
六
朝
に
は
、
そ
れ
以
前
に
な
か
っ
た
新
語
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
周
知
の
こ
と
だ
ろ
う
。
六
朝
の
文
人
た
ち
は
、
み

ず
か
ら
発
見
し
た
美
や
体
験
し
た
感
動
を
、
ふ
る
い
こ
と
ば
で
な
く
、
あ
た
ら
し
い
こ
と
ば
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
六

朝
期
に
は
、
過
去
に
な
か
っ
た
こ
と
ば
が
多
量
に
発
生
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
新
語
に
類
し
た
も
の
と
し
て
、
既
成
の
こ
と
ば
に
新
意
を
充
入
し
た
語
も
す
く
な
く
な
い
。
た
と
え
ば

｢

彫
ち
ょ
う

虫
ち
ゅ
う｣

あ
る
い

は

｢

彫
虫
篆
刻｣

の
語
は
、
揚
子

『

法
言』

吾
子
に
由
来
し
、
詩
文
の
字
句
を
技
巧
的
に
か
ざ
る
と
い
う
意
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ

し
出
典
た
る

『

法
言』

が
、｢

童
子
は
彫
虫
篆
刻
す
。
…
…
壮
夫
は
為な

さ
ず｣

と
貶
価
的
に
使
用
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
語
は

｢

過

度
の
技
巧
に
は
し
る｣

と
い
う
不
良
イ
メ
ー
ジ
を
お
び
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
六
朝
期
に
な
る
と
、
修
辞
の
美
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
だ
ろ
う
、
こ
の
語
を
褒
め
こ
と
ば
、
つ
ま
り

｢

巧
緻

な
詩
文
を
つ
く
る｣

の
意
で
も
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
梁
の
劉
孝
綽

｢

昭
明
太
子
集
序｣

で
は
、
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是
以

隆
儒
雅
之
大
成
、
握
牘
持
筆
、
思
若
有
神
。

遊
雕�

虫�

之
小
道
。

そ
う
い
う
わ
け
で
太
子
さ
ま
は
儒
雅
の
隆
盛
を
は
か
り
、
雕�

虫�

の�

小�

道�

に
あ
そ
ば
れ
ま
し
た
。
牘ふ
だ

を
と
り
筆
を
も
て
ば
、
文

思
は
鬼
神
の
ご
と
き
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

と
つ
か
っ
て
い
る
。
と
き
の
皇
太
子
の
集
序
で｢[

太
子
さ
ま
は]

雕
虫
の
小
道
に
あ
そ
ば
れ
ま
し
た｣

と
い
う
か
ら
に
は
、｢

彫
虫｣

の
語
は
褒
辞
だ
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
六
朝
期
で
は
、
こ
と
ば
自
体
は
旧
来
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
意
味
は
多
層
に

な
っ
た
語
が
す
く
な
く
な
い
の
で
あ
る

(

１)

。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
新
意
が
充
入
さ
れ
た
こ
と
ば
の
ひ
と
つ
、｢

杼ち
ょ

軸じ
く｣

と
い
う
語
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
の
語
、
た
と
え
ば
現
代

の
小
型
の
漢
和
辞
典

『

新
字
源』

(
角
川
書
店)

で
は
、

�
杼
は
、
機
の
横
糸
を
通
す
道
具
。
軸
は
、
た
て
ま
き
。
た
て
糸
を
巻
く
道
具
。

�
転
じ
て
、
文
章
を
組
み
立
て
る
こ
と
。

と
解
説
し
て
い
る
。
あ
と
で
説
明
す
る
が
、
�
が
元
来
の
意
で
、
�
は
後
世
に
派
生
し
て
き
た
も
の
だ
。
つ
ま
り
、
も
と
は
織
機
の

道
具

(

ひ�

と
た�

て�

ま�

き�)

だ
っ
た
の
だ
が
、
の
ち

(
六
朝)

に
な
る
と
、｢

文
章
を
組
み
立
て
る｣

と
い
う
新
意
が
く
わ
わ
っ
た
の

で
あ
る
。

だ
が
、｢

織
機
の
道
具｣

と

｢

文
章
を
組
み
立
て
る｣

と
で
は
、
あ
ま
り
に
も
意
味
が
ち
が
い
す
ぎ
る
。
辞
典
は

｢

転
じ
て｣

と

説
明
す
る
が
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
経
緯
を
へ
て
、
か
く
含
意
が

｢
転
じ｣

て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
く
わ
え
て
、
六
朝
期
の
用
例
を

こ
ま
か
く
調
査
し
て
み
る
と
、
�
や
�
以
外
の
意
で
つ
か
わ
れ
た
用
例
も
す
く
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
語
は
、
な
か
な
か
複

雑
な
意
味
変
化
を
へ
て
き
て
い
る
よ
う
だ
。
本
稿
で
は
、
こ
の

｢

杼
軸｣

の
語
義
変
遷
の
過
程
を
追
跡
し
、
そ
こ
に
底
流
す
る
文
学
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意
識
に
つ
い
て
か
ん
が
え
て
み
た
い
と
お
も
う
。

な
お

｢

杼
軸｣

は
、｢

杼
柚じ
く｣

(

柚
と
軸
は
音
通)

と
か
く
と
き
も
あ
る
。
出
典
の

『

詩
経』

が

｢

杼
柚｣

と
す
る
の
で

(

後
述)

、

｢
柚｣
字
の
ほ
う
が
た
だ
し
い
の
だ
ろ
う
が
、
な
ぜ
か
後
世
で
は

｢

杼
軸｣

と
か
く
ほ
う
が
お
お
い
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で

は
基
本
的
に

｢

杼
軸｣

の
ほ
う
を
つ
か
っ
た
が
、
引
例
で
は
あ
え
て
統
一
せ
ず
、
原
典
の
字
の
ま
ま
で
引
用
し
て
い
る
の
で
、
ご
注

意
い
た
だ
き
た
い
。

一
、
織
機

｢

杼
軸｣

は
、
旧
時
で
は
ど
ん
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
。
古
典
語
彙
を
お
お
く
採
録
し
た

『

漢
語
大
詞
典』

に
よ
っ
て
、
ま

ず
そ
の
概
要
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
す
る
と

『

大
詞
典』

で
は
、

①
織
機

②
紡
織

(

↓
機
織
り

[

す
る])

③
女
子
紡
織
持
家
之
労

(

↓
婦
女

[

の
労])

④
工
商
之
事

(

↓
商
工
業)

⑤
詩
文
的
組
織
、
構
思

(

↓
詩
文
を
つ
く
る)

⑥
営
謀

(

↓
苦
心
す
る)

の
六
意
を
あ
げ
て
い
た

(

い
ず
れ
も
原
文
の
ま
ま
。
以
後
は

(
)

中
の
翻
訳
を
使
用
す
る)

。
こ
れ
以
外
に
、
⑦
と
し
て

｢

枢
要｣

(

猶
枢
要)

の
意
を
あ
げ
て
い
た
が
、
用
例
が
現
代
の
も
の
だ
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
略
し
た
。
古
典
で
の
意
味
と
し
て
は
、
こ
の
六
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意
だ
と
か
ん
が
え
て
よ
か
ろ
う
。
以
下
、『

大
詞
典』

の
引
例
等
を
吟
味
し
て
い
き
な
が
ら
、｢

杼
軸｣

の

[

六
朝
以
前
の]

意
味
を

確
認
し
て
ゆ
こ
う
。

ま
ず
①

｢

織
機
し
ょ
っ
き｣

が
元
来
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
意
は
、
典
拠
で
あ
る

『

詩
経』

小
雅
大
東
の

小
東
大
東
、
杼�

柚�

其
空
。

東
方
の
小
国
や
大
国
は
、
杼�

も
柚�

も
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

に
も
と
づ
く
も
の
だ
。
こ
の
大
東
の
詩
は
、
東
方
の
大
小
の
国
が
、[

周
に
よ
る]

賦
役
の
き
び
し
さ
を
嘆
じ
た
も
の
ら
し
い
。
二

句
目

｢

杼
柚
其
れ
空
し｣
と
は
、
賦
役
の
取
り
た
て
が
き
び
し
く
て
、
織
機
の
杼
や
柚
が
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
た
の
意
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え

｢

杼
柚｣

は
、
一
字
一
字
に
分
解
す
る
と
、
織
機
の
部
品
で
あ
る
ひ�

と
た�

て�

ま�

き�

を
さ
す
の
だ
が
、
二
字
の
聯
語
と
し
て
は
織

機
の
意
と
な
る
わ
け
だ
。
こ
れ
が

｢
杼
軸｣

の
も
と
の
意
味
で
あ
る
。『

大
詞
典』

が
引
例
と
し
て
し
め
す
揚
雄

『

法
言』

先
知
の
、

田
畝
荒
、
之
謂
�
。

杼�

軸�

空
、

田
畝
が
あ
れ
、
織�

機�

が
か
ら
に
な
る
。
こ
れ
を
い
や
な
も
の
と
い
う
。

は
、
そ
う
し
た
織
機
と
し
て
の
用
例
で
あ
る
。

つ
づ
く
②

｢

機は
た

織お

り

[

す
る]｣

は
、
①
の
延
長
上
に
発
生
し
た
意
味
だ
ろ
う
。
織
機
と
い
う
道
具
か
ら
、
機
織
り

[

す
る]

の

意
に
変
化
し
た
わ
け
だ
。『

大
詞
典』

は
②
の
用
例
と
し
て
、

[

淮
南
子
説
林]

清
�
之
美
、
始
於
耒
耜
、

黼
黻
之
美
、
在
於
杼�

軸�

。

酒
の
う
ま
さ
は
、
農
耕

[

に
よ
っ
て
穀
物
を
み
の
ら
す
こ
と]

に
依
拠
し
、
黼ふ

黻ふ
つ(

衣
服
の
ぬ
い
と
り
模
様)

の
美
は
、
機�
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織�

り�

に
も
と
づ
く
。

[

顏
延
之
為
織
女
贈
牽
牛
詩]

非
怨
杼�

軸�

労
、

但
念
芳
菲
歇
。

機�

織�

り�

が
い
や
な
の
で
は
な
い
。
た
だ
よ
き
香
り
が
き
え
る
の
が
心
配
な
の
だ
。

を
提
示
し
て
い
る
。『

大
詞
典』

に
よ
る
と
、
こ
の
二
例
は
女
功
と
し
て
の
機
織
り
で
は
な
く
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
労
働
と
し
て
の

機
織
り
仕
事
を
い
う
の
だ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
、
③

｢
婦
女

[

の
労]｣

は

｢

女
子
の
紡
織
し
家
を
持
す
る
労｣

な
の
で
、
つ
ま
り
は
女
功
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た

だ
そ
う
す
る
と
、
②｢

機
織
り[

す
る]｣

と
実
質
的
に
か
さ
な
っ
て
く
る
の
で(

機
織
り
は
女
功
の
ひ
と
つ)

、
こ
こ
で
は｢

婦
女｣

の
ほ
う
に
重
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、『

重
編
国
語
辞
典
修
訂
本』

(http://dict.revised.m
oe.edu.tw

/cbdic/

index.htm
l)

は

｢

杼
軸｣

の
意
味

[
の
ひ
と
つ]

と
し
て
、｢

旧
時
、
男
は
耕
し
女
は
織
る
。
因
り
て
杼
軸
を
以
て
妻
子
或
い
は

婦
女
を
代
称
せ
り｣

と
の
べ
、｢

妻
子
或
い
は
婦
女｣

と
い
う
項
を
た
て
て
い
る
。

こ
の
③

｢

婦
女

[

の
労]｣

の
用
例
と
し
て
、『
大
詞
典』

は
何
遜
書
簡
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
す
こ
し
問
題
が
あ
る

の
で

(

後
述)

