
『剣
南
詩
稿
』
に
於
け
る
詩
人
像

I

｢狂
｣
の
詩
人

陸
放
第
-西

岡

淳

京

都

大

串

序

一
人
の
詩
人
に
或
る
特
定
の
形
容
を
冠
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
そ

の
詩
人
の
作
風
を
際
立
た
せ
る
便
利
さ
を
持
つ
と
同
時
に
､
作
品
群

全
鰻
の
持

つ
多
様
な
可
能
性
を
閑
却
す
る
と
い
う
危
険
を
も
学
ん
で

い

る

｡

｢愛
国
詩
人
｣
の
名
稀
で
呼
ば
れ
る
南
宋
の
ひ
と
､

陸
藩
の

場

合

が
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
｡
天
下
の
牛
壁
の
み
を
保
つ
王
朝
の
も

と
､
中
原
を
倫
落
さ
せ
た
異
民
族

へ
の
主
戦
論
を
唱
え
て
自
ら
前
線

へ
と
赴
き
'
策
破
れ
た
後
も
､
失
意
の
う
ち
に
あ
-
な
が
ら
死
ぬ
ま

で
国
土
回
復
を
願
い
漬
け
た
彼
の
生
き
方
は
確
か
に

｢愛
園
詩
人
｣

の
名
を
冠
す
る
に
値
す
る
か
も
し
れ
な
い
､
然
し
彼
の
詩
別
集

『
剣

1

南
詩
敵
』
が
'
全
て
か
か
る
愛
国
色
に
染
め
あ
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け

『
創
南
詩
稿
』
に
お
け
る
詩
人
像

(西
岡
)

で
は
な
い
こ
と
は
周
知
の
事
寛
で
あ
る
｡
『詩
稿
』
を
播
い
た
こ
と

の
あ
る
者
な
ら
誰
し
も
､
そ
の
詩
材
の
豊
富
さ
と
多
様
さ
､
及
び
詩

世
界
の
豊
能
さ
を
感
ず
る
に
違
い
無
い
｡
そ
し
て
そ
れ
が
多
作
さ
と

相
侯

っ
て
､
作
品
群
全
鮭
が

亘
大
な
宇
宙
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
｡
だ
が
､
そ
の
事
資
を
奉
賛
と
し
て
無
批
判
に
受
容
す
る

態
度
か
ら
生
産
さ
れ
る
も
の
は
無
い
｡
詩
と
は
詩
人
に
と
っ
て
単
な

る
消
閑
の
具
で
は
有
-
得
な
い
し
､
内
容
が
多
様
且
つ
豊
能
で
あ
れ

ば
､
詩
と
い
う
同

一
の
ス
タ
イ
ル
に
そ
れ
ら
互
い
に
異
質
な
も
の
を

詠
い
込
ん
だ

一
人
の
詩
人
の
精
神
内
部
に
は
､
数
多
の
葛
藤
と
融
和

と
が
繰
-
返
さ
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
｡
そ
の
経
緯
を
理
解
せ
ず

に
､
結
果
と
し
て
遺
さ
れ
た
作
品
の
み
を
云
々
す
る
ば
か
-
で
は
､

虞
の
詩
人
像
は
結
賓
し
な
い
だ
ろ
う
0
そ
の
意
味
で

｢多
様
性
｣
と

い
う
表
現
も
､
便
利
で
は
あ
-
こ
そ
す
れ
何
も
我

々
に
は
語

っ
て
-

れ
ぬ
｡

放
翁
の
場
合
､
所
謂
愛
国
詩
と
呼
ば
れ
る
諸
笛
が
同
時
代
の
な
か

に
異
彩
を
放

っ
て
い
る
だ
け
に
､
そ
の
酒
精
分
の
強
い
作
品
群
と
､

農
村
に
於
け
る
農
民
及
び
自
分
自
身
の
生
活
を
描
-
穏
や
か
で
平
淡

な
､
そ
し
て
数
量
と
し
て
は
塵
例
的
な
作
品
群
と
の
落
差
が
皆
然
問
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題
に
な
っ
て
-
る
｡

そ
の
落
差
を
埋
め
る
こ
と
が
､

『
詩
稿
』
の
枢

要
を
現
前
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
る
と
私
は
考
え
る
｡

以
上
が
私
に
と
っ
て
の
問
題
の
所
在
だ
が
､
本
論
に
入
る
前
に
先

ず
､
前
提
と
な
る
べ
き
こ
と
､
方
法
の
大
略
等
に
つ
き
､
二
三
､
言

を
費
や
し
た
い
｡

第

一
に
､
放
翁
は
詩
人
と
し
て
の
自
分
自
身
を
客
観
的
に
眺
め
る

透
徹
し
た
眼
を
持

っ
て
い
た
｡
『
入
萄
記
』
の
族
の
後
､

垂
州
過
剰

を
経
て
､
乾
道
八
年
､
四
川
宣
撫
便
王
炎
に
招
か
れ
た
放
翁
だ
が
､

前
線
基
地
の
興
元

(南
部
)
に
在
る
こ
と
僅
か
牛
年
除
-
で
主
戦
涯

の
王
炎
は
中
央
に
召
遠
せ
ら
れ
､
長
安
侵
攻
を
唱
え
た
放
翁
も
其
の

後
失
意
の
う
ち
に
剣
門
閥
を
成
都

へ
と
下
る
｡
｢創
門
道
中

微
雨

に
遇
う
｣
は
そ
の
時
の
作
で
あ
る
｡

衣
上
征
塵
薙
酒
痕

衣
上
の
征
塵

酒
痕
を
薙
-

遠
遊
無
塵
不
治
魂

遠
遊

虚
と
し
て
滑
魂
な
ら
ざ
る
は
無

し

此
身
合
是
詩
人
未

此
の
身

合
に
走
れ

詩
人
な
る
べ
き

や
未
だ
L
や

細
雨
騎
櫨
入
創
門

細
雨

櫨
に
騎
-

創
門
に
入
る

(劇
門
道
中
遇
微
雨

巻
三
)

愛
国
者

(放
翁
の
頻
用
す
る
表
現
で
は

｢壮
士
｣
)
た
ら
ん
と
欲
し

た
放
翁
に
と
っ
て
､
詩
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
除
儀
無
-
さ
れ
た

自
分
の
姿
は
決
し
て
愉
快
な
も
の
で
は
有
-
得
な
か
っ
た
｡
小
川
環

樹
氏
の
言
を
引
こ
-
0

か
れ
は
終
生
反
授
し
っ
づ
け
た
に
も
拘
ら
ず
､
や
が
て
引
退
し

た
の
ち
の
田
園
で
の
生
活
は
､
ま
す
ま
す
か
れ
を
詩
人
に
し
た

の
は
ー
運
命
の
皮
肉
で
あ
る
｡
そ
の
運
命
が
し
っ
か
-
と
か
れ

を
と
ら
え
た
事
を
､
創
門
の
山
路
に
お
い
て
､
か
れ
は
は
っ
き

2

-
感
じ
､
自
覚
し
た
､
と
私
は
解
す
動
o

こ
の
指
摘
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
､
晩
年
に
至

っ
て
も
放
翁
は

こ
の
苦
い
思
い
出
を
回
想
し
て
い
る
｡

書
生
本
欲
輩
等
澗

書
生

本
と

等

･
洞
に
輩
ば
ん
と
欲

せ
L
に

3

摺
蹟
乃
去
馬
詩
人

摺
彪

乃
ち
去
-
て
詩
人
と
馬
か

と
う
た
っ
た
の
は
､
八
十
四
歳
の
時
で
あ

っ
た
｡
か
か
る
自
意
識
を

持
つ
詩
人
に
と
っ
て
の
詩
は
薗
然
､
尊
に
景
物
の
形
象
や
感
興
の
開

陳
に
終
始
す
る
に
留
ま
ら
ず
､
運
命
と
封
時
す
る
自
分
自
身
の
在
-
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方
を
も
重
要
な
表
現
の
封
象
と
す
る
筈
で
あ
る
｡
『詩
稿
』
を
論
ず

る
際
'
そ
こ
に
描
か
れ
た
放
翁
像
を
論
ず
る
を
敏
-
べ
か
ら
ざ
る
所

以
で
あ
る
｡

更
に
焦
鮎
を
定
め
よ
-
O
次
に
掲
げ
る
の
は
､
放
翁
よ
-
も

1
歳

の
年
長
で
､
略
ぼ
同
時
代
を
生
き
た
と
言

っ
て
い
い
楊
誠
欝
が
放
翁

に
和
し
た
詩
で
あ
る
｡

君
詩
如
精
金

入
手
知
債
重

鋳
作
鼎
及
鼎

所
向

一
一
中

我
如
駕
泣
駿

夷
塗
不
磨
共

(中
略
)

破
琴
柳
再
行

新
笛
正
三
弄

困
君
顎
狂
言

湖
山
春
巳
動

君
が
詩
は
精
金
の
如
-

入
手
し

債
の

重
き
を
知

る

お
お

がなえ

錯
し
て
鼎
と

罪
と
を
作

-

向
-
所

一
一
中
る

我
れ

駕
の
蝶
に
遊
ぶ
が
如
-

夷
塗
を
も

鷹
に
共
に
す
べ
か
ら
ず

破
琴

柳
か
再
び
行
い

新
笛

正
に
三
た
び
弄
せ
ん

君
の
狂
言
を
要
す
る
に
困
り

湖
山

春

己
に
動
-

叫

(和
陸
務
観
見
賀
蹄
館
之
憩
)

詩
題
に

云
-

｢
見
賀
節
館
之
寵
｣

と

は
､
｢楊
廷
秀
秘
監
の
再
び

館
に
入
る

を
喜
ぶu
J

(奄
二
十

l
)

で
あ

る
｡
淳
照
十
六
年
､
放
第

六
十
五
歳
の
作
だ
が
､
そ
の
頃
ま
で
に
放
翁
は
巌
州
に
在

っ
て
自
ら

詩
集
を
刊
行
し

(『
創
南
詩
稿
』
二
十
巻
､
所
謂
厳
州
刊
本
で
あ
る
｡

淳
照
十
四
年
)
詩
人
と
し
て
の
名
聾
は
も
は
や
定
着
し
て
い
た
｡
誠

蘭
は
そ
の
放
翁
の
詩
に
封
し
､
帯
金
の
如
き
債
の
重
さ
か
ら
説
き
起

こ
し
て
､
｢君
の
狂
言
を
襲
す
る
に
困
-

湖
山

春

己
に
動
-
｣

と
締
め
-
-
る
.
誠
蘭
が
言
-
よ
-
に
､
放
翁
の
詩
に
は
賓
際

｢狂
｣

6

と
い
う
語
が
屡
々
現
わ
れ
tQ～
.
詩
人
と
し
て
生
き
ざ
る
を
得
な
い
自

分
を
自
覚
し
て
い
た
彼
は
､

一
方
で
自
分
自
身
の
姿
を
形
容
す
る
の

に
頻
繁
に
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
私
は
こ
の

｢狂
｣
こ

そ
､
詩
人
陸
放
翁
の
本
質
を
探
る
手
掛
-
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
｡
『詩
稿
』
に
於
け
る
自
己
表
現
と
し
て
の

｢狂
｣
を
中
心
に

論
を
組
み
立
て
､
放
翁
の
自
重
像
､
ひ
い
て
は
詩
人
像
を
明
ら
か
に

し
て
い
-
と
い
う
の
が
私
の
試
み
で
あ
る
｡
詳
細
は
後
述
す
る
が
､

前
掲
の
詩
で
誠
欝
が
､
普
通
賛
辞
に
用
い
る
わ
け
で
も
な
い
こ
の
語

を
特
に
結
び
に
用
い
て
い
る
と
い
う
の
は
､
常
時
の

(
一
流
の
詩
人

に
よ
る
､
と
い
う
意
味
で
は
)
放
衆
評
の
1
典
型
で
あ
ろ
う
し
､
ま
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射

た
誠
賓
は
詩
人
と
し
て
の
好
意
の
眼
で
放
翁
の
詩
の
本
質
を
見
抜
い

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
-
束
が
す
る
｡

■

詩
文
の
世
界
で
用
い
ら
れ
る

｢狂
｣
と
い
う
語
は
､
必
ず
し
も
精

神
の
異
常
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
従

っ
て
そ
の
語
の
定
義
は

甚
だ
厄
介
だ
が
､
取
-
歌
え
ず
は
大
雑
把
に
､
常
識
的
な
赦
合
規
範

か
ら
逸
脱
し
た
異
常
さ
を
指
す
も
の
と
し
て
お
-
｡
何
が
正
常
で
何

が
異
常
か
は
､
こ
れ
ま
た
簡
単
に
定
義
は
出
来
な
い
が
'
少
-
と
も

｢狂
｣
と
い
う
表
現
の
有
る
と
こ
ろ
､
表
現
者
に
或
る
種
の
異
常
性

の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
基
本
的
に
容
認
さ
れ
て
よ
い
だ

rJ;

ろ
う
｡
更
に

『
論
語
』
子
路
篇
に
於
け
る
孔
子
の
言
の
如
-
､
そ
れ

は
時
に
目
的
に
封
す
る
常
軌
を
逸
し
た
希
求
の
念
を
伴
-
も
の
で
あ

る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
｡

さ
て
､
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
､
詩
人
が

一
腹
何
を

｢狂
｣
と

表
現
し
て
い
る
か
と
い
-
こ
と
で
あ
る
｡
自
己
と
虹
合
と
の
関
係
に

於
い
て
用
い
ら
れ
た
印
象
的
な
例
と
し
て
'
時
代
は
遡
る
が
先
ず
､

『
朱
書
』
奄
八
十
九
､
衰
条
侍
に
引
-

｢狂
泉
｣
の
説
話
が
有
る
｡

昔

l
固
有
-
､
囲
中
の
一
水
､
競
し
て
狂
泉
と
日
う
0
図
人
此

の
水
を
飲
み
､
狂
せ
ざ
る
は
無
し
｡
唯
だ
園
君
の
み
井
を
穿
ち

て
汲
み
'
猪
-
志
無
き
を
得
た
-
｡
図
人
既
に
遊
び
狂
し
､
反

っ
て
図
主
の
狂
せ
ざ
る
を
謂
い
て
狂
と
為
す
o
是
に
於
て
衆
-

謀
-
､
共
に
国
主
を
執
え
､
其
の
狂
疾
を
癌
さ
ん
と
L
t
火
文

針
葉
､
畢
-
具
え
ざ
る
は
莫
し
｡
図
主
其
の
苦
に
任
え
ず
､
是

に
於
て
泉
所
に
到
-
､
水
を
酌
み
て
之
れ
を
飲
む
､
飲
み
畢
わ

-
て
便
ち
狂
す
O
君
臣
大
小
､
其
の
狂
せ
る
こ
と

1
の
若
し
､

衆
乃
ち
敢
然
た
-
｡
我
れ
既
に
狂
せ
ざ
る
も
､
以
て
猪
-
立
つ

.JL

こ
と
難
し
｡
比
ろ
亦
た
試
み
に
此
の
水
を
飲
ま
ん
と
欲
弟
.

