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朕
麟
考

束
ア
ジ
ア
に
お
け
る
一
角
獣
表
象
の
基
礎
的
研
究
（
一
）

和
泉

雅
人

l
i

－
－
。
島
g
g

広
島
g

吋
ぽ
F

円
ぽω
g

ロ
山
岳
仲
間
山
宮
・

河
・
冨
・
担
保
。

｜
｜
｜
音
中
律
呂
行
歩
中
規

『
説
苑
』
練
物
篇

序

狩
野
探
幽
の
麟
麟
図
が
日
光
東
照
宮
内
障
の
襖
絵
に
あ
る
。
そ
の
幽
玄
な
筆
致
は
麟
麟
の
霊
性
を
表
現
し
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ

の
世
に
は
属
き
な
い
蒼
緑
の
幻
獣
が
悠
然
と
歩
み
を
進
め
て
い
る
様
は
、
ま
る
で
実
在
の
娯
麟
が
そ
こ
に
息
づ
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。
ク
ロ
イ
ス
タ

l

ズ
に
所
蔵
さ
れ
る
『
一
角
獣
狩
』
連
作
の
な
か
で
描
か
れ
る
、
「
石
棺
の
木
に
繋
が
れ
た
一
角
獣
」
が
西
欧
一
角
獣
の

義
術
表
現
の
最
高
点
を
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
探
幽
の
麟
麟
図
こ
そ
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
か
ら
き
ら
に
東
に
渡
っ
た
日
本
に
お
け
る
、
東

-23-(390) 



洋
一
角
獣
た
る
麟
麟
の
最
高
の
婁
術
的
表
現
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

朕
麟
は
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
仁
獣
・
瑞
獣
と
し
て
の
位
置
価
値
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
多
数
存
在
す
る
東
ア
ジ

ア
幻
獣
の
な
か
で
示
し
て
い
る
。
古
代
中
国
で
は

い
わ
ゆ
る
四
霊
獣
と
し
て
麟
鳳
龍
亀
と
呼
称
さ
れ
、
戯
麟
は
霊
獣
の
な
か
で
も
最
高
の

地
位
を
占
め
て
い
る
。
お
そ
ら
く
漢
代
以
降
、
棋
麟
は
諸
文
献
の
な
か
で
活
発
に
引
用
き
れ
た
が
、
そ
れ
は
賦
麟
の
霊
性
・
聖
性
が
権
力
者

の
装
飾
物
と
し
て
の
適
性
を
も
っ
て
い
た
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
特
性
と
と
も
に
賦
麟
は
古
代
日
本
に
渡
来
し
、
一
角
仙
人
や

ウ
ニ
カ
ウ
ル
な
ど
の
他
の
一
角
獣
表
象
と
同
様
に
独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
。
そ
の
痕
跡
はl
l

鳳
龍
亀
の
豊
穣
き
と
は
比
較
に
は
な
ら
ぬ
が

ー
ー
現
代
に
お
い
て
も
日
光
東
照
宮
の
陽
明
門
を
始
め
と
し
て
、
諸
処
の
宗
教
施
設
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
十
七
、
十
八

世
紀
の
狩
野
派
絵
画
に
お
け
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
麟
麟
は
大
き
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
ア
ジ
ア
一
角
獣
と
し
て
の
賦
麟
の
実
態
は
い
ま
だ
閣
の
中
に
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
賦
麟
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
と
は
異
な
り
、

キ
リ
ス
ト
教
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
強
力
な
宗
教
的
文
化
装
置
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
賦
麟
は
三
教
の
う
ち
仏
教
と
さ
ほ
ど
結
合
せ

ず
、
む
し
ろ
儒
教
や
道
教
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
儒
教
は
い
わ
ば
処
世
の
実
学
に
近
い
性
格
を
も
ち
、
思
弁
的
・
哲
学
的
・
神
秘
的
傾
向
か

ら
は
遠
い
思
考
体
系
で
あ
っ
た
が
た
め
、
眠
麟
の
霊
化
は
仁
獣
・
瑞
獣
の
範
曙
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
一
方
で
非
体
系
的
な
道

教
の
影
響
の
も
と
、
賦
麟
は
五
行
説
な
ど
に
も
組
み
入
れ
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
慣
習
・
迷
信
の
な
か
に
入
り
込
ん
だ
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
宗
教
体
系
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
戯
麟
の
伝
統
は
断
続
的
で
あ
り
、
ま
た
表
層
的
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
の
体
系
的
・
集

約
的
な
霊
的
深
化
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
一
角
獣
た
る
麟
麟
は
表
層
的
で
あ
り
、
幻
想
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
き
ら
に
大
き
な
自
由
度
を
獲
得
し

て
い
る
。
そ
し
て
ま
き
に
こ
の
表
層
的
拡
散
性
こ
そ
が
、
麟
麟
の
実
態
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
一
角
獣
そ
の
も
の
の
分
類
に
つ
い
て
若
干
考
察
し
て
み
よ
う
。
広
義
に
は
、一
角
獣
と
は
一
角
を
も
っ
獣
の
総
称
で
あ
る
。

(389) -24-
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り
オ
リ
エ
ン
ト
の
幻
想
世
界
に
生
息
す
る
一
角
兎
か
ら
、
実
在
す
る
印
度
犀
に
い
た
る
ま
で
広
義
の
一
角
獣
と
い
う
範
鳴
に
入
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。
他
方
狭
義
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
の
ご
と
く
聖
書
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
『
フ
ィ
シ
オ
ロ
グ
ス
』
の
な
か
で
毒

消
し
ゃ
処
女
を
見
分
け
る
能
力
を
与
え
ら
れ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
象
徴
体
系
の
な
か
で
特
有
の
文
化
価
値
を
帯
び
る
獣
を

E
’
h’
0 

・
u・
・
、
一
，

つ
ま
り

一
角
獣
の
存
在
そ
の
も
の
が

一
義
的
に
あ
る
対
象
の
処
女
性
・
聖
性
な
ど
を
あ
ら
わ
す
場
合
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
文

化
価
値
的
作
用
の
体
系
か
ら
み
れ
ば
、
実
在
す
る
印
度
犀
な
ど
は
狭
義
の
一
角
獣
に
は
属
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
リ
ル
ケ
も
歌
っ
た
よ

(1
) 

う
に
、
そ
の
非
在
性
こ
そ
が
本
来
的
な
一
角
獣
の
有
す
る
第
一
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
り
、
き
ら
に
一
角
獣
を
規
定
す
る
第
二
の
メ
ル
ク
マ

ー
ル
と
し
て
、
そ
れ
は
特
殊
な
、
中
心
的
な
文
化
価
値
を
付
与
き
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
第
三
と
し
て
、そ
の
文
化
価
値
が

文
化
象
徴
価
値
に
ま
で
高
め
ら
れ

一
義
的
な
仕
方
で
消
費
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

東
ア
ジ
ア
文
化
圏

と
り
わ
け
中
国
文
化
圏
の
場
合
、
一
角
を
も
っ
幻
獣
は
多
数
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
角
を
も
つ
ゆ

-25-

え
に
、
広
義
の
一
角
獣
と
い
う
範
噂
に
入
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
一
角
幻
獣
は
そ
の
非
在
性
ゆ
え
に
自
動
的
に
狭
義
の
一
角
獣
と
も

見
な
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
中
国
の
代
表
的
な
幻
獣
の
書
で
あ
る
『
山
海
経
』
か
ら
主
な
一
角
獣
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
南
山

こ
ち
ょ
う
か
た
ち
わ
し

経
で
は
轟
離
が
言
及
さ
れ
、
そ
の
形
質
と
し
て
「
そ
の
状
は
離
の
如
く
で
角
が
あ
り
、
そ
の
声
は
嬰
児
の
声
の
よ
う
。
こ
れ
は
人
を
食
ら

(2
) 

う
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
角
と
い
う
表
現
は
見
ら
れ
な
い
が
、
図
版
で
は
お
そ
ら
く
一
角
の
獣
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
西
山
経
で
は

か
た
ち
（

3

）
そ
う

「
そ
の
状
は
赤
い
豹
の
知
く
、
五
つ
の
尾
、
一
つ
の
角
、
そ
の
声
は
石
を
か
ち
あ
わ
せ
る
よ
う
、
そ
の
名
は
狩
」
と
あ
る
。
同
じ
く
西
山
経

で
は
駁
と
い
う
一
角
馬
も
登
場
す
る
。
そ
の
形
状
は
「
馬
の
如
く
で
白
い
身
、
黒
い
尾
、
一
つ
の
角
、
虎
の
牙
と
爪
、
声
は
太
鼓
の
音
の
よ

(4
) 

う
、
そ
の
名
は
駁
、
こ
れ
は
虎
・
豹
を
食
う
。
剣
難
を
ふ
せ
ぐ
に
よ
ろ
し
」
と
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
ぎ
っ
と
数
え
た
だ
け
で
六
種
類
の
一

(5
) 

角
獣
が
描
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
非
在
の
合
成
獣
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
『
山
海
経
』
に
あ
ら
わ
れ
る
想
像
力
に
は
驚
嘆
(388) 



す
る
ほ
か
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、

一
角
と
い
う
形
態
的
な
類
似
性
や
そ
の
非
在
性
か
ら

」
れ
ら
『
山
海
経
』
に
見
ら
れ
る
中
国
の
一
角
幻
獣
を
キ
リ
ス
ト
教

的
な
い
わ
ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
に
対
応
す
る
ア
ジ
ア
一
角
獣
と
規
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、わ
れ
わ
れ
が
ヨ

ー
ロ
ツ
パ
一
角
獣
を
狭
義
の
一
角
獣
と
し
て
認
識
す
る
と
き
の
他
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
、
す
な
わ
ち
あ
る
文
化
体
系
に
お
け
る
強
力
な
象
徴
的

価
値
の
集
約
性
が
『
山
海
経
』
に
登
場
す
る
幻
獣
に
は
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
『
山
海
経
』
に
登
場
す
る
一
角
幻
獣
た
ち
に
は
奇

妙
な
象
徴
機
能
が
与
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
中
国
文
化
の
体
系
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
機
能
は
決
し
て
中
心
的
で
も
代
表
的
で
も
な
か
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
の
場
合
、
そ
の
一
角
性
か
ら
唯
一
者
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
す
ら
嘗
え
ら
れ
、
処
女
に
し
か
な
つ
か
な
い
と
い

