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�
栗
�

　

栗
�
味
は
醎
�
北
方
の
果
な
り
�
莍
蝟
有
り
て
自
ら
裹
む
�
故
に
先
賢
云

ふ
�
皁
な
る
者
は
柞
栗
の
属
�
膏
な
る
者
は
楊
柳
の
属
�
覈
な
る
者
は
李
梅
の

属
な
り
と
��
国
語
�
に
曰
く
��
婦
摯
は
棗
栗
に
過
ぎ
ず
�
以
て
虔
を
告
ぐ
る

な
り
�1
と
�
先
儒
以
為
へ
ら
く
�
棗
は
早
敬
に
取
り
�
栗
は
恂
栗
に
取
る
�

�
東
観
書
�
に
曰
く
��
栗
駭
蓬
転
�2
と
�
蓋
し
�
今
栗
房
秋
に
孰
し
罅
発
す
�

そ
の
実
�
驚
躍
す
る
こ
と
爆
け
る
が
如
し
�
根
幹
を
去
る
こ
と
甚
だ
遠
し
�
所

謂
栗
駭
と
は
其
れ
此
れ
を
以
て
す
る
か
��
詩
�
に
曰
く
��
山
に
樞
有
り
�
隰

に
楡
有
り
�3
�
山
に
栲
有
り
�
隰
に
杻
有
り
�4
�
山
に
漆
有
り
�
隰
に
栗
有

り
�5
と
�
言
ふ
こ
こ
ろ
は
�
国
君
財
有
れ
ど
も
用
ふ
る
能
は
ざ
る
こ
と
�
猶
ほ

之
れ
山
隰
自
ら
其
の
材
を
用
ふ
る
こ
と
能
は
ざ
る
が
ご
と
し
�
故
に
人
�
卒
く

之
を
取
り
て
以
て
用
と
為
す
な
り
�
然
ら
ば
則
ち
秦
詩
に
曰
く
��
阪
に
漆
有

り
�
隰
に
栗
有
り
�6
と
�
何
を
以
て
美
と
為
す
か
�
是
の
詩
を
曰
ふ
な
り
�
是

の
謂
ひ
に
非
ざ
る
な
り
�
秦
仲
既
に
君
子
を
見
る
�
礼
楽
の
好
有
り
�
故
に
此

れ
を
道
き
て
以
て
戒
め
と
為
す
�
言
ふ
こ
こ
ろ
は
�
宜
し
く
並
坐
し
て
簧
を
鼓

す
べ
し
�
今
時
に
及
ん
で
以
て
自
ら
虞
楽
す
る
能
は
ざ
れ
ば
�
則
ち
壮
者
は
其

れ
耋
ひ
�
老
者
は
其
れ
亡
び
ん
�
此
れ
其
の
美
と
為
す
所
以
な
り
�
耋
の
言
為

る
は
跌
な
り
��
易
�
に
曰
く
��
日
昃
く
の
離
な
り
�
缶
を
鼓
し
て
歌
は
ざ
れ

ば
�
則
ち
大
耋
の
嗟
あ
ら
ん
�
凶
�7
と
�
此
れ
と
義
を
同
じ
く
す
�
伝
に
曰

く
��
其
の
言
一
な
り
�8
と
�
言
な
る
者
異
な
れ
ば
�
則
ち
人
心
変
ず
�
母
よ

り
之
を
言
ふ
は
則
ち
賢
母
と
為
す
�
妻
よ
り
之
を
言
へ
ば
則
ち
未
だ
妬
妻
と
為

す
を
免
れ
ず
�
蓋
し
言
の
異
�
此
く
の
如
き
有
り
��
相
法
�
に
曰
く
��
白
き

こ
と
肪
を
截
る
が
如
し
�
黄
な
る
こ
と
栗
を
烝
す
る
が
如
し
�9
と
�
今
黄
玉
�

之
を
栗
玉
と
謂
ふ
�
義
�
蓋
し
此
れ
に
取
る
�
内
則
に
曰
く
��
棗
�
之
を
新

た
に
す
と
曰
ふ
�
栗
�
之
を
撰
す
と
曰
ふ
�A
と
�
按
ず
る
に
�
儀
礼
�
に
曰

く
��
棗
烝
栗
択
�B
と
�
蓋
し
之
を
烝
す
る
を
之
を
新
と
謂
ひ
�
之
を
撰
す
る

を
之
を
択
と
謂
ふ
�
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�
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�
人
文
コ
ミ
�
ニ
ケ
�
シ
�
ン
学
科
論
集
�
一
号
�
三
五
�
五
一
頁

(

1)

�
国
語
�
卷
四 

・
魯
語
上
�

(

2)

�
東
観
漢
記
�
巻
二
二
�

(

3)

�
詩
経
�
唐
風
・
山
有
樞
�
第
一
ス
タ
ン
ザ
�

(
4)

�
詩
経
�
唐
風
・
山
有
樞
�
第
二
ス
タ
ン
ザ
�

(
5)
�
詩
経
�
唐
風
・
山
有
樞
�
第
三
ス
タ
ン
ザ
�

(

6)
�
詩
経
�
秦
風
・
車
鄰
�
第
二
ス
タ
ン
ザ
�

(

7)

�
易
経
�
離
�

(

8)  

未
詳
�

(

9)

�
相
法
� 　

漢
の
許
負
の
撰
と
い
う
�
敦
煌
本
に
残
巻
が
あ
る
��
神
秘
文
化
典
籍
大
観
���
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�
考
察
�

　

栗
は
�
和
名
チ
�
ウ
ゴ
ク
グ
リ
�
学
名C

astanea m
allissim

a

�

に
同
定
さ

れ
る
�
チ
�
ウ
ゴ
ク
グ
リ
は
中
国
原
産
で
華
北
か
ら
雲
南
地
方
に
分
布
す
る

��
世
界
有
用
植
物
事
典
��
�
果
実
は
い
が
に
包
ま
れ
て
い
て
�
熟
す
と
そ
の
い
が

が
裂
開
す
る
��
今
栗
房
秋
に
孰
し
罅
発
す
�
と
は
そ
の
こ
と
だ
ろ
う
�

　

棗
の
音
サ
ウ
は
蚤
・
早
に
通
じ
て
早
起
き
の
意
を
と
り
�
栗
は
慄
に
通
じ

て
�
戦
慄
驚
愕
の
意
を
表
し
�
敬
虔
の
徳
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
��
新
釈
漢
文

大
系
・
国
語
��
�
そ
の
た
め
�
国
語
�
に
あ
る
よ
う
に
�
女
性
の
贈
り
物
と
し

て
�
棗
や
栗
が
重
宝
さ
れ
て
い
た
�
ま
た
�
早
立
子
�
と
い
う
言
葉
が
あ
る
�

こ
れ
は
早
く
子
供
を
作
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
�
音
通
す
る
�
棗
栗
�
を
寝
床

に
ま
い
て
早
く
子
供
を
産
む
こ
と
を
願
う
風
習
が
あ
る
�
女
性
の
贈
り
物
に
用

い
ら
れ
る
の
は
�
こ
の
よ
う
に
出
産
に
関
わ
り
が
あ
る
植
物
だ
か
ら
か
も
し
れ

な
い
�

　

�
棗
烝
栗
択
�
と
は
�
棗
に
は
埃
が
つ
き
や
す
い
の
で
常
に
拭
�
て
汚
れ
を

取
り
去
り
�
栗
は
虫
が
つ
き
や
す
い
の
で
何
度
も
注
意
し
て
見
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
��
鈴
木
�

�
柳
�

　

柳
は
柔
脆
に
し
て
生
じ
易
き
の
木
な
り
�
楊
と
同
類
な
り
�
縦
横
に
顛
倒
す

と
雖
も
�
之
を
植
う
れ
ば
皆
生
ず
�
然
れ
ど
も
十
人
を
し
て
之
を
植
ゑ
て
�
一

人
を
し
て
之
を
揺
ら
し
め
ば
�
則
ち
柳
を
生
ず
る
無
し
�
賢
を
立
つ
る
の
道
�

何
を
以
て
此
れ
と
異
な
ら
ん
や
�
況
や
之
を
植
う
る
の
人
寡
く
し
て
�
之
を
揺

す
る
の
人
衆
き
を
や
�
松
柏
茂
に
醜
す
�
桑
柳
菀
に
醜
す
��
詩
�
に
曰
く
�

�
菀
た
る
彼
の
桑
柔
�1
と
�
又
曰
く
��
菀
た
る
彼
の
柳
斯
�2
と
は
是
な
り
�
蓋

し
凡
そ
物
は
発
し
て
暢
茂
を
成
し
�
積
み
て
菀
結
を
成
す
�
故
に
桑
柳
は
條

に
醜
す
�
而
し
て
其
の
詩
之
を
菀
と
謂
ふ
な
り
�
菀
柳
に
曰
く
��
菀
た
る
柳

有
り
�
息
ふ
を
尚
は
ざ
ら
ん
や
�3
と
�
柳
の
菀
は
松
柏
の
茂
れ
る
が
若
き
に
非

ず
�
幾
も
未
く
し
て
衰
ふ
る
を
言
ふ
な
り
�
然
れ
ど
も
人
尚
息
ふ
を
庶
幾
ふ

は
�
以
て
幽
王
の
朝
事
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
曽
て
菀
柳
に
も
之
れ
如
か
ざ
る
を

言
ふ
な
り
��
東
方
朔
集
�
に
曰
く
��
首
陽
を
拙
と
為
し
�
柳
下
を
工
と
為

す
�4
と
�
一
に
柱
下
工
と
為
す
に
作
る
�
柱
下
は
老
子
な
り
�
柳
下
は
展
禽
な

り
�
二
説
皆
通
ず
��
大
戴
礼
�
に
曰
く
��
正
月
柳
稊
す
�
稊
な
る
者
は
孚
を

発
す
る
な
り
�5
と
��
本
草
�
に
曰
く
��
柳
華
�
一
名
絮
な
り
�6
と
��
抱
朴

子
�
に
曰
く
��
柳
柞
速
や
か
に
朽
つ
�
燎
き
て
以
て
炭
と
為
せ
ば
�
則
ち
億

載
敗
れ
ず
�7
と
�
此
れ
養
生
の
経
�
益
有
る
こ
と
此
く
の
如
き
を
言
ふ
�
故
に

広
成
子
以
謂
へ
ら
く
�
我
�
身
を
修
む
る
こ
と
千
二
百
歳
�
而
し
て
吾
が
形
未

だ
甞
て
衰
へ
ざ
る
な
り
と
��
中
朝
故
事
�
に
云
ふ
��
天
街
の
両
畔
の
槐
木
�

俗
に
号
し
て
槐
衙
と
為
す
�
曲
江
の
池
畔
柳
多
し
�
亦
た
号
し
て
柳
衙
と
為

す
�8
と
�
意
は
其
の
行
列
を
成
す
こ
と
衙
を
排
す
る
が
如
き
を
謂
ふ
�
今
宮
腰

細
痩
を
言
ひ
て
之
を
柳
腰
と
謂
ふ
�
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(

10)

�
礼
記
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11)

�
儀
礼
�
士
虞
礼
と
特
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饋
食
礼
�
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�
考
察
�

　

�
詩
経
�
集
伝
に
は
�
楊
は
柳
の
揚
起
す
る
も
の
な
り
�
と
あ
る
�
日
本
語

で
も
�
柳
の
枝
が
上
に
揚
�
て
い
る
も
の
を
楊
�
下
に
さ
が
�
て
い
る
も
の

を
柳
と
し
た
��
縦
横
に
顛
倒
す
�
と
は
枝
が
し
だ
れ
て
い
る
形
状
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
�
枝
が
し
だ
れ
る
ヤ
ナ
ギ
に
は
�Salix babylonica

�
和
名
シ
ダ
レ
ヤ
ナ
ギ
�
・Salix form
a rokkaku kim

ura

�
和
名
ロ
�
カ
ク
�
・Salix 

form
a Seiko kim

ura  

�
和
名
セ
イ
コ
ヤ
ナ
ギ
�
な
ど
が
あ
る
�
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

特
徴
を
持
�
て
い
る
が
�
果
た
し
て
昔
か
ら
細
か
い
区
別
が
な
さ
れ
て
い
た

か
は
疑
問
で
あ
る
�
現
在
�
最
も
代
表
的
な
ヤ
ナ
ギ
は
シ
ダ
レ
ヤ
ナ
ギ
で
あ
ろ

う
�
シ
ダ
レ
ヤ
ナ
ギ
は
中
国
原
産
で
�
細
い
枝
は
長
く
下
垂
す
る
�
街
路
樹
や

川
辺
の
並
木
と
し
て
広
く
栽
培
さ
れ
て
い
る
�

　

�
詩
経
�
の
菀
柳
は
�
松
や
柏
は
常
緑
樹
の
た
め
枯
れ
な
い
が
�
柳
は
い
ず

れ
枯
れ
て
い
く
�
そ
れ
で
も
柳
の
下
で
休
み
た
い
と
民
衆
が
思
う
の
は
�
幽
王

の
政
治
が
い
ず
れ
枯
れ
て
い
く
柳
に
も
及
ば
な
い
か
ら
だ
と
陸
佃
は
解
釈
し
て

い
る
よ
う
だ
�

　

中
国
で
は
�
ヤ
ナ
ギ
は
邪
気
を
払
う
呪
力
を
も
つ
植
物
と
さ
れ
て
い
た
�
そ

の
た
め
�
清
明
節
に
は
ヤ
ナ
ギ
の
枝
を
用
い
て
火
を
起
こ
し
�
枝
や
門
や
軒
先

に
さ
し
�
ま
た
枝
を
髪
に
さ
し
た
り
し
た
�
ま
た
�
旅
に
出
る
人
に
水
辺
の
ヤ

ナ
ギ
の
枝
を
折
り
�
環
の
形
に
結
ん
で
贈
る
と
い
う
風
習
も
あ
る
�
ヤ
ナ
ギ
の

霊
力
に
よ
�
て
旅
人
が
守
ら
れ
�
無
事
に
戻
る
事
を
祈
�
た
の
で
あ
る
��
花

と
樹
の
大
辞
典
��
��
鈴
木
�

�
楸
�

　

釈
木
に
云
ふ
��
大
に
し
て
皵
な
る
は
楸
�
小
に
し
て
皵
な
る
は
榎
�1
と
�

楸
梧
は
早
く
脱
す
�
故
に
楸
之
を
秋
と
謂
ふ
�
楸
は
美
木
な
り
�
故
に
曰
く
�

山
千
章
の
楸
を
居
け
ば
�
其
の
人
千
戸
侯
と
等
し
と
�
董
子
曰
く
��
木
三
時

に
名
づ
け
�
草
一
歳
に
命
ず
�
と
�
椿
は
春
に
从
ひ
�
楸
は
秋
に
从
ひ
�
榎
は

夏
に
从
ふ
が
若
き
は
�
所
謂
木
三
時
に
名
づ
く
�
芓
は
子
に
从
ひ
�
蔩
は
寅
に

从
ひ
�
茆
は
卯
に
从
ひ
�
莤
は
酉
に
从
ひ
�
荄
は
亥
に
从
ひ
�
艼
は
丁
に
从

ひ
�
茂
は
戊
に
从
ひ
�
芑
は
己
に
从
ひ
�
莘
は
辛
に
从
ひ
�
葵
は
癸
に
从
ふ
の

類
は
�
命
ず
る
に
一
歳
の
支
幹
を
以
て
す
�
故
に
草
一
歳
に
命
ず
と
曰
ふ
な

り
��
夢
書
�
に
曰
く
��
楡
�
人
君
と
為
す
�
楊
�
使
者
と
為
す
�
楸
�
讃
謁

と
為
す
�2
と
�
今
柳
之
を
糸
と
謂
ふ
�
楸
之
を
線
と
謂
ふ
�
按
ず
る
に
楸
行
列

の
茎
幹
有
り
�
喬
く
聳 (

i)

え
雲
を
凌
ぎ
�
華
高
く
し
て
愛
す
べ
し
�
秋
に
至

り
て
垂
條
線
の
如
し
�
俗
に
之
を
楸
線
と
謂
ふ
��
述
異
記
�
に
云
ふ
��
越
人

橘
柚
多
し
�
園
歳
ご
と
に
橘
税
を
出
だ
す
�
之
を
橙
橘
戸
と
謂
ふ
�
中
山
�
又
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(

1)
�
詩
経
�
大
雅
・
桑
柔
�
第
一
ス
タ
ン
ザ
�

(

2)

�
詩
経
�
小
雅
・
小
弁
�
第
四
ス
タ
ン
ザ
�

(

3)

�
詩
経
�
小
雅
・
菀
柳
�
第
一
ス
タ
ン
ザ
�

(

4)

�
東
方
朔
集
� 　

漢
・
東
方
朔
の
書
か
�

(

5)

�
大
戴
礼
�
夏
小
正
�

(

6)

�
重
修
政
和
経
史
證
類
備
用
本
草
�
の
引
く
�
神
農
本
草
経
�
の
柳
華
に
�
一
名
柳
絮
�
と
あ

る
�

(

7)

�
抱
朴
子
�
D
篇
・
至
理
に
�
柞
楢
速
朽
者
也
�
と
あ
る
�

(

8)

�
中
朝
故
事
� 　

五
代
南
唐
�
尉
遅
偓
の
撰
�
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楸
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有
り
�
名
を
楸
籍
に
著
す
者
な
り
�3
と
�

[

校
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[

注
釈]

�
考
察
�

　

キ
サ
サ
ゲ
属
�C

atalpa

�
は
�
東
ア
ジ
ア
と
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
約
十
種
類
あ

ま
り
が
分
布
し
て
い
る
�
楸
は
キ
サ
サ
ゲ
属
のC

atalpa bungei

�
和
名
ト
ウ
キ

サ
サ
ゲ
�
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
�

　

�
爾
雅
�
に
は
�
椅
�
梓
�
と
あ
り
�
郭
注
は
�
即
ち
楸
な
り
�
と
し
て
い

る
��
説
文
解
字
�
に
は
�
梓
�
楸
也
��
楸
�
梓
也
��
椅
�
梓
也
�
と
あ
り
�

梓
・
楸
・
椅
は
同
一
の
植
物
の
よ
う
で
あ
る
�
し
か
し
��
詩
経
�
鄘
風
・
定

之
方
中
に
は
�
之
に
樹
う
る
は
榛
・
栗
・
椅
・
桐
・
梓
・
漆
�
と
�
椅
と
梓
を

同
時
に
あ
げ
て
い
る
の
で
�
少
な
く
と
も
椅
と
梓
は
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
�
そ
こ
で
陸
佃
の
記
述
を
見
る
と
��
椅
即
ち
是
れ
梓
な
り
�

梓
即
ち
是
れ
楸
な
り
�
と
し
な
が
ら
も
�
蓋
し
楸
の
疏
理
に
し
て
白
色
な
る
者

を
梓
と
為
す
�
と
�
楸
と
梓
を
区
別
し
て
い
る
�

　

改
め
て
楸
の
記
述
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
��
大
に
し
て
皵
な
る
は
楸
��
喬

く
聳
え
雲
を
凌
ぎ
�
と
い
�
た
記
述
か
ら
高
木
の
類
と
思
わ
れ
る
�
ト
ウ
キ
サ

サ
ゲ
は
高
さ
十
五
メ
�
ト
ル
�
キ
サ
サ
ゲ
が
約
六
メ
�
ト
ル
な
の
で
二
倍
以
上

で
あ
る
�
ト
ウ
キ
サ
サ
ゲ
の
蒴
果
は
線
状
で
�
そ
れ
を
楸
線
と
い
う
の
で
あ
ろ

う
��
鈴
木
�

�
桜
桃
�

　

桜
桃
の
木
為
る
�
蔭
多
し
�
其
の
果
先
に
熟
す
�
一
名
荊
桃
�
一
名
含
桃
�

許
慎
曰
く
��
鸎
の
含
み
食
ふ
所
�
故
に
含
桃
と
謂
ふ
�1
と
�
之
を
鸎
桃
と
謂

ふ
は
�
則
ち
亦
た
鸎
の
含
み
食
ふ
所
を
以
て
の
故
に
之
を
鸎
桃
と
謂
ふ
な
り
�

月
令
に
��
仲
夏 (

i)

の
月
�
天
子
羞
む
る
に
含
桃
を
以
て
す
�2
と
は
�
新
し
き

を
薦
む
る
を
言
ふ
な
り
�
其
の
顆
の
大
な
る
者
は
或
は
弾
丸
の
如
し
�
小
な
る

者
は
珠
璣
の
如
し
�
南
人
の
語
に
�
其
の
小
な
る
者
は
�
之
を
桜
珠
と
謂
ふ

と
��
字
説
�
に
云
ふ
��
桜
は
実
を
主
と
す
�
么
穉
柔
沢
な
る
こ
と
嬰
の
如
き

者
な
り
�
栲
は
材
を
主
と
す
�
成
就
堅
久
な
る
こ
と
考
の
如
き
者
な
り
�3
と
�

�
校
記
�

�
注
釈
�

[191]

(

i) 

五
雅
本
�
松
に
作
る
�

(

1)

�
爾
雅
�
釈
木
�

(

2) 

未
詳
�

(

3)

�
述
異
記
� 　

梁
�
任
昉
の
撰
�

(

i) 

五
雅
本
�
春
に
作
る
�

(

1) 

現
行
本
の
�
説
文
解
字
�
に
は
見
え
な
い
�

(
2)
�
礼
記
�
月
令
�

(

3)
�
字
説
� 　

宋
・
王
安
石
の
著
�
す
で
に
散
逸
し
て
伝
わ
ら
な
い
�



埤
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(2) 

三
九

�
考
察
�

　

桜
桃
は
�
和
名
シ
ロ
ハ
ミ
ザ
ク
ラ
�
学
名 Prunu puseudo-cerasus  

�
に
同
定
さ

れ
る
�
シ
ナ
ミ
ザ
ク
ラ
の
花
は
�
三
月
か
ら
四
月
に
葉
と
同
時
か
葉
よ
り
早
く

咲
く
�
果
実
は
一
セ
ン
チ
以
内
と
小
さ
い
�
中
国
で
は
果
実
を
食
べ
る
た
め
に

栽
培
さ
れ
て
い
る
�

　

