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桃の民俗誌

序
説

1

・
問
題
の
提
起

一
九
九
四
年
九
月
か
ら

一
九
九
五
年
八
月
に
か
け
て
の

一
年
間
、
日
本
国
際

交
流
基
金

の
フ

ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
を
受
け
て
、
北
海
道
大
学
言
語
文
化
部

の
中
野

美
代
子
教
授

(当
時
)
の
指
導
を
い
た
だ
き
、
日
中
に
お
け
る
瓢
箪

に
関
す
る

シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
研
究
を
行
な

っ
て
い
た
。
瓢
箪

に
ま

つ
わ
る
民
間
伝
承
は
、

中
国

に
お
い
て
も
日
本

に
お
い
て
も
数
多

く
伝
え
ら
れ
、
そ
し
て
古

い
。

こ
れ

ら
数
多
く
の
民
間
伝
承
が
い
か
に
発
生
し
、
何
を
意
味
す
る
か
を
追
究
す
る
学

問
上

の
好
奇
心
が
、
そ
の
研
究

の
動
因
で
あ

っ
た
。
瓢
箪

の
民
間
伝
承

・
シ
ン

ボ
リ
ズ
ム
の
発
生
は
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
瓢
箪
が
有
用
植
物
と
し
て
認
知
さ

れ
た
時
代
が
早
く

(紀
元
前

一
万
三
〇
〇
〇
年
か
ら
同
七
〇
〇
〇
年

の
あ
い
だ
の

果
皮
や
種
子
が
、
世
界
各
地
の
遺
跡
で
発
見
さ
れ
て
い
る
)、
食
用

・
薬
用
お
よ
び

「さ
ま
ざ
ま
な
容
器

・
用
具
と
し
て
人
間
の
生
活

に
深
く
か
か
わ

っ
て
い
た
。
人

類
社
会

の
発
展
に
と
も
な

っ
て
、
瓢
箪

の
利
用
が
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
り
、
そ

の
存
在
価
値
も
忘
れ
ら
れ

つ
つ
あ
る
今
日

で
は
、
そ
の
民
間
伝
承
や
シ
ン
ボ
リ

ズ
ム
に
よ
っ
て
、
古
代
人
が
ど
の
よ
う
な
精
神
状
態
を
も

っ
て
ど

の
よ
う
な
生

活
を
し
て
き
た
か
、
ま
た
彼
ら
が
世
界
や
自
然
界
に
対
し
て
い
か
に
認
識
し
た

か
を
断
面
的

に
窺
う
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
興
味
ぶ
か
い
こ
と
で
あ

っ
た
。

瓢
箪
に
つ
い
て
の
研
究

に
誘
発
さ
れ
て
、

一
九
九
六
年
四
月
か
ら

一
九
九
七

年
三
月
ま
で
の

一
年
間
、
国
際
日
本
文
化
研
究

セ
ソ
タ
ー
の
外
国
人
客
員
研
究

員
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
の
を
機
会

に
、
日
中
に
お
け
る
桃

の
民
間
伝
承
を
中
心

に
調
べ
、
そ
れ
に
関
す
る
シ
ソ
ボ
リ
ズ
ム
の
研
究
を
テ
ー

マ
に
定

め
た
。

一
口

に
桃
と
い
っ
て
も
、
そ
の
果
実

に
止
ま
ら
ず
、
桃

の
木

・
枝

・
葉

.
花
な
ど
を

も
視
野
に
収
め
、
古
今
伝
え
ら
れ
て
い
る
桃

に
関
す
る
伝
承
を
で
き
る
か
ぎ
り
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調
査
し
、
そ
れ
を
人
類

の
生
活
史

・
精
神

史
と
関
係
づ
け
な
が
ら
分
析
し
、
そ

の
象
徴
的
意
味

・
発
生
原
因
を
究
明
す
る

の
が
目
的

で
あ
る
。

す
べ
て
の
研
究
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
研
究
対
象

の
存
在

(あ
る
い
は
そ

の
概
念
や
意
識
の
存
在
)
が
出
発
点
と
な
る
。
桃

に
関

し
て
も
そ
う

で
あ

る
。

桃

の
原
産
地
は
中
国
の
西
北
部

で
あ
り
、
栽

培
も
早
く
、
そ
れ
だ
け
に
中
国
の

民
俗
と
古
く
か
ら
深
い
関
係
を
も

っ
て
い
た
。
『尚
書
』

に
、
周

の
武
王
は
殷

を
滅
ぼ
し
た
あ
と
、
「牛
を
桃
林

の
野

に
放

っ
て
、
天
下

に
も
う
用

い
な
い
こ

と
を
示
し
た
」
と
見
え
、
桃
に
対
す
る
認
識
が
遅
く
と
も
紀
元
前
十

一
世
紀
ご

ろ
に
は
生
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
桃

の
民
俗
に

つ
い
て
、
正
面
か
ら
取
り

上
げ
た
も

っ
と
も
古
い
文
献
と
し
て
、
孔
子

の
編
と
さ
れ
る
、
紀
元
前
十
世
紀

か
ら
同
六
世
紀
ご
ろ
ま
で
の
中
国
西
北
部

の
歌
謡
を
集
め
た

『詩
経
』
が
あ
る

が
、
そ
こ
に
は

「桃
夭
」
を
は
じ
め
、
桃
を
象
徴
的
に
謡

っ
て
い
る
詩
編
が
い

く

つ
か
収

め
ら
れ
て
い
る
。
『春
秋
左
氏
伝
』
・
『周
礼
』
・
『礼
記
』
な
ど
史
書

の
記
載

に
よ
れ
ば
、
中
国
古
代

の
帝
王
や
諸
侯

の
あ

い
だ

に
行
な
わ
れ
る
喪

式

・
会
盟

・
進
食
な
ど
式
曲
ハ
の
時
や
貯
蔵
し
た
氷
を
取
り
だ
す
時
な
ど
に
は
、

桃
茹

(桃
の
枝
)
・
桃
弧

(桃
の
木
で
つ
く

っ
た
弓
)
を
も

っ
て
不
祥
を
防
ぎ
凶

悪
を
追

い
払

っ
た
と
い
う
。

漢
代

に
な
る
と
、
『論
衡
』
や

『風
俗
通
義
』
な
ど
数
多
く
の
古
書
は
、
『山

ど

さ
く

海
経
』
や

『皇
帝
書
』
な
ど
の
佚
文

・
佚
書
を
引
用
し
な
が
ら
、
槍
海
に
度
朔

さ
ん

わ
だ
か
ま

山
が
あ
り
上
に
三
千
里
に
も
蟠
る
桃

の
巨
木
が
生
え

て
い
る
こ
と
、
そ
の
枝

の
し
ん

北
東

に
鬼
門
が
あ
り
万
鬼
が
う
ろ

つ
い
て

い
る
の
で
天
帝

の
命
を
承
け
た
神

と

う

つ
る
い

荼

.
鬱
塁

の
二
神
が
守

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
神
話
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
神

話

の
影
響
を
受
け
た
の
か
、
現
在

の
正
月
民
俗
と
し
て
門

の
両
側
に
貼
り
付
け

し
ゆ
ん
れ
ん

て
お
く

「春
聯
」

の
こ
と
を
、
桃
符
と
も
い
う
。

六
朝
時
代
に
入

っ
て
か
ら
は
、
桃
が
長
生

の
仙
果
と
し
て
頻
繁

に
登
場
し
て

く
る
。
『漢
武
故
事
』
や

『漢
武
帝
内
伝
』
な
ど
が
早

い
も
の
で
、
西
王
母
が

漢
の
宮
廷
を
訪
れ
、
三
千
年

に

一
度
だ
け
実
を
結
ぶ
桃
の
実
を
武
帝

に
与
え
て

食

べ
さ
せ
た
こ
と
や
、
東
方
朔
が
三
度
も
西
王
母

の
桃
を
盗
ん
だ

こ
と
な
ど
がば

ん

記
さ
れ
て
い
る
。
後
世

の
物
語

『西
遊
記
』
に
お
い
て
、
孫
悟
空
が
天
宮
の
蟠

と

ひつ
桃
を
盗
み
食

い
し
、
西
王
母

の
蟠
桃
会
を
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
す
る
と
い
う
有
名

な

一
段

は
、
遠
く
六
朝
時
代

に
生
ま
れ
た
こ
れ
ら
の
話

の
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
後

裔
な
の
で
あ
る
。

え

現
代

の
民
俗
で
は
、
蟠
桃
会
が
西
王
母

の
誕
生
日
を
祝
う
祭
り
と
し
て
三
月

三
日
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
三
月
三
日
は
ま
た
春
秋
時
代
ご
ろ
興

っ
た
重
要

な
年
中
行
事

の

一
つ
で
あ
り
、
「桃
花
節
」
と
い
う
別
名
も
持

っ
て
い
る
。
西

王
母
と
桃
、
三
月
三
日
と
桃
、
そ
し
て
桃

の
木

・
花

・
実
は
、
古
く
か
ら
詩

・

小
説
や
絵
画

.
民
間
芸
術
な
ど
の
素
材
と
な
り
、
こ
れ
を
主
題
と
す
る
神
話

・

伝
説

・
物
語
も
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
見
ら
れ
る
。
陶
淵
明
の

『桃
花
源
記
』
に

お
い
て
は
、
漁
夫
が
咲
き
乱
れ
る
桃

の
花

の
中
を
通
り
抜
け
て
別
天
地
を
訪
れ

た
と
あ
る
が
、
こ
こ
の
桃
は
別
世
界

へ
の
通
路

で
あ
り
、
別
世
界
は
桃
源
郷
で

あ
る
と
さ
れ
て
、
後
世
に
盛
ん
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
日
本

に
お
い
て
も
、
桃
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
古
く
か
ら
み
え
る
。
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桃の民俗誌

よ

み

の
く
に

『記
紀
』

に
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が

黄
泉
国
か
ら
逃
げ
帰

っ
た
際

に
、
桃

木

の
下
に
隠
れ
、
桃
の
実
を
三
個
投
げ
て
、
追
い
付
く
黄
泉
軍
を
撃
退
さ
せ
た

つ
い
な

と
記
さ
れ
て
い
る
。
宮
中
で
十

二
月
晦
日

に
行
な
わ
れ
る
追
儺
に
は
陰
陽
寮
か

ら
桃
の
杖
と
弓
が
配
ら
れ
、
疫
鬼
を
駆
除

し
た
と

い
う
記
載
が
、
『延
喜
式
』

に
み
え
る
。
三
月
節
句
す
な
わ
ち
雛
祭
り
は

「桃
の
節
句
」
と
も

い
っ
て
、
桃

と
の
結
び

つ
き
が
強
い
。
世
界

で
知
ら
れ
る
日
本
の
昔
話

『桃
太
郎
』

の
主
人

公

は
、
桃

か
ら

(あ
る
い
は
桃
に
よ
っ
て
)
生
ま
れ
、
ま
た
桃

と
関
係

の
強

い

鬼
征
伐

に
出
か
け
る
。
日
本

の
民
俗
で
は
、
桃
が
神
聖
視
さ
れ
、
そ
れ
を
も

っ

て
病
魔

・
災
厄
な
ど
を
払
う
俗
信
が
い
ま
な
お
全
国
に
分
布
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
も
日
本

に
お
い
て
も
、
桃
は
ず

っ
と
遠

い
時

代
か
ら
人
間

の
生
活
に
関
係
し
、
桃
に
つ
い
て
の
伝
承
も
各
種
の
媒
介
を
通
し

て
、
長
く
今
日
に
ま
で
生
き

つ
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
伝
承
は
、
複
雑

に
絡

み
合

い
な
が
ら
各
時
代
の
特
色
を
呈
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
太
古

に
お

け
る
人
間
の
世
界

に
対
す
る
認
識
を
反
映

し
つ
づ
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、
桃
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
伝
承

を
研
究
し
、
そ
の
根
底
に
潜
ん
で
い

る
、

一
貫
し
た
観
念
を
見
い
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
人
類

の
発
展
と
動
植
物
を
含

め
た
自
然
界
と
の
関
係

の

一
面
を
究
明
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
類
と
は
何

か

と

い
う
、
永
遠

の
謎

の

一
端
を
解
明
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
と
、
私
は
考
え
る
。

2

・
従
来

の
研
究

桃
に
関
す
る
研
究
は
、
桃

の
存
在
が
意
識
さ
れ
、
記
載
さ
れ
た
早
い
時
代

か

ら
す
で
に
始
ま

っ
て
い
た
。
古
代

に
お
け
る
研
究
を
概
観
す
る
と
、
大
ざ

っ
ぱ

に
二

つ
の
傾
向

に
わ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
つ
は
、
古
書

に
つ
い
て
の
校
勘
や
訓
詁
と
い
う
作
業

に
お
の
ず
か
ら
含
ま

れ

る
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
古
典

の
中

の
文
字
や
言
葉
を
中
心
と
し
て
、

校

・
注

・
疏

・
箋
と
い
っ
た
形
式
を
取
る
い
わ
ば
注
釈
な
の
で
、
純
粋
な
文
化

的
研
究

で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
注
釈

の
な
か
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
が
紹
介
さ
れ
、
注
釈
者

の
理
解
や
見
解
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
や

は
り

一
種

の
研
究
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ぽ
、
『詩
経
』
に
関

し
て

は
、
古
注
と
し
て

「
毛
伝
」
・
「鄭
箋
」
・
「孔
疏
」
が
あ
り
、
新
注
と
し
て
朱
子

の

「集
伝
」
が
名
高

い
。
こ
れ
ら
の
注
釈
は

「
桃
夭
」
に
逐
字
的
な
解
釈
を
施

し
、
こ
の
詩
に
お
け
る
桃
の
意
味
を
理
解
す
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
ま
た
例
え
ぽ
、
劉
昭
に
よ
る

『後
漢
書
』

の
補
注
は
、
年
末
に
行
な
わ

れ
る
儺
と
い
う
逐
疫

の
式
に
現
れ
る
桃
梗
や
鬱
儡

(塁
)

に
つ
い
て
の
出
典
や

意
味
を
紹
介

し
な
が
ら
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
多
く
、
い
ず
れ
本

論
に
お
い
て
触
れ
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
行
な
わ
れ
た
中
国
古
典
の
訳
注

に
も
、

桃
に
関
し
て
は
同
じ
よ
う
な
網
羅
的
な
情
報
が
見
ら
れ
る
。

い
ま

一
つ
は
、
各
種

の
専
門
書

に
み
ら
れ
る
研
究
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
専

門
書
と
は
、
農
業
と
か
医
学
と
か
い
っ
た
分
野
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
桃

が
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な

い
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
世
界
最
大

の

古
典
農
業
科
学
書
と
も
い
え
る
北
魏

の
賈
思
魏

の

『斉
民
要
術
』
や
、
明

の
李

時
珍

の
博
物
誌
的
医
学
書

『本
草
綱
目
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ら
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の
研
究

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野

の
立
場
か
ら
桃
を
取
り
上
げ
、
桃
の
性
質
や
利

用
を
詳
細

に
記
述
す
る
い
っ
ぽ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
を
も
引
用
し
て
桃

の
民

俗
的
な
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
専
門
的
研
究
と
い
っ
て
も
、

各
分
野

に
わ
た
る
総
合
的
な
集
成
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

上
述
し
た
二
つ
の
研
究
傾
向
は
、
ず

っ
と
近
世

の
末
ご
ろ
ま
で
盛
ん
に
つ
づ

け
ら
れ
た
が
、
し
か
し
内
容
か
ら
見
れ
ば

、
生
産
性
が
低
く
、
過
剰
な
引
用
に

偏
り
す
ぎ

て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
世
あ
た
り
か

ら
日
本
に
お
い
て
興

っ
て
き
た
桃
に
関
す

る
研
究
が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ぽ
、

貝
原
益
軒

(
一
六
三
〇
～

一
七

一
四
)
の

『大
和
本
草
』
や

『日
本
歳
時
記
』
、

さ
ん
さ
い
ず

え

寺
島
良
安

(生
没
年
未
詳
)
の

『和
漢
三
才
図
会
』

(
一
七

一
二
成
立
P
)
な
ど

は
そ
の
古

い
も

の
で
、

つ
づ

い
て
玉
木
正
英

(P
～

一
七
三
七
)
の

『神
代
藻

鹽
草
』
や
滝
沢
馬
琴

(
一
七
六
七
～

一
八
四
八
)
の

『燕
石
雑
志
』
な
ど
に
桃

に
関
す
る
項
目
が
あ
り
、
日
本

の
植
物

・
薬
用

・
年
中
行
事

・
神
話

・
民
間
伝

説
な
ど
に
み
え
る
桃

の
事
例
や
伝
承
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
説
明
に
援
用
さ
れ
た
も
の
は
、
や
は
り
中
国
古
典

に
み
え
る
記
述
や
注
釈

で

あ
り
、
論
述
的
な
も

の
で
は
な
か

っ
た
。

近

・
現
代
に
お
い
て
は
、
中
国
人
の
そ
れ
が
稀

に
し
か
見
ら
れ
な
い
か
わ
り

に
、
日
本
人
に
よ
る
桃

の
研
究
が
目
立

つ
。
す
な
わ
ち
、
橋
本
循

の

「桃

の
伝

説

に
つ
い
て
」
(
一
九
二
二
)、
秋
田
成
明

の

「度
朔
山
伝
説
考
!

桃

の
俗

信
」
(
一
九
四
四
)
、
上
原
淳
道

の

「神
荼

・
鬱
塁

に
つ
い
て
」
(
一
九
五

一
)
や

「
ふ
た
た
び
神
荼

・
鬱
塁

に

つ
い
て
」
(
一
九
五
六
)
、
永
尾
龍
造

の

『支
那
民

俗
誌
』

(
一
九
七
三
)
に

「正
月
」
の
篇
、
森
三
樹
三
郎

の

『中
国
古
代
神
話
』

(
一
九
六
九
)
に

「桃
葦
」
や

「神
荼
鬱
塁
」

の
節
、
小
南

一
郎

の

「桃

の
伝

説
」
(
一
九
八
四
)
の
よ
う

に
、
も

っ
ぱ
ら
中
国
に
お
け
る
桃

の
伝
承
と
信
仰

を
取
り
扱
う
研
究
も
あ
れ
ぽ
、
折
口
信
夫

の

「
桃

の
伝
説
」
(
一
九
三
〇
)、
中

島
利

一
郎

の

「桃

の
文
献
と
其

の
語
源
」
や

「続
桃
記
」

(
一
九
四
二
)、
前

田

文
夫

の

「桃

の
信
仰

か
ら
み
た
モ
モ
の
概
念
と
そ

の
語
源
」
(
一
九
五
二
)
の

よ
う
に
、
中
国
と
日
本

の
事
例

や
伝
承

の
ル
ー
ト
を
た
ど
り
な
が
ら
、
民
俗

学

・
語
源
学
的

に
す
す
め
ら
れ
た
研
究
も
あ
る
。
桃
と
関
係

の
ふ
か
い
桃
太
郎

に
つ
い
て
は
、
柳
田
国
男

の

「桃
太
郎

の
誕
生
」、
高
木
敏
雄

の

「英
雄
伝
説

桃
太
郎
新
論
」、
石
田
英

一
郎

の

「桃
太
郎

の
母
」
な
ど

の
よ
う

な
、
民
俗

的

・
神
話
的

・
文
化
人
類
学
的
に
展
開
し
た
個
別
研
究
も
あ
る
が
、
滑
川
道
夫

の

『桃
太
郎
像

の
変
容
』
(
一
九
八
一
)
は
そ
れ
ま
で
の
研
究

を
集
大
成
し
た

総
合
的
な
も
の
で
あ
り
、
桃
の
伝
承
や
信
仰
に
も
か
な
り
触
れ
て
い
る
。
そ
れ

か
ら
、
三
月
三
日
の
節
句

の
歴
史

や
現
状
を
扱

っ
た
も

の
に
、
半
澤
敏
郎

の

「上
巳

・
雛
祭
」
(
一
九
九
〇
)
が
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
桃

の
風
俗
が
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
文
学
的
な
研
究
に
、
芳
賀
徹

の

「桃
源
郷

の
詩

的
空
間
」
(
一
九
七
七
)
や
中
国

の
厳
紹
盪

の

「実
物
信
仰
与

"桃
崇
拝
"
ー

1
中
日
古
代
美
意
識
的
研
究
」

(
一
九
九
三
)
な
ど
も
見
え
る
が
、
中
野
美
代

子

の
研
究

「仙
果

の
シ
ン
ボ
リ
ズ

ム
」
(
一
九
七
九
)
は
、
広
く
西
方

の
神

話

・
民
話

・
文
学
か
ら
も
取
材
し
、
桃

の
伝
承
を
他

の
仙
果
伝
承
と
対
照
さ
せ

な
が
ら
仙
果

の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
新
鮮
な
研
究

で
あ
る
。
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3

・
問
題
点
の
在
り
方

以
上
に
例
示
し
た
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
完
全
な
も

の
で
は
な
い
が
、
中
国
と

日
本

に
お
け
る
古
今

の
代
表
的
な
も

の
と

い
え
る
し
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
桃
に

関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究

の
流
れ
や
状
況

を
概
観
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
桃
に
関
す
る
上
述
の
諸
研
究
に
お
け
る
成
果
を
と
り
あ
え
ず
ま
と
め
て
み

る
な
ら
ぽ
、
次

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

一
、
桃

の
花

・
葉

・
実
を
も

っ
て
、
女
性

の
結
婚

・
多
産
に
結
び

つ
け
る
説
。

特
に
桃

の
実

の
形
が
女
陰
に
似
て

い
る
た
め
で
あ
る
と
主
張
す
る
説
が

多
い
。
こ
れ
は
、
主

に

『詩
経
』

の
詩

「桃
夭
」
の
意
味
に
つ
い
て
の

理
解
と
解
釈
に
基
づ

い
た
も

の
で
あ

る
。

二
、
桃

の
花
や
実

の
色
が
明
る
く
華
や
か
で
、
吉
祥

の
も
の
と
考
え
ら
れ
や

す

い
性
質
を
持

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
古
典

の
諸
儀
式
や
年
中
行
事

に
み
え
る
辟
邪
や
治
病

の
観
念
が
培
わ
れ
た
と
す
る
説
が
あ
る
。

三
、
度
朔
山
伝
説
や
道
教

の
経
典
に
み
ら
れ
る
桃

の
巨
大
な
木
か
ら
、
桃
が

天
地

の
中
央
に
あ
り
、
宇
宙

分
軸

と
し
て
現
世
と
超
越
的
な
世
界
と
を

結
ぶ
世
界
樹
の
機
能
を
持

っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
陶
淵
明
の

『桃
花

源
記
』
な
ど
に
あ
る
桃
林

の
役
割

か
ら
、
桃
が
別
世
界
と
の
通
路
で
あ

る
と
の
説
が
あ
る
。

四
、
主
に

『漢
武
故
事
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
西
王
母
に
ま

つ
わ
る
伝
説

・
神

仙
説
な
ど
を
も
と
に
、
桃

の
木
を
仙
木
、
桃

の
実
を
仙
果
と
し
て
考
え

る
説
を
も

っ
て
不
老
長
生

の
シ
ン
ボ

ル
と
伝
え
る
民
間
信
仰

の
根
源
で

あ
る
と
説
く
も
の
も
あ
る
。

五
、
最
後
に
、
文
字
学
や
語
源
学
か
ら
桃

の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
根
底
を
説
明

し
よ
う
と
す
る
研
究
が
あ
る
。
例
え
ば
、
李
時
珍
が

「文
字
は
木

に
従

う
兆
で
あ
り
、
十
億
を
兆
と
い
う

の
は
、
そ
の
多

い
こ
と
を
言

っ
た
も

の
だ
」
と
い
っ
て
、
桃

の
生
育

・
多
産

の
信
仰
機
能
を
説
明
し
、
ま
た

「桃
と
は
凶
を
逃
れ
し
む
る
所
以
な
り
」
(『左
伝
』
孔
疏
引
)
と
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
「桃
」
は