、
こ
こ
で
は
私
が
み
つ
け
た
も
の
を
あ
げ
る
と
、

[

郭
祖
深
輿
�
詣
闕
上
封
事]

今

商
旅
転
繁
、

耕
夫
日
少
、

游
食
転
衆
、

杼�

軸�

日
空
。

い
ま
は
行
商
人
が
お
お
く
な
り
、
渡
世
人
が
ふ
え
る
い
っ
ぽ
う
で
す
。
農
耕
に
従
事
す
る
男
衆
は
日
に
す
く
な
く
な
り
、
機�

織�

り�

に�

は�

げ�

む�

婦�

女�

も
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
り
ま
し
た
。
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[

王
�
秋
夜]

愁
�
翠
羽
眉
、
長
門
絶
往
来
、
含
情
空
杼�

軸�

。

涙
満
横
波
目
。

愁
い
が
翠
羽
の
眉
に
か
か
り
、
涙
は
流
し
目
に
た
ま
っ
て
い
る
。
長
門
宮
に
往
来
す
る
ひ
と
も
い
ず
、
私
は
思
慕
を
い
だ
い

て
[

婦
女
の]

機�

織�

り�

仕
事
に
も
手
が
つ
か
な
い
。

な
ど
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う

(

郭
祖
深
と
王
�
は
、
と
も
に
梁
の
ひ
と)

。
は
じ
め
の
例
は
、｢

杼
軸｣

が

｢

耕
夫｣

(

農
耕
に
従
事

す
る
男
衆)

の
語
に
対
す
る
の
で
、｢

紡
織
し
家
を
持
し
て
い
る
婦
女｣

の
意
だ
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
あ
と
の
例
も
、｢

長
門｣

の

典
故

(

漢
武
帝
の
寵
愛
を
う
し
な
っ
た
陳
皇
后
の
故
事)

と
連
続
す
る
の
で
、｢

杼
軸｣

は

｢

婦
女

(

こ
こ
で
は
怨
女
だ
ろ
う)

の

機
織
り
仕
事｣

と
か
ん
が
え
て
よ
い
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
こ
の
二
例
は
婦
女

(

郭
祖
深)

や
婦
女
の
労
働

(

王
�)

を
さ
す
と
か

ん
が
え
て
よ
か
ろ
う

(

た
だ
②
と
③
と
は
、
意
味
的
に
か
さ
な
り
や
す
い
。
右
の
顔
延
之
の
詩
な
ど
は
③
の
意
で
も
よ
さ
そ
う
だ)

。

つ
づ
く
④
の

｢

商
工
業｣

は
、
婦
女
の
仕
事
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
は
な
れ
て
、
生
業
と
し
て
の
商
工
業
の
意
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た

用
例
と
し
て
は
、

[

劉
陶
改
鑄
大
銭
議]

良
苗
尽
于
蝗
螟
之
口
、

杼�

軸�

空
于
公
私
之
求
。

近
年
来
、
良
質
の
苗
は
蝗こ

う

螟め
い

に
く
い
あ
ら
さ
れ
、
紡�

織�

業�

も
公
私
に
よ
る
誅
求
で
壊
滅
し
て
し
ま
っ
た
。

[

河
東
民
為
元
淑
謡]

泰
州
河
東
、
杼�

柚�

代
舂
、
元
公
至
止
、
田
疇
始
理
。

泰
州
と
河
東
の
地
で
は
、
紡�

織�

業�

が
農
業
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
い
た
が
、
元
淑
公
が
こ
の
地
へ
や
っ
て
く
る
や
、
田
野
が
た

が
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

が
あ
げ
ら
れ
る

(

劉
陶
は
後
漢
、
元
淑
は
北
魏
の
ひ
と
。
後
者
は

『

大
詞
典』
の
引
例)

。
こ
の
二
例
中
の

｢

杼
柚｣

は
、｢

良
苗｣
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や

｢

舂｣
(

と
も
に
農
業
を
暗
示
す
る)

と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の

｢

杼
軸｣

は
、
農
業
と
こ
と
な
る
生
業
た
る
商

工
業

[

の
な
か
の
紡
織
業]

の
意
で
、
使
用
さ
れ
た
も
の
と
か
ん
が
え
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
、『

漢
語
大
詞
典』

が
呈
示
す
る
①
〜
④
の
意
に
つ
い
て
、
六
朝
ま
で
の
用
例
を
追
跡
し
、
こ
ま
か
く
吟
味
し
て
き
た
。『

詩

経』

の
①
織
機
の
意
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
②
機
織
り

[

す
る]

、
③
婦
女

[

の
労]

、
④
商
工
業
と
意
味
が
変
化
し
、
累
加
し
て
き
た

わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
語
義
の
変
遷
は
、[

た
と
え
ば

｢

労｣

字
に
お
け
る

〈

は
た
ら
く
↓
ほ
ね
を
お
る
↓
つ
か
れ
る〉

と
い
う

字
義
の
変
遷
な
ど
と
ど
う
よ
う]

自
然
な
派
生
や
引
伸
の
し
か
た
で
あ
っ
て
、
特
段
の
疑
問
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

二
、
詩
文
を
つ
く
る

と
こ
ろ
が
、
陸
機｢

文
賦｣

の
用
例
に
お
い
て
、
こ
の｢

杼
軸｣

の
語
は
お
お
き
な
変
化
を
こ
う
む
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、

⑤

｢

詩
文
を
つ
く
る｣

と
い
う
新
意
が
充
入
さ
れ
た
こ
と
だ
。｢

杼
軸｣

を
⑤
の
意
で
使
用
す
る
こ
と
は
、
以
前
の
織
機
や
婦
女

[

の
労]

か
ら
み
れ
ば
、
飛
躍
的
な
変
化
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
は

『

大
詞
典』

が
し
め
す
、｢

文
賦｣

の
用
例
を
み
て
お

こ
う
。必

所
擬
之
不
殊
、
乃
闇
合
乎
曩
篇
。
雖
杼�

軸�

於
予
懐
、
�
佗
人
之
我
先
。
苟
傷
廉
而
愆
義
、
亦
雖
愛
而
必
捐
。

構
想
が
斬
新
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
先
人
の
作
と
暗
合
し
て
し
ま
い
や
す
い
。
さ
れ
ば
、
自
分
の
胸
中
か
ら
つ�

く�

り�

だ�

し�

た�

も
の
で
あ
っ
て
も
、
他
人
が
さ
き
ん
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
気
に
か
け
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
か
り
に
も

[

他

人
の
作
に
似
て
し
ま
っ
て]

廉
潔
さ
を
き
ず
つ
け
、
道
義
を
や
ぶ
る
可
能
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
お
し
い
と
は
お
も
っ
て
も
、

そ
の
作
は
す
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
部
分
は
、
自
作
の
詩
文
が
他
人
の
作
と
相
似
し
て
し
ま
っ
た
と
き
の
、
対
処
方
法
に
つ
い
て
叙
し
た
部
分
で
あ
る
。
詩
文
を

つ
づ
り
お
え
た
あ
と
、
先
人
の
作
と
の
類
似
が
発
覚
し
た
と
き
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
そ
う
し
た
と
き
は
、
い
さ
ぎ
よ
く
自
分
の

作
を
ボ
ツ
に
し
て
し
ま
え

と
い
う
の
が
、
こ
の
部
分
の
趣
旨
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発
言
、
古
詩
の
模
擬
を
得
意
と
し
た
陸
機

の
詩
風
と
ど
う
か
か
わ
り
あ
う
の
か
、
ふ
し
ぎ
な
気
も
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
陸
機
ら
し
い
潔
癖
な
発
言
だ
と
い
え
よ
う
。

初
唐
の
李
善
は
、
こ
の
二
句

｢

雖
杼
軸
於
予
懐
、
�
佗
人
之
我
先｣

に
対
し
、

杼
軸
、
以
織
喩
也
。
雖
出�

自
己
情
、
懼
佗
人
先
己
也
。
毛
詩
曰
、
杼
軸
其
空
。

こ
こ
の

｢

杼
軸｣
と
い
う
の
は
、
機
織
り
で
創
作
を
た
と
え
た
も
の
で
あ
る
。[

こ
の
二
句
は]

詩
文
を
自
分
の
胸
中
か
ら

つ
く
り
だ
し
た
と
し
て
も
、
他
人
が
自
分
に
さ
き
ん
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
べ
き
だ[

の
意
で
あ
る]

。『

毛
詩』

に

｢

杼
や
柚
が
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
た｣

と
あ
る
。

と
注
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
李
善
は
、｢

杼
軸｣

で

｢

詩
文
を
つ
く
る｣

の
意
と
し
た
の
は
、
比
喩
的
表
現
な
の
だ
と
い
う
。

そ
し
て
原
文
の

｢

予
が
懐
い
よ
り
杼�

軸�

す�

と
雖
も｣

を

｢

自
己
の
情
よ
り
出�

ず�

る�

と
雖
も｣

と
い
い
か
え
、｢

杼
軸｣

を

｢

出｣
(

つ

く
り
だ
す
、
の
意)

字
に
お
き
か
え
て
い
る
。
つ
ま
り

｢

杼
軸｣

の
二
字
を
、｢[

織
機
り
し
て
布
を]

お�

り�

な�

す�

↓

[

自
分
の
胸

中
か
ら
詩
文
を]

つ�

く�

り�

だ�

す�｣

と
い
う
比
喩
的
表
現
だ
と
解
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
東
の

｢

杼
軸
其
空｣

(

杼
や
柚
が
か

ら
っ
ぽ
に
な
っ
た
、
の
意)

を
ひ
い
て
、
典
拠
を
明
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
李
善
は
、｢

杼｣
｢

柚｣

は
織
機
の
部
品

だ
っ
た
が
、
陸
機
は
そ
れ
を
比
喩
的
に
、｢

機
織
り
す
る

↓

[
布
を
お
り
な
す
よ
う
に]

詩
文
を
つ
く
る｣

と
転
じ
さ
せ
て
使
用

し
た

と
解
し
た
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
陸
機
の
創
意
工
夫

[

と
李
善
の
解
釈]

は
、
現
代
の
我
わ
れ
も
理
解
で
き
な
く
は
な
い
。
織
機
か
ら
布
を
お
り
な
す
こ

と
と
、
胸
中
か
ら
詩
文
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
と
は
、
具
体
と
抽
象
と
の
ち
が
い
こ
そ
あ
れ
、
似
て
い
な
く
も
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
こ
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そ
が
陸
機
の
独
創
だ
っ
た
と
い
わ
れ
れ
ば
、
そ
ん
な
気
も
し
な
い
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
や
は
り
機
織
り
と
詩
文
創
作
と
の
あ
い
だ
に
は
、
お
お
き
な
距
離
が
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い

く
ら
才
気
あ
ふ
れ
た
陸
機
で
あ
っ
て
も
、｢

機
織
り
す
る｣

の
意
を

｢

詩
文
を
つ
く
る｣

の
意
に
変
化
さ
せ
る
に
は
、[

比
喩
的
表
現

だ
っ
た
と
し
て
も]

そ
う
と
う
の
思
念
の
飛
躍
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
だ
。
い
っ
た
い
陸
機
は
な
ぜ
、
こ
ん
な
卓
抜
な
飛
躍
を
お
も
い

つ
い
た
の
だ
ろ
う
か

(

２)

。

そ
う
し
た
疑
問
を
も
ち
つ
つ
、
陸
機
以
前
の
文
献
を
み
わ
た
し
て
み
た
。
す
る
と
、
機
織
り
と
詩
文
創
作
を
関
連
さ
せ
る
こ
と
は
、

じ
つ
は

｢

文
賦｣

以
外
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
陸
機
と
同
時
期
の
文
献
か
ら
し
め
せ
ば
、

