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一
、
は
じ
め
に 

  

詩
と
詞
と
で
は
形
式
だ
け
で
な
く
そ
の
内
容
面
に
お
い
て
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
特
に
詞
が
一
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
し
て

か
ら
は
、
も
ち
ろ
ん
ひ
と
く
く
り
に
は
で
き
な
い
が
、
詩
は
主
に
社
会
・
政
治
・
哲
学
を
、
詞
は
恋
愛
な
ど
の
よ
り
叙
情
的
な
部
分

を
そ
れ
ぞ
れ
担
っ
て
い
く
傾
向
に
あ
る
。
詩
詞
の
違
い
に
つ
い
て
は
従
来
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
具
体
的
に
そ
の
中
の
一
単
語
を
取

り
上
げ
て
の
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
し
か
し
、
詩
と
詞
と
で
表
現
す
る
も
の
に
違
い
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
用
い

ら
れ
る
語
に
も
使
い
分
け
が
生
じ
て
く
る
筈
で
あ
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
と
い
う
語
は
、
も
と
は
詩
語
で
あ
っ

た
が
詩
か
ら
詞
へ
と
移
行
し
て
、
宋
代
に
は
詞
の
語
と
し
て
定
着
し
、
詩
で
は
用
い
ら
れ
な
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
語
の
詩
詞

間
に
お
け
る
変
遷
を
追
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
詩
と
詞
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
を
試
み
た
い
。 
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二
、
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
＝
「
別
れ
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
定
着 

  

「
銷
魂
（
消
魂
）
」
あ
る
い
は
「
魂
銷
（
魂
消
）
」
と
い
う
表
現
は
、
「
魂
も
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
」
と
い
う
強
い
悲
し
み
を
表

す
語
で
あ
る
。
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
表
現
の
初
出
で
あ
り
、
以
後
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
づ
け
た
も
の
は
、
六
朝
梁
・

江
淹
の
「
別
賦
」
（
『
文
選
』
巻
十
六
）
で
あ
る
。 

黯
然
銷
魂
者
、
唯
別
而
已
矣
。
況
秦
呉
兮
絶
国
、
復
燕
宋
兮
千
里
、
或
春
苔
兮
始
生
、
乍
秋
風
兮
蹔
起
。
是
以
行
子
腸
断
、
百

感
悽
惻
。
… 

（
黯
々
と
し
て
魂
も
消
え
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
の
は
、
た
だ
別
れ
の
み
で
あ
る
。
ま
し
て
、
秦
や
呉
の
よ
う
な
遠
く
の
国
、
ま
た
燕
や
宋
の

よ
う
な
千
里
の
彼
方
へ
旅
立
つ
別
れ
の
際
、
あ
る
い
は
春
の
こ
け
が
生
え
そ
め
、
秋
風
が
立
つ
頃
に
は
格
別
で
あ
る
。
故
に
、
旅
人
は
は
ら
わ

た
も
断
た
れ
た
よ
う
に
な
り
、
心
は
悲
し
み
に
く
れ
る
の
で
あ
る
。
…
） 

 

そ
の
冒
頭
に
「
黯
然
と
し
て
銷
魂
す
る
者
は
、
唯
別
れ
の
み
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
李
善
は
「
黯
然
と
し
て
魂
将
に
離
散
せ
ん
と
す

る
は
、
唯
別
れ
に
し
て
然
る
の
み
。
夫
れ
人
の
魂
以
て
形
を
守
り
、
魂
散
ず
れ
ば
則
ち
形
斃
る
。
今
別
れ
て
散
ず
る
は
、
恨
み
深
き

を
明
ら
か
に
す
る
な
り
」
と
注
し
て
い
る
。
「
別
賦
」
で
は
魂
が
消
え
る
よ
う
な
別
れ
と
い
う
も
の
も
様
々
で
あ
り
、
例
え
ば
、
遠

方
へ
の
旅
立
ち
に
よ
る
別
れ
、
帰
郷
に
よ
る
別
れ
、
志
を
持
っ
て
ふ
る
さ
と
を
離
れ
る
別
れ
、
従
軍
に
よ
る
別
れ
、
家
族
友
人
と
の

別
れ
、
夫
婦
の
別
れ
な
ど
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
別
れ
有
れ
ば
必
ず
怨
み
、
怨
み
有
れ
ば
必
ず
盈
つ
」
と
い
う
よ
う

に
、
ど
の
別
れ
に
も
怨
み
が
必
ず
伴
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
賦
が
後
世
の
韻
文
に
与
え
た
影
響
は
非
常
に
強
く
、
江
淹

以
降
、
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
別
離
に
よ
る
深
い
悲
し
み
を
表
現
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

で
は
江
淹
以
前
の
韻
文
に
お
け
る
「
魂
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
か
。 
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ま
ず
「
魂
」
と
い
う
語
が
多
く
用
い
ら
れ
る
も
の
と
し
て
『
楚
辞
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
『
楚
辞
』
に
お
け
る
魂
は
「
昔
、
余わ

れ 
夢
に
天
に
登
り
魂
中
道
に
し
て
杭あ

た

る
無
し
」
（
『
楚
辞
』
九
章
・
惜
誦
）
や
「
身
は
永
く
流
れ
て
還
ら
ず
魂
は
長
く
逝
き
て
常
に
愁
ふ
」

（
『
楚
辞
』
九
歎
・
逢
紛
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
単
に
肉
体
に
対
す
る
精
神
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
。
『
楚
辞
』
中
で
「
魂
」
を
扱
う
代

表
作
と
い
え
ば
「
招
魂
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
「
魂
よ
帰
り
来
た
れ
、
君
の
恒
幹
を
去
り
て
何
為
れ
ぞ
四
方
す
る
」
と
い
う
よ
う

に
、
魂
が
肉
体
を
抜
け
出
す
と
い
う
発
想
は
あ
る
が
、
江
淹
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
よ
う
に
、
心
理
描
写
の
比
喩
表
現
と
し
て
「
魂
」

を
用
い
る
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。 

 

六
朝
以
前
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
表
現
を
用
い
た
例
に
は
、
北
魏
の
作
と
さ
れ
る
老
子
化
胡
経
玄
歌
の
「
太
上
皇
老
君
哀
歌
七
首
・

三①

」
が
あ
り
、
そ
の
中
に
「
三
魂
消
散
し
澌つ

き
、
五
神
安
寧
な
ら
ず
」
と
い
う
句
が
あ
る
。
「
三
魂
」
と
は
人
の
心
に
あ
る
と
い
う

三
つ
の
霊
魂
の
こ
と
を
指
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
『
楚
辞
』
中
の
「
魂
」
と
同
じ
く
、
肉
体
に
対
す
る
精
神
と
し
て
の
用
法
で
あ

っ
て
、
や
は
り
比
喩
表
現
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

 

比
喩
表
現
と
し
て
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
江
淹
が
初
出
だ
が
、
同
じ
く
梁
代
、
江
淹
よ
り
少
し
遅
れ
る
時
期
の
何
遜
「
為
人
妾
思
」

と
劉
孝
威
「
思
帰
引
」
に
も
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
表
現
が
み
ら
れ
る
。
（
訳
は
傍
線
部
分
。
以
下
同
じ
） 

 
 

 
 

何
遜
「
為
人
妾
思
二
首
・
一
」 

魂
銷
形
已
去
、
釵
落
猶
依
枕
。
欲
去
涙
無
眥
、
不
看
悲
復
甚
。 

（
魂
は
消
え
た
よ
う
に
な
り
、
体
も
す
っ
か
り
痩
せ
衰
え
て
し
ま
っ
た
。
簪
が
滑
り
落
ち
て
も
な
お
枕
に
よ
り
か
か
っ
た
ま
ま
で
い
る
。
） 

  
 

 
 

劉
孝
威
「
思
帰
引
」 

胡
地
憑
良
馬
、
懐
驕
負
漢
恩
。
甘
泉
烽
火
入
、
回
中
宮
室
燔
。 
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錦
車
労
遠
駕
、
繍
衣
疲
屡
奔
。
弐
師
已
喪
律
、
都
尉
亦
銷
魂
。 

竜
堆
求
援
急
、
孤
塞
請
先
屯
。
櫪
下
駆
双
駿
、
腰
辺
帯
両
鞬
。 

乗
障
無
期
限
、
思
帰
安
可
論
。 

（
弐
師
将
軍
は
す
で
に
軍
規
を
喪
い
、
都
尉
も
ま
た
銷
魂
す
る
。
） 

 

何
遜
の
「
為
人
妾
思
」
と
は
人
の
妾
の
気
持
ち
に
な
っ
て
詠
ん
だ
詩
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
や
っ
て
来
な
く
な
っ
た
男
を
思
い

悲
し
む
女
性
の
姿
が
描
か
れ
た
閨
怨
詩
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
魂
」
は
「
形
」
に
対
応
す
る
も
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
肉
体
に

対
す
る
精
神
の
意
味
で
あ
る
が
、
『
楚
辞
』
の
例
と
は
異
な
り
、
比
喩
的
な
表
現
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
梁
代
に
編
ま
れ
た
、

艷
詩
・
宮
体
詩
を
集
め
る
『
玉
台
新
詠
』
に
は
何
遜
の
詩
が
複
数
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
と
こ
の
「
為
人
妾
思
」
と
を
照
ら
し

合
わ
せ
る
と
、
「
燕
子
戯
れ
て
簷
に
還
り
、
花
飛
び
て
枕
前
に
落
つ
。
寸
心
君
見
ず
や
、
涙
を
拭
ひ
坐
し
て
調
弦
す
」
（
『
玉
台
新
詠
』

巻
十
「
為
人
妾
思
」
）
や
「
竹
葉 

南
窓
に
響
き
、
月
光 

東
壁
を
照
ら
す
。
誰
か
知
ら
ん
夜
独
り
覚
め
、
枕
前
に
双
涙
滴
る
を
」
（
『
玉

台
新
詠
』
巻
十
「
秋
閨
怨
」
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
「
枕
」
、
「
涙
」
と
い
っ
た
語
彙
や
、
来
な
く
な
っ
た
男
性
を
独
り
悲
し
む
と
い
う

状
況
設
定
が
、
大
変
似
通
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
為
人
妾
思
二
首
・
一
」
は
『
玉
台
新
詠
』
に
収
め
ら
れ
て
こ
そ
い
な
い
が
、

ま
さ
し
く
玉
台
新
詠
風
の
閨
怨
詩
と
い
え
よ
う
。
「
思
帰
引
」
は
『
楽
府
詩
集
』
巻
五
十
八
に
収
め
ら
れ
る
琴
曲
歌
辞
で
あ
る
。
邵

王
が
衛
の
賢
女
を
娶
ろ
う
と
考
え
た
が
、
果
た
さ
ず
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
賢
女
は
王
亡
き
後
に
そ
の
太
子
に
言
い
寄
ら
れ

る
が
、
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
た
め
、
深
宮
に
幽
閉
さ
れ
る
。
帰
り
た
い
と
願
う
も
叶
わ
ず
、
琴
を
弾
い
て
こ
の
曲
を
作
り
、
奏
し
終

わ
っ
て
後
、
首
を
く
く
っ
て
死
ん
だ
と
い
う
。
劉
孝
威
の
作
は
こ
の
話
の
、
賢
女
の
帰
郷
を
願
う
情
だ
け
を
用
い
た
、
と
『
楽
府
解

題
』
に
は
あ
る②

。
楽
府
の
内
容
は
、
従
軍
の
た
め
に
離
れ
た
故
郷
を
思
い
「
銷
魂
」
す
る
も
の
で
あ
る
。
劉
孝
威
自
身
も
、
侯
景
の

乱
の
時
に
都
を
脱
出
し
、
西
へ
向
か
う
途
中
で
病
に
倒
れ
亡
く
な
っ
た
人
で
あ
る
の
で
、
我
が
身
を
な
ぞ
ら
え
た
作
で
あ
る
か
も
し
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れ
な
い③

。
こ
れ
ら
何
遜
と
劉
孝
威
の
作
は
、
江
淹
よ
り
も
時
期
的
に
は
少
し
遅
れ
る
が
、
直
接
「
別
賦
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か

ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
六
朝
に
お
け
る
比
喩
表
現
と
し
て
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
例
と
し
て
、
挙
げ
て
お
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。 

 

心
理
描
写
と
し
て
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
を
用
い
た
江
淹
の
「
別
賦
」
の
影
響
は
北
朝
に
も
及
ん
で
お
り
、
隋
の
煬
帝
楊
広
に
は
「
寒

