
研

究

来
日
明
人
任
元
衡
よ
り
鹿
島
藩
主
鍋
島
直
條
に
贈
ら
れ
た
塡
詞
作
品

中

尾

友
香
梨

は
じ
め
に

鍋
島
直な

お

條え
だ

︵
一
六
五
五
～
一
七
〇
五
︶
は
肥
前
鹿
島
藩
第
四
代
藩
主
で
あ
る
︒
筆
者

は
か
つ
て
そ
の
文
人
的
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
注
目
し
て
︑﹁
文
人
大
名
︱
鍋
島
直
條

(１
)﹂

と
い
う
論
文
を
世
に
問
う
た
︒
ま
た
そ
の
遺
稿
群
﹃
楓
園
家
塵
﹄︵
鹿
島
市
祐
徳
博
物
館

中
川
文
庫
蔵
︶
に
塡
詞
作
品
が
含
ま
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
︑﹁
肥
前
鹿
島
藩
主
・
鍋
島

直
條
と
詞

(２
)﹂

と
い
う
論
考
を
発
表
し
た
︒
近
世
前
期
に
塡
詞
を
創
作
し
た
人
物
は
稀
で

あ
り
︑
遺
さ
れ
た
作
品
も
き
わ
め
て
少
な
い
た
め
︑
直
條
の
塡
詞
作
品
は
注
目
に
値
す

る
の
で
あ
る
︒

塡
詞
と
は
中
国
の
唐
代
に
始
ま
り
︑
宋
代
に
隆
盛
を
き
わ
め
た
韻
文
様
式
の
一
つ
で

あ
る
︒
も
と
も
と
は
楽
曲
に
の
せ
て
歌
っ
て
い
た
歌
詞
が
文
学
形
式
と
し
て
定
着
し
た

も
の
で
あ
り
︑
曲
に
よ
っ
て
句
数
・
字
数
・
平
仄
・
韻
脚
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
︒

そ
れ
に
合
わ
せ
て
歌
詞
を
塡う

め
て
作
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
呼
び
名
が
あ
る
︒
ま
た
単
に

﹁
詞
﹂
と
称
し
た
り
︑
絶
句
や
律
詩
の
よ
う
に
斉
言
体
で
は
な
く
長
短
不
揃
い
の
句
で
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
﹁
長
短
句
﹂
と
称
し
た
り
︑
詩
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
意
味
で
﹁
詩
余
﹂
と
称
し
た
り
も
す
る
︒

塡
詞
は
唐
代
後
半
か
ら
次
第
に
韻
文
と
し
て
の
形
式
を
整
え
︑
や
が
て
独
特
の
文
芸

性
を
そ
な
え
る
よ
う
に
な
り
︑
宋
代
以
降
は
独
自
の
文
学
形
式
と
し
て
発
達
し
た
︒
そ

の
た
め
よ
く
詩
と
並
ん
で
﹁
詩
詞
﹂
と
併
称
さ
れ
る
︒
し
か
し
元
代
に
な
る
と
︑
塡
詞

は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
く
な
り
︑
曲
調
も
次
第
に
伝
承
を
失
う
︒
一
方
︑
明
代
に
は

韻
文
様
式
の
一
つ
と
し
て
復
活
し
︑
詞
集
が
出
版
さ
れ
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
作

る
人
も
次
第
に
増
え
る
︒
特
に
明
末
に
毛
晋
の
汲
古
閣
か
ら
次
々
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
宋

名
家
詞
﹄
六
十
一
種
は
こ
の
風
潮
に
拍
車
を
か
け
︑
清
朝
に
は
江
蘇
・
浙
江
の
両
省
を

は
じ
め
江
南
地
方
の
文
人
た
ち
の
間
で
再
び
塡
詞
が
流
行
し

(３
)た

︒

日
本
に
お
け
る
塡
詞
の
受
容
に
つ
い
て
は
︑
通
史
的
な
研
究
と
し
て
神
田
喜
一
郎
氏

に
よ
る
﹃
日
本
に
お
け
る
中
国
文
学
︱
日
本
塡
詞
史
話
﹄
二

(４
)巻

が
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
れ

ば
現
在
確
認
で
き
る
最
も
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
︑
嵯
峨
天
皇
︵
七
八
六
～
八
四

二
︶
の
﹁
漁
歌
子
﹂
五
首
と
こ
れ
に
唱
和
し
た
有
智
子
内
親
王
︵
八
〇
七
～
八
四
七
︶

の
作
品
二
首
︑
滋
野
貞
主
︵
七
八
五
～
八
五
二
︶
の
作
品
五
首
が
あ
り
︑
平
安
時
代
の

作
例
と
し
て
は
ほ
か
に
醍
醐
天
皇
の
皇
子
・
兼
明
親
王
︵
九
一
四
～
九
八
七
︶
の
﹁
憶

亀
山
﹂
二
首
も
あ
る
︒
そ
し
て
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
は
︑
五
山
僧
た
ち
の
詩
文
に
中
国

の
塡
詞
を
読
ん
だ
形
跡
が
残
っ
て
お
り
︑
野
川
博
之
氏
の
﹁
五
山
二
留
学
僧
の
塡
詞
製

作
︱
龍
山
・
中
巖
の
木
蘭
花
︱

(５
)﹂

に
よ
れ
ば
︑
龍
山
徳
見
︵
一
二
八
四
～
一
三
五
八
︶

と
中
巖
円
月
︵
一
三
〇
〇
～
一
三
七
五
︶
が
そ
れ
ぞ
れ
元
に
留
学
し
て
い
た
時
期
に

﹁
木
蘭
花
﹂
を
一
首
ず
つ
作
っ
て
い
る
︒

そ
し
て
江
戸
前
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
塡
詞
作
品
が
若
干
増
え
る
が
︑
し
か
し
作
り

手
は
基
本
的
に
幕
府
の
学
問
を
司
っ
て
い
た
林
家
と
そ
の
周
辺
の
人
々
に
限
ら
れ
て
お

来日明人任元衡より鹿島藩主鍋島直條に贈られた塡詞作品
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り
︑
し
か
も
一
人
あ
た
り
の
作
品
数
は
基
本
的
に
二
首
～
六
首
と
少
な
く
︑
平
仄
の
合

わ
な
い
作
品
も
多
い
こ
と
が
︑
前
掲
の
神
田
氏
の
著
書
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
特
に
羅

山
の
作
品
に
関
し
て
神
田
氏
は
︑﹁
固
よ
り
巧
拙
を
以
て
論
ず
べ
き
作
品
で
は
な
く
︑
極

く
初
歩
的
な
平
仄
や
押
韻
の
法
則
さ
へ
も
心
得
な
い
で
︑
単
に
字
数
だ
け
を
何
と
か
合

は
せ
た
︑
全
く
格
に
入
ら
ざ
る
底
の
も
の
で
は
あ
る
が
︑
然
し
い
は
ば
冥
行
擿
埴
し
な

が
ら
よ
く
も
こ
こ
ま
で
達
し
た
も
の
と
感
心
す
る

(６
)﹂

と
評
し
︑
当
時
の
日
本
人
に
と
っ

て
塡
詞
が
如
何
に
難
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
唆
す
る
︒

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
︑
九
州
の
片
田
舎
の
た
か
だ
か
二
万
石
の
小
藩
の
大
名
で

あ
っ
た
直
條
が
︑
中
央
の
林
門
の
人
々
と
較
べ
て
も
質
量
と
も
に
彼
ら
に
勝
る
と
も
劣

ら
ぬ
塡
詞
作
品
を
残
し
た
こ
と
に
は
︑
実
に
驚
き
を
禁
じ
え
な
い
の
で
あ
る
︒
で
は
︑

直
條
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
き
っ
か
け
で
︑
当
時
ま
だ
指
を
染
め
る
人
が
少
な
か
っ
た

こ
の
難
し
く
©
新
ª
し
い
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
挑
戦
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
前
稿
﹁
肥
前

鹿
島
藩
主
・
鍋
島
直
條
と
詞
﹂
に
お
い
て
︑
筆
者
は
そ
の
可
能
性
を
来
日
明
人
任
元
衡

よ
り
直
條
に
贈
ら
れ
た
﹁
楓
園
八
景
詞
﹂
に
も
と
め
た
が
︑
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
原
文

を
付
録
に
掲
げ
る
に
止
め
た
︒
本
稿
で
は
﹁
楓
園
八
景
詞
﹂
を
具
体
的
に
分
析
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
が
︑
そ
の
前
に
直
條
の
楓
園
の
八
景
詩
︑
及
び
任
元
衡
が
日
本
に
来

