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四
六

一
、

學
の
題
材
と
し
て
の
啄き

つ
つ
き

木
鳥

中
國
文
學
に
お
け
る
啄
木
鳥
の
詠
ま
れ
か
た
の
變
遷
を
探
る
の
は
、「
詠
物
」

の
問
題
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
人
の
情
感
や
思
考
を
、
ど
の
よ
う
に
事
物
に
託
し

て
表
現
す
る
か
が
問
わ
れ
る
「
寄
託
」
の
發
展
史
を
描
き
だ
す
こ
と
に
重
な
り
合

う
。
こ
と
に
北
宋
の
啄
木
鳥
を
詠
ん
だ
作
品
は
、
歬
代
に
見
ら
れ
ぬ
質
量
を
誇

り
、
表
現
方
法
の
發
逹
お
よ
び
多
樣
化
し
て
膨
ら
み
ゆ
く
イ
メ
ー
ジ
は
、
分
析
に

値
す
る
。

啄
木
鳥
と
い
う
鳥
は
、
そ
の
名
の
ご
と
く
長
い
嘴
を
用
い
て
樹
木
を
叩
き
、
內

側
に
巢
く
う
蟲
を
取
り
だ
し
て
餌
と
す
る
獨
特
の
生
態
を
持
つ
。
森
に
響
き
わ
た

る
高
音
を
發
す
る
た
め
に
古
く
か
ら
㊟
目
さ
れ
、『
爾
雅
』「
釋
鳥
」
に
も
「
鴷れ

つ

」

「
斵た

く

木ぼ
く

」
と
い
う
名
が
出
現
す
る
。
た
と
え
ば
唐
宋
以
歬
の
民
閒
の
俗
信
も
ま
た

全
て
こ
の
特
徵
に
由
來
し
、
雷
神
の
「
採
藥
吏
」
と
見
な
さ
れ（

１
）、

齲
齒
の
藥
と
な

り（
２
）、

啄
木
鳥
が
嘴
を
も
ち
い
て
靈
力
の
あ
る
符
號
を
畫
く
と
蟲
が
ひ
と
り
で
に
飛

び
出
し（

３
）、

盜
人
が
そ
の
符
號
を
覺
え
て
お
け
ば
扉
を
開
け
る
時
の
ま
じ
な
い
に
な

る（
４
）な

ど
が
列
舉
で
き
る
。

ま
た
啄
木
鳥
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
は
「
蟲
蠹
」
の
意
象
で
あ
る
。
そ
れ

は
單
純
に
自
然
界
の
樹
木
を
貪
り
⻝
ら
う
が
ゆ
え
の
負
の
イ
メ
ー
ジ
の
み
な
ら

ず
、
例
え
ば
『
左
傳
』
襄
公
二
二
年
に
「
國
蠹
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、『
韓
非

子
』「
五
蠹
」
は
ま
さ
に
邦
家
に
巢
く
う
害
蟲
の
意
で
あ
る
よ
う
に
、
先
秦
以
來

す
で
に
社
會
性
・
政
治
性
を
付
與
さ
れ
、
歷
代
の
詩
文
に
も
「
邦
蠹
」「
政
蠹
」

「
凶
蠹
」「
民
蠹
」
な
ど
の
語
彙
が
散
見
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
樹
に
巢
⻝
う
蟲
を
叩
き
出
し
て
退
治
す
る
行
爲
は
、
以
下
に
例
を

舉
げ
る
よ
う
に
、
槪
ね
の
啄
木
鳥
を
詠
ん
だ
文
學
作
品
に
共
通
す
る
基
本
的
圖
式

で
あ
り
、
つ
ま
り
は
比
興
・
寄
託
の
根
幹
を
な
す
。
で
は
先
ず
は
、
宋
代
ま
で
の

軌
跡
を
追
っ
て
ゆ
こ
う
。

二
、
宋
代
以
前
の
啄
木
鳥
の
詠
ま
れ
か
た

中
國
文
學
に
お
い
て
啄
木
鳥
を
詠
ん
だ
最
古
の
例
は
、『
藝
文
類
聚
』
に
引
く

と
こ
ろ
の
晉
詩
二
首（

５
）に

遡
り
、
そ
れ
ぞ
れ
左
氏
と
傅
玄
の
作
で
あ
る
。
劉
宋
の
袁

淑
（
四
〇
八
―
五
三
）
の
編
纂
に
な
る
『
排
諧
集
』
に
收
め
る
左
氏
の
詩（

６
）は

、
啄

木
鳥
の
「
飢
則
啄
樹
、
暮
則
巢
宿
〔
飢
う
れ
ば
則
ち
樹
を
啄
み
、
暮
る
れ
ば
則
ち
巢
宿

す
〕」
と
い
う
自
給
自
足
の
生
活
の
な
か
に
「
性
淸
者
榮
、
性
濁
者
辱
〔
性
淸
き
者

は
榮
え
、
性
濁
れ
る
者
は
辱
め
ら
る
〕」
と
い
う
人
生
の
哲
理
を
見
い
だ
す
內
容
で
あ

北
宋
文
學
に
お
け
る
啄
木
鳥
―
寄
託
の
深
層
化
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七

か
ら
の
寓
意
詩
に
な
っ
て
い
る
。
元
詩
で
は
「
偏
啄
鄧
林
求
一
蟲
、
蟲
孔
未
穿
長

觜
秃
。
木
皮
已
穴
蟲
在
心
、蟲
蝕
木
心
根
柢
覆
〔
偏
に
鄧
林
を
啄
み
て
一
蟲
を
求
め
、

蟲
孔�

未
だ
穿
た
ざ
る
に
長
觜�

秃
ぐ
。
木
皮�

已
に
穴
あ
り�

蟲�

心
に
在
り
、
蟲
は
木
心
を
蝕

み
て
根
柢�

覆
る
〕」
と
詠
ま
れ
、
白
詩
で
は
「
借
問
蟲
何
⻝
、
⻝
心
不
⻝
皮
。
豈

無
啄
木
鳥
、
觜
長
將
何
爲
〔
借
問
す�

蟲�

何
を
か
⻝
ら
ふ
、
心
を
⻝
ら
ひ
て
皮
を
⻝
ら

は
ず
。
豈
に
啄
木
鳥
無
か
ら
ん
や
、
觜
長
き
も
將は

た
何
を
か
爲
さ
ん
〕」
と
あ
り
、
ど
ち

ら
に
も
跳
梁
跋
扈
す
る
蟲
と
、
そ
れ
に
對
し
て
は
無
力
な
啄
木
鳥
が
描
か
れ
る
。

南
宋
の
楊
萬
里
の
詩）

（（
（

の
な
か
に
も
詩
想
の
類
型
が
見
ら
れ
る
の
は
、
元
白
を
學
ん

だ
痕
跡
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
詩
の
な
か
で
啄
木
鳥
は
效
果
に
乏
し
い
と
は
い

え
、
基
本
的
に
は
害
蟲
の
驅
除
を
試
み
る
存
在
で
あ
り
、
た
と
え
ば
中
晚
唐
の
こ

ろ
の
詩
に
も
は
っ
き
り
と
「
終
日
與
君
除
蠧
害
〔
終
日�

君
の
與た

め

に
蠧
害
を
除
く）

（1
（

〕」

と
、
善
な
る
イ
メ
ー
ジ
で
詠
ま
れ
る
。

晚
唐
に
は
、
從
歬
の
「
啄
木
鳥
と
蟲
」
の
枠
組
み
に
は
收
ま
ら
な
い
內
容
の
詩

が
登
場
す
る
。
詩
僧
齊
己
（
八
六
三
―
九
三
七
）
の
「
啄
木）

（1
（

」
に
は
、
次
の
よ
う
に

詠
わ
れ
る
。

啄
木
啄
木　
　

啄
木
啄
木

鳴
林
響
壑　
　

林
に
鳴
き
て
壑た

に

に
響
く

貪
心
既
緣　
　

貪
心�

既
に
緣よ

り

利
觜
斯
鑿　
　

利
觜�

斯こ

れ
鑿
つ

㊒
朽
百
尺　
　

朽
ち
た
る
百
尺
㊒
り

微
蟲
斯
宅　
　

微
蟲�

斯こ

れ
宅す

ま
ふ

以
啄
去
害　
　

啄
む
を
以
て
害
を
去
ら
ん
と
し

啄
更
彌
劇　
　

啄
む
こ
と
更
に
彌い

よ
い

よ
劇は

げ

し

層
崖
豫
章　
　

層
崖
の
豫
章

聳
幹
蒼
蒼　
　

聳
幹�

蒼
蒼
た
り

る
。
ま
た
晉
の
傅
玄
（
二
一
七
―
七
八
）
の
詩
は
「
啄
木
高
翔
鳴
喈
喈
、
飄
搖
林

薄
著
桑
槐
〔
啄
木�

高
翔
し
て
鳴
く
こ
と
喈
喈
た
り
、
林
薄
を
飄
搖
し
て
桑
槐
に
著
く
〕」

と
い
う
森
を
飛
び
め
ぐ
っ
て
樹
を
叩
く
描
寫
か
ら
始
ま
る
詠
物
で
あ
り
、
そ
の
存

在
は
「
嚶
喔
嚶
喔
聲
正
悲
、
專
爲
萬
物
作
倡
俳
〔
嚶あ

う

喔あ
く�

嚶あ
う

喔あ
く�

聲
正
に
悲
し
、
專
ら

萬
物
の
爲
に
倡
俳
と
作
る
〕」
の
よ
う
に
悲
し
き
音
聲
を
擧
げ
、
萬
物
の
た
め
の
藝

人
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
と
評
す
る
。

左
氏
と
傅
玄
の
詩
で
は
、
い
ず
れ
も
啄
木
鳥
の
姿
の
み
が
詠
わ
れ
る
。
歬
者
は

自
給
自
足
を
贊
美
す
る
が
、
こ
の
特
徵
は
自
然
界
の
鳥
獸
な
ら
ば
例
外
な
く
當
て

は
ま
る
わ
け
で
あ
り
、
啄
木
鳥
の
獨
自
性
が
十
分
に
發
揮
さ
れ
た
と
は
言
い
難

く
、
類
似
の
作
品
は
後
世
に
は
極
め
て
少
な
い（

７
）。

後
者
の
生
態
描
寫
は
更
に
詳
細

で
あ
っ
て
後
世
の
描
き
か
た
に
繫
が
る
が
、
何
ら
か
の
寄
託
と
も
讀
め
る
「
萬
物

の
倡
俳
」
と
い
う
表
現
は
唐
突
で
あ
り
、
本
處
に
の
み
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
兩
者

の
文
學
的
影
響
は
、
あ
く
ま
で
限
定
的
で
あ
る
。

降
っ
て
唐
代
に
な
る
と
、
啄
木
鳥
の
蟲
を
捉
え
る
特
性
に
む
け
て
視
點
が
絞
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
大
曆
四
年
（
七
六
九
）、
尙
書
郞
の
鮑
防
（
七
二
二
―
九
〇
）
等

十
一
人
の
文
人
が
、
浙
江
の
雲
門
寺
に
會
し
た
時
、
四
言
の
偈
頌
を
作
っ
た
が
、

そ
の
な
か
の
作
者
闕
名
の
「
山
啄
木
偈
」
に
は
「
爾
禽
啄
木
、
惡
蠹
傷
木
。
愈
木

無
病
、
巢
枝
自
足
〔
爾な

ん
ぢ�

禽
な
る
啄
木
、
蠹
の
木
を
傷
ま
し
む
る
を
惡に

く

む
。
木
を
愈い

や

し
て

病
無
く
、
枝
に
巢
く
ひ
て
自
ら
足
る（

８
）〕」

と
あ
る
。
蟲
退
治
に
成
功
し
た
の
ち
に
悠
然

と
し
て
樹
の
枝
に
棲
ま
う
安
ら
ぎ
と
は
、
恐
ら
く
煩
惱
を
克
服
し
た
安
禪
の
境
地

を
詠
う
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
よ
り
後
、
啄
木
鳥
と
蟲
と
の
關
係
性
は
さ
ら
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、

元
白
に
到
っ
て
寓
意
の
要
素
が
初
め
て
顯
著
に
な
る
。
元
稹
（
七
七
九
―
八
三
一
）

「
㊒
鳥
二
十
章
」
其
八（

９
）は

啄
木
鳥
を
主
題
と
し
、
白
樂
天
（
七
七
二
―
八
四
六
）「
寓

意
詩
五
首
」
其
五）

（1
（

は
木
く
い
蟲
を
中
心
テ
ー
マ
と
し
、
ち
ょ
う
ど
正
反
對
の
視
點
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觜
長
數
寸
勁
如
鐵　
　

觜
の
長
さ
數
寸
に
し
て
勁
き
こ
と
鐵
の
ご
と
く

丁
丁
亂
鑿
乾
枯
査　
　

丁た
う

丁た
う

と
し
て
亂
れ
鑿
つ
乾
枯
の
査え

だ

黃
柑
紅
桃
多
㊒
蠧　
　

黃
柑
紅
桃�

多
く
は
蠧
㊒
り

受
命
鳳
皇
須
破
柱　
　

受
命
の
鳳
皇�

須
く
柱
を
破
る
べ
し

何
當
更
與
繍
衣
裳　
　

何い
つ

か
當
に
更
に
繍
衣
裳
と
與と

も

に

羽
族
橫
飛
作
持
斧　
　

羽
族�

橫
ほ
し
い
ま
ま

に
飛
び
て
持
斧
と
作な

る
べ
き

王
禹
偁
は
至
衟
元
年
（
九
九
五
）
に
朝
政
誹
謗
の
罪
に
よ
っ
て
「
淮
南
」
の
滁

州
に
左
遷
さ
れ
て
お
り
、
本
詩
は
こ
の
時
朞
の
作
品
で
あ
ろ
う
。「
黃
柑
紅
桃
」

な
ど
の
甘
い
實
の
な
る
樹
木
に
は
、
天
子
の
象
徵
で
あ
る
「
受
命
の
鳳
皇
」
に
背

く
害
蟲
が
巢
く
う
。
そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
「
勁
き
こ
と
鐵
の
ご
と
」
き
嘴
を
持

