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は

じ

め

に

五
山
文
学
は
、
中
世
文
学
史
に
お
い
て
、
大
き
な
比
重
を
占
め
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
筆
者
の
手
元
に
あ
る
大
学

・
短
大
用

の
中

(
1

)

世
文

学
史

の
テ
キ
ス
ト
は
、
本
文
及
び
資
料
で
二
三
七
頁
か
ら
成
る
が
、
五
山
文
学
は
、
わ
ず
か
に
二
頁
半
を
占
め
る
だ
け
で
あ
る
。

つ

ま
り
、
同
時
代
文
学
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
保

つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
量
の
あ
り
方
が
、
た
だ
ち
に
五
山
文
学
の
持

つ
文
学
史
的
意
義

に
結

び
つ
く
も

の
で
な
く
と
も
、
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
五
山
と
五
山
文
学
の
概
説
を
解
き
明
す
こ
と
か
ら
始
め
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
先
学
の
優
れ
た
業
績
に
委
ね
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
五
山
文
学
を
、
国
文
学
史
の
中
に
、
正
し
く
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、

五
山
僧
の
手
に
成
る
表
現
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
ま
つ
も

っ
て
正
し
く
知
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

従
来

の
五
山
文
学
研
究
は
、
卿
や
、
体
系
化
を
急
ぎ
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
表
現
そ
の
も
の
の
吟
味
を
怠

っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
以

下

の
論
考
は
、
そ

の
よ
う
な
国
文
学
者
分
五
山
文
学
研
究
の
あ
り
方
を
、
問

い
な
お
す
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
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一
、
五
山
文
学
研
究
の
現
状
と
問
題
点

五
山
文
学
研
究
者
が
、
共
通
し
て
取
り
あ
げ
て
い
る
作
品
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
な
ど
を
参
考

に
し
な
が
ら
な
が

め
て
み
た
い
。
ま
つ
、

初

め
に
、
『
元
亨
釈
書
』
と
い
う
優
れ
た
僧
史
を
著
し
た
虎
関
師
錬

(
一
二
七
八
～

=
二
四
六
)
の
文
を
み
る
。

「後
無
価
軒
記
」

癸
酉

の
夏
、
無
価
軒
記
を
作
る
。
明
年
正
月
癸
巳
、
寺

は
祝
融

の
奪
う
所
と
な
る
。
予
、
瓦
礫
を
拾

い
灰
塵
を
掃
き
て
、
小
寝
を
構

ひ
ら

え
て
居
す
。
東
軒
を
關
い
て
燕
坐
の
室
と
す
。
殿
宇
、
儘

(燃
え
残
り
だ
け
と
な
る
)
す
と

い
え
ど
も
、
松
竹
悲
が
無
し
。
夏
に
入

り
て
以
来
、
さ
き

の
無
価

の
物

(風
の
こ
と
)
、

颯
然
と
し
て
座
に
入
る
。

予
、
旧
篇
を
軒
に
掲
ぐ
。
あ
る
人

曰
く
、
昔
の
北
軒
は

た
よ
り

松
風

に
便
す
。
今

の
東
軒
、
恐
ら
く
は
同
じ
か
ら
ず
、
と
。
予
曰
く
、
昔

は
一
無
価
な
り
。
今
は
二
無
価
な
り
。
何
ぞ
こ
れ
を
左
に

扁
せ
ん
や
、
請
問
に
日
ん
。

風

の
人
を
涼
す
る
や
、
万
籟
皆
同
じ
な
り
。
特

に
松
風
藍
礎
ぶ
も
の
は
、
衆
風

に
異
な
れ
ば
な
り
。
そ
れ
、
風

の
大
虚
に
膿
る
や
、

あ
い

お

ひ
と

よ

物
に
逢

い
て
声
を
な
す
。
愛
悪
伜
し
か
ら
ず
。
そ
の
松

に
入
る
や
音
韻
も

っ
と
も
休
し
。
我
が
居
、
水
あ
ら
ず
。
乾
陸
狭
隆
に
し
て
、

吾
れ
に
伴
う
も
の
は
、
た
だ
諸
大
夫

(松
の
こ
と
)

の
み
。
時
あ

っ
て
風
来
り
て
、
忽
ち
吾
が
盧
を
転
じ
て
、
或
い
は
洞
庭

・
瀟
湘

或
い
は
渤
海

.
洋
瀾
、
或
い
は
万
丈
潭

・
七
里
瀬
、
或

い
は
三
峡
五
湖

・
七
沢
九
江

の
間
に
置
く
。
風
勢
の
巨
細
に
よ
り
て
波
浪
の

洪
繊
を
な
す
。
江
湖

・
海
灘
の
転
徒
す
る
も
の
は
波
浪

の
洪
繊
な
り
。
ま
た
、
吾
が
盧
、
卑
随
に
し
て
音
器
な
し
。
時
あ
り
て
風
来

よ
ぎ

よ

り

て
、

我

れ

を

し

て
、

楚

台

に
登

り

、
臨

邦

に
入

り
、

伯

牙

・
子
期

の
席

を
過

り
、

虞

舜

・
義

農

の
宮

に
入

ら

し

む

。

題

き

か

な

、

か

ゆ

え

ん

風
を
移
し
俗
を
易
う
る
の
道
。
繭
糸

・
椅
桐
を
借
り
ず
、
こ
れ
、
古
人

の
無
価
と
す
る
所
以
に
し
て
、
我
が
昔

に
扁
す
る
も
の
も
ま

お
な
じ

た

(
こ

の
)

一
つ
め

み
。

昔

は
、

こ
れ

、

耳

に
取

れ

り
。

今

は
、

こ

れ
、

目
も

並

く

す

。

け

だ

し
、

松

風

は
東

北

を

択

ば

ず

、

耳

目

に
し

し
ず

を
択
ぶ
。
月
光
は
東
北
を
分
ち
耳
目
を
弁
ず
。

こ
れ
、
今

の
二
と
す
る
所
以
な
り
。
そ
れ
、
名
照
、
酉
に
春
み
、
乾
坤
杏
冥
、
長
庚
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は
先

駆

し

て
、

早

く

見

え

て
焚

々
た

り
。

東

瞳

高

か

ら
ず

、

天

宇

澄

清

し
、

規

鑑

(
月

の

こ
と
)

は
濯

々
と

し

て
、

漸

く

出

ず

。

緩

や
か
に
昇
り
て
・
光
は
吾
が
軒
を
射
・
我
が
桁
棚
を
燭
す
・
時

義

れ
・
す
な
わ
ち
武
昌
の
庚
楼

饒

り
、
牛
渚

の
蓑
肪
に
坐
し
、

蘭
路
桂
苑
を
歴
て
、
影
蛾
池
の
傍
に
俳
徊
す
。
二
更
已

に
半
ば

に
し
て
、
膚
体
、
涼
を
通
じ
、
夜
蒸

は
全
く
退
く
。
天
地
朗
光
と
し

も
と

も
て
あ
そ

て
、
覚
え
ず
、

一
処
に
到

っ
て
、
い
ず
れ
の
許
か
を
知
ら
ず
、
た
だ
西
辺
流
水
の
衰
々
た
る
を
聞
く
の
み
、
群
彦

の
月
を
翫
ぶ
こ
と

ぬ

ま
じ

を
見

る

に
、

一
人

は
供

養

な

り

と

日

い
、

一
人

は
修

行

な

り

と

日

い
、

一
人

は
身

を
抽

き

ん

で

て
衆

に
帰

る
。

そ

の
長

に
似

た

る
者

、

ほ
め

あ

さ
き
に
三
人
を
品
評
す
。
そ
の
語
、
後
の

一
人
を
褒
る
こ
と
あ
る
が
如
し
。
群
、
み
な
以
て
然
り
と
す
。
予
、
側

に
在
り
て
こ
れ
を

視
る
に
、
長
た
る
者

の
言
と
差
あ
る
に
似
て
、
そ
の
心
然
ら
ざ
る
が
如
し
。
忽
ち
、
我
が
室
を
見
る
に
、
凛
贋

.
清
浄
に
し
て
、
さ

は
か

き
の
晃
曜
な
く
、
庭
影
巳

に
西
に
傾
き
ぬ
。
予
、
思
い
付
る
に
、
坐
を
離
れ
ず
し
て
、
千
万
里

の
勝
地
に
游
び
、
数
百
歳
前
の
名
宿

ま
じ

に
測
わ
る
。
み
な
、
北
軒

の
無
き
所
に
し
て
、
こ
の
軒
の
有
る
な
り
。
ま
た
、
あ
に
鋸
絡

の
及
ぶ
も
の
な
ら
ん
や
。
そ
も
そ
も
、
我

れ
か
の
地
に
到
る
や
、
吾
が
盧
変
じ
て
か
の
地
と
な
る
か
。
未
だ
江
西
に
後
る
る
こ
と
な
き
は
、
我
が
室
、
光
明

の
時
か
、
杏
冥
の

す
す

時
か
。
筆
を
渉
め
て
こ
れ
を
記
す
。

(
2
)

建
武
元
年
五
月
十
六
日

こ
の
文
を
、
北
村
沢
吉
は
、

そ
ら

(
3
)