月
令
の
記
述
に
�
仲
夏
の
月
�
天
子
羞
む
る
に
含
桃
を
以
て
す
�
と
あ
る

か
ら
�
こ
の
時
期
に
果
実
が
熟
す
の
で
あ
ろ
う
�
仲
夏
の
月
の
記
述
に
は
�

�
是
の
月
や
日
長
く
至
る
�
と
あ
る
�
こ
れ
は
夏
至
の
事
で
あ
る
か
ら
�
六
月

ぐ
ら
い
だ
ろ
う
�
と
こ
ろ
が
�
シ
ナ
ミ
ザ
ク
ラ
の
果
実
は
七
月
に
熟
し
て
黒

紫
色
と
な
る
�
気
候
の
差
で
あ
ろ
う
か
�
あ
る
い
は
含
桃
は
ユ
ス
ラ
ウ
メ
�
学

名 Prunus tom
entosa 

�
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
�
ユ
ス
ラ
ウ
メ
は
六
月
頃
に
熟

し
果
実
は
一
か
ら
二
セ
ン
チ
�
シ
ナ
ミ
ザ
ク
ラ
と
大
き
な
差
は
な
い
��
一
名

含
桃
�
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
�
明
確
な
区
別
が
な
か
�
た
と
も
考
え
ら
れ

る
��
鈴
木
�

　
　

　

�
柏
�

　

柏
�
一
名
椈
�
雑
記
の
所
謂
�
暢
臼
椈
を
以
て
す
�1
と
は
是
な
り
�
柏
の
性

は
堅
緻
に
し
て
�
脂
有
り
て
香
し
�
故
に
古
人
�
破
り
て
暢
臼
と
為
し
�
用
ひ

て
以
て
鬱
を
擣
く
��
詩
�
に
曰
く
��
汎
た
る
彼
の
柏
舟
�
彼
の
中
河 (

i)

に
在

り
�2
と
�
言
ふ
こ
こ
ろ
は
�
柏
以
て
舟
を
為
る
べ
か
ら
ざ
る
に
非
ず
�
特
柏
の

宜
し
と
す
る
所
に
非
ず
�
故
に
共
姜
�
義
を
守
り
て
引
き
て
以
て
自
ら
況
す
る

な
り
�
共
姜
義
を
守
り
て
�
自
ら
誓
ふ
所
以
此
く
の
如
け
れ
ば
�
則
ち
奪
ひ
て

之
を
嫁
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
�
特
天
性
の
愛
に
牽
か
る
る
の
み
�
故
に
曰
く
�

�
母
や
天
や
�
人
を
諒
と
せ
ず
�2
と
�
伝
に
云
ふ
��
天
は
父
を
謂
ふ
な
り
�

3
と
�
蓋
し
毛
�
序
す
る
者
の
所
謂
父
母
奪
ひ
て
之
を
嫁
せ
ん
と
欲
す
を
読
む

の
誤
り
な
り
�
且
つ
女
子
母
に
従
ふ
の
み
�
故
に
母
と
称
す
�
何
ぞ
必
ず
し
も

父
を
言
は
ん
や
�
然
る
後
に
序
の
如
し
�
王
文
公
曰
く
��
槐
黄
の
中
�
其
の

華
又
黄
な
り
�
其
の
美
を
懐
き
て
以
て
時
を
発
す
る
者
な
り
�4
と
�
故
に
公
位

す
る
な
り
�
松
華
は
猶
ほ
槐
の
ご
と
き
な
り
�
而
し
て
実
も
亦
た
玄
し
�
然
れ

ど
も
華
は
春
を
以
て
す
�
公
の
上
に
事
ふ
る
所
以
の
道
に
非
ず
�
柏
の
松
に
視

ふ
る
は
�
猶
ほ
伯
の
公
に
視
ふ
る
が
ご
と
し
�
伯
詘
に
用
ふ
る
に
躬
圭
を
執
る

所
の
者
は
此
れ
を
以
て
な
り
�
公
直
に
用
ふ
る
に
桓
圭
を
執
る
所
の
者
は
此
れ

を
以
て
な
り
�
檜
は
柏
葉
松
身
�
則
ち
華
と
身
皆
曲
な
り
�
樅
は
松
葉
柏
身
�

則
ち
葉
と
身
皆
直
な
り
�
樅
は
直
を
以
て
し
て
之
に
従
ふ
�
檜
は
曲
を
以
て
し

て
之
に
會
す
�
世
に
云
ふ
��
柏
の
西
を
指
す
は
猶
ほ
磁
の
南
を
指
す
が
ご
と

き
な
り
�5
と
�

�
校
記
�

�
注
釈
�

[190]

(

i) 

五
雅
本
�
流
に
作
る
�

(
1)
�
礼
記
�
雑
記
�

(

2)
�
詩
経
�
鄘
風
・
柏
舟
�
第
一
ス
タ
ン
ザ
�

(

3)

�
毛
詩
�
鄘
風
・
柏
舟
の
毛
伝
�

(

4) 

王
文
公
は
王
安
石
の
こ
と
�

(

5) 

未
詳
�



加
納　

喜
光
／
鈴
木　

千
春 

四
〇

�
考
察
�

　

柏
は
�
和
名
コ
ノ
テ
ガ
シ
ワ
�
学
名 Platycladus orientalis 

�
に
同
定
さ
れ

る
�
中
国
原
産
で
�
枝
が
平
た
く
手
の
ひ
ら
を
立
て
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
�

児
手
柏
�
コ
ノ
テ
ガ
シ
ワ
�
と
い
う
�
平
ら
な
枝
葉
が
垂
直
に
立
つ
こ
と
を

�
松
葉
柏
身
�
則
ち
葉
と
身
皆
直
な
り
�
と
言
�
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
�
寒

さ
に
も
乾
燥
に
も
強
く
�
三
月
頃
に
花
を
つ
け
る
�
正
月
に
は
幸
福
の
お
守
り

に
枝
を
取
る
と
い
う
風
習
が
あ
る
��
世
界
有
用
植
物
事
典
��
�

　

�
柏
の
西
を
指
す
は
猶
ほ
磁
の
南
を
指
す
が
ご
と
き
な
り
�
と
あ
る
が
�
小

野
蘭
山
も
�
本
草
綱
目
啓
蒙
�
で
�
側
柏
は
西
に
向
て
枝
を
出
す
�
と
い
う
よ

う
に
述
べ
て
い
る
�
し
か
し
ど
の
よ
う
な
形
状
を
指
す
か
は
不
明
で
あ
る
�
ま

た
�
西
は
五
行
説
に
あ
て
は
め
る
と
金
で
あ
る
�
五
行
説
の
金
に
は
白
色
が
配

当
さ
れ
る
た
め
��
柏
�
と
い
う
字
が
つ
い
た
と
い
う
説
も
あ
る
�

　

�
詩
経
�
鄘
風
・
柏
舟
は
�
柏
の
材
質
の
堅
さ
で
身
持
ち
が
堅
い
こ
と
を
例

え
て
い
る
よ
う
だ
��
鈴
木
�

　
　

　
　

�
梧
�

　

梧
�
一
名
櫬
�
即
ち
梧
桐
な
り
�
今
人
其
の
皮
青
き
を
以
て
�
号
し
て
青
桐

と
曰
ふ
�
華
は
浄
に
し
て
妍
雅
な
り
�
極
め
て
愛
す
べ
き
と
為
す
�
故
に
多
く

齋
閤 (

i)

に
近
く
之
を
種
ゆ
�
梧
は
櫜
と
鄂
は
皆
五
�
其
の
子
乳
に
似
�
其
の

櫜
鄂
を
綴
り
て
生
ず
�
多
く
は
或
は
五
・
六
�
少
な
き
は
或
は
二
・
三
�
故
に
飛

鳥
中
に
巣
づ
く
る
を
喜
む
��
荘
子
�
の
所
謂
�
空
穴
風
来
た
る
�
桐
乳
巣
を

致
す
�1
と
は
是
な
り
�
今
亦
た
之
を
梧
子
と
謂
ふ
��
詩
�
に
曰
く
��
鳳
皇
鳴

く
�
彼
の
高
岡
に
�
梧
桐
生
ず
�
彼
の
朝
陽
に
�2
と
�
蓋
し
梧
桐
は
以
て
才

の
柔
令
な
る
に
譬
へ
�
朝
陽
は
以
て
徳
の
温
厚
な
る
に
譬
ふ
��
荘
子
�
に
曰

く
��
師
曠
の
策
を
枝
ふ
る
な
り
�
惠
子
の
梧
に
拠
る
な
り
�3
と
�
此
れ
精
は

大
い
に
用
ふ
れ
ば
則
ち
竭
き
�
神
大
い
に
用
ふ
れ
ば
則
ち
弊
る
る
を
言
ふ
�
故

に
二
子
疲
れ
或
は
策
に
枝
へ
ら
れ
て
立
つ
�
昬
く
し
て
或
は
梧
に
拠
り
て
瞑
す

る
な
り
��

校
記
�

�
注
釈
�

�
考
察
�

　

梧
は
�
和
名
ア
オ
ギ
リ
�
学
名 Firm

iana sim
plex 

�
に
同
定
さ
れ
る
�
樹
皮
は

緑
色
で
滑
ら
か
で
あ
る
�
果
実
は
袋
果
状
に
な
り
�
成
熟
前
に
五
裂
開
す
る
�

こ
れ
は
�
梧
は
櫜
と
鄂
は
皆
五
�
と
一
致
す
る
�
種
子
は
そ
の
縁
に
数
個
つ
け

る
�
材
は
淡
色
で
や
わ
ら
か
く
�
中
国
で
は
楽
器
な
ど
に
も
用
い
る
��
植
物
の

世
界
���
こ
う
い
�
た
特
徴
や
樹
皮
の
美
し
さ
か
ら
�
う
る
わ
し
い
こ
と
の
例
え
と
さ

れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
�

　

梧
桐
一
葉
と
い
う
言
葉
は
�
ア
オ
ギ
リ
が
一
葉
落
ち
る
こ
と
で
秋
の
到
来
を

知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
�
中
国
で
は
秋
の
お
と
ず
れ
を
代
表
す
る
植
物
と
し

[189]

(

1) 

現
行
本
の
�
荘
子
�
に
は
該
当
す
る
記
述
は
な
い
�

(

2)

�
詩
経
�
大
雅
・
巻
阿
�
第
九
ス
タ
ン
ザ
�

(

3)

�
荘
子
�
斉
物
論
�

(

i) 

叢
書
本
�
閣
に
作
る
�
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釈
木
篇
(2) 

四
一

て
詩
歌
に
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
�
ま
た
こ
の
故
事
に
は
物
事
の
衰
え
る
兆
し

が
見
え
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
�

　

鳳
凰
が
と
ま
る
木
と
い
う
伝
承
も
あ
り
��
韓
詩
外
伝
�
に
は
��
鳳
凰
�
帝

の
梧
桐
に
住
む
�
と
い
う
記
載
が
あ
る
��
鈴
木
�

�
桐
�

　

