
は
じ
め
に

中
国
と
日
本
に
お
け
る

｢

鹿｣

の
描
か
れ
方
は
大
き
く
異
な
る
。
具

体
的
に
は
、
中
国
の
文
学
で
は
、
鹿
は
、
主
君
が
臣
下
を
も
て
な
す
君

臣
関
係
や
、
天
子
の
威
厳
を
示
す
政
治
・
権
力
関
連
で
描
か
れ
る
こ
と

が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
日
本
の
文
学
、
特
に
和
歌
に
お
い
て
は
、

鹿
は
、
妻
を
恋
う
と
い
う
描
か
れ
方
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

こ
の
両
国
の
鹿
の
描
か
れ
方
は
異
な
っ
て
お
り
、
従
来
は
、
和
歌
に
見

ら
れ
る
鹿
の
妻
恋
は
、
日
本
独
自
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
上
代
の
日
本
の
妻つ

ま

恋ご
い

の
鹿
は
、
本
当
に
日
本
独
自
の
も
の

で
、
中
国
か
ら
の
影
響
は
一
切
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
こ
れ
に
疑

問
を
持
っ
た
。
そ
こ
で
、
中
国
の

『

文
選』

と
日
本
の

『

万
葉
集』

に

登
場
す
る

｢

鹿｣

の
用
例
を
調
査
し
、
そ
の
影
響
関
係
の
有
無
を
検
討

し
て
い
き
た
い
と
思
う
。『

文
選』

と

『

万
葉
集』

を
取
り
上
げ
た
の

は
、
共
に
、
古
い
時
代
の
詩
文
を
集
め
た
代
表
的
な
文
学
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
、
研
究
史

従
来
の
研
究
で
は
、『

万
葉
集』

に
お
け
る

｢

鹿｣

の
描
か
れ
方
、

及
び
そ
れ
と
中
国
文
学
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
論
じ

ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
を
い
く
つ
か
時
代
順
に
列
挙
し
、

検
討
し
て
み
よ
う
。
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｢

鹿
鳴｣

の
日
中
比
較

『

万
葉
集』

と

『

文
選』

を
中
心
に

佐
久
間

有

美
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・
岡
崎
義
惠

｢

萬
葉
集
に
現
れ
た
季
節｣

(『
古
代
日
本
の
文
藝』

弘
文
堂
書
房

一
九
四
三
年)

｢
鹿
鳴｣

は
詩
経
に
も
見
え
、
志
那
趣
味
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

又
日
本
固
有
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
日
本
で
は
鹿
の
声
は
妻

恋
う
も
の
と
感
じ
ら
れ
、
萩
は
鹿
の
妻
と
考
え
ら
れ
、
歌
人
の
情

を
動
か
し
て
い
る
事
が
多
い
。(

旧
か
な
・
旧
字
は
現
行
の
も
の

に
改
め
た)

・
吉
村
誠

｢『

万
葉
集』

鹿
鳴
歌

『
今
夜
は
鳴
か
ず
い
寝
に
け
ら
し
も』

の
一
解
釈｣

(『

群
馬
県
立
女
子
大
学

国
文
学
研
究』
創
刊
号

群
馬
県
立
女

子
大
学
国
語
国
文
学
会

一
九
八
一
年)

…
…
大
半
が
妻
問
い
に
鳴
く
鹿
と
し
て
、
鹿
鳴
は

『
万
葉
集』

中

に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
、
し
か
も
漢
詩
文
の
影
響
で
も
な
く
、
日
本
固
有
の
と

ら
え
方
で
あ
ろ
う
。
莫
大
な
中
国
の
典
籍
を
博
捜
せ
ず
に
早
急
に

結
論
を
出
す
こ
と
は
、
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
万
葉
に
特

に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
六
朝
時
代
の
詩
文
に
お
い

て
、
鹿
鳴
が
妻
問
い
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。

・
中
西
進

｢

雄
略
御
製
の
伝
誦｣

(『

万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究

(

上)』

講
談
社

一
九
九
五
年
・

初
出

『

萬
葉』

萬
葉
学
会
編
輯
委
員
会

四
二
号

一
九
六
二
年)

巻
十
の
分
類
は

｢

詠
鹿
鳴｣

と
あ
っ
て
、
単
に

｢

詠
鹿｣

と
か

｢

詠
鳴
鹿｣

と
か
で
は
な
い
。
こ
の
用
語
は
勿
論
詩
経
の
語
で
、

懐
風
藻
に
も
見
ら
れ
、
既
に
十
分
浸
透
し
て
い
た
知
識
で
あ
っ
た

が
、
編
者
の
一
括
し
て
収
め
る
意
図
に
は
、
十
分
詩
経
の
連
想
が

あ
っ
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
家
持
の
題
詞
に
も

｢

鹿
鳴

歌｣
(

８
一
六
〇
二
・
一
六
〇
三)

と
な
っ
て
現
わ
れ
、
編
纂
な

り
分
類
な
り
の
態
度
と
し
て
は
中
国
的
趣
味
性
を
除
く
事
は
不
可

能
で
あ
ろ
う
。

・
馬
駿

｢

漢
籍
と
の
比
較
か
ら
見
た

『

鹿
鳴』

の
歌

そ
の
巻
頭
性

と
表
現
性
を
中
心
に

｣

(『

国
語
国
文
研
究』

一
〇
五
号

北
海
道
大
学
国
語
国
文
学
会

一
九
九
七
年)

｢

鹿
鳴｣

＝
妻
恋
と
い
う
発
想
は
管
見
の
限
り
で
は
漢
土
に
は
な

い
ら
し
い
。
…
…

｢

鹿
鳴｣

＝
妻
恋
と
い
う
発
想
は
、
上
代
日
本

人
が
独
自
に
持
つ
に
至
っ
た
も
の
で
、
そ
の
生
成
は
自
然
界
へ
の

観
察
や
農
耕
生
活
の
体
験
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
導
か
れ
た
も
の

と
見
て
然
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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・
井
上
さ
や
か

｢

景
物
と
し
て
の
�
鳴
く
鹿
�

詠
物
歌
と
物
色
の

倭
製

｣

(『
万
葉
古
代
学
研
究
所
年
報』

四
号

奈
良
県
万
葉
文
化
振
興
財

団
万
葉
古
代
学
研
究
所

二
〇
〇
六
年)

�
鳴
く
鹿
�
に
つ
い
て
も

『

詩
経』

の
鹿
鳴
詩
に
お
い
て
、
鹿
が

鳴
く
様
が
友
を
呼
ぶ
こ
と
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
、

影
響
を
受
け
た
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
影
響
下
に

あ
り
な
が
ら
も
、
万
葉
集
中
で
は
、
独
自
の
�
鳴
く
鹿
�
の
概
念

に
基
づ
く
表
現
の
類
型
が
形
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
…
…
万
葉

集
の
後
期
に
お
い
て
、
�
鳴
く
鹿
�
の
詠
題
化
と
擬
人
化
を
伴
う

類
型
化
が
み
ら
れ
た
。
そ
こ
に
、｢

鹿
鳴｣
の
語
彙
と
詠
物
の
発

想
と
い
う
中
国
文
学
の
影
響
は
窺
え
る
が
、
ひ
じ
ょ
う
に
限
定
さ

れ
た
範
囲
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

・
郭
穎
、
倪
晨

｢

和
歌
に
お
け
る
鹿
の
鳴
き
声
に
つ
い
て

『
万
葉

集』
『

新
撰
万
葉
集』
『

古
今
和
歌
集』

『

新
古
今
和
歌
集』

を
中
心

に

｣

(『

北
研
學
刊』

一
三
号

広
島
大
学
北
京
研
究
中
心

二
〇
一
七
年)

中
国
と
比
べ
、
和
歌
に
は
、
恋
愛
な
ど
よ
り
感
情
的
な
要
素
や
、

日
本
の
独
特
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。『

万
葉
集』

に
お
け
る
鹿
の

鳴
き
声
に
つ
い
て
、
日
本
独
特
の

｢

萩｣

、
ま
た
は

｢

妻
恋
ひ｣

｢

妻
問
ひ｣

｢

妻
呼
び｣

と
の
組
み
合
わ
せ
で
、
妻
を
求
め
る
恋
愛

関
係
の
歌
が
圧
倒
的
多
い

マ

マ

。

・
近
藤
信
義

｢『

鹿
鳴』

詩
と
鹿
鳴
歌
の
は
ざ
ま

(

１)｣

(『

上
代
文
学』

一
二
六
号

上
代
文
学
会

二
〇
二
一
年)

｢

鹿
鳴｣

詩
か
ら
万
葉
集
の
鹿
鳴
歌
へ
は
、
単
線
的
な
影
響
下
で

繋
が
ら
な
い
こ
と
は
す
で
に
云
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、

万
葉
歌
の
鹿
か
ら
古
今
歌
の
鹿
へ
も
単
線
的
で
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、｢

鹿
鳴｣

詩
の
詩
趣
は
長
く
底
流
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
、

伊
豫
親
王
の
山
荘
で
の
遊
宴
設
営
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
文
化
的

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
流
し
続
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
奈
良
朝
の

歌
題
の

｢

鹿
鳴｣

と

｢

鳴
鹿｣

は
、
そ
の
歌
題
に
よ
っ
て
歌
趣
を

育
て
て
き
た
し
、
…
…

以
上
、
主
要
な
先
行
研
究
を
挙
げ
て
み
た
。
こ
う
し
て
、
従
来
の
研

究
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
万
葉
集
に
お
け
る
鹿
が
妻
恋
を
す
る
描
か
れ

方
は
、
日
本
独
自
の
用
法
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
だ

(

２)

。
た
だ

し
、
岡
崎
義
惠
、
中
西
進
、
井
上
さ
や
か
の
三
氏
は
、｢

鹿
鳴｣

と
い

う
語
彙
は
中
国
か
ら
の
影
響
で
あ
る

(

３)

と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
西

氏
は
、
万
葉
集
に
見
ら
れ
る
鹿
の
歌
の
編
纂
態
度
は
、『

詩
経』

の
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｢
鹿
鳴｣

詩
の
影
響
が
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
井
上
氏
は
、
詠
物
の
発

