
序
 
 

既
に
 
『
唐
物
語
』
 
に
つ
い
て
は
、
清
水
浜
臣
の
 
『
唐
物
語
提
要
』
 
 

（
文
化
六
年
、
一
入
〇
九
）
以
来
、
浅
井
峯
治
、
川
瀬
一
馬
、
青
田
幸
 
 

一
、
川
口
久
雄
ら
先
学
諸
氏
に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
た
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
 
 

来
て
お
り
、
殊
に
池
田
利
夫
氏
の
 
『
日
中
比
較
文
学
の
基
礎
研
究
 
－
 
 

翻
訳
説
話
と
そ
の
典
拠
 
－
 
』
（
昭
和
四
十
九
年
、
笠
間
書
院
）
は
、
 
 

詳
細
な
伝
本
調
査
と
そ
の
系
統
づ
け
を
基
礎
に
置
い
た
労
作
で
、
『
唐
 
 

物
語
』
研
究
史
上
、
確
固
た
る
地
位
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
当
作
に
 
 

つ
い
て
の
簡
に
し
て
要
を
得
た
手
引
ほ
、
三
谷
栄
一
編
『
体
系
 
物
語
 
 

文
学
史
』
第
三
巻
＜
物
語
文
学
の
系
譜
 
1
 
平
安
物
語
＞
（
昭
和
五
 
 

十
八
年
、
有
精
堂
）
所
収
の
翠
川
文
子
氏
の
概
説
的
論
稿
「
唐
物
語
」
 
 

に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

し
か
し
、
遺
憾
な
こ
と
に
、
中
国
の
故
事
の
翻
訳
説
話
（
正
確
に
は
 
 

『
唐
物
語
』
第
十
話
原
拠
再
考
 
 

古
田
島
洋
介
 
 
 

意
訳
）
で
あ
る
『
唐
物
語
』
全
二
十
七
話
に
つ
い
て
、
研
究
の
最
も
基
 
 

ヽ
 
 

礎
と
な
る
べ
き
各
話
の
原
拠
は
必
ず
し
も
確
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
 
 

る
。
清
水
浜
臣
が
早
く
も
『
提
要
』
に
お
い
て
、
第
九
・
二
十
七
話
を
 
 

ヽ
ヽ
 
 

除
く
各
話
の
出
典
を
挙
げ
て
ほ
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
果
し
て
直
接
 
 
 

の
原
拠
で
あ
る
か
ど
う
か
は
頗
る
疑
わ
し
く
、
い
わ
ゆ
る
B
類
本
に
見
 
 

ら
れ
る
出
典
注
記
も
室
町
時
代
末
に
付
け
加
え
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
 
 

こ
と
か
ら
、
原
拠
の
確
定
は
今
後
の
地
道
な
研
究
の
積
み
重
ね
に
倹
つ
 
 

以
外
に
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
 
 
 

薙
稿
で
は
、
清
水
浜
臣
の
 
『
撞
要
』
以
来
、
先
に
掲
げ
た
翠
川
文
子
 
 

氏
の
概
論
ま
で
、
一
貫
し
て
『
唐
物
語
』
第
十
話
の
原
拠
と
し
て
並
記
 
 

さ
れ
て
来
て
い
る
『
南
京
新
記
』
巻
三
と
『
本
事
詩
』
情
感
第
一
の
ど
 
 

ち
ら
が
『
唐
物
語
』
に
類
似
し
た
本
文
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
検
証
・
 
 

確
認
し
、
さ
ら
に
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。
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本
文
の
対
照
比
薮
 
 

以
下
、
『
唐
物
語
』
第
十
話
の
本
文
を
適
宜
区
切
り
な
が
ら
掲
げ
、
 
 

そ
の
後
に
 
『
両
京
新
記
』
と
『
本
事
詩
』
の
本
文
を
上
下
に
対
厳
し
て
 
 

記
す
。
上
段
が
『
両
京
新
記
』
、
下
段
が
『
本
事
詩
』
で
あ
る
。
 
 
 

『
唐
物
語
』
本
文
は
、
清
水
浜
臣
が
『
提
要
』
 
に
掲
げ
る
校
訂
本
文
 
 

を
用
い
、
池
田
利
夫
『
唐
物
語
校
本
』
（
昭
和
五
十
年
、
笠
間
書
院
）
 
 

翻
刻
本
文
と
照
合
の
上
、
私
に
句
読
点
お
よ
び
滞
点
を
ほ
ど
こ
す
。
こ
 
 

の
清
水
浜
臣
校
板
本
は
、
池
田
氏
の
説
く
伝
本
系
統
の
C
類
本
に
あ
た
 
 

り
、
全
体
的
に
見
る
と
 
「
A
B
両
類
に
全
く
な
い
後
補
、
窺
入
、
改
変
 
 

（
1
）
 
 

か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
箇
所
が
相
当
に
認
め
ら
れ
る
」
が
、
当
第
十
話
 
 

に
関
す
る
か
ぎ
り
、
A
B
類
本
と
の
重
大
な
差
違
は
見
出
だ
さ
れ
ず
、
 
 

漢
字
と
仮
名
の
配
合
の
点
で
A
B
両
類
本
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
尊
経
 
 

閣
文
庫
蔵
本
・
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
よ
り
も
読
み
や
す
い
と
思
わ
れ
る
 
 

の
で
、
採
用
し
た
次
第
で
あ
る
。
 
 
 

『
両
京
新
記
』
（
七
二
二
年
、
葦
述
撰
）
本
文
は
、
尊
経
閣
文
庫
所
 
 

蔵
『
南
京
新
記
巻
三
』
（
金
沢
文
庫
本
。
前
田
育
徳
財
団
、
昭
和
九
年
、
 
 

大
塚
巧
芸
社
複
製
）
を
用
い
、
福
山
敏
男
「
校
注
両
京
新
記
巻
第
三
」
 
 

（
東
京
文
化
財
研
究
所
美
術
部
編
韓
「
美
術
研
究
」
第
一
七
〇
号
、
昭
 
 

和
二
十
八
年
十
月
、
書
州
弘
文
館
）
翻
刻
本
文
と
照
合
の
上
、
必
要
が
 
 

あ
れ
ば
『
伏
存
叢
書
』
所
収
本
文
に
よ
り
校
訂
す
る
。
『
両
京
新
記
』
 
 

