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引
き
続
き
『
奧
細
道
菅
菰
抄
』
と
漢
詩
文
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

（
十
七
）
郊
外
に
逍
遙
し
て
犬
追
物
の
跡
を
一
見
し
那
須
の
篠

原
を
わ
け
て
玉
藻
の
前
の
古
墳
を
と
ふ

郊

－

外
ハ
字

－

書
ニ
、
邑
外
ヲ
曰
フ㆑
郊
ト
、
ト
村
バ
ナ
レ
ノ

『
奥
細
道
菅
菰
抄
』
と
漢
詩
文
（
三
）

塚
　
越
　
義
　
幸

野

－

地
ナ
リ
逍

－

遙
ノ
成
語
ハ
俗
ニ
熟

 字
ト
云

荘

－

子
ニ
見
ヘ
テ
俗

ノ
氣
バ
ラ
シ
ト
云
意
ブ
ラ
〳
〵
遊
ビ
ア
リ
ク
ヿ
ナ
リ
…
…

　

こ
こ
の
注
で
は
、「
予
」が「
黒
羽
の
館
代
浄
法
寺
何
が
し（
図

書
高
勝
・
桃
雪
）」
と
そ
の
弟
「
桃
翠
（
翠
桃
）」
に
案
内
さ
れ
て
、

あ
る
日
郊
外
を
「
逍
遙
」
し
て
犬
追
物
の
跡
な
ど
を
見
て
回
っ

た
場
面
で
の
「
郊
外
」
と
「
逍
遙
」
の
語
釈
を
試
み
て
い
る
。

　

ま
ず
、「
郊
外
」
は
、
字
書
の
注
（
１
）
を
挙
げ
て
「
村
を
離

〈
学
術
論
文
〉
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れ
た
野
」
と
、「
逍
遙
」
に
つ
い
て
は
「
俗
に
言
う
気
晴
ら
し

と
い
う
意
味
で
、
ぶ
ら
ぶ
ら
と
遊
び
歩
く
こ
と
」
と
解
釈
し
て

い
る
。「
逍
遙
」
の
出
典
と
し
て
『
荘
子
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
篇
名
に
な
っ
て
い
る
「
逍

遙
遊
」
の
「
逍
遙
」
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
『
荘
子
鬳
斎
口
義
』
内
篇
逍
遙
遊
第
一
の
「
逍
遙
」
の
林
希

逸
注
で
は
、

逍

－

遙
ト
云
ハ
言
ハ
優
游
自

－

在
ナ
ル
ゾ
也
。（
２
）

と
な
っ
て
お
り
、
の
ん
び
り
と
気
楽
に
思
う
ま
ま
に
行
動
す
る

さ
ま
と
注
釈
し
て
お
り
、
梨
一
も
こ
の
辺
り
を
踏
ま
え
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
予
」
が
村
里
を
離
れ
た
野
を
気
晴
ら
し
に
ぶ
ら
ぶ
ら
散
策

し
て
い
て
、
犬
追
物
の
跡
を
ち
ょ
っ
と
見
て
…
…
と
い
う
描
写

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
注
は
、『
鈔
』
で
は
、

逍
遙
ハ
天
遊
也
。
遠
ク
見
㆓ル
ト
無
為
ノ
理
㆒ヲ
荘
子
ニ
出
。

と
な
っ
て
い
る
。
一
方
『
鼇
頭
本
』
で
は
、

〇
逍
遙　

セ
ウ
ヨ
ウ　

俗
ニ
氣
ば
ら
し
と
云
意
ふ
ら
〳
〵

遊
ひ
あ
り
く
事
也

と
『
菅
菰
抄
』
の
出
典
は
示
し
て
い
な
い
が
、
意
味
を
そ
の
ま

ま
踏
襲
し
て
い
る
。

（
十
八
）
感
応
し
き
り
に
覚
え
ら
る

感

－

應
ノ
成
語
ハ
易
ニ
出
テ
心
ニ
激アタ
リ
ウ
ク
ル

－

受
ス
ル
ヲ
云
感
ハ

心
ニ
激
ス
ル
所
ア
ル
ヲ
云
應
ハ
ウ
ク
ル
ト
訓
ジ
ア
タ
ル
ト

訓
ジ
感
ニ
依
テ
來
ル
モ
ノ
ヲ
云

　

こ
こ
の
注
で
は
、前
項
の「
郊
外
に
逍
遙
し
て
」に
引
き
続
き
、

さ
ら
に
八
幡
宮
（
金
丸
八
幡
宮
那
須
神
社
）
に
参
拝
し
、
そ
こ

が
那
須
与
一
宗
高
ゆ
か
り
の
神
社
で
あ
っ
た
こ
と
を
聞
い
た
時

の
感
慨
で
あ
る
「
感
応
殊
し
き
り
に
覚
え
ら
る
」
と
い
う
表
現

の
特
に
「
感
応
」
の
語
（
左
側
に
「
ア
タ
リ
ウ
ク
ル
」
と
訓
じ

て
い
る
）
の
意
味
を
解
説
し
て
い
る
。
そ
の
用
例
と
し
て
『
易
』

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、『
易
経
』「
咸
」
彖
伝
に
、

咸
ハ
感
ナ
リ
也
柔
上
ニ
シ
テ
而
剛
下
モ
ナ
リ
二

－

氣
感
応
シ
テ
以
テ
相

與
ニ
ス（
３
）

と
あ
る
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
咸
は
感
ず
る
こ
と
。
柔

軟
な
も
の
勢
い
を
増
し
、
剛
健
な
も
の
の
勢
い
が
下
が
っ
て
、

陰
陽
の
二
気
が
感
応
し
あ
っ
て
お
互
い
関
与
し
あ
う
の
で
あ
る

と
い
う
意
味
で
、
こ
の
感
応
は
「
お
互
い
に
働
き
か
け
そ
れ
ぞ

れ
が
反
応
す
る
こ
と
」
と
解
釈
で
き
る
。
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梨
一
は
、こ
の
用
例
を
踏
ま
え
て「
感
応
」を「
激
受
す
る（
心

に
強
く
感
受
す
る
こ
と
）」
と
解
釈
し
、「
感
」
は
「
心
に
刺
激

的
な
感
動
を
起
こ
す
こ
と
」、「
応
」
は
「
う
け
る
」「
あ
た
る
」

と
訓
読
み
し
て
、「
感
動
に
よ
り
生
ま
れ
た
も
の
」
を
言
う
と

解
し
た
こ
と
に
な
る
。
特
に
「
感
」
に
対
し
『
易
』
の
用
例
よ

り
も
「
強
く
激
し
い
」
心
の
動
き
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い

る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
な
お
「
感
応
」
に
つ
い
て
は
、『
日
本

国
語
大
辞
典
第
二
版
』
で
は
、

心
が
感
じ
こ
た
え
る
こ
と
。
ま
た
感
動
す
る
こ
と
。

と
あ
り
、
こ
こ
に
挙
げ
た
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
及
び
『
易
経
』

が
出
典
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
那
須
の
与
一
ゆ
か
り
の
八
幡
宮
を
お
参
り
し
て
、

心
に
強
く
感
動
を
覚
え
た
と
い
う
意
味
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
注
は
、『
鈔
』・『
鼇
頭
本
』
と
も
に
採
ら
れ
て
い
な
い
。

