
う

た

げ
の

う

た

川

合
卜

康

≡

京
都

大
坪

一

建
安

の
公
訴
詩

(
I)

公
訴
詩
の

｢景
｣

｢詩
は
志
を
言
う
｣

(『尚
書
』
舜
典
)､

｢詩
と
は
志
の
之
-
併
な

-
｣
(｢毛
詩
大
序
｣)-

中
国
で
は
人
の
内
面
が
こ
と
ば
と
し
て
外

在
化
し
た
も
の
を
詩
と
み
な
し
た
の
に
封
し
て
､
西
洋
の
詩
学
で
は

詩
と
は
ミ
メ
-
シ
ス

(m
im
esis)､
す
な
わ
ち
外
界
を
こ
と
ば
に
よ

っ
て
寓
し
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た

(ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『詩
学
』)｡

中
国
の
俸
統
的
な
用
語
を
借
-
れ
ば
､

心
情
の
表
出
は

｢情
｣
､
外

界
の
描
寓
は

｢景
｣
に
あ
た
る
.
詩
の
草
生
に
関
す
る
初
期
の
言
通

の
中
で
､
中
国
で
は

｢情
｣
を
､
西
洋
で
は

｢景
｣
を
掲
げ
た
と
い

う
封
比
が
浮
か
び
上
が
る
柚
､
し
か
し
賓
際
に
は
詩
が

｢景
｣
｢情
｣

-

た
り

の
う

た

(川
今
)

ど
ち
ら
か

一
方
だ
け
に
偏
る
こ
と
は
あ
-
え
ず
､
中
国
の
後
代
の
詩

論
が

｢景
情
融
合
｣
を
理
想
と
し
た
よ
う
に
､
｢景
｣
と

｢情
｣
と
が

分
か
ち
が
た
-
結
び
つ
い
て
こ
そ
初
め
て
詩
た
-
う
る
､
と
い
う
よ

-
も
､
詩
を

｢景
｣
か

｢情
｣
か
の
い
ず
れ
か
に
決
め
つ
け
る
こ
と

は
そ
も
そ
も
で
き
な
い
｡

中
国
古
典
詩
に
お
い
て
は
､
｢景
｣
は
ま
ず

｢比
興
｣
と
し
て
詩
の

中
に
あ
ら
わ
れ
た
｡
す
な
わ
ち
外
界
の
描
出
は
外
界
を
描
-
こ
と
自

腹
を
目
的
と
す
る
の
で
な
-
､
詩
全
鰹
が
表
現
し
た
い
中
心
と
な
る

事
柄
､
人
間
に
ま
つ
わ
る
事
態
､
そ
れ
を
俸
え
る
た
め
の
手
段
と
し

て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
外
界
､
そ
の
中
で
も
自
然
の
景
物
が
他

の
何
か
を
い
う
た
め
で
な
-
'
景
物
の
描
寓
そ
の
も
の
を
目
的
と
し

て
措
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
､
建
安
の
公
許
詩
か
ら
始
ま
る
と
ふ

つ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
南
宋

･
薄
暗
文

『
封
駄
夜
語
』

は
曹
櫓
の
｢公
諦
詩
｣
に
つ
い
て
｢之
を
読
め
ば
猶
お
其
の
景
を
想
見

2

す
る
ご
と
き
な
-
｣
と
い
.㍗

書
か
れ
て
い
る
光
景
が
讃
み
手
の
目

の
前
に
浮
か
ん
で
-
る
よ
-
に
あ
-
あ
-
と
再
現
さ
れ
て
い
る
-

こ
れ
は
宋
代
の
詩
学
の
求
め
た
二
つ
の
両
､
『
六

一
詩
話
』
が
記
す

栴
尭
臣
の
よ
-
知
ら
れ
た
こ
と
ば
に
い
う

｢
必
ず
能
-
寓
L
が
た
き
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の
景
を
状
し
て
､

目
の
前
に
在
る
が
如
-
す
｣
と

｢轟
き
ざ
る
の
意

あ
ら

を
含
み
て
､

言
外
に

見

わ

す
｣
'

そ
の
前
者
に
相
常
す
る
外
界
の
忠

貴
な
再
現
を
､
曹
植
の
詩
が
達
成
し
て
い
る
こ
と
を
許
債
す
る
の
で

あ
る
｡

『
封
駄
夜
語
』
で
は
績

い
て
劉
桟
､

王
条
の

｢公
諦
詩
｣
も

つく

挙
げ
て
､

｢
皆
な
直
ち
に
其
の
事
を
寓
す
｡
今

人

力
を
畢
し
思
い

つく

を
娼
す
と
経
も
､
到
る
能
わ
ざ
る
な
-
｣
と
､

建
安
の
公
諦
詩
が
外

3

界
を
み
ご
と
に
寓
し
取

っ
て
い
る
こ
と
に
賞
賛
を
重
ね
て
い
か
.

最
近
で
は
葛
暁
普
氏
が
建
安
の
公
諦
詩
こ
そ
山
水
詩
形
成
の
始
ま

-
で
あ
る
と
し
て
､

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢建
安
の
公
諦
詩

は
､
自
然
の
景
物
を
審
美
の
対
象
と
し
て
歌

っ
た
最
も
早
い
詩
編
で

あ
る
L
t
｢景
物
を
寓
す
性
格
が
比
興
言
志
か
ら
観
賞
陽
情

へ
稗
換
し

4

た
こ
と
は
､
山
水
詩
の
形
成
過
程
に
お
け
る
重
要
な
契
機
で
あ
か
｣
｡

す
な
わ
ち
､
『
詩
経
』
『
楚
鮮
』
に
お
い
て
は
景
物
は
そ
れ
と
は
別
の

こ
と
を
侍
え
る
た
め
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
が
､
建
安
の

公
諌
詩
に
至
る
と
景
物
そ
の
も
の
を
観
質
し
た
-
､
そ
こ
か
ら
快
い

感
情
を
得
た
-
す
る
も
の
と
し
て
､

つ
ま
-
は
景
物
自
腹
が
表
現
の

目
的
と
し
て
詩
に
登
場
す
る
に
至

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

初
め
て
特
定
の
個
人
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
始
め
た
建
安
の
詩
は
､

こ
れ
を
中
国
古
典
詩
の
始
ま
-
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
に
､
後
世
の

詩
が
備
え
る
に
至
る
詩
と
し
て
の
特
徴
が
様

々
な
面
に
お
い
て
最
初

に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
｢
景
｣
の
自
立
に
関
し
て
も
建

安
を
噸
欠
と
す
る
こ
と
は
､
い
か
に
も
も

っ
と
も
と
思
わ
れ
る
の
だ

が
､
こ
こ
で
も
う

一
度
､
公
議
詩
の

｢景
｣
を
検
討
し
て
み
よ
う
｡

『
文
選
』
奄
二

〇
｢
公
諦
｣
の
部
類
は
､
曹
植
の

｢
公
詩
詩
｣
か

ら
始
ま
る
｡

｢公
諦
｣
と
い
う
詩
題
は
こ
の
建
安
の
時
期

に
集
中
し

て
見
ら
れ
た
あ
と
は
沿
え
て
し
ま
い
､
『
文
選
』
が

｢
公
諦
｣
の
部
類

を
立
て
る
ほ
か
は
､
の
ち
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
な

5

ぜ
軌
､
そ
も
そ
も

｢
公
議
｣
と
は
ふ
つ
う
い
わ
れ
る
よ
う
に
公
卿
の

6

主
催
す
る
宴
合
と
い
う
意
味
で
よ
い
の
軌
､
ま
だ
十
分
に
納
得
で
き

な
い
と
こ
ろ
も
の
こ
る
が
､
と
-
あ
え
ず
曹
植
の
詩
を
見
よ
う
｡

2

1

公
子
敬
愛
客

2

終
宴
不
知
疲

3

清
夜
遊
西
園

4

飛
墓
相
追
随

5

明
月
澄
清
景

6

列
宿
正
参
差

公
子

客
を
敬
愛
し

宴
を
賂
う
る
ま
で
疲
れ
を
知
ら
ず

清
夜

西
国
に
遊
び

飛
蓋

相
追
随
す

明
月

清
景
澄
み

列
宿

正
に
参
差
た
-
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秋
蘭
被
長
坂

朱
筆
冒
緑
地

滞
魚
躍
清
波

好
鳥
鳴
高
枝

紳
親
接
丹
穀

軽
輩
陸
風
移

親
親
放
志
意

千
秋
長
若
斯

おお

秋
蘭

長
坂
を
被
い

お
お

朱
筆

緑
地
を
冒
う

滑
魚
は
晴
渡
に
躍
-

好
鳥
は
高
枝
に
鳴
-

紳
親

丹
穀
に
接
し

軽
萱

風
に
随

い
て
移
る

親
親
と
し
て
志
意
を
放
ち

千
秋
も
長
え
に
斯
-
の
若
-
あ
れ

冒
頭
の
二
句
､
公
子
は
寅
客
を
-
や
ま
い
､
う
た
げ
の
果
て
る
ま

で
疲
れ
も
知
ら
ず
に
も
て
な
し
に
努
め
る
'
と
い
う
の
は
､
同
じ
-

『
文
選
』
の

｢
公
諦
｣
に
収
め
ら
れ
て
い
る
慮
場
の

｢
五
官
中
部
渚

の
建
章
童
の
集

い
に
侍
す
｣
詩
の
中
ほ
ど
に
も

｢公
子

客
を
敬
愛

L
t
楽
し
み
飲
み
て
疲
れ
を
知
ら
ず
｣
と
'
ほ
と
ん
ど
同
じ
か
た
ち

で
見
え
る
O
鷹
揚
が

｢
五
官
中
部
滞
｣
､
す
な
わ
ち
管
玉
を

｢
公
子
｣

と
稀
し
て
い
る
こ
と
か
ら
､
曹
植
の
詩
の

｢
公
子
｣
も
管
玉
を
指
し

7

て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
･F
o
類
似
の
表
現
が
重
出
す
る
こ
と
は
､

こ
の
句
が
招
か
れ
た
客
か
ら
主
催
者
の
接
客
ぶ
-
を
讃
え
､
招
待
を

感
謝
す
る
儀
薩
的
な
慣
用
句
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ

う

た
げ

の
う

た

(川
合
)

る
｡
こ
こ
か
ら
す
で
に
主
人
-
客
人
と
い
う
関
係
が
こ
の
場
を
支
配

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡

績
-
三

･
四
句
で

｢
西
園
｣
に
お
い
て
園
遊
合
が
催
さ
れ
た
こ
と

が
説
明
さ
れ
た
あ
と
､
五
旬
日
か
ら
叙
景
に
入
る
｡
明
月
は
さ
や
か

な
光
が
澄
み
映
え
て
､
空
に
居
並
ぶ
星
た
ち
は
あ
ち
こ
ち
で
瞬

い
て

い
る
｡
叙
景
は
月
と
星
の
輝
-
夜
空
と
い
う
､
全
鮭
的
な
廉

い
景
観

か
ら
始
め
ら
れ
る
｡
月
と
星
と
い
え
ば
､
す
ぐ
間
近
に
曹
操
の

｢
短

歌
行
｣
の
よ
-
知
ら
れ
た
句
､
｢
月
明
ら
か
に
し
て
星
稀
れ
な
-
'
烏

雀
南

へ
飛
ぶ
｣
が
あ
る
｡
管
玉
の

｢芙
蓉
池
の
作
｣
(後
出
)
で
は
曹

操
よ
-
微
細
に
､
輝
-
月

･
星
と
そ
れ
を
取
-
奄
-
雲
と
が
作
-
出

す
光
の
襲
容
を
捉
え
て
い
る
が
､
曹
椿
の
こ
の
句
で
は
雲
は
な
-
'

月
は
ひ
た
す
ら
そ
の
清
澄
な
光
を
注
ぎ
､
星
は
そ
の
光
を
受
け
て
参

差
-

明
る
い
星
や
は
の
か
な
星
が
入
-
交
じ

っ
て
い
る
､
或
い
は

ま
た

一
つ
の
星
白
線
も
明
る
-
な

っ
た
-
宿
-
な

っ
た
-
ち
ら
ち
ら

瞬
い
て
い
る
､
そ
の
両
方
を
含
め
て
､
星
が
鮎
滅
し
て
い
る
光
景
を

唱
う
｡
こ
の
句
が
そ
う
し
た
夜
空
の
描
寓
以
外
の
意
味
を
含
ん
で
い

る
の
か
ど
う
か
'
少
な
-
と
も
こ
の
二
句
だ
け
を
見
る
か
ぎ
-
､
別

の
意
味
は
即
座
に
謹
み
と
れ
な
い
｡

3



中
国
文
嬰
報

第
五
十
三
桝

績
-
七

･
八
句
は
地
上
の
景
物
を
霧
す
.
秋
蘭
の
花
が
長
い
ス
ロ

ー
プ
を
覆
い
轟
-
し
､
(は
す
の
)
赤
い
花

(李
善
注
に
｢朱
幣
は
芙
蓉

な
-
｣)
が
緑
の
池

丁
面
を
埋
め
て
い
る
｡
｢蘭
｣
は

『
楚
酢
』
以
来
'

徳
高
い
人
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
-
だ
が
､
し
か

し
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
寓
意
性
は
少
な
-
と
も
直
接
に
は
あ
ら
わ
れ

て
い
ず
､

7
両
に
咲
き
誇
る
蘭
を
捉
え
た
叙
景
で
あ
る
と
見
て
さ
し

つ
か
え
な
い
か
に
思
わ
れ
る
｡

池
の
水
面
を
彩
る
蓮
の
花
を
赤
と
緑
の
補
色
関
係
で
鮮
や
か
に
描

い
た
あ
と
､
池
の
魚
､
木
の
鳥
と
い
う
固
林
の
中
の
生
き
物

へ
叙
景

が
移
る
o
水
の
中
の
魚
は
清
ら
か
な
波
間
に
飛
び
跳
ね
､
き
れ
い
な

小
鳥
は
高
い
枝
か
ら
さ
え
ず
る
｡
魚
も
鳥
も
そ
れ
ら
の
も
ち
ま
え
に

ふ
さ
わ
し
い
自
在
で
活
顎
な
行
動
を
し
て
い
る
｡
｢魚
｣
が

｢
躍
｣
す

る

の
は
､
『

詩
経
』

｢
大
雅
｣
･
｢
早
麓
｣
の
､

いた

鳶
飛
戻
天

鳶
は
飛
び
て
天
に
戻
-

ヽ
ヽ

魚
躍
干
淵

魚
は
淵
に
躍
る

の
句
に
結
び
つ
-
o

こ
の
二
句
は

『薩
記
』

｢中
庸
｣
に
も
引
か

れ
て
い
る
も
の
で
､
｢詩
に
云
う
､

鳶
は
飛
び
て
天
に
庚
-
､

魚
は

あ
き
ら

淵
に
躍
す
t
と
｡

其
の
上

下

察

か

な
る
を
言
う
な
-
｣
｡

そ
の
鄭
玄

の
注
に
は

｢言
う
こ
こ
ろ
は
聖
人
の
徳
､
天
に
至
れ
ば
則
ち
鳶
飛
び

て
天
に
戻
-
､
地
に
至
れ
ば
則
ち
魚
は
淵
に
躍
る
｡
足
れ
其
の
天
地

に
著
名
な
る
な
-
｣
｡
聖
人
の
徳
が
上
に
も
下
に
も
巌
-
行
き
渡

っ

て
い
る
あ
ら
わ
れ
と
し
て
魚
が
跳
躍
し
鳥
が
飛
和
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
は
壬
先
謙

『詩
三
家
義
集
疏
』
が
指
摘
す
る
よ
う
if
'
鄭
寒
の

解
秤
と
は
異
な
る
も
の
で
､
栢
-
二
旬
､

愚
弟
君
子

豊
弟
た
る
君
子

な
ん

遇
不
作
人

道
ぞ
人
と
作
ら
ざ
る

に
つ
い
て
も
､
鄭
筆
は

｢遇
は
達
也
｣
と
訓
じ
て
い
る
が
､
王
先

ヽ

謙
の
引
-

『
常
夫
論
』
徳
化
第
に
見
え
る
こ
の
草
が

｢胡
不
作
人
｣

に
作

っ
て
い
る
の
に
従
え
ば
､
君
子
の
徳
が
鳥
や
魚
ま
で
及
び
､
ま

9

し
て
や
人
を
感
化
し
な
い
わ
け
は
な
い
､
と
い
う
意
味
に
な
か

｡

加

納
吉
光
氏
は

｢遺
ぞ
人
と
作
ら
ざ
る
｣
を
大
雅

｢械
僕
｣
に
も
見
え

る

｢人
と
し
て
在
-
揖
け
る
よ
-
に
と
所
-
祝
福
す
る
｣
定
型
句
と

し
た
う
え
で
､

｢早
麓
｣
の
篇
全
髄
を
饗
宴
の
歌
で
あ
る
と
説
明
し

㈹

て
い
る

｡

鳶
や
魚
の
喜
ば
し
げ
な
動
き
は
､
饗
宴
の
場
で
君
子
を
こ

と
は
ぐ
の
に
連
績
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
建
安

の
文
人
が
用

い
る

『詩
経
』
が
毛
詩
で
は
通
ぜ
ず
､
替
詩
､
魯
詩
､
韓
詩
な
ど
に
依
る
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べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
は
､
伊
藤
正
文
氏
が
逐

