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一

　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
澤
﨑
で
す
。こ
の
四
月
に
、

ご
縁
が
あ
り
ま
し
て
本
学
に
赴
任
致
し
ま
し
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
こ

の
よ
う
な
伝
統
あ
る
会
で
い
き
な
り
お
話
し
し
ま
す
の
は
分
不
相
応

な
の
で
す
が
、
今
日
は
特
に
学
生
の
皆
さ
ん
に
何
か
話
を
と
の
こ
と

で
す
の
で
、
私
が
近
頃
関
心
を
持
っ
て
い
る
テ
ー
マ
の
中
か
ら
、
な

る
べ
く
分
か
り
易
い
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
お
手
元
に
「
唐
代
小
説
の
中
の
詩
歌
」
と
題
し
た
資
料
が
お
あ

り
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
ご
覧
に
な
り
な
が
ら
お
聞
き
頂
け
れ
ば
幸

い
で
す
。一　

唐
詩
と
唐
代
小
説

　

本
題
に
入
り
ま
す
。
演
題
に
挙
げ
ま
し
た
「
唐
代
小
説
」
で
す
が
、

ご
承
知
の
通
り
、
唐
代
の
小
説
は
一
般
に
「
伝
奇
」
と
呼
ば
れ
、
こ

唐
代
小
説
の
中
の
詩
歌

澤　

﨑　

久　

和

れ
に
先
立
つ
六
朝
時
代
の
小
説
は
「
志
怪
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
志
怪

も
伝
奇
も
共
に
不
思
議
な
珍
し
い
出
来
事
を
伝
え
記
す
と
い
っ
た
意

味
で
す
が
、
志
怪
は
事
実
の
記
録
と
い
う
意
識
で
書
か
れ
、
伝
奇
は

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
虚
構
と
い
う
意
識
を
持
ち
な
が
ら
書
か
れ
た
と
さ

れ
ま
す
。
も
と
よ
り
、
唐
代
に
も
志
怪
的
な
話
は
少
な
く
な
く
、
ま

た
志
怪
と
伝
奇
の
区
分
は
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
唐
代
に
な
ぜ
虚
構
に
よ
る
物
語
が
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
の
は

大
き
な
問
題
で
す
。
今
日
は
そ
の
問
題
自
体
に
つ
い
て
論
ず
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
る
こ
と
を
お
話
し
す
る
つ
も

り
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
演
題
の
「
唐
代
小
説
の
中
の
詩
歌
」
の
「
詩
歌
」
の
方

で
す
が
、
こ
れ
は
こ
こ
で
は
単
に
「
詩
」
と
い
っ
て
も
同
じ
で
す
の

で
、
そ
の
よ
う
に
ご
承
知
下
さ
い
。

　

と
こ
ろ
で
、「
唐
代
」
と
言
え
ば
文
学
史
の
上
で
は
や
は
り
唐
詩
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が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
ま
す
。
私
自
身
、
こ
れ
ま
で
主
に
は
唐

詩
を
読
ん
で
き
た
の
で
す
が
、
か
た
わ
ら
唐
代
の
小
説
も
少
し
ず
つ

読
ん
で
き
ま
し
た
。
な
ぜ
詩
と
小
説
を
あ
わ
せ
読
む
の
か
。
そ
れ
は

何
よ
り
、
唐
代
の
小
説
は
読
ん
で
面
白
い
、
と
い
う
事
に
尽
き
る
の

で
す
が
、
今
少
し
丁
寧
に
言
え
ば
、
唐
詩
ば
か
り
読
ん
で
い
る
と
ど

う
も
唐
と
い
う
時
代
や
文
学
の
一
面
だ
け
を
見
て
い
る
よ
う
な
心
持

ち
が
し
ま
す
。
唐
代
の
小
説
に
は
唐
詩
に
は
描
か
れ
な
い
様
々
な
階

層
の
人
々
の
生
活
や
習
慣
、
思
想
や
宗
教
、
習
俗
、
願
望
や
欲
望
、

喜
び
や
悲
し
み
、
義
俠
心
や
一
途
な
思
い
が
描
か
れ
る
。
詩
が
主
に

は
知
識
人
の
表
の
世
界
を
受
け
持
つ
と
す
る
と
、
小
説
に
は
有
名
・

無
名
の
人
々
の
内
側
の
世
界
が
描
か
れ
る
。
こ
の
両
方
を
読
む
こ
と

で
、
唐
と
い
う
時
代
、
人
々
の
姿
、
さ
ら
に
は
文
学
を
よ
り
具
体
的

に
、
ま
た
深
く
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
思
い
が
あ
り

ま
す
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
唐
代
の
詩
と
小
説
は
共
通
点
も
多
い
の
で
す
が
、

し
か
し
一
方
、
同
じ
時
代
の
人
々
が
作
り
上
げ
た
作
品
で
あ
り
な
が

ら
、
文
学
と
し
て
は
幾
つ
か
の
点
で
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
お

手
元
の
資
料
を
ご
覧
下
さ
い
。
き
わ
め
て
大
ま
か
な
対
比
に
過
ぎ
ま

せ
ん
が
、
唐
詩
と
唐
代
小
説
の
違
い
を
五
点
、
ざ
っ
と
書
き
出
し
て

み
ま
し
た
。

　
　
　

唐
詩　
　
　
　
　
　
　
　
　

唐
代
小
説

（
ａ
）
現
実
世
界
を
描
く　
　

…
…�

現
実
世
界
と
共
に
異
世
界
を
描

く

（
ｂ
）
人
間
を
描
く　
　
　
　

…
…�

人
間
と
共
に
異
世
界
の
者
を
描

く

（
ｃ
）
男
同
士
の
友
情
を
描
く
…
…
男
女
の
愛
情
を
描
く

（
ｄ
）
政
治
へ
の
高
い
関
心　

…
…
官
界
か
ら
の
逃
避
的
傾
向

（
ｅ
）
儒
教
的
精
神　
　
　
　

…
…
道
教
・
仏
教
的
世
界
観

　

順
番
に
説
明
致
し
ま
す
が
、（
ａ
）
は
、
唐
詩
は
一
般
に
「
現
実

世
界
を
描
く
」
の
に
対
し
て
、
唐
代
小
説
は
「
現
実
世
界
と
共
に
異

世
界
を
描
く
」
と
い
う
相
違
で
す
。「
異
世
界
」
と
は
、
神
仙
界
・

冥
界
・
異
類
の
世
界
な
ど
、
こ
の
人
間
界
以
外
の
世
界
の
こ
と
。
以

下
同
様
に
（
ｂ
）
は
、
唐
詩
が
主
に
「
人
間
を
描
く
」
の
に
対
し
て

唐
代
小
説
は
「
人
間
と
共
に
異
世
界
の
者
」、
具
体
的
に
は
、
神
仙
・

幽
鬼
・
妖
異
・
異
類
の
者
な
ど
を
描
く
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
う
ち
「
幽
鬼
」
は
死
者
の
こ
と
で
、「
異
類
」
は
虎
や
狐

や
猿
や
樹
木
と
い
っ
た
動
植
物
や
、
時
に
は
無
生
物
が
人
間
の
姿
に

変へ
ん
げ化
し
た
も
の
を
指
し
ま
す
。

　

こ
の
（
ａ
）
と
（
ｂ
）
と
は
一
体
の
も
の
で
す
。
唐
詩
に
も
も
と

よ
り
空
想
的
世
界
や
神
話
的
世
界
を
描
く
作
は
あ
る
の
で
す
が
、
大
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多
数
の
詩
は
現
実
世
界
の
人
々
の
出
来
事
を
詠
じ
て
お
り
、
そ
こ
に

こ
そ
優
れ
た
作
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、
唐
代
小
説
も
物
語
の
発
端
は

現
実
世
界
、
人
間
世
界
に
あ
る
の
で
す
が
、
し
ば
し
ば
た
ち
ま
ち
の

う
ち
に
異
世
界
の
人
々
、
人
々
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
が
、
人
に

非
ざ
る
人
々
が
登
場
し
、
物
語
の
中
に
入
り
込
み
、
物
語
の
舞
台
自

体
も
ま
た
し
ば
し
ば
異
世
界
に
移
動
し
ま
す
。
唐
代
伝
奇
の
代
表
作

と
い
っ
て
よ
い
「
李
娃
伝
」
や
「
鶯
鶯
伝
」
の
よ
う
に
、
始
め
か
ら

終
わ
り
ま
で
人
間
世
界
の
出
来
事
が
描
か
れ
る
優
れ
た
作
品
が
あ
る

一
方
で
、
多
く
の
唐
代
小
説
に
は
こ
の
世
な
ら
ざ
る
世
界
が
現
実
世

界
と
交
錯
す
る
よ
う
に
登
場
し
ま
す
し
、
現
実
世
界
で
あ
る
に
し
て

も
非
日
常
的
な
、
人
間
離
れ
を
し
た
能
力
を
発
揮
す
る
人
物
が
登
場

し
た
り
し
ま
す
。
ま
た
そ
こ
に
こ
そ
、
唐
詩
の
世
界
と
は
異
な
っ
た

今
一
つ
の
唐
代
小
説
の
特
色
、
面
白
さ
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
際
大
事
な
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
異
世
界
の
人
々
が

登
場
す
る
物
語
に
せ
よ
、
そ
の
発
端
に
登
場
す
る
の
は
こ
の
世
の
人

間
で
あ
り
、
そ
の
後
の
物
語
の
展
開
も
こ
の
世
の
人
間
を
抜
き
に
し

て
進
行
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
小
説
」
は
、
結

局
は
人
間
を
描
く
も
の
、
人
間
の
体
験
す
る
「
不
思
議
」
を
描
く
も

の
で
、
唐
代
小
説
も
現
実
の
人
間
抜
き
に
成
立
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
上
で
再
度
申
し
上
げ
る
の
で
す
が
、
唐
詩
と
は
違
っ

て
唐
代
小
説
で
は
異
世
界
と
の
関
わ
り
が
大
き
な
特
色
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

次
に
唐
詩
と
唐
代
小
説
の
違
い
の
（
ｃ
）
に
つ
い
て
、
唐
詩
で
は

「
男
同
士
の
友
情
を
描
」
き
、唐
代
小
説
で
は
「
男
女
の
愛
情
を
描
く
」

に
つ
い
て
、
唐
詩
で
は
一
般
に
男
女
の
愛
情
を
お
お
や
け
に
詠
う
こ

と
は
希
で
す
。
た
と
え
ば
日
本
の
和
歌
な
ど
と
は
異
な
っ
て
、
未
婚

の
、
あ
る
い
は
結
婚
に
は
至
ら
ず
に
終
わ
っ
た
男
女
が
相
手
へ
の
愛

情
を
詠
っ
た
詩
が
残
さ
れ
る
例
は
希
で
す
。
実
は
そ
の
希
な
例
に
白

居
易
（
七
七
二
～
八
四
六
）
の
詩
が
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
こ
れ
も

全
く
な
い
と
は
言
え
な
い
の
で
す
が
、
大
き
な
傾
向
と
し
て
、
唐
詩

は
男
女
の
愛
情
を
詠
う
よ
り
も
、
男
同
士
の
友
情
を
好
ん
で
詠
う
、

と
い
う
こ
と
は
一
般
に
言
わ
れ
る
通
り
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
唐
代
小
説
で
は
男
女
の
愛
情
を
描
く
優
れ
た
作
品
が

数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
資
料
に
題
名
の
み
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
「
李

娃
伝
」、「
鶯
鶯
伝
」、「
霍
小
玉
伝
」、「
李
章
武
伝
」、「
長
恨
歌
伝
」、

「
離
魂
記
」、「
任
氏
伝
」
な
ど
、
唐
代
伝
奇
の
代
表
作
が
並
び
ま
す
。

し
か
も
、
先
ほ
ど
の
（
ａ
）（
ｂ
）
と
関
連
し
て
、
人
間
の
男
女
の

間
で
の
愛
情
が
描
か
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
人
と
鬼
（
死
者
）、
あ
る

い
は
神
仙
、
人
に
変
化
し
た
虎
・
狐
・
猿
な
ど
の
動
物
と
の
間
の
愛

情
が
数
多
く
描
か
れ
ま
す
。
唐
詩
の
世
界
で
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た

テ
ー
マ
が
、
逆
に
唐
代
小
説
で
は
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
わ
け
で

す
。
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最
後
に
（
ｄ
）
と
（
ｅ
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
セ
ッ
ト
に
な
り
ま

す
。
唐
詩
が
「
政
治
へ
の
高
い
関
心
」
を
示
す
背
景
に
は
「
儒
教
的

精
神
」
が
あ
り
、
唐
代
小
説
が
「
官
界
か
ら
の
逃
避
的
傾
向
」
を
見

せ
る
の
に
は
し
ば
し
ば
「
道
教
・
仏
教
的
世
界
観
」
が
関
係
し
て
い

ま
す
。
唐
代
の
詩
人
は
、
特
に
中
唐
以
降
に
な
る
と
科
挙
の
試
験
を

受
け
て
官
僚
と
な
る
者
が
多
く
を
占
め
ま
す
。
科
挙
と
い
う
試
験
に

は
も
と
よ
り
儒
教
的
な
学
問
・
教
養
、
詩
文
の
能
力
が
求
め
ら
れ
ま

す
か
ら
、
政
治
へ
の
関
心
は
自
ず
と
養
わ
れ
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
詩

の
創
作
に
も
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
白
居
易

は
若
い
こ
ろ
、
左
拾
遺
と
い
う
官
職
に
あ
っ
た
時
、
政
治
や
社
会
の

あ
り
方
を
批
判
的
に
詠
う
「
新
楽
府
」
と
題
す
る
諷
喩
詩
を
数
多
く

創
作
し
て
い
ま
す
。
諷
喩
詩
は
そ
の
根
底
で
儒
教
的
な
精
神
と
結
び

つ
い
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
唐
代
小
説
に
お
い
て
も
、
物
語
の
冒
頭
に
登
場
す
る
人
物

は
、
す
で
に
官
僚
で
あ
っ
た
り
、
こ
れ
か
ら
官
僚
に
な
ろ
う
と
す
る

予
備
軍
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
も
と
よ
り
儒
教
的
な

教
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
こ
の
登

場
人
物
が
、
美
し
い
女
性
に
出
会
っ
た
り
、
不
思
議
な
神
仙
世
界
に

迷
い
込
ん
だ
り
す
る
と
た
ち
ま
ち
こ
れ
に
引
き
込
ま
れ
、
時
に
は
科

挙
の
受
験
す
ら
放
棄
し
、
す
で
に
官
職
に
就
い
て
い
て
も
そ
の
職
を

棄
て
、
最
後
は
俗
世
を
離
れ
て
行
方
知
れ
ず
と
な
る
、
と
い
っ
た
結

末
を
迎
え
る
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。
唐
詩
に
も
、
科
挙
に
落
第
し
て

