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雨
絲
風
片
暗
江
城

雨う

絲し

風ふ
う

片へ
ん

江こ
う

城
じ
よ
う

暗く
ら

く

滑
滑
泥
途
不
可
行

滑か
つ

滑か
つ

た
る

泥で
い

途と

は

行ゆ

く
可べ

か
ら
ず

知
是
遠
村
先
有
雪

知し

る
是こ

れ

遠え
ん

村そ
ん

先ま

ず
雪ゆ

き

有あ

る
な
ら
ん

街
頭
処
処
売
山
鯨

街が
い

頭と
う

処し
よ

処し
よ

山や
ま

鯨
く
じ
ら

を
売う

る

糸
の
よ
う
な
雨
、
や
ん
だ
か
と
思
う
と
ま
た
吹
く
風
、
暗
い
松
江
の
町
。
道
は
ど
ろ
ど
ろ
で
、
滑
っ
て
歩
く
こ
と
も
出
来
な
い
。
遠
く

の
村
で
は
も
う
、
雪
が
降
り
始
め
て
い
る
に
違
い
な
い
。
通
り
の
至
る
所
で
イ
ノ
シ
シ
の
肉
を
売
っ
て
い
る
。

前
半
は
、
ま
さ
に
初
冬
の
松
江
の
天
候
。
松
江
に
住
ん
で
い
る
も
の
だ
け
が
実
感
で
き
る
。
起
句
。｢

風
片｣

、
風
の
か
け
ら
と
は
よ
く

分
か
ら
な
い
が
、｢

片
雨｣

、｢

片
雲｣

等
と
同
様
、
連
続
的
で
な
く
ま
た
全
面
的
で
な
く
、
断
続
的
に
ま
た
局
地
的
に
、
風
が
吹
く
こ
と

を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。｢

雨
絲
風
片｣

は
、
本
来
は
春
景
を
表
す
語
。
湯
顕
祖

『

牡
丹
亭
・
驚
夢』

｢

雨
絲
風
片
、
煙
波
画
船｣

。
王
士
愼

『

秦
淮
雑
詩』

其
一

｢

十
日
雨
絲
風
片
の
裏
、
濃
春
の
煙
景
は
残
秋
に
似
た
り｣

。
王
士
愼
は
明
治
時
代
よ
く
読
ま
れ
て
お
り
、
し
か
も
南

京
の
遊
廓
の

｢

秦
淮｣

を
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
こ
の
詩
の
趣
向
を
意
識
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。｢

江
城｣

は
、
本

来
川
そ
ば
の
町
の
意
。｢

松
江
城｣

を
縮
め
た
言
葉
で
は
あ
ろ
う
が
、
建
物
の
松
江
城
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
い
。
唐
、
崔�

『

襄
陽
早

秋
。
岑
侍
郎
に
寄
す』

｢

江
城
秋
気
早
し｣

。
元
、
王�

『

満
江
紅』

其
六

｢
緑
は
江
城
に
暗
く
洞
府
多
し｣

。
承
句
。｢

滑
滑｣

は
、
ぬ
か

る
み
状
態
。
范
成
大

『

不
寐』

｢

滑
滑
と
し
て�
を
履
む
を
病
む｣

。｢

泥
途

(

塗)｣
、『

春
秋
左
氏
伝』

襄
公
三
十
年

｢

吾
子
を
し
て
辱
く

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

二)
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も
泥
塗
に
在
ら
使
む
る
こ
と
久
し
矣｣

。
低
い
地
位
等
の
含
意
を
こ
め
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
単
に
ど
ろ
み
ち
の
こ

と
。｢

不
可
行｣

、
李
白

『

横
江
詞』

其
五

｢

此
く
の
如
き
風
波
行
く
可
か
ら
ず｣

。
転
句
。｢

遠
村｣

、
白
居
易

『�
を
贖
う』

｢

之
を
挈
り

て
遠
村
よ
り
来
る｣

。｢

先
有
雪｣

、
孔
平
仲

『

登
州
太
守
の
城
を
出
づ
る
を
送
る
。
馬
上
の
作』

｢

青
嶂
空
に
倚
り
て
先
ず
雪
有
り｣

。
結

句
。｢
街
頭｣
、
杜
甫

『�
側
行』

｢

街
頭
の
酒
価
常
に
貴
き
に
苦
し
む｣

。｢

処
処｣

は
、
ど
こ
も
か
し
こ
も
。｢

と
こ
ろ
ど
こ
ろ｣

で
は
な

い
。
孟
浩
然

『
春
暁』

｢

処
処
啼
鳥
を
聞
く｣

。｢

山
鯨｣

は
、
日
本
語
の

｢

や
ま
く
じ
ら｣

。
獣
肉
を
食
べ
る
の
を
忌
ん
で
、
い
の
し
し
を

い
い
か
え
た
も
の
。
山
地
に
雪
が
降
る
と
、
い
の
し
し
が
里
に
お
り
て
き
て
、
肉
の
供
給
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(

20)

街
上
人
呼
河
洛
行

街が
い

上
じ
よ
う

人ひ
と

は
呼よ

ぶ

河か

洛ら
く

行こ
う

竈
頭
沸
沸
煖
煙
生

竈そ
う

頭と
う

沸ふ
つ

沸ふ
つ

と
し
て

煖だ
ん

煙え
ん

生
し
よ
う
ず

硝
灯
影
白
往
来
断

硝
し
よ
う

灯と
う

影か
げ

白し
ろ

く
し
て

往お
う

来ら
い

断た

ゆ

風
鐸
霜
寒
夜
半
声

風ふ
う

鐸た
く

霜し
も

寒さ
む

し

夜や

半は
ん

の
声こ

え

通
り
で
、
客
が
そ
ば
屋
を
呼
ん
で
い
る
。
か
ま
ど
は
ぐ
ら
ぐ
ら
と
煮
え
た
ぎ
っ
て
、
湯
気
が
で
て
い
る
。
他
に
行
き
来
す
る
人
も
い
な

い
道
に
、
屋
台
の
ガ
ラ
ス
灯
が
、
白
い
光
を
投
げ
か
け
る
。
真
夜
中
、
屋
台
の
風
鈴
に
、
霜
が
降
っ
て
、
い
か
に
も
寒
そ
う
な
音
を
た
て

て
い
る
。

起
句
。
日
本
の
蕎
麦
に
あ
た
る
麺
を
、
中
国
北
方
で
は

｢��｣
(

ホ
ー
ラ)

と
い
う
。
当
て
字
と
し
て
、｢

河
洛｣

｢

河
漏｣

を
使
う
。

元
、
王
禎
の

『

農
書』

に
、
蕎
麦
に
つ
い
て
、｢

或
い
は
湯
餅
を
作
り
、
之
を
河
漏
と
謂
う｣

と
あ
る
。
王
士�

『

池
北
偶
談』

｢

今
斉
魯

の
間
蕎
麦
を
以
て
麺
を
作
り
て
食
う
。
河
洛
と
名
づ
く｣

。
こ
の
よ
う
な
知
識
が
、
ど
こ
か
ら
日
本
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
し
て
ど
の
よ

う
に
流
通
し
て
い
っ
た
か
、
不
思
議
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
江
戸
時
代
に
は
蕎
麦
の
こ
と
を｢

河
洛｣

｢

河
漏｣

と
い
っ
て
い
た(『

国』)

。

大
森
惟
中
は

｢

河
洛｣

を

｢

河
漏｣

に
変
え
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。｢
河
洛｣

は
詩
文
で
は
、
黄
河
、
洛
水
を
指
す
の
が
一
般
だ
か

ら
か
、
当
時
は

｢

河
漏｣

の
方
が
使
用
頻
度
が
高
か
っ
た
の
か
、
或
い
は
由
緒
正
し
い
言
葉
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
六



(『

国』

の

｢

河
漏｣

と
い
う
中
国
の
地
名
に
よ
る
と
い
う
語
源
説
は
不
審)

｢

行｣

は
、
ま
ち
に
行
列
の
ご
と
く
並
ぶ
こ
と
か
ら
店
の
意

味
で
用
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
平
水
韻
で
は
、
下
平
七
陽
で
、
下
平
八
庚
の

｢

生｣
｢

声｣

と
韻
が
あ
わ
な
い
。｢

ゆ
く｣

の
意
な
ら
ば
、

下
平
八
庚
で
韻
が
合
う
の
だ
が
、
解
釈
が
難
し
い
。
但
し
、
宋
詩
以
来
、
起
句
の
韻
を
わ
ざ
と
は
ず
す
、
鄰
韻
と
い
う
作
法
が
あ
り
、
そ

れ
を
意
識
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
芸
術
と
し
て
意
味
が
あ
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
日
本
漢
詩
で
は
、
無
名
の
詩
人
で
あ
っ
て
も

手
の
込
ん
だ
レ
ト
リ
ッ
ク
を
弄
す
る
こ
と
が
多
い
。
承
句
。｢

竈
頭｣

は
こ
の
二
字
で
か
ま
ど
。
頭
は
助
字
。
或
い
は
、｢

江
頭｣

同
様
、

か
ま
ど
の
あ
た
り
と
解
釈
す
べ
き
か
。
宋
、
徐
積『

山
館
に
宿
る』

｢

飢
児
先
ず
上
ぐ
竈
頭
燈｣

。
王
夫
之『

熱』
｢

他
の
冷
竈
頭
に
禁
う｣

。

俗
語
ら
し
く
、
中
国
の
詩
に
は
あ
ま
り
古
い
用
例
が
な
い
が
、
か
え
っ
て
我
が
菅
原
道
真
が
用
い
て
い
る
。『

雨
夜』

｢

況
ん
や
復
た
厨
児

訴
う
、
竈
頭
爨
煙
断
つ
と｣

(『

国』)

。｢

沸
沸｣

、『

山
海
経
・
西
山
経』

｢

其
の
源
は
沸
沸
湯
湯｣

。｢

沸｣

の
漢
音
は

｢

ヒ｣

で
あ
る
が
、

慣
用
音
に
従
っ
た
。｢

煖
煙｣
、
鄭
谷

『

曲
江
春
草』
｢

花
は
江
堤
に
落
ち
、
暖
烟
を
蔟
む｣

(｢

暖
烟｣

は

｢

煖
煙｣

に
同
じ)

。
元
、
王�

『

厳
州
道
中』

｢

叢
叢
た
る
呉
岫
煖
煙
生
ず｣

。
但
し
こ
れ
ら
の
用
例
中
の

｢

煙｣

は
も
や
。
転
句
。｢

硝
子｣

は
、
も
と
は
硝
石

(

但
し
現

在
の
所
謂
硝
石
以
外
の
鉱
石
も
含
む)
を
用
い
て
作
っ
た
ガ
ラ
ス
。(

明
、
曹
昭『

格
古
要
論』)

。｢

硝
灯｣

は
ガ
ラ
ス
で
囲
っ
た
照
明
具
。

明
治
初
期
、
お
そ
ら
く
西
洋
風
物
の
そ
れ
に
名
付
け
た
日
本
語
。(『

国』

参
照)

｢

影｣

は
光
。｢

往
来
断｣

は
日
本
語
的
発
想
か
。
結
句
。

｢

風
鐸｣

、
江
戸
時
代
の
そ
ば
の
屋
台
は
風
鈴
が
取
り
付
け
て
あ
り
、｢

風
鈴
そ
ば｣

と
呼
ば
れ
た
そ
う
だ
。(『

国』)

こ
こ
で
は
平
仄
の
関

係
で

｢

風
鐸｣

を
用
い
た
。｢

風
鐸｣

だ
と
、
寺
の
屋
根
に
ぶ
ら
下
が
る
大
き
な
物
が
思
い
浮
か
ぶ
か
も
し
れ
な
い
が
、
形
状
か
ら
い
え

ば
、｢

風
鈴｣

は

｢

鈴｣

で
は
な
く
、
小
さ
な

｢

風
鐸｣
と
呼
ぶ
方
が
む
し
ろ
ふ
さ
わ
し
い
。
結
句
、
張
継

『

楓
橋
夜
泊』

｢

月
落
ち
烏
啼

い
て
霜
天
に
満
つ｣

、｢

夜
半
の
鐘
声
客
船
に
到
る｣

を
意
識
す
る
で
あ
ろ
う
。
高
尚
な
詩
境
を
、
卑
俗
化
す
る
お
も
し
ろ
さ
を
狙
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
詩
の
大
森
惟
中
の
評
、

賤
商
入
詩
、
才
思
沸
沸
。

賤せ
ん

商
し
よ
う

詩し

に
入い

る
、
才さ

い

思し

沸ふ
つ

沸ふ
つ

た
り
。

賎
し
い
露
天
商
を
詩
の
題
材
に
す
る
と
は
、
そ
れ
こ
そ
エ
ス
プ
リ
が
ぐ
ら
ぐ
ら
と
煮
え
た
ぎ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。｢

才
思｣

は
文

才
。『

後
漢
書
・
文
苑
・
禰
衡』

｢

並
び
に
其
の
才
思
を
極
む｣

。
白
居
易

『

首
夏
南
池
独
酌』

｢

境
は
勝
る
る
も
才
思
は
劣
る｣

。｢

沸
沸｣

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

二)
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は
原
詩
の
表
現
を
受
け
た
し
ゃ
れ
の
つ
も
り
で
あ
ろ
う
。｢

賤
商｣

は
、
商
人
一
般
が
士
農
工
商
の
最
低
に
位
置
す
る
と
い
う
意
味
合
い

も
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
店
を
持
た
な
い
露
天
商
や
屋
台
商
を
、
商
人
の
中
で
も
更
に
低
位
の
も
の
と
し
て
お
と
し
め
て
い
っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

(

21)

