
｢
暮
れ
る
｣
と
い
う
こ
と

t

古
代
詩
の
時
間
意
識
-

小

池

一

郎

京

都
大

挙

時
間
は
全
て
を
掩
う
も
の
で
は
あ
る
が
ー
必
ず
し
も
常
に
時
間
が

意
識
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
.
も
の
の
襲
化
に
お
い
て
こ
そ
､
時
間

は
人
間
に
強
-
迫
っ
て
-
る
｡
古
代
詩
に
あ
つ
て
は
､
襲
化
は

｢暮

れ
る
｣
と
い
-
こ
と
に
お
い
て
知
覚
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
そ
こ

で
､

｢暮
れ
る
｣
と
い
う
こ
と
が
､
古
代
詩
で
如
何
な
る
意
味
を
持

っ
て
い
る
か
を
探
-
､
古
代
人
の
時
間
意
識
の
一
端
を
覗
っ
て
み
た

ヽ
0

-V

｢

日

暮

れ

詩
経
に
お
い
て
は
､
詩
が

一
日
二
十
四
時
間
の
中
の
何
時
に
係
わ

る
か
t
が
問
題
と
ざ
れ
る
こ
と
が
稀
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
詩
経

｢暮
れ
る
｣
と
い
う
こ
と

(小
池
)

の
成
立
事
情

(特
定
の
人
間
が
特
定
の
時
間
に
創
っ
た
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
)
が
大
き
-
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
ー
同

時
に
ー
詩
経
の
人
間
が
､
詩
と

一
日
の
一
定
の
時
間
と
を
関
係
づ
け

る
こ
と
に
疎
か
つ
た
こ
と
に
も
困
る
で
あ
ろ
-
｡
従
っ
て
私
が
こ
こ

に
扱
お
う
と
す
る

｢
日
暮
れ
｣
が
明
白
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
も
､

二
､
三
カ
所
に
限
ら
れ
る
｡
ま
ず
､
王
風
君
子
子
役
の
例
｡

君
子
子
役

不
知
其
期

局
至
哉

難
桂
子
時

日
之
夕
央

羊
牛
下
乗

君
子
子
役

如
之
何
勿
思

ゆ

君
子
役
に
干
-

其

の
期
を
知
ら
ず

い
つ

局
か
至
ら
ん
や

ね
ぐら

難
は
特

に

棲
む

日
の
夕
べ

羊
牛
の
下
-
来
る

君
子
役
に
干
-

之
を
如
何
ぞ
思
う
勿
か
ら
ん
や

日
暮
れ
は
､
後
代
の
よ
う
に
自
然

(特
に
落
日
)
に
よ
っ
て
で
は
な

-
､
日
常
生
活
の
措
寓
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
日
暮
れ
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が
､
役
に
行
っ
て
締
ら
ぬ
夫
を
偲
ば
せ
る
｡

｢難
や
牛
羊
で
さ
え
ー

そ
れ
ぞ
れ
夕
刻
に
な
れ
ば
棲
家
に
掃
っ
て
-
る
の
に
ー
私
の
夫
だ
け

は
今
日
も
又
締
ら
な
い
.
｣

と
い
う
思
い
が
呼
び
起
さ
れ
る
o

次
に

陳
風
東
門
之
楊
で
は
ー

東
門
之
楊

東
門
の
楊

其
菓
群
群

其
の
葉
は
群
伴
た
-

昏
以
為
期

膚
を
以
て
期
と
為
せ
L
に

明
星
煙
煙

明
星
塩
煙
た
-

今
朱
注
に
従
う
と
､
膚
は
逢
引
き
の
時
を
指
す
｡
日
暮
れ
時
に
逢
う

約
束
を
し
て
お
い
た
の
に
､
相
手
が
現
わ
れ
ず
､
明
け
方
ま
で
待
っ

て
し
ま
っ
た
t
の
意
で
あ
る
｡
以
上
二
篇
の
日
暮
れ
は
ー
い
づ
れ
も

そ
の
具
髄
性
､
現
真
性
に
お
い
て
､
詩
経
の
全
般
的
な
傾
向
に
等
し

い
O
又
1.
斉
風
載
髄
に

｢奔
子
襲
夕
｣
と
あ
る
が
､
こ
れ
に
つ
い
て

は
後
に
解
れ
る
｡

詩
経
の
他
に
古
-
日
暮
れ
を
表
現
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
に
､
撃

(-
)

壌
歌
が
あ
る
｡

日
出
而
作

日
出
で
て
作
-

日
入
而
息

日
入
-
て
息
う

｢
日
入
｣
は

一
日
の
労
働
が
終
っ
て
休
息
で
き
る
時
と
い
う
意
味
を

持
つ
｡
更
に
漁
父
歌

(呉
越
春
秋
)
に
左
の
如
-
あ
る
｡

よ
ラや

日
月
照
照
乎
寝
己
馳

日
月
照
照
と
し
て
藻
-
己
に
馳
す

輿
子
期
乎
義
之
満

子
と
産
の
港
に
期
せ
ん

日
日
夕
今

日
日
に
夕
べ
な
-

予
心
憂
悲

予
が
心
憂
悲
す

月
日
馳
今

月
己
に
馳
す

何
不
渡
為

何
ぞ
渡
る
こ
と
を
為
さ
ざ
る

こ
れ
は
､
漁
父
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
､
元
は
懸
愛
歌
で
あ

ろ
う
｡
そ
し
て
ー
日
暮
れ
に
憂
い
悲
し
む
の
は
､
逢
引
き
を
約
束
し

た
の
に
､
相
手
が
来
な
い
こ
と
に
封
し
て
で
あ
る
｡

以
上
見
た
よ
う
に
､
日
暮
れ
は
古
-
は
ー
何
か
行
為
が
な
さ
れ
る

2



時
と
い
う
､
人
間
生
活
上
の
具
鮭
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
て
､
そ
れ

ぞ
れ
の
場
合
に
､
そ
れ
に
庭
じ
た
特
定
の
感
情
を
人
間
に
呼
び
起

す
｡
日
暮
れ
に
ー
抽
象
的
時
間
の
推
移
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な

ヽ
0
-V

楚
軒
に
は
日
暮
れ
の
表
現
が
少
な
-
な
い
｡
ま
ず
そ
れ
は

｢
夕
｣

の
形
で
認
め
ら
れ
る
｡
そ
の
中
で
も

｢朝
に

～
し
､

夕
に
～
す
｡｣

の
封
偶
表
現
と
し
て
現
わ
れ
る
の
が
多

い
｡
詩
経
で
は
ー
例
え
ば

｢朝
夕
畷
あ
ら
ず
｣
(小
雅
何
章
不
黄
)
や

｢
夙
夜
公
に
在
-
｣
(召
南

中
星
)
等
の
よ
う
に
ー

｢朝
夕
｣
や

｢
夙
夜
｣
の
表
現
は
か
な
-
見

(2
)

ら
れ
る
が
､
こ
れ
ら
は
皆
､
朝
と
夕
が
分
離
し
て
い
な
い
｡
楚
辞
詩

篇
の
中
で
､
最
も
古
い
年
代
に
創
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
､
九

歌
で
あ
ろ
う
が
､
そ
こ
に
ー
既
に
次
の
表
現
が
あ
る
｡

て
い
ぶ

朝
騎
驚
今
江
皐

朝
に

江
皐
を
防
馨
しお

さ

夕
粥
簡
今
北
港

夕
に

北
緒
に
節
を

弔
う

王
逸
は

｢夕
を
以
て
表
に
愉
う
｡
日
の
夕
べ
渚
に
暮
れ
ん
と
L
t
己

｢暮
れ
る
｣
と
い
う
こ
と

(小
池
)

れ
己
に
衰
老
す
る
を
言
う
｡｣

と
し
て
い
る
が
'

｢
夕
｣

を
以
っ
て

｢老
い
｣
に
喰
え
る
例
は
､
楚
節
詩
篇
中
に
見
う
け
ら
れ
ず
､
こ
こ

は
､
た
だ
ー
朝
に
江
皐
を
出
立
ち
､
夕
に
北
港
に
宿
を
と
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
場
合
の
よ
う
に
､

｢朝
夕
｣
の
封
偶
に
お
け

る

｢
夕
｣
は

｢族
の
宿
-
の
時
｣
を
示
す
の
が
､
楚
軒
で
は
む
し
ろ

一
般
で
あ
る
｡
若
干
例
示
す
る
と
ー

朝
馳
余
馬
今
江
皐

夕
顔
今
西
澄

朝
吏
切
於
蒼
梧
今

夕
余
至
乎
懸
圃

朝
喪
柾
障
今

夕
宿
辰
陽

朝
に

余
が
烏
を
江
皐
に

馳
せ

わ
た

夕
に

西
笹
に
済
る

(九
歌湘
夫
人
)

