
飲
酒

/'-._. 

其
五
¥ノ

の
詩
の

一
解
釈

ー
そ
の
帰
鳥
の
イ
メ

i
ジ
と
守
包
と
の
関
連
を
中
心
と
し
て
l

東
普
王
朝
〈
一
三
七

l
間
二

O
)
の
後
半
期
か
ら
劉
裕
(
三
五
六
1

四
ニ
ニ
)
の
創
建
に
な
る
宋
王
朝
(
泊
二

O
i四
七
九
〉
の
初
期
に
か

け
て
生
き
た
詩
人
陶
淵
m
m
(
一
一
一
六
五
!
問
ニ
七
〉
の
代
表
作
「
飲
酒
」

〈
二
十
首
〉
〈
其
五
〉
の
詩
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
極
言
す
れ
ば
そ

の
一
宇
一
旬
に
つ
い
て
、
古
来
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
き

た。
と
こ
ろ
で
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
飲
、
指
」
と
い
う
こ
の
詩
題
は
、
突

は
二
種
の
相
部
門
な
る
此
〈
拠
と
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
託
し
た
相
呉
な
る

寓
意
と
を
も
っ
、
複
雑
に
工
夫
さ
れ
た
表
現
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

①
 

れ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
紙
一
脳
の
都
合
上
別
稿
に
譲
る
こ
と

と
し
、
大
要
の
み
を
記
せ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

劉
裕
が
、
義
熊
五
年
(
四
O
九
〉
よ
り
同
十
四
年
(
四
一
八
)
に
至
る

の
問
、
鮮
卑
一
族
慕
容
氏
の
南
燕
国
を
滅
ぼ
し

J
f
?た
、
南
か
ら
都
建
康

沼

勝

口

へ
進
攻
し
て
き
た
庇
循
の
乱
を
掃
討
し
、
さ
ら
に
美
族
挑
氏
の
後
秦

簡
を
滅
ぼ
し
た
対
外
軍
事
行
動
は
、
総
自
ら
が
「
南
征
北
伐
」
(
『
宋

番
・
政
充
伝
』
)
と
称
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
に
お
い
て
こ
れ
を
『
詩

経
』
小
雅
「
六
月
」
「
釆
芭
」
の
二
篇
に
詠
う
、
府
の
宣
王
の
猿
抗
-

u

訟
刑
征
伐
、
一
市
諮
っ
出
品
玉
の
北
伐
・
南
征
」
(
「
小
序
」
)
に
擬
す
る
事

実
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
陶
淵
明
は
こ
れ
を
踏
ま

え
、
劉
裕
が
義
照
十
四
年
正
月
、
後
秦
遠
征
か
ら
故
郷
彰
城
(
安
徽

省
徐
州
市
〉
に
凱
旋
・
祝
勝
し
た
こ
と
を
、
漢
の
焦
殺
の
撰
と
伝
え

る
『
易
林
』
中
の
綜
辞
一
ー
六
月
・
釆
芭
は
、
元
道
を
征
伐
す
、
張

日
付
・
方
叔
(
ら
〉
、
敵
に
克
っ
て
酒
、
を
飲
む
j

一
(
離
之
故
・
小
過
之
未
済
)

の
「
飲
酒
」
の
語
に
よ
り
寓
意
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
怒
辞

の
下
の
二
句
は
、
祝
勝
の
宴
に
お
い
て
文
巨
ハ
張
仲
)
武
臣
(
方
叔
〉

こ
ぞ
っ
て
喜
び
の
杯
を
挙
げ
た
こ
と
を
い
う
。

劉
搭
は
後
秦
遠
征
の
後
、
同
年
六
月
、
相
国
・
宋
公
・
九
錫
の
命

を
受
け
、
晋
宋
禅
代
の
機
運
は
い
ち
だ
ん
と
熟
し
、
十
二
月
に
は
安

( 1 ) 



帝
(
司
馬
徳
宗
〉
を
紋
し
、
恭
帝
(
司
馬
徳
文
)
を
立
て
る
。
こ
の
よ

う
に
劉
絡
に
よ
る
禅
代
が
強
力
に
推
進
さ
れ
て
ゆ
く
持
勢
を
も
、
陶

淵
明
は
前
述
の
「
飲
酒
」
の
語
に
よ
っ
て
寓
意
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
「
飲
酒
」
の
連
作
は
、
義
照
十
四
年
の
秋
の
制
作

と
す
る
こ
と
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

『
日
夕
一
一
の
「
未
済
」
の
卦
「
上
九
」
の
交
辞
(
と
そ
の
小
象
)
は
、

官
ど
に
お
い
て
唯
一
「
飲
酒
」
の
語
を
用
い
る
箇
所
で
あ
る
。
こ

ま

こ

と

こ

こ

な

の
「
上
九
」
の
交
詐
「
字
有
り
て
一
寸
に
澗
を
飲
む
、
必
日
「
克
し
」
が
、

前
述
の
『
易
林
』
の
綴
辞
と
と
も
に
、
「
飲
酒
」
と
い
う
詩
題
の
別

の
典
拠
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
貌
の
玉
弼
(
二
二
六
i

二
四
九
〉
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「
有
字
」
と
は
為
政
者
に
対
し
て
信
頼

を
も
つ
こ
と
、
ま
た
「
飲
酒
」
と
は
逸
楽
す
る
意
で
あ
る
と
い
う
。

宋
の
謝
笠
運
ハ
一
ニ
八
五
i

問
一
一
一
一
一
一
)
が
義
照
十
四
年
九
月
九
日
、
宋
公

劉
裕
主
催
の
診
放
の
戯
馬
台
の
宴
集
に
お
い
て
、
隠
退
す
る
尚
書
令

孔
靖
(
字
季
北
川
)
を
送
別
し
た
作
「
九
日
従
宋
公
戯
馬
台
集
送
孔
令

場
4m

こ
'

l

ζ

ψ

由
、
吉

詩
」
の
中
で
、
「
銭
安
は
字
有
る
を
光
ら
か
に
し
」
と
い
い
、
「
有

字
」
の
訟
を
、
劉
裕
に
対
す
る
信
頼
を
表
す
意
に
用
い
る
の
は
、
王

弼
の
解
釈
に
従
う
例
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
陶
淵
拐
の
場
合
、

「
有
手
」
の
訟
を
、
天
命
に
対
し
て
信
頼
し
、
そ
し
て
自
ら
至
誠
を

貫
く
こ
と
、
「
飲
酒
」
の
訟
を
、
自
適
す
る
こ
と
と
解
し
、
前
述
の

京
音
末
の
持
勢
の
中
で
、
隠
者
と
し
て
生
き
る
自
ら
の
精
神
態
度
を

寓
意
さ
せ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
右
の
ご
と
き
論
拠
か
ら
す
る
見
方
は
、
「
飲
酒
」
の
連
作

に
関
す
る
従
来
の
諸
解
釈
に
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
か
か
る
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
〈
其
五
〉
の
詩
の
解
釈
に
お
い
て

も
、
当
然
従
来
の
見
解
と
異
な
る
見
方
が
生
ず
る
は
ず
で
あ
る
。

小
稿
は
、
「
飲
酒
」
〈
其
五
〉
の
詩
を
、
そ
の
詩
題
の
典
拠
と
寓
意

と
の
関
連
、
お
よ
び
連
作
の
他
の
詩
の
内
容
、
こ
と
に
帰
鳥
の
イ
メ

ー
ジ
と
『
易
』
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
考
察
し
、
新
し
い
解
釈
の

可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
飲
酒
」
〈
其
五
〉
の
詩
に
は
、
仲
間
と
連
れ
立
っ
て
山
に
帰
る
飛