「逃
」
に
通
じ
る
の
で
不
祥
凶
邪
を
払
う
信
仰

の
根
拠
と
な
る
と
す
る
。
日
本
語

の
場
合
で
も
、
桃
が
百

(
モ
モ
)
と

音
通
し
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
数
多
く
の
説
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ぽ
、
文
学
的

・

民
俗
的

・
神
話
的

・
神
仙
説
的
な
伝
承
や
、
文
字
学
的

・
語
源
学
的
な
研
究

か

ら
個
別

に
得
ら
れ
た
結
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
研
究
分
野
が

違
え
ぽ
そ
こ
か
ら
導

か
れ
る
結
論
も
違
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら

の
説
を

一
つ

一
つ
見
る
か
ぎ
り
、

い
ず
れ
も
卓
見
そ

の
も

の
と
は
い
え
、
し
か
し
、
総
体
的

に
見
れ
ば
、
例
え
ぽ
結
婚

・
多
産
と
辟
邪

の
機
能
と
の
あ

い
だ
、
世
界
樹
と
し

て
の
機
能
と
別
世
界

へ
の
通
路
と
の
あ

い
だ
、
あ
る
い
は
仙
木

・
仙
果
な
ど
と

の
あ

い
だ
に
、

一
貫
し
た
つ
な
が
り
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
原
因

の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
桃

の
伝
承
が
植
物

・
神
話

・

伝
説

・
歴
史

・
宗
教

・
民
俗

・
文
学

・
芸
術

・
民
話

・
年
中
行
事
な
ど
広
範
な

分
野
に
わ
た
っ
て
分
布
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
ま
で
の
多
く
の
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研
究
は
分
野
的
に
偏
り
過
ぎ
て
、
個
別
的

か
つ
断
片
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
ま
れ
に
、
現
代

の
一
般
書

・
通
俗
書

に
、
桃
に
関
す
る
紹
介
は
あ

る
が
、
そ
れ
も
上
述
し
た
個
別
的

・
断
片
的
な
研
究
成
果
を
都
合
の
い
い
よ
う

に
集
め
た
だ
げ

の
も
の
が
多
く
、
古
代
の
各
種

の
注
釈
や
訳
注
の
よ
う

に
、
互

い
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
欠

い
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

一
貫
性

の
あ

る
研
究
成

果
が
み
ら
れ
な
い
の
は
、
桃

に
関
す

る
文
献
や
資
料
が
あ
ま
り
に
も
分
散
し
て

い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
桃
に
関
す
る
伝
承
や
研
究

は
、
大
き

く
言
え
ば
、
古
代
と
現
代
と
の
別
が

あ
り
、
中
国
と
日
本
と

の
別
も
あ
る
。
細

か
く
言
え
ば
、
前
述
し
た
よ
う
な
各

分
野
に
よ

っ
て
は
、
文
献

の
所
在
が
か
な
り
違
う
。
ま
し
て
、
民
間

で
古
く
か

ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
話
や
風
俗
習
慣

に
埋
も
れ
て
い
る
桃
の
信
仰
を
完
全
に
見

出
す
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
桃
の
伝
承
が
古
く
、
広
範
的
で
あ
る

だ
け
に
、
そ
の
研
究
も
は
な
は
だ
困
難
な

の
で
あ
る
。

4

・
本
研
究
の
趣
旨
お
よ
び
方
法
論

本
研
究

は
、
従
来

の
分
野
別

の
ミ
ク
ロ
的
な
研
究
に
対
し
て
マ
ク

ロ
的
な
研

究
を
目
指
し
、
従
来

の
国
別

の
伝
承
を
対
象
と
す
る
研
究

に
対
し
て
、
視
野
を

伝
承
の
集
中
し
て
い
る
中
国
や
日
本
の
双
方

に
広
め
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、

学
問

の
分
野
や
伝
承

の
民
族
性
を
突
破

し
、
「桃
な
ら
ば
」
と
い
う
感
覚

で
桃

の
あ
ら
ゆ
る
伝
承
を
観
察

・
分
析
し
、
そ

の
根
底
に
秘

め
ら
れ
た

一
貫
し
た
シ

ソ
ボ
リ
ズ

ム
、
お
よ
び
そ
の
基
本
的
成
因
や
社
会
的
背
景

の
究
明
を
目
的
と
す

る
。マ

ク
ロ
的
と
は
い
え
、
個
別

の
分
野
の
文
献
や
研
究
成
果
を
無
視
す
る
も
の

で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
ま
た
、
日
中
両
国
を
同
時

に
視
野
に
お
さ
め
る
と
は
い

え
、
伝
承

の
ル
ー
ト
や
根
源
を
論
じ
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、
決
し
て
安
易
な
比

較
研
究
と
い
う
方
法
を
取
る
も

の
で
は
な

い
。
伝
承
を
、
分
野
や
国
境
を
越
え

て
調
べ
、
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
日
中
両
国
に
お
け
る
上
記

の
植
物

・
神
話

・
伝
説

・
歴
史

・
宗
教

・
民
俗

・
文
学

・
芸
術

・
民
話

・
年
中

行
事
な
ど
の
分
野
に
分
布
し
て
い
る
伝
承
は
す
べ
て
が
対
象
と
な
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、

こ
の
研
究
は
、
次
の
よ
う
な
構
想
で
す
す
め
て
い
く
予
定
で

あ
る
。一

桃

の
植
物
文
化
誌

1

・
桃

の
歴
史

2

・
桃
の
利
用
史

二

伝
承
の

一

桃
の
生
命
力

1

・
『詩
経
』
「桃
夭
」

の
意
味

2

・
祭
祀
と
桃

3

・
桃
太
郎

の
誕
生

4

・
不
老
長
生
の
仙
果

三

伝
承
の
ニ
ー

桃
の
呪
力

1

・
桃

の
神
秘
力

2

・
門
飾
り
と
門
神
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3

・
桃
太
郎
の
鬼
が
島
征
伐

四

伝
承

の
三

桃
と
別
世
界

1

・
神
仙

の
世
界
と
桃

2

・
桃
源
郷
の
世
界

3

・
日
本

の
異
境
譚

五

桃
信
仰

の
裾
広
が
り

ー

・
世
界
に
お
け
る
桃

の
信
仰

2

・
桃
と
他

の
植
物
信
仰
と
の
関

連

一

桃
の
植
物
文
化
誌

1

・
桃

の
歴
史

桃

と

い
う

植

物

桃

の
学

名

は

牢

二
口
二
ω
勺
①
邑

o
鋤

で

あ

る
。

一
般

名

詞

と

し

て

は
、

中

国

語

で

は

富

o

(桃

)
、

日
本

語

で

は

モ

モ

(桃

)
、

英

語

で

は

O
$

o
ゴ
、

フ
ラ

ン

ス

語

で

は

b
①
9

Φ
、

ド

イ

ッ
語

で

は

勹
津

ω
o
げ
Φ

で
あ

る
が

、

英

語

名

・
学

名

・

フ

ラ

ン

ス
語

名

・
ド

イ

ッ
語

名

は
、

後

述

す

る

よ

う

に
、

原

産

地

を

ペ

ル

シ

ア

と

考

、兄
た
古

代

ギ

リ

シ

ア
人

が

勺
①
邑

パ
o
昌

(
ラ

テ

ン
語

で

は

勺
①
邑

o
o
ヨ
)

と

称
し
た
の
に
由
来
し
て
い
る
。

植
物
学
的
に
説
明
す
れ
ぽ
、
桃
は
次
の
よ
う
な
属
性
を
も

っ
て
い
る
。

バ
ラ
科

モ
モ
亜
属

の
落
葉
低
木
、
ま
た
は
小
形
高
木
で
あ
る
。
種
類
に
よ

っ

て
多
少

の
差
異
は
見
え
る
が
、
平
均
し
て
高
さ
は
三
～
八
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
自

然
生
長
状
態

で
は
中
心
枝
が
消
え
や
す
く
、
従

っ
て
樹
冠
が

つ
ね
に
四
方

へ
伸

び
る
開
心
型

に
な
る
。

花
は
品
種

に
よ

っ
て
、
形
も
色
も
多

い
。
形
は

一
重
咲
き
、
八
重
咲
き
、
菊

咲
き
な
ど
が
あ
り
、
色
は
ピ
ン
ク
を
常
と
す
る
が
、
白
や
赤
、
そ
し
て
咲
き
分

け
も
あ
る
。
花
は
径
二

・
五
か
ら
三

・
五
セ
ン
チ
あ
り
、
ふ

つ
う
は
前
年
枝

の

葉
腋

に
単
生
し
、
し
ぼ
し
ば
葉
の
芽
と
と
も
に
つ
く
が
、
概
し
て
葉

の
展
開
よ

り
も
先
に
開
花
す
る
。

き
よ
し
ん

せ
つ
も
ん
か
い
じ

後
漢

(二
五
～
二
二
〇
)
の
許
慎
が
著

し
た

『説
文
解
字
』
に

「桃
、
果
也
」

(桃
は
、
果
な
り
)
と
あ
る
よ
う

に
、
古
来
、
桃

の
果
実
は
桃

の
品
種
を
見
分

け
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
見
分
け

の
ポ
イ
ソ

ト
は
、
果
実
の
色
や
形
、
そ
し
て
、
採
集

の
季
節
な
ど
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
例

り

じ

ち
ん

ほ
ん
ぞ
う

え
ば
、
李
時
珍

は
万
暦
六
年

(
一
五
七
八
)
に
完
成
し
た
と

い
わ
れ
る

『本
草

こ
ひつ
も
く

綱
目
』

(全
五
十
二
巻
)
「果
部
」
第
二
十
九
巻

「桃
」
に
お
い
て
、
桃

の
種
類

を
こ
う
紹
介
し
て
い
る
。

其
実
有
紅
桃
、
緋
桃
、
碧
桃
、
纈
桃
、
白
桃
、
烏
桃
、
金
桃
、
銀
桃
、

膕
脂
桃
、
皆
以
色
名
者
也
。
有
綿
桃
、
油
桃
、
御
桃
、
方
桃
、
區
桃
、
偏
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図1桃 樹文様(景 徳鎮陶磁 「藍地粉彩柑子口瓶」 清時

代 東京国立博物館蔵)

核
桃
、
皆
以
形
名
者
也
。
有
五
月
早
桃
、
十
月
冬
桃
、
秋
桃
、
霜
桃
、
皆

以
時
名
者
也

(其

の
実

の
紅
桃
、
緋
桃
、
碧
桃
、
網
桃
、
白
桃
、
鳥
桃
、

金
桃
、
銀
桃
、
膕
脂
桃
と
い
う
の
は
、

い
ず
れ
も
色
を
以
て
名
づ
け
た
も

(
1

)

 の
で
あ
る
。
綿
桃
、
油
桃
、
御
桃
、
方
桃
、
區
桃
、
偏
核
桃
と

い
う
の
は

い
ず
れ
も
形
を
以
て
名
づ
け
た
も
の
で
あ

る
。
五
月
早
桃
、
十
月
冬
桃
、

秋
桃
、
霜
桃
と
い
う
の
は
い
ず
れ
も
時
を
以
て
名
づ
け
た
も

の
で
あ

る
)ば

ん

李
時
珍

は
ま
た
、
外
果
皮

に
毛

の
あ
る

「毛
桃
」
や
扁
円
形

で
あ
る

「蟠

と

ナ
つ

桃
」
を
挙
げ
て
説
明
を
加
え
た
。
現
在
、
桃

の
品
種
は
世
界
で
な
ん
と
三
千
以

(
2

)

上
も
あ
る
と

い
う
報
告
が
出
さ
れ
て
い
る
。
果
実
は
野
生
型
で
は
三
セ
ン
チ
ほ

ど
し
か
な
い
が
、
栽
培
品
種

は
は
る
か
に
大
型
と
な
る
。
多
く
は
亜
球
型
で
果

底
が
く
ぼ
み
、
果
頂
部
が
平
形
か
凹
形
あ
る
い
は
乳
房
状
の
別
が
み
ら
れ
る
。

果
皮
ば
薄
く
、
果
肉
に
粘
着
す
る
も

の
と
し
な

い
も
の
が
あ
る
が
、
油
桃
以
外

は
全
部
微
毛
が
成
長
し
て
い
る
。
果
肉
は
、
白

・
黄
色

・
ピ
ン
ク

・
紅
色
な
ど

さ
ね

の
も
の
が
あ
る
が
、
よ
く
発
達
し
、
柔
ら
か
く
多
汁

で
あ
る
。
核
は

一
個
あ
り
、

果
肉
に
粘
着
す
る
も

の
と
し
な
い
も

の
が
あ
る
。
表
面
に
著
し
い
刻
目
が
あ
り
、

そ
の
刻
目

の
形
や
深
さ
は
品
種
群
を
分
類
す
る
と
き

の
重
要
な
根
拠
と
な
る
。

(図
1
)

中
国
に
は
、
日
本

の
諺

「桃
栗
三
年
、
柿
八
年
」

に
相
当
す
る

「桃
三
李
四
、

梅
子
十
二
」

(モ
モ
は
三
年
、

ス
モ
モ
は
四
年
、
ウ
メ
は
十

二
年
)
と

い
う
諺

が
あ
る
よ
う
に
、
桃
は
発
育

の
早

い
木

で
、
実
生

で
三
年
目
、
接
木
で
翌
年
開

花
し
、
五
、
六
年
目
か
ら
最
盛
期
に
入
る
が
、
し
か
し
木
の
寿
命
も
短
く
、
だ

い
た
い
十
五
年
く
ら

い
に
な
る
と
生
産
が
止
ま
る
。

こ
の
よ
う
に
生
長
が
旺
盛

な
木
で
あ
る
の
に
、
生
長
環
境
に
対
す
る
要
求
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
。
お
お

ざ

っ
ぽ
に
言
え
ば
、
北
緯
と
南
緯

の
そ
れ
ぞ
れ
二
五
度
～
四
五
度

の
広

い
範
囲

で
栽
培
さ
れ
て
い
る
が
、
酸
性
で
排
水
良
好

の
砂
性
土
質
に
適
し
、
ま
た
耐
乾

性
が
強

い
。
し
た
が

っ
て
大
量
の
雨
水
や
肥
料

の
や
り
す
ぎ
を
好
ま
な

い
。
温

度
に
対
し
て
も
幅
が
か
な
り
大
き
く
、
生
長
適
温
は
、
全
般
的

に
見
て
プ

ラ
ス

ニ
○
か
ら
二
五
度
で
あ

る
が
、
最
低
気
温
は

マ
イ
ナ
ス
ニ
六
度
、
最
高
気
温
は

三
五
度

の
あ
い
だ
で
は
耐
え
ら
れ
る
。
ま
た
多
く
の
品
種
は
自
家
結
実
性

で
、

雌
雄
両
性
器
さ
え
完
全

で
あ
れ
ぽ
、
自
家
受
粉
し
て
結
実
す
る
。
に
も
か
か
わ
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桃の民俗誌

ら
ず
、
桃

の
木
は
果
実
を
た
く
さ
ん
実

ら
せ
る
の
で
あ

る
。
同
じ

『本
草
綱

目
』
で
、
李
時
珍
は

「
桃
の
性
と
し
て
は
花
が
早
く
、
植
え
や
す
く
し
て
子
が

(3
)

繁

る
。
故

に
文
字
は
木

に
従
う
兆
で
あ
る
。
十
億
を
兆
と
い
う
の
は
、
そ
の
多

い
こ
と
を
言

っ
た
も

の
だ
」
と
説
明
し
て
い
る
。
後

で
述
べ
る
が
、
桃
の
こ
の

よ
う
な
強

い
生
命
力
と
多
果
実
性
が
人
び
と
に
限
り
な
い
想
像
力
を
は
た
ら
か

せ
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
間
信
仰
を
う
ま
せ
る
基
礎
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

原
生
地
と
栽
培

桃

の
原
生
地
が
中
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
す
で
に
定
説
に
な

っ
て

い
る
。
陝
西
省

か
ら
甘
粛
省
に
か
け
て

の
高
原
地
帯

(標
高

一
二
〇
〇
～
二
〇

〇
〇
メ
ー
ト
ル
)、

つ
ま
り
黄
河
流
域

の
上
流
地
帯

で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
、

ロ
ー

マ
の
傑
出

し
た
著
述
家

プ
リ

ニ
ウ

ス

(二
三
ご
ろ
～
七
九
)

(4
)

も

そ

の
起

源

を

ペ

ル

シ

ア

に
求

め

た

よ

う

に
、

か

つ
て

の

ヨ

ー

ロ

ッ
パ
人

は

、

桃

の

原

生

地

を

ペ

ル

シ

ア

と

考

え

、

「
ペ

ル

シ

ア

の

リ

ン

ゴ
」

(℃
①
邑

き

巷

b
一Φ
)

と

い
う

意

味

の
学

名

(竃

巴
翼
ω
冨

邑

鋤
p

竃

巴
昜

づ
Φ
邑

ω
四
)

を

桃

に

つ
け

た
。

そ

こ

で
、

現

在

の
桃

の
学

名

や

西

洋

語

名

に
も

そ

の
名

が

ま

だ

残

っ

て

い

る

の

で
あ

る

。

著

名

な

ス
イ

ス

の
植

物

学

者

ア

ル

フ

ォ

ソ
ズ

・
ド

ゥ

・
カ

ン
ド

ル

(諺
・
U
・
勺
・
勺
・
∪
①
O
鋤
昌
自
O
=
①
)

(
一
八
〇

六
～

一
八
九

三
)

は

、

さ

ま

ざ

ま

な
根

拠

を

提

出

し

て
、

桃

の
原

生

地

は
中

国

の

一
部

で
あ

っ
て
、

ペ

ル

シ

ア

で

は

な

い
、

ペ

ル

シ

ア
と

中

国

と

の
古

代

の
交

通

史

か

ら
見

て
、

桃

は
中

国

か

(5
)

ら

ペ
ル
シ
ア
に
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が

定
説
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

栽
培
植
物

の
起
源
を
追
求
す
る
手
が
か
り
は
、
ま
ず
二
つ
考
え
ら
れ
る
。

一

つ
は
文
献
を
た
ど
る
こ
と
、

い
ま

一
つ
は
そ
の
野
生
種
か
ら
見
る
こ
と
で
あ
る
。

文
献
に
み
ら
れ
る
桃

の
歴
史

は
、
中
国
ほ
ど
古
い
国
は
ま
だ
ほ
か
に
な
い
。

尭
舜

(中
国
古
代

の
伝
説
上

の
理
想
的
な
二
人
の
帝
王
)
時
代
か
ら
春
秋

に
至

る
聖
王

・
賢
王

の
詔
勅

・
誓
詞

・
政
治
理
念
な
ど
を
孔
子

(紀
元
前
五
五
二

し
よ
ひつ
し
よ

～
同
四
七
九
)
が
編

し
た
と
い
わ
れ
る

『尚
書
』
「武
成
」

に
、
桃

に
関
す

る

記
述
が
見
ら
れ
る
。

帰
馬
于
華
山
之
陽
、
放
牛
于
桃
林
之
野
、
示
天
下
弗
服
。

「馬
を
華
山

の
南
に
送
り
、
牛
を
桃
林

の
野
に
放

っ
て
、
天
下
に
も
う
用

い
な

い
こ
と
を
示
し
た
」
と
い
う
意
味

で
あ

る
が
、

つ
ま
り
周

(紀
元
前

一
〇
六

六
P
～
同
七
七

一
)
の
初
年
、
殷
王
朝
を
打
ち
倒
し
た
周

の
武
王

は
、
戦
争
に

用

い
な
い
牛
を
桃
林
に
放

っ
て
、
こ
れ
か
ら
は
戦
争

の
備
え
は
し
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
『礼
記
』
「楽
記
篇
」
に
も
ほ
ぼ
同
じ
記
述
が
見
え
る
。
周
王
朝

は
紀
元
前
七
七

一
年
ま
で
は
西
周
と
も
称
し
、
都
を
今

の
西
安
付
近
で
あ

っ
た

鎬
京

に
お
い
た
。
こ
こ
に
見
え
る

「桃
林
」
と
は
今

の
陝
西
省
の
東
端

に
あ
る

潼
関
付
近
を
さ
す
地
名

で
あ
る
の
で
、
ち
ょ
う
ど
桃
の
原
生
地

に
あ
た
る
。
し

か
し
、
そ
こ
に
桃

の
林
が
た
し
か
に
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
実
際
に
あ

っ

た
と
し
て
も
、
野
生

の
林
か
栽
培

に
よ
る
林
な
の
か
は
、

い
っ
さ
い
不
明
で
あ
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る
。桃

に
つ
い
て
正
面
か
ら
扱

っ
た
最
も
古

い
文
献
と
し
て
は
、
孔
子
の
編
と
さ

れ
る
、
紀
元
前
十
世
紀
か
ら
同
六
世
紀
ご

ろ
ま
で
の
中
国
北
部

の
歌
謡
を
集

め

し
き
よ
ひつ

た

『詩

経

』

が

あ

る
。

た

と

え

ば

、

そ

の

「
周

南

・
桃

夭

」
、

「
魏

風

・
園

有

よ
く

桃
」

の
よ
う

に
桃
を
テ
ー

マ
に
し
た
詩

の
ほ
か
、
「大
雅

・
抑
」
に

「投
我
以

す
も
も

桃
、
報
之
以
李
」
(桃

を
賜
わ
ば
、
報

い
に
李
)
と

い
う
句

も
あ

る
。
「園
有

く
ら

桃
」

に

「園
有
桃
、
其
実
之
轂
」

(園
に
桃
あ

れ
ぽ
、
そ
の
実
を
殺
う
)
と
詠

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
桃
は
す

で
に
野
生

の
も
の
で
な
く
、
明
ら
か
に

「
園
の

中

の
桃
」、

つ
ま
り
栽
培
さ
れ
た
桃
で
あ
ろ
う
。
「魏
風
」
は
最
も
古

い
詩

で
あ

り
、
地
点
は
今
の
黄
河

の
北
に
位
す
る
山

西
で
あ
り
、
「周
南
」
の
地
点
は
黄

河

の
南

で
、
今

の
陝
西
省
岐
山
県
に
あ
た
る
。
「桃
之
夭
夭
、
有
薑
其
実
」

(桃

よ
う
よ
う

ふ
ん

の
夭
夭
た
る
、
養
た
る
其

の
実
あ
り
)
に
関
し

『爾
雅
釈
詁
』
が

「有
責
者
、

状
其
実
之
大
也
」

(養
と
い
う
の
は
、
其

の
ふ

っ
く
ら
と
大
き
い
実
を
形
容
す

る
の
だ
)
と

い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
そ
の

「
は
ち
き
れ
そ
う
な
桃

の

実
」
と
は
明
ら
か
に
栽
培

の
桃

で
あ
り
、

野
生
の
実
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

『詩
経
』
以
来
、
桃
は
著
名
な
果
実
と
し

て
し
ば
し
ば
文
献
に
登
場
し
、
中
国

の
原
生
果
樹

で
あ
る
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『夏
小
正
』

に
、

正
月
梅
、
杏
、
他
桃
則
華
。
他
桃

、
山
桃
也

(正
月
に
は
、
梅

・
杏

・

枹
桃
が
咲
き
始
め
る
。
他
桃
と
は
山
桃

の
こ
と
で
あ
る
)