朝
に
軒
を
蒼
梧
に
著
し

夕
に
余
は
懸
園
に
至
る

(離
騒
)

朝
に
柾
指
を
襲
し
て

夕
に
辰
陽
に
宿
る

(九
章
捗
江
)

3

こ
れ
は
楚
辞
が
漂
泊
の
文
学
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
､

密
接
な
関
係
が
あ
ろ
う
｡
但
し
ー
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お
か

と

朝
肇
枇
之
木
蘭
今

朝
に

批
の
木
蘭
を
畢
-

夕
撹
洲
之
宿
葬

夕
に
洲
の
宿
葬
を
携
る

(離
騒
)

の
よ
う
な
例
は
､

｢旋
｣
と
は
特
に
関
係
が
な
い
｡
又
ー

｢
夕
｣
は

｢
任
と
期
し
て
夕
に
張
る
｣
(九
歌
湘
夫
人
)
の
よ
う
に
ー
神
と
垂
と

の
交
感
の
時
で
あ
-
1
又
､

｢
盛
成
渚
に
夕
に
降
ら
ん
と
す
O
敵
将

を
懐
き
て
之
を
要
す
｣
(離
騒
)
の
よ
う
に
､
神
が
地
上
に
降
-
る
べ

き
時
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡

右
に
見
た

｢
夕
｣
は
皆
､

一
日
の
一
定
の
時
間
帯
を
示
す
の
み
で

あ
っ
て
ー
｢
移
-
行
-
時
間
｣
の
観
念
を
内
に
含
ん
で
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡
日
暮
れ
が
は
つ
き
-
と

｢
明
よ
-
晴

へ
｣
の
襲
化
の
相

o
O

に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
､

｢
日
暮
｣
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
る

場
合
で
あ
る
｡
そ
し
て

｢
暮
れ
る
｣
と
言
う
表
現
が
ー
人
生
の
暮
れ
ー

即
ち

｢
老
い
｣
に
結
び
つ
-
｡

と
同
時
に
ー

｢
日
暮
｣
は
や
は
り

｢
夕
｣
の
多
-
の
場
合
と
同
じ
-
1

｢
族
の
宿
-
の
時
｣
な
の
で
あ

る
｡
そ
う
し
て
､
例
え
ば
次
の
よ
-
な
表
現
と
な
る
｡

や
ど

進
路
北
次
号

路
を
進
み
北
し
て

凍

る

日
昧
昧
其
賂
暮

静
憂
妖
哀
今

限
之
以
大
政

日
は
昧
味
と
し
て
其
れ
渚
に
暮
れ
ん
と
す

憂
を
静
べ
て
友
を
娯
し
ま
し
め

之
を
限
る
に
大
故
を
以
て
せ
ん

(九
章
懐
沙
)

さ
て
漂
泊
の
族
で
は
ー
日
暮
れ
は
行
動
の
停
止
を
強
い
ら
れ
る
時

で
あ
-
ー
自
ら
の
力
の
及
ば
ぬ
時
間
が
､
否
麿
な
し
に
感
じ
ら
れ
る

時
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
が
強
-
意
識
さ
れ
る
の
は
ー
離
願
に
お
い
て

で
あ
ろ
う
｡

欲
少
留
此
塞
頗
今

日
忽
忽
其
賂
暮

吾
令
義
和
粥
節
今

望
崎
峨
而
勿
迫

路
重
畳
其
倍
速
今

吾
播
上
下
而
求
索

少
し
-
比
の
婁
鎖
に
留
ら
ん
と
欲
す

日
は
忽
忽
と
し
て
其
れ
渚
に
暮
れ

ん
と
す

お
さ

吾
は
義
和
を
し
て
節
を

弔
え

崎
憶
を
望
ん
で
迫
る
勿
ら
令
む

路
は
塵
塵
と
し
て
其
れ
倍
速
た
-

吾
渚
に
上
下
し
て
求
索
せ
ん
と
す

(離
騒
)

天
帝
に
謁
見
せ
ん
と
し
て
旗
立
っ
た
離
頃
の
主
人
公

｢吾
｣
が
震
煩

に
留
ま
ろ
う
と
す
る
時
に
迫
っ
て
-
る
の
が
日
暮
れ

(同
時
に
｢吾
｣

4



の
老
い
)
で
あ
る
｡

｢吾
｣
は
太
陽
の
進
行
を
止
め
て
､
自
ら
の
自

由
を
確
保
し
っ
つ
､
彼
方

へ
の
求
索
の
族
を
漬
け
る
｡
即
ち
､
｢吾
｣

に
と
っ
て
､
日
暮
れ
は
ー
可
能
性
を
己
か
ら
奪
う
も
の
と
し
て
在
る
｡

離
騒
の
世
界
を
創
っ
た
人
間
に
は
1
時
間
は
ー
未
来
を
切
-
開
-
ち

の
と
し
て
で
は
な
-
､
未
来
を
閉
ざ
す
も
の
と
し
て
映
っ
た
よ
う
で

あ
る
｡
そ
れ
故
に
太
陽
の
進
行
を
止
め
て
､
時
間
を
遮
断
す
る
｡
し

か
る
に
遮
断
は

一
時
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
｡

日
暮
れ
は
､
又
ー
単
な
る
日
暮
れ
ー
或
い
は
老
年
の
比
境
に
止
ま

ら
ず
ー
作
者

(主
人
公
)
の
心
情
が
託
さ
れ
る
に
至
る
｡

時
暖
暖
其
賂
罷
今

時
暖
暖
と
し
て
其
れ
渚
に
罷
れ
ん
と
し

結
幽
蘭
而
延
庁

幽
蘭
を
結
ん
で
延
仔
す

(離
騒
)

(3
)

｢時
｣
は
こ
の
場
合
､
抽
象
的
時
間
で
は
な
-
1
｢
日
｣
に
等
し
い
｡

｢暖
暖
｣
と
は

｢昏
暁
の
貌
｣
(王
逸
)
で
あ
る
が
ー
そ
れ
は
日
暮
れ

の
擬
態
語
に
止
ま
ら
ず
ー
主
人
公
の
滅
入
っ
て
ゆ
-
心
の
様
態
で
も

あ

る

｡
日
暮
れ
は
､
主
人
公
の
心
に
不
安
を
呼
ぶ
｡

｢暮
れ
る
｣
と
い
う
こ
と

(小
池
)

漠
代
に
な
る
と
ー
楚
辞
に
編
入
さ
れ
て
い
る
速
遊
ー
哀
時
命
等
の

諸
篇
は
別
と
し
て
ー
日
暮
れ
の
措
寓
自
腹
が
多
-
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

文
選
所
載
の
古
詩
十
九
首
は

｢
時
｣
に
関
す
る
表
現
が
多
-
､

｢
推

(4
)

移
の
悲
哀
｣
が
そ
の
主
題
と
言
え
る
が
ー
日
暮
れ
に
つ
い
て
解
れ
る

の
は
､
第
十
六
首
中
の
一
カ
所
の
み
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
､

凄
凌
歳
云
暮

○

境
地
夕

鳴
悲

涼
風
率
己
席

遊
子
寒
無
衣

こ
こ

凄
湊
と
し
て
歳
云
に
暮
れ

埠
蛙
夕
べ
に

鳴
き
悲
し
む

に
わ
か

涼
風
は
率
に

し
て
己
に
属
し

遊
子
は
寒
-
し
て
衣
無
け
ん

【∂

と
あ
-
1
日
暮
れ
が
悲
哀
を
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
が
ー
こ
の
詩

の

｢
夕
｣
の
文
字
は
ー
文
選
の
一
本
､
玉
童
新
詠
は

｢
多
｣
に
作
る
｡

こ
の
詩
は
後
に

｢
猪
宿
し
て
長
夜
を
累
ね
､
夢
に
想
い
て
容
の
輝
け

る
を
見
る
｣
と
あ
っ
て
ー
詩
の
時
は
深
夜
で
あ
ろ
う
｡

｢
夕
｣
は
確

か
に
単
に
日
暮
れ
だ
け
で
な
-
､

e<ening
(日
投
か
ら
就
寝
ま
で
)

に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
L
t
又

ー
こ
の
場
合
そ
の
意
味
な
の
で
あ

ろ
う
が
､

｢
長
夜
｣
と
並
用
さ
れ
る
と
ぴ
つ
た
-
し
な
い
も
の
が
あ
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る
｡
又
､
李
尤
作
九
曲
歌
(楽
府
詩
集
'
蛮
文
類
衆
等
に
載
せ
る
)
の
｢年

