
詩

史

撃

と

思

想

及

の

私
は
前
か
ら
史
撃
を
や
ら
れ
る
方
に
我
々
の
や
っ
て
い
る
詩
の
研

究
曾
に
参
加
を
す
す
め
て
来
た
。

そ
れ
は
私
達
の
研
究
に
別
の
角
度

か
ら
す
る
示
唆
を
期
待
す
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
史
撃
の
人
に
も

プ
ラ
ス
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
意
味
は

注
揮
の
あ
る
詩
を
讃
ま
せ
る
と
、

違
う
が
、
若
い
撃
生
の
場
合
は
、

詩
の
理
解
だ
け
で
は
な
く
、
散
文
の
讃
解
力
を
つ
け
る
に
も
役
立
つ

と
思
わ
れ
る
。
あ
る
蓄
を
揮
ん
で
讃
む
こ
と
の
良
い
の
は
い
う
ま
で

別
の
行
き
方
と
し
て
注
揮
の
あ
る
詩
集
を
讃
む
と
、
引

用
し
て
あ
る
各
種
各
様
の
文
韓
に
接
す
る
こ
と
が
出
来
、

も
な
い
が
、

叉
語
感
に

も
鋭
く
な
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
間
、
若
い
史
皐
を
や
る

人
と
話
を
し
て
い
て
、

中
園
詩
は
過
去
の
中
園
人
は
非
常
な
エ
ネ
ル
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ギ
ー
を
そ
れ
に
註
い
だ
も
の
で
、
心
の
撃
で
あ
る
。
散
文
以
上
に
生

倉

淳

之

助

田

の
聾
に
近
い
か
ら
、

も
っ
と
積
極
的
に
使
わ
れ
た
ら
と
い
う
と
、

そ

の
人
の
言
葉
は
こ
う
で
あ
る
。

我
々
は
昔
と
は
遣
う
の
だ
ろ
う
が
、

-87-

撃
生
時
代
も
中
園
詩
文
に
射
す
る
訓
練
が
充
分
で
あ
っ
た
と
は
思
え

な
い
。
殊
に
詩
に
つ

い
て
は
理
解
が
浅
い
。
従
っ
て
利
用
し
よ
う
に

も
危
倶
の
念
が
伴
っ
て
手
が
出
し
難
く
、
注
棒
、
翻
課
な
ど
が
備
っ

て
い
る
も
の
以
外
は
鋼
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
し
か
し
中
園
詩

は
厄
介
な
も
の
だ
と
は
思
う
が
、
若
し
詩
の
特
質
、
そ
の
技
巧
等
を

知
識
の
浅
い
者
に
困
難
と
思
わ
せ
て
い
る
障
碍
を
取
除

要
約
し
て
、

く
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
我
々
も
大
い
に
手
を
伸
ば
そ
う
。
そ
う
い
う

要
約
を
示
し
て
貰
え
な
い
か
、
示
し
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
な
た
の
こ

と
ば
を
生
か
す
道
で
も
あ
る
と
。

」
う
い
う
風
に
積
極
的
に
出
ら
れ

て
み
る
と
、

全
く
薮
蛇
で
、
内
心
狼
狽
し
た
が
、
逃
げ
て
は
な
ら
ん
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と
思
っ
て
、
詩
ば
か
り
を
や
っ
て
い
る
課
で
も
な
い
し

叉
や
れ
ば

や
る
程
分
ら
な
く
な
る
の
だ
が
と
前
置
き
し
て
お
い
て
、

蘇
東
披
な

ど
を
引
き
つ
つ
、

詩
の
持
つ
異
質
の
上
に
被
ら
さ
れ
て
い
る
ヴ
ェ
l

ル
を
出
来
る
だ
け
簡
約
し
て
示
そ
う
と
し
た
。
ま
ず
私
が
そ
う
い
う

こ
と
を
い
う
の
は
、
東
洋
皐
の
研
究
方
向
を
見
て
い
る
と
、
終
戟
後

そ
の
研
究
業
績
も
ほ
ほ
毎
年
二
割
の
割
合
で
増
加
し
て
来
て
、

題
目
は
益
々
細
分
化
し
、

研
究

研
究
資
料
を
漁
る
こ
と
も
愈
々
精
密
に
な

る

と
こ
ろ
で
詩
は
文
献
の
上
か
ら
は
相
嘗
な
量
な
の
で
あ
る
。
私

は
人
文
科
皐
研
究
所
の
漢
籍
蒐
集
に
嘗
っ
て
い
て

他
の
部
門
が
略

々
揃

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、

別
集
を
集
め
る
に
熱
心
で

あ
っ
た
。
後
に
な
る
程
そ
の
必
要
を
痛
感
し
た
。
明
人
の
別
集
な
ど

は
殊
に
冗
雑
を
感
じ
は
す
る
が
。
と
い
う
の
は
地
理
と
か
歴
史
と
か

思
想
と
か
の
専
著
の
あ
る
人
は
、

必
ず
と
い

っ
て
い
い
程
詩
文
集
の

著
述
が
あ
る
。
専
著
の
あ
る
位
の
人
に
は
、
書
が
あ
り
論
が
あ
り
、

記
が
あ
り
、
詩
が
あ
っ
て

そ
れ
を
自
分
な
り
子
孫
後
人
が
編
輯
出

版
し
、
或
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
習
慣
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
経

史
子
等
の
専
著
の
蒐
集
に
手
が
出
易
い

の
は

一
般
の
傾
向
の
よ
う
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
詩
文
集
が
揃
う
と
、

相
輔
翼
し
合
っ
て
、

一
段
と

文
献
の
債
値
を
高
め
る
の
で
あ
る
。
詩
集

一
巻
な
ど
と
い
う
の
は
普

通
に
は
顧
み
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
上
の
意
味
で
は
貴
重
と
な
る
の
で

あ
る
。

中

園

詩

の

性

格

中
園
詩
は
西
洋
の
詩
に
見
ら
れ
る
暴
聾
す
る
激
情
を
表
す
も
の
は

幽
腕
・
高
古
・
開
遁
・
瓢
逸

・
憂
愁
と
い

っ
た
も
の
が
多

少
く
て
、

ぃ
。
詩
を
代
表
文
撃
と
す
る
唐
代
で
は
、
這
か
後
の
清
代
に
編
輯
さ

五
高
首
に
近
い
数
が
牧

れ
た
「
全
唐
詩
」

に
作
者
二
千
二
百
徐
人、

め
ら
れ
て
い
る。

定
め
て
饗
化
高
端
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
こ
れ
ら

-88一

の
中
園
詩
は
ど
う
い
う
方
向
に
作
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、
便
宜
上
や

や
古
い
も
の
で
あ
る
が
、

の
批
評

司
空
圃
の

「
二
十
四
詩
口
問
」

の
標
準
を
借
る
と
、
雄
葎

・
沖
潅

・
織
穫

・
沈
著
・
吉
岡
古

・
典
雅

・

洗
錬
・
勤
健
・

締
麗

・
自
然

・
含
蓄

・
豪
放

・
精
神

・
踊
密

・
疎
野

清
奇

・
委
曲
・
貫
境
・
悲
慨

・
形
容
・
超
詣

・
瓢
逸
・
瞭
遼

・
流

動
の
二
十
四
品
に
分
け
て
い
る
。
右
の
中
の
悲
慨
の
説
明
で
は

「
大

風
水
を
捲
き
、
林
木
震
に
捲
く
一
と
か
「
壮
士
創
を
梯
い
、
浩
然
調

哀
し
む
」
と
か
あ
っ

て

さ
し
ず
め
こ
れ
に

概
ね
は
雄
淫

・
吉
岡
古
・
典
雅

・
噴

日
本
の
剣
舞
の
詩
は
、

首
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、

達
と
い
う
と
こ
ろ
あ
た
り
を
ね
ら
う
よ
う
で
あ
る
。

全
鐙
と
し
て
見



て
も
、
巌
壁
に
砕
け
る
荒
浪
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、

鯖
せ
ん
と
す
る
小
波
が
近
い
で
あ
ろ
う
。

卒
静
に

な
ぜ
そ
う
な
の
か
、

語
』
に
「
詩
三
百
、
一
言
以
蔽
之
、
日
思
無
邪
」
と
か
、
『
韓
記
』
経

解
に
「
温
柔
敦
厚
、
詩
数
也
」
と
い
う
儒
教
思
想
が
根
祇
に
あ
る
。

詩
と
は
本
来
そ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
考
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
生
れ