た
目
的
な
ど
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
よ
う
︒

一

二
つ
の
﹁
楓
園
八
景
詩
﹂
と
﹁
楽
思
園
八
景
詩
﹂

寛
文
十
二
年
︵
一
六
七
二
︶
十
二
月
に
十
八
歳
で
肥
前
鹿
島
藩
第
四
代
藩
主
と
な
っ

た
鍋
島
直
條
は
︑
約
二
年
後
の
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
春
に
江
戸
青
山
の
上
屋
敷
に

庭
園
を
造
営
し
︑﹁
楓
園
﹂
と
名
づ
け
た
︒
園
中
に
楓
の
樹
を
多
く
植
え
た
こ
と
に
因
む

名
で
あ
る
︒
そ
し
て
昵
懇
に
し
て
い
た
林
門
の
人
々
に
さ
っ
そ
く
﹁
楓
園
八
景
詩
﹂
の

創
作
を
依
頼
し
た
︒
各
題
と
作
り
手
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

｢花
林
聞
鶯
﹂

林
学
士

﹁
関
霞
朝
望
﹂

林
整
宇

｢竹
渓
飛
蛍
﹂

林
晋
軒

﹁
楓
園
夕
暉
﹂

竹
洞

｢碧
池
霽
月
﹂

蘭
斎
坂
亨

﹁
平
田
落
雁
﹂

野
子
迪
父

｢前
村
深
雪
﹂

荷
渓
狛
庸

﹁
松
径
清
風
﹂

漸
軒
坂
立

︵﹃
楓
園
家
塵
﹄
巻
百
三
十
八
︑
原
本
は
井
上
敏
幸
氏
蔵
﹃
楓
園
雅
唱
﹄
巻
子
所
収
︶

詩
体
は
五
言
律
詩
で
統
一
さ
れ
て
お
り
︑
詠
み
手
は
林
門
の
面
々
︒
学
士
は
い
う
ま

で
も
な
く
鵞
峰
︑
林
家
第
二
代
︑
当
時
五
十
八
歳
︒
寛
文
三
年
︵
一
六
六
三
︶
に
四
代

将
軍
家
綱
に
五
経
を
講
義
し
て
﹁
弘
文
院
学
士
﹂
の
名
号
を
与
え
ら
れ
て
い
た
︒
整
宇

は
の
ち
第
三
代
と
な
る
鳳
岡
の
別
号
︑
当
時
三
十
一
歳
︒
直
條
の
生
涯
の
親
友
の
一
人

で
あ
り
︑
直
條
の
墓
誌
銘
も
鳳
岡
の
手
に
な
る
︒
そ
し
て
晋
軒
は
早
世
し
た
読
耕
斎
の

子
︑
当
時
二
十
二
歳
︒
竹
洞
は
人
見
友
元
︑
徳
川
光
圀
に
仕
え
た
人
見
卜
幽
軒
の
甥
で

あ
り
︑
卜
幽
軒
と
同
じ
く
林
門
に
学
び
︑﹃
本
朝
通
鑑
﹄
の
編
修
に
加
わ
っ
た
︒
初
め
て

林
家
以
外
の
出
身
で
幕
府
の
儒
官
に
抜
擢
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
︑
の
ち
に
天
和
二
年

︵
一
六
八
二
︶
来
朝
の
朝
鮮
通
信
使
の
応
接
や
翌
年
の
﹁
武
家
諸
法
度
改
訂
﹂︵
天
和
令
︶

の
起
稿
な
ど
多
く
の
重
要
な
公
務
に
参
加
し
た
︒
こ
の
時
三
十
八
歳
︒

蘭
斎
坂
亨
は
坂
井
伯
元
︒
羅
山
に
学
び
︑
羅
山
没
後
は
鵞
峰
を
助
け
て
塾
の
運
営
に

携
わ
り
︑﹃
本
朝
通
鑑
﹄
の
南
北
朝
時
代
の
執
筆
を
担
当
し
た
︒
ま
た
幕
府
評
定
所
に
出

仕
し
︑
の
ち
塾
を
開
い
て
細
井
広
沢
等
に
教
え
た
︒
こ
の
時
四
十
六
歳
︒
漸
軒
坂
立
は

伯
元
の
子
︑
伯
立
︒
鵞
峰
の
﹃
国
士
館
日
録
﹄
巻
五
︑
寛
文
十
二
年
︵
一
六
七
二
︶
九

月
十
三
日
の
条
に
︑﹁
伯
元
携
伯
立
来
︑
今
日
立
初
登
城
拝
謁
云
々
﹂︵
伯
元

伯
立
を
携

え
て
来
た
り
︒
今
日
︑
立
﹇
伯
立
﹈
初
め
て
登
城
し
拝
謁
す
る
と
云
々
︶
と
あ
る
の
で
︑

こ
の
頃
よ
り
林
門
に
出
入
り
し
た
と
見
ら
れ
る
︒
た
だ
文
化
十
五
年
︵
一
八
一
八
︶
版

﹃
江
都
諸
名
家
墓
所
一
覧
﹄
等
を
は
じ
め
︑
江
戸
後
期
の
人
名
録
及
び
現
代
の
人
名
事
典
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は
ほ
と
ん
ど
が
﹁
漸
軒
﹂
を
伯
元
の
号
と
し
て
い
る
が
︑
右
﹁
楓
園
八
景
詩
﹂
の
原
本

を
収
め
る
﹃
楓
園
雅
唱
﹄
巻
子
︵
井
上
敏
幸
氏
蔵
︶
の
伯
立
の
落
款
印
は
ま
ぎ
れ
も
な

く
﹁
漸
軒
斎
主
人
﹂
と
あ
る
の
で
︑
二
世
紀
近
く
に
わ
た
っ
て
続
い
た
誤
解
は
こ
こ
に

訂
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

野
子
迪
父
は
幕
府
の
御
総
医
師
を
つ
と
め
た
野
間
三
竹
の
弟
︑
安
節
︒
の
ち
三
竹
と

同
じ
く
幕
医
と
な
っ
て
活
躍
し
た
︒﹃
日
本
の
漢
詩
人
と
名
詩
﹄
第
二
巻
︵
ゆ
ま
に
書

房
︑
一
九
八
三
年
︶
に
漢
詩
三
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
荷
渓
狛
庸
は
平
安
時
代
か
ら

続
く
楽
家
︑
狛
家
の
出
身
で
︑
漢
学
を
修
め
た
狛
高
庸
︒
こ
の
時
三
十
七
歳
︒
高
庸
は

詩
文
を
得
意
と
し
︑
能
書
家
と
し
て
も
知
ら
れ
︑
足
利
学
校
の
扁
額
﹁
学
校
﹂
二
字
は
︑

弘
治
元
年
︵
一
五
五
五
︶
に
来
日
し
た
朝
鮮
人
︑
蒋
龍
渓
の
書
を
狛
高
庸
が
縮
写
し
た

も
の
で
あ
り
︑
ま
た
寛
文
八
年
︵
一
六
六
八
︶
に
鋳
造
さ
れ
た
新
﹁
寛
永
通
宝
﹂
の
銭

文
も
狛
高
庸
の
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒

こ
の
よ
う
に
二
十
一
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
若
い
大
名
︑
鍋
島
直
條
は
幕
府
の
学
問

の
中
枢
に
い
た
林
門
の
錚
々
た
る
メ
ン
バ
ー
を
動
員
し
て
︑
出
来
て
間
も
な
い
楓
園
の

た
め
に
八
景
詩
を
創
作
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
背
景
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
佐
賀

藩
初
代
藩
主
・
鍋
島
勝
茂
の
娘
︵
直
條
の
父
の
妹
︶
が
︑
鵞
峰
と
昵
懇
の
間
柄
に
あ
っ

た
島
原
藩
主
・
松
平
忠
房
の
正
室
で
あ
る
と
い
う
事
実
も
無
視
で
き
な
い
︒
し
か
し
そ

れ
よ
り
も
大
き
か
っ
た
の
は
︑
や
は
り
直
條
自
身
の
人
柄
と
才
能
が
︑
多
く
の
人
材
を

見
て
き
た
林
鵞
峰
の
心
を
動
か
す
ほ
ど
の
魅
力
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

以
後
︑
楓
園
で
は
直
條
と
林
門
の
人
々
に
よ
る
雅
集
が
た
び
た
び
催
さ
れ
︑
そ
の
都

度
︑
楓
園
を
詠
む
詩
が
多
数
生
ま
れ
た
が
︑
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
﹁
八
景
詩
﹂
に
限

定
し
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
︒
実
は
﹃
楓
園
家
塵
﹄
に
は
も
う
一
組
の
﹁
楓
園
八
景
詩
﹂

が
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
各
題
と
作
り
手
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