失
意
の
う
ち
に
故
郷
に
帰
る
友
人
を
見
送
る
詩
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
は
官
僚
社
会
自
体
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と

こ
ろ
が
、
唐
代
小
説
で
は
た
と
え
ば
「
裴
航
」
と
題
す
る
作
、
こ
れ

は
後
で
取
り
上
げ
ま
す
が
、「
裴
航
」
の
主
人
公
は
愛
す
る
女
性
を

手
に
入
れ
る
た
め
に
科
挙
の
受
験
も
眼
中
に
入
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
し
、「
孫
恪
」
の
主
人
公
は
新
た
な
勤
務
地
に
赴
く
途
中
で
、

長
年
連
れ
添
っ
た
妻
が
元
の
猿
の
姿
に
戻
っ
て
山
の
中
に
帰
っ
て

い
っ
た
た
め
に
、任
地
に
赴
く
こ
と
自
体
を
放
棄
し
て
し
ま
い
ま
す
。

官
界
か
ら
の
逃
避
的
傾
向
は
、
唐
代
小
説
に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

設
定
で
す
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
唐
詩
と
唐
代
小
説
が
描
き
出
す
世
界
に
は
大

き
な
違
い
が
あ
る
の
で
す
が
、
唐
代
小
説
の
個
々
の
作
品
に
は
、
し

ば
し
ば
詩
歌
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
面
白
い
現
象
で
、

唐
代
に
先
立
つ
六
朝
志
怪
小
説
に
は
作
品
中
に
詩
が
読
み
込
ま
れ
る

例
は
希
で
、
ま
た
詠
み
込
ま
れ
て
い
て
も
、
詩
と
物
語
の
展
開
と
の

関
係
は
か
な
ら
ず
し
も
緊
密
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

唐
代
小
説
と
詩
歌
の
関
係
に
つ
い
て
は
様
々
な
形
が
あ
っ
て
、
従

来
い
ろ
ん
な
検
討
が
な
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
唐
代
に

は
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
に
対
し
て
陳
鴻
に
「
長
恨
歌
伝
」
が
あ
る

な
ど
、
同
一
の
物
語
に
つ
い
て
詩
と
散
文
の
両
方
の
作
品
が
あ
る
例
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五

が
幾
つ
も
指
摘
さ
れ
る
事
に
関
す
る
検
討
は
そ
の
一
例
で
す
。ま
た
、

『
本
事
詩
』
の
よ
う
に
、
あ
る
詩
自
体
が
そ
の
物
語
の
中
心
で
あ
り
、

そ
の
詩
を
巡
る
逸
話
が
記
さ
れ
る
よ
う
な
作
品
、
い
わ
ば
漢
詩
版
の

歌
物
語
な
ど
も
検
討
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
近
年
の
研
究
で
は
邱
昌

員
氏
の
著
書
が
唐
代
小
説
と
詩
の
関
係
に
つ
い
て
様
々
な
観
点
か
ら

詳
し
く
総
合
的
に
論
じ
て
お
り
、
ま
た
日
本
で
は
早
く
に
近
藤
春
雄

氏
に
「
唐
代
小
説
と
詩
」
と
題
す
る
論
考
が
あ
り（

（
（

、
私
も
そ
れ
ぞ
れ

か
ら
大
き
な
恩
恵
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
本
日
は
テ
ー

マ
を
絞
っ
て
、唐
代
小
説
の
中
か
ら
特
に
小
説
中
に
詩
が
挿
入
さ
れ
、

そ
の
詩
が
そ
の
物
語
を
構
成
す
る
う
え
で
重
要
な
働
き
を
な
し
て
い

る
作
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

二　
裴
鉶
『
伝
奇
』
中
の
詩
歌
と
そ
の
機
能

　

さ
て
、
こ
れ
か
ら
用
い
ま
す
主
な
資
料
は
北
宋
の
は
じ
め
に
編
纂

さ
れ
た
『
太
平
広
記（

（
（

』
で
、『
太
平
広
記
』
に
は
主
と
し
て
六
朝
・

唐
代
の
小
説
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
今
回
特
に
取
り

上
げ
る
の
は
、
晩
唐
の
裴
鉶
が
編
纂
し
た
『
伝
奇
』
と
題
す
る
小
説

集
で
す
。「
伝
奇
」
と
い
い
ま
す
と
、「
六
朝
志
怪
」
に
対
す
る
「
唐

代
伝
奇
」
と
い
う
用
語
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
い
ま
申

し
上
げ
ま
し
た
裴
鉶
の
『
伝
奇
』
は
裴
鉶
が
編
纂
し
た
単
独
の
小
説

集
の
作
品
名
で
す
。

　

裴
鉶
は
九
世
紀
中
頃
、
晩
唐
の
人
で
、『
新
唐
書
』
巻
五
十
三
・

芸
文
志
、『
郡
斎
読
書
志
』
巻
十
三
な
ど
に
よ
れ
ば
、
裴
鉶
『
伝
奇
』

は
も
と
三
巻
あ
り
ま
し
た
が
後
に
散
逸
し
、
現
在
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
主
に
は
『
太
平
広
記
』
の
中
に
残
さ
れ
た
三
十
話
余
り
で

す
。
な
ぜ
裴
鉶
の
『
伝
奇
』
を
取
り
上
げ
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、

一
つ
に
は
裴
鉶
の
『
伝
奇
』
は
そ
の
編
纂
年
代
が
李
剣
国
氏
が
言
う

唐
代
小
説
の
「
興
盛
後
期
―
伝
奇
集
興
盛
期
」（
注
（
２
）、
李
氏
の

書
参
照
）、
つ
ま
り
唐
代
伝
奇
の
個
別
の
作
品
集
が
盛
ん
に
編
纂
さ

れ
る
終
わ
り
こ
ろ
の
最
も
代
表
的
な
作
品
集
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が

一
つ
。
い
ま
一
つ
に
は
、
裴
鉶
『
伝
奇
』
は
小
説
中
に
詩
歌
を
挿
入

す
る
割
合
が
極
め
て
高
く
、今
回
の
検
討
対
象
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
、

こ
れ
が
二
つ
目
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
今
一
つ
、
こ
れ
は
個
人
的
な
理
由
な
の
で
す
が
、
こ
の

十
数
年
ば
か
り
、
本
学
に
な
が
く
お
勤
め
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
赤
井

益
久
先
生
、
そ
れ
に
横
浜
国
立
大
学
に
勤
務
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
岡

田
充
博
先
生
と
私
の
三
人
で
、
定
期
的
に
唐
代
小
説
を
会
読
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。
裴
鉶
の
『
伝
奇
』
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
、
お
二
人

の
お
か
げ
で
『
伝
奇
』
を
丁
寧
に
読
む
こ
と
が
で
き
、
ま
た
教
え
ら

れ
る
こ
と
も
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
り
、
裴
鉶
『
伝

奇
』
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
す
。
お
二
人
の
先
生
に
は
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こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
裴
鉶
『
伝
奇
』
に
は
三
十
話
余
り
の
作
品
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
が
、こ
の
う
ち
詩
が
含
ま
れ
る
の
は
次
に
挙
げ
ま
す
二
十
話
で
、

二
十
話
の
中
に
七
言
絶
句
四
十
首
、
五
言
絶
句
四
首
、
五
言
律
詩
一

首
、
合
計
四
十
五
首
が
含
ま
れ
ま
す
（
失
粘
、
仄
声
韻
を
含
む
。
別

に
『
詩
経
』、
曹
植
の
詩
か
ら
摘
句
あ
り
）。
こ
れ
は
、
唐
代
の
小
説

集
で
は
詩
を
含
む
割
合
が
非
常
に
多
い
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
近
体
詩
で
あ
る
の
は
裴
鉶
『
伝
奇
』
の
特
色
の
一
つ
と

言
え
ま
す
。

　
「
元
柳
二
公
」
七
絶
一
首
、「
崔
煒
」　 
七
絶
二
首

　
「
陶
尹
二
君
」
七
絶
二
首
、「
裴
航
」　 
七
絶
二
首

　
「
封
陟
」　　

 

七
絶
三
首
、「
張
雲
容
」
七
絶
五
首

　
「
鄭
徳
璘
」　 

七
絶
五
首
、「
崑
崙
奴
」
七
絶
二
首

　
「
張
無
頗
」　 

七
絶
二
首
、「
蕭
曠
」　 

七
絶
三
首

　
「
曾
季
衡
」　 

七
絶
二
首
、「
趙
合
」　 

七
絶
一
首

　
「
顏
濬
」　　

 

七
絶
四
首
、「
韋
自
東
」
七
絶
一
首

　
「
盧
涵
」　　

 

七
絶
一
首
、「
馬
拯
」　 

七
絶
一
首

　
「
寧
茵
」　　

 

五
絶
三
首
、「
孫
恪
」　 

五
絶
・
七
絶
各
一
首

　
「
姚
坤
」　　

 

七
絶
一
首
、「
文
簫
」　 

七
絶
・
五
律
各
一
首

　
（�「
文
簫
」
は
『
歳
時
広
記
』
所
収
。
唐
代
小
説
の
作
品
集
ご
と
の

詩
歌
引
用
数
に
つ
い
て
は
注
（
１
）
の
邱
氏
の
書
に
詳
し
い
。）

　

さ
て
、
裴
鉶
『
伝
奇
』
の
中
の
詩
の
役
割
は
様
々
で
す
が
、
い
ま

そ
の
う
ち
の
代
表
的
な
も
の
を
四
種
に
分
け
て
取
り
出
し
て
み
ま
し

た
。

　
　
（
Ａ
）
異
性
へ
の
誘
い
か
け
の
詩

　
　
（
Ｂ
）
謎
を
含
ん
だ
予
言
の
詩

　
　
（
Ｃ
）
正
体
を
隠
し
て
顕
わ
す
詩

　
　
（
Ｄ
）
身
世
を
哀
嘆
す
る
詩

　

こ
れ
だ
け
で
は
分
か
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
裴

鉶
『
伝
奇
』
の
中
か
ら
六
篇
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
い
ま
申
し
げ
ま

し
た
（
Ａ
）
か
ら
（
Ｄ
）
の
観
点
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
詩
が
小

説
中
に
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
機
能
し
て
い
る
の
か
、
検
討

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
１
）�「
裴
航
」�

女
性
へ
の
誘
い
か
け
の
詩
（
Ａ
）
と
、

謎
を
含
ん
だ
予
言
の
詩
（
Ｂ
）

　

ま
ず
、
最
初
に
、
分
か
り
や
す
い
例
と
し
て
「
裴
航
」（『
太
平
広

記
』
巻
五
〇
「
神
仙
」）
と
題
す
る
作
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

唐
の
長
慶
（
八
二
一
～
八
二
四
）
の
こ
ろ
、
裴
航
と
い
う
秀
才
が

長
江
中
流
の
鄂が
く

渚し
よ

（
現
在
の
湖
北
省
武
昌
あ
た
り
）
を
船
で
旅
し
て
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い
る
時
、
樊
夫
人
と
い
う
美
し
い
女
性
に
出
会
い
ま
す
。
裴
航
は
簾

越
し
に
何
度
か
言
葉
を
交
わ
す
う
ち
に
す
っ
か
り
好
き
に
な
り
、
直

接
会
い
た
い
と
思
っ
て
夫
人
の
侍
女
を
通
じ
て
詩
を
一
首
届
け
さ
せ

ま
す
。
左
に
挙
げ
る
の
が
そ
の
詩
で
す
。

　
　

裴
航
が
樊
夫
人
に
贈
っ
た
詩

　

同
爲
胡
越
猶
懷
想　

同
に
胡
越
と
為
る
も
猶
ほ
懐
ひ
想
ふ

　

況
遇
天
仙
隔
錦
屏　

況
ん
や
天
仙
に
遇
ひ
て
錦
屏
を
隔
つ
る
を
や

　

儻
若
玉
京
朝
會
去　

儻も若
し
玉
京
に
朝
会
し
去
ら
ば

　

願
隨
鸞
鶴
入
青
冥　

願
は
く
は
鸞
鶴
に
随
ひ
て
青
冥
に
入
ら
ん

た
と
え
胡
と
越
の
よ
う
に
南
北
に
離
れ
て
い
て
も
互
い
に
思
い

あ
う
も
の
、
ま
し
て
天
上
界
の
仙
女
に
出
会
っ
て
屏
風
を
隔
て

る
の
み
で
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
。

も
し
も
あ
な
た
が
天
宮
に
行
か
れ
る
な
ら
、
ど
う
か
鸞
や
鶴
に

乗
っ
て
共
に
天
上
界
に
入
り
た
い
も
の
で
す
。

　

こ
の
詩
は
樊
夫
人
を
天
界
の
仙
女
に
見
立
て
て
、
自
分
も
あ
な
た

と
一
緒
に
天
上
界
に
昇
り
た
い
と
い
う
求
愛
の
詩
で
す
。
実
は
こ
の

時
は
裴
航
は
ま
だ
樊
夫
人
が
本
当
の
仙
女
だ
と
は
知
ら
な
い
の
で
す

が
、
女
性
を
仙
女
に
見
立
て
て
詠
う
の
は
詩
に
よ
く
あ
る
表
現
で
、

唐
代
小
説
中
の
詩
の
機
能
の
大
き
な
一
つ
は
異
性
に
対
す
る
誘
い
か

け
に
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
通
常
の
唐
詩
に
は
、
か
り
に
詩
人
が
現

実
生
活
の
中
で
そ
の
よ
う
な
求
愛
の
詩
を
作
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

が
そ
の
ま
ま
当
人
の
実
体
験
と
わ
か
る
か
た
ち
で
詩
集
に
残
る
と
い

う
こ
と
は
ご
く
希
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

相
手
か
ら
詩
が
贈
ら
れ
た
場
合
、
通
常
は
お
返
し
の
詩
を
贈
る
の

で
す
が
、
樊
夫
人
か
ら
は
な
し
の
つ
ぶ
て
で
、
そ
の
後
裴
航
は
手
を

尽
く
し
て
よ
う
や
く
樊
夫
人
と
面
会
す
る
機
会
を
手
に
入
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
樊
夫
人
か
ら
は
、
自
分
は
こ
れ
か
ら
夫
の
も
と
に
赴
く
の

