説
得
力
が
な
い
｡
た
だ
イ
ン
ド
起
源
説
に
つ

い
て
も
､
饗
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
マ
ン
ダ
ラ

(m
andata)
の
語
か

ら
来
た
と
す
る
古
い
説
か
ら
t
c
i
t
r

a

の
語
か
ら
来
た
と
い
う
､
最

近
さ
か
ん
に
主
張
さ
れ
た
説
ま
で
､

さ
ま
ざ
ま
な
比
定
が
あ

っ
て

一

致
し
な
い
｡
メ
ヤ

ー
氏
が
､
多
-
の
言
語
学
者
た
ち
の
協
力
を
得
て

逢
し
た
結
論
は
､
次
の
よ
う
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
轡
の
語
の
核
に

な
る
観
念
は
イ
ン
ド
に
起
源
す
る
が
､
直
接
に
は
係
数
が
中
央
ア
ジ

ア
を
経
過
す
る
間
に
附
加
さ
れ
た
要
素
が

〃
奨
〃

と
中
国
謬
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
､
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡
メ
ヤ

ー
氏

が
行
な
っ
た
､
さ

ま
ざ
ま
な
言
語
を
税
鮎
に
入
れ
た
厳
密
な
検
討
は
き
わ
め
て
貴
重
で

ヽ
ヽ
ヽ

あ
る
｡
た
だ
､
結
局
は
中
央
ア
ジ
ア
の
ど
こ
か
に
直
接
の
起
源
を
求

め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
襲
の
語
の
起
源
に
つ
い
て
､
我

々
は
ま
だ

最
終
的
な
結
論
を
得
て
い
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

第
四
章
で
は
､
中
図
の
説
唱
文
勢
の
起
源
に
つ
い
て
の
分
析
が
な

さ
れ
る
｡
襲
文
の
形
態
的
な
特
徴
の
第

1
が
､
寵
文
(唱
)
と
散
文
(説
)

と
を
交
互
に
組
み
合
わ
せ
た
説
唱
形
式
に
あ
る
こ
と
に
は
異
論
が
な

い
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
章
で
は
'
そ
う
し
た
説
唱
文
塾
と
い
う
形
式
が

中
国
土
着
の
も
の
で
あ
る
か
､
あ
る
い
は
外
来
の
も
の
で
あ
る
の
か
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の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
o
散
文
と
韻
文
と
を
組
み
合
わ
せ
た
文
垂

様
式
が
古
-
よ
-
イ
ン
ド
に
あ

っ
た
こ
と
を
､
わ
れ
わ
れ
は
悌
典
を

通
し
て
知

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
メ
ヤ
ー
氏
は
､
さ
ら
に

一
歩
を

進
め
て
､
襲
文
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

｢
且
看
口
底
､
若
鳥
陳
課
｣

の
定
形
句

(fo
rm
uta)
を
取
-
挙
げ
､
こ
れ
と
同
様
の
形
式
の
も
の

が
イ
ン
ド
の
櫓
説
き
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
す
な
わ
ち

同
氏
は
､
中
国
に
お
け
る
説
唱
形
式
の
文
聾
の
起
源
は
イ
ン
ド
に
あ

-
､
そ
れ
が
儒
教
と
と
も
に
中
開
に
入
っ
て
来
た
の
だ
と
考
え
る
の

で
あ
る
｡
同
時
に
ま
た
､
襲
文
の

｢
且
看
□
虞
｣
と
い
う
定
形
表
現

の
存
在
が
､
そ
の
ま
ま
襲
文
が
口
頭
俸
承
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
-
､
む
し
ろ
襲
文
と
い
う
文
垂
は
口
頭
文

聾
か
ら
相
皆
に
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
も
考
え
て
い
る
｡
そ
れ
と

