
唐
詩
読
解
上
の
誤
差

-
　
訓
読
批
判
(
其
の
二
)

一
｢
野
暁
天
低
樹
｣
の
解
釈

唐
代
四
大
自
然
詩
人
(
王
･
孟
･
章
･
柳
)
　
の
一
人
と
し
て
名
高
い
孟
浩
'
字
'

浩
然
(
六
九
一
-
七
四
〇
)
は
湖
北
省
嚢
陽
の
人
｡
そ
の
代
表
作
｢
春
暁
｣
は
古
今

の
絶
唱
と
称
さ
れ
る
｡

O
 
e
⑨

春
眠
不
覚
暁

○
　
　
●

夜
来
風
雨
声

●
　
　
○
⑨

処
処
聞
噂
鳥

0
　
　
0
⑨

花
落
知
多
少

五
言
絶
句
で
'
暁
･
鳥
･
少
が
上
声
二
十
九
篠
の
報
(
暁
は
押
韻
し
な
く
と
も
よ

い
と
こ
ろ
)
.
平
灰
の
格
律
は
前
半
の
平
起
式
と
後
半
の
尻
起
式
が
合
わ
さ
っ
た
物

体
で
あ
る
｡
『
全
唐
詩
』
　
で
は
転
･
結
句
を
｢
欲
知
昨
夜
風
　
花
落
無
多
少
(
知
ら

ん
と
欲
す
昨
夜
の
風
/
花
落
ち
る
こ
と
多
少
も
無
し
)
｣
　
と
す
る
が
'
こ
れ
は
や
や

平
板
の
感
を
免
れ
な
い
｡
も
の
う
い
春
の
明
方
を
う
た
っ
て
よ
-
惜
春
の
情
を
表
出

す
る
と
い
わ
れ
る
が
'
最
近
出
版
さ
れ
た
『
唐
詩
選
』
中
国
科
学
院
文
学
研
究
所
宿

松
　
　
尾
　
　
善
　
　
弘
　
〔
研
究
紀
要
　
第
三
二
巻
〕

松

　

　

尾

　

　

善

　

　

弘

二
九
八
〇
年
十
月
】
日
受
理
)

(
人
民
文
学
出
版
社
)
　
で
は
'
｢
明
快
な
表
現
で
あ
る
が
'
窓
外
に
屈
折
し
た
趣
が
あ

る
｣
と
評
し
て
い
る
｡

全
詩
語
言
明
自
如
話
'
意
思
却
相
当
曲
折
｡

一
海
知
義
民
も
　
｢
春
暁
｣
　
が
決
し
て
平
凡
な
内
容
で
は
な
-
'
｢
孟
浩
然
は
高
級

官
僚
の
仲
間
入
り
を
志
し
て
失
敗
し
た
人
で
あ
り
'
い
わ
ば
'
こ
の
詩
は
余
儀
な
く

さ
れ
た
浪
人
生
活
か
ら
生
れ
た
居
直
り
の
詩
な
の
で
あ
る
｣
(
『
漢
詩
の
散
歩
道
』
日

中
出
版
)
と
'
そ
の
時
代
背
景
ま
た
そ
の
生
活
に
即
し
て
見
直
せ
ば
'
-
新
た
な
発
見

が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡

春
あ
け
ぼ
の
の
薄
ね
む
り
　
ま
く
ら
に
通
ふ
鳥
の
こ
ゑ

風
ま
じ
り
な
る
夜
べ
の
雨
　
花
ち
り
け
ん
か
魔
も
狭
に

(
土
岐
善
磨
｢
鷺
の
卵
｣
)

う
っ
か
り
寝
す
ぎ
た
春
の
朝

小
鳥
の
声
で
目
が
さ
め
た

夜
中
に
き
い
た
あ
の
あ
ら
し

花
は
ど
ん
な
に
散
っ
た
や
ら

(
日
加
田
誠
『
唐
詩
三
石
首
』
平
凡
社
)三

二
五



唐
詩
読
解
上
の
誤
差

宋
門
に
対
す
る
一
種
の
抑
旅
の
情
を
み
て
と
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な
い
が
'
い

ま
'
手
元
に
あ
る
数
種
の
注
釈
本
を
播
き
な
が
ら
､
特
に
結
句
の
読
み
下
し
文
(
訓

読
)
　
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
｡

春
眠
　
暁
を
覚
え
ず
/
処
処
　
噂
鳥
を
聞
-
/
夜
来
　
風
雨
の
声
/
花
落
つ
る

い
く
ば
く

こ
と
知
る
多
少
ぞ
　
(
右
記
平
凡
社
本
)

花
落
つ
る
こ
と
　
知
ん
ぬ
多
少
ぞ
　
(
『
唐
詩
選
』
日
加
田
誠
訳
注
　
集
英
社
)

た
せ
う

花
落
つ
る
こ
と
　
知
ん
ぬ
　
多
少
ぞ
　
(
『
唐
詩
選
』
日
加
田
誠
　
明
治
書
院
)

同
一
注
釈
者
に
よ
る
読
み
下
し
方
に
さ
え
こ
れ
だ
け
の
　
｢
工
夫
｣
が
凝
ら
さ
れ
て

い
る
｡
調
べ
て
い
く
と
各
本
と
も
さ
ま
ざ
ま
に
｢
苦
心
｣
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

気
付
く
｡

花
落
つ
る
こ
と
多
少
な
る
を
知
ら
ん
や
　
(
『
唐
詩
選
』
高
木
正
一
朝
日
新
聞
社
)

花
落
つ
る
こ
と
知
る
多
少
　
(
『
唐
詩
鑑
賞
辞
典
』
前
野
直
彬
編
　
東
京
堂
)

花
落
つ
る
を
知
る
多
少
ぞ
　
(
前
記
日
中
出
版
社
本
)

花
落
つ
る
こ
と
'
知
る
多
少
　
(
『
中
国
語
で
学
ぶ
漢
詩
』
田
中
秀
　
白
馬
出
版
)

ヽ
ヽ訓

読
の
枠
内
で
考
え
る
限
り
'
こ
れ
ら
の
よ
み
方
の
ち
が
い
'
そ
の
当
否
を
云

々
す
る
の
は
あ
ま
り
成
算
的
で
は
あ
る
ま
い
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
方
に
そ
れ
ぞ
れ
の

見
解
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
｡
要
は
こ
れ
ら
の
よ
み
方
は
あ
-
ま
で
次
善

手
で
あ
っ
て
'
｢
知
多
少
｣
　
と
い
う
漢
文
を
訓
点
を
施
こ
す
直
訳
法
=
訓
読
の
み
で

理
解
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
不
可
能
'
少
な
-
と
も
極
め
て
不
十
分
な
理
解
し
か
で

き
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
お
れ
ば
よ
い
｡
現
に
殆
ん
ど
の
注
釈
書
が
こ
の
句
に
つ
い

て
懇
切
な
解
説
を
加
え
て
読
者
の
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
｡

花
落
知
多
少
　
-
　
花
は
ど
の
-
ら
い
落
ち
た
か
し
ら
｡
｢
多
少
｣
　
は
数
の
多
い

少
な
い
を
尋
ね
る
疑
問
詞
｡
疑
問
詞
の
上
に
　
｢
知
｣
　
が
あ
る
と
き
は
'
そ
の

｢
知
｣
は
｢
不
知
｣
と
同
じ
意
味
を
持
ち
'
｢
知
多
少
｣
　
は
｢
多
少
を
知
ら
ず
｣

の
意
味
と
な
る
｡
あ
る
い
は
こ
の
　
｢
知
｣
を
｢
い
っ
た
い
-
-
?
｣
　
の
よ
う
に

三
二
六

疑
問
詞
を
強
調
す
る
語
と
見
て
も
よ
い
｡
(
東
京
堂
本
)

高
木
正
一
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
｡

李
情
の
詩
に
｢
憶
君
涙
落
束
流
水
　
歳
歳
花
関
知
為
誰
　
-
　
君
を
憶
う
て
涙
は

落
つ
束
流
の
水
/
歳
歳
花
開
-
も
誰
が
為
な
る
を
知
ら
ん
や
｣
ま
た
杜
甫
の
詩

t
E

に
'
｢
明
年
此
会
知
誰
健
　
-
　
明
年
の
会
い
誰
か
健
か
な
る
を
知
ら
ん
や
　
(
九

日
藍
田
雀
氏
荘
)
｣
な
ど
と
う
た
う
の
が
そ
れ
で
あ
り
'
｢
い
っ
た
い
　
-
　
か
し

ら
｣
と
い
う
気
拝
を
あ
ら
わ
す
｡
多
少
は
ど
れ
ほ
ど
と
い
う
意
の
疑
問
詞
｡

(
朝
日
新
聞
社
本
)

､
し
て
み
る
と
'
こ
の
句
の
原
意
に
よ
り
近
い
読
み
方
は
'
｢
花
落
つ
る
こ
と
多
少

を
知
ら
ず
｣
　
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
｡
そ
れ
が
無
理
な
ら
ば
'
こ
こ
は
せ
め
て

｢
花
落
つ
る
こ
と
多
少
な
る
を
知
ら
ん
や
｣
　
が
よ
り
原
詩
に
沿
っ
た
よ
み
方
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
｡

『
唐
詩
三
百
首
』
邸
饗
友
註
訳
(
三
民
書
局
)
　
や
鷹
智
書
局
出
版
『
唐
詩
三
百
首
』

で
は
'
い
ず
れ
も
｢
花
は
ど
れ
-
ら
い
落
ち
た
か
し
ら
｣
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
｡

昨
夜
経
一
夜
的
風
雨
吹
打
'
不
知
道
花
児
又
落
了
多
少
?

想
起
咋
天
夜
裏
風
雨
声
中
'
不
知
道
落
下
了
多
少
的
花
束
堀
?

前
記
の
人
民
出
版
社
本
は
'
｢
疑
問
詞
を
使
っ
て
'
花
は
す
で
に
た
く
さ
ん
散
っ

た
で
あ
ろ
う
が
'
ま
た
そ
れ
が
少
な
-
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
複
雑
な
心
情
を
表
出

し
て
い
る
｣
と
い
う
｡

後
両
句
回
憶
夜
来
的
風
雨
'
為
花
木
担
憂
｡
用
間
句
写
出
想
像
花
巳
経
落
得
太

多
'

さ
て
'㊤＼

ー
ノ

(cQi③④

又
希
望
官
落
得
不
多
的
複
雑
心
情
｡

本
来
｢
多
少
｣
　
に
は
次
の
よ
う
な
字
義
が
あ
る
｡

多
い
と
少
な
い
｡
多
寡
｡
(
多
さ
と
い
う
量
の
意
味
)

ど
れ
-
ら
い
｡
い
か
ほ
ど
｡
(
い
わ
ゆ
る
疑
問
詞
)

た
-
さ
ん
｡
多
い
｡
(
少
は
助
字
と
し
て
)

い
-
ら
か
｡
若
干
｡
(
少
し
の
意
味
で
)



｢
知
多
少
｣
の
　
｢
多
少
L
　
を
⑨
項
で
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
ま
ま
で

見
て
き
た
通
り
で
あ
る
｡
･

い
か
ほ
ど

最
後
の
句
の
　
｢
知
多
少
｣
は
'
多
少
な
る
を
知
ら
ん
や
'
従
っ
て
実
は
｢
不
知

い
か
ほ
ど

多
少
L
t
　
多
少
な
る
を
知
ら
ず
t
　
の
意
で
あ
る
｡
あ
る
解
釈
に
は
多
少
と
は
多

き
こ
と
と
い
い
'
た
-
さ
ん
散
り
し
い
た
で
あ
ろ
う
と
説
い
て
い
る
が
'
そ
う

で
は
な
い
｡
(
『
新
唐
詩
選
』
吉
川
･
三
好
共
著
'
岩
波
新
書
)