歳
晩
碁
に
し
て
時
己
に
斜
な
-
｣
の
例
は
あ
る
も
の
の
､
漢
代
で
は

歳
暮
と
日
暮
が
結
合
さ
れ
る
こ
と
が
稀
な
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

と
､

｢
夕
｣
よ
-
も

｢多
｣
の
方
が
よ
-
通
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
｡
も
し
原
作
が

｢
夕
｣
な
ら
ば
､
歳
暮
-

夕
-
悲
哀
と
い
う
鮎
か

ら
み
て
ー
新
し
い
傾
向
を
有
し
た
詩
だ
と
言
っ
て
よ
い
｡
同
じ
-
文

選
の

｢輿
蘇
武
詩
｣
第
三
首
に
は
､
日
暮
れ
が
は
つ
き
-
と
あ
ら
わ

れ
て
い
る
｡

何
ら
か
の
不
正
常
さ
を
含
む
の
で
あ
-
'
そ
れ
だ
け
別
離
の
悲
し
み

が
轡
す
｡

(詩
経
で
も
や
は
-
日
暮
れ
の
旋
立
ち
は
不
正
常
で
あ
る
｡

弊
風
載
髄
に

｢舞
子
車
夕
｣
と
あ
る
の
は
､
毛
侍
に

｢
夕
襲
至
且
｣

と
注
し
ー
密
合
に
赴
-
旗
で
あ
る
｡
但
し
､
韓
詩
で
は
解
樺
を
異
に

(5
)

す
る
｡)

そ
の
他

｢
古
八
襲
歌
｣
(楽
府
詩
集
他
)
の

浮
雲
多
暮
色

似
従
唯
艦
爽

浮
雲
暮
色
多
-

幡
帳
よ
-
来
る
に
似
た
-

ごU

携
手
上
河
梁

遊
子
暮
何
之

緋
御
践
路
側

恨
恨
不
得
軒

手
を
携
え
て
河
梁
に
上
る

い
づ
こ

遊
子
碁
に
何
に
か
之
-

鉄
路
の
側
に
排
御
し

恨
恨
と
し
て
軒
す
る
を
得
ず

や
ー

｢古
詩
馬
焦
仲
卿
妻
作
｣
(楽
府
詩
集
他
)
の

掩
掩
日
欲
院

愁
思
出
門
怖

晦
晦
と
し
て
日
際
れ
ん
と
欲
す

愁
思
し
て
門
を
出
で
て
噂
-

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は

｢
日
暮
れ
の
旋
立
ち
｣
で
あ
る
｡
楚
軒
で
は

旗
立
ち
は
朝
で
あ
-
1
夕
は
宿
-
の
時
で
あ
っ
た
が
､
こ
こ
で
も
そ

の
観
念
は
持
摸
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
-
､
そ
れ
故
に
こ
そ
ー

｢暮
何

之
｣
と
い
う
疑
問
形
で
提
示
さ
れ
る
｡
即
ち
､
日
暮
れ
の
族
立
ち
は

な
ど
も
､
や
は
-
､
悲
哀

へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
-
日
暮
れ
で
あ
る
｡



二
､
歳

の

暮

れ

例
え
ば
謝
蛋
運
の
詩

｢歳
暮
｣
に
は

殿
憂
不
能
採

苦
此
夢
難
頼

明
月
照
若
雪

朔
風
勤
且
衰

運
往
無
掩
物

年
逝
覚
己
催

殿
憂
し
て
採
る
能
わ
ず

比
の
夢
の
顛
れ
難
き
に
苦
し
む

明
月
は
積
雪
を
照
ら
し

つ
よ

朔
風
は

勤
-
且

つ
哀
し

と
ど

遅
-
往
き
て
物
を
掩
む
る
無
-

年
逝
き
て
己
に
催
す
を
覚
ゆ

播
蝉
在
堂

歳
事
英
美

今
我
不
禦

日
月
其
除

播
蝉
在
堂

役
革
其
休

今
我
不
柴

日
月
其
惜

嬢
蜂
堂
に
在
-

こ
こ

歳
事
に
其
れ
莫
れ
ん

今
我
楽
し
ま
ず
ん

は

さ

日
月
其
れ
除

ら
ん

(第
三
早
)

臆
蝉
堂
に
在
-

役
革
其
れ
休
ま
ん

今
我
禦
し
ま
ず
ん
は

す

日
月
其
れ
情
ぎ
ん

(第
三
章
)

7

と
あ
-
､
歳
の
暮
れ
は
1
時
の
推
移
と
人
間
の
老
い
を
呼
び
起
す
の

で
あ
る
が
ー
古
代
の
人
間
に
と
っ
て
ー
歳
の
暮
れ
は
､
必
ず
し
も
そ

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
た
の
で
は
な
い
｡

詩
経
で
は
歳
の
暮
れ
も
や
は
り
現
資
生
活
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
｡
ま
ず
唐
風
蟻
蜂
を
見
る
｡

｢暮
れ
る
｣
と
い
う
こ
と

(小
池
)

｢堂
に
在
る
臆
蜂
｣

(自
然
)
が

｢歳
の
暮
れ
｣
を
人
の
心
に
喚
起

す
る
｡

｢
今
の
中
に
楽
し
ん
で
お
こ
う
｡
月
日
の
立
つ
の
は
速
い
か

ら
｣
こ
こ
に
は
歳
暮
と
時
の
推
移
が

1
つ
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ

て
い
る
｡
が
､
そ
れ
は
後
代
の
人
間
の
よ
う
に
ー
歳
暮
が
直
接
時
の

推
移
に
繁

っ
て
ゆ
-
の
で
は
な
い
｡
そ
の
間
に
､
農
耕
生
活
が
介
在

し
て
い
る
｡

｢
役
車
其
休
｣
は
鄭
寒
に

｢庶
人
役
革
に
乗
る
O
役
串

休
み
､
農
功
畢
-
､
事
無
き
也
｣
と
あ
る
O
魔
蜂
が
堂
に
入
る
頃

1

年
の
農
作
業
が
終
-
1
人
は
し
ば
し
の
暇
を
得
る
｡
毛
停

･
鄭
寒
に
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記
す
所
か
ら
考
え
て
､

そ
れ
は
九
月
と
十
二
月
に
挟
ま
れ
た
教
十
日
｡

一
年

一
回
の
､
労
働
の
責
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
な
時
｡
そ
れ
が
､

｢揺
蝉
｣
の
人
間
に
と
つ
て
の
歳
の
暮
れ
で
あ
っ
た
｡

同
じ
-
詩
経
の
幽
風
七
月
は
､

一
般
に
農
事
暦
文
学
と
見
な
さ
れ

る
｡
暦
は

｢循
環
す
る
時
｣
を
前
提
と
す
る
｡
そ
し
て
ー
こ
の
循
環

す
る
時

(自
然
)
の
上
に
順
調
に
築
か
れ
る
人
間
の
営
為
.
そ
れ
を

理
想
と
し
て
歌
っ
た
の
が

｢農
事
暦
文
学
｣
で
あ
る
｡
循
環
す
る
時

は
t
L
か
L
t
進
歩

(歴
史
)
を
生
ま
な
い
｡
従
っ
て
こ
れ
ら
農
事

暦
文
学
に
は
､
過
ぎ
去
る
も
の
と
し
て
の

｢時
｣
の
意
識
は
な
い
｡

｢
七
月
｣
に
お
け
る

｢歳
の
暮
れ
｣
は
こ
の
よ
う
な
時
間
意
識
の
中

に
位
置
す
る
｡
今
ー
そ
の
中
で
歳
の
暮
れ
が
解
れ
ら
れ
て
い
る
部
分

を
示
す
と
､

ひ
つ

一
之
日
脅
車

1
の
日

愛

護

二
之
日
粟
烈

二
の
日
粟
烈

無
衣
無
視

衣
無
-
褐
無
-
ん
ば

何
以
卒
歳

何
を
以
て
歳
を
卒
え

ん

ここ

.し

三
之
日
干
和

三
の
日
干
に
縄

し

あ
し

四
之
目
撃
祉

四
の
日

祉
を

琴
ぐ

又
ー十

月
播
蜂
入
我
淋
下

雪
窒
悪
鼠

塞
向
壇
戸

嵯
我
婦
子

日
馬
改
歳

入
此
室
虞

十
月
膿
蜂
我
が
膝
下
に
入
る

雪
窒
し
て
鼠
を
乗

じ

まど

ぬ

向
を
塞
ぎ
て
戸
を
堪
る

嵯
我
が
婦
子

こ
こ日

に
改
歳
の
馬
に

比
の
室
に
入
-
て
慮
れ

β

こ
れ
ら
の
歳
の
暮
れ
は
ー
日
常
生
活
の
一
環
と
し
て
意
識
さ
れ
て
お

り
1
歳
が
終
れ
ば
､
す
ぐ
に
､
新
年
が
始
ま
-
農
耕
生
活
が
開
始
さ

れ
る
O
そ
れ
は
､
時
の
固
環
の
l
部
分
で
し
か
な
い
｡
そ
こ
に

一
片

の
喪
失
感
を
も
見
受
け
ら
れ
な
い
の
は
､
蓋
し
普
然
で
あ
ろ
う
｡
こ

の
単
純
な
循
環
す
る
時
間
は
ー
最
も
古
い
時
間
意
識
に
属
す
る
｡
そ

たが

れ

は

ー

易
経
に

｢
天
の
細
道
を
観
る
に
ー

し
か
も
四
時
志
わ
ず
｣

(観
･
衆
目
)
と
あ
る
よ
う
に
､
天
鰹
の
遅
行
に
相
慮
す
る
も
の
で
あ



-
､
か
つ
そ
れ
の
観
察
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
o

詩
経
で
は
､
別
離
の
情
が
そ
の
ま
ま
時
の
推
移
の
意
識
に
連
な
つ

(6
)