関
連
し
て
､
襲
文
の
テ
キ
ス
ト
は
､
ロ
頭
重
能
者
た
ち
の
参
考
書
な

の
で
は
な
-
'
讃
ま
れ
る
こ
と
を
意
園
し
て
制
作
さ
れ
た
の
だ
と
い

う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
章
で
も
ま
た
､
中
国
の

説
唱
文
垂
の
起
源
が
外
囲
に
あ
る
こ
と
を
認
め
た
が
ら
な
い
中
国
の

学
者
た
ち
の
説
を

一
々
取
-
挙
げ
､
そ
れ
ら
の
説
が
推
量
に
基
づ
-

も
の
で
あ

っ
て
､
信
頼
す
る
に
足
-
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

書

評

奨
文
に
見
え
る
よ
う
な
形
態
の
説
唱
文
垂
は
､
確
か
に
メ
ヤ
ー
氏

の
い
わ
れ
る
よ
う
に
直
接
に
は
イ
ン
ド
の
影
響
の
も
と
に
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
中
国
自
腹
に
全
-
説
唱
形
式
の
文
聾
の
俸

統
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
､
な
お
断
言
は
で
き
な
い
よ

う
に
思
う
｡
す
で
に
い
-
人
か
の
筆
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
-
に
'

通
俗
的
な
形
態
の
賦
文
垂
の
中
に
説
唱
様
式
の
も
の
が
あ

っ
た
可
能

性
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
わ
た
し
は
､
さ
ら
に

加
え
て
､
そ
う
し
た
通
俗
の
賦
文
塾
の
中
に
は
給
説
き
の
形
態
を
取

っ
て
い
た
も
の
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
｡
賦
文

垂
と
給
毒
と
の
関
係
を
直
接
に
示
唆
す
る
作
品
は
､
孫
縛
の

｢遊
天

台
山
賦
｣
な
ど
の
例
が
あ
る
に
し
て
も
､
そ
の
教
は
多
-
な
い
｡
た

だ
賦
の
中
に
見
え
る
事
物
の
措
寓
が
し
ば
し
ば
極
め
て
観
覚
的
で
あ

る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
､
賦
文
塾
の
基
礎
に
は
､
袷
毒
と
関
る
も

の
が
あ

っ
た
と
想
定
で
き
そ
う
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
革
に
そ
う
し

た
推
定
を
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
､

メ
ヤ
ー
氏
か
ら
､

｢
の
よ
う
だ
｣

と
か

｢
か
も
し
れ
な
い
｣
と
ば
か
-
い
っ
て
議
論
を
進
め
て
い
る
と

し
て

一
蹴
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

っ
て
'
賦
文
蛮
全
鰻
に
封
す

る
､
大
き
な
見
通
し
を
持
ち
つ
つ
も
着
資
な
研
究
が
行
な
わ
れ
る
こ
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と
が
今
後
に
待
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ち
な
み
に
､
物
語
-
の
一
場
面
を
緒
墓
と
し
て
切
-
出
す
際
に
用

い
ら
れ
る
用
語
と
し
て

｢虞
｣

の
語
が
あ
る
は
か
､
｢時
｣
の
語
も

同
様
の
働
き
を
持
ち
､
こ
-
し
た
用
法
も
､
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
中
国

に
俸
わ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
っ
た
だ
こ
う
し

た

｢時
｣
の
語
の
表
現
は
､
中
国
本
土
に
お
い
て
も
､
た
と
え
ば
ホ

リ
ソ
ゴ

ー
ル
壁
董
墓
の
壁
書
題
記
な
ど
の
後
漢
時
期
の
董
像
資
料
や

北
魂
の
重
像
石
棺
の
刻
銘
な
ど
に
見
え
る
も
の
で
あ

っ
て
､
簡
単
に

中
央
ア
ジ
ア
か
ら
停
わ
っ
た
の
だ
と
断
言
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
逆
に
､
こ
う
し
た

｢時
｣
の
表
現
が
確
か
に
給
説
き
に
関
わ
る

も
の
だ
と
す
れ
ば
､
墓
中
の
壁
書
や
石
棺
喜
像
の
持

つ
意
味
を
推
定

す
る
上
で
大
き
な
示
唆
を
あ
た
え
る
こ
と
と
な
る
｡

第
五
章
で
は
､
襲
文
が
文
字
に
な
っ
た
臭
腺
的
な
経
過
に
つ
い
て

の
推
定
が
な
さ
れ
る
.
す
な
わ
ち
､
襲
文
の
テ
キ
ス
ト
は
'
本
来
､

い
か
な
る
目
的
で
文
字
に
定
着
さ
れ
た
の
か
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
｡
こ
の
問
題
に
封
す
る
メ
ヤ
ー
氏
の
基
本
的
な
立
場
は
､