こ
の
話
は
'
衰
条
が
懲
康
の

『高
士
俸
』
に
倣
い
､
自
ら
を
況
し

た

『
妙
徳
先
生
停
』
な
る
著
作
の
一
部
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
『障
書
』

経
籍
志
に
は
確
か
に
啓
康
の

『
聖
賢
高
士
停
』
な
る
書
物
が
見
え
る

9姉
､
そ
の
書
自
腹
は
夙
に
伏
し
､
現
在
で
は
輯
本
の
形
で
し
か
見
ら

れ
な
い
｡
衰
条
が
嬢
-
所
と
し
た
の
が
如
何
な
る
話
で
あ
っ
た
の
か
､

現
存
す
る
材
料
か
ら
で
は
遥
か
に
は
知
-
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

斯
波
六
郎
氏
は
そ
の
著
書

『
中
国
文
学
に
お
け
る
孤
猫
感
』
の
な

か
で
こ
の

｢狂
泉
｣
を
取
-
あ
げ
､
先
秦
諸
子
や
『詩
経
』
･
『
楚
鮮
』
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(屈
原
･
宋
玉
)
に
源
を
費
す
る
孤
猪
感
表
出
の
歴
史
の
l
端
と
し
て

こ
れ
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
｡
斯
波
氏
に
よ
れ
ば
､
先
秦
に
始
ま
-
飽

照

･
衰
粂
ら
に
至
る
ま
で
の
詩
文
に
於
け
る
孤
猪
感
は
､
略
ぼ

｢自

分
の
周
囲
､
或
い
は
時
世
に
封
す
る
不
満

･
抵
抗
か
ら
お
こ
っ
た
孤

細

猪
感
｣
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
-
､
個
人
の
表
現
者
と
し
て
そ
の
嘱
矢

た
る
存
在
と
目
さ
れ
る
の
が
屈
原
で
あ
-
､
ま
た
彼
の
生

(死
)
杏

-=リ

措
い
た
作
品
で
あ
る
｡
例
え
ば

｢漁
父
辞
｣
に
於
け
る
彼
の
､

す

挙
世
皆
濁
我
猪
清

世
を
畢
げ
て
濁
れ
る
に

我
れ
猪
-
清

め
り

衆
人
皆
酵
我
猪
醒

衆
人
皆
酔
う
に

我
れ
猪
-
醒
め
た
-

是
以
見
放

是
を
以
て
放
た
れ
た
-

胸

と
い
う
述
懐
は
､
｢自
分
の
守
る
正
義
が
周
囲
か
ら
拒
否
さ
れ
た
｣

こ
と
に
起
因
す
る
孤
猪
の
苦
悶
で
あ
-
'
そ
の
感
情
の
主
観
的
で
ス

ト
レ
ー
ト
な
吐
露
で
あ
る
｡
衰
条
の

｢狂
泉
｣
は
孤
猪
を
抱
-
自
分

自
身
を
客
観
的
に
と
ら
え
､
そ
れ
を
些
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
筆
致
で
描

い
て
い
る
｡
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
両
者
に
共
通
す
る
の
は
､
｢自

分
こ
そ
が
正
義
で
あ
る
｣
と
い
-
信
念
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
｡
自

己
の
信
念
に
殉
じ
た
屈
原
は
言
う
に
及
ば
ず
､
東
条
の
場
合
も

｢狂
｣

『
剣
南
詩
稿
』
に
お
け
る
詩
人
像

(西
岡
)

と
は
狂
泉
の
水
を
飲
み
､
正
気
の
園
君
を
狂
人
と
み
な
す
国
民
達
な

の
で
あ
-
､
い
か
に
少
数
派
で
あ
ろ
う
が
自
己
の
正
義
の
信
候
を
守

る
者
こ
そ
が

｢不
狂
｣
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
｡

前
述
の
よ
う
に
､
東
条
が
そ
も
そ
も

『聖
賢
高
士
停
』
の
ど
の

｢高
士
｣
に
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
て

｢妙
徳
先
生
俸
｣
を
た
て
た
の
か

は
､
直
接
に
は
知
る
す
べ
が
無
い
｡
然
し

｢高
士
｣
が
如
何
な
る
種

類
の
人
物
を
指
す
の
か
を
推
し
量
る
こ
と
は
で
き
る
O
例
え
ば
現
存

す
る
皇
甫
謡

『高
士
停
』
に
は
､

｢漁
父
辞
｣
に
材
を
仰
い
だ

｢漁

父
｣
な
る
一
節
が
有
る
｡
そ
の
あ
ら
ま
し
は
､

楚
の
人
で
あ
る
漁
父
は
､
楚
園
の
乱
れ
を
見
て
名
を
匿
し
､
長

江
の
は
と
-
に
隠
棲
し
て
い
た
｡
頃
要
王
の
と
き
､
朝
廷
よ
-

追
放
さ
れ
た
屈
原
に
､
猪
-
孤
高
を
守

っ
て
濁
世
と
相
容
れ
ざ

る
こ
と
の
非
を
説
き
､
再
び
何
虞
か
へ
と
立
ち
去
っ
て
誰
も
そ

.e8

の
消
息
を
知
る
者
は
無
か
っ
類

｡

と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
即
ち

｢高
士
｣
と
は
'
｢漁
父
辞
｣
に
､

聖
人
不
凝
滞
於
物

聖
人
は
物
に
凝
滞
せ
ず

而
能
典
世
推
移

而
し
て
能
-
世
と
推
移
す

と
言
う
よ
う
な
生
き
方
を
選
ぶ
､
つ
ま
-
は
頑
な
に
自
己
の
信
念
を
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曲
げ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
-
､
世
の
趨
勢
に
身
を
任
せ
て
生
き
て

珍
-
漁
父
の
よ
-
な
類
の
人
物
を
指
す
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡

屈
原
の
､

世
を
挙
げ
て
濁
れ
る
に

我
れ
濁
-
清
め
-

衆
人
皆
酔
う
に

我
れ
猪
-
醒
め
た
-

と
い
う
述
懐
に
表
わ
さ
れ
る
よ
-
な
道
徳
的
潔
白
さ
を
乱
世
に
全
う

す
る
こ
と
の
困
難
を
､
衰
条
は
誰
よ
-
も
よ
-
知

っ
て
い
た
｡
だ
か

ら
こ
そ

｢物
に
凝
滞
せ
｣
ざ
る

｢高
士
｣
た
ら
ん
と
す
る
誘
惑
も
存

在
し
た
に
違
い
な
い
｡
そ
し
て
､
彼
に
と
っ
て

｢高
士
｣
と
な
る
こ

と
は
､
自
分
が
狂
泉
の
水
を
飲
み
正
気
を
失
っ
て
､
世
を
蔽
う
狂
気

血
7｢}

に
身
を
委
ね
る
こ
と
を
意
味
し
た
筈
で
あ

る

｡

次
に
､
故
老
が

｢漁
父
辞
｣
を
用
い
た

｢迭
初
｣
と
い
う
詩
を
見

て
み
よ
う
｡

栖
栖
下
浮
草

細
君
供
外
物

挽
首
老
牽
鋤

栖
栖
た
-

下
浮
の
串

細
君
す
れ
ば

供
に
外
物

倹
首

翠
鋤
に
老
い
ん

(逐
初

巻
六
十
)

狂
本
類
三
間

軒
桁
慕
二
疏

何
由
滞
人
笑

但
可
途
吾
初

突
突
沙
堤
馬

狂
せ
る
は

本
と

三
間
に
類
う

蘇
る
は

侃
お

二
疏
を
慕
-

何
に
由
-
て
か
滞
人
の
笑
-

但
だ

吾
が
初
を
迭
ぐ
べ
し

突
突
た
-

沙
堤
の
馬

嘉
泰
四
年
､
八
十
歳
の
と
き
､
郷
里
山
陰
で
の
作
で
あ
る
O
我
が

｢狂
｣
は
も
と
よ
-
か
の
三
間
大
夫
に
紫
う
も
の
､
蹄
陰
に
際
し
て

は
漠
の
疏
庶

･
疏
受
の
退
き
際
を
慕
う
､

と
-
た
う
首
聯
は
､

｢漁

父
軒
｣
と

『
漢
書
』
疏
鹿
停
と
を
用
い
た
も
の
だ
が
､
先
に
掲
げ
た

衰
条
の
場
合
と
は
全
-
あ
べ
こ
べ
に
､

放
翁
は
三
間
大
夫
屈
原
を

｢狂
｣
と
認
識
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
注
意
を
ひ
-
｡
そ
も
そ
も

屈
原
の
言
で
は
､

衆
人
皆
酔
う
に

我
れ
猪
-
醒
め
た
-

即
ち
正
気
を
失
っ
た
酌
酎
と
い
う
異
常
な
状
態
に
あ
る
の
は
自
分

を
除
い
た
世
人
す
べ
て
な
の
で
あ
っ
て
'
自
分
自
身
は
た
と
え
孤
立

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
決
し
て
正
道
に
惇

っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
.

無
論
'
放
翁
に
と
っ
て
の

｢衆
人
｣
も
決
し
て
彼
に
好
意
的
な
存
在

で
は
者
-
得
な
い
｡
世
間
的
な
名
利
に
背
を
向
け
､
自
ら
の

｢初
を

逐
｣
げ
る
こ
と
だ
け
が
己
れ
に
残
さ
れ
た
道
な
の
だ
､
と
い
う
の
が
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故
老
の
謂
で
あ
る
｡
然
し
､
放
翁
は
か
か
る
自
己
を

｢狂
｣
と
表
現

し
た
｡
自
分
の
信
念
に
殉
じ
､
天
地
神
明
に
照
ら
し
て
恥
ず
る
こ
と

の
有
る
ま
じ
き
屈
原
の
生
き
方
､
そ
れ
に
も
等
し
い

｢狂
｣
だ
と
言

う
の
だ
｡
こ
こ
に
端
無
-
も
､
故
老
が
自
己
と
自
己
を
取
-
餐
-
社

合
と
の
関
係
を
如
何
に
捉
え
て
い
た
か
が
表
わ
れ
て
い
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
｡

首
聯
の
封
構
造
を
吟
味
す
れ
ば
､
こ
こ
で
放
翁
が

｢
狂
｣
と
表
現

し
た
内
容
は
'
容
れ
ら
れ
る
管
も
無
い
封
金
主
戦
論
を
主
張
し
た
自

分
の
過
去
の
行
為
に
関
わ
る
も
の
と
解
樺
で
き
る
｡
そ
の
自
分
を
常

軌
を
逸
し
た
異
常
者
だ
と
形
容
す
る
彼
の
眼
は
､
少
な
-
と
も
単
純

な
好
戦
家
の
も
の
と
は
異
な

っ
て
い
よ
う
｡
彼
は
時
世
か
ら
突
出
し

た
自
分
自
身
を
自
覚
し
､
ま
た
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
を
明
確
に
把

握
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡
徒

っ
て
彼
に
屡

々
冠
せ
ら
れ
る

｢愛

国
詩
人
｣
と
い
う
栴
親
は
､
そ
う
し
た
事
情
を
無
税
し
た
些
か
乱
暴

な
も
の
の
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
｡

以
下
､

『
詩
稿
』
に
於
け
る

｢
狂
｣
に
つ
い
て
更
に
詳

し
-
論
じ

よ
う
と
思
う
が
､
こ
こ
で
は
ま
ず
､
放
翁
に
は
自
己
の
異
常
さ
に
つ

い
て
の
自
覚
が
有

っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡

『
創
南
詩
稿
』
に
お
け
る
詩
人
像

(西
岡
)

二

前
述
の
如
-
､
乾
遺
八
年

(
二

七
二
)
､

放
翁
は
封
金
前
線
基
地

興
元
を
離
れ
て
成
都

へ
と
下
-
､
淳
照
二
年

(
二

七
五
)
に
は
四
川

制
置
任
と
し
て
局
に
赴
い
た
花
成
大
の
も
と
で
参
議
官
と
な
る
が
､

翌
三
年
に
は
早
や
職
を
辞
し
､
同
線
を
受
け
る
生
活
に
は
い
る
｡
そ

の
よ
-
な
境
遇
に
在

っ
て
放
翁
は
淳
照
四
年
､

五
十

三
歳

の
時

に

｢大
風
登
城
｣
(奄
九
)
と
い
-
詩
を
作

っ
て
い
る
｡

風
徒
北
来
不
可
普

街
中
横
吹
人
馬
僅

西
家
女
鬼
午
末
放

帳
底
値
紅
愁
下
駄

東
家
喚
客
宴
霊
堂

南
行
玉
指
調
称
賛

錦
繍
四
合
如
垣
撒

微
風
不
動
金
椀
香

我
猪
登
城
望
大
荒

風

北
よ
-
来
た
-
て
嘗
る
べ
か
ら
ず

街
中
に
横
吹
し
て
人
馬
僅
る

西
家
の
女
兄

午
に
し
て
未
だ
放
わ
ず

帳
底

値
は
紅
に

林
よ
-
下
る
を
愁

つゝ
′

東
家

客
を
喚
び
て
毒
堂
に
宴
す

南
行
の
玉
指

繰
箸
を
調
ぶ

錦
繍

四
合
し
て
垣
椿
の
如
-

微
風

動
か
さ
ず

金
税
香

我
れ
濁
-
登
城
し

大
荒
を
望
み
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勇
欲
馬
園
平
河
塩

勇
ん
で
園
の
馬
に
河
淫
を
平
げ
ん
と
欲

す

才
疎
志
大
不
日
量

才
疎
に
し
て
志
は
大

自
ら
量
ら
ず

西
家
東
家
笑
我
狂

西
家

東
家

我
が
狂
を
笑
う

北
方
よ
-
吹
き
来

っ
て
人
馬
を
た
お
す
大
風
と
は
､
中
原
を
領
有

す
る
異
民
族
の
盛
ん
な
勢
い
と
南
俊
の
気
配
と
を
誓
え
る
も
の
で
あ

ろ
う
｡
然
し
､
ぬ
-
孤
-
と
寝
磯
い
西
家
の
女
兄
も
､
座
敷
で
宴
に

-
つ
つ
を
ぬ
か
す
東
家
の
輩
も
､
外
の
世
界
に
は
お
構
い
無
し
｡
七

旬
日

｢錦
繍
四
合
｣
と
い
う
表
現
は
､
放
翁
の
北
方
回
復

へ
の
思
い

が
翠
に
女
県
に
封
す
る
敵
意
で
あ
る
だ
け
で
な
-
､
外
界
の
在
-
様

に
腐
心
す
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
来
朝
下
の
人
士

へ
の
憎
悪
で
も
あ

っ
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る
｡
ま
た
八
旬
日

｢微
風
不
動
金
挽
香
｣
か
ら
は
､

そ
の
憎
悪
の
遣
-
場
の
無
い
も
ど
か
し
さ
も
停
わ
っ
て
こ
よ
う
｡
か

-
て
西
隣
に
も
東
隣
に
も
､
猪
-
北
方
に
思
い
を
馳
せ
る
な
ど
と
は

狂
気
の
沙
汰
よ
と
笑
わ
れ
る
放
霧
で
は
あ
る
｡
が
､
そ
の
振
舞
い
は

革
に
周
囲
の
俗
人
達
の
眼
に
の
み
奇
異
に
映

っ
た
の
で
は
な
-
'
寧

ろ

｢才
疎
志
大
不
白
量
｣
と
自
身
を
表
現
す
る
放
素
こ
そ
､
誰
よ
-

も
そ
の
現
賓
離
れ
し
た
非
常
識
さ
加
減
を
護

っ
て
い
た
筈
で
あ
る
｡

憂
国
の
志
を
煙
の
涌
き
立
つ
如
-
に
煉
ら
せ
る
自
分
自
身
を
外
側
か

ら
顔
貌
す
る
､
客
観
的
な
詩
人
と
し
て
の
眼
が
そ
こ
に
は
有
る
｡

か
-
自
分
自
身
を

｢狂
｣
と
客
観
配
し
て
み
せ
た
詩
人
は
何
も
放

翁
に
始
ま
る
わ
け
で
は
な
い
.
我
々
は
そ
の
代
表
例
と
し
て
杜
南
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｢狂
夫
｣
は
杜
甫
の
成
都
時
代
の
作
で
あ

