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第
四
十
五
冊

填
詞

へ
の
目
覚
め

1

日
居
易
杭
州
刺
史
時
期
の
文
学
的
意
味
-

中

純

子

天
理

大
挙

①

｢塀
詞
｣
と
は
､
曲
に
合
わ
せ
て
歌
詞
を
付
け
て
い
-
こ
と
で
あ

り
､
そ
れ
は

｢
唱
わ
せ
る
｣
こ
と
を
意
園
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
｡
中
唐
の
自
居
易
の
作
品
は
､
五
代

･
末
と
開
花
し
て
い
-
墳
詞

の
先
駆
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
-
､
｢憶
江
南
｣
｢楊
柳
枝
｣
な

ど
が
そ
の
代
表
作
で
あ
る
｡
小
論
で
は
､
そ
れ
ら
の
制
作
を
促
し
た

要
因
と
し
て
､
歌
詞
を

｢
唱
わ
せ
る
｣
対
象
で
あ
る
妓
女
の
存
在
に

注
目
し
て
み
た
い
｡
特
に
自
居
易
の
墳
詞
制
作
に
は
､
杭
州
刺
史
時

期
に
接
し
た
官
枝
を
中
心
と
し
た
妓
女
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
な
ぜ
な
ら
､
彼
の
詩
文
を
見
る
限
-
､
そ
の

年
は
所
有
の
形
を
と
る
官
妓
等
と
の
遊
興
が
､
後
年
の
洛
陽
分
司
時

期
の
家
妓
と
の
遊
興

へ
と
繋
が
-
､
自
作
の

｢楊
柳
枝
｣
を
家
妓
に

｢
唱
わ
せ
る
｣
こ
と
に
な

っ
て
い
-
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

小
論
で
は
そ
の
後
牛
に
お
い
て
'
杭
州
刺
史
時
期
の
彼
自
身
の
心
情

に
も
解
れ
な
が
ら
､
そ
こ
か
ら
始
ま
る
妓
女
と
の
関
わ
-
が
､
彼
の

塀
詞
制
作
に
影
響
し
た
可
能
性
を
探

っ
て
み
た
い
｡

そ
も
そ
も
現
存
す
る
彼
の
頃
詞
作
品
は
多
-
は
な
い
が
､
そ
の
ほ②

と
ん
ど
が
洛
陽
分
司
時
期

(八
二
九
～
八
四
二
)
に
制
作
さ
れ
て
い
る
｡

そ
れ
ら
は
､

｢
唱
わ
せ
る
｣

こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
作
ら
れ
た
も
の

で
､
杭
州
刺
史
時
期

(八
二
二
～
八
二
四
)
か
ら
は
じ
ま
る
遊
興
の
賜

物
で
あ
る
｡
し
か
し
､
自
居
易
の
墳
詞
が
妓
女
に

｢
唱
わ
せ
る
｣
こ

と
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
す
る
と
き
､
さ
ら
に
遡
る
忠
州

刺
史
時
期
(八
一
八
～
八
二
〇
)に
作
ら
れ
た

｢竹
枝
詞
｣
を
ど
う
位
置

付
け
る
か
が
問
題
と
な
る
｡
結
論
か
ら
先
に
述
べ
れ
ば
'
彼
の

｢竹

枝
詞
｣
は
内
容
的
に
見
れ
ば
'
｢墳
詞
｣
と
い
う
よ
-
も

｢竹
枝
の

歌
｣
を
対
象
化
し
て
叙
述
し
た

｢詩
｣
と
考
え
得
る
｡
そ
れ
を
､
作

成
普
初
か
ら

｢
唱
わ
せ
る
｣
こ
と
を
意
固
し
て
い
た
劉
南
錫
の

｢竹

枝
詞
｣
と
比
較
す
れ
ば
､
そ
の
違
い
は
明
白
で
あ
る
｡
で
は
ま
ず
､

忠
州
刺
史
時
期
に
作
ら
れ
た
自
屠
易
の

｢竹
枝
詞
｣
か
ら
検
討
し
て

い
き
た
い
｡
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③

自
店
易
の

｢竹
枝
詞
四
首
｣
(奄
十
八

二

四
八
～
二

五
一
)

は
､

元
和
十
四
年

(八
一
九
)
忠
州
で
の
作
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
作
品
は
､

巴
地
方
の
民
歌
で
あ
る

｢竹
枝
の
歌
｣
を
基
に
し
て
作
ら
れ
た

｢墳

詞
｣
と
見
な
さ
れ
､

『
詞
語
』

竜

一
な
ど
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
､

｢
唱
わ
せ
る
｣
こ
と
が
意
画
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
､
ま
ず
そ
の
作

品
日
経
を
見
て
み
よ
う
｡

①
荏
唐
峡
口
水
煙
低

白
帝
城
頭
月
向
西

唱
到
竹
枝
聾
咽
虞

寒
猿
闇
鳥

一
時
帝

②
竹
枝
苦
怨
怨
何
人

夜
静
山
空
歓
又
聞

聾
兄
巴
女
奔
聾
唱

愁
殺
江
棲
病
使
君

③
巴
東
舶
肪
上
巳
西

波
面
風
生
雨
脚
奔

墳
詞

へ
の
目
覚
め

(中
)

嬰
唐
峡
口

水
煙
低
れ

白
帯
城
頭

月
西
に
向
-

唱
い
て
竹
枝
の
撃
咽
ぶ
虞
に
到
れ
ば

寒
猿
闇
鳥

一
時
に
噂
-

竹
枝
苦
だ
怨
む

何
人
を
か
怨
む

夜
静
か
に
山
空
し
-
飲
み
又
聞
こ
ゆ

轡
兄
巴
女

聾
を
斉
し
う
し
て
唱
い

愁
殺
す

江
横
の
病
使
君

巴
東
の
船
舶

巴
西
に
上
る

波
面
風
生
じ

雨
脚
斉
し

水
蓉
冷
花
紅
葉
瑛

水
葱
の
冷
花

紅
譲
葉
た
り

江
範
渥
菓
碧
凄
凄

江
華
の
渥
菓

碧
凄
凄
た
-

だ
れ

④
江
畔
証
人
唱
竹
枝

江
畔
誰
人
か
竹
枝
を
唱
う

前
聾
断
咽
後
聾
遅

前
聾
断
え
て
咽
び
後
聾
遅
る

怪
釆
調
苦
緑
詞
苦

怪
し
み
釆
た
る
詞
の
苦
し
ぎ
は
詞
の
苦

し
き
に
練
る
か
と

た

多
是
通
州
司
馬
詩

多
だ
是
れ
通
州
司
馬
の
詩

こ
の
作
品
は

｢
竹
枝
｣
と
い
う
言
葉
を
四
首
中
三
首
に
用
い
､

｢竹
枝
の
歌
｣
の
歌
い
手
､
歌
聾
､
曲
調
等
を
叙
述
し
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
｡
後
に
考
察
す
る
が
､
九
首
あ
る
作
品
中
に

一
度

も

｢竹
枝
｣
の
言
葉
を
見
せ
な
い
劉
南
錫
の
作
品
と
は
､
や
は
-
異

な

っ
て
い
る
o
さ
て
､
第

一
首
で
は
､
先
ず

｢
笹
唐
峡
｣
｢
白
帝
城
｣

の
霜
に
か
す
ん
だ
情
景
を
背
景
と
し
て
表
わ
し
､
そ
の
静
寂
さ
の
中

に
聞
こ
え
て
-
る

｢竹
枝
の
歌
｣
が
､

｢撃
咽
｣
の
箇
所
､

感
情
の

起
伏
の
頂
鮎
に
達
す
る
と
､
あ
た
-
の
猿
や
鳥
た
ち
も
､
そ
れ
に
あ

わ
せ
た
か
の
よ
う
に
撃
を
あ
げ
る
と
詠
う
｡
こ
の
よ
う
に

｢竹
枝
の

歌
｣
が

一
種
猪
特
の
雰
囲
気
を
持
つ
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
｡
績
-

第
二
首
で
は
､

｢竹
枝
｣
の

｢怨
｣
な
る
曲
調
が
､

夜
の
山
中
に
途
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切
れ
が
ち
に
聞
こ
え
､

巴
人
の
唱
う
そ
の
歌
が
刺
史
で
あ
る
自
分
を

憂
哲
に
さ
せ
る
と
嘆
じ
る
｡

こ
こ
で
は
自
分
と
の
関
わ
-
の
中
で

｢竹
枝
の
歌
｣
を
描
い
て
い
る
｡
そ
し
て
､
忠
州
に
お
け
る
他
の
詩

作
品
と
同
様
に
､

｢使
君
｣

と
い
う
言
葉
で
自
分
自
身
を
形
象
化
し

て
い
る
の
で
あ
る
｡
第
三
首
で
は

｢竹
枝
の
歌
｣
の
唱
わ
れ
る
巴
東

か
ら
巴
西
に
向
か
う
地
方
の
情
景
が
措
か
れ
る
｡
風
雨
の
中
で
､
水

参
の
花
が
紅
-
群
が
-
､
江
範
の
葉
の
株
が

一
面
を
覆

っ
て
い
る
｡

｢冷
花
｣
｢渥
葉
｣
の
形
容
が
'

｢瑛
萩
｣

｢凄
凄
｣
と
あ
わ
せ
ら
れ

て
､
落
ち
着
か
な
い
異
様
な
情
景
を
生
み
出
し
て
い
る
｡
第
四
首
で

は
再
び

｢竹
枝
の
歌
｣

自
腹
が
叙
述
ざ
れ
る
｡

こ
の
第
二
句
は
歌

④

唱
方
法
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
と
'
任
牛
塘
氏
は
述
べ
る

が

､

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
何
の
説
明
も
な
い
｡

と
す
る
と
､

幾
人
も

が
集
ま
っ
て
唱
う
こ
の
歌
は
'
先
に
唱
う
者
の
気
持
ち
が
高
揚
し

て
､

歌
が
途
切
れ
咽
ぶ
よ
-
は
な
-
､

後
に
つ
づ
-
者

の
聾
も
､

情
感
が
こ
も
っ
て
､

か
え
っ
て
遅
れ
が
ち
に
聞
こ
え
る
と
も
解
帯

可
能
に
思
わ
れ
る
｡

そ
の
曲
調
が
悲
痛
な
馨
き
を
持
つ
の
は
'
歌

詞
白
燈
が
苦
悩
を
秘
め
た
も
の
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
｡

そ
の
歌
詞
は

通
州
司
馬
の
流
講
の
身
に
あ
る
元
税
の
も
の
ば
か
-
だ
と
結
ん
で
い

る

｡こ
の
よ
う
に
白
居
易
の

｢竹
枝
詞
｣
は
､
四
首
を
通
し
て

｢竹
枝

の
歌
｣
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
-
'
自
分
が
そ
れ
を
聴
い
て
ど
う
感

じ
た
か
を
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
鮎
か
ら
､
曲
に
つ
け
た
歌
詞
と
い
う

よ

-

も

､

｢竹
枝
の
歌
｣

を
叙
述
し
た
詩
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な

か
ろ
-
か
｡
ま
た
､
元
来
中
国
の
詩
は
､
作
者
の
私
的
な
境
遇
や
心

情
を
表
白
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
歌
唱
さ
せ
て
不
特
定
多
数
の
者
に

聴
か
せ
る
こ
と
を
意
圏
し
て
作
る
墳
詞
は
と
い
う
と
'
例
え
ば
自
店

易
の
代
表
作
で
あ
る

｢憶
江
南
｣
に
せ
よ

｢楊
柳
枝
｣
に
せ
よ
､
作

品
中
に
自
分
を
明
示
す
る
こ
と
は
な
い
｡

し
か
る
に
'

｢竹
枝
詞
｣

の
第
二
首
の
結
句
に
は
､

｢愁
殺
す

江
槙
の
病
便
君
｣

と
し
て
自

ら
を
封
象
化
し
て
表
わ
し
､
第
四
首
の
結
句
に
も
､

｢多
だ
是
れ
通

州
司
馬
の
詩
｣
と
し
て
友
の
元
税
を
も
登
場
さ
せ
て
い
る
｡
こ
の
鮎

か
ら
み
て
も
'
自
店
易
の

｢竹
枝
詞
｣
は
､
墳
詞
と
い
う
よ
-
は
､

詩
と
し
て
の
性
格
の
よ
-
強
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

自
居
易
よ
-
以
前
に
も

｢竹
枝
の
曲
｣
を
叙
述
し
た
作
品
が
あ
る
｡

そ
れ
は
'
自
居
易
の
文
学
母
胎
の
l
つ
で
あ
る
顧
況

(七
二
七
～
八
1

⑤

五
)
の
も
の
で
あ
る

｡
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竹
枝
曲

(『全
唐
詩
』
撃

百

六
十
七
)

帝
子
蒼
梧
不
復
蹄

洞
庭
菓
下
剤
雲
飛

巴
人
夜
唱
竹
枝
後

腸
断
噴
猿
撃
漸
稀

帝
子
蒼
梧

復
た
締
ら
ず

お

洞
庭
菓
下
ち

刑
雲
飛
ぶ

巴
人
夜
に
竹
枝
を
唱
う
の
後

腸
断
た
れ
し
暁
猿

聾
漸
-
稀
な
-

⑧

民
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
自
居
易
以
前
で
は
杜
甫

⑨

や
李
益

な

ど
も
巴
地
方
の
風
物
と
し
て
詩
中
に
取
-
入
れ
て
い
る
｡

そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
､
劉
商

の

｢秋
夜
聴
巌
紳
巴
童
唱
竹
校

歌
｣
(『全
唐
詩
』
撃
二
百
三
)
の
1
部
を
あ
げ
て
お
-
.

こ
れ
に
は
､
舜
が
南
巡
し
て
蒼
梧
の
野
に
崩
じ
た
折
､
そ
の
二
妃

が
後
を
追

っ
て
湘
水
に
至
-
､
涙
を
竹
に
洩
い
で
斑
文
が
で
き
た
と

⑥

い
う
､
詩
で
は
習
用
さ
れ
る
故
事

が
使
わ
れ
て
い
る
｡
｢夜
｣
と
い
う

背
景
が

｢竹
枝
｣
の
曲
調
の
哀
切
さ
を
際
立
た
せ
､
巴
人
の
唱
う

｢竹

枝
の
歌
｣
の
悲
痛
な
響
き
が
俸
わ

っ
て
-
る
よ
-
で
あ
-
､
曲
の
斎

ら
す
情
感
を
対
象
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
自
店
易
の

｢竹
枝
詞
｣
に

相
通
じ
て
い
る
｡
こ
の
鮎
か
ら
も
､
自
居
易
の

｢竹
枝
詞
｣
は
墳
詞

と
い
う
よ
-
も
､

｢竹
枝
の
歌
｣

を
叙
述
し
た
こ
の
よ
う
な
顧
沢
の

作
品
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
｡

で
は
こ
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
き
た

｢竹
枝
の
歌
｣
自
腹
は
､
ど

⑦

の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か

｡

『
太
平
実
字
記
』
奄

一
百

三
十
七
に
は
'

｢其
の
民
俗
乗
合
す
れ
ば
則
ち
鼓
を
苗
ち
､
木
牙
を

踏
み
､
竹
枝
の
歌
を
唱
い
て
楽
し
み
と
為
す
｣
と
あ
-
､
巴
地
方
の

墳
詞
へ
の
目
覚
め

(中
)

巴
人
達
徒
刑
山
客

回
首
剤
山
楚
雲
隔

恩
師
夜
唱
竹
校
歌

庭
根
葉
落
秋
風
多

曲
中
歴
歴
叙
郷
土

郷
思
綿
綿
楚
詞
苦

巴
人
達
-
剰
山
の
客
に
従
い

めぐ

首
を
回
ら
せ
ば
刑
山
楚
雲
隔

つ

帝
る
を
思
い
夜
竹
枝
の
歌
を
唱
う

庭
機
業
落
ち
秋
風
多
し

曲
中
産
歴
と
し
て
郷
土
を
叙
ぶ

郷
思
綿
綿
と
し
て
楚
詞
苦
し

79

こ
の
よ
う
に

｢竹
枝
の
歌
｣
は
巴
地
方
と
探
-
結
び
つ
き
､
曹
地

の
民
に
唱
わ
れ
､
そ
の
代
表
的
な
風
物
の

一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
｡

で
は
､
自
居
易
自
身
は
他
の
詩
作
品
の
中
で
'
こ
の

｢竹
枝
の
歌
｣

を
ど
う
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
ず
最
初
に

｢竹
枝
｣
の

語
が
見
え
る
の
は
､
元
和
十
年

(八
一
五
)
江
州
司
馬
に
左
遷
さ
れ
､

そ
の
途
上
の
作
と
さ
れ
る

｢江
模
偶
妾
腹
同
座
｣

(奄
十
五

〇
八
九

二

に
お
い
て
で
あ
る
｡

そ
こ
に
は

｢江
果
慮
橘
を
嘗
め
､
山
歌
竹
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第
四
十
五
筋

