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中
国
古
文
献
中
の
パ
ン
ダ

珍
獣
｢
熊
猫
｣

パ
ン
ダ
は
現
在
中
国
の
一
級
保
護
動
物
で
あ
る
｡
そ
し
て
パ
ン
ダ
は
そ
の
不
思
議
な
風
貌
と
希
少
性
の
た
め
に
ひ
ろ
く
世
界
に
そ
の
名
を

知
ら
れ
て
い
る
｡

日
本
語
で
い
う
パ
ン
ダ
は
英
語
(
G
i
a
コ
t
P
a
n
d
a
)
由
来
の
名
称
で
あ
り
､
中
国
大
陸
で
一
般
に
使
わ
れ
る
呼
称
で
は
な
い
(
な
お
､
学
名
=

ラ
テ
ン
名
は
A
i
】
u
r
O
p
O
d
a
m
e
】
a
n
O
-
e
u
c
a
)
｡
漢
語
で
は
｢
熊
猫
｣

｢
大
熊
猫
｣
と
呼
ば
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡

漢
語
で
は
こ
の
｢
熊
猫
｣
と
い
う
呼
び
名
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
｢
G
i
a
n
t
P
a
n
d
a
｣

(
パ
ン
ダ
)
を
示
す
も
の
と
し
て
定
着
し
た
の
で
あ
ろ

う
｡
一
見
し
て
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
の
あ
る
語
で
は
な
い
｡
こ
こ
ろ
み
に
現
在
通
行
し
て
い
る
現
代
漢
語
の
辞
典
類
を

調
べ
て
み
て
も
､
『
漢
語
大
詞
典
』
『
辞
海
』
(
一
九
九
九
年
版
)
な
ど
の
大
型
の
辞
典
で
も
｢
熊
猫
｣
な
ど
の
こ
と
ば
が
つ
か
わ
れ
た
文
献
資

料
を
提
示
し
て
い
な
い
｡
ま
た
､
両
辞
典
と
も
｢
猫
熊
｣
｢
大
猫
熊
｣
｢
大
熊
猫
｣
を
｢
熊
猫
｣
の
同
意
語
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
｡
一
九
三

四
年
初
版
の
『
辞
海
』
(
一
九
六
四
年
第
十
四
版

台
湾
中
華
書
局
刊
)
で
は
｢
熊
猫
｣
に
以
下
の
よ
う
な
解
釈
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡
｢
熊
猫

怪
獣
の
名
｡
新
彊
に
産
す
る
｡
体
は
き
わ
め
て
お
お
き
く
､
現
存
す
る
怪
獣
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
め
ず
ら
し
い
も
の
の
一
種
｡
い
ま
か
ら
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六
十
年
前
､
フ
ラ
ン
ス
の
科
学
者
･
比
利
大
衛
氏
が
発
見
し
た
｡
一
九
二
九
年
に
い
た
り
､
ア
メ
リ
カ
の
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
将
軍
の
弟
某
が
捕

獲
し
､
現
在
で
は
シ
カ
ゴ
原
野
博
物
館
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
動
物
が
何
類
何
科
に
属
す
る
の
か
は
い
ま
な
お
わ
か
ら
な
い
｡
｣

文
中
に
あ
ら
わ
れ
る
｢
比
利
大
衛
氏
｣
は
フ
ラ
ン
ス
人
ダ
ヴ
イ
ド
神
父
(
一
八
二
六
⊥
九
〇
〇
)
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
荒
俣
宏
『
世

界
大
博
物
図
鑑

⑤
哺
乳
類
』
(
平
凡
社
一
九
八
八
年
)
に
は
こ
う
あ
る
｡
｢
一
八
六
九
年
三
月
､
中
国
四
川
省
西
部
を
旅
し
て
い
た
彼
(
ダ

ヴ
イ
ド
神
父
=
荒
木
注
)
は
､
チ
エ
ン
ル
ー
の
地
主
の
家
で
白
地
に
黒
の
模
様
の
あ
る
大
き
な
動
物
の
毛
皮
を
見
せ
ら
れ
た
｡
｣
そ
の
後
標
本
､

毛
皮
を
手
に
入
れ
た
ダ
ヴ
イ
ド
神
父
は
翌
一
八
七
〇
年
に
友
人
の
動
物
学
者
ミ
ル
ヌ
=
エ
ド
ヴ
ア
ー
ル
に
見
せ
､
ア
ラ
イ
グ
マ
科
に
分
類

(
3
)

し
た
｡パ
ン
ダ
を
捕
獲
し
た
｢
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
将
軍
の
弟
某
｣
は
K
e
r
ヨ
i
t
R
0
0
S
e
く
e
l
t
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
→
h
e
O
d
O
r
e
R
0
0
S
e
邑
t
の
次
男
で

ぁ
っ
た
K
e
r
ヨ
i
t
は
､
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
二
九
年
に
か
け
て
､
シ
カ
ゴ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
博
物
館
(
c
h
i
c
a
g
O
㌦
F
i
e
-
d
M
u
s
e
u
ヨ
)

の
動
物
､

鳥
類
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
た
め
に
兄
T
h
e
O
d
O
r
2
J
r
･
と
と
も
に
雲
南
･
四
川
両
省
を
お
と
ず
れ
た
｡
こ
の
と
き
と
ら
え
た
g
0
1
d
e
n
s
n
u
b
･

(
4
)

n
O
S
e
d
ヨ
O
n
k
e
y
と
瞥
n
t
p
a
n
d
a
が
､
こ
れ
ら
の
動
物
が
ア
メ
リ
カ
に
持
ち
帰
ら
れ
た
最
初
の
例
で
あ
る
と
い
う
｡

っ
ま
り
､
『
辞
海
』
の
記
事
に
は
一
応
事
実
が
背
景
と
し
て
あ
る
の
だ
が
､
『
辞
海
』
の
執
筆
者
が
事
実
を
お
お
き
く
誤
認
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
｡
そ
の
誤
認
の
原
因
は
わ
か
ら
な
い
｡
｢
熊
猫
｣
と
い
う
名
称
が
訳
語
と
さ
れ
た
理
由
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
｡

た
だ
､
こ
の
記
述
を
見
る
と
､
｢
熊
猫
｣
の
語
は
民
国
期
に
は
ま
だ
｢
パ
ン
ダ
｣
を
指
す
固
定
さ
れ
た
こ
と
ば
と
し
て
ひ
ろ
く
認
め
ら
れ
て

は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
と
は
推
測
で
き
る
｡
実
際
の
パ
ン
ダ
の
発
見
か
ら
六
十
年
､
捕
獲
か
ら
五
年
の
間
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
こ
と

が
『
辞
海
』
の
執
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
か
､
執
筆
者
は
ど
こ
ま
で
現
実
の
パ
ン
ダ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
｡

し
か
し
読
者
が
こ
の
記
述
か
ら
共
通
に
現
在
わ
た
し
た
ち
の
思
い
え
が
く
｢
白
黒
の
熊
｣
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
思
え
な
い
｡
大

部
分
の
人
の
脳
裏
で
｢
熊
猫
｣
が
｢
パ
ン
ダ
｣
と
直
結
す
る
よ
う
な
状
態
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
｡

そ
れ
で
は
中
国
の
文
献
上
で
パ
ン
ダ
に
関
す
る
記
述
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
中
国
に
は
古
代
か
ら
パ
ン
ダ
が
い
て
､
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人
と
接
す
る
機
会
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
｢
熊
猫
｣
の
語
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
｡
わ
れ
わ
れ
は

い
っ
た
ん
｢
熊
猫
｣
と
い
う
ラ
ベ
ル
か
ら
離
れ
て
､
古
代
の
パ
ン
ダ
の
姿
を
探
し
も
と
め
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
｡

現
実
の
パ
ン
ダ

(
6
)

ま
ず
生
物
科
学
分
野
の
成
果
か
ら
､
古
代
中
国
の
パ
ン
ダ
の
生
息
状
況
を
確
認
し
て
み
る
｡

中
国
で
は
す
で
に
い
ま
か
ら
四
百
万
年
ま
え
に
現
在
の
パ
ン
ダ
の
直
接
の
祖
先
で
あ
る
｢
姶
熊
猫
｣

が
い
て
､
三
百
万
年
ま
え
に
は
パ
ン

ダ
が
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
｡
垂
慶
､
四
川
､
貴
州
､
広
西
､
湖
南
､
湖
北
､
河
南
､
安
徴
､
福
建
､
漸
江
､
険
西
､
山
西
､
北
京
な

ど
で
三
百
万
年
ま
え
か
ら
一
万
年
ま
え
ま
で
の
期
間
の
パ
ン
ダ
の
化
石
が
発
見
さ
れ
て
い
て
､
パ
ン
ダ
が
広
範
囲
に
生
息
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
る
｡
氷
河
期
を
経
て
パ
ン
ダ
の
生
存
範
囲
は
せ
ま
く
な
り
は
し
た
も
の
の
､
依
然
と
し
て
黄
河
以
南
の
広
い
地
域
に
生
息
し
て

い
た
｡
パ
ン
ダ
の
生
息
範
囲
が
､
現
在
の
四
川
､
駅
西
､
青
海
の
一
部
と
い
う
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
に
な
っ
た
の
は
､
お
も
に
人
口
の
増
加

と
､
そ
れ
に
と
も
な
う
人
の
活
動
範
囲
の
拡
大
に
よ
っ
て
生
じ
た
森
林
伐
採
と
動
物
乱
獲
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
規
模
は
十
八
世
紀
以

降
急
激
に
お
お
き
く
な
っ
た
｡
そ
れ
で
も
十
九
世
紀
な
か
ご
ろ
ま
で
は
湖
北
､
湖
南
で
も
パ
ン
ダ
の
生
息
は
確
認
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う

な
状
況
か
ら
､
古
代
中
国
で
は
パ
ン
ダ
と
人
と
の
接
触
の
機
会
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡

伝
説
の
は
じ
ま
り

で
は
中
国
の
古
文
献
中
で
は
パ
ン
ダ
は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
も
そ
も
文
献
中
で
パ
ン
ダ
に
関
す
る
記
述
を
見
つ

け
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
｡
も
ち
ろ
ん
動
物
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
文
献
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
､
た
だ
｢
動
物

の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
｣
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
そ
の
実
例
は
無
数
に
あ
る
｡
し
か
し
記
さ
れ
て
い
る
動
物
が
ど
の
よ
う
な
動
物
な
の
か
(
見