つ
啄
木
鳥
で
あ
り
、『
後
漢
書
』「
黨
錮
・
李
膺
傳
」
の
「
破
柱
求
姦
」
の
典
故
の

よ
う
に
、
樹
の
な
か
の
蟲
を
退
治
で
き
る
。
そ
し
て
、
い
つ
の
日
に
か
『
漢
書
』

「
王
訴
傳
」
の
暴
勝
之
の
よ
う
な
「
繍
衣
の
御
史
」
と
と
も
に
、
配
下
の
「
持

斧
」
と
し
て
他
の
鳥
た
ち
と
自
在
に
飛
翔
し
よ
う
と
朞
待
を
寄
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
善
な
る
存
在
と
し
て
の
啄
木
鳥
は
そ
の
後
も
受
け
つ
が
れ
、
た

と
え
ば
黃
庶
（
一
〇
一
九
―
五
八
）
の
「
庭
樹
聨
句）

（1
（

」
の
「
老
蠧
病
其
中
、
啄
木�

爲
良
醫
〔
老
蠧�

其
の
中
を
病
ま
し
め
、
啄
木�

良
醫
た
り
〕」
と
い
う
醫
師
の
イ
メ
ー

ジ
に
連
な
る
。
ま
た
韓
琦
（
一
〇
〇
八
―
七
五
）「
啄
木）

（1
（

」
で
は
、
蟲
蠹
の
こ
と
を

「
彼
實
害
珍
材
、
盡
殄
此
非
酷
〔
彼
れ
實
に
珍
材
を
害
し
、
盡
く
殄つ

く
す
も
此
れ
酷
な

る
に
非
ず
〕」
と
斷
罪
す
る
の
に
對
し
、
啄
木
鳥
を
「
忽
爾
破
姦
宄
、
種
類
無
遺

族
。
內
孽
固
難
辨
、
一
發
知
潛
伏
〔
忽
爾
と
し
て
姦
宄
を
破
り
、
種
類
（
族
誅
）
し
て�

遺
族
な
し
。
內
孽�

固
よ
り
辨
じ
難
き
も
、
一
發�

潛
伏
を
知
る
〕」
と
害
蟲
の
搜
索
と
撲

滅
に
か
け
て
の
能
力
を
高
く
評
價
し
て
い
る
。
詩
の
最
後
は
、
も
し
害
蟲
以
外
の

も
の
も
⻝
べ
ら
れ
た
な
ら
「
杞
梓
任
陰
賊
、
長
啄
罷
攻
觸
〔
杞
梓�

陰
賊
に
任
せ
、

長
啄�
攻
觸
を
罷
め
ん
〕」
と
樹
木
な
ど
蟲
た
ち
に
く
れ
て
や
り
、
も
っ
と
氣
樂
な
生

毋
縱
爾
啄　
　

爾な
ん
ぢ

が
啄
む
を
縱

ほ
し
い
ま
ま

に
し

殘
我
棟
梁　
　

我
が
棟
梁
を
殘そ

こ
な

ふ
こ
と
毋
れ

冐
頭
で
は
「
鳴
」「
響
」
と
い
う
字
を
用
い
、
聽
覺
か
ら
切
り
込
む
。
三
句
目

に
お
い
て
啄
木
鳥
の
蟲
を
啄
む
行
爲
を
「
貪
心
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
言
葉
に
よ

っ
て
非
難
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
作
品
の
朙
確
な
主
張
が
始
ま
る
。
啄
木
鳥
を

「
啄
む
を
も
っ
て
害
を
去
ら
ん
と
」
す
る
存
在
と
し
て
看
做
す
の
は
一
面
的
で
あ

り
、
じ
つ
は
同
時
に
樹
木
本
體
を
「
微
蟲
」
と
同
等
に
傷
め
て
し
ま
い
、
努
力
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
弊
害
は
甚
だ
し
く
な
る
。
最
後
は
、
斷
崖
に
聳
え
る
豫く

す
の
き章

は
「
棟

梁
」
の
良
材
な
の
だ
か
ら
、
損
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
結
ぶ
。

以
上
の
よ
う
に
西
晉
か
ら
唐
代
へ
と
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
、
啄
木
鳥
特
㊒

の
生
態
を
う
ま
く
捉
え
た
表
現
方
式
が
發
逹
す
る
。
ま
ず
舉
げ
ら
れ
る
の
は
「
啄

木
鳥
と
蟲
」
の
⻝
者
と
被
⻝
者
と
の
圖
式
で
あ
り
、
啄
木
鳥
は
基
本
的
に
は
惡
し

き
蟲
を
退
治
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
、
傷
つ
け
ら
れ
る
樹
木
の
要
素
を

入
れ
た
「
啄
木
鳥
と
蟲
と
樹
木
」
の
視
點
の
成
立
に
よ
り
、
啄
木
鳥
の
行
爲
の
捉

え
か
た
に
つ
い
て
矛
盾
し
た
二
面
性
が
提
示
さ
れ
た
。

三
、
北
宋
中
朞
ま
で
の
發
展

唐
代
ま
で
に
展
開
さ
れ
た
啄
木
鳥
の
寓
意
の
要
素
は
、
宋
詩
で
は
大
き
な
發
展

を
遂
げ
る
。
最
初
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
邪
惡
な
る
害
蟲
を
成
敗
し
て
ゆ
く
正
義

の
象
徵
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
歬
代
に
比
類
な
き
ほ
ど
に
高
め
、
恰
も
い
わ
ゆ
る

北
宋
士
大
夫
的
使
命
感
の
高
揚
を
想
起
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。
王
禹
偁
（
九
五
四

―
一
〇
〇
一
）
の
「
啄
木
謌）

（1
（

」
に
詠
わ
れ
る
啄
木
鳥
は
、
冐
頭
か
ら
颯
爽
と
し
た

姿
と
し
て
描
か
れ
る
。

淮
南
啄
木
大
如
鵶　
　

淮
南
の
啄
木�

大
い
な
る
こ
と
鵶か

ら
す

の
如
く

頂
似
仙
鶴
堆
丹
砂　
　

頂
は
仙
鶴
に
似
て
丹
砂�

堆
う
づ
た
か

し



北
宋
文
學
に
お
け
る
啄
木
鳥

四
九

終
朝
意
若
何　
　

終
朝�

意
若い

か
ん何

莫
因
饑
不
足　
　

饑
え
て
足
ら
ざ
る
に
因
り

飜
愛
蠹
偏
多　
　

飜か
へ
っ

て
蠹
の
偏
に
多
き
を
愛
す
る
こ
と
莫な

か

れ

渴
映
鄰
溪
下　
　

渴
し
て
は
隣
溪
に
映
じ
て
下
り

驚
從
別
樹
過　
　

驚
き
て
は
別
樹
よ
り
過
ぐ

辛
懃
詠
還
囑　
　

辛
懃�

詠
じ
て
還ま

た
囑
す

無
損
好
枝
柯　
　

好
き
枝
柯
を
損
ず
る
こ
と
無な

か

れ

ま
ず
破
題
と
し
て
、
首
聯
に
て
「
終
朝�

意
若い

か
ん何

」
と
、
そ
の
行
爲
に
對
し
て

疑
義
を
挾
ん
で
問
題
提
起
す
る
。
重
要
な
の
は
頷
聯
で
あ
り
、「
蠹
の
偏
に
多
き

を
愛
す
る
こ
と
莫
れ
」
と
戒
め
て
い
る
。
こ
れ
は
本
來
な
ら
ば
樹
木
を
守
る
べ
き

な
の
に
、
蟲
を
⻝
ら
っ
て
腹
を
滿
た
そ
う
と
し
、
も
っ
と
增
え
れ
ば
よ
い
と
い
う

本
末
轉
倒
の
願
い
を
懷
く
こ
と
の
危
險
性
へ
の
指
摘
で
あ
り
、
遂
に
は
「
好
き
枝

柯
を
損
ず
る
」
結
果
と
な
り
か
ね
な
い
。

兩
宋
の
際
を
生
き
た
人
物
で
あ
る
陳
巖
肖
（
？
―
？
）
の
『
庚
溪
詩
話
』
卷
下

で
は
本
詩
に
つ
い
て
、
司
馬
光
の
舉
げ
た
一
首
目
の
內
容
も
さ
り
な
が
ら
、
こ
の

二
首
目
の
頷
聯
こ
そ
が
「
規
戒
」
の
言
葉
で
あ
り
、
特
に
尾
聯
は
「
仁
人
之
言
」

と
稱
贊
で
き
る
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
續
け
て
「
世
之
貪
進
、
因
媒

他
人
以
售
己

而
傷
及
善
類
者
、
聞
之
亦
少
愧
矣
〔
世
の
進
む
を
貪
り
、
因
て
他
人
を
媒

し
、
以
て

己
を
售う

り
て
傷
つ
け
て
善
類
に
及
ぶ
者
、
之
を
聞
く
も
亦
た
少や

や

愧
ぢ
ん
か
な
〕」
と
批
評

す
る）

11
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。
司
馬
光
の
視
點
は
森
林
の
た
め
に
害
を
除
く
啄
木
鳥
の
使
命
感
に
㊟
が
れ

る
が
、
陳
巖
肖
は
逆
に
、
そ
の
行
爲
の
副
作
用
の
生
み
だ
す
被
害
を
警
吿
す
る
言

葉
に
、
よ
り
深
く
共
感
す
る
。
司
馬
光
の
薨
じ
た
後
、
黨
爭
に
朙
け
暮
れ
る
朝
廷

は
迷
走
を
極
め
る
が
、
陳
巖
肖
は
そ
の
時
代
に
生
き
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
視

點
の
差
異
が
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
こ
の
時
朞
の
啄
木
鳥
を
詠
ん
だ
詩
は
い
ず
れ
も
、
啄
木
鳥
と
蟲

活
が
送
れ
よ
う
と
い
う
想
像
で
結
ば
れ
る
。
こ
れ
は
裏
を
か
え
せ
ば
害
蟲
驅
除
と

い
う
正
義
の
執
行
は
、
啄
木
鳥
に
と
っ
て
決
し
て
讓
れ
ぬ
天
性
と
い
う
主
張
で
あ

り
、
ど
こ
か
に
作
者
自
身
の
姿
を
重
ね
る
の
だ
ろ
う
。

善
な
る
存
在
の
象
徵
と
し
て
の
啄
木
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
宋
代
文
壇
に
お
い
て

塗
り
替
え
た
の
は
、
魏
野
（
九
六
〇
―
一
〇
一
九
）
の
五
律
「
啄
木
鳥
二
首）

（1
（

」
で
あ

る
。
ま
ず
は
其
一
を
見
て
み
よ
う
。

爪
利
嘴
還
剛　
　

爪
利と

く
し
て
嘴�

還ま

た
剛
な
り

殘
陽
啄
更
忙　
　

殘
陽�
啄
む
こ
と
更
に
忙
し

千
林
蠹
如
盡　
　

千
林�
蠹
如も

し
盡
く
れ
ば

一
腹
餒
何
妨　
　

一
腹�

餒う

う
る
も
何
ぞ
妨
げ
ん

形
小
過
槐
陌　
　

形
小
く
し
て
槐
陌
を
過
ぎ

聲
高
近
草
堂　
　

聲
高
く
し
て
草
堂
に
近
し

豈
同
閑
燕
雀　
　

豈
に
同
じ
か
ら
ん
や�
閑
な
る
燕
雀
の

唯
解
占
雕
梁　
　

唯
だ
雕
梁
を
占
む
る
を
解
す
る
に

夕
方
に
至
る
ま
で
必
死
に
蟲
を
啄
む
描
寫
か
ら
始
ま
り
、
頷
聯
で
は
「
千
林�

蠹
も
し
盡
く
れ
ば
、
一
腹�

餒
う
る
も
何
ぞ
妨
げ
ん
」
と
、
森
林
の
木
く
い
蟲
さ

え
完
全
に
退
治
で
き
れ
ば
、
そ
の
後
の
自
分
の
餌
な
ど
構
わ
な
い
と
自
己
犧
牲
の

精
神
を
述
べ
、
安
樂
を
貪
る
「
燕
雀
」
と
は
異
な
る
と
い
う
自
負
を
持
つ
。
こ
の

魏
野
の
作
品
は
、
宋
代
の
詩
壇
で
は
㊒
名
で
あ
り
、
司
馬
光
（
一
〇
一
九
―
八
六
）

は
『
續
詩
話
』
に
お
い
て
特
に
こ
の
聯
に
㊟
目
し
て
「
詩
人
規
戒
之
風）

（1
（

」
あ
り
と

述
べ
、
ま
た
南
宋
の
薛
季
宣
（
一
一
三
四
―
七
三
）「
啄
木）

（1
（

」
で
も
「
要
能
去
蠧
無

遺
種
、
寥
落
空
林
死
便
休
〔
要も

し
能
く
蠧
を
去
り
て
遺
種
無
か
ら
し
む
れ
ば
、
空
林
に

寥
落
た
り
て
死
し
て
便す

な
は

ち
休や

ま
ん
〕」
と
詩
意
を
用
い
る
。
次
に
あ
げ
る
其
二
は
調

子
を
一
轉
さ
せ
、
全
く
逆
の
角
度
か
ら
、
啄
木
鳥
を
詠
む
。

亂
繞
園
林
啄　
　

亂
り
に
園
林
を
繞
り
て
啄
み
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五
〇

一
見
す
る
と
徹
頭
徹
尾
、
啄
木
鳥
の
生
態
を
描
寫
す
る
の
み
で
あ
り
、
單
純
な

詠
物
詩
に
異
な
ら
な
い
。
し
か
し
縣
令
が
、
こ
の
內
容
を
自
己
へ
の
批
判
と
し
て

座
に
理
解
し
、
世
人
も
ま
た
喝
采
し
た
の
は
、
謂
わ
ば
文
壇
に
積
み
重
ね
ら
れ

た
「
常
識
」
が
そ
う
讀
ま
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
逸
話
か
ら
も
、
宋
代
も
時
代

