
曹
植
の

説

に
つ
い
て

て
は
じ
め
に

「
説
」
と
い
う
文
体
は
、
独
立
し
た
作
品
と
し
て
は
唐
以
前
に
は

殆
ど
警
か
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
明
・
徐
飾
的
関
の
明
文
体
明

ま
な
は

弁
』
に
「
貌
普
以
来
、
作
者
絶
だ
少
な
く
、
独
り
欝
槌
集
中
に
二
首

品
川
村

有
り
、
一
向
れ
ど
も
『
文
選
』
に
載
せ
ず
、
故
に
其
の
体
関
く
」
と
述

べ
ら
れ
、
観
音
以
後
、
欝
植
の
ご
篇
を
除
い
て
「
説
」
が
警
か
れ
な

か
っ
た
こ
と
が
指
檎
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
欝
植
の
作
以
外
に
全
く
作
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

後
述
す
る
よ
う
に
少
な
い
な
が
ら
貌
菅
六
朝
期
に
も
「
説
」
と
銘
打

っ
た
文
が
晃
ら
れ
る
。
し
か
し
結
論
か
ら
い
え
ば
震
以
後
し
だ
い
に

盛
ん
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
説
」
と
の
影
響
関
係
が
窺
え
る

作
品
は
、
曹
植
の
作
を
措
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は

円
文
選
』
が
収
め
な
か
っ
た
と
は
い
え
甚
だ
重
要
な
作
品
と
い
え
る
。

今
日
、
よ
く
知
ら
れ
る
つ
設
へ
た
と
え
ば
、
韓
愈
の
「
雑
説
」

谷

匡

口

や
「
部
説
」
、
椀
宗
一
冗
の
「
捕
蛇
者
説
」
な
ど
は
い
ず
れ
も
賭
代
に

欝
か
れ
、
今
で
は
「
説
」
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
代
表
す
る
作
品

と
な
っ
て
い
る
が
、
無
論
こ
れ
ら
の
作
品
は
突
如
と
し
て
出
現
し
た

の
で
は
な
い
。
そ
の
淵
源
を
尋
ね
、
ま
た
「
説
」
の
文
学
の
系
譜
に

つ
い
て
考
え
る
初
め
と
し
て
、
本
稿
で
は
曹
植
の
「
説
」
に
つ
い
て

検
討
し
、
農
代
以
後
に
「
説
」
ジ
ャ
ン
ル
が
大
き
く
展
開
す
る
前
段

{1) 

階
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
を
論
ず
る
。

(1) 

二
、
「
菌
説
」
と
「
説
疫
気
」

西
部
叢
刊
に
収
め
る
明
活
字
本
の
『
曹
子
建
集
』
な
ど
通
行
す
る

曹
植
の
集
で
は
、
「
説
」
の
作
品
は
「
籍
出
説
」
と
「
髄
穣
説
」
し

か
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
明
文
体
明
弁
』
に
い
う
「
二
一
首
」
と

は
そ
の
こ
篇
を
指
す
と
患
わ
れ
る
が
、
一
方
で
明
の
張
樽
が
編
ん
だ

「
漢
幾
六
額
百
三
名
家
集
」
に
収
め
る
『
疎
思
王
集
』
で
は
「
説
」

の
項
目
を
立
て
て
さ
ら
に
「
菌
説
」
お
よ
び
二
篇
の
「
説
疫
気
」
を



収
め
、
清
・
了
嬰
の
司
曹
集
鐙
評
』
で
も
こ
れ
を
襲
う
。
ま
ず
こ
れ

ら
、
「
籍
回
説
」
「
鰯
骸
説
」
以
外
の
「
説
」
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

「
関
説
」
は
八
十
字
余
り
の
短
い
文
で
、
翠
人
や
暴
君
、
様
々
な

君
主
や
男
女
、
高
士
、
后
妃
な
ど
描
か
れ
た
対
象
に
よ
っ
て
人
々
は

異
な
る
思
い
を
抱
き
、
絵
留
に
は
戒
め
の
作
用
、
が
あ
る
と
述
べ
る
。

と
こ
ろ
で
唐
の
張
遠
彦
司
歴
代
名
醤
記
』
(
巻
一
・
叙
碩
之
源
流
)

に
は
こ
の
文
を
、
「
一
期
説
」
と
し
て
で
は
な
く
「
曹
槌
に
一
一
一
一
口
有
り
て
日

わ
く
」
と
記
し
た
後
に
引
用
す
る
。
ま
た
明
太
平
御
覧
』
巻
七
五
一

で
も
こ
れ
を
『
歴
代
名
酒
記
h

を
出
品
ハ
と
し
て
引
く
か
ら
、
も
と
も

と
「
爾
説
」
と
題
す
る
文
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
小
野

勝
年
氏
は
「
彼
に
『
踊
賛
』
の
撰
が
あ
る
が
今
は
侠
し
、
僅
か
に

E
広
文
類
潔
』
句
初
学
記
』
『
太
平
御
覧
』
等
に
散
見
し
て
居
る
の
み

(2} 

で
あ
る
。
こ
の
条
は
恐
ら
く
其
の
序
文
の
一
節
で
あ
ら
う
」
と
い
う
。

『
踊
賛
』
の
序
文
で
あ
っ
た
か
奇
か
は
確
定
で
き
な
い
が
、
か
り
に

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
『
一
間
賛
h

が
散
供
し
た
後
、
庸
代
の
頃
に
は
こ

の
文
は
「
描
問
機
の
一
一
一
一
日
と
し
て
存
在
し
、
後
世
そ
れ
が
「
爵
説
」
と

名
づ
け
ら
れ
、
一
部
の
別
集
に
取
り
込
ま
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
つ

次
に
「
説
疫
気
」
は
一
一
篇
、
が
存
し
、
う
ち
一
篇
は
建
安
二
十
二
年

の
流
行
病
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
文
で
は
当
時
の
惨

状
を
描
写
し
、
そ
れ
は
鬼
神
の
崇
り
な
ど
で
は
な
く
陰
陽
の
乱
れ
に

よ
る
異
常
気
象
が
原
閥
、
だ
と
推
測
し
、
人
々
が
嬢
よ
け
の
護
符
を
掛

け
て
崇
り
を
除
こ
う
と
す
る
の
は
お
か
し
い
、
と
感
想
を
記
す
。

た
だ
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
「
説
疫
気
」
(
疫
気
を
説
く
)
と

い
う
表
題
の
っ
け
方
で
あ
る
。
一
般
に
「
説
」
ジ
ャ
ン
ル
の
表
題
と

し
て
は
韓
愈
の
「
部
説
」
(
部
の
説
)
の
よ
う
に
「
説
」
、
が
後
に
あ

る
「

O
O説
」
裂
が
多
い
が
、
倒
的
寓
錫
の
「
説
嬢
」
(
路
線
を
説
く
)

の
よ
う
な
「
説
」
を
前
に
置
く
「
説

O
O」
型
も
「
説
」
ジ
ャ
ン
ル

の
作
品
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
苗
田
植
の
「
説
疫
気
」
は
後

者
だ
が
、
そ
れ
は
本
当
に
一
篇
の
独
立
し
た
散
文
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か司

陳
思
王
集
』
以
前
で
は
『
太
平
御
覧
』
巻
七
回
二
に
「
曹
槌
説

疫
気
日
」
と
し
て
こ
の
作
品
を
そ
っ
く
り
引
く
。
『
棟
思
王
集
』
は

恐
ら
く
こ
れ
に
よ
り
「
説
疫
気
」
と
題
し
て
集
に
入
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
だ
が
『
太
平
御
覧
』
の
書
き
方
は
「
曹
植
、
疫
気
を
説
い
て
臼

わ
く
」
と
も
読
め
る
。
そ
の
場
合
は
ど
の
よ
う
な
文
章
だ
ろ
う
か
。

前
撲
の
貿
諾
が
文
帯
に
対
し
て
、
曲
成
業
を
重
視
し
、
戦
争
や
子
越

に
備
え
て
穀
物
を
蓄
積
し
て
お
く
こ
と
の
必
要
性
を
説
い
た
文
章
が

「
論
積
貯
疏
」
(
額
貯
を
論
ず
る
疏
}
と
題
し
て
者
貝
長
沙
集
』
(
「
漢

貌
六
朝
百
三
名
家
集
」
所
収
)
に
収
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
司
潜
伏
輩
出
』

み
ず
か

食
箆
志
に
は
「
文
者
、
位
に
如
き
て
、
拐
ら
倹
節
を
修
め
、
百
姓
を

安
ん
ぜ
ん
こ
と
を
思
う
。
時
に
民
、
戦
霞
に
近
く
し
て
、
皆
な
本
に

背
き
末
に
趨
る
ろ
上
に
説
い
て
日
わ
く
一
と
あ
り
、
そ
の
あ

(2) 