た
目
､
習
性
､
生
息
地
な
ど
の
情
望
ま
で
わ
か
る
も
の
と
な
る
と
お
お
く
は
な
い
｡
文
章
の
本
筋
に
関
係
し
な
い
か
ぎ
り
､
い
ち
い
ち
動
物
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名
に
｢
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
動
物
か
｣
と
い
う
説
明
を
つ
け
て
く
れ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
｡
と
な
る
と
､
動
物
に
つ
い
て
の
解
説
を
の

せ
る
自
然
科
学
系
の
本
(
子
部
医
家
類
の
本
草
書
な
ど
)
､
文
字
の
解
釈
を
説
明
し
た
本
(
経
部
小
学
類
の
字
書
な
ど
)
､
そ
れ
に
類
書
な
ど
､
ま

た
は
そ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ
た
文
献
な
ど
を
中
心
に
見
て
い
く
し
か
な
い
｡

ま
ず
『
爾
雅
注
疏
』
(
晋
･
郭
標
注
､
宋
･
部
局
疏
)
を
見
て
み
よ
う
｡
巻
十
一
釈
獣
第
十
八
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
｡

須
白
豹
｡
注
似
熊
t
小
頭
庫
脚
.
黒
白
駁
七
.
能
舐
食
鋼
繊
及
竹
骨
｡
骨
節
強
直
,
中
賓
少
髄
,
皮
辟
藻
｡
或
日
豹
｡
白
色
者
別
名
琴

音
義
須
亡
白
反
｡
《
字
林
》
云
,
似
熊
而
白
黄
｡
出
萄
郡
｡
一
日
白
豹
｡
豹
必
孝
反
｡
《
字
林
》
云
,
似
虎
貝
文
｡
熊
音
雄
｡
庫
音
稗
｡

駁
布
角
反
｡
繊
佗
結
反
｡
髄
素
累
反
｡
混
必
亦
反
｡
疏
琴
一
名
白
豹
｡
《
字
林
》
云
.
似
熊
而
自
責
出
萄
郡
｡
一
日
自
豹
｡

こ
の
｢
頭
は
ち
い
き
く
足
は
み
じ
か
く
､
自
と
黒
が
ま
ざ
り
あ
っ
た
模
様
､
鋼
･
鉄
･
竹
を
た
べ
る
｣
と
い
う
部
分
は
パ
ン
ダ
の
特
徴
と

酷
似
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
こ
の
｢
須
｣
な
る
動
物
は
､
古
代
の
中
国
人
が
パ
ン
ダ
を
見
て
そ
う
呼
ん
だ
と
推
測
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
｡

た
だ
し
注
意
す
べ
き
な
の
は
､
こ
の
資
料
は
｢
『
爾
雅
』
に
パ
ン
ダ
が
記
載
さ
れ
て
い
る
｣

こ
と
を
し
め
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

『
爾
雅
』
に
は
｢
須
｣
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
し
か
言
え
な
い
｡
言
え
る
の
は
注
釈
者
で
あ
る
郭
瑛
が
認
識
し
て
い
た
｢
襲
｣
と
い
う
動
物

が
パ
ン
ダ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
､
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
｡

鄭
樵
(
宋
)

も
そ
の
『
爾
雅
』
注
の
な
か
で
郭
瑛
の
解
釈
を
う
け
つ
い
で
い
る
｡

漠
白
豹
｡
音
階
｡
似
熊
小
頭
庫
脚
.
黒
白
駁
｡
能
舐
食
鋼
繊
及
竹
木
｡
牙
歯
極
堅
□
□
,
多
以
其
牙
託
烏
彿
牙
｡

基
本
的
に
は
郭
瑛
注
を
ひ
き
つ
ぎ
､
そ
こ
に
｢
牙
歯
｣

の
説
明
を
加
え
た
だ
け
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
(
｢
竹
骨
｣
が
｢
竹
子
｣
に

な
っ
て
い
る
が
､
内
容
に
大
き
な
ち
が
い
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
)
｡
郭
嘆
『
爾
雅
』
注
､
鄭
樵
『
爾
雅
』
注
を
見
た
後
代
の
人
は
そ
れ
ら
の
解

釈
を
う
け
い
れ
(
鄭
樵
の
解
釈
は
郭
嘆
の
延
長
上
に
あ
る
わ
け
だ
か
ら
､
実
質
郭
瑛
以
来
の
解
釈
で
あ
る
)
､
｢
撃
と
は
熊
に
似
た
白
黒
模
様
の
動
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物
で
あ
る
､
と
思
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
｡

『
爾
雅
』
以
外
に
｢
須
｣
に
つ
い
て
述
べ
た
文
献
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
『
十
三
経
注
疏
索
引
』
に
よ
れ
ば
､
十
三
経
の
な
か
で
は
『
爾
雅
』

以
外
に
は
｢
漠
｣
は
一
度
た
り
と
も
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
｡
私
の
知
る
限
り
で
､
郭
瑛
よ
り
も
早
い
時
期
に

｢
漠
｣

に
言
及
し
た
文
献
と
し

て
は
許
慎
『
説
文
解
字
』
が
あ
る
｡
そ
こ
に
は
こ
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
｡

襲
似
熊
而
黄
黒
色
.
出
萄
中
｡
肌
身
莫
撃
美
白
切

こ
の
一
文
を
見
た
だ
け
で
は
､
こ
の
動
物
が
い
っ
た
い
な
ん
な
の
か
､
判
断
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
｡
ま
た

｢
黄
黒
色
｣

と
は
い
っ
た

い
ど
の
よ
う
な
色
で
あ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
｡
｢
萄
｣

は
た
し
か
に
現
在
は
パ
ン
ダ
の
生
息
地
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
､
先
に
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
､
パ
ン
ダ
の
生
息
域
が
四
川
な
ど
ご
く
一
部
の
地
域
に
限
定
さ
れ
る
の
は
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
る
の
だ
か
ら
､
こ
の
時
期
の
文

献に

｢
萄
に
あ
ら
わ
れ
る
｣

と
あ
っ
て
も
そ
の
動
物
が
即
パ
ン
ダ
で
あ
る
こ
と
の
有
力
な
証
拠
と
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
で
こ

れ
ら
三
種
の
資
料
､
『
爾
雅
』

の
注
釈
二
種
と
『
説
文
』
を
見
比
べ
て
み
る
と
､
『
説
文
』

の
解
釈
は
『
爾
雅
注
疏
』

の
疏
に
引
用
さ
れ
て
い

(
8
)

る
『
字
林
』

の
解
説
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
劉
宋
時
期
に
成
立
し
た
『
字
林
』
は
『
説
文
解
字
』

の
解
釈
を
引
き
つ
い
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
｡

『
説
文
』
『
字
林
』
の
解
釈
か
ら
パ
ン
ダ
を
想
起
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
が

(
記
述
が
簡
単
す
ぎ
る
の
で
､
パ
ン
ダ
で
あ
る
と
も
判
断
で
き
ず
､

さ
り
と
て
絶
対
に
パ
ン
ダ
で
は
な
い
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
｡
郭
瑛
､
鄭
樵
の
｢
襲
｣
と
同
じ
動
物
を
指
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
不
明
)
､
郭
瑛
､
鄭

樵
の
注
か
ら
パ
ン
ダ
の
姿
を
思
い
描
く
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
こ
こ
に
も
や
は
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
は

｢漠

は
鋼
･
鉄
や
竹
を
食
べ
る
｣

の
部
分
で
あ
る
｡
｢
竹
｣

は
問
題
な
い
｡
こ
れ
こ
そ
が
パ
ン
ダ
の
､
ほ
か
の
ク
マ
科
の
動
物
と
異
な
る
特
徴
で

(
9
)

あ
る
｡
で
は

｢
鋼
鉄
｣

と
は
な
に
か
｡
い
っ
た
い

｢
鋼
鉄
｣

を
食
べ
る
動
物
な
ど
い
る
も
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の

｢
鋼
鉄
を
食
べ
る
動
物
｣

と

い
う
概
念
は
ど
こ
か
ら
う
ま
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
｡
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(1n)

こ
の
間
い
に
関
し
て
､
『
文
史
雑
誌
』
と
い
う
雑
誌
に

｢
竹
箭
与
熊
猫
｣

と
い
う
お
も
し
ろ
い
随
筆
が
あ
る
｡
こ
の
エ
ッ
セ
ー
で
は
お
も

に
『
山
海
経
』
に
よ
っ
て
古
代
パ
ン
ダ
の
名
称
を
さ
ぐ
り
､
｢
猛
豹
｣

｢
猛
氏
｣

｢
白
豹
｣

｢
狛
狛
｣

｢
街
街
｣

｢
漠
豹
｣

な
ど
が
パ
ン
ダ
に
あ
た

る
､
と
考
え
て
い
る
｡
そ
こ
か
ら
『
爾
雅
』
『
康
照
字
典
』

の

｢
漠
｣

は

｢
漢
豹
｣

と
お
な
じ
も
の
を
指
す
と
推
定
し
て
い
る
｡
で
は

｢
漢
｣

は
な
ぜ

｢
鋼
鉄
｣

を
食
べ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
の
か
｡
｢
鋼
鉄
｣

は
本
来
｢
竹
箭
｣

と
お
な
じ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
｡
そ
の
理
由
は

｢
青
銅

時
代
以
来
､
鋼
で
矢
を
つ
く
つ
て
い
た
が
､
の
ち
に
鉄
で
も
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
パ
ン
ダ
が
『
箭
を
食
べ
る
』
と
い
う
言
い
か
た
が
､

事
情
を
よ
く
知
ら
な
い
戦
国
期
の
人
々
に
つ
た
わ
り
､
そ
れ
が
次
々
と
誤
っ
て
つ
た
え
ら
れ
､
『
鋼
鉄
を
食
べ
る
』
に
変
わ
っ
た
｣

か
ら
で

あ
る
と
い
う
｡
こ
の
エ
ッ
セ
ー
の
言
う
と
こ
ろ
を
私
な
り
に
敷
街
す
る
と
こ
う
い
う
こ
と
だ
｡
あ
る
と
き
山
で
白
黒
の
獣
が
笹
(
竹
)

を食

べ
る
姿
を
目
撃
し
た
人
が
い
た
｡
そ
の
当
時
､
矢
は
竹
で
つ
く
つ
て
い
た
｡
そ
こ
で
そ
の
人
は

｢
山
に
矢
を
食
べ
る
動
物
が
い
た
｣

と
言
っ

た
｡
の
ち
に
矢
の
材
料
は
竹
か
ら
金
属
へ
と
か
わ
っ
た
｡
材
料
の
変
化
に
応
じ
て
､
｢
矢
を
食
べ
る
｣

の
意
味
も

｢
竹
を
食
べ
る
｣

か
ら
｢
金

属
を
食
べ
る
｣

に
変
わ
っ
た
の
だ
｡

こ
の
意
見
に
は
た
し
か
に
い
く
つ
か
問
題
も
あ
る
｡
文
中
で
は

｢
青
銅
時
代
｣

と
い
う
が
､
商
代
後
期
に
は
青
銅
加
工
技
術
は
す
で
に
高

(
u
)

