
『障
害
』
文
学
侍
の
人
び
と

-

晴
代
の
南
朝

由
来
の
文
人
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
-

原

田

直

枝

南
山

大草

文
学
史
研
究
に
お
い
て
､
誰
も
が
知

っ
て
い
る
よ
う
な
顕
著
な
存

在
'
個
性
的
な
輝
き
を
放
つ
特
定
の
人
物

･
作
品
に
つ
い
て
検
討
す

る
の
は
､
も
ち
ろ
ん
重
要
な
務
め
の

一
つ
で
あ
る
が
､
も
う

一
つ
､

後
世
の
者
に
と
っ
て
は
な
か
な
か
関
心
の
野
象
に
な
り
に
-
-
､
無

名
に
等
し
い
よ
う
な
人
々
で
あ

っ
て
も
'
昔
時
に
お
い
て
は
注
目
を

浴
び
た
-
'
話
題
を
呼
ん
だ
-
し
た
'
と
い
う
よ
う
な
存
在
に
光
を

首
て
て
み
る
､
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

①

う
か
｡
特
に
そ
れ
は
'
或
る

一
定
の
時
期
の
文
学
の
動
向
を
把
握
し

よ
う
と
す
る
場
合
'
必
要
で
あ
-
'
ま
た
有
数
な
方
法
な
の
で
は
な

か
ろ
う
か
｡
本
稿
は
'
こ
の
線
測
に
も
と
づ
い
て
､
晴
代
に
お
け
る

南
朝
出
身
者
た
ち
に
よ
る
文
学
の
情
況
を
槍
謹
L
t
南
北
分
裂
の
統

『惰
書
』
文
筆
侍
の
人
び
と

(原
田
)

②

一
に
よ
っ
て

一
つ
の
舞
壷
で
動
き
始
め
た
南
北
文
風
交
流
の
新
段
階

に
つ
い
て

一
考
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
｡

一

南
北
朝

･
惰

･
唐

良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
'
精
と
い
う
時
代
の
特
徴
は
､
久
々

の
統

一
王
朝
と
い
う
こ
と
に
関
わ

っ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

歴
史
的
に
'
観
音
南
北
朝
と
い
う
長
期
に
わ
た
る
分
裂
の
時
代
と
'

世
界
に
名
を
知
ら
れ
る
大
帝
国
を
誇

っ
た
唐
と
の
輯
換
鮎
に
位
置
す

る
､
そ
の
わ
ず
か
三
十
八
年
間
の
王
朝
の
情
況
を

二
言
で
表
す
の
は

結
構
難
し
い
｡
そ
ん
な
中
で
､
宮
崎
市
走

『階
の
腸
帝
』
の

一
棟
は
'

お
お
ま
か
な
よ
う
で
'
賓
は
わ
か
-
や
す
い
評
で
あ
る
と
思
う
｡

-

情
は
文
帝
の
時
代
､
南
北
を
統

一
し
た
必
然
の
結
果
で
も

あ
る
が
'
種
々
の
新
し
い
政
策
を
賓
施
し
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
れ

は
後
の
唐
に
引
き
つ
が
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
し
か
し
新
し

い
制
度
は
始
ま

っ
た
が
､
人
物
の
ほ
う
は
ま
だ
奮
態
依
然
た
る
も

の
が
あ

っ
た
｡
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こ
こ
に
言
う

｢新
し
い
政
策
｣
｢新
し
い
制
度
｣
を
牽
引
す
る
の
は
､

隔
朝
の
母
健
を
成
す
と
こ
ろ
の
北
朝
出
自
の
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
は

周
知
の
通
-
｡

一
方
ま
た
'
｢奮
態
依
然
｣
で
あ

っ
た
の
は
､
北
朝

出
身
者
も
南
朝
出
身
者
も
と
も
に
そ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
何
し

ろ
､
時
代
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ

っ
た
第
二
代
皇
帝
揚
帝
で
さ
え

｢(楊

ヽ
ヽ
ヽ

帝
は
)
南
北
朝
時
代
の
混
乱
し
た
歴
史
に
結
末
を
つ
け
た
古
い
型
の

天
子
で
あ

っ
た
｣
(前
掲
書
､
傍
郡
は
論
者
)
と
評
さ
れ
て
い
る
の
だ

か
ら
｡

こ
れ
を
文
学
に
雷
て
は
め
て
考
え
て
み
よ
う
｡
｢奮
い

(古
い
)｣

時
代
を
引
き
ず
っ
た
人
々
が
作
-
出
し
た
文
学
に
は
'
や
は
-
新
し

-
な
-
き
れ
ず
に

｢奮

(古
)｣
な
る
要
素
が
色
濃
-
反
映
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
人
間
の
饗
化
は
'
じ
つ
-
-
と
時
間
を
か
け
て
'

自
分
自
身
も
忘
れ
た
頃
に
気
づ
-
こ
と
が
多
い
｡
後
世
か
ら
見
て

｢歴
史
の
轄
換
鮎
は
こ
こ
だ
っ
た
｣
と
直
切
ら
れ
る
瞬
間
が
'
す
な

わ
ち
そ
の
時
を
生
き
る
人
び
と
に
と
っ
て
何
ら
か
の
自
覚
を
伴
う
よ

う
な

｢直
切
り
目
｣
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
劇
的
な
こ
と
は
､
稀
有

だ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
個
々
が
自
覚
し
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
起
こ
-

始
め
た

｢時
代
の
饗
化
｣
の
大
き
な
う
ね
-
に
'
人
そ
れ
ぞ
れ
が
そ

れ
ぞ
れ
の
形
で
巻
き
込
ま
れ
'
や
が
て
封
癒
し
て
ゆ
-
過
程
が
'
さ

ま
ざ
ま
な
形
で
も
っ
て
表
出
さ
れ
る
｡
文
学
も
､
そ
う
い
っ
た
過
程

か
ら
生
れ
る
産
物
の
1
つ
に
数
え
得
る
｡

徐
々
に

｢新
し
い
｣
方
向
に
動
き
だ
し
､
｢南
北
統

こ

の
形
に

向
か
い
始
め
た
よ
う
に
見
え
る
政
策
や
制
度
な
ど
政
治
の
枠
組
み
が
'

③

賓
は
そ
う
易
々
と
改
ま
ら
な
か
っ
た

晴

代
'
文
学
の
場
面
に
お
い
て

も
'
混
沌
と
し
た
情
況
は
解
消
さ
れ
ず
に
い
た
｡
現
在
へ
隔
代
の
文

学
を
も
っ
て
'
｢隔
唐
文
学
｣
と
､
次
に
乗
る
唐
代
の
文
学
潮
流
の

出
費
鮎
と
し
て
関
係
づ
け
る
場
合
も
あ
れ
ば
'
本
稿
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
､
｢観
音
南
北
朝
文
学
｣
の
最
終
到
着
鮎
と
し
て
前
の
時
代

④

に
関
係
づ
け
る
場
合
も
あ
-

'

ど
ち
ら
に
も
定
ま
-
そ
う
に
無
い
の

は
､
こ
の
時
期
'
南
朝
由
来
の
も
の
と
､
北
朝
由
来
の
も
の
と
が
､

雑
然
と
し
て
溶
け
合
わ
ぬ
ま
ま
'
お
互
い
格
別
な
壁
化
を
遂
げ
ぬ
ま

ま
共
存
し
て
い
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
こ
の
時
期
､
南

朝
系
の
人
々
も
北
朝
系
の
人
々
も
時
代
の
新
た
な
息
吹
に
さ
ら
さ
れ
'

蟹
化
を
膿
験
し
た
の
は
同
様
だ
が
'
そ
れ
ぞ
れ
が
受
け
継
ぐ
背
景
に

よ
っ
て
'
新
し
い
時
代
の
下
で
の
在
り
方
に
も
相
違
が
出
て
-
る
の

は
'
首
然
と
言
っ
て
よ
い
｡
両
者
の
う
ち
'
本
論
で
は
'
政
治
的
に
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言
わ
ば

｢組
み
込
ま
れ
て
ゆ
-
｣
側
に
立
っ
た
南
朝
由
来
の
人
び
と

に
焦
鮎
を
普
て
､
彼
ら
が
新
た
な
時
代
情
況
に
ど
う
野
廃
し
'
そ
の

中
で
自
ら
が
受
け
継
い
だ
文
学
侍
枕
を
ど
う
馨
拝
し
た
の
か
を
探
る

の
で
あ
る
が
､
こ
の
よ
う
な
関
心
を
持
っ
て
晴
代
文
学
を
見
渡
そ
う

と
す
る
と
き
に
'
『楕
書
』
文
学
博
は
非
常
に
興
味
深
い
材
料
と
な

る
｡
次
に
､
『惰
書
』
並
び
に
そ
の

｢文
学
博
｣
成
立
の
背
景
を

一

渡
-
確
認
し
っ
つ
'
そ
の
理
由
を
明
確
に
し
て
み
よ
う
｡

二

『楕

書
』
文

学

俸

周
知
の
通
-
､
正
史
は
､
普
該
の
時
代
を
椎
承
し
た
勝
朝
が
責
任

編
纂
す
る
も
の
で
'
普
然
'
そ
の
直
前
の
時
代
の
雰
囲
気
を
リ
ア
ル

に
博
え
る
と
い
う
額
面
通
-
の
役
割
を
果
た
す
ば
か
-
で
は
な
-
､

新
王
朝
の
方
針
､
志
向
す
る
と
こ
ろ
を
天
下
に
知
ら
し
め
る
と
い
う

役
割
を
も
果
た
す
｡
正
史
の
中
に
立
て
ら
れ
る

｢文
学
俸
｣
や

｢文

苑
侍
｣
も
例
外
で
は
な
い
｡
『障
害
』
が
編
纂
さ
れ
た
七
世
紀
前
半
'

唐
初
は
'
唐
王
朝
に
よ
っ
て
こ
れ
に
先
立
つ
晋
南
北
朝
各
王
朝
の
正

史
編
纂
が
組
織
的
に
進
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
り
'
編
纂
さ
れ
た
各
書

か
ら
は
'
前
代
の
各
王
朝
に
封
す
る
唐
王
朝
側
の
評
債
'
新
王
朝
と

『隔
書
』
文
学
博
の
人
び
と

(原
田
)

の
関
連
づ
け
等
の
意
識
を
窺
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
そ
れ
に
し
て

も
､
特
に

『惰
書
』
な
ど
は
'
編
纂
時
鮎
を
遡
る
こ
と
わ
ず
か
二
'

三
十
年
前
に
終
わ
っ
た
時
代
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
か
ら
､
も
と

づ
い
た
情
報
の
新
し
さ
､
時
間
の
経
過
に
伴
う
撃
改
の
少
な
さ
に
お

い
て
､
晴
代
に
関
す
る
他
の
史
料
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
強
み
が
あ