る
｡

寓
里
橋
西

一
草
堂

百
花
浄
水
即
槍
浪

風
合
翠
篠
娼
婦
静

雨
裏
紅
蓮
再
再
香

厚
緑
故
人
書
断
絶

恒
飢
椎
子
色
湊
涼

欲
境
港
壁
唯
疎
放

自
笑
狂
夫
老
更
狂

寓
里
橋
の
西
な
る

7
草
堂

百
花
薄
の
水

即
ち
治
浪

風
は
翠
篠
を
含
み
て
娼
娼
と
し
て
静
か

に雨
は
紅
葉
を
表
し
て
再
再
と
香
ぐ
わ
し

厚
練
の
故
人

書
は
断
絶
し

恒
に
飢
う
る
椎
子
は

色
凄
涼

満
室
に
填
ま
ん
と
欲
し
て
唯
だ
疎
放

自
ら
笑
う

狂
夫

老
い
て
更
に
狂
な

54

る
を

(鏡
注
杜
詩

巻

十

1

)

こ
の
詩
で
は
､
厚
疎
や
名
聞
な
ど
の
現
世
的
債
値
観
か
ら
懸
隔
す



る
を
飴
儀
無
-
さ
れ
た
杜
甫
が
､
飢
え
て
痩
せ
お
と
ろ
え
た
幼
な
兄

を
胸
に
外
界
を
凝
税
し
て
い
る
様
子
が
感
じ
ら
れ
る
.
首
聯

･
額
聯

の
調
和
を
得
た
静
け
さ
の
な
か
､

｢狂
夫
｣
の

｢疎
放
｣
な
る
姿
を

描
-
と
こ
ろ
に
､
杜
南
が
今
後
の
自
分
の
進
む
べ
き
道
に
封
し
持

っ

て
い
た

一
種
昂
然
た
る
気
分
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
｡

｢秦
州
を
牽
す
｣
を
始
め
と
し
た
杜
甫
の
秦
州
滞
在
期
以
後
の
作

品
に
現
わ
れ
る

｢吾
遺
｣
と
い
-
語
を
軸
に
､
詩
人
と
し
て
の
自
覚

胸

の
杜
甫
の
場
合
を
も
､
小
川
環
樹
氏
は
論
じ
て
お
ら
れ
る

｡

秦
州
に

於
け
る

一
連
の
内
向
的
作
品
群
を
経
て
成
都
に
辿
-
着
い
た
杜
南
が

詠
じ
た
こ
の

｢狂
夫
｣
に
は
､
科
琴
に
慮
じ
官
僚
と
し
て
出
世
す
る

こ
と
で
し
か
人
間
の
債
値
を
判
断
し
な
い
社
食
内
で
､
自
分
が

｢詩

的

人
と
し
て
し
か
評
債
さ
れ
な
い
こ
と

へ
の
不

満

｣

も
見
え
隠
れ
す
る
｡

然
し
そ
も
そ
も

｢狂
｣
と
は

『
論
語
』
に

中
行
を
得
て
之
れ
に
興
せ
ず
ん
ば
､
必
ず
や
狂
洞
か
｡
狂
者
は

進
み
て
取
-
､
胴
着
は
為
さ
ざ
る
所
有
-
｡

(子
路
篇
)

と
言
う
よ
う
に
､
孔
子
が
行
動
を
共
に
す
る
も
の
と
し
て
評
債

(衣

善
と
い
-
形
で
は
あ
る
が
)
し
た
積
極
的
性
質
で
も
あ

っ
た
｡
こ
れ

を
杜
甫
に
あ
て
は
め
れ
ば
､
名
聞
や
厚
緑
と
い
っ
た
慣
値
親
を
棄
て
､

『
創
南
詩
稿
』
に
お
け
る
詩
人
像

(西
岡
)

一
途
に

｢吾
道
｣
を
徒
か
ん
と
す
る
心
意
気
を
彼
は

｢狂
｣
と
表
現

し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
｡

放
霧
も
杜
甫
と
同
じ
-
詩
人
と
し
て
生
き
る
他
は
無
い
と
い
う
自

覚
を
持

っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
透
し
た
｡
然
し
放
翁
が
｢狂
｣

と
表
現
す
る
の
は
主
と
し
て
国
土
回
復
の
志
を
捨
て
切
れ
ぬ
自
分
で

め
-
､
杜
甫
の
場
合
と
は
些
か
事
情
を
異
に
す
る
｡
の
み
な
ら
ず
､

こ
と

｢狂
｣
と
い
う
詩
語
に
関
す
る
限
-
､
放
翁
が
そ
れ
に
よ
っ
て

構
築
し
た
世
界
は
従
来
の
詩
人
達
に
比
し
て
は
る
か
に
複
難
で
あ
る
｡

唐
突
だ
が
､
蝶
に
開
聯
し
て
用
い
ら
れ
る
例
な
ど
は
そ
の
典
型
だ

ろ
う
｡
嘉
定
元
年
､
八
十
四
歳
の
作
､
｢隻
蝶
｣
を
掲
げ
る
｡
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庭
草
何
離
離

清
農
露
猶
産

草
頭
南
黄
蝶

馬
我
小
仔
立

秋
光
亦
己
晩

行
見
霜
霞
集

方
春
不
意
狂

汝
悔
筒
何
及

庭
草

何
ぞ
離
離
た
る

清
農

露

猶
お
浬
う

草
頭
の
両
黄
蝶

我
が
馬
に

小
し
-
仔
立
せ
よ

秋
光

亦
た
己
に
晩
-

行
-
珍
-
は

霜
霞
の
集
ま
る
を
見
ん

春
に
方
-
て
狂
を
壷
き
ず
ん
ば

汝

悔
ゆ
と
も

荷
お

何
ぞ
及
ぼ
ん
や
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吾
生
更
堪
笑

去
日
如
電
急

功
名
寛
何
在

個
慣
創
鋳
潰

吾
が
生

更
に
笑
う
に
堪
う

去
日

電
の
如
-
急
な
-

功
名

竜
に
何
-
に
か
在
る

個
憶
す

剣
鉾
の
遣
る
を

(奄
七
十
八
)

擬
人
法
と
は

1
種
の
感
情
移
入
で
あ
-
､

｢我
が
馬
に
小
し
-
仔

立
｣
し
よ
-
と
す
る
讐
蝶
は
､
蝶
と
封
話
す
る
放
翁
自
身

の
心
を
投

影
す
る
存
在
で
あ
る
｡
春

の
間
に

｢狂
を
轟
-
さ
｣
な
け
れ
ば
後
悔

し
て
も
間
に
合
わ
ん
よ
､
と
話
し
か
け
る
放
翁
の
心
に
は
､
功
名
を

得
る
こ
と
無
-

一
瞬
の
う
ち
に
過
ぎ
た
去
-
し
日

へ
の
思
い
が
､
何

に
も
埼
し
て
磨

っ
て
い
る
の
だ
｡

蝶
は
放
翁
で
あ
-
､
放
翁
は
蝶
で
あ
る
O

杜
鵠
血
義
時
未
歓

杜
鴇

血

轟
き

帝
い
て
未
だ
飲
ま

ず

｢鰯
蝶
夢
｣
は

勿

論

､

『
荘
子
』
奔
物
論
篇
の
故
事
で
あ
る
｡

こ

の
二
旬
日
は

｢
自

ら

喜

ぶ
｣
(奄
七
十
五
)
の
二
首
目
の
旬
､
｢喚
び

醒
ま
す

狂
蝶
の
夢
｣
等
､
他
の
用
例
を
考
慮
す
る
に
､
夢
醒
め
て

な
お
､
心
は

｢更
に
狂
｣
な
る
状
態
に
駆
-
立
て
ら
れ
る
､
と
言
う

の
で
あ
ろ
-
｡
こ
の
他
に
も

｢
狂
｣
を
飛
蝶
の
形
容
に
用
い
る
例
は

多
い
｡少

年
騎
馬
入
成
陽

鵠
似
身
超
蝶
似
狂

少
年

馬
に
騎
-

成
陽
に
入
る

鴎
は
身
の
塵
き
に
似

蝶
は
狂
せ
る
に

似
る

(晩
春
感
事
四
首
其
四

巻
二
十
二
)
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鰯
蝶
夢
残
心
更
狂

我
自
人
間
少
情
者

老
来
十
倍
惜
年
光

鰯
蝶
の
夢

残
わ
れ
て

心
更
に
狂

我
れ
自
ら
人
間
に
情
少
な
き
者

老
い
来

っ
て

十
倍

年
光
を
惜
し
む

(初
夏
十
首
其
六

幾
三
十
二
)

放
翁
の
媒
そ
の
も
の
に
封
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
､

人
生
安
得
如
汝
栗

人
生

安
-
ん
ぞ
汝
が
栗
に
如
-
を
得

ん
や

(峡
蝶
詞

奄
十
二
)

と
言
う
が
如
-
､
生
き
る
こ
と
の
労
苦
か
ら
逃
れ
､
意

の
ま
ま
に
飛

び
ま
わ
る
存
在

へ
の
憧
憶
を
伴
う
も
の
と
言
え
る
｡
そ
の
蝶
を

『
荘

子
』
を
時
に
用
い
な
が
ら

｢
狂
｣
と
表
現
す
る
と
き
､
詩
語
と
し
て

の

｢
狂
｣
は
単
な
る
異
常
さ
を
意
味
す
る
に
留
ま
ら
ず
､
そ
こ
に
現



寅
世
界
の
し
が
ら
み
か
ら
離
脱
し
て
自
由
に
飛
和
す
る
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
が
賦
輿
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

社
食
に
於
け
る
狂
人
の
疎
外
と
い
う
問
題
を
論
じ
漬
け
た
､,､
ヅ
シ

ェ
ル
=

フ
ー
コ
ー
は
､
狂
人
を
､
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
領
域
に
わ

的

た
っ
て
疎
外
さ
れ
る
周
連
的
(m
arg
in巴
)
な
存
在
と
定
義
し
た
｡

こ

の
周
適
性
と
い
う
概
念
は
､
精
神
病
理
学
用
語
た
る
の
如
何
を
問
わ

ず
､

｢狂
｣
と
い
う
こ
と
ば
を
論
ず
る
に
際
し
て

1
つ
の
卓
抜
し
た

配
座
を
興
え
て
-
れ
る
｡
中
国
の
詩
人
が

｢狂
｣
と
い
う
表
現
を
用

い
る
時
も
､
周
適
性
の
存
在
は
必
ず
意
識
さ
れ
て
い
よ
う
｡
と
-
わ

け
中
国
に
於
け
る
所
謂
講
書
人
達
は
､
科
挙
に
及
第
し
菓
達
す
る
手

段
た
る
書
物
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
-
そ
の
階
級
集
国

へ
の
帝
展
が
許
さ

れ
た
の
で
あ

っ
て
､
詩
作
な
ど
と
い
う

一
小
伎
を
己
れ
の
使
命
と
し

て
選
揮
す
る
の
は
､
杜
甫
の
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
そ
れ
こ
そ
狂

気
の
沙
汰
で
あ

っ
た
ろ
う
｡
｢狂
夫
｣
か
ら
そ
の
間
の
事
情
は
察
す

る
こ
と
が
で
き
る
し
､
そ
の
意
味
で
彼
も
所
謂
周
達
人
で
あ
る
｡
人

に
師
事
し
て
道
を
学
ぶ
こ
と
を
知
ら
ぬ
風
潮
の
な
か
､
猪
-
弟
子
を

阿山′nr

と
-
撃
を
講
じ
て

｢狂
名
を
得

｣

た
韓
愈
の
場
合
か
ら
も
､
載
道
の

理
念
の
為
に
は
既
存
の
社
食
か
ら
孤
立
す
る
こ
と
も
辞
さ
な
か
っ
た

『剣
南
詩
稿
』
に
お
け
る
詩
人
像

(西
岡
)

彼
の
苛
烈
さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

周
適
性
と
い
う
配
座
を
以
て
不
遇
の
人
'
陸
放
翁
の
人
生
を
眺
め

れ
ば
､
様
々
な
詩
の
モ
チ
ー
フ
が
そ
こ
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
ろ
う

こ
と
が
想
像
さ
れ
る
｡
但
し
､
俸
記
的
事
蜜
と
詩
と
の
関
係
を
論
ず

る
の
は
私
の
目
的
で
は
な
い
か
ら
､
過
度
の
穿
撃
は
避
け
つ
つ
放
翁

の
表
現
を
問
題
に
し
て
ゆ
き
た
い
｡

先
程
挙
げ
た
の
は
､

｢狂
｣
が
蝶
の
飛
び
あ
る
-
様
子
に
閑
聯
し

て
用
い
ら
れ
る
例
で
あ

っ
た
｡
時
に

『
荘
子
』
の

｢鰯
蝶
｣
を
媒
介

と
し
て
､

｢狂
｣
は
天
涯
孤
猪
の
周
通
性
を
示
す
も
の
か
ら
､

そ
の

周
追
性
を
寧
ろ
逆
手
に
取
-
､
現
寛
と
は
別
の
世
界

へ
と
自
由
に
飛

和
す
る
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
も
有
る
｡
次
の
｢狂
歌
｣

な
ど
は
そ
れ
が
よ
-
鮮
明
に
表
出
さ
れ
た
作
品
と
言
え
よ
う
｡
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少
年
稚
狂
猪
有
限