水
準
に
達
し
､
各
種
の
武
器
も
鋳
造
で
き
る
は
ど
だ
っ
た
と
い
う
1
と
な
る
と
､
は
や
け
れ
ば
こ
の
時
期
に
は
す
で
に

｢
鋼
を
食
べ
る
動
物
｣

の
誤
解
は
生
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
も
っ
と
も
青
銅
加
工
技
術
の
進
歩
に
は
地
域
差
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
､
必
ず
し
も
商
代
に
青
銅
の

武
器
が
全
土
に
普
及
し
て
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
､
｢
矢
は
鋼
か
鉄
｣

と
の
思
い
込
み
が
生
じ
る
時
代
ま
で
に
は
そ
れ
は
ど

長
い
時
間
は
か
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
郭
嘆
が

｢
漠
｣

の
注
を
書
い
た
晋
代
ま
で
の
間
､
ず
っ
と

｢
鋼
鉄
を
食
べ
る
｣

の
誤
解
は
保
持

さ
れ
つ
づ
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
の
間
こ
の
誤
り
は
正
さ
れ
る
こ
と
ば
な
か
っ
た
の
か
｡
そ
の
長
い
期
間
の

｢
雲
｣

に
つ
い
て
筆
者
は

な
に
も
語
っ
て
い
な
い
｡

こ
の
説
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
こ
の

｢
鋼
鉄
を
食
べ
る
｣
と
い
う
記
述
は

｢
誤
っ
た
伝
聞
｣

に
よ
り
生
れ
た
と

い
う
説
は
注
目
に
値
す
る
｡
私
の
知
る
限
り
､
｢
鋼
鉄
を
食
べ
る
｣

と
い
う
誤
解
が
生
ま
れ
た
原
因
に
つ
い
て
､
と
に
も
か
く
に
も
考
察
を
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し
て
い
る
の
は
こ
の
一
件
の
み
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
考
え
は
お
お
い
に
参
考
に
な
る
｡
郭
瑛
と
鄭
樵
の
｢
漠
｣

の
解
説
は
実
際
の
パ
ン
ダ

に
た
い
へ
ん
近
い
け
れ
ど
も
､
結
果
と
し
て
現
実
と
異
な
る
特
徴
を
も
含
ん
で
し
ま
っ
た
｡
こ
の
時
点
で
パ
ン
ダ
か
ら
生
れ
た
で
あ
ろ
う

｢
須
｣
は
､
そ
の
姿
･
特
徴
こ
そ
パ
ン
ダ
に
似
て
い
る
も
の
の
､
す
で
に
実
在
し
な
い
想
像
上
の
動
物
に
な
っ
た
と
言
え
る
｡
か
く
し
て
､

そ
の
後
の
郭
瑛
の
権
威
も
手
伝
っ
て
｢
萄
に
住
み
､
白
黒
模
様
の
体
で
､
鉄
を
食
べ
る
動
物
｣
と
い
う
言
い
か
た
は
定
着
し
た
｡
当
時
の
人

は
こ
の
こ
と
ば
に
お
お
き
な
誤
り
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
は
感
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
ま
た
､
人
々
の
心
に
も
っ
と
も
強
い
印
象

を
あ
た
え
た
も
の
こ
そ
､
そ
の
｢
誤
り
｣

の
部
分
｢
鉄
を
食
べ
る
｣

で
あ
り
､
こ
の
部
分
が
強
調
さ
れ
て
い
き
､
｢
鋼
･
鉄
･
竹
を
食
べ
る

須
と
い
う
動
物
｣

は

｢
鋼
鉄
を
食
べ
る
獣
｣

へ
と
そ
の
印
象
を
か
え
て
い
く
の
で
あ
る
｡

覇の

｢
鉄
食
い
｣

(12)

左
思
『
萄
都
賦
』

に
は
こ
ん
な
部
分
が
あ
る
｡

戟
食
繊
之
獣

射
嗟
毒
之
鹿

李
善
は
｢
食
鉄
之
獣
｣
に
は
な
に
も
注
を
し
て
い
な
い
｡
し
か
し
､
『
軍
都
賦
』
に
あ
ら
わ
れ
る
｢
食
鉄
之
獣
｣
は
『
爾
雅
』
『
字
林
』
の

言
う
｢
萄
に
い
る
鋼
鉄
を
食
べ
る
動
物
｣

と
符
合
す
る
｡
左
思
も
ま
た
､
郭
環
と
同
時
期
の
人
で
あ
る
｡

『
文
選
』
に
は

｢
食
鉄
之
獣
｣
以
外
に

｢
須
｣

も
見
ら
れ
る
｡
司
馬
相
如
の
『
上
林
賦
』
に
は
こ
の
よ
う
に
あ
る
｡

其
獣
則
猫
､
旗
､
須
､
産
､
沈
牛
､
塵
､
靡
､
赤
首
､
固
題
､
窮
奇
､
象
､
犀

善
日
‥
郭
瑛
日

似
牛
.
領
有
肉
堆
也
｡
張
揖
日
‥

施
.
旗
牛
也
｡
其
状
如
牛
而
四
節
毛
｡
漠
.
白
豹
｡
産
牛
.
黒
色
.
出
西
南
徴
外
｡
沈
牛
,
水
牛
也
.
能
沈
没
水
中
｡
塵
.
似
鹿
而
大
,

南
越
志
日
.
潜
牛
形
角
似
水
牛
,
一
名
沈
牛
｡
張
揖
日
‥
題
.
額
也
｡
窮
奇
,
状
如
牛
而
蛸
毛
.
其
音
如
嘩
狗
,
食
人
者
也
｡
良
日
‥
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皆
南
方
獣

こ
の
動
物
の
羅
列
に
対
し
て
六
臣
注
文
選
は
多
く
の
注
を
つ
け
て
い
る
｡
し
か
し
｢
菓
｣

に
つ
い
て
は
｢
白
豹
｣
と
言
う
の
み
で
あ
る
｡

｢
琴
白
豹
｣
と
は
『
爾
雅
』
本
文
と
ま
っ
た
く
お
な
じ
で
あ
る
｡
注
釈
者
は
｢
婁
こ
か
ら
｢
食
銅
鏡
｣
を
想
起
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
｡
そ
れ
と
も
｢
撃
は
｢
食
鋼
繊
｣
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
｢
食
鋼
繊
｣

の
説
は
知
り
な
が
ら
､
『
爾
雅
』
の
み
に
よ
っ

て
そ
の
ほ
か
に
解
釈
を
加
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
の
真
意
は
い
ま
と
な
っ
て
は
わ
か
ら
な
い
｡

(‥ご

つ
ぎ
に
『
神
異
経
』

の
記
載
を
見
て
み
よ
う
｡

南
方
有
獣
馬
｡
角
足
大
小
｡
形
状
如
水
牛
｡
皮
毛
黒
如
漆
｡
食
鍼
飲
水
｡
其
糞
可
馬
兵
器
.
其
利
如
剛
｡
名
日
薔
繊
｡
《
□
黄
経
》
云
‥

南
方
音
域
｡
糞
利
焉
剛
｡
食
繊
飲
水
｡
腸
中
不
傷
埠
｡
按
.
今
萄
中
深
山
亦
有
音
域
獣
｡

こ
こ
で
は
『
神
異
経
』
本
文
に
は
注
目
す
る
必
要
は
な
い
｡
本
文
に
言
う
｢
獣
馬
｣
と
は
い
っ
た
い
な
に
か
｡
こ
れ
も
ま
た
検
証
の
む
ず

か
し
い
問
題
で
あ
る
が
､
さ
し
あ
た
っ
て
今
回
の
考
察
に
は
関
係
な
い
｡
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
注
釈
で
あ
る
｡
注
釈
は
『
神
異
経
』
本
文

の
｢
食
鉄
｣

｢
薔
鉄
｣

の
記
載
か
ら
｢
萄
の
山
の
奥
に
も
音
鉄
獣
が
い
る
｣

こ
と
を
想
起
し
､
注
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
｢
萄
の
醤

鉄
獣
｣

は
郭
瑛
の

｢
須
｣

と
同
じ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
｡

こ
う
し
て
み
る
と
､
遅
く
と
も
六
朝
期
に
は
｢
萄
に
は
鉄
を
食
べ
る
獣
が
い
る
｣
と
の
印
象
は
定
着
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

そ
し
て
『
文
選
』
注
の
よ
う
に
､
｢
漠
｣
す
な
わ
ち
｢
鉄
を
食
べ
る
獣
｣
と
積
極
的
に
認
め
て
い
な
い
例
も
あ
る
も
の
の
､
六
朝
期
以
降
､

｢
須
は
音
鉄
獣
で
あ
る
｣
と
の
見
方
は
優
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
例
と
し
て
『
太
平
御
覧
』
の
｢
須
｣

の
項
を

み
て
み
よ
う
｡
こ
の
項
で
は
ま
ず
『
爾
雅
』
(
と
そ
の
郭
嘆
注
)
と
『
説
文
解
字
』
か
ら
の
引
用
を
挙
げ
､
つ
づ
い
て
『
抱
朴
子
』
か
ら
の
引

(15)

用
と
し
て
以
下
の
一
条
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
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劉
子
知
二
負
之
戸
｡
東
方
生
識
喫
繊
之
獣
｡
賓
親
鳥
萬
之
書
､
大
荒
之
籍
臭
｡

こ
の
一
条
に
は
も
は
や
ま
っ
た
く
｢
漠
｣

の
文
字
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
｡
あ
る
の
は
｢
咲
鉄
之
獣
｣

(｢醤｣

で
は
な
い
が
)

で
あ
る
｡

に
も
か
か
わ
ら
ず
､
こ
の
一
条
は

｢
漠
｣

の
項
に
お
か
れ
て
い
る
｡
こ
の

｢
鉄
を
食
べ
る
獣
｣

と

｢
須
｣

と
の
同
一
視
は
そ
の
後
も
う
け
つ

が
れ
て
い
く
｡
我
々
が
こ
の
こ
と
ば
に
パ
ン
ダ
の
面
影
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
｡
そ
し
て