故
に
『
大
漢
和
辞
典
』
な
ど
が
③
項
で
｢
春
暁
｣
を
あ
げ
て
説
明
す
る
の
は
や
や

(
-
)

妥
当
性
を
欠
い
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

以
上
'
疑
問
詞
を
用
い
た
｢
知
多
少
｣
の
よ
う
な
中
国
文
は
そ
も
そ
も
本
質
的
に

日
本
語
の
訓
読
に
は
な
じ
ま
な
い
こ
と
を
､
身
近
な
例
で
指
摘
し
た
｡
次
に
は
同
じ

-
孟
浩
然
の
詩
を
材
料
に
し
て
'
訓
読
が
不
十
分
な
意
味
伝
達
の
役
割
し
か
果
さ
な

ヽ
ヽ

い
こ
と
を
再
認
識
L
t
　
ま
た
そ
の
訓
読
の
ち
が
い
が
解
釈
上
ど
の
よ
う
な
誤
差
を
惹

き
起
す
か
み
て
い
こ
う
と
思
う
｡
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e
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r人

善

弘

〔
研
究
紀
要
　
第
三
二
巻
)

･
新
･
人
が
平
声
十
一
真
の
韻
｡
平
起
式
で
起
句
の
四
宇
目
姻
　
(
一
本
で
幽
に
作

る
)
が
平
声
で
二
四
不
同
の
格
律
を
外
し
た
単
勘
｡
｢
建
徳
江
｣
　
は
銭
塘
江
'
新
江

省
の
衛
県
よ
り
建
徳
県
に
い
た
る
間
の
別
名
新
安
江
と
い
う
｡
夕
方
に
は
寓
の
か

か
っ
た
中
洲
の
あ
た
り
に
舟
泊
り
し
て
'
夜
景
描
写
の
う
ち
に
旅
愁
を
こ
め
る
｡
起

句
は
｢
写
地
L
 
t
　
承
句
は
｢
写
時
L
 
t
　
転
･
結
句
が
見
事
な
対
句
と
な
っ
て
い
る
｡

建
徳
江
に
宿
る

舟
を
移
し
て
姻
渚
に
泊
す

日
暮
　
客
愁
新
た
な
り

ひ

ろ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

野
は
噴
く
し
て
　
天
　
樹
に
低
れ

江
は
清
-
し
て
　
月
　
人
に
近
し(

『
唐
詩
三
百
首
』
日
加
田
誠
訳
注
　
平
凡
社
)

建
徳
江
に
宿
泊
し
て

舟
を
動
か
し
て
霧
の
こ
め
た
渚
に
泊
ま
れ
ば

日
暮
れ
ど
き
旅
愁
は
あ
ら
た
に
湧
き
お
こ
る

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

野
は
ひ
ろ
く
　
地
平
線
の
は
て
で
は
空
が
木
々
に
垂
れ
さ
が
る
よ
う

川
水
は
清
-
　
月
か
げ
が
私
に
近
づ
い
て
来
る

(
『
唐
代
詩
集
』
前
野
直
彬
編
訳
　
平
凡
社
)

転
句
の
　
｢
天
低
樹
L
　
に
注
目
し
つ
つ
各
本
を
調
べ
て
み
る
と
'
た
い
て
い
　
｢
天

た

樹
に
低
れ
｣
　
と
よ
み
'
｢
空
は
樹
々
の
上
に
垂
れ
る
｣
　
と
訳
し
て
い
る
｡
『
漢
詩
入

B

E

訂

門
』
入
谷
仙
介
(
日
中
出
版
)
は
'
｢
天
は
樹
に
低
-
｣
　
と
よ
ん
で
い
る
が
'
訳
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

方
は
｢
広
々
と
し
た
原
野
'
天
は
樹
の
こ
ず
え
近
-
ま
で
お
お
い
か
ぶ
き
り
'
川
は

澄
み
わ
た
っ
て
'
月
は
人
の
頭
の
そ
ば
に
か
か
っ
て
い
ま
す
｣
と
な
っ
て
い
て
他
香

と
同
じ
よ
う
な
通
釈
に
な
っ
て
い
る
｡
(
傍
点
は
筆
者
)

と
こ
ろ
が
中
国
で
出
版
さ
れ
た
注
釈
本
で
は
'
こ
の
部
分
は
'
｢
野
は
ひ
ろ
び
ろ

と
し
て
い
て
'
そ
の
た
め
天
は
樹
よ
り
低
-
'
江
は
清
ら
か
で
'
そ
こ
で
月
は
人
に

近
づ
い
て
み
え
る
｣
と
口
語
訳
し
て
あ
る
｡

三
二
七



唐
詩
読
解
上
の
誤
差

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

野
暁
所
以
天
低
於
樹
'
江
清
所
以
月
能
近
人
｡

(
『
唐
詩
三
百
首
詳
折
』
喰
守
真
編
注
　
中
華
書
局
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

進
達
前
面
'
空
暁
的
田
野
'
暗
淡
的
天
空
比
樹
還
低
'
江
水
橋
盈
'
月
影
落
荏

水
上
'
妨
梯
更
寡
近
人
了
｡

(
『
唐
詩
三
百
首
』
邸
饗
友
注
訳
　
三
民
書
局
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

這
両
句
説
'
原
野
極
為
鹿
閥
'
放
眼
看
去
'
似
乎
遠
処
的
天
空
反
低
於
樹
木
｡

江
水
澄
清
'
月
映
水
中
'
好
象
和
人
更
接
近
了
一
些
｡(

『
唐
詩
選
』
人
民
文
学
出
版
)

つ
ま
り
｢
天
低
樹
｣
　
の
　
｢
低
｣
を
日
本
語
訓
読
で
は
｢
天
が
樹
に
低
れ
る
｣
'
低

=
垂
と
い
う
動
詞
と
し
て
捉
え
る
が
'
中
国
語
の
感
覚
で
は
　
｢
天
低
於
樹
L
 
t
　
即
ち

｢
天
は
樹
よ
り
低
い
｣
と
い
う
形
容
詞
　
(
比
較
を
表
わ
す
)
　
と
し
て
捉
え
て
い
る
の

℡

で
あ
る
｡
こ
こ
の
　
｢
低
｣
は
'
｢
霜
葉
紅
於
二
月
花
｣
や
｢
青
於
藍
｣
の
｢
紅
(
於
)
｣

｢
青
(
於
)
｣
と
同
じ
よ
う
に
'
｢
低
(
於
)
｣
(
～
よ
り
低
い
)
　
と
い
う
語
と
み
な
す

べ
き
な
の
で
あ
る
｡
『
唐
詩
三
百
首
』
　
虞
智
書
局
本
で
は
よ
り
は
っ
き
り
｢
天
は
ま

る
で
樹
木
よ
り
低
い
か
の
よ
う
｣
と
｢
比
～
｣
の
語
を
加
え
た
言
い
方
を
し
て
い
る
｡

ヽ
ヽ

在
這
空
暁
的
田
野
裏
'
遠
望
天
色
'
好
象
比
樹
木
還
低
些
'
江
裏
的
水
'
根
是

清
撤
'
天
上
的
月
光
映
到
水
裏
来
'
我
僧
従
水
面
上
着
起
釆
'
覚
得
這
月
光
和

人
根
近
的
｡

そ
の
こ
と
は
結
句
の
　
｢
月
近
人
｣
　
の
　
｢
近
　
(
形
容
詞
王
達
)
｣
と
対
照
し
て
み
て

父
S
I

も
分
る
で
あ
ろ
う
｡

で
は
こ
の
両
者
の
よ
み
方
の
差
異
は
解
釈
上
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
だ
ろ

う
か
｡
先
ず
愉
守
真
氏
は
｢
も
し
暁
･
清
の
二
字
が
な
か
っ
た
ら
'
低
･
近
の
二
字

は
そ
の
所
を
得
な
く
な
る
｣
と
い
っ
て
'
暁
　
-
　
低
･
清
　
-
　
近
の
深
い
関
連
性
を

指
摘
す
る
.
そ
う
し
て
｢
舟
中
に
い
る
の
で
な
け
れ
ば
こ
う
い
う
世
界
は
わ
か
勺
よ

う
が
な
い
｡
も
し
岸
辺
に
い
る
も
の
と
す
れ
ば
'
低
近
の
二
字
は
ぴ
っ
た
り
し
な
-

な
る
｡
い
か
に
用
字
を
適
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
わ
か
ろ
う
と
い
う
も
の
だ
｣

三
二
八

と
感
想
を
述
べ
て
い
る
｡

償
無
　
｢
暁
清
｣
　
二
字
'
則
｢
低
近
｣
二
字
即
無
着
落
'
是
謂
｢
詩
限
｣
｡
並
且

這
種
境
界
'
非
在
船
中
不
易
領
略
｡
換
在
岸
上
'
｢
低
近
｣
二
字
'
就
不
見
切

貼
'
可
見
用
字
要
有
分
寸
｡

邸
饗
友
氏
も
｢
三
四
句
は
対
句
と
な
っ
て
お
り
'
船
泊
り
の
夜
み
た
景
色
に
よ
っ

て
い
よ
い
よ
旅
路
迄
か
な
る
思
い
が
し
た
｡
し
か
し
月
か
げ
は
人
に
近
く
'
ま
す
ま

す
親
し
み
が
わ
い
て
-
る
の
だ
｣
と
い
っ
て
'
夜
景
の
描
写
を
通
じ
て
旅
愁
を
う
き

だ
た
せ
る
作
詩
効
果
を
よ
み
と
っ
て
い
る
｡

三
四
両
句
対
使
'
写
夜
泊
所
見
的
景
色
'
愈
覚
旅
途
遼
閥
蒼
だ
'
然
月
影
近
人
'

倍
増
親
切
之
感
｡
｢
暁
｣
｢
酒
｣
両
字
是
詩
眼
｡

そ
し
て
'
喰
･
都
民
と
も
｢
暁
･
清
の
二
字
が
詩
眼
で
あ
る
｣
と
指
摘
す
る
｡

た

い
ま
転
句
を
｢
野
は
暁
-
　
天
　
樹
に
低
る
｣
と
読
め
ば
'
訳
の
方
も
必
然
的
に
'

｢
野
は
広
々
と
し
て
空
が
木
に
垂
れ
さ
が
っ
て
い
る
｣
　
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
だ

が
こ
の
訳
に
よ
っ
て
我
々
の
頭
の
中
に
え
が
か
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
'
何
の
変
哲
も
な

い
た
だ
だ
だ
っ
広
い
だ
け
の
野
原
の
景
色
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
作
者
の
位
置
(
視

点
)
も
'
舟
中
に
居
る
と
し
ょ
う
が
岸
辺
に
立
っ
て
い
る
と
し
ょ
う
が
構
わ
な
い
｡

野
の
暁
さ
と
天
の
低
さ
の
因
果
関
係
も
無
視
さ
れ
'
ご
く
平
凡
な
夜
景
描
写
の
句
に

終
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
｢
天
　
樹
よ
り
も
低
L
L
と
読
め
ば
'
常

識
に
反
し
て
何
故
そ
う
な
の
か
ふ
と
疑
問
に
思
う
気
持
が
湧
き
あ
が
り
'
そ
こ
で
暁

-
　
低
の
関
連
が
生
き
て
き
て
'
｢
野
が
あ
ま
り
に
も
広
い
か
ら
'
舟
中
か
ら
み
る
天

(
中
国
語
の
天
は
地
面
か
ら
上
の
空
間
を
指
す
)
　
が
'
ふ
だ
ん
は
高
い
空
と
み
る
の

に
'
あ
た
か
も
周
囲
の
木
々
よ
り
低
い
感
じ
が
す
る
｣
　
の
で
あ
る
｡
錯
覚
と
い
い
換

え
て
も
よ
い
｡
あ
る
い
は
実
際
に
岸
辺
の
樹
木
よ
り
天
が
低
い
と
み
る
こ
と
も
で
普

l
a

る
｡
そ
し
て
｢
川
　
(
水
)
　
が
あ
ま
り
に
も
清
澄
な
の
で
'
ふ
だ
ん
は
遠
い
存
在
の
は

ず
の
お
月
さ
ま
ま
で
も
'
い
ま
は
手
の
届
-
ほ
ど
身
近
な
も
の
に
見
え
る
｣
　
の
で
あ

る
｡
作
者
は
そ
の
よ
う
な
心
境
に
あ
り
'
そ
の
よ
う
に
周
囲
の
自
然
･
状
況
を
感
得



し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
小
舟
の
中
で
し
ん
み
り
と
旅
愁
に
浸
っ
て
い
る
作
者
の
姿
が
'

