
『
松
江
竹
枝
』は
、
明
治
初
期
、
松
江
の
遊
廓
を
中
心
と
し
た
風
俗
を
詠
ん
だ
漢
詩
集
の
手
稿
本
で
あ
る
。
書
誌
に
つ
い
て
は
、
拙
論「『
松

江
竹
枝
』
に
つ
い
て
」（「
島
大
国
文
」
第
三
二
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
で
述
べ
、
附
録
と
し
て
翻
刻
を
付
し
た
。
そ
の
後
の
調
査
で
、
作

者
の
精
軒
癡
史
は
、
篠
田
謙
治
（
一
八
六
四
？
〜
？
）
と
い
う
歌
人
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
判
明
し
た
。
こ
の
人
は
、
東
京
（
江
戸
）
出
身
で
、

松
江
に
数
年
間
滞
在
し
て
、
ま
た
東
京
に
戻
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
更
に
、『
松
江
竹
枝
』
所
収
の
作
品
の
大
半
が
、
当
時
の
『
山
陰

新
聞
』
の
漢
詩
欄
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
。
そ
の
う
ち
に
は
、
他
人
名
義
の
も
の
も
あ
る
。
近
日
中
に
別
論
で
発
表
し
た
い

と
思
っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
原
本
の
写
真
も
早
く
公
表
し
た
い
。

『
松
江
竹
枝
』は
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
、
文
学
、
風
俗
、
社
会
、
そ
の
他
の
奥
深
い
世
界
が
そ
の
背
景
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

そ
の
探
求
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
今
回
全
訳
注
を
試
み
る
。
本
書
に
は
、
官
僚
・
工
芸
史
家
・
漢
文
作
家
と
し
て
著
名
な
大
森
惟
中
の
批
評

が
朱
筆
で
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
面
白
く
て
重
要
で
あ
る
の
で
あ
わ
せ
て
訳
し
た
。

こ
の
書
を
読
み
こ
な
す
に
は
、
明
治
初
期
の
日
本
語
（
日
本
で
の
み
用
い
ら
れ
た
新
漢
語
等
）
や
、
当
時
の
風
俗
に
つ
い
て
の
知
識
が
必

須
で
あ
る
が
、
専
門
外
の
た
め
、『
国
語
大
辞
典
（
第
二
版
）』（
小
学
館
、
以
後
『
国
』
と
略
す
）
を
ひ
く
以
上
の
調
査
が
出
来
な
か
っ
た
。

特
に
訳
者
は
遊
廓
の
事
情
に
疎
い
。
専
門
家
か
ら
は
噴
飯
も
の
の
解
釈
も
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
汗
顔
の
至
り
で
あ
る
が
、
少
し
で
も
多
く
の

人
に
早
く
こ
の
書
の
価
値
を
知
ら
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
大
き
か
っ
た
。
大
方
の
叱
正
を
期
待
す
る
。

読
み
や
す
い
よ
う
に
、
適
宜
体
裁
を
整
え
、
通
し
番
号
や
（
自
注
）
な
ど
の
語
を
加
え
る
等
工
夫
し
た
。
原
文
を
厳
密
に
チ
ェ
ッ
ク
し
た

い
方
は
、
先
述
の
「『
松
江
竹
枝
』
に
つ
い
て
」
附
録
の
翻
刻
や
、
や
が
て
公
表
す
る
写
真
や
校
勘
記
を
見
て
頂
き
た
い
。

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
一
）

要

木

純

一

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
一
）
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【
表
紙
左
上
】

松
江
竹
枝

五
十
二
首

長
歌
一
首

【
本
文
】
標
題

松
江
竹
枝

原
一
百
五
十
首

精
軒
癡
史
草

以
上
に
つ
い
て
は
、「『
松
江
竹
枝
』
に
つ
い
て
」
を
見
ら
れ
た
い
。

げ
ん
か

こ
え

わ

み
ず
の
き
し

（
１
）
絃
歌
声
湧
水
之
涯

絃
歌
の

声
は
湧
く

水
之
涯

は
な

こ
う
ろ
う

み

つ
き

ま
ち

み

花
満
高
楼
月
満
街

花
は

高
楼
に

満
ち

月
は
街
に
満
つ

た
し
ょ
う

ゆ
う
じ
ん

き
た

こ
こ

つ
ど

多
少
遊
人
来
集
此

多
少
の

遊
人

来
り
て
此
に
集
う

へ
き
う
ん

こ
じ
ょ
う

し
ょ
う
し
ん
わ
い

碧
雲
湖
上
小
秦
淮

碧
雲

湖
上

小
秦
淮

ま
つ
え

み
ず
う
み

い
ち
め
い
へ
き
う
ん
こ

（
自
注
）
松
江
湖
、
一
名
碧
雲
湖
。

松
江
の
湖
は
、
一
名
碧
雲
湖
。

湖
の
そ
ば
、
三
味
線
を
弾
き
な
が
ら
歌
う
、
妓
女
の
声
が
、
わ
き
お
こ
る
。
妓
楼
の
二
階
屋
に
花
が
咲
き
誇
り
、
月
が
通
り
一
面
を
照
ら

し
て
い
る
。
ど
れ
ほ
ど
の
遊
客
が
こ
こ
に
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
宍
道
湖
の
そ
ば
の
、
小
秦
淮
と
も
い
う
べ
き
こ
の
色
町
に
。

「『
松
江
竹
枝
』
に
つ
い
て
」
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
宍
道
湖
が
大
橋
川
に
変
わ
る
辺
り
に
臨
む
和
多
見
町
が
、
明
治
初
期
の
遊
廓
街
で

あ
っ
た
。（
後
焼
失
し
て
遊
廓
は
伊
勢
宮
町
に
移
る
）当
時
、
今
よ
り
も
宍
道
湖
が
か
な
り
町
に
迫
っ
て
い
た
の
で
、「
湖
上
」（
湖
畔
）と
い
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
自
注
に
あ
る
よ
う
に
、
宍
道
湖
の
別
名
は
碧
雲
湖
。
菅
茶
山
の
命
名
に
よ
る
と
い
う
。「
宍
道
湖
」
の
「
宍
」
は
、「
肉
」

の
異
体
字
で
甚
だ
雅
で
は
な
い
。
ま
た
平
仄
の
関
係
も
あ
っ
て
、
詩
に
お
け
る
雅
名
と
し
て
は
「
碧
雲
湖
」（
●
○
○
）
が
用
い
ら
れ
る
。
な

二



お
「
宍
道
湖
」
は
●
●
○
。「
松
江
湖
」
で
は
、
○
○
○
で
下
三
連
に
な
る
。
こ
の
「
松
江
湖
」
が
、
当
時
の
一
般
的
な
呼
称
で
あ
っ
た
か
、

つ
ま
び
ら
か
に
し
な
い
が
、
恐
ら
く
外
地
出
身
の
作
者
は
、「
松
江
に
あ
る
湖
」
の
つ
も
り
で
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

起
句
。「
絃
歌
声
」、『
論
語
・
陽
貨
篇
』「
子
武
城
に
之
く
。
弦
歌
の
（
之
）
声
を
聞
く
」。
寒
山
詩
「
儻
し
く
は
絃
歌
の
声
を
聞
け
ば
、
舞

を
作
し
今
日
を
欣
ぶ
」。「
絃
」、「
弦
」
は
通
用
。
弦
楽
器
全
般
を
い
う
が
、
こ
こ
で
は
三
味
線
か
。「
水
之
涯
」
は
、
詩
語
と
し
て
は
あ
ま

り
用
い
ら
れ
な
い
。
戴
復
古
『
楊
伯
子
監
丞
を
訪
ね
て
白
沙
自
り
路
を
問
い
て
而
し
て
去
る
』「
山
の
以
後
自
従
（
よ
）
り
、
直
ち
に
水
之
涯

に
到
る
」。
頼
山
陽
『
丁
卯
暮
秋
。
竹
原
に
遊
ぶ
。
平
田
氏
二
女
に
邂
逅
す
。
卒
に
賦
し
贈
る
』「
嬋
妍
た
り
玉
浦
水
之
涯
に
」。「
水
涯
」
二

字
な
ら
ば
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
元
結
『
孟
武
昌
を
招
く
』「
石
を
欹
て
て
水
涯
と
為
る
」。「
涯
」
の
本
義
は
「
み
ぎ
わ
」。「
声
涌
」、
司
馬
光

『
射
堋
』「
讙
声
夜
濤
に
涌
く
」。
承
句
は
、
伝
蘇
軾
「
春
夜
」「
花
に
清
香
有
り
月
に
陰
有
り
」
の
句
作
り
を
明
ら
か
に
模
し
て
い
る
。「
高
楼
」

は
た
か
ど
の
。『
古
詩
十
九
首
』「
西
北
に
高
楼
有
り
」。
こ
こ
で
は
遊
廓
の
二
階
家
を
い
う
で
あ
ろ
う
。
二
階
で
宴
を
催
す
の
で
あ
る
。「
街
」

は
、
大
通
り
。
転
句
。「
多
少
」
は
本
来
の
意
味
は
、how

m
any

。
感
嘆
の
語
気
で
、
数
が
多
い
方
向
で
用
い
る
の
が
通
常
。「
遊
人
」
は

遊
ぶ
客
。「
あ
そ
び
に
ん
」
と
訓
じ
た
か
も
し
れ
な
い
。
中
国
で
は
、
単
に
遊
び
楽
し
む
人
や
旅
人
を
指
し
、
遊
客
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

は
恐
ら
く
無
い
。
結
句
。「
秦
淮
」
は
、
秦
代
に
つ
く
ら
れ
た
運
河
。
南
京
市
の
南
東
を
通
っ
て
長
江
に
入
る
。
そ
の
両
岸
は
歓
楽
街
と
し

て
有
名
。
杜
牧
『
秦
淮
に
泊
ま
る
』「
夜
秦
淮
に
泊
ま
り
て
酒
家
に
近
し
」。「
小
秦
淮
」
は
、
中
国
で
は
「
秦
淮
」
の
亜
流
で
あ
る
揚
州
の
色

町
を
指
す
。
し
か
し
、
こ
こ
は
あ
く
ま
で
も
元
祖
の
南
京
の
「
秦
淮
」
に
対
し
て
、
松
江
の
遊
廓
を
「
小
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

す
い
よ
う

す
い
り
ゅ
う

た
ん
え
ん

さ
え
ぎ

（
２
）
垂
楊
垂
柳
澹
烟
遮

垂
楊

垂
柳

澹
烟
は
遮
る

ほ
う
ふ
つ

げ
ん
せ
い

そ
し
ょ
う

い
え

髣
髴
絃
声
蘇
小
家

髣
髴
た
り

絃
声

蘇
小
の
家

よ

こ

し
ょ
う
れ
ん

は
る
ま

好
是
湘
簾
春
不
捲

好
し
是
れ

湘
簾

春
捲
か
ず

ま
ん
こ
う

し

う

し
ゆ
き
な
な

満
江
絲
雨
酒
旗
斜

満
江
の

絲
雨

酒
旗
斜
め
な
り

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
一
）
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枝
を
垂
ら
し
た
柳
が
あ
ち
こ
ち
、
薄
も
や
の
向
こ
う
に
。
何
か
弦
楽
器
の
音
色
が
聞
こ
え
る
が
、
い
に
し
え
の
名
妓
蘇
小
小
の
家
も
か
く

や
と
ふ
と
思
わ
れ
る
。
よ
り
に
よ
っ
て
春
な
の
に
、
部
屋
の
簾
を
巻
か
ず
に
お
ろ
し
て
あ
る
。
そ
れ
も
か
え
っ
て
お
つ
な
風
情
。
外
で
は
、

河
全
体
に
、
細
い
糸
の
よ
う
な
雨
が
降
っ
て
い
る
中
、
酒
屋
の
旗
が
、
風
に
吹
か
れ
て
斜
め
に
な
っ
て
い
る
。

起
句
。「
垂
楊
垂
柳
」、
厳
密
に
区
別
す
る
場
合
は
「
柳
」
は
し
だ
れ
や
な
ぎ
、「
楊
」
は
枝
が
垂
れ
な
い
種
類
の
や
な
ぎ
を
指
す
よ
う
だ

が
、
こ
こ
で
は
、
沢
山
の
や
な
ぎ
が
並
ぶ
様
を
表
す
た
め
に
「
楊
」、「
柳
」
を
重
ね
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
李
白
『
相
逢
行
』「
万
戸
垂
楊
の

裏
」。
梁
簡
文
帝
『
長
安
道
』「
垂
柳
行
人
を
払
う
」。
明
楊
慎
の
『
折
楊
柳
』
に
「
垂
楊
垂
柳
芳
年
を
綰
ぬ
」。
高
啓
『
江
上
客
を
送
る
』「
垂

柳
垂
楊
浪
波
を
払
う
」。「
澹
烟
」、
詩
語
と
し
て
の
「
煙
（
烟
）」
は
、
ほ
と
ん
ど
が
、
も
や
、
か
す
み
。
陸
游
の
『
繍
川
駅
に
題
す
』「
淡
煙

旧
に
依
り
て
孤
舟
を
送
る
」。「
澹
」
と
「
淡
」
は
通
用
。「
遮
」
は
「
遮
断
」、「
遮
蔽
」
で
、
か
な
り
徹
底
的
に
さ
え
ぎ
る
感
じ
で
、「
澹
烟
」

に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
押
韻
字
な
の
で
無
理
を
し
た
の
だ
ろ
う
。
承
句
は
、
少
し
苦
し
い
句
作
り
。
妓
楼
の
一
つ
が
、
い
に

し
え
の
蘇
小
小
の
家
か
ら
弦
の
声
が
鳴
り
響
く
よ
う
な
様
を
彷
彿
と
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
白
居
易
『
杭
州
春
望
』「
柳
色
春
に
蔵

