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青 

山 
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『
花
間
集
』
を
読
ん
で
い
て
、
常
々
感
じ
て
い
る
こ
と
は
、
解
釈
上
、
問
題
を
抱
え
た
作
品
が
大
変
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
一
首
全
体
の
解
釈
に
わ
た
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
一
語
句
に
関
わ
る
も
の
も
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
に
入
る
ま
で
は
、
『
花

間
集
』
の
注
釈
書
は
、
わ
ず
か
に
李
氷
若
の
『
花
間
集
評
注
』
と
華
連
圃
の
『
花
間
集
注
』
の
み
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
以

降
、
多
く
の
注
釈
書
が
続
々
と
現
れ
て
、
読
解
上
、
多
大
な
便
宜
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
問

題
点
の
す
べ
て
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
な
お
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。 

 

本
稿
で
は
、
二
つ
の
作
品
（
温
庭
筠
の
〇
三
九
南
歌
子
、
牛
嶠
の
一
六
八
菩
薩
蛮
、
―
〇
三
九
、
一
六
八
は
『
花
間
集
』
全
五
百
首
の
通
し
番
号
―
）

を
取
り
上
げ
、
注
釈
書
に
よ
っ
て
解
釈
の
異
な
る
作
品
を
、
如
何
に
読
ん
だ
ら
良
い
か
を
検
討
す
る
。
卑
見
に
対
し
て
、
大
方
の
教

示
が
得
ら
れ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
平
成
十
七
年
五
月
二
十
八
日
、
宋
代
文
学
研
究
会
で
行
っ
た
報
告
に
手
を
入
れ
た

も
の
で
あ
る
。
当
日
の
説
明
に
一
部
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
訂
正
し
て
お
い
た
。 
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論
に
入
る
前
に
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
の
単
刊
の
『
花
間
集
』
の
注
釈
書
・
校
注
本
な
ら
び
に
翻
訳
書
を
列
挙
し
、
併
せ
て
本
稿

で
使
用
し
た
略
称
を
示
し
て
お
く
。 

  

書 
 

名 
 

 
 

 

著 

者 
 

 
 

 

出 

版 

社 
 

 
 

 

出 

版 

年 
 

 
 

略 

称 

①
『
花
間
集
評
注
』 

 
 

李
氷
若 

 
 

 

開
明
書
店 

 
 

 

一
九
三
五 

 
 

李
氷
若
本 

②
『
花
間
集
注
』 

 
 

 

華
連
圃 

 
 

 

商
務
印
書
館 

 
 

 

一
九
三
七 

 
 

華
連
圃
本 

③
『
花
間
集
校
』 

 
 

 

李
一
氓 

 
 

 

人
民
文
学
出
版
社 

 
 

一
九
五
八 

 
 

李
一
氓
本 

④
『
花
間
集
評
注
』 

 
 

李
氷
若 
 

 
 

楽
知
出
版
社 

 
 

 

一
九
六
〇 

 
 

（
①
の
影
印
本
） 

⑤
全
訳
『
花
間
集
』 

 
 

花
崎
采
琰 

 
 

桜
楓
社 

 
 

 
 

一
九
七
一 

⑥
『
宋
紹
興
本
花
間
集
附
校
注
』 

楊
家
駱
主
編 

 
 

鼎
文
書
局 

 
 

 

一
九
七
四 

（
紹
興
本
、
①
・
③
の
合
刊
本
。
紹
興
本
は
い
わ
ゆ
る
晁
謙
之
跋
文
本
で
、
「
拠
北
京
図
書
館
蔵
宋
紹
興
十
八
年
刻
影
印
本
・
一
九
五
五
年
九

月
・
文
学
古
籍
刊
行
社
」
本
の
影
印
で
あ
る
） 

⑦
『
花
間
集
』 
 

 
 

蕭
継
宗 

 
 

 
台
湾
学
生
書
局 

 
 

一
九
七
七 

 
 

蕭
継
宗
本 

⑧ 
A
M
O
N
G
 
T
H
E
 
F
L
O
W
E
R
S
 

 
L
o
i
s
 
F
u
s
e
k
 

 
C
O
L
U
M
B
I
A
 
U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y
 
P
R
E
S
E
 

一
九
八
二 

⑨
『
花
間
集
注
』 

 
 

 

華
鍾
彦 

 
 

 

中
州
書
画
社 

 
 

 

一
九
八
三 

 
 

華
鍾
彦
本 

 
 

（
②
の
修
訂
本
） 

⑩
『
花
間
集
注
釈
』 

 
 

李
誼 

 
 

 

四
川
文
芸
出
版
社 

 
 

一
九
八
六 

 
 

李
誼
本 
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⑪
『
花
間
集
』 

 
 

 

陳
慶
煌 

 
 

 

金
楓
出
版
有
限
公
司 

 

一
九
八
七 

⑫
『
花
間
集
新
注
』 

 
 

沈
祥
源
・
傅
生
文 

 

江
西
人
民
出
版
社 

 
 

一
九
八
七 

 
 

沈
祥
源
本 

⑬
『
花
間
集
全
訳
』 

 
 

房
開
江
注
、
崔
黎
民
訳 

貴
州
人
民
出
版
社 

 
 

一
九
九
七 

 
 

房
開
江
本 

⑭
『
花
間
集
』 

 
 

 

朱
恒
夫
注
訳 

 
 

三
民
書
局 

 
 

 

一
九
九
八 

 
 

朱
恒
夫
本 

⑮
『
花
間
集
評
注
』 

 
 

李
氷
若 

 
 

 

河
北
教
育
出
版
社 

 
 

一
九
九
九 

⑯
『
花
間
詞
派
選
集
』 

 
 

王
新
霞 

 
 

 

北
京
師
範
学
院
出
版
社 

 

一
九
九
九 

 
 

（
『
花
間
集
』
中
よ
り
一
二
二
首
を
選
録
、
評
・
注
を
施
す
） 

⑰
『
花
間
詞
全
集
』 

 
 

銭
国
蓮
・
項
文
恵
等 

当
代
世
界
出
版
社 

 
 

二
〇
〇
二 

 
 

銭
国
蓮
本 

⑱
図
文
本
『
花
間
集
』 

 
 

李
保
民
等
注
評 

 

上
海
古
籍
出
版
社 

 
 

二
〇
〇
二 

 
 

李
保
民
本 

  
 

一
、
温
庭
筠
の
〇
三
九
南
歌
子
の
解
釈
に
つ
い
て 

（
作
品
の
本
文
は
、
「
拠
北
京
図
書
館
蔵
宋
紹
興
十
八
年
刻
影
印
本
・
一
九
五
五
年
九
月
・
文
学
古
籍
刊
行
社
」
本
に
よ
っ
た
。
牛
嶠
の
一

六
八
菩
薩
蛮
も
同
じ
。
） 

 

巻
一
・
温
庭
筠
・
〇
三
九
南
歌
子 

 
 

似
帯
如
糸
柳
、
団
酥
握
雪
花
。
簾
捲
玉
鉤
斜
、
九
衢
塵
欲
暮
、
逐
香
車
。 

  

初
め
に
本
詞
に
付
け
ら
れ
た
諸
本
の
注
・
評
・
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
配
列
は
出
版
年
次
に
し
た
が
っ
た
。
た
だ
し
、
華
連
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圃
本
と
華
鍾
彦
本
は
、
修
訂
以
前
と
以
後
と
で
考
え
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
が
分
か
る
よ
う
に
、
並
べ
て
配
列
し
た
。
な
お
、
注
・
評

・
訳
は
、
注
釈
者
の
意
図
が
分
か
る
よ
う
に
、
煩
を
い
と
わ
ず
全
文
を
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。 

李
氷
若
本 

 

［
注
］
雨
村
詞
話
、
団
酥
云
花
之
白
如
団
酥
也
。 

 

［
校
］
団
酥
句
、
王
本
「
酥
」
作
「
蘇
」
。 

 

［
評
］
源
出
古
楽
府
。
詞
弁 

李
一
氓
本 

 

［
校
］
「
団
酥
」
、
鄂
本
、
毛
本
作
「
団
蘇
」
、
誤
。 

蕭
継
宗
本 

［
音
釈
］
○
簾
、
此
処
謂
車
簾
也
。 

［
校
記
］
団
酥
句
、
王
本
「
酥
」
作
「
蘇
」
、
非
。 

［
集
評
］
源
出
古
楽
府
。
詞
弁 

［
宗
按
］
似
結
未
結
、
亦
有
余
韻
。 

華
連
圃
本 

［
注
］
○
似
帯
如
糸
―
皆
以
状
柳
、
言
柳
以
喩
美
人
腰
也
。
○
酥
―
石
印
本
誤
作
蘇
、
今
拠
彊
邨
刊
金
奩
集
本
改
。
団
酥
、
猶
凝

脂
也
。
宋
人
詞
多
有
用
之
者
。
稼
軒
詞
白
牡
丹
、
「
最
愛
弄
玉
団
酥
、
就
中
一
朶
、
曽
入
揚
州
詠
。
」
曽
覿
詞
、
「
玉
人
今
夜
、

滴
粉
搓
酥
、
応
斂
眉
山
。
」
即
其
例
。
雪
花
謂
粉
也
。
○
爾
雅
、
「
四
達
謂
之
衢
。
」
九
衢
、
謂
交
道
也
。
言
捲
簾
所
欲
望
者
、

帰
人
也
。
属
目
九
衢
之
中
、
車
塵
万
丈
、
自
晨
至
昏
、
而
不
見
帰
人
。
空
逐
香
車
馳
過
而
已
。 
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華
鍾
彦
本 

［
注
］
○
似
帯
如
糸
、
皆
以
状
柳
、
言
柳
以
喩
美
人
腰
也
。
○
酥
、
石
印
本
誤
作
蘇
、
今
拠
影
印
紹
興
十
八
年
刻
本
改
。
団
酥
、

猶
凝
脂
也
。
宋
人
詞
多
有
用
之
者
。
稼
軒
詞
白
牡
丹
、
「
最
愛
弄
玉
団
酥
、
就
中
一
朶
、
曽
入
揚
州
詠
。
」
曽
覿
詞
、
「
玉
人
今

夜
、
滴
粉
搓
酥
、
応
斂
眉
山
。
」
一
般
指
酥
胸
、
此
処
指
粉
面
。
詩
経
碩
人
、
「
膚
如
凝
脂
」
。
握
雪
、
猶
言
撲
粉
。
花
、
指
面

容
、
白
居
易
詩
、
雲
鬢
花
顔
金
歩
揺
。
○
爾
雅
、
「
四
達
謂
之
衢
。
」
九
衢
、
謂
交
道
也
。
言
捲
簾
所
欲
望
者
、
帰
人
也
。
属
目

九
衢
之
中
、
車
塵
万
丈
、
自
晨
至
昏
、
而
不
見
帰
人
。
空
逐
香
車
馳
過
而
已
。 

李
誼
本 

［
注
］
○
似
帯
句
、
柳
条
裊
娜
、
似
帯
如
糸
、
以
喩
美
人
之
腰
。
杜
甫
《
絶
句
漫
興
九
首
》
、
「
隔
戸
楊
柳
弱
嫋
嫋
、
恰
似
十
五

女
児
腰
。
」
○
団
酥
、
《
雨
村
詞
話
》
巻
一
、
「
温
庭
筠
《
南
歌
子
》
、
『
団
酥
握
雪
花
。
』
言
花
之
白
如
団
蘇
也
、
与
酥
同
義
。
」

此
処
繋
指
美
人
之
面
。
○
九
衢
両
句
、
謂
閨
人
望
尽
楼
前
路
、
不
見
人
帰
、
唯
有
双
眼
逐
香
車
。
九
衢
（q ú

）
、
四
通
八
達
之
道
。

《
楚
辞
・
天
問
》
、
「
靡
蓱
九
衢
、
枲
華
安
居
。
」
《
三
輔
黄
図
》
巻
之
一
引
《
輔
决
録
》
、
「
長
安
城
面
三
門
、
四
面
十
二
門
、