（
十
九
）
夏
山
に
足
駄
を
拝
む
首
途
哉

世
ニ
傳
フ
小

－

角
常
ニ
木ア
シ

ダ

－

屐
ヲ
著ハク
テ
嶮

－

岨
ヲ
行
ヿ
平

－

地
ノ
如
シ
ト
故
ニ
此
像
ハ
必
ス
著
屐
ノ
形
チ
ヲ
作
ル
又
世

－

説
ニ
謝

－

靈

－

運
屐
ヲ
著
テ
山
ニ
登
ル
ヿ
ヲ
載
ス
コ
レ

ラ
ノ
タ
チ
入
レ
ナ
ル
ベ
シ

　

こ
こ
の
注
で
は
、
修
験
光
明
寺
に
招
か
れ
、
行
者
堂
を
拝
ん

だ
時
の
「
夏
山
に
…
…
」
の
句
に
詠
ま
れ
た
役
行
者
（
役
小
角
）

像
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
い
つ
も
彼
が
「
木
屐
（
注
の
左
側

に
「
ア
シ
ダ
」
と
訓
じ
て
い
る
）」
を
「
著
（「
ハ
ク
」
と
訓
じ

て
い
る
）」
い
て
険
し
い
山
を
平
地
の
よ
う
に
歩
い
て
い
た
こ

と
か
ら
、
必
ず
木
屐
＝
足
駄
を
履
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
明
確
に
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
句
で
は
足
駄
を
拝
ん

で
い
る
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
靴
を
履
い
て
山

に
登
る
用
例
と
し
て
、
謝
霊
運
の
こ
と
を
挙
げ
、
出
典
と
し
て

は
『
世
説
』
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
引
用
書
目
に
あ
る
よ
う

に
『
世
説
』
は
『
世
説
新
語
補
』
で
あ
ろ
う
が
、
謝
霊
運
の
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
巻
三
「
言
語
中
」
に
は
注
を
含
め
、
該
当

す
る
事
項
は
見
当
た
ら
な
い
。（
４
）

　

た
だ
し
、『
奥
の
ほ
そ
道
解
』（
後
素
堂
著　

文
政
十
二
年
）

で
は
、南

史
云
、
謝
霊
運
、
尋
㆑
山
陟
㆑
巓
必
造
㆓
幽
峻
㆒、
木
履
有
、

上
㆑
山
去
㆓
其
前
齒
ヲ㆒
、
下
㆑
山
去
㆓
其
後
齒
㆒。

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、『
南
史
』
巻
十
九
の
謝
霊
運
の
用
例

を
挙
げ
て
い
る
。
険
し
い
山
を
上
っ
た
結
果
、
上
り
で
は
下
駄
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の
前
歯
が
、
下
り
で
は
後
ろ
の
歯
が
削
れ
て
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
、
む
し
ろ
修
行
の
苦
難
の
跡

を
窺
わ
せ
る
内
容
で
あ
る
。

　

こ
の
注
は
、『
鈔
』
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
鼇
頭
本
』

で
は
、夏

山
ニ
足
駄
を
拝
む
小
角
常
ニ
木
履
を
は
き
て
け
ん
そ
を

行
事
平
地
の
如
し
と
是
等
を
取
て
足
駄
を
お
が
む
と
よ
ま

れ
た
る
な
ら
ん
と
。

と
『
菅
菰
抄
』
の
前
半
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
が
、『
世
説
』

の
用
例
は
載
せ
て
い
な
い
。

（
二
十
）
殺
生
石
ハ
温
泉
の
出
る
山
陰
に
あ
り

溫

－

泉
ハ
博

－

物

－
志
ニ
、
凡
ソ
水

－

源
ニ
有
㆓レ
ハ
石

－

硫

－

黃
㆒、
其
ノ
泉
則
溫
ナ
リ
、
ト
云
リ

　

こ
こ
の
注
で
は
、
温
泉
の
意
味
を
『
博
物
志
』
の
例
を
用
い

て
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
今
回
調
査
し
た
範
囲
（
十
巻
本
の
和

刻
本
）
で
は
、
該
当
箇
所
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。（
５
）

　

こ
の
注
は
、『
鈔
』
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
鼇
頭
本
』

で
は
、〇

温
泉
ハ
水
源
ニ
石
硫
黄
あ
り
て
其
泉
温
也

と
な
っ
て
お
り
、
出
典
名
『
博
物
志
』
は
示
し
て
い
な
い
。

（
二
十
一
）
墜
涙
の
石
碑
も
遠
き
に
あ
ら
ず

墜
涙
ハ
、
墮
涙
の
誤
な
る
べ
し
晉

－

書
羊

－

祜
カ
傳
ニ
云
、

祜
樂
ム㆓
山

－

水
ヲ㆒
、
毎
㆓ト
ニ
風

－

景
㆒
必
ス
造
㆓リ
峴
山
ニ㆒
、
置

－

酒
言

－

詠
終

－

日
不
㆑
倦
マ
、
祜
死
シ
テ
後
、
襄

－

陽
ノ
百

－

姓
、
於
テ㆓
祜
カ
平

－

生
遊

－

憩
ノ
之
處
ニ㆒
、
建
テ㆑
碑
ヲ
立
テ㆑
廟
ヲ
、

歳

－

時
ニ
享

－

祀
ス
、
望
ム㆓
其
ノ
碑
ヲ㆒
者
ノ
、
莫
シ㆑
不
ル
ヿ

㆑
流
サ㆑

涕
ヲ
杜

－

預
因
テ
名
ケ
テ
爲
㆓
墮

－

涙
ノ
碑
㆒ト

　

こ
こ
の
注
で
は
、「
墜
涙
の
石
碑
」
に
つ
い
て
、
先
ず
「
墜
」

の
文
字
の
誤
り
に
触
れ
て
い
る
が
、
本
文
で
は
そ
の
ま
ま
「
墜

涙
」
の
文
字
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
こ
の
石
碑
の
出
典
と
し
て

『
晉
書
』
巻
三
十
四
「
羊
岵
傳
」
を
挙
げ
て
い
る
。
佐
藤
庄
司

の
城
跡
の
傍
ら
古
寺
に
は
一
族
の
石
碑
が
あ
り
、
そ
の
中
で
も

二
人
の
嫁
の
墓
碑
に
は
心
を
打
た
れ
、
感
涙
の
涙
が
。
そ
れ
を

中
国
の
「
堕
涙
の
碑
」
に
擬
え
た
の
で
あ
る
。

　
「
堕
涙
の
碑
」
は
、
中
国
晉
の
時
代
の
羊
岵
を
顕
彰
し
て
建

て
ら
れ
た
碑
で
あ
る
が
、『
晉
書
』
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
羊
岵

は
山
水
を
楽
し
み
、
素
晴
ら
し
い
風
景
に
出
会
う
度
に
、
峴
山

に
登
っ
て
酒
宴
を
設
け
て
詩
を
詠
み
、
終
日
遊
興
に
耽
っ
て
い
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た
。
彼
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
彼
の
治
め
て
い
た
襄
陽
の
人
々

が
、
彼
が
楽
し
ん
で
い
た
そ
の
場
に
碑
を
建
て
お
祀
り
を
行
っ

た
。
そ
の
碑
を
望
む
も
の
は
誰
も
が
涙
を
流
し
た
の
で
、
杜
預

が
「
堕
涙
碑
」
と
名
付
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
一
連
の
話
は
、『
晉
書
』
以
外
に
も
『
蒙
求
』「
羊
岵
識