て
来
る
も
の
は
激
情
に
は
向
わ
な
い
。
封
建
治
下
に
あ

っ
て
は

民
の
苦
痛
は
充
ち
満
ち
て
居
る
で
あ
ろ
う
が
、

中
園
の
場
合
は
そ
れ

を
嘆
撃
と
し
て
漏
す
。
自
ら
を
い
い
聞
か
せ
る
、
苦
痛
を
忘
れ
よ
う

と
す
る
諦
観
の
形
に
向
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
の
法
則
に
従
う

を
良
し
と
す
る
老
荘
思
想
と
、

人
生
は
畢
寛
空
な
り
と
す
る
傍
数
思

想
が
加
わ
る
と

一
段
と
高
踏
的
な
、
或
は
静
虚
な
境
地
を
拓
く
の

で
あ
る
。
例
と
し
て
は
い
か
が
か
と
は
思
う
が
、

五
弟
謹
三
首
」
の
第
一
首
の
前
牢
を
あ
げ
よ
う
。

東
山
の
時

王
維
の

「
戯
贈
張

吾
弟
東
山
時

吾
弟

心
向
一
何
遠

一
に
何
ぞ
遠
き

2い
向

日
高
猶
自
臥

日
高
う
し
て
猫
自
ら
臥
し

鍾
動
始
能
飯

鍾
動
い
て
始
め
て
能
く
飯
す

領
土
髪
未
硫

髪
未
だ
硫
ら
ず

領
上

89 

林
頭
書
不
巻

林
頭

書
巻
か
ず

『弘一酬

清
川
県
悠
悠

空
林
封
僅
塞

青
苔
石
上
額

細
竹
松
下
軟

窟
外
鳥
聾
閑

人

階
前
虎
心
善

徒
然
高
象
多

瀦
爾
太
虚
緬

清
)11 

奥
に
悠
悠

空
林

封
し
て
僅
建

石
上
に
替
ら
か

青
苔

細
竹

松
下
に
軟
か
な
り

留
外

鳥
聾
閑
か

階
前

虎
心
善
し

徒
然
と
し
て
高
象
多
く

治
爾
と
し
て
太
虚
緬
か
な
り

中
園
詩
の
特
徴
の

一
つ
は
、
山
水
童
と
同
じ
よ
う
に
、

人
間
と
自

- 89一

然
と
が
合
一
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
て

安
住
す
る
感
情
を
表
す
の
が
著
し
い
。
右
の
詩
の
中
に
、

も
媒
て
い
る
と
か
、
髪
を
硫
ら
な
い
、

書
物
も
巻
か
ず
に
あ
る
と
い

い
つ
ま
で

う
の
は
、
全
く
物
に
拘
わ
れ
ず
、

心
の
安
ら
か
さ
を
得
て
い
る
の
を

表
す
の
で
あ

っ
て
、
純
粋
の
慨
惰
を
責
め
て
い
る

の
で

は
な
い
。

同
様
に
貧
中
に
道
を
築
し
む
と
こ
ろ
に
も
生
命
の
安
ら
か
さ
を
見

例
え
ば
責
山
谷
の
顔
徒
貧
幾
粛

二
首
の
第
一
首

出
す
の
で
あ
る
。

衡
門
低
首
過

環
堵
容
膝
坐

衡
門

首
を
低
れ
て
過
ぎ

理
堵

膝
を
容
れ
て
坐
す



叩

四
努
無
給
侍

百
柄
自
纏
基

論
事
直
如
絃

観
書
曲
肱
臥

飢
衆
或
乞
食

有
道
無
不
可

小
山
作
友
朋

義
重
子
輿
桑

香
草
嘗
姫
妾

不
須
珠
翠
粧

鳥
烏
窺
凍
硯

星
月
入
幽
虜

見
報
無
炊
米

浩
歌
緯
屋
梁

四
芳

給
侍
無
く

百
柄

自
ら
纏
憂
す

事
を
論
じ
て
直
き
こ
と
絃
の
如
く

書
を
観
て
肱
を
曲
げ
て
臥
す

飢
え
来
れ
ば
或
は
食
を
乞
う

道
有
れ
ば
可
な
ら
ざ
る
な
し

山

友
朋
と
作
り

義
は
子
輿
と
桑
と
よ
り
重
し

香
草

姫
妾
に
嘗
つ

珠
翠
の
粧
を
須
い
ず

凍
硯
を
窺
い

幽
房
に
入
る

息
切
色
句

星
月

見
は
炊
米
無
し
と
報
ず
れ
ど
も

浩
歌
し
て
屋
梁
を
緯
る

と
あ
る
。
こ
れ
も
疏
欄
を
歌
う
の
で
は
な
い
。
富
に
し
て
得
ら
れ
る

も
の
な
ら
そ
れ
を
得
ょ
う
が
、
不
義
を
し
て
ま
で
富
を
望
ま
な
い
。

貧
に
居
っ
て
道
を
守
ろ
う
と
い
う
の
が
、
古
く
か
ら
惇
わ
る
中
園
精

神
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
を
守
る
人
を
高
士
と
す
る
。
け
れ
ど
も
そ

う
レ
う
精
神
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
貧
乏
し
て
い
る
男
を
慰
め
る
手

に
使
わ
れ
て
い
な
い
か
を
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る

が
。
中
園
詩
は
表
わ
さ
れ
る
感
情
の
種
類
か
ら
見
る
と
憂
愁
を
主
と

す
る
の
が
屋
倒
的
に
多
い
。
け
れ
ど
悲
し
ん
で
も
傷
ら
ざ
る
を
よ
し

そ
こ
に
詩
が
高
古
・
開
通
・

瓢
逸
を
好
む
に
至
る
道
が
あ

と
す
る
。

る

い
う
ま
で
も
な
く
詩
は
千
態
高
様
で
あ
り
、
時
代
の
特
色
も
著

し
い
の
で
あ
る
が、

そ
れ
を
絞
っ
て
行
く
に
は
何
か
の
標
準
が
あ
れ

ば
よ
い
が
、

「
二
十
四
詩
口
問
」
の
標
語
は
そ
れ
に
は
一
々
説
明
が
つ

い
て
い
る
。
繁
と
い
え
ば
繁
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
後
に
も
通
じ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
推
し
て
行
く
の
も
一
方
法
か
と
思
う
の

一卯一

で
あ
る
。

詩
全
隆
の
性
格
の
次
に
詩
の
用
語
の
こ
と
が
あ
る
。
詩
に
使
わ
れ

る
文
字
が
、
格
別
散
文
と
遣
っ
た
意
味
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
筈

し
か
し
歴
代
の
詩
人
が
受
け
つ
い
で
使
っ
て
い
る
聞
に
、

で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
詩
語
と
し
て
遁
嘗
な
詞
が
生
れ
て
来
る
。
殊
に
す
ば
ら
し

い
詩
、
印
象
深
い
吠
景
な
ど
は
永
く
庚
く
俸
請
さ
れ
て
、
大
な
り
小

な
り
そ
れ
に
用
い
ら
れ
た
調
は
特
有
の

ニ
ュ
ア
ン

ス
を
背
負
う
て
来

る
。
そ
う
い
う
詞
を
集
め
た
の
が
『
五
車
韻
瑞
』
で
あ
り
、
そ
れ
を

増
纂
し
た
の
が
『
侃
文
韻
府
』
で
あ
る
。

『
賢
韻
』
の
文
字
の
順
に
排

列
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
代
詩
人
の
苦
心
が
そ
こ
に
顎
集
さ
れ
て
い
る