で
あ
な
た
の
お
相
手
は
で
き
ま
せ
ん
よ
と
つ
れ
な
く
断
ら
れ
て
し
ま

い
、
し
か
し
幸
い
お
返
し
の
詩
を
一
首
贈
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
次
の

詩
で
す
。

　
　

樊
夫
人
が
裴
航
に
返
し
た
詩

　

一
飮
瓊
漿
百
感
生　

一
た
び
瓊
漿
を
飲
め
ば
百
感
生
じ

　

玄
霜
搗
盡
見
雲
英　

玄
霜
搗
き
尽
く
し
て
雲
英
見あ
ら
はる

　

藍
橋
便
是
神
仙
窟　

藍
橋
は
便
ち
是
れ
神
仙
の
窟

　

何
必
崎
嶇
上
玉
清　

何
ぞ
必
ず
し
も
崎
嶇
と
し
て
玉
清
に
上
ら
ん

　

…
…
然
亦
不
能
洞
達
詩
之
旨
趣
。

ひ
と
た
び
玉
液
を
飲
め
ば
万
感
生
じ
、
仙
薬
を
練
り
つ
く
せ
ば

雲
英
が
姿
を
現
し
ま
す
。

藍
橋
は
ま
さ
に
神
仙
の
住
む
所
、
ど
う
し
て
共
に
険
し
い
玉
清
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境
に
上
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

　

と
こ
ろ
が
裴
航
は
こ
の
詩
を
読
ん
で
も
、
ま
だ
そ
の
本
当
の
意
味

が
分
か
り
ま
せ
ん
。
結
句
に
「
ど
う
し
て
共
に
険
し
い
玉
清
境
に
上

る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
自
分
が
贈
っ

た
詩
の
後
半
に
、「
あ
な
た
と
一
緒
に
天
上
界
に
入
り
た
い
も
の
で

す
」
と
誘
い
か
け
た
の
に
対
す
る
や
ん
わ
り
と
し
た
拒
否
で
あ
る
こ

と
は
分
か
っ
た
は
ず
で
す
が
、
一
句
目
の
「
瓊
漿
を
飲
む
」
と
か
、

二
句
目
の
仙
薬
を
搗
く
と
「
雲
英
」
が
現
わ
れ
る
と
か
、「
藍
橋
」

は
神
仙
の
住
処
だ
、
と
い
う
句
は
何
の
こ
と
か
分
か
ら
な
か
っ
た
は

ず
で
、
そ
れ
が
分
か
る
の
は
、
こ
の
あ
と
物
語
が
進
行
し
て
い
く
の

を
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
右
の
樊
夫
人
の
詩
の
後

に
原
文
で
挙
げ
ま
し
た
よ
う
に
、「
然
れ
ど
も
亦
た
詩
の
旨
趣
に
洞

達
す
る
能
は
ず
」（
し
か
し
詩
の
本
当
の
意
味
は
分
か
ら
な
か
っ
た
）

と
い
う
言
葉
が
わ
ざ
わ
ざ
記
入
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
唐
代
小
説
に
は
、
詩
を
挿
入
し
た
後
、
こ
れ
を
読
ん

だ
主
人
公
に
つ
い
て
、ま
だ
そ
の
本
当
の
意
味
は
分
か
ら
な
か
っ
た
、

と
い
っ
た
趣
旨
の
言
葉
が
し
ば
し
ば
付
け
加
え
ら
れ
ま
す
。
小
説
の

中
に
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
登
場
す
る
の
は
、
そ
こ
に
こ
の
物
語
の
語

り
手
が
顔
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
、
唐
代
小
説
の
作
者
の
創
作
意
識

が
見
て
取
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
、
六
朝
の
志
怪
小
説
に
は
詩
が
挿
入

さ
れ
る
こ
と
は
希
な
の
で
す
が
、
そ
の
希
な
例
に
お
い
て
も
、
こ
の

よ
う
な
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
も
六
朝
と
唐
代

と
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、「
裴
航
」
の
物
語
で
す
が
、裴
航
は
樊
夫
人
と
別
れ
た
あ
と
、

都
長
安
に
向
か
い
、
途
中
、
右
の
詩
の
三
句
目
に
見
え
る
「
藍
橋
」

と
い
う
所
で
茅
葺
き
屋
根
の
家
を
見
つ
け
、
喉
が
渇
い
た
の
で
水
を

所
望
し
ま
す
。
す
る
と
老
婆
が
出
て
き
て
、
家
の
簾
の
奥
に
向
か
っ

て
、「
雲
英
、
水
を
一
杯
も
っ
て
お
い
で
」
と
言
い
付
け
ま
す
。
裴

航
は
「
雲
英
」
と
い
う
名
前
を
耳
に
し
て
、
以
前
樊
夫
人
か
ら
贈
ら

れ
た
詩
の
中
の
言
葉
を
思
い
出
し
ま
す
が
、ま
だ
気
が
つ
き
ま
せ
ん
。

簾
の
下
か
ら
二
本
の
手
が
出
て
き
て
水
を
差
し
出
し
た
の
で
、
裴
航

が
お
も
わ
ず
簾
を
か
か
げ
る
と
、
そ
こ
に
は
美
し
い
女
性
、「
雲
英
」

が
立
っ
て
い
ま
す
。
一
目
惚
れ
し
た
裴
航
は
老
婆
に
雲
英
と
の
結
婚

を
申
し
込
む
の
で
す
が
、
老
婆
は
百
日
の
間
に
玉
で
で
き
た
杵
と
臼

と
を
持
っ
て
き
て
仙
薬
を
作
れ
ば
、
娘
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
と
答
え
ま

す
。

　

そ
の
後
の
裴
航
は
と
い
う
と
、
都
に
着
く
や
科
挙
の
受
験
な
ど

す
っ
か
り
忘
れ
去
っ
て
、
玉
の
杵
と
臼
と
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
奔

走
し
、
と
う
と
う
こ
れ
を
手
に
入
れ
、
藍
橋
の
老
婆
の
と
こ
ろ
に
持

ち
帰
っ
て
自
ら
仙
薬
を
練
り
、
最
後
は
樊
夫
人
の
詩
に
詠
わ
れ
た
通

り
、
藍
橋
に
あ
る
洞
窟
を
く
ぐ
っ
て
神
仙
世
界
に
入
り
、
雲
英
と
結
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婚
し
て
仙
人
世
界
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
ま
す
。
そ
し
て
、
洞
窟
の

奥
の
仙
人
世
界
で
再
び
こ
の
物
語
の
冒
頭
に
登
場
す
る
樊
夫
人
と
巡

り
会
い
、
夫
人
が
実
は
雲
英
の
姉
で
あ
り
、
位
の
高
い
神
仙
で
あ
る

こ
と
を
知
ら
さ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
は
じ
め
に
樊
夫
人
か
ら
贈
ら
れ
た
詩
の
意
味
内
容
が

す
べ
て
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
間
、
読
者
は
物
語
の
進

行
と
と
も
に
樊
夫
人
の
詩
を
随
時
思
い
出
し
、
詩
の
表
現
と
の
一
致

を
確
か
め
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
裴
航
」
と
い

う
作
品
の
構
成
と
展
開
に
お
い
て
、
裴
航
に
よ
る
誘
い
の
詩
と
、
樊

夫
人
に
よ
る
お
返
し
の
詩
と
は
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
言

え
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
科
挙
に
合
格
し
て
官
僚
と
な
り
出
世
す
る
と
い
う
人

生
は
、
当
時
の
多
く
の
知
識
人
が
目
指
し
た
道
で
あ
っ
た
わ
け
で
す

が
、
は
じ
め
に
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
唐
代
小
説
に
は
好
き

に
な
っ
た
女
性
と
一
緒
に
な
る
た
め
に
そ
の
よ
う
な
道
を
放
棄
す
る

と
い
う
人
物
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
ま
す
。
そ
の
逆
に
、
白
居
易
の
友

人
で
あ
っ
た
元
稹
の
「
鶯
鶯
伝
」
の
よ
う
に
、
作
品
中
の
主
人
公
が

上
京
し
て
科
挙
を
受
験
す
る
た
め
に
相
手
の
女
性
と
別
れ
る
と
い
っ

た
筋
書
き
の
話
も
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
物
語
と
し
て
の
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
を
持
ち
、
唐
代
伝
奇
が
描
き
出
し
た
一
つ
の
人
物
像
な
の
で

す
が
、
裴
航
の
よ
う
な
人
物
も
ま
た
唐
代
小
説
が
造
形
し
た
新
た
な

人
物
像
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

以
上
、「
裴
航
」
の
中
に
挿
入
さ
れ
る
二
首
の
七
言
絶
句
の
う
ち

一
首
目
は
男
か
ら
女
へ
誘
い
か
け
る
求
愛
の
詩
、
二
首
目
は
そ
の
お

返
し
の
詩
で
、
謎
を
含
ん
だ
、
物
語
の
今
後
の
展
開
を
予
言
す
る
詩

と
な
っ
て
お
り
、「
裴
航
」
と
い
う
小
説
は
詩
と
密
接
に
結
び
つ
い

て
成
り
立
っ
て
い
る
作
と
言
え
ま
す
。
ち
な
み
に
、「
裴
航
」
は
後

世
多
く
の
読
者
を
得
て
お
り
、
宋
代
以
降
の
小
説
、
戯
曲
や
詞
（
詩

余
）
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す（

（
（

。

（
２
）�「
封
陟
」�

女
か
ら
男
へ
の
誘
い
か
け
の
詩
（
Ａ
）

と
、
わ
が
身
を
哀
嘆
す
る
詩
（
Ｄ
）

　

さ
て
次
に
は
「
封
陟
」（『
太
平
広
記
』
巻
六
八
「
女
仙
」）
と
題

す
る
作
を
取
り
上
げ
ま
す
。
先
ほ
ど
の
「
裴
航
」
は
男
か
ら
女
へ
の

誘
い
か
け
を
詠
う
詩
で
し
た
が
、
今
度
は
逆
に
女
か
ら
男
へ
の
誘
い

か
け
の
詩
で
す
。

　

宝
暦
年
間
（
八
二
五
～
八
二
七
）
の
こ
と
、
少
室
山
（
河
南
省
嵩

山
の
西
峰
）
に
住
む
孝
廉
の
封
陟
は
品
行
方
正
で
学
問
に
専
心
し
て

い
ま
し
た
が
、
あ
る
晩
、
お
供
を
つ
れ
た
仙
女
が
か
ぐ
わ
し
い
香
り

と
共
に
天
か
ら
降
り
て
き
て
封
陟
に
拝
礼
し
、
自
分
は
も
と
仙
人
世

界
の
も
の
で
す
が
、
今
は
人
間
世
界
に
流
さ
れ
て
独
り
身
で
お
り
ま

す
。
あ
な
た
が
清
ら
か
で
優
れ
た
学
識
を
備
え
た
方
で
あ
る
の
に
惹
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か
れ
、
是
非
と
も
お
側
に
お
い
て
い
た
だ
き
た
く
参
り
ま
し
た
、
と

言
い
ま
す
。「
お
側
に
お
い
て
く
だ
さ
い
」
の
原
文
「
願
持
箕
箒
（
願

は
く
は
箕
箒
を
持
せ
ん
）」
は
家
事
を
す
る
意
で
す
が
、
こ
れ
は
当

時
の
決
ま
り
文
句
で
、
要
す
る
に
結
婚
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
誘
い
か

け
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
封
陟
は
、
自
分
は
独
り
節
を
守
っ
て
質
素

に
生
き
て
い
る
の
で
、
ど
う
ぞ
お
帰
り
く
だ
さ
い
と
、
仙
女
の
求
愛

を
は
ね
つ
け
ま
す
。
す
る
と
仙
女
は
、「
私
は
こ
ち
ら
に
着
い
た
ば

か
り
で
、
ま
だ
私
の
心
か
ら
の
思
い
を
申
し
上
げ
て
い
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
詩
を
一
首
捧
げ
ま
す
。七
日
経
っ
た
ら
ま
た
参
り
ま
す
」と
言
っ

て
七
言
絶
句
を
詠
じ
て
去
っ
て
行
き
ま
す
。
仙
女
が
言
う
自
分
の
心

か
ら
の
思
い
の
原
文
は
「
懇
迫
」
で
す
が
、
こ
の
言
葉
は
実
は
宮
中

に
お
い
て
臣
下
が
皇
帝
に
書
面
を
奉
る
と
き
な
ど
に
よ
く
用
い
ら
れ

る
語
で
、
こ
こ
で
は
仙
女
は
、
散
文
に
よ
る
言
葉
で
は
十
分
に
思
い

を
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
で
韻
文
で
あ
る
詩

の
中
に
そ
の
思
い
を
込
め
ま
し
た
、
私
の
心
、
真
実
の
思
い
は
こ
の

詩
に
詠
じ
た
通
り
で
す
、
と
言
っ
て
詩
を
一
首
差
し
出
し
て
い
る
わ

け
で
す（

（
（

。

　

小
説
の
中
の
詩
の
は
た
ら
き
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
で
す
。
つ

ま
り
、
人
の
心
は
あ
れ
こ
れ
口
で
説
明
し
て
も
容
易
に
は
伝
わ
ら
な

い
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
詩
に
表
わ
す
こ
と
で
自
分
の
本
当
の
思
い
が

披
瀝
さ
れ
、
相
手
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
詩
に
対
す
る
こ
の
よ

う
な
思
い
が
詩
を
詠
ず
る
者
に
は
あ
る
わ
け
で
す
。一
言
で
言
え
ば
、

詩
は
真
実
の
思
い
を
語
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
封
陟
は
仙
女
の
詩
に
対
し
て
お
返
し
の
詩
を
詠
じ
よ
う
と
も

せ
ず
、
ど
う
ぞ
お
帰
り
下
さ
い
と
い
う
ば
か
り
で
す
。
こ
れ
は
詩
を

奉
っ
て
心
中
の
思
い
を
伝
え
た
仙
女
に
対
し
て
、
も
っ
と
も
手
ひ
ど

い
拒
否
の
意
思
を
示
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
仙
女
と
封
陟
の
や
り
と
り
は
、
そ
の
後
も
二
度
、
合
計
三
度

繰
り
返
さ
れ
ま
す
。
左
に
二
度
目
の
時
の
仙
女
の
詩
を
挙
げ
て
お
き

ま
す
。

　
　

仙
女
が
封
陟
に
贈
っ
た
詩　

そ
の
二

　