環
」
や
わ
が
国
の
『
連
集
良
材
』
や
『
俳
諧
類
船
集
』
な
ど
に

も
所
収
さ
れ
て
い
る
。（
６
）

　

こ
の
注
は
、『
鈔
』
で
は
、

晋
書
羊
祐
傳
ニ
羊
祐
守
㆓タ
リ
襄
陽
㆒ニ
卒
シ
テ
百
姓
為
メ
ニ
建
㆑ツ
碑
ヲ

望_

ム
者
ノ
莫
㆑
不
ト
云
コ
ト

㆓
流
涕
㆒セ
名
㆓
墮
涙
ノ
碑
㆒ト

（
頭
注　

李
太
白　

峴
山
臨
㆓ム
漢
江
㆒ニ
水
緑
ニ
シ
テ
沙
如
㆑シ

雪
ノ
上
ニ
有
㆓リ
墮
涙
ノ
碑
一　

青
苔
久
ク
磨
滅
ス
）

　

と
な
っ
て
お
り
、『
菅
菰
抄
』
よ
り
簡
潔
に
示
し
て
い
る
。

な
お
頭
注
の
李
白
は
「
襄
陽
曲
四
首
」
の
其
三
で
あ
り
「
堕
涙

碑
」
の
用
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

　

一
方
『
鼇
頭
本
』
で
は
、

〇
堕
涙　

ダ
ル
イ　

晉
書
羊
祐
カ
傳
ニ
く
ハ
し
祐
を
祀
る

ニ
碑　

涙
を
流
さ
ゝ
る
ヿ
な
し
名
つ
け
て
堕
涙
の
碑
ト
す

と
云
…
…

と
あ
り
、
か
な
り
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。

（
二
十
二
）
笈
も
太
刀
も
五
月
に
か
ざ
れ
紙
幟

類

－

書
纂

－

要
ニ
云
、
武

－

人
以
テ㆓
端

－

午
ヲ㆒
、
于
テ㆓
用

－

武
之
ノ
處
ニ㆒
、
爲
シ㆓
穽

－

揚
之
技
ヲ㆒
、
盡
ク
爲
ス㆓
闘

－

勇
之

戯
ヲ㆒ 

…
…

　

こ
こ
で
の
注
は
、
こ
の
句
が
詠
ま
れ
た
五
月
朔
日
（
こ
の
句

の
後
に
「
五
月
朔
日
の
事
也
」
と
あ
る
）
端
午
の
節
句
に
近
く
、

甲
冑
を
飾
り
武
運
を
期
す
習
慣
に
対
す
る
典
拠
の
一
例
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
出
典
の
『
類
書
纂
要
』
は
引
用
書
目
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
が
、
題
名
に
あ
る
通
り
類
書
の
一
種
で
、
明
の
璩

崑
玉
篇
、
天
文
・
地
理
・
時
令
・
人
道
・
身
体
・
人
事
な
ど
に

分
類
し
、
関
連
す
る
語
彙
を
集
め
て
そ
れ
ぞ
れ
解
説
を
加
え
て

い
る
。
こ
こ
で
の
解
説
は
、
同
書
巻
之
三
の
時
令
部
夏
・
五
月

建
午
・
射
柳
の
全
文
で
あ
る
。（
７
）

　
「
射
柳
」
と
は
、
端
午
の
節
句
に
馬
に
乗
り
な
が
ら
柳
の
葉

を
射
貫
く
こ
と
で
、
本
来
祭
祀
儀
式
の
目
的
で
行
わ
れ
て
い
た

が
、
後
に
娯
楽
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
発
展
し
て
い
く
が
、
そ
れ
は

解
説
の
「
闘
勇
の
戯
」
と
い
う
言
葉
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

こ
ま
で
示
す
こ
と
が
注
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
か
ど
う
か
は
疑

問
だ
が
、
端
午
と
尚
武
と
の
関
わ
り
を
示
す
用
例
と
し
て
は
意
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義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

芭
蕉
の
句
は
、
五
月
朔
日
に
は
紙
幟
を
飾
る
の
が
習
慣
で
あ

る
が
、
医
王
寺
に
寺
宝
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
「
義

経
の
太
刀
、弁
慶
が
笈
」（
本
文
に
示
し
て
い
る
）
に
ち
な
ん
で
、

そ
れ
ら
も
飾
っ
て
端
午
の
節
句
の
尚
武
の
意
義
を
よ
り
伝
え
て

欲
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

こ
の
句
の
初
案
は
「
弁
慶
の
笈
を
も
か
ざ
れ
」
と
な
っ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
本
文
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
義
経
の
太
刀
も
登

場
す
る
の
で
、
そ
の
流
れ
か
ら
笈
と
太
刀
だ
け
で
義
経
と
弁
慶

を
両
方
の
寺
宝
を
挙
げ
る
こ
と
に
改
案
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ

実
際
、『
曾
良
随
行
日
記
』
は
、

寺
ニ
ハ
判
官
殿
笈
、
弁
慶
書
シ
経
ナ
ド
有
由

と
あ
り
、
医
王
寺
の
寺
宝
は
義
経
の
笈
と
弁
慶
の
書
い
た
お
経

で
あ
っ
て
、
太
刀
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
場
面
は
、
明
ら
か
に

芭
蕉
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、『
お
く
の
ほ
そ

道
評
釈
』（
角
川
書
店　

平
成
十
三
年
）
の
中
で
尾
形
仂
氏
は
、

紙
幟
は
眼
前
の
戸
外
の
実
景
、
笈
や
太
刀
は
心
中
の
希
求

と
い
う
二
句
一
章
の
形
を
と
っ
て
い
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
太
刀
は
こ
こ
で
は
不
可
欠
な
什
物

と
み
な
し
て
あ
え
て
え
登
場
さ
せ
、
虚
実
の
取
り
合
わ
せ
を
巧

み
に
活
か
し
た
句
に
仕
立
て
た
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
注
は
、『
鈔
』・『
鼇
頭
本
』
と
も
に
採
ら
れ
て
い
な
い
。

（
二
十
三
）
猶
夜
の
余
波
心
す
ゝ
ま
ず
馬
か
り
て
桑コ
ヲ
リ折
の
驛
に

出
る余

－

波
ハ
波

－

餘
ト
云
國

－

語
ニ
見
タ
リ
ナ
ゴ
リ
ト
和
訓

ス
ノ
コ
リ
ノ
ヿ
ナ
リ
…
…

　

こ
こ
で
の
注
は
、「
飯
塚
温
泉
」
で
の
粗
末
な
宿
で
寝
苦
し

い
一
夜
を
経
て
、
よ
う
や
く
朝
を
迎
え
て
ま
た
旅
立
つ
場
面
で

の
昨
夜
の
「
余
波
」
に
つ
い
て
の
語
句
の
意
味
と
そ
の
用
例
を

挙
げ
て
い
る
。
用
例
に
つ
い
て
は
同
義
と
し
て
の
「
波
餘
」
が

『
國
語
』
に
見
え
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
魯
の
左
丘
明

の
撰
と
さ
れ
、
春
秋
時
代
の
主
要
八
か
国
の
歴
史
を
記
し
た
も

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「〈
国
名
〉＋
語
」
と
し
て
分
類
し
て
い
る
。