鴉
飛
ぶ
こ
と
数
点
、
流
水
孤
村
を
遶
る
。
斜
陽
落
ち
ん
と
欲
す
る
処
、
一
た
び
望
め
ば
黯
と
し
て
消
魂
す
（
「
野
望④

」
）
」
と
い
う
詩

が
あ
る
。
鴉
が
飛
び
陽
が
沈
む
冬
景
色
の
も
の
悲
し
さ
を
、
「
消
魂
」
で
表
現
し
て
お
り
、
「
黯
と
し
て
消
魂
す
」
は
「
別
賦
」
の

「
黯
然
銷
魂
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
江
淹
の
賦
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
詩
自
体
は
特
に
別
れ
の
詩
で
あ
る
と
は

い
え
な
い
の
だ
が
、
「
別
賦
」
と
と
も
に
後
世
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
宋
の
秦
観
に
は
、
こ
の
詩
を
作
り
替
え
た

と
い
う
詞
が
残
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る⑤

。 

 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
六
朝
期
に
現
れ
た
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
表
現
は
、
唐
代
に
至
っ
て
別
離
の
悲
し
み
を
表
す
語
と
し
て
定
着

す
る
。
『
全
唐
詩
』
中
で
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
表
現
を
用
い
る
詩
は
七
十
三
首
数
え
ら
れ
る
。
う
ち
数
例
を
挙
げ
る
。 

 
 

 
 

宋
之
問
「
渡
呉
江
別
王
長
史
」 

倚
櫂
望
茲
川
、
銷
魂
独
黯
然
。
郷
連
江
北
樹
、
雲
断
日
南
天
。 

剣
別
竜
初
没
、
書
成
雁
不
伝
。
離
舟
意
無
限
、
催
渡
復
催
年
。 

（
舟
に
乗
っ
て
こ
の
川
を
眺
め
れ
ば
、
魂
も
消
え
た
よ
う
に
独
り
鬱
々
と
し
た
気
分
に
な
る
。
） 

  
 

 
 

杜
甫
「
送
裴
五
赴
東
川
」 

故
人
亦
流
落
、
高
義
動
乾
坤
。
何
日
通
燕
塞
、
相
看
老
蜀
門
。 
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東
行
応
暫
別
、
北
望
苦
銷
魂
。
凜
凜
悲
秋
意
、
非
君
誰
与
論
。 

（
東
へ
赴
く
君
と
は
暫
し
の
別
れ
、
戦
乱
さ
な
か
の
北
の
故
郷
を
眺
め
て
は
魂
も
消
え
ん
ば
か
り
。
） 

  
 

 
 

銭
起
「
別
張
起
居
」
（
時
多
故
） 

有
別
時
留
恨
、
銷
魂
況
在
今
。
風
涛
初
振
海
、
鵷
鷺
各
辞
林
。 

旧
国
関
河
絶
、
新
秋
草
露
深
。
陸
機
嬰
世
網
、
応
負
故
山
心
。 

（
別
れ
は
し
ば
し
ば
恨
み
を
残
す
も
の
、
ま
し
て
や
今
の
よ
う
な
戦
乱
時
の
別
れ
は
魂
も
消
え
そ
う
に
な
る
も
の
だ
。
） 

 

宋
之
問
の
詩
は
唐
代
の
詩
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
表
現
の
初
出
で
あ
る
。
「
銷
魂
」
と
と
も
に
「
黯
然
」
と
い
う
語
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
「
別
賦
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
杜
甫
と
銭
起
の
詩
は
ど
ち
ら
も
安
史
の
乱

中
に
友
人
と
別
れ
る
作
で
あ
る
。
杜
甫
の
詩
は
戦
乱
中
、
成
都
で
の
作
。
東
川
は
蜀
の
東
都
の
潼
川
を
指
し
、
そ
こ
へ
と
旅
立
つ
友

を
見
送
る
も
の
で
あ
る
。
「
北
望
苦
銷
魂
」
は
、
成
都
よ
り
北
方
の
洛
陽
を
望
み
、
魂
も
消
え
る
よ
う
な
心
持
ち
に
な
る
、
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
銭
起
の
作
の
「
時
に
故
多
し
」
の
「
故
」
と
は
災
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
も
や
は
り
安
史
の
乱
を
指
す
。

平
時
で
も
別
れ
は
恨
み
を
伴
う
も
の
で
あ
る
の
に
、
ま
し
て
や
こ
の
よ
う
な
戦
乱
さ
な
か
の
別
れ
は
、
魂
も
消
え
ん
ば
か
り
に
つ
ら

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
乱
世
ゆ
え
に
、
も
う
再
び
会
う
こ
と
も
か
な
わ
な
い
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
思
い
で
い
っ
そ
う
「
銷

魂
」
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
別
離
の
悲
壮
感
た
だ
よ
う
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
例
で
あ
る
。
別
離
を
悲
し
む
「
銷
魂
（
消
魂
）
」

を
用
い
る
詩
に
は
、
こ
れ
ら
の
よ
う
に
「
～
を
送
る
」
「
～
と
別
る
」
と
い
っ
た
題
が
多
い
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
唐
代
の
詩
に
於

け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
に
は
こ
う
い
っ
た
友
人
と
の
別
離
に
関
す
る
も
の
が
最
も
多
い
。 

 

更
に
こ
の
時
期
、
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
＝
「
別
離
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
詩
に
限
ら
ず
か
な
り
一
般
的
に
定
着
し
て
い
た
よ
う
だ
。



 

－39－ 

「
銷
魂(

消
魂)

」
考 

例
え
ば
、
玄
宗
皇
帝
期
の
事
柄
を
集
め
た
『
開
元
天
宝
遺
事
』
巻
下
（
五
代
後
周
・
王
仁
祐
撰
）
に
「
長
安
の
東
、
灞
陵
に
橋
有
り
、
来

迎
、
去
送
、
皆
此
に
至
り
、
橋
、
離
別
の
地
為
り
。
故
に
人
之
を
銷
魂
橋
と
呼
ぶ
な
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
橋
は
陝
西
省

の
灞
水
に
架
か
る
灞
橋
の
こ
と
を
指
す
。
灞
橋
は
『
三
輔
黄
図
』
巻
六
に
「
灞
橋
長
安
の
東
に
在
り
、
水
を
跨
ぎ
て
橋
を
作
る
。
漢

人
客
を
送
り
て
此
の
橋
に
至
り
、
柳
を
折
り
て
別
れ
に
贈
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
旅
立
つ
人
を
見
送
る
場
所
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

送
別
の
橋
が
「
銷
魂
橋
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
唐
代
に
お
け
る
「
銷
魂
」
＝
「
別
離
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
定

着
を
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
後
漢
・
蔡
琰
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
「
胡
笳
十
八
拍
・
十
三
」
に
も
用
例
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
実
際
は
蔡
琰
の
作
で
な

く
唐
人
の
仮
託
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る⑥

。
そ
の
詩
に
「
一
た
び
歩
け
ば
一
た
び
遠
く
足
移
し
難
く
、
魂
消
え
影
絶
ゆ
る
も
恩
愛
残

る
」
と
い
う
句
が
あ
る
。
蔡
琰
が
子
と
引
き
離
さ
れ
る
際
に
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
子
と
の
別
離
を
悲
し
む
の
に
「
魂

消
」
と
い
う
句
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
唐
人
に
と
っ
て
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
が
別
れ
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
だ
ろ
う
。
更
に
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
＝
「
別
れ
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
定
着
を
示
す
例
に
、
中
唐
の
詩
人
劉
禹
錫
の
詩
「
流
水
閶
門
の
外
、

秋
風
柳
条
に
吹
く
。
従
来
客
を
送
る
処
、
今
日
自
ら
魂
銷
す
（
「
別
蘇
州
二
首
・
二
」
）
」
が
あ
る
。
閶
門
は
蘇
州
城
の
門
の
こ
と
で
、

当
時
大
変
繁
華
な
地
で
あ
っ
た
。
「
従
来
送
客
処
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
門
外
は
旅
立
つ
者
を
見
送
る
場
所
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
自
ら
魂
銷
す
」
と
い
う
表
現
で
、
今
自
ら
が
蘇
州
を
発
つ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
秋
風
」
、
「
柳
条
」
と
同
じ
よ
う
に
「
魂

銷
」
が
別
れ
・
旅
立
ち
を
示
唆
す
る
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

ま
た
、
別
離
の
一
種
で
は
あ
る
が
人
と
の
直
接
的
な
別
れ
で
は
な
く
、
過
ぎ
去
っ
た
過
去
を
思
い
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
す
る
例
も
み

ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
懐
古
に
よ
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
唐
代
の
例
と
し
て
、
盛
唐
・
周
朴
の
「
春
日
秦
国
懐
古
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

周
朴
「
春
日
秦
国
懐
古
」 
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荒
郊
一
望
欲
消
魂
、
涇
水
縈
紆
傍
遠
村
。
牛
馬
放
多
春
草
尽
、
原
田
耕
破
古
碑
存
。 

雲
和
積
雪
蒼
山
晩
、
煙
伴
残
陽
緑
樹
昏
。
数
里
黄
沙
行
客
路
、
不
堪
回
首
思
秦
原
。 

（
荒
れ
果
て
た
郊
外
を
一
度
見
渡
せ
ば
魂
も
消
え
ん
ば
か
り
。
涇
水
は
曲
が
り
く
ね
っ
て
遠
方
の
村
に
沿
っ
て
流
れ
る
。
） 

 

こ
れ
は
亡
国
を
思
う
「
消
魂
」
の
例
で
あ
る
。
「
荒
郊
一
望
欲
消
魂
、
涇
水
縈
紆
傍
遠
村
」
の
句
は
前
述
し
た
煬
帝
の
「
野
望
」

詩
に
み
ら
れ
る
「
流
水
遶
孤
村
」
、
「
一
望
黯
消
魂
」
の
句
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
唐
・
暢
当
の
「
九
日
陪

皇
甫
使
君
泛
江
宴
赤
岸
亭
」
に
「
徒
ら
に
言
ふ
、
歓
び
座
に
満
つ
と
、
誰
か
覚
ゆ
客
魂
消
ゆ
る
を⑦

」
と
い
う
句
が
あ
る
。
周
朴
の
詩

に
も
「
客
路
」
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
こ
の
二
詩
に
共
通
す
る
「
客
」
は
、
故
郷
を
遠
く
離
れ
た
旅
人
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
暢

当
の
詩
の
「
客
魂
」
は
、
旅
人
の
魂
を
指
す
。
広
義
で
は
別
れ
の
悲
し
み
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
旅
愁
に
よ
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」

の
例
と
い
え
る
。
晩
唐
・
張
喬
の
「
寄
績
渓
陳
明
府
」
詩
、
「
六
朝
興
廃
の
地
、
行
子
一
た
び
銷
魂
す⑧

」
と
い
う
の
も
そ
の
例
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
故
人
を
思
い
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
す
る
例
と
し
て
、
胡
曽
の
詠
史
詩
「
望
思
台
」
に
「
至
今 

漢
武
銷
魂
の
処
、
猶
ほ

悲
風
の
木
上
よ
り
来
た
る
有
る
が
ご
と
し⑨

」
と
い
う
句
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
漢
武
帝
が
、
寃
罪
に
よ
り
自
害
し
た
息
子
で
あ
る
戻
太

子
の
た
め
に
築
い
た
台
の
上
で
、
亡
き
子
を
思
っ
て
「
銷
魂
」
す
る
と
い
う
詩
で
あ
り
、
別
離
の
う
ち
で
も
特
に
故
人
を
思
う
「
銷

魂
（
消
魂
）
」
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
元
稹
の
「
夜
間
」
も
、
同
じ
く
故
人
（
こ
こ
で
は
妻
）
を
悼
む
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
詩
で
あ
る
。 

 
 

 
 

元
稹
「
夜
間
」 

感
極
都
無
夢
、
魂
銷
転
易
驚
。
風
簾
半
鈎
落
、
秋
月
満
床
明
。 

悵
望
臨
階
坐
、
沈
吟
遶
樹
行
。
孤
琴
在
幽
匣
、
時
迸
断
弦
声
。 

（
心
は
尽
き
夢
な
ど
は
た
え
て
見
ず
、
魂
は
消
え
ん
ば
か
り
で
ま
す
ま
す
目
も
覚
ま
し
が
ち
だ
。
） 

 

こ
の
詩
は
『
元
氏
長
慶
集
』
巻
九
の
巻
頭
に
収
め
ら
れ
、
「
此
後
並
悼
亡
」
と
題
注
が
つ
い
て
い
る⑩

。
「
悼
亡
」
と
は
晋
の
潘
岳
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に
始
ま
る
、
妻
と
の
死
別
を
悼
む
詩
の
こ
と
を
指
す
。
末
句
の
「
断
弦
」
は
、
古
く
は
琴
瑟
を
夫
婦
の
喩
え
と
し
た
こ
と
か
ら
、
妻