｢
鉄
を
食
べ
る
獣
､
須
｣

と
し
て
知
ら
れ

て
い
く
に
つ
れ
て
､
そ
の
さ
ま
は

｢
パ
ン
ダ
｣

か
ら
ま
す
ま
す
遠
く
な
っ
て
い
く
｡

襲
界
再
編
～
合
併
と
統
合
と

こ
う
し
て
六
朝
末
､
お
そ
く
と
も
隋
ご
ろ
ま
で
に

｢
萄
に
す
む
鉄
を
た
べ
る
獣
｣

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ
せ
た

｢
須
｣

で
あ
る
が
､

そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の
後
ど
う
ひ
き
つ
が
れ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
唐
の
白
楽
天
に

｢
須
屏
賛

並
序
｣

と
い
う
文
が
あ
り

｢須｣

に
つ
い
て
こ

(16)

の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡
(
傍
線
は
筆
者
｡
以
下
同
じ
)

9

須
者
､
象
鼻
犀
目
､
牛
尾
虎
足
､
生
南
方
山
谷
中
｡
寝
其
皮
辟
症
､
圏
其
形
辟
邪
｡
予
膏
病
頭
風
､
毎
寝
息
､
常
以
小
屏
衛
其
首
｡
通

過
量
工
､
偶
令
寛
之
｡
按
《
山
海
経
》
､
此
獣
食
繊
輿
鋼
､
不
是
他
物
｡
固
有
所
感
､
逐
為
栗
日

避
哉
奇
獣
､
生
干
南
国
｡
其
名
日
漠
､
非
繊
不
食
｡
昔
在
上
古
､
人
心
忠
質
｡
征
伐
教
令
､
自
天
子
出
｡
剣
戟
省
用
､
鋼
錬
羨
溢
､
漠
嘗

是
時
､
飽
食
終
日
｡
三
代
以
降
､
王
法
不
一
｡
撲
滅
鳥
兵
､
範
鋼
焉
彿
｡
彿
像
日
益
､
兵
刃
日
滋
｡
何
山
不
劉
､
何
谷
不
壊
｡
鉄
鋼
寸
繊
､

岡
有
子
遺
｡
無
乃
餃
而
｡
鳴
呼
｡
匪
漠
之
悲
､
惟
時
之
悲
｡

須
は
鉄
や
鋼
が
主
食
な
の
で
､
人
が
戦
争
の
た
め
に
鉄
を
つ
か
い
､
仏
像
の
た
め
に
鋼
を
つ
か
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
食
べ
る
も
の
が

な
く
な
っ
て
餓
え
て
し
ま
う
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
原
因
は
こ
と
な
る
が
､
｢
人
の
森
林
伐
採
と
動
物
乱
獲
｣

の
た
め
に
生
息
域
が
縮
小
し
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た
､
と
い
う
現
実
の
パ
ン
ダ
の
状
況
と
か
さ
な
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
｡

こ
こ
で
白
楽
天
の
言
っ
て
い
る

｢
漠
｣

は
､
｢
鋼
や
鉄
を
食
べ
る
｣

と
い
う
特
徴
か
ら
､
前
代
ま
で
の

｢
須
｣

を
ひ
き
つ
い
で
い
る
と
か

ん
が
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
そ
の
特
徴
は

｢
そ
れ
以
外
は
な
に
も
た
べ
な
い
｣

と
誇
張
さ
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
前
代
ま
で
に
な
か
っ
た

特
徴
と
し
て

｢
象
鼻
犀
目
､
牛
尾
虎
足
､
生
南
方
山
谷
中
｡
寝
其
皮
辟
痘
､
圃
其
形
辞
邪
｡
｣

と
い
う
も
の
が
加
わ
っ
て
い
る
｡
白
楽
天
は

こ
の
特
徴
を
知
り
､
｢
須
｣

を
え
が
か
せ
る
こ
と
に
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
､
｢
須
｣

に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
た
の
は
白

楽
天
の
時
代
よ
り
も
も
っ
と
ま
え
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
な
お
､
｢
絵
に
え
が
く
七
辟
邪
の
効
果
が
あ
る
｣
と
い
う
の
だ
か
ら
､
そ
の
い
い
つ
た
え

は
想
像
上
の
漠
の
姿
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
)
｡

こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
い
つ
誕
生
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が

(
隋
唐
期
で
あ
ろ
う
が
)
､
一
過
性
の
も
の
で
も
な
く
､
地
域
的
な
も
の
で
も
な

く
､
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
た
し
か
な
よ
う
で
あ
る
｡
宋
の
『
埠
雅
』

(
宋
･
陸
佃
撰
)

の

｢
漠
｣

の
項
に
は
こ
う
あ
る
｡

須
､
獣
似
熊
､
象
鼻
犀
目
､
師
首
財
髪
､
小
頭
庫
脚
､
黒
白
駁
､
能
舐
食
鋼
繊
及
竹
､
鋭
誓
､
骨
害
無
髄
､
皮
辟
温
湯
､
以
焉
坐
毯
､
臥

裾
､
則
消
膜
外
之
気
､
子
仇
膜
省
､
蓋
以
此
也
｡

…
(
以
下
略
)
…

『
爾
雅
』
以
来
の

｢漠｣

と
､
白
楽
天
が
な
ん
ら
か
に
も
と
づ
い
て
記
し
た

｢
須
｣

と
が
み
ご
と
に
融
合
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
｡
な
お
､

こ
れ
に
つ
づ
く
部
分
で
､
｢
萄
都
賦
｣

の

｢
食
繊
之
獣
｣

は

｢襲｣

で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
｡

(17)

こ
れ
に
に
た
記
載
は
は
か
に
も
見
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
は
宋
･
黄
伯
思
『
東
親
除
論
』
を
見
て
み
る
｡

抜
藤
子
済
所
蔵
襲
圏
後

按
《
山
海
経
固
》
南
方
山
谷
中
有
獣
､
日
漠
｡
象
鼻
犀
目
､
牛
尾
虎
足
､
人
寝
其
皮
辟
温
｡
圃
其
形
辟
邪
､
噂
鋼
繊
弗
食
官
物
､
昔
白
欒

天
嘗
作
小
屏
衛
首
､
接
此
像
圏
而
賛
之
､
載
於
集
中
｡
今
親
此
童
､
夷
考
其
形
､
輿
《
山
海
経
》
､
《
欒
天
集
》
所
載
同
､
豊
非
白
屏
室
迩
之
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造
花
乎
｡

こ
の
三
者
に
共
通
し
て
あ
ら
わ
れ
る
特
徴
は
｢
象
鼻
犀
目
｣

で
あ
り
､
そ
の
皮
に
は
｢
邪
を
は
ら
う
｣
効
果
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
『
埠

雅
』
は
『
爾
雅
』
の
｢
須
｣
記
述
を
襲
い
､
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
特
徴
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
｡
黄
伯
思
は
『
山
海
経
図
』
に

(
ほ
)

よ
っ
た
と
言
い
､
『
山
海
経
』
『
楽
天
集
』
に
も
同
じ
記
載
が
あ
る
と
い
う
｡
白
楽
天
も
『
山
海
経
』

の
記
載
を
参
考
に
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら

三
者
は

｢
須
｣

に
た
い
す
る
認
識
を
お
な
じ
う
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
｡

こ
の
時
点
で

｢
漠
｣

に
関
す
る

｢
伝
説
｣

が
ま
す
ま
す
奇
怪
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
｡
郭
撲
ら
の
時
代
に
は

｢
鋼
鉄
を
食
べ

る
｣
と
い
う
非
現
実
性
を
ふ
く
み
な
が
ら
も
､
多
分
に
現
実
の
動
物
と
し
て
の
特
徴
を
残
し
て
い
た
｡
竹
も
食
べ
れ
ば
水
も
飲
ん
だ
｡
と
こ

ろ
が
の
ち
に

｢
鋼
鉄
を
食
べ
る
｣

と
い
う
特
徴
だ
け
が
強
調
き
れ
は
じ
め
た
｡
｢
鉄
を
食
べ
る
｣

は
そ
れ
を
聞
く
人
々
に
強
い
印
象
を
あ
た

え
､
人
に
よ
っ
て
は
こ
の

｢
鉄
を
食
べ
る
｣
特
徴
の
み
を
伝
え
､
そ
の
他
の
特
徴
を
捨
象
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
｢
鉄

を
食
べ
る
｣

が

｢
鉄
の
み
を
食
べ
る
｣

に
か
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
唐
代
に
至
る
ま
で
に
､
大
部
分
の
文
人

(
『
爾
雅
』
『
説
文
』
『
文
選
』

な
ど
の
文
献
に
接
す
る
機
会
の
あ
る
人
々
)

は
､
｢
鉄
を
食
べ
る
｣

と
い
う
そ
の
特
徴
に
も
と
づ
き
､
空
想
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
か
｡
｢
鉄
を
食
べ
る
｣
と
い
う
不
思
議
な
習
性
は

｢
鉄
を
食
べ
る
の
だ
か
ら
そ
の
歯
は
丈
夫
で
不
思
議
な
力
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
｣

｢そ

の
排
泄
物
も
ほ
か
の
動
物
と
は
ち
が
う
も
の
だ
ろ
う
｣

｢
毛
皮
に
も
力
が
宿
っ
て
い
る
は
ず
だ
｣

な
ど
の
さ
ら
な
る
神
秘
的
な
特
徴
を
想
起

さ
せ
､
と
う
と
う
さ
ま
ざ
ま
な
神
秘
的
な
特
徴
を
も
つ
空
想
上
の
動
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
美
の
だ
ろ
う
｡
唐
宋
期
ま
で
に
は
お
そ
ら
く
は
パ

ン
ダ
に
発
す
る
で
あ
ろ
う

｢
須
｣

は
､
す
で
に
本
来
の
姿
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
動
物
に
な
っ
て
い
た
｡
そ
し
て
こ
の
共
通
認
識
は
ど
う
や
ら
､

今
後
も
ひ
ろ
く
う
け
つ
が
れ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
｡

11
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統
合
の
ブ
ロ
ー
カ
ー

(19)

時
代
を
明
代
に
す
す
め
て
､
李
時
珍
『
本
草
綱
目
』

の
例
を
見
て
み
よ
う
｡

漢

音
隋
｡
亦
作
猶
｡
…
…
繹
名

時
珍
日
‥
按
陸
佃
云
.
皮
焉
坐
毯
臥
裾
｡
能
消
膜
外
之
菊
.
故
字
従
膜
省
文
｡

集解

頒
日
‥
郭
嘆
云
.
似
熊
.
頭
小
脚
卑
,
黒
白
駁
,
毛
浅
有
光
澤
｡
能
舐
食
銅
鏡
及
竹
骨
蛇
魅
｡
其
骨
節
強
直
.
中
葉
少
髄
｡
或