た
だ
こ
の
「
波
餘
」
と
い
う
用
例
は
、
熟
語
と
し
て
は
見
当
た

ら
な
い
。「
波
」
と
「
餘
」
が
一
文
の
中
で
別
々
に
出
て
く
る

部
分
と
し
て
は
、「
晉
語
四
」
に
、

其
ノ
波
㆓
及
ス
ル
晉
國
ニ㆒
者
ハ
、
君
之
餘
ナ
リ
也
、
又
何
ヲ
以

報
イ
ン
。（
８
）

が
あ
る
。
晉
国
に
波
及
す
る
も
の
は
君
の
残
り
も
の
で
あ
る
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…
…
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。

　

こ
こ
は
楚
の
成
王
が
晉
の
公
子
重
耳
に
贈
り
物
を
賜
ろ
う
と

し
た
が
、
重
耳
が
辞
退
し
よ
う
と
し
た
場
面
で
あ
る
。
王
が
重

耳
に
対
し
、
も
し
晉
国
に
帰
ら
れ
た
ら
、
私
に
何
を
返
礼
と
し

て
贈
っ
て
く
れ
る
か
と
問
う
と
、
重
耳
は
畏
ま
っ
て
「
美
人
や

玉
帛
な
ど
は
す
で
に
王
君
が
お
持
ち
で
す
し
、
美
し
い
鳥
の
羽

や
か
ら
牛
の
尾
、
象
牙
や
さ
い
の
皮
な
ど
は
ご
当
地
の
特
産
物

で
す
し
、
晉
国
ま
で
波
及
し
ま
す
の
は
残
り
物
で
す
の
で
、
何

も
返
礼
す
べ
き
物
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。

　

最
後
の
部
分
が
引
用
さ
れ
た
箇
所
に
相
当
す
る
が
、
梨
一
は

波
及
と
残
り
と
い
う
繋
が
り
で
考
え
て
、
余
波
と
同
義
で
特
に

「
ノ
コ
リ
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
波
餘
」
と
い
う
熟
語
の
用
例
と
し

て
は
捉
え
難
く
、
こ
こ
で
は
「
波
及
し
た
残
り
」
と
い
う
語
句

と
し
て
し
か
受
け
取
れ
な
い
。

　

こ
の
注
は
、『
鈔
』
で
は
、

な
ご
り
と
ハ
海
に
風
は
や
ミ
て
も
猶
波
の
た
つ
を
い
ふ
よ

り
、
陳
鴻
か
長
恨
哥
傳
に
ハ
餘
波
を
な
ご
り
と
よ
み
、
左

傳
に
は
波
の
一
字
を
も
よ
み
…
…

と
あ
り
、『
長
恨
歌
傳
』
や
『
左
傳
』
を
引
用
し
て
い
る
。『
左

傳
』
の
僖
公
二
十
三
年
の
伝
に
、
前
出
の
『
國
語
』
の
用
例
と

同
文
が
示
さ
れ
て
い
る
。（
９
）

　

一
方
『
鼇
頭
本
』
で
は
、

○
余
浪　

ナ
ゴ
リ

と
あ
る
だ
け
で
、『
国
語
』
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
二
十
四
）
あ
や
め
ふ
く
日
也
旅
宿
を
も
と
め
て

あ
や
め
ふ
く
日
は
五
月
五
日
を
云
此
日
艾
菖
蒲
ヲ
用
ル
ヿ

ハ
按
ル
ニ
歳

－

時

－

記
ニ
云
、
此
ノ
日
採
リ㆑
艾
ヲ
爲ツ
ク
リ㆑
人
ヲ
、

縣
テ㆓
門

－

上
ニ㆒
以
テ
禳
フ㆓
毒

－

氣
ヲ㆒
、
又
云
、
以
テ㆑
艾
ヲ
爲
リ㆓
虎
ノ

形
ヲ㆒
、粘ハ
リ
テ㆓
艾

－

葉
ニ㆒
載
ク㆑
之
ヲ
是
ヲ
艾
人

 
 艾

虎
ト
云 

本

－

草

－

綱

－

目
ニ
云
、

是
ノ
日
切
リ㆓
菖

－

蒲
ヲ㆒
、
漬
テ㆑
酒
ニ
飲
ム㆑
之
ヲ
或
ハ
加
㆓レ
ハ
雄

－

黃

少
シ
許
㆒リ
ヲ
除
ク㆓
一

－

切
ノ
惡
ヲ㆒
、
ト
是
レ
等ラ

ノ
遺

－

習
ナ
ル

ベ
シ
…
…

　

こ
こ
で
の
注
は
、「
予
」
は
あ
や
め
を
葺
く
日
に
仙
台
に
入

る
が
、
そ
の
日
す
な
わ
ち
五
月
五
日
に
艾
や
菖
蒲
を
用
い
る
根

拠
を
『
歳
時
記
』
や
『
本
草
綱
目
』
の
用
例
を
挙
げ
て
解
説
し

て
い
る
。

　

最
初
の
『
歳
時
記
』
と
は
『
荊
楚
歳
時
記
』（
梁　

宗
懍
撰
）

の
こ
と
で
、
そ
の
五
月
の
項
目
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
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だ
抜
粋
で
あ
り
、
主
に
艾
（
よ
も
ぎ
）
を
用
い
る
中
国
の
由
来

の
み
を
挙
げ
て
い
る
。（

10
）
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
に
よ
も

ぎ
を
採
っ
て
、
そ
れ
で
作
っ
た
人
形
を
家
の
門
に
飾
り
、
毒
気

を
払
い
、
ま
た
よ
も
ぎ
で
虎
の
形
を
作
っ
て
、
よ
も
ぎ
の
葉
に

貼
り
付
け
て
そ
れ
を
被
る
習
慣
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

ま
た
『
本
草
綱
目
』
の
用
例
は
、
巻
十
九
の
「
菖
蒲
」
附
方

除
一
切
惡
の
項
目
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
に
菖
蒲

を
切
っ
て
、
酒
に
漬
け
て
飲
ん
だ
り
、
雄
黄
（
ヒ
素
の
硫
化
鉱

物
で
石
黄
と
も
、
も
と
も
と
黄
色
顔
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

た
）
を
少
し
ば
か
り
加
え
る
と
一
切
の
惡
が
取
り
除
か
れ
る

と
。（

11
）

　

こ
れ
ら
二
つ
の
漢
籍
か
ら
「
艾
」
と
「
菖
蒲
」
の
用
い
ら
れ

る
伝
統
が
明
確
に
な
っ
た
。
梨
一
は
「
あ
や
め
ふ
く
日
也
」
と

の
み
あ
る
本
文
に
対
し
、
そ
の
日
の
風
習
を
中
国
の
用
例
を
引

き
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
我
が
国
の
今
に
残
る
習
俗
で
あ
る
と
結

ん
だ
。

　