一
指
摘
し
て
い
る
が
､

曹
権
の

｢帝
魚
躍
清
波
｣
の
句
も
毛
詩
に
縛
ら
れ
ず
に
読
め
ば
､
こ

の
宴
席
の
喜
ば
し
げ
な
雰
囲
気
を
盛
-
立
て
､
｢君
子
｣
す
な
わ
ち

主
催
者
の
管
玉
の
稀
揚

へ
緯
-
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
O

で
は

｢好
鳥

高
校
に
鳴
-
｣
の
句
は
ど
う
か
｡
大
雅

｢早
麓
｣

で
は

｢鳶
飛
戻
天
｣
が
封
に
な

っ
て
い
た
が
､
よ
-
直
接
に

｢鳥
｣

が

｢鳴
｣
-
の
は

｢小
雅
｣
･
｢伐
木
｣
の

｢伐
木
T
T
た
-
､
鳥
鳴

-
こ
と
喫
喫
た
-
｣
と
馨
き
合
う
｡
毛
詩
の
小
序
で
は

｢朋
友
故
啓

を
燕
す
る
な
-
｣､

や
は
-
饗
宴
の
詩
で
あ
る
｡

詩
は
鳥
が
仲
間
を

求
め
て
さ
え
ず
る
よ
-
に
1
人
も
友
を
求
め
る
も
の
だ
､
と
展
開
し

て
い
-
｡
そ
し
て
魚
も
鳥
も
自
在
な
行
動
を
し
う
る
動
物
と
し
て
の

ち
の
時
代
に
も
し
ば
し
ば
封
に
な
る
も
の
で
あ
-
､
魚
や
鳥
が
本
来

の
幸
福
な
状
態
に
あ
る
こ
と
が
こ
の
饗
宴
の
雰
囲
気
を
用
意
す
る
｡

す
な
わ
ち
鳥
や
魚
は
た
ま
た
ま
そ
こ
に
寛
在
し
た
小
動
物
と
し
て
叙

景
の
一
部
を
形
成
し
て
い
る
の
で
は
な
-
､
う
た
げ
の
所
祭
的
な
雰

囲
気
を
作
-
出
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
こ
こ
ま
で
は
外
界
の
景
物
を
描
寓
し
て
い
る
と
い
う
以

上
の
意
味
を
汲
み
取
れ
な
か
っ
た
詩
も
､
こ
の
二
句
に
至
る
と
饗
宴

う

た
げ

の
う

た

(川
合
)

の
舞
墓
装
置
の
役
割
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
｡

さ
ら
に
次
の
二
句
､
不
思
議
な
風
が
朱
塗
-
の
事
に
吹
き
寄
せ
､

塵
や
か
な
車
が
風
の
吹
-
ま
ま
に
動
き
ま
わ
る
｡
｢紳
親
｣
の
基
づ

-
と
こ
ろ
を
文
献
に
よ
っ
て
謹
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
魚
､
鳥

の
句
の
流
れ
か
ら
推
し
量
れ
ば
､
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
風
は
天
が
こ

の
饗
宴
を
祝
福
す
る
た
め
に
吹
き
寄
せ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.

風
は
風
雨
と
な
っ
て
人
に
苦
難
を
輿
え
る
も
の
で
も
あ
る
が
､
ま
た

快
さ
を
興
え
る
も
の
と
も
な
る
｡
そ
の
風
に
包
ま
れ
て
自
在
に
､
ま

る
で
空
中
を
浮
遊
す
る
か
の
よ
う
に
軽
や
か
に
串
は
動
き
ま
わ
-
､

快
い
運
動
感
に
身
を
委
ね
る
｡
そ
の
事
の
動
き
に
連
動
し
て
､
心
も

風
と
と
も
に
自
由
な
､
解
放
さ
れ
た
状
態
に
達
す
る
｡

｢風
が
大
空

に
舞
い
上
が
る
よ
う
に
私
は
思
い
き
-
心
を
解
き
放
つ
｡
千
年
も
高

年
も
永
遠
に
こ
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
｣
｡
ま
わ
-
の
自
然
の

紙
幅
に
-
る
ま
れ
て
､
人
の
精
神
も
解
放
さ
れ
､
こ
の
至
福
の
状
態

が
永
遠
に
持
績
し
て
は
し
い
と
い
う
希
求
で
詩
は
結
ば
れ
て
い
る
｡

何
煙

『義
門
讃
書
記
』
巻
四
六
が

｢絵
は
詩
に
到
-
､
亦
た
頭
を
以

て
之
を
縫
う
｣
と
記
し
て
い
る
よ
-
に
､
末
句
は
う
た
げ
の
も
た
ら

す
陶
酔
感
に
浸

っ
て
い
る
状
態
を
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
饗
宴
を
讃
え

5
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て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
詩
の
流
れ
を
迫

っ
て
全
鮭
を
見
れ
ば
､
叙
景

は
景
物
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
描
か
れ
る
と
い
う
よ
-
､
最
後
の

高
揚
し
た
状
態
を
導
-
た
め
に
周
到
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か
に
思
わ

れ
て
-
る
｡

建
安
の
公
諦
詩
か
ら
も
う

一
首
､

劉
櫨
の

｢公
諦
｣

(『
文
選
』
巻

二

〇
)
を
取
-
上
げ
て
み
よ
う
｡

1

永
日
行
遊
戯

2

歓
楽
猶
未
央

3

過
思
在
玄
夜

4

相
異
復
期
糊

5

萱
草
飛
素
蓋

6

徒
者
盈
路
傍

7

月
出
照
園
中

8

珍
木
密
蒼
蒼

9

清
川
過
石
秦

12 1110

流
渡
鳥
魚
防

芙
蓉
散
其
華

菌
苔
溢
金
婚

永
日

行
き
て
遊
戯
し

歓
楽

猶
お
未
だ
央
き
ず

適
思

玄
夜
に
在
-
て

相
異
に
復
た
翰
和
す

萱
草

素
蓋
飛
び

徒
者

路
傍
に
盈
つ

月
出
で
て
国
中
を
照
ら
し

珍
木

密
と
し
て
蒼
蒼
た
-

清
川
は
右
葉
を
過
ぎ

流
波
は
魚
防
を
為
る

芙
蓉

其
の
華
を
散
ら
し

歯
苔

金
婚
に
溢
る

13

憲
鳥
宿
水
商

14

仁
獣
遊
飛
梁

15

華
館
寄
流
波

16

裕
達
来
風
涼

17

生
平
末
始
聞

18

歌
之
安
能
詳

19

投
翰
長
歎
息

20

給
琵
不
可
忘

霊
鳥

水
商
に
宿
-

仁
獣

飛
梁
に
遊
ぶ

華
館

流
波
を
寄
せ

裕
連
と
し
て
風
涼
を
来
た
す

生
平

末
だ
始
め
よ
-
聞
か
ず

之
を
歌
-
も
安
ぞ
能
-
詳
ら
か
に
せ
ん

翰
を
投
げ
て
長
歎
息
す

給
麗

忘
る
べ
か
ら
ず

ひ
が
な

1
日
外
で
遊
ん
で
も
'
楽
し
み
は
ま
だ
終
わ
ら
な
い
o
遊

び
足
-
な
い
思
い
が
夜
ま
で
の
こ
-
､
仲
間
た
ち
と
ま
た
鳥
の
よ
う

に
軽
や
か
に
飛
び
ま
わ
る
｡
手
押
し
車
が
そ
の
白
い
屋
根
を
飛
ば
し
､

供
ま
わ
-
の
者
た
ち
が
道
の
脇
に
あ
ふ
れ
る
O
-

こ
の
よ
う
に
遊

興
の
状
況
を
説
明
し
た
あ
と
'
第
七
旬
日
か
ら
叙
景
に
入
る
｡

月
が
の
ぼ
っ
て
そ
の
光
が
庭
園
の
中
に
射
し
込
み
､
め
ず
ら
か
な

樹
木
が
青
黒
-
密
蒼
と
し
て
い
る
.
-

庭
園
の
光
景
が
こ
こ
で
は

時
間
の
経
過
の
中
で
織
-
な
す
光
と
闇
の
襲
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
｡
月
が
庭
を
照
ら
し
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
光
と
影
と
が
際
立

つ
｡

黒

々
と
影
を
成
す
の
は

｢
珍
木
｣
｡

張
衛
が
宮
中
の
庭
園
を
描

6



き
出
し
て

｢奇
樹
珍
果
｣
と
い
っ
た
よ
う
に

(｢東
京
賦
｣)､

日
常
的

な
あ
-
ふ
れ
た
木
で
は
な
い
｡
曹
植
の

｢公
議
詩
｣
に
は

｢好
鳥
｣

の
語
が
あ

っ
た
が
t
の
ち
に
李
白
は

｢好
鳥
｣
と

｢珍
木
｣
を
組
み

合
わ
せ
て
や
は
-
宴
に
ふ
さ
わ
し
い
光
景
を

｢好
鳥

珍
木
に
集
ま

-
､
高
才

筆
堂
に
列
す
｣
と
唱
っ
て
い
る
(｢叙
奮
贈
江
陽
宰
陸
詞
｣

請

)
0清

ら
か
な
川
の
水
が
石
作
-
の
水
路
を
流
れ
過
ぎ
て
い
き
､
そ
こ

が
波
だ
っ
て
魚
が
逃
げ
る
の
を
-
い
止
め
て
い
る
｡
は
す
は
そ
の
花

妙
を
散
-
落
と
し
､
落
ち
た
花
び
ら
が
黄
金
の
池
に
溢
れ
る
ば
か
-

1
面
敷
き
詰
め
て
い
る
o
神
秘
の
鳥
が
水
際
に
宿
-
､
仁
獣
が
高
-

そ
び
え
る
橋
に
遊
ぶ
｡
-

仁
獣
は
語
義
と
し
て
は
願
鱗
を
い
う

(『公
羊
俸
』
哀
公
十
四
年
に
｢願
麟
な
る
も
の
は
仁
獣
な
-
｣)｡
窒
息

･
仁

獣
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
叙
景
の
即
物
性
を
離
れ
て
､
現
賓
を
越

え
た
世
界
が
現
出
す
る
｡
霊
鳥
､
仁
獣
が
周
囲
に
集
う
こ
と
は
こ
の

場
を
祝
福
す
る
道
具
立
て
に
は
か
な
ら
な
い
.
李
善
が

｢美
名
を
候

-
て
以
て
之
を
言
う
｣
と
注
し
て
い
る
の
は
､
霊
鳥
､
仁
獣
が
単
な

る

｢美
名
｣
で
あ

っ
て
､
詩
句
が
指
示
し
て
い
る
も
の
は
現
寛
の
鳥

で
あ
-
獣
で
あ
る
と
注
意
し
て
い
る
の
だ
が
､
李
善
が
わ
ざ
わ
ざ
そ

う
た
げ

の
う

た

(川
合
)

う
い
う
注
を
記
し
て
い
る
こ
と
は
'
す
で
に
塞
鳥
'
仁
獣
を
そ
の
ま

ま
の
意
味
で
と
っ
て
文
脈
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
､
合
理
的
解

樺
を
補
足
せ
ざ
る
を
え
な
-
な

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
詩

の
作
ら
れ
た
現
寛
の
場
を
説
明
す
れ
ば
そ
う
な
る
だ
ろ
う
が
､
詩
を

現
寛
に
還
元
す
る
必
要
は
な
-
､
こ
と
ば
が
直
接
意
味
し
て
い
る
と

お
-
に
霊
鳥
'
仁
獣
が
そ
こ
に
群
れ
集
う
と
理
解
す
れ
ば
､
そ
れ
は

た
と
え
ば

『尚
書
』
舜
典
に
壁
が
書
聖
を
奏
す
る
と

｢百
獣
率
舞
｣

す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
､
鳥
獣
ま
で
が
人
の
喜
び
に
合
わ
せ
て
詣
歌

す
る
よ
-
な
至
福
の
状
況
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

美
し
い
館
に
波
が
押
し
寄
せ
､
か
ら
-
と
開
け
て
涼
し
い
風
が
や

っ
て
-
る
｡
水
と
風
は
い
ず
れ
も
涼
を
よ
ぶ
快
い
も
の
｡
次
に
引
-

玉
条
の

｢公
諦
詩
｣
に
も

｢涼
風

蒸
暑
を
撒
し
､
清
雲

炎
曙
を

却
-
｣
と
あ
る
な
ど
､
建
安
の
詩
に
は
暑
さ
が
過
ぎ
て
涼
し
-
な
る

時
節
が
人
を
快
適
に
さ
せ
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
が
目

立
つ
｡

最
後
の
四
句
は
饗
宴
を
壊
し
て
詩
を
結
ぶ
｡
こ
の
う
た
げ
の
す
ぼ

ら
し
さ
は
ふ
だ
ん
聞
い
た
こ
と
も
な
い
も
の
'
歌

っ
て
も
詳
し
-
逮

べ
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
筆
を
投
げ
捨
て
て
長
い
た
め
息
を
つ
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-
ば
か
-
｡

こ
の
美
し
さ
､

忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
今
ま
で
聞

い
た
こ
と
も
な
い
と
い
う
の
は
､
そ
の
す
ぼ
ら
し
さ
を
言
う
に
は
達

い
な
い
が
ー
そ
れ
は
ま
た
こ
の
饗
宴
の
非
日
常
性
を
語
る
も
の
で
も

あ
る
｡
そ
れ
を

一
つ
一
つ
こ
と
ば
に
置
き
換
え
よ
う
と
し
て
も
､
自

分
の
筆
力
で
は
及
び
も
つ
か
な
い
ほ
ど
に
す
ぼ
ら
し
い
､
と
誘
え
る
｡

曹
権
､
劉
櫨
の
公
証
詩
に
は
叙
景
の
部
分
が
中
に
含
ま
れ
て
い
る

が
､
そ
れ
ら
の
詩
句
は
こ
と
ば
自
鰻
が
も

っ
て
い
る
意
味
と
別
の
指

示
封
象
を
も
っ
こ
と
は
な
い
､
と
い
う
鮎
で
寓
意
性
は
み
ら
れ
な
い
｡

そ
れ
ゆ
え
従
来
い
わ
れ
た
よ
う
に
確
か
に
叙
景
で
あ
る
か
に
見
え
る
｡

し
か
し
な
が
ら
そ
こ
で
唱
わ
れ
る
景
物
は
寛
際
に
周
囲
に
存
在
し
た

物
と
い
う
よ
-
も
､
公
諸
と
い
う
非
日
常
的
な
時
空
に
ふ
さ
わ
し
い
､

硯
祭
的
な
場
を
描
き
出
す
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
｡

一
般
に
詩

の
な
か
の

｢景
｣
と
い
わ
れ
る
要
素
は
t
の
ち
の
時
代
の
詩
の
場
合

で
も
作
品
全
鮭
と
合
致
す
る
か
た
ち
で
取
-
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
'

｢情
｣
と
無
関
係
に
は
あ
-
え
な
い
も
の
だ
が
､

公
諦
詩
に

お
い
て
は
公
議
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
舞
室
装
置
と
し
て
描
き
出
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

曹
椎
と
劉
楯
の

｢公
訴
詩
｣
に
お
け
る
叙
景
が
忠
賓
な
景
物
描
寓

で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
き
た
の
は
､
そ
れ
が
責
際
の
外
界
の

様
子
に
相
営
接
近
し
て
い
る
た
め
な
の
だ
が
､
玉
条
の

｢公
諦
詩
｣

(『文
選
』
巻
二
〇
)
に
お
け
る
外
界
の
叙
述
は
､
よ
り
直
裁
に
所
福
の

意
味
を
帯
び
て
い
る
｡

-

莫
天
降
豊
揮

実
天

2

百
井
挺
歳
菰

日
舞

3

涼
風
撒
蒸
暑

涼
風

4

滴
雲
却
炎
嘩

清
雲

豊
津
を
降
し

歳
亮
を
挺
ず

蒸
暑
を
撒
し

炎
曙
を
却
-

大
空
は
豊
か
な
恵
み
の
雨
を
降
ら
せ
､
そ
れ
を
受
け
て
地
上
の
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
草
木
は
若
芽
を
伸
ば
す
｡
涼
し
い
風
が
吹
い
て
蒸
し

