
ガ
如
ク
ニ
シ
テ
云
を
」
の
表
現
が
あ
る
。
『
病
源
』
に
は
同
様

の
表
現
を
痘
麻
共
に
用
い
て
い
る
の
で
、
こ
れ
だ
け
に
基
づ
い

て
当
時
の
疫
病
を
痘
瘡
か
麻
疹
の
何
れ
か
に
同
定
す
る
こ
と
は

で
妻
こ
な
い
。

（
帝
塚
山
学
院
大
学
）

自
己
の
生
を
安
ら
か
に
保
っ
て
天
寿
を
全
う
す
る
こ
と
は
、
人
間

の
根
源
的
な
欲
望
と
言
え
よ
う
。
疾
病
を
除
か
ん
と
す
る
医
の
行
為

も
、
こ
の
欲
望
に
根
ざ
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
中
に
、
疾

病
を
未
然
に
防
い
で
健
全
な
心
身
を
保
つ
た
め
の
養
生
の
分
野
が
あ

り
、
予
防
医
学
と
し
て
大
き
な
役
割
を
荷
っ
て
い
る
。

周
知
の
通
り
、
中
国
伝
統
医
学
に
お
い
て
は
早
く
か
ら
努
め
て
養

生
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
に
先
立
ち
、
現

在
筆
者
は
古
代
以
来
の
い
く
つ
か
の
養
生
思
想
の
特
色
を
見
出
し
、

け
い
こ
う

系
譜
づ
け
る
作
業
を
進
め
て
い
る
が
、
そ
の
流
れ
の
中
に
諮
康
と
い

う
人
物
が
い
る
。
彼
は
医
家
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
著
作
「
養
生

論
』
は
医
書
に
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
、
中
国
医
学
思
想
史
に
お
け

る
養
生
の
考
え
方
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
。

今
回
は
彼
の
養
生
論
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
、
古
代
以
来
の
養
生
思

想
の
流
れ
の
中
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
考

岱
康
『
養
生
論
』
の
一
考
察丸

山

敏
秋
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え
て
み
た
い
。

あ
ざ
な

醤
康
（
一
三
三
’
二
六
二
）
、
字
は
叔
夜
、
三
国
時
代
の
魏
の
文
人
・

し
よ
う
て
つ

・
思
想
家
で
あ
る
。
諜
国
姪
（
現
在
の
安
徽
省
北
部
）
に
生
ま
れ
、
早

く
に
孤
児
と
な
っ
た
が
、
魏
の
王
族
と
結
婚
し
て
中
散
大
夫
に
昇

進
、
だ
が
そ
の
名
利
を
忌
み
、
悟
淡
寡
欲
を
よ
し
と
す
る
性
格
は
、

い
ざ
な

彼
を
竹
林
の
遊
び
へ
と
誘
っ
た
・
老
荘
思
想
や
神
仙
術
に
傾
倒
。
琴

を
楽
し
み
、
詩
文
に
長
じ
た
が
、
不
正
を
許
さ
ぬ
反
儒
家
的
な
激
し

い
気
性
の
た
め
、
友
人
呂
安
の
事
件
に
連
座
し
て
処
刑
さ
れ
た
。

優
れ
た
思
想
書
と
言
う
べ
き
『
養
生
論
』
（
『
文
選
』
所
収
）
は
極
く

し
よ
う
し
ゆ
う

短
い
も
の
で
あ
る
が
、
竹
林
の
友
人
向
秀
の
批
判
（
『
難
養
生
論
』
）

を
さ
ら
に
醤
康
自
身
が
論
駁
し
た
『
答
難
養
生
論
』
を
併
せ
読
む
と

き
、
彼
の
養
生
に
対
す
る
考
え
方
を
よ
く
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
以

下
に
そ
の
概
要
を
述
べ
る
。

緋
康
は
精
神
と
肉
体
の
両
方
を
養
う
必
要
を
力
説
し
た
。
し
か
し

「
精
神
の
形
骸
に
於
け
る
は
、
猶
お
国
の
君
有
る
が
ご
と
し
」
と
述

べ
、
数
々
の
例
を
示
し
な
が
ら
精
神
が
肉
体
を
支
配
す
る
こ
と
を
説

く
。
す
な
わ
ち
彼
は
精
神
の
優
位
性
を
認
め
る
立
場
を
と
っ
た
こ
と

か
ら
、
総
じ
て
精
神
を
養
う
養
神
の
方
法
を
論
じ
た
記
述
が
多
い
。

わ
ず
ら

そ
の
要
諦
は
、
喜
怒
哀
楽
の
情
や
思
慮
に
累
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

常
に
清
虚
静
泰
、
名
利
を
捨
て
て
欲
を
寡
く
す
る
こ
と
（
禁
欲
で
は

な
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
老
荘
思
想
に
お
い
て
理
想

と
さ
れ
る
境
地
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
た
だ
一
つ
異
な
る
の
は
、
音
楽
が

