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よ
う
で
あ
る
｡

(
8
)

『
葦
応
物
集
校
注
』
に
あ
る
よ
う
に
､
こ
の
事
件
は
李
肇
『
国
史
補
』
(
巻
中
)
に
見
え
る
｡
｢
杜
太
保
(
佑
)
在
准
南
進
雀
叔
清
詩
百
篇
､
徳
宗
謂

使
者
日
‥
『
此
悪
詩
､
焉
用
進
?
』
時
呼
為
『
準
赦
悪
詩
』
｡
｣

(
9
)

『
葦
応
物
集
校
注
』
に
あ
る
よ
う
に
､
達
翰
の
人
と
な
り
は
韓
愈
｢
雀
評
事
墓
誌
銘
｣
(
『
全
唐
文
』
巻
五
百
六
十
六
所
収
)
か
ら
窺
え
る
｡
｢
萩
譜
縦

諺
､
卓
詭
不
義
､
又
善
飲
酒
｡
｣

｢
魯
山
山
行
｣

の
第
二
聯
と
第
三
聯
の
つ
な
が
り

ー
｢
随
処
改
｣
｢
迷
｣
の
表
現
を
め
ぐ
つ
て
ー

白

井

澄

世

｢

問題

宋
の
方
回
が
『
蔵
杢
律
髄
』
で
｢
熊
鹿
一
聯
人
皆
称
其
工
(
熊
と
鹿
の
一
聯
､
人
は
皆
そ
の
巧
み
さ
を
讃
え
る
)
｣
と
述
べ
る
よ
う
に
､
｢
魯

山
山
行
｣
は
第
三
聯
｢
霜
落
熊
昇
樹

林
空
鹿
飲
渓
｣
に
特
徴
が
あ
る
｡
詩
の
構
造
上
で
も
詩
人
が
一
番
力
を
入
れ
る
部
分
は
起
承
転
結

の
転
に
あ
た
る
｡
し
か
し
､
方
回
は
続
け
て
｢
然
前
聯
尤
幽
而
有
味
(
だ
が
､
前
聯
が
と
り
わ
け
奥
深
く
味
が
あ
る
の
だ
)
｣
と
も
述
べ
る
よ

ぅ
に
､
第
二
聯
｢
好
峰
随
処
改

独
径
幽
行
迷
｣
に
も
｢
魯
山
山
行
｣
の
｢
特
異
さ
｣
が
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
が
な
ぜ
｢
特
異
｣
で
あ
る

と
感
じ
る
の
か
｡
私
は
､
第
二
聯
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
｢
魯
山
山
行
｣
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
｡
そ
の
際
､
分
析
の
対

象
を
｢
随
処
改
｣
と
■
｢
迷
｣
に
置
い
た
｡
｢
随
処
改
｣
は
｢
好
き
峯
は
処
に
随
い
て
改
ま
る
｣
と
い
う
よ
う
に
｢
変
化
す
る
景
色
｣
で
あ

る
｡
こ
れ
に
対
し
て
｢
非
･
変
化
す
る
景
色
｣
(
=
静
止
す
る
景
色
)
が
存
在
し
､
そ
れ
ら
の
詩
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
読
み
慣
れ
て
い
る

か
ら
｢
随
処
改
｣
の
表
現
を
特
異
だ
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
｡
そ
こ
で
､
｢
魯
山
山
行
｣
に
至
る
ま
で
の
詩
に

ぉ
い
て
ど
の
よ
う
な
景
色
が
詠
ま
れ
て
い
る
か
､
特
に
｢
随
処
｣
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
数
詩
の
例
と
比
較
し
検
討
し
た
い
｡
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｢
随
処
改
｣

は
同
時
代
の
詩
人
欧
陽
修
の

｢
遠
山
｣

に
も
使
わ
れ
て
い
る
｡
｢
遠
山
｣
は
景
祐
元
年
(
一
〇
三
三
)
欧
陽
修
二
十
六
歳
の
時

の
詩
で
あ
り
､
梅
尭
臣
の
｢
魯
山
山
行
｣
は
そ
の
八
年
後
の
一
〇
四
〇
年
､
梅
尭
臣
が
三
十
八
歳
の
時
魯
山
県
に
立
ち
寄
っ
た
際
に
作
ら

れ
た
｡
欧
陽
修
､
梅
尭
臣
は
と
も
に
若
い
頃
西
島
体
を
学
ん
だ
が
､
そ
れ
に
不
満
を
覚
え
て
西
岸
体
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
努
め
､
宋
詩
の

基
礎
を
確
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
二
人
が
共
に
｢
随
処
改
｣
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
｡
梅

尭
臣
は
欧
陽
修
｢
遠
山
｣
か
ら
｢
随
処
改
｣

の
表
現
を
受
け
て

｢
魯
山
山
行
｣
を
作
っ
た
と
言
う
が
､
そ
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
も

併
せ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
｡

一
方
｢
迷
｣
と
い
う
表
現
を
選
ん
だ
の
は
､
そ
れ
が
第
三
聯
へ
続
く
導
入
的
な
文
字
と
し
て
､
第
二
聯
の
末
尾
に
配
さ
れ
て
い
る
と
思

う
か
ら
で
あ
る
｡
第
三
聯
は
熊
や
鹿
の
動
作
が
措
か
れ
て
い
る
が
､
第
二
聯
と
は
違
う
視
点
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
私
は
思
う
｡
言
う
な

ら
ば
第
二
聯
が
動
態
的
で
あ
る
の
に
比
べ
､
第
三
聯
は
静
止
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
そ
こ
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
ま
れ
る
｡
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ

が
良
く
も
悪
く
も
｢
魯
山
山
行
｣
全
体
に
お
い
て

｢
特
異
さ
｣
を
醸
し
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
詩
人
は
そ
れ
を
意
識
し
て

｢
迷
｣

を
配
置
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
の
も
と
､
詩
に
お
け
る
｢
迷
｣

の
歴
史
を
た
ど
り
､
い
く
つ
か
の
詩
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て

｢
魯
山
山
行
｣

に
お
け
る

｢
迷
｣

の
役
割
を
明
か
に
し
た
い
｡

二
.
杜
甫
の
詩
･
杜
牧
の
詩
(
唐
詩
)
と

｢
遠
山
｣

(
宋
詩
)
に
あ
ら
わ
れ
た
景
色
描
写
の
違
い
-
｢
随
処
｣
を
中
心
に

｢
随
処
｣

と
は
現
代
で
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

｢
到
処
｣

の
意
味
で
あ
り
､
漢
語
大
詞
典
は

｢
不
拘
何
地
｣

と
説
明
す
る
｡
私
の
概
略

調
査
に
よ
れ
ば
｢
随
処
｣
を
使
っ
た
詩
は
殆
ど
無
く
､
そ
れ
自
体
が
使
用
頻
度
の
少
な
い
言
葉
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
欧
陽
修
｢
遠
山
｣
以

前の

｢
随
処
｣

の
持
つ
意
味
の
傾
向
を
､
杜
甫
の
詩
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
て
み
た
い
｡

《
杜
甫

｢
畏
人
｣

(
人
を
畏
る
)
》

副
職
楓
矧
矧

春
鳥
異
方
噂

万
里
清
江
上

三
年
落
日
低

畏
人
成
小
築

編
性
合
幽
楼

門
遅
従
榛
草

無
心
待
馬
蹄



梅尭臣｢魯山山行｣を読む133
(
早
花

随
処
に
発
き
/
春
鳥
は
異
方
に
噂
く
/
万
里

清
江
の
上
/
三
年

落
日
低
る
/
人
を
畏
れ
て
小
薬
を
成
し
/
性
を
福
(
せ

ま
)
く
し
て
幽
棲
に
合
す
/
門
蓬

榛
草
に
従
う
/
馬
蹄
を
待
つ
に
心
無
し
)

早
咲
き
の
花
は
辺
り
一
面
に
咲
き
､
春
の
鳥
は
､
こ
こ
他
郷
で
も
賑
や
か
に
噂
い
て
い
る
｡
は
る
ば
る
万
里
に
流
れ
る
清
ら
か
な
錦
江

の
ほ
と
り
に
立
ち
､
夕
日
が
落
ち
る
の
を
見
て
暮
ら
し
､
三
年
が
過
ぎ
た
｡
他
人
と
出
会
う
の
を
慣
り
､
小
さ
な
庸
を
建
て
て
住
ん
で
い

る
が
､
自
分
の
狭
い
性
分
に
は
寂
し
い
栖
が
よ
く
合
う
｡
門
に
続
く
小
径
は
草
の
生
え
る
が
ま
ま
に
任
せ
､
馬
に
乗
っ
て
来
る
訪
問
者
を

待
つ
気
持
な
ど
な
い
｡

清
の
仇
兆
贅
に
よ
る
と
､
こ
の
詩
は
故
郷
を
離
れ
て
他
郷
に
身
を
寄
せ
る
寂
莫
を
述
べ
た
詩
で
あ
る
と
言
う
｡
前
半
四
聯
は
景
色
を
述

ベ
､
故
郷
を
思
う
気
持
ち
を
詠
む
｡
後
半
四
聯
が
叙
情
で
あ
り
､
世
間
を
避
け
人
を
避
け
る
詩
人
の
心
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
｡
元

の
超
妨
之
は
､
杜
甫
は
乾
元
二
年
に
成
都
に
入
り
､
宝
応
元
年
の
春
ま
で
住
ん
だ
た
め

｢
三
年
｣

と
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
解
釈
し
て
い

る
｡
故
郷
を
離
れ
て
三
年
､
詩
人
の
境
遇
は
孤
独
で
あ
り
､
人
を
憤
っ
て
ひ
つ
そ
り
と
住
ま
う
｡
辺
り
一
面
に
咲
い
て
い
る
春
の
花
の
生

命
力
溢
れ
る
様
子
と
､
詩
人
の
孤
独
な
寂
し
さ
と
が
強
い
対
比
を
な
し
､
望
郷
の
思
い
と
寂
実
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡

杜
甫
は
｢
都
城
西
原
送
李
判
官
兄
武
判
官
弟
赴
成
都
府
(
都
城
の
西
原
に
て
李
判
官
兄
･
武
判
官
弟
が
成
都
府
に
赴
く
を
送
る
)
｣

の

(
7
)

中
で
も
｢
野
花
随
処
発
(
野
花

随
処
に
発
く
)
｣
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
｡
両
詩
に
見
ら
れ
る
｢
随
処
｣

は
漢
語
大
詞
典
の

｢到

処｣

の
意
味
で
あ
り
､
詩
人
が
眺
め
て
い
る
(
描
写
し
よ
う
と
す
る
)
景
色
が
一
面
に
広
が
っ
て
い
る
様
子
を
詠
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
｡
そ

の
景
色
は
固
定
的
な
も
の
で
あ
り
､
静
止
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
つ
ま
り
､
一
幅
の
絵
の
よ
う
な
景
色
が
詩
人
の
前
に
現
れ
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
｡
唐
代
の
他
の
詩
人
に
も
｢
随
処
｣
を
使
っ
た
詩
が
あ
る
が
､
や
は
り
い
ず
れ
も
｢
到
処
｣

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

次
に
欧
陽
修
の

｢
遠
山
｣

を
見
て
み
た
い
｡

《
欧
陽
修
｢
遠
山
｣
》

山
色
無
遠
近

看
山
終
日
行

楓
矧
矧
姐
醜

行
客
不
知
名
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(
山
色

遠
近
無
し
/
山
を
看
て
終
日
行
く
/
峰
と
轡
は
処
に
随
い
て
改
ま
り
/
行
客

名
を
知
ら
ず
)

周
囲
に
広
が
る
山
を
眺
め
な
が
ら
一
日
中
旅
を
し
て
歩
い
て
い
く
｡
歩
を
進
め
る
に
つ
れ
て
次
第
に
峯
と
轡
が
あ
ら
わ
れ
る
の
を
目
に

