
第
囚
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雑
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天
游
天
憩
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信
仰
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塑
遽
（
中
）

第
　
｝
二
　
…
羅
W
　
　
　
一
　
一
悶
H
　
（
四
H
轟
ハ
入
）
．

天
満
天
瀞
の
信
仰
の
憂
遷

（
中
）

丈
學
士
長
沼
賢
海

　
　
　
　
菖
　
蜜
町
面
訴
　
　
　
　
、
・

　
室
町
時
代
に
至
り
て
天
満
天
憩
は
甚
し
く
灘
宗
の
影
響

を
受
け
陀
○
孟
宗
の
影
響
と
諭
し
て
も
、
灘
の
哲
理
的
戚

化
を
受
け
陀
こ
い
ふ
の
で
は
な
い
。
李
だ
く
い
へ
・
ば
、
灘

宗
の
眞
諦
π
る
信
仰
的
影
響
は
受
け
π
こ
と
は
勿
論
で
あ

っ
た
が
、
同
時
に
縢
宗
文
學
の
影
響
を
受
け
．
職
宗
縮
謁

（
書
名
繕
は
少
し
無
理
で
あ
る
が
、
灘
惜
に
量
感
な
東
山

武
誉
詞
を
意
昧
す
る
の
で
あ
る
）
の
影
響
も
甚
し
く
受
け

た
の
で
あ
る
こ
い
ひ
π
い
。

　
季
安
時
代
か
ら
菅
露
天
紳
は
文
遽
の
太
耐
ご
糀
せ
ら
れ

だ
が
、
．
そ
れ
ば
邉
眞
の
歴
学
的
人
格
に
基
い
て
居
仁
の
で

あ
る
○
所
が
鎌
倉
時
代
に
至
る
乞
も
文
道
の
蒼
黒
、
風
月

の
本
主
と
辮
へ
て
、
時
澄
り
影
響
を
受
け
て
．
客
振
宗
激

的
の
意
味
を
有
す
る
こ
ご
に
な
っ
た
9
更
に
年
代
が
下
る

と
，
天
脚
講
式
（
南
北
朝
の
頃
世
に
出
で
沈
も
の
か
）
を
見

る
に
”
天
満
天
帥
の
利
生
を
刻
尽
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む
　
う
　
　
ゆ
　
　
　
む
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
故
官
位
編
態
毒
口
、
除
病
廼
命
酬
添
、
就
中
只
取
道
入
．
愚
弄
戯
留
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
り
　
む

　
愁
町
名
稔
．
忽
蹄
其
實
．
加
之
於
一
流
願
寿
町
莫
成
就
畷
浦
、
於
諏
詰

　
　
む
　
む
　
む
　
り
　
む
　
む
　
む
　
り

　
道
藝
旨
莫
不
蓬
蓬
漁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
む
　
む
　
り

と
あ
る
。
交
蓮
．
風
月
よ
り
縛
じ
て
諸
道
藝
龍
の
範
幽
し

ま
で
立
ち
至
つ
だ
の
で
’
の
る
）
此
方
面
の
揺
仰
り
畿
展
に

紬胱

｢
て
は
、
蝕
り
興
味
あ
る
一
種
化
も
な
い
○
然
る
に
天
紳

は
灘
憺
の
詩
的
の
情
趣
か
ら
種
々
の
交
嵩
置
附
會
を
受
は
・

た
識
は
大
起
面
白
い
所
で
あ
る
。
又
五
山
．
の
學
傅
が
我
國

文
學
の
実
犯
る
筆
軸
を
已
が
鼠
甘
藷
の
灘
宗
ご
ゆ
か
り
を
結

ば
し
め
や
う
と
し
π
こ
と
も
。
一
寸
興
昧
め
る
こ
と
で
あ



’