皆
通
達
九
逵
、
以
相
経
緯
。
」
宋
之
問
《
長
安
道
》
、
「
楼
閣
九
衢
春
。
」
香
車
、
貴
人
所
乗
之
車
。
秦
韜
玉
《
天
街
》
、
「
香

車
争
碾
古
今
塵
。
」 

沈
祥
源
本 

［
校
］
団
酥
、 

鄂
、
毛
、
王
三
本
、
「
酥
」
作
「
蘇
」
、
誤
。 

［
注
］
○
似
帯
句
―
意
思
是
女
子
的
腰
、
好
像
柳
一
様
苗
条
。
拠
《
南
歌
子
》
首
句
一
般
的
語
法
結
構
、
「
似
帯
」
、
「
如
糸
」

都
是
形
容
柳
的
、
即
像
帯
子
像
糸
線
一
般
的
垂
柳
。
這
裏
以
柳
代
女
子
之
腰
。
○
団
酥
句
―
写
女
子
的
手
臉
白
嫩
、
如
雪
如
酥
。

酥
、
凝
固
的
油
脂
、
形
容
豊
潤
柔
嫩
。
握
雪
花
、
形
容
手
上
也
着
脂
粉
、
如
握
雪
花
之
潔
白
。
○
簾
捲
句
―
玉
鉤
斜
挂
捲
簾
。
○
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九
衢
二
句
―
意
思
是
繁
華
的
道
路
口
来
来
往
往
的
車
馬
、
灰
塵
弥
漫
。
時
臨
暮
色
、
男
子
的
心
、
還
留
連
着
那
輌
華
麗
的
車
子
。

衢
（q ú

渠
）
、
四
通
八
達
的
道
路
口
。
《
爾
雅
》
、
「
四
達
謂
之
衢
。
」
香
車
、
華
貴
的
車
馬
。
盧
照
鄰
《
長
安
古
意
》
、
「
長

安
大
道
連
狭
斜
、
青
牛
白
馬
七
香
車
。
」
七
香
車
就
是
多
種
香
料
塗
飾
的
華
貴
車
子
。 

［
析
］
這
首
詞
是
写
男
子
対
女
子
的
追
慕
。
「
似
帯
如
糸
」
、
「
団
酥
雪
花
」
、
是
男
子
所
見
到
的
女
子
的
美
麗
形
象
、
即
形
如

柳
糸
軽
盈
婀
娜
、
色
如
雪
花
豊
潤
光
潔
。
「
簾
捲
玉
鉤
斜
」
等
三
句
、
写
男
子
対
女
子
的
傾
慕
之
情
。
他
見
到
女
子
乗
坐
着
華
麗

的
車
子
、
車
簾
捲
起
、
玉
鉤
斜
懸
、
在
繁
華
的
道
路
上
駛
過
、
他
留
連
忘
帰
、
時
近
暮
色
、
他
的
心
、
還
追
逐
着
遠
去
的
香
車
。

短
短
五
句
、
写
尽
了
纏
綿
繾
綣
之
情
。 

房
開
江
本 

［
題
解
］
這
首
詞
是
写
男
主
人
公
対
女
子
的
追
慕
痴
情
。
前
両
句
、
従
主
人
公
的
視
角
展
現
女
子
的
体
態
容
貌
。
其
中
比
喩
的
運

用
、
使
她
的
美
容
美
態
更
為
形
象
動
人
、
為
後
面
写
他
的
痴
情
作
了
鋪
墊
。
而
「
簾
捲
」
句
則
将
主
人
公
的
視
角
与
她
的
形
象
関

聯
在
一
起
、
引
発
出
主
人
公
的
情
和
愛
。
末
二
句
、
写
暮
色
降
臨
、
他
還
追
逐
香
車
不
舍
、
八
個
字
写
出
了
主
人
公
的
一
片
痴
情
。

全
詞
二
十
三
個
字
、
把
一
個
痴
情
男
子
写
得
活
霊
活
現
。
他
痴
情
地
愛
她
、
却
并
無
軽
浮
的
行
為
。
他
「
逐
香
車
」
、
却
并
無
狂

放
之
舉
。
看
来
、
作
者
対
主
人
公
単
相
思
的
描
写
是
能
把
握
分
寸
的
。 

［
注
釈
］
○
「
似
帯
」
句
、
謂
女
子
腰
細
、
身
材
苗
条
、
有
如
帯
子
、
糸
線
一
般
的
垂
柳
。
○
団
酥
、
猶
凝
脂
。
又
、
鄂
本
、
毛

本
作
「
団
蘇
」
、
誤
。
握
雪
花
、
形
容
女
子
手
上
的
脂
粉
有
似
握
雪
花
那
様
潔
白
。
○
「
簾
捲
」
句
、
謂
女
子
捲
簾
斜
挂
玉
鉤
之

上
。
○
九
衢
、
四
通
八
達
的
道
路
。
《
爾
雅
・
釈
宮
》
、
「
四
達
謂
之
衢
。
」
○
香
車
、
以
香
料
塗
飾
的
華
貴
車
子
。 

［
今
訳
］
她
的
繊
腰
如
嫩
柳
般
婀
娜
、
白
白
的
双
手
彷
彿
握
着
一
団
雪
。
当
玉
鉤
捲
起
車
簾
露
出
她
的
倩
影
、
我
便
在
她
的
車
後

緊
跟
不
舍
。
随
着
車
輪
揚
起
的
香
塵
、
踏
遍
了
京
城
大
街
、
一
直
走
進
黄
昏
的
暮
色
。 
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『
花
間
集
』
作
品
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て 

朱
恒
夫
本 

［
注
釈
］
○
似
帯
如
糸
柳
、
喩
美
人
之
腰
如
帯
子
、
柳
枝
那
様
細
。
杜
甫
〈
絶
句
漫
興
九
首
〉
、
「
隔
戸
楊
柳
弱
嫋
嫋
、
恰
似
十

五
女
児
腰
。
」
○
団
酥
、
猶
凝
脂
、
這
裏
指
粉
面
。
辛
棄
疾
〈
白
牡
丹
〉
「
最
愛
弄
玉
団
酥
、
就
中
一
朶
、
曽
入
揚
州
詠
。
」
《
雨

邨
詞
話
》
巻
一
、
「
温
庭
筠
《
南
歌
子
》
、
『
団
酥
握
雪
花
。
』
言
花
之
白
如
団
蘇
也
、
与
酥
同
義
。
」
○
九
衢
、
指
四
通
八
達

之
道
。
《
楚
辞
・
天
問
》
、
「
靡
萍
九
衢
、
枲
華
安
居
。
」
○
香
車
、
美
人
所
乗
之
車
。
一
説
為
所
思
男
子
之
車
。
秦
韜
玉
《
天

街
》
、
「
香
車
争
碾
古
今
塵
。
」 

［
語
訳
］
香
車
裏
面
一
嬌
娃
、
腰
細
如
柳
面
如
花
。
満
身
風
流
譲
人
愛
、
漂
亮
絶
頂
、
猶
如
一
幅
美
人
画
。
錦
繍
簾
幕
玉
鉤
掛
、

温
和
端
荘
目
不
斜
。
衆
車
往
来
揚
塵
土
、
暮
色
雖
起
、
我
追
香
車
不
還
家
。 

［
賞
析
］
愛
情
是
古
今
中
外
不
衰
的
文
学
主
題
、
也
是
許
多
人
追
求
的
精
神
対
象
。
然
而
、
愛
情
是
什
麼
。
始
終
是
一
個
令
人
困

惑
的
問
題
、
有
人
説
有
了
共
同
的
思
想
旨
趣
、
就
能
産
生
愛
情
。
也
有
人
説
、
愛
情
要
有
物
質
的
基
礎
。
更
有
人
説
、
能
使
人
心

揺
蕩
、
並
使
対
方
娯
悦
的
東
西
、
就
是
愛
情
、
然
而
它
説
不
清
、
道
不
明
、
只
可
意
会
、
不
可
言
伝
。
這
些
陳
述
都
不
全
面
、
而

且
很
重
要
的
一
点
没
有
説
、
就
是
容
貌
与
風
度
、
就
大
多
数
人
而
言
、
「
色
」
是
燃
起
愛
情
之
火
的
導
火
線
、
是
維
持
愛
情
之
膠

合
剤
。
有
共
同
的
思
想
旨
趣
、
而
没
有
容
貌
与
風
度
、
可
能
会
成
為
朋
友
而
不
一
定
成
為
恋
人
。
有
優
裕
的
物
質
条
件
、
可
能
会

得
到
称
心
如
意
的
男
子
或
女
子
、
但
一
旦
銭
少
了
、
対
方
的
愛
情
之
火
也
就
随
之
熄
滅
了
。
這
種
愛
不
是
真
正
的
愛
情
、
僅
是
一

種
商
業
式
的
愛
。
総
之
、
容
貌
与
風
度
是
産
生
愛
情
的
重
要
条
件
。
我
們
称
讃
《
西
廂
記
》
中
的
張
生
与
鶯
鶯
的
愛
情
、
其
実
、

他
們
相
愛
就
是
因
為
男
子
俊
俏
、
女
子
漂
亮
。
這
首
詞
所
描
写
的
就
是
一
対
青
年
男
女
邂
逅
相
遇
時
所
産
生
的
愛
情
。
「
似
帯
如

糸
柳
、
団
酥
握
雪
花
、
簾
捲
玉
鉤
斜
。
」
由
詞
的
内
容
、
我
們
可
以
作
具
体
的
想
像
。
一
位
青
年
男
子
在
路
上
遇
見
了
一
位
乗
車

的
女
子
、
因
女
子
掀
起
車
簾
、
使
男
子
看
到
了
她
的
容
貌
、
她
的
腰
束
了
起
来
、
如
帯
似
柳
、
細
細
的
、
柔
弱
的
。
她
的
肌
膚
如
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凝
脂
一
般
、
光
滑
玉
潤
。
她
的
臉
龍
龐
、
如
雪
一
様
晶
瑩
。
他
的
心
裏
立
即
激
起
了
波
瀾
、
多
麼
漂
亮
的
姑
娘
啊
。
你
正
是
我
所

追
求
的
。
他
這
時
一
定
是
目
不
転
睛
地
望
著
車
中
的
女
子
、
這
是
男
子
的
態
度
。
那
麼
、
女
子
呢
。
俗
話
説
「
一
個
巴
掌
拍
不
響
」
、

愛
情
是
男
女
双
方
的
事
情
、
只
是
一
方
主
動
而
另
一
方
無
動
於
衷
、
或
者
是
另
一
方
対
他
的
主
動
表
示
厭
惡
、
就
不
会
産
生
火
熱

的
愛
情
。
這
位
女
子
的
態
度
是
鮮
明
的
、
她
対
他
也
是
一
見
鍾
情
。
她
可
能
従
窓
子
的
縫
隙
中
看
到
了
男
子
、
為
他
的
俊
雅
風
流

所
吸
引
、
看
著
看
著
、
她
竟
情
不
自
禁
地
掀
起
了
簾
子
。
如
果
不
鍾
情
於
男
子
、
何
以
会
捲
起
簾
子
而
抛
頭
露
面
。
要
知
道
、
在

那
礼
教
森
厳
的
社
会
裏
、
三
尺
男
童
都
不
准
進
入
閨
房
的
呀
。
她
捲
起
簾
子
、
一
方
面
要
細
看
郎
君
、
另
一
方
面
也
是
為
了
譲
郎

君
注
意
到
自
己
。
她
這
時
一
定
是
「
巧
笑
倩
兮
、
美
目
盼
兮
」
。
男
子
完
全
被
她
的
美
貌
与
多
情
征
服
了
、
他
的
心
裏
燃
起
了
愛

情
的
火
焔
、
産
生
了
一
股
強
大
的
力
量
、
他
決
定
排
除
万
難
、
去
追
求
這
一
美
好
的
愛
情
、
於
是
、
跟
著
香
車
、
一
歩
一
随
、
暮