｢花
林
聞
鶯
﹂
釈
盛
胤

﹁
関
霞
朝
望
﹂
宇
三
近

｢竹
渓
飛
蛍
﹂
原
無
咎

﹁
楓
園
有
暉
﹂
四
明
比
丘
義
胤

｢碧
池
晴
月
﹂
冥
冥
子
咏

﹁
平
田
落
雁
﹂
堀
毅

｢前
村
深
雪
﹂
履
素

﹁
松
径
清
風
﹂
山
科
長
安

︵﹃
楓
園
家
塵
﹄
巻
百
三
十
八
︑
附
録
︶

宇
三
近
は
宇
都
宮
遯
菴
︑
周
防
岩
国
の
人
︒
京
都
に
上
っ
て
松
永
尺
五
に
師
事
し
︑

木
下
順
庵
・
安
東
省
菴
・
貝
原
益
軒
ら
と
と
も
に
尺
五
門
の
秀
才
と
し
て
高
く
評
価
さ

れ
た
︒
帰
郷
し
て
朱
子
学
を
広
め
た
が
︑
著
書
﹃
日
本
古
今
人
物
史
﹄︵
一
六
七
二
年

刊
︶
の
﹁
中
川
清
秀
伝
﹂
に
見
え
る
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
記
述
が
幕
府
の
忌
諱
に
ふ
れ

た
こ
と
に
よ
り
︑
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
と
同
八
年
に
二
度
に
わ
た
っ
て
謫
居
を
命

じ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
︒
直
條
よ
り
二
十
二
歳
上
︒

堀
毅
は
堀
蒙
窩
︑
本
姓
は
菅
原
︑
名
は
正
樸
︑
字
は
毅
甫
︑
ま
た
は
毅
父
︒
京
都
の

人
︒
父
は
林
羅
山
・
松
永
尺
五
・
那
波
活
所
と
と
も
に
藤
原
惺
窩
門
の
四
天
王
と
称
さ

れ
た
堀
杏
菴
︒
寛
文
十
一
年
︵
一
六
七
一
︶
に
安
芸
広
島
藩
の
藩
儒
と
な
り
︑
以
後
︑

藩
主
の
参
勤
交
代
に
随
従
し
て
江
戸
と
広
島
の
間
を
往
来
し
た
︒
直
條
と
同
齢
で
あ

る
︒履

素
は
菊
池
履
︑
字
は
士
素
︑
号
は
廓
堂
︑
俗
称
は
菊
池
順
助
︒
丹
州
笹
山
の
人
︒

詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
︑﹃
平
安
人
物
志
﹄︵
文
政
十
三
年
版
︶
の
﹁
聞
人
﹂
の

﹁
近
国
之
部
﹂
に
名
前
が
載
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
山
科
長
安
は
儒
医
︑
京
都
の
人
︒
宇
都

宮
遯
菴
の
﹃
日
本
古
今
人
物
史
﹄
に
寄
せ
た
序
文
の
た
め
幕
府
か
ら
咎
め
を
受
け
た
が
︑

の
ち
許
さ
れ
︑
加
賀
金
沢
藩
に
仕
え
た
︒
直
條
よ
り
十
三
歳
上
︒﹁
原
無
咎
﹂
は
は
っ
き

り
し
な
い
が
︑
あ
る
い
は
宇
都
宮
遯
菴
の
門
人
で
︑
の
ち
長
門
萩
藩
に
仕
え
た
山
田
原

欽
︵
直
條
よ
り
十
一
歳
下
︶
か
︒

｢釈
盛
胤
﹂
は
後
水
尾
天
皇
の
第
十
八
皇
子
で
︑
万
治
三
年
︵
一
六
六
〇
︶
に
親
王
と

な
っ
て
出
家
し
︑
延
宝
五
年
︵
一
六
七
七
︶
に
二
度
に
わ
た
っ
て
天
台
座
主
を
つ
と
め

来日明人任元衡より鹿島藩主鍋島直條に贈られた塡詞作品
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た
盛
胤
入
道
親
王
︵
直
條
よ
り
四
歳
上
︶︒﹁
四
明
比
丘
義
胤
﹂
は
具
体
的
に
誰
な
の
か

わ
か
ら
な
い
が
︑
天
台
宗
の
僧
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
残
り
の
﹁
冥
冥
子
咏
﹂

も
は
っ
き
り
し
な
い
が
︑
宇
都
宮
遯
菴
・
堀
蒙
窩
・
山
科
長
安
︑
そ
し
て
盛
胤
入
道
親

王
・﹁
四
明
比
丘
義
胤
﹂
と
い
う
組
み
合
わ
せ
か
ら
考
え
れ
ば
︑
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
明
ら

か
に
京
都
の
儒
者
と
天
台
宗
の
僧
門
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
﹁
冥
冥
子
咏
﹂

も
お
そ
ら
く
は
京
都
の
儒
者
か
︑
ま
た
は
天
台
宗
の
僧
門
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
人
物

で
あ
ろ
う
︒

つ
ま
り
前
述
の
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
春
の
﹁
楓
園
八
景
詩
﹂
が
江
戸
の
林
門
に

よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
の
に
対
し
て
︑
こ
の
﹁
楓
園
八
景
詩
﹂
は
京
都
の
儒
者
と
天
台
宗

の
僧
門
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
て
お
り
︑
盛
胤
入
道
親
王
が
延
宝
八
年
︵
一
六
八
〇
︶
に

早
世
し
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
︑
京
都
版
の
創
作
年
代
は
当
然
こ
の
年
を
下
ら
な
い
︒

し
た
が
っ
て
直
條
は
楓
園
を
造
営
し
て
約
五
年
の
間
に
︑
江
戸
と
京
都
の
知
人
・
友
人

に
一
組
ず
つ
﹁
楓
園
八
景
詩
﹂
の
創
作
を
依
頼
し
た
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
の
顔
ぶ
れ
と

年
齢
を
見
れ
ば
︑
二
十
代
前
半
の
青
年
の
交
遊
圏
と
し
て
は
甚
だ
豪
華
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
し
か
も
︑
江
戸
版
が
五
言
律
詩
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑

京
都
版
は
七
言
絶
句
︒
両
者
の
作
品
を
具
体
的
に
比
較
す
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が

見
え
て
面
白
い
は
ず
だ
が
︑
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
は
そ
れ
に
割
く
紙
幅
の
余
裕
が
な

い
︒『楓

園
家
塵
﹄
は
︑
前
記
の
二
つ
の
﹁
楓
園
八
景
詩
﹂
の
ほ
か
に
︑
ま
た
﹁
楽
思
園
八

景
詩
﹂
を
収
め
る
︒
楽
思
園
と
は
鹿
島
に
あ
っ
た
庭
園
の
名
で
あ
る
︒
参
考
ま
で
に
各

題
と
作
り
手
を
あ
げ
る
と
︑
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

｢梅
窓
新
鶯
﹂
整
宇
林
学
士

﹁
桜
場
白
雲
﹂
幻
覚
崇
寛

｢松
林
啼
鵑
﹂
鶴
山
野
節

﹁
蓮
渓
晩
風
﹂
東
皐
越
杜
多

｢萩
洲
吟
虫
﹂
順
菴
貞
幹

﹁
桂
院
霽
月
﹂
紫
雲
機

｢柳
岸
睡
鳬
﹂
東
皐
岡
泰

﹁
竹
径
曙
雪
﹂
宝
月
頭
陀︵﹃

楓
園
家
塵
﹄
巻
八
十
六
︶

｢楽
思
園
八
景
詩
﹂
が
作
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
大
庭
卓
也
﹁
人
見
竹
洞
と
東
皐

心
越
︱
竹
洞
伝
の
一
齣
︱

(７
)﹂

に
簡
単
な
紹
介
が
あ
る
の
で
︑
詳
し
い
説
明
を
避
け
る

が
︑
貞
享
四
年
︵
一
六
八
七
︶
春
︑
参
勤
交
代
で
江
戸
に
い
た
直
條
は
︑
林
鳳
岡
と
相

談
し
て
八
題
を
四
詠
ず
つ
に
分
け
︑
そ
れ
ぞ
れ
儒
者
と
僧
門
に
創
作
を
依
頼
し
た
の
で

あ
る
︒
つ
ま
り
鳳
岡
︵
整
宇
林
学
士
︶
を
除
い
た
七
人
の
う
ち
︑
鶴
山
野
節
︵
人
見
竹

洞
︶︑
順
菴
貞
幹
︵
木
下
順
庵
︶︑
東
皐
岡
泰
︵
岡
井
碧
庵
︑
林
門
︶
は
儒
者
︑
残
り
四

人
は
僧
門
で
あ
る
︒
詩
型
は
前
記
の
京
都
版
﹁
楓
園
八
景
詩
﹂
と
同
じ
く
七
言
絶
句
︒

こ
れ
を
踏
ま
え
て
前
記
の
二
つ
の
﹁
楓
園
八
景
詩
﹂
を
振
り
返
れ
ば
︑
江
戸
で
作
ら

れ
た
﹁
楽
思
園
八
景
詩
﹂
は
明
ら
か
に
京
都
版
﹁
楓
園
八
景
詩
﹂
を
踏
ま
え
て
制
作
さ

れ
て
お
り
︑
ま
た
京
都
版
﹁
楓
園
八
景
詩
﹂
は
江
戸
の
林
門
に
よ
る
﹁
楓
園
八
景
詩
﹂

を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
も
そ
の
間
に
は
少
し
ず
つ
変
化
が

見
え
て
面
白
い
︒
単
に
詠
み
手
の
構
成
だ
け
を
見
れ
ば
︑
最
初
の
江
戸
版
は
林
門
で
固

め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
京
都
版
は
儒
者
と
僧
門
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
お