枝
を
聴
-
｣
と
し
て
､

｢竹
枝
｣
は

｢産
橘
｣

と
並
べ
ら
れ
'
｢
山

歌
｣
と
言
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
｡
他
に
も
忠
州
に
赴
任
す
る
以

前
の
作
品
に
は
'
｢壷
渠
放
棄
の
気
､
歌
曲
竹
枝
の
聾
｣
(｢江
州
赴
忠

州
至
江
陵
己
来
舟
中
示
舎
弟
五
十
憩
｣
巻
十
七

二
〇
四
)
と
､
た
だ
地

方
の
風
物
と
し
て
型
通
-
に
し
か
表
現
さ
れ
て
い
な
い
｡
や
は
-
そ

の
曲
調
に
ま
で
も
解
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
､
次
に
あ
げ
る
よ
う
な

忠
州
刺
史
時
期
の
作
品
を
得
た
ね
ば
な
ら
な
い
｡

聴
竹
枝
滑
李
侍
御

(奄
十
八

二
二三

)

巳
童
鉱
女
竹
枝
歌

巴
墓
苑
女

竹
枝
の
歌

襖
憾
何
人
怨
咽
多

憤
慨
し
て
何
人
か
怨
咽
多
き

整
聴
遣
君
猶
帳
望

整
-
聴
け
ば
君
を
し
て
猶
お
恨
望
せ
し

め

長
聞
教
我
復
如
何

長
-
聞
け
ば
我
を
し
て
復
た
如
何
せ
ん

こ
こ
で
は
､

｢竹
枝
の
歌
｣
が
巴
童
垂
女
に
よ
っ
て
唱
わ
れ
､

そ

の
曲
調
は
怨
み
咽
ぶ
よ
う
で
あ
-
､
刺
史
と
し
て
こ
の
地
に
長
-
潤

在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
自
分
は
'
そ
れ
を
聞
-
と
な
ん
と
も
哀
し
い
気

持
ち
に
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
O

こ
れ
は
､

｢竹
枝
詞
｣
の
中
の

｢聾

兄
巴
女

聾
を
斉
し
う
し
て
唱
い

愁
殺
す

江
槙
の
病
使
君
｣
と

い
う
表
現
に
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
で
あ
る
｡
自
屠
易
の

｢竹
枝
詞
｣
の

性
格
は
､
こ
の
よ
う
に
忠
州
刺
史
赴
任
後
に

｢竹
枝
の
歌
｣
を
叙
述

し
た
詩
作
品
と
内
容
的
に

一
致
す
る
鮎
か
ら
も
窺
え
る
で
あ
ろ
う
｡

｢竹
枝
の
曲
｣
の
曲
調
自
鰹
が
､
そ
れ
を
聴
-
人
に
輿
え
る
印
象

は
､
も
の
悲
し
い
も
の
だ
っ
た
と
も
想
像
さ
れ
る
｡
ゆ
え
に
自
居
易

は
｢竹
枝
詞
｣
に
お
い
て
も

｢竹
枝
苦
だ
怨
む
何
人
を
か
怨
む
｣
と
言

っ
た
-
､
上
に
あ
げ
た
詩
中
に
も

｢憐
情
し
て
何
人
か
怨
咽
多
き
｣

と
表
現
し
た
-
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
｡
け
れ
ど
も
､
ま
た

一
方
か
ら

見
る
と
､
自
店
易
自
身
の
忠
州
で
の
心
情
を
吐
露
す
る
の
に
､
こ
の

よ
-
な
土
民
の
唱
う
歌
は
､
詩
の
好
材
料
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ

-
か
｡
彼
の

｢竹
枝
の
歌
｣
の
形
容
の
中
に
は
､
右
の
よ
う
に

｢怨
｣

と
い
-
語
が
使
わ
れ
る
が
､
音
を

｢怨
｣
と
い
う
語
と
結
び
つ
け
て

表
現
す
る
時
に
は
ど
の
よ
う
な
心
情
が
込
め
ら
れ
る
の
か
'
以
下
見

て
い
き
た
い
｡

ま
ず
自
店
易
の
作
品
の
中
で
菅
に
つ
い
て

｢怨
｣
と
い
う
語
で
形

容
し
て
い
る
も
の
を
拾
い
出
し
て
み
る
と
'
｢別
れ
を
惜
し
み
笠
歌

怨
咽
多
し
｣
(｢遠
野
著
作
重
授
省
郎
赴
聞
｣
撃
二
十
一

三
l
〇
四
)
や
､

｢等
怨
に
し
て
朱
絃
此
れ
徒
-
断
つ
｣

(｢夜
宴
惜
別
｣
巻
二
十
八

二
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八
六
七
)
の
よ
う
に
､
｢別
れ
｣
を
テ
ー

マ
と
し
て
い
る
詩
が
挙
げ
ら

れ
る
｡

音
に
限
定
し
な
け
れ
ば
､
寵
愛
を
失

っ
た
官
女
を
描
い
た

｢怨
詞
｣
(巻
十
九

二
一九
三
)
や
､
慈
母
と
の
別
れ
の
辛
さ
を

｢爾

猪
-
哀
怨
探
し
｣
と
表
現
す
る

｢慈
烏
夜
噂
｣
(奄
一

〇
〇
四

〇
)な

ど
が
あ
る
が
､
こ
の

｢怨
｣
と
い
う
語
は
､
松
浦
友
久
氏
の
説
に
よ

⑬

れ
ば
'
求
め
る
も
の
を
手
に
す
る
可
能
性
が
あ
-
な
が
ら
､
現
資
に

は
そ
れ
が
か
な
え
ら
れ
て
い
な
い
時
に
生
じ
る
感
情
を
表
わ
す
よ
-

で
あ
る
｡

ま
た
､
唐
詩

一
般
に
お
い
て
晋
を
形
容
す
る

｢
怨
｣

と

い
う
語
に
つ
い
て
も
､
楽
器
の
調
べ
が

｢怨
｣
と
い
-
語
で
表
現
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
例
と
し
て
､
劉
商
の

｢胡
茄
曲
章
｣
(『楽
府
詩
集
』
奄
五
十
九
)
の

｢胡
人

文
姫
を
思
慕

し
､
乃
ち
産
業
を
捲
い
て
､
馬
に
茄
を
吹
き
､
哀
怨
の
音
を
奏
す
｣

を
あ
げ
て
､

｢怨
｣
で
あ

っ
て

｢恨
｣
で
な
い
の
は
､

音
禁
の
も
つ

流
動
感
や
封
象

へ
の
浸
透
力
を
表
わ
す
に
は
､

(現
状
の
襲
更
を
求

め
て
)
相
手
に
何
か
を

｢訴
え
か
け
て
い
る
｣
語
感
の
あ
る

｢怨
｣

の
ほ
う
が
適
切
だ
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
｡
で
は
'
こ
の
松
浦
氏
の
見

解
を
自
居
易
の

｢竹
枝
詞
｣
に
常
て
は
め
て
み
る
と
､
｢竹
枝
の
歌
｣

が

｢
(現
状
の
襲
更
を
求
め
て
)
相
手
に
何
か
を

『
訴
え
か
け
て
い

項
詞
へ
の
目
覚
め

(中
)

る
』
｣

よ
う
に
､
客
観
的
に
白
居
易
の
耳
に
屈
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
が
､
そ
の
曲
を

｢怨
｣
と
し
か
受
け
止
め
ら
れ
な

い
と
こ
ろ
に
は
､
そ
れ
を
聞
-
側
の
心
情
も
反
映
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
｡
忠
州
刺
史
と
い
う
職
を
解
か
れ
て
早
-
都
に
戻
-
た
い
と
い

う
彼
自
身
の
切
蜜
な
心
情
と
結
び
つ
い
て
､
巴
地
方
の
民
歌
は
｢怨
｣

と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
長
安
に
て
政
治
的
に
安
定
し
た
地

位
に
あ
る
こ
と
が
､
彼
に
と
っ
て
は

｢本
来
あ
る
べ
き
状
態
｣
な
の

で
あ
-
､
そ
れ
か
ら
無
理
に
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

｢訴
え
る
｣
よ

う
に
作
品
の
中
に
表
わ
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｡
こ
の

｢竹
枝
の
歌
｣
を

｢怨
｣
と
い
う
言
葉
で
形
容
し
て

い
-
と
こ
ろ
に
は
､
貴
際
の
曲
調
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
､

そ
れ
を
聞
い
て
詩
に
叙
述
し
て
い
-
側
の
心
情
も
関
わ
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
｡

こ
の
忠
州
の
土
地
柄
は
､
司
馬
と
し
て
左
遷
さ
れ
た
江
州
の
そ
れ

よ
-
も
'
彼
に
と
っ
て
は
耐
え
ら
れ
な
い
も
の
だ

っ
た
よ
う
だ
｡
｢天

涯
深
映

人
無
き
地
｣
(｢東
榎
酔
｣
巻
十
八

二

四
三
)
と
表
現
し
た

-
､
｢炎
蒸
せ
ら
れ
て
療
郷
に
臥
す
｣
(｢寄
微
之
｣
巷
十
八

二

四
四
)

と
嘆
じ
て
お
-
'
そ
の
民
に
つ
い
て
は
'
｢
巴
人
猿
沢
に
類
し
､
壁
際
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第
四
十
五
潮

と
し
て
山
野
に
漸
つ
｣
と
ま
で
言
う
と
こ
ろ
か
ら
も
､
到
底
馴
染
め

な
い
異
境
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ

れ
る
｡
忠
州
に
順
鷹
で
き
な
い
と
い
う
気
持
ち
や
､
忠
州
刺
史
と
い

う
職

へ
の
不
満
､
長
安
洛
陽

へ
の
郷
愁
な
ど
を
込
め
て
表
わ
す
に
は
､

巴
人
の
唱
う

｢竹
枝
の
歌
｣
は
格
好
の
モ
チ
ー
フ
で
あ

っ
た
と
言
え

よ
う
｡
自
居
易
は
'

｢相
手
に
何
か
を
訴
え
か
け
て
い
る
｣

よ
う
な

｢
怨
｣
な
る
曲
調
の

｢竹
枝
の
歌
｣
を
題
材
と
し
て
､
そ
こ
に
自
ら

の
心
情
を
綴

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
自
店
易
の

｢竹

枝
詞
｣
の
性
格
を
更
に
明
確
に
す
る
た
め
に
､
以
下

｢
唱
わ
せ
る
｣

こ
と
を
意
固
し
て
作
ら
れ
た
劉
商
錫
の

｢竹
枝
詞
｣
を
見
て
み
た
い
｡

二

⑪

劉
商
錫
の

｢竹
枝
詞
｣
(『劉
商
錫
集
養
護
』
撃

一十
七

)

は
､
そ
の

序
に

｢歳
正
月
'
余
建
平
は
来
た
-
･･････｣
と
あ
-
'
そ
の
建
卒
と

は
今
の
四
川
省
韮
山
牌
の
地
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
彼
が
蓉
州
刺
史

に
赴
任
し
た
長
慶
二
年

(人
二
二
)
の
作
品
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い

⑫る
｡

そ
の
作
品
は
宋
代
に
は
黄
庭
堅
に

｢劉
夢
得
竹
枝
九
章
､
詞
意

高
妙
な
-
､
元
和
の
間
'
誠
に
以
て
猪
歩
す
べ
し
､
風
俗
を
道
い
て

僅
し
か
ら
ず
､
古
昔
を
退
い
て
悦
じ
ず
｣

(『山
谷
全
書
』
朱
三
十
五
)

と
評
債
さ
れ
､
『楽
府
詩
集
』
巻
八
十

一
に
も
､
｢竹
枝
新
鮮
九
章
を

作
-
､
里
中
の
兄
を
し
て
こ
れ
を
歌
わ
し
め
､
是
れ
由
-
貞
元

･
元

和
の
間
に
盛
ん
な
-
｣
と
し
て
､
こ
れ
以
後
の

｢竹
枝
詞
｣
の
先
駆

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡

(貞
元

･
元
和
と
い
う
年
代
に
つ
い
て

は
､
い
さ
さ
か
正
確
さ
に
敏
け
る
よ
う
だ
が
｡
)

さ
て
､

そ
れ
が
自
屠
易
の
作
品
と
異
な
る
の
は
'

次
に
挙
げ
る

｢引
｣
の
内
容
を
見
れ
ば
､
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
｡

四
方
の
歌
は
音
を
異
に
し
楽
し
み
を
同
じ
う
す
｡
歳
正
月
､

余
建
平
に
来
た
-
､
里
中
の
兄
竹
枝
を
聯
歌
し
短
笛
を
吹
き
､

鼓
を
撃
ち
以
て
赴
節
す
｡
歌
う
老
視
を
揚
げ
唯
舞
し
､
曲
多
き

を
以
て
賢
と
為
す
｡
其
の
菅
を
輪
-
に
､
黄
鐘
の
羽
に
中
る
O

其
の
卒
章
激
評
な
る
こ
と
臭
聾
の
如
-
'
槍
借
の
分
か
つ
可
か

ら
ず
と
経
も
'
両
も
含
思
宛
韓
と
し
､
浜
磯
の
蟹
有
-
.
昔
屈

原
玩
潮
の
間
に
居
-
､
其
の
氏
神
を
迎
う
る
に
'
詞
多
-
部
階

な
-
､
乃
ち
馬
に
九
歌
を
作
-
､
今
に
到
る
も
剰
楚
こ
れ
を
鼓

舞
す
｡
故
に
余
も
亦
竹
枝
詞
九
番
を
作
-
､
善
-
歌
う
者
を
し

て
こ
れ
を
願
げ
し
め
末
に
附
す
｡
こ
れ
よ
-
後
巴
歓
を
聴
き
'
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襲
風
の
蔦
よ
-
す
る
を
知
る
.

