
｢石
室
｣
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

-
謝
震
蓮

･飽
照
山
水
詩
の
比
較
-堂

薗

淑

子

京
都

大
挙

謝
塞
運

(三
八
五
-
四
三
三
)
と
飽
照

(四
1
四
?
-
四
六
六
)
は
､

｢飽

･
謝
｣
と
並
び
稲
さ
れ
る
南
朝
宋
の
代
表
的
詩
人
で
あ
る
｡
し

か
し
文
学
の
内
容
'
性
質
が
あ
ま
-
に
も
違
う
た
め
か
'
両
者
の
文

学
比
較
を
中
心
課
題
と
す
る
研
究
は
少
な
い
｡

そ
も
そ
も
二
人
が
並
稀
さ
れ
る
の
は
後
世
に
お
い
て
で
あ
-
､
普

代
に
は
あ
-
え
な
か
っ
た
｡
謝
塞
蓮
は
顔
延
之

(三
八
四
-

四
五
六
)

と
と
も
に

｢顔

･
謝
｣
と
呼
ば
れ
､
飽
照
は
湯
恵
休

(生
卒
未
詳
)

と
と
も
に

｢休

･
飽
｣
(｢飽
･
休
｣)
と
呼
ば
れ
た
｡
普
代
き
っ
て
の

名
門
の
出
で
あ
る
謝
塞
蓮
と
寒
門
出
身
の
飽
照
と
の
間
に
は
'
ほ
ぼ

三
十
違
い
と
い
う
年
齢
差
以
上
に
'
厳
然
た
る
融
合
的
地
位
の
差
が

存
在
し
､
同
列
に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

｢
石
室
｣
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

(生
菌
)

こ
の

｢顔

･
謝
｣
と

｢休

･
飽
｣
と
の
間
に
は
､
身
分
差
だ
け
で

は
な
-
'
文
学
の
上
で
も
大
き
な
相
違
､
封
立
鮎
が
存
在
し
た
｡
飽

照
が
湯
恵
休
と
並
稀
さ
れ
る
場
合
に
は
'
常
時
流
行
し
て
い
た
南
朝

柴
府
民
歌
の
作
者
と
し
て
の
側
面
が
強
-
意
識
さ
れ
る
｡

一
方
顔
延

之
と
謝
産
道
は
'
文
壇
の
大
家
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
｡
顔
延
之
が
､

飽
照
の
文
学
を
嫌
っ
て

｢休

･
飽
之
論
｣
を
立
て
た
こ
と

(『詩
品
』

下
品
､
賛
意
休
上
人
)'
ま
た
湯
恵
休
を
批
判
し
て

｢書
体
制
作
､
委

巷
中
歌
謡
耳
､
方
首
謀
後
生

(恵
休
の
制
作
は
､
委
巷
中
の
歌
謡
の
み
､

万
富
に
後
生
を
誤
る
べ
し
)｣
(
『南
史
』
顔
延
之
倦
)
と
述
べ
た
こ
と
は
'

正
統
的
詩
文
の
継
承
者
と
し
て
の
彼
の
自
覚
の
表
れ
だ
と
考
え
ら
れ

①る
｡

謝
憂
連
の
場
合
は
'
飽
照
ら
が
活
躍
し
は
じ
め
た
こ
ろ
奴
に
こ

の
世
の
人
で
は
な
か
っ
た
た
め
'
督
然
な
が
ら

｢休

･
飽
｣
と
の
封

立
を
示
す
事
跡
は
な
い
｡
し
か
し
飽
照
の
文
学
が
謝
塞
蓮
と
全
-
異

質
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
'
梁
代
に
書
か
れ
た

『南
斉
書
』

文
学
傍
論
に
も
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
に
は

｢顔

･
謝
遊

起
'
乃
各
撞
奇
､
休

･
飽
後
出
'
威
亦
標
世

(顔
･
謝

並
び
起
こ
り

て
､
乃
ち
各
お
の
奇
を
檀
に
し
'
休
･
絶

後
に
出
で
て
'
威
な
亦
た
世
に

しめ標
す
)｣
に
頼
い
て
､
｢朱
藍
共
析
､
不
相
租
述

(宋
藍

桝
を
共
に
し
､
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相
い
租
述
せ
ず
)｣
と
あ
-
､

彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
猫
臼
の
道
を
推
し
す

す
め
て
譲
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
と
さ
ら
に
記
さ
れ
る
｡
そ
し
て
昔

時
を
代
表
す
る
流
浪
と
し
て
'
謝
塞
蓮
波
'
博
威

･
歴
壕
波
､
飽
照

波
を
奉
げ
る
の
で
あ
る
｡
後
代

へ
の
影
響
力
で
は
こ
の
時
鮎
で
飽
照

が
顔
延
之
を
墜
倒
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
､
謝
蛋
蓮
の
流
派
が

はL･tは

｢典
正
可
探
､
酷
不
人
情

(典
正

探
る
べ
き
も
'
酷
だ
情
に
入
ら

ず
)｣
と
さ
れ
た
の
に
封
L
t
飽
照
派
は

｢饗
唱
驚
挺
､
操
調
険
急
'

離
藻
淫
艶
､
傾
煉
心
魂
'
亦
猶
五
色
之
有
紅
紫
､
人
音
之
有
鄭

･
衛

(唱
を
登
す
る
こ
と
驚
挺
､
調
を
操
る
こ
と
険
急
'
離
藻
淫
艶
に
し
て
､
心

魂
を
傾
け
舷
ま
す
こ
と
'
亦
た
猶
お
五
色
の
紅
紫
有
-
､
八
音
の
鄭

･
衛
有

る
が
ご
と
し
)｣
と
さ
れ
'
こ
の
表
現
を
見
て
も
謝
塞
連
と
飽
照
の
文

学
は
､
全
-
封
極
に
あ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
｡

唐
代
以
降
､
謝
塞
蓮
と
飽
照
の
融
合
的
地
位
の
差
が
意
識
さ
れ
な

-
な
る
と
､
両
者
の
文
学
は
純
粋
に
そ
の
豊
か
さ
'
大
き
さ
に
よ
っ

て
評
債
さ
れ
'
並
稀
さ
れ
る
に
到

っ
た
｡
飽
照
は
多
-
の
饗
府
作
品

の
み
な
ら
ず
､
朕
や
書
'
擬
古
詩
な
ど
､
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
､
題
材

の
作
品
を
残
し
て
い
る
｡
そ
の
中
に
は
'
少
数
な
が
ら
山
水
詩
と
呼

ぶ
べ
き
作
品
も
あ
る
の
で
あ
る
｡

謝
詩
と
飽
詩
は
､
全
髄
か
ら
み
る
と
作
風
が
大
き
-
異
な
る
が
､

飽
照
に
山
水
詩
の
作
が
あ
る
以
上
'
謝
畳
蓮
を
意
識
し
て
い
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
山
水
詩
に
お
い
て
も
､
謝
壷
蓮
の

詩
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
｡
『南
斉
書
』
文

学
博
論
の

｢朱
藍
共
析
､
不
相
租
逓
｣
と
い
う
指
摘
は
､
山
水
詩
に

も
富
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
､
両
者
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
山

水
詩
の
特
徴
と
新
し
さ
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
が
､
本
稿
で
は
そ
の

山
水
を
テ
ー
マ
と
す
る
詩
の
中
か
ら
'
特
に

｢石
室
｣
を
訪
れ
た
詩

を
取
-
上
げ
た
い
｡
こ
こ
で
言
う
石
室
と
は
山
中
の
洞
窟
の
こ
と
で
､

道
士
や
仙
人
が
住
ま
う
と
さ
れ
る
､
宗
教
的
色
彩
の
強
い
場
所
で
あ

る
｡
石
室
の
詩
を
主
な
分
析
封
象
と
す
る
理
由
は
､
飽

･
謝
い
ず
れ

も
興
味
深
い
作
品
を
穫
し
て
い
る
こ
と
が
第

一
に
あ
る
が
'
昔
時
の

山
水
遊
覧
詩
は
何
ら
か
の
哲
学
的
'
宗
教
的
髄
験
を
描
こ
う
と
す
る

傾
向
に
あ
-
'
世
に
知
ら
れ
た
塞
山
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
多

い
｡

そ
の
鮎
'
も
と
も
と
神
仙
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
-
両
秘
膿
験
が
期
待
で

き
る
石
室
の
詩
は
､
昔
時
の
山
水
詩
の
一
つ
の
典
型
と
も
言
え
る
の

で
あ
る
｡
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な
お
山
水
詩
を
比
較
封
象
と
す
る
こ
と
は
､
謝
詩
の
研
究
と
し
て

は
致
呆
的
で
も
､
飽
詩
の
研
究
と
し
て
は
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
｡
飽
詩
に
お
い
て
山
水
詩
の
比
重
は
'
数
の
上
で
も
､
ま
た
恐
ら

-
飽
照
自
身
の
意
識
の
上
で
も
高
-
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
飽

照
が
そ
れ
以
前
の
文
筆
成
果
を
吸
収
し
っ
つ
い
か
に
濁
自
性
を
出
し

て
い
っ
た
の
か
､
そ
の
鮎
を
探
る
に
は
非
常
に
興
味
深
い
題
材
だ
と

言
え
よ
う
｡一

石
室

に

つ
い
て

詩
の
検
討
に
入
る
前
に
､
改
め
て
石
室
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て

お
こ
う
｡
こ
こ
で
言
う
石
室
と
は
岩
の
ほ
ら
あ
な
を
意
味
し
'
特
に

人
里
離
れ
た
深
山
'
塞
山
に
あ
る
､
仙
人
が
住
ま
い
道
士
が
修
行
す

る
洞
窟
の
こ
と
で
あ
る
｡
曹
柏
の

｢苦
思
行
｣
を
引
い
て
み
よ
う
｡

緑
羅
縁
玉
樹

繰
定

玉
樹
に
縁
-

光
曜
粂
相
曙

光
曜

条
と
し
て
相
い
曙
-

下
有
両
真
人

下
に
雨
星
人
有
-

拳
麹
新
高
飛

麹
を
挙
げ
て
翻
-
て
高
-
飛
ぶ

我
心
何
踊
躍

我
が
心

何
ぞ
踊
躍
せ
ん

｢石
室
｣
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

(生
菌
)

思
欲
肇
雲
追

欝
欝
西
岳
煉

石
室
青
忽
典
夫
連

中
有
昔
年
隠
士

棄
髪
皆
暗
然

策
杖
従
吾
進

数
我
要
忘
言

思
い
て
雲
を
挙
り
て
追
わ
ん
と
欲
す

奮
欝
た
り

西
岳
の
顛

石
室
青
忽
と
し
て
天
と
連
な
る

中
に
昔
年
の
隠
士
有
-

賀
宴

皆
な
暗
然
た
-

杖
を
策
き
て
吾
に
従
い
て
遊
び

も
と

我
を
し
て
言
を
忘
る
る
を
要
め
し
む

(
『重
文
顛
末
』
巻
四

一
･
楽
部

l
･

論

禦

)

こ
こ
で
は

｢西
岳
｣
､
華
山
の
い
た
だ
き
に
あ
る
､

老
隠
士
の
住

ま
い
と
し
て
登
場
す
る
｡
石
室
が
俗
界
か
ら
隔
た

っ
た
隠
逸
の
場
'

も

っ
と
言
え
ば
神
仙
世
界
に
近
い
場
所
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
｡

ま
た

｢
石
室
｣
の
語
は
出
て
こ
な
い
が
'
石
室
を
詠
じ
た
と
思
わ

れ
る
詩
も
あ
る
｡
王
義
之
の
子
凝
之
の
妻
で
'
謝
塞
蓮
の
大
お
ば
に

あ
た
る
謝
道
確
の
詩
で
あ
る
｡

耗
耗
束
岳
高

来
寅
と
し
て
束
岳
高
-

秀
極
沖
晴
天

秀
極

晴
天
に
沖
す

巌
中
開
虚
字

巌
中

間
虚
の
宇
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寂
漠
幽
以
玄

非
工
復
非
匠

雲
揖
蚤
自
然

器
象
爾
何
物

逐
令
我
屡
遷

逝
購
宅
斯
宇

可
以
蓋
天
年

寂
漠
と
し
て
幽
に
し
て
以
て
玄
な
り

工
に
非
ず

復
た
匠
に
非
ず

雲
揖

自
然
に
蓉
す

な
ん
じ

器
象

爾

は

何
物
ぞ

蓮
に
我
を
し
て
屡
し
ぼ
遷
ら
し
む

ち
か

す

逝

い
て
婿
に
斯

の
字
に
宅
ま

い

以
て
天
年
を
蓋
-
す
べ
し

こ
れ
は

『重
文
類
衆
』
巻
七

･
山
部
上

･
絶
載
山
に

｢晋
王
凝
之

妻
謝
氏
詩
｣
と
題
し
て
収
め
ら
れ
る
も
の
で
'
前
に
は
東
晋
の
庚
関

の

｢登
楚
山
詩
｣
が
'
後
ろ
に
は
宋
孝
武
帝
劉
駿

の

｢遊
覆
舟
山

詩
｣
が
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
登
山
詩
､
遊
山
詩
に
類
す
る
も
の
と
見
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
'
『詩
紀
』
巻
三
七
で
は
題
が