ま
た
そ
の
情
感
が
如
実
に
伝
わ
っ
て
-
る
で
は
な
い
か
｡
鹿
智
書
局
本
が
'
｢
読
め

ば
読
む
ほ
ど
味
わ
い
が
出
る
｣
と
い
い
'
邸
氏
も
｢
理
屈
を
小
う
詩
だ
が
景
色
描
写

の
妨
げ
に
は
な
っ
て
い
な
い
｣
と
述
べ
る
所
以
で
あ
る
｡

読
之
耐
人
尋
味
｡

詩
中
有
説
理
的
詩
'
而
無
擬
於
写
景
｡

｢
低
る
｣
と
読
む
か
　
｢
低
い
｣
　
と
読
む
か
の
ち
が
い
が
'
結
果
的
に
こ
れ
だ
け
の

鑑
賞
の
深
み
の
差
を
も
た
ら
す
｡
そ
う
考
え
れ
ば
'
両
者
を
単
な
る
読
み
方
の
ち
が

い
と
し
て
処
理
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
｡

た

調
べ
て
み
る
と
他
の
詩
に
お
い
て
も
｢
低
｣
は
お
お
む
ね
｢
低
る
｣
と
読
ま
れ
て

い
る
｡落

月
低
軒
窺
燭
壷
　
　
飛
花
人
戸
笑
淋
空
　
(
李
白
｢
春
怨
｣
)

落
月
軒
に
底
れ
　
燭
の
尽
-
る
を
窺
ひ
/
飛
花
戸
に
入
り
林
の
空
し
き
を
笑
ふ

(
『
李
太
白
詩
歌
全
解
』
大
野
賓
之
助
　
早
大
出
版
)

低
空
有
断
雲
　
　
近
涙
無
乾
土
　
(
杜
市
｢
別
房
大
尉
墓
｣
)

空
に
低
れ
て
断
雲
あ
り
/
涙
近
-
乾
土
な
し
　
　
(
『
続
国
訳
漢
文
大
成
』
本
)

(
4
)

｢
低
｣
に
　
｢
垂
｣
　
の
義
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
'
そ
れ
は
あ
-
ま
で

引
申
義
で
あ
っ
て
　
(
引
申
為
垂
下
之
義
　
-
　
『
辞
海
』
)
'
本
来
は
　
｢
高
之
反
　
(
『
辞

海
』
)
L
 
t
　
つ
ま
り
｢
低
い
'
ま
っ
す
ぐ
で
短
い
｣
と
い
う
基
本
義
を
も
つ
　
｢
抵
'
底
｣

な
ど
と
同
じ
<
T
E
R
>
タ
イ
プ
の
語
　
(
『
漢
字
の
語
源
研
究
』
藤
堂
明
保
)
　
な
の
で

あ
る
♂『

現
代
漢
語
詞
典
』
で
も
｢
低
｣
字
の
説
明
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

①
　
従
下
向
上
距
離
小
(
高
の
反
対
'
地
面
か
ら
近
い
義
)

ヽ
ヽ

③
の
例
文
と
し
て
｢
低
人
一
等
｣
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
｡
身
分
な
ど
が
人
よ
り
一

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

等
低
い
と
い
う
い
い
方
で
あ
る
｡
は
っ
き
り
比
較
の
字
を
入
れ
れ
ば
｢
我
比
寄
寄
低

一
班
｡
｣
(
私
は
兄
さ
ん
よ
り
一
ク
ラ
ス
下
だ
)
と
い
う
文
に
な
る
｡

そ
こ
で
先
ほ
ど
の
　
｢
低
軒
｣
　
に
着
目
す
る
と
'
｢
落
月
　
軒
に
低
れ
｣
と
読
Q
J
っ

が
'
｢
落
月
　
軒
よ
り
低
-
｣
　
と
読
も
う
が
解
釈
に
差
異
は
な
い
し
ま
た
あ
っ
て
ほ

な
ら
な
い
が
'
空
閏
を
守
る
女
性
が
軒
端
に
低
-
か
か
る
月
を
窓
越
し
に
眺
め
て
い

る
状
況
を
よ
り
的
確
に
目
に
浮
か
ば
せ
る
い
い
方
は
ど
ち
ら
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
場

合
'
作
者
の
視
点
は
女
性
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
筈
だ
か
ら
'
作
者
の
眼
は
部
屋
の

中
か
ら
夜
空
に
低
-
か
か
る
月
を
見
て
い
る
構
図
に
な
る
｡
月
が
あ
た
か
も
窓
か
ら

中
を
覗
き
こ
ん
で
い
る
と
意
識
す
る
の
で
あ
る
｡
｢
軒
に
低
れ
｣
　
と
読
ん
だ
場
合
'

作
者
の
眼
は
家
の
外
か
ら
女
性
と
月
の
両
者
を
眺
め
て
い
る
構
図
に
な
る
｡

ヽ
ヽ

次
の
｢
低
空
有
断
雲
｣
の
句
は
'
仇
兆
費
が
｢
野
暁
天
低
(
野
は
暁
-
天
は
低
い
)
'

ヽ
ヽ

故
日
低
空
｣
と
注
し
て
い
る
通
り
'
文
字
通
り
の
｢
低
い
空
｣
で
あ
る
｡
｢
低
空
｣

(
5
)

は
｢
低
樹
｣
 
｢
低
天
｣
等
と
同
じ
く
修
飾
構
造
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
｡

二
　
｢
山
花
如
繍
頬
｣
の
解
釈

④③④

在
一
般
標
準
或
平
均
程
度
之
下
(
程
度
の
近
い
こ
と
)

等
級
在
下
的
(
ラ
ン
ク
が
下
に
あ
る
こ
と
)

(
顔
)
向
下
垂
　
(
低
頭
の
場
合
'
-
-
垂
)

松
　
　
尾
　
　
善
　
　
弘
　
〔
研
究
紀
要
　
第
三
二
巻
〕

詩
(
酒
)
仙
と
尊
称
さ
れ
る
李
白
(
七
〇
一
-
七
六
二
)
　
の
代
表
作
に
'
古
来
多
く

の
人
に
愛
諭
さ
れ
て
き
た
五
言
古
詩
｢
月
下
独
酌
四
首
｣
が
あ
る
｡
そ
の
一
は
次
の

よ
う
な
内
容
の
詩
で
あ
る
｡

花
々
の
咲
き
乱
れ
る
も
と
で
一
壷
の
酒
を
用
意
し
'
相
親
し
む
べ
き
友
も
な
い

ま
ま
一
人
で
そ
の
酒
を
酌
ん
で
い
る
｡
盃
を
挙
げ
て
明
月
を
迎
え
入
れ
'
地
上

に
映
る
影
と
と
も
に
三
人
と
な
っ
た
｡
天
上
に
輝
-
月
は
酒
を
飲
む
楽
し
み
を

理
解
し
そ
う
に
な
-
'
影
も
わ
け
も
な
-
わ
が
身
に
随
う
ば
か
り
で
あ
る
｡
だ

が
自
分
は
し
ば
ら
-
こ
の
月
と
影
を
伴
っ
て
春
の
楽
し
み
を
満
喫
し
よ
う
と
思

う
の
だ
｡
自
分
が
歌
う
と
月
も
天
界
を
さ
ま
よ
い
'
自
分
が
舞
う
と
影
も
地
上

三
二
九



唐
詩
読
解
上
の
誤
差

で
乱
れ
動
-
｡
ま
だ
正
気
の
間
は
月
や
影
は
百
分
と
と
も
に
歓
び
を
交
え
'

酔
っ
ぱ
ら
っ
て
し
ま
う
と
お
の
お
の
ち
り
ぢ
り
ば
ら
ば
ら
｡
自
分
は
永
久
に
世

俗
の
情
を
と
り
さ
っ
た
遊
び
を
結
ぼ
う
と
'

再
会
す
る
約
束
を
し
た
こ
と
だ
｡

進
か
彼
方
の
天
の
川
の
あ
た
り
で

花
間
〓
蟹
酒

弼
酌
無
相
親

●

挙
杯
逝
明
月

対
影
成
三
人

月
既
不
解
飲

影
徒
随
我
身

暫
伴
月
将
影

行
楽
須
及
春

我
歌
月
排
桐

我
舞
影
零
乱

醍
時
同
交
歓

酔
後
各
分
散

永
結
無
情
遊

相
期
遡
雲
漢

花
間
　
二
鑑
の
酒

独
酌
　
相
親
し
む
無
しSsE

杯
を
挙
げ
て
明
月
を
蓮
へ

影
に
対
し
て
三
人
と
成
る

月
す
で
に
飲
を
解
せ
ず

影
は
徒
ら
に
我
が
身
に
随
ふ

暫
-
月
と
影
と
を
伴
な
ひ

行
楽
須
-
春
に
及
ぶ
べ
し

我
歌
へ
ば
月
餅
梱
し

我
舞
へ
ば
影
零
乱
す

と
も

醒
時
に
は
同
に
交
歓
し

陣
後
に
は
各
お
の
分
散
す

永
-
無
情
の
遊
を
結
ば
ん
と

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

相
期
し
て
票
決
遡
か
な
り

三
三
〇

｢
雲
漢
が
蓮
か
で
あ
る
｣
　
と
い
う
主
述
の
構
造
で
は
な
い
｡
そ
も
そ
も
｢
相
期
し
て

雲
漠
遡
か
な
り
｣
で
は
'
相
期
す
の
と
雲
漠
の
関
連
が
皆
目
見
当
が
つ
か
な
い
｡
こ

w
l
E

こ
は
｢
相
期
す
　
週
か
な
る
雲
漠
に
｣
(
高
島
俊
男
『
李
白
』
)
'
あ
る
い
は
　
(
相
期

K
B

す
避
た
る
雲
漠
に
｣
(
大
野
賓
之
助
『
李
太
白
詩
歌
全
解
』
)
の
よ
う
に
読
む
べ
き
と

こ
ろ
で
あ
る
｡

こ
の
程
度
の
よ
み
違
え
は
ま
だ
ご
愛
嬢
で
済
ま
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
'

文
法
の
と
り
違
え
に
よ
る
訓
読
の
し
方
や
'
送
り
仮
名
の
違
い
で
地
形
を
も
動
か
す

と
い
う
事
態
に
な
る
と
そ
う
気
楽
に
構
え
て
は
お
れ
な
-
な
る
｡

征Zheng

虜L古

事Ting

Y

　

　

　

　

′

O

L
 
B
l

李
　
白

月
と
花
と
酒
を
友
に
､
俗
塵
を
去
っ
て
自
然
と
遊
ぶ
風
流
人
'
李
白
の
あ
り
よ
う

が
目
に
見
え
る
よ
う
な
作
品
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
'
最
後
の
二
句
は
｢
月
と
影
と
描

そ
も
そ
も
人
事
を
解
し
な
い
｡
私
心
私
欲
の
有
情
の
遊
ば
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
忘
れ

去
っ
て
'
迄
か
な
る
天
の
川
の
あ
た
り
で
末
永
-
無
情
の
遊
を
結
ば
ん
と
的
来
し
たは

る

の
だ
｣
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡
そ
の
｢
相
期
避
雷
漠
｣
は
普
通
｢
相
期
し
て
雪
渓
過