を
喪
う
こ
と
を
指
す
。
こ
の
よ
う
な
悼
亡
詩
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
例
、
同
じ
く
元
稹
の
「
感
夢
」
詩

に
「
行
き
て
吟
じ
坐
し
て
歎
じ
何
ぞ
極
ま
れ
る
を
知
ら
ん
、
影
絶
え
魂
銷
え
動や

や

も
す
れ
ば
年
を
隔
つ⑪

」
と
い
う
句
が
あ
る
。
こ
れ
も

故
人
へ
の
思
い
を
表
す
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
表
現
は
江
淹
の
「
別
賦
」
よ
り
発
し
、
唐
代
の
詩
に
お
い
て
別
離
の
悲
し
み
を
表
現
す
る
詩

語
と
し
て
定
着
し
た
。
そ
の
多
く
は
友
人
と
の
別
れ
を
惜
し
む
詩
、
送
別
の
詩
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
別
離
の
一
種
と
し
て
、
懐
古
の

念
や
旅
愁
、
故
人
を
悼
む
詩
に
も
用
い
ら
れ
る
。
大
き
く
捉
え
る
と
、
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
別
れ
や
、
失
っ
た
も
の
や
こ
と
に
対
す

る
悲
し
み
を
表
現
す
る
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
中
唐
以
降
、
そ
れ
ま
で
と
は
ま
た
異
な
る
別
離
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
銷

魂
（
消
魂
）
」
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。 

  

三
、
閨
怨
詩
と
唐
五
代
の
詞
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」 

  

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
唐
代
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
最
も
多
い
も
の
で
送
別
詩
、
次
い
で
懐
古
、
旅
愁
や
死
別
の
詩
に
、
別
れ

の
強
い
悲
し
み
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。 

 

そ
れ
で
は
、
そ
れ
以
外
の
別
離
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
は
何
遜
「
為
人
妾
思
」
に
み
ら
れ

た
よ
う
な
、
男
女
間
の
別
れ
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
何
遜
の
作
は
女
性
の
立
場
よ
り
い
な
く
な
っ
た
男
性
を
歎
き
「
魂
銷
」
す
る
。

初
唐
・
盛
唐
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
詩
に
お
け
る
別
離
は
、
ど
れ
も
友
人
間
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
閨
怨
の
例
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
。
唐
代
の
閨
怨
詩
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
初
出
は
、
中
唐
・
権
徳
輿
の
「
玉
台
体
十
二
首
・
六
」
で
あ
る
（
こ
の
章
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に
お
け
る
閨
怨
の
詩
詞
に
関
し
て
は
、
よ
り
比
較
し
や
す
く
す
る
た
め
に
全
訳
を
附
し
て
お
く
）
。 

 
 

 
 

権
徳
輿
「
玉
台
体
十
二
首
・
六
」 

涙
尽
珊
瑚
枕
、
魂
銷
玳
瑁
牀
。
羅
衣
不
忍
著
、
羞
見
繍
鴛
鴦
。 

（
涙
が
珊
瑚
の
枕
に
尽
き
、
魂
は
玳
瑁
の
し
と
ね
に
消
え
ん
ば
か
り
。
う
す
ぎ
ぬ
の
衣
を
着
る
に
も
忍
び
ず
、
鴛
鴦
の
縫
い
と
り
を
見
る
の
も

つ
ら
い
。
） 

 

「
玉
台
体
十
二
首
」
に
は
ど
れ
も
男
女
の
出
会
い
と
別
れ
と
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。
玉
台
体
と

は
艷
詩
を
集
め
た
『
玉
台
新
詠
』
に
み
ら
れ
る
、
繊
細
か
つ
艷
美
な
詩
風
を
模
し
た
も
の
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
羞
見
繍
鴛
鴦
」

と
は
、
鴛
鴦
が
つ
が
い
で
夫
婦
を
表
す
も
の
で
あ
る
の
で
、
ひ
と
り
き
り
で
あ
る
自
分
に
と
っ
て
は
縫
い
と
り
の
鴛
鴦
さ
え
も
見
る

に
忍
び
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
何
遜
の
詩
と
同
様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
涙
が
枕
を
濡
ら
す
」
と
い
う
表
現
は
、
閨

怨
詩
の
常
套
句
で
あ
る
。
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
が
閨
怨
詩
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
中
唐
期
に
は
権
徳
輿
の
一
首
の
み
で
あ
り
、
他
に
例

を
み
な
い
。
な
ぜ
こ
の
一
首
の
み
な
の
か
と
い
う
と
、
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
別
れ
は
友
人
間
に
お
け
る
も
の
で

あ
り
、
権
徳
輿
の
例
は
、
玉
台
体
と
い
う
艷
詩
の
枠
の
中
で
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
が
た
め
に
、
例
外
的
に
閨
怨
の
別
れ
に
な
っ
た
、
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
閨
怨
詩
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
権
徳
輿
よ
り
更
に
時
代

が
下
り
晩
唐
の
詩
人
、
韓
偓
の
「
宮
詞
」
以
降
で
あ
る
。 

 
 

 
 

韓
偓
「
宮
詞
」 

繍
裙
斜
立
正
銷
魂
、
侍
女
移
灯
掩
殿
門
。
燕
子
不
来
花
著
雨
、
春
風
応
自
怨
黄
昏
。 

（
刺
繍
の
施
さ
れ
た
裳
を
引
き
ず
り
斜
め
に
立
て
ば
魂
も
消
え
ん
ば
か
り
。
侍
女
が
灯
り
を
と
も
し
て
門
を
閉
ざ
す
時
刻
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

燕
（
あ
な
た
）
は
訪
れ
ず
花
は
雨
に
濡
れ
て
い
る
。
春
風
も
黄
昏
を
怨
ん
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
） 
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」
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韓
偓
は
力
強
い
詩
を
作
る
一
方
で
、
艷
詩
を
詠
む
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
「
宮
詞
」
は
宮
廷
生
活
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、

艷
詩
を
集
め
た
『
香
奩
集
』
に
収
め
ら
れ
、
後
に
そ
の
詩
体
は
香
奩
体
と
い
わ
れ
る
。
「
燕
子
不
来
」
と
い
う
の
は
、
燕
は
毎
春
や

っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
の
に
そ
れ
が
や
っ
て
こ
な
い
、
つ
ま
り
思
う
人
が
来
な
く
な
っ
た
状
況
を
表
す
一
種
の
定
型
表
現
で
、
閨
怨

の
作
品
に
非
常
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
「
宮
詞
」
の
場
合
の
「
燕
子
」
は
特
に
皇
帝
を
指
す
。
一
般
的
な
男
女
の
閨
怨
と
は
少

し
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
女
性
の
立
場
よ
り
不
在
の
男
性
を
思
う
と
い
う
状
況
設
定
は
、
閨
怨
詩
と
何
ら
違
い
は
な
い
。 

 

同
じ
く
帝
の
寵
愛
が
離
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
歎
く
も
の
に
、
晩
唐
の
詩
人
・
高
蟾
の
楽
府
「
長
門
怨
」
、
「
魂
銷
え
尚
ほ
愧
ず

金
炉
の
燼
、
思
ひ
起
こ
り
猶
ほ
慚
ず
玉
輦
の
塵⑫

」
の
句
が
あ
る
。
「
長
門
怨
」
は
司
馬
相
如
の
「
長
門
賦
」
（
『
文
選
』
巻
十
六
）
に

描
か
れ
る
故
事
を
本
に
、
陳
皇
后
が
漢
武
帝
の
寵
を
失
い
長
門
宮
に
退
い
て
独
り
鬱
々
と
し
た
日
々
を
過
ご
す
情
景
を
賦
し
た
も
の

で
あ
る
。
韓
偓
の
作
と
同
じ
く
来
な
く
な
っ
た
帝
を
う
ら
み
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
す
る
例
で
あ
る
。 

 

次
の
二
首
は
、
韓
偓
よ
り
少
し
時
代
が
降
り
、
南
唐
の
詩
人
で
あ
る
李
中
の
詩
で
あ
る
。
李
中
は
南
唐
に
仕
え
た
人
物
で
、
そ
の

作
品
は
「
人
を
驚
か
せ
鬼
を
泣
か
し
む
る
語
な
り⑬

」
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
、
感
傷
的
な
も
の
が
多
い
。 

 
 

 
 

李
中
「
春
閨
辞
二
首
・
二
」 

辺
無
音
信
黯
消
魂
、
茜
袖
香
裙
涙
積
痕
。
海
燕
帰
来
門
未
掩
、
悠
悠
花
落
又
黄
昏
。 

（
辺
境
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
あ
の
人
か
ら
の
便
り
と
て
な
く
、
鬱
々
と
し
て
魂
も
消
え
る
か
の
よ
う
、
茜
色
の
袖
、
香
し
い
裾
に
涙
の
痕
が
し

み
つ
く
。
海
を
渡
る
燕
（
あ
な
た
）
が
帰
っ
て
く
る
の
を
待
っ
て
門
は
閉
ざ
さ
な
い
。
ゆ
る
ゆ
る
と
花
が
落
ち
、
ま
た
今
日
も
日
が
暮
れ
て
い

く
。
） 

  
 

 
 

李
中
「
悼
亡
」 
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巷
深
芳
草
細
、
門
静
緑
楊
低
。
室
迩
人
何
処
、
花
残
月
又
西
。 

武
陵
期
已
負
、
巫
峡
夢
終
迷
。
独
立
銷
魂
久
、
双
双
好
鳥
啼
。 

（
こ
み
ち
の
奥
深
く
芳
草
が
細
く
生
え
、
門
の
あ
た
り
は
静
か
に
緑
の
柳
が
低
く
た
れ
る
。
妻
の
部
屋
は
近
い
け
れ
ど
も
い
っ
た
い
彼
女
は
ど

こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
花
は
そ
こ
な
わ
れ
月
は
ま
た
西
へ
傾
こ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
会
お
う
と
い
う
約
束
は
す
で
に
破
れ
、
夢
で
の
出
会

い
も
つ
い
に
迷
っ
た
ま
ま
。
魂
も
消
え
ん
ば
か
り
の
思
い
で
長
い
あ
い
だ
独
り
佇
め
ば
、
つ
が
い
の
鳥
が
啼
く
の
が
聞
こ
え
る
。
） 

 

「
春
閨
辞
」
は
詩
題
の
通
り
春
の
閨
怨
の
情
を
描
き
、
辺
境
へ
と
去
り
音
沙
汰
無
く
な
っ
た
恋
人
を
思
い
涙
す
る
作
で
あ
る
。
時

は
春
の
黄
昏
、
不
在
の
男
性
を
燕
に
な
ぞ
ら
え
る
比
喩
、
男
性
を
迎
え
入
れ
る
「
門
」
の
描
写
、
と
い
っ
た
表
現
か
ら
、
明
ら
か
に

韓
偓
の
「
宮
詞
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
悼
亡
」
は
先
に
挙
げ
た
元
稹
の
作
と
同
じ
く
亡
妻
を
悼
む
詩
で
あ
り
、

厳
密
に
言
え
ば
閨
怨
詩
か
ら
は
外
れ
る
が
、
用
い
る
語
句
は
極
め
て
閨
怨
詩
に
近
い
。
「
武
陵
期
」
は
陶
淵
明
『
桃
花
源
記
』
に
出

て
く
る
別
天
地
で
あ
る
武
陵
源
と
、
『
幽
明
録
』
に
あ
る
劉
晨
・
阮
肇
と
が
天
台
山
に
て
仙
女
と
逢
瀬
を
か
わ
し
た
と
い
う
故
事
と

が
混
同
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
巫
峡
夢
」
は
楚
王
が
夢
の
中
で
巫
山
の
神
女
と
出
逢
っ
た
故
事
を
指
す
。
ど
ち
ら
も
幻
の
世
で
交
わ

さ
れ
た
約
束
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
男
女
間
の
別
れ
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
、
晩
唐
の
韓
偓
以
降
、
盛
ん
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
、
従
来
の
よ
う
な
友
人
と
の
別
れ
、
懐
古
の
念
な
ど
を
主
題
に
し
た
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
詩
も
な
く
な
る
わ