｢登
山
｣

と
な

っ
て
い
る
｡

1
万

『岱
史
』
巻

一
五

･
登
覧
志
で
は
'
第

一
句

に

｢東
岳
｣
と
あ
る
た
め
か

｢泰
山
吟
｣
と
題
さ
れ
て
い
る
｡
『楽

府
詩
集
』
巻
四

1
･
相
和
歌
節
十
六

･
楚
調
曲
上

｢泰
山
吟
｣
に
は
､

死
者
の
晩
が
泰
山
に
蹄
す
こ
と
を
詠
ん
だ
陸
機
の
作
と
'
泰
山
の
封

椎
の
こ
と
を
詠
ん
だ
謝
震
蓮
の
作
の
み
が
収
め
ら
れ
､
こ
の
詩
は
な

い
｡
『重
文
類
衆
』
の
分
類
を
見
て
も
'
｢泰
山
吟
｣
は
本
来
の
題
名

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

た
だ
こ
の
詩
の

｢尭
栽
東
岳
高
'
秀
極
沖
晴
天
｣
と
い
う
始
ま
-

は
'
例
え
ば
曹
杢

｢遊
仙
詩
｣
の
最
初
の
二
句

｢西
山

一
何
高
'
高

高
殊
無
極

(西
山

1
に
何
ぞ
高
き
､
高
高
と
し
て
殊
に
極
ま
り
無
し
)｣

②

(
『聖
文
類
衆
』
巻
七
八
･
塞
異
郡
上

･
仙
道
)
な
ど
と
基
本
的
に
埜
わ

ら
ず
'
登
山
の
詩
と
は
言
え
観
念
的
な
印
象
の
強
い
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
時
期
の
登
山

･
遊
山
詩
が
遊
仙
詩
の
趣
を
持

つ
こ
と
は
よ
-
あ

-
､
仙
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
ん
だ
ん
に
盛
-
込
ん
だ
景
物
措
寓
が
出

て
-
る
こ
と
も
多

い
が
､
こ
の
詩
は
い
さ
さ
か
異
な
り
､
叙
景
と
い

え
る
よ
う
な
句
は
な
い
｡
素
朴
と
も
言
え
る
直
裁
的
な
表
現
で
､
天

に
向
か

っ
て
高
々
と
そ
び
え
立

つ
山
､
そ
の
山
の

｢宇
｣
の
奥
深
さ
､

人
の
手
に
よ
ら
な
い
自
然
の
造
型
に
心
惹
か
れ
た
こ
と
を
言
い
､
そ

こ
に
住
ま
い
し
て
天
寿
を
全
う
し
よ
う
と
詠
う
｡
こ
の

｢宇
｣
は
石

室
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
｡
曽
根

の
詩
で
は

｢
西

岳
｣
の
い
た
だ
き
に
あ

っ
た
が
'
こ
こ
で
は
室
高
-
そ
び
え
立

つ

｢東
岳
｣
の
巌
中
に
あ
る
｡
こ
こ
で
語
ら
れ
る

｢自
然
｣
の
在
-
方

を
よ
し
と
す
る
思
想
や
隠
棲

へ
の
志
向
は
'
常
套
的
な
も
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
､
自
然
の
ま
ま
に
作
-
上
げ
ら
れ
た

｢器
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象
｣
を
有
す
る
厳
中
の

｢宇
｣
に
射
し
て
'
｢爾
｣
と
呼
び
か
け
て

い
る
鮎
で
あ
る
｡
個
々
の
存
在
を
か
-
あ
ら
し
め
て
い
る
道
に
つ
い

て
形
而
上
的
な
論
を
展
開
す
る
の
で
は
な
-
'

一
個
の
存
在
と
し
て

の

｢宇
｣
に

｢な
ん
じ
｣
と
呼
び
か
け
'
｢我
｣
を
か
-
も
引
き
寄

せ
る
お
ま
え
は
何
物
な
の
だ
と
問
い
か
け
て
い
る
｡
こ
こ
で
使
わ
れ

て
い
る
二
人
稀
や

一
人
稀
､
｢宇
｣
の
擬
人
化
は
､
単
な
る
自
然
造

形
の
讃
美
で
は
な
-
､
そ
の
形
に
個
人
的
に
心
惹
か
れ
て
い
る
こ
と

の
表
れ
で
あ
-
'
そ
の

｢宇
｣
と
自
己
と
の
特
別
な
結
び
つ
き
を
い

う
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
に
は

｢自
然
｣
な
在
-
方

へ
の
哲
学
的
志

向
を
持
ち
な
が
ら
も
､
特
定
の
場
所
と
個
人
的
な
関
わ
-
を
結
ぼ
う

と
す
る
作
者
の
姿
が
あ
る
｡

山
水
詩
が
誕
生
し
た
背
景
を
振
-
返
っ
て
み
る
と
'
王
義
之
が
蘭

亭
詩
に
お
い
て

｢参
朗
無
産
観
'
寓
目
理
自
陣
｡
大
夫
造
化
功
'
寓

殊
莫
不

均
｡
畢
頼
経
参

差
'

適
我
無

非新
(参
朗
た
-

無
圧
の
観
､

つら

寓
目

理

自
ずから陳
な

る
｡
大
いな
-
造
化
の
功
'
寓
殊

均
し
か
ら

ざ
る
美
し

｡軍
籍

参
差
た
る
と
錐
も

､我
に
透
い
て
新
し
き
に
非
ざ
る
無

し
)｣
(『法
書
要
録
』
巻

一
〇

｢右
軍
書
記
｣)
と
詠

っ
た
よ
う
に
'
自

分
が
出
合

っ
た
山
水
の
様
々
な
あ
-
よ
う
を
楽
し
み
つ
つ
'
あ
ら
ゆ

｢石
室
｣
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

(堂
薗
)

る
存
在
の
根
底
に
あ
る

｢理
｣
と

一
髄
に
な
ろ
う
と
す
る
精
神
が
あ

っ
た
｡
し
か
し

｢適
我
無
非
新
｣
と
い
う
概
括
的
な
表
現
か
ら

一
歩

進
ん
で
､
個
人
の
美
的
感
覚
が
反
映
さ
れ
た
謝
憂
蓮
の
山
水
詩
が
誕

生
す
る
に
は
､
遊
覧
を
楽
し
み
な
が
ら
詩
人
自
身
に
と
っ
て
特
別
な

場
所
を
見
つ
け
る
こ
と
､

自
分
以
外
の
人
に
は
感
じ
ょ
う
も
な
-
義

現
し
ょ
う
も
な
い
特
別
な
牒
験
を
す
る
こ
と
が
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
謝
塞
蓮
の
詩
の
中
に
は
､
巡
-
合

っ
た

一
つ
の
地
に
お
け
る
個
人
的
な
神
秘
膿
験
を
描
き
つ
つ
'
そ
の
膿
験

の
中
で
感
得
さ
れ
た
美
し
い
風
景
を
語
る
と
い
う
構
園
が
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
｡
本
稿
で
取
-
上
げ
る

｢石
室
山
｣
詩
も
'
そ
の

一
つ
に

他
な
ら
な
い
｡
そ
う
考
え
る
と
謝
畳
蓮
の
二
世
代
前
の
謝
道
確
が
､

石
室
を
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
登
山
詩
の
中
で
､
観
念
的
な
表
現
を
と

り
つ
つ
も

一
つ
の
場
と
の
個
人
的
な
結
び
つ
き
を
表
し
て
い
る
こ
と

は
､
寅
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
｡

賓
際
晋
末
期
の
人
々
に
と
っ
て
'
石
室
は
現
賓
に
あ
る
神
秘
の
室

間
と
し
て
興
味
を
ひ
か
れ
る
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
｡
昔
時
の
地
理
書

の
類
に
は
'
石
室
に
関
す
る
記
述
が
い
-
つ
か
見
ら
れ
る
｡
例
え
ば

雷
次
宗

(三
八
六
-
四
四
八
)
の

｢務
章
記
｣
に
は
'
｢望
秦
牒
有

1



中
国
文
学
報

第
七
十
二
冊

石
室
｡
入
室
十
鎗
里
'

有
水
虞
数
十
歩
｡
清
洩
､
遊
者
伐
竹
馬
筏
以

過
水
｡
幽
遠
無
極
'
莫
能
究
其
源
｡
出
好
鍾
乳

(望
秦
願
に
一
石
室
有

り
｡
室
に
入
る
こ
と
十
鎗
里
に
し
て
､
水
の
贋
さ
数
十
歩
な
る
有
り
｡
活
漢

つ〈

に
し
て
､
遊
ぶ
者
は
竹
を
伐
-
筏
を
馬
-
て
以
て
水
を
過
ぐ
O
幽
遠
に
し
て

極
ま
-
無
-
'
能
-
其
の
源
を
究
む
る
美
し
｡
好
き
錘
乳
を
出
だ
す
)｣
と

あ
-
'
ま
た
飽
照
と
同
時
期
に
活
躍
し
た
盛
弘
之
の

｢刑
州
記
｣
に

は

｢始
興
機
山
東
'
有
雨
巌
相
向
'
如
鵠
尾
｡
石
室
数
十
所
'
経
過

時
間
有
金
石
練
竹
之
聾

(始
興
の
機
山
の
束
に
'
南
巌
の
相
い
向
か
い
て
'

鴎
尾
の
ご
と
き
有
り
｡
石
室
数
十
所
あ
-
て
'
経
過
す
れ
ば
時
に
金
石
練
竹

の
聾
有
る
を
聞
-
)｣
(
い
ず
れ
も

『嚢
文
類
衆
』
巻
六
四
･
居
鹿
部
四
･

室
)
と
あ
る
｡
清
ら
か
な
地
下
水
に
鍾
乳
の
存
在
へ
ま
た
楽
器
の
音

色
が
聞
こ
え
る
な
ど
､
紳
秘
的
'
魅
惑
的
な
空
間
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
.
こ
の
よ
う
な
地
理
書
は
'
小
尾
郊

一
氏
に
よ
れ
ば
名
所
案
内

③

の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持

っ
て
い
た

｡

そ
の
記
述
を
も
と
に
各
地
の

石
室
を
訪
れ
る
人
も
い
た
の
だ
ろ
う
｡
飽

･
謝
と
同
時
代
の
も
の
で

は
､
顔
延
之
に
石
室
に
関
す
る
逸
話
が
残

っ
て
い
る
｡
『太
平
御
覧
』

巻
四
九

･
地
部

l
四

･
猫
秀
山
に
引
-

｢桂
林
風
土
記
｣
に
､

濁
秀
山
在
城
西
北

1
百
歩
｡
直
聾
五
百
鎗
尺
､
周
廻

l
里
'
平

地
孤
抜
秀
異
｡
下
有
洞
穴
'
凝
垂
乳
章
｡
路
通
山
北
'
妾
廻
百

鎗
丈
'
裕
然
明
朗
｡
宋
光
線
卿
顔
延
年
牧
此
郡
'
常
於
北
石
室

申
請
書
｡
遺
跡
猶
存
｡
嘗
賦
詩
云
'
末
若
猫
秀
者
､
嵯
峨
郭
邑

開
｡
是
也
｡

猫
秀
山
は
城
の
西
北

一
百
歩
に
在
り
｡
直
聾
五
百
除
尺
'
周
廻

一
里
､
平
地
に
孤
抜
し
秀
異
な
り
｡
下
に
洞
穴
有
り
'
凝
-
て

乳
賓
垂
る
｡
路
は
山
北
に
通
じ
'
寿
廻
百
除
丈
､
裕
然
と
し
て

明
朗
な
-
｡
末
の
光
線
卿
顔
延
年

此
の
郡
に
牧
た
る
と
き
､

常
に
北
の
石
室
中
に
於
い
て
謹
書
す
｡
遺
跡

猶
お
存
す
｡
嘗

て
詩
を
賦
し
て
云
う
'
未
だ
濁
秀
な
る
者
の
､
嵯
峨
と
し
て
郭

邑
開
く
に
若
か
ず
t
と
｡
是
れ
な
り
｡

と
あ
り
へ
顔
延
之
が
始
安
太
守
だ

っ
た
と
き
､
凋
秀
山
の
石
室
で
し

ば
し
ば
頭
書
し
､
そ
れ
に
関
す
る
詩
も
残
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
｡
詩
は
残
念
な
が
ら
こ
の
二
句
し
か
現
存
し
な
い
が
'
彼
ら
が
赴

任
先
で
昏
地
の
名
山
を
訪
ね
歩
-
さ
い
'
そ
の
目
的
地
の

一
つ
と
し

て
石
室
が
あ
-
'
そ
の
よ
う
な
遊
覧
が
き

っ
か
け
と
な
っ
て
石
室
の

詩
が
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
石
室
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
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は
昔
時
の
人
々
の
関
心
事
だ

っ
た
が
､
そ
れ
は
洞
天
思
想
と
深
い
関

わ
-
を
持

っ
て
い
た
｡
例
え
ば
左
思

｢呉
都
賦
｣
(
『文
選
』
巻
五
)

