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竹
に
呼
び
か
け
る
意
義

︱

桑

原

一

歌

は
じ
め
に

﹃
枕
草
子
﹄
に
︑
呉
竹
の
枝
に
む
か
っ
て
﹁
こ
の
君
﹂
と
呼
び
か
け
る
段
が

あ
る
︒
五
月
の
闇
夜
の
こ
と
︑
殿
上
人
の
訪
れ
る
声
々
に
︑
清
少
納
言
は
応
対

を
命
ぜ
ら
れ
る
︒
そ
こ
に
無
言
で
差
し
入
れ
ら
れ
た
呉
竹
の
枝
に
思
わ
ず
呼
び

か
け
た
言
葉
が
竹
の
異
名
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
︑
宮
中
で
大
い
に
評
判
に
な
る
︒

し
か
し
清
少
納
言
は
異
名
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
言
い
続
け
る
と
い
う
内
容
で

あ
る
︒

五
月
ば
か
り
︑
月
も
な
う
い
と
暗
き
に
︑﹁
女
房
や
候
ひ
た
ま
ふ
﹂
と
︑

声
々
し
て
言
へ
ば
︑﹁
出
で
て
見
よ
︒
例
な
ら
ず
言
ふ
は
誰
ぞ
と
よ
﹂
と

仰
せ
ら
る
れ
ば
︑﹁
こ
は
︑
誰
そ
︒
い
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
き
は
や
か

な
る
は
﹂
と
言
ふ
︒
物
は
言
は
で
︑
御
簾
を
も
た
げ
て
︑
そ
よ
ろ
と
さ
し

入
る
る
︑
呉
竹
な
り
け
り
︒﹁
お
い
︒
こ
の
君
に
こ
そ
﹂
と
言
ひ
わ
た
る

を
聞
き
て
︑
﹁
い
ざ
い
ざ
︑
こ
れ
ま
づ
殿
上
に
行
き
て
語
ら
む
﹂
と
て
︑

式
部
卿
宮
の
源
中
将
︑
六
位
ど
も
な
ど
あ
り
け
る
は
︑
い
ぬ
︒

頭
弁
は
と
ま
り
た
ま
へ
り
︒﹁
あ
や
し
く
て
も
い
ぬ
る
者
ど
も
か
な
︒

御
前
の
竹
を
折
り
て
︑
歌
よ
ま
む
と
し
て
し
つ
る
を
︑﹃
同
じ
く
は
︑
職

に
ま
ゐ
り
て
︑
女
房
な
ど
呼
び
出
で
き
こ
え
て
﹄
と
持
て
来
つ
る
に
︑
呉

竹
の
名
を
︑
い
と
と
く
言
は
れ
て
い
ぬ
る
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
︒
誰
が
教

へ
を
聞
き
て
︑
人
の
な
べ
て
知
る
べ
う
も
あ
ら
ぬ
事
を
ば
言
ふ
ぞ
﹂
な
ど

の
た
ま
へ
ば
︑﹁
竹
の
名
と
も
知
ら
ぬ
も
の
を
︒
な
め
し
と
や
お
ぼ
し
つ

ら
む
﹂
と
言
へ
ば
︑﹁
ま
こ
と
に
︑
そ
は
知
ら
じ
を
﹂
な
ど
の
た
ま
ふ
︒

ま
め
ご
と
な
ど
も
言
ひ
合
は
せ
て
ゐ
た
ま
へ
る
に
︑﹁
栽
ゑ
て
こ
の
君

と
称
す
﹂
と
誦
し
て
︑
ま
た
あ
つ
ま
り
来
た
れ
ば
︑﹁
殿
上
に
て
言
ひ
期

し
つ
る
本
意
も
な
く
て
は
︑
な
ど
帰
り
た
ま
ひ
ぬ
る
ぞ
と
あ
や
し
う
こ
そ

あ
り
つ
れ
﹂
と
の
た
ま
へ
ば
︑﹁
さ
る
事
に
は
︑
何
の
い
ら
へ
を
か
せ
む
︒
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な
か
な
か
な
ら
む
︒
殿
上
に
て
言
ひ
の
の
し
り
つ
る
は
︒
上
も
聞
し
め
し

て
︑
興
ぜ
さ
せ
お
は
し
ま
し
つ
﹂
と
語
る
︒
頭
弁
も
ろ
と
も
に
︑
同
じ
事

を
か
へ
す
が
へ
す
誦
し
た
ま
ひ
て
︑
い
と
を
か
し
け
れ
ば
︑
人
々
み
な
と

り
ど
り
に
物
な
ど
言
ひ
明
か
し
て
帰
る
と
て
も
︑
な
ほ
同
じ
事
を
も
ろ
声

に
誦
し
て
︑
左
衛
門
の
陣
入
る
ま
で
聞
ゆ
︒

つ
と
め
て
︑
い
と
と
く
少
納
言
の
命
婦
と
い
ふ
が
︑
御
文
ま
ゐ
ら
せ
た

る
に
︑
こ
の
事
を
啓
し
た
り
け
れ
ば
︑
下
な
る
を
召
し
て
︑﹁
さ
る
事
や

あ
り
し
﹂
と
問
は
せ
た
ま
へ
ば
︑﹁
知
ら
ず
︒
何
と
も
知
ら
で
は
べ
り
し

を
︑
行
成
の
朝
臣
の
取
り
な
し
た
る
に
や
は
べ
ら
む
﹂
と
申
せ
ば
︑﹁
取

り
な
す
と
も
﹂
と
て
︑
う
ち
ゑ
ま
せ
た
ま
へ
り
︒

誰
が
事
を
も
︑﹁
殿
上
人
ほ
め
け
り
﹂
な
ど
聞
し
め
す
を
︑
さ
言
は
る

る
人
を
も
よ
ろ
こ
ば
せ
た
ま
ふ
も
を
か
し①
︒

こ
の
段
は
︑
中
宮
が
職
御
曹
司
で
過
ご
し
た
長
保
元
年
︵
9
9
9︶
の
こ
と
を

書
い
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
︑
漢
籍
の
知
識
に
よ
っ
て
宮
中
で
評
価
さ
れ
た
こ

と
を
自
賛
し
た
一
連
の
章
段
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
殿
上
人
に
よ
る
予
想

外
の
試
み
に
対
し
て
︑
故
事
を
ふ
ま
え
て
当
意
即
妙
の
答
え
を
し
て
み
せ
た
こ

と
を
手
柄
と
す
る
の
が
章
段
の
中
心
で
あ
る
か
に
見
え
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
章
段

中
に
お
け
る
清
少
納
言
は
︑
な
ぜ
か
故
事
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
言
い
通

し
︑
殿
上
人
た
ち
の
﹁
取
り
な
し
﹂
の
せ
い
だ
と
繰
り
返
す
︒
そ
れ
で
い
て
︑

こ
の
出
来
事
を
﹃
枕
草
子
﹄
の
一
章
段
と
し
て
記
し
留
め
て
も
い
る
の
で
あ
る
︒

矛
盾
を
含
ん
だ
ま
ま
の
形
を
と
る
当
段
の
背
景
に
は
︑
書
き
記
し
た
い
け
れ
ど

も
明
確
に
書
き
表
せ
な
い
何
か
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

｢お
い
︒
こ
の
君
に
こ
そ
﹂
と
い
う
応
答
に
込
め
ら
れ
た
意
図
と
︑
そ
の
応

答
の
結
果
︑
異
名
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
︑
故
事
享
受
の

あ
り
方
を
見
直
し
て
考
察
す
る
︒
従
来
日
本
に
お
け
る
漢
籍
の
享
受
に
つ
い
て

は
︑
風
流
と
さ
れ
る
枠
内
で
の
享
受
に
限
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
当
段
の
内
容
を
た
ど
り
直
す
と
︑
故
事
の
趣
旨
を
理
解
し
た
上
で
平

安
中
期
の
貴
族
の
美
意
識
に
適
う
要
素
を
選
び
出
し
︑
風
流
な
も
の
と
し
て
利

用
す
る
過
程
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
点
に
注
目
し
て

当
段
の
解
釈
を
新
た
に
し
︑
故
事
享
受
の
あ
り
方
を
表
現
史
に
位
置
づ
け
た
い
︒

一

こ
れ
ま
で
の
研
究

当
段
を
読
む
に
あ
た
り
︑
晋
の
王
�
之
が
し
ば
ら
く
空
き
家
︵
空
宅
︶
に
住

む
に
も
竹
を
植
え
さ
せ
た
折
の
言
葉
か
ら
﹁
此
君
﹂
を
竹
の
異
名
と
す
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
と
︑﹁
此
君
﹂
を
詠
み
こ
ん
だ
白
居
易
の
詩
句
を
ふ
ま
え
て
藤

原
篤
茂
の
詩
序
が
作
ら
れ
て
お
り
︑
当
時
の
男
性
貴
族
達
に
よ
く
知
ら
れ
て
い

た
こ
と
と
の
二
点
は
︑
先
行
研
究
に
共
通
す
る
前
提
と
い
っ
て
よ
い
︒
た
だ
︑

各
論
の
立
場
に
よ
っ
て
︑
漢
籍
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
と
い
う
距
離
感
に
は
違