る
。
更
に
又
天
淋
が
東
山
式
緯
需
の
命
題
と
し
て
．
取
扱

は
れ
た
結
果
天
盛
の
信
仰
は
兵
車
美
化
さ
れ
て
，
盆
憩
秘

化
せ
ら
れ
て
來
だ
こ
ご
も
面
白
く
思
は
れ
る
駈
で
あ
る
。

以
上
天
仁
の
信
仰
が
灘
宗
の
戚
化
を
受
け
て
墾
化
し
π
特

種
の
鮎
に
就
い
て
二
三
の
説
明
を
試
み
や
う
と
思
ふ
Q

　
　

　
4
　
天
満
天
帥
ε
梅
．
櫻
、
継
松

　
く
　
も

　
菅
原
道
興
が
六
十
梅
を
愛
し
セ
と
い
ふ
こ
ご
を
、
室
町

時
代
の
頃
か
ら
、
．
灘
慣
に
櫨
て
頻
り
に
唱
へ
ら
れ
だ
。
梅

は
古
來
南
方
支
那
入
の
最
も
愛
し
た
所
で
篭
詩
文
に
謳
は

る
」
も
の
顧
る
多
く
、
我
が
國
の
漢
文
無
風
も
必
然
的
に

も
傳
統
的
に
も
甚
く
之
を
愛
し
陀
所
か
ら
、
文
滋
風
月
の

本
主
た
る
天
憩
に
も
附
會
さ
れ
て
多
く
の
詩
的
奇
蹟
が
生

れ
に
の
で
あ
る
。

　
滋
眞
が
特
に
梅
を
愛
し
た
ε
い
ふ
謹
跡
は
甚
だ
乏
し
い

道
貫
の
遺
文
菅
家
文
草
や
菅
家
後
集
を
見
て
も
、
疏
説
を

確
む
べ
き
も
の
は
な
い
。
成
程
溢
眞
が
十
一
歳
の
時
始
め

て
作
つ
だ
ε
い
ふ
詩
は
、
菅
家
文
正
の
詩
の
第
一
の
懇
頭

　
　
　
第
繊
巻
　
雑
纂
　
天
瀧
天
淋
の
倍
仰
の
二
二
（
中
） に

載
せ
て
．
あ
っ
て
齢
題
は
「
月
夜
見
梅
華
」
こ
い
ふ
題
で

あ
る
○
此
外
文
集
中
に
梅
の
詩
は
可
な
り
澤
山
あ
る
が
、

菊
、
竹
．
松
．
櫻
な
ざ
い
ふ
題
も
強
ち
之
れ
に
幽
劣
っ
て
居

な
い
。
歴
代
の
勅
撰
集
に
見
る
道
其
の
歌
に
就
い
て
も
岡
．

様
の
言
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
、
所
が
此
「
月
夜
見
梅
華
」