鳥
の
姿
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ね
ぐ
ら
に
帰
る
鳥
、
す
な

わ
ち
帰
鳥
の
姿
を
詠
う
の
は
、
「
飲
酒
」
の
連
作
中
、
右
の
詩
の
外

に
〈
其
四
〉
と
〈
其
七
〉
の
二
首
の
詩
が
あ
る
。
こ
れ
ら
三
首
の
詩

に
一
詠
う
帰
鳥
の
姿
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

ま
ず
、
〈
其
四
〉
の
詩
は
、
そ
の
全
文
を
失
群
の
鳥
の
叙
述
に
当

て
、
群
れ
を
失
っ
た
孤
独
な
鳥
が
ね
ぐ
ら
を
索
め
て
夜
ご
と
悲
鳴
俳

伺
惜
し
、
や
が
て
一
本
松
に
会
い
、
そ
の
木
蔭
に
身
を
託
す
る
こ
と
が

か
な
い
、
こ
れ
を
終
の
棲
み
か
と
思
い
定
め
る
こ
と
を
詠
う
。
続
く

〈
其
五
〉
の
詩
で
は
、
夕
刻
山
気
の
美
し
い
z

中
、
麓
を
さ
し
て
仲
間

( 2 ) 



と
連
れ
立
ち
帰
る
鳥
の
姿
が
、
そ
し
て
〈
共
七
〉
の
詩
で
は
、
日
没

後
の
安
息
の
ひ
と
と
き
、
林
の
ね
ぐ
ら
に
帰
る
鳥
の
鳴
き
交
わ
す
姿

が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
句
に
詠
わ
れ
て
い
る
。

布
の
一
ニ
首
の
詩
に
一
詠
う
鳥
の
中
、
〈
兵
問
〉
の
詩
の
鳥
を
作
者
の

自
況
と
解
す
る
こ
と
は
、
諸
家
の
説
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
他
の
二
首
の
詩
の
鳥
に
つ
い
て
は
、
出
品
〈
景
な
い
し
自
況
ハ
象
徴

と
も
〉
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
淵
明
に
は
、
「
飲
酒
」
…
一
一
討
を
制
作
す
る
義
烈
十
四
年
以

前
の
時
期
に
も
、
同
じ
く
阿
川
底
的
の
姿
を
一
丹
一
一
一
一
詠
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

診
沢
の
令
の
織
を
辞
し
て
知
隠
す
る
義
照
一
万
年
(
問
。
五
〉
十
一
月
か

ら
そ
の
翌
年
に
か
け
て
の
時
期
が
そ
れ
に
当
た
る
。
そ
の
時
期
の
作

と
さ
れ
る
「
帰
去
来
今
辞
」
に
「
雲
無
心
市
出
納
、
鳥
俗
飛
而
知

還
」
と
一
詠
う
の
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、
向
じ
く
「
mm鼠
田

居
」
ハ
玉
首
)
〈
其
一
〉
の
詩
に
、
「
少
無
通
俗
韻
、
性
本
愛
丘
山
、
誤

務
践
網
中
、
一
去
十
三
年
、
抑
制
鳥
恋
旧
林
、
池
魚
思
故
淵
、
開
荒
南

野
際
、
守
拙
帰
閤
問
、
(
略
〉
久
在
決
議
一
謀
、
復
得
返
自
然
」
と
一
一
誠
う

の
は
、
官
を
辞
し
て
帰
穏
し
た
自
ら
を
、
半
ば
知
鳥
の
姿
を
意
識
し

つ
つ
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
最
も
代
表
的
な
例
と
し

て
、
四
一
一
一
?
回
章
か
ら
成
る
「
帰
鳥
」
の
詩
が
あ
る
。
左
に
そ
の
全

文
を
掲
げ
る
。

翼
翼
帰
鳥

問
医
去
子
林

遠
之
八
表

近
恕
…
袋
持

和
風
弗
治

制
一
級
求
心

一
徹
儀
相
鳴

景
庇
清
陰

翼
翼
帰
鳥

除山内

Fm別
協
山
開
時
代

ー
ヨ
H「
お

47d市
山

J
4ノ

雌
不
懐
激

3
U
Xい
い
い
吉
寸
支

ド
1
ノ
牛
小
a

長
け
ん
午
μ

遇
雲
韻
頑

相
嶋
市
帰

、
退
路
誠
悠

性
愛
無
遺

翼
翼
た
る
掃
鳥

翼
翼
帰
鳥

相
林
排
畑

山
一
旦
思
天
路

欣
及
旧
接

景~d寄i 間jg和近速
をたををさ)~~く く
情顧翻j はは林
きみえ治主雲八よ
除主てしかi:の表り
に げ 相 て ら 与 に 去
j克 1¥事心ずに之ゆり
わきにし恕き
れ 求てう
んむ

翼
翼
た
る
帰
鳥
は

す
な
わ

裁
ち
朔
け
り
載
ち
飛
ぶ

粧
を
懐
わ
ず
と
蹴
も

林
を
見
れ
ば
情
は
依
る

一
芸
に
遇
え
ば
誤
頑
し

相
鳴
き
て
帰
る

な
路
は
誠
に
悠
か
な
る
も

わ
す

の
愛
す
る
と
こ
ろ
遺
る
る
無
し

( 3 ) 

!日量林翼
棲にを翼
I';こ天相みた

及路てる
ぶを俳帰
を思翻鳥
欣わすは
ぶん

や



'ドヒ

rt、
二
ta--'241

臨
ん
拠
出
伝
作

μ
w
n
r
山
一
子
r
中
立
4

Jnd吋
J
4
b
g
n

日
夕
気
清

悠
然
其
懐

衆音
声の

侶3
4手2は
に無
諮し
うと

~l症
も

iヨ
タ

気
清
く

悠
然
た
り

共
の
懐
い

翼
翠
(
m
m
鳥
翼
翼
た
る
川
町
鳥
は

ふ

ゆ

え

だ

川
取
羽
然
、
条
羽
を
然
、
の
条
に
犠
む

お
お

治
不
滅
林
漁
ぶ
は
麟
い
な
る
林
に
せ
ず

a

稲
川
川
森
襟
宿
る
は
別
ち
森
き
襟

円
良
風
清
胤
ハ
展
開
内
清
ら
か
に
興
り

好

昔

時

交

好

音

符

に

交

う

仙

川

鰍

実

施

焔

級

実

ぞ

施

さ

ん

巳

巻

安

労

己

に

巻

め

り

安

ん

ぞ

労

せ

ん

や

こ
れ
は
、
ひ
と
た
び
は
世
界
の
か
な
た
ま
で
天
朔
け
ん
と
こ
こ
ろ

ざ
し
た
鳥
が
、
期
待
し
た
和
風
に
恵
ま
れ
ず
、
故
郷
の
林
の
ね
ぐ
ら

に
知
り
、
心
の
一
平
安
を
と
り
も
ど
す
こ
と
を
詠
っ
た
詩
で
あ
る
。
そ

の
末
尾
の
句
「
己
巻
安
労
」
と
述
懐
す
る
点
に
お
い
て
も
、
「
帰
去

来
今
辞
」
に
「
鳥
俗
飛
市
知
還
」
と
一
詠
う
こ
と
と
震
な
り
、
こ
の
時

期
に
お
け
る
作
者
の
心
境
を
替
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
「
同
州
鳥
」
の
詩
に
一
詠
う
飛
鳥
の
姿
は
、
以
下
に
検
討
す
る
つ
飲

泊
」
詩
の
そ
れ
と
深
い
関
連
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
「
飲
酒
」
〈
其
四
〉
の
一
詩
を
左
に
掲
げ
、
考
察
を
加
え
た
い
。