り
︑
そ
れ
は
藤
原
惺
窩
か
ら
松
永
尺
五
に
継
承
さ
れ
た
京
都
の
儒
学
が
︑
朱
子
学
を
中

心
に
据
え
つ
つ
も
神
道
を
学
び
仏
教
や
道
教
も
排
除
し
な
か
っ
た
思
想
傾
向
と
合
致
す

る
︒﹁
楓
園
八
景
詩
﹂
の
創
作
は
当
然
直
條
の
依
頼
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
は
ず
だ
が
︑
直

條
が
こ
の
よ
う
な
人
選
を
行
っ
た
の
は
や
は
り
当
時
の
京
都
の
儒
流
の
思
想
傾
向
に
鑑

み
た
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
直
條
自
身
の
学
問
思
想
の
反
映
で
も
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
︒

そ
し
て
貞
享
四
年
に
江
戸
で
作
ら
れ
た
﹁
楽
思
園
八
景
詩
﹂
は
︑
京
都
版
﹁
楓
園
八

景
詩
﹂
に
示
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
学
問
思
想
を
睨
み
つ
つ
︑
敢
え
て
松
永
尺
五
門
で
幕

儒
と
な
っ
た
木
下
順
庵
︵
当
時
六
十
六
歳
︶
や
京
都
の
臨
済
僧
・
剛
室
崇
寛
︵
幻
覚
崇
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寛
︶︑
明
よ
り
渡
来
し
た
曹
洞
僧
・
東
皐
心
越
︵
東
皐
越
杜
多
︑
当
時
四
十
九
歳
︶︑
江

戸
の
紫
雲
山
瑞
聖
寺
に
い
た
黄
檗
僧
・
鉄
牛
道
機
︵
紫
雲
機
︑
当
時
六
十
歳
︶︑
高
野
山

文
殊
院
に
い
た
真
言
僧
・
雲
堂
︵
宝
月
頭
陀
︶
な
ど
︑
多
様
な
学
派
と
宗
派
の
人
物
を

詠
み
手
と
し
て
加
え
︑
さ
ら
に
幅
広
い
学
問
傾
向
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒
し
か
も
﹁
楽
思
園
八
景
詩
﹂
の
作
り
手
は
基
本
的
に
四
十
代
以
上
の
儒
者
・

僧
門
で
固
め
ら
れ
て
お
り
︑
一
段
と
成
熟
し
た
作
品
群
を
作
り
だ
し
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
︒

さ
て
︑
こ
の
よ
う
に
直
條
が
江
戸
や
京
都
の
豪
華
な
顔
ぶ
れ
を
動
員
し
て
﹁
八
景
詩
﹂

を
三
度
も
作
ら
せ
た
時
代
背
景
に
は
︑
当
時
の
﹁
八
景
詩
﹂
の
流
行
が
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
八
景
の
歴
史
は
も
ち
ろ
ん
中
国
の
瀟
湘
八
景
に
遡
り
︑
宋
・

元
・
明
・
清
を
通
じ
て
無
数
の
八
景
詩
が
生
ま
れ
た
︒
日
本
へ
は
鎌
倉
時
代
に
宋
元
の

八
景
詩
が
流
入
し
︑
五
山
僧
の
間
で
も
て
は
や
さ
れ
た
後
︑
江
戸
時
代
に
普
及
し
た
︒

有
名
な
も
の
に
﹁
近
江
八
景
﹂﹁
金
沢
八
景
﹂
な
ど
が
あ
る
︒
大
名
た
ち
も
庭
園
を
造
営

し
て
は
八
景
を
名
付
け
︑
文
人
・
儒
者
た
ち
を
動
員
し
て
﹁
○
○
八
景
詩
﹂
を
作
る
こ

と
に
熱
心
で
あ
っ

(８
)た

︒
そ
の
よ
う
な
ブ
ー
ム
の
中
で
大
活
躍
し
た
の
が
林
門
の
人
々
で

あ
り
︑
江
戸
版
の
﹁
楓
園
八
景
詩
﹂
が
生
ま
れ
る
四
年
前
の
寛
文
十
一
年
︵
一
六
七
一
︶

に
も
︑
加
賀
藩
第
五
代
藩
主
・
前
田
綱
紀
の
江
戸
藩
邸
の
育
徳
園
に
お
い
て
︑
林
家
の

人
々
に
よ
る
﹁
育
徳
園
八
景
詩
﹂
が
作
ら
れ
て
い

(９
)た

︒

た
だ
八
景
を
塡
詞
で
綴
っ
た
も
の
は
少
な
い
︒
そ
れ
は
日
本
だ
け
で
な
く
︑
中
国
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒
一
方
︑﹃
楓
園
家
塵
﹄
に
は
﹁
楓
園
八
景
詞
﹂
一
組
が
収
め
ら

れ
て
い
る
︒
作
者
は
任
元
衡
と
い
う
来
日
明
人
で
あ
る
︒

二

張
斐
・
任
元
衡
ら
一
行
の
来
日
の
目
的

任
元
衡
︑
号
は
邃
菴
︒
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
︑
詳
し
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら

な
い
が
︑
徳
川
光
圀
に
招
か
れ
て
水
戸
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
朱
舜
水
︵
一
六
〇

〇
～
一
六
八
二
︶
の
没
後
︑
そ
の
後
任
の
候
補
者
と
し
て
貞
享
三
年
︵
一
六
八
六
︶
に

長
崎
に
来
航
し
た
張
斐
︵
号
は
非
文
︶
の
外
戚
で
あ
り
︑
こ
の
時
と
も
に
来
航
し
た
︒

張
斐
一
行
が
来
日
し
た
と
の
知
ら
せ
を
受
け
た
徳
川
光
圀
は
︑
さ
っ
そ
く
藩
儒
の
大

串
元
善
と
下
川
三
省
を
長
崎
に
派
遣
し
て
︑
そ
の
人
柄
と
学
識
を
確
め
さ
せ
た
が
︑
こ

の
時
の
筆
談
記
録
が
﹃
張
斐
筆
語
﹄
と
し
て
残
っ
て
お
り
︑
劉
玉
才
・
稲
畑
耕
一
郎
編

纂
﹃
莽
蒼
園
稿

(
)﹄

に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
の
﹁
九
月
八
日
第
四
会
﹂
の
記
録

10

を
見
よ
う
︒
大
串
の
質
問
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
︒

昼
間
︑
文
玉
︵
高
尾
兵
左
衛
門
︶︑
先
生
の
密
語
を
伝
う
︒
初
め
て
之
れ
を
聞
き
︑

坐
よ
り
起た

つ
こ
と
蹶け

つ

然ぜ
ん

と
し
て
︑
自
失
す
る
こ
と
良や

や

久
し
︒
然
ら
ば
則
ち
先
生
は

固ま
こ
とに
当
世
の
程
嬰
・
杵
臼
な
り
︒
初
め
未
だ
嘗
て
之
れ
を
知
ら
ざ
れ
ば
︑
浪み

だ

り
に

無
用
の
瑣
砕
さ
さ
い

︵
些
細
︶
た
る
を
以
て
︑
数し

ば

し
ば
大
志
を
乱
す
︒
先
生

之
れ
に
肯が

え

ん

ぜ
ざ
る
は
︑
固も
と

よ
り
宜む

べ

な
り
︒
如も

し
此
の
情
︵
情
報
︶
を
江
都
︵
江
戸
︶
に
伝
う

れ
ば
︑
則
ち
我
が
公
︵
徳
川
光
圀
︶
も
亦
た
彌い
よ

い
よ
先
生
の
義
に
服
せ
ん
︒
然
れ

ど
も
窃ひ
そ

か
に
聞
く
︑
崇
禎
皇
帝
の
二
三
子
︑
皆
な
賊
手
に
墜

う
し
な
う
と
︒
然
ら
ば
則
ち

今
猶
お
存
す
る
者
︑
竟つ
い

に
何
人
な
る
か
︒
且
つ
事
機
の
変
︑
朝
は
夕
を
俟ま

た
ず
︒

如
し
先
生
の
此
の
地
に
遠
来
す
れ
ば
︑
則
ち
誰
か
其
の
事
を
代
任
せ
ん
︒
弟
等

此
れ
を
疑
う
無
き
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
︑
其
の
詳
つ
ま
び