と
見
え
る
。
『夏
小
正
』

の
成
立
年
代
は
、
孔
子
よ
り
以
前
と
さ
れ
て
い
る
。

じ
よ
う
し
よ
う

り
よ

ふ

い

ま
た
、
秦

の
丞
相
で
あ
る
呂
不
韋

(り
・～
紀
元
前
二
一二
五
)
が
多
く

の
学
者
を

り
よ
し
し
ゆ
ん
じ
ゆ
う

集

め
て
撰
し
た
と
い
わ
れ
る

『呂
氏
春
秋
』
の

「仲
春
紀
」
に
、

仲
春
之
月
…
…
始
雨
水
。
桃
、
李
華

(仲
春

の
月
に
は
…
…
雨
水
が
降

り
始
め
、
桃
、
李

の
花
が
咲
く
)

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
た
桃

の
花
が
春
に
咲
く
こ
と
を
語

っ
て
い
る
。
管

か
ん
し

仲

(り
・～
紀
元
前
六
四
五
)
の

『管
子
』
「地
員
篇
」
に
は
、

五
沃
之
土
、
若
在
丘
在
山
、
在
陵
在
岡
、
若
在
陬
陵
之
陽
。
其
左
、
其

右
、
宜
彼
羣
木
。
…
…
其
梅
、
其
杏
、
其
桃
、
其
李
、
其
秀
生
、
茎
起

(五
沃

の
土
は
、
丘
に
あ
る
も
の
も
あ
れ
ば
山
に
あ

る
も

の
も
あ
り
、
陵

に
あ
る
も

の
も
あ
れ
ぽ
岡

に
あ
る
も

の
も
あ
り
、
あ
る
場
合
に
は
山

の
斜

面
の
南
側
に
あ
る
。
そ
の
土
地
の
東
側
、
ま
た
西
側
は
、
多
く

の
樹
木
の

生
育
に
適
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
…
…
梅

・
杏

・
桃

・
李
は
花
は
盛

ん
に

開
き
、
そ
の
茎
や
枝
は
太
く
勢
い
が
盛
ん
で
あ
る
)

と
あ
り
、
土
地

の
地
形
や
地
位
と
桃
な
ど
果
樹
の
適
応
性
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ら
い
き

だ
い
そ
く

『礼
記
』
「内
則
」
は
、
食
用
果
実
を
十
四
種
挙
げ
、
「桃
諸
梅
諸
卵
塩
」

(桃

や
梅
の
漬
物

に
は
卵
塩

[大
き
い
か
た
の
塩
]
を
用

い
る
)
、
「棗
日
新
之
、
栗

20



桃の民俗誌

日
撰
之
、
桃
日
胆
之
」

(棗

の
実
を
処
理

す
る
こ
と
を
新
と
い
い
、
栗

に
は
撰

と
い
い
、
桃

に
は
胆
と
い
う
)
な
ど
と
、
数
ヵ
所

で
桃
に
触
れ
て
い
る
。

じ

が

か
く
は
く

中
国
最
古

の
訓
詁
書

『爾
雅
』

(著
者
未
詳
、
晋
の
郭
璞
注
)
の

「釈
木
篇
」

に
、
「旄
、
冬
桃
。
褫
、
山
桃
」
(旄

は
冬

桃
、
褫
は
山
桃
)
と
あ
り
、
ま
た

「瓜
日
華
之
、
桃

日
胆
之
、
棗
李

日
寔
之
、
櫨
梨
日
鑽
之
。
注

:
此
啖
食
治
擇

之
名
也
」

(瓜

は
華
と
い
い
、
桃

は
胆
と

い
い
、
棗
李

は
寔

と

い
い
、
櫨
梨
は

鑽
と
い
う
。
注

:
此
れ
は
啖
食
治
択

の
名

な
り
)
と
い
う
。
「桃

日
胆
之
」
と

け
い
へ
い

い
う

の
は
、
『爾
雅
注
疏
』
の
宋

の
邪
目丙
が
疏

で

「桃
多
毛
拭
治
去
毛
、
令
色

青
滑
如
胆
也
」

(桃
は
毛
が
多

い
の
で
、
そ

れ
を
取
り
除
き
色
を
青
く
滑
ら
か

な
胆
の
よ
う
に
す
る
)
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解

で
き

よ
う
。
『爾
雅
』

の
成
立
年
代
に

つ
い
て
は
定
説

は
な
い
が

、
し
か
し

「
そ
の
釋
木

の
中

で
解
釈

を
施
し
た
果
樹

に
は
移
入
さ
れ
た
奈

・
胡
桃

・
蒲
桃

(ブ
ド
ウ
)
・
安
石
榴

(ザ

ク
・
)
な
ど
が
な
い
か
ら
、
年
代

は
漢
武

の
時
代
よ
り
前
で
あ
る
に
違

い
な

い
。

そ
し
て
、
梯

の
字
も
な
か

っ
た
の
で
、
あ

る
い
は

『内
則
』
よ
り
も
前

で
あ
る

(6

)

か
も

し

れ

な

い
」

と

の

こ

と

で
あ

る
。

せ
ん
が
い
き
よ
う

晋

の
郭
璞

(二
七
六
～
三
二
四
)
注

『山
海
経
』

(著
者
、
成
立
年
代
未
詳
)
に

は
、

霊

山

其

木

、

多

桃

、

李

、

梅

、

杏

(霊

山

の
木

に

は

桃

・
李

・
梅

・
杏

が

多

い
)

(
「中

山
経

」
)

ひ

卑
山
其
上
多
桃
、
李

(卑
山
の
上

に
は
桃

・
李
が
多

い
)
(「中
山
経
」
)

岐
山
其
木
多
桃
、
李

(岐
山

の
木
に
は
桃

・
李
が
多

い
)

(「東
山
経
」)

孟
子
之
山
其
木
多
桃
、
李

(孟
子
と
い
う
山

で
は
、
そ
の
木

に
は
桃

・

李
が
多

い
)
(「東
山
経
」)

辺
春
之
山
多
桃
、
李

(辺
春
と
い
う
山

に
は
桃

・
李
が
多

い
)
(「北
山

経
」)

と
あ
り
、
桃

の
木
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の

「中
山
経
」

に
、

こ

ほ

夸
父
山
北
有
林
、
名
桃
林
。
廣
囲
三
百
里
、
其
中
多
馬

(夸
父
山
の
北

に
は
林
が
あ
り
、
桃
林
と
い
う
。
広
さ
は
周
囲
三
百
里
、
こ
こ
に
は
馬
が

多

い
)

と
い
う
記
載
が
あ
り
、
か
な
り
大
規
模
の
桃
林
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

桃

の
栽
培
技
術
に

つ
い
て
は
、
五
世
紀
以
前

の
中
国
古
文
献

に
は
見
え
ず
、

『爾
雅
』
お
よ
び

『説
文
解
字
』
に
も
そ

の
記
録
が
見
あ
た
ら
な

い
。
時
代
が

か

し
き
よ
う

せ
い
み
ん
よ
う
じ
ゆ
つ

く
だ

っ
て
、
北
魏

(三
八
六
～
五
三
四
)
の
賈
思
魏

の
撰

『斉
民
要
術
』
に
な

る
と
、
桃

の
性
質
や
繁
殖
方
法
に
関
す
る
記
述
が
詳
し
く
見
え
る
の
で
、
桃

の

栽
培
は
す
で
に
か
な
り
普
及
し
て
い
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
唐
代

に
な

か
く
た

く
た

(7

)

る
と
、
た
と
え
ば
唐

の
郭
豪
駝
が
著
し
た
と
い
わ
れ
る

『種
樹
書
』

(巻
之
下
)

に
、
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桃
樹
接
李
枝
、
則
紅
而
甘
。
柿
樹
接
桃
枝
、
則
為
金
桃
、
梅
樹
接
桃
則

脆

(桃
を
李
に
接
け
ば
、
赤
く
か

つ
甘
く
な
る
。
柿
を
桃

に
接
け
ば
、
金

桃

に
な
る
が
、
梅
を
桃
に
接
け
ば
脆
く

な
る
)

と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
桃

の
栽
培
技
術
は
す
で
に
完
璧
な
も
の
に
な

っ

た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

伝
播
と
分
布

栽
培
植
物
の
原
生
地
の
解
明

に
当
た
っ
て
の
第

一
歩
は
、
ま
ず
現
在
と
過
去

に
お
い
て
、
そ
の
植
物
の
原
始
的
な
型
、

つ
ま
り
野
生
種
が
最
も
多
様
な
姿
で

集
中
し
て
い
る
地
域
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
旧
ソ
ビ

エ
ト
の
著
名

な
植
物
学
者
ヴ

ァ
ヴ

ィ
ロ
フ

(ツ
『.H・
ノ丶四
く
自
O
<
)

(
一
八
八
七
～

一
九
四

一
頃
)

(
8
)

は
主
張
し
て
い
る
。
二
十
世
紀

の
初
頭
、

ア
メ
リ
カ
の
農
務
省

の
フ
ラ
ン
ク

・

マ
イ
ア
ー

(円

Z
'
と
Φ団
9

は
、
中
国
で
有
用
植
物
の
探
索
調
査
を
行
な
い
、

中
国
大
陸

の
中
央
部

の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
野
生
あ
る
い
は
半
栽
培
状
態
に
な

っ
て
い
る
桃
を
発
見
し
た
。

マ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
純
野
生
種
を
土
地

の
人
び

と
は
毛
桃
と
呼
び
、
例
外
な
し
に
離
核
す
な
わ
ち
果
肉
が
核
か
ら
離
れ
や
す

い

種
類
で
あ
り
、
今
日

の
栽
培
種
に
見
ら
れ

る
形
質

の
多
様
性
が
野
生
種
に
も
栽

(
9
)

培
種
に
も
す
で
に
見
ら
れ
た
と
い
う
。
た
と
え
ぽ
、
果
肉

の
色

で
は
白

.
黄

.

赤
色

の
系
統
が
あ
り
、
核
の
性
状
と
し
て
は
粘
離
が
あ
る
が
、
野
生
種
は
す
べ

て
離
核
だ
と
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

ア
ル
フ
ォ
ン
ズ

・
ド
ゥ

・
カ
ソ
ド
ル
も
、

中
国
に
は

「桃

の
実
の
種
々
の
属
性
に
関
し
て
、
迷
信
的
な
思
想
や
伝
説
が
多

(
10
)

数
存
在
し
て
い
る
。
そ

の
変
種

の
数
は
非
常

に
多
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

ち

と
う

北
村
四
郎
も

「毛
桃
、
褫
桃
は
ノ
モ
モ
勺
・U
①
≦
臼
穹

鋤
句
勾
>
Z
O
山
目
中
国

(
11

)

北
部
、
中
部

に
野
生
す
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に

「中
国
か
ら
絹

の
道
を

へ
て
西

域

に
伝
わ

っ
た
も

の
で
は
モ
モ

(中
)
桃

(イ
ラ
ソ
名
)

シ
ャ
フ
タ
ル
が
最
も

有
名
で
あ
る
。

マ
ザ
リ
シ
ェ
ー
ブ
で
六
月
末
に
食
べ
た
も

の
は
、
直
径
四

・
二

「セ
ン
チ
、
白
色
で
あ
る
。
核
に
近

い
と
こ
ろ
は
赤

い
。
核
は
離
核

で
長
さ
三
セ

ソ
チ
。
水
蜜
桃

の
よ
う
な
味
で
あ

っ
た
。
大
変
小
さ
い
の
で
驚

い
た
。
古
代

に

中
国
か
ら
伝
来
し
た
の
は
こ
ん
な
小
さ
い
も

の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
イ
ラ

(
12

)

ソ
に
は
二
三
〇
〇
年
前

に
入

っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
。

こ
の
離
核
と
実

の
小
さ
い
と
い
う
こ
と
は
、
発
祥

の
中
心
地
か
ら
分
散
し
た
た

め
の
あ
か
し
と
見
ら
れ
る
。

「絹

の
道
」
と
は
、
崑
崙
山
脈
や
天
山
山
脈

の
あ
い
だ

の
渓
谷
を
通

っ
て
、
中

国

の
古
都
長
安
か
ら
遠
く
ギ
リ
シ
ア
や

ロ
ー

マ
ま
で
を
結
ぶ
東
西
文
化
交
流
の

幹
線
道
路
で
あ
る
が
、
ド
イ
ッ
の
地
理
学
者

リ
ヒ
ト
ホ
ー
フ

ェ
ン
が

一
八
七
七

年

に

ω
Φ
缸
Φ昌
ωけ蠧
ωωΦ

(英
語

で
は

OD
自
パ
『o
餌
α
)
と
称
し
た
の
を
直
訳
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
道
は
遅
く
と
も
、

ペ
ル
シ
ア
の
ア
ケ
メ
ネ

ス
朝

(紀
元
前
六

世
紀
半
～
同
三
三

一
)
の
ダ

リ
ウ
ス
大
王
が
遠
征
し
、
ア
ジ
ア
の
西
半
分
を
そ

の
版
図
と
し
た
大
帝
国
を
樹
立
し
た
頃
か
ら
開
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
以

来
、
こ
の
ル
ー
ト
を
頻
繁

に
大
軍
団
が
往
来
し
、
使
節
が
行
き
交

い
、
貿
易

の

22



桃の民俗誌

ラ
ク
ダ
の
キ
ャ
ラ
ヴ

ァ
ン
が
長
い
列
を

つ
く

っ
て
往
来
し
て
い
た
。
桃
も
ま
た

こ
の
ル
ー
ト
を

へ
て
、
紀
元
前

四
〇
〇
～

三
〇
〇
年

こ
ろ
に
は
ギ
リ

シ
ア
に
、

そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
創
始

の
直
後
に
は

ロ
ー
マ
に
伝
え
ら
れ
た
。
初
期
に
は
民

族

の
移
動
で
、

ム
ー
ア
人
が
北
ア
フ
リ
カ
や

ス
ペ
イ
ン
に
ま
で
も
桃
を
も
た
ら

し
た
が
、

ロ
ー

マ
帝
国
時
代

に
は
ロ
ー

マ
人
が
支
配
地

の
い
た
る
と
こ
ろ
に
桃

を
伝
え
た
。
そ
の
こ
ろ
の
栽
培
は
ほ
と
ん
ど
実
生
に
頼

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、

伝
播

に
も
種
子
が
便
利
で
あ

っ
た
。
新
し

い
土
地
で
実
生
が
何
代
も
続
け
ら
れ

る
と
、
そ
の
土
地
特
有

の
系
統
が
で
き
あ
が

っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
初
期

の

・

フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
文
献

に
登
場
す
る
桃
は
白
色
軟
肉
品
種

で
あ
る
が
、

ス
ペ
イ

ン
の
は
黄
色
硬
肉
品
種

で
あ
る
。

十
六
、
七
世
紀

の
植
民
地
時
代
に
は
、

母
国
か
ら
植
民
地
に
桃
が
導
入
さ
れ

た
。

一
五
六
五
年

に
は
ス
ペ
イ
ン
人
に
よ

っ
て
、

メ
キ
シ
コ
を
経
由
し
、
ア
メ

リ
カ
の
フ
ロ
リ
ダ
に
初
め
て
桃
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
や
は
り
そ
の
こ
ろ
南
ア
メ

リ
カ
の
東
海
岸

に
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人

に
よ

っ
て
桃
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
桃

の
栽
培
が

飛
躍
的
に
発
展
し
て
き
た
の
は
、
産

業
革
命
以
降
で
あ
る
。
産
業
革
命

に
よ

っ
て
誕
生
し
た
富
裕
な
階
級

の
人
び
と

が
、
庭
園
果
樹

に
興
味
を
持

つ
よ
う
に
な
り
、
ほ
か
の
果
樹
と
同
様

に
桃

の
栽

培
や
、
育
種
が

い
ち
じ
る
し
く
発
展
し
た
。

日
本

に
お
い
て
は
、
北
村
四
郎
に
よ
れ
ぽ
、
桃
核
が
弥
生
式
土
器
と
と
も
に

方
々
か
ら
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
こ
ろ
す
で
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
山
口
県
や
宮
崎
県
に
桃
が
野
生
す
る
報
告
も
あ
る
が
、
栽

培
と
関
係
の
な
い
化
石
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
野
生
と
い
う
よ
り
野
生

(13

)

化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
文
献
と
し
て
は
、
日
本
古
代
史

に
つ
い
て
の
最
古

の
資
料
で
あ

ち
ん
じ
ゆ

さ
ん
ご
く
し

ぎ

し

わ

じ
ん

る
晋

の
陳
寿
が
三
世
紀
末
に
著
し
た

『
三
国
志
』

の
一
部

で
あ
る

『魏
志
倭
人

で
ん伝

』
が
ま
ず
浮
か
ん
で
く
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
当
時

の
日
本
の
樹
木
と
し
て

は
、
「其
木
有
栴
、
豫
章
、
杼
、
櫪
、
投
、
橿
、
鳥
號
、
楓
香
、
其
竹
篠
、
鋒
、

桃
支
」
と
記
し
て
あ

る
が
、
「桃
支
」
が
桃
と
関
係

の
あ

る
植
物

か
ど
う
か
、

目
下
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
。

日
本

の
文
献

で
、
最
初
に
桃

の
名
が
見
ら
れ
る
の
は

『古
事
記
』

(太
安
万

侶
撰
録
、
七

一
二
成
立
)
で
、
イ
ザ

ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
亡
く
な

っ
た
妻

に
会
う

よ

み

の
く
に

た
め
に
黄
泉
国
に
赴
き
、
見
て
は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
妻
屍
を
目

に
し
た
た

ひ

ら

さ
か

め
、
女
神
の
怒
り
を
か
い
、
悪
鬼

に
追
わ
れ
る
。
比
良
坂
ま
で
逃
げ
た
と
き
、

坂

の
登
り
口
に
あ

っ
た
桃

の
実
を
三

つ
投
げ

つ
け
る
と
、
鬼
が
退
散
し
た
と
い

う
。
し
か
し
、
『古
事
記
』

の
こ
の
記
述
は
日
本
固
有

の
も
の
で
あ
る
と
は
言

お
う
じ
ゆ
う

ろ
ん
こ
う

い
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
後
漢

の
王
充

の
著

『論
衡
』
巻
二
十
二

「訂
鬼
篇
」

が
引
用
す
る

『山
海
経
』
佚
文

に
よ
れ
ぽ
、

滄
海
之
中
、
有
度
朔
之
山
。
上
有
大
桃
木
、
其
屈
蟠
三
千
里
、
其
枝
間

東
北
日
鬼
門
、
萬
鬼
所
出
入
也
。
…
…
於
是
黄
帝
乃
作
禮
、
以
時
駆
之
、

立
大
桃
人
、
門
戸
畫
神
荼
鬱
塁
與
虎

(滄
海
の
中

に
、
度
朔
の
山
が
あ
り
。

く

つ
ば
ん

上
に
大
桃
木
あ
り
、
其

の
屈
蟠
す
る
こ
と
三
千
里
、
其

の
枝
間

の
東
北
を
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こ
こ

鬼
門
と
日
い
、
万
鬼

の
出
入
す
る
所

な
り
。
…
…
是
に
於
て
皇
帝

は
乃
ち

か

礼
を
作
り
、
時
を
以
て
之
を
駆
り
、

大
桃
人
を
立

て
、
門
戸
に
神
荼

・
鬱

え
が

塁
と
虎
を
画
く
)

と
見
・兄
る
が
、
桃

に
辟
鬼

の
呪
力
が
あ

る
と
い
う

『古
事
記
』
の
記
述
は
、
明

ら
か
に
こ
の
中
国
の
伝
承

の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
科
学
的
な
手
が

か
り
に
な
り
に
く
い
。

い
っ
ぽ
う
、
同
じ
時
代

に
成
立
し
た
舎

人
親
王
編
纂

の

『日
本
書
紀
』

(七

二
〇
)
に
も
、
桃

に
関
す
る
記
載
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ぽ
、
そ
の
巻
第
二
十

二

「推
古
天
皇
」
(五
九
二
～
六
二
八
在
位
)
に

「
二
十
四
年

の
春
正
月

に
、
桃

み
の

李
実
れ
り
」
と
あ
り
、
巻
第
二
十
三

「舒

明
天
皇
」
(六
二
九
～
六
四

一
在
位
)

に

「九
月
に
、
霖
雨
し
て
、
桃
李
花

さ
け

り
」
と
あ

る
。
ま
た
、
『万
葉
集
』

む
か

を

(大
伴
家
持
の
収
録
と
さ
れ
る
。
七
五
九
ご
ろ
成
立
)
に
は
、
「向

つ
峰
に
立
て
る

さ

さ

や

な

こ
こ
ろ

桃

の
樹
成
ら
む
か
と
人
そ
耳
言
く
汝
が
情

ゆ
め
」
(巻
七

・
一
三
五
六

・
作
者
未

詳
)
等

の
歌
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
野
生

の
も
の
か
栽
培

の
も

の
か
は

分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
六
世
紀

こ
ろ
日
本

に
桃
の
木
が
た
し
か
に
あ

つ
た
と

い
う
こ
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

日
本

に
お
い
て
、
桃
を
果
樹
と
し
て
栽
培
す
る
明
確
な
記
録
が
見
ら
れ
る
の

は
徳
川
時
代
前
後

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

日
本

の
最
古

の
農
書
と

い
わ
れ
る

せ
い
り
よ
う
き

(41

)

し
ん
み
ん
か
ん
げ
つ
し
ゆ
う

『
清

良

記

』

の
巻

七

「
親

民

鑑

月

集

」

に
、

一
月

中

に
植

え

る

べ

き

作

物

と

し

て
、

「
ク

リ
、

カ

キ
、

ウ

メ
、

ア

ン

ズ
、

モ

モ
、

ヤ

マ

モ

モ
、

ナ

シ
」

と

「
モ

モ
」

の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
実
生

で
植
え
や
す
い
こ
と
が
記
さ
れ

か

だ
ん
ち

て
い
る
。
少
し
時
代
が
さ
が

っ
て
、
伊
藤
伊
兵
衛
著

の
総
合
園
芸
書

『歌
壇
地

き
ん
し
よ
う

錦
抄
』
(
一
六
九
五
)
は
そ

の

「桃

の
る
い
」

の
中

で
、
桃
を
十
九
種
あ
げ
、

(
15

)

ま
た
植
え
替
え
や
接
ぎ
木

の
適
期
、
接
ぎ
木

の
方
法
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。

一
六
九
七
年
、
宮
崎
安
貞
は

『農
業
全
書
』

(全
十
巻
)
の

「果
木

の
類
」
の

中
で
、
「
サ
モ
モ
、
五
月

モ
モ
、
大
ウ

ス
モ
モ
」
な
ど
日
本

に
し
か
見
ら
れ
な

い
桃

の
名
を
伏
見

の
名
産
と
し
て
挙
げ
、
そ
の
ほ
か
の
栽
培
品
種
と

し
て
、

「
西
王
母
、
鎧
ド

オ

シ
、
冬
桃
、
夏
桃
」
を
挙
げ

て
い
る
。
さ
ら

に
、
桃

の

木

・
花

・
実
に
つ
い
て
紹
介
し
、
そ
の
植
え
か
た
、
下
肥

の
施
し
か
た
、
移
植

(
16
)

