
播
岳

｢
悼
亡
詩
｣
論

斎

藤

希

史

京
都

大
挙

▲

西
音
大
康
の
文
人
播
岳
は
､
陸
枚
と
共
に
､
六
朝
美
文
の
噂
矢
た

る
存
在
と
し
て
ー
中
園
文
学
史
に
地
位
を
占
め
る
｡
そ
の
播
岳
の
最

高
傑
作
と
目
さ
れ
る
五
言
詩

｢悼
亡
詩
｣
が
本
論
の
主
題
で
あ
る
｡

美
文
家
-

と
言
う
よ
-
は
寧
ろ
彫
琢
職
人
と
で
も
l亨
っ
べ
き
播

岳
が
､
こ
の
作
品
に
如
何
に
そ
の
技
巧
を
最
大
限
に
駆
使
し
て
修
辞

を
凝
ら
し
た
か
､
既
に
高
橋
和
巳
氏

『播
岳
諭
』
を
は
じ
め
と
す
る

諸
研
究
に
よ
っ
て
詳
か
に
さ
れ
て
お
-
､
ま
た
､
こ
の
作
品
に
流
れ

る
感
情
の
､
漢
代
古
詩
乃
至
は
栗
府
民
歌
の
そ
れ
と
の
共
通
性
も
､

同
棲
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
高
橋
氏
は
そ
の
論
考
に
お
い
て
､
播
岳

の
作
品
全
鰻
を
肺
臓
し
っ
つ
､
そ
の
自
己
中
心
的
か
つ
自
己
否
定
的

な
表
現
に
着
目
し
､
な
ぜ
播
岳
が
哀
謀
に
巧
み
で
あ

っ
た
の
か
を
明

播
岳

｢悼
亡
詩
｣
論

(斎
藤
)

ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
｡
そ
し
て

｢悼
亡
詩
｣
は
い
わ
ば
播
岳
の

詩
作
上
の
到
達
鮎
た
る
作
品
と
し
て
､
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
そ

の
際
､
作
品
論
で
あ
る
と
同
時
に
人
物
論
で
も
あ
る

『播
岳
論
』
は
､

播
岳
の
人
物
に
つ
い
て
の
記
述
-

例
え
ば
､
構
力
者
に
姻
び
請
う

2

軽
薄
才
子U
'
と
い
っ
た
そ
れ

I
と
､
播
岳
の
作
品
と
の
関
係
の
合

理
的
解
樺
を
確
か
に
企
園
し

､
｢悼
亡
詩
｣
も
ま
た
､

そ
の
文
脈
に

お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
｡
無
論
､
そ
れ
が
成
功
を
収
め
て
い
る
こ

と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
の
だ
が
､
敢
え
て
本
論
は
'
播
岳
そ
の
人

が
い
か
な
る
人
物
で
あ

っ
た
か
は
問
わ
ず
に
､

｢悼
亡
詩
｣

を
論
じ

よ
う
と
思
う
｡

確
か
に
､
高
橋
氏
が
説
-
よ
う
に
､
自
己
の
身
過
に
し
か
関
心
を

持
た
ぬ
者
が
､
愛
す
る
妻
を
失
う
と
い
う
彼
に
し
て
み
れ
ば
最
大
の

不
幸
を
､
同
じ
-
章
憩
に
お
い
て
自
己
中
心
的
な
契
府
民
歌
の
表
現

を
用
い
､
よ
-
修
鮮
的
に
う
た
い
あ
げ
た
､
と

｢悼
亡
詩
｣
を
説
明

す
る
こ
と
は
極
め
て
有
効
で
あ
る
し
､
或
い
は
､
そ
の
自
己
中
心
性

と
反
復
性
､
つ
ま
-
､
思
念
の
形
而
上
的
費
展
な
き
悲
哀

へ
の
耽
溺

と
そ
の
-
ど
い
ま
で
の
繰
-
返
し
､
更
に
は
剰
窃
ま
が
い
の
語
句
使

用
､
を
以
て

｢悼
亡
詩
｣
を
特
徴
づ
け
､
民
歌
と
の
接
鮎
を
そ
こ
に
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見
出
す
観
鮎
に
は
､

教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
｡
し
か
し
こ
れ

ら
の
論
が
､

｢作
者
｣

が
い
か
な
る
人
物
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
問

い
を

｢作
品
｣
の
因
果
論
的
説
明
の
中
で
不
可
敏
と
す
る
こ
と
は
､

勿
論
そ
れ
を

1
概
に
人
物
還
元
論
で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
除

-
に
短
絡
か
つ
無
意
味
で
あ
る
に
せ
よ
､
明
ら
か
で
あ
る
｡
本
論
は

そ
の
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
､

先
述
の
如
-
､

｢歴
史
的

･
俸
記
的

人
物
と
し
て
の
作
者
｣
を
参
照
し
な
い
立
場
か
ら

｢悼
亡
詩
｣
を
分

析
し
､
新
た
な
地
平
を
獲
得
し
よ
う
と
思
う
｡

但
し
本
論
の
立
場
が
､

｢作
品
｣
を

｢作
者
｣
か
ら
猪
立
し
た
存

在
と
し
て
扱
い
且
つ
前
者
の
優
位
を
強
調
す
る
の
み
の
次
元
に
留
ま

る
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
､
付
言
せ
ね
ば
な
る
ま
い
｡
例
え
ば
､

｢作
者
の
意
固

･
心
理
｣
と
い
っ
た
問
題
を

｢作
品
｣
に
と
っ
て
は

外
在
的
と
し
て
二
次
的
に
扱
い
､

｢作
品
｣

の
内
在
的
分
析
を
重
税

す
る
に
し
て
も
､

｢作
者
の
意
固

･
心
理
｣

を
固
定

し
た
も
の
と
し

オ
ブ
./
エ

て
絶
対
配
す
る
代
わ
-
に
､

｢作
品
｣

を
閉
じ
た
封
象
と
し
て
唯

一

の
意
味

･
構
造
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
そ
こ
に
方
法

論
の
前
進
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
｡
目
論
ま
れ
る
べ
き
は
､
生
産

者
と
し
て
の

｢作
者
｣
､
生
産
物
と
し
て
の

｢作
品
｣
､
と
い
っ
た
枠

組
を
こ
え
､
｢作
品
｣
を

｢作
品
｣
た
ら
し
め
る

(同
時
に

｢作
者
｣

を

｢作
者
｣
､

更
に
は

｢読
者
｣
を

｢読
者
｣
た
ら
し
め
る
)
機
能

の
分
析
､
す
な
わ
ち
､
｢作
品
性
｣
-

textualitか
へ
と
向
か
う
分

析
で
あ
る
｡

こ
こ
で
言
-

textullitか
と
は

､
歴
史
的
融
合
的
文

脈
を
排
除
し
た
固
定
封
象
と
し
て
の

｢作
品
｣
に
関
わ
る
も
の
で
は

な
-
､
歴
史
的
か
つ
赴
合
的
存
在
と
し
て
の

｢作
品
｣
が
生
成
す
る

場
に
関
わ
る
極
め
て
動
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
な
の
だ
が
､

そ
の
こ
と
は
直
ち
に
､
tex
t
uatit6そ
の
も
の
の
即
自
性
閉
鎖
性
を

否
定
し
､
他
の
梗
様
な

｢作
品
｣
の

t
extualit6-

｢作
品
｣
と

い
う
語
の
静
的
蜜
鮭
的
意
味
あ
い
を
忌
避
し

､
よ
-
外
延
を
鹿
げ
る

た
め
に

tex
te

と
い
-
語
を
採
用
す
れ
ば
､

他
の
棟
様
な

te
x

te

の
そ
れ
･
-

と
の
動
的
連
関
を
不
可
敏
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡

J

即
ち
､
i
n
te
lt
eXtualite
と
は
こ
の
動
的
連
関
の
謂
で
あ
-
､
本
論

が
分
析
の
主
眼
に
お
-
の
も
､
そ
れ
で
あ
る
｡

以
上
､
簡
略
な
が
ら
述
べ
て
き
た
方
法
論
上
の
枠
組
を
前
提
と
し

て
､
以
下
､
｢悼
亡
詩
｣
の
分
析

へ
と
進
も
う
｡

即
ち
､

は
じ
め
に

｢悼
亡
詩
｣
三
首
を
､
三
首
の
連
関
の
解
明
を
中
心
に
分
析
し
､
つ
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テ

ー

マ

.h
ヤ
ソ
ル

い
で

主

題

を

同
じ
-
し

文

鮭

を

異
に
す
る

｢悼
亡
賦
｣
｢哀
永
逝
文
｣

.ゾヤ
ソ
ル

と
の
連
関
を
､
五
言
詩
と
他
の

文

鰻

と
の
関
係
の

l
つ
の
例
と
し
て

明
ら
か
に
L
t
最
後
に
､
同
名
の
先
行
作
品
の
あ
る

｢寡
婦
賦
｣

を

媒
介
と
し
て
､
よ
-
廉
い
観
野
の
中
で

｢悼
亡
詩
｣

し
よ
う
.

二

｢悼
亡
詩
｣
三
首

(『
文
選
』
巻
二
十
三
)

の
位
相
を
検
討

第

一
首

荏
帯
冬
春
謝○

寒
暑
忽
流
易

之
子
節
窮
泉0

垂
壌
永
幽
隔

私
懐
誰
克
徒○

滝
留
亦
何
益

価
悦
恭
朝
命○

過
心
反
初
役

望
痘
思
其
人

1
韻
到
底
格

)'J

荏
再
と
し
て
冬
春
謝
-

寒
暑

忽
ち
流
易
す

こ之

の
子

窮
泉
に
蹄
し

垂
壌

永
-
幽
隔
す

∫

私
憤

誰
か
克
-
従
わ

ん

せ6

掩
留
す
る
も
亦
た
何
の
益
か
あ
ら
ん

kV
dV

催
促
と
し
て
朝
命

を
恭
し
み

め-

心
を
遅
ら
し
て
初
役
に
反
る

ら艦
を
望
ん
で
其

の
人
を
思
い

入
室
想
所
歴

碓
犀
無
努
駕○

翰
墨
有
飴
跡

流
芳
夫
及
敬0

遺
桂
猶
在
壁

憶
悦
如
或
存0

周
追
悼
驚
慣

如

彼
翰
林
鳥

○

撃
栖

l
朝
隻

如
彼
遊
川
魚¥n

比
日
中
絡
析

春
風
蘇
陽
来0

島
者
承
櫓
滴

寝
息
何
時
志○

沈
憂
日
盈
帯

庶
幾
有
時
表0

在
缶
猶
可
撃

第
二
首

室
に
入
-
て
歴
る
所
を
想

う

碓
犀

努
霧
た
る
無
き
も

翰

墨

絵
跡
有
-

や

流
芳

未
だ
歓
む
に
及
ば
ず

な

あ

遣
珪

猶
お
壁
に
在
-

あ
る
い

帳
悦
と
し
て
或
は
存
す
る
如
-

う
れ

周
達
と
し
て

押
え
驚
慣
す

カ

と

彼

の
林
に
翰

ぶ
鳥
の

蟹
栖

一
朝
に
隻
な
る
が
如
-

彼

の
川
に
遊
ぶ
魚
の

Jp]

比
日

中
路
に
折
か
る
る
が
如
し

す
き
ま

よ

春
風

僕
に
緑

-
て
来
た
-

のぎ
う

し
た
た

農
寄

櫓
を
承
け
て
滴
る

寝
息

何
の
時
か
忘
れ
ん

沈
憂

日
に
盈
積
す

二いねが

庶
幾
わ
-
は
時
に
表
う
る
有
ら
ん

な

荘
缶

狗
お
撃
つ
可
し

換
誼
格

49

播
岳

｢悼
亡
詩
｣
論

(賓
藤
)



中
開
文
学
報

候
峻
家
中
月

○

照
我
室
南
端

清
商
鷹
秋
至

○

棒
暑
随
簡
閲

凌
凍

涼
風
升0

始
発

夏
会
尊

意
口
無

窮紙
｢

誰
興
同

蔵寒△

歳
寒
無
興
同△

朗
月
何
焼
旅

展
樽
耶
枕
席A

長
竿
毒
駄
空

駄
空
委
清
塵△

室
慮
来
悲
風

猪
無
季
氏
蛋△

努
常
祝
爾
容

撫
衿
長
歌
息△

不
覚
梯
霜
胸

第
三
十
九
鮒

敏
鮫
た
る
家
中

の
月

我
が
室

の
南
端
を
照
ら
す

清
商

秋
に
鷹
じ
て
至
-

Bid

海
老

節
に
随
い
て
蘭
-

の
ほ

波

浪
と
し
て
涼
風

升
-

ひと
え

始
め
て
夏
会

の
軍
な
る
を
兜

ゆ

あJ:豆
に
重
旗
無
し
と
臥
わ
ん
や

･
1～

誰
と

異
に
か
蔵
寒
を
同
じ
-

せ
ん

蔵
寒

興
に
同
じ
-
す
る
無
き
に

朗
月

何
ぞ
騰
臓
た
る

良

展
晒
し
て
枕
席
を
阿
れ
ば

わ
た

む
な

長
撃
休
に
竜
-
て
空
し

ゆた

林
は

空
し
-
し
て
清
塵
に
委
ね
ら
れ

む
な

室
は
虚

し
-
し
て
悲
風
来

た
る

猫
-
李
氏
の
蛋

無
か
ら
ん
や

な
ん
じ
すが
た

み

努
駕
と
し
て
蘭
が
容
を
親

ん

衿
を
撫
で
て
長
歌
息
し

な
み
だ

う
る
お

覚
え
ず
沸

胸

を

辞
す

箔
胸
安
能
己□

悲
懐
徒
中
起

寝
興
自
存
形∩

遺
著
獅
在
耳

上
恵
東
門
県じ

下
悦
豪
荘
子

賦
詩
欲
言
志□

此
志
難
具
紀

命
也
可
奈

何□

長
戚
自
令

鄭

第
三
首

曜
蛋
遅
天
機〇

四
節
代
遷
逝

棲
凄
朝
露
擬0

烈
烈
夕
風
霜

奈
何
悼
淑
優0

儀
容
永

漕
欝

念
此
如

昨
日

い

ず

く

よ

や

胸
を
宿
す
は
安
ん
ぞ
能
-
己
ま
ん

う
ち
よ

お
こ

悲
懐

中
徒
-
起
る

寝
興
に
目
に
は
形
を
存
し

.I

;.