楢

粕

失

群

鳥

栖

栖

た

り

失

群

の

鳥

日
暮
猶
独
飛
日
暮
れ
て
猶
お
独
り
飛
ぶ

俳
mm
無

定

止

俳

但

し

て

定

止

無

く

夜

夜

戸

転

悲

夜

夜

戸

転

た

悲

し

属
響
忠
清
遠
府
側
饗
清
遠
を
思
い

去

来

何

依

依

去

来

何

ぞ

依

依

た

る

あ

図
値
孤
生
松
孤
生
の
松
に
値
え
る
に
因
り

数
一
鮒
遥
来
帰
溺
を
絞
め
て
遥
か
に
来
た
り
帰
る

勤
風
無
栄
木
勤
風
に
栄
木
無
き
も

此
穫
独
不
表
此
の
蔭
の
み
は
独
り
衰
え
ず

託
身
己
得
一
所
身
を
託
す
る
に
己
に
一
助
を
得
た
り

千

載

不

相

違

千

載

相

違

ら

ざ

ら

ん

古
川
幸
次
郎
氏
は
、
か
つ
て
「
飲
酒
」
〈
其
五
〉
の
詩
に
詠
う
飛

鳥
に
ち
な
ん
で
、
淵
拐
の
詩
文
に
現
れ
る
そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
れ
た

①
 

こ
と
が
あ
る

Q
陶
淵
明
伝
で
五
)
。
そ
の
中
で
「
帰
鳥
」
の
第
一
章
・

第
三
宰
を
引
き
つ
つ
、
そ
こ
に
お
け
る
鳥
よ
り
も
っ
更
に
あ
わ
れ

な
、
最
も
不
幸
な
の
が
い
る
。
そ
れ
は
ね
ぐ
ら
を
持
た
な
い
鳥
。
そ

う
し
た
孤
独
な
鳥
が
、
ね
ぐ
ら
と
な
る
べ
き
木
を
見
い
だ
し
た
と
き

の
喜
び
、
そ
れ
を
歌
う
の
は
、
お
な
じ
『
飲
酒
二
十
首
』
の
第
四

首
」
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
詩
を
引
用
し
次
の
ご
と
く
一
一
一
一
口
わ
れ
る
。

( 4 ) 



こ
の
一
首
も
、

淵
明
の
自
叙
で
あ
る
こ
と
、

市主、
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一、
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こ

せ

い

一
長
い
長
い
漂
泊
の
の
ち
に
、
見
い
だ
し
た
孤
生
の
松
と
は
、

人
の
世
の
つ
め
た
さ
に
も
て
あ
そ
ば
れ
つ
く
さ
れ
た
の
ち
、
や

っ
と
見
い
だ
し
た
心
の
よ
り
ど
こ
る
を
、
そ
れ
に
た
と
え
て
い

う
に
、
相
違
な
い
。
そ
れ
が
具
体
的
に
何
で
あ
っ
た
か
は
、
依

然
と
し
て
淵
明
の
語
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
見
の
が
し
が
た

い
の
は
、
こ
の
詩
の
も
つ
沈
痛
な
ひ
び
き
で
あ
る

0

・
:
・
:
淵
明

の
生
涯
が
、
そ
の
詩
の
表
面
に
た
た
え
ら
れ
た
平
静
さ
に
も
似

ず
、
苦
悩
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
詩
も
ま
た

一
訴
す
が
ご
と
く
で
あ
る
。

古
川
氏
の
指
摘
の
ご
と
く
、
〈
其
四
〉
の
詩
の
鳥
は
、
「
川
町
烏
」
の

詩
の
そ
れ
に
比
較
し
て
帰
る
べ
き
ね
ぐ
ら
を
持
た
な
い
、
あ
わ
れ
で

不
幸
な
存
在
と
し
て
掛
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
私
は
、
〈
其
四
〉
の
詩
に
お
い
て
、
「
失
群
の
鳥
1

一
と
し

て
比
命
的
・
象
徴
的
に
詠
う
こ
と
が
ら
は
、
「
帰
鳥
」
の
詩
に
鳥
の

姿
と
し
て
比
験
的
・
象
徴
的
に
一
詠
う
そ
れ
と
、
実
は
同
一
の
体
験
、

す
な
わ
ち
義
照
元
年
の
帰
隠
の
際
の
体
験
、
も
し
く
は
帰
揺
に
至
る

ま
で
の
体
験
に
基
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
す
る
の
で
あ

る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
こ
の
二
首
の
表
現
の
間
に
見
る
こ
と
の
で

き
る
霊
譲
・
類
似
性
、
ま
た
、
〈
其
四
〉
の
詩
中
の
「
去
来
何
依
依
」

と
い
う
旬
、
さ
ら
に
義
烈
十
四
年
頃
の
作
者
の
状
況
な
ど
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
次
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

「
帰
鳥
」
の
詩
の
「
難
無
背
侶
、
衆
戸
毎
諮
」
の
勾
に
、
清
・
何

鮮
が
注
し
て
、
「
郡
出
妻
卒
、
離
不
如
中
朝
間
侶
為
多
才
、
然
真
趣

則
相
入
也
」
(
清
・
陶
樹
詑
『
靖
節
先
生
集
』
所
収
)
と
い
う
。
つ
ま
り
何

熔
は
、
平
日
侶
」
を
「
中
央
政
府
の
多
才
な
旧
友
」
と
解
す
る
の
で

あ
る
が
、
古
川
氏
も
「
中
央
政
府
に
い
た
と
き
の
よ
う
な
仲
間
、
つ

ま
り
野
心
の
か
た
ま
り
の
よ
う
な
政
治
家
、
寧
人
、
機
智
の
言
葉
に

た
け
た
知
識
人
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
哲
学
者
、
要
す
る
に
人
を
お
し

の
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
存
在
を
主
一
按
し
よ
う
と
す
る
は

な
や
か
な
仲
間
」
と
敷
桁
す
る
。
私
は
、
こ
の
平
日
侶
」
の
諮
の
さ

す
対
象
が
、
〈
其
四
〉
の
詩
の
「
失
群
の
鳥
」
と
い
う
一
誌
の
「
群
」

に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
「
失
群
の
鳥
」
と
は
、
平
日

侶
無
し
」
と
一
詠
わ
れ
て
い
る
「
帰
鳥
」
の
詩
の
鳥
の
こ
と
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。

( 5 ) 

貌
の
曹
植
(
一
九
二
!
二
三
二
〉
の
「
雑
詩
」
(
六
首
)
〈
英
一
二
〉
の
詩

に
、
「
飛
鳥
緩
樹
類
、
激
激
鳴
索
群
」
と
い
う
よ
う
に
、
古
来
詩
賦

に
お
い
て
、
そ
の
伴
侶
や
群
れ
を
失
っ
た
鳥
は
、
わ
が
身
の
孤
独
を

悲
し
み
、
失
っ
た
群
れ
を
索
め
る
も
の
と
し
て
詠
わ
れ
る
の
を
通
例

と
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
失
群
の
鳥
」
は
、
か
つ
て
属
し
た
群
れ

を
索
め
よ
う
と
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
群
れ
、
換



雷
同
す
れ
ば
作
者
の
属
し
た
(
呂
田
介
に
お
け
る
仲
間
が
、
彼
れ
に
と
っ
て

紫
め
る
締
催
の
な
い
、
む
し
ろ
陸
棄
す
べ
き
も
の
で
し
か
な
か
っ
た

こ
と
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
〈
其
四
〉
の
詩
の
第
六
匂
「
去
来
何
依
依
」
の
「
依
依
し