云
.
輿
《
爾
雅
》
漠
白
豹
同
名
｡
唐
世
多
重
漠
作
屏
､
白
□
有
賀
序
之
｡
今
野
展
及
峨
楯
山
中
.
時
有
菓
.
象
鼻
犀
目
,
牛
尾
虎
足
｡

土
人
鼎
釜
多
薦
所
食
｡
頗
烏
山
居
之
患
｡
亦
捕
以
焉
薬
｡
其
歯
骨
極
堅
.
以
刀
斧
椎
鍛
繊
,
皆
砕
落
｡
火
亦
不
能
焼
｡
人
得
之
.
詐
充

俳
牙
彿
骨
.
以
□
僅
俗
｡
時
珍
日
‥
世
博
玲
半
角
能
棒
金
剛
石
者
,
即
此
物
｡
相
畏
耳
｡
按
《
説
文
》
云
‥
須
似
熊
｡
黄
白
色
｡
出
展

中
｡
《
南
中
志
》
云
‥
須
大
如
墟
状
.
似
熊
.
蒼
白
色
｡
多
力
.
舐
繊
,
消
牛
勧
,
其
皮
温
暖
｡
《
埠
雅
》
云
‥
須
似
熊
.
獅
首
財
髪
,

鋭
警
卑
脚
.
糞
可
薦
兵
切
玉
,
尿
能
滑
繊
烏
水
｡
又
有
囁
繊
,
財
昆
,
吾
免
.
皆
能
食
銅
鏡
.
亦
襲
類
也
｡
並
附
之
｡

(20)

李
時
珍
は

｢
囁
繊
｣

｢
財
昆
｣

｢吾免｣

を

｢須｣

の
な
か
ま
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
｡
ま
た
王
折
『
三
才
図
会
』

に
は
こ
う
あ
る
｡

襲

南
方
山
谷
中
有
獣
,
名
日
額
｡
象
鼻
犀
目
.
牛
尾
虎
足
.
身
黄
黒
色
｡
人
寝
其
皮
辟
痘
｡
固
其
形
可
辟
邪
｡
甜
食
鋼
繊
.
不
食
他

物｡

と
こ
ろ
で
六
朝
ま
で
の

｢
漠
｣

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
､
白
楽
天
以
降
共
通
し
て
見
ら
れ
る

｢
象
鼻
犀
目
.
牛
尾
虎
足
｣
｡
こ
れ

は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
非
現
実
的
､
神
秘
的
な
特
徴
に
類
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
が
､
さ
り
と
て
パ
ン
ダ
の
特
徴
で
も
な
い
｡
こ
の
特
徴

は
ど
こ
か
ら
き
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
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実
は
こ
の
特
徴
は
現
在
わ
れ
わ
れ
が
｢
須
(
バ
ク
)
｣
と
呼
ん
で
い
る
動
物
の
そ
れ
に
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
『
辞
海
』

(
一
九
九
九
年
版
)

の

｢襲｣

の
項
に
は
こ
う
あ
る
｡

躾
①
哺
乳
鋼
.
奇
蹄
目
.
躾
科
.
躾
属
(
T
a
p
i
r
u
s
)
功
物
的
通
称
｡
型
略
似
犀
.
但
校
嬢
小
;
尾
板
短
;
鼻
与
上
唇
延
呆
､
能
伸
縮
｡

四
肢
短
･
前
足
四
址
･
后
足
三
址
｡
栖
息
熱
帯
密
林
多
水
姓
.
善
済
泳
.
遇
僚
即
逃
入
水
中
｡
主
食
轍
枝
叶
｡
分
布
手
当
来
西
亜
､
印
度

尼
西
並
赤
目
答
購
､
泰
国
及
中
美
､
南
美
等
洲
｡
戸
干
並
洲
的
力
当
来
躾
(
→
.
i
コ
d
i
c
u
s
)
.
背
与
丙
肋
夜
白
色
.
共
､
肩
､
腹
和
四
肢
黒
色
｡

(
¶
ニ

戸
子
中
美
､
南
美
的
有
美
洲
躾

(
→
.
t
e
r
r
e
s
t
計
)
.
体
型
較
小
.
全
身
紫
褐
色
｡
肉
可
食
｡

(望

唐
代
以
降
の

｢
須
｣

は
バ
ク
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
､
先
に

｢
襲
｣

の
名
を
あ
た
え
ら
れ

た
の
は
お
そ
ら
く
パ
ン
ダ
で
あ
ろ
う
｡
一
方
で
唐
代
以
前
に
は
バ
ク
も
す
で
に
人
に
知
ら
れ
て
い
て
､
こ
れ
も
ま
た

｢
須
｣

と
よ
ば
れ
た
｡

そ
し
て
文
献
に
記
載
す
る
際
に
両
者
の
特
徴
が
ま
ざ
っ
た
｡
こ
う
推
測
で
き
そ
う
で
あ
る
｡

も
ち
ろ
ん
パ
ン
ダ
と
バ
ク
を
実
際
に
見
比
べ
れ
ば
両
者
が
異
な
る
二
種
の
動
物
で
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
白
で
あ
る
｡
隋
唐
期
に
混

同
が
お
き
た
こ
と
は
､
先
に
述
べ
た

｢
須
｣

の
空
想
化
と
お
お
い
に
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
｡

｢
漠
｣

は
パ
ン
ダ
に
由
来
す
る
と
は
い
え
､
ほ
と
ん
ど
の
文
人
に
と
っ
て
は
文
字
の
う
え
の
情
報
の
み
に
よ
る
観
念
上
の
動
物
に
な
っ
て

い
る
｡
そ
の
よ
う
な
状
態
で
は
じ
め
て
バ
ク
に
接
し
た
人
は
な
に
を
感
じ
る
だ
ろ
う
か
｡
先
の

『
辞
海
』
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
バ
ク
の
体

の
色
は
自
と
黒
で
あ
る
｡
『
爾
雅
』
な
ど
に
は
､
自
と
黒
の
模
様
を
も
つ
動
物
は

｢
襲
｣

で
あ
る
､
と
書
い
て
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
目
の
ま

え
の
バ
ク
と
知
識
の
な
か
の

｢
漠
｣
と
を
む
す
び
つ
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
｡
先
に
私
は

｢
両
者
の
特
徴
が
ま
ざ
っ
た
｣

と
書
い
た
が
､
こ
れ
は
当
時
の
人
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
間
違
っ
た
言
い
か
た
で
あ
る
｡
バ
ク
を

｢
須
｣

と
呼
ん
だ
人
は
､
バ
ク
こ
そ
が
古
文

献
に
記
載
さ
れ
て
い
る
鉄
を
食
べ
る
動
物
｢
須
｣

そ
の
も
の
で
あ
る
と
思
い
､
そ
う
呼
ん
だ
の
で
あ
る
｡
異
な
る
二
種
の
動
物
と
わ
か
っ
て

い
な
が
ら
同
じ
呼
称
を
も
ち
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
｡
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し
か
し
結
果
的
に
は
パ
ン
ダ

(
に
由
来
す
る
想
像
上
の
動
物
)

と
バ
ク
と
い
う
二
種
の
動
物
が

｢
須
｣

と
い
う
字
を
媒
介
に
ま
ざ
り
あ
い
､

さ
ら
に
そ
の
非
現
実
性
を
増
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
さ
き
に
か
か
げ
た
唐
代
､
宋
代
の

｢
襲
｣

は
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
し
て
で
き
あ

が
っ
た
も
の
で
あ
り
､
当
時
の
文
人
た
ち
は
こ
の

｢
須
｣

が
実
は
空
想
を
媒
介
に
し
た
混
血
児
で
あ
る
と
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ

一
つ
0

｢
摸
｣

の
み
に
あ
ら
ず

古
代
の
パ
ン
ダ
に
つ
い
て
知
る
に
も
ま
だ
多
く
の
問
題
が
あ
る
｡
｢
須
｣

の
解
釈
に
つ
い
て
後
世
に
絶
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
郭
瑛
だ
が
､

(望

『
山
海
経
』
西
山
経
に
も
こ
の
間
題
に
関
わ
る
注
を
附
し
て
い
る
｡

又
西
百
七
十
里
,
日
南
山
,
上
多
丹
粟
,
丹
水
出
焉
.
北
流
注
干
澗
｡
獣
多
猛
豹
.
鳥
多
戸
鳩
｡
郭
瑛
云
‥
猛
豹
.
似
熊
而
小
,
毛
浅

有
光
津
｡
能
食
蛇
.
食
銅
鏡
｡
出
萄
中
｡
豹
或
作
虎
｡

こ
の

｢
猛
豹
｣

に
附
し
た
注
は
､
色
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
点
を
の
ぞ
け
ば
､
お
な
じ
く
郭
瑛
が
『
爾
雅
』

の

｢
須
｣

に
附
し
た
注
と

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
｡
郭
嘆
は

｢
猛
豹
｣

と

｢漠｣

が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
特
徴
の
相
似
た
二
種
の
動
物

な
の
か
､
同
種
の
動
物
に
二
種
の
呼
称
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
｡
そ
れ
に
し
て
は

｢
猛
豹
は
須
と
も
言
う
｣

の
ひ
と
こ
と
す
ら
つ
け
く

わ
え
て
い
な
い
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
は
清
の
都
荒
行
も
同
様
の
疑
問
を
抱
い
た
よ
う
で
､
『
山
海
経
』

の
こ
の
部
分
に
疏
を
附
し
て
説
明
し
て
い
る
｡

猛
豹
.
即
須
豹
也
｡
漠
豹
､
猛
豹
,
聾
近
而
樽
｡

｢
猛
豹
｣
と
｢
漠
豹
｣

は
同
種
の
動
物
の
異
称
で
あ
る
と
い
う
の
が
都
荒
行
の
認
識
で
あ
る
｡
ふ
た
つ
の
郭
瑛
注
を
両
方
信
ず
る
に
足
る
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と
判
断
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
結
論
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
｡
白
楽
天
ら
が
『
山
海
経
』
に
｢
撃
を
見
た
､
と
い
う
こ
と
も
､
あ
る

い
は
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
れ
だ
け
郭
嘆
の
影
響
が
お
お
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
｡