す
蘇
小
家
」。「
柳
」
に
も
言
及
し
て
い
る
の
で
、
作
者
の
意
識
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
蘇
小
」
は
蘇
小
小
、
南
斉
、
銭
塘
（
杭
州
）
の

名
妓
。
李
賀
の
『
蘇
小
小
歌
』
が
有
名
。
転
句
。「
好
是
」
は
「
ち
ょ
う
ど
良
い
具
合
に
・
・
・
」、
あ
る
い
は
「
す
ば
ら
し
い
こ
と
に
・
・
・
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
。
岑
参
「
臨
河
客
舎
。
狄
明
府
兄
に
呈
し
、
県
南
楼
に
留
題
す
』「
朝
来
好
し
是
れ
楼
に
登
る
に
懶
し
」。
王
士
禎
「
好

し
是
れ
日
斜
め
に
し
て
風
定
ま
る
後
」。「
湘
簾
」、
斑
模
様
の
あ
る
竹
を
「
湘
竹
」、「
湘
妃
竹
」
と
い
い
、「
湘
簾
」
は
そ
の
竹
で
つ
く
っ
た

簾
。
雅
語
と
し
て
用
い
た
。
張
華
『
博
物
志
』（『
初
学
記
』「
竹
」
に
引
く
）「
舜
死
し
て
、
二
妃
涙
下
り
、
竹
を
染
め
て
即
ち
斑
な
り
。
妃
死

し
て
湘
水
の
妃
と
為
る
。
故
に
湘
妃
竹
と
曰
う
」。
趙
孟
�
『
即
事
三
絶
』
其
一
「
湘
簾
疎
織
し
て
浪
紋
稀
な
り
」。
転
句
全
体
は
、
王
昌
齢

『
西
宮
春
怨
』「
珠
簾
を
捲
か
ん
と
欲
す
れ
ば
春
恨
長
し
」、
同
じ
く
『
長
信
怨
』「
金
井
梧
桐
秋
葉
黄
な
り
、
珠
簾
捲
か
ず
夜
来
の
霜
」
を
意
識

し
て
い
る
だ
ろ
う
。
春
は
、
簾
を
あ
げ
て
う
き
う
き
と
景
色
を
楽
し
む
べ
き
季
節
な
の
に
、
恋
に
悩
む
女
は
、
そ
う
せ
ず
に
部
屋
に
閉
じ
こ

も
っ
て
い
る
。
そ
の
興
趣
を
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
結
句
。「
満
江
」、
元
�
『
酔
い
て
盧
頭
陀
に
別
る
』「
満
江
の
風
雨
独
り

醒
む
る
時
」。「
絲
雨
」、
唐
、
周
彦
暉
『
晦
日
高
氏
の
林
亭
に
宴
す
』「
絲
雨
風
を
帯
び
て
斜
め
な
り
」。「
酒
旗
斜
」、「
酒
旗
」
は
中
国
で
は

飲
み
屋
を
示
す
特
殊
な
標
識
だ
が
、
松
江
で
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。
范
�
『
揚
州
を
離
る
』「
一
江
煙
雨
酒
旗
斜
」
は
結
句
に
か
な
り
似
て
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い
る
が
、
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
。

ろ
う
じ
ょ
う

え
ん

お
さ

か
か
ん
す
く
な

（
３
）
楼
上
筵
収
歌
管
少

楼
上
の

筵
は
収
め
ら
れ
て

歌
管
少
し

も
う
ろ
う

え
ん
げ
つ

お
う
び
ょ
う

か

朦
朧
烟
月
懸
桜
杪

朦
朧
た
る

烟
月
は

桜
杪
に
懸
く

ぼ
う
じ

か
げ

ほ

よ
る
ま
さ

た
け
な

尨
児
吠
影
夜
将
闌

尨
児

影
に
吠
え
て

夜
将
に
闌
わ
な
ら
ん
と
す

し
ょ
う
し
ょ
う

は
な

へ
だ

じ
ん
ご
し
ょ
う

悄
悄
隔
花
人
語
小

悄
悄
と
し
て

花
を
隔
て
て

人
語
小
な
り

二
階
で
の
宴
は
終
わ
り
、
歌
や
笛
の
音
も
減
っ
て
い
っ
た
。
も
や
の
か
か
っ
た
月
が
ぼ
ん
や
り
と
桜
の
梢
に
か
か
っ
て
い
る
。
夜
が
尽
き

よ
う
と
す
る
な
か
、
む
く
犬
が
、
誰
や
ら
ん
影
に
向
か
っ
て
吠
え
て
い
る
。
し
ー
ん
と
し
た
中
で
、
そ
の
桜
の
花
を
間
に
し
て
、
恋
人
同
士

が
小
声
で
ひ
そ
ひ
そ
何
や
ら
話
を
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
詩
と
次
の
詩
は
、
仄
声
韻
を
用
い
る
。
平
水
韻
で
上
声
十
七
篠
。
竹
枝
歌
は
、
創
始
者
の
劉
禹
錫
以
来
、
民
謡
調
に
す
る
た
め
、
近

体
詩
の
規
則
か
ら
は
ず
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
日
本
で
は
、
あ
く
ま
で
も
厳
格
に
平
声
韻
を
守
る
の
を
原
則
と
す
る
。
つ
ま
り
、
形
式
は
普

通
の
七
言
絶
句
と
変
わ
ら
な
い
。
作
者
は
、
こ
の
二
首
に
限
っ
て
、
少
し
い
た
ず
ら
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
二
首
と
も
、
平
仄

の
作
法
（
二
四
不
同
二
六
対
、
反
法
、
粘
法
）
は
厳
格
に
守
っ
て
い
る
。

起
句
。「
筵
収
」、
た
か
む
し
ろ
の
敷
物
が
片
付
け
ら
れ
る
こ
と
。
宴
会
が
お
開
き
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
孟
遅
『
戴
の
下
第
し
て
客
遊

す
る
を
送
る
』「
筵
収
め
ら
る
る
も
樽
未
だ
空
し
か
ら
ず
」。「
歌
管
」
は
歌
と
管
楽
器
の
こ
と
だ
が
、
宴
会
の
音
楽
一
般
を
指
す
。
鮑
照
『
王

宣
城
を
送
別
す
』「
歌
管
誰
が
為
に
か
清
き
」。「
歌
管
」
と
い
え
ば
、
伝
蘇
軾
作
の
『
春
夜
』「
歌
管
の
楼
台
声
細
細
た
り
」
が
念
頭
に
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
詩
境
が
相
通
じ
る
よ
う
で
あ
る
。
承
句
。「
朦
朧
」、
李
�
『
早
に
苦
竹
館
を
発
す
』「
朦
朧
た
る
煙
霧
の
暁
」。「
烟
（
煙
）
月
」、

張
九
齢
『
初
め
て
道
中
を
発
す
。
王
司
馬
に
送
る
』「
煙
月
賞
す
る
こ
と
恒
に
余
る
」。
王
夫
之
『
臨
江
仙
』「
朦
朧
た
る
烟
月
暖
か
し
」。「
朦

朧
」
と
「
烟
月
」
は
重
な
り
す
ぎ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
が
。
或
い
は
、「
烟
月
」
が
俗
語
で
は
、「
烟
花
風
月
」、
す
な
わ
ち
男
女
の

交
情
や
妓
女
遊
び
を
指
す
こ
と
を
意
識
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
宋
、
陶
穀
『
清
異
録
』
蜂
�
「
四
方
南
海
を
指
し
て
烟
月
作
坊
と
為
す
。
風

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
一
）
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俗
淫
を
尚
ぶ
を
言
う
を
以
て
の
故
也
」。「
懸
」
は
、
さ
し
か
か
る
の
で
は
な
く
て
、
つ
り
下
げ
ら
れ
る
感
じ
。
薩
都
剌
『
喜
里
客
庁
の
雪
山

壁
図
に
題
す
』「
茅
店
の
酒
簾
は
樹
杪
に
懸
く
」。「
桜
杪
」
の
用
例
は
な
い
が
、「
松
杪
」
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
張
籍
『
別
鶴
』「
空
巣

は
松
杪
に
在
り
」。
転
句
は
、
犬
が
吠
え
る
と
い
う
だ
け
の
よ
う
だ
が
、
実
は
典
故
を
用
い
た
、
凝
っ
た
作
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
尨
が
吠
え

る
と
い
う
の
は
、『
詩
経
』『
野
に
死
麕
有
り
』「
我
が
�
を
感
（
う
ご
）
か
す
無
か
れ
兮
、
尨
を
し
て
也
吠
え
使
む
る
無
か
れ
兮
」。
女
の
方
か

ら
男
に
誘
い
か
け
る
詩
で
、
犬
が
吠
え
な
い
よ
う
に
、
秘
密
裏
に
逢
い
引
き
を
す
る
よ
う
注
意
を
促
す
。
こ
の
引
用
部
分
の
、「
�
」
は
手

ぬ
ぐ
い
。「
感
」
は
「
撼
」
に
同
じ
。
諸
説
あ
る
が
、
女
の
「
�
」
を
引
っ
張
る
こ
と
が
求
愛
の
印
だ
っ
た
ら
し
い
。
要
す
る
に
恋
愛
の
小

道
具
。
後
の
大
森
惟
中
の
評
に
つ
な
が
る
。「
尨
」
は
毛
の
多
い
犬
で
、
接
尾
語
「
児
」
を
つ
け
て
、
二
字
に
引
き
伸
ば
し
た
。
い
ぬ
っ
こ

ろ
と
い
う
感
じ
か
。
小
さ
い
犬
で
あ
ろ
う
。「
吠
影
」
と
い
え
ば
、
高
啓
『
宮
女
図
』「
女
奴
酔
い
を
扶
け
て
蒼
苔
を
踏
む
。
明
月
西
園
宴
に

侍
し
て
廻
る
。
小
犬
花
を
隔
て
て
空
し
く
影
に
吠
ゆ
。
夜
深
く
し
て
宮
禁
に
誰
か
有
り
て
来
る
」。
こ
の
詩
は
皇
帝
が
宮
女
に
通
う
こ
と
を

暗
示
し
た
と
し
て
、
後
に
高
啓
が
陥
れ
ら
れ
る
遠
因
と
な
っ
た
と
い
う
故
事
で
有
名
。（
銭
謙
益
『
列
朝
詩
集
』）
大
森
惟
中
の
眉
批
は
、
さ

す
が
に
典
拠
を
ち
ゃ
ん
と
見
抜
い
て
い
る
。「
夜
将
闌
」、
范
石
湖
『
無
題
』「
無
情
な
る
更
鼓
夜
将
に
闌
き
ん
と
す
」。
結
句
。「
悄
悄
」
は
、

本
義
の
憂
え
る
さ
ま
で
は
な
く
て
、
静
か
で
物
音
が
し
な
い
さ
ま
。
元
�
『
会
真
詩
』「
更
深
く
し
て
人
悄
悄
」。「
隔
花
」、
�
信
『
客
を
少

年
場
に
結
ぶ
行
』「
花
を
隔
て
て
遙
か
に
酒
を
勧
む
」。「
人
語
小
」、
文
天
祥
『
幕
客
酒
を
舟
中
に
載
す
。
即
席
に
序
別
す
』「
櫓
声
人
語
小
な

り
」。大

森
惟
中
の
眉
批
。

せ
い
き
ゅ
う

い
い
ん

し
ょ
う

じ
お
う

え

そ
う
こ
う

青
邱
遺
韻
。
小
字
押
得
湊
巧
。

青
邱
の
遺
韻
。「
小
」
の
字
押
し
得
て
湊
巧
な
り
。

青
邱
（
高
啓
の
号
）
ば
り
の
作
風
。「
小
」
の
字
に
よ
る
押
韻
は
ぴ
っ
た
り
で
う
ま
い
。「
遺
韻
」
は
、
本
来
は
、
文
学
者
が
死
後
に
残
し

た
韻
文
作
品
。
後
に
昔
の
文
学
者
の
風
格
す
な
わ
ち
遺
風
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
胡
応
麟
『
詩
藪
』
六
朝
「
何
（
遜
）
は
情
素
を
�
写
し
、

沖
淡
な
る
処
は
、
往
往
に
し
て
顔
（
延
之
）
謝
（
霊
運
）
の
遺
韻
な
り
」。「
得
」
は
動
詞
の
様
態
を
補
足
す
る
助
字
。「
押
韻
す
る
、
そ
の

し
か
た
が
・
・
・
」
と
い
う
語
気
。「
言
い
得
て
妙
な
り
」
等
の
言
い
回
し
は
、
こ
の
助
字
の
訓
読
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
。「
湊
巧
」
は
、

ち
ょ
う
ど
、
た
ま
た
ま
と
い
う
気
持
ち
を
表
す
俗
語
。
孔
尚
任『
桃
花
扇
』拒
媒「
正
に
去
き
て
請
わ
ん
と
要
す
る
に
、
来
る
的
湊
巧
な
り
」。
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と
こ
ろ
で
、「
小
」
の
字
の
ど
こ
が
す
ば
ら
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
先
ず
、
仄
声
韻
と
い
う
奇
抜
。
ま
た
、
こ
そ
こ
そ
と
し
た
み
そ
か
ご
と
の

怪
し
い
雰
囲
気
を
う
ま
く
表
現
し
得
て
い
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。

原
詩
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
大
森
惟
中
の
評
。

か
い
ん
ぜ
い

う
ご

あ
や
し

む
く
い
ぬ

ま

ひ
と

ほ

む
く
い
ぬ

ま

こ

花
陰
撼
�
、
不
怪
尨
也
一
吠
。
尨
亦
道
個
畜
生
。

花
陰
�
を
撼
か
す
、
怪
ま
ず
尨
も
也
た
一
た
び
吠
ゆ
る
を
。
尨
も
亦
た
個

ち
く
し
ょ
う

い

の
畜
生
と
道
わ
ん
。

桜
の
咲
く
木
陰
で
、
ハ
ン
カ
チ
を
揺
ら
せ
ば
、
む
く
犬
が
吠
え
る
の
も
無
理
は
な
い
。
む
く
犬
も
「
こ
ん
畜
生
」
と
罵
っ
た
こ
と
だ
ろ
う