か
な
り
｣
と
訓
読
さ
れ
て
な
か
な
か
聞
こ
え
は
よ
い
よ
う
だ
が
'
文
法
的
に
は
誤
読

し
て
い
る
｡
｢
逸
｣
(
音
砂
'
進
達
)
は
｢
雲
漢
｣
　
(
銀
河
'
こ
こ
で
は
仙
境
な
い
し

幽
勝
静
寂
の
地
を
愉
え
る
)
を
修
飾
し
て
い
る
構
造
で
あ
っ
て
'
読
ま
れ
る
よ
う
に

江哲ng山S.h互n月y.u占船chuan
｡

火huo花h.u言明冒ing下xia

似Si如ru
｡征zheng
｡広guang

流Iid紡xia虜1.9陵Iing
｡

､
q
u
●

去gnJ
u
㊥辛

｣
�
"

頻gn.yl㊥餐

五
言
絶
句
で
'
亭
･
蚤
が
下
平
九
青
の
韻
｡
開
元
十
四
年
(
七
二
七
)
李
白
二
七

才
の
作
と
さ
れ
る
｡
一
本
で
蹄
を
繍
に
'
江
を
紅
に
作
る
｡
｢
征
慮
亭
｣
　
は
楊
斉
賢

の
注
に
｢
丹
陽
記
に
日
-
'
事
は
こ
れ
晋
の
太
安
中
征
慮
将
軍
謝
安
の
立
つ
る
と
こ

ろ
'
因
り
て
以
て
名
と
な
す
｣
と
あ
り
'
王
縛
の
注
で
は
｢
景
定
の
建
康
志
に
'
征



慮
事
は
石
頭
鴫
の
東
に
あ
り
'
晋
の
大
元
中
に
創
ま
る
云
々
｣
と
あ
る
｡
広
陵
は
撹

子
江
下
流
の
北
岸
に
あ
る
い
ま
の
江
蘇
省
揚
州
市
附
近
'
征
慮
事
は
金
陵
す
な
わ
ち

六
朝
時
代
の
都
建
康
の
東
'
い
ま
の
江
蘇
省
南
京
市
に
あ
っ
た
｡
そ
う
す
る
と
ご
く

常
識
的
に
考
え
て
'
作
者
は
こ
の
時
'
揚
子
江
上
流
か
ら
征
慮
事
の
あ
る
南
京
を
過

り
広
陵
へ
向
っ
て
船
で
下
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
と
こ
ろ
が
古
今
の
訓

読
の
読
み
方
を
調
べ
る
と
'
先
ず
詩
題
の
　
｢
夜
下
征
慮
亭
｣
か
ら
し
て
二
様
の
よ
み

方
が
あ
る
｡

a
　
夜
　
征
慮
亭
ヲ
下
ル
　
(
岩
波
中
国
詩
人
選
集
本
)

b
　
夜
　
征
慮
亭
二
下
ル
　
(
漢
詩
集
成
本
)

a
で
読
め
ば
征
慮
事
は
通
過
地
点
に
な
り
t
 
b
で
読
め
ば
目
的
地
に
な
る
｡
当
然
'

起
句
の
読
み
も
二
様
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡

ー
a
　
船
ハ
広
陵
二
下
-
テ
去
り
　
(
選
集
本
)

打
　
船
ハ
広
陵
ヲ
下
り
去
ッ
テ
　
(
集
成
本
)

a
-
ー
a
の
読
み
に
従
え
ば
'
作
者
の
乗
っ
た
船
は
揚
子
江
を
征
慮
事
か
ら
広
陵
へ
向

け
て
下
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
b
-
打
の
読
み
で
は
'
広
陵
か
ら
征
慮
事
へ
下
る

こ
と
に
な
っ
て
地
理
的
に
逆
コ
ー
ス
と
な
る
｡

ヽ

｢
下
□
□
｣
　
は
李
白
の
作
品
で
は
｢
□
ロ
ヲ
下
ル
｣
　
と
送
り
仮
名
さ
れ
る
も
の
がヽ

多
い
　
(
｢
秋
下
荊
門
｣
 
｢
下
理
解
-
｣
　
｢
下
陵
揚
-
｣
)
｡
し
か
し
も
ち
ろ
ん
｢
□
ロ
ニ

下
ル
｣
と
い
う
読
み
も
可
能
で
あ
る
か
ら
'
送
り
仮
名
の
問
題
の
み
で
言
え
ば
一
檀

に
b
I
H
D
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
た
だ
日
本
語
訓
読
の
　
｢
テ
ニ
ヲ
ハ
｣

を
厳
密
に
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
'
右
の
よ
う
な
現
象
を
生
ず
る
の
を
如
何
と
も
し

か
た
い
｡

｢
下
ロ
ロ
去
｣
の
　
｢
去
｣
　
は
現
代
語
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
'
い
わ
ゆ
る
趨
向
補
語

と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

地
下
楼
去
了
｡
(
彼
女
は
二
階
か
ら
下
り
て
い
っ
た
｡
)

先
生
進
教
室
去
了
｡
(
先
生
は
教
室
へ
入
っ
て
行
っ
た
｡
)

松
　
　
尾
　
　
幸
　
　
弘
　
〔
研
究
紀
要
　
第
三
二
巻
〕

つ
ま
り
'
□
□
(
こ
こ
で
は
広
陵
)
が
目
的
語
(
地
)
と
な
り
'
動
作
の
方
向
が
話

し
手
か
ら
目
的
語
の
方
向
へ
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
｡
作
者
の
乗
っ
た
船
は
広
陵

に
向
っ
て
下
っ
て
ゆ
-
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
｡
故
に
'
起
句
を
文
法
的
に
正
し
く
読

み
下
せ
ば
t

ゆ

c
　
船
ハ
広
陵
二
下
り
去
キ

と
な
る
｡
も
っ
と
も
'
当
面
'
征
慮
事
を
目
的
地
に
し
て
い
る
と
断
わ
れ
ば
'
詩
題

(
6
)

の
よ
み
は
b
で
も
よ
い
こ
と
に
な
る
｡

さ
て
'
詩
題
と
起
句
の
読
み
は
定
ま
っ
た
｡
承
句
以
下
は
平
易
な
句
な
の
で
読
み

方
の
上
で
は
問
題
は
な
い
が
'
今
度
は
語
釈
の
上
で
い
さ
さ
か
気
に
な
る
も
の
が
出

て
き
た
｡

月
は
明
ら
か
な
り
征
慮
亭

山
花
　
紡
頬
の
如
-

江
火
　
流
登
に
以
た
り

そ
れ
は
'
転
結
句
を
通
釈
し
た
際
の
　
｢
岸
の
花
は
'
紅
を
さ
し
た
頬
の
よ
う
'
江

上
の
漁
火
は
'
流
れ
る
密
を
思
わ
せ
る
｣
の
｢
紡
頼
｣
の
語
釈
=
｢
化
粧
し
た
顔
'
蹄

は
綿
と
同
じ
く
色
糸
の
縫
い
と
り
(
岩
波
選
集
本
)
L
に
関
す
る
疑
問
で
あ
る
｡
『
続

国
訳
漢
文
大
成
』
の
通
釈
も
'
｢
江
上
に
咲
き
満
ち
る
山
花
は
'
彩
れ
る
頬
の
如
く
'

水
中
に
見
え
る
舟
の
火
影
は
'
流
蚤
の
如
-
で
あ
る
｣
　
と
あ
り
'
｢
紡
頼
｣
=
｢
色

ど
り
し
た
る
顛
｣
の
語
釈
が
つ
い
て
い
る
｡
そ
の
上
さ
ら
に
<
余
論
>
に
お
い
て
'

｢
-
-
･
唯
だ
江
上
の
風
景
を
写
し
た
だ
け
で
'
格
別
の
も
の
で
は
な
い
｡
但
し
'
夜

の
事
な
れ
ば
山
花
も
色
合
さ
だ
か
な
ら
ず
'
こ
れ
を
紡
頻
に
比
し
た
の
は
'
あ
ま
り

感
服
も
出
来
な
い
L
t
　
月
明
ら
か
な
る
上
は
'
江
火
は
は
っ
き
り
し
な
い
筈
で
'
折

角
流
蚤
に
比
し
た
も
の
の
'
切
実
で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
｣
と
い
う
〟
鑑
賞
〟

文
が
つ
い
て
い
る
｡

右
の
指
摘
の
通
り
'
も
し
月
が
か
な
り
明
る
か
っ
た
に
し
て
も
'
夜
中
に
赤
い
色

が
識
別
で
き
る
筈
は
な
い
か
ら
'
山
花
を
紅
を
さ
し
た
頬
に
愉
え
た
と
す
れ
ば
不
冒

三
三
1



唐
詩
読
解
上
の
誤
差

然
を
通
り
こ
し
て
滑
稽
で
さ
え
あ
る
｡
t
か
L
t
　
も
し
そ
れ
が
だ
ん
だ
ら
模
様
の
白

ヽ
ヽ

鳥
も
し
-
は
そ
れ
に
近
い
色
彩
だ
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
十
分
そ
の
情
景

を
追
体
験
で
き
る
し
情
感
も
理
解
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
考
え
て
み
る
と
'

そ
も
そ
も
李
白
は
ど
の
人
が
'
夜
中
に
赤
い
花
を
見
た
と
い
う
も
の
の
言
い
方
を
す

る
で
あ
ろ
う
か
｡
さ
ほ
ど
幼
稚
な
ミ
ス
を
犯
す
く
ら
い
に
唐
詩
は
-
7
-
テ
ィ
ー
に

乏
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

残
念
な
が
ら
｢
紡
頗
｣
と
い
グ
語
を
辞
典
の
中
に
み
つ
け
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
｡

そ
こ
で
'頻

'
面
也
｡
･

を
手
懸
り
に
'
｢
繍
頬
｣
-
｢
細
面
｣
　
で
引
い
て
調
べ
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
説
明
と

例
文
が
み
つ
け
出
せ
た
｡

0
　
顔
に
入
墨
す
る
こ
と
'
又
そ
の
顔
｡

㊤
　
あ
く
ど
い
化
粧
を
施
こ
し
た
顔
｡
(
『
大
漢
和
辞
典
』
な
ど
)

〔
後
漢
書
　
劉
玄
劉
盆
子
列
伝
第
二
　
其
所
授
官
爵
者
'
皆
群
小
欝
竪
'
或
有

,

,

(

7

)

勝
夫
庖
人
'
多
著
繍
面
衣
'
錦
袴
'
塘
輸
'
諸
子
'
罵
署
道
中
｡

ヽ
ヽ

〔
唐
書
　
南
蛮
伝
下
〕
　
(
蛋
)
有
繍
脚
種
'
刻
疎
'
至
俳
為
文
｡
有
細
面
種
'
生

臨
月
'
捜
黛
手
面
｡
有
彫
題
種
'
身
面
捜
黛
｡

ヽ
ヽ

〔
桂
海
虞
衡
志
〕
　
繁
人
女
及
算
即
粘
額
'
為
細
花
絞
'
謂
之
繍
面
｡

ヽ
ヽ

〔
白
居
易
　
東
南
行
一
百
韻
詩
〕
繍
面
誰
家
婦
へ
　
鵬
頭
幾
歳
奴
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

〔
南
越
筆
記
〕
　
繁
人
婦
女
'
面
浬
花
井
虫
蛾
之
属
'
号
繍
面
女
｡
其
繍
面
非
以

為
美
'
凡
祭
女
字
人
'
男
為
女
紋
面
'
一
如
其
祖
所
刺
之
式
'
竜
不
敢
耽
｡

右
の
例
文
か
ら
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
分
る
｡
昔
'
南
蛮
に
顔
に
入
墨
す
る
種