の
で
あ
る
。

本
質
的
に
ど
ん
な
も
の
か
と
い
え
ば

凝
縮
し
た
表

現
、
情
絡
を
伴
う
詞
、
襲
化
に
富
む
詞
が
多
く
、
そ
れ
が
動
せ
な
い

も
の
と
結
合
し
て
一
篇
を
構
成
す
る
。
文
字
の
難
易
の
如
き
は
人
と

時
代
の
作
風
に
よ

っ
て
異
な
り
、
白
俗
と
い
わ
れ
た
築
天
も
、

の
選
揮
に
力
を
注
い
だ
詩
人
も
、
文
字
の
選
揮
に
は
異
常
な
努
力
を

先
例
の
力
は
ま
こ
と
に
大
き
く
、
詩
集
の
注
揮
は
殆
ん
ど
そ

掛
い
、

の
先
例
を
指
摘
す
る
痛
に
生
れ
る
。
用
語
と
共
に
詩
は
表
わ
さ
ん
と

す
る
こ
と
を
直
接
指
さ
、
ず
、
故
事
を
頻
繁
に
用
い
る
。
殆
ん
ど
の
故

事
は
著
聞
す
る
こ
と
で
あ
り
、

叉
筒
皐
に
調
べ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

が
、
好
ん
で
僻
典
を
用
い
る
詩
人
も
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
は
厄
介
で

あ
る
。
向
一
つ
詩
の
解
揮
を
容
易
な
ら
ざ
る
も
の
に
す
る
要
素
に
、

詩
人
と
調
者
と
の
時
の
距
離
が
あ
り
、
事
賓
が
よ
く
分
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
陸
品
怖
が
施
元
之
の
『
注
東
披
先
生
詩
』
に
序
を
書

い
て
い
う
に
は
、

活
成
大
に
曾
っ
た
時
、
東
披
の
詩
に
注
樺
す
る
こ

と
を
勘
め
ら
れ
た
が
、

出
来
な
い
と
断
っ
た
。

他
日
又
勘
め
る
の

で、

二
三
の
詩
句
を
あ
げ
て
質
問
す
る
と
沼
成
大
は
一
々
答
え
た

が
、
皆
そ
う
で
は
な
い
と
事
寅
を
あ
げ
て
詮
明
し
た
。
す
る
と
彼
は

太
息
し
て

「
そ
の
よ
う
だ
と
本
嘗
に
難
か
し
い
も
の
だ
」
と
い
っ
た
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と
い
う
。
東
壊
に
謝
す
る
宋
人
が
こ
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
V

う
こ
と
を
い
え
ば
、
詩
は
盆
々
恐
る
べ
き
も
の
に
な
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
だ
け
に
叉
散
文
以
上
に
、

作
者
の
心
の
奥
底
或
は
事
の
異
相
を

pム.

十

っ
か
む
可
能
性
が
あ
る
と
も
い
三
る
の
で
あ
る
。

中
園
詩
は
詩
睡
に
よ

っ
て
表
現
の
調
子
が
異
る
。
従
っ
て
諦
む
方

も
そ
の
心
で
解
す
べ
き
で
あ
る
が
な
か
な
か
そ
う
は
ま
い
ら
ぬ
。
古

鐙
詩
は
近
笹
詩
に
比
べ
て
韻
律
が
巌
で
な
い
の
で
、
絞
事
に
し
て
も

銃
景
に
し
て
も
比
較
的
自
由
に
述
べ
ら
れ
て
居
り
、
近
鐙
詩
の
方
は

整
律
の
制
限
が
巌
し
く
、
殊
に
律
詩
は
必
ず
封
句
を
と
ら
ね
ば
な
ら

な
い
た
め
表
現
に
著
し
い
制
約
を
受
け
る
の
で
、
情
を
虚
と
し
、
景

句
aム

《日

を
貧
と
し
て
、

四
虚
或
は
四
貰
、
前
虚
後
貫
或
は
前
賞
後
虚
の
法
を

そ
う
い
う
こ
と
は
韓
制
と
し
て
は
誰
し
も
分
り

割
句
の
解
揮
に

説
く
も
の
が
あ
る
。

易
い
こ
と
で
あ
る
が
、
寅
際
の
解
裡

に
な
る
と
、

も
、
雨
韻
の
字
の
解
揮
に
さ
え
も
誤
り
を
生
じ
た
り
す
る
若
い
人
が

あ
る
の
は
、
詩
な
ど
と
棄
て
て
顧
み
な
い
嘗
代
だ
か
ら
で
あ
る
。
色

彩
を
現
す
紅
責
青
に
劃
し
て
は
白
赤
紫
等
の
字
で
あ
る
の
は
糞
帝
の

子
孫
で
な
い
と
分
る
ま
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、

周
作
人
が
言
つ

た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
杜
甫
の
詩
の
中
に
は
、
育
に
封
す
る
白
が
繰

り
返
し
出
て
来
る
。

」
う
い
う
劉
比
が
萄
の
天
地
で
目
立
ち
易
い
こ

と
も
事
賞
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

こ
れ
を
直
ち
に
詩
人
の
色
彩
感
畳
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上
の
好
み
の
如
く
追
究
し
よ
う
と
し
た
と
し
た
ら
、

早
ま

っ
た
も
の

と
い
え
よ
う
。
社
甫
の
近
鐙
詩
の
特
徴
は
、
感
興
の
頂
黙
を
と

っ
て

作
る
劉
句
の
妙
な
る
に
あ
る
。
純
粋
な
儒
数
思
想
に
立
つ
彼
の
盛
り

強
烈
な
印
象
と
な

っ

上
る
感
情
は
洗
錬
さ
れ
た
針
句
と
な

っ
た
時
、

て
、
諦
む
人
に
異
常
な
感
動
を
輿
え
る
の
で
あ
る
。

蘇
献
の
詩
は
古

鐙
が
多
く
、
奔
放
な
著
想
が
三
十
句
四
十
句
の
長
い
篇
を
一
気
に
描

き
上
げ
る
感
じ
で
、
類
型
の
句
が
時
に
あ
る
が
、
内
容
は
縦
横
に
奔

馬
の
如
く
馳
駆
す
る
。
酎
句
や
卒
灰
に
さ
ま
で
拘
わ
れ
な
い
自
由
さ

一
概
に
は
云
え
な
い
け
れ
ど
も
、

が
あ
る
。

一
連
の
思
想
な
り
絞
事

な
り
を
見
る
貼
か
ら
は
、
古
住
詩
の
方
が
資
料
と
し
て
は
利
用
す
る

部
分
が
多
い
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
詩
の
中
に
は
、
過
古
の
事
を
引

徒
ら
に
筆
を
舞
わ
し
て
波
澗
を

描
く
傾
向
も
あ
る
の
で
こ
の
貼
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
詩
を

い
て
直
接
指
す
』
」
と
を
避
け
た
り
、

利
用
す
る
場
合
、
絞
景
に
し
て
も
絞
事
に
し
て
も
、

あ
く
ま
で
も
作

者
の
心
に
映
じ
て
、

詩
情
を
動
か
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

詩
人
は
そ
の
刺
戟
の
レ
ろ
い
ろ
な
黙
を
抽
出
し
て
鋭
角
的
に
描
き
出

す
も
の
で
あ
る
。
詩
に
描
か
れ
た
景
色
は
寓
質
的
だ
と
い
っ
て
も

決
し
て
寓
異
で
は
な
い
。
杜
甫
は
潟
質
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
や
は
り

