
1

日
本
に
お
け
る
白
居
易
の
研
究
︱
二
○
二
○
・
二
〇
二
一
年

︱
諸
田
龍
美
　
　

は
じ
め
に

拙
文
は
「
日
本
に
お
け
る
白
居
易
の
研
究
」
の
う
ち
︑
二
〇
二
〇
年
・
二
〇
二
一
年
の
「
白
居
易
・
白
氏
文
集
」
に
関
す
る
研

究
」
を
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑『
白
居
易
研
究
講
座
第
七
巻
　
日
本
に
お
け
る
白
居
易
の
研
究
』︵
勉
誠
社
︑

九
八
・
八
︶
の
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
白
居
易
の
研
究

︱
白
居
易
・
白
氏
文
集
に
関
す
る
研
究

︱
」
及
び
『
白
居
易
研
究
年
報
』

創
刊
号
～
二
〇
号
で
︑
そ
れ
を
継
承
し
て
な
さ
れ
て
き
た
仕
事
を
︑
引
き
続
き
二
〇
二
〇
年
・
二
〇
二
一
年
の
研
究
を
対
象
と
し
て

行
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

今
回
対
象
と
す
る
研
究
は
︑C

iN
ii

に
掲
載
す
る
二
〇
二
〇
年
・
二
〇
二
一
年
の
︑
白
居
易
・『
白
氏
文
集
』
に
関
わ
る
論
著
を
対

象
と
し
た
︒
文
献
の
配
列
等
︑
凡
例
事
項
は
従
来
の
も
の
を
継
承
し
て
い
る
︒
ま
た
︑C

iN
ii

に
「
抄
録
」
が
あ
る
場
合
は
︑
そ
れ

を
そ
の
ま
ま
掲
出
し
た
︒
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に
見
出
さ
れ
る
白
居
易
の
詩
文
に
つ
い
て
︑
諸
テ
キ
ス
ト
を
突
き
合
わ
せ
︑
分
析
を
加
え
る
着
実
な
作
業
を
基
礎
に
紡
ぎ
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
精
緻
な
考
察
が
導
き
出
そ
う
と
す
る
結
論
を
︑
敢
え
て
単
純
な
図
式
に
す
れ
ば
︑「
こ
の
白
居
易
詩
文
の
本

文
は
︑
旧
鈔
本
系
テ
キ
ス
ト
な
の
か
︑
刊
本
系
テ
キ
ス
ト
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒」「
著
者
の
微
に
入
り
細
を
穿

つ
調
査
は
︑
そ
も
そ
も
の
源
流
を
異
に
す
る
単
行
で
の
通
行
本
が
︑
現
存
の
刊
本
系
テ
キ
ス
ト
に
流
れ
込
ん
で
い
る
可
能
性
を
も
あ

ぶ
り
出
し
て
い
る
︒
今
後
︑
さ
ら
に
唐
鈔
本
の
原
貌
に
光
を
当
て
る
︑
精
緻
な
考
察
が
世
に
問
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ

る
︒」下

定
雅
弘
「
特
集
・
終
刊
に
寄
せ
て
」︵「
白
居
易
研
究
年
報
」
二
〇
︑
二
〇
・
九
︶

本
号
の
特
集
を
組
ん
だ
背
景
と
意
義
︑
及
び
「
年
報
」
二
〇
年
の
総
括
と
今
後
の
課
題
・
抱
負
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
︒「
特
集

に
寄
せ
て
」
に
い
う
︒「
本
号
は
「
歌
舞
音
曲
」
特
集
と
し
た
︒
音
楽
は
︑
詩
と
共
に
︑
白
居
易
の
生
命
そ
の
も
の
だ
っ
た
︒
こ
の

分
野
で
の
研
究
が
さ
ら
に
発
展
す
る
こ
と
を
願
っ
て
︑
こ
の
特
集
を
組
ん
だ
︒
特
集
稿
は
六
篇
︒」
各
論
の
内
容
を
紹
介
し
た
う
え

で
︑「
特
集
と
し
て
は
︑
も
っ
と
多
く
の
論
考
の
収
載
を
企
図
し
て
い
た
が
︑
い
さ
さ
か
及
ば
な
か
っ
た
︒
と
は
い
え
︑
舞
表
現
に

つ
い
て
の
研
究
が
今
後
大
き
く
発
展
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
こ
と
を
含
め
︑
音
楽
に
つ
い
て
の
研
究
が
︑
ま
だ
ま
だ
無
尽
蔵
の
課
題

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
役
割
は
果
た
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒」

「
終
刊
に
寄
せ
て
」
に
い
う
︒「「
年
報
」
の
発
刊
は
︑『
白
居
易
研
究
講
座
』
全
七
巻
を
受
け
て
の
︑
新
た
な
出
発
だ
っ
た
︒
…
…

年
報
が
︑『
講
座
』
の
仕
事
を
受
け
継
い
で
果
た
し
た
役
割
の
最
も
大
き
な
も
の
は
︑「
研
究
の
整
理
紹
介
」
の
分
野
で
あ
る
︒」「
創

刊
号
に
︑
太
田
次
男
氏
が
書
い
て
お
ら
れ
る
「「
年
報
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
の
う
ち
︑「
白
氏
研
究
進
展
の
実
態
を
調
査
・

検
討
す
る
こ
と
に
よ
る
現
状
把
握
の
作
業
」
と
い
う
点
で
は
︑
…
…
堅
実
に
そ
の
作
業
を
遂
行
し
て
き
た
︒」「
だ
が
︑
現
状
把
握
の

作
業
を
踏
ま
え
て
「
各
分
野
の
個
々
の
問
題
点
の
研
究
が
︑
全
体
と
し
て
調
和
の
取
れ
た
形
で
進
め
ら
れ
る
よ
う
︑
い
わ
ば
︑
一
つ

の
指
標
を
提
供
」
す
る
と
い
う
点
で
は
︑
…
…
研
究
の
全
体
を
見
る
に
ま
だ
ま
だ
ば
ら
つ
き
が
あ
る
︒」「
詩
の
諸
問
題
及
び
校
勘
の

一
の
二
　
白
居
易
研
究
の
整
理
紹
介

下
定
雅
弘
「
日
本
国
内
白
居
易
研
究
文
献
解
題
目
録
」︵「
白
居
易
研
究
年
報
」
二
〇
︑
二
〇
・
九
︶

一
九
九
八
年
以
後
︑
二
〇
一
九
年
ま
で
︑
ほ
ぼ
二
〇
年
間
の
「
日
本
に
お
け
る
白
居
易
の
研
究
︵
受
容
研
究
を
含
む
︶」
の
概
要
を

紹
介
す
る
も
の
︒
構
成
は
「
は
じ
め
に
／
︻
凡
例
︼
／
日
本
に
お
け
る
白
居
易
研
究
文
献
解
題
︱
一
九
九
八
年
以
後
︱
目
次
／

日
本
に
お
け
る
白
居
易
受
容
研
究
文
献
解
題
︱
一
九
九
八
年
以
後
︱
目
次
／
日
本
に
お
け
る
白
居
易
研
究
文
献
解
題
︱
一
九

九
八
年
以
後
︱
︵
解
題
︶
／
日
本
に
お
け
る
白
居
易
受
容
研
究
文
献
解
題
︱
一
九
九
八
年
以
後
︱
︵
解
題
︶」︒

【
書
評
】
大
渕
貴
之
「 
議
論
を
促
す
新
説
の
提
起 

陳
い
著
『
日
宋
漢
籍
交
流
史
の
諸
相
―
文
選
と
史
記
、
そ
し
て
白
氏
文
集
』

（
新
・
日
中
文
化
交
流
史
叢
書
、
大
樟
樹
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
六
月
）」︵「
白
居
易
研
究
年
報
」
二
〇
︑
二
〇
・
九
︶

王
勇
氏
主
編
「
新
・
日
中
文
化
交
流
史
叢
書
」
第
一
期
全
十
巻
中
の
一
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
本
書
へ
の
書
評
︒
各
章
の
内
容
を

紹
介
し
︑
評
者
の
見
解
も
示
し
た
上
で
︑
議
論
を
促
す
も
の
︒
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒「
陳
翀
氏
著
書
は
︑
宋
代
中
国
と
平
安
時

代
中
期
以
降
及
び
鎌
倉
時
代
の
日
本
と
の
間
に
存
在
し
た
漢
籍
交
流
の
論
考
を
中
心
と
し
︑
数
篇
の
関
連
す
る
論
考
を
附
す
︒
附
論

を
含
む
全
て
の
論
考
が
︑
い
わ
ゆ
る
通
説
に
対
し
学
術
的
批
判
を
展
開
し
て
独
自
の
見
解
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
︑
挑
戦
的
か
つ
刺

激
に
溢
れ
た
印
象
を
持
つ
︒
評
者
が
見
る
に
︑
著
者
の
意
図
は
徒
に
新
説
を
提
起
す
る
こ
と
に
は
な
く
︑
重
要
な
各
論
点
に
つ
い
て

日
中
の
文
学
研
究
︑
歴
史
研
究
に
携
わ
る
多
く
の
研
究
者
に
議
論
を
促
す
こ
と
に
あ
る
︒」

【
書
評
】
甲
斐
雄
一
「
神
鷹
徳
治
著
『
白
氏
文
集
諸
本
の
系
譜
』（
新
・
日
中
文
化
交
流
史
叢
書
、
大
樟
樹
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
六
月
）」

︵「
白
居
易
研
究
年
報
」
二
〇
︑
二
〇
・
九
︶

王
勇
氏
主
編
「
新
・
日
中
文
化
交
流
史
叢
書
」
第
一
期
全
十
巻
中
の
一
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
本
書
へ
の
書
評
︒
各
章
の
内
容
を

紹
介
し
︑
評
者
の
見
解
を
記
す
も
の
︒
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒「
本
書
の
一
篇
一
篇
は
︑
個
別
の
資
料
を
丹
念
に
調
査
し
︑
そ
こ
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巻
︑
一
九
七
二
︑
岩
波
書
店
︶」
の
「
三
本
を
手
に
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
」︑「
巻
三
・
四
の
「
新
楽
府
」
五
十
篇
の
本
文
が
旧
鈔
本
か
ら
︑

刊
本
へ
変
化
す
る
移
相
を
︑
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒」

【
研
究
レ
ポ
ー
ト
】
後
藤
昭
雄
「
白
居
易
「
諭
友
詩
」
の
本
文
」︵「
成
城
国
文
学
」
三
七
︑
二
一
・
三
︶

天
野
山
金
剛
寺
所
蔵
の
『
文
集
抄
』
に
抄
出
さ
れ
て
い
る
「
論
友
詩
」︵『
白
氏
文
集
』
巻
一
︶
の
本
文
に
は
他
の
諸
本
に
は
な
い
独

自
の
本
文
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
︒
最
後
に
以
下
の
よ
う
に
い
う
︒「
天
野
山
金
剛
寺
蔵
『
文
集
抄
』

は
白
居
易
の
「
論
友
詩
」︵『
白
氏
文
集
』
巻
一
︶
を
遺
存
す
る
唯
一
の
古
写
本
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
旧
鈔
本
の
本
文
は
本
書
に
の
み
残

さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
れ
を
現
行
の
テ
キ
ス
ト
と
対
校
し
て
み
る
と
︑
二
箇
所
に
独
自
異
文
が
あ
る
が
︑
と
り
わ
け
第
21
句

「
朱
門
に
董
賢
有
り
」
の
「
董
賢
」
の
本
文
は
注
目
さ
れ
る
︒
現
行
の
テ
キ
ス
ト
の
本
文
は
「
勲
貴
」
あ
る
い
は
「
勲
賢
」
で
あ
る

が
︑
こ
れ
ら
一
般
の
熟
語
に
対
し
て
「
董
賢
」
は
人
名
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
︑
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
次
の
句
と
の
対
偶
は
よ
り
的

確
な
も
の
と
な
る
︒
現
行
本
の
「
朱
門
有
勲
貴
︵
勲
賢
︶」
︱
「
陋
巷
有
顔
回
」
に
よ
っ
て
も
︑
こ
の
一
聯
が
対
句
で
あ
る
こ
と
は
明

白
で
あ
る
︒
作
者
が
こ
こ
を
対
句
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
あ
れ
ば
︑「
董
賢
」
︱
「
顔
回
」
と
い
う
人
名
を
対
語
に
置
い
た