想
と
い
う
点
で
、
中
国
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
、｢

鹿
鳴｣

と
い
う

語
彙
や
、
鹿
の
歌
の
編
纂
態
度
、
詠
物
の
発
想
な
ど
、
部
分
的
な
も
の

へ
の
指
摘
に
止
ま
っ
て
い
る
と
し
て
よ
い
。
妻
恋
を
す
る
鹿
そ
れ
自
体

に
つ
い
て
は
、
中
国
か
ら
の
影
響
は
、
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
ま
ず
、｢

鹿
鳴｣
に
限
ら
ず
、
日
中
の

｢

鹿｣

が

ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
、
中
国
の

『

文
選』

と
日
本
の

『

万
葉
集』

に
お
け
る
｢
鹿｣

の
用
例
を
調
査
す

る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
日
本
の
妻
恋
に
鳴
く
鹿
と
中
国
文

学
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

二
、『

詩
経』

の

｢

鹿
鳴｣

詩

『

文
選』

と

『

万
葉
集』

と
の
比
較
を
す
る
前
に
、『

詩
経』

｢

小
雅｣

の

｢

鹿
鳴｣

詩
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
こ
の

｢

鹿
鳴｣

詩
は
、

後
世
に
お
け
る
鹿
の
描
か
れ
方
の
有
力
な
典
拠
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
際
、
あ
わ
せ
て

｢

毛
伝｣

も
引
用
し
て
お
く
。｢

毛
伝｣

と
は
、
漢
の
毛
亨
ら
に
よ
る

『

詩
経』

の
注
釈
で
あ
る
。
古
く
か
ら
本

文
と
共
に
読
ま
れ
、
上
代
の
日
本
に
受
容
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

次
は
、｢

鹿
鳴｣

詩
と

｢

毛
伝｣

の
第
一
章
で
あ
る
。
な
お
、
私
の

解
釈
を
明
示
す
る
た
め
、
あ
え
て
訳
文
を
添
え
た
が
、
こ
れ
は
高
田
眞

治

『

漢
詩
大
系

第
二
巻

詩
經

下』

を
参
考
に
し
つ
つ
、
適
宜
修

正
し
た
も
の
で
あ
る
。

�
�
鹿
鳴

食
野
之
苹

�
ゆ
う

�
ゆ
う

と
し
て
鹿
鳴
き

野
の
苹へ

い

を
食は

む

我
有
嘉
賓

鼓
瑟
吹
笙

我
に
嘉
賓
有
り

瑟
を
鼓
し
笙

し
ょ
う

を
吹
か
ん

吹
笙
鼓
簧

承
筐
是
将

笙
を
吹
き
簧こ

う

を
鼓
し

筐
き
ょ
う

を
承
げ
て
是
れ
将
お
こ
な

ふ

人
之
好
我

示
我
周
行

人
の
我
を
好よ

み

し

我
に
周
し
ゅ
う

行こ
う

を
示
せ

(

毛
伝)

�
�
然
鳴
而
相
呼
。

(

毛
伝)

�
�
然
と
し
て
鳴
き
て
相
呼
ぶ
。

ゆ
う
ゆ
う
と
鹿
が
鳴
い
て

(

仲
間
を
呼
び
集
め)

、
野
の
草
を

食
べ
て
い
る
。
我
の
元
に
、
よ
き
賓
客
た
ち
が
や
っ
て
き
た
。

(

と
も
に
宴
を
し
て)

瑟
を
な
ら
し
、
笙
を
吹
い
て
も
て
な
そ
う
。
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笙
を
吹
き
簧
を
鳴
ら
し
て
、
筐
を
引
き
出
物
と
し
て
配
ろ
う
。
賓

客
た
ち
は
我
を
親
し
く
思
い
、(

そ
し
て)

我
に
正
し
い
道
を
示

し
て
ほ
し
い
。

(

毛
伝)

(
鹿
が)

ゆ
う
ゆ
う
と
鳴
い
て
仲
間
を
呼
ぶ
。

こ
の
よ
う
に

｢
鹿
鳴｣

第
一
章
で
は
、
第
一
行
目
で

｢

ゆ
う
ゆ
う
と

鹿
が
鳴
い
て

(

仲
間
を
呼
び
集
め)

、
野
の
草
を
食
べ
て
い
る｣

と
い

う
鹿
の
描
写
が
あ
り
、
そ
れ
を
喩
え
と
し
て
、
第
二
、
三
行
目
で
、

(

そ
の
鹿
と
同
じ
よ
う
に)

主
君
が
賓
客
を
招
き
、
楽
器
を
弾
き
、
贈

答
品
を
配
っ
て
、
楽
し
く
も
て
な
す
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
第
四
行

目
で
は
、
主
君
た
ち
が
賓
客
た
ち
に
、
天
下
を
治
め
る
た
め
の
正
し
い

道
を
示
す
よ
う
促
し
て
い
る
。
以
降
省
略
し
た
が
、
第
二
章
、
第
三
章

も
、
鹿
が
鳴
い
て
仲
間
を
呼
び
集
め
る
様
子
を
喩
え
と
し
、
賓
客
を
も

て
な
そ
う
と
す
る
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
楽
し
い
宴
の
様
子
か
ら
、
中
国
で
は
こ
の
詩
は
、｢
主
君

が
臣
下
を
も
て
な
す｣

と
い
う
、
麗
し
い
君
臣
関
係
の
意
味
で
解
釈
さ

れ
て
き
た
。

一
方

｢

毛
伝｣

に
、｢(

鹿
が)

ゆ
う
ゆ
う
と
鳴
い
て
仲
間
を
呼
ぶ｣

と
あ
る
の
に
も
注
意
し
た
い
。
後
で
詳
し
く
触
れ
る
が
、
鹿
が
仲
間
を

呼
ぶ
点
が
、
日
中
の

｢

鹿
鳴｣

の
影
響
関
係
を
探
る
上
で
の
大
き
な
手

掛
か
り
と
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、『

文
選』

と

『

万
葉
集』

に
お
け
る

｢

鹿｣

の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
、
用
例
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

三
、『

文
選』

に
お
け
る

｢

鹿｣

の
描
か
れ
方

『

文
選』

と
は
、
六
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
中
国
の
詩
文
集
で
、
周

の
時
代
か
ら
梁
の
時
代
ま
で
の
代
表
的
な
詩
文
を
集
め
た
文
学
ア
ン
ソ

ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
日
本
の
天
平
時
代
以
前
に
渡
来
し
、
上
代
の
日
本
の

文
学
作
品
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

『

文
選』

に
お
け
る

｢

鹿｣

の
用
例
を
、
以
下
の
よ
う
に
調
査
し
て

み
た
。
ま
ず
、『

文
選』

本
文
中
の

｢

鹿｣

字
、
及
び
、
部
首
が

｢

鹿｣

で
、
鹿
に
準
ず
る
動
物
や
、
雌
の
鹿
、
鹿
の
群
を
表
し
て
い
る
字
を
拾

い
上
げ
、
そ
の
意
味
を
調
べ
た
。

た
だ
し
、｢

鹿｣

に
関
係
す
る
字
が
含
ま
れ
て
い
て
も
、
地
名
や
、

動
物
の
鹿
と
は
別
の
意
味
を
指
し
て
い
る
も
の
は
除
く
。
例
え
ば
、
地

名
の

｢

鉅
鹿｣

、｢

鹿
丘｣

、
魚
の
名
前
の

｢

鹿
頭
魚｣

、
植
物
名
の

｢

鹿

葱｣
な
ど
は
除
い
た
。

ま
た
、
同
じ
篇
の
中
に
複
数
の

｢

鹿｣

が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
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例
え
ば

｢

麋
鹿｣

な
ど
連
続
し
て
登
場
し
た
場
合
や
、
同
じ
場
面
や
内

容
、
例
え
ば
狩
猟
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
段
落
に
、
複
数
の

｢

鹿｣

が

登
場
し
た
場
合
は
一
つ
の
要
素
と
し
て
数
え
る
。
一
方
、
同
じ
篇
の
中

で
も
、
別
の
場
面
に
そ
れ
ぞ
れ

｢

鹿｣

が
登
場
し
た
場
合
は
別
の
要
素

と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
数
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
篇
と
要
素
の
数
は
一
致

し
な
い
。

グ
ラ
フ
の
要
素
名
は
、
鹿
の
行
動
が
ど
の
よ
う
な
比
喩
に
な
っ
て
い

る
か
を
表
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
天
子
に
鹿
が
狩
ら
れ
る
様
子
は
、

｢

政
治
・
権
力
を
表
す｣

に
含
め
て
い
る
。

以
上
の
方
針
で
調
査
し
た
結
果
、『

文
選』

に
お
け
る

｢

鹿｣

に
関

す
る
用
例
は
、
三
一
篇
四
一
要
素
が
見
つ
か
っ
た
。

ま
ず
、
最
も
多
い

｢

政
治
・
権
力
を
表
す｣

に
つ
い
て
見
て
い
く
。

多
く
は
射
ら
れ
る
鹿
を
叙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
・
権
力
の
強
さ

を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
要
素
は
、
二
六
例
見
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、

四
例
挙
げ
る
。
以
下
の

『

文
選』

の
訳
は
、『

全
釈
漢
文
大
系

文
選』

(｢

文
章｣

は
小
尾
郊
一
氏
、｢

詩｣

は
花
房
英
樹
氏)

を
参
考
に
し
、

適
宜
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
例
目
は
、『

文
選』

巻
七
の
司
馬
相
如

｢

子
虚
上
林
賦｣

の
一
節

を
挙
げ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
君
が
多
く
の
馬
車
や
兵
士
、
騎
馬
を
率
い

て
、
狩
り
を
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

王
車
駕
千
乗
、
選
徒
万
騎
、
畋
於
海
濱
。
列
卒
満
澤
、
罘
網
弥
山
。

掩
兎
�
鹿
、
射
麋
脚
麟
。

王

車
は
千
乗
を
駕
し
、
徒
は
万
騎
を
選
び
、
海
濱
に
畋
す
。
列

卒

澤
に
満
ち
、
罘ふ

網も
う

山
を
弥お
お

ふ
。
兎
を
掩お
お

ひ
鹿
を
�ふ

み
、
麋び

を
射
て
麟り

ん

を
脚
ど
る
。

主
君
は
、
車
万
乗
を
ひ
き
い
、
多
く
の
騎
馬
の
兵
士
を
選
ん
で
、

浜
辺
で
狩
り
を
さ
れ
ま
す
。
兵
士
た
ち
は
沢
に
満
ち
溢
れ
、(

獲
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物
を
捕
え
る
た
め
の)