詩
の
描
篤
と
し
て
の
鶏
質
で
あ
る
。

例
え
ば
仰
蜂
粘
落
紫
、
行
蟻
上

枯
梨
〈
濁
酌
)
は
如
何
に
も
描
寓
は
精
細
で
あ
る
が

や
は
り
詩
情

を
動
か
し
た
も
の
と
し
て
抽
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て

詩
人
は
或
る
場
合
は
強
烈
な
印
象
に
強
烈
な
表
現
を
用
い

い
わ
ゆ

る
白
髪
三
千
丈
に
至
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
特
例
で
あ

っ

て
、
凡
百
の
詩
人
は
篤
買
を
心
掛
け
て
い
る
こ
と
杜
甫
の
如
く
で
あ

し
か
し
散
文
と
異
っ
て
、
集
約
さ
れ
た
表
現
中
に
は
誇
張
で

ろ
う
。

は
な
く
、

概
括
し
た
表
現
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
多
い
。

{列

え
ば
距
離
に
於
て
、
千
里
と
い
い
高
里
と
い
う
の
が
そ
の
類
、

な
教
で
な
く
概
数
で
あ
る
こ
と
の
外
に
、
千
が
卒
字
、
百

・
高
が
灰

正
確
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字
で
あ
る
こ
と
も
候
件
に
な

っ
て
い
る
。
前
に
唐
代
の
酒
の
値
段
を

詩
に
よ

っ
て
算
定
し
た
人
が
あ
っ
た
が

概
略
の
数
値
し
か

得
ら

れ
な
い
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
芳
詮
と
し
て
は
或

は
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

詩
の
利
用
に
つ
い
て

詩
は
詩
人
の
一詠
嘆
で
あ
る
か
ら
、
史
撃
に
利
用
す
る
に
は
限
界
が

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
な
い
。
・
し
か
し
先
に
い
っ
た
通
り
、
詩
は
詩

人
の
詐
ら
ざ
る
心
情
の
表
現
を
建
前
と
す
る
以
上

思
想
史
料
と
な

り
得
る
。
殊
に
詩
集
の
量
と
質
と
に
恵
ま
れ
れ
ば
好
箇
の
思
想
史
料



と
な
る
。
次
い
で
直
鈍
さ
れ
た
事
賞
、
も
少
し
具
睦
的
に
い
う
と

詩
の
題
、
そ
れ
に
つ
い
た
序
、
詩
句
中
に
銃
べ
ら
れ
た
事
買
で
あ

る
。
詩
の
題
は
本
来
は
主
た
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
宋
詩

な
ど
で
は
多
癖
で
あ
っ
て
長
い
序
を
伴
っ
て
い
る
。

」
れ
は
利
用
の

度
合
が
慶
ま
る
で
あ
ろ
う
。

題
或
は
序
及
び
詩
句
中
に
見
え
る
歳

時
、
人
名
、
字
或
は
瞬
、
官
名
、
地
名
、

受
遇
、
物
名
等
は
、

の
停
記
に
利
用
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

個
人

地
理
、
交
通
、
産
業
等
に
も

関
係
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
詩
の
題
は
、
テ
キ
ス

ト
に
よ

っ
て
間
々
異
同
が
あ
る
の
で
、
数
本
の
テ
キ
ス
ト
の
あ
る
よ

う
な
場
合
は
嘗
る
必
要
が
あ
り
、
人
名
、
{
子
等
は
同
名
別
人
の
場
合

が
あ
る
か
ら
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。
地
名
に
し
て
も
好
ん
で
古
名

が
用
い
ら
れ
る
。

歳
時
に
つ
い
て
は
、

編
年
の
場
合
は
ほ
ぼ
い
い
の

で
あ
る
が
、
七
夕
、
重
陽
と
だ
け
で
は
甲
子
が
決
定
出
来
な
い
。
編

年
鐙
に
編
纂
さ
れ
て
居
れ
ば
利
用
の
範
圏
は
慶
く
な
る
。
例
え
ば
張

問
陶
の
詩
集
は
日
本
に
も
翻
刻
本
が
あ
る
が
、
二
十
巻
本
に
つ
い
て

見
る
と
、
窃
か
ら
都
に
受
験
に
赴
く
片
道
略
々
五
十
日
の
路
程
が
歴

々
と
詩
に
よ
っ
て
感
慨
を
寄
せ
つ
つ
記
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
編
年
の

場
合
も
編
輯
が
後
人
の
手
に
な
る
と
、
作
時
の
認
定
に
誤
が
あ
る
ば
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か
り
で
は
な
く
、
蒐
集
の
詩
そ
の
も
の
に
も
、
他
人
の
作
或
は
偶
作

が
混
入
し
易
い
。
唐
人
の
作
な
ど
は
他
人
の
も
の
と
の
混
合
は
珍
し

く
な
く
、

者
は
作
品
の
多
き
を
誇
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
著
名
詩
人
の
詩
集
は
後

偶
作
に
し
て
も
著
名
な
詩
人
程
混
入
が
多
く
な
る
。
編
輯

に
な
る
程
そ
の
危
険
率
は
高
く
な
る
。
蘇
拭
の
如
き
も
二
千
七
百
徐

篇
の
中
数
百
首
が
偶
作
だ
と
い
わ
れ
る
程
で
あ
る
。
編
年
の
疑
問
は

杜
甫
の
如
き
も
あ
り
、
蘇
拭
の
如
き
に
も
あ
る
。

宋
本
『
東
披
集』

は
編
年
と
な
っ
て
居
り
、

蘇
詩
で
い
う
と、

七
集
本
は
績
集
、
別
集

等
を
増
加
し
、

清
の
査
慣
行
が
編
年
に
努
カ
し
、
鴻
躍
槽
は
更
に
そ

の
疑
問
を
考
定
し
た
け
れ
ど
も
、

悉
く
嘗
を
得
た
と
い
う
に
は
至
っ

て
い
な
い
。
そ
の
外
に
宋
の
漕
藻
(
或
は
樽
藻
に
作
る
)
の

『
紀
年
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録
』
施
宿
の
『
東
披
先
生
詩
』
等
に
も
詩
が
編
年
で
一
ホ
さ
れ
て
い
る

が
、
各
々
書
聞
に
食
い
違
い
を
亮
が
れ
な
い
。
多
数
の
詩
の
場
合
内

容
か
ら
考
定
出
来
な
け
れ
ば

不
確
買
で
は
あ
る
が
、
そ
の
詩
人
の

作
風
よ
り
見
た
生
長
、
圃
熟
の
度
合
の
鑑
定
よ
り
外
な
い
よ
う
に
思

そ
う
い
う
問
題
を
宿
す
に
し
て
も
編
年
瞳
の
も
の
は
有
力

わ
れ
る
。

な
材
料
で
あ
る
。

宋
代
に
起
っ
た
と
略
々
見
ら
れ
る
年
譜
の
流
れ

fi 

著
名
詩
人
の
作
品
の
順
序
づ
け
に
霊
源
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
宋
の
任
淵
注
の
山
谷
詩
集
注
目
録
の
下
に
「
年
譜
附
」
と
し
て

各
詩
篇
名
下
に
行
貨
を
注
記
し
た
の
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
詩
を
刑
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用
す
る
場
合
最
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

上
に
も
記

し
た
詩
が
共
通
に
持
つ
特
徴
或
は
表
現
の
技
巧
又
は
特
定
詩
人
の
そ

う
い
う
も
の
に
も
迷
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
蘇
献
は
早
く
か
ら
詩

中
に
白
髪
を
い
っ
て
い
る
け
れ
と
も
、
異
質
の
白
髪
は
後
年
で
あ
る

』
と
を
清
の
張
道
の
『
蘇
亭
詩
話
』
に
考
謹
し
て
い
る
。
詩
が
老

古
・
高
等
を
向
ぶ
気
風
は
そ
の
よ
う
な
寅
に
過
ぎ
た
形
容
に
赴
く
の

で
あ
る
。
技
巧
を
透
し
て
異
質
を
握
む
信
用
に
は
注
意
深
く
讃
む
こ
と

が
要
求
さ
れ
よ
う
。

前
に
詩
は
思
想
を
見
る
に
適
し
て
い
る
と
書
レ
た
が
、

そ
の
詩
人

の
人
生
哲
撃
を
知
る
に
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
。

は
寒
山
の
思
想
を
窺
う
に
充
分
で
あ
り
、
王
維
、

一
部
の

『
寒
山
詩
』

杜
甫
、

ま
た
そ
う

で
あ
る
。
そ
の
思
想
が
深
く
な
り
複
雑
と
な
る
程
、
詩
の
利
用
度
は

盆
々
強
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
蘇
輯
の
詩
に
例
を
と
ろ
う
。