こ
の

｢余
も
亦
竹
枝
詞
九
篇
を
作
-
､
善
-
歌
う
者
を
し
て
こ
れ

を
願
げ
し
め
-
-
｣
と
あ
る
箇
所
に
は
､
こ
れ
が

｢
唱
わ
れ
る
｣
の

を
意
園
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
が
ま
ず
'
自

居
易
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
鮎
で
あ
る
｡

そ
の
他
､

こ
こ
に
は

『楚
辞
』

｢九
歌
｣
の
王
逸
注
に
も

｢其
の

詞
鄭
階
な
-
､
因
-
て
為
に
九
歌
の
曲
を
作
る
｣
と
あ
る
部
分
が
引

か
れ
て
お
-
､
こ
の
よ
う
に
屈
原
に
自
ら
を
投
影
し
て
い
る
鮎
で
は
'

劉
商
錫
の

｢楚
望
賦
｣
(巻
こ
､
｢望
賦
｣
(巻
一
)､
｢砥
石
賦
｣
(巻
一
)

な
ど
と
同

一
線
上
に
あ
る
こ
と
は
､
赤
井
益
久
氏
の
指
摘
の
通
-
で

⑬

あ
ろ
う

｡

ま
た
斎
藤
茂
氏
が
'
｢『競
渡
曲
』
や

『采
菱
行
』
な
ど
の
､

士
風
を
歌
う
作
品
の
場
合
に
も
､
そ
の
行
事
や
労
働
の
中
で
歌
わ
れ

る
曲
が
､
な
に
が
し
か
は
意
識
さ
れ
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
｡

そ
う
し
た
積
み
重
ね
が
あ

っ
て
､

や
が
て
車
州
で
の

｢竹
枝

詞
｣
が
'
そ
の
序
に

『
昔
､
屈
原
-
-
』
と
書
か
れ
る
よ
-
に
､
僅

⑩

歌
の
上
に
立

っ
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
-
､
-
-

｣

と
さ
れ
る
よ
う
に
､

次
に
あ
げ
る
劉
南
錫
の

｢竹
枝
詞
｣
は
､
地
方
の
民
歌
に
取
材
し
て

楽
府
作
品
を
創
作
し
て
き
た
彼
が
､
そ
の
手
法
を
活
か
し
て
作
-
上

境
詞

へ
の
目
覚
め

(中
)

げ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡

①
白
帝
城
頭
春
草
生

白
塵
山
下
萄
江
清

南
人
上
乗
歌

一
曲

北
人
莫
上
動
郷
情

②
山
桃
紅
花
浦
上
頭

萄
江
春
水
拍
山
流

花
紅
易
表
似
郎
意

水
流
無
限
似
倶
愁

③
江
上
朱
槙
新
雨
晴

演
西
春
水
穀
文
生

橋
東
橋
西
好
楊
柳

人
衆
人
去
唱
歌
行

④
日
出
三
竿
春
霧
消

江
東
萄
客
駐
蘭
模

葱
寄
狂
夫
書

一
紙

任
在
成
都
寓
里
橋

白
帯
城
頭

春
草
生
じ

自
選
山
下

萄
江
清
し

南
人
上
-
莱
-
て

一
曲
を
歌
い

北
人
上
-
て
郷
情
を
動
か
ざ
る
る
莫
か

れ山
桃
紅
花

上
頭
に
満
ち

萄
江
春
水

山
流
を
拍
つ

花
紅
の
衰
え
易
き
は
都
の
意
に
似

水
流
の
無
限
な
る
は
俵
が
恋
に
似
た
-

江
上
朱
棲

新
雨
晴
れ

演
西
春
水

穀
文
生
ず

橋
東
橋
西

好
き
楊
柳

入
来
-
人
去
-
唱
歌
し
て
行
-

日
出
づ
る
こ
と
三
竿

春
霧
沿
え

江
頭
の
萄
客

蘭
榛
を
駐
む

憑
-
て
狂
夫
に
書

1
紙
を
寄
す

任
み
て
在
-
成
都
の
寓
里
橋
と
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⑤
両
岸
山
花
似
等
閑

家
家
春
酒
滞
銀
梧

昭
君
坊
中
多
女
伴

永
安
官
外
踏
育
来

⑥
城
西
門
前
濫
領
堆

年
年
波
浪
不
能
推

襖
憾
人
心
不
如
石

少
時
東
去
復
西
来

⑦
歴
唐
噌
噂
十
二
灘

此
中
道
路
古
来
難

長
恨
人
心
不
加
水

等
閑
平
地
起
波
潤

⑧
躯
峡
蒼
蒼
煙
雨
時

清
猿
噂
在
最
高
枝

箇
里
愁
人
腸
自
断

由
来
不
是
此
聾
悲

⑨
山
上
層
層
桃
李
花

雲
間
燈
火
是
人
家

両
岸
の
山
花

家
家
の
春
酒

昭
君
坊
中

永
安
官
外

城
西
門
前

雪
に
似
て
開
-

銀
杯
に
満

つ

女
伴
多
-

踏
青
に
来
た
-

濫
潤
堆

年
年
の
波
浪
も
推
-
能
は
ず

襖
憾
す

人
心
の
石
に
如
か
ざ
る
を

少
時
東
に
去
-
復
た
西
に
釆
た
る

農
唐
樽
崎
た
-
十
二
灘

此
の
中
道
路
は
古
来
難
し

長
恨
す

人
心
の
水
に
如
か
ざ
る
を

な
おぎ
り

等
閑
に
平
地
に
波
潤
起
-

丞
峡
蒼
蒼
た
-
煙
雨
の
時

清
猿
帝
き
て
最
も
高
き
枝
に
在
-

こ
のう
ち

箇
里
に
愁
人
腸
自
ら
断

つ

も
と
よ
hソ

由
来
是
れ
此
の
聾
の
悲
し
き
に
あ
ら
ず

山
上
暦
層
た
-
桃
李
の
花

雲
間
燈
火
は
走
れ
人
家

銀
釧
金
紋
乗
員
水

銀
釧
金
奴
爽
-
て
水
を
負

い

拙
た

長
刀
短
笠
去
焼
香

長
刀
短
笠
去
-
て
右
を
焼
-

自
店
易
の
も
の
と
は
､
七
緒
の
連
作
と
い
う
詩
型
は
同
じ
で
あ
る

が
'
表
現
さ
れ
た
内
容
は
明
ら
か
に
異
な

っ
て
お
-
'
こ
ち
ら
は
作

品
中
に
作
者
自
身
を
直
接
的
に
示
す
言
葉
も
な
-
'

｢竹
枝
｣

と
い

う
言
葉
も
ま

っ
た
-
現
わ
れ
ず
､
作
品
全
鮭
を
通
し
て
み
て
も
､

｢竹
枝
の
歌
｣
自
腹
を
対
象
化
し
､
そ
れ
を
叙
述
し
て
い
る
と
は
い

え
な
い
｡

こ
こ
に
み
ら
れ
る
表
現
は
､
自
居
易
や
顧
況
の
作
品
に
共
通
し
て

見
ら
れ
た
哀
切
な

｢竹
枝
の
歌
｣
の
そ
れ
と
は
異
な
-
､
そ
の
第

一

首
か
ら
第
五
首
ま
で
は
､

そ
れ
ぞ
れ

｢春
草
｣

｢春
水
｣

｢春
水
｣

｢春
茅
｣
｢春
酒
｣
と
､
｢春
｣
と
い
う
語
が
現
わ
れ
'
作
品
に
明
る

さ
と
勢

い
を
興
え
て
お
-
､
第
九
首
の

｢桃
李
の
花
｣
と
と
も
に
､

全
膿
の
色
調
が
統

一
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
加
え
て
'
第

一
首
か
ら

す
ペ

第
八
首
ま
で

都

て

に
地
名
が
入
れ
ら
れ
､
第
九
首
に
は
地
方
の
風
物

で
あ
る

｢焼
香
｣
を
入
れ
て
､
地
方
民
歌
の
ス
タ
イ
ル
を
襲

っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
｡

ま
た
､
第
二
首
の

｢花
紅
の
衰
え
易
き
は
邸
の
意
に
似
､
水
流
の
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無
限
な
る
は
債
が
愁
に
似
た
-
｣
と

い
う
唐
人
と
自
分
を

｢郎
｣

｢債
｣
と
い
う
語
で
表
わ
す
形
は
､
南
朝
の
呉
歌
を
虞
似
て
い
る
よ

う
で
あ
-
､
更
に
第
七
首
で
は
､
人
の
心
は
平
穏
な
よ
う
で
も
波
風

が
生
じ
易
い
と
述
べ
､
愚
人
の
心
襲
わ
-
に
平
静
で
は
い
ら
れ
ぬ
女

性
が
､
そ
ん
な
思
い
に
取
-
つ
か
れ
た
自
分
の
心
を
恨
む
よ
う
に
表

現
さ
れ
て
い
る
｡
そ
-
し
た
女
性
の
嘆
き
も
県
歌
に
現
わ
れ
る
バ
ク

⑬

-

ソ
で
あ
る

｡

第
八
首
も
そ
れ
を
受
け
て
､
こ
の
断
腸
の
思
い
は
､

丞
峡
に
噂
-
猿
聾
に
促
さ
れ
た
の
で
は
な
-
'
値
な
ら
ぬ
額
の
為
だ

と
詠

っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
女
性
の
立
場
か
ら
詠
わ
れ
て
い
る
鮎

も
､
劉
南
錫
の

｢竹
枝
詞
｣
の
特
徴
で
あ
-
､
呉
歌
の

｢子
夜
歌
｣

な
ど
に
倣

っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
｡
こ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
か
ら
こ

そ
､
妓
女
に
唱
わ
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
も
想
像
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
作
品
の
内
容
か
ら
も
､
劉
南
錫
の

｢竹
枝
詞
｣
は

自
居
易
の
も
の
と
は
異
な
-
､

巴
地
方

の
民
歌
で
あ
る

｢竹
枝
の

歌
｣
の
メ
ロ
デ
ィ
を
基
に
､
そ
れ
に
新
た
に
歌
詞
を
付
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
｡

な
ら
ば
'

こ
の
新
作
の
歌
詞
を

｢
唱
わ
せ
る
｣
対
象
と
し
て
劉
爵
錫
の
念
頭
に
あ

っ
た
の
は
､
そ
の

頃
詞
へ
の
目
覚
め

(中
)

｢引
｣
に
あ
る
よ
う
に

｢善
-
歌
う
者
｣
つ
ま
-
妓
女
で
は
な
か
っ

た
か
｡
劉
南
錫
が
自
作
で
あ
ろ
う
新
作
の
歌
詞
を
'
寛
際
に
妓
女
に

唱
わ
せ
て
楽
し
む
桂
子
を
描
い
て
い
る
作
品
が
あ
る
の
で
､
次
に
見

て
み
た
い
｡

腸
歌
詞
四
首

①
春
江
月
出
大
陸
平

陸
上
女
郎
連
挟
行

唱
轟
新
詞
歎
不
見

紅
霞
映
樹
馬
場
鳴

②
桃
践
柳
阿
好
経
過

鐙
下
赦
成
月
下
歌

蔑
是
裏
王
故
宮
地

至
今
猪
自
細
腰
多

③
新
詞
宛
韓
遮
相
棒

振
袖
傾
葉
風
露
前

月
落
烏
噂
雲
雨
散

遊
童
階
上
拾
花
釦

④
日
暮
江
頭
聞
竹
枝

(巻
二
十
六
)

春
江
月
出
で

大
隈
平
ら
か
な
-

陸
上
女
郎

枚
を
連
ね
て
行
-

新
詞
を
唱
い
義
-
せ
ど
歌
見
え
ず

紅
霞
樹
に
映
じ

魔
鴇
鳴
-

桃
践
柳
阿

経
過
に
好
し

鐙
下
放
成
-

月
下
に
歌
-

是
れ
裏
王
故
官
の
地
な
る
が
為
に

な

今
に
至
る
も
猶
自
お
細
腰
多
し

新
詞
宛
韓
と
し
て
速
に
相
停
う

袖
を
振
い
葉
を
傾
-

風
露
の
前

月
落
ち
烏
輝
き
雲
雨
散
ず

遊
童
階
上
に
花
釦
を
拾
う

日
暮
江
頭
に
竹
枝
を
聞
き
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南
人
行
楽
北
人
悲

商
人
行
楽
し
て

北
人
悲
し

う
ち

よ

自
従
軍
裏
唱
新
曲

雪

の
裏
に
新
曲
を
唱

い
て
自
徒
-

直
到
三
春
花
義
時

直
ち
に
三
春
花
壷
-
る
時
に
到
る

｢竹
枝
詞
｣
と
同
様
に
､
こ
の

｢麟
歌
詞
｣
も
､
民
歌
の
メ
ロ
デ

⑬

ィ
に
墳
詞
し
た
も
の
だ
と
す
る
説
も
あ
る

｡

し
か
し
､
こ
の
｢踊
歌
｣

と
は
､

足
で
地
を
踏
ん
で
調
子
を
と
っ
て
唱
う
こ
と
で
あ
-
､

｢竹

枝
の
歌
｣
を
唱
う
時
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
と
考
え
得
る
｡
劉
南
錫
自

身
も
他
の
作
品
で
そ
れ
を
述
べ
て
い
る
o
朗
州
で
の
作
品
と
さ
れ
る

｢陽
山
廟
観
葉
紳
｣
(巻
二
十
四
)
に
お
い
て

｢
日
落
ち
風
生
ず
廟
門

の
外
､
幾
人
か
竹
歌
を
連
頗
し
て
遮
る
｣
と
あ
る
こ
の

｢蓮
踊
｣
と

は
､
眉
を
並
べ
て
揚
歌
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
ま
た

｢踊
歌
詞
｣

は

｢竹
枝
詞
｣
と
同
じ
-
壁
州
で
の
作
品
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､

こ
の
作
品
の
中
に

｢新
詞
｣

｢新
曲
｣
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
'

即

ち
自
作
の

｢竹
枝
詞
｣
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
す
る
と
'
こ
こ

で
新
詞
の
｢竹
枝
詞
｣
を
唱
-
の
は
､
｢陸
上
女
郎

枚
を
連
ね
て
行

-
｣
や

｢鐙
下
赦
成
-

月
下
に
歌
う
｣
､
｢袖
を
振
い
髪
を
憤
-

風
露
の
前
｣
の
句
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
､
化
粧
を
し
た
美
し
い
女

性
､
つ
ま
-
妓
女
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
の

｢竹
枝
の
歌
｣
は
､
自
居
易
の

｢竹
枝
詞
｣
に
も
あ

っ
た
よ
う
に
､
都
か
ら
左
遷
さ
れ
た
官
僚
等
が
巴
人
の
歌
聾
を
聞
い

て
は
哀
し
み
､
郷
愁
を
そ
そ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
き
た

が
､

劉
爵
錫
は
逆
に
､

そ
の
曲
に
合
わ
せ
て
自
作
の
歌
詞
を
完
成

し

､

そ
れ
を
妓
女
等
に
唱
わ
せ
て
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡
最
後

の

｢雪
の
裏
に
新
曲
を
唱
い
て
自
徒
-
､
直
ち
に
三
春
花
壷
-
る
時

に
到
る
｣
と
い
う
句
か
ら
は
､
時
の
過
ぎ
る
の
も
忘
れ
て
歓
楽
す
る

様
が
看
取
さ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
劉
南
錫
が

｢竹
枝
詞
｣
を
作

っ
て
妓
女
に
唱
わ
せ

て
い
た
こ
と
は
､
筆
記
小
説
の
中
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
｡
時
代

は
下
る
が
宋
代
の

『
郡
民
閲
見
後
録
』
巻
十
九
に
は
､
襲
州
に
､
劉

南
錫
の

｢竹
枝
詞
｣
の

｢含
思
宛
梅
の
駈
｣
を
､
そ
の
常
時
の
趣
き⑰

を
損
な
わ
ず
に
唱
え
る
督
妓
が
い
る
と
い
う
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る

｡

同
じ
四
川
で
も
､
自
店
易
の
い
た
忠
州
と
劉
南
錫
の
い
た
垂
州
と

で
は
､
土
地
柄
が
か
な
-
逮
-
の
で
あ
ろ
う
か
｡
客
観
的
に
は
測
る

す
べ
も
な
い
が
､
少
な
-
と
も
､
彼
等
二
人
の
巴
地
方
に
封
す
る
主

観
的
認
識
に
は
違
い
が
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
劉
南
錫
は
自

居
易
と
違
い
､
そ
の
地
方
の
風
物
に
興
味
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
作
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晶
中
か
ら
窺
え
る
｡

一
例
を
あ
げ
れ
ば
､
劉
南
錫
は

｢番
田
行
｣
(奄

二
十
七
)
に

｢巴
人
技
手
し
て
吟
じ
､
耕
癖
は
心
に
関
わ
ら
ず
｣
と
､

土
民
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
様
を
描
い
て
い
る
｡
そ
れ
に
封
し
て
自
居
易

は
忠
州
で
の
作
品

｢即
事
寄
微
之
｣
(奄
十
八

一
三
一〇
)の
中
で
､

｢番
田
漉
米
｣

｢早
地
荒
園
｣
と
羅
列
し
て
､

た
だ
好
ま
し
か
ら
ざ

る
風
土
の
中
の
一
情
景
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
を
比
較
す

る
だ
け
で
､
彼
等
の
巴
地
方
に
封
す
る
眼
差
し
の
違
い
は
明
ら
か
で

あ
る
｡
や
は
-
'
任
牛
塘
氏
が
'
劉
商
錫
の

｢竹
枝
詞
｣
と
杜
甫
の

｢憂
州
歌
十
絶
句
｣
と
を
比
べ
て
'