有
問
秀
才
、｢

呉
旧
姓
何
如｣

。
答
曰
、｢

…
…
陸
士
衡
士
龍
、
鴻
鵠
之
裴
回
、
懸
鼓
之
待
槌
。
凡
此
諸
君
…
…
以
談
論
為
英
華
、

以
忠
恕
為
珍
宝
、
著�

文�

章�

為�

錦�

��

、
蘊
五
経
為
�
帛｣

。

あ
る
ひ
と
が
秀
才

(

蔡
洪)
に
た
ず
ね
た
。｢

呉
の
名
族
に
は
ど
ん
な
人
物
が
お
り
ま
す
か｣

と
。
す
る
と
彼
は
こ
た
え
た
。

｢

…
…
陸
機
陸
雲
の
兄
弟
は
、
大
空
を
ま
う
鴻
鵠
、
ば
ち
を
ま
つ
太
鼓
で
す
。
彼
ら
は
み
な
…
…
談
論
を
名
誉
と
し
、
忠
恕

を
珍
宝
と
し
、
詩�

文�

を�

つ�

づ�

っ�

て�

は�

錦�

��

(
美�

麗�

な�

織�

物�)

を�

つ�

く�

り�

、
五
経
を
ま
な
ん
で
絹
織
物
を
つ
く
っ
て
い
ま
す｣

。

と
い
う
用
例
が
あ
る

(『

世
説
新
語』

賞
誉)

。
こ
れ
は
、
呉
の
逸
才
を
た
ず
ね
ら
れ
た
蔡
洪
が
、
陸
機
兄
弟
ら
の
名
を
あ
げ
つ
つ
、

そ
の
才
能
を
た
た
え
た
も
の
だ
。
そ
こ
で
蔡
洪
は
陸
機
ら
を
、｢

詩
文
を
つ
づ
っ
て
は
錦き
ん

�
し
ゅ
う(

美
麗
な
織
物)

を
つ
く｣

っ
て
い
る

と
称
賛
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も

｢

文
章｣

と

｢

錦
�｣

(

広
義
の

｢
機
織
り｣

に
ふ
く
ま
れ
る)

と
を
、
関
連
さ
せ
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
よ
う
。

こ
の
種
の
話
は
あ
ち
こ
ち
に
み
つ
か
る
が
、
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
う
ち
に
、
陸
機
の
時
代
か
ら
約
四
百
五
十
年
ま
え
、
前

漢
の
司
馬
相
如
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
こ
の
司
馬
相
如
は
周
知
の
よ
う
に
、
漢
代
、
い
や
歴
代
を
と
お
し
て
も
、
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屈
指
の
腕
前
を
ほ
こ
っ
た
賦
の
大
家
で
あ
る
。
そ
の
相
如
に
関
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
柄
が
つ
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

其
友
人
盛
覧
字
長
通
、
�
�
名
士
。
嘗
問
以
作
賦
。
相
如
曰
、｢

合
��

組�

以
成
文
、
列
錦�

��

而
為
質
。
一�

経�

一�

緯�

、
一
宮
一
商
。

此
賦
之
跡
也
。
賦
家
之
心
、
苞
括
宇
宙
、
総
覧
人
物
。
斯
乃
得
之
於
内
、
不
可
得
而
伝｣

。
覧
乃
作
合�

組�

歌
列�

錦�

賦
。

司
馬
相
如
の
友
人
の
盛
覧
、
あ
ざ
な
は
長
通
は
�

そ
う

�か

郡
の
名
士
だ
っ
た
。
彼
は
あ
る
と
き
、
司
馬
相
如
に
賦
の
作
り
か
た
を

た
ず
ね
た
。
す
る
と
相
如
は
い
っ
た
。｢

く�

み�

ひ�

も�

を
あ
わ
せ
て
模
様

(

文
飾)

を
つ
く
り
、
錦�

��

を
つ
ら
ね
て
生
地

(

内

容)

と
す
る
。
た�

て�

糸�

を�

と�

お�

せ�

ば�

、
つ�

ぎ�

は�

よ�

こ�

糸�

を�

と�

お�

す�

。
ま
た
あ
る
字
を
宮
の
音
に
す
れ
ば
、
つ
ぎ
は
商
の
音
と

す
る
。
こ
れ
が
賦
の
作
り
か
た
だ
よ
。
賦
家
の
精
神
は
、
宇
宙
を
つ
つ
み
こ
み
、
人
や
事
物
の
あ
り
よ
う
を
み
と
お
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
作
り
か
た
は
自
分
で
は
心
で
理
解
で
き
て
も
、
他
人
に
は
つ
た
え
に
く
い
も
の
だ｣

。
盛
覧
は
そ
こ

で

｢

合�

組�

歌｣

と

｢

列�

錦�

賦｣

を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
も
の
だ

(『

西
京
雑
記』

巻
二)
。
友
人
の
盛
覧
か
ら
賦
の
作
り
か
た
を
た
ず
ね
ら
れ
た
相
如
は
、｢

く
み
ひ
も
を
あ
わ
せ
て

模
様
を
つ
く
り
、
錦
�
を
つ
ら
ね
て
生
地
と
す
る
。
た
て
糸
を
と
お
せ
ば
、
つ
ぎ
は
よ
こ
糸
を
と
お
す
。
…
…
こ
れ
が
賦
の
作
り
か

た
だ
よ｣

と
か
た
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
機
織
り
と
詩
文
創
作
を
関
連
さ
せ
る
発
想
は
、
司
馬
相
如
の
こ
ろ
か
ら
存
在
し

て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る

(

相
如
の
発
言
を
き
い
た
盛
覧
は
、
合�

組�

歌
と
列�

錦�

賦
を
つ
く
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
も
機
織

り
と
創
作
の
関
係
を
暗
示
す
る
も
の
だ
ろ
う)

。

こ
の
話
柄
で
注
目
し
た
い
の
は
、｢

た
て
糸
を
と
お
せ
ば
、
つ
ぎ
は
よ
こ
糸
を
と
お
す｣

と
い
う
発
言
だ
ろ
う
。
糸
を
た
て
に
、

つ
ぎ
は
よ
こ
に
と
、
こ
も
ご
も
お
り
な
し
て
、
あ
ざ
や
か
な
模
様
の
布
地
を
お
り
あ
げ
て
ゆ
く
。
相
如
は
、
こ
う
し
た
ひ
と
織
り
ひ

と
織
り
の
積
み
か
さ
ね
を
、
一
字
ま
た
一
字
と
字
句
を
布
置
し
て
ゆ
く
賦
作
に
な
ぞ
ら
え
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
み
た

『

淮
南
子』

説
林
に
も
、｢

黼
黻
の
美
は
、
機
織
り
の
仕
事
に
も
と
づ
く｣

と
あ
っ
た
よ
う
に
、
機
織
り
と
創
作
と
の
あ
い
だ
に
は
、｢

辛
苦
し
て

118



美
を
つ
く
り
あ
げ
る｣

と
い
う
共
通
点
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
相
如
が
こ
の
両
者
を
関
連
づ
け
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
意

外
な
組
み
あ
わ
せ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
み
て
く
れ
ば
、｢

文
賦｣

に
お
け
る

｢

杼
軸
＝
詩
文
を
つ
く
る｣

の
用
法
に
は
、

そ
れ
な
り
の
前
史
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
話
を
の
せ
た

『

西
京
雑
記』

は
、
前
漢
の
劉
�
の
撰
と
さ
れ
た
り
、[

陸
機
と
同
時
代
の]

葛
洪
の
編
と
さ
れ
た
り
し
て
、

い
さ
さ
か
素
性
に
問
題
が
あ
る
書
物
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
右
の
司
馬
相
如
の
こ
と
ば
も
、
真
に
彼
が
か
た
っ
た
も
の
か
ど
う
か

不
安
が
な
い
で
は
な
い
。
た
だ
同
書
の
記
事
自
体
は
、
前
漢
の
長
安
周
辺
の
出
来
事
を
た
ん
ね
ん
に
収
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
す
べ

て
が
作
り
ば
な
し
だ
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
文
学
の
創
作
を
機
織
り
に
比
擬
し
が
ち
な
話
柄
と
し
て
な
ら
、
こ
の
話
は
信
用

し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。

三
、
苦
心
す
る

｢

文
賦｣

で
使
用
さ
れ
た
⑤

｢

詩
文
を
つ
く
る｣
意
の

｢

杼
軸｣

は
、
そ
れ
以
後
の
文
学
論
で
一
種
の
流
行
語
と
な
っ
た
よ
う
だ
。

六
朝
の
文
人
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
語
を
つ
か
っ
て
文
学
論
を
展
開
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
を
紹
介
し
よ
う
。

は
じ
め
は
沈
約
。
彼
は

『

宋
書』

巻
十
一
の

｢

志
序｣
に
お
い
て
、

毎
含
毫
握
簡
、
杼�

軸�

忘
�
、
終
亦
不
足
与

班
左
並
馳
、

董
南
斉
轡
。

い
つ
も
紙
筆
を
手
に
と
っ
て
い
て
、
文�

を�

つ�

づ�

ろ�

う�

と
し
て
は
食
事
も
わ
す
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
だ
。
そ
れ
で
も
、
け
っ
き
ょ

く
は
班
固
や
左
丘
明
と
な
ら
び
、
董
狐
や
南
史
と
お
な
じ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
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と
つ
づ
っ
て
い
る(『

大
詞
典』

も
ひ
く)

。
拙
著『

六
朝
文
評
価
の
研
究』

の
第
三
章
で
も
言
及
し
て
お
い
た
が
、
沈
約
は｢

文
賦｣

を
よ
く
研
究
し
て
い
た
よ
う
で
、
彼
の

『

宋
書』

の

｢

謝
霊
運
伝
論｣

で
も

｢

文
賦｣

の
語
彙
を
た
く
さ
ん
利
用
し
て
い
た
。
こ
こ

の

｢
志
序｣

中
の

｢

杼
軸｣

使
用
も
、
そ
う
し
た

｢

文
賦｣

研
究
の
成
果
だ
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

つ
ぎ
は
劉
�
の

『

文
心
雕
龍』

で
あ
る
。
二
箇
所
つ
か
っ
て
い
て
、
ま
ず
書
記
篇
に
、

観

史
遷
之
報
任
安
、
…
…
、
並

杼�

軸�

乎
尺
素
、

東
方
之
難
公
孫
、

抑
揚
乎
寸
心
。

司
馬
遷
の

｢
報
任
安
書｣

や
東
方
朔
の

｢

難
公
孫
弘
書｣

…
…
な
ど
を
み
る
と
、
い
ず
れ
も
尺
書
に
心�

情�

を�

か�

き�

つ�

ら�

ね�

、

胸
中
に
多
様
な
思
い
を
抑
揚
さ
せ
て
い
る
。

と
あ
る
。
こ
こ
の

｢

杼
軸
乎
尺
素｣
を
直
訳
す
る
と
、｢

一
寸
の
白
絹
の
う
え
に
文
辞

(

書
簡
の
内
容)

を
つ
づ
る｣

と
な
ろ
う
。

つ
ま
り

｢

詩
文
を
つ
づ
る｣

意
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
神
思
篇
で
、

視
布
於
麻
、
雖
云
未
貴
、
杼�

軸�

献
功
、
煥
然
乃
珍
。

麻
布
を
麻
糸
を
く
ら
べ
た
な
ら
、
麻
糸
は
高
価
と
は
い
え
ぬ
が
、
そ
れ
で
も
麻
糸
を
機
に
か
け
て
織�

り�

あ�

げ�

れ�

ば�

(

＝
詩
文

を
つ
く
れ
ば)

、
す
ば
ら
し
い
珍
奇
な
織
物

(
＝
詩
文)

