
令
和
三
年
十
月

島
根
大
学
法
文
学
部
紀
要
言
語
文
化
学
科
編
　
島
大
言
語
文
化
　
第
五
十
一
号
　
抜
刷要

　

木
　

純
　

一

訳
注
『
風
月
小
誌
』
第
一
号
（
上
）



　

西
南
戦
争
が
終
結
し
、
維
新
後
の
混
乱
が
お
さ
ま
っ
た
明
治
十
年
代
は
、
日
本
の
地
方
都
市
に
お
い
て
も
、
飛
躍
的
に
出
版
界
が
発
展

し
た
時
代
で
あ
る
。
自
由
民
権
運
動
の
勃
興
は
、
新
聞
を
含
め
た
出
版
事
業
に
、
混
乱
よ
り
も
需
要
を
も
た
ら
し
た
。
松
江
に
お
い
て

も
、
廃
藩
置
県
後
、
藩
主
に
従
っ
て
東
京
に
移
っ
た
旧
藩
士
や
知
識
人
と
連
携
し
つ
つ
、
各
種
の
新
著
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
一

つ
が
、
詩
歌
文
芸
雑
誌
『
風
月
小
誌
』（
一
号
～
三
号
。
一
号
は
明
治
十
三
年
四
月
発
行
）
で
あ
る
。
当
時
の
松
江
の
漢
詩
壇
に
お
け
る

有
力
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
、
平
賀
静
遠
、
勝
田
睡
仙
が
、
師
で
あ
る
全
国
的
に
名
声
の
あ
っ
た
漢
学
者
雨
森
精
翁
に
相
談
し
、
さ
ら
に
中
村

守
手
ら
歌
人
達
の
協
力
を
得
て
、
編
集
出
版
さ
れ
た
。
東
京
に
お
け
る
成
田
柳
北
ら
に
よ
る
総
合
文
芸
誌
『
花
月
新
誌
』
の
成
功
等
に
技

痒
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
新
時
代
に
お
い
て
、
松
江
の
錚
々
た
る
漢
詩
人
の
実
力
を
全
国
に
知
ら
し
め
た
い
と
い
う
野
心
も
あ
っ
た
か

と
思
う
。

　

こ
の
時
期
の
山
陰
文
壇
を
論
ず
る
の
に
、
必
須
の
資
料
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
遺
憾
に
思
い
、

要
木
は
か
つ
て
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
テ
キ
ス
ト
を
影
印
し
た
（『
影
印
風
月
小
誌
風
流
新
誌
』
二
〇
一
〇
年
発
行
非
売
品
）。
し
か

し
、
原
本
の
劣
化
甚
だ
し
く
、
読
み
づ
ら
い
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
翻
刻
を
試
み
た
（
翻
刻
『
風
月
小
誌
』
二
〇
一
〇
島
大
言
語
文
化

二
九
）。
今
回
、
さ
ら
に
現
代
語
訳
と
注
釈
を
加
え
た
。
漢
詩
、
和
歌
、
俳
諧
が
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
き
、
し
か
も
新
し
い
時
代
に

対
応
し
よ
う
と
し
た
そ
の
営
為
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
も
と
よ
り
、
浅
学
菲
才
、
誤
り
が
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ご
指
摘
を
い
た
だ
け
れ
ば
、
後
日
、
訂
正
し
た
い
。

　

本
文
の
部
分
は
、
一
部
を
除
い
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
。
便
利
の
た
め
に
、
漢
詩
、
和
歌
そ
れ
ぞ
れ
に
通
し
番
号
を
つ
け
た
。
句
読

訳
注
『
風
月
小
誌
』
第
一
号
（
上
）
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点
、
返
り
点
、
評
点
は
原
文
に
で
き
る
だ
け
忠
実
に
写
し
た
が
、
句
読
点
が
な
く
て
読
み
に
く
い
部
分
は
、
句
読
点
を
加
え
た
り
、
分
か

ち
書
き
に
し
た
り
し
た
。
漢
文
、
漢
詩
に
は
、
訓
読
書
き
下
し
文
（
現
代
仮
名
遣
い
。
ふ
り
が
な
を
付
け
た
）
を
、
和
文
、
和
歌
は
、
句

読
、
分
か
ち
書
き
、
現
代
仮
名
遣
い
に
よ
る
ふ
り
が
な
を
付
け
加
え
た
。
人
名
に
ふ
り
が
な
を
付
け
た
の
は
、
蛮
勇
の
そ
し
り
を
免
れ
な

い
が
、
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
大
方
の
指
正
を
ま
っ
て
、
確
定
し
て
い
き
た
い
。

【
表
紙
】

明
治
十
三
年
四
月
発
行

風
月
小
誌
第
壹
号

風
月
吟
社

【
本
文
】

人
間
撰
著
。
有
二
可
レ
有
不
レ
可
レ
無
者
一
。
有
二
可
レ
無
不
レ
可
レ
有
者
一
。
有
二
有
亦
可
無
亦
可
者
一
。
可
レ
有
不
レ
可
レ
無
者
。
不
レ
可
レ
不
レ

為
。
可
レ
無
不
レ
可
レ
有
者
。
断
々
不
レ
可
レ
為
。
独
至
二
有
亦
可
無
亦
可
者
一
。
附
二
其
人
一
而
可
也
。」
静
遠
睡
仙
二
史
以
レ
詩
為
レ
命
者
也
。

頃
編
二
風
月
小
志
一
成
。
懇
レ
余
評
レ
之
。」
所
レ
貴
二
於
為
一レ
書
者
。
為
二
其
有
一レ
用
也
。
故
不
レ
可
レ
不
レ
為
者
而
後
始
可
レ
為
レ
之
。
如
二
此

冊
一
。
雖
レ
非
二
断
断
不
レ
可
レ
為
者
之
比
一
。
要
不
レ
過
二
二
史
自
為
自
娯
一
。
其
不
乙
以
二
有
無
一
為
甲
レ
損
二
益
於
世
一
也
固
矣
。
殆
所
レ
謂
有
亦

可
無
亦
可
者
已
。
大
丈
夫
不
レ
能
レ
為
二
一
世
不
レ
可
レ
無
之
書
一
。
屑
々
従
二
事
於
此
一
。
至
三
乃
求
二
人
之
評
一
。
人
将
レ
笑
二
其
多
事
一
也
。」

雖
レ
然
。
人
貴
二
自
知
一
。
吾
人
在
レ
世
。
亦
非
二
有
亦
可
無
亦
可
者
一
乎
。
以
二
有
亦
可
無
亦
可
之
人
一
。
為
二
有
亦
可
無
亦
可
之
書
一
。
於
レ

理
無
二
不
可
者
一
。
況
自
為
自
娯
。
為
与
レ
不
レ
為
。
其
権
皆
在
レ
我
。
於
レ
人
何
関
焉
。
則
人
之
所
三
笑
以
為
二
多
事
一
者
。
我
多
見
二
其
多
事

可
一レ
笑
也
。
因
評
而
還
レ
之
。
併
書
以
為
レ
引
。
十
三
年
花
朝
老
雨
居
士
引

【
訓
読
】
人じ
ん
か
ん間
の
撰せ
ん

著ち
よ

は
、
有あ

る
可べ

く
し
て
無な

か
る
可べ

ら
ざ
る
者も
の

有あ

り
。
無な

か
る
可べ

く
し
て
有あ

る
可べ

か
ら
ざ
る
者も
の

有あ

り
。
有あ

る
も
亦ま

た
可か

無な

き
も
亦ま

た
可か

な
る
者も
の

有あ

り
。
有あ

る
可べ

く
し
て
無な

か
る
可べ

か
ら
ざ
る
者も
の

は
、
為な

さ
ざ
る
可べ

か
ら
ず
。
無な

か
る
可べ

く
し
て
有あ

る
可べ

か
ら
ざ
る

二



者も
の

は
、
断だ
ん

々だ
ん

と
し
て
為な

す
可べ

か
ら
ず
。
独ひ
と

り
有あ

る
も
亦ま

た
可か

無な

き
も
亦ま

た
可か

な
る
者も
の

に
至い
た

り
て
は
、
其そ

の
人ひ
と

に
附ふ

し
て
可か

也な
り

。」
静せ
い

遠え
ん

、

睡す
い

仙せ
ん

二に

史し

は
詩し

を
以も
つ

て
命い
の
ちと
為な

す
者も
の

也な
り

。
頃ち
か
ごろ
風ふ
う

月げ
つ

小し
よ
う

志し

を
編あ

み
て
成な

る
。
余よ

に
懇も
と

め
て
之こ
れ

を
評ひ
よ
うせ
し
む
。」
書し
よ

を
為な

す
に
貴と
う
とぶ
所と
こ
ろの
者も
の

は
、
其そ

の
用よ
う

有あ

る
が
為た
め

也な
り

。
故ゆ
え

に
為な

さ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
者も
の

に
し
て
而し
か

る
後の
ち

に
始は
じ

め
て
之こ
れ

を
為な

す
可べ

し
。
此こ

の
冊さ
つ

の
如ご
と

き
は
、
断だ
ん

断だ
ん

と
し

て
為な

す
べ
か
ら
ざ
る
者も
の

の
比ひ

に
非あ
ら

ず
と
雖い
え
ども
、
要よ
う

は
二に

史し

自み
ず
から
為な

し
自み
ず
から
娯た
の

し
む
に
過す

ぎ
ず
。
其そ

の
有う

無む

を
以も
っ

て
世よ

に
損そ
ん

益え
き

を
為な

さ
ざ

る
也や

固も
と

よ
り
な
り
。
殆ほ
と
んど
謂い

わ
所ゆ

る
有あ

る
も
亦ま

た
可か

、
無な

き
も
亦ま

た
可か

な
る
者も
の

な
る
已の
み

。
大だ
い

丈じ
よ
う

夫ぶ

一い
つ

世せ
い

無な

か
る
可べ

か
ら
ざ
る
の
書し
よ

を
為な

す
能あ
た

わ
ず
、
屑せ
つ

々せ
つ

と
し
て
此こ
こ

に
従
じ
ゆ
う

事じ

す
。
乃す
な
わち

人ひ
と

の
評ひ
よ
うを

求も
と

む
る
に
至い
た

り
て
は
、
人ひ
と

将ま
さ

に
其そ

の
多た

事じ

を
笑わ
ら

わ
ん
と
す
る
也な
り

。」
然し
か

り
と
雖
い
え
ど

も
、
人ひ
と

は
自み
ず
から

知し

る
を
貴と
う
とぶ

。
吾ご

人じ
ん

世よ

に
在あ

る
も
、
亦ま

た
有あ

る
も
亦ま

た
可か

無な

か
る
も
亦ま

た
可か

な
る
者も
の

に
非あ
ら

ず
乎や

。
有あ

る
も
亦ま

た
可か

無な

き
も

亦ま

た
可か

の
人ひ
と

を
以も
つ

て
、
有あ

る
も
亦ま

た
可か

無な

き
も
亦ま

た
可か

の
書し
よ

を
為な

す
は
、
理り

に
於お

い
て
不ふ

可か

無な

き
者も
の

な
り
。
況い
わ

ん
や
自み
ず
から

為な

し
て
自み
ず
から

娯た
の

し
み
、
為な

す
と
為な

さ
ざ
る
と
、
其そ

の
権け
ん

は
皆み
な

我わ
れ

に
在あ

り
、
人ひ
と

に
於お

い
て
何な
ん

ぞ
関か
ん

せ
ん
。
則す
な
わち

人ひ
と

の
笑わ
ら

い
て
以も
つ

て
多た

事じ

と
為な

す
所と
こ
ろの

者も
の

は
、

我わ
れ

多お
お

く
其そ

の
多た

事じ

の
笑わ
ら

う
可べ

き
を
見み

る
也な
り

。
因よ

り
て
評ひ
よ
うし

て
之こ
れ

を
還か
え

し
、
併あ
わ

せ
て
書し
よ

し
て
以も
つ

て
引い
ん

と
為な

す
。　
　

十
じ
ゆ
う

三さ
ん

年ね
ん

花か

朝ち
よ
う、

老ろ
う

雨う

居こ

士じ

序
。

【
大
意
】
こ
の
世
界
の
書
物
に
は
、
存
在
す
べ
き
で
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
な
い
方
が
よ
く
て
、
存
在
す
べ
き
で
な
い
も

の
が
あ
る
。
あ
っ
て
も
よ
く
、
な
く
て
も
よ
い
も
の
が
あ
る
。
存
在
す
べ
き
で
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
本
は
、
出
版
し
な
く
て
は
い
け
な

い
。
な
い
方
が
よ
く
て
、
存
在
す
べ
き
で
な
い
本
は
、
絶
対
に
出
版
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
あ
っ
て
も
よ
く
、
な
く
て
も
よ
い
本

は
、
そ
の
作
者
が
ど
う
い
う
人
で
あ
る
か
に
応
じ
て
出
版
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

　

文
学
者
平
賀
静
遠
、
勝
田
睡
仙
の
二
人
は
、
詩
作
に
い
の
ち
を
賭
け
る
人
た
ち
だ
が
、
先
月
、『
風
月
小
誌
』
を
編
集
し
終
わ
っ
て
、

私
に
批
評
の
前
書
き
を
求
め
に
来
た
。

　

本
の
出
版
に
於
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
世
の
役
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
出
版
せ
ぬ
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
と
い
う

状
況
に
な
っ
て
は
じ
め
て
出
版
が
ゆ
る
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
風
月
小
誌
』
の
ご
と
き
は
、
絶
対
に
出
版
し
て
は
な
ら
な
い
よ
う

な
本
の
類
い
で
は
な
い
が
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
平
田
勝
田
両
人
が
勝
手
に
編
集
し
て
勝
手
に
楽
し
ん
で
い
る
だ
け
の
こ
と
。
出
版
さ
れ
よ