意
余
あ
り
て
辞
足
ら
ず
と
難
も
、
文
気
自
か
ら
空
を
排
す
る
を
見
る
。
就

い
て

一
々
疵
毅
を
指
摘
す
る
が
如
き
は
随
也

と
評
す
。
ま
こ
と
に
端
的
に
捉
え
て
い
る
。
特

に
、
そ
の
空
を
翔
る
が
如
き
想
像
力
を

「排
空
」
と
表
わ
し
た
と
こ
ろ
に
北
村
の
読
み
の

深
さ
が
伺
わ
れ
る
。
「後
無
価
軒
記
」

の
文

は
本
来
、
彼

の
評
価
で
済
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
文
に
対
し
て
、

こ
れ
も
、
彼

の
周
囲

の
観
月

の
座
の
光
景
で
あ

っ
て
、

「
供
養
」
や

「
修
業
」

の
固
苦
し
さ
を
脱
し
て
、
寛
い
で
月
を
翫
賞
す
る
こ

(
4
)

と
を
よ
し
と
し
た
雰
囲
気
を
描

い
て
、
そ
れ
だ
け
、
現
実
感
を
高
め
て
い
る
。

と
い

っ
た
、
誤
読

か
ら
、
全
く
見
当
違

い
の
評
が
出
さ
れ
た
り
す
る
と
、
筆
者

の
如
き
蛇
足
を
弄
す
る
は
め
に
な

っ
て
し
ま
う
。
詳
細
は
、
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既

に
別
の
難

で
述
べ
て
い
る
の
で
・

こ
こ
で
は
誤
読

の
も
と
と
な

っ
た
典
故
と
の
関
わ
り
を
若
干
述
べ
る
。

こ
の
文
は
大
夫

(松
)
と
規
鑑

(月
)
を
郵
で
る
楽
し
み
を
述
べ
る
と
い
う
形
を
と

っ
て
い
る
が
、
主
点
は
、

「
松
風
が
、
自
分
を
居

な
が
ら
に
し
て
古
人
と
席
を
同
じ
く
す
る
境
地
に
導
く
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
も
そ
も
、

切
り
出
し
の
文
、
「郷
之
無
価
之
物
、

颯
然
入
座
」
、

文
中
の

「楚
台
」
な
ど
か
ら
、

虎
関
の
文

は
、
宋
玉
の

「風
賦
」
(『文
選
』
巻
十
三
)

の

楚
裏
王
遊
於
蘭
台
之
宮
、
宋
玉
景
差
侍
、
有
風
颯
然
而
至

と

い
っ
た
表
現
を
承
け
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
し
、
文
の
構
成
も
、
「
風
賦
」

の
、

王
日
、
夫
風
者
天
地
之
気
漕
暢
而
至
、
不
択
貴
賎
高
下
而
加
焉
、
今
子
独
以
為
寡
人
之
風
、
豊
有
説
乎
、

と

い
う
や
り
と
り
か
ら
く
る
の
で
あ
る
。

虎
関
が
古
人
と
席
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
虎
関
が
、
空
想
で
中
国
の
旧
蹟
に
遊
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為

は
極
め
て
、
日
本
的
風
流
な
行
為
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
虎
関
が
、
空
想
で
遊
ぶ
と
い
う
名
の
も
と
に
出
し
た
旧
蹟
な
ど
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
瀟
湘
八
景
や
謝
霊
運

の
好
ん
だ
七
里
瀬
、
司
馬
相
如
と
関
連
づ
け
て
は
、
「
子
虚
賦
」
に
出
る
七
沢
九
江
や
卓
文
君
と
の
ゆ
か
り
の
地
、
臨
耶
な
ど
で
あ
る
。
そ

し
て

『蒙
求
』
で
著
名
な
、
伯
牙

・
鍾
子
期

の
故
事
を
出
し
、
『孝
経
』

の

「移
風
易
俗
」
を
風
と
の
関
係
で
は
最
後

に
出
し
、
「
風
賦
」

の

「
有
風
颯
然
」
と
呼
応
す
る
形
で
し
め
く
く
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
月
と
の
関
係
で
は
、
九
江

の
名
蹟
、
武
昌

の
庚
楼
、
李
白
の

「
夜
泊
牛
渚
懐
古
」
(
こ
こ
で
は
、

直
接
に
は

「牛
渚
洗
月
」

の

　

　

　

　

故
事
、
即
ち
、

衰
宏
と
謝
尚
と
の
交
わ
り
の
こ
と
を
承
け
る
)
で
著
名
な
牛
渚
、

謝
荘

の

「月
賦
」
の

「乃
清
蘭
路
、
粛
桂
苑
」、
上
官

　

　

　

儀

の

「詠
雪
応
詔
」
の

「
花
明
栖
鳳
閣
、
珠
散
影
餓
池
」
な
ど
を
述
べ
て
い
る
。

虎
関
の
風
流
は
、
極
め
て
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
後
無
価
軒
の
風
景
よ
り
も
、
典
故
の
世
界

に
遊
ぶ
観
念
的
、
非

日
常
的
な
性
格
を
強
く
持
つ
も
の
な
の
で
あ

っ
た
。・
し
た
が

っ
て
、
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こ
こ
に
は
、
虎
関
の
生
活
と
、
そ
の
観
照
と
、
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
、
彼
の
生
活
の
原
理

へ
の
追

求
が
認
め
ら
れ
る
。

(
6
)

言

い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
彼

の
自
己
を
確
立
せ
ん
と
す
る
意
欲
が
高
揚
さ
れ
て
い
る
。

と
言

う
如
き
読
み
と
り
は
、
虎
関

の
意
図
し
た

「古
典

の
世
界
と
自
分
と
が

一
体
と
な

っ
た
世
界
の
描
写
」
を
無
視
す
る
も
の
な
の
で
あ

ま
じ

る
。
観
月

の
三
人
の
態
度
、
「
供
養
」
「
修
業
」
「
衆
に
帰
る
」
も
、

前
述
し
た
よ
う
な

「
寛
い
で
月
を
翫
賞
す
る
こ
と
を
よ
し
と
し
た
雰

(
7
)

囲
気

を
描

い
て
い
る
」
と
見
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
禅
の
力
の
比
較
で
あ
る
と
と
も
に
、
道
教
、
仏
教
、
儒
教
の
こ
と
を

(8

)

も
表

わ
す
の
で
あ
る
。
そ
の
構
造
は
複
雑
で
あ
り
、
ま
た
他
で
触
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
非
常

に
観
念
的
で
あ
る
こ
と

を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。

虎
関
が
追
求
し
た
典
故

の
世
界
を
軽
視
し
た
た
め
に
、
典
故
と
し
て
表
わ
さ
れ
た
も
の
を
、
生
活
観
照
が
導
き
出
し
た
も
の
と
誤
解
す

る
こ
と
は
、
「後
無
価
軒
記
」

に
と
ど
ま
ら
な
い
。

安
良
岡
が
例
証
と
し
て
出
し
て
い
る
文
は
、

全
て
こ
の
範
躊

の
も

の
で
あ
る
。
こ
の

弊
は
、
「
生
活
の
原
理
」
と
か
、
「
自
己
確
立
の
意
欲
」
と
い
っ
た
、
現
代
文
学
に
お
い
て
、
肯
定
的
評
価
を
受
け
や
す

い
も
の
を
、
五
山

文
学

の
中
に
も
見
い
出
そ
う
と
す
る
好
意

(?
)
的
な
立
場
が
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
先
づ
、
文
そ
の
も
の
を
読

み
こ
み
、
作
者
の

文
脈
、
思
想
、
表
現
の
特
徴
を
究
明
す
る
と
い
う
、
学
問
と
し
て
の
基
本
的
手
続
き
を
怠

っ
て
い
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。

詩

に
お
い
て
も
、
典
故
が
無
視
さ
れ
る
と
、
文
以
上
に
大
き
な
誤
り
を
し
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
。
詩
は
、
限
ら
れ

た
字
数
で
作
者
の

イ
メ
ー
ジ

・
主
義
と
い
っ
た
も
の
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
文
以
上
に
典
故
に
寄
り
か
か
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
。
例
と
し
て
、

虎
関
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
活
躍
し
た
中
厳
円
月

(
一
三
〇
〇
～

=
二
七
五
)

の
詩
、
「
庚
寅
七
月
六
日
早
涼
、

走
筆
記
怪
」

を
掲
げ
る
。

初
め
は
、
あ
え
て
訓
読
を
示
さ
な
い
。

今
歳
蝸
牛
多

蜂
蛤
井
田
螺

蒲
盧
亦
敏
政

細
腰
修
泥
案

微
物
動
大
地

人
立
労
池
蜻

姻
者
蝦
墓
子

繊
尾
欺
亀
寄

亀
寄
告
龍
王



五山文学 の 「理」102

既
浮
東
海
波

春
秋
記
異
例

吾
詩
重
吟
峨

マ
マ
(
9
)

誰
知
油
与
錦

邪
倭
勝
祝
飽

(
10

)

こ
の
詩
は
、
蔭
木
英
雄
が
、
「
中
厳

の
詩
が
宋
詩
的
で
あ
る
こ
と
の
第
三
の
理
由
」
と
す
る
、
「詳
し
い
叙
述
、
細
か

い
描
写
等
」
に
か
な

う
も
の
と
し
て
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
蔭
木
は
次
の
如
く
説
く
。