と
な
る
だ
ろ
う
。

と
使
用
し
て
い
る
。
こ
こ
の｢

杼
軸｣

は
、
②｢

機
織
り[
す
る]｣

の
意
と
⑤｢

詩
文
を
つ
づ
る｣

の
意
と
を
掛
詞
ふ
う
に
つ
か
っ

て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
ゆ
え

｢

杼
軸
献
功｣

は
、｢

機
織
り
し
て
布
を
織
り
あ
げ
る｣

の
意
で
も
あ
る
し
、
ま
た

｢

詩
文
を
つ
づ
っ

て
完
成
さ
せ
る｣

の
意
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
な
か
な
か
こ
っ
た
表
現
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

つ
い
で
な
が
ら
、
劉
�
の
恩
師
と
い
う
べ
き
、
僧
祐
の
文
章
も
あ
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
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[

続
撰
失
訳
雑
経
録]

祐
所
以

杼�

軸�

於
尋
訪
、

崎
嶇
於
纂
録
也
。

そ
こ
で
わ
た
く
し
僧
祐
は
、
調
査
し
た
結
果
を
文�

章�

に�

ま�

と�

め�

、
集
録
し
た
経
典
を
考
究
し
ま
し
た
。

と
い
う
も
の
だ

(

こ
れ
も
劉
�
の
代
作
か
も
し
れ
な
い)

。
こ
こ
で
も
、
や
は
り

｢

杼
軸｣

は

｢

詩
文
を
つ
く
る｣

の
意
で
使
用
さ

れ
て
い
る
。

つ
づ
い
て
は
、
梁
の
蕭
兄
弟
の
用
例
。
ま
ず
兄
の
蕭
統
は

｢

同
泰
僧
正
講
詩｣

序
に
お
い
て
、

余
自
法
席
既
闌
、
便
思
和
寂
。

杼�

軸�

二
年
、

濡
翰
両
器
。

余
は
法
席
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
寂
滅
楽
に
和
し
た
詩
を
つ
く
ろ
う
と
お
も
っ
て
い
た
。
か
く
し
て
想�

を�

ね�

る�

こ�

と�

二
年
、
筆
に
二
瓶
も
の
墨
汁
を
し
め
ら
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
つ
か
っ
て
い
る
。
お
な
じ
く
弟
の
蕭
綱
は

｢
登
城｣

詩
に
お
い
て
、

日
影
半
東
簷
、
靖
念
空
杼�

柚�

。

小
堂
倦
縹
書
。

華
池
厭
修
竹
。

陽
差
し
が
東
の
軒
に
半
分
ほ
ど
か
か
っ
て
き
た
が
、
い
く
ら
思
い
を
こ
ら
し
て
も
詩�

文�

が�

つ�

く�

れ�

な
い
。
小
部
屋
で
の
読
書

に
も
あ
き
、
池
端
で
修
竹
を
み
る
の
も
い
や
に
な
っ
た
。

と
、
や
は
り

｢

杼
軸｣

を
詩
文
を
つ
づ
る
の
意
で
使
用
し
て
い
る
。

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
蕭
統
は

｢

杼
軸｣

を
⑤

｢

詩
文
を
つ
づ
る｣
だ
け
で
な
く
、
よ
り
一
般
的
な
⑥

｢

苦
心
す
る｣

の
意

で
も
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
詩
文
を
つ
づ
る
の
は
、
創
作
に

｢
苦
心
す
る｣

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
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で
、｢

詩
文
を
つ
づ
る｣

か
ら

｢

苦
心
す
る｣

意
へ
の
引
申
は
、
自
然
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
蕭
統
は
そ
う
し
た
⑥
の
意
の

｢

杼
軸｣

も
、
彼
の
文
章
で
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

｢

与
何
胤
書｣

に
、

但
経
途
千
里
、
眇
焉
莫
因
。
何
嘗
不

夢
姑
胥
而
鬱
陶
、
心
往
形
留
、
於
茲
有
年
載
矣
。

想
具
区
而
杼�

柚�

。

千
里
も
は
な
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
会
い
で
き
る
機
会
も
あ
り
ま
せ
ん
。[

貴
兄
の
お
住
ま
い
の]

姑
胥
山
を
夢
み
て
は
心

が
鬱
々
と
な
ら
ぬ
こ
と
な
く
、
ま
た
具
区
の
沢
を
想
起
し
て
は

[

お
会
い
す
べ
く]

苦�

心�

し�

て�

き�

た�

の
で
す
。
で
も

[

お
会

い
し
た
い
と]
心
は
は
や
っ
て
も
、
身
体
は
移
動
で
き
ぬ
ま
ま
、
今
日
ま
で
何
年
も
た
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
こ
の

｢

杼
軸｣

は
、
対
偶
中
で

｢

鬱
陶｣

(

欝
々
と
す
る
、
の
意)

の
語
と
対
応
し
て
い
る
の
に
注
意
し

よ
う
。
す
る
と
、｢

詩
文
を
つ
づ
る｣

の
意
で
は
な
く
、｢

あ
れ
こ
れ

[

お
会
い
す
る
方
法
を]

か
ん
が
え
る

↓

[

お
会
い
す
べ

く]

苦
心
す
る｣

の
意
だ
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
こ
の
⑥
の
意
は
一
見
す
る
と
、
②

｢
機
織
り
す
る｣

の
意
か
ら

[｢

文
賦｣

に
お
け
る
⑤
の
意
を
へ
ず
に]

、
直
接
に

｢

心

中
で
こ
も
ご
も
織
り
な
す｣

の
意
に
転
じ
、
そ
し
て
⑥

｢

苦
心
す
る｣

へ
変
化
し
て
き
た
の
だ
と
お
も
わ
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し

｢

苦
心
す
る｣

の
意
の
用
例
は
、｢

文
賦｣

よ
り
お
く
れ
て
出
現
す
る
の
で
、｢

機
織
り
す
る

↓

心
中
で
こ
も
ご
も
織
り
な
す

↓

苦
心
す
る｣

と
い
う
順
序
で
な
く
、｢

機
織
り
す
る

↓

詩
文
を
つ
く
る

↓

[

詩
文
だ
け
で
な
く
、
他
の
方
面
で
も]

苦
心
す
る｣

と
い
う
経
過
を
た
ど
っ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
⑥
の
意
も
、｢

文
賦｣

に
由
来
す
る
も
の
と
か
ん
が

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
⑥

｢

苦
心
す
る｣

意
の
用
例
を
、
二
例
ほ
ど
提
示
し
て
お
こ
う
。
一
例
目
は
斉
の
謝
�｢

酬
徳
賦｣

中
の
、
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意
�
�
以
杼�

柚�

、

魂
営
営
而
馳
鶩
。

気
が
あ
せ
っ
て
は
あ�

れ�

こ�

れ�

思�

い�

を�

め�

ぐ�

ら�

し�

、
わ
が
魂
も
落
ち
つ
か
ず
と
び
だ
さ
ん
ば
か
り
で
す
。

と
い
う
用
例
で
あ
る
。
こ
の
二
句
は
、
自
分
の
気
分
が
動
揺
し
て
や
ま
な
い
こ
と
を
叙
し
た
も
の
だ
。
こ
こ
の

｢

杼
柚｣

は
、
織
機

の
杼
と
軸
と
が
回
転
し
て
や
ま
ぬ
よ
う
に
、
私
の
心
も
あ
れ
や
こ
れ
や
思
い
を
め
ぐ
ら
し
つ
づ
け
て
い
る
、
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
ろ
う
。

二
例
目
は
や
は
り
斉
の
王
倹

｢

高
帝
哀
策
文｣

で
あ
る
。
そ
こ
で
斉
高
帝
の
仁
徳
ぶ
り
を
た
た
え
て
、

乃
眷
斯
民
、
昧
旦
杼�

軸�

、
興
文
偃
武
、
�
禹
旧
服
。

[

高
帝
さ
ま
は]

民
衆
の
ほ
う
を
ふ
り
か
え
り
、
早
朝
か
ら
あ�

れ�

こ�

れ�

心�

配�

し�

、
文
事
を
さ
か
ん
に
し
武
事
を
ひ
か
え
て
、

禹
王
の
領
土
を
継
承
し
よ
う
と
さ
れ
ま
し
た
。

と
つ
づ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
高
帝
さ
ま
が
民
衆
の
こ
と
を

｢

あ
れ
こ
れ
心
配
さ
れ
る｣

と
い
う
意
で
、｢

杼
軸｣

の
語
を
使
用

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
六
朝
後
期
の

｢
杼
軸｣

に
は
、[

詩
文
を
つ
づ
る
苦
心
さ
と
は
こ
と
な
る
、
一
般
的
な
意
の]

⑥

｢

苦
心

す
る｣

と
い
う
新
意
が
充
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
う
つ
ろ

さ
て
、『

詩
経』

小
雅
大
東
に
由
来
す
る

｢

杼
軸｣

に
つ
い
て
、『
漢
語
大
詞
典』

に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
そ
の
六
つ
の
意
味
を
吟

味
し
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、｢

杼
軸｣

は
も
と
は
織
機
の
部
品
の
意
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
や
が
て
、
①

｢

織

機｣

を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
②

｢

機
織
り

[

す
る]｣

の
意
に
引
申
し
て
き
た
。
さ
ら
に
③

｢

婦
女

[

の
労]｣

や
④

｢

商
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工
業｣

の
意
も
生
じ
て
き
た
が
、
こ
こ
ら
あ
た
り
ま
で
は
、
典
拠
で
の
用
法
に
ち
か
く
、
派
生
の
道
す
じ
も
わ
か
り
や
す
い
も
の
だ
っ

た
。
と
こ
ろ
が

｢

文
賦｣

以
降
、
⑤

｢

詩
文
を
つ
く
る｣

や
⑥

｢

苦
心
す
る｣

の
意
が
う
ま
れ
て
き
、
こ
れ
ら
は
典
拠
か
ら
そ
う
と

う
飛
躍
し
た
意
味
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
種
の
、
こ
と
ば
自
体
は
旧
来
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
新
意
が
充
入
さ
れ
た
語
は
、
六
朝
文
学
で
は
す
く
な
く
な
い
。
当
時
の

文
人
た
ち
は
、
そ
う
し
た
新
意
の
充
入
を
了
解
し
た
う
え
で
、
当
該
の
語
句
や
詩
文
を
読
解
し
て
い
た

(

ま
た
、
自
分
も
そ
う
し
た

語
を
使
用
し
て
い
た)

の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば

｢

杼
軸｣

の
①
〜
④
の
意
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
ほ
ど
お
お
き
な
誤

解
は
生
じ
な
か
っ
た
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
⑤
や
⑥
と
も
な
る
と
、[

意
味
的
飛
躍
が
お
お
き
い
の
で]

そ
う
と
う
難
解

に
う
つ
っ
た
は
ず
で
、
当
時
の
人
び
と
を
困
惑
さ
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
初
唐
の
李
善
が
、｢

杼
軸
は
織
を
以
て
喩
え
し
な
り｣

云
々
と
注
を
ほ
ど
こ
し
た
の
も
、
そ
れ
が
難
解
な
表
現
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で｢

杼
軸｣

の
語
に
は
、
当
時
の
読
者
を
困
惑
さ
せ
た
と
お
も
わ
れ
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
難
解
な
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

｢

う
つ
ろ｣

や

｢

か
ら
っ
ぽ｣

の
意
味
だ
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
意
を
も
っ
た
用
例
は
、
六
朝
の
詩
文
に
た
く
さ
ん
存
在
し
て

い
る
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
か
、
各
種
の
漢
語
辞
典
は
も
と
よ
り
、
古
典
語
彙
を
た
く
さ
ん
採
取
し
た