て
い
-
例
が
少
な
-
な
い
｡

一
例
だ
け
示
す

と

ー

暗
彼
日
月

彼
の
日
月
を
拾
る
に

悠
悠
我
思

悠
悠
た
る
我
が
思
い

こ
こ

遣
之
云
遠

道
の
云
に
遠
き

局
云
能
乗

局
か
云
に
能
-
乗
た
ら
ん

(榔
風
雄
碓
)

小
雅
小
明
で
は
ー
こ
の
別
離
に
お
け
る
時
の
推
移
が
､
歳
の
暮
れ
に

潔
-
意
識
さ
れ
る
｡
次
に
そ
の
第

一
章
か
ら
第
三
章
迄
を
示
す
｡

1
明
明
上
天

照
臨
下
士

我
征
狙
西

至
干
究
野

二
月
初
吉

載
離
寒
暑

明
明
た
る
上
天

下
土
を
照
臨
す

我
征
き
て
西
に
狙
き

荒
野
に
至
る

二
月
初
告

ふ

載
ち
寒
暑
を
離

心
之
憂
臭

其
毒
太
苦

念
彼
共
人

沸
零
如
雨

量
不
懐
蹄

畏
此
罪
胃

2
昔
我
往
会

日
月
方
除

局
云
其
還

歳
事
云
莫

念
我
猪
今

我
事
孔
庶

心
之
憂
粂

博
我
不
畷

念
彼
共
人

格
略
懐
顧

豊
不
懐
帝

心
の
憂
う
る

其
の
毒
太
だ
苦
し

彼
の
共
人
を
念
い

沸
零
ち
て
雨
の
如
し

豊
野
を
懐
わ
ざ
ら
ん
や

此
の
罪
告
を
畏
る

昔
我
往
-

日
月
方
に
除
す

局
か
云
に
其
れ
還
ら
ん

歳
事
に
云
に
莫
る

我
が
猫
-
な
る
を
念
う

我
が
事
孔
だ
庶
し

心
の
憂
う
る

い
たわ

我
を
悼
る
に
畷
あ
ら
ず

彼
の
共
人
を
念
い

膳
略
と
し
て
懐
顧
す

豊
蹄
を
懐
わ
ざ
ら
ん
や

9

｢暮
れ
る
｣
と
い
う
こ
と

(小
池
)
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畏
此
謎
怒

3
昔
我
往
臭

日
月
方
奥

局
云
其
遠

政
事
愈
感

歳
事
云
莫

采
蒲
穫
寂

心
之
憂
臭

白
話
伊
戚

念
彼
共
人

興
言
出
宿

豊
不
懐
蹄

畏
此
反
複

此
の
謹
窓
を
畏
る

昔
我
往
-

あ
たた
か

日
月
方
に

奥

な
-

局
か
云
に

其
れ
遠
ら
ん

せま

政
事
愈

JV
盛
れ
-

歳
事
に
云
に
莫
れ

蒲
を
采
-
叢
を
穫
る

心
の
憂
う
るう

れ
い
の
こ

自
ら
伊
の
戚
を

話

す

彼
の
共
人
を
念
い

ここ

興
き
て
言
に
出
で
て
宿
す

山豆
蹄
を
懐
わ
ざ
ら
ん
や

此
の
反
覆
を
畏
る

こ
の
詩
の
時
を

1
直
線
上
に
並
べ
よ
う
と
す
る
と
ー
夏
暦
､
周
暦
等

が
絡
ん
で
き
て
異
論
が
絶
え
な
い
が
､
古
来
の
諸
説
の
通
観
は
省
い

て
､
私
の
見
方
を
略
記
す
る
に
止
め
る
｡

｢
我
｣
が
故
郷
を
立
っ
た

の
は

｢
日
月
方
に
除
す
｣
又

｢
日
月
方
に
奥
か
な
る
｣
時
ー
恐
ら
-

前
年
の
春
で
あ
る
.
そ
し
て
西
行
し
て
ー
｢天
野

(毛
俸
速
荒
也
)｣
に

至
る
｡
以
来
寒
暑
を
経
､
難
難
に
合

っ
た
と
言
う
の
が
第

1
章
､
今

や
歳
も
晩
れ
て
蒲
や
寂
を
穫
る
時
節
と
な
っ
た
の
に

1
向
に
締
れ
そ

う
に
も
な
い
､
と
言
う
の
が
第
二
､
第
三
章
で
あ
る
｡

小
明
で
は
年
の
暮
れ
に
1
時
の
推
移
が
強
-
意
識
さ
れ
る
が
､
そ

れ
は
草
に

｢
永
-
行
役
に
従

っ
て
い
る
｡
そ
し
て
冬
を
異
郷
の
地
で

迎
え
ね
ば
な
ら
な
い
｣
と
い
う
事
寛
の
み
か
ら
生
れ
て
-
る
も
の
で

は
な
い
｡
鯉
銭
論

(前
漢
桓
寛
)
執
務
簾

に
以
下

の
記
述
が
あ
る
o

｢
古
は
行
役
時
を
添
え
ず
｡
春
に
行
け
ば
ー
秋
に
反
-
､
秋
に
行
け

ば
春
に
乗
る
｡
寒
暑
未
だ
変
ら
ず
､
衣
服
易
え
ず
し
て
ー
固
よ
-
己

に
還
る
｣
即
ち
ー
昔
､
行
役
に
は
時
が
あ
っ
た
｡
行
役
に
限
ら
ず
､

古
代
に
は
全
て
の
人
間
の
行
為
に
時
が
あ

っ
た
0
時
即
ち

o
p
p
o
r･

tunity
(好
枚

･
時
機
)
で
あ
る
｡
歳
の
暮
れ
は
ー
行
役
に
行

っ
た
者

が
蹄
郷
す
べ
き
時
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
未
だ
に
締
る
こ
と
が
出

来
な
い
.
予
定
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
か
ら
人
為
が
は
み
出
た
時
､
｢
時
｣

が
強
-
意
識
さ
れ
る
O
小
明
で
は
ー

一
般
的
に
歳
の
暮
れ
が
時
の
推

移
の
悲
哀
を
呼
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
小
雅
采
微
で

｢
蹄
ら
ん

10



と
日
い
帝
ら
ん
と
日
う
｡
歳
亦
莫
れ
ぬ
｣
と
歌
っ
た
の
も
､
や
は
-

小
明
と
同
じ
状
況
に
在
っ
た
人
間
で
あ
る
｡

前
適
し
た
よ
う
に
ー
漂
泊
の
旗
で
は
日
暮
れ
が

｢行
動
の
停
止
｣

の
時
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
歳
の
暮
れ
は
ー
詩
経
の
例
で
見
た
よ
う

に
､
農
作
業
の
停
止
の
時
で
あ
る
｡
楚
解
に
は
日
暮
れ
に
比
し
て
歳

の
暮
れ
の
記
述
が
少
な
い
の
は
ー
そ
れ
が
農
耕
生
活
に
基
盤
を
置
い

た
文
革
で
は
な
い
こ
と
に
原
因
す
る
で
あ
ろ
う
｡
少
し
-
解
れ
ら
れ

る
楚
辞
の
歳
の
暮
れ
に
し
て
も
ー
具
鰻
的
な
内
容
を
持
つ
も
の
は
な

-
､
老
い
の
比
愉
､
或
い
は
老
い
そ
の
も
の
で
し
か
な
い
｡

留
賓
僑
今
憤
忘
帝

霧
情
を
留
め
て
憶
と
し
て
帝
る
を
忘
れ
し

め
ん

歳
既
曇
今
執
筆
予

歳
既
に
曇
る
れ
ば
執
か
予
を
華
に
せ
ん

(九
歌
山
鬼
)