の
詩
が
、
道
眞
が
特
に
．
梅
を
愛
し
把
と
い
ふ
読
を
な
す

に
有
力
な
材
料
と
な
つ
セ
○
今
一
ッ
之
れ
に
輿
っ
て
大
な

る
カ
の
め
っ
た
の
は
筑
紫
へ
左
遷
せ
ら
る
曳
際
詠
じ
だ

「
東
風
吹
か
ば
」
の
歌
で
あ
る
。

　
「
東
風
吹
か
ば
」
云
々
の
歌
は
抽
豆
腐
の
愛
梅
説
を
確

む
べ
き
何
等
の
材
料
に
な
ら
澱
こ
と
は
、
次
の
大
鏡
を
覧

れ
ば
自
ら
分
明
で
あ
る
Q

　
．
晶
泰
四
年
正
刃
卦
九
日
、
太
宰
椛
帥
に
な
し
六
て
ま
つ
り
て
、
な
が
さ

　
れ
給
ふ
（
巾
略
）
、
お
さ
な
く
お
は
し
σ
る
お
と
こ
君
、
な
ん
な
君
た
ち

　
し
た
ひ
な
き
て
お
は
し
沖
り
れ
げ
へ
ち
い
さ
鉦
・
ほ
あ
へ
な
ん
と
、
お
ほ
や

　
け
も
ゆ
う
さ
し
め
給
ひ
し
か
ば
、
と
も
に
み
て
風
だ
り
給
ひ
し
そ
か
し

　
み
か
ど
の
御
お
き
て
き
ほ
め
て
あ
や
に
く
に
お
は
し
ま
ぜ
ば
、
こ
の
御

　
子
ど
も
な
、
お
な
じ
か
た
に
だ
に
つ
か
は
さ
ざ
り
け
り
、
か
れ
が
牡
に

集
一
二
號
　
　
　
　
一
　
一
五
　
　
（
四
山
ハ
九
）



　
　
　
　
第
四
巻
　
雑
纂
　

天
満
天
紳
の
信
搾
の
獲
蓬

　
　
　
い
と
悲
し
く
お
ぼ
し
て
、
御
ま
へ
の
梅
の
艦
秘
書
ら
ん
こ
て
、

　
　
　
こ
ち
ふ
か
ぱ
に
ほ
ひ
お
こ
ぜ
よ
む
め
の
は
な
あ
る
じ
な
し
と
て
春
な

／
　
　
　
わ
す
れ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

と
あ
る
。
道
遣
ハ
は
我
が
宿
の
梅
に
別
れ
を
惜
み
た
る
の
で

は
な
く
、
家
を
出
で
翼
多
く
の
、
子
女
に
別
れ
か
ね
て
、
ふ

ご
前
栽
の
梅
に
よ
せ
て
別
れ
を
惜
み
、
子
女
の
便
り
を
い

の
り
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
．
此
歌
を
根
擦
と
し
て
道

眞
の
愛
梅
説
を
な
す
は
、
事
情
を
究
め
な
い
も
の
と
い
は

ね
ば
な
ら
ぬ
○

　
　
然
る
に
室
町
時
代
の
灘
儒
は
．

　
　
菅
公
第
旨
癖
f
愛
梅
、
書
士
雀
長
窪
風
坊
亀
節
罷
別
殿
焼
梅
・
野
分
紅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
白
刃
挿
、
凍
蕾
9
．
畷
蘭
…
清
玩
協
H
、
新
訂
甚
霧
、
其
僻
京
也
、
鼠
取
封
花

　
　
臼
、
束
風
唐
便
、
爲
我
逞
香
（
下
略
）

と
設
明
し
て
居
る
（
梅
調
革
）
○
思
事
鳳
の
蹴
雲
田
記
録
に

菅
公
は
梅
を
愛
し
．
梅
を
「
嬉
文
木
」
ご
回
し
π
と
い
ふ

説
を
記
し
て
居
る
。
明
人
す
ら
此
の
説
を
聞
い
て
村
庵
．

義
堂
と
共
に
し
だ
天
紳
の
賛
詞
が
山
岳
賛
語
に
見
え
て
居

る
Q
即
ち
胆
の
洪
序
が
詩
に
．

（
1
）

第
　
鴛
一
聴
晒
　
　
　
一
　
一
山
ハ
　
（
m
閏
七
〇
）

　
　
田
本
嘗
聞
北
野
君
、
愛
鞭
三
雲
乱
獲
’
、
舗
居
西
府
三
千
里
、
一
夜
飛

　
　
三
度
浜
心
ひ
晶
『

亡
あ
る
○
叉
歌
に
も
室
町
時
代
の
中
頃
前
後
の
も
の
と
思

は
れ
る
も
の
に
、

　
　
擦
あ
ら
ば
賊
が
ふ
ぜ
屋
の
下
ま
で
も
我
立
よ
ら
ん
悪
魔
し
り
ぞ
σ
、
－

　
　
唐
衣
お
し
て
毒
、
六
の
・
淋
ぞ
と
に
軸
に
も
ち
六
る
雄
に
て
も
知
れ

と
い
ふ
の
が
あ
る
や
又
天
帥
が
包
準
に
懇
諭
し
た
時
に
、

包
準
は
荒
涼
に
、

　
　
天
下
糎
花
圭
　
扶
桑
叉
字
組
　
叢
簸
疋
法
眼
　
雲
門
答
日
誓

と
の
一
偏
を
輿
へ
把
こ
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
（
梅
城
録
）