を
降
る
に
つ
れ
、
や
が
て
啄
木
鳥
と
い
う
テ
ー
マ
が
、
社
會
的
ま
た
政
治
的
寓
意

を
持
つ
と
い
う
共
通
意
識
が
成
立
し
て
い
っ
た
と
わ
か
る
。

四
、
梅
堯
臣
に
よ
る
展
開
―
政
爭
と
音
樂

以
上
見
て
き
た
作
品
は
、「
啄
木
鳥
」「
蟲
蠹
」「
樹
木
」
と
い
う
三
つ
の
要
素

の
範
圍
內
で
詠
ま
れ
る
が
、
北
宋
中
朞
以
降
に
は
更
に
複
雜
化
し
た
展
開
を
見
せ

る
。
同
時
に
、
啄
木
鳥
に
託
さ
れ
る
「
社
會
性
」
は
、
官
界
の
諸
事
情
に
直
接
に

結
び
つ
い
て
ゆ
く
。

こ
の
種
の
啄
木
鳥
の
政
治
的
寓
意
を
決
定
的
に
印
象
づ
け
、
ま
た
大
い
に
活
用

し
た
の
が
梅
堯
臣
（
一
〇
〇
二
―
六
〇
）
で
あ
る
。
梅
堯
臣
は
、
北
宋
の
朝
野
を
搖

る
が
せ
た
大
事
件
に
數
え
ら
れ
る
景
祐
年
閒
の
范
仲
淹
（
九
八
九
―
一
〇
五
二
）・

歐
陽
脩
（
一
〇
〇
七
―
七
二
）
等
の
左
遷
、
そ
し
て
慶
曆
年
閒
の
蘇
舜
欽
（
一
〇
〇

八
―
四
八
）
等
へ
の
處
罰
を
、
ど
ち
ら
も
啄
木
鳥
に
關
連
さ
せ
て
詠
い
あ
げ
る
。

ど
ち
ら
の
事
件
に
お
い
て
も
梅
堯
臣
は
、
彈
劾
さ
れ
た
側
の
人
物
と
長
年
に
わ
た

る
交
友
が
あ
っ
た
。
ま
ず
は
寶
元
元
年
（
一
〇
三
八
）
の
作
と
さ
れ
る
五
絕
「
啄

木
」（
卷
八）
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）
を
見
て
み
よ
う
。　
　

中
園
啄
盡
蠧　
　

中
園�

蠧
を
啄
み
盡
く
し

未
㊒
出
林
飛　
　

未
だ
林
を
出
で
て
飛
ぶ
こ
と
㊒
ら
ず

不
識
黃
金
彈　
　

黃
金
の
彈
を
識
ら
ず

雙
翎
墜
落
暉　
　

雙
翎�

落
暉
に
墜
つ

園
林
の
な
か
で
蟲
退
治
に
盡
力
し
た
功
勞
者
の
は
ず
の
啄
木
鳥
は
、
突
然
「
黃

蠹
と
の
閒
の
、
⻝
ら
い
⻝
ら
わ
れ
る
關
係
性
に
基
づ
い
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し

王
禹
偁
「
啄
木
謌
」
の
系
列
に
お
い
て
、
啄
木
鳥
に
託
さ
れ
る
の
は
正
義
に
依
據

し
た
希

で
あ
り
、
魏
野
「
啄
木
鳥
二
首
」
に
比
較
す
る
と
、
あ
る
意
味
で
は
一

面
的
で
あ
る
。
魏
野
の
詩
は
、
お
の
れ
の
勤
め
を
果
た
す
べ
く
邁
進
す
る
正
義
の

鳥
も
ま
た
一
步
閒
違
え
れ
ば
、
あ
る
い
は
裏
を
﨤
せ
ば
、
實
は
た
だ
の
害
鳥
に
他

な
ら
な
い
皮
肉
な
二
面
性
を
指
し
示
す
。
勿
論
、
同
樣
の
描
き
か
た
は
晚
唐
の
齊

己
「
啄
木
」
に
遡
る
が
、
し
か
し
全
體
の
內
容
は
、
魏
野
に
よ
る
換
骨
奪
胎
を
經

て
、
よ
り
色
濃
く
社
會
に
對
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
意
味
合
い
を
持
っ
て
お
り
、
事

實
と
し
て
當
時
の
讀
者
は
そ
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
。
是
に
お
い
て
啄
木
鳥
は
、

描
き
か
た
の
方
向
性
を
問
わ
ず
、「
規
戒
」
と
い
う
評
語
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

濃
密
な
政
治
性
・
社
會
性
を
備
え
た
イ
メ
ー
ジ
を
確
固
た
る
も
の
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
啄
木
鳥
に
付
與
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
や
が
て
詩
人
た
ち
の
共
㊒

認
識
と
な
っ
た
。
北
宋
の
治
平
年
閒
（
一
〇
六
四
―
六
七
）、
吉
州
吉
水
の
縣
令
の

壓
政
を
風
刺
し
て
、
馬
衟
と
い
う
布
衣
の
人
物
が
「
啄
木
詩
」
を
詠
ん
だ
が
、
縣

令
は
そ
の
詩
を
目
に
し
た
あ
と
に
は
從
歬
の
行
政
方
法
を
改
め
た
た
め
、
世
人
は

馬
衟
を
讚
え
て
「
馬
啄
木
」
と
呼
ん
だ
と
い
う）

1（
（

。
問
題
は
こ
の
五
律
「
啄
木
詩
」

の
次
の
よ
う
な
內
容
で
あ
る
。

翠
翎
迎
日
動　
　

翠
翎�

日
を
迎
へ
て
動
き

紅
嘴
響
𤇆
蘿　
　

紅
嘴�

𤇆
蘿
に
響
く

不
顧
泥
丸
及　
　

顧
み
ず�

泥
丸
の
及
ぶ
を

唯
貪
得
⻝
多　
　

唯
だ
貪
る�

⻝
を
得
る
こ
と
の
多
き
を

才
離
枯
朽
木　
　

才わ
づ
か

に
枯
朽
の
木
を
離
れ

又
上
最
高
柯　
　

又
た
最
高
の
柯え

だ

に
上
る

吳
楚
園
林
闊　
　

吳
楚�

園
林�

闊
く

茫
茫
爭
奈
何　
　

茫
茫
と
し
て
爭い

奈か

何ん

せ
ん
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宋
文
學
に
お
け
る
啄
木
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五
一

朽
蝎
招
猛
觜　
　

朽
蝎�

猛
觜
を
招
く

主
人
赫
然
怒　
　

主
人�

赫
然
と
し
て
怒
る

我
愛
爾
何
毀　
　

我
が
愛
す
る
を�

爾な
ん
ぢ�

何
ぞ
毀こ

ぼ

つ

彈
射
出
窮
山　
　

彈
射
し
て
窮
山
に
出
だ
し

群
鳥
亦
相
喜　
　

群
鳥
も
亦
た
相
ひ
喜
ぶ

啁
啾
弄
好
音　
　

啁ち
う

啾し
う

と
し
て
好
音
を
弄
び

自
謂
得
天
理　
　

自
ら
謂
へ
ら
く
天
理
を
得
た
り
と

哀
哉
彼
鴷
禽　
　

哀
し
い
哉�

彼
の
鴷
禽

吻
血
徒
爲
爾　
　

吻
血�

徒
ら
に
爾し

か
爲
す

題
と
詩
中
の
「
鴷れ

つ

」
と
は
啄
木
鳥
で
あ
り
、『
爾
雅
』
に
見
え
る
字
。「
朽
蝎
」

は
木
を
む
し
ば
む
蝎

す
く
も
む
し

。
啄
木
鳥
は
決
し
て
、
廣
い
庭
園
の
な
か
で
も
「
堅

直
」
な
樹
木
で
あ
る
松
や
柏
を
、
啄
ん
で
傷
つ
け
は
し
な
い
。
蟲
が
湧
い
て
啄
ま

れ
る
の
は
、
他
の
見
か
け
は
立
派
で
も
中
身
は
す
か
す
か
な
樹
木
の
自
ら
招
く
災

禍
で
あ
る
。
し
か
し
庭
園
の
主
人
は
、
啄
木
鳥
が
單
に
樹
木
を
啄
ん
で
傷
つ
け
て

い
る
と
誤
解
し
て
「
赫
然
と
し
て
怒
」
り
、
彈
弓
で
擊
っ
て
深
山
に
追
い
や
る
。

す
る
と
他
の
鳥
は
何
を
勘
違
い
し
て
か
、
當
然
の
「
天
理
」
の
報
い
で
あ
る
と
鳴

き
交
わ
し
て
喜
ぶ
。
最
後
に
詩
人
は
啄
木
鳥
の
冤
罪
を
悼
み
、「
哀
し
い
哉
」
と

嘆
を
發
す
る
。

こ
の
時
朞
の
梅
堯
臣
は
、
啄
木
鳥
の
他
に
も
樣
樣
な
鳥
の
比
興
を
用
い
て
事
件

を
詠
っ
て
い
る
。
同
年
に
作
っ
た
烏か

ら
す

を
詠
ず
る
「
靈
烏
賦
」（
卷
六
）
も
ま
た
失

脚
事
件
と
直
接
に
關
連
す
る
作
品
で
あ
り
、
范
仲
淹
に
朙
哲
保
身
を
勸
め
る
內
容

で
あ
る
。
范
仲
淹
が
こ
れ
に
答
え
て
書
い
た
同
名
の
「
靈
烏
賦
」
の
な
か
の
「
寧

鳴
而
死
、
不
默
而
生
〔
寧
ろ
鳴
い
て
死
す
と
も
、
默
し
て
生
き
ざ
ら
ん
〕」
の
一
句
は
、

人
口
に
膾
炙
す
る
。
ま
た
同
年
の
梅
堯
臣
「
巧
婦
」（
卷
六
）
は
、
巧み

そ
さ
ざ
い

婦
鳥
を
詠

じ
た
作
で
あ
る
が
、
巢
作
り
の
失
敗
の
原
因
は
、
木
の
枝
が
弱
か
っ
た
た
め
だ
と

金
の
彈
」
に
よ
っ
て
夕
燒
け
空
の
も
と
に
擊
ち
落
さ
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
そ
れ
だ

け
の
內
容
で
あ
る
た
め
に
却
っ
て
意
味
深
長
で
あ
り
、
宋
人
の
手
に
な
る
『
古
今

詩
話
』
で
は
、
こ
の
詩
の
本
事
に
つ
い
て
「
范
文
正
公
㊒
勁
節
、
知
無
不
言
、
仁

廟
朝
、
數
出
外
補
〔
范
文
正
公�

勁
節
㊒
り
、
知
り
て
言
は
ざ
る
無
く
、
仁
廟
の
朝
、
數

ば
外
補
に
出
づ
〕」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
さ
に
范
仲
淹
を
貶
謫
に
追
い
こ
ん
だ
朝
廷

を
諷
刺
す
る
と
見
な
さ
れ
た）

11
（

。
本
詩
の
內
容
に
は
、
同
樣
に
鳥
た
ち
に
彈
丸
を
浴

び
せ
る
「
挾
丸
子
」
が
登
場
す
る
韓
愈
「
南
山
㊒
高
樹
行
」
の
影
響
が
考
え
ら
れ

る
が
、
韓
愈
の
作
も
ま
た
長
慶
元
年
（
八
二
一
）
の
政
爭
に
よ
る
李
宗
閔
等
の
失

脚
を
詠
ん
だ
作
品
で
あ
る
。

「
仁
廟
」
つ
ま
り
は
仁
宗
皇
帝
の
景
祐
三
年
（
一
〇
三
六
）
の
政
變
は
、
北
宋
政

治
史
の
み
な
ら
ず
文
學
史
で
も
著
名
な
事
件
で
あ
る
。
こ
の
年
の
五
⺼
、
改
革
派

の
范
仲
淹
は
、
宰
相
の
呂
易

と
衝
突
し
た
結
果
と
し
て
知
饒
州
に
左
遷
さ
れ
、

抗
議
の
聲
を
舉
げ
た
歐
陽
脩
も
越
權
行
爲
と
見
な
さ
れ
て
夷
陵
の
令
と
し
て
流
竄

の
憂
目
に
遭
い
、
同
時
に
余
靖
・
尹
洙
も
ま
た
中
央
を
逐
わ
れ
た
。
こ
の
時
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
に
、
蔡
襄
が
「
四
賢
一
不
肖
詩
」
を
賦
し
て
四
人
を
「
四
賢
」

と
讚
え
る
と
、
世
人
は
爭
っ
て
詩
を
書
き
寫
し
、
販
賣
し
た
書
肆
は
厚
利
を
舉
げ

た
と
あ
り
、
當
時
の
民
心
の
赴
く
所
が
わ
か
る）

11
（

。
梅
堯
臣
は
こ
の
時
に
「
彼
鴷

吟
」（
卷
六
）
と
題
す
る
詩
を
詠
ん
で
い
る
。

斷
木
喙
雖
長　
　

斷
木�

喙
く
ち
ば
し�

長
し
と
雖
も

不
啄
柏
與
松　
　

柏
と
松
と
を
啄
ま
ず

松
柏
本
堅
直　
　

松
柏�

本
と
堅
直

中
心
無
蠹
蟲　
　

中
心�

蠹
蟲�

無
し

廣
庭
木
云
美　
　

廣
庭�

木�

美
な
り
と
云
ふ
も

不
與
松
柏
比　
　

松
柏
と
比
せ
ず

臃
腫
質
性
虛　
　

臃
腫�

質
性�

虛
し
く



日
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五
二

わ
れ
て
斷
ら
れ
た）

11
（

。
蘇
舜
欽
自
身
は
、
宰
相
蘇
易

の
孫
で
あ
る
た
め
に
一
度
は

太
廟
齋
郞
と
い
う
蔭
位
に
就
い
た
が
、
最
終
的
に
は
進
士
合
格
を
果
た
し
た
實
力

派
で
あ
る
。
恥
辱
を
受
け
た
李
定
は
、
宴
會
を
開
い
た
の
は
公
金
橫
領
で
あ
る
と

吿
訴
し
た
。
結
果
と
し
て
蘇
舜
欽
は
平
民
に
落
と
さ
れ
、
宴
會
に
參
加
し
た
者
も

十
人
以
上
が
處
罰
さ
れ
る
一
大
疑
獄
に
發
展
し
た）

11
（

。
こ
の
梅
堯
臣
も
仲
介
者
と
し

て
關
與
し
た
逸
話
が
事
實
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
豫
朞
せ
ず
し
て
渦
中
の
人
と
な
っ

た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
「
李
舍
人
淮
南
提
刑
」
の
全
く
忌
憚
な
く
、
直
接
に
激
し

い
怒
り
を
ぶ
つ
け
る
口
吻
も
よ
く
わ
か
る）

11
（

。�

役
所
の
慣
例
行
事
が
い
つ
の
閒
に
か
公
金
橫
領
事
件
に
す
り
替
わ
っ
た
過
程
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
本
質
的
に
は
政
治
抗
爭
の
一
環
で
あ
り
、「
慶
曆