『
三
才
図
会
』
に
も
同
様
の
現
象
が
見
て
と
れ
る
｡
『
三
才
図
会
』
の
｢
猛
豹
｣

の
項
は
以
下
の
と
お
り
｡

南
山
有
獣
.
名
日
猛
豹
｡
似
熊
而
毛
彩
有
光
澤
,
其
食
銅
鏡
｡

『
三
才
図
会
』
は
郭
環
注
『
山
海
経
』
を
継
承
し
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
｡
冒
一
才
図
会
』
は
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
｢
蒙
｣
も
独
立
し

て
項
目
を
た
て
て
い
る
た
め
､
｢
鋼
鉄
を
食
べ
る
｣

と
い
う
特
徴
を
も
っ
た
二
種
の
動
物
が
い
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
｡
お
も
し
ろ
い

の
は
､
｢
猛
豹
｣

の
は
う
は
バ
ク
の
特
徴
の

｢
侵
犯
｣
を
う
け
ず
に

｢
熊
に
似
て
い
る
｣
と
い
う
パ
ン
ダ
本
来
の
姿
に
近
い
記
述
を
の
こ
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

｢
襲
｣

の
そ
れ
か
ら

～
純
化
路
線

こ
こ
で
さ
ら
に
清
代
の
人
の
｢
漠
｣
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
う
か
が
え
る
資
料
を
み
て
お
こ
う
｡
『
説
文
解
字
』
段
玉
裁
注
は
｢
菓
｣

に

(空

つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

須

似
熊
而
黄
黒
色
.
出
萄
中
｡
即
諾
書
所
謂
『
食
繊
之
獣
』
也
｡
見
《
爾
雅
》
､
上
林
賦
､
萄
都
賦
注
､
《
後
漢
書
》
｡
《
爾
雅
》
謂
之

『
自
豹
』
｡
《
山
海
経
》
謂
之
『
猛
豹
』
｡
今
四
川
川
東
有
此
獣
｡
薪
采
瑞
銀
飯
髄
入
山
.
毎
焉
所
醤
｡
其
歯
則
紆
民
用
焉
鵠
併
歯
｡

段
玉
裁
は
当
時
の
博
学
の
士
で
あ
る
が
､
そ
の
段
玉
裁
が
各
種
文
献
資
料
を
精
査
し
た
う
え
で
､
｢
食
鉄
之
獣
｣
を
｢
須
｣

の
別
名
と
み

な
し
て
い
る
｡
こ
の

｢
須
と
は
食
鉄
獣
の
こ
と
で
あ
る
｣

が
､
当
時
の
一
般
的
な
認
識
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

15
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と
こ
ろ
で
段
注
は
『
爾
雅
』
『
文
選
』
の
ほ
か
に
『
後
漢
書
』
も
あ
げ
て
い
る
｡
し
か
し
私
の
調
べ
た
か
ぎ
り
で
は
『
後
漢
書
』
に
は

(空

｢
漠
｣
の
字
は
あ
ら
わ
れ
な
い
｡
段
玉
裁
が
｢
須
｣
の
用
例
と
み
な
し
た
と
思
わ
れ
る
部
分
に
あ
る
の
は
｢
街
｣
と
い
う
動
物
で
あ
る
｡
も
っ

と
も
｢
菊
｣

は
｢
須
｣
と
音
が
似
通
っ
て
お
り
(
現
代
漢
語
普
通
話
で
は
同
音
)
､
こ
の
部
分
を
｢
須
｣
と
す
る
『
後
漢
書
』
が
あ
っ
た
と
し

て
も
不
思
議
は
な
い
｡
し
か
し
段
玉
裁
が

(
｢
撃
と
書
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
)

『
後
漢
書
』

の
こ
の
部
分
を

｢
須
｣

の
用
例
と
し
て
引
用
し

た
理
由
と
お
も
わ
れ
る
要
因
は
ほ
か
に
も
あ
る
｡
『
後
漢
書
』

の
注
釈
に
は
こ
の
｢
菊
｣

に
対
し
て
『
南
中
八
部
志
』
と
い
う
本
が
引
か
れ

て
い
る
｡
こ
こ
に

｢
街
大
如
墟
､
状
頗
似
熊
､
多
力
､
食
繊
､
所
解
無
不
拉
｣
と
あ
る
｡
こ
の

｢
食
鉄
｣

が

｢
蘇
｣
と
｢
須
｣
と
を
む
す
び

っ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
､
先
に
見
た
よ
う
に
『
本
草
綱
目
』
は

｢
漠
は
箔
と
も
書
く
｣

と
し
て
､
同
じ
動
物
を
さ
す
二
種
類

の
書
き
か
た
と
み
て
い
る
｡
な
お
､
『
説
文
』
に
｢
箔
｣

の
項
目
は
な
い
｡
こ
の
こ
と
も
『
後
漢
書
』
の
｢
街
｣

が
｢
漠
｣

の
説
解
に
引
用

さ
れ
た
要
因
な
の
だ
ろ
う
か
｡

し
か
し
､
一
方
で
段
玉
裁
は
明
代
ま
で
に
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
マ
レ
ー
バ
ク
由
来
と
お
も
わ
れ
る
特
徴
を
切
り
捨
て
て
い
る
｡

六
朝
以
来
拡
張
を
つ
づ
け
て
い
た

｢漠｣

イ
メ
ー
ジ
を
郭
瑛
ま
で

｢
原
点
回
帰
｣

さ
せ
た
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
｡

同
様
の
傾
向
は
『
康
照
字
典
』
に
も
み
ら
れ
る
｡
『
康
照
字
典
』
は

｢
須
｣

に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
用
例
を
ひ
い
て
い
る
が
､
マ
レ
ー

バ
ク
由
来
の
も
の
と
お
も
わ
れ
る
特
徴
は
い
っ
さ
い
ひ
い
て
い
な
い
｡
白
居
易
『
襲
賛
序
』
を
引
用
し
て
は
い
る
も
の
の
､
｢
生
南
方
山
澤

中｣

｢
圏
其
形
辟
邪
｣

の
部
分
の
み
で
あ
る
｡
｢
象
鼻
犀
目
､
牛
尾
虎
足
｣

な
ど
は
引
用
し
な
い
｡
こ
れ
も
意
図
的
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
｡

し
か
し
両
署
と
も
､
｢
須
は
食
鉄
獣
で
あ
る
｣

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
信
じ
て
う
た
が
わ
ぬ
の
で
あ
る
｡

酒
代
の
二
書
の

｢
原
点
回
帰
｣

に
は
な
に
か
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
明
代
ま
で
に
は

｢
須
｣

の
特
徴
と
し
て
定
着
し
て
い
た
マ
レ
ー

バ
ク
由
来
の
特
徴
は
信
ず
る
に
足
ら
ぬ
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
と
も
清
代
に
は
す
で
に
マ
レ
ー
バ
ク
と
郭
瑛
以
来
の

｢
額
｣
と

は
実
は
二
種
の
動
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
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中
国
古
代
｢
襲
｣

の
歴
史

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
｡
｢
漠
｣

は
も
と
も
と
パ
ン
ダ
を
指
し
て
い
た
が
､
の
ち
に
こ
の
｢
漠
｣
を
記
し
た
文

献
に
さ
ま
ざ
ま
な
注
が
附
さ
れ
た
り
新
た
な
解
釈
が
な
さ
れ
た
り
し
て
い
く
過
程
で
､
誤
っ
て
生
じ
た
特
徴
の
｢
鉄
を
食
べ
る
｣
と
い
う
部

分
ば
か
り
が
伝
え
ら
れ
､
強
調
さ
れ
､
そ
の
他
の
ご
く
普
通
の
特
徴
を
等
閑
視
す
る
に
い
た
っ
た
｡
こ
う
し
て
｢
須
｣
は
現
実
の
パ
ン
ダ
か

ら
離
れ
て
い
き
､
虚
構
の
野
獣
へ
と
そ
の
姿
を
変
え
た
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
そ
こ
に
別
種
の
動
物
が
､
色
彩
が
古
文
献
中
の
｢
撃
と
お
な

じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
｢
須
｣
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
､
以
前
か
ら
の
｢
漠
｣

の
イ
メ
ー
ジ
と
あ
ら
た
に
持
ち
込
ま
れ
た
｢
産
こ

の
イ
メ
ー
ジ
と
が
あ
わ
さ
り
､
つ
い
に
正
体
不
明
の
動
物
｢
須
｣

を
生
み
出
す
に
い
た
っ
た
｡

現
在
で
は
｢
襲
｣
は
バ
ク
(
T
a
p
i
r
u
s
)

の
み
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
り
､
パ
ン
ダ
は
｢
熊
猫
｣

で
あ
る
｡
冒
頭
で
一
九
三
四
年
版
の
『
辞
海
』

に
あ
る
｢
熊
猫
｣
か
ら
は
パ
ン
ダ
を
想
起
で
き
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
｡
こ
の
時
期
に
｢
熊
猫
｣
と
い
う
呼
び
名

(空

と
パ
ン
ダ
と
が
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
の
だ
と
し
た
ら
､
い
っ
た
い
パ
ン
ダ
の
こ
と
は
な
ん
と
呼
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
も

そ
も
バ
ク
と
パ
ン
ダ
の
混
用
は
い
つ
ま
で
つ
づ
い
た
の
か
｡
そ
の
混
用
の
解
消
の
き
ざ
し
は
清
代
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
､
混
用
が
解
消
さ

れ
て
以
降
は
こ
れ
ら
二
種
の
動
物
は
な
ん
と
呼
び
分
け
ら
れ
て
い
た
の
か
､
現
在
の
よ
う
な
明
確
な
区
別
は
い
つ
確
立
し
た
の
か
､
な
ど
考

察
す
べ
き
こ
と
は
お
お
い
｡

ま
た
､
今
回
考
察
し
た
｢
攣
｢
猛
豹
｣
以
外
に
も
か
つ
て
パ
ン
ダ
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
呼
称
は
多

く
､
こ
こ
で
ひ
と
つ
ひ
と
つ
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
｢
須
｣
と
｢
猛
豹
｣

の
関
係
で
見
た
よ
う
に
､
数
多
く
の
呼
称
は
決
し
て
｢
あ

ち
ら
を
た
て
れ
ば
こ
ち
ら
が
た
た
ず
｣
と
い
っ
た
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
｢
音
が
似
て
い
る
｣
と
い
う
原
因
や
､
同
じ
呼
称
で
も
地

域
に
よ
っ
て
発
音
が
ち
が
う
､
方
言
差
が
あ
る
､
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
な
ど
､
パ
ン
ダ
が
多
く
の
呼
称
を
獲
得
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
因