絃
管
筵
収
伴
後
房

絃げ
ん

管か
ん

の

筵
む
し
ら
は
収お

さ

め
ら
れ

後こ
う

房ぼ
う

に
伴

と
も
な
う

癡
情
擬
学
両
鴛
鴦

癡ち

情
じ
よ
う

学ま
な

ば
ん
と
擬ほ

つ

す

両
り
よ
う

鴛え
ん

鴦お
う

朱
唇
先
試
相
思
草

朱し
ゆ

唇し
ん

先ま

ず
試

こ
こ
ろ

み
る

相そ
う

思し

草そ
う

分
与
餘
煙
笑
属
郎

餘よ

煙え
ん

を

分ふ
ん

与よ

し
て

笑わ
ら

い
て
郎ろ

う

に
属す

す

む

三
味
線
や
笛
が
鳴
り
響
い
た
宴
会
も
終
わ
り
、
奥
の
部
屋
に
客
を
連
れ
て
い
く
。
痴
情
の
沙
汰
、
二
匹
の
お
し
ど
り
の
姿
を
ま
ね
よ
う

と
す
る
。
女
は
ま
ず
世
に
思
い
草
と
呼
ば
れ
る
煙
草
を

(

キ
セ
ル
に
詰
め
て)

紅
い
唇
に
咥
え
て
吸
う
。
そ
れ
か
ら
、
吸
い
残
し
を
、
男

に
笑
い
な
が
ら
す
す
め
る
。

起
句
。｢

絃
管｣

は
、
弦
楽
器
と
管
楽
器
、
凡
そ
音
楽
の
総
称
。
崔
亘

『

春
愁』

｢

愁
え
来
た
り
て
弦
管
を
理
す｣

。｢

絃｣

、｢

弦｣

は
古

代
よ
り
通
用
。｢

筵
収｣

は
、
宴
を
行
う
む
し
ろ
が
片
付
け
ら
れ
て
、
宴
が
終
わ
る
こ
と
。
姚
合

『

馬
戴
の
下
第
し
て
客
遊
す
る
を
送
る』

｢

人
起
ち
て
筵
収
め
ら
る
る
も�
未
だ
空
か
ず｣

。｢

後
房｣
、
後
ろ
の
方
の
部
屋
と
は
、
本
来
妻
妾
の
住
む
場
所
。
こ
こ
で
は
妓
女
と
寝
る

と
こ
ろ
。『

史
記
・
魏
其
武
安
侯
列
伝』

｢

後
房
の
婦
女
百
を
以
て
数
う｣

。
承
句
。｢

癡
情｣

、
俗
文
学
で
は
、
日
本
語
の

｢

癡

(

痴)

情｣

と
ほ
ぼ
同
様
に
使
う
。
洪
昇

『

長
生
殿』

｢

只
だ
一
点
の
那
の
癡
情
有
り
、
愛
河
沈
み
て
未
だ
醒
め
ず｣

。｢

鴛
鴦｣

は
、
男
女
特
に
夫
婦

の
愛
の
象
徴
。�
信

『

人
に
代
わ
り
て
往
く
を
傷
む』

其
一

｢

相
思
樹
下
両
鴛
鴦｣

。
転
句
。｢

朱
唇｣

、
宋
玉

『

神
女
賦』

｢

朱
唇
的
と
し

て
其
れ
丹
の
若
し｣

。｢

相
思
草｣

は
、
其
の
名
は
早
く
任�

『

述
異
記』
に
見
え
る
が
、
こ
こ
は
近
世
に
流
入
し
た
煙
草
の
別
名
。
清
、

沈
穆

『

本
草
洞
詮』

｢

煙
草
は
、
一
名
相
思
草
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
人
之
を
食
ら
え
ば
、
則
ち
時
時
思
想
し
、
離
る
る
能
わ
ざ
る
也｣

。
煙

草
に
対
す
る
愛
を
、
男
女
の
愛
に
掛
け
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
結
句
。｢

分
与｣

、
陸
亀
蒙

『

酒
に
中
る』

｢

愁
え
て
は
応
に

一
八



平
子
分
与
す
べ
し｣

。｢

与｣

の
後
に
は
、
与
え
た
相
手

(

・
・
・
に)

が
続
く
の
が
普
通
の
言
い
方
。
釈
斉
己

『

人
の
紙
を
恵
ま
る
る
に

謝
す』

｢

能
く
貝
葉
に
書
く
僧
に
分
与
す｣

。
こ
こ
は
、
直
接
目
的
語(

・
・
・
を)

の｢

餘
煙｣

を
配
し
た
。｢

餘(

余)

煙(

烟)｣

は
、

本
来
は
消
え
そ
う
で
消
え
な
い
も
や
。
顧
況

『

歌
い
て
独
孤
助
を
送
る』
｢

緑
嶼
餘
煙
に
没
す｣

。
妓
女
が
自
分
の
の
ん
だ
煙
草
の
残
り
を

客
に
勧
め
る
こ
と
を
分
け
与
え
る
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
廓
で
は
、
煙
草
の
や
り
と
り
が
、
粋
な
風
俗
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う

が
、
訳
者
は
こ
の
辺
り
の
事
情
に
疎
い
。
中
国
で
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。｢

属｣

は
、
本
来
、
酒
を
つ
い
で
勧
め
る
こ
と
。『

儀
礼
・
士

昏
礼』

｢

三
た
び
尊
に
属

(

そ
そ)

ぐ｣

。
韓
愈

『

八
月
十
五
夜
張
功
曹
に
贈
る』

｢

一
盃
相
い
属
む
君
当
に
飲
む
べ
し｣

。
煙
草
は
そ
そ
ぐ

も
の
で
は
な
い
が
、
流
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

大
森
惟
中
の
評
、

初
会
情
致
如
観
、
不
知
当
夜
烟
量
如
何
。

初し
よ

会か
い

の
情

じ
よ
う
致ち

観み

る
が
如ご

と

し
、
知し

ら
ず

当と
う

夜や

の
烟え

ん

量
り
よ
う

如い

何か

ば
か
り
な
る
か

を
。

初
会
の
様
子
が
目
の
当
た
り
に
見
え
る
よ
う
だ
。
そ
の
夜
ど
の
く
ら
い
の
量
の
た
ば
こ
を
す
っ
た
こ
と
か
。｢

初
会｣

は
、
日
本
語
。

客
が
遊
女
を
初
め
て
尋
ね
る
こ
と

(『

国』)
。｢

情
致｣

は
、
お
も
む
き
、
興
趣
。
劉
義
慶

『

世
説
新
語
・
文
学』

｢

甚
だ
情
致
有
り｣

。

｢

如
観｣

は
、
日
本
語
の
発
想
の
よ
う
に
思
う
。｢
煙
量｣

は
、｢

酒
量｣

な
ど
に
擬
え
た
造
語
で
あ
ろ
う
。

(

22)�
碗
陶
杯
漫
献
酬�じ

碗わ
ん

陶と
う

杯は
い

漫そ
ぞ

ろ
に
献け

ん

酬
し
ゆ
う
す

俗
人
何
解
愛
嬌
喉

俗ぞ
く

人じ
ん

何な
ん

ぞ
解か

い

せ
ん

嬌
き
よ
う

喉こ
う

を
愛あ

い

す
る
を

此
間
尤
厭
殺
風
景

此こ

の
間か

ん

尤
も
つ
と

も
厭い

と

う

殺さ
つ

風ぷ
う

景け
い

酔
漢
頻
争
豁
指
頭

酔す
い

漢か
ん

頻し
き

り
に
争

あ
ら
そ
い
て

指し

頭と
う

を
豁か

つ

す

気
が
乗
ら
な
く
て
、
お
酒
も
い
い
加
減
に
つ
ぎ
つ
つ
が
れ
つ
し
て
い
る
だ
け
。
だ
っ
て
、
つ
ま
ら
な
い
や
つ
ら
に
私
の
美
声
の
ど
こ
が

よ
い
か
わ
か
る
も
ん
で
す
か
。
こ
こ
の
無
粋
な
雰
囲
気
大
っ
嫌
い
。
酔
っ
ぱ
ら
い
は
、
大
声
出
し
て
争
っ
て
拳
を
打
っ
て
い
る
し
。

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

二)

一
九



起
句
。｢�(
磁)

碗｣

、｢

陶
杯｣

は
、
あ
ま
り
用
例
を
見
出
せ
な
い
。｢

磁
碗｣

は
、
磁
器
の
お
わ
ん
に
は
違
い
な
い
が
、
明
治
に
出

来
た
言
葉
ら
し
い
。(『

国』)

。｢

陶
杯｣

は
、
和
語

｢

す
え
つ
き｣

を
漢
語
化
し
た
の
で
は
な
い
か
。
多
く
の
辞
書
で
は

｢

陶
坏｣

の
二

字
を
当
て
る
。｢

陶
杯｣

｢

陶
製
の
さ
か
づ
き｣

と
い
う
だ
け
で
は
、
高
級
感
も
な
く
、
詩
語
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
が
、
和
語
の

｢

す
え
つ

き｣

な
ら
ば
、｢

か
わ
ら
け｣

等
と
同
様
、
実
際
に
使
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
酒
宴
と
い
え
ば
、
つ
き
も
の
の
飲
食
器
。
日
本
語

で
は
、
古
来
、
酒
宴
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。(『

国』

参
照)

あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
ず
、
沢
山
の
酒
杯
が
交
わ
さ
れ
た
と
い
う
程

度
の
解
釈
で
よ
い
だ
ろ
う
。｢

献
酬｣

、『

詩
経
・
小
雅
・
楚
茨』
｢

献�
交
ご
も
錯
る｣

。｢�｣

は｢

酬｣

と
同
じ
。
陶
潜『

斜
川
に
遊
ぶ』

｢

満
を
引
き
て
更
に
献
酬
す｣

。
承
句
。｢

俗
人｣

、『

荀
子
・
儒
効』

｢

学
問
せ
ず
、
正
義
無
く
、
富
利
を
以
て
隆
し
と
為
す
は
、
是
れ
俗
人

な
る
者
也｣

。｢

嬌
喉｣

、
高
啓

『

教
坊
の
旧
妓
郭
芳
卿
の
弟
子
陳
氏
の
歌
を
聴
く』

｢

共
に
聴
く
嬌
喉
一
鶯
囀
る
を｣

。
転
句
。｢

殺
風
景｣

、

伝
李
商
隠

『

義
山
雑
纂』

に

｢
殺
風
景｣

の
項
目
が
あ
る
。
蘇
軾

『

林
子
中
の
春
日
新
堤

事
を
書
い
て
寄
せ
見
る
る
に
次
韻
す』

｢

為

に
報
ず
年
来
殺
風
景｣

。
結
句
。｢
酔
漢｣

、
劉
克
荘

『

三
月
二
十
五
日
方
校
書
の
園
に
飲
む
。
十
絶』

其
八

｢

乍

(

む
し)

ろ
生
前
に
酔

漢
と
称
す
る
も
、
也
た
死
後
愚
公
と
謚
す
る
に
勝
ら
ん｣

。｢

豁
指
頭｣

は
、｢

豁
拳｣

の
こ
と
。
明
、
李
日
華

『

六
研
斎
筆
記』

｢

俗
に
飲

む
と
き
手
指
の
屈
伸
を
以
て
相
い
博
す
、
之
を
豁
拳
と
い
う｣

。
宴
会
の
ゲ
ー
ム
。
二
人
で
、
任
意
の
数
の
指
を
突
き
出
し
て
、
そ
の
和

を
当
て
あ
う
。
負
け
た
方
が
罰
杯
を
飲
む
。
現
代
の
中
国
で
も
、
普
通
に
行
わ
れ
て
、
大
変
な
騒
ぎ
で
あ
る
。｢

豁｣

は
、
手
を
開
く
と

い
う
方
向
の
動
詞
で
あ
ろ
う
が
、
俗
語
な
の
で
当
て
字
に
過
ぎ
な
い
。
現
代
漢
語
で
は

｢

劃

(�)｣
字
を
用
い
る
。

大
森
惟
中
は
眉
批
で
、

争
豁
改
挑
拇
如
何
。

｢

争そ
う

豁か
つ｣

を

｢

挑
ち
よ
う

拇ぼ｣
に
改

あ
ら
た

む
る
は
如い

何か
ん

。

｢

争
豁｣

を

｢

挑
拇｣

に
改
め
て
は
ど
う
か
。
結
句
を

｢

酔す
い

漢か
ん

頻し
き

り
に
挑い

ど

む

拇ぼ

指し

頭と
う｣

に
変
え
よ
と
勧
め
る
が
、
不
審
。｢

挑
拇
指｣

は
、
拳
を
握
っ
た
ま
ま
親
指
を
た
て
る
こ
と
で

(

こ
の
場
合

｢

挑｣
は
上
声
で
平
仄
が
合
わ
な
い
が)

相
手
を
ほ
め
る
動
作
。
妓
女
を
大

げ
さ
に
ほ
め
た
た
え
る
と
い
う
こ
と
か
。
あ
る
い
は
、
当
時
の
廓
で
は
親
指
を
用
い
た
拳
遊
び
が
あ
っ
た
の
か
。(

そ
の
場
合
は

｢

い
ど

む｣

と
訓
ず
る
か)

単
に
、｢

豁
拳｣

の
語
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
何
か
作
者
と
評
者
と
の
間
に
食
い
違
い
が

あ
り
そ
う
だ
。

二
〇



(
23)

香
夢
驚
醒
客
下
楼

香こ
う

夢む

驚
き
よ
う

醒せ
い

し
て

客
き
や
く

楼ろ
う

を
下く

だ

る

佳
人
相
送
説
離
愁

佳か

人じ
ん

相あ

い
送お

く

り
て

離り

愁
し
ゆ
う
を
説と

く

低
声
更
就
耳
辺
語

低て
い

声せ
い

更さ
ら

に

耳じ

辺へ
ん

に
就つ

き
て

語か
た

る

果
是
明
宵
能
到
不

果は
た

し
て
是こ

れ

明
み
よ
う

宵
し
よ
う

能よ

く
到い

た

る
や
不い

な

や

う
ま
い
の
夢
を
見
て
い
た
の
に
、
驚
き
さ
め
て
、
客
は
妓
楼
を
降
っ
て
帰
っ
て
い
く
。
美
女
が
見
送
り
に
出
て
、
別
れ
る
の
が
寂
し
い