ら
か
な
る
を
得
て
︑
以
て
江
都
に

達
せ
ん
こ
と
を
欲
す
る
の
み
︒
上
に
天
有
り
︑
下
に
地
有
り
︑
今
夜

是こ

の
事
を
知

る
者
︑
文
玉
と
弟
等
二
人
の
み
︒
疑
う
勿
か
れ
︑
疑
う
勿
か
れ
︒︵
原
漢
文
︑
以
下

来日明人任元衡より鹿島藩主鍋島直條に贈られた塡詞作品
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同
様
︶

高
尾
兵
左
衛
門
か
ら
張
斐
が
崇
禎
帝
の
遺
児
を
秘
匿
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え

聞
い
た
大
串
が
︑
驚
い
て
そ
の
真
相
を
確
か
め
て
い
る
︒
程
嬰
と
杵
臼
は
中
国
春
秋
時

代
の
人
︒
晋
の
趙
朔
が
屠
岸
賈
に
殺
さ
れ
た
時
︑
程
嬰
と
公
孫
杵
臼
は
そ
の
孤
児
を
守

る
た
め
に
謀
り
︑
杵
臼
が
他
人
の
子
を
趙
氏
の
子
と
偽
っ
て
連
れ
て
山
に
隠
れ
︑
程
嬰

は
そ
の
こ
と
を
屠
岸
賈
に
告
げ
て
杵
臼
と
偽
の
孤
児
を
殺
さ
せ
た
︒
そ
し
て
自
ら
本
物

の
孤
児
を
抱
い
て
山
に
隠
れ
︑
の
ち
に
孤
児
が
成
人
し
て
趙
氏
の
後
を
嗣
ぐ
と
︑
自
殺

し
て
杵
臼
に
報
い
た
と
い
う
︒
大
串
は
こ
の
故
事
を
引
い
て
︑
張
斐
の
義
挙
を
称
賛
し

な
が
ら
も
︑
崇
禎
帝
の
第
二
子
と
第
三
子
は
い
ず
れ
も
李
自
成
の
反
乱
軍
に
殺
さ
れ
た

と
聞
い
て
い
る
が
︑
そ
う
で
あ
れ
ば
匿
っ
て
い
る
の
は
い
っ
た
い
誰
な
の
か
︑
ま
た
こ

ん
な
危
険
な
時
期
に
張
斐
が
遠
い
日
本
に
来
れ
ば
︑
誰
が
代
わ
り
に
皇
子
を
守
る
の

か
︑
な
ど
と
疑
問
を
ぶ
つ
け
る
︒
任
務
を
背
負
っ
て
い
る
身
と
し
て
は
当
然
真
相
を
確

か
め
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

一
方
︑
張
斐
は
自
分
が
疑
わ
れ
て
い
る
と
思
い
︑
い
さ
さ
か
不
快
感
を
示
す
が
︑
大

串
の
一
連
の
釈
明
を
経
て
︑
よ
う
や
く
胸
中
の
真
相
を
明
か
す
︒

弟

遠
来
し
て
一
た
び
尊
王
︵
徳
川
光
圀
︶
に
見ま
み

え
ん
こ
と
を
欲
す
︒
本
よ
り
是
れ

義
を
慕
う
な
り
︒
而
れ
ど
も
意
中
に
忍
び
ざ
る
所
の
倍
す
る
者
は
︑
則
ち
弟
の
先

世
以
来
︑
恩
を
受
く
る
所
の
人
な
り
︒
恩
と
義
と
は
︑
異
な
る
有
る
や
否
や
︒

辱か
た
じ
け
なく
も
諄
諄
た
る
下
問
を
承
く
れ
ば
︑
豈
に
本
よ
り
王
に
見ま

み

え
ん
と
欲
し
て
︑

反か
え

っ
て
自

み
ず
か
ら
直な

お

か
ら
ざ
る
有
り
︑
故

こ
と
さ
らに
隠
す
所
有
ら
ん
や
︒
蓋け

だ

し
亦
た
筆
挙あ

が
り

て
涙
随
し
た
が

い
︑
嗚
咽

尽
く
し
難
し
︒
而
し
て
又
た
終つ

い

に
来
意
に
払も

と

っ
て
︑
則
ち

徒

い
た
ず
ら

に
空
言
に
付
す
る
を
恐
る
︒
之
れ
を
総
じ
て
益え

き

無
け
れ
ば
︑
則
ち
之
れ
を
黙
し
て

愈ま
さ

る
と
為
す
に
如し

か
ざ
る
な
り
︒
親

み
ず
か

ら
二
公
︵
大
串
・
高
尾
︶
の
肝か

ん

胆た
ん

相
い
照
ら

し
︑
皎あ
き

ら
か
に
し
て
白
日
の
如
き
を
見
れ
ば
︑
亦
た
泄せ

つ

漏ろ
う

有
る
を
懼
れ
て
再さ

い

四し

躊
ち
ゅ
う

躇ち
ょ

す
る
に
非
ざ
る
な
り
︒
今
︑
二
公
の
慨
然
た
る
大
儀
を
承
け
︑
以お

為も

え
ら
く
︑

決
し
て
弟
に
負そ
む

か
ず
と
︒
則
ち
弟

猶
お
忍
黙
す
れ
ば
︑
弟

人
に
非
ざ
れ
ば
則
ち

可
な
る
も
︑
弟

猶
お
是
れ
人
な
れ
ば
︑
敢
え
て
略ほ

ぼ
其
の
梗
概
を
吐
か
ざ
ら
ん

や
︒
先
帝

生
︵
生
前
︶
に
七
子
有
る
も
︑
今
存
す
る
所
は
唯
だ
此
の
一
人
の
み
︒

始
め
巣
県
︵
現
在
の
安
徽
省
巣
湖
市
︶
の
葉
し
ょ
う

五ご

羑ゆ
う

︑
曁お

よ

び
廬
州
︵
現
在
の
安
徽
省

合
肥
市
︶
の
李
応
生
の
二
先
生
の
調
護
し
て
よ
り
︑
乃
ち
此
の
一
線
の
未
だ
断
た

れ
ざ
る
の
根
を
存
す
る
を
得
た
り
︒
行
次
︵
排
行
︶
は
第
三
に
在
り
︒

右
記
の
張
斐
の
話
に
よ
れ
ば
︑
彼
が
日
本
に
来
た
の
は
︑
光
圀
に
会
う
た
め
で
あ
り
︑

も
と
よ
り
そ
れ
は
光
圀
の
義
を
慕
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
︵
朱
舜
水
を
招
い
て
厚
遇
し

た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
︶︑
し
か
し
胸
中
に
は
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
大
事
な
こ
と

が
あ
る
と
い
う
︒
そ
れ
が
何
か
を
張
斐
は
明
言
し
て
い
な
い
が
︑
お
そ
ら
く
は
反
清
復

明
の
援
軍
を
派
遣
し
て
ほ
し
い
と
い
う
乞
師
の
願
い
で
あ
ろ
う
︒
な
お
自
分
が
匿
っ
て

い
る
人
物
は
崇
禎
帝
の
第
三
子
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
し
て
光
圀
と
の
会
見
を
強
く
願
う

気
持
ち
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
︒

今
歳
五
月
︑
適た
ま

た
ま
蕪
湖
︵
現
在
の
安
徽
省
蕪
湖
市
︶
よ
り
呉
門
︵
蘇
州
の
別
称
︶

に
至
り
︑
姚
朱
︵
姚
江
・
朱
毓
仁
︶
二
君
の
便た
よ

り
有
れ
ば
︑
狂
喜
に
勝た

え
ず
︒
初

め
貴
邦
の
大
禁
の
煌
煌
た
る
を
意お
も

わ
ず
︑
首

こ
う
べ
を
翹あ

げ
足
を
企

つ
ま
だ
つ
も
︑
王
に
面ま

み

え
て

一
言
し
て
以
て
我
が
胸
中
の
鬱
を
吐
く
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
︑
真
ま
こ
と