網
は
山
を
覆
い
ま
す
。
兎
は
網
で
と
ら
え

ら
れ
、
鹿
は
馬
車
で
ひ
か
れ
、
麋
は
射
ら
れ
、
麟
は
捕
え
ら
れ
ま

し
た
。

本
文
中
の

｢
麋｣

は
、
オ
オ
ジ
カ
と
訓
じ
ら
れ
る
。
鹿
の
一
種
だ
ろ

う
。｢

麟｣

は
、｢
雄
の
大
鹿｣

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
狩
ら
れ

る
生
き
物
と
し
て
、
鹿
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
王
侯
貴
族
に
よ
っ
て
鹿
が
狩
ら
れ
る
、
も
し
く
は
そ

の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
用
例
は
、｢
政
治
・
権
力
を
表
す｣

の
中
で
最

も
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

二
例
目
に
、『

文
選』

巻
五
二
の
班
彪

｢
王
命
論｣

の
一
節
を
挙
げ

る
。

游
説
之
士
、
至
比
天
下
於
逐
鹿
、
幸
捷
而
得
之
。
不
知
神
器
有
命
、

不
可
以
智
力
求
。

游ゆ
う

説ぜ
い

の
士
、
天
下
を
鹿
を
逐
ふ
に
比
し
、
幸
ひ
に
捷は
や

く
し
て
之
を

得
る
と
す
る
に
至
る
。
神じ

ん

器き

命
有
り
、
智
力
を
以
て
求
む
可
か

ら
ざ
る
を
知
ら
ず
。

遊
説
の
士
は
、
天
下
を
取
る
こ
と
は
鹿
を
追
う
こ
と

(

の
よ
う
に

考
え
て)

、
幸
い
に
も

(

足
が)

速
い
か
ら
天
下
を
得
た
の
だ
と

思
っ
て
い
る
の
だ
。
天
子
の
位
は
天
命
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
知

力
に
よ
っ
て

(

天
子
の
位
を)

求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を

(

遊
説
の
士
は)

知
ら
な
い
の
だ
。

こ
の
文
で
は
、
鹿
を
追
い
か
け
る
こ
と
が
、
天
下
を
取
る
こ
と
の
喩

え
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
そ
の
考
え
は
間
違
っ

て
い
る
、
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
班
彪
は
こ
の
よ
う
に
批
判
す

る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
だ
け
遊
説
の
士
の
間
で
は

｢

鹿
＝
帝
位｣

の
考
え
方
が
有
力
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一
例
と
し
て

『

史
記』

の
用
例
を
示
す
と
、｢

淮
陰
侯
伝｣

に

｢

秦

失
其
鹿
、
天
下
共
逐
之｣

(

秦

其
の
鹿
を
失
ふ
や
、
天
下

共
に
之

を
逐
ふ)

と
あ
る

(

４)

。
そ
し
て

『

史
記
集
解』

は
、｢

以
鹿
�
帝
位
也｣

(

鹿
を
以
て
帝
位
に
喩
ふ
る
な
り)

と
注
す
る
。
こ
こ
で
も

｢

鹿｣

は
、

帝
位
を
表
す
動
物
に
比
擬
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
例
目
に
、『

文
選』

巻
二
七
の
魏
武
帝

｢

短
歌
行｣

の
一
節
を
挙

げ
る
。
こ
の
詩
の
傍
線
部
は
、
先
に
紹
介
し
た

『

詩
経』

の

｢

鹿
鳴｣

詩
を
そ
の
ま
ま
引
い
て
お
り
、
仲
間
、
つ
ま
り
才
能
あ
る
部
下
を
求
め

て
、
天
下
に
の
り
だ
そ
う
と
す
る
、
武
帝
の
政
治
的
野
心
を
歌
い
あ
げ

て
い
る
。

青
青
子
衿

悠
悠
我
心

青
青
た
り

子
が
衿え

り

悠
悠
た
り
我
が
心
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但
為
君
故

沈
吟
至
今

但た
だ

君
が
為
の
故
に

沈
吟
し
て
今
に
至
る

�
�
鹿
鳴

食
野
之
苹

�
�
と
し
て
鹿
鳴
き

野
の
苹
を
食
む

我
有
嘉
賓

鼓
瑟
吹
笙

我
に
嘉
賓
有
り

瑟
を
鼓
し
笙
を
吹
か
ん

(『

詩
経』

の

｢

子
衿｣
に)

｢

青
々
と
し
て
君
の
服
の
襟
、
悠
々

た
る
わ
が
想
い｣

と
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
私
は
、
君
の
ご
と
き

才
能
あ
る
部
下
を
求
め
よ
う
と
、
今
日
ま
で
懸
命
に
考
え
て
き
た
。

(『

詩
経』

の

｢

鹿
鳴｣

に
も
言
う
で
は
な
い
か)

｢

ゆ
う
ゆ
う
と

鹿
が
鳴
い
て

(

仲
間
を
呼
び
集
め)

、
野
の
草
を
食
べ
て
い
る
。

我
の
元
に
、
よ
き
賓
客
た
ち
が
や
っ
て
き
た
。(
と
も
に
宴
を
し

て)

琴
を
な
ら
し
、
笙
を
吹
い
て
も
て
な
そ
う｣

と
。

四
例
目
に
、『

文
選』

巻
三
七
の
曹
植

｢

求
通
親
親
表｣

の
一
節
を

挙
げ
る
。
こ
の
文
は
、
皇
族
で
あ
る
曹
植
が
、
皇
族
間
の
自
由
な
交
流

を
認
め
て
ほ
し
い
と
、
魏
明
帝

(

実
の
甥)

に
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

や
は
り
、｢

鹿
鳴｣

詩
を
引
用
し
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。

遠
慕
鹿
鳴
君
臣
之
宴
、
中
詠
棠
棣
匪
他
之
誡
、
下
思
伐
木
友
生
之

義
、
終
懐
蓼
莪
罔
極
之
哀
、
毎
四
節
之
会
、
塊
然
独
処
。

遠
く
は
鹿
鳴
君
臣
の
宴
を
慕
ひ
、
中
ご
ろ
棠と

う

棣て
い

匪ひ

他た

の
誡
を
詠
じ
、

下
に
は
伐ば

つ

木ぼ
く

友ゆ
う

生せ
い

の
義
を
思
ひ
、
終
に
は
蓼り
く

莪が

罔む

極
き
ょ
く

の
哀
を
懐い
だ

き
、
四
節
の
会
毎ご
と

に
、
塊
然
と
し
て
独
り
処
る
。

私
は

『

詩
経』

の

｢

鹿
鳴｣

に
あ
る
、｢

君
臣
の
宴｣

を
恋
し
く

思
い
、
次
に

『

詩
経』

の

｢

棠
棣｣

に
あ
る

｢

兄
弟
と
は
親
し
く

あ
る
べ
き｣

と
の
戒
め
を
詠
じ
ま
し
た
。
ま
た
、『

詩
経』

の

｢

伐
木｣

に
あ
る

｢

朋
友
、
故
旧
を
親
し
む｣

意
味
を
思
い
、
最

後
に
は
、『

詩
経』

の

｢

蓼
莪｣

に
あ
る
、｢

父
母
に
孝
行
で
き
な

い
哀
し
み｣

を
い
だ
い
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ
な
の
に
実
際
は
、

四
季
が
巡
っ
て
き
て
も
、
私
は
一
人
ぽ
つ
ん
と
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
皇
族
で
あ
る
曹
植
が
、
天
子
の
お
そ
ば
に
仕
え
、
高

尚
な
議
論
を
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
親
族
の
交
流
を
願
っ

て
は
い
る
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
親
族
を
大
切
に
す
る
こ
と

は
徳
教
の
根
本
で
あ
る
と
し
、
天
子
に
も
親
族
を
大
切
に
し
、
立
派
な

政
治
を
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、｢

政
治
・

権
力｣

に
関
わ
る
用
例
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

さ
て
、『

文
選』

の
中
の

｢

鹿｣

の
第
二
と
し
て
、｢

鹿｣

が

｢

秘
境

の
地
を
示
唆
す
る｣

に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
の
要
素
で
は
、
六
例

み
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
一
例
の
み
挙
げ
る
。
出
所
は
、『

文
選』

巻
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五
五
の
劉
孝
標

｢

広
絶
交
論｣

の
一
節
。
貴
族
社
会
に
絶
望
し
た
劉
孝

標
が
、
世
俗
か
ら
逃
れ
て
暮
ら
そ
う
と
宣
言
す
る
場
面
で
あ
る
。

是
以
耿
介
之
士
、
疾
其
若
斯
、
裂
裳
裹
足
、
弃
之
長
�
、
独
立
�

山
之
頂
、
歓
与
麋
同
羣
、
�
�
然
絶
其
雰
濁
。

是
を
以
て
耿こ

う

介か
い

の
士
は
、
其
の
斯
く
の
若
き
を
疾
み
、
裳
を
裂
き

足
を
裹つ

つ

み
、
之
を
弃
て
て
長
ち
ょ
う

�ぶ

し
、
�
山
の
頂
に
独
立
し
、
麋

鹿
と
羣
を
同
じ
う
す
る
を
歓
び
、
�

き
ょ
う

�
き
ょ
う

然
と
し
て
其
の
雰ふ
ん

濁だ
く

を

絶
つ
。

そ
こ
で
、
清
ら
か
で
節
義
を
重
ん
じ
る
者
は
、
こ
の
よ
う
な
汚
れ

た
世
を
憎
み
、
衣
服
を
引
き
裂
い
て
足
を
包
み
、(

汚
れ
た
世
を)

捨
て
て
長
駆
し
、
独
り
高
い
山
の
頂
に
立
っ
て
、
麋
鹿
と
群
を
同

じ
く
す
る
こ
と
を
喜
び
、
き
っ
ぱ
り
と
、
こ
の
乱
れ
て
汚
れ
た
世

間
か
ら
は
逃
れ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

右
の
用
例
は
、
俗
世
間
か
ら
足
を
洗
い
、
鹿
が
い
る
よ
う
な
自
然
の

中
で
生
き
て
い
く
と
語
っ
て
い
る
。
隠
遁
を
宣
言
す
る
の
に
、｢

鹿
と

群
れ
を
同
じ
く
す
る｣

と
語
っ
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
ま
た
、
こ

の
要
素
の
他
の
用
例
と
し
て
、
人
が
離
れ
荒
廃
し
た
地
や
、
人
の
手
が

入
ら
な
い
奥
地
を
描
く
際
に
鹿
が
登
場
し
た
も
の
、
隠
者
の
性
質
を
鹿

で
喩
え
た
も
の
な
ど
が
あ
る

(

引
用
略)