『

漢
語
大
詞
典』

に
も
、
立
項

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
代
表
的
な
用
例
が
、
何
遜
の

｢

為
衡
山
侯
与
婦
書｣
中
の
も
の
だ

(

こ
の
用
例
は
、
日
本
で
は
後
掲
の
岡
村
繁
氏
の
御
論
に

よ
っ
て
、
ひ
ろ
く
し
ら
れ
て
い
る)

。
何
遜
の
こ
の
作
は
、
標
題
に
も
あ
る
よ
う
に
、
何
遜
が
衡
山
侯
こ
と
蕭
恭
の
た
め
に
、
そ
の

妻

(

正
妻
か
ど
う
か
は
不
明)

へ
の
書
簡
を
代
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
他
人
の
妻
へ
の
、
書
簡
の
代
作

(

し
か
も
そ
の
夫
の

た
め
に)

な
の
だ
。
し
か
も
そ
の
内
容
た
る
や
、[

夫
か
ら
妻
へ
の]
あ
つ
い
恋
情
を
か
た
っ
た
も
の
で
、
恋
文
と
し
か
い
い
よ
う

の
な
い
代
物
な
の
で
あ
る
。
他
人
の
妻
へ
の
恋
文
を
、
そ
の
夫
の
た
め
に
代
作
す
る
こ
と
な
ど
、
ふ
つ
う
の
感
覚
で
は
あ
り
え
な
い
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だ
ろ
う
。
だ
が
当
時
は
そ
う
し
た
奇
妙
な
恋
文
代
作
が
、
遊
戯
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
何
遜
の
代
作
書
簡
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
、

あ
な
た

(

蕭
恭
の
妻)

は
洛
水
や
陽
台
の
神
女
に
も
ま
け
ぬ
ほ
ど
う
つ
く
し
い
。
寝
室
の
と
ば
り
の
ま
え
で
ほ
ほ
え
ん
で
い
た

そ
の
笑
顔
は
、
い
ま
も
私

(

蕭
恭)

の
心
の
な
か
に
や
き
つ
い
て
い
る
。
私
は
ず
っ
と
、
そ
ん
な
あ
な
た
の
面
影
を
お
っ
か
け

て
い
た
の
で
、
す
っ
か
り
く
た
び
れ
て
し
ま
っ
た
。
か
く
し
て
私
の
あ
つ
き
思
い
は
、
夜
ど
お
し
も
え
つ
づ
け
、
朝
ま
で
や
む

こ
と
は
な
か
っ
た
。
あ
な
た
は
す
ぐ
傍
に
い
る
は
ず
な
の
に
、
そ
の
可
憐
な
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
私
の
心
は
ま
さ
に
、

一
日
あ
わ
ね
ば
三
秋
の
ご
と
し
だ
よ
。
い
ま
こ
の
手
紙
で
私
の
思
い
を
の
べ
て
み
た
が
、
こ
れ
し
き
で
は
と
う
て
い
の
べ
つ
く

せ
な
い
ほ
ど
だ
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
何
遜
は
、
こ
う
し
た
綿
々
と
し
た
恋
情
を

[

夫
に
代
わ
っ
て
他
人
の
妻
に]

叙
し
た
あ
と
、
そ
の
書
簡
を
つ

ぎ
の
よ
う
に
む
す
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
、｢

杼
軸｣

の
語
を
使
用
し
た
、

遅
枉
瓊
瑤
、
慰
其
杼
軸
。

と
い
う
二
句
な
の
で
あ
る
。

こ
の
結
び
二
句
は
、
六
朝
美
文
の
精
緻
な
技
巧
を
凝
縮
し
た
、
ま
さ
に
雕
虫
篆
刻

(

褒
辞
で
も
貶
辞
で
も
可)

の
表
現
だ
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
。
二
句
と
も
解
釈
困
難
だ
が
、
な
か
で
も
後
句
の

｢

杼
軸｣

の
解
釈
が
む
つ
か
し
い
。
私
は
、
こ
こ
の

｢

杼
軸｣

は

[

右
で
の
べ
た
よ
う
に]

、｢

う
つ
ろ｣

｢

か
ら
っ
ぽ｣

の
意
で
解
し
て
よ
い
と
お
も
う
が

(

後
述)

、
研
究
者
の
あ
い
だ
に
は
、
な
お

い
ろ
ん
な
議
論
が
あ
っ
て
、
現
在
で
も
ま
だ
定
説
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
そ
こ
で
以
下
、｢

杼
軸｣

の
解
釈
を
中
心
に
、

こ
の
結
び
二
句
の
読
解
を
か
ん
が
え
て
み
よ
う
。

ま
ず

｢

杼
軸｣

に
ふ
れ
る
ま
え
に
、
前
句
中
の

｢

瓊け
い

瑤よ
う｣

の
語
を
解
説
し
て
お
こ
う
。
こ
の

｢

瓊
瑤｣

も
難
解
で
は
あ
る
が
、
こ
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の
語
に
対
し
て
は
、
ど
の
研
究
者
も
お
な
じ
解
釈
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
語
は

『

詩
経』

衛
風
木
瓜
の

｢

投
我
以
木
瓜
、

報
之
以
瓊�

��｣
(

あ
の
娘
は
私
に
木
瓜
を
な
げ
て
く
れ
た
。
私
は
宝
石
を
お
返
し
し
よ
う
、
の
意)

を
ふ
ま
え
た
も
の
で
、
ほ
ん
ら

い
は
宝
石
の
意
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
何
遜
は
ヒ
ネ
っ
た
典
故
利
用
を
お
こ
な
っ
て
、｢

瓊
瑤｣

を
宝
石
の
意
で
な
く
、

直
前
の

｢
報
之｣

二
字
、
つ
ま
り

｢

お
返
し
す
る

↓

返
書｣

の
意
で
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

｢

瓊
瑤｣

は
、

｢

返
書｣

の
意
に
な
る
。
こ
う
し
た
ヒ
ネ
っ
た
典
故
利
用
を
し
た
こ
と
ば
を
、
現
代
の
研
究
者
は
断
語
と
称
し
た
り
し
て
い
る
が
、

こ
の

｢

瓊
瑤｣
は
ま
さ
に
そ
れ
に
相
当
す
る
わ
け
だ

(

断
語
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
虎
雄

『

駢
文
史
序
説』

〈

研
文
出
版〉

一
六
一
〜
一
六
八
頁
を
参
照)

。

だ
が
、｢

遅
枉
瓊
瑤
、
慰
其
杼
軸｣

二
句
で
む
つ
か
し
い
の
は
、
こ
の

｢

瓊
瑤｣

だ
け
で
は
な
い
。
ほ
か
に
も
、
前
句
の

｢

遅｣

を
ど
う
解
釈
す
る
の
か
。｢

枉｣
は
だ
れ
が

｢

ま
げ
て
…
…
す
る｣

の
か
。
後
句
の

｢

慰｣

と
は
、
だ
れ
が
な
に
を
な
ぐ
さ
め
る
の

か
。
そ
し
て
本
稿
が
注
目
す
る

｢

杼
軸｣
を
ど
う
解
す
る
の
か

な
ど
も
至
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
代
の
研
究
者
た
ち
の

理
解
の
し
か
た
も
さ
ま
ざ
ま
だ
。
以
下
、
私
の
目
に
ふ
れ
た
二
句
の
解
釈
を
、
刊
行
が
は
や
い
順
に
提
示
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
六
通
り
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、

一�[

中
国
文
化
叢
書
４
岡
村
繁
駢
文]

遅ま

つ
瓊
瑤
を
枉ま

げ
て
、
其
の
杼
軸
を
も
慰
め
ん
こ
と
を
。

私
は
待
ち
遠
し
い
、
そ
な
た
が
返
書
を
よ
こ
し
て
く
れ
て
、
私
ば
か
り
か
、
そ
な
た
の
今
の
う
つ
ろ
な
気
持
を
も
慰
め
て
く

れ
る
の
が
…
…
。

＊[

私
と
あ
な
た
の]

う
つ
ろ

[

な
気
持]

二�[

張
仁
青
歴
代
駢
文
選]

瓊
瑤
を
枉
げ
、
其
の
杼
軸
を
慰
む
る
を
遅
つ
。

私
は
、
あ
な
た(

妻)

が
ま
げ
て
返
書
を
く
れ
、
私
の[

あ
れ
こ
れ
思
い
な
や
む]

苦
衷
を
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
る
こ
と
を
ま
っ
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て
い
る
。

＊
⑥
の
意
。[

私
の
あ
れ
こ
れ
思
い
な
や
む]

苦
衷

三�[

韋
鳳
娟
魏
晋
南
北
朝
諸
家
散
文
選]

瓊
瑤
を
枉
ぐ
る
を
遅
つ
。
其
の
杼
軸
を
慰
め
ん
。

あ
な
た

(

妻)

が
ま
げ
て
私
に
返
書
を
お
く
っ
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
。
そ
し
て
こ
の
私
の
手
紙
が
あ
な
た
を
な
ぐ
さ
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。

＊
③
の
意
。
あ
な
た

(

妻)

四�[

曹
明
綱
六
朝
文
�
訳
注]

瓊
瑤
を
枉
ぐ
る
を
遅
く
す
れ
ど
も
、
其
の
杼
軸
を
慰
め
ん
。

あ
な
た

(

妻)

か
ら
の
返
書
が
た
と
え
お
そ
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
私
の
こ
の
苦
衷
を
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

＊
⑥
の
意
。[

私
の
あ
れ
こ
れ
思
い
な
や
む]

苦
衷

五�[

史
海
陽
李
竹
君
六
朝
文
�
訳
注]

遅
れ
て
瓊
瑤
を
枉
ぐ
る
も
、
其
の
杼
軸
を
慰
め
ん
。

ず
い
ぶ
ん
お
そ
く
あ
な
た

(

妻)
に
返
書
を
お
く
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
あ
な
た
の
う
つ
ろ
な
心
を
な
ぐ
さ
め
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
な
あ
。

＊[

あ
な
た
の]

う
つ
ろ

[

な
心]

六�[

李
伯
斉
何
遜
集
校
注]

瓊
瑤
を
枉
ぐ
る
を
遅
て
ば
、
其
の
杼
軸
を
慰
め
ん
と
す
。

あ
な
た

(

妻)

が
私
の
返
書
を
ま
っ
て
い
る
の
で
、[
こ
の
手
紙
を
か
い
て]

あ
な
た
を
な
ぐ
さ
め
た
い
と
お
も
う
。

＊
③
の
意
。
あ
な
た

(

妻)

と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
六
通
り
の
訳
文
は
、
当
該
の
書
の
解
説
に
依
拠
し
な
が
ら
、
私
が
日
本
語
に
な
お
し
た
も
の
で
あ
る

(

書
き

下
し
文
は
、
該
書
の
解
説
に
応
じ
て
私
が
つ
く
っ
た
も
の

〈

た
だ
し
一�
は
訳
文
も
書
き
下
し
文
も
、
と
も
に
岡
村
氏
自
身
の
も
の〉

。
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ま
た
＊
は
、
当
該
用
例
に
お
け
る

｢

杼
軸｣

の
意
味
で
あ
る)

。

さ
て
こ
の
六
通
り
の
訳
文
、
ま
ず
は

｢

杼
軸｣

の
解
釈
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。｢

杼
軸｣

の
解
釈
に
つ
い
て

は
、
お
お
き
く
い
え
ば
三
通
り
に
わ
け
ら
れ
そ
う
だ
。
ま
ず
右
の
う
ち
二�
と
四�
と
は
、
多
少
は
訳
語
が
ち
が
っ
て
い
る
が
、
お
お
き