う
が
さ
れ
ま
い
が
、
こ
の
世
に
、
益
も
な
け
れ
ば
害
も
な
い
類
い
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
ま
あ
お
そ
ら
く
は
「
あ
っ
て
も
よ

三

訳
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く
、
な
く
て
も
よ
い
」
も
の
に
分
類
さ
れ
る
に
す
ぎ
ま
い
。
立
派
な
人
間
な
の
に
、
こ
の
世
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
本
を
出
版
で
き
ず
、

こ
ん
な
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
に
精
を
出
し
、
さ
ら
に
私
に
所
収
作
品
の
批
評
を
た
の
む
と
い
っ
て
く
る
と
は
、
よ
け
い
な
こ
と
を
す
る
や
つ
だ

と
人
に
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
人
は
み
ず
か
ら
が
何
者
で
あ
る
か
を
し
る
こ
と
が
大
切
だ
。
我
々
が
、
こ
の
世
に
い
る
の
も
、「
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ

い
」
も
の
で
は
な
い
か
。「
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
」
人
が
、「
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
」
書
物
を
出
版
す
る
と
い
う
の
も
、
理
屈
の

上
で
通
ら
ぬ
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
ま
し
て
、
勝
手
に
出
版
し
て
、
勝
手
に
楽
し
む
わ
け
だ
か
ら
、
出
版
す
る
し
な
い
を
決
め
る
権
利
は

す
べ
て
じ
ぶ
ん
た
ち
に
だ
け
あ
り
、
人
に
は
な
ん
ら
関
わ
り
の
な
い
こ
と
だ
。
す
る
と
、「
つ
ま
ら
ぬ
余
計
な
こ
と
を
」、
と
い
う
連
中
の

方
こ
そ
、
つ
ま
ら
ぬ
余
計
な
口
出
し
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
私
は
思
う
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
批
評
を
し
て
返
し
、
さ
ら
に
前
文

（
引
）
も
あ
わ
せ
て
書
く
こ
と
に
し
た
。　
　

明
治
十
三
年　

花
朝
（
旧
暦
二
月
十
五
日
）
に
。
老
雨
居
士
。

【
注
釈
】
人
間
―
「
に
ん
げ
ん
」
で
は
な
く
、
人
の
住
む
現
実
社
会
。　

可
有
不
可
無
―
老
子
「
有
る
可
か
ら
ず
、
無
か
る
可
か
ら
ず
」

等
の
ペ
ダ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
言
い
回
し
の
パ
ロ
デ
ィ
か
。「
可
」
は
、「
で
き
る
（
可
能
）」、
し
て
も
よ
い
（
許
可
）」、
文
脈
に
よ
っ
て
は

「
す
べ
き
だ
（
当
為
）」
等
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
幅
が
あ
る
が
、
老
雨
は
そ
れ
ら
を
う
ま
く
料
理
し
て
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
よ
う
だ
。
一
義

的
に
訳
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
辺
の
面
白
さ
は
十
分
に
伝
え
ら
れ
な
い
。　

断
々
―
断
乎
に
同
じ
。
絶
対
に
。　

二
史
―

「
史
」
は
歴
史
官
が
本
義
だ
が
、
ひ
ろ
く
文
章
家
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。　

静
遠
―
平
賀
静
遠
。
名
は
信
順
、
字
は
君
昌
、
松
江
藩
の

大
夫
。
詩
を
雨
森
精
翁
・
釈
苔
洲
に
学
ぶ
。
明
治
十
六
・
七
年
の
交
没
す
。
年
七
十
ば
か
り
（
横
山
耐
雪
編
『
出
雲
詩
綜
』
の
詩
人
小
伝

に
よ
る
。
山
口
大
学
一
九
九
二
年
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
文
化
一
号
所
収
の
故
入
谷
仙
介
博
士
訳
注
を
参
考
に
し
、
適
宜
省
改
し
た
。
以
下
同

様
）。　

睡
仙
―
名
は
紹
興
、
字
は
君
幹
、
松
江
の
世
臣
、
家
は
す
こ
ぶ
る
富
む
。
佐
川
玄
玄
・
平
賀
楽
之
・
林
原
蕉
窓
・
永
井
桐
陰
・

高
木
中
原
・
中
山
石
選
・
生
田
晩
樵
等
と
社
を
結
び
て
唱
和
す
（『
出
雲
詩
綜
』
小
伝
）。　

屑
々
―
こ
せ
こ
せ
す
る
さ
ま
。
小
事
に
こ

だ
わ
る
さ
ま
。
欧
陽
脩
・
石
曼
卿
墓
表
「
世
俗
の
屑
屑
た
る
を
視
る
こ
と
、
其
の
意
を
動
か
す
に
足
る
者
無
し
」。　

多
事
―
余
計
な
こ

と
。
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
。　

人
貴
自
知
―
成
語
。
慣
用
句
。
老
子
「
自
ら
知
る
者
は
明
ら
か
な
り
」。　

花
朝
―
も
と
花
の
美
し
い

春
の
一
日
を
い
っ
た
が
、
後
に
旧
暦
二
月
十
五
日
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
田
汝
成
・
熙
朝
楽
事
「
二
月
十
五
日
花
朝
節
と
為
す
」。
明
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治
十
三
年
な
ら
ば
、
新
暦
三
月
二
十
五
日
、
発
行
日
の
前
月
と
な
る
。　

老
雨
居
士
―
雨
森
精
翁
。
名
は
謙
、
字
は
君
恭
、
ま
た
精
斎
・

鷺
山
・
老
雨
等
の
号
有
り
。
松
江
の
人
。
初
め
田
村
寧
我
を
師
と
し
、
の
ち
小
竹
・
東
畡
に
従
う
。
ま
た
茗
黌
に
入
り
て
一
斎
・
艮
斎
諸

家
の
称
許
す
る
所
と
な
る
。
国
学
の
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
、
藩
侯
及
び
世
子
の
師
傅
を
兼
ぬ
。
維
新
の
の
ち
、
日
御
崎
の
宮
司
に
補
さ
れ
、

広
島
県
の
大
属
に
任
ぜ
ら
れ
、
厳
島
の
宮
司
を
兼
ぬ
。
晩
年
、
湖
西
の
平
田
に
ト
居
し
、
家
塾
を
開
き
て
亦
楽
舎
と
い
う
。
明
治
十
五
年

（
一
八
八
二
）
没
す
。
年
六
十
一
な
り
（『
出
雲
詩
綜
』
小
伝
）。

風ふ
う

月げ
つ

小し
よ
う

志し

の
緒し
よ

言げ
ん

古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゆ
うの

序じ
よ

に
、
花は
な

に
な
く
鶯
う
ぐ
い
す、

水み
ず

に
す
む
か
はわ

つず

の
声こ
え

を
き
け
はば

、
い
き
と
し
い
け
る
も
の
、
い
つず

れ
か
歌う
た

を
よ
ま
さざ

り
け
る

と
、
見み

え
た
り
。
況い
わ
んや

人ひ
と

た
ら
むん

も
の
、
豈あ
に

お
も
ひい

無
か
ら
むん

や
。
其そ
の

思お
も
いを

の
へべ

心こ
こ
ろを

や
る
は
、
歌う
た

と
か
ら
歌う
た

に
あ
り
。
こ
れ
の
風ふ
う

月げ
つ

小し
よ
う

志し

は
、
其そ
の

意い

を
得え

て
、
取と
り

集あ
つ

め
た
る
也な
り

け
り
。
そ
も
〱そ

も

、
花か

鳥ち
よ
う

風ふ
う

月げ
つ

は
、
文ミ
ヤ
ビ
ヲ
（
お
）

人
学
士
の
常つ
ね

に
愛メ
ヅ（
ず
）翫る

も
の
な
り
。
ま
こ
と
や
、
古
い
に
し

へえ

人び
と

の
い
ひい

け
ん
やよ

う
に
、
遠と
お

き
所と
こ
ろも
出い
で

た
つ
あ
し
も
と
よ
り
は
しじ

ま
り
て
、
年と
し

月つ
き

を
わ
た
り
、
高た
か

き
山や
ま

も
麓ふ
も
との
塵ち
り

ひ
ちじ

よ
り
な
り
て
、
あ

ま
雲ぐ
も

た
な
ひび

く
ま
て
お
ひい

の
ほぼ

る
と
か
や
。
此こ
の

小し
ょ
う

志し

も
、
平ひ
ら

賀が

、
勝か
つ

田た

、
村む
ら

上か
み

三さ
ん

氏し

の
手て

に
な
れ
り
と
い
へえ

とど

も
、
末す
え

つ
ひい

に
谷た
に

水み
ず

の

大た
い

海か
い

に
入い

る
か
如ご
と

く
、
大た
い

志し

の
基モ
ト
ヰ（
い
）
本
な
ら
さざ

ら
め
や
と
、
感カ
マ

け
お
も
ふう

ま
に
〱ま

に

、
そ
の
よ
し
一ひ
と

く
ただ

り
端は
し

つ
か
た
に
か
い
つ
く
る
に
な
ん

あ
り
け
る
。

　

明め
い

治じ

十じ
ゅ
う

三さ
ん

年ね
ん

三さ
ん

月が
つ

。
宿や
ど

の
名な

に
お
ふう

花は
な

も
よ
ひい

す
る
こ
ろ
。　
　

朱は
は

桜か

岡お
か

の
あ
る
しじ

守も
り

手て

し
る
す
。

【
大
意
】
風
月
小
志
（
小
誌
）
の
緒
言
。
古
今
和
歌
集
の
序
に
、「
花
咲
く
中
で
鳴
く
う
ぐ
い
す
、
水
の
中
に
い
る
蛙
の
声
を
聞
く
と
、

ど
ん
な
生
物
で
も
み
な
歌
を
詠
む
（
こ
と
が
わ
か
る
）」、
と
書
い
て
あ
る
。
ま
し
て
人
間
は
心
で
い
ろ
い
ろ
思
う
も
の
だ
か
ら
、
な
お
さ

ら
で
あ
る
。
そ
の
思
い
を
表
す
手
段
と
し
て
、
和
歌
と
漢
詩
が
あ
る
。
こ
の
風
月
小
志
（
小
誌
）
は
そ
の
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
、
た
く

さ
ん
の
作
品
を
集
め
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
花
鳥
風
月
の
自
然
は
、
文
人
達
が
常
に
楽
し
む
も
の
。
な
る
ほ
ど
、
昔
の
人
が
い
っ
た
よ

う
に
、「
遠
い
旅
も
、
出
発
す
る
足
下
か
ら
始
ま
っ
て
、
長
い
年
月
歩
み
続
け
る
も
の
だ
し
、
高
い
山
も
麓
に
あ
る
泥
土
が
積
も
っ
て
出

来
た
も
の
で
、
雲
が
た
な
び
く
ほ
ど
に
成
長
し
た
姿
だ
」
と
い
う
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
こ
の
小
志
（
小
誌
）
も
平
賀
、
勝
田
、
村
上

五
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（
正
雄
）
の
三
氏
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
微
々
た
る
一
冊
ま
さ
に
小
志
（
小
さ
な
こ
こ
ろ
ざ
し
）
で
あ
る
が
、
や
が
て
谷
水
が
最
後
は
大

海
に
注
ぎ
込
む
よ
う
に
、
大
志
を
達
成
す
る
基
礎
と
な
ら
ぬ
と
も
限
る
ま
い
。
大
変
に
感
心
し
て
、
こ
の
本
の
由
来
を
一
段
ほ
ど
、
端
書

き
と
し
て
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
だ
。　
　

明
治
十
三
年
三
月　

私
の
家
の
呼
び
名
（
は
は
か
）
を
も
っ
た
花
が
咲
こ
う
と
す
る
季

節
に
。　
　

は
は
か
お
か
の
あ
る
じ　

中
村
守
手
が
記
し
た
。

【
注
釈
】
古
今
和
歌
集
の
序
―
紀
貫
之
撰
。
い
わ
ゆ
る
仮
名
序
。　

ミ
ヤ
ビ
ヲ
―
優
雅
で
、
風
流
を
好
む
男
。
万
葉
集
「
遊
士
（
み
や
び

を
）
と
吾
れ
は
聞
け
る
を
屋
戸
貸
さ
ず
吾
れ
を
帰
せ
り
お
そ
の
風
流
士
（
み
や
び
を
）」。　

遠
き
所
も
―
以
下
、
お
ひ
の
ぼ
る
、
ま
で
、

こ
れ
も
『
古
今
和
歌
集
』
序
の
文
章
。　

出
立
つ
―
出
立
。
旅
に
出
発
す
る
こ
と
。　

お
ひ
の
ほ
る
―
草
木
な
ど
が
生
長
し
て
丈
が
高
く

な
る
。
源
氏
物
語
・
蓬
生
「
し
げ
き
蓬
は
、
軒
を
あ
ら
そ
ひ
て
お
ひ
の
ぼ
る
」。　

か
い
つ
く
る
―
か
き
つ
く
る
の
イ
音
便
。
徒
然
草
序

「
そ
こ
は
か
と
な
く
か
き
つ
く
れ
ば
」。　

塵
ひ
ち
―
ち
り
と
土
。
万
葉
集
「
知
里
比
治
（
チ
リ
ヒ
ヂ
）
の
数
に
も
あ
ら
ぬ
わ
れ
故
に
思
ひ

わ
ぶ
ら
む
妹
が
悲
し
さ
」。　

小
志
―
小
誌
の
意
を
、
わ
ざ
と
小
さ
な
志
の
意
に
と
っ
て
、
後
の
「
大
志
」
と
対
比
し
た
。　

か
い
つ
く

る
―
書
き
付
け
る
。「
か
き
つ
く
る
」
の
イ
音
便
。
徒
然
草
序
「
そ
こ
は
か
と
な
く
か
き
つ
く
れ
ば
」。　

花
も
よ
ひ
―
も
よ
ふ
（
催
ふ
）

は
、
そ
の
状
態
に
な
ろ
う
と
す
る
様
子
。
桜
な
ど
の
花
が
咲
き
そ
う
な
気
配
。
開
花
の
き
ざ
し
。　

村
上
―
正
雄
。
村
上
琴
舎
。
名
は
正

雄
、
松
江
の
人
、
和
歌
を
善
く
す
。
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
没
す
。
年
八
十
一
な
り
（『
出
雲
詩
綜
』
小
伝
）。
剪
淞
吟
社
初
代
社