族
が
い
た
こ
と
'
唐
代
ご
ろ
ま
で
顔
に
入
墨
す
る
下
女
の
い
た
ら
し
い
こ
と
'
そ
の

人
墨
は
花
や
虫
の
紋
様
を
彫
り
つ
け
'
美
的
感
覚
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
-
'
手

足
や
背
中
な
ど
全
身
に
施
こ
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
察
し
た
と
き
'
｢
山
花
如
繍
頼
(
=
繍
面
)
｣
は
'
船
中
か

三
三
二

ら
み
る
江
上
の
山
花
が
月
光
の
も
と
白
黒
か
せ
い
ぜ
い
ダ
ー
ク
ブ
ル
ー
の
色
合
で
い

わ
ば
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
-
入
墨
し
た
顔
の
よ
う
に
見
え
た
と
解
釈
す
る
の
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
｡
あ
な
が
ち
見
当
外
れ
と
も
思
わ
れ
な
い
｡
い
ろ
ど
り
鮮
や
か
な
心
弾
ん

だ
方
向
で
は
な
-
'
う
す
ず
み
色
を
し
た
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
沈
密
な
心
情
を
伝
え

る
夜
景
描
写
と
し
て
捉
え
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
｡

｢
繍
頼
L
を
無
理
を
し
て
　
｢
赤
い
頼
｣
　
と
と
る
必
要
は
な
い
と
い
う
理
由
の
も
う

一
つ
は
'
李
白
は
　
｢
赤
い
き
れ
い
な
顔
｣
　
を
い
う
場
合
は
　
｢
紅
頬
｣
と
い
う
語
を

使
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

昭
君
沸
玉
鞍
　
　
上
馬
噂
紅
顔
　
(
｢
王
昭
君
其
二
｣
)

ま
た
'
｢
繍
面
｣
の
類
語
に
｢
花
面
｣
が
あ
る
が
'
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
①
｢
花
の

か
ん
ば
せ

貌
｣
の
ほ
か
に
'
⑨
〟
花
股
″
　
の
意
味
が
あ
り
'
京
劇
中
の
役
者
の
-
ま
ど
り
の
こ

と
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
先
の
予
想
の
的
中
を
裏
付
け
る
こ
と
.
が
ら
と
い
え
よ
う
か
｡

尚
'
月
明
の
も
と
江
上
に
流
れ
る
漁
火
を
飛
び
交
う
登
に
比
し
た
の
は
'
現
実
体

験
の
あ
る
も
の
に
と
っ
て
は
'
む
し
ろ
印
象
鮮
明
に
連
想
を
呼
ぶ
好
句
と
な
っ
て
い

る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

三
　
｢
傭
蝕
光
堪
摘
｣
の
解
釈

中
国
で
詩
を
言
う
場
合
'
｢
詠
蕃
｣
｢
唱
詞
｣
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
】
｡
中
国
人
は

詩
を
読
む
と
き
そ
の
言
い
方
の
通
り
頭
を
ふ
り
ふ
り
(
自
己
流
で
あ
ろ
う
が
一
定
の

規
則
に
法
っ
た
詠
じ
方
で
あ
ろ
う
が
お
構
い
な
-
'
当
該
の
詩
の
内
容
に
合
わ
せ
な

が
ら
)
楽
し
げ
に
或
い
は
沈
痛
な
面
持
ち
で
吟
ず
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
に
'
漢

詩
に
は
-
ズ
ム
　
(
緩
急
･
小
休
止
)
　
や
抑
揚
や
強
弱
の
ひ
び
き
が
あ
る
｡
平
尻
や
押

韻
法
が
あ
る
｡
こ
の
韻
律
の
要
素
こ
そ
漢
詩
の
も
つ
価
値
の
一
半
だ
と
い
っ
て
よ
い
｡

と
こ
ろ
が
わ
が
国
の
訓
読
法
に
よ
る
漢
詩
鑑
賞
で
は
ま
ず
そ
の
価
値
の
半
分
を
味
わ

え
な
い
｡
し
か
も
残
り
半
分
の
価
値
(
詩
の
内
容
)
も
十
分
に
理
解
で
き
る
保
証
は



な
い
｡
内
容
理
解
が
韻
律
と
微
妙
に
し
か
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
0

訓
読
の
み
に
頼
る
漢
詩
鑑
賞
は
そ
う
い
う
意
味
で
も
中
途
半
端
に
終
る
危
険
性
を
常

に
残
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
我
々
は
訓
読
法
と
い
う
先
人
の
遺
し
て
-

れ
た
文
化
遺
産
は
そ
れ
と
し
て
受
け
継
ぎ
利
用
も
す
る
が
'
そ
の
不
十
分
さ
を
確
認

し
た
以
上
は
'
同
じ
レ
ベ
ル
に
留
ま
る
こ
と
な
-
'
よ
り
正
確
な
真
理
探
究
の
手
段

を
め
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡

あ
る
一
つ
の
詩
の
内
容
理
解
が
そ
の
-
ズ
ム
感
と
の
関
わ
り
で
微
妙
に
ず
れ
て
し

ま
う
例
を
次
の
詩
で
み
て
み
よ
う
｡
中
国
最
大
の
詩
人
'
詩
聖
と
尊
称
さ
れ
る
杜
甫

(
七
一
二
1
七
七
〇
)
　
の
　
｢
対
雪
｣
と
題
す
る
詩
で
あ
る
｡

対
　
雪

戦
果
多
新
鬼

乱
雲
低
薄
暮

瓢
棄
樽
無
線

数
州
消
息
断

杜
　
甫

愁
吟
独
老
翁

急
雪
舞
廻
風

櫨
存
火
似
紅

愁
坐
正
書
空

五
言
律
詩
'
翁
･
風
･
紅
･
空
が
上
平
一
束
の
韻
｡
至
徳
元
年
冬
の
作
で
雪
に
対

し
っ
つ
戦
乱
の
世
の
感
懐
を
述
べ
る
｡

｢
戦
果
｣
と
は
あ
ま
り
熟
さ
な
い
語
で
あ
る
が
'
戦
場
で
泣
-
声
の
こ
と
｡
そ
の

多
-
は
｢
新
鬼
｣
　
つ
ま
り
最
近
戦
死
し
た
亡
者
の
異
声
で
あ
る
｡
怨
念
こ
も
る
な
き

声
を
耳
に
し
て
愁
え
つ
つ
吟
じ
て
い
る
の
は
独
り
の
　
｢
老
翁
｣
即
ち
作
者
で
あ
る
｡

い
ま
乱
れ
た
雲
が
薄
暮
の
空
に
低
-
垂
れ
こ
め
　
(
乱
雪
　
薄
暮
に
低
-
｡
こ
の
句
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

場
合
は
'
乱
雪
　
薄
暮
に
低
れ
で
よ
い
｡
-
-
急
雪
　
廻
風
に
舞
う
)
　
急
に
降
り
注

ぐ
雪
が
吹
き
す
さ
ぶ
風
に
つ
れ
て
舞
い
狂
っ
て
い
る
｡
､

a
　
瓢
は
棄
て
ら
れ
て
樽
に
線
無
-

炉
存
し
て
火
は
紅
な
る
に
似
た
り
　
(
集
英
社
本
)

懲
-
尾
　
幸
　
弘
　
〔
研
究
紀
要
　
第
三
二
巻
〕

b
　
瓢
は
棄
て
ら
れ
て
樽
に
練
無
-

ヽ

炉
に
存
し
て
火
は
紅
な
る
に
似
た
り
　
(
岩
波
選
集
本
)

a
の
訳
｡
樽
に
線
の
酒
も
尽
き
て
'
瓢
は
う
ち
す
て
ら
れ
'
櫨
は
空
し
く
の
こ
っ

て
'
わ
ず
か
に
紅
い
火
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
(
脚
注
に
楊
倫
の
注
'
｢
正
二
火

無
キ
ヲ
言
フ
｣
を
引
き
'
火
も
な
い
炉
に
'
時
折
覚
え
ず
手
を
出
し
て
俊
を
取
ろ
う

と
す
る
｡
こ
の
二
句
は
最
も
生
活
の
困
窮
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
｡
)

b
の
訳
｡
ひ
さ
ご
は
投
げ
だ
さ
れ
た
ま
ま
で
樽
に
は
み
ど
り
の
酒
も
な
-
'
炉
に

は
わ
ず
か
に
紅
い
火
が
残
っ
て
い
る
だ
け
｡

b
に
は
｢
火
似
紅
｣
の
語
釈
と
し
て
｢
紅
い
と
思
え
ば
紅
い
｣
と
書
い
て
あ
る
｡

そ
こ
だ
け
と
ら
え
れ
ば
a
b
双
方
共
ほ
ぼ
同
訳
で
あ
る
が
'
そ
の
読
み
方
に
関
わ
っ

て
'
理
静
の
し
方
に
も
感
覚
的
な
開
き
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
う
｡
す
な
わ
ち
a
の

ヽ
ヽ

よ
う
に
'
｢
炉
は
存
し
て
｣
　
と
読
む
か
t
 
b
の
よ
う
に
｢
炉
に
存
し
て
｣
と
読
む
か

の
違
い
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
理
解
の
方
向
で
あ
る
｡
五
言
詩
の
場
合
t
 
c
^
J
�
"
C
O
(
｢
炉

存
･
火
似
紅
｣
)
と
切
っ
て
読
む
の
が
原
則
で
あ
る
｡
し
か
も
五
旬
日
が
｢
瓢
棄
(
瓢

は
棄
て
ら
れ
て
)
･
樽
無
禄
｣
　
と
な
っ
て
い
る
切
だ
か
ら
'
対
句
に
な
っ
た
六
旬
日

は
当
然
a
の
よ
み
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
意
味
の
方
も
'
媛
炉
は
あ
る
の
だ

が
火
が
な
い
と
い
う
方
向
で
捉
え
る
べ
き
で
'
炉
に
は
　
(
真
赤
な
)
火
が
残
っ
て
い

る
と
い
う
方
向
で
捉
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
『
李
杜
詩
選
』
　
も

拍
延
謀
の
直
解
を
引
い
て
'
｢
時
勢
を
愁
え
て
い
る
折
し
も
雪
に
遇
い
'
そ
の
愁
え

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ま
す
ま
す
深
-
'
雪
に
遇
っ
て
酒
火
も
な
-
'
そ
の
寒
さ
ま
す
ま
す
甚
L
L
と
解
説

し
て
い
る
｡

方
愁
而
遇
雪
'
其
愁
益
深
'
遇
雪
而
無
酒
火
'
其
寒
益
甚
｡

最
後
の
二
句
｡
い
-
つ
か
の
州
で
す
で
に
消
息
は
と
だ
え
た
ま
ま
で
あ
る
｡
自
分

は
愁
え
つ
つ
坐
し
て
'
段
浩
の
よ
う
に
手
で
空
中
に
｢
咽
咽
怪
事
｣
　
の
文
字
を
書
い

て
は
し
ぽ
し
ゃ
り
き
れ
な
い
思
い
を
紛
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
｡

三
三
三
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三
三
四

レ
を
引
き
起
す
危
険
性
が
あ
る
｡
杜
甫
の
｢
画
鷹
｣
と
題
す
る
五
律
詩
で
い
ま
一
つ

そ
う
い
う
例
を
探
究
し
て
み
よ
う
｡

杜
甫
の
初
期
の
作
品
中
'
写
実
主
義
の
特
徴
を
如
何
な
-
発
揮
し
て
い
る
'
絵
に

画
か
れ
た
鷹
を
み
て
の
作
で
あ
る
｡
開
元
二
九
年
(
七
四
一
)
ご
ろ
の
作
と
さ
れ
る
｡

尻
起
式
で
'
殊
･
胡
･
呼
･
蕪
が
上
平
七
虞
の
韻
.
い
ま
'
顕
聯
の
'
と
-
に
五
旬

日
の
読
み
方
つ
ま
り
-
ズ
ム
の
と
り
方
と
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
注
意
し
な
が
ら
み
て

い
き
た
い
｡.