巻
三
の
 
「
延
康
坊
 
－
 
西
明
寺
」
 
の
項
の
後
半
に
当
該
本
文
が
見
え
る
。
 
 
 

『
本
事
詩
』
（
八
八
六
年
、
孟
朱
撰
）
本
文
は
、
『
太
平
広
記
』
巻
一
 
 

六
六
＜
気
義
一
＞
 
「
楊
素
」
所
掲
本
文
（
末
尾
に
 
「
出
本
事
詩
」
と
注
 
 

記
あ
り
）
を
用
い
る
。
『
本
事
詩
』
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
顧
氏
女
房
 
 

小
説
本
お
よ
び
津
逮
秘
書
本
が
最
も
整
っ
た
本
文
と
さ
れ
て
い
る
が
、
 
 

い
ず
れ
も
『
唐
物
語
』
 
の
成
立
時
期
（
推
定
十
二
世
紀
後
半
）
か
ら
見
 
 

て
、
時
代
が
下
り
す
ぎ
て
い
る
た
め
、
よ
り
『
本
革
詩
』
 
の
古
態
を
と
 
 

ど
め
て
い
る
と
目
さ
れ
る
『
広
記
』
所
収
本
文
を
採
用
す
る
。
な
お
、
 
 

年
代
の
上
か
ら
ほ
、
『
演
説
』
（
一
一
三
六
年
）
所
収
本
文
を
も
考
慮
す
 
 

べ
き
で
あ
る
が
、
『
類
説
』
ほ
『
広
記
』
本
文
を
抄
録
し
た
内
容
で
あ
る
 
 

た
め
、
当
面
本
文
考
察
の
対
象
か
ら
ほ
ず
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
 
 
 

『
両
京
新
記
』
『
本
事
詩
』
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
書
き
下
し
文
を
示
 
 

し
、
そ
の
直
後
に
中
国
語
原
文
を
記
す
。
適
宜
句
読
点
を
ほ
ど
こ
し
、
 
 

訓
点
は
省
略
す
る
。
ま
た
、
本
文
対
比
直
後
の
 
〔
短
評
〕
中
、
『
唐
物
 
 

語
』
は
∧
唐
∨
、
『
両
京
新
記
』
ほ
＜
新
＞
、
『
本
事
詩
』
は
∧
本
＞
と
 
 

略
記
す
る
。
 
 

【
A
】
む
か
し
、
徳
富
と
い
ふ
人
、
陳
氏
と
聞
ゆ
る
人
に
あ
ひ
ぐ
し
 
 

て
侍
り
け
り
。
か
た
ち
、
い
と
を
か
し
げ
に
て
、
心
ば
え
な
ど
思
ふ
さ
 
 

ま
な
り
け
れ
ば
、
た
が
ひ
に
あ
さ
か
ら
ず
思
ひ
か
ほ
し
て
、
と
し
月
を
 
 

ふ
る
に
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〔
短
評
〕
 
∧
唐
＞
の
 
「
た
が
ひ
に
あ
さ
か
ら
ず
思
ひ
か
は
し
て
」
 
 
 

は
、
＜
新
∨
の
 
「
情
義
甚
だ
厚
し
」
 
に
相
当
す
る
。
∧
本
＞
に
は
こ
 
 
 

れ
に
該
当
す
る
記
述
が
な
い
。
 
 

【
B
】
思
ひ
の
外
に
世
中
み
だ
れ
て
、
あ
り
と
あ
る
人
、
高
き
も
い
 
 

や
し
き
も
、
さ
な
が
ら
山
ほ
や
し
に
か
く
れ
ま
ど
ひ
ぬ
。
さ
り
が
た
き
 
 

親
は
ら
か
ら
も
よ
も
に
た
ち
別
れ
て
、
お
の
が
さ
ま
ム
＼
に
げ
さ
ま
よ
 
 

へ
る
な
か
に
、
此
人
別
れ
を
を
し
む
心
誰
に
も
す
ぐ
れ
た
り
け
れ
ば
、
 
 

人
し
れ
ず
も
ろ
と
も
に
あ
ひ
契
り
け
り
。
 
 

陳
の
太
子
舎
人
徐
穂
首
の
妻
、
 
 

即
ち
陳
主
叔
宝
の
妹
、
才
色
代
 
 

に
冠
た
り
。
陳
に
在
り
て
楽
昌
 
 

公
主
に
封
ぜ
ら
る
。
初
め
て
徳
 
 

富
と
夫
妻
と
な
り
、
情
義
甚
だ
 
 

摩
し
。
 
 

陳
太
子
舎
人
徐
徳
富
妻
、
即
 
 
 

院
主
叔
智
之
妹
、
才
色
冠
代
、
 
 
 

在
院
封
欒
昌
公
主
。
初
典
徳
 
 
 

富
夫
秦
、
情
義
甚
厚
。
 
 
 

陳
の
太
子
舎
人
徐
徳
言
の
妻
、
 
 

後
主
叔
宝
の
妹
、
楽
昌
公
主
に
 
 

封
ぜ
ら
る
。
才
色
冠
絶
た
り
。
 
 
 

陳
太
子
舎
人
徐
徳
富
之
妻
、
 
 

後
主
叔
賓
之
妹
、
封
楽
昌
公
 
 

主
、
才
色
冠
絶
。
 
 

「
今
、
国
破
れ
、
家
亡
び
、
 
 

必
ず
相
保
せ
ざ
ら
ん
。
子
の
才
 
 

色
を
以
て
せ
ば
、
必
ず
帝
王
貴
 
 

人
の
家
に
入
る
べ
し
。
我
著
し
 
 
 

〔
短
評
〕
∧
唐
＞
の
粉
飾
が
目
立
つ
件
り
で
、
乱
世
の
描
写
が
か
 
 
 

な
り
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
按
ず
る
に
、
＜
唐
＞
の
製
作
時
期
か
 
 
 

ら
見
て
、
保
元
・
平
治
の
乱
の
世
相
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

【
C
】
 
「
我
も
人
も
い
づ
か
た
と
な
く
う
せ
な
ん
の
ち
、
お
の
づ
か
 
 

ら
世
申
し
づ
ま
り
て
、
又
も
あ
ひ
み
る
事
あ
り
な
む
物
を
、
そ
の
ほ
ど
 
 

の
有
さ
ま
を
ば
い
か
で
か
た
が
ひ
に
し
る
べ
き
」
と
聞
え
さ
す
る
に
、
 
 