長
村
上
琴
屋
の
父
。
漢
詩
よ
り
、
和
歌
に
秀
で
て
、「
風
月
小
誌
」
も
和
歌
の
方
の
と
り
ま
と
め
を
担
当
し
た
の
で
あ
ろ
う
。　

感
け
―

心
が
そ
れ
に
と
ら
れ
る
の
を
い
う
。
心
が
動
く
。
感
心
す
る
。
共
感
す
る
。
書
紀
・
皇
極
三
年
正
月
（
岩
崎
本
訓
）「
中
臣
鎌
子
連
、
便

ち
遇
（
め
く
）
ま
る
る
に
感
（
カ
マ
ケ
）
て
、
舎
人
に
語
り
て
曰
は
く
」。　

名
に
お
ふ
―
名
に
ふ
さ
わ
し
い
実
体
を
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

実
体
を
伴
っ
た
名
を
持
つ
こ
と
。　

は
は
か
―
古
事
記
・
天
岩
屋
戸
「
天
香
山
の
真
男
鹿
の
肩
を
内
抜
き
に
抜
き
て
、
天
香
山
の
天
波

波
迦
（
あ
め
の
は
は
か
）
を
取
り
て
、
占
合
（
う
ら
な
い
）
ま
か
な
は
し
め
て
」。
カ
ニ
ワ
ザ
ク
ラ
あ
る
い
は
ウ
ワ
ミ
ズ
ザ
ク
ラ
の
古
名

と
い
う
。
守
手
の
専
門
で
あ
る
、
国
学
、
易
学
関
係
の
重
要
事
項
で
あ
り
、
守
手
の
家
に
こ
の
花
が
植
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
号
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
守
手
の
別
号
、
甲
文
丘
、
鼎
山
も
上
文
の
占
合
に
関
係
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。　

中
村
守
手
―
一
八
二
〇
―

一
八
八
二　

幕
末-

明
治
時
代
の
国
学
者
。
文
政
三
年
二
月
十
二
日
生
ま
れ
。
中
村
守
臣
（
も
り
お
み
）
の
養
子
と
な
り
、
国
学
や
和
歌
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を
ま
な
ん
だ
。
明
治
二
年
出
雲
大
社
か
ら
松
江
藩
に
ま
ね
か
れ
藩
校
修
道
館
教
授
と
な
っ
た
。
の
ち
熊
野
神
社
宮
司
。
易
学
、
軍
学
に
も

通
じ
る
。
明
治
十
五
年
死
去
。
六
十
三
歳
。
本
姓
は
永
井
。
通
称
は
富
得
、
文
太
夫
、
三
千
雄
。
号
は
西
涯
、
甲
文
丘
（
か
め
お
か
）、

鼎
山
。
著
作
に
「
歌
之
心
得
」
な
ど
。（
講
談
社
『
日
本
人
名
大
辞
典
』）

風
月
小
誌
第
一
号

１
偶ぐ
う

題だ
い　

　
　

老ろ
う

雨う

居こ

士じ

皇
統
三
千
歳
。
天
威
五
大
洲
。
文
明
魯
英
佛
。
無
二
此
古
金
甌
一
。

【
訓
読
】
皇こ
う

統と
う

三さ
ん

千ぜ
ん

歳さ
い

、
天て
ん

威い

五ご

大だ
い

洲し
ゅ
う。

文ぶ
ん

明め
い

な
る
魯ろ

英え
い

佛ふ
つ

も
、
此こ

の
古こ

金き
ん

甌お
う

無な

し
。

【
大
意
】
天
皇
の
血
筋
が
三
千
年
日
本
を
治
め
、
そ
の
威
勢
は
五
大
陸
に
ふ
る
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
文
明
国
家
を
な
の
る
ロ
シ
ア
、
イ

ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
も
こ
れ
ほ
ど
の
長
い
時
間
に
耐
え
た
鉄
壁
の
守
り
は
持
っ
て
お
る
ま
い
。

【
注
釈
】
偶
題
―
た
ま
た
ま
思
い
つ
い
て
書
き
付
け
た
詩
。　

老
雨
居
士
―
雨
森
精
翁
。
序
の
注
を
見
よ
。　

金
甌
―
金
甌
無
缺
。
少
し

の
き
ず
も
な
い
黄
金
製
の
瓶
の
よ
う
に
、
国
家
が
強
固
で
、
外
国
の
侵
略
を
一
度
も
受
け
て
い
な
い
こ
と
の
た
と
え
。
南
史
・
朱
异
伝

「
我
が
国
家
は
、
猶
お
金
甌
の
一
傷
缺
無
き
が
若
し
」。

２
山さ
ん

中ち
ゆ
う

秋し
ゆ
う

夕せ
き　

　
　

釈し
ゃ
く　

苔た
い

洲
し
ゆ
う

汲○

水○

奚○

童○

去○

未○
レ
還○

。
独○

吹○
二
爐○

火○
一
暮○

雲○

間○

。
一○

声○

鳴○

鹿○

不○
レ
知○
レ
処○

。
寒○

翠○

依○

微○

孕○
レ
月○

山○

。

【
訓
読
】
汲
き
ゆ
う

水す
い

の
奚け
い

童ど
う

去さ

り
て
未い
ま

だ
還か
え

ら
ず
、
独ひ
と

り
爐ろ

火か

を
吹ふ

く
暮ぼ

雲う
ん

の
間か
ん

。
一い
つ

声せ
い

の
鳴め
い

鹿ろ
く

処と
こ
ろを

知し

ら
ず
、
寒か
ん

翠す
い

依い

微び

た
り
月つ
き

を
孕は
ら

む

山や
ま

。
【
大
意
】
水
を
く
み
に
行
っ
た
下
男
が
出
か
け
て
ま
だ
帰
っ
て
こ
ぬ
。
し
か
た
な
く
、
暮
れ
方
の
雲
が
周
り
を
覆
う
中
、
ひ
と
り
で
囲
炉

裏
の
火
を
噴
く
。
鹿
が
一
声
鳴
い
た
が
、
ど
こ
か
ら
だ
ろ
う
か
。
寒
々
と
し
た
山
の
緑
が
ぼ
ん
や
り
と
か
す
か
に
み
え
、
月
が
い
ま
に
も

そ
の
山
の
端
か
ら
出
そ
う
に
な
っ
て
、
あ
た
か
も
山
が
月
を
は
ら
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

七
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【
注
釈
】
釈
苔
洲
―
河
野
苔
洲
。
名
は
天
鱗
、
字
は
縦
望
、
ま
た
笠
津
・
石
窓
・
三
蕉
の
別
号
有
り
。
松
江
永
泉
寺
の
主
な
り
。
初
め
田

村
寧
我
の
門
に
入
り
、
の
ち
、
釈
雲
華
に
従
う
。
晩
年
、
家
塾
を
立
て
て
淡
成
舎
と
称
す
。
明
治
二
十
四
年
没
す
。
年
八
十
五
な
り
。

『
淡
成
舎
遺
稿
』
若
干
巻
有
り
（『
出
雲
詩
綜
』
小
伝
）。
こ
の
詩
は
『
淡
成
舎
遺
稿
』
に
所
載
。　

奚
童
―
こ
ど
も
の
召
使
い
。
奚
は
奴

隷
の
意
。　

寒
翠
―
冬
な
お
落
葉
せ
ぬ
常
緑
樹
。
范
雲
・
園
橘
「
芳
条
寒
翠
を
結
ぶ
」。　

依
微
―
ぼ
ん
や
り
し
て
は
っ
き
り
し
な
い
様
。

謝
霊
運
・
江
妃
賦
「
清
管
の
依
微
た
る
を
奏
す
」。　
　

孕
月
―
中
国
で
は
、
真
珠
や
卵
が
月
光
を
吸
収
し
て
成
長
す
る
意
で
用
い
る
場

合
が
多
い
。
和
風
の
奇
抜
な
表
現
。

雨
森
老
雨
云
。
澹
雅
清
遠
。
近
人
詩
冊
中
。
所
二
絶
無
而
廑
有
一
。
名
下
無
二
虚
士
一
。

【
訓
読
】
雨
あ
め
の

森も
り

老ろ
う
雨う

云い

う
。
澹た
ん
雅が

清せ
い
遠え
ん
。
近き
ん
人じ
ん
の
詩し

冊さ
つ

中ち
ゅ
うに
、
絶た

え
て
無な

く
し
て
廑わ
ず
か
に
有あ

る
所と
こ
ろ。
名め
い
下か

に
虚き
よ
士し

無な

し
。

【
大
意
】
雨
森
老
雨
評
。
あ
っ
さ
り
と
し
て
い
な
が
ら
高
邁
で
あ
る
。
こ
ん
な
作
品
は
、
近
頃
の
人
の
詩
集
中
に
は
、
ほ
と
ん
ど
無
き

に
等
し
い
。
苔
洲
師
が
、
名
声
が
あ
る
の
は
、
決
し
て
嘘
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

【
注
釈
】
澹
雅
―
淡
泊
で
高
雅
な
こ
と
。
任
昉
・
王
文
憲
集
序
「
沉
鬱
澹
雅
の
思
い
」。　

清
遠
―
清
潔
で
俗
世
か
ら
遠
く
離
れ
た
高

邁
な
境
地
。
陶
淵
明
・
飲
酒
其
四
「
厲
響
清
遠
を
思
う
」。　

廑
―
僅
の
仮
借
。
わ
ず
か
に
、
や
っ
と
。
漢
書
・
賈
誼
伝
「
其
の
次
に

廑
か
に
舍
人
を
得
た
り
」。
顔
師
古
注
に
「
廑
は
僅
と
同
じ
」。　

名
下
無
虚
士
―
虚
名
で
は
な
く
実
力
が
あ
る
こ
と
。
名
実
と
も
に
備

わ
っ
て
い
る
こ
と
。
陳
書
・
姚
察
伝
「
名
下
に
定
め
て
虚
士
無
し
」。

３
謾ま
ん
成せ
い　
　
　

勉べ
ん
斎さ
い
学が
く

人じ
ん

不
レ
願
公
侯
位
。
不
レ
願
将
相
官
。
願
レ
之
亦
何
益
。
此
生
但
迂
慢
。
薄
田
五
六
頃

0

0

0

0

0

。
好
書
三
百
篇

0

0

0

0

0

。
母
妻
不
レ
説
レ
饑
。
児
子
不
レ
啼
レ

寒
。
如○
レ
此○

則○

足○

耳○

。
悠
然
天
地
寛

0

0

0

0

0

。

【
訓
読
】
願ね
が
わ
ず
公こ
う
侯こ
う
の
位く
ら
い、
願ね
が
わ
ず
将
し
ょ
う

相し
ょ
うの
官か
ん
。
之こ
れ
を
願ね
が
う
も
亦ま

た
何な
ん
の
益え
き
か
あ
ら
ん
、
此こ

の
生せ
い
は
但た

だ
迂う

慢ま
ん
た
ら
ん
の
み
。
薄は
く

田で
ん

五ご

六ろ
く
頃け
い
、
好こ
う

書し
よ

三さ
ん

百び
や
く
篇へ
ん
。
母ぼ

妻さ
い
饑う

え
を
説と

か
ず
、
児じ

子し

寒さ
む
き
を
啼な

か
ず
。
此か

く
の
如ご
と
く
ん
ば
則す
な
わち
足た

る
耳の
み
、
悠ゆ
う
然ぜ
ん
と
し
て
天て
ん
地ち

寛ひ
ろ
し
。

【
大
意
】
王
侯
貴
族
の
位
も
い
ら
な
い
し
、
大
将
大
臣
の
役
職
に
も
な
り
た
く
な
い
。
だ
っ
て
、
ほ
し
が
っ
た
っ
て
何
の
役
に
も
立
た
な

八



い
じ
ゃ
な
い
か
、
自
分
の
人
生
は
た
だ
く
そ
真
面
目
で
傲
慢
な
ま
ま
で
終
わ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
五
六
頃
の
実
入
り
の
少
な
い
田
ん
ぼ

に
、
良
書
三
百
篇
。
母
も
妻
も
腹
が
減
っ
た
と
言
わ
ず
、
こ
ど
も
も
寒
く
て
泣
く
こ
と
が
な
い
。
そ
ん
ぐ
ら
い
で
十
分
じ
ゃ
な
い
か
、
天

地
は
ゆ
っ
た
り
と
広
い
、
こ
ん
な
自
分
を
き
っ
と
受
け
容
れ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

【
注
釈
】
謾
成
―
漫
成
に
同
じ
。
ふ
と
で
き
あ
が
っ
た
作
品
（
と
い
い
な
が
ら
、
政
治
批
判
や
不
満
を
吐
露
す
る
場
合
が
多
い
）。　

勉

斎
―
山
村
勉
齋
。
名
は
良
行
、
字
は
聞
伯
、
良
顕
の
孫
、
塩
谷
宕
陰
・
大
沼
枕
山
に
就
き
て
業
を
受
け
、
ま
た
山
田
方
谷
と
交
わ
る
。
広

瀬
の
藩
学
教
授
た
り
。
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
米
子
の
寓
居
に
卒
す
。
年
七
十
二
な
り
。
著
に
『
四
書
五
経
磨
鏡
録
』
そ
の
他
数
種