色
雖
已
降
臨
、
路
上
塵
土
飛
揚
、
也
不
改
変
主
意
、
他
要
弄
清
楚
姑
娘
的
居
処
。
此
詞
所
写
的
内
容
是
有
生
活
的
影
子
的
、
相
伝

唐
代
詩
人
韓
翃
同
府
尹
之
女
柳
眉
児
相
遇
於
途
。
韓
騎
馬
上
、
柳
坐
車
中
、
四
目
相
対
、
竟
一
見
鍾
情
。
柳
眉
児
暗
贈
韓
開
元
通

宝
金
銭
、
韓
尾
随
到
她
家
、
府
尹
発
現
金
銭
、
欲
加
吊
打
、
後
由
李
白
奉
旨
作
媒
而
締
結
婚
姻
。
此
伝
説
後
編
為
元
雑
劇
劇
本
《
李

太
白
匹
配
金
銭
記
》
。 

銭
国
蓮
本 

 

［
注
］
○
似
帯
―
此
喩
美
人
之
腰
。
○
団
酥
―
此
喩
美
人
之
面
。
○
香
車
―
貴
人
所
乗
之
車
。 

李
保
民
本 

［
注
］
○
「
似
帯
」
句
―
形
容
腰
細
如
柳
。
○
「
団
酥
」
句
―
形
容
肌
膚
雪
白
。
○
玉
鉤
―
新
月
。
○
九
衢
―

四
通
八
達
的
道
路
。 

［
評
］
尽
頭
語
、
単
調
中
重
筆
、
五
代
後
絶
響
。
譚
献
評
《
詞
弁
》 

這
両
首
詞
分
別
写
少
女
対
意
中
人
的
一
往
情
深
和
少
年
被
少
女
的
美
貌
深
深
吸
引
。
両
者
共
同
的
特
点
是
辞
藻
艷
麗
不
流
於
堆
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釈
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砌
、
雕
飾
精
細
不
失
於
媚
俗
、
感
情
率
直
不
趨
於
浅
薄
。
無
論
是
少
女
「
不
如
従
嫁
与
、
作
鴛
鴦
」
的
心
声
袒
露
、
還
是
少
年
「
九

衢
塵
欲
暮
、
逐
香
車
」
的
行
為
写
照
、
都
体
現
出
男
女
主
人
公
対
美
好
愛
情
的
熱
烈
而
又
執
着
的
追
求
、
饒
有
楽
府
遺
風
。
（
青

山
注
、
這
両
首
詞
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
〇
三
八
南
歌
子
と
合
わ
せ
て
批
評
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
） 

  

本
詞
が
何
を
歌
っ
た
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
意
見
が
三
つ
に
分
か
れ
る
。
第
一
は
、
男
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
る
女
性
を
歌

っ
た
と
す
る
も
の
で
、
こ
の
解
釈
を
と
る
の
は
、
華
連
圃
本
（
修
訂
本
も
同
じ
）
、
李
誼
本
で
あ
る
。
第
二
は
、
街
で
見
か
け
た
車
中

の
女
に
対
す
る
男
の
思
慕
の
情
を
歌
っ
た
と
す
る
も
の
で
、
こ
の
解
釈
を
と
る
の
は
、
沈
祥
源
本
、
房
開
江
本
、
朱
恒
夫
本
、
李
保

民
本
で
あ
る
。
作
中
の
主
人
公
が
、
女
か
男
か
で
解
釈
が
ま
つ
た
く
相
反
し
て
い
る
。
右
以
外
の
注
釈
書
は
全
体
の
解
釈
に
は
触
れ

ず
、
語
句
の
説
明
の
み
に
止
ま
る
が
、
そ
の
語
句
の
解
釈
か
ら
、
あ
る
程
度
の
推
測
の
つ
く
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
蕭
継
宗
本
は

「
簾
」
に
つ
い
て
「
車
簾
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
第
二
の
解
釈
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
三
の
解
釈
は
、

柳
を
歌
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
李
氷
若
本
は
、
『
雨
村
詞
話
』
を
引
い
て
、
「
団
酥
云
花
之
白
如
団
酥
也
」
と
言
っ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
こ
の
「
花
」
は
、
「
楊
花
」
つ
ま
り
「
柳
絮
」
の
こ
と
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
解
釈
に
連
な

る
も
の
と
し
て
、
『
花
間
集
』
の
注
釈
書
で
は
な
い
が
、
張
紅
・
張
華
編
『
温
庭
筠
詞
新
釈
輯
評
』
（
中
国
書
店
・
二
〇
〇
三
年
三
月
・

北
京
）

が
引
く
と
こ
ろ
の
、
丁
寿
田
・
丁
亦
飛
《
唐
五
代
四
大
名
家
詞
》
の
「
此
詞
言
暮
春
傍
晩
、
捲
簾
眺
望
、
則
見
柳
絮
成
団
、

車
塵
漠
漠
、
所
謂
城
市
之
光
也
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
三
つ
の
解
釈
の
う
ち
、
果
し
て
ど
れ
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
作
品
の
第
一
句
か
ら
順
次
、
そ
れ
ぞ
れ
の

句
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
の
検
討
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
。 
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（1）

「
似
帯
如
糸
柳
」
に
つ
い
て 

 
華
連
圃
本
は
「
皆
以
状
柳
、
言
柳
以
喩
美
人
腰
也
」
と
説
明
す
る
（
修
訂
本
も
同
じ
）
。
確
か
に
、
し
な
や
か
な
柳
の
枝
を
借
り
て

美
女
の
な
よ
や
か
な
ほ
っ
そ
り
と
し
た
腰
を
形
容
す
る
言
い
方
は
、
枚
挙
す
る
い
と
ま
の
な
い
ほ
ど
多
用
さ
れ
て
お
り
、
時
に
は
、

逆
に
女
性
の
腰
を
借
り
て
、
し
な
や
か
な
柳
を
形
容
す
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
解
釈
は
一
見
、
通
ず
る
か
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
虚
心
に
読
め
ば
、
こ
の
解
釈
は
唐
突
の
感
を
免
れ
な
い
。
恐
ら
く
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
華
連
圃
本
は
、

「
皆
以
状
柳
」
と
言
っ
た
上
で
、
は
じ
め
て
「
言
柳
以
喩
美
人
腰
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
沈
祥
源
本
も
、
「
意
思
是
女
子
的

腰
、
好
像
柳
一
様
苗
条
」
と
、
華
連
圃
本
と
同
様
の
解
釈
を
示
し
た
上
で
、
「
拠
《
南
歌
子
》
首
句
一
般
的
語
法
結
構
、
『
似
帯
』
、

『
如
糸
』
、
都
是
形
容
柳
的
、
即
像
帯
子
像
糸
線
一
般
的
垂
柳
」
と
断
り
、
改
め
て
「
這
裏
以
柳
代
女
子
之
腰
」
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
句
が
「
帯
の
よ
う
な
糸
の
よ
う
な
柳
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
も
の
と
見
る
の
が
、
自
然
な
理
解
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
句
を
女
性
の
腰
を
形
容
し
た
と
す
る
も
の
に
は
、
ほ
か
に
銭
国
蓮
本
、
李
保
民
本
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
う
し

た
屈
折
し
た
解
釈
は
無
理
が
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

（2）

「
団
酥
握
雪
花
」
に
つ
い
て 

 

華
連
圃
本
は
、
辛
棄
疾
の
白
牡
丹
を
歌
っ
た
詞
（
念
奴
嬌
）
を
例
に
引
い
て
、
宋
詞
に
は
「
団
酥
」
の
語
は
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い

る
と
し
、
「
団
酥
、
猶
凝
脂
也
」
と
注
し
て
お
り
、
「
雪
花
」
は
白
粉
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
修
訂
本
で
あ
る
華
鍾
彦
本

は
、
「
握
雪
花
」
を
「
握
雪
」
と
区
切
り
、
「
握
雪
」
は
「
撲
粉
」
（
白
粉
を
パ
フ
で
叩
く
こ
と
）
と
、
「
花
」
に
つ
い
て
は
、
「
面
容
」

（
顔
）

を
指
す
こ
と
と
解
釈
を
改
め
て
い
る
。
「
花
」
も
美
女
の
顔
を
言
う
こ
と
ば
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
解
釈
も

通
ず
る
か
に
見
え
る
。
沈
祥
源
本
は
、
こ
の
一
句
は
、
女
性
の
し
な
や
か
な
手
や
顔
が
雪
や
酥
（
凝
脂
）
の
よ
う
に
白
い
こ
と
を
言
っ

た
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
「
握
雪
花
」
は
、
「
形
容
手
上
也
着
脂
粉
、
如
握
雪
花
之
潔
白
」
（
手
の
甲
に
も
ク
リ
ー
ム
状
の
白
粉
が
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釈
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め
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塗
ら
れ
て
い
て
、
真
っ
白
な
雪
片
（
空
か
ら
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
い
降
り
て
く
る
雪
）
を
握
っ
た
か
の
よ
う
な
さ
ま
を
形
容
し
た
も
の
）
と
説
明
し
て
い
る
。

沈
祥
源
本
が
顔
だ
け
で
な
く
手
に
も
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
「
握
」
が
手
の
動
作
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
よ
う
が
、
握
る
と
い
う

動
作
は
掌
の
内
に
握
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
手
上
（
手
の
甲
）
と
結
び
付
け
る
の
は
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
李
誼
本

も
華
鍾
彦
本
に
近
い
見
解
を
と
り
、
朱
恒
夫
本
も
、
前
句
と
合
わ
せ
て
「
腰
細
如
柳
面
如
花
」
と
訳
し
、
華
鍾
彦
本
に
近
い
解
釈
を

と
っ
て
い
る
。
房
開
江
本
は
、
顔
は
含
め
ず
、
た
だ
手
の
甲
に
白
粉
が
塗
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
手
に
限
定
し
た
解
釈
を
と
っ
て
い

る
。
李
保
民
本
は
「
団
酥
」
は
美
人
の
顔
を
形
容
し
た
も
の
と
言
っ
て
い
る
が
、
「
握
雪
花
」
に
つ
い
て
は
何
も
説
明
は
加
え
て
い

な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
と
、
ど
の
解
釈
に
し
た
が
う
べ
き
か
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
少
し
で
も
無
理
の
あ

る
も
の
は
排
除
す
る
か
た
ち
で
、
正
解
に
近
づ
く
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
句
を
女
性
の
化
粧
に
結
び
付
け
る
解
釈
は
、
第

一
句
を
女
性
の
腰
を
形
容
し
た
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
、
第
一
句
の
解
釈
を
変
え
て
見
れ
ば
ど
う
な
る

か
、
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
第
一
句
を
枝
垂
れ
柳
を
言
っ
た
も
の
と
解
し
て
み
る
と
、
本
句
は
、
「
丸
い
酥
の

よ
う
な
固
ま
り
は
雪
の
片
を
握
っ
た
か
の
よ
う
」
と
な
り
、
柳
絮
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
後
の
句

か
ら
知
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
柳
の
絮
が
風
に
吹
か
れ
て
路
上
を
転
げ
て
ゆ
く
う
ち
に
寄
り
集
ま
っ
て
、
手
の
内
に
入
る
ほ
ど
の

大
き
さ
に
な
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
先
の
丁
寿
田
・
丁
亦
飛
の
『
唐
五
代
四
大
名
家
詞
』
の
「
柳
絮
成
団
」

の
見
解
は
正
鵠
を
射
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（3）

「
簾
捲
玉
鉤
斜
」
に
つ
い
て 

 

こ
の
句
の
意
味
は
、
「
簾
を
巻
い
て
斜
め
に
玉
製
の
鉤
に
掛
け
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
人
の
動
作
で
あ

る
。
一
、
二
句
が
柳
を
言
っ
た
も
の
と
す
る
と
、
こ
こ
第
三
句
に
き
て
人
の
動
作
が
突
然
現
れ
る
の
は
や
や
唐
突
の
感
を
覚
え
ざ
る

を
え
な
い
。
も
し
、
一
、
二
句
が
人
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
唐
突
感
は
な
く
な
る
。
そ
こ
で
多
く
の
注
釈
書
が
、
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一
、
二
句
を
人
に
結
び
付
け
て
美
女
を
形
容
し
た
も
の
と
い
う
解
釈
を
と
る
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
「
簾
」