女
の
と
し
ご
ろ
持
た
り
け
る
鏡
を
な
か
よ
り
き
り
て
、
お
の
く
そ
の
 
 

か
た
′
＼
を
と
り
て
 
 

陳
氏
の
将
に
亡
び
ん
と
す
る
 
 

に
属
し
、
徳
富
垂
泣
し
て
妻
に
 
 

謂
ひ
て
日
く
 
 

愚
昧
氏
将
亡
、
徳
言
垂
泣
、
 
 

謂
妻
日
 
 

「
君
の
才
容
を
以
て
せ
ば
、
 
 

国
亡
ぶ
る
も
、
必
ず
権
豪
の
家
 
 

に
入
る
べ
し
。
斯
に
永
く
絶
ゆ
 
 

る
も
、
優
し
情
濠
未
だ
断
え
ず
 
 
 

徳
言
太
子
舎
人
為
り
し
と
 
 

き
、
方
に
時
の
乱
る
る
に
属
し
、
 
 

相
保
せ
ざ
る
を
恐
れ
、
其
の
妻
 
 

に
謂
ひ
て
日
く
 
 

徳
富
爵
太
子
舎
人
、
方
属
時
 
 
 

乱
、
恐
不
相
保
、
謂
其
妻
日
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死
せ
ば
幸
ひ
に
相
志
る
る
こ
と
 
 

無
け
ん
、
著
し
生
く
れ
ば
ま
た
 
 

復
た
相
見
る
べ
か
ら
ず
。
然
り
 
 

と
雄
も
、
共
に
一
の
信
を
為
さ
 
 

ん
」
と
。
乃
ち
一
鏡
を
撃
破
し
、
 
 

各
々
其
の
半
を
収
む
。
 
 

今
圃
破
家
亡
、
必
不
相
保
。
 
 
 

以
子
才
色
、
必
入
帝
王
貴
人
 
 
 

家
。
我
若
死
、
幸
無
相
忘
、
 
 
 

著
生
、
亦
不
可
復
相
見
奏
。
 
 
 

雑
然
共
徳
一
信
。
乃
撃
破
一
 
 
 

鏡
、
各
収
其
年
。
 
 

〔
短
評
〕
徳
言
の
科
白
を
省
略
し
て
い
る
こ
と
、
＜
新
＞
∧
本
＞
 
 
 

共
に
た
だ
 
「
鏡
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
「
女
の
と
し
ご
ろ
持
た
り
 
 
 

け
る
鏡
」
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
以
外
、
＜
唐
＞
に
目
立
っ
た
改
変
 
 
 

ほ
見
ら
れ
な
い
。
 
 

【
D
】
 
「
月
の
十
五
日
ご
と
に
市
に
出
し
て
、
此
鏡
の
な
か
ば
を
尋
 
 

ね
さ
す
る
物
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
あ
ひ
見
て
、
た
が
ひ
に
其
あ
り
さ
ま
 
 

を
し
る
べ
し
」
と
い
ひ
つ
1
、
い
と
い
た
う
う
ち
な
き
て
別
れ
さ
り
ぬ
。
 
 

ん
ば
、
猶
は
巽
く
は
相
見
ん
。
 
 

宜
し
く
以
て
之
を
信
と
す
る
有
 
 

る
べ
し
」
と
。
乃
ち
一
照
を
破
 
 

り
、
各
々
其
の
半
を
執
る
。
 
 

以
君
之
才
容
、
囲
亡
必
入
檀
 
 

家
之
家
。
斯
永
経
臭
、
億
情
 
 

操
未
断
、
猶
巽
相
見
。
宜
有
 
 

以
信
之
。
乃
破
一
鏡
、
各
執
 
 

其
牛
。
 
 
 

穂
首
日
く
「
子
若
し
貴
人
の
 
 

家
に
入
ら
ば
、
此
の
鏡
を
将
て
 
 

正
月
望
日
市
中
に
之
を
貨
ら
し
 
 

こ
い
ね
 
 

め
ん
こ
と
を
幸
が
ふ
。
若
し
存
 
 

す
れ
ば
、
当
に
之
を
志
し
、
生
 
 

死
を
知
ら
ん
こ
と
を
糞
が
ふ
べ
 
 

き
の
み
」
と
。
 
 

徳
冨
田
、
子
若
入
貴
人
家
、
 
 
 

幸
将
此
鏡
令
於
正
月
望
日
市
 
 
 

中
貸
之
。
若
存
、
普
巽
志
之
 
 
 

知
生
死
耳
。
 
 
 

〔
短
評
〕
 
∧
唐
＞
の
 
「
か
な
ら
ず
あ
ひ
見
て
、
た
が
ひ
に
其
あ
り
 
 
 

さ
ま
を
し
る
べ
し
」
 
は
、
＜
新
＞
の
 
「
当
に
之
を
志
し
、
生
死
を
知
 
 
 

ら
ん
こ
と
を
巽
が
ふ
べ
き
の
み
」
 
に
相
当
す
る
。
＜
本
＞
に
該
当
部
 
 
 

分
は
な
い
。
な
お
＜
唐
∨
の
 
「
い
と
い
た
う
う
ち
な
き
て
別
れ
さ
り
 
 
 

ぬ
」
 
ほ
、
和
文
ら
し
い
情
緒
過
多
の
添
加
と
言
え
よ
う
。
 
 

【
E
】
そ
の
ゝ
ち
、
こ
の
夫
、
恋
し
さ
わ
り
な
く
お
ぼ
え
て
、
い
た
 
 

づ
ら
に
月
日
を
す
ぐ
す
ま
ゝ
に
ほ
、
い
か
な
る
人
に
心
を
う
つ
し
て
契
 
 
 

約
し
て
日
く
「
他
日
必
ず
正
 
 

月
望
を
以
て
都
市
に
売
れ
。
我
 
 

当
に
在
る
べ
く
ん
ば
、
即
ち
是
 
 

の
日
を
以
て
之
を
訪
ね
ん
」
と
。
 
 

約
日
、
他
日
必
正
月
望
頁
於
 
 

都
市
。
我
常
在
、
即
以
是
日
 
 

訪
乏
。
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陳
の
滅
ぶ
に
及
び
、
其
の
妻
 
 

果
し
て
隋
軍
の
没
す
る
所
と
為
 
 

る
。
隋
文
以
て
索
に
賜
り
、
深
 
 
 