あ
り
（『
出
雲
詩
綜
』
小
伝
）。　

迂
慢
―
迂
遠
で
傲
慢
。
理
想
論
を
述
べ
る
儒
者
タ
イ
プ
。
新
唐
書
・
韋
陟
伝
「
会
ま
杜
甫
房
琯
を
論
ず

る
に
、
詞
意
迂
慢
た
り
」。　

薄
田
―
貧
し
く
て
痩
せ
た
土
地
。
三
国
志
・
蜀
志
・
諸
葛
亮
伝
「
薄
田
十
五
顷
」。　

頃
―
面
積
の
単
位
。

五
六
十
ア
ー
ル
。　

天
地
寛
―
孟
郊
・
崔
純
亮
に
贈
る
「
門
を
出
づ
れ
ば
即
ち
碍
げ
有
り
、
誰
か
天
地
寛
し
と
謂
う
」。

大
沼
枕
山
云
。
瀟
灑
勁
直
。
詩
如
二
其
人
一
。
其
人
今
之
古
人
也
。
豈
不
二
欽
想
一
哉
。
○
老
雨
云
。
安
レ
分
之
語
。
有
二
撃
壌
遺
響
一
。

【
訓
読
】
大お
お

沼ぬ
ま

枕ち
ん

山ざ
ん
云い

う
。
瀟
し
よ
う

灑し
や

勁け
い

直ち
よ
く。
詩し

は
其そ

の
人ひ
と
の
如ご
と
し
。
其そ

の
人ひ
と
は
今い
ま
の
古こ

人じ
ん
也な
り
。
豈あ

に
欽つ
つ
し
ん
で
想お
も
わ
ざ
ら
ん
哉や

。
○
老ろ
う

雨う

云い

う
。
分ぶ
ん
に
安や
す
ん
ず
る
の
語ご

。
撃げ
き

壌じ
よ
うの
遺い

響き
よ
う
有あ

り
。

【
大
意
】
大
沼
枕
山
評
。
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
し
ゃ
れ
た
中
に
、
剛
直
さ
が
あ
る
。
作
品
は
、
作
者
が
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
お
り
、
そ
の

作
者
は
現
代
に
お
け
る
い
に
し
え
人
の
よ
う
に
立
派
で
あ
る
。
尊
敬
の
念
を
深
く
せ
ぬ
訳
に
は
い
か
ぬ
。
○
雨
森
老
雨
評
。
自
ら
の
運

命
境
遇
に
満
足
し
て
い
る
さ
ま
が
う
か
が
え
る
作
品
。
鼓
腹
撃
壌
歌
の
境
地
を
受
け
継
ぐ
詩
で
あ
る
。

【
注
釈
】
大
沼
枕
山
―
一
八
一
八
～
一
八
九
一
。
江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
の
漢
詩
人
。
幕
臣
大
沼
竹
渓
の
子
。
江
戸
で
梁
川
星
巌

の
玉
池
吟
社
に
参
加
。
嘉
永
二
年
下
谷(

し
た
や)

吟
社
を
ひ
ら
き
、
明
治
に
か
け
て
の
漢
詩
壇
の
中
心
と
な
っ
た
。
名
は
厚
。
字
は
子

寿
。
通
称
は
捨
吉
。
別
号
に
台
嶺
。
著
作
に
「
房
山
集
」「
江
戸
名
勝
詩
」
な
ど
（
講
談
社
『
日
本
人
名
大
辞
典
』）。　

瀟
灑
―
瀟
洒
。

俗
っ
ぽ
く
な
く
し
ゃ
れ
て
い
る
さ
ま
。　

勁
直
―
剛
直
。
強
く
て
ま
っ
す
ぐ
な
様
。　

欽
想
―
思
慕
す
る
、
そ
の
人
と
な
り
を
慕
う
。

韓
愈
・
渝
州
の
李
使
君
に
答
う
る
書
「
欽
ん
で
為
す
処
を
想
え
ば
、
益
す
深
く
勤
企
す
」。　

安
分
―
自
己
の
本
分
を
守
り
、
真
面
目

に
生
き
る
こ
と
。
白
居
易
・
拙
を
詠
む
「
此
を
以
て
自
ら
分
に
安
ん
じ
、
窮
す
る
と
雖
も
毎
に
欣
欣
た
り
」。　

撃
壌
―
堯
の
時
、
老

九

訳
注
『
風
月
小
誌
』
第
一
号
（
上
）



人
が
太
平
を
謳
歌
し
て
、
土
を
打
っ
て
拍
子
を
取
り
な
が
ら
歌
っ
た
と
い
う
歌
。「
日
出
て
作
し
、
日
入
り
て
息
う
、
井
を
鑿
ち
て
飲

み
、
田
を
耕
し
て
食
う
、
帝
力
何
ぞ
我
に
お
い
て
あ
ら
ん
や
」（
曾
先
之
『
十
八
史
略
』）。　

遺
響
―
昔
の
文
学
作
品
の
風
格
が
、
後

世
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
。

４
咏え
い

史し　

笠
り
ゆ
う

山ざ
ん　

中な
か

村む
ら

氏し　

出い
ず
も雲
広ひ
ろ

瀬せ
の

人ひ
と

郡
県
良
図
國
勢
張
。
焚
レ
書
不
三
復
法
二
先
王
一
。
腐
儒
休

0

0

0

レ
掉
雷
同
舌

0

0

0

0

。
千○

古○

英○

雄○

秦○

始○

皇○

。

【
訓
読
】
郡ぐ
ん

県け
ん

良り
よ
う

図と

國こ
く

勢せ
い

張は

る
、
書し
よ

を
焚や

き
復ま

た
先せ
ん

王の
う

に
法の
つ
とら

ず
。
腐ふ

儒じ
ゆ

掉ふ
る

う
を
休や

め
よ
雷ら
い

同ど
う

の
舌し
た

、
千せ
ん

古こ

英え
い

雄ゆ
う

秦し
ん

始し

皇こ
う

。

【
大
意
】
郡
県
制
中
央
集
権
の
素
晴
ら
し
い
政
策
に
よ
り
、
国
力
は
い
よ
い
よ
発
展
し
、
焚
書
坑
儒
に
よ
っ
て
、
周
王
朝
の
政
策
を
完
全

否
定
し
た
。
腐
れ
儒
者
ど
も
、
付
和
雷
同
の
議
論
を
す
る
な
。
空
前
絶
後
、
永
遠
の
英
雄
だ
ぞ
、
秦
の
始
皇
帝
は
。

【
注
釈
】
咏
史
―
西
晋
の
文
学
者
左
思
は
、
咏
（
詠
）
史
八
首
を
作
っ
た
。
過
去
の
歴
史
を
詠
む
こ
と
に
借
り
て
、
不
遇
な
己
の
鬱
屈
を

晴
ら
し
、
政
治
社
会
批
判
を
暗
に
行
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
表
向
き
は
、
始
皇
帝
を
詠
み
な
が
ら
、
廃
藩
置
県
等
の
明
治
新
政
を
意
識
す

る
。　

笠
山
―
中
村
笠
山
。
名
は
彝
。
広
瀬
の
人
。
文
政
五
年
生
る
。
年
六
十
餘
に
し
て
没
す
（『
出
雲
詩
綜
』
小
伝
）。　

郡
県
―
始

皇
帝
は
中
国
統
一
後
、
三
十
六
郡
を
設
け
、
そ
の
下
に
県
を
置
き
、
皇
帝
任
命
の
官
吏
を
派
遣
し
た
。
明
治
政
府
の
廃
藩
置
県
、
中
央
集

権
、
官
僚
制
の
強
化
等
の
新
政
策
を
意
識
す
る
。　

焚
書
―
焚
書
坑
儒
。
反
政
府
的
な
書
を
燃
や
し
、
儒
者
を
坑
（
穴
）
に
生
き
埋
め
に

す
る
と
い
う
秦
始
皇
帝
の
思
想
弾
圧
事
件
と
さ
れ
る
も
の
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
評
価
を
逆
転
し
て
、
旧
弊
排
除
の
側
面
に
日
を
当
て
る
。

明
治
初
期
の
廃
仏
毀
釈
、
国
家
神
道
化
を
意
識
す
る
か
。　

先
王
―
古
代
の
帝
王
。
儒
者
の
尊
崇
す
る
堯
舜
、
周
文
王
、
武
王
を
指
す
。

こ
こ
は
、
天
皇
軽
視
の
幕
藩
体
制
を
暗
に
指
す
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。　

腐
儒
―
史
記
・
黥
布
列
伝
「
天
下
の
為
に
安
ん
ぞ
腐
儒
を
用

い
ん
」。
役
立
た
ず
の
議
論
を
し
て
ば
か
り
い
る
学
者
。
不
平
士
族
や
自
由
民
権
運
動
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
を
指
す
か
。　

掉
舌
―
弁
舌
を

弄
す
る
こ
と
。
史
記
・
淮
陰
侯
列
伝
「
軾
に
伏
し
て
三
寸
之
舌
を
掉
う
」。　

雷
同
―
雷
が
鳴
る
と
万
物
が
そ
れ
に
応
じ
て
響
く
こ
と
よ

り
、
他
人
の
言
動
に
む
や
み
に
同
調
す
る
こ
と
。
こ
こ
は
お
そ
ら
く
新
政
反
対
の
党
派
を
作
る
こ
と
を
い
う
。
礼
記
・
曲
礼
「
勦
説
す
る

毋
れ
、
雷
同
す
る
毋
れ
」。　

千
古
―
お
お
む
か
し
。
さ
ら
に
、
遠
い
昔
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
長
い
間
。
そ
し
て
、
未
来
永
劫
を

一
〇



も
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。
宋
之
問
（
一
説
に
王
昌
齡
）・
駕
長
安
を
出
づ
「
聖
德
千
古
を
超
ゆ
」。　

老
雨
云
。
慧
眼
如
レ
炬
。
咏
レ
史
者
不
レ
可
レ
如
レ
此
邪
。

【
訓
読
】
老ろ
う

雨う

云い

う
。
慧け
い

眼が
ん

炬き
よ

の
如ご
と

し
。
史し

を
咏よ

む
者も
の

此か

く
の
如ご
と

く
す
可べ

か
ら
ず
邪や

。

【
大
意
】
智
慧
に
満
ち
た
眼
力
で
、
暗
闇
に
た
い
ま
つ
を
て
ら
し
た
よ
う
に
、
真
実
を
見
抜
い
て
い
る
。
歴
史
を
材
料
と
し
て
詩
を
作

る
も
の
は
こ
の
よ
う
で
な
く
て
よ
い
も
の
か
。

【
注
釈
】
慧
眼
―
本
来
は
仏
教
語
。
仏
の
持
つ
神
通
力
の
う
ち
、
一
切
が
空
で
あ
る
と
見
通
す
智
慧
の
目
。
慧
眼
の
士
の
よ
う
に
仏
教

的
空
観
と
関
係
な
く
、
一
般
に
真
実
を
見
抜
く
力
と
し
て
用
い
る
。　

如
炬
―
「
慧
眼
如
炬
」「
如
炬
慧
眼
」
で
成
語
。　

５
午ご

睡す
い　

　
　

錦き
ん

霞か

荘そ
う

主し
ゆ　

勝か
つ

田た

氏し　

名な
は

紹し
よ
う

興こ
う　

字
あ
ざ
な
は

君く
ん

幹か
ん　

出い
ず
も雲

松ま
つ

江え
の

人ひ
と

甘
夢
誰
呼
覚
。
半
窓
日
未
レ
西
。
落
花
忽
成

0

0

0

0

レ
雨0

。
中0

有0

二
一
禽
啼

0

0

0

一
。

甘か
ん

夢む

誰た
れ

か
呼よ

び
て
覚さ

ま
す
、
半は
ん

窓そ
う

日ひ

未い
ま

だ
西に
し

な
ら
ず
。
落ら
つ

花か

忽た
ち
まち
雨あ
め

と
成な

り
、
中う
ち

に
一い
つ

禽き
ん

の
啼な

く
有あ

り
。

【
訓
読
】
甘
美
な
夢
を
見
て
い
た
の
に
、
誰
が
呼
び
起
こ
し
た
の
か
。
窓
の
半
分
を
照
ら
し
て
い
る
太
陽
は
ま
だ
西
に
沈
む
に
は
時
間
が

あ
る
。
散
っ
た
花
が
、
急
に
雨
の
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
中
で
一
羽
の
鳥
が
鳴
い
て
い
る
（
お
前
の
せ
い
で
目
が
覚
め
た
の
か
）

【
注
釈
】
錦
霞
荘
主
―
勝
田
睡
仙
。
名
は
紹
興
、
字
は
君
幹
、
松
江
の
世
臣
、
家
は
す
こ
ぶ
る
富
む
。
佐
川
玄
玄
・
平
賀
楽
之
・
林
原
蕉

窓
・
永
井
桐
陰
・
高
木
中
原
・
中
山
石
選
・
生
田
晩
樵
等
と
社
を
結
び
て
唱
和
す
（『
出
雲
詩
綜
』
小
伝
）。
大
き
な
別
荘
で
、
し
ば
し
ば

詩
宴
を
開
い
た
こ
と
が
、
当
時
の
山
陰
新
聞
に
見
え
る
。　

甘
夢
―
詩
語
と
し
て
は
あ
ま
り
用
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
和
風
の
表
現
か
。

　

誰
呼
覚
―
蘇
軾
・
朱
光
庭
の
初
夏
に
次
韻
す
「
陶
然
一
枕
誰
か
呼
覚
す
」。　

半
窓
日
未
西
―
韓
愈
・
城
南
に
遊
ぶ
十
六
首
其
八
同
遊

に
贈
る
「
喚
起
窓
全
て
曙
な
り
、
催
帰
日
未
だ
西
な
ら
ず
。
無
心
な
り
花
裏
の
鳥
、
更
に
与
に
情
を
尽
く
し
て
啼
く
」。
他
の
部
分
も
こ