遮
音

猶

お
耳
に
在

-

か
み

は

上

は

東
門
英
に
恵
じ

l
l

-■

下

は

蒙

の
荘
子
に
悦

ず

こ
こ
ろ
ざ
し

詩
を
賦
し
て

志

を

言
わ
ん
と
欲
す
る
も

つ
ぷ
さ

し
る

此
の
志

具

に

は

紀

し

難
し

い
か
ん

命
や

奈

何

す

可
き

みずか

いや

長
戚

自

ら

排

し

か
ら
し
む

換
胡
格

め
ぐ

曜
蛋

天
機
を
遅
ら
し

こもご

四
節

代
も
遷
逝
すこ

凄
旗
と
し
て
朝
露
凝
-

はげ

烈
烈
と
し
て
夕
風
腐
し

い
か
ん

奈
何
ぞ
淑
優

を
悼

む

儀
容

永
-
漕
努
す

これ

おも

此
を

念

え
ば
昨
日
の
如
き
も
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誰
知
己
卒
歳

改
服
役
朝
政○

衷
心
寄
私
制

薗
幡
張
故
房○

朔
望
臨
爾
祭

爾
祭
証
幾
時△

朔
望
忽
復
表

裏
裳

一
段
撤△

千
載
不
復
引

垂
垂
春
月
周△

戚
戚
禰
相
患

悲
懐
感
物
乗△

泣
沸
底
情
限

駕
言
捗
東
阜△

望
墳
思

粁
乾

排
御
塩
基
閲△

欲
去
復
不
忍

排
御
不
忍
去

すで

お

誰
か
知
ら
ん
己
に
歳
を
卒
え
L
と

服
を
改
め
て
朝
政
に
徒
-
ち

衷
心

私
制
に
寄
す

薗
癖
を
故
房
に
張
-

朔
望

爾
が
祭
に
臨
む

な
ん

爾
が
祭

誼
ぞ
幾
時
な
ら
ん

ま

つ

朔
望

忽
ち
復
た
壷
-

ひと

余
裳

一
た
び
穀
撒
さ
る
れ
ぼ

の

千
載

復
た
引
べ
ずめ

く

聾
垂
と
し
て
春
月
周
-

いよ

あ

うれ

戚
戚
と
し
て
禰
い
よ
相
い

患
う

悲
懐

物
に

感
じ
て
来
た

-

泣
沸

情
に

鷹
じ
て
限

つ

が

こ
こ

の
は

観
し
て
言
に

東
卓
に
捗

-

境
を
望
ん
で
思
い
粁
乾
す

嘘
墓
の
間
を
排
御
し

去
ら
ん
と
欲
す
る
も
復
た
忍
び
ず

排
御
し
て
去
る
に
忍
び
ず

徒
僑
歩
蜘
題

落
葉
委
堪

側□

枯
亥
帯
頃
隅

孤
魂
猪
突
糞1

安
知
蚕
興
無

投
心
遵
朝
命口

揮
沸
強
就
車

誰
謂
帝
宮
遠□

路
極
悲
右
隣

徒
倍
し
歩
み
て
蜘
蘭
す

つも

落
葉

輿
側
に
委
-

めぐ

枯
亥

墳
隅
を
得
る

孤
魂

濁
-
発
覚
た
-

I
T./

安
ん
ぞ
蛋
あ

る
と
無
き
と
を
知
ら
ん

し
た
が

心
を
投
じ
て
朝
命
に

遭
い

な
み
だ

ふ
る

し

つ

蒲を
揮

い
て
強
い
て
車
に

就
-

誰
か
帝
宮
を
達
し
と
謂
う

路
極
ま
-
て
悲
し
み
飴
-
宿
-

さ
て
､
以
上

｢悼
亡
詩
｣
三
首
は
､
三
首
と
も
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の

節
に
分
か
つ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
､
節
構
成
の
横
式
は
三
首
互
い

に
異
な
る
｡
す
な
わ
ち
第
二

二
二
首
が
二
度
の
換
苛
を
分
節
の
指
標

と
す
る
の
に
封
し
､

一
韻
到
底
格
の
第

一
首
が
表
象
ざ
れ
た
場
面
の

韓
換
に
よ
っ
て
節
を
分
か
つ
鮎
に
'
ま
ず
差
異
が
認
め
ら
れ
る
｡

第

l
首
に
つ
い
て
具
鰹
的
に
述
べ
よ
う
.
第

一
句
か
ら
八
句
ま
で

の
第

一
節
は
､

｢季
節
の
推
移
｣
と

｢妻
の
死
の
永
遠
｣
の
封
照
に

は
じ
ま
-
､
悲
し
み
嘆
-
こ
と
の
不
毛
を
述
べ
て
､
勤
め
に
戻
る
こ

播
岳

｢悼
亡
詩
｣
論

(斎
藤
)
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第
三
十
九
射

と
で
結
び
､

第
九
句
か
ら
第
十
六
句
ま
で
の
第
二
節
は
'
妻
の
い
な

い

｢空
室
｣
の
情
景
と
そ
の
悲
し
み
に
終
始
す
る
｡
妻
に
屠
し
て
い

た
様
様
な
物

(或
い
は
筆
跡
や
残
香
)

の
存
在
と
､

常
の
妻
の
不

在
と
が
､
対
照
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
第
十
七
句
か
ら
結
句
ま
で
の
第

三
節
は
､
鳥
と
魚
の
比
職
を
用
い
て
､
喪
失
と
し
て
の
妻
の
死
を
表

わ
し
､
冒
頭
に
比
し
て
よ
-
身
の
回
-
の
事
象
に
密
着
し
た
細
か
い

季
節
描
寓
を
梧
け
､
つ
い
で
悲
し
み
の
衰
え
な
い
こ
と
を
荘
子
の
故

4轟
を
引
き
つ
つ
う
た
い
､
結
び
と
す
る
｡
囲
式
化
す
れ
ば

｢季
節
｣

1
｢妻
の
死
｣
1
｢悲
哀
と
そ
の
切
断
｣
/
｢空
室
の
悲
哀
｣
/
｢妻
の
死
｣

1
｢季
節
｣
1
｢悲
哀
と
そ
の
切
断
｣

と
な
ろ
う
か
｡

こ
の
表
象
封
象

の
連
鎖
の
固
式
は
､
第

一
首
が
い
わ
ば
三
部
形
式
の
如
き
構
成
を
有

す
る
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
｡
但
し
第
三
節
は
第

一
節
の
単
な
る
繰
-

返
し
で
は
な
-
､
し
か
も
そ
の
差
異
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
だ
が
､

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
と
し
て
､
次
に
､
第
二
首
の
節
構

成
に
つ
い
て
述
べ
よ
-
｡

場
面
輯
換
に
よ
っ
て
節
構
成
を
な
す
第

1
首
に
封
し
て
､
第
二
首

は
､
税
鮎
を
終
始

｢空
室
｣
に
留
め
て
､
節
を
分
か
つ
の
は
換
朝
で

あ
る
O
そ
し
て
そ
の
換
苛
は
､
常
に
蝉
聯
鮭
を
伴
-
o
換
憩
と
同
時

5

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

に
前
句
の
末
尾
二
字
を
句
頭
に
繰
-
返
す
こ
の
技
法
は
､
閏
の
稗
換

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

と
場
面
の
鮭
唐
を
示
し
､
第

1
首
に
お
け
る
寵
の
纏
綾
と
場
面
の
穐

ヽ換
に
対
訳
す
る
｡
従

っ
て
表
象
さ
れ
る
情
景
に
起
伏
は
な
-
､
第

一

常
と
同
様
に
圏
式
化
す
れ
ば
､
｢季
節
｣
1
｢空
室
の
悲
哀
｣
/
｢空
室

の
悲
哀
｣
/
｢空
室
の
悲
哀
｣
1
｢悲
哀
と
そ
の
切
断
｣
と
な
る
｡
即
ち
､

秋
の
情
景
を
表
わ
す
第

一
句
か
ら
第
六
句
､
悲
し
み
を
断
ち
切
ろ
う

と
す
る
も
果
た
せ
ず
､
か
え
っ
て
そ
の
埼
す
こ
と
を
言
う
第
二
十
三

句
よ
-
結
句
､
こ
の
南
端
二
つ
の
部
分
に
挟
ま
れ
た
詩
句
は
､
第

一

首
第
二
節
と
同
様
､
ひ
た
す
ら

｢空
室
｣
の
情
景
と
悲
哀
を
う
た
う

の
み
で
あ
る
｡

し
か
も
十
六
句
に
亙
る
ほ
ど
長
い
｡
｢季
節
｣
で
起

こ
し

｢悲
哀
と
そ
の
切
断
｣
で
結
ぶ
構
成
は
､
最
後
に
荘
子
の
故
事

を
引
-
こ
と
も
含
め
て
､
第

一
首
に
似
'
ま
た
､
第
二
節
を

｢空
室

の
悲
哀
｣
に
あ
て
る
こ
と
も
同
様
だ
が
､
そ
れ
故
に
こ
そ
両
者
の
節

構
成
の
差
は
際
立
つ
と
言
え
る
｡

さ
て
､
第
三
百
も
､
第
二
百
と
同
様
に
'
換
韻
と
蝉
聯
鮭
に
よ
っ

て
節
を
分
か
つ
が
､
蝉
聯
膿
の
技
巧
に
お
い
て
､
第
二
首
と
相
違
す

る
｡
即
ち
､
前
句
の
句
頭
句
末
の
そ
れ
ぞ
れ
二
字
を
次
両
句
の
句
頭

0
0

×
×

×
×

0
0

に
配
し
た
-

(朔
望
臨
爾
祭
/
爾
祭
誕
幾
時

朔
望
忽
復
轟
)
､
そ
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の
反
対
に
前
両
句
の
語
句
を
用
い
て

一
句
を
構
成
す
る

(排
掴
雄
墓

△

×
×

o
o
X
X
△

㈲

閲

欲
去

復
不

忍

/
排

掴

不

忍
去

)

な
ど
､
よ

-
修
辞
的
で
あ
-

､

ま
た
､
表
象
さ
れ
る
場
面
に
つ
い
て
も
､
第
二
首
の
観
鮎
-
場
面
の

固
定
に
封
し
､
第
三
首
は
'
蔵
鮎
の
移
動
に
よ
っ
て
場
面
が
連
績
性

を
保
ち
つ
つ
韓
換
､
つ
ま
-
場
面
が
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
､
違

い
が
み
ら
れ
よ
う
｡
大
ま
か
に
筋
を
追
え
ば
､
｢季
節
｣
で
始
め

｢妻

の
死
｣
と
封
照
さ
せ
る
ま
で
は
第

一
首
に
同
じ
-
､
身
は
既
に
宮
仕

え
に
戻
る
も
心
は
な
お
喪
に
服
す
と
輯
け
､

つ
い
で
場
面
は

｢
空

室
｣

で
行
な
わ
れ
る
亡
妻
の
祭

へ
と
移
る
が
､

祭
-
が
終
わ
れ
ば

｢空
室
の
悲
哀
｣
は
い
や
噂
す
ぼ
か
-
で
あ
る
｡
そ
こ
で
場
面
は
妻

の
墓
へ
の
登
高
､
悲
し
み
､
と
移
-
､
朝
廷
へ
の
出
仕
､
更
な
る
悲

嘆
に
終
わ
る
｡
固
式
化
は
些
か
無
理
が
あ
る
が
'
強
い
て
示
せ
ば
､

｢季
節
｣
-
｢妻
の
死
｣
-
｢亡
妻
の
祭
｣
/
｢亡
妻
の
祭
｣
1
｢空
室
の
悲

哀
｣
1
｢墓

へ
の
登
高
､
俳
御
｣
/
｢排
掴
と
そ
の
悲
哀
｣
1
｢悲
哀
と
そ

の
切
断
｣
と
な
る
だ
ろ
-
か
o

以
上
､
三
首
の
節
構
成
の
違
い
を
見
て
き
た
が
､
韻
と
場
面
の
観

鮎
か
ら
ま
と
め
れ
ば
､
下
園
の
如
-
で
あ
る
｡

播
岳

｢悼
亡
詩
｣
論

(斎
藤
)

さ
て
､
こ
の
よ
う
に
三
首
は
そ
れ
ぞ
れ
構
成
を
異
に
す
る
と
は
い

え
､
各
各
に
つ
い
て
示
し
て
き
た
固
式
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
-
に
､

幾
つ
か
の
単
位
に
抽
象
化
さ
れ
た
表
象
-

m
otif
は
､
共
通
す
る

も
の
が
少
な
-
な
い
｡
三
首
各
各
の
節
構
成
を
跨
ま
え
た
上
で
､
三

首
を
横
断
す
る
そ
の

m
otif
の
連
関
に
目
を
韓
じ
ょ
う
｡

ま
ず
､
｢季
節
｣
を
室
ホ
す
る
も
の
｡
列
畢
す
れ
ば
､
｢荏
帯
冬
春

謝
､
寒
暑
忽
流
易
｣
(第
一
首
冒
頭
)､
｢春
風
緑
陳
乗
､
農
霞
承
櫓
滴
｣

(第
一
首
第
三
節
)､
｢攻
岐
家
中
月
､
照
我
室
南
端
､
清
商
鷹
秋
至
､
薄

暑
随
簡
閲
､
凄
凌
涼
風
升
､
始
覚
夏
裏
革
｣
(第
二
首
冒
頭
)､
｢曜
累
遅

天
機
､
四
節
代
遷
逝
､
濠
濠
朝
露
凝
'
烈
烈
夕
風
席
｣
(第
三
首
冒
頭
)

と
な
-
､
各
三
首
冒
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
､
第

一
首
第
三
節
に

一
つ
､
で

あ
る
｡
し
か
し
よ
り
細
か
-
見
れ
ば
､
同
じ
-
季
節
を
呈
示
す
る
と

言
っ
て
も
､
第

l
･
三
首
冒
頭
の
そ
れ
と
､
第

7
首
第
三
節
､
第
二

首
冒
頭
の
そ
れ
と
で
は
､
見
逃
せ
な
い
差
異
の
あ
る
こ
と
が
分
る
｡
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第
三
十
九
班

言
わ
ば
､

前
者
は
亘
寵
的
僻
撤
的
に
季
節
の
襲
化
を
捉
え
る
の
に
対

し
､
後
者
は
微
税
的
即
事
的
に
季
節
の
推
移
を
描
寓
す
る
｡
し
か
も

こ
の
差
異
は
､

｢妻
の
死
｣
の

m
otif
と
の
連
関
を
見
れ
ば
､

｢悼

亡
詩
｣
全
鮭
の
構
成
に
か
か
わ
る
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
知
れ

る
の
で
あ
る
｡

例
え
ば
､
僻
轍
的
季
節
描
寓
の
共
に
冒
頭
に
お
-
第

一
･
三
首
は
､

ヽ

そ
れ
に
績
け
て

｢之
子
困
窮
泉
､
重
壌
永
幽
隔
｣
(第

一
首
)､
｢奈
何

ヽ

悼
淑
健
､
儀
容
永
酒
緊
｣
(第
三
首
)
と
､
共
に
永
遠
を
強
調
し
て
妻

の
死
を
述
べ
る
｡
季
節
の
推
移
と
死
の
永
遠
と
を
封
照
さ
せ
る
鮎
で
､

両
者
は
明
ら
か
に
構
成
を
等
し
-
す
る
｡
試
み
に
以
下
の
例
と
較
べ

て
み
よ
う
｡

荏
帯
日
月
蓮

寒
暑
忽
流
易

同
好
逝
不
存

超
遥
遠
離
析

漕
採
黄
泉
下

千
載
永
不
落

め
ぐ

荏
再
と
し
て
日
月

遅

-

寒
暑

忽
ち
流
易
す

ゆ

同
好

逝

き
て
存

せ
ず

超
超
と
し
て
遠

-
離
析
す7

(張
華

雑
詩
二
首
英
二
)

ひそ漕
か
に
黄
泉
の
下
に
探

ぬ

さ

千
載

永
-
宿

め
ず

浩
浩
陰
陽
移

浩
浩
と
し
て
陰
陽
は
移
-

年
命
如
朝
霞

年
命

は
朝

露
の如
し8

(古討
十
九

首其十
三
)

｢悼
亡
詩
｣
と
の
表
現
の
難
似
は

､既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
所
だ

が
､
こ
こ
で
は
､
表
現
が
極
め
て
類
似
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
構

成
が
は
っ
き
-
と
異
な
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
｡
前
者
の
例
で
は
､

季
節
の
推
移
は
明
ら
か
に
不
在
の
持
績
､
或
い
は
空
間
的
距
離
の
曙

大
と
平
行
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
後
者
の
例
で
は
､
死
の
永
遠
は

季
節
の
推
移
と
封
照
さ
れ
ず
に
､
む
し
ろ
永
遠
な
る
死
へ
と
向
か
う

時
間
と
し
て
､
季
節
の
推
移
が
認
識
さ
れ
て
い
る
｡
吉
川
幸
次
郎
氏

9

は

『推
移
の
悲
哀
-

古
詩
十
九
首
の
主
鳳
』

に
お
い
て
'