わ
と
い
う
。
そ
し
て
、
小
声
で
耳
元
に
囁
く
の
だ
。
ほ
ん
と
に
、
明
日
の
晩
も
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
れ
る
わ
よ
ね
・
・
・
。

起
句
。｢

香
夢｣

、
武
元
衡

『
春
興』

｢

春
風
一
夜
香
夢
を
吹
く｣

。｢

驚
醒｣

、
陳
維�

『

遙
か
に
雲
臣
の
秋
夜
雑
劇
を
演
ず
る
を
観
る
の

作
に
和
す』

｢

夢
遊
び
て
驚
醒
し
て
記
し
難
し｣

。｢

下
楼｣

、
李
白

『

魯
の
中
都
東
楼
に
て
酔
い
て
起
く』

｢

楼
を
下
る
時
を
省
せ
ず｣

。
承

句
。｢

佳
人｣

、
宋
玉

『

登
徒
子
好
色
賦』
｢

天
下
の
佳
人
は
、
楚
国
に
若
く
は
莫
し｣

。｢

相
送｣

は
、｢

送｣

を
二
文
字
に
引
き
伸
ば
し
た

言
い
方
。｢

相｣

は
、｢

一
緒
に｣

で
は
な
く
て
、
送
る
送
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
相
互
関
係
が
生
じ
た
と
き
に
用
い
ら
れ
る
。
李
白

『

金
陵
酒
肆
留
別』

｢

金
陵
の
子
弟
来
た
り
て
相
送
る｣

。｢

離
愁｣

、
林
逋

『

寄
せ
て
昌
符
に
和
す』

｢

離
愁
写
す
可
か
ら
ず｣

。
范
成
大

『

合
江
を
発
し
て
数
里
。
楊
商
卿
諸
公
に
寄
す』

｢
分
か
る
る
に
臨
ん
で
意
に
満
ち
離
愁
を
説
く｣

。
転
句
。｢

低
声｣

、｢

ひ
く
い｣

声
と
い

う
の
は
、
人
に
聞
か
れ
ぬ
よ
う
に
し
ゃ
べ
る
小
声
の
こ
と
。
朱
慶
餘

『

閨
意』

｢

粧
い
罷
り
て
低
声
も
て
夫
壻
に
問
う｣

。｢

耳
辺｣

、
杜
甫

『

奉
先
劉
少
府
の
新
た
に
画
け
る
山
水
障
の
歌』

｢

耳
辺
已
に
清
猿
を
聞
く
に
似
た
り｣

。
結
句
。｢

果｣

は
、
暗
に
期
待
し
た
と
お
り
に
の

意
。
期
待
す
る
と
き
は
、
実
現
に
対
し
て
多
く
不
安
で
あ
る
か
ら
、｢

い
っ
た
い
ぜ
ん
た
い｣

と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
後
に
疑
問
文
が
続

く
こ
と
が
多
い
。｢

不｣

は
、
下
平
十
一
尤
韻
。
も
と
は
反
復
疑
問
文
を
作
る
が
、
肯
定
の
答
え
を
予
想
す
る
疑
問
文
に
用
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
日
本
語
の

｢

か｣

と
ほ
ぼ
同
様
の
用
法
で
あ
る
。

(

24)

昨
夜
燈
前
約
偕
老

昨さ
く

夜や

燈と
う

前ぜ
ん

に

偕か
い

老ろ
う

を
約や

く

す

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

二)

二
一



無
端
好
夢
至
巫
山

端は
し

無な

く
も

好こ
う

夢む

巫ふ

山ざ
ん

に
至い

た

る

朝
来
頻
被
同
儕
艶

朝
ち
よ
う

来ら
い

頻し
き

り
に

同ど
う

儕さ
い

に
艶

う
ら
や

ま
る

繊
指
新
穿
瑪
瑙
環

繊せ
ん

指し

新あ
ら

た
に
穿う

が

つ

瑪め

瑙の
う

の
環わ

(

自
注)
瑪
瑙
、
松
江
物
産
。

瑪め

瑙の
う

は
、
松ま

つ

江え

の
物ぶ

つ

産さ
ん

。

昨
夜
彼
氏
と
明
か
り
の
下
で
共
白
髪
を
誓
い
合
い
、
思
い
が
け
ず
、
一
緒
に
あ
の
巫
山
に
ま
で
い
っ
た
か
の
よ
う
な
い
い
夢
を
み
る
こ

と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
今
朝
、
朋
輩
ど
も
に
会
う
毎
に
何
遍
も
う
ら
や
ま
し
が
ら
れ
る
。
瑪
瑙
の
指
輪
が
私
の
細
い
指
に
は
ま
っ
て
い

る
の
を
見
つ
け
ら
れ
て
。

起
句
。｢

偕
老｣

、『

詩
経
・�
風
・
撃
鼓』

ま
た

『

鄭
風
・
女
曰
鶏
鳴』

｢

子
と
偕
に
老
い
ん｣

。
後
に
も
っ
ぱ
ら
夫
婦
に
つ
い
て
い
う

よ
う
に
な
っ
た
。
承
句
。｢

無
端｣
は
、
端
緒
と
な
る
理
由
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
意
外
、
予
想
外
な
感
じ
を
表
す
。
李
商
隠

『

錦

瑟』
｢

錦
瑟
端
無
く
も
五
十
鉉｣

。
転
句
。｢

朝
来｣

は
、｢

朝｣

を
二
文
字
に
引
き
伸
ば
し
た
も
の
。
劉
義
慶

『

世
説
新
語
・
簡
傲』

｢

西

山
朝
来
、
爽
気
有
る
を
致
す｣

。｢

同
儕｣
は
、『

春
秋
左
氏
伝』

僖
公
二
十
三
年
に

｢

晋
鄭
は
同
儕
な
り｣

と
あ
る
。
後
に
は
同
輩
、
仲

間
を
広
く
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。｢

巫
山｣

、
楚
の
懐
王
が
、
夢
で
巫
山

(

現
四
川
省)

の
神
女
と
契
っ
た
故
事
か
ら
、
男
女
の
情
交
を

｢

巫
山
の
夢｣

と
い
う
。(

宋
玉

『

高
唐
賦』)

。｢
艶｣
は
、
美
し
い
が
本
義
だ
が
、
美
し
い
と
み
な
す
意
、
す
な
わ
ち
羨
む
、
慕
う
意
に

広
が
っ
た
。『

淮
南
子
・
精
神
篇』

｢

献
公
驪
姫
を
艶
む｣
。｢

艶
と
せ
ら
る｣

と
訓
じ
て
、
指
輪
を
は
め
た
姿
が
美
し
い
と
ほ
め
ら
れ
る
と

解
釈
し
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
結
句
。｢

繊
指｣

は
、
主
に
女
性
の
細
い
指
。�
康

『

琴
賦』

｢

繊
指
を
飛
ば
し
て
以
て
馳�
す｣

。

李
白

『

鳳
笙
篇』
｢

更
に
嘆
く
別
調
繊
指
に
流
る
る
を｣

。｢

新｣
は
、(

直
前
に)

・
・
・
し
た
ば
か
り
。｢

穿｣

は
、
衣
服
な
ど
を
、
身

に
つ
け
る
こ
と
。
穴
を
あ
け
る
が
如
く
着
用
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
世
説
新
語
・
雅
量』

｢�
几
上
に
堕
つ
。
頭
を
以
て
就
い
て
穿
取
す｣

。

｢

環｣

は
、｢

指
環

(

鐶)｣

。『

晋
書
・
大
宛
伝』

｢

其
の
俗
、
婦
を
娶
る
に
、
先
ず
同
心
の
指
鐶
を
以
て
娉
と
為
す｣

。
国
、
時
代
を
問
わ

ず
、
愛
の
誓
い
の
証
拠
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

自
注
。
瑪
瑙
は
松
江
の
特
産
。
瑪
瑙
は
古
代
よ
り
出
雲
で
生
産
さ
れ
た
。
正
式
な
鉱
物
名
は
碧
玉
。
た
だ
し
、
現
在
の
瑪
瑙
細
工
は
江

二
二



戸
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
復
興
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。(『

島
根
県
大
百
科
事
典』

山
陰
中
央
新
報
社

一
九
八
二)

石
の
原
産
地
は
玉

造
だ
が
、
加
工
、
販
売
は
松
江
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
曹
丕
に『

瑪
瑙
勒
賦』

あ
り
。｢

物
産｣

、
左
思『

呉
都
賦』

｢

物
産
殷
充
す｣

。

中
国
の
地
方
志
に
は
必
ず

｢

物
産｣

の
項
目
あ
り
。

大
森
惟
中
の
眉
批
、

実
況
実
叙
。

実じ
つ

況
き
よ
う

実じ
つ

叙じ
よ

。

目
の
前
で
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
リ
ア
ル
に
述
べ
て
い
る
。｢

実
況｣

、
実
際
の
情
況
の
意
で
あ
ろ
う
が
、
古
い
用
例
が
少
な
い
。

｢

実
叙｣

は
、
詩
の
批
評
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
用
語
。
例
え
ば
、
仇
兆
鼇『

杜
詩
詳
注』

『

望
嶽』

の
注
に｢

上
六
は
実
叙
、
下
二
は
虚�｣

と
あ
り
、
虚
構
的
な
、
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
書
き
方
に
対
し
て
、
現
実
を
そ
の
ま
ま
に
書
く
こ
と
。
廓
に
何
遍
も
泊
ま
っ
た
経
験
が

な
け
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
妓
女
達
の
有
様
を
如
実
に
は
書
け
ま
い
、
と
い
う
揶
揄
の
気
持
ち
が
裏
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

(

25)

傷
郎
至
竟
憶
郎
情

郎ろ
う

を
傷い

た

む
は

至し

竟
き
よ
う

郎ろ
う

を
憶お

も

う
情

じ
よ
う

只
願
莫
違
三
世
盟

只た

だ
願ね

が

う

違た
が

う
莫な

か

れ

三さ
ん

世せ
い

の
盟ち

か

い
に

私
語
未
終
天
欲
暁

私し

語ご

未い
ま

だ
終お
わ

ら
ざ
る
に

天て
ん

暁あ

け
ん
と
欲ほ
つ

す

生
憎
善
導
寺
鐘
声

生あ
や

憎に
く

な
り

善ぜ
ん

導ど
う

寺じ

の
鐘か

ね

の
声こ

え

(

自
注)

善
導
寺
、
松
江
寺
院
之
名
。

善ぜ
ん

導ど
う

寺じ

は
、
松ま

つ

江え

の
寺じ

院い
ん

の
名な

な
り
。

あ
な
た
を
怨
む
気
持
ち
は
結
局
は
あ
な
た
を
慕
う
心
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
。
ど
う
か
お
願
い
。
三
世
の
誓
い
を
や
ぶ
っ
ち
ゃ
だ
め
よ
。

ひ
そ
か
ご
と
終
わ
ら
ぬ
う
ち
に
は
や
明
け
方
。
に
く
っ
た
ら
し
い
た
ら
あ
り
ゃ
し
な
い
、
善
導
寺
の
鐘
の
声
。

起
句
。｢

傷｣

字
不
審
。｢

あ
な
た

(

の
気
持
ち)

を
き
ず
つ
け
る｣
。｢
あ
な
た
を
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
う｣

等
は
そ
ぐ
わ
な
い
。｢

い

た
む｣

と
訓
じ
て
、
心
が
傷
つ
け
ら
れ
て
、
悲
し
く
思
う
方
向
で
解
釈
し
た
。｢
至
竟｣

は
、｢

畢
竟｣

に
同
じ
。
い
ろ
い
ろ
経
緯
事
情
が

あ
っ
て
も
結
局
の
と
こ
ろ
。
杜
牧

『

桃
花
夫
人
廟
に
題
す』

｢

至
竟
息
亡
ぶ
る
は
底
事
に
か
縁
る｣

。｢

憶｣

は
、
思
い
や
る
。『

子
夜
歌』

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

二)

二
三



(『

楽
府
詩
集』

所
収)

｢

郎
を
憶
う
須
べ
か
ら
く
寒
服
す
べ
し｣

。
承
句
。｢

三
世
盟｣

は
、
現
在
過
去
未
来
三
世
に
渡
る
愛
情
の
こ
と
で
、

日
本
語
で
あ
ろ
う
。
本
当
は
、
男
女
の
愛
は

｢

二
世｣

の
誓
い
で
、｢

三
世｣

は
、
君
臣
間
の
誓
い
に
該
当
す
る
の
だ
が
、
前
世
か
ら
来

世
に
至
る
深
い
結
び
つ
き
と
い
う
こ
と
で
、
か
く
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
多
く

｢

さ
ん
ぜ｣

と
読
む
。
転
句
、｢

私
語｣

と
い
え
ば
、
白

居
易『
長
恨
歌』

｢

夜
半
人
無
く
私
語
す
る
時｣

。｢

天
欲
暁｣

、
杜
牧『

閨
情
代
作』

｢

遙
か
に
戍
楼
を
望
め
ば
天
暁
け
ん
と
欲
す｣

。
結
句
、

｢

生
憎｣

は
、
口
語
的
。
盧
照
鄰

『

長
安
古
意』

。｢

生
憎
な
り
帳
額
に
孤
鸞
を
繍
す｣

。
結
句
は
、
リ
ズ
ム
が
く
ず
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

白
居
易
の

『

香
鑪
峯
下
、
新
た
に
山
居
を
卜
す
。
草
堂
初
め
て
成
る
。
偶
ま
東
壁
に
題
す』

そ
の

『

重
題』

其
三

｢

遺
愛

寺
鐘

欹
枕

聴｣

。(

遺
愛
寺
の
鐘
は
枕
を
欹
て
て
聴
く)