の
劉
淵
林
注
に
は
'
｢洞
庭
｣
の
語
の
説
明
で
王
逸
の
説
な
る
も
の

が
引
か
れ
'
そ
こ
に
は

｢大
潮
在
株
陵
東
'
湖
中
有
包
山
'
山
中
有

如
石
室
､
俗
謂
洞
庭

(太
湖
は
珠
陵
の
東
に
在
-
､
湖
中
に
包
山
有
-
､

④

山
中
に
石
室
の
ご
と
き
有
-
､
俗
に
洞
庭
と
謂
う
)｣
と
あ
る

｡

こ
こ
に

い
う
石
室
の
ご
と
き
も
の
と
は
､
有
名
な
洞
天
の
一
つ
包
山
の
大
洞

窟
の
こ
と
で
あ
る
｡
三
浦
国
雄
氏
は
洞
天
福
地
思
想
の
成
立
に
つ
い

て

｢古
代
的
な
地
母
紳
信
仰
'
山
岳
信
仰
､
冥
府
と
し
て
の
地
底
観

念
､
隠
者
の
棲
み
家
と
し
て
の
石
室
'
｢洞
庭
｣
や

｢地
肺
｣
な
ど

の
大
洞
窟
に
関
す
る
俸
承
'
あ
る
い
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
願
望
と
い
っ
た

⑤

さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
介
在
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
｣
と
言
う

｡

氏

は
洞
天
説
が
遅
-
と
も
東
晋
末

(四
世
紀
末
)
に
は
成
立
し
て
い
た

と
し
て
'
陶
淵
明
の

｢桃
花
源
記
｣
と
洞
天
思
想
と
の
関
わ
-
を
指

摘
す
る
と
と
も
に
'
別
天
地
と
し
て
の
洞
天
の
措
寓
が
登
場
す
る
最

⑥

初
期
の
例
と
し
て
謝
塞
蓮
の

｢羅
浮
山
賊
｣
を
挙
げ
る
｡

こ
の
賊
は

断
片
的
に
し
か
残

っ
て
い
な
い
が
､
｢洞
四
有
九
'
此
惟
其
七
｡
漕

夜
引
輝
'
幽
境
朗
日
｡
故
日
未
明
之
陽
宮
'
耀
真
之
陰
室
､
洞
穴
之

｢石
室
｣
の
詩
を
め
ぐ
っ
て
(生
菌
)

要
衝
､
海
産
之
雲
術

(洞
は
四
有
九
､
此
れ
は
惟
れ
其
の
七
な
-
｡
潜
夜

に
輝
き
を
引
き
､
幽
境
に
日
朗
ら
か
な
り
｡
故
に
未
明
の
陽
宮
'
耀
異
の
陰

室
､
洞
穴
の
賓
衝
､
海
壷
の
雲
術
と
日
う
)｣
と
あ
り
､
洞
窟
内
で
あ
-

な
が
ら
外
界
の
よ
う
に
明
る
い
洞
天
の
様
子
が
措
か
れ
て
い
る
｡

｢洞
四
有
九
｣
と
い
う
の
は
即
ち
三
十
六
洞
天
の
こ
と
で
あ
-
､
こ

れ
は
謝
塞
蓮
が
洞
天
説
の
こ
と
を
い
か
に
よ
-
知
-
､
洞
天
と
い
う

も
の
に
強
い
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
か
が
わ
か
る
興
味
深
い
資
料
で
あ

る
｡
以
下
に
序
の
部
分
を
引
い
て
み
よ
う
｡

客
夜
夢
見
延
陵
茅
山
'
在
京
之
東
南
｡
明
旦
得
洞
経
所
載
羅
浮

山
車
､
云
'
茅
山
是
洞
庭
口
､
南
通
羅
浮
｡
正
輿
夢
中
意
相
曾
'

逐
感
而
作
羅
浮
山
賊
日
-
-

客
夜

夢
に
延
陵
の
茅
山
､
京
の
東
南
に
在
る
を
見
る
｡
明
且

に
洞
経
の
載
す
る
所
の
羅
浮
山
の
事
を
得
た
る
に
､
云
え
ら
-
､

茅
山
は
是
れ
洞
庭
の
口
に
し
て
､
南
の
か
た
羅
浮
に
通
ず
､
と
｡

正
に
夢
中
の
意
と
相
い
合
し
､
遂
に
感
じ
て
羅
樺
山
の
賦
を
作

り
て
日
く
-
-

(『重
文
類
衆
』
巻
七

･
山
部
上
･
羅
浮
山
)

こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
'
こ
の
賊
は
章
際
に
羅
浮
山
に
行

っ
て
作
ら
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れ
た
の
で
は
な
-
､
夢
で
見
た
遊
覧
の
様
子
を
描

い
た
も
の
で
あ
る
｡

想
像
上
の
遊
山
の
賊
と
い
う
意
味
で
は
孫
緯

｢遊
天
台
山
賊
｣
に
等

し
い
｡
興
味
深

い
の
は
､
夢
で
見
た
こ
と
と
'
翌
朝
に
見

つ
け
た
書

物
の
記
載
と
が
不
思
議
に
も

一
致
し
'
そ
の
こ
と
に
感
じ
て
賊
を
作

っ
た
と
述
べ
て
い
る
鮎
で
､
賦
本
文
に
は

｢伊
離
情
之
易
結
､
諒
況

念
之
羅
浮
o
饗
潜
夢
於
永
夜
､
若
憩
波
而
乗
梓

(伊
れ
離
情
の
結
ば
れ

あき

易
き
に
'
況
念
の
羅
浮
を

諒

ら

か
に
す
｡
潜
夢
を
永
夜
に
資
し
､
波
を
懲
-

て
梓
に
来
る
が
ご
と
し
)｣
と
も
あ
る
｡
自
覚
的
で
あ
れ
無
自
覚
的
で

あ
れ
､
心
の
中
で
ず

っ
と
求
め
積
け
て
い
た
も
の
と
あ
る
時
避
近
す

る
'
そ
の
妙
趣
'
神
秘
的
膿
験
が
制
作
動
機
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
｡
こ
れ
は
夢
の
中
の
こ
と
だ
が
､
賓
際
の
山
水
遊
覧
に
お
い

て
も
'
そ
の
神
秘
的
な
出
合

い
の
髄
験
が
謝
塞
運
に
と

っ
て
大
き
な

意
味
を
持
ち
､
山
水
詩
の
制
作
に
つ
な
が

っ
て
い
っ
た
｡
で
は
次
章

に
お
い
て
'
謝
産
道
の
石
室
の
詩
を
詳
し
-
見
て
い
-
こ
と
に
し
よ

､つ
〇

二

謝

壷

蓮

｢
石

室

山
｣

先
に
見
た
よ
う
に
'
石
室
は
神
仙
に
通
じ
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
-
､

詩
文
に
お
い
て
も
仙
界
描
寓
の

一
部
と
し
て
出
て
-
る
こ
と
が
多

い
｡

し
か
し
今
か
ら
取
-
上
げ
る
謝
震
蓮
の
詩

｢
石
室
山
｣
は
'
想
像
上

の
世
界
と
し
て
で
は
な
-
硯
賓
に
あ
る

1
つ
の
場
所
と
し
て
石
室
を

措
き
､
し
か
も
表
現
の
中
心
を
'
そ
こ
に
住
む
道
士
や
仙
人
で
は
な

-
'
石
室
と

い
う
場
所
そ
の
も
の
に
置

い
て
い
る
｡

石
室
山

-
活
旦
索
幽
異

2
放
舟
越
桐
郊

3
毒
葦
蘭
渚
急

4
菰
菰
苔
嶺
高

5
石
室
冠
林
陳

6
飛
泉
鷺
山
轍

7
虚
迂
径
千
載

8
峰
喋
非

一
朝

9
郷
村
絶
間
見

10
樵
蘇
限
風
零

11
徴
我
無
遠
寛

12
線
算
羨
升
喬

活
旦

幽
異
を
索
め

な']T

舟
を
放

べ
て
桐
郊
を
越
ゆ

葦
葦
と
し
て
蘭
渚
急
に

菰
荻
と
し
て
苔
嶺
高
し

石
室
は
林
陳
に
冠
し

飛
泉
は
山
板
に
沓
す

へ

虚
迂

千
載
を
径

峰
喋

1
朝
に
非
ず

郷
村
す
ら
閲
見
絶
え

樵
蘇
す
ら
風
零
に
限
ら
る

な

我
徴
か
り
せ
ば
遠
覚
す
る
も
の
無
か
ら
ん

絶
算
よ
り
升
喬
を
羨
む



13
霊
域
久
範
隈

14
如
輿
心
賞
交

15
合
歓
不
容
言

16
摘
芳
弄
寒
修

霊
域

久
し
-
韓
陰
す
る
に

心
賞
と
交
わ
る
が
ご
と
し

合
歓

言
を
容
れ
ず

芳
を
摘
み
て
寒
候
を
弄
ぶ(

『詩
紀
』
巻
四
七
)

ま
ず
こ
の

｢石
室
山
｣
の
所
在
と
制
作
時
期
に
つ
い
て
､
葉
笑
雪

道
註

『謝
霊
連
詩
選
』
は
始
寧
'
永
嘉
の
二
説
を
並
記
し
て
い
る
｡

始
寧
説
は

｢山
居
賦
｣
に
出
て
-
る
石
室
と
同
じ
も
の
と
み
な
し
､

永
嘉
説
は

『讃
史
方
輿
紀
要
』
の
記
述
に
よ
-
永
嘉
の
大
若
岩
の
こ

①

⑧

と
と
す
る

｡

黄
節
註

『謝
麻
薬
詩
註
』
は
始
寧
説
を
と
-

､

顧
紹
相

校
注

『謝
塞
蓮
集
校
注
』
は
､
こ
の
詩
の
一
部
を
引
用
す
る

『太
平

⑨

妾
字
記
』
巻
九
九
等
を
引
い
て
永
嘉
説
を
と
る
｡

し
か
し
始
寧
説
の

根
様
と
な
っ
て
い
る

｢山
居
賦
｣
｢室

･
壁
背
籍

(室
･
壁
は
給
を
背

ぶ
)｣
の

｢室
｣
､
す
な
わ
ち
石
室
は
､
自
注
に

｢室
'
石
室
'
在
小

江
口
南
岸
｡
壁
'
小
江
北
岸
｡
並
在
楊
中
之
下

(室
は
'
石
室
へ
小
江

口
の
南
岸
に
在
り
｡
壁
は
､
小
江
北
岸
に
あ
り
｡
並
び
に
楊
中
の
下
に
在⑲

り
)｣
と
あ
っ
て
'
山
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る

｡

ま
た

｢石
室
｣
は
前
述
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
詩
文
に
頻
出
す
る
も

｢石
室
｣
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

(堂
薗
)

の
で
'
謝
重
蓮
の
詩
文
に
見
え
る
か
ら
と
い
っ
て
二
つ
が
同
じ
場
所

と
は
限
ら
な
い
｡
よ
っ
て
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
永
嘉
時
代
の
作
と
す

る
｡詩

の
前
半
は
'
早
朝
か
ら
珍
し
い
景
色
を
求
め
て
舟
に
乗
り
､
野

を
越
え
山
を
越
え
進
ん
で
い
-
さ
ま
を
措
寓
す
る
｡
蘭
の
茂
る
な
ぎ

さ
は
流
れ
が
急
で
'
こ
ん
も
-
と
苔
の
生
え
た
嶺
は
高
い
｡
現
れ
た

そ
の
石
室
は
､
奥
深
-
分
け
入
っ
た
林
の
隅
に
冠
の
よ
う
な
形
で
突

き
出
て
お
-
'
ほ
と
ば
し
る
泉
が
山
の
い
た
だ
き
か
ら
流
れ
出
て
い

る
｡
空
虚
さ
を
湛
え
た
そ
の
泉
は
千
年
も
の
時
を
経
た
よ
う
で
あ
り
､

高
々
と
突
き
出
た
石
室
は

一
朝
に
し
て
で
き
た
も
の
で
は
な
い
｡
第

1
句
の

｢清
旦
索
幽
異
｣
は
'
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
健
験
が
'
あ
る

日
自
ら
の
意
志
で
探
し
求
め
た
結
果
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
す
｡
第
3
､
4
旬
の
蘭
生
い
茂
る
川
連
や
苔
む
し
た
嶺
は
'
人
界

か
ら
隔
た
っ
た
美
し
-
高
潔
な
趣
を
漂
わ
せ
､
ま
た
第
5
㌧
6
句
に

描
か
れ
る
石
室
の
奇
妙
な
外
観
や
泉
は
､
そ
こ
に
こ
の
世
を
超
越
し

た
珍
奇
さ
'
妙
な
る
清
ら
か
さ
が
あ
る
こ
と
を
表
す
｡
第
7
へ
8
句

は
'
｢虚
迂
｣
が
第
6
句
の

｢飛
泉
｣
を
'
｢曝
嘆
｣
が
第
5
句
の

｢石
室
｣
を
承
け
る
｡
｢虚
迂
｣
は
用
例
を
見
出
し
が
た
い
が
'
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｢虚
｣
は
あ
な
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
洞
窟
と
結
び
つ
き
や
す
-
､

深
-
あ
ま
ね
-
た
た
え
ら
れ
た
水
の
あ
-
さ
ま
を
言
う
か
｡
こ
の
二

句
は
人
間
に
と
っ
て
永
遠
に
も
等
し
い
よ
う
な
迄
か
な
る
時
の
流
れ

を
い
う
こ
と
で
､
そ
こ
が
時
を
も
超
越
し
た
神
聖
な
空
間
で
あ
る
こ

と
を
表
し
て
い
る
｡

第

9
､
10
句
で
は
､
こ
の
付
近
の
村
人
で
す
ら
見
聞
き
し
た
者
は

お
ら
ず
､
山
に
入
る
き
こ
-
や
草
刈
-
た
ち
で
さ
え
風
や
か
す
み
に

遮
ら
れ
て
近
づ
け
な
か
っ
た
'
と
言
う
｡
山
を
仕
事
場
と
す
る
者
さ

え
寄
せ
付
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
､
こ
こ
が
ま
さ
し
-
人
跡
未
踏
の