､
　
　
　
よ
ー
つ

酔
　
鷹

素
練

鷹
蒼

風
霜
起
る

な

画
き
作
す
こ
と
殊
な
り

S
9
S
E
2

身
を
授
か
し
て
校
兎
を
思
い

そ
ば

目
を
側
め
て
愁
朗
に
似
た
り

と
う
せ
ん

健
鍾
　
光
は
摘
む
に
堪
え

け
ん
え
い
い
き
お
い

軒
橡
　
勢
は
呼
ぶ
べ
し

屈
K
^
K
T
E

何
か
当
に
凡
鳥
を
撃
ち
て

へ

い

ぶ

そ

そ

毛
血
　
平
蕪
に
涙
ぐ
べ
き

(
岩
波
詩
人
選
集
本
)

V
<
1
>
-

何0
′
a

m
o

毛

g･
y
ln
O

橡gnS
o

常ヽ
e

m
●

血

勢S主i

y
B
●

可nf
O

凡gM

旭
○

呼
0

0
5.m●

良
J
u

五
言
詩
の
場
合
は
2
･
3
で
'

な
が
ら
-
ズ
ム
を
と
っ
て
読
む
｡

.
p
 
l
o
 
w
⑥

平
　
　
蕪

七
言
詩
の
場
合
は
<
N
�
"
<
N
I
�
"
C
O
で
小
休
止
を
入
れ

そ
の
テ
ン
ポ
が
狂
う
と
解
釈
の
方
に
も
微
妙
な
ズ

白
い
絹
に
つ
め
た
い
風
が
ま
き
お
こ
る
の
は

蒼
鷹
が
見
事
に
措
か
れ
て
い
る
か
ら
だ

彼
は
身
を
そ
ば
だ
て
て
　
は
し
こ
-
逃
げ
る
兎
を
ね
ら
っ
て
い
る

目
を
ほ
そ
め
て
い
る
と
こ
ろ
は
　
さ
び
し
い
西
域
人
の
よ
う
だ

つ
な
ぎ
と
め
た
足
の
金
環
が
ピ
カ
-
と
光
る
　
つ
ま
め
ば
つ
ま
め
る

呼
び
か
け
れ
ば
　
柱
を
抜
け
軒
端
か
ら
飛
び
た
ち
そ
う
だ

お
前
が
凡
百
の
鳥
ど
も
に
む
か
っ
て
と
び
か
か
り

荒
野
に
羽
毛
と
血
を
散
ら
す
の
は
い
つ
か

(
『
唐
代
詩
集
上
』
田
中
･
小
野
･
小
山
編
訳
　
平
凡
社
)



｢
素
練
｣
　
と
は
自
い
え
ぎ
ぬ
'
そ
の
え
ぎ
ぬ
の
地
に
見
事
に
画
か
れ
た
鷹
の
絵
か

ら
は
い
ま
L
も
｢
風
霜
｣
が
巻
き
起
ら
ん
ば
か
り
で
あ
る
｡
そ
れ
ほ
ど
に
｢
蒼
鷹
｣

の
描
か
れ
方
は
風
霜
粛
殺
の
気
た
だ
よ
い
'
真
に
迫
る
も
の
が
あ
る
｡
鷹
は
身
を
そ

び
や
か
せ
て
は
し
こ
-
逃
げ
る
兎
に
狙
い
を
定
め
る
が
ご
と
-
'
横
目
に
ね
め
つ
け

た
様
は
｢
愁
胡
｣
の
目
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
｡
鷹
の
脚
を
ひ
も
で
ゆ
わ
え
'
つ

な
ぎ
と
め
た
金
具
は
ピ
カ
ッ
と
光
っ
て
手
で
ほ
ど
き
と
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
｡
軒

端
の
柱
に
と
ま
っ
た
鷹
に
一
声
か
け
さ
え
す
れ
ば
い
ま
に
も
飛
び
立
た
ん
ば
か
り
の

勢
い
で
あ
る
｡
こ
の
鷹
こ
そ
は
'
い
つ
の
日
に
か
き
っ
と
凡
鳥
ど
も
に
襲
い
か
か
り
'

血
染
め
の
羽
毛
を
荒
野
に
撒
き
散
ら
す
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

五
六
旬
日
を
多
-
の
本
は
次
の
よ
う
に
読
み
下
し
'
解
釈
す
る
｡

健
鋭
　
光
は
摘
む
に
堪
へ

軒
橡
　
勢
は
呼
ぶ
べ
し

脚
を
し
ぼ
る
ひ
も
を
つ
な
い
だ
'
ろ
-
ろ
仕
掛
け
の
金
の
環
の
光
は
'
ま
る
で

つ
ま
み
と
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
L
t
　
軒
端
の
柱
の
前
で
呼
べ
ば
'
す
ぐ
に
も

飛
び
出
さ
ん
ば
か
り
で
あ
る
｡
(
集
英
社
本
'
そ
の
他
)

『
杜
甫
私
記
』
　
に
お
い
て
'
吉
川
幸
次
郎
氏
も
次
の
よ
う
に
読
み
'
解
説
を
加
え

て
い
る
｡

ひ

も

く

る

る

つ

ま

候
の
鋸
の
光
は
摘
む
に
堪
え

の

き

ば

は

し

ら

軒
の
橡
に
む
か
え
る
勢
は
げ
に
も
呼
ぶ
可
し

ま
た
絵
画
の
芸
術
に
於
い
て
'
最
も
困
難
な
の
は
光
輝
の
再
現
で
あ
る
｡
こ
と

に
過
去
の
東
洋
画
に
於
い
て
は
'
そ
う
で
あ
っ
た
｡
お
の
れ
の
言
語
の
芸
術
に

於
い
て
'
好
ん
で
最
も
困
難
な
道
を
あ
ゆ
ま
ん
と
す
る
杜
甫
は
'
画
家
の
労
育

に
対
し
て
も
｢
候
銘
の
光
は
摘
む
に
堪
え
た
り
｣
と
最
も
適
切
な
讃
辞
を
贈
る

の
に
や
ぶ
さ
か
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
'
続
国
訳
漢
文
大
成
本
『
杜
少
陵
詩
集
』
の
鈴
木
虎
雄
氏
の
よ
み
と
解

釈
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

松
　
　
尾
　
　
幸
　
　
弘
　
〔
研
究
紀
要
　
第
三
二
巻
〕

い
き
ほ
ひ

修
鉱
光
り
摘
む
に
堪
へ
た
り
'
軒
橡
勢
呼
ぶ
可
し
｡

こ
れ
を
つ
な
ぎ
と
め
て
あ
る
さ
な
だ
ひ
も
や
ろ
-
ろ
仕
掛
け
の
鐘
な
ど
は
十
分

と
り
す
て
て
や
る
に
ふ
さ
わ
し
-
'
ま
た
の
き
ば
や
は
し
ら
の
あ
た
り
で
猟
に

呼
び
だ
し
て
も
い
い
や
う
な
勢
を
し
て
ゐ
る
｡

更
に
　
〔
字
解
〕
　
の
項
で
鈴
木
博
士
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
｡

｢
修
｣
は
さ
な
だ
ひ
も
'
｢
錠
｣
は
ろ
-
ろ
仕
掛
け
の
金
環
'
こ
れ
は
鷹
の
足
を

さ
な
だ
ひ
も
に
て
-
-
り
こ
の
環
に
つ
な
ぎ
お
-
な
り
｡
｢
光
堪
摘
｣
　
光
と
は

鉱
の
う
ご
-
に
つ
れ
ひ
か
る
を
い
ふ
｡
｢
摘
L
 
l
の
字
は
疑
は
し
き
も
旧
注
は

〟
解
去
″
の
義
と
と
-
'
つ
ま
み
て
と
り
さ
る
を
い
ふ
｡
ま
た
｢
軒
櫓
｣
は
'

の
き
ば
'
は
し
ら
.
｢
勢
｣
は
鷹
の
疫
き
勢
｡
｢
可
呼
L
と
は
こ
の
鷹
に
か
け
ご

ゑ
し
て
猟
せ
し
む
る
を
い
ふ
｡

両
者
の
違
い
は
こ
う
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
前
者
(
昔
時
の
吉
川
解
説
も
含
め
)

ヽ

は
'
｢
傑
鋭
光
堪
摘
｣
を
｢
催
錬
'
光
は
摘
む
に
堪
え
｣
と
読
み
'
｢
候
銀
の
光
は
摘

ま
め
そ
う
だ
｣
と
解
釈
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
後
者
は
や
や
不
分
明
な
点
も
あ
る

が
'
一
応
｢
候
鋭
　
光
り
(
て
)
摘
む
に
堪
へ
た
り
｣
　
と
読
み
'
｢
光
っ
て
い
る
修

銘
を
つ
ま
ん
で
と
り
さ
る
｣
と
言
っ
て
い
る
｡
前
者
は
よ
み
の
区
切
り
方
で
'
一
見

2
･
3
と
区
切
っ
て
読
ん
で
い
る
よ
う
で
'
実
は
3
･
2
の
区
切
り
方
に
な
っ
て
い

る
(
｢
候
鋭
光
　
堪
摘
L
)
｡
そ
う
し
て
恰
も
　
｢
光
｣
が
手
で
つ
ま
め
る
ほ
ど
だ
t
　
と

ヽ

ヽ

ヽ

誤
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
｢
光
｣
　
は
現
実
的
に
も
絶
対
に
つ
ま
み
よ
う
が
な
い
｡

あ
り
よ
う
は
'
候
錠
が
光
を
放
っ
て
あ
ま
り
に
も
-
ア
ル
に
措
か
れ
て
い
る
た
め
'

つ
い
手
を
の
ば
し
て
そ
の
｢
傑
鋭
｣
を
ひ
も
ど
-
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
と
い
う
錯
覚

ヽ

ヽ

ヽ

に
捉
わ
れ
た
と
解
釈
す
べ
き
で
t
　
よ
り
正
し
-
は
｢
像
銘
(
は
)
兎
り
て
摘
む
に
堪

う
｣
と
よ
む
べ
き
な
の
で
あ
る
｡
因
み
に
｢
堪
｣
は
｢
可
'
能
(
『
帝
海
』
)
｣
 
｡
｢
摘
｣

は
｢
摘
梨
｣
 
｢
摘
帽
子
｣
 
｢
摘
一
失
花
｣
の
例
文
が
示
す
よ
う
に
'
指
で
さ
っ
と
つ
ま

み
と
る
動
作
で
あ
る
｡
(
｢
植
物
的
花
果
菜
或
戴
着
掛
着
的
東
西
｣
を
｢
取
｣
す
る
｡

伺
現
代
漢
語
詞
典
』
)
後
者
の
よ
み
方
に
や
や
不
分
明
な
点
も
あ
る
と
言
っ
た
の
は
'

三
三
五
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ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

そ
の
〔
字
解
〕
で
'
｢
摘
｣
の
字
は
疑
は
し
き
も
云
々
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
'
｢
光
｣

に
惑
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
'
旧
注
嘩
り
｢
解
去
(
ほ
ど
-
)
｣
　
の
意
味
で
す
な
お
に
受

け
取
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

近
刊
の
『
杜
甫
詩
注
』
で
故
吉
川
幸
次
郎
博
士
は
こ
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
｢
改
｣