や
接
ぎ
木
の
し
か
た
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
は
、
伏
見
は
桃

の

産
地
と
し
て
全
国
的

に
名
を
馳
せ
、
現
代
の
桃
山
は
、
桃

の
産
地
と
し
て
こ
の

名
を
得
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
江
戸
初
期
の
博
物
学
者
貝
原
益
軒
は

『大
和
本
草
』
の
中

で
、
中
国
の
古
書

に
見
ら
れ
る
桃

の
種
類

・
色

・
花

お
よ

び
栽
培
法

・
薬
用
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
し
、
中
に

「江
戸
桃
」
、
「
源
平

桃
」

の
名
を
も
挙
げ
て
い
る
の
で
、
そ
の
時
点
で
は
桃
が
か
な
り
日
本
に
定
着

し
、
変
種
ま
で
出
た
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
島
良
安
著
の

『和
漢
三
才
図
会
』

で

は
、
頭
が
や
や
尖

っ
て
曲
が

っ
て
い
る
桃
の
実
は
肉
核
が
離
れ
や
す
く
、
味
が

甘
美
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
頭

の
尖

っ
て
い
な
い
も
の
は
肉
核
が
離
れ
や
す
く
、

酸
味
を
帯
び
て
い
て
美
味
し
く
な
い
と
い
い
、

つ
づ
い
て

「桃
仁

は
山
城

の
伏

見
の
産
が
よ
い
。
備
前

の
岡
山
及
び
紀
州
の
産
が

こ
れ
に
次
ぐ
も
の
で
、
備
後

の
も

の
は
さ
ら
に
こ
れ
に
次
ぐ
も

の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
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桃の民俗誌

江
戸
中
期
で
は
桃

の
改
良
は
ま
だ
不
十
分

と
は
い
え
、
桃

の
名
所
が
す
で
に
現

・わ
れ
て
き
た
と
推
察

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
明
治
以
前

の
品
種

は
、
す
べ
て
大
き
さ
が
約

二
〇
～
七
五
グ
ラ
ム

の
小
果
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
美
味
し
い
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
明
治
六
年
欧

米
諸
国
か
ら
桃
七
品
種
、
油
桃
六
品
種
を
導
入
し
、
同
八
年

に
は
中
国
か
ら
上

海
水
蜜
桃
や
天
津
水
蜜
桃
お
よ
び
蟠
桃
を
輸
入
し
て
農
業
試
験
場
で
試
作
、
改

良
を
行
な

っ
て
い
た
。
そ
れ
で
、
甘
く
て
美
味
し
い
白
桃
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う

(
17

)

に
な
り
、
岡
山
も
桃
の
特
産
地
と
し
て
有
名

に
な

っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
。
し

か
し
生
産

の
量
か
ら
見
れ
ぽ
、
現
在
日
本

に
お
け
る
桃

の
本
場
は
山
梨
県

・
福

島
県

・
山
形
県

・
長
野
県
を
主
産
地
と
さ
れ
、
全
国
生
産

の
三
分

の
二
以
上
を

上
回

っ
て
お
り
、
桃

の
品
種

は
天
津
、
白
鳳
、
大
久
保
、
白
桃
、
ゴ
ー
ル
デ

(
18

)

ソ

・
グ

ロ

ー

リ

ー

、

ネ

ク

タ

リ

ン

、

蟠

桃

、

黄

桃

で

あ

る

。

2

・
桃

の
利
用
史

桃

の
諸
分
類

何
千
年
に
も
わ
た
っ
て
絶
え
ず
分
散
、
伝
播
、
改
良
が
行
な
わ
れ
た
結
果
、

現
在
で
は
、
桃

は
す
で
に
世
界
的
に
普
及
し
、
種
類
も
三
千
種
あ
ま
り
に
も
な

り
、
か
つ
幅
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
桃

の
品
種

の
分
類
に
つ
い
て
も
、
か
な

り
厳
密
で
、
科
学
的
に
な

っ
て
き
た
。
現
代
の
品
種

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ま

ず
花
桃
と
果
実
桃
と
大
別
さ
れ
る
。
果
実

桃
に
限

っ
て
い
え
ぽ
、
だ
い
た
い
次

の
よ
う
に
分
類
で
き
よ
う
。

A

形
態
的
分
類

ま
ず
、
果
実

の
皮
に
細
毛
を
持

つ
か
持

た
な
い
か
に
よ

っ
て
、
有
毛
品
種

(桃
)
と
無
毛
品
種

(油
桃
)
と
二
大
別
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
分
類

の
根
幹
と
な

っ
て
い
る
。
次

に
果
肉
と
核
と
の
粘
離

の
関

係

に
よ

っ
て
、
離
核
と
粘
核

に
分
け
、
さ
ら
に
肉
質

の
硬
軟
に
よ

っ
て
、

溶
質
と
不
溶
質
の
二
つ
に
分

か
れ
る
。
果
肉
の
色
に
関
し
て
は
、
白
肉

種
と
黄
肉
種

に
分
類
さ
れ
る
。

B

生
態
的
分
類

桃
が
分
化
し
た
地
理
的

・
生
態
的
特
徴

か
ら
、
ま
ず
東

洋
系
と
欧
州
系

に
大
別
し
、
そ
れ
か
ら
前
者
を
華
北
系

・
華
南
系

・
蟠

桃
系
、
後
者
を
ペ
ル
シ
ア
系

・
ス
ペ
イ
ソ
系
と
細
別
す
る
こ
と
が

で
き

る
。

(19
)

以
上

は
主
に
菊
池
秋
雄

の
分
類

に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
果

実

の
形
状
、
花
弁

の
大
小
、
葉
柄

の
基
部

の
蜜
腺
の
有
無
な
ど
に
着
眼
し
て
分

類
を
考
え
る
こ
と
も
あ
る
。
ご
く
簡
単
に
説
明
を
加
え
る
な
ら
ば
、
有
毛

に
し

て
、
離
核
の
品
種
は
先
天
性

の
形
質
で
、
そ
こ
か
ら
無
毛

に
し
て
粘
核

の
品
種

が
変
種
と
し
て
生
ま
れ
る
。
ま
た
、
溶
質
種
は
多
汁
で
白
肉
種
が
多
く
、
不
溶

質

の
黄
肉
種
よ
り
す
す
ん
で
い
る
。
中
国
で
血
桃
と
呼
ん
で
い
る
深
紅
色

の
果

肉

の
も
の
も
あ
る
が
、
白
肉
種
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
果
実
が
円
盤
状

の

品
種
群

で
あ

る
蟠
桃

に
は
、
離
核
と
粘
核
と
が
あ
り
、
果
肉

の
色

に
も
白

・

紅

・
黄
の
別
が
あ
る
が
、
と
も
に
果
肉
が
柔
軟
多
汁
で
、
甘
味
に
富
み
、
桃

の

奇
品
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
古
代
に
お
い
て
、
桃
に
は
ど
ん
な
種
類
が
あ

っ
た
ろ
う
か
。
例
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の
古
書

『尚
書
』
や

『詩
経
』
に
は
桃

の
名
が
出
た
だ
け
で
、
種
類
に
は
全
く

触
れ
て
い
な

い
。
『礼
記
』
「月
令
」
第
六

に

「仲
夏
之
月
、
天
子
、
羞

以
含

す
す

桃
」
(仲
夏

の
月
、
天
子
、
含
桃
を
羞
め
ら
る
)
と
あ
り
、
『夏
小
正
』
に

「枹

ふ

す
う
け
い

桃
」
す
な
わ
ち

「山
桃
」
が
出
て
き
た
が
、
宋

の
傅
岑
卿
の
解

で
は

「他
当
作

褫
」
(他

は
褫
に
作

る
べ
し
)
と
い
う
。

『爾
雅
』

に
よ
れ
ぽ
、
「旄
、
冬
桃
」

(旄
、
冬
桃
な
り
)
と

「褫
桃
、
山
桃
」
(褫
桃
、
山
桃
な
り
)
と
の
二
種
類
が

あ
り
、
宋

の
邪
曷
の
疏
で
は

「桃
子
冬
熟

者
名
旄
、
生
山
中
者
名
褫
」
(桃
は
、

冬

に
熟
す
る
も
の
は
旄
と
い
い
、
山

の
中

に
生
す
る
も
の
は
褫
と
い
う
)
と
あ

る
の
で
、
結
局

『爾
雅
』

の
時
代
、

つ
ま
り
春
秋
戦
国
時
代
の
末
ご
ろ
ま
で
は
、

「含
桃
」、
「山
桃
」
と

「冬
桃
」
の
三
種
類

し
か
な
か

っ
た
ら
し
い
。
西
晋

の

か
く
ぎ

こ
う
し

郭
義

の
著

『廣
志
』
(三
世
紀
後
半
)
に
な
る
と
、
桃
は

「冬
桃
、
夏
白
桃
、
秋

か

つ
こ
う

さ
い
き
よ
う
ざ

つ

白
桃
、
裏
桃
、
秋
赤
桃
」

の
五

つ
に
増
え
、
晋

の
葛
洪
が
撰
し
た

『西
京
雑

き記
』
巻

一
で
は
、
桃
の
字

の
つ
い
た
も

の
を

「秦
桃
、
褫
桃
、
網
核
桃
、
金
城

桃
、
綺
葉
桃
、
紫
文
桃
、
霜
桃
、
胡
桃
、
櫻
桃
、
含
桃
」
と
十
種
類
を
挙
げ
て

い
る
。

種
類
が
時
代
に
追

っ
て
増
え
る
い
っ
ぽ

う
、
そ
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
か

な
り
異
種

の
も

の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ぽ
、
『礼
記
』

じ
よ
う
げ
ん

に
出

て
い
る

「含
桃
」
と

い
う
も
の
は
、
鄭
玄

(
一
二
七
～
二
〇
〇
)
の
注

に

よ
れ
ば
、
「今

の
桜
桃
で
あ
る
」
と
い
う
。
桜
桃

は

『西
京
雑
記
』
に
も
あ

っ

て
、
現
在
の
サ
ク
ラ
ン
ボ

の
こ
と
で
桃
で
は
な
い
。
ま
た

『夏
小
正
』
と

『爾

雅
』

に
見
え
る
山
桃

に
つ
い
て
、
李
時
珍

は

『本
草
綱
目
』
に
お

い
て
、
「山

中
毛
桃
、
即
爾
雅
所
謂
褫
桃
者
、
小
而
多
毛
、
核
粘
味
悪
。
其
仁
充
満
多
脂
、

可
入
薬
用
、
…
…
」

(山
中

の
毛
桃
は
即
ち
爾
雅
に
い
わ
ゆ
る
褫
桃
と
い
う
も

た
ね

の
で
、
小
さ
く
し
て
毛
が
多
く
、
核
は
粘
し
て
味
が
悪
く
、
そ
の
仁
は
充
満
し

て
脂
が
多
く
、
薬
用
に
入
れ
る
べ
く
…
…
)
と
い
う

の
で
、
他
桃

・
山
桃

・
褫

桃

・
毛
桃

は
同
じ
種
類

で
あ

る
ら

し
い
。
そ
し
て
、
『西
京
雑
記
』
に
あ

る

「胡
桃
」
と
は
明
ら
か
に
ク
ル
ミ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
れ
ば
、
古
代

中
国
に
お
い
て
、
桃

の
名
称

に
か
な
り

の
混
乱
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
そ
の
含
み

も
か
な
り
広
い
も

の
と
思
わ
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
山
桃
が
毛
桃
で
あ

っ
た
な
ら
ぽ
、
ま
さ
に
現
在

「中
国
北
部

・

中
部

に
野
生
す
る
。
石
果
は
球
形
、
核
は
球
形

で
小
さ

い
。
中
国
で
は
台
木
と

(20

)

し
て
モ
モ
を

つ
ぐ
」
と
い
う
、
原
生
的
な
種
類

で
あ
る
。
し
か
し
、
冬
桃
は
ど

う
か
。
李
時
珍

は
同
じ
と
こ
ろ
で
、
「冬
桃

一
名
西
王
母
桃
、

一
名
仙
人
桃
、

即
崑
崙
桃
、
形
如
括
楼
、
表
裏
微
赤
、
得
霜
始
熟
」
(冬
桃
は

一
名

に
西
王
母

か
つ
ろ
う

桃
、

一
名

に
仙
人
桃
、
即
ち
崑
崙
桃

で
あ

っ
て
、
形
は
括
楼

の
よ
う
で
表
裏
が

微
か
に
赤
く
、
霜
を
得

て
始
め
て
熟
す
る
)
と
説
明
し
て
い
る

(「微
か
に
赤

く
」
は
、
『本
草
綱
目
』
金
陵
本

・
江
西
本
で
は

「徹
赤
」
に
作
る
。
徹
赤
は
真

っ
赤

ら
く
よ
う
が

ら
ん
き

の
こ
と
で
、
次
の

『洛
陽
伽
藍
記
』
の
記
述
と

一
致
す
る
)。
『西
京
雑
記
』

で
は
、

霜
桃
は
霜
降
り
の
こ
ろ
に
食

べ
ら
れ
る
の
で
こ
の
名
が
あ
る
と
言

っ
て
い
る
こ

と
か
ら
見
て
、
「霜
を
得
て
始

め
て
熟
す
る
」
冬
桃
と
同
種
類
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
う
げ
ん
し

仙
人
桃
や
王
母
桃
の
名
は
北
魏

の
楊
衒
之
の
著

『洛
陽
伽
藍
記
』
巻
第

一

「城

内
」
に
、
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景
陽
山
南
有
百
果
園
、
…
…
又
有
仙
人
桃
、
其
色
赤
、
表
裏
照
徹
、
得

霜
乃
熟
、
亦
出
崑
崙
山
、

一
日
王
母
桃

(景
陽
山

の
南

に
は
百
果
園
が
あ

ひ
よ
う

り

り
、
…
…
ま
た
仙
人
桃
と
い
う

の
が
あ
り
、
色
は
赤
く
て
、
表
か
ら
裏

へ

透
き
通

っ
て
見
え
た
。
霜
を
か
ぶ
る
と
や

っ
と
熟
し
た
。
こ
れ
も
崑
崙
山

の
産
で
、
王
母
桃
と
も
呼
ば
れ
た
)

だ
ん
せ
い
し
き

ゆ
う
よ
う
ざ
つ
そ

と
見
え
、
さ
ら
に
唐

の
段
成
式

(七
七
三
～
八
六
三
)
の
著

『酉
陽
雑
俎
』
続

集
巻
十

「支
植
下
」
に
、

(
21
)

王
母
桃
、
洛
陽
華
林
園
内
有
之
、
十
月
始
熟
、
形
如
括
簍
。
俗
語
日
:

王
母
甘
桃
、
食
之
解
労
、
亦
名
西
王
母
桃

(王
母
桃
は
洛
陽
の
華
林
園
内

に
あ

る
。
十
月
、
始
め
て
熟
す
る
。
形
は
、
括
簍
に
似

て
い
る
。
俗
語

に
、

王
母
甘
桃
と
い
う
。
こ
れ
を
食

べ
る
と
、
疲
労
が
と
れ
る
。
ま
た
の
名
を

西
王
母
桃
と
も
い
う
)

と
、
『洛
陽
伽
藍
記
』

の
説
を
引
き
な
が
ら
、
「西
王
母
桃
」
と
名
を
改
め
て
い

る
。
し
か
し
、
崑
崙
桃
と
い
う
名
は
、
李
時
珍
の

『本
草
綱
目
』
が
初
出
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
見
れ
ぽ
、
西
王
母
桃

・
仙
人
桃

・
崑
崙
桃
は
名

こ
そ
違
う

が
、
同
じ
も

の
に
な
る
わ
け
で
、
品
種
と
し
て
は
新
し
い
と
思
わ
れ
る
。
で
は

そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
か
。
『本
草
綱
目
』
に
い
う

「括
楼
」

に

関
し
て
、
『正
字
通
』
は

「
苦
、
苦
簍
。
爾
雅
、
括
楼
」
(苦
、
苦
簍
な
り
。
爾

雅
、
括
楼

に
作

る
)
と
あ

り
、
ま
た

『康
煕
字
曲
ハ』
に

「蕃
、
説
文
、
苦
本

字
」

(蕃
、
説
文
、
本
字
は
苦
な
り
)
と
あ
り
、
『説
文
解
字
』
は

「茖
、
茖
簍
、

果
羸
」

(蕃
、
蕃
簍
、
果
羸
な
り
)
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
「括
楼
」
と
い

う
も
の
は
キ
カ
ラ

ス
ウ
リ
の
こ
と
で
、
『世
界
百
科
事
曲
ハ』
(平
凡
社
、

一
九
八

八
)
に
よ
る
と
、
キ
カ
ラ
ス
ウ
リ
は
括
楼
と
称
し
、
カ
ラ
ス
ウ
リ
に
似
て
い
る
。

カ
ラ
ス
ウ
リ

(鳥
瓜
)
は
ア
ジ
ア
東
部
や
北
海
道
南
部
以
南

の
日
本
全
土

に
分

布
す
る
ウ
リ
科

の
多
年
草
で
、
八
、
九
月

に
開
花

・
結
実
し
、
果
実
は
長
楕
円

形
、
長
さ
五
～
七
セ
ソ
チ
で
赤
く
熟
す
る
と
い
う
。
し
た
が

っ
て
、
西
王
母
桃

な
ど
の
名

の
桃
も
、
山
桃
な
ど
の
名

の
桃
と
同
じ
く
実

の
小
さ
い
も
の
で
あ
る

に
違
い
な

い
が
、
た
だ
色

の
赤
い
こ
と
が
目
立

つ
だ
け
で
あ
る
。

結
局
、
西
王
母
桃
な
ど
の
名
の
品
種

は
現
に
存
在
し
な
い
の
で
、
そ
の
実
体

を
知
る
す
べ
は
な
い
が
、
現
存
す
る
品
種

で
、
ま
た

『本
草
綱
目
』
に
も
見
ら

れ
る
も
の
と
し

て
は
蟠
桃
が
あ

る
。
(図
2
)
こ
の
蟠
桃

に
つ
い
て
、
中
国
古

ち
よ
う
え
い

え
ん
か
ん
る
い
か
ん

書
に
こ
う
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
清

の
張
英
ら

の
撰
と
さ
れ
る

『淵
鑑
類
函
』
所

引

「十
州
記
」
に
は
、

東
海
有
山
、
名
度
索
山
、
有
大
桃
樹
、
屈
盤
数
千
里
、
日
蟠
桃

(東
海

に
山
あ
り
、
度
索
山
と
い
う
。
大
き
な
桃
樹
が
あ
り
、
屈
盤
す
る
こ
と
数

千
里
に
及
び
、
蟠
桃
と
い
う
)
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図2蟠 桃(山 本渓愚 『本草写生図譜』 より)

お
う
せ
い
て
い

え
ん
い

よ

へ
ん

 と
あ
り
、
明
の
王
世
貞

(
一
五
二
六
～

一
五
九
〇
)
が
撰

し
た

『宛
委
餘
編
』

に
は
、

洪
武
時
、
出
元
庫
内
所
蔵
蟠
桃
核
、
長
五
寸
、
広
四
寸
七
分

(洪
武

の

と
き
、
元
の
庫
に
し
ま

っ
て
あ

っ
た
蟠
桃
核
が
出
た
。
長
さ
五
寸
、
幅
四

寸
七
分
)

と
あ
り
、
ま
た

『本
草
綱
目
』
に
よ
れ
ば

、

楊
維
槙
、
宋
濂
集
中
並
載
元
朝
御

庫
蟠
桃
、
核
大
如
碗
、
以
為
神

異

よ
う
い

て
い

そ
う
れ
ん

(楊
維
槙
、
宋
濂

の
集

の
中
に
い
ず
れ
も
、
元
朝

の
御
庫

の
蟠
桃
は
核

の

大
き
さ
が
碗
ほ
ど
あ
り
、
神
異
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
記

載
し
て
あ
る
)

と
あ
る
。
現
存
す
る
蟠
桃

の
実
す
ら
そ
の
大
き
さ
が
径
二
、
三
寸

ほ
ど
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
代

の
人
々
の
目
に
な
ぜ
こ
う
大
き
く
映

っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

食
用

・
薬
用

李
時
珍
は

『本
草
綱
目
』
第
二
十
九
巻

「果
部
」

の
冒
頭
で
こ
う
述
べ
て
い

る
。

木
実
日
果
、
草
実
日
菰
。
熟
則
可
食
、
乾
則
可
脯
。
豊
倹
可
以
済
時
、

疾
苦
可
以
備
薬
。
輔
助
粒
食
、
以
養
民
生

(木

の
実
を
果
と
い
い
、
草

の

ら

ま

実
を
菰
と
い
う
。
熟
す
れ
ば
食
う
こ
と
が
で
き
、
乾
か
せ
ぽ
脯
と
す
る
こ

す
く

と
が
で
き
、
豊
倹
に
は
以
て
時
を
済
う
こ
と
が
で
き
、
疾
苦

に
は
以
て
薬

に
備
う
こ
と
が
で
き
る
。
穀
物

の
食
料
を
輔
助
し
以
て
民
生
を
養

い
も
す

る
)

こ
れ
は
、
本
草
学
者
が
果
実
を
収
録

・
記
述
す
る
目
的
を
説
く
た
め
の
発
言

で
あ
る
が
、
同
時

に
、
昔

の
人
々
が

い
か
に
果
実
を
民
生

に
利
用
し
て
い
た
か
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を
も
ま
と
め
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

桃
は
、
何
よ
り
も
食

べ
る
も

の
で
あ
る
、
こ
れ
は
古
今
東
西
を
問
わ
ず
自
明

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
食
用
に
さ
れ

る
と
こ
ろ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
果

汁
ゆ
た
か
な
果
肉
で
あ

る
。
現
代

に
お
け

る
食
べ
方

は
、
生
食
を
主
と
す
る
が
、

ほ
か
に
も
缶
詰

・
ジ
ャ
ム

・
ネ
ク
タ
ー
な
ど
に
加
工
し
た
り
し
て
食
べ
る
。
白

肉
品
種
は
生
食
に
よ
く
、
黄
肉
品
種
は
缶
詰
に
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
『礼
記
』

「内
則
」
に
見
え
を
よ
う

に
、
中
国

で
は
ま
た
果
肉
を
乾
か
し
脯

に
し
て
保
存

す
る
習
慣
も
昔
か
ら
あ
る
。
ま
た
、
桃
か
ら
酢
を

つ
く
る
こ
と
も
で
き
る
。
例

の

『斉
民
要
術
』

に
よ
れ
ば
、
桃

の
腐

っ
て
落
ち
た
の
を
拾

い
集
め
て
甕

に
い

れ
、
甕

の
口
を
七
日
封

し
て
お
く
。
爛
れ
き

っ
た
こ
ろ
、
皮
と
核
を
取
り
去
り
、

二
十

一
日
密
封
し
て
お
く
と
酢
と
な
り
、

そ
の
味

は
香
美

で
あ
る
と

い
う
。

古
代
中
国
で
は
、
食
用
の
桃

に
関
す
る
記
録
が
文
献
に
数
多
く
見
ら
れ
る
。

し
ゆ
う
こ
う
た
ん

周

公

旦

(生

没
年

未
詳

。

周
文

王

の
子

、
武

王

の
弟

と

さ

れ

る
)