　
紅
栴
殿
の
傳
説
は
北
野
根
本
縁
起
以
下
類
本
に
多
く
見

え
て
居
る
。
特
に
＋
臥
龍
源
世
盛
疫
記
等
に
は
此
梅
が
筑

紫
に
飛
ん
だ
ご
い
ふ
言
説
夕
載
せ
て
居
る
。

　
　
　
コ
チ
フ
カ
バ
ニ
ホ
ヒ
ナ
コ
セ
ヨ
撫
ノ
鼎
他
ア
ル
シ
ナ
5
〆
ト
テ
春
ナ
フ
ス

　
　
　
レ
ソ

　
　
下
節
、
、
、
羅
テ
都
チ
繊
プ
、
シ
ク
シ
ニ
ウ
ソ
リ
論
テ
後
、
彼
紅
梅
鰻
ノ
梅

　
　
カ
タ
エ
ダ
｝
ビ
來
”
｝
ア
回
付
昌
ケ
リ
、
　
或
時
託
梅
二
陶
∵
ア

　
　
　
フ
ル
サ
玉
ノ
花
ノ
屯
ノ
イ
フ
世
ナ
リ
ヤ
バ
イ
刀
ニ
ム
カ
》
ノ
コ
ト
赫

　
　
｝
ハ
マ
シ



　
　
券
ナ
が
メ
給
ヘ
バ
暫
　
冒
ノ
木

　
　
　
先
人
於
綾
宅
　
離
巌
於
．
延
年
　
魔
鹿
猶
会
所
　
無
圭
糊
．
馨
天

　
　
㍗
申
タ
リ
ケ
ル
コ
ソ
ア
サ
マ
シ
下
串
哀
ト
モ
心
モ
及
バ
レ
ネ
b
カ
ラ
國

　
　
ノ
御
開
口
、
　
丈
チ
コ
ノ
ミ
払
相
ヒ
ケ
レ
バ
、
　
照
留
ア
學
m
囲
チ
コ
タ
リ
給
ヘ
バ
、

　
　
チ
サ
シ
ホ
レ
ケ
〃
梅
ア
リ
ケ
〃
チ
好
丈
木
ト
ソ
云
ヒ
ケ
ル
、
其
モ
二
物

　
　
チ
バ
ノ
・
ハ
ザ
可
ク
リ
、
　
誠
二
　
一
H
二
瓢
一
掴
出
ノ
由
回
海
チ
ワ
ヶ
テ
下
ビ
幽
参
ル

　
　
ホ
ド
■
ナ
ン
バ
、
モ
ノ
申
タ
〃
串
一
罪
…
ナ
リ
辱
誌
壇
梅
コ
ソ
爵
只
木
｝
ハ
煎
罵
レ

恐
ら
く
か
」
る
繊
貰
乳
が
揺
々
一
般
に
な
っ
て
、
菅
紳
梅
を

、
編
愛
す
ご
繕
せ
ら
る
」
様
に
な
つ
陀
の
で
あ
ら
う
○
、
鎌
倉

時
代
の
絡
の
頃
に
は
か
や
う
な
傳
説
も
め
つ
π
。
叉
北
野

根
本
縁
起
以
下
其
の
類
本
の
多
く
は
紅
梅
殿
に
愛
し
だ
梅

を
見
て
、
東
風
吹
か
ば
に
ほ
ひ
お
こ
せ
よ
、
云
々
ε
詠
じ

た
時
、
同
時
に
．

　
　
梅
の
花
め
し
な
わ
す
れ
η
物
な
ら
ば
吹
こ
ん
風
そ
こ
と
っ
て
も
ぜ
ん

ξ
い
ふ
歌
も
詠
ん
だ
と
い
ふ
様
に
な
っ
て
居
る
。
（
或
る
本

に
は
此
の
下
の
句
を
吹
き
こ
ん
風
に
こ
と
っ
て
は
せ
よ
と

あ
る
。
）
併
し
此
歌
は
後
撰
和
歌
集
に
あ
る
菅
公
の
詠
歌
、

　
　
　
家
よ
り
－
≦
ほ
キ
所
に
ま
か
る
時
勢
職
の
梅
の