｢古
詩

十
九
首
｣
を
通
じ
て
流
れ
る
感
情
を
､

一
､
不
幸
な
時
間
の
持
槽
に
封
す
る
悲
し
み
､

二
､
時
間
の
推
移
の
上
に
､
幸
福
が
不
幸
に
韓
移
す
る
悲
し
み
､

三
､
人
間
の
1
生
は
､
さ
い
ご
の
不
幸
と
し
て
死
へ
と
推
移
す
る

時
間
で
あ
る
と
す
る
悲
し
み
､

の
三
つ
に
分
数
し
た
が
､
こ
こ
で
の
例
で
言
え
ば
､
前
者
は
そ
の
一

に

､
後
者
は
そ
の
三
に
封
鷹
す
る
で
あ
ろ
う
｡
貴
際
､
『推
移
の
悲
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哀
』
に
お
い
て
も
､

｢古
詩
十
九
首
｣
其
十
三
は
､

三
の
例
と
し
て

分
析
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
封
し
て

｢悼
亡
詩
｣
に
お
い
て
は
､
死

の
永
遠
は
'
季
節
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
た
時
間
に
よ
っ
て
は
既
に

刺
-
え
な
い
が
故
に
､
季
節
の
推
移
と
対
照
さ
れ
､
古
詩
に
お
け
る

｢推
移
の
悲
哀
｣
と
は
､
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
｡
別
言

テ
ー
マ

メ
タ
フア

す
れ
ば
､
古
詩
に
お
い
て
は
季
節
の
推
移
は
詩
の

主

題

の

隠

職

と

し

て
､
即
ち
不
幸
の
持
綾
に
せ
よ
不
幸

へ
の
韓
移
に
せ
よ
死

へ
の
推
移

に
せ
よ
､
人
為
の
及
ば
ぬ
法
則
的
必
然
的
な
も
の
と
し
て
の
四
時
遅

行
を
そ
れ
ら
に
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
れ
ら
の
逃
が
れ

難
さ
を
強
調
す
る
機
能
を
果
た
す
の
に
対
し
､

｢悼
亡
詩
｣

に
お
け

メタ
7ア

る
季
節
の
推
移
は
､
死
の
永
遠
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
る

隠

職

で

は
な
-
､

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

む
し
ろ
そ
れ
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
補
色
の
地
と
し
て
機
能
す
る
｡

死
の
永
遠
は
､
推
移
-
時
間
の
観
念
を
無
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

メ
タ
フア

季
節
の
推
移
の
隠
職
を
拒
否
し
､
或
い
は
逆
説
的
に
使
用
し
､
言
わ

ば
此
岸
と
彼
岸
の
封
照
を
際
立
た
せ
る
の
で
あ
る
｡

か
-
の
如
-
季
節
の
推
移
と
妻
の
死
の
永
遠
が
対
照
さ
れ
る
第

一
二
二
首
に
対
し
､
微
税
的
即
事
的

｢季
節
｣
m
otif
を
冒
頭
に
お

-
第
二
首
に
お
い
て
は
､
死
の
永
遠
は
強
調
さ
れ
ず
､
ひ
た
す
ら
に

滞
岳

｢悼
亡
詩
｣
論

(斎
藤
)

妾
の
不
在

･
敏
如

･
喪
失
が
述
べ
ら
れ
る
｡

｢豊
日
無
垂
線
ー
誰
輿

同
歳
寒
｣
で
は
じ
ま
る

｢空
室
の
悲
哀
｣
が
そ
れ
で
あ
る
｡
季
節
措

寓
が
身
の
回
-
の
事
象
に
密
着
し
､
即
事
的
で
あ
る
の
に
癒
じ
て
'

｢妻
の
死
｣
も
ま
た
傭
轍
的
配
鮎
か
ら
見
た
そ
の
永
遠
で
は
な
-
､

あ
る
べ
き
も
の
が
な
い
と
い
う
そ
の
現
象
的
側
面
が
､
悲
哀
を
こ
め

て
綴
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
或
い
は
第

一
首
第
三
節
の

｢如
彼
翰
林
鳥
､

讐
栖

丁
朝
隻
､
如
彼
遊
川
魚
､
比
日
中
路
析
｣
と
い
う
敏
如

･
喪
失

を
強
調
し
た
表
現
に
績
い
て

｢春
風
緑
陳
来
､
農
霞
承
櫓
滴
｣
と
微

税
的
季
節
措
寓
と
受
け
る
例
も
､

｢季
節
｣
m
otif
と

｢妻
の
死
｣

m
otif
が
､
そ
の
即
事
/
僻
轍
の
別
に
鷹
じ
て
い
か
に
封
鷹
し
て
い

る
か
の
讃
左
と
な
ろ
う
｡

加
え
て
､

｢季
節
｣

を
呈
示
す
る
も
の
と
し
て
は
抽
出
し
な
か
っ

た
も
の
の
､
第
三
首
の

｢空
室
の
悲
哀
｣
に
お
い
て

｢爾
祭
証
幾
時
､

朔
望
忽
復
壷
､
会
裳

l
穀
撤
､
千
載
不
復
引
､
重
要
春
月
周
､
戚
戚

滑
稽
怒
｣
と
､
時
の
経
過
と

｢余
裳
｣
に
重
ね
ら
れ
た
妻
の
死
の
永

遠
と
が
封
照
す
る
鮎
に
注
目
す
れ
ば
､
蔵
鮎
を
あ
-
ま
で
室
内
に
固

定
す
る
第
二
首
の

｢空
室
の
悲
哀
｣
と
､

｢亡
妻
の
祭
｣
や

｢墓

へ

の
登
高
｣
と
連
結
し
て
場
面
を
展
開
さ
せ
る
第
三
首
の

｢空
室
の
悲
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京
｣
と
の
差
異
と
合
わ
せ
て
､

作
品
構
成
と
表
現
の
僻
撤
/
即
事
の

別
と
の
連
関
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
-
0

さ
て
､

｢悼
亡
詩
｣
三
首
が
､

春
1
秋
1
冬
と
季
節
を
迫
っ
て
配

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
所
謂
三
首

一
連
の
問
題
と
も
絡
め
て
夙
に
指

摘
さ
れ
て
は
い
る
が
､
そ
の
季
節
描
寓
が
､
革
に
春
や
秋
を
そ
れ
と

し
て
示
す
の
み
な
ら
ず
､

｢悲
哀
｣

の
綴
-
か
た
と
密
接
に
関
わ
る

こ
と
は
､
残
念
な
が
ら
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
『詩
経
』
に
お

け
る

｢興
｣
の
よ
-
に
､
所
謂

｢文
学
｣
の
襲
生
歯
初
よ
-
自
然
描

メ
タ
7ア

寓
は
し
ば
し
ば
人
事
の

隠

憶

と

し
て
の
意
味
を
付
さ
れ
､

｢何
｣
を

乃
至
は

｢
ど
の
季
節
｣
を
描
寓
す
る
か
が
､
後
績
す
る
表
現
を
規
定

す
る
も
の
と
し
て
､
第

一
に
問
題
と
な
っ
て
き
た
｡
播
岳
に
も

｢秋

興
賦
｣
が
あ
る
よ
う
に
､

『楚
群
』

以
来
の

｢悲
秋
｣
の
主
題
も
､

そ
の
一
例
だ
ろ
う
｡

し
か
し

｢悼
亡
詩
｣
で
は
､

む
し
ろ

｢
い
か

に
｣
措
寓
す
る
か
に
力
鮎
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
前
述
の
如
-
で
あ

-
､
し
か
も
そ
れ
は
軍
に
彫
琢
を
施
し
た
と
言
わ
れ
る
べ
き
も
の
で

は
な
-
､
作
品
の
表
象
構
成
と

一
貫
性
を
も
っ
て
､
と
言
-
よ
-
は

そ
れ
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
､
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
言

わ
ば
､
季
節
描
寓
の
巨
硯
的
/
微
税
的
の
差
異
は
､

｢悲
哀
｣

の
綴

-
か
た
の
相
異
と
同
時
生
起
的
に
書
か
れ
え
た
だ
ろ
う
し
､
清
ま
れ

う
る
の
で
あ
る
O
し
か
も
､
｢悲
哀
の
切
断
｣
の

m
otif
に
ま
で
税

野
を
境
げ
る
な
ら
､

｢悼
亡
詩
｣

の
修
辞
性
が
作
品
の
有
機
的
構
成

の
一
環
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
､
よ
-
明
確
に
な
る
｡

先
に
提
示
し
た
表
象
構
成
の
固
式
に
お
い
て
､

ひ
と
ま
と
め
に

｢悲
哀
と
そ
の
切
断
｣
と
し
た

m
otif
も
､

そ
の
資
､

二
つ
に
分

類
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

一
つ
は
､
｢私
懐
誰
克
徒
'
掩
留
亦
何
益
､

偶
像
恭
朝
命
､
過
心
反
初
役
｣
(第
一
首
第
一
節
)､

｢投
心
遵
朝
命
､

揮
満
強
就
串
､
誰
謂
帝
官
遠
､
路
極
悲
有
能
｣
(第
三
首
末
尾
)
の
よ
う

に
出
仕
に
よ
っ
て
衰
え
ぬ
悲
し
み
を
振
-
き
ろ
う
と
す
る
も
の
､
今

1
つ
は
､
｢寝
息
何
時
忘
､
沈
夏
日
盈
積
､
庶
幾
有
時
表
､
荘
缶
猶
可

撃
｣
(第
1
首
末
尾
)､

｢寝
興
目
存
形
､
遮
音
猶
在
耳
､
上
恵
東
門
呉
､

下
慨
蒙
荘
子
｣
(第
二
首
第
三
節
)
の
よ
う
に
荘
子
に
あ
や
か

っ
て
悲

姻

し
み
の
衰
え
を
願
う
も
の

で

あ
る
｡
い
ず
れ
も
､
悲
哀
を
断
ち
切
ろ

-
と
す
る
も
そ
の
不
可
能
が
示
唆
さ
れ
､
い
っ
そ
う
悲
し
み
を
強
調

す
る
効
果
を
持
つ
の
だ
が
､
前
者
は
外
面
的
､
後
者
は
内
面
的
な
作

用
に
よ
っ
て
そ
れ
を
行
な
お
う
と
す
る
所
に
差
異
が
あ
る
｡
換
言
す

れ
ば
､
前
者
は

｢朝
命
｣
と
い
う
外
的
規
範
と
自
ら
の
心
の
乗
離
を
､
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後
者
は

｢荘
子
の
故
事
｣
と
い
う
内
的
規
範
と
そ
れ
と
の
乗
離
を
､

そ
れ
ぞ
れ
表
わ
す
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
外
的
切
断
た
る

｢出
仕
｣
の

m

o
t
i
f

が
第

二
日
第

一
節
及
び
第
三
首
に
､

内
的
切
断
た
る

｢荘

子
｣

の

m
otif
が
第

一
首
第
三
簡
及
び
第
二
首
に
､

そ
れ
ぞ
れ
現

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
巨
配
的
僻
轍
的
季
節
措
寓
及
び
そ
れ
に
伴
-

｢妻
の
死
の
永
遠
｣
が
第

一
首
第

一
節
及
び
第
三
首
に
､
微
税
的
即

事
的
季
節
描
寓
及
び
そ
れ
に
伴
う

｢妻
の
不
在

･
喪
失
｣
が
第

一
首

第
三
節
及
び
第
二
首
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
､
い

か

に

も
構
成
の
妙
と
し
て
認
識
し
な
い
講
に
は
い
-
ま
い
｡
伺
且
､

先
に

み
た
よ
う
に
第
二
首
と
第
三
首
の

｢空
室
の
悲
哀
｣
の
差
異
を
考
え

あ
わ
せ
､

第

一
首
第
二
節
が
第
二
首
の
如
き
即
事
的

｢空
室
の
悲

哀
｣
を
う
た
う
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
､

｢悼
亡
詩
｣

三
首
の
連
関
を

複
層
的
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
｡
第

一
首
第
三
節

が
第

一
節
の
単
な
る
繰
-
返
し
で
は
な
い
と
前
述
し
た
所
以
で
あ
る
｡

第
一
首
第
1
節

第
二
二
二
節

第
二
首

第
三
首

僻
轍
的
･
外
的

即
事
的
･
内
的

即
事
的
･
内
的

僻
轍
的
･
外
的

各
首
の

m
otif
の
基
調
を
端
的
に
ま
と
め
れ
ば
､

上
園
の
如
-
な

る
｡

｢悼
亡
詩
｣
が
文
垂
作
品
で
あ
る
以
上
､
何
ら
か
の
構
成
を
も
っ

こ
と
は
､
そ
れ
が
い
か
に
悲
哀
に
の
め
-
こ
み
耽
溺
し
て
い
る
と
許

さ
れ
よ
う
と
､
不
思
議
で
は
な
い
.
寛
際
､
例
え
ば
三
首

7
連
の
構

成
を

｢悼
亡
詩
｣
が
有
す
る
か
ど
う
か
は
､
そ
の
最
大
の

p
rob
-チ

m
atiq亡
e

と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
｡

し
か
し
そ
の
理

由
は
と

い
え
ば
､
本
論
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
な
各
首
節
構
成

の
連
関
､
複
層
構
造
を
な
す

m
o
tif
の
連
関
と
言
う
よ
-
は
､
む

し
ろ
そ
の
季
節
配
分
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
-
､
内
容
は
単
な
る
反

復
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
傾
向
が
少
な
-
な
か
っ
た
｡
無
論
､
そ
の

反
復
性
に
播
岳
の
特
色
を
見
出
し
､
柴
府
民
歌
と
の
通
路
を
拓
い
て

い
っ
た

『播
岳
論
』
の
よ
う
な
論
考
も
あ
る
の
だ
が
､
反
復
は
あ
-

ま
で
反
復
で
あ

っ
た
｡

一
方
で
､
同
様
の
表
現
､
典
故
が
反
復
さ
れ

る
こ
と
を
も
っ
て
'
三
首

1
構
成
に
し
て
は
あ
ま
-
に
垂
が
な
い
､

･¶7

と
す
る
意
見
も
あ
る
程
な
の
で
あ
る
｡
だ
が
､
こ
れ
ま
で
の
検
討
を

踏
ま
え
る
な
ら
､
そ
の
反
復
も
た
だ
闇
雲
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
-
､

逆
に
極
め
て
有
機
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
､
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
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前
に
そ
の
断
片
を
奉
げ
た
張
華
の

｢薙
詩
｣
と
比
較
し
て
も
､
例
え

ば

｢寒
暑
忽
流
易
｣
の
よ
う
に
全
-
の
同

一
表
現
を
用
い
な
が
ら
､

メ
タ
フア

｢悼
亡
詩
｣
が

｢重
壌
永
幽
隔
｣
と
績
け
て
そ
の
隠
輪
と
し
て
の
俸

統
的
機
能
を
韓
換
せ
し
め
る
こ
と
､
し
か
も
そ
れ
は
た
だ
そ
の
場
か

ぎ
-
の
修
辞
で
は
な
-
､
作
品
構
造
の
一
環
を
な
す
こ
と
､
既
に
述

べ
た
通
-
だ
が
､
こ
の
修
辞
の
構
築
性
こ
そ
'
本
論
の
追
究
す
べ
き

｢悼
亡
詩
｣
の

text
u
atite
の
重
要
な
部
分
を
な
す
こ
と
は
､
今

や
明
ら
か
だ
ろ
う
.
そ
し
て
そ
れ
が
､
三
首
連
関
の

intertex
tu
a･

tit6
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
認
識
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
.