と
に
引
用
さ
れ
る
も
の
と
ほ
ぼ
問
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
漢
書
』
に

「
上
に
説
い
て
臼
わ
く
」
と
し
て
引
く
文
を
、
張
樽
の
『
賀
長
沙
集
』

で
は
ι
単
一
帯
に
差
し
出
し
た
意
見
文
で
あ
る
「
疏
」
と
見
な
し
た
。
…

方
で
こ
れ
を
厳
可
均
の
去
土
漢
文
』
で
は
「
説
積
貯
」
(
積
貯
を
説

く
)
と
題
す
る
の
す
な
わ
ち
こ
の
文
は
「
疏
」
で
は
な
く
、
口
頭
の

弁
論
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

こ
う
し
た
事
例
か
ら
考
え
直
す
と
、
明
太
平
御
覧
』
の
「
商
用
槌
説

疫
気
臼
」
と
い
う
引
き
方
も
「
説
疫
気
」
な
る
表
題
の
文
を
引
い
て

い
る
と
は
限
ら
な
い
。
加
え
て
明
後
漢
欝
』
五
行
志
の
劉
昭
誌
で
は

こ
の
文
の
一
部
を
引
く
際
に
「
貌
陳
思
王
常
説
疫
気
日
」
と
「
常
」

か
つ

の
ニ
テ
を
加
え
る
の
こ
の
「
常
て
(
常
に
)
疫
気
を
説
い
て
日
わ

く
」
と
い
う
一
言
い
方
は
ま
す
ま
す
こ
れ
が
独
立
し
た
一
篇
で
は
な
か

っ
た
可
能
性
を
思
わ
せ
る
。
そ
れ
を
「
説
」
ジ
ャ
ン
ル
の
文
に
含
め

る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
説
疫
気
」
の
第
三
は
、
「
紙
水
魚
は
、
川
を
泳
、
が
ず
、
淡
水
魚
は
、

海
に
入
ら
な
い
」
(
麟
水
之
魚
、
不
瀞
子
江
、
談
水
之
魚
、
不
入
子

海
)
と
い
う
寝
か
十
六
学
の
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
芸
文
類
緊
』
巻

九
六
(
鱗
介
部
上
・
魚
)
に
「
説
疲
気
」
と
題
し
て
引
か
れ
る
。
た

だ
上
海
在
籍
出
版
社
排
印
本
の
託
'
紹
掻
氏
の
校
記
で
は
、
『
太
平
御

に
引
く
上
記
の
「
説
疫
気
」
を
根
拠
と
し
て
「
疲
」
は
「
疫
」

い
と
し
、
『
棟
思
王
集
』
や
『
曹
集
鐙
評
』
で
は
「
説
安
気
」

に
作
る
。

し
か
し
こ
の
断
片
的
な
文
だ
け
か
ら
は
「
疫
気
」
と
の
内
容
的
な

結
び
つ
き
は
窺
え
な
い
か
ら
、
あ
る
長
い
文
の
残
存
部
分
と
考
え
ら

れ
る
の
あ
る
い
は
…
つ
め
の
「
説
疫
気
」
も
断
片
と
す
れ
ば
、
二
つ

は
同
じ
文
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ

れ
が
『
芸
文
類
潔
』
鱗
介
部
に
引
か
れ
る
の
は
魚
に
関
す
る
記
述
、
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
つ
だ
が
こ
れ
が
ま
と
ま
っ
た
一
篇
と
し
て
残

ら
な
か
っ
た
の
は
、
も
と
も
と
宙
開
植
が
自
身
の
雑
感
を
述
べ
よ
う
と

し
て
宮
背
い
た
も
の
で
は
な
く
第
三
者
が
曹
植
の
発
一
一
一
一
口
に
間
附
し
て
断

片
的
に
記
録
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
よ
り
「
頭
説
」
と
「
説
疫
気
」
、
が
元
来
一
篇
の
独
立
し
た
作

品
で
あ
っ
た
か
は
甚
だ
疑
わ
し
い
。
徐
部
曽
の
指
擁
す
る
二
篇
の

「
説
」
は
、
「
諮
問
説
」
と
「
繍
穣
説
」
を
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

(3) 

一
一
一
、
「
藷
由
設
」

「
籍
回
説
」
は
、
『
陳
思
王
集
』
で
二
つ
に
分
け
る
の
に
従
え
ば
、

そ
の
第
一
段
は
「
春
耕
於
籍
回
」
の
一
'
匂
で
始
ま
る
部
分
で
あ
る
。

表
題
と
こ
の
冒
頭
、
の
一
匂
に
現
れ
る
「
籍
出
」
と
は
、
吉
代
、
天
子

や
諸
侯
が
人
民
を
徴
用
し
て
耕
作
す
る
田
畑
の
こ
と
で
、
天
子
や
諸

侯
は
毎
年
、
春
の
農
作
業
の
前
に
な
る
と
藷
白
を
自
ら
耕
し
て
農
業

重
視
の
姿
勢
を
示
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
君
主
で
あ
る
話
者



(
寡
人
)
が
そ
ば
に
按
え
る
郎
中
令
に
語
り
か
け
る
形
式
を
と
っ
て
、

君
主
自
身
が
議
出
を
耕
す
こ
と
の
意
義
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
君
主

の
言
葉
を
通
し
て
、
籍
出
が
単
な
る
も
の
珍
し
い
行
事
で
は
な
く
、

出
焔
の
区
一
郎
や
耕
作
の
や
り
方
一
つ
一
つ
に
君
、
王
の
人
と
な
り
や
治

散
の
方
針
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
一
一
一
一
向
う
。

春
に
諮
問
を
耕
し
、
郎
中
令
が
私
(
君
主
)
の
そ
ば
に
控
え
て

い
る
。
私
は
部
中
令
を
ふ
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
向
う
、
「
昔
、

伝

神
農
氏
は
は
じ
め
て
百
草
を
嘗
め
、
民
に
五
穀
を
植
え
る
こ
と
を

教
え
た
。
今
、
私
が
こ
の
籍
出
を
耕
す
の
は
、
こ
れ
を
印
刷
を
治
め

る
こ
と
に
喰
え
よ
う
と
思
う
の
で
あ
っ
て
、
単
に
耳
目
を
楽
し
ま

せ
る
た
め
で
は
な
い
。
耕
し
た
問
地
は
一
万
畝
ー
そ
れ
ら
は
み
な

肥
沃
な
出
で
、
あ
ぜ
は
南
北
を
寅
き
、
東
西
に
通
ず
る
。
珍
し
い

柳
が
道
の
両
側
に
生
え
、
名
高
い
果
実
が
果
樹
留
に
植
わ
る
。
実

質
は
宰
農
の
官
が
管
轄
す
る
の
に
、
公
出
と
い
う
の
は
、
私
の
領

地
で
も
あ
る
の
だ
。
日
没
後
に
館
に
帰
り
、
日
の
出
前
に
は
関
野

に
赴
く
の
は
、
私
、
が
白
下
に
先
ん
じ
て
働
く
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。

他
の
加
に
比
べ
て
立
や
豆
の
葉
が
繁
茂
し
、
稲
や
黍
の
生
一
長
が
著

し
い
の
は
、
私
の
政
治
の
実
綴
で
も
あ
る
の
だ
。
泉
の
ほ
と
り
で

憩
い
、
木
陰
で
休
み
、
舜
帝
を
思
い
慕
っ
て
、
飾
り
の
な
い
琴
を

奏
で
る
の
は
、
私
が
礼
楽
に
親
し
む
方
法
で
も
あ
る
の
だ
っ
:
:
:
」

以

上

の

第

の

言

葉

に

終

始

す

る

の

に

対

し

て

、

第

一

段
は
太
子
の
属
官
で
あ
る
中
舎
人
と
君
主
の
問
答
を
繰
り
返
す
形

の
み
が
ま
さ
く
い
む
し

式
で
あ
る
。
霞
境
を
守
る
役
人
で
あ
る
封
入
、
が
撃
と
鈎
で
畑
地
を

除
去
し
た
た
め
に
樹
木
、
が
繁
茂
し
た
こ
と
を
雷
頭
で
述
べ
た
の
ち
、

掲
を
め
ぐ
る
中
舎
人
の
質
問
と
君
、
主
の
回
答
が
三
度
な
さ
れ
る
。

一
度
自
の
質
疑
は
天
下
を
治
め
る
帝
王
に
お
け
る
蝿
、
二
度
自
は

誇
侯
に
お
け
る
鶴
、
一
一
一
度
患
は
君
子
に
お
け
る
拐
に
つ
い
て
で
あ

る
。
君
、
主
は
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
具
体
的
事
実
を
あ
げ
な
が
ら
答