よ
。（
自
分
も
畜
生
の
く
せ
に
）。「
花
陰
」、
鄭
谷
『
孫
路
処
士
に
寄
贈
す
』「
酒
醒
め
て
蘚
砌
花
陰
に
転
ず
」。「
撼
�
」
は
前
述
。「
不
怪
」は
、

不
思
議
で
は
な
い
、
道
理
で
。
陸
亀
蒙
『
怪
松
図
賛
』「
怪
し
ま
ず
其
の
真
を
図
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
を
」。
白
話
で
は
、
責
め
ら
れ
な
い
、

文
句
を
言
え
な
い
の
意
も
あ
る
が
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
末
の
文
は
、
禅
語
風
の
言
い
方
に
倣
っ
た
。『
景
徳
伝
灯
録
』「
西
云
う
箇
（
こ
）

の
什
麼
（
そ
も
）
を
道
う
」。「
済
曰
く
遮
（
こ
）
の
畜
生
（
き
く
さ
ん
）」。
そ
の
実
は
、
日
本
語
の
罵
詈
語
、「
こ
ん
ち
く
し
ょ
う
」
を
難

し
げ
な
漢
文
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
畜
生
た
る
む
く
犬
が
「
畜
生
」
と
の
の
し
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
だ
じ
ゃ
れ
を
効
か
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
大
森
惟
中
の
評
言
は
、
作
品
を
丁
寧
に
読
ん
で
、
作
者
の
意
図
を
見
抜
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
一
方
、
違
っ
た
角
度
か
ら
切

り
返
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
種
の
知
的
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。

ら
っ
か

り
ょ
う
ら
ん

あ
め

お
お

（
４
）
落
花
撩
乱
多
於
雨

落
花

撩
乱
と
し
て

雨
よ
り
多
く

ば
く
ば
く

け
い
い
ん

し
ゅ
う
こ

こ
も

漠
漠
軽
陰
籠
繍
戸

漠
漠
た
る

軽
陰

繍
戸
に
籠
る

す
い
き

し
ゅ
ん
じ
ん

じ
ょ
う

な

も
の
う

睡
起
春
人
情
尚
慵

睡
起
す
る

春
人

情
は
尚
お
慵
し

て
い
げ
ん

こ
こ
ろ

あ
ん

り
え
ん

ふ

低
絃
試
按
梨
園
譜

低
絃

試
み
に
按
ず

梨
園
の
譜

花
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
散
っ
て
い
る
。
雨
よ
り
も
ひ
ど
い
く
ら
い
。
ぼ
ん
や
り
と
広
が
る
う
っ
す
ら
と
し
た
雲
が
、
女
の
部
屋
を
お
お
っ

て
い
る
。
春
の
思
い
に
ふ
け
る
女
、
寝
起
き
の
け
だ
る
さ
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
低
い
音
の
絃
で
、
芸
者
用
の
楽
譜
を
見
な
が
ら
な

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
一
）
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に
や
ら
練
習
し
始
め
た
。

（
３
）
で
い
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
詩
も
、
上
声
七
遇
の
押
韻
で
、
仄
声
韻
の
変
格
。
平
仄
の
規
則
は
守
る
。

起
句
。「
落
花
撩
乱
」、「
撩
乱
」は
乱
れ
飛
ぶ
意
を
表
す
双
声
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
。
邵
雍『
懶
起
吟
』「
簾
外
落
花
撩
乱
と
し
て
飛
ぶ
」。
承
句
。

「
漠
漠
」
は
、
遠
く
遙
か
で
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
う
す
ぐ
ら
い
様
。
杜
甫
『
茅
屋
秋
風
の
破
る
所
と
為
る
歌
』「
秋
天
漠
漠
と
し
て
昏
黒
に
向

か
う
」。
ま
た
同
じ
く
杜
甫
『
�
�
』「
江
天
漠
漠
と
し
て
鳥
飛
び
去
る
」。「
漠
漠
軽
陰
」
は
、
韓
愈
『
水
部
張
員
外
曲
江
春
遊
に
同
じ
て
白

二
十
二
舎
人
に
寄
す
』「
漠
漠
た
る
軽
陰
晩
自
ら
開
く
」
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
。「
繍
戸
」
は
女
性
の
部
屋
の
美
称
。
鮑
照
『
擬
行
路
難
』
其

三
「
文
窓
繍
戸
羅
幕
を
垂
る
」。
転
句
。「
睡
起
」
は
、
眠
っ
て
い
た
状
態
か
ら
起
き
る
こ
と
。
韓
�
『
睡
起
』「
睡
起
し
て
墻
陰
に
薬
欄
を
下

る
」。「
春
人
」
は
も
と
も
と
は
春
の
行
楽
を
す
る
人
。
�
信
『
美
人
山
を
望
む
銘
』「
禁
苑
斜
め
に
通
じ
、
春
人
常
に
聚
ま
る
」。
や
が
て
、

春
情
を
抱
く
人
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
楊
慎
『
扶
南
曲
』
其
一
「
春
人
曲
房
を
辞
す
」。
結
句
。「
低
絃
」、
よ
く
分
か
ら
ぬ
。
人
な
ら
「
低

声
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
弦
楽
器
に
当
て
は
め
た
の
か
。
け
だ
る
い
雰
囲
気
に
ぴ
っ
た
り
な
音
調
な
の
で
あ
ろ
う
。「
試
按
」、
銭
謙
益
『
劉
編

修
の
詔
を
朝
鮮
に
頒
す
る
を
送
る
』
其
七
「
試
み
に
図
経
を
按
じ
て
遺
跡
を
問
う
」。「
按
」
は
調
べ
る
。
楽
譜
に
従
っ
て
弾
く
こ
と
。「
梨

園
」
は
唐
の
玄
宗
が
、
宮
中
に
設
け
た
歌
舞
訓
練
所
。
後
世
で
は
、
広
く
、
戯
曲
の
役
者
（
妓
女
、
芸
人
を
兼
ね
る
）
の
世
界
を
指
す
。
辛

棄
疾
『
菩
薩
蛮
』「
定
め
て
憶
ゆ
る
な
ら
ん
梨
園
の
譜
」。

い
っ
そ
う

え
ん
か

よ
う
あ
い

か
ん

（
５
）
一
簇
烟
霞
杳
靄
間

一
簇
の

烟
霞

杳
靄
の
間

こ
う
う
ん

お

ほ
っ

ご
ふ
う
か
ん

紅
雲
欲
墜
午
風
�

紅
雲

墜
ち
ん
と
欲
し

午
風
�
な
り

せ
い
ろ
う

う
た

い

や
す
ぎ

き
ょ
く

青
楼
唱
出
安
来
曲

青
楼

唱
い
出
だ
す

安
来
の
曲

し
ゃ
に
ち

お
う
か

と
が
み
や
ま

社
日
桜
花
砥
上
山

社
日
の

桜
花

砥
上
山

ぜ
ん
し

り

か

ご

も
ち

（
自
注
）
全
詩
用
俚
歌
語
。
○
曲
名
云
安
来
（
ヤ
ス
キ
）
節
。
○
砥
上
山
有
安
来
。
○
砥
上
山
別
書
十
神
山
。

全
詩
、
俚
歌
の
語
を
用

き
ょ
く
め
い

や
す
ぎ

ぶ
し

い

と
が
み
や
ま

や
す
ぎ

あ

と
が
み
や
ま

べ
つ

と
が
み
や
ま

い
る
。
○
曲
名
は
安
来
（
ヤ
ス
キ
）
節
と
云
う
。
○
砥
上
山
は
安
来
に
有
り
。
○
砥
上
山
は
別
に
十
神
山
と
書
く
。

八



ひ
と
か
た
ま
り
の
霞
や
、
薄
暗
い
も
や
の
間
に
、
真
昼
の
風
が
ゆ
っ
た
り
と
吹
い
て
き
て
、
桜
の
花
が
散
り
続
け
る
。
あ
た
か
も
紅
い
雲

が
落
ち
か
か
っ
て
く
る
よ
う
に
。
妓
楼
で
は
、
安
来
節
を
歌
い
出
す
。「
安
来
千
軒
名
の
出
た
と
こ
ろ
、
社
日
桜
に
十
神
山
」

起
句
。「
一
簇
」
の
「
簇
」
は
、
一
カ
所
に
群
れ
て
い
る
物
を
数
え
る
量
詞
。
杜
甫
『
江
畔
独
歩
し
て
花
を
尋
ぬ
』「
桃
花
一
簇
開
く
こ
と

主
無
し
」。
韋
荘
『
宮
荘
』「
誰
氏
の
園
林
か
一
簇
の
煙
」。「
煙
霞
」
は
も
や
と
か
す
み
、
李
咸
用
『
山
中
』「
一
簇
の
烟
霞
栄
辱
の
外
」。
ま
た
、

そ
れ
ら
を
代
表
と
す
る
山
水
美
。
謝
�
『
宋
玉
の
風
の
賦
に
擬
す
』「
煙
霞
色
を
潤
す
」。「
杳
靄
」
は
遠
く
う
っ
す
ら
と
し
た
靄
。
張
説
『
秋

夜
�
湖
に
遊
ぶ
』「
杳
靄
泉
岑
に
湧
く
」。
蘇
軾
『
初
め
て
廬
山
に
入
る
』「
神
は
遊
ぶ
杳
靄
の
間
」。
承
句
。「
紅
雲
」
は
桜
の
花
が
こ
ん
も
り

と
咲
い
て
い
る
さ
ま
。
韓
愈『
盧
給
事
曲
江
の
荷
花
行
に
酬
ゆ
』「
紅
雲
を
平
鋪
す
れ
ば
明
鏡
の
如
し
」は
蓮
の
花
に
つ
い
て
い
う
。「
欲
墜
」、

呂
本
中
『
画
馬
図
』「
秋
雲
墜
ち
ん
と
欲
す
都
護
の
塁
」。「
午
風
�
」、
明
、
管
時
敏
『
定
斎
、
張
孟
安
の
為
に
賦
す
』「
落
花
簾
幕
午
風
�
な

り
」。「
�
」
は
「
閑
」
に
同
じ
。
転
句
。「
青
楼
」
は
、
元
来
青
く
塗
っ
た
、
貴
人
の
住
む
高
殿
の
意
だ
が
、
後
に
妓
楼
を
も
っ
ぱ
ら
指
す

よ
う
に
な
っ
た
。
曹
植
『
美
女
篇
』「
青
楼
大
門
に
臨
む
」。
杜
牧
『
懐
い
を
遣
る
』「
贏
ち
得
た
り
青
楼
薄
倖
の
名
」。「
唱
出
」
の
「
出
」
は
、

心
の
中
に
あ
る
も
の
を
外
に
「
出
」
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
。
韓
愈
『
石
鼎
聯
句
序
』「
即
ち
又
四
十
字
を
唱
い
出
し
て
八
句
と
為
す
」。
結
句
。「
社

日
」
は
、
春
分
秋
分
あ
た
り
に
土
地
神
を
祭
る
日
。「
社
日
桜
」
は
、
そ
の
春
の
社
日
ご
ろ
に
咲
く
と
い
う
こ
と
が
名
の
由
来
だ
ろ
う
か
。

安
来
に
あ
っ
た
有
名
な
桜
。
杜
甫
に
『
社
日
』
両
篇
の
作
あ
り
。
十
神
山
は
、
中
海
に
臨
む
景
勝
地
。
砥
上
の
地
名
は
各
地
に
あ
る
が
、
十

神
山
を
砥
上
山
と
も
書
い
た
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
。
作
者
の
当
て
字
か
。
十
神
山
は
●
○
○
、
砥
上
山
は
●
●
○
で
、
平
仄
を
合
わ
せ
る

た
め
と
思
わ
れ
る
。

自
注
。「
俚
歌
」
は
俗
曲
、
田
舎
歌
。
蘇
軾
『
王
勝
之
に
和
す
』「
惜
し
ま
ず
陽
春
の
俚
歌
に
和
す
る
を
」。「
全
詩
」
と
あ
る
の
で
、
起
句
、

承
句
も
安
来
節
の
一
部
か
と
考
え
た
が
、
当
て
は
ま
る
歌
詞
を
未
だ
見
出
し
て
い
な
い
。「
砥
上
山
有
安
来
」
の
「
有
」
は
「
在
」
で
あ
る

べ
き
と
こ
ろ
。
単
な
る
勘
違
い
だ
ろ
う
。「
別
書
」は
、
文
書
な
ど
を
別
に
も
う
一
つ
書
写
す
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
こ
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。

「
亦
作
」（
ま
た
つ
く
る
）
と
で
も
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。

し
ゃ
に
ち

お
う
か

き

ら

あ
つ

（
６
）
社
日
桜
花
簇
綺
羅

社
日
の

桜
花

綺
羅
を
簇
め

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
一
）

九



と
が
み

さ
ん
じ
ょ
う

け
い
こ
う
お
お

十
神
山
上
景
光
多

十
神

山
上

景
光
多
し

せ
い
ろ
う

さ
け

お

よ

か
く

と
ど

青
楼
置
酒
能
留
客

青
楼

酒
を
置
き

能
く
客
を
留
む

れ
い

う
た

や
す
ぎ

よ
う
や

う
た

例
唱
安
来
謡
冶
歌

例
と
し
て
唱
う

安
来

謡
冶
の
歌

社
日
桜
は
美
し
い
着
物
を
沢
山
ま
と
っ
た
か
の
よ
う
。十
神
山
に
は
景
色
の
良
い
と
こ
ろ
が
多
い
。妓
楼
で
は
う
ま
い
酒
で
宴
を
催
し
て
、