暑
さ
を
追
い
沸
い
､
秋
の
雲
は
夏
の
光
を
退
却
さ
せ
る
｡
-

天
の

恩
藩
は
植
物
に
も
人
に
も
生
気
を
輿
え
る
｡
こ
れ
が
軍
に
天
候
や
季

節
の
襲
化
を
い
う
の
で
な
-
､
饗
宴
の
所
祭
的
な
雰
囲
気
を
作
-
出

し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
慈
雨
や
秋
の
到
来
が

｢我
が

賢
主
人
｣
を
こ
と
は
ぐ
の
に
連
な
る
の
で
あ
る
｡
外
界
の
描
出
に
関

わ
る
の
は
冒
頭
の
四
句
の
み
で
あ
-
､
以
下
､
宴
席
の
模
様
が
述
べ

ら
れ
､
こ
の
宴
の
主
催
者
曹
操

(後
述
)
を
讃
え
る
こ
と
ば
で
結
ば
れ

る
｡

β



『
重
文
類
衆
』
奄
三
九
､
燕
合
に
引
か
れ
る
曹
梅
の

｢太
子
の
坐

に
侍
す
｣
詩
は
宴
合
の
叙
述
､
主
催
者
に
封
す
る
賛
美
な
ど
､
う
た

げ
の
う
た
の
要
素
を
備
え
な
が
ら
も
､
ど
こ
か
不
完
全
な
印
象
を
興

え
る
作
品
で
は
あ
る
が
､
そ
こ
に
も
初
め
の
四
句
に
外
界
の
様
子
が

記
さ
れ
て
い
る
｡

か
が
や

1

日
日
曜
青
春

白
日

青
春
に

曜

き

2

時
雨
静
飛
塵

時
雨

飛
塵
を
静
む

し
りぞ

3

塞
水
肝
炎
景

寒

泳
炎
景
を
群
けひ

るがえ

4

涼
風
瓢
我
身

涼

風
我
が
身
を

親
す

黄
節
が

｢青
春
｣
に
つ
い
て

｢陳
思
の
此
の
詩
は
､
夏
目
に
作
ら

る
｡
而
る
に
青
春
と
言
う
者
は
､
雨
後
に
日
出
で
､
愛
す
べ
き
こ
と

春
の
如
き
を
謂
う
な
-
｡
亦
た
以
て
太
子
を
愉
う
也
｡
初
学
記
に
日

f7-

-
､
育
官
､

一
に
春
宮
と
日
う
｡
太
子
の
官
也
､

と
｣
と
い
う
と
お

-
'
初
句
か
ら
す
で
に
主
催
者

へ
の
項
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
'
寛
際
の
外
界
の
事
物
を
寓
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

玉
条
の

｢公
諦
詩
｣
や
曹
穂
の

｢太
子
の
坐
に
侍
す
｣
詩
に
見
ら

れ
る
外
界
の
叙
述
が
直
裁
に
饗
宴
の
主
催
者
に
封
す
る
祝
福
に
つ
な

が

っ
て
い
る
の
と
比
較
し
て
み
る
と
､
先
に
掲
げ
た
曹
梅
､
劉
櫨
の

う

た
け

の
う

た

(川
合
)

｢公
詩
詩
｣
の
景
物
措
寓
が
そ
う
し
た
祝
福
予
兆
の
意
味
を
含
み
な

が
ら
も
､
叙
景
と
し
て
の
性
格
が
よ
-
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解

で
き
る
｡
景
物
そ
の
も
の
を
初
め
て
描
き
出
し
た
と
い
わ
れ
て
き
た

建
安
の
公
諌
詩
は
､
饗
宴
と
い
う
親
祭
的
時
空
を
し
っ
ら
え
る
面
と

そ
れ
が
徐
々
に
叙
景
そ
の
も
の
に
襲
貌
し
て
い
-
面
と
が
混
在
し
て

い
る
か
に
見
え
る
o
景
物
が
饗
宴
を
戒
福
す
る
作
用
を
す
る
と
い
う

の
は
､
文
学
が
ま
だ
呪
術
的
な
性
質
を
の
こ
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
｡
お
そ
ら
-
饗
宴
と
は
常
時
に
あ

っ
て
は
古
代
の
戒
祭
と
し
て

の
呪
術
性
を
留
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
0
そ
れ
は
日
常
を
超
越
し
た

特
別
な
時
空
で
あ
-
､
外
界
は
饗
宴
を
疏
両
す
る
も
の
と
し
て
配
置

さ
れ
る
｡
そ
し
て
饗
宴
の
主
人
公
を
頭
す
る
こ
と
ば
で
結
ば
れ
る
と

こ
ろ
に
も
､
参
加
者
が
主
催
者
に
対
し
て
こ
と
ば
を
星
し
て
祝
福
し

よ
う
と
す
る
呪
術
的
な
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
は
列
席
す

る
建
安
文
人
の
小
さ
な
共
同
鮭
の
中
で
共
有
さ
れ
る
世
界
で
あ

っ
た
｡

主
催
者
に
祝
福
の
こ
と
ば
を
捧
げ
る
こ
と
は
'
そ
こ
か
ら
呪
術
性
を

希
薄
に
す
れ
ば
容
易
に
儀
薩
的
な
､
な
い
し
は
社
交
的
な
性
格

へ
移

行
す
る
も
の
で
あ
る
｡
『
文
選
』
の
公
藷

の
部

に
収
め
ら
れ
た
詩
の

中
で
も
鷹
揚
の

｢
五
官
中
部
婿
の
建
章
毒
の
集
い
に
侍
す
｣
詩
で
は

9



中
国
文
畢
報

第
五
十
三
脚

呪
術
的
な
面
は
消
失
し
､

｢公
子
｣

曹
蚕
の
自
分
に
封
す
る
虞
遇

へ

の
感
謝
'
不
遇
の
身
の
自
分
を
か
-
も
鄭
重
に
取
-
立
て
て
-
れ
た

こ
と

へ
の
思
い
が
､
己
れ
の
来
し
方
を
逓
べ
る
と
い
う
､
個
人
の
境

遇
を
唱
う
詩
に
輯
換
し
て
い
る
｡
詩
が
呪
術
的
な
色
彩
を
の
こ
し
な

が
ら
も
､
儀
薩
的
､
社
交
的
な
面
､
或
い
は
ま
た
個
人
の
感
慨
を
述

べ
る
な
ど
､
の
ち
の
詩
が
も
つ
性
質

へ
移
行
し
て
い
-
過
渡
的
な
様

相
を
公
諦
詩
群
の
中
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
O

(
二
)

う
た
げ
に
お
け
る
主
人
の
立
場

『
文
選
』
雀
二
〇
の

｢
公
諦
｣
の
部
類
に
は
'
曹
梅
､
王
条
､
劉

櫨
の

｢公
諦
詩
｣
と
題
す
る
詩
が
並
び
､
そ
の
あ
と
に
鷹
揚
の

｢
五

官
中
部
婿
の
建
章
墓
の
集
い
に
侍
す
｣
詩
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
｡
鷹

揚
の
詩
だ
け
が
詩
題
に
宴
の
主
催
者
は
曹
基
､
場
所
は
建
尊
重
で
あ

る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
｡
建
章
墓
は
漢
の
武
帝
が
火
災
で
滑
失
し

た
柏
薬
毒
に
代
わ
っ
て
建
て
た
も
の

(『薬
毒
』
武
帝
紀
'
太
初
元
年
)

だ
が
､
こ
こ
で
指
し
て
い
る
の
は
細
部
に
あ
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
O

曹
基
が
五
官
中
部
婿
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
建
安

一
六
年

(『
三
国
志
』

巻
7
武
帝
紀
)､
劉
櫨
､
鷹
揚
が
疫
病
で
死
ぬ
の
が
建
安
二
二
年
､
詩

の
制
作
時
期
は
こ
の
間
に
絞
ら
れ
る
｡
陸
侃
如

『
中
古
文
学
繋
年
』

で
は
鷹
揚
の
詩
を
建
安
二

1
年
の
作
と
推
測
し
て
い
る
O
そ
の
前
の

三
首
の
宴
の
寛
鰻
は
明
示
さ
れ
ず
､
た
と
え
ば

『
封
淋
夜
語
』
な
ど

で
は
曹
植
､
劉
楯
､
玉
条
を
み
な
同
じ
時
の
作
と
み
な
し
て
い
る
の

.兄Y.a.

だ
が
､
厳
密
に
い
え
ば
同
じ
宴
席
と
は
限
ら
な
い
し
､
主
人
も
骨
壷

の
は
か
に
曹
操
で
あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
O
鷹
揚
の
詩
の

｢公
子

敬
愛
客
｣
の
公
子
は
管
玉
を
指
す
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
､
同
じ

旬
を
用
い
る
骨
格
の
公
諦
詩
も
主
人
は
骨
壷
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ

う
が
､
三
条
の

｢公
諦
詩
｣
は
曹
操
の
宴
席
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

そ
の

｢願
わ
-
は
我
が
貿
主
人
の
'
天
と
輿
に
醜
貌
た
る
を
享
け
ん

こ
と
を
｣
の
句
に
封
し
て
､
李
善
は
｢主
人
と
は
太
租
を
謂
う
な
-
｣

J?･】nr

と
注
す
る

｡

劉
楯
の
｢公
諦
詩
｣
に
つ
い
て
も
､
五
臣
注
劉
良
が
｢
王

とも

衆
と
同
に
郭
官
に
お
い
て
の
作
な
-
｣
と
い
-
の
に
従
え
ば
､
曹
操

の
宴
席
と
い
-
こ
と
に
な
る
｡
『
文
選
』
の
四
首
の
は
か
に
も
､
『重

文
類
緊
』
奄
三
九

｢燕
合
｣
に
は
'
陳
琳

｢宴
合
詩
｣､
鷹
揚

｢公

諦
詩
｣
が
引
か
れ
､
『初
学
記
』
奄

一
四

｢饗
諦
｣
に
は
玩
瑞
の
詩
が

あ
る
｡
断
片
も
含
め
て
十
首
近
-
の
こ
る
建
安
文
人
の
饗
宴
の
詩
は
､

玉
条
､
劉
櫨
の

｢公
諦
詩
｣
の
よ
う
に
曹
操
が
主
催
し
た
宴
も
含
む

10



だ
ろ
う
し
､
管
玉
の
宴
の
場
合
で
も
必
ず
し
も
同

一
の
席
と
は
限
ら

な

いが
､
い
ず
れ
に
し
ろ
曹
操
政
樺
の
も
と
に
相
集
し
た
文
人
た
ち

が
主
君

へ
の
忠
誠
を
こ
め
て
頒
し
た
詩
群
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
｡

そ
れ
は
の
ち
に
管
玉
が

｢朝
歌
令
異
質
に
興
う
る
書
｣
(『文
選
｣
巻
四

二
)
な
ど
の
中
で
懐
か
し
が
っ
た
､

文
人
ど
う
し
の
友
愛
の
場
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
-
し
た
建
安
文
人
の
公
諦
詩
群
に
は
､
共
通
し
た
特
徴
が
認
め

ら
れ
る
｡
そ
れ
は
文
人
た
ち
が
宴
に
招
か
れ
た
こ
と
を
主
催
者
に
封

し
て
感
謝
し
､
主
催
者
を
こ
と
は
ぐ
と
い
-
要
素
が
､
程
度
に
濃
淡

は
あ
れ
､
い
ず
れ
に
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
酒
席
と
い
う

日
常
と
は
異
質
の
､
は
れ
の
場
に
お
い
て
､
天
の
就
幅
が
主
人
に
下

さ
れ
る
よ
う
に
所
る
の
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
呪
術
的
な
響
き
を
の
こ

す
と
と
も
に
､
現
寛
の
立
場
を
反
映
し
て
饗
宴

へ
の
参
加
を
許
さ
れ

た
こ
と
を
主
催
者
に
感
謝
し
た
-
'
さ
ら
に
ま
た
王
条
の
｢公
諦
詩
｣､

鷹
揚
の

｢
五
官
中
部
婿
の
建
章
蔓
の
集
い
に
侍
す
｣
詩
に
顕
著
な
よ

う
に
､
自
分
が
取
-
立
て
て
も
ら

っ
た
こ
と

へ
の
感
謝
､
そ
れ
に
酬

い
る
た
め
に
忠
誠
を
壷
-
そ
う
と
い
う
意
思
が
表
白
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
あ
る
｡

う

た
け

の
う

た

(
川
合
)

と
こ
ろ
が
'
宴
の
主
催
者
の
詩
は
､
列
席
す
る
者
た
ち
の
唱
い
ぶ

-
と
は
か
な
-
異
質
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
｡
曹
操
の
詩
を
見
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
､
曹
基
の

｢芙
蓉
池
の
作
｣
(『文
選
』
無
二
≡
)
は

主
催
者
の
立
場
か
ら
唱
わ
れ
た
う
た
げ
の
-
た
で
あ
る
｡

こ
れ
は

『文
選
』
に
は

｢公
諦
｣
で
は
な
-
､
｢遊
覧
｣
の
部
に
収
め
ら
れ
て

い
る
｡
伊
藤
正
文
氏
は

｢芙
蓉
池
｣
と
は

｢銅
爵
園
｣
の
別
解
で
あ

る

｢西
固
｣
の
中
に
あ
-
､
こ
れ
は
曹
植

｢公
諦
｣
･
劉
禎

｢公
諦
｣
･

佃

王
粂

｢難
詩
｣
な
ど
と
同
じ
時
に
作
ら
れ
た
も
の
か
と
い
う
.
曹
茶

の
詩
の
冒
頭
二
句
､

｢葦
に
乗
-
て

夜

行
併
し
､

遁
逢
し
て
西

園
を
歩
む
｣
と
い
う
状
況
の
説
明
は
､
曹
植

｢公
粛
詩
｣
の

｢清
夜

西
園
に
遊
び
､

飛
蓋
相
追
随
す
｣､

劉
禎

｢公
諦
詩
｣
の

｢萱
草
素

蓋
を
飛
ば
し
､
徒
者

路
傍
に
盈
つ
｣
な
ど
の
句
と
重
な
り
合
う
｡

た
と
え
同

一
の
饗
宴
と
は
限
ら
な
い
に
し
て
も
､
曹
基
の

｢芙
蓉
池

の
作
｣
も

｢西
園
｣
に
お
け
る
遊
興
を
'
主
催
者
の
立
場
か
ら
唱
っ

た
も
の
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
｡

1

乗
葦
夜
行
併

葦
に
乗
-
て

夜

行
併
し

2

近
造
歩
西
園

近
造
し
て
西
園
を
歩
む

3

讐
渠
相
概
滞

空
渠

相
概
催
し

り



中
国
文
学

報

4

嘉
木
続
通
川

5

卑
枝
排
羽
蓋

6

倍
候
摩
蒼
天

7

駕
風
扶
輪
穀

8

飛
鳥
糊
我
前

9

丹
霞
爽
明
月

10

華
星
出
雲
間

11

上
天
垂
光
彩

12

五
色

一
何
鮮

13

寿
命
非
松
喬

14

誰
能
得
神
仙

15

遜
藩
快
心
意

16

保
己
終
百
年

第
五
十
三
桝

嘉
木

通
川
を
練
る

卑
枝

羽
蓋
を
排
い

情
候

蒼
天
を
摩
す

驚
風

輪
毅
を
扶
し

飛
鳥

我
が
前
を
拘
る

丹
霞

明
月
を
爽
み

準
星

雲
間
よ
-
出
ず

上
天

光
彩
を
垂
れ

五
色

1
に
何
ぞ
鮮
や
か
な
る

責
命

松

喬

に

非
ざ

れ

ば

誰
か
能
-

神

仙

を

得
ん

蓮
沸
し
て
心
意
を
快
-
し

己
を
保
ち
て
百
年
を
終
え
ん

手
引
き
串
に
乗

っ
て
夜
も
出
歩
き
､
ゆ

っ
た
-
と
西
の
庭
園
を
歩

む
｡
-

｢公
誇
詩
｣
と
同
じ
-
､
庭
園
の
散
策
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ

る
｡
二
本
の
水
路
(と
は
ど
う
い
う
物
か
～
)
が
池
に
水
を
そ
そ
ぎ
込
み
'

美
し
い
樹
木
が
流
水
に
囲
ま
れ
て
い
る
｡
こ
こ
か
ら
池
の
周
囲
の
叙

景
に
入
る
の
だ
が
､
樹
木
を
い
-
の
に

｢嘉
木
｣
と
い
う
こ
と
ば
を

使

っ
て
い
る
｡

｢嘉
｣
は
好
ま
し
い
性
質
を
い
う
語

に
は
蓮
い
な
い

が
､
そ
れ
が
形
容
す
る
こ
と
ば
は
或
る
程
度
決
ま

っ
て
い
る
よ
う
で
､

こ
こ
の
よ
う
に
樹
木
､

ま
た
食
べ
物

(嘉
穀
､
嘉
魚
な
ど
)
､

人
間

(嘉
寅
､
嘉
友
な
ど
)
な
ど
と
熟
し
て
用
い
ら
れ
る
｡
そ
こ
か
ら
推

測
さ
れ
る
の
は
､
何
か
偵
倖
と
し
て
輿
え
ら
れ
る
よ
う
な
め
で
た
い
､

神
に
釈
幅
さ
れ
た
も
の
､
そ
れ
ゆ
え
に
人
物
に
つ
い
て
い
え
ば
立
涯

な
内
賓
､
徳
を
備
え
た
人
､
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
Q
劉
楯
の
｢公

諌
詩
｣
に

｢珍
木
｣
の
語
が
あ

っ
た
が
､
そ
れ
と
通
じ
合
う
と
こ
ろ

が
あ
る
｡
景
観
と
し
て
審
美
的
に
捉
え
ら
れ
た
美
し
さ
と
い
-
よ
-
､

神
の
恩
寵
を
感
じ
さ
せ
る
よ
-
な
め
ず
ら
か
な
木
を
意
味
し
て
い
る
｡

木
に
墓
的
な
も
の
を
感
じ
取

っ
て
､
そ
こ
に
快
さ

(或
い
は
そ
れ
が

常
時
の
美
感
だ

っ
た
か
)
を
覚
え
る
と
い
う
の
は
､
績
-
二
句
か
ら

も
検
謹
さ
れ
る
｡

低
い
枝
が
乗

っ
て
い
る
車

(
の
覆
い
)
を
排

い
､
長
い
枝
は
青
空

ま
で
届
き
そ
-
だ
｡
嘉
木
に
絞

っ
て
叙
述
を
進
め
､
そ
の
低
い
枝
は

人
と
接
衝
す
る
､
高
い
枝
は
天
と
接
衝
す
る
｡

一
本
の
木
が
人
と
天

と
の
撃
方
に
通
じ
､
人
界
と
天
界
と
の
媒
介
と
な

っ
て
い
る
｡
木
を

こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
こ
ろ
が

｢嘉
木
｣
と
い
う
聖
な
る
し
る
L
を
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符
び
て
い
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
｡

さ

っ
と
吹
-
風
が
車
輪
の
軸
に
吹
き
寄
せ
る
｡
鳥
が
私
の
前
を
飛

び
か
け
て
い
-
｡
風
と
烏
､
ど
ち
ら
も
空
を
自
在
に
駆
け
る
も
の
､

そ
れ
が
自
分
を
中
心
に
吹
き
寄
せ
る
も
の
と
飛
び
去

っ
て
い
-
も
の

と
に
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
｡
風
と
鳥
が
並
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
両

者
い
ず
れ
も
単
な
る
外
物
と
し
て
の
そ
れ
で
な
-
､

一
種
軍
性
を
帯

び
た
も
の
と
し
て
の
面
を
伴
う
｡
ど
ち
ら
も
天
に
展
す
る
存
在
で
あ

っ
て
､
そ
れ
が
人
と
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
交
わ
る
と
こ
ろ
に
､
大

げ
さ
に
い
え
ば
天
の
就
福
を
覚
え
る
の
だ
ろ
う
か
.