く
い
え
ば
⑥

｢

苦
心
す
る｣

の
意
に
該
当
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
張
仁
青
氏
は
二�
の

｢

杼
軸｣

対
し
て
、｢

思
念
の
深
き
こ
と
、
杼
軸

の
旋せ

ん

転て
ん

し
て
停と
ど

ま
ら
ざ
る
如
き
有
る
を
言
う｣

と
解
説
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
れ
こ
れ
思
念
す
る
と
い
う
解
釈
だ
か
ら
、
⑥
の
意

に
解
し
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
。

い
っ
ぽ
う
三�
と
六�
は
、
と
も
に

｢

あ
な
た｣

と
解
し
て
い
る
。
こ
こ
の

｢

あ
な
た｣

と
は
、
書
簡
を
お
く
る
相
手
を
さ
し
、
つ
ま

り
は
蕭
恭
の
妻
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と

｢

杼
軸｣

の
語
は
、
③

｢

婦
女｣

の
意
で
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

問
題
な
の
は
、
一�
と
五�
の

｢
う
つ
ろ｣
(

漢
字
を
あ
て
れ
ば

｢

空
ろ｣

｢

虚
ろ｣)

の
意
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
し
た
意
味
に
な
る
の

か
。
岡
村
氏
お
よ
び
史
海
陽
・
李
竹
君
の
両
氏
ら
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
語
は

『

詩
経』

小
雅
大

東
の

｢

杼�

軸�

其
空｣

(

杼
も
柚
も
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
の
意)

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で

も
さ
き
の

｢

瓊
瑤｣

と
お
な
じ
く
、
典
拠
の
文
章
を
ヒ
ネ
っ
て
利
用
し
て
い
て
、｢

杼
軸｣

を
織
機
の
部
品
で
な
く
、
そ
の
直
後
の

｢

空｣
(

う
つ
ろ
、
か
ら
っ
ぽ)

の
意
で
使
用
し
て
い
る
の
だ

と
。

以
上
の
三
通
り
が
、
現
代
の
研
究
者
の

｢

杼
軸｣

解
釈
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た

｢

杼
軸｣

の
解
釈
も
ふ
ま
え
て
、｢

遅
枉
瓊

瑤
、
慰
其
杼
軸｣

二
句
の
訳
文
と
し
て
は
、
ど
れ
が
適
切
か
を
か
ん
が
え
て
み
よ
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
右
の
う
ち
で
は
一�
の
岡
村

訳
が
、
も
っ
と
も
妥
当
な
解
釈
を
し
て
い
る
よ
う
だ

(

た
だ
し
、
一
部
修
正
を
要
す
る
。
後
述)

。｢

杼
軸｣

(

う
つ
ろ)

の
解
釈
は

も
ち
ろ
ん
、
二
句
全
体
の
文
脈
把
握
に
お
い
て
も
、
岡
村
訳
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る

(

３)

。

ま
ず

｢

杼
軸｣

理
解
に
つ
い
て
は
、
同
種
の

｢

杼
軸
＝
う
つ
ろ｣

の
用
例
を
補
填
し
、
私
な
り
に
こ
の
解
釈
を
ア
シ
ス
ト
し
て
み
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よ
う
。
す
る
と
、
た
と
え
ば
呉
の
賀
邵
は

｢

諫
呉
主
皓
疏｣

に
お
い
て
、

百
姓
罹
杼�

軸�

之
困
、

老
幼
飢
寒
、

黎
民
罷
無
已
之
求
、

家
戸
菜
色
。

世
人
は
物�

資�

の�

払�

底�

に
く
る
し
み
、
民
衆
は
や
む
な
き
請
求
に
疲
弊
し
て
い
ま
す
。
老
幼
と
も
飢
寒
に
お
び
え
、
ど
の
家
も

あ
お
い
顔
つ
き
の
者
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

と
か
た
っ
て
い
る
。
こ
こ
の

｢

杼
軸｣

は

｢

物
資
が
払
底
す
る｣

、
つ
ま
り
う
つ
ろ
に
な
る
の
意
で
あ
る
。
お
な
じ
く
、
晋
の
劉
弘

は

｢

請
詔
東
海
王
等
罷
兵
表｣

に
お
い
て
、

今

辺
陲
無
備
豫
之
儲
、

中
華
有
杼�

軸�

之
困
。

い
ま
辺
地
で
は
蓄
え
が
な
く
な
り
、
京
師
で
も
物�

資�

が�

払�

底�

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

と
つ
づ
っ
て
い
る
。
こ
こ
の

｢

杼
軸｣

も
、
右
と
お
な
じ
く

｢

物
資
が
払
底
す
る

[

＝
う
つ
ろ]｣

の
意
味
だ
ろ
う
。
詩
や
賦
ジ
ャ

ン
ル
な
ど
の

[

特
殊
な]

文
学
作
品
で
な
く
、
表
疏
と
い
う
通
常
の
政
治
的
文
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
意
味
や
用

法
が
か
な
り
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る

(
そ
の
意
味
で
は
、『

漢
語
大
詞
典』

は

｢

杼
軸｣

の
語
釈
の
な
か
に
、｢

⑦

う
つ
ろ｣

の
項
を
く
わ
え
る
べ
き
で
あ
っ
た)

。
何
遜
は
過
去
の
こ
う
し
た
用
法
を
模
し
て
、
こ
の
代
作
書
簡
で

｢

う
つ
ろ｣

の
意

の

｢

杼
軸｣

を
使
用
し
た
の
だ
ろ
う

(

４)

。

そ
の
他
、｢

遅｣
(

待
ち
遠
し
い)

や

｢

枉｣
(

よ
こ
し
て
く
れ
て)
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
岡
村
訳
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
る
よ
う
で

あ
る
。
ど
う
し
て
か
と
い
え
ば
、
こ
の
二
句
は
書
簡
の
結
び
の
部
分
だ
が
、
六
朝
の
書
簡
で
は
い
っ
ぱ
ん
に
、
末
尾
に

｢

返
事
を
く

だ
さ
い
。
ま
っ
て
い
ま
す
よ｣

と
い
う
文
言
を
布
置
す
る
こ
と
が
お
お
い
か
ら
だ
。
岡
村
訳
は
、｢

遅｣

や

｢

枉｣

の
解
釈
が
ま
さ
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に
そ
う
し
た
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
当
時
の
書
簡
の
結
び
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。

当
時
の
書
簡
末
尾
の
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
蕭
統
の
作
と
さ
れ
る

｢

十
二
月
啓｣

を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
作
は
、
一
年
十
二
か
月

の
時
候
に
応
じ
て
、
そ
の
月
に
ふ
さ
わ
し
い
風
流
韻
事
を
も
り
こ
ん
だ
書
簡
の
模
範
文
例
集
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
中
呂
四
月
の
末

尾
を
み
て
み
れ
ば
、

今
因
去
雁
、
如
遇
回
鱗
、
希�

垂�

玉�

翰�

。

聊
寄
芻
蕘
。

い
ま
、
こ
の
地
を
旅
だ
つ
雁
に
託
し
て
、
小
生
の
想
い
を
つ
た
え
ま
す
。
も
し
よ
き
便
が
あ
れ
ば
、
玉�

翰�

を�

た�

ま�

わ�

れ�

ば�

さ�

い�

わ�

い�

で�

す�

。

と
あ
り
、
ま
た
�
賓
五
月
の
末
尾
に
も
、

聊
申
弊
札
、
佇�

覩�

芳�

詞�

、
希
垂
愈
疾
。

以
代
労
人
。

つ
ま
ら
ぬ
手
紙
を
つ
づ
っ
て
、
な
や
め
る
小
生
の
か
わ
り
と
い
た
し
ま
す
。
あ�

な�

た�

の�

ご�

返�

事�

を�

お�

ま�

ち�

も�

う�

し�

あ�

げ�

、
そ

れ
に
よ
っ
て
病
が
い
え
る
の
を
ね
が
っ
て
お
り
ま
す
。

と
あ
る
。
四
月
の
末
二
句
を
て
い
ね
い
に
訳
す
と
、｢

も
し
回
遊
す
る
魚
に
で
あ
え
ば
、[

そ
れ
に
託
し
て
私
に]

玉
翰
を
た
ま
わ
れ

ば
さ
い
わ
い
で
す｣

と
な
り
、
五
月
の
末
二
句
を
直
訳
す
る
と

｢
じ
っ
と
た
た
ず
ん
で
あ
な
た
の
ご
返
事
を
お
ま
ち
し
、[

そ
の
ご

返
事
を
拝
読
し
、
元
気
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て]

私
の
病
が
い
え
る
の
を
ね
が
っ
て
お
り
ま
す｣

と
な
る
。
表
現
は
こ
と
な
っ
て
い

る
が
、
い
ず
れ
も
相
手
の
返
事
を
ま
つ
と
の
べ
て
い
る
の
が
わ
か
ろ
う

(

５)
。

も
ち
ろ
ん
一
年
十
二
か
月
の
文
例
の
末
尾
す
べ
て
が
、
こ
う
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ん
と
い
っ
て
も
書
簡

130



文
に
は
、
書
き
か
た
に
個
人
差
が
あ
る
も
の
だ
か
ら
だ
。
た
だ
そ
う
だ
と
し
て
も
、
書
簡
末
尾
の
文
言
と
し
て
、
相
手
の
返
事
を
ま

つ
と
い
う
こ
と
ば
は
、
た
し
か
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
ろ
う

(

じ
っ
さ
い
、
そ
う
し
た
末
尾
を
も
っ
た
六
朝
書
簡
は
お
お
い)

。
と

く
に
右
の
三�
五�
六�
の
ご
と
き
、｢

私
の
手
紙
が
あ
な
た
を
な
ぐ
さ
め
る｣

と
い
う
結
び
よ
り
は
、
ず
っ
と
適
切
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
の
点
、
岡
村
訳
は
ま
さ
に

｢

相
手
の
返
事
を
ま
つ｣

と
い
う
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
美
文
書
簡
の
結
び
と
し
て
適
切
な
文
言
だ
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
み
て
き
た
と
き
、
私
は
一
か
所
だ
け
、
岡
村
訳
に
異
議
を
と
な
え
た
い
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
句

の

｢

其｣

字
の
解
釈
だ
。
こ
の
字
を
ふ
く
む

｢

遅
枉
瓊
瑤
、
慰
其
杼
軸｣

二
句
を
、
岡
村
氏
は

｢

私
は
待
ち
遠
し
い
、
そ
な
た
が
返

書
を
よ
こ
し
て
く
れ
て
、
私
ば�

か�

り�

か�

、
そ�

な�

た�

の�

今�

の
う
つ
ろ
な
気
持
ち
も
慰
め
て
く
れ
る
の
が
…
…｣

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
の
傍
点
部
分

(｢

其｣

の
訳)
が
、
す
こ
し
具
合
が
わ
る
い
よ
う
だ
。
岡
村
氏
は
お
そ
ら
く
、｢

其｣

を
代
名
詞
や
連
体
詞
ふ
う
に

解
し
、｢〈

其
の〉

と
は
だ
れ
か｣

と
お
考
え
に
な
っ
て
こ
う
訳
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
の

｢

其｣

は
、
口
調
を
と
と
の
え

る

(

＝
四
字
句
に
す
る)

た
め
の
埋
草
と
し
て
布
置
さ
れ
た
も
の
で
、
べ
つ
に
特
段
の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
氏
の
訳
文
の

｢

…
…
ば
か
り
か
、
そ
な
た
の
今｣

は
不
要
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
右
の
傍
点
部
分
は
な
く
も
が
な
で
あ

り
、｢

私
は
待
ち
遠
し
い
、
そ
な
た
が
返
書
を
よ
こ
し
て
く
れ
て
、
私
の
う
つ
ろ
な
気
持
を
慰
め
て
く
れ
る
の
が
…
…｣