の
撰

と

伝

、兄
る

し
ゆ
ら
い

『周
礼
』

に

「夏
食
鬱
律
、
桃
李
杏
梅
」

と
あ

る
よ
う
に
、
遅
く
と
も
周

の
時

か
ん
ぴ

代

に
桃
が
す
で
に
食
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
ほ
か
、
韓
非

(P
～
紀
元
前
二

か
ん
ぴ

し

三
三
)
が
著

し
た

『韓
非
子
』
「説
難
」

に
桃

の
食
用

に
関
す
る
次

の
よ
う
な

話
が
見
え
る
。

び

し

か

む
か
し
、
弥
子
瑕
と
い
う
者
が
衛

の
君
主
に
寵
愛
さ
れ
て
い
た
。
…
…

あ
る
日
、
君
に
つ
い
て
果
樹
園
に
遊

び
に
行

っ
た
。
桃
を
食
べ
た
と
こ
ろ
、

あ
ま
り
お
い
し
か

っ
た
の
で
、
全
部
食

べ
て
し
ま
わ
ず
に
そ
の
半
分
を
君

に
さ
し
あ
げ

た
。
君
は
言

っ
た
、
「私

の
こ
と
を
愛
し
て
く
れ
る
こ
と
だ
。

お
い
し
い
味
も
忘
れ
て
、
私
に
食
べ
さ
せ
て
く
れ
る
と
は
」
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
後
、
弥
子
瑕

の
容
貌
が
衰
え
、
寵
愛
が
薄
れ
て
き
た
と
き
、
君
か
ら

と
が

め
を
受
け
た
。
君
は
言

っ
た
、
「
こ
の
や

つ
は
、
ず

っ
と
以
前
、
偽

っ
て
私

の
車
に
乗

っ
た
こ
と
が
あ
る
し
、
や
は
り
ま
た
以
前
、
私
に
残
り

も

の
の
桃
を
食
わ
せ
た
」。

こ
の
話
は
主
と
し
て
、
衛

の
寵
臣
弥
子
瑕

の
同
じ
行
為
が
、
君
主
で
あ
る
衛

霊
公

(紀
元
前
五
三
四
～
同
四
九
三
在
位
)
の
愛
憎
の
変
化
に
し
た
が

っ
て
、
ま

っ
た
く
逆

の
評
価
を
受
け
た
こ
と
を
述

べ
た
も

の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ

の
話
の
中
か
ら
、
春
秋
時
代

(紀
元
前
七
七
〇
～
同
四
〇
三
)
に
お
い
て
果
樹
園

が
あ

っ
て
、
ま
た
お
い
し
い
桃
が
食
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

は
ん
よ
う

こ

か
ん
じ
よ

ま
た
、
劉
宋

の
范
曄

(三
九
八
～
四
四
五
)
著

の

『後
漢
書
』
「逸
民
伝
」

に

「
果
桃
菜
茹
之
饋
、
集
以
成
蔵
」
と
あ
り
、
古
代
人
は
桃
を
自
分

で
食

べ
る
ば

か
り
で
な
く
、
贈
品
と
し
て
贈

っ
た
り
も
し
た
が
、
し
か
し

『夏
小
正
』

で
は

「
六
月
煮
桃
、
以
為
豆
食
」
と
言
い
、
『爾
雅
』

に
見
え
る
例

の

「桃
日
胆
之
」

は
邪
目丙
の
疏
に
よ
れ
ば
、
「あ
る
い
は
胆

の
ご
と
く
苦

い
も
の
あ
り
」
と
あ
り
、

ま
た

『礼
記
』
「内
則
」
の

「桃
諸
梅
諸
卵
塩
」

に
見
え
る
よ
う

に
桃
を
塩
漬

け
に
す
る
、
等

の
記
述
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
時

の
桃
は
必
ず
し
も
生け

,食
し
て
美
味
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
『孔
子
家
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ご

り

ぼ
う

た
い
へ
い
ぎ
よ
ら
ん

語
』
巻
五
に
見
え
、
宋

の
李
肪
ら

の
編
集

し
た

『太
平
御
覧
』
が
引
く
韓
子
の

言
葉

に
、
「
孔
子
侍
坐
於
魯
哀
公
、
哀
公
賜
之
桃
與
黍
、
仲
尼
先
飯
黍
而
後
食

桃
、
公
日
以
黍
雪
桃
也
、
対
日
黍
五
穀
之
長
、
果
六
而
桃
為
下
、
君
子
不
以
貴

雪
賤
」

(孔
子
が
魯

の
哀
公

に
侍
座
し
て

い
る
と
、
哀
公
は
孔
子
に
桃
と
黍
を

賜

っ
た
。
仲
尼
が
黍
を
さ
き
に
食
べ
、
あ
と
か
ら
桃
を
食
べ
た
の
を
見
て
、
公

そ
そ

は

「黍
は
桃
を
雪
ぐ
た
め
の
も
の
だ
ぞ
」

と
言

っ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
「
黍

は
五
穀

の
長

で
す
。
六
種

の
果
物

の
う
ち

で
桃
は
下
で
す
。
君
子
と
し
て
貴
を

以
て
賤
を
雪
ぐ
こ
と
は
し
ま
せ
ん
」
と
孔
子
が
言

っ
た
)
と
い
う
孔
子
に
ま
つ

わ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挙
げ
ら
れ
、
桃
は
果
物

の
な
か
で
も
上
位

で
は
な
か

っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
李
時
珍
も

『本
草
綱
目
』
に
お
い
て
、
「生
桃
多
食
、
令
人

膨
脹
及
生
癰
癰
、
有
損
無
益
。
五
果
列
桃
為
下
以
此
」

(生

の
桃
を
多
く
食

べ

よ
う
せ
つ

れ
ぽ
、
人
を
し
て
膨
脹
さ
せ
、
ま
た
癰
癖
を
生
じ
さ
せ
、
損
あ

っ
て
益
は
な
い
。

五
果

の
な
か
で
桃
を
下
に
列
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
も

っ
と
も
、
古
代

に
お
い
て
、
桃
を
食
用
と
す
る
と
き

で
も
、
栄
養
を
摂

取
す
る
と
同
時
に
病
気
を
治
療
す
る
こ
と
も
常

に
配
慮
し
た
の
で
あ
る
。
李
時

こ
つ
し

け
い

珍

の
ほ
か
に
、
た
と
え
ば
元
代

の
飲
膳
太

医

・
忽
思
慧
が
、
天
暦
三
年

(
一
三

い
ん
ぜ
ん
せ
い
よ
う

三
〇
)
三
月
三
日
に
当
時
の
皇
帝

の
文
宗

に
進
献
し
た

『飲
膳
正
要
』

の

「果

品
」

に
桃

の
条
が
あ
り
、
「桃

は
味
辛
甘
、
無
毒
。
肺
気
を
利
す
。
歟
逆
上
気

を
止
め
る
。
心
下
堅
積
を
消
す
。
卒
暴
撃
血
を
止
め
る
。
癜
痕
を
除
く
。
月
水

(
22

)

を
通
す
。
痛
み
を
止
め
る
。
桃
仁

は
心
痛

を
止
め
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
桃

に
つ
い
て
の
説
明
は
薬
用
的
な
も
の
ば
か
り
で
あ

っ
た
。

い
っ
ぽ
う
、
日
本
に
お
い
て
は
、
桃

の
名

は
例

の

『古
事
記
』

の
神
話
に
は

じ
め
て
見
え
る
が
、
桃

の
食
用
に
関
す
る
記
録
は

『古
事
記
』

の
成
立
し
た
奈

良
時
代
に
見
あ
た
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
神
話
を
語

っ
て
い
た
古
い
時

代

に
は
、
ま
だ
桃
を
食
用
す
る
ふ
う
が
日
本

で
は
固
ま

っ
て
い
な
か

っ
た
の
で

(
23
)

は
な
か
ろ
う
か
。
平
安
時
代

に
入

っ
て
か
ら
、
『延
喜
式
』
(九
二
七
)
巻
三
十

三

「大
膳
」

に
、
内
膳

の
供
俸
雑
菜
と
し
て

「李
子
、
梨
子
、
桃
子
各
四
升
」
、

「梨
子
、
桃
子
各
二
顆
」
と
食
用
の
桃
が
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
果
物
類

で
は

橘
や
生
栗
な
ど
が
よ
く
出
る
の
に
対
し
て
、
桃
は
わ
ず

か
二
、
三
ヵ
所
し
か
見

ら
れ
な

い
の
で
、
平
安
時
代
に
は
ま
ず
朝
廷
か
ら
食
用
と
さ
れ
は
じ
め
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
平
安
時
代

の
末
ご
ろ
か
ら
鎌
倉
時
代

の
末
ご
ろ

ま
で
の
食
饌
旧
儀
を
伝
え
た

『厨
事
類
記
』

(著
者
、
成
立
年
代
不
詳
)
に
、
五

果
と
し

て
、
李

(東
方
)
・
杏

(南
方
)
・
棗

(中
央
)
・
桃

(西
方
)
・
栗

(北

方
)
と
し
て
食
卓

に
配
列
す
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
藤
原
実
熙

の

『拾
芥
抄
』
は
だ

い
た
い
鎌
倉
時
代

の
社
会
相
を
描
写
し
た
も

の
で
あ

る
が
、

そ

の
飲
食

部
第

二
十

八
、
五
果

五
味

の
中

に
、
李

(東
方
酸
)
・
杏

(南
方

鹵
)
・
棗

(中
央
甘
)
・
桃

(西
方
辛
)
・
栗

(北
方
酷
)
と
し
て
あ
る
。
「五
果
」

お
よ
び
五
方
観
念
は
中
国
か
ら

の
影
響

で
あ
る
が
、
平
安
時
代

か
ら
桃
は
上
層

社
会

の
日
常
生
活

の
重
要
な
果
物

の

一
つ
に
な
り
は
じ
め
、
そ
れ
か
ら
民
間
に

ひ
ろ
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

桃
は
食
用
と
さ
れ
る
と
同
時

に
、
古
く
か
ら
薬
用
に
も
用
い
ら
れ
て
き
た
。

こ
れ
に
関

し
て
の
古

い
記
述
は
、
戦
国
時
代

の
陰
陽
家

の
説
と
し
て
伝
え
ら
れ
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桃の民俗誌

こ
う
て
い
だ
い
け
い

た

『黄
帝
内
経
』
(著
者
未
詳
、
漢
代
に
書
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
)
に
見
え
る
が
、

「五
果
」
す
な
わ
ち
李

・
杏

・
桃

・
栗

・
棗

の

一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
桃
は

「辛
」

に
属
し
、
肺
や
腎

の
色

の
黒

っ
ぽ

い
患
者
が
食

べ
れ
ば
よ
い
と
言
わ
れ

(
24

)

た
。
ま
た
、
神
農

の
作
と
さ
れ
る

『神
農

本
草
経
』
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
桃

の
薬
用
に
関
し
て
、

桃
核
、
味
苦
平
。
生
川
谷
。
治
瘢
血
、
血
閉
瘢
、
邪
気
、
殺
小
虫
。
桃

華
、
殺
注
悪
鬼
、
令
人
好
色
。
桃
梟
、
殺
百
鬼
精
物
。
桃
毛
、
下
血
痕
、

寒
熱
積
聚
、
無
子
。
桃
蠧
、
殺
鬼

、
辟
不
祥

(桃
核

は
味

は
苦
く
、
平

[温
和
-
訳
者
注
。
以
下
同
]
で
あ
る
。
川
谷
に
生
ず
る
。
瘢
血
、
血
閉
瘢
、

邪
気
を
治
し
、
小
虫
を
殺
す
。
桃
華

は
悪
鬼
を
殺
し
、
人
を
好
色

に
す
る
。

桃
梟

は
百
鬼
精
物
を
殺
す
。
桃
毛
は
血
疲
を
下
し
、
寒
熱
積
聚
、
無
子
に

効
く
。
桃
蠹

[桃
を
蝕
む
虫
]
は
鬼
を
殺
し
、
不
祥
を
辟
け
る
)

と
記
さ
れ
て
い
る
。
『神
農
本
草
経
』
以
降
、
司
空
英
国
公
李
勣
が
唐

の
高
宗

の
勅
命
を
受
け
て
改
修
し
て
で
き
た

『唐
本
草
』
、
陳
蔵
器
の

『本
草
拾
遺
』、

宋
の
劉
翰
等

の

『開
寶
本
草
』
、
掌
禹
錫
等

の

『嘉
祐
補
注
本
草
』
、
明

の
周
憲

王
の

『救
荒
本
草
』
な
ど
、
本
草

の
名
を
冠
し
た
増
補
、
補
注
本
が
数
多
く
出

た
。
李
時
珍

に
い
た

っ
て
は
、
そ
の
煩
雑
を
患
え
て
、
あ
る
い
は
削
り
、
あ
る

い
は
糾
し
て
、
千
八
百
七
十

一
種
、
五
十

二
巻

の

『本
草
綱
目
』
を
作
り
あ
げ

た
。
こ
の
時
代

に
な
る
ま
で
の
あ

い
だ
、

桃
は
そ
の
果
実
だ
け
で
な
く
、
果
実

の
毛

・
核
仁
や
葉

・
花

・
枝
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
百

病
を
癒
す
こ
と
が

で
き

る
薬

と
し
て
も
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

『本
草
綱
目
』
に
お
け
る
桃

に
つ
い
て
の
記
述
は
お
ど
ろ
く
ほ
ど
詳
細
で
あ
る
。

長
文

で
は
あ
る
が
、
関
係
部
分
を
翻
訳
し
て
参
考
に
供
し
た
い
。

実
…

【気
味
】
辛
く
酸

っ
ぱ
く
て
甘
い
。
熱
く
か
す
か
に
毒
が
あ
る
。
多
食

(
25
)

(
26
)

す
れ
ば
、
発
熱
す

る
。
〔読
日
〕
よ
く
丹
石
毒
を
発
し
、
生

の
も

の
は
も

(
27
)

っ
と
も
人
を
損
な
う
。
〔思
邀
日
〕
『黄
帝
書
』
に
、
桃
を
腹
い
っ
ぱ

い
食

べ
て
水
浴
す
れ
ば
、
人
に
淋
お
よ
び
寒
熱
を
患
わ

せ
る
。

〔時
珍
日
〕
生

よ
う
せ
つ

の
桃
を
多
く
食
べ
れ
ぽ
、
人
を
し
て
膨
脹
さ
せ
、
ま
た
癰
癰
を
生
じ
さ
せ
、

損
あ

っ
て
益
は
な
い
。
五
果

の
な
か
で
桃
を
下
に
列
し
て
い
る
の
は
そ
の

(
28
)

た
め
で
あ
る
。
〔瑞
日
〕
桃
を

ス
ッ
ポ

ソ
と
と
も
に
食

べ
れ
ぽ
、
心
痛
を

患
う
。
服
術
す
る
人
は
こ
れ
を
食

べ
る
こ
と
を
忌
む
。
【主
治
】
脯

に
し

(29
)

(30
)

て
食
べ
れ
ば
、
容
色

に
益
す

る
。
大
明
肺

の
果
実
な

の
で
、
肺

の
病
気

に

は
こ
れ
を
食

べ
る
が
よ
い
。
思
遨

冬
桃
…
食

べ
れ
ば
労
熱
を
解
く
。
時
珍
爾
雅
の
注

に
よ
る
。

(31
)

さ
ね

核
仁
…

【修
治
】
〔別
録
日
〕
七
月
に
採
り
、
仁
を
取
り
だ
し
て
陰
乾

し
す

る
・
範

日
〕
お
よ
そ
こ
れ
を
使
用
す
る
に
は
・
皮
を
去
る
べ
き
も

の
で

び

や
く
じ
ゆ
つ

う

ず

あ

っ
て
、
白
朮

・
鳥
豆
の
二
味
と
と
も
に
陶
器

の
鍋
で
二
伏
時
煮
て
漉
し

出
し
、
手

で
分
け
て
見

て
、
中
が
金
色

の
よ
う
な
黄
色
に
な
れ
ぽ
用
い
る
。

〔時
珍
日
〕
桃
仁
は
血
を
め
ぐ
ら
す
に
は
、
皮
と
尖

の
つ
い
た
ま
ま
生

で

31



用
い
る
が
よ
い
。
燥
を
潤
し
、
血
を
活
か
す
に
は
湯
で
浸
し
て
皮
を
取
り

去
り
、
尖
を
黄
色

に
炒

っ
て
用
い
る
が
よ
い
。
あ
る
い
は
麦
獄
と
と
も
に

炒
り
、
あ
る
い
は
焼
い
て
性
を
存
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
方
に
随
う
。
仁
が

二

つ
あ

る
も

の
に
は
毒
が
あ
り
、
食

べ
て
は
な
ら
な

い
。

【気
味
】
苦
く

て
甘

い
。
平
に
し
て
毒
が
な

い
。
〔思
邀

日
〕
苦
く
甘
く
辛
く
、
平
で
あ

(
33

)

る
。
〔読
日
〕
温
で
あ
る
。
〔弘
景
日
〕
桃
仁

で
造

っ
た
酢
は
性
が
冷
た
い
。

(中
略
)
【主
治
】
血

の
流
れ
の
不
調

や
閉
塞
、
邪
気
を
治
し
、
小
虫
を
殺

す
。
本
経
咳
を
止
め
、
上
気

に
逆
ら
う
。
心
下
の
堅
硬
を
消
し
、
卒
暴
撃

血

[血
が
に
わ
か
に
停
滞
す
る
こ
と
]
を
除
き
、
月
経
を
通
し
、
心
腹

の
痛

み
を
止
め
る
。
別
録
血

の
不
調
、
血

の
不
通
、
血

の
燥
熱
を
治
し
、
大
便

を
通
し
、
蓄
血

[た
ま
っ
た
血
]
を
破

る
。
三
虫

[体
内
に
い
る
寄
生
虫
]

を
殺
す
。
ま
た
、
毎
晩

一
個
を
嚼
み
、
蜜

に
和
し
て
手
、
顔

に
塗

る
が
よ

い
。
孟
読
主

に
、
血
滞
、
風
痺
、
骨
蒸
、
肝
瘧
寒
熱
、
鬼
痊
疼
痛
、
産
後

の
血
病

に
効
が
あ
る
。
時
珍

桃
毛
…
毛
桃

の
実

の
上
の
毛

で
あ

っ
て
、
刮
り
取

っ
て
用

い
る
。
【気
味
】

辛
く
平
に
し
て
、
微
か
に
毒
が
あ

る
。
【主
治
】
血
閉
を
破
り
、
血
瘢

を

下
し
、
寒
熱

の
積
聚
、
無
子
、
帯
下

[婦
人
病
の
一
種
]
な
ど

の
疾
患
を

(
34
)

治
す
。
別
録
崩
中
を
治
療

し
、
癖
気

を
破

る
。
大
明
悪
鬼
邪
気
を
治
す
。

孟
読

桃
彙
…

【釋
名
】
桃
奴

別
録
梟
景

同
上
神
桃
。

〔別
録
日
〕

こ
れ
は
桃

の
実

の
樹

に
着

い
た
ま
ま
冬
を
経
て
も
落

ち
な
い
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
正
月

に
こ
れ
を
採
り
、
中
が
充
実

し
た
も
の
が

よ
い
。
〔時
珍
日
〕
桃

の
実
が

乾

い
て
か
か
っ
た
よ
う
す
が
梟
首
を
木
に
か
け
た
よ
う
な
状
態
な

の
で
名

づ
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
奴
と
は
実
と
し
て
成
熟
で
き
な
い
こ
と
を
言

(
35
)

っ
た
も

の
で
あ
る
。
『家
宝
方
』

に
こ
れ
を
神
桃
と
言

っ
た
の
は
、
悪
を

辟
け
る
と
い
う
こ
と
を
言

っ
た
の
で
あ
る
。
千
葉
桃

の
花
が
子
を
結
ん
で

木

か
ら
落

ち
な

い
も

の
は
、
鬼
髑
髏
と
名

づ
け
ら
れ
る
。

(中
略
)
〔皸

日
〕
鬼
髑
髏
は
十

一
月
に
採

っ
て
酒
で
ま
ぜ
、
巳
の
刻
か
ら
未
ま
で
蒸
し

て
か
ら
、
水
分
が
と
れ
る
ま
で
焙
じ
、
銅
刀
で
切

っ
て
焙
じ
、
肉
を
取

っ

て
用
い
る
。
【気
味
】
苦
く
、
か
す
か
に
温
か
く
、
少
々
毒
が
あ
る
。
【主

治
】
百
鬼
精
物
を
殺
す
。
本
経
精
魅
、
五
毒
、
不
祥
を
殺
し
、
中
悪
腹
痛

(
36

)

(37

)

を
治
療
す
る
。
別
録
〔頌
日
〕
胡
洽
が
中
悪

[流
行
病

の
一
つ
で
、
俗
称

に

「症
忤
」
と
い
う
]
毒
気
、
蠱
痊
を
治
す

の
に
桃
梟
湯
を
用

い
る
。
肺
気
、

腰
痛
、
破
血
を
治
し
、
心
痛
を
治
療
す
る
。
酒
で
こ
す

っ
て
暖
か
く
し
て

服
用
す
る
。
大
明
吐
血
し
て
諸
薬
が
効

か
な
い
も

の
に
主
効
が
あ
る
。
焼

い
て
性
を
存
じ
て
粉
末
に
研
き
、
米
湯

で
調
合
し
て
服
用
す
れ
ば
効
果
が

(38
)

あ
る
。
汪
穎
小
児

の
虚
汗
、
婦
人

の
妊
娠

に
よ
る
下
血
を
治
し
、
伏
梁
結

い
ぶ

気
を
破
り
、
邪
瘧
を
止
め
る
。
焼

い
て
出

た
煙
で
痔
瘡
を
熏
す
。
黒
く
焼

い
た
も

の
を
油

で
調
合
し
て
、
小
児

の
頭
上
の
肥
瘡
や
軟
痂
に
つ
け
る
。

時
珍

(後
略
)

花
…

【修
治
】
〔別
録
日
〕
三
月
三
日
に
採

っ
て
、
陰
乾
す
る
。
〔皸
日
〕
桃

花
は
千
葉

の
も
の
を
用
い
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
、
人
を
し
て
鼻
血
を
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流
し
て
止
ま
ず
、
目
を
黄
色
く
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
採
集
し
た
花
は
清

潔

な
の
を
選
ん
で
絹
袋

に
盛
り
、
軒

下
に
か
け
て
乾

か
し
て
用
い
る
。

(39
)

【気
味
】
苦
く
、
平

で
あ
り
、
毒
は
な

い
。
【主
治
】
痊
、
悪
鬼
を
殺
し
、

人
の
顔
色
を
よ
く
す
る
。
本
経
人

の
顔
を
悦
沢

に
し
、
水
気
を
除
き
、
石

淋

[治
し
に
く
い
淋
病
]
を
破
り
、
大
、
小
便
を
利
し
、
三
虫
を
下
す
。

(
40
)