と
い
う
誌
の
、
陶
淵
明
に
お
け
る
用
例
と
用
法
を
検
討
す
る
と
、
次

の
ご
と
く
で
あ
る
。

①
商
歌
非
吾
事
、
依
依
在
郷
籾
耕
(
辛
丑
歳
七
月
赴
仮
還
江
俊
夜
行
塗
口
〉

②
歩
歩
間
帯
往
迩
、
有
処
特
依
依
(
還
旧
居
)

③
駿
駿
遠
人
村
、
依
依
境
箆
般
(
帰
慰
問
居
英
一
)

④
俳
街
路
際
問
、
依
依
昔
入
居
(
用
布
、
其
田
〉

⑤
依
依
田
怒
、
遜
遜
西
雲
(
答
脆
参
寧
〉

も
と

布
の
諸
例
は
、
③
を
除
、
き
、
い
ず
れ
も
作
者
の
、
自
の
生
業
①
、

旧
居
②
、
故
郷
の
光
景
④
、
曾
遊
の
地
⑤
な
ど
、
か
つ
て
の
体
験
に

つ
な
が
る
懐
か
し
さ
・
慕
わ
し
さ
を
表
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
③
も
、
し
な
や
か
な
さ
ま
、
遠
く
ぼ
ん
や
り
し
た
さ
ま
な
ど
と

解
す
る
外
に
、
慕
わ
し
い
さ
ま
と
解
す
る
説
が
あ
る
。
陶
淵
拐
に
お

け
る
「
依
依
」
の
語
意
は
、
懐
か
し
さ
・
慕
わ
し
さ
を
表
す
方
向
に

収
殺
す
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
「
去
来
何
依
依
」
の
匂
の
場

合
も
、
右
に
見
た
方
向
で
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
失

群
の
鳥
」
が
「
依
依
」
と
し
て
「
去
来
」
す
る
「
孤
生
の
松
」
の
存

す
る
所
は
、
か
つ
て
慣
れ
親
し
ん
だ
故
郷
の
地
と
理
解
す
、
べ
き
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
こ
の
第
六
匂
は
、
「
同
市
底
的
」
の
詩
の
「
相
林
情
依
」

の
句
と
類
似
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
た
い
(
た
だ
し
「
相
林

情
依
」
を
「
駒
林
誹
侶
」
に
作
る
本
も
あ
る
。
)

さ
ら
に
同
じ
く
第
八
匂
「
紋
翻
遥
来
帰
」
に
注
目
す
る
と
、
こ
の

表
現
が
、
遠
く
「
八
十
一
一
点
」
に
ゆ
き
、
「
和
風
」
に
恵
ま
れ
ず
し
て
、

「
、
越
路
L

を
経
て
「
侶
栖
」
に
係
り
着
い
た
、
一
:
帰
鳥
」
の
詩
の
鳥
の

姿
を
妨
綿
と
さ
せ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
「
失
群
の
鳥
」
が
作
者
の
自

叙
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
右
の
「
蓬
来
帰
」
と
い
う
ご
と
き
行
跡
を
、

帰
隠
以
後
の
作
者
の
伝
に
求
め
る
こ
と
は
図
難
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
、
〈
其
四
〉
の
詩
の
冒
頭
か
ら
の
八
勾
ハ
「
栖

格
失
群
鳥
、
:
:
:
数
蹄
遥
来
掃
」
)
は
、
作
者
の
義
照
一
万
年
の
帰
隠
の
際

の
体
験
と
心
情
と
を
追
懐
し
て
、
こ
れ
を
鳥
の
姿
に
託
し
た
も
の
と

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
第
九
勾
か
ら
の
四

勾
(
「
勤
風
無
栄
木
、
此
蔭
独
不
表
、
託
身
既
得
所
、
千
載
不
相
違
」
〉
は
、

帰
隠
以
来
の
穏
者
と
し
て
の
処
世
が
、
厳
し
い
時
勢
に
生
き
る
道
と

し
て
誤
り
で
な
か
っ
た
こ
と
を
述
懐
し
た
も
の
と
す
る
の
が
、
妥
当

な
解
釈
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
詩
に
沈
痛
の
ひ
び
き
が
あ
る
の

は
、
時
代
の
趨
勢
が
、
作
者
に
と
っ
て
、
「
帰
烏
」
の
詩
制
作
の
頃

よ
り
も
、
い
ち
だ
ん
と
厳
し
さ
を
増
し
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と
を
反
映

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
〈
兵
問
〉
の
詩
に
は
、
『
易
』
こ
と
に
そ
の
豆
腐
注
と
の
関

( 6 ) 



速
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た

、。
tv 

こ
の
詩
の
第
五
句
「
腐
響
思
清
遠
」
の
「
清
遠
」
の
誌
に
つ
い

て
、
一
海
知
義
氏
は
次
の
ご
と
く
注
釈
し
て
い
る
。

〔
忠
清
遠
〕
清
ら
か
な
は
る
か
な
境
地
に
思
い
を
は
せ
る
。

ぉ
、
コ
ひ
っ

「
易
経
」
の
漸
の
卦
の
王
弼
注
に
「
進
処
高
潔
、
位
に
累
わ
さ

れ
ず
、
物
の
其
の
心
を
屈
し
、
其
の
志
を
乱
す
な
く
、
峨
峨
と

@
 

し
て
清
遠
:
:
:
」
と
あ
る
(
『
陶
淵
明
』
)
。

辺
倒
遠
」
の
語
の
血
ハ
拠
を
、
「
漸
」
の
卦
「
上
九
」
の
交
辞
に
付
す

王
問
注
に
求
め
る
氏
の
説
は
妥
当
な
も
の
と
考
え
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
改
め
て
検
討
を
加
え
た
い
。

一
一
一
一
…
…
…
以
内
…
漸

上
九
、
鴻
漸
子
段
、
其
羽
可
用
為
儀
、
古
。

す

す

も

つ

な

上
九
、
鴻
設
に
漸
む
。
其
の
羽
用
て
儀
と
為
す
可
し
、
吉
な
り
。

〔
王
弼
注
〕
進
処
高
潔
、
不
明
治
子
位
、
無
物
可
以
屈
其
心
而
乱

其
志
、
出
校
校
清
遠
、
儀
可
貴
也
、
故
日
、
其
羽
可
用
為
儀
、
士
口
。

ぉ

進
ん
で
高
潔
に
処
り
、
位
に
累
わ
さ
れ
ず
、
物
の
其
の
心
を
屈

し
、
其
の
志
を
乱
す
可
き
無
く
、
設
設
と
し
て
清
遠
、
儀
貴
ぶ

可
き
な
り
、
故
に
臼
く
、
其
の
羽
用
て
儀
と
為
す
可
し
、
吉
な

わ
/
シ
〕
O

右
の
交
辞
の
一
節
「
鴻
靖
子
陸
」
は
、

「
九
一
一
一
」
の
交
辞
の
冒
頭

の
匂
と
同
文
で
、
こ
こ
に
は
少
し
く
問
題
が
存
す
る
よ
う
で
あ
る

向
、
紙
一
胞
の
都
合
上
し
ば
ら
く
不
問
に
付
し
、
主
弼
注
の
「
清
遠
」

の
一
品
川
義
の
把
握
に
進
み
た
い
。

王
腐
の
『
易
』
解
釈
に
お
い
て
は
、
「
上
」
は
無
位
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
位
に
累
わ
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
高
尚
な
隠
者
に
擬
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
「
位
に
累
わ
さ
れ
ず
、
志
賢
を
尚
ぶ
者
な
り
」
(
大
有
の