さ
て
､
｢悼
亡
詩
｣
を
論
じ
る
際
に
無
税
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
､

今
ま
で
も
度
度
言
及
し
て
き
た
三
首

一
構
成
の
問
題
で
あ
る
｡
こ
の

章
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
'
こ
の
問
題

へ
の
本
論
の
考
え
を
示
し
て
､

ま
と
め
と
し
た
い
｡

播
岳

｢悼
亡
詩
｣
に
よ
っ
て
､
妻
の
死
を
悼
む

｢悼
亡
詩
｣
と
い

う

一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
始
ま
-
､
原
則
と
し
て
連
作
構
成
を
な
す
こ

E3,

と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る

が

､

問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
は
､

播
岳

｢悼
亡
詩
｣
三
首
が
､
作
者
に
よ
る
構
成
上
の
配
慮
を
有
す
る
の
か

否
か
､

で
あ
る
｡
｢悼
亡
詩
｣
三
首
を

一
構
成
と
看
倣
し
､

同
時
期

に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
と
す
る
立
場
と
し
て
は
､
ま
ず
第

一

に
'
高
橋
和
巳
氏
の

『播
岳
論
』
を
挙
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
｡
｢出
仕
｣

と
い
う
行
為
が
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
第

l
首
と
第
三
首

で
は
そ
の
季
節
背
景
が
異
な
る
こ
と
､

｢
子
夜
四
時
歌
｣

な
ど
南
朝

民
歌
の
四
季
配
分
と
の
連
関
､
或
い
は

『詩
経
』
以
来
の
､
近
-
は

｢挽
歌
詩
｣
な
ど
の
三
ス
タ
ン
ザ
の
作
品
の
存
在
な
ど
を
根
襟
と
L

M引i.牡

て
展
開
さ
れ
る
そ
の
説
は
､
興
膳
宏
教
授

『播
岳
年
譜
稿
』
を
は
じ

め
と
す
る
そ
の
後
の
研
究
に
も
受
け
継
が
れ
'
主
題
と
な
る
悲
哀
に

奨
化
は
な
い
が
､
そ
の
背
景
と
な
る
季
節
を
移
ろ
わ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
三
首
反
復
し
た
も
の
､
従

っ
て
そ
の
季
節
は
仮
構
と
す
る
こ

と
も
で
き
る
､
と
い
う
見
方
が
な
さ
れ
て
き
た
｡

一
方
そ
れ
と
は
封

照
的
に
､
歴
史
的
比
定
を
根
嫁
に
三
首
同
時
の
作
で
あ
る
こ
と
を
否

定
し
､

季
節
は
あ
-
ま
で
寛
景
で
あ
-
､

三
首
間
の
詩
鰹
の
相
違

(
一
寵
到
底
格
/
換
竃
格
の
違
い
な
ど
)
､
典
故
の
繰
-
返
し
､
内

容
の
重
複
か
ら
も
､
三
首

一
構
成
の
意
圏
は
な
か
っ
た
､
と
す
る
の

=J1

が
､
松
本
幸
男
氏
の

『播
岳
の

｢悼
亡
詩
｣
に
つ
い
て
』
で
あ
る
｡

も
っ
と
も

『播
岳
論
』
に
お
い
て
も
､
最
初
か
ら
三
首

一
構
成
の
意
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圏
が
あ

っ
た
と
い
う
よ
-
は
意
を
壷
せ
ず
し
て
な
お
綴
る
､
と
い
う

可
能
性
が
強
-
､
構
成
上
の
配
慮
は
そ
の
過
程
で
自
然
に
生
じ
た
も

の
､
と
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
ま
で
本
論
は
､
三
首
連
関
の
有
機
性
を
讃
み
解
-
こ
と
で
､

｢悼
亡
詩
｣
の

t
e
x
t
u
a

t
i
t
6

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
試
み
て
き
た
｡

従

っ
て
､
本
論
が
三
首

一
構
成
が
意
固
さ
れ
た
と
す
る
立
場
を
と
る

こ
と
が
､
あ
る
い
は
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
三
首

一
連
が
偶
然
の
産
物
で
あ
る
な
ら
ば
､
本
論
の
解
明
し
て
き
た
三
首

連
関
の
構
築
性
も
偶
然
の
産
物
で
あ
-
､
論
ず
る
こ
と
の
意
味
自
腹

が
消
失
す
る
､
と
｡
何
よ
-
､
こ
れ
ま
で
の
分
析
の
結
果
は
見
事
に

三
首

一
連
構
成
の
謹
左
と
な
る
で
は
な
い
か
､
と
｡

し
か
し
な
が
ら
本
論
が
そ
の
よ
う
な
理
解
を
遠
ざ
け
る
こ
と
は
､

冒
頭
に
確
認
し
た
立
場
か
ら
も
知
れ
る
だ
ろ
-
｡
意
識
的
か
偶
然
か
､

貴
景
か
仮
構
か
､

と
い
っ
た
二
項
対
立
は
､

｢作
品
｣
を
あ
る

一
定

の

｢現
童
｣
に
固
着
さ
せ
封
鷹
さ
せ
よ
う
と
す
る

一
つ
の

｢読
み
｣

の
重
要
な
機
能
で
は
あ
る
が
､
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
｡

t
e
x

tua
litb
が
そ
の

｢謹
み
｣

に
作
用
す
る
こ
と
､

乃
至
は
そ
の

｢讃
み
｣

の
成
立
日
鮭
が

｢作
品
｣

の

tex
tuatit6
更
に
は

in
･

播
岳

｢悼
亡
詩
｣
論

(斎
藤
)

t
e

r
t
e
x

t
u

a

t
i
t

6

に
操
る
こ
と
は
､
t
e
x
t
u

a
tit
6

の
分
析
が
そ

の

｢読
み
｣
も
し
-
は
二
項
封
立
を
通
し
て
の
み
可
能
と
な
る
こ
と
を

意
味
し
な
い
｡

｢悼
亡
詩
｣
三
首
の
修
辞
の
構
築
性
は
､

仮
に
播
岳

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

に
三
首

一
構
成
の
意
圏
が
あ

っ
た
と
し
て
､
そ
の
意
圏
が
こ
の
作
品

ヽ
ヽ

に
資
現
さ
れ
た
と
彼
に
認
識
せ
し
め
え
た
か
も
し
れ
な
い
機
能
を
有

ヽ
ヽ

L
は
す
る
が
､
そ
の
意
圏
が
､
こ
の
構
築
性
の
必
要
候
件
と
な
る
の

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

で
は
な
い
｡

｢作
者
｣

に
そ
の
意
園
が
貴
現
し
た
と
思
わ
し
め
る
こ

と
､
そ
れ
こ
そ

text
uat
itb
の

一
つ
の
機
能
で
あ
る
が
､
｢作
者
｣

が
全
的
に
そ
の
te
x
tu
a
lit6
を
左
右
し
う
る
と
す
る
こ
と
は
､
tex
･

tua
lit6
が
言
葉
の
海
に
投
げ
こ
ま
れ
た

tex
te
の
力
動
性
を
意
味

す
る
こ
と
を
､
阻
む
も
の
で
し
か
な
い
｡
我
我
は
､
言
葉
を
自
在
に

扱
う

h
｡m
｡
-｡q
u
en
s
で
あ
る
よ
-
は
､

む
し
ろ
言
葉
に
右
往
左

往
さ
せ
ら
れ
る

h
om
O
-oq
u
en
s
な
の
で
は
な
い
か
｡

本
論
の
根

低
に
こ
の
問
い
が
あ
る
以
上
､
安
易
に

｢作
者
の
意
固
｣

に

｢作

品
｣
を
接
績
す
る
講
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
｡

本
論
の
こ
れ
ま
で
の
分
析
は
､

｢悼
亡
詩
｣

の
修
辞
が
あ
る

一
定

の
構
成
の
下
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
､
恰
か
も
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第
三
十
九
新

構
成
が
修
辞
よ
-
先
に
存
在
す
る
か
の
如
-
受
け
と
ら
れ
た
と
す
れ

ば
､

た
だ
そ
れ
は
分
析
の
還
元
的
手
法
に
よ
る
の
で
あ

っ
て
､

｢悼

亡
詩
｣

の

textuaLite
を
理
解
す
る
た
め
に
は
､

修
酢
が
構
成
に

先
ん
じ
て
い
る
の
だ
と
､
こ
こ
で
明
言
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
｡
以
下
､
些
か
静
的
に
分
析
さ
れ
て
き
た

｢悼
亡
詩
｣
を
動
的
に

機
能
さ
せ
る
た
め
の
若
干
の
補
足
と
な
る
｡

｢悼
亡
詩
｣
三
首
が
'
そ
の
季
節
背
景
を
､
大
雑
把
に
言

っ
て
春
､

秋
､
冬
に
そ
れ
ぞ
れ
お
き
､
第

一
首
か
ら
第
二

二
二
首

へ
と
時
間
が

流
れ
て
い
る
こ
と
は
､
既
に
述
べ
た
O
更
に
言
え
ば
､
こ
の
時
間
軸

は
年
代
的
で
は
な
-
季
節
的
で
あ
る
故
に
､
囲
環
を
な
し
て
閉
じ
る

こ
と
も
可
能
で
､
第
三
首
の
冬
の
情
景
は
容
易
に
第

一
首
の
春
の
情

景
に
接
綬
し
う
る
｡
前
述
の
よ
う
に
､
季
節
は
時
間
を
分
節
す
る
も

の
と
し
て
､
つ
ま
-
季
節
の
推
移
は
時
間
の
経
過
と
し
て
ま
ず
認
識

さ
れ
る
の
だ
が
､
よ
-
税
野
を
蹟
大
す
れ
ば
､
季
節
の
推
移
は
循
環

す
る
永
遠
の
時
間
と
し
て
も
立
ち
現
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
｡
よ
っ
て

テ
ー
T.

三
首
は
循
環
し
､
そ
の

｢悼
亡
｣
の

主

題

は

永
遠
に
反
復
す
る
｡

し
か
し
資
の
と
こ
ろ
､

｢悼
亡
詩
｣

三
首
の
作
品
空
間
は
均
質
で

は
な
い
｡
示
さ
れ
た
季
節
で
こ
そ
､
第

一
首
､
第
二
首
､
第
三
首
と

連
な
る
が
､
m
otif
の
封
麿
か
ら
言
え
ば
､
む
し
ろ
第

一
首
第

一
節

と
第
三
首
､
第

一
首
第
二

･
三
節
と
第
二
首
の
関
係
が
軸
を
な
し
て

い
る
こ
と
は
､
既
述
の
如
-
で
あ
る
｡
或
い
は
前
者
を
A
､
後
者
を

B
と
お
け
ば
､
三
首
構
成
は
A
B
B
A
と
な
る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
｡

ま
た
､
最
初
に
節
構
成
を
検
討
し
た
際
に
も
明
ら
か
に
な
っ
た
よ

う
に
､
各
首
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
仕
方
で
そ
の
有
機
的
統

一
性
を
確

保
し
て
い
る
の
だ
が
､
第
二

首
と
第
三
首
は
､
見
落
と
せ

な
い
差
異
は
あ
る
も
の
の
､

と
も
に
換
寵
と
蝉
聯
鮭
を
用

い
る
鮎
で
､
そ
れ
ぞ
れ
第

一

百
よ
-
も
､
互
い
の
距
離
が

近
い
と
も
言
え
る
｡
以
上
を

下
に
固
式
化
し
て
示
そ
-
0

第一首
第- 節 第二･三節

･ ′l

･′＼ motif連関/､

第二 首

節構成連関第三首
L ー/メ/

季節的円環

- 60-

ヴ
ア
リ
7
ソ
ト

加
え
て
､
第
二
首
と
第
三
百
が
､
共
に
第

l
首
の
｢
襲

奏

｣

と
し

て
の
意
味
を
持

つ
こ
と
を
､
こ
れ
ら
の
連
関
が
反
復
で
は
な
-
言
わ

ヽ
ヽ

ば
擬
作
的
連
関
で
あ
る
こ
と
と
し
て
､
理
解
し
よ
-
と
思
う
｡
m
O
tif

の
複
層
性
は
確
か
に
第

一
首
に
お
い
て
既
に
見
ら
れ
る
が
､
そ
れ
が



強
化
さ
れ
差
異
の
強
調
に
よ
る
構
造
化
が
な
さ
れ
る
の
は
､
資
に
第

二

･
三
首
が
第

一
首
の
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
を
強
調
し
て
擬
し
た
か
ら

テ
ト
マ

に
他
な
ら
な
い
.
主

題

を

次
第
に
絞
-
こ
み
限
定
し
て
作
品
の
よ
-

い
っ
そ
う
の
精
教
化
を
固
る
文
学
史
上
の
一
つ
の
慣
向
に
､
そ
れ
は

一
致
す
る
の
だ
が
､
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
､
先
立
す
る
構
造
に
よ

っ
て
三
首
が
配
さ
れ
る
の
で
な
-
､
三
首
間
の
修
辞
の
運
動
が
､
こ

の
よ
う
な
構
成
を
生
む
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
構
造
化
を
内
在
す
る

ヽ
ヽ

修
辞
の
運
動
を
､
本
論
は

一
種
の
擬
作
と
し
て
考
え
た
い
｡
の
ち
に

｢寡
婦
賦
｣
を
検
討
す
る
際
に
､
こ
の
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
｡

柴
府
民
歌
に
お
い
て
は
､
あ
る
い
は
高
橋
氏
の
説
-
よ
う
に
反
復

が
重
要
な
要
素
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
だ
が
そ
の
修
辞
性
を
不

可
鉄
と
し
て
要
求
さ
れ
る
士
大
夫
文
学
と
し
て
の
五
言
詩

｢悼
亡

詩
｣
に
あ

っ
て
は
､
反
復
は
修
辞
の
介
在
に
よ
っ
て
差
異
化
構
造
化

の
運
動
を
鹸
儀
な
-
さ
れ
る
だ
ろ
-
｡
｢意
を
轟
せ
ず
し
て
な
お
綴

る
｣
に
し
て
も
､
そ
れ
が
士
大
夫
文
学
と
し
て
成
-
立
つ
た
め
に
は
､

播
岳
の
意
識
無
意
識
に
関
わ
ら
ず
､
こ
の
修
辞
性
が
必
要
な
の
で
あ

る
｡
そ
し
て
こ
の
構
築
性
を
も
っ
た
修
辞
の
運
動
と
い
-
相
に
お
い

て
､
本
論
は

｢悼
亡
詩
｣
三
首
の

intertex
tu
a
titb
を
捉
え
よ
-

播
岳

｢悼
亡
詩
｣
論

(斎
藤
)

と
思
う
の
で
あ
る
｡

三

播
岳
が
亡
妻
を
悼
ん
で
書
い
た
と
さ
れ
る
作
品
に
は

｢悼
亡
詩
｣

姻

細

網

の
他
に

｢悼
亡
賦
｣
｢哀
永
逝
文
｣
の
二
つ
が
あ
る
｡

本
章
は
､
こ

れ
ら
二
作
品
と

｢悼
亡
詩
｣

と
の
比
較
検
討
を
主
題
と
す
る
が
'