。

次
に
、『

文
選』

中
の｢

鹿｣

の
第
三
と
し
て
、｢

親
愛
の
情
を
示
す｣

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
量
は
少
な
い
が
、｢

友
人

(

妻)

を
恋

う｣

と
い
う
内
容
を
も
ち
、
と
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

こ
こ
で
は
挙
げ
ず
、
第
五
章
で
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

以
上
、『

文
選』

中
の

｢

鹿｣

の
用
例
を
調
査
し
た
。
こ
れ
を
ま
と

め
る
と
、
第
一
の

｢

政
治
・
権
力
を
表
す｣

用
例
が
圧
倒
的
に
多
く
、

｢

鹿
＝
帝
位｣

の
例
も
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
第
二
の
、｢

秘
境
の
地
を
示

唆
す
る｣

も
、
広
い
意
味
で
は
政
治
に
関
係
す
る
用
例
だ
と
言
っ
て
よ

い
。
つ
ま
り
、『

文
選』

に
お
け
る

｢

鹿｣

の
描
か
れ
方
は
、
政
治
に

関
係
す
る
用
例
が
大
半
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。

四
、『

万
葉
集』

に
お
け
る

｢

鹿｣

の
描
か
れ
方

次
に
、『

万
葉
集』

に
お
け
る

｢

鹿｣

の
用
例
に
つ
い
て
検
討
し
て

い
く
。
調
査
は
以
下
の
よ
う
に
行
っ
た
。

歌
中
に

｢

鹿｣

が
登
場
す
る
歌
や
、
鹿
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
解
釈
で

き
る
歌
を
調
べ
た
。
ま
た
、『

文
選』

の
時
と
同
様
に
、
部
首
が

｢

鹿｣
で
、
鹿
に
準
ず
る
動
物
な
ど
を
示
し
て
い
る
も
の
も
調
べ
た
。
た
だ
し
、

｢

鹿｣

が
含
ま
れ
て
い
る
語
で
も
、
動
物
の
鹿
と
は
別
の
意
味
を
指
し
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て
い
る
も
の
は
除
い
た
。
例
え
ば
、
地
名
の

｢

鹿
島｣

や
、
神
の
名
の

｢
鹿
島
の
神｣

、
害
獣
を
退
け
る
火
を
焚
く
小
屋
を
指
す

｢

鹿
火
屋｣

と

い
っ
た
も
の
は
除
い
た
。

ま
た
、『
文
選』

の
時
と
同
様
に
、
歌
中
に
複
数
の
鹿
が
見
ら
れ
る

場
合
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
歌
の
数
と
要
素
の
数
は
一
致
し
な
い
。
加

え
て
、『

文
選』

と
同
様
に
、
グ
ラ
フ
の
要
素
名
は
、
鹿
の
行
動
が
ど

の
よ
う
な
比
喩
に
な
っ
て
い
る
か
を
表
し
て
い
る
。
な
お
、『

万
葉
集』

全
体
の
傾
向
を
探
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
た
め
、
第
一
期
か
ら
第
四
期

の
区
別
は
せ
ず
に
集
計
し
た
。

以
上
の
方
針
で
調
査
し
た
結
果
、『

万
葉
集』

で
は
、｢

鹿｣

が
登
場

す
る
歌
が
七
八
首
七
九
要
素
見
ら
れ
た
。

ま
ず
、
最
も
多
い
の
は
、｢

鹿｣

が

｢

親
愛
の
情
を
示
す｣

を
表
す

ケ
ー
ス
で
あ
る
。
内
三
例
の
み
は
、
兄
弟
や
子
供
に
対
す
る
愛
情
だ
っ

た
が
、
そ
れ
以
外
は
全
て
恋
に
関
す
る
用
例
で
あ
る
。

｢

親
愛
の
情
を
示
す｣

に
関
し
て
は
よ
り
細
か
く
分
類
を
行
い
、｢

妻

を
恋
う｣

、｢

萩

(

妻)

を
恋
う｣

、｢

愛
情
の
小
道
具
と
な
る｣

の
三
通

り
と
し
た
。(｢

萩

(

妻)

を
恋
う｣

は

｢

妻
を
恋
う｣

と
の
関
わ
り
が

深
い
た
め
、｢

妻
を
恋
う｣

の
次
に
配
置
し
て
い
る)

。

で
は
、
用
例
を
見
て
い
こ
う
。
第
一
に

｢

妻
を
恋
う｣

(

鹿
が
妻
や

恋
人
な
ど
を
求
め
て
い
る
歌

(

５))

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
要
素
は
、
三

三
例
み
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
三
首
挙
げ
よ
う
。
以
下
に
挙
げ
る
歌
の
表

記
は
、
す
べ
て
伊
藤
博

『

萬
葉
集
釋
注』

に
よ
る
。

山
彦
の

相あ
ひ

響と
よ

む
ま
で

妻
恋
ひ
に

鹿か

鳴
く
山
辺
に

ひ
と
り
の
み
し
て

(

巻
八
・
大
伴
家
持
・
一
六
〇
二)

こ
の
こ
ろ
の

秋
の
朝
明

あ
さ
け

に

霧
隠
り

妻
呼
ぶ
鹿
の

声
の
さ
や
け
さ

(

巻
十
・
作
者
不
詳
・
二
一
四
一)
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妹い
も

を
思
ひ

寐
の
寝
ら
え
ぬ
に

秋
の
野
に

さ
を
鹿
鳴
き
つ

妻
思
ひ
か
ね
て

(

巻
一
五
・
作
者
不
詳
・
三
六
七
八)

一
六
〇
二
番
歌
は
、
大
友
家
持
が
久
邇
京
に
住
ん
で
い
た
と
き
に
詠

ん
だ
歌
で
あ
る
。
伊
藤
博
氏
は

｢

妻
恋
に
鳴
く
鹿
の
声
に
、
独
り
奈
良

の
都
を
離
れ
て
住
む
妻
恋
し
さ
を
託
し
た
歌｣

と
述
べ
て
お
ら
れ
た

(

６)

。

ま
た
、
こ
こ
で
の
鹿
の
詠
み
は

｢

カ｣

と
し
て
い
る
。｢

鹿｣

と
い
う

語
に
つ
い
て
、『

新
編

大
海
言』
に
よ
れ
ば
、｢

鹿｣

の
総
称
は｢

カ｣

で
、｢

シ
カ｣

は
雄
、｢

メ
カ｣

は
雌
を
指
し
、
後
世
は
雌
雄
と
も
に

｢

シ
カ｣

と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
し
て
い
る

(

７)

。
こ
こ
で
は
雌
雄
の

総
称
の

｢

カ｣

で
あ
る
が
、
家
持
が
妻
と
離
れ
て
暮
ら
す
寂
し
い
思
い

を
鹿
が
妻
を
求
め
て
鳴
く
様
子
に
重
ね
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

こ
の
鹿
は
雄
鹿
で
あ
ろ
う
。

二
一
四
一
番
歌
は
、｢

鹿
鳴
を
詠
む｣

と
い
う
題
詞
に
収
め
ら
れ
た

歌
群
の
一
首
で
あ
る
。｢

鹿
鳴
を
詠
む｣

に
は
、
鹿
が
鳴
く
歌
が
一
六

首
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
六
〇
二
番
歌
に
も
、｢

大
伴
宿
�
家

持
が
鹿
鳴
の
歌
一
首｣

と
い
う
題
詞
が
つ
く
。
こ
れ
ら
の
題
詞
に
あ
る

｢

鹿
鳴｣

は
、
第
一
章
で
引
用
し
た
中
西
進
氏
の
論
に
よ
る
と
、
編
纂
、

分
類
態
度
に

『

詩
経』

の
影
響
が
あ
る
と
い
う
。

三
六
七
八
番
歌
は
、｢

引
津
の
亭
に
船
泊
り
し
て
作
る
歌
七
首｣

の

内
の
一
首
で
あ
る
。
こ
の
歌
も
、
一
六
〇
二
番
歌
と
同
様
に
妻
と
離
れ

て
い
る
わ
が
身
を
嘆
い
て
お
り
、
雄
鹿
も
ま
た
、
妻
が
恋
し
く
て
鳴
い

て
い
る
の
だ
。

第
二
に
、
鹿
が｢

萩(

妻)

を
恋
う｣

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

一
三
例
見
ら
れ
た
。
武
田
�
吉
氏
は
、｢

萩
＝
鹿
の
妻｣

と
す
る
考
え

が
当
時
の
人
の
常
識
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る

(

８)

。
ま
た
、
伊
藤

氏
は
、｢

『

さ
を
鹿』

は

『

萩』

の
夫つ
ま

で
あ
る
と
も
見
ら
れ
た｣

と
述

べ
て
お
ら
れ
る

(

９)

。
本
論
文
で
は
そ
れ
に
従
い
、
歌
の
中
に

｢

鹿｣

と

｢

萩｣

が
登
場
し
た
際
は
、｢

萩
＝
鹿
の
妻｣

と
し
て
扱
う
こ
と
に
し
た

(

萩
が
秋
の
景
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
場
合
は
除
く)

。
以
下
、
二
首

挙
げ
る
。

我
が
岡
に

さ
を
鹿
来
鳴
く

初
萩
の

花
妻
と
ひ
に

来
鳴
く
さ
を
鹿

(

巻
八
・
大
伴
旅
人
・
一
五
四
一)

奥
山
に

棲
む
と
い
ふ
鹿
の

宵
さ
ら
ず

妻
ど
ふ
萩
の

散
ら
ま
く
惜
し
も

(

巻
十
・
作
者
不
詳
・
二
〇
九
八)

一
五
四
一
番
歌
は
、
萩
の
花
を
妻
と
見
立
て
て

｢

花
妻｣

と
詠
み
、
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そ
れ
を
求
め
て
雄
鹿
が
鳴
い
て
い
る
。
二
〇
九
八
番
歌
は
、｢