此
れ
即
ち
白
桐
な
り
�
華
さ
き
て
実
ら
ず
�
賈
思
勰
曰
く
��
白
桐
は
子
無

し
�1
と
�
冬
子
に
似
た
る
者
を
結
ぶ
は
�
乃
ち
是
れ
明
年
の
華
房
な
り
��
爾

雅
�
に
曰
く
�｢

榮
は
桐
木
な
り｣

2
と
は
即
ち
此
れ
是
れ
な
り
�
桐
木
華
さ
き

て
実
ら
ず
�
故
に
曰
く
�
榮
は
桐
木
な
り
と
�
今
亦
た
之
を
華
桐
と
謂
ふ
�

華
は
則
ち
其
の
華
さ
き
て
実
ら
ざ
る
を
以
て
す
る
な
り
�
賈
思
勰
曰
く
��
桐 

葉 (

i)

華
さ
き
て
実
ら
ざ
る
者
は
白
桐
と
曰
ふ
�
而
し
て
皮
青
き
者
は
梧
桐
と

曰
ふ
�3
と
�
今
其
の
実
を
炒
め
て
之
を
噉
ふ
�
味
菱
芡
に
似
た
り
�
桐
に
三

輩
有
り
�
青
白
の
外
�
復
た
岡
桐
有
り
�
即
ち
油
桐
な
り
�
高
岡
に
生
ず
�

今
亦
た
之
を
岡
梧
と
謂
ふ
�
蓋
し
梧 (

ii)

の
性
�
便
ち
濕
な
り
�
岡
に
生
ぜ

ず
�
故
に
此
の
桐
�
岡
の
号
有
り
�
毛
詩
伝
に
曰
く
��
梧
桐
は
山
岡
に
生
ぜ

ず
�
太
平
に
し
て
後
朝
陽
に
生
ず
�4
と
�
陶
氏
云
ふ
��
桐
�
四
種
有
り
�

青
桐
は
葉
皮
青
く
�
梧 (

iii)

に
似
て
子
無
し
�
梧
桐
は
色
白
く
�
葉
青
桐 (

iv)

に

似
て
子
有
り
�
白
桐
は
岡
桐
と
異
な
る
無
し
�
唯
だ
華
子
有
る
の
み
�
岡
桐

は
子
無
し
�
是 (

v)

れ
琴
瑟
を
作
る
者
は
皆
拠
る
に
足
ら
ず
�5
と
�
按
ず
る

に
�
青
桐
は
即
ち
今
の
梧
桐
な
り
�
白
桐
は
又
�
岡
桐
と
全
く
異
な
る
�
白

桐
子
無
し
�
才
か
に
琴
瑟
に
中
る
�
岡
桐
は
子
大
に
し
て
油
有
り
�
陶
氏
の

説
と
正
に
反
す
��
詩
�
に
曰
く
��
湛
湛
た
る
露
は
�
彼
の
杞
棘
に
在
り
�

愷
悌
た
る
君
子
は
�
令
徳
な
ら
ざ
る
は
莫
し
�6
�
其
の
桐
其
の
椅
�
そ
の
実

離
離
た
り
�
愷
悌
た
る
君
子
は
�
令
儀
な
ら
ざ
る
は
莫
し
�7
と
�
杞
棘
は 

剛 (

vi)

木
な
り
�
故
に
詩
以
て
令
徳
に
況
す
�
椅
桐
は
柔
木
な
り
�
故
に
詩
以

て
令
儀
に
況
す
��
淮
南
子
�
に
曰
く
��
梧
桐
は
角
を
断
ち
�
馬
氂
は
玉
を
截 

る
�8
と
�
柔
弱
の
剛
強
に
勝
つ
こ
と
此
く
の
如
き
を
言
ふ
��
論
衡
�
に
曰

く
��
楓
桐
速
や
か
に
長
ず
�
故
に
其
の
皮
肌
�
堅
な
る
こ
と
能
は
ず
�9
と
�

�
老
子
�
に
曰
く
��
大
器
晩
成
す
�A
と
�
豈
に
信
な
ら
ず
や
��
孟
子
�
に
曰

く
��
豈
身
を
愛
す
こ
と
桐
梓
に
若
か
ざ
ら
ん
や
�B
と
�
又
曰
く
��
其
の
梧

檟
を
舎
て
て
�
其
の
樲
棘
を
養
は
ば
�
則
ち
賤
場
師
と
為
さ
ん
�B
と
�
梧
は

桐
の
輩
な
り
と
雖
も
�
梧
は
下
�
桐
は
上
�
檟
は
梓
の
輩
な
り
と
雖
も
�
檟

は
下
�
梓
は
上
�
故
に
桐
梓
は
身
を
愛
す
る
の
譬
へ
な
り
�
梧 (

vii)

檟
は
以
て 

眉 (

viii)

背
を
況
す
る
の
み
�
�
蔡
邕
月
令
�

に
云
ふ
�
�
桐
始
め
て
華
さ 

く
�C
と
�
桐
は
木
の
名
�
木
の
後
に
華
さ
く
者
な
り
�
穉
の
故
に
始
と
曰
ふ
�

�
易
緯
�
に
曰
く
��
桐
は
枝
濡
毳
に
し
て
又
空
中
な
り
�
成
り
難
く
傷
み
易 

し
�D
と
�
気
を
成
す
を
須
ち
て
�
後
に
華
さ
く
��
淮
南
子
�
に
曰
く
��
桐
木

雲
を
成
す
�E
と
�
言
ふ
こ
こ
ろ
は
�
其
の
升
気
以
て
雲
を
造
す
べ
し
と
云
ふ
�

�
遁
甲
�
に
曰 (

xi)

く
��
梧
桐
生
ぜ
ざ
れ
ば
則
ち
九
州
異
な
る
�F
と
�
之
に
名

づ
け
て
桐
と
曰
ふ
は
之
に
本
づ
く
に
似
た
り
�
桐
は
柔
木
な
り
�
而
し
て
其
の

心
を
虚
に
す
る
は
�
能
く
同
ず
る
が
如
き
者
な
り
�
父
の
喪
は
竹
を
杖
つ
き
�

母
の
喪
は
桐
を
杖
つ
く
�
竹
に
節
有
る
は
父
の
道
な
り
�
桐
能
く
同
ず
る
は
母

の
道
な
り
�
母
は
子
に
従
ふ
者
な
り
�
旧
説
に
�
梧
桐
以
て
日
月
の
正
閏
を
知

る
�G
と
�
十
二
葉
を
生
じ
�
一
辺
に
六
葉
有
り
�
下
従
り
一
葉
を
敷
く
�
一
葉

[188]
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二

を
一
月
と
為
す
�
閏
有
れ
ば
則
ち
�
十
三
葉
を
生
ず
�
葉
の
小
さ
き
者
を
視
れ

ば
則
ち
閏
の
何
月
な
る
か
を
知
る
�
生
ぜ
ざ
れ
ば
則
ち
九
州
君
を
異
に
す
�

�
校
記
�

�
注
釈
�

�
考
察
�

　

キ
リ
属 ( Paulow

nia ) 

は
中
国
大
陸
・
台
湾
・
ベ
ト
ナ
ム
に
六
種
あ
る
�
キ

リ
属
は
生
長
が
著
し
く
速
い
�
中
で
も
キ
リ
�
学
名 Paulow

nia tom
entosa

�

は
�
上
質
の
材
と
さ
れ
る
�
前
年
の
秋
か
ら
大
き
な
花
序
を
つ
く
り
�
五
月
に

な
�
て
多
数
の
紫
色
の
花
を
咲
か
せ
る
��
世
界
の
植
物
��
�
陸
佃
は
桐
の
種
類

と
し
て
�
白
桐
・
梧
桐
・
岡
桐
と
三
種
類
あ
げ
て
お
り
�
陶
弘
景
は
青
桐
・
梧

桐
・
白
桐
・
岡
桐
と
四
種
類
あ
げ
て
い
る
�
し
か
し
両
者
の
論
じ
る
特
徴
は
一

致
し
て
お
ら
ず
�
そ
れ
ぞ
れ
何
に
同
定
さ
れ
る
か
は
不
明
で
あ
る
�

　

陸
佃
は
�
淮
南
子
�
を
引
い
て
材
が
や
わ
ら
か
い
こ
と
��
論
衡
�
を
引
い

て
生
長
が
速
い
こ
と
を
述
べ
て
お
り
�
い
ず
れ
も
キ
リ
の
特
徴
と
一
致
す
る
�

キ
リ
は
生
長
が
速
く
軽
軟
な
わ
り
に
は
も
ろ
く
な
い
�
加
工
も
し
や
す
く
仕
上

が
り
も
美
し
い
��
世
界
有
用
植
物
事
典
��
�
こ
の
よ
う
に
多
く
優
れ
た
特
徴
を

も
�
た
材
で
あ
る
た
め
��
梧
は
下
�
桐
は
上
�
と
昔
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
�

　

�
詩
経
�
大
雅
・
巻
阿
の
毛
伝
に
は
�
梧
桐
は
山
岡
に
生
ぜ
ず
�
大
平
に
し

て
後
朝
陽
に
生
ず
�
と
い
う
言
葉
が
あ
る
�
こ
れ
を
受
け
て
�
生
ぜ
ざ
れ
ば
則

ち
九
州
君
を
異
に
す
�
と
し
て
い
る
よ
う
だ
�
つ
ま
り
桐
が
育
た
な
い
と
い
う

こ
と
は
�
君
主
が
変
わ
る
と
い
う
よ
う
な
異
変
が
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
��
鈴
木
�

[187]

(

i) 

五
雅
本
�
華
に
作
る
�

(

ii) 

五
雅
本
�
蓋
梧
の
二
字
を
欠
く
�
叢
書
�
梧
を
桐
に
作
る
�

(

iii) 

五
雅
本
�
桐
に
作
る
�

(

iv) 

五
雅
本
�
銅
に
作
る
�

(

v) 

五
雅
本
�
而
に
作
る
�

(

vi) 

五
雅
本
・
叢
書
本
�
岡
に
作
る
�

(

vii) 

五
雅
本
�
桐
に
作
る
�

(

viii) 

五
雅
本
・
叢
書
本
�
肩
に
作
る
�

(

ix) 

五
雅
本
�
云
に
作
る
�

(

1)

�
斉
民
要
術
�
巻
五
�
植
梧
�

(

2)

�
爾
雅
�
釈
木
�

(

3)

�
斉
民
要
術
�
巻
五
�
植
梧
�

(

4)

�
詩
経
�
大
雅
・
巻
阿
の
毛
伝
�

(

5)

�
重
修
政
和
経
史
證
類
備
用
本
草
�
の
引
く
��
神
農
本
草
経
集
注
�
の
桐
葉
�

(

6)

�
詩
経
�
小
雅
・
湛
露
�
第
三
ス
タ
ン
ザ
��
愷
悌
君
子
�
は
詩
経
で
は
�
顕
允
君
子
�
に
作 

る
�

(

7)

�
詩
経
�
小
雅
・
湛
露
�
第
四
ス
タ
ン
ザ
��
愷
悌
君
子
�
は
詩
経
で
は
�
豈
弟
君
子
�
に
作 

る
�

(

8)

�
淮
南
子
�
説
山
訓
�

(

9)