遇
酒
時
能
倣
憂
患

即
今
狂
虞
不
待
酒

混
混
長
歌
老
巌
澗

排
衣
即
興
世
俗
鮮

接
頭
不
受
朋
友
諌

少
年

狂
す
と
経
も

猶
お
限
-
有
-

酒
に
遇
い

時
に
能
-
憂
患
を
倣
る

即今

狂
虞

酒
を
待
た
ず

混
混

長
歌
し
て

巌
潤
に
老
ゆ

衣
を
沸
い
て

即
ち
世
俗
と
辞
し

頭
を
披
い
て

朋
友
の
諌
を
受
け
ず
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珪
帆
直
欲
戟
煙
海

策
馬
猶
堪
度
雲
棲

樗
然
痴
腐
骨
貯
愁

天
遺
作
益
盛
牽
寛

髪
垂
不
櫛
性
所
便

衣
垢
忘
濯
心
己
慣

眼
前
故
人
死
欲
無

此
生
行
臭
風
雨
散

差
為
庭
土
伏
蟻
駒

寧
作
江
湖
断
行
雁

帆
を
挫
け

直
ち
に
煙
海
を
戟
た
ん
と

欲

し
馬
に
策
う
ち

猶
お
雲
機
を
度
る
に
堪

1ヽノ
棺
然
た
る
痴
腹

骨
え
て
愁
を
貯
え
ん

千

れいかん

天

益
を

作
-

家
寛
を
盛
ら
し
む

くしけ
す

髪

垂
れ
て

櫛
ら
ざ
る

は

性
の
便
と

す
る
所

衣
垢

濯
う
を
忘
る
る
は

心
巳
に
慣

る眼
前

故
人

死
し
て
無
か
ら
ん
と
欲

す此
の
生

行
け
-

風
雨
の
ご
と
散
ぜ

ん塵
土
の
瞳
に
伏
す
る
の
駒
と
為
る
を
墓

ず

な

寧
ろ

江
湖
の
断
行
の
雁
と
作
ら
ん

(巻
十
五
)

淳
願
十
年
､
五
十
九
歳
の
と
き
､
郷
里
山
陰
で
の
作
｡
題
か
ら
も

内
容
か
ら
も

｢狂
｣
を
テ
ー

マ
と
し
て
貫
い
た

一
第
で
あ
る
こ
と
は

判
然
と
す
る
｡
特
に
七

･
八
旬
日
の
イ
メ
ー
ジ
に
留
意
し
っ
つ
､
今

一
首
を
掲
げ
よ
う
.
淳
照
十
六
年
､
六
十
五
歳
の
時
､
臨
安
で
の
作

｢我
が
夢
｣
で
あ
る
｡

我
夢
人
煙
海

初
日
如
金
鉢

赤
手
騎
怒
鯨

横
身
督
掲
龍

百
日
京
塵
中

詩
料
頗
闘
供

此
夕
復
何
夕

老
狂
洗
衰
傭

夢
覚
坐
歎
息

杏
香
三
卯
鐘

車
馬
動
暁
阿

不
菟
睡
昧
濃

我
れ

夢
に
煙
海
に
入
る

初
日

金
の
鋳
-
る
が
如
し

赤
手

怒
鯨
に
騎
し

横
身

渇
龍
に
営
る

百
日

京
塵
の
中

詩
料

頗
る
供
す
る
に
閲
-

此
の
夕

復
た
何
の
夕
ぞ

老
狂

哀
悼
を
洗
う

夢
よ
-
覚
め

坐
ろ
に
欺
息
す

香
香

三
茄
の
鐘

車
馬

暁
階
に
動
き

陸
味
の
濃
や
か
な
る
を
毒
え
ず
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平
生
撃
虜
意

裂
管
髪
上
衝

荷
可
爽

一
陣

漏
心媒
観
停
蜂

平
生

撃
虜
の
意

皆
を
裂
き

髪

上
衝
す

筒
お

一
陣
に
乗
じ

煤
に
憑
り

俸
蜂
を
観
る
べ
し

(我
夢

巻
二
十
)

｢陸
溝
が
今
生
き
て
い
て
､
私
が
あ
な
た
は
ほ
ん
と
う
に
あ
ん
な

夢
を
見
た
の
で
す
か
と
問
う
た
な
ら
ば
､
た
ぶ
ん
笑

っ
て
答
え
な
い

姻

だ
ろ
う
｡｣

と
は
小
川
環
樹
氏
の
言
で
あ
る
｡

こ
こ
で
も
資
際
に
み

た
夢
か
否
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
は
さ
し
あ
た
っ
て
あ
ま
-
意
味

が
有
る
ま
い
｡

ま
ず
､

｢狂
歌
｣
の
七

･
八
旬
日
と

｢我
が
夢
｣
の
出
だ
し
と
の

相
似
が
注
意
を
引
-
｡
即
ち
､
放
翁
が

｢狂
｣
に
対
し
て
持

っ
て
い

た
イ
メ
ー
ジ

(夢
想
)
の
一
つ
は
､
煙
に
か
す
む
海
を
勇
壮
に
突
切

る
騎
鯨
の
客
で
あ
り
､
馬
に
策
う
っ
て
雲
桟
を
わ
た
-
珍
-
壮
士
で

あ

っ
た
｡
そ
し
て
そ
れ
ら
は
た
と
え

｢老
い
ら
-
の
狂
｣
(｢我
夢
｣)

で
あ
ろ
う
と
､
放
翁
に
と
っ
て
は

｢衰
傭
を
洗
｣
う

｢詩
料
｣
で
あ

っ
た
の
だ
｡
故
に
､
話
は
前
後
す
る
が
､
蝶
の
形
容
と
し
て
用
い
ら

加

れ
た

｢狂
｣
と
い
う
語
も
必
ず
や

｢棚
橋
然
｣
の
単
な
る
言
い
換
え

『
剣
南
詩
稿
』
に
お
け
る
詩
人
像

(西
岡
)

に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
れ
は
現
資
的
地
平
か
ら
の
飛

和

へ
の
契
機
を
持
ち
､
そ
の
結
果
と
し
て
出
来
す
る
自
由
な
存
在

へ

の
志
向
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
､
こ
こ
で
今

一
度
首
肯
さ

れ
て
よ
い
｡

更
に

｢狂
歌
｣
･
｢我
が
夢
｣
そ
れ
ぞ
れ
の
結
び
も
ま
た
興
味
深
い
｡

｢我
が
夢
｣
の
末
四
句
は

一
見
唐
突
な
感
じ
を
輿
え
る
が
､
全
鮭
的

な
結
構
を
考
慮
す
れ
ば
､
彼
は
お
そ
ら
-
ち
-

一
度
夢
想
の
世
界

へ

戻

っ
て
行
-
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
最
初
の
四
句
に
放
翁
が

｢虜
を
撃

つ
｣
勇
士
の
イ
メ
ー
ジ
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
示

す
で
あ
ろ
う
O

と
す
れ
ば
放
素
に
と
っ
て
､

｢狂
｣
が
先
ず
国
土
回

復

へ
の
積
極
的
な
願
い
を
表
わ
す
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
も
こ
こ
で
更

に
明
ら
か
に
な
る
｡

然
し
､
自
由
な
夢
想
の
世
界
か
ら
現
寛
に
戻

っ
た
時
'
放
翁
を
待

っ
て
い
た
の
は
孤
立
だ
け
だ
っ
た
｡
｢狂
歌
｣
の
結
び
､

庭
土
の
蟻
に
伏
す
る
の
駒
と
為
る
を
蓋
ず

寧
ろ
江
湖
の
断
行
の
雁
と
作
ら
ん

に
は
､
現
糞
界
の

｢狂
｣
人
に
は
免
れ
得
な
い
周
適
性

(江
湖

･
断

行
雁
)
が
表
出
ざ
れ
る
｡
が
､
そ
れ
で
も
夢
想
と
し
て
の

｢狂
｣
を
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心
に
抱
-
放
翁
は
飛
糊

(駒
に
封
す
る
雁
)､

及
び
そ
れ
を
選
揮
す
る

意
志
(翠
)
を
捨
て
よ
う
と
は
し
な
い
｡
淳
照
十
年
､
前
途
に
待
つ
幾

度
か
の
出
仕
を
前
に
放
翁
は
､
自
分
の
異
常
さ
と
孤
立
と
を
自
覚
し

な
が
ら
も
､
己
に
自
分
を
詩
人

へ
と
追
い
遣

っ
た
世
界

へ
の
訣
別
を

う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

三

詩
人
が
自
己
を

｢狂
｣
と
表
現
す
る
こ
と
白
燈
､
自
分
自
身
に
封

す
る
第
三
者
的
な
親
鮎
が
詩
人
に
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
o
こ

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
作
品
に
関
し
て
言
-
な
ら
､
放
翁
は
そ
の
税
鮎

に
操
-
つ
つ
､
自
己
に
内
在
す
る
憂
国
的
心
情
を
'
様
々
な

｢狂
｣

の
相
に
於
い
て
顕
在
化
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に

｢陽
狂
｣
と
い
う
語
が
存
在
す
る
｡
(語
義
は
同
じ
だ
が

｢伴
狂
｣､
｢詳
狂
｣
等
の
形
で
も
用
い
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
は

『詩
稿
』

の
用
例
に
倣

っ
て

｢陽
狂
｣
と
言
っ
た
｡)

｢狂
と
陽
る
｣
､

即
ち
狂

人
の
ふ
-
を
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
『
論
語
』
微
子
筈
に
於
け
る
楚
狂

接
輿
､
『
史
記
』
宋
微
子
世
家

(又
は
『
大
戴
虚
』
保
侍
)
に
於
け
る
箕

/･J･伊丁

子
ら
を
そ
の
租
型
と
す
る
｡
彼
ら
は
い
ず
れ
も

｢政
令
に
常
無
｣
き

を
憾
み
､
狂
人
を
装
っ
て
仕
え
な
か
っ
た
｡
楚
狂
接
輿
は
､

鳳
よ
鳳
よ
､
何
ぞ
徳
の
衰
え
た
る
｡
徒
者
は
諌
む
ぺ
か
ら
ず
､

来
者
は
猶
お
追
う
べ
し
｡
己
み
な
ん
己
み
な
ん
､
今
の
政
に
従

う
者
は
殆
う
し
｡

(論
語

微
子
)

と
歌
い
つ
つ
孔
子
を
過
-
､
箕
子
も
ま
た
､
琴
曲

｢箕
子
操
｣
を
侍

器

え
た
と
い
う

｡

放
翁
の
l
族
､
山
陰
の
陸
氏
は
こ
の
楚
狂
接
輿

(陸

過
)
の
後
商
だ
そ
う
だ
が
､
そ
の
昔
否
は
と
も
か
-
､
『
詩
稿
』
に
於

い
て

｢陽
狂
｣
を
言
う
時
'
放
翁
は
笑
子
よ
-
も
接
輿
を
よ
-
多
-

監

念
頭
に
置
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

｡

淳
照
二
年
､
五
十

一
歳
の
時
､
成
都
で
の
作

｢楼
上
酔
歌
｣
に
そ

の
最
初
の
用
例
が
見
え
る
｡
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我
遊
四
方
不
得
意

陽
狂
施
薬
成
都
市

大
瓢
滞
貯
随
所
求

柳
為
疲
民
起
惟
惇

瓢
空
夜
静
上
高
槙

我
れ
四
方
に
遊
び
て
意
を
得
ず

陽
狂

成
都
の
市
に
施
薬
す

大
瓢

満
ち
貯
え
て

求
む
る
所
に
随

-ヽ=ヽ柳
か
疲
民
の
馬
に
健
棒
よ
-
起
た
し
む

瓢
空
し
-

夜
静
ま
-
て

高
槙
に
上

hりノ



買
酒
捲
簾
遜
月
醗

酵
中
沸
剣
光
射
月

往
往
悲
歌
猪
流
沸

剥
却
君
山
湘
水
平

析
却
桂
樹
月
更
明

丈
夫
有
志
苦
難
成

修
名
未
立
華
髪
生

酒
を
買
い

簾
を
捲
き

月
を
遡
え
て

酔
-

酔
中

剣
を
沸
え
ば

光

月
を
射

往
往

悲
歌
し

猪
-
流
沸
す

君
山
を
剣
却
せ
ば

湘
水
平
ら
か
に

桂
樹
を
析
却
せ
ば

月

更
に
明
ら
か

な
ら
ん

丈
夫

志
有
る
も
成
-
難
き
に
苦
し
む

修
名

末
だ
立
た
ず
し
て
華
髪
生
ず

(巻
六
)

『
埠
雅
』
の
撰
者
陸
佃
の
孫
で
あ
る
放
霧
が
､
本
草
の
撃
に
通
じ

薬
草
を
扱
う
ひ
と
で
も
あ

っ
た
こ
と
は

『詩
稿
』
に
塵
三
11口
及
さ
れ

る
｡
疲
弊
し
た
民
に
薬
を
施
す
と
い
う
表
向
き
の
生
活
の
裏
で
は
'

世
を
済
わ
ん
と
す
る
志
の
成
-
難
き
を
思
い
つ
つ
白
髪
頭
を
嘆
-
請

人
の
自
重
像
が
こ
こ
で
は
措
か
れ
る
｡

｢陽
狂
｣
た
る
こ
と
､

そ
れ

は
故
老
に
と
っ
て
無
論
意
に
染
ま
ぬ
こ
と
で
あ
る
よ
う
だ
が
､

l
方

で
は
､避

俗
欲
陽
狂

俗
を
避
け

陽
狂
た
ら
ん
と
欲
す

『
創
南
詩
稿
』
に
お
け
る
詩
人
像

(西
岡
)

(村
舎
薙
興
五
首
其
五

奄
六
十

l
)

と
言
う
が
如
-
､

｢俗
｣
の
名
で

一
括
さ
れ
る
べ
き
世
界
か
ら
の
意

識
的
離
脱
の
た
め
の
手
段
で
も
あ

っ
た
｡
政
治
的

･
証
合
的
現
資
に

封
し
て
直
接
に
は
口
を
喋
ん
で
語
ら
ず
､

｢狂
｣
を
演
じ
な
が
ら
江

湖
に
隠
れ
る
と
い
-
態
度
を
そ
れ
は
意
味
す
る
｡

こ
こ
で

一
旦
､

こ
れ
ま
で
を
振
-
返
っ
て
み
よ
う
｡

｢
狂
｣
と
い

う
詩
語
が
､
故
老
の
場
合
､
逆
虜
を
撃

つ
勇
壮
な
る
士
に
閲
聯
し
た

イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
を
私
は
前
章
ま
で
に
述
べ
て
き
た
.
そ
の
イ