の
詩
を
意
識
す
る
よ
う
で
あ
る
。　

一
禽
啼
―
禽
は
鳥
と
同
じ
。
平
仄
の
関
係
で
用
い
た
。
李
白
・
春
日
酔
い
よ
り
起
き
て
志
を
言
う

「
一
鳥
花
間
に
鳴
く
」
を
意
識
す
る
で
あ
ろ
う
。

老
雨
云
。
天
籟
自
然
。
極
二
淡
遠
之
致
一
。

一
一
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【
訓
読
】
老ろ
う

雨う

云い

う
。
天て
ん

籟ら
い

の
自し

然ぜ
ん

。
淡た
ん

遠え
ん

の
致お
も
むき
を
極き
わ

む
。

【
大
意
】
雨
森
老
雨
評
。
天
が
与
え
た
よ
う
な
美
し
い
自
然
な
詩
律
。
淡
く
て
し
か
も
高
遠
な
趣
の
極
致
を
描
写
す
る
。

【
注
釈
】
天
籟
自
然
―
本
来
は
自
然
界
の
風
の
音
等
を
笛
の
音
に
た
と
え
た
（
荘
子
・
斉
物
論
）。
後
に
、
詩
歌
が
自
然
の
調
子
に
か

な
い
、
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
。
詩
文
の
絶
妙
な
こ
と
を
い
う
。　

淡
遠
―
恬
淡
と
し
て
無
欲
で
高
遠
な
詩
境
。　

致
―
心
を
赴
か
せ
る

こ
と
。
興
致
。

６
歩ほ

月げ
つ　

　

拳け
ん

斎さ
い　

服は
つ

部と
り

氏し　

名な
は

膺よ
う　

字
あ
ざ
な
は

子し

高こ
う　

出い
ず
も雲

松ま
つ

江え
の

人ひ
と

爽
気
吹
レ
空
月
色
清
。
満
庭
無
三
処
不
二
虫
声
一
。
苔○

間○

濃○

露○

明○

千○

点○

。
触○
レ
屐○

繊○

珠○

掉○

又○

生○

。

【
訓
読
】
爽そ
う

気き

空そ
ら

を
吹ふ

い
て
月げ
つ

色し
よ
く

清き
よ

ら
か
な
り
、
満ま
ん

庭て
い

処と
こ
ろと

し
て
虫
ち
ゆ
う

声せ
い

な
ら
ざ
る
は
無な

し
。
苔た
い

間か
ん

の
濃の
う

露ろ

明あ
き

ら
か
な
る
こ
と
千せ
ん

点て
ん

、
屐げ
き

に
触ふ

る
れ
ば
繊せ
ん

珠じ
ゆ

掉ふ
る

い
又ま
た

生し
よ
うず

。

【
大
意
】
さ
わ
や
か
な
秋
の
風
は
空
を
吹
き
渡
っ
て
い
る
中
、
月
が
清
ら
か
に
照
っ
て
い
る
。
庭
中
ど
こ
も
か
し
こ
も
虫
の
鳴
き
声
。
こ

け
の
そ
こ
こ
こ
に
濃
い
つ
ゆ
が
か
か
り
、
あ
か
る
く
輝
い
て
い
る
。
下
駄
が
ふ
れ
る
と
、
小
さ
な
真
珠
の
玉
の
よ
う
に
、
は
ら
り
と
落
ち

て
は
、
ま
た
次
の
露
が
あ
ら
わ
れ
る
。

【
注
釈
】
歩
月
―
月
の
照
る
中
で
散
歩
す
る
こ
と
。
夜
、
物
思
い
に
ふ
け
る
場
合
が
多
い
。
杜
甫
・
別
れ
を
恨
む
「
家
を
思
い
月
に
歩
ん

で
清
宵
に
立
つ
」。　

拳
斎
―
服
部
拳
斎
。
一
八
五
三
～
一
九
一
一
。
教
育
者
。
名
は
膺
。
字
は
士
善
。
初
め
の
名
は
兵
彌
。
号
は
拳
斉
又

は
撫
瓢
、
迂
史
。
備
中
松
山
藩
士
・
渡
辺
貞
介
の
二
男
。
服
部
犀
渓
の
養
子
と
な
る
。
有
終
館
で
山
田
方
谷
に
学
ぶ
。
明
治
十
一
年
ご
ろ

上
京
し
二
松
学
舎
で
学
び
、
後
各
地
の
中
学
校
の
教
諭
と
な
る
。
著
書
に
、『
漢
文
規
範
』
二
十
巻
（『
高
梁
市
史
』、『
漢
文
学
者
要
覧
』）。

こ
の
詩
は
、
東
京
で
寄
稿
さ
れ
た
も
の
か
。　

出
雲
松
江
人
―
不
審
。
備
中
松
山
人
の
間
違
い
か
。　

無
処
庭
不
虫
声
―
善
住
・
西
斎
秋

夜
に
同
じ
句
が
あ
る
。

枕
山
云
。
巧
密
膩
腴
。
鎔
錬
備
致
。

【
訓
読
】
枕ち
ん

山ざ
ん

云い

う
。
巧こ
う

密み
つ

膩じ

腴ゆ

。
鎔よ
う

錬れ
ん

備つ
ぶ

さ
に
致い
た

す
。

一
二



【
大
意
】
大
沼
枕
山
評
。
細
か
で
濃
密
な
描
写
。
表
現
の
鍛
錬
が
隅
々
ま
で
行
き
届
い
て
い
る
。

【
注
釈
】
巧
密
―
巧
み
で
精
密
で
あ
る
。
趙
蕃
・
青
田
の
劉
令
同
年
茶
を
寄
す
る
に
答
え
見
る
る
之
作
に
和
す
「
鴻
漸
烹
煎
応
に
巧
密

な
る
べ
し
」。　

膩
腴
―
本
来
は
料
理
が
脂
っ
こ
い
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
詰
め
込
ま
れ
て
こ
っ
て
り
と
し
た
滋
味

が
あ
る
こ
と
を
い
う
で
あ
ろ
う
。
高
斯
得
・
北
澗
禅
師
留
別
に
次
韻
す
「
清
寒
腴
腻
を
滌
ぐ
」。　

熔
錬
―
金
属
を
と
か
し
て
鍛
錬
精

製
す
る
こ
と
。
ひ
い
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
極
め
る
こ
と
。
劉
禹
錫
・
両
如
何
詩
、
裴
令
公
の
赠
别
に
謝
す
二
首
其
二
「
終
に
期
す
大
冶

再
び
熔
鍊
す
る
を
」。

７
寄
二
壁
間
布
袋
一　
（
壁へ
き

間か
ん

の
布ほ

袋て
い

に
寄よ

す
）
蘭ら
ん

窓そ
う

主し
ゆ

人じ
ん　

阪さ
か

本も
と

氏し　

名な
は

世せ
い

敬け
い　

字
あ
ざ
な
は

士し

直ち
よ
く

　

出い
ず
も雲

松ま
つ

江え
の

人ひ
と

純
朴
自
存
太
古
風
。
多
年
分
レ
榻
此
相
同
。
便
々

0

0

汝
腹
蔵

0

0

0

二
何
物

0

0

一
。
味
在

0

0

二
笑
而
不

0

0

0

レ
答
中

0

0

一
。

純じ
ゆ
ん

朴ぼ
く

自み
ず
から

存そ
ん

す
太た
い

古こ

の
風ふ
う

。
多た

年ね
ん

榻と
う

を
分わ

か
つ
も
此こ
こ

に
相あ

い
同と
も

に
す
。
便べ
ん

々べ
ん

た
る
汝な
ん
じが

腹は
ら

何な
に

者も
の

を
か
蔵ぞ
う

す
る
。
味あ
じ

は
「
笑わ
ら

い
て
答こ
た

え
ざ

る
」
中う
ち

に
在あ

り
。

【
大
意
】（
壁
に
掛
け
て
あ
る
布
袋
の
絵
に
つ
い
て
詩
を
作
る
）
朴
訥
で
飾
り
気
の
な
い
姿
は
太
古
の
風
気
を
伝
え
て
い
る
。
長
い
間
、

お
別
れ
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
ま
た
一
緒
に
寝
る
こ
と
に
な
る
と
は
。
パ
ン
パ
ン
に
膨
れ
た
お
前
の
お
な
か
に
は
何
が
入
っ
て
い
る
ん
だ

い
。
笑
っ
て
答
え
な
い
そ
の
姿
に
こ
そ
、
こ
の
絵
の
味
わ
い
が
あ
る
。

【
注
釈
】
璧
間
―
間
は
、
あ
た
り
程
度
の
意
。
璧
上
と
同
じ
。　

布
袋
―
本
来
は
唐
末
五
代
の
奇
僧
契
此
の
こ
と
。
常
に
頭
陀
袋
を
背

負
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
布
袋
と
い
う
俗
称
が
つ
け
ら
れ
た
。
弥
勒
の
化
身
と
さ
れ
る
。
図
像
で
は
太
鼓
腹
の
姿
で
描
か
れ
る
。
日
本
に

入
っ
て
、
七
福
神
の
一
人
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
、
絵
や
像
が
盛
ん
に
造
ら
れ
た
。
こ
こ
は
絵
か
。　

蘭
窓
―
坂
本
蘭
窓
。
名
は
世
敬
、
字

は
士
直
、
ま
た
耕
雲
と
号
す
。
松
江
の
人
、
世
子
の
侍
講
た
り
。
ま
た
監
軍
を
も
っ
て
征
長
・
秋
田
の
諸
役
に
従
う
。
晩
年
、
家
塾
を
開

き
て
、
学
半
舎
と
い
う
。
男
の
有
隣
は
越
後
の
新
発
田
に
移
住
す
。
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
没
す
。
年
七
十
三
な
り
（『
出
雲
詩

綜
』
小
伝
）。　

純
朴
―
本
来
は
加
工
を
加
え
な
い
木
材
。
後
に
飾
り
気
の
な
い
朴
訥
な
人
柄
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
葛
洪
・
抱
朴
子
・

明
本
「
曩
古
は
纯
朴
に
し
て
、
巧
偽
未
だ
萌
え
ず
」。　

太
古
風
―
古
代
の
飾
り
気
の
な
い
気
風
を
指
す
。
白
居
易
・
旅
し
て
華
州
に
次

一
三
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す
袁
右
丞
に
贈
る
「
愛
す
此
の
一
郡
人
、
太
古
の
風
を
見
る
が
如
き
を
」。　

分
榻
―
榻
は
簡
易
ベ
ッ
ド
。
分
榻
は
同
榻
而
臥
（
同
じ
寝

台
で
寝
る
ほ
ど
仲
が
よ
い
）
に
対
し
て
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
し
ば
ら
く
し
ま
っ
て
お
い
た
布
袋
図
を
、
居
間
に
掛
け
た
の
だ
ろ
う
か
。　

相
同
―
同
榻
の
略
。　

便
々
―
お
な
か
が
膨
れ
た
様
。
歴
代
肥
満
体
の
故
事
は
多
い
が
、
こ
こ
は
安
禄
山
の
故
事
を
意
識
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
旧
唐
書
・
安
禄
山
伝
「
帝
（
玄
宗
）
は
其
の
腹
を
視
て
曰
く
、
胡
は
腹
中
何
を
か
有
し
て
而
し
て
大
な
る
」、
答
え
て
曰
く
「
唯
だ

赤
心
耳
」。　

笑
而
不
答
―
李
白
・
山
中
問
答
「
笑
っ
て
答
え
ず
心
自
ず
か
ら
閑
な
り
」。

老
雨
云
。
善
戯
謔
。
○
山
村
勉
斎
云
。
惟
其
無
レ
所
レ
蔵
。
以
レ
故
便
々
。

【
訓
読
】
老ろ
う

雨う

云い

う
。
善よ

く
戯ぎ

謔ぎ
や
くす

。
○
山や
ま

村む
ら

勉べ
ん

斎さ
い

云い

う
。
惟た

だ
其そ

の
蔵ぞ
う

す
る
所
と
こ
ろ

無な

き
の
み
。
故ゆ
え

を
以も
つ

て
便べ
ん

々べ
ん

た
り
。

【
大
意
】
雨
森
老
雨
評
。
う
ま
い
ギ
ャ
グ
だ
。
○
山
村
勉
斎
評
。
そ
の
腹
に
何
も
隠
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
ぱ
ん
ぱ
ん
な
ん
だ
よ
。

【
注
釈
】
戯
謔
―
か
ら
か
う
。
詩
経
・
衛
風
・
淇
奥
「
善
く
戯
謔
す
兮
、
虐
と
為
さ
ず
兮
」。　

以
故
便
便
―
布
袋
の
腹
の
中
に
は
、

「
空
」
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
い
う
洒
落
で
あ
ろ
う
。

８
紙し

鳶え
ん　

三さ
ん

板ぱ
ん

居こ

士じ　

清し

水み
ず

氏し　

周す

防お
う

熊く
ま

毛げ

郡ぐ
ん
の

人ひ
と

揚
々
得
々
奏
二
何
功
一
。
不0

レ
遇
虚
鳴
驚

0

0

0

0

二
碧
翁

0

0

一
。
憐
汝
生
涯
托
二
危
殆
一
。
夕
陽
影
裏
一
絲
風

0

0

0

0

0

0

0

。

【
訓
読
】
揚よ
う

々よ
う

得と
く

々と
く

と
し
て
何な
ん

の
功こ
う

を
か
奏そ
う

す
る
、
遇あ

わ
ず
し
て
虚む
な

し
く
鳴な

り
碧へ
き

翁お
う

を
驚お
ど
ろか
す
。
憐あ
わ

れ
む
汝な
ん
じの
生
し
ょ
う

涯が
い

危き

殆た
い

に
托た
く

す
る
を
、

夕せ
き

陽よ
う

影え
い

裏り

一い
つ

絲し

の
風か
ぜ

。

【
大
意
】
凧
よ
、
得
意
満
面
で
飛
ん
で
い
る
が
、
お
前
が
ど
ん
な
功
績
を
あ
げ
た
と
い
っ
て
い
る
の
か
。
う
ま
い
チ
ャ
ン
ス
に
め
ぐ
り
会