妻
ど
ふ

萩｣
と
あ
る
た
め
、
萩
が
鹿
の
妻
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
鹿
の
歌
に
は
、
妻
を
恋
う
鹿
や
、
萩
を
妻
と
見
立
て

て
そ
れ
を
恋
う

｢
雄
鹿｣

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
東
光
治
氏
に
よ
れ
ば

｢

萩
の
花
が
咲
き
乱
れ
る
頃
に
な
る
と
、
鹿
の
発
情
期
に
入
っ
て
、
あ

ち
ら
で
も
こ
ち
ら
で
も
ヒ
ョ
、
ヒ
ョ
、
ヒ
ュ
ー
と
鳴
き
出
す
。
…
…
鹿

の
鳴
声
を
聞
く
こ
と
は
秋
の
季
に
入
っ
た
事
の
知
ら
せ
で
も
あ
っ
た
。

集
中
に
は
秋
の
季
節
の
象
徴
と
し
て
サ
ヲ
シ
カ
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る｣

(

旧
か
な
・
旧
字
は
現
行
の
も
の
に
改
め
た)

と
い
う

(

�)

。
つ
ま
り
、
秋

は
鹿
の
発
情
期
で
、
雄
鹿
が
雌
鹿
を
求
め
て
鳴
き
、
な
お
か
つ
萩
の
咲

く
季
節
で
あ
っ
た
た
め
、
雄
鹿
が
多
く
詠
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、｢

愛
情
の
小
道
具
と
な
る｣

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
七
例
見
ら
れ
た
。

こ
の
要
素
は
、
愛
情
を
表
す
歌
の
中
に

｢

鹿｣

が
登
場
し
た
も
の
を

分
属
さ
せ
た
。
こ
こ
で
は
一
首
挙
げ
る
。

夏
野
行
く

小を

鹿し
か

の
角
の

束
の
間
も

妹
が
心
を

忘
れ
て
思
へ
や

(

巻
四
・
柿
本
人
麻
呂
・
五
〇
二)

五
〇
二
番
歌
は
、
伊
藤
氏
に
よ
れ
ば
、｢

鹿
の
角
は
夏
の
初
め
に
生

え
そ
め
る｣

と
い
う

(

�)

。
こ
の
よ
う
に
、
鹿
の
性
質
を
喩
え
と
し
て
用
い

て
い
る
。

以
上

｢

愛
情
の
小
道
具
と
な
る｣

で
は
、
直
接
的
に
愛
情
を
表
す
わ

け
で
は
な
い
が
、
鹿
の
性
質
や
行
動
が
男
女
の
恋
に
関
わ
る
歌
の
中
に
、

喩
え
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

次
に
、
鹿
が

｢

政
治
・
権
力
を
表
す｣

に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
一
例

見
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
一
首
の
み
挙
げ
る
。

や
す
み
し
し

我
が
大
君

高
光
る

我
が
日
の
御
子
の

馬
並な

め
て

御
狩
立
た
せ
る

若
薦
を

猟
路
の
小
野
に

鹿し
し

こ
そ
ば

い
匍は

ひ
拝

お
ろ
が

め

鶉
こ

そ

い
匍
い
廻

も
と
ほ

れ

鹿し
し

じ
も
の

い
匍
ひ
拝
み

鶉
な
す

い

匍
ひ
廻
り

畏
み
と

仕
へ
ま
つ
り
て

…
…

(

巻
三
・
柿
本
人
麻
呂
・
二
三
九)

こ
の
二
三
九
番
歌
は
、｢

長
皇
子
、
猟
路
の
池
に
遊
す
時
に
、
柿
本

朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌
一
首｣

と
あ
り
、
長
皇
子
の
狩
猟
の
様
子
を
讃

え
て
い
る
。｢

鹿
こ
そ
ば

い
匍
ひ
拝
め｣

に
つ
い
て
、『

萬
葉
集
①

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
６』

の
頭
注
に
よ
れ
ば
、｢

獲
物
の
鹿
や
鶉

が
皇
子
の
前
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う｣

と
述
べ
て
い
る

(
�)

。
つ
ま
り
、
人
麻
呂
ら
家
臣
は
、
狩
ら
れ
て
皇
子
の
前
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に
並
べ
ら
れ
て
い
る
鹿
の
よ
う
に
、
匍
う
よ
う
に
お
辞
儀
を
し
て
皇
子

を
敬
い
、
そ
ば
に
お
仕
え
す
る
、
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
大
が
か
り
な
狩
り
の
様
子
や
、
王
侯
貴
族
が
鹿
な
ど

を
狩
る
様
子
が
描
か
れ
、
詠
者
は
そ
れ
を
讃
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第

三
章
、『

文
選』
の

｢
政
治
・
権
力
を
表
す｣

に
お
い
て
挙
げ
た
、
狩

ら
れ
る
鹿
の
用
例
に
似
て
お
り
、
中
国
か
ら
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。

(

た
だ
し
、
中
国
の
場
合
、
た
だ
天
子
を
讃
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、

天
子
の
奢
侈
を
諷
諫
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
第
三
章
で
挙

げ
た

｢

子
虚
上
林
賦｣

も
諷
諫
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る

(

�))

。

な
お
、『

万
葉
集』

に
は
、『

文
選』

｢
王
命
論｣

に
あ
る
よ
う
な
、

鹿
を
追
う
こ
と
が
天
下
を
争
う
こ
と
を
表
す
用
例
や
、
鹿
が
帝
位
を
象

徴
す
る
用
例
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
二
三
九
番
歌
で
は
、
鹿

が
這
い
つ
く
ば
る
よ
う
に
仕
え
る
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
鹿
が
臣
下

の
喩
え
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。

以
上
、『

万
葉
集』

に
お
け
る
鹿
の
用
例
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

愛
情
関
係
の
歌
、
と
く
に

｢

鹿
が
、
妻
ま
た
は
萩
を
鹿
の
妻
と
見
立
て

て
、
そ
れ
を
恋
う｣

と
い
っ
た
歌
が
半
数
以
上
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
ま
た
、
直
接
的
に
愛
情
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
鹿
が

愛
情
を
表
す
歌
の
中
に
詠
ま
れ
て
い
る
用
例
も
多
く
み
ら
れ
た
。
一
方
、

中
国
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

｢

政
治
・
権
力
を
表
す｣

鹿
は
少
数
で
あ
っ

た
。以

上
、
日
中
の
鹿
の
描
か
れ
方
を
調
査
し
て
み
た
。
こ
れ
を
ま
と
め

る
と
、
中
国
は
政
治
関
係
、
日
本
は
愛
情
関
係
が
、
そ
れ
ぞ
れ
突
出
し

て
多
い
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

五
、
日
中
の

｢

鹿
鳴｣

の
影
響
関
係

こ
の
よ
う
に
、
中
国
と
日
本
の

｢

鹿｣

の
描
か
れ
方
は
、
確
か
に
異

な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
あ
る
が
、
中
国
の

｢

鹿｣

の
用
例
を
よ
り
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
日
本
の
妻
恋
の
鹿
と
の

繋
が
り
が
ほ
の
見
え
る
と
考
え
る
。

ま
ず
、
中
国
の

｢

鹿｣

、
特
に
、｢

鹿
鳴｣

の
典
拠
で
あ
る

『

詩
経』

の

｢

鹿
鳴｣

詩
を
も
う
一
度
見
て
ゆ
こ
う
。
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、

こ
の
詩
は
従
来
、
主
君
が
臣
下
を
も
て
な
す
内
容
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
詩
を
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
君

臣
関
係
ば
か
り
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、｢

毛

伝｣
の

｢
�
�
然
と
し
て
鳴
き
て
相
呼
ぶ｣

の
文
を
じ
っ
く
り
検
討
し

て
み
る
と
、
君
臣
関
係
以
外
の
解
釈
も
見
え
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
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｢
毛
伝｣

の
傍
線
部
の

｢

相
呼
ぶ｣

と
は
、
仲
間
を
呼
ぶ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り

『

詩
経』

の

｢

鹿
鳴｣

詩
は
、
も
と
は
鹿
が
仲
間

を
呼
び
あ
っ
て
、
共
に
草
を
は
む
と
い
う
意
味
だ
っ
た
。
仲
間
を
呼
ぶ

と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん

｢

主
君
が
臣
下
を
呼
び
、
宴
を
す
る｣

と
い

う
意
味
に
も
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
だ
け
を
素
直
に
読
め

ば
、
こ
の

｢

相
呼
ぶ｣
は
、
主
君
以
外
の
者
と
も
解
釈
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。

例
え
ば
、
第
一
章
で
引
用
し
た
井
上
さ
や
か
氏
の
論
で
は
、｢

鳴
く

鹿｣

に
つ
い
て
、｢

『

詩
経』

の
鹿
鳴
詩
に
お
い
て
、
鹿
が
鳴
く
様
が

友
を
呼
ぶ
こ
と
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
、
影
響
を
受
け
た

可
能
性
は
高
い｣

と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
確
か
に
、
友
を
呼
ぶ
と
も
解

釈
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
妻
、
恋
人
と
も
解

釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
、
上
代
の
日
本
人
は
、

こ
の

｢

相
呼
ぶ｣

を

｢

妻
を
呼
ぶ｣

と
拡
大
し
て
解
釈
し
、
そ
れ
を
自

分
た
ち
の
和
歌
に
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る

(

�)
。

そ
れ
で
は
、
中
国
に
お
い
て
、
鹿
が
妻
を
呼
ぶ
と
解
釈
で
き
る

｢

鹿

鳴｣

の
用
例
は
、
ほ
か
に
見
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
先
ほ

ど
重
要
と
し
た

『

文
選』

の

｢

親
愛
の
情
を
示
す｣

用
例
を
、
検
討
し

て
み
た
い
と
思
う
。｢

友
人

(

妻)

を
恋
う｣

(

第
三
章
の
グ
ラ
フ)

の

用
例
と
し
て
、
蘇
武
の

｢

詩
四
首｣

(

巻
二
九)

の
第
一
首
目
を
挙
げ

て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
漢
に
帰
国
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
蘇
武
が
、
友

人
の
李
陵
と
別
れ
る
際
に
贈
っ
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
李
陵
が
蘇