(6
) 

う
性
質
か
ら
聖
母
マ
リ
ア
の
処
女
性
を
示
す
表
章
物
と
な
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
至
高
の
存
在
、
文
化
の
中
心
的
存
在
へ
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ツ

を
も
っ
一
角
幻
獣
、
こ
れ
に
比
較
的
対
応
す
る
も
の
を
東
ア
ジ
ア
に
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
わ
ず
か
に
一
頭
し
か
存
在
し
て
い
な
い
。
『
山

海
経
』
に
は
登
場
し
な
い
、
仁
獣
・
瑞
獣
と
し
て
表
象
さ
れ
た
霊
獣
、
賦
麟
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
賦
麟
の
全
体
像
は
い
ま
だ
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
で
は
世
界
的
な
一
角
獣
種
の
な
か

で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
に
対
応
す
る
ア
ジ
ア
一
角
獣
と
し
て
の
朕
麟
と
い
う
視
点
か
ら
、
以
下
に
お
い
て
朕
麟
表
象
に
関
す
る
考
察
を
試

み
る
。
こ
の
立
場
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
西
に
ま
た
が
る
一
角
獣
表
象
が
相
互
に
交
流
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
を
前
提
と
し
て
い
る
。
同

時
に
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
研
究
の
現
時
点
に
お
い
て
、
つ
ま
り
本
稿
の
論
述
の
視
座
と
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

義
的
に
伝
播
説
の
立
場
を
取
る
も
の
で
は
な
い
し
、
蝦
麟
が
中
国
に
お
い
て
独
自
に
発
展
し
た
と
す
る
自
然
発
生
説
の
可
能
性
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
。

い
ず
れ
か
の
立
場
に
専
一
に
た
つ
こ
と
の
不
可
能
性
は
、
表
象
史
を
い
さ
さ
か
で
も
実
践
し
た
こ
と
の
あ
る
者
な
ら
た
だ

ち
に
了
解
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
本
論
考
は
、
一
角
獣
表
象
が
世
界
的
な
分
布
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
中
国
の
朕
麟
表
象
も
ま
た
、

(387) -26-



(7
) 

な
ん
ら
か
の
仕
方
で
世
界
的
な
一
角
獣
表
象
の
連
鎖
に
連
な
る
可
能
性
を
も
っ
と
考
え
る
立
場
に
あ
る
。

中
国
古
代
の
戯
麟
（
中
国
の
古
文
献
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
「
麟
」
と
の
み
呼
称
さ
れ
る
）
が
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
、

あ
る
い
は
ど
こ
で
成
立
し
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
特
性
が
付
与
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
発
展
を
経
て
き
た
の
か
、
ま
た
、
日
本
に
伝
播
し
た
の

は
い
つ
頃
の
こ
と
か
、
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
諸
点
を
中
心
に
、
可
能
な
か
ぎ
り
棋
麟
の
実

(8
) 

態
を
闇
明
す
る
こ
と
が
本
論
考
全
体
の
具
体
的
な
目
的
で
あ
る
。

第
一
章

中
国
に
お
け
る
朕
麟
表
象

第
一
節

霊
獣
か
ら
仁
獣
・
瑞
獣
へ

以
下
、
中
国
に
お
け
る
娯
麟
表
象
に
関
わ
る
言
説
の
推
移
を
分
析
し
、
蝦
麟
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
仁
獣
・
瑞
獣
と
し
て
の

鼠
麟
の
成
立
過
程
を
追
っ
て
み
た
い
。
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
津
田
左
右
吉
、
出
石
誠
彦
、
松
本
新
太
郎
、さ
ら
に
塚
本
靖
ら
の
先
行
研
究
も

存
在
す
る
の
で
、
こ
れ
ら
も
ま
た
参
照
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

お
そ
ら
く
娯
麟
が
仁
獣
・
瑞
獣
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
の
は
漢
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
周
代
以
前
、
麟
に
言
及
し
た

文
献
と
し
て
は
、
わ
ず
か
に
戦
国
時
代
の
『
孟
子
』
（
公
孫
丑
上
）
、
『
管
子
』
（
封
禅
）
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
麟
と
い
う
名
前
の
登
場
す
る

最
古
の
文
献
と
い
わ
れ
る
『
詩
経
』
国
風
に
は
「
麟
之
駈
振
振
公
子
、
子
嵯
麟
今
、
麟
之
定
、
振
振
公
姓
、
子
嵯
麟
号
、
麟
之
角
、
振
振
公

族
、
子
嵯
麟
守
」
と
あ
り
、
公
子
、
公
姓
、
公
族
が
麟
の
知
く
信
望
厚
い
者
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
か
ら
推
測
で

き
る
こ
と
は
、
麟
が
周
代
に
お
い
て
貴
公
子
な
ど
に
醤
え
ら
れ
る
資
格
を
も
っ
た
別
格
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
麟
の
特
殊

-27-(386) 



な
性
格
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
獲
麟
」
の
話
の
記
載
さ
れ
た
『
春
秋
」
が
、
ま
と
ま
っ
た
記
述
を
も
っ
最

(385) 

古
の
文
献
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
孔
子
が
そ
こ
で
筆
を
お
い
た
と
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
「
麟
経
」
な
ど
と
呼
称
さ
れ
も
す
る
「
春

秋
』
の
麟
に
関
わ
る
記
載
（
紀
元
前
四
八
一
年
）
は
き
わ
め
て
散
文
的
で
あ
っ
け
な
い
。
「
魯
哀
公
一
四
年
春
西
狩
獲
麟
」
と
い
う
た
だ
こ

（
叩
）

れ
だ
け
の
記
載
な
の
で
あ
る
。
こ
の
簡
素
き
わ
ま
る
記
載
か
ら
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
「
麟
は
仁
獣
・
瑞
獣
な
り
」
と
い
っ
た
基
本

表
象
が
成
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
孔
子
の
生
き
た
紀
元
前
五
O
O
年
前
後
の
時
代
、
麟
は
ど
の
よ
う
な
象
徴
的
価
値
を

も
っ
た
獣
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
礼
記
』
（
礼
運
篇
）
に
は
「
麟
・
鳳
・
亀
・
龍
、
こ
れ
を
四
霊
と
い
う
」
と
述
べ
る
記
載
が
あ
る
。

『
礼
記
』
は
前
漢
、
宣
帝
の
頃
の
成
立
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
紀
元
前
一
世
紀
の
時
代
、
麟
は
す
で
に
霊
獣
の
一
種
と
し
て
の
地
位
を
認
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
戦
国
時
代
の
『
孟
子
』
（
公
孫
丑
上
）
に
は
孔
子
を
讃
え
て
「
蝦
麟
之
於
走
獣
、
鳳
風
之
珍
飛
鳥
」
と

き
ら
に
『
管
子
』
（
封
禅
）
に
は
「
今
鳳
風
眼
麟
不
来
、
嘉
穀
不
生
」
と
い
う
記
載
も
見
え
る
か
ら
、
霊
獣
と
し
て
の

麟
麟
、
瑞
獣
と
し
て
の
賦
麟
と
い
う
表
象
は
お
そ
ら
く
紀
元
前
四
世
紀
頃
に
は
確
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仁

い
う
記
述
が
見
え
、

-28-

獣
と
し
て
の
蝦
麟
は
し
か
し
、
春
秋
三
伝
の
ひ
と
つ
「
春
秋
公
羊
侍
』
に
い
た
っ
て
お
そ
ら
く
初
見
さ
れ
る
。
他
の
『
左
伝
』
『
穀
梁
伝
』

（
ロ
）

に
お
い
て
は
単
に
事
実
を
敷
街
し
て
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
公
羊
侍
』
の
語
り
の
ト
l

ン
は
事
実
を
述

べ
る
と
い
う
よ
り
は
劇
的
な
一
場
面
を
描
写
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

何
以
書
記
異
也
何
異
爾
非
中
国
之
獣
也
然
則
執
狩
之
薪
采
者
也
薪
采
者
則
微
者
也
易
為
以
狩
言
之
大
之
也
易
為
大
之
為
獲
麟
大
之
易
為

為
獲
麟
大
之
麟
者
仁
獣
也
有
王
者
則
至
無
王
者
則
不
至
有
以
告
者
日
有
密
而
角
者
孔
子
日
執
為
来
哉
執
為
来
哉
反
扶
拭
面
梯
泊
抱
顔
淵

死
子
日
晴
天
喪
予
子
路
死
子
日
曜
天
祝
予
西
狩
獲
麟
孔
子
日
吾
道
窮
失



(M
) 

津
田
左
右
吉
は
『
公
羊
侍
』
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
か
ら
そ
の
信
滋
性
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
引
く
の
は
『
公
羊

侍
』
に
お
い
て
次
の
諸
点
が
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
（
二
朕
麟
は
中
国
の
常
な
る
獣
で
は
な
い

（
二
）
麟
を
獲
る
こ
と
は
本
来

有
り
得
な
い
は
ず
の
大
事
件
で
あ
る
（
三
）
麟
は
仁
獣
で
あ
る
（
四
）
麟
は
王
者
す
な
わ
ち
偉
大
な
王
が
現
わ
れ
る
と
き
に
の
み
現
わ
れ
る

瑞
獣
で
あ
る

（
五
）
麟
は
死
ん
で
い
る
。
引
用
さ
れ
た
箇
所
で
は
仁
獣
で
あ
る
こ
と
を
示
す
具
体
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
こ
の
段
階
で
は
ま

だ
何
も
描
写
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
仁
獣
・
瑞
獣
と
し
て
の
性
質
を
厳
密
に
区
別
し
て
い
な
い
も
の
の
、は
っ
き
り
と
瑞
獣
・
仁
獣
と
し
て

の
蝦
麟
の
存
在
を
告
げ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
最
初
期
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
孔
子
の
言
行
を
伝
え
る
信
頼
す

（
日
）

べ
き
典
拠
を
与
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
麟
は
中
国
に
お
い
て
常
に
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
獣
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
想
像
が
許
き

れ
る
と
す
れ
ば
麟
は
本
来
外
来
種
と
も
考
え
ら
れ
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