新
政
」
そ
の
も
の
に
矛
先
を
向
け
る
事
件
で
あ
っ
た
。
內
情
に
通
じ
た
歐
陽
脩
が

記
す
の
は
、
蘇
舜
欽
等
の
行
爲
を
問
題
視
し
た
人
物
が
最
後
に
は
喜
ん
で
「
吾
一

舉
網
盡
之
矣
〔
吾
れ
一
た
び
網
を
舉
げ
て
之
を
盡
く
せ
り）

11
（

〕」
と
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。

同
時
朞
の
梅
堯
臣
に
よ
る
關
連
作
品
は
、
他
に
も
「
送
蘇
子
美
」（
卷
十
四
）

「
讀
後
漢
書
列
傳
」（
卷
十
四
）「
送
逐
客
王
勝
之
不
及
遂
至
屠
兒
原
」（
卷
十
四
）

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
「
雜
興
」（
卷
十
四
）
の
な
か
で
「
主
人
㊒
十
客
、
共
⻝
一
鼎

珍
。
一
客
不
得
⻝
、
覆
鼎
傷
衆
賓
〔
主
人�

十
客
㊒
り
、
共
に
⻝
す
一
鼎
の
珍
。
一
客�

⻝
ら
ふ
を
得
ず
、
鼎
を
覆
し
て
衆
賓
を
傷
つ
く
〕」
と
、
謂
わ
ば
⻝
い
物
の
恨
み
の
恐

ろ
し
さ
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
作
品
の
な
か
で
も
「
李
舍
人
淮
南
提

刑
」
は
、
も
っ
と
も
激
烈
な
表
現
で
あ
り
、
同
時
に
啄
木
鳥
と
い
う
存
在
の
マ
イ

ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
甚
だ
し
く
强
調
す
る
。

以
上
の
政
爭
關
連
の
詩
で
は
、
い
ず
れ
も
啄
木
鳥
の
捉
え
か
た
が
大
き
く
異
な

り
、
梅
堯
臣
の
豐
か
な
發
想
力
が
わ
か
る
。
五
絕
「
啄
木
」
は
功
績
あ
る
者
が
狙

い
擊
ち
さ
れ
る
悲
劇
で
あ
り
、「
彼
鴷
吟
」
で
は
庭
園
の
主
人
か
ら
追
い
出
さ
れ

る
厄
介
者
、
そ
し
て
「
李
舍
人
淮
南
提
刑
」
で
は
完
全
に
か
き
回
し
屋
の
害
鳥
で

述
べ
る
の
は
、
朝
廷
へ
の
諷
刺
で
あ
る
。

梅
堯
臣
の
啄
木
鳥
の
詩
の
な
か
で
最
も
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
次
に
舉
げ
る
「
李

舍
人
淮
南
提
刑
」（
卷
十
五
）
で
あ
り
、
そ
の
激
越
な
痛
罵
の
言
辭
は
、
文
集
の
な

か
で
も
異
例
で
あ
る
。

啄
木
欲
除
蠧　
　

啄
木
、
蠧
を
除
か
ん
と
欲
し

蠧
去
樹
亦
撓　
　

蠧
去
り
て
樹
も
ま
た
撓た

は

む

何
須
⻝
微
蟲　
　

何
ぞ
須も

ち

ひ
ん
微
蟲
を
⻝
ら
ふ
を

爾
腹
豈
不
飽　
　

爾な
ん
ぢ

が
腹�

豈
に
飽
か
ざ
ら
ん
や

天
下
本
無
事　
　

天
下�
本
と
無
事
な
る
に

自
爲
庸
人
擾　
　

自
づ
か
ら
庸
人
の
た
め
に
擾み

だ

さ
る

君
實
知
古
深　
　

君�

實
に
古
を
知
る
こ
と
深
け
れ
ば

終
慙
用
傾
巧　
　

終
に
傾
巧
を
用
ふ
る
を
慙は

ぢ
ん

啄
木
鳥
が
蟲
を
つ
つ
き
出
し
た
あ
げ
く
に
「
樹
も
亦
た
撓
」
ん
で
し
ま
う
。
抑

も
蟲
退
治
と
い
っ
て
も
「
微
蟲
を
⻝
ら
ふ
」
よ
う
な
、
あ
ら
搜
し
に
過
ぎ
な
い
。

「
天
下�

本
と
無
事
な
る
に
」
敢
え
て
波
風
を
立
て
て
問
題
を
引
き
お
こ
す
の
は

「
庸
人
」
と
し
、
古
人
の
生
き
ざ
ま
を
深
く
知
る
君
な
の
だ
か
ら
、
卑
劣
な
る
行

爲
を
恥
じ
よ
と
激
し
く
責
め
た
て
る
。

本
詩
は
、
慶
曆
五
年
（
一
〇
四
五
）
の
作
で
あ
り
、
タ
イ
ト
ル
の
「
李
舍
人
」

と
は
、
歬
年
十
一
⺼
の
蘇
舜
欽
等
の
失
脚
事
件
に
お
い
て
、
直
接
の
引
金
を
引
い

た
李
定
の
こ
と
で
あ
る）

11
（

。
蘇
舜
欽
は
、「
慶
曆
新
政
」
の
中
心
人
物
で
あ
る
宰
相

杜
衍
の
女
婿
で
あ
り
、
當
時
は
集
賢
殿
校
理
と
し
て
進
奏
院
を
監
督
し
て
い
た
。

進
奏
院
に
は
、
每
年
の
祭
祀
の
と
き
に
文
書
の
反
故
紙
を
賣
っ
た
金
で
宴
會
を
催

す
と
い
う
慣
例
が
あ
っ
た
。

李
定
は
當
初
、
梅
堯
臣
に
賴
ん
で
紹
介
し
て
も
ら
い
、
蘇
舜
欽
た
ち
の
宴
會
に

加
わ
ろ
う
と
し
た
が
、
進
士
出
身
で
は
な
い
「
任
子
」
と
い
う
理
由
で
皮
肉
を
言



北
宋
文
學
に
お
け
る
啄
木
鳥

五
三

誰
將
琵
琶
弄　
　

誰
か
琵
琶
を
も
っ
て
弄
び

寫
入
相
思
槽　
　

寫
し
入
る�

相
思
の
槽

詩
中
「
相
思
」
は
琵
琶
の
緣
語
で
あ
る
。
唐
詩
で
は
「
相
思
曲
」
や
「
相
思

調
」
が
琵
琶
に
よ
っ
て
奏
で
ら
れ
、
ま
た
「
相
思
木
」
を
用
い
て
樂
器
が
作
ら
れ

る
と
詠
ま
れ
る
が
、
本
詩
で
は
「
槽
」
と
い
う
樂
器
本
體
部
分
の
名
稱
に
續
く
た

め
、
後
者
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
歬
半
で
は
啄
木
鳥
の
「
蠧
を
⻝
す
る
」
響
き
が
樹

上
か
ら
聞
こ
え
た
と
述
べ
、
後
半
で
は
、
い
っ
た
い
誰
が
啄
木
鳥
の
「
聲
」
を
模

倣
し
、
琵
琶
の
曲
に
し
た
の
か
と
問
い
か
け
る
。

本
詩
は
、
現
存
す
る
文
獻
の
な
か
で
は
最
初
に
琵
琶
曲
「
啄
木
」
に
相
關
す

る
內
容
を
詠
じ
た
點
で
、
重
要
な
作
品
で
あ
る
。「
啄
木
」
は
當
時
の
新
曲
で
あ

り
、
啄
木
鳥
の
樹
を
つ
つ
い
て
蟲
を
⻝
べ
る
生
態
を
、
撥
を
用
い
て
樂
器
本
體
の

「
捍
撥
」
を
擊
ち
叩
く
な
ど
し
て
表
現
す
る
珍
し
い
奏
法
「
啄
木
聲
」
を
含
む）

11
（

。

こ
の
九
年
後
、
樂
曲
「
啄
木
」
は
突
如
と
し
て
世
閒
に
流
行
し
始
め
る
。
嘉
祐

二
年
（
一
〇
五
七
）
十
一
⺼
、
ま
だ
汴
都
の
人
に
と
っ
て
は
耳
新
し
い
「
啄
木
」

を
、
友
人
宅
に
お
い
て
聽
い
た
歐
陽
脩
は
三
三
句
も
の
歌
行
體
の
作
品
「
於
劉
功

曹
家
見
楊
直
講
（
襃
）
女
奴
彈
琵
琶
戲
作
呈
聖
俞）

1（
（

」
を
作
り
、
梅
堯
臣
も
次
韻
し

て
「
依
韻
和
永
叔
戲
作
」（
卷
二
七
）
を
詠
ん
だ
。
翌
年
の
夏
に
作
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
司
馬
光
「
同
聖
民
過
楊
之
美
聽
琵
琶
女
奴
彈
啄
木
曲
觀
諸
公
所
贈
歌
朙
日

投
此
爲
謝）

11
（

」
も
ま
た
樂
曲
の
感
想
を
述
べ
た
三
六
句
の
雄
篇
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

作
品
が
宣
傳
效
果
を
生
ん
だ
の
か
、
や
が
て
一
世
を
風
靡
し
た
。

歐
陽
脩
・
梅
堯
臣
・
司
馬
光
の
三
者
が
、
流
行
初
朞
の
段
階
に
お
い
て
琵
琶
曲

「
啄
木
」
に
多
大
な
る
關
心
を
む
け
た
の
は
㊟
目
に
値
す
る
。
梅
堯
臣
は
啄
木
鳥

を
詠
じ
た
詩
に
お
い
て
强
烈
な
主
張
を
繰
り
廣
げ
、
司
馬
光
は
魏
野
「
啄
木
鳥
」

を
批
評
し
、
歐
陽
脩
は
次
節
に
分
析
す
る
「
啄
木
辭
」
を
著
わ
し
た
。
こ
う
見
る

と
樂
曲
「
啄
木
」
を
廣
め
た
の
は
、
文
壇
に
お
い
て
社
會
的
・
政
治
的
な
寓
意
を

あ
る
。
既
成
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲
せ
ず
、
啄
木
鳥
獨
自
の
生
態
を
う
ま
く
生
か
し

つ
つ
、
自
在
に
物
語
を
展
開
す
る
。

さ
ら
に
梅
堯
臣
に
よ
る
啄
木
鳥
の
詩
を
時
系
列
に
沿
っ
て
追
え
ば
、
次
に
登
場

す
る
の
は
慶
曆
八
年
（
一
〇
四
八
）
の
「
啄
木
二
首
」（
卷
十
八
）
の
連
作
で
あ
る
。

題
下
の
自
㊟
に
「
十
二
⺼
十
二
日
陪
步
後
園
所
聞
見
〔
十
二
⺼
十
二
日
、
後
園
に
陪

步
し
て
聞
見
す
る
と
こ
ろ
）〕」
と
あ
る
よ
う
に
、
冬
の
庭
園
で
見
聞
き
し
た
も
の
を

描
い
た
寫
生
の
作
で
あ
る
。
ま
ず
は
其
一
を
見
て
み
よ
う
。

城
頭
啄
枯
楊　
　

城
頭�
枯
楊
を
啄
み

城
下
啄
枯
桑　
　

城
下�
枯
桑
を
啄
む

朝
啄
不
停
咮　
　

朝
に
啄
み
て
咮

く
ち
ば
し

を
停
め
ず

暮
啄
不
充
腸　
　

暮
に
啄
み
て
腸
に
充
た
ず

寒
風
正
洌
洌　
　

寒
風�

正
に
洌れ

つ

洌れ
つ

た
り

蠹
穴
蟲
且
殭　
　

蠹
穴�

蟲
且ま

さ

に
殭た

ふ

れ
ん
と
す

況
茲
園
林
迥　
　

況
や
茲こ

れ�

園
林
の
迥は

る
か

な
る
を
や

剝
剝
響
何
長　
　

剝は
く

剝は
く

と
し
て
響
き
何
ぞ
長
き

こ
の
內
容
は
自
㊟
に
述
べ
る
よ
う
に
、
直
接
に
何
か
の
寓
意
で
は
な
い
。
し
か

し
「
城
頭
」
か
ら
「
城
下
」
ま
で
、
朝
か
ら
晚
ま
で
、
寒
風
の
な
か
で
終
わ
り
な

き
蟲
と
り
に
苦
心
す
る
啄
木
鳥
の
す
が
た
は
樣
樣
な
連
想
を
生
む
に
足
る
。
木
の

な
か
の
蟲
さ
え
も
が
寒
さ
の
あ
ま
り
死
に
そ
う
な
の
に
、
必
死
に
つ
つ
き
出
そ
う

と
努
力
を
重
ね
る
の
は
何
の
た
め
か
。
最
後
に
「
園
林
」
の
廣
さ
を
强
調
し
、
そ

の
な
か
に
今
も
絕
え
閒
な
く
樹
木
を
叩
く
音
が
聞
こ
え
る
と
詠
む
の
は
、
啄
木
鳥

の
行
爲
を
、
終
わ
り
な
き
徒
勞
を
宿
命
と
し
て
負
う
も
の
と
し
て
眺
め
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
連
作
の
二
首
目
は
、
次
に
あ
げ
る
五
絕
で
あ
る
。

⻝
蠧
非
嫌
蠧　
　

蠧
を
⻝
す
る
は
蠧
を
嫌
ふ
に
非
ず

聲
來
古
木
高　
　

聲
來
り
て
古
木
高
し
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以
上
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
北
宋
文
壇
に
お
け
る
啄
木
鳥
の
社
會
的
・
政
治
的
イ

メ
ー
ジ
の
顯
在
化
は
、
琵
琶
曲
「
啄
木
」
が
、
大
い
に
流
行
し
た
背
景
へ
の
理
解

に
繫
が
る
。
啄
木
鳥
が
比
興
の
題
材
と
し
て
の
獨
自
性
を
確
立
し
得
る
の
は
、
樹

を
叩
い
て
蟲
を
つ
つ
き
出
し
て
餌
と
す
る
特
徵
ゆ
え
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
同
じ
生

態
を
音
樂
と
し
て
表
現
し
た
の
が
樂
曲
「
啄
木
」
で
あ
る
。

當
時
の
文
人
社
會
に
お
け
る
啄
木
鳥
は
、
す
で
に
單
純
な
山
林
を
自
由
に
翔
け

め
ぐ
る
存
在
で
は
な
く
、
徃
徃
に
し
て
政
治
の
生
生
し
い
世
界
を
寄
託
す
る
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
の
性
格
を
帶
び
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
感
覺
を
抱
く
人
た
ち
が
敢
え

て
好
ん
で
琵
琶
曲
「
啄
木
」
を
享
受
し
た
事
實
か
ら
は
、
音
樂
自
體
へ
の
興
味
に

加
え
、
さ
ら
に
結
果
と
し
て
圖
ら
ず
も
時
代
的
な
危
機
感
を
體
現
し
た
樂
曲
へ

の
、
意
識
下
あ
る
い
は
無
意
識
下
で
の
一
種
の
共
鳴
を
讀
み
取
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。