が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
郭
瑛
の
｢
猛
豹
｣
､
『
字
林
』
の
｢
白
豹
｣
の
は
か
に
現
代
の
研
究
者
は
｢
貌
｣
｢
白
熊
｣
｢
致
夷
｣
な
ど
を
あ
げ
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る
｡
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
パ
ン
ダ
の
古
称
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
｡
本
稿
で
は
ま
ず
｢
漠
｣

に
注
目
し
て
考
察
を
す
す
め
た
が
､
こ
れ
ら
す
べ

て
の
呼
称
に
つ
い
て
も
同
様
に
過
去
に
パ
ン
ダ
を
指
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
か
否
か
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
｡
そ
う
し
て
は
じ

め
て
古
代
文
人
の
パ
ン
ダ
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

注(
1
)

余
談
で
あ
る
が
｢
大
熊
猫
｣

の
｢
大
｣

は
｢
G
i
a
コ
t
P
a
n
d
a
｣

の
｢
G
i
a
コ
t
｣

の
部
分
の
訳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
英
語
で
は
｢
L
e
s
s
e
r
P
a
n
d
a
｣

と
の
区
別
の
必
要
か
ら
｢
G
i
a
n
t
P
a
コ
d
a
｣
と
呼
ば
れ
る
｡
漢
語
で
も
｢
L
e
s
s
e
r
P
a
n
d
a
｣
は
必
ず
｢
小
熊
猫
｣

で
あ
る
が
､
｢
G
i
a
n
t
P
a
n
d
a
｣

の
ほ
う

は
｢
大
熊
猫
｣

｢
熊
猫
｣
､
後
述
す
る
よ
う
に
｢
猫
熊
｣
な
ど
の
呼
称
が
混
在
し
て
い
る
(
私
の
見
た
限
り
で
は
｢
熊
猫
｣
が
優
勢
で
あ
る
よ
う
だ
)
｡

日
本
語
で
は
｢
L
e
s
s
e
r
P
a
n
d
a
｣
は
｢
レ
ッ
サ
ー
パ
ン
ダ
｣
と
呼
ぶ
が
､
｢
G
i
a
コ
t
P
a
n
d
a
｣
を
｢
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
パ
ン
ダ
｣
と
呼
ぶ
こ
と
は
ま
れ
で
､

｢
パ
ン
ダ
｣
と
呼
ぶ
こ
と
が
お
お
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
｡
日
本
語
で
｢
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
パ
ン
ダ
｣
と
呼
ぼ
う
が
｢
パ
ン
ダ
｣
と
呼
ぼ
う
が
指
す
動

物
は
お
な
じ
こ
と
で
､
な
ん
ら
か
わ
る
こ
と
は
な
い
｡
本
稿
で
は
｢
G
i
a
n
t
P
a
n
d
a
｣

の
日
本
語
訳
と
し
て
､
人
口
に
脾
泉
し
た
｢
パ
ン
ダ
｣

の
ほ
う

を
も
ち
い
る
こ
と
に
す
る
｡

(
2
)

こ
れ
は
ダ
ヴ
イ
ド
神
父
と
エ
ド
ヴ
ア
ー
ル
氏
が
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
パ
ン
ダ
と
レ
ッ
サ
ー
パ
ン
ダ
を
同
系
統
と
み
な
し
た
た
め
で
あ
る
｡
現
在
で
は

ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
パ
ン
ダ
と
レ
ッ
サ
ー
パ
ン
ダ
は
同
科
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
｡

(
3
)

『
広
辞
苑
』
第
五
版
(
岩
波
書
店
一
九
九
八
年
)
も
｢
一
八
六
九
年
に
生
存
が
確
認
さ
れ
た
｣
と
し
て
い
る
｡

(
4
)

D
【
C
T
i
O
N
A
R
Y
O
F
A
m
e
r
i
c
a
n
B
i
O
g
r
a
p
b
y
㍍
u
p
p
】
e
ヨ
e
コ
t
T
b
r
e
e
-
筐
T
-
澄
ダ
E
d
w
a
r
d
→
J
a
m
e
s
-
同
d
i
t
O
r
}
C
h
a
r
】
e
s
S
c
r
i
b
n
e
r
｡
s
S
O
コ
S
〉
N
E
W

Y
O
R
只
-
当
山
も
.
栗
?
栗
¢

(
5
)

ダ
ヴ
ィ
ド
神
父
が
地
元
の
人
に
聞
い
た
名
は

｢
白
熊
｣

で
あ
っ
た
と
い
う
｡

(
6
)

こ
こ
で
は
お
も
に
臭
斌
《
中
国
大
熊
猫
友
展
史
新
探
〉
(
《
四
川
肺
泊
学
院
学
根
(
自
然
科
学
版
)
〉
第
二
三
春

第
一
期

二
〇
〇
二
年
三
月
)
､

眺
学
良

屡
返
安
〈
大
熊
猫
衰
滅
之
迷
〉
(
《
四
川
地
康
学
根
》
第
二
一
巻

第
二
期

二
〇
〇
一
年
六
月
)
を
参
照
し
た
｡

(
7
)

｢
駁
｣

の
古
漢
語
に
お
け
る
意
味
は
､
F
漢
語
大
字
典
』
(
四
川
辞
書
出
版
社
･
湖
北
辞
書
出
版
社
一
九
八
六
年
)
に
よ
る
と
｢
①
馬
の
毛
色
が
一

様
で
な
い
こ
と
｣

｢
②
色
が
一
様
で
な
い
こ
と
｣

｢
③
入
り
ま
じ
っ
て
い
る
こ
と
｣
な
ど
で
あ
る
｡
①
の
用
例
と
し
て
『
爾
雅
』
繹
畜
の

｢
願
自
駁
｣



中国古文献中のパンダ19

の
邪
吊
疏
｢
孫
炎
日
〝
願
,
赤
色
也
｡
〝
謂
馬
有
顧
慮
有
白
虎
者
日
駁
″
｣

を
あ
げ
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
､
｢
厳
｣

の
一
字
で
は
か
な
ら
ず
し
も

実
際
に
パ
ン
ダ
の
よ
う
な
配
色
を
さ
す
わ
け
で
は
な
い
｡
こ
の
文
字
情
報
か
ら
シ
マ
ウ
マ
の
よ
う
な
シ
マ
模
様
を
想
像
す
る
人
も
あ
る
だ
ろ
う
し
､

ヒ
ョ
ウ
の
よ
う
な
斑
点
模
様
を
お
も
い
え
が
く
人
も
あ
る
か
も
し
れ
ず
､
い
ろ
い
ろ
な
読
み
か
た
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

(
8
)

た
だ
し
色
の
言
い
か
た
が
異
な
る
｡

(
9
)

パ
ン
ダ
を
ク
マ
科
と
離
れ
た
特
徴
を
持
つ
動
物
と
み
な
し
､
別
に

｢
パ
ン
ダ
科
｣

を
た
て
る
考
え
も
あ
る
よ
う
だ
が
､
こ
こ
で
は
パ
ン
ダ
は
遺
伝

的
に
も
骨
格
の
面
で
も
ほ
か
の
ク
マ
科
動
物
か
ら
そ
れ
ほ
ど
か
け
は
な
れ
た
存
在
で
は
な
い
､
と
い
う
近
年
主
流
の
意
見
を
参
考
に
す
る
｡
参
照
遠

藤
秀
樹
『
パ
ン
ダ
の
死
体
は
よ
み
が
え
る
』
ち
く
ま
新
書

二
〇
〇
五
年

(10)

阿波

｢
竹
節
与
熊
猫
｣

｢
文
史
雑
誌
』

二
〇
〇
一
年
第
一
期

(
総
第
九
一
期
)

二
〇
〇
一
年
一
月

六
〇
-
六
一
ペ
ー
ジ

(11)

参
照
『
中
国
史
綱
要
(
修
訂
本
)
』
人
民
出
版
社
一
九
五
五
年
(
第
二
版
)

(望

r
李
善
注
文
選
』

(
清
嘉
慶
十
四
年
胡
克
家
校
刊
)

中
華
書
局
影
印
一
九
七
七
年

『
六
臣
注
文
選
』
中
華
書
局
影
印
一
九
八
七
年

(13)

r
百
子
全
書
』

(
漸
江
古
希
出
版
社
影
印
一
九
八
八
年
)

所収

『
神
異
経
』
一
巻

漢
･
東
方
朔
の
撰
と
伝
え
ら
れ
る
が
､
偽
作
で
あ
る
｡
ま
た
､
晋
･
張
華
の
注
も
偽
作
と
さ
れ
る
(
『
大
漢
和
辞
典
』
修
訂
版

大
修
館
書
店
一
九
八
四
年
/
『
中
国
学
芸
大
事
典
』
大
修
館
書
店
一
九
七
八
年
)

｢
四
庫
全
書
総
目
提
要
｣
も
東
方
朔
撰
､
張
華
注
と
も
に
彼
ら

に
仮
託
し
た
も
の
で
あ
っ
て
偽
作
､
と
断
ず
る
｡
書
か
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
『
隋
書
』
経
籍
志
に
す
で
に
東
方
朔
撰
､
張
華
注
と
し
て
『
神
異
経
』

が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
､
｢
覿
其
詞
華
縛
麗
､
接
近
斉
梁
｣
と
い
う
特
徴
か
ら
､
｢
六
朝
の
文
士
｣

が
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
｡

(14)

r
太
平
御
覧
】
(
中
華
書
局
影
印
一
九
八
五
年
)
巻
九
百
八
･
獣
部
･
第
二
十
･
菓

(
ほ
)

『
天
中
記
』
(
台
湾
･
文
海
出
版
社
影
印
一
九
六
四
年
)
巻
二
十
五
｢
碗
牙
｣

に
も
『
抱
朴
子
』
か
ら
の
引
用
と
し
て

｢
東
方
生
攻
城
之
獣
､
賓

頼
大
荒
之
籍
臭
｣
と
い
う
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
､
欽
定
四
庫
全
書
(
文
淵
閣
)
電
子
版
『
抱
朴
子
』
に
は
こ
の
文
は
み
あ
た
ら
な
い
｡

ま
た
電
子
版
四
庫
全
書
に
は
こ
の
ほ
か
に

『
萄
中
広
記
』
巻
五
十
九
｢
東
方
識
攻
城
之
獣
｡
塞
頼
神
南
之
書
､
大
荒
之
籍
央
｣

『
広
博
物
誌
』
巻
四
十
八
｢
東
方
識
嘆
錬
之
獣
｡
賓
超
神
南
之
書
､
大
荒
之
籍
臭
｣

と
い
う
､
類
似
し
た
文
が
あ
る
｡



2()