麟
は
出
現
す
べ
き
と
き
で
は
な
い
の
に
出
現
し
た
わ
け
だ
が
、
孔
子
素
王
説
か
ら
い
え
ば
、
孔
子
の
存
在
こ
そ
麟
の
出
現
を
促
し
た
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
孔
子
を
信
ず
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
麟
が
告
知
し
た
聖
王
と
は
、
王
座
に
就
い
て
い
な
い
玉
、
無
冠
の
王
た
る
孔
子
で

あ
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
も
そ
の
麟
は
死
体
で
孔
子
と
対
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
孔
子
素
王
説
の
論
理
を
一
貫
し
て
進
め
る
な
ら
ば
、
孔
子

は
み
ず
か
ら
の
死
を
あ
ら
か
じ
め
見
せ
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
顔
淵
の
死
、
子
路
の
死
、
素
王
孔
子
の
存
在
を
讃
え
る
べ
き
麟

の
無
残
な
死
に
様
、
そ
し
て
麟
の
無
残
な
死
と
対
面
し
て
み
ず
か
ら
の
不
遇
の
末
路
を
、
大
業
の
挫
折
を
知
ら
さ
れ
る
孔
子
、
「
公
羊
侍
』

は
こ
れ
ら
の
要
素
を
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
で
独
特
の
悲
劇
的
譜
調
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
悲
劇
的
な
語

り
の
な
か
に
登
場
す
る
麟
の
存
在
は
、
後
世
の
読
書
人
た
ち
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
戦
国
時
代
末
期

か
ら
前
漢
初
期
に
か
け
て
成
立
し
て
い
っ
た
劇
的
な
語
り
の
調
子
を
も
っ
た
『
公
羊
侍
』
を
源
流
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
棋
麟
表
象
（
形
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態
、
性
質
等
）

(M
) 

の
波
紋
が
次
々
と
広
が
っ
て
い
き
、
あ
る
い
は
新
た
に
産
み
落
と
さ
れ
て
い
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
節

賦
麟
の
形
質

麟
麟
に
関
す
る
中
国
の
古
文
献
を
概
観
す
れ
ば
、
物
語
的
な
構
成
を
も
っ
た
も
の
が
皆
無
に
近
く
、
断
片
的
な
事
典
的
記
載
の
形
式
を
と

っ
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。
賦
麟
に
関
す
る
記
載
は
き
わ
め
て
多
く
、
ま
さ
に
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
で

あ
る
。
そ
こ
で
煩
墳
を
避
け
る
た
め
、
漢
代
以
降
の
戯
麟
を
扱
っ
た
文
献
の
な
か
で
も
、
『
爾
雅
翼
」
お
よ
び
『
宋
書
』
に
は
か
な
り
ま
と

ま
っ
た
麟
麟
の
記
述
が
見
え
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
献
を
主
に
引
用
し
つ
つ
、
麟
麟
の
形
質
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
年

代
的
に
『
宋
書
』
（
四
八
八
年
）の
ほ
う
が
古
く
、
『
爾
雅
翼
』
（
一
一
七
四
年
）は
こ
れ
を
参
照
し
、
他
の
文
献
か
ら
情
報
を
加
え
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
麟
麟
の
形
態
と
そ
の
性
質
、
麟
麟
に
付
加
さ
れ
た
デ
ノ
テl
シ
ョ
ン
が
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る

蝦
麟
者
仁
獣
也

音
中
鐘
呂

狼
項
而
一
角

黄
色
而
馬
足

含
仁
而
戴
義

社
日
棋
牝
日
麟

不
割
引
胎
剖
卯
則
至
膏
身
而
牛
尾

歩
中
規
矩

不
食
不
義

牡
鳴
日
逝
聖

不
入
抗
葬

不
行
羅
網

明
王
動
静

不
践
生
虫

不
折
生
草

不
飲
袴
池

有
儀
則
見

牝
鳴
日
蹄
和

春
鳴
扶
幼

夏
鳴
日
養
綴
（
『
宋
書
』
）

蝦
麟
密
身
牛
尾
一
角

春
秋
之
書
麟
亦
日
有
密
而
角
者
耳
蓋
古
之
所
謂
膏
者
止
が
此

是
以
其
物
可
得
而
有
共
性
能
避
患
妄
食
集

故
其
瀞
珍
郊
薮
也

則
以
為
蔦
物
得
其
性
太
平
之
験

始
日
馬
足
黄
色
囲
蹄
五
角
、

至
其
後
世
論
り
ん
者

是
不
亦
簡
易
而
自
然
子

(383) 一30-



角
端
有
肉
、
有
翼
能
飛
含
仁
懐
義
、
音
中
律
呂
行
歩
周
旋
中
規
、
折
旋
中
矩
瀞
必
揮
土
朔
必
後
慮

不
履
生
品
不
折
生
草

不
牽
居
不

旅
行
不
犯
陥
葬

牡
鳴
日
瀞
聖

不
擢
不
網

牝
鳴
日
腸
和

夏
鳴
日
扶
幼

秋
鳴
日
養
綬

（
『
爾
雅
翼
』
）

第
一
項

形
態

〈
足
と
蹄
〉

蹄
の
形
態
と
し
て
は
、
「
馬
足
」
で
「
園
蹄
」
と
い
う
記
載
か
ら
見
る
に
、
単
蹄
目
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
鹿
足
」
で
は
な

く
「
馬
足
」
が
文
献
上
一
般
的
で
あ
る
の
は
、
興
味
深
い
。
賦
麟
と
い
う
名
称
の
ほ
か
に
膜
騰
と
い
う
名
称
も
存
在
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と

か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に

一
角
獣
で
あ
る
朕
麟
・
験
携
が
鹿
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
馬
を
原
種
と
し
て
考
え
ら
れ

て
き
た
の
か
は
非
常
に
興
味
深
い
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
の
ち
に
叙
述
す
る
棋
麟
の
源
流
に
関
す
る
稿
（
「
賦
麟
考
（
二
）
」
）
で
再
ぴ
扱

う
こ
と
に
な
る
が
、
古
代
中
国
人
の
単
な
る
イ
メ
ー
ジ
的
偏
差
と
し
て
片
付
け
ら
れ
な
い
側
面
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
口
）

次
に
、
蹄
の
形
式
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
興
味
深
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
角
の
あ
る
も
の
の
大
多
数
は
双
蹄
で
」
な
け
れ
ば

（
国
）

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
角
を
形
成
す
る
さ
い
の
土
質
部
分
の
質
量
が
蹄
か
ら
補
わ
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
例

外
を
認
め
て
い
て
、
「
単
蹄
で
あ
っ
て
し
か
も
双
角
の
も
の
は

一
つ
も
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
単
角
で
単
蹄
の
も
の
は
、
イ
ン
ド
ロ
パ
の

（
叩
）

よ
う
に
少
し
は
あ
る
。
単
角
で
双
蹄
の
も
の
は
オ
リ
ッ
ク
ス
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
爾
雅
翼
』
で
「
園
蹄
」
（
単
蹄
）
と
し

て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は

一
角
獣
特
有
の
蹄
と
し
て
単
蹄
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、お
そ
ら
く
単
純
に
馬
足
か
ら
連

想
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
馬
が
表
象
の
基
本
形
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
鹿
を
基
本
種
と
し
て
構
成
さ
れ
た

賦
麟
の
場
合
、
蹄
は
双
蹄
目
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ご
と
き
体
系
的
思
考
が
背
後
に
あ
っ
て
、
そ
の
結
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果
そ
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
単
に
鹿
の
蹄
か
ら
連
想
し
た
も
の
で
あ
る
。

〈
身
体
と
色
彩
〉

賦
麟
の
身
体
は
「
密
身
」
「
春
秋
之
書
麟
亦
日
有
膏
而
角
者
耳
」
「
高
一
丈
二
尺
」
（
『
孫
氏
瑞
謄
圃
』
）
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、

か
な
り

大
型
の
鹿
で
あ
る
曹
を
基
礎
に
し
て
発
想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
麟
と
い
う
文
字
の
甲
骨
文
を
見
る
と
、
明
ら
か
に
鹿
の
形
象
と
は
異
な

る
形
象
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
甲
骨
文
発
生
の
時
点
で
、

（
却
）

も
否
定
で
き
な
い
。

つ
ま
り
殿
代
に
お
い
て
、
す
で
に
別
種
の
存
在
と
し
て
想
像
さ
れ
て
い
た
可
能
性

『
爾
雅
翼
』
に
よ
れ
ば
蝦
麟
は
黄
色
と
な
っ
て
い
る
。
身
体
全
体
が
黄
色
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
の
色
を
思
い

起
こ
き
せ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
は
黄
色
と
い
う
よ
り
は
、
ベ
ー
ジ
ュ
色
に
近
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
色
彩
の
親
近
性
は
否
定
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
『
孫
氏
瑞
謄
圃
』
に
よ
る
と
麟
は
五
彩
を
も
っ
と
あ
る
。
「
青
日
釜
孤
赤
日
炎
駒
白
日
索
冥
黒
日
角
端
黄
日
麟
馨
」
と

（
幻
）

あ
り
、
さ
ら
に
「
腹
下
黄
」
と
そ
の
部
位
を
特
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
青
赤
白
黒
黄
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
色
彩
は
い

（
沼
）

う
ま
で
も
な
く
陰
陽
五
行
説
の
影
響
下
に
お
い
て
選
択
さ
れ
、
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
陰
陽
五
行
説
に
よ
れ
ば
五
彩
は
そ
れ
ぞ
れ
青

（
木
）
赤
（
火
）
白
（
金
）
黒
（
水
）
黄
（
土
）
を
表
わ
し
、い
わ
ば
世
界
・
宇
宙
を
構
成
す
る
五
大
元
素
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
も
っ
。

中
央
の
黄
を
そ
れ
ぞ
れ
の
四
色
が
取
り
囲
む
構
図
が
一
般
的
で
あ
る
。
き
ら
に
五
行
は
五
常
五
徳
と
称
さ
れ
る
天
か
ら
授
か
っ
た
徳
を
示

し
、
そ
れ
ぞ
れ
青
（
仁
）
赤
（
礼
）
白
（
義
）
黒
（
智
）
黄
（
信
）
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
方
位
を
支
配
す
る
神
々
、
い
わ
ゆ
る
四
神
は

そ
れ
ぞ
れ
東
H

青
（
蒼
竜
）
、
南
H

赤
（
朱
雀
）
、
西H
白
（
白
虎
）
、
北
H

黒
（
玄
武
）
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
中
央
に
黄
（
賞
竜
）
が
位
置