花
な
ゆ
ひ
寒
寒
ろ

　
　
榔
花
ぬ
し
な
．
わ
す
れ
ぬ
も
の
な
ら
ば
吹
こ
ん
風
に
こ
と
っ
て
は
也
よ

ご
あ
る
を
作
う
換
へ
て
．
「
東
風
吹
か
ば
」
の
歌
と
な
ら
べ

た
の
で
、
繰
起
の
作
者
の
悪
意
な
還
誰
言
ご
患
ふ
Q
此
外

菅
公
に
は
櫻
の
詩
歌
は
少
く
な
い
か
ら
．
配
し
「
東
風
吹

か
ば
」
云
々
の
歌
で
送
眞
の
愛
梅
家
の
説
が
成
立
つ
な
ら

ば
塾
菅
公
は
同
時
に
愛
櫻
家
で
あ
っ
た
説
も
或
立
つ
舜
け

で
は
な
か
ら
う
か
○
事
實
鎌
倉
時
代
に
現
は
れ
忙
天
帥
縁

漣
の
一
種
で
あ
る
北
野
事
蹟
の
菅
霜
穴
國
下
向
の
條
に
は

　
　
（
前
略
）
す
み
な
れ
給
け
ろ
紅
梅
殴
の
な
つ
か
し
さ
の
あ
ま
り
に
、
こ
、

　
　
う
な
き
蕊
水
に
も
ち
ぎ
り
な
ぞ
む
す
び
捲
け
る
、
　
　
　
　
　
レ

　
　
こ
ち
吹
か
げ
h
に
し
ほ
四
ひ
お
こ
ゼ
よ
梅
の
弗
化
あ
る
岬
し
な
し
と
で
、
罪
な
わ
す

　
　
れ
そ

　
　
櫻
ぼ
獄
ぬ
し
な
忘
れ
め
も
の
な
ら
ば
吹
き
こ
ん
風
に
こ
と
っ
て
は
ぜ

　
　
よ

　
か
や
う
の
う
六
な
ん
ど
か
き
と
Ψ
め
給
六
る
こ
と
こ
そ
あ
は
れ
に
侍
る

　
　
（
下
略
）

と
あ
る
。
周
防
佐
波
郡
防
府
町
松
江
脚
鮭
、
所
藏
松
崎
町
憩

綴
起
の
此
の
段
の
所
を
國
寳
帖
中
に
木
版
を
以
て
強
め
ら

れ
め
る
を
見
る
に
、
這
眞
の
家
（
紅
梅
殿
な
る
も
の
で
あ

ら
う
）
の
前
栽
に
は
紅
梅
が
吹
き
渇
れ
て
居
る
と
共
に
、

第
四
欝
　
雑
纂
　
天
瀧
天
憩
の
信
仰
の
攣
遷
（
中
）

，

第
三
號
．
　
　
一
一
七
　
（
四
七
｛
）

．



，

　
　
　
第
四
春
　
雑
纂
　
天
瀧
天
瀞
の
信
仰
の
縫
蓬
（
串
）

櫻
も
険
き
満
．
ち
、
紅
梅
殿
の
階
に
は
落
花
猿
籍
陀
る
風
情

が
書
い
て
あ
る
か
ら
、
其
詞
に
も
、
梅
櫻
の
歌
を
か
曳
げ

て
あ
る
こ
と
曳
思
ふ
。
恐
ら
く
は
右
の
北
野
事
蹟
と
岡
文

な
ら
ん
と
思
は
る
○
絡
の
み
を
見
て
．
詞
を
見
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
だ
し
か
に
は
分
ら
漁
。
さ
れ
ば
鎌
倉
時
代
に