五
、
歐
陽
脩
「
啄
木
辭
」
の
構
造

析

さ
て
梅
堯
臣
に
よ
る
啄
木
鳥
の
詩
を
、
關
連
作
品
の
流
れ
の
な
か
に
置
い
た
と

き
に
特
筆
す
べ
き
は
、
五
絕
「
啄
木
」
や
「
彼
鴷
吟
」
の
よ
う
に
、
從
來
型
の

「
啄
木
鳥
と
蟲
」
と
の
關
係
に
、
更
に
「
人
」
と
い
う
要
素
が
加
え
ら
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
蟲
相
手
に
は
無
敵
の
啄
木
鳥
も
、
彈
弓
を
手
に
し
た
人
閒
の
歬
に
は
無

力
で
あ
る
。「
人
」
が
加
え
ら
れ
た
構
造
は
、
そ
の
後
も
樣
樣
な
發
展
を
見
せ
、

例
え
ば
南
宋
の
王
邁
（
一
一
八
四
―
一
二
四
八
）「
啄
木
鳥
」
で
は
樹
木
を
傷
つ
け

る
行
爲
を
問
責
し
、
さ
ら
に
苛
斂
誅
求
の
酷
吏
の
姿
に
重
ね
、
こ
の
よ
う
な
輩
こ

そ
害
鳥
と
し
て
「
弋
者
」
に
擊
ち
落
さ
れ
て
ほ
し
い
と
結
ぶ）

11
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。

こ
の
「
人
」
と
い
う
要
素
が
加
え
ら
れ
た
圖
式
の
作
品
の
な
か
で
最
も
興
味
深

い
の
は
、
歐
陽
脩
「
啄
木
辭）

11
（

」
で
あ
る
。
歐
陽
脩
は
、
景
祐
三
年
の
政
變
に
よ
っ

て
中
央
を
逐
わ
れ
た
時
朞
に
五
古
「
猛
虎
行）

11
（

」
を
書
い
た
が
、
猛
虎
の
み
を
主
題

帶
び
た
「
啄
木
鳥
」
を
積
極
的
に
創
作
も
し
く
は
評
價
し
た
の
と
同
一
人
物
と
な

る
。
つ
ま
り
は
音
樂
流
行
の
發
信
源
と
、
綺
麗
な
ま
で
に
重
な
る
。

も
っ
と
も
三
者
の
著
わ
し
た
琵
琶
曲
「
啄
木
」
關
連
の
作
品
に
お
い
て
主
に
述

べ
ら
れ
る
の
は
、
新
奇
な
流
行
曲
の
雰
圍
氣
や
、
そ
れ
を
聽
い
て
驚
く
賓
客
の
姿

で
あ
る
。
啄
木
鳥
自
體
は
、
麗
ら
か
な
日
ざ
し
の
降
り
そ
そ
ぐ
山
林
を
自
在
に
飛

ぶ
鳥
と
い
う
輕
快
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
、
政
治
に
關
わ
る
深
刻
な
寓
意
性
は
必

ず
し
も
朙
確
で
は
な
い
。

こ
の
嘉
祐
二
年
（
一
〇
五
七
）
二
⺼
に
は
翰
林
學
士
歐
陽
脩
は
、
梅
堯
臣
等
と

禮
部
考
舉
を
司
り
、
蘇
軾
・
蘇
轍
・
曾
鞏
等
の
人
材
を
選
び
拔
き
、
同
時
に
天
下

の
文
風
を
一
變
せ
し
め
た
。
司
馬
光
は
久
方
ぶ
り
に
外
任
か
ら
東
京
に
も
ど
り
、

以
後
は
出
世
コ
ー
ス
を
步
ん
だ
。
い
わ
ば
三
者
と
も
に
權
勢
の
中
樞
に
近
く
、
比

較
的
順
調
な
時
朞
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
新
奇
な
音
樂
に
對
し
て
純
粹
に
樂
し
む
餘

裕
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
三
者
の
な
か
で
最
も
朙
確
に
政
治
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
讀
み
解

け
る
啄
木
鳥
を
再
三
に
わ
た
り
描
い
た
梅
堯
臣
が
、
同
時
に
最
も
樂
曲
「
啄
木
」

に
つ
い
て
興
味
を
示
し
て
い
る
の
は
、
一
考
に
値
す
る
。
こ
の
後
に
も
、
嘉
祐
四

年
（
一
〇
五
九
）
に
梅
堯
臣
は
「
次
韻
和
永
叔
飮
余
家
詠
枯
菊
」（
卷
二
九
）
に
て

「
但
能
置
酒
與
公
酌
、
獨
欠
琵
琶
彈
啄
木
〔
但
だ
能
く
酒
を
置
い
て
公
と
酌
む
、
獨
り

欠
く
琵
琶
の
啄
木
を
彈
ず
る
を
〕」
と
述
べ
て
い
る
が
、「
木
」
が
次
韻
の
字
と
は
い

え
、
わ
ざ
わ
ざ
曲
を
聽
け
た
ら
と
希

を
漏
ら
す
の
は
、
よ
ほ
ど
好
尙
に
合
し
た

と
わ
か
る
。
そ
の
他
に
も
「
十
五
日
☃
三
首
（
其
一
）」（
卷
二
三
）
お
よ
び
「
翠

羽
辭
」（
卷
二
三
）
が
あ
り
、
こ
の
三
首
に
、
既
述
の
「
依
韻
和
永
叔
戲
作
」「
啄

木
二
首
」
を
足
せ
ば
計
五
首
に
な
る
。
一
連
の
創
作
年
代
を
時
系
列
に
す
れ
ば
、

政
治
的
な
啄
木
鳥
の
詩
を
詠
ん
だ
の
に
踵
を
接
し
て
琵
琶
曲
「
啄
木
」
の
詩
が
出

現
し
て
お
り
、
兩
者
は
地
續
き
の
關
係
に
あ
る
。



北
宋
文
學
に
お
け
る
啄
木
鳥

五
五

百
に
一
な
ら
ず
し
て
徒
に
飢
渴
す
。
蠹�

日
に
滋し

げ

く
し
て
、
鴷れ

つ�

日
に
苦
し
み
、

京け
い

に
皇
に
謁
せ
ん
と
し
て
雲
路
を
披ひ

ら

く
。
雲
の
深
く
し
て
見ま

み

ゆ
可
か
ら
ず
、

歸
風
に
託
し
て
仰
ぎ
訴
ふ
。

冐
頭
部
分
の
「
木
皇
」
と
は
五
行
の
春
を
司
ど
り
、
木
德
の
帝
王
で
あ
る
伏
羲

氏
を
指
す
語
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
で
は
「
木
」
の
守
護
者
の
意
味
合
い
が
强
く
出

さ
れ
る
。
作
品
は
、
春
に
な
っ
て
一
齊
に
芽
吹
き
は
じ
め
た
生
氣
あ
ふ
れ
る
樹
木

か
ら
書
き
起
こ
す
。
し
か
し
「
甚
だ
不
仁
」
な
る
害
蟲
は
樹
を
蝕
み
、
木
皇
は
そ

れ
を
悲
し
ん
だ
。
こ
こ
で
啄
木
鳥
が
登
場
し
、「
飛
び
以
て
鳴
き
て
啄
み
且
つ
⻝

ら
ひ
」
と
盡
力
す
る
が
、
け
っ
き
ょ
く
は
「
節
は
膏
を
流
し
て
吻く

ち

は
血
を
流
し
、

百
に
一
な
ら
ず
し
て
徒
に
飢
渴
す
」
と
努
力
は
全
て
空
回
り
し
、
蟲
が
減
ら
ぬ
ば

か
り
か
、
つ
つ
い
た
木
の
節
か
ら
は
樹
液
が
流
れ
出
し
、
嘴
は
傷
つ
い
て
血
を
流

す
。
苦
し
む
啄
木
鳥
は
、
つ
い
に
木
皇
を
天
上
界
に
ま
で
訪
ね
る
が
、
た
ち
こ
め

る
雲
に
行
く
手
を
阻
ま
れ
、
風
に
む
け
て
空
し
く
哀
訴
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

帝
何
思
之
不
熟
兮
、
忽
生
般
而
與
倕
。
丹
髹
之
不
已
兮
、
又
以
彫
幾
。
斜

鉤
曲
鬭
兮
、
華
照
欄
梯
、
高
構
嶮
兮
目
精
眩
、
地
秃
而
赭
兮
山
褋
而
寒
、
材

者
傷
死
兮
生
者
力
殫
。
一
躬
之
庇
兮
一
林
夷
族
、
寓
龍
木
馬
兮
重
閽
陰
屋
、

皇
民
暴
嗇
兮
驅
之
以
扑
。

　

帝�

何
ぞ
思
ふ
こ
と
の
熟
せ
ざ
る
、
忽
に
般
を
生
じ
て
倕
と
與と

も

に
す
。
丹た

ん

髹き
う

の
已
ま
ざ
る
、
又
た
彫て

う
き幾

を
以
て
す
。
斜
鉤
曲
鬭
、
華
や
ぎ
は
欄
梯
を
照

ら
し
、
高
構�

嶮
し
く
し
て
目
精�

眩
み
、
地
秃
げ
て
赭あ

か

み
、
山
褋

ひ
と
へ

に
し
て

寒
く
、
材
あ
る
者
は
傷
死
し
、
生
者
は
力
殫つ

く
。
一
躬
の
庇お

ほ
ひ

、
一
林
夷
族

せ
ら
れ
、
寓
龍
・
木
馬
、
重ち

ょ
う

閽こ
ん

・
陰
屋
、
皇
の
民
は
暴
嗇
に
し
て
、
之
を

驅
る
に
扑う

つ
を
以
て
す
。

是
に
お
い
て
人
閒
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
何
と
樹
木
に
對
し
て
、
蟲
と
啄
木
鳥
に

輪
を
か
け
た
暴
威
を
揮
い
は
じ
め
る
。
天
帝
は
何
の
叡
慮
あ
っ
て
か
、
名
匠
「
般

と
す
る
他
の
詩
人
と
は
異
な
り
、
罠
を
仕
掛
け
る
人
閒
や
、
罠
に
掛
か
る
虎
を
見

て
あ
ざ
笑
う
狐
を
出
現
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
構
成
が
梅
堯
臣
「
啄
木
」
や
「
彼
鴷

吟
」
に
類
す
る
の
は
、
相
互
的
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。「
啄
木
辭
」
の
創
作
年
代

は
不
詳
で
あ
る
が）
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、
い
ず
れ
に
せ
よ
梅
堯
臣
と
の
交
流
を
通
し
て
成
立
し
た
も
の

と
推
測
で
き
る
。

歐
陽
脩
「
啄
木
辭
」
は
、
宋
代
の
啄
木
鳥
關
連
の
文
學
の
な
か
で
も
最
も
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
ス
ケ
ー
ル
で
描
か
れ
た
力
作
で
あ
り
、「
啄
木
鳥
」「
蟲
」「
樹
木
」

「
木
皇
」「
天
帝
」「
人
」
な
ど
の
役
者
が
す
べ
て
出
揃
う
。
一
篇
を
通
じ
て
「
樹

木
」
の
保
護
と
い
う
立
場
を
中
心
に
據
え
、
內
容
は
獨
自
の
方
向
性
を
打
ち
た
て

て
い
る
。
辭
賦
體
の
長
編
の
作
品
で
あ
る
た
め
、
以
下
で
は
重
要
部
分
を
區
切
り

な
が
ら
分
析
し
よ
う
。

　

木
皇
司
春
兮
、
物
熙
以
春
。
芽
者
斯
勾
兮
、
甲
者
斯
萠
。
物
賴
皇
兮
榮
以

欣
、
翳
㊒
蟲
兮
甚
不
仁
。
穴
皇
木
兮
群
以
聚
、
穴
不
已
兮
又
加
咀
。
皇
木
病

兮
窾
將
深
、
皇
心
惻
兮
傷
爾
蝎
。
彼
鴷
鳥
兮
善
啄
吾
、
利
汝
喙
兮
飢
汝
腹
。

飛
以
鳴
兮
啄
且
⻝
、
蟲
不
盡
兮
啄
莫
息
。
山
之
麓
兮
水
之
濱
、
皮
堅
節
癭
兮

龍
甲
蛇
鱗
。
節
流
膏
兮
吻
流
血
、
百
不
一
兮
徒
飢
渴
。
蠹
日
滋
兮
鴷
日
苦
、

京
謁
皇
兮
披
雲
路
。
雲
之
深
兮
不
可
見
、
託
歸
風
兮
仰
訴
。

　

木
皇�

春
を
司
り
、
物�

熙や
は

ら
ぎ
て
以
て
春
な
り
。
芽
は
斯こ

れ
勾こ

う

し
、
甲
は

斯こ

れ
萠
ゆ
。
物�

皇
を
賴
み
て
榮
ゑ
以
て
欣
び
、
翳か

げ

に
蟲
㊒
り
て
甚
だ
不
仁

な
り
。
皇
の
木
に
穴
つ
く
り
群
れ
て
以
て
聚
ま
り
、
穴
つ
く
る
こ
と
已
ま
ず

し
て
、
又
た
咀か

む
を
加
ふ
。
皇
の
木
病
み
て
窾あ

な

將
に
深
か
ら
ん
と
し
、
皇

の
心
惻い

た

み
て
、
そ
の
蝎

す
く
も
む
し

を
傷
む
。
彼
の
鴷
鳥
、
善
く
吾
を
啄
み
、
汝
が

喙く
ち
ば
し

を
利と

く
し
て
汝
が
腹
を
飢
え
し
む
。
飛
び
以
て
鳴
き
て
啄
み
且
つ
⻝
ら

ひ
、
蟲
盡
き
ず
し
て
啄
む
こ
と
息
む
莫な

し
。
山
の
麓
、
水
の
濱
、
皮
堅
く
し

て
節
癭こ

ぶ

あ
り
て
龍
甲
蛇
鱗
の
ご
と
し
。
節
は
膏
を
流
し
て
吻く

ち

は
血
を
流
し
、
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の
手
を
つ
い
ば
ん
で
伐
採
を
阻
止
す
べ
き
な
の
だ
。
長
篇
作
品
は
、
こ
う
述
べ
た