客
を
引
き
つ
け
る
。
そ
し
て
、
毎
日
色
っ
ぽ
い
安
来
節
を
歌
っ
て
き
か
せ
て
く
れ
る
の
だ
。

「
社
日
桜
」、「
十
神
山
」、「
青
楼
」、「
安
来
」
前
詩
参
照
。
起
句
。「
綺
羅
」
は
あ
や
ぎ
ぬ
と
う
す
ぎ
ぬ
。
ま
た
、
そ
れ
を
着
た
美
人
。
多

く
の
妓
女
を
つ
れ
て
お
花
見
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
白
居
易
『
松
江
亭
。
楽
を
携
え
て
漁
を
観
、
宴
し
て
宿
る
』「
船
頭
綺
羅
を
蔟

む
」。「
蔟
」
は
「
簇
」
と
同
じ
。
承
句
。「
景
光
」
は
本
来
は
影
と
光
の
意
味
だ
が
、「
光
景
」
と
同
じ
。
平
仄
の
関
係
で
上
下
入
れ
替
え
た
。

劉
禹
錫
『
大
鈞
を
問
う
賦
』「
人
間
の
景
光
に
異
な
る
」。
転
句
。「
青
楼
」、
前
詩
参
照
。「
置
酒
」、『
戦
国
策
』
趙
策
「
平
原
君
乃
ち
酒
を
置

く
」。
左
思
『
蜀
都
賦
』「
酒
を
高
堂
に
置
く
」。「
能
留
客
」、
李
白
『
�
渓
の
南
、
藍
山
の
下
に
落
星
潭
有
り
。
以
て
卜
築
す
可
し
。
余
は
舟

を
石
上
に
泊
め
て
、
何
判
官
昌
浩
に
寄
す
』「
清
輝
能
く
客
を
留
む
」。
結
句
。「
例
」
は
、
い
つ
も
の
こ
と
と
し
て
、
大
抵
。『
南
史
』
劉
苞

伝
「
家
に
旧
書
有
り
、
例
と
し
て
皆
残
蠧
す
」。「
謡
冶
」
は
「
遙
冶
」
で
は
な
い
か
。
鮑
照
『
中
興
歌
』
其
九
「
遙
冶
上
京
に
在
り
」。「
姚

冶
」（
あ
で
や
か
）
と
同
音
同
義
。『
荀
子
』
非
相
「
美
麗
姚
冶
な
ら
ざ
る
莫
し
」。
同
じ
く
エ
ロ
チ
ッ
ク
の
意
を
持
つ
、「
妖
冶
」「
艶
冶
」
等

を
勘
違
い
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

社
日
桜
や
十
神
山
の
あ
る
安
来
は
、
松
江
の
遊
廓
か
ら
離
れ
て
い
る
の
で
、
前
半
と
後
半
は
結
び
つ
か
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
前
半
は
、

船
で
松
江
に
来
る
途
中
の
風
景
か
。
あ
る
い
は
、
当
時
の
安
来
節
の
歌
詞
の
一
部
を
模
写
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

す
だ
れ

へ
だ

し
ょ
う
ご

な

な
ん
な
ん

（
７
）
隔
簾
咲
語
尚
喃
喃

簾
を
隔
て
て

咲
語

尚
お
喃
喃
た
り

し
ま
い

さ
ん
こ
う

め

い
ま

と

姉
妹
三
更
眼
未
緘

姉
妹

三
更

眼
は
未
だ
緘
じ
ず

し

み
ょ
う
ち
ょ
う

は
な

み

や
く

あ

知
有
明
朝
看
花
約

知
る

明
朝

花
を
看
る
約
の

有
る
を

一
〇



と
う
ぜ
ん

あ

よ

し
ゅ
ん
さ
ん

つ
く

灯
前
相
倚
製
春
衫

灯
前

相
い
倚
り
て

春
衫
を
製
る

簾
の
向
こ
う
で
笑
い
さ
ざ
め
き
、
こ
ち
ょ
こ
ち
ょ
話
が
い
つ
ま
で
も
や
ま
ぬ
。
姉
妹
は
真
夜
中
な
の
に
ま
だ
眼
を
閉
じ
よ
う
と
し
な
い
。

ど
う
や
ら
明
日
、
花
見
に
行
く
約
束
が
あ
る
ら
し
い
。
灯
火
の
下
、
肩
寄
せ
合
っ
て
春
の
お
出
か
け
着
を
繕
っ
て
る
よ
う
じ
ゃ
。

遊
廓
に
流
連
し
た
と
き
、
出
く
わ
し
た
微
笑
ま
し
い
情
景
を
詠
ん
だ
。
し
か
し
、
竹
枝
歌
と
い
わ
れ
ね
ば
、
普
通
の
家
庭
の
描
写
の
よ
う

に
見
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
、
こ
の
詩
の
み
そ
な
の
だ
ろ
う
。
起
句
。「
隔
簾
」、
岑
参
『
群
公
に
龍
岡
寺
に
陪
し
て
舟
を
泛
か
ぶ
』「
簾
を
隔

て
て
夜
灘
を
聞
く
」。
遊
廓
の
中
が
ど
の
よ
う
な
間
取
り
か
知
ら
な
い
が
、
こ
こ
は
室
内
の
簾
。「
咲
」
は
、「
笑
」。
孟
浩
然
『
臨
渙
裴
明
府

の
席
に
張
十
一
房
六
に
遇
う
』「
笑
語
今
夕
を
同
じ
く
す
」。「
喃
喃
」
は
、
小
声
の
お
し
ゃ
べ
り
を
表
す
擬
態
語
。『
北
史
』
隋
房
陵
王
勇
伝

「
喃
喃
細
語
す
」。
承
句
。「
姉
妹
」は
、
実
の
姉
妹
で
は
な
く
妓
女
の
同
輩
達
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
三
更
」、
夜
を
五
更
に
わ
け
た
真
ん
中
。

深
夜
十
二
時
こ
ろ
。
杜
甫
『
慢
成
』「
風
灯
夜
を
照
ら
し
て
三
更
に
な
ら
ん
と
欲
す
」。「
緘
」
は
口
に
対
し
て
い
う
の
が
普
通
だ
が
、
押
韻
の

た
め
に
無
理
を
し
た
。
転
句
。「
明
朝
」
は
、
平
仄
の
関
係
で
「
明
日
」
の
代
わ
り
に
用
い
る
。「
看
花
約
」、
王
�
『
諸
君
と
会
飲
す
る
中

の
作
』「
但
だ
随
う
白
傅
の
花
を
見
る
約
に
」。
結
句
。「
相
倚
」、
人
同
士
で
は
な
い
が
、
謝
霊
運
『
始
寧
墅
を
過
ぐ
』「
拙
と
疾
と
相
い
倚
り

て
薄
（
つ
）
く
」。「
衫
」
は
、
ひ
と
え
の
袖
の
短
い
衣
だ
が
、
広
く
衣
服
一
般
を
指
す
。
�
鶚
『
杭
菫
浦
・
・
・
』「
白
紵
を
商
量
し
春
衫
を

製
る
」。

あ
た

こ

ひ
ょ
う
ぎ
ょ

あ
じ
び

と
き

（
８
）
恰
是
冰
魚
味
美
時

恰
か
も
是
れ

冰
魚
の

味
美
な
る
時

へ
ん
し
ゅ
う

ぎ

の

れ
ん
い

た
だ
よ

扁
舟
載
妓
漾
漣
�

扁
舟

妓
を
載
せ
て

漣
�
に
漾
う

ば
ん
ら
い

さ
お

と
ど

い
ず

あ
た

よ

晩
来
停
棹
何
辺
好

晩
来

棹
を
停
む
る

何
れ
の
辺
り
か
好
き

し
ん
じ
ょ

し
ぜ
ん

つ
き

ま
ゆ

ご
と

神
女
祠
前
月
如
眉

神
女

祠
前

月
は
眉
の
如
し

ひ
ょ
う
ぎ
ょ

ま
つ
え

め
い
さ
ん

ま
つ
え

こ
ざ
ん

べ
ん
て
ん
し

（
自
注
）
冰
魚
、
松
江
名
産
。
○
松
江
湖
山
有
辨
天
祠
。

冰
魚
は
、
松
江
の
名
産
。
○
松
江
の
湖
山
に
辨
天
祠
有
り
。

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
一
）
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お
り
し
も
シ
ラ
ウ
オ
の
う
ま
い
季
節
と
き
た
も
ん
だ
。
小
舟
に
妓
女
を
乗
せ
て
、
さ
ざ
波
の
た
つ
宍
道
湖
を
漂
っ
て
水
遊
び
を
し
よ
う
。

夜
に
な
っ
た
。
ど
の
辺
に
舟
を
と
め
よ
う
か
。
嫁
が
島
神
女
の
祠
の
ま
え
に
月
が
か
か
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
神
女
の
眉
の
よ
う
で
あ
る
。

起
句
。「
恰
是
」
は
、
ち
ょ
う
ど
。
口
語
的
。
朱
熹
『
観
梅
の
小
集
。
斎
禁
を
以
て
陪
し
奉
る
を
得
ず
。
因
り
て
小
詩
を
寄
す
』「
恰
も
是

れ
先
生
食
を
変
う
る
時
」。「
冰
」
は
、「
氷
」
と
同
じ
。「
冰
魚
」
は
、
日
本
で
は
普
通
「
ひ
お
」（
鮎
の
稚
魚
）
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
は
宍
道

湖
特
産
の
シ
ラ
ウ
オ
と
み
な
し
た
い
。（「
ひ
お
」
で
シ
ラ
ウ
オ
を
指
す
地
域
も
あ
る
よ
う
だ
。『
国
』）
な
お
、
中
国
で
は
「
冰
魚
」
は
、
氷

の
下
の
魚
と
い
う
に
過
ぎ
ず
、
し
ば
し
ば
命
が
か
つ
が
つ
永
ら
え
て
い
る
状
態
に
喩
え
る
。
徐
陵
『
北
斉
に
在
り
て
梁
太
尉
王
僧
辯
に
与
う

る
書
』「
・
・
・
全
く
死
す
と
は
為
す
に
非
ず
。
氷
魚
の
絶
え
ざ
る
が
如
し
。
・
・
・
」。「
味
美
」、
欧
陽
修
『
帰
田
録
』「
金
橘
は
香
清
く
味

美
な
り
」。
承
句
。「
扁
舟
」
の
「
扁
」
は
、「
小
」
の
意
。『
史
記
』
貨
殖
・
范
蠡
伝
「
扁
舟
に
乗
り
て
、
江
湖
に
浮
か
ぶ
」。「
載
妓
」、
李

白
『
江
上
吟
』「
妓
を
載
せ
て
波
に
随
っ
て
去
留
に
任
す
」。「
漾
漣
�
」、
王
維
『
�
川
集
・
斤
竹
嶺
』「
青
翠
漣
�
に
漾
う
」。
転
句
。「
晩
来
」

は
暮
れ
方
、「
来
」
は
助
字
。
李
白
『
宮
中
行
楽
詞
』「
晩
来
綵
仗
を
移
す
」。「
停
棹
」、
李
白
『
江
上
元
六
林
宗
に
寄
す
』「
棹
を
停
め
林
巒
に

依
る
」。「
何
辺
好
」
は
用
例
が
少
な
い
が
、「
何
処
好
」
は
よ
く
使
う
。
平
仄
の
関
係
で
「
辺
」
字
を
用
い
た
。
白
居
易
『
開
衿
』「
衿
を
開

く
は
何
れ
の
処
か
好
き
」。
結
句
。『
神
女
祠
』、
自
注
に
あ
る
よ
う
に
、
宍
道
湖
に
浮
か
ぶ
嫁
が
島
に
あ
る
竹
生
島
神
社
。
弁
財
天
を
祭
る
。

宍
道
湖
の
女
神
と
見
な
せ
よ
う
。
王
維
に
『
魚
山
神
女
祠
歌
』
あ
り
。「
月
如
眉
」、
駱
賓
王
『
艶
情
。
郭
氏
に
代
わ
り
て
盧
照
鄰
に
答
う
』「
峨

眉
山
上
月
眉
の
如
し
」。「
如
」
は
平
仄
が
外
れ
て
お
り
、「
似
」
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。
自
注
の
「
湖
山
」
は
、
湖
の
中
の
山
（
島
）。
も
と

も
と
は
湖
や
そ
の
ま
わ
り
の
山
の
意
で
用
い
る
。
元
�
『
鄭
従
事
四
年
九
月
望
海
亭
に
宴
す
る
に
酬
ゆ
。
旧
韻
を
次
用
す
』「
湖
山
四
面
気
色

を
争
う
」。

大
森
惟
中
は
、
こ
の
詩
に
わ
ざ
と
ち
ぐ
は
ぐ
な
評
を
寄
せ
る
。

お
ん
な

よ

ふ
ね

ゆ

ま
ゆ

よ

せ
い

き

お
そ

べ

お
そ

べ

女
能
蕩
舟
、
眉
能
伐
性
、
可
畏
、
可
畏
。

女
は
能
く
舟
を
蕩
ら
し
、
眉
は
能
く
性
を
伐
る
、
畏
る
可
し
、
畏
る
可
し
。

女
っ
て
舟
は
揺
ら
す
し
、
眉
の
う
つ
く
し
さ
は
命
取
り
、
お
お
こ
わ
こ
わ
、
気
を
つ
け
た
ま
え
。「
蕩
舟
」
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
三

年
「
斉
侯
（
桓
公
）
は
蔡
姫
と
舟
に
囿
に
乗
る
。
公
を
蕩
ら
す
。
公
は
懼
れ
て
、
色
を
変
ず
。
之
を
禁
ず
る
も
可
さ
ず
。
公
怒
り
て
之
を
帰

す
」
の
故
事
に
よ
る
。
李
白
『
越
女
詞
』
其
二
「
好
ん
で
舟
を
蕩
ら
す
こ
と
劇
し
き
を
為
す
」。
悪
ふ
ざ
け
の
過
ぎ
る
い
た
ず
ら
な
女
だ
が
、