赤
-
染
ま

っ
た
雲
が
月
と
混
じ
る
｡
明
る
-
輝
-
星
が
雲
間
か
ら

あ
ら
わ
れ
る
｡
叙
述
は
風
と
鳥
か
ら
空

へ
と
移
る
｡
雲
は
月
の
光
を

受
け
て
赤
-
染
ま
-
､
星
は
そ
の
光
を
遮

っ
て
い
た
雲
か
ら
出
る
｡

月

･
星
と
い
う
輝
-
も
の
と
そ
の
ま
わ
-
で
光
を
受
け
た
-
遮

っ
た

-
す
る
雲
｡
そ
れ
を
リ
ア
ル
に
描
寓
し
よ
う
と
す
る
｡
こ
の
二
句
だ

け
を
見
れ
ば
､
そ
れ
は
寅
際
の
夜
空
の
光
景
の
描
寓
と
も
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
そ
れ
に
績
い
て
次
の
二
句
が
あ
る
｡

天
空
は
輝
き
を
下
に
垂
れ
､
そ
の
五
色
の
色
彩
は
な
ん
と
鮮
や
か

な
こ
と
か
〇
九
句

･
十
句
で
述
べ
た
星

･
月
の
光
が
絶
鮭
と
し
て
光

う

た
け

の
う

た

(川
合
)

彩
と
な
り
､
天
か
ら
下

へ
降
-
注
ぐ
｡
こ
れ
は
寛
景
と
い
う
よ
-
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン
を
描
い
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
｡
神
々
し
い
､
宗
教
性
を

帯
び
た
荘
厳
な
光
景
｡
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
次
の
句
が
生
ま
れ
る
｡

赤
松
子
や
王
子
喬
の
よ
う
な
長
寿
は
望
め
な
い
｡
仙
人
に
は
な
れ

っ
こ
な
い
.
人
の
薫
命
の
有
限
性
に
思
い
曹
た
る
.
十

一
句

･
十
二

句
で
い
わ
ば
宗
教
的
啓
示
を
受
け
た
よ
う
な
､
永
遠
に
つ
な
が
る
光

景
を
記
し
て
､
天
界
の
美
し
さ
､
荘
厳
さ
'
そ
れ
に
封
比
し
て
自
分

の
卑
小
さ
､
命
の
短
さ
に
思
い
が
移
る
｡
地
上
に
生
き
る
自
分
た
ち

の
は
か
な
さ
に
思
い
普
た
っ
て
､
そ
こ
か
ら
い
か
に
股
す
る
か
､
詩

人
は
思
念
す
る
｡

存
分
に
楽
し
ん
で
気
持
ち
を
明
る
-
し
､
鮭
の
養
生
に
努
め
て

一

生
を
全
う
し
よ
う
｡
寿
命
の
有
限
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
｡
そ
れ

ゆ
え
輿
え
ら
れ
た
命
､
そ
し
て
そ
の
最
大
可
能
な
長
さ
で
あ
る
百
年
､

そ
れ
を
禁
し
-
生
き
る
こ
と
t
と
詩
を
結
ぶ
｡

こ
の
よ
う
に
見
て
-
る
と
'
外
界
を
措
寓
し
た
詩
句
が
あ
る
も
の

の
､
後
代
の
叙
景
と
は
か
な
-
趣
が
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
｡
外
界

の
或
る
種
の
物
､
そ
れ
ら
の
或
る
種
の
あ
-
か
た
を
詩
人
は
知
覚
し

て
い
る
の
だ
が
､
そ
こ
に
感
取
し
て
い
る
の
は
､
人
間
を
と
り
ま
-
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世
界
の
蔓
性
で
あ

っ
て
､

人
に
美
的
快
感
を
及
ぼ
す
よ
う
な
審
美
的

債
値
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
｡

周
囲
の
景
物
を
後
代
の
よ
う
に
審
美
観
に
合
致
す
る
美
と
し
て
受

け
取
る
の
で
は
な
も

あ
た
か
も
天
が
宴
を
紙
幅
し
､
恩
寵
を
興
え

て
-
れ
る
か
の
よ
う
な
光
景
と
し
て
享
受
す
る
､
両
の
離
幅
の
顕
現

と
し
て
外
界
を
叙
述
し
て
い
-
と
い
う
性
格
は
､
曹
植
､
王
粂
'
劉

柏
､
そ
し
て
曹
茶
の
饗
宴
の
詩
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る

｢景
｣
の

特
徴
で
あ
る
｡
そ
こ
か
ら
宴
と
い
う
も
の
が
､
社
交
的
な
機
能
と
と

も
に
､
ま
だ
古
代
の
呪
術
性
を
の
こ
し
て
い
る
､
日
常
と
は
異
質
な

時
空
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
改
め

て
了
解
さ
れ
る
｡

｢景
｣
が
紳
さ
び
た
雰
囲
気
を
盛
-
上
げ
る
助
け
と
し
て
描
き
出

さ
れ
て
い
る
の
は
､
饗
宴
の
詩
に
共
通
す
る
も
の
の
､
曹
椿
や
劉
禎

ら
列
席
者
た
ち
の
詩
で
は
そ
の
神

々
し
い
状
態
が
と
わ
に
績
-
こ
と

を
願

っ
て
結
ば
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
､
宴
の
主
人
で
あ
る
曽
木
の

詩
だ
け
は
､
そ
こ
か
ら
人
間
の
命
の
有
限
性
を
思
-
と
い
う
悲
観
的

な
情
感
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
が
客
と
主
人
の
間
で
鮮
や
か

な
対
比
を
作
-
出
す
｡
招
か
れ
た
賓
客
た
ち
は
､
宴
の
至
福
の
状
態

が
永
遠
に
績
き
､
天
の
加
護
が
主
人
に
興
え
ら
れ
る
こ
と
を
所
願
す

る
の
に
封
し
て
､
主
人
の
方
は
人
の
生
命
の
は
か
な
さ
を
嘆
-
方
向

に
向
か
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

宴
の
中
で
悲
観
的
な
こ
と
ば
を
吐
-
と
い
う
の
は
､
建
安
詩
に
先

立

つ

｢古
詩
十
九
首
｣
其
四
に
も
見
ら
れ
る
｡

今
日
良
宴
脅

歓
楽
難
具
陳

弾
等
奮
逸
響

新
聾
妙
入
神

令
徳
唱
高
言

識
曲
聴
其
重

秀
心
同
所
願

含
意
供
未
申

人
生
寄

一
世

奄
忽
若
殿
塵

何
不
策
高
足

先
嬢
要
路
津

無
為
守
窮
機

略
珂
長
苦
辛

今

日

良
宴
合

歓
柴

具
さ
に
は
陳
べ
難
し

等
を
弾
き
て
逸
饗
を
奮
い

新
聾

妙

神
に
入
る

令
徳

高
言
を
唱
う

曲
を
識
る
も
の
其
の
貝
を
聴
け

心
を
暫
し
う
し
て
願
う
所
を
同
じ
う
す
る
も

意
を
含
み
て
供
に
末
だ
申
ぺ
ず

人
生

一
世
に
寄
す

奄
忽
た
る
こ
と

臓
塵
の
若
し

むちう

何
ぞ
高
足

に策
ち

先
ず
要
路
の
津
に
接
ら
ざ
る

為
す
無
か
れ
窮
磯
を
守
り

曝
珂

長
え
に
苦
辛
す
る
を
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現
世
で
の
快
楽
､
欲
望
の
追
求
､
そ
れ
に
身
を
ま
か
せ
て
命
の
は

か
な
さ
を
忘
れ
よ
-
と
い
う
も
の
で
､
古
詩
十
九
首
の
特
徴
の

一
つ

で
あ
る
虚
無
的
な
詠
嘆
が
流
れ
て
い
る
｡
陸
磯
が
模
擬
し
た

｢擬
今

日
良
宴
禽
｣
(『文
選
』
巻
三
十
)
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
い
っ
て
い
い
.

饗
宴
と
い
う
歓
楽
の
頂
鮎
に
お
い
て
悲
哀
を
覚
え
る
と
い
う
心
の
動

き
は
こ
の
よ
う
に
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
る
｡
栗
窮
ま
れ
ば
哀
生
じ

る
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
｡

さ
か
の
ぼ
れ
ば
漢
の
武
帝

｢秋
風
の
新

井
び
に
序
｣

(『文
選
』

巻
四
五
)
に
も
そ
れ
は
見
ら
れ
る
｡

こ
れ
が
武
帝
を
中
心
と
し
て
家

臣
た
ち
と
の
饗
宴
の
場
に
お
け
る
作
で
あ
る
こ
と
は
､
そ
の

｢序
｣

に
説
明
さ
れ
て
い
る
｡

上
行
幸
河
東
､
耐
后
土
｡
願
硯
帝
京
欣
然
｡
中
流
輿
群
臣
飲
燕
｡

上
歓
甚
｡
乃
自
作
秋
風
節
目
､

上

河
東
に
行
幸
し
､
后
土
を
弼
る
o
帝
京
を
願
現
し
て
欣
然
た

-
｡
中
流
に
群
臣
と
興
に
飲
燕
す
｡
上

歓
ぶ
こ
と
甚
し
｡
乃
ち
自

ら
秋
風
の
軒
を
作
-
て
日
-
､

秋
風
起
今
白
雲
飛

秋
風
起
こ
-
て
白
雲
飛
び

草
木
黄
落
今
鷹
南
蹄

草
木
黄
落
し
て
鷹
は
南
に
締
る

-

た
け

の
う

た

(川
介
)

蘭
有
秀
今
菊
有
芳

摘
佳
人
今
不
能
忘

淀
模
虹
今
済
粉
河

横
中
流
今
揚
素
波

箱
鼓
鳴
今

更
樟
歌

歓
楽
極
今

友
情
多

少
牡
幾
時
今

奈
老
何

蘭
に
秀
有
-

菊
に
芳
有
-

佳
人
を
掩
え
て
忘
る
能
わ
ず

模
虹
を
法
か
べ
て
沿
河
を
済
る

中
流
を
横
ぎ
-
て
素
波
を
揚
ぐ

篇
読
鳴
-
て
樟
歌
手
す

歓
楽
極
ま
-
て
哀
情
多
し

少
壮
幾
時
ぞ
老
い
を
奈
何
せ
ん

饗
宴
の
楽
し
み
の
さ
な
か
に
あ

っ
て
'
そ
こ
に
悲
哀
を
覚
え
､
こ

の
喜
び
も
つ
か
の
間
の
も
の
で
あ

っ
て
や
が
て
-
た
げ
は
果
て
る
､

そ
こ
か
ら
人
の
命
の
短
さ

へ
と
悲
嘆
が
贋
が
っ
て
い
-
｡

は
か
の

｢群
臣
｣
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
歌
を
う
た
っ
た
の
か
､
或
い
は
う
た

わ
な
か
っ
た
の
か
､
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
､
主
催
者

漠
の
武
帝
が
喜
悦
の
頂
鮎
に
お
い
て
悲
嘆
の
こ
と
ば
を
章
し
て
い
る

の
は
確
か
で
あ
る
｡
｢古
詩
十
九
首
｣
は
宴
の
主
催
者

か
否
か
も
手

が
か
-
が
な
い
が
､
無
名
氏
で
あ
れ
個
人
の
拝
情
の
パ
タ
ー
ン
と
し

て
､
饗
宴
の
中
に
あ

っ
て
人
生
の
は
か
な
さ
を
嘆
-
と
い
う
感
情
の

難
型
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
O
そ
れ
が
建
安
の
公

諦
詩
に
至
る
と
､
饗
宴
の
歓
楽
を
う
た
う
詩
と
軟
禁
極
ま
っ
た
あ
と
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の
哀
情
を
う
た
う
詩
と
が
､

招
か
れ
た
客
と
宴
を
催
す
主
人
と
の
間

で
は
っ
き
-
と
役
割
が
分
轄
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
こ
の
分

糖
に
は
､
詩
が
作
ら
れ
た
儀
鰻
的
な
場
と
い
う
も
の
が
作
用
し
た
こ

と
で
あ
ろ
-
｡
招
か
れ
た
客
た
ち
は
､
宴
席
の
楽
し
さ
を
唱
い
､
主

人
を
こ
と
ほ
ぐ
の
が
薩
儀
で
あ
-
､
悲
哀
の
こ
と
ば
を
吐
-
こ
と
は

考
え
に
-
い
｡

一
万
㌧
主
催
者
の
方
は
､
自
分
に
向
け
ら
れ
た
こ
と

は
ぎ
に
封
す
る
反
作
用
と
し
て
､
こ
の
喜
び
も
つ
か
の
間
の
も
の
と
､

歓
楽
極
ま
-
て
哀
情
多
し
の
型
に
沿

っ
て
'
い
わ
ば
お
返
し
を
す
る

よ
う
に
､
悲
嘆
を
考
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
o

『文
選
』
の

｢公
議
｣
の
部
類
に
は
建
安
文
人
に
綬
い
て
､
育

･

陸
機

｢皇
太
子

玄
園
の
宣
献
堂
に
宴
し
令
有
-
て
詩
を
賦
す
｣

(四
言
)
､
陸
雲

｢大
渚
軍
の
請
合
に
命
を
被
-
て
詩
を
作
る
｣
(四

冒

)

､
鷹
貞

｢晋
武
帝
の
華
林
園
の
集
い
の
詩
｣
(四
言
)
､
宋

･
謝

謄

｢九
日

宋
公
の
戯
馬
蔓
の
集
い
に
徒

い
て
孔
令
を
逸
る
詩
｣

(五
言
)
'
氾
嘩

｢栄
進
に
て
詔
に
庶
ず
る
詩
｣
(五
言
)
､
謝
震
運

｢
九
日

宋
公
の
戯
馬
垂
の
集
い
に
徒
い
て
孔
令
を
逸
る
詩
｣

(五

言

)

､
額
延
之

｢詔
に
鷹
じ
て
曲
水
に
諦
し
て
作
る
詩
｣

(四
言
)
､

｢皇
太
子
の
帯
食
の
倉
に
作
る
詩
｣
(四
言
)
､
梁

･
丘
遅

｢宴
に
栗

遊
苑
に
侍
し
て
張
徐
州
を
逸
る
鷹
詔
詩
｣
(五
言
)
､
沈
約

｢詔
に
鷹

おく

じ
て
楽
遊
苑
に
呂
恰
珍
を

観

る

詩
｣

(五
言
)
が
並
ぶ
｡

そ
こ
に
は

す
で
に
饗
宴
の
宗
教
性
を
帯
び
た
至
福
感
と
い
う
も
の
は
乏
し
い
け

れ
ど
も
ー
天
子
な
-
皇
太
子
な
り
､
宴
の
主
催
者
に
封
す
る
こ
と
は

ぎ
､
稀
揚
が
叙
述
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
.
陸
機
､
陸
雲
の