る
｡
そ
の

｢文
学
博
｣
に
は
､
晴
代
文
学
に
関
す
る
'
ど
の
よ
う
な

情
報
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡

さ
て
､
北
朝
文
学
に
限
ら
ず
､
南
朝
の
文
学
に
つ
い
て
も
､
各
代

ご
と
そ
の
特
長
を
整
理
さ
れ
て
い
る
各

｢文
学
俸
｣
｢文
苑
侍
｣
は
､

編
者
た
ち
の
文
学
に
関
す
る

｢見
識
｣
ま
た
､
編
纂
昔
時
の
文
学

観

･
文
学
史
観
を
知
る
億
と
な
る
が
t
と
-
わ
け
'
そ
う
し
た

｢見

識
｣
を
明
白
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
､
侍
の
冒
頭
に
掲
げ

ら
れ
た

｢序
｣
や
博
末
に
附
さ
れ
た

｢論
｣
に
お
い
て
で
あ
る
｡
こ

こ
に
､
唐
以
前
に
成
立
し
た
も
の
も
含
め
て
'
魂
晋
南
北
朝
に
関
す

る
正
史

(｢文
学
俸
｣
｢文
苑
倦
｣
云
兄
の
便
に
よ
-
'
『後
漢
書
』
も
含
め

て
あ
る
)

の
編
纂
塘
富
者
'
成
立
時
期
と
'
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る

｢文
学
俸
｣
も
し
-
は

｢文
苑
博
｣
の
有
無
'
そ
の

｢序
｣
｢論
｣
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書
名
下
の
*
印
は
奉
赦
技
で
あ
る
こ
と
を
示
す
｡

の
有
無
を
整
理
し
て
み
る
と
'
上
謁
の
表
の

よ
う
に
な
る
｡

表
に
し
て
み
る
と
わ
か
る
通
-
､
成
立
の

時
期
が
早
い

『後
漢
書
』
や

『南
奔
書
』
で

は

｢序
｣
は
冠
せ
ら
て
お
ら
ず
､
『帽
書
』

と
同
じ
-
唐
初
に
成
立
し
た
､
後
沓
史
書
の

｢文
学
俸
｣
｢文
苑
俸
｣
に
至
っ
て
慣
例
化

･-

し
た
よ
う
で
あ
る

｡

そ
の
推
移
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
は
と
も
か
-
､
『晴
書
』
文
学
俸
編

纂
の
方
針
､
立
俸
人
物
を
選
ん
だ
基
準
を
知

る
た
め
に
は
'
や
は
-

｢序
｣
に
擦
る
の
が

最
適
だ
ろ
う
｡

｢序
｣
で
は
'
精
に
至
る
ま
で
の
古
代
か

ら
の
文
学
の
流
蟹
が
整
理
さ
れ
'
そ
こ
で
は
､

南
朝
末
期
の
文
風
に
封
す
る
批
判
的
な
論
評

と
､
北
朝
側
文
学
の
成
長
と
そ
れ
を
支
え
る

気
風
へ
の
肯
定
的
な
評
慣
と
が
示
さ
れ
て
お

-
､
唐
初
に
お
け
る
文
学
に
関
す
る
認
識
を
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⑥

解
明
す
る
た
め
の
有
力
な
資
料
と
し
て
着
目
さ
れ
て
い
る

｡

こ
こ
で
､
｢序
｣
の
概
略
を
辿
る
と
'
ま
ず
､
南
北
朝
の
う
ち
で

も
'
梁
の
盛
期
ま
で
に
つ
い
て
は
'
南
の
江
掩
'
沈
約
'
任
防
と
'

①

北
の
温
子
昇
'
邪
子
才
､
親
伯
超
を
並
稀
し
て
'

南
朝

･
北
朝
そ
れ

ぞ
れ
の
文
学
を
互
い
に
括
抗
す
る
関
係
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
論
ず

る
修
は
'
今
や
だ
い
ぶ
有
名
な
の
で
は
な
い
か
｡
そ
し
て
'
梁
の
衰

退
と
と
も
に
簡
文
帝
､
湘
東
王
'
徐
陵
､
庚
信
た
ち
に
よ
る
南
の
文

学
の
風
を

｢洩
｣
｢繁
｣
｢匿
｣
｢彩
｣
｢軽
険
｣
｢情
多
哀
思
｣
な
る

｢亡
国
の
音
｣
と
非
難
し
'
そ
れ
が
北
周
の
江
南
攻
略
に
よ
っ
て
､

北
地
ま
で
席
捲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
t
と
指
弾
し
た
う
え
で
'
そ
れ

⑧

を

一
掃
し
た
の
が
惰
高
租
で
あ
る

t

と
す
る
｡
南
朝
由
来
の
も
の
と

北
朝
由
来
の
も
の
と
｡
性
質
も
浸
透
度
も
異
な
る
両
者
の
間
に
'
ど

の
よ
う
な
折
-
合
い
を
つ
け
'
今
後
の
方
向
と
し
て
い
-
か
｡
過
去

の
流
れ
を
整
理
し
'
晴
代
を
意
義
づ
け
よ
う
と
す
る
議
論
が
展
開
さ

れ
て
い
る
｡

こ
う
し
て

｢序
｣
に
示
さ
れ
た
思
想
に
射
し
て
'
賓
際
に
そ
の
博

に
採
録
さ
れ
て
い
る
文
人
た
ち
の
作
品
､
人
生
は
ど
の
よ
う
に
封
歴

す
る
の
だ
ろ
う
か
｡
採
録
さ
れ
た
文
人
の
活
動
は
'
｢序
｣
の
趣
旨

『障
害
』
文
筆
侍
の
人
び
と

(原
田
)

を
果
た
し
て
謹
し
得
る
も
の
な
の
か
｡

夫
名
刊
史
冊
､
自
古
倣
難
'
事
列
春
秋
､
哲
人
所
重
｡
筆
削
之

士
､
其
慣
之
哉
｡

-

そ
も
そ
も
'
名
前
を
史
書
に
の
こ
す
こ
と
は
昔
か
ら
難
し

い
こ
と
で
あ
-
'
事
跡
を
史
書
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
知
者
の
重

ん
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
歴
史
家
は
こ
の
こ
と
を
心
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡

(
『史
通
』
人
物
篇
)

こ
の
よ
う
に
歴
史
家
が
旨
と
す
る
通
-
'
古
代
中
国
の
士
大
夫
に

と
っ
て
'
正
史
に
名
を
残
す
こ
と
は
､
と
て
も
重
要
な
事
柄
で
あ
っ

た
｡
も
し
､
そ
の
名
を
残
す
場
が
難
博
の
中
で
あ
る
な
ら
'
そ
れ
が

ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
は
'
そ
の

｢序
｣
や

｢論
｣
に
示
さ
れ

た
理
念
に
よ
っ
て
大
き
-
左
右
さ
れ
る
だ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
で
'
歴
代

の

｢文
学
俸
｣
｢文
苑
博
｣
の

｢序
｣
｢論
｣
の
内
容
と
､
そ
の
博
に

収
録
さ
れ
て
い
る
文
人
と
の
封
歴
関
係
に
つ
い
て
'
こ
れ
ま
で
ど
れ

だ
け
注
意
が
排
わ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
｡

文
学
史
を
見
渡
せ
ば
'
正
史

｢文
学
俸
｣
｢文
苑
俸
｣
に
収
録
さ
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れ
な
く
て
も
､

そ
の

｢序
｣
に
名
を
挙
げ
ら
れ
る
文
人
は
多
-
'
後

世
'
そ
の
時
代
の
文
学
情
況
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
例

に
は
'
事
映
か
な
い
｡
｢序
｣
は
そ
の
時
代
の
文
学
全
般
を
蓋
う
存

在
だ
が
､
｢文
学
侍
｣
を
構
成
す
る
文
人
が
関
わ
る
の
は
､
そ
の

一

部
に
過
ぎ
な
い
｡
そ
の
結
果
か
ど
う
か
'
｢文
学
博
｣
｢文
苑
博
｣
本

腰
に
収
録
さ
れ
て
い
る
人
々
に
は
､
後
世
の
文
学
批
評
の
網
の
目
か

ら
'
と
も
す
れ
ば
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
い
そ
う
な
'
あ
え
て
言
え
ば

ヽ
ヽ
ヽ

文
学
史
的
に
地
味
な
例
が
､
少
な
-
な
い
よ
う
に
見
え
る
｡
｢文
学
｣

｢文
苑
｣
の
名
を
冠
さ
れ
る
者
と
'
あ
え
て

｢文
学
｣
の
限
定
を
さ

れ
な
い
者
と
､
ど
こ
で
ど
う
分
か
れ
る
の
か
｡
そ
の
分
岐
難
を
'
文

人
た
ち
の
事
跡
と
作
品
の
検
護
か
ら
探

っ
て
み
る
こ
と
は
'
｢文
学
｣

の
意
味
を
窺
う
こ
と
に
繋
が
る
だ
ろ
う
｡

例
え
ば
､
本
論
で
扱
う

『惰
書
』
文
学
博
の
場
合
'
｢序
｣
に
'

こ
の
侍
に
収
録
さ
れ
る
人
物
に
つ
い
て

｢或
撃
優
而
不
切
'
或
才
高

而
無
貴
仕
､
其
位
可
得
而
卑
､
其
名
不
可
埋
没
｣
と
の
記
述
が
見
え

る
｡
す
な
わ
ち
'
編
者
か
ら

｢晴
代
の
文
学
情
況
を
最
も
代
表
す
る

め
ざ
ま
し
い
存
在
｣
と
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
-
､
｢ま
あ
､
こ

れ
も
残
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
｣
と

い
う
程
度

の
判
断

の
下
に

｢歴
史
に
名
を
残
す
｣
こ
と
に
な

っ
た
人
々
｡
案
の
定
'
彼
ら
の
存

在
は
'
そ
の
後
も
文
学
史
の
輝
-
項
目
に
は
な
-
得
て
い
な
い
も
の

が
多
い
｡
し
か
し
'
今
日
か
ら
振
-
返

っ
て
'
時
代
の
情
況
を
窺

い

知
る
た
め
の
貴
重
な
手
が
か
-
と
な
し
得
る
可
能
性
は
'
見
過
ご
し

に
で
き
な
い
｡
彼
ら
の
作
品
と
庭
世
か
ら
窺

い
知
る
晴
代
の
文
学
の

情
況
は
'
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

三

『晴
書
』
文
学
博
所
収
の
人
々

『帽
書
』
文
学
博
に
'
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
､
次
の
十
七
人

(採
録
順
)
で
あ
る
｡

*
劉
疎

王
穎

荏
候

*
諸
葛
穎

孫
寓
語

王
貞

*虞

縛

*
王
胃

*
庚
日
直

*
藩
徽

杜
正
玄

/

/

常
得

志

ヂ
式

劉
善
経

租
君
彦

孔

徳
紹

劉
斌

一
党
中
､
*
印
を
附
し
て
あ
る
六
人
が

南
朝
出
身
者
で
あ
る
｡
比
率

と
し
て
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
､
北
朝
人
の
う
ち

/
/
印
よ
-
後

の
六
人
の
博
は
非
常
に
短
-
､
こ
れ
を
除
-
と
北
朝
人
も
五
人
と
い

う
こ
と
に
な
-
'
各
人
の
た
め
に
割
か
れ
て
い
る
ス
ペ
ー
ス
は
互
角

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
た
と
え
'
こ
れ
が

｢数
合
わ
せ
｣
だ
と
し
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て
も
'
そ
れ
は
そ
れ
で
､
｢南
と
北
と
か
ら
同
数
を
採
用
し
て
'
編