は
菅
公
は
や
う
や
く
梅
を
偏
愛
し
だ
ご
い
ふ
傳
説
の
起
原

は
出
來
上
り
か
け
た
が
、
ま
だ
櫻
と
の
關
係
も
な
か
一

親
密
で
あ
っ
π
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

　
か
玉
れ
ば
こ
そ
．
盛
衰
記
に
見
る
が
如
き
「
梅
は
飛
び

櫻
は
枯
る
」
し
こ
い
ふ
悲
劇
が
痴
梅
殿
の
前
庭
に
於
て
演

せ
ら
れ
た
．
こ
傳
へ
始
め
だ
の
で
あ
ら
う
。
同
書
に
、
道
興

が
延
喜
五
年
正
月
筑
紫
に
遷
さ
れ
、
後
は
絶
え
ず
都
の
こ

と
ば
か
り
追
懐
し
て
居
た
が
、
二
月
の
こ
ε
日
影
の
こ
か

に
東
風
の
吹
い
た
日
に
、

　
　
こ
ち
吹
け
ば
香
お
こ
ぜ
よ
梅
の
花
あ
る
じ
な
し
と
て
春
な
忘
れ
そ

　
と
え
い
じ
け
れ
ば
，
天
瀞
の
獅
所
高
辻
ひ
が
し
の
と
う
み
ん
、
こ
う
ば

　
　
い
殿
の
む
め
の
え
だ
さ
き
な
れ
ン
㍉
、
一
一
は
う
か
に
と
び
ゆ
き
て
、
あ

　
ん
ら
く
郭
へ
そ
ま
い
り
け
ろ
O
さ
く
ら
は
御
所
　
に
あ
詫
り
ゆ
り
う
が
、
鋤
・
フ

第
ミ
號
　

輔
一
八
（
四
七
二
）

れ
な
か
り
け
れ
ば
、
糎
さ
く
ら
と
て
、
お
な
ご
く
ま
が
き
の
中
に
そ
だ

ち
、
お
な
じ
く
御
所
に
え
だ
な
か
は
し
有
つ
る
に
、
い
か
な
れ
ば
、
む

め
は
御
こ
と
ば
か
・
リ
、
我
に
よ
そ
に
お
ぼ
し
め
さ
る
ら
ん
と
、
う
ら

み
詰
り
て
、
一
鞭
が
中
に
か
れ
に
け
り
、
さ
れ
ば
源
の
し
た
が
ふ
が

む
め
は
と
び
さ
く
ら
は
か
れ
ぬ
す
が
は
ら
や
ふ
か
く
そ
た
の
む
憩
の

　
ち
か
ひ
な

と
あ
る
Q
初
め
．
菅
公
が
愛
梅
の
説
も
な
か
つ
だ
頃
に
は

西
國
下
向
の
悲
劇
に
、
梅
の
歌
の
み
で
は
、
物
足
ら
す
思

っ
て
、
櫻
の
歌
を
も
な
ら
べ
セ
も
の
が
あ
っ
元
の
を
、
か

く
て
は
菅
公
の
心
が
多
い
や
う
で
、
情
が
移
ら
ぬ
ご
で
も

思
つ
把
か
、
叉
は
大
鏡
な
ご
の
記
事
に
で
も
縛
ば
ら
れ
π

か
，
梅
ば
か
り
に
し
や
う
と
患
っ
て
「
盆
花
」
ご
あ
る
を

「
梅
の
花
」
ご
改
作
ま
で
し
泥
の
で
あ
る
。
此
自
然
ら
し

き
故
意
の
取
捨
を
材
料
と
し
て
、
右
盛
衰
記
の
「
梅
は
飛

び
、
櫻
は
枯
る
風
し
ざ
い
ふ
悲
劇
…
が
傳
へ
始
め
ら
れ
．
、
か

く
て
菅
公
零
梅
の
設
は
や
う
や
く
形
を
な
し
か
け
、
南
北

朝
室
町
時
代
の
藤
憺
が
各
自
の
趣
味
に
あ
ふ
ご
こ
ろ
か
ら

頻
り
に
菅
公
愛
別
説
を
吹
雛
す
る
や
う
に
な
り
、
支
那
入



ま
で
之
を
憐
へ
る
や
・
つ
に
な
つ
π
の
で
あ
る
G
　
　
も
の
な
り
・
我
至
る
所
に
柾
σ
紺
を
蒔
一
、
嚢
二
三
π