お
と疑

さ
れ
た
亀
寄
と
い
う

の
は
、
中
厳
自
身
を
暗
に
う
た
っ
て
い
る
の
か
い
な
い
か
の
穿
馨
は
さ
て
お
い
て
、
唐
詩
で
は
取
り
上
げ
ら

れ
な
い
蝸
や
根
切
り
虫
、
た
に
し

・
お
た
ま
じ

ゃ
く
し

・
蜂
等
の
小
動
物
に
目
を
注
い
で
い
る
の
は
、
黄
山
谷

の

「演
雅
」
が
想
起

さ
れ
、
宋
代

の
詩
風
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
典
故
や
比
喩
を
吟
味
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
く
る
、
は
な
は
だ
し
い
誤
解
で
あ
る
。

一
体
に
、
庚
寅
の
年

(
=
二
五
〇
)
は
、
自

然
界
に
奇
怪
な
現
象
が
起

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
人
々
が
そ
の
よ
う
な
現
象
に
眼
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
御

霊
信
仰
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
実
際
、
こ
の
詩
も
、
建
武
中
興
破
れ
、
足
利
尊
氏
、
直
義
、
高
師
直
な
ど
が
相
い

乱
れ
て
争

っ
て
い
る
時
に
書

か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
厳
が
、
建
武
中
興

の
期
待
を
表
わ
す
よ
う
に

「原
民
」

「
原
僧
」
を
上
書
し
、

時
弊
を
正
し
め
ん
と
し
た
後
に
あ
た
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
記
さ
れ
た

「怪
」
が
、
単
な
る
自
然
界
の
現
象
で
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

果

せ
る
か
な
、
詩
中
の
小
動
物
は
、
時
弊
と
関
係
が
あ
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　

　

　

　

三
句
目
の

「蒲
鷹
」
は
、
が
ま
と
あ
し
と
い
う
、
政
治
の
行
わ
れ
や
す
い
も
の
の
た
と
え
で
あ
る
。

ゆ
え
に

「敏

政
」、
即
ち
、
政
治

に

つ
と
め
る
、
と
い
う
言
葉
を
配
し
た
の
で
あ
る
。
「
蒲
盧
」
と

「敏
政
」
は
、

い
ず
れ
も

『中
庸
』
に
載
る
語
で
あ
り
、

本
来
あ
る
べ

き

理
想
政
治
を
喩
し
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
「蒲
」
と

「盧
」
は
、

具
体
的

に
は
、

南
朝
と
北
朝

の
天
皇
を
指
す

こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
四
句
目
に
は
、
「
細
腰
」
と
い
う
悪
政

の
イ
メ
ー
ジ
の
語
を
配
し
た
。
『後
漢
書
』
馬
援
伝

の

「呉
王
好
剣
客
、
百
姓
多
瘡
癩
、

楚

王
好
細
腰
、
宮
中
餓
死
」
と
い
う
故
事
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
第
三
句
が
善
政
、
第
四
句
が
悪
政
と
い
う
正
反
対
の
語
を
示
し
な
が
ら
も
、

こ
の
両
句
は
、
同
じ
イ

メ
ー
ジ
で
統

一
さ
れ
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て
い
る
。
「
蒲
鷹
」
「
細
腰
」
は
、
『爾
雅
』
蒲
盧
注
に
、
「蒲
盧
即
細
腰
、
蜂
也
」
と
あ
る
如
く
、
と
も
に
和
名
じ
が
ば

ち
の
こ
と
を
意
味

　

　

　

　

す
る
か
ら
で
あ
る
。
じ
が
ば
ち
は
、
地
面
に
巣
を
作
る
こ
と
と
、
他

の
虫
に
卵
を
生
み
つ
け
て
成
長
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、
ダ
ー
テ
ィ

な
イ

メ
ー
ジ
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
天
皇

の
徳
を
表
わ
す
言
葉
に
も
か
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
妙
味
な

の
で
あ
り
、
ま
た
、

五
山
僧
が
尊
ん
だ

「春
秋
の
筆
法
」
に
も
あ
た
る
も
の
だ

っ
た
。

比
喩

の
複
雑
さ
に
気
づ
き
、

一
句
目
、
二
句
目
を
振
り
か
え

っ
て
み
る
と
、
蝸
、
蜂
、
蛤
、
田
螺
も
子
細
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
第

一
、

　

　

　

　

蜂

を
根

切

り
虫

、

蛤

を

は

ま
ぐ

り

と

訳

す

の

で

は
、

何

の

こ
と

か

、
皆

目

わ

か

ら

な
く

な

っ
て

し
ま

う

。

こ

こ

で

は
、

鉾

は
か

ま
き

り

で

　

　

　

は
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
蛤
は
か
え
る
で
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
の
わ
け
は
、
第

一
句
の
蝸
牛
に
秘
め
ら
れ
て

い
る
。
蝸
牛
と
い

え
ば
、
『
荘
子
』
則
陽
篇
に
よ
る
、
「
触
蛮

の
争
い
」
あ
る
い
は

「
蝸
角

の
争

い
」
と
し
て
、
漢
文
初
学
の
も
の
も
知

る
著
名
な
寓
話
が
思

い
出
さ
れ
る
。
中
厳
は
、
こ
の
寓
話
を
、
足
利
尊
氏
、
足
利
直
義
、
高
師
直
が
乱
れ
争
う
さ
ま
と
結
び

つ
け
た
の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、

蜂
も
蛤
も
、
争

い
に
関
係

の
あ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
鉾
は

『
爾
雅
』
釈
虫
に
、
「
莫
貌
、
蟷
娘
、
鉾
」
と
あ
り
、
「
蟷
螂
の
斧
」

で
知
ら

　

　

　

　

　

　

　

れ
、
戦
争
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
、
か
ま
き
り
な
の
で
あ

っ
た
。
蛤
も
司
馬
相
如
の

「
上
林
賦
」
で

「
又
蛤
魚
蛙
名
」
と
す

る
よ
う
に
か
え
る

　

　

　

　

で

あ

り
、

こ
れ

も
、

蘇

転

が

「
蛙

鳴

青

草

泊

、

蝉

燥

垂

楊

浦

」

と

う

た
う

よ

う

に
、

や

か

ま

し

く

騒
ぐ

も

の
で
あ

る

か
ち

、

か
ま

き

り

と

　

　

　

お
似

合
い
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
、

つ
ま
ら
ぬ
騒
ぎ
を
好
む
も
の
が
集
合
し
て
い
る
さ
ま
が
、
「井
田
螺
」、
即
ち

「
た
に
し
と

　

　

　

な
る
」
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
集
合
す
る
さ
ま
に
、
た
に
し
を
使

っ
た
の
は
、
鉾
の
他
の
意
味
、
「
が
ざ
み

(蟹

に
似

た
大
き
な
虫
)
」

と
、
蛤

の
他
の
意
味
、
「
大
は
ま
ぐ
り
」
と
が
、

同
じ
甲
殻
類
、

貝
類
の
小
動
物
と
い
う
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
る
た

　

　

　

　

　

め
で
あ
る
。
和
歌
の
か
け
こ
と
ば

に
も
似
た
こ
の
技
法
は
、

第

一
句
、

第
二
句
の
聯
に
の
み

使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

蛤

は
、

『広
雅
』
釈
魚
に

「蛤
蒲
盧
」
と
あ
る
よ
う
に
、
第
三
句
と
も
つ
な
が

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

　

　

　

　

　

さ

ら

に
、
第

五
、

第

六

句

を

み

よ

う
。

「
微

物

が

大

地

を

動

か

す
」

と

い
う

の
は

、
第

四

句

ま

で
述

べ

て

き

た
、

つ
ま

ら

ぬ

も

の
が

、

大

地

で
騒

ぎ

う

ご

め

い

て

い

る
様

子

を

ま

と

め
た

の

で
あ

る
。

そ

し

て

、

そ

の
さ

ま

が

、
「
人

が

池

の
中

に
立

っ
て
、

お

た

ま

じ

ゃ
く

し

を
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び

っ
く
り
さ
せ
、
散
ら
す
L

の
と
同
様
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ん
と
、
第
六
句
の
蜷
は
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
だ
か
ら
、
こ
の
句
も
か
え
る
、

即
ち
第
二
句
の

「蛤
」
と
、
遠
く
呼
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
構
成
上
の
特
徴
は
、
最
後
ま
で
引
き

つ
が
れ
る
。
第
八
句
、
「繊
尾
欺
亀
寄
」

は
、

お
た
ま
じ

ゃ
く
し
と
亀
と
は
、

尾
が

似

て
い
る
と
い
う
表
面
の
意
味

で
あ
る
が
、

こ
れ
は
何
も
、

蔭
木
が
言
う
よ
う
に
、
「
小
動
物
に
目
を
注
い
で
い
る
」
ご
と
か
ら
生
み
だ

さ
れ
た
、
自
然
観
察
の
細
か
さ
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
亀
さ
ん

(亀
寄
)
は
中
厳
自
身
で
あ
り
、
龍
王
は
天
皇

の
た
と
え
な
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
亀

は
龍
と
同
じ
く
、
四
霊
の
一
つ
で
、
王
の
臣
た
り
う
る
が
、
そ
う
で
な
い
足
利
氏
な
ど
の
蜷
料
が
、
王
臣
の
ふ
り
を