は
ど
こ
に
掛
か
っ
て
い
た
も
の
か
、
二
つ
に
意
見
が
分
か
れ
る
。
男
の
帰
り
を
待
つ
女
を
歌
っ
た
と
す
る
も
の
は
、
部
屋
の
窓
に
掛

か
っ
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
街
で
見
か
け
た
車
中
の
女
を
思
慕
す
る
男
の
情
を
歌
っ
た
と
す
る
も
の
は
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
車
に
掛
か
っ
て
い
た
も
の
と
す
る
。
後
者
は
、
そ
の
「
簾
」
を
車
中
の
女
性
が
巻
き
上
げ
た
も
の
と
し
、
男
が
そ
の
姿

を
認
め
て
、
心
惹
か
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
蕭
継
宗
本
が
「
簾
」
を
「
車
簾
」
と
し
て
い
る
の
も
、
こ
れ
と
同
じ
解
釈
を
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
詞
に
お
い
て
は
、
句
の
排
列
は
、
時
間
の
系
列
に
し
た
が
っ
て
、
現
象
の
発
生
順
に
記
述
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、

後
か
ら
の
現
象
が
、
先
に
起
こ
っ
た
現
象
に
先
立
っ
て
記
述
さ
れ
る
と
い
う
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
牛
嶠
の
一
六
八

菩
薩
蛮
に
も
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
。
後
者
の
解
釈
は
そ
の
例
に
当
た
る
。
こ
の
後
者
の
解
釈
が
無
理
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
後
に
述

べ
る
が
、
一
、
二
句
を
柳
を
描
写
し
た
も
の
と
す
る
場
合
も
、
こ
の
例
に
当
た
り
、
窓
の
カ
ー
テ
ン
を
巻
き
上
げ
て
街
の
大
通
り
を

眺
め
る
と
、
枝
垂
れ
た
柳
が
風
に
揺
れ
、
柳
の
絮
が
丸
く
な
っ
て
転
げ
て
ゆ
く
光
景
が
目
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
「
簾
」

を
斜
め
に
巻
き
上
げ
て
「
鉤
」
に
止
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
掛
け
方
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
、
多
く

見
ら
れ
る
横
引
き
に
開
閉
す
る
カ
ー
テ
ン
で
は
、
カ
ー
テ
ン
の
下
端
だ
け
を
引
き
寄
せ
て
、
上
下
の
中
程
の
部
分
を
止
め
バ
ン
ド
で

抑
え
て
、
左
右
の
カ
ー
テ
ン
が
八
の
字
型
に
開
い
た
よ
う
に
止
め
る
止
め
方
が
あ
る
。
巻
き
上
げ
型
の
場
合
は
、
窓
の
上
端
の
左
右

に
止
鉤
が
つ
い
て
い
て
、
一
枚
カ
ー
テ
ン
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
カ
ー
テ
ン
の
左
下
を
右
側
の
鉤
に
、
あ
る
い
は
、
カ
ー
テ
ン
の
右
下

を
左
の
鉤
に
掛
け
れ
ば
、
カ
ー
テ
ン
は
斜
め
に
巻
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ー
テ
ン
が
左
右
二
枚
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
も

同
じ
で
あ
る
。
本
詞
の
「
簾
捲
玉
鉤
斜
」
は
ま
さ
に
こ
の
場
合
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
見
落
と
す
こ
と
で
き
な
い
の
は
、

李
保
民
本
の
解
釈
で
あ
る
。
李
保
民
本
だ
け
は
、
他
の
解
釈
と
異
な
っ
て
、
「
玉
鉤
」
を
「
新
月
」
と
解
し
て
い
る
。
「
簾
」
を
巻

き
上
げ
た
ら
、
空
に
新
月
が
斜
め
に
掛
か
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 
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『
花
間
集
』
作
品
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て 

 

『
花
間
集
』
に
は
、
「
鉤
」
の
文
字
は
、
本
例
を
含
め
て
全
部
で
六
例
出
て
く
る
。
以
下
が
そ
れ
で
あ
る
。 

 
（
一
）
玉
鉤
褰
翠
幕
（
温
庭
筠
・
〇
〇
五
菩
薩
蛮
） 

（
二
）
簾
捲
玉
鉤
斜
（
温
庭
筠
・
〇
三
九
南
歌
子
） 

（
三
）
偏
能
鉤
引
涙
闌
干
（
薛
昭
蘊
・
一
四
〇
離
別
難
） 

（
四
）
鉤
垂
一
面
簾
（
孫
光
憲
・
三
五
二
菩
薩
蛮
） 

（
五
）
映
簾
懸
玉
鉤
（
毛
煕
震
・
四
四
四
更
漏
子
）
（
新
月
上
、
薄
雲
収
、
映
簾
懸
玉
鉤
） 

（
六
）
鉤
翠
箔
（
毛
煕
震
・
四
五
五
木
蘭
花
） 

  

こ
の
六
例
中
、
「
玉
鉤
」
の
語
は
、
本
例
を
含
め
て
三
例
見
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
「
玉
鉤
」
が
明
ら
か
に
月
を
示
す
の
は
（
五
）

の
例
で
、
窓
の
「
簾
」
に
三
日
月
の
影
が
映
っ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
残
る
一
例
は
、
〇
三
九
南
歌
子
の
作
者
温
庭

筠
の
菩
薩
蛮
に
見
え
る
も
の
で
、
こ
れ
は
「
杏
花
含
露
団
香
雪
、
緑
楊
陌
上
多
離
別
。
灯
在
月
朧
明
、
覚
来
聞
暁
鶯
。 

玉
鉤
褰
翠

幕
、
粧
浅
旧
眉
薄
。
春
夢
正
関
情
、
鏡
中
蝉
鬢
軽
」
と
い
う
文
脈
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
作
品
全
体
の
意
味
は
、
「
杏
の
花
は

露
を
含
ん
で
ま
る
で
香
し
い
雪
の
毬
の
よ
う
、
道
の
辺
の
柳
青
め
ば
ま
た
別
れ
の
季
節
。
灯
火
は
朧
に
さ
す
月
の
光
に
影
淡
く
、
目

覚
め
て
は
聞
く
明
け
の
鶯
の
声
。 

玉
の
鉤
に
翠
の
帳
を
掲
げ
れ
ば
、
夕
べ
の

粧
よ
そ
お

い
く
ず
れ
て
眉
は
色
褪
せ
、
春
見
る
夢
は
正
に

か
の
人
の
夢
、
鏡
に
映
る
は
鬢
の
ほ
つ
れ
毛
。
」
と
い
う
も
の
で
、
明
け
方
、
愛
す
る
男
の
夢
か
ら
醒
め
た
女
は
、
窓
の
帳
を
巻
き

上
げ
て
鉤
に
掛
け
、
室
内
を
明
る
く
し
て
、
く
ず
れ
た
昨
夜
の
寝
化
粧
の
跡
を
と
と
の
え
よ
う
と
鏡
に
向
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
知
れ
る
。
し
た
が
っ
て
本
詞
の
「
玉
鉤
」
も
「
簾
」
を
止
め
る
た
め
の
「
鉤
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
（
三
）

は
「
簾
」
に
は
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関
係
な
く
、
「
た
だ
は
ら
は
ら
と
流
れ
落
ち
る
涙
を
さ
そ
う
」
こ
と
を
言
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
（
四
）

も
「
簾
」
を
「
鉤
」
に

掛
け
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
玉
鉤
」
を
新
月
と
解
し
た
李
保
民
本
は
、
恐
ら
く
（
五
）

の
用
例
を
念
頭
に
置
い
た
も
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
後
の
「
ま
と
め
」
で
述
べ
る
よ
う
に
、
本
詞
を
柳
を
歌
っ
た
も
の
と
考
え
る
が
、
李
保
民

本
の
解
釈
に
し
た
が
っ
た
場
合
、
そ
こ
か
ら
ど
う
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
の
か
、
一
応
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
本
詞
に
歌
わ

れ
て
い
る
時
は
、
柳
絮
の
舞
う
春
の
日
暮
れ
、
新
月
が
斜
め
に
空
に
掛
か
る
こ
ろ
で
あ
る
。
温
庭
筠
の
生
年
は
順
宗
の
永
貞
十
三
年

（
八
一
八
）
で
、
没
年
は
懿
宗
の
咸
通
元
年
（
八
七
〇
）
で
あ
る
こ
と
、
『
花
間
集
』
に
収
め
ら
れ
る
温
庭
筠
の
作
品
の
内
容
を
考
え
る

と
、
本
詞
が
作
ら
れ
た
の
は
、
二
十
代
後
半
以
降
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
作
ら
れ
た
場
所
は
、
「
九
衢
」
や
「
香
車
」

の
語
、
温
庭
筠
が
都
長
安
に
い
た
こ
と
が
あ
る
な
ど
か
ら
し
て
、
長
安
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
長
安
の
地
理
上
の
位
置
は
、
お
よ

そ
東
経
一
〇
九
度
、
北
緯
三
四
度
一
五
分
で
あ
る
。
新
月
に
は
幾
つ
か
の
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
「
鉤
」
型
の
月
を
「
玉
鉤
」
に

な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
で
、
三
日
月
を
中
心
と
し
た
月
齢
二
日
か
ら
四
日
こ
ろ
の
月
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
斜
め
に
掛

か
る
に
つ
い
て
は
、
月
が
垂
直
で
も
水
平
で
も
な
く
、
文
字
通
り
斜
め
に
傾
い
て
空
に
掛
か
っ
て
い
る
場
合
と
、
空
の
真
上
近
く
で

も
な
く
、
ま
た
地
平
線
近
く
で
も
な
く
、
高
度
三
十
度
か
ら
五
十
度
近
く
の
空
に
掛
か
っ
て
い
る
場
合
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
斜
陽

が
す
で
に
西
に
傾
い
た
日
を
指
す
よ
う
に
、
「
玉
鉤
斜
」
の
場
合
も
同
様
の
状
況
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る

の
は
何
月
何
日
こ
ろ
な
の
か
。 

 

ま
ず
長
安
（
今
の
西
安
）
に
お
け
る
柳
絮
の
飛
び
初
め
の
時
期
は
、
観
測
年
数
六
年
の
平
均
が
今
の
暦
で
四
月
二
十
日
、
最
盛
期
が

四
月
二
十
九
日
と
な
っ
て
い
る
（
宛
敏
渭
編
『
中
国
自
然
暦
選
』
三
、
各
地
自
然
暦
、
〈
二
十
〉
陝
西
省
西
安
地
区
的
四
季
劃
別
与
自
然
暦
。
三
七
三

ペ
ー
ジ
―
三
七
四
ペ
ー
ジ
・
科
学
出
版
社
・
一
九
八
六
年
六
月
・
北
京
）
。
ま
た
宛
敏
渭
編
『
中
国
動
植
物
物
候
図
集
』
（
木
本
植
物
、
垂
柳
葉
芽

開
始
膨
大
期
（
中
略
）
種
子
脱
落
開
始
期
、
種
子
脱
落
末
期
。
三
八
ペ
ー
ジ
―
三
九
ペ
ー
ジ
・
気
象
出
版
社
・
一
九
八
六
年
六
月
・
北
京
）

で
は
一
九
六
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『
花
間
集
』
作
品
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
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三
年
か
ら
一
九
八
四
年
ま
で
の
統
計
で
、
絮
の
飛
び
始
め
が
四
月
二
十
日
、
末
期
が
四
月
三
十
日
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
と
温
庭
筠

の
時
代
と
で
は
、
気
象
条
件
は
必
ず
し
も
同
じ
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
し
ば
ら
く
当
時
も
今
も
同
じ
と
見
な
し
て
お
く
。

ま
た
、
あ
る
地
点
に
お
け
る
日
の
出
や
日
の
入
り
、
月
の
出
や
月
の
入
り
は
、
そ
の
地
の
標
高
と
関
係
す
る
が
、
こ
こ
で
は
長
安
の