武
に
贈
っ
た

｢

与
蘇
武
三
首｣

と
と
も
に
、
二
人
が
贈
答
し
あ
っ
た
作

と
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
男
同
士
で
惜
別
の
詩
を
送
り
あ
っ
た
わ
け
だ
。

骨
肉
縁
枝
葉

結
交
亦
相
因

骨
肉

枝
葉
に
縁
り

結
交
も
亦
た
相
因
る

四
海
皆
兄
弟

誰
為
行
路
人

四
海

皆
兄
弟

誰
か
行
路
の
人
為
ら
ん

況
我
連
枝
樹

与
子
同
一
身

況
や

我

連
枝
の
樹
に
し
て

子
と
一
身
を
同
じ
う
す
る
を
や

昔
為
鴛
与
鴦

今
為
参
与
辰

昔
は
鴛え

ん

と
鴦お
う

と
為
り

今
は
参し
ん

と
辰し
ん

と
為
る

昔
者
常
相
近

�
若
胡
与
秦

昔
者

む
か
し

は
常
に
相
近
づ
け
ど

�
か
な
る
こ
と
胡
と
秦
の
若
し

惟
念
当
離
別

思
情
日
以
新

惟
念
ふ

離
別
に
当
り

思
情

日
に
以
て
新
た
な
ら
ん
を

鹿
鳴
思
野
草

可
以
�
嘉
賓

鹿

鳴
い
て

野
草
を
思
ふ

以
て
嘉
賓
に
�
ふ
可
し
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我
有
一
�
酒

欲
以
贈
遠
人

我
に
一い

っ

�
そ
ん

の
酒
有
り

以
て
遠た
び

人び
と

に
贈
ら
ん
と
欲
す

願
子
留
斟
酌

叙
此
平
生
親

願
は
く
は

子

留
り
て
斟し
ん

酌
し
ゃ
く

し

此
の
平
生
の
親
を
叙
べ
よ

血
肉
を
分
け
た
兄
弟
は
、
同
じ
幹
か
ら
出
た
枝
や
葉
の
よ
う
な

も
の
。
常
に
交
際
し
て
、
互
い
に
寄
り
合
い
ま
す
。
古
く
か
ら

｢

四
海
の
内
は
み
な
兄
弟｣
と
言
う
よ
う
に
、
い
っ
た
い
誰
が
見

知
ら
ぬ
行
路
の
人
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
ま
し
て
私
達
は
、
同
じ

樹
か
ら
生
え
た
連
な
る
枝
で
あ
り
、
一
心
同
体
の
関
係
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

か
つ
て
は
、
私
達
は
仲
睦
ま
じ
い
鴛
鴦
の
よ
う
で
し
た
が
、
今

は
参
と
辰
の
星
の
よ
う
に
、
遠
く
離
れ
離
れ
に
な
ろ
う
と
し
て
お

り
ま
す
。
か
つ
て
は
、
い
つ
も
親
し
く
寄
り
添
い
合
っ
て
い
ま
し

た
が
、
今
は
は
る
か
北
方
の
胡
の
国
、
西
方
の
秦
の
国
の
よ
う
に

隔
た
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
離
別
に
あ
た
り
、
互
い
を
思
い
慕
う
心
が
日
ご
と
日
ご
と

に
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
願
う
次
第
で
す
。

鹿
が
鳴
い
て
仲
間
を
呼
び
、
野
の
草
を
と
も
に
食
べ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
私
も
君
を
客
と
み
な
し
て
別
れ
の
宴
を

し
ま
し
ょ
う
。
私
の
も
と
に
一
か
め
の
お
酒
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ

の
酒
を
遠
く
旅
立
つ
貴
方
に
贈
り
ま
し
ょ
う
。
ど
う
か
お
願
い
で

す
。
今
し
ば
ら
く
こ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
こ
れ

ま
で
の
友
愛
の
情
を
語
り
合
お
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
こ
で
傍
線
を
引
い
た

｢

鹿
鳴
い
て
野
草
を
思
ふ
…
…｣

を
見
て
み

よ
う
。
こ
こ
は
、
鹿
が
鳴
い
て
仲
間
を
呼
ぶ
よ
う
に
、
私
達
も
つ
ど
っ

て
別
れ
の
宴
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
詩
に

つ
い
て
、
第
一
章
で
も
挙
げ
た
馬
駿
氏
の
論
文
で
は
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

宴
会
と
い
う
場
を
共
有
す
る
点
に
お
い
て
従
来
の

｢

鹿
鳴｣

の
詩

と
一
致
す
る
も
の
の
、
終
始
、
別
離
の
耐
え
難
い
空
気
に
包
ま
れ

る
の
で
、｢

別
宴｣

と
言
う
べ
き
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
れ
は

｢

鹿
鳴｣

に
関
す
る
新
し
い
理
解
で
あ
り
、
ま
た
、
新
し
い
表
現

で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。
…
…
今
日
を
限
り
に
、
平
素
の
親
し
み

を
胸
に
暖
め
、
目
前
の
宴
会
は

｢

別
宴｣

と
言
い
な
が
ら
も
、
君

を
少
し
で
も
長
く
引
き
留
め
た
い
、
と
い
う
朋
友
関
係
を
示
す

｢
鹿
鳴｣

で
あ
っ
て
、｢

小
雅｣

(

筆
者
注：

『

詩
経』

の

｢

鹿
鳴｣

詩
の
こ
と)

以
来
の
上
下
関
係
を
協
調
す
る｢

鹿
鳴｣

で
は
な
い
。

馬
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
で
は

『

詩
経』

の

｢

鹿
鳴｣
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詩
を
典
拠
と
し
て
使
っ
て
は
い
て
も
、
君
臣
で
は
な
く

｢

友
人
を
求
め

て
宴
を
開
こ
う｣

と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

｢

友
人｣

を
求

め
る
鹿
は
、｢

君
臣｣

の
よ
う
な
政
治
的
な
関
係
で
は
な
く
、｢

友
人｣

と
い
う
個
人
的
な
関
係
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
日
本
の

｢

妻｣

を
恋
う

鹿
に
も
近
づ
い
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
別
れ
を
悲
し
む
宴
と

い
う
の
も
、
日
本
の
、
鹿
が
人
恋
し
さ
に
妻
を
求
め
て
鳴
く
様
子
に
、

接
近
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
蘇
武
の
詩
は
、
中

国
の
鹿
鳴
の
描
か
れ
方
と
、
日
本
の
、
鹿
が
妻
恋
を
す
る
描
か
れ
方
と

の
、
橋
渡
し
を
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
李
陵
と
蘇
武
が
贈
答
し
あ
っ
た
詩
は
、
実
は
こ
の
二

人
の
作
で
は
な
く
、
古
来
よ
り
無
名
氏
の
作
だ
ろ
う
と
疑
わ
れ
て
き
て

い
る
。
例
え
ば
、
五
世
紀
の
顔
延
之
は
、『

庭
誥』
に
て
、
こ
れ
ら
の

詩
は

｢

総
雑
不
類
に
し
て
、
是
れ
仮
託
な
ら
ん
。
尽
く
は

[
李]

陵
ら

の
制
す
る
非
ず｣

と
断
じ
て
い
る

(

�)

。
つ
ま
り
、
李
陵
と
蘇
武
の
別
れ
の

詩
に
対
し
て
、
仮
託
の
疑
い
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
こ
の
詩
は
訳
を
読
め
ば
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
武
骨
な
男
同

士
の
別
れ
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
肉
親
、
恋
人
、
ま
た
は
夫
婦
の
別
れ

の
歌
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
蘇
武
の
詩
の
中
に
使
わ
れ
て
い
る

言
葉
、
例
え
ば
、
一
行
目
の

｢

骨
肉｣

は
血
を
分
け
た
身
内
で
あ
り
、

兄
弟
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
四
行
目
の

｢

鴛
与
鴦｣

(

鴛
と
鴦
と)

は
、
つ
が
い
の
お
し
ど
り
で
あ
り
、
仲
睦
ま
じ
く
離
れ
る
こ
と
な
い
夫

婦
の
た
と
え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
友
人
の
別
れ
と
す
る
よ
り
も
む

し
ろ
、
夫
婦
、
恋
人
、
兄
弟
と
の
別
れ
と
考
え
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
だ

ろ
う
。
す
る
と
、
こ
の
詩
を
見
た
当
時
の
日
本
人
が
、
蘇
武
と
李
陵
の

別
れ
の
詩
で
は
な
く
、
夫
婦
の
別
離
の
詩
と
解
釈
し
た
と
し
て
も
お
か

し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
蘇
武
の
詩
は

｢

詩
四
首｣

と
あ
る
よ
う
に
、
先
に
挙
げ
た
詩

以
外
に
三
首
詠
ま
れ
て
い
る
。
ど
れ
も
別
離
の
情
を
歌
っ
て
い
る
が
、

特
に
第
三
首
目
は
妻
に
あ
て
た
詩
と
解
釈
で
き
る
。
傍
線
部
は
、
妻
と

の
別
れ
に
関
わ
る
部
分
を
示
す
。

結
髪
為
夫
妻

恩
愛
両
不
疑

結
髪
し
て
夫
妻
と
為
り

恩
愛

両ふ
た

つ
な
が
ら
疑
は
ず

歓
娯
在
今
夕

�
婉
及
良
時

歓
娯

今
夕
に
在
り

�
え
ん

婉え
ん

良
時
に
及
ぶ

征
夫
懐
往
路

起
視
夜
何
其

征
夫
は
往
路
を
懐
ひ

起
ち
て
夜
の
何い

か

其な
る

か
を
視
る

参
辰
皆
已
没

去
去
従
此
辞

参
辰

皆
已
没
し
ぬ

去い

で
去
で
て
此
従
り
辞
せ
ん
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行
役
在
戦
場

相
見
未
有
期

行
役
し
て
戦
場
に
在
れ
ば

相
見
え
ん
こ
と
未
だ
期
有
ら
ず

握
手
一
長
歎

涙
為
生
別
滋

手
を
握
り
て
一
た
び
長
歎
す
れ
ば

涙
は
生
き
な
が
ら
別
る

る
が
為
に
滋
し

努
力
愛
春
花

莫
忘
歓
楽
時

努
力
し
て
春
花
を
愛
し

歓
楽
の
時
を
忘
る
る
莫
れ

生
当
復
来
帰

死
当
長
相
思

生
き
て
は
当
に
復
た
来
り
帰
る
べ
し

死
す
る
も
当
に
長
く

相
思
ふ
べ
し

髪
を
結
い
上
げ
て
元
服
し
て
夫
婦
と
な
っ
て
か
ら
、
互
い
の
愛

情
を
疑
う
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
。
だ
が

(

夫
婦
と
し
て
の)