181716
『
自
氏
長
慶
集
』
(
文
学
古
籍
刊
行
社
一
九
五
五
年
)
･
『
白
居
易
集
箋
校
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
八
六
年
)

黄
伯
思
『
東
観
験
論
』

(
中
華
書
局
一
九
八
八
年
)

現
在
見
ら
れ
る
『
山
海
経
』
に
は
｢
華
｣

の
項
目
は
た
て
ら
れ
て
い
な
い
｡
か
つ
て
｢
須
｣

の
項
目
を
た
て
て
い
た
『
山
海
経
』
が
あ
り
､
そ
れ

を
白
楽
天
ら
が
参
照
し
た
も
の
の
の
ち
に
失
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
､
『
山
海
経
』
に
は
そ
も
そ
も

｢
須
｣

の
項
目
が
た
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し

て
も
､
『
山
海
経
』
か
ら
｢
須
｣

は

｢
食
繊
輿
鋼
､
不
定
他
物
｣
と
い
う
動
物
で
あ
る
と
い
う
印
象
が
で
き
る
余
地
は
あ
る
｡
こ
の
件
に
つ
い
て
は
後

述｡

(19)

欽
定
四
庫
全
書
(
文
淵
閣
)
電
子
版
『
本
草
綱
目
』

上
海
古
籍
出
版
社

(空

コ
二
才
圏
曾
』
台
湾
･
成
文
出
版
社
影
印
一
九
七
〇
年

(聖■

漠
②
で
は
､
｢
漠
｣
を
｢
獣
名
｣
と
だ
け
説
明
し
､
そ
の
後
に
『
爾
雅
』
本
文
と
そ
の
郭
環
注
､
邪
吊
疏
が
引
用
さ
れ
て
い
る
｡
古
文
献
に
見
え
る

｢
襲
｣

は
現
在
の

｢
須
(
バ
ク
)
｣

と
は
異
な
る
､
正
体
不
明
の
動
物
と
み
な
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
｡

(召

厳
密
に
言
え
ば
こ
れ
は
マ
レ
ー
バ
ク
で
あ
る
｡
現
在
世
界
に
生
息
す
る
四
種
類
の
バ
ク
の
う
ち
､
自
と
黒
の
模
様
を
も
つ
も
の
は
マ
レ
ー
バ
ク
の

み
で
あ
る
｡
ま
た
､
ア
ジ
ア
に
生
息
す
る
も
の
も
マ
レ
ー
バ
ク
の
み
で
あ
る
｡
よ
っ
て
､
中
国
人
が

｢
須
｣

と
み
な
し
た
動
物
は
こ
の
⇒
レ
ー
バ

ク
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡
現
在
の
マ
レ
ー
バ
ク
の
生
息
域
は
マ
レ
ー
半
島
､
ス
マ
ト
ラ
島
､
ミ
ャ
ン
マ
ー
､
タ
イ
で
あ
る
｡
『
中

国
大
百
科
全
書
】

(
中
国
大
百
科
全
書
出
版
社
一
九
九
一
年
)

｢
生
物
｣

には

｢
中
国
南
方
の
更
新
世
の
地
層
か
ら
バ
ク
属
の
化
石
が
出
土
し
た
｣

(
一
〇
〇
五
ペ
ー
ジ
)

と
あ
り
､
更
新
世
期
に
は
そ
の
生
息
域
は
現
在
の
中
国
の
領
域
内
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
と
お
も
わ
れ
る
｡
ま
た
､
林
巳
奈
夫

『
神
と
獣
の
紋
様
学

中
国
古
代
の
神
が
み
』

(
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
四
年
)

で
は
三
門
峡
市
出
土
の

｢
青
銅
獣
豆
｣

な
ど
､
西
周
期
の
青
銅
器
の

い
く
つ
か
の

｢
獣
面
紋
｣

｢
獣
形
｣

は
マ
レ
ー
バ
ク
を
か
た
ど
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る

(
一
一
六
-
一
一
八
ペ
ー
ジ
)
｡
し
か
し
実

際
に
黄
河
流
域
か
ら
マ
レ
ー
バ
ク
の
骨
な
ど
が
出
土
し
た
な
ど
の
物
証
は
あ
げ
て
い
な
い
｡
マ
レ
ー
バ
ク
の
生
息
域
の
縮
小
と
そ
の
時
期
に
つ
い
て

の
詳
細
な
調
査
は
未
見
｡
今
後
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
｡
ま
た
､
ど
の
時
期
か
ら

｢
バ
ク
｣

に

｢
漠
｣

の
名
が
与
え
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
も
調
査
の

必
要
が
あ
る
｡

ま
た
荒
俣
宏
前
掲
書
で
は

｢
漠
｣

は
中
国
の
想
像
上
の
動
物
で
あ
り
､
そ
の
想
像
に
は

｢
東
南
ア
ジ
ア
に
生
息
す
る
マ
レ
ー
バ
ク
に
関
す
る
虚
実

入
り
乱
れ
た
情
報
か
ら
中
国
の
漠
が
生
ま
れ
た
｣

と
記
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
荒
俣
氏
は
バ
ク
は
古
代
の
中
国
に
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
ら
し

い
｡
そ
の
想
像
上
の

｢
漠
｣

が
日
本
に
つ
た
わ
り
､
｢
夢
を
食
べ
る
動
物
｣

に
変
化
し
た
と
述
べ
い
る
｡
私
は
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
先
に
パ
ン
ダ
に
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由
来
す
る
想
像
上
の
動
物
｢
漠
｣

が
あ
り
､
そ
こ
に

｢
バ
ク
｣

の
印
象
が
加
わ
っ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
､
こ
の
点
で
は
荒
俣
氏
の
見
解
と
は
こ
と

な
る
｡

(23)

F
山
海
経
注
疏
｣
巴
萄
書
社
一
九
九
六
年

(24)
『
説
文
解
字
】
段
注
も
r
山
海
経
』

の

｢
猛
豹
｣

は

｢
漠
｣

の
こ
と
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
｡
こ
の
判
断
も
あ
る
い
は
お
な
じ
理
由
に
よ
る
も
の
か

も
し
れ
な
い
.
｡

(25)

『
説
文
解
字
注
』
上
海
古
着
出
版
社

二
〇
〇
一
年

(26)

r
後
漢
書
』

(
中
華
書
局
一
九
八
七
年
)
巻
八
十
六
･
南
哲
西
南
夷
列
侍
第
七
十
六
･
西
南
夷

哀
牢
人
皆
穿
鼻
傭
耳
.
其
渠
帥
自
謂
王
者
.
耳
皆
下
肩
三
寸
.
庶
人
則
至
肩
而
己
｡
土
地
沃
美
,
宜
五
穀
､
惹
桑
｡
知
染
采
文
繍
.
厨
蒜
督
空
軍

蘭

干
細
布
.
織
成
文
章
如
綾
錦
｡
有
梧
桐
木
筆
.
績
以
焉
布
.
幅
虞
五
尺
,
繋
白
不
受
垢
汗
｡
先
以
覆
亡
人
.
然
後
服
之
｡
其
竹
節
相
去
一
丈
.
名
日

濃
竹
｡
出
鋼
､
織
､
鉛
､
錫
､
金
､
銀
､
光
珠
､
虎
晩
､
水
精
､
瑠
璃
､
阿
鼻
､
畔
珠
､
孔
雀
､
輩
翠
､
犀
､
象
､
遅
延
､
街
獣
(
注
)
雲
南
嚇
有

神
鹿
両
頭
.
能
食
毒
草
｡

(
注
)
邸
元
水
脛
注
日
…
(
中
略
)
…
南
中
八
部
志
日
‥
｢
街
大
如
墟
.
状
頗
似
熊
.
多
力
.
食
繊
.
所
親
無
不
拉
｡
｣
贋
志
日
‥
｢
街
色
蒼
白
.
其
皮

温
媛
｡
｣

こ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
､
文
献
に
の
こ
る

｢
街
｣

が
さ
す
内
容
も
ひ
と
つ
ひ
と
つ
検
討
を
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
､
『
山
海

経
』
｢
菊
国
｣

の
よ
う
に
､
｢
街
｣

が
動
物
名
で
は
な
く
民
族
(
人
の
グ
ル
ー
プ
名
)
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
る
な
ど
､
そ
の
意
味
は
一
様
で
は
な
い
｡

｢街｣

は
使
用
例
が
大
量
に
あ
り
､
本
稿
に
は
考
察
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
｡
今
後
の
課
題
と
し
た
い
｡

(27)

未見

(
鱒
)

『
康
無
字
典
』
(
康
照
四
十
九
年
刊
/
中
華
書
局
影
印
一
九
五
八
)

(空

そ
も
そ
も
民
国
期
の
パ
ン
ダ
の
正
式
な
呼
称
は

｢
猫
熊
｣

で
あ
り
､
そ
の
時
期
に
の
こ
さ
れ
た
右
書
き
の
ラ
ベ
ル
が
の
ち
に
左
書
き
に
誤
読
さ
れ

た
た
め
に

｢
熊
猫
｣

の
呼
称
が
生
じ
た
､
と
の
説
も
あ
る
｡
台
湾
で
は
｢
猫
熊
｣

の
呼
称
が
優
勢
で
あ
る
か
ら
そ
の
誤
読
が
生
じ
た
の
は
共
産
党
解

放
区
な
い
し
は
共
産
党
の
解
放
後
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
説
に
よ
る
と
｢
熊
猫
｣

の
誕
生
は
四
十
年
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
､
『
辞

海
』
に
あ
る
よ
う
に

｢
熊
猫
｣

の
呼
称
は
一
応
三
十
年
代
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
る
｡

(
訓
)

こ
れ
ら
の
名
称
は
『
詩
経
』
『
尚
書
』
『
史
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
､
こ
れ
ら
を
古
代
中
国
の
パ
ン
ダ
記
載
で
あ
る
と
か
ん
が
え
る
研
究
者
も
い
る
が
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(
注
四
に
あ
げ
た
二
論
文
な
ど
)
､
そ
れ
ら
の
資
料
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
対
す
る
考
察
が
ま
だ
不
十
分
で
あ
る

(
こ
れ
ら
が

｢
パ
ン
ダ
で
あ
る
｣

と
考
え

た
理
由
が
不
明
確
｡
ま
た
､
か
り
に
あ
る
と
こ
ろ
で

｢
白
熊
｣

が
パ
ン
ダ
で
あ
る
ら
し
い
と
推
測
で
き
た
と
し
て
も
､
他
の
資
料
に
あ
る

｢
白
熊
｣

が
お
な
じ
動
物
を
さ
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
､
な
ど
)
｡