及
年
蔵
之
未
鼻
今

年
歳
の
未
だ
曇
か
ら
ざ
る
に
及
べ

(離
騒
)

歳
忽
忽
而
蓮
轟
今

歳
忽
忽
と
し
て
蓮
姦
し

｢暮
れ
る
｣
と
い
う
こ
と

(小
池
)

な
が

恐
余
寿
之
弗
婿

余
が
寿
の

婿

か

ら
ざ
る
を
恐
る
(九
辞
其
三
)

そ
の
他
､

｢
招
魂
｣
の
乳
の
部
分
に
ー

す
す

叡
歳
費
春
今

歳
を

献

め

春
を
章
し

洞
吾
南
征

洞
と
し
て
吾
南
に
征
-

と
あ
る
が
､
こ
れ
は
明
ら
か
に
終
っ
た
歳
に
で
は
な
-
新
春
に
眼
が

向
い
て
い
る
｡
又
､

｢遠
遊
｣
で
は

春
秋
忽
其
不
掩
今

春
秋
忽
と
し
て
其
れ
掩
ま
ら
ず

と
あ
っ
て
､
王
逸
は

｢
四
時
運
輯
L
t
往
-
こ
と
流
れ
の
若
き
な

-
｣
と
注
す
｡
こ
こ
で
は
歳
の
暮
れ
で
は
な
-
1
四
季
が
､
又
､
九

耕
其
三
で
は
ー

ll

皇
天
平
分
四
時
今

滴
濁
悲
此
凄
秋

皇
天
は
四
時
を
平
分
す
る
も

病
か
に
猪
-
此
の
凄
秋
を
悲
し
む
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と
､
時
の
固
環
の
中
ー

秋
が
特
に
意
識
さ
れ
る
｡
又
､
嫁
蜂
は
詩
経

で
は

｢播
蜂
在
堂
1
歳
辛
英
美
｣
と
年
の
暮
れ
に
綬
い
て
ゆ
-
が
ー

九
梓
で
は
ー
秋
を
象
徴
す
る
自
然
物
の
一
つ
へ
と
韓
化
し
て
い
る
｡

猪
申
旦
而
不
探
今

猪
-
申
旦
し
て
疾
ね
ら
れ
ず

哀
揺
蜂
之
官
征

轄
蜂
の
暫
征
す
る
を
哀
し
む

(英
二

据
容
輿
而
猪
俺
今

治
と
し
て
容
輿
と
し
て
猪
-
惰
れ
ば

臆
蝉
鳴
此
西
堂

熔
蜂
此
の
西
堂
に
鳴
-

(其
三
)

こ
こ
で
悲
し
ま
れ
る
の
は
､
秋
な
の
で
あ
っ
て
､
歳
の
暮
れ
で
は
な

い
｡
更
に
､
九
蹄
其
七
の

螺
旋
的
時
間
の
詩
的
か
つ
無
意
識
的
な
表
現
と
も
見
な
さ
れ
よ
う
｡

漢
代
で
は
ー
古
詩
十
九
首
に

恩
君
令
人
老

歳
月
忽
己
晩

四
時
更
襲
化

歳
暮

一
何
速

君
を
思
え
ば
人
を
し
て
老
い
し
む

歳
月
は
忽
ち
に
し
て
晩
れ
ぬ

(第
一
首
)

四
時
更
ご
も
襲
化
し

歳
暮

一
に
何
ぞ
速
や
か
な
る

(第
十
二
首
)

と
あ
る
の
は
､
た
だ

一
般
的
に
時
の
推
移
を
言
う
｡
又
､
同
じ
-
第

十
六
首
に
は
ー

12

凌
凄
歳
云
暮

嫁
姑
夕
鳴
悲

凄
濠
と
し
て
蔵
云
に
暮
れ

埠
蛙
夕
べ
に
鳴
き
悲
し
む

四
時
遮
乗
而
卒
歳
今

陰
陽
不
可
輿
億
借

めぐ

四
暗
遮
-
来
っ
て
歳
を
卒
え

陰
陽
は
輿
に
健
借
す
可
か
ら
ず

の
卒
歳
も
､
特
に
蔵
の
暮
れ
に
重
鮎
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
O
こ
の

部
分
は
ー
循
環
す
る
時
間
と
､
直
線
的
時
間
が
並
記
さ
れ
て
い
て
､

と
あ
る
｡
漢
代
の
詩
は

一
腹
に
別
離
の
情
を
強
-
歌
う
が
ー
こ
の
詩

で
は

(引
用
は
省
-
が
)
歳
の
暮
れ
が
個
人
的
な
別
離
の
情
と

一
鮭
化

し
て
い
る
｡

い
わ
ゆ
る
蘇
武
詩
の
一
(文
選
聾

l十
九
'
其
四
)
は
､
特
に
歳
暮



と
は
直
寂
し
な
い
が
､
や
は
り
､
歳
の
暮
れ
に
呼
び
起
さ
れ
た
感
情

を
詠
ん
で
い
る
｡

催
柴
殊
未
央

厳
君
崇
令
徳

随
時
愛
景
光

催
禁
は
殊
に
未
だ
央
き
ず

隣
わ
-
は
君
令
徳
を
崇
-
し

時
に
随
い
て
景
光
を
愛
せ
よ

燭
燭
農
明
月

嶺
頼
秋
蘭
芳

芥
馨
良
夜
襲

随
風
聞
我
堂

征
夫
懐
遠
路

遊
子
懸
故
郷

寒
冬
十
二
月

農
起
践
厳
霜

僻
親
江
漢
流

仰
硯
浮
雲
和

良
友
達
離
別

各
在
天

一
方

山
海
隔
中
州

相
去
悠
且
長

嘉
合
難
両
道

燭
燭
た
-
農
明
の
月

破
壊
た
-
秋
蘭
の
芳

芥
馨
は
良
夜
に
章
し

か
お

風
に
随
い
て
我
が
堂
に

閉

る

征
夫
は
遠
路
を
懐
い

遊
子
は
故
郷
を
懲
う

寒
冬
十
二
月

農
に
起
ち
て
厳
霜
を
践
む

江
漢
の
流
れ
を
僻
親
し

浮
雲
の
搾
る
を
仰
蔵
す

良
友
速
-
離
別
し

各
JV
天
の
1
万
に
在
-

山
海
は
中
州
を
隔
て

相
去
る
こ
と
悠
か
に
し
て
且
つ
長
し

嘉
骨
は
両
び
遇
い
難
し

こ
の
詩
は
､
全
篇
友
を
逸
る
際
の
作
と
さ
れ
る
が
､
恐
ら
-
､
は
じ

め
六
句
は
ー
か
つ
て
秋
の
早
朝
に
友
と
別
れ
た
時
の
こ
と
を
想
い
出

し
て
い
る
の
で
あ
-
､
後
の
部
分
は
十
二
月
の
早
朝
､
滞
-
そ
の
友

を
懐

っ
て
い
る
t
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
李
善
が

｢
秋
月
既
に
明

ふるさ
と

る
-
､
秋
蘭
又
頼
る
O
遊
子
時
に
感
じ
て
禰
"
本

を

憩
う
を
脅
す

な
-
｡｣
と
い
う
の
は
ー
秋
を
明
言
す
る
の
で
あ
-
､
時
は
寒
冬
ー
厳

霜
と
同

1
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
.
又
､
征
夫

･
遊
子
と
並
記
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
ー
そ
の
一
人
は
作
者
自
身
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
｡

そ
う
す
る
と
ー
こ
れ
は
､
放
先
で
の
離
別
､
或
い
は
二
人
と
も
旋
立

つ
時
の
詩
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
詩
で
は
､
十
二
月
が
別
離
の

情
を
濃
-
し
て
い
る
の
だ
が
ー
そ
れ
は
､

｢践
厳
霜
｣
と
い
う
冬
の

寒
さ
が
､
猪
-
流
浪
す
る
こ
と
の
き
び
し
さ
を
膚
身
に
感
じ
さ
せ
､

友
を
懐
わ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
詩
に
限
っ
て
言
え
ば
ー

｢
推
移

す
る
時
｣
の
意
識
は
薄
い
よ
う
で
あ
る
｡

13

｢暮
れ
る
｣
と
い
う
こ
と

(小
池
)
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三
､
老

い

｢暮
れ
る
｣
と
は
明
よ
り
晴

へ
の
移
行
だ
と
す
る
と
､
人
間
の
場

合
､
そ
れ
は

｢老
い
｣
の
姿
を
と
る
｡

詩
経
の
､
と
-
わ
け
国
風
の
､
多
-
の
詩
篇
は
､
封
人
間
の
関
係

に
お
い
て
硬
せ
ら
れ
た
聾
で
あ
-
1

｢
何
人
に
も
呼
び
か
け
る
こ
と

(7
)