四
言
詩
は
ほ
と
ん
ど
育
王
朝

へ
の
頭
と
い
っ
て
い
い
｡
謝
晴
､
謝
蛋

運
の
詩
で
は
重
陽
と
い
う
秋
の
宴
､
し
か
も
迭
別
の
席
で
も
あ
っ
て
､

や
や
ト
ー
ン
が
垂
-
､
隠
棲

へ
の
思
い
を
唄
っ
た
-
す
る
が
､
そ
こ

に
す
ら
主
催
者

へ
の
顕
揚
を
挟
む
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
｡
こ
の
よ

う
に
参
合
着
た
ち
は
公
燕
詩
の
中
で
主
人
を
讃
え
る
の
だ
が
'
『
文

選
』
に
は
主
催
者
の
側
か
ら
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
､
そ

れ
に
封
し
て
ど
う
答
え
た
か
､
曹
杢
以
外
に
確
認
で
き
な
い
o

〓

石
崇

｢金
谷
詩
序
｣

饗
宴
の
席
で
作
ら
れ
る
詩
の
中
で
､
客
人
た
ち
が
宴
の
は
な
や
ぎ

を
う
た
い
､
こ
と
は
ぎ
の
こ
と
ば
を
主
人
に
捧
げ
る
の
に
対
し
て
'

主
人
の
方
は
人
生
の
短
さ
を
喚
-
と
い
う
主
客
封
比
の
構
造
は
､
次

の
時
代
'
西
育

･
石
崇

(二
四
九
-
三
〇
〇
)
の

｢金
谷
詩
序
｣
に
よ
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っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
石
崇
の

｢序
｣
は

『
世
説
新
語
』

晶
藻
篇
の

｢謝
公
(謝
安
)
云
う
､
金
谷
の
中
で
は
蘇
紹

最
も
勝
る
､

と
｡
紹
は
是
れ
石
崇
の
姉
の
夫
､
蘇
則
の
孫
'
憶
の
子
な
-
｣
の
候

の
劉
孝
標
の
注
に
引
か
れ
て
い
る
｡

石
崇
金
谷
詩
叙
日
､
｢余
以
元
康
六
年
､
徒
太
僕
卿
出
馬
使
持
節
'

監
青

･
徐
諸
軍
事
､
征
虜
将
軍
O
有
別
痘
在
河
南
願
界
金
谷
澗
中
､

戎
高
或
下
､
有
清
泉
茂
林
､
衆
果
竹
柏
､
薬
草
之
腐
､
莫
不
華
僑
｡

又
有
水
碓

･
魚
池

･
土
窟
､
其
馬
娯
目
歓
心
之
物
備
臭
.
時
征
西
大

将
軍
祭
酒
王
詞
普
選
長
安
､
余
興
衆
賢
共
迭
往
澗
中
､
重
複
遊
宴
､

屡
遷
其
坐
.
或
登
高
臨
下
､
或
列
坐
水
演
0
時
琴
窓
笹
筑
､
合
載
車

中
､
道
路
誰
作
.
及
任
､
令
輿
鼓
吹
遮
奏
｡
逐
各
賦
詩
､
以
叙
中
懐
｡

或
不
能
者
､
罰
酒
三
斗
｡
感
性
命
之
不
永
､
憾
凋
落
之
無
期
､
故
具

列
時
人
官
競

･
姓
名

･
年
紀
､
又
寓
詩
著
後
｡
後
之
好
事
者
､
其
覧

之
哉
｡
凡
三
十
人
､
典
王
師

･
議
郎
閲
中
侯

･
始
卒
武
功
蘇
棺
､
字

世
嗣
､
年
五
十
､
馬
首
｡
｣

石
崇
の
金
谷
詩
の
厳
に
い
う
､

｢私
は
元
康
六
年

(二
九
六
)､
大

僕
卿
か
ら
地
方

へ
出
て
使
持
節
と
な
-
､
青
州

･
徐
州
諸
軍
事
'
征

虞
購
軍
に
な
っ
た
｡
河
南
の
螺
境
の
金
谷
潤
に
別
荘
が
あ
り
'
起
伏

う

た
け

の
う

た

(川
合
)

が
多
-
､
泉
水
や
樹
林
､
多
種
の
果
樹
や
竹
柏
､
薬
草
の
た
ぐ
い
な

ど
が
あ
っ
て
'
そ
ろ
わ
な
い
物
は
な
か
っ
た
｡
さ
ら
に
水
草
､
魚
池
､

洞
窟
が
あ
-
､
目
を
禦
し
ま
せ
心
を
喜
ば
せ
る
物
が
完
備
し
て
い
た
｡

そ
の
時
､
征
西
大
購
軍
祭
酒
の
主
調
が
長
安
に
野
る
の
に
常
た
-
'

私
は
賢
者
た
ち
と
と
も
に
見
返
-
に
澗
中
に
行
き
､
童
も
夜
も
宴
合

を
催
し
て
､
何
度
も
席
を
移
し
た
｡
小
高
い
山
に
登
っ
て
下
を
見
下

ろ
し
た
り
､
水
際
に
並
ん
で
坐
っ
た
-
し
た
o
そ
の
時
､
琴
窓
笹
筑

の
楽
器
を
､
串
の
中
に
一
緒
に
載
せ
て
､
道
み
ち
演
奏
し
た
｡
行
-

と
､
鼓
吹
の
楽
器
と
代
わ
る
代
わ
る
演
奏
さ
せ
た
｡
そ
こ
で
各
々
詩

を
賦
し
て
､
胸
中
の
思
い
を
述
べ
た
｡
詩
が
で
き
な
い
者
が
あ
れ
ば
､

三
斗
の
酒
を
罰
と
し
た
｡
命
が
永
遠
に
績
-
も
の
で
は
な
い
こ
と
に

感
慨
を
も
よ
お
し
､
い
つ
朽
ち
果
て
る
と
も
分
か
ら
ぬ
さ
だ
め
に
心

を
痛
め
､
そ
こ
で
そ
の
時
の
官
職
や
名
前
､
年
齢
を
列
記
し
て
､
そ

れ
も
詩
を
書
い
て
後
に
つ
け
た
｡
後
の
世
の
好
事
家
た
ち
が
､
こ
れ

を
見
る
こ
と
だ
ろ
う
｡
全
部
で
三
十
人
､
典
王
師

･
議
郎
関
中
侯

･

始
平
武
功
の
蘇
給
､
字
世
嗣
､
年
五
十
､
を
奄
首
と
す
る
｣
.

｢凡
そ
三
十
人
｣
と
い
う
参
列
者
の
詩
の
中
で
完
全
に
見
ら
れ
る

の
は

『
文
選
』
奄
二
十
に
載
せ
ら
れ
た
播
岳
の
一
首
の
み
で
'
ほ
か

- 17-



中
開
文
学
報

第
五
十
三
州

に
杜
青
の
詩
の
断
片
が

『
文
選
』
李
善
注

(撃
二
〇
'
謝
塞
運

｢南
榎

中
望
所
遅
客
｣

詩
注

｢杜
育
金
谷
詩
日
'
-
-
｣)
に
引
か
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
｡
そ
れ
も

｢既
に
し
て
慨
爾
た
-
'
此
の
離
折
に
感
ず
｣
の

二
句
だ
け
で
は
､
離
別
の
詩
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
が
､
こ
の
迭
別

の
宴
の
も
の
と
も
断
定
で
き
な
い
｡
播
岳
の
詩

｢金
谷
に
集
え
る
作
｣

も
『文
選
』
の

｢租
俵
｣､
す
な
わ
ち
迭
別
の
詩
の
部
類
に
収
め
ら
れ

て
い
る
も
の
で
､
初
め
の
二
句
は
園
の
中
枢
を
補
佐
す
る
王
氏
､
海

溝
の
地
を
治
め
る
石
氏
､
と
唱
い
起
こ
し
て
い
る
｡

壬
生
和
鼎
寛

壬生

鼎
賓
を
和
え

石
子
鎮
海
折

石子

海
折
に
鎖
す

こ
れ
は
石
黒
の
序
に
説
明
さ
れ
て
い
る
王
詔
が
長
安
に
赴
き
､
石

崇
が
青

･
徐
に
出
る
状
況
と

一
致
す
る
か
ら
､
金
谷
に
お
け
る
同

一

鯛

の
迭
別
の
宴
の
作
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

｡

播
岳
の
詩
全
鮭
は
金

う
つた

谷
園
の
景
観
を
述
べ
､
｢但
だ
憩
う

杯
の
行
-
こ
と
の
遅
き
を
｣

と
い
っ
た
宴
席
を
盛
-
上
げ
る
決
ま
-
文
句

(玉
条
の
｢公
諌
詩
｣
に

も

｢
但
憩
流
行
遅
｣
の
句
が
あ
る
)を
含
み
な
が
ら
も
､
友
愛
の
思
い
と

離
別
の
情
を
綴

っ
て
い
る
｡

石
崇
の

｢序
｣
は

『
世
説
新
語
』
晶
藻
篇
の
注
に
引
か
れ
た
も
の

師

が
最
も
長
い
が
､
ほ
か
に
も
逸
文
が
い
-
つ
か
見
ら
れ

､

対
校
し
て

み
る
と
､
品
藻
篇
注
に
な
い
語
句
も
多
少
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
､

そ
れ
が
必
ず
し
も
完
全
な
テ
キ
ス
ト
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
が
､
た

だ

｢性
命
の
永
か
ら
ざ
る
に
感
じ
'
凋
落
の
期
無
き
を
催
る
｣
と
い

-
悲
観
の
こ
と
ば
は
､
こ
こ
に
し
か
見
ら
れ
な
い
｡

石
崇
の
宴
の
場
合
は
､
石
崇
自
身
と
王
詔
､
二
人
の
迭
別
の
宴
で

あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
､
饗
宴
の
席
に
お
い
て
今
と
い
う
愉
悦
の
時

が
は
か
な
-
過
ぎ
て
い
っ
て
し
ま
-
思
い
を
い
っ
そ
う
駆
-
立
て
た

と
も
考
え
ら
れ
る
が
､
宴
の
主
催
者
石
崇
が
宴
の
さ
な
か
に
お
い
て

悲
嘆
の
言
軒
を
吐
い
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
｡

金
谷
園
が
地
形
も
植
物
も
豊
か
で
庭
園
と
し
て
完
全
無
紋
の
も
の

で
あ
る
こ
と
を
綴
-
､
そ
こ
で
催
さ
れ
た
宴
合
が
賓
を
極
め
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
あ
と
に
'
い
き
な
-

｢感
性
命
之
不
永
､

催
凋
落
之
無
期
｣
の
二
句
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
､
い
さ
さ
か
唐
突
な

印
象
を
否
め
な
い
｡
こ
こ
に
省
約
が
な
-
'
も
と
も
と
出
し
抜
け
な

感
じ
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
主
催
者
が
人
の
生
の

短
さ
を
嘆
-
こ
と
が
す
で
に

一
つ
の
様
式
と
し
て
定
着
し
て
い
た
か

ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
｡
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右
崇
の

｢序
｣
に
は
､
先
に
奉
げ
た
管
玉
の
場
合
に
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
要
素
が
加
わ

っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
今
行
わ
れ
て
い
る
饗
宴

を
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
が
賦
し
た
詩
'
主
催
者
石
崇
が
そ
れ
ら
を
統
べ

た

｢序
｣
､
そ
う
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
が
後
世

の
人
に
見
ら
れ

る
で
あ
ろ
-
と
い
う
こ
と
を
､
今
の
時
鮎
か
ら
予
期
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
現
在
を
清
爽
が
過
去
と
し
て
振
-
返
る

だ
ろ
う
と
現
在
に
お
い
て
予
期
す
る
｡
そ
の
た
め
に
参
加
者
の

｢官

焼
､
姓
名
､
年
紀
｣
を
逐

丁
記
録
し
て
お
-
と
い
-
.
今
､
自
分
た

ち
が
享
受
し
て
い
る
饗
宴
の
愉
悦
､
そ
れ
を
人
間
の
歴
史
の
中
に
位

置
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
生
命
の
有
限
に
思
い
を
致

す
感
慨
と
つ
な
が
っ
て
い
る
o
今
の
幸
福
な
時
間
は
は
か
な
い
人
の

命

の
中
の

一
時
に
過
ぎ
な
い
O
宴
は
ほ
ど
な
-
果
て
､
そ
し
て
我
々

は
こ
の
世
か
ら
沿
え
て
い
-
｡
し
か
し
我
々
が
こ
う
し
た
時
間
を
も

っ
た
こ
と
を
記
録
し
て
お
-
こ
と
に
よ
っ
て
､
後
の
人
々
が
思
い
出

し
て
-
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
思
い
を
抱
-
こ
と
に
よ
っ
て
､

今

の
饗
宴
が
単
な
る

一
時
の
享
楽
で
な
-
､
こ
の
世
に
繰
-
返
し
生

ま
れ
て
は
死
ん
で
い
-
人
々
に
共
有
さ
れ
る
普
遍
的
な
意
味
を
備
え

る
こ
と
に
な
る
｡

う

た
げ

の
う

た

(川
合
)

宴
を
あ
と
か
ら
振
-
返

っ
て
そ
こ
に
感
慨
を
生
じ
る
と
い
う
の
は
､

寛
は
曹
基
に
も
あ
る
.
曹
衣
の
公
講
に
ま
つ
わ
る
詩
自
腹
に
は
見
え

な
い
が
､
そ
こ
に
参
集
し
た
文
人
た
ち
が
死
去
し
た
あ
と
で
､
管
玉

は
彼
ら
と
集
い
合

っ
た
日
々
の
､
失
わ
れ
た
幸
福
を
懐
か
し
さ
と
悲

し
み
を
こ
め
て
回
想
し
て
い
る
｡
陳
病
が
亡
-
な

っ
た
あ
と
に

｢朝

▲神
･nr

歌
令
呉
質
に
興
う
る
書
｣
(『文
選
』
奄
四
二
)
の
な
か
で

､

さ
ら
に
｢徐

(幹
)
･
陳

(琳
)
･
鷹

(場
)
･
劉

(禎
)

一
時

に供
に
逝
｣

っ
た
翌

胸

年
に
も

｢呉
質
に
興
う
る
菖
｣

(同
)
の
な
か

で
､
失
わ
れ

た
昔
日

の
遊
を
追
憶
し
て
い
る
｡
前
者
で
は
常
時
の
饗
宴
の
様
子
を
美
し
-

記
し
た
あ
と
､

禁
往
京
乗
､
恰
然
傷
懐
｡
余
願
而
言
'
新
案
難
常
｡
足
下
之
徒
､

威
以
薦
然
.
今
果
分
別
､
各
在

l
方
.
元
稔
長
逝
､
化
馬
異
物
.
毎

一
念
至
､
何
時
可
言
.

楽
し
み
が
去

っ
て
悲
し
み
が
生
じ
､
悲
痛
が
胸
に
迫
り
ま
し
た
｡

私
は
振
-
返

っ
て
い
い
ま
し
た
､

｢
こ
の
楽
し
み
は
い
つ
ま
で
も
績

-
も
の
で
は
な
い
｣
と
｡
君
た
ち
も
､
み
な
そ
れ
に
同
感
し
ま
し
た
.