地
で
あ
-
'
自
分
が
唯

一
の
訪
問
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
｡
次

の
第
11
句
は
問
題
が
あ
-
､
｢我
｣
の
字
は

『詩
紀
』
等
の
諸
本
で

は

｢戎
｣
に
作
る
が
'
解
樺
が
難
し
い
｡
『漢
魂
六
朝
百
三
名
家
集
』

｢謝
康
楽
集
｣
巻
二
は

｢我
｣
に
作
-
､
速
欽
立

『先
秦
漢
魂
晋
南

北
朝
詩
』
(中
華
書
局
､
一
九
八
三
年
)

一
一
六
四
頁
も

｢雷
作
我
｣

と
す
る
の
で
'
こ
こ
で
は
そ
れ
に
従
う
｡
｢我
｣
で
あ
れ
ば
11
句
は
､

も
し
私
が
い
な
け
れ
ば
こ
の
地
を
深
-
見
通
す
者
な
ど
い
な
か
っ
た

だ
ろ
う
'
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
｡
第
12
句
で
は
､
少
年
の
頃
か
ら

成
人
し
て
の
ち
ま
で
ず
っ
と
仙
人
王
子
喬
へ
の
あ
こ
が
れ
を
抱
い
て

き
た
､
と
い
う
｡
神
仙
を
ず
っ
と
思
い
積
け
て
き
た
私
だ
か
ら
こ
そ

こ
の
秘
境
に
た
ど
-
着
い
た
の
だ
､
と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
｡
自
己

を
他
者
と
は
違
う
特
別
な
人
間
と
見
な
し
'
何
か
に
導
か
れ
る
よ
う

に
や
っ
て
き
た
､
そ
の
運
命
的
な
出
合
い
を
述
べ
る
｡

そ
し
て
こ
の
詩
で
最
も
興
味
深
い
の
が
'
第
13
'
14
句
で
あ
る
｡

第
14
句
の

｢心
賞
｣
は
､
こ
れ
ま
で

｢賞
心
｣
と
同
義
の
語
と
し
て
､

⑰

す
な
わ
ち
知
友
と
い
う
方
向
で
解
さ
れ
て
き
た

｡

し
か
し
川
合
康
三

氏
は
'
心
の
内
に
あ
る
'
い
わ
ば
イ
デ
ア
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

⑫

か
と
指
摘
し
て
い
る
｡

謝
塞
蓮
の

｢心
賞
｣
の
用
例
を
見
る
と
､
｢賞
心
｣
ほ
ど
多
-
は

な
-
'
こ
の
他
に
は

｢入
東
道
路
｣
詩
に
､
｢満
目
皆
古
事
､
心
賞

貴
所
高

(目
に
満
つ
る
は
皆
な
古
事
'
心
賞
は
高
き
所
を
貴
ぶ
)｣
(『重
文

類
衆
』
巻
二
七
･
人
都
l
l
･
行
族
)
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
｡
こ
こ
で

は
自
ら
の
目
が

｢古
事
｣
ば
か
-
に
行
-
よ
う
に
､
｢心
賞
｣
は

｢高
き
所
｣
に
向
か
う
と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
｡
同
時
代
の
例
で
は
'

飽
照

｢白
頭
吟
｣
に

｢心
賞
猶
難
侍
､
貌
恭
山豆
易
想

(心
賞

猶
お

よ

悼
み
難
し
'
貌
恭

豊
に
悠
-
易
か
ら
ん
)｣
(
『文
選
』
巻
二
八
･
契
府
下
)

と
あ
-
､
男
性
の
女
性
に
封
す
る
恩
愛
を
指
し
て
言
う
｡
｢賞
心
｣

JO



は
言
葉
と
し
て
は
'
封
象

(人
や
山
水
な
ど
)
と
通
じ
合
い
交
感
す

る
心
､
心
か
ら
通
じ
合
う
交
わ
-
や
友
を
意
味
す
る
が
'
｢心
賞
｣

は

｢石
室
山
｣
詩
を
含
め
た
三
例
を
見
る
限
-
､
封
象
に
引
き
つ
け

ら
れ
る
心
の
あ
-
よ
う
を
指
し
'
封
象
と
の
交
わ
-
自
膿
を
意
味
す

る
言
葉
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
｢賞
｣
は
今
ま
で
の
研
究
で
明
ら

か
な
よ
う
に
､
山
水
と
交
感
し

1
億
に
な
ろ
う
と
す
る
謝
重
運
の
自

⑬

然
鑑
賞
の
あ
-
か
た
を
示
す
重
要
な
語
で
あ
る
が

､

そ
の
彼
自
身
が

｢賞
心
｣
と

｢心
算
｣
を
使
い
分
け
て
い
る
以
上
'
そ
の
意
味
内
容

に
は
違
い
が
あ
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
｡

で
は

｢心
賞
｣
が
封
象
に
向
か
う
心
の
あ
-
よ
う
を
示
す
言
葉
だ

と
す
る
と
､
第
13
'
14
句
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
だ

ろ
う
か
｡
長
年
王
子
喬
を
憧
れ
績
け
た
私
だ
か
ら
こ
そ
巡
り
合

っ
た

こ
の
地
､
久
し
-
包
み
隠
さ
れ
て
き
た
こ
の
塞
域
が

｢心
賞
｣
と
交

わ
る
よ
う
だ
と
い
う
の
は
'
神
仙
を
思
い
積
け
る
な
か
で
形
作
ら
れ

た
心
の
像
が
､
ず
っ
と
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
震
域
の
光
景
と
交

差
し
重
な
-
合

っ
た
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

こ
う
考
え
た
と
き
思
い
出
さ
れ
る
の
が
'
前
掲

｢羅
浮
山
賊
｣
の

内
容
で
あ
る
｡
そ
の
序
に
は
'
書
物
の
羅
浮
山
の
記
述
が

｢正
に
夢

｢石
室
｣
の
詩
を
め
ぐ
っ
て
(生
菌
)

中
の
意
と
相
い
曾
｣
し
た
こ
と
が
制
作
動
機
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い

た
｡
朕
の
中
に

｢諒
況
念
之
羅
浮
｣
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
よ
う
に
'

夢
で
見
た
羅
浮
山
の
姿
は
'
彼
が
長
年
羅
浮
山
を
慕
い
積
け
る
中
で

心
に
形
作
ら
れ
た
も
の
､
長
年
慕
い
積
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
羅
浮
山

が
感
癒
し
立
ち
現
れ
た
も
の
だ
と
言
え
る
｡
同
じ
-
想
像
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
孫
纏

｢遊
天
台
山
賊
｣
に

｢非
夫
遠
寄
冥
授
'
篤
信
通
両

者
'
何
肯
造
想
而
存
之
｡
余
所
以
馳
紳
蓮
思
'
董
詠
宵
輿
'
挽
仰
之

間
､
若
己
再
升
者
也

(夫
の
遠
-
寄
せ
冥
に
接
し
､
信
を
篤
-
し
神
に
通

ず
る
者
に
非
ざ
れ
ば
､
何
ぞ
肯
え
て
遥
か
に
想
い
て
之
を
存
せ
ん
｡
余

榊

めぐ

を
馳
せ
思
い
を

遅

ら

し
'
童
に
詠
じ
宙
に
興
き
'
侃
仰
の
間
､
己
に
再
び
升

る
が
ご
と
き
所
以
の
者
な
-
)｣
(『文
選
』
巻
〓

)
と
あ
る
よ
う
に
'

賓
際
は
目
に
し
た
こ
と
の
な
い
名
山
の
姿
が
､
あ
た
か
も
眼
前
に
あ

る
か
の
よ
う
に
ま
ざ
ま
ざ
と
想
念
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
'
来
る
日

も
来
る
日
も
思
い
を
巡
ら
し
た
篤
い
信
仰
の
た
ま
も
の
で
あ
-
'
だ

か
ら
こ
そ
感
激
を
も

っ
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の

｢石
室
山
｣

詩
が
､
幼
少
か
ら
の
た
ゆ
ま
ぬ
思
念
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
壷
な
る

も
の
の
姿
と
硯
音
に
巡
-
合

っ
た
風
景
と
の
一
致
'
そ
の
感
動
を
描

-
も
の
と
考
え
れ
ば
'
夢
で
出
合

っ
た
羅
浮
山
と
現
賓
の
書
と
の
一
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敦
を
記
す

｢羅
浮
山
賊
｣
の
表
現
内
容
と
よ
-
合
致
す
る
｡

次
の
第
15
句
で
は
'
震
域
と
の
交
わ
-
の
喜
び
を
'
あ
た
か
も
人

と
人
と
の
交
わ
-
で
あ
る
か
の
よ
う
に

｢合
歓
｣
と
言

い
表
し
'
そ

の
喜
び
に
は
言
葉
を
入
れ
る
鎗
地
も
な
い
と
言
う
｡
｢合
歓
｣
と
い

う
表
現
は

｢心
賞
｣
を
知
友
と
す
る
解
樺
と
よ
-
合
う
よ
う
に
見
え

る
が
'
こ
の
場
合
第

14
句
か
ら
15
句

へ
の
展
開
は
か
な
-
平
坦
で
あ

る
｡
逆
に
塞
な
る
存
在
を
求
め
績
け
た

｢心
賞
｣
と
眼
前
の
光
景
と

の
交
わ
-
を
'
人
と
人
と
が
睦
み
合
う
姿
に
重
ね
合
わ
せ
て

｢合

歓
｣
と
表
現
し
た
と
す
れ
ば
'
イ
ン
バ
ク
ー
は
か
な
-
強

い
｡
最
後

の
句
は
'
眼
前

の
壷
に
滑
る
か
の
ご
と
-
芳
し
き
花
を
摘
み
'
｢寒

候
｣
を
愛
で
る
自
ら
の
姿
を
措
-
｡
こ
れ
も
震
域
と
の
深
-
温
か
い

交
わ
り
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
｡
自
分
だ
け
が
特
別
に
思
う
地
と

の
交
流
を
擬
人
化
を
使

っ
て
表
現
す
る
も
の
は
'
先
の
謝
通
観
詩
に

も
見
ら
れ
た
が
､
こ
の
詩
で
は
そ
の
技
法
が
さ
ら
に
馨
展
的
に
用

い

ら
れ
'
詩
人
の
感
動
を
よ
-
博
え
て
い
る
｡
但
し
終
わ
-
方
は
い
さ

さ
か
唐
突
で
あ
-
､
現
存

の
詩
は
完
篇
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
｡

こ
の

｢
石
室
山
｣
詩
を
考
察
す
る
さ
い
'
注
目
さ
れ
る
の
は
や
は

-
永
嘉
時
代
に
作
ら
れ
た

｢登
江
中
孤
喚
｣
詩
と
の
関
わ
-
で
あ
る
｡

江
中
の
孤
峡
に
登
る

-
江
南
倦
歴
寛

2
江
北
購
周
旋

3
懐
新
造
特
過

4
尋
異
景
不
延

5
乱
流
趨
孤
峡

6
孤
喚
嫡
中
川

7
雲
日
相
輝
映

8
杢
水
共
澄
鮮

9
表
畳
物
莫
賞

10
鑑
賞
誰
為
博

11
想
像
畠
山
姿

12
緬
遡
置
中
線

13
始
信
安
期
術

14
得
蓋
養
生
年

江
南

歴
覚
に
倦
み

む
な

江
北

曝
し
-
周
旋
す

う
た

新
を
懐

い
て
道
は

轄
た
退
か
に

なが

異
を
尋
ね
て
景
は
延
か
ら
ず

わ
た

流
れ
を

乱
-
て
孤
峡
に
趨
け
ば

う
つ
く

孤
峡
は
中
川
に

裾
し

雲
日

相

い
輝
映
し

重
水

共
に
澄
鮮
な
-

量
を
表
し
て
物
賞
す
る
莫
-

つつ

異
を
薩
み
て
誰
か
馬
に
俸
え
ん

想
像
す

畠
山
の
姿

緬
遡
た
り

置
中
の
縁

始
め
て
信
ず

安
期
の
術

養
生
の
年
を
蓋
-
す
を
得
る
を

72

(
『文
選
』
巻
二
六

･
行
旗
上
､
五
臣
注
本
)

詩

の
構
成
を

｢
石
室
山
｣
詩
と
比
べ
て
み
よ
う
｡
｢
石
室
山
｣
詩

で
は

｢清
旦
索
幽
異
｣
と
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
状
況
説
明
､
特



異
な
景
物
を
探
索
し
よ
う
と
い
う
意
欲
は
､
こ
の
詩
で
は
さ
ら
に
詳

し
-
'
長
い
道
の
り
と
し
て
語
ら
れ
る
｡
問
題
の
地
､
こ
の
詩
で
言

え
ば

｢孤
峡
｣
'
先
の
詩
で
言
え
ば

｢石
室
｣
が
登
場
す
る
の
は
､

同
じ
第
4
句
で
あ
る
｡
第
5
-
8
句
は
､
澄
ん
だ
光
に
包
ま
れ
た
孤

島
の
美
し
き
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
こ
が
俗
世
か
ら
隔
絶
し
た