一
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そ
れ
も
魅
力
的
だ
。「
伐
性
」、『
呂
氏
春
秋
』
本
生
「
靡
曼
皓
歯
、
鄭
衛
の
音
、
務
む
る
に
自
ら
楽
し
む
を
以
て
す
る
を
、
性
を
伐
る
の
斧

と
曰
う
」。「
性
」
は
生
命
。
も
っ
ぱ
ら
美
女
に
つ
い
て
い
う
。
劉
克
荘
『
蠧
賦
』「
蛾
眉
性
を
伐
る
」。
命
を
縮
め
る
羽
目
に
な
っ
て
も
、
そ

の
魅
力
に
は
抗
え
な
い
。「
月
眉
に
似
た
り
」
と
い
う
の
も
、
単
な
る
譬
喩
で
は
な
く
て
、
女
が
そ
ば
に
い
た
か
ら
だ
ろ
う
と
、
要
ら
ぬ
穿

鑿
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
、「
可
畏
」
が
単
な
る
恐
怖
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。『
論
語
』
子
罕
篇
「
後
生
畏
る

可
し
」
の
よ
う
に
、
女
性
に
対
す
る
畏
敬
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
て
ん

つ
き
な

よ
る

め
い
め
い

（
９
）
江
天
無
月
夜
冥
冥

江
天
に

月
無
く

夜
は
冥
冥
た
り

え
ん
か

り
ょ
う

お

じ
ん
て
い
と
ど
ろ

烟
火
趁
涼
轟
迅
霆

烟
火

涼
を
趁
い
て

迅
霆
轟
く

こ
つ
ち

こ
う
ぜ
ん

ひ
と
か
っ
さ
い

忽
地
鬨
然
人
喝
采

忽
地
と
し
て

鬨
然

人
喝
采
す

い
ち
が
ん

く
だ

な

ま
ん
く
う

ほ
し

一
丸
砕
作
満
空
星

一
丸

砕
け
て
作
す

満
空
の
星

月
の
な
い
夜
、
真
っ
暗
な
川
面
と
そ
の
上
に
広
が
る
空
。
そ
の
時
、
涼
風
が
吹
い
た
か
と
思
う
と
、
続
い
て
花
火
が
上
が
り
、
ど
ど
ど
ー

ん
と
雷
の
よ
う
な
轟
音
が
鳴
り
響
く
。
た
ち
ま
ち
、
人
々
、
わ
あ
あ
あ
と
大
喝
采
。
一
つ
の
花
火
玉
が
砕
け
散
る
ご
と
に
、
空
い
っ
ぱ
い
の

星
と
な
る
。

「
忽
」
は
、
本
「
怱
」
に
作
っ
て
い
た
の
を
、
大
森
惟
中
が
「
忽
」
に
改
め
た
。
今
こ
れ
に
従
う
。

起
句
。「
江
天
」
は
、
江
と
天
だ
が
、
江
の
上
に
広
が
る
天
に
主
眼
を
置
く
場
合
が
多
い
。
梁
、
范
雲
『
零
陵
郡
に
之
き
て
新
亭
に
次
る
』

「
江
天
自
ら
合
わ
さ
る
が
如
し
」。
盧
綸
『
丹
陽
の
趙
少
府
を
送
る
』「
江
天
虹
影
長
し
」。「
夜
冥
冥
」、
陸
機
『
董
逃
行
』「
長
夜
冥
冥
と
し
て

期
す
る
無
し
」。
承
句
。「
煙
（
烟
）
火
」
は
花
火
と
い
っ
て
も
、
中
国
の
そ
れ
は
爆
竹
に
近
い
も
の
。
宗
懍
『
荊
楚
歳
時
記
』「
今
正
臘
の
旦

に
門
前
に
煙
火
を
作
す
」。「
趁
涼
」
は
、
本
来
涼
し
い
と
こ
ろ
に
避
暑
す
る
意
。
白
居
易
『
晩
庭
涼
を
逐
う
』「
涼
を
趁
い
て
行
き
て
竹
を
繞

る
」。
或
い
は
涼
し
い
う
ち
に
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
陸
游
『
秋
後
一
日
風
雨
』「
涼
を
趁
い
て
社
酒
を
謀
る
」。
し
か
し
ど
ち
ら
も
こ
の
詩
に

は
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
、「
涼
」
を
「
涼
風
」
と
と
っ
て
解
釈
し
た
。「
迅
霆
」
は
、「
迅
雷
」
と
い
う
の
が
普
通
。『
論
語
・
郷
党
』「
迅
雷
風
烈

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
一
）
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必
ず
変
ず
」。
し
か
し
、「
迅
霆
」
と
い
う
用
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
陸
希
声
『
君
陽
遁
叟
山
居
記
』「
疾
風
迅
霆
」。
こ
こ
は
押
韻
さ
せ

る
た
め
。
転
句
。「
怱
地
」
は
確
か
に
用
例
が
な
く
、
文
脈
か
ら
い
っ
て
も
、
大
森
惟
中
の
い
う
よ
う
に
、「
忽
地
」
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

「
忽
然
」
と
同
意
だ
が
、
平
仄
を
合
わ
せ
る
た
め
に
用
い
た
。
王
建
『
華
清
宮
前
の
柳
』「
楊
柳
宮
前
に
忽
地
と
し
て
春
な
り
」。「
鬨
然
」、
詩

語
と
し
て
は
あ
ま
り
用
い
ぬ
。
劉
禹
錫
『
唐
故
中
書
侍
郎
平
章
事
韋
公
集
』「
群
議
鬨
然
」。「
喝
采
」
は
、
本
来
博
奕
で
賽
を
振
る
と
き
の
か

け
声
。
転
じ
て
、
称
賛
の
叫
び
声
。
宋
、
張
任
国
『
柳
梢
青
』「
一
声
喝
采
し
、
旧
店
新
た
に
開
く
」。
結
句
。「
一
丸
」
は
、
中
国
で
は
薬
の

数
量
と
し
て
用
い
る
の
が
普
通
で
、
花
火
玉
に
用
い
る
の
は
創
意
で
あ
ろ
う
。
火
「
薬
」
で
は
あ
る
が
。
ま
た
、「
玉
砕
」
も
意
識
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
。「
満
空
の
星
」、
杜
甫
『
王
侍
御
に
陪
し
て
同
に
東
山
最
高
頂
に
登
り
宴
す
。
姚
通
泉
晩
に
酒
を
携
え
て
江
に
泛
ぶ
』「
満
空
の

星
河
光
破
砕
す
」。

大
森
惟
中
は
、
眉
批
で
い
う
。

つ
き
な

め
い
や

か
え

ま
ん
く
う

ほ
し

し
ん

た
く

無
月
冥
夜
、
反
襯
満
空
星
、
巧
甚
。
誦
至
末
句
、
亦
絶
叫
喝
采
。

月
無
き
の
冥
夜
、
反
っ
て
満
空
の
星
を
襯
す
、
巧
み
な
る
こ

は
な
は

し
ょ
う

ま
っ
く

い
た

ま

ぜ
っ
き
ょ
う
か
っ
さ
い

と
甚
だ
し
。
誦
し
て
末
句
に
至
る
に
、
亦
た
絶
叫
喝
采
す
。

月
の
な
い
真
っ
暗
な
夜
に
、
そ
れ
と
逆
に
満
天
の
明
る
い
星
を
配
し
て
際
だ
た
せ
る
の
は
、
な
か
な
か
の
手
練
れ
。
末
句
ま
で
朗
読
し
て
、

私
自
身
も
、
詩
の
す
ば
ら
し
さ
に
つ
い
声
を
は
り
あ
げ
て
「
喝
采
」
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。

「
襯
」
は
、
本
来
は
「
は
だ
ぎ
」
の
こ
と
だ
が
、
肌
着
は
身
に
密
着
す
る
の
で
、
ぴ
っ
た
り
く
っ
つ
い
て
、
際
だ
た
せ
る
意
味
に
広
が
っ

た
。
�
信
『
杏
花
』。「
金
盤
紅
瓊
に
襯
す
」。「
無
月
冥
夜
」、
劉
禹
錫
『
春
情
有
り
の
篇
』「
縦
令
（
た
と
）
い
月
無
き
夜
な
る
も
、
芳
興
暗

中
に
深
し
」。「
絶
叫
」、『
晋
書
』
袁
耽
伝
「
耽
馬
を
投
じ
て
絶
叫
す
」。

詩
の
直
後
の
大
森
惟
中
の
評
は
、

て
い

こ

か
ぎ
や

が
ん

こ

た
ま
や

霆
是
鍵
屋
、
丸
是
玉
屋
。

霆
は
是
れ
鍵
屋
に
し
て
、
丸
は
是
れ
玉
屋
な
り
。

「
霆
」
す
な
わ
ち
か
み
な
り
は
ぎ
ざ
ぎ
ざ
の
鉤
形
で
、「
か
ぎ
や
」
の
意
が
隠
さ
れ
て
い
る
。「
丸
」
は
「
た
ま
や
」
の
意
が
隠
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
解
釈
は
、
ち
と
う
が
ち
す
ぎ
で
は
な
い
か
と
思
う
。
確
か
に
、「
か
ぎ
や
」「
た
ま
や
」
の
か
け
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
詩
で

は
あ
る
が
。「
か
ぎ
や
」「
た
ま
や
」
は
、
江
戸
時
代
の
花
火
師
の
屋
号
で
あ
っ
た
の
が
、
後
に
花
火
見
物
の
か
け
声
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知

一
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の
通
り
。（『
国
』）

げ
っ
し
ょ
く

し
ろ

み

ふ
う
ろ
し
げ

（
１０
）
月
色
満
城
風
露
滋

月
色

城
に
満
ち
て

風
露
滋
し

と
う
か

こ
え

わ

よ
る
つ

と
き

踏
歌
声
湧
夜
闌
時

踏
歌
の

声
は
湧
く

夜
闌
く
る
時

じ
ん
じ
ょ
う

し
き
ょ
く

ち
ん
ぷ

い
と

尋
常
詞
曲
厭
陳
腐

尋
常
の

詞
曲
は

陳
腐
を
厭
い

あ
ら
そ

う
た

や
す
ぎ

し
ん
ち
く
し

争
唱
安
来
新
竹
枝

争
い
て
唱
う

安
来

新
竹
枝

や
す
ぎ

ち
め
い

（
自
注
）
安
来
、
地
名
。

安
来
は
、
地
名
な
り
。

月
の
光
が
町
を
す
み
ず
み
ま
で
照
ら
し
て
、
風
に
吹
か
れ
る
露
が
し
と
ど
に
降
り
て
い
る
。
夜
も
明
け
よ
う
か
と
す
る
と
き
、
誰
か
の
民

謡
が
響
き
渡
る
。
普
通
の
曲
じ
ゃ
あ
、
も
う
古
く
さ
い
っ
て
ん
で
、
妓
女
達
が
安
来
節
の
新
曲
を
争
っ
て
歌
い
始
め
る
の
だ
。

起
句
。「
月
色
満
城
」、
薩
都
剌
『
京
口
夜
坐
』「
月
色
城
に
満
ち
て
人
衣
を
搗
く
」。「
風
露
滋
」、
曾
鞏
『
九
月
九
日
』「
凄
凄
と
し
て
風
露

滋
し
」。
承
句
。「
踏
歌
」
と
い
え
ば
、
李
白
『
汪
倫
に
贈
る
』「
忽
ち
聞
く
岸
上
踏
歌
の
声
」。「
声
湧
」
は
、（
１
）
参
照
。「
夜
闌
」、
杜
甫

『
羌
村
』
其
一
「
夜
闌
き
て
更
に
燭
を
秉
る
」。
転
句
。「
尋
常
詞
曲
」、
貫
休
『
盧
舎
人
を
送
る
三
首
』
其
三
「
斯
の
言
是
れ
尋
常
の
曲
に
あ

ら
ず
」。「
陳
腐
」
は
、
本
来
は
食
糧
が
古
く
な
っ
て
腐
る
。
引
伸
し
て
、「
古
く
さ
い
」
の
意
。
文
学
評
語
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。

陸
游
『
老
学
庵
筆
記
』「
国
初
文
選
を
尚
ぶ
。
・
・
・
其
の
陳
腐
を
悪
む
」。
結
句
は
、
あ
き
ら
か
に
杜
牧
『
劉
秀
才
池
州
の
妓
と
別
る
る
を

見
る
』「
呉
姫
争
い
て
唱
う
竹
枝
歌
」
を
用
い
る
。
自
注
で
、
安
来
を
わ
ざ
わ
ざ
地
名
と
い
う
の
は
、
読
者
を
広
く
想
定
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。

安
来
節
は
、
ま
だ
一
部
の
好
事
家
が
知
る
の
み
で
、
全
国
区
で
は
な
か
っ
た
。

大
森
惟
中
の
評
。

け
つ

だ
い
ろ
く
し
ゅ

に

か
い
あ
ん

か

な

結
似
第
六
首
。
改
案
為
可
。

結
は
第
六
首
に
似
た
り
。
改
案
す
れ
ば
可
と
為
す
。

結
句
は
第
六
首
（
６
）
に
似
て
い
る
か
ら
、
改
作
し
た
ら
良
か
ろ
う
。「
改
案
」
は
日
本
語
の
よ
う
で
あ
る
。