彼
は
政
治
家
と
し
て

文
撃
者
と
し
て
、
詩
人
と
し
て
、
詞
人
と
し

て
、
書
家
と
し
て
代
表
的
人
物
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
儒
道
併
の
思
想

を
混
融
し
て
い
る
と
レ
う
こ
と
は
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。
ど
の
よ

う
に
婿
取
し
、

ど
の
よ
う
に
消
化
し
た
か
、
私
が
東
披
詩
を
讃
み
始

め
た
動
機
の
一
つ
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
っ
た
。

」
こ
に
多
く
を
引
く

徐
裕
は
全
く
な
い
が
、
紳
宗
の
照
寧
二
年
(
一

O
六
九
〉
詔
し
て
貢

奉
の
法
を
改
め
る
を
議
せ
し
め
ら
れ
た
時
、
彼
は
貢
患
の
法
は
軽
々

し
く
改
む
べ
き
で
な
い
と
「
議
事
校
貢
暴
割
子
」
を
上

っ
て

「
今
の

士
大
夫
は
併
と
老
を
聖
人
と
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な

っ
て

い
る
。
書

物
を
市
で
買
る
者
は
荘
子
老
子
の
書
物
で
な
け
れ
ば
買
れ
な
い
の
で

そ
の
文
を
讃
ん
で
み
る
に
、
浩
然
と
し
て
慶
く
て
嘗
る
と
こ

ろ
が
な
く
、
窮
め
る
こ
と
も
出
来
な
い
。

そ
の
形
貌
を
見
る
と
、
超

ゑ
り
司
令
。

然
と
し
て
著
く
と
こ
ろ
な
く

そ
の
本
心
を
く
み
と
る
こ
と
も
出
来

ど
う
し
て
員
賞
そ
う
で
あ
り
得
ょ
う
か
。
ま
あ
中
人
の
性
と

い
う
も
の
は
放
埼
に
安
ん
じ
、
妄
誕
を
幾
し
む
に
す
ぎ
な
い
。
天
下

、、、。

・
ち
し
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の
士
を
し
て
、
能
く
荘
周
の
よ
う
に
、
死
生
を
費
ら
し
、
回
以
血
管
を

一

つ
に
し
、
富
貴
を
軽
ん
じ
、
貧
賎
に
安
ん
ぜ
し
め
た
な
ら
ば
、
人
主

の
名
器
(
車
服
の
類
)
と
か
爵
緑
と
か
、
世
間
を
励
ま
し
、
鈍
い
者

を
努
力
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
も
鹿
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
陛
下
と

て
も
亦
ど
う
し
て
こ
れ
を
用
う
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
れ
を
ま
し

て
そ
の
貧
際
は
出
来
な
い
の
に
、

ひ
そ
か
に
そ
の
言
を
と

っ
て
世
間

を
欺
く
に
於
て
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
併
老
に

劃
す
る
極
論
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

」
う
い
う
議
論
か
ら
す
れ

ば
徴
塵
も
併
老
に
入
る
べ
き
で
な
い
。

こ
の
論
だ
け
で
な
く
、
異
端

傍
老
を
排
し
て
儒
教
の
寅
撃
を
奨
駒
す
べ
し
と
い
う
論
は
他
に
も
幾



つ
も
あ
っ
て
、
彼
の
政
治
家
と
し
て
の
所
見
は
明
ら
か
な
の
で
あ

る

け
れ
ど
も
詩
集
中
に
現
れ
る
彼
の
人
生
哲
撃
は
全
然
異
る
の
で

た
だ
そ
の
前
に
彼
が
父
淘
に
射
す
る
心
、
弟
轍
に
封
す
る
情

は
、
誠
に
慎
み
深
く
、
睦
じ
い
の
を
識
る
の
で
あ
っ
て
、
弟
と
の
贈

答
の
詩
は
無
数
に
多
く
、
兄
弟
愛
の
典
型
で
あ
り
、
兄
の
子
、
自
分

あ
る
。

の
子
に
劃
す
る
愛
情
も
、
純
粋
な
儒
家
の
徳
を
具
え
て
い
る
こ
と
を

そ
れ
ら
も
彼
の
詩
篇
に
充
ち
溢
れ
て
い
る
。

「
舟
中
轄
大
人
弾
琴
」

認
め
る
の
で
あ
る
。

父
に
劃
す
る
詩
に
つ
い
て
は
徐
り
な
く
て

弾
琴
江
浦
夜
漏
永

琴
を
弾
ず
る
江
浦
夜
漏
永
し

粧
を
飲
め
て
縞
か
に
蕗
き
濁
り
激
昂
す

最
後
に
、

欽
椛
縞
聴
濁
激
昂

と
い
っ
て
後
琴
に
よ
る
感
動
を
記
し
、

江
空
月
出
人
響
絶

江
空
し
く
月
出
で
人
響
絶
え

夜
関
更
請
弾
文
王
夜
闘
に
更
に
請
う
文
王
を
弾
ぜ
ん
こ
と
を

と
詠
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
も
、
私
に
は
深
更
の
舟
中
に
父
の

側
で
敬
度
な
面
持
ち
で
琴
に
聴
き
入
る
彼
を
想
像
す
る
に
充
分
で
あ

る
。
叉
皇
室
に
射
す
る
忠
勤
の
情
は
流
請
さ
れ
て
海
南
島
の
蟹
地
に

あ
る
時
も
少
し
も
繁
ら
ず
皇
思
を
詠
じ
て
い
る
。
例
え
ば
悪
州
に
あ

95 

つ
て
の
「
和
陶
泳
三
良
」
に
、

君
篤
枇
覆
死

我
則
同
其
錦

君

吐
榎
の
馬
に
死
せ
ば

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
他
皇
恩
を
謝
す
る
詩
句
は
死
の
直
前
ま
で

我

則
ち
そ
の
腸
を
同
う
せ
ん

見
え
る
が
、
怨
む
詞
は
少
し
も
な
い
。
最
後
ま
で
彼
は
儒
教
の
遣
を

歩
み
、
そ
の
道
に
徹
し
た
人
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
今
更
謹
明
す

し
て
置
き
た
い
。

る
必
要
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
揺
ぎ
の
な
い
こ
と
だ
け
は
念
を
押

そ
の
人
が
さ
き
の
政
治
家
の
立
場
か
ら
で
は
あ
る

が
、
極
端
な
併
老
排
斥
の
論
を
主
張
し
な
が
ら
、
詩
中
で
は
併
老
を

吸
牧
し

そ
の
思
想
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
縦
横
に
駆
使
す
る
に
至

ど
う
い
う
扶
態
で
あ
っ
た
か
。

話
は
戻
る
が
、
嘉
祐
百
年
(
一

O
五
九
)
二
十
四
歳
の
作
と
見
ら
れ

る
も
の
に
「
過
宜
賓
見
夷
中
凱
山
」

に
夷
中
の
乱
山
の
景
を
絞
ベ
た

F
D
 

n日

っ
た
の
は
ど
う
い
う
事
情
が
あ
り
、

後
に
い
う
。

登
荒
誰
復
愛

穫
秀
安
可
適

量
無
避
世
土

古
向
隠
錬
精
塊

誰
能
従
之
遊

路
有
針
虎
迩

棋
盤
荒

誰
か
ま
た
愛
せ
ん

安
ん
ぞ
適
す
ベ
け
ん

宣
世
を
避
く
る
土
無
か
ら
ん
や

穫
秀

高
際

精
抽
%
を
錬
ら
ん

誰
か
能
く
こ
れ
に
従
っ
て
遊
ば
ん

路
に
針
虎
の
迩
有
り
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」
れ
は
美
景
を
見
て

で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
を
普
通
に
讃
め
ば

高
隠
の
土
を
慕
う
と
い
う

そ
の
中
に
隠
土
が
居
る
で
あ
ろ
う
と
慕
う
詞

の
は
詩
の
修
辞
上
の
言
い
廻
し
と
し
て
看
過
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け