楽
し

い

(

暮
ら
し
は)

今
宵
限
り
な
の
で
、
今
宵
こ
そ
仲
睦
ま
じ
く
夫

婦
と
し
て
過
ご
そ
う
。

出
征
の
た
め
に
旅
立
つ
私
は
、
旅
行
く
道
を
思
い
、
起
き
上
が
っ

て
、(

今
の)

夜
の

(

景
色)

は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
見
て
み
る
こ

と
に
し
た
。(

す
る
と)

参
と
辰
の
星
は
み
な
落
ち
て
し
ま
っ
て
、

(

夜
明
け
に
近
づ
い
て
い
る)

。
い
ざ
立
ち
上
が
り
、
こ
こ
か
ら
別

れ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

(

私
が)

徴
兵
さ
れ
て
戦
場
に
い
る
こ
と
に
な
れ
ば
、(

君
と
再

び)

逢
え
る
の
は
い
つ
に
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
君
の
手
を
握

り
し
め
、
ひ
と
た
び
深
く
嘆
く
と
、
生
き
な
が
ら
に

(

君
と)

別

れ
て
し
ま
う
こ
と
を
思
っ
て
、
涙
が
あ
ふ
れ
て
く
る
の
だ
。

(

君
は)

努
め
て
、
今
の
華
や
か
で

(

美
し
い)

姿
を
大
切
に
し

て
、(

私
と
共
に
過
ご
し
た)

喜
び
あ
い
、(

そ
し
て)

楽
し
か
っ

た
あ
の
時
間
を
、(

ど
う
か)

忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
。(

も
し
、
私

が)

生
き
て
い
た
ら

(

君
の
元
へ)

ま
た
帰
っ
て
来
よ
う
。(

た

と
え
、
私
が)

死
ん
で
し
ま
っ
て
も
、
ど
こ
ま
で
も

(

君
の
こ
と

を)

思
い
続
け
よ
う
。

(『

文
選』

・
巻
二
九
・
蘇
武

｢

詩
四
首｣)

こ
の
よ
う
に
、
三
首
目
は

｢

夫
婦｣

と
い
う
語
が
見
ら
れ
、
一
首
目

以
上
に
夫
婦
の
別
れ
が
は
っ
き
り
表
面
に
出
て
い
る
。
と
す
る
と
、
上

代
の
日
本
人
が
こ
の

｢

詩
四
首｣

全
体
を
、
夫
婦
の
別
れ
の
詩
と
し
て

読
ん
だ
可
能
性
は
、
十
分
あ
る
よ
う
に
思
う
。

周
知
の
よ
う
に
、『

文
選』

は
日
本
で
よ
く
読
ま
れ
て
き
た
。
そ
の

『
文
選』

中
の
蘇
武
の
詩
が
、
こ
う
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
日

本
の
和
歌
文
学
に
影
響
を
与
え
、｢

鹿
＝
妻
恋｣

と
し
て
利
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ほ
か
に
も
、
日
本
の
妻
恋
の
鹿
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
、

中
国
の
用
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
傍
証
と
し
て
挙
げ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、『
後
漢
書』

の
用
例
で
あ
る
。
以
下
の
訳
は
、
渡
邊
義
浩
、

堀
内
淳
一
ほ
か

『
全
釋
後
漢
書

第
十
二
册』

を
参
考
に
し
、
適
宜
修

正
し
た
も
の
で
あ
る
。

鸞
回
翔
索
其
群
兮

鸞ら
ん

は
回
翔
し
て
其
の
群
を
索も
と

め

鹿
哀
鳴
而
求
其
友

鹿
は
哀
し
み
鳴
き
て
其
の
友
を
求
む

鸞
鳥
は
飛
び
め
ぐ
っ
て
群
れ
を
求
め
、
鹿
は
悲
し
み
鳴
い
て
友
人

を
求
め
る
。

(『

後
漢
書』

・
巻
二
八
下
・
桓
譚
馮
衍
列
傅
第
一
八
下)

こ
れ
は
、
孤
独
で
さ
み
し
い
こ
と
を
、｢

鹿
が
悲
し
み
鳴
い
て
友
を

求
め
て
い
る｣

様
子
で
表
し
て
い
る
。｢

友
人｣

を
求
め
る
用
例
で
は

あ
る
が
、
日
本
の
鹿
が
妻
を
求
め
る
描
か
れ
方
に
近
づ
い
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
悲
し
ん
で
鳴
い
て
い
る
点
も
、
鹿
が
人
恋

し
さ
に
妻
を
求
め
て
鳴
く
様
子
に
近
い
と
考
え
る
。

次
に
、
鮑
照
の

｢

代
別
鶴
操｣

を
挙
げ
て
み
よ
う
。
第
一
章
で
引
用

し
た
吉
村
誠
氏
の
論
で
は
、｢

万
葉
に
特
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
さ

れ
て
い
る
六
朝
時
代
の
詩
文
に
お
い
て
、
鹿
鳴
が
妻
問
い
の
意
味
で
用

い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
な
い｣

と
し
て
い
た
。
ま
た
、
第
一
章
で
引
用

し
た
馬
氏
の
論
や
、
さ
ら
に
孫
偉
氏
の

｢『

万
葉
集』

に
お
け
る

『

花

鳥』

と
恋
情
と
の
結
び
つ
き

『

雄
鹿』

と

『

秋
萩』

と
の
取
り
合

わ
せ
を
中
心
に｣

(『

学
芸
古
典
文
学』

一
二
号

東
京
学
芸
大
学
国
語

科
古
典
文
学
研
究
室

二
〇
一
九
年
三
月)

に
お
い
て
も
、
漢
籍
に
お

い
て
鹿
が
妻
恋
を
す
る
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
と
し
て
い
た
。

確
か
に
、
漢
籍
に
お
い
て
、｢

鹿｣

が

｢

妻｣

や

｢

妻
恋｣

の
ニ
ュ

ア
ン
ス
で
用
い
ら
れ
た
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
以
下
に
挙

げ
る
鮑
照
の

｢

代
別
鶴
操｣

に
は
、
鳴
く
鹿
の
雌
雄
は
わ
か
ら
な
い
も

の
の
、
つ
が
い
を
求
め
て
鳴
く
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

鮑
照
と
は
、
五
世
紀
の
中
国
、
南
朝
宋
の
詩
人
で
万
葉
歌
人
よ
り
も

古
い
人
で
あ
る
。｢

代
別
鶴
操｣

と
は
、
表
面
上
は
鶴
の
夫
婦
の
別
れ

を
描
い
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
実
際
は
、
人
の
悲
し
い
別
れ
を
詠
ん
だ

詩
で
あ
る
。
以
下
の
訳
は
、
鈴
木
敏
雄『

鮑
参
軍
詩
集』

を
参
考
に
し
、

適
宜
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

雙
鶴
倶
起
時

徘
徊
滄
海
間

雙そ
う

鶴か
く

倶
に
起
つ
時

徘
徊
す
滄
海
の
間

長
弄
若
天
漢

軽
�
似
雲
懸

長
弄
は
天
漢
の
ご
と
く

軽
�
は
雲
の
懸
か
る
に
似
た
り

幽
客
時
結
侶

提
攜
遊
三
山

22



幽
客

時
に
侶
に
結
び

提
攜
し
て
三
山
に
遊
ぶ

青
�
�
瑶
台

丹
羅
籠
紫
煙

青せ
い

�
し
ゃ
く

は
瑶よ
う

台だ
い

を
凌
ぎ

丹た
ん

羅ら

は
紫
煙
を
籠
む

海
上
悲
風
急

三
山
多
雲
霧

海
上

悲
風
急
に

三
山

雲
霧
多
し

散
乱
一
相
失

驚
孤
不
得
住

散
乱
し
て
一
た
び
相
失
へ
ば

孤
に
驚
く
も
住と

ど

む
る
を
得
ず

緬
然
日
月
馳

遠
矣
絶
音
儀

緬
然
と
し
て
日
月
は
馳
せ

遠
き
か
な
音
儀
を
絶
つ

有
願
而
不
遂

無
怨
以
生
離

願
ふ
こ
と
も
有
る
も
遂
げ
ず

怨
む
無
き
も
以
て
生
き
な
が
ら
離
る

鹿
鳴
在
深
草

�
鳴
隠
�
枝

鹿
は
鳴
き
て
深
き
草
に
在
り

�
は
鳴
き
て
�
き
枝
に
隠
る

心
自
有
所
存

旁
人
那
得
知

心
に
自
づ
か
ら
存
す
る
所
有
る
も

旁ぼ
う

人じ
ん

那な
ん

ぞ
知
る
を
得
ん
や

つ
が
い
の
鶴
が
共
に
飛
び
立
つ
と
き
、
東
海
の
大
海
原
を
飛
び

回
る
。(

つ
が
い
の
鶴
が)

長
く
鳴
く
声
は
天
の
川
の
よ
う
で
あ

り
、
軽
や
か
な
そ
の
身
体
は
雲
が
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

仙
人
が
、
そ
の
時
に
仲
間
と
集
ま
っ
て
、
手
を
取
り
合
っ
て
三

山
で
遊
ん
で
い
た
。
青
い
生
糸
が

(

神
女
が
住
ま
う)

瑶
台
よ
り

も
高
く
飛
ん
で
い
き
、
赤
い
鳥
網
は
仙
界
を
包
ん
で
い
っ
た
。

海
上
で
は
、
急
に
悲
し
い
秋
風
が
吹
き
、
三
山
で
は

(

仙
気
た

だ
よ
う)

雲
霧
が
立
ち
籠
め
た
。(

つ
が
い
の
鶴
が)

散
り
ぢ
り

に
な
っ
て
一
た
び
互
い
を
見
失
う
や
、
孤
独
さ
に
気
づ
い
て
も
、

も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

そ
の
ま
ま
日
月
が
過
ぎ
、
遠
ざ
か
っ
て
声
も
姿
形
も
わ
か
ら
な

く
な
る
。
再
会
し
た
い
と
願
っ
て
も
、
そ
れ
は
叶
わ
ず

怨
み
も

な
い
の
に
生
き
別
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

連
れ
を
失
っ
た
鹿
な
ら

(

絶
望
の
あ
ま
り)