纂
者
た
ち
が
そ
の
隻
方
に
封
し
て
公
平
に
見
て
い
る
｣
と
い
う
態
度

を
示
す
必
要
が
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡

六
人
の
経
歴
を
見
る
と
､
晴
に
入
る
ま
で
の
経
歴
は
二
通
-
に
整

理
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
'
梁
代
生
れ
の
劉
疎

(梁
武
帝

大
通
元
年
-
暗
闘
皇
十
八
年
'
五
二
七
-
五
九
八
)
が
梁
1
北
周
1
惰
'

諸
葛
穎

(梁
武
帝
大
同
元
年
-
隔
大
業
八
年
'
五
三
五
-
六

一
二
)
が
梁

1
北
斉
1
北
周
1
帽
'
と
と
も
に
北
朝
の
政
権
の
下
に
入

っ
た
時
期

が
早
い
｡
残
る
虞
緯

(陳
文
帝
天
幕
二
年
-
惰
大
業
十
年
､
五
六

一
-
六

一
四
)'
王
胃

(陳
武
帝
永
走
二
年
-
指
大
業
九
年
'
五
五
八
-
六

一
三
)へ

庚
日
直

(?
-
六

1
八
)､
播
徴

(-
-
惰
大
業
九
年
'
?
-
六

二
二
)

の
四
人
は
､
陳
代
生
ま
れ
で
'
陳
が
攻
略
さ
れ
て
後
､
隅
に
入

っ
た
｡

そ
し
て
階
に
入

っ
て
後
の
事
跡
を
見
る
と
､
い
ず
れ
も
が
揚
帝
と
の

関
わ
り
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
が
大
き
-
左
右
さ
れ
､
腸
帝
宮

廷
の
詩
壇
を
賑
わ
し
た
文
人
た
ち
､
と
い
う
側
面
が
強
い
こ
と
は
'

否
め
な
い
｡

例
え
ば
'
北
地
生
活
の
長
い
諸
葛
頴
の
場
合
は
'
北
周
に
は
出
仕

せ
ず
門
を
閉
ざ
し
て
い
た
と
こ
ろ
'
晋
王
贋
す
な
わ
ち
後
の
揚
帝
に

『惰
書
』
文
筆
博
の
人
び
と

(原
田
)

引
き
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

と
ぎ

周
武
帝

斉
を
平
ら
げ
'
調
す
る
を
得
ず
､
門
を

杜

し

て
出
で

ざ
る
者
十
鎗
年
｡
周
易
'
園
繰
､
倉
､
雅
'
荘
'
老
を
習
い
､
頗

も
と

る
其
の
要
を
得
､
晴
耕
に
し
て
俊
才
有
-
｡
晋
主
席
素
よ
-
其
の

名
を
聞
き
､
引
き
て
参
軍
事
と
為
し
､
記
室
に
稗
ず
｡
王

太
子

と
為
る
に
及
び
'
薬
戒
藍
に
除
す
｡
暢
帝
即
位
L
t
著
作
都
に
遣

る
'
甚
だ
親
倖
せ
ら
る
｡
(周
武
帝
平
斉
､
不
得
調
'
杜
門
不
出
者
十

僚
年
｡
習
周
易
'
蹴
繰
､
倉
､
雅
､
荘
'
老
'
頗
得
其
要
｡
清
掃
有
俊
才
'

晋
王
廉
素
聞
其
名
､
引
為
参
軍
事
､
特
記
室
o
及
王
寅
太
子
'
除
薬
戒
監
｡

揚
帝
即
位
､
連
著
作
郎
'
甚
見
親
倖
)

ま
た
'
陳
か
ら
情
に
入

っ
た
場
合
も
'
早
-
か
ら
晋
王
贋
の
周
連
で

引
き
立
て
ら
れ
た
記
録
が
見
え
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

陳
亡
び
'
閲
に
入
-
'
調
す
る
を
得
ず
｡
晋
王
贋
之
を
聞
き
､

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

引
き
て
学
士
と
為
す
.
大
業
初
､
著
作
佐
郡
を
授
-
｡
自
直
属
文

を
解
し
'
五
言
詩
に
於
て
尤
も
善
し
｡
(陳
亡
'
入
関
'
不
得
調
｡
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晋
王
贋
聞
之
'
引
馬
学
士
｡
大
業
初
'
授
著
作
佐
郎
0
日
直
解
属
文
'
於

五
言
詩
尤
善
)

-

庚
日
直

陳
亡
ぶ
に
及
び
､
晋
王
贋
引
き
て
学
士
と
為
す
｡
大
業
初
､
韓

じ
て
秘
書
学
士
と
鵠
-
'
詔
を
奉
じ
て
秘
書
郎
虞
世
南
'
著
作
佐

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

郎
庚
日
直
等
と
長
洲
玉
鏡
等
書
十
幹
部
を
摸
す
｡
縛
の
筆
削
す
る

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

つい

所
'
帝
未
だ
嘗
て
稀
善
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
'
而
し
て
官
は
寛
に
遣

ら
ず
.
(
及
陳
亡
へ
晋
王
贋
引
鵠
学
士
｡
大
業
初
'
特
番
秘
書
学
士
へ
奉

詔

輿
秘
書
郎
虞
世
南

'
著
作
佐
郎
庚
日
直
等
撰
長
洲
玉
鏡

等
書
十
鎗
部
.

纏

析
筆
削
､
帝
末
嘗
不
稀
善
'
而
官
克
不
遷
｡
)

-

虞
緯

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

陳
滅
ぶ
に
及
び
'
晋
王
廉
引
き
て
学
士
と
為
す
｡
仁
蕎
末
'
劉

方
の
林
邑
を
撃
つ
に
従
い
､
功
を
以
て
帥
都
督
を
授
-
｡
大
業
初
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

著
作
佐
郎
と
為
り
'
文
詞
を
以
て
腸
帝
の
重
ん
ず
る
所
と
為
る
｡

(及
陳
滅
'
管
玉
贋
引
鵠
学
士
.
仁
語
末
'
従
劉
方
撃
林
呂
へ
以
功
授
帥

都
督
｡
大
業
初
､
薦
著
作
佐
郎
'
以
文
詞
馬
揚
荷
所
重
)

-

王
胃

こ
れ
は
'
｢文
学
俸
｣
所
収
の
北
朝
系
の
人
々
の
経
歴
と
'
ち
ょ

っ
と
し
た
封
照
を
成
す
｡
す
な
わ
ち
'
｢文
学
博
｣
に
収
録
さ
れ
る

北
朝
系
の
人
々
は
､
大
半
が
暢
帝
と
縁
遠
い
位
置
に
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
王
頬

(西
魂
大
統
十
七
年
-
仁
蕃
四
年
へ

五
五
l
～
六
〇
四
)
は
､
文
帝
時
代
に
は
園
子
博
士
を
授
け
ら
れ
た

-
も
し
た
が
､
間
も
な
-
職
を
解
か
れ
て
漠
王
楊
諒
の
下
に
配
さ
れ
､

王
の
謀
反
を
董
策
し
た
挙
句
に
'
敗
死
し
た
人
物
で
あ
る
L
t
北
朝

系
の
中
で
も
し
っ
か
り
し
た
出
自
を
持
つ
荏
傭

(仁
書
中

(六
〇

一-

⑲

六
〇
四
)､
七
十
二
歳
で
卒

)

は
'
帽
に
入

っ
て
か
ら
は
越
囲
公
楊
素

に
請
わ
れ
て
娘
を
公
子
に
嫁
が
せ
る
な
ど
'
も

っ
ぱ
ら
楊
素
の
周
連

で
過
ご
し
た
｡
諸
王
の
身
の
上
が
不
安
定
だ
っ
た
晴
代
に
は
､
諸
王

に
仕
え
る
者
た
ち
も
災
禍
に
巻
き
込
ま
れ
る
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と

で
知
ら
れ
る
が
､
王
頬
と
同
じ
-
漠
王
に
配
さ
れ
た
ヂ
式
も
や
は
り

敗
死
'

一
万
㌧
秦
王
の
官
屠
と
な
っ
た
常
得
志
､
そ
し
て
斉
王
場
味

の
下
で
長
-
仕
え
た
が
'
機
を
見
て
辞
職
し
た
孫
寓
毒
､
王
貞
は
'

寿
命
を
全
う
し
て
い
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
地
方
官
と
な
っ
た
租
君
彦
'
孔

徳
招
､
劉
斌
は
'
い
ず
れ
も
終
わ
-
を
全
う
で
き
ず
に
い
る
｡

辛
う
じ
て
､
中
央
に
身
を
置
い
て
､
揚
帝
に
近
い
と
こ
ろ
で
活
動

し
た
こ
と
が
線
想
さ
れ
る
の
は
､
杜
正
玄
､
劉
善
経
の
二
人
だ
け
で
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あ
る
｡
こ
の
二
人
こ
そ
は
'
｢文
学
俸
｣
の
名
か
ら
直
ち
に
想
定
さ

れ
る
収
録
要
件
を
満
た
す
事
例
'
｢文
学
博
｣
に
入
る
べ
-
し
て
入

っ
た
例
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
｡
と
い
う
の
も
'
本
俸
に
よ
れ
ば
'

劉
善
経
に
は

『四
聾
指
輪
』

1
巻
が
あ
り
'
ま
た
杜
正
玄
に
附
博
さ

れ
る
弟

･
杜
正
蔵
に
は

『文
章
髄
式
』
が
あ
っ
た
｡
文
学
史
上
､
韻

⑪

律
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
と
さ
れ
る
こ
の
時
期

､

そ
の
方
面
の
著
作

に
関
わ
り
を
持
つ
両
者
が
選
ば
れ
て
い
る
の
は
う
興
味
深
い
｡

長
-
な
っ
た
が
'
こ
う
し
て
見
る
と
､
ほ
と
ん
ど
が
揚
帝
に
結
び

つ
-
経
歴
を
持
つ
南
朝
系
の
六
人
が
､
｢文
学
侍
｣
の
ス
ペ
ー
ス
半

分
を
占
め
る
の
に
は
､
そ
れ
な
-
の
意
味
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
｡
揚

帝
は
'
自
身
で
作
っ
た
詩
文
も
多
数
で
'
北
朝
風
と
南
朝
風
の
間
を

ゆ
-
'
猫
特
の
文
風
を
示
す

一
方
で
､
そ
の
身
遠
に
華
美
な
文
学

･

⑲

文
化
を
せ
っ
せ
と
近
づ
け
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
'
そ
れ
を
支
え
た

と
お
ぼ
し
き
人
々
が
こ
こ
に
ぞ
ろ
-
と
顔
を
そ
ろ
え
て
い
る
こ
と
に

な
る
｡

話
を
南
朝
系
六
人
の
上
に
絞
ろ
う
｡
こ
の
六
人
の
作
品
で
現
存
す

る
も
の
を
'
ジ
ャ
ン
ル
で
見
る
と
'
文
は
'
王
胃
に

｢臥
疾
開
海
簡

『帽
書
』
文
学
侍
の
人
び
と

(原
田
)