別
世
界
で
あ
る
こ
と
を
表
す
が
､
そ
れ
は

｢石
室
山
｣
詩
の
第
5
-

8
句
が
'
奇
妙
な
外
観
や
清
ら
か
な
泉
の
存
在
な
ど
を
言
う
こ
と
で

神
聖
な
空
間
を
表
し
て
い
た
の
と
通
じ
る
｡
第
9
､
10
句
は
'
こ
の

塞
妙
な
る
光
景
に
感
癒
し
そ
の
神
秘
を
俸
え
よ
う
と
す
る
人
が
い
な

い
こ
と
を
い
う
が
'
そ
れ
は

｢石
室
山
｣
詩
の

｢徴
我
無
遠
覚
｣
を

別
の
角
度
か
ら
言
い
表
し
た
も
の
と
も
言
え
る
｡
｢表
重
｣
｢森
泉
｣

と
い
う
表
現
も
'
震
域
が
久
し
-
包
み
隠
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
い
う

｢霊
域
久
覇
隠
｣
句
と
似
る
｡
そ
し
て

｢石
室
山
｣
で

｢升
喬
｣
が

出
て
き
た
よ
う
に
'
こ
の
詩
で
も
神
仙
の
語
が
登
場
す
る
が
'
重
要

な
の
は

｢想
像
畠
山
姿
｣
で
あ
る
｡
か
つ
て
小
川
環
樹
氏
は
こ
の
句

に
つ
い
て
､
傍
の
世
界
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
章
際
の
イ
メ
ー
ジ
と
が
重

⑲

な
-
合
っ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た

｡

こ
こ
に
表
さ
れ
た
そ
の
宗

教
髄
験
'
神
秘
的
感
覚
は
'
ま
さ
に

｢石
室
山
｣
詩
に
お
け
る

｢如

｢石
室
｣
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

(堂
薗
)

輿
心
貴
交
｣
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

矢
淵
孝
良
民
は
'
憂
愁
の
念
が
基
調
と
な
る
こ
と
の
多
い
永
嘉
時

代
の
詩
の
中
で
'
喜
び
の
心
情
が
詠
わ
れ
た
も
の
と
し
て
こ
の

｢登

⑮

江
中
孤
峡
｣
と

｢石
室
山
｣
を
引
-

｡

ま
た
森
野
繁
夫
氏
は
'
｢賞
｣

字
に
込
め
ら
れ
た
意
味
に
つ
い
て

｢永
嘉
の
時
期
と
始
寧

(前
期
)

と
で
は
異
な
る
｡
永
裏
の
時
期
の
山
水
詩
で
は
ほ
と
ん
ど
が

｢賞
心

の
友
｣
の
意
で
'
始
寧

(前
期
)
の
詩
に
お
け
る

｢自
然
の
理
を
賞

す
る
｣
意
と
し
て
は

｢登
江
中
孤
喚
｣
の
ほ
か
に
は
使
わ
れ
て
い
な

⑲

い
｣
と
す
る

｡

も
し

｢登
江
中
孤
喚
｣
詩
の
世
界
が
謝
塞
蓮
に
と
っ

て
と
-
わ
け
大
き
な
意
味
を
持
ち
､
ご
-
初
期
段
階
に
お
け
る

｢賞
｣
-

山
水
と
の
深
い
交
感
-

の
膿
験
を
表
し
た
も
の
だ
と

す
れ
ば
'
交
わ
-
合
う
そ
の
感
覚
を
表
現
し
て
い
る

｢石
室
山
｣
詩

も
重
要
な
意
味
を
持
つ
｡
筆
者
が

｢石
室
山
｣
詩
を
永
嘉
時
代
の
作

と
考
え
た
い
の
も
､
｢登
江
中
孤
峡
｣
詩
と
の
関
係
に
注
目
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
｡

｢遊
天
台
山
賊
｣
や

｢羅
浮
山
賦
｣
の
存
在
が
示
す
よ
う
に
､
昔

時
の
遊
山
文
学
は
観
念
の
世
界
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
｡
詩

に
お
い
て
も
､
す
で
に

一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
た
名
山
'
壷
山

13
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が
多
-
取
り
上
げ
ら
れ
､

隠
逸
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
幽
遠
な
る
室
岡

と
し
て
'
仙
界
の
よ
う
に
清
ら
か
な
場
と
し
て
専
ら
描
か
れ
て
い
た
｡

自
ら
の
目
で
そ
の
地
と
相
封
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
新

た
な
世
界
と
い
う
も
の
は
な
か
な
か
現
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
た
措
き
や
す
い
場
所
と
い
う
意
味
で

は
､
石
室
も
同
じ
で
あ
る
｡
硯
に

｢石
室
山
｣
詩
に
描
か
れ
る
風
景

は
'
神
聖
な
場
所
と
い
う
石
室
の
イ
メ
ー
ジ
に
沿
う
も
の
で
､
他
の

謝
詩
と
比
べ
叙
景
の
新
鮮
さ
に
放
け
る
よ
う
で
も
あ
る
｡
し
か
し
自

己
と
彼
の
地
と
の
唯

一
無
二
の
結
び
つ
き
を
詠
い
あ
げ
'
心
と
眼
前

の
風
景
が
交
わ
る
感
覚
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
猫
特
で
あ

る
｡

一
方

｢登
江
中
孤
峡
｣
詩
で
は
'
｢雲
日
相
棒
映
'
重
水
共
澄

鮮
｣
と
い
う
清
列
な
風
景
が
登
場
し
'
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
を
見
た
の
か
を

｢想
像
畠
山
姿
｣
と
い
う
形
で
は
っ
き
-
と
示

し
て
い
る
｡
こ
の
二
つ
の
詩
の
違
い
は
何
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
｡

｢石
室
山
｣
詩
の
石
室
は
も
と
も
と
神
仙
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
た

め
'
そ
こ
で
見
た
光
景
が
ど
ん
な
に
神
秘
的
な
も
の
だ
っ
た
か
を
強

調
す
る
必
要
は
な
い
｡
だ
か
ら
こ
そ
謝
壷
蓮
は
そ
の
膿
験
が
自
分
に

し
か
あ
り
え
な
い
特
異
な
も
の
だ
っ
た
鮎
を
強
調
し
た
の
か
も
し
れ

な
い
｡
し
か
し

｢江
中
孤
峡
｣
は
誰
も
知
ら
な
い
'
文
学
的
蓄
積
の

何
も
な
い
場
所
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
地
を
詩
の
主
題
と
し
た
こ
と

自
鰹
毒
期
的
だ
が
､
名
も
な
い
地
の
風
景
が
い
か
に
神
々
し
い
も
の

だ
っ
た
か
を
憶
え
る
に
は
､
新
し
い
表
現
が
必
要
で
あ
る
｡
他
の
人

の
目
に
は
と
ま
ら
な
い
よ
う
な
'
彼
だ
け
が
見
る
こ
と
の
で
き
た
場

だ

っ
た
か
ら
こ
そ
､
｢登
江
中
孤
峡
｣
の
叙
景
句
は
誕
生
し
た
の
か

も
し
れ
な
い
｡

三

組
照

｢従
庚
申
郎
遊
園
山
石
室
｣
詩

で
は
飽
照
は
石
室
を
ど
の
よ
う
に
措
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
｡
庚
申

都
に
付
き
従

っ
て

｢園
山
｣
の
石
室
に
遊
ん
だ
と
き
の
作

｢従
庚
申

郎
遊
園
山
石
室
｣
詩
を
見
て
い
こ
う
｡
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
'
庚
申

郎
が
誰
な
の
か
も

｢園
山
｣
が
ど
こ
の
地
名
な
の
か
も
分
か
っ
て
お

ら
ず
､
制
作
時
期
が
は
っ
き
-
し
な
い
｡
た
だ
庚
申
都
に
つ
い
て
は
､

飽
照
に
も
う

1
つ

｢呉
輿
黄
浦
亭
庚
申
郎
別
｣
詩
と
い
う
離
別
の
作

が
あ
-
'
敬
い
の
表
現
を
と
-
つ
つ
こ
ま
や
か
な
心
情
を
詠

っ
て
い

る
の
で
'
あ
る
程
度
は
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
よ
う
だ
｡
そ
の
た
め

か
こ
の
詩
は
随
従
詩
と
は
い
っ
て
も
､
特
に
庚
中
郡
を
意
識
し
た
内

- 14-



容
に
は
な

っ
て
い
な
い
｡
諸
王
に
随
従
し
た
作
な
ど
と
は
異
な
り
､

飽
照
個
人
の
感
覚
の
表
出
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
｡

な
お
飽
照
の
詩
に
は
'
そ
れ
以
前
の
用
例
が
見
え
な
い
た
め
に
彼

自
身

の
造
語
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
-
､
そ
れ
ら
が
詩
を
難
解
な

⑰

も
の
に
し
て
い
る

｡

そ
こ
で
こ
こ
で
は
筆
者
の
解
程
を
で
き
る
限
-

示
し
､
時
に
造
語
の
検
討
も
加
え
な
が
ら
見
て
い
-
こ
と
に
し
た
い
｡

庚
中
郡
に
従
い

1
荒
塗
趣
山
稜

2
雲
崖
際
墓
室

3
尚
澗
紛
紫
抱

4
林
障
沓
重
密

5
昏
昏
鐙
路
深

6
活
活
梁
水
疾

7
幽
隅
素
量
燭

8
地
備
窺
朝
日

9
怪
石
似
龍
章

10
蝦
堅
麗
錦
質

11
洞
庭
安
可
窮

て
園
山
の
石
室
に
遊

ぶ
む
か

荒
塗

山
稜
に
趣

か
い

雲

崖

霊
室
を
隠
す

尚
潤
は
紛
と
し
て
紫
抱
し

林
障
は
沓
と
し
て
垂
密
な
-

昏
昏
と
し
て
経
路
は
深
-

は
や

活
活
と
し
て
梁
水
は
疾
し

幽
隅
に
童
燭
を
乗
-

地
膚
に
朝
日
を
窺
う

怪
石
は
龍
章
に
似

腸
壁
は
錦
質
麗
し

洞
庭

安
-
ん
ぞ
窮
ま
る
ぺ
け
ん

12
漏
井
終
不
溶

13
沈
杢
絶
景
聾

14
崩
危
坐
驚
懐

15
神
化
豊
有
方

16
妙
象
尭
無
述

17
至
哉
錬
玉
人

18
庭
此
長
日
畢

あ
ふ

漏
井

終
に

溢

れ

ず

沈
室

景
聾
絶
え

崩
危

坐
な
が
ら

に
し
て
驚
懐
す

神
化

豊
に
万
有
ら
ん

妙
象

責
に
述
べ
ら
る
る
無
し

至
れ
る
か
な

玉
を

錬
る
人

あ

みずか
も

此
に
庭
-
て
長
え
に
自
ら
畢
う

⑲

(
『飽
氏
集
』
巻
六
)

最
初
の
四
句
で
は
'
石
室
が
ど
の
よ
う
な
場
所
に
あ
る
か
を
描

い

て
い
る
｡
岩
を
整

っ
て
作
ら
れ
た
産
室
は
'
荒
れ
た
道
だ
け
が
通
ず

る
高

い
が
け
の
内
に
ひ

っ
そ
-
と
あ
る
｡
第

3
句

の

｢尚
澗
｣
は
他

の
詩
人
の
用
例
が
見
え
な
い
語
だ
が
'
飽
詩
に
は
も
う

l
箇
所

｢藤

島
速
不
測
'
尚
澗
近
難
分

(成
島
は
遠
-
し
て
測
ら
れ
ず
'
尚
潤
は
近
-

し
て
分
か
ち
難
し
)｣
(巻
六

｢自
碩
山
東
望
震
揮
｣
詩
)
と
見
え
'
山
の

い
た
だ
き
か
ら
流
れ
出
る
谷
川
の
こ
と
だ
ろ
う
｡
謝
の

｢
石
室
山
｣

詩
に
も

｢飛
泉
鷺
山
轍
｣
と
あ

っ
た
の
が
思
い
出
さ
れ
る
｡
山
か
ら

流
れ
て
き
た
谷
川
が
幾
筋
か
に
分
か
れ
入
-
乱
れ
な
が
ら
へ
石
室
を

抱
-
よ
う
に
め
ぐ
る
｡
第

4
句

の

｢林
障
｣
も
用
例
が
見

つ
か
ら
な

JJ

｢石
室
｣
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

(堂
薗
)
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い
が
､
｢重
密
｣
は
､
『世
説
新
語
』
惑
溺
篇
第
五
修
に

｢而
垣
聴
重

密
､
門
間
急
峻

(而
れ
ど
も
垣
糖
は
垂
密
に
し
て
'
門
間
は
急
峻
な
-
)｣

と
あ
る
よ
う
に
､
か
き
ね
が
密
で
厳
重
な
さ
ま
を
い
う
｡
石
室
の
周

囲
の
林
が
､
ま
る
で
部
屋
の
し
き
-
の
ご
と
-
隙
間
の
な
-
茂
っ
て

い
る
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
｡
自
然
物
が
そ
の
場
所
を
俗
界
か
ら
隔

て
'
閉
ざ
さ
れ
た
特
別
な
室
間
を
作

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

積
い
て
そ
の
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
に
わ
ず
か
に
通
じ
て
い
る
'
荒
れ

た
道
の
あ
-
さ
ま
を
描
寓
す
る
｡
薄
暗
い
石
段
は
奥
深
-
ま
で
績
き
'

ざ
ぶ
ざ
ぶ
と
橋
下
を
流
れ
る
水
は
速
い
｡
第
7
､
8
句
は
石
室
の
中

の
描
菊
に
う
つ
り
'
薄
暗
い
部
屋
の
隅
で
童
間
で
も
燈
火
を
手
に
取

り
'
地
を
整

っ
て
作
ら
れ
た
窓
か
ら
朝
日
を
の
ぞ
き
見
る
と
あ
る
.