一
句
を
以
て
終
わ
る
。
つ
ま
り
木
皇
の
仁
心
や
、
啄
木
鳥
の
身
を
粉
に
し
た
努
力

自
體
は
認
め
て
も
、
じ
つ
は
問
題
解
決
に
む
け
て
の
根
本
的
方
向
性
こ
そ
が
閒
違

い
で
あ
る
と
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

歐
陽
脩
「
啄
木
辭
」
で
は
、
啄
木
鳥
を
主
題
と
し
た
作
品
の
な
か
で
初
め
て
、

最
も
橫
暴
を
き
わ
め
る
「
人
」
の
存
在
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
こ
の
新
し
い
視
點
が

詩
壇
に
お
い
て
及
ぼ
し
た
影
響
は
處
處
に
見
ら
れ
、
ほ
ぼ
同
時
朞
の
人
物
で
あ
る

呂
南
公
（
一
〇
四
七
？
―
八
六
）
の
「
代
木
工
言）

11
（

」
は
、
こ
の
歐
陽
脩
「
啄
木
辭
」

の
內
容
を
受
け
て
樵
夫
が
辨
朙
す
る
作
品
で
あ
る
。
ま
た
黃
庭
堅
の
父
で
あ
る
黃

庶
（
一
〇
一
九
―
五
八
）
の
五
古
「
賦
古
佛）

11
（

」
の
最
後
に
「
木
蠧
罪
豈
大
、
付
與
啄

木
權
。
胡
不
啄
佛
徒
、
使
蠧
民
之
天
〔
木
蠧
の
罪�

豈
に
大
な
ら
ん
や
、
付
與
す�

啄
木

の
權
。
胡な

ん

ぞ
佛
徒
を
啄
み
、
民
の
天
を
蠧む

し
ば

ま
し
め
ざ
る
〕」
と
詠
ま
れ
る
の
は
、
啄
木

鳥
の
本
當
に
啄
む
べ
き
「
蠧
」
は
、
じ
つ
は
民
の
⻝
物
を
「
蠧む

し
ば

」
む
無
爲
徒
⻝

の
僧
侶
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
元
凶
た
る
「
人
」
を
こ
そ
啄
め
と
述
べ
て
筆
を
擱

く
と
こ
ろ
に
は
、
或
い
は
影
響
關
係
が
推
定
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
樹
を
伐
る
行
爲
が
惡
と
し
て
認
定
さ
れ
る
「
人
」
で
あ
る
が
、
も

と
を
正
せ
ば
工
匠
は
「
帝
」
の
命
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
存
在
で
あ
る
と
、
最
初
か

ら
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
「
啄
木
鳥
」
が
樹
液
が
流
れ
出
す
ほ
ど
に
樹
を
痛
め
つ
け

て
も
、
じ
つ
は
職
務
に
忠
實
な
だ
け
で
あ
り
、
自
身
も
弊
害
を
認
識
し
て
天
界
の

「
木
皇
」
を
尋
ね
て
い
る
。「
蟲
」
は
た
し
か
に
惡
で
あ
る
が
、
大
局
か
ら
見
れ
ば

小
事
で
あ
る
。
善
惡
の
設
定
も
、
じ
つ
は
「
帝
」「
木
皇
」「
啄
木
鳥
」「
蟲
」「
樹

木
」「
人
」
の
各
自
の
立
場
が
複
雜
に
交
わ
る
な
か
で
の
相
對
基
準
に
過
ぎ
ず
、

歐
陽
脩
の
「
啄
木
辭
」
は
單
純
な
勸
善
懲
惡
の
圖
式
を
遙
か
に
乘
り
こ
え
、
何
ら

か
の
寓
意
の
詩
と
し
て
樣
樣
な
ド
ラ
マ
を
讀
み
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

企
圖
し
た
こ
と
が
眞
逆
の
結
果
と
な
り
、
善
意
が
良
い
結
果
を
生
む
と
も
限
ら

（
魯
班
）」「
倕
」
を
世
に
生
ま
れ
さ
せ
た
が
、
こ
れ
は
同
時
に
豐
か
な
森
林
が
物

づ
く
り
の
た
め
に
伐
採
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
丹
髹
」「
彫
幾
」「
斜
鉤
曲

鬭
」
の
豪
奢
な
木
造
建
築
の
た
め
に
、
山
は
荒
れ
て
土
砂
は
流
出
し
、
樹
木
が
傷

つ
く
の
み
な
ら
ず
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
皆
な
罷
弊
す
る
。
一
人
の
體
を
覆

う
た
め
に
「
一
林
」
が
消
滅
し
、
木
皇
の
民
た
る
も
の
が
利
益
を
と
こ
と
ん
貪

る
。
こ
の
作
品
の
な
か
で
朙
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、「
蟲
」「
啄
木
鳥
」「
人
」
の

三
者
は
と
も
に
「
樹
木
」
に
と
っ
て
害
を
な
す
存
在
と
い
う
事
實
で
あ
る
。

　

噫
智
巧
兮
誰
爲
是
、
既
紛
紛
而
不
止
。
工
蠧
則
大
兮
蟲
蠧
則
小
、
捕
小
縱

大
兮
將
何
謂
。
皇
惜
木
兮
雖
甚
恩
、
蟲
利
⻝
兮
啄
徒
勤
、
蠧
未
入
口
兮
刄
至

其
根
。
與
其
啄
蠧
能
盡
死
、
不
如
得
啄
匠
手
、
使
不
堪
於
斧
斤
。

　

噫あ
あ�

智
巧�

誰
を
か
是
と
爲
な
す
、
既
に
紛
紛
と
し
て
止
ま
ず
。
工
蠧
は
則

ち
大
に
し
て
蟲
蠧
は
則
ち
小
な
り
、
小
を
捕
へ
て
大
を
縱は

な

つ
こ
と
、
將は

た
何

を
か
謂
は
ん
。
皇�

木
を
惜
し
む
こ
と
甚
だ
恩
あ
り
と
雖
も
、
蟲�

⻝
ら
ふ
に

利よ
ろ

し
く
し
て
啄
む
こ
と
徒
に
勤
む
、
蠧
未
だ
口
に
入
ら
ず
し
て
刄や

い
ば�

其
の
根

に
至
る
。
其
の
蠧
を
啄
み
て
盡
く
死
せ
ん
よ
り
は
、
如
か
ず
能
く
匠
の
手
を

啄
む
を
得
て
、
斧
斤
に
堪
へ
ざ
ら
し
む
る
に
。

「
人
智
」
は
最
も
狡
猾
で
あ
り
、
同
時
に
足
る
を
知
ら
な
い
。
ゆ
え
に
人
の
手

に
よ
る
「
工
蠧
」
こ
そ
が
大
問
題
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
蟲
蠧
」
の
害
は
小
さ
く
、

抑
も
「
小
を
捕
へ
て
大
を
縱
」
つ
よ
う
な
巨
惡
を
見
の
が
す
狀
態
は
、
言
語
衟
斷

で
あ
る
と
歎
息
す
る
。

作
品
最
後
の
「
皇
惜
木
」
以
下
の
六
句
は
、
同
一
部
の
韻
を
踏
み
、
全
體
の
ま

と
め
に
な
っ
て
い
る
。「
木
皇
」
は
樹
木
を
保
護
し
た
い
と
思
う
が
、「
蟲
」
は
ど

ん
ど
ん
⻝
べ
續
け
、「
啄
木
鳥
」
の
害
蟲
驅
除
は
ま
っ
た
く
の
徒
勞
で
あ
り
、
そ

こ
に
「
人
」
の
斧
が
廹
る
。
も
し
も
本
當
に
樹
木
の
た
め
に
最
惡
の
末
路
を
回
避

し
た
い
の
な
ら
、
啄
木
鳥
は
蟲
な
ど
⻝
べ
て
い
る
場
合
で
は
な
く
、
い
っ
そ
樵
夫
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五
七

ず
、
諸
惡
の
根
源
は
け
っ
き
ょ
く
何
に
求
め
る
べ
き
な
の
か
。
こ
う
し
て
い
る
閒

に
も
、
木
は
ど
ん
ど
ん
伐
ら
れ
、
森
林
は
削
ら
れ
、
啄
木
鳥
は
無
益
㊒
害
な
努
力

を
續
け
て
ゆ
く
。
收
筆
の
句
に
お
け
る
「
啄
木
鳥
が
樵
夫
の
手
を
つ
つ
け
ば
よ

い
」
と
い
う
一
時
迯
れ
に
過
ぎ
な
い
提
言
こ
そ
が
、
つ
ま
り
は
樹
を
守
る
た
め
の

拔
本
的
解
決
案
が
見
當
た
ら
な
い
現
實
を
突
き
つ
け
て
い
る
。

六
、
李

「
啄
木
鳥
」
に
お
け
る
啄
木
鳥
へ
の
反
感

梅
堯
臣
の
作
品
に
よ
っ
て
啄
木
鳥
は
、
朙
確
な
政
治
諷
刺
の
色
彩
を
帶
び
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
啄
木
鳥
を
め
ぐ
る
問
題
點
を
集
大
成
し
た
觀
を
呈
す
る
歐

陽
脩
「
啄
木
辭
」
の
內
容
は
、
複
雜
に
し
て
解
決
策
な
き
混
沌
狀
態
の
提
示
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
當
時
の
文
壇
の
領
袖
た
る
歐
梅
に
よ
っ
て
、
啄
木
鳥
に
刻
印
さ
れ

た
イ
メ
ー
ジ
は
、
人
閒
社
會
の
矛
盾
に
滿
ち
た
營
み
の
反
映
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
啄
木
鳥
に
つ
い
て
冷
め
た
目
で
見
る
態
度
が
生
ま
れ

る
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
當
然
の
流
れ
か
も
し
れ
な
い
。
蘇
門
六
君
子
の
一
人
で

あ
る
李
廌
（
一
〇
五
九
―
一
一
〇
九
）
は
、「
啄
木
鳥）

11
（

」
と
題
す
る
五
古
を
殘
し
て

い
る
。
李
廌
は
弱
年
に
し
て
東
坡
に
文
才
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
終
に
は
科
舉

に
合
格
で
き
ず
に
一
生
を
終
え
た
不
遇
の
才
子
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
は
政
爭
と
は

極
め
て
近
距
離
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
傍
觀
者
の
位
置
に
あ
っ
た
。
詩
は
樹
木
を

⻝
い
荒
ら
す
「
蟲
」
の
描
寫
か
ら
始
ま
る
。

小
蟲
蠧
堅
木　
　

小
蟲�

堅
木
を
蠧む

し
ば

み

自
意
吻
頰
剛　
　

自
ら
意お

も

ふ�

吻ふ
ん

頰け
ふ�

剛
し
と

蟠
身
宅
幽
竇　
　

身
を
蟠

わ
だ
か
ま

ら
せ
て
幽い

う

竇と
う

に
宅す

ま
ひ

心
朞
千
歲
藏　
　

心
は
朞
す�

千
歲
に
藏か

く

る
る
を

爾
非
虎
而
翼　
　

爾な
ん
ぢ

は
虎
に
し
て
翼
あ
る
に
あ
ら
ず

何
乃
巧
取
將　
　

何
ぞ
乃
ち
巧
み
に
取
り
將も

つ
や

剝
啄
繞
樹
腹　
　

剝
啄
し
て
樹
の
腹
を
繞
り

卷
舌
利
鈎
芒　
　

卷
舌�

鈎こ
う

芒ば
う

よ
り
利と

し

一
身
禍
衆
命　
　

一
身�

衆
命
に
禍

わ
ざ
は
ひ

し

曾
未
厭
飢
吭　
　

曾
て
未
だ
飢き

吭か
う

を
厭あ

か
し
め
ず

流
怨
入
胡
琴　
　

流
怨�

胡
琴
に
入
り

美
人
借
餘
商　
　

美
人�

餘
商
に
借
る

鵜
鴂
相
唱
和　
　

鵜て
い

鴂け
つ�

相
ひ
唱
和
し

次
第
歇
芬
芳　
　

次
第
に
芬
芳
歇や

む

吾
生
獨
何
事　
　

吾
が
生�

獨
り
何
事
ぞ

㊒
喙
三
尺
長　
　

喙く
ち

の
三
尺
長
き
あ
り

富
歲
常
苦
飢　
　

富
歲�

常
に
飢
に
苦
し
み

不
能
饜
糟
糠　
　

糟
糠
に
も
饜あ

く
こ
と
能
は
ず

寧
飢
忍
效
汝　
　

寧
ろ
飢
う
る
と
も
汝
に
效
ふ
に
忍
び
ん
や

豈
復
思
隨
陽　
　

豈
に
復
た
陽
に
隨
ふ
を
思
は
ん
や

六
句
目
の
「
取
將
」
は
蟲
を
取
る
意
で
あ
り
、
助
動
詞
の
「
將
」
は
、
韓
愈

「
調
張
籍
」
で
も
韻
字
。
冐
頭
か
ら
四
句
に
わ
た
り
、「
小
蟲
」
が
樹
の
な
か
に
姑

息
な
安
逸
を
貪
る
姿
を
描
き
、「
心
は
朞
す�

千
歲
に
藏か

く

る
る
を
」
と
い
う
儚
き
願

を
述
べ
、
そ
の
後
に
啄
木
鳥
が
登
場
す
る
。
飛
び
巡
っ
て
獲
物
を
探
し
、
銳
い

嘴
を
持
ち
、
恐
る
べ
き
殺
傷
能
力
を
㊒
し
、「
一
身
」
の
た
め
に
「
衆
命
」
を
奪

う
。
下
の
句
が
す
ぐ
に
「
曾
て
未
だ
飢き

吭か
う

を
厭あ

か
し
め
ず
」
と
續
く
の
は
、
欲

の
虜
と
な
っ
た
醜
惡
き
わ
ま
る
姿
で
あ
る
。

次
の
「
流
怨�

胡
琴
に
入
り
、
美
人�

餘
商
に
借
る
」
の
一
句
か
ら
、
突
如
と
し

て
文
脉
が
變
わ
る
。「
胡
琴
」
と
は
琵
琶
の
異
稱
で
あ
り
、
當
時
流
行
の
琵
琶
曲

「
啄
木
」
を
指
す
。
先
程
ま
で
の
⻝
う
か
⻝
わ
れ
る
か
の
殘
忍
な
世
界
か
ら
、
突

然
「
美
人
」
の
奏
で
る
音
樂
の
場
面
へ
と
急
展
開
さ
せ
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
凄
美
な
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五
八

詠
物
對
象
へ
の
自
己
の
「
拒
絕
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
孤
高
の
志
を
表
わ
し
た