し
た
。
『
瑞
謄
圃
」
の
記
述
は
、
仁
の
位
置
が
中
央
で
な
い
こ
と
や
賦
麟
の
か
わ
り
に
黄
竜
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
除
け
ば
、
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か
に
陰
陽
五
行
説
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
ろ
う
。
漢
代
に
流
行
し
た
五
行
説
が
そ
れ
以
前
に
存
在
し
て
い
た
四
霊
獣
を

（
お
）

み
ず
か
ら
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
取
り
込
も
う
と
し
た
形
跡
が
こ
こ
に
み
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
四
霊
獣
の
首
」
「
毛
晶
三
百
六

(M
) 

十
両
麟
為
之
長
」
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
も
格
別
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
た
棋
麟
は
、
陰
陽
五
行
説
に
よ
っ
て
さ
ら
に
古
代
中
国
の
世
界

シ
ス
テ
ム
の
中
心
へ
と
躍
り
出
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
と
も
と
五
行
説
は
四
神
（
朱
雀
、
蒼
竜
、
玄
武
、
白
虎
）
を
柱
と
し

て
お
り
、
そ
こ
に
第
五
神
と
し
て
の
棋
麟
が
入
り
込
む
余
地
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
こ
で
蝦
麟
は
木
性
で
あ
る
と
か
（
「
春
秋
孔
演
図
宋
均
注

日
麟
木
精
木
生
珍
水
故
日
陰
木
気
好
土
土
黄
木
青
故
麟
色
青
黄
」
）
、
あ
る
い
は
火
に
珍
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
（
「
察
邑
月
令
章
句
日
凡

麟
生
珍
火
遊
捨
土
」
）
と
い
っ
た
主
張
が
恋
意
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『
春
秋
孔
演
図
』
の
宋
均
の
注
な
ど
は
五
行
相
生
説
を
援
用

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

〈
角
〉

最
も
重
要
な
角
は
棋
麟
独
自
の
構
成
を
も
っ
て
い
る
。
後
漢
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
「
鍍
金
蝦
麟
」
（
河
南
省
博
物
館
蔵
）
の
像
は
高
き

八
・
五
セ
ン
チ
の
青
銅
製
で
鍍
金
の
施
さ
れ
た
麟
麟
の
立
像
で
あ
る
が
、
こ
の
牒
麟
像
の
角
は
太
く
短
く
、
先
端
は
肉
で
覆
わ
れ
は
っ
き
り

と
し
た
丸
み
を
帯
び
て
い
る
。
角
の
長
き
は
棋
麟
頭
部
の
長
き
の
三
分
の
二
程
度
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
同
じ
く
後
漢
の
も
の
で
あ
る
武
氏

嗣
画
像
石
に
描
か
れ
た
麟
麟
像
も
同
様
に
角
の
先
端
が
丸
い
肉
で
覆
わ
れ
て
い
る
。
角
の
長
さ
も
頭
部
よ
り
少
し
短
い
程
度
で
あ
る
。
長
き

か
ら
の
み
見
る
限
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
の
長
大
な
角
と
比
較
す
る
と
、
角
は
そ
れ
ほ
ど
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
よ
う
に
す
ら

考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
麟
麟
の
角
に
関
し
て
最
も
重
要
な
特
徴
は
、
長
さ
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
先
端
を
肉
が
蔽
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で

あ
る
。
ま
き
に
こ
の
事
実
こ
そ
が
麟
麟
を
百
獣
か
ら
超
越
さ
せ
、
そ
の
長
の
座
に
君
臨
さ
せ
て
い
る
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
る
。
『
爾
雅
翼
』
に
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は
「
角
端
有
肉
」
と
あ
り
、
き
ら
に
『
公
羊
侍
』
に
は
「
麟
者
仁
獣
也
（
中
略
）
一
角
而
戴
肉
、
設
武
備
而
不
為
害
、
所
以
為
仁
也
」
と
あ

る
か
ら
、
蝦
麟
の
最
大
の
武
器
で
あ
る
角
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
否
定
こ
そ
が
仁
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
殺
生
を
目
的
と
す
る
角
が
、
ま
き
に
殺
生
を
否
定
す
る
た
め
に
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
逆
説
的
な
獣
は
他
に
存
在
し

な
い
。
仁
を
体
現
す
る
賦
麟
の
こ
の
特
性
は
き
ら
に
「
含
仁
懐
義
」
「
不
履
生
品
不
折
生
草
」
（
『
宋
書
』
「
爾
雅
翼
」
）
と
い
う
記
述
と
呼
応

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
麟
麟
が
仁
獣
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
、
決
し
て
他
の
生
物
を
傷
つ
け
た
り
、
殺
し
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。
ま
き
に
酷
政
の
引
き
起
こ
す
悲
惨
き
と
は
好
対
照
を
な
す
存
在
な
の
で
あ
る
。
最
大
の
身
体
的
特
徴
を
な
す
角
が
そ
の
形
態
に
お
い
て

ア
ジ
ア
一
角
獣
で
あ
る
棋
麟
の
大
き
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
角
は
古

（
お
）

来
よ
り
力
の
象
徴
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
強
壮
剤
や
薬
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
き
た
。
麟
と
鹿
は
し
ば
し
ば
同
一
視
さ
れ
、
麟
は
鹿
が
発
展

（
却
）

し
て
霊
獣
と
な
っ
た
も
の
だ
と
い
う
主
張
も
あ
る
が
、
麟
と
鹿
の
関
係
に
つ
い
て
は
本
論
考
の
な
か
で
別
途
論
述
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

そ
の
仁
た
る
性
質
を
実
体
化
し
て
い
る
こ
と
は
、

麟
麟
は
一
角
獣
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
一
角
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
二
角
や
五
角
の
例
も
散
見
さ
れ
る
。
「
爾
雅
翼
』
で
も
「
五
角
」

と
い
う
記
載
が
見
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
｜
｜
注
の
（7
）
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
｜
｜
情
報
伝
達
の
過
程
に

お
け
る
い
わ
ゆ
る
雑
音
の
混
入
が
生
じ
た
た
め
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
麟
が
幻
獣
で
あ
る
た
め
そ
の
姿
形
が
確
定
せ
ず
、

い
き
お
い
既
知
の
類
似
の
動
物
か
ら
そ
の
手
が
か
り
を
得
ょ
う
と
し
た
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
蝦
麟
は
厳
然
と
し
て
一

角
獣
で
あ
り
、
そ
の
角
が
一
角
で
あ
る
が
ゆ
え
に
聖
性
の
徴
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
議
論
の
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場

合
、
一
角
性
は
そ
の
ま
ま
唯
一
者
性
へ
と
推
移
し
、
唯
一
の
存
在
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
過
程
は

キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
文
化
装
置
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
麟
麟
の
場
合
、
そ
の
一
角
性
は
他
の
凡
百
の
獣
と

区
別
す
る
た
め
の
、
霊
性
を
示
す
機
能
し
か
も
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
別
途
考
察
し
て
み
た
い
。
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〈
翼
〉

『
爾
雅
翼
』
に
い
う
「
有
翼
能
飛
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
中
国
に
お
い
て
は
朕
麟
の
み
な
ら
ず
獅
子
に
も
し
ば
し

ば
翼
が
つ
け
ら
れ
描
写
き
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
翼
に
つ
い
て
は
、
自
然
の
法
則
を
超
え
た
力
を
も
っ
意
味
で
付
加
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
か

お
そ
ら
く
東
西
交
渉
路
を
っ
た
っ
て
西

（
幻
）

方
か
ら
伝
播
し
て
き
た
ペ
ガ
サ
ス
の
影
響
や
、
あ
る
い
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
有
翼
幻
獣
た
ち
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
狛
犬
の

ら
、
そ
の
文
脈
で
考
え
て
も
さ
ほ
ど
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
四
足
獣
に
翼
を
付
加
す
る
傾
向
は
、

源
流
と
な
っ
た
オ
リ
エ
ン
ト
の
守
門
獣
で
あ
る
獅
子
像
も
ま
た
有
翼
で
あ
り
、
そ
れ
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
な
ど
を
経
由
し
て
東
方
に
伝
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

ス
キ
タ
イ
族
の
見
事
な
闘
争
獣
文
様
に
有
翼
の
怪
物
（
グ
リ
フ
ォ
ン
系
幻
獣
）が
登
場
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
有
翼
獣
表
象
に
関
し
て
東
西
聞
に
交
渉
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

オ
リ
エ
ン
ト
の
有
翼
一
角
獣
と
し
て
は
イ
ラ
ク
の
カ
ル
ド
ゥ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
角
は
長
く
、
額
か
ら
背
に
向
け
て
延
ぴ
て
お

れ
は

角
グ〉

強
大
な
獣
で
あ
’っ
た
が

れ
もア
まレ
たク
翼サ
をン
有ド
しロ
てス
い（大
た~王
。が

オ

.:L 

ン

ト
で
戦
っ

た
と
し3

わ
れ
る
相
手
は
カ
ノレ

カ
ダ
ン

で

り
、
翼
は
胸
の
あ
た
り
か
ら
生
え
出
て
い
る
。

古
代
中
国
に
お
い
て
、
例
え
ば
獅
子
は
有
翼
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
は
獅
子
そ
の
も
の
が
幻
獣
の
領
域
に
入
れ
ら
れ
て
い
た

（
却
）

天
界
と
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
賦
麟
の
翼
も
同
様
に
考
え
ら
れ
、
賦
麟
が
天
帝
の
使

こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、

走
獣
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
明
王
の
支
配
す
る
地
上
界
を
嘉
し
た
天
帝
が
鯨
麟
を
地
上
に
派
遣
す
る
の
で
あ
る
。
後
代
に
い
た
り
、
翼
は

炎
文
様
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
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第
二
項

能
力
的
特
質

(377) 

〈
仁
・
瑞
獣
と
し
て
の
棋
麟
〉

次
に
棋
麟
の
性
質
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の
性
質
は
形
態
の
〈
角
〉
の
箇
所
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
ま
ず
は
仁
獣
と
し
て
の
そ
れ
が
き
わ
だ

っ
て
い
る
。
麟
麟
は
百
獣
の
長
と
し
て
尊
拝
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
五
雑
組
』
に
「
麟
之
長
百
獣
也
以
仁
」
と
あ
る
よ
う
に
、