説
し
て
い
る
｡

修
蝕
　
光
り
樋
む
に
堪
え
　
　
紐
　
-
る
る
　
か
が
や
き
手
も
て
つ
ま
む
べ
-

軒
橡
　
勢
い
呼
ぶ
可
し
　
　
　
廊
下
　
柱
　
い
ざ
声
か
け
ん

前
の
聯
は
'
鷹
そ
の
も
の
'
こ
の
聯
で
は
'
そ
れ
を
写
し
た
画
の
真
実
へ
の
熟

L
)
･
つ

視
を
'
周
辺
の
諸
物
を
材
と
し
て
歌
う
｡
〔
傑
〕
　
鷹
の
足
を
-
-
っ
た
ひ
も
｡

せ
ん

〔
錐
〕
　
ひ
も
を
通
し
た
-
る
る
｡
博
玄
の
賊
に
'
｢
五
彩
の
章
秤
を
飾
る
｣
と
い

う
の
は
'
〔
候
〕
'
｢
蔑
機
の
金
環
を
結
ぶ
｣
と
い
う
の
は
'
｢
鋭
｣
｡
両
者
の
光

沢
を
'
画
は
ま
ざ
ま
ざ
と
如
実
に
う
つ
L
t
　
〔
摘
〕
　
は
掻
也
と
訓
じ
'
な
で
る
'

-

ワ

ひ

も

く

る

る

な
で
さ
す
り
堪
る
ご
と
く
'
ま
ざ
ま
ざ
と
光
る
｡
-
-
候
'
錬
'
み
な
手
に
つ

ま
め
る
ご
と
く
光
っ
て
い
る
｡

『
杜
律
集
解
』
(
明
'
郡
倖
撰
)
も
こ
の
句
に
'

ヽ
ヽ

修
練
縄
也
'
鋭
園
地
輯
也
'
言
所
葺
粁
鷹
之
修
鋭
光
而
堪
解
取
也
｡

ヽ
ヽ

と
注
し
て
お
り
'
明
ら
か
に
｢
光
而
-
L
 
t
　
つ
ま
り
　
｢
光
り
て
｣
　
と
読
ん
で
い
る
こ

と
が
わ
か
る
｡
こ
う
し
て
は
じ
め
て
'
吉
川
博
士
も
言
う
如
-
'
光
線
を
写
す
こ
と

さ
ほ
ど
得
手
で
な
か
っ
た
東
洋
画
の
技
法
に
も
拘
わ
ら
ず
'
こ
の
画
が
非
凡
に
写
し

得
て
い
る
の
に
'
詩
も
非
凡
に
着
目
し
た
こ
と
が
余
す
と
こ
ろ
な
-
理
解
で
き
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
次
句
の
　
｢
軒
橡
勢
可
呼
｣
も
再
検
討
の
余
地
が
あ
り

ヽ

そ
う
で
あ
る
｡
従
来
の
よ
み
方
で
は
｢
軒
橡
勢
い
は
呼
ぶ
べ
L
L
　
で
あ
る
が
'
対
句

ヽ

ヽ

ヽ

に
な
っ
て
い
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
こ
の
句
も
｢
軒
橡
　
勢
い
と
し
て
呼
ぶ
べ
L
L
と

で
も
読
め
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
つ
ま
り
　
｢
勢
｣
　
が
呼
べ
る
の
で
は
な
-
'
鷹
の

(
画
の
)
　
勢
い
'
気
迫
'
迫
力
と
で
も
言
お
う
か
t
　
に
押
さ
れ
て
ピ
ー
ツ
と
口
笛
で

三
三
六

も
吹
い
て
み
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
'
一
声
か
け
ら
れ
て
飛
ん
で
行
-

の
は
あ
く
ま
で
鷹
で
あ
る
｡
こ
の
句
に
つ
い
て
吉
川
博
士
の
議
論
を
再
度
引
用
し
て

考
察
し
て
み
た
い
｡

け

ん

え

い

〔
軒
〕
　
は
の
き
ば
'
〔
橡
〕
　
は
は
し
ら
'
鷹
が
そ
れ
ら
を
か
す
め
て
飛
び
立
っ
.
て

ゆ
-
べ
き
も
の
と
し
て
'
画
中
に
え
が
か
れ
て
い
る
｡
〔
候
鉱
〕
･
か
ら
と
き
放

さ
れ
た
と
き
'
主
人
の
　
〔
呼
〕
　
び
ご
え
に
応
じ
'
そ
れ
ら
を
か
す
め
て
飛
び
立

か

ま

え

さ

L

ま

ね

つ
の
が
可
能
な
　
〔
勢
〕
　
に
あ
る
｡
孫
楚
の
　
｢
鷹
の
賦
｣
　
に
'
｢
磨
け
ば
則
ち
機

に
応
じ
'
招
け
ば
則
ち
呼
び
易
し
｡
L
な
お
　
〔
軒
橡
〕
　
の
二
軍
､
｢
侭
文
韻
府
L

杜
以
前
の
用
例
を
あ
げ
ぬ
｡
杜
詩
に
は
も
う
二
度
見
え
る
の
'
･
み
な
こ
こ
と
同

じ
意
｡
郡
宝
が
二
字
を
も
っ
て
'
鷹
の
身
が
ま
え
た
か
っ
こ
う
と
す
る
の
は
'

お
か
し
な
説
｡

吉
川
博
士
は
｢
勢
｣
を
｢
か
ま
え
｣
(
名
詞
'
こ
こ
の
主
語
)
′
と
と
る
か
ら
1
当

然
'
郡
宝
の
　
｢
軒
橡
｣
を
｢
鷹
の
身
が
ま
え
た
か
っ
こ
う
｣
と
と
る
説
と
相
容
れ
な

-
な
る
｡
｢
軒
橡
｣
　
が
郡
宝
の
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
鶴

だ
が
'
た
だ
'
解
釈
の
方
向
と
し
て
は
そ
の
方
が
最
も
す
っ
き
り
し
て
通
り
や
す
い
｡

つ
ま
り
'
鷹
の
身
が
ま
え
た
さ
ま
が
恰
も
一
声
か
け
れ
ば
す
ぐ
に
も
飛
び
立
ち
そ
う

な
迫
力
(
勢
)
　
で
描
い
て
あ
る
わ
け
で
'
｢
軒
橡
｣
　
を
文
字
通
り
軒
端
と
柱
に
解
し

て
も
'
い
ず
れ
｢
軒
橡
(
に
い
る
そ
の
鷹
は
)
｣
と
か
'
｢
軒
橡
(
を
か
す
め
と
ぶ
鷹

は
｣
)
　
と
主
語
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
文
法
的
に
ま
た
意
味
の
上
で
前
句
と

対
照
さ
せ
て
み
る
と
'
郡
宝
が
両
者
を
含
め
て
｢
軒
橡
｣
を
｢
鷹
の
身
構
え
た
か
っ

こ
う
｣
と
し
た
い
気
持
は
十
分
に
分
る
の
で
あ
る
｡
因
み
に
｢
勢
｣
は
｢
威
勢
｣
｢
権

勢
｣
な
ど
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
が
'
そ
の
語
義
は
極
め
て
抽
象
的
感
覚

ヽ
ヽ

的
な
内
容
を
示
す
こ
と
を
付
言
し
て
お
こ
う
｡
一
切
事
物
力
量
表
現
出
来
的
趨
向
｡

ヽ
ヽ

来
勢
甚
急
｡
勢
如
破
竹
｡
(
『
現
代
漢
語
詞
典
』
)



四
　
む
す
び
に
か
え
て

前
回
(
訓
読
批
判
其
の
一
)
は
'
唐
詩
の
中
に
使
わ
れ
て
い
る
｢
帯
｣
の
字
に
着

冒
し
て
'
そ
の
字
義
の
究
明
を
中
心
に
論
考
を
進
め
た
｡
｢
帯
｣
　
が
｢
横
に
の
び
つ

ら
な
る
｣
と
い
う
基
本
義
を
も
ち
'
た
と
え
引
申
義
と
し
て
の
使
わ
れ
方
で
あ
っ
て

も
そ
の
基
本
義
を
踏
ま
え
て
か
か
ら
な
い
と
語
句
を
理
解
す
る
上
で
思
わ
ぬ
ず
れ
を

引
き
起
す
｡
そ
し
て
そ
の
ず
れ
は
｢
-
ヲ
帯
ブ
｣
と
訓
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に

中
国
語
と
し
て
の
文
法
無
視
を
呼
び
'
暖
味
な
解
釈
の
ま
ま
に
終
っ
て
し
ま
う
事
例

を
み
た
｡
同
時
に
'
唐
(
漢
)
詩
を
解
読
す
る
際
に
動
も
す
れ
ば
作
詩
の
時
点
に
お
け

る
作
者
の
視
点
な
い
し
作
者
の
位
置
を
考
慮
せ
ず
に
'
い
わ
ば
悪
意
的
な
解
釈
で
済

ま
せ
て
し
ま
う
傾
向
の
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
｡

ヽ
ヽ

中
国
文
学
の
精
華
'
漢
詩
は
'
そ
の
表
現
形
式
す
な
わ
ち
視
覚
美
や
韻
律
美
と
意

ヽ

味
内
容
と
を
総
合
的
に
捉
え
鑑
(
鶴
)
賞
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
点
'
訓
読
の

み
に
よ
る
詩
歌
鑑
賞
は
'
こ
の
両
々
相
侯
つ
観
点
か
ら
い
え
ば
'
ど
う
し
て
も
片
辛

落
ち
で
'
限
界
性
を
も
つ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
今
回
は
　
｢
唐
詩
読
解
上
の
誤

差
｣
と
い
う
標
題
を
掲
げ
'
そ
の
限
界
性
と
｢
欠
陥
｣
を
検
証
し
た
｡
た
だ
'
敢
て

｢
誤
訳
･
誤
読
｣
　
と
決
め
つ
け
な
か
っ
た
の
は
'
一
作
品
の
十
全
な
鑑
賞
に
近
づ
く

た
め
に
'
訓
読
法
も
活
か
し
つ
つ
そ
の
不
足
を
ど
の
よ
う
に
補
え
ば
よ
い
か
模
索
す

る
立
場
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

『
中
国
語
で
学
ぶ
漢
詩
』
(
白
馬
出
版
)
　
の
中
で
著
者
田
中
秀
氏
は
こ
の
間
題
に
関

連
し
て
次
の
よ
う
に
提
言
し
て
い
る
｡

こ
れ
ま
で
訓
読
に
よ
っ
て
学
習
し
て
き
た
漢
文
(
カ
ン
プ
ン
)
　
は
'
外
国
文
で

あ
る
漢
文
　
(
H
a
ロ
w
e
n
)
と
し
て
語
学
的
に
学
習
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
'
そ
れ

に
よ
っ
て
文
学
革
命
後
の
中
国
に
通
用
し
て
い
る
現
代
中
国
文
の
研
究
に
直
結

す
る
よ
う
に
学
習
す
べ
き
で
あ
る
｡

松
-
　
尾
　
　
善
　
　
弘
　
〔
研
究
紀
要
　
第
三
二
巻
〕

そ
し
て
'
そ
の
漢
文
を
語
学
的
に
学
習
す
る
に
当
っ
て
'
初
歩
的
方
法
と
し
て
漢

文
を
頭
か
ら
日
本
の
音
読
で
読
み
下
す
こ
と
を
す
す
め
'
そ
の
i
j
妙
の
学
習
素
材
と

し
て
'
次
の
要
素
を
備
え
た
'
即
ち
漢
詩
が
'
よ
い
と
い
う
｡

川
　
漠
字
数
が
少
な
-
て
'
覚
え
や
す
い
こ
と
｡

回
　
中
国
語
法
を
学
ぶ
に
適
し
て
い
る
こ
と
｡

3
:
　
音
読
が
訓
読
以
上
に
興
味
を
感
じ
'
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
.