し
て
い
る
の
が
け
し
か
ら
ん
と
中
厳

は
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
北
朝
正
慶
二
年

(
一
三
三
三
)

に

「
原
民
」
「
原
僧
」

を
上
書
し
た
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
中
厳

は
、
受
業

の
師
、
曹
洞
宗
宏
智
派
の
東
明
慧
日
を
嗣
が
ず
、
大
慧
派
の
東
陽
徳
輝
を
嗣
い
だ
こ

と

に
よ

っ
て
、
東
明
派
の
連
中
か
ら
迫
害
を
受
け
て
い
た
が
、
そ
の
連
中
も
蜻
餌
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
十
句
の

「疑
浮
東
海

波
」
は
、
そ
の
迫
害
に
よ

っ
て
、
詩
を
作

っ
た
観
応
元
年

(
=
二
五
〇
)
七
月
、
利
根
に
移

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

お
と

(
11
)

た
が

っ
て
、
「
疑
さ
れ
た
亀
寄
と
い
う
の
は
、

中
厳
自
身
を
暗
に
う
た

っ
て
い
る
か
い
な
い
か
の
穿
整
は
さ
て
お
い
て
」

と
い
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
は
、
こ
の
詩

の
訴
え
る
力
の
強
さ
を
見
落
す
重
大
な
誤
り
を
犯
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
十
二
句
で
、

「
吾
詩
重
吟
峨
」
即

ち
、
「
私
中
厳
は
、

こ
の
詩
で
、

春
秋

の
筆
法
を
使

っ
て
う
た
っ
て
い
る
」
と
す
る
の
も
、
中
厳
の
政
治
に
か
け
る
情
熱
の
た
ま
も
の
な

の
で
あ
る
が
、
蔭
木
の
よ
う
な
読
み
で
は
、

こ
の
点
も
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
。

政
治
に
か
け
る
情
熱
を
押
さ
え
な
い
、
唐
詩
的
な
特
徴
は
、
最
後
の
聯
で
極
ま
る
。
油
は
亀

(中
厳
)
や
魚
か
ら
出
る
も
の
で
あ
る
。
'

錦

は
天
皇
が
施
す
善
政
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、
『
杜
陽
雑
編
』

に
、

大
中
初
、
女
王
国
貢
龍
油
綾
、
魚
油
錦
、
絞
彩
尤
異
、
皆
入
水
不
濡
湿
云
、
有
龍
油
魚
油
故
也
、

と
あ
る
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
中
厳
が
、
身
を
も

っ
て
、
天
皇
の
善
政
に
資
た
ら
ん
と
し
た
献
策
が
、

「
油
与
錦
」
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
祝
舵

の
倭

に
勝

っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
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な

お
、

五

山

文

学

全

集

版

で
、

飽

に
作

る

の

は
、

鮭

の
誤

植

で
あ

ろ
う

。

こ

の
詩

は
、

螺

、

案

、

蜷

、

寄

、

波

、

峨

と

歌

韻

で
押

韻

し

　

て
い
る
の
で
、
舵
で
な
く
て
は
詩

に
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
ま
た
、
邪
も
那

の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
「倭
」
は
、
『
論
語
』
雍

也
篇
の
よ
う
に
、

ず
る
が
し
こ
い
意
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
た
才
能
が
あ
る
こ
と
の
意
で
あ
る
か
ら
、
邪
と
は
結
び

つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
自
己
の
上
表
が
、
祝
舵

の
優
れ
た
行
な
い
よ
り
も
可
で
あ
る
と
す
る
心
意
気
を
誰
が
知

っ
て
い
る
の
か
…
…
と
い

う
訴
え
は
、
決
し
て
蔭
木
の
言
う
よ
う
に
、

つ
と
め
て
感
情
を
お
さ
え
よ
う
と
す
る
宋
詩
的
特
徴
と

つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

北
村
沢
吉
の
、
こ
の
詩
を
含
む
四
篇

の
詩

の
評
に
、
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。

此
等
の
諸
作
を
似

て
見
る
も
、
彼
が

一
般
詩
僧

の
沈
静
冷
寂

に
入
ら
ず
、
死
灰
と
な
ら
ず
し
て
生
命
あ
り
。
即
ち
千
理
の
人
に
あ
ら

ず
し
て
情
の
人
た
り
し
を
知

る
べ
き
な
り
、
今
其
の
乱
離
風
塵

の
世

に
寄
せ
し
彼
が
満
腔
の
同
情
は
、
実
に
少
陵
を
再
生
せ
し
め
の

(
12
)

観
あ
り
。

一
方
、
小
動
物
を
列
挙
す
る
よ
う
な
こ
と
は
唐
詩

に
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
か
ら
、
蔭
木

の

「小
動
物
に
目
を
注
い
で
い
る
の
は
、
黄
山

(
13

)

谷

の

『演
雅
』
が
想
起
さ
れ
る
」
と
言
う
の
は
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
方
も
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
も
黄
山

谷

の
次

の
よ
う
な
特
徴
を
知
ら
な
い
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
荒
井
健
は
述
べ
る
。

山
谷
の
詩
学
に
お
い
て
は
、
古
典
に
関
す
る
学
識
を
積
む
こ
と
が
最
大
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。

(略
)
か
れ

(山
谷
)
は
い
う
。

杜
甫

の
詩
と
韓
愈
の
文
ー
唐
代
文
学
の
代
表
的
作
品
1
に
は
、

一
字

一
句
も
と
つ
く
所
が
あ
る
。
後
人
は
浅
学

の
ゆ
え
に
、
そ
れ
に

(
14

)

気
づ
か
ぬ
だ
け
な
の
だ
。

虎

関
、
中
厳

に
と
ど
ま
ら
ず
、
五
山
僧
は
、
黄
山
谷
を
愛
し
、
彼
と
同
じ
意
識
で
杜
甫
、
韓
愈
を
仰
ぎ
見
て
い
た
。
道
を
修
む
べ
き
五

山
僧
が
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
に
犯
さ
れ
て
ゆ
く
の
も
、
実
は
、
こ
の
黄
山
谷
に
代
表
さ
れ
る
宋
代

の
傾
向

に
よ

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。以

上
、
「
後
無
価
軒
記
」
と

「庚
寅
七
月
六
日
早
涼
、

走
筆
記
怪
」
を
見
、

典
故
解
明
の
無
視
が
、
ど
の
よ
う
な
誤

っ
た
見
解
を
生
み
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出
す
か
を
紹
介
し
た
。
今
後
は
、
初
め
か
ら

「近
代
的
自
我
」
と
い
っ
た
概
念
に
引
き

つ
け
る
意
図
で
五
山
文
学
を
み
る
こ
と
な
く
、

つ

一
つ
の
詩
文
を
、
て
い
ね
い
に
読
解
し
て
、
五
山
文
学

の
国
文
学
史
上
の
位
置
を
正
し
く
確
定
さ
せ
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

「庚
寅
七
月
六
日
早
涼
、
走
筆
記
怪
」
は
、
複
雑
な
構
成
だ

っ
た
の
で
、
左

に
肝
要
な
点
を
図
示
す
る
。

※
蒲
盧
は
四

つ
の
意
味
を
持
ち
、
甲
殻
類
の
貝
類

の
グ

ル
ー
プ
と
、
水
に
浮
ぶ
動
植
物
の
グ
ル
ー
プ
と
を
つ
な
ぐ
役

割
を
す
る

甲

殻
類

貝

類

の
小

動

物

昌=.磐

び
ー

か
た
つ
む
り

比

が

ざ

み

は
ま
ぐ

り

鉾

蛤

A

か
ま

一き
り

(
か
「兄
る
)

争

い

と

関

係

の

あ

る

た

に

し

田

螺

群
れ
を

B

な
す
さ

ま

は
ま
ぐ

り

蝸

牛

喩
1
↓
『
荘
子
』
の
故
事

蒲

盧

(
じ
が
ば
ち
)

一

政

治

に

関

す

る

こ

と

小

動

物

(
善
政
)

　

　

　

　

比

喩
r

↓

あ
し
と
が

ま

蒲

旦

(
悪
政

)

女
性

の
柳
腰

(『後
漢
書
』)

B
(
じ
が
ば

ち
)

細

腰

言
葉

の

ー
↓

ふ

く

べ

あ

そ
び

ふ

く

べ

(
悪
政
)

足
利
氏
な
ど

、
治
を
乱
す
も

の

お
た
ま
じ

ゃ
く

し

水

に

浮

ぶ

動

植

物

蝦

暮

A
(
か
え

る
)

亀謙

麟 呈
聾 碧 亟

龍香 一あ
里

 

か
め

り

ゆ
う

※
グ
ル
ー
プ
間
を
飛
び
越
え
て
、
言
葉

の
遊
び
を
よ
り
印
象
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
④

の

「
か
え
る
」
と
⑬

の

「
じ
が
ば
ち
」
が
あ
る
。
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前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
五
山
僧