帳
法
師
詩
序
｣
⊥
篇
､
播
徴
に

｢述
思
賦
｣
(開
)
｢難
親
藩
敬
字

議
｣
｢韻
纂
序
｣
(二
篇
と
も
本
俸
所
収
)
三
篇
､
虞
纏
に

｢大
鳥
銘
｣

一
篇

(本
俸
所
収
)
が
あ
る
の
み
で
'
劉
藻
､
諸
葛
穎
'
庚
日
直
は

ゼ
ロ
で
あ
る

(巌
可
均

『全
上
古
三
代
秦
漠
三
園
六
朝
文
』)
｡

一
方
､
詩

で
は
分
量
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
'
相
首
な
数
が
残
っ
て
い
る

(遠
鉄
立

『先
秦
漢
観
音
南
北
朝
詩
』)
｡
詩
以
外
の
作
品
で
逸
し
た
も

の
が
あ
る
可
能
性
を
考
慮
し
て
も
'

｢日
直
解
属
文
､
於
五
言
詩
尤

善
｣
と
本
俸
中
で
五
言
詩
の
才
能
を
構
え
ら
れ
る
庚
日
直
を
は
じ
め
'

概
し
て

｢文
学
博
｣
所
収
南
人
た
ち
は
'
文
よ
-
は
詩
に
お
い
て
評

債
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡

(

一

)

劉

藻

劉
藻
は
､
そ
の
生
卒
年

(前
掲
)
か
ら
も
わ
か
る
通
-
'
｢文
学

俸
｣
所
収
の
他
の
南
朝
由
来
の
人
々
よ
-
前
の
世
代
に
屠
す
る
存
在

で
'
梁
か
ら
北
周
を
経
て
階
へ
入
っ
た
そ
の
経
歴
を
見
る
と
､
む
し

ろ
北
周
の
代
で
亡
-
な
っ
た
庚
信

(五
一
三
-
五
八
一
年
)
や
王
褒

(生
卒
年
未
詳
)
に
近
い
｡
賓
際
'
庚
信
の
集
に
は
､
劉
藻
に
和
し

た

｢和
劉
儀
同
藻
｣
｢預
麟
祉
殿
校
書
和
劉
儀
同
｣
と
い
う
詩
二
首
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が
見
え
る
｡

本
俸
の
記
述
に
よ
る
と
､
情
に
入
っ
て
後
は
､
陳
攻
略

に
従
っ
て
､
文
翰
を
典
っ
た
と
あ
る
が
'
そ
の
人
と
な
-
に
関
し
て

は

｢
(榛
)
吏
幹
無
-
'
又
た
性
快
惚
｣
｢疎
放
｣
と
い
う
形
容
が
な

さ
れ
て
い
る
｡
後
述
の
'
｢文
筆
俸
｣
所
収
の
面
々
に
共
通
す
る

｢品
格
不
足
｣
ぶ
-
と
い
う
線
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
'
劉
氏
も
本
首

の
髪
わ
-
者
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
､
或
い
は
'
階
に
入
っ

て
後
'
身
を
守
る
た
め
の
一
種
の
輯
晦
で
あ
っ
た
可
能
性
も
無
-
は

無
い
と
思
う
｡

現
存
す
る
作
品
は
'
五
言
の

｢河
連
枯
樹
詩
｣
(『文
苑
英
華
』
巻

三
二
六

｢花
木
｣)
一
篇
だ
け
で
､
詳
し
い
制
作
の
時
期
や
背
景
は
不

明
で
あ
る
｡
冒
頭
句

｢春
樹
臨
芳
渚
､
半
死
若
龍
門
｣
に
始
ま
-
'

｢疾
風
躍
動
葉
'
沙
岸
段
盤
根
｣
と
'
厳
し
い
時
世
､
環
境
に
傷
つ

き
､
死
に
膿
の
枯
樹
の
様
子
が
歌
わ
れ
る
｡
そ
し
て
'
も
は
や
昔
日

の
生
気
を
回
復
で
き
な
い
､
老
い
の
姿
を
嘆
い
て
終
わ
る

(無
復
凌

雲
勢
'
窒
鎗
激
浪
痕
｡
可
嵯
推
折
蓋
､
歪
得
上
河
源
)｡
枯
樹
に
人
間
の

老
い
を
重
ね
歌
う
'
こ
の
詩
の
内
容
か
ら
す
る
と
､
劉
藻
晩
年
'
晴

代
の
作
品
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡

(

二

)

諸

葛

穎

六
人
の
中
で
､
現
在
ま
と
ま
っ
た
分
量
の
作
品
が
見
ら
れ
る
の
は
'

諸
葛
穎
'
王
胃
の
二
人
で
'
｢文
学
博
｣
所
収
の
佃
の
文
人
に
比
べ

て
晴
代
の
作
家
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
｡

諸
葛
頴
は
'
単
行
の
詩
や
文
の
他
'
そ
の
著
作
と
し
て

｢壁
駕
北

巡
記
三
巻
､
幸
江
都
道
里
記

一
巻
'
洛
陽
古
今
記

一
巻
､
馬
名
録
二

⑲

巻
｣
及
び

｢集
二
十
巻
｣
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

｡

な
お
'
唐
代
に
な

る
と
'
『惰
書
』
経
籍
志
に
お
い
て
は
撰
者
未
詳
で
若
緑
さ
れ
て
い

る

｢玄
門
富
海

一
百
二
十
巻
｣
(子
部
雑
家
類
)､
｢准
南
王
食
経
井
目

百
六
十
五
巻
｣
(子
部
嘗
方
類
)
の
撰
者
と
し
て
名
を
奉
げ
ら
れ
て
い

る

(『新
唐
音
』
経
籍
志
'
『膏
唐
書
』
斐
文
志
)
｡
こ
れ
は
'
本
俸
に

｢習
周
易
､
園
緯
'
倉
､
雅
､
荘
､
老
､
願
得
其
要
｣
と
記
さ
れ
る

博
識
ぶ
り
と
も
合
致
L
t
惰
か
ら
そ
う
遠
-
な
い
頃
に
は
'
そ
う
し

た
博
識
を
要
す
る
よ
う
な
著
述
を
成
し
得
る
人
物
と
し
て
受
け
と
め

ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
｡

詩
で
は
'
｢奉
和
御
製
月
夜
観
星
示
百
僚
詩
｣
｢奉
和
方
山
霊
巌
寺

療
敦
詩
｣
｢奉
和
出
穎
至
准
歴
令
詩
｣
｢奉
和
通
衛
建
燈
鷹
令
詩
｣
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｢既
得
微
雨
東
来
磨
令
詩
｣
｢春
江
花
月
夜
｣
と
計
六
篇
が
存
す
る
｡

そ
の
う
ち
制
作
時
期
推
定
の
根
標
を
閲
-

｢賦
得
微
雨
束
来
歴
令

詩
｣
を
除
-
五
篇
す
べ
て
入
隅
後
の
作
と
推
定
さ
れ
る
｡

揚
帝

｢春
江
花
月
夜
｣
に
和
し
た
と
さ
れ
る

(
『楽
府
詩
集
』
巻
四⑯

七
)
同
題
の
五
言
四
句
は
'
率
直
で
平
明
だ
と
許
さ
れ
る
揚
荷
の
作

に
呼
癒
す
る
よ
う
に
､
諸
葛
頴
の
作
も
'

1
見
し
て
美
的
で
わ
か
り

や
す
い
｡

張
帆
渡
柳
浦

結
撹
際
梅
洲

月
色
合
江
樹

花
影
覆
船
模

帆
を
張
-
て
柳
浦
を
渡
-

茂
を
結
ん
で
梅
洲
に
陰
る

月
色

江
樹
を
含
み

花
影

船
種
を
覆
う

高
樹
粛
清
陰

星
月
満
弦
夜

燦
欄
還
相
臨

連
珠
欲
東
上

圏
扇
漸
西
沈

澄
水
含
斜
漠

俺
樹
陰
横
参

時
間
迭
鳶
析

屡
見
続
枝
禽

聖
情
記
除
草

振
玉
復
鳴
金

つつし

高
樹

清
陰
に
粛

む

星
月

鼓
の
夜
に
満
ち

ま

燦
欄
と
し
て
還
た
相
臨
む

連
珠

束
の
か
た
上
ら
ん
と
欲
し

園
扇

漸
-
西
の
か
た
沈
む

澄
水

斜
漠
を
含
み

修
樹

横
参
を
隠
す

時
に
蓮
華
の
栃
を
聞
き

し.まし
ぎ

嵐

.続
枝
の
禽
を
見
る

聖
情

幹
事
を
記
し

玉
を
振
い
て
復
た
金
を
鳴
ら
す

45

｢奉
和
御
製
月
夜
観
星
示
百
僚
詩
｣
五
言
十
四
句
は
'
題
名
か
ら
わ

か
る
通
-
'
楊
帝

｢月
夜
観
星
詩
｣
に
奉
和
し
た
作
品
で
あ
る
｡
他

に
'
帯
環
'
衰
慶
'
虞
世
南
に
'
そ
れ
ぞ
れ
奉
和
の
作
品
が
あ
る
｡

い
ず
れ
も
､
南
朝
出
身
の
人
々
で
あ
る
｡

帯
磁
紳
居
遠

軽
修
と
し
て
紳
居
遠
-

粛
修
更
漏
深

粛
修
と
し
て
更
漏
探
し

薄
煙
浄
造
色

薄
煙

造
色
を
浄
め

『帽
書
』
文
学
博
の
人
び
と

(原
田
)

｢更
漏
｣
｢星
月
｣
｢連
珠
｣
｢圏
扇
｣
｢斜
漠
｣
｢横
参
｣
な
ど
､
月

夜
の
天
空
を
連
想
さ
せ
る
縁
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
腸

帝
の
詩
'
他
の
奉
和
作
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
強
い
て
言
え

ば
'
｢圏
圏
と
し
て
素
月
浄
-
､
修
修
と
し
て
夕
景
活
し
｡
谷
泉

暗
石
に
驚
き
'
松
風

夜
聾
を
動
か
す

(囲
囲
素
月
揮
､
備
備
夕
景
清
｡

谷
泉
驚
暗
石
'
松
風
動
夜
聾
)｣
と
い
う
出
だ
し
で
始
ま
る
揚
帝
の
詩

が
､
も

っ
て
回

っ
た
典
故
も
少
な
-
､
五
人
の
作
品
の
う
ち
で

1
番
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素
直
な
言
葉
使

い
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
｡

他
に

｢奉
和
方
山
量
巌
寺
席
数
詩
｣
｢奉
和
通
衝
建
燈
癒
令
詩
｣

も
'
そ
れ
ぞ
れ
揚
帝

｢諸
方
山
霊
厳
寺
詩
｣
｢正
月
十
五
日
干
通
衝

建
燈
夜
升
南
模
詩
｣
に
奉
和
し
た
も
の
と
見
ら
れ
'
と
も
に

『鹿
弘

明
集
』
巻
三
〇
に
収
録
さ
れ
る
｡
ま
た
'
｢奉
和
出
穎
至
准
癒
令
詩
｣

に
は
'
南
朝
出
身
の
虞
世
南
､
北
朝
系

の
察
允
恭
､
孔
執
恭
に
同
題

の
詩
が
あ
る
｡

渉
穎
倦
好
適

浮
涯
欣
通
直

造
村
含
水
気

遠
浦
澄
天
色

塞
涛
楕
欲
近

仙
巌
行
可
識

玄
覧
屈
辱
鮮

風
雲
有
鎗
力

頴
を
渉
-
好
適
な
る
に
倦
み

涯
に
浮
び
通
直
な
る
を
欣
ぶ

造
村

水
気
を
含
み

遠
浦

天
色
に
澄
む

I_･･>

塞
清

稽
近
か
ら
ん
と
欲
し

ゆく
ゆく

仙
巌

行

識
る
可
し

つづ

玄
寛

容
餅
を
屠
-

風
雲
に
徐
力
有
-

穎
水
'
湛
水
の
豊
か
な
流
れ
と
河
岸
の
風
景
の
イ
メ
ー
ジ
を
詠
み
､

｢玄
覚
屈
容
節

風
雲
有
除
力
｣
と
､
揚
帝

へ
の
賛
辞
で
結
ぶ
｡
賛

辞
を
挟
む
の
は
'
奉
和

･
歴
令
詩
の
決
ま
り
の
よ
う
な
も
の
だ
が
'