｢悼
亡
賦
｣
は
類
書
に
し
か
見
え
ぬ
も
の
ゆ
え
､
そ
の
l
部
が
敏
落

し
て
い
る
可
能
性
が
大
き
-
､
紙
幅
の
都
合
上
も
､
こ
れ
ら
の
全
文

を
あ
げ
て
細
か
-
検
討
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
従

っ
て
詳
細

な
比
較
分
析
は
他
日
を
期
す
と
し
て
､
本
論
は
ご
-
大
雑
把
に
､
と

-
わ
け
て
注
目
す
べ
き
鮎
に
限
っ
て
論
じ
る
｡

さ
て
､
こ
れ
ら
二
作
品
と

｢悼
亡
詩
｣
は
､
普
然
の
こ
と
な
が
ら

亡
妻
を
悼
む
鮎
に
お
い
て
そ
の
内
容
は
顛
似
が
予
想
さ
れ
､
事
貴
そ

の
通
-
な
の
だ
が
､
注
目
す
べ
き
は
､
背
景
と
な
る
場
面
の
相
違
で

あ
る
｡

す
な
わ
ち
､

｢悼
亡
賦
｣
は
葬
迭
前
夜
に
亙
る
宿
宮
の
情
景

とき

よ
い

を
う
た
い
､

｢芸
妓
の
何
の
期
な
る
か
を
問
-
､
膏

分
を
過
ぎ
て

たけ
なわ
いた

蘭

に

参

る

｣
(第
十
三
･
四
句
)､
｢冬
夜
の
恒
長
を
聞
-
に
､
何
ぞ
此
の

夕
の
一
に
促
な
る
｣
(第
十
九
･
二
十
句
)､
｢夕

既
に
昏
れ

朝
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第
三
十
九
潮

紅
に

清

か

な
れ
ば
､
爾
が
族
を
延

き
て

後
庭
に
臨
む
｣
(第
二
十
九
･

姻

三
十

句

)

の
よ
う
に
､
夜
が
明
け
る
ま
で
の
描
寓
が
連
続
す
る
｡
｢悼

タ
イ
ムス
ケイ
ル

亡
詩
｣
と
比
し
て
､
時
間
の
展
開
は
明
確
で
あ
-
､
そ
の

時

間

尺

度

は
細
か
い
｡

一
方
､
｢哀
永
逝
文
｣
は
葬
送
の
場
面
を
背
景
と
し
､
｢余
が
哀
し

あ
し
た

つく

ひ

み
を
組
の

農

に

虚

し

､
明
燦
を
揚
げ
て

蚕
紙
を
援

-
｣
(第
十
六
･

あ
あ

ひら

ま
さ

七
句
)､
｢
嵯

滞
随
は
既
に

放

き

､
渚

に

形
を
長
径
に
迭
ら
ん
と
す
｣

(第
四
十
九
･
五
十
句
)､

｢蹄
-
て
残
官
に
反
芙
す
れ
ば
､
聾
は
止
む

胸

有
れ
ど

哀
し
み
は
終
わ
る
無
し
｣
(第
五
十
九
･
六
十
句
)
の
如
-
､

租
祭
-
葬
迭
-
埋
葬
-
承
官

へ
の
蹄
遠
と
い
う

l
日
の
情
景
が
軸
と

タ
イ
ム
スケイ
ル

な

る

｡
時
間
展
開
の
明
瞭
な
こ
と
､
時

間

尺

度

の

細
か
い
こ
と
､

｢悼
亡
賦
｣
と
同
様
で
あ
る
｡

こ
の

｢哀
永
逝
文
｣
の
場
面
構
成
か
ら
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
が
､

.Fl

三
首

一
連
で
､
約
宮
､
葬
迭
､
埋
葬
を
う
た
う

｢挽
歌
詩

｣

で
あ
る
｡

.ソヤ
ソル

そ
の
背
景
は
共
通
し
､
表
現
も
類
似
す
る
の
だ
が
､
文

鮭

を

別
に
し

て
､
決
定
的
に
異
な
る
鮎
が
あ
る
｡

即
ち
､
｢挽
歌
詩
｣
が

一
般
的

に
は
第
三
首
に
至
っ
て
埋
葬
を
死
者
の
側
か
ら
う
た
-
の
に
対
し
､

｢哀
永
逝
文
｣
は
あ
-
ま
で
生
者
の
税
鮎
を
襲
え
ず
､
播
岳
が
宿
宮

に
戻

っ
て
異
す
る
情
景

へ
と
糖
-
｡

｢蹄
反
笑
今
宿
宮
､
聾
有
止
今

哀
無
終
｣
以
下
､
結
句
ま
で
を
引
こ
う
｡

いず
く

ゆ

も
と

｢是
か
非
か

何

に

か
皇

け
る
､

一
た
び
日
中
に
遇
わ
ん
こ
と
を

趣

､しる
し

む
｡
既
に
目
に
遇
う
も

兆

無

-
､
曾
て
宿
麻
に
も
夢
み
ず
｡
既
に
家

･八

遠
を
願
稽
し
､
長
-
心
を
爾
の
窮

に
寄
せ
ん
｡
重
ね
て
日
-

己
ん

あ
あ

おも

ぬ
る
か
な
､
此
れ
蓋
し
新
京
の
情

然
る
の
み
｡
渠

之
を

懐

う

こ

いくば
く

こいね
が

ま

と
其
れ

幾

何

ぞ

､

庶

わ

-
は
荘
子
に
像

ず
る
無
か
ら
ん
こ
と
を
｣
｡

こ
の
情
景
は
､
そ
の
ま
ま

｢悼
亡
詩
｣
の

｢空
室
の
悲
哀
｣
へ

と

唐
-
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
が
､
同
時
に
､
｢悼
亡
詩
｣
と

｢挽
歌
詩
｣

の
接
鮎
か
つ
分
岐
鮎
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
も
､
可
能
だ
ろ
う
｡

つ
ま
-
､
｢悼
亡
詩
｣
｢哀
永
逝
文
｣
は
共
に
そ
の
筋
の
展
開
を
､

比
較
的
短
い
且
つ
連
続
す
る
時
間
軸
に
よ

っ
て
い
る
の
に
対
し
､

｢悼
亡
詩
｣
が
均
質
的
時
間
軸
に
擦
ら
な
い
､
よ
-
修
辞
的
な
構
成

軸
を
も
つ
こ
と
が
､
背
景
の
相
違
と
共
に
重
大
な
差
異
な
の
だ
が
､

｢挽
歌
詩
｣
も
ま
た
､
｢悼
亡
詩
｣
と
は
そ
の
構
成
の
質
を
異
に
す
る

も
の
の
､
三
場
面
を
三
首
に
配
し
か
つ
生
者
か
ら
死
者

へ
の
税
鮎
の

韓
換
を
含
む
期
で
ー

よ
-
修
辞
的
な
構
成
軸
を
も
っ
こ
と
､

｢悼
亡

詩
｣
に
等
し
い
O

即
ち
､

こ
の
両
者
の
共
通
を
接
鮎
と
捉
え
､
｢挽
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歌
詩
｣
が
死
者
の
親
鮎
を
と
る
こ
と
を
分
岐
鮎
と
捉
え
る
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
こ
れ
ら

｢悼
亡
賦
｣
｢哀
永
逝
文
｣
｢悼
亡
詩
｣
｢挽
歌
詩
｣

の
連
関
は
､
五
言
詩
が
､
賦

･
文
を
養
分
と
し
つ
つ
､
そ
の
均
質
的

時
間
軸
を
､
凝
縮
さ
れ
た
配
鮎
か
ら
構
造
的
に
再
編
し
て
い
っ
た
こ

と
の
例
と
も
な
る
｡
無
論
､
三
首

l
連
の

｢挽
歌
詩
｣
は
魂
の
謬
襲

に
ま
で
開
-
う
る
し
､
播
岳
と
同
時
代
の
陸
機
に
よ
る

｢挽
歌
詩
｣

に
し
て
も
､

｢悼
亡
賦
｣

な
ど
と
の
直
接
の
鮭
承
関
係
を
指
摘
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
か
し
更
に
親
野
を
漬
大
し
､
｢悼
亡
賦
｣
｢哀

永
逝
文
｣
を
含
む
よ
-
大
き
な
作
品
群
を
設
定
し
た
ら
､
ど
う
な
る

で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
問
題
が
次
章
の
主
題
と
な
る
｡

四

｢悼
亡
詩
｣
､
更
に
は

｢悼
亡
賦
｣
｢哀
永
逝
文
｣
を
ま
-
大
き
な

JP向肌r

配
野
の
中
で
捉
え
返
す
た
め
に
､
本
章
は
播
岳

｢寡
婦
賦
｣
を
と
-

あ
げ
､
比
較
検
討
す
る
｡
こ
の
作
品
は
､
播
岳
が
馨
友
佳
子
成
の
死

これ

に
際
L
t
｢昔
玩
璃
既
に
穀
し
て
､
魂
文
之
を
悼
み
､

遊
び
に
知
膏

つい

に
命
じ
て
､
寡
婦
の
賦
を
作
ら
し
む
｡
余
蓬
に
之
に
擬
し
､
以
て
そ

の
孤
寡
の
心
を
叙
｣
し
た
も
の
で
'
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

｢寡

渚
岳

｢悼
亡
詩
｣
論

(斎
藤
)

監

監

婦
の
賦
｣
と
し
て
今
に
俸
え
ら
れ
る
も
の
は
'
魂
文
帝
曹
丞

'

王
粂

､

,Ft

lW1

丁
儀
の
妻
に
よ
る
諸
作
品
で
あ
-
､
ま
た
管
玉
に
は

｢寡
婦
詩

｣

が

%

杏
-
､
曹
植
に
も

｢寡
婦
詩

｣

と
題
さ
れ
た
断
片
的
二
句
が
あ
る
｡

右
に
引
い
た

｢序
｣
に
蹟
い
て
'
本
文
は
我
が
身
の
不
幸
を
嘆
-

あ
あ

ま
こと
あ

ら

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
｡
｢
嵯

余

が
生
の
不
造
な
る
､
天
難
の

悦

に

匪

ざ
る
を
哀
し

む
｣

｡
若
-
し
て
父
を
失

い
､
嫁
し
て
の
ち
の
幸
せ
も

か

がや

束
の
間
､

｢

栄
華

嘩
き
て
其
れ
始
め
て
茂
る

に
､
良
人
忽
ち
以
て
嫡

背
す
｣
｡

と

場
面
は
療
官

へ
と
韓
じ
､
｢静
か
に
門
を
園
じ
て
以
て
窮
屈
す
れ

さぴ

な

ば
､
塊

し

-
究
猫
に
し
て
依
る
廃
し
｣
o

宿
葬
に
列
し
て
も
遺
品
を

目
に
し
て
は
鳴
咽
し
､
告
げ
よ
う
も
な
い
悲
し
み
に
､
残
さ
れ
し
幼

あ
われ

子
を
抱
き
締
め
る
｡
そ
し
て
､
｢空
館
に
野
り
て
自
ら

怜

み

､
金
網
を

撫
で
て
以
て
嘆
息
す
｡
思
い
は
纏
綿
と
し
て
以
っ
て
啓
乱
し
､
心
は

推
傷
し
て
以
て
恰
側
す
｣
｡

かが
や

と

ゆ

や
が
て

｢曜
蛋

嘩

き

て
遥

-
蓮

き
､
四
節
運
-
て
推
移
す
｡
天

こ

i<

露
を
凝
ら
し
以
て
霜
を
降
ら
し
､
木
は
葉
を
落
と
し
枝
を
贋
と
す
｣

こ
ろ
と
な
-
､
宿
を
終
え
て
埋
葬
の
時
に
至
る
｡
｢耳

噂
昔
を
傾

想
し
､

目

平
素
を
備
悌
す
｣

と
悲
し
み
は
つ
き
な
い
が
､

意
を
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決
し
て
農
に
喪
車
を
出
車

させ
る｡
｢輪
は
軌
を
按
じ
て
以
て
徐
ろ

せ

ぐくまり

は
る
か

に
進
み
､
馬
は
悲
鳴
し
て

折
-
顧

る
｡
漕

蛋

選
に
し
て
其
れ
反

ら
ず
､

殿
憂
結
ば
れ
て
訴
う
る
な
し
｣
｡

埋
葬
が
終
わ
れ
ば
我
が
魂

は
こ
こ
に
な
-
､
亡
夫
の
墓

へ
と
馳
せ
る
｡

こ

ふ

｢仲
秋
よ
-
し
て
疾
に
在
-
､
霜
を
履
む
を
除
え
て
以
て
水
を
践

む
｣
｡
季
節
は
は
や
冬
と
な

っ
た
が
心
は
千
千
に
乱
れ
て
悲
し
み
の

衰
え
る
気
配
も
な
い
｡
｢庶
わ
-
は
浸
-
逮
-
し
て
哀
し
み
の
降
ら

いよ
い
よ

ん
こ
と
を
､

情
は
側
側
と
し
て

禰

甚
し
｣
｡

夢
に
逢
い
た
い
と
思

っ
て
も
寝

つ
か
れ
ず
､
夜
は
漫
漫
と
'
寒
さ
は
凄
婆
と
し
て
､
涙
は

枕
を
ぬ

ら
す
｡
｢
亡
魂

逝
き
て
永
遠
な
-
､
時
歳

忽
ち
に
其
れ

おわ

つ

逮
-
義

-
｣
｡
容

貌
は
す
っ
か

-
や

つ
れ
'

後
を
迫

っ
て
死
の
-
と

す
る
も
幼
子

を
願
て
思
い
と
ど
ま
る
｡
鮭
は
こ
の
世
に
あ
る
も
心
は

既
に
死
ん
で
し
ま

っ
た
の
だ
｡

ひ
そ

｢
重
に
日
-

皇
駕
を
仰
い
で
嘆
息
L
t
私

か

に
自
ら
憐
ん
で
何

ぞ
極
ま
ら
ん
｣
｡

幼
子
を
思

っ
て
よ
る
べ
の
な
さ
を
嘆
き
､

亡
夫
の

む
な

かえ
り

さ
び

面
影
を
追
う
｡
｢
廓

し

-
孤
立
し
て
影
を

顧

み

､
塊

し

-
猫
言
し
て

いた

く
た

響
き
を
聴
-
o
影
を
顧
み
て
は
傷
み
捲
け
､
響
き
を
聴
き
て
は
哀
し

印

み
を
轡
す
｣
｡
そ
う
し
て
月
日
は
過
ぎ
年
も
暮
れ
よ
-
と
す
る
｡
｢造

いよ
いよ

か
に
逝
き
て

途

遠
-
､
緬
選
と
し
て
長
-
乗
-
｡
四
節
は
流
れ
て

こ
こ

く
~7

忽
ち
に
代
序
し
､
歳
は
云
に
暮
れ
て
日
は
西
に
斬
る
｣
.