¶
る
l
｡
あ
れ
ら
は
い
っ
た
い
何
と
い
う
山
だ
ろ
う
｡

詩
人
は
ま
ず
､
広
が
り
浸
透
し
て
い
く

｢
山
｣

の
イ
メ
ー
ジ

(
山
色
)
を
と
ら
え
､
次
に
､
自
分
の
視
覚
が
イ
メ
ー
ジ
の
中
か
ら
峯
や

轡
を
捉
え
て
い
く
様
子
を
詩
に
詠
み
込
ん
で
い
る
｡
｢
事
物
が
訴
え
か
け
て
く
る
も
の
は
イ
メ
ー
ジ
の
み
に
は
お
さ
ま
ら
な
い
｡
そ
の
お

さ
ま
り
き
ら
な
い
も
の
を
表
現
す
る
試
み
が

｢峰｣

と

｢
轡
｣

で
あ
る
｣

と
い
う
｡
そ
こ
に
は
､
イ
メ
ー
ジ

(
山
色
)

と
い
う
受
け
止
め

方
に
満
足
せ
ず
､
分
析
的
に
物
事
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
詩
人
が
い
る
｡
こ
こ
で
は
明
ら
か
に

｢
随
処
｣

の
持
つ
意
味
が
上
記
の
詩
と
異

な
っ
て
い
る
｡
杜
甫
の
詩
が
静
止
し
た
景
色
を
描
写
し
て
い
る
の
に
比
べ
､
欧
陽
修
の
詩
は
変
化
す
る
景
色
を
表
し
て
い
る
｡
だ
が
､
欧

陽
修
の
詩
は
も
と
も
と
変
わ
り
ゆ
く
景
色
を
描
写
す
る
の
で
は
な
く
､
事
物
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
結
果
､
動
き
出
し
た
事
物
の
様
子
を

詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
静
止
し
た
景
色
/
変
化
す
る
景
色
と
い
う
単
純
な
対
立
に
留
ま
ら
ず
､
唐
宋
知
識
人
の
世
界
観
(
世

界
を
把
握
す
る
方
法
､
見
方
)

の
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
の
点
も
､
や
は
り
詩
に
表
れ
た
景
色
の
違
い
か
ら
も
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
こ
で
山
を
歩
き
景
色
を
詠
む
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
杜
牧
の

｢
山
行
｣

を
比
較
例
と
し
て
挙
げ
る
｡

《
杜
牧
｢
山
行
｣
》

遠
上
寒
山
石
径
斜

白
雲
生
処
有
人
家

停
車
坐
愛
楓
林
晩

霜
葉
紅
於
二
月
花

(
遠
く
寒
山
に
上
れ
ば
石
径
斜
め
な
り
/
白
雲
生
ず
る
処

人
家
あ
り
/
車
を
停
め
て

坐
(
そ
ぞ
)

ろ
に
愛
す

楓
林
の
晩
/
霜

菓
は
二
月
の
花
よ
り
も
紅
な
り
)

寂
莫
と
し
た
山
に
登
り
､
は
る
ば
る
と
石
の
多
い
坂
道
を
歩
い
て
い
く
｡
ふ
と
目
を
上
げ
る
と
､
見
上
げ
た
目
の
先
に
は
白
雲
が
生
じ
､

白
雲
の
辺
り
に
人
家
が
あ
る
｡
車
を
停
め
て
た
た
ず
み
楓
林
を
眺
め
る
と
､
霜
の
た
め
に
紅
葉
し
た
菓
は
二
月
の
花
よ
り
も
真
紅
に
染

ま
っ
て
い
る
｡
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こ
の
詩
に
は
､
霜
の
た
め
に
紅
葉
し
た
楓
の
菓
が
二
月
の
花
よ
り
も
赤
い
と
い
う
比
喩
の
妙
が
あ
り
､
秋
と
春
の
対
比
が
そ
の
比
喩
を

強
め
て
い
る
｡
｢
停
車
｣
し
､
庁
ん
で
山
の
景
色
を
見
る
詩
人
が
詠
む
の
は
､
や
は
り
静
止
し
た
景
色
で
あ
る
｡
石
径
､
白
雲
､
人
家
が

ま
る
で
一
幅
の
絵
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
｡
詩
人
は
ま
た
､
楓
が
赤
く
染
ま
っ
て
い
る
景
色
を
見
出
し
た
そ
の
瞬
間
の
驚
き
と
喜
び

を
詩
に
詠
み
込
ん
で
い
る
｡

杜
甫
の
詩
で
も
､
一
面
に
広
が
る
花
､
噂
く
鳥
､
夕
日
､
草
と
い
っ
た
景
色
に
､
詩
人
の
寂
莫
や
望
郷
の
思
い
を
対
比
さ
せ
て
い
る
｡

｢
三
年
｣

と
い
う
時
間
の
流
れ
が
詠
ま
れ
て
い
て
も
､
そ
れ
は
詩
に
時
間
的
な
厚
み
を
も
た
ら
す
と
い
う
よ
り
､
三
年
の
間
に
蓄
積
さ
れ

た
現
在
の
寂
実
を
強
調
す
る
も
の
だ
と
私
は
思
う
｡
ゆ
え
に
詩
に
表
れ
て
い
る
の
は
詩
を
詠
む
瞬
間
に
感
じ
て
い
る
寂
莫
で
あ
り
､
寂
寛

が
投
影
さ
れ
た
景
色
で
あ
る
｡
そ
れ
は
分
析
の
結
果
表
れ
た
景
色
で
は
な
い
｡
杜
甫
の
詩
や
杜
牧
の
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
唐
詩
に
は

感
情
を
燃
焼
さ
せ
､
そ
の
瞬
間
的
な
情
熱
を
詩
に
詠
み
込
む
と
い
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
｡
唐
詩
二
首
と
｢
遠
山
｣
を
比
較
す
る
と
次
の

よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
私
は
考
え
る
｡
唐
詩
1
瞬
間
的
な
感
情
の
投
入
･
燃
焼
1
静
止
し
て
い
る
よ
う
な
､
瞬
間
的
に
眼
前
に
広
が

る
景
色
‥
宋
詩
↓
事
物
に
対
す
る
継
続
的
な
視
点
1
分
析
1
生
成
す
る
景
色
｡

同
様
に
｢
魯
山
山
行
｣
に
も
分
析
の
視
点
が
あ
る
｡
第
二
句
で
高
く
低
く
存
在
す
る
千
山
を
詠
み
､
さ
ら
に
第
三
句
で
次
々
と
形
を
変

え
る
峯
を
描
写
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
も
詩
人
の
視
点
が
事
物
を
新
た
に
捉
え
直
し
た
結
果
､
変
化
す
る
景
色
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
｡

し
か
し
詩
人
は
そ
の
視
点
を
第
三
聯
に
つ
な
げ
る
の
で
は
な
く
､
｢
迷
｣
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
視
点
を
一
変
さ
せ
て
い
る
と
私
は
思
う
｡

と
い
う
の
は
､
熊
･
鹿
は
分
析
の
結
果
表
れ
た
景
色
で
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

135

三
.
｢
魯
山
山
行
｣
-
｢
迷
｣
を
中
心
に

そ
れ
で
は
､
｢
迷
｣
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
｡
参
考
に

｢
魯
山
山
行
｣

の
日
本
語
訳
を
見
て
み
る
と
､
｢
迷
｣

の
解
釈
が
微
妙

に
異
な
っ
て
い
る
｡
①
｢
ち
ょ
う
ど
自
然
を
愛
す
る
私
の
心
に
ぴ
っ
た
り
だ
｡
無
数
の
山
山
は
高
く
ま
た
低
く
､
み
ご
と
な
峰
峰
は
場
所
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ご
と
に
お
も
む
き
を
変
え
る
｡
う
す
暗
い
小
道
を
独
り
で
わ
け
て
い
っ

た
ら
迷
っ
て
し
ま
っ
た
｡
霜
が
お
り
て
熊
が
木
の
ば
り
を
し
､
ひ
つ

そ
り
と
し
た
林
で
鹿
が
谷
川
の
水
を
飲
ん
で
い
る
｡
人
家
は
一
体
ど
の
辺
り
に
あ
る
の
だ
ろ
う
｡
雲
の
む
こ
う
で
鶏
が
一
声
鳴
い
た
｡
｣
②

｢
ふ
と
し
た
機
会
に
こ
の
た
び
､
平
生
か
ら
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
に
入
り
た
い
と
思
っ
た
の
が
､
こ
れ
で
す
っ
か
り
満
足
す
る
こ
と
が
で
き

た
｡
山
々
が
､
高
く
低
く
つ
づ
く
｡
ゆ
く
ぼ
ど
に
形
の
よ
い
峰
が
､

次
々
と
眺
め
を
変
え
､
奥
深
い
人
気
の
な
い
小
路
は
､
一
人
で
は
迷

い
そ
う
だ
｡
秋
も
お
し
つ
ま
っ
て
､
霜
が
お
り
､
熊
が
木
に
の
ば
っ
て
木
の
実
を
と
つ
て
い
た
り
､
木
の
葉
を
す
っ
か
り
お
と
し
て
､
隙

間
が
多
く
な
っ
た
林
の
向
こ
う
に
は
､
谷
川
で
水
を
飲
ん
で
い
る
鹿
の
姿
が
見
え
た
り
す
る
｡
こ
ん
な
山
奥
で
は
､
人
の
住
ん
で
い
る
こ

と
も
あ
る
ま
い
と
思
っ
て
い
る
と
､
雲
の
彼
方
か
ら
一
声
､
鶏
の
鳴
く
声
が
伝
わ
っ
て
来
た
｡
さ
て
は
､
こ
う
し
た
山
の
中
に
も
人
が
住

ん
で
い
た
の
か
と
､
そ
こ
に
住
む
人
を
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
た
り
し
た
｡
｣
③
｢
野
趣
を
好
む
わ
が
心
と
ま
さ
に
合
致
し
て
､
千
山
は
高

く
ま
た
低
く
､
形
の
よ
い
峰
が
見
る
場
所
に
つ
れ
て
姿
を
変
え
､

か
す
か
な
小
道
を
ひ
と
り
踏
み
迷
い
つ
つ
行
く
｡
霜
が
お
り
て
､
木
に

登
っ
て
い
る
熊
､
林
は
し
ん
か
ん
と
し
て
､
谷
川
に
飲
ん
で
い
る
鹿
｡
人
家
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
し
ら
｡
雲
の
彼
方
で
一
声
鶏
が
鳴
い
た
｡
｣

三
つ
の
解
釈
の
中
で
｢
随
処
改
｣
は
ほ
ぼ
同
じ
解
釈
で
あ
る
が
､
｢
迷
｣
の
解
釈
が
異
な
っ
て
い
る
｡
言
う
な
ら
ば
､
｢
迷
っ
て
し
ま
っ

た
｣
と
い
う
己
然
形
､
｢
迷
い
そ
う
だ
｣
と
い
う
未
然
形
､
｢
迷
い
つ
つ
行
く
｣
と
い
う
同
時
進
行
形
で
あ
る
｡
こ
の
三
つ
は
同
じ
も
の
で

は
な
い
と
私
は
考
え
る
｡
と
い
う
の
は
､
己
然
と
未
然
､
同
時
進
行
で
は
､
詩
人
が
そ
の
後
の
熊
･
鹿
を
ど
の
よ
う
な
場
･
観
点
で
捉
え

て
い
る
の
か
が
異
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
同
じ
場
(
第
二
聯
の
延
長
)
で
熊
･
鹿
を
見
て
い
る
の
か
､
新
し
い
場
(
第
二
聯

と
は
異
な
っ
た
場
)
に
い
る
も
の
と
し
て
見
て
い
る
の
か
｡
そ
れ
を
見
究
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
こ
の
詩
の
調
和
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
｡