に
倣
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
張
継

『

楓
橋
夜
泊』

｢

夜
半
の
鐘
声
客
船
に
至
る｣

。｢

善
導
寺｣

は
、
和
多
見
町
に
あ
る
寺
。
当
時
の
遊
廓
の
南
に
位
置
す
る
。
現
存
。

咏
声
妓

原
六
十
首

声せ
い

妓ぎ

を
咏よ

む

原げ
ん

六ろ
く

十じ
つ

首し
ゆ

こ
こ
か
ら
が
、
松
江
の
妓
女
を
題
材
に
し
た
作
品
と
な
る
。
原
本
六
十
首
あ
っ
た
う
ち
の
、
二
十
六
首
を
存
す
る
。
殆
ど
が
、
妓
女
達

の
名
前
を
、
詩
の
中
に
詠
み
込
む
趣
向
で
あ
る
。
妓
女
一
人
一
人
の
源
氏
名
と
読
み

(

原
本
は
傍
訓
だ
が
、(

)

の
う
ち
に
カ
タ
カ
ナ

で
示
し
た)

を
掲
げ
、
そ
の
下
に
二
行
小
字
割
注

(
こ
こ
で
は
一
行
に
し
た)

で
、
そ
の
本
名
、
出
生
地
、
幾
人
か
に
つ
い
て
は
簡
単
な

境
遇
を
記
し
て
い
る
。
竹
枝
詞
の
常
と
し
て
、
嘲
笑
的
、
卑
猥
な
気
味
は
否
定
で
き
な
い
が
、
作
者
の
年
の
若
さ
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う

か
、
概
し
て
妓
女
達
の
運
命
に
同
情
的
で
あ
る
。｢

声
妓｣

は
、
歌
に
優
れ
た
も
の
に
限
ら
ず
、
芸
者
全
般
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

蘇
軾

『

韓
魏
公
酔
白
堂
記』

｢

而
し
て
家
に
声
妓
の
奉
ず
る
有
り｣
。

茂
春

(

シ
ケ
ハ
ル)

景
山
春
女

伯
州
之
産

茂し
げ

春は
る

景か
げ

山や
ま

春は
る

女じ
よ

伯は
く

州
し
ゆ
う
之の

産さ
ん

自
註

角
盤
山
在
伯
耆
○
春
女
曽
与
良
人
不
適
、
竟
棄
児
而
去
焉
。
余
不
詳
其
假
真
。

自じ

註
ち
ゆ
う

角か
く

盤ば
ん

山さ
ん

は
伯ほ

う

耆き

に
在あ

り
○

二
四



春は
る

女じ
よ

は
曽か

つ

て
良

り
よ
う

人じ
ん

と
適て

き

せ
ず
、
竟つ

い
に
児こ

を
棄す

て
て
而し

か

し
て
去さ

る
焉え

ん

。
余よ

其そ

の
假か

真し
ん

を
詳

つ
ま
び
ら
か
に
せ
ず
。

(
26)

鍾
情
昨
弄
掌
中
珠

情
じ
よ
う

を
鍾あ

つ

め
て

昨さ
く

に
弄ろ

う

す

掌
し
よ
う

中
ち
ゆ
う

の
珠た

ま

一
去
当
年
思
到
無

一ひ
と

た
び
去さ

り
て

当と
う

年ね
ん

思お
も

い
到い

た

る
無な

き
や

夜
半
頻
啼
呼
子
鳥

夜や

半は
ん

頻し
き

り
に
啼な

く

呼よ
ぶ

子こ

鳥と
り

角
盤
山
上
月
痕
孤

角か
く

盤ば
ん

山さ
ん

上
じ
よ
う

月げ
つ

痕こ
ん

孤こ

な
り

｢

鍾｣

は
も
と

｢
鐘｣
に
作
る
が
、
大
森
惟
中
の
朱
に
従
っ
て
改
め
る
。
二
字
は
古
代
に
お
い
て
し
ば
し
ば
通
用
す
る
が
、
単
な
る
筆
の

誤
り
で
あ
ろ
う
。

源
氏
名
に
は
、
濁
点
は
な
い
。
書
き
下
し
文
で
は
、
濁
点
を
つ
け
、
本
名
に
つ
い
て
は
、
こ
う
も
読
む
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
一
案
を
示

し
た
。｢

・
・
・
女｣

は
、｢

千
代
女｣

の
ご
と
く
、
日
本
に
お
い
て
女
性
の
名
を
丁
寧
に
示
す
接
尾
辞
。(『

国』)

伯
州
は
伯
耆

(

鳥
取

県
西
部)

の
こ
と
。
人
に
対
し
て
、
ど
こ
の
土
地
の
生
ま
れ
か
を
示
す
と
き
に
、｢

・
・
・
之
産｣

と
い
う
の
は
、
日
本
語
の
用
法
で
あ

ろ
う
。
夏
目
漱
石

『

坊
っ
ち
ゃ
ん』
｢

君
は
一
体
ど
こ
の
産
だ｣

。

自
註
。
角
盤
山

(

大
山)

は
、
伯
耆
の
国
に
あ
る
。
春
は
、
か
つ
て
夫
と
の
間
が
う
ま
く
い
か
ず
、
な
ん
と
子
供
を
捨
て
て
去
っ
た
と

い
う
。
真
偽
の
程
は
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。

｢

角
盤
山｣

は
伯
耆
大
山
の
別
名
。
四
角
の
岩
が
天
よ
り
降
っ
て
き
て
、
今
の
大
山
に
な
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。(『

大
山
寺
縁
起』)

｢

盤｣

は

｢

磐｣

に
通
じ
る
か
。
あ
る
い
は
碁
盤
の
形
状
か
。｢
良
人｣

は
、
妻
か
ら
夫
を
指
す
言
葉
。『

孟
子』

｢

其
の
良
人
出
づ
れ
ば
、

必
ず
酒
肉
に�
き
て
而
し
て
後
に
反
る｣

。｢

竟｣

は
、
そ
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
こ
と
だ
が
、
当
初
の
思
惑
と
違
っ
た
、
意
外
で
驚
く
べ

き
結
末
が
次
に
続
く
こ
と
が
多
い
。｢

な
ん
と
ま
あ｣

と
い
う
語
感
。｢
焉｣

は
、｢

於
是｣

と
同
じ
、｢

こ
こ
に｣

と
読
ん
で
も
よ
い
。
漠

然
と
前
を
受
け
て
、｢

そ
う
い
う
わ
け
で｣

｢

か
く
し
て｣

。｢

假

(

仮)｣
は
に
せ
も
の
、
う
そ
。
白
居
易

『

古
冢
狐』

｢

彼
は
真
に
し
て
此

は
假
な
る
も
倶
に
人
を
迷
わ
し
む｣

。
虚
実
を
追
究
せ
ぬ
の
が
廓
遊
び
の
粋
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

詩
。
有
り
た
っ
け
の
愛
情
を
注
い
で
、
掌
中
の
珠
に
比
す
べ
き
可
愛
い
我
が
子
と
遊
ん
だ
の
は
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
。
私
が
家
を
去
っ

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

二)

二
五



た
後
、
あ
の
頃
の
こ
と
を
我
が
子
は
思
い
出
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ふ
る
さ
と
伯
耆
で
は
夜
頻
り
に
そ
の
名
も
呼
子
鳥
が
鳴
い
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
山
の
上
空
に
、
三
日
月
が
ひ
っ
そ
り
と
懸
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

起
句
。｢

鍾
情｣

、
劉
義
慶

『

世
説
新
語
・
傷
逝』

の
王
戎
の
言

｢

情
の
鍾
ま
る
所
は
、
正
に
我
が
輩
に
在
り｣

。
後
、｢

鍾
愛｣

と
同
様

に
用
い
る
。
陸
游

『

暮
春』

｢

飛
絮
情
を
鍾
め
て
独
り
春
に
殿
す｣

。｢

昨｣

は
漠
然
と
以
前
を
さ
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
昨
日
の
如
く

の
よ
う
な
気
持
ち
を
こ
め
て
い
る
と
み
た
。｢

弄｣

は
、
本
来
手
で
撫
で
な
が
ら
賞
翫
す
る
こ
と
。
珠
な
ら
も
て
あ
そ
ぶ
、
子
供
な
ら
ば

か
わ
い
が
る
。｢
掌
中
珠｣

、
傅
玄

『

短
歌
行』

｢

昔
君
我
を
視
る
こ
と
、
掌
中
の
珠
の
如
し｣

。
後
、
多
く
子
に
対
す
る
溺
愛
の
譬
喩
と
し

て
用
い
る
。
王
宏

『
従
軍
行』

｢

児
生
ま
れ
て
三
日
掌
上
の
珠｣

。
承
句
。｢

一
去｣

、『

史
記
・
刺
客
列
伝』

所
謂
荊
軻
の
易
水
歌

｢

壮
士

一
た
び
去
っ
て
兮
復
た
と
還
ら
ず｣

、
陶
淵
明

『

園
田
の
居
に
帰
る』

｢

一
た
び
去
り
て
よ
り
三
十
年｣

等
を
意
識
す
る
で
あ
ろ
う
。｢

思

到｣

は
、｢

い
た
る
を
お
も
う｣
の
用
例
は
あ
る
が
、｢

お
も
い
い
た
る｣

意
で
詩
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。｢

想
到｣

な

ら
、
劉
禹
錫

『

李
戸
部
侍
郎
河
南
尹
自
り
再
び
本
官
に
除
せ
ら
れ
闕
に
帰
る
を
送
る｣

に

｢

想
到
す
金
門
籍
を
通
ず
る
を
待
ち
て
、
一
時

驚
喜
し
て
風
儀
を
見
ん
こ
と
を｣

。｢
無｣
は
、
英
語
の
反
復
疑
問
文
に
当
た
る
言
い
方
。
現
代
漢
語
の｢�｣
の
祖
型
、
し
た
が
っ
て｢

・
・

・
で
あ
ろ
う
か｣

と
単
純
疑
問
文
と
し
て
訳
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
転
句
。｢

呼
子
鳥｣

は
日
本
語
。『

万
葉
集』

高
市
黒
人

｢

大
和
に
は

鳴
き
て
か
来
ら
む
呼
児
鳥
象
の
中
山
呼
び
そ
越
ゆ
な
る｣

。
鳴
き
声
の
正
体
は
、
郭
公
、
杜
鵑
、
猿
等
諸
説
あ
る
。(『

国』)

い
ず
れ
に
せ

よ
、｢

子
を
呼
ぶ｣

の
名
に
、
子
を
思
う
気
持
ち
を
掛
け
て
用
い
た
。
結
句
。｢

月
痕｣

は
、
中
国
で
は
、
月
の
光
線
の
痕
跡
、
す
な
わ
ち

地
上
に
反
映
し
た
月
光
を
言
う
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
山
上
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
三
日
月
を
天
に
つ
け
ら
れ
た
傷
痕
と
み
な
し
た
と

考
え
た
い
。
陸
游

『

江
上
散
歩
し
て
梅
を
尋
ぬ
。
偶
ま
得
た
り』

｢

漠
漠
幽
香
月
痕
を
伴
う｣

。
元
、
劉
銑

『

再
び
前
韻
を
用
い
て
周
景
叔

に
酬
ゆ』

｢

海
棠
池
館
月
痕
孤
な
り｣

。

好

(

ヨ
シ)

山
根
与
志
女

好よ
し

山や
ま

根ね

与よ

志し

女じ
よ

(

27)

唱
出
嬌
喉
艶
冶
歌

唱う
た

い
て

嬌
き
よ
う

喉こ
う

よ
り
出い

だ

す

艶え
ん

冶や

な
る
歌う

た

評
声
品
色
果
如
何

声こ
え

を
評

ひ
よ
う
し

色い
ろ

を
品ひ

ん

す
れ
ば

果は
た

し
て
如い

何か
ん

二
六



名
呼
好
好
連
呼
耳

名な

も
て

好よ
し

好よ
し

と
呼よ

べ
ば
、
連れ

ん

呼こ

す
る
耳の

み

司
馬
先
生
到
処
多

司し

馬ば

先せ
ん

生せ
い

到い
た

る
処

と
こ
ろ

に
多お

お

し

こ
の
女
、
可
愛
い
柔
ら
か
い
調
子
で
、
色
っ
ぽ
い
歌
を
歌
う
。
さ
ー
て
じ
っ
く
り
と
そ
の
声
、
き
り
ょ
う
を
品
定
め
す
る
な
ら
、
い
っ

た
い
ど
の
く
ら
い
の
ラ
ン
ク
に
つ
け
ら
れ
よ
う
か
。
何
せ
名
前
が

｢

よ
し｣

な
の
で
、
み
ん
な
何
遍
も

｢

よ
し｣

｢

よ
し｣

と
呼
ん
で
い

る
だ
け
の
こ
と
。
ど
こ
に
行
っ
て
も
、
何
で
も

｢

よ
し｣

の
司
馬
徽
の
よ
う
な
人
ば
か
り
だ
か
ら
。
そ
の
ま
ま

｢

よ
し｣

と
評
価
す
る
わ

け
に
は
い
き
か
ね
る
。

起
句
は

｢

嬌
喉
唱
出
艶
冶
歌｣

と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
平
仄
の
関
係
で
入
れ
替
え
た
。｢

嬌
喉｣

、
元
、
許
有
孚

『

圭
塘
雑
咏
・
柳
下

に
鶯
を
聴
く』

｢

其
れ
奈
か
ん
せ
ん
嬌
喉
百
囀
新
た
な
る
を｣

。｢

嬌｣

は
優
美
な
感
じ
と
お
茶
目
な
雰
囲
気
の
両
方
を
兼
ね
て
い
る
と
見

た
。｢

艶
冶｣

は
、
主
に
妓
女
の
視
覚
的
な
美
し
さ
を
い
う
。�
肩
吾

『

長
安
に
狭
斜
有
り
の
行』

｢

少
婦
艶
冶
多
し｣

。
こ
こ
で
は
聴
覚

に
応
用
し
た
。
承
句
。｢

評
声
品
色｣
は
、
嫖
客
が
芸
者
を
じ
っ
く
り
と
矯
め
つ
眇
め
つ
見
定
め
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く