賦
麟
に
備
わ
る
仁
の
ゆ
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
〈
角
〉
の
箇
所
に
お
い
て
、
賦
麟
の
最
大
の
武
器
で
あ
り
身
体
的
特
徴
で
あ
る
角
の
先
端
が

他
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
肉
で
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
不
履
生
品
不
折
生
草
」
と
い
う
『
宋
書
』
『
爾
雅
翼
』
の
記
述
を
引
い
て
、

蝦
麟
が
生
け
と
し
生
け
る
も
の
に
害
を
与
え
な
い
絶
対
的
な
不
殺
の
実
行
者
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
「
音
中
律

呂
行
歩
周
旋
中
規
」
と
い
う
他
の
一
角
獣
に
は
見
ら
れ
な
い
性
質
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
眠
麟
の
鳴
く
声
は
音
楽
の
音
階
で
あ

（
却
）

り
、
そ
の
歩
み
は
礼
H

規
範
に
か
な
っ
て
い
る
。
紀
元
前
三
、
四
世
紀
、
ギ
リ
シ
ャ
の
イ
ン
ド
大
使
で
あ
っ
た
メ
ガ
ス
テ
ネ
ス
は
、
ヨ

l

ロ

の
な
か
で
、
イ
ン
ド
の
一
角
獣
で
あ
る
カ
ル
タ
ゾl
ン
の
声
が
「
と
て

（
幻
）

つ
も
な
く
大
き
く
、
耳
障
り
な
も
の
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
加
え
て
『
宋
書
』
に
よ
れ
ば
、
蝦
麟
は
織
れ
の
あ

-36ー

ッ
パ
の
イ
ン
ド
知
識
の
源
泉
の
ひ
と
つ
で
あ
る
そ
の
『
イ
ン
ド
誌
」

る
水
や
食
物
を
摂
取
し
な
い
（
「
不
食
不
義
不
飲
袴
池
」
）
。
ま
た
『
爾
雅
翼
』
や
『
宋
書
』
に
よ
れ
ば
娯
麟
が
出
現
す
る
場
合
も
、
機
れ
の

な
い
と
こ
ろ
を
選
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
（
「
瀞
必
揮
土
」
）
。
こ
の
よ
う
な
諸
性
質
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
人
間
を
含
め

た
生
物
中
で
最
も
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
高
貴
な
存
在
に
他
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
み
て
、
麟
麟
は
悪
と
織
れ
の
対
極
に
位
置
し
て
い

る
。
純
粋
な
善
を
体
現
す
る
獣
、
そ
れ
が
鼠
麟
で
あ
る
。
そ
の
純
粋
性
は
わ
れ
わ
れ
に
、
あ
た
か
も
肉
を
備
え
た
実
在
の
獣
と
い
う
よ
り

は
、
善
の
精
神
の
精
華
が
凝
固
し
た
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
す
ら
与
え
る
の
で
あ
る
。

麟
麟
は
仁
獣
と
し
て
の
性
質
に
加
え
、
瑞
獣
と
し
て
の
性
質
も
備
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
朕
麟
に
ま
つ
わ
る
逸
話
で
最
も
有
名
な
の
が
、



孔
子
と
賦
麟
の
出
会
い
で
あ
ろ
う
。
孔
子
の
著
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
春
秋
』
の
魯
哀
公
一
四
年
の
項
に
、
「
魯
哀
公
一
四
年
春
西
狩
朕
麟
」

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
わ
ず
か
一
行
に
も
満
た
な
い
こ
の
記
述
が
現
代
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
『
春
秋
』
の
後
代
の
注
釈
書

が
こ
の
わ
ず
か
な
記
述
を
敷
街
し
、
広
め
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
『
春
秋
公
羊
伝
』
で
、
先
述
し
た
知
く
き
わ
め
て
劇
的

な
逸
話
と
し
て
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
津
田
左
右
吉
は
『
春
秋
』
に
あ
る
こ
の
哀
公
一
四
年
の
記
述
そ
の
も
の
が
漢
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
改
賓
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
表
明
し
て
い
る
。
津
田
は
「
春
秋
』
と
い
う
書
が
そ
も
そ
も
天
下
の
大
統
一
を
説
き
、
一
王
に
よ
る
支

配
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
た
つ
な
ら
ば
、
獲
麟
の
逸
話
は
漢
代
に
お
い
て
、
そ
れ
が
漢
代
の
聖
王
に
よ
る
支
配
を
予
言
す
る
瑞

兆
を
示
す
も
の
と
し
て
付
加
さ
れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
単
純
に
考
え
て
、
王
な
ら
ぬ
王
が
世
に
出
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
付
加
さ
れ
た
も

(M
) 

の
で
あ
る
と
の
仮
説
を
主
張
し
て
い
る
。
後
者
は
孔
子
を
聖
王
と
す
る
孔
子
素
王
説
に
た
つ
も
の
で
あ
り
、
麟
の
作
用
と
し
て
は
正
統
的
で

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
前
者
の
仮
説
は
漢
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
し
て
戯
麟
が
利
用
さ
れ
る
構
図
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
て
興
味

深
い
。
し
か
し
そ
の
仮
説
の
根
拠
と
し
て
、
孔
子
素
王
説
が
明
確
に
唱
え
ら
れ
た
の
は
漢
代
に
い
た
っ
て
か
ら
で
あ
り
、さ
ら
に
「
祥
瑞
の

話
、
又
純
粋
に
架
空
語
と
み
な
す
べ
き
も
の
が
、
此
の
ほ
か
に
は
、
春
秋
に
見
え
な
い
こ
と
も
、
ま
た
獲
麟
の
記
事
の
後
か
ら
の
添
加
で
あ

（
お
）

る
こ
と
を
示
す
も
の
、
ゃ
う
で
あ
る
」
と
い
う
推
測
を
掲
げ
る
だ
け
で
は
い
さ
さ
か
不
十
分
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
だ
ろ
う
。
鋲
麟
の

存
在
が
「
純
粋
に
架
空
語
と
み
な
す
べ
き
も
の
」
と
考
え
る
の
は
現
代
人
の
感
覚
で
あ
っ
て
、
古
代
人
の
そ
れ
で
は
な
い
。
古
代
の
意
識
に

お
い
て
麟
麟
は
現
実
の
存
在
で
あ
り
、
未
知
の
獣
を
見
た
と
き
に
、
そ
れ
を
既
知
の
概
念
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
の
過
程
で
あ

ろ
う
。
要
す
る
に
、
孔
子
は
自
ら
が
麟
と
考
え
た
獣
を
見
た
と
仮
定
す
る
の
が
自
然
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
司
証
す
る
も
の
と
し
て
、
朕

麟
の
捕
獲
・
目
撃
報
告
が
枚
挙
に
い
と
ま
の
な
い
ほ
ど
現
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
完
全
に
虚
言
と
し
て
の
報
告
も

存
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
が

一
方
で
娯
麟
と
考
え
ら
れ
た
獣
の
捕
獲
報
告
も
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
こ
の
意
味
か
ら
も
「
春

-37-(376) 



（
お
）

秋
』
の
朕
麟
に
関
す
る
記
載
を
後
世
の
改
賓
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

『
宋
書
』
に
よ
れ
ば
王
者
が
酷
政
を
施
か
な
け
れ
ば
、
そ
の
世
に
は
棋
麟
が
出
現
す
る
、と
あ
る
（
「
不
剰
胎
制
卵
則
至
」
「
明
王
動
静
有(375) 

義
則
見
」
）
。
瑞
祥
を
体
現
す
る
棋
麟
と
い
う
表
象
は
、
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
麟
麟
が
利
用
さ
れ
る
格
好
の
理
由
を
提
供
し
て
き

（
訂
）

た
。
『
宋
書
』
符
端
志
巻
一
八
に
は
「
漢
武
帝
元
狩
元
年
十
月
行
幸
薙
嗣
五
時
獲
白
麟
」
と
い
う
記
載
か
ら
始
ま
っ
て
、
十
五
件
の
目
撃
証

（
却
）

言
、
捕
獲
証
言
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
真
偽
定
か
な
ら
ぬ
記
載
は
、
ま
き
に
世
を
支
配
す
る
天
子
た
ち
が
い
か
に
聖
王
に
近
い
存

（
却
）

在
で
あ
る
か
を
示
す
例
証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
『
准
南
子
』
に
お
い
て
、
太
古
の
皇
帝
で
あ
る
黄
帝
の
御
世
が
い
か
に

正
し
く
治
め
ら
れ
、
四
民
そ
の
幸
福
を
祝
っ
て
い
た
か
と
い
う
有
様
を
示
す
た
め
に
「
鳳
風
が
庭
に
飛
ぴ
、
験
騰
が
郊
外
に
あ
ら
わ
れ
る
」

と
形
容
さ
れ
て
い
る
の
も
、
ま
た
『
孫
氏
瑞
謄
圃
』
に
「
一
角
獣
者
六
合
同
腸
則
至
」
と
述
べ
ら
れ
、
天
下
太
平
が
戯
麟
出
現
の
条
件
と
き

（
紛
）

れ
て
い
る
の
も
同
断
で
あ
る
。
戯
麟
が
四
霊
獣
の
筆
頭
と
し
て
、
そ
の
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
カ
や
能
力
の
故
で
は
な
く
、
そ
の
仁
た
る
性
質
や
、

-38-

聖
王
・
明
王
の
出
現
を
示
し
た
り
、
あ
る
い
は
聖
王
・
明
王
の
治
世
で
あ
る
こ
と
を
示
す
瑞
獣
と
し
て
の
性
質
ゆ
え
に
主
に
支
配
層
に
好
ま

(
HU
) 

れ
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
に
は
な
い
娯
麟
特
有
の
特
性
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
麟
麟
の
存
在
と
天
の
事
象
、
つ
ま
り
天
界
の
状
況
が
連
動
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
麟
麟
に
異
常
な
事
態
が
発
生
す
れ
ば
天
界
も
ま
た
異
常
な
状
態
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
星
宿
説
の
影

（
位
）

響
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
『
准
南
子
』
天
文
訓
に
よ
れ
ば
「
虎
噺
而
谷
風
至
龍
奉
景
雲
属
棋
麟
闘
而
日
月
蝕