｢
迷
｣
と
い
う
表
現
は
非
常
に
数
多
く
の
詩
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
｢
迷
｣
は
一
語
だ
け
で
は
な
く
､
｢
迷
路
｣
や
｢
迷
津
｣
と
い
っ

た
語
句
で
も
用
い
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
は
以
下
の
点
に
絞
っ
て
幾
つ
か
の
詩
を
比
較
例
と
し
て
挙
げ
た
｡
①
｢
魯
山
山
行
｣
と
の
比
較
を
考

ぇ
る
上
で
有
用
だ
と
考
え
ら
れ
る
詩
｡
た
だ
し
｢
迷
｣
と
い
う
語
の
共
通
性
だ
け
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
た
｡
②
｢
魯
山
山
行
｣
の
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｢
径
…
迷
｣
と
の
関
わ
り
か
ら
､
径
(
道
･
路
)
に
｢
迷
｣
う
詩
｡
③
｢
随
処
｣
で
の
比
較
を
活
か
す
た
め
に
､
唐
代
～
宋
代
の
主
な
詩
｡

但
し
都
合
の
良
い
詩
だ
け
を
選
ば
な
い
よ
う
に
､
例
に
挙
げ
た
詩
人
の
詩
に
お
い
て
､
別
の
意
味
を
表
す
｢
迷
｣
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場

合
は
脚
注
に
付
す
よ
う
に
し
た
｡

ま
ず
､
第
二
節
で
触
れ
た
杜
甫
を
見
て
み
る
と
｢
迷
｣
を
使
っ
た
詩
は
非
常
に
多
い
｡
｢
魯
山
山
行
｣
と
共
通
し
て
｢
熊
｣
を
扱
っ
た

も
の
に
｢
石
垂
が
あ
る
が
､
こ
こ
で
も
｢
迷
｣
が
使
わ
れ
て
い
る
｡
｢
熊
熊
嘩
我
東
虎
彪
号
我
西
我
後
鬼
長
嚇
我
前
兢
又
噂

天
寒
昏
無
日

山
遠
道
路
迷
駆
車
石
高
下
仲
冬
見
虹
蝮
伐
竹
者
誰
子
悲
歌
↓
雲
梯
為
官
采
美
箭
五
歳
供
梁
斎
苦
云
直
答

尽
無
以
充
填
携
奈
何
漁
陽
騎
楓
楓
驚
蒸
黎
(
熊
無
我
が
東
に
嘩
え
J
虎
彪
我
が
西
に
号
ぶ
/
我
が
後
に
鬼
は
長
く
囁
き
/
我

が
前
に
裁
は
又
た
噂
く
/
天
寒
く
昏
く

し
て
日
無
く
/
山
遠
く

し
て
道
路
に
迷
う
/
車
を
駆
る

石
高
の
下
/
仲
冬

虹
塊
を
見
る
/
竹

を
伐
る
者
は
誰
が
子
ぞ
/
悲
歌
雲
梯
に
上
る
J
官
の
為
に
美
箭
を
来
り
/
五
歳
梁
斎
に
供
す
/
苦
(
ね
ん
ご
ろ
)
に
云
う
直
幹
は

尽
き
/
以
て
堤
携
に
充
つ
る
無
し
と
/
奈
何
ぞ
漁
陽
の
騎
/
楓
楓
と
し
て
蒸
黎
を
驚
か
す
)
｣
｡
熊
･
虎
･
鬼
･
裁
が
噂
き
吼
え
る
山
の

中
に
詩
人
は
い
る
｡
そ
の
う
ち
日
は
暮
れ
､
あ
た
り
が
恐
ろ
し
い
空
気
で
囲
ま
れ
る
様
子
が
詩
の
前
半
で
措
か
れ
る
｡

山
道
は
ど
こ
ま
で

も
続
き
､

ど
こ
へ
向
か
っ
て
い
る
か
も
分

か
ら
な
く
な
り
そ
う
だ
｡
詩
の
後
半
で
は
､
恐
ろ
し
い
岩
､
凄
ま
じ
く
冬
の
空
に
か
か
る
虹
､

そ
れ
に
続
い
て
も
の
悲
し
い
歌
や
安
禄
山
の
乱
に
よ
る
人
々
の
苦
し
み
と
い
う
よ
う
な
暗
い
状
況
が
措
か
れ
る
｡
こ
こ
で
の
｢
迷
｣
は
､

前
半
で
措
か
れ
た
恐
ろ
し
い
雰
囲
気
を
強
化
し
､
詩
人
の
心
に
あ
る
不
安
感
や
畏
怖
の
感
情
を
拡
大
し
て
表
す
役
割
が
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

次
の
詩
は
､
舞
台
は
山
で
は
な
い
が
｢
迷
路
｣
の
意
味
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
も
の
と
し
て
例
に
あ
げ
る
｡
詩
人
が
､
｢
迷
路
｣
に

ど
の
よ
う
な
思
い
を
託
し
て
詩
に
詠
む
か
と
い
う
一
端
が
う
か
が
え
る
詩
で
あ
る
｡

《
杜
甫
｢
逃
難
｣
(
難
よ
り
逃
る
)
》

五
十
頭
白
翁
南
北
逃
世
難
疎
布
纏
枯
骨
奔
走
苦
不
暖
巳
衰
病
万
人

四
海
一
塗
炭
乾
坤
万
里
内
莫
見
容
身
畔

妻
撃
復
随
我

回
首
共
悲
歎

故
国
弄
丘
墟

郷
里
各
分
散

帰
路
従
此
迷

沸
尽
湘
江
巌 (15)



138

(
五
十

白
頭
の
翁
/
南
北

世
難
よ
り
逃
る
/
疎
布
を
枯
骨
に
纏
い
/
奔
走
す
る
も
曖
な
ら
ざ
る
に
苦
し
む
/
己
に
衰
え
病
方
に

入
ら
ん
と
す
/
四
海
は
一
に
塗
炭
た
り
/
乾
坤
万
里
の
内
/
容
身
の
畔
見
る
な
し
J
妻
撃
ま
た
我
に
随
い
/
首
を
回
ら
し
て
共
に
悲
歎

す
/
故
国
は
葬
と
し
て
丘
墟
た
り
/
郷
里

各
分
散
す
/
帰
路

此
よ
り
迷
い
/
沸
は
尽
き
る

湘
江
の
岸
)

五
十
の
白
髪
の
老
人
と
な
っ
た
私
は
､
世
の
中
の
災
難
を
逃
れ
て
転
々
と
し
て
い
る
｡
ボ
ロ
布
を
骨
と
皮
ば
か
り
に
痩
せ
た
体
に
纏
い
､

坐
っ
た
所
が
暖
ま
る
暇
も
無
く
､
あ
ち
こ
ち
奔
走
し
て
苦
し
い
日
々
を
送
っ
て
い
る
｡
私
の
体
は
衰
え
､
病
気
は
い
よ
い
よ
ひ
ど
く
な
っ

て
い
く
｡
天
下
の
人
々
は
皆
ど
こ
で
も
非
常
な
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
い
る
｡
世
界
は
広
々
と
万
里
に
広
が
っ
て
い
る
の
に
､
私
が
身
を
落

ち
着
け
る
場
所
す
ら
見
つ
け
ら
れ
な
い
｡
そ
れ
で
も
妻
子
は
私
に
随
い
､
溜
息
を
つ
い
て
共
に
嘆
く
｡
故
郷
は
荒
れ
て
廃
墟
と
な
り
､
村

の
人
々
は
ち
り
ぢ
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
故
郷
へ
帰
る
路
は

こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
迷
う
こ
と
だ
ろ

う
｡
湘
江
の
岸
に
立
っ
て
､
嘆
き
の

あ
ま
り
涙
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
｡

詩
人
は
､
天
下
の
戦
乱
を
逃
れ
て
転
々
と
す
る
悲
し
み
や
苦
し
み
を
歌
っ
て
い
る
｡
注
目
し
た
い
の
は
｢
迷
｣
が
｢
帰
路
｣
或
い
は

｢
帰
｣
と
一
緒
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
は
こ
の
詩
に
限
ら
ず
､
杜
甫
の
詩
で
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
表
現
で
あ
る
｡
例
え

ば
､
｢
散
愁
二
首
(
愁
を
散
ず
二
首
)
そ
の
二
｣
で
は
､
｢
老
魂
招
不
得
矧
路
l
剰
且
矧
叫
｣
(
老
魂

招
き
得
ず
/
帰
路

恐
ら
く
は
長
く

諷
刺
ん
)
と
あ
る
｡
戦
乱
に
よ
っ
て
は
る
か
遠
く
に
い
る
詩
人
が
自
分
の
終
生
を
思
い
､
悲
哀
を
感
じ
て
い
る
様
子
を
､
｢
私
の
老
い
た

魂
は
異
国
を
さ
ま
よ
い
続
け
､
故
国
の
人
々
も
招
き
寄
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
故
郷
へ
帰
る
路
は
永
久

に
迷
う
の
で
あ
ろ
う
｣
と
表
現

し
て
い
る
｡
ま
た
｢
佐
遠
山
後
寄
三
首
(
佐
の
山
に
還
り
て
後
に
寄
す
三
首
)
そ
の
〓
で
は
｢
山
晩
浮
雲
合

帰
時
恐
路
迷
｣
(
山
晩

れ
て
浮
雲
合
し
/
帰
時

路
に
迷
は

ん
こ
と
を
恐
る
)
と
あ
る
｡

自
分
(
詩
人
)
を
心
配
し
て
家
へ
来
て
く
れ
た
あ
な
た
(
佐
)
が
帰
り

道
に
迷
わ
な
い
よ
う
に
と
､
相
手
の
身
を
思
っ
て
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
詩
の
主
題
は
｢
石
垂
｢
逃
難
｣
と
は
異
な
る
も
の
の
､

｢
帰
路
｣
の
喪
失
と
い
う
事
態
が
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
｡
以
上
､
杜
甫
の
詩
に
共
通
し
て
い
る
の
は
､
路
に
迷
う
=
｢
帰

れ
な
く
な
る
(
帰
路
の
喪
失
)
｣
状
態
に
対
し
て
､
不
安
･
恐
れ
･
悲
哀
･
と
ま
ど
い
と
い
っ
た
消
極
的
な
感
情
を
表
し
て
い
る
こ
と
で
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つ
ま
り
､
｢
迷
｣
の
状
態
は
詩
人
に
と
っ
て
不
安
･
恐
れ
･
悲
哀
の
状
態
で
あ
る
の
だ
｡
逆
に
言
え
ば
､
｢
帰
｣
り
た
い
と
い
う
目

的
･
希
望
が
前
提
に
あ
り
､
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
強
調
さ
れ
る
不
安
･
恐
れ
･
悲
哀
(
と
共
に
募
る
帰
り
た
い
と
言
う
気
持

ち
)
を
詩
人
は
詠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
｢
佐
遠
山
後
寄
三
首
｣
の
よ
う
な
他
人
を
心
配
す
る
詩
も
同
様
で
あ
る
(
無
事
に
帰
っ

て
欲
し
い
と
い
う
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
)
｡
｢
佐
遠
山
後
寄
三
首
｣
や
｢
石
亀
｣
で
は
､
｢
迷
｣
の
後
は
人
間
■
に
と
つ
て
不
安
を
か
き
立

て
ら
れ
る
よ
う
な
恐
ろ
し
い
景
色
が
展
開
す
る
(
｢
佐
遠
山
後
寄
三
首
｣
で
は
暗
い
村
や
寒
い
川
/
｢
石
轟
｣
で
は
不
吉
な
虹
)
｡
そ
れ
は
､

目
的
(
目
的
地
)
喪
失
の
不
安
と
と
も
に
｢
迷
｣
の
後
の
漠
然
と
広
が
る
空
間
(
行
き
先
不
明
の
空
間
)
を
表
し
て
い
る
と
私
は
考
え
る
｡