の
詩
文

に

"生
活
の

「理
」
"
を
認
め
る
こ
と
は
、

五
山
僧

の
知
的
遊
戯
を
看
過
す
る
こ
と
か
ら
導

き
出
さ
れ
た
こ
と
が
明
瞭
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
安
良
岡
、
蔭
木
両
氏
の
よ
う
な
論
と
噛
み
合

っ
た
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
五
山
僧
が

し
ば

し
ば
用

い
た

「
理
」
と
い
う
言
葉
自
体

の
解
明
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
国
文
学
の
こ
と
は
全
く

の
素
人
で
あ
り
、
そ
の
方
面
に
お
け
る
理

(
こ
と
わ
り
)

の
あ
り
方
な
ど
は
、
安
良

岡
の

「中
世
的
文

(
15

)

芸
の
特
質
を
求
め
て
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
承
る
し
か
な
い
が
、
五
山
僧
を
含
め
た
中
世
的
作
家

の
あ
り
方
と
し
て
、
次
の
よ
う

な
結
論
を
出
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
性
急
に
言
え
る
の
か
疑
問
を
呈
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
安
良
岡
は
述

べ
る
。

中
世
的
作
家
は
、
こ
の

「
理
」
を
、
全
存
在
を
傾
け
て
、
真
実
に
、
真
剣
に
追
求
し
、
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
結
果
、

現
実
に
押
し
流
さ
れ
、
現
実
に
埋
没
し
去
る
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
そ
れ
を
少
し
で
も
超
出
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
発
揮
す
る
に
至

っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
態
度
が
、
宗
教
的
、
政
治
的
、
あ
る
い
は
芸
能
的
、
生
活
的
と
い
う
よ
う
な
各
方
面
に
、
実
践
の
規

(
16
)

矩
を

「
理
」
と
し
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
。

一
体
、
実
践

の
規
矩
と
言

っ
て
も
、
五
山
僧
の
実
践
と
は
何
を
意
味
し
て
い
た
か
、
ま
た
他
の
中
世
作
家
と
五
山
僧
を
同

一
の
意
識
を
持

つ
も

の
と
見
倣
し
て
よ
い
か
な
ど
の
多
く
の
問
題
が
横
た
わ

っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
虎
関
や
中
厳
は
、

「
理
」
を

「
道
」
や

「醇
」
と
と
も
に
使

っ
て
い
る
場
合
が
多

い
の
で
、
そ
れ
ら
の
関
係
も
吟
味
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
「
理
」
が

「道
」
と
同
じ

(
17

)

概
念
だ
と
す
る
と
、
中
世
文
学
の
理
念
を

「道
」
と
見
倣
し
て
い
る
小
西
甚

一
ら
の
早
く
か
ら
の
指
摘
が
あ
る
わ
け
で
、
敢
え
て

「
理
」

を
言
わ
な
く
て
も
と
い
う
考
え
も
成
り
立

つ
の
で
あ
る
。

虎
関
師
錬
が
儒
禅

一
致
の
立
場
で
あ

っ
た
こ
と
は
他
で
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
深
入
り
は
し
な
い
が
、
同
じ
儒
禅

一

致
の
書
、
『
大
明
録
』
に
、
猛
烈
な
反
駁
を
加
え
て
い
る
の
で
若
干
触
れ
て
お
こ
う
。
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(
18

)

そ
れ
、
儒

の
五
常
と
我
が
教
の
五
戒
と
は
、
名
、
異
な
る
も
、
義
、
斉
し
く
て
合
わ
ざ
る
を
え
ず
。

(
18
)

と

い
う
虎
関
が
圭
堂
居
士
を
非
と
し
た
の
は
、
「
人
道
を
主

に
す
る
の
は
儒
教
で
あ
る
」
と
し
、
「仏
教

・
道
教
は
人
道
を
伴
と
す
る
」
と

述
べ
る
圭
堂

の
三
教

の
位
置
づ
け
に
あ

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
虎
関
は
、

「儒

・
道
は
仏
教
の
人
天
乗

(
小
乗
)

に
す
ぎ
ず
、
声
聞

・
縁
覚

(
18
)

乗
よ
り
も
劣
る
」
と
し
、
仏
教
の
優
位
性
を
強
く
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
人
天
乗

に
限

っ
て
も
、
仏
教
は
、
儒

・

道
を
超
え
て
お
り
、
圭
堂
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
だ
け
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
虎
関
は
、

儒
教
が
主
で
、
人

・
道
が
伴
と
い
う
の
は
、
儒
教
を
歴
代
の
天
子
が
順
奉
し
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
時
勢
が
そ
う
思
わ
れ
易
く

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ど
ち
ら
が
主
で
、
ど
ち
ら
が
伴

か
と
い
う
よ
う
な
問
題

は
、
時
勢

に
と
ら
わ
れ
て
考
え
て
は
い
け
な
い
の

、

(
18
)

で
あ
る
。
道
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
こ
に
真
理
が
あ
る
か
否
か
で
見
る
べ
き
で
、
事
跡
を
も

っ
て
見
て
は
い
け
な
い
。

と
言

っ
て
お
り
、
真
理
が
時
勢
に
な
り
に
く
く
、
捉
え
に
く
く
、
そ
れ
だ
け
現
実

に
は
存
在
し
に
く

い
も

の
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
虎
関
は
、
「
理
」
を

一
般
的
な

「真
理
」
と
い
う
意
味
で
使

っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
「
詩
話
」

で
も
、

趙
宋
の
人
が
詩
を
評
し
て
、
朴
古
平
淡
を
貴
び
、
奇
工
豪
麗
を
賎
し
む
は
尽
さ
ざ
る
た
り

の
み
。
そ
れ
詩
の
言

た
る
や
、
必
ず
し
も

、

(
19
)

「古
淡
な
ら
ず
、
必
ず
し
も
奇
工
な
ら
ず
、
理
に
適
う
の
み
。

と
、
「
理
」
を

一
般
的

に
言
う
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
明
確
な
説
明
が
必
要
と
さ
れ
る
言
葉
と
し
て
使

っ
て
い
る
気
配
は
な
い
。

(
20
)

さ
ら
に
、
陶
淵
明
に
関
す
る
評
で
は
、
「
理
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
な
い
が
、

ど
う
い
う
詩
人
が

「
理
」

に
適

っ
た
詩
人
な
の

か
は
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
陶
淵
明
は
、
万
端
た
る
詩
格

の
一
た
る

「沖
澹
」

の
面
で
す
ぐ
れ
て
い
る
が
、
役
人
を
辞
し
た
こ
と
は
責

め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
大
賢
の
政
を
な
す
は
小
を
言
わ
ず
」
で
、

小
県
だ
か
ら
と
、

簡
単
に
そ
の
役
職
を
棄
て
る
の
は
、

行

な
い
に
お
い
て
問
題
あ
り
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

最
後
に
、
「
我
れ
詳
さ
に
行
事
を
考
え
て
詩
に
合
わ
す
」
と
言
い
、
詩
は
、

表
現
の
生
み
出
す
好
情
性
や
思
想
性
で
は
な
く
、
詩
人
の
政
治
的
立
場
と
そ
の
行
動

に
よ

っ
て
こ
そ
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の

で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
「
理
」
は
、

政
治
的
な
純
粋
性
や
整
合
性
を
得
た
時

の
謂

い
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

虎
関
は
、
こ
の
よ

う
な
状
態
を

「醇
」
と
名
付
け
、
中
国
に
お
い
て
は
、
韓
愈
な
ど
の
、
極
め
て
稀
な
人
物
し
か
到
達
し
て
い
な
い
と
見

る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
日
本
は
、
中
国
や
イ
ン
ド
と
は
異
り
、
「醇
」

に
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
と
言
う
。

予
、
博
く
印
度
、
支
那
の
諸
籍
を
見
る
に
、
未
だ
此
方
の
醇
淑
な
る
が
ご
と
く
あ
ら
ず
、
何
ん
と
な
れ
ば
神
世

一
百
七
十
九
万
二
千

四
百
七
十
余
歳
、
人
皇
二
千
年
、

一
刹
利
種
、
系
聯
禅
譲
し
て
未
だ
嘗

っ
て
移
革
せ
ず
、
相
の
胤
も
亦
た
然
り
、
閻
浮
界
裏
、
豊
に

是
の
如
き
至
治
の
域
あ
ら
ん
や
。
政
を
以
て
仏
乗
繁
茂
し
て
率
土
和
沿
し
、
君
主
崇
拝
し
て
歳
暦
綿
逸
な
り
。
亦

た
我
が
真
宗

の
助

(
21
)

化
に
よ
る
か
。

仏
教

の
繁
栄
は
、
天
皇
家
が

「
系
聯
禅
譲
し
て
未
だ
嘗

っ
て
移
革
し
な
い
」
故
で
あ
り
、
仏
教
は
そ
の

「助
化
」

に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。

つ
ま
り

「醇
」

の
本
質
は
、
変
ら
な
い
こ
と
に
あ
り
、

そ
の
典
型
が
天
皇
家
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
不
変
性
」
を

「醇
」
と
い

う
概
念

に
昇
化
し
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
虎
関
の
活
躍
し
た
時
代
が
、
変
動
の
時
代
だ

っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
詩
文
な
ど

の
表
現
と
の
関
係
で
、
「
醇
」
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

予

に
数
童
あ
り
、
狂
游
戯
誰
し
て
諦
習
を
好
ま
ず
。
予
、
鞭
答
講
誘
し
て
、
そ
れ
、
詩
を
賦
せ
し
む
。
童
、
曰
く
、
声
律
を
知
ら
ず
。

予
、
曰
く
、
声
律
を
用
い
ず
、
た
だ
五
七
を
排
せ
よ
。

童
、
唄
愁
怨
懇
す
。

予
、
恕
さ
ず
。

童
、
や
む
を
得
ず
し
て
句
を
呈

(
22

)

す
。
寮
渋
封
拙

に
し
て
、
あ
る
い
は
文
理
を
成
さ
ず
。
そ
の
中
、
往
々
に
醇
全
の
趣
き
を
得
る
あ
り
。
予
、
常
に
愛
佐
す
。

声
律
を
知
ら
な
い
見
習

い
僧

に
無
理
や
り
詩
を
作
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
中
に
、
し
ば
し
ば

「醇
全
の
趣
き
」
を
得
た
も

の
が
あ
る
こ
と

そ
こ

を
例
と
し
、
「
世
の
詩
書
を
学
ぶ
者
が
、
工
奇
に
傷
な
わ
れ
て
、

作
者
の
域
に
至
ら
な
い
の
は
、

み
な
、
こ
れ
、
討
較

の
過
な
り
」
と
、

も
と

(比
)
較
を
討
め
、
技
巧
に
走
る
弊
害
を
指
弾
す
る
。
さ
ら
に
、

そ
れ
、
童
該

の
愚
骸
無
知

に
し
て
、
醇
全

の
気
あ
る
は
、
朴
質

の
た
め
な
り
。
故
に
曰
く
、
詩
を
学
ぶ
者
、
童
子

の
醇
意
を
知
ら
ず

(
22
)

ぽ
詩
を
言
う
べ
か
ら
ず
。
(略
)
学
者
、

先
づ
、

醇
全

の
意
を
立
て
、
輔
く
る
に
修
練
の
功
を
以
て
せ
ば
至
り
易

し
と
な
す
L
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と
言
い
、
童
子
に
見
ら
れ
た

「
醇
全
の
気
」
を
学
ぶ
の
が
先
で
、
そ
れ
か
ら
技
巧
に
従
事
す
べ
き

こ
と
を
訴
え
る
。

虎
関
が
、
「
朴
質
」
を

「醇
」

に
向
う
必
要
条
件
と
強
調
し
た
の
は
、

当
今

の
者
が
あ
ま
り
に
も
技
巧
主
義
に
走
り
す
ぎ
、

本
質
的
な

も

の
を
見
失

っ
て
い
る
弊
を
正
さ
ん
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
虎
関

の
口
吻
が
、
蔭
木
の

(
23
)

純
に
し
て
朴
な
る
淳
は
、
詩
文
の
修
練
を
積

ん
で
文
理
を
会
得
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
精
な
る
醇
に
到
達
す
る
。

と
言

っ
た
見
方
を
生
む
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
で
は
必
要
条
件
を
十
分
条
件

に
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
好
ま
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

中
世

に
お
い
て
、

誰
も
が
虎
関
の
許
で
、

見
習
い
僧
に
な
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

文
中
の

「
童
核
の
愚
骸
無
知
」
と
言
う
こ
と
か
ら
、
「醇
全

の
気
」
を
持
て
る
人
間
を
、
無
制
限
に
拡
大
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
ふ
ま
え
、
「討
較

の
過
」
を
、
も
う
少
し
な
が
め
て
み
よ
う
。
虎
関
は
、
荘
子
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

始
め
、
予
、
荘
子
を
読
む
、
そ
の
玄
高
奇
広
を
愛
す
。
お
も
え
ら
く
、
諸
子
の
及
ば
ざ
る
所
な
り
と
。
後
、
列
子
を
得
た
り
。
さ
き

の
玄
高
奇
広

は
、
み
な
、
列
子
の
文
な
り
。
た
だ
、
周
、
潤
色
を
加
す
。
故
に
、
我
れ
を
し
て
そ
の
文
を
愛
せ
し
む
の
み
。
そ
れ
、

文
は
言
を
立
て
る
こ
と
は
難
し
。
言
を
好
く
す
る
こ
と
は
易
し
。
け
だ
し
、
列
子
は
先
に
し
て
、
荘
子
は
後
な
り
。
故
に
、
列
子
の

文
、
簡
易
な
る
は
、
言
を
立
て
る
な
り
。
周
、
乗
纈
し
て
修
飾
す
。
故
に
、
周
の
文
、
奇
難
娩
麗
な
り
。
或
る
人
の
曰
く
、
「
荘
周
、

識
高
く
、
才
博
し
。
あ
に
、
必
ず
し
も
禦
憲
に
采
ら
ん
や
。
た
だ
、
そ

の
載
せ
る
所
の
事
、
た
ま
た
ま
同
じ
き
か
」。

予
、

曰
く
、

「
然
ら
ず
、

荘
子
、

巳
に
列
禦
憲

の
一
篇
を
立

つ
。
列
子
を
見
ず
と
な
さ
ず
。
多
く
そ
の
事
を
収
む
。
周
、
廉

な
ら
ず
。
中
世
以
来
、

(
24
)

文
章
、
陵
遅

・
沿
襲

・
剰
窃
し
て
、
己
れ
よ
り
出
す
も
の
鮮
し
。
荘
子
は
中
古
剰
窃

の
文
か
」。

荘

子
の
表
現
は
、
お
も
む
き
が
深
く
、

い
た
る
処
に
独
創
性
が
み
ら
れ
る
と
思

っ
た
が
、
類
似

の
表
現
が

「
列
子
」

に
も
み
ら
れ
る
し
、

そ

ち
ら
の
方
が
簡
潔
な
表
現
で
あ
る
か
ら
、
列
子
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
、
荘
子
は
剰
窃
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
言
う
。
荘
子
が
、

後
生
に
、
剰
窃
を
教
え
た
罪
は
大
き
い
と
虎
関
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

(
25
)

王
安
石
も
同
様
で
あ
る
。
彼

の

「被
香
殿
上
留
朱
輩
、
大
液
池
辺
送
玉
杯
」
は
柳
宗
元
の

「
大
液
波
翻
、
被
香
簾
捲
」
と
い
う
句
を
模
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し
て
お
り
、
さ
ら
に

「
北
澗
欲
通
南
澗
水
、
南
山
正
逡
此
山
雲
」
が
白
楽
天
の

「
東
澗
水
流
西
澗
水
、
南
山
雲
起
北
山
雲
」
を
、

「肘
上

柳
生
渾
不
管
、
眼
前
花
発
即
欣
然
」
が
同
じ
く
白
楽
天
の

「花
発
眼
中
猶
足
怪
、
柳
生
肘
上
亦
欣
休
」

に
よ

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
剰

窃

は
下
だ
と
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

そ
れ
詩
人
の
剰
窃
は
常
な
り
。
然
れ
ど
も
三
つ
の
窃
あ
り
。
勢
を
窃
む
は
上
た
り
。
意
を
窃
む
は
中
た
り
。
詞
を
窃
む
は
下
た
り
。

そ
の
詞
を
窃
む
は

一
詩
の
中
、

一
句

一
、
両
字
の
み
、
な
お
下
と
す
。

一
連
双
偶
、
並
び
取
る
。
な
ん
ぞ
下
下

に
あ
ら
ず
や
。

詞
を
窃
ん
だ
こ
と
に
関
し
て
、
「他
人
は
あ
る
い
は
恕
す
も
、

荊
公
は
赦
さ
じ
」
と
言
い
、

王
安
石
な
る
が
故
に
、
そ

の

「詞

の
剰
窃
」

は
許
す
べ
き
で
な
い
と
見
倣
す
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
他
人
と
王
安
石
は
異
る
の
か
?

王
安
石
は
、
狐
白
乎
、
即
ち
、
尊

ぶ
べ
き
優
れ
た
能
力
を
持

っ
て
い
る
人
間
で
あ
る
の
に
、
衣
詩
、
即
ち
、
意
を
体
し
な
い
で
詞
だ
け
を
窃
ん
で
う
わ
べ
だ
け
の
ま
ね
の
詩

な
ど
を
創

っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
王
安
石
も
宰
相
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
影
響
力
た
る
や
荘
子
に
も
劣
ら
な
い
。
だ
か
ら
彼

は
よ
き
模
範

を
示

す
べ
き
で
あ

っ
た
。
そ
れ
な
の
に
悪
い
例
の
創
始
者
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
と
責
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
王
安
石
が
取
る

べ
き
道
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
、
即
ち
、
窃
む
べ
き

「勢
」
と
は
何
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
前
述
し
た
陶
淵
明
に
関
す
る

論
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
。
虎
関
は
、
官
吏
を
捨
て
た
淵
明
の
行
為
を
批
判
し
た
後
、

後
世
、
道
を
聞
く
者
は
鮮
し
。
却
て
俄
か
に
去
る
を
以
て
、
元
亮
の
高
き
と
な
す
。
(略
)
我
れ
、

お
も
う
。

元
亮
、
こ
こ
に
善
く

し
、

一
彰
沢
よ
り
推
れ
て
朝
に
上
ら
ば
、
な
ん
ぞ
卯
金
の
纂
あ
ら
ん
や
。
そ
れ
、
潔
を
身
に
守
る
者
は
易
し
。
和