星
出
」
と
あ
る
。
前
段
の
虎
と
龍
に
関
し
て
は
『
准
南
鴻
刺
艇
』
に
よ
れ
ば
、
「
虎
土
物
也
谷
風
木
風
也

鯨
魚
死
而
聾
一

木
生
卦
土

故
虎
噺
而
谷
風
至
」

な
ど
と
あ
る
か
ら
、

五
行
説
に
よ
る
解
釈
が
十
分
可
能
で
あ
る
ら
し
い
の
だ
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
戯
麟
に
関
し
て
『
准
南
鴻
烈
解
』
は
沈
黙

を
守
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
鼠
麟
は
五
行
説
に
は
馴
染
ま
な
い
よ
う
で
あ
り
、
本
論
「
身
体
と
色
彩
」
の
と
こ
ろ
で
見
た
よ
う
に
、
な
ん
と



か
鼠
麟
を
五
行
説
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
組
み
込
も
う
と
し
て
必
ず
し
も
成
功
は
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
『
准
南
子
』
の
こ
の
箇
所
は
、
唯
一

の
武
器
で
あ
る
角
で
す
ら
肉
で
覆
い
、
動
物
や
草
の
命
き
え
尊
ぶ
仁
獣
と
し
て
知
ら
れ
る
棋
麟
が
、
万
て
相
闘
う
よ
う
な
異
常
な
状
況
が

起
こ
っ
た
と
き
、
天
界
の
基
本
的
な
事
象
で
あ
る
日
月
で
す
ら
異
常
な
運
行
を
示
す
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
逆
に
日
月

に
蝕
が
起
こ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
娯
麟
が
闘
う
よ
う
な
異
常
な
事
態
が
現
世
の
目
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
発
生
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
も
別
の
意
味
で
賦
麟
は
瑞
獣
的
機
能
を
果
た
す
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
捕
獲
の
不
可
能
性
〉

『
春
秋
』
を
初
め
と
し
て
、
麟
が
捕
獲
さ
れ
た
こ
と
を
報
ず
る
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
本
来
朕
麟
は
捕
獲
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
存
在
で

あ
っ
た
。
『
宋
書
』
に
よ
れ
ば
「
不
入
坑
葬
不
行
羅
網
」
と
あ
り
、
同
様
の
記
述
は
上
記
の
『
爾
雅
翼
』
に
も
見
ら
れ
る
。
四
霊
獣
の
第
一

の
獣
と
し
て
、
麟
麟
は
自
然
界
を
超
越
し
た
存
在
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
実
見
す
る
こ
と
は
ま
だ
し
も
、
捕
ら
え
る
な
ど
と
は
有
り
得
な
い

話
で
は
あ
る
が
、
蝦
麟
の
こ
の
特
質
に
は
も
う
一
つ
の
説
明
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
の
も
つ
能
力
と
の
類
推

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
は
ま
ず
捕
獲
で
き
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
性
質
が
狩
猛
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
足
が
地
上
の
獣
の
な
か
で
も
最
速

(
MH
) 

で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
「
こ
の
獣
の
足
は
速
く
、
し
か
も
走
る
う
ち
に
ま
す
ま
す
速
く
な
る
た
め
捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
数
あ

で
あ
る
。

る
目
撃
譜
の
一
つ
が
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
一
角
獣
を
捕
ら
え
る
に
は

一
角
獣
狩
は
国
王
の
レ
ガl
リ
エ
ン
で
あ
っ
た
）
、
ま
ず

（
勿
論
、

一
角
獣
の
仔
を
捕
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
に
こ
の
仔
を
図
に
し
て
怒
り
狂
っ
た
凶
暴
な
一
角
獣
の
親
を
捕
ら
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

あ
る
い
は
固
と
し
て
乙
女
を
使
用
す
る
と
い
う
の
が
最
も
有
名
な
捕
獲
法
か
も
知
れ
な
い
。
国
を
使
わ
な
い
一
角
獣
狩
も
あ
り
、
そ
れ
は
メ

ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
の
ク
ロ
イ
ス
タ
l

ズ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
『
一
角
獣
狩
」
の
タ
ピ
ス
リ

l

に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
ヨ
i

ロ
ッ

-39ー(374) 



パ
一
角
獣
な
ら
び
に
ア
ジ
ア
一
角
獣
は
い
ず
れ
も
そ
の
捕
獲
が
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
困
難
で
あ
る
に
せ
よ
、
朕
麟
の
捕
獲
が
な

(373) 

、
「
ノ
。

か
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
そ
れ
に
し
て
は
獲
麟
の
際
に
賦
麟
の
形
態
に
関
わ
る
詳
細
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
奇
妙
な
話
で
あ
ろ

（
こ
の
稿
続
く
）

、
淫

(1
) 

(2
) 

ロ
目
。ω
。
ロ
巳
件
。
何
回
ロ
。
弓

v
o
g
m
y
N
d
z

－Z
吋
吋
o
p
－
〈
・

高
馬
美
良
訳
『
山
海
経
」
『
抱
朴
子
・
列
仙
伝
・
神
仙
伝
・
山
海
経
』
（
中
国
古
典
文
学
大
系

二
三
頁
）

『
山
海
経
」
四
六
五
頁
（
図
版
は
五
二
五
頁
）

『
山
海
経
』
四
六
六
頁
（
図
版
は
五
二
六
頁
）

か
ん
そ

『
山
海
経
』
四
六
七
頁
（
北
山
経
）
に
は
膿
疏
と
い
う
幻
獣
が
登
場
す
る
。
形
状
は
馬
の
如
く
で
、
頭
の
一
角
に
鍍
金
し
て
あ
り
、
火
を
避

け
る
に
良
い
、
と
あ
る
。
同
じ
く
北
山
経
に
は
醇
馬
と
い
う
幻
獣
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
牛
の
尾
を
し
て
お
り
、
白
い
身
体
で
、
一
つ
の
角

を
も
ち
、
そ
の
声
は
呼
ぶ
よ
う
で
あ
る
（
四
六
九
頁
て
さ
ら
に
嫌
嫌
と
い
う
獣
も
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
羊
の
如
き
形
状
を
し
、
一

つ
目
で
、
一
角
で
あ
る
。
目
は
耳
の
後
ろ
に
あ
り
、
鳴
く
と
き
は
自
分
の
名
を
呼
ぶ
（
四
七
二
頁
）
。
海
外
西
経
に
は
乗
黄
な
る
幻
獣
が
言

及
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
狐
の
如
く
で
あ
り
、
そ
の
背
に
角
が
あ
る
。
こ
れ
に
乗
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
寿
命
は
二
千
年
に
延
ぴ
る
と
い
わ

れ
る
（
四
九
O
頁
）
。
こ
の
獣
が
い
く
つ
の
角
を
も
っ
て
い
る
か
は
図
版
か
ら
わ
か
る
（
五
三
二
頁
）
。
奇
妙
な
こ
と
に
図
版
に
よ
る
と
背
中

に
は
二
本
の
角
が
生
え
て
お
り
、
さ
ら
に
頭
蓋
の
頂
上
か
ら
三
角
錐
の
よ
う
な
一
角
が
生
え
て
い
る
。
本
文
で
は
こ
の
頭
蓋
の
角
は
言
及
き

れ
て
い
な
い
か
ら
、
絵
を
描
い
た
者
が
付
加
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
き
ら
に
日
本
で
も
知
ら
れ
る
児
が
登
場
す
る
（
海
内
南
経
、
四
九
三

頁
）
。
こ
の
獣
の
形
状
は
牛
の
よ
う
で
あ
り
、
蒼
黒
く
、
一
角
を
も
つo

b
$
言
。
送
還

S
S
E
R
g
s
－
誌
を
を
な
』h
b言
、
に
つ
い
て
は
、
同
・
同
・
べ
l

ア
「
一
角
獣
」
和
泉
雅
人
訳
、
河
出
書
房
新
社
、

年
、
一
一
四
参
照

第
八
巻
）
所
収
。
四
五
九
頁
（
図
版
は
五

(3
) 

(4
) 

(5
) 

-40ー

(6
) 

一
九
九
六



(7
) 

伝
播
が
問
題
に
な
る
場
合
、
も
っ
ぱ
ら
空
間
的
次
元
で
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
も
ち
ろ
ん
時
間
的
次
元
で
の
伝
播
も
考
慮
に
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
同
一
地
域
に
お
け
る
縦
軸
と
し
て
の
時
間
的
伝
播
も
ま
た
当
然
問
題
に
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
中
国
に
お

け
る
戯
麟
表
象
の
場
合
、
中
国
を
一
体
的
な
文
化
単
位
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
明
ら
か
に
そ
れ
は
時
間
的
次
元
に
お
け
る

伝
播
形
態
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
蝦
麟
表
象
に
関
わ
る
情
報
が
さ
ま
ざ
ま
に
付
加
的
情
報
を
加
え
つ
つ
、
あ
る
い
は
脱
落
き
せ
っ
つ
伝
播

し
て
い
っ
た
様
相
が
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
イ
ワl
ノ
フ
の
い
う
よ
う
な
文
化
情
報
理
論
の
立
場
か
ら
み
て
、
原
情
報
の
誤

っ
た
伝
達
結
果
、
原
情
報
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
雑
音
の
混
入
と
い
う
位
相
で
処
理
き
れ
る
だ
ろ
う
。
（
〈
・
〈
・
ィ
ワ

l

ノ
フ
他
著
『
宇
宙
樹
・

神
話
・
歴
史
記
述
。
モ
ス
ク
ワ
・
タ
ル
ト
ゥ
！
グ
ル
ー
プ
文
化
記
号
論
集
』
北
岡
誠
司
訳
、
岩
波
現
代
選
書
七
八
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
、
一
一
頁
）
ち
な
み
に
表
象
理
論
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
雑
音
に
相
当
す
る
歪
曲
さ
れ
た
情
報
こ
そ
が
あ
る
事
物
や
イ
メ
ー
ジ

の
形
成
に
大
き
く
関
わ
り
、
や
が
て
そ
れ
ら
の
「
雑
音
」
が
表
象
の
環
境
を
構
成
す
る
に
至
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
各
地
域
、
各
時
代
、
各

文
化
に
お
い
て
特
有
の
雑
音
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
も
す
れ
ば
問
題
と
す
る
表
象
の
本
質
が
見
失
わ
れ
る
事
態
す
ら
生
じ
う
る

の
で
あ
る
。
同
時
に
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
原
情
報
は
い
く
つ
か
の
単
位
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
個
々
の
構
成
単