標
高
は
約
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
以
上
を
条
件
に
調
べ
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
（
使
用
ソ
フ
ト
は
、
「
ス
テ
ラ
ナ

ビ
ゲ
ー
タ
ー
・
一
九
九
七
年
一
〇
月
・
ア
ス
キ
ー
」
に
よ
る
）
。
年
月
日
は
西
暦
で
今
日
の
暦
に
よ
る
。
年
齢
は
温
庭
筠
の
満
年
齢
を
示
す
。 

  

八
五
八
年
四
月
二
〇
日 

同
右 

 
 

 

二
五
日 

同
右 

 
 

 

二
四
日 

八
五
五
年
四
月
二
三
日 

八
四
七
年
四
月
二
三
日 

西
暦
年
月
日 

四
〇
歳 

同
右 

同
右 

三
七
歳 

二
九
歳 

年
齢 

一
八
時
二
六
分 

一
八
時
三
八
分 

一
八
時
三
九
分 

一
八
時
〇
一
分 

一
八
時
一
七
分 

時
刻 

西
二
度
北 

西
四
度
南 

 

西
三
度
北 

西
七
度
北 

西
一
〇
度
南 

月
の
方
角 

三
四
度 

五
三
度 

四
二
度 

四
〇
度 

五
二
度 

月
の
高
度 

二
、
六 

四
、
九 

三
、
九 

二
、
九 

二
、
三 

月
齢 

一
八
時
二
一
分 

一
八
時
二
五
分 

一
八
時
二
四
分 

一
八
時
二
四
分 

一
八
時
二
二
分 

日
の
入
り 
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「
玉
鉤
」
が
も
し
新
月
で
あ
れ
ば
、
こ
の
南
歌
子
が
作
ら
れ
た
の
は
、
右
の
表
に
見
る
よ
う
に
、
温
庭
筠
が
満
二
九
、
三
七
、
四

〇
、
四
五
、
五
〇
、
五
一
歳
の
い
ず
れ
か
の
歳
の
と
き
で
、
し
か
も
都
長
安
に
い
た
と
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
断
っ
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
李
保
民
本
は
柳
腰
の
女
を
慕
う
男
を
歌
っ
た
と
す
る
解
釈
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
結
果
は
李
保
民

同
右 

 
 

 

二
〇
日 

八
六
九
年
四
月
一
九
日 

同
右 

 
 

 

三
〇
日 

八
六
八
年
四
月
二
九
日 

同
右 

 
 

 

二
七
日 

同
右 

 
 

 
二
六
日 

八
六
三
年
四
月
二
五
日 

同
右 

 
 

 

二
一
日 

同
右 

五
一
歳 

同
右 

五
〇
歳 

同
右 

同
右 

四
五
歳 

同
右 

一
八
時
三
七
分 

一
八
時
一
九
分 

一
八
時
二
七
分 

一
八
時
二
五
分 

一
八
時
五
一
分 

一
八
時
四
九
分 

一
八
時
三
二
分 

一
八
時
二
八
分 

西
三
度
北 

西
七
度
北 

西
二
度
北 

西
八
度
北 

西
七
度
北 

西
五
度
南 

西 西
七
度
南 

四
八
度 

三
八
度 

四
八
度 

三
六
度 

四
〇
度 

三
八
度 

三
二
度 

四
七
度 

四
、
三 

三
、
三 

三
、
六 

二
、
六 

五
、
三 

四
、
三 

三
、
三 

三
、
六 

一
八
時
二
二
分 

一
八
時
二
一
分 

一
八
時
三
〇
分 

一
八
時
二
九
分 

一
八
時
二
四
分 

一
八
時
二
六
分 

一
八
時
二
五
分 

一
八
時
二
二
分 
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『
花
間
集
』
作
品
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て 

本
の
解
釈
に
は
適
用
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

（4）

「
九
衢
塵
欲
暮
」
に
つ
い
て 

 

こ
の
句
は
ほ
と
ん
ど
問
題
は
な
い
。
「
土
埃
の
舞
い
上
が
る
街
の
大
通
り
は
暮
れ
か
か
る
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。

強
い
て
言
え
ば
、
こ
の
「
塵
」
は
、
街
路
を
走
り
去
る
車
の
車
輪
や
、
車
を
引
く
馬
な
ど
の
足
元
か
ら
舞
い
立
つ
土
埃
を
言
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。 

（5）

「
逐
香
車
」
に
つ
い
て 

 

華
連
圃
本
は
、
女
は
、
旅
に
出
た
男
の
車
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
眺
め
る
が
、
そ
れ
は
女
が
待
つ
男
の
車
で
は
な
く
、
別
人
の

車
で
、
女
は
空
し
く
そ
の
車
の
後
を
目
で
追
う
の
意
に
解
し
て
い
る
。
旅
に
出
た
男
と
言
っ
た
の
は
、
華
連
圃
本
が
「
自
晨
至
昏
、

而
不
見
帰
人
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
当
日
、
男
が
外
出
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
「
自
晨
至
昏
」
と
は
言
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

修
訂
本
で
あ
る
華
鍾
彦
本
も
こ
の
見
解
は
変
え
て
い
な
い
。
こ
の
解
釈
に
立
つ
も
の
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
李
誼
本
で
あ
る
が
、

他
は
い
ず
れ
も
が
、
香
車
を
追
う
の
は
男
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
「
香
車
」
が
し
ば
し
ば
婦
人
の
乗
る
車
を
意
味
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
香
車
」
が
常
に
女
性
の
乗
る
車
だ
け
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
時
代
は
下
が
る
が
、
宋
の
欧
陽

脩
の
蝶
恋
花
詞
（
幾
日
行
雲
何
処
去
）

の
「
香
車
繋
在
誰
家
樹
」
は
、
「
か
の
人
は
い
っ
た
い
車
を
ど
こ
の
家
の
樹
に
繫
ぎ
止
め
て
い

る
の
か
」
と
、
遊
び
に
出
か
け
た
ま
ま
帰
ら
ぬ
男
の
帰
り
を
待
つ
女
の
言
葉
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
本
詞
を
柳
を
歌
っ
た
も
の
と

す
る
丁
寿
田
・
丁
亦
飛
の
『
唐
五
代
四
大
名
家
詞
』
は
、
こ
の
句
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
説
明
は
加
え
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
「
捲

簾
眺
望
、
則
見
柳
絮
成
団
、
車
塵
漠
漠
、
所
謂
城
市
之
光
也
」
の
語
か
ら
す
る
と
、
は
し
り
さ
る
車
の
後
を
追
う
の
は
、
柳
絮
や
土

埃
と
考
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 
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ま
と
め 

 
こ
こ
で
、
作
品
全
体
の
解
釈
の
検
討
に
移
る
が
、
斜
め
に
巻
き
上
げ
た
「
簾
」
か
ら
の
ぞ
い
た
女
の
姿
を
見
た
男
が
、
女
に
心
惹

か
れ
た
こ
と
を
歌
っ
た
と
す
る
説
は
、
「
香
車
」
が
必
ず
し
も
女
専
用
の
車
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
ほ
か
に
、
ど
ん
な
難
点

が
あ
る
か
と
言
え
ば
、
車
の
「
簾
」
は
、
先
ず
、
車
の
左
右
の
窓
に
掛
か
っ
て
い
た
と
い
う
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、

「
清
明
上
河
図
」
な
ど
に
描
か
れ
た
車
な
ど
か
ら
す
る
と
、
車
輪
が
大
き
く
、
窓
は
小
さ
い
た
め
に
、
「
簾
」
を
斜
め
に
巻
き
上
げ

た
状
態
で
は
、
女
の
体
が
柳
腰
と
判
断
で
き
る
ほ
ど
に
そ
の
姿
を
認
め
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
、
腰
掛
け
て
乗
車

し
て
い
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
も
し
、
座
席
が
車
の
側
面
よ
り
に
設
け
ら
れ
、
窓
に
背
を
向
け
る
形
で
腰
掛
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、

斜
め
後
ろ
を
向
い
て
手
を
伸
ば
し
、
「
簾
」
を
鉤
に
止
め
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
な
お
の
こ
と
、
柳
腰
と
認
め
る
の
は
困
難
と
な

る
。
も
し
、
座
席
が
進
行
方
向
に
向
か
っ
て
腰
掛
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
走
っ
て
い
る
車
の
中
で
立
ち
上
が
っ
て
「
簾
」

を
巻
き
上
げ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
腰
掛
け
た
ま
ま
、
左
右
い
ず
れ
か
の
窓
の
「
簾
」
に
手
を
伸
ば
し
て
巻
き
上
げ
た
に
違
い
な

い
か
ら
、
こ
の
場
合
も
柳
腰
と
判
断
す
る
の
は
不
可
能
と
言
っ
て
よ
い
。
で
は
、
「
簾
」
が
車
の
後
部
、
な
い
し
は
前
部
に
掛
か
っ

て
い
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
は
「
簾
」
の
巾
は
、
車
の
巾
一
杯
に
設
け
る
こ
と
が
可
能
で
、
全
面
的
に
「
簾
」
を

巻
き
上
げ
れ
ば
、
一
見
、
女
性
の
全
身
を
見
得
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
も
し
、
前
部
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
「
簾
」

の
前
に
は
御
者
が
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
車
を
引
く
馬
や
牛
、
あ
る
い
は
驢
馬
が
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
座
席
の
向
き
が
ど
う
で

あ
れ
、
座
席
に
掛
け
た
ま
ま
の
女
性
が
手
を
伸
ば
し
て
「
簾
」
を
巻
き
上
げ
た
と
し
て
も
、
左
右
に
設
け
ら
れ
た
窓
の
場
合
同
様
、

全
身
を
認
知
す
る
こ
と
は
困
難
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
仮
に
、
後
部
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
前
部
の
よ
う
に
御
者
や
馬
、
あ
る
い

は
牛
な
ど
に
よ
る
障
害
は
な
い
に
し
て
も
、
腰
掛
け
た
ま
ま
の
女
性
が
横
向
き
、
な
い
し
は
後
ろ
向
き
に
手
を
伸
ば
し
て
斜
め
に
「
簾
」

を
巻
く
と
き
に
、
柳
腰
と
判
断
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
か
穏
当
で
あ
る
。
李
保
民
本
は
、
書
名
に
図
文
本
と
冠
す
る
よ
う
に
、
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『
花
間
集
』
作
品
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て 

一
首
ご
と
に
挿
絵
が
入
っ
て
い
る
。
左
図
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
絵
は
李
保
民
本
の
解
釈
に
合
わ
せ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
図
を
も
っ
て
、
車
中
の
女
が
「
簾
」
を
巻
き
上
げ
た
証
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
図
で
は
車
は
手
押
し
車
に
な

っ
て
い
る
。
朱
恒
夫
本
は
、
「
一
位
青
年
男
子
在
路
上
遇
見
了
一
位
乗
車
的
女
子
、
因
女
子
掀
起
車
簾
、
使
男
子
看
到
了
她
的
容
貌
、

她
的
腰
束
了
起
来
、
如
帯
似
柳
、
細
細
的
、
柔
弱
的
」
と
言
い
、
さ
ら
に
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
她
可
能
従
窓
子
縫
隙
中
看
到
了
男

子
、
為
他
的
俊
雅
風
流
所
吸
引
、
看
著
看
著
、
她
竟
情
不
自
禁
地
掀
起
了
簾
子
。
如
果
不
鍾
情
於
男
子
、
何
以
会
捲
起
簾
子
而
抛
頭

露
面
。
要
知
道
、
在
那
礼
教
森
厳
的
社
会
裏
、
三
尺
男
童
都
不

准
進
入
閨
房
的
呀
。
她
捲
起
簾
子
、
一
方
面
要
細
看
郎
君
、
另

一
方
面
也
是
為
了
譲
郎
君
注
意
到
自
己
」
と
い
う
説
明
を
加
え

て
い
る
。
し
か
し
、
止
ま
っ
て
い
る
車
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、