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
一
）

一
五



し
ゅ
う
し

き
ゃ
く

ひ

せ
い
ろ
う

よ

（
１１
）
愁
思
引
客
倚
青
楼

愁
思
は

客
を
引
き
て

青
楼
に
倚
ら
し
む

つ
き
ひ
や

て
い
ご

あ
ん
ろ

う

月
冷
庭
梧
暗
露
浮

月
冷
や
か
に
し
て

庭
梧

暗
露
浮
く

こ
う
べ

あ

せ
い
ぜ
ん

こ
う
べ

た

な

挙
首
悽
然
低
首
泣

首
を
挙
げ
て

悽
然

首
を
低
れ
て
泣
く

さ
ん
ね
ん

こ

ち

ち
ゅ
う
し
ゅ
う

あ

三
年
此
地
値
中
秋

三
年

此
の
地
に
て

中
秋
に
値
う

愁
い
に
駆
ら
れ
て
、
異
境
の
地
に
い
る
私
は
妓
楼
の
壁
に
寄
り
か
か
っ
て
、
景
色
を
な
が
め
る
。
月
が
冷
た
く
庭
の
ア
オ
ギ
リ
を
照
ら
し

て
、
そ
の
葉
に
黒
い
露
が
浮
か
ん
で
い
る
。
頭
を
上
げ
て
、
故
郷
を
思
い
や
れ
ば
、
ど
う
に
も
寂
し
く
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
。
そ
し
て
、
ま

た
頭
を
垂
れ
て
す
す
り
泣
く
。
三
年
、
こ
の
地
で
毎
年
中
秋
を
む
か
え
る
身
の
上
に
な
ろ
う
と
は
。

起
句
。「
愁
思
」、
古
詩
十
九
首
「
愁
思
当
に
誰
に
か
告
ぐ
べ
き
」。「
客
」
は
、
遊
客
と
旅
人
の
両
義
を
兼
ね
て
い
る
か
。
作
者
自
身
と
考

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
引
客
」、
杜
甫
『
晦
日
崔
�
李
封
を
尋
ぬ
』「
客
を
引
き
て
掃
除
を
看
る
」。
承
句
。「
月
冷
」、
李
白
『
秋
思
』「
月
冷

や
か
に
し
て
莎
�
悲
し
む
」。「
庭
梧
」、
劉
禹
錫
『
白
君
の
崔
児
を
哭
す
る
二
篇
を
吟
じ
、
愴
然
と
し
て
寄
贈
す
』「
庭
梧
已
に
雛
の
栖
む
処

有
り
」。「
暗
露
」、
温
庭
�
『
夜
宴
謡
』「
暗
露
暁
風
羅
幕
寒
し
」。「
浮
」
の
字
、
異
様
。
日
本
語
の
「
冷
え
た
グ
ラ
ス
に
露
が
浮
く
」
の
よ

う
な
用
法
を
そ
の
ま
ま
漢
字
に
移
し
た
の
か
。
押
韻
す
る
た
め
に
無
理
を
し
た
よ
う
だ
。
あ
る
い
は
、
黒
い
玉
が
水
に
浮
く
よ
う
な
さ
ま
で
、

露
が
葉
に
の
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
か
。
転
句
は
、
李
白
『
静
夜
思
』「
頭
を
挙
げ
て
は
明
月
を
望
み
、
頭
を
垂
れ
て
は
故
郷
を
思
う
」
を
意
識

す
る
。
結
句
と
同
発
想
の
も
の
、
白
居
易
『
洛
陽
堰
閑
行
』「
七
年
此
の
地
に
て
閑
人
と
作
る
」、
査
慎
行
『
九
日
朱
大
司
空
の
南
荘
に
飲
む

二
首
』
其
一
「
三
年
此
の
地
に
て
重
陽
を
作
す
」、
僧
無
可
『
中
秋
月
を
翫
ぶ
』「
枉
し
く
中
秋
の
夜
に
値
う
」
等
。

ち
ょ
う
て
ん

ば
く
ば
く

み
ず

ゆ
う
ゆ
う

（
１２
）
長
天
漠
漠
水
悠
悠

長
天
は

漠
漠
と
し
て

水
は
悠
悠
た
り

く
れ

き
た

あ
し
た

み
な
み

い
ち
よ
う

ふ
ね

暮
北
朝
南
一
葉
舟

暮
に
北

朝
に
南

一
葉
の
舟

こ
ん
や

あ
ろ
う

い
ず

と
こ
ろ

や
ど

今
夜
阿
郎
何
処
宿

今
夜

阿
郎
は

何
れ
の
処
に
か
宿
る

は
く
ひ
ん

こ
う
り
ょ
う

ま
ん
こ
あ
き

白
蘋
紅
蓼
満
湖
秋

白
蘋

紅
蓼

満
湖
秋
な
り

一
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（
妓
女
が
宍
道
湖
を
眺
め
て
い
る
）
ど
こ
ま
で
も
続
く
天
、
遙
か
彼
方
ま
で
。
水
面
も
ま
た
遠
く
へ
遠
く
へ
と
の
び
て
い
く
。
暮
れ
に
は

北
へ
、
朝
に
は
南
へ
と
、（
あ
の
人
の
乗
る
）
一
艘
の
舟
。（
私
の
所
に
来
ず
に
）
今
夜
あ
ん
た
は
ど
こ
に
と
ま
る
の
か
い
。（
と
空
し
く
湖

に
向
か
っ
て
つ
ぶ
や
く
妓
女
）
白
い
浮
き
草
の
花
、
紅
い
た
で
、
湖
全
体
が
秋
の
気
に
満
ち
て
い
る
。

な
か
な
か
来
て
く
れ
ぬ
、愛
人
の
漁
師
を
思
い
や
っ
て
、妓
女
が
宍
道
湖
を
眺
め
て
い
る
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
解
し
て
み
た
が
、

ど
う
だ
ろ
う
か
。
旅
人
が
妓
女
と
二
人
で
船
遊
び
を
し
て
い
る
様
を
想
像
し
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
起
句
。「
長
天
」、
王
勃
『
滕
王
閣

序
』「
秋
水
は
長
天
と
共
に
一
色
」。「
漠
漠
」
は
（
４
）
参
照
。「
水
悠
悠
」
は
用
例
多
し
。
劉
長
卿
『
建
州
の
陸
使
君
を
送
る
』「
双
旌
已
に

去
り
て
水
悠
悠
た
り
」。「
悠
」
は
、
景
物
が
、
見
る
者
の
心
の
動
き
と
は
関
係
な
く
、
存
在
、
推
移
し
て
い
る
さ
ま
。
だ
か
ら
、
気
分
的
に

は
、
見
る
者
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
承
句
。「
暮
北
朝
南
」、
査
慎
行
『
大
龍
湾
に
て
風
に
阻
ま
る
。
座
主
の
原
韻
に

次
し
奉
る
』「
朝
に
南
暮
に
北
公
の
帰
る
を
待
つ
」。「
一
葉
」
は
平
た
く
小
さ
い
船
に
た
と
え
る
。
韓
愈
『
湘
中
張
十
一
功
曹
に
酬
ゆ
』「
共
に

泛
ぶ
清
湘
一
葉
の
舟
」。
蘇
軾
『
赤
壁
の
賦
』「
一
葉
の
扁
舟
に
駕
す
」。
転
句
。「
阿
郎
」
は
、
司
馬
光
の
『
書
儀
』
に
「
古
人
は
父
を
謂
い

て
阿
郎
と
為
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
本
来
は
父
親
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
女
が
愛
人
に
呼
び
か
け
る
「
郎
」
と
い
う
と
き
と
同
じ
よ
う
に

用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
何
処
宿
」、
陳
羽『
小
江
駅
陸
侍
御
の
湖
上
の
山
に
帰
る
を
送
る
』「
今
夜
渡
頭
何
れ
の
処
に
か
宿
る
」。
結
句
。

「
白
蘋
紅
蓼
」
は
水
辺
の
風
景
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
詩
語
。
実
景
と
は
限
る
ま
い
。
斉
己
『
鷺
�
を
放
つ
』「
白
蘋
紅
蓼
碧
江
の
涯
」。「
満

湖
秋
」、
よ
く
分
か
ら
ぬ
。
白
居
易
『
百
家
亭
晩
望
夜
帰
る
』「
満
湖
の
明
月
小
船
廻
る
」
等
の
用
例
を
見
る
と
、
湖
全
体
が
秋
の
状
態
で
あ

る
、
も
し
く
は
湖
い
っ
ぱ
い
の
秋
の
風
情
よ
と
い
う
感
じ
か
。
し
か
し
、
文
法
、
リ
ズ
ム
を
無
視
す
れ
ば
、
白
蘋
紅
蓼
が
湖
に
満
ち
て
い
る

そ
ん
な
秋
と
い
う
気
持
ち
も
兼
ね
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
。

大
森
惟
中
は
【
眉
批
】
に
い
う
。

こ
ち
ょ
う
た
ん
と
う

古
調
澹
蕩

古
調
澹
蕩
た
り

い
に
し
え
ぶ
り
の
調
子
が
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る
。
こ
の
詩
に
、
男
女
の
恋
を
歌
う
楽
府
（
民
謡
）
の
の
ど
か
な
雰
囲
気
が
あ
る
こ
と
を

い
う
の
か
。「
古
調
」、
劉
長
卿
『
琴
を
弾
く
を
聴
く
』「
古
調
自
ら
愛
す
と
雖
も
、
今
人
多
く
弾
か
ず
」。「
澹
蕩
」、
鮑
照
『
白
紵
舞
歌
辞
』「
春

風
澹
蕩
と
し
て
思
い
多
か
ら
使
む
」。

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
一
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ま
つ
え

こ
う
け
い

け
い
ふ

つ
ら

（
１３
）
松
江
好
景
属
軽
鳧

松
江
の

好
景

軽
鳧
を
属
ぬ

せ
ん
す
い

ろ

か

か
つ
が

と

浅
水
蘆
花
活
画
図

浅
水

蘆
花

活
画
図

こ
ん
じ

ま

き
よ
う

お
も
む

な

今
時
無
復
季
鷹
興

今
時

復
た
と

季
鷹
の
興
き
無
し

ち
ゅ
う
ち
ょ
う

し
ゅ
う
ふ
う

こ
じ
ょ
う

ろ

惆
悵
秋
風
湖
上
鱸

惆
悵
す

秋
風

湖
上
の
鱸

ろ
ぎ
ょ

ま
つ
え

め
い
さ
ん

（
自
注
）
鱸
魚
、
松
江
名
産
。

鱸
魚
は
、
松
江
の
名
産
。

す
ば
ら
し
い
松
江
の
宍
道
湖
の
風
光
を
背
景
に
し
て
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
か
も
が
並
ん
で
浮
か
ん
で
い
る
。
浅
め
の
水
に
蘆
の
花
が
飛
ぶ
さ
ま

は
、
動
く
絵
画
と
い
え
る
。
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
な
の
に
、
今
の
人
と
き
た
ら
、
い
に
し
え
の
張
翰
の
故
事
の
よ
う
な
興
趣
は
も
う

持
た
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
残
念
で
た
ま
ら
ぬ
、
ス
ズ
キ
の
育
つ
こ
の
湖
は
、
空
し
く
秋
風
に
吹
か
れ
る
ば
か
り
で
訪
れ
る
人
と
て
い
な
い
。

起
句
。「
好
景
」、
姚
合
『
閑
居
遣
懐
一
十
首
』
其
四
「
好
景
時
に
目
を
牽
く
」。「
属
」
の
解
釈
や
や
不
安
。「
軽
鳬
に
属
す
」
で
、
か
も

だ
け
が
宍
道
湖
の
美
を
占
有
享
受
し
て
い
る
と
も
と
れ
そ
う
で
あ
る
。「
軽
」
は
「
軽
鴎
」
と
同
様
に
、
鳥
が
水
に
ぷ
か
ぷ
か
浮
い
て
い
る

様
。「
鳬
」
は
か
も
一
般
を
指
す
。「
軽
鳧
」
で
単
に
「
カ
ル
ガ
モ
」
と
読
ま
せ
た
い
だ
け
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
。『
太
平
御
覧
』
所
引
萬

震
『
南
州
異
物
志
』「
出
づ
る
こ
と
軽
鳬
の
如
し
」。
承
句
。「
浅
水
蘆
花
」、
司
空
曙
『
江
村
即
事
』「
只
だ
蘆
花
浅
水
の
辺
に
在
り
」。
昔
時
の

宍
道
湖
に
は
実
際
に
蘆
が
生
い
茂
っ
て
い
た
と
い
う
。「
画
図
」、
李
白
『
上
皇
西
巡
歌
』「
万
戸
千
門
画
図
に
入
る
」。「
活
画
図
」
は
、
詩
語

と
し
て
用
い
ぬ
。
明
治
に
は
や
っ
た
言
葉
ら
し
い
。（『
国
』）「
活
」
は
「
死
」
の
反
対
語
と
し
て
、
動
的
、
自
然
の
活
動
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
こ
め
ら
れ
て
い
よ
う
。「
活
図
画
」
な
ら
ば
、
乾
隆
帝
『
舟
を
泛
べ
て
、
玉
河
由
り
玉
泉
山
に
至
り
、
陸
に
登
り
て
往
き
て
香
山
静
宜

園
に
駐
ま
る
。
沿
途
即
事
。
六
首
を
得
た
り
」
其
二
「
活
図
画
の
裏
に
舟
を
漾
わ
せ
て
過
ぐ
」。
転
句
。「
無
復
」、
劉
庭
芝
『
白
頭
を
悲
し

む
翁
に
代
わ
り
て
』「
故
人
復
た
洛
城
の
東
に
無
し
」。「
無
復
」
を
、「
ふ
た
た
び
す
る
こ
と
な
し
」
と
読
む
説
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
と
ら
な

い
。「
無
」
を
双
声
を
用
い
て
、「
無
復
」
と
二
文
字
に
引
き
伸
ば
し
た
ま
で
。
と
は
い
え
、「
復
」
に
「
も
う
、
も
は
や
」
の
気
持
ち
は
あ

ろ
う
。「
季
鷹
」
は
、
西
晋
の
張
翰
の
字
。
彼
は
都
の
洛
陽
で
役
人
を
し
て
い
た
が
、
秋
に
、
故
郷
の
松
江
（
呉
淞
江
の
こ
と
と
い
う
）
の