を
自
ら
拒
稽
し
た
孤
猪
者
の
鴻
語
｣
は
少
な
い
.
そ
れ
は

｢老
い
｣

に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
､

｢借
老
｣

と
い
う
表
現
で
あ
る
｡

と
も

輿
子
僧
老

子
と

倍

に

老
い
ん

(都
風
君
子
僧
老
)
(鄭
風
女
日
鶏
鳴
)
(邦
風
撃
鼓
)

及
爾
倍
老

爾
と
借
に
老
い
ん

(唐
風
低
)

又
､

｢僧
老
｣
と
似
た
表
現
に
ー

徳
育
莫
遺

徳
音
の
違
う
莫
-
ば

及
爾
同
死

爾
と
死
を
同
じ
-
せ
ん

(雌
風
谷
風
)

遼
遠
相
通

遵
返
し
て
相

い
通
わ

ば

上

輿
子
低
減

子
と
倍
に
戚
か
ら
ん

(鄭
風
野
有
蔓
草
)

いた

ち
か

之
死
矢
廉
他

死
に
之
る
ま
で

矢

い

て
他
は
廃
し

(都
風
柏
舟
)

く

ら

右
は
皆

｢末
永
-
愛
す
る
人
と
生

活

し
た
い
｣
の
意
で
ー

｢老
｣

｢
死
｣
は

｢
戚

(善
)
｣
と
同

一
地
平
に
あ
-
､
暗
い
イ
メ
ー
ジ
や
悲

し
み
を
件
な
わ
な
い
｡

唐
風
葛
生
は
ー
小
序
に

｢晋

の
献
公
を
刺
る
也
｡
政
戦
を
好
み
､

則
ち
国
人
喪
多
し
｣
と
記
し
､

悼
惜
の
詩
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢
老
｣
に
限
っ
て
言
え
ば
､

夏
之
日

夏
の
日

冬
之
夜

冬
の
夜

百
歳
之
後

百
歳

の
後

は
か

節
干
其
居

其
の
居
に
蹄
せ
ん

14



と
あ
-
､
作
者

(秦
)
が
夫
と
死
別
し
て
か
ら
ー
自
ら
が
死
ぬ
ま
で

の
期
間
が
非
常
に
永
-
感
じ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
死
ぬ
こ
と
に

よ
っ
て
､
夫
と
魂
の
合

l
が
出
来
る
と
い
う
期
待
が
あ
る
島
で
あ
る
O

こ
の
考
え
方
は
王
風
大
串
に
一
層
明
ら
か
で
あ
る
｡

よ
っ
て
崩
れ
去
る
様
が
述
べ
ら
れ
る
｡

及
爾
僧
老

老
使
我
怨

蘭
と
僧
に
老
い
ん
と
せ
L
に

老
い
て
は
我
を
し
て
怨
み
あ
ら
し
む

穀
則
異
室

死
別
同
穴

穀
き
て
は
則
ち
室
を
異
に
す
る
も

死
し
て
は
則
ち
穴
を
同
じ
-
せ
ん

毛
侍
は

｢室
に
生
-
れ
ば
則
ち
外
と
内
と
異
な
-
1
死
す
れ
ば
則
ち

紳
合
同
し
て
1
と
為
る
也
｣
と
注
す
｡
そ
の
よ
う
な
死
の
前
に
来
る

べ
き
老
い
は
､
た
だ
耐
え
忍
ぶ
他
な
い
｡
こ
こ
で
展
開
さ
れ
る
心
理

は
､
光
陰
矢
の
如
し
と
い
う
時
間
意
識
と
は
む
し
ろ
逆
の
も
の
で
あ

る
｡

｢愛
す
る
人
と

一
緒
に
な
る
｣
こ
と
へ
の
期
待
が
ー
老
い
へ
の

恐
れ
を
寄
せ
つ
け
な
い
の
は
ー

｢借
老
｣
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
｡

以
上
が
詩
経
に
お
け
る
老
い
の
意
識
の
一
側
面
で
あ
-
1
こ
れ
を

老
い
に
封
す
る
プ
ラ
ス
の
評
債
だ
と
す
る
と
ー
詩
経
は
又
ー
老
い
に

封
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
評
債
を
も
持
つ
｡
鄭
風
取
で
は

｢
及
爾
僧
老
｣

と
い
う
喜
ば
し
い
未
来
像
が
ー
現
貴
に
は
相
手
の
人
間
の
裏
切
-
に

｢暮
れ
る
｣
と
い
う
こ
と

(小
池
)

又
ー
秦
風
車
郷
で
は
､

今
者
不
発

今
禁
し
ま
ず
ん
ばお

逝
者
其
蓋

逝
-
珍
-
其
れ
重
い
ん

と
､
老
い
の
内
寛
は
解
れ
ら
れ
な
い
が
ー
そ
れ
は
ー
忌
む
べ
き
も
の

と
し
て
在
る
｡
又
ー
小
雅
小
弁
で
は
､

維
憂
用
老

維
れ
憂
い
て
用
っ
て
老
ゆ

と
ー
自
然
に
訪
れ
る
老
い
で
は
な
-
､
憂
い
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
老
い
が
嘆
か
れ
る
｡
た
だ
ー
詩
経
で
は
ー
老
い
が
ー
否
定
的
な
も

の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
は
あ
つ
て
も
､
明
白
な
恐
怖
の
念
､

15
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悲
し
み
の
情
と
と
も
に
表
現
さ
れ
る
ま
で
に
は
到
っ
て
い
な
い
｡
老

い
が
未
来
の
こ
と
と
し
て
あ
-
1
或
い
は
十
分
に
重
み
を
持
た
ぬ
と

い
う
こ
と
は
､
詩
経
が
本
質
的
に
老
い
を
知
ら
ざ
る
者
の
文
学
､
青

春
の
文
学
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
う
｡

そ
れ
に
比
し
て
､
楚
節
は
老
い
の
文
学
と
言
え
よ
う
が
､
そ
れ
は

鹿
-
老
い
を
意
識
し
た
文
学
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
､
必
ず
し
も
老

人
の
文
学
な
の
で
は
な
い
｡
そ
し
て
､
各
篇
に
よ
っ
て
老
い
の
色
合

い
は
異
な
る
｡
九
歌
山
鬼
に
は
ー

留
蛋
情
今
憤
忘
師

宣
情
を
留
め
て
憶
と
し
て
締
る
を
忘
れ
し

め
ん

歳
既
鼻
骨
執
筆
予

歳
既
に
曇
る
れ
ば
敦
か
予
を
華
に
せ
ん

と
あ
る
｡
こ
れ
は
､
老
い
そ
れ
日
経
が
嘆
か
れ
る
と
い
う
よ
-
も
む

し
ろ
ー
老
い
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
憂
慮
す
べ
き
事
態
が
危
供
さ

れ
る
｡
大
司
命
は

｢
神
に
寿
命
を
乞
う
｣
内
容
で
あ
る
が
ー
そ
の
中

で
老
い
そ
の
も
の
が
問
題
に
さ
れ
る
の
は
､

老
再
各
号
箆
棒

不
寝
近
今
愈
疏

老
は
再
再
と
し
て
既
に
極
ま
る

浸
く
近
づ
か
ず
し
て
愈
"
疏
し

の
部
分
で
あ
る
｡
こ
こ
で
の
嘆
き
の
封
象
は
老
い
自
腹
よ
-
も
､
相

辛

(耐
)
の
自
ら
に
封
す
る
態
度
で
あ
る
｡
そ
し
て
結
局

｢
固
よ
-

人
命
は
普
る
有
り
｣
と
幕
命
の
如
何
と
も
し
が
た
い
こ
と
が
述
べ
ら

れ
る
｡

離
騒
で
は
老
い
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
-
る
｡
ま
ず
ー
老
い
が