�
論
衡
�
十
四
巻
に
�
楓
桐
之
樹
�
生
而
速
長
�
故
其
皮
肌
不
能
堅
剛
�
と
あ
る
�

(

10)

�
老
子
�
第
四
一
章
�

(

11)

�
孟
子
�
告
子
上
�

(

12)

�
蔡
邕
月
令
�　

�
蔡
氏
月
令
�
と
も
い
う
�
正
式
名
称
は
�
月
令
章
句
��
蔡
邕
は
後
漢
末
の
古

典
学
者
�

(

13)

�
易
緯
�　

 

易
の
緯
書
を
い
う
�

(

14) 

現
行
本
の
�
淮
南
子
�
に
は
な
い
�

(

15)

�
芸
文
類
聚
�
木
部
・
桐
�

(

16) 

未
詳
�



埤
雅
の
研
究
・
其
十　

釈
木
篇
(2) 

四
三

�
柘
�

　

柘
�
山
石
に
宜
し
�
柞
�
山
阜
に
宜
し
�
楮
�
澗
谷
に
宜
し
�
柳
�
下
田

に
宜
し
�
竹
�
高
平
の
地
に
宜
し
�
崔
豹
�
古
今
註
�
に
曰
く
��
杼
実
を 

橡 (

i)

と
曰
ふ
�
棘
実
を
棗
と
曰
ふ
�
桑
実
を
葚
と
曰
ふ
�
柘
実
を
隹
と
曰 

ふ
�1
と
�
隹
の
言
は
隹
な
り
�
鳥
の
性
の
食
ふ
所
な
り
�
考
工
記
に
曰
く
�

�
弓
人
材
を
取
る
に
柘
を
上
と
為
す
�
檍
之
に
次
ぐ
�
檿
桑
之
に
次
ぐ
�
橘
之

に
次
ぐ
�
木
瓜
之
に
次
ぐ
�
荊
之
に
次
ぐ
�
竹
を
下
と
為
す
��2
と
�
蓋
し
弓

材
�
檿
よ
り
良
き
は
莫
し
�
尤
も
柘
よ
り
も
良
し
�
故
に
皇
矣
3
に
�
其
の
檿

を
先
に
し
て
�
其
の
柘
を
後
に
す
��
蚕
書
�
に
曰
く
��
柘
葉
蚕
を
飼
ふ
な

り
�
其
の
糸
�
琴
瑟
の
弦
を
作
る
�4
と
�
清
鳴
響 (

ii)

亮
�
凡
糸
に
勝
る
こ
と

遠
し
�

�
校
記
�

�
注
釈
�

�
考
察
�

　

柘
は
�
和
名
ハ
リ
グ
ワ
�
学
名 C

udrania tricuspidata 

�
に
同
定
さ
れ
る
�
現

在
知
ら
れ
て
い
る
ク
ワ
の
仲
間
は
約
十
種
類
�
研
究
者
に
よ
�
て
は
二
十
種

類
以
上
を
認
め
る
�
ハ
リ
グ
ワ
は
様
々
な
用
途
の
あ
る
植
物
で
�
根
皮
や
樹

皮
は
薬
用
に
な
る
�
果
実
は
食
べ
る
こ
と
が
可
能
で
酒
も
で
き
る
��
植
物
の
世

界
��
�

　

ま
た
�
証
類
本
草
�
の
引
く
�
本
草
衍
義
�
に
は
�
柘
木
�
葉
硬
�
然
不

及
桑
葉
�
と
あ
る
�
ハ
リ
グ
ワ
の
葉
は
ク
ワ
�M

orus

�
よ
り
硬
く
厚
い
�
カ

イ
コ
の
餌
に
は
�
で
き
る
だ
け
薄
く
て
柔
ら
か
い
葉
を
与
え
た
方
が
上
等
の
絹

糸
を
吐
き
出
す
と
い
う
��
原
色
日
本
昆
虫
図
鑑
��
��
本
草
衍
義
�
の
記
載
は
カ

イ
コ
の
餌
と
し
て
ハ
リ
グ
ワ
が
ク
ワ
よ
り
劣
�
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
�

�
鈴
木
��

椒
�

　

椒
は
茱
萸
に
似
て
小
�
赤
色
�
内
に
黒
子
点
の
如
き
を
含
む
�
今
�
椒
目
と

謂
ふ
�
木
に
針
刺
有
り
�
葉
堅
く
し
て
滑
沢
��
爾
雅
�
に
曰
く
��
椒
・
樧

は
莍
に
醜
す
�
桃
・
李
は
核
に
醜
す
�1
と
�
桃
李
の
属
は
皆
内
核
�
椒
樧
の

属
は
皆
外
莍
を
言
ふ
��
酉
陽
雑
俎
�
に
曰
く
��
椒
以
て
水
銀
を
来 (

i)

す
べ 

し
�2
と
�
茱
萸
の
気
は
上
る
を
好
み
�
椒
の
気
は
下
る
を
好
む
�
蓋
し
椒
気
は

性
上
達
せ
ず
�
故
に
詩
以
て
沃
を
譬
ふ
な
り
�
言
ふ
こ
こ
ろ
は
�
沃
は
盛
強
に

し
て
�
能
く
そ
の
政
を
脩
む
�
然
れ
ど
も
其
の
馨
香
下
達
す
る
の
み
��
詩
�

に
曰
く
��
椒
柳
の
実
�
蕃
衍
し
て
升
に
盈
つ
�3
�
椒
柳
の
実
�
蕃
衍
し
て
匊

に
盈
つ
�4
と
�
沃
は
子
を
支
へ
て
邑
を
受
く
る
を
以
て
�
そ
の
後
遂
に
将
に
盛

大
に
な
ら
ん
と
す
�
則
ち
猶
ほ
之
れ
椒
の
ご
と
き
な
り
�
そ
の
実
�
蕃
衍
し
て
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(

1)

�
古
今
註
�
草
木
�

(

2)

�
周
礼
�
冬
官
・
考
工
記
�

(

3)

�
詩
経
�
大
雅
・
皇
矣
を
指
す
�

(

4) 

未
詳
�

(

i) 

五
雅
本
�
豫
に
作
る
�

(

ii) 

五
雅
本
�
嚮
に
作
る
�
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升
に
盈
ち
�
匊
に
盈
つ
る
に
至
る
な
り
�
升
に
盈
つ
を
先
に
し
�
匊
に
盈
つ
を

後
に
す
る
は
則
ち
�
古
へ
匊
は
大
に
し
て
升
は
小
な
り
�
升
の
容
る
る
所
�
以

て
匊
に
盈
つ
る
に
足
ら
ざ
る
故
な
り
�
或
は
曰
く
��
広
雅
�
以
為
へ
ら
く
�

両
手
之
を
匊
と
謂
ふ
�
匊
は
一
升
な
り
�
故
に
是
の
詩
�
先
づ
升
と
言
ひ
�
後

に
匊
と
言
ふ
�
相
備
ふ
る
の
み
��
荘
子
�
に
曰
く
��
韋
以
て
椒
を
裒
む
�

絺
綌
を
踰
ゆ
と
雖
も
�
然
れ
ど
も
久
し
け
れ
ば
�
則
ち
臭
椒
な
り
�5
と
�
故
に

天
下
の
理
�
初
め
佳
な
る
が
如
き
と
雖
も
�
後
に
更
に
害
と
為
る
こ
と
有
る

は
�
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
�

�
校
記
�

�
注
釈
�

�
考
察
�

　

椒
は
�
和
名
サ
ン
シ
�
ウ
�
学
名 Zanthoxylum

 piperitum
 

�
に
同
定
さ
れ
る
�

サ
ン
シ
�
ウ
は
山
地
に
自
生
す
る
落
葉
高
木
で
あ
る
�
果
実
は
秋
に
熟
し
�
果

皮
が
む
け
る
と
中
か
ら
つ
や
の
あ
る
黒
色
の
種
子
が
あ
ら
わ
れ
る
�
こ
れ
は
人

の
目
玉
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
椒
目
と
も
い
う
�
ま
た
実
は
こ
と
の
外
に
多

く
�
子
孫
の
繁
栄
の
象
徴
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
�
そ
の
た
め
�
漢
の
時
に
は
後

宮
を
椒
房
と
い
�
て
い
た
�
香
気
と
辛
み
の
鋭
さ
か
ら
�
邪
気
を
避
け
る
と
も

考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
�
そ
の
た
め
か
��
名
医
別
録
�
で
は
出
産
の
予
後

に
用
い
る
薬
と
さ
れ
て
い
る
�

　

�
詩
経
�
唐
風
・
椒
柳
は
�
上
述
の
よ
う
な
サ
ン
シ
�
ウ
の
特
徴
か
ら
�
サ

ン
シ
�
ウ
の
実
が
升
に
満
ち
�
さ
ら
に
は
匊
�
両
手
�
に
満
ち
る
に
い
た
り
�

子
孫
が
繁
栄
し
て
い
く
こ
と
を
表
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
��
鈴
木
�

�
梓
�

　

伝
に
曰
く
��
橋
は
父
の
道
な
り
�
梓
は
子
の
道
な
り
�1
と
�
旧
説
に
�
椅

即
ち
是
れ
梓
な
り
�
梓
即
ち
是
れ
楸
な
り
�
蓋
し
楸
の
疏
理
に
し
て
白
色
な
る

者
を
梓
と
為
す
�
梓
実
桐
皮
を
椅
と
曰
ふ
�
其
の
実
は
両
木
�
大
類
は
同
じ
く

し
て
小
別
な
り
�
今
牡
丹
を
呼
び
て
�
之
を
華
王
と
謂
ひ
�
梓
を
木
王
と
為

す
�
蓋
し
木
は
梓
よ
り
良
き
は
莫
し
�
故
に
�
書
�
は
梓
材
を
以
て
篇
に
名
づ 

く
�2
�
礼
�
は
梓
人
を
以
て
匠
に
名
づ
く
る
な
り
�3
�
書
�
に
曰
く
��
若
�

梓
材
を
作
る
に
既
に
樸
斵
を
勤
め
�
惟
だ
其
れ
丹
雘
を
塗
れ
�4
と
�
言
ふ
こ
こ

ろ
は
�
王
者
の
造
始
�
典
則
を
作
為
し
以
て
諸
侯
に
授
く
は
�
則
ち
既
に
樸
斵

を
勤
む
る
の
譬
へ
な
り
�
諸
侯
�
飾
を
致
し
て
其
の
功
を
嗣
ぎ
之
を
終
ふ
は
�

則
ち
惟
だ
其
れ
丹
雘
を
塗
る
の
譬
へ
な
り
��
詩
�
に
曰
く
��
之
に
樹
う
る
は

榛
・
栗
・
椅
・
桐
・
梓
・
漆
�5
と
�
其
の
宮
中
に
植
う
る
所
�
皆
能
く
預
め

礼
楽
の
用
に
備
ふ
る
を
言
ふ
な
り
�
語
に
曰
く
��
一
年
の
計
は
穀
を
種
う
る

に
如
く
は
莫
し
�
十
年
の
計
は
木
を
種
う
る
に
如
く
は
莫
し
�6
と
�
故
に
文

[185]

(

1)