け
で
は
な
い
。
例
え
ば
韓
偓
に
も
「
東
烏
西
兔 

車
輪
の
似
く
、
劫
火
桑
田 

復
た
論
ぜ
ず
。
唯
だ
風
光
と
踪
跡
と
有
り
、
思
ひ
量

る
に
長
く
是
れ
黯
か
に
銷
魂
す
（
「
踪
跡
」
）
」
と
い
う
詩
が
あ
る
が
、
こ
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
懐
古
の
念
よ
り
生
じ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。 

 

晩
唐
五
代
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
表
現
を
用
い
る
詩
、
四
十
首
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
閨
怨
詩
も
し
く
は
男
女
間
の
別
れ
に
よ

る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
十
例
数
え
ら
れ
る
。
数
と
し
て
は
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
晩
唐
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
詩
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に
、
従
来
に
な
か
っ
た
こ
の
閨
怨
の
用
法
が
一
定
量
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
以
上
の

よ
う
に
、
広
く
別
れ
を
示
す
比
喩
表
現
と
し
て
発
生
し
た
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
、
晩
唐
期
に
更
に
閨
怨
の
用
法
を
加
え
る
の
で
あ
る
。 

 

で
は
、
同
時
期
の
詞
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
詞
の
初
期
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
『
花
間
集
』
中
に
は
、
「
銷
魂
（
消

魂
）
」
、
「
魂
銷
（
魂
消
）
」
と
い
う
表
現
が
十
五
例
み
つ
か
る
。
以
下
に
数
例
を
挙
げ
る
（
括
弧
内
は
『
花
間
集
』
に
お
け
る
巻
数
を
指
す
）
。 

 
 

 
 

温
庭
筠
「
菩
薩
蛮
」
（
巻
一
） 

雨
晴
夜
合
玲
瓏
日
，
万
枝
香
裊
紅
糸
払
。
閑
夢
憶
金
堂
，
満
庭
萱
草
長
。 

 

繍
簾
垂
丄
掩
，
眉
黛
遠
山
緑
。
春
水
渡
渓
橋
，

凭
欄
魂
欲
消
。 

（
雨
上
が
り
合
歓
の
花
が
露
を
帯
び
、
輝
く
よ
う
な
日
。
枝
々
に
香
り
た
ゆ
た
う
紅
の
花
房
が
垂
れ
る
。
う
た
た
ね
の
夢
に
み
る
は
昔
の
華
や

か
だ
っ
た
住
ま
い
、
庭
い
っ
ぱ
い
に
伸
び
た
忘
れ
草
。 

 

縫
い
と
り
の
施
さ
れ
た
簾
か
ら
垂
れ
る
飾
り
房
の
う
ち
、
（
も
の
思
う
女
性
の
）

眉
は
遠
く
に
見
え
る
緑
の
山
の
よ
う
。
春
の
水
流
れ
る
谷
川
の
橋
を
渡
り
、
欄
干
に
も
た
れ
れ
ば
魂
も
消
え
ん
ば
か
り
。
） 

  
 

 
 

韋
荘
「
小
重
山
」
（
巻
三
） 

一
閉
昭
陽
春
又
春
。
夜
寒
宮
漏
永
，
夢
君
恩
。
臥
思
陳
事
暗
消
魂
。
羅
衣
湿
，
紅
袂
有
啼
痕
。 

 

歌
吹
隔
重
閽
，
遶
庭
芳
草

緑
，
倚
長
門
。
万
般
惆
悵
向
誰
論
。
凝
情
立
，
宮
殿
欲
黄
昏
。 

（
ひ
と
た
び
昭
陽
殿
が
閉
じ
ら
れ
春
が
ま
た
巡
っ
て
く
る
。
宮
中
の
水
時
計
が
時
を
刻
む
の
も
長
く
感
じ
ら
れ
る
寒
夜
に
、
夢
に
み
る
は
昔
の

帝
の
恩
愛
。
臥
し
て
過
去
を
思
え
ば
鬱
々
と
魂
も
消
え
ん
ば
か
り
。
う
す
ぎ
ぬ
の
衣
が
湿
り
、
美
し
い
袖
に
は
涙
の
痕
。 

 

華
や
か
な
歌
や

演
奏
の
音
は
幾
重
に
も
重
な
る
門
に
隔
て
ら
れ
、
こ
こ
ま
で
は
届
か
な
い
。
青
々
と
し
た
芳
草
が
庭
を
め
ぐ
り
長
門
宮
に
ひ
と
り
佇
む
。
千
々

の
歎
き
は
誰
に
向
か
っ
て
訴
え
れ
ば
い
い
の
か
。
あ
な
た
を
深
く
思
う
心
を
胸
に
じ
っ
と
立
ち
つ
く
せ
ば
、
宮
殿
は
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
く
。
） 
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顧
夐
「
虞
美
人
」
（
巻
六
） 

碧
梧
桐
映
紗
窓
晩
，
花
謝
鴬
声
懶
。
小
屏
屈
曲
掩
青
山
，
翠
幃
香
粉
玉
炉
寒
。
両
蛾
攢
。 

 

顛
狂
年
少
軽
離
別
，
辜
負
春
時

節
。
画
羅
紅
袂
有
啼
痕
，
魂
銷
無
語
倚
閨
門
。
欲
黄
昏
。 

（
梧
桐
が
紗
の
カ
ー
テ
ン
を
ひ
く
窓
に
映
え
る
晩
、
花
は
散
り
鴬
の
声
も
物
憂
い
。
青
山
を
描
い
た
小
さ
な
屏
風
を
た
て
、
翠
の
帳
に
お
し
ろ

い
の
香
り
、
火
も
な
い
玉
炉
は
寒
々
し
い
。
美
し
い
両
眉
を
ひ
そ
め
る
。 

 

浮
気
な
若
者
は
あ
っ
け
な
く
去
っ
て
し
ま
い
、
私
は
こ
の
素
晴

ら
し
い
春
に
背
く
か
の
よ
う
。
羅
の
美
し
い
袖
に
は
涙
の
痕
、
魂
も
消
え
そ
う
に
言
葉
と
て
な
く
閨
門
に
よ
り
か
か
れ
ば
、
日
が
暮
れ
よ
う
と

し
て
い
く
。
） 

 

い
ず
れ
も
晩
唐
の
閨
怨
詩
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
で
あ
り
、
男
性
に
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
女
性
が
、
独
り
恋
人

の
不
在
を
歎
い
て
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
す
る
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
語
彙
の
面
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
ら
の
詞
と
先
に
挙
げ
た
閨

怨
詩
と
は
大
変
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
韓
偓
の
「
宮
詞
」
が
詞
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
「
宮
詞
」
の

「
斜
立
」
が
『
花
間
集
』
中
の
詞
で
は
「
憑
欄
」
、
「
倚
閨
門
」
と
い
っ
た
表
現
に
換
え
ら
れ
て
用
い
ら
れ
、
ま
た
「
黄
昏
」
と
い

う
語
も
み
え
る
。
ま
た
、
韋
荘
の
「
小
重
山
」
は
、
『
草
堂
詩
余
』
巻
一
（
四
部
備
要
本
）
に
所
収
の
も
の
で
は
、
「
宮
詞
」
と
い
う

題
が
つ
い
て
お
り
、
内
容
も
韓
偓
の
作
と
極
め
て
近
い
。 

 

更
に
こ
れ
ら
の
詞
と
閨
怨
詩
と
は
そ
の
内
容
や
語
彙
以
外
に
も
類
似
す
る
点
が
多
々
あ
る
。
ま
ず
閨
怨
詩
で
あ
る
韓
偓
の
「
宮
詞
」

は
、
『
香
奩
集
』
の
自
序
に
彼
の
作
品
が
「
往
往
に
し
て
士
大
夫
の
口
に
在
り
、
或
い
は
楽
官
声
律
に
配
入
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、

何
ら
か
の
場
で
歌
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
で
も
歌
辞
文
芸
で
あ
る
詞
と
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
閨
怨

詩
と
詞
と
の
境
界
を
示
す
も
の
と
し
て
、
清
代
の
詩
人
で
あ
る
王
士
禛
の
詞
話⑭

に
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。
「
或
る
ひ
と
詩
詞
詞
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曲
の
分
界
を
問
ふ
に
、
予
曰
く
、
『
奈
何
す
べ
く
も
無
く
花
落
ち
去
き
、
曽
て
相
識
り
し
が
似
く
燕
帰
り
来
た
る
』
、
定
め
て
香
籢

の
詩
に
非
ず
。
」
こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
無
可
奈
何
花
落
去
、
似
曽
相
識
燕
帰
来
」
は
、
北
宋
晏
殊
の
詞
、
「
浣
渓
沙⑮

」
の
一

部
で
あ
る
。
王
士
禛
の
主
張
は
、
晏
殊
の
詞
は
艷
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
香
奩
体
の
詩
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
た
と
え
香
奩
体
の
よ
う
な
艷
詩
で
あ
っ
て
も
、
詩
詞
に
は
明
確
な
境
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
従
来
議
論
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
香
奩
体
の
詩
と
詞
と
が
内
容
的
に
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
を
表
す
だ
ろ
う
。
以
上
、
語
彙
や
そ
の
性
質
か
ら
鑑
み
る
に
、
唐
五
代
の
閨
怨
詩
と
詞
と
は
大
変
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
い

っ
た
状
況
下
で
、
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
様
々
な
別
れ
の
う
ち
、
特
に
閨
怨
の
用
法
が
作
者
に
よ
っ
て
選
び
取
ら
れ
、
詩
か
ら
詞
へ
と

入
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

詞
は
も
ち
ろ
ん
自
ら
の
実
体
験
に
即
し
て
作
ら
れ
る
も
の
も
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
詞
人
の
ほ
と
ん

ど
は
男
性
だ
が
、
そ
の
作
品
の
多
く
が
女
性
の
立
場
よ
り
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
詞
が
あ
く
ま
で
あ
る
状
況
を
設
定
し
た
上

で
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
特
徴
を
表
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
詞
の
語
と
い
う
の
は
そ
の
設
定
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
く

て
は
な
ら
ず
、
詞
に
お
い
て
は
語
の
持
つ
細
か
い
意
味
も
当
然
重
要
で
は
あ
る
が
、
何
よ
り
そ
の
雰
囲
気
が
重
要
視
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
同
じ
よ
う
な
設
定
の
詞
に
お
い
て
似
た
語
彙
が
多
用
さ
れ
る
原
因
で
あ
ろ
う
。
沢
崎
久
和
氏
は
『
花
間
集
』
中
に
用
い

ら
れ
る
「
銷
魂
」
に
つ
い
て
、
「
魂
」
等
の
韻
字
が
「
特
定
の
語
と
結
合
し
、
固
定
化
し
た
情
景
を
呼
び
起
こ
す
」
こ
と
、
ま
た
「
銷

魂
（
消
魂
）
」
が
往
々
に
し
て
「
黯
」
と
い
う
語
と
結
び
つ
く
こ
と
、
を
示
唆
さ
れ
て
い
る⑯

。
筆
者
は
「
黯
」
が
「
銷
魂
（
消
魂
）
」

と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
江
淹
の
賦
の
「
黯
然
銷
魂
者
、
唯
別
而
已
矣
」
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
固
定
化
し

た
情
景
」
と
は
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
閨
怨
で
あ
る
と
考
え
る
。
『
花
間
集
』
に
収
め
ら
れ
る
宋
以
前
の
詞
に
お
い
て
は
、
「
銷
魂
（
消

魂
）
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
女
の
離
別
・
気
持
ち
が
離
れ
て
し
ま
っ
た
恋
人
を
怨
め
し
く
思
う
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
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さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
同
じ
よ
う
な
閨
怨
の
詞
に
お
い
て
、
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 
以
上
の
よ
う
に
し
て
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
表
現
は
、
晩
唐
の
閨
怨
詩
か
ら
同
時
期
の
詞
へ
と
そ
の
用
法
が
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

そ
し
て
詞
に
お
い
て
閨
怨
を
表
現
す
る
語
と
し
て
定
着
す
る
の
で
あ
る
。
唐
五
代
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
表
現
を
用
い
る
詞
は
ほ
ぼ
全

て
『
花
間
集
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
閨
怨
の
詞
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
詩
に
多
く
み
ら
れ
た
、
友
人
と
の
別
れ
を
傷
む
よ
う
な
も
の