今
果
た
し
て
散
-
敬
-
に
な
-
'
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
所
に
い
ま
す
｡

元
稔

(院
璃
)
は
蹄
ら
ぬ
人
と
な
-
､
異
物
に
化
し
て
し
ま
い
ま
し
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中
国
文
革
報

第
五
十
三
射

た
｡
そ
の
思
い
が
浮
か
ぶ
た
び
に
､
い
つ
か
お
話
し
た
い
と
思

っ
て

い
ま
し
た
｡

後
者
で
は
や
は
-
常
時
の
交
遊
の
親
密
さ
を
述
べ
た
あ
と
､

督
此
之
時
､
忽
然
不
日
知
柴
也
｡
謂
百
年
己
分
､
可
長
共
相
保
｡

何
固
数
年
之
問
､
零
落
略
轟
､
言
之
傷
心
｡

そ
の
潜
時
に
は
､
つ
い
う
か
う
か
と
し
て
楽
し
さ
に
気
づ
き
ま
せ

ん
で
し
た
｡
人
間
百
年
の
寿
命
は
我
が
も
の
で
､
み
な
い
つ
ま
で
も

保

つ
こ
と
が
で
き
る
と
ば
か
-
信
じ
込
ん
で
お
-
ま
し
た
｡
数
年
の

問
に
､
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
死
ん
で
し
ま
お
う
と
は
､
だ
れ
が
予
想S

し
ま
し
ょ
う
｡
ロ
に
出
す
だ
に
心
が
痛
み
ま
す
｡

(興
膳
宏
氏
の

諸に

よ
る
)

常
時
の
心
境
を
語
る
二
つ
の
書
翰
が
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡

曹
益
の
胸
を
激
し
-
播
す
っ
て
い
る
の
は
､
と
も
に
集
い
合
っ
た
幸

頑
な
時
間
が
賓
に
あ

っ
け
な
-
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
驚
き
で
あ
る
｡

曹
益
の
場
合
は
貴
際
に
二
度
と
操
-
返
せ
な
-
な
っ
た
饗
宴
を
本
人

み
ず
か
ら
回
顧
し
て
い
る
も
の
だ
が
､
石
崇
の

｢序
｣
は
饗
宴
の
現

在
に
お
い
て
､
そ
れ
が
渚
衆
の
人
々
か
ら
回
想
さ
れ
る
こ
と
を
予
想

し
､
過
去
と
し
て
沿
え
行
-
で
あ
ろ
う
自
分
た
ち
の
身
を
悲
し
む
の

で
あ
る
｡

三

王
義
之

｢蘭
亭
序
｣

石
崇

｢金
谷
詩
序
｣
が
書
か
れ
た

｢
元
康
六
年
｣
(二
九
六
)
か
ら

半
世
紀
あ
ま
-
の
ち
に
'

｢永
和
九
年
｣

(三
五
三
)
と
本
文
に
記
さ

れ
た
王
義
之
の

｢蘭
亭
序
｣
が
登
場
す
る
｡
あ
ま
-
に
も
名
高
い
こ

の

｢蘭
亭
序
｣
を
め
ぐ
っ
て
は
､
古
来
様
々
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て

き
た
｡
最
近
で
は
清
水
凱
夫
氏
が

｢
王
義
之

『蘭
亭
序
』
不
入
選
問

即

題
の
検
討
｣
と
題
す
る
論
文
の
中
で
'
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
詳
細

に
紹
介
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
､
結
論
と
し
て
'
通
行
す
る

｢蘭
亭

序
｣
は
唐
初
に
編
ま
れ
た

『
青
書
』
に
初
め
て
出
現
す
る
も
の
で
､

梁
の
時
代
に
見
ら
れ
た
の
は

『
世
説
新
語
』
劉
孝
標
注
が
引
-

｢臨

河
序
｣
で
あ
-
､
そ
れ
に
は

｢君
臣
の
正
し
い
在
り
方
を
追
求
す
る

『沈
思
』
｣
が
妖
如
し
て
い
る
こ
と
が

『
文
選
』
に
採
ら
れ
な
か
っ
た

理
由
で
あ
ろ
う
と
い
う
｡
清
水
氏
の
論
文
は
｢蘭
亭
序
｣
が
な
ぜ
『
文

選
』
に
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
掘
-
下
げ
た
も
の

だ
が
､
こ
こ
で
は
そ
の
間
題
に
関
わ
る
つ
も
-
は
な
い
｡
ま
た
､
王

義
之
の
手
に
な
る
か
否
か
と
い
う
鮎
に
つ
い
て
も
､
直
接
の
関
心
と
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し
よ
う
と
思
わ
な
い
｡
今
､
確
認
し
た
い
の
は
'
饗
宴
を
詠
じ
た
詩

群
を
統
べ
る

｢序
｣
の
中
に
､
人
生
の
短
さ
を
嘆
-
こ
と
ば
が
含
ま

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

｢永
和
九
年
､
歳
は
英
丑
に
在
-
｡
暮
春
の
初
め
､
合
稽
山
陰
の

蘭
事
に
合
し
､
政
事
を
修
む
る
也
｣
と
､
宴
の
開
か
れ
た
時

･
場
所

か
ら
書
き
始
め
､
さ
ら
に
蘭
事
を
取
-
巻
-
地
形
､
そ
こ
で
催
さ
れ

た
曲
水
の
宴
の
あ
-
さ
ま
を
綴

っ
て
い
-
｡
天
気
に
も
恵
ま
れ
､
饗

ま
こと

宴

の
喜
び
を
満
喫
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
､
｢信
に
楽
し
む
べ
き

也
｣
と
結
ん
だ
あ
と
､

1
樽
､
悲
観
の
こ
と
ば
が
始
ま
る
.

夫
人
之
相
異
僻
仰

一
世
､
或
取
諸
懐
抱
､
悟
言

一
室
之
内
､
或
困

寄
併
託
'
放
浪
形
骸
之
外
｡
雄
趣
舎
寓
殊
､
静
操
不
同
'
常
其
欣
於

併
遇
'
暫
得
於
己
､
快
然
自
足
､
不
知
老
之
賂
至
｡
及
共
析
之
耽
倦
､

情
随
事
遷
'
感
慨
係
之
臭
.
向
之
斬
欣
､
挽
仰
之
間
､
己
馬
陳
跡
､

猶
不
能
不
以
之
興
懐
｡
況
修
短
随
化
､
終
期
於
轟
｡
古
人
云
､
死
生

亦
大
桑
'
豊
不
痛
我
｡

毎
覚
昔
人
興
感
之
由
､
若
合

一
契
､
未
嘗
不
臨
文
嵯
悼
､
不
能
愉

之
於
懐
｡
固
知

l
死
生
馬
虚
誕
､
奔
影
複
馬
妄
作
O
後
之
観
今
､
亦

猶
今
之
観
音
､
悲
夫
｡
放
列
叙
時
人
､
銀
共
析
速
､
経
世
殊
事
異
､

う

た
け

の
う

た

(川
合
)

所
以
興
懐
､
其
致

一
也
｡
後
之
覚
者
'
亦
婿
有
感
於
斯
文
｡

い
っ
た
い
人
み
な
が

一
生
を
逸
る
に
あ
た
っ
て
'
胸
中
の
感
懐
を

一
室
の
な
か
で
ひ
そ
や
か
に
か
た
る
こ
と
も
あ
れ
ば
'
志
の
お
も
む

-
ま
ま
自
由
奔
放
に
ふ
る
ま
-
こ
と
も
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
人
間
の

生
き
か
た
は
寛
に
静
動
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
､
し
か
し
だ
れ
し
も
境

遇
の
よ
ろ
こ
ぼ
し
-
得
意
な
と
き
に
は
､
し
ば
し
そ
こ
に
満
ち
た
-

て
'
老
境
が
わ
が
身
を
お
と
ず
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
さ
え
束

が
つ
か
な
い
で
い
る
｡
や
が
て
得
意
が
倦
怠
に
か
わ
-
'
感
情
が
う

つ
ろ
い
ゆ
-
と
､
そ
れ
に
つ
れ
て
や
る
せ
な
い
感
慨
が
こ
み
あ
げ
て

く
る
｡

つ
い
い
ま
L
が
た
ま
で
よ
ろ
こ
び
で
あ

っ
た
も
の
が
､

つ
か

の
ま
に
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
､
た
だ
こ
れ
し
き

の
こ
と
に
す
ら
人
間
の
心
は
動
か
さ
れ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
｡
ま
し
て
や
人
間
の
生
命
は
長
い
短
い
の
ち
が
い
こ
そ
あ
れ
､
け

っ
ぎ
ょ
-
は
壷
き
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
て
い
る
｡

古
人
は
'

｢死
生

も
ま
た
大
な
-
-

死
生
こ
そ

一
大
問
題
だ
｣
と
い
っ
て
い
る
が
､

い
た
ま
し
い
か
ぎ
り
で
は
な
い
か
｡
古
人
の
感
慨
を
も
よ
お
し
た
理

由
が
現
在
の
自
分
と
お
な
じ
な
の
を
讃
む
た
び
に
､
わ
た
し
は
書
物

を
ま
え
に
し
て
胸
は
う
ず
き
､
わ
け
も
な
-
悲
し
-
て
た
ま
ら
な
-
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な

る

｡
わ
た
し
は
､
｢
死
と
生
を

l
と
し
､

彰
と
複
を
帝
し
-
す
る

-

死
と
生
あ
る
い
は
長
寿
者
と
天
折
者
を
同

一
観
す
る
｣
荘
子
の

哲
学
を
､
で
た
ら
め
で
う
そ

っ
ぽ
ち
だ
と
つ
-
づ
-
思
う
0
後
世
の

人
た
ち
が
現
在
の
わ
た
し
た
ち
を
か
え
-
み
る
の
も
､
ち
ょ
う
ど
わ

た
し
た
ち
が
い
ま
の
時
鮎
か
ら
過
去
を
ふ
-
か
え
る
の
と
お
な
じ
こ

と
で
あ
ろ
う
｡
悲
し
い
こ
と
だ
｡
ゆ
え
に
参
集
し
た
人
た
ち
の
名
を

列
挙
し
､
そ
の
作
品
を
収
録
す
る
｡
世
は
う

つ
-
事
は
か
わ
ろ
う
と

も
､
感
動
を
も
よ
お
す
源
は
け

っ
ぎ
ょ
-
ひ
と
つ
で
あ
-
､
後
世
の

讃
老
た
ち
も
き

っ
と
こ
れ
ら
の
作
品
に
感
動
す
る
に
ち
が
い
な
い
｡

碑

(吉
川
忠
夫
氏
の

諸

に

よ
る
)

石
崇
の

｢金
谷
詩
序
｣
で
は
わ
ず
か
二
句
が
述
べ
て
い
た
人
生
短

促
の
嘆
き
が
､
こ
こ
で
は
後
年
の
す
べ
て
を
占
め
､
宴
の
楽
し
さ
を

綴

っ
た
前
牛
を
上
回
る
字
数
が
費
や
さ
れ
て
い
る
｡
石
崇
の
場
合
は

悲
嘆
の
こ
と
ば
が
唐
突
な
印
象
を
興
え
た
の
に
対
し
て
､
こ
こ
で
は

宴
と
い
う
楽
し
い
横
合
を
契
機
と
し
て
悲
し
み
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
､

さ
き

文
章
の
中
で
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
｢
向

の

欣
ぶ
所
は
､
挽
仰
の
間
に
､

己
に
陳
跡
と
為
る
も
'
猶
之
を
以
て
懐
い
を
興
さ
ざ
る
能
わ
ず
o
況

つい

や
修
短

化
に
随

い
､

終
に
壷
に
期
す
る
を
や
｣

｡

心
か
ら
栗
し
ん

だ
宴
の
催
し
が
た
ち
ま
ち
過
去
の
こ
と
に
襲
わ

っ
て
し
ま
う
｡
そ
こ

に
も
感
慨
が
生
じ
る
の
だ
か
ら
､
ま
し
て
人
の
命
の
有
限
を
思
え
ば

心
を
痛
め
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
と
､
生
の
中
の

一
つ
の
事
柄
か
ら

自
然
に
連
続
し
て
人
生
全
膿

へ
と
思
い
が
贋
が
る
の
で
あ
る
｡

悲
嘆
の
酢
が
練
-
廉
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
､
郭
抹
若
が
偽
作
説

の
根
接
の

一
つ
と
し
て
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
宴
で
作
ら
れ
た

王
義
之
の
詩
の
方
に
は
集
い
の
楽
し
い
気
分
し
か
唱
わ
れ
て
い
な
い

の
と

一
致
し
な
い
､
王
義
之
の
人
間
像
の
剛
毅
な
気
性
と
そ
ぐ
わ
な

い
､
そ
う
し
た
作
品
外
部
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
､
作
品
の
内
部
に

お
い
て
も
こ
の
悲
観
の
部
分
は
と

っ
て
つ
け
た
よ
-
に
不
整
合
を
き

S

た
し
て
い
る
と
い
う

｡

そ
れ
に
対
し
て
興
膳
宏
氏
は
､
詩
と
序
と
は

一
つ
の
心
情
に
統

一
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
-
､
詩
で
楽
し
み
を
唱

っ
て
も
序
を
記
す
段
に
至

っ
て
悲
哀
の
念
が
生
じ
て
も
不
思
議
で
は

な
い
と
､
そ
れ
ぞ
れ
を
王
義
之
の
そ
の
時
々
の
民
情
を
表
白
し
た
も

の
と
す
る
｡

｢宴
果
て
て
の
ち
､
過
ぎ
去

っ
た
楽
し
い
時
間
を
回
顧
し
な
が
ら

序
の
筆
を
執

っ
た
と
き
､
あ
る
い
は
流
れ
ゆ
-
時
間
の

一
コ
マ
と
し

て
こ
の
禁
し
か
っ
た
集
い
の
意
味
を
見

つ
め
な
お
し
た
と
き
､
彼
の
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心
情
に
微
妙
な
か
げ
ろ
い
が
さ
し
た
と
し
て
も
､
そ
れ
は
少
し
も
不

思
議
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
い
わ
ば
快
楽
を
ふ
ち
ど
る
哀
情
で
あ
る
｡

3

-

-∴
ま
た
吉
川
忠
夫
氏
も
王
義
之
の
思
想
の
線
鰻
の
中
に
位
置
づ
け
て

｢結
論
し
て
い
え
ば
､
後
世
の
埼
益
と
ざ
れ
る
部
分
は
､
義
之
の
思

想
全
髄
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
け

っ
し
て
違
和
感
は
な
い
｣
と

両
氏
が
悲
嘆
の
肝
の
表
出
を
王
義
之
の
心
情
な
-
思
想
な
-
と
結

び

つ
け
て
､
そ
こ
に
不
自
然
さ
は
な
い
こ
と
を
説
か
れ
た
も
の
と
す

る
と
､
小
南

1
都
民
は
作
品
の
書
か
れ
た
場
を
重
税
し
て
､
こ
う
述

べ
る
｡

｢
l
本
調
子
に
楽
し
み
を
述
べ
る
の
で
な
-
､
そ
れ
に
陰
賢
を
輿

え
る
と
い
う
の
が
遊
び
の
表
現
の

1
つ
の
横
式
で
あ

っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
O
そ
し
て
そ
の
陰
繁
を
輿
え
る
仕
事
は
ま
ず
そ
の
場
の
主

8

人
で
あ
る
壬
義
之
の
役
目
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る

｡
｣

｢
う
た
げ
の
う
た
｣
と
い
う
系
譜
を
建
安
の
公
諦
詩
か
ら
た
ど

っ

て
こ
こ
に
至
れ
ば
'
柴
し
か
る
べ
き
饗
宴
の
さ
な
か
に
あ

っ
て
主
催

者
が
束
の
間
に
移
ろ
い
ゆ
-
人
生
の
縮
圏
を
そ
こ
に
み
て
悲
嘆
す
る

う
た
げ

の
う

た

(川
合
)

の
は
'
不
自
然
で
な
い
と
い
う
よ
-
､
ほ
と
ん
ど
定
型
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
に
定
着
し
た
か
た
ち
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

し
か
し
な
が
ら
､
建
安
の
公
諦
詩
の
場
合
に
は
､
禦
し
み
を
述
べ

こ
と
は
ぎ
を
星
す
る
客
人
と
悲
観
の
こ
と
ば
を
孝
す
る
主
人
､
と
い

う
よ
う
に
主
客
の
役
割
が
載
然
と
分
か
れ
て
い
た
の
だ
が
､
蘭
事
の

集
い
は
ど
う
か
｡
王
義
之
の
宴
席
で
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
詩
は
相

普
な
教
が
の
こ
っ
て
い
る
｡
郭
沫
若
が

｢序
｣
と
そ
ぐ
わ
な
い
と
し

的

た
王
義
之
自
身
の
二
筋
の
詩

､

そ
の
五
言
の
詩
は
次
の
よ
う
に
唱
わ

れ
て
い
る
｡

仰
眺
碧
天
際

僻
撤
緑
水
損

家
朗
無
涯
観

寓
目
理
自
陳

大
兵
造
化
功

寓
殊
磨
不
均

群
箱
推
参
差

越
我
無
非
親

きわ

仰
ぎ
て
碧
天
の
際
を
挑
め

は
て

各

僻
し
て
緑
水
の
演
を
徹
る

ま
わ

な
が

家
朗
た
-

涯
ま
-
無
き
観
め

つら

寓
目

理
は
自
ず
か
ら
陳
な
る

大
な
る
か
な

造
化
の
功汰

寓
殊

均
し
か
ら
ざ
る
廃
し

群
頼

参
差
た
-
と
錐
も

か
な

我
に

適
い
て
親
し
ぎ
に
非
ざ
る
無

し
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嵩
象
は
現
象
と
し
て
は
無
数
に
異
な
-
な
が
ら
も
､
世
界
全
鮭
が

1

つ
の

｢
理
｣
に
よ

っ
て
統

l
さ
れ
て
い
る
O
様

々
な
物
か
ら
著
せ
ら

れ
る
昔
は
多
様
で
あ

っ
て
も
､
す
べ
て
が
自
分
に
快
-
牽
き
､
自
分

も
世
界
の
調
和
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
｡
-

こ
こ
に
あ
ら
わ
れ

た
感
情
は
と
い
え
ば
､
確
か
に
郭
沫
若
が
い
っ
た
と
お
-
､
春
の
顕

現
を
喜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
､
し
か
し
そ
れ

だ
け
摘
み
出
し
て
し
ま
う
と
､
詩
全
鰻
の
情
感
を
捉
え
損
な

っ
て
し

ま
う
｡
寓
物
の
春
､
世
界
の
調
和
を
ま
の
あ
た
-
に
し
て
､
詩
人
は

謙
虚
に
､
健
れ
謹
ん
で
そ
れ
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
だ
｡
そ
こ
に
は

世
界
に
封
す
る
畏
怖
'
己
れ
の
卑
小
さ

へ
の
自
覚
が
隣
-
合
わ
せ
に

な

っ
て
い
る
O
吉
川
忠
夫
氏
が

｢
五
言
詩
は
た
ん
な
る
楽
観
で
あ
ろ

う
か
｡

『
大

い
な
る
造
化
の
功
』
は
､

微
少
に
し
て
不
安
定
な
人
間

rl

存
在
と
の
封
比
の
も
と
に
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｣
と
い

-
の
に
興
し
た
-
思
う
｡
世
界
と
の

一
腹
感
は
そ
れ
が
束
の
間
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
上
に
享
受
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
〇