い
が
あ
る
︒

当
段
の
記
述
が
明
確
と
は
い
え
な
い
点
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
こ
れ
ま
で
に
も
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様
々
に
分
析
さ
れ
て
き
て
い
る
︒
先
行
研
究
の
成
果
と
問
題
点
を
ま
と
め
る
︒

古
瀨
雅
義
氏
は
︑
こ
の
段
と
故
事
の
関
連
に
注
目
し
た
最
初
の
論
を
提
示
さ

れ
た
と
い
え
よ
う
︒
故
事
の
中
の
言
葉
で
あ
る
﹁
空
宅
﹂
が
中
宮
の
住
む
職
の

御
曹
司
を
想
起
さ
せ
︑
主
人
で
あ
る
中
宮
へ
の
非
礼
と
な
り
か
ね
な
い
こ
と
を

清
少
納
言
が
危
惧
し
た
と
さ
れ
る②
︒
新
編
全
集
頭
注
も
こ
れ
に
従
う③
︒
そ
し
て

そ
の
﹁
失
敗
﹂
か
ら
篤
茂
の
詩
序
へ
と
注
意
を
向
け
さ
せ
た
の
は
︑
頭
弁
行
成

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

篤
茂
の
漢
詩
文
に
よ
る
も
の
な
ら
ば
︑﹁
空
宅
﹂
は
切
り
離
さ
れ
て
清
少

納
言
の
危
惧
は
杞
憂
に
終
わ
る
︒
そ
れ
ば
か
り
か
篤
茂
の
漢
詩
文
の
次
句

﹁
唐
太
子
賓
客
白
楽
天
︑
愛
而
為
我
友
﹂
ま
で
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
︑

女
房
た
ち
と
親
し
く
語
り
明
か
す
口
実
に
も
な
ろ
う
︒
そ
う
決
定
づ
け
て

い
っ
た
こ
の
行
成
の
言
動
こ
そ
︑
清
少
納
言
の
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
行
成
の

朝
臣
の
と
り
な
し
た
る
﹂
こ
と
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か④
︒

ま
ず
清
少
納
言
が
故
事
を
ふ
ま
え
て
発
言
し
た
と
さ
れ
る
点
と
︑
こ
の
状
況

で
は
篤
茂
の
詩
序
の
方
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
点
は
重
要
で

あ
る
︒
だ
が
︑
﹁
空
宅
﹂
と
い
う
語
の
意
味
に
問
題
が
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
は

違
和
感
が
あ
る
︒
故
事
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
二
節
で
考
察
す
る
こ
と
と

す
る
が
︑
元
の
故
事
の
文
脈
に
お
い
て
は
︑﹁
空
宅
﹂
は
特
に
落
魄
や
荒
廃
を

意
味
す
る
言
葉
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
に
︑﹁
此
君
﹂
の
故
事
の
ど
の

点
が
不
適
切
で
︑
篤
茂
の
詩
序
の
ど
の
点
が
適
切
で
あ
る
か
︑
積
極
的
な
理
由

が
ま
だ
明
確
で
は
な
い
︒

土
方
洋
一
氏
は
︑
古
瀨
氏
の
論
に
対
し
︑
王
�
之
の
発
言
で
あ
る
﹁
何
可
一

日
無
此
君
耶
﹂
の
全
体
の
意
味
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
こ
の
言

葉
を
︑﹁
落
飾
し
︑
后
と
し
て
内
裏
に
あ
る
こ
と
が
か
な
わ
な
く
な
っ
て
久
し

い
中
宮
の
悲
嘆
を
忖
度
し
︑
代
弁
し
た
︑
帝
に
対
す
る
心
情
的
つ
な
が
り
の
確

認
を
促
す
こ
と
ば⑤
﹂
と
さ
れ
る
︒
そ
れ
な
の
に
故
事
を
知
ら
な
い
と
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
︑﹁
一
女
房
で
あ
り
な
が
ら
中
宮
に
な
り
代
わ
っ
て
帝
へ
の
求
訴

を
行
な
っ
た
と
見
ら
れ
て
は
僣
上
と
の
思
い
か
ら
出
た
韜
晦⑥
﹂
と
さ
れ
る
︒
表

に
は
出
て
い
な
い
故
事
全
体
の
内
容
を
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
を
重
要
と
さ
れ

る
点
に
従
い
た
い
が
︑
﹁
僣
上
﹂
の
ふ
る
ま
い
を
危
惧
す
る
と
の
点
に
は
不
自

然
さ
が
残
る
︒

圷
美
奈
子
氏
は
︑
古
瀨
氏
の
論
に
異
を
唱
え
︑
中
宮
が
上
の
御
局
を
使
っ
て

い
た
頃
の
﹁
御
前
の
呉
竹
﹂
へ
の
懐
か
し
さ
か
ら
呼
び
か
け
た
も
の
と
さ
れ
た
︒

真
心
か
ら
発
せ
ら
れ
た
懐
か
し
い
者
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
っ
て
こ
そ
﹁
こ

の
君
﹂
の
一
句
は
︑
王
�
之
の
心
情
と
見
事
に
一
致
す
る
も
の
と
し
て
︑

し
か
も
単
な
る
引
用
や
模
倣
で
は
な
く
︑
今
宮
廷
世
界
に
お
け
る
こ
の
場

面
に
蘇
り
得
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
清
女
の
こ
の
一
句
は
︑﹁
御
前
の

竹
﹂
を
折
り
取
っ
て
職
の
御
曹
司
を
目
指
し
た
殿
上
人
ら
の
︽
心
︾
に
即

応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ⑦
︒

清
少
納
言
が
故
事
を
熟
知
し
て
い
た
と
さ
れ
る
上
で
︑
そ
れ
で
も
章
段
は
故
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事
の
引
用
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
読
み
を
提
示
さ
れ

る
︒
圷
氏
の
立
場
は
﹃
枕
草
子
﹄
全
体
を
読
む
上
で
は
魅
力
的
で
あ
る
︒
そ
し

て
︑
植
物
で
あ
る
竹
に
向
か
っ
て
親
し
く
呼
び
か
け
た
こ
と
を
重
視
さ
れ
る
点
︑

中
宮
を
と
り
ま
く
政
治
的
状
況
に
注
意
さ
れ
る
点
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
考

え
る
︒

し
か
し
︑
故
事
の
存
在
か
ら
離
れ
て
当
段
を
読
む
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ

う
か
︒
王
�
之
の
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
懐
か
し
さ
だ
け
で
は
な
い
︒

ま
た
︑
無
言
で
差
し
込
ま
れ
た
呉
竹
の
枝
に
向
か
っ
て
︑
ま
る
で
人
物
に
対
す

る
か
の
よ
う
に
呼
び
か
け
る
こ
と
は
︑
元
来
自
然
な
行
動
と
は
言
え
な
い
︒
懐

か
し
い
者
へ
の
自
然
な
応
答
と
い
う
の
み
で
は
章
段
全
体
を
説
明
し
き
れ
な
い

こ
と
に
な
る
︒
清
少
納
言
の
応
答
は
瞬
時
の
間
合
い
を
捉
え
て
趣
向
を
凝
ら
し

た
演
出
な
の
で
あ
り
︑
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
汲
み
取
る
に
は
︑
故
事
の
趣

旨
を
よ
り
深
く
把
握
し
た
上
で
読
む
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

そ
し
て
︑
従
来
の
論
に
は
︑
清
少
納
言
が
訪
れ
た
殿
上
人
た
ち
に
対
し
て

﹁
な
め
し
と
や
お
ぼ
し
つ
ら
む
﹂
と
配
慮
し
て
い
る
こ
と
を
重
く
見
る
も
の
は

特
に
見
当
た
ら
な
い⑧
︒
当
段
の
文
脈
の
流
れ
に
沿
う
と
︑
女
房
と
し
て
和
歌
を

詠
む
べ
き
と
こ
ろ
を
︑
よ
り
高
度
な
教
養
で
あ
る
漢
籍
の
知
識
を
持
ち
出
し
た

た
め
︑
男
性
貴
族
た
ち
が
答
え
に
窮
し
た
こ
と
を
無
礼
と
と
ら
れ
る
の
を
危
惧

し
た
よ
う
に
読
め
る
︒
し
か
し
そ
れ
な
ら
他
の
章
段
に
お
い
て
も
漢
籍
の
知
識

を
用
い
た
応
答
は
手
柄
と
し
て
評
判
に
な
っ
て
お
り
︑
無
礼
と
非
難
さ
れ
た
例

は
み
ら
れ
な
い
︒
こ
こ
に
は
︑
異
名
そ
の
も
の
を
知
ら
な
か
っ
た
と
言
い
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
﹁
無
礼
﹂
を
危
惧
す
る
理
由
が
あ
り
︑
そ
の
内
容

は
明
確
に
書
き
表
さ
れ
て
い
な
い
と
読
む
べ
き
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
﹁
此
君
﹂