｢
迷
｣
は
読
み
手
に
漠
然
と
広
が
る
空
間
を
感
じ
さ
せ
､
同
時
に
詩
に
詠
み
込
ま
れ
た
不
安
感
･
絶
望
感
･
悲
哀
を
殊
更
に
高
め
る
効
果

を
な
し
て
い
る
と
思
う
｡
こ
の
傾
向
は
唐
詩
の
特
徴
な
の
だ
ろ
う
か
､
或
い
は
杜
甫
の
詩
の
特
徴
な
の
だ
ろ
う
か
｡
同
時
代
の
李
白
､
白

居
易
も
例
に
見
て
み
る
｡

《
李
白
｢
奔
亡
道
中
五
首
｣

(
奔
亡
の
道
中
五
首
)
そ
の
五
》

悲
恋
望
湖
水

青
青
産
菓
斉

帰
心
落
何
処
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日
没
大
江
西

欧
馬
傍
春
草

欲
行
遠
道
迷

誰
忍
子
規
鳥

連
声
向
我
噂

(
森
森
と
し
て
湖
水
を
望
め
ば
/
青
育
と
し
て
産
菓
斉
し
/
帰
心

何
処
に
か
落
つ
/
日
は
没
す

大
江
の
西
/
馬
を
飲
め
て
春
草
に

傍
い
/
行
か

ん
と
欲
す
る
も
遠
道
に
迷
う
/
誰
か
忍
び
ん
子
規
鳥
/
連
声

我
に
向
か
つ
て
噂
く
に
)

広
々
と
水
の
張
る
湖
水
を
望
み
見
る
と
､
湖
の
ほ
と
り
に
は
産
の
葉
が
青
々
と
茂
り
､
そ
の
高
さ
は
一
様
に
捲
っ
て
い
る
｡
故
郷
に
帰

り
た
い
と
思
う
心
は
大
変
切
な
い
も
の
が
あ
る
が
､

そ
れ
も
か
な
わ
ず
､
我
が
身
は
何
処
へ
落
ち
て
行
く
で
あ
ろ
う
か
｡
太
陽
が
大
江
の

西
に
沈
ん
で
い
く
よ
う
に
､
自
分
も
揚
子
江
の
西
の
方
に
落
ち
て
行
く
｡
一
時
馬
を
休
ま
せ
て
､
春
草
の
傍
に
た
た
ず
ん
だ
後
､
進
ん
で

行
こ
う
と
す
る
の
だ
が
､
遠
い
道
の
た
め
に
迷
っ
て
し
ま
う

(
途
方
に
く
れ
て
い
る
)
｡
他
郷
を
旅
す
る
遠
客
で
あ
る
自
分
に
､
ホ
ト
ト

ギ
ス
は
｢
不
如
帰
(
帰
る
に
如
か
ず
)
｣
と
し
き
り
に
鳴
き
か
け
る
の
だ
が
､
そ
の
声
は
悲
し
く
聞
く
に
忍
び
な
い
｡
前
半
は
湖
水
､
日

没
と
い
っ
た
広
が
り
ゆ
く
景
色
を
詠
い
､
後
半
で
は
他
郷
を
行
く
征
行
の
苦
し
み
を
述
べ
て
い
る
｡
こ
こ
で
も
や
は
り
望
郷
の
思
い
が
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｢
迷
｣
と
と
も
に
詠
わ
れ
て
い
る
｡

《
自
居
易
｢
垂
到
滑
上
旧
居
｣

(
重
ね
て
澗
上
の
旧
居
に
到
る
)
》

旧
居
清
洞
曲

開
門
当
祭
度

十
年
万
一
達

観
猟
矧
矧
矧

追
思
昔
日
行

感
傷
故
済
処

因
驚
成
人
者

尽
是
旧
童
蒲

試
問
旧
老
人

半
為
繰
村
墓

浮
生
同
過
客

前
後
追
来
去

人
物
日
改
変

挙
目
悲
所
遇

回
念
念
我
身

安
得
不
衰
暮

朱
顔
錆
不
敬

白
髪
生
無
数

挿
柳
作
高
林

種
桃
成
老
樹

白
日
如
弄
珠

出
没
光
不
住

唯
有
山
門
外

三
峯
色
如
故

(
旧
居

清
澗
の
曲
/
門
を
開
け
ば
祭
度
に
当
る
/
十
年

方
に
一
た
び
還
れ
ば
/
幾
ど
帰
路
に
迷
わ
ん
と
欲
す
/
追
っ
て
思
う
昔
日

の
行
/
感
傷
す

故
瀞
の
処
/
挿
柳

高
林
と
作
り
/
種
桃

老
樹
と
成
る
/
因
り
て
驚
く

成
人
の
者
/
尽
く
是
れ
旧
童
濡
な
る
を
/

試
に
問
う
旧
老
人
/
半
ば
は
緯
村
の
墓
と
為
る
/
浮
生
は
過
客
と
同
じ
く
/
前
後

追
っ
て
来
去
す
/
白
日

珠
を
弄
す
る
が
如
く
/
出

没

光
住
ら
ず
/
人
物
は
日
に
改
変
し
/
目
を
挙
げ
て
所
遇
を
悲
し
む
/
回
念
し
て
我
身
を
念
え
ば
/
安
ぞ
衰
暮
せ
ざ
る
を
得
ん
/
朱
顔

錆
し
て
飲
ま
ず
/
白
髪

生
じ
る
こ
と
無
数
/
唯
有
る
山
門
の
外
/
三
峯
の
色

故
の
如
し
)

旧
居
は
清
ら
か
な
澗
水
の
ほ
と
り
に
あ
り
､
門
を
開
け
れ
ば
ち
ょ
う
ど
渡
し
場
に
対
面
し
て
い
る
｡
十
年
ぶ
り
に
帰
っ
て
み
る
と
様
子

が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
､

故
郷
に
帰
っ
て
く
る
道
に
迷
い
そ
う
で
あ
る
｡
昔
散
歩
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
､
遊
ん
だ
所
を
見
て
感
慨
を
催

す
｡
昔
私
が
植
え
た
柳
は
高
く
繁
っ
て
林
と
な
り
､
植
え
た
桃
は
老
樹
と
な
っ
て
い
た
｡
特
に
驚
い
た
の
は
､
昔
子
ど
も
だ
っ
た
人
は
皆

成
人
し
て
い
る
こ
と
だ
｡
昔
居
た
老
人
の
こ
と
を
た
ず
ね
て
み
る
と
､
彼
ら
の
半
分
は
村
の
ま
わ
り
の
墓
に
入
っ
て
い
た
｡
人
生
は
旅
人

と
同
よ
う
な
も
の
で
定
め
な
く
､
月
日
は
曲
取
り
の
玉
の
よ
う
に
光
を
留
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
｡
人
と
物
は
日
に
日
に
変
化
す
る
｡
日

を
挙
げ
て
現
在
の
自
分
を
見
れ
ば
悲
し
く
な
る
が
､
自
分
の
過
去
を
考
え
て
み
れ
ば
自
分
が
老
い
て
い
る
の
も
当
然
で
あ
る
｡
若
か
っ
た

容
貌
は
跡
を
留
め
ず
､
頭
は
白
髪
ば
か
り
だ
｡
変
わ
り
ゆ
く
自
分
や
故
郷
に
比
べ
て
､
た
だ
山
門
の
外
に
あ
る
山
の
峯
々
だ
け
が
昔
の
ま

(20)

ま
変
わ
ら
な
い
｡

こ
の
詩
は
杜
甫
の
詩
と
多
少
異
な
り
､
故
郷
へ
の
帰
路
が
喪
失
し
た
と
い
う
｢
迷
｣
で
は
な
い
｡
し
か
し
記
憶
に
残
る
昔
な
が
ら
の
故
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梅毒臣｢魯山山行｣を読む
郷
(
あ
る
べ
き
故
郷
の
姿
)
の
喪
失
が
｢
帰
路
に
迷
う
｣
と
い
う
表
現
で
表
さ
れ
て
い
る
｡
や
は
り
こ
れ
も
一
種
の
故
郷
喪
失
と
言
え
る

だ
ろ
う
｡
故
郷
喪
失
に
伴
う
悲
し
み
と
無
常
の
時
の
流
れ
に
対
す
る
悲
哀
が
､
泰
然
と
し
て
悠
久
で
あ
る
自
然
(
三
峯
)
と
対
比
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
｡

以
上
の
詩
を
見
る
と
､
杜
甫
･
李
白
･
自
居
易
の
詩
に
は
､
多
少
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
共
通
す
る
構
造
が
あ
る
｡
そ
れ
は
上
述
し
た

よ
う
に
｢
(
故
郷
等
の
)
存
在
す
る
べ
き
場
所
の
喪
失
1
｢
迷
｣
1
不
安
･
恐
れ
･
悲
哀
(
と
共
に
強
い
望
郷
･
帰
郷
･
回
帰
の
思
い
)
1

漠
と
広
が
る
空
間
(
不
安
･
恐
れ
･
悲
哀
)
｣
と
い
う
一
連
の
流
れ
で
あ
る
｡
例
え
ば
杜
甫
の
詩
｢
逃
難
｣
で
は
､
故
郷
喪
失
↓
｢
迷
｣
1

涙
1
湘
江
の
岸
､
李
白
｢
奔
亡
道
中
五
首
｣
で
は
､
帰
心
(
望
郷
)
1
｢
迷
｣
1
不
如
帰
の
鳴
き
声
(
忍
び
な
い
心
)
､
白
居
易
｢
重
到

滑
上
旧
居
｣
で
は
､
帰
路
1
｢
迷
｣
1
悲
哀
1
三
峯
と
い
う
詩
の
流
れ
で
あ
る
｡
こ
れ
を
念
頭
に
置
き
､
晩
唐
の
詩
を
見
て
み
た
い
｡

《
李
商
隠
｢
鳳
｣
》

万
里
峰
轡
矧
矧
矧
未
判
容
彩
借
山
鶏

新
春
定
有
将
雛
楽

阿
閣
華
池
両
処
棲

(
万
里
の
峰
轡

帰
路
迷
い
/
未
だ
山
鶏
を
借
り
て
容
彩
を
判
ぜ
ず
/
新
春

定
め
て
難
を
将
(
ひ
き
)
い
る
の
楽
有
る
も
/
阿
閣

華池

両
処
に
棲
む
)

万
里
の
山
々
(
峰
と
轡
)

の
中
で
､

帰
り
道
に
迷
っ

て
し
ま
っ
た
｡
鳳
凰
は
山
鶏
の
よ
う
に
自
分
の
容
貌
を
身
繕
い
し
た
り
し
な
い
｡
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春
に
は
き
っ
と
妻
は
子
を
守
り
大
事
に
育
て
て
い
る
だ
ろ
う
｡
(
鳳
は
)
阿
閣
､
華
池
の
二
つ
の
地
に
別
れ
別
れ
に
棲
ん
で
い
る
の
だ
｡

こ
の
詩
の
第
二
句
の
解
釈
は
三
通
り
あ
る
｡
ま
ず
清
の
程
夢
星
は
｢
第
二
句
は
妻
の
こ
と
を
述
べ
､
山
鶏
の
よ
う
に
は
身
繕
い
を
か

ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
や
る
｣
と
言
い
､
詩
人
が
自
分
と
離
れ
て
い
る
妻
の
様
子
を
思
う
も
の
だ
と
解
釈
す
る
｡
次
に
清
の
屈

復
は
妻
の
美
し
さ
を
詩
人
が
思
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
=
一
に
､
清
の
漏
浩
の
解
釈
は
全
く
異
な
り
､
第
二
句
は
自
分
の
才
能
を
誇
る
句

だ
と
解
釈
す
る
｡
そ
れ
ら
を
受
け
､
劉
学
錯
･
余
恕
誠
は
鴻
浩
の
注
を
正
と
し
､
程
夢
星
と
屈
復
を
誤
と
し
て
い
る
｡
た
だ
し
､
第
三
句