　
応
答
民
性
の
詩
想
か
ら
言
へ
ば
櫻
は
最
も
古
へ
か
ら
獣
　
り
し
時
夢
に
松
が
我
纒
に
生
へ
て
、
折
れ
た
こ
見
π
が
飾

迎
せ
ら
れ
て
居
る
が
梅
は
そ
れ
程
も
て
は
や
・
．
れ
な
か
つ
ち
流
さ
る
癒
で
あ
っ
た
。
松
は
聖
像
の
も
の
で
あ
る
」

た
。
梅
を
重
す
る
の
は
支
那
詩
想
で
あ
る
。
さ
れ
ば
李
安
　
（
取
意
）
ご
告
げ
ら
れ
だ
が
、
間
も
な
く
一
夜
に
し
て
北
野

時
代
に
於
て
も
詩
題
と
し
て
梅
が
多
一
．
歌
題
ε
し
て
花
に
松
が
三
千
本
生
へ
だ
の
で
、
二
差
宮
を
立
て
、
菅
瀞

が
多
い
の
で
φ
る
。
併
し
文
學
の
神
の
如
く
考
へ
ち
れ
陀
　
を
拗
請
し
把
冠
い
ふ
傳
説
は
早
や
く
李
安
時
代
の
末
に
起

天
虜
に
梅
も
櫻
も
か
一
結
び
つ
く
の
は
當
然
で
あ
る
Q
然
　
つ
た
の
で
め
る
。
或
は
北
野
肚
が
輔
翼
て
か
ら
一
時
に
其

れ
ば
古
里
我
が
固
有
の
文
學
思
想
申
に
敬
愛
帥
嚴
の
鍋
象
肚
頭
に
松
林
が
生
へ
だ
と
も
い
は
れ
だ
の
で
あ
る
、
此
の

の
如
く
に
考
へ
ら
れ
π
松
も
亦
天
汁
に
因
緑
を
結
ぶ
の
は
　
傳
説
に
基
い
て
、
室
町
頃
か
ら
菅
公
浪
松
の
説
が
起
つ
だ
○

自
然
の
現
象
で
あ
ら
う
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
堂
が
鎌
倉
圓
畳
寺
黄
梅
院
に
住
し
陀
時
作
っ
た
天
憩
を

　
菅
榊
の
面
起
中
に
松
の
現
は
れ
て
來
た
の
は
、
天
慶
五
　
祭
る
文
に
「
威
福
既
顯
、
瀞
化
労
敷
・
松
野
北
野
、
梅
干

年
七
月
＋
二
H
天
紳
が
京
郡
七
條
坊
径
む
魏
文
子
（
北
西
都
（
太
宰
府
）
」
ど
あ
り
、
叉
懸
安
六
年
北
野
瀞
が
、
連

野
饗
所
牧
、
北
野
天
蒲
自
在
霧
隠
宮
創
建
山
城
國
葛
野
上
　
歌
の
歌
聖
二
條
良
墓
に
託
宣
し
陀
こ
い
，
浦
連
歌
（
北
野
誌

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
コ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

林
郷
緑
処
に
は
多
治
比
奇
子
ご
あ
り
）
に
、
北
野
に
瀞
殿
所
牧
）
の
螢
句
に
、
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

を
作
る
や
う
こ
の
託
宣
が
あ
り
、
叉
天
暦
元
年
に
三
部
、
　
　
紅
に
雪
こ
そ
ま
こ
れ
梅
の
花
一
し
ほ
な
，
む
ま
つ
の
夕
陰

老
松
の
二
人
の
從
者
と
現
は
れ
、
比
羅
就
の
魅
人
に
託
宣
と
あ
り
、
北
野
肚
の
就
俗
に
松
梅
院
ε
い
ふ
の
が
あ
る
。

し
て
「
我
が
從
者
老
松
は
久
し
く
我
に
從
っ
て
成
り
ぬ
る
　
室
町
頃
か
ら
多
く
現
は
れ
π
天
龍
の
橡
に
は
、
梅
と
松
ε