作
者
の
造
語
。｢

品
色｣

は
、
元
来
侍
衛
官
の
官
品
に
応
じ
て
彩
色
し
た
儀
礼
用
の
服

(『

周
書
・
宣
帝
紀』)

で
あ
る
が
、
こ
こ
の

｢

品｣

は
、
ど
の
レ
ベ
ル

(

品)

に
入
れ
る
か
考
え
る

(
品
評)

と
い
う
動
詞
で
、｢

評｣

と
同
意
に
用
い
て
い
る
。
欧
陽
修

『

南
省
試
策』

之

一

｢

中
正
を
立
て
て
以
て
功
伐
の
高
下
を
品
す
る
有
り｣

。
転
句
。
俗
語
で
、
何
で
も
い
い
加
減
に

｢

好
し｣

と
い
う
、
事
な
か
れ
主
義

の
人
を

｢

好
好
先
生｣

と
い
う
。(『

儒
林
外
史』

六

｢
怎
的
落
得
做
好
好
先
生｣)

。
結
句
と
相
俟
っ
て
こ
れ
を
意
識
す
る
か
。｢

名
呼
好

好｣

は
、｢

名
は
好
と
呼
ば
れ
て
い
る｣

の
意
も
兼
ね
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。｢

連
呼｣

、『

後
漢
書』

劉
玄
伝

｢

諸
婦
女
後
に
従
い
て
連

呼
し
て
曰
く
陛
下｣

。
漢
語
と
し
て
の

｢

呼｣

は
、
さ
け
ぶ
気
味
が
強
い
が
、
こ
こ
で
は
名
前
を
呼
び
か
け
る
と
い
う
程
度
で
用
い
て
い

よ
う
。
結
句
。｢

司
馬
先
生｣

は
、
司
馬
徽
。
字
は
徳
操
。
三
国
蜀
の
人
。
劉
備
に
諸
葛
孔
明
や�
統
を
薦
め
た
。
彼
は
、
人
の
欠
点
を

あ
げ
つ
ら
わ
ず
、
何
で
も

｢

好
し｣

と
言
っ
た
。
人
の
子
が
死
ん
で
も

｢
大
い
に
好
し｣

と
言
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
妻
に
と
が
め
ら
れ
て

も
、｢

卿
の
言
も
亦
た
好
し｣

と
い
っ
た
と
い
う
。
原
典
が
何
な
の
か
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、『

蒙
求』

に

｢

司
馬
称
好｣

と
し
て
収
め
ら

れ
て
お
り
そ
の
注
に
こ
の
故
事
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。｢

到
処｣

、
杜
甫『

韋
左
丞
丈
に
贈
り
奉
る
二
十
二
韻』

｢

到
る
処
悲
辛
を
潜
む｣

。

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

二)

二
七



大
森
惟
中
の
眉
批
、

司
馬
作
水
鑑
如
何
。

｢

司し

馬ば｣

は
、｢

水す
い

鑑か
ん｣

に
作つ

く

る
は
如い

何か
ん

｢
司
馬｣

は

｢

水
鑑｣

に
変
え
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
司
馬
徽
が

｢

水
鏡｣

と
呼
ば
れ
た
こ
と
は

『

三
国
志』�
統
伝
の
注
に
既
に
載
っ
て

い
る
が
、『
三
国
志
演
義』

第
三
十
七
回
に
は
さ
ら
に

｢

水
鏡
先
生｣

が
彼
の
道
号
と
し
て
見
え
る
。｢

鑑｣

は

｢

鏡｣

に
同
じ
。
と
く
に

宋
代
、｢

鏡｣
(

漢
音
ケ
イ)

が
帝
室
の
先
祖
の
名

｢

敬｣
(

ケ
イ)

の
音
を
犯
す
た
め
に
、
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
る
。｢

司
馬
先
生｣

で
は

他
の

｢

司
馬｣
氏
と
紛
れ
易
く
、｢

水
鏡
先
生｣

の
方
が
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
の
で
、
か
く
改
め
よ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。｢

司
馬
称

好｣

は
有
名
な
故
事
成
語
な
の
で
原
案
の
ま
ま
で
よ
い
と
思
う
の
だ
が
。

(

28)

婀
娜
繊
腰�
者
誰

婀あ

娜だ

な
る

繊せ
ん

腰よ
う�
さ
さ

ぐ
る
者も

の

は
誰た

れ

ぞ

閨
情
宴
楽
両
相
宜

閨け
い

情
じ
よ
う

宴え
ん

楽ら
く

両ふ
た

つ
な
が
ら
相あ

い
宜よ

し

縱
饒
弱
柳
無
任
侠

縱よ

し
饒た

と

い
弱

じ
や
く

柳
り
ゆ
う

任に
ん

侠
き
よ
う
無な

き
も

畢
竟
東
風
逗
此
枝

畢ひ
つ

竟
き
よ
う

東と
う

風ふ
う

此こ

の
枝え

だ

に
逗と

ど

ま
ら
ん

あ
だ
っ
ぽ
い
、
細
い
腰
を
さ
さ
げ
も
つ
果
報
者
は
誰
だ
。
閨
の
愛
も
、
う
た
げ
の
楽
し
み
も
、
ど
っ
ち
も
す
ば
ら
し
い
。
な
よ
な
よ
と

し
た
柳
の
よ
う
な
女
、
無
論
、
男
の
よ
う
な
任
侠
な
ん
て
要
求
は
で
き
ん
が
、
そ
れ
で
も

｢

よ
し｣

さ
。
春
風
の
よ
う
な
い
い
お
客
が
そ

の
柳
腰
の
上
に
結
局
は
立
ち
寄
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
。

起
句
。｢

婀
娜｣

、
曹
植

『

洛
神
賦』

｢

華
容
婀
娜
、
我
を
し
て
餐
を
忘
れ
令
む｣

。｢

繊
腰｣

、�
信

『

擬
詠
懐』

其
六

｢

繊
腰
束
素
を
減

ず｣

。｢

・
・
・
者
は
誰
ぞ｣

と
い
う
、
自
問
自
答
の
趣
向
の
句
は
多
い
。
杜
甫

『

述
古』

其
一

｢

為
に
問
う
馭
す
る
者
は
誰
ぞ｣

。
承
句
。

｢

閨
情｣

は
、
妻
の
夫
へ
の
愛
を
指
す
も
の
で
、
曹
植
や
李
白
に

｢

閨
情｣
と
題
す
る
詩
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
妓
女
と
の
情
交
に
転
用

し
て
い
る
。｢

宴
楽｣

は
、｢

閨
情｣

と
対
な
の
で
、｢

え
ん
ら
く｣

で
あ
っ
て
、｢
え
ん
が
く｣

す
な
わ
ち｢

燕
楽｣

の
意
で
は
あ
る
ま
い
。

『

左
伝
・
文
公
四
年』

｢

王
之
に
宴
楽
せ
し
む｣

。
承
句
は
、
蘇
軾

『

湖
上
に
飲
む
。
初
め
晴
れ
て
後
に
雨
ふ
る』

其
一

｢

淡
粧
濃
抹
総
て

二
八



相
い
宜
し｣

を
明
ら
か
に
意
識
す
る
。
ま
た
同
じ
く
蘇
軾『

孔
周
翰
に
和
す
。
二
絶』

其
二｢

幽
人
蝸
舎
両
つ
な
が
ら
相
い
宜
し｣

。｢

宜｣
字
の
左
に

｢

好

(

よ
し)｣

の
名
を
詠
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
と
し
て
二
重
丸
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
、｢

よ
ろ
し｣

で
は
な
く

｢

よ
し｣

と
訓

ず
る
。
転
句
。｢

縱
饒｣

は
、｢

た
と
え
・
・
・
で
あ
っ
て
も｣

。｢

縦｣

字
の
左
に
も
二
重
丸
を
附
し
て
い
る
の
で
、｢

よ
し｣

と
訓
じ
た
。

羅
隠

『�
河』

｢

柳
色
縱
し
饒
い
故
国
を
粧
う
も
、
水
声
何
ぞ
忍
び
ん
揚
州
に
到
る
を｣

。｢

弱
柳｣

、
張
正
見

『

賦
し
て
垂
柳
斜
渓
に
映
ず

を
得』

｢

三
陽
弱
柳
垂
る｣

。
や
が
て
、
妓
女
の
姿
態
に
喩
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
賈
至

『

春
思』

其
の
二

｢

紅
粉�
に
当
た
り
て
弱
柳
の

ご
と
く
垂
る｣
。｢
任
侠｣

、『

史
記』

季
布
列
伝

｢

気
を
為
す
こ
と
任
侠｣

。
妓
女
を
詠
む
詩
に
使
う
の
は
異
様
な
感
じ
が
す
る
。
女
に
実

が
無
く
、
柳
が
風
に
な
び
く
よ
う
に
浮
気
性
な
こ
と
を
皮
肉
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
或
い
は

｢

任｣
(

た
え
る)

字
に
重
点
が
あ
っ
て
、

些
細
な
風
に
も
た
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
女
の
見
か
け
の
弱
々
し
さ
を
い
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
結
句
。｢

畢
竟｣

は
、
と
ど
の

つ
ま
り
。
王
維『

哭
殷
遙』

｢
畢
竟
無
形
に
帰
る｣

。｢

東
風｣

は
、
普
通
は
春
風
。『

礼
記
・
月
令』

｢

孟
春
の
月
・
・
・
東
風
凍
を
解
く｣

。

｢

逗｣

字
、
よ
く
わ
か
ら
ぬ
。｢
逗
留｣

の
意
に
と
っ
た
が
、｢

い
た
る｣

、｢

さ
そ
う

(

か
ら
か
う)｣

の
気
持
ち
か
も
知
れ
ぬ
。
欧
陽
修

｢

春
日
詞｣

其
一

｢

玉�
東
風
暁
に
逗
(
い
た)

り
て
来
る｣

。
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
。
柳
と
風
を
、
妓
女
と
客
に
対
応
さ
せ
て
い
る
に

は
、
違
い
あ
る
ま
い
。
作
者
の
意
図
を
充
分
に
把
握
で
き
ぬ
が
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
妓
女
と
か
な
り
親
し
く
て
、
憎
ま
れ
口
を
わ
ざ
と
た

た
い
て
、
か
ら
か
っ
た
作
品
な
の
で
あ
ろ
う
。

愛
次

田
原
猶
女

大
阪
之
産

愛あ
い

次じ

田た

原は
ら

猶な
お

女じ
よ

大お
お

阪さ
か

之の

産さ
ん

(

29)

昨
夜
海
棠
微
雨
過

昨さ
く

夜や

海か
い

棠ど
う

微び

雨う

過す

ぐ

一
顰
一
笑
意
如
何

一い
つ

顰ぴ
ん

一い
つ

笑
し
よ
う

意い

は
如い

何か
ん

沈
淪
情
況
君
休
説

沈ち
ん

淪り
ん

の

情
じ
よ
う

況
き
よ
う

君き
み

説と

く
を
休や

め
よ

自
古
佳
人
薄
命
多

古
い
に
し

え
自よ

り

佳か

人じ
ん

薄は
く

命め
い

多お
お

し

(

寝
物
語)

き
の
う
の
よ
る
海
棠
に
小
雨
が
さ
っ
と
降
っ
て
い
っ
た
。
お
前
の
風
情
も
そ
ん
な
感
じ
。
し
か
め
面
し
た
り
、
笑
っ
た
り
、

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

二)

二
九



い
っ
た
い
何
を
考
え
て
い
る
の
か
。
落
ち
ぶ
れ
て
、
苦
界
に
沈
ん
だ
お
前
の
哀
れ
な
身
の
上
、
ど
う
か
、
も
う
こ
れ
以
上
話
さ
な
い
で
お

く
れ
。(

か
わ
い
そ
う
で
と
て
も
聞
い
て
は
お
ら
れ
な
い)

い
う
ま
で
も
な
く
、
む
か
し
か
ら
、
遊
女
は
薄
命
に
き
ま
っ
て
い
る
も
の
。

起
句
。｢

海
棠｣

は
、
落
葉
小
高
木
。
四
月
頃
淡
紅
色
の
花
を
咲
か
せ
る
。
秋
海
棠
と
は
別
種
。
楊
貴
妃
の
美
し
さ
に
喩
え
ら
れ
る
。