暗
い
石
室
で
修
道
の
日
々
を
送
る
道
士
た
ち
の
様
子
を
描
い
た
も
の

で
あ
-
､
日
光
の
も
と
で
の
生
活
と
は
ま
っ
た
-
異
な
る
修
行
者
の

世
界
を
表
し
て
い
る
｡

そ
の
内
部
の
様
子
が
い
よ
い
よ
怪
し
さ
を
帯
び
て
-
る
の
は
次
の

第

9
'
10
句
か
ら
で
あ
る
｡
｢怪
石
｣
を
含
む
こ
の
二
句
は
､
各
地

の
洞
天
を
結
ぶ
地
下
道
に
つ
い
て
述
べ
た
郭
瑛

｢江
賦
｣
の

｢蒙
有

包
山
洞
庭
､
巴
陵
地
道
｡
潜
達
傍
通
'
幽
佃
窃
充
｡
金
精
玉
英
瑛
其

ヽ
ヽ

裏
'
堵
珠
怪
石
坪
其
表

(宴
に
包
山
の
洞
庭
'
巴
陵
の
地
道
有
-
｡
潜
達

ふさ

傍
通
し
へ
幽
帖

窃
発
た
り
｡
金
精
･
玉
英

其
の
裏
を

瑛

ぎ

､
瑞
珠
･
怪

+よ

石

其
の
表
に
坪
じ
る
)｣
'
神
秘
的
な
数
々
の
賓
玉
が
洞
窟
の
中
を
埋

め
'
外
に
も
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
へ
と
い
う
表
現
を
ふ
ま
え
た
も

の
｡
こ
の
園
山
の
石
室
の
内
部
も
や
は
-
妖
し
い
美
し
き
を
持
つ
石

に
彩
ら
れ
て
お
-
'
し
か
も
そ
の
さ
ま
が
'
こ
の
世
の
高
貴
の
象
徴

で
あ
る
龍
の
文
様
に
似
て
い
る
と
い
う
｡
｢城
壁
｣
も
奇
怪
な
こ
と

⑬

ば
だ
が

'

｢蝦
石
｣
な
ら
用
例
が
あ
る
｡
木
華

｢海
賊
｣
に

｢暇
石

たが

読
曙
､
鱗
甲
異
質

(蝦
石
は
曙
き
を
論
え
'
鱗
甲
は
質
を
異
に
す
)｣

(『文
選
』
巻
一
二
)
と
あ
-
'
李
善
注
に

｢説
文
｣
を
引
い
て

｢暇
､

玉
之
小
赤
色
者
也
｣
と
あ
る
の
で
､
こ
の

｢職
｣
は
赤
-
輝
-
小
玉

の
こ
と
｡
郭
瑛

｢韮
威
山
賊
｣
に
も

｢潜
堆
石
､
楊
蘭
置

(蝦
石
を

あ

潜
ま
せ
､
蘭
薩
を
楊

ぐ
)｣
(『蛮
文
類
宋
』
巻
七
)
と
あ
-
'
そ
こ
が

l

般
世
界
と
は
異
な
る
神
秘
の
空
間
で
あ
る
こ
と
を
表
す
も
の
と
し
て

登
場
す
る
｡
こ
の

｢蝦
壁
｣
も
同
様
の
意
味
合
い
を
持
つ
と
思
わ
れ
､

そ
れ
が
錦
の
生
地
の
よ
う
に
美
し
い
と
い
う
｡
｢龍
章
｣
や

｢錦
質
｣

と
い
っ
た
人
界
の
'
し
か
も
最
も
高
貴
で
華
麗
な
も
の
に
瞭
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
､
そ
の
場
の
魅
惑
的
な
雰
囲
気
が
い
っ
そ
う
際
だ
っ
て
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い

る
｡

な
お
こ
の

｢堪
壁
｣
の
よ
う
に
'
す
で
に
あ
る
言
葉

(こ
の
場
合

は

｢根
石
｣)
の
う
ち
の
一
字
を
別
の
字
に
換
え
て
新
し
い
言
葉
を
作

る
と
い
う
の
は
'
飽
照
詩
の
造
語
の
1
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
よ
う
で
あ

る
｡
｢暇
｣
と

｢壁
｣
の
組
み
合
わ
せ
は

一
見
非
常
に
奇
妙
だ
が
'

｢怪
石
｣
と
封
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
讃
者
は
た
や
す
-

｢暇
石
｣

の
語
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｢怪
石
｣
の
語
は
'
郭
瑛

｢江

賦
｣
の
洞
窟
描
寓
を
讃
者
に
想
起
さ
せ
る
と
と
も
に
､
｢暇
壁
｣
か

ら

｢蝦
石
｣
を
連
想
さ
せ
る
役
割
も
持
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
｡
か

-

｢暇
石
｣
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
-
つ
つ

｢壁
｣
の
字
を
用
い
る
こ
と

で
､
い
っ
そ
う
き
ら
び
や
か
で
妖
し
げ
な
趣
を
櫓
し
て
い
る
の
で
あ

る

｡第
11
句
か
ら
14
句
は
'
こ
の
詩
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
｡
11

句
の

｢洞
庭
｣
は
洞
天
を
意
味
し
'
石
室
内
部
の
様
子
を
洞
天
に
重

⑳

ね
合
わ
せ
て
描
い
て
い
る

｡

洞
天
は
ど
こ
ま
で
も
績
い
て
終
わ
-
が

な
く
､
大
地
の
雨
水
を
集
め
る
井
戸
と
し
て
最
後
ま
で
あ
ふ
れ
る
こ

と
は
な
い
｡
井
戸
と
い
う
の
は
錬
丹
の
場
と
し
て
し
ば
し
ば
出
て
-

る
よ
う
に
'
神
仙
と
関
わ
り
が
深
い
｡
ま
た
井
戸
が
あ
ふ
れ
る
と
い

｢石
室
｣
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

(堂
薗
)

う
の
は
､
こ
の
世
の
不
正
常
を
暗
示
す
る
現
象
と
し
て
史
書
な
ど
に

見
え
る
が
'
つ
い
ぞ
あ
ふ
れ
る
こ
と
は
な
い
'
と
い
う
の
は
人
知
を

越
え
た
奥
深
さ
'
永
遠
の
絶
野
性
を
表
す
も
の
か
｡
｢沈
室
｣
は
飽

以
前
の
用
例
が
な
い
が
'
洞
天
の
描
寓
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
､

そ
の
室
に
し
て
無
な
る
空
間
を
か
-
言
い
表
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

｢絶
景
聾
｣
と
あ
る
よ
う
に
'
そ
れ
は
光
も
音
も
な
い
絶
封
の
闇
で

あ
-
､
五
感
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
世
界
で
あ
る
｡
｢崩
危
｣

も
例
が
な
-
推
測
す
る
し
か
な
い
が
'
14
句
は
崩
れ
落
ち
る
よ
う
な

危
う
さ
に
う
ち
ふ
る
え
る
様
子
を
措
-
も
の
だ
ろ
う
｡
計
-
知
れ
な

い
室
間
に
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
時
の
目
も
-
ら
む
よ
う
な
お
の
の

き
'
畏
れ
を
表
現
し
て
い
る
｡
前
述
の
よ
う
に
､
こ
の
時
期
'
地
中

に
あ
っ
て
な
お
明
る
い
洞
天
の
イ
メ
ー
ジ
は
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い

た
｡
し
か
し
飽
照
は
'
そ
の
明
る
さ
で
は
な
-
絶
野
の
闇
を
描
い
て

い
る
｡
石
室
内
部
を
洞
天
に
比
し
､
華
麗
な
美
し
き
を
持
つ
石
玉
の

存
在
な
ど
を
描
き
な
が
ら
､

一
方
で
は
そ
の
静
け
さ
と
闇
の
恐
怖
を

詠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
が
こ
の
詩
の
最
も
興
味
深
い
と
こ
ろ

で
あ
る
｡

頼
-
第
15
､
16
句
で
は
'
神
化
と
い
う
も
の
に
ど
う
し
て
決
ま
っ
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た
方
法
が
あ
ろ
う
か
､

憂
妙
な
る
像
は
け
っ
き
ょ
-
述
べ
博
え
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
､
と
言
う
｡
｢妙
象
｣
の
語
は
､
郭
瑛

｢遊
仙
詩
｣

其
八
に

｢明
道
雄
若
昧
'
其
中
有
妙
象

(明
通
は
昧
き
が
ご
と
し
と
錐

も
'
其
の
中
に
妙
象
有
-
)｣
(『初
学
記
』
巻
二
三
･
追
輝
部
･
倦
第
二
)

と
見
え
､
全
鰹
と
し
て
郭
瑛
の
影
響
を
強
-
受
け
て
い
る
と
感
じ
ら

れ
る
｡
そ
し
て
最
後
二
句
は
'
こ
の
石
室
に
ず
っ
と
住
ま
い
し
て
自

ら
の
命
を
終
え
ん
と
す
る
造
士
を
構
え
て
終
わ
る
｡

さ
て
全
膿
の
意
味
内
容
を
つ
か
ん
だ
と
こ
ろ
で
'
謝
塞
連

｢石
室

山
｣
詩
と
比
較
し
て
み
よ
う
｡
ま
ず
詩
人
と
石
室
と
の
関
係
が
大
き

-
異
な
る
鮎
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡
謝
詩
の
場
合
は
､
尋
常
な

ら
ざ
る
景
物
に
出
合
う
た
め
に
自
ら
の
意
志
で
探
索
の
族
に
出
た
こ

と
が
冒
頭
に
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
､
た
ど
-
着
い
た
そ
の
石
室
は
自

ら
探
し
菖
て
た
も
の
だ
っ
た
｡
そ
こ
は
誰
も
足
を
踏
み
い
れ
た
こ
と

の
な
い
霊
域
だ
っ
た
｡
し
か
し
飽
照
の
場
合
は
庚
申
郎
に
従

っ
て
訪

れ
た
の
で
あ
-
､
詩
の
中
に
修
行
者
の
措
菊
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え

て
､
そ
の
石
室
は
す
で
に
道
教
の
修
行
地
と
し
て
そ
れ
な
-
に
知
ら

れ
た
場
所
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
詩
の
内
容
全
鰹
に
関
わ

る
大
き
な
違
い
で
あ
る
｡

で
は
石
室
そ
の
も
の
の
描
寓
の
仕
方
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
い
ず
れ

の
詩
も
'
石
室
ま
で
の
道
筋
の
様
子
を
最
初
に
描
き
､
そ
こ
が
俗
界

か
ら
隔
絶
さ
れ
た
地
で
あ
る
こ
と
を
示
す
郡
は
同
じ
で
あ
る
｡
し
か

し
謝
詩
で
は

｢蘭
渚
｣
｢苔
嶺
｣
｢飛
泉
｣
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
み
ず

み
ず
し
さ
､
高
潔
さ
が
際
だ
っ
て
い
る
の
に
比
べ
'
飽
詩
で
は
石
室

の
周
囲
や
内
部
の
暗
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡
石
室
に
関
す
る
措
寓

で
清
ら
か
さ
や
静
誰
さ
'
奥
深
さ
が
強
調
さ
れ
る
の
は
珍
し
-
な
い

が
､
闇
の
恐
怖
が
描
か
れ
る
の
は
特
異
で
あ
る
｡

一
方
で
飽
照
は
石

室
内
部
を
洞
天
に
重
ね
合
わ
せ
､
龍
の
文
様
や
錦
の
生
地
に
も
似
た

賓
石
の
存
在
を
言
う
な
ど
'
妖
し
げ
な
異
世
界
の
趣
を
強
く
押
し
出

し
て
い
る
｡
｢怪
石
｣
を

｢龍
章
｣
に
膝
え
る
の
は
'
彼
が
基
づ
い

た
前
掲

｢江
賦
｣
の
玉
石
措
菊
の
後
に
頼
い
て

｢尾
州
搭
其
吐
､
梢

まつ

雲
冠
其
膿

(贋
刺
は
其
の
比
に
摺
わ
り
､
梢
雲
は
其
の
帳
に
冠
す
)｣
と

あ
り
､
黒
龍
の
あ
ご
の
下
に
あ
る
と
い
う

｢濫
龍
之
珠
｣
が
想
起
さ

れ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
｡
た
だ

｢龍
章
｣
と
は
そ
も
そ
も
帝
王
の

象
徴
で
あ
-
'
｢怪
石
｣
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ

る
｡
飽
照
ら
し
い
天
聴
な
讐
帳
で
'
清
ら
か
な
謝
詩
の
雰
囲
気
と
は

ま
っ
た
-
異
な
る
世
界
と
な
っ
て
い
る
｡
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こ
こ
で
他
の
詩
人
が
石
室
を
ど
う
描
い
て
い
る
か
少
し
見
て
み
よ