｢杜
作
は
懐
古
に
偏
-
､
劉
作

⑬

は
民
情
を
重
ん
じ
る
｣
と
さ
れ
る
よ
う
に

､

劉
商
錫
の
作
品
に
は
､

襲
州
の
風
土
や
土
民
に
封
し
て
彼
の
も
つ
暖
か
い
目
､
関
心
の
高
さ

が
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
同
じ
-
巴
地
方
の
刺
史
と
な

-
な
が
ら
､
倫
借
の
分
か
つ
可
か
ら
ざ
る
語
､
つ
ま
-
､
よ
-
解
し

得
ぬ
言
葉
で
､
土
民
に
よ
っ
て
唱
わ
れ
る

｢竹
枝
の
歌
｣
を
聞
い
て
､

そ
の
メ
ロ
デ
ィ
を
基
に
民
歌
を
虞
似
て
自
ら
歌
詞
を
作
-
､
そ
れ
を

妓
女
等
に
唱
わ
せ
て
楽
し
む
劉
商
錫
と
､

｢竹
枝
の
歌
｣

を
封
象
化

し
て
そ
れ
を
叙
述
し
な
が
ら
､
そ
の
中
で
自
ら
の
不
遇
を
託
つ
自
居

易
と
の
大
き
な
相
違
で
あ
る
｡

塀
詞

へ
の
目
覚
め

(中
)

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
､
劉
爵
錫
と
白
居
易
の

｢竹
枝
詞
｣
は
､

制
作
意
圏
か
ら
し
て
異
な
る
も
の
で
あ
-
､

｢
唱
わ
せ
る
｣
こ
と
を

目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
の
は
劉
南
錫
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､

た
だ
年
代
的
に
自
店
易
の
も
の
が
先
行
す
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
､

⑬

自
店
易
の
作
品
が
劉
南
錫
の
作
品
に
影
響
し
た
と
す
る
説

は

更
に
一

考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
『
詞
譜
』
竜

一
に
､
｢按
ず
る
に
劉

南
錫
集
､
自
居
易
と
竹
枝
を
侶
和
す
る
こ
と
甚
だ
多
し
｣
と
あ
る
よ

う
な
も
の
も
､
現
存
す
る
作
品
中
に
唱
和
し
た

｢竹
枝
詞
｣
が
見
普

た
ら
な
い
こ
と
や
､
劉
白
の
唱
和
が
頻
繁
と
な
る
の
は
時
期
的
に
も

⑳

う
少
し
後
で
あ
る
事
資
か
ら
も
､
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か

｡

中
庸
の
塀
詞
に
言
及
す
る
研
究
書
の
中
に
は
'
『
詞
譜
』
の
案

語

に
よ
っ
て
か
､
劉
白
の

｢竹
枝
詞
｣
を
並
解
し
て
し
ま
う
も
の
も

㊧

あ
る
よ
う
だ

｡

だ
が

､

｢
唱
わ
せ
る
｣
こ
と
を
意
圏
す
る
か
否
か
の

鮎
で
は
､
両
者
は
大
き
-
異
な
る
の
で
あ
る
O

し
か
し
な
が
ら
､
中
麿
の
項
詞
作
者
と
し
て
劉

･
白
と
列
畢
さ
れ

る
の
は
､
白
居
易
に

｢憶
江
南
｣

｢楊
柳
枝
｣
な
ど
の
作
品
が
あ
る

か
ら
で
あ
ろ
う
O
そ
れ
ら
は
､
曲
に
合
わ
せ
て

｢
唱
わ
れ
る
｣
こ
と

を
意
圏
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
､
彼
自
身
が
そ
の
詩
作

β7
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⑳

品
の
中
で
述
べ
て
い
る

.

そ
の
制
作
を
促
進
し
た
環
境
的
要
因
と
し

て
､
歌
詞
を

｢
唱
わ
せ
る
｣
対
象
と
し
て
の
妓
女
の
あ
-
方
が
注
目

⑳

さ
れ
る
｡
長
安
に
お
い
て

｢曲
江
の
宴
｣
な
ど
で
名
妓
に
接
す
る

の

と
は
異
な
-
､
牛
ば
所
有
の
形
を
と
る
妓
人
と
の
遊
興
が
始
ま
る
の

は
､
彼
の
詩
文
を
見
る
限
-
杭
州
刺
史
時
期
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
｡

以
下
再
び
自
居
易
に
戻

っ
て
､
杭
州
刺
史
時
期
の
彼
自
身
の
内
面
の

奨
化
を
も
考
察
し
た
上
で
､
そ
の
時
期
の
妓
女
と
の
遊
興
が
､
後
の

墳
詞
制
作

へ
と
繋
が
っ
て
い
-
重
要
な
契
機
と
な
る
こ
と
に
就
い
て

検
討
し
て
い
き
た
い
｡

三

確
か
に

｢憶
江
南
｣
を
始
め
と
す
る
自
店
易
の
墳
詞
作
品
は
､
大

和
三
年

(八
二
九
)
以
降
の
洛
陽
分
司
時
期
に
制
作
さ
れ
て
い
る
｡
け

れ
ど
も
､
ア
ー
サ

ー
･
ウ

ェ
1
-

-
氏
も

｢彼
の
音
楽
愛
が
彼
の
作

⑳

品
に
し
み
わ
た
-
始
め
た
の
は
､

こ
の
杭
州
の
時
期
で
あ

っ
た
｣

と

さ
れ
る
よ
う
に
､
彼
が
個
人
的
に
愛
好
す
る
音
楽
を
詩
中
に
多
-
叙

述
す
る
よ
-
に
な
る
の
は
､
杭
州
刺
史
時
期
か
ら
で
あ
る
｡
李
商
隠

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
自
居
易
の
墓
碑
銘
も
､
｢銀
婚
上
下
の
民
を
循

-
､
迎
樽
両
神
し
､
歌
舞
を
伴
侶
と
す
｣
(『契
南
文
集
』
巻
八
)
と
杭

州
刺
史
時
期
を
語

っ
て
い
る
｡
自
居
易
の
音
楽

へ
の
関
心
の
深
さ
は
､

｢新
楽
府
｣
の
諸
作
品
や

｢琵
琶
行
｣
の
昔
の
描
寓
に
も
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
､
晩
年
に
至
る
ま
で
の
洛
陽
分
司
時
期
に
お
け
る
契
素

な
ど
の
家
妓
の
所
有
な
ど
も
庶
-
知
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
し

か
る
に
'
そ
の
墓
碑
銘
に
は
､
わ
ず
か
に
右
に
あ
げ
た
箇
所
に
の
み
､

歌
舞
を
遊
興
の
件
と
し
た
姿
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
同
時

代
の
人
の
目
に
も
､
彼
の
杭
州
刺
史
時
期
の
音
楽
愛
好
が
特
筆
す
べ

き
も
の
に
映

っ
た

一
つ
の
讃
L
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

墳
詞
制
作
と
書
架
に
関
わ
る
叙
述
と
は
､
無
論
相
等
し
い
も
の
で

は
な
い
｡
が
､
自
作
の
歌
詞
を
唱
わ
せ
､
或
い
は
伴
奏
さ
せ
る
妓
女

と
の
交
流
が
頻
繁
且
つ
密
接
で
あ
れ
ば
､
墳
詞
が
作
ら
れ
る
の
も
そ

れ
だ
け
容
易
で
あ
ろ
う
｡
現
存
す
る
も
の
の
中
に
'
杭
州
で
の
墳
詞

作
品
は
な
い
が
､

｢曲
詞
｣
と
い
う
言
葉
を
'
自
居
易
が
初
め
て
使

っ
て
い
る
の
が
､
杭
州
で
の
遊
興
を
回
想
す
る
作
品
に
お
い
て
で
あ

る
こ
と
は
､
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

｢寄
殿
協
律
｣
(巷
二
十

五

二
五
六
五
)
の

｢呉
娘
暮
雨
静
粛
の
曲
､
江
南
に
別
れ
て
自
-
更

に
聞
か
ず
｣
の
句
の
自
注
に
､

｢江
南
英
二
娘
曲
詞
に
云
う

『
暮
雨

8g



蒲
蒲
と
し
て
郎
締
ら
ず
』
｣
と
い
-
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
｢曲
詞
｣
と

は
､
中
晩
唐
に
お
い
て
は
､
ま
だ
あ
ま
-
よ
-
使
わ
れ
る
言
葉
で
は

⑳

な
か
っ
た
よ
う
だ
が
､
つ
ま
-
は
曲
に
合
わ
せ
て
歌
詞
を
付
す
塀
詞

の
こ
と
で
あ
る
｡
杭
州
に
お
い
て
､
自
居
易
は
そ
の

｢曲
詞
｣
な
る

も
の
に
接
し
､
そ
れ
が
江
南
の
印
象
の
中
で
も

一
際
強
-
残

っ
た
よ

う
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
-
る
と
､
杭
州
が
長
安
に
も
匹
敵
す
る
は
ど

菅
栄
文
化
の
柴
え
た
土
地
で
あ
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ

な
い
｡
だ
が
､
資
際
に
は
､
中
底
時
期
に
は
杭
州
は
江
南
に
お
い
て

も
､
揚
州
'
蘇
州
に
比
し
て
部
び
た
と
こ
ろ
で
あ
-
､
李
泌
や
自
居

易
の
治
水
事
業
に
よ
っ
て
徐
々
に
安
定
し
て
き
た
町
で
あ

っ
た
｡
な

ら
ば
､
自
居
易
が
妓
人
や
音
楽
的
遊
興
に
つ
い
て
詩
に
多
-
表
現
す

る
の
は
､
賓
際
に
そ
れ
が
活
気
を
呈
し
て
い
た
か
否
か
と
い
-
問
題

と
は
別
に
､
彼
の
詩
人
と
し
て
の
解
角
が
そ
の
方
向
に
多
-
向
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
-
｡

で
は
､
杭
州
で
の
自
居
易
の
心
情
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の

か
｡
そ
れ
を
窺
う
に
は
'
官
僚
と
し
て
の
側
面
を
考
慮
に
い
れ
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
ア
ー
サ

ー

･
ウ

ェ
ー
リ
ー
氏
は
'
自
居
易
が

頃
詞
へ
の
目
覚
め

(中
)

杭
州
刺
史
の
職
を
自
ら
要
求
し
て
､
赴
任
以
前
か
ら
そ
こ
で
楽
し
も

⑳

う
と
い
う
気
構
え
で
あ

っ
た
と
ぎ
れ
る

｡

し
か
し
､
太
田
次
男
氏
は

｢
た
ん
に
普
方
が
望
ん
だ
と
い
う
よ
-
も
､
中
書
舎
人
を
出
さ
れ
左

遷
さ
れ
た
と
い
う
ほ
う
が
正
確
で
は
な
か
ろ
う
か
-
-
｣
と
言
わ
れ

㊨る
｡

杭
州
刺
史
に
任
命
さ
れ
､
着
任
す
る
ま
で
に
作
ら
れ
た
詩
を
見

る
と
､
太
田
氏
の
説
の
方
が
説
得
力
を
持
つ
よ
う
で
あ
る
｡
そ
こ
に

は
杭
州
を
江
州
と
同
様
に
左
遷
の
地
と
捉
え
て
い
る
跡
が
窺
え
る
｡

例
え
ば
'

｢初
出
城
留
別
｣
(巻
八

〇
三
三
六
)
に
は
､

｢言
う
勿
れ

城
東
の
階
と
'
便
ち
走
れ
江
南
の
路
｣

と
あ
-
'

こ
の

｢江
南
の

路
｣
と
は
､
江
州
に
お
け
る
作
品

｢江
南
講
居
十
寵
｣
(巻
十
七

1

〇
〇
八
)
の

｢江
南
｣
と
も
通
じ
る
響
き
を
持
ち
､
や
は
-
遷
講
の

地
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
｡
ま
た
'
｢馬
上
作
｣
(巻
八

〇
三
四
七
)

の

｢毎
に
覚
ゆ
宇
宙
の
窄
き
を
､
末
だ
嘗
て
心
髄
鮮
や
か
な
ら
ず
'

践
蛇
と
し
て
二
十
年
､
嶺
の
下
に
自
棄
生
ず
､
何
ぞ
言
わ
ん
左
遷
し

去
る
と
'

伺
お
専
城
の
居
を
獲
た
-
-
-
｣

に
お
い
て
も
､

そ
の

｢左
遷
｣
と
い
う
文
字
が
､
自
居
易
の
意
識
を
物
語

っ
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
｡
な
ら
ば
'
自
居
易
の
心
境
に
襲
化
が
現
わ
れ
た
の
は
'

杭
州
刺
史
着
任
後
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
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杭
州
の
自
店
易
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
風
景
蓋
と
そ
れ
に
添
え
ら
れ
た

詩
に
対
し
て
､
友
の
張
籍
が

｢君
の
此
に
向
か
い
て
閑
吟
す
る
の
意

を
見
た
-
､

首
え
て
常
時
外
官
と
作
る
を
恨
ま
ん
や
｣

(｢答
自
杭
州

郡
槙
登
望
重
囲
見
寄
｣
『
全
唐
詩
』
撃
二
百
八
十
五
)
と
､
そ
れ
を
稀
賛
し

つ
つ
､
自
居
易
が
外
宮
と
な
っ
た
こ
と
に
プ
ラ
ス
の
許
債
を
輿
え
て

い
る
｡
張
籍
は
も
と
も
と
自
居
易
の
杭
州
行
き
に
賛
成
で
は
な
か
っ

た
だ
け
に
､
そ
の
張
籍
の
こ
の
よ
う
な
表
現
は
､
自
居
易
の
杭
州
刺

史
と
し
て
の
生
活
､
そ
し
て
精
神
の
安
定
を
も
示
唆
し
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
日
居
易
が
杭
州
着
任
後
に
得
た
安
定
と
は
い
か

な
る
も
の
な
の
か
｡
次
に
臭
腺
的
に
杭
州
刺
史
時
期
の
作
品
の
中
で

見
て
い
き
た
い
｡

詠

懐

(巻
八

〇
三
五
九
)

昔
爵
鳳
閣
郎

昔
鳳
閣
郎
と
馬
-

今
為
二
千
石

今
二
千
石
と
為
る

自
覚
不
如
今

自
ら
覚
ゆ
今
に
如
か
ず
と

人
言
不
如
昔

人
は
言
う
昔
に
如
か
ず
と

昔
雄
居
近
密

昔
は
近
密
に
居
る
と
錐
も

終
日
多
憂
暢

終
日
憂
暢
多
-

有
詩
不
敢
吟

有
酒
不
敢
喫

今
維
在
疏
遠

菟
歳
無
牽
役

飽
食
坐
終
朝

長
歌
酔
通
夕

人
生
百
年
内

疾
蓮
如
過
隙

先
務
身
安
閑

次
要
心
歓
適

事
有
得
而
失

物
有
損
而
益

所
以
見
遣
人

親
心
不
軌
跡

詩
有
れ
ど
も
敢
え
て
吟
ぜ
ず

酒
有
れ
ど
も
敢
え
て
喫
ま
ず

今
疏
遠
に
在
-
と
雄
も

寛
歳
牽
役
無
し

飽
食
し
て
終
朝
に
坐
し

長
歌
し
て
通
夕
に
酔
う

人
生
百
年
の
内

疾
速
た
る
こ
と
隙
を
過
ぐ
る
が
如
し

先
ず
身
の
安
閑
に
務
め

次
に
心
の
欺
適
を
要
む

事
に
得
て
失
う
有
-

物
に
損
し
て
益
す
る
有
-

道
人
を
見
る
所
以
は

心
を
観
て
跡
を
観
ず

90

こ
れ
は
､
彼
が
杭
州
刺
史
と
な
っ
て
間
も
な
い
頃
に
書
か
れ
た
こ

と
も
あ
-
､
自
ら
の
気
持
ち
を
持
ち
直
そ
う
と
し
て
い
る
彼
の
姿
が

窺
え
も
す
る
が
､
こ
こ
で
彼
が
言
う
刺
史
と
し
て
の
生
活
が
斎
ら
す

利

鮎

は

､
あ
な
が
ち
強
が
-
の
た
め
に
挙
げ
ら
れ
た
と
ば
か
-
は
言



え
な
い
｡
ま
ず

一
番
に
畢
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
､
地
方
長
官
と
し
て

金
盛
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
0
日
居
易
は
杭
州

か
ら
蹄
遠
す
る
際
に
､
下
僕
で
さ
え
も
皆
そ
の
思
惑
に
預

っ
た
と
も

⑳

書
い
て
い
る
｡
こ
こ
で
は

｢
二
千
石
｣
と
具
鮭
的
に
詩
中
に
示
さ
れ

て
い
る
が
､
金
銀
的
に
安
定
し
て
い
る
こ
と
､
そ
れ
は
も
と
も
と
寒

族
出
身
の
白
居
易
に
と
っ
て
は
､
重
要
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
｡