を
邦
に
行
な
う
は

(
26
)

難
し

と
述

べ
、
批
判
さ
れ
る
原
因
は
、
「
道
」
を
聞
か
ず
、
「和
」
を
邦

に
行
な
わ
な
か

っ
た
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

「和
」

は
、
あ
く
ま
で
も
、

政
治
的
観
点
、

つ
ま
り
儒
教
的
傾
向

の
強

い
も
の
で
あ

っ
て
、
国
の
秩
序
を
正
し
、
平
和

に
さ
せ
る
と
い
っ

た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「和
」
を
邦
に
行
な
う
難
事

に
立
ち
向
う
こ
と
こ
そ

「道
」
を
聞
く
者
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

王
安
石
も
、
実
は

「和
」
を
行
な
わ
な
か
っ
た
と
虎
関
に
見
倣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
邦
に

「和
」
を
行
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
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は
責
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
必
然
性
が
中
国
に
は
あ

っ
た
。
移
革
し
た
た
め
に

「醇
」
な
る
要
素
が
少
な

い
か
ら
で
あ
る
。
虎
関
は
、
こ
の
よ
う
に
、
「
道
」

を
実
践
し
本
源
に
帰
着
す
る
も
の
を

「醇
」
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的

に
、
人
を
し
て

「
道
」

の
実
践

に
向
わ
し
め
る
も
の
と
し
て

「醇
」
を
考
え
た
の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り

「
醇
」

は
、
復
性
的
な
意
味
と
、

天

の
如
き
人
格
神
的
な
意
味

の
両
面
を
備
え
た
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
両
面
性
を
持

つ
が
故
に
、

「醇
」

は
宋
学
で
言
う

「
理
」
と

似

て
く
る
。

実
は
、
虎
関
が

一
般
的
な
真
理
と
い
う
意
味
で
し
か

「理
」
と

い
う
言
葉
を
使
用
し
な
か
っ
た
わ
け
は
、
こ
の
宋

学
の

「
理
」
を
念
頭

に
置
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
朱
子
に
つ
い
て
述
べ
る
。

大
恵
年
譜

の
序

に
云
う
、
「
朱
氏
、

挙
に
赴
い
て
京
に
入
る
。

筐
中
に
、
た
だ
、

大
恵
の
語
録

一
部
あ
り
、

ま
た
他
の
書
な
し
」
。

(
27
)

故
に
知
り
ぬ
、
朱
氏
、
大
恵

の
機
弁
を
剰
み
て
儒
の
体
勢
を
助
け
る
の
み
と
。

朱
子
は
剰
窃

の
主
で
あ
り
、
醇
儒

に
あ
ら
ず
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、

朱
子
の
大
成
し
た

「
理
」
「
気
」
の
二
元
論
も
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
で
な
い
と

一
笑

に
付
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宋
学
の
理
気
説
が
、
華
厳
の
理
事
無
擬

の
思
想
に
よ

っ
て
発
展
し
た
こ
と
は
、

現
在
で
は
、
ほ
と
ん
ど
定
説

に
な

っ
て
い
る
が
、
十
四
世
紀
の
虎
関
は
、
既
に
そ
の
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ

る
。
故
に
、
虎
関
は
、

哲
学
的
思
惟

に
お
い
て
は
、
全
く
、
理
や
気
と
い
っ
た
言
葉
を
使
わ
ず
、
華
厳
の
理
事
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
政
治

へ
の
応
用

と

い
う
局
面
で
、
「
道
」
や

「
醇
」
と
い
う
語
を
使
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
何
ゆ
え
に
、
理
事
相
即
の
思
想
が
、
政
治
的
方
向
性
を
持

つ
、
「
道
」
「醇
」
を
導
き
出
し
え
た
の
だ
ろ
う
か
?

虎
関
は
、

「密
教
は
果
分
可
説
で
あ
り
、
顕
教
は
果
分
不
可
説
」
と
す
る
密
教
側

の
主
張
に
対
し
て
、
「
顕
教
に
も
果
分
可
説
は
あ
る
」
と
し
、
そ
の

拠
り
所
と
し
て
、
樗
伽
経
と
と
も
に
、
華
厳
経
を
用
い
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
彼
は
次
の
よ
う
な
、
法
身

に
つ
い
て

の
説
を
述
べ
る
。

そ
れ
、
我
が
仏

の
説
法
、

一
乗
教
あ
り
、
三
乗
教
あ
り
。
三
乗
教
は
、
事
理
融
せ
ず
、
三
身
隔
別
す
、
如
来
、
権
機
に
応
ず
る
故
に
。

一
乗
教
は
、
事
理
融
摂
し
、
三
身

一
相
す
、
如
来
、
熟
機
に
応
ず
る
故
に
。
け
だ
し
、
法
身

は
理
な
り
。
報
身

は
事
な
り
。
三
乗
の
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教

え

は
、

事

理

融

せ
ず

、

法

・
報

差

別

す

。

一
乗

の
教

え

は
、

事

理

融

即

し
、

法

・
報

一
相

な

り
。

子

の
、

法

.
報

分

か
た
ず

と

い

(
38
)

う

は

こ
れ

な

り
。

我

れ

の
、

報

土

の
相

を
以

て
、

法

身

の
徳

と

す

る

は

こ
れ

な

り
。

　

　

　

一
乗

の
立
場
で
は
、
理
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
事
を
見
て
、
理
を
確
認
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
、
我

々
の
眼
前
に
現
象
す
る
差

別
を
、
法
身

の

「
徳
」
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
徳
」
と
い
う
と
、

人

に
の
み
関
わ
る
言
葉
と

思
わ
れ
勝
ち
だ

が
、
虎
関
に
あ

っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
荘
子
が
、

「道
を
立
て
て
自
然
と
な
す
」
説
を
と
る
の
に
対
し
、
反
駁
し
て
い
る
論
の
中
で
、

「徳
」
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

道
は
自
然
に
あ
ら
ず
、
自
然
は
徳
な
り
。
荘
生
、
道
を
知
ら
ず
、
故
に
、
徳
を
以
て
自
然
と
な
し
て
言
を
な
す
。
(略
)
今
、
そ
れ
、

よ
な

金

砂

、

合

い
淘

げ

ば

、

沙

、

上

に
あ

り

、

金

、

下

に
あ

る

は
自

然

な

り

。

金

は
重

く
、

沙

は
軽

し
。

金

の
重

き

は
、

金

の
徳

な

り
。

こ
れ

に
よ

り

て
言

わ
ば

、

徳

な
り

、

自

然

に
あ

ら

ず

。

若

し
、

自

然

と

言

わ

ば

、

砂
、

ま

た

下

に
あ

る

べ

し
。

実

に

し

か
ら

ず

。

け

だ

し

、
沙

、

重

き

徳

、

無

け

れ
ぽ

な
り

。

お

よ
そ

、

物

み
な

各

々

の
徳

あ

り

。

徳

を

以

て

の
故

に
自

然

の
用

あ

り

。

自

然

に
あ

ら

ざ

る
自

然

な

り
。

我

が

教

中

、
言

え

る

こ
と
あ

り
、

「
人

中

の
造

作

、

天

上

の
自

然
」

と
。

け

だ

し

、
福

業

に
浅

深

あ

り
。

故

に
、

果

報

、
造

作

、

自

然

の
異

あ

り
。

天

上

の
択

、

自

然

と
錐

も

、

ま

た

こ
れ

、

旧

業

の
所

作

な

り
。

三

世

を

以

て
言

わ
ぽ

、

自

然

に
あ

ら

(
29
)

ず
、
作
業
の
徳
な
り
。
鴉
鷺

の
羽
、
荊
棘

の
刺
は
各
々
の
徳
な
り
。
自
然
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

金
が
重
く
、
砂
が
軽
い
と
い
う
物
の
性
は
、

荘
子
の
如
く

「自
然
」
と
み
る
べ
き
で
な
く
、
「
徳
」

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ

(
30
)

の
文

は
、
北
村
沢
吉
が
、
「
荘
子
の
自
然
説
を
排
し
て
左
の
言
あ
り
。

け
だ
し
、

仏
教

の
因
果
説
に
依
り
て
立
論
せ
し
も
の
」
と
述
べ
た

よ
う

に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

虎
関
は
、
荘
子
の
如
く
、

天
地
万
物
を

一
体
化
視
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
会
い
難
き
人
身
」
を
受
け

た

「
徳
」
が
、
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
人
と
し
て
の

「徳
」
を
強
く
意
識
す
れ
ば
、
自
ず
か
ら
報
恩
と
い
う
意

識
を
生
み
だ
す
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
こ
そ
、
華
厳
の
理
事
無
擬
か
ら
、
政
治
性
を
持

っ
た

「道
」

「醇
」

へ
つ
な
が
る
伏
線
が
あ

っ
た
の

で
あ
る
。
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事
情
は
、
中
厳
で
も
同
様
だ