田
中
氏
の
主
張
は
'
む
し
ろ
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
｢
漢
詩
で
学
ぶ
中
国
語
｣
と
赦
倒

さ
せ
た
方
が
'
す
っ
き
り
し
た
説
得
力
あ
る
論
理
構
成
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
な
が
ら
読
ん
だ
｡
漢
詩
を
中
国
語
で
学
ぶ
こ
i
)
と
'
中
国
語
を
学
耳
の
に
漢
詩

を
利
用
す
る
こ
と
は
い
わ
ば
表
裏
一
体
の
関
係
で
'
両
者
は
そ
の
場
､
そ
の
時
で
冒

的
に
も
な
り
'
手
段
に
も
な
る
｡
日
本
語
音
読
の
す
す
め
に
つ
い
て
は
若
干
疑
問
を

感
じ
な
い
で
も
な
い
が
'
氏
の
い
う
漢
詩
の
特
長
を
活
か
し
て
中
国
語
学
習
を
実
践

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

し
っ
つ
あ
る
者
と
し
て
'
ま
た
も
ち
ろ
ん
氏
の
い
う
中
国
語
で
漢
詩
読
解
を
志
向
す

る
者
と
し
て
'
そ
の
基
本
姿
勢
に
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
｡

ひ
と
こ
ろ
物
議
を
懐
し
た
著
書
『
間
違
い
だ
ら
け
の
漢
文
』
で
張
明
澄
氏
も
こ
の

間
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
｡

漢
文
入
門
者
に
た
い
す
る
漢
文
教
育
は
'
･
･
･
-
首
ず
現
代
中
国
語
の
発
音
を
な

る
だ
け
正
確
に
教
え
こ
む
こ
と
で
あ
る
｡
-
-
つ
ぎ
に
現
代
中
国
語
の
発
音
で

漢
文
を
読
ま
せ
る
よ
う
に
す
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
文
章
は
ど
ん
な
こ
+
)
を
い
っ

て
い
る
の
か
'
こ
ま
か
-
説
明
し
た
ら
よ
い
｡
こ
と
に
セ
ン
テ
ン
ス
の
意
味
は
'

な
る
だ
け
ず
ば
り
と
し
た
和
訳
(
-
訓
読
-
著
者
注
)
を
し
な
い
で
'
た
だ
こ

の
セ
ン
テ
ン
ス
の
表
現
し
た
い
こ
と
を
詳
細
に
説
明
し
た
ら
い
い
の
で
あ
る
0

張
氏
は
そ
の
　
『
誤
訳
･
愚
訳
』
の
中
で
も
っ
と
峻
烈
に
漢
文
訓
読
学
習
法
(
者
)

に
対
し
て
警
告
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(
漢
詩
読
解
上
の
)
ま
ち
が
い
の
大
部
分
は
音
感
的
な
問
題
に
あ
り
'
そ
れ
(
覗

代
中
国
語
)
を
　
(
会
得
し
て
)
補
わ
な
い
か
ぎ
り
は
'
漠
文
学
者
と
し
て
片
ち

三
三
七



唐
詩
読
解
上
の
誤
差

ん
ば
で
あ
り
'
中
国
文
学
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
資
格
は
な
い
｡

一
方
'
訓
読
法
に
関
し
て
'
最
近
'
次
の
よ
う
な
意
見
(
『
中
国
人
の
論
理
学
』
中

公
新
書
へ
　
加
地
伸
行
著
)
　
を
み
う
け
た
｡

そ
れ
に
'
現
代
中
国
語
の
発
音
で
漢
文
を
読
ま
ね
ば
意
味
が
わ
か
ら
な
い
t
と

い
う
主
張
は
'
い
い
な
お
せ
ば
'
中
国
人
が
理
解
す
る
方
式
に
従
え
t
と
い
う

こ
と
で
あ
る
｡
そ
ん
な
注
文
を
す
る
な
ら
'
漢
文
を
現
代
中
国
語
の
発
音
で
普

ヽ

ヽ

ヽ

読
す
る
と
同
時
に
'
脳
中
に
お
い
て
'
正
確
に
現
代
中
国
語
に
翻
訳
す
る
こ
と

が
で
き
る
学
力
が
な
-
て
は
'
と
て
も
他
人
に
注
文
す
る
資
格
が
な
か
ろ
う
｡

加
地
氏
は
'
訓
読
こ
そ
'
中
国
語
か
ら
異
質
の
日
本
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
の
'
ほ

と
ん
ど
の
機
能
を
備
え
'
日
本
語
と
中
国
語
と
の
相
違
を
最
も
鮮
明
に
表
現
し
て
'

日
本
人
に
そ
れ
を
意
識
さ
せ
て
-
れ
る
も
の
だ
と
訓
読
礼
賛
論
を
展
開
し
て
い
る
｡

本
論
中
で
も
触
れ
た
よ
う
に
'
訓
読
と
い
う
伝
統
文
化
を
批
判
的
に
継
承
す
る
気

拝
で
は
筆
者
も
人
後
に
落
ち
な
い
と
自
負
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
た
だ
'
い
ま
ま
で

見
て
き
た
よ
う
に
'
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
｢
弊
害
｣
も
決
し
て
見
過
す
わ

け
に
は
い
か
な
い
｡
小
は
漢
字
一
字
の
誤
訳
か
ら
'
大
は
　
｢
同
文
同
種
観
L
　
な
ど

誤
っ
た
思
想
に
至
る
ま
で
'
｢
訓
読
｣
　
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
一
連
の
　
｢
弊
書
｣

を
こ
そ
し
っ
か
り
見
据
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡
日
本
と
中
国
に
は
漢
字

(
魔
の
文
字
と
称
し
た
人
が
い
た
)
　
と
い
う
意
思
伝
達
工
具
が
あ
っ
て
'
人
は
容
易

に
｢
分
っ
た
つ
も
り
に
な
る
｣
陥
葬
に
落
ち
込
む
｡
し
か
し
'
今
日
'
当
該
(
現
代
)

外
国
語
を
通
じ
て
な
さ
れ
な
い
外
国
文
学
研
究
な
ど
お
よ
そ
考
え
ら
れ
も
し
な
い
こ

と
は
論
を
倹
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
中
国
文
学
(
漢
文
)
研
究
と
て
絶
対
に
例
外

で
は
な
い
｡
そ
う
い
う
意
味
で
も
'
音
読
法
と
訓
読
法
を
同
列
に
並
べ
て
優
劣
を
請

り
'
性
急
に
二
者
択
一
を
迫
る
よ
う
な
単
純
論
理
思
考
と
は
無
縁
で
あ
る
｡

三
三
八

(注)

(
-
)
　
｢
処
処
｣
に
つ
い
て
も
次
の
四
つ
の
字
義
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
.

①
　
ど
こ
も
か
も
(
各
処
'
到
処
)

⑧
　
処
所
.
い
ど
こ
ろ
.
定
ま
っ
た
と
こ
ろ
｡

⑧
　
と
こ
ろ
ど
て
ろ
.
そ
こ
こ
こ
.
こ
こ
か
し
こ
.

④
　
居
る
べ
き
と
こ
ろ
に
居
る
｡
居
室
に
居
る
(
上
の
処
が
動
詞
)

現
代
中
国
語
で
は
｢
随
処
｣
｢
到
処
｣
｢
各
処
｣
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る

と
①
の
解
釈
が
最
も
適
し
い
と
思
う
が
'
こ
こ
で
も
　
『
大
漢
和
辞
典
』
　
服
③
の
項
に

｢
春
暁
L
　
を
あ
げ
て
い
る
.
ま
た
平
凡
社
本
も
脚
注
に
｢
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
｣
戊
す
る
の

は
'
や
や
日
本
人
的
感
覚
に
傾
き
す
ぎ
た
説
明
と
い
わ
ね
ば
怒
ら
を
い
O

ヽ
ヽ

(
2
)
　
地
遠
窮
江
界
　
天
低
接
海
隅
(
白
楽
天
｢
東
南
行
一
首
韻
｣
)

(
3
)
　
眼
前
の
岸
辺
に
亭
々
た
る
樹
木
が
撃
え
立
っ
て
い
る
の
で
'
文
字
通
り
天
が
木
よ
り

低
い
と
み
る
方
が
よ
り
-
ア
ル
で
適
訳
で
は
夜
か
ろ
う
か
.
こ
の
詩
の
直
前
に
作
ら
れ

た
｢
宿
桐
慮
江
寄
磨
陵
旧
遊
｣
と
い
う
五
律
詩
に
次
の
句
が
あ
る
こ
と
を
言
い
添
え
て

お
こ
う
｡ヽ

ヽ

ヽ

風
鳴
両
岸
葉
　
　
月
照
一
孤
舟

ヽ
ヽ

(
4
)
　
田
中
秀
氏
は
李
白
の
｢
静
夜
思
｣
　
｢
挙
頭
望
明
月
　
低
頭
思
故
郷
｣
を
次
の
よ
う
に

解
説
し
て
い
る
｡
(
『
中
国
語
で
学
ぶ
漢
詩
』
)

｢
低
頭
｣
　
を
語
順
の
点
か
ら
考
察
す
る
に
'
こ
れ
は
｢
ひ
-
い
頭
｣
の
如
く
｢
形

容
詞
が
名
詞
に
つ
い
た
形
L
と
も
'
｢
頭
を
た
れ
る
｣
の
如
-
｢
外
動
詞
(
他
動
詞
)

の
後
に
賓
語
が
つ
い
た
形
｣
と
も
み
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
中
国
語
と
し
て
は
ど
ち
ら
で

も
い
い
と
言
え
る
｡
｢
低
頭
思
故
郷
｣
　
の
一
句
は
｢
低
い
頭
に
し
て
故
郷
を
思
う
｣

の
か
'
｢
頭
を
下
げ
て
故
郷
を
思
う
｣
　
の
か
を
厳
密
に
区
別
し
夜
け
れ
ば
な
ら
を
い

わ
け
で
は
な
い
.
た
だ
'
前
句
の
　
｢
頭
を
挙
げ
て
｣
　
と
の
関
係
か
ら
'
｢
頭
を
た
れ

て
｣
と
言
う
方
が
よ
い
(
対
句
を
を
し
て
)
と
考
え
ら
れ
る
O
　
つ
ま
り
｢
低
｣
の
本

性
は
｢
ひ
く
い
｣
と
い
う
形
容
詞
で
あ
る
が
'
こ
こ
で
は
そ
れ
が
動
詞
に
転
用
さ
れ

て
い
る
と
み
た
方
が
妥
当
で
あ
る
.
｢
低
頭
｣
　
の
前
に
は
｢
我
｣
が
略
さ
れ
て
い
る
o

そ
の
場
合
｢
我
低
-
-
L
の
語
順
は
'
｢
低
｣
　
が
｢
我
｣
の
述
語
に
覆
っ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
.



ヽ
ヽ

(
5
)
　
秦
韓
玉
詩
　
誰
家
促
席
臨
低
樹
　
何
処
横
欽
載
小
枝

ヽ
ヽ

王
命
詩
　
高
枝
飛
鳥
夜
跨
空
　
低
樹
狂
児
日
推
担

ヽ
ヽ

張
来
春
望
詩
　
平
准
分
野
線
　
春
樹
按
低
天

(
6
)
　
大
野
氏
は
詩
題
を
｢
夜
征
慮
事
に
下
る
｣
と
読
み
'
征
慮
事
は
こ
の
時
の
旅
の
1
応

の
目
的
地
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
｡
し
か
し
そ
の
根
拠
の
明
示
が
を
く
t
　
か
つ
起
句
を

｢
船
は
広
陵
を
下
り
去
り
｣
と
読
む
の
は
'
訳
の
｢
船
は
揚
州
に
向
っ
て
揚
子
江
を
下
っ

て
行
き
｣
と
も
合
わ
を
い
し
混
乱
し
て
い
る
.
(
『
李
太
白
詩
歌
全
解
』
)

(
7
)
　
多
著
繍
面
'
衣
錦
袴
(
多
-
は
顔
に
入
墨
L
t
錦
袴
を
潜
-
-
)
と
切
っ
て
読
め
怒

い
か
と
思
う
の
だ
が
.
｢
繍
面
衣
｣
と
は
ど
ん
を
着
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
.

松
　
　
尾
　
　
幸
　
　
弘
　
〔
研
究
紀
要
　
第
三
二
巻
〕

三
三
九