直
接
表
明
さ
れ
る
部
分
を
抜
粋
す
る
｡

16

洞
余
若
賂
不
及
今

恐
年
歳
之
不
吾
輿

日
月
忽
其
不
掩
今

春
輿
秋
其
代
序

惟
草
木
之
零
落
今

恐
美
人
之
遅
暮

泊
と
し
て
余
渚
に
及
ぼ
ざ
ら
ん
と
す
る
が

若
-
し

年
歳
の
吾
と
輿
に
せ
ざ
る
を
恐
る

日
月
忽
と
し
て
掩
ま
ら
ず

春
と
秋
と
其
れ
代
序
す

草
木
の
零
落
を
惟
い

美
人
の
遅
碁
を
恐
る



老
再
舟
其
婿
至
今

恐
情
名
之
不
立

及
年
歳
之
禾
畳
今

時
亦
猶
其
未
央

老
は
舟
舟
と
し
て
其
れ
婿
に
至
ら
ん
と
し

情
名
の
立
た
ざ
る
を
恐
る

年
歳
の
未
だ
星
か
ら
ず

時
も
亦
猶
お
其
れ
末
だ
央
き
ざ
る
に
及
べ

己
の
在
-
様
は
こ
う
だ
'
と
明
ら
か
に
見
究
め
る
ー
即
ち
あ
き
ら
め

た
時
か
ら
晃
に
老
い
が
は
じ
ま
る
｡
離
騒
は
そ
の
よ
う
な
老
い
へ
の

抵
抗
の
世
界
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡
離
贋
の
主
人
公

｢吾
｣
は
ー

｢
時

は
搭
粉
と
し
て
其
れ
襲
易
す
｣

｢
朕
が
時
の
嘗
ら
ざ
る
を
悲
し
む
｣

｢
世
は
澗
渇
と
し
て
分
れ
ず
｣
と
い
う
時
代
意
識
を
所
有
し
な
が
ら

も
ー
寅
人
等
に
遮
ら
れ
て
ー
自
ら
は
無
為
の
中
に
老
い
ん
と
し
て
い

る
｡

｢
吾
｣
は
そ
の
よ
う
な
己
を
あ
き
ら
め
き
れ
な
い
O
そ
こ
に
は
ー

老
い
･
あ
き
ら
め
に
抗
す
る
人
間
の
主
鰹
性
が
あ
る
｡
漠
賢
誼
が
弔

屈
原
賦
で
､

｢般
と
し
て
紛
粉
と
し
て
其
れ
此
の
尤
に
離
る
ー
亦
た

夫
子
の
革
な
-
｣
と
す
る
の
も
､
故
の
無
い
こ
と
で
は
な
い
｡
と
す

る
な
ら
ば
､
離
騒
に
は
老
い
に
つ
い
て
の
記
述
が
少
な
-
な
い
け
れ

ど
も
､
そ
れ
は
主
人
公

(又
､
作
者
)
の
不
安
と
焦
燥
感
を
表
わ
し

｢暮
れ
る
｣
と
い
う
こ
と

(小
池
)

こ
そ
す
れ
､
役
自
ら
が
老
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
-
｡
離
騒
の
老
い
は
ー

｢渚
に
至
ら
ん
と
す
る
｣
老
い
で
あ

る
｡
離
騒
の
時
間
は
ー
先
に
も
解
れ
た
が
､
人
間
か
ら
可
能
性
を
奪

う
も
の
で
し
か
な
い
｡
そ
の
時
間

へ
の
恐
怖
が
､
そ
こ
に
は
在
る
｡

こ
の
こ
と
は
ー
九
章
に
お
け
る
老
い
を
検
討
し
て
み
れ
ば
､
瞭
然

と
し
て
-
る
.
ま
ず
ー
渉
江
の
例
O

年
飯
老
而
不
衰

年
既
に
老
い
て
衰
え
ず

固
拷
愁
苦
而
終
窮

固
よ
-
婿
に
愁
苦
し
て
終
窮
せ
ん
と
す

固
拷
重
昏
而
終
身

固
よ
-
渚
に
重
昏
し
て
身
を
終
え
ん
と
す

こ
れ
ら
は
皆
ー

｢既
に
老
い
し
も
の
｣
の
言
葉
で
あ
る
｡
あ
き
ら
め

が
あ
る
｡
世
の
乱
れ
が
解
れ
ら
れ
ぬ
で
は
な
い
｡
例
え
ば

｢陰
陽
位

を
易
え
ー
時
普
ら
ず

｣

｡

し
か
し
､
捗
江
の
人
間
は
も
は
や
周
囲
の

人
間
に
封
し
て
惜
し
み
を
抱
か
な
い
｡
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二
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四
珊

輿
前
世
而
皆
然
今

前
世
と
皆
然
-

吾
又
何
怨
乎
今
之
人

吾
又
何
ぞ
今
の
人
を
怨
ま
ん
や

老
い
は
既
に
､
過
程
で
は
な
-
､
終
末
と
化
し
て
い
る
｡
こ
の
瓢
､

老
い
を
迎
え
つ
つ
あ
る
離
騒
の
世
界

の
方
が
'
よ
-
潔
-
時
間
の
影

に
掩
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
-
｡
次
に
､
懐
抄
で
は
､

時
亦
再
再
而
賂
至

時
も
亦
再
再
と
し
て
渚
に
至
ら
ん
と
す

寧
逝
死
而
流
亡
今

不
忽
為
此
之
常
愁

寧
ろ
逝
死
し
て
流
亡
せ
ん

比
の
常
愁
を
為
す
に
忍
び
ず

進
路
北
次
今

日
昧
昧
其
賂
暮

静
憂
娯
哀
今

限
之
以
大
故

知
死
不
可
宗

麟
勿
愛
今

路
を
進
み
北
し
て
次
す

目
は
昧
味
と
し
て
其
れ
渚
に
暮
れ
ん
と
す

憂
を
労
ぺ
哀
し
み
を
娯
し
ま
し
め

之
を
限
る
に
大
故
を
以
て
せ
ん

死
の
譲
る
可
か
ら
ざ
る
を
知
る

おし

顧
わ
-
は
愛
む
勿
か
ら
ん

老
い
は
死
に
向

つ
て
い
る
｡
又
ー
悲
回
風
で
は
､す

た

歳
忽
忽
其
若
頚
骨

歳
は
忽
忽
と
し
て
其
れ

蘇

る

る
著
-

既
に
終
末
の
予
感
が
強
い
｡
こ
れ
は
屈
原
停
説
或

い
は
そ
の
源
流
の

影
響
を
既
に
受
け
て
い
る
が
為
で
も
あ
ろ
う
｡
次
の

｢
惜
往
日
｣
は

老
い
よ
-
も
む
し
ろ
死
に
傾
斜
し
た
作
品
で
あ
る
｡

卒
没
身
而
椎
名
今

卒
に
身
を
捜
し
て
名
を
得
た
ん

や
す
ん

情
死
亡
而
不
柳

死
亡
に

情

じ

て
柳
せ
ず

或
忠
信
而
死
簡

或
は
忠
信
に
し
て
節
に
死
す

こAノ

寧
法
死
而
流
亡
今

寧
ろ
撞
死
し
て
流
亡
せ
ん

死
は
層
望
の
度
が
よ
-
濃

い
の
か
も
知
れ
な
い
O
が
ー
こ
の
よ
う
に
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は
つ
き
-
と
ー
死
を
必
魚
の
こ
と
と
し
て
未
来
に
据
え
て
し
ま
っ
た

文
学
は
､
も
は
や
そ
の
生
命
を
失
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

宋
玉
の
作
と
さ
れ
る
九
辞
は
ー
あ
き
ら
め
の
感
を
い
っ
そ
う
深
化

さ
せ
て
ー
そ
れ
を
作
品
に
定
着
さ
せ
て
い
る
｡

惟
其
紛
粍
而
賂
落
今

其
れ
紛
探
し
て
箔
に
落
ち
ん
と
す
る
を

惟

い

0

0
0

恨
其
失
時
而
無
常

其
の
時
を
失
う
て
営
る
無
き
を
恨
む

(其
三
)

悼
余
生
之
不
時
今

余
が
生
の
時
な
ら
ず
し
て

逢
此
世
之
仮
撰

比
の
世
の
依
撰
に
逢
う
を
悼
む

(其
三
)

泊
葬
葬
輿
野
草
同
死

泊
と
し
て
葬
葬
と
し
て
野
草
と
同
じ
-

死
す

(其
六
)

歳
忽
忽
而
適
意
今

0
0

老
再
再
而
愈
弛

年
洋
洋
以
日
往
今

0
0

0
0

老
惨
廓
而
無
塵

生
天
地
之
若
過
今

0
0

功
不
成
而
無
数

歳
忽
忽
と
し
て
連
姦
し

老
は
再
再
と
し
て
愈
JV
弛
む

(其
七
)

年
は
洋
洋
と
し
て
以
て
日
に
往
き

老
は
修
廓
と
し
て
慮
る
無
し

(其
七
)

天
地
に
生
じ
て
過
ぐ
る
が
若
-

功
成
ら
ず
し
て
致
な
し

(其
九
)

春
秋
通
達
而
日
高

0
0

然
悔
恨
而
自
悲

春
秋
は
連
連
と
し
て
日
に
高
-

然
-
個
懐
と
し
て
自
ら
悲
し
む

(其
七
)