え
ず
無
駄
に
大
口
を
叩
い
て
空
の
神
様
を
驚
か
す
。
か
わ
い
そ
う
に
お
前
は
一
生
を
危
険
な
賭
に
た
く
し
て
い
る
の
よ
の
う
。
夕
日
の
光

の
中
、
わ
ず
か
に
一
本
の
糸
に
つ
な
が
れ
て
、
風
の
流
れ
に
た
だ
よ
っ
て
い
る
。

【
注
釈
】
紙
鳶
―
凧
の
こ
と
。
元
稹
・
鳥
有
り
二
十
章
其
七
「
鳥
有
り
鳥
有
り
群
の
紙
鳶
」。　

三
板
居
士
―
清
水
三
板
。
太
郎
と
称
す
。

山
口
県
の
人
。
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
島
根
県
書
記
官
た
り
（『
出
雲
詩
綜
』
小
伝
）。
居
士
は
世
俗
の
仏
教
信
者
。　

揚
々
―
意
気

揚
々
た
る
様
。
得
意
げ
な
様
。
柳
宗
元
・
伏
神
を
辨
ず
る
文
「
君
子
之
を
食
べ
兮
、
其
の
楽
し
み
は
揚
揚
」。　

得
々
―
気
持
ち
に
任
せ

一
四



て
満
足
す
る
様
。
何
遜
・
西
州
直
し
、
同
員
に
示
す
「
得
得
心
神
に
任
す
」。　

碧
翁
―
空
の
神
様
。
天
公
。
陶
谷
・
清
異
録
・
天
文
「（
晋

の
出
帝
は
）
天
を
詠
む
詩
に
曰
く
、
高
平
な
る
上
監
碧
翁
翁
」。　

一
絲
風
―
一
筋
の
糸
ほ
ど
の
か
す
か
な
風
の
意
だ
が
、
こ
こ
で
は
、

凧
の
糸
を
風
に
任
せ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

老
雨
云
。
諷
刺
之
意
。
自
見
二
結
句
一
更
妙
。
人
人
不
二
自
覚
一
。
可
レ
憫
。

【
訓
読
】
老ろ
う

雨う

云い

う
。
諷ふ
う

刺し

の
意い

、
自
お
の
ず
から
結け
つ

句く

に
見み

ゆ
る
は
、
更さ
ら

に
妙み
よ
うな
り
。
人ひ
と

人び
と

自み
ず
から
覚さ
と

ら
ず
。
憫あ
わ

れ
む
可べ

し
。

【
大
意
】
雨
森
老
雨
評
。
風
刺
の
気
持
ち
が
、
自
然
と
結
句
に
表
れ
て
い
て
、
ま
す
ま
す
絶
妙
で
あ
る
。
ど
ん
な
人
も
、
自
分
が
こ
ん

な
風
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
ん
だ
な
。
本
当
に
か
わ
い
そ
う
だ
。

９
山さ
ん

荘そ
う

春し
ゆ
ん

晩ば
ん　

　
　

鱸ろ

汀て
い　

鈴す
ず

江え

氏し　

出い
ず
も雲

松ま
つ

江え
の

人ひ
と

日
永
無
三
人
叩
二
竹
扃
一
。
落
花
不
レ
播
寂
二
門
庭
一
。
有
レ
誰
愛
惜
春
光
老
。
葉
底
一
声
鶯
語
青

0

0

0

0

0

0

0

。

【
訓
読
】
日
永
く
し
て
人
の
竹
扃
を
叩
く
無
し
、
落
花
播
か
れ
ず
門
庭
寂
た
り
。
誰
か
有
り
て
愛
惜
せ
ん
春
光
の
老
ゆ
る
を
、
葉
底
一
声

鶯
語
青
し
。

【
大
意
】
春
の
日
永
、
我
が
家
の
竹
の
扉
を
叩
い
て
訪
ね
に
来
る
人
も
な
く
、
散
っ
た
花
も
広
が
っ
て
い
な
い
の
で
前
庭
も
ひ
っ
そ
り
と

し
て
寂
し
い
。
春
が
老
い
て
去
っ
て
ゆ
く
の
を
誰
が
愛
お
し
む
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
花
の
散
っ
た
新
緑
の
葉
の
下
で
、
鶯
が
一
声
鳴
く
、

そ
の
声
が
青
く
染
ま
っ
て
い
く
。

【
注
釈
】
鱸
汀
―
不
明
。
鈴
江
泰
造
（
一
八
四
八
～
一
九
〇
六
）
か
。
出
雲
国
飯
石
郡
飯
石
村
生
ま
れ
。
村
長
、
県
会
議
員
に
挙
げ
ら

れ
、
一
八
九
四
、
第
４
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
島
根
県
第
二
区
よ
り
選
ば
れ
て
衆
議
院
議
員
と
な
る
。
地
方
殖
産
、
特
に
養
蚕
業
、
茶

業
の
作
興
に
尽
瘁
す
る
（
衆
議
院
事
務
局
編
『
衆
議
院
議
員
略
歴
第
一
回
乃
至
第
十
九
回
』）。
子
の
鈴
江
言
一
は
、
社
会
運
動
家
、
中
国

革
命
史
家
と
し
て
著
名
。　

門
庭
―
門
の
向
か
い
の
空
き
地
、
庭
。
ま
た
は
、
そ
の
付
近
一
帯
。
易
・
節
「
門
庭
を
出
で
ざ
る
は
凶
」。

　

春
光
老
―
春
が
去
っ
て
行
く
こ
と
（
擬
人
化
）。
岑
参
・
绵
州
李
司
馬
秩
满
ち
て
帰
京
す
る
を
送
り
、
因
り
て
李
兵
部
に
呈
す
「
眼
看

春
光
老
ゆ
」。

一
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老
雨
云
。
楊
万
里
詩
。
杏
花
林
裏
犬
声
紅
。
結
句
所
レ
本
。
○
勉
斎
云
。
温
柔
詩
教
也
。
使
二
多
少
世
間
佶
屈
語
者
流
愧
死
一
。

【
訓
読
】
老ろ
う

雨う

云い

う
。
楊よ
う

万ば
ん

里り

の
詩し

「
杏
き
ょ
う

花か

の
林り
ん

裏り

犬け
ん

声せ
い

紅く
れ
な
いな
り
」
は
、
結け
つ

句く

の
本も
と

づ
く
所と
こ
ろな
り
。
○
勉べ
ん

斎さ
い

云い

う
。
温お
ん

柔じ
ゆ
うた
る
詩し

教
き
よ
う

也な
り

。
多た

少し
よ
うの
世せ

間け
ん

の
佶き
つ

屈く
つ

語ご

者し
や

流り
ゆ
うを
し
て
愧き

死し

せ
使し

め
ん
。

【
大
意
】
雨
森
老
雨
評
。
楊
万
里
の
詩
の
「
杏
子
の
花
の
林
の
中
で
、
吠
え
る
犬
の
声
が
赤
色
に
染
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
」
と
い

う
句
が
、
第
四
句
が
本
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
○
山
村
勉
齋
評　

詩
に
よ
る
人
々
に
対
す
る
穏
や
か
な
教
化
と
い
え
よ
う
。
ど
れ

ほ
ど
た
く
さ
ん
の
世
間
の
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
小
難
し
げ
な
詩
を
作
る
連
中
を
恥
ず
か
し
い
思
い
に
さ
せ
る
こ
と
か
。

【
注
釈
】
楊
万
里
―
一
一
二
七
～
一
二
〇
六
。
南
宋
の
詩
人
。
南
宋
四
大
家
の
一
人
で
、
奇
抜
な
発
想
、
俗
語
の
多
用
が
特
徴
。　

杏

花
林
裏
犬
声
紅
―
こ
の
句
は
楊
万
里
の
集
に
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
老
雨
の
勘
違
い
か
。
楊
万
里
の
作
と
し
て
収
め
る
選
集
の
類
い
が

あ
る
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ま
わ
り
の
風
景
の
色
の
影
響
に
よ
っ
て
、
聴
覚
で
あ
る
は
ず
の
動
物
の
声
に
色
覚
を
感
ず
る
共
感
覚
的

な
趣
向
を
表
現
し
た
奇
抜
な
句
で
あ
る
。　

温
柔
詩
教
―
本
来
は
詩
経
に
よ
る
、
お
だ
や
か
な
人
間
を
育
て
る
お
だ
や
か
な
文
化
教
育

を
指
す
。
礼
記
・
経
解
「
孔
子
曰
く
、
其
の
国
に
入
れ
ば
、
其
の
教
え
は
知
る
可
き
也
。
其
の
人
と
為
り
也
、
温
柔
敦
厚
な
る
は
、
诗

教
也
」。
後
に
一
般
の
詩
の
教
育
効
果
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
。　

佶
屈
―
章
や
字
句
が
堅
苦
し
く
て
わ
か
り
に
く
い
こ
と
。
韓
愈
・

進
学
解
「
周
誥
、
殷
盤
は
、
佶
屈
聱
牙
た
り
」。　

10
美み

甘か
も

投と
う

宿し
ゆ
く

　
　
　

蕉
し
よ
う

窓そ
う　

太お
お

田た

氏し　

名な
は

義ぎ

和わ　

字
あ
ざ
な
は

公こ
う

利り　

出い
ず
も雲

松ま
つ

江え
の

人ひ
と

酒
醒
転
怯
客
衣
単
。
孤
枕
蕭
々
夢
未
レ
安
。
月○

黒○

前○

渓○

魑○

魅○

語○

。
満○

山○

雨○

気○

冒○
レ
窓○

寒○

。

【
訓
読
】
酒さ
け

醒さ

め
転う
た

た
怯お
び

ゆ
客か
く

衣い

の
単ひ
と
えな

る
を
、
孤こ

枕ち
ん

蕭し
よ
う

々し
よ
うと

し
て
夢ゆ
め

未い
ま

だ
安や
す

か
ら
ず
。
月つ
き

は
黒く
ろ

し
前ぜ
ん

渓け
い

魑ち

魅み

の
語ご

、
満ま
ん

山ざ
ん

の
雨う

気き

窓ま
ど

を
冒お
か

し
て
寒さ
む

し
。

【
大
意
】
前
夜
に
飲
ん
だ
酒
も
醒
め
て
、
旅
人
で
あ
る
私
の
服
は
一
重
で
薄
い
の
で
ゾ
ク
ゾ
ク
ッ
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
ひ
と
り
ぼ
っ
ち

で
枕
に
臥
し
て
い
る
と
、
寂
し
さ
が
身
に
し
み
て
、
安
ら
か
な
夢
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
前
の
方
の
谷
に
暗
い
月
が
か
か
っ
て
い
て

妖
怪
が
な
に
か
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
。
山
い
っ
ぱ
い
に
満
ち
た
雨
の
気
配
、
そ
れ
が
窓
を
突
き
抜
け
て
入
っ
て
く
る
の
で
、
寒
く
て
た
ま
ら

一
六



な
い
。

【
注
釈
】
美
甘
―
現
岡
山
県
真
庭
市
。
旧
津
山
藩
。
い
わ
ゆ
る
出
雲
街
道
（
姫
路
か
ら
松
江
）
の
中
間
点
に
位
置
す
る
宿
場
。
山
中
の
難

所
で
あ
る
。　

焦
窓
―
太
田
蕉
窓
（
詩
一
首
）
名
は
義
和
、
字
は
公
利
、
通
称
は
春
造
、
松
江
の
人
、
十
六
島
の
村
長
な
り
（『
出
雲
詩
綜
』

小
伝
）。

河
野
苔
洲
云
。
奇
峭
。

【
大
意
】
奇
抜
で
他
に
な
い
鋭
い
観
察
だ
。

【
注
釈
】
奇
峭
―
山
の
そ
び
え
立
つ
さ
ま
よ
り
、
文
学
に
俗
気
が
な
く
、
個
性
が
際
立
つ
様
。

11
次
二
小
竹
先
生
山
静
帖
韻
一
（
小
し
よ
う

竹ち
く

先せ
ん

生せ
い

の
山さ
ん

静せ
い

帖ち
よ
うの

韻い
ん

に
次じ

す
）
原も
と

十じ
つ

首し
ゆ　

　
　

適て
き

処し
よ

山さ
ん

人じ
ん　

儀ぎ

満ま

氏し　

出い
ず
も雲

平ひ
ら

田た
の

人ひ
と　

矮
屋
草
茅
壊
。
衡
門
薜
蘿
古
。
唯
縁
三
遠
二
市
城
一
。
自
覚
恢
二
胸
宇
一
。
隠
者
半
求

0

0

0

0

レ
名0

。
清
流
誰
踵
レ
武
。
読
レ
書
夜
未
レ
眠
。
坐0

聴8

催0

レ
花0

雨0

。
【
訓
読
】
矮わ
い

屋お
く

草そ
う

茅ぼ
う

壊く
ず

れ
、
衡こ
う

門も
ん

薜へ
き

蘿ら

古ふ
る

び
た
り
。
唯た

だ
市し

城じ
よ
うに
遠と
お

ざ
か
る
に
縁よ

っ
て
、
自み
ず
から
覚お
ぼ

ゆ
胸
き
よ
う

宇う

を
恢お
お

い
に
す
る
を
。
隠い
ん

者じ
ゃ

も
半な
か

ば
は
名な

を
求も
と

む
、
清せ
い

流り
ゆ
う

誰た
れ

か
武ぶ

を
踵つ

が
ん
。
書し
よ

を
読よ

ん
で
夜よ

未い
ま

だ
眠ね
む

ら
ざ
る
に
、
坐す
わ

ろ
に
聴き

く
花は
な

を
催も
よ
おす
雨あ
め

。

【
大
意
】
小
さ
な
我
が
家
の
藁
葺
き
屋
根
は
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
り
、
冠
木
門
に
か
か
る
つ
た
か
ず
ら
は
長
い
年
月
を
経
て
い
る
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
。
ま
ち
か
ら
遠
い
こ
の
地
に
住
む
こ
と
に
よ
っ
て
わ
が
胸
の
内
は
広
々
と
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
隠
者
を
自
称
し
て
い
る