こ
の
注
は『
鈔
』に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
鼇
頭
本
』で
は
、

菖
蒲
ふ
く
日

本
艸
綱
目
ニ
云
此
日
あ
や
め
を
伐
酒
に
ひ
た
し
て
の
む
或

雄
黄
少
し
斗
を
加
ふ
れ
ハ
一
切
の
惡
を
の
そ
く
此
外
諸
抄

ニ
説
多
し

と
あ
り
、
あ
や
め
に
関
す
る
『
本
草
綱
目
』
の
用
例
の
み
を
挙

げ
て
い
る
。

『
奧
細
道
菅
菰
抄
』
下

（
二
十
五
）
壼
ツ
ホ
ノ
イ
シ
ブ
ミ
碑

按
ル
ニ
庭
中
ヲ
ツ
ボ
ト
云
ハ
本
ト
壼
ノ
字
ナ
ル
ベ
シ
音
ヱ

梱コ
ン

爾

－

雅
ニ
、
宮

－

中
ノ
衖
謂
フ㆓
之
ヲ
壼
ト㆒
、
ト
是
ナ
リ
瓶
ノ

属
ヒ
ノ
ツ
ボ
ハ
壺
ニ
テ
音
ヱ
古コ

ナ
リ
然
ニ
今
門

－

内
前

－

栽
ナ
ド
ヲ
ツ
ボ
ノ
内
ト
稱
ズ
ル
ハ
壼
ト
壺
ト
楷

－

書
ノ
字

－

形
紛
ラ
ハ
シ
キ
ヨ
リ
シ
テ
終
井
ニ
其
和
訓
マ
デ
ヲ
誤
ル

ナ
リ

　

こ
こ
で
の
注
は
、「
壺
碑
」
の
「
壺
」
と
「
壼
」
の
字
の
字

形
の
紛
ら
わ
し
さ
を
『
爾
雅
』
釈
宮
の
用
例
を
挙
げ
て
、
正
し

い
字
形
「
壼
（
音
コ
ン
）」
を
示
し
て
い
る
。

　
「
壺
碑
」
は
、
当
時
の
市
川
村
多
賀
城
（
現
在
の
多
賀
城
市

市
川
の
多
賀
城
址
）
に
あ
っ
た
が
、「
予
」
が
見
た
の
は
、
そ
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れ
で
は
な
く
江
戸
時
代
初
期
に
発
見
さ
れ
た
「
多
賀
城
碑
」
で

あ
る
。
本
来
の
「
壺
碑
」
は
歌
枕
で
も
あ
り
、
本
文
で
は
「
壺

碑
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

梨
一
は
こ
の
「
壺
碑
」
の
「
壼
」
の
文
字
に
拘
っ
て
解
説
を

試
み
て
い
る
。こ
の「
壺
」は
庭
中
を
言
う
場
合
は
本
来「
壼
」で
、

瓶
の
類
の
場
合
は
「
壺
」
で
あ
っ
て
、
楷
書
で
は
区
別
が
し
に

く
い
と
。『
爾
雅
』
釈
宮
に
引
く
「
宮
中
の
衖
（
御
殿
の
間
の

道　

衖
は
巷
の
別
体
）
を
壼
と
言
う
」（

12
）
や
門
内
・
前
栽
を

「
ツ
ボ
」
の
内
と
い
う
場
合
は
、「
壼
」
が
正
し
い
と
い
う
こ
と

で
、
こ
こ
で
は
「
壼
碑
」
と
す
べ
き
の
立
場
か
ら
、『
菅
菰
抄
』

の
本
文
で
は
「
壼
」
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
壺
の
中
の
碑
で

は
な
い
の
で
、「
壼
」
が
正
し
い
と
い
う
梨
一
の
説
は
説
得
力

が
あ
る
。
し
か
し
野
坡
本
を
は
じ
め
曾
良
本
・
西
村
本
・
柿
衞

本
で
は
、
す
べ
て
「
壺
」
の
く
ず
し
字
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
注
は
、『
鈔
』
で
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
『
鼇
頭
本
』

は
、

碑
ハ
仙
府
ヨ
リ
千
賀
の
浦
へ
の
往
来
の
傍
ラ
市
川
村
ニ
有

多
賀
城
の
前
裁
の
壼
の
内
ニ
在
し
故
つ
ぼ
の
碑
と
云
壼
の

字
宮
中
の
道
也
壺
音
古
也
酒
甕
也
混
す
べ
か
ら
す

と
、『
菅
菰
抄
』
の
注
を
さ
ら
に
明
確
に
し
て
、
こ
の
碑
が
多

賀
城
の
前
裁
の
「
壼
」
の
中
に
あ
る
の
で
、「
つ
ぼ
の
碑
」
と

言
い
、
さ
ら
に
『
爾
雅
』
の
用
例
も
引
い
て
「
衖
」
を
道
と
訳

し
て
い
る
。「
壺
」
と
「
壼
」
の
混
用
に
つ
い
て
も
注
意
を
促

し
て
い
る
。

（
二
十
六
）
山
崩
川
落
て
道
あ
ら
た
ま
り
石
ハ
埋
て
土
に
か
く

れ
木
ハ
老
て
若
木
に
か
ハ
れ
ば

古

－

文
前

－

集
、
李

－

白
ガ
蜀

－

道

－

難
ノ
詩
ニ
、
地
崩
レ

山
摧
ケ
テ
壯

－

士
死
ス
、
文

－

選
古

－

詩
ニ
古

－

墓
ハ
犂
テ

爲
シレ
田
ト
、
松

－

栢
ハ
摧
テ
爲
スレ
薪
ト
、
ト
是
等
ノ
風

－

情
ナ

ル
ベ
シ

　

こ
こ
で
の
注
は
、「
壼
碑
」
の
章
で
、
歌
枕
の
現
況
を
「
山

は
崩
れ
川
は
流
れ
が
変
わ
り
、（

13
）
道
も
変
わ
っ
て
し
ま
い
、

石
は
埋
ま
っ
て
土
に
隠
れ
て
、
木
は
老
い
て
枯
れ
若
木
に
代

わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
箇
所
の
典
拠
と
し
て
、
李

白
の
『
古
文
真
宝
前
集
』
所
収
「
蜀
道
難
」
と
『
文
選
』
所
収

「
古
詩
十
九
首
」
の
第
十
四
首
の
一
部
を
挙
げ
て
い
る
。

　

ま
ず
李
白
の
「
蜀
道
難
」
を
全
句
挙
げ
て
み
る
。
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噫
嘘
嚱
危
乎
高
哉　
　
　
　
　
　