そ
の
上
に
時
間
的
に
も
自
由
で
あ

っ
て
は
じ
め
て
､
詩
合
も
酒
宴
も

随
意
に
行
え
た
の
で
あ
ろ
う
｡

｢身
｣

は
苦
難
な
る
状
況
に
あ

っ
て

も
'

｢心
｣
は
常
に
閑
適
の
境
地
に
あ
る
と
い
う
の
は
､
杭
州
刺
史

時
期
以
前
に
よ
-
使
わ
れ
て
き
た

｢閑
適
｣

の
形
で
あ

っ
た
｡

け

れ
ど
も
こ
こ
で
は

｢先
ず
身
の
安
閑
に
務
め
､
次
に
心
の
歓
適
を
要

む
｣
と
し
て
い
る
｡
こ
れ
も
金
鏡
的
に
も
時
間
的
に
も
ゆ
と
-
を
得

た
か
ら
こ
そ
､
可
能
な
も
の
で
あ
ろ
-
｡
地
方
長
官
で
あ
る
刺
史
は
､

政
界
的
立
場
と
し
て
は

｢左
遷
｣

で
あ

っ
て
も
､

個
人
的
に
み
れ

ば
長
安
で
は
到
底
手
に
入
ら
ぬ

｢ゆ
と
-
｣
を
得
ら
れ
る
職
で
あ

っ

た
｡だ

が
､
同
じ
-
刺
史
で
あ

っ
て
も
詩
中
に
現
わ
れ
る
彼
の
心
の
ト

ー
ン
は
､
先
に
見
て
き
た
忠
州
時
代
と
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
よ
う
だ
｡

塀
詞
へ
の
目
覚
め

(中
)

忠
州
に
お
け
る
詩
作
晶
に
は
､
例
え
ば
音
楽
に
せ
よ
風
景
に
せ
よ
､

⑳

よ
-

｢都
｣
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ

'

そ
の
心
の
中
心
は

｢長
安
｣

に
あ

っ
た
｡
し
か
し
､
杭
州
に
お
い
て
は
長
安
と
比
較
す
る
よ
う
な

描
き
方
は
あ
ま
-
見
嘗
た
ら
ず
'
彼
が
杭
州
を
好
ん
だ
様
子
が
あ
-

あ
-
と
俸
わ
っ
て
-
る
作
品
が
多
い
の
で
あ
る
｡
そ
の
理
由
と
し
て

は
'
先
ず
忠
州
刺
史
の
場
合
と
は
異
な
-
'
杭
州
の
風
土
が
肌
に
合

っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
'
そ
の
他
に
､
青
年
期
に
杭
州

を
訪
ね
た
折
に
､
酒
宴
請
合
を
自
由
に
開
い
て
江
南
文
化
を
満
喫
し

て
い
た
刺
史

へ
の
憧
れ
を
､
つ
い
に
こ
こ
で
寛
現
し
､
自
ら
の
手
中

⑳

に
し
た
と
い
う
思
い
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
｡

そ
し
て
こ
の
杭
州
刺
史
時
期
の
精
神
的

･
物
質
的
安
定
は
'
｢中

隠
｣

の
悟
-
の
形
で
表
わ
れ
て
-
る
｡

｢中
隠
｣
と
題
さ
れ
た
詩
そ

の
も
の
は
､
洛
陽
分
司
期
の
大
和
三
年

(八
二
九
)
の
制
作
で
あ
る
が
､

そ
の
考
え
自
腹
は
杭
州
時
期
に
す
で
に
詩
中
に
表
白
さ
れ
て
い
る
｡

郡
亭

(巷
八

〇
三
五
八
)

卒
旦
起
蔵
事

卒
旦
起
き
て
事
を
蔵

亭
午
臥
掩
関

亭
午
臥
し
て
関
を
掩
う

除
親
簿
領
外

親
し
-
蒋
領
す
る
を
除
-
外
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第
四
十
五
冊

多
在
琴
書
前

況
有
虚
自
亭

坐
見
海
門
山

潮
来

一
党
鑑

賞
至

l
閉
塞

賂
朝
封
雲
水

有
時
聴
管
絃

持
此
柳
過
日

非
忙
亦
非
閑

山
林
太
寂
実

朝
関
空
喧
煩

唯
玄
郡
閣
内

蓋
静
得
中
間

多
-
は
琴
書
の
前
に
在
-

況
ん
や
虚
白
の
亭
有
-

そ
ぞ坐

ろ
に
海
門

の
山
を
見
る

潮
来
た
-
て

一
た
び
樫
に
莞
-

寅
至
-
て

1
た
び
妾
を
開
-

路
朝
雲
水
に
封
し

時
有
-
て
管
絃
を
聴
-

此
れ
を
持
し
て
柳
か
日
を
過
ご
す

忙
に
あ
ら
ず
亦
閑
に
あ
ら
ず

山
林
太
だ
寂
実
た
-

朝
関
空
し
-
喧
煩

唯
だ
茶
の
郡
闇
の
内
に

思
静
中
間
を
得
た
る
の
み

は
'

｢偶
ま
得

幽
閉
の
境
､

遂
に
忘
る
塵
俗
の
心
'
始
め
て
知
る

県
に
陰
な
る
者
､

必
ず
し
も
山
林
に
在
ら
ざ
る
を
｣
と
し
て
､

｢山

林
｣

で
な
-
と
も
､

こ
の
杭
州
刺
史
と
い
う
立
場
で
あ

っ
て
も
､

｢隠
｣
な
る
境
地
に
到
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
言
う
O
こ
れ
は
次

に
あ
げ
る
洛
陽
で
書
か
れ
た

｢中
隠
｣
(無
二
一十
二

そ
の
ま
ま
重
な

っ
て
ゆ
-
0

二
二
七
七
)
に
'

こ
の

｢忙
｣
で
も
な
-

｢閑
｣
で
も
な
い
最
適
な
時
間
の
流
れ
を

得
ら
れ
た
の
が
､
杭
州
刺
史
と
い
う
官
職
に
お
い
て
で
あ
-
､
ま
た

｢貴
｣
で
も
な
-

｢静
｣
で
も
な
い
彼
に
は
最
適
な
場
所
'
そ
れ
が

杭
州
の
土
地
で
あ

っ
た
｡
こ
こ
に
お
い
て
､
彼
は

｢員
に
陰
な
る
老
｣

を
知
る
の
で
あ
る
｡
｢翫
新
庭
樹
困
詠
所
懐
｣
(巷
八

〇
三
七
〇
)
に

大
隠
任
朝
市

小
隠
入
丘
奨

丘
奨
太
冷
落

朝
市
大
恩
竃

不
如
作
中
隠

隠
在
留
守
官

似
出
復
似
虞

非
忙
亦
非
閑(中

経
歳
無
公
事

随
月
有
俸
鎮

君
若
好
登
臨

大
隠
は
朝
市
に
住
み

小
隠
は
丘
契
に
入
る

丘
契
は
太
だ
冷
落

朝
市
は
太
だ
蓋
記

如
か
ず
中
陰
と
作
-

隠
れ
て
留
守
の
官
に
在
る
に
は

出
づ
る
に
似
て
復
た
慮
る
に
似
た
-

忙
に
あ
ら
ず
亦
閑
に
あ
ら
ず

略
)終

蔵

公
事
無
-

月
に
騒
い
て
俸
銀
有
-

君
若
し
登
臨
を
好
ま
ば
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城
南
有
秋
山

君
若
愛
遊
蕩

城
東
有
春
園

君
若
欲

一
酔

時
出
赴
賓
菱(級

城
南
に
秋
山
有
-

君
若
し
遊
蕩
を
愛
さ
ば

城
東
に
春
園
有
-

君
若
し

一
酢
を
欲
さ
ば

時
に
出
で
て
寅
麓
に
赴
け

略

)

こ
こ
で
言
わ
れ
る

｢大
隠
｣
｢小
隠
｣
は
'
｢小
陰
は
陵
薮
に
隠
れ
､

大
隠
は
朝
市
に
陰
る
｣
と
い
う
句
で
始
ま
る
晋
の
王
康
裾
の

｢反
招

隠
詩
｣
に
す
で
に
見
え
､
そ
の
句
を
意
識
し
て
つ
-
ら
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
.

そ
も
そ
も

｢大
隠
｣
と
は
､

｢身
｣
を
窯
し
い
都
長
安

に
置
き
､
煩
墳
な
政
務
に
携
わ
っ
て
い
て
も
､

｢
心
｣
は
閑
適
の
境

地
を
保
つ
と
い
っ
た
､

｢身
｣
と

｢
心
｣
が
対
立
し
た
状
態
に
あ
る

も
の
で
あ
る
｡
自
店
易
自
身
の
過
去
に
照
ら
せ
ば
'
長
安
で
左
拾
遺

に
任
命
さ
れ
る
元
和
初
め
の
あ
た
-
が
そ
れ
に
皆
た
る
の
で
あ
ろ
う
｡

昔
時
の
作
品
の
中
で
は
､

｢身
は
世
界
に
住
む
と
経
も
､

心
は
虚
無

と
遊
ぶ
｣
(｢永
崇
里
観
居
｣
篭
五

〇
1
七
九
)
な
ど
と
詠
じ
ら
れ
て
い

る
｡

蓮
に

｢小
隠
｣
と
は
､

｢身
｣
を
寂
し
い

｢
山
林
｣
に
置
き
､

も
ち
ろ
ん
要
職
か
ら
も
遠
ざ
か
-
､
閑
適
の

｢
心
｣
を
得
る
と
い
う

墳
詞
へ
の
目
覚
め

(中
)

も
の
で
あ
る
｡
｢
丘
契
｣
も

｢
山
林
｣
も
､
自
居
易
に
と
っ
て
は
､
｢冷

落
｣
や

｢寂
実
｣
と
い
う
語
で
形
容
さ
れ
る
好
ま
し
か
ら
ざ
る
地
で

あ

っ
た
｡
加
え
て
官
僚
と
し
て
も
冷
遇
さ
れ
た
位
置
に
あ
-
､
そ
れ

で
も
な
お
閑
適
の
心
を
求
め
る
時
'
こ
こ
に
も

｢身
｣
と

｢
心
｣
の

対
立
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡
下
部
に
退
居
し
て
い
る
時
の

｢此
の

こ
の
かた

道
を
得
て
自
-

来

､

身
窮
ま
れ
ど
心
甚
だ
泰
ら
か
な
り
｣
(｢遁
懐
｣

巻
六

〇
二
三

〇
)
や
'
忠
州
刺
史
時
期
の

｢苛
-
も
此
の
道
を
知
る

者
は
､
身
窮
ま
れ
ど
心
は
窮
ま
ら
ず
｣
(｢我
身
｣
巻
十
1

〇
五
四
六
)

な
ど
が
そ
れ
を
表
わ
し
て
い
る
｡

そ
し
て
自
居
易
自
身
が
説
-
こ
の

｢中
陰
｣
こ
そ
が
､
彼
に
と
っ

て
ベ
ス
ト
の
も
の
で
あ

っ
た
｡

な
ぜ
な
ら
､

そ
こ
で
は

｢身
｣
と

｢
心
｣

の
封
立
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
-
､

つ
ま
-

｢身
｣

の

安
閑
と

｢
心
｣
の
歓
適
を
同
時
に
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
自
居
易

の

｢中
隠
｣
は
､

ま
ず
官
僚
と
し
て
あ
る
程
度
の
充
足
を
得
､
更

に
そ
の
上
に
時
間
的

･
金
銀
的
ゆ
と
-
を
持
つ
状
態
で
こ
そ
､
成
-

立
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡

｢君
若
し
遊
蕩
を
愛
さ
ば
､
城
東
に

春
園
有
-
､
君
若
し

一
醇
を
欲
さ
ば
､
時
に
出
で
て
賓
笹
に
赴
け
｣

と
は
､
好
め
ば
酒
宴

･
詩
倉
を
開
-
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
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第
四
十
玉
樹

陶
淵
明
の
隠
棲
と
は
趣
を
異
に
し
､
む
し
ろ
西
晋
の
石
崇
や
東
背
の

謝
安
等
の
'
酒
宴
を
催
し
遊
楽
を
目
的
と
し
た
隠
棲
に
近
い
よ
う
で

あ

る

｡
い
み
じ
-
も
､
彼
は
杭
州
に
お
い
て
自
ら
が
開

い
た
酒
宴
に
つ
い

て
'
謝
安
等
の
そ
れ
に
比
し
て
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
｡

侯
仙
享
同
語
客
酔
作

(弁
二
一十

一
三
五
二
)

謝
安
山
下
空
摘
妓

謝
安
は
山
下
に
空
し
-
妓
を
摘
え

柳
倖
洲
遠
只
賦
詩

柳
怪
は
洲
適
に
只
だ
詩
を
賦
す

季
及
湖
亭
今
日
合

争
で
か
及
ぼ
ん
湖
亭
今
日
の
合
に

切
花
詠
水
腹
蛾
眉

嚇
花
詠
水

蛾
眉
に
滑
る

か
か
る
宴
合
に
放
か
せ
な
い
の
が
､

｢蛾
眉
｣

す
な
わ
ち
妓
人
で

あ
る
｡
彼
が
杭
州
刺
史
時
期
の
作
品
中
に
､
妓
女
と
の
遊
興
を
多
-

詠
む
よ
う
に
な

っ
た
の
も
､
こ
こ
に
起
因
す
る
よ
う
で
あ
る
｡
つ
ま

-
､
謝
安
な
ど
の
六
朝
文
人
の
江
南
で
の
遊
興
に
憧
れ
を
懐
き
'
そ

れ
に
類
し
た
も
の
､
そ
れ
を
越
え
る
も
の
を
求
め
て
い
こ
う
と
す
る

｢
ゆ
と
-
｣
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡

で
は
次
に
､
彼
が
詩
中
に
表
わ
し
た
､
妓
女
を
中
心
と
す
る
杭
州

の
音
楽
文
化
と
の
関
わ
-
を
追

っ
て
み
た
い
｡
こ
の
地
で
開
か
れ
た

宴
合
に
お
い
て
､
彼
は
妓
女
に
自
分
の
詩
を
唱
わ
せ
､
そ
れ
を
日
常

的
な
快
楽
と
し
た
よ
う
だ
｡
例
え
ば
､
｢席
上
牽
い
て
飛
ぶ
使
君
の
酒
､

歌
中
多
-
唱
う
舎
人
の
詩
｣
(｢酔
戯
諸
妓
｣
巻
二
十
三

二
三
四
一
)
な

ど
が
そ
れ
を
表
わ
し
て
い
る
が
､
就
中
､
商
玲
瑞
と
い
う
妓
女
に
は
'