や
つ
も
、
半
分
は
名
利
に
未
練
た
っ
ぷ
り
な
中
、
昔
か
ら
の
清
ら
か
な
生
き
方
の
流
れ
を
誰
が
ひ
き
つ
い
で
い
く
の
で
あ
ろ
う
（
私
ぐ
ら

い
で
あ
ろ
う
か
）。
夜
も
読
書
し
て
眠
ら
な
い
で
い
る
と
、
花
よ
咲
け
咲
け
と
せ
き
立
て
る
雨
が
ふ
る
。
そ
れ
を
じ
っ
と
聞
い
て
い
る
。

【
注
釈
】
小
竹
―
篠
崎
小
竹
。
一
七
八
一
～
一
八
五
一
。
江
戸
時
代
後
期
の
儒
者
、
漢
詩
人
、
書
家
。
大
阪
の
人
。
賴
山
陽
と
交
友
が

あ
っ
た
（
講
談
社
『
日
本
人
名
大
辞
典
』）。　

山
静
帖
―
小
竹
が
文
政
七
年
五
月
に
多
田
温
泉
を
訪
れ
た
際
に
、『
鶴
林
玉
露
』
所
載
の

宋
人
唐
小
西
の
七
律
首
聯
「
山
は
静
か
に
し
て
太
古
に
似
た
り
。
日
は
長
く
し
て
小
年
の
如
し
…
」
の
十
字
の
そ
れ
ぞ
れ
を
韻
字
と
し

て
、
五
言
律
詩
十
編
を
詠
み
、
行
書
で
し
た
た
め
た
。
そ
れ
が
法
帖
と
し
て
流
通
し
た
（
未
見
）。
こ
の
五
律
は
、「
多
田
温
泉
に
浴
す
」

一
七
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と
題
さ
れ
て
、『
小
竹
齋
詩
集
』
巻
三
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
古
」
字
韻
の
作
は
以
下
の
通
り
。「
奕
々
源
家
祖
、
廟
祀
往
古
を
観
る
。

群
山
地
形
に
随
い
、
喬
木
天
宇
に
逼
る
。
王
室
政
に
網
無
く
、
将
軍
世
よ
武
を
好
む
。
寧
ぞ
知
ら
ん
裔
孫
に
至
り
て
、
民
庶
膏
雨
に
浴
せ

ん
と
は
」。
韻
字
の
、
古
、
宇
、
武
、
雨
を
、
儀
満
適
処
は
、
こ
の
順
番
ど
お
り
に
用
い
て
い
る
（
次
韻
。
第
一
句
末
の
祖
は
用
い
ず
）。

　

原
十
首
―
小
竹
の
十
首
に
次
韻
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
首
の
み
選
ん
だ
。　

適
処
―
儀
満
適
処
。
通
称
は
泰
造
、
平
田
の
人
、
詩
を

雨
森
精
翁
に
学
び
、
大
坂
に
住
す
（『
出
雲
詩
綜
』
小
伝
）。　

踵
武
―
踵
は
つ
ぐ
、
つ
い
て
ゆ
く
。
武
は
歩
武
、
足
跡
。
前
人
の
営
為
を

継
承
す
る
。
楚
辞
・
離
騒
「
前
王
の
武
を
踵
ぐ
に
及
ぶ
」。　

催
花
―
春
雨
。
花
が
咲
く
よ
う
に
せ
き
立
て
る
雨
。

老
雨
云
。
律
而
帯
二
古
調
一
者
。
第
五
句
。
蓋
有
レ
所
レ
感
而
発
。
仕
官
捷
逕
。
今
古
同
嘆
。
○
又
云
。
結
句
婉
麗
。

【
訓
読
】
老ろ
う

雨う

云い

う
。
律り
つ

に
し
て
古こ

調ち
ょ
うを

帯お

ぶ
る
者も
の

。
第だ
い

五ご

句く

は
、
蓋け
だ

し
感か
ん

ず
る
所
と
こ
ろ

有あ

り
て
発は
つ

す
る
な
ら
ん
。
仕し

官か
ん

の
捷
し
よ
う

逕け
い

。
今き
ん

古こ

同お
な

じ
く
嘆た
ん

ず
。
○
又ま
た

云い

う
。
結け
つ

句く

は
婉え
ん

麗れ
い

た
り
。

【
大
意
】
雨
森
老
雨
評
。
近
体
詩
の
律
詩
で
あ
る
が
、
古
体
詩
の
リ
ズ
ム
を
そ
な
え
て
い
る
作
品
。
第
五
句
は
、
お
そ
ら
く
、
ふ
だ

ん
感
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
表
に
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
隠
者
ぶ
る
こ
と
が
、
官
職
に
つ
く
早
道
で
あ
る
の
は
、
今
も
昔
も
同

様
、
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
○
さ
ら
に
評
す
る
。
最
後
の
句
は
明
る
く
て
柔
ら
か
な
調
子
が
よ
ろ
し
い
。

【
注
釈
】
律
而
帯
古
調
者
―
こ
の
詩
は
近
体
詩
の
規
則
か
ら
外
れ
た
上
声
韻
で
あ
る
。　

仕
官
捷
逕
―
隠
者
の
ふ
り
を
す
る
の
が
仕
官

へ
の
早
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
旧
唐
書
・
盧
蔵
用
伝
に
よ
る
と
、
終
南
山
に
隠
棲
し
た
盧
蔵
用
は
、
そ
の
名
声
を
利
用
し
て
仕
官
し

よ
う
と
も
く
ろ
ん
で
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
司
馬
承
偵
は
「
僕
を
以
て
之
を
視
れ
ば
、
仕
宦
の
捷
径
な
る
耳
」
と
揶
揄
し
た
。
南
山
捷

径
と
も
い
う
。　

今
古
同
嘆
―
陳
造
・
再
次
韻
「
此
の
嘆
き
は
今
古
同
じ
」。　

婉
麗
―
女
性
や
自
然
の
柔
美
な
様
。
後
に
文
学
表
現

に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
楊
炫
之
・
洛
陽
伽
藍
記
「
林
泉
婉
丽
」。

12
新に
い

潟が
た

竹ち
く

枝し　
　

淞
し
よ
う

雨う

散さ
ん

人じ
ん　

松ま
つ

田だ

氏し　

名な
は

敏び
ん　

字
あ
ざ
な
は

舜し
ゆ
ん

卿け
い　

出い
ず
も雲
松ま
つ

江え
の

人ひ
と

北
風
怒
巻
海
門
潮
。
不
レ
見
商
船
来
駐
レ
橈
。
多0

少
楼
台
都
鎖

0

0

0

0

0

レ
雪0

。
月0

0寒
七
十
二
紅
橋

0

0

0

0

0

0

。

【
訓
読
】
北ほ
く

風ふ
う

怒い
か

り
て
巻ま

く
海か
い

門も
ん

の
潮し
お

、
見み

ず
商
し
よ
う

船せ
ん

の
来き
た

り
て
橈か
い

を
駐と
ど

む
る
を
。
多た

少し
よ
うの
楼ろ
う

台だ
い

都す
べ

て
雪ゆ
き

に
鎖と
ざ

さ
る
、
月つ
き

は
寒さ
む

し
七し
ち

十じ
ゆ
う

二に

一
八



紅こ
う

橋き
よ
う。

【
大
意
】
北
風
が
怒
り
狂
っ
た
よ
う
に
信
濃
川
河
口
付
近
の
海
潮
を
巻
き
上
げ
て
い
る
。
停
泊
し
て
い
る
貿
易
船
は
一
つ
も
見
え
な
い
。

ど
れ
ほ
ど
多
く
の
妓
楼
が
一
つ
残
ら
ず
雪
に
覆
い
被
さ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
。
月
が
寒
々
と
七
十
二
あ
る
と
い
う
新
潟
市
街
の
赤
い
橋
を

照
ら
し
て
い
る
。

【
注
釈
】
淞
雨
散
人
―
松
田
淞
雨
。
名
は
敏
、
字
は
訥
卿
、
松
江
の
人
。
弘
化
二
年
生
ま
る
。
雨
森
精
翁
・
沢
野
含
斎
に
従
学
し
、
詩

を
苔
洲
・
枕
山
・
松
塘
・
黄
石
に
学
び
、
吉
岡
星
秋
と
並
称
さ
る
。
大
原
郡
長
た
り
。
遷
り
て
浜
田
・
横
浜
の
典
獄
に
転
ず
。
晩
年
東

京
に
住
し
、
文
墨
を
も
っ
て
み
ず
か
ら
娯
し
む
（『
出
雲
詩
綜
』
小
伝
）。
大
正
十
二
年
没
。
著
書
『
再
域
遊
草
』
大
正
四
年
、
馬
庭
義
雄

編
刊
は
大
正
二
年
、
中
国
旅
行
の
詩
を
集
め
た
も
の
（
入
谷
注
）。
散
人
は
、
世
間
無
用
の
人
。
文
人
が
雅
号
の
下
に
添
え
て
用
い
る
。

　

海
門
―
河
口
。
大
河
が
海
に
注
ぐ
あ
た
り
。　

商
船
―
新
潟
は
、
江
戸
時
代
は
北
前
船
で
に
ぎ
わ
い
、
更
に
日
米
修
好
通
商
条
約
に
よ

り
、
開
港
さ
れ
、
外
国
と
の
貿
易
も
盛
ん
に
な
っ
た
。
従
っ
て
妓
楼
も
。　

駐
橈
―
橈
は
か
い
。
引
い
て
船
全
体
を
指
す
。
劉
禹
錫
・
竹

枝
「
江
頭
の
蜀
客
蘭
橈
駐
む
」。　

多
少
楼
台
―
杜
牧
・
江
南
春
「
多
少
の
楼
台
煙
雨
の
中
」。
た
だ
し
、
彼
は
寺
院
、
此
は
妓
楼
。　

七
十
二
紅
橋
―
新
潟
は
、
堀
や
水
路
が
発
達
し
、
た
く
さ
ん
の
橋
が
町
に
架
か
っ
て
い
る
こ
と
で
著
名
。
賴
三
樹
三
郎
が
新
潟
を
訪
れ

た
と
き
の
詩
に
「
柳
梢
の
眉
月
夜
微
茫
、
江
は
渠
流
に
入
っ
て
曲
々
に
通
ず
。
八
百
八
楼
涼
水
に
似
た
り
、
簾
を
掀
ぐ
れ
ば
七
十
二
橋

の
風
」
と
あ
る
の
が
典
故
ら
し
い
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
七
十
二
橋
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
杜
牧
・
揚
州
韓
綽
判
官
に
寄
す

「
二
十
四
橋
明
月
夜
」
を
意
識
す
る
。

鱸
松
塘
云
。
余
亦
作
二
此
題
絶
句
二
十
首
一
。
然
不
レ
得
二
如
レ
此
豪
爽
一
。
慚
愧
慚
愧
。

【
訓
読
】
鱸
す
ず
き

松し
よ
う

塘と
う

云い

う
。
余よ

も
亦ま

た
此こ

の
題だ
い

の
絶ぜ
つ

句く

二に

十じ
つ

首し
ゆ

を
作つ
く

る
。
然し
か

れ
ど
も
此か

く
の
如ご
と

く
豪ご
う

爽そ
う

た
る
を
得え

ず
。
慚ざ
ん

愧き

慚ざ
ん

愧き

。

【
大
意
】
鱸
松
塘
評
。
私
も
新
潟
竹
枝
と
い
う
題
の
絶
句
を
二
十
首
作
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
壮
大
な
作
品
に
は
と
て
も
及
ば
な
い
。

恥
ず
か
し
い
限
り
で
あ
る
。

【
注
釈
】
鱸
松
塘
―
一
八
二
四
～
一
八
九
八
。
幕
末
明
治
時
代
の
漢
詩
人
。
江
戸
に
で
て
、
梁
川
星
巌
に
ま
な
ぶ
。
慶
応
元
年
江
戸
浅

草
に
私
塾
（
の
ち
七
曲
吟
社
）
を
ひ
ら
い
た
。
安
房
出
身
。
本
姓
は
鈴
木
。
名
は
元
邦
。
字
は
彦
之
。
別
号
に
東
洋
釣
史
、
十
髯
叟

一
九

訳
注
『
風
月
小
誌
』
第
一
号
（
上
）



堂
。
著
作
に
「
松
塘
詩
鈔
」「
房
山
楼
詩
」
な
ど
（
講
談
社
『
日
本
人
名
大
辞
典
』）。　

絶
句
―
鱸
松
塘
「
新
潟
竹
枝
」
と
題
し
て
、『
花

月
新
誌
』（
第
二
十
一
号
・
二
十
七
号
）
に
載
る
。
そ
の
な
か
に
は
「
秋
生
七
十
二
紅
橋
」
の
句
も
あ
り
。

13
題だ
い

画が　
　
　

西に
し

山や
ま

重し
げ

常つ
ね　

出い
ず
も雲
神か
ん

門ど

郡ぐ
ん
の

人ひ
と

霜
月
下
二
篷
窓
一
。
漁
翁
迷
二
所
処
一
。
長
江
一
笛
風

0

0

0

0

0

。
吹0

0乱
蘆
花
絮

0

0

0

0

。

【
訓
読
】
霜そ
う

月げ
つ

篷ほ
う

窓そ
う

に
下く
だ

る
、
漁ぎ
よ

翁お
う

は
所し
よ

処し
よ

に
迷ま
よ

う
。
長
ち
よ
う

江こ
う

一い
つ

笛て
き

の
風か
ぜ

、
吹ふ

き
て
乱み
だ

す
蘆ろ

花か

の
絮わ
た

。

【
大
意
】
霜
の
降
る
中
凍
て
つ
い
た
月
が
と
ま
舟
の
ま
ど
を
下
っ
て
い
き
、
暗
闇
の
中
、
老
い
た
漁
師
は
、
自
分
が
ど
こ
に
い
る
か
分
か