四
言
の
詩
に
は
い
う
､

つづ

代
謝
鱗
次

代
謝
は
鱗

の
ご
と
-
次
き

めぐ

忽
蔦
以
周

忽
蔦
と
し
て
以
て
周
る

欣
此
暮
春

和
束
載
柔

詠
彼
舞
等

異
世
同
流

乃
摘
奔
契

散
慎

一
丘

此
の
暮
春
を
欣
び

和
束

載
ち
柔
ら
ぐ

彼
の
舞
等
を
詠
ぜ
L
は

世
を
異
に
す
る
も
流
れ
を
同
じ
-
す

と
･も

乃
ち
奔
契

を
掩
え

懐

い
を

一
丘
に
散
ず

こ
れ
も
中
心
と
な
る
感
情
を
抽
出
す
れ
ば
春

の
喜
び
､
そ
こ
に
集

う
楽
し
み
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
が
､
そ
の
春
を
､
次

々
と

移
-
襲
わ
る
季
節
の
周
期
の
中
で
巡

っ
て
き
た
も
の
と
捉
え
る
態
度

は
､
こ
の
幸
福
な
季
節
も
ま
た
束
の
間
の
う
ち
に
過
ぎ
去

っ
て
し
ま

う
と
い
う
感
懐
に
連
な
る
｡
そ
し
て
ま
た
､
春
は
周
期
的
に
巡

っ
て

-
る
の
に
'
そ
れ
を
享
受
す
る
人
は
線
状
の
時
間
軸
の
中
で
次

々
生

起
し
消
滅
す
る
と
い
う
対
比
が

｢舞
等
｣

へ
の
言
及
か
ら
生
じ
る
｡

そ
れ
は

｢序
｣
の
末
尾
近
-
に
い
う
と
こ
ろ
の
'
今

の
軟
禁
も
未
来

の
人
に
と

っ
て
は
過
去
の
も
の
と
し
て
回
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い

う
思

い
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
｡
現
在
の
饗
宴
が
未
来
の
人

々
に

と

っ
て
は
過
去
の
も
の
と
し
て
回
顧
さ
れ
る
と
い
う
吏
憩
は
､
石
崇

｢金
谷
詩
序
｣
に
も

｢後
の
好
事
の
者
'
其
れ
之
を
覧
ん
哉
｣
と
､
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二
句
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
､

｢蘭
亭
序
｣
で
は
そ
れ
を

敷
街
し
て
拝
情
を
深
め
て
い
る
｡

参
合
者
の
詩
も
お
お
む
ね
こ
う
し
た
唱
い
ぶ
-
と
い
っ
て
い
い
が
､

田

こ
と
に
庚
蕗
の
作
は

｢
や
や
暗
い
色
調
を
帯
び
る

｣

｡

仰
想
虚
舟
説

借
款
世
上
賓

朝
祭
維
云
禁

夕
弊
理
自
国

仰
ぎ
て
虚
舟
の
説
を
想
い

僻
し
て
世
上
の
寅
を
欺
ず

朝
柴

楽
し
と
云
う
と
雄
も

夕
弊

理
自
ず
か
ら
困
る

『
荘
子
』
山
木
篇
に
い
う

｢虚
舟
｣
､
波
間
に
漂
う
無
人
の
舟
さ
な

が
ら
､
定
め
無
き
生
｡
世
の
人
々
も
そ
れ
か
ら
免
れ
な
い
｡
朝
の
開

花
を
喜
ん
だ
と
こ
ろ
で
､
夕
べ
に
萎
れ
る
こ
と
に
締
結
す
る
の
が
必

然
の
理
と
い
-
も
の
｡
こ
の
断
片
と
お
ぼ
し
い
四
句
の
前
後
に
ど
の

よ
う
に
詩
が
展
開
さ
れ
て
い
た
か
わ
か
ら
な
い
が
､
少
な
-
と
も
こ

の
部
分
か
ら
推
せ
ば
饗
宴
の
禦
し
き
よ
-
も
そ
れ
を
は
か
な
-
滑
液

し
て
い
-
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
宴
に
招

か
れ
た
建
安
詩
人
た
ち
が
公
講
の
中
で
宗
教
的
と
い
っ
て
い
い
よ
う

な
至
福
感
､
陶
酔
感
を
唱
っ
て
い
た
の
と
較
べ
て
み
れ
ば
､
蘭
亨
の

宴
の
参
加
者
た
ち
は
饗
宴
の
禦
し
さ
を
い
う
に
し
て
も
い
か
に
も
醒

う

た
げ

の
う

た

(川
合
)

め
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
こ
に
は
す
で
に
主
客
の
対
比

的
構
造
は
消
滅
し
て
い
る
｡
参
列
者
た
ち
も
手
放
し
で
盛
合
を
讃
え

た
-
喜
ん
だ
-
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

参
合
着
た
ち
が
す
で
に
主
催
者
を
讃
え
税
福
す
る
こ
と
を
し
な
-

な
-
､
主
客
の
隔
て
が
薄
れ
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
か
｡

一
つ
は
建
安

の
公
諦
詩
の
場
合
に
は
､
主
催
者
が
曹
操
で
あ
れ
曹
黍
で
あ
れ
､
参

列
者
に
と
っ
て
は
忠
誠
を
捧
げ
る
べ
き
主
君
で
あ

っ
た
と
い
う
主
役

関
係
が
強
-
作
用
し
て
い
た
の
が
､
蘭
事
の
合
に
集

っ
た
人
々
の
間

で
は
も
は
や
そ
う
し
た
強
固
な
支
配
-
被
支
配
関
係
が
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
ま
た
建
安
公
訴
詩
の
時
代
に
は
､
う
た
げ
と

い
う
も
の
が
ま
だ
古
代
の
呪
術
的
要
素
を
帯
び
'
こ
と
は
ぎ
を
捧
げ

る
べ
き
特
別
な
時
空
で
あ

っ
た
の
か
ら
､
よ
-
文
学
的
な
場

へ
と
襲

質
し
て
い
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
三
月
三
日
に
催
さ
れ
る

T5

こ
と
は
多
少
の
宗
教
性
を
帯
び
て
い
た
に
し
て
も

､

そ
れ
は
ず
い
ぶ

ん
遠
の
き
､
社
交
の
場
と
し
て
､
文
学
の
場
と
し
て
の
意
味
が
重
-

な

っ
て
､
人
々
は
春
の
饗
宴
に
加
わ
っ
て
､
そ
れ
を
生
の
中
の
重
要

な

一
こ
ま
と
し
て
享
受
し
な
が
ら
､
人
生
全
鮭
､
人
類
の
歴
史
全
腹

の
中
に
位
置
づ
け
て
感
慨
を
深
め
る
横
合
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
｡

25



中
開
文
畢
報

第
五
十
三
筋

の
ち
に
鍾
喋

『詩
品
』
序
が
挙
げ
る
詩
作
の
場
の
l
つ
､
｢嘉
合
に
は

詩
を
寄
せ
て
以
て
親
し
む
｣､
う
た
げ
の
う
た
も
そ
う
し
た
社
交
と

文
学
の
機
合
と
し
て
定
着
し
て
い
-
の
で
あ
る
｡

四

そ

の
後

の
展
開

饗
宴
の
最
中
に
そ
れ
を
長
い
時
間
の
中
の
わ
ず
か
な
ひ
と
と
き
で

あ
る
と
み
な
し
て
人
生
の
短
さ
を
嘆
-
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
､
降

っ

て
初
麿

･
王
勅
の

｢腺
王
閥
の
序
｣
及
び
そ
の
詩
に
も
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
｡
｢秋
目

洪
府
の
牒
王
闇
に
登
-
て
餓
別
す
る
の
序
｣

は
る

に

は

､

｢天
高
-
地
過
か
に
し
て
､
宇
宙
の
窮
ま
-
無
き
を
覚
え
へ

あ
あ

興
轟
き
悲
し
み
来
た
-
て
､
盈
虚
の
数
有
る
を
識
る
｣
､
ま
た
｢
鳴

呼

､

や

勝
地
は
常
な
ら
ず
､
盛
笹
も
再
び
し
難
し
｡
蘭
事
は
己

み
ぬ
､
梓
滞

(金
谷
園
の
別
名
)
も
丘
嘘
と
な
-
ぬ
｣
と
あ
る
｡
金
谷
'
蘭
事
の
宴

の
系
譜
に
連
な
る
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
明
言
さ
れ
て
い
る
｡
七
言
八

-mヽ-爪p

句
の

｢腺
王
関
の
歌
｣
の
後
年
四
句
を
引
け
ば
､

閑
雲
滞
影
日
悠
悠

閑
雲

滞
影

日
び
に
悠
悠
た
-わ

た

物
換
星
移
度
幾
秋

物
換
わ
-
星
移
-
て
幾
秋
を
か
度
る

いず

閣
中
帝
子
今
何
在

閣
中
の
帝
子

今
何
こ
に
か
在
る

欄
外
長
江
空
自
流

欄
外
の
長
江

空
し
-
自
ず
か
ら
流
る

自
然
の
無
限
と
人
間
の
有
限
と
が
封
比
さ
れ
て
い
る
｡

さ
ら
に
降

っ
て
､
こ
れ
は
松
本
肇
氏
か
ら
教
示
を
受
け
て
思
い
出

し
た
も
の
だ
が
､
李
白
の

｢春
夜

徒
弟
の
桃
花
園
に
宴
す
る
序
｣

を
畢
げ
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡

夫
天
地
者
'
寓
物
之
逆
旋
也
o

光
陰
者
､
百
代
之
過
客
也
.
而
浮

生
若
夢
､
為
歓
幾
何
o
古
人
桑
燭
夜
遊
､
良
有
以
也
｡
況
陽
春
召
我

以
煩
景
､
大
塊
候
我
以
文
章
｡
合
桃
花
之
芳
園
､
序
天
倫
之
禦
事
｡

葦
季
俊
秀
､
皆
為
高
速
､
吾
人
詠
歌
､
猪
恵
康
禦
｡
幽
賞
未
己
､
高

談
韓
清
O
開
場
楚
以
坐
花
､
飛
羽
解
而
酔
月
｡
不
有
佳
詠
､
何
伸
雅

懐
｡
如
詩
不
成
､
罰
依
金
谷
酒
斗
数
｡

そ
も
そ
も
世
界
と
は
､
寓
物
の
候
-
の
宿
で
あ
る
｡

時
間
と
は
､

永
遠
の
旋
人
で
あ
る
｡
そ
し
て
人
の
一
生
は
夢
の
よ
う
な
も
の
で
､

喜
ば
し
い
時
な
ど
い
-
ば
-
も
な
い
｡
古
人
が
燭
を
手
に
夜
ま
で
遊

ん
だ
と
い
う
の
も
､
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
｡
ま
し
て
や
春

は
か
す
む
景
色
で
私
を
招
き
､
天
地
は
文
学
の
才
を
私
に
興
え
て
-

れ
て
い
る
｡
桃
の
花
咲
-
か
ぐ
わ
し
い
庭
園
に
集
い
､
兄
弟
集
い
合

う
楽
し
い
催
し
を
述
べ
る
｡
弟
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
俊
英
ぞ
ろ
い
､
い
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ず
れ
も
謝
意
連
の
ご
と
-
で
あ
る
が
､
私
だ
け
は
歌
を
詠
じ
て
も
'

謝
蛋
運
に
な
れ
な
い
の
が
恥
ず
か
し
い
｡
風
景
の
賞
玩
は
な
お
も
績

き
､
優
雅
な
談
笑
は
い
よ
い
よ
清
ら
か
と
な
る
｡
玉
の
敷
物
を
贋
げ

て
花
の
中
に
坐
-
､
羽
の
か
た
ち
の
鴇
を
飛
ば
し
て
月
光
の
中
に
酔

う
｡
美
し
い
詩
で
な
け
れ
ば
､
胸
中
の
美
し
い
思
い
を
繰
-
贋
げ
ら

れ
な
い
｡
も
し
詩
が
作
れ
な
け
れ
ば
､
罰
杯
は
か
の
金
谷
園
の
宴
の

教
に
合
わ
せ
る
O

も
ち
ろ
ん
罰
杯
の
教
だ
け
で
な
-
､
宴
そ
の
も
の
を
､
ま
た
宴
の

捉
え
方
を
金
谷
園
の
饗
宴
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
｡
冒
頭
で
人
の
生
の

は
か
な
さ
を
確
認
し
た
う
え
で
､
今
開
か
れ
て
い
る
宴
席
の
快
楽
を

存
分
に
楽
し
も
-
と
い
う
の
で
あ
る
｡
李
白
の
こ
の

｢序
｣
は

『古

文
県
費
』
に
収
め
ら
れ
て
日
本
で
は
人
口
に
謄
英
し
て
い
る
も
の
の
､

中
国
で
は
さ
ほ
ど
で
な
い
よ
う
で
､
そ
の
陳
腐
さ
を
指
摘
す
る
批
評

的

も
あ
る

｡

こ
れ
以
後
､
宴
席
の
中
で
人
生
短
促
を
嘆
-
措
辞
は
､
少
な
-
と

も
時
代
を
代
表
す
る
よ
う
な
作
品
か
ら
は
沿
え
て
い
-
よ
う
に
思
わ

れ
る
｡
李
白
の

｢序
｣
が
凡
庸
さ
を
批
判
さ
れ
る
と
い
う
の
は
､
も

は
や
う
た
げ
の
う
た
の
系
譜
も
こ
こ
で
轟
き
､
文
学
と
し
て
の
生
命

-

た
け

の
う

た

(川
令
)

を
失

っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
｡

宴
の
さ
な
か
に
あ

っ
て
悲
哀
の
思
い
を
綴
る
と
い
え
ば
'
た
と
え

ば
杜
甫
の

｢九
日

藍
田

崖
氏
の
荘
｣
詩
が
そ
う
で
あ
る
｡
し
か

し
な
が
ら
そ
こ
に
は
も
は
や
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
行
情
の
類

型
と
は
ま
る
で
異
質
の
､

て
い
る
｡

老
去
悲
秋
強
自
覚

興
釆
今

日
轟
君
歎

蓋
賂
短
髪
遠
吹
帽

笑
借
葬
人
馬
正
冠

藍
水
蓮
徒
千
澗
落

玉
山
高
並
両
峰
寒

明
年
此
合
知
誰
健

こ
の
作
者
な
ら
で
は
の
悲
し
み
が
唱
わ
れ

ゆ

老
い
去

き
秋
を
悲
し
み
て
強
い
て
白
か
ら

寛
う
す

興
来
た
-
て

今
日

君
の
歓
び
を
轟
-

す

も
つ

蓑
ず
ら
-
は
短
髪
を
勝
て
遠
お
暇
を
吹
か

る
る
を

こ

笑
い
て
秀
人
に
倍
い
て
馬
に
冠
を
正
き
し

む

上

藍
水
は
遠
-
千
澗
徒
-
落
ち

玉
山
は
高
-
両
峰
を
並
べ
て
寒
し

明
年

此
の
合

知
ん
ぬ
誰
か
健
な
る
か

香
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中
国
文
学
報

第
五
十
三
州

と

酔
把
失
英
子
細
看

酔
い
て
茶
菓
を
把
-
て
子
細
に
看
る

李
白
の
宴
が
春
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
､
こ
こ
で
は
も
と
よ
-
悲

し
み
の
季
節
で
あ
る
秋
の
重
陽
の
宴
で
あ
る
｡
秋
の
悲
し
み
は
衰
老

の
悲
し
み
と
重
な
-
合
う
｡
舞
垂
は
定
型
の
悲
哀
を
用
意
す
る
が
t

L
か
し
そ
の
な
か
で
無

粋に
で
も
自
分
の
気
持
ち
を
-
つ
ろ
が
せ
､

せ
め
て
今
日
の
宴
席
は
存
分
に
愉
快
に
過
ご
そ
う
と
す
る
も
の
の
､

座
に
溶
け
込
む
こ
と
も
で
き
ず
に
い
る
老
残
の
詩
人
の
形
象
が
新
し

い
｡
髪
の
薄
-
な

っ
た
頭
か
ら
帽
子
は
吹
き
飛
ば
さ
れ
､
照
れ
笑
い

を
浮
か
べ
な
が
ら
､
隣
に
坐
-
合

っ
た
､
お
そ
ら
-
は
こ
の
席
で
初

め
て
顔
を
合
わ
せ
た
人
に
頼
ん
で
直
し
て
も
ら
う
姿
は
な
ん
と
も
ぶ

ざ
ま
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
ぶ
ざ
ま
な
自
書
像
を
､
苦
い
自
虐
と
と
も

に
描
き
出
す
｡
こ
の
よ
う
に
細
部
を
残
酷
な
ま
で
に
あ
-
あ
-
と
描

き
出
す
筆
致
が
､
定
型
の
保
護
す
る
安
定
と
は
別
の
詩
的
世
界
を
創

り
出
し
て
い
る
｡

長
鳶
を
所
る
は
ず
の
重
陽
の
宴
で
杜
甫
は

｢明
年
此
合
知
誰
健
｣

な
ど
と
不
吉
な
こ
と
ば
を
軍
す
る
｡
饗
宴
の
中
に
あ

っ
て
宴
が
は
か

な
-
終
わ
-
､
我
々
の
生
も
壷
き
て
､
や
が
て
過
去
の
出
来
事
と
し

て
追
憶
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
詠
嘆
は
､
う
た
げ
の
う
た
に
定
着
し