完
整
の
対
句
こ
そ
が
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒」

三
の
一
の
一
　
諷
諭
詩

山
崎
藍
「
白
居
易
新
楽
府
「
井
底
引
銀
瓶 

止
淫
奔
也
」
に
詠
わ
れ
る
「
瓶
沈
簪
折
」
に
つ
い
て
―
唐
詩
に
垣
間
見
え
る
術
数

文
化
」︵「
ア
ジ
ア
遊
学
」
二
四
四
︑
二
〇
・
二
︶

「
正
式
な
手
続
き
を
経
ず
に
結
婚
し
た
男
女
の
恋
愛
は
危
う
い
も
の
で
あ
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
白
居
易
の
新
楽
府
「
井
底
引
銀
瓶

　
止
淫
奔
也
」
の
冒
頭
に
︑
釣
瓶
が
落
ち
か
ん
ざ
し
が
折
れ
る
の
は
愛
す
る
人
と
の
別
れ
に
似
て
い
る
︑
と
詠
わ
れ
て
い
る
︒
こ

の
「
瓶
落
簪
折
」
に
は
ど
の
よ
う
な
寓
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
︒
経
典
や
詩
歌
︑
術
数
に
関
す
る
文
献
な
ど
の
記
載
を
通
し

分
野
に
つ
い
て
は
︑
質
量
共
に
明
ら
か
に
大
き
な
進
展
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
文
の
分
野
で
の
研
究
は
︑
未
着
手
の
領
域
が
余
り
に

大
き
い
︒」
今
後
は
「
一
︑
毎
年
の
研
究
動
向
を
︑
勉
誠
出
版
のH

P

上
で
︑
お
伝
え
す
る
︒」「
二
︑
日
中
で
の
白
居
易
の
広
が
り

を
通
事
的
に
︑
ま
た
文
学
・
歴
史
・
美
術
を
ま
た
い
で
描
き
出
す
よ
う
な
企
画
を
立
て
た
い
︒」

【
書
評
】
栗
山
雅
央
「
文
艶
蓉
著
『
白
居
易
詩
文
在
日
本
的
流
伝
与
受
容
』」︵「
中
國
學
研
究
論
集
」
三
九
︑
二
一
・
四
︶

文
艶
蓉
氏
の
当
該
書
︵
中
州
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
七
・
九
︶
へ
の
書
評
︒
各
章
の
内
容
を
紹
介
し
︑「
評
者
な
り
に
気
づ
い
た
点
」
も

示
す
︒
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒「
本
書
は
︑
全
六
章
で
構
成
さ
れ
︑
前
半
三
章
で
は
白
居
易
の
詩
文
が
日
本
へ
「
流
伝
」
し
た
過

程
や
そ
の
際
の
形
態
︑
或
い
は
主
要
な
テ
キ
ス
ト
の
学
術
的
価
値
な
ど
に
着
目
し
て
考
察
を
展
開
す
る
︒
ま
た
︑
後
半
三
章
で
は
平

安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
白
居
易
詩
文
の
「
受
容
」
に
つ
い
て
全
体
を
概
括
す
る
と
と
も
に
︑
漢
文
学
と
和
文
学
に
弁
別

し
て
具
体
的
に
考
察
す
る
︒」「
本
書
は
確
か
な
資
料
性
を
備
え
た
良
質
な
研
究
成
果
で
あ
り
︑
本
書
を
基
盤
と
す
る
こ
と
で
白
居
易

研
究
の
深
化
が
望
め
る
で
あ
ろ
う
」︒

二
の
二
　
本
文
の
校
勘

【
研
究
ノ
ー
ト
】
神
鷹
徳
治
「
巻
三
・
四
「
新
楽
府
」
五
十
篇
―
旧
鈔
本
か
ら
刊
本
へ
の
位
相
の
変
化
」︵「
白
居
易
研
究
年
報
」
二

〇
︑
二
〇
・
九
︶

構
成
は
「
は
じ
め
に
／
旧
鈔
本
と
刊
本
」︒

「
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
︑
完
成
さ
れ
て
い
た
と
云
わ
れ
て
い
た
宋
刊
本
に
︑
写
本
か
ら
版
本
に
な
る
過
程
に
お
い
て
︑
予
期
以
上

の
本
文
の
改
変
な
い
し
誤
刻
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
推
測
が
生
じ
て
い
る
︒」
と
述
べ
た
上
で
︑
以
下
の
よ

う
に
い
う
︒「
一
︑
太
田
次
男
博
士
・
小
林
芳
規
博
士
共
編
『
神
田
本
　
白
氏
文
集
の
研
究
』︵
一
九
八
二
︑
勉
誠
社
︶」「
二
︑
岡
村
繁

博
士
『
白
氏
文
集
』
第
一
冊
︑︵
新
釈
漢
文
大
系
︑
二
〇
一
七
︑
明
治
書
院
︶」「
三
︑
高
木
正
一
『
白
居
易
　
上
』︵
中
国
詩
人
選
集
　
第
一
二



日本における白居易の研究―二○二○・二〇二一年―（諸田）

7 6

白
居
易
が
忠
州
刺
史
に
栄
転
す
る
途
中
︑
王
昭
君
の
故
郷
帰
州
訪
問
の
際
に
詠
ん
だ
「
青
塚
」0122

詩
に
つ
い
て
︑
帰
州
に
は

墳
墓
「
青
塚
」
は
な
い
の
に
︑
な
ぜ
こ
の
詩
を
「
青
塚
」
と
題
し
て
諷
諭
詩
を
詠
ん
だ
の
か
︑
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
従
来
説
を
再
検

討
し
︑
併
せ
て
︑
晩
年
の
杜
甫
が
同
地
で
詠
ん
だ
「
詠
懐
古
跡
五
首
︵
王
昭
君
︶」
詩
を
取
り
上
げ
︑「
両
者
の
詩
人
と
し
て
の
質
的

な
差
異
に
つ
い
て
も
言
及
」
し
た
も
の
︒
構
成
は
「
一
　
は
じ
め
に
／
二
　
白
居
易
が
帰
州
で
詠
ん
だ
「
過
昭
君
村
」
と
「
青
塚
」

詩
／
三
　
李
白
と
杜
甫
の
「
青
塚
」
詩
／
四
　
諷
諭
詩
と
し
て
の
白
居
易
「
青
塚
」
／
五
　
ま
と
め

︱
帰
郷
絶
望
の
杜
甫
と
前
途

洋
々
の
白
居
易
が
帰
州
で
詠
ん
だ
王
昭
君
詩
の
質
的
相
違
」︒

以
下
の
よ
う
に
い
う
︒「
詩
題
を
「
青
塚
」
と
し
た
所
以
は
︑
尊
崇
す
る
李
白
・
杜
甫
を
始
め
︑
盛
唐
中
唐
時
代
に
一
種
の
流
行

語
で
あ
っ
た
用
語
を
諷
諭
詩
の
詩
題
に
冠
し
た
と
考
え
る
の
が
よ
り
妥
当
」︒「「
諷
諭
」
詩
に
組
み
込
む
理
由
は
」「
白
居
易
自
身
の

苦
い
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
」
次
の
よ
う
な
「
貴
重
な
垂
訓
」
で
あ
っ
た
か
ら
︒「
宮
女
に
憧
れ
る
美
女
に
忠
告
す
る
が
︑
君
恩
は
い

つ
疎
遠
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
薄
情
な
も
の
だ
︒
美
貌
に
自
信
が
あ
っ
た
王
昭
君
は
…
…
結
局
天
子
に
誤
認
さ
れ
て
匈
奴
に
嫁
ぐ
不

幸
を
招
い
た
︒
…
…
未
来
の
宮
女
た
ち
よ
︑
見
か
け
の
美
貌
に
頼
り
過
ぎ
な
い
こ
と
だ
︒」

杜
甫
の
「
王
昭
君
詩
に
は
︑
通
常
観
光
の
感
懐
詩
で
な
く
︑
彼
女
の
不
幸
な
歴
史
に
自
ら
の
境
遇
を
重
ね
て
一
体
化
し
た
杜
甫
の

帰
郷
へ
の
願
望
と
心
痛
が
切
実
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
」︒
白
居
易
の
詩
に
は
「
王
昭
君
を
自
分
と
は
遠
く
離
れ
た
古
代
の
一
地
方
美

人
と
し
て
客
観
視
す
る
白
居
易
の
冷
静
な
観
点
が
あ
る
︒」「
こ
の
こ
と
は
…
…
所
謂
社
会
詩
全
体
に
つ
い
て
も
…
…
基
本
的
に
同
様

で
あ
る
︒」「
こ
の
差
異
は
︑
…
…
安
禄
山
の
乱
後
︑
失
職
し
て
長
安
を
後
に
し
︑
中
国
西
北
部
を
流
浪
し
て
正
に
辛
酸
の
渦
中
に
あ

る
浪
人
杜
甫
と
︑
貶
謫
は
経
験
し
て
も
…
…
社
会
批
判
と
長
安
復
帰
が
国
家
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
白
居
易
と
の
︑
当
時
の
立

場
環
境
の
雲
泥
の
差
に
起
因
す
る
」︒「
憂
苦
を
常
態
と
す
る
杜
甫
と
︑
文
字
通
り
常
に
楽
天
的
な
白
居
易
の
人
格
の
相
違
が
そ
の
根

底
に
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
」︒

て
考
え
」
た
も
の
︒
構
成
は
「
一
︑「
井
底
引
銀
瓶
　
止
淫
奔
也
」
と
は
／
二
︑
経
典
・
術
数
文
献
な
ど
に
描
か
れ
る
井
戸
と
釣
瓶
︑

か
ん
ざ
し
／
三
︑
詩
歌
に
お
け
る
井
戸
と
か
ん
ざ
し

︱
『
詩
経
』
か
ら
六
朝
詩
ま
で
　︵
一
︶
井
戸
と
釣
瓶
が
詠
わ
れ
る
詩
歌
　

︵
二
︶『
詩
経
』
や
古
楽
府
に
詠
わ
れ
る
か
ん
ざ
し
詩
　︵
三
︶
梁
代
の
か
ん
ざ
し
詩
／
四
︑
詩
歌
に
お
け
る
井
戸
と
か
ん
ざ
し

︱

唐
詩
　︵
一
︶
瓶
と
轆
轤
が
含
む
寓
意
　︵
二
︶
井
戸
と
か
ん
ざ
し
の
融
合
︱
戴
叔
倫
「
相
思
曲
」
と
白
居
易
「
井
底
引
銀
瓶
」」︒

結
論
と
し
て
こ
う
述
べ
る
︒「
魂
の
依
り
代
と
な
る
瓶
は
井
戸
縄
に
繋
が
っ
て
お
り
︑
井
戸
縄
が
切
れ
る
こ
と
で
決
定
的
な
断
絶

へ
と
誘
わ
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
か
ん
ざ
し
が
壊
れ
た
り
落
ち
た
り
す
る
こ
と
は
不
吉
で
あ
る
と
さ
れ
︑
特
に
女
性
の
身
に
起
こ
る
不

幸
を
暗
示
し
て
い
た
︒「
井
底
引
銀
瓶
」
の
「
瓶
落
簪
折
」
は
︑
主
人
公
の
今
の
絶
望
と
こ
れ
か
ら
起
こ
る
運
命
の
危
う
さ
を
表
現

す
る
も
の
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒」

山
田
尚
子
「
悲
嘆
と
諷
諭
―
「
古
詩
十
九
首
」
と
「
新
楽
府
」」︵「
成
城
國
文
學
論
集
」
四
三
︑
二
一
・
三
︶

「「
新
楽
府
」
序
に
見
え
る
「
古
詩
十
九
首
」
へ
の
言
及
を
起
点
と
し
て
︑「
新
楽
府
」
に
お
い
て
︑
悲
哀
の
感
情
を
詠
ず
る
こ
と

と
諷
諭
詩
で
あ
る
こ
と
と
が
結
び
つ
く
︑
そ
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
」
考
察
す
る
も
の
︒
構
成
は
「
は
じ
め
に
／
一
︑
新
楽
府
序
の