え
て
い
く

Q

の

み

が

ま

ざ

く

い

む

し

封
人
に
小
型
の
撃
や
長
い
鈎
を
用
い
て
樹
木
の
掲
を
除
去
で

き
る
者
、
が
お
り
、
樹
木
は
お
か
げ
で
よ
く
茂
っ
た
。
中
舎
人
は

「
天
下
の
治
め
方
を
知
ら
な
い
者
も
掲
、
が
い
る
者
か
」
と
尋
ね
た
。

私
(
君
、
王
)
は
よ
問
の
三
高
・
共
工
・
鯨
・
犠
兜
は
、
尭
に
お
け

る
鵠
で
は
な
い
か
」
と
答
え
た
。
中
舎
人
は
「
諸
侯
の
関
に
も
蝿

が
い
る
か
」
と
尋
ね
た
。
私
は
「
斉
の
田
氏
一
族
、
四
回
の
六
期
、

魯
の
三
相
一
は
、
諸
侯
に
お
け
る
蝿
で
は
な
い
か
。
だ
が
こ
の
三
留

に
は
小
型
の
撃
や
長
い
鈎
の
投
呂
、
が
お
ら
ず
、
斉
は
乗
っ
取
ら
れ

鶴
は
弱
体
化
し
、
習
が
分
裂
に
至
っ
た
の
は
、
痛
ま
し
い
こ
と

だ
」
と
答
え
た
恐
中
舎
人
は
「
君
子
た
る
こ
と
を
知
ら
な
い
者
に

も
蝿
が
い
る
か
」
と
尋
ね
た
。
私
は
「
確
か
に
い
る
。
富
ん
で
倣

慢
に
な
り
、
出
世
し
て
い
ば
り
、
仁
や
義
を
損
な
い
、
蓄
財
に
耽

り

、

の

も

、

君

子

に

お

け

る

舗

だ

。

天

子

は

耕

作

に

(4) 



閣
を
経
営
す
る
の
大
夫
は
耕
作
に
精
を
出
し
て
、

君
子
は
耕
作
に
精
を
出
し
て
、
奨
徳
を
天
下
に

そ
も
そ
も
農
耕
は
、
積
ま
き
に
始
ま
り
、
収
穫
に
終
わ
る
。

雨
が
よ
い
時
期
に
降
り
、
菌
が
寄
っ
て
い
て
も
、
放
っ
て
お
い
て

耕
作
し
な
け
れ
ば
、
荒
れ
地
に
な
る
の
思
う
に
豊
作
の
年
に
き
っ

と
よ
い
収
穫
が
あ
る
よ
う
に
望
む
の
は
、
道
術
を
修
め
る
者
が
死

後
に
的
人
に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
に
漁
え
ら
れ
よ
う
」
と
答

(4) 

え
た
。

精
を
出
し
て
、

代
々
禄
を
食
む
。

こ
の
第
段
だ
け
を
見
て
疑
問
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
題
名
の

「
諮
問
」
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
三
度
目
の
問
答
に
至
っ
て
よ
う
や

く
農
耕
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
が
、
結
局
、
諮
問
の
問
題
に
は
収
紋
し

な
し『

際
思
王
集
』
で
は
二
つ
の
部
分
を
完
全
に
分
け
て
二
作
品
の
よ

う
に
間
凡
な
し
、
明
植
田
集
錠
評
h

『
宙
開
構
築
校
設
b

で
は
表
題
の
下
に

「
一
一
首
」
と
加
え
る
。
一
方
、
宋
本
『
蕗
子
建
文
集
』
(
続
吉
逸
叢
書
)

は
第
一
段
の
す
ぐ
あ
と
に
「
又
臼
」
と
い
う
二
字
を
入
れ
て
第
二
段

を
続
け
、
あ
た
か
も
全
部
で
一
作
品
の
よ
う
に
し
、
西
部
叢
刊
本

、、

明
欝
子
建
築
h

も
時
様
で
あ
る
。

2
諮
問
の
説
」
と
い
う
表
題
と
の
関

わ
り
で
考
え
る
と
後
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
曹
集
錘
評
』
は

さ
ら
に
い
く
つ
か
の
「
諮
問
説
」
の
断
片
と
思
わ
れ
る
文
を
博
捜
し

列
挙
す
る
が
、
こ
れ
ら
/
も
含
め
て
一
作
品
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
元
来
は
一
篇
の
作
だ
っ
た
と
飯
定
す
る
と
、
そ
こ
に

重
要
な
特
徴
が
見
出
せ
る
の
一
つ
は
叙
述
の
形
式
で
あ
る
。
第
一
段

だ
け
を
見
る
と
君
、
王
か
ら
郎
中
令
へ
の
一
方
的
な
諮
り
の
よ
う
に
思

え
る
が
、
第
二
段
で
は
中
舎
人
の
質
問
に
君
主
が
答
え
て
い
く
文
字

通
り
の
問
答
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
作
品
全
体
で
は
問
答
形

式
が
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
う
…
つ
は
寓
一
一
一
向
性
で
あ
る
。
籍
回
を
主
題
に
取
り
上
げ
た
意
閣

は
文
中
の
「
簡
を
治
め
る
こ
と
に
轍
え
よ
う
と
思
う
」
の
語
が
説
明

す
る
。
第
…
段
で
は
白
地
の
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
そ
こ
に
君
主
の
治

き
く
い
む
し

関
の
姿
を
見
る
。
第
二
段
で
は
樹
木
を
枯
ら
す
掲
を
尭
の
世
や
歴

代
の
諸
侯
に
当
て
は
め
、
現
在
の
君
臣
の
あ
り
方
一
に
及
ぼ
す
。

同
文
心
離
竜
』
論
説
篇
で
は
伊
戸
や
口
問
尚
な
ど
上
富
の
賢
人
や
戦

臨
時
代
の
遊
説
家
に
よ
る
弁
論
、
活
錐
や
李
斯
ら
の
上
書
を
「
説
」

と
し
て
例
示
し
、
「
説
の
善
き
者
は
、
伊
戸
、
味
を
論
ず
る
を
以
っ

さ
カ

て
般
を
縫
ん
に
し
、
太
公
、
釣
り
を
弁
ず
る
を
以
っ
て
局
を
興
す
。

お
よ

・
:
・
戦
問
、
雄
を
争
う
に
澄
ん
で
、
弁
士
雲
の
ご
と
く
踊
る
。
・
:
:

介
}
戸
」

落
践
の
事
を
一
一
一
一
口
い
、
李
斯
の
逐
客
を
止
む
る
は
:
:
:
此
れ
上
書
の
善

説
な
ち
」
と
一
言
う
。
そ
れ
ら
吉
代
の
「
説
」
は
口
頭
の
弁
論
を
基
礎

と
し
た
も
の
だ
が
、
と
ち
わ
け
先
秦
の
諸
子
に
は
あ
る
主
題
に
つ
い

て
語
り
手
、
が
簡
き
手
を
説
得
す
る
技
法
と
し
て
の
「
説
」
が
多
く
存

日
雇
密
警
に
見
ら
れ
た
問
答
形
式
や
寓
一
一
一
一
口
一
性
と
共
通
す
る
。

(5) 



の
類
、
た
と
え
ば
李
斯
の
そ
れ
は
「
上
書
秦
始
皇
」
の

題
名
で
『
文
選
句
巻
三
九
に
も
収
め
ら
れ
る
が
、
対
句
や
西
字
句
を

多
用
し
、
表
現
に
装
飾
を
加
え
、
「
斌
」
へ
と
繋
が
る
要
素
を
多
分

に
呉
え
て
い
る
。
「
籍
出
説
」
は
同
じ
く
輩
聞
か
れ
た
作
品
で
は
あ
っ

て
も
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
修
辞
性
よ
り
も
寓
意
に
重
心
を
置
き
、
馬

と
伯
楽
の
関
係
を
述
べ
て
実
際
は
人
材
登
用
の
問
題
を
論
ず
る
韓
愈

(6) 