他

の
三
人
に
も

｢欲
知
仁
化
沿
､
詣
歌
満
路
蹄
｣
(秦
)'
｢春
情
欣

過
賞
､
臨
泣
入
准
配
｣
(礼
)
と
い
っ
た
句
が
見
え
る
O

今
日
存
す
る
詩
が
す
べ
て

｢奉
和
｣
の
詩
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
､

何
ご
と
か
を
断
言
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
の
､
諸
葛
穎
自
ら

の
動
機
に
も
と
づ
-
作
品
と
い
う
も
の
が

一
つ
も
博
わ
ら
な
い
の
は
'

揚
帝
か
ら
寵
愛
さ
れ
'
私
生
活
空
間

へ
も
出
入
-
が
許
さ
れ
た

(甚

見
親
倖
､
出
入
臥
内
)
と
記
さ
れ
て
い
る
本
俸
中
の
諸
葛
頴
の
像
と
'

妙
に
符
合
し
て
い
る
｡
今
や
'
真
相
は
知
り
得
な
い
｡
し
か
し
､
諸

葛
頴
を
腸
帝

の
宮
廷
を
舞
蔓
と
し
て
生
き
る
タ
イ
プ
の
文
人
'
腸
帝

の
意
を
迎
え
た
詩
作
を
す
る
文
人
と
し
て
捉
え
る
見
方
は
､
だ

い
ぶ

早
-
か
ら
出
来
上
が

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡

諸
葛
頴
は
ま
た
､
後
に
も
解
れ
る
通
-
'
｢文
学
俸
｣
所
載
の
他

の
南
朝
人
'
王
胃
や
虞
縛
と
も
摩
擦
を
起
こ
し
た
し
､
｢文
学
博
｣

外

の
南
朝
系
文
人
柳
書
と

い
が
み
合

っ
た

(穎
性
編
急
'
輿
柳
菖
毎
相

怒
閲
'
帝
展
喜
怒
之
へ
而
猶
不
止
O
於
後
帝
亦
薄
之
)
こ
と
が
記
さ
れ
る

な
ど
'
言
わ
ば
晴
代
宮
廷
文
学
関
係
者
の
-
ラ
ブ
ル
メ
ー
カ
ー
と
で

も

い
う
べ
き
像
で
も

っ
て
描
か
れ
て
い
る
｡
そ
う

い
う
人
物
が
､
政

権

の
責
任
者
と
し
て
の
揚
帝
に
と

っ
て
'
ま
と
も
な
慣
値

の
あ
る
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｢臣
｣
だ

っ
た
の
か
大
い
に
疑
問
で
あ
る
｡
こ
と
に
よ
る
と
､
文
学

制
作
の
方
面
､
学
問
的
場
面
に
お
い
て
'
南
朝
の
文
風
を
膿
現
す
る

文
人
と
し
て
惰
宮
廷
に
不
可
閥
の
存
在
だ

っ
た
か
ら
こ
そ
､
そ
う
し

た
暇
庇
も
見
逃
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
本
俸
に
は
､
腸
帝
が
か

っ
て
諸
葛
頴
に
賜

っ
た
詩
と
し
て
､

一
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
｡

｢長
洲
苑
に
参

翰し
､

粛成
門に

侍講
す
｡

名理
研
薮
を
窮
め
'

ほしいまま

もとづ

英
華

討
論
を

窓
にす
｡

賓録
は平
允

に資き
､
俸
芳
は
後
昆

を
導
-
｣
と
述
べ
ら
れ
る
そ
の
内
容
は
､
本
質
的
な
分
析
な
ど
無
用

の
'
手
放
し
で
賞
賛
す
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
｡
判
断
の
是
非
は
別

と
し
て
､
南
朝
由
来
の
才
に
野
し
て
示
さ
れ
る
'
楊
帝
の
こ
の
よ
う

な
大
盤
振
舞
い
な
賛
辞
や
憧
憶
は
'
隔
代
に
於
け
る
南
北
間
の
埋
め

ら
れ
ぬ
格
差
､
融
合
し
き
れ
な
い
温
度
差
を
象
徴
し
て
い
る
と
も
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(

≡

)

王

胃

諸
葛
頴
と
並
ん
で
現
存
文
献
が
豊
富
な
の
は
､
王
宵
で
あ
る
｡
本

俸
に
は

｢所
著
詞
賦
'
多
行
於
世
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
が
､
現
在
は

単
行
の
詩
文
十
七
篇
二
〇
首
が
博
わ
り
､
晴
代
の
詩
人
全
鰭
の
中
で

『惰
害
し
文
学
侍
の
人
び
と

(原
田
)

も
､
腸
帝
や
醇
道
衛
､
慮
思
道
な
ど

1
部
の
多
作
な
例
を
除
け
ば
､

そ
の
数
は
少
な
い
ほ
う
で
は
な
い
｡
現
存
の
十
七
篇
に
お
い
て
'
王

宵
の
詩
に
は

一
つ
ボ
イ
ン
-
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
｢言
反
江
陽
寓

日
清
決
勝
易
州
陸
司
馬
詩
｣
(
『文
苑
英
華
』
で
は
巻
二
四
八

｢寄
贈
二
｣
｡

以
下
'
こ
の
項

『文
苑
英
華
』
で
の
分
類
を
示
す
)､
｢酬
陸
常
侍
詩
｣

(巻
二
四
〇
｢酬
和

こ
)､
｢答
賀
屠
詩
｣
(同
前
)'
｢別
周
記
室
詩
｣

(巻
二
六
六

｢迭
行

二
)
､
｢既
得
腐
送
別
周
員
外
戊
嶺
表
詩
｣
(巻
二

八
五

｢迭
行
二
十
｣
)
な
ど
'
腸
帝
を
は
じ
め
と
す
る
王
侯
貴
顕
以
外

の
'
少
な
-
と
も
同
僚

･
知
己
と
お
ぼ
し
き
人
物
を
相
手
と
し
て
詠

じ
た
作
品
や
'
｢臥
疾
関
越
述
浮
名
意
詩
井
序
｣
の
よ
う
に
､
自
身

に
即
し
て
作

っ
た
と
見
ら
れ
る
作
品
が
含
ま
れ
て
い
て
､
目
を
ひ
-

の
で
あ
る
｡
詩
題
に
提
示
さ
れ
て
い
る
相
手
は
'
易
州
陸
司
馬
'
陸

常
侍
へ
賀
属
､
周
記
室
'
周
員
外
と
五
件
あ
る
が
'
残
念
な
が
ら
特

⑮

定
で
き
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る

｡

試
み
に

｢言
反
江
陽
寓
日
清
漢
賂
易
州
陸
司
馬
詩
｣
を
見
て
み
ょ

う
｡
五
言
四
十
句
｡
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歩
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に
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て
江
千
に
反
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行
吟
膚
陵
岸

行
吟

す
滞
陵
の
岸

こう
へ

週
首
望
長
安

首

を

過ら
し
て
長
安
を
望
む

行
族
を
主
題
と
す
る
詩
文
に
よ
-
見
ら
れ
る
'
焦
鮎
を
し
ぼ

っ
て
い

-
形
式
で
始
ま
る
｡
次

い
で
'
｢農
華
照
城
閲
､
参
差
複
常
盤
｡
千

門
含
日
麓
､
高
雄
映
霞
丹
｡
-
-
｣
と
､
都
督
め
の
詩
賦
で
定
着
し

た
句
が
積
-
｡
城
市

の
光
景
に
目
を
遊
ば
せ
る
族
人

(遊
人
)
の
目

線
を
詠
じ
た
も
の
か
｡

ユよ

こ

と

信
美
非
吾
契

信

に

美
な
る
も
吾
が
楽
し
み
に
非
ず

何
事
久
盤
桓

何
ぞ
久
し
-
盤
桓
す
る
を
事
と
せ
ん

あ二

欲
動
南
登
詠

南
登
の
詠
を
動
さ
ん
と
欲
し

還
謡
北
上
難

還
た
北
上
の
難
を
謡
う

か
えり
み

こ
)

脊
言
思
膏
友

看

て
言
に
奮
友
を
思
い

租
遠
路
漫
漫

遠
路
の
漫
漫
た
る
を
狙
-

｢奮
友
｣
は
､
『文
苑
英
華
』
で
は

｢政
友
｣
｡
こ
の
後
に
も

｢十
年

風
月
に
阻
て
ら
れ
､
寓
里

金
蘭
と
別
る
｡
心
期
責
に
何
許
､
懐
抱

ひ
ぴ

さ

ゆ
る

日

推

残
す
｡
容
華
再
再
と
し
て
謝

-
'
衣
帯
朝
朝

寛

む

｡
-
-

(十

年
阻
風
月
へ
寓
里
別
金
蘭
O
心
期
克
何
許
'
懐
抱
日
推
残
O
容
華
再
再
謝
､

衣
帯
朝
朝
寛
｡
‥
･)｣
と
､
古
詩
以
来
の
'
遠
-
に
在
る
親
し
い
者
を

思
い
や
る
字
句
､
表
現
が
積

い
て
い
る
｡

｢酬
陸
常
侍
詩
｣
は
五
言
三
十
句
｡
陸
常
侍
に
つ
い
て
は
特
定
で

き
な
い
な
が
ら
も
'
冒
頭
四
句
か
ら
'
か
れ
こ
れ
四
十
年
を
数
え
よ

う
か
と
い
う
ほ
ど
古
-
か
ら
の
知
-
合
い
で
､
し
か
し
'
常
時
陸
氏

は
江
南

｢
五
湖
曲
｣
に
在

っ
て
､
長
ら
-
合
え
ず
に
い
る
間
柄
と
わ

か
る
｡
内
容
は
草
葉
に
も
と
づ

い
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な

い
か
｡
五
旬
日
は
'
『論
語
』
子
竿
の

｢歳
寒
､
然
後
知
松
柏
之
後

凋
也
｣
を
下
敷
き
に
し
て
'
陸
氏
を
厳
し
い
環
境
に
も
衰
え
を
見
せ

ぬ
松
柏
に
愉
え
､
ひ
き
か
え
自
分
は
死
に
膿
だ
'
と
封
比
し
て
見
せ

て
い
る
｡
誇
張
を
含
ん
で
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
に
せ
よ
､
王
胃
壮