養
生
の
為
に
益
あ
る
と
考
え
た
点
で
あ
る
（
『
老
子
』
十
二
章
「
五
音
は

人
の
耳
を
し
て
聾
な
ら
し
む
」
）
。
そ
こ
に
琴
を
愛
し
て
『
琴
賦
』
ま
で

作
っ
た
替
康
ら
し
さ
が
よ
く
薮
わ
れ
る
。
『
医
心
方
」
巻
二
七
に
彼

の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
の
も
、
ほ
と
ん
ど
が
こ
う
し
た
養
神
に
関

す
る
言
説
で
あ
る
。

他
方
、
肉
体
を
養
う
養
形
の
面
で
は
、
呼
吸
吐
納
と
畔
穀
服
食
と

い
う
神
仙
家
的
な
方
法
を
説
い
た
。
神
仙
説
を
奉
ず
る
者
と
の
交
わ

り
が
深
か
っ
た
鋳
康
は
、
神
仙
の
存
在
を
確
信
し
て
い
た
。
神
仙
と

は
誰
も
が
な
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
導
養
の
理
を
会
得
し
て
特
に
異

う

気
を
票
け
た
者
の
み
が
な
れ
る
の
だ
と
言
う
。
呼
吸
吐
納
や
畔
穀
服

食
も
そ
の
為
の
方
途
で
あ
る
が
、
愁
康
の
養
生
の
論
に
は
後
者
に
つ

い
て
の
記
述
が
多
い
。
彼
は
食
物
の
摂
取
が
人
体
の
機
能
や
疾
病
の

発
生
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
を
痛
感
し
て
い
た
。
畔
穀
と
は
、
五

穀
が
臓
胴
を
汚
し
て
百
病
の
原
因
に
な
る
と
の
考
え
か
ら
、
そ
れ
を

避
け
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
滋
味
な
る
も
の
も
断
た
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
蓄
康
は
、
甘
醒
、
流
泉
、
柴
芝
と
い
っ
た
命
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を
養
う
上
薬
の
服
用
を
唱
え
、
上
薬
を
服
し
て
長
寿
を
得
た
過
去
の

人
物
を
例
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
論
述
を
見
る
と
い
た
ず
ら
な
神

秘
性
は
感
じ
ら
れ
ず
、
経
験
的
に
認
め
得
る
数
多
く
の
事
柄
が
依
り

所
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
の
食
物
や
医
学
に
対
す
る

豊
富
な
知
識
と
、
合
理
性
を
重
ん
ず
る
精
神
を
看
取
す
る
こ
と
が
出

来
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
中
国
古
代
に
お
い
て
は
養
生
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か

の
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
大
き
く
四
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類

し
て
み
た
。
詳
細
は
別
に
譲
る
が
、
①
た
と
え
ば
『
素
問
』
四
気
調

神
大
論
に
見
え
る
四
季
の
養
生
の
よ
う
な
、
日
常
的
・
経
験
的
な
養

生
説
、
②
老
・
荘
、
特
に
後
者
に
顕
著
な
、
道
と
の
一
体
化
を
説
く

超
越
論
的
養
生
説
、
③
『
荘
子
』
の
中
に
や
や
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る

神
仙
的
養
生
説
、
④
楊
朱
一
派
の
主
唱
し
た
快
楽
主
義
的
な
養
生

説
、
の
四
つ
で
あ
る
。
後
世
の
養
生
論
を
、
そ
れ
ら
の
流
れ
の
中
で

説
、
の
四
つ
で
あ
る
。
後
世
の
養
生
季

位
置
づ
け
て
み
る
こ
と
は
興
味
深
児

猛
康
の
場
合
、
上
記
④
を
除
く
タ
イ
プ
が
み
な
有
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
と
り
わ
け
②
と
③
の
そ
れ
が
強
い
。
既
に
述
べ
た
如
く
、

彼
の
養
神
の
論
は
、
音
楽
に
つ
い
て
以
外
は
ほ
ぼ
老
・
荘
の
立
場
を

襲
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
明
ら
か
に
神
仙
の
存
在
を
信
じ

て
憧
れ
、
神
仙
に
至
る
方
途
の
一
つ
で
あ
る
辞
穀
服
食
に
関
心
を
寄

せ
て
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

付
言
す
る
に
、
硲
康
を
批
判
し
た
向
秀
の
論
に
は
、
④
の
タ
イ
プ

に
通
ず
る
言
説
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
神
仙
の
存
在
も
き
っ
ぱ
り
と

否
定
す
る
彼
の
立
場
は
、
必
然
的
に
硲
康
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。

（
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
思
想
研
究
科
）
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