位
が
ま
と
ま
っ
て
伝
播
し
て
い
く
と
は
限
ら
な
い
。
各
構
成
単
位
は
潜
伏
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
失
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
さ
ら
に
異
な
る

経
路
か
ら
突
然
姿
を
現
す
場
合
も
あ
る
。
原
情
報
が
時
間
的
に
ま
ず
存
在
し
、
そ
れ
に
対
し
て
時
間
的
差
延
を
も
っ
て
順
序
良
く
雑
音
が
付

加
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
原
情
報
を
再
構
成
す
る
手
段
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
演
縛
的
方
法
で
は
な
く
、

帰
納
的
方
法
の
み
で
あ
る
か
ら
、
表
象
史
が
展
開
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
混
入
し
て
き
た
原
情
報
の
構
成
単
位
を
雑
音
と
区
別
す
る
こ
と

は
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
原
情
報
」
「
雑
音
」
と
い
っ
た
用
語
は
、
説
話
理
論
に
お
け
る
「
常
数
」
「
変
数
」
と
い
っ
た

思
考
法
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
お
そ
ら
く
こ
こ
で
麟
麟
表
象
の
「
常
数
」
と
い
っ
た
も
の
を
求
め
る
作
業
を
怠
っ
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
常
数
」
は
い
わ
ば
「
変
数
」
の
深
層
構
造
を
な
し
て
お
り
、
「
変
数
」
の
解
析
H

上
位
概
念
化
を
通
じ
て
の
み
得
ら
れ
る

要
素
で
あ
る
。
と
り
わ
け
中
国
に
お
け
る
戯
麟
表
象
の
「
変
数
」
構
成
単
位
の
場
合
、
き
わ
め
て
錯
綜
し
た
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
こ
の
作

業
工
程
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

韓
国
の
一
角
獣
表
象
に
つ
い
て
は
別
途
扱
う
こ
と
と
す
る
。

野
津
龍
「
因
幡
の
麟
麟
獅
子
舞
（
I

）
」
鳥
取
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
、
一
九
九O
年
、
一
頁

こ
の
記
事
の
解
釈
に
つ
い
て
は
後
出
の
〈
仁
獣
と
し
て
の
蝦
麟
〉
に
お
け
る
津
田
左
右
吉
の
説
を
参
照

(372) -41-
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（
日
）
霊
獣
と
瑞
獣
と
の
差
異
は
そ
れ
ほ
ど
厳
密
で
は
な
く
、
霊
獣
は
独
立
し
た
行
動
圏
を
も
っ
た
神
話
獣
で
あ
り
、

て
、
天
帝
の
意
思
を
民
に
伝
え
る
機
能
を
も
っ
。

『
左
伝
』
「
哀
公
の
一
四
年
春
、
西
方
の
大
野
で
狩
を
し
て
、
叔
孫
氏
の
車
士
の
子
商
な
る
も
の
が
麟
を
得
た
が
、
こ
れ
を
不
吉
な
も
の
と

し
て
山
林
管
理
人
に
与
え
た
。
孔
子
は
こ
れ
を
見
て
、
「
こ
れ
は
麟
で
あ
る
」
と
云
い
、
そ
こ
で
こ
れ
を
記
録
す
る
こ
と
と
し
た
」
。

以
下
参
考
の
た
め
に
大
体
の
現
代
語
訳
を
付
す
。
「
な
ぜ
こ
の
こ
と
を
記
録
し
た
の
か
。
異
常
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
異
常

な
の
か
。
麟
は
中
国
の
獣
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
狩
し
た
の
は
誰
か
。
き
こ
り
で
あ
る
。
き
こ
り
は
微
賎
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

な
の
に
ど
う
し
て
狩
と
い
う
重
々
し
い
言
葉
を
使
う
の
か
。
そ
れ
は
大
事
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
大
事
件
な
の
か
。
そ
れ
は
麟
を
獲
た
こ

と
が
大
事
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
麟
を
獲
た
こ
と
が
大
事
件
な
の
か
。
そ
れ
は
麟
と
い
う
も
の
が
仁
獣
だ
か
ら
で
あ
る
。
麟
は
王
者
あ
る

と
き
に
現
わ
れ
、
王
者
な
き
と
き
に
は
現
わ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
を
孔
子
に
知
ら
せ
た
も
の
の
話
で
は
、
こ
の
獣
は
鹿
の
よ
う
だ
け
れ

ど
も
角
が
あ
る
と
い
っ
た
。
そ
こ
で
孔
子
は
そ
れ
が
麟
で
あ
る
と
覚
っ
て
「
（
現
在
の
よ
う
な
明
王
の
い
な
い
乱
世
に
）
な
ん
す
れ
ば
来
る

や
、
な
ん
す
れ
ば
来
る
や
（
ど
う
し
て
現
わ
れ
た
の
だ
、
ど
う
し
て
現
わ
れ
た
の
だ
）
」
と
扶
で
顔
を
拭
い
、
涙
を
流
し
て
働
突
し
た
。
そ

し
て
「
あ
あ
、
吾
が
道
、
窮
ま
れ
り
」
と
嘆
き
悲
し
ん
だ
」
西
嶋
定
生
「
孔
子
と
麟
麟
」
よ
り
。
江
上
波
夫
監
修
『
夢
万
年i
聖
獣
伝
説
』

講
談
社
、
昭
和
六
三
年
（
以
下
『
聖
獣
伝
説
』
と
略
す
）
、
五
八
頁

こ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
で
後
述
し
て
い
る
。
三
七
頁
参
照

「
公
羊
停
』
の
こ
の
獲
麟
に
関
わ
る
記
載
は
ま
っ
た
く
の
虚
構
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
も
な
い
で
は
な
い
。
公
羊
伝
を
伝
述
し
た
と
い
わ

れ
る
公
羊
高
は
博
学
の
士
で
子
夏
に
師
事
し
て
い
た
。
と
す
れ
ば
こ
の
話
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
孔
子
の
言
動
を
公
羊
高
に
伝
え
た
の
は
子
夏

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
子
夏
が
虚
言
を
弄
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
子
夏
と
は
無
関
係
に
公
羊
高
が
創
作
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
高
の
子
孫
た
ち
の
誰
か
が
虚
言
を
不
可
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
、
孔
子
｜
子
夏

l

公
羊
高
の
直
接
的
関
係

は
時
間
的
に
見
て
も
緊
密
で
あ
っ
て
、
こ
の
な
か
に
テ
ク
ス
ト
の
恋
意
的
変
更
が
入
り
込
む
可
能
性
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。
子
夏

や
公
羊
高
が
み
ず
か
ら
の
特
定
の
意
図
を
も
っ
て
師
に
関
わ
る
虚
言
を
付
け
加
え
た
と
推
測
す
る
積
極
的
理
由
が
見
当
た
ら
な
い
。
し
か

し
、
公
羊
高
か
ら
そ
の
子
孫
で
あ
る
平
、
地
、
敢
、
寿
へ
と
伝
述
き
れ
、
寿
の
と
き
そ
の
弟
子
胡
母
生
と
と
も
に
そ
れ
ま
で
口
伝
き
れ
た
も

の
を
竹
吊
に
著
し
、
董
仲
箭
に
伝
え
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
文
字
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
以
前
に
、
あ
る
い
は
確
定
の
際
に
な
ん
ら
か
の

テ
ク
ス
ト
改
変
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
い
わ
ゆ
る
吋gn
己
q

芹
出
向
の
結
果
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
か -42-

瑞
獣
は
天
帝
の
使
走
獣
と
し
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（
日
）

な
り
難
し
い
だ
ろ
う
。
『
左
伝
』
『
穀
梁
伝
」
の
記
述
は
淡
々
と
し
て
い
る
が
故
に
信
ず
る
に
足
り
、
『
公
羊
侍
』
の
そ
れ
が
劇
的
で
あ
る
が

ゆ
え
に
信
濃
性
を
欠
く
と
い
う
の
は
、
『
公
羊
侍
』
を
否
定
す
る
本
質
的
理
由
に
な
っ
て
い
な
い
。

平
凡
社
中
国
古
典
文
学
大
系
第
二
巻
『
春
秋
左
氏
伝
』
（
昭
和
五
O
年
）
の
竹
内
照
夫
に
よ
る
解
説
に
は
『
孔
叢
子
』
（
漢
代
、
孔
鮒
の
撰
と

伝
え
ら
れ
る
）
に
あ
る
獲
麟
の
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
五
二
七
｜
五
二
八
頁
）
町
の
辻
に
打
ち
捨
て
ら
れ
た
麟
を
見
て
、
孔
子
は
「
神
々

の
世
に
は
麟
や
鳳
風
が
舞
い
遊
ぶ
、
今
は
そ
の
時
で
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
来
た
か
、
麟
よ
麟
よ
、
な
ん
と
悲
し
い
こ
と
だ
」
と
歌
っ
た
と
い

う
。
こ
れ
な
ど
も
『
公
羊
侍
』
の
劇
的
な
描
写
に
触
れ
て
そ
れ
を
敷
桁
し
た
も
の
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ

l

ス
『
動
物
誌
』
島
崎
三
郎
訳
、
岩
波
文
庫
（
上
、
第
二
巻
第
一
章
お
き
いc
g、
一
九
九
八
年
、
六
五
頁

ア
リ
ス
ト
テ
レ

l

ス
『
動
物
誌
』
、
三
六
七
頁
（
訳
注
）

ア
リ
ス
ト
テ
レ

l

ス
『
動
物
誌
』
、
六
六
頁
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
紀
元
前
回
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
人
ク
テ
シ
ア
ス
の
旅
行
報
告
を
も
と
に
こ

れ
を
書
い
て
い
る
が
、
ク
テ
シ
ア
ス
の
報
告
に
は
あ
ま
り
信
頼
を
お
い
て
い
な
か
っ
た
。
オ
リ
ッ
ク
ス
は
ア
フ
リ
カ
に
生
息
す
る
双
角
の
獣

で
あ
る
。
横
か
ら
見
る
と
一
角
に
見
え
る
こ
と
が
あ
る
た
め
し
ば
し
ば
一
角
獣
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
た
。

松
丸
道
雄
「
「
蝦
麟
」
の
字
源
・
語
源
」
（
『
聖
獣
伝
説
』
六
八
｜
六
九
頁
）
に
よ
る
と
、
麟
字
は
甲
骨
文
に
は
見
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ

る
。
本
稿
の
筆
者
は
大
修
館
書
店
発
行
『
大
漢
語
林
』
の
「
麟
」
項
記
載
の
甲
骨
文
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
松
丸
は
ま
た
「
甲
骨
文
中
に
多

数
存
在
す
る
各
種
の
鹿
類
は
、
全
て
異
体
の
象
形
字
で
あ
っ
て
、
形
声
字
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
筆
者
は
こ
れ
に
対

し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
知
識
を
も
っ
て
い
な
い
。

『
淵
鑑
類
函
』
巻
四
二
九
、
獣
部
一
よ
り
引
用

松
本
新
太
郎
『
蝦
麟
』
（
非
売
品
）
昭
和
七
年
、
二
二
頁
。
き
ら
に
、
森
豊
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
怪
神
怪
獣
』
（
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
史
考
察
一

九
、
六
輿
出
版
、
昭
和
五
七
年
、
六
四
頁
）

『
淵
鑑
類
画
』
巻
四
二
九
、
獣
部
一
よ
り
引
用

『
大
戴
稽
』
。
『
淵
鑑
類
函
』
巻
四
二
九
、
獣
部
一
よ
り
引
用
。
麟
は
毛
を
生
や
し
た
三
六

O
種
の
獣
の
王
と
し
て
、
ま
た
、
鳳
風
は
羽
を
生

や
し
た
三
六
O
種
の
鳥
類
の
王
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館
発
行
の
『
託
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
。
動
物
意
匠
｜
西
か
ら
東
へ
』
（
堀
暁
、
宮
下
佐
江
子
、
石
田
恵
子
、
津
村
異

輝
子
著
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館
発
行
、
一
九
九
六
年
）
に
は
鹿
と
そ
の
角
が
カ
ル
ト
化
き
れ
て
い
く
様
相
が
簡
略
に
述
べ
ら
れ
て
い(370) 

（
口
）

（
日
）
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悶
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初
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る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
と
く
に
鹿
の
角
の
再
生
カ
が
豊
穣
や
大
地
の
再
生
力
の
観
念
と
結
び
つ
き
、
崇
持
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
。
と
く
に

袋
角
が
強
壮
剤
と
し
て
、
あ
る
い
は
長
寿
を
も
た
ら
す
呪
術
的
な
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
鹿
の
神
聖
視
に
つ
な
が
っ
た
、
と
あ
る
。

（
一
八
頁l

二
一
頁
）
鹿
の
神
格
化
に
つ
い
て
は
次
稿
で
言
及
す
る
予
定
で
あ
る
。

出
石
誠
彦
「
支
那
の
古
文
献
に
現
は
る
、
厳
麟
に
つ
い
て
」
中
央
公
論
社
『
支
那
神
話
伝
説
の
研
究
」
一
七
七
頁
以
降
参
照

オ
リ
エ
ン
ト
に
生
息
し
て
い
た
有
翼
の
四
足
獣
と
中
国
の
有
翼
の
幻
獣
と
の
関
係
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
主
題
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
ス
キ

タ
イ
美
術
に
多
く
登
場
す
る
グ
リ
フ
ィ
ン
な
ど
は
東
西
の
幻
獣
交
渉
の
中
間
段
階
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
紀
元
前
三
二

O
O
年
頃
に

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
南
西
部
で
誕
生
し
た
と
い
わ
れ
る
グ
リ
フ
ィ
ン
（
『
聖
獣
伝
説
』
一
四
九
頁
）
は
そ
の
後
発
展
し
、
獅
子
グ
リ
フ
ィ
ン
系
と

鷲
グ
リ
フ
ィ
ン
系
を
生
み
出
し
た
。
紀
元
前
回
世
紀
ス
キ
タ
イ
の
鉄
剣
の
鞘
に
は
両
者
が
同
時
に
描
か
れ
て
い
る
。
（
「
聖
獣
伝
説
』
一
五

O

頁
）
翼
は
角
と
共
に
力
の
象
徴
で
あ
り
、
ま
た
自
由
の
象
徴
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
空
を
飛
べ
る
は
ず
が
な
い
大
型
の
四
足
獣
が
軽
が
る
と
飛

期
す
る
と
い
う
自
然
界
の
法
則
か
ら
の
自
由
を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
・
同
・
べ
l

ア
『
一
角
獣
』
、
六
七l
六
九
頁
参
照

『
聖
獣
伝
説
』
一
三
七
頁
参
照

「
牡
鳴
日
瀞
聖
牝
鳴
日
腸
和
夏
鳴
日
扶
幼
秋
鳴
日
養
綴
」
と
い
う
叙
述
に
よ
れ
ば
、
牡
の
鳴
き
声
や
牝
の
鳴
き
声
、
き
ら
に
夏
や
秋

の
棋
麟
の
鳴
き
声
に
ま
で
固
有
名
詞
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
鳴
き
声
の
意
味
に
つ
い
て
、
筆
者
は
現
在
の
と
こ
ろ
つ
ま
び
ら
か
に
し

て
い
な
い
。

ベ
l

ア
『
一
角
獣
」
、
二
二
頁

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
が
暴
力
的
で
獅
子
を
天
敵
と
し
、
さ
ら
に
「
そ
の
声
は
不
快
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
た
の
と
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
。

津
田
左
右
吉
「
史
事
雑
誌
」
史
皐
曾
編
、
第
三
六
編
第
六
号
、
一
九
二
五
年
、
一
七
｜
一
八
頁

塚
本
靖
「
蝦
麟
考
」
（
考
古
学
雑
誌
、
第
一
巻
第
十
号
、
明
治
四
四
年
、
六
四
三
頁
）
は
、
日
本
橋
に
設
置
さ
れ
た
二
角
の
棋
麟
像
に
関
し

て
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
「
麟
麟
出
れ
ば
聖
人
現
は
る
と
い
云
ふ
考
え
だ
と
云
ふ
事
で
あ
る
が
、
支
那
の
書
物
に
は
古
来
未
斯

様
な
事
は
書
い
て
い
な
い
、
仁
君
出
づ
れ
ば
麟
麟
現
は
る
と
云
ふ
の
が
本
来
の
説
で
こ
れ
が
仁
獣
説
明
の
第
一
で
あ
る
」
。
従
っ
て
、
津
田

の
朕
麟
予
兆
説
は
文
献
的
に
は
実
証
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
塚
本
説
が
正
確
だ
と
し
て
も
、
蝦
麟
表
象
を
単
な
る
瑞
祥

と
し
て
使
用
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
表
象
の
デ
ノ
テ
！
シ
ョ
ン
の
射
程
の
な
か
で
予
兆
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
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像
が
つ
く
か
ら
、
津
田
の
説
を
こ
れ
を
も
っ
て
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

津
田
左
右
吉
、
向
上
、
一
八
頁

と
は
い
え
、
津
田
の
論
証
の
方
向
は
正
し
い
の
で
あ
る
。
朕
麟
は
支
配
者
た
ち
に
よ
っ
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

た
。
棋
麟
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
に
つ
い
て
は
本
節
後
段
参
照
。

白
麟
出
現
・
捕
獲
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
出
石
誠
彦
の
上
記
論
文
が
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
（
一
七
八i

一
七
九
頁
）
出
石
は
白
鹿
と
白
麟

が
同
一
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
別
途
言
及
し
た
い
。
魔
も
ま
た
祥
瑞
を
示
す
獣
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、

『
抱
朴
子
』
に
は
「
鹿
寿
壱
千
歳
、
五
百
歳
を
こ
ゆ
れ
ば
白
鹿
と
な
る
」
と
あ
る
か
ら
、
白
鹿
は
歳
経
て
霊
気
を
帯
び
た
も
の
と
解
き
れ
、

崇
拝
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
東
京
国
立
博
物
館
発
行
の
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
『
吉
祥
｜
｜
中
国
美
術
に
込
め
ら
れ
た
意
味
」
（
一
九
九
八
年
）

に
よ
れ
ば
「
中
国
最
古
の
吉
祥
図
」
（
八
一
頁
）
と
い
わ
れ
る
「
漢
李
翁
電
池
五
瑞
図
」
に
も
白
鹿
の
文
字
と
図
が
見
え
る
（
八

O
頁
）
。
白

麟
の
も
つ
色
彩
で
あ
る
白
も
ま
た
こ
の
文
脈
で
考
え
ら
れ
、
歳
経
た
麟
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
言
及
し
た
文
献

が
筆
者
に
未
知
で
あ
る
。
乞
御
教
示
。
ち
な
み
に
同
じ
く
「
抱
朴
子
』
に
は
「
麟
寿
三
千
歳
」
と
あ
る
か
ら
、
単
純
計
算
で
い
け
ば
、
白
麟

は
千
五
百
歳
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
い
ず
れ
も
長
寿
を
誇
る
吉
祥
獣
で
あ
る
。

『
宋
書
』
四
七
七
頁

こ
こ
で
思
わ
ず
連
想
し
て
し
ま
う
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
が
処
女
の
証
明
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
き
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
町
。
ュ
5

8
R

－5
5

に
お
い
て
聖
母
マ
リ
ア
が
一
角
獣
と
共
存
し
て
お
り
、
一
角
獣
に
突
き
殺
さ
れ
な
い
の
は
聖
母
が
処
女
懐
胎
を
行
っ
た
何
よ
り

の
証
左
と
さ
れ
た
。
（
参
照
和
泉
雅
人
訳
「
一
角
獣
』
一
一
四
頁
）
こ
こ
に
お
い
て
も
ア
ジ
ア
一
角
獣
H

麟
麟
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
角
獣
と

の
類
似
性
が
顕
著
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
准
南
子
』
覧
冥
訓
第
六

こ
の
意
味
で
は
津
田
左
右
吉
（
向
上
）
の
類
推
は
あ
た
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

星
宿
説
に
お
け
る
天
空
の
区
分
法
で
あ
る
二
八
宿
は
紀
元
前
七
世
紀
以
前
に
は
す
で
に
完
成
し
て
い
た
か
ら
、
五
行
説
が
四
神
を
使
っ
て
二

八
宿
を
四
方
位
に
分
け
た
と
き
に
、
四
霊
獣
の
首
と
称
さ
れ
た
麟
麟
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
は
相
応
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

巻
第
三
、
天
文
訓

べ
l

ア
『
一
角
獣
』
、
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