48

年
以
降
の
作
で
あ
る

相
知
四
十
年

別
離
寓
鎗
里

君
留
五
湖
曲

余
去
三
河
挨

塞
栓
君
後
凋

溺
灰
余
僅
死

何
言
西
北
雲

⑲

こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

相
知

四
十
年

別
離

寓
鎗
里

君
は
五
湖
の
曲
に
留
ま
-

余
は
三
河
の
漢
を
去
る

塞
栓

君
は
凋
む
に
後
れ

溺
灰

余
は
僅
か
に
死
す
の
み

何
ぞ
西
北
の
雲
と
言
わ
ん



複
軌
東
南
美

-

(中
略
)

霜
襟
行
自
念

哀
哉
亦
巳
臭

吾
韓
在
漆
園

著
書
試
詞
理

努
息
乃
殊
致

存
亡
寧
異
軌

大
路
不
能
蓮

拙
哉
情
可
部

復
た
東
南
の
美
を
観
る

ゆ
〈
ゆ
く

襟
を
需
ら
し
て

行

自

ら
念
う

哀
し
い
哉

亦
た
己
ぬ
る
臭

吾
が
蹄
は
漆
園
に
在
-

書
を
著
し
て
詞
理
を
試
み
ん

努
息

乃
ち
敦
を
殊
に
し

存
亡

寧
ん
ぞ
軌
を
異
に
せ
ん

大
路

遭
う
能
わ
ず

晒
な
る
哉

情
は
郡
し
む
べ
し

哀
切
な
言
葉
が
散
-
ば
め
ら
れ
て
い
る
が
､
遠
-
に
別
れ
別
れ
に

な
っ
た
友
や
家
族
を
思
う
五
言
詩
に
あ
-
が
ち
な
､
常
套
的
な
流
れ

に
即
し
て
語
ら
れ
て
い
る
｡
｢別
れ
別
れ
で
'
久
し
-
野
面
で
き
ず

に
い
る
私
た
ち
｣
1
｢優
秀
な
あ
な
た
､
非
才
な
私
｣1
｢昔
の
こ
と
が

懐
か
し
-
思
わ
れ
る
こ
の
ご
ろ
｣
1
｢死
の
線
感
｣
1
｢生
へ
の
悲
観
｣

1
｢隠
遁
へ
の
憧
れ
､
決
意
｣
｡

陸
常
侍
と
の
間
で
共
有
し
た
い
感
慨

は
何
な
の
だ
ろ
う
か
､
陸
氏
に
俸
え
た
い
感
情
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
｡

そ
う
い
っ
た
王
胃
自
身
の
個
人
的
な
表
白
よ
-
は
'
老
い
を
目
前
に

『障
害
』
文
学
借
の
人
び
と

(原
田
)

し
て
奮
知
に
贈
る
嘆
き
の
歌
の
持
つ
べ
き
イ
メ
ー
ジ
を
優
先
し
た
作

品
と
な
っ
て
い
る
｡

他
の

｢別
周
記
室
詩
｣
｢答
賀
層
詩
｣
な
ど
も
､
ど
う
や
ら
同
じ

南
朝
由
来
の
人
々
を
相
手
と
す
る
と
推
測
さ
れ
る
内
容
な
が
ら
'
情

の
統

1
を
挟
ん
で
､
多
難
を
乗
-
越
え
て
き
た
自
分
､
或
い
は
相
手

へ
の
時
間
を
思
い
や
る
感
慨
の
表
現
は
､
な
ぜ
か
通
り

一
遍
で
あ
る
｡

因
み
に
'
話
題
か
ら
'
ま
さ
に
王
官
が
わ
が
身
に
即
し
て
詠
じ
た
こ

と
が
橡
想
さ
れ
る

｢臥
疾
関
越
述
浮
名
意
詩
井
序
｣
も
'
冒
頭
の
二

句

｢客
行
商
鎗
里
'
秒
然
槍
海
上
｣
は
､
捉
え
よ
う
に
よ

っ
て
は

｢陳
か
ら
精

へ
､
動
乱
の
績
い
た
時
代
を
生
き
て
き
た
自
分
｣
の
身

の
上
を
見
立
て
た
も
の
と
も
言
え
る
が
､
全
鮭
に
は
信
心
を
語
る
内

容
が
主
催
で
､
｢信
夫
大
警
王
'
鼓
力
誠
難
量
｣
と
い
う
結
び
で
終

わ
っ
て
い
る
｡
深
-
自
ら
の
軌
跡
に
立
ち
入
る
と
い
う
も
の
で
は
な

⑰い
｡

こ
れ
は
王
冒
ば
か
-
で
な
-

｢文
学
俸
｣
所
収
の
南
朝
系
文
人

六
人
の
作
品
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
だ
が
､
自
己
の
内
面
を
洞
察
し

た
-
､
自
分
の
人
生
を
振
-
か
え

っ
て
み
た
-
'
と
い
う
姿
勢
が
あ

ま
-
見
常
た
ら
な
い
｡
技
巧
に
任
せ
て
イ
メ
ー
ジ
作
-
を
尊
ぶ
傾
向

が
あ
る
｡
と
ま
で
言

っ
て
は
言
い
す
ぎ
だ
ろ
う
か
｡
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場
帝
や
そ
の
宮
廷
に
関
わ
る
と
推
定
さ
れ
る
作
品
は
､
｢白
馬
篇
｣

五
言
三
十
四
句
､
｢紀
遼
東
二
首
｣
七
言
八
句
､
｢奉
和
悲
秋
療
令

詩
｣
そ
れ
に
本
俸
に
引
用
さ
れ
る

｢奉
和
賜
輔
詩
｣
が
あ
る
｡
そ
れ

ぞ
れ
'
腸
帝
に

｢白
馬
篇
｣
､
｢紀
遼
東
二
首
｣
'
｢悲
秋
詩
｣
が
あ
る

の
に
よ
っ
て
判
断
で
き
る
｡

『隔
書
』
本
俸
に
も
見
え
る

｢奉
和
賜
輔
詩
｣
は
'
皇
帝
か
ら
の

賜
物
に
つ
い
て
の
奉
和
詩
で
､
正
史
に
収
め
ら
れ
る
だ
け
あ

っ
て
'

五
言
二
十
句
の
う
ち
に
､
惰
朝
ま
た
は
揚
帝
に
封
す
る
賛
辞
が
ふ
ん

だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
｡

天
子
の
恵
み
深
さ
と
慈
し
み
を
諾
え
る
結
び
と
な

っ
て
い
る
｡

詔
間
百
年
老

恩
隆
五
日
輔

小
人
荷
鋳
鋳

何
由
答
大
鐘

詔
し
て
百
年
の
老
を
問
い

さ
かん

恩
は
五
日
の
師
よ
-
隆
な
り

こうむ

小
人

鋳
錆
を

荷

-

何
に
由
り
て
か
大
鋸
に
答
え
ん

河
洛
稀
朝
市

崎
函
賓
奥
直

周
督
曲
阜
作

漠
建
奉
春
諌

大
君
竃
二
代

皇
居
盛
南
都

河
洛

朝
市
を
稀
し

略
画

害
に
奥
直
た
-

周
は
曲
早
の
作
を
営
み

漢
は
奉
春
の
謀
を
建
つ

め

大
君

二
代
を
竃
ね

皇
居

南
都
に
盛
ん
な
-

｢河
洛
｣
､
｢略
画
｣
と
中
原
を
象
徴
す
る
地
理
を
た
ど
-
､
｢周
｣

｢漠
｣
に
擬
え
'
｢大
君
竃
二
代

皇
居
盛
南
都
｣
と
褒
め
上
げ
る

冒
頭
以
下
､
都
督
め
に
関
す
る
字
句
が
並
ぶ
｡
最
後
は
'
次
の
通
-

な
お
'
｢奉
和
悲
秋
磨
令
詩
｣
を
'
揚
荷

｢悲
秋
詩
｣
と
比
較
し

て
み
る
と
'
冒
頭
の
四
句
を
見
比
べ
る
だ
け
で
も
､
両
者
に
お
い
て

だ
い
ぶ
技
巧
の
度
合

い
が
違
う
の
が
わ
か
る
｡
腸
帝

｢悲
秋
詩
｣
が

｢故
年

秋
始
め
て
去
-
'
今
年
秋
復
た
来
た
る
｡
露
濃
や
か
に
山

気
冷
や
や
か
な
-
'
風
急
に
輝
聾
哀
し

(牧
牛
秋
姶
去
､
今
年
秋
復
来
｡

露
濃
山
気
冷
'
風
急
蝉
撃
泉
)｣
と
､
平
明
な
詠
み
ぶ
り
に
な

っ
て
い

る
の
に
封
し
て
､
王
宵
の
和
し
た
詩
は

｢秋
天

文
学
に
擬
し
'
秋

水

荘
豪
を
檀
に
す
｡
草
は
兼
段
の
露
に
渥
-
'
波
は
洞
庭
の
風
に

巻
か
る

(秋
夫
擬
文
学
､
秋
水
概
荘
豪
｡
草
蔽
東
榎
露
へ
波
巻
洞
庭
風
)｣

と
句
ご
と
の
典
故
が
目
立
つ
｡
和
す
る
ほ
う
が
技
巧
を
凝
ら
す
の
も
､

こ
の
種
類
の
詩
の
慣
例
に
屠
す
る
の
だ
ろ
う
｡

JO



(四
)

虞
綿
､
播
徽
'
庚
日
直

こ
の
三
人
は
'
現
在
に
俸
わ
る
作
品
が
各

一
篇
程
度
と
乏
し
い
こ

と
も
あ
り
､
こ
こ
に
簡
単
に
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
｡
晩
に
見
た

三
人
同
様
'
隔
代
の
文
人
を
取
-
巻
-
不
穏
な
時
代
状
況
が
謹
み
取

れ
る
｡

虞
綿
の
場
合
､
本
俸
に
､
諸
葛
頴
と
の
間
が
険
悪
で
､
諸
葛
頴
に

｢租
人
｣
と
極
め
つ
け
ら
れ
る
な
ど
'
問
題
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が

⑲

詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る

.