り
し
こ
と
を
わ
す
れ
ぬ
ら
ん
と
、
む
ね
の
く
る
し
さ
お
さ
へ
が
た
く
ぞ
 
 

お
ぼ
へ
け
る
。
 
 

ま
そ
鏡
わ
れ
て
ち
ぎ
り
し
そ
の
か
み
の
 
 

か
げ
は
い
づ
ち
か
う
つ
り
ほ
て
に
し
 
 

〔
短
評
〕
 
こ
の
一
節
、
∧
新
＞
∧
本
∨
共
に
対
応
本
文
が
な
い
。
 
 
 

∧
本
∨
の
一
部
分
（
後
出
）
を
拡
大
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
 
 
 

次
の
【
F
】
の
冒
頭
の
 
「
か
や
う
に
思
ひ
や
り
け
る
に
し
も
」
と
い
 
 
 

う
書
き
ぶ
り
か
ら
推
し
て
、
別
れ
た
後
の
陳
氏
の
運
命
（
〔
F
〕
）
と
 
 
 

対
鼎
さ
せ
る
た
め
に
、
徳
言
の
そ
の
後
の
あ
り
さ
ま
に
筆
を
賛
し
た
 
 
 

と
考
え
る
方
が
自
然
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
徳
言
の
 
「
ま
そ
鏡
」
 
の
 
 
 

歌
は
、
後
出
【
G
】
に
掲
げ
る
∧
新
＞
∧
本
＞
の
五
言
絶
句
と
内
容
 
 
 

が
一
致
す
る
。
 
 

【
F
】
か
や
う
に
思
ひ
や
り
け
る
に
し
も
、
色
姿
の
な
ま
め
か
し
く
 
 

ぼ
な
や
か
な
る
に
や
め
で
玉
ひ
け
ん
、
時
の
親
王
に
て
お
は
し
け
る
人
 
 

に
か
ぎ
り
な
く
思
ひ
か
し
づ
か
れ
て
と
し
月
を
ふ
る
に
、
あ
り
し
に
ほ
 
 

に
る
べ
く
も
な
き
あ
り
さ
ま
な
れ
ど
 
 

陳
の
亡
ぶ
に
及
び
、
其
の
婁
 
 

果
し
て
越
公
楊
索
の
家
に
入
る
。
 
 

寵
嬰
殊
に
厚
し
。
 
 
 

く
素
の
寵
聾
す
る
所
と
為
り
て
、
 
 

為
に
別
院
を
営
み
、
其
の
欲
す
 
 

る
所
を
盗
に
せ
し
む
。
 
 

没
り
隋
文
以
賜
素
、
探
鳥
素
 
 
 

及
陳
滅
、
英
幸
果
為
障
軍
所
 
 

所
寵
撃
、
爵
螢
別
院
、
盗
其
 
 
 

所
欲
。
 
 

〔
短
評
〕
 
＜
唐
＞
は
楊
素
を
 
 
 

は
じ
め
邸
国
公
に
封
ぜ
ら
れ
、
 
 

〔
短
評
〕
 
こ
の
部
分
ほ
＜
本
∨
に
見
え
る
だ
け
で
、
＜
新
∨
に
該
 
 

当
箇
所
は
な
い
。
事
件
の
推
移
の
上
で
ほ
前
掲
【
E
】
に
対
応
す
る
 
 

が
、
内
容
の
懸
隔
が
甚
だ
し
く
、
＜
唐
∨
が
∧
本
∨
の
こ
の
一
節
を
 
 
 

に
封
ぜ
ら
れ
た
。
陵
氏
が
楊
素
に
寵
愛
さ
れ
た
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
 
 

ほ
、
∧
本
∨
よ
り
も
∧
新
＞
の
方
が
詳
し
く
記
し
て
い
る
。
∧
唐
∨
 
 

の
語
気
文
勢
は
∧
新
＞
に
近
い
と
言
え
よ
う
。
 
 

「
親
王
」
と
呼
ん
で
い
る
。
楊
素
は
、
 
 

の
ち
＜
本
＞
に
あ
る
よ
う
に
越
国
公
 
 

徳
富
、
流
離
辛
苦
、
優
に
 
 

能
く
京
に
至
る
。
 
 

穂
首
流
離
辛
苦
、
僅
能
至
京
。
 
 

及
陳
亡
、
其
妻
果
入
越
公
楊
 
 

素
之
家
。
寵
蟹
殊
厚
。
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陳
氏
、
後
に
閲
奴
を
し
て
望
 
 

日
破
鏡
を
売
ら
し
む
。
市
に
詣
 
 

り
、
務
め
て
価
を
高
か
ら
し
む
 
 

る
に
、
果
し
て
徳
言
に
値
ふ
。
 
 

穂
首
価
に
随
ひ
、
優
ち
酬
い
、
 
 

奴
を
引
き
て
家
に
帰
る
。
沸
を
 
 

垂
れ
て
以
て
其
の
故
を
告
げ
、
 
 

井
び
に
己
れ
が
片
鏡
を
取
り
て
 
 

之
を
合
せ
、
其
の
妻
に
寄
す
る
 
 

に
及
び
、
詩
を
題
し
て
云
く
、
 
 
 

鏡
と
人
と
供
に
去
る
鏡
帰
る
 
 
 

も
人
帰
ら
ず
復
た
恒
蛾
の
影
 
 
 

無
し
空
し
く
明
月
の
輝
き
を
 
 
 

余
す
 
 
 

参
考
に
し
て
い
る
と
は
思
い
が
た
い
。
 
 

【
G
】
此
か
ゞ
み
の
か
た
′
1
を
い
ち
に
出
し
つ
ゝ
、
昔
の
契
り
を
 
 

の
み
心
に
か
け
て
、
よ
の
つ
ね
ほ
し
た
も
え
に
て
の
み
す
ぐ
し
け
る
に
、
 
 

か
ゞ
み
の
わ
れ
も
た
る
人
を
し
尋
ね
あ
ひ
て
、
を
と
こ
女
の
あ
り
さ
ま
、
 
 

た
が
ひ
に
お
ぼ
つ
か
な
ら
ず
し
り
か
は
し
つ
。
 
 

遂
に
正
月
望
を
以
て
都
市
に
 
 

訪
ぬ
。
蒼
頭
の
半
鐘
を
売
る
者
 
 

有
り
。
大
い
に
其
の
価
を
高
く
 
 

す
。
人
皆
之
を
笑
ふ
。
徳
富
直
 
 