噫
嘘
嚱
危
か
な　

高
（
い
）
か
な

蜀
道
之
難　
　
　
　
　
　
　
　
　

蜀
道
の
難
き

難
於
上
靑
天　
　
　
　
　
　
　
　

青
天
に
上
る
よ
り
難
き

蠶
叢
及
魚
鳧　
　
　
　
　
　
　
　

蠶
叢
及
び
魚
鳧

開
國
何
茫
然　
　
　
　
　
　
　
　

国
を
開
く
こ
と　

何
ぞ
茫
然
た
る

爾
來
四
萬
八
千
歳　
　
　
　
　
　

爾
来　

四
万
八
千
歳

不
與
秦
塞
通
人
煙　
　
　
　
　
　

秦
塞
と　

人
煙
を
通
ぜ
ず

西
當
太
白
有
鳥
道　
　
　
　
　
　

西
の
か
た
太
白
に
当
て　

鳥
道
有
り

可
以
橫
絶
峨
眉
巓　
　
　
　
　
　

以
て　

峨
嵋
嶺
を
横
絶
す
べ
し

地
崩
山
摧
壯
士
死　
　
　
　
　
　

地
崩
れ
山
摧
け
て　

壮
士
死
す

然
後
天
梯
石
棧
相
勾
連　
　
　
　

然
る
後　

天
梯
石
桟　

相
勾
連
す

上
有
橫
河
斷
海
之
浮
雲　
　
　
　

上
に
河
に
横
り　

海
を
断
つ
浮
雲
有
り

下
有
衝
波
逆
折
之
回
川　
　
　
　

下
に
は
波
を
衝
き　

逆
折
す
る
の
回
川
有
り

黄
鶴
之
飛
尚
不
得
過　
　
　
　
　

黄
鶴
の
飛
ん
で　

尚
を
過
る
こ
と
能
は
ず

猿
猱
欲
度
愁
攀
緣　
　
　
　
　
　

猿
猱
度
（
ら
）
ん
と
欲
（
す
）
る
も　

攀
縁
を
愁
ふ

靑
泥
何
盤
盤　
　
　
　
　
　
　
　

青
泥　

何
ぞ
盤
々
た
る

百
歩
九
折
縈
岩
巒　
　
　
　
　
　

百
歩
九
折　

岩
巒
を
縈
ら
す

捫
參
歷
井
仰
脅
息　
　
　
　
　
　

参
を
捫　

井
を
歴
て　

仰
（
ぎ
）
て
脅
息
す

以
手
拊
膺
坐
長
歎　
　
　
　
　
　

手
を
以
て　

膺
を
拊
で　

坐
し
て
長
歎
す

問
君
西
遊
何
當
還　
　
　
　
　
　

君
に
問
ふ　

西
遊
何
つ
か
還
る
べ
き
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畏
途
巉
岩
不
可
攀　
　
　
　
　
　

畏
途
巉
岩　

攀
づ
べ
か
ら
ず　

但
見
悲
鳥
號
古
木　
　
　
　
　
　

但
見
（
る
）　

悲
鳥
の
古
木
に
号
（
す
る
）
こ
と
を

雄
飛
呼
雌
繞
林
間　
　
　
　
　
　

雄
飛
び　

雌
を
呼
（
び
）
て　

林
間
を
繞
る

又
聞
子
規
啼
夜
月
愁
空
山　
　
　

又
聞
く　

子
規
夜
月
に
啼
て　

空
山
を
愁
る
こ
と
を

蜀
道
之
難
難
於
上
靑
天　
　
　
　

蜀
道
の
難
き　

青
天
に
上
（
る
）
よ
り
難
し

使
人
聽
此
凋
朱
顏　
　
　
　
　
　

人
を
し
て　

此
を
聴
て
朱
顔
を
凋
ま
し
む

連
峰
去
天
不
盈
尺　
　
　
　
　
　

連
峰　

天
を
去
る
こ
と　

尺
に
盈
た
ず

枯
松
倒
挂
倚
絶
壁　
　
　
　
　
　

枯
松
倒
に
掛
て　

絶
壁
に
倚
る

飛
湍
瀑
流
爭
喧
豗　
　
　
　
　
　

飛
湍
瀑
流　

争
（
ひ
）
て
喧
豗

崖
轉
石
萬
壑
雷　
　
　
　
　
　

崖
を

き　

石
を
転
じ
て　

万
壑
雷
な
る

其
險
也
如
此　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
險
き
こ
と　

此
の
如
し

嗟
爾
遠
道
之
人
胡
爲
乎
來
哉　
　

嗟　

爾
ぢ
遠
道
の
人　

胡
為
ぞ
来
る
や　

劍
閣
崢
嶸
而
崔
嵬　
　
　
　
　
　

剣
閣
崢
嶸
と
し
て　

崔
嵬
た
り

一
夫
當
關
萬
夫
莫
開　
　
　
　
　

一
夫
関
に
当
れ
ば　

万
夫
開
く
こ
と
莫
（
れ
）

所
守
或
匪
親　
　
　
　
　
　
　
　

守
る
所　

或
は
親
に
匪
ず

化
爲
狼
與
豺　
　
　
　
　
　
　
　

化
し
て
狼
と
豺
と
に
為
る

朝
避
猛
虎
夕
避
長
蛇　
　
　
　
　

朝
に
は
猛
虎
を
避
け　

夕
は
長
蛇
を
避
け

磨
牙
吮
血
殺
人
如
麻　
　
　
　
　

牙
を
磨
し　

血
を
吮
て　

人
を
殺
（
す
）
こ
と
麻
の
如
し

錦
城
雖
云
樂　
　
　
　
　
　
　
　

錦
城　

楽
と
云
と
雖
ど
も

不
如
早
還
家　
　
　
　
　
　
　
　

早
く
家
に
還
ん
に
は
如
か
ず
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蜀
道
之
難
難
於
上
靑
天　
　
　
　

蜀
道
の
難
は　

青
天
に
上
（
る
）
よ
り
難
し

側
身
西
望
長
咨
嗟　
　
　
　
　
　

身
を
側
て　

西
に
望
て　

長
く
咨
嗟
す
（
14
）

　

こ
の
詩
は
、
七
言
を
基
調
と
し
た
雑
言
古
詩
で
あ
る
。
題
名

の
「
蜀
道
難
」
は
楽
府
題
で
あ
る
が
、
他
の
作
品
と
は
異
な
る

長
篇
作
で
、
李
白
の
「
蜀
道
」
の
険
し
さ
に
対
す
る
強
烈
な
思

い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
や
神
話
な
ど
を
踏
ま
え
て
豪
華
絢
爛

に
描
出
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
長
篇
は
三
つ
の「
蜀
道
之
難
難
於
上
靑
天
」の
句
に
よ
っ

て
、
主
題
が
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
句
は
、
発
語

と
も
言
う
べ
き
提
言
と
し
て
示
さ
れ
た
が
、
二
回
目
は
仙
界
と

も
言
う
べ
き
蜀
の
道
の
自
然
の
厳
し
さ
を
、
三
回
目
は
人
事
の

厳
し
さ
と
も
い
う
べ
き
戦
の
愚
か
さ
、
人
間
の
残
虐
さ
を
暗
示

的
に
詠
み
、都
も
安
堵
の
地
で
は
な
い
と
進
言
す
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
蜀
へ
の
道
が
青
い
空
に
上
る
よ
り
難
し
い
と
結
ぶ
。

　

梨
一
は
こ
ん
な
長
篇
の
中
か
ら
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
本

文
に
該
当
す
る
典
拠
と
し
て
「
地
崩
山
摧
壯
士
死
」
の
一
句
の

み
を
挙
げ
た
。「
蜀
道
難
」
で
は
、
こ
の
句
は
昔
の
蜀
の
伝
説

（『
蜀
王
本
紀
』
や
『
華
陽
国
志
』
に
見
え
る
）
を
示
し
た
場
面

で
あ
る
。　

秦
王
が
蜀
王
に
五
人
の
美
女
を
贈
り
、
蜀
王
は
五
人
の
屈

強
な
男
た
ち
を
迎
え
に
出
し
た
。
帰
る
途
中
、
一
匹
の
大

蛇
が
穴
に
入
り
か
け
て
い
る
の
を
見
て
、
五
人
の
男
た
ち

は
そ
の
穴
か
ら
大
蛇
を
引
き
ず
り
出
そ
う
と
し
た
。
す
る

と
山
が
崩
れ
皆
圧
死
し
て
、
山
頂
で
石
に
化
け
た
。

こ
の
よ
う
な
伝
説
を
踏
ま
え
、
李
白
は
「
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ

て
、
天
へ
の
梯
子
の
よ
う
な
山
道
や
絶
壁
に
渡
し
た
桟
道
が
つ

な
が
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

梨
一
が
こ
の
よ
う
な
伝
説
を
ど
こ
ま
で
踏
ま
え
よ
う
と
し
て

い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
歌
枕
も
さ
ま
ざ
ま
な
伝

承
を
持
ち
な
が
ら
も
、「
山
崩
れ
川
の
流
れ
も
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
」
の
だ
と
注
釈
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
「
古
詩
十
九
首
」
も
全
句
挙
げ
て
み
る
。

去
者
日
以
疎　
　
　

去
る
者
は　

日
々
に
以
て
疎
（
う
と
）
し

生
者
日
以
親　
　
　

生
け
る
者
は　

日
々
に
以
て
親
た
し

出
郭
門
直
視　
　
　

郭
門
を
出
て　

直
ち
に
視
る

但
見
丘
與
墳　
　
　

但　

丘
と
墳
と
を
見
る
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古
墓
犁
為
田　
　
　

古
墓
犂
（
す
か
）
れ
て　

田
と
為
り

松
栢
摧
為
薪　
　
　

松
栢
摧
（
く
だ
）
か
れ
て　

薪
と
為
る

白
楊
多
悲
風　
　
　

白
楊　

悲
風
多
し

蕭
蕭
愁
殺
人　
　
　

蕭
々
と
し
て　

人
を
愁
殺
す

思
還
故
里
閭　
　
　

故
（
も
と
）
の
里
に　

還
ん
こ
と
を
思
ふ

欲
歸
道
無
因　
　
　

帰
ら
ん
と
欲
し
て　

道
因（
よ
し
）無
し（

15
）

　

こ
の
詩
は
、
特
に
一
句
目
が
『
徒
然
草
』
第
三
十
段
に
引
用

さ
れ
る
な
ど
、わ
が
国
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
た
だ
し
「
去

る
者
は
追
わ
ず
」
と
混
同
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
別
も
の
で
あ

る
）。

　

去
る
者
（
あ
の
世
に
旅
立
っ
た
者
）
は
、
日
に
日
に
忘
れ
去

ら
れ
て
い
く
が
、
生
け
る
者
（
誕
生
し
て
く
る
者
）
は
日
に
日

に
皆
に
親
し
ま
れ
て
い
く
も
の
で
、
郊
外
に
出
る
と
到
る
所
に

墳
墓
が
。
し
か
し
長
い
年
月
が
経
つ
に
し
た
が
っ
て
、「
古
い

墓
は
鋤
き
砕
か
れ
て
農
地
に
な
り
」、「
長
寿
の
樹
木
松
や
こ
の

て
が
し
わ
も
切
り
倒
さ
れ
、
薪
に
さ
れ
て
し
ま
う
」。
白
楊
を

吹
く
風
は
悲
し
げ
で
、
人
を
愁
い
に
誘
う
。
故
郷
に
帰
ろ
う
と

し
て
も
、
こ
こ
は
異
境
の
地
、
そ
の
道
順
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

梨
一
は
こ
れ
ら
の
詩
句
の
う
ち
、
五
句
目
六
句
目
の
み
を
引

用
し
て
、
歌
枕
が
長
い
年
月
の
間
、
石
に
埋
も
れ
、
そ
こ
に
生

え
て
い
た
樹
木
の
代
替
わ
り
し
て
い
っ
た
こ
と
に
詩
情
を
重
ね

よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で

は
、
墓
も
松
柏
も
直
接
は
関
係
な
い
が
。
尾
形
仂
氏
は
、『
お

く
の
ほ
そ
道
評
釈
』（
前
出
）
で
『
菅
菰
抄
』
の
こ
れ
ら
の
漢

詩
を
引
き
、

必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
詩
句
の
ど
れ
を
想
起
し
た
と
い
う
の

で
は
な
い
が
、「
是
等
の
風
情
」
に
よ
り
以
下
の
漢
文
流

の
対
句
仕
立
て
で
高
揚
し
た
心
を
つ
づ
っ
て
い
る
点
に
注

意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、「
蜀
道
難
」
の
例
で
も
詩
句
の
直
接

の
情
感
で
は
な
く
、
そ
れ
を
包
含
す
る
「
風
情
」
を
捉
え
さ
せ

よ
う
と
し
て
の
引
用
で
あ
り
、
同
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
、
そ

の
後
の
、

時
移
り
、
代
変
じ
て
、
其
跡
た
し
か
な
ら
ぬ
事
の
ミ
を
、

爰
に
至
り
て
疑
い
な
き
千
歳
の
記
念
、
今
眼
前
に
古
人
の

心
を
閲
す
。
行
脚
の
一
徳
、
存
命
の
悦
び
、
羈
旅
の
労
を

わ
す
れ
て
、
泪
も
落
る
ば
か
り
也
。（

16
）

と
続
く
漢
文
調
・
対
句
表
現
へ
の
導
線
と
し
て
、こ
れ
ら
の
「
蜀

道
難
」
と
「
古
詩
十
九
首
」
の
詩
句
が
断
章
取
義
と
し
て
十
分

効
果
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　
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こ
の
注
は
、『
鈔
』
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
『
鼇
頭
本
』

は
、

古
文
前
集
ニ
李
白
カ
蜀
道
難
の
詩
ニ
地
崩
山
摧
ケ
テ
壯
士

死
文
選
古
詩
ニ
古
墓
ハ
犂
ス
キ
テ
爲
レ
田
松
栢
ハ
摧
コ
リ
テ

爲
レ
薪
ト

と
な
っ
て
お
り
、
若
干
の
訓
読
に
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、『
古

文
真
宝
前
集
』「
蜀
道
難
」
と
『
文
選
』「
古
詩
十
九
首
」
が
引

用
さ
れ
て
い
る
。

（
二
十
七
）
千
歳
の
記
念
今
眼
前
に
古
人
の
心
を
閲
す

…
…
閲
ハ
字
書
ニ
歷
觀
ナ
リ
也
ト
ア
リ
見
メ
グ
ラ
ス
ヿ
ナ
リ

　

こ
こ
で
の
注
は
、「
壼
碑
」は
疑
い
も
な
く
千
歳
の
か
た
み
で
、

今
目
の
前
に
古
人
の
心
を
「
閲
す
」
思
い
だ
と
の
場
面
の
「
閲

す
」
の
語
釈
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
「
閲
」
の
文
字
の
意
味
を

「
字
書
」
を
引
い
て
「
歴
觀
」（
見
め
ぐ
ら
す
こ
と
）
と
解
釈
し

て
い
る
が
、
そ
の
「
字
書
」
と
は
『
字
彙
』
に
、

雨
月
ノ
切
音
越
觀
ル
也
歷
ル
也
（
17
）　
　

と
あ
る
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
か
。　
　
　
　
　

　

こ
の
注
は
、『
鈔
』
で
は
、

字
彙
閲
ハ
觀
ル
也
猶
略
出
ス

と
出
典
を
『
字
彙
』
と
明
確
に
示
し
て
い
る
。『
菅
菰
抄
』
で

も
同
様
『
字
彙
』
を
参
照
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
『
鼇

頭
本
』
で
は
、

閲　

ケ
ミ
ス

と
読
み
を
示
し
た
だ
け
で
、字
書
の
意
味
は
採
用
し
て
い
な
い
。

（
二
十
八
）
行
脚
の
一
徳
存
命
の
悦
び
羈
旅
の
労
を
わ
す
れ
て

…
…
羈
旅
の
労
を
わ
す
れ
て
と
ハ
詩
ニ
所
㆑
樂
ム
ヲ
自
ラ
忘
㆑ル

疲
ヲ
と
云
サ
マ
ナ
リ　

　