は
遠
く
離
れ
た
妻
と
子
の
楽
し
み
(
子
を
守
り
育
て
る
と
い
う
楽
)
を
思
い
､
第
四
句
は
離
れ
離
れ
に
別
れ
て
家
族
の
愛
情
を
楽
し
め
な
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い
こ
と
を
嘆
く
句
で
あ
り
､
そ
の
た
め
｢
帰
路
に
迷
う
｣
と
呼
応
し
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
の
は
､
ど
の
解
釈
に
も
共
通
し
て
い
る
｡

第
二
句
の
意
味
を
厳
密
に
解
明
す
る
余
裕
は
な
い
が
､
こ
こ
で
は
仮
に
訳
は
程
星
夢
の
解
釈
に
よ
っ
た
｡
重
要
な
の
は
､
こ
の
詩
で
も
や

は
り
｢
帰
｣
と
｢
迷
｣
が
同
時
に
述
べ
ら
れ
､
存
在
す
べ
き
｢
帰
路
｣
を
失
っ
た
こ
と
へ
の
消
極
的
な
感
情
が
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
｡
前
述
の
杜
甫
や
李
白
の
詩
と
は
か
な
り
異
な
る
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る
が
､
帰
路
の
喪
失
と
そ
の
先
に
存
在
す
る
も
の
へ
の
慕
情

(
｢
鳳
｣
で
は
妻
へ
の
思
慕
)
と
い
っ
た
共
通
の
前
提
が
設
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
｡
ま
た
､
同
じ
晩
唐
の
詩
人
温
庭
鍔
に
も
｢
迷
｣
を
用

い
た
詩
が
あ
る
｡

《
温
庭
筒
｢
送
洛
南
李
主
簿
｣

(
洛
南
の
李
主
簿
を
送
る
)
》

想
君
秦
塞
外

因
見
遠
山
青

柳
覿
楓
凶
矧
.
椒
花
春
満
庭

禄
優
伍
侍
膳

官
散
得
専
経

余
亦
還
愚
谷

矧
心
在
翠
屏

(
君
の
秦
塞
の
外
た
る
を
想
い
/
因
り
て
遠
山
の
青
き
を
見
る
/
樹
葉
は
暁
に
路
を
迷
わ
せ
/
供
花
は
春

す
な
わ
ち
侍
膳
し
/
官
散
な
れ
ば
専
経
を
得
ん
/
余
も
亦
た
愚
谷
に
還
ら
ん
/
矧
心
は
翠
屏
に
在
り
)

に
庭
に
満
つ
/
禄
優
れ
れ
ば

秦
塞
の
外
と
い
う
遠
い
地
方
に
居
る
君
の
事
を
思
っ
て
､
青
々
と
し
た
山
を
見
る
｡
山
の
柏
の
菓
は
繁
り
､
暁
に
歩
け
ば
茂
っ
た
菓
の

た
め
に
道
に
迷
う
こ
と
だ
ろ
う
｡

か
ら
た
ち
の
花
は
春
に
な
っ
て
庭
い
っ
ぱ
い
に
盛
り
と
咲
い
て
い
る
｡
禄
(
給
料
)
が
高
い
の
で
あ
れ

ば
し
ば
し
ば
上
司
に
従
っ
て
食
事
を
と
も
に
す
る
が
､
仕
事
が
閑
に
な
れ
ば
専
ら
経
を
読
ん
で
す
ご
し
て
い
る
｡
私
も
愚
公
谷
に
還
ろ
う

と
思
う
｡
帰
り
た
い
と
い
う
心
は
翠
屏
(
緑
深
い
山
の
奥
)

に
向
か
っ
て
い
る
の
だ
｡

遠
い
地
方
へ
行
く
友
人
を
思
っ
て
詩
人
の
心
も
外
へ
向
か
う
｡
目
を
や
れ
ば
､
造
か
遠
く
に
青
々
と
し
た
山
が
見
え
る
｡
詩
人
の
心
は

｢
俗
｣
の
生
活
(
禄
優
併
侍
膳
)
か
ら
隠
者
や
隠
居
し
た
人
が
住
む
｢
聖
｣
の
場
所
へ
向
か
う
(
余
亦
還
愚
谷
)
｡
こ
こ
で
も
や
は
り
｢
迷
｣

と
｢
帰
｣

(
帰
心
)
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
詩
人
は
｢
俗
｣
と
｢
聖
｣

の
間
で
｢
迷
｣

っ
て
お
り
､
そ
の
結
果
現
れ
る
の

は
｢
愚
公
谷
｣
や
｢
翠
屏
｣
と
い
う
詩
人
が
望
む
場
で
あ
る
｡
温
庭
璃
の
詩
は
杜
甫
･
李
白
･
白
居
易
の
詩
と
異
な
り
､
｢
迷
｣
に
よ
っ

て
表
さ
れ
て
い
る
の
は
肯
定
的
な
感
情
で
あ
っ
て
悲
哀
で
は
な
い
｡
｢
路
｣
に
｢
迷
｣
う
と
は
現
在
の
詩
人
の
心
境
を
表
し
て
お
り
､
｢
帰
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心｣

の
目
的
地
と
し
て
は

｢
翠
屏
｣

が
あ
る
｡
｢
迷
｣

が
現
在
の
不
安
や
動
揺
を
表
し
て
い
た
と
し
て
も
､
そ
れ
は

｢
帰
る
｣

こ
と
が
で

き
な
い
た
め
に
来
る
不
安
で
は
な
く
､
も
っ
と
肯
定
的
な
も
の
､
目
的
地
に
た
ど
り
着
く
前
の
揺
れ
る
心
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｡
到
着
地
点
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
他
の
詩
と
共
通
し
て
い
る
が
､
｢
迷
｣
と
い
う
状
態
を
踏
ん
で
次
の
新
し
い
世

界
へ
た
ど
り
着
く
の
だ
と
い
う
用
法
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
私
は
思
う
｡
こ
れ
は
杜
甫
や
李
白
､
自
居
易
と
一
線
を
画
し
て
い
る
｡

次
に
宋
代
の

｢迷｣

を
使
っ
た
詩
を
幾
つ
か
例
に
挙
げ
て
み
た
い
｡

《
王
安
石
｢
株
陵
道
中
口
占
二
首
｣

(
株
陵
道
中
の
口
占

二
首
)
そ
の
一
》

経
世
才
難
就

矧
囲
矧
剣
矧

腰
勤
将
白
髪

下
馬
照
青
渓

(
経
世
の
才

就
(
な
)
し
難
し
/
田
園
の
路
に
迷
わ
ん
と
欲
す
/
殿
勤
に
白
髪
を
将
て
/
馬
を
下
り
て
青
渓
に
照
ら
す
)

世
を
治
め
る
才
は
成
就
す
る
の
が
難
し
い
｡

田
園
を
歩
い
て
い
る
と
､
道
に
迷
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
｡
馬
を
下
り
て
青
渓
に
自
分

の
真
っ
白
に
な
っ
た
頭
の
影
を
映
し
た
｡

『
王
安
石
詩
文
選
注
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
｡
こ
の
詩
は
｢
彼
(
王
安
石
)

の
心
中
に
長
い
間
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
た

｢
現
実
世
界
｣
と
｢
隠
居
｣
を
め
ぐ
る
矛
盾
し
た
心
情
の
自
然
な
流
出
で
あ
る
｡
作
者
(
王
安
石
)
は
世
の
た
め
に
働
き
た
い
と
願
い
､
そ

の
才
能
が
あ
り
な
が
ら
も
結
局
願
う
よ
う
に
は
い
か
ず
､
自
分
が
年
老
い
て
何
者
に
も
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
き
､
田
園
生
活
に
憧
れ

(30)

(31)

を
寄
せ
て
い
る
｣
｡
ま
た
､
南
宋
の
李
壁
は
｢
自
然
へ
深
く
心
を
寄
せ
て
い
る
｣
詩
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
｡
私
が
注
目
し
た
い
の
は
､
こ

の
詩
は
温
庭
鋳
の
詩
と
同
様
､
日
常
(
政
治
や
官
僚
の
勤
め
や
都
市
)
か
ら
非
日
常
(
田
園
､
故
郷
､
隠
遁
)

へ
の
希
求
が
措
か
れ
て
い

る
点
で
あ
る
｡
そ
の
上
､
王
安
石
は
日
常
と
非
日
常
の
間
で
揺
れ
る
心
を
越
え
て
は
る
か
に
強
く
田
園
へ
帰
着
す
る
こ
と
を
切
望
し
､
そ

れ
を
強
く
肯
定
し
て
い
る
｡
｢
帰
路
｣
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
｢
不
安
｣
は
こ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
｡

《
王
安
石
｢
南
浦
｣
》

南
浦
随
花
去

回
団
矧
矧
団
塊

暗
香
無
寛
処

日
落
画
橋
西
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(南浦
花
に
随
い
て
去
り
/
船
を
回
せ
ば

路
己
に
迷
う
/
晴
や
か
な
香

覚
る
処
無
く
/
日
は
落
つ

画
橋
の
西
)

南
浦
に
船
を
浮
か
べ
て
花
の
香
り
に
随
っ
て
下
っ

て
い
く
｡
そ
う
や
っ
て
船
を
漕
い
で
い
る
と
い
つ
の
ま
に
か
帰
り
道
が
分
か
ら
な
く

な
っ
て
迷
っ
て
し
ま
っ
た
｡
い
っ
た
い
こ
の
ひ
そ
や
か
な
香
り
は
ど
こ
か
ら
香
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
｡
華
や
か
な
橋
の
西
方
に
夕
日
が

沈
ん
で
い
く
｡

『
王
安
石
詩
文
選
注
』
で
は
､
｢
こ
の
詩
は
､
作
者
が
自
分
を
大
自
然
の
中
に
と
け
込
ま
せ
た
情
景
を
描
き
出
し
て
お
り
､
境
地
は
ゆ
っ

た
り
と
し
て
果
て
し
な
く
澄
み
渡
り
､
濃
厚
な
詩
情
･
画
意
が
備
わ
っ
て
い
る
｣
と
解
釈
し
て
い
る
｡
こ
の
｢
迷
｣
に
も
､
帰
り
道
が
失

わ
れ
た
と
い
う
前
提
(
回
船
路
己
迷
)
が
あ
る
が
､
詩
人
の
心
も
詩
の
主
題
も
そ
こ
に
は
な
い
と
私
は
思
う
｡
む
し
ろ
帰
り
道
を
失
っ
た

｢
迷
｣
と
い
う
状
況
を
享
受
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
詩
人
は
自
ら
の
楽
し
み
(
花
の
香
)
を
追
い
か
け
て
｢
迷
｣
う
の
で
あ
り
､
そ
の

後
日
没
と
い
う
別
の
新
し
い
景
色
が
現
れ
､
詩
人
は
そ
の
景
色
に
融
け
こ
み
､
と
も
に
楽
し
ん
で
い
る
｡
杜
甫
の
詩
の
｢
涙
/
湘
江
の
岸
｣

と
い
っ
た
景
色
･
感
情
と
比
較
す
る
と
違
い
は
明
か
で
あ
る
｡
も
う
一
つ
宋
詩
を
見
て
み
た
い
｡

《
蘇
拭
｢
被
酒
独
行
､
偏
重
子
雲
威
徽
先
覚
四
黎
之
舎
｣

(
酒
を
被
り
て
独
り
行
き
､
偏
ね
く
子
雲
･
威
･
徽
･
先
覚
四
た
り
の
黎
の
舎
に

至
る
)
》半
醒
半
酔
間
諸
黎

竹
刺
藤
梢
封
封
矧

但
尋
牛
矢
寛
矧
矧

家
在
牛
欄
西
復
西

(
半
ば
醒
め
半
ば
酔
う
て
諸
黎
を
問
う
/
竹
刺

た
西
に
在
り
)