本
文

︱
「
古
詩
十
九
首
」
へ
の
言
及

︱
／
二
︑「
古
詩
十
九
首
」
注
釈
に
お
け
る
諷
諭
的
解
釈
／
三
︑
悲
嘆
か
ら
諷
諭
へ
／
四
︑

「
新
楽
府
」
に
お
け
る
悲
嘆
と
諷
諭
／
お
わ
り
に
」︒

以
下
の
よ
う
に
い
う
︒「
本
稿
で
は
︑
新
楽
府
序
の
「
首
句
標
其
目
︑
古
十
九
首
之
例
」
の
記
述
を
起
点
と
し
て
︑「
古
詩
十
九

首
」
が
『
文
選
』
注
釈
︑
特
に
五
臣
注
に
お
い
て
諷
諭
的
に
解
釈
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
考
察
し
︑
さ
ら
に
そ
う
し
た
「
古
詩
十
九

首
」
の
諷
諭
的
な
解
釈
が
詩
の
本
文
に
表
出
さ
れ
た
悲
嘆
を
解
釈
す
る
こ
と
で
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
ま
た
︑

悲
嘆
の
表
出
か
ら
諷
諭
的
な
解
釈
へ
と
帰
着
し
て
い
く
道
程
が
︑「
新
楽
府
」
に
お
い
て
作
品
を
展
開
さ
せ
る
た
め
の
手
法
と
し
て

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
︒」

竹
村
則
行
「
王
昭
君
の
故
郷
帰
州
で
詠
ん
だ
白
居
易
の
「
青
塚
」
詩
」︵「
中
国
文
学
論
集
」
五
〇
︑
二
一
・
一
二
︶
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三
の
一
の
四
　
律
詩
・
絶
句

水
谷
誠
「
白
居
易
律
詩
類
型
と
そ
の
影
響 

」︵「
中
国
詩
文
論
叢
」
三
九
︑
二
〇
・
一
二
︶

「
白
居
易
の
近
体
詩
が
類
型
的
に
感
じ
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
︒」
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
元
に
︑「
韻
字
︵
を
含
む
︶
三
字
の
組
を

「
韻
字
ユ
ニ
ッ
ト
」
と
呼
」
び
︑
そ
の
分
析
を
通
し
て
「
白
居
易
律
詩
の
類
型
化
に
つ
い
て
考
え
」
る
も
の
︒
構
成
は
「
一
︑
前
書

き
／
二
︑
三
字
全
同
の
「
韻
字
ユ
ニ
ッ
ト
」
／
三
︑
韻
字
以
外
の
「
韻
字
ユ
ニ
ッ
ト
」
を
考
察
／
四
︑
律
詩
で
の
相
似
「
韻
字
ユ

ニ
ッ
ト
」
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
／
五
︑
孟
郊
で
の
独
自
「
韻
字
ユ
ニ
ッ
ト
」
／
六
︑
賈
島
で
の
独
自
「
韻
字
ユ
ニ
ッ
ト
」
／
七
︑

結
語
」︒

「
結
語
」
に
い
う
︒「
こ
れ
ま
で
白
居
易
律
詩
の
類
型
化
の
条
件
を
追
い
求
め
て
き
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
重
要
部
分
が
「
韻
字
ユ

ニ
ッ
ト
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒」「
結
語
と
し
て
︑「
韻
字
ユ
ニ
ッ
ト
」
の
独
自
性
は
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
の
か
︑
と
い
う
点
に

触
れ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
︒
杜
甫
や
白
居
易
で
の
優
れ
た
作
品
で
は
︑「
韻
字
ユ
ニ
ッ
ト
」
の
独
自
性
が
際
立
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
た
め
に
苦
吟
派
の
窮
屈
な
独
自
性
は
︑
か
え
っ
て
逆
効
果
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
見
て
取
れ
た
︒
近

似
「
韻
字
ユ
ニ
ッ
ト
」
と
独
自
「
韻
字
ユ
ニ
ッ
ト
」
を
そ
れ
ぞ
れ
上
手
に
混
ぜ
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
に
︑
よ
い
作
品
群
が
あ
り
そ
う
な

気
が
す
る
︒」「
解
は
中
庸
に
あ
り
と
い
う
平
凡
な
結
論
に
な
っ
た
よ
う
な
の
で
︑
こ
こ
で
擱
筆
し
よ
う
︒」

水
谷
誠
「
白
居
易
律
詩
対
偶
論
」︵「
中
国
詩
文
論
叢
」
四
十
︑
二
一
・
一
二
︶

「
白
居
易
の
近
体
詩
が
類
型
的
に
感
じ
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
︒」
こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑
律
詩
に
お
い
て
「
韻
字
ユ
ニ
ッ
ト
」

︵
前
項
参
照
︶
と
「
対
偶
」
を
構
成
す
る
「
奇
数
句
︵
対
偶
上
句
︶
の
非
韻
字
と
な
る
「
三
字
群
」」
に
「
光
を
当
て
て
︑
考
察
す
る
」

も
の
︒
構
成
は
「
一
／
二
／
三
／
四
／
五
／
六
／
七
」︒

「
五
言
・
七
言
の
定
型
律
詩
に
つ
い
て
︑
頷
聯
・
頸
聯
で
の
上
の
句
末
字
に
つ
い
て
︑
す
べ
て
を
調
査
し
た
」
上
で
︑
表
一
「
白

三
の
一
の
三
の
一
　
長
恨
歌

勝
見
栞
「
白
居
易
詩
研
究
―
「
長
恨
歌
」
と
そ
の
周
辺
」︵「
日
本
文
學
」
一
一
六
︑
二
〇
・
三
︶

「「
長
恨
歌
」
に
つ
い
て
︑
そ
の
主
題
や
︑
詩
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
心
の
動
き
︑
末
尾
に
お
け
る
両
者
の
隔
絶

に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
」︒
構
成
は
「
は
じ
め
に
／
序
章
「
長
恨
歌
」
の
主
題
と
そ
の
批
評
／
第
一
章
「
長
恨
歌
」
と
陳
鴻
「
長
恨

歌
伝
」
と
の
比
較
／
第
一
節
「
長
恨
歌
伝
」
作
成
の
背
景
と
そ
の
作
意
／
第
二
節
「
長
恨
歌
」
の
「
長
恨
歌
伝
」
と
の
異
同
　
一
︑

玄
宗
　
二
︑
楊
貴
妃
　
三
︑
周
囲
の
人
々
／
第
二
章
「
李
夫
人
」
と
の
比
較
／
第
一
節
「
李
夫
人
」
の
主
旨
／
第
二
節
「
長
恨
歌
」

か
ら
見
る
「
李
夫
人
」
／
第
三
章
「
長
恨
歌
」
の
主
題
／
第
一
節
「
長
恨
歌
」
主
題
の
解
釈
／
第
二
節
　
後
段
に
お
け
る
玄
宗
と
楊

貴
妃
の
隔
絶
」︒

最
後
の
「
隔
絶
」
に
つ
い
て
︑
こ
う
述
べ
る
︒「「
在
天
願
作
比
翼
鳥
︑
在
地
願
為
連
理
枝
」
は
玉
妃
︵
仙
界
の
存
在
と
な
っ
て
か
ら

の
楊
貴
妃
︶
の
心
情
を
強
く
表
し
た
二
句
で
あ
る
︒
…
…
こ
こ
で
玉
妃
は
︑
こ
の
世
で
は
死
に
別
れ
て
し
ま
っ
た
が
︑
ま
た
別
の
世

で
結
ば
れ
よ
う
と
い
う
未
来
へ
の
希
望
を
述
べ
て
い
る
」︒「
そ
の
一
方
で
…
…
玄
宗
は
…
…
「
天
長
地
久
有
時
尽
︑
此
恨
綿
綿
無
絶

期
」
と
「
こ
の
「
恨
」
の
情
念
は
永
遠
に
残
り
続
け
る
と
述
べ
」
る
︒「
玄
宗
の
愛
は
今
後
永
遠
に
成
就
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
て
お
り
︑
そ
れ
が
こ
の
詩
の
悲
劇
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
」︒「
今
生
の
別
れ
を
悲
し
み
つ
つ
も
未
来
へ
の
希
望
を
述
べ
た

玉
妃
の
言
葉
と
︑
永
久
に
続
く
悲
し
み
を
述
べ
た
玄
宗
の
言
葉
に
は
︑
隔
絶
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
」︒「
そ
の
理
由
は
︑
玉
妃
は
仙

界
に
旅
立
っ
た
死
者
で
あ
り
︑
玄
宗
は
こ
の
世
に
残
さ
れ
た
生
者
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
」︒「
生
者
が
迷
妄
の
中
で
︑
こ
の

世
で
愛
し
合
う
こ
と
に
捕
ら
わ
れ
惑
う
の
に
対
し
︑
死
者
で
あ
る
玉
妃
が
持
つ
愛
は
︑
現
世
に
捕
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
︑
生
き
た
人

間
に
は
逃
れ
ら
れ
ぬ
惑
い
か
ら
超
越
し
た
愛
な
の
で
あ
る
︒」「
死
者
で
あ
る
玉
妃
と
生
者
で
あ
る
玄
宗
と
に
は
︑
そ
の
生
死
の
差
に

基
づ
い
て
︑
大
き
な
隔
絶
が
存
在
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
︒」
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結
論
と
し
て
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒「
元
稹
が
長
慶
年
間
ま
で
に
入
手
し
た
の
は
︑
白
居
易
自
編
の
詩
集
十
五
巻
本
を
も
と

に
整
理
し
た
詩
集
︑
お
よ
び
元
和
十
三
︵
八
一
八
︶
年
以
後
の
詩
体
別
の
詩
巻
で
あ
る
︒
元
稹
は
『
白
氏
長
慶
集
』
の
編
集
に
際
し
︑

さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
考
慮
し
な
が
ら
︑
四
分
類
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
︒」「
元
稹
は
巻
数
︑
各
巻
の
紙
幅
や
作
品
数
を
な
る
べ
く

均
等
に
す
る
た
め
に
︑
詩
の
配
列
を
調
整
し
た
り
︑
一
部
の
詩
巻
を
分
割
し
た
り
︑
分
割
し
た
も
の
を
合
併
し
た
り
し
た
︒
現
在
︑

我
々
が
確
認
で
き
る
『
白
氏
長
慶
集
』
の
詩
巻
は
︑
こ
の
よ
う
な
元
稹
の
関
与
を
経
て
完
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
︒
整
っ
た
数

字
や
均
等
性
と
い
っ
た
形
式
美
の
追
求
こ
そ
が
元
稹
の
編
集
理
念
の
根
幹
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒」

三
の
五
の
二
の
一
　
健
康
・
病
気
等

埋
田
重
夫
「
白
居
易
の
詠
老
詩
」︵「
中
國
文
學
研
究
」
四
六
︑
二
〇
・
一
二
︶

「
白
居
易
詩
の
詠
老
表
現
に
着
目
し
︑
題
材
や
伝
記
に
即
し
た
詠
法
の
特
色
と
傾
向
に
つ
い
て
︑
個
別
的
に
考
察
を
加
え
」︑「
そ

の
衰
老
の
文
学
が
詩
人
論
と
し
て
如
何
な
る
意
味
を
示
す
の
か
」︑「
確
認
で
き
た
複
数
の
要
点
を
提
示
」
す
る
も
の
︒
構
成
は

「︹
一
︺
序
／
︹
二
︺
先
行
文
献
の
指
摘
／
︹
三
︺
各
種
題
材
と
衰
老
表
現
／
︹
四
︺
詠
老
詩
の
特
色
と
傾
向
／
︹
五
︺
結
語
」︒

特
に
「︹
四
︺
詠
老
詩
の
特
色
と
傾
向
」
に
い
う
︒「
詩
題
に
老
の
字
を
含
み
︑
一
首
全
体
が
衰
老
を
叙
述
す
る
狭
義
の
詠
老
詩
は
︑

合
計
二
十
三
首
に
達
し
て
い
る
」︒「
通
覧
し
て
第
一
に
指
摘
で
き
る
の
は
︑
白
氏
の
詠
老
詩
が
六
十
歳
を
境
に
し
て
急
激
に
増
加
し

て
い
る
事
実
で
あ
る
」︒「
伝
記
的
に
み
て
詠
老
詩
の
制
作
状
況
は
︑
四
十
代
に
体
験
し
た
下
邽
丁
憂
と
江
州
貶
讁
か
ら
始
ま
り
︑
風