ち
に
引
き
て
其
の
屠
に
至
り
、
 
 

あ
た
 
 

食
を
予
へ
、
具
に
其
の
故
を
言
 
 

ふ
。
半
鐘
を
出
だ
し
、
以
て
之
 
 

を
合
せ
、
乃
ち
詩
を
慈
し
て
日
 
 

く
、
 
 
 

鏡
と
人
と
供
に
去
る
鏡
帰
る
 
 
 

も
人
帰
ら
ず
復
た
棉
蛾
の
影
 
 
 

無
し
空
し
く
明
月
の
輝
き
を
 
 
 

留
む
 
 

〔
短
評
〕
穂
首
と
、
昧
氏
の
半
鏡
を
売
る
者
と
の
市
に
お
け
る
遭
 
 
 

遇
を
、
＜
唐
∨
は
全
く
省
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
∧
新
＞
 
 
 

∧
本
∨
共
に
こ
こ
に
徳
富
の
詩
を
置
い
て
い
る
が
、
＜
唐
＞
は
既
に
 
 
 

【
E
】
 
で
徳
言
の
歌
を
記
し
て
い
た
。
 
 

【
H
】
女
こ
れ
を
聞
け
る
よ
り
、
お
ぼ
え
ず
な
や
ま
し
き
こ
1
ち
う
 
 

ち
そ
ひ
て
、
う
つ
し
心
な
ら
ぬ
け
し
き
を
見
と
が
め
て
、
親
王
あ
や
し
 
 

み
と
ひ
玉
ふ
を
、
さ
す
が
に
お
ぼ
え
て
、
し
ば
し
ほ
い
ひ
ま
ぎ
ら
は
し
 
 

け
れ
ど
、
し
ひ
て
の
た
ま
ほ
す
れ
ば
、
わ
び
し
な
が
ら
有
の
ま
1
に
聞
 
 

え
さ
せ
つ
。
 
 

陳
氏
後
令
閤
奴
望
日
賀
破
鏡
。
 
 

詣
市
、
務
令
高
価
、
果
値
徳
 
 

言
。
徳
言
随
債
優
酬
、
引
奴
 
 

帝
家
。
垂
沸
以
告
其
故
、
井
 
 

取
己
片
鏡
合
之
、
及
寄
其
妻
 
 

題
詩
云
 
 
 

鏡
興
人
倶
去
 
 
 

鏡
帝
人
不
帰
 
 
 

無
復
憧
機
影
 
 
 

空
留
明
月
輝
 
 

途
以
正
月
望
訪
於
都
市
。
有
 
 

蒼
頭
責
傘
鏡
者
。
大
高
其
債
。
 
 

人
皆
笑
之
。
徳
言
直
引
至
其
 
 

居
、
予
食
、
具
言
英
故
。
出
 
 

牛
鏡
以
合
之
、
乃
題
詩
日
 
 
 

鏡
興
人
供
去
 
 
 

鏡
野
人
不
野
 
 
 

無
復
棉
機
影
 
 
 

室
留
明
月
輝
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素
、
憺
然
と
し
て
之
が
為
に
 
 

容
を
改
め
、
優
し
て
徳
富
を
召
 
 

し
、
其
の
妻
を
還
し
て
、
井
び
 
 
 

陳
氏
鏡
を
得
て
詩
を
見
、
悲
 
 

愴
に
し
て
流
戻
し
、
因
つ
て
飲
 
 

食
す
る
こ
と
能
は
ず
。
素
其
の
 
 

あ
や
 
 

惨
悼
を
施
し
み
て
、
其
の
故
を
 
 

問
ふ
。
具
に
事
を
以
て
告
ぐ
。
 
 

陳
氏
得
鏡
見
詩
、
悲
愴
流
浜
、
 
 
 

因
不
能
飲
食
。
素
佑
其
惨
樺
、
 
 
 

而
問
其
故
。
具
以
事
告
。
 
 
 

〔
短
評
〕
 
∧
膚
∨
の
 
「
親
王
あ
や
し
み
と
ひ
玉
ぷ
」
 
「
有
の
ま
ゝ
 
 
 

に
聞
え
さ
せ
つ
」
 
は
、
∧
新
＞
の
 
「
素
其
の
惨
枠
を
催
し
み
て
、
其
 
 
 

の
故
を
間
ふ
。
具
に
妻
を
以
て
告
ぐ
」
に
対
応
し
て
い
る
。
∧
本
＞
 
 
 

は
い
か
に
も
簡
略
で
あ
る
。
 
 

【
Ⅰ
】
親
王
こ
れ
を
閲
玉
ふ
に
、
御
袖
も
し
ぼ
り
あ
へ
ず
、
あ
ほ
れ
 
 

に
い
み
じ
く
お
ぼ
さ
れ
け
る
に
や
、
よ
そ
ほ
ひ
い
か
め
し
き
さ
ま
に
て
 
 

い
だ
し
た
て
ゝ
、
昔
の
を
と
こ
の
も
と
へ
お
く
り
つ
か
ほ
し
た
る
に
 
 

愴
然
と
し
て
容
を
改
め
、
即
 
 

ち
徳
富
を
召
し
て
、
其
の
妻
を
 
 

還
し
、
仇
ち
厚
く
之
を
遣
る
。
 
 

陳
氏
詩
を
得
て
浄
泣
し
、
食
 
 

は
ず
。
素
之
を
知
る
。
 
 

陳
氏
得
詩
沸
泣
不
食
。
素
知
 
 

之
。
 
 

〔
短
評
〕
 
∧
唐
∨
の
 
「
よ
そ
ほ
ひ
い
か
め
し
き
さ
ま
に
て
い
だ
し
 
 
 

た
て
ゝ
」
ほ
、
＜
新
∨
の
 
「
夜
装
悉
く
之
を
与
ふ
」
に
対
応
す
る
。
 
 
 

∧
本
＞
ほ
こ
れ
を
「
厚
く
之
を
遣
る
」
と
し
て
い
る
だ
け
で
、
衣
装
 
 
 

を
与
え
た
か
ど
う
か
は
明
確
で
な
い
。
「
聞
く
者
感
嘆
せ
ざ
る
は
無
 
 
 

し
」
 
は
＜
本
＞
に
の
み
見
え
る
が
、
簡
略
な
が
ら
、
後
出
【
Ⅹ
】
 
の
 
 
 

＜
唐
∨
＜
新
∨
本
文
に
相
当
す
る
。
 
 