の
「
雑
説
」
な
ど
庸
代
以
後
の
「
説
」
に
近
い
側
面
を
も
っ
。
な
お

籍
出
と
い
う
同
じ
テ
i
マ
で
よ
り
修
辞
性
を
強
め
た
「
賦
」
ジ
ャ
ン

ル
の
作
品
に
は
、
掻
岳
の
「
額
出
賦
」
(
明
文
選
』
巻
七
)
が
あ
る
。

明
文
心
離
竜
』
で
は
曹
植
の
「
説
」
へ
の
一
一
一
一
口
及
は
な
い
が
、
「
籍
出

説
」
は
古
代
に
口
頭
の
技
芸
で
あ
っ
た
「
説
」
を
、
そ
の
特
色
を
受

け
継
ぎ
な
が
ら
文
芸
作
品
化
し
、
唐
代
以
後
の
「
説
」
の
萌
芽
を
生

み
出
し
た
と
い
え
よ
う
っ

問
、
「
鰯
楼
説
」

「
機
織
説
」
は
欝
子
と
鶴
骸
と
の
対
話
か
ら
成
り
、
ひ
た
す
ら
死

を
哀
れ
み
生
に
執
一
一
一
倍
す
る
薄
子
に
鵠
帥
臓
が
反
論
す
る
と
い
う
筋
で
あ

る
。
こ
の
作
品
は
文
中
に
「
荘
子
が
楚
に
行
き
、
偶
然
夢
に
現
れ
た

鱗
髄
と
心
を
通
じ
た
の
に
窓
か
れ
た
」
(
慕
厳
照
之
適
楚
、
機
託
夢

以
通
情
)
と
あ
る
よ
う
に
、
明
荘
子
』
一
生
楽
篇
の
い
わ
ゆ
る
「
鰯
線

問
答
」
を
踏
ま
え
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
の
こ
こ
で
は
そ
の
構

造
に
注
自
し
な
が
ら
ま
ず
「
鵠
穣
問
答
」
の
概
略
を
確
認
し
て
お
く
。

荘
子
が
楚
に
行
く
道
中
に
髄
蹄
械
を
見
つ
け
る
。
彼
は
髄
穫
に
死
因

を
あ
れ
こ
れ
と
尋
ね
、
そ
れ
を
枕
に
し
て
寝
て
し
ま
う
。
す
る
と
夜

中
に
夢
に
繍
穫
が
現
れ
、
死
の
説
を
問
問
く
か
と
問
う
。
荘
子
が
同
意

す
る
と
、
髄
穣
は
死
の
世
界
の
楽
し
み
を
述
べ
る
。
荘
子
は
信
じ
ず

に
な
お
も
生
き
返
る
こ
と
を
望
む
か
と
問
う
。
腕
料
穫
は
深
い
憂
い
の

表
情
を
浮
か
べ
、
今
の
楽
し
み
を
捨
て
て
生
の
苦
し
み
に
戻
る
こ
と

は
な
い
と
拒
否
す
る
と
こ
る
で
終
わ
る
。

曹
植
の
「
鰭
欝
説
」
試
作
者
に
擬
す
る
人
物
と
髄
鰻
の
対
話
と
い

う
同
じ
構
造
を
と
り
つ
つ
も
、
そ
れ
に
洗
練
を
加
え
、
発
展
さ
せ
て

い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
加
工
は
必
ず
し
も
曹
憾
の
独
創
で
は
な
く
、

彼
以
前
に
同
じ
テ

i
マ
で
後
漢
の
張
衡
が
「
髄
穣
賦
」
(
『
全
後
諜

文
』
巻
五
四
)
を
作
っ
た
時
に
な
さ
れ
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
ま
ず
欝
頭
、
「
鶴
額
四
問
答
」
が
い
き
な
り
「
荘
子
は

楚
に
行
く
と
、
肉
の
削
げ
落
ち
た
鰯
穣
を
見
た
」
(
荘
子
之
楚
、
見

空
髄
鰻
)
の
一
文
で
始
め
る
の
に
対
し
、
「
髄
鰻
説
」
で
は
曹
子
が

鰯
鰻
を
見
つ
け
る
く
だ
り
を
、

曹
子
が
池
の
ほ
と
り
を
散
策
し
、
草
む
ら
を
歩
ん
で
い
る
と
、

そ
の
付
近
は
寂
し
く
ひ
っ
そ
り
し
て
い
る
。
奥
ま
っ
た
荒
れ
た
地

{7) 

を
進
ん
で
い
く
と
、
ぽ
つ
ん
と
鰭
鰻
が
一
つ
あ
る
の
を
見
た

Q

と
記
し
、
場
屈
の
設
定
に
潤
色
を
加
え
、
い
さ
さ
か
物
語
性
を
付
与

(6) 



す
る
。

た
だ
こ
う
し
た
加
工
は
「
鵠
織
賦
」
で
す
で
に
仔
わ
れ
、

張
平
子
は
天
の
九
つ
の
分
野
を
克
綾
し
、
八
つ
の
方
角
に
?

の
変
化
を
観
察
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
壊
や
太
陽
、
が
一
大
を
的
ぐ
り
、

風
や
竜
が
飛
期
し
て
い
る
。
南
方
の
原
野
に
出
か
け
、
北
方
の
奥

ま
っ
た
村
に
入
り
、
西
方
の
昧
谷
を
経
由
し
、
東
方
の
扶
桑
に
達

す
る
。
秋
の
終
わ
り
に
な
っ
て
、
微
風
、
が
涼
し
さ
を
運
ぶ
。
少
し

ば
か
り
車
の
向
き
を
変
え
て
、
左
に
右
に
と
上
っ
て
ゆ
く
。
原
野

に
馬
を
進
め
、
丘
脱
慨
を
走
り
回
る
。
す
る
と
髄
織
が
、
道
端
に
放

(8) 

寵
さ
れ
て
い
る
の
を
克
た
。

と
あ
る
よ
う
に
、
機
楼
を
見
る
ま
で
の
情
景
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
、

斌
に
特
徴
的
な
叙
事
性
、
描
写
牲
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
れ

ば
「
鰯
醸
説
」
は
短
い
が
、
そ
れ
で
も
「
鰯
穣
斌
」
の
内
容
を
要
約

し
た
記
述
を
加
え
て
、
物
語
的
な
要
素
を
出
し
て
い
る
。

次
に
儲
鰭
に
対
し
て
死
因
を
尋
ね
る
。
そ
の
場
面
は
「
鱗
穣
説
」

は
「
鱗
穣
問
答
」
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
、
「
あ
る
い
は
:
:
:
か
、
あ
る
い

は
:
:
:
か
」
(
将
;
:
・
、
将
:
:
:
)
と
資
問
を
景
み
か
け
る
。
こ
こ

か
ら
「
髄
鰻
問
答
」
で
は
荘
子
が
髄
納
税
を
枕
に
棋
り
、
腕
偶
蹄
臓
が
夢
に

現
れ
て
諮
る
の
に
対
し
、
「
鱗
穣
説
」
で
は
、
警
子
、
が
嘆
怠
し
悲
し

む
う
ち
に
、
か
す
か
に
気
配
が
し
て
形
は
見
え
な
い
の
に
影
が
現
れ
、

鰯
楼
が
話
し
始
め
る
が
、
こ
の
変
化
も
す
で
に
「
鵠
髄
斌
」
に
兆
し

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
濁
欝
賦
」
で
は
、

そ
の
時
、
ひ
っ
そ
り
と
し
て
霊
の
み
が
あ
り
、
不
思
議
な
饗
き

だ
け
が
関
こ
え
、
そ
の
形
は
見
え
ぬ
ま
ま
、
答
え
て
言
っ
た
、
・
:

〈

9
}

「
鵠
鰭
説
」
で
も
同
様
に
、

そ
の
時
、
何
か
が
来
た
よ
う
な
大
き
な
昔
、
が
し
、
ぼ
ん
や
り
と

何
か
が
あ
る
よ
う
な
気
配
が
し
て
、
影
は
現
れ
た
が
形
は
隠
れ
た

(
山
川
)

ま

ま

、

っ

た

、

シ
」
糸
り
わ
ー
、

と
な
っ
て
い
る
。

髄
畿
が
諮
り
出
す
時
の
状
況
に
は
こ
の
よ
う
な
違
い
は
あ
る
が
、

そ
の
言
葉
に
は
「
鰯
穣
問
答
」
と
「
鵠
穣
説
」
の
両
者
で
大
き
な
共

、
、
、
、
、
、
、
、

通
点
、
が
あ
る
。
「
鰯
韓
関
答
」
で
は
「
あ
な
た
の
話
ぶ
り
は
弁
士
の

、、、
ょ
う
だ
。
だ
が
あ
な
た
が
一
一
一
一
口
う
こ
と
は
、
み
な
生
き
た
人
慌
の
苦
し

み
で
あ
る
。
死
に
は
そ
れ
が
な
い
。
あ
な
た
は
死
の
説
を
聞
き
た
い

か
」
(
子
之
談
者
似
弁
士
。
視
子
所
一
一
一
一
口
、
皆
生
人
之
累
塩
、
死
則
元

此
失
。
子
欲
韻
死
之
説
乎
)
と
一
一
一
口
う
。
こ
こ
で
は
荘
子
の
一
一
一
一
口
葉
の
流

暢
さ
を
褒
め
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を
批
判
し
て
自
身
の
「
死
の
説
」

へ
と
い
ざ
な
う
っ
「
繍
穣
説
」
に
、

あ
な
た
誌
と
て
も
一
一
言
葉
、
が
た
く
み
だ
。
だ
が
ま
だ
幽
冥
の
情
に

(
日
)