元
税
か
ら
滑
ら
れ
た
詩
も
多
-
唱
わ
せ
て
お
-
､
元
横
の
詩
に
も
､

｢玲
確
を
し
て
我
詩
を
唱
わ
し
む
る
休
か
れ
､
我
詩
は
多
-
是
れ
君

㊧

に
別
れ
し
詞
｣
と
あ
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
｡

こ
の
商
玲
瀧
を
詩
中
に
詠

ん
だ
代
表
的
な
も
の
は
､

七
)
で
あ
る
｡

罷
胡
琴

掩
秦
宏

玲
瀧
再
拝
歌
初
畢

誰
遣
使
君
不
解
歌

聴
唱
黄
難
輿
白
日

黄
難
催
暁
丑
時
鳴

白
日
催
年
酉
前
没

腰
間
紅
綬
繋
末
穏

鏡
裏
朱
顔
看
己
失

玲
瀧
玲
璃
奈
老
何

次
に
あ
げ
る

｢酔
歌
｣
(巻
十
二

〇
六

〇

胡
琴
を
罷
め

秦
窓
を
掩
う

玲
確
再
挿
し
て
歌
初
め
て
畢
わ
る

誰
か
道
-
使
君
歌
を
解
さ
ず
と

黄
難
と
白
日
を
唱
う
を
聴
け

黄
難
は
暁
を
催
し
丑
時
に
鴨
-

白
日
は
年
を
催
し
西
前
に
捜
す

腰
間
紅
綬
繋
げ
て
未
だ
億
か
な
ら
ず

みす
みす

鏡
裏

の
朱
顔

看

己
に
失
え
-

玲
瀧
玲
確

老

い
を
奈
何
せ
ん
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使
君
歌
了
汝
更
歌

使
君
歌
い
了
ら
ば

汝
更
に
歌
え

長
安
の
名
妓
は
と
も
か
-
､

一
地
方
の
妓
人
を
こ
の
よ
う
に
名
を

も
挙
げ
て
詩
中
に
記
す
こ
と
は
､
自
居
易

･
元
棋
以
前
に
は
あ
ま
-

見
ら
れ
な
い
｡
特
に
杭
州
の
妓
人
に
関
し
て
は
､
自
居
易
に
よ
っ
て

詩
中
に
表
わ
さ
れ
た
名
前
が
､
朱
の
玉
樹
の

『
野
客
叢
書
』
巻
六
に

は
'
蘇
州
の
妓
女
と
並
べ
て

｢蘇
杭
妓
名
｣
と
題
し
て
収
録
さ
れ
て

い
る
程
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
､
中
庸
時
期
の
杭
州
の
妓
人
の
名
を
後

世
に
残
す
こ
と
に
な

っ
た
の
も
､
そ
れ
だ
け
自
居
易
が
杭
州
妓
女
と

の
遊
興
を
愉
し
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
'

妓
人
と
の
交
流
の
中
で
､
妓
人
に
代
わ
っ
て
詩
を
作
る
い
わ
ゆ
る

｢代
滑
｣
の
詩

(自
居
易
の
作
品
全
鮭
で
七
首
残
さ
れ
て
い
る
が
)

の
三
首
ま
で
が
杭
州
で
の
作
で
あ
る
こ
と
も
､
そ
れ
を
傍
謹
す
る
で

⑳

あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
歌
詞
を
唱
わ
せ
る
封
象
と
し
て
の
妓
女
を
身
近
に
置

-
こ
と
は
､
詩
人
が
そ
の
妓
女
に
唱
わ
せ
る
馬
に
歌
詞
を
作
る
こ
と

に
も
容
易
に
結
び
つ
-
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
'
残
念
な
が
ら
こ
の

時
期
に
制
作
さ
れ
た
嘆
詞
は
な
い
し
､
或
い
は
存
在
し
た
と
し
て
も

今
に
は
停
わ
っ
て
は
い
な
い
｡
だ
が
そ
れ
は
杭
州
刺
史
時
期
の
彼
と
'

墳
詞
へ
の
目
覚
め

(中
)

墳
詞
制
作
と
の
関
わ
-
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
｡
後
世
に
は
自
居
易
の
作
品
と
目
さ
れ
､
中
庸
時
期
の
代
表
的

墳
詞
と
し
て
常
に
掲
げ
ら
れ
て
き
た

｢長
相
思
｣
は
､
現
在
で
は
擬

⑬

作
と
す
る
説
も
あ
る
｡

小
論
で
は
､
こ
れ
が
資
際
に
『
自
民
長
慶
集
』

に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
'
自
居
易
の
作
と
し
て
取
-
級

う
こ
と
を
避
け
る
が
､
た
と
え
擬
作
で
あ
る
に
せ
よ
､
そ
の
制
作
に

は
､
妓
女
の
揮
-
琴
の
音
に
歌
詞
を
連
想
す
る
と
い
う
以
下
の
よ
う

な
杭
州
で
の
作
品
が
閑
輿
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

聴
弾
湘
妃
怨

(巻
十
九

一
三

〇
五
)

玉
乾
朱
舷
窓
宏
微

玉
敢
朱
舷

窓
富
の
徴

異
姓
徴
詞
奏
湘
妃

異
姓
徴
調

湘
妃
を
奏
す

分
明
曲
裏
愁
雲
雨

分
明
に
曲
裏
雲
雨
を
愁
う

似
遺
蒲
蒲
郎
不
帝

蒲
蒲
と
し
て
郎
帝
ら
ず
と
道
う
に
似
た

hりノ

｢長
相
思
｣
に
は

｢諸
藩
と
し
て
郎
厨
ら
ず
｣
と
い
う
句
が
使
わ

れ
て
お
-
､
自
居
易
の
こ
の
作
品
を
意
識
し
た
と
も
考
え
得
る
｡
こ

の
よ
う
な
擬
作
が
生
ま
れ
た
の
も
､
更
に
は
後
世
自
居
易
の
作
品
で

あ
る
と
し
て
疑
わ
れ
な
-
な
っ
た
の
も
､
自
店
易
と
杭
州
妓
女
と
の
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第
四
十
五
筋

遊
興
が
虞
-
知
ら
れ
て
お
-
､

彼
が
こ
の
よ
う
な
作
品
を
作
る
の
も

自
然
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡

妓
女
と

詩
人
の

結
び

つ
き
が
､
中
唐

の
項詞
制
作
と関わ
っ
て
い

⑳

る
こ
と
は
､

つ
と

に
王
事

奴
氏
等
の

述
べ
ると
ころ
である

｡

と

-
わ
け
江
南
の
妓
女
は
そ
れ
を
促
し
た
よ
う
で
あ
る
｡

M
ar
s

hat

⑳

W

A
G
NE
R
氏
も

『T
H
E

L
O
T
U
S
B

O
A
T
』

の
中
で

｢
八
五

〇

年
以
前
に
詞
と
い
う
形
に
惹
か
れ
て
い
っ
た
詩
人
の
ほ
と
ん
ど
が

､

花
柳
界
文
化
の
栄
え
た
江
南
地
方
に
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
も
の
だ

っ

た
O
こ
の
時
期
の
詞
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
顎
達
は
､
詩
人
と
地
方
の

妓
女
と
の
社
合
的
､

文
学
的
な
闘
わ
-
に
起
因
し
て
い
る
｡
｣
と

さ

れ
て
い
る
.
江
南
地
方
に
お
い
て
､
詩
人
と
妓
女
と
の
遊
興
が
墳
詞

制
作
を
促
し
た
の
で
あ
れ
ば
､
自
居
易
の
場
合
も
そ
の
例
に
違
わ
ず
､

杭
州
に
お
い
て
影
響
を
受
け
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
ま
た
都
に
お

い
て
も
'
江
南
か
ら
連
れ
締
ら
れ
た
妓
女
が
､
そ
の
花
柳
界
に
影
響

を
興
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

例
え
ば
'
『雲
渓
友
議
』
奄
十
に
は
､

江
南
か
ら
連
れ
て
来
ら
れ
た
妓
女
の
周
徳
華
の
唱
う

｢楊
柳
枝
｣
が

上
手
い
こ
と
か
ら
､
長
安

･
洛
陽
で
は
多
-
の
者
が
そ
れ
に
学
ん
だ

と
い
う
記
載
も
あ
る
o
白
居
易
自
身
も
､
杭
州
刺
史
を
辞
め
た
際
に
､

杭
州
の
妓
女
を
洛
陽
に
連
れ
蹄

っ
た
ら
し
い
こ
と
も

『南
部
新
書
』

⑳

戊
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
や
は
-
､
自
店
易
を
含
む
中
唐
の
詩
人
と
江

南
妓
女
と
の
結
び
つ
き
は
､
詩
人
の
塀
詞
制
作
を
促
し
た

一
つ
の
要

田
と
見
な
し
て
､
大
過
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

ま
た
､
彼
の
塀
詞
の
代
表
作
と
さ
れ
る

｢楊
柳
枝
｣
は
､
洛
陽
分

司
時
期
に
お
い
て
彼
が
所
有
し
て
い
た
奨
素
と
い
う
妓
女
が
上
手
-

唄
っ
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
が
､
こ
う
し
た
妓
人
を
傍
ら
に
置
-
坐

活
習
慣
も
､
資
は
杭
州
刺
史
時
期
か
ら
始
ま
る
よ
う
で
あ
る
｡
な
か

で
も
､

｢酔
吟
先
生
俸
｣

(奄
七
十

二
九
五
三
)
に

｢若
し
興
費
さ

ば
､
家
優
に
命
じ
て
法
部
林
竹
を
調
え
し
め
､
夷
裳
羽
衣

一
曲
を
合

奏
せ
し
む
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
自
居
易
が
晩
年
に
至
る
ま
で
愛
好
し

績
け
た

｢亮
裳
羽
衣
曲
｣
も
､
こ
の
杭
州
刺
史
時
期
か
ら
妓
女
に
教

習
さ
せ
て
､
個
人
的
に
鑑
賞
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

｢亮
裳
羽
衣
歌
｣

(撃

l十

l

二
二
〇
二
)

の
中
に
は
'

そ
の
こ
と

が
明
示
さ
れ
て
い
る
｡

一
落
人
間
八
九
年

1
た
び
人
間
に
落
つ
る
こ
と
八
九
年

耳
冷
不
曾
聞
此
曲

耳
冷
と
し
て
曾
て
此
の
曲
を
聞
か
ず

温
城
但
聴
山
魅
語

混
城
に
但
だ
聴
-

山
魅
の
語
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巴
映
唯
聞
杜
絶
笑

移
領
銀
婚
第
二
年

始
有
心
情
問
林
竹

玲
瀧
垂
簾
謝
好
等

陳
寵
密
集
沈
平
生

清
絃
脆
管
概
横
手

教
得
寛
裳

一
曲
成

巴
峡
に
唯
だ
閲
-

杜
脂
の
笑
す
る
を

鏡
頻
に
移
領
せ
し
第
二
年

始
め
て
心
情
の
林
竹
に
問
う
有
-

玲
瀧
の
垂
簾

謝
好
の
軍

陣
寵
の
密
集

沈
平
の
笠

活
絃
脆
管

織
織
の
手

菟
裳

丁
曲
を
教
え
得
て
成
る

杭
州
刺
史
に
な
る
以
前
に
滞
在
し
て
い
た
江
州
や
忠
州
は
､
音
楽

文
化
の
水
準
も
低
い
土
地
で
あ

っ
た
た
め
か
､

杭
州

に
来
て
､

｢始
め
て
心
情
の
林
竹
に
問
-
有
-
｣
､

つ
ま
-
楽
器
を
演
奏
さ
せ

て
愉
し
み
た
い
と
思
-
よ
う
に
な

っ
た
と
あ
る
｡
そ
こ
に
は
'
先
途

し
た
自
居
易
自
身
の
杭
州
で
の
精
神
的

･
物
質
的
安
定
が
関
わ

っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
｡
彼
が
特
に
好
ん
だ
妓
女
で
あ
る
玲
瀧
に
は
垂
簾

を
持
た
せ
､
謝
好
に
は
等
を
､
陳
寵
に
は
常
襲
を
､
沈
平
に
は
笠
を
'

そ
れ
ぞ
れ
練
習
さ
せ
て
､

つ
い
に
亮
裳
の
曲
を
完
成
し
た
｡

こ
れ

は
､
元
和
年
間
に
彼
が
宮
中
に
て
聴

い
た
も
の
を
､
個
人
的
に
鑑
賞

す
る
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
､

一
官
僚
が

｢
覧
裳

羽
衣
曲
｣
の
演
奏
を
禦
し
む
の
は
､
普
時
と
し
て
は
､
か
な
-
賛
揮

墳
詞
へ
の
目
覚
め

(中
)

な
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
｡
｢
一
曲
夷
裳
初
め
て
教
え
成
る
｣
(｢湖
上
招

客
迭
春
汎
舟
｣
奄
二
十

一
四

〇
二
)'

｢曲
は
愛
す
亮
裳
未
だ
拍
せ
ざ

-
し
時
｣
(｢重
題
別
東
槙
｣
巻
二
十
三

二
三
五
七
)
な
ど
の
よ
-
に
､

彼
が

｢
蒐
裳
羽
衣
曲
｣
を
'
個
人
的
に
愛
好
す
る
も
の
と
し
て
詩
中

に
記
す
よ
う
に
な
る
の
は
'
や
は
-
杭
州
刺
史
時
期
か
ら
な
の
で
あ

る
｡彼

は
､
杭
州
刺
史
を
終
え
て
後
､
賓
暦
元
年

(八
二
五
)
に
は
蘇
州

刺
史
に
着
任
す
る
｡
そ
こ
で
も
､
杭
州
刺
史
時
期
と
同
様
に
､
そ
の

個
人
的
な
妓
女
と
の
遊
興
､
彼
女
等
に
歌
を
唱
わ
せ
､
楽
器
を
奏
で

さ
せ
る
様
を
詩
中
に
繰
-
虞
げ
て
い
る
｡
な
か
で
も
､
妓
女
に
琵
琶

を
習
わ
せ
て
'
そ
れ
を
聴
い
て
楽
し
む
様
子
を
書
い
た
次
の
よ
う
な

詩
が
あ
る
｡

聴
琵
琶
妓
野
略
略

(巻
二
十
四

二
五
〇
五
)

腕
教
授
頭
重

腕
軟
ら
か
に
掩
頭
座
し

新
教
略
略
成

新
た
に
略
略
を
教
え
て
成
る

四
絃
千
遍
語

四
絃
千
遍
の
語

一
曲
寓
重
情

一
曲
寓
重
の
情お

法
向
師
連
得

法
は
師
適
に
向

い
て
得
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能
徒
意
上
生

莫
欺
江
外
手

別
是

一
家
聾

第
四
十
五
耕

能
は
意
上
役
-
生
ず

欺
-
な
か
れ
江
外
の
手

別
に
是
れ

一
家
の
聾

｢江
外
の
手
｣
に
よ
る
演
奏
は
､
都
の
楽
人
の
そ
れ
の
よ
う
に
洗

練
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
､
そ
こ
に
は
情
の
こ
も
っ
た
別
の
味
わ

い
が
あ
る
と
し
て
い
る
｡
彼
が
特
に
好
ん
だ

｢寛
裳
羽
衣
の
曲
｣
も
､

長
安
の
い
わ
ゆ
る
傾
城
の
妓
女
で
は
な
い
け
れ
ど
､
蘇
州
で
馳
染
み

の
李
娼

･
張
態
に
舞
わ
せ
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡
先
に
引
い

た

｢亮
裳
羽
衣
歌
｣
の
後
牛
部
分
に
は
'
こ
れ
ら
の
妓
女
の
名
前
が
､

は
っ
き
-
と
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
､
彼
と
彼
女
達
と
の

距
離
の
近
さ
が
感
じ
取
れ
る
O
｢夜
遊
西
武
寺
八
韻
｣
(撃

手

四

二
四
八
〇
)
に
も
､
｢揺
曳
す
嬰
紅
摘

賠
好
た
-
十
翠
蛾
｣
と
あ
-
､

そ
の
自
注
に

｢容
､
滞
､
蝉
､
態
等
十
妓
徒
遊
す
る
な
-
｣
と
あ
る

の
も
､
そ
の
例
で
あ
る
｡
彼
は
常
地
で
は
､
杭
州
刺
史
時
期
に
比
し

て
忙
し
い
と
は
し
な
が
ら
も
､
そ
の
公
務
の
暇
に
､
妓
女
を
傍
ら
に

置
き
､
彼
女
等
に
楽
器
や
歌
を
習
わ
せ
資
演
さ
せ
て
は
愉
し
ん
で
い

た
の
で
あ
る
｡
蘇
州
刺
史
退
任
後
は
洛
陽
に
分
司
し
､
そ
れ
以
後
洛

陽
を
離
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
｡
そ
の
蘇
州
刺
史
を
退
任

し
洛
陽

へ
の
蹄
途
に
､
刺
史
時
期
の
感
慨
を
こ
う
述
べ
て
い
る
｡

｢養
う
莫
か
れ
痩
せ
し
馬
駒
､
教
う
る
莫
か
れ
小
さ
き
妓
女
､
後
事

は
目
前
に
在
-
､
信
ぜ
ざ
れ
ば
君
看
取
せ
よ
､
馬
肥
ゆ
れ
ば
快
-
行

走
し
､
妓
長
ず
れ
ば
歌
舞
を
能
-
す
'
三
年
五
歳
の
問
､
己
に
聞
-

一
主
を
換
う
る
を
-
･-
｣

(｢有
感
三
首
｣
其
の
二

巷
二
十
一

二
二

二
八
)
と
｡
刺
史
で
あ
れ
ば
'