う
｡
石
室
を
主
題
と
す
る
詩
は
多
-
は
な
い
が
､
飽
照
の
後
輩
に
あ

た
る
と
考
え
ら
れ
る
呉
遥
遠
に

｢遊
産
山
軌
道
士
石
室
｣
詩
が
あ
る
｡

塵
山
に
遊
び
て
造
士
の
石
室
を
観
る

-
蒙
茸
衆
山
裏

2
往
来
行
迩
稀

3
尋
嶺
達
仙
居

4
道
士
披
雲
鋸

5
似
著
周
時
冠

6
状
披
漢
時
衣

7
安
知
世
代
積

8
服
古
人
不
衰

9
得
我
宿
昔
情

10
知
我
道
無
為

蒙
茸
た
り
衆
山
の
裏

往
来

行
迩
稀
な
り

嶺
を
尋
ね
て
仙
居
に
達
す
れ
ば

道
士

雲
を
披
き
て
締
る

周
時
の
冠
を
著
-
る
に
似

は
わ

漢
時
の
衣
を
披
る
に
掛
る

安
-
ん
ぞ
知
ら
ん

世
代
の
積
む
を

服
は
古
き
も
人
は
衰
え
ず

我
を
し
て
宿
昔
の
情
を
得
し
め

我
を
し
て
道
の
無
為
な
る
を
知
ら
し
む

(
『斐
文
類
宋
』
巻
六
四

･
居
鹿
部
四

･
室
)

こ
の
詩
も
冒
頭
で
俗
界
と
の
隔
絶
を
言
う
が
'
興
味
深
い
の
は
第

5
-
8
句
で
あ
る
｡
そ
こ
に
住
む
道
士
の
身
に
つ
け
て
い
る
衣
冠
が

周
や
漠
の
も
の
に
似
､
ま
た

｢服
古
人
不
衰
｣
と
言
う
の
は
'
陶
淵

｢石
室
｣
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

(生
菌
)

明

｢桃
花
源
記
｣
に

｢男
女
衣
著
'
悉
如
外
人

(男
女
の
衣
著
'
悉
-

外
人
の
ご
と
し
)｣
'
ま
た
そ
の
詩
に

｢狙
豆
猶
古
法
､
衣
裳
無
新
製

(狙
豆
は
猶
お
古
法
'
衣
裳
は
新
製
無
し
)｣
と
あ
る
の
を
想
起
さ
せ
る
｡

三
浦
氏
は
前
述
の
よ
う
に

｢桃
花
源
記
｣
と
洞
天
思
想
と
の
関
わ
-

を
指
摘
し
た
が
'
こ
の
呉
通
達
の
詩
も
石
室
が
持

つ
ユ
ー
ト
ピ
ア
の

イ
メ
ー
ジ
を
活
か
し
て
構
成
さ
れ
､
ど
こ
か
素
朴
で
朗
ら
か
な
趣
を

感
じ
さ
せ
る
｡
｢怪
石
｣
｢暇
壁
｣
｢龍
章
｣
｢錦
質
｣
等
の
語
が
出
て

-
る
飽
詩
と
は
ま

っ
た
-
趣
が
異
な
る
と
言

っ
て
よ
い
｡

謝
詩
の
神
聖
高
潔
な
趣
'
飽
詩
の
珍
奇
な
玉
石
描
寓
､
ま
た
呉
詩

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
､
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
常
時
の
石
室
や
洞
天
が
持

っ

て
い
た
イ
メ
ー
ジ
の

一
つ
で
あ
る
｡
三
者
の
詩
風
の
相
違
は
'
そ
れ

ら
の
イ
メ
ー
ジ
の
ど
こ
に
強
-
関
心
を
持

っ
た
か
と
い
う
'
そ
れ
ぞ

れ
の
志
向
の
相
違
と
も
言
え
る
｡
た
だ
し
飽
照
が
暗
闇
の
恐
怖
を
封

象
と
し
た
こ
と
は
'
彼
の
詩
の
本
質
に
よ
-
深
-
関
わ
る
問
題
だ
と

思
わ
れ
る
｡
賓
際
石
室
の
闇
と
い
う
の
は
恐
ろ
し
い
も
の
だ
ろ
う
が
'

謝
詩
や
呉
詩
で
は
そ
の
よ
う
な
側
面
は
全
-
描
菊
の
封
象
と
な

っ
て

い
な
い
｡
お
そ
ら
-
常
時
の
感
覚
で
は
'
石
室
が
洞
天
に
通
じ
る
も

の
で
あ
る
以
上
､
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
書
か
な
い
の
が
普
通
だ

っ
た
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の
だ
ろ
う
｡

三
人
の
中
で

l
番
は
っ
き
-
と
石
室
を
洞
天
に
愉
え
て

い
る
飽
照
が
そ
こ
を
描
-
の
は
'
彼
の
詩
の
猫
自
性
が
ど
こ
に
あ
る

か
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
｡

謝
塞
蓮
の
石
室
詩
の
濁
自
性
は
'
自
己
と
霊
域
と
の
特
別
な
関
係

を
強
調
し
た
鮎
に
あ
っ
た
｡
長
い
憧
れ
の
期
間
を
経
て
眼
前
に
立
ち

現
れ
交
わ
-
あ
っ
た
そ
の
世
界
は
､
他
者
が
入
-
こ
ん
で
共
感
す
る

飴
地
の
な
い
'
彼
だ
け
が
知
る
世
界
で
あ
る
｡
こ
の
排
他
的
'
自
己

中
心
的
世
界
は
'
飽
照
は
む
ろ
ん
の
こ
と
'
他
の
誰
の
詩
に
も
表
れ

な
い
謝
壷
連
濁
臼
の
も
の
と
言

っ
て
い
い
だ
ろ
う
｡

謝
詩
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
､
彼
が
悌

･
道
双
方
に
深
い
関
心
を

持
ち
､
根
源
的
な

｢理
｣
の
曾
得
を
目
指
し
て
山
水
遊
覧
を
行

っ
て

い
た
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ
る
｡
も
と
も
と
宗
教
的
佳
験
を
描
こ
う

と
い
う
の
だ
か
ら
'
自
己
を
中
心
と
す
る
世
界
が
展
開
さ
れ
る
の
は

あ
る
意
味
菖
然
で
あ
る
｡
本
来
山
水
詩
は
'
謝
詩
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
宗
数
的
志
向
の
強
い
も
の
で
'
呉
通
達
詩
の
最
後
で
も

｢得
我
宿

昔
情
'
知
我
道
無
為
｣
と

｢我
｣
が
繰
-
返
さ
れ
､
石
室
を
訪
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が
宗
教
的
啓
示
を
受
け
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
｡

た
だ
し

1
股
に
詩
の
最
後
に
示
さ
れ
る
宗
教
鰭
験
は
'
こ
の
呉
詩
の

よ
う
に
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
も
の
が
多
い
｡
そ
の
中
で
謝
塞
蓮
は
よ

-
き
め
細
か
-
'
何
を
感
じ
何
を
想
像
し
た
か
､
そ
の
微
妙
な
感
覚

を
表
現
し
て
い
る
｡

で
は
飽
照
の
石
室
詩
に
､
彼
個
人
の
宗
教
的
志
向
は
窺
え
る
だ
ろ

う
か
｡
最
後
の
句

｢至
哉
錬
玉
人
'
虞
此
長
白
華
｣
は
'
そ
こ
に
住

ま
う
修
行
者
を
構
え
て
い
る
だ
け
で
'
自
ら
の
宗
教
憶
験
を
語
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
の
前
の
句

｢神
化
呈
有
方
､
妙
象
克
無

述
｣
も
'
郭
瑛
が

｢明
道
雄
若
昧
'
其
中
有
妙
象
｣
と

｢妙
象
｣
の

蟹
硯
を
力
強
-
語
っ
て
い
る
の
な
ど
に
比
べ
消
極
的
で
'
神
仙
世
界

に
寅
に
迫
ろ
う
と
す
る
意
欲
が
あ
ま
-
感
じ
ら
れ
な
い
｡
石
室
と
い

う
珍
奇
で
不
可
思
議
な
場
そ
の
も
の
に
封
す
る
興
味
が
強
-
窺
わ
れ

る
わ
-
に
は
'
最
も
肝
要
で
あ
る
は
ず
の
宗
教
的
啓
示
を
受
け
た
と

い
う
表
現
が
な
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
そ
の
こ
と
と
関
連
す
る
が
'
｢従
庚
申
郎
遊
園
山
石
室
｣
で

は
飽
照
は
基
本
的
に
叙
述
者
と
し
て
の
立
場
を
と
-
､
｢我
｣
の
語

が
出
て
こ
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
'
表
現
の
上
で
自
己
の
世
界
を
押
し

だ
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
｡
振
-
返
れ
ば
本
稿
で
挙
げ
た
石
室
に
関

す
る
詩
､
曹
植

｢苦
思
行
｣
･
謝
通
観
詩

･
謝
重
蓮

｢石
室
山
｣
･
飽
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照

｢従
庚
申
郎
遊
園
山
石
室
｣
･
呉
通
達

｢遊
鹿
山
軌
道
士
石
室
｣

の
中
で

｢我
｣
の
字
が
出
て
こ
な
い
の
は
'
飽
詩
だ
け
で
あ
る
｡
そ

の
鮎
自
分

一
人
を
特
別
税
す
る
か
の
よ
う
な
表
現
を
取
る
謝
詩
と
は

封
照
的
で
あ
る
｡
む
ろ
ん
こ
の
黙
を
考
え
る
に
は
'
飽
照
の
石
室
詩

が
随
従
の
作
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
､
詩
の

中
に
は
庚
申
郎
の
存
在
を
表
す
表
現
は
ま

っ
た
-
な
-
'
そ
れ
ほ
ど

強
い
制
約
に
は
な

っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
少
な
-
と
も
宗
教
的

啓
示
を
受
け
た
こ
と
を
記
す
の
が
不
可
能
だ

っ
た
と
は
思
わ
れ
ず
､

飽
照
自
身
に
そ
の
意
識
が
な
か

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡

む
し
ろ
こ
の
特
徴
は
'
飽
照
が
間
の
恐
怖
を
措
い
て
い
た
こ
と
と

関
連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
｢沈
室
絶
景
聾
､
崩
危
坐
驚
懐
｣
と

は
'
何
が

｢崩
危
｣
で
何
に

｢驚
懐
｣
し
た
の
か
は
っ
き
-
示
さ
れ

て
は
い
な
い
が
'
閉
ざ
さ
れ
た
空
虚
な
問
が
ど
こ
ま
で
も
繕

い
て
い

-
､
そ
の
計
-
知
れ
な
い
恐
ろ
し
さ
を
表
現
す
る
も
の
の
よ
う
だ
｡

そ
れ
は
決
し
て
謝
塞
蓮
が
言
う
よ
う
な
､
作
者
だ
け
が
味
わ
う
こ
と

の
で
き
る
特
殊
な
感
覚
で
は
な
-
､
人
間
な
ら
誰
し
も
知
る
素
朴
､

か
つ
根
源
的
な
恐
怖
の
感
覚
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
飽
照
の
詩

に
は
'
人
間
の
先
験
的
な
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
よ
う
な
所
が
あ
る
｡

｢石
室
｣
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

(堂
薗
)

洞
窟
と
い
う
も
の
に
射
し
て
人
々
が
ず

っ
と
抱
き
績
け
て
き
た
畏
怖

が
'
こ
こ
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
｡
飽
照
が
詩
に
表
そ
う
と
し

た
も
の
は
､
ま
さ
に
そ
れ
な
の
で
は
な
い
か
｡
詩
人
た
ち
が
誰
も
描

か
な
い
､
し
か
し
人
間
が
普
遍
的
に
持

つ
魂
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
よ
う

な
感

覚
､
そ
れ
を
措
こ
う
と
し
た
か
ら
こ
そ
､
時
に
強
烈
な
言
葉
を

使
い
な
が
ら
自
己
の
存
在
感
を
あ
ま
-
表
に
出
し
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

終

わ

り

に

本
稿
で
は
､
石
室
と
い
う
場
が
晋
末
期
の
詩
文
に
ど
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
な
が
ら
'
謝
塞
蓮
と
飽
照
の
詩
を
比
較
分

析
し
た
｡
常
時
石
室
は
'
洞
天
に
つ
な
が
る
神
秘
の
空
間
と
し
て

人
々
の
関
心
を
集
め
'
山
水
遊
覧
の
際
に
は
'
そ
の
具
膿
的
な
目
的

地
の

1
つ
と
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
謝
塞
蓮
と
飽
照
の
石
室

の
詩
は
'
そ
の
よ
う
な
時
代
風
潮
の
中
で
作
ら
れ
た
が
'
奴
に
世
に

知
ら
れ
た
石
室
を
描
-
飽
照
と
は
異
な
-
'
謝
塞
蓮
は
自
ら
探
し
首

て
た
石
室
の
様
子
を
描
い
て
い
る
｡
地
元
民
で
さ
え
近
づ
け
な
か

っ

た
清
澄
な
る
震
域
に
巡
り
合

っ
た
こ
と
を
言
い
'
自
分
で
な
け
れ
ば
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こ
の
地
を
覚
る
者
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
t
と
断
言
す
る
｡
そ
の
遊