の
故
事
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
︒

二

王
�
之
と
竹
に
関
す
る
二
つ
の
逸
話

こ
れ
ま
で
注
釈
書
等
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
︑
竹
を
﹁
此
君
﹂
と
呼
ん

だ
逸
話
を
読
み
直
す
︒

竹
を
﹁
此
君
﹂
と
呼
ん
だ
人
物
で
あ
る
王お

う

�き

之し

の
言
動
は
︑
主
に
﹃
世
説
新

語
﹄
や
﹃
晋
書
﹄
等
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る⑨
︒
当
時
の
日
本
の
貴
族
た
ち
は
︑

﹃
世
説
新
語
﹄
に
限
ら
ず
他
の
漢
籍
か
ら
も
平
行
し
て
こ
の
故
事
を
享
受
し
て

い
た
可
能
性
も
あ
る
︒
そ
の
記
述
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な
る
理
解
が
な
さ
れ
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
本
稿
で
は
故
事
の
趣
旨
を
確
認
す
る
た
め
に
︑﹃
世

説
新
語
﹄
を
中
心
に
検
討
す
る
︒

王
子
	
嘗
暫
寄
㆓

人
空
宅
㆒

住
︑
便
令
㆑

種
㆑

竹
︑
或
問
︑
暫
住
何
煩
㆑

爾
︒

王
嘯
詠
良
久
︑
直
指
㆑

竹
曰
︑
何
可
㆔

一
日
無
㆓

此
君
㆒︒︵﹁
任
誕
第
二
三
﹂

四
六⑩
︶

王
�
之
が
竹
を
愛
し
た
こ
と
を
有
名
に
し
た
主
た
る
逸
話
は
こ
の
﹁
此
君
﹂

の
話
で
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
﹁
此
君
﹂
と
い
う
言
葉
は
竹
の
異
名
と
も
な
っ
た
︒

し
ば
ら
く
空
宅
つ
ま
り
空
き
家
に
住
む
の
に
︑
な
ぜ
竹
を
植
え
さ
せ
る
の
か
と

『
枕
草
子
﹄
に
お
け
る
﹁
此
君
﹂
の
享
受

四



い
う
問
い
に
対
し
て
︑
ど
う
し
て
一
日
も
此
の
君
つ
ま
り
竹
な
し
で
い
ら
れ
よ

う
か
︑
と
反
語
で
強
調
し
つ
つ
答
え
る
︒
こ
の
と
き
﹁
直
に
指
し
て
﹂
と
い
う

身
振
り
を
つ
け
て
目
の
前
の
竹
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
︒

こ
こ
で
言
う
﹁
此
君
﹂
は
︑
ま
ず
竹
を
他
の
植
物
か
ら
区
別
し
︑
君
子
の
徳
目

を
備
え
た
特
別
な
植
物
と
し
て
と
り
わ
け
る
言
葉
で
も
あ
る
︒
し
か
し
指
示
語

の
﹁
此
﹂
が
竹
と
対
比
さ
せ
る
対
象
と
し
て
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑

む
し
ろ
世
俗
の
人
間
た
ち
で
あ
ろ
う
︒
人
な
ら
ぬ
竹
を
擬
人
化
し
て
︑
こ
の
高

潔
な
君
子
と
は
一
日
も
離
れ
ら
れ
な
い
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
植
え
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
と
言
う
︒
そ
れ
は
君
子
ぶ
っ
た
俗
物
た
ち
と
の
交
際
な
ら
ば
い
つ
ま
で
で
も

絶
っ
て
い
ら
れ
る
と
い
う
皮
肉
を
強
調
す
る
た
め
の
表
現
で
あ
る
︒
住
む
家
が

﹁
空
宅
﹂
と
さ
れ
る
必
然
性
も
そ
こ
に
あ
る
︒
誰
か
の
住
む
家
を
訪
ね
て
泊
ま

る
の
で
も
︑
新
た
に
転
居
す
る
の
で
も
な
く
︑
他
人
の
空
き
家
に
仮
住
ま
い
を

す
る
か
ら
俗
物
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
ず
に
す
む
︒﹁
此
君
﹂
は
︑
毒
を
含
ん
だ
逆

説
的
な
機
知
か
ら
生
ま
れ
た
故
事
で
あ
る
と
い
え
る
︒

王
�
之
が
竹
を
愛
し
た
こ
と
を
語
る
も
う
一
つ
の
故
事
も
︑
同
じ
趣
旨
に
よ

る
も
の
で
あ
る
︒

王
子
	
嘗
行


㆓

呉
中
㆒︑
見
㆔

一
士
大
夫
家
︑
極
有
㆓

好
竹
㆒︒
主
已
知
㆓

子
	

當
㆒㆑

往
︑
乃
灑
�
施
設
︑
在
㆓

聽
事
㆒

坐
相
待
︑
王
�
輿
徑

㆓

竹
下
㆒︑
諷

嘯
良
久
︒
主
已
失
�
︑
�
冀
㆓

還
當
㆒㆑

�
︑
�
直
欲
㆑

出
㆑

門
︒
主
人
大
不
㆑

堪
︑
便
令
㆓

左
右
閉
㆑

門
不
㆒㆑

聽
㆑

出
︒
王
更
以
㆑

此
賞
㆓

主
人
㆒︑
乃
留
坐
︑

盡
㆑

歡
而
去
︒︵﹁
簡
傲
第
二
四
﹂
一
六⑪
︶︒

王
�
之
の
来
訪
を
聞
き
︑
も
て
な
そ
う
と
待
ち
受
け
て
い
る
主
人
を
無
視
し
︑

あ
え
て
引
き
止
め
ら
れ
て
初
め
て
対
面
し
た
と
い
う
様
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
主

人
が
も
て
な
し
を
準
備
し
て
い
た
の
は
形
式
上
の
礼
と
し
て
で
は
な
く
︑
心
を

尽
く
し
て
面
会
を
望
ん
で
い
た
こ
と
を
知
っ
て
は
じ
め
て
王
�
之
は
態
度
を
改

め
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
他
人
の
家
に
あ
る
竹
ま
で
も
賞
翫
す
る
こ
と
に
執
着
し
︑

そ
の
家
の
主
人
へ
の
礼
を
損
な
う
こ
と
も
辞
さ
な
い
︑
む
し
ろ
こ
と
さ
ら
に
無

視
し
て
み
せ
る
と
い
う
極
端
な
様
子
が
読
み
取
れ
る
︒
二
つ
の
竹
の
逸
話
に
共

通
す
る
﹁
嘯
﹂
は
神
仙
術
的
な
動
作
と
さ
れ
て
い
て⑫
︑
こ
れ
に
も
老
荘
の
境
地

へ
の
憧
れ
が
う
か
が
え
る
︒

﹃
世
説
新
語
﹄
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
脱
俗
志
向
に
よ
る
士
大
夫
た
ち
の
言
動

が
数
多
く
記
さ
れ
て
い
る
︒
篇
目
名
の
﹁
任
誕
﹂
は
︑
気
ま
ま
に
世
俗
の
礼
法

に
こ
だ
わ
ら
ず
に
ふ
る
ま
う
こ
と
で
あ
る
し
︑﹁
簡
傲
﹂
も
お
ご
り
た
か
ぶ
っ

て
世
俗
の
権
威
や
礼
を
無
視
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
六
朝
期
の
﹁
風
流
﹂
も

こ
れ
に
近
い
意
味
を
持
ち
︑
士
大
夫
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
特
徴
づ
け
て
い
る
︒

王
�
之
が
憧
れ
て
い
た
竹
林
の
七
賢
を
は
じ
め
と
し
て
︑
他
の
士
大
夫
た
ち
も

儒
教
を
基
礎
と
す
る
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
な
が
ら
︑
あ
え
て
極
端
な
言
動
を

と
り
続
け
る⑬
︒
王
�
之
の
﹁
此
君
﹂
の
逸
話
の
注
に
も
︑
行
き
す
ぎ
た
言
動
が

批
判
を
受
け
て
い
た
様
が
う
か
が
え
る
︒

中
興
書
曰
︑
�
之
卓
犖
不
羈
︑
欲
㆑

爲
㆓

傲
�
㆒︑
放
㆓-肆
聲
色
㆒

頗


度
︒
時

『
枕
草
子
﹄
に
お
け
る
﹁
此
君
﹂
の
享
受

五



人
欽
㆓

其
才
㆒︑
穢
㆓

其
行
㆒

也
︒︵﹁
任
誕
第
二
三
﹂
四
六
注⑭
︶

｢卓
犖
不
羈
﹂
も
物
に
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
で
︑
才
能
は
優
れ
て
い
て
も
行

い
は
穢
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
︒
た
だ
︑
六
朝
期
の
中
国
に
お
い
て
も
危
う

さ
を
抱
え
て
い
た
こ
の
よ
う
な
言
動
は
︑
い
つ
ま
で
も
皮
肉
を
含
ん
だ
も
の
と

し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
中
国
で
も
唐
の
白
居
易
の
詩
に
引
か