弄
玉
有
夫
皆
得
道　

弄
玉�

夫
有
り
て�

皆
道
を
得

　

劉
剛
兼
室
盡
登
仙　

劉
剛
と
室
と
尽
く
仙
に
登
る

　

君
能
仔
細
窺
朝
露　

君
能
く
仔
細
に
朝
露
を
窺
ひ

　

須
逐
雲
車
拜
洞
天　

須
く
雲
車
を
逐
ひ
て
洞
天
を
拝
す
べ
し

昔
、
穆
公
の
娘
弄
玉
は
夫
蕭
史
と
共
に
仙
道
を
得
、
劉
綱
も
ま

た
夫
婦
そ
ろ
っ
て
登
仙
し
ま
し
た
。

あ
な
た
も
人
の
命
の
儚
さ
を
よ
く
ご
覧
に
な
り
、
共
に
雲
車
に

乗
っ
て
仙
界
に
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

一
句
目
の
「
弄
玉
」
も
二
句
目
の
「
劉
剛
（
劉
綱
）」
も
共
に
夫
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婦
そ
ろ
っ
て
仙
人
で
あ
っ
た
こ
と
で
有
名
で
す
。
三
四
句
は
人
の
命

は
は
か
な
い
も
の
だ
か
ら
、
仙
人
と
な
る
道
を
得
て
、
い
っ
し
ょ
に

長
生
き
し
よ
う
と
い
う
の
で
、
仙
女
か
ら
男
へ
の
誘
い
か
け
は
不
老

長
生
を
共
に
得
る
こ
と
と
不
可
分
の
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
封
陟
は
ま
た
も
や
詩
を
返
す
こ
と
す
ら
せ
ず
、
つ

い
に
は
仙
女
に
よ
る
三
度
目
の
来
訪
と
な
る
の
で
す
が
、
封
陟
は
三

度
目
も
き
っ
ぱ
り
と
拒
否
し
ま
す
。
封
陟
の
あ
く
ま
で
か
た
く
な
な

態
度
を
見
て
あ
き
れ
は
て
た
の
は
仙
女
の
お
つ
き
の
侍
女
た
ち
で
、

最
後
は
と
う
と
う
、「
お
嬢
様
、
こ
ん
な
分
か
ら
ず
屋
は
話
に
も
な

り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
落
ち
ぶ
れ
て
、
あ
の
世
の
幽
霊
と
な
る
の
が
お

ち
で
す
。神
仙
の
連
れ
合
い
な
ど
に
な
れ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
」

と
の
の
し
り
だ
す
あ
り
さ
ま
。
仙
女
も
た
め
息
を
つ
き
な
が
ら
、
左

に
挙
げ
ま
し
た
最
後
の
三
首
目
の
詩
を
書
き
残
し
、
天
の
彼
方
に
さ

み
し
く
帰
っ
て
行
き
ま
す
。
い
わ
ば
、
わ
が
身
を
、
身
世
を
哀
嘆
す

る
作
で
す
。

　
　

仙
女
が
封
陟
に
贈
っ
た
詩　

そ
の
三

　

蕭
郎
不
顧
鳳
樓
人　

蕭
郎
は
顧
み
ず�

鳳
楼
の
人
を

　

雲
澁
廻
車
涙
臉
新　

�

雲
は
車
を
廻
ら
す
に
渋
り�

涙
は
臉
に
新
た

な
り

　

愁
想
蓬
瀛
歸
去
路　

愁
ひ
て
想
ふ
蓬
瀛�

帰
り
去
る
路

　

難
窺
舊
苑
碧
桃
春　

窺
ひ
難
し�

旧
苑
碧
桃
の
春

昔
、
蕭
史
は
弄
玉
と
共
に
鳳
凰
台
か
ら
天
に
昇
っ
た
の
に
、
あ

な
た
は
私
を
振
り
向
い
て
も
く
れ
ま
せ
ん
。
天
に
戻
る
雲
車
の

歩
み
は
重
く
、
涙
が
乾
く
ひ
ま
な
く
頰
に
流
れ
ま
す
。

沈
む
心
で
蓬
萊
山
へ
の
帰
り
道
を
た
ど
っ
て
も
、
も
は
や
桃
の

花
が
庭
に
咲
く
春
景
色
は
見
え
ま
せ
ん
。

　

封
陟
は
お
つ
き
の
侍
女
か
ら
「
こ
の
木
偶
の
坊
」（「
木
偶
人
」）

と
罵
ら
れ
る
の
で
す
が
、
仙
女
自
身
に
は
封
陟
に
未
練
が
残
っ
て
い

て
、
右
の
詩
の
後
半
で
、
ひ
と
り
蓬
萊
山
に
帰
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら

ぬ
足
取
り
も
重
く
、
天
上
の
わ
が
住
処
に
は
桃
の
花
咲
く
春
の
訪
れ

は
や
っ
て
こ
な
い
だ
ろ
う
、
と
嘆
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
詩
は

侍
女
と
は
違
う
仙
女
自
身
の
偽
ら
ざ
る
本
心
、「
真
情
」
を
詠
じ
て

い
る
も
の
で
す
。
そ
の
こ
と
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
の
は
物
語
の
最

後
の
場
面
で
、
三
年
後
に
封
陟
が
病
で
死
ん
で
冥
土
に
連
れ
去
ら
れ

る
と
こ
ろ
に
ち
ょ
う
ど
行
き
会
わ
せ
た
仙
女
は
、
か
つ
て
の
因
縁
を

思
っ
て
、
封
陟
に
新
た
に
十
二
年
の
命
を
与
え
て
や
り
ま
す
。
そ
れ

に
よ
っ
て
封
陟
は
息
を
吹
き
返
し
、
か
つ
て
の
自
分
の
行
為
を
後
悔

し
て
慟
哭
し
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
封
陟
」
で
は
仙
女
か
ら
封
陟
に
三
度
、
詩
が

贈
ら
れ
ま
す
。
封
陟
に
対
す
る
求
愛
の
思
い
を
詠
じ
る
最
初
の
二
首

に
も
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
と
諦
め
て
天
に
帰
っ
て
行
く
未
練
を
込
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め
た
最
後
の
一
首
に
も
、
詩
に
こ
そ
偽
り
な
く
ま
こ
と
の
思
い
、「
真

情
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
、
詩
は
登
場
人
物
の
思
い
の
真
実
性
を

証
拠
立
て
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
詩

が
あ
る
。
も
し
「
封
陟
」
と
い
う
作
品
に
詩
が
挿
入
さ
れ
な
け
れ
ば
、

こ
の
物
語
は
成
り
立
た
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
「
封
陟
」
に
つ
い
て
は
、
別
に
「
任
生
」
と
い
う
「
封
陟
」
に
よ

く
似
た
話
が
、『
太
平
広
記
』
に
数
十
年
遅
れ
て
編
纂
さ
れ
た
『
雲

笈
七
籤
』（
巻
一
一
三
上
）
の
中
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、そ
の
「
任
生
」

に
も
詩
が
三
首
挿
入
さ
れ
て
い
ま
す
。「
任
生
」
に
つ
い
て
は
今
日

は
も
う
お
話
し
す
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、唐
代
の
小
説
に
は「
封

陟
」
と
「
任
生
」
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
関
連
す
る
類
似
の
話
を
見
い

だ
す
こ
と
が
出
来
、
こ
の
こ
と
は
今
後
と
も
重
要
な
検
討
課
題
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

（
３
）「
馬
拯
」�

正
体
を
隠
し
て
顕
わ
す
詩
（
Ｃ
）

　

次
に
、三
作
目
と
し
て
「
馬
拯
」（『
太
平
広
記
』
巻
四
三
〇
「
虎
」）

を
取
り
上
げ
ま
す
。
こ
れ
は
小
説
中
に
詩
を
取
り
入
れ
る
き
わ
め
て

分
か
り
や
す
い
例
で
、『
太
平
広
記
』
に
は
い
く
つ
も
の
類
例
が
あ

り
ま
す
。

　

長
慶
（
八
二
一
～
八
二
四
）
の
こ
ろ
、処
士
の
馬
拯
は
各
地
の
山
々

を
歩
き
回
る
こ
と
を
好
み
、
湖
南
に
あ
る
衡
山
の
祝
融
峰
に
登
っ
て

伏
虎
禅
師
の
廟
に
お
参
り
し
ま
す
。
寺
に
は
体
格
の
よ
い
僧
侶
が
い

て
、
馬
拯
の
下
僕
と
一
緒
に
町
に
買
物
に
行
き
ま
す
。
馬
拯
が
ひ
と

り
堂
内
に
い
る
と
、
一
人
の
男
が
麓
か
ら
登
っ
て
き
て
馬
拯
に
、「
途

中
で
一
匹
の
虎
が
人
を
食
ら
い
、
そ
の
後
で
皮
を
脱
い
で
衣
を
着
て

坊
さ
ん
に
化
け
る
の
を
見
か
け
ま
し
た
」
と
告
げ
ま
す
。
驚
い
て
詳

し
く
聞
け
ば
、
食
べ
ら
れ
た
の
は
自
分
の
下
僕
で
、
後
で
そ
の
僧
侶

が
戻
っ
て
き
た
の
を
見
る
と
、口
の
あ
た
り
に
血
が
滲
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
僧
侶
は
実
は
人
喰
い
虎
が
人
間
に
化
け
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
晩
、
馬
拯
と
男
は
寺
の
食じ
き
ど
う堂

に
泊
ま
っ
て
内
側
か
ら
鍵
を
か

け
、
中
に
安
置
さ
れ
て
い
る
土
偶
の
賓び
ん
ず
る

頭
盧
に
香
を
焚
い
て
祈
り
ま

す
。賓
頭
盧
は
お
釈
迦
様
の
弟
子
の
一
人
の
賓
頭
盧
尊
者
の
こ
と
で
、

中
国
で
は
よ
く
寺
の
食
堂
に
安
置
し
て
祭
り
ま
す
。
そ
の
賓
頭
盧
の

土
偶
が
次
の
よ
う
な
詩
を
吟
じ
ま
す
。

　
　

賓
頭
盧
が
吟
じ
た
字
謎
の
詩

　

寅
人
但
溺
欄
中
水　

寅
人�

但
だ
溺
る�

欄
中
の
水

　

午
子
須
分
艮
畔
金　

午
子�

須
く
分
つ
べ
し�

艮
畔
の
金

　

若
教
特
進
重
張
弩　

若
し
特
進
を
し
て
重
ね
て
弩
を
張
ら
し
め
ば

　

過
去
將
軍
必
損
心　

過
ぎ
去
く
将
軍
必
ず
心
を
損
な
は
れ
ん
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人
の
姿
を
し
た
虎
は
井
桁
の
中
の
水
に
お
ぼ
れ
、

　
　

午う
ま

の
男
は
艮
の
畔
の
金
を
分
け
る
が
よ
い
。

　
　

も
し
特
進
に
ふ
た
た
び
弩
は
じ
き
ゆ
みを
引
か
せ
た
な
ら
ば
、

　
　

通
り
過
ぎ
る
将
軍
は
か
な
ら
ず
や
心
を
損
な
う
だ
ろ
う
。

　
　
（
人
に
化
け
た
虎
は
井
戸
で
溺
れ
死
に
、

　
　
　

馬
拯
は
銀
の
皿
を
分
け
与
え
る
が
よ
い
。

　
　
　

も
し
牛
進
に
ふ
た
た
び
弩
を
引
か
せ
た
な
ら
ば
、

　
　
　

や
っ
て
く
る
虎
は
き
っ
と
心
臓
を
射
抜
か
れ
る
だ
ろ
う
。）

　

こ
の
詩
を
耳
に
し
た
二
人
は
、
前
半
二
句
に
つ
い
て
は
、
一
句
目

の
「
寅
人
」
は
虎
で
、「
欄
中
」
は
井
戸
、二
句
目
の
「
午
子
」
の
「
午
」

は
馬
、
す
な
わ
ち
馬
拯
、「
艮
畔
の
金
」
は
「
銀
」
と
い
う
漢
字
、

と
い
っ
た
こ
と
を
解
き
明
か
す
の
で
す
が
、
後
半
二
句
の
意
味
が
分

か
り
ま
せ
ん
。
二
人
は
夜
が
明
け
る
と
、
僧
侶
に
化
け
た
虎
を
井
戸

の
そ
ば
に
誘
い
出
し
て
殺
し
て
し
ま
い
、
銀
の
皿
を
持
っ
て
逃
げ
だ

し
ま
す
。
こ
れ
は
賓
頭
盧
の
詠
じ
た
詩
の
前
半
二
句
の
意
味
を
解
き

明
し
た
た
め
に
行
動
に
移
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
と
言
え
ま
す
。

　

二
人
は
逃
げ
る
途
中
で
一
人
の
猟
師
に
出
会
い
ま
す
。
猟
師
は
道

沿
い
に
、
虎
が
通
る
と
矢
が
飛
び
出
る
仕
掛
け
を
作
っ
て
お
り
、
名

前
を
尋
ね
る
と
「
牛
進
」
と
答
え
る
の
で
、
こ
の
人
が
賓
頭
盧
の
詩

の
三
句
目
に
詠
わ
れ
て
い
た
人
物
だ
と
分
か
っ
て
大
喜
び
し
ま
す
。

と
い
う
の
も
、「
牛
」
と
い
う
漢
字
は
牛
篇
の
「
犢
」（
子
牛
の
こ
と
）

に
通
じ
、
そ
の
「
犢
」
は
詩
の
三
句
目
の
「
特
進
」
の
「
特
」
と
い

う
漢
字
に
通
ず
る
た
め
で
す
。
こ
の
よ
う
な
漢
字
を
用
い
た
謎
を
、

字
に
よ
る
謎
、「
字
謎
」
と
い
い
ま
す
。

　

さ
て
そ
の
後
、
こ
の
仕
掛
け
弓
は
、
井
戸
に
突
き
落
と
さ
れ
て
殺

さ
れ
た
虎
の
仇
を
打
と
う
と
追
い
か
け
て
き
た
別
の
仲
間
の
虎
の
心

臓
を
首
尾
良
く
射
貫
い
て
倒
し
、
こ
れ
ま
で
虎
に
食
い
殺
さ
れ
て
魂

を
操
ら
れ
、「
倀ち
ょ
う

鬼き

」
と
な
っ
て
い
た
多
く
の
人
々
の
正
気
を
取
り

戻
さ
せ
ま
す
。
翌
朝
、
二
人
は
賓
頭
盧
の
詩
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た