九
拝
で
は
ー
乱
世
に
封
し
て
ー
己
の
無
為
に
射
し
て
､
た
だ

｢自
ら

悲
し
む
｣
の
み
で
あ
る
｡
｢恨
｣

｢
失
時
｣

｢自
悲
｣

｢愈
弛
｣
｢修

廓
｣

｢
無
塵
｣

｢
無
数
｣
皆
､
楚
軒
の
中
で
は
､
九
拝
に
の
み
見
ら

れ
る

か
､
或
い
は
九
群
に
源
を
顎
す
る
表
現
で
あ
る
O
あ
き
ら
め
き

っ
た
､
老
い
て
し
ま
っ
た
精
神
は
､
感
傷
に
生
き
る
｡
秋
ー
風
景
が

表
面
に
出
て
-
る
所
以
で
あ
る
｡

楚
辞
の
世
界
は
､
詩
経
の
よ
う
に
死
後
の
魂
合

一
を
信
ず
る
こ
と

も
な
-
､
荘
子
の

｢物
と
春
を
為
す
｣
と
い
っ
た
時
間
超
越
と
も
無

縁
で
あ
る
｡
又
､
儒
教
に
お
け
る
よ
う
な
宗
教
的
救
済
を
も
知
ら
な

｢暮
れ
る
｣
と
い
う
こ
と

(小
池
)



中
開
文
畢
報

第
二
十
四
掛

か
っ
た
｡
離
騒
の
主
人
公
は
終
に
救
わ
れ
ず
､
九
拝
に
至
っ
て
は
た

だ

｢
自
悲
｣
す
る
こ
と
に
慰
み
を
兄
い
出
し
た
｡
楚
節
の
人
間
は
､

結
局
1
時
間
に
苦
し
め
ら
れ
つ
づ
け
た
｡

自
悲
す
る
こ
と
な
-
､

｢
あ
き
ら
め
の
原
理
｣
を
考
案
し
て
､
逃

避
の
方
向
に
は
つ
き
-
と
進
ん
だ
の
が
漢
代
の
文
学

(請
)
で
あ
る
｡

推
移
を
最
も
冷
酷
に
人
間
に
知
ら
し
め
る
老
い
が
､
古
詩
十
九
百
の

人
間
を
絶
え
ず
苦
し
め
た
こ
と
は
ー
詳
述
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡

た
だ
､
古
詩
十
九
首
の
老
い
に
特
徴
的
な
こ
と
は
､
そ
こ
に
何
ら
か

の
挨
け
路
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
例
え
ば
ー

む
ち

何
不
策
高
足

何
ぞ
高
足
に

策

う

ち

先
摸
要
路
津

先
ず
要
路
の
津
に
様
ら
ざ
る

(第
四
首
)

柴
名
以
馬
賓

柴
名
以
て
賓
と
為
さ
ん

(第
十
1
首
)

漢
代
の
詩
人
の
あ
る
部
分
は
､
自
ら
憐
れ
む
こ
と
の
無
益
な
こ
と
を

知
り
ー
苦
痛
か
ら
の
脱
出
を
志
向
す
る
｡
け
れ
ど
も
ー
そ
の
こ
と
は
ー

彼
ら
が
終
に
､
苦
痛
か
ら
披
け
出
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
の

鐙
左
で
あ
る
こ
と
は
ー
次
の
表
現
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
O

無
為
守
窮
賎

輔
的
長
苦
辛

為
す
無
か
れ
ー
窮
機
を
守
-

輔
弼
し
て
長
-
苦
辛
す
る
を

(第
四
首
)

立
身
苦
不
早

身
を
立
つ
る
こ
と
早
か
ら
ざ
る
を
苦
し
む

(第
十
一
首
)

又
､
第
十
三
首
に
し
て
も
ー

20

下
有
陳
死
人

杏
香
即
長
暮

滞
廉
黄
泉
下

千
載
永
不
審

下
に
陳
死
の
人
有
-

杏
杏
と
し
て
長
碁
に
即
-

帝
に
黄
泉
の
下
に
森
ね

千
載
永
-
宿
め
ず

不
如
飲
美
酒

被
服
執
輿
素

如
か
ず
､
美
酒
を
飲
み

軌
と
素
と
を
被
服
せ
ん
に
は

(第
十
三
首
)

と
､
死
を
深
-
意
識
し
た
人
間
の
言
葉
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
｡



単
な
る
快
楽
主
義
者
の
言
で
は
な
い
O
詩
経

･
楚
辞

の
人
間
は
､
苦

痛
を
直
哉
に
表
明
し
得
た
｡
し
か
る
に
ー
漠
代
の
詩
人
の
少
な
-
と

も
あ
る
部
分
は
､
己
の
苦
痛
を
表
現
す
る
に
､
屈
折
し
た
手
段
を
用

い
始
め
た
よ
う
で
あ
る
｡
彼
ら
は
､
自
ら
決
し
て
獲
得
で
き
ぬ
､
又
ー

現
に
自
ら
喪
失
し
た
も
の
へ
の
期
待

･
願
望
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ

て
､
自
ら
の
絶
望
の
度
を
深
め
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
私

は
ー
こ
の
こ
と
と
､
古
詩
十
九
首
を
は
じ
め
と
し
て
漢
代
の
詩
は
､

杜
合

の
在
-
様
を
批
判
す
る
姿
勢
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
こ
と
と
の

相
関
関
係
を
探
-
嘗
て
た
-
思
う
が
､
そ
の
馬
に
は
ー
司
馬
遷
を
し

て

｢
天
道
是
か
非
か
｣
と
言
わ
し
め
た
漠
帝
国
の
構
造
に
思
い
を
致

す
必
要
が
あ
ろ
う
｡

〔注
〕

(-
)

古
-
は
'
後
漠
王
充

･
論
衡

(感
虚
篇
)
に
見
え
る
｡

(2
)

｢
朝
夕
｣
の
他
の
例
を
挙
げ
る
｡
小
雅
雨
無
正

｢莫
肯
朝
夕
｣
'

小
雅
北
山

｢
朝
夕
徒
事
｣
'
商
頭
部

｢
温
恭
朝
夕
｣｡

｢夙
夜
｣
の
例
は

更
に
多
い
｡

(3
)

D
･
H
aw
k
es
氏
は

T
he
day
と
英
謬
す
る
｡
陳
世
辞
氏
は

｢論
詩

･
屈
賦
襲
微
｣
に
て

｢
邪
悲劇
性
的
詩
人
屈
原
.
-
･･･.
完
完

O
r)

O

全
全
地
把
部
無
休
無
血

･
襲
動
不
居
的

『時
間
』
的
概
念
.
用

『
時
』

字
具
現
出
来
｡｣
と
し
て
い
る
｡
が
'
所
謂
屈
原
作
と
さ
れ
る
九
歌
･灘

｢暮
れ
る
｣
と
い
う
こ
と

(小
池
)

騒
･九
章
等
に
お
け
る

｢時
｣
の
字
は
'
全
て
'
抽
象
的
時
間

(tim
e)

で
は
な
-
'
何
か
具
体
的
意
味
を
持
っ
た

｢時
｣

の
よ
う
で
あ
る
｡

tim
e
は
む
し
ろ

｢
日
月
忽
其
不
滝
今
｣
な
ど
の
表
現
を
と
る
｡

例
え

O

ば
､
九
章
悲
回
風
の

｢時
亦
宵
再
而
婿
至
｣
の
時
は
'
1
見
抽
象
的
時

｣
J

間
の
よ
う
だ
が
､
再
再
は
､
楚
辞
で
は
老
い
の
形
容
と
し
て
の
み
用
い

ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
'
こ
の
場
合
は
'

｢老
い
｣
或
い
は

｢寿
命
｣
の

讃
語
が
適
当
で
あ
ろ
う
｡
D
･
H
aw
k
e
s
氏
は
'
こ
の
部
分
を
t
｡
A
n
d

m
y
lim
e
d
raw
s
g
rad
u

atty
nearer･｡
と
謬
し
て
い
る
｡

(4
)

吉
川
幸
次
郎
博
士
｢
推

移
の

悲
哀
-
古
詩
十
九
首
の
主
題
-
｣
参

照
｡
(中
国
文
学
報
第
十
､
十
二
､
十
四
筋
)

(5
)

搾
文
に

｢吾
韓
詩
云
妻
且
也
｣
と
記
す
｡
即
ち

｢更
夕
｣
で
'
そ

の
場
合
､

｢
朝
夕
柴
し
む
｣
と
い
っ
た
意
と
な
ろ
う
｡

(6
)

他
の
例
｡
王
風
君
子
干
役

｢君
子
干
役
､
不
知
其
期
､
局
至
哉
｣
'

王
風
揚
之
水

｢懐
哉
懐
哉
､
局
月
予
遥
蹄
哉
｣
｡

(7
)

吉
川
幸
次
郎
博
士

｢詩
経
闘
風
｣

(中
国
詩
人
選
集
)
の

｢あ
と

が
き
｣｡
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