メ
ー
ジ
と
､
こ
こ
で
の

｢陽
狂
｣
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
指
摘

し
て
お
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡

憂
国
の
士
と
し
て
の
志
を
持
つ
自
分
を

｢狂
｣
と
言
う
場
合
､
そ

れ
は
確
か
に
周
囲
か
ら
笑
止
の
沙
汰
と
片
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
態
度

を
表
わ
し
､
ま
た
放
翁
自
身
に
も
か
か
る
自
分
を
異
常
だ
と
見
倣
す

自
覚
が
有

っ
た
｡
然
し

(蝶
の
例
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
)
そ

れ
は
少
な
-
と
も
放
翁
に
と
っ
て
､
青
春
期
に
燃
焼
し
重
さ
ね
は
な

ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
-
､
ま
た
彼
は
そ
の
志
を
放
棄
す
る
に
忍
び

な
い
感
情
を
抱
い
て
い
た
筈
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
演
じ
ら
れ
た
狂

態
と
し
て
の

｢陽
狂
｣
の
場
合
､
そ
の
狂
態
は
自
分
自
身
が
抱
い
て
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い
る
志
を
隠
す
た
め
の
仮
面
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
｡
楚
狂
接
輿
を
例
に

と
れ
ば

｢陽
狂
｣
と
は
世
に
理
想
が
行
わ
れ
ぬ
こ
と
を
知
-
な
が
ら

沈
獣
を
守
-
､
時
に
孔
子
の
よ
う
な
存
在
に
封
し
て
放
言
め
い
た
歌

を
聴
か
せ
る
ぐ
ら
い
が
精
々
の
､
所
謂
隠
者
的
な
生
き
方
を
表
わ
す

も
の
と
言
え
る
｡
(私
は
こ
の
稿
で
は
楚
狂
接
輿
の
故
事
の
典
接
を

『
論
語
』
に
仰
い
だ
｡
が

『
荘
子
』
人
間
世
籍
に
や
や
詳
し
い
形
で

説
か
れ
る
接
輿
の
話
で
は
､

理
想
の
貴
現
を
目
指
す
孔
子
と
､

｢興
Tj

え
ら
れ
た
自
己
を
興
え
ら
れ
た
現
在
の
な
か
で
い
か
に
生
き
る

か
｣

が
す
べ
て
で
あ
る
接
輿
と
の
封
照
性
が
､
よ
-
際
立
っ
た
形
で
展
開

さ
れ
て
い
る
｡)

放
翁
の
場
合
に
つ
い
て
更
に
考
え
れ
ば
､
彼
が
自
分
の
酔
態
を
戯

れ
に

｢楚
狂
｣
と
呼
ぶ
よ
う
な
例
は
考
慮
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
と

し
て
､棄

官
維
未
決

世
念
亦
己
且

浩
歌
碑
楚
狂

幽
懐
欣
滞
寓

幽 浩 世 棄
懐 歌 念 官

未
だ
決
せ
ず
と
経

も

かりそ
め

亦
た
己
に

且

な

-

楚
狂
を
唐
ぎ

す
す

猪
-
寓
ぐ
を
欣
ぶ

(秋
郊
有
懐
四
首
其

1

巻
十
九
)

な
ど
と
詠
ず
る
場
合
､
｢陽
狂
｣
(｢楚
狂
｣)
は
あ
-
ま
で
俗
界
を
避
け

て
隠
棲
す
る
こ
と
､
及
び
そ
の
手
段
な
の
で
あ

っ
て
､
積
極
的
な
主

張
や
態
度
な
ど
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
は

一
方
で
､

陽
狂
自
走
英
家
事

陽
狂
は

自
ら
走
れ
英
豪
の
事

村
市
師
来
酔
跨
牛

村
市

蹄
-
釆
-

酔
い
て
牛
に
跨
る

(西
村
酔
席

巻
十
三
)

と
う
た
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
こ
の

｢英
豪
の
事
｣
の
モ
チ
ー
フ
は

放
翁
に
は
早
-
か
ら
存
在
し

(例
え
ば
撃
二
｢幡
龍
藩
布
｣)､

表
向
き

は
静
穏
に
暮
ら
し
て
い
て
も

一
旦
事
有
ら
ば
勇
躍
す
る
臥
龍
の
如
き

士
は
､
彼
の
好
ん
で
詠
ず
る
所
で
あ

っ
た
｡
こ
こ
で
は
彼
は
そ
の
虞

の
姿
を
偽
る
た
め
に
狂
人
の
ふ
-
を
す
る
わ
け
で
あ
る
.
そ
う
考
え

る
と

｢陽
狂
｣
は
矢
張
､

｢志
を
覇
晦
し
隠
れ
棲
む
と
い
う
態
度
､

及
び
そ
の
手
段
｣
と
い
う
意
味
を
出
る
こ
と
は
無
い
だ
ろ
う
｡

そ
こ
で
今
度
は
､
先
に
畢
げ
た

｢槙
上
酔
歌
｣
と
､
二
章
の
最
初

で
論
じ
た

｢大
風
登
城
｣
の
両
者
の
結
構
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
｡

｢槙
上
酔
歌
｣
で
は
､
表
面
上
は
現
貴
に
封
し
て
何
の
不
平
も
無
い

素
振
-
を
し
､
市
中
に
生
活
す
る
こ
と
を

｢陽
狂
｣
と
言

っ
て
い
る
｡

従

っ
て
､
夜
､
槙
に
上
っ
て
園
を
憂
え
悲
歌
流
沸
す
る
時
の
放
翁
は
'

62



も
は
や
狂
態
の
演
技
者
で
は
な
-
素
顔
の
自
分
自
身
の
筈
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が

｢大
風
登
城
｣
で
は
､
か
か
る
憂
国
の
志
を
持

つ
我
が
身

を
､
彼
は

｢狂
｣
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

話
を
整
理
し
よ
う
.
｢陽
狂
｣
と
は
放
翁
に
と

っ
て
あ
-
ま
で
､

己
れ
を
晦
ま
し
､
俗
世
よ
り
懸
隔
せ
ん
が
た
め
に
執
ら
れ
た

1
手
段

で
あ

っ
た
｡
そ
れ
は
狂
態
を
演
ず
る
､

つ
ま
-
世
間
に
封
す
る
無
知

･
無
関
心

･
無
関
係
を
装
う
こ
と
に
よ
-
､
本
来
の
自
己
を
全
う
せ

ん
と
す
る
態
度
の
表
明
で
あ
る
｡
然
ら
ば
そ
の
本
来
の
自
己
と
は
何

か
｡
先
の

｢槙
上
酔
歌
｣
や

｢西
村
酔
節
｣
等
か
ら
推
し
量
る
に
､

江
湖
に
隠
棲
し
な
が
ら
も
北
方
の
失
地
回
復

へ
の
志
を
服
贋
し
活
け

る
こ
と
こ
そ
そ
れ
に
違
い
無
い
｡
と
こ
ろ
が
､
演
じ
ら
れ
た
狂
態
の

仮
面
を
剥
が
し
た
あ
と
に
薪
わ
に
な
る
筈
の
そ
の
壮
士
と
し
て
の
素

顔
を
も
放
素
が

｢狂
｣
と
客
観
配
し
て
み
せ
る
こ
と
'
前
章
に
述
べ

た
通
-
で
あ
る
｡

謂
わ
ば

｢陽
狂
｣
と
は
､

｢
狂
｣
な
る
自
己
を
世

の
目
か
ら
隠
匿
す
る
た
め
の
仮
面
の
役
割
を
括

っ
て
い
る
と
も
言
え

る
｡

逆
に
言
え
ば
､

演
じ
ら
れ
た
狂
態
の
裏
側
に
､

も
う

一
つ
の

｢
狂
｣
の
層
が
有
-
､
放
翁
は
そ
う
し
た
自
己
の
諸
相
を
第
三
者
の

観
鮎
か
ら
眺
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

『
剣
南
詩
稿
』
に
お
け
る
詩
人
像

(西
岡
)

そ
も
そ
も

｢
狂
｣
と
い
う
自
己
表
現
は
､
放
第
の
如
何
な
る
意
固

よ
-
出
た
も
の
な
の
か
｡
ま
た
そ
れ
は

『
詩
稿
』
全
鰹
の
な
か
で
ど

の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
｡
今
度
は
角
度
を
か
え
て
更
に
具
鰹

的
に
論
じ
て
み
よ
う
｡

四

l
般
に
憂
国
の
詩
人
と
し
て
名
高
い
放
翁
が
､
農
民
や
農
村
生
活

に
取
材
し
た
詩
を
も
数
多
-
遣
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡

そ
も
そ
も
南
朱
と
い
う
時
代
が
'
詩
材
と
し
て
の
農
村
生
活
の
成
熟

と
､
そ
れ
を
-
ア
ル
に
描
-
詩
人
の
技
と
が
結
寛
を
見
せ
た
時
代
な

の
で
あ
-
､
放
翁
の
み
な
ら
ず
'
花
成
大
な
ど
は
そ
の
趨
勢
を
代
表

す
る
典
型
的
な
詩
人
で
あ
る
｡

そ
う
し
た

一
連
の
作
品
群
を
通
し
て
'
放
翁
の
場
合
に
特
に
興
味

深
い
の
は
､
彼
が

｢太
平
｣
と
い
う
語
を
屡

々
用
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

慶
元
二
年
､
七
十
二
歳
､
山
陰
で
の
作
'
｢北
園
琴
詠
｣
に
い
う
｡

す

粗
密
家
家
栓
晩
晴

賓
を
組
き
て

家
家

晩
晴
を
遣
い

築
肢
虞
虞
待
春
耕

陵
を
築
き
て

虚
虚

春
耕
を
待

つ

小
樽
酒
熟
豚
蹄
美

小
槽

酒
熟
し

豚
蹄
美
し
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中
開
文
畢
報

第
四
+
筋

剰
興
見
童
禦
太
平

剰
え
兄
童
と
太
平
を
楽
し
む

(北
園
発
詠
十
首
其
五

巻
三
十
五
)

ま
た
慶
元
四
年
､
同
じ
-
山
陰
で
の
作
'
｢夏
日
｣
に
も
､

梅
雨
初
放
景
気
新

太
平
肝
阿
繁
閑
身

駿
塘
漫
漫
行
政
馬

門
巷
陰
陰
珪
文
人

自
蔦
烏
紗
稀
時
節

黄
難
緑
酒
釆
比
鄭

撒
髭

1
笑
吾
虞
足

不
馬
無
錐
更
歎
貧

梅
雨

初
め
て
収
ま
-

景
気
新
た
に

太
平
の
陣
阿

閑
身
を
架
し
ま
し
む

険
塘

漫
漫

秩
馬
行
き

門
巷

陰
険

文
人
を
桂
-

自
若

烏
紗

時
節
を
解
し

黄
難

緑
酒

比
郷
を
宋
む

棟
馨

1
笑
す

吾
れ
虞
に
足
れ
-

錐
無
き
が
為
に
と
て
更
に
貧
を
欺
か
ず

(夏
日
五
首
其
五

巻
三
十
七
)

と
え

1
時
的
な
小
康
状
態
を
保
ち
'
自
領
内
で
の
安
定
を
得
た
と
し

て
も
､
そ
れ
は
異
民
族
と
の
間
に
結
ば
れ
た
叔

･
姪
と
い
う
屈
辱
的

外
交
関
係
下
で
､
莫
大
な
歳
幣
を
支
扱
う
こ
と
に
よ
-
保
障
さ
れ
た

仮
の
平
和
に
過
ぎ
な
い
｡
そ
の
状
況
を

｢太
平
｣
と
呼
ぶ
こ
と
は
､

南
米
の
人
士
に
と
っ
て
必
ず
や
或
る
程
度
の
博
-
の
有
る
こ
と
で
あ

っ
た
に
違
い
無
い
｡

賓
際
､
こ
の
時
期
の
代
表
的
詩
人
で
あ
る
花
成
大
や
楊
寓
里
ら
の

詩
集
に
こ
の

｢
太
平
｣
と
い
う
語
は
殆
ど
皆
無
で
あ
る
｡
花
成
大
の

『
石
湖
集
』
に
於
け
る

一
つ
の
用
例
が
､
そ
の
事
情
を
雄
拝
に
物
語

っ
て
い
よ
う
｡

64

と
う
た
っ
て
い
る
｡

政
治
に
封
す
る
現
寛
的
な
志
向
の
強
い
中
国
の
詩
文
に
於
い
て
､

｢太
平
｣
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
､
そ
こ
に
は
ま
ず
理
想
的

な
政
治
鮭
制
下
に
あ

っ
て
は
じ
め
て
現
出
さ
れ
る
べ
き
秩
序
有
る
治

世
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
然
し
､
南
末
と
い

う
天
下
の
牛
壁
を
保
つ
の
み
の
王
朝
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
た

汗
後
鷲
梨
爽
似
泳

花
身
耐
久
老
猶
柴

園
参
指
似
還
三
笑

曾
共
翁
身
見
太
平

汗
後
の
鷲
梨

爽
な
る
こ
と
波
に
似
る

花
身

久
し
き
に
耐
え

老
い
て
猶
お

柴
ゆ

園
翁

指
似
し

遠
た
三
た
び
笑
-

曾
て
素
が

身
と
共
に
太
平
を
見

ると担

(内
丘
梨

園
石
湖
居
士
詩
集

奄

十二
)

彼
に
と
っ
て
､

｢太
平
｣
と
は
自
分
の
眼
前
に
存
在
す
る
よ
-
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
花
成
大
が
代
表
作
と
し
て
著
名
な



軸

S

｢四
時
田
園
難
興

｣

や

｢腹
月
村
田
楽
府

｣

で
農
村
の
幸
福
を
う
た

う
よ
う
な
場
合
は
､
｢豊
年
｣
等
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
､
｢太
平
｣
と
い
う
言
い
方
は
せ
ず
に
リ
ア
ル
な
客
観
括
寓
に
終

始
す
る
の
が
常
で
あ
る
｡
そ
れ
に
比
べ
､

一
般
に

｢愛
国
詩
人
｣
を

以
て
解
さ
れ
る
放
翁
が
､
飴
-
に
も
簡
単
に

｢太
平
｣
を
詣
歌
し
て

し
ま
う
こ
と
は
如
何
に
も
奇
異
に
映
る
｡
｢愛
国
｣
の

｢園
｣
と
は

何
も
推
水
以
南
の
地
を
限
定
し
て
言
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
｡
故
老