鱸
の
風
味
を
思
い
起
こ
し
て
、
官
を
辞
し
た
と
い
う
。
松
江
、
ス
ズ
キ
と
宍
道
湖
に
ぴ
っ
た
り
の
故
事
。
さ
ら
に
は
、
役
人
と
し
て
東
京
か

一
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ら
松
江
に
赴
任
し
て
い
る
作
者
の
望
郷
の
思
い
に
も
関
連
さ
せ
て
い
る
と
思
う
。
後
に
引
く
大
森
惟
中
の
評
は
、
そ
の
こ
と
を
見
抜
い
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
中
国
で
「
松
江
の
鱸
」
と
し
て
有
名
な
の
は
、
カ
ジ
カ
科
の
淡
水
魚
で
、
日
本
の
夏
に
汽
水
域
に
遡
る
ハ
タ
科

の
近
海
魚
「
ス
ズ
キ
」
と
は
別
種
で
あ
る
。「
惆
悵
秋
風
」、
劉
長
卿
『
陳
留
の
諸
官
に
別
る
』「
惆
悵
す
秋
風
の
時
」。「
湖
上
」
は
、
湖
の
ほ

と
り
。
宍
道
湖
を
望
む
妓
楼
で
ス
ズ
キ
を
食
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
自
注
の
「
名
産
」
は
日
本
語
か
。

大
森
惟
中
の
こ
の
詩
に
対
す
る
評
。

か
つ
が

ひ
ら

か
つ
か

と
ら

な
ん

ち
ょ
う
か
ん

き

し

な

披
活
画
、
捉
活
花
、
何
為
張
翰
帰
思
。

活
画
を
披
き
、
活
花
を
捉
う
、
何
ぞ
張
翰
の
帰
思
を
為
さ
ん
。

動
く
絵
を
広
げ
た
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
宍
道
湖
の
風
景
、
そ
の
う
え
動
く
「
花
」
も
手
に
入
る
ん
だ
か
ら
、
張
翰
の
よ
う
に
故
郷
に
帰
り

た
い
な
ん
て
気
持
ち
は
お
こ
り
よ
う
も
な
い
ね
。

「
活
花
」
は
、「
い
け
ば
な
」
で
は
な
い
。
李
咸
陽
『
富
貴
曲
』「
活
花
起
ち
舞
い
、
夜
春
来
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
美
女
を
活
き
た
花
に
た

と
え
る
。
こ
こ
で
は
、
妓
女
を
暗
示
す
る
で
あ
ろ
う
。
詩
意
か
ら
少
し
外
れ
る
が
、
作
者
を
揶
揄
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

あ
じ
ょ
う

き
ゃ
く

む
か

し
ん
き
ょ

お
く

（
１４
）
阿
嬢
迎
客
送
新
居

阿
嬢
は

客
を
迎
え

新
居
に
送
る

ぎ
ょ
く
わ
ん

も

き
た

か
い
え
ん

は
じ

玉
椀
盛
来
開
宴
初

玉
椀

盛
り
来
る

開
宴
の
初
め

わ
ら

い

へ
き
き
ょ
う

ち
ん
み
す
く
な

笑
道
僻
郷
珍
味
少

笑
い
て
道
う

僻
郷

珍
味
少
し

ま
つ
え

め
い
ぶ
つ

す
な
わ

ろ
ぎ
ょ

松
江
名
物
便
鱸
魚

松
江

名
物

便
ち
鱸
魚
な
り
と

女
将
が
客
を
迎
え
、
建
て
た
ば
か
り
の
部
屋
ま
で
案
内
し
た
。
ま
ず
は
豪
華
な
椀
で
酒
を
酌
ん
で
、
さ
あ
宴
が
始
ま
る
。
女
将
が
笑
い
な

が
ら
言
う
に
は
、
こ
こ
は
僻
地
ゆ
え
珍
味
は
少
の
う
ご
ざ
い
ま
す
が
、
松
江
の
名
物
と
い
え
ば
そ
り
ゃ
こ
の
ス
ズ
キ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

起
句
。「
阿
嬢
」
は
、
本
来
は
母
親
に
対
す
る
呼
称
。「
お
っ
か
さ
ん
」。
こ
こ
で
は
客
を
接
待
す
る
「
お
か
み
」
の
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る

い
は
、
妓
女
に
た
い
し
て
義
母
的
な
面
（
や
り
て
ば
ば
あ
？
）
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
語
を
用
い
た
の
か
。
寒
山
詩
「
阿
爺
伊
を
見
る
を
悪
み
、

阿
嬢
嫌
い
て
悦
ば
ず
」。「
新
居
」
は
、
劉
禹
錫
に
『
王
郎
中
の
宣
義
里
の
新
居
に
題
す
』
と
い
う
題
の
作
が
あ
る
よ
う
に
、
日
本
語
と
同
じ

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
一
）
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よ
う
に
使
う
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
押
韻
す
る
た
め
に
無
理
を
し
て
い
る
。
承
句
は
、
李
白
『
客
中
行
』「
玉
椀
盛
り
来
る
琥
珀
の

光
」
を
流
用
。「
開
宴
」、
同
じ
く
李
白
『
水
軍
の
宴
に
在
り
て
幕
府
諸
侍
御
に
贈
る
』「
繍
服
宴
を
開
く
語
」。
転
句
。「
笑
道
」、
白
居
易
『
二

月
五
日
花
の
下
に
て
作
る
』「
人
の
笑
い
て
老
癲
狂
と
道
う
に
従
（
ま
か
）
す
」。「
僻
郷
」、
宋
、
姚
勉
『
太
守
陳
監
簿
に
与
う
』「
素
よ
り
僻

郷
に
在
り
て
、
実
に
楽
土
と
為
す
」。「
珍
味
」、
張
華『
博
物
志
』「
水
産
を
食
う
者
は
、
亀
蛤
鼠
雀
、
以
て
珍
味
と
為
す
」。
結
句
。「
名
物
」、

梅
堯
臣
『
和
し
て
韓
奉
礼
の
茘
枝
を
餉
す
る
に
答
う
』「
四
海
名
物
を
饋
る
」。「
○
○
名
物
」
と
い
う
言
い
方
は
日
本
語
で
あ
ろ
う
。「
便
」
の

字
、
不
審
。
こ
の
場
合
「
乃
」
を
使
い
た
い
と
こ
ろ
。
そ
ん
な
ら
と
い
う
よ
う
な
女
将
の
口
調
を
生
か
し
た
の
か
。「
鱸
魚
」
は
前
詩
を
参

照
。

あ

や

か
つ

か

さ
つ
ざ
ん

し
も

（
１５
）
阿
爺
曽
化
薩
山
霜

阿
爺

曽
て
化
す

薩
山
の
霜

じ

ぼ

さ
ん
ね
ん

び
ょ
う
し
ょ
う

あ

慈
母
三
年
在
病
床

慈
母

三
年

病
床
に
在
り

し
ん
じ

き
み

つ

き
み
あ
わ

い
な

心
事
告
君
君
憫
否

心
事

君
に
告
ぐ

君
憫
れ
む
や
否
や

は
ん
せ
い

り
ゅ
う
ら
く

こ

き
ょ
う
と
ど
こ
お

半
生
流
落
滞
斯
郷

半
生

流
落
し
て

斯
の
郷
に
滞
る

父
は
は
か
な
く
死
ん
で
、
薩
摩
の
土
に
置
く
霜
と
な
り
ま
し
た
。
優
し
い
母
も
病
床
に
つ
い
て
三
年
に
な
り
ま
す
。
人
に
話
さ
ぬ
、
私
の

心
の
中
の
こ
と
を
、
包
み
隠
さ
ず
あ
な
た
に
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
か
わ
い
そ
う
と
思
っ
て
下
さ
る
か
し
ら
。
こ
れ
ま
で
の
半
生
、
あ
ち
こ

ち
さ
す
ら
っ
て
き
ま
し
た
が
、
今
こ
の
土
地
に
足
止
め
さ
れ
て
な
ん
と
か
凌
が
ざ
る
を
得
な
い
苦
況
に
陥
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
か
お
情
け

を
。「

阿
爺
」
は
、
お
と
っ
つ
ぁ
ん
。『
木
蘭
詩
』「
阿
爺
大
児
無
し
」。
父
親
は
、
西
南
戦
争
（
一
八
七
七

明
治
十
年
）
で
死
ん
だ
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
後
の
妻
子
の
落
魄
を
見
れ
ば
、
西
郷
方
の
兵
士
だ
っ
た
と
考
え
た
く
な
る
が
ど
う
だ
ろ
う
か
。
別
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
作
者
は

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
頃
松
江
に
滞
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
詩
の
妓
女
の
大
体
の
年
代
が
し
れ
よ
う
。
か
な
り
幼
少

期
に
父
を
失
っ
た
よ
う
だ
。

二
〇



起
句
。
普
通
は
「
薩
山
の
土
に
化
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
押
韻
さ
せ
る
た
め
に
「
霜
」
を
用
い
た
の
だ
が
、
霜
が
日
を
受
け
る
と
す
ぐ

に
消
え
て
し
ま
う
よ
う
に
、
父
の
死
に
様
が
あ
っ
と
い
う
間
の
は
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
少
し
く
文
脈
が
ね
じ
曲
が
る
が
、
含
意

し
て
い
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
曹
植
『
応
氏
を
送
る
』「
人
命
朝
霜
の
如
し
」。
承
句
。「
慈
母
」
は
、
養
母
（
父
の
妾
）
を
指
す
こ
と
も
あ
る
が
、

こ
こ
は
実
の
母
。
孟
郊
『
遊
子
吟
』「
慈
母
手
中
の
線
、
遊
子
身
上
の
衣
」。
転
句
。「
心
事
」、
心
の
中
に
思
う
こ
と
。
杜
甫
『
秋
興
』「
劉
向

経
を
伝
う
る
も
心
事
違
え
り
」。結
句
。「
半
生
流
落
」、柳
宗
元『
劉
二
十
八
院
長
と
同
に
旧
を
述
べ
懐
を
言
い
、時
に
感
じ
事
を
書
す
。・
・
・
』

「
流
落
す
半
生
涯
」。「
滞
斯
郷
」、
柳
宗
元『
柳
州
城
楼
に
登
り
て
�
汀
封
連
四
州
に
寄
す
』「
猶
自
ず
か
ら
音
書
一
郷
に
滞
る
」。「
滞
」字
は
、

単
に
「
滞
在
」
の
意
で
は
な
く
、
経
済
的
困
難
等
に
よ
り
、
松
江
を
離
れ
よ
う
に
も
離
れ
ら
れ
な
い
状
況
に
「
停
滞
」
し
て
い
る
こ
と
を
示

唆
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
そ
つ

ひ
め

め

ひ
め
い
ま

き
た

（
１６
）
匆
卒
徴
姫
姫
未
来

匆
卒
と
し
て

姫
を
徴
す
も

姫
未
だ
来
ら
ず

し
ょ
う
ぜ
ん

ま

し
ょ
う
が
ん

ひ
ら

な

悄
然
無
復
笑
顔
開

悄
然
と
し
て

復
た
と

笑
顔
を
開
く

無
し

あ
じ
ょ
う

き
ゃ
く

な

よ

こ
と

か
い

阿
嬢
慣
客
能
解
事

阿
嬢
は

客
に
慣
れ
て

能
く
事
を
解
す

か
ん
し

い
っ
ぱ
ん

ま

は
い

す
す

柑
子
一
盤
先
侑
杯

柑
子

一
盤

先
ず
杯
を
侑
む

ど
ぞ
く
ぎ

よ

ひ
め

な

（
自
注
）
土
俗
呼
妓
為
姫
。

土
俗
妓
を
呼
び
て
姫
と
為
す
。

客
が
急
に
芸
者
を
呼
ん
で
せ
か
す
ん
だ
が
、
芸
者
は
ま
だ
来
な
い
。
が
っ
か
り
と
し
て
、
客
は
も
う
笑
顔
を
見
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

女
将
は
、
そ
こ
は
客
あ
し
ら
い
に
手
慣
れ
て
お
り
、
よ
く
分
か
っ
て
い
る
。
ミ
カ
ン
一
皿
を
盛
っ
て
こ
さ
せ
て
、
ま
ず
は
一
杯
と
酒
を
勧
め

て
、
何
と
か
し
の
ぐ
の
だ
。

起
句
。「
匆
卒
」
は
「
怱
卒
」
と
も
書
く
。
欧
陽
修
『
范
司
諫
に
上
る
書
』「
事
多
く
怱
卒
と
し
て
未
だ
能
ざ
る
也
」。
承
句
。「
悄
然
」
は
、

憂
え
悲
し
む
さ
ま
。「
し
ょ
ん
ぼ
り
」
と
も
訓
ず
る
。
白
居
易
『
長
恨
歌
』「
夕
殿
蛍
飛
び
て
思
い
悄
然
た
り
」。「
無
復
」
は
、（
１３
）
参
照
。

「
笑
顔
開
」、
耶
律
楚
材
『
西
域
河
中
十
詠
』「
覚
え
ず
笑
顔
開
く
」。
転
句
。「
阿
嬢
」
は
、（
１４
）
参
照
。「
慣
客
」
は
、
張
耒
『
沙
河
を
渡
る
』

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
一
）

二
一



「
�
�
客
に
慣
れ
て
相
い
驚
か
ず
」
の
よ
う
に
用
い
る
が
、
こ
こ
で
は
客
へ
の
対
応
に
慣
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
解
事
」
は
、
物
事
の

処
理
を
よ
く
弁
え
て
い
る
こ
と
、
わ
け
し
り
。
杜
甫
『
彭
衙
行
』「
小
児
強
め
て
事
を
解
す
」。
結
句
。「
柑
子
」
は
、『
本
草
』
に
見
え
る
が
、

詩
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
ま
た
、「
甘
子
」
に
作
る
。
杜
甫
『
白
露
』「
白
露
甘
子
に
団
な
り
」。
種
類
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
ミ