藤梢

歩
歩
に
迷
う
/
但
だ
牛
矢
を
尋
ね
て
帰
路
を
覚
め
ん
/
家
は
牛
欄
の
西
復

醒
め
気
味
で
も
あ
る
が
ま
だ
酔
い
心
地
が
残
る
自
分
は
､
黎
の
人
々
を
訪
ね
て
ま
わ
る
｡
す
る
ど
い
竹
の
麻
､
長
く
の
び
た
藤
の
蔓
が

あ
り
､
一
歩
一
歩
､
歩
く
ご
と
に
迷
い
込
ん
で
い
く
｡
だ
が
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
｡
矧
引
過
を
見
つ
け
る
に
は
牛
糞
を
探
せ
ば
よ
い
の

(33)

だ
｡
私
の
家
は
牛
の
囲
い
の
西
さ
ら
に
ま
た
西
に
あ
る
の
だ
か
ら
｡

こ
の
詩
も
｢
帰
路
｣
に
｢
迷
｣
う
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
が
､
む
し
ろ
詩
人
は
黎
の
人
々
を
尋
ね
て
迷
う
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
｡
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こ
の
詩
で
は
｢
帰
路
｣
の
喪
失
は
唐
詩
と
全
く
逆
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
｡
迷
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
日
常
と
は
異
な
る
場
所
へ
行
き
､
楽
し

む
こ
と
を
求
め
て
い
る
よ
う
だ
｡

以
上
､
宋
代
(
北
宋
)
の
王
安
石
･
蘇
覇
の
詩
に
共
通
す
る
構
造
を
ま
と
め
て
み
た
い
｡
宋
詩
に
お
け
る
｢
迷
｣
は
､
唐
詩
と
は
逆
に

詩
人
の
希
求
し
た
結
果
と
し
て
描
か
れ
､
｢
帰
路
の
喪
失
｣
は
も
は
や
悲
哀
や
絶
望
で
は
な
く
､
享
受
す
べ
き
境
地
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
｡
図
式
化
す
れ
ば
｢
詩
人
の
希
求
1
迷
(
帰
路
の
喪
失
)
1
新
た
に
享
受
す
る
空
間
｣
と
な
る
だ
ろ
う
｡
こ
れ
は
上
で
述
べ
た
よ
う

に
､
｢
帰
路
｣
の
捉
え
方
が
｢
永
遠
に
失
わ
れ
た
も
の
｣
(
杜
甫
)
か
ら
｢
探
し
あ
て
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
｣
(
蘇
封
)
へ
と
変
化
し
た

こ
と
に
も
あ
る
と
私
は
思
う
｡
つ
ま
り
､
唐
詩
の
｢
迷
｣
が
永
久
の
｢
迷
｣
姦
郷
喪
失
=
悲
哀
･
絶
望
=
さ
ま
よ
う
空
間
の
提
示
)
で

ぁ
る
の
に
比
べ
､
宋
詩
は
一
時
的
な
｢
迷
｣
と
し
て
､
｢
迷
｣
っ
た
後
の
場
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
時
代
の
状
況
や
詩

人
の
世
界
観
の
違
い
が
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
｡

上
記
の
分
析
に
よ
り
､
｢
魯
山
山
行
｣
の
｢
迷
｣
は
己
然
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
｡
詩
人
は
自
分
の
希
求
す
る
処
､
熊
や
鹿
の
い
る
と

こ
ろ
(
第
三
聯
)
へ
迷
い
込
む
｡
そ
こ
は
､
詩
人
が
享
受
し
て
喜
び
を
感
じ
る
場
所
と
し
て
描
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
｡
だ
が
､
梅
尭
臣
の

詩
は
､
王
安
石
･
蘇
覇
の
詩
に
見
え
る
｢
迷
｣
の
用
法
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
｡
第
三
聯
は
､
詩
人
が
と
け
込
み
楽
し
む
空
間
で
は

な
く
､
距
離
を
置
い
て
眺
め
る
景
色
に
近
い
の
で
は
な
い
か
｡
｢
日
落
(
夕
陽
)
｣
(
王
安
石
｢
南
浦
｣
)
と
い
う
広
が
り
ゆ
く
空
間
や
､
詩

人
が
｢
迷
｣
い
込
ん
で
楽
し
む
所
の
黎
の
人
々
の
場
(
蘇
封
)
と
い
っ
た
空
間
と
比
べ
る
と
､
熊
･
鹿
と
梅
尭
臣
の
関
係
は
距
離
が
あ
る

よ
う
に
私
は
思
う
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
ズ
レ
が
あ
る
｡

ま
た
､
欧
陽
修
｢
遠
山
｣
と
の
比
較
に
お
い
て
も
､
｢
魯
山
山
行
｣
が
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
｡
上
述
し
た
よ
う
に
､
｢
遠

山
｣
が
山
色
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
｢
峯
｣
｢
轡
｣
と
事
物
が
動
き
出
す
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
捉
え
て
詩
に
詠
む
時
､
そ
こ
に
は
自
分
の
目
(
視

覚
)
に
よ
っ
て
事
物
を
さ
ら
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
詩
人
の
分
析
が
働
い
て
い
た
｡
｢
魯
山
山
行
｣
で
は
､
高
く
低
い
千
山
1
峯
の
変
化

へ
と
物
事
の
様
子
が
視
覚
で
捉
え
ら
れ
る
｡
だ
が
視
覚
で
周
囲
の
事
物
を
分
析
し
た
後
､
｢
迷
｣
う
(
異
な
る
空
間
へ
の
移
動
)
こ
と
に
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よ
っ
て
､
第
二
聯
の
分
析
的
な
視
点
は
途
切
れ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
こ
こ
に
き
て
世
界
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
方
法
(
詩

を
読
も
う
と
す
る
方
法
)
に
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
よ
っ
て
､
調
和
と
い
う
問
題
で
考
え
る
な
ら
ば
､
｢
随
処
改
｣
を

使
っ
た
｢
遠
山
｣
の
自
然
さ
(
｢
魯
山
山
行
｣
の
よ
う
に
途
切
れ
が
な
い
)
に
及
ば
ず
､
｢
迷
｣
の
使
い
方
も
蘇
弔
や
王
安
石
(
特
に
｢
南

浦
｣
)
に
及
ば
な
い
と
私
は
考
え
る
｡
だ
が
そ
れ
で
も
｢
魯
山
山
行
｣
は
詩
と
し
て
一
種
の
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
て
い
る
と
思
う
｡
そ
れ

は
､
第
四
聯
の

｢声｣

が
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
｡

他
で
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
､
鶏
の
鳴
き
声
は
｢
あ
る
世
界
か
ら
別
の
世
界
へ
の
移
行
｣
と
い
う
意
味
を
持
つ
｡
ま
た
､
次
の
詩
に
見
ら

(35)

れ
る
よ
う
に
､
｢
声
｣

は
し
ば
し
ば

｢
覚
醒
｣

を
表
す
｡

《
翁
巻
｢
処
州
蒼
嶺
｣

(
処
州
の
蒼
嶺
)
》

歩
歩
躊
飛
雲

卿
矧
勢
勢
身

村
鶏
数
声
遠

山
舎
幾
家
郷

不
雨
渓
長
急

非
春
樹
亦
新

(36)

自
従
開
此
嶺

便
有
客
行
人

(歩歩

飛
雲
を
疎
む
/
初
め
は
疑
う

夢
真
の
身
な
る
か
と
/
村
鶏

数
声
遠
く
/
山
舎

幾
家
か
鄭
な
り
/
雨
ふ
ら
ず
し
て
渓
長

に
急
な
り
/
春
な
ら
ず
し
て
樹
亦
た
新
な
り
/
此
の
嶺
を
開
き
し
よ
り
/
便
ち
客
行
の
人
あ
り
)

飛
ん
で
い
る
雲
を
一
歩
一
歩
踏
み
し
め
る
よ
う
に
(
高
い
峠
路
を
)
歩
み
､
ま
る
で
初
め
は
夢
の
中
に
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
｡

と
､
村
の
鶏
の
声
が
遠
く
に
聞
こ
え
､

山
中
の
家
が
数
軒
隣
り
合
っ
て
い
る
の
が
見
え
て
き
た
｡
雨
は
ふ
ら
な
く
て
も
谷
川
は
い
つ
も
勢

い
良
く
流
れ
､
春
で
も
な
い
の
に
樹
も
ま
た
瑞
々
し
く
青
々
と
し
て
い
る
｡
こ
の
峠
路
が
開
け
て
か
ら
は
､
私
が
行
く
よ
う
に
､
旅
人
が

(37)

通
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

南
宋
未
頃
の
詩
で
あ
る
｡
こ
の
詩
は
本
当
の
夢
を
詠
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
が
､
詩
人
は
雲
を
踏
む
よ
う
な
高
所
の
峠
で
い
つ
し
か
夢

心
地
に
陥
っ
て
お
り
､
夢
心
地
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
詩
人
が
愉
し
ん
で
い
る
境
地
が
引
き
立
っ
て
い
る
｡
そ
の
夢
の
世
界
か
ら
現
実

に
立
ち
返
ら
せ
る
の
は
遠
く
か
ら
聞
こ
え
る
鶏
の
｢
声
｣
で
あ
る
｡
｢
声
｣
は
詩
人
に
覚
醒
を
も
た
ら
し
､
｢
夢
｣
を
終
わ
ら
せ
､
別
の
世

界
へ
導
く
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
そ
の
後
､
目
や
耳
に
飛
び
込
ん
で
く
る
新
し
い
事
物
を
詩
人
が
次
々
に
詠
ん
で
い
る



梅尭臣｢魯山山行｣を読む
事
か
ら
分
か
る
｡
詩
人
は
｢
声
｣
を
聞
い
た
後
｢
山
舎
｣
を
目
に
し
､
谷
川
が
勢
い
良
く
流
れ
る
音
を
聞
き
､
木
々
の
新
鮮
な
録
を
見
る
｡

こ
の
よ
う
に
｢
夢
心
地
｣
か
ら
覚
め
た
詩
人
は
､
事
物
を
新
鮮
な
感
覚
で
と
ら
え
て
い
く
｡
最
後
に
詩
の
流
れ
を
受
け
る
の
が
第
七
句
の

｢
閲
｣
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
｢
夢
心
地
｣
1
｢
声
｣
↓
新
た
な
感
覚
で
捉
え
ら
れ
る
世
界
は
｢
開
｣
に
よ
っ
て
完
結
し
､
続
け
て
自
分
を

｢
客
行
人
｣
と
客
観
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
が
し
め
く
く
ら
れ
る
｡
こ
の
詩
は
魯
山
山
行
の

｢
声
｣

の
後
の
世
界
(
詩
の
場
)
を
考
え

る
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
｡

以
上
､
｢
声
｣
は
覚
醒
す
る
以
前
の
状
況
に
区
切
り
を
つ
け
る
と
同
時
に
､
目
覚
め
た
後
の
境
地
を
表
す
と
い
う
､
言
う
な
ら
ば
締
め

く
く
り
と
始
ま
り
を
表
す
語
で
あ
る
と
私
は
思
う
｡
と
す
る
と
､
｢
魯
山
山
行
｣

の

｢
声
｣

は
､
詩
人
が

｢
声
｣
を
聞
く

(
聴
覚
)

こと

に
よ
っ
て
第
三
聯
の
｢
眺
め
る
｣
熊
や
鹿
を
ひ
と
た
び
完
結
さ
せ
､
新
た
に
鶏
の
声
が
示
す
も
う
一
つ
の
場
所
へ
と
意
識
を
移
す
働
き
を