銀
の
皿
を
お
礼
に
猟
師
に
分
け
与
え
、
山
を
下
り
る
と
こ
ろ
で
物
語

は
終
わ
り
ま
す
。

　

こ
の
話
に
登
場
す
る
賓
頭
盧
の
詩
は
も
と
よ
り
文
学
と
し
て
の
成

熟
度
を
云
々
す
る
作
品
で
は
な
い
の
で
す
が
、
人
食
い
虎
の
出
現
に

対
し
て
、
馬
拯
等
に
詩
に
よ
っ
て
予
言
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
役

割
を
担
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
二
人
は
こ
の
詩
を
耳
に
し
、

そ
の
意
味
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
虎
に
化
け
た
僧
侶
を
井
戸
に

誘
い
入
れ
て
退
治
す
る
と
い
う
方
法
を
実
行
し
、
逃
げ
る
途
中
に
出

会
っ
た
猟
師
の
名
が「
牛
進
」で
あ
る
と
聞
い
て
詩
に
詠
わ
れ
た「
特

進
」
が
こ
の
人
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
猟
師
の
仕
掛
け
弓
が
自
分
達

を
助
け
て
く
れ
る
こ
と
を
知
り
、
最
後
に
猟
師
に
銀
の
皿
を
分
け
与

え
て
お
礼
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
物
語
の
展
開
に
お
い
て
こ
の
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詩
の
役
割
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、
あ
え
て
謎
を
含
ん
だ
予
言
的
な
詩
句
を
用
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
物
語
を
展
開
す
る
例
は
唐
代
小
説
に
少
な
く
な
い
の
で

す
が
、
な
ぜ
こ
ん
な
回
り
く
ど
い
方
法
を
と
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も

と
よ
り
、
そ
れ
は
作
品
中
に
謎
を
持
ち
込
ん
で
読
者
に
物
語
の
展
開

に
対
す
る
興
味
を
か
き
立
て
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
今
ひ
と
つ
、
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の

参
考
と
な
る
例
が
、
唐
代
伝
奇
小
説
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
「
謝

小
娥
伝
」
に
見
ら
れ
ま
す
。
今
日
は
時
間
の
関
係
で
は
し
ょ
っ
て
申

し
上
げ
ま
す
が
、
謝
小
娥
は
強
盗
に
夫
と
父
親
を
殺
さ
れ
る
の
で
す

が
、
夢
の
中
に
殺
さ
れ
た
夫
と
父
親
が
出
て
き
て
、
自
分
を
殺
し
た

犯
人
は
誰
々
だ
と
、そ
れ
ぞ
れ
が
共
に
三
字
三
句
、計
九
文
字
の
「
字

謎
」
に
よ
っ
て
伝
え
ま
す
。
つ
ま
り
犯
人
の
名
前
を
直
接
に
は
言
わ

ず
、
謎
々
の
よ
う
に
し
て
伝
え
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
は
韻
文

だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
謝
小
娥
は
三
字
三
句
の
字
謎
の

謎
が
解
け
ず
に
何
年
も
苦
し
み
、
最
後
に
そ
の
謎
を
解
く
人
物
に
出

会
っ
て
犯
人
が
誰
で
あ
る
か
を
知
り
、
苦
労
の
末
に
敵
討
ち
を
果
た

し
ま
す
。
こ
の
筋
書
き
に
つ
い
て
、清
朝
の
著
名
な
学
者
紀
昀
は『
閲

微
草
堂
筆
記
』（
巻
二
一
「
灤
陽
続
録
三
」）
の
中
で
、
夫
も
父
親
も

自
分
で
直
に
犯
人
の
名
前
を
告
げ
れ
ば
い
い
の
に
、
そ
れ
を
字
謎
に

し
て
、
何
年
も
の
間
、
妻
で
あ
り
娘
で
あ
る
小
娥
を
謎
解
き
に
奔
走

さ
せ
た
の
は
お
か
し
い
で
は
な
い
か
、
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
も
っ
と
も
な
意
見
で
す
が
、
古
来
、
謎
は
韻
文
の
よ
う

な
特
殊
な
表
現
形
式
に
閉
じ
込
め
て
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

後
日
そ
の
謎
が
解
け
て
必
ず
実
現
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
る
も
の
な

の
で
す
。「
馬
拯
」に
見
え
る
賓
頭
盧
の
詩
も
ま
た
そ
の
約
束
に
従
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
確
実
に
虎
を
退

治
し
て
無
事
に
生
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
詩
歌

と
い
う
形
式
は
、
真
実
を
隠
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
真
実
を
露
わ

に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

（
４
）「
張
雲
容
」�

身
世
の
哀
嘆
を
詠
ず
る
詩
（
Ｄ
）

　

次
に
取
り
上
げ
ま
す
「
張
雲
容
」（『
太
平
広
記
』
巻
六
九
「
女
仙
」）

と
題
す
る
作
に
見
え
る
詩
は
、
作
中
人
物
が
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
振

り
返
っ
て
そ
の
境
遇
を
嘆
く
作
で
す
。
こ
れ
を
「
身
世
の
哀
嘆
」
と

称
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

元
和
年
間
（
八
〇
九
～
八
二
〇
）
に
薛
昭
と
い
う
義
俠
心
に
あ
ふ

れ
た
男
が
、
母
親
の
敵
を
討
っ
て
捕
ま
っ
た
男
を
牢
か
ら
逃
が
し
て

や
っ
た
た
め
に
流
罪
と
な
り
ま
す
。
薛
昭
は
流
刑
地
に
赴
く
途
中
、

田
山
叟
と
い
う
不
思
議
な
男
か
ら
仙
薬
を
渡
さ
れ
、
逃
げ
道
を
教
え
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ら
れ
ま
す
。
薛
昭
が
逃
げ
込
ん
だ
の
は
蘭
昌
宮
と
い
う
か
つ
て
楊
貴

妃
に
縁
の
あ
っ
た
宮
殿
で
、
そ
こ
に
夜
に
な
る
と
三
人
の
美
女
が
現

れ
て
薛
昭
と
酒
宴
を
共
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
三
人
の
う
ち
年
上
の

張
雲
容
と
い
う
宮
女
が
言
う
に
は
、
自
分
は
百
年
前
の
開
元
の
こ
ろ

に
楊
貴
妃
に
仕
え
て
い
た
宮
女
で
、
当
時
申
天
師
と
い
う
道
士
が
玄

宗
皇
帝
や
楊
貴
妃
と
親
し
か
っ
た
の
が
縁
で
、
こ
の
道
士
か
ら
死
後

百
年
に
し
て
よ
み
が
え
る
こ
と
の
で
き
る
仙
薬
を
授
か
っ
た
の
だ

が
、今
が
ち
ょ
う
ど
そ
の
百
年
目
に
当
た
り
ま
す
。
ほ
か
の
二
人（
蕭

鳳
台
と
劉
蘭
翹
）
は
当
時
殺
さ
れ
て
そ
ば
に
埋
め
ら
れ
た
仲
間
な
の

で
す
、
と
の
こ
と
。
こ
う
し
て
、
三
人
の
女
た
ち
は
一
人
ず
つ
詩
を

詠
ず
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
左
が
そ
の
詩
で
す
。

　
　

鳳
台
が
詠
じ
た
詩

　

臉
花
不
綻
幾
含
幽　

臉
花�

綻
び
ず�

幾
た
び
か
幽
を
含
む

　

今
夕
陽
春
獨
換
秋　

今
夕�

陽
春�

独
り
秋
に
換
は
る

　

我
守
孤
燈
無
白
日　

我
は
孤
灯
を
守
り
て
白
日
無
し

　

寒
雲
隴
上
更
添
愁　

寒
雲�

隴
上�

更
に
愁
ひ
を
添
ふ

花
の
か
ん
ば
せ
ほ
こ
ろ
ば
ず
憂
い
に
沈
み
、
今
宵
は
う
ら
ら
か

な
春
も
秋
の
よ
う
に
寂
し
い
。

日
の
射
さ
ぬ
部
屋
で
灯
火
を
見
つ
め
れ
ば
、
寒
雲
お
お
う
盛
り

土
に
愁
い
は
増
す
ば
か
り
。

　
　

蘭
翹
が
詠
じ
た
詩

　

幽
谷
啼
鶯
整
羽
翰　

幽
谷
の
啼
鶯�

羽
翰
を
整
へ

　

犀
沈
玉
冷
自
長
歎　

犀
沈
み
玉
冷
や
や
か
に
し
て
自
ら
長
く
嘆
く

　

月
華
不
忍
扃
泉
戸　

月
華�

忍
び
ず
泉
戸
を
扃と
ざ

す
に

　

露
滴
松
枝
一
夜
寒　

露
は
松
枝
に
滴
り
て
一
夜
寒
し

奥
深
い
谷
間
に
鴬
囀
り
羽
を
整
え
、
犀
の
杯
も
珠
玉
も
冷
た
い

地
下
に
嘆
く
ば
か
り
。

月
明
か
り
が
閉
ざ
さ
れ
た
黄
泉
の
扉
を
照
ら
す
寂
し
さ
、
夜
露

が
松
の
枝
に
滴
っ
て
夜
通
し
寒
い
。

　
　

雲
容
が
詠
じ
た
詩　
（
韻
字
は
「
塵
・
神
・
春
」）

　

韶
光
不
見
分
成
塵　

韶
光�

見
ず�

分
ち
て
塵
と
成
る
を

　

曾
餌
金
丹
忽
有
神　

曾
て
金
丹
を
餌
し
て
忽
ち
神
有
り

　

不
意
薛
生
携
舊
律　

意
は
ざ
り
き
薛
生�

旧
律
を
携
へ

　

獨
開
幽
谷
一
枝
春　

独
り
幽
谷
に
一
枝
の
春
を
開
か
ん
と
は

日
の
光
は
見
え
ず
塵
と
化
し
ま
し
た
が
、
か
つ
て
金
丹
を
飲
ん

で
不
思
議
な
こ
と
が
起
き
ま
し
た
。

は
か
ら
ず
も
薛
昭
様
が
昔
の
約
束
を
違
え
ず
、
深
い
谷
間
に
一

枝
の
春
を
届
け
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。

　

三
人
の
詩
は
共
に
七
言
絶
句
で
、こ
の
う
ち
鳳
台
と
蘭
翹
の
詩
は
、
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死
後
に
こ
の
墓
に
埋
も
れ
、
長
い
年
月
、
日
の
差
さ
な
い
暗
く
寒
い

地
下
に
埋
も
れ
て
過
ご
す
日
々
を
詠
じ
て
お
り
、
わ
が
身
を
嘆
き
つ

つ
、
初
対
面
の
薛
昭
に
対
し
て
、
こ
れ
が
自
分
の
今
日
ま
で
の
境
遇

な
の
で
す
と
い
う
、
い
わ
ば
自
己
紹
介
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
雲
容
の
詩
だ
け
は
、
長
い
間
日
の
光
を
見
な
か
っ

た
と
嘆
き
つ
つ
も
、
仙
薬
を
飲
ん
で
い
た
た
め
に
不
思
議
な
出
来
事

が
起
こ
り
、
申
天
師
の
約
束
通
り
薛
昭
が
奥
深
い
谷
間
に
一
枝
の
春

を
届
け
て
く
れ
た
、
一
筋
の
光
が
差
し
込
ん
だ
と
、
喜
び
を
詠
じ
て

い
ま
す
。
三
人
の
詩
が
詠
じ
ら
れ
た
の
は
、
自
分
た
ち
が
今
日
に
至

る
ま
で
の
事
情
を
口
頭
で
語
っ
た
そ
の
直
後
で
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ

は
わ
が
身
に
起
こ
っ
た
数
奇
な
運
命
と
今
日
の
境
遇
を
百
年
ぶ
り
に

現
世
の
人
に
語
っ
た
そ
の
心
中
の
抑
え
が
た
い
思
い
を
、
そ
れ
ぞ
れ

一
篇
の
詩
に
凝
縮
し
た
も
の
と
言
え
ま
す
。

　

さ
て
、
三
人
の
宮
女
が
詠
じ
た
三
首
の
詩
に
対
し
て
、
今
度
は
薛

昭
が
唱
和
し
ま
す
。
そ
れ
が
次
の
詩
で
す
。

　
　

薛
昭
が
詠
じ
た
唱
和
詩　
（
韻
字
は
「
人
・
塵
・
春
」）

　

誤
入
宮
垣
漏
網
人　

誤
り
て
宮
垣
に
入
る�

漏
網
の
人

　

月
華
靜
洗
玉
階
塵　

月
華�

静
か
に
洗
ふ�

玉
階
の
塵

　

自
疑
飛
到
蓬
萊
頂　

自
ら
疑
ふ�

飛
び
て
蓬
萊
の
頂
に
到
り

　

瓊
艷
三
枝
半
夜
春　

瓊
艶
の
三
枝�

半
夜
春
な
る
か
と

あ
や
ま
っ
て
宮
殿
の
垣
に
踏
み
込
ん
だ
の
は
逃
亡
し
た
罪
人
、

月
明
か
り
が
ひ
っ
そ
り
と
照
ら
し
出
す
の
は
塵
に
お
お
わ
れ
た

玉
の
階
段
。

ま
る
で
蓬
萊
山
の
頂
上
に
飛
来
し
て
、
玉
の
よ
う
に
美
し
い
三

本
の
枝
に
花
が
咲
き
、
夜
半
に
春
が
訪
れ
た
か
の
よ
う
。

　

薛
昭
の
詩
の
前
半
は
、
逃
亡
の
身
と
な
っ
た
罪
人
が
こ
の
宮
殿
に

迷
い
込
ん
だ
こ
と
か
ら
詠
い
起
こ
し
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
自
分

自
身
の
身
世
の
哀
嘆
と
な
っ
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
詩
の
後
半
に
な

る
と
、
こ
の
詩
は
三
人
の
宮
女
の
う
ち
、
最
後
に
詠
じ
た
雲
容
の
詩

を
承
け
た
唱
和
詩
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
は
薛
昭
の
詩

が
雲
容
の
詩
の
内
容
に
呼
応
し
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、
そ
の
詩
の

押
韻
に
用
い
ら
れ
る
字
が
、
雲
容
の
作
が
「
塵
・
神
・
春
」
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
薛
昭
の
作
も
「
人
・
塵
・
春
」
で
あ
り
、
次
韻
詩
と

ま
で
は
い
か
な
い
に
し
て
も
和
韻
の
作
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
分