が
女
虞
族
の
占
領
地
に
於
け
る
奮
宋
朝
治
下
の
人
士
の
在
-
様
に
腐

心
し
漬
け
た
の
は
明
白
で
あ
る
し
､
最
終
的
に
漠
人
全
鮭

･
中
国
全

土
に
わ
た
る
安
寧
秩
序
の
回
復
を
め
ざ
し
た
と
い
う
意
味
で

｢愛
国

詩
人
｣
の
名
が
有
る
の
だ
ろ
-
0

普
然
の
こ
と
を
言
う
よ
う
だ
が
､
北
方
に
は

｢太
平
｣
と
い
-
状

態
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
放
霧
は
言
及
し
て
い
る
.
開
稽
二
年
､
八

十
二
歳
の
作
､
｢冬
晴
｣
の
頚

･
尾
聯
に
は
､

(巻
六
十
九
)

と
-
た
う
｡
平
和
な
治
世
を
現
出
さ
せ
た
王
土
の
威
光
に
よ
-
異

民
族
を
駆
逐
し
よ
-
と
す
る
願
い
が
こ
こ
に
は
込
め
ら
れ
て
い
よ
-

が
､
逆
に
言
え
ば

｢残
胡
｣
の
い
ま
だ

｢遁
逃
｣
せ
ざ
る
土
地
に
は

｢太
平
｣
な
ど
有
-
は
し
な
い
の
で
あ
る
｡
歌
行
鰹
の

｢蔦
者
行
｣

は
､
古
の
将
軍
像
を
借
-
て
国
土
回
復
の
希
望
を
想
像
の
世
界
に
託

し
た
作
｡
尾
聯
に
い
う
｡

十
年
牛
馬
向
南
睡

知
是
中
原
今
太
平

十
年

牛
馬

南
に
向
き
て
睡
る

知
る

是
れ

中
原
の
今
は
太
平
な
る
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倉
庚
家
家
儲
奮
穀

倉
庚

家
家

峯
歌
店
店
東
新
醒

太
平
気
象
方
如
許

寄
語
残
胡
早
遁
逃

箪
歌

店
店

太
平
の
気
象

寄
語
す

残
胡

奮
穀
を
備
え

新
隊
を
頁
る

方
に
許
の
如
し

早
に
遁
逃
せ
よ

を

(巻
十
八
)

中
原
以
北
の
地
が

｢太
平
｣
だ
と
は
言
っ
て
も
､
そ
れ
は
あ
-
ま

で
架
空
の
世
界
の
こ
と
に
限
ら
れ
る
.
放
翁
に
と
っ
て

｢太
平
｣
と

は
矢
張
､
南
宋
の
治
下
に
し
か
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
｡

具
鰻
的
に

｢
王
子
除
夕
｣
を
み
て
み
よ
う
.
紹
照
三
年
､
六
十
八

歳
の
と
き
､
山
陰
で
の
作
で
あ
る
｡

前
村
後
村
燈
火
明

前
村

後
村

燈
火
明
ら
か
に

東
家
西
家
爆
竹
馨

東
家

西
家

爆
竹
の
聾

『
創
南
詩
稿
』
に
お
け
る
詩
人
像

(西
岡
)



中
撰
文
畢
報

第
四
十
珊

老
逢
新
正
幸
強
健

却
蔵
狙
歳
何
峰
喋

老
い
て
新
正
に
逢
う

幸
に
強
健
な
-

却

っ
て
狙
歳
を
観
れ
ば

何
ぞ
嘩
傾
た

前
著

1
笑
語
鬼
子

明
皆
瀬
畢
屠
蘇
焼

見
時
硯
身
願
事
主

談
笑
可
使
中
原
清

覚
知

一
出
践
憂
患

赦
縮
豊
復
希
功
名

等
霜
浦
賀
覚
死
近

節
物
到
限
空
歎
驚

孟
官
証
公
正
暖
熱

春
盤
傑
鼓
季
施
行

蓬
門
車
馬
所
不
室

山
恰
野
里
相
達
迎

鳴
呼
吾
曹
見
事
晩

古
俗
資
在
蛍
蛍
旗

る見
時

身
を
硯
し

主
に
事
え
ん
と
願

I(ノ
談
笑
の
-
ち
に
中
原
を
し
て
清
か
ら
し

む
べ
し

量
に
知
ら
ん
や

一
た
び
出
で
て
憂
患

を
蹟
ま
ん
と
は

れ
ん
し
ゆく

赦
縮

岩
に
復
た
功
名
を
希
わ
ん
や

等
霜

撃
に
満
ち

死
の
近
き
を
覚
ゆ

簡
物

眼
に
到
-

空
し
-
款
驚
す

荒
官

社
公

正
に
暖
熱

春
盤

健
鼓

守

っ
て
施
行
す

蓬
門
は
車
馬
の
至
ら
ざ
る
所

山
恰

野
里

相
蓬
迎
す

鳴

呼

吾
が
曹

事
を
見
る
こ
と
晩
し

古
俗
は
資
に
貴
意
の
低
に
在
-

前
者

l
笑
し

鬼
子
に
語
る

明
く
れ
ば
潜
に
満
た
し
撃
ぐ
べ
し

屠

蘇
の
触

(奄
二
十
六
)

｢太
平
｣
と
い
う
語
こ
そ
用
い
て
い
な
い
が
､
こ
こ
に
詠
じ
ら
れ

た
郷
里
の
情
景
が
そ
の
内
容
に
略
ぼ
相
普
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想

像
に
難
-
な
い
O
就
中
､
十
五

･
六
句
の
両
句
は
､
放
翁
が
田
園
詩

を
自
分
の
詩
風
に
取
-
込
む
に
至

っ
た

一
経
緯
を
端
的
に
表
わ
し
て

い
よ
う
｡
｢事
を
見
る
こ
と
晩
し
｣
と
い
う
謂
わ
ば
悟
-
と
言

っ
て

も
い
い
よ
-
な
心
理
的
事
件
は
､
彼
の
作
品

･
停
記
を
吟
味
す
れ
ば
､

紹
照
元
年
､
六
十
六
歳
で
初
め
て
ま
と
ま
っ
た
期
間
､
郷
里
に
隠
退

す
る
こ
と
と
な

っ
た
頃
､
彼
の
内
部
で
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
れ
以
後
は
田
園
詩
の
噂
加
と
同
時
に
屡

々

｢
太
平
｣
の
語
も
用
い

S

ら
れ
る
よ
う
に
な
る

｡

確
か
に
'
小
さ
な
安
寧
を

｢太
平
｣
と
言
い
-
る
め
て
し
ま
-
こ

と
自
腹
は
､
欺
偏
だ
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
の
無
い
部
分
も
有
る
｡

東
閣
群
英
鴨
猟
集

東
関
の
群
英

堀
を
鳴
ら
し
て
集
い

北
庭
大
戦
捷
旗
釆

北
庭
に
大
戦
し
て

捷
旗
乗
る
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太
平
事
業
方
施
設

太
平
の
事
業

方
に
施
設
せ
ん
と
せ
L

に

ね
ん
ご
ろ

誰
遥
農
難
苦
喚
回

誰
か
農
難
を
し
て

苦

に

喚
び
回
き
し

め
し(記

九
月
三
十
日
夜
牛
夢

竜
三
十
三
)

夷
荻
に
痛
快
淋
渦
た
る
大
拝
を
収
め
､

｢太
平
の
事
業
｣
を
中
図

全
土
に
施
か
ん
こ
と
を
夢
み
な
い
放
翁
で
は
な
か
っ
た
o
そ
の
こ
と

を
心
に
留
め
な
が
ら
､
郷
里
に
於
け
る

｢太
平
｣
を
詠
じ
た
彼
に
ジ

レ
ン
マ
は
矢
張
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

そ
-
し
た
放
霧
の
詩
境
を
細
か
に
考
察
す
る
た
め
､
こ
こ
で
今

l

度
話
を

｢狂
｣
に
戻
そ
う
｡

｢夜
賦
｣
は
慶
元
六
年
､

七
十
六
歳
の

作
で
あ
る
｡

相
奔
錐
己
臭

且
復
飯
吾
牛

斉
に
相
た
る
は
己
み
ぬ
と
雄
も

且
つ
は
復
た
吾
が
牛
に
飯
-
わ
せ
ん

(巷
四
十
三
)

月
車
知
婿
雨

風
撃
報
近
秋

晴
廊
行
熔
解

深
樹
噛
磯
島

老
幸
侍
家
事

狂
猶
篤
園
憂

月
畳

渚
に
雨
ふ
ら
ん
と
す
る
を
知
-

風
琴

秋
に
近
き
を
報
ず

は
た
る

暗
厩
に

周
雁
行
き

こ
の
はず
く

深
樹
に

魔
鏡
堺
-

老
い
て
は
幸
に
家
事
を
俸
え

狂
し
て
は
猶
お
園
の
馬
に
憂
う

園
を
憂
え
る
こ
と
を

｢狂
｣
と
呼
ぶ
放
翁
が
還

っ
て
ゆ
-
の
は
､

監

斉
の
桓
公
に
拾
わ
れ
て
宰
相
と
な
っ
た
育
成

が

暮
ら
し
て
い
た
よ
う

な
､
牛
に
餌
を
や
る
草
葬
の
間
で
あ

っ
た
｡
育
成
と
は
､
出
仕
の
見

込
み
が
皆
無
だ
と
い
う
鮎
が
違

っ
て
は
い
る
が
｡

こ
の
場
合
､
放
翁
が
積
極
的
に
(『
論
語
』
子
路
篇
に
於
け
る

｢狂

者
｣
の
如
-
)
追
求
す
る
も
の
は
'
中
国
全
土
に
わ
た
る

｢太
平
の

事
業
｣
(記
九
月
三
十
日
夜
牛
夢
)
の
資
現
に
違
い
無
い
｡
然
し
､
周
通

人
た
る
彼
に
と
っ
て
自
分
自
身
は

｢帝
に
相
た
る
は
己
み
ね
｣
る
存

在
で
あ
-
､
理
想
の
賓
現
の
た
め
に
は
除
-
に
も
無
力
で
あ

っ
た
｡

も
し
も
彼
が
現
状
を
襲
草
し
よ
-
と
す
る
意
志
と
力
と
を
備
え
た

愛
国
者
と
し
て
自
分
を
認
識
し
て
い
た
な
ら
ば
､
憂
国
の
情
を
た
ぎ

ら
せ
る
自
分
自
身
が

｢狂
｣
で
あ
る
な
ど
､
彼
に
と
っ
て
は
最
も
言

い
た
-
な
い
事
で
あ

っ
た
筈
で
あ
る
｡
｢狂
｣
と
自
ら
を
規
定
す
る

こ
と
に
よ
-
､
彼
は
お
そ
ら
-
現
資
的
債
値
を
奉
じ
政
治
的
願
望
の

賓
現
を
盲
信
し
て
生
き
る
人
間
た
る
こ
と
を
や
め
､
新
た
な
詩
世
界
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中
国
文
畢
報

第
四
十
筋

を
創
出
し
､

そ
こ
に
現
貴
的
地
平
か
ら
或
る
意
味
で
離
れ
た
､
自
書

像
を
括
-
創
造
者
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
て
い
る
の
だ
｡
逆
に
言

え
ば
現
寛
的

･
赴
合
的
な
レ
ベ
ル
で
の
成
功
を

｢細
君
す
れ
ば

供

に
外
物
｣
(途
初
)
と
見
切

っ
た
時
､

｢狂
｣
人
を
自
任
す
る
放
翁
の

眼
に
映
じ
た
､
自
ら
の

｢異
常
さ
｣
に
封
す
る

｢正
常
さ
｣
は
､
寧

ろ

｢常
識
｣
に
満
ち
溢
れ
た
唾
棄
す
べ
き
俗
物
の
集
合
と
し
て
の
赦

合
で
あ

っ
た
に
違
い
無
い
｡
彼
は

｢常
識
｣
の
支
配
す
る
世
界
か
ら

自
由
で
あ
る
周
適
的
存
在
と
な
る
こ
と
に
よ
-
､
詩
人
と
し
て
虞
に

操

っ
て
立
つ
基
盤
を
獲
得
し
た
と
私
は
考
え
る
｡

故
に
政
宗
の
所
謂
愛
国
的
な
詩
篇
は
'
国
家
に
封
す
る
忠
誠
心
が

単
に
そ
の
ま
ま
作
品
化
し
た
よ
う
な
も
の
だ
と
は
言
い
難
い
｡
頑
迷

に
国
土
回
復
を
主
張
す
る
行
為
を

｢狂
｣
と
表
現
し
､
現
資
的
債
値

観
と
の
閲
-
に
於
け
る
自
己
を
否
定
す
る
｡
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ

る
の
は
愛
国
心
で
は
な
-
､
徹
底
的
な
無
力
感
で
あ
る
｡
朱
東
潤
が

.I-L5

｢禁
教
的
戦
闘
精
神
｣
と
呼
ん
だ
よ
う
な
､
高
揚
し
た
若
さ
の
只
中

に
在

っ
た
過
去
の
自
分
を
顧
み
る
時
､
そ
の
無
力
感
は
い
や
が
上
に

も
埼
し
た
で
あ
ろ
-
0

自
萄
還
具
合

萄
よ
-
典

･
合
に
遠
-

先
愚
剣
換
牛

掃
除
狂
習
束

謝
縫
酔
朋
俸

去
死
時
猶
遠

鉄
生
巳
覚
浮

即
今
虞
懲
臭

閉
戸
備
何
求

偶
思
五
十
年
茶
事

顧
影
燈
前
日
笑
頑

先
ず
剣
に
患
-
て
牛
に
換
う

掃
除
す

狂
習
気

謝
紹
す

酔
朋
債

去
死

時
は
猶
お
遠
き
も

飴
生

己
に
浮
き
た
-
と
覚
ゆ

即
今

虞
に
優
れ
た
り

閉
戸

筒
お
何
を
か
求
め
ん(感

奮

巻
七
十
)

偶
た
ま
五
十
年
来
の
事
を
思
う

影
を
燈
前
に
顧
み

自
ら
頑
な
な
-
し

68

を
笑
-(寒

夜
偶
懐
壮
遊
有
感

巻
七
十
九
)

と
言
う
よ
う
に
､
郷
里
に
退
き
､
来
し
方
を
回
顧
す
る
放
翁
が
詠
ず

る
詩
は
､
彼
の
無
念
さ

･
無
力
感
及
び
そ
う
し
た
自
己
を
静
か
に
眺

め
る
詩
人
自
身
の
眼
を
感
じ
さ
せ
る
｡
こ
の
無
力
感
こ
そ
が
､
放
翁

･ガbV

の
後
牛
生
の
詩
的
世
界
の
形
成
に
大
き
-
興

っ
た
と
私
は
考
え
る
｡

再
び

｢太
平
｣
に
つ
い
て
言
え
ば
､
か
か
る
詩
人
と
し
て
の
放
翁

の
胸
裏
に
有

っ
た
そ
の
語
の
本
質
は
'
皇
天
を
戴
-

亘
観
的
に
見
た



世
界
の
秩
序
､
つ
ま
-
俗
物
の
た
む
ろ
す
る
朝
廷
を
は
じ
め
と
し
た

敢
合
の
働
き
を
介
在
し
て
資
現
さ
れ
る
べ
き
理
念
と
い
-
よ
-
も
､

寧
ろ
農
民
の
表
情
や
農
村
で
の
生
活
な
ど
の
細
部
に
宿
る
充
蜜
感
､

即
ち
彼
の
詩
的
世
界
に
於
い
て
表
現
さ
れ
顕
在
化
さ
れ
る
べ
き
現
象

で
あ

っ
た
と
言
う
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
｡
奉
安
､
彼
の
創
造
し
た
詩