適
は
'
長
年
の
羨
望
に
よ
っ
て
心
の
内
に
形
作
ら
れ
た
塞
な
る
も
の

の
姿
と
'
眼
前
の
光
景
と
の
重
な
-
合
い
と
し
て
表
現
さ
れ
る
｡
そ

の
心
と
現
賓
の
場
と
の
交
わ
り
の
感
覚
は
､
心
的
表
現
と
し
て
類
例

の
な
い
も
の
で
あ
る
ば
か
-
で
な
-
､
｢羅
浮
山
賦
｣
や

｢登
江
中

孤
峡
｣
詩
に
表
さ
れ
た
宗
教
膿
験
と
の
類
似
が
指
摘
で
き
'
謝
塞
蓮

の
山
水
詩
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る

｢賞
｣
-
山
水
と
の
交
感
の
'
具

膿
的
な
あ
-
よ
う
を
示
す
も
の
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

一
方
鞄
照
は
'
庚
申
郎
と
い
う
人
物
に
付
き
従

っ
て
園
山
の
石
室

を
訪
れ
た
と
き
の
健
験
を
描
い
て
い
る
｡
そ
の
鮎
､
自
ら
の
強
い
探

求
心
に
基
づ
-
髄
験
を
語
る
謝
詩
と
は
大
き
-
異
な
る
が
'
し
か
し

措
か
れ
る
世
界
は
謝
詩
と
は
ま
た
別
の
意
味
で
特
異
で
あ
る
｡
彼
は

石
室
内
部
を
は
っ
き
-
と
洞
天
に
な
ぞ
ら
え
'
｢怪
石
｣
｢蝦
壁
｣
に

彩
ら
れ
た
果
て
し
な
い
世
界
と
し
て
描
き
な
が
ら
､
光
も
音
も
な
い

そ
の
空
間
に
う
ち
ふ
る
え
た
こ
と
を
言
う
｡
常
時
､
窃
究
た
る
幽
遠

境
と
し
て
石
室
を
措
-
も
の
は
あ

っ
て
も
'
そ
の
絶
封
の
静
け
さ
と

闇
に
野
す
る
お
の
の
き
を
表
現
し
た
も
の
は
見
え
な
い
｡
謝
塞
連

｢羅
浮
山
賦
｣
が
示
す
よ
う
に
､
こ
の
時
期
'
洞
窟
内
に
あ

っ
て
な

お
外
界
の
よ
う
に
明
る
い
洞
天
の
イ
メ
ー
ジ
は
奴
に
形
成
さ
れ
て
い

た
｡
ま
た
呉
遥
遠
の
詩
に
描
か
れ
て
い
た
よ
う
に
､
い
に
し
え
の
民

が
穏
や
か
に
暮
ら
す
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
も
石
室
に
は
あ

っ
た
｡

し
か
し
飽
照
は
そ
の
よ
う
な
方
向
か
ら
石
室
を
描
-
の
で
は
な
-
､

奇
怪
不
可
思
議
な
そ
の
あ
-
さ
ま
と
､
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
で

あ
-
な
が
ら
ど
こ
ま
で
も
績
-
そ
の
室
間
の
恐
ろ
し
さ
を
措
い
た
の

で
あ
る
｡
そ
こ
に
表
さ
れ
た
恐
怖
の
感
覚
は
'
人
間
が
租
先
か
ら
受

け
継
い
で
き
た
遠
い
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
-
､

作
者
の
み
が
感
得
し
得
る
世
界
を
描
い
た
謝
詩
と
は
野
照
的
で
あ
る
｡

そ
れ
ま
で
の
石
室
の
詩
で
は
､
自
身
が
そ
こ
で
哲
学
的
'
宗
教
的

啓
示
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
が
決
ま

っ
て
表
明
さ
れ
て
い
た
｡
謝
塞

蓮
の

｢石
室
山
｣
詩
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
飽
詩

に
は
そ
の
よ
う
な
記
述
が
全
-
な
い
｡
石
室
と
我
と
の
特
別
な
結
び

つ
き
'
そ
の
交
わ
-
の
特
異
な
感
覚
を
宗
教
膿
験
と
し
て
語
る
謝
詩

と
'
ど
こ
ま
で
も
頼
-
空
虚
な
闇
を
前
に
し
て
感
じ
た
'
人
間
と
し

て
の
根
源
的
､
普
遍
的
感
覚
を
表
現
す
る
飽
詩
｡
両
者
の
詩
の
世
界

は
'
と
も
に
石
室
と
い
う
場
を
措
き
な
が
ら
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
｡

た
だ
今
回
は
'
石
室
の
詩
の
み
を
分
析
野
象
と
L
t
ま
た
飽
詩
は
随
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従
の
作
で
あ

っ
た
た
め
前
提
が
異
な

っ
て
い
た
｡
こ
こ
で
述
べ
た
両

者
の
特
徴
が
他
の
詩
に
も
普
て
は
ま
る
の
か
ど
う
か
､
そ
の
考
察
は

稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
｡

証
①

顔
延
之
と
飽
照
が
元
素
文
壇
に
あ
っ
て
両
極
端
な
存
在
で
あ
っ
た
こ

と
､
顔
延
之
に
よ
る
休

･
飽
批
判
の
意
味
等
に
つ
い
て
は
'
塚
本
信
也

氏
の
論
考
'
｢顔
延
之
と
鞄
照
｣
(
『東
北
学
院
大
学
論
集

人
間

三
百

語

･
情
報
』
第

二

八
携
､

l
九
九
七
年
)
及
び

｢南
朝
楽
府
民
歌
受

容
に
つ
い
て
-

顔
延
之
と
飽
照
か
ら
｣
(
『東
北
大
学
中
囲
語
学
文
学

論
集
』
第
二
鍍
'

一
九
九
七
年
)
が
あ
る
｡

②

こ
の
詩
は

『末
書
』
楽
志
三
へ
『楽
府
詩
集
』
巻
三
七
で
は
題
が

｢折
楊
柳
行
｣
と
な
っ
て
い
る
｡

③

小
尾
郊

l
『中
国
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
-

中
世
文
学

を
中
心
と
し
て
-

』
(岩
波
書
店
'

一
九
六
二
年
)
第
二
章
第
三
節

｢山
水
遊
記
｣
二

｢地
方
誌
-

刑
州
記
を
中
心
と
し
て
ー

｣
参
照
｡

そ
の
四
三

一
頁
に
は
盛
弘
之
の

｢刑
州
記
｣
に
つ
い
て

｢そ
の
書
か
れ

た
内
容
を
み
る
に
'
刑
州
の
名
所
善
蹟
の
案
内
記
で
あ
-
､
つ
ま
-
､

遊
記
と
み
て
さ
し
つ
か
え
が
な
い
｡
決
し
て
単
な
る
地
理
書
で
は
な
い
｡

そ
の
中
の
三
峡
の
記
述
な
ど
は
へ
遊
記
文
学
と
し
て
'

一
篇
の
好
個
の

小
品
文
で
あ
る
｣
と
あ
る
｡

④

こ
の

｢呉
都
賦
｣
注
の
王
逸
の
語
に
つ
い
て
､
三
浦
国
雄

｢洞
庭
湖

｢石
室
｣
の
詩
を
め
ぐ
っ
て
(生
菌
)

と
洞
庭
山
-

中
国
人
の
洞
窟
観
念
｣
(
『風
水

中
国
人
の
ト
ポ
ス
』

平
凡
社
'

一
九
九
五
年
｡
初
出

『月
刊
百
科
』
二
五
〇
'

一
九
八
三

年
)

二
二
八
'

二
二
九
頁
は
'
通
行
の

蒜
疋鮮
』
王
逸
注
に
見
え
ず
そ

の
真
備
を
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
し
'
太
湖
を

｢洞
庭
｣
と
呼
ぶ
信
潰

性
の
あ
る
事
例
が
現
れ
る
の
は
観
音
時
代
に
入
っ
て
か
ら
と
す
る
｡

⑤

三
浦
囲
雄

｢洞
天
福
地
小
論
｣
(前
掲
書
所
収
｡
初
出

『東
方
宗
教
』

六

1
'

1
九
八
三
年
)
八
八
頁
｡

⑥

l二
浦
氏

｢洞
天
一絹
地
小
論
｣
八
九
､
九
〇
頁
及
び

｢洞
庭
湖
と
洞
庭

山
｣

1
四
四
'

1
四
五
頁
参
照
o

⑦

葉
笑
雪
選
註

『謝
塞
連
詩
選
』
(古
典
文
学
出
版
社
､

一
九
五
七
年
)

九
五
'
九
六
頁
参
照
｡

⑧

責
節
註

『謝
康
契
詩
註
』
(人
民
文
学
出
版
社
'

一
九
五
八
年
)
七

八
頁
参
照
｡

⑨

願
紹
相
校
注

『謝
壷
蓮
集
校
注
』
(中
州
古
籍
出
版
社
'

一
九
八
七

年
)
七
二
頁
参
照
｡

⑲

矢
淵
孝
良

｢謝
震
蓮
山
水
詩
の
背
景
丁

始
寧
時
代
の
作
品
を
中
心

に
し
て
-

｣
(
『東
方
学
報
』
第
五
十
六
秒
'

1
九
八
四
年
)
も
永
嘉

時
代
の
作
と
見
な
す
｡

一
〇
七
､

一
〇
八
頁
及
び
注

(
18
)
参
照
｡

⑪

例
え
ば
顧
氏
前
掲
書
七
四
頁
に

｢心
賞
,
即
賞
心
ー
以
心
相
賞
｡
此

用
如
名
詞
I
指
推
心
置
腹
的
朋
友
｣
へ
森
野
繁
夫

『謝
康
楽
詩
集
』
(自

帝
杜
へ

1
九
九
三
年
)
巻
上

l
九
三
頁
に

｢｢心
賞
｣
は
'
賞
心
の
友
｡

互
い
に
心
の
わ
か
り
合
え
る
友
｣
と
あ
る
｡
棄
民
前
掲
書
に
は

｢心

賞
｣
の
語
梓
は
な
い
も
の
の

｢而
千
載
不
鵠
人
知
的
石
室
山
ー
也
該
把
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第
七
十
二
筋

自
己
首
作
唯

一
知
己
.
人
輿
山
相
野
而
立
ー
就
儀

一
野
心
心
相
印
的
朋

友

一
様
｣
と
あ
る
｡

⑫

筆
者
は
こ
の
説
を
二
〇
〇
六
年

一
月
に
直
接
伺
っ
た
が
､
同

二

月

に
京
大
曾
館
で
開
催
さ
れ
た
東
方
学
舎
第
56
回
全
国
倉
員
椎
骨
で
の
講

演

｢風
景
の
誕
生
-

集
園
か
ら
個
へ
-

｣
で
も
蚤
表
さ
れ
て
い
る
｡

⑬

｢賞
｣
に
つ
い
て
は
小
尾
氏
前
掲
書
第
二
章
第
六
節

｢自
然
美
鑑

賞
｣

l
r
｢賞
｣
の
意
味
す
る
も
の
｣
､
及
び
同
氏

『謝
畳
逓
-

孤
猫

の
山
水
詩
人
』
(汲
古
書
院
'

一
九
八
三
年
)
後
編

｢山
水
を
う
た
う

詩
｣
に
詳
し
い
｡

⑲

小
川
環
樹

｢六
朝
詩
人
の
風
景
観
｣
(
『小
川
環
樹
著
作
集
』
第

一
巻
､

筑
摩
書
房
､

一
九
九
七
年
｡
初
出

『集
刊
東
洋
学
』
五
〇
､

一
九
八
三

年
)
三
四
三
-
三
四
五
頁
参
照
｡

⑮

矢
淵
氏
前
掲
論
文

一
〇
六
-

一
〇
八
頁
参
照
｡

⑲

森
野
繁
夫

｢謝
塞
蓮

の
頓
悟

説
と
山
水
詩
｣
(
『中
囲
中
世
文
学
研

究
』
四
十
周
年
記
念
論
文
集
'
二
〇
〇

一
年
)
九
七
頁
参
照
｡

⑰

本
稿
で
参
照
し
た
主
な
注
梓
書
と
し
て
は
､
銭
坂
倫
注
'
責
節
補
注

集
説
､
鑓
仲
聯
増
補
集
説
校

『飽
巷
軍
集
注
』
(上
海
古
籍
出
版
社
､

一
九
八
〇
年
｡
も
と
古
典
文
学
出
版
社
'

一
九
五
七
年
)､
鈴
木
敏
雄

『飽
参
軍
詩
集
』
(白
帝
稚
､
二
〇
〇

1
年
)
が
あ
る
o

⑲

以
下
飽
照
詩
の
引
用
は
､
特

に
注
記
の
な
い
限
-
毛
斧
季
校
宋
本

『飽
氏
集
』
(四
部
叢
刊
)
に
よ
る
｡

⑲

｢暇
壁
｣
は
前
掲

『飽
参
軍
集
注
』
で
は

｢暇
壁
｣
に
作
る
｡

⑳

第
11
句
の

｢洞
庭
｣
が
す
な
わ
ち
洞
天
の
こ
と
で
あ
-
､
第
13
㌧
14

句
が
洞
天
内
部
の
描
嘉
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
､
小
南

一
郎
先
生
よ
-

ご
教
示
い
た
だ
い
た
｡
東
晋
の
書
と
さ
れ
る

『紫
陽
異
人
内
情
』
(
『遺

戒
』
洞
異
部
記
俸
類
)
第

l
二
紙
に

｢異
人
日
､
天
無
謂
之
室
へ
山
無

謂
之
洞
へ
人
無
謂
之
房
也
.
山
腹
中
空
虚
是
馬
洞
庭
'
人
頭
中
空
虚
是

馬
洞
虜
｣
と
あ
る
｡
小
南

一
郎

『中
団
の
神
話
と
物
語
-
』
(岩
波
書

店
'

一
九
八
四
年
)
三
五

一
頁
へ
及
び
三
六
二
頁
注

(
34
)
参
照
｡

【
附
記
】

本
稿
は
'
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金

(特
別
研
究
員

奨
励
費
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡
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