痺
の
発
作
が
あ
っ
た
六
十
代
に
頂
点
を
迎
え
︑
七
十
五
歳
で
亡
く
な
る
直
前
ま
で
途
絶
す
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
た
」︒「
第
二
の
論

点
︑
そ
こ
で
説
か
れ
る
詩
想
が
年
齢
と
と
も
に
大
き
く
変
質
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒」
下
邽
・
江
州
「
こ
の
両
時
期
の
衰
老
表
現

に
は
︑
老
い
を
嫌
い
︑
老
い
に
抗
い
︑
老
い
か
ら
逃
れ
ん
と
す
る
詩
情
が
強
く
認
め
ら
れ
る
︒」
し
か
し
︑「
大
和
六
年
六
十
一
歳
に

な
っ
た
七
言
絶
句
「
任
老
」︹2791

︺」「
以
後
は
︑
老
い
は
徐
々
に
白
居
易
に
と
っ
て
近
し
い
存
在
と
し
て
引
き
寄
せ
ら
れ
て
ゆ
く
」︒

居
易
対
偶
上
句
末
字
表
」︑
表
二
「
杜
甫
対
偶
上
句
末
字
表
」
を
提
示
︒
一
例
と
し
て
︑「
六
」
及
び
「
七
」
に
い
う
︒「
さ
て
︑
こ

う
し
て
得
ら
れ
た
韻
字
ユ
ニ
ッ
ト
あ
る
い
は
そ
れ
と
並
ぶ
「
三
字
群
」
内
で
の
「
如
」
の
対
と
な
る
の
が
何
で
あ
る
の
か
︑
と
い

う
点
に
注
目
し
て
見
る
と
︑
白
居
易
三
八
例
中
︑
二
二
例
が
「
似
」
で
あ
る
︒
一
方
︑
杜
甫
は
︑
一
九
例
中
三
例
に
と
ど
ま
る
︒」

「︵
白
居
易
は
︶
機
械
的
な
使
用
で
あ
る
と
い
え
る
︒」「
杜
甫
の
場
合
︑
こ
う
し
た
安
直
な
置
き
換
え
と
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
︑
慎

重
に
言
葉
の
配
置
を
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
︒
現
在
残
る
唐
代
作
品
の
中
で
︑
最
多
を
誇
る
白
居
易
で
あ
る
が
︑
多
作
を
す

る
た
め
の
手
段
が
︑
以
上
見
て
き
た
よ
う
な
機
械
的
に
処
理
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
彼
の
い
う
「
詩
魔
」
に
一
種
の
興

ざ
め
を
覚
え
て
し
ま
う
︒
た
だ
こ
う
し
た
こ
と
は
︑
白
居
易
だ
け
で
は
な
く
︑
現
代
の
作
家
に
も
通
じ
る
問
題
で
あ
る
の
で
︑
彼
一

人
を
あ
げ
つ
ら
う
つ
も
り
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
︒」「
今
後
︑
本
論
が
︑
内
容
面
だ
け
で
な
く
︑
形
式
面
で
律
詩

を
も
う
少
し
深
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
導
入
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒」

三
の
一
の
五
　
詩
論
・
四
分
類

盧
旭
「
詩
集
十
五
卷
か
ら
『
白
氏
長
慶
集
』
の
詩
卷
へ
―
白
居
易
と
元
稹
の
編
集
理
念
の
違
い
」︵「
日
本
中
國
學
會
報
」
七
三
︑
二
一
︶

元
和
十
年
の
詩
集
十
五
巻
と
長
慶
四
年
の
『
白
氏
長
慶
集
』
五
十
巻
の
編
集
に
関
し
て
︑
元
稹
が
ど
の
程
度
か
か
わ
っ
て
い
た
か
︑

そ
の
文
学
的
意
義
を
含
め
て
︑
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
︒
構
成
は
「
一
︑
は
じ
め
に
／
二
︑
白
居
易
に
よ
る
作
品
整
理
　

二
︱︵
一
︶
詩
集
十
五
巻
　
二
︱︵
二
︶
江
州
時
代
の
詩
作
の
整
理
　
二
︱︵
三
︶
元
和
十
四
年
か
ら
長
慶
四
年
ま
で
の
詩
作
の
整
理
／

三
︑
元
稹
に
よ
る
編
集
作
業
　
三
︱︵
一
︶
四
分
類
の
維
持
　
三
︱︵
二
︶
元
稹
の
形
式
美
追
求
／
四
︑
終
わ
り
に
」︒

ま
ず
「
本
稿
の
目
的
」
に
つ
い
て
い
う
︒「『
白
氏
長
慶
集
』︵『
前
集
』︶
の
詩
巻
を
手
が
か
り
に
し
て
︑
詩
集
十
五
巻
成
立
以
後
の

白
居
易
自
身
に
よ
る
詩
作
整
理
︑
お
よ
び
『
白
氏
長
慶
集
』
に
対
し
て
元
稹
が
行
っ
た
編
集
作
業
の
実
態
を
詳
し
く
検
討
し
︑
そ
こ

に
あ
ら
わ
れ
た
両
者
の
編
集
理
念
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒」
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死
者
達
と
限
り
な
く
隣
接
す
る
境
界
で
あ
り
︑
そ
し
て
ま
た
過
去
の
追
憶
に
よ
り
多
く
連
な
る
領
域
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の

地
で
作
ら
れ
た
死
を
詠
う
作
品
︱
感
傷
詩
お
よ
び
雑
律
︱
は
十
四
首
を
数
え
る
が
︑
そ
の
何
れ
も
が
特
筆
す
べ
き
特
色
を
兼
ね

備
え
て
い
る
︒
こ
の
数
年
間
に
詠
じ
ら
れ
た
詩
篇
は
︑
白
居
易
に
お
け
る
死
生
の
文
学
の
い
わ
ば
原
型
を
形
作
っ
て
い
る
と
言
っ
て

も
よ
い
︒」「
結
語
」
に
い
う
︒「
白
居
易
に
と
っ
て
感
傷
詩
︵
古
体
・
近
体
︶
は
︑
純
粋
な
抒
情
詩
と
し
て
必
須
不
可
欠
な
題
材
で
あ

り
」︑「
取
り
上
げ
ら
れ
る
様
々
な
主
題
の
な
か
で
も
特
に
死
別
離
は
︑
感
傷
詩
の
本
質
に
連
な
っ
て
お
り
︑
多
情
多
感
な
白
居
易
文

学
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
︒」「
そ
の
極
点
に
元
稹
が
い
た
こ
と
は
と
り
わ
け
注
意
さ
れ
て
よ
い
︒
元
稹
の
死
は
確
か
に
︑
白
居
易
の

詠
死
詩
︱
死
生
観
︱
に
大
き
な
画
期
を
齎
し
た
の
で
あ
る
︒」「
総
じ
て
白
居
易
詠
死
詩
は
︑
元
稹
の
死
を
集
中
的
に
詠
う
近
体

の
感
傷
詩
の
登
場
に
よ
っ
て
︑
そ
の
最
後
の
機
能
を
果
た
し
た
と
言
え
る
︒」

三
の
五
の
二
の
二
　
飲
食
へ
の
嗜
好

下
定
雅
弘
「
杜
甫
、
そ
し
て
白
居
易
へ
―
「
醒
」
の
快
適
」︵「
杜
甫
研
究
年
報
」
四
︑
二
一
・
三
︶

「「
醒
」
は
︑
詩
文
に
お
い
て
︑
古
来
︑
孤
高
ま
た
は
悲
哀
寂
寞
の
感
情
を
表
す
の
が
用
例
の
中
心
だ
っ
た
︒
だ
が
︑
杜
甫
の
詩
に

お
い
て
快
適
と
結
び
つ
く
「
醒
」
が
登
場
す
る
︒
そ
し
て
白
居
易
が
こ
れ
を
継
承
し
て
︑
多
く
の
快
適
・
歓
娯
に
結
び
つ
く
「
醒
」

を
展
開
し
た
」
と
論
ず
る
も
の
︒
た
だ
し
︑「
白
居
易
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
簡
潔
に
述
べ
る
に
留
め
る
」
と
︒
構
成
は
「
は
じ
め
に

／
一
　
杜
甫
よ
り
前
の
「
醒
」
／
一
の
一
　
先
秦
漢
魏
南
北
朝
の
「
醒
」　︵
一
︶『
楚
辞
』
の
醒
／
︵
二
︶
生
理
現
象
と
し
て
の
醒

／
︵
三
︶
快
適
な
「
醒
」
の
萌
芽
／
︵
四
︶
そ
の
他
の
醒
︵「
酔
復
醒
」︶」
／
一
の
二
　
唐
に
入
っ
て
の
醒
　︵
一
︶『
楚
辞
』
の
「
醒
」︑

悲
哀
・
寂
寞
の
「
醒
」
／
︵
二
︶
生
理
現
象
と
し
て
の
醒
／
︵
三
︶
快
適
の
「
醒
」
／
︵
四
︶
そ
の
他
の
醒
︵「
酔
復
醒
」
他
︶」
／
二

　
杜
甫
の
「
醒
」︵
一
︶
悲
哀
の
醒
／
︵
二
︶
生
理
現
象
と
し
て
の
醒
／
︵
三
︶
快
適
・
歓
娯
の
「
醒
」
／
︵
四
︶
そ
の
他
の
醒
︵「
醒

復
酔
」︶」
／
三
　
白
居
易
の
「
醒
」︵
一
︶
悲
哀
の
「
醒
」
／
︵
二
︶
生
理
現
象
と
し
て
の
醒
／
︵
三
︶
快
適
の
「
醒
」
／
︵
四
︶
そ

「
第
三
に
言
及
す
べ
き
は
︑
白
居
易
最
晩
年
に
お
け
る
酒
と
詩
の
意
義
で
あ
る
︒」「
六
十
七
歳
の
時
に
」「「
酔
吟
先
生
伝
」︹2953

︺

の
大
作
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
極
め
て
注
視
に
値
す
る
︒「
酔
」
と
「
吟
」
と
い
う
営
為
は
︑
結
果
と
し
て
白
居
易
に
七
十

五
歳
と
い
う
長
寿
を
付
与
し
︑
そ
の
人
生
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
作
用
し
た
」︒

「︹
五
︺
結
語
」
に
い
う
︒「
白
居
易
は
肖
像
画
や
鏡
を
見
詰
め
︑
絶
え
ず
老
い
と
向
き
合
い
︑
そ
し
て
自
ら
の
衰
貌
病
態
さ
え
も

詩
材
に
し
て
い
る
︒
中
国
文
学
に
お
け
る
詠
老
詩
は
︑
白
居
易
の
登
場
に
よ
っ
て
新
た
な
地
平
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
た
と
考
え
て
よ

い
︒
そ
の
背
景
に
は
彼
が
誰
に
も
増
し
て
︑
自
他
の
身
体
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」︒「
ま

た
彼
が
老
い
を
深
め
る
に
従
っ
て
悲
老
・
嘆
老
・
畏
老
か
ら
脱
却
し
て
︑
喜
老
・
任
老
・
逸
老
の
境
地
に
ま
で
到
達
で
き
た
の
は
︑

人
が
生
き
て
い
く
た
め
の
意
味
や
価
値
を
紡
ぎ
出
す
閑
適
詩
を
︑
こ
の
詩
人
が
創
造
し
所
有
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒」「
七

十
五
歳
の
折
︑
死
の
直
前
に
作
ら
れ
た
最
後
の
詠
老
詩
」「
自
詠
老
身
︑
示
諸
家
属
」︹3654

︺
詩
の
「
最
終
句
に
あ
る
「
把
背
向
陽

眠
」
は
︑
七
十
五
年
の
天
寿
を
思
い
残
す
こ
と
な
く
生
き
た
老
人
の
︑
理
想
と
す
る
終
焉
の
姿
で
あ
っ
た
」︒「
白
居
易
を
人
生
の
達

人
と
定
め
る
理
由
で
あ
る
︒」

埋
田
重
夫
「
白
居
易
の
詠
死
詩
」︵「
中
国
文
学
研
究
」
四
七
︑
二
一
・
一
二
︶

「『
白
氏
文
集
』
に
現
れ
る
夥
し
い
死
の
描
写
は
︑
彼
が
文
字
通
り
死
生
の
詩
人
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
︒
生
ま
れ
た
者
は

必
ず
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
厳
然
た
る
事
実
に
対
し
て
︑
白
居
易
が
自
己
の
感
情
を
ど
の
よ
う
に
表
出
し
て
い
る
の
か
を
探
る