的
境
地
が
､
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
由
来
す
る
国
家
統

一
の
悲
麟
な
ど

と
い
-
次
元
と
は
全
-
別
の
新
鮮
さ

･
豊
能
さ
を
備
え
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
何
人
も
否
定
し
得
ま
い
｡
｢愛
国
詩
人
｣
と
呼
ば
れ
る
故

老
だ
が
'
そ
の
昔
人
は
必
ず
し
も
件
の

｢図
｣
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の

み
思
考
し
､
詩
作
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
｡
そ
-
い
-
意
味

ヽ
ヽ

で
虹
合
的
な
た
が
を
は
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
放
翁
な
れ
ば
こ
そ
､

彼
の
農
村
措
寓
が
t,相
成
大
の
よ
う
な
客
観
描
寓
に
留
ま
ら
ず
､
農
村

へ
の
主
観
的
思
い
入
れ
の
激
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
形
に
も
結
賓
し
た

的

の
だ
と
私
は
考
え
る

O

放
翁
の
田
園
詩
は
､
自
己
に
封
す
る
深
刻
な

無
力
感
の
代
償
と
ま
で
は
い
か
ぬ
に
せ
よ
､
少
な
-
と
も
そ
う
し
た

感
情
が
襲
候
の
よ
う
に
作
用
し
､
或
る
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
結

果
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な

ヽ
ヽ

0

-∨カ

『
創
南
詩
稿
』
に
お
け
る
詩
人
像

(西
岡
)

こ
こ
で
詩
人
と
し
て
の
放
翁
の
す
べ
て
の
面
を
論
じ
壷
す
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
が
､
彼
の
所
謂
愛
国
者
と
し
て
の
1
面
と
田
園
詩

と
の
関
係
に
つ
い
て
､
私
な
-
の
一
つ
の
理
解
を
以
上
に
示
し
た
｡

最
後
に
､
そ
う
し
た
作
品
を
創
造
し
漬
け
た
放
翁
に
と
っ
て
､
詩
人

と
し
て
の
自
覚
が
い
か
な
る
形
で
関
わ
っ
て
い
た
の
か
を
考
え
て
結

び
と
し
た
い
｡

五

放
翁
は
生
涯
に
わ
た
っ
て

｢狂
｣
た
る
自
己
を
措
き
績
け
た
｡
そ

れ
は
､
彼
が
自
分
自
身
を
時
代
に
於
け
る
徹
底
的
な
孤
立
者
､
つ
ま

-
周
連
的
な
存
在
と
し
て
位
置
付
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
O
確
か
に

彼
は

｢太
平
｣
の
表
現
対
象
た
る
田
園
の
な
か
に
在
-
､
そ
れ
を
詩

に
詠
じ
も
し
た
｡
だ
が
､
飽
-
な
き
追
求
者
と
し
て
の

｢狂
｣
は
彼脚

の
内
部
で
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
遺
作
｢兄
に
示
す

｣

は
そ
う
し
た
放
翁
の
心
理
の
磐
を
示
す
好
例
だ
ろ
-
.
営
然

｢常
識
｣

の
支
配
す
る
虹
倉
か
ら
見
れ
ば
彼
は
周
遁
人
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡

か
と
い
っ
て
彼
は
農
民
そ
の
も
の
に
収
ま
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
も

な
い
｡
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か
か
る
自
己
を
理
解
す
る
人
間
が
､
同
時
代
に
は
皆
無
に
等
し
い

こ
と
を
放
翁
は
承
知
し
て
い
た
筈
で
あ
る
O
六
十
八
歳
の
時
､
彼
は

｢青
山
白
雲
歌
｣
を
う
た
っ
て
い
る
｡

青
山
白
雲
翁

青
山
白
雲
の
翁

放
浪
酒
中
死

放
浪

酒
中
に
死
す

埋
骨
長
松
根

骨
を
長
松
の
根
に
埋
め

夜
夜
聴
硲
水

夜
夜

親
水
を
聴
-

松
老
骨
作
薪

松
も
老
ゆ
れ
ぼ
合
ず
や
薪
と
作
-

骨
朽
合
作
塵

骨
も
朽
つ
れ
ば
合
ず
や
塵
と
作
ら
ん

但
留
千
載
狂
名
在

但
だ

千
載
に
狂
名
の
在
る
を
留
む
れ

ば

知
我
や
]年
目
有
人

我
れ
を
知
る
に

や
]年

自
ら
人
有
ら

ん

(青
山
白
雲
歌

巻
二
十
四
)

｢放
浪

酒
中
に
死
す
｣
と
は
､
放
翁
が
そ
の
半
生
を
回
顧
し
て

用
い
た
象
徴
で
あ
ろ
う
｡
従
っ
て
｢狂
名
｣
と
は
単
な
る
酔
態
を
指
す

の
で
は
あ
る
ま
い
(そ
れ
も
含
み
は
す
る
だ
ろ
-
が
)
｡
｢狂
名
｣
1

即
ち
社
脅
内
に
於
け
る
異
常
さ
と
'
そ
の
締
結
と
し
て
の
孤
立
と
を

鰹
現
し
た
陸
放
翁
と
い
う
人
物
-

そ
の
名
を
後
世
に
知
ら
し
め
る

手
段
と
し
て
彼
に
残
さ
れ
て
い
た
の
は
詩
文
を
措
い
て
他
に
は
無
い
｡

放
翁
に
と
っ
て
詩
は
そ
の
た
め
に
有

っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
が
､
太
史
公
司
馬
遷
や

｢狂
名
を
得
｣
た
韓
愈
ら
に
自
ら
を
重
ね

な
が
ら
､
｢寓
懐
｣､
｢
両
夜
｣

､

｢遺
墨
戯
詠
｣
等
の
作
で
彼
は
同
棲

.i

の
感
慨
を
も
ら
し
て
い
る

｡

元
来
､
詩
人
と
し
て
の
稀
暁
は
放
翁
が
心
か
ら
望
ん
だ
も
の
で
は

な
か
っ
た
｡
然
し
､
六
十
二
歳
で
時
の
皇
帝
孝
宗
に

｢厳
陵
は
山
水

綿

の
勝
虞
､
職
事
の
暇
に
は
以
て
賦
詠
自
適
す
べ
し

｣

と
の
言
を
賜
わ

っ
た
放
翁
は
､
皮
肉
な
こ
と
に
詩
人
と
し
て
の
名
聾
ば
か
-
が
高
か

っ
た
｡
そ
の
彼
を

｢或
る
い
は
有
力
者
の
牽
挽
す
る
所
と
馬
-
､
此

S

の
晩
節
を
全
-
す
る
を
得
ざ
ら
ん

｣

と
許
し
た
の
は
朱
薫
だ
が
､
果

し
て
朱
薫
の

｢心
配
｣
通
-
､
嘉
泰
二
年
､
七
十
八
歳
の
高
齢
で
修

国
史
に
任
命
さ
れ
た
故
老
は
､
二
年
後
に
致
仕
､
更
に
三
年
後
の
開

稽
三
年
､
八
十
三
歳
で
澗
南
願
開
園
伯
の
蟹
を
受
け
た
o
そ
の
時
の

詩
が

｢恩
を
蒙
-
､
澗
南
騒
伯
に
封
ぜ
ら
る
､
困
-
て
澗
南
伯
の
印

を
刻
す
｣
で
あ
る
｡

旋
著
朝
杉
拝
九
天

旋
ち
朝
彰
を
著
て
九
天
に
拝
し
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柴
光
夜
牛
展
星
握

澗
南
且
作
詩
人
件

敢
望
移
封
向
酒
泉

祭
光

夜
半

星
握
に
属
す

澗
南

且
つ
は
詩
人
の
伴
と
作
-

敢
え
て
望
む

封
を
移
し

酒
泉
に
向

わ
ん
と

(蒙
恩
封
澗
南
際
伯
困
刻
澗
南
伯
印

巻
七
十
一
)

起

･
承
句
は
天
に
ま
で
和
け
上
っ
た
自
身
の
祭
啓
を
赦
し
て
神
妙

だ
が
､
韓

･
結
句
か
ら
は
文
字
通
-

一
輪
し
て
詣
認
め
い
た
-
た
い

ぶ
-
が
感
じ
ら
れ
る
｡
大
員
面
目
で
澗
南
伯
の
印
を
刻
し
て
い
る
放

易
が
､
ま
さ
か
敵
国
の
地
な
ど
貰

っ
て
も
仕
方
無
い
と
思

っ
て
い
た

諸
で
は
あ
る
ま
い
が
､
こ
こ
で

｢詩
人
｣
を
持
ち
出
し
､
杜
甫

｢飲

帥

中
八
仙
歌
｣
を
借
-

､

領
地
替
え
し
て
酒
泉
に
赴
き
た
い
な
ど
と

(｢敢
え
て
｣
で
あ
る
に
せ
よ
)
う
そ
ぶ
い
て
み
せ
る
あ
た
-
､
普
時

の
為
政
者
達
に
封
す
る
彼
の
醒
め
た
眼
が
俸
わ
っ
て
-
る
よ
う
で
あ

る
O
勿
論
､
政
義
が
澗
南
伯
の
架
を
塵
観
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は

蘇
-
､
そ
も
そ
も
そ
の
輩
に
因
む

『澗
南
文
集
』
の
命
名
が
放
翁
自

身
の
遺
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
､
息
子
の
子
蓮
の
蚊
に
明
記

S

さ
れ
て
い
る

｡

そ
の
昔
､
興
元
府
に
在

っ
た
頃
に
､

『剣
南
詩
稿
』
に
お
け
る
詩
人
像

(西
岡
)

合
着
金
鼓
徒
天
下

合
ず
金
鼓
の
天
よ
り
下
る
を
着
ん
と
な

ら
ば

却
用
闘
中
作
本
根

却

っ
て
閑
中
を
用
っ
て
本
税
と
作
せ

(山
南
行

竜

三
)

と
主
張
し
た
放
翁
に
と
っ
て
､
元
来
駅
西
省
澗
南
の
地
こ
そ
は
失
地

回
復

へ
の
要
で
あ
-
､
彼
の
志
の
象
徴
で
あ
っ
た
｡
然
し
､
だ
か
ら

こ
そ

｢詩
人
｣
･
｢酒
泉
｣
と
い
っ
た
語
に
よ
-
澗
南
伯
拝
技
の
感
懐

を
軽
-
詠
じ
て
み
せ
る
放
翁
の
胸
裏
に
は
､
詩
人
を
自
任
す
る
意
地

の
よ
う
な
感
情
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

社
脅
か
ら
の
隔
絶
と
無
理
解
を
痛
感
し
､
且
つ
､
無
力
な
自
分
を

｢狂
｣
と
表
現
し
綬
け
た
放
易
が
､

蓋
し
人
の
情
は
､
悲
憤
の
中
に
積
も
り
て
言
-
無
け
れ
ば
､
始

め
て
李
し
て
詩
と
為
る
｡
然
ら
ず
ん
ば
詩
無
し
｡
蘇
武
､
李
陵
､

陶
摺
､
謝
蛋
運
､
杜
南
､
李
白
､
自
ら
己
む
能
わ
ざ
る
に
激
す
.

故
に
其
の
詩
は
百
代
の
法
た
-
0

(渡
滑
居
士
詩
序

洞
南
文
集

巻
十
五
)

と
､
不
遇
裏
に
生
き
た
詩
人
達
を
諭
ず
る
時
､
た
と
え
詩
そ
の
も
の

が
彼
の
前
年
生
で
仕
方
無
-
選
ば
れ
た
道
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
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有

っ
た
に
せ
よ
､
百
代
の
後
に
自
分
の
姿
を
侍
え
る
詩
人
と
し
て
の

自
負
を
彼
は
持

っ
て
い
た
だ
ろ
う
｡
そ
の
自
負
を
獲
得
す
る
馬
に
は
､

逆
に
言
え
ば

｢
狂
｣
､

即
ち
同
時
代
か
ら
の
徹
底
し
た
孤
立
､

そ
し

て
そ
の
自
覚
が
必
要
だ

っ
た
と
言
え
る
｡

詩
人
と
は
､
讃
者
の
眼
を
前
提
と
し
て
始
め
て
そ
の
存
在
が
意
味

を
持

つ
.
そ
の
読
者
に
向

っ
て
放
翁
が

｢狂
｣
な
る
自
分
を
描
-
と

き
､
彼
の
胸
裏
に
有

っ
た
の
は
自
分
の
持

つ
悲
憤
等
の
感
情
そ
の
も

の
で
は
な
-
､
世
界
の
孤
兄
と
し
て
の
自
分

の
姿
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
｡

南
末
と
い
-
時
代
に
於
い
て
､
自
分
と
い
う
人
間
が
如
何
に
生
き
､

如
何
に
瑳
鉄
し
､
如
何
に
夢
想
し
､
如
何
に
死
ん
で
い
っ
た
の
か
｡

そ
れ
を
同
時
代
に
訴
え
る
よ
-
も
寧
ろ
後
世
の
漬
者
に
停
え
る
の
が
､

陸
放
翁
と
い
-

｢
狂
｣
の
詩
人
を
支
配
し
た
最
終
的
な
テ
ー
マ
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
､
私
に
は
そ
う
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
｡
そ
の
よ

う
な
道
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
､
放
翁
自
身
に
と

っ
て

は
欠
張
不
幸
を
意
味
し
た
の
か
も
し
れ
ぬ
｡
然
し
､
後
の
世
に
生
き

る
我

々
が
放
翁
の
通
し
た
詩
を
眼
に
す
る
幸
い
を
思
う
と
き
､

｢狂

名
｣
を
千
載
に
留
め
得
た

｢百
代
の
法
｣
た
る
詩
人
は
､
揺
る
が
ぬ

名
菅
を
得
た
と
い
-
べ
き
だ
ろ
-
｡

注

出
以
下

『
詩
稿
』
と
略
す
O
本
稿
に
於
け
る
底
本
は
'
『創
南
詩
稿
校

注
』
(鏡
仲
聯
校
注
'
上
海
古
籍
出
版
社
'