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
大
河
に
、
笛
の
響
く
よ
う
な
一
陣
の
風
、
ア
シ
の
わ
た
を
あ
ち
こ
ち
に
吹
き
飛
ば
し
て
い
く
。

【
注
釈
】
題
画
―
絵
に
書
い
た
詩
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
絵
か
不
明
。
ま
さ
に
こ
の
詩
で
詠
ま
れ
た
風
景
な
の
で
あ
ろ
う
。　

西
山
重
常
―
西
山
荻
村
。
名
は
重
常
、
字
は
士
常
、
関
一
郎
と
称
す
。
川
津
村
の
人
、
伊
藤
宜
堂
・
広
瀬
林
外
に
従
学
す
。
ま
た
神
戸
洋

学
館
に
英
学
を
修
め
、
松
江
病
院
長
に
任
ぜ
ら
る
。
の
ち
衆
議
院
議
員
た
り
。
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
没
す
。
年
五
十
五
な
り

（『
出
雲
詩
綜
』
小
伝
）。　

迷
所
処
―
迷
処
所
が
普
通
。
盧
照
鄰
・
東
山
谷
口
を
過
ぐ
「
桃
源
処
所
に
迷
う
」。　
　

一
笛
風
―
杜
牧
・
宣

州
開
元
寺
水
閣
に
題
す
「
落
日
楼
台
一
笛
の
風
」。

老
雨
云
。
日
田
遺
響
。

【
訓
読
】
老ろ
う

雨う

云い

う
。
日ひ

田た

の
遺い

響き
よ
う。

【
大
意
】
雨
森
老
雨
評
。
日
田
咸
宜
園
広
瀬
淡
窓
や
広
瀬
林
外
の
詩
風
を
受
け
継
い
だ
作
だ
。

【
注
釈
】
日
田
―
豊
後
日
田
の
私
塾
咸
宜
園
の
こ
と
。
広
瀬
淡
窓
や
林
外
が
主
催
し
た
。
幕
末
、
松
江
藩
か
ら
も
こ
こ
に
学
び
に
く
る

人
が
多
か
っ
た
。
重
常
が
か
つ
て
そ
こ
で
学
ん
だ
こ
と
を
意
識
す
る
評
。　

遺
響
―
広
瀬
淡
窓
ら
の
詩
風
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
ど

の
よ
う
な
も
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
絵
が
日
田
の
自
然
を
し
の
ば
せ
る
と
い
う
こ
と
か
。

14
仝ど
う　
　
　

春
し
ゆ
ん

流り
ゆ
う

逸い
つ

人じ
ん　

高た
か

橋は
し

氏し　

出い
ず
も雲
松ま
つ

江え
の

人ひ
と

二
〇



桃
桜
争
発
白
交
レ
紅
。
片
々
篩
来
乱
二
晩
風
一
。
花○

際○

春○

流○

清○

且○

浅○

。
遊○

人○

掲○

渉○

錦○

波○

中○

。

桃と
う

桜お
う

争あ
ら
そい
て
発ひ
ら

き
白し
ろ

紅く
れ
な
いを
交ま
じ

え
、
片へ
ん

々ぺ
ん

篩ふ
る

い
来き
た

っ
て
晩ば
ん

風ぷ
う

に
乱み
だ

る
。
花か

際さ
い

の
春
し
ゆ
ん

流り
ゆ
う

清き
よ

く
且か

つ
浅あ
さ

し
、
遊ゆ
う

人じ
ん

掲け
い

渉し
よ
うす
錦き
ん

波ぱ

の
中う
ち

。

【
大
意
】（
前
首
の
絵
に
同
じ
く
題
す
）
桃
と
桜
が
争
っ
て
花
開
き
、
白
色
に
赤
色
が
混
じ
っ
て
い
る
。
花
び
ら
ひ
と
ひ
ら
ひ
と
ひ
ら
が
、

夕
方
の
風
に
乱
れ
飛
ん
で
、
ま
る
で
箕
で
米
を
ふ
る
っ
て
い
る
か
の
よ
う
、
花
の
そ
ば
の
、
春
の
小
川
、
そ
の
流
れ
は
、
清
ら
か
で
浅
く

サ
ラ
サ
ラ
と
。
は
な
び
ら
で
錦
の
よ
う
に
そ
ま
っ
て
い
る
波
を
、
旅
人
は
服
の
あ
し
も
と
を
か
ら
げ
て
、
渡
っ
て
い
く
。

【
注
釈
】
春
流
―
高
橋
春
流
。
松
江
の
人
、
英
学
を
善
く
し
、
渡
辺
洪
基
と
と
も
に
学
ぶ
。
晩
年
詩
酒
に
逃
れ
、
作
る
所
は
な
は
だ
多

し
。
今
は
す
で
に
散
失
せ
り
（『
出
雲
詩
綜
』
小
伝
）。
な
お
、
渡
辺
洪
基
一
八
四
八
～
一
九
〇
一
、
越
前
の
人
、
慶
應
義
塾
に
学
ぶ
。
帝

国
大
学
初
代
総
長
、
貴
族
院
議
員
（
講
談
社
『
日
本
人
名
大
辞
典
』）。　

花
際
―
「
際
」
は
も
の
と
も
の
が
接
す
る
と
こ
ろ
。
花
と
花
の

間
。
劉
希
夷
・
公
子
行
「
花
際
裴
回
す
双
の
蛱
蝶
」。　

春
流
―
自
分
の
号
を
織
り
込
ん
だ
。　

掲
渉
―
衣
服
を
上
に
引
っ
張
っ
て
、
川

を
徒
渡
り
す
る
。
李
白
・
瑩
禅
師
房
に
て
山
海
図
を
観
る
「
揭
涉
す
滄
洲
の
畔
」。

苔
洲
云
。
合
作
。
不
レ
恥
二
古
人
一
。
○
編
者
云
。
際
作
レ
底
如
何
。

【
訓
読
】
苔た
い

洲し
ゆ
う

云い

う
。
合が
つ

作さ
く

。
古こ

人じ
ん

に
恥は

じ
ず
。
○
編へ
ん

者じ
や

云い

う
。
際さ
い

を
底て
い

に
作つ
く

る
は
、
如い
か
ん何
。

【
大
意
】
河
野
苔
洲
評
。
よ
く
出
来
た
作
品
だ
。
古
人
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
。
○
編
者
（
平
賀
静
遠
？
）
案
。
あ
い
だ
の
意
の
「
際
」

を
、
し
た
の
意
の
「
底
」
に
変
え
る
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

【
注
釈
】
合
作
―
よ
く
で
き
た
作
品
。
書
画
詩
文
が
規
範
に
合
っ
て
い
る
こ
と
。
谢
赫
・
古
画
品
録
・
陸
杲
「
時
に
合
作
有
り
、
往
往

に
し
て
人
に
出
づ
」。　

際
作
底
―
底
は
下
の
意
。
花
と
花
の
際
で
は
、
地
上
を
流
れ
る
川
が
空
間
を
流
れ
る
よ
う
な
の
で
、
変
え
た

方
が
い
い
と
い
う
こ
と
か
。
岑
参
・
終
南
東
渓
中
の
作
「
渓
水
は
草
よ
り
も
碧
に
し
て
、
潺
潺
と
し
て
花
底
に
流
る
」。

15
書し
よ

懐か
い　
　
　

静せ
い

所し
よ　

平ひ
ら

賀が

氏し　

名な
は

勝し
よ
う
　

字
あ
ざ
な
は

公こ
う

明め
い　

松ま
つ

江え
の

人ひ
と　

住
こ
う
ず
け
ま
え
ば
し
に
じ
ゆ
う
す

上
野
前
橋

胆
気
雖

0

0

0

レ
豪
奈

0

0

二
此
貧

0

0

一
。
弊
衣
陋
室
僅
容

0

0

0

0

0

0

レ
身0

。
幸
然
猶
有
二
友
朋
顧
一
。
畢
竟
天
公
不
レ
殺
レ
人
。

二
一

訳
注
『
風
月
小
誌
』
第
一
号
（
上
）



【
訓
読
】
胆た
ん

気き

豪ご
う

な
り
と
雖い
え
ども
此こ

の
貧ひ
ん

を
奈い

か
ん
せ
ん
、
弊へ
い

衣い

陋ろ
う

室し
つ

僅わ
ず

か
に
身み

を
容い

る
。
幸こ
う

然ぜ
ん

と
し
て
猶な

お
友ゆ
う

朋ほ
う

の
顧か
え
りみ
る
有あ

り
、
畢ひ
つ

竟き
よ
う

天て
ん

公こ
う

は
人ひ
と

を
殺こ
ろ

さ
ず
。

【
大
意
】
肝
っ
玉
だ
け
は
座
っ
て
い
る
と
思
う
の
だ
が
、
こ
の
貧
し
い
暮
ら
し
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
ボ
ロ
ボ
ロ
の
服
、
狭
い
部
屋
で

や
っ
と
自
分
の
体
を
囲
っ
て
い
る
次
第
。
幸
い
、
ま
だ
友
達
が
気
に
掛
け
て
く
れ
る
。
お
天
道
様
は
人
を
死
ぬ
ま
で
は
追
い
込
ま
な
い
と

い
う
の
は
な
る
ほ
ど
そ
う
だ
。

【
注
釈
】
書
懐
―
か
ね
が
ね
思
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。　

静
所
―
平
賀
静
所
、
通
称
は
勝
三
郎
、
静
遠
の
弟
（『
出
雲
詩
綜
』
小
伝
）。

　

上
野
前
橋
―
現
群
馬
県
前
橋
市
。　

弊
衣
―
ボ
ロ
ボ
ロ
の
服
。
賈
誼
・
新
書
・
属
遠
「
彊
め
て
弊
衣
を
提
荷
し
て
至
る
」。　

陋
室
―

粗
末
な
部
屋
。
劉
禹
錫
・
陋
室
銘
「
斯
は
是
れ
陋
室
な
る
も
、
惟
れ
吾
が
德
は
馨
る
」。　

僅
容
身
―
王
安
石
・
陳
和
叔
に
呈
す
「
車
を

毁
ち
て
屋
と
為
し
僅
か
に
身
を
容
る
」。　

幸
然
―
「
幸
」
を
二
文
字
に
伸
ば
し
た
言
い
方
。
俗
語
的
。

老
雨
云
。
斯
人
而
至
レ
斯
乎
。
紅
顔
薄
命
。
古
今
同
嘆
。

【
訓
読
】
老ろ
う

雨う

云い

う
。
斯こ

の
人ひ
と

に
し
て
斯こ
こ

に
至い
た

れ
る
乎か

。
紅こ
う

顔が
ん

薄は
く

命め
い

は
、
古こ
こ
ん今
同お
な

じ
く
嘆た
ん

ず
。

【
大
意
】
雨
森
老
雨
評
。
こ
の
よ
う
な
優
れ
た
人
で
も
、
こ
ん
な
窮
境
に
陥
る
の
か
。
立
派
な
若
者
が
運
命
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
の

は
、
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
人
々
が
嘆
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

【
注
釈
】
斯
人
而
至
斯
乎
―
論
語
・
雍
也
「
命
な
る
か
な
。
斯
の
人
に
し
て
而
も
斯
の
疾
有
あ
る
や
」。
孔
子
が
、
業
病
に
か
か
っ
た

弟
子
の
悲
運
を
嘆
く
こ
と
ば
を
利
用
し
て
い
る
。　

紅
顔
薄
命
―
美
人
薄
命
と
同
じ
く
、
本
来
は
女
性
に
対
し
て
用
い
る
語
で
あ
る

が
、
こ
こ
は
若
者
に
対
し
て
い
う
。
紅
は
、
青
年
の
血
気
盛
ん
な
様
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、

科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
課
題/

領
域
番
号19K

00296

近
代
山
陰
地
域
の
文
化
教
養
環
境
に
お
け
る
漢
詩
文
の
位
置
―
若
槻
克
堂
と
剪
淞
吟
社
の
学
際
的
研
究
（
期
間
二
〇
一
九
～

二
〇
二
一
年
度
研
究
代
表
者　

要
木
純
一
）

二
二



及
び
、

島
根
大
学
法
文
学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー　

山
陰
研
究
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

近
代
山
陰
地
域
の
文
化
教
養
環
境
に
お
け
る
漢
詩
文

の
位
置
─
若
槻
克
堂
と
剪
淞
吟
社
の
学
際
的
研
究
（
課
題
番
号
一
九
一
三　

期
間
二
〇
一
九
～
二
〇
二
一
年
度　

研
究
代
表
者
要
木

純
一
）

及
び
、

島
根
大
学
法
文
学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー　

山
陰
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

山
陰
地
域
の
文
学
・
歴
史
関
係
資
料
の
研
究
と
活
用
に
関

す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
課
題
番
号　

一
九
〇
二　

期　

間
：
二
〇
一
九
～
二
〇
二
一
年
度　

研
究
代
表
者　

野
本
瑠
美
の
ち
田
中
則

雄
）

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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