こ
と
は
︑
作
家
研
究
に
お
い
て
」「
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
」
で
あ
り
︑「
そ
れ
は
ま
た
白
居
易
に
と
っ
て
感
傷
詩
が
如
何
な
る
存
在

で
あ
っ
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
る
︒」
構
成
は
︑「︹
一
︺
序
／
︹
二
︺
詠
死
詩
の
先
駆
け
／
︹
三
︺
白
居
易
詠
死

詩
と
三
つ
の
観
点
／
︹
四
︺
白
居
易
詠
死
詩
の
諸
相
／
︹
五
︺
結
語
」︒

︹
四
︺
に
い
う
︒「
母
親
の
死
去
に
伴
う
服
喪
の
た
め
︑
居
易
が
渭
村
下
邽
に
退
居
し
て
い
た
期
間
は
︑
元
和
六
年
︵
八
一
一
︶
の

孟
夏
か
ら
元
和
九
年
の
季
冬
ま
で
の
三
年
七
ヶ
月
で
あ
る
︒」「
彼
に
と
っ
て
下
邽
は
︑
死
を
絶
え
間
な
く
凝
視
す
る
空
間
で
あ
り
︑
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照
ら
し
つ
つ
︑
自
分
固
有
の
性
向
を
そ
の
都
度
確
認
し
︑
規
定
し
な
お
す
こ
と
で
も
あ
る
︒
音
楽
の
楽
し
み
は
︑
中
唐
の
白
居
易
に

至
っ
て
︑
自
ら
の
固
有
性
︵
自
分
ら
し
さ
︶
を
精
密
に
表
現
す
る
具
と
し
て
︑
高
度
に
磨
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
」︒「
そ
う
し
た

彼
の
営
為
は
︑
後
世
に
お
け
る
文
人
趣
味
︑
即
ち
生
活
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
の
芸
術
化
を
図
る
志
向
の
先
駆
け
と
し
て
︑
極
め
て
大

き
な
意
味
を
持
つ
︒
白
居
易
に
と
っ
て
は
︑
い
う
な
ら
ば
日
常
生
活
の
営
み
そ
の
も
の
が
︑
自
己
表
現
の
舞
台
で
あ
り
︑
創
造
の
場

だ
っ
た
の
で
あ
り
︑
彼
の
文
学
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
日
常
へ
の
関
心
と
は
︑
何
気
な
い
日
常
を
︑
自
分
の
色
に
染
め
上
げ
て
い
く
喜

び
と
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒」「
音
楽
の
愛
好
は
︑
酒
へ
の
耽
溺
や
怪
石
趣
味
な
ど
と
結
び
つ
き
︑
更
に
複
雑
な
生

活
ス
タ
イ
ル
の
あ
や
を
織
り
な
し
て
い
く
︒」「
そ
の
他
の
趣
味
・
嗜
好
の
営
み
の
検
討
に
つ
い
て
は
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒」

中
木
愛
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
白
居
易
の
研
究
（
白
居
易
・
白
氏
文
集
に
関
す
る
研
究
）

―
二
〇
一
八
」︵「
白
居
易
研
究
年
報
」
二
〇
・
九
︶

二
〇
一
八
年
の
白
居
易
及
び
白
氏
文
集
︑
そ
の
作
品
に
関
す
る
十
七
点
に
つ
い
て
の
研
究
を
対
象
と
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
を

紹
介
す
る
も
の
︒

中
純
子
「
霓
裳
羽
衣
曲
の
幻
―
唐
・
宋
音
楽
を
む
す
ぶ
架
け
橋
と
し
て
の
白
居
易
」︵「
白
居
易
研
究
年
報
」
二
〇
︑
二
〇
・
九
︶

「
安
史
の
乱
に
よ
っ
て
断
絶
し
た
宮
廷
音
楽
の
な
か
に
あ
っ
た
霓
裳
羽
衣
曲
が
︑
白
居
易
の
筆
力
に
よ
っ
て
︑
中
唐
以
降
に
お
い

て
い
か
に
再
生
さ
れ
て
い
っ
た
か
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
︒
構
成
は
「︵
は
じ
め
に
︶
／
一
　
白
居
易
「
長
恨
歌
」
以
前
の
霓
裳

羽
衣
曲
／
二
　
憲
宗
の
宮
廷
音
楽
と
白
居
易
／
三
　
中
晩
唐
の
文
壇
と
霓
裳
羽
衣
曲
／
四
　
江
州
司
馬
左
遷
期
の
白
居
易
と
霓
裳
羽

衣
曲
／
五
　
白
居
易
「
霓
裳
羽
衣
曲
」
／
六
　
五
代
・
宋
の
宮
廷
の
霓
裳
羽
衣
曲
／
七
　
白
詩
を
追
っ
て
／
結
語
」︒

「
結
語
」
に
い
う
︒「
玄
宗
皇
帝
の
宮
廷
で
奏
さ
れ
て
い
た
霓
裳
羽
衣
曲
は
︑
四
〇
〇
年
以
上
の
時
を
経
て
な
お
︑
南
宋
の
姜
夔
に

よ
っ
て
復
元
が
試
み
ら
れ
た
︒
さ
ら
に
そ
れ
を
現
代
の
研
究
者
が
復
元
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
」︒「
そ
の
よ
う
に
命
脈
を
保
っ
た
の

は
︑
ひ
と
え
に
白
居
易
の
詩
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
言
え
そ
う
で
あ
る
︒
白
居
易
は
玄
宗
期
か
ら
半
世
紀
の
後
︑
巷
間
に
伝

わ
っ
て
い
た
霓
裳
羽
衣
曲
を
︑「
長
恨
歌
」
に
刻
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
を
美
し
く
想
起
さ
せ
る
曲
と
位
置
づ

の
他
の
醒
︵「
醒
還
酔
」︶」
／
ま
と
め
に
代
え
て
」︒

白
居
易
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
い
う
︒「
白
居
易
は
︑
杜
甫
の
快
適
の
「
醒
」
を
我
が
も
の
と
し
︑
多
く
の
快
適
・
歓
娯
の

「
醒
」
を
詠
じ
た
︒
杜
甫
の
後
︑
白
居
易
の
前
代
ま
で
の
詩
人
に
︑
杜
甫
を
継
承
す
る
快
適
の
「
醒
」
は
見
ら
れ
な
い
︒
そ
れ
を
自

覚
的
に
継
承
し
︑
発
展
さ
せ
た
の
は
白
居
易
で
あ
る
︒
白
居
易
が
日
常
生
活
に
生
起
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
と
感
情
と
を
詠
じ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
︑
膨
大
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
︒
白
居
易
に
お
け
る
「
醒
」
も
︑
そ
の
詩
作
の
姿
勢
と
方
法
の
一
齣
で
あ
る
︒

杜
甫
は
︑
盛
唐
の
詩
人
で
あ
る
と
同
時
に
︑
中
唐
詩
の
先
駆
者
で
あ
る
︒
小
稿
は
︑
そ
の
見
方
に
新
た
に
一
つ
の
証
左
を
加
え
た
も

の
と
思
う
︒」三

の
五
の
七
の
三
　
音
楽
性

【
紹
介
】
森
岡
ゆ
か
り
・
下
定
雅
弘
「
楊
宗
瑩
著
「
白
居
易
の
愛
好
―
音
楽
」」︵「
白
居
易
研
究
年
報
」
二
〇
︑
二
〇
・
九
︶

楊
宗
瑩
氏
の
論
文
「
白
居
易
的
愛
好

︱
音
楽
」︵
台
湾
師
範
大
学
国
文
学
系
「
国
文
学
報
」
一
二
︑
一
九
八
二
・
六
︶
の
内
容
に
つ
い
て
︑

そ
の
後
収
録
さ
れ
た
同
氏
著
『
白
居
易
研
究
』︵
文
津
出
版
社
︑
一
九
八
五
・
三
︑「
第
四
章
　
生
活
芸
術
」︶
の
本
文
に
基
づ
き
紹
介
す
る
も

の
︒
構
成
は
「
は
じ
め
に
／
一
　
七
弦
を
益
友
と
為
す
／
二
　
両
耳
が
知
音
／
三
　
歌
を
聴
き
舞
い
を
観
る
／
四
　
詩
中
の
楽
器
／

五
　
詩
中
の
楽
曲
」︒

谷
口
高
志
「
白
居
易
の
音
楽
愛
好
―
詩
文
に
語
ら
れ
る
感
性
と
嗜
好
」︵「
白
居
易
研
究
年
報
」
二
〇
︑
二
〇
・
九
︶

「
音
楽
︵
な
い
し
は
そ
れ
に
類
す
る
音
︶
を
扱
っ
た
白
居
易
の
詩
文
」
に
お
い
て
「
自
身
の
愛
好
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
」︑

「
特
に
自
ら
の
感
性
や
嗜
好
に
関
わ
る
言
及
に
留
意
」
し
な
が
ら
検
討
す
る
も
の
︒
構
成
は
「
は
じ
め
に

︱
愛
好
を
語
る
白
居
易

／
一
　
演
奏
と
吟
誦
／
二
　
社
交
と
競
争
／
三
　
選
択
と
偏
愛
／
小
結
」︒

以
下
の
よ
う
に
い
う
︒「
自
分
に
合
っ
た
楽
し
み
方
を
見
つ
け
︑
そ
れ
を
詩
に
詠
出
す
る
こ
と
︑
こ
れ
は
日
々
の
生
活
や
感
興
に
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そ
の
音
楽
表
現
の
性
質
に
つ
き
︑
自
然
物
を
用
い
た
比
喩
か
ら
︑
音
を
的
確
に
表
す
様
々
な
物
と
事
柄
へ
の
探
索
と
︑
白
居
易
の
表

現
の
広
が
り
と
深
ま
り
を
論
じ
て
い
る
︒
谷
口
高
志
は
︑
白
居
易
の
多
種
多
様
な
愛
好
の
中
の
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
音
楽
を
位

置
づ
け
︑
音
楽
表
現
に
お
け
る
白
の
感
性
・
感
覚
と
言
語
化
等
の
関
係
を
探
究
し
て
い
る
︒
作
品
に
即
し
て
見
れ
ば
︑「
霓
裳
羽
衣

曲
」「
霓
裳
羽
衣
歌
」
に
関
す
る
研
究
と
︑「
琵
琶
引
」
の
音
楽
性
に
関
す
る
研
究
が
ま
と
ま
り
を
見
せ
て
い
る
︒
舞
に
つ
い
て
の
研

究
は
︑
始
ま
っ
た
所
と
い
っ
て
い
い
︒
藩
怡
良
の
白
詩
が
菅
原
道
真
に
与
え
た
影
響
に
関
す
る
研
究
︑
山
崎
藍
の
舞
表
現
に
お
け
る

「
か
ん
ざ
し
」「
汗
」
の
形
象
の
研
究
が
注
目
さ
れ
る
︒
日
本
文
学
に
お
い
て
も
︑『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
胡
旋
女
」「
聴
幽
蘭
」

「
琵
琶
引
」「
楊
柳
枝
」
の
摂
取
︑
和
歌
に
お
け
る
「
五
絃
弾
」︑
能
に
お
け
る
「
李
夫
人
」
等
の
摂
取
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
今
後
︑

中
国
文
学
と
日
本
文
学
の
両
分
野
で
の
研
究
が
刺
激
し
合
っ
て
︑
白
居
易
の
歌
舞
音
曲
︑
そ
の
音
楽
性
に
つ
い
て
の
研
究
が
さ
ら
に

着
実
に
発
展
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
︒」

五
　
思
想
の
研
究
　
　
五
の
三
　
そ
の
他

谷
口
高
志
「
唐
代
文
人
と
辺
地
の
神
―
白
居
易
の
祝
文
を
中
心
に
」︵「
佐
賀
大
国
語
教
育
」
五
︑
二
一
・
二
︶

「
唐
代
の
祝
文
︑
特
に
中
唐
・
白
居
易
の
祝
文
を
取
り
あ
げ
︑
地
方
に
赴
任
し
た
文
人
が
︑
当
地
の
神
霊
に
ど
の
よ
う
な
態
度
で