れ
る
﹁
此
君
﹂
は
︑
趣
を
や
や
異
に
し
て
ゆ
く⑮
︒

王
�
之
の
形
式
に
と
ら
わ
れ
な
い
言
動
は
︑
日
本
で
は
﹃
唐
物
語
﹄
や
﹃
蒙

求
﹄
な
ど
に
よ
り
﹁
子
	
尋
戴
﹂
の
逸
話
で
も
知
ら
れ
て
い
る⑯
︒
日
本
で
そ
の

よ
う
な
王
�
之
の
故
事
が
享
受
さ
れ
る
際
に
は
︑
専
ら
風
流
な
行
い
と
し
て
解

さ
れ
て
き
た
︒
日
本
の
貴
族
の
好
ん
だ
風
流
さ
と
は
︑
当
時
の
美
意
識
の
範
囲

内
で
漢
籍
を
楽
し
む
た
め
に
生
ま
れ
た
価
値
基
準
で
あ
り
︑
六
朝
期
の
﹁
風

流
﹂
と
は
内
容
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
︒
漢
籍
に
含
ま
れ
る
政
治
や
思
想
な
ど

の
様
々
な
要
素
と
距
離
を
と
り
︑
風
流
さ
の
み
を
享
受
す
る
分
に
は
生
じ
な
い

問
題
が
︑
よ
り
故
事
の
核
心
に
迫
る
形
で
引
か
れ
る
と
き
に
は
立
ち
現
れ
て
く

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
再
び
﹃
枕
草
子
﹄
の
当
該
章
段
に
戻
っ
て
検
討
を

行
な
う
︒

三

｢五
月
ば
か
り
︑
月
も
な
う
い
と
暗
き
に
﹂
段
の
解
釈

章
段
の
記
述
を
改
め
て
振
り
返
る
と
︑
呉
竹
の
枝
が
差
し
込
ま
れ
た
時
点
で

は
︑
持
ち
込
ん
だ
殿
上
人
た
ち
の
姿
と
声
と
が
隠
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
︒
は
じ
め
に
女
房
を
呼
び
立
て
る
声
々
か
ら
は
複
数
の
人
が
来

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
の
︑﹁
物
は
言
は
で
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

人
物
の
特
定
も
で
き
ず
来
訪
の
目
的
も
明
か
さ
れ
な
い
︒
月
の
な
い
暗
い
夜
に

御
簾
を
も
た
げ
て
差
し
込
ん
で
く
る
も
の
を
見
て
﹁
呉
竹
な
り
け
り
﹂
と
気
付

い
た
そ
の
瞬
間
を
捉
え
て
切
り
返
し
︑
﹁
お
い
︒
こ
の
君
に
こ
そ
﹂
と
呼
び
か

け
る
応
答
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

殿
上
人
に
対
し
て
で
は
な
く
︑
呉
竹
の
枝
そ
の
も
の
に
む
か
っ
て
呼
び
か
け

る
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
﹁
此
君
﹂
の
逸
話
と
比
較
し
て
確
認
し

た
い
︒
王
�
之
は
︑
問
い
か
け
る
人
に
答
え
る
た
め
に
目
前
の
竹
を
指
し
て
み

せ
た
︒
指
し
な
が
ら
﹁
此
君
﹂
と
呼
ぶ
︑
動
き
の
あ
る
場
面
を
想
起
さ
せ
︑
更

に
一
歩
進
め
て
目
前
の
竹
の
枝
を
見
る
や
直
接
﹁
こ
の
君
﹂
と
呼
び
か
け
る
こ

と
が
こ
こ
で
の
清
少
納
言
の
演
出
意
図
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
竹
と
殿
上

人
た
ち
と
を
重
ね
あ
わ
せ
︑
竹
に
親
し
く
呼
び
か
け
る
こ
と
が
︑
呉
竹
の
枝
を

持
ち
込
ん
だ
殿
上
人
た
ち
へ
の
あ
い
さ
つ
を
間
接
的
に
兼
ね
て
い
て
︑
来
訪
を

歓
迎
す
る
応
答
と
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
呉
竹
が
擬
人
化
さ
れ
て

い
た
点
を
最
大
限
に
生
か
し
︑
故
事
が
生
ま
れ
た
遠
い
時
空
の
知
的
な
空
気
を

も
あ
り
あ
り
と
今
に
再
現
し
て
み
せ
る
︑
む
し
ろ
今
の
宮
廷
の
美
意
識
に
合
わ

せ
て
故
事
の
趣
を
も
超
え
て
み
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
眼
目
と
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒
故
事
を
追
体
験
す
る
よ
う
で
い
て
︑
場
に
適
っ
た
演
出
が
ほ
ど

こ
さ
れ
た
も
の
︑
い
わ
ば
故
事
の
擬
似
体
験
を
目
指
す
か
に
読
め
る
様
が
他
の
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章
段
に
お
い
て
も
読
み
取
れ
る
が
︑
本
稿
で
は
﹁
此
君
﹂
の
み
を
考
察
す
る
こ

と
と
し
︑
他
章
段
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

し
か
し
︑
こ
の
当
意
即
妙
の
対
応
は
諸
刃
の
剣
と
も
な
る
︒
王
�
之
の
発
言

に
込
め
ら
れ
た
皮
肉
の
よ
う
に
︑
竹
と
人
と
を
対
比
し
て
考
え
る
と
す
れ
ば
︑

呉
竹
の
枝
の
み
が
親
し
み
を
向
け
る
対
象
と
な
り
︑
訪
れ
た
殿
上
人
た
ち
の
こ

と
は
俗
物
扱
い
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒﹁
な
め
し
と
や
お
ぼ
し
つ
ら
む
﹂

は
︑﹁
お
い
︒
こ
の
君
に
こ
そ
﹂
と
い
う
応
答
に
対
し
て
明
確
な
解
釈
も
評
価

も
下
さ
ず
に
退
散
し
た
殿
上
人
た
ち
の
受
け
取
り
方
に
対
す
る
危
惧
を
示
し
て

い
る
︒
風
流
な
竹
の
異
名
を
用
い
た
気
の
き
い
た
答
え
と
と
ら
れ
た
の
か
︑
形

式
的
な
礼
に
と
ら
わ
れ
︑
権
力
に
媚
び
る
俗
物
と
皮
肉
っ
た
無
礼
と
と
ら
れ
た

の
か
︑
そ
の
行
方
は
清
少
納
言
の
み
な
ら
ず
︑
主
人
の
中
宮
に
と
っ
て
も
重
大

な
も
の
と
な
ろ
う
︒
故
事
の
世
界
に
肉
薄
す
る
表
現
を
試
み
た
か
ら
こ
そ
の

﹁
失
言
﹂
で
あ
る
︒

で
は
こ
の
時
期
に
中
宮
定
子
が
置
か
れ
た
政
治
的
状
況
と
合
わ
せ
て
考
え
る
︒

中
宮
が
職
御
曹
司
に
住
ん
だ
の
は
︑
長
徳
三
年
︵
9
9
7︶
六
月
か
ら
長
保
元
年

︵
9
9
9︶
八
月
ま
で
の
二
年
余
り
で
あ
っ
た
︒
当
段
は
︑
長
徳
四
年
か
長
保
元
年

の
い
ず
れ
か
の
五
月
の
出
来
事
と
な
る
が
︑
官
職
呼
称
の
考
証
か
ら
長
保
元
年

五
月
の
こ
と
と
し
て
読
む
の
が
通
例
で
あ
る
︒
こ
の
時
中
宮
は
一
条
天
皇
と
の

第
二
子
で
あ
る
第
一
皇
子
敦
康
親
王
を
懐
妊
中
で
︑
こ
の
後
八
月
に
大
進
生
昌

の
家
に
退
出
し
︑
十
一
月
七
日
に
出
産
す
る
︒
一
方
︑
こ
の
年
の
二
月
に
左
大

臣
道
長
の
娘
彰
子
は
十
二
歳
で
裳
着
を
す
ま
せ
て
お
り
︑
十
一
月
一
日
に
入
内
︑

定
子
出
産
と
同
日
の
七
日
に
女
御
と
な
る
︒
翌
長
保
二
年
︑
皇
后
と
さ
れ
た
定

子
は
︑
第
三
子
で
あ
る
第
二
皇
女
媄
子
の
出
産
に
よ
り
︑
十
二
月
に
二
十
四
歳

で
崩
御
す
る
︒
職
の
御
曹
司
に
あ
っ
た
懐
妊
中
の
中
宮
は
︑
政
治
的
に
は
す
で

に
孤
立
無
援
の
弱
者
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
呉
竹
を
素
材
に
和
歌
を
詠
む
た

め
と
し
て
も
︑
職
の
御
曹
司
を
訪
れ
た
殿
上
人
た
ち
に
は
場
に
適
っ
た
あ
い
さ

つ
を
返
す
必
要
が
あ
る
︒
動
か
し
よ
う
の
な
い
時
勢
の
変
化
の
中
で
︑
殿
上
人

た
ち
を
俗
物
扱
い
す
る
皮
肉
と
と
ら
れ
る
危
険
を
含
む
発
言
は
︑
中
宮
方
の
女

房
と
し
て
決
し
て
許
さ
れ
な
い
﹁
失
言
﹂
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