』ま

ほ

れ
ど
も
こ
う
い
う
口
吻
は
こ
れ
だ
け
で
彩
ら
な
い
の
で
あ
る
。

日
落
江
霧
生

同
時
に
作
ら
れ
た
「
夜
泊
牛
ロ
」
に
い
う
。

日
落
ち
て
江
霧
生
じ

繋
舟
宿
牛
口

居
民
偶
相
緊

一四
依
古
柳

負
薪
出
深
谷

見
客
喜
旦
筈

煮
読
魚
夜
強

安
識
肉
興
酒

朔
風
吹
茅
屋

破
壁
見
星
斗

見
女
自
ゆ
嵯

亦
足
幾
且
久

人
生
本
無
事

苦
魚
世
味
誘

舟
を
繋
い
で
牛
口
に
宿
す

居
民

偶
々
相
栗
り

古
柳
に
依
る

薪
を
負
う
て
深
谷
を
出
で

四
客
を
見
て
喜
ん
で
且
つ
筈
る

疏
を
煮
て
夜
殺
を
魚
す

安
ん
ぞ
識
ら
ん
肉
と
酒
と
を

朔
風

茅
屋
を
吹
き

破
壁

星
斗
を
見
る

見
女

自
ら
吻
唆
す

亦
幾
し
ん
で
且
つ
久
し
う
す
る
に
足
る

人
生

本

無
事

苦
し
ん
で
世
味
に
誘
わ
る

富
貴
耀
吾
前

貧
賎
濁
難
守

誰
知
深
山
子

甘
輿
築
鹿
友

置
身
落
鐙
荒

生
意
不
自
晒

今
予
濁
何
者

波
浪
強
奔
走

居
民
の
筏
貧
を
寓
し
て
、

宮
里
貝

吾
が
前
に
耀
か
ば

貧
賎

濁
り
守
り
難
し

誰
か
知
ら
ん

深
山
の
子

甘
ん
じ
て
襲
鹿
と
友
と
な
る

置
身

鐙
荒
に
落
つ
も

生
意、

自
ら
は
晒
と
せ
ず

今
予

濁
り
何
者
、ぞ

汲
混
と
し
て
強
い
て
奔
走
す
る

そ
れ
で
も
築
し
ん
で
久
う
し
て
い
る
の
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に
、
自
分
は
富
貴
に
迷
う
て
強
い
て
奔
走
し
て
い
る
と
反
省
す
る
。

前
の
詩
と
共
に
、
嘉
一疏
四
年
(
一
O
五
九
)
彼
が
二
十
四
歳
、

二
年

に
赴
く
時
の
作
で
あ
る。

前
に
進
士
に
登
第
し
、
偶
々
母
の
喪
に
萄
に
錦
り
、
喪
が
終
っ
て
都

ど
ち
ら
も
年
譜
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

同
様
の
思
想
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、

」の
思
想
は
襲
ら
ず
に
長

く
績
き
、
詩
集
中
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
え
る
。
嘉
一
筋
六
年
初
め
て

「
辛
丑
十

一
月
十
九
日
、
既

策
書
鳳
朔
判
官
と
し
て
任
に
赴
く
時
の

輿
子
由
別
郷
州
西
門
之
外
、

馬
上
賦
詩
一
篇
寄
之
」
に
も
、
遺

っ
て

く
れ
た
お
前
が
、
寒
い
時
に
薄
い
蓑
を
着
て
、
濁
り
痩
馬
に
乗
っ
て

残
月
を
踏
ん
で
行
く
の
を
思
う
て
私
が
悲
し
む
の
を
童
僕
が
怪
し
ん



だ
。
人
生
に
は
必
ず
別
れ
の
あ
る
も
の
だ
が
、
前
に
奪
雁
物
の
詩
に

「
風
雨
の
夜
に
又
い
つ
劃
淋
し
て
眠
れ
る
か
」
と
い
っ
て
い
る
の
に

感
じ
て
、
私
共
も
一
緒
に
夜
雨
を
聴
一
く
(
早
く
退
い
て
共
に
閑
居
の

お
前
も
こ
の
心
を
忘
れ
て
く
れ

幾
み
を
し
た
い
〉
約
束
を
し
た
が
、

る
な
、
高
官
の
職
を
望
む
な
よ
と
、
任
官
に
胸
膨
ら
ま
す
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
時
に
こ
う
い
う
の
で
あ
る
。
宋
で
は
隠
逸
思
想
が
盛
ん
で

あ
っ
た
し
叉
そ
う
で
な
く
と
も
中
園
詩
は
高
古
・
噴
達
に
趨
く
の
で

あ
る
が
、
蘇
拭
に
は
早
く
か
ら
こ
う
ーい
う
思
想
が
宿
っ
て
い
た
。

道
家
に
親
し
む
こ
と
が
現
れ
て
い
る
詩
に
は
、
「
和
子
由
聞
子
謄

持
如
鯵
南
太
卒
宮
諮
堂
讃
書
」
な
ど
の
篇
に
績
い
て
、

が
あ
る
。

瑳
余
亦
何
幸

偶
此
琳
宮
居

宮
中
復
何
有

敢
敢
千
函
書

盛
以
丹
錦
書

官
以
青
霞
裾

王
喬
掌
開
衝
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蛍
尤
守
其
鹿

「
讃
遁
戴
」

亦
何
の
幸
、
ぞ

偶
々
こ
の
琳
宮
に
居
る

復
何
か
あ
る

瑳

余

宮
中

散
散
た
り
千
函
の
書

盛
る
に
丹
錦
の
書
を
以
て
し

胃
ら
す
に
青
震
の
裾
を
以
て
す

王
喬

開
衝
を
掌
り

蛍
克

そ
の
魔
を
守
る
e

幽
憂

こ
れ
は
鳳
朔
に
官
た
る
時
、
終
南
鯨
に
あ
る
太
卒
宮
を
訪
れ

て
の

「
陸
、
余
ま
た
何
の
幸
、
ぞ
、
た
ま
た
ま
こ
の
琳
宮
に

乗
開
縞
鍬
撹

渉
強
量
暇
徐

至
人
悟
一

言

道
集
由
中
虚

心
開
反
自
照

岐
岐
如
芙
葉

千
歳
厭
世
去

此
言
乃
遁
篠

人
皆
忽
其
身

治
之
用
土
宜

何
暇
及
天
下

幽
憂
吾
未
除

作
で
あ
る
。

聞
に
乗
じ
て
矯
に
撤
捜
す

渉
1甑

山
一
一
旦
徐
に
す
る
に
暇
あ
ら
ん
や

至
人

一
言
に
悟
り

道
の
集
る
中
虚
に
由
る

心
聞
に
し
て
反
っ
て
自
ら
照
さ
ば

岐
肢
と
し
て
芙
薬
の
如
し

千
歳

世
を
厭
う
て
去
る

乃
ち
遁
篠
た
り

こ
の
言
H

人

そ
の
身
を
忽
に
し

皆
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こ
れ
を
治
む
る
に
土
宜
を
用
う

何
の
暇
か
天
下
に
及
ぼ
さ
ん

吾
未
だ
除
か
ず

居
る
L

と
述
懐
し
て
居
る
。
彼
は

『
荘
子
』

を
讃
ん
で
、
自
分
が
昔

こ
の
書
に
よ
っ
て
得
た
と

言
お
う
と
思

っ
て
も
言
え
な
い
も
の
を
、

い
っ
た
の
は
著
名
な
話
で
あ
る
。
彼
が
最
も
影
響
を
受
け
た
の
は
老

中
園
民
衆
の
大
多
数
が
信
仰
す
る
よ
う

荘
め
如
き
思
想
で
あ
っ
て
、

け
れ
ど
も
道
観
に
至
り
、

遁

書

を

讃

な
俗
信
の
道
教
で
は
な
い
。
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み
、
修
養
に
志
す
こ
と
に
喜
び
を
覚
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
南
渓
之
南
、
竹
林