　
　
　
第
四
懸
　
雑
纂
　
天
満
天
瀞
の
信
仰
の
攣
遽
（
中
）
　
　
　
　
第
三
號
　
コ
九
（
遡
七
§



第
四
」
特
　
　
難
　
纂
　
　
束
　
　
航
　
　
雑
　
　
談

を
背
景
と
す
る
こ
ご
が
起
つ
た
ら
し
い
○
天
満
宮
の
憩
紋

に
梅
鉢
や
、
三
蓋
松
を
附
す
る
の
も
皆
此
頃
か
ら
始
つ
だ

も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
爾
こ
玉
に
門
口
し
て
老
松
の
傳

に
就
い
て
一
言
し
て
恐
き
だ
い
Q

　
天
紳
が
松
を
愛
す
る
と
い
ふ
事
ご
．
老
松
、
編
部
の
二

心
の
三
者
に
託
宣
し
だ
と
い
ふ
こ
と
を
結
び
つ
け
て
．
天

目
の
愛
松
即
ち
老
松
で
あ
る
や
う
に
唱
へ
出
し
だ
。
世
阿

彌
の
作
と
な
っ
て
居
る
。
謡
曲
老
松
の
中
に
、

　
　
諸
木
の
中
に
松
梅
は
嫁
に
天
網
の
御
自
愛
に
て
紅
梅
殿
も
老
松
も
皆
宋

　
　
龍
と
現
岬
し
給
へ
り
（
中
略
）
さ
て
松
か
ゐ
く
夫
と
い
ふ
纂
は
秦
の
始
皇
の
御

　
　
狩
の
暗
、
天
俄
に
か
含
難
り
、
大
雨
．
頻
り
に
降
り
し
か
は
、
藤
野
を
凌

　
　
が
ん
と
，
小
松
の
陰
に
寄
り
給
ふ
、
鋤
の
松
俄
に
大
末
と
癒
リ
、
枝
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ミ
號
　
　
　
一
二
〇
　
（
四
七
四
）

　
　
垂
れ
葉
な
な
ら
べ
、
木
の
問
透
間
奄
塞
ぎ
て
、
其
雨
な
漏
ら
さ
ざ
り
し

　
　
か
ば
帝
、
・
大
夫
と
い
ふ
霞
か
囎
…
り
給
び
し
ょ
り
松
を
大
夫
と
漁
丁
嫁
り
。

　
　
い
前
後
略
）

室
町
頃
に
は
太
宰
府
の
天
満
宮
に
は
紅
梅
殿
、
老
松
の
末

趾
あ
り
し
か
と
恩
は
る
・
京
都
に
は
．
紅
梅
殿
ビ
繕
す
る

も
の
五
條
坊
門
に
小
祉
と
し
て
あ
っ
だ
こ
と
が
拾
芥
抄
に

見
え
て
居
る
。
紅
梅
朋
騨
と
い
ふ
こ
ざ
は
聞
か
な
い
が
、

老
松
朋
紳
と
い
ふ
こ
ε
は
世
に
信
ぜ
ら
れ
て
居
た
如
く
、

滋
春
の
本
朝
紳
魅
考
の
北
野
の
條
に
「
老
松
朔
憩
渚
天
憩

之
春
庇
也
」
と
あ
る
。
か
く
て
老
松
も
稗
絡
化
せ
ら
れ
、

目
出
度
雁
憩
の
一
種
と
な
る
に
至
っ
詮
○

東
　
　
航
　
　
雑
　
　
談
（
カ
ナ
ダ
及
合
衆
國
に
於
け
る
見
聞
の
一
二
）

交
學
博
士
内
田
銀
藏

一
ゐ
緒
嘗

二
、
ビ
〃
下
二
二
、
圏
啓
館
及
古
上
書
館

三
塾
ナ
ア
ツ
タ
ン
、
議
院
附
醗
圏
害
館
、
冑
丈
薯
館

四
、
カ
ナ
ダ
史
上
注
意
す
べ
・
書
一
こ
こ
の
事
蟹