襲
文
の
テ
キ
ス
ト
を
､
寛
際
に
公
演
を
行
な
う
語
-
手
と
は
切
-
離

し
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
o
贋
-
全
世
界
的
な
税
鮎
で
見

て
も
､
口
頭
文
聾
の
語
-
手
は
､
基
本
的
に
､
テ
キ
ス
ト
が
公
開
さ

れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
も
の
だ
と
い
う
事
資
が
そ
う
し
た
考
え
か
た

を
取
る
根
嬢
と
な
っ
て
い
る
｡
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
い

か

な
る
人
々
が
こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
を
文
字
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

メ

ヤ
ー
氏
は
､
寺
院
に
お
い
て
俗
的
な
学
問
を
し
て
い
た
'
撃
郎
､
学

士
郎
､
畢
生
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
者
た
ち
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
｡

そ
う
し
た
人
々
が
'
民
衆
的
な
文
聾
に
興
味
を
持
ち
'
そ
れ
を
文
字

に
定
着
し
た
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

メ
ヤ
ー
氏
は
こ
こ
で
も
ま

た
､
襲
文
の
テ
キ
ス
ト
が
資
際
の
公
演
の
場
か
ら
相
皆
に
離
れ
た
位

置
に
あ

っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
｡
襲
文
に
色
濃
-
見
え
る
口
頭

文
垂
的
な
様
相
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
が
直
接
に
語
-
の
場
に
由
来
す

る
の
で
は
な
-
､
ハ
ナ
ソ

(P
.
H

anan)
氏
の
話
本
小
説
な
ど
に
つ

い
て
の
考
え
を
鷹
用
し
て
､

そ
れ
を

sim
u
11
te
d
con
text
な
の

だ
と
考
え
る
｡
文
字
に
定
着
す
る
に
際
し
て
の
､
仮
構
さ
れ
た
語
-

の
場
な
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
｡

襲
文
の
蜜
際
の
場
で
の
公
演
と
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
た
襲
文
と
の
間

に
ど
れ
ほ
ど
の
の
距
離
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
､
十

分
な
測
定
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
こ
の
書
物
で
､
メ
ヤ
ー
氏
は
､
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そ
の
距
離
を
相
皆
に
大
き
い
も
の
と
推
定
し
て
い
る
｡
た
だ
､
襲
文

を
読
ま
れ
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
で
あ

っ
た
と
決
め
て
し
ま
う
こ
と
に

は
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
｡
襲
文
の
寓
本
と
し
て
の
特
徴
の

一
つ
と

し
て
､
同

一
の
物
語
-
を
定
着
し
た
い
-
つ
か
の
寓
本
の
間
に
抄
寓

に
よ
る
親
子
関
係
が
認
め
に
-
い
と
い
う
事
資
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
｡
す
な
わ
ち
､
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
は
基
本
的
に
互
い
に
猪

立
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
現
象
を
い
か
に
理
解

す
る
か
に
つ
い
て
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
か
た
が
あ
ろ
う
｡
評
者
自

身
は
､
襲
文
の
テ
キ
ス
ト
の
内
容
は
確
か
に
章
際
の
公
演
と
は
距
離

が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
'
や
は
-
､
各
々
の
テ
キ
ス
ト
は
そ
れ
ぞ
れ

個
別
的
な
語
-
手
に
展
す
る
も
の
で
あ

っ
て
､
彼
ら
の
心
覚
え
や
新

し
い
レ
パ
ー
ト
-
の
学
習
の
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
た
い
と

思

っ
て
い
る
｡
そ
-
し
た
場
合
'
散
文
部
分
と
韻
文
部
分
と
の
両
者

を
筆
記
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
､
特
に
記
憶
せ
ね
は
な
ら
ぬ
韻
文
部
分

だ
け
を
書
き
記
し
て
お
-
場
合
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
も
し
そ
-
で

あ

っ
た
と
す
れ
ば
､
現
存
の
テ
キ
ス
ト
を
通
じ
て
､
貴
際
の
公
演
の

場
に
お
け
る
説
と
唱
と
の
組
み
合
わ
せ
の
比
率
な
ど
を
測
定
す
る
こ

と

(そ
う
し
た
測
定
を
通
じ
て
奨
文
の
形
態
の
歴
史
的
な
襲
蓬
を
追

書

評

う
こ
と
)
は
あ
ま
-
意
味
の
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
書
物
全
鰹
を
通
じ
て
の
､
メ
ヤ