卦
・
上
九
の
交
辞
の
注
〉
、
「
位
に
累
わ
さ
れ
ず
、
王
侯
に
事
え
ず
、
北
ハ

の
事
を
高
尚
に
す
る
な
り
」
(
盛
の
卦
・
上
九
の
交
辞
の
注
)
、
「
位
に
在

ら
ず
、
最
も
上
極
に
処
り
、
其
の
志
を
高
尚
に
し
、
天
下
の
観
る
所

と
為
る
者
な
り
」
ハ
観
の
卦
・
上
九
の
交
辞
の
注
)
、
そ
し
て
「
位
を
履

ま
ず
、
深
く
自
ら
幽
隠
し
、
跡
を
絶
ち
深
く
蔵
れ
る
者
な
り
」
(
豊
の

卦
・
上
九
の
交
辞
の
注
)
な
ど
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
漸
」

の
卦
「
上
九
」
の
交
辞
も
、
進
ん
で
高
潔
の
境
地
に
居
て
、
位
に
累

わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
い
か
な
る
世
俗
も
そ
の
心
志
を
屈
し
乱
す

こ
と
が
で
き
な
い
、
山
中
間
高
清
遠
な
鴻
の
姿
の
ご
と
き
隠
者
、
ま
た
、

そ
の
境
地
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
〈
其
四
〉
の

詩
の
「
失
群
の
鳥
」
が
「
清
遠
を
思
う
」
姿
と
は
、
隠
者
と
し
て
の

清
遠
な
境
地
を
希
求
し
て
や
ま
な
い
、
作
者
の
強
い
願
い
の
象
徴
と

し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
失
群
の
鳥
」
が
、
悲
鳴
し
つ
つ
ね
ぐ
ら
を
索
め
る

姿
も
、
実
は
右
に
同
じ
く
、
王
弼
注
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と

( 7 ) 



考
え
ら
れ
る
。
「
小
過
」
〔
一
…
一
一
一
一
似
肝
〕
の
卦
辞
と
そ
の
王
弼
注
、
お

よ
び
唐
・
孔
穎
達
の
「
正
義
」
の
文
を
左
に
掲
げ
る
。

小
過
、
本
J

、
利
貞
、
可
小
事
不
可
大
事
、
飛
鳥
透
之
音
、
不
宜

上
宜
下
、
大
宮
。

小
過
は
、
亨
る
。
貞
し
き
に
利
ろ
し
、
小
事
に
は
可
な
り
、
大

事
に
は
可
な
ら
ず
、
飛
鳥
之
が
音
を
遺
す
、
上
る
に
宜
し
か
ら

ず
、
下
る
に
宜
し
、
大
い
に
吉
な
り
。

〔
王
別
注
〕
飛
鳥
遊
其
昔
、
戸
亥
以
求
処
、
上
愈
元
一
助
適
、
下

刻
得
安
、
愈
上
刻
愈
第
、
英
若
飛
鳥
也
。

飛
鳥
其
の
音
を
遣
す
、
戸
哀
し
く
し
て
以
て
処
を
求
む
、
よ
れ

ば
愈
よ
逝
く
所
一
尤
く
、
下
れ
ば
別
ち
安
き
を
得
、
愈
よ
上
れ
ば

別
ち
愈
よ
窮
す
、
飛
鳥
に
若
く
は
莫
し
。

〔
正
義
〕
日
、
鳥
之
失
戸
、
必
是
窮
迫
、
未
得
安
処
、
論
語

回
、
鳥
之
将
死
、
其
鳴
也
友
、
故
知
透
音
即
友
戸
也
。

臼
く
、
鳥
の
戸
を
失
す
る
は
、
必
ず
走
れ
窮
迫
し
て
、
未
だ
安

処
を
得
ざ
る
な
り
。
論
一
誌
に
日
く
、
鳥
の
将
に
死
な
ん
と
す
る

や
、
其
の
鳴
く
こ
と
亥
し
、
と
。
故
に
知
る
違
背
は
即
ち
亥
戸

な
り
と
。

お
の
卦
辞
の
一
一
節
「
飛
鳥
遺
之
音
、
不
宜
上
宣
下
、
大
古
」
と

は
、
そ
の
「
議
伝
」
に
「
有
飛
鳥
之
象
江
局
、
飛
鳥
選
之
音
、
不
定
上

笠
下
、
大

J

十
一
口
、
上
逆
部
下
顕
也
」
と
説
く
ご
と
く
、
古
来
卦
の
象
が

飛
鳥
に
擬
え
ら
れ
(
コ
ニ
」
「
四
」
の
陽
交
が
鳥
の
胴
体
、
「
初
」
「
ニ
」
と

「
五
」
「
上
」
の
四
陰
が
そ
の
両
翼
を
張
っ
て
飛
ぶ
さ
ま
〉
、
そ
れ
が
鳴
き
声

を
残
し
て
飛
ぶ
と
き
、
高
く
空
に
上
れ
ば
行
く
所
が
な
く
て
よ
ろ
し

か
ら
ず
、
降
下
す
れ
ば
安
処
を
得
て
よ
ろ
し
い
と
い
う
意
で
あ
る
。

こ
れ
を
人
事
に
当
て
る
な
ら
ば
、
官
途
に
つ
い
て
出
世
す
る
の
は
よ

ろ
し
か
ら
ず
、
下
野
し
て
隠
棲
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
と
い
う
意
と
な

る。
右
の
卦
辞
に
つ
い
て
の
王
弼
注
を
、
「
正
義
」
を
参
考
に
し
つ
つ

解
す
れ
ば
、
以
下
の
ご
と
く
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
飛
鳥

が
鳴
き
戸
を
残
し
て
飛
び
、
そ
の
亥
戸
を
あ
げ
る
の
は
、
窮
迫
し
て

安
処
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
、
そ
の
際
、
空
に
上
れ
ば
い
よ
い
よ

行
く
一
防
が
な
く
、
下
れ
ば
安
患
を
得
る
こ
と
と
な
る
、
上
れ
ば
い
よ

い
よ
窮
す
る
の
が
飛
鳥
の
運
命
で
あ
る
と
い
う
。

〈
其
四
〉
の
詩
に
表
現
さ
れ
る
、
「
失
群
の
鳥
」
が
悲
し
い
戸
を
あ

げ
つ
つ
「
定
止
」
を
求
め
て
俳
宿
す
る
姿
は
、
作
者
が
王
部
注
の

2
E及
以
求
処
」
と
い
う
勾
か
ら
暗
示
を
受
け
て
生
ま
れ
た
も
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

( 8 ) 

前
章
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
『
易
』
の
「
小
過
t

一
の
卦
辞
は
、
つ
ん
と

で
唯
一
「
飛
鳥
」
の
一
訟
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
卦



象
・
卦
砕
と
、
「
飲
酒
ー
一
〈
其
五
〉
の
詩
に
表
現
さ
れ
る
飛
鳥
の
姿
と

が
、
深
い
関
連
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
ず
、
〈
英

五
〉
の
詩
を
左
に
掲
げ
る
。

結
監
在
人
境
磁
を
結
び
て
人
境
に
在
り

し
か

苅
無
車
馬
術
一
部
も
車
馬
の
喧
無
し

し
か

間
君
何
能
檎
君
に
問
う
何
ぞ
能
く
一
的
る
や
と

心
遠
地
自
一
仰
心
遠
け
れ
ば
地
自
ら
備
な
り

レ」

釆

菊

東

館

下

菊

を

釆

る

東

鱗

の

下

悠
然
見
南
山
悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る

山

気

日

夕

佳

山

気

日

夕

に

佳

な

り

し'』
J
ぃ
u

飛

鳥

相

与

還

飛

鳥

相

与

に

還

る

此
中
有
真
意
此
の
中
に
真
意
有
り

欲
排
己
忘
一
ず
一
問
弁
ぜ
ん
と
欲
し
て
己
に
一
一
一
一
口
を
忘
る

詩
の
構
成
を
見
る
こ
と
と
し
よ
う
。
冒
頭
の
四
句
で
は
、
人
史
に

雌
を
構
え
な
が
ら
騒
騒
と
無
縁
の
暮
ら
し
が
で
き
る
の
は
、
自
ら
の

隠
者
と
し
て
の
清
遠
の
境
地
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て

い
る
。
続
く
第
五

i
八
句
で
、
東
篠
の
下
で
菊
花
を
採
り
な
が
ら
ふ

と
自
に
入
っ
た
南
山
ハ
臨
山
〉
の
姿
と
、
タ
も
や
の
立
ち
の
、
ぼ
る
そ

の
山
に
連
れ
だ
ち
帰
る
飛
鳥
の
景
を
一
詠
う
。
そ
し
て
末
尾
二
句
は
、

上
述
の
光
景
に
こ
そ
「
真
意
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
言
一
訟
で
説
明
し
が