�
爾
雅
�
釈
木
�

(

2)

�
酉
陽
雑
俎
�
広
動
植
・
木
篇
�

(

3)

�
詩
経
�
唐
風
・
椒
柳
�
第
一
ス
タ
ン
ザ
�

(

4)

�
詩
経
�
唐
風
・
椒
柳
�
第
二
ス
タ
ン
ザ
�

(

5) 

現
行
本
の
�
荘
子
�
に
は
見
え
な
い
�

(

i) 

五
雅
本
�
求
に
作
る
�



埤
雅
の
研
究
・
其
十　

釈
木
篇
(2) 

四
五

公
�
初
め
て
宮
室
を
作
る
の
時
に
於
い
て
�
早
く
計
る
こ
と
此
く
の
如
し
�
又

曰
く
��
維
れ
桑
と
梓
と
�
必
ず
恭
敬
す
�7
と
�
桑
梓
は
父
の
植
う
所
�
尚
或

は
之
を
敬
ふ
を
言
ふ
な
り
��
礼
�
に
曰
く
��
君
の
几
杖
を
見
れ
ば
則
ち
起 

つ
�8
と
は
其
れ
是
に
類 (

i)

す
る
か
��
尸
子
�
に
曰
く
��
荊
に
長
松
・
文
梓
有

り
�9
と
��

校
記
�

�
注
釈
�

�
考
察
�

　

梓
は
�
和
名
キ
サ
サ
ゲ
�
学
名 C

atalpa ovata 

�
に
同
定
さ
れ
る
�
キ
サ
サ
ゲ

は
中
国
原
産
で
薬
用
や
観
賞
用
に
栽
培
さ
れ
る
�
若
芽
は
食
用
に
も
な
る
�
根

皮
や
樹
皮
は
�
解
熱
・
駆
虫
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
�
材
は
軽
い
の
で
器

具
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
��
世
界
有
用
植
物
事
典
��
��
詩
経
�
の
�
之
に
樹
う
る

は
榛
・
栗
・
椅
・
桐
・
梓
・
漆
�
と
は
�
楽
器
を
作
る
た
め
に
植
え
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
��
斉
民
要
術
�
に
も
�
十
年
後
�
一
樹
千
銭
�
柴
在
外
�
車

板
�
盤
合
�
楽
器
�
所
在
任
用
�
と
あ
る
か
ら
�
古
く
は
楽
器
に
も
用
い
ら
れ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
�

　

�
維
れ
桑
と
梓
と
�
必
ず
恭
敬
す
�
と
は
�
桑
は
蚕
の
餌
に
な
る
も
の
�
梓

は
蚕
具
を
作
る
も
の
で
あ
る
�
そ
の
木
を
は
父
が
植
え
た
の
で
あ
り
�
木
を
見

て
父
の
恩
沢
に
浴
す
る
こ
と
を
お
も
い
恭
敬
す
る
の
で
あ
る
��
鈴
木
�

�
榛
�

　

榛
は
梓
に
似
�
実
は
小
栗
の
如
し
�
栗
の
属
な
り
�
先
王
以
て
女
の
摯
と
為

す
��
詩
�
に
��
営
営
た
る
青
蠅
�
樊
に
止
ま
る
�1
�
棘
に
止
ま
る
�2
�
榛
に

止
ま
る
�3
と
曰
ふ
者
は
�
圃 (

i)

に
樊
有
り
�
園
に
棘
有
り
�
山
に
榛
有
り
を

言
ふ
�
遠
ざ
か
ら
ん
と
欲
し
て
�
止
ま
る
こ
と
の
弥
い
よ
遠
き
を
明
ら
か
に

す
る
な
り
�
又
��
鳲
鳩
桑
に
有
り
�
其
の
子
梅
に
有
り
�4
�
其
の
子
棘
に
有

り
�5
�
其
の
子
榛
に
有
り
�6
と
曰
ふ
者
は
�
蓋
し
先
づ
実
る
者
は
梅
�
後
に
実

る
者
は
棘
�
先
づ
実
る
者
は
棘
�
後
に
実
る
者
は
榛
�
故
に
其
の
序
此
く
の
如

し
�
亦
た
其
の
榛
は
棘
よ
り
卑
小
�
棘
は
梅
よ
り
卑
小
な
り
��
詩
�
以
て
此

を
刺
る
�
故
に
況
す
る
毎
に
愈
い
よ
下
る
な
り
�
賦
に
云
ふ
��
榛
栗
罅
発
せ

り
�7
と
�
江
南
に
小
栗
有
り
�
之
を
茅
栗
と
謂
ふ
�
此
れ
芧(

ii)

を
読
ん
で
茅

と
為
す
の
誤
り
な
り
��
荘
子
�
に
曰
く
��
狙
公
�
芧(

ii)

を
賦
ふ
る
に
�
朝

に
は
三
に
し
て
暮
れ
に
は
四
に
せ
ん
�
衆
狙
皆
怒
る
�8
と
�
芧(

ii)

は
小
栗
な

り
�

[184]

(

i) 

五
雅
本
�
類
の
字
を
欠
く
�

(

1) 

未
詳
�

(

2)

�
書
経
�
梓
材
を
指
す
�

(

3)

�
礼
記
�
梓
人
を
指
す
�

(

4)

�
書
経
�
梓
材
�

(

5)

�
詩
経
�
鄘
風
・
定
之
方
中
�
第
一
ス
タ
ン
ザ
�

(

6)

�
管
子
�
権
修
�

(

7)

�
詩
経
�
小
雅
・
小
弁
�
第
三
ス
タ
ン
ザ
�

(

8)

�
漢
書
�
賈
誼
伝
�

(

9)

�
尸
子
�　

 

戦
国
・
尸
佼
の
著
�
す
で
に
散
逸
し
て
伝
わ
ら
な
い
�



加
納　

喜
光
／
鈴
木　

千
春 

四
六

�
校
記
�

�
注
釈
�

�
考
察
�

　

榛
は
�
和
名
ハ
シ
バ
ミ
�
学
名 Corylus heterophylla 

�
に
同
定
さ
れ
る
�
ハ
シ

バ
ミ
は
陽
地
に
生
え
る
落
葉
低
木
で
�
三
月
ご
ろ
新
芽
に
先
立
�
て
開
花
す

る
�
果
実
は
球
形
の
硬
果
で
食
用
と
な
る
�

　

�
先
づ
実
る
者
は
梅
�
後
に
実
る
者
は
棘
�
先
づ
実
る
者
は
棘
�
後
に
実

る
者
は
榛
�
と
あ
る
が
�
梅
�
ウ
メ
�
は
六
月
ご
ろ
�
棘
�
ナ
ツ
メ
�
は
七
月

ご
ろ
�
榛
�
ハ
シ
バ
ミ
�
は
九
月
頃
に
実
る
�
ま
た
実
の
大
き
さ
も
述
べ
て
い

る
�
梅
は
二
か
ら
三
セ
ン
チ
�
棘
は
一
�
五
か
ら
二
�
五
セ
ン
チ
�
榛
は
一
�

五
セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
る
�
わ
ず
か
な
差
な
が
ら
陸
佃
の
述
べ
る
通
り
�
ハ
シ
バ

ミ
の
実
が
一
番
小
さ
い
�

　

�
詩
経
�
曹
風
・
鳲
鳩
は
そ
れ
ぞ
れ
の
実
り
の
順
番
で
�
鳲
鳩
の
小
鳥
達
が

次
第
に
飛
び
立
�
て
い
く
様
子
を
表
し
て
い
る
��
鈴
木
�

�
A
�

　

木
の
臥
死
す
る
を
翳
と
為
し
�
立
死
す
る
は
椔
な
り
��
荀
子
�
に
曰
く
�

�
周
公
の
状 (

i)

は
身
�
菑
を
断
つ
が
如
し
�
皐
陶
の
状
は
色
�
瓜
を
削
る
が

如
し
�1
と
�
此
れ
を
以
て
相
を
非
と
す
る
は
�
蓋
し
以
て
之
を
非
と
す
る

に
足
ら
ず
��
詩
�
に
曰
く
��
之
を
作
し
之
を
屏
す
る
は
�
其
の
菑
�
其
の 

翳
�2
�
之
を
修
め
之
を
平
ぐ
る
は
�
其
の
灌
�
其
の
栵
�3
�
之
を
啓 (

ii)

き
之

を
辟
く
は
�
其
の
檉
�
其
の
椐
�4
�
之
を
攘
ひ
之
を
剔
る
は
�
其
の
檿
�
其
の

柘
�5
と
�
言
ふ
こ
こ
ろ
は
周
公
の
新
民
�
林
木
を
刋
除
し
�
以
て
田
を
治
め
室

を
作
る
�
其
の
始
め
�
之
を
作
し
之
を
屏
す
る
者
は
椔
翳
の
み
�
既
に
又
就
く

者
は
�
衆
民
居
る
所
無
け
れ
ば
�
則
ち
其
れ
之
を
修
し
之
を
平
ぐ
る
や
�
灌
栵

に
及
ぶ
�
其
れ
之
を
啓 (

ii)

き
之
を
辟
く
や
�
檉
椐
に
及
ぶ
�
其
の
尤
も
衆
き

に
至
る
や
以
て
之
に
処
る
無
け
れ
ば
�
則
ち
之
を
攘
ひ
之
を
剔
り
�
檿
柘
に
至

る
�
檿
柘
は
材
の
美
な
る
者
�
人
の
恃
む
に
蚕
を
以
て
す
る
所
な
り
�
蓋
し
道

を
論
ず
れ
ば
�
則
ち
木
は
不
材
を
以
て
生
き
�
政
を
議
す
れ
ば
�
則
ち
木
は
不

材
を
以
て
死
す
�
故
に
�
荘
子
�
に
言
ふ
��
散
樗
は
不
材
を
以
て
其
の
天
年

を
終
ふ
�6
と
�
而
し
て
是
の
詩
も
又
�
材
木
を
刋
除
す
る
は
椔
翳
に
始
ま
る
�

已
む
を
得
ず
し
て
之
を
去
る
�
然
る
後
檿
柘
に
及
ぶ
�
此
れ
古
の
人
�
才
と
不

才
の
間
に
処
る
所
以
は
�
猶
ほ
之
に
似
て
非
な
り
と
曰
ふ
が
ご
と
き
な
り
�

[183]

(

1)

�
詩
経
�
小
雅
・
青
蠅
�
第
一
ス
タ
ン
ザ
�

(

2)

�
詩
経
�
小
雅
・
青
蠅
�
第
二
ス
タ
ン
ザ
�

(

3)

�
詩
経
�
小
雅
・
青
蠅
�
第
三
ス
タ
ン
ザ
�

(

4)

�
詩
経
�
曹
風
・
鳲
鳩
�
第
二
ス
タ
ン
ザ
�

(

5)

�
詩
経
�
曹
風
・
鳲
鳩
�
第
三
ス
タ
ン
ザ
�

(

6)

�
詩
経
�
曹
風
・
鳲
鳩
�
第
四
ス
タ
ン
ザ
�

(

7) 

未
詳
�

(

8)

�
荘
子
�
斉
物
論
�

(
i) 