っ
た
。
「
中
正
子
」
方
円
篇
で
、
『荘
子
』
人
間
世
の

一
文
を
引
き
、
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

し

と

荘
周
言
わ
く
、
「吉
祥
は
止
に
止
ま
る
」
と
。

天
を
以
て
自
然
と
な
し
、

仁
義
の
教
え
を
槌
提
す
る
は
、
則
ち
他
な
し
。
専
ら
、
方

(
31
)

に
執
し
て
、
乾
々
不
息
の
道
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

荘
子
の
自
然
説
は
、
天
の
持

つ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
人
格
神
的
な
性
格
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
「
方
」、
即
ち
固
定
的
に
世
界

を
捉
え
て
い
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
を

「
円
」

に
た
と
え
、
「
円
は
運
び
て
停
ら
ず
、

た
だ
停
ら
ざ
る
が
故
に
、

そ
の
用
、

無

窮
な
り
」
と
し
て
い
る
。

荘
子
に
対
す
る
、
如
上

の
発
言
は
、
元
来
、
道
家
が
多
く

「
理
」
を
語

っ
て
い
る
こ
と
を
気

に
し
て
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
仏
教
の

「
理
」

は
、
真
如
で
あ
る
。
そ
し
て
事
相
面

に
お
け
る
理
の
顕
現
が
、
「
道
」
「
醇
」
「
徳
」
な
ど
の
関
係
で
示
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

現
実
世

界

を
よ
り
動
的
に
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
仏
教

の
優
秀
性
だ
と
、
虎
関
も
、
中
厳
も
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
た
ど
り
着
い
た

「
理
」

と

「道
」
の
差
の
意
識

は
、
伊
藤
仁
斎

(
一
六
二
七
～

一
七
〇
五
)
が
次
の
如
く
説
明
す
る
と
こ
ろ
と
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

見
る
べ
し
、
理
の
字
を
も

っ
て
こ
れ
を
事
物
に
属
し
て
、
こ
れ
を
天
と
人
と
に
係
け
ざ
る
こ
と
。
あ
る
ひ
と
謂

え
ら
く
、

「
聖
人
何

が
故
に
か
道
の
字
を
も

っ
て
こ
れ
を
天
と
人
と
に
属
し
て
、
理
の
字
を
も

っ
て
こ
れ
を
事
物
に
属
す
る
や
」。
曰
く
、
「道

の
字
は
も

と
活
字
、
そ
の
生
生
化
化
の
妙
を
形
容
す
る
ゆ
え
ん
な
り
。
理
の
字
の
ご
と
き
は
も
と
死
字
、
玉
に
従

い
里
の
声
、
玉
石
の
文
理
を

謂
う
。
も

っ
て
事
物

の
条
理
を
形
容
す
べ
く
し
て
、
も

っ
て
天
地
生
生
化
化
の
妙
を
形
容
す
る
に
足
ら
ず
。
け
だ
し
聖
人
は
天
地
を

も

っ
て
活
動
と
す
。
故
に

『易
』

に
曰
く
、
「復

は
そ
れ
天
地
の
心
を
見
る
か
」
と
。

老
氏
は
虚
無
を
も

っ
て
道
と
し
、

天
地
を
視

(
31
)

る
こ
と
死
物
の
ご
と
く
し
か
り
。
故

に
聖
人
は
天
道
を
日
い
、
老
子
は
天
理
を
言
う
。

ま
さ
に
、
十
四
世
紀
前
半
、
虎
関
や
中
厳
が
活
動
し
た
時
期
は
、
転
変
極
ま
り
な
き
時
代
で
あ
り
、
到
底
、
人
に
無
関
心
で
い
ら
れ
る
わ

け
が
な
か

っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
人
の
と
る
べ
き

「道
」
が
追
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
中
世
は
、
他
の
時
期
に
比
較
し
て
、
頗
る
原
理
探
求

の
姿
勢
が
旺
盛
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
原
理
た
り
う
べ
き
も
の
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が
揺

ら
い
で
い
る
か
ら
こ
そ
希
求
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
虎
関
や
中
厳
は
、
強
弱

の
差
は
あ
れ
、
天
皇
を
、
拠
る
べ
き
原
点
と
し
た
。
し

か
し
、
現
実
は
ど
う
だ

っ
た
か
。
鎌
倉
幕
府
の
成
立
、
承
久
の
乱
、
北
条
執
権
、
南
北
朝

の
動
乱
と
続
く
時
代
は
、
天
皇
を
支
え
て
き
た

貴
族
が
衰
退
す
る
時
代
で
も
あ

っ
た
。
貴
族
を
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
て
意
識
し
た
五
山
僧
に
危
機
意
識
が
生
ま
れ
な
い
わ
け
が
な
い
。
彼
ら

は

「
報
恩
」

の
行
と
し
て
、
天
皇
復
権
を
説
き
続
け
た
の
で
あ
る
。

彼

ら
は
、
中
厳
の

「原
民
」
「原
僧
」
、
虎
関
の

『
元
亨
釈
書
』
な
ど
の
力
作
を
上
奏
し
、
自
ら
の
方
策
を
天
皇
が
採
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
天
皇
親
政
が
実
現
強
化
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。

一
方
、
天
皇

の
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「徳
」
を
守

っ
て
よ
く
政
治
を

補
佐

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
中
厳
は
、
こ
の

「
徳
」
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
「
分
」
を
設
定
し
て
、

よ
り
明
確

に
、

臣
た
る

も
の

の
務
め
に
つ
い
て
述
べ
る
。

ま

淳
世

の
民
、
各
々
本
を
務
め
て
業
を
修
す
。
故
に
国
富
み
て
強
し
。
故

に
農
者
は
禾
穀
を
播
き
、
菜
果
を
種
ゆ
。
工
者
は
棟
宇
を
営

み
、
器
皿
を
造
る
。
質
者
は
其
の
有
無
を
通
ず
。
士
者

は
其

の
政
令
を
布
く
。
符
璽
秤
餅
の
信
、
以
て
其
の
欺
負

を
防
ぐ
。
詩
書
礼

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

楽
の
教
、
以
て
其
の
狼
戻
を
正
す
。
甲
兵
干
城

の
威
、
以
て
其
の
侵
奪
を
禁
ず
。
然
う
し
て
、
百
姓
、
各
々
其

の
業
を
修
し
、
上
に

な

い
や

(
32

)

奉
ず
。
則
ち
、
国
に
徒
ら
に
為
し
、
筍
し
く
も
食
ら
う
者
あ
る
こ
と
な
し
。
故
に
富
強
な
り
。

結
局
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
封
建
的
秩
序
を
守

る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
天
皇
が
、
封
建
秩
序
を
守
る
よ
う
に
訴
え
れ

ば
、
新
権
力
者
の
足
利
氏
で
も
従
う
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
失
わ
れ

つ
つ
あ
る
も
の
へ
の
強
い
愛
着
が
、
新
し
い
時
代
の
胎

動
を
見
え
な
く
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
ド
ン

・
キ
ホ
ー
テ
的
だ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
と
わ
り

こ
の
よ
う
に
危
機
感
が
強
け
れ
ぽ
、
時
流
を
越
え
た
真
理

(
五
山
僧
は

「道
」
と
意
識
し
た
)
た
ら
ん
と
す
る
姿
勢

は
、

い
や
が
う
え

に
も
強
ま
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
現
実
を
反
映
し
な
い
復
古
主
義
は
、
五
山
僧
の
中
で
も
、
す
ぐ
に
支
持
を
失

っ
て
し
ま

う
。
そ
し
て
、
ま
た
新
た
な

「
時
流
を
越
え
た
真
理
」
を
構
築
し
、
あ
る
べ
き

「名
分
」
を
正
し
く
規
定
し
よ
う
と
す
る
者
が
出
て
く
る

の
で
あ
る
。
五
山
文
学
の
歴
史

は
、
「
あ
る
べ
き
真
理
」、
即
ち

「道
」

の
絶
え
ざ
る
構
築
の
歴
史
で
も
あ

っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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斐
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双
書

『
中
世
日
本
文
学
史
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『
済
北
集
』

七
、
原
記

銘

(『
五
山
文
学
全
集
』

以
下

『
全
集
』
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略
す
)

『
五
山
文
学
史
稿
』

一
五

一
頁

『中

世
的
文

学

の
探
究
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一
八
四
頁
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和
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十
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中
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文
学
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和
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第
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集
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こ
ろ
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参
照

し
て
ほ
し
い
。
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海
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湛
集
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全
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1
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『
元
亨
釈
書
』
巻
十
七
、
願
雑

『
済
北
集
』
十

一
、
詩

話

(
『
全
集
』

『
五
山
詩
史

の
研
究
』

一
四
四
頁

『
済
北
集
』

二
十
、
通
衡

(
『
全
集
』

以
下

『
済
北
集
』
十

一
、

詩

話

に
ょ
る

『
済
北
集
』
十

一
、
詩
話

(
『
全
集
』

『
済
北
集
』
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十
、
通
衡

(
『
全
集
』

『
済
北
集
』

十
六
、
通
衡

(
『
全
集
』

『
済
北
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』
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十
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通
衡
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全
集
』
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五
山
文
学
史
稿
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一
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九
頁

『語

孟
字
義
』

『
東
海
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温
集
』
雑
文
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全
集
』
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巻

、

二
四

一
頁
)

一
巻

、
三
五
五
頁
)

(
『
全
集
』

一
巻
、
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三
七
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