走
っ
て
い
る
車
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
理
由
か
ら
、
こ

う
し
た
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
車
を
走
っ
て

い
る
車
と
し
て
き
た
の
は
、
「
九
衢
塵
欲
暮
」
の
句
に
よ
る
。

大
通
り
に
土
埃
が
舞
う
光
景
は
走
る
車
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
う
一
度
、
「
団
酥
握
雪
花
」
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。
「
団
酥
は
丸
く
白
い
か
た
ま
り
を
言
っ
た
も

の
で
、
「
握
雪
花
」
は
、
そ
の
大
き
さ
が
手
で
握
っ
た
ほ
ど
で

あ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
団
酥
握

雪
花
」
の
句
が
美
人
の
顔
を
形
容
し
た
と
す
る
に
は
、
大
き
さ
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が
不
適
当
で
あ
り
、
「
握
雪
花
」
を
、
顔
に
白
粉
を
は
た
い
た
り
、
手
の
甲
に
塗
っ
た
り
と
す
る
解
釈
も
先
述
の
よ
う
に
採
用
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
。 

 

そ
れ
で
は
、
「
柳
絮
」
が
車
の
後
を
追
い
か
け
て
行
く
の
を
、
「
簾
」
を
斜
め
に
巻
き
上
げ
て
街
路
を
眺
め
て
い
る
の
は
誰
な
の

か
。
そ
れ
は
、
散
る
柳
の
絮
と
と
も
に
去
っ
て
ゆ
く
春
を
惜
し
む
女
性
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
時
が
柳
絮
の
舞
う
春
の
日
暮
れ
で
あ

る
の
は
、
今
日
も
ま
た
一
日
が
過
ぎ
、
と
も
に
春
を
楽
し
む
人
も
な
い
ま
ま
に
、
こ
う
し
て
今
年
の
春
も
ま
た
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て

い
る
と
い
う
傷
惜
春
の
情
が
託
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
華
連
圃
本
が
第
一
、
二
句
を
美
人
を
形
容
し
た
も
の
と
解
釈
し
た
の
も
、

窓
か
ら
眺
め
て
い
る
の
は
女
性
で
あ
る
こ
と
を
、
敏
感
に
感
知
し
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。 

 

以
上
の
所
論
よ
り
、
以
下
に
、
本
詞
の
拙
訳
を
示
し
て
お
く
。 

  

帯
の
よ
な
糸
の
よ
な
枝
垂
れ
柳
、
雪
を
丸
め
た
よ
な
白
い
絮
。
簾み

す

斜
め
に
巻
き
上
げ
眺
む
れ
ば
、
土
埃
舞
う
都
大
路
は
暮
れ
か
か

り
、
柳
の
絮
は
走
り
去
る
車
の
後
を
追
う
。 

  
 

二
、
牛
嶠
の
一
六
八
菩
薩
蛮
の
解
釈
に
つ
い
て 

 

巻
四
・
一
六
八
菩
薩
蛮 

画
屏
重
畳
巫
陽
翠
、
楚
神
尚
有
行
雲
意
。
朝
暮
幾
般
心
、
向
他
情
謾
深
。 

風
流
今
古
隔
、
虚
作
瞿
塘
客
。
山
月
照
山
花
、

夢
迴
灯
影
斜
。 
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『
花
間
集
』
作
品
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て 

李
氷
若
本 

［
注
］
○
地
理
志
、
瞿
塘
為
三
峡
之
首
。
両
岸
対
峙
、
中
貫
一
江
。 

［
評
］
牛
嶠
菩
薩
蛮
山
月
照
山
花
、
夢
迴
灯
影
斜
。
女
冠
子
繍
帯
芙
蓉
帳
、
金
釵
芍
薬
花
、
皆
佳
句
也
。
十
国
春
秋
。 

李
一
氓
本 

 

［
校
］
「
照
山
花
」
、
玄
本
作
「
絶
山
花
」
、
誤
。 

蕭
継
宗
本 

［
音
釈
］
○
巫
陽
、
謂
巫
山
。
「
白
居
易
、
発
白
狗
峡
次
黄
牛
峡
登
高
寺
却
望
忠
州
詩
」
巴
曲
春
全
尽
、
巫
陽
雨
半
収
。
○
瞿
塘

―
峡
名
、
三
峡
之
一
、
一
名
広
渓
峡
。
在
四
川
省
奉
節
県
東
南
長
江
中
。
両
岸
峻
壁
高
峙
、
江
水
怒
激
、
渓
口
灔
澦
堆
、
矗
立
江

心
、
勢
甚
険
悪
、
全
蜀
江
路
、
以
此
為
門
戸
。 

［
集
評
］
牛
嶠
菩
薩
蛮
山
月
照
山
花
、
夢
迴
灯
影
斜
、
女
冠
子
繍
帯
芙
蓉
帳
、
金
釵
芍
薬
花
、
皆
佳
句
也
。
十
国
春
秋
。 

［
宗
按
］
前
半
風
刺
語
。
「
朝
暮
」
二
字
、
独
作
別
解
。
「
山
月
」
二
句
、
信
是
佳
句
。
「
繍
帯
」
一
聯
、
則
近
於
俗
。
湯
顕
祖

謂
為
六
朝
麗
句
、
恐
未
必
然
。 

華
連
圃
本 

［
注
］
○
画
屏
重
畳
―
見
一
巻
菩
薩
蛮
注
。
巫
陽
、
巫
山
之
陽
也
。
見
二
巻
帰
国
遥
注
。
○
（
青
山
注
、
向
他
句
）
、
其
心
易
弐
、
故

不
宜
以
深
情
相
向
也
。
○
瞿
塘
、
峡
名
、
在
四
川
奉
節
県
東
十
三
里
。
又
名
広
渓
峡
、
為
長
江
三
峡
之
首
。
李
益
江
南
曲
、
「
嫁

得
瞿
塘
賈
、
朝
朝
誤
妾
期
。
」
是
也
。 

華
鍾
彦
本 

［
注
］
○
画
屏
重
畳
、
見
一
巻
菩
薩
蛮
注
。
巫
陽
、
巫
山
之
陽
也
。
見
二
巻
帰
国
遥
注
。
○
其
心
易
弐
、
故
不
宜
以
深
情
相
向
也
。
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○
瞿
塘
―
峡
名
、
在
四
川
奉
節
県
東
十
三
里
。
又
名
広
渓
峡
、
為
長
江
三
峡
之
首
。
李
益
江
南
曲
、
「
嫁
得
瞿
塘
賈
、
朝
朝
誤
妾

期
。
」
是
也
。 

李
誼
本 

［
注
］
○
巫
陽
、
巫
山
之
陽
。
用
楚
王
高
唐
夢
神
女
事
。
宋
玉
《
高
唐
賦
序
》
、
神
女
「
去
而
辞
曰
、
『
妾
在
巫
山
之
陽
、
高
丘

乃
阻
。
』
」
呂
岩
《
偶
仙
橋
》
、
「
不
作
巫
陽
雲
雨
夢
、
却
尋
仙
侶
到
蘭
橋
。
」
○
楚
神
句
、
謂
楚
神
尚
有
合
歓
之
情
意
。
亦
借

巫
山
神
女
而
言
。
○
朝
暮
両
句
、
謂
楚
王
用
志
不
専
、
神
女
不
該
以
深
情
属
之
。
○
風
流
、
王
仁
裕
《
開
元
天
宝
遺
事
》
巻
上
、

「
長
安
有
平
康
坊
、
妓
女
所
居
之
地
。
京
師
侠
少
、
萃
集
於
此
。
兼
毎
年
新
進
士
以
紅
箋
名
紙
、
遊
謁
其
中
、
時
人
謂
此
坊
為
風

流
薮
沢
。
」
今
古
隔
、
言
楚
王
夢
神
女
事
已
很
遥
遠
。
○
瞿
塘
、
峡
名
。
為
長
江
三
峡
之
首
也
。
《
杜
詩
詳
注
》
巻
十
《
所
思
》
、

「
故
凭
錦
水
将
双
涙
、
好
過
瞿
塘
去
灎
澦
堆
。
」
注
引
《
荊
州
記
》
、
「
灎
澦
如
馬
、
瞿
塘
莫
下
、
灎
澦
如
象
、
瞿
塘
莫
上
。
」

瞿
塘
峡
、
在
夔
州
。
峡
口
有
灎
澦
石
。
」
李
益
《
江
南
曲
》
、
「
嫁
得
瞿
塘
客
、
朝
朝
誤
妾
期
。
」
○
夢
回
、
猶
夢
醒
。
南
唐
中

主
《
浣
渓
沙
》
（
萏
香
銷
翠
葉
残
）
、
「
細
雨
夢
回
鶏
塞
遠
。
」
灯
影
、
灯
光
之
影
。
杜
甫
《
大
雲
寺
賛
公
房
》
、
「
灯
影
照
無
睡
。
」 

沈
祥
源
本 

［
校
］
情
漫
深
―

晁
本
、
索
引
本
作
「
情
謾
深
」
。
○
山
月
照
―

玄
本
作
「
山
月
絶
」
、
誤
。 

［
注
］
○
巫
陽
―

指
巫
山
。
○
楚
神
―
指
巫
山
神
女
、
宋
玉
《
高
唐
賦
序
》
言
楚
王
夢
与
神
女
相
会
高
唐
、
神
女
自
謂
、
「
旦
為

行
雲
、
暮
為
行
雨
。
」
見
韋
荘
《
帰
国
遥
》
「
其
三
」
注
。
這
裏
用
此
典
故
是
説
、
神
仙
還
有
児
女
之
情
、
何
况
人
世
間
呢
。
○

漫
―
徒
然
、
枉
然
。
杜
甫
《
賓
至
》
、
「
豈
有
文
章
驚
海
内
、
漫
労
車
馬
駐
江
干
。
」
羅
隠
《
始
皇
陵
》
詩
、
「
六
国
英
雄
漫
多

事
、
到
頭
徐
福
是
男
児
。
」
可
見
「
漫
」
作
「
空
」
、
「
枉
」
解
副
詞
、
也
可
写
作
「
謾
」
。
○
瞿
塘
―

長
江
三
峡
之
一
、
在
四

川
奉
節
県
東
十
三
里
地
。
李
益
《
江
南
曲
》
、
「
嫁
得
瞿
塘
賈
、
朝
朝
誤
妾
期
。
早
知
潮
有
信
、
嫁
与
弄
潮
児
。
」
○
夢
回
、
夢
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『
花
間
集
』
作
品
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て 

醒
。 

［
析
］
這
首
詞
写
女
子
的
夢
境
和
夢
後
的
心
理
活
動
。
詞
的
夢
境
并
未
写
明
、
但
由
「
巫
陽
」
、
「
楚
神
」
、
「
行
雲
」
、
「
朝

暮
」
這
些
詞
、
可
知
為
男
女
歓
合
之
事
。
夢
後
女
主
人
公
又
認
為
男
子
情
意
不
可
捉
摸
、
行
踪
無
定
、
如
今
、
自
己
不
可
虚
許
了

瞿
塘
客
、
這
些
都
従
側
面
反
映
了
女
子
心
霊
的
創
傷
。
最
後
両
句
写
室
内
灯
影
姍
姍
、
室
外
山
月
通
明
、
山
花
灼
灼
、
襯
托
出
女

主
人
公
孤
苦
的
処
境
。 

房
開
江
本 

［
題
解
］
此
詞
写
女
主
人
公
的
怨
情
。
上
片
、
従
巫
山
神
女
故
事
写
起
。
神
女
之
於
巫
山
、
朝
雲
暮
雨
、
情
意
纏
綿
、
然
女
主
人

公
自
比
神
女
、
所
対
的
却
只
是
画
屏
上
的
巫
山
、
只
有
「
朝
暮
幾
般
心
」
、
但
一
個
「
謾
」
字
却
透
露
了
閨
怨
的
無
限
酸
楚
、
其

間
対
神
女
的
羨
慕
、
対
自
身
的
哀
怨
。
対
愛
的
向
往
、
対
愛
的
自
悔
、
多
重
含
意
一
筆
道
出
、
手
法
極
其
巧
妙
。
下
片
、
直
写
怨