1
九
八
五
)を
用
い
た
O
こ

の
本
は
'
陸
済
詩
の
全
て
を
収
め
る
も
の
と
し
て
は
唯

1
の
毛
氏
汲
古

閣
本
を
底
本
と
し
､
宋
刻
残
雀
を
始
め
数
種
の
選
集
規
を
も
虞
-
用
い

て
校
勘
を
施
し
て
い
る
の
で
'
テ
キ
ス
ト
と
し
て
ほ
最
良
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
｡
論
文
中
の
引
用
は
す
べ
て
こ
の
校
注
本
に
よ
-
'
各

各
に
そ
の
巻
次
を
記
す
｡

佃
小
川
環
樹

｢詩
人
の
自
覚

-
陸
瀞
の
場
合
｣

(

寛
文
生

『梅
尭
臣
』

岩
波
書
店
付
録
)0

刷

｢初
冬
準
詠
｣
八
首
其
五
㌧
巻
七
十
九
〇
こ
の
号

な
例
か
ら
､
私

(

は
前
掲

｢創
門
道
中
遇
微
雨
｣
に
つ
い
て
'
放
翁
が
入
萄
後
'
詩
に
新

7

た
な
境
地
を
ひ
ら
い
た
唐

･
朱
の
詩
人
達
を
思
い
'
ま
た
随
馬
に
乗
る

一

日
分
に
唐
の
票
島
ら
を
重
ね
合
わ
せ
て
詠
じ
た
も
の
だ
と
す
る
鏡
鍾
書

氏
の
解
揮

(『宋
詩
選
注
』
鏡
鍾
書
注
へ
人
民
文
学
出
版
社
)
よ
-
も
'

小
川
氏
の
こ
と
ば
に
説
得
力
を
覚
え
る
o

S

『
誠
密
集
』
撃

一十
七

(四
部
叢
刊
本
)｡

囲

｢喜
楊
廷
秀
秘
監
再
入
館
｣
巻
二
十
1
｡

㈲

『
詩
稿
』
に
於
け
る

｢狂
｣
字
の
用
例
は
凡
て
三
二
七
百

(三
三
六

例
)｡

∽

『
論
語
』
子
路
篇

｢子
日
'
不
得
中
行
而
輿
之
'
必
也
狂
洞
乎
'
狂

者
進
取
'
洞
老
有
所
不
馬
也
｡｣

㈲

(原
文
)
昔
有

l
園
'
闘
中

1
水
'
親
日
狂
泉
｡
図
人
飲
此
水
'
無

不
狂
う
唯
閥
君
穿
井
而
汲
'
猫
得
無
意
O
国
人
既
泣
狂
'
反
謂
園
主
之



不
狂
馬
狂
､
於
是
策
謀
､
共
執
閥
主
､
療
其
狂
疾
'
火
文
針
葉
'
莫
不

畢
具
｡
国
主
不
任
其
苦
'
於
是
到
泉
所
酌
水
飲
之
､
飲
畢
便
狂
｡
君
臣

大
小
'
其
狂
若

1
㌧
衆
乃
歓
然
｡
我
既
不
狂
'
難
以
猪
立
'
比
亦
欲
試

飲
此
水
｡

な
お
'
こ
の
説
話
が
直
接
に
擦
っ
た
も
の
と
し
て
'
荒
井
健
教
授
よ

-
'
『
経
律
異
相
』
(五
十
巻
'
大
正
蔵
第
五
十
三
幾
枚
)
巻
二
十
八
所

収
の

｢
多
智
王
伴
狂
兎
網
｣
の
存
在
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
｡
こ
の
話

は

｢
狂
泉
｣
と
構
造
が
基
本
的
に
同
じ
で
あ
-
'
出
典
の
問
題
こ
そ
無

し
と
し
な
い
が

(章
末
に

｢
出

『
薙
響
愉
経
』
第
四
巻
｣
と
記
さ
る
る

も
'
『雑
響
愉
経
』
に
第
四
巻
は
存
在
し
な
い
)
'
こ
の
説
話
を
問
題
に

す
る
上
で
参
考
に
す
べ
き
文
献
で
あ
る
こ
と
を
断
わ
っ
て
お
-
｡

弼

『
障
害
』
縫竺
二
十
三
'
経
籍
志
二
'
雅
俸
類
に
'
｢
『聖
賢
高
士
俸
質
』

三
寒
'
琶
康
撰
'
周
績
之
注
｣
と
見
え
る
O

個

斯
波
六
郎

『中
国
文
学
に
お
け
る
孤
滞
感
』
(岩
波
書
店
)

一
〇
七

頁
｡

㈹

こ
こ
で
は
作
品
及
び
そ
の
表
現
の
次
元
に
問
題
を
と
ど
め
'
屈
原
と

い
-
個
人
の
存
在
の
有
無
に
つ
い
て
の
議
論
は
避
け
る
｡

鋤

斯
波
六
郎
'
前
掲
書
二
九
頁
｡

個

『
太
平
御
覧
』
巻
五
百
七
引
皇
甫
子
安

『
高
士
俸
』
漁
父
者
'
楚
人

也
｡
見
楚
乳
'
乃
匿
名
隠
釣
於
江
潰
｡
楚
頃
裏
時
､
屈
原
馬
三
間
大

夫
'
名
蘇
於
諸
侯
.
馬
上
官
斬
侍
所
讃
(読
)
'
王
怒
'
遷
之
江
漬
､
被

髪
行
吟
於
津
畔
｡
漁
父
兄
而
問
之
日
'
子
非
三
間
大
夫
殊
'
何
故
至
斯
o

原
日
'
畢
世
混
濁
而
我
猪
清
､
衆
人
皆
酔
而
我
濁
醒
'
是
以
見
放
｡
漁

『剣
南
詩
稿
』
に
お
け
る
詩
人
像

(西
岡
)

父
日
､
夫
聖
人
不
疑
滞
於
寓
物
'
故
能
輿
世
推
移
｡
挙
世
混
濁
'
何
不

随
其
流
'
揚
其
波
'
泊
其
泥
o
衆
人
皆
酔
'
何
不
舗
其
糟
'
歓
其
餌
｡

何
故
懐
瑳
握
稔
､
自
令
放
蔦
O
乃
歌
日
'
槍
浪
之
水
清
､
可
以
濯
吾
樫
｡

槍
浪
之
水
濁
､
可
以
濯
吾
足
｡
蓬
去
､
深
自
閉
匿
'
人
英
知
蔦
｡

皇
甫
謎

『
高
士
停
』
は
元
来
七
十
二
人
の
人
物
の
侍
を
収
め
て
い
た
ら

し
い

(宋

･
李
石

『
績
博
物
志
』
巻
七
の
記
載
)｡
『
太
平
御
覧
』
に
引

-

『
高
士
停
』
は
略
ぽ
こ
の
教
に
一
致
す
る
が
'
現
行
本

『
高
士
俸
』

に
は
後
人
の
手
に
よ
る
か
な
-
の
書
き
加
え
が
あ
る
｡
い
ま
仮
に

『
太

平
御
覧
』
の
引
-

『
高
士
俸
』
と
'
現
存
す
る

『
聖
賢
高
士
俸
』
の
1

部

(厳
可
均
所
輯
)
と
を
比
べ
て
み
る
と
'
両
者
に
重
複
す
る
部
分
が

少
な
-
な
い
｡
故
に
爾
書
は
租
型
を
同
じ
-
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ

る
｡

掴

衰
条
は
'
帝
王
斎
造
成
の
纂
奪
の
野
望
を
知
-
'
こ
れ
を
阻
も
う
と

す
る
が
'
結
局

｢
我
れ
忠
臣
た
る
を
失
わ
ず
｣
(『南
史
』
巻
二
十
六
'

衰
粂
俸
)
と
の
言
を
遺
し
'
命
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

㈹

小
川
環
樹

｢
吾
道
長
悠
悠
-

杜
商
の
自
覚
｣
(『中
国
文
学
報
』
第

十
七
筋
)
.

㈹

前
掲
論
文
｡

的

,"
ッ
シ
ェ
ル
･
フ
ー
コ
ー

｢
狂
気
と
配
合
｣
'
神
谷
美
義
子
詳

(『
み

す
ず
』

一
三
六
競
)0

㈹

柳
宗
元

｢
答
葦
中
立
論
師
道
書
｣
(『
埼
贋
註
琴
音
痔
磨
柳
先
生
集
』

巻
三
十
四
㌧
四
部
叢
刊
本
)0

個

小
川
環
樹

『陸
瀞
』
(筑
摩
書
房
)
八
五
頁
.
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中
国
文
畢
報

第
四
十
筋

鱒
『
荘
子
』
奔
物
論
篇

｢昔
者
､
荘
周
夢
為
胡
蝶
､
柄
杓
然
胡
蝶
也
=
･

…
｣
｡

餌

『
論
語
』
微
子
篇
､
楚
狂
接
輿
の
候
の
疏

｢
昭
壬
時
'
政
令
無
常
'

乃
被
髪
倖
狂
不
仕
､
時
人
謂
之
楚
狂
也
｡｣

幽

『
史
記
』
巻
三
十
八
㌧
宋
微
子
世
家
｢

(箕
子
)
乃
被
髪
詳
狂
而
畠

奴
'
逐
陰
而
鼓
琴
以
自
悲
'
故
俸
之
日
箕
子
操
｡｣

幽

『
詩
稿
』
巻
六
十

1
㌧
｢草
堂
｣
の
尾
聯
'
｢浩
歌
階
上
君
無
怪
､
世

語
推
原
自
楚
狂
｣
の
自
注
に

｢
陸
氏
沓
譜
云
'
本
出
接
輿
後
｣
と
あ
る
｡

鏡
仲
聯
氏
も
巻
五
十

一
｢
紡
律
｣
の
注
で

『
山
陰
陸
氏
族
常
陸
氏
世
系

本
源
』
な
る
も
の
を
引
用
し
て
お
ら
れ
る
が
私
は
未
見
で
あ
る
｡

銅

福
永
光
司

『
荘
子
』
(朝
日
新
聞
敢

･
文
庫
版
)
内
第
㌧
二
l
三
頁
.

鍋

自
注
‥
内
丘
鷲
梨
馬
天
下
第

1
'
初
熱
収
蔽
う
十
月
出
汗
後
方
佳
O

園
戸
云

｢梨
至
易
種
'

1
接
便
生
､
可
支
数
十
年
.
吾
家
園
老
'
猶
聖

宋
太
平
暗
所
接
｡｣

鍋

『
石
湖
居
士
詩
集
』
巻
二
十
七
o

S

同

･
巻
111十
o

幽

例
え
ば

｢
春
晴
出
遊
｣

(巻
二
十
四
)
'
｢春
敢
｣

四
首
英
二

(巻
二

十
七
)
'
同
英
田

(同
)
'
晩
歩

(撃

二
十
五
)
な
ど

｡
他
に

｢
時
平
｣

｢昇
平
｣
等
の
表
現
も
少
な
か
ら
ず
見
え
る
｡

銅

『
呂
氏
春
秋
』
巻
十
九
㌧
離
俗
覚
'
寧
難
O

的

『
陸
携
選
集
』
朱
東
潤
選
注

(上
海
古
籍
出
版
社
)

〓
l頁
O

的

興
元
府
を
離
れ
て
以
後
を
指
す
o
序
を
参
照
O

的

両
者
の
農
村
措
寓
に
於
け
る
相
違
鮎
は
'
農
民
の
喜
怒
哀
楽
の
表
現

に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
る
o

ま
ず
享
と
楽
に
つ
い
て
言
え
ば
'

放
翁
の

｢
豊
歳
｣
(巷
三
十
七
)
と
花
成
大

｢
秋
日
田
園
薙
興
｣
第
八
首
及
び
第

十
首

(『
石
湖
居
士
詩
集
』
巻
二
十
七
)
と
を
比
較
し
た
場
合
'

○
農
民
の
動
作
や
表
情
を
直
哉
に
描
-
放
翁
に
射
し
'
花
成
大
は
脱
穀

場

や
農
具
の
膏
な
ど
'
風
景
を
中
心
に
描
寓
す
る
｡

○
放
翁
は
'
豊
年
の
酒
盛
-
に
加
わ
-
農
民
達
と
喜
び
を
分
と
う
と
す

る
自
分
自
身
の
姿
を
詩
に
詠
い
込
ん
で
い
る
の
に
封
し
'
花
成
大
は
同

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

じ
酒
を
酌
む
に
し
て
も
､
新
酒
の
で
き
具
合
に
思
い
を
馳
せ
る
に
と
ど

ま
る
｡

と

い
っ
た
違
い
が
有
る
O
花
成
大
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
農
民
の
生

活
を
外
側
か
ら
眺
め
る
'
理
知
的
な
筆
使
い
を
用
い
た
と
言
え
よ
う
｡

農
村
の
困
窮
に
つ
い
て
も
'
例
え
ば
放
翁
の

｢
鄭
曲
有
未
飯
被
追
入
郭

老
偶
然
有
作
｣
(宅
二
十

一
)
'
花
成
大

｢
後
催
粗
行
｣
(『
石
湖
居
士
詩

集
』
巻
五
)
に
両
者
の
作
風
の
違
い
は
新
著
で
あ
る
｡
政
宗
が
些
か
野

暮
に
思
わ
れ
る
程
'
農
民
の
苦
し
み
を
自
分
の
苦
し
み
と
し
て
感
じ
よ

う
と
す
る
謂
わ
は
絶
叫
型
の
ス
タ
イ
ル
を
と
る
の
に
封
L
t
花
成
大
は

淡
々
と
し
た
客
観
描
寓
を
用
い
る
の
み
で
決
し
て
個
人
的
感
情
を
交
え

る
こ
と
は
無
い
｡
然
し
却
っ
て
そ
の
一
種
自
然
主
義
的
と
も
言
え
る
よ

う
な
手
法
が
'
深
刻
な
効
果
を
生
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

『
詩
稿
』
巻
八
十
五
｡

｢
寓
懐
｣
巻
二
十
二
､
｢
両
夜
｣
宅
三
十
三
､
｢遠
室
戯
詠
｣
巻
七
十

四
｡『

宋
史
』
巻
三
百
九
十
五
㌧
陸
瀕
偉
｡
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銅

『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
十
四
'
書
'
｢答
輩
至
｣
二
十
首
其
四

(四

部
叢
刊
本
)0

帥

杜
南
が
'
汝
陽
王
李
碇
に
つ
い
て
う
た
っ
た
部
分
.

｢
汝
陽
三
斗
始

朝
天
'
追
逢
麹
車
口
流
挺
､
恨
不
移
封
向
酒
泉
｣
(杜
甫

｢
飲
中
八
仙

歌
｣
『鏡
注
杜
詩
』
竜

一
)
O

的

『
澗
南
文
集
』
隆
子
透
序

｢
凡
命
及
次
第
之
旨
'
皆
出
適
意
'
今
不

敢
素
｡｣
(四
部
叢
刊
本
)｡

『剣
南
詩
稿
』
に
お
け
る
詩
人
像

(西
岡
)