カ
ン
ま
た
は
キ
ン
カ
ン
を
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。「
一
盤
」、
李
白『
書
懐
。
南
陵
の
常
賛
府
に
贈
る
』「
一
盤
の
粟
に
如
か
ず
」。「
侑

杯
」、
元
、
馬
祖
常
『
車
簇
簇
行
』「
盃
を
侑
む
る
小
女
は
竹
枝
を
歌
う
」。

さ
て
、
自
注
に
、「
こ
の
土
地
の
風
俗
で
は
、
妓
女
を
「
ひ
め
」
と
い
う
」
と
あ
る
の
だ
が
、
実
は
関
西
地
方
で
は
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ

た
ら
し
い
。（『
国
』）
作
者
は
東
京
人
だ
っ
た
の
で
、
土
俗
と
勘
違
い
し
た
も
の
と
見
え
る
。

こ
え

し
っ

あ
じ
ょ
う
こ
と

か
い

き
ょ
う
か
く

よ

転
句
、
大
森
惟
中
は
解
字
に
対
し
て
「
失
声
」（
声
を
失
す
）
と
指
摘
し
て
、「
阿
嬢
解
事
善
嬌
客
」（
阿
嬢
事
を
解
し
て
嬌
客
に
善
し
）
に

改
め
て
い
る
。「
女
将
は
訳
知
り
顔
で
お
婿
さ
ん
に
よ
い
顔
を
み
せ
る
」。
第
六
字
「
解
」
は
平
声
を
用
い
る
べ
き
と
こ
ろ
な
の
に
、
仄
声
字

な
の
で
、
訂
正
を
勧
め
た
。
た
だ
、
改
正
案
で
も「
嬌
」字
は
孤
平
と
な
る
が
、
日
本
で
は
孤
平
に
お
お
ら
か
な
風
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

原
詩
の
方
で
も
、
平
仄
の
規
則
を
し
ば
し
ば
破
る
竹
枝
歌
の
伝
統
を
口
実
に
、
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
善
」
は
、

友
好
的
で
あ
る
こ
と
。「
嬌
客
」
は
、
女
婿
。
黄
庭
堅
『
子
瞻
の
王
子
立
の
風
雨
書
屋
を
敗
り
て
感
有
り
に
和
す
に
次
韻
す
』「
婦
翁
�
つ
可

か
ら
ず
、
王
郎
は
嬌
客
に
非
ず
」
そ
の
任
淵
の
注
に
「
按
ず
る
に
今
俗
間
壻
を
以
て
嬌
客
と
為
す
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
娘
分
の
妓
女
の

客
を
、
女
婿
相
応
と
み
な
し
た
。

大
森
惟
中
は
、
こ
の
一
首
全
体
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

ま
こ
と

か
れ
ん

は
は

わ
ず
ら

て

う

さ
い
さ
い

真
個
可
憐
嬢
、
不
煩
拍
手
再
再
。

真
個
に
可
憐
な
る
嬢
、
煩
わ
さ
ず
手
を
拍
つ
こ
と
再
再
な
る
を
。

本
当
に
か
わ
い
そ
う
な
女
将
さ
ん
。
そ
う
何
回
も
拍
手
し
な
く
と
も
よ
か
ろ
う
に
。「
真
箇
」
は
、
俗
語
。「
箇
」
は
意
味
の
な
い
助
詞
。

韓
愈
『
盆
池
』
其
一
「
老
翁
真
箇
に
童
児
に
似
た
り
」。「
煩
」
は
面
倒
を
掛
け
る
。『
史
記
』
晋
世
家
「
安
く
ん
ぞ
以
て
国
を
煩
わ
す
に
足

ら
ん
」。『
南
史
』
宋
武
帝
紀
「
母
后
朝
に
臨
む
を
煩
わ
さ
ず
」。「
可
憐
」
は
す
ば
ら
し
い
、
愛
す
べ
き
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
こ
こ
は
本

来
の
「
あ
わ
れ
む
べ
し
」。『
楽
府
詩
集
』
企
喩
歌
「
男
児
可
憐
虫
」。「
拍
手
」
は
沈
ん
だ
客
を
も
り
立
て
る
た
め
と
思
う
。
客
に
申
し
訳
な

い
の
で
、
お
目
当
て
の
妓
女
を
手
を
打
っ
て
何
遍
も
呼
ぶ
と
い
う
解
釈
も
考
え
た
。
李
白
『
襄
陽
歌
』「
襄
陽
の
小
児
斉
し
く
拍
手
す
」。「
再

二
二



再
」
は
俗
語
的
。
詞
曲
に
用
例
有
り
。
朱
彝
尊
『
釵
頭
鳳
・
蔵
鉤
』「
笑
い
て
衣
帯
を
拈
る
こ
と
再
再
再
」。

こ
げ
き

か
ぜ
さ
む

い
ま

い

（
１７
）
戸
隙
風
寒
未
出
幃

戸
隙

風
寒
く
し
て

未
だ
幃
を
出
で
ず

え
ん
お
う

ひ
て
い

わ
ら

あ

よ

鴛
鴦
被
底
笑
相
依

鴛
鴦

被
底

笑
い
て
相
い
依
る

た
じ
ょ
う

も
っ
と

こ

こ
ん
ち
ょ
う

ゆ
き

多
情
最
是
今
朝
雪

多
情
は

最
も
是
れ

今
朝
の
雪

あ
ろ
う

と
ど

え

か
え

ゆ
る

留
得
阿
郎
不
放
帰

阿
郎
を

留
め
得
て

帰
る
を
放
さ
ず

戸
の
隙
か
ら
寒
い
風
が
入
っ
て
く
る
の
で
、
帳
か
ら
は
出
な
い
で
、
オ
シ
ド
リ
の
仲
良
い
姿
が
描
か
れ
た
掛
け
布
団
の
中
で
、
二
人
は
く
っ

く
っ
く
っ
と
笑
い
な
が
ら
身
を
寄
せ
合
う
。
ほ
ん
に
有
り
難
い
の
は
、
何
て
っ
た
っ
て
今
朝
の
雪
。
あ
な
た
の
足
を
引
き
留
め
て
、
帰
さ
な

い
よ
う
に
し
て
く
れ
た
ん
だ
か
ら
。

起
句
。「
幃
」
は
、「
と
ば
り
」、「
帷
」
と
ほ
ぼ
同
義
だ
が
、
音
は
微
妙
に
違
っ
て
い
て
、
微
韻
に
あ
わ
せ
る
た
め
に
用
い
た
。
承
句
。「
鴛

鴦
被
」、
劉
希
夷
『
晩
春
』「
寒
さ
は
尽
く
鴛
鴦
被
」。「
被
底
」、「
底
」
は
、「
下
」
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
使
う
。
宋
、
呉
則
礼
『
戯
れ
に
作
り

て
朱
天
球
に
簡
す
』「
老
子
被
底
に
眠
る
を
妨
げ
ず
」。
転
句
。「
多
情
」
は
、
感
情
に
富
ん
で
い
る
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
に
対
す
る
思
い
や

り
が
深
い
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
る
。
唐
、
何
兆『
玉
蘂
歌
』「
惟
だ
多
情
な
る
天
上
の
雪
の
み
有
り
て
、
好
風
吹
き
て
上
ら
す
緑
の
雲
鬟
」。

「
最
是
」
は
、
も
っ
と
も
心
を
揺
り
動
か
す
も
の
を
提
起
す
る
と
き
に
用
い
る
詩
語
。
双
声
の
リ
ズ
ム
が
愛
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
杜
甫
『
詠

懐
古
跡
』「
最
も
是
れ
楚
宮
倶
に
泯
滅
す
」。
た
だ
、
こ
こ
は
、「
最
多
情
是
」の
語
順
を
入
れ
替
え
た
程
度
に
み
な
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。「
多

情
最
是
」、
明
呉
拡
『
楊
�
二
公
の
園
』「
多
情
最
も
是
れ
�
喃
た
る
燕
」。
結
句
。「
阿
郎
」
は
、（
１２
）
参
照
。「
不
放
帰
」、
白
居
易
『
元
九

に
寄
す
』「
三
年
帰
る
を
放
さ
ず
」。

大
森
惟
中
の
評
。

さ
だ

こ

こ
い
ち
ゃ

て
き

あ
つ

ち
ぎ

定
是
濃
茶
的
熱
契
。

定
め
て
是
れ
濃
茶
の
的
の
熱
き
契
り
な
ら
ん
。

こ
の
二
人
、
き
っ
と
熱
々
の
関
係
だ
ね
。「
濃
茶
」
は
、「
恋
茶
」
と
も
書
い
て
男
女
の
熱
々
の
関
係
を
い
う
日
本
語
の
俗
語
。（『
国
』）「
熱

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
一
）

二
三



契
」
の
語
、
用
例
が
見
当
た
ら
ぬ
。
和
語
を
直
訳
し
た
か
。「
茶
」
と
「
熱
」
と
は
縁
詞
の
つ
も
り
で
あ
ろ
う
。「
的
」
は
、
日
本
語
の
「
の
」

に
当
た
る
俗
語
。

げ
ん
か

こ
え

た

よ
る

ま
さ

つ

（
１８
）
絃
歌
声
絶
夜
方
央

絃
歌
の

声
は
絶
え
て

夜
は
方
に
央
く

す
い
ほ

は
ん
さ
ん

ろ
う

く
だ

ほ
っ

酔
歩
�
跚
欲
下
廊

酔
歩

�
跚
と
し
て

廊
を
下
ら
ん
と
欲
す

せ
ん
し
ゅ

こ
ろ
も

ひ

な
ん

と

と
こ
ろ

繊
手
挽
衣
何
所
説

繊
手

衣
を
挽
き
て

何
の
説
く
所
ぞ

こ

み

ろ
う
が
い

ば
ん
せ
ん

し
も

請
看
楼
外
万
甎
霜

請
う
看
よ

楼
外
の

万
甎
の
霜

三
味
線
の
音
も
歌
声
も
無
く
な
り
、
夜
は
も
う
す
ぐ
終
わ
る
。
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
よ
た
よ
た
歩
い
て
廊
下
を
降
り
よ
う
と
し
た
。
そ
の
時
、

女
の
細
い
手
が
服
を
引
っ
張
る
、
何
か
言
い
た
い
こ
と
で
も
あ
る
の
か
。
す
る
と
女
が
言
う
。
ご
覧
な
さ
い
、
あ
の
楼
の
向
こ
う
の
、
何
万

と
あ
る
瓦
の
上
に
置
く
霜
を
。

起
句
。「
絃
歌
」
は
、（
１
）
参
照
。「
夜
」
が
「
央
」
き
る
と
は
、
明
け
方
近
く
に
な
る
こ
と
。『
詩
経
』
小
雅
・
庭
燎
「
夜
は
如
何
ぞ
其
、

夜
未
だ
央
き
ず
」。
承
句
。「
酔
歩
」
は
、
古
い
用
例
が
な
く
、
和
製
漢
語
ら
し
い
。「
�
跚
」（
慣
用
音
は
「
ま
ん
さ
ん
」）
は
、
千
鳥
足
で
歩

く
様
を
表
す
畳
韻
語
。
皮
日
休『
上
真
観
』「
天
禄
行
く
こ
と
�
跚
た
り
」。
廊
下
を
下
り
て
庭
で
酔
い
を
さ
ま
そ
う
と
考
え
た
の
か
。
転
句
。

「
繊
手
」
は
、
女
性
の
細
く
美
し
い
手
。
陸
機
『
西
北
に
高
楼
有
り
に
擬
す
』「
繊
手
清
く
且
つ
閑
な
り
」。「
挽
衣
」、
権
徳
輿
『
鏡
を
覧
て
白

鬚
数
茎
光
鮮
や
か
に
し
て
特
に
異
な
る
を
見
る
』「
児
孫
嬉
笑
し
て
衣
裳
を
挽
く
」。
結
句
。「
請
看
」
は
注
意
喚
起
の
語
。
杜
甫
『
秋
興
』「
請

う
看
よ
石
上
藤
蘿
の
月
」。「
楼
外
」、
欧
陽
修
『
浪
淘
沙
』
四
「
楼
外
夕
日
閑
な
り
」。「
甎
」
は
、
屋
根
瓦
と
見
た
が
、
本
来
は
、
柳
宗
元

『
井
銘
序
』
に
「
大
甎
千
七
百
」
と
あ
る
よ
う
に
、
し
き
が
わ
ら
。
そ
れ
な
ら
ば
、
敷
石
の
詰
め
ら
れ
た
大
通
り
の
こ
と
か
と
も
思
っ
た
が
、

楼
に
向
け
ら
れ
る
視
線
と
ち
ぐ
は
ぐ
に
な
ら
な
い
か
。
平
仄
を
合
わ
せ
る
た
め
に
「
瓦
」
の
か
わ
り
に
使
っ
た
の
だ
ろ
う
。
陸
游
『
初
冬
』「
絶

だ
愛
す
初
冬
万
瓦
の
霜
」。
結
句
の
女
の
こ
と
ば
は
、
外
は
寒
い
か
ら
中
に
お
入
り
な
さ
い
と
い
う
こ
と
か
。
も
ち
ろ
ん
、
霜
の
降
り
た
景

色
に
対
す
る
感
動
を
と
も
に
し
た
い
気
持
ち
も
あ
ろ
う
。

二
四



本
訳
注
は
、

島
根
大
学
法
文
学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー

二
〇
〇
七
〜
八
年
度

山
陰
地
域
古
典
文
学
資
料
の
公
開
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（０７０１

）

代
表：

蘆
田
耕
一
（
法
文
学
部
教
授：

国
文
学
）

二
〇
〇
八
年
度

歴
史
・
文
化
資
源
を
活
か
し
た
「
地
域
ま
る
ご
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
化
実
践
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（０８１２

）

代
表：

会
下

和
宏

田
中
則
雄

竹
永
三
男

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
一
）

二
五