〔
1
】
徳
富
か
ぎ
り
な
く
う
れ
し
き
に
つ
け
て
も
、
ま
づ
涙
ぞ
さ
き
 
 

だ
ち
け
る
。
 
 
 

実
り
お
き
し
心
に
く
ま
や
な
か
り
け
ん
 
 

ふ
た
ゝ
び
す
め
る
中
州
の
水
 
 

に
夜
装
悉
く
之
を
与
ふ
。
 
 

索
憤
然
薦
之
改
容
、
使
召
徳
 
 
 

言
、
遠
共
裏
、
井
衣
装
悉
典
 
 
 

之
。
 
 

ヽ
 
 

も
、
こ
 
 
陳
氏
行
く
に
臨
み
、
素
遊
 
 

め
て
詩
を
作
り
、
別
れ
を
叡
 
 

せ
し
め
ん
と
す
。
固
辞
す
れ
 
 

ど
も
免
れ
ず
、
乃
ち
絶
句
を
 
 
 

聞
く
者
感
嘆
せ
ざ
る
は
無
し
。
 
 

愴
然
改
容
、
郎
召
徳
富
、
還
 
 
 

其
妻
、
例
厚
遣
之
。
間
者
無
 
 
 

不
感
嘆
。
 
 

偽
ち
徳
言
・
陳
氏
と
備
に
 
 

飲
み
、
陳
氏
を
し
て
詩
を
為
 
 

ら
し
め
て
日
く
、
 
 
 

今
日
何
の
遷
次
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〔
短
評
〕
 
∧
新
＞
＜
本
＞
共
に
、
楊
素
と
の
別
れ
に
あ
た
っ
て
陳
 
 

氏
が
五
言
絶
句
を
作
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
∧
膚
∨
ほ
こ
の
 
 

設
定
を
受
け
継
ぐ
こ
と
な
く
、
全
面
的
に
書
き
換
え
て
し
ま
っ
て
い
 
 

る
。
「
契
り
お
き
し
」
 
の
歌
ほ
徳
富
の
歌
と
も
読
め
る
し
、
あ
る
い
 
 

は
作
者
の
感
想
を
述
べ
た
歌
と
も
解
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
内
 
 

容
も
陣
氏
の
絶
句
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
 
 

【
Ⅹ
】
 
い
や
し
か
ら
ぬ
あ
り
さ
ま
を
ふ
り
す
て
1
、
晋
の
契
を
忘
れ
 
 
 

為
り
て
日
く
、
 
 

今
日
何
の
遜
次
 
 

新
嘗
旧
官
に
対
す
 
 

笑
ふ
と
囁
く
と
倶
に
敢
へ
て
 
 
 

せ
ず
 
 

な
 
 

方
に
験
す
 
人
と
作
る
の
難
 
 
 

き
を
 
 

陳
氏
臨
行
、
素
遜
令
作
詩
叙
 
 

別
。
固
辞
鶉
絶
旬
日
 
 
 

今
日
何
遍
次
 
 
 

新
官
封
蕾
官
 
 
 

笑
噂
倶
不
敢
 
 
 

方
駄
作
人
難
 
 

防
典
言
徳
陳
僧
飲
、
令
陳
氏
 
 

為
詩
日
 
 
 

今
日
何
遍
次
 
 
 

新
官
封
書
 
 
 

実
時
倶
不
敢
 
 
 

方
駄
作
人
難
 
 
 

新
嘗
旧
官
に
対
す
 
 

笑
ふ
と
暗
く
と
供
に
敢
へ
 
 
 

て
せ
ず
 
 

な
 
 

方
に
験
す
人
と
作
る
の
難
 
 
 

き
を
 
 

て
い
る
。
前
掲
【
Ⅰ
】
 
の
∧
本
∨
に
あ
る
「
聞
く
者
感
嘆
せ
ざ
る
は
 
 
 

無
し
」
も
楊
素
に
対
す
る
世
人
の
賞
讃
で
あ
る
が
、
陳
氏
と
対
照
し
 
 
 

た
上
で
親
王
＝
楊
素
を
た
た
え
る
∧
唐
＞
お
よ
び
∧
新
＞
の
筆
遣
い
 
 
 

と
は
、
か
な
り
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 
 

清
論
 
 

以
上
、
凍
文
の
対
照
比
較
に
よ
っ
て
、
『
本
事
詩
』
よ
り
も
『
両
京
新
 
 

記
』
 
の
方
が
『
唐
物
語
』
第
十
話
に
近
い
辞
句
を
持
っ
て
い
る
こ
と
ほ
、
 
 

大
旨
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
『
両
京
新
記
』
を
傍
 
 

に
押
し
遣
っ
て
、
積
極
的
に
『
本
革
詩
』
を
『
唐
物
語
』
第
十
話
の
典
 
 
 

ざ
り
け
ん
人
よ
り
も
、
親
王
の
御
な
さ
け
は
な
ほ
た
ぐ
ひ
な
く
こ
そ
お
 
 

ぼ
ゆ
れ
。
 
 
 

時
人
、
陳
氏
の
流
落
を
哀
し
 
 

む
も
、
素
を
以
て
寛
恵
と
為
す
。
 
ヽ
 
 

時
人
哀
陳
氏
之
流
落
、
而
以
 
 
 

素
為
寛
藩
焉
。
 
 
 

〔
短
評
〕
話
の
末
尾
の
こ
の
部
分
で
、
∧
新
＞
と
∧
本
∨
は
決
定
 
 

的
な
相
違
を
示
し
て
お
り
、
∧
唐
∨
は
明
ら
か
に
∧
新
＞
竺
致
し
一
 
 

遂
に
徳
言
と
江
南
に
帰
り
、
 
 

寛
に
以
て
終
老
す
。
 
 

途
典
徳
言
蹄
江
南
、
尭
以
終
 
 
 

老
。
 
 



拠
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
箇
所
は
一
つ
も
見
当
ら
な
い
。
し
 
 

た
が
っ
て
、
今
後
『
唐
物
語
』
第
十
話
の
原
拠
を
記
す
場
合
は
、
『
両
 
 

京
新
記
』
巻
三
を
筆
頭
に
掲
げ
、
『
本
事
詩
』
は
、
同
時
に
参
照
し
た
 
 

可
能
性
も
あ
る
文
献
と
し
て
、
添
え
書
き
す
る
程
度
に
と
ど
め
る
べ
き
 
 