接
し
た
の
か
︑
ま
た
官
と
神
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
︑
い
か
な
る
意
識
や
観
念
が
語
ら
れ
︑
ど
の
よ
う
な
感
情
が
表
出
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
︒
構
成
は
「
は
じ
め
に
／
一
　
祝
文
制
作
の
背
景
︱
唐
代
の
地
方
官
と
祭
祀
／
二
　
神

へ
の
叱
責
︱
白
居
易
の
二
つ
の
祝
文
／
三
　
神
へ
の
攻
撃
︱
唐
代
に
お
け
る
官
と
神
の
関
係
／
小
結
」︒

以
下
の
よ
う
に
い
う
︒「
中
唐
の
文
人
た
ち
は
︑
地
方
の
祭
祀
に
深
く
関
わ
り
︑
災
害
が
起
こ
れ
ば
祠
廟
へ
と
奔
走
し
て
︑
熱
心

に
神
事
に
取
り
組
ん
だ
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
勤
勉
な
祭
祀
活
動
が
な
さ
れ
る
一
方
で
︑
王
権
の
代
行
者
た
る
彼
ら
官
吏
と
︑
民
の

信
仰
を
集
め
る
神
霊
と
は
︑
常
に
微
妙
な
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
︒
地
方
官
は
民
の
教
化
を
司
る
者
と
し
て
︑
土
地
の
神
霊
に
対
抗
心

け
た
︒
そ
し
て
憲
宗
に
取
り
立
て
ら
れ
た
彼
は
︑
新
進
官
僚
と
し
て
新
楽
府
「
法
曲
歌
」
で
︑
霓
裳
羽
衣
曲
を
胡
楽
で
は
な
く
開
元

治
世
の
音
楽
と
し
た
︒
こ
の
定
義
づ
け
に
よ
っ
て
︑
中
華
の
音
と
し
て
霓
裳
羽
衣
曲
が
後
々
ま
で
宮
廷
で
奏
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
地
方
へ
と
左
遷
さ
れ
た
白
居
易
の
筆
は
︑
霓
裳
羽
衣
曲
を
玄
宗
に
結
び
つ
け
る
こ
と
よ
り
も
︑「
琵
琶
引
」

や
「
小
童
の
薛
陽
陶
が
觱
栗
を
吹
く
歌
」
の
制
作
と
同
じ
よ
う
に
︑
音
楽
を
眼
前
に
髣
髴
と
さ
せ
る
よ
う
に
描
く
こ
と
へ
と
向
か
っ

た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
「
霓
裳
羽
衣
歌
」
に
よ
っ
て
︑
後
世
の
も
の
は
霓
裳
羽
衣
曲
の
情
調
と
と
も
に
構
造
や
楽
器
構
成

な
ど
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
手
懸
り
と
し
て
︑
五
代
・
宋
の
文
人
た
ち
は
霓
裳
羽
衣
曲
の
姿
を

懸
命
に
追
お
う
と
し
た
︒」

下
定
雅
弘
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
白
居
易
の
歌
舞
音
曲
に
関
す
る
研
究
（
解
題
）」︵「
白
居
易
研
究
年
報
」
二
〇
︑
二
〇
・
九
︶

戦
後
日
本
に
お
け
る
白
居
易
の
歌
舞
音
曲
に
関
す
る
研
究
の
概
要
を
記
す
も
の
︒
構
成
は
「
は
じ
め
に
／
一
　
白
居
易
の
音
楽
表

現
に
関
す
る
研
究
／
二
　
白
居
易
の
音
楽
研
究
が
日
本
文
学
に
与
え
た
影
響
に
関
す
る
研
究
／
「
歌
舞
音
曲
の
研
究
」
の
著
者
・
論

題
の
一
覧
表
」︒

「
は
じ
め
に
」
で
以
下
の
よ
う
に
い
う
︒「
白
居
易
の
作
品
の
音
楽
表
現
に
つ
い
て
の
研
究
は
︑
戦
前
︑
遠
藤
實
夫
の
「
霓
裳
羽
衣

曲
」
論
や
石
田
幹
之
助
の
「
胡
旋
舞
」
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
っ
た
が
︑
ご
く
僅
か
で
あ
る
︒
戦
後
も
︑
一
九
八
〇
年
代
︑
太
田
次

男
に
よ
り
︑
琵
琶
行
の
音
楽
性
に
注
目
す
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︑
九
〇
年
代
末
に
︑
丹
羽
博
之
が
︑
白
居
易
の
音
楽
好
き
を
概

括
的
に
論
じ
る
等
の
こ
と
は
あ
っ
た
が
︑
散
発
的
な
も
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
︑
こ
の
方
面
の
研
究
は
一
挙

に
活
気
づ
き
︑
系
統
的
な
研
究
が
な
さ
れ
始
め
た
︒
そ
の
成
果
は
実
に
大
き
い
︒
そ
れ
は
︑
主
と
し
て
︑
山
本
敏
雄
・
中
純
子
・
中

木
愛
・
谷
口
高
志
に
よ
る
︒
山
本
敏
雄
は
︑
作
品
中
に
現
れ
る
楽
器
に
即
し
つ
つ
︑
そ
の
表
現
の
特
徴
を
論
じ
て
い
る
︒
中
純
子
は
︑

白
居
易
の
作
品
の
音
楽
性
を
唐
代
の
詩
と
音
楽
と
い
う
大
き
な
フ
ィ
ー
ル
ド
の
中
に
お
い
て
︑
白
居
易
の
音
楽
の
個
性
︑
ま
た
そ
れ

が
周
辺
と
︑
宋
代
に
ま
で
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
︑
陸
続
と
論
を
発
表
し
続
け
て
い
る
︒
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
︑
中
木
愛
は
︑
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「
白
居
易
の
母
が
仕
え
た
祖
父
白
鍠
は
︑
清
廉
で
正
直
に
生
き
た
人
」︒「
白
氏
の
一
家
に
は
︑
進
士
科
及
第
者
は
い
な
い
︒」「
別

駕
に
な
っ
た
季
庚
は
︑
一
族
の
出
世
頭
」︒「︵「
事
状
」
に
記
さ
れ
た
︶
季
庚
の
行
動
は
︑
父
の
気
質
と
似
て
い
た
こ
と
を
彷
彿
と
さ
せ

る
」︒「
白
氏
一
家
に
は
家
訓
が
あ
っ
た
」︒「
白
居
易
の
母
は
︑
こ
う
し
た
白
氏
の
家
訓
の
中
に
生
き
︑
夫
の
季
庚
を
助
け
︑
潁
州
県

君
に
封
ぜ
ら
れ
た
」︒
母
の
教
育
方
針
は
︑「
学
」
と
「
正
」
で
あ
っ
た
︒「
学
力
の
み
な
ら
ず
︑
道
徳
面
も
重
視
し
て
い
た
」︒

「
母
の
死
後
の
白
居
易
の
心
情
」
は
︑
下
邽
に
お
け
る
改
葬
行
為
に
表
れ
て
い
る
︒「
白
居
易
は
母
を
葬
送
す
る
悲
し
み
の
中
で
︑

家
族
の
墳
墓
を
下
邽
に
定
め
︑
近
親
者
の
墓
を
下
邽
に
集
め
た
︒
故
人
た
ち
を
追
悼
す
る
文
章
を
書
き
︑
彼
ら
を
改
め
て
葬
送
し
た
︒

こ
う
し
て
母
を
中
心
に
し
て
初
め
て
死
者
た
ち
の
魂
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
」︒「
そ
れ
は
自
分
の
故
郷
を
確
認
し
︑
自

身
に
も
安
寧
を
も
た
ら
す
行
為
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒」

六
の
三
　
交
友

柳
川
順
子
「
元
白
交
往
詩
初
探
―
白
居
易
「
八
月
十
五
日
夜
、
禁
中
独
直
、
対
月
憶
元
九
」
詩
を
起
点
と
し
て
」︵「
中
唐
文
学
会

報
」
二
七
︑
二
〇
・
一
〇
︶

名
作
と
し
て
知
ら
れ
る
表
題
の
詩
を
贈
ら
れ
た
元
稹
は
︑
こ
れ
に
「
応
酬
し
た
「
酬
楽
天
八
月
十
五
夜
︑
禁
中
独
直
︑
玩
月
見

寄
」
詩
を
見
る
限
り
」「
少
し
く
そ
の
心
証
を
害
し
た
」
ら
し
い
︒
そ
の
理
由
の
解
明
を
起
点
と
し
て
︑
元
和
五
年
か
ら
元
和
十
二

年
に
至
る
ま
で
︑「
二
人
の
間
に
交
錯
し
た
心
情
の
一
端
を
︑
そ
の
詩
の
読
解
を
通
し
て
後
付
け
」
よ
う
と
す
る
も
の
︒
構
成
は

「
は
じ
め
に
／
一
／
二
／
三
／
む
す
び
に
代
え
て
」︒

「
む
す
び
に
代
え
て
」
に
い
う
︒「
白
居
易
が
大
明
宮
の
中
か
ら
江
陵
の
元
稹
に
書
き
送
っ
た
二
篇
の
詩
︑「
禁
中
夜
作
書
与
元
九
」

と
「
八
月
十
五
日
夜
︑
禁
中
独
直
︑
対
月
憶
元
九
」
と
は
︑
以
上
の
検
討
を
通
し
て
見
る
限
り
︑
い
ず
れ
も
そ
の
送
り
手
の
思
い
と

は
裏
腹
に
︑
元
稹
の
心
情
を
ひ
ど
く
逆
な
で
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
で
は
︑
こ
の
こ
と
に
白
居
易
自
身
は
気
づ
い
て
い
な

や
反
発
心
を
抱
い
て
い
た
と
想
像
さ
れ
︑
そ
う
し
た
公
的
感
情
が
︑
白
居
易
の
祝
文
の
な
か
に
は
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
︒「
職

は
神
と
同
じ
」
と
明
言
し
た
彼
は
︑︿
官
の
神
格
化
﹀
や
︿
神
の
官
僚
化
﹀
と
い
っ
た
近
世
的
な
観
念
を
︑
お
そ
ら
く
初
め
て
意
識

的
に
唱
え
た
知
識
人
で
あ
っ
た
が
︑
彼
の
そ
う
し
た
観
念
を
根
底
で
支
え
て
い
た
の
は
︑
何
よ
り
も
官
吏
と
し
て
の
矜
恃
で
あ
り
︑

神
霊
に
対
す
る
対
抗
意
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
う
し
た
彼
の
意
識
や
感
情
は
︑
唐
代
に
お
け
る
︿
淫
祠
﹀
へ
の

攻
撃
的
態
度
と
も
連
動
し
た
も
の
で
あ
り
︑
他
の
文
人
た
ち
に
も
少
な
か
ら
ず
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒」

六
の
二
　
出
自
・
家
族

和
田
浩
平
「
白
居
易
の
母
に
つ
い
て
」︵「
学
習
院
女
子
大
学
紀
要
」
二
三
︑
二
一
・
三
︶

白
居
易
が
父
季
庚
と
母
陳
氏
の
事
績
を
記
し
た
「
襄
州
別
駕
白
府
君
事
状
」
を
も
と
に
︑「
白
居
易
の
母
に
つ
い
て
整
理
し
︑
理
解

を
深
め
」︑「
白
居
易
の
心
情
を
探
」
ろ
う
と
す
る
も
の
︒
構
成
は
「
は
じ
め
に
／
一 

「
襄
州
別
駕
白
府
君
事
状
」
／
二
　
母
陳
氏
に

つ
い
て
」︵
1
︶
娘
時
期
︵
2
︶
嫁
時
期
︵
3
︶
母
時
期
／
三
　
白
居
易
の
思
い
／
お
わ
り
に
」︒

「
事
状
」
後
半
の
母
陳
氏
の
部
分
に
関
し
て
︑
本
文
を
九
つ
に
分
け
︑
注
釈
・
和
訳
・
解
説
を
施
す
︒
そ
の
う
え
で
︑
以
下
の
よ

う
に
述
べ
る
︒

安
史
の
乱
が
始
ま
っ
た
天
宝
十
四
載
に
生
ま
れ
た
母
は
︑「
父
陳
潤
を
失
う
ま
で
︑
八
年
間
を
︑
激
動
の
中
で
過
ご
し
た
」︒「
母

が
一
人
っ
子
で
あ
っ
た
事
実
」
は
︑「
社
会
の
混
乱
を
あ
る
意
味
で
語
っ
て
い
る
︒
激
変
し
た
世
の
状
況
と
同
じ
よ
う
に
︑
母
の
一