い
-
ら
官
妓
に
歌
舞
を
教
え
て
も
所

詮
は
自
分
の
も
の
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
懐

い
を
抱
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
､
彼
は
こ
れ
よ
-
後
は
洛
陽
の
履
道
里

に
て
家
妓

･
楽
人
を
自
ら
所
有
し
､
そ
れ
が
頃
詞
制
作
と
も
関
わ
っ

て
-
る
の
で
あ
る
が
'
そ
こ
に
は
､
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
､
杭
州

刺
史
時
期
よ
-
始
ま
る
官
妓
と
の
遊
興
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
｡

四

洛
陽
に
分
司
し
て
以
降
､
杭
州
で
の
遊
興
を
顧
み
る
詩
の
中
に
､

こ
れ
か
ら
杭
州
刺
史
と
し
て
任
地
に
赴
-
桃
合
を
迭
る
際
に
作
ら
れ

た
も
の
が
あ
る
｡
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迭
桃
杭
州
赴
任
困
思
香
遊
二
首

其
の
二

(撃
二
十
二

三
一
九
八
)

砂
紗
鏡
塘
路
幾
千

想
君
到
後
事
依
然

静
逢
竺
寺
猿
倫
橋

閑
看
蘇
家
女
採
蓮

故
妓
数
人
憑
問
訊

新
詩
雨
首
倍
留
俸

舎
人
雄
健
無
多
興

老
校
昔
時
八
九
年

砂
紗
た
る
鏡
塘

路
幾
千

君
到
-
し
後
事
依
然
た
る
を
想
う

静
か
に
竺
寺
に
猿
の
橘
を
倫
む
に
逢
い

閃
か
に
蘇
家
の
女
の
蓮
を
採
る
を
看
る

故
妓
数
人

葱
-
て
問
訊
す

新
詩
南
首

留
停
せ
ん
こ
と
を
構
う

舎
人
健
な
-
と
雄
も
興
多
か
る
無
し

老
い
る
こ
と
昔
時
に
校
べ
八
九
年

そ
の
自
注
に
は
､

｢杭
民
今
に
至
る
も
'
余
を
呼
び
て
自
舎
人
と

為
す
｣
と
し
て
'
杭
州
を
離
れ
て
八
､
九
年
の
歳
月
を
経
て
も
､
備

普
地
の
人
々
が
自
分
の
こ
と
を
慕

っ
て
-
れ
る
と
述
べ
て
お
-
､
彼

が
杭
州
の
土
地
柄

･
風
物
だ
け
で
は
な
-
､
人
に
も
慣
れ
親
し
ん
で

い
た
様
子
が
窺
え
る
｡
と
-
わ
け
､
顔
馴
染
み
の
妓
女
達
も
多
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
｡
こ
こ
に
取
-
上
げ
ら
れ
た

｢蘇
家
｣
と
は
､
六
朝

の
名
妓
蘇
中
小
に
因
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た
常
地
の
妓
槙
の
こ
と
で
あ

ろ
う
｡
杭
州
刺
史
時
期
の
作
品
中
に
も

｢夢
見
亭
古
-
し
て
名
は
謝

塀
詞
へ
の
目
覚
め

(中
)

と
停
え
､
教
妓
模
新
た
に
し
て
姓
は
蘇
と
追
う
｣
(｢除
杭
形
勝
｣
撃

一

十

一
三
七
三
)
と
詠
ま
れ
て
い
る
.

だ
が
､
こ
の
よ
う
に
杭
州
刺
史
時
期
の
回
顧
の
対
象
に
止
ま
る
こ

と
な
-
､
白
居
易
は
洛
陽
に
分
司
し
て
後
も
江
南
妓
女
を
手
元
に
置

い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
大
和
六
年

(八
三
二
)
に
作
ら
れ
た
劉
南
錫

の
作
品
に

｢自
君
妓
有
-
､
近
-
洛
自
-
鏡
姥
に
締
る
｣
と
し
て
'

◎

杭
州
の
妓
女
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ

う
な
江
南
の
妓
女
は
洛
陽
で
は
些
か
賓
揮
な
遊
興
の
件
だ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
し
て
滑
答
さ
れ
る
品
物
で
も
あ

っ
た
よ
-
だ
o

｢楊
柳
枝
｣
を
上
手
-
唱
い
､
自
居
易
に
愛
さ
れ
た
奨
素
も
､
章

は
劉
南
錫
が
蘇
州
刺
史
で
あ

っ
た
折
に
､
江
南
で
買
い
取
-
自
店
易

に
滑

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
.
大
和
六
年

(八
三
二
)
の
劉
南
錫
の
詩
に

次
の
よ
う
に
あ
る
｡

寄
勝
小
契

(外
集
券
二
一)

花
面

Y
頭
十
三
四

花
面
の
Y
頭
十
三
四

春
釆
締
約
向
入
時

春
束
縛
約
と
し
て
人
に
向
う
時

終
須
買
取
名
春
草

終
に
須
-
買
い
取
-
て
春
草
と
名
づ
-

べ
し
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中
開
文
革
報

第
四
十
五
射

虞
虞
播
行
歩
歩
随

虞
虚
渚
に
行
か
ん
と
す
る
に
歩
歩
随
う

さ
ら
に
は
ぼ
同
時
期
に
作
ら
れ
た
劉
南
錫
の

｢憶
春
草
｣
(外
葉
巻

二
)
と
い
う
詩
の
中
に
も
､
｢春
草
を
憶
う
'
塵
虞
多
情
な
-
洛
陽
の

造
､
金
谷
園
中
に
日
を
見
る
こ
と
遅
-
'
鋼
舵
階
上
に
風
を
迎
え
る

こ
と
早
し
､
河
南
大
声
頻
に
出
づ
る
こ
と
難
-
､
只
だ
池
塘
十
歩
を

看
る
を
得
る
の
み
‥
-
‥
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
劉
南
錫
に
よ
っ
て

｢春

草
｣
と
名
づ
け
ら
れ
た
妓
女
小
契
が
滑
ら
れ
た
先
は

｢河
南
大
声
｣
'

つ
ま
-
自
居
易
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の

｢春
草
｣
は
自
居
易
の
詩

文
中
に
は

｢契
素
｣
と
し
て
登
場
す
る
｡
特
に
そ
れ
と
の
別
れ
を
切

切
と
措
い
た
開
成
四
年

(八
三
九
)
の

｢
不
能
忘
情
吟
｣
(巷
七
十
一

三
六
1
0
)
に
は
'
｢妓
に
契
素
な
る
老
有
-
､
年
二
十
飴
-
､
紳
縛

と
し
て
歌
舞
の
態
有
-
､
善
-
楊
枝
を
唱
い
､
人
多
-
曲
名
を
以
て

こ
れ
に
名
づ
-
'
是
れ
由
-
名
洛
下
に
聞
こ
ゆ
｣
と
あ
-
'

｢楊
柳

枝
｣
が
贋
ま
る
の
に
こ
の
妓
女
の
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
｡
大
和
八
年

(八
三
四
)
に
書
か
れ
た

｢楊
柳
枝
二
十

顎
｣
(撃
二
十
二

三
1
九
〇
)は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
｡

取
来
歌
裏
唱

取
-
来
た
-
て
歌
裏
に
唱
う
は

勝
向
笛
中
吹

笛
中
に
吹
-
に
勝
る

曲
罷
郡
能
別

情
多
不
日
持

纏
頭
無
別
物

一
首
断
腸
詩

曲
罷
み
て
那
ん
ぞ
能
-
別
れ
ん

情
多
-
し
て
自
ら
持
せ
ず

纏
頭
別
物
無
し

一
首
断
腸
の
詩

｢纏
頭
｣
と
は
硯
儀
の
こ
と
で
あ
-
､
こ
こ
で
は
唱
い
終
え
た
妓

女
に
ま
た
詩
を
滑
る
の
で
あ
る
O
こ
の
作
品
の
自
注
に
は

｢楊
柳
枝

は
洛
下
の
新
聾
な
-
'
洛
の
小
妓
に
善
-
こ
れ
を
歌
う
老
有
-
､
詞

章
音
韻
､
聴
い
て
人
を
動
か
す
可
し
､
故
に
こ
れ
を
賦
す
｣
と
あ
る

が
､
こ
こ
に
言
う

｢楊
柳
枝
｣
を
上
手
-
唱
う
小
妓
と
は
'
洛
陽
の

民
間
の
督
妓
と
い
-
よ
-
も
､
彼
が
私
有
し
て
い
た
家
妓
､
つ
ま
-

は
大
和
六
年
に
劉
商
錫
か
ら
滑
ら
れ
た
契
素
の
こ
と
を
指
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
｡
彼
が
こ
の
時
期
個
人
的
に

｢楊
柳
枝
｣
を
愛
好
し
て

い
た
こ
と
は
､
常
時
折
衷
観
察
使
を
任
じ
て
い
た
李
紳
か
ら
､
｢楊
柳

枝
｣
の
舞
杉
が
特
に
勝
ら
れ
た
-
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
明
ら

⑳

か
で
あ
る

｡

ま
た

｢酔
吟
先
生
停
｣
に
も
､

｢若
し
歌
甚
だ
し
け
れ

ば
､
又
小
妓
に
命
じ
て
楊
柳
枝
新
詞
十
教
章
を
歌
わ
し
む
｣
と
あ
-
､

私
邸
に
て
そ
れ
を
唱
わ
せ
る
こ
と
を
最
高
の
愉
し
み
と
し
て
い
た
こ

と
が
諌
み
取
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
彼
が
家
妓
に
唱
わ
せ
る
た
め
に
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作

っ
た
も
の
が
'
そ
の
代
表
的
塀
詞
で
あ
る

｢楊
柳
枝
詞
八
首
｣
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡
中
で
も
江
南
妓
女
蘇
中
小
を
詠

っ
て
い
-
以
下
の

-
だ
-
な
ど
は
､

｢
唱
わ
せ
る
｣

封
象
と
し
て
の
家
妓
契
素
を
念
頭

に
置
か
ず
し
て
は
､
作
ら
れ
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

蘇
州
楊
柳
任
君
誇

更
有
鏡
塘
勝
館
娃

若
解
多
情
尋
小
小

棒
楊
深
慮
是
蘇
家

蘇
州
楊
柳

君
の
誇
る
に
任
す

更
に
銀
婚
の
館
姓
に
勝
る
有
-

若
し
多
情
を
解
し
て
中
小
を
尋
ぬ
れ
ば

緑
楊
深
き
虞

是
れ
蘇
の
家

蘇
家
中
女
馨
知
名

楊
柳
風
前
別
有
情

劉
備
盤
作
銀
頭
標

奄
菓
吹
為
玉
笛
聾

蘇
家
の
小
女

奮
よ
-
知
名

楊
柳
風
前

別
に
情
有
-

俵
を
剥
ぎ
盤
げ
て
作
す
銀
環
の
様

葉
を
奄
き
て
吹
き
て
為
す
玉
笛
の
聾

｢楊
柳
枝
詞
八
首
｣
其
の
五
､
其
の
六

(巻
三
十
一

三

一
四
二
㌧
三
一
四
三
)

以
上
の
よ
う
に
､
自
居
易
の
墳
詞
制
作
を
促
す
要
因
に
つ
い
て
考

察
を
加
え
て
き
た
の
は
'
｢
唱
わ
せ
る
｣
こ
と
を
前
提
と
し
て
､
曲

墳
詞
へ
の
目
覚
め

(中
)

に
合
わ
せ
て
歌
詞
を
作
る
と
い
う
姿
勢
の
現
わ
れ
に
注
目
し
た
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
｡
中
庸
以
前
に
も
､
勿
論
詩
は
妓
人
に
よ
っ
て
唱
わ

れ
て
い
た
｡
例
え
ば
､
王
経
の

｢
迭
元
二
使
安
西
｣
も

｢澗
城
曲
｣

と
し
て
随
分
流
行
し
て
い
た
し
へ
事
貴
か
否
か
は
別
と
し
て
､
王
昌

齢

･
高
速

･
王
之
漁
等
の
酒
宴
の
故
事
も
あ
ま
-
に
も
よ
-
知
ら
れ

て
い
る
｡
だ
が
､

そ
れ
ら
は
､

｢詩
｣
が
先
に
有
-
､
後
で
妓
人
が

そ
れ
に

｢曲
｣
を
付
け
て
唱
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
中
庸
に
な
っ
て
､

作
成
普
初
か
ら

｢
唱
わ
せ
る
｣
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
曲
に
合
わ
せ

て
歌
詞
を
作
る
こ
と
､
つ
ま
-

｢墳
詞
｣
が
'
劉
南
錫

･
自
居
易
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
れ
は
､
制
作
す
る
段
階
で
巳

に

｢
唱
わ
せ
る
｣
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
鮎
で
､
私
的
な

感
情

･
感
慨
を
存
分
に
表
白
し
て
も
か
ま
わ
な
い

｢詩
｣
の
制
作
と

は
微
妙
に
違
う
の
で
あ
る
｡
そ
の
鮎
か
ら
言
う
と
､
最
初
に
見
た
目

居
易
の

｢竹
枝
詞
｣
は
､
従
来

｢墳
詞
｣
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
､

寛
は

｢竹
枝
の
歌
｣
自
腹
を
封
象
化
し
､
そ
れ
を
叙
逃
し
て
､
そ
の

中
で
自
ら
の
不
遇
を
嘆
じ
た

｢詩
｣
作
品
で
あ
-
､
妓
女
に

｢
唱
わ

せ
る
｣
こ
と
を
意
固
し
て
制
作
さ
れ
た
劉
商
錫
の

｢竹
枝
詞
｣
と
は

性
質
の
異
な
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
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中
隔
文
革
報

第
四
十
五
耕

自
店
易
が

｢
唱
わ
せ
る
｣
こ
と
を
意
固
し
て
墳
詞
を
制
作
す
る
よ

う
に
な
る
き

っ
か
け
は
､
杭
州
刺
史
時
期
に
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

官
僚
と
し
て
の
充
足
と
物
質
的
な
ゆ
と
-
､
そ
し
て

｢中
隠
｣
の
考

え
が
､
詩
人
と
し
て
の
彼
の
解
角
を
妓
女
と
の
遊
興

へ
と
向
け
さ
せ
､

｢曲
詞
｣
と
い
-
も
の
に
解
れ
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
-
か
｡
こ
の

時
期
に
お
い
て
､
歌
舞
を
個
人
的
に
鑑
賞
し
て
愉
し
む
生
活
t
と
-

わ
け
､
詩
を

｢
唱
わ
せ
る
｣
対
象
と
し
て
の
妓
女
を
､
牛
ば
私
有
す

る
よ
う
に
身
近
に
で
き
た
の
を
契
機
と
し
て
､
そ
れ
以
降
､
洛
陽
分

司
時
期
に
は
'

｢
唱
わ
せ
る
｣

こ
と
を
意
画
し
て
墳
詞
を
作
る
に
到

る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
自
居
易
の
唄
詞
は
､
江
南
に
お
け
る
妓

女
と
の
遊
興
に
よ
っ
て
描
-
動
か
さ
れ
た
彼
の
文
学
的
感
覚
が
､
更

に
洗
練
さ
れ
た
上
で
'
制
作
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
-
0

洛
陽
分
司
時
期
に
お
い
て
は
､
江
南
妓
女
を
所
有
す
る
だ
け
で
は

な
-
'
江
南
か
ら
持
ち
掃

っ
た
蓮
や
太
湖
石
な
ど
を
用
い
て
､
そ
の

私
邸
に
庭
園
を
造

っ
て
い
-
と
こ
ろ
に
､
彼
の
江
南

へ
の
思
慕
の
情

が
看
取
さ
れ
る
O
こ
の
庭
園
に
お
い
て
､
自
ら
有
す
る
楽
隊
に
伴
奏

を
さ
せ
'
妓
女
に
唱
わ
せ
て
い
た
の
が
､
先
に
も
引
用
し
た
彼
の
項

詞
の
代
表
作

｢楊
柳
枝
｣

で
あ

っ
た
｡

こ
の
作
品
の
内
に
は
､

杭

州

･
蘇
州
の
美
し
い
情
景
が
詠
み
こ
ま
れ
て
お
-
'
そ
れ
は

｢憶
江

南
｣
と
と
も
に
､
彼
の
塀
詞
作
品
自
鰻
が
､
江
南

へ
の
想
い
と
深
-

結
び
つ
い
て
作
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
'
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
'
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
｡