は
殆
ど
見
あ
た
ら
な
い
。
例
外
と
し
て
南
唐
後
主
・
李
煜
の
「
子
夜
歌
」
が
あ
り
、
そ
の
前
闋
に
「
人
生 

愁
恨
何
ぞ
能
く
免
れ
ん
、

銷
魂 

独
り
我
れ
情
何
ぞ
限
り
あ
ら
ん
。
故
国 

夢
に
重
ね
て
帰
り
、
覚
め
来
た
り
て
双
涙
垂
る⑰

」
と
あ
る
。
こ
れ
は
唐
詩
に
も
み

ら
れ
た
よ
う
な
故
国
を
思
う
「
銷
魂
」
で
あ
る
。
閨
怨
に
の
み
用
い
ら
れ
た
こ
の
時
期
の
詞
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
表
現
を
、

な
ぜ
閨
怨
で
は
な
い
詞
に
用
い
た
の
か
。
そ
の
原
因
は
、
南
唐
最
後
の
天
子
で
あ
り
国
滅
び
た
後
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
、
と
い
う

李
煜
の
置
か
れ
た
特
殊
な
状
況
に
あ
る
と
考
え
る
。
彼
は
特
に
幽
閉
さ
れ
て
か
ら
は
「
子
夜
歌
」
の
よ
う
な
亡
国
を
思
う
詞
が
特
徴

的
と
さ
れ
る
詞
人
で
あ
る
の
で
、
「
銷
魂
」
を
閨
怨
詞
で
は
な
く
こ
う
し
た
懐
古
の
詞
に
用
い
た
こ
と
も
頷
け
る
。
従
来
の
唐
詩
に

お
け
る
懐
古
の
流
れ
を
汲
む
「
銷
魂
」
で
あ
る
。
ま
た
、
李
煜
は
『
花
間
集
』
中
の
詞
に
み
ら
れ
る
類
型
的
な
作
風
、
い
わ
ゆ
る
「
花

間
調
」
よ
り
脱
却
し
、
詞
に
新
た
な
境
地
を
も
た
ら
し
た
人
物
で
あ
り
、
彼
の
作
風
は
宋
詞
の
さ
き
が
け
と
な
る
と
い
う⑱

。
次
章
で

詳
し
く
述
べ
る
が
、
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
詞
は
宋
代
に
な
る
と
、
閨
怨
に
加
え
新
た
な
用
法
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
李
煜
の
「
子

夜
歌
」
は
、
詞
が
「
花
間
調
」
か
ら
新
し
い
境
地
に
至
る
過
渡
期
に
お
い
て
、
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
詞
に
も
ま
た
変
化
が
み
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

  

四
、
宋
代
詩
詞
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」 
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「
銷
魂(

消
魂)

」
考 

 
宋
代
に
は
い
る
と
、
詞
の
増
加
と
共
に
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
表
現
を
用
い
る
詞
も
約
二
百
首
以
上
に
増
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宋

詩
に
お
け
る
例
は
四
十
数
例
に
ま
で
減
少
す
る
。
今
回
調
査
の
対
象
と
し
た
の
は
、
『
全
宋
詞
』
に
収
め
ら
れ
る
約
一
万
九
千
九
百

首
、
『
全
宋
詩
』
は
数
十
万
首
あ
る
う
ち
の
、
主
要
詩
人
に
お
け
る
約
三
万
九
千
五
百
首
で
あ
る
。
詞
と
詩
と
の
作
品
数
の
割
合
を

考
慮
す
る
と
、
著
し
く
詞
で
の
使
用
が
増
加
し
、
詩
で
の
用
例
が
減
少
し
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
、
宋
代
に
お
い

て
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
と
い
う
表
現
が
詩
で
は
な
く
詞
の
語
彙
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。 

 

で
は
、
宋
詞
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。
唐
五
代
詞
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
、
閨
怨
を
表
現
す
る

も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
例
外
と
し
て
李
煜
の
詞
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
北
宋
中

期
よ
り
、
閨
怨
以
外
の
詞
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
が
数
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
転
機
に
あ
っ
て

重
要
な
人
物
は
、
次
に
挙
げ
る
柳
永
、
張
先
、
晏
殊
の
三
人
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
没
年
は
、
張
先
九
九
〇
～
一
〇
七
八
年
、
晏

殊
が
九
九
一
～
一
〇
五
五
年
、
柳
永
は
生
没
年
は
定
か
で
は
な
い
が
宰
相
で
あ
っ
た
晏
殊
と
の
接
触
が
あ
り
、
三
人
と
も
ほ
ぼ
同
時

期
を
生
き
、
ま
た
艷
詞
が
中
心
で
あ
っ
た
詞
の
世
界
に
そ
れ
ぞ
れ
新
た
な
展
開
を
加
え
た
人
物
で
あ
る
。 

 
 

 
 

柳
永
「
輪
台
子
」 

一
枕
清
宵
好
夢
，
可
惜
被
、
鄰
雞
喚
覚
。
怱
怱
策
馬
登
途
，
満
目
淡
煙
衰
草
。
前
駆
風
触
嗚
珂
，
過
霜
林
、
漸
覚
驚
棲
鳥
。
冒

征
塵
遠
況
，
自
古
淒
涼
長
安
道
。
行
行
又
歴
孤
村
，
楚
天
闊
、
望
中
未
暁
。 

 

念
労
生
，
惜
芳
年
壮
歳
，
離
多
歓
少
。
歎
断

梗
難
停
，
暮
雲
漸
杳
。
但
黯
黯
魂
消
，
寸
腸
憑
誰
表
。
恁
駆
駆
、
何
時
是
了
。
又
争
似
、
卻
返
瑶
京
，
重
買
千
金
笑
。 

（
後
闋
訳
：
辛
い
人
生
を
振
り
返
れ
ば
、
若
い
頃
に
別
れ
が
多
く
歓
び
は
少
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。
折
れ
た
葦
枝
の
よ
う
に
定
ま
り

難
い
我
が
身
、
暮
れ
の
雲
が
次
第
に
黯
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
歎
く
。
た
だ
鬱
々
と
し
て
魂
は
消
え
、
断
た
れ
た
腸
は
何
に
よ
っ
て
示
せ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
走
り
回
る
身
も
い
つ
終
わ
る
こ
と
や
ら
。
ど
う
し
て
ま
た
賑
や
か
な
都
へ
と
帰
り
、
再
び
妓
楼
遊
び
を
す
る
に
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勝
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
） 

  
 

 
 

張
先
「
御
街
行
」
（
送
蜀
客
） 

画
船
横
倚
煙
渓
半
。
春
入
呉
山
徧
，
主
人
憑
客
且
遅
留
，
程
入
花
渓
遠
遠
。
数
声
芦
葉
，
両
行
霓
袖
，
幾
処
成
離
宴
。 

 

紛

紛
帰
騎
亭
皋
晩
。
風
順
檣
烏
転
。
古
今
為
別
最
消
魂
，
因
別
有
情
須
怨
。
更
独
自
、
侭
上
高
台
望
，
望
尽
飛
雲
断
。 

（
後
闋
訳
：
帰
途
に
つ
く
騎
馬
で
混
み
合
う
水
辺
の
亭
は
暮
れ
ゆ
く
。
風
は
舟
の
風
見
鶏
に
従
っ
て
転
ず
る
。
古
よ
り
別
れ
は
最
も
消
魂
す
る

も
の
、
別
離
に
よ
っ
て
情
あ
る
も
の
は
全
て
怨
む
の
だ
。
更
に
独
り
高
台
に
上
り
き
っ
て
遠
く
を
望
め
ば
、
視
界
の
か
な
た
に
、
飛
雲
が
ま
ば

ら
に
浮
い
て
い
る
。
） 

  
 

 
 

晏
殊
「
浣
渓
沙
」 

一
向
年
光
有
限
身
。
等
間
離
別
易
銷
魂
。
酒
筵
歌
席
莫
辞
頻
。 

 

満
目
山
河
空
念
遠
，
落
花
風
雨
更
傷
春
。
不
如
憐
取
眼
前

人
。 

（
前
闋
訳
：
あ
っ
と
い
う
間
の
年
月
、
限
り
あ
る
こ
の
身
。
な
お
ざ
り
な
別
れ
は
魂
も
消
え
そ
う
に
な
り
や
す
い
。
酒
を
飲
み
歌
を
聴
く
こ
の

宴
席
が
頻
繁
に
あ
っ
て
も
、
そ
う
辞
退
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
。
） 

 

ど
れ
も
従
来
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
詞
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
、
閨
怨
以
外
の
用
法
で
あ
る
。
柳
永
の
「
輪
台
子
」
は
彼
の
得
意
と

す
る
羈
旅
の
詞
で
あ
る
。
馬
に
ま
た
が
り
独
り
行
く
旅
人
の
心
情
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
「
魂
消
」
は
い
つ
終
わ
る
と
も
し
れ
ぬ

放
浪
の
身
に
あ
る
己
を
歎
く
言
葉
で
あ
る
。
唐
代
の
詩
に
み
ら
れ
た
旅
愁
の
用
法
と
い
え
よ
う
。
彼
の
詞
は
民
間
で
大
い
に
流
行
し
、

こ
の
「
輪
台
子
」
に
つ
い
て
も
張
先
が
難
を
つ
け
た
と
い
う
詩
話
が
あ
る
こ
と
か
ら⑲

、
同
時
期
の
人
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
作
で
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「
銷
魂(

消
魂)

」
考 

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
の
詞
は
後
代
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。 

 
庶
民
の
間
で
活
躍
し
た
柳
永
と
は
対
照
的
に
、
晏
殊
・
張
先
は
文
人
詞
に
お
い
て
新
し
い
局
面
を
拓
い
た
。
張
先
の
「
御
街
行
」

は
題
注
に
「
送
蜀
客
」
と
あ
る
よ
う
に
人
を
送
る
詞
で
あ
る
。
「
古
今
為
別
最
消
魂
，
因
別
有
情
須
怨
」
は
、
既
に
定
着
し
て
い
る

江
淹
の
「
黯
然
銷
魂
者
、
唯
別
而
已
矣
」
、
ま
た
「
有
別
必
怨
、
有
怨
必
盈
」
を
踏
ま
え
た
句
で
あ
る
。
唐
詩
に
よ
く
み
ら
れ
た
、

友
人
を
送
る
送
別
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
詞
に
お
け
る
例
は
、
み
る
と
こ
ろ
彼
が
最
初
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
詞
に
こ
う
し
た
添
え

書
き
を
す
る
風
習
は
彼
以
降
の
文
人
詞
に
流
行
し
た
が
、
そ
れ
は
日
常
的
な
題
材
を
テ
ー
マ
に
し
た
詞
が
増
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
の
表
れ
で
あ
る
と
い
う⑳

。
添
え
書
き
の
つ
い
た
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
詞
は
、
北
宋
期
に
は
張
先
を
始
め
と
し
て
二
割
以
下
に
過
ぎ
な

い
が
、
南
宋
期
に
な
る
と
全
体
の
半
数
以
上
に
も
増
加
す
る
。
そ
の
中
に
は
張
先
の
作
と
同
じ
く
「
～
を
送
る
」
と
い
う
も
の
も
少

な
く
な
い
。
こ
れ
は
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
詞
に
閨
怨
だ
け
で
な
く
様
々
な
場
面
を
詠
む
も
の
が
増
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

「
浣
渓
沙
」
は
宴
席
の
詞
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
例
で
あ
る
。
晏
殊
は
香
奩
体
に
も
似
た
艷
美
な
詞
を
多
数
作
る
一
方
で
、

こ
の
「
浣
渓
沙
」
の
よ
う
な
、
従
来
見
出
せ
な
か
っ
た
、
一
種
朗
ら
か
な
調
子
を
持
つ
詞
も
手
が
け
て
い
る
。
「
銷
魂
」
す
る
の
は

「
離
別
」
に
よ
っ
て
な
の
だ
が
、
詞
自
体
に
は
従
来
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
別
れ
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
悲
壮
感
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

「
時
の
過
ぎ
る
の
は
あ
っ
と
い
う
間
な
の
だ
か
ら
、
今
を
楽
し
も
う
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
の
詞
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
銷
魂
（
消

魂
）
」
を
用
い
る
詞
に
は
無
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
詩
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
も
あ
る
。
詞
が
詩
の
領
域
に
ま
で
表
現
を
拡
げ
た
こ
と

の
表
れ
で
あ
ろ
う
。 

 

以
上
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
北
宋
中
期
の
段
階
で
、
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
、
閨
怨
に
限
ら
ず
様
々
な
内
容
の
詞
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に

な
る
。
唐
五
代
に
お
い
て
は
閨
怨
の
み
で
あ
っ
た
が
、
北
宋
期
に
は
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
表
現
を
用
い
る
詞
の
う
ち
、
閨
怨
の
詞
は
六