殿
上
人
た
ち
の
う
ち
︑
清
少
納
言
の
﹁
失
言
﹂
へ
の
懸
念
を
誰
が
ど
こ
ま
で

理
解
し
た
か
は
定
か
で
な
い
︒
結
果
的
に
彼
ら
は
︑
女
性
で
あ
り
な
が
ら
男
性

が
朗
詠
す
る
詩
文
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
点
を
称
賛
し
︑﹁
此
君
﹂
の
故
事
に

深
入
り
せ
ず
に
︑
藤
原
篤
茂
の
詩
序
の
一
部
を
繰
り
返
し
誦
す
と
い
う
方
向
に

問
題
を
置
き
換
え
て
ゆ
く
︒
そ
の
場
に
残
っ
て
い
た
頭
弁
行
成
が
果
た
し
た
役

割
も
大
き
く
︑
清
少
納
言
が
﹁
此
君
﹂
の
故
事
を
知
ら
な
か
っ
た
と
言
い
続
け

る
後
押
し
と
な
っ
て
い
る
︒
行
成
の
発
言
の
﹁
人
の
な
べ
て
知
る
べ
う
も
あ
ら

ぬ
事
﹂
は
︑
清
少
納
言
が
王
�
之
の
逸
話
の
趣
旨
ま
で
理
解
し
て
い
る
か
ど
う

か
を
確
か
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
た
だ
竹
の
異
名
が
﹁
こ

の
君
﹂
だ
と
い
う
無
機
的
な
知
識
や
間
接
的
な
享
受
で
は
︑
臨
場
感
あ
る
応
答

を
行
う
こ
と
は
か
な
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
清
少
納
言
が
知
ら
な
い
と
言
い
つ

『
枕
草
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﹄
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お
け
る
﹁
此
君
﹂
の
享
受
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つ
も
殿
上
人
た
ち
に
﹁
な
め
し
と
や
お
ぼ
し
つ
ら
む
﹂
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
危

惧
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
︑
行
成
は
話
を
合
わ
せ
る
方
向
に
動
い
た
の
で
あ

ろ
う⑰
︒

で
は
︑
藤
原
篤
茂
の
詩
序
に
拠
る
な
ら
ば
︑
引
用
の
内
容
が
ど
う
変
化
す
る

の
か
を
確
認
す
る
︒

﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
一
一
﹁
3
2
1

冬
夜
守
㆓

庚
申
㆒

同
賦
㆓

修
竹
冬
青
㆒

応
㆑

教
﹂

藤
篤
茂

夫
守
㆓

庚
申
㆒

者
︑
玄
元
聖
祖
之
微
言
也
︒
世
揚
㆓

其
余
波
㆒︑
人
伝
㆓

其
遺

跡
㆒︒
或
至
㆓

此
夜
㆒︑
不
㆑

眠
達
㆑

明
︒
於
㆑

是
開
㆓

紅
炉
㆒

命
㆓

緑
醑
㆒︑
左
㆓

絃

管
㆒

右
㆓

詩
篇
㆒︒
鸞
吟
鳳
唱
之
音
︑
遏
㆓

夜
雲
㆒

而
更
怨
︑
嘲
風
哢
月
之
思
︑

対
㆓

暁
灯
㆒

而
猶
高
︒
蓋
斯
大
王
楽
㆑

善
之
佳
遊
也
︒
観
夫
籬
下
有
㆓

修
竹
㆒︑

架
中
無
㆓

凡
叢
㆒︒
迎
㆑

冬
独
青
︑
欲
㆑

咲
㆓

彼
千
秋
之
紅
葉
㆒︑
経
㆑

霜
弥
緑
︑

自
立
㆓

此
一
庭
之
白
沙
㆒︒
蕭
颯
入
㆑

聴
︑
簾
外
之
雨
天
霽
︑
蒙
籠
遮
㆑

眼
︑

窓
間
之
煙
暮
寒
︒
凡
竹
之
為
㆑

物
也
︑
藍
羅
剪
㆑

葉
︑
碧
玉
抽
㆑

竿
︒
晋
騎

兵
参
軍
王
子
	
︑
種
而
称
㆓

此
君
㆒︑
唐
太
子
賓
客
白
楽
天
︑
愛
而
為
㆓

我

友
㆒︒
既
而
虬
漏
頻
催
︑
蠟
燭
将
㆑

尽
︒
壺
中
之
天
欲
㆑



︑
象
外
之
楽
豈
荒
︒

篤
茂
沢
畔
截
㆑

蒲
︑
昔
慙
㆓

庸
才
之
已
拙
㆒︑
洞
中
対
㆑

竹
︑
今
闘
㆓

貞
心
之

不
㆒㆑

移
︒
聊
走
㆓

酔
後
之
毫
㆒︑
以
謝
㆓

座
右
之
客
㆒

云
㆑

爾⑱
︒

こ
の
詩
序
全
体
を
殿
上
人
た
ち
が
熟
知
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
︑

こ
の
詩
序
の
性
格
と
︑
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
竹
の
あ
り
方
と
を
見
直
し
た

い
︒
後
藤
昭
雄
氏
に
よ
る
と
︑
こ
の
詩
序
は
庚
申
の
夜
に
詩
宴
を
主
宰
し
た
親

王
の
命
に
応
え
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
当
時
庚
申
は
作
文
の
場
と
し
て
機

能
し
て
い
た
も
の
で
︑
こ
の
詩
宴
は
﹁
冬
の
寒
さ
に
耐
え
る
竹
の
緑
を
テ
ー
マ

に
し
﹂
た
も
の
と
さ
れ
る⑲
︒
詩
序
の
内
容
は
︑
君
子
と
し
て
の
美
質
を
備
え
た

竹
の
貞
潔
さ
を
中
心
に
表
現
し
て
い
る
︒
冬
も
色
を
変
え
な
い
様
を
色
彩
感
豊

か
に
描
い
て
お
り
︑
植
物
と
し
て
の
美
し
い
姿
を
叙
景
的
に
表
す
︒
こ
れ
に
よ

っ
て
擬
人
化
さ
れ
て
は
い
て
も
︑
俗
物
と
対
比
さ
れ
て
い
た
印
象
は
弱
ま
る
︒

ま
た
﹁
此
君
﹂
に
つ
い
て
も
︑
王
�
之
と
白
居
易
と
を
対
に
す
る
こ
と
で
︑
中

国
の
著
名
な
人
物
が
親
し
ん
で
愛
好
し
た
と
い
う
面
を
強
調
し
︑
王
�
之
の
発

言
に
あ
っ
た
皮
肉
は
ほ
と
ん
ど
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
白
居
易
が
竹
を
﹁
我

が
友
﹂
と
し
た
と
い
う
句
と
並
置
さ
れ
た
こ
と
は
︑
﹁
此
君
﹂
の
理
解
に
影
響

を
与
え
た
で
あ
ろ
う
︒
後
に
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
に
こ
の
部
分
が
採
ら
れ
て
い
る

が
︑
そ
こ
で
も
竹
そ
の
も
の
を
讃
え
る
と
い
う
よ
り
は
︑
著
名
な
人
物
が
愛
し

た
風
物
で
あ
る
こ
と
に
興
味
の
中
心
が
あ
る
よ
う
に
読
め
る
︒
最
後
に
詩
宴
の

主
宰
者
で
あ
る
親
王
の
庭
を
仙
境
に
喩
え
︑
貞
心
を
竹
と
競
う
と
述
べ
て
詩
序

は
結
ば
れ
る
︒

こ
の
詩
序
を
誦
す
こ
と
に
し
て
も
︑
同
じ
故
事
を
ふ
ま
え
て
い
る
か
ら
﹁
失

言
﹂
を
取
り
消
す
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
や
は
り
﹁
此
君
﹂

の
故
事
か
ら
篤
茂
の
詩
序
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
に
︑
﹁
取
り
な
し
﹂
と
し
て

の
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
言
え
る
︒
そ
れ
は
単
に
無
難
な
別
の
言
葉
に
取
り
替

『
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え
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
殿
上
で
も
評
判
と
な
り
︑
帝
も
興
じ
た
ほ
ど

で
あ
る
と
記
述
が
あ
る
よ
う
に
︑
章
段
の
後
半
は
君
臣
和
楽
の
体
現
さ
れ
た
理

想
的
な
宮
廷
に
お
い
て
︑
中
宮
方
が
知
性
の
中
心
と
し
て
の
位
置
を
保
ち
つ
づ

け
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒
呉
竹
の
枝
と
と
も
に
訪
れ
た
殿

上
人
た
ち
は
中
宮
方
の
﹁
友
﹂
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
︑
帝
と
中
宮
へ
の
貞
心
を