最
終
的
に
'
楊
玄
感
と
の
交
遊
の
心
護
を

疑
わ
れ
'
揚
帝
の
不
興
を
買
っ
て
'
遠
地
へ
逃
避
行
の
末
'
非
業
の

死
を
遂
げ
た
｡
現
存
す
る
詩
は
､
そ
う
や
っ
て
最
期
に
囚
わ
れ
の
身

と
な
っ
て
詠
じ
た

｢於
姿
州
被
囚
詩
｣
(『初
学
記
』
巻
二
十

｢囚
｣)

一
篇
の
み
で
あ
る
｡

う
ま
れ
つき

は
な
は

本
俸
に
｢

性

恭

怪
に
し
て
､
妄
-
に
交
遊
せ
ず
､
特

だ

帝
の

愛
で
る
所
と
為
る

(性
恭
憤
､
不
妄
交
遊
､
特
番
帝
所
愛
)｣
と
記
さ
れ

る
庚
日
直
は
'
播
徴
と
と
も
に
'
出
仕
方
面
で
は
危
な
げ
な
い
人
物

で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
､
そ
れ
で
も
'
最
後
に
は
宇
文
化
及
の
乱
の
あ

お
-
で
'
不
幸
な
死
に
方
を
す
る
｡
現
存
す
る
詩
は
'
歴
詔
の

｢初

『楕
書
』
文
筆
博
の
人
び
と

(原
田
)

沓
東
都
鷹
詔
詩
｣
五
言
十
二
句

一
篇
で
あ
る
｡

播
徴
は
'
人
情
後
に
仕
え
た
秦
王
楊
俊
の
下
で

『韻
纂
』
や

『寓

字
文
』
を
摸
し
た
-
'
暢
帝
の
招
碑
に
遭
っ
て
後
も
'
『江
都
集
穫
』

や

『親
書
』
(未
完
)
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
-
t
と
ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
学
術
の
方
面
で
の
事
跡
が
目
立
つ
｡
現
存
作
品
は
'
陳
代
の
も

の
で
'
『全
陳
詩
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
晴
代
の
作
品
に
つ
い
て

は
本
俸
に
も
記
録
が
無
い
｡
他
の
五
人
が
'
腸
帝
の
周
囲
で
髄
配
と

し
た
事
跡
を
残
す
の
に
比
べ
､
播
徽
だ
け
は
､
揚
帝
と
の
関
わ
り
方

に
多
少
鈴
裕
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
｡
そ
ん
な
彼
さ
え
も
､
楊
玄
感

と
の
膏
交
が
崇
っ
て
身
を
滅
ぼ
し
て
い
る
｡

些
か
乱
暴
な
ま
と
め
に
な
る
が
､
こ
の
人
々
に
よ
る
現
存
作
品
の

多
-
に
共
通
し
て
い
る
の
は
'
作
者
自
身
の
心
の
在
-
虞
が
見
え
な

い
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
か
つ
て
'
魂
晋
以
降
の
南
朝
人
'
謝
塞

蓮
や
沈
約
な
ど
は
'
か
な
-
の
政
治
的
修
羅
場
に
い
よ
う
と
､
そ
こ

に
い
な
が
ら
'
他
に
心
を
寄
せ
'
心
を
遊
ば
せ
る
世
界
が
あ
り
､
そ

の
も
う

一
つ
の
世
界
を
託
し
た
詩
文
が
'
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
｡

⑲

｢身
を
官
場
に
置
き
な
が
ら
'
意
識
だ
け
は
山
巌
の
世
界
に
遊
ぶ
｣
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の
精
細
と
い
う
言
い
方
も
さ
れ
て
い
る
｡
残
念
な
が
ら
､
『
惰

書

』

文
学
博
の
南
方
人
た
ち
の
作
品
に
は
'
そ
う
い
う
も
の
が
見
出
さ
れ

な
い
｡
各
作
品
は
､
言
葉
の
精
赦
さ
､
形
式
の
整
い
ぶ
-
は
'
南
方

の
流
れ
を
享
け
て
い
る
よ
う
だ
が
'
詩
を
取
-
巻
-
現
賓
し
か
見
え

な

い

｡

四

士
大
夫
の
生
き
方
と
し
て

前
章
で
見
て
き
た
通
-
､
南
朝
系
六
人
の
博
に
は
'
彼
ら
の
文
学

史
上
に
お
け
る
事
連
に
言
及
す
る
筆
の
端
々
に
､
彼
ら
の
日
常
'
庭

世
態
度
に
つ
い
て
の
否
定
的
､
批
判
的
記
述
が
交
え
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
は
､
｢序
｣
に

｢或
撃
優
而
不
切
'
或
才
高
而
無
貴
仕
､

其
位
可
得
而
卑
'
其
名
不
可
埋
没
｣
と
述
べ
て
'
暇
庇
は
あ
る
け
れ

ど
'
む
ざ
む
ざ
埋
も
れ
さ
せ
る
の
は
惜
し
い
か
ら
､
と
'
彼
ら
の
た

め
に

｢文
学
侍
｣
を
立
て
'
そ
こ
に
一
連
の
人
物
を
採
録
す
る
こ
と

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

に
つ
い
て
断
り
書
き
さ
れ
て
い
た

｢文
学
博
｣
の
趣
旨
と
符
合
す
る
｡

特
に
'
諸
葛
穎
'
虞
縛
､
王
胃
の
三
名
の
侍
で
は
'
三
人
の
間
で
'

或
い
は
時
に
は
同
じ
南
朝
出
身
の
虞
世
基
な
ど
も
巻
き
込
ん
で
､
揚

荷
の
関
心
を
自
分
の
ほ
う
へ
引
こ
う
と
俄
烈
で
見
苦
し
い
争
い
が
績

い
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
､
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
'
ど

ん
な
に
彼
ら
が

｢撃
優
｣
｢才
高
｣
で
も

｢不
切
｣
で

｢無
貴
仕
｣

で

｢其
位
可
得
而
卑
｣
と
い
う
許
債
に
昔
た
る
か
､
そ
う
許
さ
れ
て

も
仕
方
な
い
か
､
を
強
調
す
る
力
を
持
つ
よ
う
で
あ
る
｡
今
日
の
日

で
見
る
と
､
彼
ら
の
人
品

･
資
質
が
劣
っ
て
い
た
の
か
､
そ
れ
と
も
､

近
侍
す
る
不
安
定
な
文
人
た
ち
に
そ
の
よ
う
な
争
い
を
誘
う
よ
う
な

状
態
を
許
し
た
揚
帝
に
非
が
あ
っ
た
の
か
､
事
情
は
､
計
-
知
れ
な

い
｡
と
は
言
え
､
そ
う
し
た
彼
ら
の
日
常
と
'
そ
の
文
学
的
成
就

･

許
債
と
は
'
必
ず
し
も
直
接
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
｡

そ
う
言
え
ば
'
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
'
｢文
学
俸
｣
所
収
の
北

朝
系
の
人
々
も
､
終
わ
-
を
全
う
で
き
た
の
は
極
-
少
数
で
あ
っ
た
｡

｢文
学
侍
｣
以
外
の

『隔
書
』
諸
侍
を
検
す
れ
ば
､
個
別
に
侍
を
立

て
ら
れ
た
人
々
と
て
'
決
し
て
安
穏
に
生
き
ら
れ
た
時
代
で
は
な
い

こ
と
は
明
白
だ
か
ら
､
人
生
を
全
う
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
'
｢文

学
博
｣
収
録
の
決
定
要
因
だ
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
何
が
分
か

れ
目
な
の
だ
ろ
う
｡
｢序
｣
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る

｢才
｣
'
持
っ
て

生
れ
た

｢才
｣
の
問
題
だ
ろ
う
か
｡
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
彼
ら
は
､
同

51



時
代
を
生
き
､
し
か
も
後
世
か
ら
高
-
許
債
さ
れ
て
い
る
顔
之
経
や

虞
世
基
'
は
た
ま
た
北
朝
系
の
慮
思
道
た
ち
の
よ
う
な

｢才
｣
に
恵

ま
れ
な
か
っ
た
の
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
'
そ
う
し
た
人
々
と
､

｢文
学
博
｣
の
人
々
と
の
間
に
本
質
的
に
ど
れ
ほ
ど
の
差
異
が
あ
っ

た
の
か
を
今
か
ら
確
認
す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
｡
時
代
の
近
い

『惰
書
』
編
纂
者
に
お
い
て
も
'
そ
れ
は
難
し
か
っ
た
ろ
う
｡
そ
も

そ
も

｢序
｣
に
は

｢才
は
高
-
し
て
両
も
貴
仕
無
し
｣
と
言
っ
て
い

る
ほ
ど
で
あ
る
｡
｢才
｣
は
十
分
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
だ
｡

一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
､
所
輿
の

｢才
｣
を
補
っ
て
鎗
-
あ
る
'

士
大
夫
と
し
て
あ
る
べ
き
庭
世
を
全
う
し
た
か
'
或
い
は
､
た
と
え

｢才
｣
が
あ
っ
た
と
し
て
も
'
そ
れ
を
自
ら
損
な
っ
て
し
ま
い
か
ね

な
い
'
蝦
庇
の
あ
る
庭
世
態
度
で
生
き
た
か
の
違
い
｡
『隔
書
』
編

者
は
'
首
人
た
ち
の
死
後
に
博
わ
っ
た
情
報
に
よ
っ
て
､
そ
ん
な
見

極
め
を
す
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
乱
暴
な
よ
う
だ
が
､

｢文
学
博
｣
所
収
南
朝
系
の
文
人
た
ち
の
事
跡
を
追
っ
て
み
る
と
'

彼
ら
を
こ
の
博
に
収
め
た
編
纂
者
の
網
の
目
は
'
こ
の
違
い
を
節
い

分
け
て
い
る
よ
う
な
気
配
が
あ
る
｡
無
論
こ
の
こ
と
は
､
他
の
正
史

｢文
学
博
｣
｢文
苑
俸
｣
の
収
録
情
況
を
つ
ぶ
さ
に
槍
謹
す
る
な
ど
'

『惰
書
』
文
学
博
の
人
び
と

(原
田
)

さ
ら
な
る
確
認
を
要
す
る
｡
単
な
る
仮
説
に
過
ぎ
な
い
｡
今
後
の
課

題
と
し
た
い
｡

小

結

以
上
､
ま
だ
ま
だ
解
明
を
要
す
る
課
題
を
残
す
も
の
の
､
こ
こ
で

本
論
の
ま
と
め
を
試
み
た
い
｡

本
論
で
見
て
き
た

｢文
学
俸
｣
所
収
南
朝
系
六
人
の
侍
と
作
品
か

ら
は
､
こ
れ
よ
-

一
昔
前
の
庚
信
や
王
褒
た
ち
､
北
朝
に
移
さ
れ
た

南
朝
人
た
ち
に
見
え
た
よ
う
な
､
南
朝
時
代
を
哀
惜
し
て
歌
う
姿
勢

が
窺
わ
れ
な
い
｡
む
し
ろ
､
過
去
を
振
-
か
え
ろ
う
と
は
せ
ず
に
､

｢今
｣
に
従

っ
て
い
る
｡
複
雑
で
危
険
な
晴
代
の
事
件
に
巻
き
込
ま

れ
た
り
'
利
己
的
な
力
争
い
を
し
た
り
､
｢伝
臣
｣
め
い
た
形
で
揚

帝
周
達
に
近
侍
し
た
り
t
と
現
賓
に
健
普
-
の
行
跡
｡
そ
れ
は
'
階

と
い
う
流
動
的
な
時
代
に
つ
い
て
い
-
た
め
に
必
須
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
｡
そ
し
て
､
そ
の
よ
う
な
虞
世
か
ら
生
れ
る
の
は
､
目
前
の

硯
章
や
現
賓
に
付
き
合
う
相
手
に
合
わ
せ
た
奉
和
詩
'
酬
唱
詩
で
は

な
か
っ
た
か
｡
そ
れ
ら
の
詩
に
新
た
な
何
か
､
が
見
出
せ
な
い
の
は
'

彼
ら
の

｢才
｣
の
限
界
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
後
世
の
私
た
ち
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は
'
そ
れ
を
残
念
が

っ
て
'

彼
ら
の
不
徳
の
よ
う
に
思
う
｡
し
か
し
'