別
録
腫
満
を
消
し
、
悪
気
を
下
す
。
蘇
恭
心
腹
痛
お
よ
び
禿
瘡
を
治
す
。

孟
読
宿
水
、
痰
飲
、
積
滞
を
利
し
、
風
狂
を
治
す
。
粉
末

に
研
き
、
頭
上

の
肥

瘡

や
手

足

の
癌

瘡

に

つ
け

る
。
時
珍

【発

明
】
〔弘

景

日
〕
『肘

(
41

)

後
方
』

に
、
三
本

の
木

の
桃
花
を
服
用
し
尽
く
せ
ば
顔
色
が
潤
い
よ
く
、

桃

の
花

の
よ
う
に

つ
や

つ
や
し
て
紅

く
な
る
と
言

っ
て
い
る
。
〔頌
日
〕

『太
清
草
木
方
』

に
、
酒
に
桃
花
を
漬

け
て
飲
め
ば
、
あ
ら
ゆ
る
疾
を
除

き
、
顔
色
を
益
す
る
と
言

っ
て
い
る
。
〔時
珍
日
〕
欧
陽
詢

の

『初
学
記
』

の
記
載
に
よ
る
と
、
北
斉

の
崔
氏
は
、
桃

の
花
と
白
雪
を
児
に
あ
た
・見
て

顔
を
洗
う
と
、
顔
が
花
の
よ
う
に
美

し
く
、
光
悦
に
な
る
と
言

っ
て
い
る
、

け
だ
し
本
草
が
人
を
し
て
顔
色
を
よ
く
し
、
人
の
顔
を
潤
い
よ
く
す
る
と

い
っ
て
い
る
の
と
意
味
は
同
じ
で
あ

ろ
う
。
し
か
る
に
陶
弘
景
、
蘇
頌
の

二
氏
は
桃

の
花
を
服
用
す
る
方
法
を
引

い
て
き
た
が
、
そ
れ
は
本
草
の
言

に
よ

っ
て
あ
や
ま

っ
て
用

い
た
も

の
で
あ
る
。
桃

の
花

に
は
、
走
瀉

し
、

下
降
し
、
大
腸
を
利
す
る
こ
と
が
は
な
は
だ
す
み
や
か
で
あ
る
性
質
を
も

っ
て
い
る
か
ら
、
人

の
気
実

[気
が
充
満
し
て
い
る
こ
と
]
の
病
気
、
水

飲
腫
満
、
積
滞
、
大
小
便

の
閉
塞
を
治
す
の
に
用

い
て
は
有
功
無
害
で
あ

る
が
、
し
か
し
長
く
服
用
す
れ
ぽ
、
人

の
陰
血
を
費
や
し
、
元
気
を
損
す

る
の
で
、
顔
色
を
潤
い
よ
く
す
る
こ
と
は
あ
る
ま

い
。
張
従
正

の

『儒
門

事
親
』
の
記
載

に
よ
る
と
、
あ
る
婦
人
が
数
年
に
わ
た

っ
て
下
し
て
止
ま

ず
、
あ
ら
ゆ
る
治
療
も
効
か
な
か

っ
た
。
あ
る
人
が
、

こ
れ
は
過
度

の
飲

み
過
ぎ
に
よ

っ
た
も

の
だ
と
い
っ
た
。
桃
の
花
が
落
ち
る
と
き
、
手
に
触

れ
な
い
よ
う
に
刺
針
で
萼
を
数
十
個
刺
し
取
り
、
粉

で
練
り
混
ぜ

て
餅
に

し
、
弱
火

で
焼
い
て
食
べ
、
米
を
飲
ん
で
胃
に
送

っ
て
や
る
。

一
、
二
時

な
ら
ず
し
て
下
す
こ
と
、
ま
る
で

[瓶
を
]
傾
け
る
が
ご
と
し
だ
。
六
、

七
日
は
数
百
回
も
通
じ
が
あ

っ
て
く
ら
く
ら
し
た
が
、
た
だ
生
水
を
飲
ん

で
い
る
う
ち
に
平
癒
し
た
。
こ
れ
で
見
る
と
、
桃

の
花

の
効
き
め
が

い
ち

じ
る
し
い
症
候
で
あ
る
。
ま
た
、
蘇
鶚

の

『杜
陽
雑
編
』

の
記
載
に
、
范

純
佑

の
女
が
夫
を
亡
く
し
て
発
狂
し
た
と
き
、

一
室
に
監
禁
し
て
お
い
た

が
、
夜
中
に
窓

の
柵
を
破

っ
て
桃

の
木
に
登
り
、
桃

の
花
を
ほ
と
ん
ど
食

べ
尽
く
し
て
し
ま

っ
た
。
朝
に
な

っ
て
家

の
人
に
木
か
ら
抱
き
降
ろ
さ
れ

た
が
、
な
ん
と
意
外
に
も
自
ら
治

っ
た
と
い
う
。
私
が
考
え
る
に
、

こ
れ

は
驚
怒
で
肝
を
傷

め
、
痰
に
敗
血
を
は
さ
み
、
そ
れ
で
発
狂
し
た
も
の
で

あ

っ
て
、
た
ま
た
ま
桃

の
花
が
痰
飲
に
効
き
、
滞
血
を
散
ら
す
功
を
得

た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
張
仲
景
が
積
熱

に
よ
る
発
狂
を
治
す
に
承
気
湯
を

用
い
、
蓄
血

に
よ
る
発
狂

に
桃
仁
承
気
湯
を
用
い
る
と
い
う
考
・兄
と
同
じ

(
42
)

も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
陳
蔵
器
が
桃

の
花
を
食

べ
れ
ぽ
淋
を
患
う
と

言
う
が
、
怪
し
い
説
で
あ
る
。
(後
略
)
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葉
…

〔頌
日
〕
わ
か
い
芽
を
採

っ
て
、
桃
心
と
名
づ
け
る
。
薬
に
入
れ
る
と

特

に
す
ば
ら
し
い
。
【気
味
】
苦
く
、
平
で
あ
り
、
毒
は
な
い
。
【主
治
】

尸
虫
を
除
き
、
瘡

の
中

の
小
虫
を
出
す
。
別
録
悪
気
、
小
児

の
寒
熱
客
忤

[風
邪
の
侵
入
に
よ
る
疾
患

の
こ
と
]
を
治
す
。
大
明
傷
寒
、
時
気
、
風
痺

に
よ
る
無
汗
を
治
療
し
、
頭
風
を
治

し
、
大
、
小
便
を
通
じ
、
霍
乱
、
腹

痛
を
止
め
る
。
時
珍

(後
略
)

茎
及
び
白
皮
…

【修
治
】
樹
皮
、
根
皮

い
ず
れ
も
用

い
ら
れ
る
が
、
根
皮
が

最
も
良
い
。
ど
ち
ら
も
東
向
き
の
も

の
を
取
り
、
粗
皮
を
刮
り
去
り
、
白

皮
を
取

っ
て
薬

に
入
れ
る
。
【気
味
】
苦
く
、
平

で
あ
り
、
毒
は
な
い
。

【主
治
】
邪
鬼
、
中
悪
、
腹
痛

を
除

き
、
胃

の
中

の
熱
を
去
る
。
別
録
痊

忤
、
胸

・
腹
痛
を
治
し
、
蠱
毒
を
解

し
、
疫
病
を
辟
け
、
黄
疸

に
よ
り
か

ら
だ
や
目
が
金

の
よ
う
に
な
る
も

の
を
治
療
し
、
諸
瘡
虫
を
殺
す
。
時
珍

(後
略
)

桃
膠
…

【修
治
】
〔時
珍
日
〕
桃
が
茂

る
と
き

に
、
刀
で
樹
皮

を
割

い
て
、

し
ば
ら
く
し
て
お
く
と
膠
が
溢
出
す

る
。
そ
れ
を
採
集
し
て
桑

の
灰
の
ど

ろ
ど
ろ
し
た
も

の
に
浸
し
、
日

に
当

て
て
乾

か
し
て
用

い
る
。

(中
略
)

【気
味
】
苦
く
、
平
で
あ
り
、
毒

は
な

い
。
【主
治
】
錬

っ
て
服
用
す
れ
ぽ
、

中
を
保
し
、
飢
え
ず
、
風
寒
を
忍
ぶ
。
別
録
石
淋

・
破
血
を
下
し
、
中
悪

痊
忤
を
治
す
。
蘇
恭
悪
鬼
、
邪
気

に
主
効
が
あ

る
。
孟
読
血
を
和

し
、
気

に
益
し
、
下
痢

を
治
し
、
痛
み
を

止
め
る
。
時
珍

【発
明
】
〔頌

日
〕
本

草
に
は
、
桃
膠
を
錬

っ
て
服
用
す
れ
ば
、
中
を
保
し
て
飢
え
ず
と
言

っ
て

い
る
。
仙
方
服
膠
法
に
よ
れ
ぽ
、
膠
を
二
十
斤
取

っ
て
絹

の
袋
に
盛
り
、

櫟
木

の
灰
汁

一
石

の
中
で
三
、
五
回
沸
騰
さ
せ
る
よ
う
に
煮
て
か
ら
、
高

い
と
こ
ろ
に
か
け
、
乾
い
た
ら
ま
た
煮
る
。

か
く
し
て
三
度
繰
り
返
し
て

か
ら
日
に
当
て
て
乾
か
し
、
研
り
篩

い
、
蜂
蜜

で
調
和
し
て
梧
子
ぐ
ら
い

の
大
き
さ

の
だ
ん
ご
に
作
る
。
空
腹
に
な

っ
た
ら
酒
で
二
十
丸
ず

つ
服
用

す

る
。
長
期
服
用
す
れ
ぽ
身
が
軽
く
、
老

い
な

い
。

〔時
珍
日
〕
抱
朴
子

の
話

に
よ
れ
ば
、
桃
膠
を
桑
灰
汁
で
漬
け
て
服
用
す
れ
ぽ
、
あ
ら
ゆ
る
病

を
除
く
。
数

ヵ
月
も
穀
を
断
ち
、
久
し
く
す
れ
ぽ
晦
日
に
夜
光
が
あ
ら
わ

れ
て
月
の
ご
と
き
で
あ
る
。
ま
た
、
列
仙
伝
に
よ
れ
ぽ
、
高
丘
公
は
桃
膠

を
服
用
し
て
仙
を
得
た
と
い
う
。
古
方

で
は
桃
膠
を
仙
薬
と
す
る
が
、
後

世

で
は
用

い
な
く
な

っ
て
き
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
特
異
な
効
果
が

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(後
略
)

桃
符
…

【主
治
】
中
悪
、
精
魅
邪
気
に
は
、
水
で
煮
て
そ
の
汁
を
服
用
す
る
。

孟
読

【発
明
】
〔時
珍
日
〕

『曲
ハ術
』
は
、
桃
と
は
西
方

の
木

で
あ
り
、
五

木
の
精
な
る
仙
木
で
あ
る
と
い
う
。
味
が
辛
く
気
が
悪
く
、
故

に
邪
気
を

厭
伏
し
、
百
鬼
を
制
す
る
。
今

の
人
が
門
の
上
に
桃
符
を
用

い
る
の
は
こ

れ
に
よ

っ
た
も
の
で
あ
る
。
『玉
燭
宝
典
』

に
、
戸
上
に
桃
板
を

つ
け
て

邪
を
避
け
る
の
は
、
『山
海
経
』

の
神
荼
、
鬱
塁
が
東
海
蟠
桃

の
木

の
下

に
居
り
、
衆
鬼
を
主
領
す
る
と

い
う
意
味
を
取

っ
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
。

許
慎
は
、
葬
が
桃
桔
に
死
し
た
、
桔
と
は
杖
で
あ
る
。
故

に
鬼

は
桃
を
畏

れ
る
と
い
う
。
今

の
人
は
桃
梗
を
杙
極
に
作

っ
て
鬼
を
避
け
る
の
で
あ
る
。
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『礼
記
』

は
、
王
弔
う
に
は
巫
祝
が
桃
茹
を
以

て
前
引

し
、
不
祥
を
避
け

る
と
い

っ
て
い
る
。
莉
は
、
桃
枝
で
作

っ
た
帚
で
あ

る
。
『博
物
志
』

に

は
、
桃

の
根

で
印
を
作
れ
ば
、
鬼
を
召
し
得

る
と
あ
り
、
『甄
異
伝
』

に

は
、
鬼
は
た
だ
東
南

の
枝
を
畏
れ
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
。

こ
れ
ら

の
諸

説
に
よ
れ
ぽ
、
本
草
が
桃

の
枝

・
葉

・
核

・
桃
梟

・
桃
槭
に
は
す
べ
て
鬼

祟
、
産
忤
を
避
け
る
と
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
な
り
の
由
来
が

あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

(後
略
)

(
43
)

桃
槭

…
拾
遺

〔時
珍
日
〕
極
は
音
が
掘
、
す
な
わ
ち
杙

の
こ
と

で
あ
る
。
世

間

で
多
く
地
上
に
打
ち
込

ん
で
家
宅

の
鎮

め
と
す
る
が
、
三
年

の
も
の
が

よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
【主
治
】
卒
心
腹
痛
、
鬼
痊
、
破
血
、
辟
邪
悪
気
、

脹
満

に
き
く
。
煮
て
そ

の
汁
を
服
用
す
る
と
、
桃
符
と
同
じ
効
用
が
あ
る
。

蔵
器

(後
略
)

桃

の
薬
用
に
関
す
る

『本
草
綱
目
』
の
記
述
は
、
そ

の
ほ
か
の
部
分
と
同
じ

く
、
後
学
を
惑
わ
せ
、
現
代
人
に
と

っ
て
荒
唐
無
稽
の
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
い
っ
ぽ
う

で
は
、
内
容
か
ら
見
て
数
多
く
の
文
献
や

伝
承
が
引
用
し
て
あ
る
の
で
、
李
時
珍

の
杜
撰
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ

文
献
の
集
録
と
い
っ
た
ほ
う
が
正
し
い
と
思
う
。
歴
史

の
も

っ
と
も
初
期

の
時

代
か
ら
、
人
間

は
植
物
を
食
用
に
す
る
こ
と
を
知

っ
て
い
た
と
同
時

に
、
そ
れ

を
病
気
を
治
癒
す
る
手
段
に
す
る
こ
と
も
知

っ
て
い
た
。
だ
が
、
原
始
的
な
人

び
と
は
病
気
は
悪
霊
が
身
体

に
侵
入
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
し
た
が

っ
て

病
気
を
治
癒

で
き
る
植
物

の
こ
と
を
も
魔
術
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
に
違

い

な
い
。
植
物
を
食

べ
た
こ
と
に
よ
る
中
毒
死
が
頻
発
し
た
時
代
に
お
い
て
は
な

お
さ
ら

で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
『本
草
綱
目
』
に
見
え
る
記
述
を
内
容
的

に

一
条

一
句
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
チ

ェ
ッ
ク
す
る
よ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
、

そ
れ
ま
で
の
人
び
と
の
も

の
の
意
識
や
観
念
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
と
思
う

の
で
あ
る
。

事
実
、
桃
の
果
実

・
仁
、
葉

・
茎

・
花
な
ど
に
は
人
体

に
有
用
な
成
分
が
た

く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
す

で
に
現
代
科
学

に
よ

(
44

)

っ
て
分
析
さ
れ
、
ま
た
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
桃

の
成
熟
し
た
果
実

に
は
、
蛋
白
質
、
脂
肪
、
炭
水
化
物
、
粗
繊
維
、
灰
分
、
カ
ル
シ
ウ
ム
、
燐
、

カ
ロ
チ
ソ
、
ビ
タ
ミ
ン
P岨

(サ
イ
ア
ミ
ン
)
、
ピ
タ
ミ
ソ
P槻

(リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン
)

な
ど

の
化
学
成
分
が
含
ま
れ
、
そ
れ
に
林
檎
酸
や
檸
檬
酸
な
ど
の
有
機
酸
、
ブ

ド
ゥ
糖
、
果
糖
、
蔗
糖
な
ど
の
糖
分
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
代
漢
方

医
学
に
お
い
て
は
、
桃

の
諸
部
分
が
薬
用
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
そ
の
薬
用

に
関
し
て
は
、

い
ろ

い
ろ
な
デ

ー
タ
を
参
考

に
し
て
次

の
よ
う
に
ま
と
め
ら

(
45

)

れ
る
。
種
子

(仁
)
を
桃
仁
と
称
し
、
血
行
を
よ
く
す
る
作
用
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
の
で
、
経
痛

・
閉
経

・
産
後
腹
痛

・
打
身

・
便
秘

・
皮
膚
血
熱
な
ど
に

用
い
ら
れ
る
。
葉

(桃
葉
)
は
、
清
熱
解
毒

・
駆
風
殺
虫
、
と
く
に
腫
れ
物

・

蕁
麻
疹

・
湿
疹

・
脚
癬

・
痔

に
効
く
。
花

(桃
花
)
は
、
通
便

・
利
尿

・
水

腫

.
活
血

・
通
経

・
水
虫
に
効
き
、
根

(桃
根
)
は
、
風
湿
痛

・
関
節
痛

・
腰

痛

・
吐
血

・
閉
経

・
黄
疸
な
ど

に
効
き
、
枝

(桃
枝
)
は
胸
痛
や
腹
痛
に
効

く
。
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そ
し
て
分
泌
物

(桃
膠
)
は
、
結
石
な
ど
に
際
し
て
の
利
尿
や
下
痢
な
ど

に
用

い
ら
れ
る
。

い

っ
ぽ

う
、
日
本

に
お
け
る
桃

の
薬
用

に
関
し

て
は
、
『大
和
本
草
』
や

『和
漢
三
才
図
会
』
な
ど

に
そ
の
記
載
は
見

え
る
が
、
し
か
し
そ
の
ほ
と
ん
ど

は

『本
草
綱
目
』

の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も

の
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
よ
り
、

い
わ

ゆ
る
民
間
療
法
に
お
け
る
桃

の
薬
用
に
つ
い
て
、
鈴
木
棠
三
が
集
め
た
の
を
手

が
か
り
に
紹
介
す
る
と
、
次

の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。

桃

の
葉
を
湯
に
浸
し
て
入
浴
あ
る
い
は
行
水
を
す
る
と
、
汗
疹

・
湿
疹

・
か

ぶ
れ

・
く
さ

・
霍
乱

・
暑
気
除
け
な
ど
に
よ
く
効
き
、
ま
た
葉

っ
ぱ
を
枕

に
入

れ
る
と
頭
痛
に
よ
い
と
い
わ
れ
る
。
葉
を
揉
ん
で
飲
ん
だ
り
、
汁
を
患
部

に
塗

っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
枝
や
樹
皮
を
煎
じ
て
漬
け
て
も
上
記

の
病
気

に
効
く
。
桃
仁
は
痛
風

・
耳
だ
れ

・
疔
疥

に
効
き
、
桃

の
汁
は
風
邪
や
陰
嚢
肥
・

大

に
効
く
と
い
う
。
桃
の
つ
ぼ

み
は
便
秘

に
効
く
の
だ
が
、
花
は
汗
疹

に
効
く

ほ
か
、
酒
に
浸
し
た
桃
酒
を
飲

め
ば
、
病

い
を
払
い
、
顔
色
を
潤
し
、
長
寿
に

効
能
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

三
月
節
供

の
桃
酒
を
女
が
飲
む
と
毒

が
下
る
と
か
、
妊
婦
が
飲
む
と
難
産
を
し
な
い
と
か
、
子
を
も
う
け
る
と
か
と

(
46

)

も

信

じ

ら

れ

て

い

る
。

桃
の
観
賞

桃

の
木
が
豊

か
で
甘

い
果
実
を
も
た
ら

し
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
薬
用

に
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
古
代

の
人
間

に
と

っ
て
い
か
に
あ
り
が

た
か

っ
た

か
、
想
像

に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
実
用
的
な
価
値
よ
り
も
先
に
わ
れ
わ

れ

の
先
祖

の
目
を
引
き
、
強
い
感
動
を
覚
え
さ
せ
て
い
た
の
は
、
み
ず
み
ず
し

い
そ
の
木

の
葉
、
淡
く
美
し
い
そ
の
花
、
は
ち
き
れ
そ
う
な
そ
の
実

の
外
観

で

あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
感
動
は
、
『詩
経
』
「桃
夭
」

の
時
代
か
ら
ず

っ
と
現
代
ま
で
絶
え
ま
な
く
ひ
き

つ
が
れ
て
い
る
。
感
動
を
起

こ
し
た
の
は
、

何
よ
り
も
桃
の
も

っ
て
い
る
自
然
な
神
秘
的
生
命
力
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

「桃
夭
」
に
つ
い
て
は
次
章

で
述
べ
る
が
、
『詩
経
』
以
来
、
桃

の
花
は
し
き

り
に
古
文
献
に
登
場
す
る
。
す
で
に
例
と
し
て
挙
げ

た

『夏
小
正
』
に

「正
月

梅
、
杏
、
他
桃
則
華
」

(正
月

に
は
、
梅

・
杏

・
他
桃
が
咲
き

は
じ
め
る
)
と

あ
り
、
『呂
氏
春
秋
』
に

「仲
春
之
月
…
…
始
雨
水
。
桃
、
李
華
」

(仲
春

の
月

に
は
…
…
始

め
て
雨
水
あ
り
、
桃
と
李

の
花
が
咲
く
)
と
あ
り
、
『管
子
』

に

は

「
…
…
其
桃
、
其
李
、
其
秀
生
、
茎
起
」

(…
…
桃

・
李
は
花
は
盛

ん
に
開

き
、
そ
の
茎
や
枝
は
太
く
勢

い
が
盛

ん
で
あ
る
)
と
あ
る
よ
う
に
、
古
代

の
人

間
は
、
季
節

の
移
り
変
わ
り
を
桃

の
花
や
木

の
蘇
り
か
ら
敏
感
に
感
じ
と
り
、

さ
い
し
よ
く

あ
る
い
は
桃

の
花
や
木
に
託

し
た
。
し
た
が

っ
て
、
後
漢

の
崔
寔

(
一
〇
三
P

し
み
ん
が

つ
り

よ
う

～

一
七

〇

P
)

の

『
四

民

月

令

』

で

は
、

「
三

月

三

日

、

桃

花

、

農

人

候

時

而

レフ
カ

カ

ひ
つ

種
也
」
(三
月
三
日
、
桃

の
花
が
咲
い
た
ら
、
農
人
は
時
を
候

っ
て
種
え

よ
)

と
い
い
、
桃

の
開
花
を
農
耕
生
活
の
リ
ズ
ム
に
結
び

つ
け
る
。
桃

の
花
は
春
の

シ
ン
ボ

ル
で
あ
り
、
桃

の
花
が
咲
い
た
ら
、
万
物
が
蘇
る
の
で
あ
る
。

『礼
記
』

の

「月
令
」

に
は
さ
ら
に
、
桃

の
花

の
咲
く
月
に
植
物

の
芽
生
え
を
保
護
し
、
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動
物

の
子
の
育
ち
を
助
け
る
よ
う
に
天
子

は
命
令
し
、
天
子
の
姫
が
こ
の
月
に

妊
娠
す
れ
ば
特
別
な
お
祝

い
が
行
な
わ
れ

る
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

人
間
は
い
つ
頃
か
ら
桃

の
花
を
精
神
生
活

の
一
部
分
と
し
て
観
賞
す
る
意
識

を
抱
き
は
じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
人
間
が
自
然
か
ら
少
し
ず