ー
氏
の
基
本
的
な
主
張
の
一

つ
が
､
襲
文
と
講
経
文
と
は
別
の
も
の
で
あ

っ
て
'
両
者
の
間
に
は

大
き
な
距
離
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
俗
講
で
語
ら
れ
る
講
経

文
は
僧
侶
た
ち
が
管
理
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
､
襲
文
は
基
本
的
に

俗
人
た
ち
に
屠
す
る
も
の
だ
と
す
る
､
こ
の
章
の
論
旨
も
そ
う
し
た

主
張
に
基
づ
い
て
い
る
｡
あ
る
い
は
､
講
経
文
が
口
頭
の
公
演
に
き

わ
め
て
近
い
の
に
対
し
､
襲
文
は
そ
れ
か
ら
距
離
が
あ
る
と
す
る
の

も
､
同
様
の
観
鮎
か
ら
涯
生
し
た
主
張
で
あ
る
｡
た
し
か
に
講
経
文

と
奨
文
と
の
間
に
は
形
態
的
な
違
い
が
あ
-
､
両
者
が
語
ら
れ
る
場

も
性
格
の
違
う
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
｡
し
か
し
､
だ
か
ら
と
い
っ
て

両
者
の
間
に
大
き
な
距
離
を
想
定
し
て
よ
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

に
は
疑
問
が
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
メ
ヤ

ー
氏
が
最
も
襲
文
ら
し
い
襲

文
の

l
つ
と
判
定
す
る

｢舎
利
弗
降
魔
襲
文
｣
は
､
そ
の
最
初
の
段

に
お
い
て
､

｢金
剛
般
若
波
羅
密
経
｣
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
な
説

明
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

い
ま
最
初
に

｢金
剛
般
若
波
羅
密
経
｣
と
題
し
て
い
る
の
は
､

金
剛
と
は
堅
-
鏡

い
こ
と
を
誓
え
た
も
の
で
､
般
若
は
智
藩
に
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よ
っ
て
そ
う
科
し
た
の
で
あ
-
､
波
羅
と
は
彼
岸
に
い
た
る
こ

と
を
意
味
し
て
廉
い
意
味
を
含
め
て
密
多
経
と
名
づ
け
た
も
の

で
あ
る
｡
そ
う
で
あ
れ
ば
､
こ
の
経
は
､
全
て
を
貫
-
こ
と
を

主
旨
と
し
､
そ
れ
に
よ
っ
て
す
ぼ
ら
し
い
統
治
が
顕
現
す
る
の

で
あ

っ
て
､
そ
こ
で

｢金
剛
般
若
波
羅
密
経
｣
と
競
し
た
の
で

あ
る
｡

こ
う
し
た
経
題
の
解
樺
は
､
講
経
文
の
そ
れ
に
き
わ
め
て
近
い
も

の
で
あ
る
｡
そ
う
し
て
､
以
下
に
績
-
舎
利
弗
が
六
師
外
道
を
幻
術

で
打
ち
破
る
物
語
-
は
へ
祇
園
精
舎
の
緑
起
語
で
あ

っ
て
､
こ
れ
も

｢金
剛
般
若
経
｣
冒
頭
の

｢
一
時
併
在
舎
衛
園
紙
樹
給
孤
猫
園
｣
の

句
に
封
す
る
注
樺
か
ら
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
｡
た

し

か
に
そ
の
内
容
は
元
来
の
経
典
解
樺
と
い
-
範
囲
を
越
え
て
し
ま
っ

て
は
い
る
が
､
や
は
-

｢舎
利
弗
降
魔
襲
文
｣
と

｢金
剛
般
若
経
｣

の
講
帯
と
は
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
い
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
-
'
講
経
文
と
襲
文
と
を
切
-
離
し
て
し
ま
う
メ
ヤ
ー
氏
の
主
張

に
は
疑
義
を
挟
ま
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
-
｡
ち
な
み
に
こ
の
奨
文