に
維い

谷こ
く

の
羝

お
ひ
つ
じの

如

く
︑
進
退
彷
徨
す
︒
幸
い
に
し
て
二
公
に
遇あ

い
︑
弟
と
心
を
同
じ
く
す
れ
ば
︑
千

金
の
諾
︑
想
う
に
復
た
恃た
の

む
べ
し
︒
之
れ
を
総
ず
れ
ば
︑
我
が
朝
︑
必
ず
復
興
の

日
有
ら
ん
︒
我
が
朝
の
興お
こ

る
や
︑
必
ず
貴
邦
の
挺
生
︵
傑
出
し
た
︶
の
尊
王
の
義

を
好
む
に
籍か

る
こ
と
有
ら
ん
︒
之
れ
を
舎お

き
て
他
に
適ゆ

か
ん
と
欲
す
る
は
︑
其
れ

得
べ
け
ん
や
︒
此
の
事
︑
弟
自
み
ず
か

ら
鑿さ

く

鑿さ
く

︵
明
確
︶
と
し
て
拠
る
有
り
︑
漫
然
と
し

て
姑
し
ば
ら
く
此
の
言
を
為
す
者
に
非
ざ
る
な
り
︒︵
中
略
︶
且
つ
今
日
亦
た
未
だ
敢
え
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て
言
を
尽
さ
ず
︑
統す

べ
て
王
に
見ま

み

ゆ
る
の
時
を
俟ま

ち
て
之
れ
を
縷る

晰せ
き

せ
ん
︒
凡
そ

の
事
︑
惟た

だ
二
公
の
弟
が
為
に
転
達
せ
ん
こ
と
を
祈
る
の
み
︒
如
し
我
が
心
を
獲

得
す
れ
ば
︑
則
ち
他
年
︵
将
来
︶
の
生
死
銜が
ん

結け
つ

︵
銜
環
結
草
︶
の
報
い
︑
亦
た
筆

墨
の
能
く
罄つ

く
す
所
に
非
ず
︒

朱
舜
水
の
没
後
︑
光
圀
は
そ
の
孫
︑
朱
毓
仁
に
後
任
の
推
薦
を
依
頼
し
た
が
︑
朱
は

従
兄
の
姚
江
と
相
談
し
︑
同
郷
の
張
斐
を
推
挙
す
る
こ
と
に
し
た
︒
た
だ
張
斐
は
長
年

遊
歴
し
︑
留
守
に
し
て
い
た
の
で
︑
親
戚
の
任
元
衡
を
介
し
て
便
り
を
伝
え
た
と
い

(
)う

︒
11

そ
こ
で
張
斐
は
大
い
に
喜
ん
で
日
本
に
来
た
が
︑
始
め
は
﹁
鎖
国
﹂
が
い
か
に
厳
し
い

も
の
か
を
知
ら
ず
︑
早
く
光
圀
に
面
会
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
︒
し
か
し
な
か
な
か
思
い

が
叶
わ
な
い
の
で
︑
戸
惑
い
苦
し
む
様
子
が
︑﹁
真
ま
こ
と
に
維い

谷こ
く

の
羝

お
ひ
つ
じの
如
く
︑
進
退
彷
徨

す
﹂
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
そ
れ
で
も
明
朝
は
必
ず
復
興
で
き
る
と
︑

張
斐
は
信
じ
て
お
り
︑
そ
の
希
望
を
光
圀
に
託
す
し
か
方
法
は
な
い
と
諦
め
な
い
︒

筆
談
は
こ
の
後
さ
ら
に
︑
張
斐
の
匿
っ
て
い
る
人
物
が
果
た
し
て
本
当
に
崇
禎
帝
の

遺
子
で
あ
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
続
け
ら
れ
る
が
︑
本
稿
と
は
直
接
関
係
が
な
い
の

で
割
愛
す
る
︒
そ
の
人
物
が
本
物
の
皇
子
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
︑
張
斐
と
任

元
衡
ら
一
行
が
光
圀
に
面
会
し
て
反
清
復
明
の
援
軍
を
求
め
ん
と
切
実
に
願
っ
た
こ
と

は
真
実
で
あ
る
︒
結
果
的
に
彼
ら
の
思
い
は
届
か
ず
︑
任
元
衡
は
元
禄
元
年
︵
一
六
八

八
︶
か
ら
翌
年
に
か
け
て
ま
た
二
度
ほ
ど
来
日
し
︑
光
圀
に
面
会
す
る
こ
と
を
強
く

願
っ
た
が
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
前
稿
﹁
肥
前
鹿
島
藩
主
・
鍋
島
直
條
と
詞
﹂
に
論

じ
た
の
で
︑
こ
こ
で
は
重
複
を
避
け
る
︒

三

任
元
衡
の
﹁
楓
園
八
景
詞
﹂

任
元
衡
の
﹁
楓
園
八
景
詞
﹂︵﹃
楓
園
家
塵
﹄
巻
百
三
十
八
︑
巻
九
十
六
︶
は
︑
こ
の

よ
う
な
背
景
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
時
期
に
来
日
し
た
中
国
人
が
残
し

た
数
少
な
い
塡
詞
作
品
の
貴
重
な
一
群
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
八
景
詩
﹂
の
歴
史
に
お
い
て

も
特
筆
に
値
す
る
も
の
と
い
え
る
︒
任
元
衡
自
ら
も
﹁
楓
園
八
景
詞
﹂
の
序
文
に
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

楓
園
八
景

八
題
︑
春
夏
秋
冬
を
以
て
之
れ
を
序
す

邃
菴
任
元
衡

夫そ
も

そ
も
景
を
綴つ

づ

る
名
は
必
ず
し
も
八
に
拘

こ
だ
わ
ら
ず
︒
八
を
以
て
景
に
名
づ
く
る
は
︑

古
に
擬
な
ぞ
ら
う
る
な
り
︒
則
ち
人
の
蜂
起
し
て
之
れ
を
咏
ず
る
者
︑
啻た

だ
千
百
な
ら

ず
︒
五
七
言
絶
句
の
若ご
と

き
は
︑
千
を
以
て
計か

ぞ

う
べ
し
︒
五
七
言
律
は
︑
百
を
以
て

計
う
べ
し
︒
古
風
は
十
を
以
て
計
う
べ
し
︒
然
れ
ど
も
詞
は
則
ち
尠す
く

な
し
︹
音
は

鮮
︑
少
な
き
な
り
︺︒
何
ぞ
や
︒
其
の
音
律
の
難
き
を
以
て
の
故
な
り
︒
詩
詞
歌

賦
︑
古
来
尚ひ
さ

し
︒
何
ぞ
其
の
一
を
缺か

か
ん
︒
余
︑
因
り
て
詞
を
作
り
て
以
て
耳
目

を
広
め
ん
と
云
う
の
み
︒︵
原
漢
文
︶

古
来
︑
八
景
を
詠
ん
だ
詩
は
無
数
に
あ
り
︑
絶
句
な
ら
数
千
︑
律
詩
な
ら
数
百
︑
古

詩
で
も
数
十
と
あ
る
が
︑
塡
詞
は
少
な
い
︒
そ
れ
は
詞
の
音
律
︵
平
仄
や
押
韻
等
の
き

ま
り
︶
を
合
わ
せ
る
の
が
難
し
い
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
詩
・
詞
・
歌
・
賦
は
昔
か
ら

続
い
て
い
て
歴
史
が
長
い
の
で
︑
詞
だ
け
を
欠
か
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
そ
こ
で
八

景
詞
を
作
り
︑
読
者
の
耳
目
を
広
め
ん
こ
と
を
願
う
と
い
う
︒
で
は
︑
第
一
首
を
見
よ

う
︒

花
林
聞
鶯

詞
曰
搗
練
子
︵
詞
は
﹁
搗
練
子
﹂
と
曰
う
︶

園
日
渉
︐
興
依
然

園

日
び
渉わ
た

る
も
︑
興

依
然
た
り

曲
径
離
々
芳
草
芊

曲
径
に

離り

離り

と
し
て

芳
草

芊さ
か

ん
な
り

幾
樹
雛
鴬
啼
未
了
︐
惓
遊
還
枕
花

(
)眠12
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幾い
く

樹じ
ゅ

の
雛す

う

鴬お
う

啼な

き
て
未
だ
了や

ま
ず
︑
遊
ぶ
に
惓う

ま
ば

還ま

た
花
に
枕
し
て
眠

ら
ん

楓
園
の
第
一
景
﹁
花
林
聞
鶯
﹂
を
﹁
搗
練
子
﹂
と
い
う
詞
牌
︵
曲
名
︶
で
詠
ん
だ
も

の
︒
単
調
二
十
六
字
︑
五
句
三
平
韻
︑
韻
字
は
﹁
然
﹂﹁
芊
﹂﹁
眠
﹂︒
た
だ
︑
清
・
万
樹

編
﹃
詞
律
﹄
と
康
煕
帝
勅
撰
﹃
詞
譜
﹄︵
以
下
︑﹃
欽
定
詞
譜
﹄︶
の
い
ず
れ
に
も
︑﹁
搗

練
子
﹂
単
調
は
二
十
七
字
体
し
か
な
く
︑
そ
の
終
句
は
﹁
仄
平

(
)中

仄
仄
平
平
﹂
と
な
っ

13

て
い
る
の
で
︑
意
味
と
平
仄
を
総
合
的
に
考
え
れ
ば
︑
結
句
の
﹁
還
﹂
の
後
に
仄
声
の

一
字
が
脱
落
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
︒
転
写
の
際
に
書
き
漏
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