太
平
宮

の
あ
る
南
漢
に
は
再
携
、
三
品
附
し
て
い
る
が
、

中
、
新
構
一
茄
堂
、
予
以
其
麗
最
信
用
深
遼
、
故
名
之
回
避
世
堂
」

い
う
一
篇
も
あ
る
。
彼
に
は
老
荘
思
想
に
よ

っ
て
、
人
と
論
い
い
、
調

堆
九
壷
挨
簡

し
、
戯
れ
た
作
が
多
い
。
「
噸
子
由
」

九
に
堆
き
は
牽
く
挨
筒

攻
之
如
誼
姦

誰
知
聖
人
意

不
壷
書
籍
中

は
そ
の
端
的
な
一
篇
で
あ
る

」
れ
を
攻
す
る
こ
と
盛
識
の
如
し

誰
か
知
ら
ん
聖
人
の
意

普
通
の
テ
キ
ス
ト
は
右
の
四
句
に
止
る
。
整
物
の
如
く
見
え
る
が
、

設
く
は
書
籍
の
中
に
あ
ら
ざ
る
を

る。 『
荘
子
』
天
道
篇
か
ら
と
っ
た
次
の
四
句
が
つ
い
て
い
る
の

が
あ

曲
謹
絃
猶
在

器
成
機
見
空

妙
哉
斬
輸
手

堂
下
笑
箱
一
公

蘇
献
の
詩
の
妙
味
は
、

る
に
あ
る
が

曲
輩
き
て
絃
猫
在
り

器
成
っ
て
機
空
と
せ
ら
る

妙
な
る
哉
輸
を
断
る
手

主
下

桓
公
を
笑
う

着
想
の
非
凡
と
描
篤
の
波
湖
に
富
ん
で
い

そ
れ
が
老
荘
思
想
に
本
づ
く
と
こ
ろ
が
多
く
、
殊
に

高
物
の
差
別
は
相
射
的
な
も
の
た
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る

「
満
月
物
」

そ
の
理
を
推
し

の
思
想
に
操
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
時
に
は
そ
の
語
を
引
き
、
時
に
は

端
倒
す
べ
か
ら
ず
と
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

費
須
に
寄
す
」
(
「
将
住
総
南
、

和
子

蘇
献
に
は
「
人
生
百
年

と

由
見
寄
」
嘉
一路
八
年
鳳
朔
在
宮
中
の
作
〉

無
常
と
す
る
考
が
あ
り
、
吾
生
如
寄
耳

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
早

く
か
ら
人
生
を
短
促
と
見
、

「
人
生
如

と
か
如
幻
或
は
如
浮
と
い
う
表
現
が
繰
り
返
し
見
え
る
。

も
似
た
表
現
が
あ
っ
て、

寄
耳
」
と
は
競
の
曹
操
の
歌
の
中
に
あ
り
、
更
に
漢
の
古
詩
の
中
に

彼
の
詞
は
直
接
そ
れ
に
採
る
よ

う
で
あ

る
。
し
か
し
如
浮
と
か
如
幻
と
か
空
と
一
連
に
用
い
ら
れ
て

い
る
と

台、
」ろ
か
ら
見
て
も
併
教
の
理
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
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早
年
屡
々
寺
院
を
訪
れ
、
宿
泊
す
る
が
、
そ
の
際
に
は
さ
ま
で

難
鳴
霊
獣
杭

入
信
の
肢
は
見
え
な
い
。
例
え
ば
「
宿
臨
安
寧
土
寺
」
に

徐
杭
を
重
し

到
寺
己
亭
午

参
調
固
未
暇

飽
食
良
先
務

卒
生
睡
不
足

急
掃
清
風
字

閉
門
筆
動
息

難
鳴

寺
に
到
れ
ば
己
に
亭
午

点
三""
f哩

固
よ
り
未
だ
暇
あ
ら
す

飽
食

良
に
先
務

卒
生

睡
足
ら
ず

急
に
掃
く
清
風
の
字
を

門
を
閉
し
て
護
動
息
む



香
象
起
煙
纏

究
来
烹
石
泉

紫
筋
量
軽
乳

晩
涼
泳
浴
罷

衰
髪
稀
可
数

浩
歌
出
門
去

暮
色
入
村
潟

徴
月
牢
隠
山

国
荷
字
潟
露

相
構
石
橋
上

夜
興
故
人
語

明
朝
入
山
房

石
鏡
畑
嘗
路

止
日
照
熊
虎
姿

今
一
筋
猿
鳥
顧

駿
輿
何
足
弔

高
古
一
術
仰

香
象

煙
棲
を
起
し

究
め
来
っ
て
石
泉
を
烹
る

紫
省

軽
乳
を
置
し

晩
涼

泳
浴
し
罷
り

衰
髪

稀
に
し
て
数
う
ベ
し

浩
歌
し
て
門
を
出
で
て
去
り

暮
色

村
鳴
に
入
る

微
月

宇
山
に
隠
れ

宇
う
て
露
を
潟
く

園
荷

相
構
う
石
橋
の
上

夜
故
人
と
語
る

明
朝

山
房
に
入
れ
ば

石
鏡

畑
と
し
て
路
に
嘗
る

北
日
は
照
ら
す
熊
虎
の
姿

今
は
猿
鳥
に
顧
み
ら
る

鹿
輿

何
ぞ
弔
す
る
に
足
ら
ん
や

高
古

一
術
仰

と
み
え
る
よ
う
に
、
参
樟
固
よ
り
暇
あ
ら
ず
と
い
い
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様
は
全
部
傍
観
者
の
立
場
で
あ
る
。
首
今
の
拳
生
が
ヰ
寸
を
合
宿
に
借