（
2
）
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
『
両
京
新
記
』
巻
三
が
確
か
に
『
唐
物
語
』
第
十
話
の
原
拠
 
 

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
従
来
の
説
を
一
部
改
め
る
必
要
が
生
じ
る
で
 
 

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
当
話
の
末
に
記
さ
れ
て
い
る
「
い
や
し
か
ら
ぬ
あ
 
 

り
さ
ま
を
ふ
り
す
て
ゝ
、
昔
の
契
を
忘
れ
ざ
り
け
ん
人
よ
り
も
、
親
王
 
 

の
御
な
さ
け
は
た
ぐ
ひ
な
く
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
」
と
い
う
評
言
に
対
す
る
 
 

解
釈
で
あ
る
。
 
 

（
3
）
 
 
 

栃
尾
武
氏
ほ
、
こ
れ
を
「
唐
物
語
独
得
の
感
想
」
と
し
、
ま
た
池
田
 
 

利
夫
氏
は
、
『
唐
物
語
』
の
結
語
に
儒
教
的
教
訓
が
多
い
中
で
、
こ
の
 
 

評
言
を
少
々
異
例
と
し
、
「
再
縁
し
て
い
た
妻
（
＝
陵
氏
）
を
非
難
し
て
 
 

い
な
い
ば
か
り
か
、
親
王
妃
と
な
り
な
が
ら
も
鏡
を
市
に
出
し
続
け
た
 
 

彼
女
の
誠
実
さ
を
一
応
評
価
し
、
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
親
王
が
女
性
 
 

を
元
の
夫
に
返
し
た
の
を
立
派
な
行
為
と
し
て
い
る
。
尤
も
こ
れ
ほ
、
 
 

（
4
）
 
 

相
手
が
身
分
違
い
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
本
 
 

文
比
較
の
【
K
】
 
に
明
ら
か
な
通
り
、
こ
の
『
唐
物
語
』
の
評
言
は
、
 
 

ほ
ぼ
両
京
新
記
そ
の
ま
ま
の
翻
訳
で
あ
り
、
独
自
の
感
想
と
は
言
え
な
 
 

い
。
ま
た
、
た
と
え
独
創
的
な
も
の
で
な
く
と
も
、
『
唐
物
語
』
作
者
 
 

が
何
ら
か
の
意
味
を
認
め
た
か
ら
こ
そ
こ
の
評
語
を
書
き
つ
け
た
と
い
 
 

う
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
果
し
て
そ
れ
は
、
「
身
分
違
い
で
あ
る
 
 

か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
理
由
に
よ
る
と
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

徳
富
が
半
分
に
割
っ
た
鏡
を
辛
が
か
り
に
妻
と
再
会
す
る
と
い
う
こ
 
 

の
徳
言
分
鏡
説
話
は
、
先
述
の
通
り
、
『
両
京
新
記
』
巻
三
の
 
「
延
康
 
 

坊
 
－
 
西
明
寺
」
 
の
項
の
後
半
に
載
っ
て
い
る
が
、
そ
の
前
半
に
は
次
 
 

の
よ
う
な
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

も
と
 
 
 

本
、
隋
の
尚
書
令
越
国
公
楊
素
宅
。
大
業
中
、
素
の
子
玄
感
誅
せ
 
 
 

ら
れ
て
後
、
官
を
没
せ
ら
る
。
武
徳
の
初
、
万
春
公
主
宅
と
為
る
。
 
 
 

貞
観
中
、
濃
恭
王
に
賜
る
。
巷
王
死
し
て
後
、
官
市
寺
を
立
つ
。
寺
 
 
 

内
に
楊
素
の
旧
井
有
り
。
玄
感
訣
せ
ら
れ
し
と
き
、
家
人
金
を
以
て
 
 
 

井
に
投
ず
。
後
人
窺
ひ
見
て
釣
も
て
汲
め
ど
獲
る
所
無
し
。
今
、
寺
 
 
 

衆
之
を
霊
井
と
謂
ふ
。
僧
の
厨
院
の
内
に
在
り
。
初
め
て
楊
素
隋
朝
 
 
 

に
用
事
し
、
著
俸
度
を
過
ぐ
。
珍
異
を
製
造
し
、
資
貨
儲
漬
す
。
莫
 
 

も
と
 
 
 

姫
有
り
。
本
〔
陣
太
子
舎
人
徐
穂
首
の
妻
…
…
 
 

本
隋
尚
書
令
越
国
公
楊
素
宅
。
大
業
中
、
素
子
玄
感
誅
後
没
官
。
 
 
 

武
徳
初
、
潟
萬
奉
公
主
宅
。
貞
観
中
、
賜
張
番
王
。
暮
さ
死
後
官
 
 
 

市
立
寺
。
一
考
内
有
賜
索
旧
井
。
玄
感
被
訣
、
家
人
以
金
投
井
。
後
 
 
 

人
窺
見
釣
汲
無
所
獲
。
今
寺
衆
謂
之
室
井
。
在
愴
厨
院
内
。
初
楊
 
 
 

乗
用
事
隋
朝
、
著
暦
過
度
。
制
造
弥
異
資
貨
儲
積
。
有
美
姫
、
本
 
 

〔
煉
太
子
舎
人
徐
億
言
責
…
‥
・
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つ
ま
り
、
『
両
京
新
記
』
に
あ
っ
て
ほ
、
徳
言
分
鏡
説
話
は
揚
素
に
 
 

関
す
る
話
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
時
人
、
陳
氏
 
 

の
流
落
を
哀
し
む
も
、
素
を
以
て
寛
恵
と
為
す
」
と
い
う
楊
素
に
対
す
 
 

る
賞
讃
も
自
然
に
響
く
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
徳
言
分
鏡
説
話
は
、
『
独
異
志
』
（
九
世
紀
半
ば
）
巻
下
に
も
見
 
 

え
、
そ
の
結
び
ほ
「
素
之
に
感
じ
、
乃
ち
徳
言
に
（
陳
氏
を
）
（
還
す
 
 

素
感
之
乃
遺
徳
言
。
之
＝
陳
氏
の
絶
句
「
今
日
何
遷
次
」
）
と
な
っ
て
 
 

お
り
、
『
両
京
新
記
』
に
比
べ
る
と
、
楊
素
に
対
す
る
讃
嘆
の
表
現
と
 
 