か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
酒
宴
が
果
て
た
後
、
三
人
の
中
で
雲
容
が
選

ば
れ
て
薛
昭
と
共
に
一
夜
を
過
ご
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
、
申
天
師

の
予
言
通
り
、
雲
容
は
生
身
の
体
を
取
り
戻
し
て
現
世
に
よ
み
が
え

り
、
二
人
は
夫
婦
と
な
っ
て
共
に
過
ご
す
と
い
う
展
開
に
つ
な
が
っ

て
い
き
ま
す
。
こ
こ
で
も
、
作
品
中
に
挿
入
さ
れ
る
詩
が
物
語
の
展

開
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
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七

（
５
）�「
鄭
徳
璘
」�

複
雑
な
物
語
の
展
開
を
用
意
す
る

詩
（
Ａ
）
～
（
Ｄ
）

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
裴
鉶
『
伝
奇
』
中
の
詩
歌
が
果
た
し
て
い
る
幾

つ
か
の
役
割
に
つ
い
て
見
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
詩

が
小
説
中
の
必
須
の
要
素
と
な
り
、
物
語
の
展
開
を
支
え
て
い
る
も

の
で
し
た
。
次
に
取
り
上
げ
る
「
鄭
徳
璘
」（『
太
平
広
記
』
巻

一
五
二
「
定
数
」）
は
こ
の
よ
う
な
小
説
中
に
お
け
る
詩
の
緊
密
な

働
き
を
複
雑
な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
通
し
て
よ
く
伝
え
る
作
で
す
。

邱
昌
員
氏
も
こ
の
話
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
（
注
（
１
）、
邱
氏
著

書
八
十
八
頁
）。「
鄭
徳
璘
」
に
は
全
部
で
五
首
の
七
言
絶
句
が
含
ま

れ
て
お
り
、そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
は
時
間
の
前
後
が
入
り
組
ん
で
、

な
か
な
か
に
複
雑
で
す
。

　

貞
元
（
七
八
五
～
八
〇
五
）
の
こ
ろ
、
湘
潭
（
湖
南
省
中
部
）
の

尉
で
あ
っ
た
鄭
徳
璘
は
長
沙
（
湘
潭
の
北
、
洞
庭
湖
の
南
）
に
家
が

あ
っ
た
が
、
親
戚
が
江
夏
（
湖
北
省
）
に
住
ん
で
い
た
た
め
に
、
毎

年
会
い
に
行
っ
て
い
た
。
途
中
、
洞
庭
湖
を
舟
で
渡
る
の
で
す
が
、

し
ば
し
ば
舟
に
乗
っ
て
菱
の
実
を
売
る
老
人
に
出
会
い
、
そ
の
た
び

に
酒
を
お
ご
っ
て
い
ま
し
た
。

　

あ
る
年
、
長
沙
の
家
に
舟
で
帰
る
時
の
こ
と
、
近
く
に
韋
と
い
う

姓
の
塩
商
人
が
所
有
す
る
大
き
な
船
が
あ
り
、
そ
の
商
人
の
娘
が
隣

の
舟
の
娘
を
呼
ん
で
話
を
し
て
い
た
。
す
る
と
、
夜
更
け
に
川
面
か

ら
詩
を
吟
ず
る
男
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
詩
を
吟
ず
る
人
の
姿
は

見
え
ず
、
声
だ
け
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
次
に
挙
げ
る
の
が
そ
の
詩

で
す
。

　
　

川
面
に
聞
こ
え
て
き
た
、
男
の
吟
ず
る
詩

　

物
觸
輕
舟
心
自
知　

物
の
軽
舟
に
触
る
る
は�

心
自
ら
知
る

　

風
恬
浪
靜
月
光
微　

風
恬し
ず

か
に
浪
静
か
に�

月
光
微
か
な
り

　

夜
深
江
上
解
愁
思　

夜
深
う
し
て
江
上
に
愁
思
を
解
く

　

拾
得
紅
蕖
香
惹
衣　

拾
ひ
得
た
り�

紅
蕖
の
香
の
衣
に
惹そ

ま
る
を

　

…
…
亦
吟
哦
良
久
。
然
莫
曉
誰
人
所
製
也
。

何
か
が
小
舟
に
当
た
っ
た
の
に
気
が
付
い
た
。風
は
お
だ
や
か
、

浪
は
し
ず
か
、
月
の
光
も
か
す
か
。

夜
も
ふ
け
、
川
面
に
旅
の
愁
い
を
な
ぐ
さ
め
て
い
る
う
ち
に
、

拾
い
上
げ
た
の
は
香
り
が
衣
に
染
み
る
紅
い
蓮
の
花
。

　

こ
の
日
、
夜
の
川
面
に
誰
か
が
詠
じ
る
詩
が
聞
こ
え
て
き
た
こ
と

が
、
こ
の
物
語
の
発
端
に
な
り
ま
す
。
こ
の
詩
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ

は
起
句
の
「
何
か
が
舟
に
触
れ
た
、当
た
っ
た
の
が
心
に
分
か
っ
た
」

と
い
う
表
現
で
す
。
何
が
舟
に
触
れ
た
の
か
。
こ
の
詩
で
は
そ
れ
は

「
紅
蕖
」
つ
ま
り
「
紅
い
蓮
の
花
」
な
の
で
す
が
、
物
語
が
進
行
す

る
に
つ
れ
て
、
登
場
人
物
に
よ
っ
て
「
舟
に
触
れ
た
も
の
」
が
違
っ
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て
き
ま
す
。

　

さ
て
、
川
面
に
詩
が
吟
じ
ら
れ
る
と
、
塩
商
人
の
娘
の
友
達
は
そ

れ
を
聞
き
取
っ
て
娘
の
持
っ
て
い
た
紅
い
詩
箋
に
書
き
付
け
ま
す
。

翌
々
日
、
鄭
徳
璘
は
商
人
の
娘
が
舟
の
窓
か
ら
釣
り
糸
を
垂
れ
て
い

る
の
を
垣
間
見
て
、
た
ち
ま
ち
好
き
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ

で
詩
を
一
首
、
一
尺
余
り
の
紅
い
絹
布
に
書
き
付
け
て
、
う
ま
く
娘

の
釣
り
針
に
か
か
る
よ
う
に
水
面
に
流
し
ま
す
。
娘
が
絹
布
を
釣
り

上
げ
る
と
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
詩
が
書
き
付
け
て
あ
り
ま
す
。

　
　

鄭
徳
璘
が
塩
商
人
の
娘
に
贈
っ
た
詩

　

纖
手
垂
鉤
對
水
窓　

繊
手�

鉤
を
垂
れ�
水
窓
に
対
す

　

紅
蕖
秋
色
艷
長
江　

紅
蕖�

秋
色�

長
江
に
艶
や
か
な
り

　

既
能
解
珮
投
交
甫　

既
に
能
く
珮
を
解
き
て
交
甫
に
投
じ
な
ば

　

更
有
明
珠
乞
一
雙　

更
に
明
珠
有
り
て
一
双
を
乞
は
ん

　

…
…
（
塩
商
人
の
娘
）
然
雖
諷
讀
、
即
不
能
曉
其
義
。

　

…
…
（
鄭
徳
璘
）
然
莫
曉
詩
之
意
義
、
亦
無
計
遂
其
款
曲
。

か
細
い
手
が
船
の
窓
辺
に
釣
り
糸
を
垂
れ
、
秋
の
川
面
に
紅
の

蓮
が
咲
い
て
い
る
か
の
よ
う
。

神
女
が
腰
の
帯
玉
を
解
い
て
鄭
交
甫
に
贈
っ
た
よ
う
に
、
私
も

美
し
い
一
対
の
明
珠
を
手
に
入
れ
た
い
も
の
。

　

詩
の
三
句
目
に
言
う
「
交
甫
」
は
漢
の
劉
向
『
列
仙
伝
』
に
出
る

鄭
交
甫
の
こ
と
で
、
漢
江
で
江
妃
二
女
に
出
会
い
、
二
女
は
身
に
つ

け
た
珠
を
解
い
て
交
甫
に
与
え
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
懐
に
入
れ
た

鄭
交
甫
が
数
十
歩
歩
く
と
二
女
は
消
え
、
懐
の
珠
も
な
く
な
っ
て
い

た
と
い
う
話
で
す
。
鄭
徳
璘
は
鄭
交
甫
と
姓
が
同
じ
「
鄭
」
で
あ
る

こ
と
を
利
用
し
て
、
舟
の
窓
か
ら
釣
り
糸
を
垂
れ
る
娘
に
対
し
て
、

私
に
あ
な
た
の
美
し
い
珠
玉
を
下
さ
い
。
つ
ま
り
、
私
の
恋
心
を
受

け
入
れ
て
く
だ
さ
い
、
と
求
め
て
い
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
詩
の
二
句
目
の
「
紅
蕖
」、
紅
の
蓮
の
花
で
す
が
、

六
朝
の
民
間
歌
謡
で
は
蓮
は
恋
愛
に
関
わ
る
言
葉
と
し
て
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
て
い
ま
す
（「
蓮
」
と
「
憐
」
は
音
通
。「
憐
」
は
恋
人
）。
そ

の
紅
の
蓮
が
長
江
の
水
に
「
つ
や
や
か
に
」
映
っ
て
い
る
と
い
う
の

は
窓
辺
の
娘
の
美
し
い
姿
に
喩
え
て
い
る
の
で
す
が
、実
は
こ
の「
紅

蕖
」
と
い
う
言
葉
が
、
二
三
日
前
の
夜
に
偶
然
に
も
塩
商
人
の
娘
が

夜
の
川
面
で
誰
か
が
吟
詠
す
る
の
を
聞
き
つ
け
て
、
そ
の
女
友
達
が

詩
箋
に
書
き
付
け
て
く
れ
た
詩
の
中
に
も
す
で
に
あ
っ
た
わ
け
で
、

こ
れ
は
も
と
よ
り
偶
然
で
は
な
く
、
こ
の
物
語
の
作
者
に
よ
っ
て
仕

組
ま
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
物
語
は
次
に
続
き
ま
す
。
娘
は
鄭
徳
璘
か
ら
贈
ら
れ
た
詩

を
読
み
ま
す
。
し
か
し
、
娘
は
塩
商
人
の
子
で
、
詩
は
読
む
の
も
作

る
の
も
不
得
意
。「
鄭
徳
璘
」
の
原
文
で
は
詩
の
あ
と
に
「
然
し
て
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一
九

諷
読
す
る
と
雖
も
、
即
ち
其
の
義
を
暁
る
能
は
ず
」
と
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
読
ん
で
は
み
た
も
の
の
そ
の
詩
の
意
味
が
十
分
に
は
分
か
ら

な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
詩
を
も
ら
っ
て
そ
の
お
返

し
の
詩
が
で
き
な
い
の
は
恥
ず
か
し
い
の
で
、
お
り
よ
く
友
達
が
書

き
付
け
て
お
い
て
く
れ
た
先
日
の
詩
箋
の
詩
を
取
り
出
し
て
き
て
、

今
度
は
こ
れ
を
自
分
の
返
歌
と
し
て
、
釣
り
糸
に
引
っ
か
け
て
鄭
徳

璘
に
贈
り
ま
す
。
そ
し
て
、
徳
璘
か
ら
贈
ら
れ
た
紅
い
絹
の
布
は
大

切
に
自
分
の
腕
に
巻
き
付
け
ま
す
。
こ
の
行
為
が
後
で
起
き
る
出
来

事
の
重
要
な
伏
線
と
な
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
塩
商
人
の
娘
に
と
っ
て
も
、
贈
ら
れ
た
詩
に
対
し
て

は
お
返
し
の
詩
を
返
す
べ
き
だ
、
詩
は
や
り
と
り
す
る
も
の
だ
と
い

う
観
念
が
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
点
で
、
詩
の
や
り
と
り
を
手
段

に
思
い
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
一
歩
踏
み
込
ん
だ
関
係
に

進
も
う
と
す
る
場
面
は
、唐
代
小
説
に
広
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

鄭
徳
璘
は
娘
か
ら
詩
を
返
さ
れ
て
す
っ
か
り
喜
ん
で
し
ま
い
ま
す

が
、
徳
璘
も
ま
た
娘
か
ら
返
さ
れ
た
詩
の
意
味
を
十
分
に
は
読
み
解

け
ず
、
原
文
に
は
「
詩
の
意
味
が
す
っ
か
り
は
分
か
ら
な
い
の
で
、

そ
れ
以
上
思
い
を
遂
げ
る
術
も
な
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
こ
の
物
語
の
構
成
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
ま
ず

物
語
の
冒
頭
に
登
場
す
る
詩
に
「
何
か
が
舟
に
触
れ
た
」
と
あ
る
そ

の
何
か
は
本
来
は
「
紅
蕖
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
鄭
徳
璘
が
こ

の
詩
を
読
ん
だ
時
は
、
自
分
自
身
が
詩
を
書
き
付
け
て
女
に
贈
っ
た

紅
い
絹
の
布
と
解
釈
し
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
舟
の
窓
辺
で

釣
り
糸
を
垂
れ
て
い
た
娘
が
釣
り
上
げ
た
の
は
そ
の
紅
い
絹
の
布
で

あ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
。
二
つ
の
詩
（
こ
と
に
川
面
に
聞
こ
え
て
き

た
詩
）
は
、と
も
に
そ
の
意
味
が
十
分
に
は
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、

物
語
は
次
の
場
面
に
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

　

翌
日
、
娘
の
乗
っ
た
塩
商
人
の
舟
は
大
き
い
の
で
、
強
い
風
を
帆

に
受
け
て
遥
か
先
の
方
に
行
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
鄭
徳
璘
の
舟
は
娘

の
舟
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
し
ま
い
、
後
に
残
さ
れ
て
無
念
や
る

か
た
な
い
徳
璘
は
そ
の
日
の
夕
暮
れ
時
、
一
人
の
漁
師
か
ら
塩
商
人

の
乗
っ
て
い
た
舟
が
大
風
の
た
め
に
洞
庭
湖
に
沈
没
し
た
こ
と
を
知

ら
さ
れ
ま
す
。
鄭
徳
璘
は
悲
し
み
の
あ
ま
り
「
水
に
沈
ん
だ
美
女
を

弔
う
詩
（
弔
江
姝
詩
）」
二
首
を
作
り
、
娘
の
霊
魂
を
祭
っ
て
そ
の

詩
を
湖
に
投
げ
入
れ
ま
す
。
す
る
と
水
神
が
こ
の
詩
を
洞
庭
湖
の
水

中
の
王
に
届
け
ま
す
。
湖
の
王
は
、
溺
れ
死
ん
だ
者
を
全
員
呼
び
出

す
と
、
そ
の
中
か
ら
鄭
徳
璘
に
愛
さ
れ
た
娘
を
、
腕
に
紅
い
布
を
巻

き
付
け
て
い
る
こ
と
を
手
掛
か
り
に
探
し
あ
て
、
地
上
に
返
し
て
生

き
返
ら
せ
る
よ
う
に
命
じ
ま
す
。

　