注

①

｢唄
詞
｣
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
'
村
上
哲
見

『宋
詞
研
究
』
(
一

九
七
六
年

創
文
社
)
に
'
｢末
代
で
は
-
-
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
『詞

を
作
る
』

の
意
の
よ
う
で
'
『塀
詞
』
の
二
字
を
連
語
の
名
詞
と
し
て

『
詞
』
と
同
義
に
用
い
る
の
は
'
や
や
の
ち
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
で

あ
る
｡｣
(五
七
頁
)
と
あ
る
が
'
小
論
で
は
'
歌
詞
と
し
て
作
ら
れ
'

後
世

｢詞
｣
と
し
て
取
-
上
げ
ら
れ
る
も
の
を
指
し
て
使
用
す
る
｡

④

自
居
易
の
作
品
の
制
作
時
期
は
､
以
下
す
べ
て
'
花
房
英
樹

『
自
民

文
集
の
批
判
的
研
究
』
(
一
九
七
四
年
再
版

朋
友
書
店
)'
及
び
朱
金

城

『自
居
易
集
貨
校
』
(
l
九
八
八
年

上
海
古
籍
出
版
社
)
に
操
る
0

④

白
居
易
の
詩
作
品
の
引
用
は
'
平
岡
武
夫

･
今
井
清

『
自
民
文
集
歌

詞
索
引
』
(
一
九
八
九
年

同
朋
舎
)
所
収
の
那
波
本

(朝
鮮
刊
本
)

に
嬢
-
'
そ
れ
に
な
い
1
部
の
も
の
は
'
顧
単
語

『自
居
易
集
』
(
一

九
七
九
年

中
華
書
局
)
に
従
う
｡
ま
た
へ
作
品
巻
数
は
敵
軍
讃

『自

居
易
集
』
･
朱
金
城

『
自
居
易
集
葦
校
』
に
'
作
品
香
坂
は
花
房
氏
の

前
掲
書
に
よ
っ
て
付
す
｡

④

任
牛
塘

『唐
饗
詩
』

(
1
九
八
二
年

上
海
古
籍
出
版
社
)
下
編

102



三
八
二
頁
'
三
八
四
頁
｡

㊥

自
居
易
と
顧
況
の
関
わ
-
に
就
い
て
は
'
『
告
唐
書
』

巻

一
百
六
十

六
日
居
易
侍
に
'
｢年
十
五
時
'
袖
文

一
篇
投
著
作
郎
異
人
顧
況
｣
と

あ
る
｡
し
か
し
樽
華
諒
氏
が

｢
顧
況
考
｣
(『唐
代
詩
人
叢
考
』

一
九
八

〇
年

中
華
書
局

所
収
)
で
'
そ
れ
が
事
案
で
は
な
い
こ
と
を
考
謹

さ
れ
'
最
近
で
は
'
川
合
康
三
氏
が
｢
長
安
に
出
て
き
た
自
居
易
｣
(『
集

刊
東
洋
学
』
第
五
十
四
競

一
九
八
五
年
)
の
中
で
従
来
の
研
究
を
整

理
さ
れ
'
そ
の
可
能
性
の
な
い
こ
と
を
論
語
さ
れ
て
い
る
o

④

張
華

『
博
物
志
』

(指
寧
校
琵

『
博
物
志
校
謹
』

1
九
八
〇
年

中

華
書
局
)
｢
史
補
｣
に
'
｢尭
之
二
女
舜
之
二
妃
日
湘
夫
人
'

舜
崩
二
妃

曙
以
沸
揮
竹
､
竹
壷
斑
｣
と
あ
-
､
任
坊

『
速
異
記
』
に
'
｢
湘
水
去

岸
三
十
里
許
'
有
相
思
官
望
帝
墓
'
昔
舜
南
巡
而
葬
於
蒼
梧
之
野
'
寛

之
二
女
'
蛾
皇
女
英
迫
之
不
及
'
相
興
働
笑
､
涙
下
清
竹
'
竹
文
上
島

之
斑
斑
然
｣
と
見
え
る
｡

⑦

｢
竹
枝
の
歌
｣
に
就
い
て
は
'
小
川
昭

l
｢
劉
南
錫
に
つ
い
て
｣
(『
全

唐
詩
耗
記
』

一
九
六
九
年

条
文
堂
書
店
)
や
'
李
蒲

｢竹
枝
詞
断
想

及
其
他
｣
､
季
知
慧

｢探

『
竹
枝
』
之
源
｣
(共
に

｢
民
間
文
学
論
壇
｣

一
九
八
九
年
六
期

所
収
)
に
詳
し
い
｡

④

｢
猿
鳥
千
崖
窄
､
江
湖
寓
里
開
'
竹
枝
歌
未
好
'
塞
駒
莫
遅
回
｣
(｢奉

寄
李
十
五
秘
書
文
鼻
二
首
｣
其
の
一

『
杜
詩
詳
註
』
巻
十
五
)

④

｢
無
奈
孤
舟
夕
'
山
歌
聞
竹
枝
｣

(｢迭
人
南
蹄
｣

『
全
唐
詩
』
巻

二
百
八
十
三
)

⑩

松
浦
友
久

｢
詩
語
と
し
て
の

『
怨
』
と

『
恨
』
｣

(『
詩
語
の
諸
相
』

塀
詞
へ
の
目
覚
め

(中
)

1
九
八
一
年

研
文
出
版
)

⑪

劉
南
錫
の
作
品
の
引
用
は
以
下
'
犀
焼
園
隻
語

『
劉
南
錫
集
隻
澄
』

(
T
九
八
九
年

上
海
古
籍
出
版
社
)
に
撲
る
が
'
『
劉
商
錫
集
隻
語
』

の

｢
校
勘
｣
を
参
照
し
て
'
語
を
改
め
た
箇
所
も
あ
る
｡

⑭

劉
商
錫

｢竹
枝
詞
｣
の
制
作
年
代
に
関
し
て
は
'
汁
孝
萱

『
劉
南
錫

年
譜
』

(
一
九
六
三
年

中
華
書
局
)
'

畢
娩
園
養
護

『
劉
南
錫
集
隻

謹
』
'
羅
聯
添

『
唐
代
詩
文
六
家
年
譜
』

｢劉
夢
得
年
譜
｣
(
一
九
八
六

年

撃
海
出
版
社
)
共
に
長
慶
二
年

(人
二
二
)
説
を
取
っ
て
い
る
の

で
'
そ
れ
ら
に
従
う
｡
以
後
'
劉
南
錫
の
作
品
の
制
作
年
代
に
就
い
て

は
上
抱
の
書
に
従
う
｡

㊥

赤
井
益
久

｢劉
南
錫
の
議
題
と
文
学
｣
(『
国
学
院
大
学
文
筆
合
報
』

三
十
三

一
九
八
八
年

一
月
)

⑭

斎
藤
茂

｢劉
南
錫
の
楽
府
詩
に
つ
い
て
｣
(『中
国
詩
文
論
叢
』
第
七

集

一
九
八
八
年
六
月
)

⑯

例
え
ば
へ
『
楽
府
詩
集
』
奄
四
十
四

｢
子
夜
歌
四
十
二
首
｣
其
の
十

八
に
は
､
｢
常
慮
有
武
意
'
歓
今
果
不
斉

枯
魚
就
濁
水

長
興
清
流

乗
｣
な
ど
が
そ
れ
に
該
普
す
る
｡

⑯

林
家
英

｢
踏
歌
行
四
首
｣
(『別
南
錫
詩
文
掌
析
集
』

一
九
八
九
年

巴
萄
書
証

所
収
)

㊤

｢
垂
州
営
妓
馬
喰
辿
濡
れ
銅
盤
'
歌
劉
蘭
書
竹
枝
詞
九
解
'
備
有
昔

時
含
思
宛
韓
之
整
う
他
妓
者
皆
不
能
也
､
辿
琴

石
『
-
･･･妓
家
垂
州
'

其
先
必
事
劉
備
著
者
'
故
猪
能
俸
沓
時
之
聾
也
』
｣

⑯

任
牛
塘

『唐
聾
詩
』
(
一
九
八
二
年

上
海
古
籍
出
版
社
)
下
編

三

103



中
開
文
筆
報

第
四
十
五
筋

八
九
頁
｡

⑭

花
房
英
樹

｢
自
氏
文
集
校
訂
徐
銀
｣

(｢京
都
府
立
大
学
学
術
報
告

人
文
｣
十
八
坂

1
九
六
六
年
)

⑳

劉
白
の
詩
の
衝
答
が
頻
繁
に
な
る
の
は
'
賓
暦
二
年

(八
二
六
)
自

居
易
が
蘇
州
刺
史
を
'
劉
南
錫
が
和
州
刺
史
を
罷
め
て
後
で
あ
る
｡
な

お
'

花
房
氏
の

｢
劉
自
唱
和
集
の
復
原
｣

(『
自
氏
文
集
の
批
判
的
研

究
』
三
四
〇
～
三
五
五
頁
)
や
'
前
川
幸
雄
氏

｢
劉
自
唱
和
詩
の
脚
韻

の
研
究
｣

(福
井
工
業
高
等
専
門
寧
校
研
究
紀
要

人
文

･
社
食
科
挙

第
十
六
競

1
九
八
二
年
)
に
お
い
て
も
､
｢
竹
枝
詞
｣

は
唱
和
作
品

に
は
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
｡

㊧

例
え
ば
'
施
議
封

『
詞
輿
音
楽
関
係
研
究
』

(
一
九
八
五
年

中
国

社
合
科
挙
出
版
敢
)
等
｡

㊧

｢
憶
江
南
｣

(巻
三
十
四

三
三
六
六
～
三
三
六
八
)

の
自
注
に
は

｢
此
の
曲
亦
謝
秋
娘
と
名
づ
-
｣
と
あ
-
'
ま
た
劉
南
錫
が
そ
れ
に
和

し
て

｢
憶
江
南
の
曲
相
に
依
-
て
句
を
為
す
｣
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
'

曲
に
歌
詞
を
付
し
て
い
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
｡
｢
楊
柳
枝
二
十

韻
｣
(巻
三
十
二

三
一
九
〇
)
や
､
｢酔
吟
先
生
倖
｣

(巻
七
十

二

九
五
三
)
か
ら
は
'
妓
女
に

新
作
の

｢楊
柳
枝
｣
を
唱
わ
せ
て
い
る
こ

と
が
看
取
さ
れ
る
｡

㊨

他
に
'
元
和
五
年

(八
1
0
)
に
作
ら
れ
た

｢
和
夢
遊
春
詩

l
首
百

韻

井
序
｣

(巻
十
四

〇
八
〇
三
)
に
は
'
妓
女
の
時
世
故
が
述
べ

ら
れ
た
-
'
｢
和
元
九
興

呂
二
同

宿
話
膏
感
勝
｣
(巻
十
四

〇
七
七
二
)

で
は
'
常
時
の
歌
舞
の
名
侶

｢
秋
娘
｣
の
名
が
見
え
､
｢
-
-
其
詩
乃

㊨㊨㊨㊨㊨㊨㊨
是
十
五
年
前
初
及
第
時
､
胎
長
安
妓
人
阿
軟
絶
句
･･････｣
(雀
十
五

〇

八
五
三
)
に
は

｢
阿
軟
｣
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
O
し
か
し
'

元

和
十
年

(八
一
五
)
以
前
の
長
安
に
お
け
る
作
品
に
は
'
自
居
易
自
身

が
所
有
す
る
妓
女
に
就
い
て
の
記
述
は
な
い
o

ア
ー
サ
ー
･
ウ
ェ
ー
リ
ー
薯
'
花
房
英
樹
諸

『
日
栄
天
』
(
一
九
五

九
年

み

す
ず
書
房
)
三
二
四
頁
｡

管
見
に
よ
れ
ば
'
他
に
は
孫
栄

『
北
里
志
』

の

｢顔
令
賓
｣
の
保

に
'
｢
聴
爽
に
し
て
能
-
曲
子
詞
を
為
し
-
･･･｣
と
見
え
る
位
で
あ
る
｡

前
掲
書
参
照
｡

太
田
次
男

『
自
禁
天
』
(
1
九
八
三
年

集
英
社
)

｢
三
年
講
疎
俸
､
頗
有
除
衣
食
､
乃
至
僅
僕
間
'
皆
無
凍
傷
色
｣
(｢自

除
杭
蹄
宿
港
口
作
｣
巻
八

〇
三
七
六
)

例
え
ば
'
｢楚
袖
諸
侯
舞

う
巴
絃
趣
敵
弾
'
笠
歌
随
分
有
'
美
作
帝

郷
看
｣
(｢留
北
客
｣
巻
十
八

二

三
二
)
と
'
都
に
比
し
て
管
絃

･

舞
の
文
化
的
レ
ベ
ル
の
低
い
こ
と
を
嘆
じ
た
-
'
｢
巴
水
｣
(巻
十
八

二

六
一
)
で
は
'
｢
城
下
巴
江
水
'
春
来
似
麹
塵
'
軟
砂
如
洞
曲
､

斜
岸
憶
天
津
｣
と
'
巴
水
を
詠
じ
る
と
い
う
よ
-
'
滑
水

･
天
津
橋
と

い
う
長
安

･
洛
陽
の
風
景
が
眼
前
に
重
な
っ
て
-
る
棟
が
措
か
れ
て
い

る
等
｡

｢
呉
郡
詩
右
記
｣

(巻
六
十
八

二
九

一
六
)
に
は
'
自
居
易
は
十

四
･
五
歳
の
時
に
杭
州

･
蘇
州
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
-
'
普
時
の
杭
州

刺
史
房
濡
復
'
蘇
州
刺
史
書
魔
物
に
憧
れ
を
抱
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
｡
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㊨

｢
重
滑
｣

(実
動
鮎
校

『
元
棋
集
』

雀
二
十
二

1
九
八
二
年

中

華
書
局
)

㊥

｢
代
官
薪
女
胎
諸
妓
｣

(奄
二
十

一
三
八
二
)
'
｢
代
謝
好
答
雀
員

外
｣
(巻
十
九

1
三
〇

l
)
､
｢
湖
上
酔
中
代
講
妓
寄
厳
郎
中
｣
(巻
二

十

一
三
九
七
)

㊥

施
塾
存

｢
自
居
易
詞
排
｣
(『
詞
学
』
第
六
輯

一
九
八
八
年
七
月

華
東
師
範
大
挙
出
版
社
)

㊧

王
書
奴
編

『
中
開
娼
妓
史
』

(
一
九
八
八
年

上
海
三
聯
書
店

近

代
名
籍
重
刊
)

㊥

l
九
八
四
年

C
O
L
U
M
B
IA
U
N
ZV
E
R
S
Z
T
Y

P
R
E

S
S

㊥

白
楽
天
任
杭
州
刺
史
'
摘
妓
遠
洛
'
後

却
追

回
盛
唐

'
故

劉
高
錫
有

詩
答
日

｢
其
郡
盛
唐
蘇
中
小
'
憶
君
涙
染
石
橋
裾
｣

㊥

｢
楽
天
寄
憶
善
遊
困
作
報
白
君
以
答
｣
(『劉
南
錫
集
寒
鐙
』
外
集
巻

二
)

㊥

｢
劉
蘇
州
寄
醸
酒
精
米
李
斯
東
寄
楊
柳
枝
舞
砂
偶
因
嘗
酒
試
診
軌
成

長
旬
寄
謝
之
｣
(巻
三
十
二

三
二
二
三
)

105

塀
詞
へ
の
目
覚
め

(中
)