情
、
従
古
今
不
同
、
人
神
不
同
的
感
嘆
起
句
、
抒
発
了
自
己
猶
瞿
塘
商
客
之
妻
一
様
的
遭
遇
、
独
守
空
閨
的
怨
恨
。
末
二
句
写
夢

後
所
見
的
凄
凉
景
色
、
以
景
結
情
、
与
上
片
反
襯
、
把
怨
恨
之
情
又
推
進
一
層
。 

［
注
釈
］
○
「
画
屏
」
二
句
、
以
巫
山
神
女
故
事
、
言
主
人
公
之
多
情
。
巫
陽
、
巫
山
之
陽
、
指
巫
山
神
女
。
楚
神
、
亦
指
巫
山

神
女
。
事
見
前
韋
荘
《
帰
国
遥
》
其
三
注
。
○
「
向
他
」
句
、
謂
一
片
深
情
向
他
白
抛
了
。
謾
、
這
裏
作
徒
、
空
、
枉
解
。
李
白

《
述
徳
兼
陳
情
上
哥
舒
大
夫
》
、
「
衛
青
謾
作
大
将
軍
、
白
起
真
成
一
竪
子
。
」
○
「
風
流
」
二
句
、
謂
神
女
与
楚
王
歓
会
之
事

已
成
過
去
、
而
今
自
己
像
瞿
塘
商
客
的
妻
子
一
様
、
独
自
徒
守
空
房
。
唐
詩
人
李
益
《
江
南
曲
》
、
「
嫁
得
瞿
塘
客
、
朝
朝
誤
妾

期
。
早
知
潮
有
信
、
嫁
与
弄
潮
児
。
」
瞿
塘
、
峡
名
、
長
江
三
峡
之
首
、
在
今
四
川
省
奉
節
県
東
十
三
里
。 

［
今
訳
］
画
屏
上
的
巫
山
映
照
在
陽
光
裏
、
重
畳
的
山
巒
捧
出
誘
人
的
翠
緑
、
我
好
似
朝
雲
暮
雨
的
神
女
、
対
巫
山
還
那
様
深
含

愛
意
。
朝
朝
暮
暮
的
幾
多
纏
綿
、
深
深
的
愛
却
白
白
地
給
了
你
。 

楚
王
神
女
的
風
流
往
事
、
早
已
成
為
遥
遠
的
過
去
、
如
今
的
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我
仍
独
守
空
寂
、
好
像
那
瞿
塘
商
客
的
妻
。
夢
醒
時
只
見
山
月
照
着
山
花
、
把
残
灯
的
斜
影
抛
給
墻
壁
。 

朱
恒
夫
本 

［
注
釈
］
○
巫
陽
―
巫
山
的
南
辺
、
此
用
楚
王
夢
高
唐
神
女
事
。
宋
玉
〈
高
唐
賦
序
〉
、
「
神
女
去
而
辞
曰
、
『
妾
在
巫
山
之
陽
、

高
丘
之
阻
。
』
」
○
楚
神
―
即
巫
山
神
女
。
○
風
流
―
指
男
女
之
情
事
。
王
仁
裕
《
開
元
天
宝
遺
事
》
巻
上
、
「
長
安
有
平
康
坊
、

妓
女
所
居
之
地
。
京
師
侠
少
、
萃
集
於
此
。
兼
毎
年
新
進
士
以
紅
箋
名
紙
、
遊
謁
其
中
、
時
人
謂
此
坊
為
風
流
薮
沢
。
」
○
瞿
塘

―
瞿
塘
峡
。
長
江
三
峡
之
一
。
李
益
〈
江
南
曲
〉
、
「
嫁
得
瞿
塘
客
、
朝
朝
誤
妾
期
。
」
○
夢
迴
―
夢
醒
。 

［
語
訳
］
画
屏
上
面
有
巫
山
、
神
女
遠
望
涙
潸
潸
。
巫
山
南
面
青
翠
翠
、
想
与
楚
王
再
歓
会
。
楚
王
用
情
不
専
一
、
一
会
如
火
一

会
児
氷
。
神
女
給
他
很
多
情
、
巫
山
之
上
常
行
雲
。 

 

古
今
情
事
千
年
隔
、
古
今
男
人
情
都
嗇
。
嫁
個
人
児
不
見
影
、
空
做
丈
夫

的
是
瞿
塘
客
。
山
月
照
山
花
、
冷
冷
看
我
家
。
夢
醒
灯
影
斜
、
想
郎
在
天
涯
。 

［
賞
析
］
此
詞
写
一
閨
婦
対
薄
情
夫
君
的
怨
恨
。
她
的
怨
恨
是
由
画
屏
上
的
画
引
起
的
。
画
的
内
容
是
重
重
畳
畳
的
巫
山
、
其
神

女
峰
聳
立
於
群
山
之
上
。
她
由
此
画
想
到
了
神
女
与
楚
王
的
故
事
、
並
作
這
様
的
思
考
、
神
女
端
立
於
山
頭
上
、
不
論
是
刮
風
或

下
雨
、
她
都
在
等
待
著
楚
王
、
可
是
楚
王
呢
。
「
朝
暮
幾
般
心
」
、
用
情
不
専
、
使
得
神
女
行
雲
播
雨
的
歓
楽
、
久
久
地
不
能
実

現
。
因
情
事
彷
彿
、
女
子
由
古
人
聯
想
到
了
自
己
、
我
不
就
是
那
空
等
而
痴
情
的
神
女
麼
。
郎
不
就
是
那
用
情
不
専
的
楚
王
麼
。

因
巫
山
緊
鄰
瞿
塘
峡
、
於
是
詞
人
又
化
用
李
益
〈
江
南
曲
〉
中
的
詩
句
、
以
女
子
的
口
吻
、
怨
恨
地
説
郎
君
又
是
「
朝
朝
誤
妾
期
」

的
「
瞿
塘
客
」
。
「
虚
作
」
、
怨
極
深
之
語
。
你
是
我
的
丈
夫
麼
。
可
是
終
年
不
見
你
的
人
影
、
你
是
無
室
無
家
、
舟
行
於
瞿
塘

峡
上
的
客
商
麼
、
可
是
你
又
和
我
有
夫
妻
的
名
分
。
你
豈
不
是
一
個
空
有
虚
名
的
丈
夫
。
你
害
得
我
有
人
婦
之
名
而
無
人
婦
之
実
。

末
両
句
以
灰
冷
的
意
境
表
現
婦
人
此
時
的
心
情
、
山
月
無
情
、
照
著
夜
風
中
揺
曳
的
山
花
。
夢
醒
之
後
、
衣
架
画
屏
、
在
灯
光
的

照
射
下
、
斜
影
映
壁
。 
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『
花
間
集
』
作
品
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て 

銭
国
蓮
本 

［
注
］
○
巫
陽
―

巫
山
之
陽
。
用
楚
王
高
唐
夢
神
女
事
。
参
閲
第
四
五
頁
韋
荘
《
帰
国
遥
》
（
春
欲
暮
）
注
。
○
瞿
塘
、
峡
名
、
長

江
三
峡
之
首
。
○
夢
回
―
夢
醒
。 

李
保
民
本 

［
注
］
○
巫
陽
―

巫
山
之
陽
。
○
楚
神
句
―
用
楚
王
高
唐
夢
神
女
事
。
○
朝
暮
両
句
―

謂
楚
王
用
情
不
専
、
神
女
不
該
以
深
情
属

之
。
○
瞿
塘
客
―

指
商
賈
。
瞿
塘
、
三
峡
之
一
。 

［
評
］
《
花
間
集
》
詞
多
写
男
女
私
情
、
此
三
首
（
青
山
注
一
六
八
、
一
六
九
、
一
七
〇
の
三
首
を
指
す
）

《
菩
薩
蛮
》
従
行
文
中
的
巫

陽
、
楚
神
、
情
漫
深
、
妝
台
、
行
楽
客
、
香
閨
、
同
心
苣
、
問
郎
来
看
、
似
亦
不
例
外
、
但
偏
偏
有
人
従
中
看
出
了
截
然
不
同
的

内
涵
。
近
人
兪
陛
雲
《
五
代
詞
選
釈
》
云
、
「
晩
唐
五
代
之
際
、
神
州
雲
擾
、
憂
時
之
彦
、
陸
沈
其
間
、
既
讜
論
之
不
容
、
藉
俳

語
以
自
晦
、
其
心
良
苦
。
牛
松
卿
《
菩
薩
蛮
》
詞
及
《
更
漏
子
》
乃
感
士
之
不
遇
、
兼
懐
君
国
。
此
三
詞
哀
思
綺
恨
、
殆
亦
同
之
。
」

倒
也
見
仁
見
智
。 

  

何
を
歌
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
か 

 

本
詞
に
関
し
て
も
、
〇
三
九
南
歌
子
と
同
様
、
意
見
が
分
か
れ
る
。
第
一
は
、
不
実
な
男
に
対
す
る
女
の
嘆
き
を
歌
っ
た
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
沈
祥
源
本
は
、
「
夢
後
女
主
人
公
又
認
為
男
子
情
意
不
可
捉
摸
、
行
踪
無
定
、
如
今
、
自
己
不
可
虚
許
了
瞿
塘
客
、

這
些
都
従
側
面
反
映
了
女
子
心
霊
的
創
傷
」
と
言
っ
て
、
歌
の
女
主
人
公
が
、
夢
か
ら
醒
め
た
後
、
行
方
定
め
ぬ
男
の
心
が
つ
か
め

ず
、
瞿
塘
の
客
に
身
を
許
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
後
悔
し
て
い
る
歌
と
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
、
華
連
圃
本
（
華
鍾
彦
本
）
が
「
瞿

塘
」
の
語
に
付
し
た
注
記
、
「
李
益
江
南
曲
『
嫁
得
瞿
塘
賈
、
朝
朝
誤
妾
期
』
」
に
発
想
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
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沈
祥
源
本
が
言
う
「
瞿
塘
客
」
は
瞿
塘
の
客
商
を
意
味
す
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
房
開
江
本
が
、
「
今
自
己
像
瞿
塘
商
客
的
妻

子
一
様
、
独
自
徒
守
空
房
。
唐
詩
人
李
益
《
江
南
曲
》
、
『
嫁
得
瞿
塘
客
、
朝
朝
誤
妾
期
。
早
知
潮
有
信
、
嫁
与
弄
潮
児
。
』
」
と

言
っ
て
、
歌
中
の
女
主
人
公
を
、
瞿
塘
の
旅
商
人
の
妻
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
沈
祥
源
本
と
房
開
江
本

と
で
は
、
旅
商
人
の
妻
と
、
旅
商
人
の
妻
の
よ
う
な
も
の
と
の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
男
に
顧
み
ら
れ
な
い
女
の
嘆
き
を
歌
っ
た

も
の
と
し
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
朱
恒
夫
本
も
同
様
の
解
釈
を
採
り
、
「
此
詞
写
一
閨
婦
対
薄
情
夫
君
的
怨
恨
。
」
と
言

っ
て
い
る
。
華
連
圃
本
（
華
鍾
彦
本
）
が
、
「
瞿
塘
」
の
注
記
と
し
て
李
益
の
江
南
曲
を
引
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
詞
を
男
に
見
捨
て

ら
れ
た
女
の
嘆
き
を
歌
っ
た
も
の
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
前
段
末
句
に
対
す
る
、
「
其
心
易
弐
、
故
不

宜
以
深
情
相
向
也
」
（
楚
王
は
心
変
わ
り
し
易
い
の
で
、
真
心
か
ら
接
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
）

と
い
う
説
明
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
李

保
民
本
は
、
「
《
花
間
集
》
詞
多
写
男
女
私
情
、
此
三
首
《
菩
薩
蛮
》
従
行
文
中
的
巫
陽
、
楚
神
、
情
漫
深
、
妝
台
、
行
楽
客
、
香

閨
、
同
心
苣
、
問
郎
来
看
、
似
亦
不
例
外
、
但
偏
偏
有
人
従
中
看
出
了
截
然
不
同
的
内
涵
。
近
人
兪
陛
雲
《
五
代
詞
選
釈
》
云
、
『
晩