割
以
下
、
南
宋
期
に
は
四
割
以
下
に
ま
で
減
少
す
る
。
こ
の
よ
う
に
唐
五
代
で
い
っ
た
ん
閨
怨
の
語
と
し
て
定
着
し
た
か
の
よ
う
に
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み
え
た
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
、
北
宋
中
期
の
段
階
で
詞
が
新
た
な
領
域
に
展
開
す
る
に
伴
い
、
ま
た
そ
の
表
現
す
る
範
囲
を
拡
げ
る

の
で
あ
る
。
以
下
、
南
宋
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
詞
の
例
を
挙
げ
る
。 

 
 

 
 

陸
游
「
沁
園
春
」 

一
別
秦
楼
，
転
眼
新
春
，
又
近
放
灯
。
憶
盈
盈
倩
笑
，
繊
繊
柔
握
，
玉
香
花
語
，
雪
暖
酥
凝
。
念
遠
愁
腸
，
傷
春
病
思
，
自
怪

平
生
殊
未
曽
。
君
知
否
，
漸
香
消
蜀
錦
，
涙
漬
呉
綾
。 
 

難
求
繋
日
長
縄
。
況
倦
客
飃
零
少
旧
朋
。
但
江
郊
雁
起
，
漁
村
笛

怨
，
寒
釭
委
燼
，
孤
硯
生
冰
。
水
繞
山
囲
，
煙
昏
雲
惨
，
縦
有
高
台
常
怯
登
。
消
魂
処
，
是
魚
牋
不
到
，
蘭
夢
無
憑
。 

（
後
闋
訳
：
太
陽
を
長
縄
で
つ
な
ぎ
止
め
、
時
を
と
め
よ
う
と
し
て
も
無
理
な
こ
と
。
ま
し
て
や
旅
に
疲
れ
う
ら
ぶ
れ
て
古
い
友
も
い
な
い
私

に
は
。
城
外
の
江
に
雁
が
飛
び
立
ち
、
漁
村
に
笛
の
音
が
怨
み
が
ま
し
く
響
き
、
寒
村
に
点
る
灯
り
は
燃
え
尽
き
る
ま
ま
、
わ
び
し
い
硯
に
は

氷
が
張
る
ほ
ど
の
寒
さ
。
水
は
山
の
周
り
を
廻
り
、
昏
く
か
す
ん
だ
空
に
雲
は
惨
々
と
し
て
、
た
と
え
高
い
台
が
あ
ろ
う
と
も
、
常
に
登
る
こ

と
を
尻
込
み
し
て
し
ま
う
（
高
い
と
こ
ろ
か
ら
見
渡
し
て
も
、
あ
な
た
の
姿
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
か
ら
）
。
魂
も
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
の
は
、

便
り
も
届
か
ず
、
い
い
夢
な
ど
み
ら
れ
そ
う
に
な
い
時
。
） 

  
 

 
 

姜
夔
「
八
帰
」
（
湘
中
送
胡
徳
華
） 

芳
蓮
墜
粉
，
疏
桐
吹
緑
，
庭
院
暗
雨
乍
歇
。
無
端
抱
影
銷
魂
処
，
還
見
篠
墻
蛍
暗
，
蘚
階
蛬
切
。
送
客
重
尋
西
去
路
，
問
水
面
、

琵
琶
誰
撥
。
最
可
惜
、
一
片
江
山
，
総
付
与
啼
鴂
。 

 

長
恨
相
従
未
款
，
而
今
何
事
，
又
対
西
風
離
別
。
渚
寒
煙
淡
，
櫂
移

人
遠
，
縹
緲
行
舟
如
葉
。
想
文
君
望
久
，
倚
竹
愁
生
歩
羅
襪
，
帰
来
後
、
翠
尊
双
飲
，
下
了
珠
簾
，
玲
瓏
間
看
月
。 

（
前
闋
訳
：
蓮
の
花
粉
が
地
に
落
ち
、
ま
ば
ら
に
な
っ
た
梧
桐
の
緑
に
風
が
吹
き
、
庭
は
暗
く
な
り
降
っ
て
い
た
雨
は
に
わ
か
に
や
む
。
な
す

す
べ
も
な
く
独
り
き
り
の
影
を
抱
い
て
魂
も
消
え
ん
ば
か
り
、
ま
た
竹
垣
に
黯
く
光
る
蛍
、
こ
け
む
す
階
に
切
々
と
鳴
く
蟋
蟀
を
見
る
に
つ
け
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「
銷
魂(

消
魂)

」
考 

て
も
悲
し
い
。
旅
立
つ
人
を
送
っ
て
更
に
西
の
か
た
旅
路
を
行
き
、
水
面
に
問
う
、
「
琵
琶
を
弾
い
て
い
る
の
は
誰
か
」
と
。
は
な
は
だ
悲
し

い
の
は
こ
の
江
山
の
景
色
を
全
て
鳴
く
も
ず
に
与
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
） 

  
 

 
 

陳
允
平
「
小
重
山
」 

岸
柳
黄
深
緑
漸
饒
。
林
塘
初
雨
過
，
漲
蒲
萄
。
鞦
韆
亭
榭
彩
旗
交
。
鴬
声
裏
，
春
在
杏
花
梢
。 

 

慵
整
翠
雲
翹
。
眉
尖
愁
両

点
，
倩
誰
描
。
斜
陽
芳
草
暗
魂
銷
。
東
風
遠
，
猶
凭
赤
闌
橋
。 

（
後
闋
訳
：
物
憂
げ
に
漆
黒
の
髪
を
整
え
あ
げ
る
。
眉
先
に
点
じ
ら
れ
た
愁
い
は
誰
の
せ
い
か
。
沈
み
ゆ
く
陽
、
芳
し
い
草
、
鬱
々
と
し
て
魂

も
消
え
ん
ば
か
り
。
東
風
が
遠
く
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
な
お
橋
の
赤
い
欄
干
に
も
た
れ
か
か
り
佇
む
の
で
あ
る
。
） 

  
 

 
 

張
炎
「
祝
英
台
近
」
（
与
周
草
窓
話
旧
） 

水
痕
深
，
花
信
足
，
寂
寞
漢
南
樹
。
転
首
青
陰
，
芳
事
頓
如
許
。
不
知
多
少
消
魂
，
夜
来
風
雨
。
猶
夢
到
、
断
紅
流
処
。 

 

最

無
拠
。
長
年
息
影
空
山
，
愁
入
庾
郎
句
。
玉
老
田
荒
，
心
事
已
遅
暮
。
幾
回
聴
得
啼
鵑
，
不
如
帰
去
。
終
不
似
、
旧
時
鸚
鵡
。 

（
前
闋
訳
‥
水
か
さ
が
増
し
、
花
の
訪
れ
も
と
う
に
過
ぎ
た
頃
、
寂
寞
と
し
て
漢
南
の
樹
の
思
い
（
懐
古
の
念
）
を
催
す
。
頭
を
め
ぐ
ら
せ
て

青
々
と
し
た
木
陰
を
み
れ
ば
、
春
の
よ
い
時
期
も
こ
の
よ
う
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
思
う
。
夜
通
し
の
風
雨
に
ど
れ
ほ
ど
魂
も
消
え
そ

う
に
な
っ
た
こ
と
か
。
な
お
夢
は
散
っ
た
花
び
ら
の
流
れ
る
先
へ
と
い
き
つ
く
の
で
あ
る
。
） 

 

陸
游
の
「
沁
園
春
」
は
『
中
興
以
来
絶
妙
詞
選
』
巻
二
（
四
部
叢
刊
本
）
に
所
収
の
も
の
で
は
「
別
恨
」
と
い
う
題
が
つ
い
て
い
る
。

「
秦
楼
」
と
は
妓
楼
の
こ
と
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
妓
女
と
男
性
と
の
別
れ
を
詠
ん
だ
詞
で
あ
ろ
う
。
閨
怨
の
詞
と
は
い
え
な
い
が
、

男
女
の
別
れ
の
「
消
魂
」
と
い
う
点
で
、
前
代
の
詞
と
近
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
別
れ
に
よ
っ
て
「
消
魂
」
す
る
の
は
「
倦
客
」
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で
あ
る
男
性
で
あ
る
の
で
、
単
に
閨
怨
の
み
を
描
い
た
詞
で
は
な
く
、
さ
す
ら
う
身
の
憂
い
を
も
含
ん
で
い
よ
う
。
宋
代
の
「
銷
魂

（
消
魂
）
」
の
詞
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
感
情
が
入
り
組
み
合
い
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
す
る
と
い
う
例
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
詞
の
表
現
す
る
も
の
、
ひ
い
て
は
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
表
す
も
の
の
範
囲
が
拡
大
し
た
と
解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

姜
夔
の
作
も
同
様
で
あ
る
。
「
八
帰
」
は
、
添
え
書
き
に
あ
る
よ
う
に
友
人
と
の
別
離
を
主
題
と
し
、
唐
詩
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」

の
典
型
的
で
あ
っ
た
送
別
の
詞
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
自
身
も
長
沙
に
旅
の
仮
住
ま
い
を
し
て
い
る
時
の
作
で
あ
っ

て
そ
の
中
で
の
友
人
と
の
別
れ
で
あ
り
、
「
銷
魂
」
は
別
離
に
更
に
旅
の
愁
い
が
加
わ
っ
た
、
深
い
悲
し
み
を
表
し
て
い
る
。
「
送

客
重
尋
西
去
路
，
問
水
面
、
琵
琶
誰
撥
」
は
白
居
易
「
琵
琶
引㉑

」
を
典
故
と
し
、
主
人
が
舟
で
帰
る
客
を
送
っ
て
い
く
場
面
を
下
敷

き
に
し
た
表
現
で
あ
る
。 

 

南
宋
末
期
の
人
物
で
あ
る
陳
允
平
の
詞
は
、
唐
五
代
で
定
着
し
た
閨
怨
の
詞
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
例
で
あ
り
、
「
斜
陽
」
、

「
憑
赤
闌
橋
」
等
、
『
花
間
集
』
中
に
も
よ
く
み
ら
れ
る
語
彙
を
用
い
た
典
型
的
な
閨
怨
の
詞
で
あ
る
。
閨
怨
以
外
の
詞
が
増
加
し

て
も
、
こ
の
よ
う
な
『
花
間
集
』
以
来
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
を
用
い
た
閨
怨
詞
は
、
北
宋
・
南
宋
を
通
じ
て
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。 

 

張
炎
の
「
祝
英
台
近
」
に
は
「
周
草
窓
（
周
密
）
と
旧
き
を
話
す
」
と
い
う
添
え
書
き
が
つ
い
て
い
る
。
前
闋
の
「
漢
南
樹
」
、
後

闋
の
「
庾
郎
句
」
は
庾
信
の
「
枯
樹
賦㉒

」
を
踏
ま
え
、
世
の
推
移
を
歎
じ
た
も
の
で
あ
る
。
作
者
の
張
炎
も
ま
た
友
人
で
あ
る
周
密

も
、
南
宋
滅
亡
の
の
ち
遺
民
と
し
て
生
涯
を
送
っ
た
者
で
あ
る
の
で
、
こ
の
「
消
魂
」
に
は
、
単
な
る
懐
古
に
と
ど
ま
ら
ず
、
亡
き

国
を
思
う
情
も
含
ま
れ
て
お
り
、
李
煜
の
「
子
夜
歌
」
に
通
ず
る
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
宋
詞
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
、
閨
怨
に
限
ら
ず
、
送
別
・
懐
古
・
旅
愁
と
い
っ
た
従
来
の
詩
の
要
素
を

も
含
む
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
閨
怨
の
詞
に
し
て
も
、
宋
代
に
は
唐
五
代
の
よ
う
な
画
一
的
な
も
の
は
減
少
し
、
様
々
な
感
情
が
入

り
交
じ
っ
た
も
の
が
多
く
な
る
。
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
も
基
本
と
な
る
別
離
、
ま
た
は
失
う
悲
し
み
、
と
い
う
方
向
性
か
ら
は
外
れ
な
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「
銷
魂(

消
魂)

」
考 

い
な
が
ら
も
、
複
雑
な
感
情
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
詞
自
体
が
閨
怨
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
詩
の
領
域
に
ま
で
表
現
を

拡
げ
た
こ
と
に
伴
う
現
象
で
あ
り
、
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
詞
も
、
閨
怨
の
み
な
ら
ず
、
従
来
な
ら
ば
詩
で
詠
ま
れ
て
い
た
領
域
に
ま

で
表
現
を
拡
げ
た
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
自
体
の
詞
に
お
け
る
表
現
の
幅
が
、
詩
の
領
域
に

ま
で
拡
が
っ
て
も
、
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
詩
で
は
か
え
っ
て
用
い
ら
れ
な
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
表
し
て