鳴
い
て
深
草
の
中

に
た
た
ず
む
だ
ろ
う
し
、
連
れ
を
失
っ
た
蝉
な
ら

(

絶
望
の
あ
ま

り)

鳴
い
て
高
い
枝
の
中
に
隠
れ
る
だ
ろ
う
。
心
中
で
は
連
れ
を

思
っ
て
は
い
る
が
、
ど
う
し
て
他
人
は
そ
れ
に
気
づ
こ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
詩
は
、
つ
が
い
の
鶴
が
連
れ
を
失
っ
た
詩
で
あ
る
。

こ
の
詩
の
主
体
は
つ
が
い
の
鶴
で
あ
る
が
、
傍
線
部
で

｢

鹿
は
鳴
き
て

深
き
草
に
在
り

�
は
鳴
き
て
�
き
枝
に
隠
る｣

と
述
べ
て
い
る
の
に

注
意
し
よ
う
。｢

鹿
と
蝉
が
つ
が
い
を
失
っ
た
ら
ど
う
す
る
だ
ろ
う
か
。

鹿
だ
っ
た
ら
、
連
れ
を
失
え
ば
、(

絶
望
の
あ
ま
り)

鳴
い
て
深
い
草

の
中
に
入
る
だ
ろ
う｣

と
い
う
意
味
で
あ
り
、
鹿
の
別
れ
が
比
擬
の
一
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つ
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、｢

鹿
鳴｣

と
い
う
語
を
使
っ
て

は
い
る
が
、
そ
れ
は
、
君
臣
関
係
で
は
な
く
、
い
な
く
な
っ
た
妻
も
し

く
は
夫
を
求
め
て
い
る
意
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、

日
本
の
妻
恋
と
の
繋
が
り
が
、
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(

�)

。

以
上
か
ら
、
中
国
の

｢

鹿
鳴｣

に
は
、
君
臣
関
係
だ
け
で
な
く
、
妻

や
友
人
と
い
っ
た
親
し
い
者
を
求
め
る
用
法
も
確
認
で
き
た
。
と
り
わ

け
、『

文
選』

の
蘇
武
の
詩
、『
後
漢
書』

の
用
例
、
鮑
照
の

｢

代
別
鶴

操｣

は
、
い
ず
れ
も
人
と
人
と
の
悲
し
い
別
れ
を
描
い
て
お
り
、
日
本

に
お
け
る
、
鹿
が
人
恋
し
さ
に
妻
恋
を
す
る
和
歌
と
繋
が
り
が
あ
り
そ

う
だ
。
そ
し
て
、
上
代
の
日
本
人
は
、
秋
に
発
情
期
を
迎
え
る
鹿
の
生

態
を
観
察
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
用
例
等
に
影
響
を
受
け
、
鹿
が
妻
恋
を

す
る
と
い
う
発
想
を
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

(

１)

近
藤
信
義
氏
は
、｢

桓
武
天
皇
遊
猟
歌
の
一
問
題

喩
と
し
て
の

『

鹿
鳴』

詩

｣
(『

立
正
大
学
国
語
国
文』

三
九
号

二
〇
〇
一
年
三

月)

に
お
い
て
も
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

桓
武
天
皇
歌
に
色
濃
く
見
い
だ
せ
る
詩
経
鹿
鳴
詩
の
受
容
的
要
素

が
万
葉
集
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に

万
葉
集
、
と
そ
の
時
代
に
お
け
る
漢
詩
文
世
界
と
が
異
和
の
中
に

あ
る
と
い
う
相
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

(

２)

鉄
野
昌
弘

｢

万
葉
集
自
然
表
現
事
典｣

(『

國
文
学

解
釈
と
教
材
の

研
究』

三
三
巻
一
号

學
燈
社

一
九
八
八
年
一
月)

、
田
中
夏
陽
子

｢『

萬
葉
集』

の
獣
歌
に
み
る
音
の
表
現

鹿
の
歌
を
中
心
と
し
て

｣
(『

高
岡
市
万
葉
歴
史
館
論
集
５

音
の
万
葉
集』

高
岡
市
万
葉

歴
史
館

笹
間
書
院

二
〇
〇
二
年
三
月)

も
、
万
葉
集
に
お
け
る
鹿

の
妻
恋
は
、
日
本
独
自
の
用
法
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
前

野
直
彬

『

新
装
版

風
月
無
尽

中
国
の
古
典
と
自
然』

(

東
京
大

学
出
版
会

二
〇
一
五
年
二
月)

も
、
中
国
の
鹿
に
つ
い
て

｢

日
本
の

鹿
と
は
、
ど
う
も
鳴
き
か
た
が
違
っ
て
い
た
ら
し
い｣

と
述
べ
て
い
る
。

(

３)

井
上
さ
や
か

｢

鳴
く
鹿
を
詠
む
歌

詠
物
長
歌
の
位
相

｣

(『

美
夫
君
志』

七
一
号

美
夫
君
志
会

二
〇
〇
六
年
二
月)

に
お
い

て
も
、
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

(

４)

水
沢
利
忠

『

史
記
十

(

列
伝
三)

新
釈
漢
文
大
系

第
九
〇
巻』

明

治
書
院

二
〇
一
六
年
十
月

(

５)

鹿
が
妻
を
求
め
る
様
子
と
し
て
、
妻
を

｢

呼
ぶ｣

｢

恋
ふ｣

｢

問
ふ｣

と
表
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
表
現
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
第
一
章

で
取
り
上
げ
た
郭
穎
と
倪
晨
両
氏
の
論
文
や
川
村
幸
次
郎

｢

万
葉
集
の

鹿

万
葉
人
の
美
意
識

｣
(『

解
釈』

二
五
巻
一
一
号

解
釈
学

会

一
九
七
九
年
一
一
月)

に
詳
し
い
。

(
６)

伊
藤
博

『

萬
葉
集
釋
注

四』

集
英
社

一
九
九
六
年
八
月

六
八

三
頁

(

７)

大
槻
文
彦

『

新
編

大
言
海』

富
山
房

一
九
八
二
年
二
月

九
〇
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八
頁

(
８)

武
田
�
吉

『

�
訂

萬
葉
集
全
註
釋

七

巻
の
八
・
九』

角
川
書

店

一
九
五
六
年
九
月

三
七
〇
頁

(

９)
伊
藤
博

『

萬
葉
集
釋
注

八』

集
英
社

一
九
九
八
年
一
月

一
八

五
頁

(

�)

東
光
治

『
續
萬
葉
動
物
考』

人
文
書
院

一
九
四
四
年
一
二
月

一

〇
〇
、
一
〇
一
頁

(

�)

伊
藤
博

『

萬
葉
集
釋
注

二』

集
英
社

一
九
九
六
年
二
月

四
〇

四
頁

(

�)

小
島
憲
之
、
木
下
正
俊
ほ
か

『
萬
葉
集
①

新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
６』

小
学
館

一
九
九
四
年
九
月

一
六
九
頁

(

�)

例
え
ば
、｢

子
虚
上
林
賦｣

の
別
の
一
節
で
は
、
天
子
の
狩
猟
を
讃

え
つ
つ
も
、｢

夫
終
日
馳
騁
、
…
…
不
顧
衆
庶
、
忘
国
家
之
政
、
貪
雉

兎
之
獲
、
則
仁
者
不
�
也｣

(

も
し

(

天
子
の
狩
猟
が)

、
終
日
、
獲
物

を
追
っ
て
馬
を
走
ら
せ
、
…
…
民
衆
を
顧
み
ず
、
政
治
を
忘
れ
て
、
兎

や
雉
と
い
っ
た
獲
物
を
む
さ
ぼ
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
仁
徳

の
高
い
者
は
や
ら
な
い
の
で
す)

と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
天
子
の
豪

勢
な
狩
猟
は
、
民
の
生
活
を
圧
迫
す
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

(

�)

上
代
日
本
人
の

『

詩
経』

の

｢

鹿
鳴｣

詩
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
近

藤
信
義
氏
も
、
第
一
章
で
挙
げ
た
論
文
に
て
、
万
葉
集
八
四
番
歌
の
長

皇
子
の
歌

(

引
用
略)

に
対
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

題
詞
の

｢

佐
紀
宮｣

は
長
皇
子
の
宮
と
考
え
ら
れ
る
。
年
長
の
志

貴
皇
子
を
客
人
と
し
て
迎
え
て
の
挨
拶
歌
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

｢

妻
恋
ひ
に
鹿
鳴
か
む
山
そ
高
野
原
の
上｣

は

｢

佐
紀
宮｣

か
ら

の
風
景
と
思
わ
れ
る
が
、
趣
向
は

｢

鹿
鳴｣

詩
を
踏
ま
え
、
歌
句

に
も
取
り
入
れ
、
客
人
を
迎
え
た
歓
び
を
表
し
た
も
の
で
…
…

｢

妻つ
ま

恋ご

ひ
に｣

は
、｢

我
有
嘉
賓｣

の
詩
句
を
翻
訳
的
・
注
釈
的
に

理
解
し
た
も
の
で
、
長
皇
子
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
は
云
え
ず
、
こ
の

時
代
に
共
有
さ
れ
て
い
た
理
解
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(

	)

戸
田
浩
暁

『

文
心
雕
龍

(

上)

新
釈
漢
文
大
系

第
六
四
巻』

明

治
書
院

二
〇
〇
七
年
二
月

(


)

鮑
照
の
文
集
は

『

日
本
国
見
在
書
目
録』

の

｢

別
集｣

の
項
に

｢

鮑

集
十｣

(｢

鮑
照
集
十
巻｣

の
意
味)

と
記
さ
れ
て
い
る
。(

参
考：

矢

島
玄
亮

『

日
本
国
見
在
書
目
録

集
証
と
研
究

』

汲
古
書
院

一
九
八
四
年
九
月)

。
す
る
と
、
鮑
照
の

｢

代
別
鶴
操｣

は
、
日
本
人

に
受
容
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

(

中
京
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

日
本
文
学
・
日
本
語
文
化
専
攻
修
了
生)
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