到
達
せ
ず
、
死
生
の
説
を
ご
存
知
な
い
。

と
言
う
の
は
「
鰭
穣
問
答
」
に
酷
似
す
る
が
、
と
り
わ
け
傍
点
部
分

の
よ
う
に
棺
手
の
一
一
一
一
口
論
を
否
定
的
に
受
け
と
め
る
返
答
の
前
置
き
と

(7) 



し
て
そ
の
一
言
語
が
表
部
上
は
耳
に
快
い
、
も
っ
と
も
ら
し
い
も
の
で

あ
る
こ
と
を
言
う
表
現
は
後
世
、
榔
宗
一
冗
の
「
天
説
」
に
も
受
け
継

が
れ
、
韓
愈
の
天
の
説
に
反
論
す
る
直
前
に
「
貴
兄
は
き
っ
と
感
ず

、
、
、
、
、

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
そ
う
お
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
。
実
に
能
弁
で

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

み
ご
と
な
こ
と
で
す
」
(
子
誠
有
激
市
為
是
耶
。
削
別
信
弁
良
美
失
)

と
克
え
る
。
な
お
こ
う
し
た
一
言
辞
は
「
繍
鰻
賦
」
に
は
な
い
。

「
鰯
骸
問
答
」
で
は
髄
帥
臓
が
「
死
の
説
を
鶴
く
か
」
と
問
い
か
け

る
と
荘
子
が
間
意
し
、
「
死
の
説
」
が
諮
ら
れ
だ
す
。
「
髄
鰻
説
」
で

は
そ
の
や
り
と
り
は
省
略
さ
れ
、
す
ぐ
に
「
死
生
の
説
」
が
始
ま
る
。

こ
の
部
分
は
「
縮
機
斌
」
だ
け
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
て
、
「
説
」

に
相
当
す
る
も
の
が
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
あ
る
の
は
張
平
子
に
呼

び
か
け
ら
れ
た
織
機
の
次
の
よ
う
な
応
答
で
あ
る
。

私
は
宋
の
出
身
で
、
姓
は
荘
、
名
は
期
と
い
い
、
心
を
世
の
外

に
遊
ば
せ
よ
う
と
し
た
が
、
自
ら
を
修
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
寿
命
が
つ
い
に
搬
ま
り
、
こ
の
奥
深
い
圧
に
来
た
の
だ
。
あ

(ロ)

な
た
は
ど
う
い
う
わ
け
で
私
に
お
尋
ね
に
な
る
の
か
。

そ
れ
に
対
し
て
張
平
子
は
五
岳
や
天
地
の
神
に
祈
っ
て
肉
体
を
返

し
て
も
ら
え
る
よ
う
取
り
計
ら
お
う
か
と
提
案
す
る
。
つ
ま
り
「
繍

骸
問
答
」
で
い
え
ば
「
死
の
説
」
を
述
べ
た
後
の
段
階
に
移
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
ま
た
鱗
鰻
を
荘
周
と
名
乗
ら
せ
る
こ
と
で
、
「
鰭
鰻

を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
、
作
品
の
構
想
を
変
化

E

さ
せ
よ

F

う
と
す

問
答
」

る
趣
向
が
窺
え
る
。

「
額
欝
問
問
答
」
に
お
い
て
髄
穣
が
語
る
「
死
の
説
」
は
「
死
に
は

上
に
君
主
が
な
く
、
下
に
臣
下
、
が
な
い
。
ま
た
四
季
の
営
み
も
な
い
。

ゆ
っ
た
り
と
天
地
の
無
限
の
時
簡
を
寿
命
と
す
る
。
王
侯
の
楽
し
み

も
そ
れ
に
は
及
ば
な
い
」
(
死
、
元
君
於
上
、
元
箆
於
下
。
亦
元
四

時
之
事
、
従
然
以
天
地
為
春
秋
。
雄
南
面
玉
楽
、
不
能
過
也
)
と
い

う
短
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
鶴
穣
説
」
に
お
け
る
「
死
生
の

説
」
は
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
死
と
は
「
道
」
に
帰
る
こ
と
と

し
て
、
そ
の
「
楽
し
み
」
を
次
の
よ
う
に
鵠
穣
に
述
べ
さ
せ
る
。

そ
も
そ
も
死
と
い
う
一
一
言
葉
は
婦
を
意
味
す
る
。
帰
は
、
道
に
帰

る
こ
と
で
あ
る
窃
道
は
、
そ
れ
自
身
、
が
無
形
を
根
本
と
す
る
か
ら
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

自
然
の
変
化
に
頗
応
で
き
る
。
陰
陽
は
変
え
ら
れ
ず
、
部
季
は
減

、
、
、
、

ら
せ
な
い
。
よ
っ
て
微
縮
な
領
域
に
入
り
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
境

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

地
に
達
し
、
見
よ
う
と
し
て
も
形
は
見
え
ず
、
聴
こ
う
と
し
て
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

苦
は
問
問
こ
え
な
い
っ
汲
ん
で
も
空
に
な
ら
ず
、
注
い
で
も
い
っ
ぱ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
に
な
ら
ず
、
寒
気
を
吹
き
か
け
て
も
溜
ま
ず
、
暖
気
を
吹
き
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
一
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

け
て
も
茂
ら
ず
、
押
し
流
そ
う
と
し
て
も
流
れ
ず
、
凝
り
器
め
よ

、
、
、
、
、
少
』
一
と
、
、

う
と
し
て
も
止
ま
ら
ず
、
静
か
で
縞
い
。
道
と
関
わ
り
あ
っ
て
、

(けど

安
ら
か
に
長
く
眠
る
と
、
こ
れ
以
上
の
楽
し
み
は
な
い
。

」
は
「
死
の
説
」
に
比
べ
て
長
い
だ
け
で
な
く
、

表
現
の
美
し
さ
に
も
注
意
を
払
う
。

(8) 

こ
の

と
り
わ
け



否
定
表
現
を
連
続
さ
せ
た
傍
点
部
分
が
自
を
引
く
が
、
後
述
す
る
よ

う
に
こ
れ
は
「
織
機
斌
」
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
の

こ
う
し
て
主
た
る
説
を
述
べ
経
え
た
の
ち
の
展
開
は
両
者
と
も
閉

じ
で
、
「
織
機
関
般
と
で
は
荘
子
、
「
樹
髄
説
」
で
は
曹
子
が
、
生
命

を
司
る
神
で
あ
る
「
詩
命
」
に
よ
り
肉
体
を
復
元
さ
せ
よ
う
か
と
提

案
し
、
い
ず
れ
も
儲
鰭
が
拒
絶
す
る
。
た
だ
「
鵠
職
問
答
」
で
は

「
私
は
ど
う
し
て
王
伎
の
楽
し
み
を
棄
て
て
、
位
備
の
苦
し
み
を
繰

り
返
し
た
り
で
き
よ
う
」
〈
寄
安
能
葉
南
面
王
楽
部
復
為
人
間
之
労

乎
)
と
い
う
短
い
誌
で
話
を
終
え
て
い
た
。
「
鶴
鰻
説
」
で
は
そ
れ

を
さ
ら
に
展
開
し
て
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

甚
だ
し
い
こ
と
だ
り
あ
な
た
の
話
し
に
く
さ
と
い
っ
た
ら
。
昔
、

太
素
氏
、
が
不
仁
で
あ
っ
た
た
め
、
理
由
な
く
肉
体
を
疑
け
て
私
を

煩
わ
し
、
生
を
与
え
て
私
を
苦
し
め
た
。
今
、
幸
い
に
化
し
て
死

に
至
っ
た
の
は
、
わ
が
本
性
に
帰
る
の
で
あ
る
。
何
と
あ
な
た
は

苦
労
を
好
み
、
私
は
逸
楽
を
好
む
こ
と
か
。
お
引
取
り
く
だ
さ
れ
。

へ
は
}

私
は
こ
れ
か
ら
太
虚
に
帰
ろ
う
と
す
る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
「
樹
鰻
賦
」
に
お
い
て
も
張
平
子
に
よ
る
肉
体
復
元
の

提
案
は
繍
犠
に
拒
絶
さ
れ
る
。
「
鵠
髄
紙
」
で
は
こ
の
部
分
の
髄
畿

の
言
葉
、
が
最
も
長
く
、
さ
な
が
ら
一
篇
の
中
心
の
趣
き
が
あ
る
つ

あ
な
た
の
言
う
こ
と
は
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ぬ
。
死
は
休
息
で
あ

、
、
、
、
、

り
、
生
は
労
役
で
あ
る
。
:
:
:
の
世
界
で
は
)
自
の
よ
い
離

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

朱
で
も
兇
る
こ
と
が
で
き
ず
、
茸
ざ
と
い
師
臓
で
も
開
く
こ
と
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
き
ず
、
亮
や
舜
に
対
し
て
も
称
賛
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
築
や