一
方
、
悲
し
み
に
暮
れ
る
鄭
徳
璘
は
夜
中
に
な
っ
て
も
寝
付
か
れ

ず
、
娘
か
ら
も
ら
っ
た
詩
を
口
ず
さ
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
、

船
端
に
何
か
が
当
た
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
こ
で
水
の
上
を
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明
か
り
で
照
ら
し
て
探
し
て
み
る
と
、
溺
れ
死
ん
だ
と
聞
い
た
あ
の

娘
が
見
つ
か
り
ま
す
。
三
つ
目
の
「
舟
に
当
た
っ
た
何
物
か
」
は
生

き
返
っ
て
戻
っ
て
き
た
娘
自
身
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
舟
に
引
き
上

げ
ら
れ
、
息
を
吹
き
返
し
た
娘
は
鄭
徳
璘
に
、
洞
庭
湖
の
王
様
が
あ

な
た
か
ら
受
け
た
恩
義
に
感
じ
て
私
の
命
を
助
け
て
く
れ
た
の
で

す
、
と
事
の
経
緯
を
説
明
し
ま
す
。
し
か
し
鄭
徳
璘
に
は
自
分
が
洞

庭
湖
の
王
に
い
っ
た
い
ど
ん
な
恩
義
を
施
し
た
と
い
う
の
か
、
そ
れ

が
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
て
二
人
は
結
婚
す
る
の
で
す
が
、そ
の
後
三
年
ほ
ど
し
て
、

あ
る
こ
と
が
き
っ
か
け
で
出
会
っ
た
老
人
の
正
体
が
実
は
妻
を
生
き

返
ら
せ
て
く
れ
た
洞
庭
湖
の
王
で
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
す
。
そ
し
て

老
人
は
鄭
徳
璘
に
詩
を
一
首
書
き
残
し
、
も
と
の
湖
に
去
っ
て
行
き

ま
す
。
そ
れ
が
次
の
詩
で
す
。

　
　

洞
庭
湖
の
王
が
鄭
徳
璘
に
贈
っ
た
詩

　

昔
日
江
頭
菱
芡
人　

昔
日�

江
頭�

菱
芡
の
人

　

蒙
君
數
飮
松
醪
春　

君
が
数
し
ば
松
醪
春
を
飲
ま
し
む
る
を
蒙
る

　

活
君
家
室
以
爲
報　

君
の
家
室
を
活
か
し
て
以
て
報
と
為
さ
ん

　

珎
重
長
沙
鄭
徳
璘　

珎
重
す�

長
沙
の
鄭
徳
璘

昔
、
川
の
ほ
と
り
で
菱
や
芡
を
売
っ
て
い
た
人
（
自
分
）
は
、

あ
な
た
か
ら
何
杯
も
の
銘
酒
を
頂
戴
し
た
。

あ
な
た
の
奥
様
を
甦
ら
せ
て
そ
の
恩
に
報
い
よ
う
、
で
は
お
大

事
に
、
長
沙
の
鄭
徳
璘
殿
。

　

こ
の
詩
を
読
ん
で
初
め
て
、
鄭
徳
璘
は
こ
の
人
物
こ
そ
か
つ
て
舟

の
上
で
菱
の
実
を
売
っ
て
お
り
、
自
分
が
何
度
も
酒
を
飲
ま
せ
て

や
っ
た
そ
の
老
人
で
あ
り
、
か
つ
洞
庭
湖
の
王
に
し
て
、
自
分
の
妻

を
生
き
返
ら
せ
て
く
れ
た
当
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
れ
で
こ
の
話
は
終
わ
る
か
と
い
う
と
、
さ
ら
に
そ
の
先

が
あ
っ
て
、
一
年
あ
ま
り
す
る
と
鄭
徳
璘
の
元
に
崔
希
周
と
い
う
秀

才
が
自
作
の
詩
を
編
纂
し
た
巻
物
を
持
参
し
て
訪
ね
て
き
ま
す
。
鄭

徳
璘
が
こ
れ
を
読
ん
で
み
る
と
そ
の
詩
集
の
中
に
、「
江
上
夜
拾
得

芙
蓉
」（
川
の
ほ
と
り
で
、
夜
に
蓮
の
花
を
拾
う
）
と
題
す
る
詩
が

あ
り
、
こ
の
詩
こ
そ
か
つ
て
今
の
妻
が
自
分
に
贈
っ
て
く
れ
た
紅
い

詩
箋
に
書
き
付
け
ら
れ
た
詩
だ
っ
た
の
で
す
。そ
こ
で
、不
審
に
思
っ

た
鄭
徳
璘
が
崔
希
周
に
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
崔
は
、「
数
年
前
、

小
舟
を
鄂
渚
に
泊
め
た
の
で
す
が
、
川
面
に
明
る
く
月
が
照
っ
て
眠

れ
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
何
か
小
さ
な
物
が
船
に
ぶ
つ
か
っ
て
良
い
香

り
が
し
て
き
ま
し
た
。す
く
い
上
げ
て
見
る
と
、一
束
の
蓮
の
花
だ
っ

た
の
で
す
。
そ
こ
で
詩
を
作
り
、
出
来
上
が
っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
口

ず
さ
ん
で
お
り
ま
し
た
」と
言
う
の
で
す
。鄭
徳
璘
は
感
嘆
し
て
、「
こ

れ
こ
そ
運
命
だ
っ
た
の
だ
」
と
言
い
、
そ
の
後
、
二
度
と
洞
庭
湖
を
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渡
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
、
と
よ
う
や
く
こ
こ
で
話
が
終
わ
っ
て
い

ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
鄭
徳
璘
は
崔
希
周
の
話
を
聞
い
て
、
こ
の
数
年

来
、
自
分
の
身
の
上
に
起
き
た
出
来
事
の
す
べ
て
が
、
崔
希
周
が
あ

る
月
夜
の
晩
に
洞
庭
湖
の
川
面
で
口
ず
さ
ん
だ
一
首
の
詩
か
ら
始

ま
っ
た
こ
と
を
悟
り
ま
す
。「
鄭
徳
璘
」
と
い
う
物
語
は
、
作
品
中

に
登
場
す
る
「
詩
」
そ
の
も
の
が
物
語
の
展
開
を
用
意
し
、
作
中
人

物
自
身
も
気
が
つ
か
な
い
謎
を
少
し
ず
つ
解
き
明
か
し
て
、
最
後
に

物
語
の
全
体
を
、
大
き
な
輪
を
ぐ
る
り
と
巡
っ
て
一
つ
に
つ
な
ぎ
合

わ
せ
る
よ
う
に
、
完
結
さ
せ
ま
す
。
実
は
い
ま
長
々
と
説
明
し
た
ス

ト
ー
リ
ー
に
も
す
で
に
省
略
し
た
部
分
が
あ
り
、
実
際
は
も
っ
と
複

雑
で
す
。「
鄭
徳
璘
」
と
い
う
物
語
は
五
篇
の
七
言
絶
句
を
抜
き
に

し
て
は
成
り
立
た
な
い
作
で
あ
り
、作
中
の
詩
は
謎
を
か
け
る
も
の
、

謎
を
潜
ま
せ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
後
日
、
謎
は
必
ず
解
き
明

か
さ
れ
、
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。
こ
の
点

は
、
先
の
「
馬
拯
」
に
登
場
し
た
賓
頭
盧
の
詩
と
も
、
そ
の
機
能
を

同
じ
く
す
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
賓
頭
盧
の
詩
の

方
は
ず
い
ぶ
ん
と
単
純
で
す
。
ま
た
、
賓
頭
盧
自
身
が
謎
の
詩
の
解

を
知
っ
て
い
て
詠
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
崔
希
周
自
身
は
自
分
の

詩
が
そ
の
後
、
何
人
も
の
運
命
を
巻
き
込
ん
で
い
く
き
っ
か
け
と
な

る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
わ
け
で
、
こ
の
詩
に
そ
の
よ
う
な
役

割
を
設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、「
鄭
徳
璘
」
と
い
う
作
品
に
お
け

る
詩
の
挿
入
の
巧
み
さ
が
指
摘
で
き
ま
す
。

　

考
え
て
み
る
と
、
詩
は
散
文
と
は
違
っ
て
意
味
内
容
を
直
接
に
は

明
示
せ
ず
、
散
文
以
上
に
読
者
に
そ
の
意
味
す
る
所
を
つ
と
め
て
読

み
解
く
こ
と
を
要
求
し
ま
す
。
詩
は
し
ば
し
ば
表
に
現
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
包
み
隠
す
よ
う
に
し
て
表
現
し
ま
す
が
、
ま
た
同
時
に
隠

さ
れ
た
も
の
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
真
実
が
露
わ

と
な
り
ま
す
。「
鄭
徳
璘
」
の
よ
う
に
唐
代
の
小
説
に
は
、
詩
を
引

用
し
た
後
に
「
そ
の
意
味
は
ま
だ
よ
く
は
分
か
ら
な
か
っ
た
」
と
い

う
表
現
が
書
き
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
意
味

が
分
か
ら
な
い
で
い
る
の
は
作
中
の
主
人
公
で
あ
る
と
と
も
に
、
読

者
自
身
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
、物
語
を
読
み
進
め
る
う
ち
に
、

詩
の
内
容
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
り
、
最
後
に
す
べ
て
が
明
ら
か
に

な
る
と
と
も
に
、
物
語
も
完
結
し
ま
す
。
い
わ
ば
、
物
語
の
展
開
が

詩
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
そ
の

物
語
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
書
き
手
で
な
け
れ
ば
で
き
る

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
鄭
徳
璘
」
は
そ
の
典
型
的
な
例
と
言
っ

て
よ
い
で
し
ょ
う
。
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（
６
）「
韋
自
東
」�

偽
り
の
詩

　

さ
て
、
最
後
に
取
り
上
げ
る
の
は
「
韋
自
東
」（『
太
平
広
記
』
巻

三
五
六
「
夜
叉
」）
と
題
す
る
作
で
、
こ
れ
に
見
え
る
詩
は
始
め
に

申
し
上
げ
ま
し
た
裴
鉶
『
伝
奇
』
の
中
の
詩
の
四
種
の
役
割
、（
Ａ
）

か
ら
（
Ｄ
）
の
分
類
に
は
入
り
ま
せ
ん
。
詩
は
真
実
を
詠
ず
る
と
い

う
観
念
を
逆
用
し
た
、
い
わ
ば
「
偽
り
の
詩
」
で
す
。
偽
り
と
は
ど

う
い
う
こ
と
な
の
か
。「
韋
自
東
」
は
そ
の
後
半
部
分
が
唐
代
伝
奇

小
説
の
中
で
も
有
名
な
「
杜
子
春
」
の
類
話
と
し
て
知
ら
れ
る
作
で
、

こ
ん
な
話
で
す
。

　

貞
元
（
七
八
五
～
八
〇
五
）
の
こ
ろ
、
義
俠
心
に
と
み
、
恐
ろ
し

い
夜
叉
で
さ
え
打
ち
殺
す
力
を
持
っ
た
韋
自
東
と
い
う
人
物
が
お
り

ま
し
た
。
そ
れ
を
見
込
ん
だ
一
人
の
道
士
が
、
こ
の
韋
自
東
に
仙
薬

作
り
の
協
力
者
に
な
っ
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
し
ま
す
。
道
士
は
韋
自

東
に
、
自
分
は
今
晩
洞
窟
の
奥
で
仙
薬
を
完
成
さ
せ
る
。
そ
こ
で
、

邪
魔
者
が
入
ら
な
い
よ
う
に
、
明
日
の
夜
明
け
方
、
五
更
に
な
る
ま

で
、
あ
な
た
は
剣
を
持
っ
て
洞
窟
の
入
り
口
に
立
ち
、
怪
し
い
者
が

来
た
ら
す
べ
て
剣
で
切
り
つ
け
て
ほ
し
い
、
と
頼
み
ま
す
。
韋
自
東

は
承
知
し
、
次
々
に
現
わ
れ
る
大
蛇
や
怪
し
い
美
人
に
切
り
つ
け
る

の
で
す
が
、
夜
明
け
ご
ろ
に
な
っ
て
、
一
人
の
道
士
が
雲
に
乗
っ
て

降
り
て
く
る
と
韋
自
東
を
ね
ぎ
ら
っ
て
、「
妖
魔
は
い
な
く
な
っ
た

ぞ
。
う
れ
し
い
こ
と
に
我
が
弟
子
の
仙
薬
も
出
来
上
が
っ
た
。
い
ま

詩
を
一
首
作
っ
た
か
ら
、お
ま
え
も
唱
和
す
る
が
よ
い
」
と
言
っ
て
、

韋
自
東
に
次
の
よ
う
な
詩
を
示
し
ま
す
。

　
　

偽
の
師
匠
が
韋
自
東
に
贈
っ
た
詩

　

三
秋
稽
顙
叩
眞
靈　

三
秋�

稽
顙
し
て�

真
霊
に
叩
し

　

龍
虎
交
時
金
液
成　

龍
虎�

交
は
る
時�

金
液
成
る

　

絳
雪
既
凝
身
可
度　

絳
雪�

既
に
凝
り
て�

身
は
度
る
べ
く

　

蓬
壼
頂
上
彩
雲
生　

蓬
壺
頂
上�

彩
雲
生
ず

　

自
東
詳
詩
意
曰
、
此
道
士
之
師
。

三
年
も
の
間�

叩
頭
し
て
真
霊
に
ぬ
か
ず
き
、
龍
虎
交
わ
っ
て

金
液
は
完
成
し
た
。

絳
雪
が
凝
結
し
て
身
は
済
度
し
、
蓬
壺
の
山
頂
に
は
美
し
い
雲

が
た
な
び
い
て
い
る
。

　