『

楊
貴
妃
伝』

｢

此
れ
真
に
海
棠
睡
り
て
未
だ
足
ら
ず
耶｣

。
そ
れ
に
雨
が
降
る
と
い
う
の
は
、
白
居
易

『

長
恨
歌』

｢

梨
花
一
枝
春
雨
を
帯

ぶ｣

が
念
頭
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、『

長
恨
歌』

と
違
っ
て
、
女
の
愁
い
を
帯
び
た
美
し
さ
の
心
象
で
あ
ろ
う
。
男
女
の
交
わ

り
を
も
指
す
か
。｢
微
雨
過｣

、
鄭
谷

『

益
州』

｢

何
事
ぞ
晩
来
微
雨
過
ぐ｣

。
承
句
。｢

一
顰
一
笑｣

、
権
徳
輿

『

雑
興』

其
一

｢

一
顰
一
笑

千
金
の
ご
と
く
重
し｣
。｢
意
如
何｣

、
杜
甫

『

天
末
に
李
白
を
懐
う』

｢

君
子
意
は
如
何｣

。
転
句
。｢

沈
淪｣

、
劉
向

『

九
歎』

｢

或
い
は
沈

淪
し
て
其
れ
達
す
る
所
無
し｣
。｢

情
況｣

、
范
仲
淹

『

葛�
寺
丞
の
接
花
歌
に
和
す』

｢

北
人
の
情
況
は
南
人
に
異
な
る｣

。｢

君
休
説｣

、

白
居
易

『

談
客
に
贈
る』

｢
君
に
請
う
説
く
を
休
め
よ
長
安
の
事｣

。
結
句
は
、
蘇
軾

『

薄
命
佳
人』

｢

自
古
佳
人
多
命
薄｣

を
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
用
い
る
。｢

多｣

字
は
、｢
有｣

｢
無｣

同
様
、
名
詞
や
事
象
の
前
に
来
る
の
が
原
則
だ
が
、
詩
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
倒
置
す
る
。

こ
こ
で
も
倒
置
し
て

｢

多｣

字
で
押
韻
さ
せ
て
い
る
。

後
半
は
、
男
に
対
し
て
、
女
が
、｢

つ
ら
い
身
の
上
の
こ
と
に
こ
れ
以
上
触
れ
て
下
さ
る
な｣

と
返
答
し
た
と
解
釈
す
べ
き
か
も
知
れ

な
い
が
、
結
句
で
自
ら
を
佳
人
と
い
う
の
は
違
和
感
が
あ
る
。
蘇
軾
も
そ
う
い
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
の
、
と
い
う
感
じ
だ
ろ
う
か
。

花
梅

(

ハ
ナ
ム
メ)

中
山
阿
照

花は
な

梅う
め

中な
か

山や
ま

阿お

照て
る

(
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夜
夜
劉
郎
踏
雪
来

夜や

夜や

劉
り
ゆ
う

郎ろ
う

雪ゆ
き

を
踏ふ

み
て
来き

た

る

狭
斜
場
枕
碧
江
隈

狭
き
よ
う

斜し
や

場
じ
よ
う

は
枕

ま
く
ら

す

碧へ
き

江こ
う

の
隈く

ま

清
香
艶
色
有
人
識

清せ
い

香こ
う

艶え
ん

色
し
よ
く

人ひ
と

の
識し

る
有あ

り

臘
裏
占
春
花
是
梅

臘ろ
う

裏り

春は
る

を
占し

む
る

花は
な

は
是こ

れ
梅う

め

な
り

女
性
の
名
前
の
最
初
に
よ
く
つ
け
る

｢

お｣

に

｢

阿｣

を
当
て
は
め
て
い
る
。｢
阿
Ｑ
正
伝｣

の

｢

阿
Ｑ｣

の
ご
と
く
、
中
国
で
は
、

三
〇



｢

阿｣

字
は
男
女
関
わ
り
な
く
呼
び
名
に
用
い
る
。

毎
晩
、
彼
氏
が
雪
を
踏
み
し
め
な
が
ら
尋
ね
て
く
る
。
こ
の
遊
廓
は
、
緑
色
の
河
が
曲
が
っ
た
と
こ
ろ
に
臨
ん
で
い
る
。
清
ら
か
な
香

り
、
あ
だ
っ
ぽ
い
姿
と
い
や
あ
知
る
人
ぞ
知
る
。
年
の
暮
れ
に
春
を
独
り
占
め
す
る
花
が
梅
で
あ
る
よ
う
に
、
何
て
っ
た
っ
て
花
梅
姉
さ

ん
に
決
ま
っ
て
る
よ
。

起
句
。｢
劉
郎｣

、
劉
義
慶

『

幽
明
録』

に
よ
れ
ば
、
後
漢
永
平
年
間
、
劉
晨
は
阮
肇
と
と
も
に
、
天
台
山
に
薬
を
採
り
に
行
っ
て
道
に

迷
い
、
仙
女
に
会
っ
た
。
半
年
後
家
に
帰
る
と
す
で
に
晋
代
、
七
世
の
孫
の
代
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
後
、
二
人
は
再
び
天
台
山
を
訪

れ
て
、
行
方
知
ら
ず
に
な
っ
た
。
司
空
図

『

遊
仙』

其
二

｢

劉
郎
相
約
す
る
事
は
諧
い
難
し｣

。
こ
の
故
事
を
、
姓
を
同
じ
く
す
る
劉
禹

錫
が
自
分
自
身
に
当
て
は
め
て
作
っ
た

『

再
び
玄
都
観
に
遊
ぶ
。
絶
句』

｢

前
度
劉
郎
今
又
来
る｣

を
も
意
識
す
る
だ
ろ
う
。｢

踏
雪｣

、

出
典
は
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、｢
孟
浩
然
雪
を
踏
み
て
梅
を
尋
ぬ｣

と
い
う
民
間
故
事
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
か
発
生
し
て
、
文
人
が
苦
労
し

て
自
然
を
詩
に
詠
む
例
と
し
て
使
わ
れ
る
。『

元
曲
選
・
貶
黄
州』

｢

生�
做
踏
雪
尋
梅
孟
浩
然｣

。
こ
こ
で
は
、
男
が
、
木
の

｢

梅｣

な

ら
ぬ
芸
者
の

｢

花
梅｣

を
鑑
賞
に
来
た
わ
け
だ
。
承
句
。｢

狭
斜｣

は
、
都
会
の
狭
く
て
斜
め
に
走
る
裏
道
の
こ
と
で
、
妓
院
が
多
く
並

ん
で
い
る
と
こ
ろ
。
古
楽
府
に

『

長
安
有
狭
斜
行』

が
あ
る
。
沈
約

『

麗
人
賦』

｢

狭
斜
の
才
女
、
銅
街
の
麗
人｣

。｢

狭
斜
場｣

と
三
字

に
し
て
わ
ざ
と
破
格
に
し
て
い
る
。
狭
い
小
道
の

｢

狭
斜｣

が
、
あ
る
程
度
の
広
さ
を
持
つ
平
面
を
意
味
す
る

｢

場｣

と
合
体
す
る
こ
と

は
本
来
お
か
し
い
。｢

狭
斜｣

を
遊
廓
全
体

(

和
多
見
町)

の
つ
も
り
で
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。｢

枕｣

は
水
な
ど
を
見
下
ろ
す
こ
と
、

面
す
る
こ
と
。『

漢
書
・
厳
助
伝』

｢(

会
稽
は)

北
の
か
た
大
江
に
枕
す｣

。｢

碧
江
隈｣

、
李
中

『

九
江
の
旧
居
を
思
う』

其
一

｢

茅
を
結

び
て
曾
て
在
り
碧
江
の
隈｣

。｢

隈｣

は
水
が
岸
に
曲
が
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
。
現
在
、
和
多
見
町
の
当
た
り
で
大
橋
川
が
曲
が
っ
て
い
る
印

象
は
な
い
が
、
宍
道
湖
が
西
方
か
ら
ぐ
っ
と
狭
ま
っ
て
大
橋
川
に
変
わ
る
あ
た
り
は
、｢

隈｣

と
み
え
な
く
も
な
い
か
。
当
時
の
地
勢
は

ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。
転
句
。
梅
と
い
え
ば

｢

清
香｣

。
林
逋

『

梅
花』
其
一

｢

天
清
香
を
与
え
た
る
は
私
有
る
に
似
た
り｣

。｢

艶
色｣

、

な
ま
め
か
し
い
女
性
の
姿
。
李
白

『

早
秋
。
裴
十
七
仲
堪
に
贈
る』

｢
復
た
両
少
女
を
携
え
、
艶
色
荷
花
を
驚
か
す｣

。
植
物
に
も
使
う
。

杜
甫

『

寒
雨
、
朝
行
き
て
園
樹
を
視
る』

｢

梔
子
紅
椒
艶
色
殊
な
り｣

。｢

有
人
識｣

、
任
華

『

李
白
に
寄
す』

｢

但
だ
任
華
を
訪
ぬ
れ
ば
人

の
識
る
有
ら
ん｣

。｢

見
知
っ
て
い
る
人
が
い
よ
う｣

と
い
う
こ
と
だ
が
、｢

知
る
人
は
知
っ
て
い
る｣

と
か
、｢

他
の
誰
で
あ
ろ
う｣

と
い

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

二)

三
一



う
よ
う
な
、
強
い

(

江
戸
っ
子
調
の)

語
気
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
結
句
は
、
徳
川
斉
昭

(

水
戸
烈
公)

の
有
名
な
梅

の
詩
、『

弘
道
館
に
梅
花
を
賞
す』

｢

雪
裡
に
春
を
占
む
天
下
の
魁｣

を
明
ら
か
に
踏
ま
え
て
い
る
。
さ
ら
に
は
同
詩

｢�

香
馥
郁
と
し
て

十
分
に
開
く｣

も
、
こ
の
詩
の
転
句
に
お
い
て
意
識
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。｢

占
春｣

、
韓
愈

『

太
平
公
主
の
山
荘
に
遊
ぶ』

｢

公
主

当
年
春
を
占
め
ん
と
欲
す｣

。
こ
こ
で
は
、
歳
末
、
他
に
花
が
な
い
な
か
、
ひ
と
り
梅
の
み
が
咲
い
て
、
称
賛
を
擅
に
す
る
こ
と
を
い
う

の
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
花
梅
が
妓
女
の
中
で
一
番
だ
と
い
う
含
意
が
あ
る
。｢

臘｣

は
、
元
来
、
歳
末
の
祭
り
の
名
。
旧
暦
十
二
月
、
あ

る
い
は
冬
全
般
を
指
す
。｢

臘
裏｣

は
、｢

臘｣

の

｢

裏

(

う
ち)｣

と
い
う
こ
と
で
、
二
字
で
熟
語
的
に
用
い
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、｢

臘
裏

春｣

と
い
う
成
語
も
あ
る
。
黄
庭
堅

『

張
祕
校
の
雪
を
喜
ぶ
に
次
韻
す』

｢

臘
裏
の
春
初
未
だ
年
を
隔
て
ず｣

。
暦
の
関
係
で
春

(

立
春)

が
歳
末
に
す
で
に
来
る
こ
と
を
い
う
。(

年
の
内
に
春
は
来
に
け
り
、
で
あ
る)

結
句
は
、
以
上
の
如
く
先
人
の
句
を
換
骨
奪
胎
し
た
も

の
で
あ
る
。｢

臘
裏
占
春｣
と
い
う
長
い
修
飾
語
が

｢

花｣

に
か
か
る
の
も
、
和
文
的
で
面
白
い
。

朝
霧

(

ア
サ
キ
リ)

松
江
阿
千
代

朝あ
さ

霧ぎ
り

松ま
つ

江え

阿お

千ち

代よ

朝
霧
時
病
眼
、
故
及
。

朝あ
さ

霧ぎ
り

時と
き

に
眼め

を
病や

む
、
故ゆ

え

に
及お

よ

ぶ
。

(
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三
生
石
上
結
良
縁

三さ
ん

生
し
よ
う

石せ
き

上
じ
よ
う
に

良
り
よ
う

縁え
ん

を
結む
す

び

互
約
後
宵
契
已
堅

互た
が

い
に
後こ

う

宵
し
よ
う
を
約や

く

し
て

契ち
ぎ

り
已す

で

に
堅か

た

し

咫
尺
情
郎
看
不
見

咫し

尺せ
き

情
じ
よ
う

郎ろ
う

看み

れ
ど
も
見み

え
ず

朦
朧
朝
霧
罩
簾
前

朦も
う

朧ろ
う

た
る

朝あ
さ

霧ぎ
り

は

簾れ
ん

前ぜ
ん

を
罩お

お

う
｢

松
江｣

は
姓
で
は
な
く
、
出
身
地
を
示
す
の
で
は
な
い
か
。
或
い
は
通
称
か
。

注
。
朝
霧
は
こ
の
時
目
を
病
ん
で
い
た
の
で
、
詩
の
中
で
こ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

温
庭�『
雪』

其
一｢

謝
荘
は
今
眼
を
病
む｣

。｢

故
及｣

は
詩
で
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
言
及
し
た
の
か
、
理
由
を
指
し
示
す
言
葉
。

『

九
家
注
杜
詩』

の

｢

不
寐｣

の
注

｢

公

(

杜
甫)

南
下
せ
ん
と
欲
す
。
故
に
之
に
及
ぶ｣

。｢

及｣

の
後
に
何
ら
か
の
目
的
語
を
伴
う
の

三
二



が
普
通
の
言
い
方
だ
が
。

詩
。
三
生
石
で
、
三
世
を
誓
っ
た
私
達
、
明
日
の
夜
に
ま
た
会
お
う
と
約
束
し
た
、
そ
の
ち
ぎ
り
は
揺
る
ぎ
よ
う
も
な
く
固
い
。
け
ど
、

ご
く
間
近
で
も
、
あ
な
た
の
顔
が
見
え
な
い
。
ぼ
ん
や
り
と
朝
霧
の
よ
う
な
も
の
が
簾
の
前
に
か
か
っ
て
い
て
。

起
句
。｢
三
生
石｣

は
、
袁
郊

『

甘
沢
謡
・
円
観』

の
故
事
に
よ
る
。
唐
代
、
李
源
と
い
う
人
が
、
友
人
の
僧
の
円
観
と
三
峡
に
遊
ん

だ
。
円
観
は
た
ま
た
ま
そ
の
場
に
い
た
妊
婦
を
指
さ
し
て
、
そ
の
胎
内
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
予
言
し
、
十
二
年
後
の
中
秋
の
夜
に
、