た
い
境
地
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
第
五
i

八
匂
に
表
現
さ
れ
る
光
景
と
境
地
、
お
よ
び
末
尾

の
二
勾
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

「
帰
鳥
」
の
詩
の
第
三
章
に
「
雌
無
音
侶
、
衆
戸
毎
諮
、
日
夕
気

法
、
悠
然
其
懐
」
と
い
い
、
故
郷
の
山
林
に
帰
っ
た
鳥
が
仲
間
た
ち

と
調
和
し
つ
つ
、
私
の
夕
暮
れ
の
清
澄
な
自
然
と
一
体
と
な
っ
た
遥

か
な
境
地
を
よ
ろ
こ
ぶ
さ
ま
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
れ

が
、
〈
其
五
〉
の
詩
の
第
五
l

八
勾
の
光
景
と
境
地
に
共
通
す
る
と

こ
ろ
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
私
の
夕
暮
れ

の
清
澄
な
気
の
中
を
仲
間
た
ち
と
山
林
に
知
る
鳥
の
姿
は
、
作
者
に

と
っ
て
深
い
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
菊
を
採

り
な
が
ら
ふ
と
自
に
し
た
南
山
、
そ
の
タ
も
や
の
立
ち
の
ぼ
る
山
麓

の
林
に
連
れ
だ
ち
帰
る
鳥
の
姿
、
こ
の
日
ご
ろ
親
し
ん
で
い
る
光
景

を
自
に
し
た
そ
の
瞬
間
、
作
者
の
脳
裏
に
閃
い
た
の
は
、
こ
の
山
に

帰
る
鳥
た
ち
の
姿
こ
そ
、
「
小
過
」
の
卦
象
〔
一
一
一
一
一
一
郎
訂
(
全
体
が

飛
鳥
の
姿
、
内
卦
が
山
、
外
卦
が
震
を
表
す
)
と
、
「
飛
鳥
遺
之
音
、
不
宜

上
宣
下
、
大
古
」
と
い
う
そ
の
卦
辞
の
具
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
す
る
強
い
確
信
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
て
そ
の
鳥
た

ち
の
ご
と
く
、
人
境
に
監
を
結
ん
で
隠
棲
す
る
自
己
の
処
世
の
道

が
、
『
易
』
に
示
さ
れ
た
聖
人
の
教
え
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
、
作
者
は
瞬
時
に
悟
得
(
自
覚
と
い
っ
て
も
可
)
し
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
悟
得
の
境
地
を
、
「
此
中
有
真
意
ー
一
と
表
現

( 9 ) 



し
た
も
の
と
思
う
o

す

な

わ

ち

、

と

は

、

自

械

の

営

み

の

中
に
思
一
部
さ
れ
た
聖
人
の
教
え
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て

悟
得
の
境
地
に
到
達
し
た
悦
び
を
、
結
び
の
句
「
欲
緋
己
忘
一
一
一
一
口
」
と

表
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
右
の
末
尾
二
句
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。
周
知
の
ご
と

く
、
『
文
選
』
巻
一
ニ
十
「
雑
詩
下
」
に
こ
の
詩
を
録
す
る
が
、
そ
の

「
此
還
有
真
意
、
欲
緋
己
忘
言
」
の
二
勾
に
対
し
、
唐
・
李
菩
は
左

に
掲
げ
る
『
荘
子
』
「
外
物
」
篇
の
一
節
を
註
し
て
い
る
。

護
者
一
所
以
在
魚
、
得
魚
市
忘
室
、
締
者
所
以
在
兎
、
得
兎
市
亡
心

的
、
ヰ
一
一
口
者
所
以
在
意
、
得
意
市
忘
言
。

奈
は
魚
に
在
る
所
以
な
'
れ
ば
、
魚
を
得
て
妄
を
忘
れ
、
蹄
は
兎

に
在
る
一
所
以
な
れ
ば
、
兎
を
得
て
蹄
を
忘
れ
、
一
一
一
一
口
は
意
に
在
る

所
以
な
れ
ば
、
意
を
得
て
一
一
一
一
口
を
忘
る
。

あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
右
の
文
章
は
、
こ
と
ば

は
定
、
す
な
わ
ち
人
生
の
真
実
を
と
ら
え
る
た
め
の
道
具
で
あ
っ

て
、
そ
れ
を
と
ら
え
て
し
ま
え
ば
忘
架
さ
れ
て
い
い
と
い
う
の
で
あ

る。
従
来
の
解
釈
で
は
、
こ
の
「
外
物
」
篇
の
こ
と
ば
を
以
て
末
尾
二

句
の
脚
注
と
し
て
十
分
で
あ
る
と
し
て
き
た
。
し
か
し
私
見
の
ご
と

き
「
小
過
」
の
卦
象
・
卦
辞
と
末
尾
四
勾
と
が
深
く
関
連
し
つ
つ
詠

わ
れ
て
い
る
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
こ
の
外
に
な
お
す
初
』
の
「
繁

辞
伝
」
の
左
の
一
節
を
、
そ
の
脚
注
に
加
え
た
い
と
思
う
。

子
日
、
豊
一
自
不
尽
一
一
一
口
、
言
不
尽
意
、
然
則
翠
人
之
意
、
其
不
可
見

乎
。
子
白
、
聖
人
立
象
以
尽
意
、
設
卦
以
尽
情
偽
、
繋
辞
鷲
以

尽
其
一
一
一
口
、
変
市
通
之
以
尽
利
、
鼓
之
舞
之
以
尽
神
。
(
繋
辞
上
)

子
臼
く
、
蓄
は
一
一
一
一
口
を
尽
く
さ
ず
、
言
は
意
を
尽
く
さ
ず
と
、
然

ら
ば
聖
人
の
意
は
、
茸
(
れ
見
る
可
か
ら
ざ
る
か
。
子
日
く
、
聖

人
は
象
を
立
て
て
以
て
意
を
尽
く
し
、
卦
を
設
け
て
以
て
情
偽

を
尽
く
し
、
辞
を
繋
け
て
以
て
其
の
言
を
尽
く
し
、
変
じ
て
之

を
通
じ
以
て
利
を
尽
く
し
、
之
を
鼓
し
之
を
舞
し
以
て
神
を
尽

く
す
。

周
知
の
ご
と
く
こ
れ
は
、
貌
晋
六
朝
時
代
盛
ん
に
論
議
さ
れ
た

「一一=口口公開

γ
不
尽
意
」
と
い
う
主
題
の
も
と
と
な
っ
た
文
章
で
あ
る
。

そ
の
要
旨
は
、
蓄
は
言
を
尽
く
し
き
れ
ず
、
一
一
一
一
向
は
意
を
尽
く
し
き
れ

な
い
、
そ
こ
で
聖
人
は
『
易
』
の
「
象
」
や
「
卦
」
を
設
け
て
そ
の

真
意
・
真
実
を
完
全
に
表
し
、
こ
れ
に
卦
辞
・
交
辞
を
付
し
て
そ
の

一
一
一
一
向
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
完
全
に
表
そ
う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ

@
 

る。
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陶
淵
明
は
、
夕
暮
れ
に
鳥
た
ち
が
山
に
滞
る
光
景
か
ら
「
小
過
」

の
卦
象
・
卦
辞
を
連
想
し
、
そ
こ
に
啓
示
さ
れ
た
聖
人
の
真
意
ハ
教

え
)
を
感
じ
梧
得
し
、
そ
れ
を
「
此
中
有
真
意
」
と
い
い
、
そ
の
深

い
よ
ろ
こ
び
を
「
意
を
得
て
4

一
一
口
を
忘
る
」
と
い
う
『
荘
子
』
の
こ
と



ば
に
拠
り
つ
つ
「
欲
排
己
忘
4

一
一
己
と
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
〈
其
五
〉
の
詩
に
現
れ
る
山
に
帰
る
飛
鳥

の
姿
は
、
義
照
元
年
よ
り
十
三
年
間
に
及
ぶ
隠
棲
の
暮
ら
し
こ
そ
、

聖
人
の
真
意
に
か
な
う
処
世
の
道
で
あ
る
こ
と
を
作
者
に
悟
ら
せ
、

深
い
よ
ろ
こ
び
と
自
信
と
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

続
い
て
〈
其
七
〉
の
詩
の
帰
鳥
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
左
に
そ

の
詩
を
掲
げ
る
。

秋

菊

有

佳

色

私

菊

佳

色

有

り

…
段
露
援
其
英
認
に
一
哀
れ
た
る
其
の
英
を
援
な

汎
此
忘
憂
物
此
の
憂
い
を
忘
る
る
物
に
汎
か
べ
て

遠
我
遺
世
情
我
が
世
を
遺
る
る
の
情
を
遠
く
す

一
筋
雌
独
進
一
一
筋
独
り
進
む
と
雌
も

杯

尽

資

自

額

杯

尽

き

笠

自

ら

傾

く

日

入

群

動

息

日

入

り

て

鮮

勤

怠

み

府

鳥

越

林

鳴

帰

鳴

林

に

趨

き

て

鳴

く

噺
倣
東
軒
下
山
噺
倣
す
東
軒
の
下

聯
復
得
此
生
柳
か
復
た
此
の
生
を
得
た
り

こ
こ
に
は
露
に
ぬ
れ
た
菊
の
花
を
、
「
忘
一
愛
の
物
」
と
愛
称
す
る

泊
に
浮
か
べ
、
ひ
と
り
杯
を
傾
け
つ
つ
、
日
、
没
後
の
静
け
さ
の
中
、

ね
ぐ
ら
さ
し
て
林
に
帰
る
鳥
の
鳴
き
戸
に
く
つ
ろ
ぐ
作
者
の
姿
が
あ

る
。
そ
し
て
知
鳥
の
姿
は
、
わ
ず
か
一
旬
に
詠
う
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
し
、
〈
其
四
〉
〈
其
五
〉
の
二
首
に
詠
う
帰
鳥
の
姿
に
こ
の
〈
其
七
〉

の
詩
の
帰
鳥
を
重
ね
、
一
二
首
一
連
の
も
の
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
孤

独
な
鳥
が
故
郷
に
身
を
託
す
る
所
を
得
、
自
然
の
中
で
仲
間
と
と
も

に
自
適
す
る
ま
で
に
至
る
姿
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

く
。
〈
其
七
〉
の
詩
の
帰
鳥
も
ま
た
、
作
者
自
身
の
投
影
と
解
さ
れ

ト

ι、
円

/
O

古
川
氏
は
前
掲
帯
一
一
同
に
お
い
て
、
「
こ
の
詩
の
も
つ
旗

達
自
在
の
面
」
を
認
め
つ
つ
、
次
の
ご
と
く
い
う
。

し
か
し
日
没
し
て
す
べ
て
の
物
音
が
た
え
て
の
ち
、
独
酌
の

…
企
を
手
に
し
つ
つ
、
林
に
い
そ
ぐ
烏
一
の
戸
に
耳
を
か
た
む
け
る

淵
明
の
姿
に
は
、
や
は
り
何
か
沈
痛
の
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

酒
に
名
づ
け
て
、
「
憂
い
を
忘
る
る
物
」
と
い
う
の
は
、
た
ち

よ

ム

G
J

き
り
が
た
い
憂
い
が
あ
る
か
ら
で
な
い
か
。
「
我
が
世
を
遺
て

ひ
ら

し
情
を
遠
む
」
と
い
う
の
は
、
世
を
透
て
か
ね
て
い
る
の
で
は

戸

入

、

ミ

O

守
ち
し
、
刀

と
こ
ろ
で
、

( 11 ) 

古
川
氏
の
指
摘
さ
れ
る
、
潟
明
の
た
ち
き
り
が
た
い
憂
い
と
は
な

に
か
。
義
熊
十
四
年
冬
の
作
と
さ
れ
る
「
歳
暮
和
張
常
侍
」
の
詩
に

l
u

》つ
J
O向

タ
長
風
起

寒
雲
没
西
山

タ
に
向
か
い
て
長
風
起
こ
り

寒
雲
は
西
山
に
没
す



席
腐
気
遂
厳
腐
腐
と
し
て
気
遂
に
厳
し
く

紛
紛
飛
鳥
還
紛
紛
と
し
て
飛
鳥
還
る
。

厳
酷
な
気
象
に
追
い
立
て
ら
れ
て
、
紛
々
と
ね
ぐ
ら
に
急
ぐ
鳥

は
、
劉
俗
の
暴
政
を
逃
れ
ん
と
す
る
人
々
の
象
徴
と
し
て
読
む
こ
と

が
で
き
る
。
淵
明
の
い
だ
く
憂
い
の
た
ね
の
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
と
関

わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四

「
飲
酒
」
と
い
う
詩
題
は
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
?
と
と
『
易
林
』

の
こ
と
ぽ
を
典
拠
と
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
欽
酒
」

八
其
四
〉
八
其
五
〉
の
二
首
の
詩
に
詠
う
帰
鳥
が
、
?
と
の
卦
象
・

卦
砕
・
交
辞
、
お
よ
び
そ
の
主
防
注
と
深
い
関
連
性
を
も
っ
可
能
性

の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
か
く
の
ご
と
き
「
，
欽
消
」
の
詩

と
っ
と
と
の
関
係
か
ら
、
作
者
の
陶
淵
切
が
、
こ
の
連
作
を
制
作

し
た
と
推
定
さ
れ
る
諸
問
問
十
四
年
の
私
、
っ
と
に
対
し
て
強
い
関

心
を
寄
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る

動
機
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ぺ
繋
辞
伝
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
す
勿
』
の
作
者
は
憂
患
を
い
だ
い

て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
一
段
患
が
文
ま
の
般
利
に
闘
し
ん
だ
ん
帯
に

関
連
す
る
も
の
と
推
、
測
さ
れ
、
そ
の
故
に
す
と
の
こ
と
ば
は
危
嬢

に
み
ち
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
自
ら
危
娯
す
る
者
を
平
安

に
し
、
濯
れ
慎
し
む
心
を
以
て
終
始
す
れ
ば
、
必
μ
な
き
に
帰
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
が
、
す
と
の
道
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
に
説
か
れ
る
『
易
』
の
由
来
・
本
質
を
考
え
る
と
き
、
淵
現