抱
き
つ
つ
繰
り
返
し
声
を
合
わ
せ
て
詩
句
を
誦
し
続
け
る
︒
篤
茂
の
詩
序
に
は

こ
の
場
で
の
竹
の
意
味
を
方
向
づ
け
る
機
能
が
あ
る
︒
俗
物
へ
の
皮
肉
を
想
起

さ
せ
る
も
の
か
ら
︑
色
を
変
え
ず
に
貞
心
を
抱
く
﹁
我
が
友
﹂
へ
と
変
化
を
さ

せ
る
の
で
あ
る
︒
行
成
を
は
じ
め
と
し
た
殿
上
人
た
ち
の
協
力
を
得
て
︑
清
少

納
言
の
﹁
失
言
﹂
は
あ
ら
わ
に
な
る
こ
と
な
く
隠
さ
れ
る
︒﹁
取
り
な
し
﹂
と

は
︑﹁
こ
の
君
﹂
と
い
う
呼
び
か
け
を
場
に
適
っ
た
応
答
に
解
釈
す
る
た
め
の

共
同
作
業
で
あ
る
︒
﹃
枕
草
子
﹄
当
段
で
は
︑
最
晩
年
の
中
宮
方
は
︑
決
し
て

孤
立
し
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
中

宮
は
﹁
失
言
﹂
の
真
相
を
推
察
し
て
い
そ
う
で
あ
る
が
︑
殿
上
人
た
ち
の
働
き

に
対
し
て
満
足
す
る
理
想
的
な
主
人
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
章
段
は
と
じ
め
と

な
る
︒

呉
竹
の
枝
が
差
し
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
瞬
間
を
捉
え
て
相
手
方
が
想
定
す
る

和
歌
な
ど
よ
り
も
格
段
に
優
れ
た
応
答
を
し
て
み
せ
た
と
い
う
自
負
が
︑
当
初

の
清
少
納
言
に
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
殿
上
人
た
ち
に
立
ち
去
ら
れ
て

み
る
と
︑
政
治
的
な
危
険
を
含
む
と
と
も
に
︑
貴
族
社
会
の
美
意
識
か
ら
も
大

き
く
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
が
気
に
な
っ
て
く
る
︒
発
言
を
修
正
す
る
に
は
︑
自

ら
は
異
名
の
知
識
す
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
︑
行
成
や
殿
上
人
た
ち
の
﹁
取

り
な
し
﹂
の
方
を
理
想
的
な
形
で
描
き
出
し
た
︒
風
流
な
や
り
と
り
に
置
き
換

え
る
は
た
ら
き
を
︑
中
宮
方
を
称
え
る
こ
と
へ
と
つ
な
げ
て
ゆ
く
︒
こ
の
よ
う

な
背
景
が
あ
る
た
め
に
︑
当
段
の
表
現
は
一
見
矛
盾
の
目
立
つ
記
述
に
な
っ
た

も
の
と
考
え
る
︒四

表
現
史
の
問
題
と
し
て

毒
を
含
ん
だ
故
事
と
し
て
﹁
此
君
﹂
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
も
の
の
︑
風

流
な
竹
の
異
名
と
し
て
の
意
味
が
選
び
取
ら
れ
て
ゆ
く
︒
こ
の
よ
う
な
享
受
の

し
か
た
は
平
安
時
代
の
散
文
作
品
の
表
現
史
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒

漢
詩
文
に
お
い
て
は
﹁
此
君
﹂
を
引
い
た
例
が
見
ら
れ
︑
表
現
方
法
が
受
け

継
が
れ
て
い
た
と
い
え
る
︒
中
国
で
は
白
居
易
︑
日
本
で
は
菅
原
道
真
な
ど
の

作
品
に
特
徴
的
な
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る⑳
︒
そ
れ
に
対
し
て
か
な
の
散
文
に
は

故
事
﹁
此
君
﹂
を
ふ
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
記
述
は
な
か
な
か
み
つ
か
ら
な
い
︒

人
物
を
指
示
す
る
言
葉
と
し
て
の
﹁
こ
の
君
﹂
は
散
見
さ
れ
て
も
︑
故
事
と
関

連
す
る
と
思
わ
れ
る
﹃
枕
草
子
﹄
以
前
の
例
は
現
時
点
で
は
見
ら
れ
な
い
︒
か

な
の
散
文
作
品
で
最
も
早
い
も
の
が
﹃
枕
草
子
﹄
﹁
五
月
ば
か
り
︑
月
も
な
う

い
と
暗
き
に
﹂
段
の
中
で
の
呼
び
か
け
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
植
物
に

『
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対
し
て
呼
び
か
け
る
と
い
う
形
式
は
︑
も
と
も
と
漢
詩
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る㉑

︒
和
歌
に
も
別
の
形
式
と
し
て
少
々
の
例
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
故
事
の
世
界

と
疑
似
体
験
で
つ
な
が
り
合
う
か
に
感
じ
る
臨
場
感
を
も
た
ら
す
の
は
︑
差
し

入
れ
ら
れ
た
呉
竹
の
枝
に
む
か
っ
て
﹁
と
っ
さ
に
﹂
呼
び
か
け
る
︑
そ
の
場
の

や
り
と
り
を
も
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
漢
詩
文

や
和
歌
と
は
異
な
る
︑
散
文
の
随
筆
作
品
の
特
性
を
生
か
し
て
実
現
し
た
こ
と

で
︑﹁
此
君
﹂
を
用
い
た
表
現
の
可
能
性
を
大
き
く
開
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
た

だ
︑﹃
枕
草
子
﹄
の
章
段
内
部
で
は
こ
の
応
答
は
危
険
が
大
き
す
ぎ
る
あ
ま
り
︑

書
き
記
し
て
い
な
が
ら
否
定
す
る
と
い
う
姿
を
と
ら
ざ
る
を
得
ず
︑﹁
取
り
な

し
﹂
の
方
に
焦
点
を
ず
ら
す
こ
と
で
章
段
の
形
を
保
っ
た
の
で
あ
る
︒

で
は
﹃
枕
草
子
﹄
以
降
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
の
人
物
を
呼

称
す
る
﹁
こ
の
君
﹂
の
う
ち
に
︑﹁
此
君
﹂
を
ふ
ま
え
た
形
で
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
考
察
し
た㉒

︒﹃
枕
草
子
﹄
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
い
わ
ゆ

る
二
部
世
界
と
の
成
立
時
期
の
差
は
︑
数
年
か
ら
十
数
年
の
近
い
時
期
で
あ
ろ

う
︒
そ
こ
で
は
﹃
枕
草
子
﹄
と
は
異
な
る
物
語
作
品
の
特
性
を
生
か
し
た
表
現

方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
︒
直
接
的
に
は
人
物
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
︑
物
語
中
の
詠
歌
や
景
物
の
描
写
︑
登
場
人
物
の
造
型
等
と
組
み
合
わ
さ

れ
︑
薫
の
在
り
よ
う
を
幼
児
期
か
ら
規
定
す
る
言
葉
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と

考
え
る
︒
し
か
し
︑
現
時
点
で
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
降
︑
か
な
の
散
文
作
品
に

﹁
此
君
﹂
の
故
事
が
生
か
さ
れ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
の
注
釈

書
に
も
﹁
此
君
﹂
に
関
す
る
指
摘
は
見
当
た
ら
ず
︑
表
面
的
に
は
関
連
が
見
え

な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
︒
そ
の
中
で
︑
た
と
え
﹁
失
言
﹂
で
あ
っ
た
と
し
て

も
︑
王
�
之
の
﹁
此
君
﹂
の
故
事
を
ふ
ま
え
て
呉
竹
の
枝
に
呼
び
か
け
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
﹃
枕
草
子
﹄
の
存
在
は
大
き
い
︒
現
在
知
ら
れ
る
範
囲
で
は
︑

故
事
﹁
此
君
﹂
の
趣
旨
を
生
か
し
た
形
で
か
な
の
散
文
作
品
に
享
受
さ
れ
て
い

る
の
は
平
安
中
期
の
﹃
枕
草
子
﹄
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
二
作
品
の
み
と
考
え
ら

れ
る
︒

一
方
︑
和
歌
の
世
界
で
は
︑
竹
の
異
名
と
し
て
の
﹁
こ
の
君
﹂
が
平
安
後
期

ご
ろ
か
ら
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る㉓

︒
そ
れ
は
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
に
入
っ
た
篤
茂

の
詩
序
の
句
が
︑
﹃
堀
河
百
首
﹄
を
通
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
﹁
此
君
﹂
に
王
�
之
が
込
め
た
皮
肉
か
ら
大
き
く
離

れ
た
道
を
と
り
︑
時
代
と
と
も
に
言
葉
の
意
味
を
変
遷
さ
せ
つ
つ
南
北
朝
期
ご

ろ
ま
で
詠
歌
の
例
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
︒
同
じ
篤
茂
の
句
か
ら
は
︑
白
居

易
が
竹
を
﹁
我
が
友
﹂
と
し
た
と
い
う
流
れ
も
受
け
継
が
れ
︑
む
し
ろ
﹁
此

君
﹂
よ
り
も
広
く
受
容
さ
れ
て
ゆ
く
︒

漢
籍
を
享
受
す
る
際
に
︑
日
本
で
は
定
着
し
に
く
い
要
素
が
様
々
に
あ
る
︒

王
�
之
が
﹁
此
君
﹂
に
込
め
た
皮
肉
も
そ
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
い
わ
ゆ