つ
離

れ
、
集
団
的
な
生
活
を
営
む
よ
う
に
な

っ
て
か
ら

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

人
工
的
な
家
屋
を
建
て
、
村
落
や
都
市
を

い
と
な
む
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て

失
わ
れ
た
自
然

へ
の
懐
か
し
さ
が
湧
き
、
そ
れ
を
何
か
の
方
法
で
取
り
も
ど
そ

う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
失
わ
れ
た
自

然
を
住
居

の
周
囲
に
移
す
か
、
あ
る

い
は
出
か
け
て
訪
ね
る
か
し
か
な
い
。
そ

こ
で
、
花
咲
く
草
木
を
人
工
的
に
植

え
る
街
路
樹
や
庭
園
が
生
ま
れ
る
。

こ

え
ん
ぶ

桃

は
人
工
移
植

の
木
と
し
て
歴
史
が
か
な
り
古

い
。
清

の
顧
炎
武

(
一
六

一

に
つ
ち

ろ
く

三
～

一
六
八
二
)
の

『日
知
録
』
巻
十
二

「官
樹
」
に
よ
る
と
、
周

の
時
代
に

す

で
に

「桃
李
垂
街
」
(桃
、
李
は
街
道

を
垂
れ
覆
う
)
と
い

っ
た
状
態

で
あ

っ
た
。
ま
た

『春
秋
左
氏
伝
』

に
よ
る
と
、
宣
公

(紀
元
前
六
〇
九
～
同
五
九

一
在
位
)
二
年
、
「趙
穿
熬
霊
公
於
桃
園
」

(趙
穿
霊
公
を
桃
園

で
殺
し
た
)
と

あ
り
、
春
秋
戦
国
時
代
の
晋

に
桃
樹
の
園
が
す
で
に
あ

っ
た
。
ま
た
、
秦
の
始

皇
帝
が
十
六
力
国
を
統

一
し
て
か
ら
作
り
、
漢
の
武
帝

の
時

に
完
備
さ
れ
た
と

い
う
、
当
時
で
は
世
界
で
も
最
大
規
模

の
庭
園
と
い
う
べ
き

「上
林
苑
」
が
あ

り
、
そ
こ
に
桃
が
七
種
類
も
植
え
て
あ

っ
た
こ
と
が
、
例

の

『西
京
雑
記
』
に

見
え
る
。
魏
晋
南
北
朝

の
時
代

に
な
る
と
、
上
林
苑
に
匹
敵
す
る

「華
林
園
」

が
作
ら
れ
、
『太
平
御
覧
』
所
引

『晋
宮
闕
記
』
で
は

「華
林
桃
七
百
三
十
株

…
…
」

(華
林

に
は
桃
の
木
が
七
百
三
十
株
も
あ

る
)
と
い
う
ほ
ど
、
造
園

に

お
け
る
桃

の
価
値
が
語
ら
れ
て
い
る
。

し

ば

せ
ん

す
で
に
早
く
も
、
前
漢
の
司
馬
遷

(紀
元
前

一
四
五
～
同
八
六
)
の

『史
記
』

「李
将
軍
伝
」
に

「桃
李
不
言
下
自
成
蹊
」

(桃
李
も
の
言
わ
ざ
れ
ど
も
下
お
の

ず

か
ら
蹊
を
成
す
)
と

い
う
諺
が
見
ら
れ
、
徳

の
あ
る
人
の
と
こ
ろ
に
は
自
然

と
人
が
集
ま

っ
て
く
る
も

の
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
そ

の
よ
い
例
と
し
て
、

ら
か
ん
ち
ゆ
う

羅
貫
中

(
一
三
三
〇
p
～

一
四
〇
〇
p
)
著

『三
国
志
通
俗
演
義
』
第

一
回
に
見

え
る

「桃
園
結
義
」
の
話
を
挙
げ

る
こ
と
が

で
き
る
。

の
ち
の
三
国
の
蜀
の
主

で
あ

る
劉
備
と
関
羽

・
張
飛

の
三
人
が
、
天
地
の
神
々
を
祭
り
兄
弟

の
契
り
を

結
ん
だ
と
こ
ろ
が
桃
園
で
あ

っ
た
の
は
、
何
も
偶
然

の
こ
と
と
か
作
者

の
不
本

意
な
創
作

で
は
な
か
ろ
う
。
「
桃
や
李

は
何
も
い
わ
な
い
が
、
花
が
美
し
く
実

が
甘
味
な
の
で
、
そ
の
下
に
は
自
然
に
人
が
集
ま
る
」
と
い
う
由
来
を
考
え
れ

ぽ
、
桃
を
造
園
に
持
ち
込
む
古
代
人
の
趣
が
分
か
る
。
庭
園
を
人

の
つ
く
り
あ

げ
た

一
つ
の
擬
似
的
な
自
然

の
世
界
と
す
れ
ば
、
桃
は
そ
の
世
界
に
お
け
る
美

し
く
高
雅
な
る
精
髄

で
あ
り
、
こ
の
精
髄
は
世
界
で
あ
る
庭
園
を

い
き
い
き
さ

せ
る
機
能
を
も

っ
て
、
人
び
と
の
興
趣
を
ひ
き
お
こ
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

造
園

の
流
行
に
煽
ら
れ
て
、
桃

の
花
見
が
気
勢
に
乗
る
よ
う
に
盛
ん
に
な

っ

て
く
る
。
『太
平
御
覧
』
所
引

『景
龍
文
館
記
』

の
記
載

「唐
景
龍
四
年
、
春

宴
桃
花
園
、
群
臣
畢
従
、
学
士
李
嬌
等
各
献
桃
花
詩
、
上
令
女
歌
之
」

(唐

の

景
龍
四
年
、
春
、
桃
花
園
で
宴
を
催
し
、
群
臣
が

か
な
ら
ず
従
う
。
学
士

の
李

嬌
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
桃
花
詩
を
献
じ
、
皇
帝
は
女

に
そ
れ
を
歌
わ
せ
る
)
と
い
う
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よ
う
に
、
花
見
だ
け
で
な
く
、
花
見
に
よ

っ
て
感
じ
と

っ
た
も
の
を
詩
歌

に
託

し
て
表
現
す
る
の
も
、
古
来

の
風
情

で
あ

る
。
桃

か
ら
感
じ
と

っ
た
も

の
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
二
、
三
の
例
を
挙
げ

る
と
、
た
と
え
ば
、
杜
甫

(七

一
二

～
七
七
〇
)
の

「
江
上
人
家
桃
樹
枝
、
春

寒
細
雨
入
疎
籬
」
(「風
雨
看
舟
前
落

り
ゆ
う
ち
よ
う
け
い

花
」
)
や
劉
長
卿

(七
〇
九
～
七
八
O
p
)

の

「郊
原
春
欲
暮
、
桃
杏
落
紛
紛
」

(「春
過
裴
虻
郊
園
詩
」)
な
ど
の
詩
句

に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
春
を
桃

に
託
し
た

も

の
が
多

い
。
そ
れ
か
ら
、
た
と
え
ば

梁

の
元
帝

(五
〇
八
～
五
五
四
)
の

と

し
ん
げ
ん

「払
簷
応
有
意
、
偏
宜
桃
李
人
」
(「詠
陽
雲
楼
簷
柳
」
)
や
杜
審
言

(六
四
八
p

～
七
〇
八
)
の

「紅
粉
青
娥
暎
楚
雲
、
桃
花

馬
上
石
榴
裙
」
(「戯
贈
趙
使
君
美
人

詩
」
)
の
よ
う

に
、
桃
を
年

の
若
々
し
い
人
、
特

に
若

い
女
性

の
美

し
さ
に
た

と
え
た
も
の
が
多

い
。

も
う
け
い

そ
こ
で
、
思

い
出
さ
れ
る
も

の
に
、
唐

の
孟
檠
が
撰
し
た

『本
事
詩
』

に
収

め
て
あ
る

「人
面
桃
花
」
と
い
う
民
間
伝
説
が
あ
る
。
か
な
り
名

の
知
ら
れ
た

話
な
の
で
、
そ
の
あ
ら
す
じ
を
次

に
紹
介

し
よ
う
。

唐

の
博
陵

(今
の
河
北
定
県
)
に
崔

護
と
い
う
、
才
能
も
容
貌
も
人

に

す
ぐ
れ
て
い
た
書
生
が

い
た
。
あ
る
年

の
清
明
の
日
に
、

一
人
で
都

の
南

を
散
歩
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
誰
か
の
大
き
な
屋
敷
に
出
た
。
花

の
咲

い
た

木
が
茂
り
、
ひ

っ
そ
り
と
静
ま
り
か
え

っ
て
人

の
気
配
も
な

い
。
そ
の
門

を
し
ば
ら
く
叩
い
て
い
る
と
、

一
人

の
娘
が
門

の
す
き
ま
か
ら

の
ぞ
い
て
、

ど
な
た
と
た
ず
ね
る
。
崔
護
は
姓
名

を
名

の
っ
て
か
ら
、
「
春
を
さ
ぐ

っ

て

一
人
そ
ぞ
ろ
歩
き
し
て
い
る
も
の
で
す
が
、
の
ど
が
渇
い
た
の
で
飲

み

物
を
ご
無
心
申
し
た
い
」
と
言
う
と
、
女
は
奥

へ
は
い
っ
て
、
水
を
い
っ

.ぽ

い
持

っ
て
き
た
。

そ
れ
か
ら
門
を
開
き
、
腰
掛
け
を
お
い
て
崔
護
を
坐
ら
せ
、
自
分
は
小

さ
な
桃
の
木

の
斜

め
に
さ
し
出
た
枝
に
身
を
持

た
せ
な
が
ら
立

っ
て
い
た

が
、
格
別
ね
ん
ご
ろ
な
思

い
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
な
ま
め
か
し

い
姿

に
は
こ
ぼ
れ
る
ば
か
り
の
色
気
を
た
た
え
て
い
る
。
崔
護
は
話
し
か

け
て
さ
そ

っ
て
み
た
が
、
返
事
は
な
く
、
し
ば

し
は
二
人
と
も
顔
を
見

つ

め
あ

っ
て
い
た
。
そ
し
て
崔
護
が
い
と
ま
を
告
げ
る
と
、
女
は
門
ま
で
送

っ
て
き
た
が
、
物
思
い
に
た
え
か
ね
た
風
情

で
奥

へ
引
き
返
し
て
行
く
。

崔
護
も
う
し
ろ
を
ふ
り
む
き
な
が
ら
わ
が
家

へ
と
帰

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
き
り
そ

の
屋
敷

へ
は
足
を
運
ば
な
か

っ
た
の
だ
が
、
翌
年

の
清
明
の

日
、
ふ
と
思

い
だ
し
て
恋
し
さ
を
お
さ
え
き
れ
ず
、
す
ぐ
に
た
ず
ね
て
行

っ
た
。
す
る
と
門
も
庭
も
去
年

の
ま
ま
だ
が
、
か
た
く
錠
が
お
ろ
し
て
あ

る
。
そ
こ
で
崔
護
は
門
の
左

の
扉
に
詩
を
書
き

つ
け
た
。

去
年
今
日
此
門
中

去
年

の
こ
の
日
こ
の
門
の
う
ち
に
て

お
も
て

人
面
桃
花
相
映
紅

人

の
面
と
桃

の
花
く
れ
な
い
に
は
照
り
そ
い
し

人
面
不
知
何
処
去

人

の
面
は
そ
も

い
ず
ち

へ
と
て
か
去
り
ぬ
ら
む

(
47
)

桃
花
依
旧
笑
春
風

桃

の
花

の
み
変
わ
り
な
く
春
風

に
笑
み
を
送
れ
り

(図
3
)
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図3剪 紙 「人面桃花」(清時代 陝西省 中国民間美術博物館設立準備事務所蔵)

そ
の
娘
は
崔
護
が
書
き

つ
け
た
詩
を
読
ん
で
か
ら
と
い
う
も

の
、
病
気

に
な

り
、
そ
の
ま
ま
数
日
間
食
事
も

の
ど
を
通
ら
ず

に
死
ん
で
し
ま

っ
た
。
そ
の
数

日
後
に
そ
の
屋
敷

に
寄

っ
た
崔
護
は
そ

の
こ
と
を
聞
い
て
、
娘
の
頭
を
持
ち
上

げ
、
自
分
の
膝

の
上

に
の
せ
て
、
泣
き
な
が
ら
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
娘

の
目

が
開

い
た
。
そ
し
て
半
日
も
た
つ
と
、
す

っ
か
り
生
き
返

っ
た
。
娘

の
父
は
喜

ん
で
、
娘
を
崔
護
と
夫
婦

に
し
た
と
い
う
。
こ
の
話
は
、
桃
を
春
に
寓
意
し
、

娘
の
美
し
さ
を
桃

の
花

に
た
と
え
、
し
た
が

っ
て
恋
や
め
で
た
い
結
婚
を
物
語

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
「人
面
」
を

「桃
花
」
に
た
と
え
て
語

る
の
は
、
桃

の
花
の
み
ず
み
ず
し
い
美
し
さ
に
よ

っ
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
桃

の
花
を
楽
し

む
こ
と
に
よ

っ
て
起
こ

っ
た
感
傷
で
も
あ
ろ
う
。
女
性

の
美
し
さ
だ
け
で
な
く
、

『紅
楼
夢
』
七
十
回

「林
黛
玉
重
建
桃
花
社
」

に
み
え
る

「桃
花
行
」

の
詩
や
、

六
十
三
回

「寿
怡
紅
群
芳
開
夜
宴
」
に
お
い
て
襲
人
が
も
ら

っ
た
詩
句
は
、
桃

の
花
を
借
り
て
女
性

の
薄
命
、
軽
薄
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間

の
性
別

・
様
態

・
感
情

・
生
命
を
物
に
た
と
え
る
、

つ
ま
り

「物
化
」
す
る
反

面
、
物
を
人
間

に
た
と
え
る
、

つ
ま
り

「人
化
」
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ぽ
、
桃

の
花

の
別
名

に
、
「嬌
客
」

(宋
の
姚
寛

『西
渓
叢
語
』
に
、
「桃

花
為
嬌
客
」
と
あ
る
)
、
「
夭
釆
」
(明
の
彭
大
翼

『山
堂
肆
考
』
に
、
「夭
采
、
桃
花

也
」
と
あ
る
)、
「軽
薄
花
」

(杜
甫
の
詩
に

「軽
薄
桃
花
逐
水
流
」
が
あ
る
)、
「解

語
花
」
(『事
物
異
名
録
』)
な
ど
が
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
桃
を
人
と
同
じ
よ
う

に
扱

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
見

て
、
「人
面
」
と

「桃
花
」
と
は
ま

さ
に
互
い
に
映
り
あ

っ
て
い
る
も
の
の
存
在

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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桃

の
花
ば
か
り
で
な
く
、
た
と
え
ば
晋

の
王
献
之
は
愛
姫

に
桃
葉
と
い
う
名

前
を
与
え
、
お
互

い
に

「桃
葉
歌
」
を
作

っ
て
愛
情
を
歌

い
あ

っ
た
り
も
し
た
。

い
っ
ぽ
う
で
は
、
絵
画

に
お
い
て
も
、
桃

を
題
材

に
し
た
も
の
も
山
ほ
ど
多

い

が
、
し
か
し
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
花
よ
り
果
実
を
描
く

の
が
好
ま
れ
て
い
る
よ

ぐ
ん
じ
ゆ

へ
い

う

で

あ

る

。

た

と

え

ば

、

軍

寿

平

(
一
六

三

三
～

一
六

九

〇

)
が

描

い

た

「
桃

ち
よ
う
し
け
ん

果
榴
子
草
花
図
」、
趙
之
謙

(
一
八
二
九
～

一
八
四
四
)
が
描

い
た

「四
時
果
実

こ
し
よ
う
せ
き

図
」
、
「花
卉
図
」
、
呉
昌
碩

(
一
八
四
四
～

一
九
二
七
)
が
描

い
た

「桃
図
」
な

ど
も
そ
う
で
あ
る
し
、
民
間
版
画
や
風
俗
画
な
ら
さ
ら
に
桃

の
実
を
誇
張
し
て

描
き
、
よ
く
不
老
長
寿

の
意
味
と
ミ
ッ
ク

ス
し
て
表
現
し
て
い
る
。
(図
4
)

桃
を
観
賞
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
複
雑
な
情
緒
、
愛
情
が
醸
し
出

さ
れ
る
ば

か
り
で
な
く
、
性
的

シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
や
不
老
長
寿

の
仙
果
思
想
が
生

み
出
さ
れ
、
そ
し
て
つ
い
に
空
間
や
時
間

ま
で
を
超
越
し
た
仙
境
に
入

っ
た
よ

う
な
幻
覚

に
陥

っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
関

し
て
は
、
神
話
や
伝
承
、
記
や
詩

の

と
う

せ
ん

と
う
え
ん
め
い

類
が
す
こ
ぶ
る
多

い
が
、
何
と
い
っ
て
も
晋

の
陶
潜
す
な
わ
ち
陶
淵
明

(三
六

図4趙 之謙 「花卉図」(四幅のう
ちの一幅 東京国立博物館蔵)

と
う
か

げ

ん

し

な
ら

き

五
～
四
二
七
)
の

「
桃
花
源

の
詩
並
び
に
記
」
は
代
表
的
な
存
在

で
あ
る
。
こ

れ
は
、
晋
の
太
元
年
中

(三
七
六
～
三
九
七
)
武
陵

の
漁
師
が
桃
花
林

に
迷

い

込
み
進
ん
で
い
く
う
ち
に
、
山

の
小
さ
な
入
口
か
ら
仙
境
に
た
ど
り
着

い
た
こ

と
を
記
し
た
散
文
と
詩

で
あ
る
が
、
桃
文
化
で
見
過
ご
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。

お
う

い

の
ち
唐

の
王
維

(七
〇

一
p
～
七
六

一
)
も
有
名
な

「桃
源
行
」
と

い
う
詩
を

作

っ
た
が
、
こ
れ
も
同
じ
よ
う
に
桃
と
仙
境
と
を
結
び

つ
け
た
も
の
で
、

い
わ

ぽ
夢
幻

の
世
界
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、

い
っ
た
ん
仙
果
、
仙
境
に
喩
え
ら
れ

た
桃
な
い
し
桃
園
は
、
も
う
植
物
的
な
も

の
、
俗
界
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
脱
し
、

ま

っ
た
く
別
の
問
題

に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
い
ろ
い
ろ
な
神
話
や
伝
説
と
深

い
関
連
が
あ
る
の
で
、
後

で
特
別
な
節
を
も

っ
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

い

っ
ぽ
う
、
日
本

で
は
い
つ
頃
か
ら
桃
を
観
賞
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
。

か
み
つ
も
も
は
ら

し
も
つ
も
も
は
ら

 『日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
七
年

の
記
事

に

「上
桃
原

」
、
「
下
桃
原
」
の
名
が
見

え
、
た
と
え
野
生
的
な
も
の
に
し
て
も
日
本

に
お
い
て
か
な
り
早
い
時
代

か
ら
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桃の民俗誌

桃
園
ら
し
き
も

の
が
あ

っ
た
ら
し
い
が
、

し
か
し
桃
を
観
賞
す
る
風
習
は
早
く

て
も
奈
良
時
代
以
降
で
あ
ろ
う
。
記
載

の
古

い
の
は
や
は
り

『万
葉
集
』
な

の

で
、

い
く

つ
か
の
例
を
引

い
て
み
よ
う
。

わ
ぎ

へ

も
と

①

は
し
き
や
し
吾
家

の
毛
桃
本
し
げ

み
花
の
み
咲
き
て
な
ら
ざ
ら
め
や
も

(巻
七

・
=
二
五
八

・
作
者
未
詳
)

や

ど

つ
く
よ

②
わ
が
屋
前

の
毛
桃

の
下
に
月
夜
さ
し
下
心
良
し
う
た
て
こ
の
こ
ろ

(巻

十

・
一
八
八
八

・
作
者
未
詳
)

や
ま
と

む

ろ

ふ

も
と
し
げ

や

③
倭

の
室
原
の
毛
桃
本
繁
く
言
ひ
て
し
も
の
を
成
ら
ず

は
止
ま
じ

(巻
十

一
・
二
八
三
四

・
作
者
未
詳
)

そ
の
く
れ
な
い

④
春

の
苑

紅

に
ほ
ふ
桃

の
花
下
照
道

に
出

で
立

つ
乙
女

(巻
十
九

・
四

一

三
九

・
大
伴
家
持
)

く
れ
な
い
い
ろ

お
も
わ

⑤
桃

の
花

紅

色

に
に
ほ
ひ
た
る
面
輪

の
う
ち
に
青
柳

の
細
き
眉
根
を
咲

み
ま
が
り
…
…

(長
歌
)
(巻
十
九

・
四

一
九
二
・
大
伴
家
持
)

①
②
を
見
れ
ば
、
毛
桃
と
は
い
え
庭
園

に
植
え
ら
れ
た
桃
を
詠
ん
だ
も

の
で

あ
る
が
、
③
と
と
も

に
繁

っ
て
い
る
桃
の
こ
と
を
借
り
、
果
実
が
実
る
こ
と
に

か
け

て

「な
る
」
(恋
が
成
就
す
る
、
縁
談
が
ま
と
ま
る
)
と
い
う
語
を
引
き

出
し
、
と
く
に
②

に
み
ら
れ
る

「
つ
く
よ
」

(月

の
あ
る
晩
)
が
娘
の
初
潮
を

寓
し
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
桃

は
適
齢
期
の
娘
に
喩
え
ら
れ
て
い
る

も

の
と
思
わ
れ
る
。
④
と
⑤
は
、

い
っ
ぽ
う
で
は
い
わ
ゆ
る
春
の
樹
下
美
人
を

歌

い
つ
つ
、
他
方

で
は
美
女
を
桃
の
花

に
見
立
て
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、

時
代

の
差
こ
そ
あ

る
が
、
中
国
早
期
に
お
け
る
桃
観
と

一
致
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
。平

安
時
代
以
降
、
桃
を
若

い
女
性
に
結
び

つ
け
て
歌
う
風
情

の
歌

は
ひ
き

つ

づ
き
あ
る
が
、

も

の
い
は
ぽ
と
ふ
べ
き
も

の
を
桃

の
花

い
く
よ
か

へ
た
る
滝

の
白
糸

(後
拾
遺
集

・
雑
四
・
一
〇
五
六

・
弁
乳
母
)

の

「も
の
い
は
ば
」
の
よ
う
に
、
中
国

『史
記
』

の

「桃
李
不
言
下
自
成
蹊
」

と
い
う
諺
に
基
づ
い
た
も
の
も
あ
れ
ば
、

君
が

た
め
我
が
折

る
花

は
春
遠
く
千
歳
を
み
た
び
折
り

つ
つ
ぞ
咲
く

(貫
之
集

・
詞
書

「桃
の
花
女
の
も
と
の
折
る
と
こ
ろ
」
)

の

「千
歳
を
み
た
び
」

の
よ
う
に
、
次
章

で
触
れ
る
三
千
年

に

一
度
花
咲
き
実

る
と
い
う
西
王
母
桃

の
伝
承
に
ふ
ま
え
た
観
念
的
な
影
響
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
、

さ
ら
ば
ま
た
や
よ
ひ
三
日

の
月
の
影
は
や
さ
し
そ

へ
よ
桃

の
盃

(為
尹

千
首

・
藤
原
為
尹
)