杭
州
天
竺
寺
の
外
で
李
源
に
会
う
こ
と
を
約
し
た
。
そ
の
夜
、
妊
婦
は
出
産
し
、
円
観
は
死
ぬ
。
後
に
約
束
通
り
、
李
源
は
、
円
観
が
転

生
し
た
牧
童
に
出
会
う
。
牧
童
が

｢

三
生
石
上
旧
精
魂｣

云
々
と
い
う
竹
枝
詞
を
歌
っ
て
い
た
の
で
そ
れ
と
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

話
の
竹
枝
詞
に
こ
じ
つ
け
て
、
天
竺
寺
の
裏
山
の
三
生
石
が
、
二
人
の
会
っ
た
場
所
だ
と
い
う
伝
説
が
生
ま
れ
た
。
石
は
現
在
も
残
っ
て

い
る
。
詩
で
は
し
ば
し
ば
、
浅
か
ら
ぬ
宿
縁
の
典
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
斉
己

『

荊
渚
感
懐
、
僧
達
禅
弟
に
贈
る』

其
三

｢

自
ら
抛
つ

南
岳
の
三
生
石｣

。｢

三
生｣

は
、
前
生
、
今
生
、
来
生
を
指
す
。
漢
音
で

｢

さ
ん
せ
い｣

と
読
ん
で
も
よ
い
が
、
仏
教
語
な
の
で
呉
音
に

従
っ
た
。｢

良
縁｣

、
陸
機

『

迢
迢
た
る
牽
牛
星
に
擬
う』

｢

跂
す
る
も
彼
良
縁
無
し｣

。
皮
日
休

『

江
南
道
中
。
茅
山
広
文
南
陽
博
士
に
酬

ゆ』

其
二

｢

君
に
望
む
惟
だ
欲
す
良
縁
を
結
ば
ん
こ
と
を｣

。
日
本
語
同
様
、
男
女
の
間
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
承
句
。｢

後

宵｣

、
詩
語
と
し
て
あ
ま
り
見
な
い
。
思
う
に
、
日
本
語
の

｢

後
朝

(

き
ぬ
ぎ
ぬ)

の
別
れ｣

、｢

後
朝
の
使
い｣

な
ど
を
ヒ
ン
ト
に
し
た

作
者
の
造
語
で
は
あ
る
ま
い
か
。
逢
瀬
の
翌
日
の
夜
も
あ
う
と
約
束
し
た
と
い
う
こ
と
で
よ
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
平
仄
の
関
係
で

｢

後

夜｣

の
代
わ
り
に
用
い
た
と
し
た
ら
、
夜
半
か
ら
明
け
方
の
こ
と
で
、
少
し
変
則
的
に

｢

互
い
に
後
宵
の
契
り
を
約
し
て
已
に
堅
し｣

と

読
む
こ
と
に
な
る
。｢

契｣

を
男
女
の
誓
い
の
意
に
用
い
る
の
は
、
日
本
語
の
用
法
。
ま
し
て
、｢

契｣

は
石
な
ど
に
刻
み
つ
け
る
こ
と
が

本
義
で
、
そ
れ
が

｢

堅｣

い
と
い
う
の
は
理
屈
に
合
わ
な
い
。
押
韻
を
度
外
視
す
れ
ば

｢

深｣

と
で
も
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。
完
全
に
日
本

語
的
発
想
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
作
者
自
身
は
、
そ
の
ち
ぐ
は
ぐ
さ
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
で
は
あ
る
。
転
句
。｢

咫
尺｣

は
、
周
代
の
制

度
で
は
、
八
寸
が

｢

咫｣

、
十
寸
が

｢

尺｣

。
短
い
距
離
。『

左
伝
・
僖
公
九
年』

｢

天
威
は
顔
を
違
う
こ
と
咫
尺
な
ら
ず｣

。
近
く
で
す
ら

見
え
な
い
こ
と
を
示
す

｢

咫
尺
も
辨
ぜ
ず｣

は
、
明
確
な
出
典
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
日
本
語
の
成
語
と
し
て
よ
く
使
う
。
宋
、
司

馬�『

千
頃
山
に
遊
ぶ』

｢

恍
と
し
て
咫
尺
も
辨
ぜ
ず｣

。｢

情
郎｣

、
韓�『
花
の
落
つ
る
を
厭
う』

｢

猶
お
疑
う
未
だ
情
郎
の
意
に
満
た

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

二)

三
三



ざ
る
を｣

。｢

看
不
見｣

、
張
若
虚

『

春
江
花
月
夜』

｢

汀
上
の
白
沙
は
看
れ
ど
も
見
え
ず｣

。
李
白

『

内
に
別
れ
て
徴
に
赴
く』

其
一

｢

白

玉
高
楼
看
れ
ど
も
見
え
ず｣

。｢

看｣

は
意
識
的
に
み
る
こ
と
。｢

見｣

は
対
象
が
み
え
る
こ
と
。
全
然
み
る
気
も
起
こ
ら
な
い
と
い
う
の

で
は
な
く
て
、
み
よ
う
と
す
る
が
み
え
な
い
と
い
う
じ
れ
っ
た
い
感
じ
。
ま
た
、『

大
学』

｢

之
を
視
れ
ど
も
而
し
て
見
え
ず

(

弗)

、
之

を
聴
け
ど
も
而
し
て
聞
こ
え
ず

(

弗)｣

も
念
頭
に
あ
ろ
う
。
結
句
は
、
捨
て
ら
れ
た
女
の
怨
み
を
詠
っ
た
王
昌
齢

『

西
宮
春
怨』

の

｢

朦
朧
た
る
樹
色
昭
陽
を
隠
す｣

を
意
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
。｢

朝
霧｣

、
梅
堯
臣

『

三
女
岡』

｢�
藹
と
し
て
朝
霧
平
ら
か
な
り｣

。｢

罩｣

は
つ
つ
み
こ
む
よ
う
に
お
お
う
感
じ
。
李
洞

『

公
子
家』

｢

瑞
煙
軽
く
罩
う
一
園
の
春｣

。
霧
は

｢

立
ち
こ
め
る｣

の
で
、｢

簾
前
に
こ
む｣

と
訓
ず
る
べ
き
か
。｢
簾
前｣

、
劉
禹
錫

『

令
狐
相
公
見
示
・
・
・』

｢

簾
前
小
雪
を
疑
う｣

。
中
国
の
簾
は
、
屋
内
と
屋
外
を
隔
て
る
が
、

こ
こ
も
男
と
別
れ
る
庭
や
縁
側
、
或
い
は
出
口
を
イ
メ
ー
ジ
す
べ
き
か
。
そ
れ
と
も
、
屋
内
の
簾
と
み
て
、
閨
の
中
を
イ
メ
ー
ジ
す
べ
き

か
。大

森
惟
中
の
眉
批
、

宛
然
須
磨
巻
光
景
。

宛え
ん

然ぜ
ん

と
し
て
須す

磨ま

の
巻ま

き

の
光こ

う

景け
い

の
ご
と
し
。

源
氏
物
語
の
須
磨
の
巻
の
有
名
な
場
面
に
そ
っ
く
り
だ
。｢

宛
然｣

は

｢

彷
彿｣

と
同
様
の
語
。
李
白

『

崔
秋
浦
に
贈
る』

｢

宛
然
と
し

て
陶
令
の
風
の
ご
と
し｣

。｢

須
磨
の
巻
の
光
景
に
宛
然
た
り｣

と
訓
じ
て
も
よ
い
。｢

光
景｣

は
、
も
と
光
と
影
、
転
じ
て
自
然
の
景
色
。

あ
る
い
は
情
景
。
蕭
綱

『

艶
歌
篇
十
八
韻』

｢

凌
晨
光
景
麗
ら
か
な
り｣

。
と
こ
ろ
で
、
大
森
惟
中
は
、｢

須
磨
の
巻｣

を
思
い
出
す
と
い

う
の
だ
が
、
須
磨
の
巻
に
目
立
っ
た
霧
の
描
写
は
な
い
。
源
氏
で
、
咫
尺
も
辨
ぜ
ぬ
よ
う
な
霧
と
い
え
ば
、
夕
霧
の
巻
の
方
が
印
象
的
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
森
惟
中
の
単
な
る
勘
違
い
か
。
疑
い
を
存
し
て
お
く
。

花
扇

(

ハ
ナ
ア
フ
キ)

太
田
阿
満

松
江
藩
士
女

花は
な

扇
お
う
ぎ

太お
お

田た

阿お

満ま
ん

松ま
つ

江え

藩は
ん

士し

の
女

む
す
め

(

32)

繍
閣
詼
諧
逸
興
多

繍
し
ゆ
う

閣か
く

詼か
い

諧か
い

逸い
つ

興
き
よ
う

多お
お

く

唱
来
一
曲
八
杉
歌

唱う
た

い
来き

た

る

一い
つ

曲
き
よ
く

八や

杉す
ぎ

の
歌う

た

芳
心
持
贈
画
花
扇

芳ほ
う

心し
ん

持じ

し
て

花は
な

を
画え

が

く
扇

お
う
ぎ
を

贈お
く

ら
る
る
も

三
四



不
是
情
人
可
奈
何

是こ

れ

情
じ
よ
う

人に
ん

な
ら
ず
ん
ば

奈い

何か
ん

と
か
す
可べ

き

｢
花
扇｣

と
は
、
実
は
普
通
の
扇
の
こ
と
で
は
な
く
、
七
種
の
草
花
を
束
ね
檀
紙
で
包
み
、
水
引
で
扇
形
に
装
飾
し
た
も
の
で
、
近
世
、

七
夕
に
、
陽
明
家

(

近
衛
家)

か
ら
宮
中
に
献
上
し
た
、
由
緒
あ
る
も
の
。
呉
音
読
み
で
、｢

け
せ
ん｣

と
も
い
う
。(『

国』)

但
し
、
妓

女
本
人
の
名
の
由
来
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
詩
、
及
び
評
で
は
、
や
は
り
芸
者
の
も
つ
扇
を
イ
メ
ー
ジ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
45

力
長
に
も
、｢
松
江
藩
士
女｣

の
注
が
附
し
て
あ
る
。
侍
が
没
落
し
て
、
娘
を
遊
女
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
花
を
え
が

い
た
扇
は
中
国
で
も
ご
く
一
般
的
な
物
。
陸
游

『

農
事
稍
や
閑
に
し
て
作
有
り』

｢

西
舎
婦
を
迎
え
て
花
扇
紅
な
り｣

。

詩
。
女
は
、
部
屋
で
、
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
話
を
し
て
く
れ
る
、
な
か
な
か
お
つ
な
趣
向
。
そ
れ
で
は
と
、
安
来
節
を
一
曲
歌
い
始

め
た
。
女
が
い
う
。
ご
好
意
で
、
花
を
描
い
た
扇
を
贈
っ
て
下
さ
る
の
は
か
た
じ
け
な
く
思
い
ま
す
が
、
私
の
意
中
の
人
で
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
の
で
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
め
ん
遊
ば
せ
。

起
句
。｢

繍
閣｣

は
装
飾
を
凝
ら
し
た
女
性
の
部
屋
。
欧
陽
炯

『

菩
薩
蛮』

其
四

｢

画
屏
繍
閣
三
秋
の
雨｣

。｢

詼
諧｣

は
ユ
ー
モ
ア
の

あ
る
話
し
ぶ
り
。『

漢
書
・
東
方
朔
伝』

｢
頗
る
復
た
詼
諧｣

。
杜
甫

『

社
日』

其
一

｢

尚
お
想
う
東
方
朔
、
詼
諧
肉
を
割
き
て
帰
る
を｣

。

｢

逸
興｣

は
、
俗
世
を
超
脱
し
た
豪
放
な
楽
し
み
。
王
勃

『

滕
王
閣
序』

｢

逸
興�
や
か
に
飛
ぶ｣

。
こ
こ
は
豪
放
と
い
う
よ
り
も
、
洒
脱

で
、
粋
な
気
分
を
帯
び
て
い
る
よ
う
だ
。
承
句
。｢
八
杉
歌｣

は
、
平
仄
に
あ
わ
せ
る
た
め
の
当
て
字
。
作
者
の
造
語
で
、
一
般
に
広
く

使
わ
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
転
句
。｢

芳
心｣

は
、
李
白

『

古
風』

其
四
十
九

｢(

美
人
は)

芳
心
空
し
く
自
ら
持
す｣

の
よ
う
に
、

主
に
女
ら
し
い
気
持
ち
を
指
す
が
、
こ
こ
は
、｢

芳
意｣

、｢
芳
信｣

の
よ
う
に
、
他
人
の
好
意
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
の
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
こ
の
句
は
男
が
女
に
扇
を
贈
っ
た
の
に
感
謝
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
。｢

持
贈｣

は
、(

扇
を)

手
に
持
っ
て
贈
る
こ
と
で
あ
る
が
、

熟
語
の
如
く
詩
に
用
い
ら
れ
る
。
欧
陽
修

『

薬
を
乞
う
。
梅
聖
兪
に
呈
す』

｢

謂
え
ら
く
此
の
吾
が
家
の
物
を
、
誰
に
問
い
て
か
持
ち
て

君
に
贈
ら
ん
と｣

。
結
句
。｢

情
人｣

は
恋
人
、『

子
夜
四
時
歌』

｢

情
人
還
り
て
臥
さ
ず｣

。｢

可
奈
何｣

と
い
え
ば
、『

史
記
・
項
羽
本
紀』

｢

騅
逝
か
ず
兮
奈
何
す
可
き｣

。
扇
を
贈
っ
た
男
の
求
愛
を
す
げ
な
く
拒
む
言
葉
と
解
釈
し
た
。
或
い
は
、
恋
人
か
ら
の
贈
り
物
な
ら
う
れ

し
い
の
だ
け
ど
、
と
い
う
独
白
か
。
扇
を
女
が
男
に
贈
る
と
い
う
逆
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ら
ば
、
後
半
は
、
扇
を
贈
っ
て
も
ら
っ
た