家
も
平
安
を
保
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒」「
夫
陳
潤
の
死
後
︑
母
は
︑
外
祖
母
に
よ
っ
て
︑
葬
儀
に
関
す
る
厳
格
な
教
育
を
受
け
て

い
た
︒」
大
暦
四
年
︵
七
六
六
︶
に
母
が
十
五
歳
で
嫁
い
だ
時
︑
夫
の
白
季
庚
は
す
で
に
四
十
一
歳
で
あ
っ
た
︒「
二
人
の
結
婚
に
は
︑

取
り
巻
く
時
代
の
事
情
が
あ
っ
た
と
思
う
︒
安
史
の
乱
が
起
こ
り
︑
…
…
白
氏
の
一
家
も
生
き
残
る
路
を
探
っ
た
に
ち
が
い
な
い
︒

一
家
の
安
定
を
求
め
て
︑
白
氏
の
血
を
引
く
者
同
士
の
結
婚
に
至
っ
た
と
考
え
る
」︒
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六
の
四
　
女
性
・
恋
愛

山
崎
藍
「
流
れ
る
汗
・
に
じ
む
汗
―
白
居
易
に
お
け
る
舞
妓
の
汗
描
寫
を
中
心
に
」︵「
白
居
易
研
究
年
報
」
二
〇
︑
二
〇
・
九
︶

「
先
行
研
究
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
上
で
「
汗
」
の
用
例
を
再
度
検
討
し
︑
先
秦
か
ら
唐
代
ま
で
の
詩
歌
に
お
け
る
汗
描
写
︑
特
に

白
詩
に
お
け
る
舞
妓
と
汗
に
つ
い
て
」
見
解
を
述
べ
た
も
の
︒
構
成
は
「
は
じ
め
に
／
一
　
隋
ま
で
の
作
品
︱
流
れ
る
汗
か
ら
に

じ
む
汗
へ

︱
／
二
　
唐
の
作
品
︱
様
々
な
汗
描
写
︱
／
三
　
西
方
音
楽
の
流
行
︱
白
居
易
の
楽
舞
詩
と
汗
描
写
︱
／
お

わ
り
に
」︒

以
下
の
よ
う
に
い
う
︒「
白
居
易
に
と
っ
て
汗
と
は
︑
激
し
い
舞
の
動
き
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
り
︑
西
域
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
︑

妙
齢
の
女
性
が
扇
情
的
に
演
じ
る
柘
枝
の
舞
妓
︑
な
い
し
︑
官
能
的
に
踊
る
美
し
い
舞
姫
を
表
現
す
る
た
め
の
語
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒」「
唐
代
は
︑
六
朝
期
よ
り
も
汗
を
詠
む
作
品
が
増
え
︑
舞
妓
の
か
く
汗
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒」「
と
は
い
え
︑

全
体
的
な
舞
妓
詩
に
お
け
る
割
合
か
ら
み
れ
ば
︑
舞
妓
の
汗
を
描
く
作
品
は
決
し
て
多
く
な
い
︒
白
詩
の
汗
表
現
も
例
外
で
は
無
く
︑

柘
枝
舞
に
代
表
さ
れ
る
︑
艶
美
な
舞
を
描
く
の
に
限
定
し
て
い
た
︒
妻
や
恋
人
︑
家
妓
と
い
っ
た
身
近
な
女
性
の
︑
心
の
美
し
さ
や

気
立
て
の
良
さ
に
汗
描
写
を
詠
じ
な
か
っ
た
の
は
︑
白
居
易
が
「
汗
」
と
い
う
詩
語
が
そ
の
よ
う
な
女
性
に
は
適
切
で
は
な
か
っ
た

と
見
な
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
白
居
易
は
汗
を
使
っ
て
︑
薄
手
の
衣
装
で
煌
び
や
か
に
踊
る
舞
妓
の
艶
姿
︑
激
し
い
動
き
か
ら
導
か

れ
る
身
体
性
を
描
写
し
︑
新
た
な
表
現
を
獲
得
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
︒」

六
の
五
　
特
定
の
時
期
に
つ
い
て
の
論
考
　

周
雲
喬
「
致
仕
す
べ
き
や
否
や
？
―
白
居
易
の
致
仕
に
関
す
る
詩
を
め
ぐ
っ
て
」︵「
国
際
社
会
文
化
研
究
」
二
一
︑
二
〇
・
一
二
︶

「
高
知
大
学
を
去
る
日
が
近
づ
き
」「
白
居
易
の
「
高
僕
射
」
及
び
「
不
致
仕
」
と
い
う
二
つ
の
詩
を
通
し
て
退
官
を
め
ぐ
る
大
人

か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
︒
気
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
︑
八
年
後
の
書
簡
の
中
に
︑「
瞥
然
塵
念
」
と
い
う
語
を
刻
み

込
む
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
︒
一
方
︑
こ
れ
く
ら
い
の
こ
と
で
崩
壊
す
る
友
情
で
は
な
い
と
︑
彼
は
心
の
底
か
ら
確
信
し
て
い
た

の
で
も
な
か
っ
た
か
︒
こ
の
こ
と
は
︑
同
時
期
に
二
人
の
間
を
往
来
し
た
詩
の
数
々
が
雄
弁
に
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
そ
の
自
信

が
あ
れ
ば
こ
そ
︑
白
居
易
は
元
稹
の
不
機
嫌
を
鷹
揚
に
受
け
と
め
︑
な
お
も
相
手
へ
の
友
情
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
︒

先
に
示
し
た
元
稹
の
「
酬
楽
天
書
後
三
韻
」
詩
は
︑
そ
う
し
た
白
居
易
の
長
年
に
わ
た
る
篤
い
思
い
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
出
来
た
も
の

だ
ろ
う
︒
そ
の
結
び
に
い
う
涙
に
は
︑
二
人
の
積
年
の
友
情
が
走
馬
灯
の
よ
う
に
映
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
︒」

高
橋
良
行
「
白
居
易
の
〈
詠
夢
詩
〉 

―
〈
夢
〉
中
の
友
」︵「
中
国
詩
文
論
叢
」
三
九
︑
二
〇
・
一
二
︶

「
白
居
易
の
多
様
な
︿
詠
夢
詩
﹀
の
う
ち
︑
顕
著
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
︿︿
夢
﹀
中
の
友
﹀
を
描
い
た
十
三
首
と
関
連
詩
五
首
を

取
り
上
げ
︑
先
行
作
で
あ
る
杜
甫
の
詩
と
比
較
し
つ
つ
︑
そ
の
表
現
上
の
特
徴
や
白
居
易
の
︿
友
情
詩
﹀
に
占
め
る
位
相
な
ど
に
つ

い
て
︑
初
歩
的
な
考
察
を
行
」
う
も
の
︒
構
成
は
「
一
　
は
じ
め
に
／
二
　
先
行
作
と
し
て
の
杜
甫
「
夢
李
白
二
首
」
／
三
　︿
夢
﹀

中
の
元
稹
／
四
　︿
夢
﹀
中
の
裴
垍
・
劉
禹
錫
︑
そ
の
他
の
友
人
／
五
　︿
夢
﹀
中
の
白
行
簡
／
六
　
結
語
」︒

「
結
語
」
に
い
う
︒「
白
居
易
以
前
に
︑
友
人
を
夢
に
見
た
こ
と
を
詠
じ
た
詩
は
ほ
と
ん
ど
な
く
︑
杜
甫
の
「
夢
李
白
二
首
」
が
実

質
的
な
先
行
作
で
あ
り
︑
発
想
の
面
か
ら
も
用
語
・
表
現
の
面
か
ら
も
」「
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
」︒「
白
居
易
の
友
を
詠
じ

た
︿
詠
夢
詩
﹀
は
︑
元
和
五
年
︵
三
十
九
歳
︶
か
ら
開
成
二
年
︵
六
十
六
歳
︶
の
間
に
作
ら
れ
︑
詩
型
的
に
は
五
言
古
詩
が
多
く
」「
内

容
的
に
は
︑
友
と
遊
ぶ
も
の
が
多
」
い
︒「
白
居
易
の
夢
魂
が
友
人
の
と
こ
ろ
に
行
く
こ
と
も
あ
る
が
︑
多
く
は
白
居
易
の
な
か
に

友
人
た
ち
が
現
れ
て
い
る
︒」「
生
者
が
延
べ
十
一
名
︑
死
者
が
延
べ
七
名
と
な
る
︒」「
三
名
の
友
が
同
時
に
現
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

る
︒
こ
れ
は
白
居
易
の
︿
詠
夢
詩
﹀
の
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
︒」「
こ
れ
だ
け
多
く
の
︿
夢
﹀
中
の
友
を
詠
じ
た
詩
が
あ
る
の
は
︑
生

涯
︑
友
人
を
大
切
に
し
︑
そ
の
交
わ
り
を
楽
し
ん
だ
白
居
易
の
価
値
観
や
人
生
観
の
反
映
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
詩
は
︿
詠
夢
詩
﹀
で

あ
る
と
同
時
に
︑
白
居
易
の
︿
友
情
詩
﹀
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
︒」
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︵
山
寺
の
近
く
︶
へ
帰
る
べ
き
な
の
だ
」
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
︒
白
居
易
が
山
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
︑
い
か
に
し
て
山
に
帰
っ
た

の
か
︑
そ
の
足
跡
を
丹
念
に
辿
り
︑「
山
の
詩
人
と
し
て
の
真
相
」
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
︒
考
察
は
五
回
に
わ
た
る

予
定
だ
が
︑
本
稿
は
︑
生
誕
か
ら
永
貞
元
年
︑
三
十
四
歳
ま
で
を
対
象
と
す
る
︒
構
成
は
「
一
　
伝
記
考
①
生
誕
～
31
歳
／
二 
山

の
詩
①
︱
漂
泊
期
／
三 

伝
記
考
②
︱
32
歳
～
34
歳
／
四 

山
の
詩
②
︱
帰
山
の
計
／
五 

小
結
」︒

「
小
結
」
に
い
う
︒「
本
稿
で
は
︑
…
…
校
書
郎
期
の
白
居
易
が
「
帰
山
」
と
「
抜
擢
」
と
い
う
︑
相
反
す
る
二
つ
の
願
望
を
同
時

に
抱
い
て
い
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
︒
こ
の
二
筋
の
道
は
︑
…
…
分
裂
の
危
機
を
孕
ん
だ
道
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
︑
当
時
の
居

易
に
は
︑「
帰
山
の
道
」
は
事
実
上
閉
ざ
さ
れ
て
お
り
︑
彼
は
「
抜
擢
へ
の
道
」
を
進
む
ほ
か
な
か
っ
た
︒
だ
と
す
れ
ば
︑「
帰
山
の

願
望
」
は
︑
お
の
ず
か
ら
心
底
に
押
さ
え
込
ま
れ
︑
鬱
積
す
る
ほ
か
は
な
い
︒
し
か
し
「
帰
山
」
は
︑
彼
の
本
性
に
関
わ
る
願
望
な

の
で
あ
る
︒
そ
の
存
在
を
無
視
し
︑
抑
圧
す
る
こ
と
は
︑「
自
己
を
欺
く
」
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
し
た
内
面
性
に
お
け
る
分
裂
の
危

険
を
抱
え
な
が
ら
︑
居
易
は
官
途
を
歩
み
始
め
た
︒
そ
の
二
筋
の
道
は
︑
彼
を
ど
の
よ
う
な
状
況
へ
導
く
の
か
︒
稿
を
改
め
て
考
察

し
た
い
︒」九

　
後
世
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
研
究

〔
宋
〕湯

浅
陽
子
「
寄
老
庵
に
よ
せ
て
―
あ
る
北
宋
文
人
の
閑
居
を
め
ぐ
る
詩
文
」︵「
人
文
論
叢
：
三
重
大
学
人
文
学
部
文
化
学
科
研
究
紀
要
」

三
七
︑
二
〇
・
三
︶

構
成
は
「︻
要
旨
︼
／
は
じ
め
に
／
一
　
孫
覚
に
つ
い
て
／
二
　
寄
老
庵
の
造
営
／
三
　
孫
覚
「
顕
之
禅
老
許
以
草
庵
見
処
作
詩