る
日
本
的
享
受
の
あ
り
方
と
し
て
は
︑
こ
の
皮
肉
の
よ
う
な
癖
の
強
さ
を
回
避

す
る
方
法
が
い
く
つ
か
工
夫
さ
れ
て
き
て
い
る
︒
例
え
ば
竹
の
異
名
と
し
て
︑

受
容
し
や
す
い
要
素
の
み
を
抽
出
し
て
用
い
る
こ
と
︒
篤
茂
の
詩
序
の
よ
う
に
︑

『
枕
草
子
﹄
に
お
け
る
﹁
此
君
﹂
の
享
受

一
〇



興
味
の
対
象
を
ず
ら
す
こ
と
︒
ま
た
言
葉
の
意
味
自
体
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
も

し
ば
し
ば
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
も
た
ら
さ
れ
た
漢
籍
か
ら
日
本
に
な

じ
む
要
素
の
み
を
濾
過
し
て
受
容
す
る
と
い
う
視
点
が
貴
族
た
ち
の
念
頭
に
あ

り
︑
知
的
な
応
酬
の
た
め
に
緊
張
感
を
も
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
る
場
も
あ
っ
た

と
い
う
様
が
垣
間
見
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
実
際
に
は
個
々
の
意
識
や

教
養
に
か
な
り
の
開
き
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
の
中
で
清
少
納
言
は
あ
え

て
た
め
ら
う
こ
と
な
く
表
現
の
冒
険
に
乗
り
出
し
︑
完
全
な
成
功
と
は
い
え
な

い
結
末
も
含
め
て
書
き
記
そ
う
と
し
た
の
が
当
段
で
あ
る
と
考
え
た
い
︒

か
な
の
散
文
作
品
で
故
事
の
趣
旨
を
変
質
さ
せ
る
こ
と
な
く
享
受
し
︑
表
現

に
生
か
し
て
ゆ
く
に
は
︑
独
自
の
表
現
方
法
が
必
要
と
さ
れ
る
︒﹃
枕
草
子
﹄

﹁
五
月
ば
か
り
︑
月
も
な
う
い
と
暗
き
に
﹂
段
の
故
事
﹁
此
君
﹂
享
受
は
︑
意

義
の
あ
る
試
み
で
あ
っ
た
と
考
え
る
︒

結

び

﹃
枕
草
子
﹄
の
﹁
五
月
ば
か
り
︑
月
も
な
う
い
と
暗
き
に
﹂
段
を
︑
故
事
の

趣
旨
に
留
意
し
て
読
み
直
せ
ば
︑
清
少
納
言
の
危
惧
し
た
﹁
失
言
﹂
の
内
容
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
こ
の
段
を
分
か
り
に
く
く
し
て
い
た
要
因
は
次
の
二

点
が
考
え
ら
れ
る
︒
ま
ず
故
事
﹁
此
君
﹂
の
趣
旨
を
生
き
生
き
と
蘇
ら
せ
よ
う

と
す
る
と
︑
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た
王
�
之
の
皮
肉
や
奇
行
ま
で
も
が
生
々
し

く
現
れ
て
し
ま
う
と
い
う
扱
い
に
く
さ
が
あ
る
︒
そ
し
て
職
の
御
曹
司
に
定
子

が
住
ん
だ
時
期
に
︑
中
宮
方
の
女
房
と
し
て
必
要
と
さ
れ
た
配
慮
が
あ
る
︒
無

難
な
応
対
の
方
法
は
幾
通
り
も
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
も
こ
の
出
来
事
を
書
き
留
め
︑

知
的
な
表
現
を
追
い
求
め
る
こ
と
を
﹃
枕
草
子
﹄
は
や
め
よ
う
と
し
な
い
︒
か

な
の
散
文
に
よ
る
表
現
方
法
の
可
能
性
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
章
段
で
あ
る
︒

注①

﹃
枕
草
子
﹄︵
松
尾
聰
・
永
井
和
子
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

枕
草

子
﹄
一
三
一
段
︑
小
学
館
︑
一
九
九
七
年
一
一
月
二
〇
日
︑
二
四
七
～
九
頁
︶
本
文

は
三
巻
本
系
に
拠
る
︒
引
用
文
中
の
故
事
﹁
此
君
﹂
に
か
か
わ
る
語
句
に
傍
線
を
︑

ま
た
登
場
人
物
た
ち
の
意
図
が
う
か
が
え
る
箇
所
に
波
線
を
付
し
た
︒

②

古
瀨
雅
義
﹁﹁
こ
の
君
に
こ
そ
﹂
と
い
う
発
言
︱
典
拠
の
﹁
空
宅
﹂
と
清
少
納
言

︱
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
七
四
巻
二
号
︑
一
九
九
七
年
二
月
︶

③

前
掲
注
①
に
同
じ
︒

④

前
掲
注
②
に
同
じ
︒

⑤

土
方
洋
一
﹁
擬
制
の
恋
愛
︱
﹃
枕
草
子
﹄
に
お
け
る
藤
原
行
成
の
役
割
︱
﹂
︵﹃
青

山
語
文
﹄
第
三
三
号
︑
二
〇
〇
三
年
三
月
︶
ま
た
︑
土
方
氏
は
︑﹁
詠
ま
れ
な
か
っ

た
和
歌
︱
枕
草
子
解
読
︱
﹂︵﹃
青
山
語
文
﹄
第
三
二
号
︑
二
〇
〇
二
年
三
月
︶
に
お

い
て
︑
清
少
納
言
の
行
動
を
﹁
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
主
義
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
当
段
に

も
あ
て
は
ま
る
点
が
あ
る
と
考
え
る
︒

⑥

前
掲
注
⑤
に
同
じ
︒

⑦

圷
美
奈
子
﹁
第
四
節

子
	
伝
説
︱
﹁
此
君
﹂
︱
﹂︵﹃
新
し
い
枕
草
子
論

主

題
・
手
法
そ
し
て
本
文
﹄
第
四
章

漢
籍
故
事
に
拠
る
言
説
に
お
け
る
表
現
差
︑
新

典
社
︑
二
〇
〇
四
年
四
月
二
七
日
︶︒
ま
た
当
論
に
お
い
て
︑
平
安
中
期
に
享
受
さ

れ
て
い
た
﹃
蒙
求
﹄
に
は
︑
故
事
﹁
此
君
﹂
の
記
述
が
な
い
点
に
つ
い
て
も
指
摘
し
︑

『
枕
草
子
﹄
に
お
け
る
﹁
此
君
﹂
の
享
受

一
一



古
瀨
論
を
批
判
さ
れ
て
い
る
︒

⑧

近
年
の
研
究
に
︑
中
田
幸
司
﹁
枕
草
子
﹁
五
月
ば
か
り
︑
月
も
な
う
い
と
暗
き

に
﹂
章
段
攷
︱
﹁
呉
竹
﹂
の
機
能
と
︿
知
的
な
遊
び
﹀
︱
﹂
︵
﹃
玉
川
大
リ
ベ
ラ
ル
ア

ー
ツ
学
部
・
研
究
紀
要
﹄
一
号
︑
二
〇
〇
八
年
三
月
︶
も
あ
る
が
︑
殿
上
人
へ
の
配

慮
を
重
く
見
る
も
の
は
特
に
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

⑨

王
�
之
は
︑
生
年
は
不
明
で
あ
る
が
三
八
八
年
頃
没
し
た
と
い
わ
れ
︑
東
晋
の
書

聖
と
し
て
有
名
な
王
羲
之
の
五
男
︑
字
は
子
	
で
あ
る
︒
四
世
紀
半
ば
以
降
に
会
稽

な
ど
の
江
南
の
地
を
中
心
に
活
躍
し
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
当
時
の
世
相
や
士
大
夫
の

交
遊
に
つ
い
て
は
︑
吉
川
忠
夫
﹃
王
羲
之
︱
六
朝
貴
族
の
世
界
﹄
︵
清
水
書
院
︑
一

九
八
四
年
九
月
二
五
日
︶
な
ど
が
あ
る
︒

⑩

本
文
は
︑
﹃
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
﹄
︵
﹁
任
誕
第
二
三
﹂
四
六
︑
台
湾
商
務
印
書

館
︶
に
よ
り
︑
以
下
編
目
名
と
番
号
の
み
を
挙
げ
る
︒
訓
点
は
︑
目
加
田
誠
﹃
新
釈

漢
文
大
系

世
説
新
語
︵
下
︶
﹄
︵
明
治
書
院
︑
一
九
七
八
年
八
月
二
五
日
︶
を
参
考

に
し
た
︒
ま
た
字
体
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
︒

⑪

前
掲
注
⑩
に
同
じ
︒
他
人
の
庭
園
を
賞
翫
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
王
�
之
の
弟

で
あ
る
王
献
之
の
逸
話
も
あ
る
︒
面
識
の
な
い
人
物
の
庭
園
で
傍
若
無
人
に
振
る
舞

い
︑
つ
い
に
主
人
の
怒
り
を
買
っ
た
が
︑
平
気
な
様
子
だ
っ
た
と
い
う
︒︵﹁
簡
傲
第

二
四
﹂
一
七
︶

⑫

船
津
富
彦
﹁
魏
晋
文
学
に
お
け
る
嘯
傲
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
東
洋
文
学
研
究
﹄
一
一
号
︑