夜
､

亡
夫

いた
ま

さ

の
来
訪
を
夢
に
み
る
も
､
｢
但

し

-
驚
き
悟

む
れ
ば
聞
-
こ
と
無
-
､

う
つ

いた

おも

い
か
ん

こ
こ

超

ろ

に
慨
悦
し
て

憾

み

懐

う

｡
憾
み
懐
う
こ
と

奈

何

､

言

に

山
阿
に

のば
捗

る

｣
.
山
上
の
基
に
登
れ
ば
哀
し
み
は
こ
み
あ
げ
涙
が
あ
ふ
れ
る
o

A

｢
恭
妾

の
明
誓
真

誓
み
､
柏
舟
の
清
歌
を
詠
ず
｣
O
『
詩
経
』
都
風
の

盟

｢柏
舟
｣
に
ま
つ
わ
る
故
事

を

引
き
､

再
婚

せ
ぬ
こ
と
を
誓
う
｡

)た

ち
か

た
な

｢吾
が
君
を
要
し
て
穴
を
同
じ
う
し
､
死
に

之

る

ま
で

欠

い

て
低

廉

か
ら
ん
｣
｡

以
上
が
播
岳

｢寡
婦
賦
｣
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
｡
か
-
の
如
-
､

そ
の
背
景
は
､
横
､
埋
葬
､
そ
の
後

(疾
)
に
わ
た
-
､
｢悼
亡
賦
｣

｢哀
永
逝
文
｣

｢悼
亡
詩
｣

の
三
作
品
を
あ
わ
せ
た
背
景
と
ほ
ぼ
同

田

E'

じ
-
､
約
年
年
に
亙

っ
て
季
節
を
追
う

｡

ま

た

､

｢悼
亡
詩
｣
に
限

っ
て
も
､
薪
似
表
現
の
多
い
こ
と
は
容
易
に
知
れ
よ
う
｡
例
え
ば
､
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曜
塞
嘩
而
遥
遠
今

四
節
運
而
推
移

天
凝
露
以
降
霜
今

木
落
葉
而
限
枝

曜
璽
遅
天
機

四
節
代
遷
逝

凄
湊
朝
露
凝

烈
烈
夕
凪
贋



耳
傾
想
於
噂
昔
今

日
備
悌
乎
平
素

酒
量
遜
其
不
反
今

殿
憂
結
而
廉
訴

庶
浸
遠
而
哀
降
今

情
側
側
而
禰
甚

亡
魂
逝
而
永
遠
今

時
歳
忽
共
通
壷

(悼
亡
詩
第
三
首
)

寝
興
自
存
形

遮
音

猶
在
耳

(悼
亡
詩
第
二
首
)

奈
何
悼
淑
優

儀
容
永
漕
緊

(悼
亡
詩
第
三
首
)

寝
息
何
時
忘

沈
憂
日
盈
積

庶
幾
有
時
衰

荘
缶
猶
可
撃

(悼
亡
詩
第

一
首
)

荏
革
冬
春
謝

寒

暑
忽
流
易

之
子
蹄
窮
泉

重
壊
永
幽
隔

(悼
亡
詩
第
一
首
)

こ
の
他
に
も
同
じ
事
柄
を
う
た
う
と
見
な
し
う
る
表
現
は
多
い
が
､

播
岳

｢悼
亡
詩
｣
論

(斎
藤
)

革
に
表
現
の
類
似
の
み
な
ら
ず
､
｢悼
亡
詩
｣
の
主
要
な

m
otif
の

多
-
が
､
｢寡
婦
賦
｣
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
｡
即
ち
､

季
節
の
推
移
と
死
の
永
遠
の
対
照
､
面
影
を
追
う
空
室
の
悲
哀
､
悲

し
み
の
衰
え
を
願
う
こ
と
､
或
い
は
悲
哀
や
ま
ず
し
て
の
墓

へ
の
登

高
な
ど
｡

確
か
に
そ
の
構
成
方
法
は

｢悼
亡
詩
｣
の
有
機
性
と
比
し
て
懸
隔

が
あ
る
だ
ろ
う
O
｢寡
婦
賦
｣
は
､
｢悼
亡
賦
｣
や

｢哀
永
逝
文
｣
と

同
様
､
筋
の
展
開
を
よ
-
時
間
軸
に
依
操
し
て
い
る
｡
だ
が
こ
の
こ

と
は
か
え
っ
て
､
前
章
で
論
じ
た

｢悼
亡
賦
｣
｢哀
永
逝
文
｣
と

｢悼

亡
詩
｣
の
差
異
､
即
ち
前
者
の
均
質
的
時
間
軸
に
操
る
作
品
の
統

一

性
と
後
者
の
よ
-
修
節
の
構
築
的
連
関
に
依
摸
す
る
そ
の
統

一
性
の

相
異
に
､

そ
の
ま
ま
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
'

｢寡
婦
賦
｣
と

｢悼
亡
詩
｣
の
距
離
が
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
-
も
ず

っ
と
近
い

も
の
で
あ
る
と
す
る
理
由
と
な
る
だ
ろ
う
｡
｢悼
亡
賦
｣
｢哀
永
逝
文
｣

を
媒
介
と
し
て
､

本
論
が

｢寡
婦
賦
｣
を

｢悼
亡
詩
｣

の

inter･

textultite
に
枚
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
所
以
で
あ
る
o

スイ
テユ
ア
シ
オ
ソ

さ
れ
ば
こ
そ
､
播
岳

｢寡
婦
賦
｣
は
､
｢違

っ
た

状

況

で

異

っ

た
感
慨
を
歌
う
ゆ
え
に
､
残
念
な
が
ら

｢悼
亡
詩
｣
解
明
に
､
直
接
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示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
｣
(｢津
岳
論
』)
と
し
て

一
概
に
退
け
る
詔

に
は
い
-
ま
い
｡
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
'
状
況
の
違
い
と
表
現
の

類
似
の
連
関
で
あ
る
｡

即
ち
ー

｢寡
婦
賦
｣
は
､
｢悼
亡
賦
｣
｢哀
永

逝
文
｣
｢悼
亡
詩
｣
と
背
景
を
共
通
さ
せ
､
表
現
を
類
似
さ
せ
､
｢悼

亡
詩
｣

の
主
要

m
o
tif
を
そ
の
中
に
含
み
つ
つ
も
､

そ
れ
ゆ
え
に

こ
そ
露
わ
に
な
る
決
定
的
差
異
が
あ
る
｡
状
況
の
違
い
､
す
な
わ
ち

妻
を
悼
む
こ
と
と
夫
を
悼
む
こ
と
の
違
い
で
あ
る
｡
そ
れ
は
と
-
わ

け

て

､
悲
哀
を
切
断
し
よ
う
と
す
る
時
に
､
新
著
で
あ
る
｡
｢寡
婦

賦

｣

に
お
い
て
主
人
公
が
悲
嘆
に
-
れ
た
す
え
に
と
る
行
動
に
は
二

的

す

つ
あ

る
｡

ひ
と
つ
は
､

｢三
良
の
秦
に
殉
ず
る

に

感
じ
､
生
を
絹

て

おさな
ご

て
自
ら
引
-
を
甘
L
と
す
｣
と
､
殉
死
を
周
る
こ
と
｡
｢
稚

子

を

懐

や
しな

あ
あ

抱
に

掬

い

､
荒

砥

桐
し
て
忍
び
ず
｣
と
結
局
は
思
い
と
ど
ま
る
の
だ

や
いは

が
､
こ
れ
は
､
王
粂

｢寡
婦
賦
｣
に
｢
匁

を

引
き
て
以
て
自
裁
せ
ん

お
さな
ご

と
ど

と
欲
す
る
も
ー
弱

子

を

顧
み
て
復
た

停

む

｣
と
あ
る
の
を
受
け
た
と

さ
れ
る
｡
今
ひ
と
つ
は
､

｢要
吾
君
今
同
穴
､

之
死
矢
今

廉
忙
｣
と

結
句
に

｢柏
舟
｣
の
一
句
を
引
い
て
､
再
び
嫁
せ
ぬ
こ
と
を
誓
い
､

死
し
て
同
穴
を
望
む
こ
と
｡

丁
儀
妻

｢寡
婦
賦
｣
が
､

｢先
後
を
計

る
に
其
れ
何
幾
ぞ
､
亦
幽
冥
に
同
節
せ
ん
｣
と
す
る
の
を
敷
術
し
た

と
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
ら
二
つ
の

m
otif
を
､
｢悼
亡
詩
｣
に
お
け
る

｢出
仕
｣
或

い
は

｢荘
子
｣
の
そ
れ
と
比
較
す
れ
ば
､
違
い
は
歴
然
と
す
る
｡
｢悼

亡
詩
｣
で
は
､
ど
ち
ら
も
言
わ
ば
反
語
的
に
衰
え
ぬ
悲
哀
を
際
立
た

せ
る
の
に
対
し
､

｢寡
婦
賦
｣

は
悲
し
み
を
切
断
し
よ
う
と
す
る
よ

-
は
む
し
ろ
昇
華
さ
せ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
｡
し
か
し
そ
の
相
違

は
､
そ
も
そ
も
悲
哀
の
質
が
男
女
で
異
な
る
の
だ
､
と
い
う
次
元
で

は
な
-

(事
資

｢寡
婦
賦
｣
と

｢悼
亡
詩
｣
の
悲
哀
の
表
現
の
共
通

性
は
既
に
見
た
所
で
あ
る
)
､

よ
-
社
合
的
文
化
的
な
､

期
待
さ
れ

る
役
割
の
差
異
に
基
い
て
い
る
｡
妻
が
夫
に
殉
じ
た
い
と
願
う
こ
と
､

ま
pt

二
夫
に

見

え

な
い
こ
と
､
或
い
は
､
士
大
夫
た
る
も
の
い
つ
ま
で
も

妻
の
死
な
ど
に
-
よ
-
よ
せ
ず
朝
命
に
従
い
勤
め
を
果
た
す
こ
と
｡

そ
れ
ら
が
士
大
夫
階
級
融
合
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
展
す
る
こ
と
は
､

想
像
に
難
-
な
い
｡

｢悼
亡
詩
｣

が
如
何
に
悲
し
み
極
ま
ろ
う
と
も

妻
を
迫
っ
て
死
に
た
い
な
ど
と
言
わ
ぬ
の
は
､
士
大
夫
が
自
ら
の
悲

哀
を
う
た
-
が
故
で
あ
-
､

｢寡
婦
賦
｣

が
再
婚
せ
ぬ
こ
と
を
誓
う

の
は
'
士
大
夫
が
士
大
夫
の
妻
を
主
人
公
と
し
て
そ
の
悲
し
み
を
綴

る
が
故
で
あ
る
｡
厳
密
に
言
え
ば
､
逆
に
､
こ
の
よ
う
な
差
異
こ
そ
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が
､
悲
哀
の
主
人
公
の
社
食
的
位
相
を
特
定
す
る
枚
能
を
持
つ
の
で

あ
る
O

だ
が

｢荘
子
｣
の

m
otif
は
'

そ
の
額
似
表
現
が

｢寡
婦
賦
｣

に
見
ら
れ
る
鮎
で

｢出
仕
｣
の
そ
れ
と
は
異
な
-
､
作
品
構
成
上
の

位
置
を
別
に
す
れ
ば
､

｢悼
亡
詩
｣

の
士
大
夫
性
を
特
に
際
立
た
せ

る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
｡
確
か
に
こ
の

m
otif
を
､
｢庶

幾
有
時
表
｣
(第
一
首
)
一
句
で
代
表
さ
せ
れ
ば
､
｢寡
婦
賦
｣
に

｢庶

浸
速
而
哀
降
今
｣
と
あ
る
の
と
殆
ん
ど
同

1
と
言

っ
て
よ
-
､
既
に

示
し
た
通
-
で
あ
る
｡

し
か
し

｢悼
亡
詩
｣

が
こ
の

m
otif
に
封

し
荘
子
の
故
事
を
以
て
修
辞
し
た
こ
と
は
､

｢寡
婦
賦
｣

の
そ
れ
と

の
間
に
､

無
配
し
え
ぬ
差
異
を
生
み
だ
し
た
.

言
う
ま
で
も
な
-

そ
の
第

一
は
､
m
otif
の
反
語
的
強
調
で
あ
-
前
景
化
で
あ
-

｢出

仕
｣
と
の
対
比
に
よ
っ
て
よ
-
構
造
的
に
機
能
せ
し
め
た
こ
と
な
の

だ
が
'
そ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
な
こ
と
は
､
文
脈
に
の
み
擦
る
の
で
は

な
-
典
故
に
よ
っ
て
よ
-
明
確
に

m
o
tif
の
主
語
を
妻
か
ら
夫

へ
と

韓
換
せ
し
め
た
こ
と
､
或
い
は
主
語
を
夫
に
特
定
し
た
こ
と
で
あ
る
｡

面
影
を
追
う
悲
哀
を
､

｢猪
無
季
氏
塞
､

努
窯
親
爾
容
｣
(第
二
首
)

.q

と
換
武
帝
李
夫
人
の
故
事
で
修
辞
す
る
こ
と
も
同
断
で
あ
-
､
悲
哀

播
岳

｢悼
亡
詩
｣
論

(斎
藤
)

を
荘
子
や
漠
武
帝
な
ど
の

｢夫
｣

へ
と
接
績
す
る
こ
と
で
､
悲
哀
の

朗

表
象
そ
の
も
の
を
士
大
夫
化
す
る
機
能
を
修
辞
が
果
た
し
て
い
る
の

で
あ
る
｡

付
言
す
れ
ば
､
播
岳

｢寡
婦
賦
｣
が
先
行
表
現
に
対
し
て
加
え
た

修
辞
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
等
し
-
言
え
る
の
で
あ

っ
て
､
こ
の
場
合
､

悲
哀
は
士
大
夫
の
妻
の
も
の
と
し
て
､
明
確
化
さ
れ
る
｡
夫
に
殉
じ

よ
う
と
す
る
こ
と
､
死
し
て
同
穴
を
望
む
こ
と
､
両
者
共
に
先
行
表

現
の
あ
る
こ
と
は
既
に
示
し
た
が
､
播
岳

｢寡
婦
賦
｣
は
ど
ち
ら
も

典
故
を
用
い
て
､
前
者
は
君
主
と
臣
下
の
関
係
を
夫
と
妻
に
重
ね
あ

わ
せ
､
後
者
は
そ
の
ま
ま
未
亡
人
の
科
白
を
加
え
､
m
otif
を
よ
り

前
景
化
し
､
そ
の
位
相
を
鮮
明
に
す
る
｡
そ
し
て
こ
の
鮎
に
お
い
て
､

建
安
文
壇
に
よ
る

｢寡
婦
賦
｣
と
播
岳

｢寡
婦
賦
｣
の
間
に
働
-
修

辞
と
､
播
岳

｢寡
婦
賦
｣
と

｢悼
亡
詩
｣
(乃
至

｢悼
亡
賦
｣
｢革
永
逝

文
｣)
の
間
に
働
-
そ
れ
と
に
､
本
質
的
な
差
異
は
存
在
し
な
い
よ
う

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

に
思
わ
れ
る
.

悲
哀
の
杜
合
的
位
相
を
明
確
に
す
る
こ
と
.