作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

七
、
ま
と
め
―
「
縮
圖
」
と
し
て
の
啄
木
鳥

以
上
の
よ
う
に
北
宋
の
啄
木
鳥
を
主
題
と
し
た
文
學
は
、
啄
木
鳥
が
蟲
を
樹
か

ら
つ
つ
き
出
す
生
態
的
特
性
を
中
心
軸
に
據
え
つ
つ
、
既
成
の
イ
メ
ー
ジ
を
次
つ

ぎ
と
塗
り
か
え
た
。
す
で
に
存
在
す
る
「
型
」
を
踏
襲
し
て
何
か
を
表
現
す
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
啄
木
鳥
と
蟲
と
の
關
係
と
い
う
基
本
構
造
を
自
由
に
應
用
し

て
「
型
」
を
打
破
す
る
と
こ
ろ
に
、
多
樣
な
廣
が
り
を
生
ん
で
い
っ
た
。

啄
木
鳥
の
生
態
的
特
性
は
、
言
う
な
れ
ば
蟲
と
啄
木
鳥
と
の
兩
者
の
生
き
る
か

死
ぬ
か
の
緊
廹
し
た
や
り
取
り
で
あ
り
、
ゆ
え
に
文
學
の
題
材
と
し
て
用
い
ら
れ

る
場
合
に
も
、
一
種
の
深
刻
な
重
み
を
根
底
に
祕
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
梅
堯

臣
の
詩
に
は
「
百
舌
」「
提
壺
鳥
」「
巧
婦
」「
烏
」「
雉
」「
白
鷳
」「
子
規
」「
竹

雞
」
な
ど
多
く
の
鳥
が
詠
ま
れ
、
佳
作
も
多
い
。
し
か
し
啄
木
鳥
の
み
が
反
復
し

て
詠
ま
れ
る
理
由
は
、
そ
の
生
態
が
本
質
的
な
意
味
に
お
い
て
生
生
し
い
社
會

的
・
政
治
的
隱
喩
の
要
素
を
多
分
に
含
み
、
獨
特
の
緊
張
感
に
あ
ふ
れ
た
世
界
を

描
く
の
に
最
㊜
の
材
料
た
り
得
た
こ
と
が
第
一
に
舉
げ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
（
一
）
啄
木
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
の
展
開
、（
二
）
登
場
者
の
關
係
構
造
の

二
點
か
ら
、「
啄
木
鳥
文
學
」
の
全
體
を
俯
瞰
し
、
そ
こ
か
ら
北
宋
文
學
で
の
性

質
を
讀
み
解
こ
う
。

（
一
）
啄
木
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
の
展
開

　

初
朞
の
㊀
高

な
る
野
鳥
、
㊁
害
蟲
を
取
り
除
く
と
い
う
善
な
る
存
在
か

ら
、
や
が
て
は
㊂
害
蟲
を
驅
除
し
つ
つ
も
同
時
に
樹
を
傷
つ
け
る
害
鳥
と
し

て
の
二
面
性
が
朙
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
㊃
努
力
し
て
い
る
の
に
追
い
出
さ

れ
た
り
、
他
者
に
擊
ち
落
さ
れ
た
り
、
更
に
は
㊄
何
が
善
な
の
か
惡
な
の
か
、

る
雰
圍
氣
を
釀
し
出
す
。
こ
こ
で
「
啄
木
」
の
曲
に
唱
和
し
始
め
る
「
鵜
鴂
」
と

は
鳥
の
名
で
あ
り
、
も
と
は
「
離
騷
」
の
な
か
で
草
芲
の
芳
し
き
時
朞
の
終
わ
り

を
吿
げ
る
鳴
聲
で
あ
る
と
言
及
さ
れ
、
ま
た
阮
籍
の
五
言
「
詠
懷
（
其
九
）」
で

も
「
哀
音
」
を
發
す
る
と
詠
ま
れ
る
。
こ
の
李
廌
の
詩
の
な
か
で
生
じ
た
「
美

人
」
の
馨
し
き
仇
芲
も
同
じ
よ
う
に
萎
み
ゆ
き
、
舞
い
散
る
定
め
で
あ
る
。
本
詩

は
、
宋
代
の
琵
琶
曲
「
啄
木
」
の
關
連
作
品
の
な
か
で
最
も
沈
鬱
な
內
容
と
い
え

る
。こ

こ
で
登
場
す
る
の
が
「
獨
り
何
事
ぞ
」
と
嘆
く
「
吾
」
で
あ
る
。
詩
中
に
登

場
す
る
の
は
「
蟲
」「
啄
木
鳥
」「
吾
」
の
三
者
で
あ
る
が
、
こ
の
「
吾
」
が
、

「
爾
」
あ
る
い
は
「
汝
」
と
い
う
二
人
稱
を
用
い
て
呼
び
か
け
る
相
手
は
啄
木
鳥

の
み
で
あ
り
、
一
篇
の
構
造
と
し
て
は
「
吾
」
と
「
啄
木
鳥
」
と
が
直
接
對
峙
す

る
關
係
性
が
仕
組
ま
れ
る
。

次
の
句
「
㊒
喙
三
尺
長
」
は
典
故
と
し
て
は
『
莊
子
』「
徐
无
鬼
」
に
見
え
る

孔
子
の
語
で
あ
る
が
、
唐
宋
の
詩
で
は
「
大
き
な
口
」
と
い
う
意
味
で
樣
樣
に
用

い
ら
れ
、
こ
こ
で
も
多
義
を
持
ち
得
る
。
ま
ず
は
己
が
言
葉
を
用
い
る
に
巧
み
で

あ
る
意
を
含
み
、
同
時
に
啄
木
鳥
の
長
い
嘴
に
對
應
さ
せ
つ
つ
、
も
っ
と
も
直
接

的
に
は
大
き
な
「
喙く

ち

」
な
の
に
飢
餓
に
苦
し
む
こ
と
を
述
べ
る
伏
線
と
す
る）

11
（

。
世

閒
が
豐
作
の
年
さ
え
も
貧
困
の
生
活
で
あ
り
な
が
ら
、「
寧
ろ
飢
う
る
と
も
汝
に

效
ふ
に
忍
び
ん
や
」
と
、
殘
虐
の
限
り
を
盡
く
す
啄
木
鳥
に
倣
う
の
を

し
と
せ

ず
、
ま
た
日
和
見
主
義
で
な
い
の
が
、「
吾
」
の
生
き
方
で
あ
る
。

本
詩
の
啄
木
鳥
は
、
す
で
に
樹
木
を
守
る
と
い
う
大
義
名
分
は
持
た
ず
、
口
腹

の
欲
を
满
た
そ
う
と
殺
戮
を
重
ね
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
ま
さ
に
北
宋
以
降
の
文
壇
に

お
い
て
創
り
あ
げ
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
へ
の
反
感
か
ら
の
產
物
で
あ
る
。
李
廌
「
啄

木
鳥
」
は
言
う
な
れ
ば
、
將
來
へ
の
希

を
託
し
た
王
禹
偁
「
啄
木
謌
」
の
對
極

で
あ
り
、
魏
野
や
歐
梅
の
描
き
だ
し
た
弱
肉
强
⻝
の
世
界
の
外
に
立
ち
、
そ
し
て



北
宋
文
學
に
お
け
る
啄
木
鳥

五
九

と
天
帝
」
の
よ
う
に
、
要
素
を
複
合
的
に
增
や
し
つ
つ
發
展
し
て
い
る
。

　

こ
の
發
展
圖
式
は
、『
莊
子
』「
山
木
」や『
說
苑
』「
正
諫
」な
ど
の
所
謂「
螳

螂
捕
蟬
、
黃
雀
在
後
〔
螳
螂�

蟬
を
捕
へ
、
黃
雀�

後
に
在
り
〕」
の
寓
話
が
影
響

し
て
い
る
だ
ろ
う
。『
莊
子
』
で
あ
れ
ば
「
蟬
→
螳
螂
→
異
鵲
→
莊
周
→
虞

人
」
で
あ
り
、『
說
苑
』
で
は
「
蟬
→
螳
螂
→
黃
雀
→
少
孺
子
」
と
い
う
順
に
、

狙
う
側
が
忽
ち
に
狙
わ
れ
る
側
と
な
り
、
關
係
性
は
不
斷
に
轉
變
す
る
。
た

と
え
ば
歬
者
で
は
「
蟬
」
を
⻝
べ
た
「
螳
螂
」
は
「
異
鵲
」
に
⻝
べ
ら
れ
、

「
莊
周
」
は
「
異
鵲
」
を
彈
弓
で
擊
ち
落
と
そ
う
と
し
て
「
虞
人
（
森
の
番
人
）」

に
追
わ
れ
る
が
如
く
で
あ
る
。
相
互
の
力
關
係
は
絕
對
的
で
は
な
く
、
思
い

が
け
な
い
存
在
の
突
如
の
出
現
に
よ
っ
て
脃
く
も
打
ち
碎
か
れ
、
下
位
者
は

上
位
者
の
餌
⻝
と
な
る
。

　

啄
木
鳥
を
め
ぐ
る
相
互
關
係
も
ま
た
一
時
的
に
內
部
完
結
す
る
だ
け
で
あ

る
。
新
た
な
る
登
場
者
の
擡
頭
に
よ
っ
て
逐
う
者
が
逐
わ
れ
、
守
護
者
が
破

壞
者
と
な
り
、
破
壞
者
が
守
護
者
と
化
す
と
い
う
㊒
爲
轉
變
が
、
浮
き
雕
り

に
な
っ
て
い
る
。

北
宋
文
壇
に
お
い
て
は
（
一
）
の
㊁
か
ら
㊆
ま
で
の
要
素
が
絡
み
合
う
。
ま
た

（
一
）
の
㊃
以
降
、
お
よ
び
（
二
）
の
「
人
」
の
出
現
か
ら
後
は
北
宋
獨
自
の
發

展
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
學
的
展
開
の
擔
い
手
は
、
使
命
感
に
滿
ち
た
「
啄
木

謌
」
を
詠
ん
だ
王
禹
偁
で
あ
り
、
魏
野
「
啄
木
鳥
二
首
」
を
「
規
戒
」
で
あ
る
と

認
定
し
て
評
價
し
た
司
馬
光
で
あ
り
、
そ
し
て
「
啄
木
辭
」
の
歐
陽
脩
で
あ
り
、

み
な
要
職
を
占
め
る
政
客
で
あ
っ
た
。
梅
堯
臣
も
ま
た
歐
陽
脩
の
莫
逆
の
友
と
し

て
時
勢
の
危
う
さ
を
肌
で
感
ず
る
立
場
で
あ
っ
た
。

言
う
な
れ
ば
「
啄
木
鳥
文
學
」
は
、
作
者
た
ち
自
身
が
卷
き
こ
ま
れ
た
政
治
史

の
「
縮
圖
」
で
あ
る
。
景
祐
・
寶
元
・
慶
曆
の
政
治
變
革
を
經
た
政
界
は
、
や
が

て
熙
豐
以
降
に
は
新
舊
二
黨
の
派
閥
に
よ
る
本
格
的
な
混
亂
の
時
代
を
迎
え
る
。

守
る
べ
き
は
何
か
、
じ
つ
は
目
的
と
方
法
と
が
完
全
に
ズ
レ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
歬
提
的
價
値
觀
へ
の
懷
疑
が
露
わ
に
な
り
、
㊅
啄
木
鳥
自

身
も
苦
し
ん
で
飜
弄
さ
れ
て
い
る
姿
が
表
面
化
す
る
。
最
終
的
に
は
㊆
啄
木

鳥
に
對
し
て
反
感
を
表
朙
す
る
詩
人
も
現
わ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
被
害
者
と
加
害
者
と
の
立
場
が
交
錯
し
、
絕
對
的
善
惡
の
觀

念
が
崩
壞
し
、
相
互
矛
盾
が
露
呈
す
る
描
き
方
に
は
、
杜
詩
の
「
縛
雞
行
」

が
連
想
さ
れ
る
。
杜
甫
は
、
⻝
べ
ら
れ
て
し
ま
う
「
蟲
蟻
」
を
可
哀
そ
う
だ

と
思
っ
て
「
雞
」
を
市
場
で
賣
ろ
う
と
す
る
家
族
の
、
行
爲
の
矛
盾
に
氣
が

つ
く
。「
蟲
蟻
」
が
助
か
る
た
め
に
は
「
雞
」
は
死
な
ね
ば
な
ら
ず
、「
雞
」

の
生
存
と
は
「
蟲
蟻
」
の
死
を
意
味
し
、
じ
つ
は
人
閒
は
ど
ち
ら
か
一
方
の

死
の
選
擇
を
廹
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
詩
人
は
「
雞
蟲
得
失
無
了
時
、
㊟
目

寒
江
倚
山
閣
〔
雞
蟲
の
得
失�

了
る
時
な
く
、
目
を
寒
江
に
㊟
い
で
山
閣
に
倚
る
〕」

と
、
生
命
そ
し
て
運
命
に
思
い
を
馳
せ
る
が
、
こ
れ
と
同
樣
に
啄
木
鳥
と
蟲

と
の
「
得
失
」
も
ま
た
永
遠
に
結
論
の
出
な
い
問
題
で
あ
る
。
勿
論
、
杜
詩

の
「
雞
蟲
の
得
失
」
の
內
容
設
定
は
、
個
人
の
日
常
生
活
の
な
か
の
一
コ
マ

で
あ
る
。
ま
た
深
刻
な
生
命
觀
の
㊒
無
と
い
う
意
味
で
も
、こ
の
「
縛
雞
行
」

と
唐
宋
に
お
け
る
啄
木
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
の
展
開
と
の
閒
に
は
直
接
的
關
連
性

は
想
定
し
に
く
い
。
し
か
し
杜
甫
の
示
し
た
多
層
的
に
物
事
を
把
握
す
る
視

點
が
、
そ
れ
以
降
の
文
人
に
刺
激
を
與
え
た
の
は
、
啄
木
鳥
を
め
ぐ
る
文
學

で
も
確
認
で
き
る
。

（
二
）
登
場
者
の
關
係
構
造

　