絶
え
ず
馨
展
や
進
化
を
求
め
'
そ
こ
に
の
み
慣
値
を
見
よ
う
と
す
る

の
は
､
現
代
の
私
た
ち
の
悪
い
癖
で
は
な
い
か
｡
新
し
い
時
代
と
古

い
時
代
'
南
と
北
'
両
者
が
混
在
す
る
時
代
'
北
方
寄
-
の
制
度
に

身
を
置
き
な
が
ら
､
と
う
と
う
自
身
に
備
わ
る
南
方
的
な
も
の
を
抱

え
績
け
た
跡
の
窺
え
る

｢文
学
博
｣
所
収
南
朝
系
六
人
の
博
と
作
品

は
'
｢新
し
い
制
度
は
始
ま

っ
た
が
'
人
物

の
ほ
う
は
ま
だ
奮
態
依

然
た
る
も

の
が
あ

っ
た
｣
(前
掲
)
こ
の
晴
と

い
う
時
代

の
特
徴
と

符
合
す
る
｡

そ
ん
な
彼
ら
の
博
を
収
録
し
た

｢文
学
俸
｣
は
､
晴
代
文
学
の

1

つ
の
相
を
反
映
す
る
と
い
う
鮎
で
､
や
は
-

『隔
書
』
に
不
可
鉄
の

1
部
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

註
①

｢文
学
史
が
後
世
の
立
場
か
ら
見
て
意
味
の
あ
る
文
学
を
記
述
す
る

か
､
そ
れ
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
文
学
が
ど
の
よ
う
な
様
相

を
示
し
て
い
た
か
を
記
述
す
る
か
と
い
う
態
度
の
相
違
｣
に
つ
い
て
'

川
合
康
三
編

『中
国
の
文
学
史
観
』
(二
〇
〇
二
年
へ
創
文
社
)
｢今
'

な
ぜ
文
学
史
か
｣
参
照
｡

②

南
北
朝
期
か
ら
帽
に
至
る
南
北
文
風
の
交
流
の
撃
蓬
に
つ
い
て
論
じ

た
先
行
文
献
と
し
て
は
､
曹
道
衡

･
沈
玉
成
編
著

『南
北
朝
文
学
史
』

(
一
九
九

一
年
'
人
民
文
学
出
版
社
)
第
二
十
七
草

｢南
北
文
風
的
融

合
｣
が
あ
る
｡
ま
た
､
同
書
第
二
十
六
章

｢晴
代
文
学
｣
に
は
､
｢孫

寓
寿
和
由
北
賛
入
隅
的
文
人
｣
｢晴
代
的
南
方
文
人
｣
の
項
目
が
立
て

ら
れ
'
南
朝
由
来

･
北
朝
由
来
の
晴
代
文
人
に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の

経
歴
に
即
し
て
の
検
討
が
試
み
ら
れ
て
い
る
｡

③

南
北
撃
方
の
制
度
も
文
学
も
な
か
な
か
ス
ム
ー
ズ
に
融
合
し
な
か
っ

た
こ
と
に
関
し
て
簡
潔
な
論
考
は
､
宮
崎
市
定

『九
品
宮
人
法
の
研

究
』
第
三
編

･
四

｢南
朝
と
北
朝
｣
が
あ
る
｡

④

階
を
､
ど
ち
ら
に
結
び
つ
け
る
か
に
つ
い
て
は
､
厳
密
に
は
歴
史
学

方
面
の
見
解
へ
の
配
慮
も
影
響
す
る
と
し
て
も
'
文
学
関
係
で
は
'
例

え
ば
､
羅
宗
強
氏
が

『魂
晋
南
北
朝
文
学
思
想
史
』
(
一
九
九
六
年
､

中
華
書
局
)
『惰
唐
五
代
文
学
思
想
史
』
(
一
九
九
九
年
､
中
華
書
局
)

と
い
う
括
-
方
を
し
て
い
る
｡
管
雄

｢論
北
朝
文
学
｣
(
『観
音
南
北
朝

文
学
史
論
』

l
九
九
八
年
､
南
京
大
学
出
版
社
)
で
は
南
北
朝

を
北
周

ま
で
で
限
っ
て
い
る
が
､
曹
道
衡

･
沈
王
威

『南
北
朝
文
学
史
』
(前

掲
注
②
書
)
で
は
､
晴
代
文
学
ま
で
を
含
む
な
ど
､
研
究
者
に
よ
っ
て
､

扱
い
方
が
異
な
る
｡

⑤

唐

･
劉
知
幾

『史
通
』
序
例
編
に
'
史
書
の
諸
篇
に
冠
せ
ら
れ
た

｢序
｣
が
'
編
者
が
そ
の
篇
を
立
て
た
意
園
を
明
確
に
す
る
役
割
を
持

つ
こ
と
と
'
｢序
｣
を
置
-
の
が
慣
例
化
す
る
こ
と
に
伴
う
利
弊
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
も
'
こ
の
流
れ
と
関
係
あ
る
か
｡
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⑥

古
川
末
書

『初
唐
の
文
学
思
想
と
韻
律
論
』
(
二
〇
〇
三
年
､
知
泉

書
館
)
第
Ⅱ
編

｢初
唐
の
国
家
と
文
筆
思
想
｣
｡

⑦

墜
永
明
､
天
監
之
際
'
大
和
､
天
保
之
間
'
洛
陽
'
江
左
'
文
雅
尤

盛
｡
千
時
作
者
､
済
陽
江
掩
､
呉
郡
沈
約
㌧
築
安
任
坊
､
済
陰
温
子
昇
'

河
間
邪
子
才
'
鉦
鹿
魂
伯
起
等
'
並
撃
窮
書
囲
､
思
極
人
文
'
据
綜
欝

於
雲
霞
､
逸
響
振
於
金
石
｡

⑧

梁
自
大
同
之
後
'
雅
追
給
映
'
漸
乗
典
則
､
争
馳
新
巧
｡
簡
文
､
湘

東
､
啓
其
淫
放
､
徐
陵
､
康
信
､
分
路
揚
鎌
｡
其
意
湧
而
繁
へ
其
文
匿

而
彩
､
詞
尚
軽
険
'
情
多
哀
思
｡
格
以
延
陵
之
聴
'
蓋
亦
亡
国
之
音
乎
｡

周
氏
春
併
梁
刑
'
此
風
扇
於
閲
右
､
狂
簡
斐
然
成
俗
､
流
宕
忘
反
'
無

所
取
裁
.
高
租
初
統
商
機
､
毎
念
断
彫
為
模
'
蓉
鋸
施
令
'
威
去
浮
華
｡

然
時
俗
詞
藻
､
猶
多
淫
麓
へ
故
意
董
執
法
'
屡
飛
霜
筒
｡
腸
帝
初
習
重

文
､
有
非
軽
側
之
論
､
墜
乎
即
位
'

1
愛
其
風
｡

⑨

例
え
ば
'
『梁
書
』
の
場
合
､
沈
約
､
江
掩
､
任
坊
は

｢文
学
博
｣

以
外
に
立
博
さ
れ
て
お
-
'
『南
斉
書
』
で
も
'
王
融
､
謝
桃
は

｢文

学
博
｣
外
で
あ
る
｡
今
日
の
文
学
史
に
於
い
て
'
こ
れ
ら
文
人
が
取
-

上
げ
ら
れ
る
類
度
が
､
そ
れ
ぞ
れ
の

｢文
学
侍
｣
所
収
文
人
を
は
る
か

に
上
回
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
､
周
知
の
通
り
｡

⑲

曹
連
衡

･
劉
躍
進

『南
北
朝
文
学
編
年
史
』
(
二
〇
〇
〇
年
'
人
民

文
学
出
版
社
)
で
は
'
仁
毒
三
年

(六
〇
三
年
)
卒
と
推
定
し
て
い
る
｡

⑪

前
掲
注
⑥
書
｡

⑫

日
本
園
内
の
論
考
で
は
､
宮
崎
市
定

『帽
の
腸
帝
』
'
道
坂
昭
贋

｢晴
の
楊
帝
｣
(
1
九
八
六
年
'
『中
園
文
学
報
』
第
三
十
七
冊
)
等
参

『隔
書
』
文
学
借
の
人
び
と

(原
田
)

召
‥O
nロ‖

⑬

『障
害
』
経
籍
志
に
著
録
さ
れ
る
諸
葛
頴
の
著
作
は
'
｢北
伐
記
七

巻
｣
｢巡
撫
揚
州
記
七
巻
｣
(と
も
に
史
部
地
理
類
)､
｢著
作
郎
諸
葛
穎

集
十
四
巻
｣
(集
部
別
集
類
)
の
三
件
で
'
｢北
伐
記
七
巻
｣
｢巡
撫
揚

州
記
七
巻
｣
は
そ
れ
ぞ
れ

｢文
学
俸
｣
の

｢壁
駕
北
巡
記
｣
｢幸
江
都

道
里
記
｣
に
昔
る
か
｡
興
膳
宏

･
川
合
康
三

『暗
書
経
籍
志
詳
致
』

(
一
九
九
五
年
'
汲
古
書
院
)
参
照
｡

⑲

揚
帝

｢春
江
花
月
夜
二
首
｣
は
'
｢暮
江
平
不
動
'
春
花
満
正
閏
｡

流
液
絡
月
去
'
潮
水
帯
星
来
｣
(其

こ

｢夜
露
含
花
気
､
春
滞
濠
月
曜
｡

漠
水
蓮
遊
女
､
湘
川
値
雨
妃
｣
(其
一
一)0

⑮

こ
の
う
ち

｢周
記
室
｣
に
つ
い
て
は

'

同
じ

｢文
学
博
｣
所
収
の
孫

常
春

｢和
周
記
重
源
奮
京
詩
｣
の

｢周
記
室
｣
と
同

一
人
物
の
可
能
性

も
あ
る
｡
曹
造
衡

･
沈
王
威

『中
古
文
学
史
料
叢
考
』
(二
〇
〇
t二
年
､

中
華
書
局
)
七
五
三
頁
参
照
｡

⑲

前
掲
注
⑮
書
で
は
'
場
帝
即
位
後
に
勃
兎
さ
れ
た
こ
と
か
ら
､
こ
の

よ
う
な
壁
吉
を
し
た
の
で
は
な
い
か
へ
と
案
じ
て
い
る

(七
六
七
頁
)｡

ひ
さ

⑰

序
文
も
'
｢余

疾
に
閏
海
に
臥
し
､
禰

し
く
留
ま
る
こ
と
旬
朔
た

-
｡
善
友
板
法
師
､
我
に
勧
む
る
に
津
名
妙
典
も
て
身
心
を
調
伏
せ
ん

こ
と
を
以
て
す

(余
臥
疾
闘
海
'
蘭
留
旬
朔
'
善
友
顕
法
師
､
勅
裁
以

浮
名
妙
典
調
伏
身
心
｡)｣
と
､
簡
単
な
経
緯
を
記
す
だ
け
で
あ
る
｡

⑲

｢纏
侍
才
任
気
､
無
所
降
下
｡
著
作
郎
諸
葛
穎
以
学
業
倖
於
帝
､
緯

毎
軽
侮
之
'
由
是
有
隙
｡
帝
嘗
間
纏
於
頴
､
穎
目
へ
虞
綿
租
人
也
｡
帝

領
之
｣
｡

JJ
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冊

⑲

森
三
樹
三
郎

『大
朝
士
大
夫
の
精
細
』
(
一
九
八
六
年
'
同
朋
含
)

二
四
〇
頁
参
照
｡