持
つ
の
で
は
な
い
か
｡
詩
を
読
み
終
え
た
時
残
る
の
は
｢
声
｣

の
余
韻
と
｢
も
う
ひ
と
つ
の
場
｣

の
存
在
感
で
あ
る
｡
そ
れ
は
聴
覚
で
捉

え
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
｡
｢
魯
山
山
行
｣

の
場
が
､
山
(
視
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
場
)
1
熊
･
鹿
1
ま
た
別
の
場
の
存
在
(
聴
覚
に

ょ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
場
)

へ
と
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
第
三
聯
(
熊
や
鹿
の
世
界
)
は
宙
吊
り
に
さ
れ
ず
､
詩
の
中
に
取
り
込
ま
れ

収
め
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
｢
迷
｣
と
｢
声
｣
と
い
う
文
字
の
力
に
よ
っ
て
強
い
流
れ
が
詩
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
一
因
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
れ
が
私
の
｢
魯
山
山
行
｣
解
釈
で
あ
り
､
詩
が
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
理
由
と
し
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
｡

147

四
.
結

語

以
上
､
｢
随
処
改
｣
と
｢
迷
｣
の
分
析
を
通
し
て
｢
魯
山
山
行
｣
の
特
徴
を
考
え
て
き
た
｡
｢
問
題
｣
で
挙
げ
た
仮
定
に
私
な
り
の
回
答

を
付
し
た
い
｡
①
詩
に
表
れ
た
景
色
は
､
詩
人
が
詠
む
感
情
､
事
物
を
把
握
し
ょ
う
と
す
る
方
法
に
よ
っ
て
異
な
る
｡
｢
随
処
｣

の
表
現

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
｢
遠
山
｣
は
杜
甫
･
杜
牧
の
詩
(
唐
詩
)
と
一
線
を
画
し
て
い
る
｡
②
｢
迷
｣
は
異
な
る
空
間
へ
の
移
動
を
示
す
文

字
だ
が
､
唐
詩
が
｢
迷
｣
に
よ
っ
て
悲
哀
を
表
す
の
に
比
べ
､
宋
詩
は
楽
し
む
も
の
と
し
て
い
る
｡
｢
魯
山
山
行
｣
も
｢
迷
｣
に
よ
っ
て
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第
二
聯
か
ら
第
三
聯
へ
と
､
新
た
な
空
間
へ
移
動
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
梅
尭
臣
は
意
図
的
に

｢
迷
｣
を
お
い
て
移
動
を
示
し
た
と

言
え
る
｡
し
か
し
他
の
詩
に
比
べ
､
｢
迷
｣

の
後
の
空
間
が
､
効
果
的
な
使
い
方
か
ら
か
な
り
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
た
｡

た
だ
し
､
他
の
詩
と
比
べ
て
調
和
が
と
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
あ
る
種
の
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
て
い
る
詩
で
あ
り
､
押
し
の
強
い
流
れ
を

(
謂
)

持
っ
た
詩
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
｡
な
お
他
に
も
｢
迷
｣
を
使
っ
た
宋
詩
は
多
く
あ
る
が
こ
こ
で
は
触
れ
な
か
っ
た
｡
ま
た
詞
も
完
全
に

除
外
し
た
｡
よ
っ
て
宋
代
に
お
け
る
全
体
的
な
世
界
観
や
､
そ
の
中
で
の
｢
魯
山
山
行
｣
の
位
置
を
考
察
し
て
い
な
い
｡
拙
論
の
よ
う
に
､

文
字
の
み
の
分
析
に
よ
っ
て
考
え
る
だ
け
で
は
大
い
に
不
足
で
あ
る
｡
今
後
､
全
体
的
な
研
究
を
通
し
て
再
度
詩
の
流
れ
を
考
え
て
見
た

い
と
思
う
｡
蛇
足
な
が
ら
､
以
上
の
詩
の
中
で
温
庭
萄
の
詩
は
か
な
り
特
別
だ
と
感
じ
た
｡
そ
の
理
由
も
併
せ
て
考
え
て
み
た
い
｡

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

(
7
)

(
8
)

前
野
直
彬
『
宋
二
冗
･
明
･
清
詩
集
』
(
平
凡
社
､
一
九
七
三
年
)

に
は
｢
安
定
元
年
(
一
〇
四
〇
)
､
襲
城
(
河
南
省
)
県
令
を
辞
任
し
､
し
ば
ら

く
そ
の
付
近
に
小
旅
行
を
試
み
た
と
き
の
作
｣
と
あ
る
｡
制
作
時
期
に
つ
い
て
は
千
葉
貴
｢
梅
尭
臣
の
生
涯
と
『
梅
尭
臣
集
』
の
版
本
に
つ
い
て
｣
(
前

掲)

に
詳
し
い
｡

清
･
仇
兆
贅
註
『
杜
少
陵
集
詳
註
』
五
､
巻
十
(
『
杜
詩
詳
註
』
二
巻
､
中
華
書
局
出
版
社
､
一
九
七
九
年
､
四
五
貢
)
よ
り
引
用
｡
｢
処
発
｣
を

｢
発
処
｣
､
｢
年
｣
を
｢
峯
｣
､
｢
門
遷
｣
を
｢
選
没
｣
､
｢
待
｣
を
｢
走
｣
と
す
る
テ
キ
ス
ト
あ
り
｡
趨
妨
之
は

｢
草
｣
を
｢
塞
｣
と
す
る
｡

日
本
語
訳
に
関
し
て
は
､
続
国
釈
漢
文
大
成
『
杜
少
陵
詩
集
』
を
参
考
に
し
た
｡

｢
此
詩
歎
帝
旅
寂
真
也
｡
上
四
言
景
､
有
故
郷
故
国
之
恩
｡
下
四
叙
情
､
有
避
世
避
人
之
意
｡
｣
注
2
同
書
､
四
五
貢
よ
り
引
用
｡

仇
兆
贅
『
杜
少
陵
集
詳
註
』

(
注
2
同
書
)

の
中
で
､
｢
歴
代
註
杜
｣

と
し
て
元
･
超
彷
之
の
『
選
註
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
｡

｢
公
自
乾
元
二
年
入
成
都
､
至
宝
応
元
年
春
､
為
三
年
央
｡
｣
注
2
同
書
､
四
五
貢
よ
り
引
用
｡

詩
全
体
を
付
す
｡
｢
憑
高
送
所
親

久
坐
惜
芳
辰

遠
水
非
無
浪

他
山
自
有
春

矧
花
組
姐
矧

官
柳
著
行
新

天
際
傷
愁
別

離
延
何
太
頻
㌔

以
下
､
｢
随
処
｣
を
使
っ
た
詩
を
脚
注
に
付
し
た
｡
こ
れ
ら
の
詩
は
｢
遠
山
｣
｢
魯
山
山
行
｣
と
の
比
較
に
は
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
と
思
う
た
め

本
文
で
触
れ
な
か
っ
た
が
､
｢
随
処
｣
の
意
味
を
考
え
る
上
で
必
要
だ
と
思
う
た
め
に
付
し
た
｡
《
孟
浩
然
｢
歳
除
夜
会
楽
城
張
少
府
宅
｣
》
｢
噂
昔
通
家
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(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)

好

相
知
無
間
然

続
明
催
画
燭

守
歳
接
長
延

旧
曲
梅
花
唱

新
正
柏
酒
樽

客
行
随
処
楽

不
見
度
年
年
｣
｡
『
孟
浩
然
詩
集
校
注
』
(
巴
萄
書

社
､
一
九
八
八
年
､
三
七
六
～
三
七
七
真
)
よ
り
引
用
｡
題
名
は
明
活
本
･
全
唐
詩
も
同
じ
｡
清
本
で
は
｢
歳
｣
が
欠
け
て
い
る
｡
汲
古
閤
本
は
こ
の

詩
と
｢
除
夜
楽
城
達
張
少
府
｣
を
並
列
し
て
お
り
､
一
題
に
二
詩
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
詩
は
宋
本
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
｡
窟
庭
篤
｢
贈
越
僧

岳
琴
一
首
｣
そ
の
二
》
｢
蘭
亭
旧
都
講

今
日
意
如
何

有
樹
閲
深
院

無
塵
到
浅
渉

僧
居
随
処
好

人
事
出
門
多

不
及
新
春
雁

年
年
銘
水
波
｣

『
全
唐
詩
』
巻
五
八
一
温
庭
靖
七
､
清
･
曾
益
等
箋
注
『
温
飛
卿
詩
集
箋
注
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
､
完
八
〇
年
､
一
五
四
～
一
五
五
)
よ
り
引
用
｡

題
名
｢
雲
｣
を
｢
雪
｣
に
､
｢
夢
｣
を
｢
沙
｣
に
作
る
テ
キ
ス
ト
あ
り
｡
両
詩
の
｢
随
処
｣
は
｢
不
拘
何
地
｣
に
近
い
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
の
｢
随

処
｣
は
､
詩
人
が
景
色
を
眺
め
て
用
い
た
言
葉
で
は
な
い
が
､
｢
随
処
｣
に
｢
楽
｣
｢
好
｣
が
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
､
状
態
を
形
容
す
る
も
の
と
し
て
使

欧
陽
修
｢
遠
山
｣
の
解
釈
は
戸
倉
英
美
｢
風
景
の
誕
生
と
そ
の
崩
壊
-
文
学
表
現
か
ら
見
た
自
然
の
見
方
の
変
化
｣
『
中
国
-
社
会
と
文
化
』
第
八

号
(
一
九
九
三
年
所
収
)
を
参
照
･
引
用
｡

『
全
唐
詩
』
巻
五
二
四
､
杜
牧
五
よ
り
引
用
｡

吉
川
幸
次
郎
は
｢
唐
人
の
愛
す
る
の
は
瞬
間
の
感
情
の
燃
焼
で
あ
る
｣
と
述
べ
､
風
景
と
し
て
｢
瞬
間
に
感
情
を
も
え
あ
が
ら
せ
る
落
日
､
斜
陽
､

夕
陽
が
､
し
ば
し
ば
歌
わ
れ
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
｢
燃
焼
と
持
続
-
六
朝
詩
と
唐
詩
｣
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
七
巻
所
収
､
筑
摩
書
房
､
完
六
八

年
､
五
五
八
貢
｡

寛
文
夫
注
『
梅
尭
臣
』
(
中
国
詩
人
選
集
二
集
第
三
巻
)
岩
波
書
店
､
一
九
六
二
年
､
三
六
葛

今
開
天
彰
･
宇
島
廃
『
宋
詩
選
』
(
漢
詩
大
系
第
十
六
巻
)
集
英
社
､
一
九
六
六
年
､
七
二
葛

前
野
直
彬
『
宋
二
冗
･
明
･
清
詩
集
』
平
凡
社
､
一
九
七
三
年
､
宋
八
葛

『
全
唐
詩
』
巻
二
三
四
､
杜
甫
十
九
よ
り
引
用
｡
こ
の
詩
は
仇
兆
薫
『
杜
少
陵
集
詳
註
』
(
注
2
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
｡

杜
甫
に
は
｢
迷
｣
が
故
郷
喪
失
と
共
に
使
わ
れ
て
い
る
詩
が
特
に
多
い
｡
｢
無
家
別
｣
で
も
｢
近
行
止
一
身

理
亦
斉
｣
と
詠
ま
れ
て
い
る
｡

遠
去
終
転
迷

家
郷
既
蕩
尽

遠近

『
全
唐
詩
』
彗
八
一
､
李
白
三
よ
り
引
用
｡
楊
斉
賢
註
本
､
王
埼
註
本
で
は
｢
連
声
｣
と
す
る
が
｢
遠
声
｣
と
す
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
｡

日
本
語
訳
は
大
野
貴
之
助
『
李
太
白
詩
歌
全
解
〓
早
稲
田
大
学
出
版
部
､
一
九
八
〇
年
､
九
〇
七
貢
)
を
参
照
｡

『
全
唐
詩
』
巻
一
三
二
､
自
居
易
九
よ
り
引
用
｡
第
一
六
句
｢
出
没
｣
を
｢
出
入
｣
と
す
る
テ
キ
ス
ト
あ
り
｡
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(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(
謂
)