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

二)

三
五



が
、
俺
は
ど
う
せ
お
前
の
思
い
人
で
は
な
い
か
ら
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
だ
と
い
う
男
の
ぼ
や
き
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

大
森
惟
中
の
評
、

扇
上
所
画
、
無
乃
朝
顔
花
。

扇せ
ん

上
じ
よ
う
に
画え

が

く
所

と
こ
ろ
、
乃

す
な
わ
ち
朝あ

さ

顔が
お

の
花は

な

無
か
ら
ん
や
。

扇
に
描
い
て
あ
る
絵
は
、
朝
顔
の
花
じ
ゃ
な
い
か
な
。『

生
写
朝
顔
話

(

し
ょ
う
う
つ
し
あ
さ
が
お
ば
な
し)』

、
別
名

『

朝
顔
日
記』

は
、
も
と
浄
瑠
璃
で
歌
舞
伎
に
も
な
っ
た
、
宮
城
阿
曾
次
郎

(

後
に
駒
沢
次
郎
左
衛
門)

と
深
雪

(

後
に
朝
顔)

の
恋
物
語
で
あ
る
が
、

そ
の
中
で
、
阿
曾
次
郎
が
深
雪
の
扇
に
朝
顔

(

及
び
朝
顔
の
歌)

を
描
い
て
渡
す
場
面
が
あ
る
。
こ
の
扇
が
何
遍
も
あ
ら
わ
れ
、
二
人
の

間
を
往
き
来
す
る
。
深
雪

(

朝
顔)

は
家
老
の
娘
で
、
花
扇
と
同
じ
く
侍
の
娘
で
没
落
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
。
島
根
大
学
法
文
学
部
田

中
則
雄
教
授

(

日
本
近
世
文
学)

に
ご
教
示
頂
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
。｢

無
乃｣

で
、｢

・
・
・
で
は
あ
る
ま
い
か｣

と
い
う

婉
曲
な
反
語
。『

論
語
・
雍
也』

｢
簡
に
居
て
而
し
て
簡
を
行
う
こ
と
は
、
乃
ち
大
簡
な
る
こ
と
無
か
ら
ん
乎｣

。｢

朝
顔｣

は
日
本
語
、
中

国
語
で
は

｢

牽
牛
花｣

等
。
近
代
に
な
っ
て
、
日
本
語
の
影
響
で
、
彼
の
国
で
も
ま
れ
に

｢

朝
顔｣

と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

玉
鶴

(

タ
マ
ツ
ル)

安
龍
寺
阿
常

玉た
ま

鶴つ
る

安あ
ん

龍
り
ゆ
う
寺じ

阿お

常つ
ね

(

33)

九
天
高
舞
意
悠
悠

九
き
ゆ
う

天て
ん

高た
か

く
舞ま

い

意い

は
悠ゆ
う

悠ゆ
う

た
り

一
曲
清
歌
弄
玉
喉

一い
つ

曲
き
よ
く
の

清せ
い

歌か

玉
ぎ
よ
く

喉こ
う

を
弄ろ

う

す

仙
客
騎
遊
何
処
是

仙せ
ん

客か
く

騎の

り
て
遊あ

そ

ぶ
は

何い
ず

れ
の
処

と
こ
ろ
か
是こ

れ
な
る

碧
雲
湖
上
小
揚
州

碧へ
き

雲う
ん

湖こ

上
じ
よ
う

小
し
よ
う

揚よ
う

州
し
ゆ
う

｢

安
龍
寺｣

が
、
姓
な
の
か
、
そ
れ
と
も
何
か
由
来
が
あ
る
の
か
詳
ら
か
に
し
な
い
。｢

鶴｣

字
自
体
は
詩
の
中
に
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、

ど
の
句
も
鶴
を
意
識
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。

気
持
ち
を
ゆ
っ
た
り
と
保
っ
て
、
悠
然
と
し
て
空
高
く
舞
う
鶴
よ
。
美
し
い
歌
が
そ
の
喉
か
ら
絞
り
出
さ
れ
る
。
こ
の
鶴
に
乗
っ
て
旅

す
る
仙
人
は
ど
こ
に
遊
ぶ
か
と
い
う
と
、
宍
道
湖
湖
畔
の
こ
の

｢

小
揚
州｣

と
も
言
う
べ
き
、
遊
廓
な
の
で
あ
っ
た
。

三
六



起
句
。｢

九
天｣

、｢

九｣

の
内
容
に
つ
い
て
は
諸
説
有
る
が
、
要
す
る
に
天
上
世
界
の
一
番
高
い
と
こ
ろ
。『

孫
子
・
形
篇』

｢

善
く
攻

む
る
者
は
、
九
天
の
上
に
動
く｣

。
李
白

『

廬
山
の
瀑
布
を
望
む』

其
二

｢

疑
う
ら
く
は
是
れ
銀
河
九
天
よ
り
落
つ
る
か
と｣

。｢

高
舞｣

は
、
詩
語
と
し
て
あ
ま
り
用
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。｢

空
高
く
舞
う｣

と
い
う
日
本
語
を
本
に
し
た
造
語
か
。｢

悠
悠｣

は
、
見
て
い
る
も

の
の
気
持
ち
や
世
の
中
と
関
係
な
く
、
自
ら
確
乎
と
し
て
存
在
し
た
り
、
動
い
た
り
し
て
い
る
感
じ
。
文
脈
に
よ
っ
て
、
は
る
か
、
と
り

と
め
も
な
い
、
の
ん
び
り
等
の
訳
が
考
え
ら
れ
る
。
高
適

『

封
丘
県』

｢

一
生
自
ず
か
ら
是
れ
悠
悠
た
る
者
な
り｣

。
柳
宗
元

『

柳
州
峨
山

に
登
る』

｢

独
歩
し
て
意
は
悠
悠｣

。
承
句
。｢

清
歌｣

は
、
も
と
も
と
は
楽
器
を
伴
わ
ぬ
歌
。
張
衡

『

思
玄
賦』

｢

並
び
に
詩
を
詠
っ
て
而

し
て
清
歌
す｣

。
こ
こ
は
、
単
に
清
ら
か
な
歌
の
意
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。
葛
洪

『

抱
朴
子
・
知
止』

｢

清
歌
妙
舞｣

。｢

玉
喉｣

は
、
美
し
い

歌
声
を
出
す
喉
。
李
賀

『
洛�
真
珠』

｢

玉
喉��
と
し
て
空
光
を
排
す｣

。｢

弄｣

は
万
能
動
詞
と
し
て
字
を
埋
め
た
だ
け
か
も
し
れ
ぬ

が
、
楽
器
を
演
奏
す
る
と
き
に
し
ば
し
ば
用
い
る
の
で
応
用
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。『

史
記
・
司
馬
相
如
伝』

｢

卓
氏
に
飲
む
に
及
ん
で
、

琴
を
弄
す｣

。
転
句
。｢

仙
客｣
と
い
え
ば
、
石
川
丈
山

『

富
士
山』

｢

仙
客
来
り
遊
ぶ
雲
外
の
巓｣

が
念
頭
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
古
来

鶴
は
仙
人
の
乗
り
物
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、｢

仙
客｣

は
鶴
を
表
す
こ
と
も
多
い
。
元
、
郭
若
虚

『

図
画
見
聞
志
・
五
客
図』

｢

鶴
は

仙
客
と
曰
う｣

。
た
だ
し
、
こ
こ
の
仙
客
は
あ
く
ま
で
も
嫖
客
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

｢

騎
る｣

対
象
が
鶴
な
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
卑
猥
の

意
を
こ
め
て
い
よ
う
。
転
句
及
び
結
句
は

｢
鶴
に
騎
っ
て
揚
州
に
上
る｣

の
故
事
を
本
に
し
て
い
る
。
殷
芸

『

小
説』

｢

客
有
り
相
い
従

い
て
、
各
の
其
の
志
す
所
を
述
ぶ
。
或
い
は
揚
州
刺
史
に
為
ら
ん
こ
と
を
願
い
、
或
い
は
貲
材
を
多
く
せ
ん
こ
と
を
願
い
、
或
い
は
鶴
に

騎
り
て
上
升
せ
ん
こ
と
を
願
う
。
其
の
一
人
曰
く
、『
腰
に
十
万
貫
を
纏
い
、
鶴
に
騎
り
て
揚
州
に
上
ら
ん』

と
。
三
者
を
兼
ね
ん
と
欲

す｣

。
そ
の
揚
州
は
、
南
京
の
遊
廓
街
秦
淮
に
擬
え
て
、
小
秦
淮
と
呼
ば
れ
る
妓
楼
立
ち
並
ぶ
街
で
あ
っ
た
。｢

何
処
是｣

、
崔�『
黄
鶴

楼』
｢

日
暮
郷
関
何
れ
の
処
か
是
な
る｣

。
そ
の
冒
頭
に

｢

昔
人
已
に
黄
鶴
に
乗
り
て
去
る｣

と
あ
る
の
も
鶴
と
仙
人
と
の
縁
が
あ
る
。

｢

碧
雲
湖｣

は
宍
道
湖
の
雅
名
。
１
で
既
述
。
揚
州
が
小
秦
淮
で
、
さ
ら
に
松
江
の
和
多
見
町
が
小
揚
州
と
い
う
見
立
て
。
こ
れ
も
１
で

既
述
。
後
半
、
典
故
を
重
層
的
に
用
い
て
、
な
か
な
か
手
が
込
ん
で
い
る
。

初
君

(

ハ
ツ
キ
ミ)

糸
賀
阿
末

初は
つ

君き
み

糸い
と

賀が

阿お

末す
え

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(
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(

34)

千
紅
万
紫
本
紛
紛

千せ
ん

紅こ
う

万ば
ん

紫し

本も
と

よ
り
紛ふ

ん

紛ぷ
ん

た
り

一
片
芳
心
初
見
君

一い
つ

片ぺ
ん

の

芳ほ
う

心し
ん

初は
じ

め
て
君き

み

に
見ま

み

ゆ

今
夜
情
郎
猶
未
到

今こ
ん

夜や

情
じ
よ
う

郎ろ
う

猶な

お
未い

ま

だ
到い

た

ら
ず

花
傷
風
雨
月
傷
雲

花は
な

は

風ふ
う

雨う

を

傷い
た

み

月つ
き

は
雲く

も

を
傷い

た

む

｢

初
君｣

は
、
新
年
初
め
て
妓
女
を
買
う
こ
と

(『

国』)

だ
が
、
そ
れ
を
知
っ
た
上
で
の
命
名
か
ど
う
か
。
本
名
の

｢

末｣

に
対
し
て
、

逆
の
源
氏
名
を
つ
け
て
、
若
さ
、
新
鮮
さ
を
強
調
し
た
だ
け
だ
ろ
う
。

妓
楼
に
は
も
と
よ
り
、
あ
か
、
む
ら
さ
き
の
色
と
り
ど
り
の
妓
女
が
沢
山
。
そ
の
中
か
ら
、
有
り
難
い
お
気
持
ち
で
私
を
選
ん
で
下
さ

り
、
こ
の
前
は
じ
め
て
あ
な
た
に
お
会
い
で
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
今
夜
恋
し
い
あ
な
た
は
ま
だ
来
な
い
。
花
が
風
雨
を
悲
し

み
、
月
が
雲
を
悲
し
む
よ
う
に
、
二
人
の
こ
れ
か
ら
は
ど
う
な
る
こ
と
や
ら
心
配
で
た
ま
り
ま
せ
ぬ
。

起
句
。｢

千
紅
万
紫｣

は
、
百
花
乱
れ
る
様
。
辛
棄
疾

『

水
龍
吟
・
寄
せ
て
京
口
の
范
南
伯
知
県
の
文
官
花
に
寄
す』

。｢

人
間
意
を
得

た
る
、
千
紅
万
紫
、
頭
を
転
ず
れ
ば
春
尽
き
ん｣

。｢

本｣

は
、
も
と
も
と
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
。｢

紛
紛｣

は
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
多
い
様
。
陶
潜

『

農
を
勧
む』

其
三

｢

紛
紛
た
る
士
女
、
時
に
趨
い
て
競
い
逐
う｣

。
承
句
。｢

一
片
芳
心｣

、
王

昌
齢

『

芙
蓉
楼
に
て
辛
漸
を
送
る』

｢

一
片
の
冰
心
玉
壺
に
在
り｣

を
意
識
す
る
で
あ
ろ
う
。
李�

『

蝶
恋
花』

｢

一
片
芳
心
千
万
緒｣

。

｢

芳
心｣

の
解
釈
は
、
33
参
照
。
や
は
り
男
か
ら
女
へ
の
気
持
ち
と
と
る
。｢

一
片｣

は
、
本
来
あ
な
た
は
私
な
ど
眼
中
に
も
な
い
で
し
ょ

う
に
、
ほ
ん
の
少
し
ば
か
り
ご
厚
意
を
お
よ
せ
く
だ
さ
っ
て
、
と
い
う
よ
う
な
気
分
か
。｢

初
見
君｣

、
梅
堯
臣

『

雷
太
簡
殿
丞
に
逢
う』

｢

長
安
に
て
初
め
て
君
に
見
ゆ｣

。｢

初
君｣

の
名
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
転
句
。｢

情
郎｣

、
31
既
出
。
結
句
は
、

蘇
軾

『

春
夜』

｢

花
に
清
香
有
り
月
に
陰
有
り｣

を
利
用
。
于
武
陵

『
酒
を
勧
む』

｢

花
発
す
れ
ば
風
雨
多
し｣

も
念
頭
に
あ
っ
た
ろ
う
。

｢

花｣
｢

月｣

は
妓
女
、
妓
楼
の
象
徴
。
１
参
照
。｢

傷｣

字
の
使
い
方
、
25
参
照
。

三
八
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