先
に

述
べ
た
播
岳

｢寡
婦
賦
｣
と

｢悼
亡
詩
｣
(乃
至

｢悼
亡
賦
｣
｢哀
永
逝

スイ
テ
ユア
ツオ
ソ

文
｣)
の
決
定
的
差
異
､
｢
状

況

｣

の
相
違
は
､
こ
の
修
辞
の
運
動

の
軌
跡
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
､
そ
の
う
た
う
悲
哀
が
仮
構
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の
も
の
か
県
費
の
も
の
か
と
い
っ
た

｢現
蜜
｣

へ
の
固
着
は
､

｢寡

婦
賦
｣
と

｢悼
亡
詩
｣
の
動
的
連
関
を
､
見
失
わ
せ
る
も
の
で
し
か

な
い
だ
ろ
う
｡

即
ち
､

建
安

｢寡
婦
賦
｣
､
渚
岳

｢寡
婦
賦
｣
､
同

｢悼
亡
賦
｣
｢哀
永
逝
文
｣
そ
し
て

｢悼
亡
詩
｣
､
の
同

一
と
差
異
は
､

こ
れ
ら
を
分
断
す
る
の
で
は
な
-
連
結
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､

播
岳

｢寡
婦
賦
｣
が
建
安

｢寡
婦
賦
｣
の
擬
作
で
あ
る
と
明
示
せ
し

め
る
両
者
の

in
te
rt
extul
litb
が
播
岳

｢寡
婦
賦
｣

と

｢悼
亡

詩
｣
(乃
至

｢悼
亡
賦
｣
｢哀
永
逝
文
｣)
の
そ
れ
に
接
緯
し
う
る
こ
と
は
､

ヽ
ヽ
ヽ

｢寡
婦
賦
｣
の
み
な
ら
ず

｢悼
亡
｣
三
作
品
の
擬
作
性
を
も
､
明
ら

か
に
す
る
と
言
え
よ
-
0

さ
て
こ
こ
で
､
播
岳

｢寡
婦
賦
｣
が
い
か
に
し
て
先
行
作
品
を
擬

し
た
か
､
今
少
し
論
じ
て
お
こ
-
｡
も
っ
と
も
､
貌
文
帝
ら
に
よ
る

｢寡
婦
賦
｣
は
､

い
ず
れ
も
､
『重
文
類
衆
』
等
の
類
書
､

或
い
は

播
岳

｢寡
婦
賦
｣

の
李
善
注
な
ど
に
見
え
る
の
み
な
の
で
､

｢悼
亡

賦
｣
と
同
様
､
そ
の
全
貌
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
か
し
そ
れ

で
も
な
お
､
幾
つ
か
の
事
貴
は
指
摘
し
う
る
｡

第

1
に
､
構
成
の
1
敦
で
あ
る
.
残
葬
､
葬
迭
､
そ
の
後

(疾
)

の
三
場
面
を
主
軸
と
し
て
悲
し
み
を
綴
る
こ
と
は
丁
儀
妻

｢寡
婦

賦
｣
に
等
し
-
､
細
か
い
部
分
ま
で
ほ
ぼ

一
致
す
る
｡
例
と
し
て
'

こ

r(ち

身
の
不
幸
を
嘆
-
導
入
部
を
比
較
し
て
み
よ
う
｡
｢惟
れ
女
子
の

行

も
と

有
る
､
固
よ
-
歴
代
の
舜
倫
な
-
｣
と
始
め
ら
れ
る

(現
存
部
分
)

丁
儀
妻

｢寡
婦
賦
｣
に
対
し
､
播
岳
は
､
最
初
に
若
-
し
て
父
を
失

こ

み
ち

こ
こ

っ
た
不
幸
を
述
べ
る
も
の
の
､
つ
い
で

｢伊
れ
女
子
の

行

有

る
､
宴

に
横
を
高
族
に
奉
ず
｣
と
嫁
入
を
示
す
言
が
あ
ら
わ
れ
て
等
し
-
､

丁
儀
妻
が

｢懸
籍
の
松
に
附
す
る
が
如
-
､
浮
薄
の
津
に
託
す
る
に

似
る
｣

と
結
婚
の
幸
福
を
説
-
の
に
対
し
､

播
岳
は

｢葛
苗
の
蔓

き
ゆ
うば
く

延
を
顧
み
､
徴
室
を

穆

木

に

託
す
｣
と
受
け
る
｡
あ
ま
-
の
幸
福
に

はど
こし

不
安
を
覚
え
､
前
者
が
｢
施

の

厚
-
し
て
徳
の
薄
か
ら
ん
こ
と
を
恐

ふ

れ
､
氷
を
履

ん
で
淵
に
臨
む
が
若
し
｣
､
後
者
が

｢身
の
軽
-
し
て

おそ

施
の
重
か
ら
ん
こ
と
を

慣

れ

､
氷
を
履
ん
で
谷
に
臨
む
が
若
し
｣
と

かが
や

ほ
ぼ
同
表
現
を
用
い
る
こ
と
､
夫
の
死
に
あ
た
っ
て
､

｢栄
華

嘩

き

し
よう

ほろ

て
其
れ
始
め
て
茂
る
に
､
婿

と

す
る
所
奄
と
し
て
其
れ
供
に

沢

ぶ

｣

と
丁
儀
妻
が
述
べ
､

｢祭
華
嘩
其
始
茂
今
､
良
人
忽
以
摘
背
｣
と
渚

岳
が
受
け
る
こ
と
を
見
て
も
､
こ
の
導
入
部
に
お
い
て
播
岳
は
か
な

り
細
か
い
構
成
ま
で
丁
儀
妻
の
作
品
に
負

っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
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あ
る
O

碩
葬
の
場
面
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
､
丁
儀
妻
が

｢静
か
に
門

さび

こ
け
い

綿

を
閉
じ
て
以
て
却
掃
し
､
塊

し

-
孤

怪

に

し
て
以
て
窮
居
す

｣

､
或

と

い
は
王
条
が

｢門
を
園
じ
て
却
指
し
､
高
堂
に
幽
虞
す
｣
と
始
め
､

播
岳
は

｢静
園
門
以
窮
盾
今
､
塊
究
滞
而
廉
依
｣
と
う
け
て
こ
の
場

面
の
首
と
す
る
｡

あ
る
い
は
啓
残
､
葬
迭
の
場
面
｡
｢時

荏
再
と
し
て
留
ま
ら
ず
､

ま
さ

う
つ

渚
に
案
を
遷
し
て
以
て
大
行
せ
ん
｣
と
丁
儀
妻
が
は
じ
め
､
播
岳
は

｢曜
軍
嘩
而
遥
遠
今
､

四
簡
運
而
推
移
｣

と
す
る
｡

喪
に
あ
-
て

よ

も

の
ち
の
場
面
も
ま
た
､
丁
儀
妻
が

｢街
他
日
-
し
て
坑
に
在
-
､
春

㈱

冬
の
四
節
を
履
む

｣

'
播
岳
が

｢自
仲
秋
而
在
疾
今
､

除
履
霜
以
践

泳
｣
と
始
め
て
等
し
い
｡

第
二
に
､
表
現
の
類
似
で
あ
る
｡
右
に
述
べ
た
例
か
ら
も
充
分
に

窺
え
る
と
思
わ
れ
る
の
で
､
さ
ら
に
例
を
畢
げ
る
こ
と
は
避
け
る
が
､

殆
ん
ど
同

一
と
言
っ
て
よ
い
表
現
も
少
な
-
な
い
｡

か
-
構
成
と
表
現
が
類
似
す
る
こ
と
は
､
擬
作
と
明
示
さ
れ
て
い

る
以
上
普
然
と
言
え
ば
曹
然
だ
が
､
播
岳

｢寡
婦
賦
｣
と

｢悼
亡

賦
｣
｢哀
永
逝
文
｣
｢悼
亡
詩
｣
の
連
関
を
考
え
る
と
き
､
そ
れ
は
無

滞
岳

｢悼
亡
詩
｣
論

(斎
藤
)

ヽ

ヽ

帥

親
し
え
な
い
営

然

と
な
る
だ
ろ

う

｡

そ
し
て
前
章
の
結
び
に
記
し
た
問
題
､

即
ち

｢悼
亡
賦
｣
｢
哀

永

逝
文
｣
と

｢悼
亡
詩
｣

｢挽
歌
詩
｣
の
連
関
の
問
題
は
て

こ
の

｢寡

婦
賦
｣
の
系
譜
を
そ
の
連
関
に
導
入
す
る
こ
と
で
､

｢挽
歌
詩
｣
と

｢悼
亡
詩
｣
が
､
｢寡
婦
賦
｣
の
､

一
方
は
葬
薩
の
側
面
に
､
他
方

は
そ
の
後
の
側
面
に
､
そ
れ
ぞ
れ
税
鮎
を
集
中
し
て
再
構
成
し
た
も

の
と
し
て
も
捉
え
う
る
こ
と
を
､
示
す
｡
無
論
､
｢悼
亡
詩
｣
と

｢挽

歌
詩
｣
の
連
関
に
つ
い
て
は
､
よ
-
詳
細
な
分
析
を
得
た
ね
ば
な
ら

な
い
が
､
｢悼
亡
詩
｣
か
ら

｢寡
婦
賦
｣

へ
と
つ
な
い
で
い
っ
た

in･

terte
x
tu
a
tit6

が
更
に
虞
が
っ
て
い
-
可
能
性
を
'

本
論
は
提
起

し
た
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
士
大
夫
の
五
言
詩
た
る

｢挽
歌
詩
｣
に
､
民
間
歌
謡
の
流

れ
を
-
む

｢蓮
露
｣
｢蕎
里
｣
の

｢挽
歌
｣
が
あ
る
よ
う
に
､
｢寡
婦

賦
｣
に
も
お
そ
ら
-
そ
れ
に
妥
営
す
る

｢寡
婦
曲
｣
が
あ
っ
た
こ
と

封

こも
･二

は
､
張
衡

｢南
都
賦

｣

に
､
｢挙
を
革
き
て
笠
を
吹
き
､
更

も

新
琴

o
o

な

を
為
す
｡
寡
婦
の
悲
吟
､
鶴
鶏
の
哀
鳴
､
坐
る
者

懐
と
し
て
歓
き
､

と
ろ
か

いた

魂
を

蕩

し

精
を

傷

ま

し
む
｣
と

｢挽
歌
｣
と
同
様
に
宴
骨
で
歌
わ
れ

た
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
れ
る
｡
も
っ
と
も
そ
れ
自
腹
は
残
念
な
が

69
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ら
今
に
停
わ
ら
な
い
の
だ
が
､
三
首

一
連
で
葬
薩
の
進
行
を
軸
と
す

る

｢挽
歌
詩
｣
に
対
し
て

｢挽
歌
｣
が
ご
-
短
-
､

そ
の
内
容
も

た
だ
人
の
死
を
嘆
-
の
み
で
あ
る
よ
-
に
､

｢寡
婦
曲
｣
が

｢寡
婦

賦
｣
の
よ
う
に
葬
鰻
の
進
行
を
軸
と
し
た
長
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は

監

考
え
に
-
い
.
お
そ
ら
-
死
の
文
学

を

葬
鰻
の
文
学
と
し
て
修
辞
す

る
こ
と
は
､
葬
薩
と
い
う
儀
式
を
殊
の
ほ
か
重
ん
じ
る
儒
教
政
合
に

お
け
る
士
大
夫
の
一
つ
の
職
能
な
の
で
は
な
い
か
｡
だ
か
ら
こ
そ
､

｢挽
歌
詩
｣
や

｢寡
婦
賦
｣
は
､
死
の
悲
し
み
を
直
接
に
歌
い
葬
薩

の
そ
の
場
で
歌
わ
れ
る
哀
歌
を
脱
却
し
て
､
葬
薩
を
描
-
こ
と
で
死

と
い
う
永
遠
の
別
離
を
う
た
う
も
の
へ
と
勢
威
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ

う
か
｡

以
上
の
考
察
も
ま
た
断
片
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
'
今
後
の
研
究
を

待
つ
も
の
で
は
あ
る
が
､

や
や
も
す
れ
ば
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た

｢寡
婦
賦
｣
と

｢悼
亡
詩
｣
の
連
関
が
､
寛
は
文
学
史
的
に
も
豊
廉

な
場
で
あ
る
こ
と
を
示
す

一
例
と
な
る
だ
ろ
う
｡

五

本
論
に
よ
る

｢悼
亡
詩
｣
の
分
析
は
､
こ
こ
を
も
っ
て
結
び
と
す

る
こ
と
に
な
る
｡
『
王
墓
新
詠
』

な
ど
に
収
録
さ
れ
る
懲
愛
詩
の
系

㈹

語
と

｢悼
亡
詩
｣
の
連

関
な
ど
､

ま
だ
ま
だ
論
ず
べ
き
鮎
は
多
-
､

本
論
は

｢
悼
亡
詩
｣

の

textua
lit6
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
に

す
ぎ
な
い

が
､

｢悼
亡
詩
｣
三
首
か
ら

｢悼
亡
賦
｣

｢哀
永
逝
文
｣
､

播
岳

｢寡
婦
賦
｣
あ
る
い
は
建
安

｢寡
婦
賦
｣
ま
で
本
論
が
辿
っ
た

作
品
相
互
の
動
的
連
関
-

in
te
rte
xtuatit6が
､
そ
れ
自
腹
ひ
と

つ
の
動
態
的
文
学
史
と
な
っ
て
い
れ
ば

､
そ
れ
の
み
で
､
本
論
に
と

っ
て
は
過
分
の
成
果
と
な
ろ
う
｡

そ
し
て
ま
た
､

｢寡
婦
賦
｣
か
ら

｢悼
亡
詩
｣

に
至
る
修
辞
の
運
動
が
あ
っ
て
こ
そ
､

講
者
を
し
て

一
ハ
U

(或
い
は
播
岳
そ
の
人
を
し
て
)
掛
率
の
悲
哀
を
感
ぜ
し
む
る

teX･

一7

tua
lit6
を

｢悼
亡
詩
｣
が
獲
得
し
た
こ
と
､

し
か
も
そ
の
修
辞
の

運
動
は
な
お

｢悼
亡
詩
｣
三
首
間
に
お
い
て
も
止
ま
ぬ
こ
と
､
な
お

か
つ

｢悼
亡
詩
｣
と
い
う

1
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
こ
こ
に
始
ま
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
､
播
岳

｢悼
亡
詩
｣
が
従
来
言
わ
れ
て
き
た
の
と
は
い

さ
さ
か
異
な
る
意
味
あ
い
で
､
傑
作
で
あ
る
と
断
じ
る
こ
と
､
結
語

に
適
わ
な
い
だ
ろ
-
か
｡

注

3

『中
国
文
筆
報
』
第
七
射

(『
高
橋
和
巳
全
集
』
第
十
五
巷
)



∽
『
青
書
』
播
岳
侍
に
以
下
の
如
-
見
え
る
｡
｢
岳
性
軽
映
'
趨
世
利
､

輿
石
崇
等
請
事
貿
謡
'
毎
侯
其
出
'
輿
崇
軌
望
塵
而
拝
｣
｡

何
元
来

Ju
tia
K
list
eva
の
提
唱
に
よ
る
語
だ
が
'

テ
ク
ス
ト
相
互

連
関
性
な
ど
と
謬
さ

れ
て
既に
1
般
化
し
て
い
る
術
語
だ
ろ
う
O
例
え

ば
以
下
の
よ
う
な
記
述
｡
｢
ア
ン
テ
ル
テ
ク
ス
テ
ユ
ア
リ
テ
と
は
'

た

だ
単
に
'
あ
る
詩
人
な
-
作
家
な
-
が
前
世
代
や
同
世
代
に
展
す
る
テ

ク
ス
ト
群
か
ら
受
け
た
影
響
の
も
と
に
新
し
い
テ
ク
ス
ト
を
生
産
す
る

こ
と
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
こ
の
意
識
的
な
謹
む
主
鰹
'

書
-
主
鰹
そ
の
も
の
が
自
ら
の
有
標
性
を
消
し
去
る
意
味
生
成
の
現
場

で
は
コ
ト
バ
が
コ
ト
バ
と
交
錯
し
自
己
堵
殖
を
と
げ
る
よ
う
に
'
テ
ク

ス
ト
は
不
断
に
他
の
テ
ク
ス
ト
と
交
錯
し
骨
殖
す
る
の
で
あ
る
｡｣
丸

山
圭
三
郎

『
生
命
と
過
剰
』
(『
文
蛮
』
第
二
十
五
奄
第
三
栗
)｡
(捕
)

3
『
荘
子
』
至
禁
簾
に
､
荘
子
が
妻
の
詩
に
際
L
t
壷
を
叩
い
て
歌
っ

た
と
い
う
話
が
'
以
下
の
如
-
見
え
る
｡
｢
荘
子
妻
死
､
恵
子
弔
之
へ

荘
子
則
方
箕
躍
'
鼓
盆
而
歌
｡
恵
子
日
'
興
人
居
'
長
子
老
身
'
死
不

実
亦
足
夫
'
又
鼓
盆
而
歌
'
不
亦
甚
乎
｡
荘
子
日
'
不
然
'
是
其
始
死

也
'
我
猪
何
能
無
概
然
'
察
其
始
而
本
無
生
､
非
徒
無
生
也
'
而
本
無

形
､
非
徒
無
形
也
'
而
本
無
気
'
薙
乎
芭
秀
之
間
'
襲
而
有
気
'
気
襲

而
有
形
'
形
襲
而
有
生
'
今
又
襲
而
之
死
'
是
相
興
馬
春
秋
冬
夏
'
四

時
行
也
'
人
且
恨
然
寝
於
亘
室
'
而
我
政
敵
然
随
而
実
之
'
自
以
馬
不

通
乎
命
'
故
止
也
｣
｡

拘

蝉
聯
髄
の
技
法
は
'
そ
れ
自
睦
と
し
て
は
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
左
程

珍
し
い
も
の
で
は
な
い
が
'
換
韻
と
相
関
し
て
用
い
ら
れ
る
例
は
'
少

播
岳

｢悼
亡
詩
｣
論

(斎
藤
)

な
い
o
そ
の
1
つ
'
曹
植
の
五
言
詩

｢
謄
白
馬
王
彪
｣
に
お
い
て
は
'

各
章

(全
七
草
)
が
蝉
聯
鰻
で
繋
が
れ
か
つ
換
韻
さ
れ
る
が
'
唯

一
'

1
､
二
章
問
で
は
韻
が
准
績
し
蝉
聯
髄
も
用
い
ら
れ
な
い
.
｢
悼
亡
詩
｣

と
直
接
関
係
す
る
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
､
充
分
示
唆
的
で
あ
る
.