て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
が
'
し
か
し
杜
甫
が
こ
こ
で
来
年
の
合
に
は

こ
の
内
の
誰
が
健
在
で
い
ら
れ
る
こ
と
か
と
つ
ぶ
や
-
の
に
は
'
叛

型
化
し
た
行
情
に
は
な
い
､
生
々
し
さ
が
あ
る
｡

杜
甫
の

｢九
日
｣
の
詩
が
､
宴
の
中
で
抱
-
悲
哀
と
い
う
鮎
で
は

因
襲
に
連
な
-
な
が
ら
も
､
集
圏
的
な
行
惰
性
か
ら
個
人
の
感
情
の

詩
化

へ
と
す

っ
か
-
襲
貌
し
て
い
た
の
に
対
し
て
､
蘇
鱗
の

｢赤
壁

の
賦
｣

は
新
し
い
世
界
観
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
類
型
的
な
リ
リ

シ
ズ
ム
を
乗
-
越
え
て
い
る
｡

｢赤
壁
の
賦
｣
は
､

こ
こ
ま
で
見
て

き
た
詩
が
す
べ
て
蜜
際
に
催
さ
れ
た
饗
宴
の
席
上
で
作
ら
れ
て
い
た

の
と
異
な

っ
て
､
文
学
と
し
て
設
定
さ
れ
た
酒
宴
で
あ
る
が
､
こ
れ

も

｢楽
し
み
去
-
て
悲
し
み
来
た
る
｣
の
モ
チ
ー
フ
に
連
な
る
も
の

で
あ
る
｡
｢是
に
於
て
酒
を
飲
み
て
楽
し
む
こ
と
甚
だ
し
｣
､
そ
の
最

中
に

｢吾
が
生
の
須
異
な
る
を
哀
し
み
､
長
江
の
窮
ま
-
無
き
を
羨

む
｣
詠
嘆
を
顎
し
て
い
る
の
は
主
人
公

｢蘇
子
｣
で
は
な
-
､
相
手

役
の

｢客
｣
で
あ
る
｡
こ
の
賦
が
も
し
そ
こ
で
終
わ
っ
て
い
た
ら
手

垢
の
つ
い
た
行
情
の
繰
-
返
し
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
｡
蘇
餌
は
そ
れ

に
封
し
て
人
間
を
流
韓
か
ら
免
れ
な
い
も
の
と
認
め
た
上
で
そ
れ
を

肯
定
に
輯
ず
る
新
た
な
哲
学
を
展
開
し
､
こ
の
モ
チ
ー
フ
に
新
し
い
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生
命
を
吹
き
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡

｢客
も
亦

た
夫
の
水
と
月
と

か
く

を
知
る
か
｡
逝
-
者
は
期
の
如
-
な
る
も
､
未
だ
嘗
て
徒
か
ざ
る
也
｡

盈
虚
す
る
者
は
彼
の
如
-
な
る
も
､
卒
に
滑
長
す
る
莫
き
也
｡
蓋
し

よ

賂
た
其
の
奨
ず
る
着
日
-
し
て
之
を
観
れ
ば
､
則
ち
天
地
も
曾
ち
以

て

一
瞬
な
る
こ
と
能
わ
ず
｡
其
の
奨
ぜ
ざ
る
者
自
-
し
て
之
を
観
れ

ば
､
則
ち
物
と
我
と
皆
壷
-
る
無
き
也
｡
而
る
に
又
た
何
を
か
羨
ま

ん
や
o
･
-
｣
水
は
流
れ
去
る
o
し
か
し
流
れ
綬
け
る
｡
月
は
満
ち

放
け
す
る
｡
し
か
し
そ
れ
を
反
復
す
る
｡
襲
化
を
過
ぎ
去

っ
て
沿
え

ゆ
-
も
の
と
す
れ
ば
悲
哀
が
生
じ
る
が
､
襲
化
し

っ
つ
永
遠
に
拝
績

す
る
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
｡
人
も

一
人
の
生
は
は
か
な
-
沿

え
て
い
-
も
の
だ
が
､
人
間
全
鮭
で
見
れ
ば
次

々
と
新
し
い
生
命
が

誕
生
す
る
永
遠
の
持
靖
と
も
い
え
る
の
だ
t
と
｡

う
た
げ
の
う
た
の
系
譜
も
､

｢赤
壁
の
賦
｣
の
水

の
流

れ
や
月
の

盈
虚
と
同
じ
よ
う
に
'
時
代
ご
と
に
滑
長
を
繰
-
返
し
襲
容
し
な
が

ら
､
中
国
の
文
学
の
俸
銃
の
中
で
流
れ
緯
け
た
の
で
あ
る
｡

注=

陳
良
運

『
中
国
詩
学
鮭
系
論
』

(
1
九
九
二
､
中
国
社
台
科
学
出
版

社
)
八
四
頁
に
引
か
れ
た
漏
契

｢
中
園
近
代
美
学
関
干
意
境
理
論
的
検

う
た
け
の
う
た
(川
合
)

236
討
｣
で
は
､
中
国
の
聾
術
は

｢
言
志
｣
を
'
西
洋
の
薮
可術
は

｢
模
倣
｣

を
根
幹
と
す
る
と
い
う
封
比
を
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
が
'
こ
の
封
比

は

｢情
｣
と

｢
景
｣
と
い
う
中
国
の
詩
学
で
停
統
的
に
用
い
ら
れ
て
き

た
用
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

沌
怖
文

『
封
淋
夜
語
』
(『
歴
代
詩
話
緯
編
』
'

一
九
八
三
'
中
華
書

局
､
所
収
)
巻

一
'
｢
子
建
公
講
詩
云
'
清
夜
遊
西
園
'
飛
蓋
相
追
随
｡

明
月
澄
清
景
'
列
宿
正
参
差
｡
秋
蘭
被
長
坂
'
朱
筆
冒
緑
地
｡
滞
魚
躍

清
波
'
好
鳥
鳴
高
校
｡
讃
之
猶
想
見
其
景
也
｣
｡

同
上
'
｢走
時
劉
公
幹
壬
仲
盲
亦
有
詩
｡
劉
云
'
月
出
照
園
中
'
珍

木
督
蒼
蒼
'
清
川
過
石
渠
､
流
渡
鳥
魚
防
'
芙
蓉
散
其
華
'
ル歯
苔
添
金

塘
'
窒
息
宿
水
商
'
仁
獣
遊
飛
梁
｡
王
云
'
涼
風
撒
蒸
暑
'
清
雲
却
炎

揮
う
高
合
君
子
堂
'
並
坐
蔭
華
棟
､
嘉
肴
充
囲
方
へ
旨
酒
盈
金
磨
'
管

絃
章
微
音
'
曲
度
清
且
悲
o
皆
直
寓
其
事
'
今
人
錐
畢
力
靖
思
'
不
能

到
也
｣
｡

嘉
暁

音

『
山
水
田
園
詩
源
研
究
』
(
一
九
九
三
'
遼
寧
大
学
出
版
社
)

1
三
頁
O

詩
題
以
外
に
見
え
る

｢公
訴

(-
公
宴
)｣

の
語
の
用
例
は
'
伊
藤

正
文

｢嘗
植
詩
補
注
稿

(詩
之

1)｣
(『
神
戸
大
学
文
寧
部
紀
要
』
第

八
窮
'

1
九
八
T
)
に
畢
げ
ら
れ
て
い
る
｡

｢
公
議
｣
の
意
味
に
つ
い
て
李
善
は
語
っ
て
い
な
い
｡
五
臣
注
で
は

曹
植

｢公
議
詩
｣
の
題
下
に
｢済
日
'
公
訴
老
'
臣
下
在
公
家
侍
諦
也
｣

と
い
う
.
ま
た
王
粂

｢
公
議
詩
｣
の
題
下
で
は

｢
銑
日
'
此
侍
曹
操
｡

時
操
未
馬
天
子
'
故
云
公
議
｣
と
あ
る
O
伊
藤
氏
前
掲
論
文
で
は
用
例
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中
間
文
確
報

第
五
十
三
肌

を
掲
げ

た
あ
と
､
｢
考
此
語
例
､
『
公
宴

(謝
)』
'
魔
公
卿
設
宴
者
可
知

也
｣
と
い
-
0

用

曹
植

｢
公
講
詩
｣
の

｢
公
子
｣
に
李
善
が

｢
公
子
謂
文
帝
｡
時
武
帝

在
O
謂
五
官
中
郎
也
｣
と
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
'
曹
芥
を
指
す
こ

と
に
.=7,'説
は
な
い
0

回

王
先
謙

『
詩
三
家
義
集
疏
』

二

九
八
七
'
中
華
書
局
)
幾
二
T
t

｢
案
'
殿
中
櫛
引
詩
云
'
鳶
飛

戻

天
､
魚
躍
干
淵
｡
鄭
往
､
言
聖
人
之

徳
'
午
干
天
則
鳶
飛
庚
天
'
至
干
地
則
魚
隈
干
淵
｡
是
英
明
著
干
天
地

也
o
此
言
遺
被
飛
滞
'
寓
物
得
所
之
象
'
興
築
詩
義
興
｣
O

㈲

同
L
､
｢
魯
遇
作
胡
者
'
常
夫
論
徳
化
篇
'
‥
-
詩
云
､
鳶
飛
戻
天
へ

魚
拝
す
淵
｡
憧
悌
君
子
'
肋
不
作
人
o
君
子
修
共
架
易
之
徳
､
上
及
飛

鳥
'
下
及
淵
魚
'
岡
不
懐
炉
悦
預
､
又
況
士
庶
而
不
仁
者
乎
｡
遇
不
作

胡
不
'
足
誰
悼
寒
隆
文
解
揮
之
非
L
o

個

加
納
喜
光

『
詩
経
』
(
l
九
八
三
､
学
習
研
究
統
)
下
'
三
四
〇
頁
｡

佃

伊
藤
氏

前
掲
｢曹
植
詩
補
注
稿
｣
の
は
か
'
｢
曹
不
詩
補
注
稿

(詩
･

閑
文

･
退
句
)｣

(『
神
戸
大
学
教
養
部
紀
要

論
集
』
二
五
銃
､

1
九

八
〇
)
な
ど
｡

個

黄
節
『
曹
子
建
詩
注
』
雀

一
(
1
九
五
七
㌧
人
民
文
撃
出
版
柾
)

個

注
出

川
参照
.

掴

但

し哲
.A
と
す
る
説
も
あ
る
.
典
洪

『
六
朝
選
詩
定
論
』
に

｢
此
亦

侍
文
帝
謹
o
替
江
馬
武
帝
'
誤
臭
｣

(郁
賢
酷

･
張
采
民

『
建
安
七
千

詩
集
注
』
､
1
九
八
八
'
巴
封
書
政
'
七
六
頁
'
詐
隻
所
引
)0

個

伊
藤
氏
前
掲

｢
管
玉
詩
補
注
稿
｣
に

｢
撰
請
書
所
云
'

『
芙
蓉
池
』

常
在
干

『
西
園
』
'
『
西
園
』
乃

『
銅
醇
園
』
之
別
解
也
｡
此
篇
'
蓋
重

篤
太
子
之
時
作
'
輿
曹
植

『
公
訴
』
･
劉
柏

『
公
訴
』
･
王
粂

『
雑
詩
』

等
諸
第
､
略
同
時
而
作
欺
｣
｡

個

李
善
注
は
1
､
二
句
の
下
に
石
崇

｢
金
谷
詩
序
｣
を
引
-
o

JEli

石
崇

｢
金
谷
詩
序
｣
の
逸
文
は
以
下
の
と
お
-
.

『
世
説
新
語
』
容
止
篇
'
劉
孝
標
注
､
｢
石
崇
金
谷
詩
叙
日
'
王
詞
'

字
季
胤
､
娘
邪
人
｣
｡

『
水
経
注
』
穀
水
注
'
｢
石
季
倫
金
谷
詩
集
叙
日
'
余
以
元
康
七
年
'

徒
太
僕
卿
出
馬
征
虜
賂
軍
o
有
別
儀
稚
河
南
界
金
谷
澗
中
'
有
清
泉
茂

樹
､
衆
果
竹
相
'
薬
草
蔽
繁
｣
O

『
葵
文
親
祭
』
巻
九
㌧
水
部
'

澗
'
｢
石
崇
金
谷
序
日
'
余
有
別
底
'
在

河
南
界
金
谷
澗
中
｡
或
高
或
下
'
有
清
泉
茂
樹
､
衆
果
竹
木
草
葉
之
屠
｣
｡

『
文
選
』
怒

1
六
'
江
掩

｢
別
儀
｣
李
善
注
'
｢
石
崇
金
谷
詩
序
日
'

余
元
康
六
年
'
徒
太
僕
卿
出
馬
便
持
節
'
肯

･
徐
諸
軍
事

･
征
虜
賂
軍
｡

有
別
底
在
河
内
鯨
金
谷
澗
中
0
時
征
西
将
軍
条
酒
壬
調
営
還
長
安
'
余

興
衆
賢
共
迭
澗
中
｣
｡

『
文
選
』
巻
二
〇
'
播
岳

｢
金
谷
集
作
詩
｣
李
善
注
'
｢
石
崇
金
谷
詩

序
口
'
余
以
元
康
六
年
'
徒
太
僕
卿
出
馬
便
符
節
'
監
青

･
徐
諸
軍
事
.

有
別
鷹
在
河
南
牒
界
金
谷
潤
｡
時
征
西
大
将
軍
祭
酒
王
詞
営
遠
長
安
｡

余
興
衆
賢
共
迭
澗
中
.
賦
詩
以
栽
中
懐
｣
｡

『
太
平
御
覚
』
巻
九

丁
九
㌧
羽
族
部
'
鴨
'
｢
石
崇
金
谷
詩
序
日
'
吾

右
腹
在
河
南
金
谷
中
'
去
城
十
取
'
有
旧
十
頃
'
羊
二
百
口
へ
鶴
猪
鋸

鴨
之
展
'
莫
不
畢
備
｣
｡
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『
太
平
御
覚
』
巻
九
六
四
'
果
部
'
果
'
｢
石
崇
金
谷
詩
序
日
'
錐
果

幾
乎
菌
株
｣
｡

個

陸
侃
如

『
中
古
文
学
紫
年
』
は
こ
の
書
翰
を
建
安
二
〇
(二
一
五
)

年
に
か
け
る
｡
な
お
陸
氏
に
よ
れ
ば
'
異
質
は
す
で
に
朝
歌
か
ら
元
城

に
移
っ
て
い
る
の
で
'
｢
朝
歌
令
｣
と
題
す
る
の
は
誤
-
だ
と
い
-
｡

個

『
三
蛸
志
』
親
書
､
巻
二
二

玉
条
侍
の
注
に
'
｢
貌
略
日
､
･･-
･･

(建
安
)
二
十
三
年
'
太
子
又
興
質
書
目
｣
と
し
て
こ
の
書
翰
が
引
か

れ
る
｡

帥

『
鑑
賞
中
国
の
古
典

文
選
』
(
1
九
八
八
㌧
角
川
書
店
)
'
二
九
八

頁
｡

糾

『
撃
林
』
第
二
〇
壁
'

l
九
九
四
｡
こ
の
論
文
の
中
国
語
諸
は

『
清

水
凱
夫

《
詩
品
》

《文
選
》
論
文
集
』
(
l
九
九
五
'
首
都
師
範
大
学
出

版
社
)
に
見
え
る
｡

鋤

吉
川
忠
夫

『
王
義
之
1

六
朝
貴
族
の
世
界
』

(
7
九
七
二
'
清
水

書
院
)
'

1
九
八
四
'
清
水
新
書
版
四
八
頁
｡

西

部
抹
若

｢
由
王
謝
墓
誌
的
出
土
論
蘭
亭
序
的
虞
偽
｣
(『
文
物
』

7
九

六
五
年
第
六
期
)

銅

興
膳
宏

｢
蘭
事
と
蘭
亭
序
｣
(uf
王
義
之
書
蹟
大
系
解
題
篇
』

7
九
八

二
'
東
京
美
術
)

縛

吉
川
氏
前
掲
書
六

1
頁
｡

鯛

小
南

7
郎

｢
蘭
亭
論
争
を
め
ぐ
っ
て
｣
(『
書
論
』
三
鍍
二

九
七
三
)
O

こ
の
論
文
は
幸
福
香
織
氏
か
ら
教
え
ら
れ
て
読
む
こ
と
が
で
き
た
o

研

究

･
桑
世
昌

｢
蘭
亭
致
｣
(『
知
不
足
斎
叢
書
』
所
収
)
巻

1
に
操
る
｡

う
た
け
の
う
た

(川
合
)

吉
川
氏
前
掲
書
六
1
頁
O

興
膳
氏
前
掲
論
文

7
二
八
貢
.

三
月
三
日
の
宴
を
唱
っ
た
詩
に
つ
い
て
は
'
釜
谷
武
志

｢
三
月
三
日

の
詩
-

爾
音
詩
の
1
側
面
-

｣
(『
神
戸
大
学
文
学
部
紀
磐
』
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