｢離
々
﹂
は
草
木
の
濃
密
に
茂
る
さ
ま
︒﹁
幾
樹
﹂
は
数
本
の
樹
︒
春
の
楓
園
は
︑
毎

日
散
策
し
て
も
︑
興
趣
が
減
じ
る
こ
と
は
な
い
︒
く
ね
く
ね
と
し
た
細
い
小
径
に
は
春

の
草
が
青
々
と
生
い
茂
り
︑
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
木
の
上
で
は
鶯
の
雛
た
ち
が
休
む
こ
と

な
く
囀
っ
て
い
る
︒
歩
く
の
に
疲
れ
た
ら
︑
落
花
を
枕
に
し
て
眠
れ
ば
よ
い
︒

春
を
迎
え
て
生
命
力
に
満
ち
︑
暖
か
く
の
ど
か
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
た
楓
園
と
︑
毎

日
そ
の
中
を
逍
遙
し
流
連
す
る
主
人
の
楽
し
み
を
詠
ん
だ
作
品
で
あ
る
︒
冒
頭
二
句
で

単
刀
直
入
に
主
題
を
提
示
し
︑
第
三
句
以
下
に
お
い
て
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
構
成
と

な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
第
三
句
と
第
四
句
で
は
︑
春
の
楓
園
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
生
命
力

を
︑
そ
れ
ぞ
れ
視
覚
的
︑
聴
覚
的
に
捉
え
て
お
り
︑﹁
啼
未
了
﹂
の
三
字
が
余
韻
を
残
す
︒

結
句
は
冒
頭
二
句
と
呼
応
す
る
形
で
全
篇
を
結
ん
で
お
り
︑﹁
惓
遊
﹂
の
語
に
は
﹁
遊
ぶ

の
に
疲
れ
る
︑
遊
ぶ
の
に
飽
き
る
﹂
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
︑﹁
仕
官
に
惓
む
﹂
と
い
う

意
味
も
あ
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
二
重
の
意
味
を
巧
み
に
か
け
て
い
る
よ
う
に
も
読
め

る
︒
つ
ま
り
楓
園
の
主
人
直
條
の
隠
逸
思
想
を
代
弁
し
た
作
品
と
し
て
読
む
こ
と
も
で

き
よ
う
︒
続
い
て
︑
第
二
首
を
見
よ
う
︒

関
霞
朝
望

詞
曰
霜
天
暁
角
︵
詞
は
﹁
霜
天
暁
角
﹂
と
曰
う
︶

曙
明
露
色

曙

明
け
て

色
を
露
わ
し

丹
気
横
空
織

丹
気

空
に
横
た
わ
り
て

織
る

〔割
注
︺
蜀
都
賦
︑
舒
丹
気
而
為
霞
︒︵﹁
蜀
都
賦
﹂
に
︑﹁
丹
気
を
舒
べ
て
霞
と
為
す
﹂
と
あ
り
︶

掩
映
淝
東
百
二
︐
随
孤
鶩
︑
渾
難
識

掩
映
す

淝
東
の
百
二
︑
孤こ

鶩ぶ

随
い
︑
渾す

べ

て
識し

り
難
し

〔割
注
︺
百
二
︑
関
也
︒
滕
王
閣
賦
(マ
マ
)

︑
落
霞
与
孤
鶩
斉
飛
︵﹁
百
二
﹂
と
は
︑
関
な
り
︒﹁
滕
王
閣

序
﹂
に
︑﹁
落
霞
︑
孤
鶩
と
斉
し
く
飛
ぶ
﹂
と
あ
り
︶

燦
爛
良
園
赤

燦
爛
と
し
て

良
園

赤
し

朝
朝
重
見
得

朝
朝

重
ね
て
見
得
た
り

最
喜
鶏
鳴
客
後
︐
綵
絳
中
︑
蔚
藍
碧

最
も
喜
ぶ

鶏
鳴
の
客
い
で
し
後
︑
綵
絳
の
中
︑
蔚
藍

碧あ
お

き
を

〔割
注
︺
秦
関
以
鶏
鳴
出
客
︒
蔚
藍
︑
天
之
気
也
︵
秦
関
︑
鶏
鳴
を
以
て
客
を
出
だ
す
︒﹁
蔚
藍
﹂

と
は
︑
天
の
気
な
り
︶

楓
園
の
第
二
景
﹁
関
霞
朝
望
﹂
を
﹁
霜
天
暁
角
﹂
で
詠
ん
だ
詞
︒
双
調
︵
二
段
︶
四

十
三
字
︑
前
後
段
各
四
句
三
仄
韻
︑
韻
字
は
﹁
色
﹂﹁
織
﹂﹁
識
﹂﹁
赤
﹂﹁
得
﹂﹁
碧
﹂︒

｢丹
気
﹂
は
丹
霞
︑
朝
焼
け
雲
︒﹁
掩
映
﹂
は
掩
い
隠
す
︑
掩
い
映
す
︑
ま
た
姿
を
現

し
た
り
隠
れ
た
り
す
る
こ
と
︒﹁
淝
東
﹂
は
肥
東
︑
肥
前
の
東
︒﹁
百
二
﹂
は
任
元
衡
の

自
注
に
あ
る
よ
う
に
関
所
︑
二
人
で
守
れ
ば
百
人
に
敵
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意

か
ら
い
う
︒﹁
良
園
﹂
は
立
派
な
庭
園
︑
楓
園
を
指
す
︒﹁
綵
絳
﹂
は
美
し
い
彩
の
あ
る

赤
色
︒﹁
蔚
藍
﹂
は
よ
く
晴
れ
た
空
の
色
︒
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ほ
の
ぼ
の
と
夜
が
明
け
始
め
た
頃
︑
赤
い
朝
焼
け
雲
が
空
い
っ
ぱ
い
に
広
が
り
︑
そ

の
雲
に
肥
東
の
関
所
が
見
え
隠
れ
す
る
︒
一
羽
の
カ
モ
が
雲
と
一
緒
に
飛
ん
で
い
く
︒

雲
な
の
か
カ
モ
な
の
か
︑
区
別
が
つ
か
な
い
︒
楓
園
も
赤
く
染
ま
っ
て
燦
々
と
輝
く
︒

毎
朝
こ
の
景
色
を
見
る
の
が
楽
し
み
で
あ
る
︒
そ
し
て
最
も
嬉
し
い
の
は
︑
鶏
鳴
の

後
︑
赤
い
雲
の
中
か
ら
真
っ
青
な
空
が
顔
を
出
す
瞬
間
で
あ
る
︒
か
の
孟
嘗
君
が
鶏
鳴

を
借
り
て
函
谷
関
を
抜
け
出
し
た
時
の
清
々
し
い
気
持
ち
も
︑
き
っ
と
こ
れ
と
同
じ
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

｢蜀
都
賦
﹂
や
﹁
滕
王
閣
序
﹂︑
孟
嘗
君
の
故
事
な
ど
多
く
の
典
故
を
踏
ま
え
て
︑
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
な
作
品
世
界
を
作
り
あ
げ
て
い
る
︒
前
段
で
﹁
関
霞
﹂
を
詠
み
︑
後
段

で
﹁
朝
望
﹂
を
詠
む
が
︑
主
題
は
そ
れ
ぞ
れ
の
後
半
部
分
に
示
さ
れ
て
お
り
︑
単
に
直

條
の
楓
園
を
詠
ん
だ
も
の
と
い
う
よ
り
は
︑
任
元
衡
自
身
の
思
い
が
託
さ
れ
た
作
品
と

し
て
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
つ
ま
り
後
段
の
第
三
︑
四
句
は
︑
一
見
す
る
と
単
な
る

空
の
描
写
の
よ
う
に
見
え
る
が
︑
実
は
江
戸
に
の
ぼ
っ
て
光
圀
に
面
会
し
反
清
復
明
の

援
軍
を
求
め
る
た
め
に
︑
は
る
ば
る
と
遠
い
海
を
超
え
て
日
本
に
や
っ
て
来
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
長
崎
の
外
に
出
る
自
由
す
ら
な
い
﹁
客
﹂
の
我
が
身
を
顧
み
︑
あ
の
孟
嘗

君
の
よ
う
に
鶏
鳴
を
借
り
て
関
所
を
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
ら
ど
ん
な
に
い
い
だ
ろ