(29)(30)
日
本
語
訳
に
関
し
て
は
､
続
国
釈
漢
文
大
成
『
白
楽
天
詩
集
』
を
参
考
に
し
た
｡

劉
学
錯
･
余
恕
誠
『
李
商
隠
詩
歌
集
解
』
(
中
華
書
局
､
一
九
八
八
年
､
七
一
〇
頁
)
よ
り
引
用
｡

｢
此
寄
婦
之
詞
也
｡
起
句
属
己
､
嘆
未
遂
其
帰
情
､
次
句
属
妻
､
料
無
心
於
装
束
｡
三
句
又
鹿
妻
､
言
其
拍
子
之
情
｡
四
句
兼
廣
己
､
怨
其
分
離
之

苦
也
｡
第
二
句
用
山
鶏
自
愛
其
羽
以
比
女
為
悦
己
者
容
｡
日
｢
未
判
｣
借
其
容
彩
者
､
正
為
下
文
両
処
棲
也
｡
｣
(
注
2
1
同
書
､
七
二
貢
｡
)

｢
一
自
己
､
二
佳
人
之
美
｡
｣
(
注
2
1
同
書
､
七
一
一
貢
｡
)

｢
首
青
身
在
炎
方
､
次
句
自
負
才
華
､
兼
寓
幕
僚
之
慨
｡
三
四
億
母
子
之
娯
楽
､
恨
南
北
之
分
離
｡
｣
(
注
2
1
同
書
､
七
一
一
貫
｡
)

注
2
1
の
書
の
編
者
按
語
｢
首
句
謂
己
身
居
嶺
外
､
遥
望
京
華
､
峯
轡
寓
里
､
帰
路
亦
迷
｡
次
句
謂
己
文
采
華
然
､
豊
甘
輿
山
鶏
等
価
､
｢
越
鳥
誇
香

嘉
､
斉
名
亦
未
甘
｣
､
輿
此
意
近
｡
漏
謂
｢
自
負
才
華
､
兼
寓
幕
僚
之
慨
｣
､
極
是
､
屈
､
程
以
為
指
妻
､
殊
誤
｡
三
句
遥
想
妻
子
抱
離
之
楽
､
四
句
乃

因
此
而
益
嘆
両
地
分
棲
､
不
得
享
家
室
天
倫
之
楽
､
応
上
｢
帰
路
迷
｣
｡
｣
(
注
2
1
同
書
､
七
一
一
～
七
一
二
貢
｡
)

温
庭
鍔
に
も
｢
迷
｣
を
使
っ
た
詩
は
多
い
｡
還
庭
鍔
｢
雨
中
輿
李
先
生
期
垂
釣
先
後
相
失
困
作
重
複
｣
≡
隔
石
寛
履
跡

矧
楓
矧
矧
間

小
鳥
擾

暁沼

肇
泥
斉
低
畦
｣
こ
こ
で
は
､
李
先
生
と
は
ぐ
れ
た
詩
人
が
西
渓
に
迷
い
込
み
､
明
け
方
の
風
景
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
｡
こ

の
｢
迷
｣
は
前
述
の
盛
中
庸
の
杜
甫
の
詩
等
に
比
べ
て
､
後
述
す
る
王
安
石
の
｢
迷
｣
に
近
い
と
思
わ
れ
る
｡
温
庭
靖
の
詩
は
ち
ょ
う
ど
過
渡
期
の
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
､
そ
れ
と
も
詩
人
の
特
徴
の
違
い
な
の
だ
ろ
う
か
｡
但
し
､
温
庭
鍔
が
詞
に
長
け
､
そ
れ
ま
で
の
詩
と
違
っ
た
世
界
を
詠
む
こ
と
と

併
せ
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
《
温
庭
靖
｢
経
李
徴
君
故
居
｣
》
｢
萬
濃
煙
垂
草
妻
妻

樹
映
欄
干
柳
沸
堤
一
院
落
花
無
客
酔

五更

残
月
有
常
時

芳
延
想
像
情
難
尽

故
樹
荒
涼
路
己
迷

憫
恨
高
藤
往
来
慣

毎
経
門
巷
亦
長
噺
｣
は
､
か
つ
て
賑
や
か
だ
っ
た
屋
敷
が
荒
れ
果
て
て

い
る
こ
と
へ
の
悲
哀
の
情
を
詠
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
自
居
易
の
詩
に
近
い
と
思
わ
れ
る
｡

清
･
曾
益
等
箋
注
『
温
飛
卿
詩
集
箋
注
』
巻
第
七
(
上
海
古
籍
出
版
社
､
一
九
八
〇
年
､
一
四
八
貢
)
よ
り
引
用
｡
｢
困
｣
を
｢
応
｣

に
､
｢
余
亦

還｣

を

｢
子
敬
懐
｣
に
す
る
テ
キ
ス
ト
あ
り
｡

温
庭
鍔
は
隠
遁
へ
の
憧
れ
･
希
求
を
詠
っ
た
詩
が
多
い
｡
例
え
ば
｢
開
聖
寺
｣

｢
宿
雲
際
寺
｣

(
注
2
7
同
書
､
七
六
貢
､
一
七
二
亘
)
等
､
仏
教
へ
の

憧
れ
､
寺
院
の
静
詮
な
あ
り
さ
ま
が
多
く
詠
わ
れ
て
い
る
｡

高
克
勒
選
注
『
王
安
石
詩
文
選
注
』
上
海
古
籍
出
版
社
､
一
九
九
四
年
｡

｢
王
安
石
在
行
路
途
中
随
口
吟
成
的
這
首
詩
､
実
際
上
是
長
期
紫
続
在
他
心
中
的
人
世
与
出
世
的
矛
盾
心
情
的
自
然
流
露
｡
作
者
有
経
世
之
願
､
也

有
経
世
之
才
､
却
始
終
未
能
如
麒
､
不
得
不
感
嘆
自
己
年
老
無
成
､
而
寄
情
千
田
園
生
活
｡
詩
写
得
椀
曲
深
撃
､
筆
墨
凝
煉
｡
｣
(
注
2
9
同
書
､
六
〇
貢
｡
)



梅尭臣｢魯山山行｣を読む

(31)

｢
傾
倒
自
然
｡
｣
南
宋
･
李
壁
註
『
王
制
文
公
詩
李
壁
注
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
､
一
九
九
三
年
)
よ
り
引
用
｡
李
壁
は
一
一
五
九
～
一
二
二
二
､
南

宋
の
人
｡
『
宋
史
』
巻
三
九
八
に
伝
記
が
あ
る
｡

(32)

｢
這
首
小
詩
就
生
動
地
描
写
出
了
作
者
這
種
将
一
己
熔
干
大
自
然
之
中
的
情
境
､
意
境
閑
澹
､
明
浄
空
霊
､
具
有
濃
郁
的
詩
情
画
意
｡
｣
(
註
2
9
同
書
､

六
一
貢
｡
)

(33)

日
本
語
訳
は
『
中
国
詩
人
選
集
二
集

蘇
試
(
下
)
』

(
岩
波
書
店
､
一
九
六
二
年
､
八
七
～
八
八
貢
)

を
参
考
に
し
た
｡

(34)

梶
村
永
｢
梅
尭
臣
｢
魯
山
山
行
｣

に
か
か
る
雲
～
鶏
声
と
の
関
わ
り
か
ら
～
｣
(
後
掲
)
を
参
照
｡

(35)

｢
声
｣
が
覚
醒
を
も
た
ら
す
こ
と
を
詠
ん
だ
詩
を
以
下
に
挙
げ
る
｡
詩
は
｢
声
｣
に
関
わ
る
節
の
み
を
引
用
し
た
｡
《
温
庭
鍔
｢
贈
隠
者
｣
〉
｢
酔
後
楚

山勢

覚
l
剋
葡
鳳
声
｣
/
《
蘇
舜
欽
｢
夏
意
｣
》
｢
樹
陰
満
地
日
雷
午

萄封｣/《江藻｢春日｣》｢茅茨煙瞑客衣潟

楓
朝
刊
矧
嘲

→
珂
｣
(
後
掲
､
梶
村
論
文
で
引
用
)
/
《
欧
陽
修
｢
奉
使
道
中
作
｣
》
｢
客
勢
方
在
家

矧
封
団
楓
矧
｣
/
《
王
安
石
｢
書
潮
陰
先
生
壁
二
首
｣
そ
の

二
》
｢
黄
鳥
数
声
午
夢
残

尚
疑
身
属
半
山
園
｣
/
《
花
成
大
｢
四
時
田
園
雑
興
｣
》
｢
柳
花
深
巷
午
矧
珂

桑
菓
尖
新
緑
未
成

蟄劃

満
窓
晴
日
看
蚕
生
｣
｡
ま
た
､
鶏
や
鳥
の
声
だ
け
で
は
な
く
､
鐸
の
音
や
風
雨
の
書
な
ど
様
々
な
｢
声
｣
が
｢
夢
｣
と
結
び
つ
い
て
い
る
｡
〈
陸
瀞
｢
夏

日
昼
寝
夢
遊
一
院

閲
然
無
人
簾
影
満

惟
燕
腸
挙
弦
有
声

覚
而
聞
鉄
鐸
風
響
珍
然

殆
所
夢
也
邪

因
得
絶
句
｣
》
｢
桐
陰
清
潤
雨
余
天

矧
矧
矧

風
刺
矧
眠
｣
/
《
黄
庭
堅
｢
六
月
十
七
日
昼
寝
｣
》
｢
局
番
枯
莫
喧
午
枕

夢
成
風
雨
浪
細
江
｣
(
こ
の
詩
は
〝
夢
か
ら
覚
め
る
〟
と
い
う
主
題
で
は
な

い
が
､
｢
声
｣

(
音
)
と
現
実
世
界
､
夢
と
の
関
係
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
例
に
挙
げ
た
｡
音
(
声
)

は
夢
と
現
実
世
界
の
媒
介
物
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
い
る
｡
)

(36)

『
永
嘉
四
嚢
詩
集
』
(
漸
江
古
籍
出
版
社
､
一
九
八
五
年
､
一
八
八
貢
)

よ
り
引
用
｡

(37)

日
本
語
訳
は
前
野
直
彬
『
新
装
版
宋
詩
鑑
賞
辞
典
』

(
東
京
堂
出
版
､
一
九
九
八
年
､
四
一
～
四
二
貢
)
を
参
考
と
し
た
｡

(讐

例
え
ば
､
《
陸
済
｢
山
行
｣
≡
限
辺
処
処
皆
新
句

塵
務
経
心
割
副
矧

今
日
偶
然
親
拾
得

乱
松
深
処
石
橋
西
｣
/
《
李
清
遊
｢
雲
門
道
中
晩
歩
｣
》

｢
層
林
畳
麒
暗
東
西

山
転
崗
回
矧
剋
矧

望
輿
瀞
雲
奔
落
日

歩
随
流
水
赴
前
渓

樵
帰
野
焼
弧
煙
尽

牛
臥
春
肇
小
麦
低

独
緯
綱
川
図
画
裏

酔
扶
白
里
杖
青
黎
｣
/
《
煮
立
之
｢
茶
陵
道
中
｣
≡
山
謝
組
矧
釧
一
径
曹
無
涯

老
崖
茅
生
菌

餓
年
竹
有
花

西
来
無
道
路

南
去
亦
塵
沙

独

立
蒼
茫
外
書
生
何
処
家
｣
等
が
あ
る
｡
上
述
の
｢
迷
｣
の
解
釈
は
数
詩
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
､
宋
詩
一
般
の
傾
向
と
は
言
い
切
れ
な
い
の

で
､
改
め
て
分
析
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
｡
ま
た
詞
に
お
け
る
｢
迷
｣

も
こ
こ
で
は
全
く
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
｡
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