の
よ
う

に
、
桃
を
三
月
三
日
の
節
句

に
む
す
び

つ
け
た
歌
も
現
代
ま
で
た
く
さ

ん
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
周
知

の
よ
う

に
、
三
月
三
日
は
中
国
伝
来

の
三
月

じ
ょ
う
し

き
よ

く
す
い

え
ん

上
巳

の
行
事
す
な
わ
ち
曲
水

の
宴

に
、
雛
遊
び
が
む
す
び

つ
い
て
で
き
た
節
句

で
あ
る
が
、
『枕
草
子
』
に

「三
月
三
日
は
、
う
ら
う
ら
と
の
ど
か
に
照
り
た
る
。

桃

の
花

の
い
ま
咲
き
は
じ
む
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
か
ら
こ
の
節
句

に
桃

の
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
ま
た
江
戸
中
期
以
降
、
も

っ
ぱ
ら
女

の
子
の
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節
句
を
祝
う
行
事
と
し
て
の
色
彩
が
強
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本

に
お
け
る
桃

の
観
賞
は
、
中
国

の
影
響
を
受
け
な
が
ら

独
自

の
発
展
も
得
ら
れ
、
ま
た
文
学
ば

か
り
で
な
く
、
絵
画
、
彫
刻
、
染
織
お

よ
び
紋
章
、
生
け
花
な
ど
に
も
反
映
さ
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
有
名
な
も

の
に
、

絵
画
で
は
鉄
斎
が
明
治
三
十
七
年
に
描

い
た

「武
陵
桃
源
仙
境
図
」
が
あ
り
、

ひ
で
ひ
ら
わ
ん

漆
器
で
は
奥
州
藤
原
氏

の

「秀
衡
椀
」

に

「桃
漆
絵
三

つ
椀
」
が
残
さ
れ
、
染

織

で
は
風
流
人

の
陣
羽
織
風

の
袖
無
し
に

つ
け
た

「桃
栗
三
年
柿
八
年
」
が
知

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鳥
居
清
長
の
絵

「
花
十
景
」

の
中

に
見
ら
れ
る
桃
園
は

中
野
村

の
桃
園

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
八
代
将
軍
吉
宗
が
鷹
狩
り
に
行

っ
た
と
き
、

か
つ
て
五
代
将
軍
綱
吉
が
何
万
匹
と
い
う
犬
を
飼
わ
せ
て
い
た
犬
小
屋
を
見
て

壊
さ
せ
、
桃
を
植
え
て
人
工
的

に
つ
く
ら

せ
た
桃
源
郷
で
も
あ
ろ
う
。

い
っ
ぽ

う
、
庶
民
の
あ

い
だ
で
も
、
江
戸
時
代
か
ら
桃

の
品
種
が
増
え
て
く
る
に
伴

っ

て
、
桃

の
花
の
観
賞
が
普
及
さ
れ
て
き
た
。
四
ツ
谷

・
中
野

・
中
里
な
ど

の
桃

園
が
知
ら
れ
、
ど

の
桃
園
は
い
つ
が
見
ど
き
で
あ

る
と
い
う
こ
と
、
桜

の
場
合

と
同
様
に
な

っ
て
き
た
。

桃
の
文
化
が
こ
れ
ほ
ど
深
く
生
活

の
す

み
ず
み
ま
で
し
み
こ
ん
で
い
る
の
は

な
ぜ

か
。
す
べ
て
の
果
樹
も
そ
う
で
あ
る
が
、
「春

は
花
、
秋
は
実
」
と
い
う

性
質
が
古
来
、
人
間

の
心

の
深
い
と
こ
ろ

で
な
に
か
期
待
さ
れ
て
い
る
。
花
は

青
春
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
果
実

は
豊
穣
を
表

わ
し
、
と
も
に
新
し
い
生
命
、
そ
れ

に
精
神
的
な
豊
か
さ
や
英
知
を
代
表
し
て

い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
特

に
桃

の
場

合
は
、
そ
の
う

っ
そ
う
と
し
た
葉
に
し
ろ
、
花
の
色

に
し
ろ
、
果
実

の
色
、
形

に
し
ろ
、
す
べ
て
他

の
果
樹
以
上
に
人
問
の
心
を
引
き
寄
せ
、
瞑
想
に
ふ
け
さ

せ
る
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注(
1
)

李

時
珍

は
、

「
區

桃
」

に

つ
い
て

「
南

番

に
産

し
、

(中

略
)

番

人

は
こ
れ

を
珍

と

し
波

淡
樹

と
名

づ

け

る
」

と
、

「
偏

核
桃
」

に

つ
い

て

「
波
斯

に
産

し
、

ハ
ダ
ン
キ
ヨ
ゥ

(略

)
」

と
説

明

を
付

し

て

い
る
が

、

こ

の
両

者

は
と
も

に

「
巴

旦
杏
」

と

い

っ

て
、

ア

ー

モ
ン
ド

の
こ
と

で
あ

る
。

(
2
)

中

国
大

百
科

全
書
総

編

輯
委

員
会

『農
業

』

編
輯

委
員
会

『
中
国

大
百

科

全
書

農

業

』

(中

国
大

百
科

全
書

出
版

社
、

一
九

九
〇

年
)

=

七
九

頁
。

も
ろ
も
ろ

(3
)

『礼

記
』

「
内

則
」

に

「
降
徳

於

衆

兆

民
」

(徳

を

衆

々

の
兆
民

に
降

す

)

が

あ
り
、

そ

の
疏

に

「算

法
、

億

之
数
有

大
小

二
法

:
其

小
数

以
十

為
等

、
十

萬

為
億

、
十

億

為
兆

也

(後

略
)
」

と
あ

る
。
す

な

わ

ち
古
代

に
お

い
て

は
、

億

の
数

に
大
小

二
通
り

の
算
法

が
あ

っ
て
、
小

の
法

は
十

を
以

て
等

と
す

る
。

十

万
を
億

と

い

い
、

十
億

を
兆

と

い

っ
た
。

(4
)

大
槻

真

一
郎

他

訳

『
プ

リ

ニ
ウ

ス
博

物

誌

植
物

篇

』

(八

坂
書

房

、

一

九
九

四
年

)

一
七

三
頁
。

(
5
)

ア

ル

フ
ォ

ン
ズ

・
ド

ゥ

・
カ

ン
ド

ル

(賀

茂

儀

一
訳

)

『栽

培

植
物

の
起

原
』

(中
)

(岩

波
書
店

、

一
九

九

一
年

)

一
二
七
～

四

二
頁

。

(
6
)

辛

樹
幟

『中

国

果
樹
史

研
究

』

〈
中
国

農
業

史
叢
書

〉

(農
業

出
版

社
、

一

九

八
三
年

)
四

九
頁
。

(
7
)

こ

の
書

の
著

者

と
成
立

年
代

に

つ
い
て

は
実

に
複

雑

な
問
題

が
あ

る
。

一

ゆ

そ
う
ほ
ん

説

に
よ

れ
ぽ

、

こ
れ

は
明

の
は

じ

め

の
人

兪
宗

本

(自

称

は

「
貞

木
」
、
字

は

「宗

本

」
、

ま

た

の
名

は

「
有

立
」
、

号

は

「立

菴

」
)
が

洪
武

十

二
年

(
=
二
七
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桃の民俗誌

九

)

に
完
成

し

た
と

い
う
。

兪
宗

本

は
元
末

に
生

ま

れ
、
明

初

に

二
度

県
官

に

任

命

さ

れ

た
が
、

後

に

い
わ
ゆ

る

「
靖

難

の
変

」

(建

文
帝

と
成

祖

・
永

楽
帝

の
帝
位

争
奪

事
件

)

に
巻
き

込

ま
れ
、

建
文
帝

の
残
党

と

し

て
成

祖

の
配
下

の

者

に
よ

っ
て
斬
首

さ

れ
た
。

し

た
が

っ
て
、

か
れ

の
著

し

た
書
物

も
当

然

の

こ

と
な
が

ら
公

表

で
き

な

か

っ
た
。

そ

こ

で
あ

る
人

が

そ
れ

を
外
観

的

に
改

め

て
、

唐

の
郭

棄
駝

撰

と
偽

り
、

い
く

つ
か

の
叢
書

に
刻

入

し

た
と

い
う
。
郭

稾
駝

と

は
本
来

、
唐

の
柳
宗

元

の
風

刺
文

『郭

棄
駝

伝
』

の
中

の
主

人

公

の
こ
と

で
あ

る
。
柳

宗
元

は
、

せ
む
し

の
植
木

屋

で
あ

る
郭
棄

駝
が

花

や
果
木

を
上

手

に
種

樹

し

た
と

い
う
話

に
託

し

て
当
時

の
世

相

を

風

刺

し

た
。

石
声

漢

(渡

辺

武

訳

)

『中

国
農

書

が
語

る
2
1

0
0
年
i
I

中

国
古

代
農

書

評
介

』

(思

索
社

、

一
九

八
四
年

)

一
〇

一
～

二
頁
参

照
。

(
8
)

N

・
1

・
ヴ

ァ
ヴ

ィ

ロ
フ

(中
村

英

司
訳
)

『栽
培

植

物
発

祥
史

の
研
究

』

(八
坂
書

房

、

一
九

八
○
年

)

二

一
六

頁
。

(
9
)

菊

池

秋
雄

『
果
樹

園
芸

学

』
上

巻

『
果

樹

種
類

各

論

』

(養

賢

堂

、

一
九

五

一
年

)

=

二
六
頁
参

照
。

(
10
)

ド

ゥ

・
カ

ン
ド

ル
前
掲

書

『栽
培

植
物

の
起

原
』

一
二

八
頁

。

(
11
)

北
村

四
郎

『本

草

の
植

物

漢

名

と
和

名
、

学
名

と

の
同

定
』

〈
北

村

四
郎

選
集

2
>

(保
育

社
、

一
九

八
五
年
)

四

一
二
頁

。

(
12
)

北
村

四
郎

『植
物

文

化
史

栽

培

植
物

の
起

源
、

伝
来

、
続
本

草

の
植

物
』

〈
北
村

四
郎

選
集

3
>

(保
育

社

、

一
九

八
七
年

)

八
三
～

四
頁
。

(
13
)

北
村

四
郎

前
掲
書

『
本
草

の
植
物

漢

名

と
和
名

、
学

名

と

の
同

定
』

五

八
頁
。

(
14
)

農
書

と

い
う

の
は
、

『
清
良

記
』

(全

三
十

巻
。

伊
予
宇

和

島

の
土
豪

土
居

清
良

の
生

涯

を
編
年

体

で
記
述

し

た
も

の

で
あ

る
)

の
中

の
七

巻

「親

民

鑑
月

集
」

の
こ

と
を
指

す

。

『清

良

記
』

の
作

者
、

成

立
年

代

に

つ
い

て
は
論

争

の

あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
徳
永
光
俊
は
山
口
常
助
の
説
を
引
い
て
、
作
者
を
土

居
水
也
、
成
立
年
代
を

一
六
二
九
～

一
六
五
四
年
ま
で
の
二
六
年
間
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
(松
浦
郁
郎
他
校
注

・
執
筆
)
『清
良
記

(親
民
鑑
月
集
)
農
術

鑑
正
記

・
阿
州
北
方
農
業
全
書
』
所
収

徳
永
光
俊

「清
良
記

・
解
題
」
〈日

本
農
書
全
集

一
〇
〉
(農
山
漁
村
文
化
協
会
、

一
九
八
○
年
)
二
〇
七
～
八

頁
参
照
。

(15
)

伊
藤
伊
兵
衛

(君
塚
仁
彦
校
注

・
執
筆
)
『花
壇
地
錦
抄
』
〈日
本
農
書
全

集

一
〇

園
芸
1
>
(農
山
漁
村
文
化
協
会
、

一
九
八
五
年
)

一
四
二
～
四

四
、
三
〇
八
頁
。

(16
)
山
田
龍
雄

・
井
浦
徳
監
修

『農
業
全
書

巻
六
～
十
宮
崎
安
貞

・
巻
十

一

付
録
貝
原
楽
軒
』
〈日
本
農
書
全
集

=
二
〉
(農
山
漁
村
文
化
協
会
、

一
九
八

四
年
)

一
七
五
～
八
頁
参
照
。

(17
)

菊
池
秋
雄
前
掲
書

『果
樹
種
類
各
論
』

一
四
六
頁
。
ま
た
、
西
山
松
之
助

「桃
と
日
本
人
」
(荒
山
秀
雄
他

『四
季
花
ご
よ
み

(春
)』、
講
談
社
、

一
九
八

八
年
所
収
)
二
〇
三
頁
。

(18
)

小
久
保
桃
江

『福
祉
の
原
点
と
桃
太
郎
の
研
究
』
(講
談
社
、

一
九
七
七

年
、
二
五
七
～
九
頁
)
所
引

「
N
H
K
明
る
い
農
村
」
(昭
和
四
十
八
年
八
月

一
日
)。

(19
)

菊
池
秋
雄
前
掲
書

『果
樹
園
芸
学
』
上
巻

『果
樹
種
類
各
論
』

一
五

一

～
五
頁
。

(20
)

北
村
四
郎
前
掲
書

『本
草
の
植
物

漢
名
と
和
名
、
学
名
と
の
同
定
』

四

一
二
頁
。

(21
)

元
の

『河
南
志
』
二
に
よ
る
と
、
華
林
園
は
漢
の
芳
林
園
で
あ
る
。
魏
の

文
帝
の
と
き
、
天
淵
池
を
穿
ち
、
池
の
中
に
九
華
台
を
築
き
、
さ
ら
に
築
山
な

い
み
な

ど

の
工
事

を
す

す

め
、
園

を
造

っ
た
。

の
ち
、
斉

王

曹
芳

の
諱

を

さ
け
、
華

林
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園

と
改

め

た
。
洛

陽
城
内

の
東

北

隅

に
あ

っ
た
。

(
22
)

忽

思
慧
著

(金
世
琳

訳

)

『薬

膳

の
原
典

飲

膳
正

要
』

(
八
坂

書
房

、

一

九

九
三
年

)

一
九

〇
頁
。

(23
)

武

田
久

吉

『民

族

と
植
物

』

(岡

山
書

店

、

一
九

四

八
年

)

所
収

「桃

と

モ
モ
」

一
六

四
頁
。

(24
)

李

時
珍

『本

草

綱
目

』

(「
本

草
綱

目
序

例

第

一
巻

、
歴

代

諸

家
本

草

」
)

「
神

農
本

草
経

」

の
条
、
掌

禹

錫

の
説

を
引

い

て
、

「
旧
説

本
草

経

三
巻

、

神
農

所

作

」

(
旧
説

に
、

本

草

経

の
三

巻

は
、

神

農

の
作

な

り

)
と

あ

り
、

ま

た

『淮
南

子

』

を
引

い

て
、

「
神
農

嘗
百

草
之

滋
味

、

一
日
而

七
十

毒
。
由

是

医
方

興
焉

」

(神
農

は
百
草

の
滋
味

を

嘗

め

た
。

一
日

七
十

毒
。

由

っ
て
、
医

方

が

興

っ
た

の
だ

っ
た
)

と
あ

る
。

し

が
し
、

神
農
本

草

三
巻
が

初

め

て
世

に
出

た

の
は
、
梁

の

『
七
録

』

に
お

い

て
で
あ

り
、

ま
た
、
書

中
載

せ
る
所

の
郡

県

に

多
く

後
漢

の
地

名

を
用

い
る

の
を

み
れ
ば

、

お
そ
ら

く

は
後

漢

に

で
き

た
も

の

で
あ

ろ
う

と
推

測

さ
れ

る
。
同

書

は
、
薬

三
百

六
十

五
種

を
載

せ
、
上

・
中

・

下

の
三
品

に
分

か

つ
。

な

お
、
本

文

に

お
け

る
引

用

は
森

立

之

『
神

農

本

草

経

・
神

農

本

草

経

攷

異
』
嘉

永

七

年

版
、

影

印

本

(有

明

書

店
、

一
九

八
○

年

)

に
よ

っ
た
。

(
25
)

読

と
は
唐

の
人

孟
読

の
略

称

で
あ
り

、

こ
こ

の
引

用

は
孟
読

の

『
食
療

本

草
』

(三
巻

)

に
よ

っ
た
も

の
で
あ

る
。

(
26
)

丹
石
毒

と

は
、
皮

膚

炎
症

の

一
つ
で
、

灼
熱

や
触

痛
が

あ

り
、

リ

ン
パ
節

の
腫

大
、
寒

気

、
高
熱

な

ど

の
症
状

を
伴

う
。
丹

毒

と
も

い
う
。

(
27
)

思
邀

と

は
唐

の
人
孫

思
邀

(五

八

一
P
～

六

八
二
)

の
略
称

で
あ

り
、

こ

こ
の
引
用

は
孫

思
邀

の

『千

金

翼
方
』

に
よ

っ
た
も

の
で
あ

る
。

(
28
)

瑞

と

は
元

の
文
宗

の
時

の
医

士

呉
瑞

の
略

称

で
あ

り
、

こ

こ

の
引

用

は

『
日
用

本
草

』

(八
巻
)

に
よ

っ
た
も

の
で
あ

る
。

(29
)

大

明
と

は
、

『
大
明

日
華
諸

家
本

草

』

(
二
十
巻

、
明

の
人

の
撰

)

の
こ
と

で
あ

る
。

(30
)

肺

は

五
臓

の
中

で
西

に
位

置

し
、
桃

も

五

果

の
中

で
西

に
位

置

す

る
。

『黄

帝
内

経

・
霊

枢

経
』

に
、

「
肺

病
者

、
宜

食

黄
黍

鶏

肉
桃

葱

」

(肺
病

の
者

ね
ぎ

は
、

黄
黍

・
鶏

肉

・
桃

・
葱

を
食

せ
ば
宜

し
)

と
あ

る
。

(
31
)

別
録

と

は
、
宋

の
人

陳
彭

年

(九
六

一
～

一
〇

一
七

)

の

『江

南
別
録

』

の
こ
と

で
あ

る
。

(
32
)

皸

と
は
南

宋

の
人
雷

皸

の
略
称

で
あ

り
、

こ

こ

の
引

用

は
雷

皸

の

『炮

炙

論

』

(三
巻

)

の
こ
と

で
あ

る
。

(
33
)

弘
景

と

は
南

朝

の
人
陶

弘

景

(四
五

六
～

五
三

六
)

の
略
称

で
あ
り
、

こ

こ

の
引

用

は
陶

弘
景

の

『本

草
経

集
注

』

(七
巻

)

に
よ

っ
た
も

の
で
あ

る
。

(
34
)

崩

と

は
、

婦

人
病

の

一
つ
で
、

血
崩

と
も

い
う
。

『
皇
帝

内

経

素

問
』

二

「
陰
陽

別
論

」

に

「
陰
虚

陽

博
謂

之
崩

」

(陰

虚
陽

博

は
崩

と
謂

う
)

と
あ

る
。

(
35
)

『
家
宝

方
』

と

は
朱

瑞
章

の

『衛

生
家

宝
方
』

の
こ

と

で
あ

る
。

(
36
)

頌

と

は
宋

の
人
蘇

頌

(
一
〇

二
〇

～

一

一
〇

一
)

の
略

称

で
あ

り
、

こ

こ

の
引

用

は
蘇

頌

の

『図

経
本

草
』

に
よ

っ
た
も

の
で
あ

る
。

(
37
)

胡

洽

と

は
人

名

ら

し

い
が
、

未
詳

。
李

時
珍

の

『本

草

綱
目

』
巻

一

「
引

據

古

今
医

家
書

目

」

に

は
、

『胡

洽

居
士

百
病

方

』

と

い
う
本

が
出

さ
れ

て

い

る
。

(
38
)

伏

梁

と
は
病

名

で
あ

る
。

『皇

帝
内

経
素

問
』

「
腹
中

論

」

に

「
帝

日

:
病

者

有

少

腹

盛
、

上
下

左

右

皆

有

根
、

此

為
何

病

p

…

…
岐

伯

日

:
病

名

日

伏

梁

」

(帝

曰
く
、

病
者

に
少

し
腹

盛
が

あ

り
、

上

下
左

右

に
皆

根
が

あ

る
が

、

此

れ

は
何

病

か

?
・…

…
岐
伯

曰

く
、
病

名

は
伏
梁

と

日
う
)

と
あ

る
。

(
39
)

痊

と

は

病

名

で
、
慢

性

伝

染

病

の
こ

と

を

指

す

。

「注

」

に

も

作

る
。

『釋

名
』

に

「
注
病

、

一
人

死
、

一
人
復

得
、

気
相

灌
注

也
」

(注
病

と
は
、

一

44
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人

が
死

ん
だ

ら
、

一
人
が

再

び
得

る
。
気

が
相

灌

注
す

る
な

り
)

と

い
う
。

(
40

)

李
時

珍

の

『本

草

綱
目

』
巻

一

「
歴
代
諸

家
本

草
」

に
よ

る
と
、

司
空

英

国

公
李
勣

は
唐

の
高

宗

の
勅

命

を
受
け

て
、
陶

隠

居
が

『神
農

本
草

経
』

三
巻

を
七
巻

に
増

修

し
た
も

の
を

改
修

し

て
、
世

に
こ
れ
を

『英

公
唐
本

草
』

と

し

て
伝

え
た
が

、
顕
慶

(六

五
六
～

六
六

〇
)
年

間

、
中

右
監

門
長
吏

で
あ

る
蘇

恭

ら

は
改

め

て
こ
れ

を
修

訂

し
、

『
唐

新
本

草
』

と

し

た
。

こ

こ

に
あ

る
蘇

恭

に
関

す

る
引

用

は
、
蘇

恭

ら
が
改

修

し

て
で
き

た

『唐

新
本

草
』

(
『唐

本
草

』

と
通
称

す

る
)

に

よ

っ
た
も

の
で
あ

る
。

(
41
)

『
肘
後

方

』
と

は
、

晋

の
人
葛

洪

(
二

八

一
P
～

三

四

一
)

の

『肘

後

百

一
方

』

の
こ
と

で
あ

る
。

(
42
)

陳
蔵

器

と

は
唐

の
人

で
あ

り

、

こ

こ

の
引

用

は
彼

が

撰

し

た

『
本

草

拾

遺

』

か

ら

で
あ

る
。

(
43
)

陳
蔵

器

の

『本

草
拾
遺

』

で
あ

る
。

(44
)

冉

先

徳

『中

華

薬

海
』

(哈

爾

浜

出

版

社

、

一
九

九

三

年

)

一
四

〇

九

～

=

頁

。

(45
)

冉
先

徳
前

掲
書

『中

華
薬

海
』

一
四
〇
九

～

=

頁

、
李

経
緯

他

『
中
医

大
辞

典

』

(人

民
衛

生
出

版
社

、

一
九
九

五
年

)

一
二

二

一
～

二
頁

。

(
46
)

鈴

木
棠

三

『日

本
俗

信

辞
典

動

・
植
物

篇
』

(角

川

書

店
、

一
九

八

二

年

)
六

〇

三
～

五
頁

。

(
47
)

こ
れ

は
、
前

野
直
彬

の
訳
を

参
照

し

た
。
前

野
直
彬

訳

『六
朝

・
唐

・
宋

小

説
集

』
〈
中

国
古

典

文
学
全

集

六
〉

(平

凡
社

、

一
九
五

九
年

)
三

=

二
頁

。
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