唐
五
代
之
際
、
神
州
雲
擾
、
憂
時
之
彦
、
陸
沈
其
間
、
既
讜
論
之
不
容
、
藉
俳
語
以
自
晦
、
其
心
良
苦
。
牛
松
卿
《
菩
薩
蛮
》
詞
及

《
更
漏
子
》
乃
感
士
之
不
遇
、
兼
懐
君
国
此
三
詞
哀
思
綺
恨
、
殆
亦
同
之
。
』
倒
也
見
仁
見
智
」
と
述
べ
、
男
女
の
私
情
を
歌
っ
た

も
の
と
捉
え
て
い
る
が
、
沈
祥
源
本
や
房
開
江
本
、
朱
恒
夫
本
の
よ
う
に
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
時
運
に
恵
ま
れ

ぬ
「
士
之
不
遇
」
を
歌
っ
た
も
の
と
す
る
兪
陛
雲
の
見
解
を
引
き
、
暗
に
こ
の
見
解
に
賛
意
を
示
し
て
い
る
。
果
し
て
、
本
詞
を
こ

の
よ
う
な
内
容
を
歌
っ
た
も
の
と
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
以
下
、
先
の
南
歌
子
に
倣
っ
て
、
句
毎
に
検
討
を
進
め
て
行
く
こ
と
に

す
る
。 

 

（1）

「
画
屏
重
畳
巫
陽
翠
」
に
つ
い
て 
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『
花
間
集
』
作
品
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て 

 

屏
風
に
巫
山
が
青
々
と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
重
畳
」
は
折
り
広
げ
ら
れ
た
屏
風
を
指
す
も
の
で
は

な
く
、
青
々
と
し
た
山
が
重
な
り
連
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
巫
陽
」
は
続
く
第
二
句
で
明
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
楚
の
懐
王
と
巫
山
の
神
女
の
故
事
に
関
わ
る
山
で
あ
る
。 

（2）

「
楚
神
尚
有
行
雲
意
」
に
つ
い
て 

 

絵
屏
風
に
は
雲
の
か
か
る
巫
山
が
描
か
れ
て
い
て
、
巫
山
の
神
女
は
今
も
な
お
楚
の
懐
王
に
好
意
を
懐
き
交
情
の
思
い
を
寄
せ
て

い
る
と
、
歌
中
の
主
人
公
が
、
屏
風
絵
か
ら
触
発
さ
れ
た
感
慨
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

（3）

「
朝
暮
幾
般
心
」
に
つ
い
て 

 

楚
の
懐
王
は
、
夢
の
中
で
巫
山
の
神
女
と
契
り
を
交
わ
し
た
。
巫
山
の
神
女
は
別
れ
ぎ
わ
に
、
「
私
は
巫
山
の

陽
み
な
み

、
高
く
険
し

い
と
こ
ろ
に
お
り
、
朝
に
は
雲
と
な
り
、
暮
れ
に
は
雨
と
な
っ
て
、
朝
な
朝
な
夕
な
夕
な
に
、
陽
台
の
下
に
お
り
ま
す
」
と
言
い
残

し
て
去
っ
て
い
っ
た
と
い
う
故
事
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
巫
山
の
峰
に
今
も
朝
夕
に
雲
が
か
か
り
雨
の
降

る
さ
ま
を
、
巫
山
の
神
女
が
楚
王
に
思
い
を
か
け
て
い
る
と
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
「
幾
般
心
」
は
種
々
な
心
遣
い
、
す
な
わ
ち
、

朝
夕
に
雲
と
な
り
雨
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。 

（4）

「
向
他
情
謾
深
」
に
つ
い
て 

 

華
連
圃
本
（
華
鍾
彦
本
）
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
句
を
、
楚
王
の
心
は
変
わ
り
や
す
い
の
で
、
楚
王
に
対
し
て
真
心
か
ら
接
し

な
い
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
意
味
に
解
し
て
い
る
。
沈
祥
源
本
は
、
こ
の
句
に
つ
い
て
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
が
、
作
品
全
体
の
理
解

の
仕
方
か
ら
し
て
、
同
様
の
見
解
を
採
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
房
開
江
本
も
、
「
一
片
深
情
向
他
白
抛
了
」
（
胸
一
杯
の

真
心
を
い
た
ず
ら
に
捧
げ
て
し
ま
っ
た
）

と
、
同
じ
解
釈
を
下
し
て
い
る
。
そ
の
点
、
朱
恒
夫
本
の
解
釈
も
ま
た
変
わ
り
な
い
。
こ
の
句

に
対
す
る
注
は
つ
け
て
い
な
い
が
、
「
楚
王
用
情
不
専
一
、
一
会
如
火
一
会
児
氷
」
（
楚
王
は
心
に
実
が
な
く
、
火
の
よ
う
に
熱
か
っ
た
か
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と
思
う
と
ま
た
氷
の
よ
う
に
冷
た
く
）

と
訳
し
て
い
る
。
沈
祥
源
本
以
下
の
こ
う
し
た
解
釈
は
い
ず
れ
も
華
連
圃
本
の
解
釈
を
踏
襲
し
た

も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
解
釈
が
と
ら
れ
る
背
景
に
は
、
先
の
「
瞿
塘
客
」
を
瞿
塘
の
旅
商
人
と
す
る
理
解
が
働
い
て
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
句
を
こ
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
句
は
、
か
つ
て
情
を

交
わ
し
た
楚
王
は
、
遥
か
遠
い
昔
に
世
を
去
っ
て
今
は
な
く
、
巫
山
の
神
女
が
い
く
ら
心
を
は
た
ら
か
せ
て
、
朝
夕
に
雲
と
な
り
雨

と
な
っ
て
巫
山
に
現
れ
て
も
、
も
は
や
楚
王
に
会
う
こ
と
は
叶
わ
ず
、
そ
の
心
遣
い
は
徒
労
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
言
っ
た
も

の
な
の
で
あ
る
。 

（5）

「
風
流
今
古
隔
」
に
つ
い
て 

 

こ
れ
は
楚
王
と
巫
山
の
神
女
の
風
流
事
は
、
今
で
は
遠
い
昔
の
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
、
同

時
に
、
今
の
世
で
は
、
も
う
楚
王
と
巫
山
の
神
女
の
よ
う
な
風
流
事
は
、
起
こ
り
う
べ
く
も
な
い
と
い
う
意
を
含
む
。
そ
れ
を
示
す

の
が
次
句
で
あ
る
。 

（6）

「
虚
作
瞿
塘
客
」
に
つ
い
て 

 

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
多
く
の
注
釈
書
が
、
こ
の
句
を
李
益
の
江
南
曲
に
結
び
付
け
て
解
釈
を
下
し
て
い
る
。
例
え
ば
房
開
江
本

は
、
前
の
「
風
流
」
の
句
と
一
つ
に
し
て
、
「
神
女
与
楚
王
歓
会
之
事
已
成
過
去
、
而
今
自
己
像
瞿
塘
商
客
的
妻
子
一
様
、
独
自
徒

守
空
房
」
（
神
女
と
楚
王
の
良
き
出
会
い
は
も
う
昔
の
こ
と
と
な
り
、
今
の
私
は
、
瞿
塘
の
旅
商
人
の
妻
の
よ
う
に
、
独
り
空
閨
を
守
っ
て
い
る
）

と
解

し
て
い
る
。
朱
恒
夫
本
も
同
じ
立
場
に
立
っ
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
嫁
個
人
児
不
見
影
、
空
做
丈
夫
的
是
瞿
塘
客
」
の
訳
文

や
、
「
詞
人
又
化
用
李
益
〈
江
南
曲
〉
中
的
詩
句
、
以
女
子
的
口
吻
、
怨
恨
地
説
郎
君
又
是
『
朝
朝
誤
妾
期
』
的
『
瞿
塘
客
』
。
『
虚

作
』
、
怨
極
深
之
語
。
你
是
我
的
丈
夫
麼
。
可
是
終
年
不
見
你
的
人
影
、
你
是
無
室
無
家
、
舟
行
於
瞿
塘
峡
上
的
客
商
麼
、
可
是
你

又
和
我
有
夫
妻
的
名
分
。
你
豈
不
是
一
個
空
有
虚
名
的
丈
夫
。
你
害
得
我
有
人
婦
之
名
而
無
人
婦
之
実
」
の
評
語
に
見
る
と
お
り
で
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『
花
間
集
』
作
品
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て 

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
句
を
、
歌
の
主
人
公
を
女
と
設
定
し
た
上
で
、
そ
の
女
が
嫁
い
だ
男
と
し
た
り
、
名
ば
か
り
の
夫
と
な
っ
た

の
は
塘
客
の
商
人
と
す
る
の
は
、
い
か
に
も
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
で
素
直
な
読
み
と
は
言
え
な
い
。
こ
こ
は
、
そ
う
で
は
な
く
て
、

歌
の
主
人
公
は
、
今
、
旅
人
と
し
て
瞿
塘
に
滞
在
し
て
い
る
が
、
自
分
に
と
っ
て
は
、
そ
の
上か

み

の
楚
王
の
よ
う
に
神
女
と
結
ば
れ
る

（
良
き
女
に
め
ぐ
り
合
う
）
こ
と
も
な
く
、
た
だ
の
旅
人
と
し
て
、
空
し
く
こ
こ
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。 

（7）

「
山
月
照
山
花
」
に
つ
い
て 

 

こ
の
句
の
表
面
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
は
な
い
。
夢
か
ら
醒
め
て
外
を
見
る
と
、
山
の
上
の
月
が
山
に
咲
く
花

を
照
ら
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
言
葉
の
裏
に
は
、
作
中
の
主
人
公
の
深
い
感
慨
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
何
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
れ
ま
で
過
ご
し
て
き
た
人
生
を
振
り
返
っ
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。 

（8）

「
夢
迴
灯
影
斜
」
に
つ
い
て 

 

此
の
句
も
ほ
と
ん
ど
問
題
は
な
い
。
事
象
の
発
生
順
か
ら
す
れ
ば
、
夢
か
ら
醒
め
る
と
火
影
が
斜
め
に
照
ら
し
、
外
を
見
る
と
、

「
山
月
照
山
花
」
で
あ
っ
た
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
時
間
の
流
れ
を
逆
に
し
た
配
列
に
な
っ
て
い
る
。 

 

ま
と
め 

 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
こ
の
菩
薩
蛮
は
、
瞿
塘
に
宿
を
と
っ
た
旅
人
が
、
室
内
に
設
え
ら
れ
た
屏
風
に
、

土
地
の
故
事
に
関
わ
る
巫
山
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
昔
の
楚
王
の
よ
う
に
喜
ば
し
い
神
女
と
の
出
会
い
も
な
く
、
空
し

く
た
だ
の
旅
人
と
し
て
今
こ
こ
に
い
る
と
い
う
感
慨
を
歌
っ
た
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
な
ら
ば
、
屈
折
し
た
解
釈
を
必
要
と

せ
ず
、
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
す
っ
き
り
と
文
意
が
と
お
り
、
内
容
も
極
め
て
明
白
に
な
る
。
こ
れ
に
も
と
づ
い
た
拙
訳
を
以
下

に
示
す
。 
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絵
屏
風
に
は
畳
な
わ
る
青
き
巫
陽
の
山
々
、
楚
の
女
神
は
今
も
な
お
楚
王
を
慕
い
、
朝
な
夕
な
に
雲
と
な
り
雨
と
な
り
巫
陽
の
峰

に
か
か
る
が
、
楚
王
に
は
会
え
ず
い
た
ず
ら
に
思
い
を
寄
せ
る
だ
け
。 

楚
王
と
神
女
の
風
流
ご
と
は
今
は
遠
い
昔
の
こ
と
、
私
は

よ
き

女
お
み
な

と
の
出
会
い
も
な
い
空
し
き
瞿
塘
の
旅
人
。
山
の
花
照
ら
す
山
の
月
、
夢
の
覚
む
れ
ば
火
影
斜
め
に
。 

              