五
雅
本
�
囿
に
作
る
�

(
ii) 
五
雅
本
�
茅
に
作
る
�



埤
雅
の
研
究
・
其
十　

釈
木
篇
(2) 

四
七

�
校
記
�

�
注
釈
�

�
考
察
�

　

椔
は
�
木
＋
E
�
生
長
を
止
め
る
�
�
で
�
立
ち
枯
れ
の
木
の
こ
と
で
あ
る
�

そ
の
た
め
土
地
を
開
く
時
は
�
ま
ず
役
に
立
た
な
い
椔
・
翳
か
ら
切
り
倒
し
始

め
る
��
詩
経
�
大
雅
・
皇
矣
は
そ
の
様
子
を
表
し
て
い
る
�
こ
の
詩
を
見
る

と
灌
・
栵
�
檉
・
椐
�
檿
・
柘
と
重
要
視
さ
れ
て
い
た
木
が
わ
か
る
�

　

上
述
し
た
よ
う
に
�
土
地
を
開
く
時
は
役
に
立
た
な
い
椔
・
翳
か
ら
切
り
倒

さ
れ
る
が
�
役
に
立
た
な
い
か
ら
こ
そ
切
り
倒
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
��
荘

子
�
の
�
散
樗
は
不
材
を
以
て
其
の
天
年
を
終
ふ
�
と
は
�
役
に
立
た
な
い
か

ら
こ
そ
自
然
の
天
命
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
��
鈴
木
�

�
C
�　

釈
木
に
云
ふ
��
檖
は
羅
�1
と
�
檖
�
一
名
羅
な
り
�
其
の
文
�
細
密
な
る
こ

と
羅
の
如
し
�
故
に
羅
と
曰
ふ
な
り
�
又
白
き
者
有
り
�
赤
羅
は
文
棘
�
白
羅

は
文
緩
�
皆
�
所
謂
文
木
な
り
と
雖
も
�
然
り
而
し
て
赤
羅
を
上
と
為
す
�
故

に
穆
公
之
を
植
う
�
秦
詩
初
め
晨
風
と
曰
ひ
2
�
卒
り
に
樹
檖
と
曰
ふ
者
は
�

人
君
の
賢
を
用
ふ
る
所
以
の
道
は
�
能
く
之
を
致
す
に
始
ま
り
能
く
之
を
立
つ

る
に
終
は
る
を
言
ふ
�
檖
は
之
を
綾
と
謂
ひ
�
杉
は
之
を
紗
と
謂
ひ
�
檖
は
之

を
羅
と
謂
ふ
�
羅
も
亦
た
華
有
る
者
は
�
俗
に
之
を
羅
錦
と
謂
ふ
�
羅
錦
は
猶

ほ
杉
錦
梀
綾
を
言
ふ
が
ご
と
き
な
り
�
羅
錦
は
明
�
杉
錦
は
暗
�
今
外
域 (

i)

�

梀
綾
の
器
有
り
�
其
の
文
は
綾
綺
の
状
の
如
し
�
又
�
杉
錦
よ
り
も
下
る
�

�
爾
雅
�
に
曰
く
��
桋
は
赤
梀
�
白
き
者
は
梀
な
り
�3
と
�

�
校
記
�

�
注
釈
�

　

�
考
察
�

　

檖
は
�
詩
経
�
集
伝
に
は
�
赤
羅
な
り
�
実
は
梨
に
似
て
小
�
酢
く
し
て
食

う
べ
し
�
と
あ
り
�
郭
璞
は
�
赤
羅
は
今
の
楊
檖
な
り
�
実
は
梨
に
似
て
小
さ

く
味
は
酢
し
�
と
し
て
い
る
�

　

�
詩
草
木
今
釈
��
詩
経
草
木
匯
考
�
で
は
�
檖
を
和
名
マ
メ
ナ
シ
�
学
名

Pyrus Calleryana 
�
と
し
て
い
る
�
マ
メ
ナ
シ
は
�
栽
培
さ
れ
て
い
る
ナ
シ
の
木

[182]

(

1)

�
荀
子
�
非
相
�

(

2)

�
詩
経
�
大
雅
・
皇
矣
�
第
七
ス
タ
ン
ザ

(

3)

�
詩
経
�
大
雅
・
皇
矣
�
第
八
ス
タ
ン
ザ

(

4)

�
詩
経
�
大
雅
・
皇
矣
�
第
九
ス
タ
ン
ザ

(

5)

�
詩
経
�
大
雅
・
皇
矣
�
第
十
ス
タ
ン
ザ

(

6)

�
荘
子
�
山
木
�

(

i) 

叢
書
本
・
五
雅
本
�
は
外
域
を
虜
人
に
作
る
�

(

1)

�
爾
雅
�
釈
木
�

(

2) 

晨
風
は
�
詩
経
�
秦
風
の
扁
名
�

(

3)

�
爾
雅
�
釈
木
�

(

i) 
五
雅
本
�
壮
に
作
る
�

(

ii) 

五
雅
本
�
辟
に
作
る
�
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喜
光
／
鈴
木　

千
春 

四
八

に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
果
実
が
小
さ
い
�
果
肉
も
石
細
胞
だ
ら
け
で
�
堅
く

酸
�
ぱ
く
え
ぐ
み
が
あ
る
��
鈴
木
�

　
　

�
桂
�

　

蘇
秦
曰
く
��
楚
の
国
�
食
は
玉
よ
り
貴
し
�
薪
は
桂
よ
り
貴
し
�
謁
者

は
鬼
を
見
難
し
�
王
は
帝
を
見
難
し
�1
と
�
蓋
し
桂
は
薬
の
長
な
り
�
凡
そ

木
の
葉
は
皆
一
脊
�
惟
だ
桂
の
み
三
脊
�
桂
の
輩 (

i)

は
三
�
一
に
曰
く
菌

桂
�
葉
は
柿
葉
に
似
て
尖
滑
鮮
浄
な
り
�
蜀
都
賦
の
所
謂
��
菌
桂
崖
に
臨 

む
�2
と
は
�
即
ち
此
の
桂
な
り
�
二
に
曰
く
牡
桂
�
葉
枇
杷
に
似
て
大
��
爾

雅
�
の
所
謂
��
梫
は
木
桂
�3
と
は
即
ち
此
の
桂
な
り
�
菌
桂
は
骨
無
し
�
正

円
な
る
こ
と
竹
の
如
し
�
故
に
此
れ
木
桂
と
云
ふ
な
り
�
三
に
曰
く
桂
�
旧

に
云
ふ
�
葉
は
柏
葉
の
如
き
者
と
は
�
即
ち
此
の
桂
な
り
�
皆
南
海
の
山
谷

間
に
生
ず
�
冬
夏
常
に
青
し
�
故
に
桂
林
�
桂
嶺
皆
桂
を
以
て
名
と
為
す
な

り
��
本
草
�
に
言
ふ
��
桂
は
百
薬
を
宣
導
し
�
畏
る
る
所
無
し
�4
と
�
亦
た 

云 (

ii)

ふ
��
菌
桂
は
諸
薬
の
先
聘
通
使
と
為
す
�5
と
�
故
に
�
説
文
�
に
以
て

百
薬
の
長
と
為
す
な
り
��
荘
子
�
に
曰
く
��
桂
は
食
ふ
べ
し
�
故
に
之
を
伐

る
�
漆
は
用
ふ
べ
し
�
故
に
之
を
割
く
�6
と
�
言
ふ
こ
こ
ろ
は
�
此
れ
皆
其
の

能
を
以
て
其
の
生
を
苦
し
む
者
な
り
�
桂
は
猶
ほ
圭
の
ご
と
き
な
り
�
久
し
く

服
せ
ば
神
に
通
ず
�
若
し
服
し
て
以
て
祀
れ
ば
�
諸
薬
を
宣
道
し
�
之
が
先

聘
と
為 (

iii)

る
�
若
し
執
り
て
以
て
使
へ
ば
�
又
之
を
梫
と
謂
ひ
�
能
く
他
木

を
侵
し
て
之
を
斃
す
��
談
苑
記
�
に
��
江
南
後
主
�
清
暑
を
患
ふ
�
閣
前

に
草
生
ず
�
徐
鍇
�
桂
屑
を
以
て
磚
縫
の
中
に
布
か
し
む
れ
ば
宿
草
盡
く
死 

す
�7
と
��
呂
氏
春
秋
�
に
云
ふ
��
桂
枝
の
下
�
雑
木
無
し
�8
と
�
蓋
し
�
桂

の
味
辛
く
螫
す
が
故
な
り
�
然
ら
ば
桂
の
草
木
を
殺
す
は
自
ら
是
れ
其
の
性
な

り
�
辛
螫
と
為
さ
ざ
る
な
り
��
雷
公
炮
炙
論
�
に
云
ふ
��
桂
を
以
て
丁
を
為

り
�
以
て
木
中
に
釘
す
れ
ば
�
其
の
木
即
ち
死
す
�9
と
�
一
丁
は
至
て
微
な

り
�
未
だ
必
ず
し
も
大
木
を
螫
す
能
は
ず
�
自
ら
其
の
性
相
制
す
る
の
み
�

�
越
絶
書
�
に
曰
く
��
人
固
よ
り
同
じ
か
ら
ず
�
慧
種
聖
を
生
じ
�
癡
種
狂
を

生
ず
�
桂
実
桂
を
生
じ
�
桐
実
桐
を
生
ず
�A
と
�
鯀
の
禹
を
生
む
を
以
て
之

を
考
す
る
に
殆
ど
然
ら
ず
�
異
書
に
云
ふ
��
月
中
に
桂
有
り
�
下
に
一
人
有

り
�
常
に
之
を
斫
る
�
木
瘡
随 (

iv)

ひ
て
合
す
�B
と
�

�
校
記
�

�
注
釈
�
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の
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春
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�
に
は
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�

(

i) 

五
雅
本
�
背
に
作
る
�

(

ii) 

叢
書
本
�
曰
に
作
る
�

(

iii) 

叢
書
�
謂
に
作
る
�

(

iv) 

五
雅
本
�
隧
に
作
る
�



埤
雅
の
研
究
・
其
十　

釈
木
篇
(2) 

四
九

�
考
察
�

　

陸
佃
は
桂
に
は
三
種
類
あ
る
と
し
て
�
菌
桂
・
牡
桂
・
桂
を
あ
げ
て
い
る
�

し
か
し
牡
桂
の
異
名
を
梫
や
木
桂
と
し
て
お
き
な
が
ら
も
�
菌
桂
の
異
名
に
木

桂
を
あ
げ
て
お
り
�
三
種
類
に
明
確
な
区
別
が
あ
�
た
か
は
不
明
で
あ
る
�
ま

た
�
説
文
解
字
�
に
は
�
梫
�
桂
な
り
�
と
い
う
記
載
も
あ
り
��
爾
雅
�
の

�
梫
は
木
桂
�
と
い
う
記
述
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
�
梫
・
桂
・
木
桂
は
同
じ

も
の
で
あ
�
た
と
も
考
え
ら
れ
る
�

　

陸
佃
の
述
べ
る
菌
桂
の
特
徴
は
�
山
海
経
�
の
郭
璞
注
に
は
�
衡
山
有
菌

桂
�
桂
員
似
竹
�
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
�
真
柳
誠
は
�
中
国
一
一
世
紀
以
前
の