い
る
か
。
宋
代
、
詞
が
時
代
を
代
表
す
る
よ
う
な
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
隆
盛
す
る
に
伴
い
、
詞
と
詩
と
の
境
界
線
は
唐
五
代
よ
り
も

更
に
明
確
に
な
る
。
そ
の
中
で
詞
と
詩
と
で
語
彙
の
使
い
分
け
が
生
じ
、
詞
の
語
と
し
て
定
着
し
た
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
詩
で
は
意

識
的
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
詞
で
用
い
る
語
は
あ
え
て
詩
で
は
用
い
な
い
、
と
い
う
意

識
が
一
般
的
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ゆ
え
に
、
詞
の
語
彙
と
し
て
定
着
し
た
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
、
詩
中
に
は

見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

で
は
、
宋
代
の
詩
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。
ま
ず
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
と
い
う
表
現
を
詩

に
用
い
て
い
る
主
要
詩
人
に
は
、
北
宋
期
に
は
王
禹
偁
・
晏
殊
・
梅
尭
臣
・
蘇
軾
・
秦
観
・
賀
鋳
・
晁
補
之
・
張
耒
、
南
宋
期
に
は

楊
万
里
・
陸
游
・
范
成
大
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
数
を
挙
げ
る
と
、
陸
游
は
十
五
首
、
張
耒
八
首
、
楊
万
里
と
范
成

大
が
三
首
ず
つ
、
他
の
詩
人
は
一
、
二
首
で
あ
る
。
詩
の
内
容
を
見
る
に
、
前
代
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
詩
を
踏
襲
し
た
、
送
別
や

旅
愁
に
お
け
る
作
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。 

 
 

 
 

楊
万
里
「
衝
雪
送
陸
子
静
」 

猛
落
還
中
歇
、
疏
飛
忽
驟
繁
。
平
欺
芦
屋
脊
、
偏
護
竹
篱
根
。 

対
面
看
童
子
、
低
頭
印
手
痕
。
銷
魂
送
行
客
、
行
客
更
銷
魂
。 

（
銷
魂
し
て
旅
立
つ
人
を
送
り
、
旅
立
つ
人
も
更
に
銷
魂
す
る
。
） 
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陸
游
「
剣
門
道
中
遇
微
雨
」 

衣
上
征
塵
雑
酒
痕
、
遠
遊
無
処
不
消
魂
。
此
身
合
是
詩
人
未
、
細
雨
騎
驢
入
剣
門
。 

（
衣
に
つ
い
た
旅
の
埃
に
ま
じ
っ
て
酒
の
痕
が
染
み
つ
き
、
は
る
か
遠
く
ま
で
さ
す
ら
っ
て
ど
こ
へ
行
っ
て
も
魂
も
消
え
ん
ば
か
り
。
） 

 

楊
万
里
の
作
は
典
型
的
な
送
別
詩
の
「
銷
魂
」
で
あ
る
。
見
送
る
側
も
送
ら
れ
る
側
も
共
に
別
離
の
悲
し
み
に
よ
り
「
銷
魂
」
す

る
と
い
う
言
い
回
し
は
一
種
の
定
型
表
現
で
あ
り
、
例
え
ば
范
成
大
の
「
君
帰
り
我
去
り
両
つ
な
が
ら
銷
魂
、
愁
ひ
は
千
山
に
満
ち

て
瘴
雲
を
鎖
ざ
す
（
「
題
楊
商
卿
扇㉓

」
）
」
な
ど
も
そ
の
例
で
あ
る
。 

 

「
剣
門
道
中
遇
微
雨
」
は
、
陸
游
が
、
当
時
金
と
の
対
立
の
最
前
線
で
あ
っ
た
南
鄭
よ
り
成
都
へ
と
退
く
時
の
作
で
あ
り
、
自
分

は
は
た
し
て
こ
の
ま
ま
詩
人
と
し
て
一
生
を
終
え
て
し
ま
う
の
か
、
と
い
う
煩
悶
を
含
む
詩
で
あ
る
。
定
ま
ら
ぬ
我
が
身
を
歎
く
「
消

魂
」
で
あ
り
、
旅
人
の
愁
い
を
も
い
う
。
陸
游
に
多
い
の
は
こ
の
よ
う
な
懐
古
、
旅
愁
に
よ
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
で
あ
り
、
他
に
も

「
如
今
首
を
回
ら
せ
ば
却
っ
て
消
魂
す
（
「
懐
旧
六
首
・
一
」
）
」
や
「
寺
楼
倚
る
処 

客
魂
消
ゆ
（
「
旅
遊
二
首
・
二㉔

」
）
」
な
ど
が
あ

る
。
み
る
限
り
で
は
、
宋
詩
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
詩
は
、
初
唐
・
盛
唐
の
頃
に
み
ら
れ
た
送
別
・
懐
古
・
旅
愁
を
主
題
に

し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
の
中
で
特
徴
的
な
の
は
、
張
耒
「
残
春
三
絶
・
二
」
の
よ
う
な
閨
怨
詩
で
あ
る
。 

 
 

 
 

張
耒
「
残
春
三
絶
・
二
」 

闌
干
倚
遍
更
消
魂
、
春
到
淮
南
得
幾
分
。
裊
裊
柳
枝
煙
雨
湿
、
画
楼
残
角
送
黄
昏
。 

（
欄
干
に
寄
り
か
か
り
き
れ
ば
、
ま
す
ま
す
魂
も
消
え
た
よ
う
、
春
が
淮
南
に
訪
れ
て
か
ら
、
も
う
ど
れ
ほ
ど
に
な
っ
た
ろ
う
か
。
） 

 

「
闌
干
に
倚
る
」
、
「
画
楼
残
角
」
、
「
黄
昏
」
な
ど
、
閨
怨
の
詩
詞
に
多
用
さ
れ
る
語
彙
を
用
い
た
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
で
あ
る
。

晩
唐
・
韓
偓
の
流
れ
を
汲
む
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
宋
詩
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
閨
怨
の
用
例
は
、
筆
者
の
み
た
と
こ
ろ
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「
銷
魂(

消
魂)

」
考 

に
よ
れ
ば
張
耒
だ
け
で
あ
る
。
張
耒
の
詞
は
数
首
し
か
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
彼
の
詩
と
詞
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ

ざ
わ
ざ
閨
怨
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
を
詩
に
用
い
た
と
こ
ろ
に
何
か
意
義
が
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
し
か
し

こ
の
閨
怨
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
が
、
張
耒
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
当
時
の
他
の

詩
人
の
用
例
か
ら
、
閨
怨
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
詩
で
は
な
く
詞
で
用
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
宋
詩
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
、
別
離
で
あ
っ
た
り
懐
古
、
旅
愁
で
あ
っ
た
り
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
唐

詩
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
流
れ
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
時
期
に
は
詞
の
語
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

「
銷
魂
（
消
魂
）
」
を
詩
に
用
い
た
こ
と
に
何
か
意
味
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
を
詩
に
用
い
て
い
る
人
々
の
中
に
詞
人
と
し
て
も
名
を
馳
せ
た
人
物
が
多
い
こ
と
か
ら
、
詞
の
語
彙

を
詩
に
も
流
用
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
憶
測
の
域
を
出
な
い
。 

  

五
、
結
び 

  

「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
江
淹
「
別
賦
」
に
端
を
発
し
、
唐
代
の
詩
に
お
い
て
別
れ
の
悲
し
み
を
表
現
す
る
詩
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

徐
々
に
様
々
な
別
れ
の
型
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
、
晩
唐
期
に
定
着
し
た
閨
怨
詩
に
お
け
る
用
法
が
、
同
時
期

の
詞
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
こ
れ
は
当
時
の
閨
怨
詩
と
詞
と
が
内
容
的
に
非
常
に
近
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
唐
五
代
、
『
花

間
集
』
の
段
階
で
、
詞
に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
は
閨
怨
を
表
現
す
る
語
と
し
て
定
着
す
る
。 

 

宋
代
に
は
い
る
と
、
詞
そ
の
も
の
が
表
現
す
る
領
域
を
詩
の
分
野
に
ま
で
拡
大
す
る
。
そ
れ
に
伴
い
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
表
現
を
用

い
る
詞
に
も
、
閨
怨
だ
け
で
な
く
送
別
や
懐
古
な
ど
、
従
来
詩
で
用
い
ら
れ
て
い
た
用
法
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
詞
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に
お
け
る
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
表
現
す
る
領
域
が
拡
が
り
詩
の
要
素
を
も
含
む
よ
う
に
な
っ
て
も
、
か
え
っ
て
詩
に
は
用
い
ら
れ
な

く
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
宋
代
、
詩
詞
の
分
化
が
明
確
に
な
る
に
伴
っ
て
、
詞
の
語
は
詩
に
は
用
い
な
い
と
い
う
意
識
が
働
い
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
人
々
の
詩
と
詞
と
に
対
す
る
意
識
の
違
い
は
、
ひ
と
つ
の
語
彙
に
も
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
後
元
代
に
は
、
再
び
詩
で
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
が
多
く
用
い
ら
れ
、
ま
た
閨
怨
の
「
銷
魂
（
消
魂
）
」
の
用
例
は
曲
へ
と
取
り
入
れ

ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
述
べ
よ
う
と
思
う
。 

  

注 ① 

老
子
化
胡
経
玄
歌
「
太
上
皇
老
君
哀
歌
七
首
・
三
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
吾
哀
時
世
人
。
不
信
於
神
明
。
先
人
与
種
福
。
子
孫
履
上
行
。
衣

厚
飯
得
飽
。
灾
考
不
到
門
。
口
気
頭
嘘
天
。
自
謂
常
終
日
。
看
師
真
遼
然
。
得
病
叩
頭
請
。
外
恭
心
不
敬
。
神
明
以
知
人
。
三
魂
係
地
獄
。
七
魄
懸
著

天
。
三
魂
消
散
澌
。
五
神
不
安
寧
。
伺
命
来
執
宰
。
丞
相
踏
地
瞋
。
左
神
不
削
死
。
右
神
不
著
生
。
生
神
不
衛
護
。
煞
神
来
入
身
。
或
患
腰
背
痛
。
或

患
頭
目
疼
。
百
脈
不
復
流
。
奮
忽
入
黄
泉
。
天
門
地
戸
閇
。
一
去
不
復
還
。
」 

② 

『
楽
府
詩
集
』
巻
五
十
八
・
「
琴
曲
歌
辞
」
に
収
め
ら
れ
る
「
思
帰
引
」
の
解
題
に
は
「
一
曰
「
離
拘
操
」
。
『
琴
操
』
曰
、
「
衛
有
賢
女
、
邵
王

聞
其
賢
而
請
聘
之
、
未
至
而
王
薨
。
太
子
曰
、
『
吾
聞
斉
桓
公
得
衛
姫
而
覇
、
今
衛
女
賢
、
欲
留
之
。
』
大
夫
曰
、
『
不
可
。
若
賢
必
不
我
聴
、
若
聴

必
不
賢
、
不
可
取
也
。
』
太
子
遂
留
之
、
果
不
聴
。
拘
於
深
宮
、
思
帰
不
得
、
遂
援
琴
而
作
歌
、
曲
終
、
縊
而
死
。
」
晋
石
崇
『
思
帰
引
序
』
曰
、
「
崇

少
有
大
志
、
晩
節
更
楽
放
逸
。
因
覧
楽
篇
有
『
思
帰
引
』
、
古
曲
有
弦
無
歌
、
乃
作
楽
辞
。
」
但
思
帰
河
陽
別
業
、
与
琴
操
異
也
。
『
楽
府
解
題
』
曰
、

「
若
梁
劉
孝
威
『
胡
地
憑
良
馬
』
、
備
言
思
帰
之
状
而
已
。
」
按
謝
希
逸
『
琴
論
』
曰
、
「
箕
子
作
『
離
拘
操
』
。
」
不
言
衛
女
作
、
未
知
孰
是
。
」

と
あ
る
。 

③ 

『
梁
書
』
巻
四
十
一
・
劉
潜
伝
に
「
及
侯
景
寇
乱
、
孝
威
於
圍
城
得
出
、
隨
司
州
刺
史
柳
仲
礼
西
上
、
至
安
陸
、
遇
疾
卒
。
」
と
あ
る
。 
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「
銷
魂(

消
魂)

」
考 

④ 

明
・
莫
是
竜
『
筆
塵
』
に
、
「
寒
鴉
飛
数
点
、
流
水
遶
孤
村
。
斜
陽
欲
落
処
、
一
望
黯
消
魂
。
此
隋
煬
帝
野
望
詩
也
。
何
異
唐
人
五
言
絶
句
体
耶
。