の
成
立
年
代
に
つ
い
て
､
本
文
中
に
唐
の
玄
宗
の
こ
と
を

｢開
元
天

草
聖
文
神
武
魔
道
皇
帝
｣
と
呼
ん
で
お
-
､
玄
宗
が
そ
う
し
た
呼
び

名
を
持

っ
た
の
が
天
賓
七
-
八
年

(七
四
八
-
七
四
九
)
の
間
で
あ
る

こ
と
か
ら
､
こ
の
作
品
の
成
立
も
こ
の
頃
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
が
主

張
さ
れ
て
い
る
｡
皇
帝
の
呼
び
名
を
用
い
た
年
代
決
定
が
､
た
と
え

有
効
性
を
持

つ
と
し
て
も
､
そ
の
よ
う
に
し
て
決
め
ら
れ
る
年
代
は
､

む
し
ろ
こ
の
襲
文
の
基
礎
に
な
っ
た

｢金
剛
般
若
経
講
経
文
｣
の
成

立
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

こ
の
書
物
の
最
後
の
章
､
第
六
章
で
は
､
中
国
に
お
け
る
襲
文
の

俸
統
を
､
主
と
し
て
文
献
資
料
を
使

っ
て
概
観
し
て
い
る
｡
こ
-
し

た
停
統
が
､
唐
代
以
来
､
二
十
世
紀
の
宣
奄

(北
方
で
は
唱
襲
文
と

呼
ば
れ
る
と
い
う
)
に
い
た
る
ま
で
脆
脈
と
受
け
鮭
が
れ
て
い
た
こ

と
が
記
述
さ
れ
る
｡
そ
の
中
に
賓
雀
に
つ
い
て
の
十
分
な
分
析
が
な

い
の
は
､
そ
れ
を
尊
に
省
略
さ
れ
た
の
か
､
あ
る
い
は
襲
文
の
俸
銃

に
つ
な
が
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
か
､
説
明
が
ほ
し
い
と
こ

ろ
で
あ
る
｡

以
上
､
メ
ヤ
ー
氏
の

｡
T
ang
T
la
n
Sf
orm
a
lio
n
T
ex
t
s

"

の
内

容
を
紹
介
し
っ
つ
､
わ
た
し
自
身
の
考
え
か
た
を
､
そ
れ
に
附
記
す

る
よ
う
な
か
た
ち
で
示
し
て
き
た
｡
メ
ヤ
ー
氏
の
窺
知
が
虞
-
汎
世

界
的
な
給
説
き
の
形
態
の
共
通
性
の
方
に
向
い
て
い
る
の
に
封
し
て
､
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評
者
の
観
鮎
は
､
敦
塩
と
い
う
土
地
の
地
理
的
､
お
よ
び
歴
史
的
に

限
定
さ
れ
た
環
境
の
中
で
の
文
垂
活
動
に
向
け
ら
れ
て
い
る
｡
両
者

の
問
に
､
襲
文
と
い
う
文
蛮
活
動
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
に
違
い
が

出
る
の
は
普
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
評
者
の
税
鮎
は
､
こ
れ
ま
で
の

撃
者
た
ち
の
共
通
の
理
解
の
上
に
立
つ
と
こ
ろ
が
大
き
-
､
メ
ヤ
ー

氏
は
､
そ
う
し
た
従
来
の
観
鮎
を
果
敢
に
打
ち
破

っ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
こ
の
書
物
が
提
出
し
た
新
し
い
観
鮎
に
は
､
な
お
論
語
不
足
だ

と
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
な
い
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
全
鰹
と
の
関

係
を
十
分
に
鋭
鮎
に
入
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
'
個
別
的
な
事
寛
を

こ
ま
ご
ま
と
考
護
す
る
研
究
が
多
い
中
で
､
襲
文
文
垂
の
全
鰻
像
を

措
き
､
そ
れ
を
中
心
に
す
え
て
､
襲
文
と
い
う
文
聾
､
さ
ら
に
は
中

国
の
民
衆
的
な
語
-
物
や
戯
曲
の
起
源
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

に
解
答
を
あ
た
え
よ
う
と
し
た
こ
の
書
物
は
､
き
わ
め
て
貴
重
な
も

の
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡

(京
都
大
学

小
南

一
郎
)

143

香

評