と
訂
正
す

べ
き
だ
と
お
も
う
の
で
あ
る
。

五
、｢

杼
軸｣

余
録

以
上
、｢

杼
軸｣

の
六
朝
期
の
用
例
を
吟
味
し
て
、
語
義
変
遷
の
過
程
を
追
跡
し
て
き
た
。
ほ
ん
ら
い
は
織
機
の
部
品
の
意
に
す
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ぎ
な
か
っ
た

｢

杼
軸｣

の
語
が
、
六
朝
期
に
お
い
て
は
多
様
な
意
味
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
お
も
う
。

こ
の

｢

杼
軸｣

に
か
ぎ
ら
ず
、
六
朝
に
は
、
こ
の
種
の
新
意
充
入
の
語
が
た
く
さ
ん
存
在
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
新
意
は

そ
の
後
、
ど
ん
な
運
命
を
た
ど
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
後
代
に
も
使
用
が
継
承
さ
れ
て
ゆ
け
ば
、
辞
書
に
も
そ
の
意
が
掲
載

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
使
用
さ
れ
な
け
れ
ば
、
一
時
の
例
外
的
用
法
と
し
て
軽
視
さ
れ
、
や
が
て
わ
す
れ
さ
ら
れ
て
い
っ
た

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
で
は
、
ど
う
し
た
新
意
が
継
承
さ
れ
、
ど
う
し
た
新
意
が
わ
す
れ
ら
れ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
の
量
や

パ
ー
セ
ン
ト
は
、
ど
れ
く
ら
い
だ
っ
た
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問
に
対
し
、
菲
才
の
私
な
ど
が
明
確
な
回
答
を
で
き
る
は
ず
も
な
い
。

た
だ
無
責
任
な
推
測
を
い
っ
て
お
け
ば
、
お
そ
ら
く
大
多
数
の
新
意
は
、
後
代
に
継
続
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
軽
視
さ
れ
、

わ
す
れ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う

(

注
１
の
吉
川
論
文
も
参
照)

。
そ
う
か
ん
が
え
れ
ば
、
現
代
の

『

漢
語
大
詞
典』

に
七
つ
の

意
味
を
の
せ
て
も
ら
い
、
ま
た
小
型
辞
典
に
も

｢

文
章
を
組
み
立
て
る｣

意
が
掲
載
さ
れ
た

｢

杼
軸｣

は
、
新
意
を
充
入
さ
れ
た
語

と
し
て
は
、
む
し
ろ
例
外
的
に
幸
運
な
こ
と
ば
だ
っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

こ
う
し
た
六
朝
に
お
け
る
新
意
、
な
か
で
も

｢

杼
軸｣

の
意
味
を
吟
味
し
て
き
た
過
程
で
、
私
が
気
づ
い
た
り
確
認
で
き
た
り
し

た
こ
と
が
、
い
く
つ
か
あ
る
。
本
稿
の
趣
旨
と
は
す
こ
し
ず
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
最
後
に
そ
れ
を
札
記
ふ
う
に
か
き
つ
け
て
、
こ

の
稿
を
お
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
に
、｢

杼
軸｣

の
語
に
⑥

｢

詩
文
を
つ
く
る｣

と
い
う
新
意
を
充
入
し
た
陸
機
の
着
想
に
、
あ
ら
た
め
て
感
服
さ
せ
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
だ
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
前
漢
の
司
馬
相
如
や

『
淮
南
子』

の
用
例
を
み
る
と
、
当
時
か
ら
機
織
り
と
創
作
と
を
リ
ン

ク
さ
せ
る
発
想
じ
た
い
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、
だ
れ
で
も

｢

杼
軸｣

の
語
に
、｢

詩
文
を
つ
く
る｣

の
意
を
充
入
す

る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
じ
っ
さ
い
に
そ
れ
を
お
こ
な
っ
た
者
は
、
陸
機
以
前
に
は
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
陸
機
の
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
だ
。
な
ん
で
も
そ
う
な
の
だ
が
、
こ
れ
も
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
な
の
で
あ
っ
て
、
最
初
に
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発
案
し
、
そ
れ
を
実
行
に
う
つ
せ
る
ひ
と
こ
そ
、
真
の
天
才
な
の
で
あ
る
。
陸
機
は
、
ま
さ
に
卵
の
尻
を
つ
ぶ
し
て
卵
を
た
て
た
最

初
の
ひ
と
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
義
は
た
か
く
評
価
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

陸
機
は

｢

文
賦｣

中
で
し
ば
し
ば
、
こ
れ
以
外
に
も
卓
抜
な
新
意
を
充
入
し
て
い
る
。
有
名
な
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、｢

警
策｣

の

語
も
そ
の
ひ
と
つ
。
こ
の
語
は
、
陸
機
以
前
で
は

｢

馬
の
ム
チ｣

の
意
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
陸
機
が

｢

文
賦｣

で
、

｢

立
片
言
而
居
要
、
乃
一
篇
之
警�

策�｣
(

ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
ば
を
関
鍵
の
場
所
に
布
置
す
れ
ば
、
そ
れ
が
一
篇
の
主
題
を
い
か
す
語

と
な
る
、
の
意)
と
使
用
す
る
や
、
こ
の
平
凡
な
語
は
、
た
ち
ま
ち
文
学
的
な

｢

主
題
を
ひ
き
た
た
せ
る
重
要
な
語｣

と
い
う
意
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
後
世
の
文
学
批
評
の
分
野
で
は
、
し
ら
ぬ
も
の
な
き
重
要
タ
ー
ム
に
変
身
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

拙
著

『

六
朝
文
評
価
の
研
究』
第
二
章
で
も
指
摘
し
た
が
、
陸
機
は
と
く
に
比
喩
表
現
を
得
意
と
し
て
お
り
、
そ
の
卓
抜
な
比
喩
表

現
か
ら
発
生
し
た
新
語
や
新
意
の
か
ず
か
ず
は
、
お
お
く
が
後
世
ま
で
つ
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
陸
機
ら
六
朝
文
人
の
新
意
充
入
に
は
、
あ
そ
び
ふ
う
な
動
機
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『

詩
経』

大
東
の

｢

杼
柚
其
れ
空
し｣

句
に
ひ
っ
か
け
て
、｢
杼
軸｣

に

｢

詩
文
を
つ
く
る｣

や

｢

う
つ
ろ｣

の
意
を
も
た
せ
た
の
は
、
真
摯
な
修
辞
意

図
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
が
、
同
時
に
あ
そ
び
ふ
う
気
分
も
存
し
て
い
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、｢

う
つ
ろ｣

の
意
の

｢

杼
軸｣

、
日
本
語
の
な
か
に
同
種
の
も
の
を
さ
が
し
た
な
ら
、
さ
し
ず
め
、
薩さ
つ

摩ま
の

守か
み

の
語
を
た

だ
の
り

(

無
銭
乗
車)

の
意
で
使
用
す
る
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
薩
摩
守
と
は
平
安
末
期
の
武
将
、
平
た
い
ら
の

忠た
だ

度の
り

の
こ
と
を
い
う
。
彼

は
薩
摩
守
の
官
に
つ
い
た
か
ら
、
薩
摩
守
平
忠
度

(

さ
つ
ま
の
か
み

た
い
ら
の
た�

だ�

の�

り�)

と
よ
ば
れ
た
。
と
こ
ろ
が
後
世
の
人

び
と
は
そ
の
呼
称
に
ひ
っ
か
け
て
、｢

薩
摩
守｣

の
語
を
た
だ
の
り
の
意
で
使
用
し
た
の
だ
っ
た

(

６)

。
い
わ
ば
日
本
版
の
断
語

(

近
世

以
後
の
口
語
系
の
漢
語
で
は

｢

歇
後
語｣

と
も
称
す
る)

だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
、｢

詩
文
を
つ
く
る｣

意
の

｢

杼
軸｣

に
つ
い
て
は
、
私
は
、｢
文
賦｣

の

｢

雖
杼
軸
於
予
懐
、
�
佗
人
之
我
先｣

二
句
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を
は
じ
め
て
よ
ん
だ
と
き
の
、
陸
機
の
友
人

(

詩
文
の
仲
間)

の
顔
つ
き
を
想
像
し
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
陸
機
か
ら
、
完
成
し

た
ば
か
り
の

｢

文
賦｣

草
稿
を
手
わ
た
さ
れ
た
そ
の
友
人
は
、｢

雖
杼
軸
於
予
懐｣

句
ま
で
よ
み
す
す
ん
だ
と
き
、
エ
ッ
と
ふ
し
ぎ

そ
う
な
声
を
発
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
首
を
ひ
ね
り
つ
つ
そ
の
前
後
の
文
章
を
、
し
ば
ら
く
よ
み
か
え
し
て
い
た
に
ち
が
い

な
い
。
や
が
て
あ
る
瞬
間
、
彼
は
と
つ
ぜ
ん

｢

そ
う
か｣

と
ひ
と
り
ご
ち
、
そ
ば
に
い
た
陸
機
の
ほ
う
に
ニ
ヤ
ッ
と
ほ
ほ
え
み
か
け

た
。
す
る
と
、
陸
機
も
お
も
わ
ず
表
情
を
く
ず
し
、｢

そ
う
だ
よ
、
そ
う
い
う
意
味
だ
よ｣

と
い
う
ふ
う
に
、
そ
の
友
人
に
む
け
て

そ
っ
と
う
な
ず
い
て
み
せ
た

。
お
も
う
に
、
こ
う
し
た
場
面
が
、
陸
機
の
周
辺
で
何
度
か
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り

こ
の

｢

杼
軸｣

の
新
意
は
、
そ
う
し
た
な
ぞ
な
ぞ
、
い
や
も
う
す
こ
し
高
級
な
言
い
か
た
を
す
れ
ば
、
言
語
遊
戯
ふ
う
な
効
能
も
有

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

か
く
六
朝
期
の
文
人
た
ち
は
、｢
杼
軸｣

の
語
に
対
し
、
陸
機
は

｢

詩
文
を
つ
く
る｣

の
意
を
も
た
せ
、
何
遜
は

｢

う
つ
ろ｣

の

意
で
使
用
し
た
。
こ
う
し
た
ひ
ね
っ
た
典
故
利
用
の
奥
に
は
、
真�

摯
な
修
辞
意
図
と
遊
戯�

的
な
精
神
と
を
融
合
さ
せ
た
、
い
わ
ば
真�

戯�

融
合

(

私
の
造
語)

の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
か
ん
が
え
る
の
で
あ
る

(

７)

。

第
三
に
、
語
彙
の
典
拠
と
作
者
の
思
想
と
の
問
題
で
あ
る
。｢

杼
軸｣

を
例
に
あ
げ
れ
ば
、
こ
の
語
は

『

詩
経』

に
典
拠
を
も
っ

て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
も
っ
て
、｢

陸
機
＝
儒
者｣

だ
と
主
張
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
だ
。
と
い

う
の
は
、
研
究
者
の
な
か
に
は
、
と
き
ど
き
語
句
の
典
拠
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
語
句
の
典
拠
と
そ
の
ひ
と
の
思
想
を
短
絡
し
て
し

ま
う
傾
向
が
、
存
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

陸
機
は
杼
軸
の
語
を
つ
か
っ
て
い
る

←

杼
軸
は

『

詩
経』

(

儒
家
経
典)

が
典
拠
だ
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←

陸
機
は
儒
者
に
ち
が
い
な
い

と
い
う
ふ
う
に
。

こ
と
ば
の
出
典
か
ら
作
者
の
思
想
傾
向
を
さ
ぐ
っ
て
い
く
の
は
、
べ
つ
に
わ
る
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
一
篇
中
に『

老
子』

か
ら
の
語
彙
が
多
用
さ
れ
て
お
れ
ば
、
そ
の
作
が

『

老
子』

の
影
響
下
に
あ
る
と
か
ん
が
え
る
の
は
と
う
ぜ
ん
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ

れ
も
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
に
機
械
的
に
か
ん
が
え
て
は
な
ら
な
い
。
よ
く
み
る
と
批
判
的
に
引
用
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
し
、
数
量
は
す
く
な
く
て
も
重
視
す
べ
き
典
拠
が
、
ほ
か
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
お
い
外
国
の
人
び
と
が
、
日

本
の
歳
末
に

｢

ク
リ
ス
マ
ス
お
め
で
と
う｣

の
こ
と
ば
が
あ
ふ
れ
て
い
る
の
を
み
て
、｢

日
本
に
は
キ
リ
ス
ト
教
信
者
が
お
お
い
に

ち
が
い
な
い｣

と
断
じ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
六
朝
の
文
人
た
ち
は
、｢

経
書
由
来
の
語
彙
を
つ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
儒
者
に
ち
が
い
な
い｣

と
断
じ
ら
れ
る

ほ
ど
、
単
純
な
人
び
と
で
は
な
い
。
当
時
は
、
三
教(

儒
道
仏)

を
兼
修
す
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
り
、
特
定
の
教
え
に
こ
り
か
た
ま
っ

て
い
た
文
人
は
、
む
し
ろ
す
く
な
い
と
か
ん
が
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
斉
の
孔
稚
珪
な
ど
は
、『

南
史』

本
伝
に
よ
る
と
、
日
中
は
廟

堂
で
経
世
に
尽
力
し
な
が
ら

(

儒
教
ふ
う)

、
夜
に
自
宅
に
か
え
る
や
、｢

風
韻
清
疏
に
し
て
、
文
詠
を
好
み
、
酒
を
飲
む
こ
と
七
八

斗｣

で

｢

世
務
を
楽
し
ま
ず｣

だ
っ
た

(

道
家
ふ
う)
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
昼
と
夜
と
で
、
思
想
が
ち
が
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
さ
え

め
ず
ら
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

く
わ
え
て
、
彼
ら
は
三
教
由
来
の
語
彙
を
、
思
想
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
で
な
く
、
文
章
の
か
ざ
り
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
も
す
く

な
く
な
か
っ
た
。『

老
子』

の
語
彙
を
つ
か
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
作
者
が
道
家
思
想
に
耽
溺
し
て
い
る
の
で
な
く
、[

修
辞
的

意
図
に
よ
っ
て]

文
章
の
か
ざ
り
と
し
て
使
用
し
た
だ
け
、
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
え
る
の
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
、『

文
心
雕
龍』

の
作
者
劉
�
は
、
儒
仏
の
思
想
を
兼
修
し
た
人
物
と
し
て
名
だ
か
い
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
代
表
作
た

る
『

文
心
雕
龍』

序
志
篇
の
賛
で
は
、

生
也
有
涯
、
無
涯
惟
智
。

逐
物
実
難
、

傲
岸
泉
石
、

憑
性
良
易
。

咀
嚼
文
義
。

生
は
有
限
な
の
で
、
い
く
ら
人
知
を
つ
く
し
て
も
、
き
わ
め
つ
く
す
こ
と
は
で
き
ぬ
。[

か
く
人
知
で]

こ
の
世
の
事
物
を
追

究
す
る
の
は
、
ま
こ
と
に
困
難
で
あ
る
が
、
お
の
が
性
情
に
依
拠
し
て
追
究
す
る
の
は
、
わ
り
と
簡
単
だ
。
そ
こ
で
私
は
山
水

の
な
か
に
悠
々
と
隠
棲
し
て
、
文
学
の
本
質
を
か
み
し
め
て
み
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
、[

儒
で
も
仏
で
も
な
い]

道
家
ふ
う
字
句
を
つ
づ
っ
て
い
る
。
と
く
に
初
二
句
は
、『

荘
子』

養
生
主
の

｢

吾
生�

也�

有�

涯�

、

而
知�

也
無�

涯�

。
以
有
涯
随
無
涯
殆
已｣
(

わ
が
生
は
限
り
が
あ
る
が
、
し
る
こ
と
に
は
限
り
が
な
い
。
有
限
の
生
に
よ
っ
て
、
無
限

の
こ
の
世
の
事
物
を
し
ろ
う
と
し
て
も
、
つ
か
れ
て
し
ま
う
だ
け
だ
、
の
意)

を
ふ
ま
え
、
人
間
の
さ
か
し
ら
な

｢

知｣

を
批
判
し

た
も
の
だ
。
ま
た
五
句
目
で
も

｢

傲
岸
泉
石｣

(

山
水
の
な
か
に
悠
々
と
隠
棲
し
て
、
の
意)

と
つ
づ
っ
て
、
山
水
へ
の
隠
棲
を
示

唆
す
る
な
ど
、
全
体
的
に
道
家
思
想
へ
の
つ
よ
い
傾
斜
を
み
せ
て
い
る
。

し
か
し
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
、
劉
�
は
そ
の
生
涯
を
と
お
し
て
、
山
水
に
隠
棲
し
た
こ
と
な
ど
一
度
も
な
か
っ
た
。
寺
院
に
す
ん

で
仏
典
を
読
誦
し

(

最
晩
年
は
出
家
し
た)

、
ま
た
仕
官
し
て
昭
明
太
子
に
つ
か
え
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
道
教
ふ
う
な
隠

遁
生
活
と
は
、
ま
っ
た
く
無
縁
の
一
生
を
お
く
っ
た
人
物
だ
っ
た
。
そ
の
彼
が
こ
の
賛
で
は
、
な
ぜ
か
道
家
ふ
う
な
発
言
を
お
こ
な
っ

て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
文
章
こ
そ
、
道
家
由
来
の
語
彙
を
、
思
想
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
で
な
く
、
文
章
の
か
ざ
り
と
し
て
利
用
し

た
事
例
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う

(

８)

。
六
朝
の
詩
文
に
は
、
こ
う
し
た
か
ざ
り
と
し
て
の
典
故
利
用
も
お
お
い
の
で
、
研
究
を
こ
こ
ろ
ざ

す
者
は
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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注(
１)

六
朝
に
お
け
る
新
語
や
新
意
充
入
の
語
に
つ
い
て
は
、
吉
川
幸
次
郎

｢

六
朝
文
学
史
研
究
へ
の
提
議
一
則｣

(

全
集
第
二
五
巻

初
出
は
一

九
七
六)

を
参
照
。

(

２)
陸
機
が

｢

文
賦｣

を
つ
づ
る
さ
い
、｢

杼
軸｣

の
使
用
を
お
も
い
つ
い
た
理
由
と
し
て
、
前
後
の
文
脈
と
の
関
連
も
あ
っ
た
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
こ
の

｢

雖
杼
軸
於
予
懐
、
�
佗
人
之
我
先｣

二
句
の
直
前
に
、

或
藻
思
綺�

合�

、
清
麗
千
眠
。
炳
若
縟�

��

、
悽
若
繁
絃
。
必
所
擬
之
不
殊
、
…
…

あ
ざ
や
か
な
発
想
が
あ�

や�

ぎ�

ぬ�

の
よ
う
に
お
り
な
し
、
清
麗
な
表
現
が
ひ
か
り
か
が
や
く
。
行
文
の
輝
き
は
絢
爛
た
る
錦�

��

の
ご
と
く

で
、
そ
の
悽
愴
な
響
き
は
琴
糸
が
か
な
で
る
楽
音
の
よ
う
。
そ
れ
で
も
構
想
が
斬
新
で
な
け
れ
ば
、
…
…

と
い
う
字
句
が
布
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も

｢

綺
合｣

｢

縟
�｣

な
ど
、
機
織
り
関
連
の
語
彙
を
使
用
し
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
つ
ま

り

｢

文
賦｣

で
は
、
二
句
以
前
か
ら
創
作
と
機
織
り
と
を
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
お
り
、
そ
う
し
た
経
緯
も
あ
っ
て
、
二
句
中
に

｢

杼
軸｣

の
語

を
つ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

(

３)

岡
村
訳
の
刊
行
は
、
一�
〜
六�
の
な
か
で
は
、
も
っ
と
も
は
や
い
一
九
六
七
年
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
は
や
い
岡
村
訳
が
、[

私
見
に
よ
れ
ば
だ

が]

も
っ
と
も
適
切
な
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
人
と
し
て
ほ
こ
っ
て
よ
い
こ
と
だ
と
お
も
う
。
ち
な
み
に
、｢

瓊
瑤｣

や

｢

杼
軸｣

の
ご
と
き
断
語
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
虎
雄

『

駢
文
史
序
説』

や
孫
徳
謙

『

六
朝
麗
指』

が
く
わ
し
い
解
説
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
の

で
、
岡
村
氏
は
そ
う
し
た
書
物
に
依
拠
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
六
七
年
当
時
で
は
、
日
中
と
も
あ
ま
り
し
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
。

(

４)

賀
邵
や
劉
弘
の
表
疏
で
は

｢

杼
軸
之
困｣

と
つ
づ
っ
て
い
る
が
、
何
遜
書
簡
で
は

｢

慰
其
杼
軸｣

と
し
、｢

之
困｣

二
字
を
け
ず
っ
て
い
る
。

｢

杼
軸
之
困｣

と
あ
っ
た
な
ら
ば
、｢

杼
軸
＝
物
資
が
払
底
す
る｣
の
意
を
推
測
す
る
の
は
簡
単
だ
が
、｢

之
困｣

を
け
ず
る
と
、
そ
う
と
う
困

難
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
何
遜
書
簡
の
二
句
の
表
現
は
、
当
時
の
文
人
に
も
難
解
に
う
つ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(

５)
｢

十
二
月
啓｣

は
梁
の
昭
明
太
子
こ
と
蕭
統
の
作
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
作
者
推
定
に
は
疑
問
が
お
お
い
。
紀
�『

四
庫
全
書
総
目
提
要』

巻

一
三
七
で
は
、
じ
っ
さ
い
の
作
者
は
趙
宋
の
文
人
だ
っ
た
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
だ
が
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
作
が
六
朝
の
書
簡
文
例
集
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と
し
て
有
用
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

六
朝
書
簡
文
の
書
式
に
つ
い
て
―
昭
明
太
子
十
二
月
啓
を
中
心
に
―｣

(
｢

中
国
詩
文
論
叢｣

第
八
集

一
九
八
九)

を
参
照
。
ま
た
本
文
の

｢

十
二
月
啓｣

の
翻
訳
は
、
拙
稿

｢

十
二
月
啓
訳
注
―
六
朝
書
簡
論
―｣

(｢

中
京
大
学
文
学
部

紀
要｣

第
四
三
―
一
号

二
〇
〇
八)

の
も
の
に
よ
っ
た
。

(

６)
各
種
の
辞
書
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
狂
言

『

薩
摩
守』

に
、
渡
し
舟
に
の
っ
て

｢

平
家
の
公
達
、
薩
摩
守
忠
度｣

と
い
っ
て
、
舟
賃
を
ふ
み
た

お
そ
う
と
す
る
僧
が
登
場
し
て
い
る
と
い
う
。
と
い
う
こ
と
は
、｢

薩
摩
守
＝
た
だ
の
り｣

の
シ
ャ
レ
は
、
か
な
り
ふ
る
く
か
ら
ひ
ろ
ま
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

(

７)

六
朝
に
お
け
る
真
戯
融
合
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『

六
朝
の
遊
戯
文
学』

第
十
四
章
を
参
照
。

(

８)

劉
�
が

『

文
心
雕
龍』
序
志
篇
の
賛
で
、
道
家
ふ
う
典
故
を
使
用
し
た
こ
と
の
意
図
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『

六
朝
文
評
価
の
研
究』

第
四
章

で
く
わ
し
く
論
じ
て
お
い
た
。
関
心
の
あ
る
か
た
は
、
同
書
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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