こ
れ
は
仙
薬
が
完
成
し
た
こ
と
を
言
祝
ぐ
詩
で
す
。
し
か
も
空
か

ら
降
り
て
き
た
こ
の
道
士
は
、
自
分
は
い
ま
仙
薬
を
完
成
さ
せ
た
洞

窟
の
中
の
道
士
の
師
匠
で
あ
る
と
言
い
、韋
自
東
に
「
汝
可
繼
和
（
汝

継
ぎ
て
和
す
べ
し
）」、
自
分
の
詩
に
唱
和
し
な
さ
い
と
誘
い
か
け
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
実
は
詩
を
作
っ
て
韋
自
東
に
も
唱
和
さ
せ
よ
う

と
し
た
人
物
は
妖
魔
の
類
で
あ
っ
て
、
仙
薬
の
完
成
を
詠
う
こ
の
詩
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三

の
内
容
も
偽
り
で
し
た
。
し
か
し
韋
自
東
に
そ
れ
は
見
抜
け
ず
、
原

文
で
は
七
言
絶
句
の
直
後
に
、「
自
東�

詩
意
を
詳
ら
か
に
し
て
曰
は

く
、『
此
れ
道
士
の
師
な
り
』
と
」
と
言
わ
し
め
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
韋
自
東
は
、
詩
の
意
味
が
自
分
に
は
よ
く
分
か
っ
た
と
思
っ
た
か

ら
こ
そ
、
こ
れ
は
本
当
に
道
士
の
師
匠
で
あ
る
と
確
信
し
た
わ
け
で

す
。
妖
魔
に
よ
る
様
々
な
ま
や
か
し
を
切
り
捨
て
た
韋
自
東
も
、
詠

じ
ら
れ
た
詩
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
真
実

だ
と
考
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
に
、「
詩
」
と
い
う
も
の
は

事
の
真
実
を
証
す
る
も
の
、
と
い
う
観
念
の
存
在
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
実
は
こ
の
詩
こ
そ
真
実
を
装
っ
た
ま
や
か

し
で
し
た
。韋
自
東
が
剣
を
お
さ
め
て
偽
の
師
匠
に
礼
拝
し
た
途
端
、

偽
師
匠
は
洞
窟
に
飛
び
込
ん
で
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
礼
拝
し
た
途
端

に
韋
自
東
に
よ
る
防
御
が
破
れ
た
訳
で
、
仙
薬
を
練
っ
て
い
た
鼎
は

爆
発
し
、
仙
薬
は
完
成
せ
ず
、
す
べ
て
は
元
の
木
阿
弥
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
韋
自
東
」
の
物
語
は
詩
は
真
実
を
証
す
る
も
の

と
い
う
観
念
を
巧
に
逆
用
し
た
も
の
と
言
え
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
妖
魔
の
も
の
が
韋
自
東
に
偽
り
の
詩
を
詠
ず
る
際
に

「
汝
継
ぎ
て
和
す
べ
し
」
と
誘
い
か
け
た
、こ
の
「
継
ぎ
て
和
す
」、「
継

和
」
と
い
う
言
葉
は
、
主
に
は
唐
代
伝
奇
が
盛
ん
に
書
か
れ
た
中
唐

こ
ろ
か
ら
新
た
に
詩
に
用
い
ら
れ
始
め
た
言
葉
で
す
。
詩
人
で
は
劉

禹
錫
（
七
七
二
～
八
四
二
）
や
白
居
易
（
七
七
二
～
八
四
六
）
の
詩

に
登
場
し
、
そ
れ
以
前
の
詩
で
は
武
元
衡
（
七
五
八
～
八
一
五
）
の

作
に
見
え
る
く
ら
い
で
す
。「
韋
自
東
」
は
唐
詩
に
お
い
て
こ
の
語

が
使
用
さ
れ
始
め
た
後
、
や
や
遅
れ
て
こ
の
語
を
作
中
に
用
い
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

三　
お
わ
り
に

　

以
上
、
主
に
は
裴
鉶
『
伝
奇
』
中
の
作
品
を
中
心
に
、
小
説
の
中

に
登
場
す
る
詩
歌
が
そ
の
物
語
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
機
能
、
役
割

を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
巡
っ
て
お
話
し
し
て
き
ま

し
た
。
一
応
の
ま
と
め
と
、
今
回
は
触
れ
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た

補
足
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
に
は
、
六
朝
時
代
と
は
異
な
っ
て
、
唐
代
の
小
説
に
は
作
品

中
に
詩
歌
を
挿
入
す
る
例
が
少
な
く
な
い
こ
と
。
こ
の
こ
と
自
体
は

従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
今
回
は
具
体
的
な
数

字
を
挙
げ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
私
の
調
査
し
た
と
こ
ろ
で
は
、『
太

平
広
記
』
の
部
門
に
よ
る
分
類
で
言
え
ば
、
唐
代
伝
奇
の
代
表
作
が

収
め
ら
れ
る
「
雑
伝
記
」
に
詩
が
多
い
こ
と
は
無
論
、「
神
仙
」「
女

仙
」「
夢
」「
神
」「
鬼
」「
妖
怪
」「
精
怪
」「
畜
獣
」「
雑
録
」
な
ど

に
比
較
的
多
く
出
現
し
ま
す
。
今
回
取
り
上
げ
た
裴
鉶
『
伝
奇
』
中



二
四

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
七
輯

の
詩
も
、「
神
仙
」「
女
仙
」
や
「
畜
獣
」
の
一
つ
で
あ
る
「
虎
」
に

分
類
さ
れ
る
作
品
中
の
作
が
主
で
し
た
。

　

二
つ
に
は
、
唐
代
に
お
け
る
小
説
と
詩
歌
の
結
び
つ
き
に
は
様
々

な
形
が
あ
る
が
、
裴
鉶
『
伝
奇
』
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
異
性
へ
の

誘
い
か
け
の
詩
」
な
ど
、（
Ａ
）
か
ら
（
Ｄ
）
の
四
点
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
濃
淡
の
差
は

あ
れ
、
詩
が
物
語
の
構
成
と
展
開
と
に
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
そ

こ
に
虚
構
、フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
創
作
意
識
が
看
取
で
き
る
こ
と
。

　

三
つ
に
は
、
唐
代
小
説
中
の
詩
の
役
割
に
つ
い
て
、「
詩
」
は
「
真

実
」を
述
べ
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

そ
の
さ
い
の
小
説
中
の
詩
の
真
実
と
は
も
と
よ
り
現
実
に
お
け
る
そ

れ
で
は
な
く
、
作
中
に
お
け
る
真
実
、
創
作
さ
れ
た
真
実
で
す
。
そ

の
性
質
を
唐
代
小
説
は
意
識
的
に
利
用
し
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、後
世
の
小
説
、『
清
平
山
堂
話
本
』、『
三
国
演
義
』、『
西

遊
記
』
な
ど
に
は
「
有
詩
為
證
」（
詩
有
り
て
証
と
為
す
）、
つ
ま
り

「
そ
れ
が
証
拠
に
こ
ん
な
詩
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
定
型
化
し
た
決

ま
り
文
句
と
と
も
に
物
語
の
中
に
し
ば
し
ば
詩
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
一
方
、『
太
平
広
記
』
中
の
唐
代
小
説
に
は
後
世
の

小
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
定
型
化
し
た
詩
の
挿
入
は
見
ら
れ
ま
せ

ん
。作
品
ご
と
に
必
要
に
応
じ
て
詩
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、
唐
代
で
は
、
少
な
く
と
も
裴
鉶
『
伝
奇
』
で
は
、

不
必
要
に
小
説
中
に
詩
が
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

四
つ
に
は
、（
Ａ
）
か
ら
（
Ｄ
）
の
四
点
は
、（
Ｄ
）
の
「
身
世
を

哀
嘆
す
る
詩
」
を
除
い
て
は
通
常
の
唐
詩
で
は
希
で
あ
る
こ
と
。
す

ぐ
れ
た
唐
詩
に
わ
れ
わ
れ
は
深
い
文
学
性
を
感
じ
ま
す
が
、
こ
れ
に

反
し
て
た
と
え
ば
「
馬
拯
」
に
見
え
る
賓
頭
盧
の
詩
は
文
学
性
以
前

の
作
で
し
ょ
う
し
、「
裴
航
」
に
登
場
す
る
樊
夫
人
に
よ
る
予
言
的

な
詩
も
、
そ
れ
自
体
に
感
動
を
覚
え
る
こ
と
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
そ
れ
が
小
説
の
一
部
と
な
る
と
き
、
そ
の
詩
は
そ
の

小
説
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在
と
な
り
、
そ
う
し
て
出
来
上

が
っ
た
小
説
は
「
裴
航
」
の
よ
う
に
後
世
の
文
学
に
も
大
き
な
影
響

を
与
え
る
文
学
作
品
と
な
り
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は

唐
代
の
詩
と
い
う
も
の
を
小
説
中
の
詩
も
含
め
て
、
よ
り
多
様
な
性

質
や
機
能
を
も
っ
た
作
品
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

最
後
に
、
通
常
の
唐
詩
に
は
見
ら
れ
て
唐
代
小
説
中
の
詩
に
は
見

ら
れ
な
い
テ
ー
マ
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
一

つ
は
政
治
や
社
会
、
風
俗
な
ど
を
批
判
す
る
諷
諭
の
詩
、
い
ま
一
つ

は
日
常
の
何
気
な
い
出
来
事
を
描
い
た
日
常
生
活
の
詩
、
こ
の
二
つ

は
唐
代
小
説
中
に
は
な
か
な
か
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
お
も
し
ろ
い
こ

と
に
、
諷
諭
の
詩
と
日
常
生
活
の
詩
の
両
方
に
優
れ
た
作
品
を
数
多
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五

く
残
し
た
の
は
、
唐
代
で
は
白
居
易
で
す
。
こ
と
に
白
居
易
の
日
常

生
活
を
題
材
に
し
た
詩
は
、
次
の
宋
代
の
詩
風
に
つ
な
が
る
新
た
な

傾
向
と
し
て
評
価
さ
れ
ま
す
。
そ
の
一
方
で
白
居
易
に
は
唐
代
伝
奇

と
密
接
に
関
わ
る
「
長
恨
歌
」
が
あ
り
、
ま
た
不
思
議
な
で
き
ご
と

を
記
す
「
記
異
」
と
題
す
る
散
文
が
あ
っ
て
、
共
に
『
太
平
広
記
』

に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す（

（
（

。
さ
ら
に
、白
居
易
の
身
近
な
人
物
と
し
て
、

弟
に
「
李
娃
伝
」
の
作
者
白
行
簡
、
親
友
に
「
鶯
鶯
伝
」
の
作
者
元

稹
が
お
り
、
白
居
易
周
辺
に
は
伝
奇
小
説
と
非
常
に
関
り
の
深
い
人

物
が
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
唐
代
の
半
ば
こ
ろ
に
は
、
白

居
易
の
よ
う
に
唐
詩
の
世
界
と
唐
代
小
説
の
世
界
と
そ
の
両
方
に
跨

が
っ
た
人
物
が
出
現
し
て
い
る
の
で
す
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
人

物
が
出
現
し
た
の
か
。
時
代
が
そ
う
さ
せ
た
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で

す
が
、
本
日
の
話
の
冒
頭
に
、
自
分
が
唐
代
の
詩
と
と
も
に
小
説
を

読
ん
で
き
た
の
は
、
詩
と
小
説
の
両
方
を
読
ん
で
は
じ
め
て
唐
と
い

う
時
代
や
そ
の
文
学
が
分
か
る
気
が
す
る
か
ら
と
申
し
上
げ
ま
し
た

の
も
、結
局
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
だ
説
明
の
足
り
な
い
点
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
時
間
も
き

ま
し
た
の
で
、
こ
の
あ
た
り
で
終
え
る
こ
と
と
致
し
ま
す
。
今
日
は

私
の
拙
い
話
を
お
聞
き
頂
き
、ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注（
１
）　

邱
昌
員
『
詩
与
唐
代
文
言
小
説
研
究
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、

二
〇
〇
八
）、近
藤
春
雄
『
唐
代
小
説
の
研
究
』
所
収
「
唐
代
小
説
と
詩
」（
笠

間
書
院
、
一
九
七
八
）。

（
２
）　
『
太
平
広
記
』
五
百
巻
は
北
宋
・
李
昉
等
編
、
太
平
興
国
六
年
（
九
八
一
）

刊
。
明
嘉
靖
四
十
五
年
談
愷
刻
本
等
の
諸
本
が
あ
り
、
中
華
書
局
排
印
本

（
一
九
六
一
）
が
流
布
。
近
年
で
は
、
張
国
風
『
太
平
広
記
会
校
』
全
二
十

冊
（
北
京
燕
山
出
版
社
、
二
〇
一
一
）
が
あ
る
。『
太
平
広
記
』
中
の
個
々

の
作
品
集
に
つ
い
て
は
、
李
剣
国
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
叙
録
』（
南
開
大
学

出
版
社
、
一
九
九
三
。
同
増
訂
本
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
七
）
参
照
。

（
３
）　
「
裴
航
」
が
宋
詞
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
唐
代
伝
奇
小
説

「
裴
航
」
と
宋
詞
―
楊
沢
民
「
倒
犯
〔
藍
橋
〕」
を
中
心
に
―
」（『
新
し
い

漢
字
漢
文
教
育
』
第
七
〇
号
、
二
〇
二
〇
年
六
月
）
参
照
。
そ
の
冒
頭
に
、

宋
代
以
降
の
文
学
に
お
け
る
「
裴
航
」
の
影
響
に
つ
い
て
記
す
。

（
４
）　

仙
女
が
封
陟
に
贈
っ
た
最
初
の
詩
は
左
の
通
り
。

　
　

謫
居
蓬
島
別
瑤
池　

蓬
島
に
謫
居
せ
ら
れ
て
瑤
池
に
別
れ

　
　

春
媚
烟
花
有
所
思　

春
は
烟
花
に
媚う
つ
くし

く
思
ふ
所
有
り

　
　

爲
愛
君
心
能
潔
白　

君
が
心
の
能
く
潔
白
な
る
を
愛
す
る
が
為
に

　
　

願
操
箕
箒
奉
屏
幃　

願
は
く
は
箕
箒
を
操
り
て
屏
幃
に
奉
ぜ
ん

（
５
）　
「
長
恨
歌
」
は
『
太
平
広
記
』
巻
四
八
六
・
雑
伝
記
に
「
長
恨
傳
」
と
題

し
て
、「
記
異
」
は
同
巻
三
四
四
・
鬼
に
「
王
裔
老
」
と
題
し
て
収
録
。
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〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕　

唐
代
小
説
、
唐
詩
、
裴
鉶
『
伝
奇
』、
小
説
中
の
詩
、
虚
構
に

よ
る
創
作