は
そ
の
時
期
、
深
い
憂
患
に
と
ら
わ
れ
て
、
そ
の
解
決
を
『
日
記
の

道
に
求
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

そ
れ
で
は
、
淵
明
が
い
だ
い
た
憂
患
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
護
雑
な
全
体
橡
を
解
拐
す
る
こ
と
は
、
紙
一
帽
の
都
合
上
、
避

け
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
論
述
に

よ
り
す
で
に
拐
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
晋
宋
禅
代
の
機
運
の

熟
す
時
代
の
趨
勢
の
中
で
、
瀦
明
は
そ
れ
を
い
か
に
受
け
と
め
、
ま

た
、
自
ら
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
苦
悩
し
た
と
考
え

ら
れ
る
c

具
体
的
に
は
、
劉
裕
の
新
政
権
に
知
属
す
る
こ
と
へ
の
勧

誘
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
「
飲
瀦
」
〈
其
九
〉
の

詩
に
は
、
出
父
が
出
生
を
勧
め
る
の
に
対
し
、
作
者
が
辞
謝
す
る
場

面
が
拙
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
一
致
諮
」
〈
其
閥
〉
〈
其
五
〉
〈
茶
七
〉
の
詩
に
現
れ
る

帰
鳥
の
姿
は
、
右
の
点
に
つ
い
て
、
隠
者
と
し
て
の
遂
を
貫
こ
う
と

決
意
す
る
、
作
者
一
の
軌
跡
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
と
に

〈
其
五
〉
の
詩
は
、
と
し
て
の
処
世
が
護
人
の
窓
に
か
な
う
も

の

で

あ

る

こ

た

と

い

う

、

作

者

の

精

神

史

に

お

い

て

磁
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期
的
な
体
験
を
表
出
し
た
作
で
あ
る
。
こ
の
詩
以
後
の
「
飲
酒
」
の

諸
筋
が
、
手
法
的
に
多
様
化
し
、
主
題
や
主
張
が
鮮
明
化
し
て
、
自

由
で
山
は
か
な
作
風
に
転
ず
る
よ
う
に
見
え
る
の
も
、
右
に
述
べ
た
慌

得
の
効
果
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
最
後
に
一
つ
付
言
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。

「
飲
澗
」
〈
其
山
〉
の
詩
に
表
現
さ
れ
る
針
烏
の
次
訟
は
、
「

Mm鳥
い

の
詩
に
比
吋
輸
さ
れ
た
、
義
照
一
五
年
の
作
者
帰
隠
の
際
の
体
験
と
心
情

と
に
基
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
逆
に
、
作

者
を
し
て
官
を
辞
し
て
知
隠
さ
せ
た
そ
の
原
因
を
照
射
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
劉
裕
の
幕
下
に
帰
属
す
る
こ

と
を
、
作
者
が
嫌
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し

@
 

か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
論
述
は
、
別
の
機
会
に
ま
ち
た
い
。

、注①
拙
稿
「
陶
淵
拐
の
吋
欽
一
泊
』
の
詩
題
の
典
拠
と
そ
の
寓
意
に
つ
い
て
」

ハ
「
六
朝
学
術
学
会
報
」
第
一
集
・
六
朝
学
術
学
会
、
に
登
載
の
予
定
)

②
内
陶
淵
問
一
伝
』
(
昭
和
む
年
・
「
新
潮
議
書
、
後
、
昭
和
お
年
・
「
新
潟

文
庫
」
、
さ
ら
に
昭
和
必
年
『
古
川
幸
次
郎
全
集
7
b
筑
摩
書
一
男
、
所

収
、
ま
た
一
平
成
元
年
「
中
公
文
庫
」
〉

9

2
附
淵
明
』
ハ
昭
和
お
年
、
「
中
間
詩
人
選
集
・
第
4
'巻
」
岩
該
書
広
)

③

宋

の

程

額

三

O
一一一一一一
i

一一

O
七
)
の
明
日
初
長
』
に
そ
の
邸
前
衰
の

説
と
し
て
、
「
控
」
を
「
逮
」
(
「
雲
路
」
の
窓
〉
に
作
る
べ
し
と
す
る
こ

と
を
い
う
。
{
九
一
一
ご
と
「
上
九
」
と
が
同
じ
く
「
陸
」
に
作
る
の
は
疑

わ
し
い
が
、
ま
弼
の
用
い
た
テ
キ
久
ト
は
そ
う
作
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
主
開
は
、
「
段
、
高
之
頂
也
」
と
註
す
る
。

rG
福
永
光
一
一
円
氏
「
陶
淵
拐
の
雲
誌
に
つ
い
て
」
〈
「
東
方
学
報
・
京
都
第

三十一一一
m
m
h
昭
和
初
年
〉
に
お
い
て
、
「
『
真
意
b

は
大
自
然
の
光
景
と

そ
れ
を
前
に
し
て
立
つ
人
間
の
、
言
葉
で
は
説
明
し
え
な
い
一
つ
の
心
理

に
倒
し
て
〈
略
)
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
淵
明
の
人
生

態
度
の
根
本
に
か
か
わ
る
発
言
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
」
(
印
ペ

1

よ

る

と

も

ね

ぐ

ら

ジ
〉
と
い
い
、
ま
た
、
司
自
の
タ
に
佳
し
き
山
気
、
相
い
与
に
特
に
帰
る

飛
鳥
b

に
吋
此
の
う
ち
真
意
あ
り
』
と
い
う
と
き
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
天

地
自
然
の
世
界
一
の
自
由
さ
、
い
つ
わ
り
な
さ
、
本
来
的
な
清
浄
さ
に
憧
涼

し
、
そ
れ
を
主
兵
』
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
」
(
臼
ベ

i
ジ
〉
と
指
摘

し
て
い
る
。

@
「
此
中
有
真
意
、
欽
緋
己
忘
一
一
一
一
口
」
の
ニ
勾
と
、
豆
腐
「
舟
易
略
例
」
(
一

巻
)
の
「
州
出
家
」
第
と
の
間
関
連
に
つ
い
て
も
言
及
す
べ
き
か
と
考
え
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
堀
池
信
夫
民
「
陶
淵
mm
の
言
と
意

i
司
飲
酒
其
五
』

を
中
心
に

i
」
(
平
成
九
年
度
大
塚
漢
文
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
陶

淵
明
『
飲
酒
』
一
部
門
を
め
ぐ
っ
て
」
の
報
告
発
表
涼
稿
)
に
明
断
に
説
か
れ

て
い
る
の
で
、
省
略
に
従
う
こ
と
と
し
た
。

⑦

O
易
之
、
輿
也
、
其
於
中
古
乎
。
作
易
者
、
其
有
憂
患
乎
〈
繋
辞
下
伝
、

第
七
章
)

O
易
之
為
書
也
、
不
可
遠
。
(
略
)
又
明
於
憂
患
与
故
、
工
ん
有
部
保
、

お
臨
父
母
ハ
同
右
、
第
入
章
〉

O
易
之
輿
也
、
其
当
段
之
末
世
、
照
之
盛
徳
邪
。
当
文
王
与
針
之
事
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邪
。
走
故
其
辞
危
。
危
者
使
.
子
、
易
者
使
傾
。
其
道
甚
大
、
百
物
不
一
溌
。

懐
以
終
始
、
其
要
一
尤
弘
明
。
此
之
謂
易
之
道
也
(
同
右
、
第
十
一
章
〉

⑧
本
稿
を
し
る
す
に
当
た
っ
て
、
松
本
翠
氏
「
陶
淵
拐
の
滞
鳥
詩
を
め
ぐ

っ
て
ー
そ
の
一
成
立
と
展
開
i
」
(
「
筑
波
中
国
文
化
論
議

3

一
九
八
四

年
・
筑
波
大
学
中
国
文
学
研
究
室
)
を
参
照
し
た
。
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