秦
少
游
改
作
小
詞
。
」
と
あ
る
。 

⑤ 

秦
観
「
満
庭
芳
」
は
以
下
の
通
り
。
「
山
抹
微
雲
，
天
連
衰
草
，
画
角
声
断
譙
門
。
暫
停
征
棹
，
聊
共
引
離
尊
。
多
少
蓬
莱
旧
事
，
空
回
首
、
煙
靄

紛
紛
。
斜
陽
外
，
寒
鴉
万
点
，
流
水
繞
孤
村
。 

 

銷
魂
。
当
此
際
，
香
嚢
黯
解
，
羅
帯
軽
分
。
謾
贏
得
、
青
楼
薄
倖
名
存
。
此
去
何
時
見
也
，
襟
袖

上
、
空
惹
啼
痕
。
傷
情
処
，
高
城
望
断
，
灯
火
已
黄
昏
。
」
ま
た
、
秦
観
が
こ
の
詞
に
煬
帝
の
詩
を
用
い
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
『
苕
渓
漁
隠
叢
話
』

後
集
・
巻
三
十
三
「
秦
太
虚
」
に
も
「
芸
苑
雌
黄
云
、
『
…
中
間
有
「
寒
鴉
万
点
，
流
水
遶
孤
村
」
之
句
、
人
皆
以
為
少
游
自
造
此
語
、
殊
不
知
亦
有

所
本
。
予
在
臨
安
、
見
平
江
梅
知
録
云
、
「
隋
煬
帝
詩
云
、
寒
鴉
千
万
点
、
流
水
遶
孤
村
。
少
游
用
此
語
也
。
」
…
』
苕
渓
漁
隠
曰
、
『
晁
無
咎
云
、

「
少
游
如
寒
景
詞
云
、
斜
陽
外
，
寒
鴉
万
点
，
流
水
遶
孤
村
。
雖
不
識
字
人
、
亦
知
是
天
生
好
言
語
。
」
其
褒
之
如
此
、
蓋
不
曽
見
煬
帝
詩
耳
。
』
」

と
あ
る
通
り
で
あ
る
。 

⑥ 

蔡
琰
「
胡
笳
十
八
拍
・
十
三
」
（
『
楽
府
詩
集
』
巻
五
十
九
）
全
文
は
「
不
謂
残
生
兮
卻
得
旋
帰
、
撫
抱
胡
児
兮
泣
下
霑
衣
。
漢
使
迎
我
兮
四
牡
騑

騑
、
胡
児
号
兮
誰
得
知
。
与
我
生
死
兮
逢
此
時
、
愁
為
子
兮
日
無
光
輝
。
焉
得
羽
翼
兮
将
汝
帰
、
一
歩
一
遠
兮
足
難
移
。
魂
消
影
絶
兮
恩
愛
遺
、
十
有

三
拍
兮
弦
急
調
悲
、
肝
腸
撹
刺
兮
人
莫
我
知
。
」
で
あ
り
、
ま
た
、
「
胡
笳
十
八
拍
」
が
後
人
の
作
で
あ
ろ
う
と
い
う
説
は
明
・
胡
応
麟
の
『
詩
薮
』

外
編
巻
一
・
周
漢
に
も
「
文
姫
自
有
騒
体
悲
憤
詩
一
章
、
雖
詞
気
直
促
、
而
古
樸
真
至
、
尚
有
漢
風
。
胡
笳
十
八
拍
或
是
従
此
演
出
、
後
人
為
作
、
蓋

浅
近
猥
弱
、
斉
梁
前
無
此
調
。
」
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
特
に
唐
人
の
偽
作
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
入
矢
義
高
氏
の
「
『
胡
笳
十
八
拍
』
論
争
」
（
『
中

国
文
学
報
』
十
三
・
一
九
六
〇
）
中
に
挙
げ
ら
れ
る
諸
々
の
論
文
を
参
考
に
し
た
。 

⑦ 

暢
当
「
九
日
陪
皇
甫
使
君
泛
江
宴
赤
岸
亭
」
は
以
下
の
通
り
。
「
羈
旅
逢
佳
節
、
逍
遥
忽
見
招
。
同
傾
菊
花
酒
、
緩
櫂
木
蘭
橈
。
平
楚
堪
愁
思
、
長

江
去
寂
寥
。
猿
啼
不
離
峡
、
灘
沸
鎮
如
潮
。
挙
目
関
山
異
、
傷
心
郷
国
遥
。
徒
言
歓
満
座
、
誰
覚
客
魂
消
。
」 

⑧ 

張
喬
「
寄
績
渓
陳
明
府
」
は
以
下
の
通
り
。
「
古
邑
猿
声
裏
、
空
城
只
半
存
。
岸
移
無
旧
路
、
沙
漲
別
成
村
。
鼓
角
喧
京
口
、
江
山
尽
汝
濆
。
六
朝

興
廃
地
、
行
子
一
銷
魂
。
」 
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⑨ 

胡
曽
「
望
思
台
」
は
以
下
の
通
り
。
「
太
子
銜
寃
去
不
回
、
臨
皋
従
築
望
思
台
。
至
今
漢
武
銷
魂
処
、
猶
有
悲
風
木
上
来
。
」 

⑩ 
元
稹
の
悼
亡
詩
に
つ
い
て
は
陳
寅
恪
『
元
白
詩
箋
証
稿
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
・
一
九
七
〇
）
第
四
章
「
艷
詩
及
悼
亡
詩
」
参
照
。 

⑪ 

元
稹
「
感
夢
」
は
以
下
の
通
り
。
「
行
吟
坐
歎
知
何
極
、
影
絶
魂
銷
動
隔
年
。
今
夜
商
山
館
中
夢
、
分
明
同
在
後
堂
前
。
」 

⑫ 

高
蟾
「
長
門
怨
」
は
以
下
の
通
り
。
「
天
上
何
労
万
古
春
、
君
前
誰
是
百
年
人
。
魂
銷
尚
愧
金
炉
燼
、
思
起
猶
慚
玉
輦
塵
。
煙
翠
薄
情
攀
不
得
、
星

茫
浮
艷
採
無
因
。
可
憐
明
鏡
来
相
向
、
何
似
恩
光
朝
夕
新
。
」 

⑬ 

李
中
の
作
風
に
つ
い
て
は
、
辛
文
房
『
唐
才
子
伝
』
巻
十
に
、
「
李
中
字
有
中
、
九
江
人
也
。
…
（
中
略
）
…
『
西
園
雨
過
好
花
尽
、
南
陌
人
稀
芳

草
深
』
等
句
、
驚
人
泣
鬼
之
語
也
。
…
（
後
略
）
」
と
あ
る
。 

⑭ 

王
士
禛
『
花
草
蒙
拾
』
・
「
詩
詞
曲
分
界
」
よ
り
。
「
或
問
詩
詞
詞
曲
分
界
、
予
曰
、
『
無
可
奈
何
花
落
去
、
似
曽
相
識
燕
帰
来
、
定
非
香
籢
詩
。
』
」 

⑮ 

晏
殊
「
浣
渓
沙
」
は
以
下
の
通
り
。
「
一
曲
新
詞
酒
一
盃
。
去
年
天
気
旧
亭
台
。
夕
陽
西
下
幾
時
迴
。 

 

無
可
奈
何
花
落
去
，
似
曽
相
識
燕
帰
来
。

小
園
香
径
独
徘
徊
。
」 

⑯ 

沢
崎
久
和
氏
「
『
花
間
集
』
に
お
け
る
「
昏
・
魂
・
痕
」
等
に
つ
い
て
」
（
『
高
知
大
国
文
』
十
五
・
一
九
八
四
） 

⑰ 

李
煜
「
子
夜
歌
」
は
以
下
の
通
り
。
「
人
生
愁
恨
何
能
免
，
銷
魂
独
我
情
何
限
。
故
国
夢
重
帰
，
覚
来
双
涙
垂
。 

 

高
楼
誰
与
上
，
長
記
秋
晴
望
。

往
事
已
成
空
，
還
如
一
夢
中
。
」 

⑱ 

宇
野
直
人
氏
「
李
後
主
の
詞
境
―
宋
詞
の
先
駆
と
し
て
―
」
（
『
中
国
古
典
詩
歌
の
手
法
と
言
語
』
所
収
・
研
文
出
版
・
一
九
九
一
）
参
照
。 

⑲ 

『
苕
渓
漁
隠
叢
話
』
後
集
・
巻
三
十
九
「
長
短
句
」
に
、
「
芸
苑
雌
黄
云
、
『
…
世
伝
永
嘗
作
輪
台
子
蚤
行
詞
、
頗
自
以
為
得
意
。
其
後
張
子
野
見

之
、
云
、
「
既
言
匆
匆
策
馬
登
途
、
満
目
淡
烟
衰
草
、
則
已
弁
色
矣
。
而
後
又
言
楚
天
闊
、
望
中
未
暁
、
何
也
。
柳
何
語
意
顛
倒
如
是
。
」
』
」
と
あ

る
。 

⑳ 

村
上
哲
見
氏
「
北
宋
詞
論
」
（
『
宋
詞
研
究
』
所
収
・
創
文
社
・
一
九
七
六
）
参
照
。 

㉑ 

白
居
易
「
琵
琶
引
」
の
該
当
箇
所
は
以
下
の
通
り
。
「
潯
陽
江
頭
夜
送
客
、
楓
葉
荻
花
秋
索
索
。
主
人
下
馬
客
在
船
、
挙
酒
欲
飲
無
管
弦
。
酔
不
成
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「
銷
魂(

消
魂)

」
考 

歓
惨
将
別
、
別
時
茫
茫
江
浸
月
。
忽
聞
水
上
琶
琵
声
、
主
人
忘
帰
客
不
発
。
尋
声
黯
問
弾
者
誰
、
琵
琶
声
停
欲
語
遅
。
移
船
相
近
邀
相
見
、
添
酒
迴
灯

重
開
宴
。
（
後
略
）
」 

㉒ 

庾
信
「
枯
樹
賦
」
の
該
当
箇
所
は
以
下
の
通
り
。
「
桓
大
司
馬
聞
而
歎
曰
、
昔
年
種
柳
、
依
依
漢
南
。
今
看
揺
落
、
悽
愴
江
潭
。
樹
猶
如
此
、
人
何

以
堪
。
…
」 

㉓ 

范
成
大
「
題
楊
商
卿
扇
」
は
以
下
の
通
り
。
「
君
帰
我
去
両
銷
魂
、
愁
満
千
山
鎖
瘴
雲
。
后
夜
短
檠
風
雨
暗
、
誰
能
相
伴
細
論
文
。
」 

㉔ 

陸
游
「
懐
旧
六
首
・
一
」
は
「
鶴
鳴
山
下
竹
連
雲
、
鳳
集
城
辺
柳
映
門
。
当
日
不
知
為
客
楽
、
如
今
回
首
却
消
魂
。
」
、
ま
た
「
旅
遊
二
首
・
二
」

は
「
本
自
無
心
落
市
朝
、
不
妨
随
処
狎
漁
樵
。
螺
青
点
出
暮
山
色
、
石
緑
染
成
春
浦
潮
。
県
駅
下
時
人
語
閙
、
寺
楼
倚
処
客
魂
消
。
流
年
不
貸
君
知
否
、

素
扇
団
団
又
可
揺
。
」 

  

※
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト 

 
 

『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
』 

（
逯
欽
立
輯
校
・
中
華
書
局
・
一
九
八
三
） 

 
 

『
玉
台
新
詠
』  
 

（
徐
陵
輯
・
文
学
古
籍
刊
行
社
・
一
九
五
五
） 

 
 

『
楽
府
詩
集
』  

 

（
郭
茂
倩
撰
・
中
華
書
局
・
一
九
七
九
） 

 
 

『
全
唐
詩
』 
 

 

（
彭
定
求
撰
・
中
華
書
局
・
一
九
六
〇
） 

 
 

『
全
宋
詩
』 

 
 

（
北
京
大
学
古
文
献
研
究
所
編
・
北
京
大
学
出
版
社
・
一
九
九
八
） 

 
 

『
花
間
集
註
』  

 

（
華
鍾
彦
撰
・
中
州
書
画
社
・
一
九
八
三
） 

 
 

『
全
唐
五
代
詞
』 

 

（
張
璋
・
黄
畬
編
・
上
海
古
籍
出
版
社
・
一
九
八
六
） 

 
 

『
全
宋
詞
』 

 
 

（
唐
圭
璋
編
・
中
華
書
局
・
一
九
六
五
） 
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