こ
こ
で
の
注
は
、「
壼
碑
」
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
古
人

の
心
を
見
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、そ
こ
に
「
行
脚
の
一
徳
」

「
存
命
の
悦
び
」
を
実
感
し
、「
羈
旅
の
労
を
わ
す
れ
て
」
感
動

の
涙
を
流
し
た
箇
所
の
「
羈
旅
を
わ
す
れ
て
」
の
意
味
を
、
詩

の
一
句
を
引
用
し
て
解
説
を
行
っ
て
い
る
。「
羈
旅
の
労
を
わ

す
れ
て
」
と
は
、「
快
楽
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
然
に
疲
れ

を
忘
れ
る
」
と
言
う
詩
句
の
趣
を
含
ん
で
い
る
と
言
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
詩
句
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
調
査
で
は

出
典
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

こ
の
注
は
、『
鈔
』・『
鼇
頭
本
』
と
も
に
採
ら
れ
て
い
な
い
。

（
以
下
続
く
）
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［
注
］

（
１
）
こ
の
注
は
『
爾
雅
』
釈
地
で
は
、「
邑
外
謂
之
郊
」
と
な
っ

て
い
る
（
寛
政
六
年
刊
『
爾
雅
注
疏
』（
早
稲
田
大
学
図

書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
が
、『
字
彙
』（
寛
文

十
一
年
刊
）
で
は
、『
爾
雅
』
を
引
い
て
梨
一
の
注
の
よ

う
に「
邑
外
曰
郊
」と
引
用
し
て
い
る
。『
爾
雅
』も『
字
彙
』

も
い
ず
れ
も
『
菅
菰
抄
』
の
引
用
書
目
に
あ
る
が
、
梨
一

は
『
字
彙
』
か
ら
引
用
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ

る
。

（
２
）
寛
文
五
年
刊
『
荘
子
鬳
斎
口
義
』
に
よ
る
。
句
読
点
は

筆
者
が
加
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
以
下
原
文
引
用
に
関
し

て
は
同
様
。
な
お
『
奧
細
道
百
代
抄
』
で
は
、
こ
の
林
注

を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。
拙
著
『
芭
蕉
俳
諧
に
表
現

さ
れ
た
漢
詩
文
の
研
究
』（
お
う
ふ
う　

平
成
三
十
一
年
）

二
百
五
十
六
頁
参
照
。
な
お
『
荘
子
鈔
』（
正
保
二
年
刊
）

に
は
、逍

遙
ハ
、
活
計
ニ
タ
ノ
シ
ン
テ
、
物モ
ノ

我
相
忘
テ
、
自

在
ナ
ヲ
云
ソ
。

と
あ
る
。

（
３
）
延
宝
二
年
刊
『
易
経
本
義
』
下
彖
伝
に
よ
る
。

（
４
）
元
禄
七
年
刊
・
安
永
八
年
刊
（
校
正
改
刻
）
に
よ
る
が
、

そ
の
中
で
謝
霊
運
の
項
目
は
、
彼
が
好
ん
で
「
曲
柄
笠
」

を
用
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。『
世
説

新
語
』
に
は
、
謝
霊
運
は
他
の
項
目
に
は
掲
載
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
梨
一
の
誤
り
か
？

（
５
）
後
の
も
の
で
は
あ
る
が
、『
温
泉
考
』（
原
双
桂　

寛
政

六
年
刊
）

そ
の
外
張
華
が
博
物
志
、
胡
仔
が
漁
隠
叢
話
の
類
、

い
く
ら
も
温
泉
の
う
わ
さ
を
説
し
こ
と
ば
は
見
へ
た

れ
共
、
實
に
そ
の
理
を
知
り
、
く
わ
し
く
そ
の
功
を

論
ぜ
し
ふ
み
は
、
儒
書
に
も
醫
書
に
も
曽
て
見
へ
侍

ら
ず
。（
京
都
大
学
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ

ブ
ス
に
よ
る
）

と
『
博
物
志
』
に
温
泉
の
事
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
出
典
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
今
の

と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

（
６
）
拙
著
『
芭
蕉
俳
諧
に
表
現
さ
れ
た
漢
詩
文
の
研
究
』（
前

出
）
二
百
六
十
一
～
二
頁
参
照
。

（
７
）『
和
刻
本
類
書
集
成　

第
五
輯
』（
汲
古
書
院　

昭
和

五
十
一
年
）
所
収
『
古
今
類
書
纂
要
』（
寛
文
九
年
刊
）
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に
よ
る
。

（
８
）
文
化
六
年
刊
『
國
語
定
本
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典

籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
に
よ
る
。

（
９
）
拙
著
『
芭
蕉
俳
諧
に
表
現
さ
れ
た
漢
詩
文
の
研
究
』（
前

出
）
二
百
六
十
三
～
四
頁
参
照
。

（
10
）『
和
刻
本
類
書
集
成　

第
十
一
輯
』（
汲
古
書
院　

昭
和

五
十
四
年
）所
収『
荊
楚
歳
時
記
』（
元
文
二
年
刊
）に
よ
る
。

こ
の
版
本
は
当
時
流
布
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、後
半
の「
又

云
」
以
下
は
本
書
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
当
時
の
和
刻
本

で
は
な
い
が
、『
東
洋
文
庫
324
荊
楚
歳
時
記
』
所
収
の
本

文
（
宝
顏
堂
秘
笈
本
）
に
は
後
半
も
見
え
る
。

（
11
）
寛
文
十
二
年
刊
『
校
正
本
草
綱
目
』（
人
文
学
オ
ー
プ
ン

デ
ー
タ
共
同
利
用
セ
ン
タ
ー　

日
本
古
典
籍
デ
ー
タ
セ
ッ

ト
）
に
よ
る
。

（
12
）
注
１
と
同
様
、
寛
政
六
年
刊
『
爾
雅
注
疏
』（
早
稲
田
大

学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
に
よ
る
。
な
お

『
字
彙
』
で
も
「
壼
」
の
項
目
の
用
例
と
し
て
、『
爾
雅
』

の
こ
の
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
書
言
字
考
節
用

集
』（
槇
島
昭
武　

享
保
二
年
刊
）
に
も
、

壼ツ
ボ

與
㆓
酒
壺
ノ
字
㆒
不
㆑
仝　

宮
中
ノ
巷

－

路
也
ト
出

爾
雅

と
『
爾
雅
』
を
引
用
し
て
い
る
。

（
13
）
こ
の
箇
所
は
野
坡
本
・
曾
良
本
・
西
村
本
・
柿
衞
本
な

ど
で
は「
川
流
れ
」と
な
っ
て
お
り
、元
禄
版
・
明
和
版（
早

稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）で
は「
川

落
て
」
に
な
っ
て
い
る
。

（
14
）
宝
暦
十
二
年
刊
に
よ
る
。

（
15
）
元
禄
十
一
年
刊
『
文
選
傍
訓
大
全
』
に
よ
る
。

（
16
）
注
13
と
同
様
、
明
和
版
に
よ
る
。
た
だ
し
句
読
点
は
筆

者
に
よ
る
。

（
17
）
注
１
と
同
様
、
寛
文
十
一
年
刊
に
よ
る
。