一
九
六
三
年
三
月
︶

⑬

﹃
世
説
新
語
﹄
は
六
朝
期
の
︑
宋
の
劉
義
慶
に
よ
る
小
説
で
あ
る
︒
後
漢
末
か
ら

魏
晋
に
か
け
て
活
躍
し
た
士
大
夫
の
逸
話
を
篇
目
別
に
ま
と
め
て
い
る
︒
日
本
に
は

上
代
か
ら
﹃
世
説
﹄
と
し
て
入
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
今
浜
通
隆
﹁﹁
此
の
君
﹂

雑
考
︱
平
安
朝
文
学
と
﹃
世
説
﹄
序
章
︱
﹂
︵
﹃
池
田
富
蔵
博
士
古
稀
記
念
論
文
集

和
歌
文
学
と
そ
の
周
辺
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
八
四
年
一
月
︶
を
は
じ
め
と
し
た
一
連
の

論
考
が
あ
る
︒
当
時
の
﹃
世
説
﹄
に
つ
い
て
は
︑
今
浜
氏
﹁
仁
和
元
年
二
月
二
十
五

日
基
経
邸
読
書
始
に
つ
い
て
︵
上
︶﹂︵﹃
武
蔵
野
日
本
文
学
﹄
二
号
︑
一
九
九
三
年

三
月
︶
に
考
証
さ
れ
て
い
る
︒
故
事
﹁
此
君
﹂
の
日
本
へ
の
伝
来
に
つ
い
て
は
︑
今

浜
氏
﹁﹁
日
と
都
と
い
づ
れ
ぞ
遠
き
﹂
考
︵
下
︶﹂︵﹃
武
蔵
野
日
本
文
学
﹄
九
号
︑
二

〇
〇
〇
年
三
月
︶
で
﹁
未
詳
﹂
と
し
な
が
ら
も
考
察
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
に
お
い
て
︑

士
大
夫
た
ち
の
老
荘
へ
の
憧
れ
が
形
骸
化
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
ま

た
︑
竹
林
七
賢
の
受
容
に
つ
い
て
は
︑
蔵
中
ス
ミ
﹁
田
氏
家
集
と
﹁
竹
林
七
賢
﹂

詩
﹂︵﹃
大
阪
私
立
短
大
協
会
昭
和

年
度
研
究
報
告
集
﹄
九
号
︑
一
九
七
三
年
三

47

月
︶
や
︑
後
藤
昭
雄
﹁
嶋
田
忠
臣
論
断
章
﹂︵﹃
平
安
朝
文
人
志
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一

九
九
三
年
一
一
月
︒
初
出
﹃
語
文
研
究
﹄
六
〇
号
︑
一
九
八
五
年
一
二
月
︶
の
論
考

が
あ
る
︒

⑭

前
掲
注
⑩
に
同
じ
︒
ま
た
︑﹃
晉
書
﹄﹁
列
伝
巻
五
〇

王
羲
之
﹂
に
も
こ
れ
ら
の

記
述
が
あ
り
︑
日
本
で
も
享
受
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑮

桑
原
一
歌
﹁
薫
と
﹁
此
君
﹂
︱
愛
好
の
対
象
と
し
て
の
竹
︱
﹂︵
﹃
和
漢
比
較
文

学
﹄
三
八
号
︑
二
〇
〇
七
年
二
月
︶
で
︑
白
居
易
の
詩
の
用
例
に
つ
い
て
も
検
討
し

た
︒

⑯

田
中
幹
子
﹁
三
﹁
子
	
尋
戴
﹂
説
話
﹂︵﹃
和
漢
・
新
撰
朗
詠
集
の
素
材
研
究
﹄
第

二
章

説
話
か
ら
の
考
察
︑
和
泉
書
院
︑
二
〇
〇
八
年
二
月
二
五
日
︒
初
出
﹁
﹃
子

	
尋
戴
﹄
説
話
の
日
本
文
学
に
お
け
る
受
容
の
変
遷
﹂﹃
和
漢
比
較
文
学
﹄
七
号
︑

一
九
九
一
年
六
月
︶︑
田
中
氏
﹁﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
所
収
詩
句
の
説
話
的
背
景
﹂︵﹃
札

幌
大
文
化
学
部
・
比
較
文
化
論
集
﹄
一
八
号
︑
二
〇
〇
六
年
九
月
︶

⑰

前
掲
注
⑤
に
同
じ
︒
行
成
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
︒

⑱

大
曾
根
章
介
・
金
原
理
・
後
藤
昭
雄
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

本
朝
文

粋
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
二
年
五
月
二
八
日
︑
三
一
二
頁
︶
表
記
は
改
め
た
箇
所

が
あ
る
︒
な
お
︑
白
居
易
の
句
と
し
て
﹁
我
が
友
﹂
と
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
﹁
我

が
師
﹂
の
誤
り
で
︑
そ
の
ま
ま
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
に
も
引
か
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が

あ
る
︒
川
口
久
雄
・
志
田
延
義
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

和
漢
朗
詠
集

梁
塵

『
枕
草
子
﹄
に
お
け
る
﹁
此
君
﹂
の
享
受

一
二



秘
抄
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
六
五
年
一
月
六
日
︑
一
五
九
～
六
〇
頁
頭
注
︶
そ
の
後
︑

和
歌
の
世
界
へ
も
﹁
我
が
友
﹂
の
形
で
引
用
さ
れ
続
け
て
ゆ
く
︒

⑲

後
藤
昭
雄
﹁
第
三
章

庚
申
を
守
り
て
﹁
修
竹
冬
に
青
し
﹂
を
賦
す
詩
の
序
︵
藤

原
篤
茂
︶
︱
詩
文
の
作
ら
れ
る
場
︵
三
︶
庚
申
の
夜
﹂
︵
﹃
本
朝
文
粹
抄

二
﹄
勉
誠

出
版
︑
二
〇
〇
九
年
二
月
二
〇
日
︑
二
九
頁
︶

⑳

菅
原
道
真
の
詩
に
﹁
此
君
﹂
は
五
例
み
え
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
島
田
忠
臣
と
の

関
連
も
う
か
が
わ
せ
る
論
と
し
て
︑
後
藤
昭
雄
﹁
菅
原
道
真
の
詠
竹
詩
﹂︵
前
掲

﹃
平
安
朝
文
人
志
﹄
︒
初
出
﹃
香
椎
潟
﹄
二
七
号
︑
一
九
八
二
年
三
月
︶
が
あ
る
︒

㉑

植
物
に
語
り
か
け
る
形
で
心
情
を
表
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
波
戸
岡
旭
﹁
第
五

章

花
に
語
り
か
け
る
詩
人
︱
菅
原
道
真
と
白
居
易
︱
﹂
︵
﹃
宮
廷
詩
人

菅
原
道
真

︱
﹃
菅
家
文
草
﹄
・
﹃
菅
家
後
集
﹄
の
世
界
︱
﹄
︑
本
論
第
二
編

菅
原
道
真
と
雪
月

花
︑
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
五
年
二
月
二
八
日
︒
初
出
︑
﹁
ア
ジ
ア
遊
学
﹂
№
�
︑
一

九
九
九
年
三
月
︶
が
あ
り
︑
﹃
白
氏
文
集
﹄
と
の
共
通
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
こ

の
よ
う
な
表
現
上
の
特
色
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

㉒

前
掲
注
⑮
に
同
じ
︒

㉓

｢こ
の
君
﹂
と
い
う
言
葉
を
詠
む
和
歌
に
つ
い
て
は
︑
桑
原
一
歌
﹁
竹
の
異
名
の

詠
歌
︱
﹁
此
の
君
﹂
の
変
遷
︱
﹂
︵
﹃
古
代
文
学
研
究

第
二
次
﹄
一
四
号
︑
二
〇
〇

五
年
一
〇
月
︶
で
﹃
萬
葉
集
﹄
か
ら
南
北
朝
ま
で
の
例
を
概
観
し
た
︒
竹
を
詠
む
和

歌
全
般
に
つ
い
て
は
︑
百
留
恵
美
子
﹁
﹁
竹
︵
タ
ケ
︶
﹂
の
表
現
性
と
枕
詞
の
レ
ト
リ

ッ
ク
展
開
﹂
︵
﹃
文
化
﹄
︵
東
北
大
学
文
学
会
︶
六
八
巻
一
・
二
号
︑
二
〇
〇
四
年
九

月
︶︑
百
留
氏
﹁
﹁
竹
﹂
に
お
け
る
概
念
領
域
と
和
歌
表
現
史
﹂
︵
﹃
文
芸
研
究
︱
文

芸
・
言
語
・
思
想
︱
﹄
︵
日
本
文
芸
研
究
会
﹇
東
北
大
学
﹈
︶
︑
一
五
九
集
︑
二
〇
〇

五
年
三
月
︶
が
あ
る
︒

『
枕
草
子
﹄
に
お
け
る
﹁
此
君
﹂
の
享
受

一
三