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

討
に
対
し
て
も
刑
舗
を
下
す
こ
と
は
で
き
ず
、
虎
や
豹
で
も
害
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
法
ニ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
こ
と
が
で
き
ず
、
斜
や
戟
で
も
傷
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

い
な
ず
ま

:
・
造
化
を
父
母
と
し
、
天
地
を
寝
床
と
し
、
雷
や
奮
を
鼓
や
一
崩

と
し
、
太
陽
や
月
を
灯
火
と
し
、
天
の
川
を
川
や
池
と
し
、
星
座

を
珠
玉
と
す
る
。
出
然
と
一
体
に
な
り
、
感
情
も
欲
望
も
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

讃
ま
せ
て
も
清
ら
か
に
な
ら
ず
、
混
ぜ
て
も
濁
ら
な
い
。
進
ま
な

(
は
M
}

い
の
に
到
達
し
、
ゆ
っ
く
り
で
あ
る
の
に
速
い
。

こ
こ
に
記
さ
れ
た
内
容
は
「
髄
鰻
問
答
」
の
「
死
の
説
」
を
敷
街

し
た
と
い
っ
て
も
よ
く
、
忠
一
社
子
』
の
思
想
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
二
祝
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
傍
点
部
分
の
よ
う
に
否

定
表
現
を
連
続
さ
せ
、
内
容
や
穆
辞
の
面
で
「
髄
欝
説
」
に
影
響
を

与
え
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

「
繍
穣
説
」
に
戻
れ
ば
、
「
死
生
の
説
」
の
あ
と
に
、
曹
子
一
が
従
僕

に
命
じ
て
繍
畿
の
ち
り
を
払
わ
せ
、
自
縞
の
頭
巾
を
か
け
、
赤
土
や

〈

M
W
)

緑
謝
で
覆
っ
て
道
端
に
葬
る
と
い
っ
た
描
写
が
な
さ
れ
、
最
後
に
、

い
っ
た
い
生
と
死
が
情
勢
を
異
に
す
る
の
は
、
孔
子
が
述
べ
て

い
る
は
ず
な
の
に
、
ど
ん
な
神
霊
が
髄
鰻
に
仮
託
し
て
私
に
空
論

(
げ
}

を
し
か
け
、
死
と
生
、
が
必
ず
等
し
い
な
ど
と
言
う
の
か

c

と
い
う
作
者
の
惑
報
を
議
ら
し
て
全
文
を
結
ぶ
。

(9) 

曹
子
が



鱗
畿
に
一
一
一
一
口
い
負
か
さ
れ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
な
お
自
問
の
形

で
余
韻
を
残
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
荘
子
b

の
「
鰯
穣
問
答
」
は
ま
ず
張
衡
が
こ
れ
を

モ
チ
ー
フ
と
し
て
「
鰭
犠
賦
」
を
作
っ
た
時
に
手
が
加
え
ら
れ
、
描

写
や
問
問
答
の
一
一
一
一
閃
葉
が
増
え
る
と
と
も
に
表
現
が
整
え
ら
れ
、
「
競
」

の
文
体
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
っ
た
。
曹
植
の
「
髄
鰻
説
」
は

「
鰯
鱗
賦
」
の
影
響
を
受
け
て
描
等
性
、
物
語
性
が
強
ま
り
、
結
果

的
に
「
鰯
鰻
問
答
」
の
主
題
と
形
式
を
一
一
層
発
演
さ
せ
て
い
る
a

し

か
し
そ
の
際
、
必
ず
し
も
「
鱗
醸
賦
」
に
従
っ
て
い
な
い
部
分
も
あ

り
、
「
備
機
賦
」
で
加
わ
っ
た
変
化
か
ら
採
る
べ
き
所
を
採
り
、
文

学
作
品
と
し
て
の
「
説
」
の
文
体
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
諮
問
説
」
と
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
な
ち
が
い
が
あ
る
。
ま
ず

「
議
関
税
」
に
は
断
絶
部
分
に
欠
落
し
た
本
文
の
存
在
が
予
想
さ
れ

る
の
に
比
べ
る
と
、
「
鰭
鍍
説
」
に
も
欠
落
部
分
は
あ
る
の
か
し
れ

な
い
が
、
現
存
部
分
の
み
で
も
十
分
作
品
と
し
て
成
り
立
つ
。
作
品

と
し
て
ほ
ほ
完
全
な
形
が
残
っ
て
お
り
、
?
で
の
意
味
で
貴
重
で
あ
る
。

ま
た
い
ず
れ
も
問
答
形
式
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
「
諮
問
説
」

で
は
会
話
が
作
品
の
大
半
を
占
め
て
描
写
部
分
が
少
な
く
、
全
体
と

し
て
議
論
が
連
続
す
る
印
象
を
与
え
る
の
に
対
し
、
「
鶴
鰻
説
」
に

は
会
話
の
問
問
に
場
面
描
写
、
が
あ
る
こ
と
で
、
種
の
物
語
世
を
有
す

イ
ハ

v
o

農
代
に
な
る
と
、
蛇
捕
り
の
口
を
通
し
て
重
税
の
苦
し
み
を
語
ら

せ
る
榔
宗
元
の
「
捕
蛇
者
説
」
の
よ
う
な
物
語
性
を
帯
び
た
「
説
」

が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
も
作
者
と
蛇
捕
り
の
問
答
と
い
う
形
式
を
と

る
。
「
鰭
穣
説
」
は
そ
の
護
植
物
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

玉
、
「
説
」
と
「
論
」

一
方
、
『
文
体
明
弁
』
に
「
論
と
大
異
無
し
」
と

「
説
」
に
似
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
よ
型
、
が
あ
る
。
断
片
的
な
も
の

ま
で
含
め
る
と
曹
植
に
も
十
篇
の
作
、
が
残
っ
て
い
る
の
で
簡
単
に
触

れ
て
お
き
た
い
。

欝
植
の
「
論
」
の
テ
i
マ
は
種
々
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ

も
何
ら
か
の
道
理
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
。
叙
述
の
形
式
か
ら
い

え
ば
も
っ
ぱ
ら
論
述
に
よ
っ
て
全
棒
を
構
成
す
る
も
の
が
比
較
的
多

く
、
「
相
論
」
「
成
主
漢
昭
論
」
「
釈
疑
論
」
「
蛍
火
論
」
「
仁
孝
論
」

が
あ
る
。
一
方
、
「
令
禽
悪
高
論
」
と
「
弁
道
論
」
は
問
答
形
式
を

含
む
会
以
上
は
比
較
的
平
明
な
文
章
で
警
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以

外
に
対
句
や
四
字
句
・
ム
ハ
字
句
を
主
と
す
る
装
飾
的
な
文
章
で
審
か

れ
た
「
貌
徳
論
」
「
輔
箆
論
」
「
征
萄
論
」
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
間
詩
形
式
の
「
論
」
は
、
「
説
」
と
重
な
り
合
う

甜
が
あ
る
つ
論
述
に
主
娘
、
が
あ
る
た
め
物
語
性
は
弱
い
が
、
た
と
え

ば

に

は

寓

意

が

あ

り

、

「

籍

出

説

」

と

似

通

っ

て
よ
う
に

(10) 



い
る
の
当
時
、
「
論
」
の
範
関
は
広
く
、
後
世
が
受
け
持
つ

、.
，

範
鴎
を
含
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
籍
出
説
い
を
「
落
田
論
」
に

(
同
}

作
る
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
の
は
そ
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

六
、
曹
槌
以
外
の
「
説
」

上
述
し
た
よ
う
に
貌
諮
問
六
朝
期
に
は
曹
植
以
外
に
も
舘
か
な
が
ら

「
説
」
が
あ
る
。
明
全
一
一
一
陣
文
』
『
全
審
文
h

q

全
宋
文
』
『
全
梁
文
』

な
ど
を
絡
く
と
た
と
え
ば
陸
績
「
揮
天
儀
説
」
(
『
全
一
一
一
関
文
』
巻
六

八
)
、
主
審
一
「
海
天
象
説
」
(
向
巻
七
二
)
、
呉
商
「
一
雄
記
六
宗
説
」

(
『
全
晋
文
』
巻
四
回
)
と
い
っ
た
文
章
、
が
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
題

名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
天
文
や
祭
認
に
つ
い
て
の
解
説
文
で
あ
る
。