し
て
は
弱
い
が
、
当
時
こ
れ
が
や
は
り
楊
素
の
寛
大
さ
を
た
た
え
る
言
 
 

葉
で
あ
っ
た
こ
と
ほ
、
『
雲
渓
友
議
』
（
九
世
紀
後
半
）
巻
上
「
裏
陽
傑
」
 
 

に
 
「
王
敦
女
楽
を
駆
り
て
、
以
て
軍
士
に
給
し
、
揚
素
徐
徳
言
の
妻
を
 
 

帰
す
。
財
に
臨
ん
で
色
に
貪
す
る
こ
と
莫
れ
」
（
王
敦
駆
女
襲
以
給
軍
 
 

士
、
楊
素
蹄
徐
徳
言
責
。
臨
財
莫
貪
於
色
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
で
 
 

き
よ
貝
ノ
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
徳
言
分
鏡
説
話
の
眼
目
は
、
も
と
も
と
楊
素
の
徳
を
た
 
 

た
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
『
本
事
詩
』
所
収
の
当
説
話
に
な
る
と
、
わ
ず
か
に
 
 

【
Ⅰ
】
末
尾
に
 
「
聞
く
者
感
嘆
せ
ざ
る
は
無
し
」
と
あ
る
の
み
で
、
話
 
 

の
結
尾
に
楊
索
を
賞
讃
す
る
字
句
ほ
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
当
説
 
 

話
の
重
点
が
、
徳
言
と
そ
の
妻
陳
氏
の
別
離
・
再
会
に
移
行
し
て
ゆ
く
 
 

過
程
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
『
広
記
』
は
こ
の
話
を
 
 

「
楊
素
」
の
表
題
の
も
と
に
絡
げ
て
い
る
か
ら
、
話
の
元
来
の
重
点
を
 
 

見
失
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
 
 
 

け
れ
ど
も
、
『
太
平
御
覧
』
巻
三
十
（
時
序
部
十
五
）
 
の
 
「
正
月
十
 
 

五
日
」
 
の
項
に
所
載
さ
れ
て
い
る
当
説
話
に
は
、
楊
素
を
た
た
え
る
表
 
 

現
が
全
く
見
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
『
類
説
』
所
収
本
文
に
な
る
と
、
同
じ
 
 

く
楊
素
に
対
す
る
讃
嘆
の
声
が
少
し
も
聞
か
れ
な
い
ば
か
り
か
、
表
題
 
 

も
「
楽
昌
公
主
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
を
要
す
る
に
、
も
と
も
と
『
両
京
新
記
』
に
お
い
て
、
楊
素
を
 
 

賞
讃
す
る
逸
話
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
た
徳
言
分
鏡
説
話
が
、
 
 

そ
の
話
の
面
白
さ
ゆ
え
に
、
次
第
に
徳
富
・
陳
氏
の
別
離
・
再
会
物
語
 
 

と
し
て
独
立
し
て
行
く
さ
ま
が
鮮
や
か
に
看
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

で
は
、
『
唐
物
語
』
ほ
ど
う
か
。
【
E
】
 
の
加
筆
や
〔
1
】
 
の
 
「
契
り
 
 

お
き
し
」
 
の
歌
な
ど
を
見
れ
ば
ぁ
か
る
通
り
、
作
者
は
明
ら
か
に
徳
富
 
 

と
陳
氏
の
別
離
・
再
会
に
焦
点
を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
、
 
 

親
王
を
た
た
え
る
結
語
が
唐
突
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
証
 
 

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
中
国
本
土
で
起
っ
 

見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
実
際
、
管
見
に
入
っ
た
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
 
 

第
十
諸
に
 
「
楊
素
」
な
る
題
名
を
付
し
て
い
る
『
唐
物
語
』
 
の
伝
本
ほ
 
 

一
つ
も
な
い
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
脈
絡
に
置
い
て
考
え
る
と
、
結
局
、
『
唐
物
語
』
第
 
 

十
話
末
尾
の
評
言
ほ
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

－
 
作
者
は
『
南
京
新
記
』
を
原
拠
と
し
て
徳
言
分
鏡
説
話
を
綴
り
、
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徳
富
と
妻
陳
氏
の
別
離
∵
再
会
に
筆
を
賛
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
話
が
 
 

元
来
楊
素
を
賞
讃
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
余
 
 

り
に
話
の
原
型
が
失
わ
れ
る
の
を
好
ま
し
く
な
く
思
い
、
少
々
唐
突
で
 
 

は
あ
る
も
の
の
、
結
語
は
原
拠
そ
の
ま
ま
に
付
け
て
お
い
た
。
－
－
1
 
 
 

す
な
わ
ち
、
『
唐
物
語
』
第
十
話
は
、
原
・
徳
言
分
鐘
説
話
の
お
も
か
 
 

げ
を
尾
髄
骨
に
と
ど
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
作
者
が
末
尾
の
評
言
を
 
 

記
し
た
理
由
は
、
そ
の
思
想
内
容
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
翻
訳
 
 

態
度
に
こ
そ
求
め
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
い
 
 

か
が
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
池
田
利
夫
『
日
中
比
較
文
学
の
基
礎
研
究
 
－
 
翻
訳
説
話
と
そ
の
典
拠
 
 

－
 
』
（
昭
和
四
十
九
年
、
笠
間
書
院
）
六
七
頁
。
 
 
 

（
2
）
 
『
唐
物
語
』
の
作
者
と
目
さ
れ
る
藤
原
成
範
の
父
藤
原
信
西
適
意
の
 
 

『
適
意
入
道
蔵
書
目
録
』
第
二
十
八
槽
に
『
雨
京
新
記
』
が
収
め
ら
れ
て
 
 

い
る
。
『
本
事
詩
』
『
広
記
』
の
名
は
見
当
ら
な
い
。
 
 
 

（
3
）
柄
尾
武
『
唐
物
語
の
比
政
文
学
的
研
究
稿
』
（
昭
和
四
十
三
年
、
手
書
 
 

き
印
刷
本
）
四
八
頁
。
な
お
、
当
菩
は
『
唐
物
語
』
各
話
に
つ
い
て
、
原
 
 

拠
と
の
本
文
比
較
を
行
な
っ
た
労
作
で
あ
る
が
、
原
拠
の
確
定
に
甚
だ
学
 
 

問
的
精
度
の
欠
け
て
い
る
点
が
惜
し
ま
れ
る
。
 
 
 

（
4
）
池
田
前
掲
書
二
〇
長
。
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