以
約
之
」
詩
・
秦
観
「
再
用
韻
」
詩
・
釈
道
潜
「
次
韵
莘
老
贈
顕
之
」
詩
／
四
　
秦
観
「
寄
老
庵
賦
」
／
五
　
劉
攽
「
寄
老
庵
記
」

／
六
　
黄
庭
堅
「︵
代
莘
老
作
︶
寄
老
庵
賦
」
／
お
わ
り
に
」︒

の
事
情
を
探
っ
」
た
も
の
︒
構
成
は
「
1
．
は
じ
め
に
／
一
︑
致
仕
の
年
齢
と
老
齢
年
金
／
二
︑
高
僕
射
の
致
仕
／
三
︑
某
高
官
の

不
致
仕
／
三
︵
マ
マ
︶︑
結
び
」︒

『
礼
記
・
曲
礼
上
』
に
は
「
大
夫
は
七
十
に
し
て
事
を
致
す
」
と
規
定
さ
れ
︑
唐
代
で
も
「
人
生
七
十
古
来
稀
な
り
」︵
杜
甫
「
曲

江
」
詩
︶
だ
っ
た
︒「
ほ
と
ん
ど
の
人
は
病
気
で
な
い
限
り
は
死
ぬ
ま
で
働
い
て
い
た
は
ず
」︒
白
居
易
の
よ
う
に
「
七
十
歳
の
定
年

ま
で
無
事
に
勤
め
あ
げ
て
︑
晴
れ
て
老
齢
年
金
を
支
給
さ
れ
る
幸
福
な
人
間
は
め
っ
た
に
居
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒」「「
七
十
に

し
て
致
仕
」
す
る
の
は
︑
人
生
の
幸
福
こ
こ
に
極
ま
れ
り
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒」

「
当
時
は
高
郢
と
杜
佑
の
二
人
の
老
高
官
が
居
て
︑
一
方
は
七
十
で
致
仕
し
︑
一
方
は
致
仕
し
な
か
っ
た
」︒
高
郢
は
「
白
居
易
と

同
じ
く
非
門
閥
貴
族
出
身
で
︑
し
か
も
科
挙
官
僚
と
し
て
宰
相
に
ま
で
登
り
つ
め
な
が
ら
︑
礼
の
規
定
通
り
に
引
退
し
た
︒」
一
方
︑

「
杜
佑
本
人
は
極
め
て
優
秀
有
能
な
人
材
で
は
あ
っ
た
」
が
︑「
門
閥
貴
族
出
身
者
の
典
型
だ
っ
た
」︒「
科
挙
受
験
に
苦
労
す
る
こ
と

も
な
く
恩
蔭
で
官
位
に
つ
き
︑
宰
相
に
上
り
つ
め
て
七
十
を
過
ぎ
て
も
「
君
恩
」
に
よ
っ
て
引
退
し
な
か
っ
た
︒
ま
た
広
壮
な
屋

敷
で
名
士
た
ち
と
宴
会
を
楽
し
み
︑
息
子
た
ち
も
ま
た
恩
蔭
で
官
位
に
つ
い
て
い
た
︒「
不
致
仕
」
詩
の
「
誰
か
富
貴
を
愛
さ
ざ
る
︑

誰
か
君
恩
を
恋
わ
ざ
る
」
云
々
は
︑
相
当
に
露
骨
な
杜
佑
へ
の
当
て
こ
す
り
だ
」︒
　

白
居
易
が
「
不
致
仕
…
…
を
一
種
の
社
会
問
題
と
し
て
諷
喩
詩
を
作
っ
た
背
景
に
は
︑
時
代
の
大
き
な
転
換
下
で
の
新
旧
両
世
代

な
い
し
階
級
の
利
害
対
立
が
あ
っ
た
」︒「
こ
の
問
題
が
尖
鋭
化
し
て
き
た
の
は
︑
や
は
り
白
居
易
の
時
代
」
だ
ろ
う
︒「
白
居
易
の

詩
は
︑
直
接
に
は
二
人
の
実
在
人
物
の
致
仕
問
題
か
ら
出
発
し
な
が
ら
︑
時
代
の
問
題
を
象
徴
的
に
切
り
取
っ
た
作
品
と
な
っ
て

い
る
」︒「
こ
の
問
題
は
本
質
的
に
現
代
で
も
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
」︒「
高
郢
の
よ
う
に
そ
の
時
が
至
れ
ば
き
れ
い
に
辞
め
る
の
が
︑

後
々
あ
れ
こ
れ
言
わ
れ
な
い
秘
訣
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
擱
筆
す
る
︒」

諸
田
龍
美
「「
山
の
詩
人
」
白
居
易
〔
一
〕
―
生
誕
か
ら
三
十
四
歳
ま
で
」︵「
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
」
五
〇
︑
二
一
・
二
︶

白
居
易
に
は
「
自
分
は
本
来
︑
山
中
の
人
で
あ
り
︑
山
寺
の
近
く
こ
そ
心
安
ま
る
故
郷
の
ご
と
き
場
所
︒
い
ず
れ
は
︑
そ
の
故
郷
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の
「
抄
録
」
に
い
う
︵
本
論
の
︻
要
旨
︼
と
同
文
︶︒「
中
唐
期
以
降
に
お
け
る
科
挙
出
身
官
僚
の
増
加
と
社
会
的
位
置
づ
け
の

高
ま
り
の
な
か
で
︑
白
居
易
︵
七
七
二
︱
八
四
六
︶
ら
を
初
め
と
す
る
人
々
に
よ
っ
て
︑
知
識
人
の
閑
居
の
あ
る
べ
き
姿
が
模
索
さ
れ
︑

そ
れ
は
閑
居
の
場
の
造
営
や
そ
れ
に
関
わ
る
詩
文
で
の
表
現
と
い
っ
た
形
で
表
出
さ
れ
た
︒
そ
の
よ
う
な
模
索
は
︑
さ
ら
に
そ
の
後

の
北
宋
期
の
科
挙
出
身
者
を
中
心
と
す
る
文
人
官
僚
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
︑
表
出
さ
れ
続
け
た
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
に
お
い
て
︑

そ
の
時
々
の
時
代
背
景
と
も
関
わ
り
な
が
ら
そ
の
発
想
を
少
し
ず
つ
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
本
稿
は
︑
そ
の
生
涯
を
通

し
て
︑
歐
陽
脩
・
蘇
軾
ら
の
世
代
の
み
な
ら
ず
︑
さ
ら
に
後
の
世
代
で
あ
る
黄
庭
堅
を
は
じ
め
と
す
る
所
謂
「
蘇
門
四
學
士
」
と

も
強
い
繋
が
り
を
持
ち
つ
づ
け
た
孫
覺
︵
一
〇
二
八
︱
一
〇
九
〇
︶
と
そ
の
寄
老
庵
を
焦
点
と
し
︑
彼
ら
を
取
り
巻
く
人
々
の
つ
な
が

り
を
考
え
る
︒
孫
覺
は
当
時
の
多
く
の
保
守
派
の
官
僚
達
と
同
様
に
︑
若
年
期
に
胡
瑗
の
も
と
で
学
び
︑
進
士
科
及
第
を
経
て
中
央

な
ら
び
に
地
方
の
官
職
を
歴
任
し
︑
高
位
に
至
っ
た
︒
ま
た
そ
の
間
に
は
︑
史
書
の
改
訂
作
業
に
加
わ
り
︑
晩
年
に
は
哲
宗
の
侍
講
︑

知
貢
舉
を
担
当
す
る
な
ど
︑
当
時
に
お
い
て
そ
の
学
識
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
︒
孫
覺
は
故
郷
の
高
郵
で
喪
に
服
し
て
い
た
煕
寧

九
年
八
月
に
烏
江
縣
の
温
泉
を
訪
ね
て
い
る
が
︑
同
行
者
で
あ
っ
た
秦
觀
が
翌
年
に
制
作
し
た
「
遊
湯
泉
記
」
は
︑
孫
覺
は
こ
の
旅

の
中
で
見
つ
け
た
景
色
の
良
い
場
所
に
自
分
の
引
退
後
の
閑
居
を
設
け
る
こ
と
を
決
め
た
と
記
し
て
い
る
︒
孫
覺
が
設
け
た
庵
の

「
寄
老
」
と
い
う
名
は
白
居
易
詩
の
「
寄
老
慵
」
を
意
識
す
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
寄
老
庵
に
は
︑
孫
覺
︑
秦
觀
︑
釋
道
潛
︵
參
寥
︶︑

黄
庭
堅
︑
劉
攽
が
か
な
り
長
い
時
間
を
隔
て
て
詩
文
を
寄
せ
て
い
る
︒
孫
覺
が
草
庵
設
置
の
許
可
を
得
た
際
に
作
成
し
た
「
顯
之
禪

老
許
以
草
庵
見
處
作
詩
以
約
之
」
詩
︑
及
び
こ
の
作
品
に
対
す
る
秦
觀
「
再
用
韻
」
詩
・
釋
道
潛
「
次
韵
莘
老
贈
顯
之
」
詩
は
︑
い

ず
れ
も
詩
中
で
「
寄
老
」
に
言
及
し
な
い
が
︑
翌
煕
寧
十
年
に
秦
觀
が
「
游
湯
泉
記
」
と
と
も
に
制
作
し
た
「
寄
老
庵
賦
」
は
︑
失

意
の
退
隠
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
つ
つ
も
︑
寄
老
庵
で
行
わ
れ
る
閑
居
が
い
か
に
高
遠
な
境
地
に
あ
る
か
を
『
荘
子
』
を
踏
ま
え
て

説
明
し
て
い
る
︒
こ
の
時
点
で
の
寄
老
庵
は
︑
孫
覺
が
将
来
の
隠
退
生
活
に
備
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
︑
秦
觀
は
将
来
の
孫
覺
に

予
想
さ
れ
る
理
想
の
閑
居
を
描
い
て
い
る
︒
そ
の
後
の
元
豐
五
年
に
劉
攽
が
寄
せ
た
「
寄
老
庵
記
」
は
︑
蘇
軾
の
烏
臺
詩
案
に
連
座

し
た
罪
を
問
わ
れ
た
処
分
か
ら
回
復
し
た
頃
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
寄
老
庵
を
︑
政
府
内
で
の
緊
張
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で

き
る
︑
将
来
の
隠
退
生
活
の
た
め
に
賢
明
に
準
備
さ
れ
た
場
所
と
し
て
描
い
て
い
る
︒
ま
た
さ
ら
に
六
年
後
の
元
祐
三
年
に
︑
知
貢

舉
で
あ
っ
た
孫
覺
の
依
頼
に
よ
り
黄
庭
堅
が
代
作
し
た
「
寄
老
庵
賦
」
は
︑「
智
」
を
用
い
ず
「
愚
」
に
帰
り
︑「
德
」
を
保
つ
存
在

こ
そ
「
斯
文
」
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
︒
元
祐
五
年
に
亡
く
な
っ
た
孫
覺
を
悼
む
秦
觀
「
孫
莘
老
挽
詞
四
首
」
其
一
は
︑

彼
の
晩
年
は
不
遇
だ
っ
た
の
で
は
な
く
︑
言
葉
を
忘
れ
る
道
家
的
な
理
想
を
表
す
境
地
を
得
た
と
述
べ
る
が
︑
こ
れ
は
黄
庭
堅
「
寄

老
庵
賦
」
の
言
う
境
地
と
相
似
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
︑
秦
觀
・
黄
庭
堅
は
孫
覺
の
晩
年
に
閑
居
の
一
つ
の
理
想
的
な
あ
り
方
を
見

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒」

【
訳
注
】
澤
崎
久
和
「
晁
迥
『
法
蔵
砕
金
録
』
所
収
白
居
易
関
係
資
料
訳
注
稿
（
4
）」︵「
白
居
易
研
究
年
報
」
二
〇
︑
二
〇
・
九
︶

北
宋
・
晁
迥
撰
『
法
蔵
砕
金
録
』
十
巻
に
収
め
ら
れ
る
白
居
易
詩
文
に
関
わ
る
章
段
の
訳
注
稿
︒
前
稿
「
晁
迥
『
法
蔵
砕
金
録
』

所
収
白
居
易
関
係
資
料
訳
注
稿
︵
一
︶」「
同
︵
二
︶」「
同
︵
三
︶」
に
続
き
︑
巻
七
～
巻
十
所
収
の
章
段
の
訳
注
を
載
せ
る
︒