明
文
体
問
問
弁
h

で
は
「
字
白
書
を
按
ず
る
に
、

g
mは
解
な
り
、
述
な

り
、
義
潔
を
解
釈
し
て
己
が
意
を
以
っ
て
之
を
述
ぷ
る
な
り
へ
説

の
名
、
明
説
卦
』
よ
り
起
こ
り
、
漢
の
許
慎
、
『
説
文
』
を
作
る
は
、

の

っ

と

な

づ

亦
た
其
の
名
に
揺
り
て
以
っ
て
篇
に
命
く
」
と
認
し
、
『
易
』
の
説

卦
伝
や
司
説
文
解
字
』
を
例
に
あ
げ
、
物
事
の
意
味
や
道
理
に
つ
い

て
自
身
の
見
解
を
ま
じ
え
て
解
説
す
る
文
を
「
説
」
の
定
義
と
す
る
。

「
揮
天
儀
説
」
「
揮
天
象
説
」
「
躍
記
六
宗
説
」
な
ど
は
二
め
そ
れ
に

あ
た
る
が
、
後
世
、
韓
愈
の
「
部
説
」
、
が
「
師
」
に
つ
い
て
自
己
の

見
識
を
加
え
て
、
合
理
的
な
視
点
で
定
義
し
直
そ
う
と
し
て
い
る
の

な
ど
と
比
べ
る
と
、
日
間
じ
解
説
で
も
大
き
く
一
異
な
る
。

ま
た
、
徐
震
の
「
接
頭
説
」
(
『
全
宋
文
』
巻
田

O
)
は
「
旋
頭
」

の
意
味
を
替
の
武
帝
と
待
患
の
関
答
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
の
た
だ
司
g4

と
こ
の
問
答
は
徐
震
の
文
で
は
な
く
、
一
事
実
と
し
て
記
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
こ
う
し
た
文
が
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
は

不
明
で
、
こ
の
議
論
が
『
全
宋
文
』
に
収
め
ら
れ
る
際
に
一
篇
の
文

章
で
あ
る
か
の
よ
う
に
「
旋
頭
説
」
と
命
名
さ
れ
た
可
能
性
、
が
あ
る
。

下
っ
て
昭
一
ハ
均
の
「
餅
説
」
完
全
梁
文
』
巻
六

O
)
は
特
異
な
「
説
」

で
あ
り
、
全
文
の
大
意
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

宋
公
が
長
安
に
来
た
持
挑
訟
の
時
の
太
官
丞
だ
っ
た
程
季
と

い
う
者
を
得
た
。
緊
間
切
な
人
で
あ
る
。
公
は
「
今
日
の
食
べ
物
で
、

何
を
い
ち
ば
ん
先
に
し
よ
う
か
」
と
一
一
一
一
口
っ
た
。
季
は
「
仲
秋
の
こ

の
あ
た
り
の
景
急
は
、
群
れ
を
離
れ
た
蝉
も
鳴
き
や
ん
で
ひ
っ
そ

り
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ざ
わ
ざ
わ
と
葉
を
落
と
す
早
朝
の
風
、

冷
え
冷
え
と
し
た
夜
涼
が
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
あ

り
さ
ま
に
お
い
て
、
た
だ
餅
だ
け
を
説
く
こ
と
、
が
で
き
ま
す
」
と

答
え
た
。
公
は
「
よ
ろ
し
い
」
と
言
っ
た
。
季
は
そ
こ
で
、
「
安

定
郡
の
喧
鳩
の
麦
、
洛
間
関
の
董
徳
の
白
、
河
東
郡
の
長
若
の
葱
、

離
西
郡
の
話
一
背
の
子
牛
、
抱
卒
県
の
赤
髄
の
学
、
張
披
郡
の
北
門

の
昧
培
、
こ
れ
ら
を
銀
の
粉
で
燃
や
し
、
金
の
銭
で
煮
つ
め
ま
す
。

将
庭
織
で
霜
に
あ
っ
た
播
、
仇
池
山
に
群
生
す
る
山
根
、
こ
れ
ら
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を
済
北
郡
の
壌
で
調
合
し
、
新
豊
の
鶏
を
き
ざ
ん
で
、
華
山
に
産

す
る
玉
の
粉
の
よ
う
に
細
か
く
、
梁
甫
山
に
産
す
る
銀
色
の
啓
一
料

の
よ
う
に
臼
く
し
ま
す
。
そ
の
香
を
嘆
ぐ
と
口
中
に
食
欲
が
満
ち
、

そ
の
色
を
見
る
と
心
を
乱
さ
れ
ま
す
」
と
述
べ
た
。
公
は
「
よ
ろ

(
ゆ
)

し
い
い
と
一
一
一
回
っ
た
。

こ
れ
は
福
井
佐
夫
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
遊
戯
的
な
意
識
で
警

(
鈎
}

か
れ
た
韻
文
で
あ
る
。
間
以
下
の
発
言
に
対
し
て
君
主
が
「
よ
ろ
し
い
」

(
善
)
と
受
け
る
問
答
形
式
は
『
戦
国
策
』
な
ど
に
見
え
る
「
一
説
」

月
内
山
〕

文
芸
の
原
裂
を
想
像
さ
せ
、
対
句
や
四
字
六
字
の
リ
ズ
ム
を
駆
使
し
、

描
写
性
に
富
む
点
は
「
獄
い
の
特
色
に
近
い
。
し
か
し
「
義
理
を
解

釈
し
て
己
が
意
を
以
っ
て
之
を
述
ぷ
る
」
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意

味
で
韓
柳
ら
の
「
説
」
と
は
方
向
性
を
異
に
す
る
。

管
問
ん
で
は
欝
植
の
作
を
除
い
た
貌
普
六
朝
期
の
「
説
」
は
ほ
ぼ
以

と
に
尽
き
、
唐
代
以
後
の
新
し
い
「
説
」
に
繋
が
る
特
色
は
見
ら
れ

な
い
。
こ
う
し
た
中
で
や
は
り
欝
植
の
二
篇
の
「
説
へ
す
な
わ
ち

「
諮
問
説
」
と
「
鱗
刷
機
説
」
は
注
目
に
備
し
よ
う
。

七
、
お
わ
り
に

欝
植
の
「
諮
問
説
」
「
鵠
鰻
説
」
の
二
作
は
い
ず
れ
も
問
答
形
式

を
用
い
、
さ
ら
に
前
者
に
は
寓
意
性
、
後
者
に
は
物
語
性
を
呉
備
す

る
。
こ
う
し
た
特
色
は
口
頭
の
弁
論
で
あ
っ
た
古
代
の
「
説
」
に
克

ら
れ
た
が
、
富
田
植
の
「
説
」
は
こ
れ
を
文
学
作
品
と
し
て
、
「
賦
」

と
は
異
な
る
方
向
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
時

代
、
「
説
い
と
「
論
」
の
差
異
は
な
お
明
確
で
な
い
面
、
が
あ
り
、
曹

植
の
一
部
の
「
論
」
に
も
「
説
」
に
類
似
し
た
作
品
が
存
す
る
。
唐

代
ま
で
の
問
、
露
大
な
数
の
よ

F
が
書
か
れ
た
の
に
対
し
、
「
説
」

が
殆
ど
残
っ
て
い
な
い
の
は
、
「
論
」
に
吸
収
さ
れ
た
た
め
か
も
し

れ
な
い
。

「
議
出
説
」
の
寓
意
性
、
「
鰯
鰻
説
」
の
物
語
性
は
、
麿
代
に
韓
愈

や
柳
宗
元
が
こ
れ
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
て
、
新
た
な
「
説
」
ジ
ャ
ン

ル
の
世
界
を
作
り
出
す

9

そ
の
様
相
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ

な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
寓
意
性
、
物
語
性
、
問
答
形
式
と
い
っ
た

古
代
の
「
説
」
の
特
色
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
指
田
植
の
ご
篇
は
そ

の
継
承
を
蝶
介
す
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
一
療
の
弁
論
技
術
で
あ
る
古
代
の
「
説
」
と
は
異
な
る
、
文
学
ジ

ャ
ン
ル
と
し
て
の
「
説
」
を
韓
柳
ら
が
確
立
し
て
い
く
に
あ
た
り
、

西
国
植
の
「
説
」
域
重
要
な
中
継
地
点
に
立
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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注(
1
)
欝
植
の
作
品
の
引
用
は
、
原
則
則
と
し
て
越
幼
文
校
法
認
衛
構
築
校