寺
中
に
在
る

り
た
の
と
獲
り
は
な
い
。

年
譜
に
は
照
寧
五
年
三
十
七
歳
と
な

っ
て

い
る
。
略
同
時
の
「
是
日
宿
水
陸
寺
、
寄
北
山
清
順
借
」

に
は
、

漸
く
識
る
幽
居
の
味

年
来
漸
識
幽
居
味

思
輿
高
人
劃
楊
論

年
来

高
人
と
楊
を
劃
し
て
論
ぜ
ん
こ
と
を
思
う

と
い
い
、
或
は

「曾
元
恕
激
龍
山
、
呂
穆
仲
不
至
」
に
は

、

且
赴
借
街
中
十
日
開

且
に
赴
か
ん
と
す

借
箇
牢
日
の
開

と
レ
う
程
度
で
あ
り
、
彼
自
ら
例
理
を
悟
る
は
後
年
で
あ
る
こ
と
を

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
告
白
し
て
い
る
。

そ
の

一
つ
は
元
盟
二
年

(
一
O

夫
子
自
逐
客

七
八
)
入
獄
の
後
、

「
子
由
自
南
都
来
陳
、

三
日
市
別
」
の
前
牢
に
、

自
ら
客
を
逐
レ

向
能
哀
楚
囚

奔
馳
二
百
里

径
来
寛
我
憂

相
逢
知
有
得

道
眼
清
不
流

別
来
未
一
年

落
壷
購
気
浮

瑳
我
晩
聞
道

款
啓
如
孫
休

夫
子
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向
能
く
楚
囚
を
哀
し
む

奔
馳
す
る
こ
と
二
百
里

径
ち
に
来

っ
て
我
が
憂
を
寛
う
す

相
逢
う
て
得
る
有
る
を
知
る

道
眼

清
う
し
て
流
れ
ず

別
来

未
だ

一
年
な
ら
ざ
る
に

落
蓋
す

属
気
の
浮
す
る
を

嵯

我

晩
に
道
を
聞
く

款
啓

孫
休
の
如
し
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至
言
難
久
服

放
心
不
自
牧

悟
彼
善
知
識

妙
襲
鹿
所
投

納
之
憂
患
場

磨
以
百
日
愁

冥
頑
難
難
化

鍋
護
亦
己
周

卒
時
種
種
心

次
第
去
莫
留

至

久
し
く
服
す
と
雄
も

放
心F

自
ら
は
収
め
ず

彼
の
善
知
識

悟
る

妙
環

投
ず
る
所
に
臆
ず
る
を

こ
れ
を
納
る
憂
患
の
場

磨
す
る
に
百
日
の
愁
を
以
て
す

化
し
難
し
と
錐
も

冥
頑

鱗
設

亦
己
に
周
し

卒
時

種
種
の
心

次
第

去

っ
て
留
ま
る
な
し

右
の
詩
は

才
気
燦
輩
、
横
溢
す
る
ユ
ー
モ
ア
を
見
せ
る
彼
に
於
て、

叉
紹
聖
元
年
(
一

O
九
四〉

の

ま
さ
に
珍
し
い
異
率
の
獲
で
あ
る
。

「
子
由
生
日
以
恒
香
観
音
像
及
新
合
印
香
銀
築
盤
震
脊
」
は
併
像
と

悌
具
を
弟
の
誕
生
祝
に
す
る
詩
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、

君
少
輿
我
師
皇
墳

芳
賀
老
聴
樺
迦
文

君

少
く
し
て
我
と
皇
墳
を
師
と
し

と
い

っ
て
い
る
が
、
最
も
力
と
な
り
合

っ
た
弟
轍
の
誕
生
祝
に
併
像

芳
ら
資
る
老
購
樺
迦
の
文

併
具
を
用
う
る
所
に
も
傍
教
が
彼
の
生
活
に
密
着
し
て
来
た
こ
と
を

知
る
の
で
あ
る
。
叉
紹
聖
三
年
妾
の
朝
雲
が
病
裂
す
る
と
、

向
口
戸
り
み
L

の
墓
に
銘
し
詩
を
作

っ
た
序
に
、
朝
雲
が
尼
義
沖
に
従
っ
て
仰
を
皐

ん
で
略
大
義
を
聞
き
、
死
に
臨
ん
で
は
、
金
剛
経
四
句
の
備
を
請
し

て
絶
え
た
と
書
い
て
い
る
。

」
の
序
と
そ
の
詩
を
讃
む
と
、
小
乗
調

に
し
て
も
何
に
し
て
も
生
活
と
密
着
し
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
道
併
の
思
想
を
煩
取
す
る
こ
と
は
顕
著
で
あ
る

が
、
同
時
に
詩
に
表
現
さ
れ
る
場
合
、

の
で
あ
る
。
随
所
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

耳
聾
」
に
、

君
不
見
詩
人
倍
率
無
可
載

留
得

一
銭
何
足
頼

晩
年
更
似
杜
陵
翁

右
管
難
存
耳
先
鞍

人
将
蟻
動
作
牛
闘

我
究
風
雷
異

一
憶

聞
塵
掃
輩
根
性
空

不
須
更
枕
清
流
涯

大
朴
初
散
失
海
沌

六
撃
相
接
更
勝
敗

叉
分
ち
難
き
融
合
を
見
せ
る

「
次
韻
秦
太
虚
見
戯

君
見
ず
や
詩
人
車
を
借
る
も
載
す
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ベ
き
無
く

一
一
銭
を
留
め
得
る
も
何
ぞ
頼
る
に

足
ら
ん

更
に
似
た
り
杜
陵
翁

存
す
と
難
も
耳
先
ず
聴
す

晩
年

右
皆

人
は
蟻
動
を
終

っ
て
牛
聞
と
作
し

我
は
畳
る

風
雷

異
に
一
曜

聞
塵

掃
蜜
し
て
根
性
空
し

須
い
ず
更
に
清
流
の
涯
に
枕
す
る
を

大
朴
初
め
て
散
じ
て
濠
沌
を
失
し

撃

相
擦
っ
て
更
に
勝
敗
す



眼
花
乱
墜
酒
生
風

口
業
不
停
詩
有
債

君
知
玉
置
皆
是
賊

人
生
一
病
今
先
差

但
恐
此
心
終
未
了

不
見
不
聞
還
是
擬

今
君
疑
我
特
伴
聾

故
作
噺
詩
窮
険
怪

須
防
額
嬢
出
三
耳

莫
放
筆
端
風
雨
快

娘
花

乱
墜

酒

風

を

生
じ

停
ま
ず
詩
債
あ
り

口
業

君
知
る
や
五
寵
皆
是
れ
賊
な
る
を

人
生

一
病
今
先
ず
差
ゆ

但
恐
る
こ
の
心
絡
に
未
だ
了
せ
ざ
る
を

見
ざ
る
聞
か
ざ
る

還

是
れ
幌
、
け

メ入
f 

君

我
を
疑
わ
ん
た
だ
伴
り
の
聾
と

故
に
酬
明
詩
を
作
っ
て
険
怪
を
窮
む

須
く
防
ぐ
ベ
し
額
・
濯
う
し
て
三
耳
を
出
だ

す
を

放
う
莫
れ

筆
端

右
の
塵
、

根
と
か
、

風
雨
の
快

玉
置
な
ど
併
よ
り
採
り
、
大
朴
と
か
六
撃
が

『荘
子
』
か
ら
来
る
こ
と
は
説
明
を
要
し
ま
い
。

識
見
を
盆
々
融
通
無
碍
に
し
、
筆
力
を
愈
々
雄
健
に
し
た
。

」
の
混
融
は
彼
の

今
徐
に
論
謹
を
壷
す
暇
は
な
い
が
、
以
上
の
通
り
、
道
家
思
想
が

掻
取
さ
れ
て
い
る
上
に
、
併
教
は
自
ら
い
う
遁
り
中
年
か
ら
彼
の
思

儒
道
併
の
関
係
を
見
る
と
、
儒
が
基
盤

想
の
重
要
な
部
分
と
な
り
、

と
な
り
、

生
活
の
規
範
は
そ
の
上
に
生
れ
、
傍
数
は
嘗
時
の
風
潮
で

101 

早
く
よ
り
親
し
み
は
あ
っ
た
が
、
生
命
の
危
険
を
感
ず
る
よ
う
な
経

験
を
重
ね
る
と
共
に
深
み
を
加
え
、
生
活
に
も
密
着
し
て
来
る
酔
道

家
思
想
は
民
衆
の
持
つ
よ
う
な
道
教
の
俗
信
で
な
く
て
、
老
荘
に
見

え
る
哲
皐
で
あ
る
。
儒
道
併
の
混
融
は
個
瞳
の
混
合
で
な
い
か
ら
、

そ
の
存
在
場
所
を
お
互
に
せ
ば
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
く
、
相

浸
潤
し
相
輔
け
合
う
の
で
あ
る
。
彼
の
場
合
は
儒
教
の
基
調
の
上
に
、

併
設
が
執
着
を
解
放
し
、
道
家
の
、

殊
に
『
荘
子
』
の
青
物
哲
撃
が
思

想
の
自
由
を
輿
え
で
い
る
。
若
し
荘
周
の
母
が
死
ん
だ
時
、

荘
周
が

盆
を
た
た
い
て
居
た
と
い
う
よ
う
な
生
活
態
度
ま
で
及
べ
ば
そ
れ
は

儒
家
の
そ
れ
と
撞
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
翻
っ
て
前
に
掲
げ
た
彼
の
論
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策
に
、
老
併
を
極
端
に
排
斥
し
た
の
が
あ
っ

た
の
は
、
一
見
矛
盾
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
政
治
家
と
し
て
、
封
建
治
下
の
民
衆
を
統
禦

し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
費
し
た
も
の
で
、
彼
個
人
の
立
場
か
ら
は

老
併
に
よ

っ
て
自
由
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
自
信
が
強
け
れ
ば
強
い
程
、
政
治
家
と
し
て
の
老
併
に
劃
す
る

謹
言
は
き
び
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
矛
盾

の
如
く
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
こ
れ
は
ま
さ
に
表
裏
の
関
係
と
レ
う
べ
き
で
あ
り
、
若
し
文
集

に
の
み
た
よ
れ
ば
彼
の
思
想
の
饗
化
の
過
程
は
掴
み
難
い
貼
も
あ
る

の
で
あ
る
。
私
は
、
詩
は
整
わ
な
い
面
を
多
く
持
つ
に
し
て
も
又
得

難
い
機
微
に
鯖
れ
得
る
こ
と
に
債
値
と
魅
力
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。