次
に
作
品
中
に
お
け
る
登
場
者
の
關
係
構
造
と
い
う
點
か
ら
分
析
し
よ

う
。
初
朞
の
西
晉
か
ら
北
宋
の
歐
陽
脩
に
到
る
ま
で
、
單
體
と
し
て
の
「
啄

木
鳥
」
へ
の
重
視
か
ら
、
や
が
て
「
啄
木
鳥
と
蟲
」
→
「
啄
木
鳥
と
蟲
と
樹

木
」
→
「
啄
木
鳥
と
蟲
と
樹
と
人
」
→
「
啄
木
鳥
と
蟲
と
樹
木
と
人
と
木
皇



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
二
集

六
〇

㊟（
１
）　

宋
代
の
類
書
で
あ
る
陳
元
靚
『
歲
時
廣
記
』
卷
二
三
「
得
啄
木
」
や
高
承
『
事
物

紀
原
』
卷
十
「
蟲
魚
禽
獸
部
」
な
ど
に
引
く
『
古
今
異
傳
』。

（
２
）　
『
淮
南
子
』「
說
山
訓
」
に
「
斵
木
愈
齲
」、『
抱
朴
子
』
內
篇
「
對
俗
」
に
老
子
の

言
と
し
て
「
啄
木
之
護
齲
齒
」
と
あ
る
。
例
え
ば
『
太
平
聖
惠
方
』
記
載
の
齲
齒
を

治
す
「
啄
木
散
」
に
は
啄
木
鳥
の
舌
を
用
い
る
よ
う
に
、
實
際
に
藥
材
と
し
た
。

（
３
）　

彭
乘
『
墨
客
揮
犀
』
卷
二
、
李
石
『
續
博
物
志
』
卷
六
。

（
４
）　

牛
衷
增
『
增
修
埤
雅
廣
要
』
卷
三
五
「
文
物
門
・
鴷
書
印
字
」。

（
５
）　

と
も
に
『
藝
文
類
聚
』
卷
九
二
「
鳥
部
下
・
啄
木
」
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九

九
年
、
一
六
〇
四
頁
。

（
６
）　

後
世
の
選
集
な
ど
で
は
「
左
氏
」
を
左
棻
（
？
―
三
〇
〇
）
と
見
な
す
も
の
も
あ

る
が
、
逯
欽
立
が
『
先
秦
漢
魏
晉
南
北
朝
詩
』
の
校
記
に
述
べ
る
よ
う
に
別
に
確
證

は
な
い
。

（
７
）　

後
世
こ
の
方
向
性
で
詠
ま
れ
る
詩
は
多
く
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
南
宋
の
王
質

（
一
一
二
七
―
一
一
八
九
）「
啄
木
兒
」
で
は
「
啄
木
兒
、
啄
木
兒
、
壁
壁
剥
剥
尋
幽

朞
。
山
樊
深
淨
眠
睡
熟
、
樹
聲
忽
鳴
林
葉
飛
。
輕
蹙
蹙
、
重
督
督
、
山
風
槭
槭
聲
漉

漉
。
嗚
呼
此
友
兮
誠
相
知
、
樹
林
要
深
不
要
稀
」（
王
質
『
紹
陶
錄
』
卷
下
、
十
萬

卷
樓
叢
書
本
）
と
、
啄
木
鳥
の
悠
悠
自
㊜
な
生
活
の
み
を
詠
み
、
同
時
に
親
近
感
を

示
す
。

（
８
）　

孔
延
之
『
會
稽
掇
英
總
集
』
卷
十
五
、
四
庫
全
書
本
。

（
９
）　

元
稹
『
元
氏
長
慶
集
』
卷
二
五
、
四
部
叢
刊
本
。

（
10
）　

白
居
易
『
白
氏
長
慶
集
』
卷
二
、
四
部
叢
刊
本
。

（
11
）　

楊
萬
里
の
七
絕
「
省
中
見
樹
上
啄
木
鳥
戲
題
」
に
「
一
啄
高
高
一
啄
低
、
一
聲
聲

急
一
聲
遲
。
可
憐
去
蠧
勞
心
口
、
蟻
入
枯
棃
自
不
知
」
と
あ
る
（『
誠
齋
集
』
卷
二

二
、
四
部
叢
刊
本
）。
ま
た
宋
末
の
黎
廷
瑞
（
一
二
五
〇
―
一
三
〇
八
）
の
「
啄
木

辭
」（『
芳
洲
集
』
卷
三
）
も
類
似
の
內
容
と
い
え
る
。

北
宋
の
朝
廷
內
で
は
「
蟲
」
と
「
啄
木
鳥
」
と
の
攻
防
戰
と
い
う
狹
い
世
界
が
成

り
立
ち
、
お
互
い
を
「
樹
木
」
を
傷
つ
け
る
元
凶
と
し
て
非
難
に
終
始
し
て
い

た
。
し
か
し
、
ま
さ
に
歐
陽
脩
「
啄
木
辭
」
で
は
斧
斤
を
揮
う
「
人
」
の
脅
威
が

說
か
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
後
に
大
舉
し
て
南
下
し
た
金
人
は
、
宋
の
朝
廷
と
い
う

大
樹
を
切
り
倒
し
て
し
ま
っ
た
。
朋
黨
ど
う
し
の
內
部
抗
爭
と
し
て
完
結
し
て
い

た
は
ず
の
力
學
構
造
が
、
外
的
壓
力
に
よ
っ
て
崩
壞
し
た
時
、
歐
陽
脩
「
啄
木

辭
」
は
、
作
者
の
夢
想
だ
に
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
極
め
て
正
確
な
預
言
と
し
て
成
就
し

た
。「

啄
木
鳥
文
學
」
が
北
宋
政
治
史
の
「
縮
圖
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
人

に
お
け
る
比
興
の
寄
託
が
、
よ
り
己
の
生
き
る
現
實
世
界
の
複
雜
性
に

し
た
方

向
性
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
じ
つ
は
北
宋
後
朞
に
は
啄
木
鳥
を
め

ぐ
る
文
學
的
展
開
が
下
火
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
ず
は
烏
臺
詩
案
な
ど
の

文
字
の
獄
の
頻
發
に
よ
り
、
あ
ま
り
に
政
治
・
社
會
的
イ
メ
ー
ジ
を
帶
び
た
詩

材
「
啄
木
鳥
」
が
忌
避
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
よ
り
根
本
的
に
は
一

權
集
中
化
し
た
政
界
が
、
啄
木
鳥
の
生
態
に
相
似
し
た
「
黨
爭
」
と
い
う
構
造
か

ら
乖
離
し
た
こ
と
が
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
社
會
の
「
縮
圖
」
で
あ
る
が
故

に
、
社
會
構
造
が
變
化
す
れ
ば
、
題
材
そ
の
も
の
が
表
舞
臺
か
ら
退
場
す
る
。

し
か
し
、
北
宋
文
人
が
「
縮
圖
」
の
な
か
に
表
現
し
得
た
も
の
は
、
限
定
さ
れ

た
特
定
の
時
代
背
景
を
は
る
か
に
陵
駕
す
る
。
善
意
・
努
力
の
空
回
り
や
、
目
標

と
現
實
と
の
反
比
例
、
善
惡
の
價
値
觀
の
變
動
性
な
ど
は
、
人
閒
社
會
へ
の
根
本

的
な
諷
刺
あ
る
い
は
警
吿
た
り
得
る
だ
け
の
奧
ゆ
き
を
備
え
て
い
る
。
文
人
た
ち

に
よ
る
社
會
生
活
と
の
一
體
化
を
追
い
求
め
た
創
作
行
爲
は
、
結
果
と
し
て
啄
木

鳥
の
比
興
の
方
法
に
お
い
て
も
多
樣
な
る
意
象
を
形
成
し
、
そ
の
表
現
の
可
能
性

を
極
限
に
ま
で
高
め
た
と
い
え
る
。



北
宋
文
學
に
お
け
る
啄
木
鳥

六
一

錄
』
卷
七
に
は
、
梅
堯
臣
が
物
議
を
釀
し
そ
う
な
「
書
竄
」
詩
を
敢
え
て
人
に
示
さ

ず
、
歐
陽
脩
に
よ
る
文
集
編
纂
時
に
も
收
錄
さ
れ
な
か
っ
た
と
あ
る
。「
李
舍
人
淮

南
提
刑
」
も
ま
た
祕
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
29
）　

歐
陽
脩
「
湖
州
長
史
蘇
君
墓
志
銘
」（『
歐
陽
脩
詩
文
集
校
箋
』
上
海
古
籍
出
版

社
、
八
三
六
頁
）。

（
30
）　

琵
琶
曲
「
啄
木
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
琵
琶
曲
『
啄
木
』
攷

―
宋
代
文
人
の

聽
い
た
音
樂
」（『
東
方
學
』
第
一
三
六
輯
、
二
〇
一
八
年
七
⺼
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
31
）　

洪
本
健
『
歐
陽
修
詩
文
集
校
箋
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
九
〇
頁
。

（
32
）　

司
馬
光
『
溫
國
文
正
司
馬
公
文
集
』
卷
三
、
四
部
叢
刊
本
。

（
33
）　

王
邁
『
臞
軒
集
』
卷
十
三
、
四
庫
全
書
本
。

（
34
）　

洪
本
健
『
校
箋
』
一
五
三
一
―
三
三
頁
。

（
35
）　

洪
本
健
『
校
箋
』
二
―
三
頁
。

（
36
）　

歐
陽
脩
「
啄
木
辭
」
の
制
作
年
代
は
、
洪
本
健
が
『
校
箋
』
㊟
〔
一
〕
で
述
べ
る

よ
う
に
不
詳
で
あ
り
、
李
之
亮
『
歐
陽
修
集
編
年
箋
㊟
』（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
七

年
）
に
皇
祐
四
、
五
年
（
一
〇
五
二
―
三
）
の
作
と
す
る
の
は
根
據
不
朙
。

（
37
）　

呂
南
公
『
灌
園
集
』
卷
四
、
四
庫
全
書
本
。

（
38
）　

黃
庶
『
伐
壇
集
』
卷
上
、
朙
刻
本
（
中
國
基
本
古
籍
庫
版
本
對
照
）。

（
39
）　

李
廌
『
濟
南
集
』
卷
三
、
四
庫
全
書
本
。

（
40
）　

李
廌
「
曉
發
鄧
城
和
德
麟
韻
」（『
濟
南
集
』
卷
二
）
で
も
「
絲
蓴
芼
☃
鱸
、
欲
飽

三
尺
喙
」
と
、
⻝
に
關
連
し
た
「
口
腹
」
と
い
う
意
味
で
同
じ
典
故
が
用
い
ら
れ
る
。

　　

本
稿
は
、
令
和
元
年
五
⺼
十
八
日
、
金
澤
大
學
に
て
擧
行
さ
れ
た
「
日
本
宋
代

文
學
學
會
第
六
回
大
會
」
の
口
頭
發
表
を
も
と
に
加
筆
脩
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

執
筆
朞
閒
中
、
㊒
益
な
る
御
意
見
を
賜
っ
た
各
位
に
對
し
、
改
め
て
深
甚
の
謝
意

を
表
す
る
。

（
12
）　
『
文
苑
英
華
』
で
は
朱
慶
餘
「
啄
木
兒
」（『
萬
首
唐
人
絕
句
』
で
は
「
啄
木
鳥
」）

と
す
る
が
、『
唐
詩
紀
事
』『
事
文
類
聚
』
で
は
陳
標
「
啄
木
謠
」
と
す
る
。

（
13
）　

齊
己
『
白
蓮
集
』
卷
十
、
四
部
叢
刊
本
。

（
14
）　

王
禹
偁
『
小
畜
集
』
卷
十
三
、
四
部
叢
刊
本
。

（
15
）　

黃
庶
『
黃
靑
社
先
生
伐
壇
集
』
卷
上
、
朙
刻
本
（
中
國
基
本
古
籍
庫
版
本
對
照
）。

（
16
）　

韓
琦
『
安
陽
集
』
卷
一
、
正
德
九
年
張
士
隆
刻
本
（
中
國
基
本
古
籍
庫
版
本
對

照
）。

（
17
）　

魏
野
『
東
觀
集
』
卷
九
、
宋
紹
定
元
年
嚴
陵
郡
齋
刻
本
（
中
國
基
本
古
籍
庫
版
本

對
照
）。

（
18
）　

何
文
煥
『
歷
代
詩
話
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
、
二
七
六
頁
。

（
19
）　

薛
季
宣
『
浪
語
集
』
卷
八
、
四
庫
全
書
本
。

（
20
）　

丁
福
保
『
歷
代
詩
話
續
編
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
、
一
七
八
頁
。

（
21
）　

治
平
中
、
㊒
吉
州
吉
水
令
、
忘
其
姓
名
、
治
邑
嚴
酷
。
㊒
野
人
馬
衟
、
爲
啄
木
詩

諷
之
曰
…
…
。
令
見
其
詩
、
稍
緩
刑
。
時
人
目
曰
「
馬
啄
木
」（『
詩
人
玉
屑
』
卷
九

「
啄
木
詩
（『
翰
府
名
談
』）」、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
、
二
七
九
頁
。「
詩
話
總

龜
」
卷
一
・
彭
乘
『
墨
客
揮
犀
』
卷
十
に
も
互
見
）。
詩
の
部
分
は
、
本
文
に
揭
載
。

（
22
）　

梅
堯
臣
の
作
品
本
文
お
よ
び
繫
年
は
、
み
な
朱
東
潤
『
梅
堯
臣
集
編
年
校
㊟
』（
上

海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
に
從
い
、
本
文
に
卷
數
の
み
を
示
す
。

（
23
）　

郭
紹
虞
『
宋
詩
話
輯
佚
』
文
泉
閣
出
版
社
、
一
九
七
二
年
、
一
四
四
頁
。

（
24
）　

王
闢
之
『

水
燕
談
錄
』
卷
二
「
名
臣
」。

（
25
）　

朱
東
潤
『
梅
堯
臣
集
編
年
校
㊟
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
七
六
頁
㊟
。

（
26
）　
『
詩
話
總
龜
』
卷
三
七
「
譏
誚
門
」
に
載
せ
る
『
詩
史
』、
史
季
溫
『
山
谷
別
集
詩

㊟
』
卷
下
「
觀
祕
閣
蘇
子
美
題
壁
及
中
人
張
侯
家
墨
跡
十
九
紙
率
同
舍
錢
才
翁
學
士

賦
之
」
に
引
く
『
詩
話
』
な
ど
に
見
え
る
。

（
27
）　

事
件
の
具
體
的
經
過
に
つ
い
て
は�『
㊮
治
通
鑒
長
編
』
卷
一
五
三
に
詳
し
い
。

（
28
）　

梅
堯
臣
は
、
詩
の
內
容
に
よ
っ
て
は
公
表
に
愼
重
で
あ
っ
た
。
魏
泰
『
東
軒
筆