注
』
(
人
民
文
学
出
般
社
、
…
九
八
四
年
)
に
よ
り
、
間
警
の
校
訂
に

従
っ
た
。



(2)
『
援
代
名
一
制
記
』
(
岩
波
文
庫
、
九
三
八
年
)
六
γ

汽

(3V
春
耕
於
織
田
、
邸
中
令
侍
寡
人
一
婚
。
一
融
市
諮
之
日
、
昔
者
神
農
氏

始
箆
万
革
、
教
民
種
楠
。
今
謀
人
之
興
此
出
、
将
欲
以
擬
乎
治
問
、

非
徒
供
耳
目
前
己
也
。
夫
常
時
h
畝
、
版
印
刷
上
上
、
経
以
大
筒
、
帯

以
横
肝
。
奇
椀
央
路
、
名
架
被
閣
の
宰
提
突
撃
、
開
設
講
一
公
出
、
此
亦

寡
人
之
封
鎖
也
。
日
珍
没
市
川
帰
館
、
民
未
駅
間
郎
野
‘
批
亦
寡
人
之

先
下
也

Q

殺
欝
特
鶴
、
禾
黍
巽
問
、
此
亦
寡
人
之
理
政
也
。
及
英
恵

泉
鴇
、
庇
葉
陰
、
懐
脊
属
、
撫
索
琴
、
此
亦
寡
人
之
習
楽
也
。
:
'

(
4
)
封
人
有
能
以
較
欝
修
鈎
去
樹
之
鰯
一
者
、
樹
得
以
茂
繁
。
中
舎
人
目
、

不
識
治
天
下
者
亦
有
鵡
者
手
。
寡
人
告
之
日
、
昔
一
一
一
結
共
工
鯨
擁
兜
、

非
発
之
鵡
激
。
向
日
、
諸
侯
之
国
部
有
蝦
乎
。
寡
人
告
之
日
、
斉
之

諸
出
、
藷
之
六
郷
、
魯
之
一
一
一
握
、
非
諮
俊
之
鵠
敗
。
然
一
一
一
溜
無
軽
繋

修
鈎
之
任
、
終
於
斉
纂
魯
弱
、
普
関
以
分
、
不
亦
痛
手
。
日
、
不
識

為
君
子
者
亦
有
蝿
乎
。
議
人
告
之
日
、
回
有
之
也
。
富
市
慢
、
露
間

縞
、
残
仁
賊
義
、
甘
財
悦
色
、
此
亦
君
子
之
鰯
也
。
天
子
勤
転
、
以

牧
一
一
開
。
大
夫
勤
紙
、
以
収
世
禄
。
君
子
勤
転
、
以
顕
令
徳
。
夫
農

者
、
始
於
穂
、
終
於
穫
。
沢
既
時
発
、
苗
蹴
美
発
、
葉
市
不
転
、
則

改
為
荒
鰭
。
議
豊
年
者
期
於
必
収
、
警
惨
道
亦
期
於
残
身
也
。

(
5
)
小
南
一
郎
「
諮
か
ら
説
へ

i
i中
間
に
お
け
る
「
小
説
」
の
起
源

を
め
ぐ
っ
て

i
i」
右
中
霞
文
学
報
』
第
五
十
冊
、
…
九
九
五
年
)

参
照
。

(
6
)
韓
愈
・
柳
宗
光
へ
の
影
響
に
関
し
て
は
練
柱
司
中
欝
散
文
史
』
(
商

務
印
番
館
、
一
九
三
七
年
)
…
五
二
真
に
一
一
言
及
、
が
あ
る
。

(
7
)
留
子
遊
乎
被
塘
之
浜
、
歩
乎
薬
穣
之
薮
、
議
条
播
虚
、
経
酪
賎
題
。

顧
見
欝
髄
、
塊
黙
独
照
。

(
8
)
壊
回
目
運
、
鼠
挙
竜
南
遊
赤
野
、
北
砂
幽
郷
、
国
経
妹
荘
、

東
鎮
扶
桑
。
於
是
季
秋
之
炭
、
微
嵐
起
涼
、
聯
回
軒
駕
、
在
期
右
昂
。

歩
馬
子
鴎
阜
、
選
遥
乎
綾
向
。
一
線
見
機
織
、
委
於
路
涛

Q

以
下
、

「
髄
髄
賦
」
の
引
用
は
原
則
と
し
て
費
振
矧
・
胡
双
窓
・
宗
明
華
輯
校

司
令
~
漢
賦
』
(
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
)
に
よ
る
が
、
そ
の

校
記
を
参
照
し
て
文
字
を
改
め
た
笛
所
、
が
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
は

時
金
後
濃
文
』
に
よ
り
「
昧
穀
」
を
「
妹
谷
」
に
改
め
た
。

(
9
)
於
是
粛
然
有
露
、
担
額
神
響
、
不
見
其
形
、
答
日
、

(
m
w
)

於
是
砕
若
有
来
、
悦
若
有
存
、
景
見
容
鱈
、
腐
声
市
一
一
一
一
一
口
日
、
:

(
日
)
子
別
問
弁
於
辞
失
。
然
未
達
機
宮
内
之
情
、
識
死
生
之
説
也
。

(
立
)
吾
宋
人
世
主
姓
荘
名
馬
。
遊
心
方
外
、
不
能
自
修
。
寿
命
終
極
、

来
此
玄
郎
。
公
子
何
以
問
之
。

(
日
)
夫
死
之
為
一
一
一
一
口
帰
也
。
帰
也
者
、
帰
於
道
也
。
道
也
者
、
身
以
無
形

為
i

去
、
故
能
与
化
推
移
。
陰
揚
不
能
更
、
四
時
不
能
筋
。
是
故
澗
於

織
微
之
城
、
通
於
悦
惚
之
庭
、
望
之
不
克
其
象
、
聴
之
不
問
其
声
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

抱
之
不
沖
、
注
之
不
盈
、
吹
之
不
調
、
嘘
之
不
栄
、
激
之
不
流
、
凝

、
、
、

之
不
停
、
審
議
冥
漢
、
与
道
相
拘
、
健
然
一
長
寝
、
楽
莫
是
論
。

(M)
甚
発
。
何
子
之
難
語
也
。
昔
太
素
氏
不
仁
、
無
故
労
設
以
形
、
苦

我
以
生
。
今
也
幸
変
市
之
死
、
間
疋
皮
吾
真
也
。
何
子
之
好
労
、
部
我

之
好
逸
乎
。
子
部
行
'
英
。
予
将
帰
於
太
虚
。

(
お
)
公
子
一
一
一
一
口
之
殊
難
也
。
死
為
体
恵
、
生
為
役
労
。
:
:
:
離
朱
不
能
克
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

子
野
不
能
聴
、
尭
舜
不
能
賞
、
築
約
不
能
剤
、
虎
豹
不
能
害
、
剣
戟

、
、
、

不
能
儀
。
:
:
:
以
造
化
為
父
母
、
以
天
地
為
林
薄
。
以
雷
電
為
鼓
一
溺
、
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以
日
月
為
灯
燭
。
以
雲
漢
為
川
地
、
以
星
一
宿
為
珠
玉
。
合
体
自
然
、

無
情
無
欲
。
掻
之
不
清
、
混
之
不
溺
。
不
行
部
主
斗
不
疾
高
速
。

(
凶
)
こ
の
部
分
も
「
鵬
開
館
賦
」
に
「
乃
命
僕
夫
、
仮
之
以
繕
巾
、
裳
之

以
玄
鹿
、
為
之
傷
悌
、
鱗
於
路
浜
」
と
あ
り
、
そ
の
影
響
が
晃
ら
れ

る。

(
口
)
夫
存
亡
之
異
勢
、
乃
宣
尼
之
所
陳
、
何
神
港
之
虚
対
、
云
死
生
之

、必均。

(
出
)
忠
一
広
文
類
緊
』
巻
…
一
…
九
、
明
太
平
御
覧
』
巻
八
二
一
な
ど
。

(
印
〕
宋
公
室
長
安
、
得
挑
訟
時
故
太
宮
永
…
程
季
者
。
了
了
人
也
。
公
日
、

今
日
之
食
、
何
者
最
先
。
季
日
、
仲
秋
御
景
、
離
蝉
欲
静
。
鍾
愛
焼

嵐
、
接
凄
夜
冷
。
間
当
此
景
、
唯
能
説
餅
。
公
臼
、
善
。
季
乃
称
呂
、

安
定
曜
鳩
之
麦
、
洛
陽
輩
徳
之
謄
、
河
東
長
若
之
葱
、
離
西
誌
背
之

領
、
梅
卒
赤
髄
之
学
、
張
披
北
内
之
鼓
、
然
以
銀
属
、
煎
以
金
銚
。

潟
庭
魚
霜
之
橘
、
仇
油
連
帯
之
淑
、
調
以
済
北
之
塩
、
割
以
新
豊
之

難
、
例
制
如
華
山
之
玉
屑
、
自
如
梁
甫
之
銀
泥
。
既
間
一
菅
沼
口
問
、
亦

見
色
部
心
迷
。
公
日
、
善
。

(
初
)
刀
ハ
朝
の
遊
戯
文
学
h

(

扱
吉
議
院
、
二

O
O七
年
)
五
O
六一員。

(
幻
〉
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
小
濡
氏
前
掲
論
文
参
照
。

(
京
都
教
湾
大
学
)

(14) 