桂
類
薬
物
と
薬
名
���
薬
史
学
雑
誌
�
三
〇
巻
二
号
�
一
九
九
五
年
�
で
��
新
修

本
草
�
の
�
牡
桂
葉
�
長
尺
許
�
か
ら
�
牡
桂
は
主
に C

innam
om

um
.cassia

�
和
名
カ
シ
ア
�
で
一
部
に
は C

innam
om

um
.obtusifolium

 

も
あ
�
た
で
あ
ろ

う
と
判
断
し
て
い
る
�
更
に
�
新
修
図
経
�
注
で
牡
桂
の
葉
を
�
長
於
菌
桂
葉

一
二
倍
�
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
�
当
記
述
か
ら
葉
の
長
さ
が 

C
.cassia 

や C
.obtusifolium

 

の
二
分
の
一
か
ら
三
分
の
一
で
あ
る C

innam
o-

m
um

.burm
anni 

を
菌
桂
に
同
定
し
て
い
る
�

　

C
.cassia 

は
葉
の
長
さ
十
二
か
ら
十
五
セ
ン
チ
�
つ
や
の
あ
る
緑
色
で
�
三

本
の
葉
脈
が
目
立
つ
�
中
国
南
部
や
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
に
自
生
す
る
�
セ
イ
ロ

ン
ニ
�
ケ
イ
に
比
べ
て
辛
味
が
あ
�
て
�
甘
み
が
な
い
�

　

C
.burm

anni 

の
葉
は
約
五
か
ら
十
セ
ン
チ
�
前
述
の
通
り
�C

.cassia

の
二

分
の
一
か
ら
三
分
の
一
で
あ
る
��
鈴
木
�

�
枌
�

　

枌
は
白
楡
�
先
ず
葉
を
敷
き
�
後
に
夾
を
著
く
�
楡
の
性
は
地
を
扇
ぐ
�
扇

ぐ
所
は
各
�
木
と
等
し
�
故
に
其
の
陰
の
下
�
五
穀
植
ゑ
ず
し
て
古
の
人
就
き

て
以
て
息
ふ
�
東
門
之
枌
の
一
章
に
曰
く
��
東
門
の
枌
�
宛
邱 (

i)

の
栩
�
子

仲
の
子
�
其
の
下
に
婆
娑
た
り
�1
と
�
言
ふ
こ
こ
ろ
は
�
風
化
の
行
は
る
る

所
�
大
夫
氏
の
子
�
道
に
舞
ふ
な
り
�
二
章
に
曰
く
��
穀
旦
于
に
差
ぶ
�
南

方
の
原
�
其
の
麻
を
績
ま
ず
�
市
に
婆
娑
た
り
�2
と
�
言
ふ
こ
こ
ろ
は
�
風
化

の
行
は
る
る
所
�
大
夫
氏
の
女
�
市
に
舞
ふ
な
り
�
男
子
道
に
舞
ふ
は
�
尚
宜

し
き
所
に
非
ず
�
女
子
市
に
舞
ふ
は
�
尤
も
宜
し
き
所
に
非
ず
�
且
つ
東
門
は

人
の
出
入
す
る
所
�
宛
丘
の
道
は
人
の
往
来
す
る
所
�
国
の
交
会
な
り
�
是
に

於
い
て
枌
栩
の
陰
有
り
�
則
ち
人
の
趨
き
て
聚
ま
る
所
な
り
��
管
子
�
に
曰

く
��
桓
公
の
時
�
而 (

ii)

し
て
衢
の
民
�
桑
麻
種
ゑ
ず
�
繭
縷
治
め
ず
�
衣
弊

る
る
こ
と
多
く
�
屨
し
ば
穿
つ
こ
と
多
し
�
管
仲
�
途
旁
の
枝
に
沐
せ
ん
こ

と
を
請
ふ
�3
と
�
尺
寸
の
陰
無
か
ら
使
む
る
は
�
是
れ
が
為
の
故
な
り
�
内

則
に
曰
く
��
菫
荁
�
枌
�
楡
�
兎
�
薧
�
滫
瀡
�
以
て
之
を
滑
ら
か
に
す
�4

と
�
兎
は
新
生
な
る
者
�
薧
は
其
れ
乾
な
り
�
菫
荁
�
枌
�
楡
の
初
生
は
其
の

葉
�
蓋
し
兎
目
に
象
る
�
故
に
之
を
兎
と
謂
ふ
な
り
��
淮
南
子
�
に
曰
く
�

�
槐
の
生
ず
る
や
�
五
日
に
し
て
兎
目
�
十
日
に
し
て
鼠
耳
�5
と
��
字
説
�
に

曰
く
��
楡
の
瀋
は
滑
な
り
�
故
に
之
を
兪
荎
と
謂
ふ
�6
と
�
兪
に
し
て
刺
有

り
�
至
と
為
す
所
以
な
り
�
枌
は
兪
の
み
�
安
ら
か
に
し
て
長
ず
べ
き
な
り
�
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(
9) 

未
詳
�

(
10)
�
越
絶
書
�　

 

漢
・
袁
康
の
撰
�

(

11) 
未
詳
�



加
納　

喜
光
／
鈴
木　

千
春 

五
〇

兪
を
以
て
合
と
為
し
�
乃
ち
分
に
卒
は
る
�
夫
れ
很
な
る
こ
と
羒
の
如
し
�
兪

な
る
こ
と
枌
の
如
し
�
皆
分
の
道
な
り
�

�
校
記
�

�
注
釈
�

�
考
察
�

　

ニ
レ
属 ( U

lm
us ) 

は
�
北
半
球
温
帯
お
よ
び
熱
帯
ア
ジ
ア
の
山
地
帯
に
約

二
十
種
類
が
分
布
し
て
い
る
�
材
は
各
種
器
具
材
と
し
重
用
さ
れ
る
�
ニ
レ
属

の
果
実
は
周
縁
に
翼
の
あ
る
扁
平
な
翼
果
で
�
莢
を
着
け
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
�
こ
れ
を
�
後
に
夾
を
著
く
�
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
�

　

�
詩
経
�
陳
風
・
東
門
之
枌
に
詠
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
�
枌
は
道
端
に
あ
�

て
日
陰
が
で
き
る
の
で
�
人
の
集
ま
る
所
と
さ
れ
て
い
る
�
ニ
レ
属
は
現
在
�

街
路
樹
と
し
て
多
く
植
栽
さ
れ
て
い
る
が
�
昔
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
�

　

�
詩
草
木
今
釈
��
詩
経
草
木
匯
考
�
は
枌
を U

lm
us pum

ila

�
和
名
ノ
ニ
レ
�

に
同
定
し
て
い
る
�
ノ
ニ
レ
は
シ
ベ
リ
ア
か
ら
中
国
に
分
布
し
�
観
賞
用
だ
け

で
な
く
�
材
は
建
築
�
器
具
�
農
具
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
�
若
芽
や
果
実
は
食

用
に
さ
れ
�
家
畜
の
飼
料
に
も
な
る
�
根
か
ら
は
粘
液
質
が
と
れ
�
製
紙
の

粘
料
に
さ
れ
た
��
世
界
有
用
植
物
事
典
��
�
そ
の
粘
液
質
を
瀋
�
汁
�
と
し
て

�
瀋
は
滑
な
り
�
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
��
鈴
木
�

�
　
�

木 (

i)

�
高
大
な
る
こ
と
白
楊
に
似
た
り
�
枝
多
く
し
て
曲
が
る
�
飛
鳥
�
其
の

上
に
巣
づ
く
る
を
喜
ぶ
�
賦
に
曰
く
��
枳
句
に
来
り
巣
く
ふ
�1
と
は
是
れ
な

り
�
子
は
房
に
依
り
て
生
じ
�
枝
端
に
著
し
�
大
な
る
こ
と
指
の
如
し
�
長

さ
は
数
寸
�
状
は
珊
瑚
の
如
し
�
之
を
噉
へ
ば
甘
美
な
る
こ
と
飴
の
如
し
�

今
俗
に
之
を
枅
栱
と
謂
ふ
��
古
今
註
�
に
曰
く
��
一
名
樹
蜜
�
一
名
木 

餳
�2
と
�
実
の
形
�
巻
曲
す
�
核
�
実
の
外
に
在
り
�
其
の
木
を
以
て
屋
と
為

す
�
酒
に
近
づ
く
れ
ば
�
能
く
酒
の
味
を
薄
か
ら
し
む
�
曲
礼
に
曰
く
��
婦

人
の
摯
は
�
椇
�
榛
�
脯
�
脩
�
棗
�
栗
�3
と
�
椇
は
巻
曲
に
取
る
�
榛
は
至

を
言
ふ
�
棗
は
早
を
言
ふ
�
栗
は
恂
栗
を
言
ふ
�
故
に
以
て
虔
を
告
ぐ
と
曰
ふ

な
り
�

　

�
校
記
�
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埤
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(2) 

五
一

�
注
釈
�

�
考
察
�

　
　

椇
は
�
和
名
ケ
ン
ポ
ナ
シ
�
学
名 H

avenia dolcis 

�
に
同
定
さ
れ
る
�
ケ
ン

ポ
ナ
シ
は
落
葉
高
木
で
�
高
さ
二
十
五
メ
�
ト
ル
に
及
ぶ
も
の
も
あ
る
�
実
は

花
序
の
軸
が
果
実
の
熟
す
に
つ
れ
て
太
く
肉
質
に
な
�
た
も
の
で
�
特
殊
な
形

を
し
て
い
る
�
手
棒
梨
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
�
手
の
指
の
よ
う
に
も
見
え

る
�

　

巻
曲
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
�
一
つ
は
曲
が
り
く
ね
る
と
い
う
意
味
で
�

も
う
一
つ
は
へ
り
く
だ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
�
指
の
よ
う
な
形
を
し
た
実
は

�
状
は
珊
瑚
の
如
し
�
と
も
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
で
こ
ぼ
こ
し
て
お
り
��
巻

曲
�
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
�
そ
の
た
め
�
虔
を
告
ぐ
�
と
し
て
�
婦
人
の
贈
り

物
に
重
宝
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
�

　

ケ
ン
ポ
ナ
シ
の
果
実
に
は
利
尿
作
用
が
あ
る
た
め
�
現
在
も
酒
の
酔
い
を
さ

ま
す
の
に
効
果
が
あ
る
と
し
て
利
用
さ
れ
る
�
そ
の
よ
う
な
効
果
か
ら
�
酒
に

近
づ
く
れ
ば
�
能
く
酒
の
味
を
薄
か
ら
し
む
�
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
�
た

の
か
も
し
れ
な
い
�
日
本
に
も
ケ
ン
ポ
ナ
シ
を
食
べ
る
と
酒
に
酔
わ
な
い
�
ケ

ン
ポ
ナ
シ
の
材
で
酒
樽
を
作
る
と
酒
が
く
さ
る
な
ど
と
い
う
話
が
あ
る
�
こ

れ
ら
は
ケ
ン
ポ
ナ
シ
の
甘
味
の
強
調
の
た
め
に
始
ま
�
た
と
い
う
説
も
あ
る

��
世
界
の
植
物
��
�
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