何

ま
た
'
第
二
首
で
は
換
韻
を
お
こ
な
う
聯
で
は
下
旬
の
み
な
ら
ず
上

旬
も
押
韻
す
る
の
に
封
L
t
第
三
首
で
は
終
始
隔
句
の
み
に
押
韻
す
る

鮎
で
も
異
な
る
｡

S

『
玉
董
新
詠
』
巷
二

(但
し

『
考
異
』
に
拠
る
o
)

㈲

『
文
選
』
巷
二
十
九

佃

『
中
国
文
筆
報
』
第
十
筋
'
第
十
二
筋
'
第
十
四
筋

(m
P川
幸
次

郎
全
集
』
第
六
巻
)

一

個

第
三
首
で
は
'
子
が
死
ん
で
も
憂
え
な
か
っ
た
と
い
う
魂
の
東
門
呉

〃

の
故
事

(『
列
子
』
力
命
篇
)
を
も
引
く
が
'
特
に
分
け
て
論
じ
な
い
｡

l

㈹

松
本
幸
男

『
播
岳
の

｢悼
亡
詩
｣
に
つ
い
て
』
(『撃
林
』
第
三
戟
)

参
照
｡

鋤

入
谷
仙
介

『
悼
亡
詩
に
つ
い
て
-

播
岳
か
ら
元
損
ま
で
-

』

(『
歳

詰

退
休
記
念
中
開
髭

論
集
』
)
参
照
｡

個

『
名
古
屋
大
学
教
養
部
紀
妥
』
第
十
八
輯

掴

㈹
参
照
O

的
『
重
文
類
衆
』
巻
三
十
四

㈹

『
文
選
』
巻
五
十
七

的

こ
の
他
に
も

『
重
文
額
衆
』
巻
三
十
四
に

｢
哀
詩
｣
と
題
さ
れ
る
五

言
詩
が
満
岳
の
作
と
し
て
停
え
ら
れ
る
｡
謝
眺

｢
拝
中
軍
記
室
鮮
障
王
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第
三
十
九
研

牒
｣
(『文
選
』
巻
四
十
)
の
李
善
注
に
'
渚
岳

｢
楊
氏
七
哀
詩
｣
と
し

て
そ
の
冒
頭
二
旬
が
引
か
れ
る
よ
う
に
'
こ
の
作
品
も
ま
た
妻
楊
氏
の

死
を
悼
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
こ
こ
で
は
解
れ
な
い
｡

㈹

『
悼
亡
賦
』
の
現
存
す
る
も
の
は
全
四
十
句
で
あ
る
｡

個

『
哀
永
逝
文
』
は
全
七
十
句
を
数
え
る
.

鱒

一
海
知
義

『
文
選
挽
歌
詩
孝
二
…7じ中
国
文
筆
報
』
第
十
二
筋
)
参
照
｡

餌

『
文
選
』
巷
十
六

鋤

『
重
文
類
緊
』
巻
三
十
四

西

岡
右
o

銅

同
右
｡
但
し
へ
丁
儀
妻
と
す
る
の
は
播
岳

｢
寡
婦
賦
｣
李
善
注
で
あ

-
'
『
重
文
類
衆
』

は
丁
廉
妻
と
す
る
｡
因
み
に
丁
虞
は
丁
儀
の
弟
で

あ
る
｡

鱒

同
右
o

鯛

『
文
選
』
無
三

十
三
謝
璽
蓮

｢
庭
陵
王
墓
下
作
｣
李
善
注
に
断
片
二

句
を
引
-
0

△

△

0
0

■

鯛

廓
孤
立
今
顧

影

'

塊
猫
言
争
聴

饗

■
●
▲
は
韻
字
を
示
す
｡

△
△

●

0
0

●

顧
影
今
傷
催
'
聴
沓
今
噂
哀

･

･

●

恒
常
悟
今
無
間
'
超
慨
悦
今

働

懐

▲

▲

働
懐
今
奈
何

'
言
防
今
山
阿

の
よ
う
に
換
韻
と
蝉
聯
鰻
が
同
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
'
｢
悼
亡

詩
｣
第
二
'
三
首
を
連
想
し
て
示
唆
的
で
あ
る
｡

幽

衛
の
八
代
目
の
君
主
倦
侯
の
太
子
共
伯
の
死
の
の
ち
に
そ
の
妻
共
妾

が
里
方
の
親
か
ら
再
婚
を
迫
ら
れ
た
の
を
拒
絶
し
た
こ
と
を
う
た
う
と

俸
え
ら
れ
る
｡
即
ち
そ
の
序
に
い
う
､
｢
柏
舟
共
妻
自
警
也
｡
衛
世
子

共
伯
蚤
死
'
其
妻
守
義
｡
父
母
欲
奪
而
嫁
之
'
警
而
弗
許
｡
故
作
是
詩

以
絶
之
｣｡

鋤

或
い
は

｢
悼
亡
賦
｣
の
モ
デ
ル
が

｢
寡
婦
賦
｣
で
あ
る
と
す
れ
ば
'

元
来

｢
悼
亡
賦
｣
も

｢
寡
婦
賦
｣
と
同
じ
期
間
を
背
景
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
現
存
す
る

｢
悼
亡
賦
｣
の
末

尾
に
'
其
れ
ま
で
の
冬
の
情
景
か
ら

一
廻
し
て

｢
春
風
今
拝
挑
'
初
陽

今
戒
湿
｣
と
有
る
こ
と
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
｡

鋤

｢
自
仲
秋
而
在
疾
今
｣
と
あ
る
の
で
'
宿
の
期
間
を
三
ケ
月
と
す
れ

ば
佳
子
戒
は
陰
暦
五
月
に
亡
-
な
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
従
っ
て
歳
の
暮

れ
ま
で
は
約
六
ケ
月
で
あ
る
｡

銅

但
し
'
高
橋
氏
は
'
｢寡
婦
賦
｣
の
系
譜
と
直
接

｢
悼
亡
詩
｣
を
つ

な
ぐ
こ
と
は
し
な
い
も
の
の
､
｢
悼
亡
詩
｣
白
腫
が
持
つ
擬
作
性
に
は
､

｢
｢
悼
亡
詩
｣

が
'

-
-
代
作
さ
れ
た
悲
し
み
の
歌
や
擬
詩
に
よ
-
近

い
性
格
を
も
っ
て
い
る
｣
と
注
目
し
'
｢
播
岳
の
詩
の
表
現
法
は
'
代

詠
詩
や
模
擬
詩
が
必
然
的
に
も
つ
'
あ
る

一
般
性
を
よ
-
多
-
持

っ
て

い
る
｣
と
指
摘
す
る
｡
し
か
し
'
播
岳
と
は
対
照
的
に
陸
磯
が
模
擬
詩

と
い
え
ど
も
滞
日
的
表
現
を
追
求
す
る
こ
と
と
比
較
し
っ
っ
'
高
橋
氏

が
'
渚
岳
の
そ
の

｢
1
般
性
｣
を

｢
民
歌
｣
の
系
譜

へ
と
つ
な
げ
て
い

-
こ
と
に
は
'
本
論
は
賛
成
で
き
な
い
｡
確
か
に

｢
民
歌
は
決
し
て
遅

疑
す
る
こ
と
な
-
他
人
の
群
語
を
襲
用
す
る
｣
(鄭
振
鐸
)
に
し
て
も
､

播
岳
が
先
行
表
現
に
射
し
て
加
え
た
修
辞
は
'
本
論
が
明
ら
か
に
す
る

72



よ
う
に
'
民
歌
的
反
復
ど
こ
ろ
か
賓
に
士
大
夫
的
な
の
で
あ
る
｡
そ
し

て
高
橋
氏
が

｢
播
岳
は
'
現
代
人
の
目
に
は
ほ
と
ん
ど
剰
窃
と
う
つ
る

大
腰
さ
で
'
前
行
文
学
の
語
句
や
蒙
想
法
を
と
っ
て
-
る
O
そ
し
て
'

そ
れ
は
'
自
己
の
内
で
同
じ
表
現
を
-
-
か
え
す
心
の
動
き
と
'

一
聯

の
行
為
だ
っ
た
｣
と
述
べ
る
こ
と
は
'
本
論
が

｢
寡
婦
賦
｣
か
ら

｢
悼

亡
詩
｣
に
至
る

｢
振
作
｣

の
運
動
と

｢
悼
亡
詩
｣

三
首
問
で
の

｢
反

復
｣
を

一
聯
の
修
辞
の
運
動
と
し
て
捉
え
る
こ
と
と
平
行
す
る
が
'
し

か
し
板
低
に
お
い
て
交
わ
る
こ
と
は
な
い
｡

鋤

秦
の
穆
公
が
亡
-
な
る
と
き
に
'
子
亭
氏
の
三
子
'
奄
息
'
伸
行
'

鍍
虎
の
三
人
を
殉
死
者
と
し
た
こ
と
を
言
う
｡
(『
左
俸
』
文
公
六
年
)

銅

漠
武
帝
が
そ
の
夫
人
李
氏
を
失
-
し
た
と
き
'
悲
嘆
に
く
れ
た
末
に

遥
士
が
李
氏
の
垂
を
呼
び
寄
せ
る
と
解
し
て
帳
の
む
こ
う
に
よ
く
似
た

女
を
見
せ
た
の
に
感
き
わ
ま
っ
た
と
い
う
逸
話
｡
(『
漢
書
』
外
戚
俸
)

銅

こ
こ
で
言
う
士
大
夫
化
と
は
'
単
な
る
男
性
化

(主
語
を
女
性
か
ら

男
性

へ
と
特
換
す
る
こ
と
)
の
み
な
ら
ず
'
悲
哀
の
主
催
を
'
名
前
を

持
つ

｢
個
人
｣
と
し
て
明
確
化
す
る
こ
と
で
も
あ
る
｡

縛

こ
れ
は
播
岳

｢
寡
婦
賦
｣
李
善
注
に
よ
る
も
の
で
､
『
重
文
額
東
』

に

は

｢
静
閉
門
以
却
掃
'
魂
孤
肇
以
窮
居
｣
と
作
っ
て
異
な
る
｡

囲

右
と
同
じ
-
『重
文
葉
栗
』
に

｢
自
衝
悼
而
在
妖
'
履
放
冬
之
四
節
｣

と
作
っ
て
異
な
る
｡

帥

例
え
ば

｢
悼
亡
詩
｣
の
季
節
配
首
の
問
題
0
本
論
は
'
そ
れ
を
単
な

る
四
時
配
分
と
は
考
え
な
い
こ
と
は
既
に
速
べ
た
が
､
そ
れ
に
し
て
も
'

かわ
るが
わ

めぐ

こも
ご

管
玉

｢
寡
婦
賦
｣
に

｢
三
辰
周
-
て

遮

る

照
-
'
寒
暑
運

-

て

代

も

滞
岳

｢悼
亡
詩
｣
論

(斎
藤
)

いた

))た

簸
る
｡
夏
日
の
苦
長
た
る
を
歴
て
'
秋
夜
の
漫
漫
た
る
を

捗

る

｣
｢
秋

つ

義
-
て
冬
に
就
き
'
節
改
ま
-
て
時
は
寒
た
-
｣
と
あ
っ
た
-
'
丁
儀

妻
が
'
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
て
播
岳
が
'
時
を
移
し
て
行
わ
れ
る
そ
れ

ぞ
れ
の
葬
蔭
を
'
常
に
季
節
と
の
封
比
で
語
っ
て
い
-
こ
と
に
注
意
せ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
｡

『
文
選
』
巻
四

葬
薩
と
文
学
の
関
わ
-
に
つ
い
て
は
'
西
岡
弘

『
中
国
古
代
の
葬
薩

と
文
学
』
に
詳
し
い
｡

ご
-
大
雄
把
に
言
及
し
て
お
-
｡

ア
ソソ
h..L-

｢
悼
亡
詩
｣
が
三
首
の
う
ち
二
首
収
め
ら
れ
る
こ
の
詞
華
集
に
放
線

さ
れ
る
懲
愛
詩
は
'
そ
の
多
-
は
出
合
い
の
う
た
で
は
な
-
'
別
離
の

う
た
で
あ
る
｡

そ
し
て
別
れ
を
嘆
-
鮎
で
'
｢
悼
亡
詩
｣
の
表
現
と
類

似
す
る
も
の
も
多
い
｡
だ
が
悲
哀
の
主
人
公
が
夫
で
あ
る
か
妻
で
あ
る

か
が

｢
悼
亡
詩
｣
と

｢
寡
婦
賦
｣
の
指
標
的
差
異
で
あ
っ
た
よ
う
に
'

こ
れ
ら
の
別
離
の
詩
と

｢
悼
亡
詩
｣
の
決
定
的
相
違
も
こ
こ
に
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
別
離
の
詩
に
お
い
て
は
遠
-
離
れ
た
夫
を
思
う
妻
の
悲
し
み

が
､
う
た
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
だ
が
'
夫
を
主
人
公
と
す
る
別
離
の
悲

哀
が
無
い
わ
け
で
は
な
-
'
明
確
に
妻
を
思
う
こ
と
が
並
べ
ら
れ
な
-

て
も
へ
家
を
離
れ
た
連
行
の
悲
哀
を
綴
る
詩
は
少
な
い
と
は
言
え
な
い
｡

だ
が
そ
れ
は
あ
-
ま
で
速
-
離
れ
て
行
-
者
の
悲
哀
で
あ
っ
て
'
遺
さ

れ
た
も
の
の
悲
し
み
で
は
な
か
っ
た
｡
遺
さ
れ
た
も
の
の
悲
し
み
は
'

夫
が
家
を
守
-
妻
が
遠
行
す
る
と
い
う
こ
と
自
腹
が
ま
ず

一
般
的
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
常
時
の
敵
合
に
お
い
て
'
常
に
妻
の
も
の
で
あ
っ
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た
｡

唯

一
'

妻
に
先
立
た
れ
た
夫
の
場
合
を
除
い
て
は
｡

言
わ
ば
､

｢
悼
亡
詩
｣
は
こ
の

｢
唯

一
の
場
合
｣
に
あ
た
っ
て
､
通
さ
れ
た
も
の

の
悲
哀
の
主
語
を
輯
換
さ
せ
て
'
自
ら
の
感
情
と
し
た
の
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ

(柿
)

な
お
t
texte,
intertex
tu
a
titb
等
の
術
語
の
よ
-

1
般
的
な

解
説
に
つ
い
て
は
'
0
･
D
u
crot,

T･
T
o
d
orov
編
の

D
ictio
n
･

n
a
ile
e
n
C
y
C
tO
P
bd
iq
u
e
d
es

sc
ie
n
c
es
lang
a
g
e
(

E
d
itio
n
s

d
u
S
e
u
i
l
t97
2
)

(邦
謡

は

『
言
語
理
論

小

事

典

』
朝

日

出
版

社

刊
)
の
該
営
項
目
を
参
照
さ
れ
た
い
｡