う
︑
と
い
う
思
い
を
込
め
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

後
段
を
こ
の
よ
う
に
読
ん
だ
上
で
︑
さ
ら
に
前
段
を
振
り
返
る
と
︑
第
四
句
に
描
か

れ
て
い
る
﹁
孤
鶩
﹂
は
︑
ま
さ
に
任
元
衡
の
そ
の
よ
う
な
願
い
の
た
と
え
で
あ
り
︑
あ

の
﹁
孤
鶩
﹂
の
よ
う
に
朝
焼
け
雲
に
隠
れ
て
関
所
を
飛
び
越
え
て
い
き
た
い
︑
と
い
う

思
い
が
隠
さ
れ
た
表
現
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
し
た
が
っ
て
本
詞
に
出
て
く

る
﹁
淝
東
百
二
﹂︵
肥
前
の
東
の
関
所
︶
と
は
︑
字
面
だ
け
で
考
え
れ
ば
佐
賀
藩
と
福
岡

藩
の
境
を
占
め
る
三
瀬
峠
に
あ
っ
た
関
所
︵
三
瀬
の
関
所
︶
を
指
す
は
ず
だ
が
︑
実
際

は
長
崎
街
道
の
要
所
の
一
つ
︑
肥
前
大
村
藩
と
佐
賀
藩
嬉
野
の
境
に
設
け
ら
れ
て
い
た

俵
坂
関

(
)所

を
指
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

14

そ
れ
は
と
も
か
く
︑
こ
の
表
現
を
見
る
か
ぎ
り
︑
ど
う
や
ら
任
元
衡
は
楓
園
を
鹿
島

に
あ
る
庭
園
と
勘
違
い
し
て
い
た
よ
う
だ
︒
そ
れ
は
後
掲
の
﹁
平
田
落
雁
﹂
や
﹁
前
村

深
雪
﹂
に
よ
っ
て
さ
ら
に
は
っ
き
り
し
て
く
る
が
︑
こ
の
こ
と
か
ら
︑
任
元
衡
が
直
條

の
た
め
に
﹁
楓
園
八
景
詞
﹂
を
作
っ
た
の
は
︑
け
っ
し
て
直
條
か
ら
直
接
依
頼
を
受
け

た
も
の
で
は
な
く
︑
第
三
者
の
仲
介
を
通
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
筆

者
は
前
稿
﹁
肥
前
鹿
島
藩
主
・
鍋
島
直
條
と
詞
﹂
に
お
い
て
︑
そ
の
仲
介
役
を
担
っ
た

人
物
が
誰
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
提
示
し
た
が
︑
今

の
と
こ
ろ
そ
れ
を
断
定
で
き
る
材
料
は
持
ち
得
て
い
な
い
︒
で
は
︑
第
三
首
を
見
よ

う
︒

竹
渓
飛
蛍

詞
曰
宴
桃
源
︵
詞
は
﹁
宴
桃
源
﹂
と
曰
う
︶

夜
静
竹
渓
添
個

夜

静
か
に
し
て

竹
渓
に
個
を
添
う

〔割
注
︺
杜
詩
云
︑
却
遶
井
闌
添
個
々
︵
杜
詩
に
云
う
︑﹁
却
っ
て
井
闌
を
遶
り
て
個
々
を
添
う
﹂

と
︶

緑
暗
繁
輝
点
破

緑

暗
く
し
て

繁
く
輝
き

点
破
す

水
面
往
来
時
︐
渡
石
穿
雲
飛
過

水
面
に
往
来
す
る
時
︑
石
を
渡
り

雲
を
穿う
が

ち

飛
び
過よ

ぎ

る

星
墜星

墜
つ

星
墜星

墜
つ

此
景
楓
園
堪
坐
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此
の
景
あ
り
て

楓
園

坐
す
る
に
堪
う

楓
園
の
第
三
景
﹁
竹
渓
飛
蛍
﹂
を
﹁
宴
桃
源
﹂︵﹁
如
夢
令
﹂
の
別
名
︶
で
詠
ん
だ
詞
︒

単
調
三
十
三
字
︑
七
句
五
仄
韻
︑
一
畳
韻
︑
韻
字
は
﹁
個
﹂﹁
破
﹂﹁
過
﹂﹁
墜
﹂﹁
坐
﹂︒

｢個
﹂
と
は
こ
こ
で
は
蛍
を
指
す
︒
自
注
の
杜
詩
と
は
︑
杜
甫
の
﹁
見
蛍
火
﹂
詩
︒
そ

の
詩
に
﹁
巫
山
秋
夜
蛍
火
飛
︑
簾
疎
巧
入
坐
人
衣
︒
忽
驚
屋
裏
琴
書
冷
︑
復
乱
檐
辺
星

宿
稀
︒
却
繞
井
闌
添﹅

箇﹅

箇﹅

︑
偶
経
花
蕊
弄
輝
輝
︒
滄
江
白
髪
愁
看
汝
︑
来
歳
如
今
帰
未

帰
﹂︵﹃
全
唐
詩
﹄
巻
二
百
三
十
一
︶
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
︒﹁
点
破
﹂
は
も
と
の
景
色

を
変
え
る
こ
と
︒
宋
・
石
孝
友
の
﹁
減
字
木
蘭
花
・
贈
何
藻
﹂︵
新
荷
小
小
︶
詞
に
︑﹁
小

小
新
荷
︒
点﹅

破﹅

清
光
景
趣
多
﹂
と
あ
る
︵﹃
全
宋
詞

(
)﹄

第
三
冊
︑
二
六
四
三
頁
︶︒﹁
星
﹂

15

は
蛍
を
星
に
た
と
え
た
表
現
︒

静
か
な
夜
︑
竹
林
の
間
を
流
れ
る
渓
流
に
︑
蛍
が
一
つ
二
つ
現
れ
︑
ま
る
で
暗
闇
の

な
か
で
青
竹
を
映
し
出
す
か
の
よ
う
に
︑
盛
ん
に
光
り
輝
く
︒
水
面
の
上
を
行
き
来
し

て
︑
石
を
飛
び
渡
っ
た
か
と
思
う
と
︑
雲
を
突
き
抜
け
ん
ば
か
り
に
高
く
舞
い
上
が
っ

て
飛
び
過
ぎ
る
︒
そ
し
て
再
び
渓
流
に
向
か
っ
て
下
り
て
く
る
そ
の
様
子
は
︑
ま
る
で

流
れ
星
が
降
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
景
色
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
楓
園
は
い
つ
ま
で

坐
し
て
も
飽
き
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︒

ま
ず
第
一
句
で
時
間
︵
夜
︶
と
場
所
︵
竹
渓
︶︑
描
く
対
象
︵
蛍
︶
を
明
示
し
︑
第
二

句
か
ら
第
四
句
に
か
け
て
︑
蛍
の
活
発
な
動
き
を
描
写
し
な
が
ら
︑
次
第
に
抒
情
性
を

高
め
︑
第
五
︑
六
句
で
﹁
星
墜
︒
星
墜
﹂
と
い
う
畳
句
を
用
い
て
︑
作
品
に
臨
場
感
を

も
た
ら
す
と
同
時
に
︑
一
気
に
詩
情
を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
と
引
き
上
げ
る
︒
し
か
も

こ
の
畳
句
は
︑
音
律
の
美
し
さ
を
作
り
出
し
︑
余
韻
を
残
す
役
割
を
果
た
す
︒
ま
さ
に

本
詞
の
字
眼
と
言
え
よ
う
︒
そ
し
て
結
句
で
は
主
題
を
導
き
出
し
て
全
篇
を
結
ぶ
︒
続

い
て
︑
第
四
首
を
見
よ
う
︒

松
径
清
風

詞
曰
菩
薩
蛮
︵
詞
は
﹁
菩
薩
蛮
﹂
と
曰
う
︶

雲
深
眠
鶴
翻
松
葉

雲

深
く
し
て

鶴

眠
り

松
葉

翻
ひ
る
が
える

短
籬
六
月
花
如
雪

短
籬

六
月
の
花

雪
の
如
し

〔割
注
︺
園
径
短
籬
︑
喜
栽
虎
刺
︒
名
曰
六
月
雪
︵
園
径
の
短
籬
に
︑
虎
刺

ア
リ
ド
オ
シ

を
栽う

う
る
を
喜
ぶ
︒

名
づ
け
て
﹁
六
月
雪
﹂
と
曰
う
︶

幽
径
自
風
清

幽
径

自
お
の
ず
から

風

清
く

風
清
待
月
明

風

清
く
し
て

月
明
を
待
つ

紫
瓊
流
水
曲

紫
瓊

流
水
の
曲

〔割
注
︺
紫
瓊
︑
琴
名
︒
流
水
︑
琴
曲
名
︵﹁
紫
瓊
﹂
と
は
︑
琴
の
名
な
り
︒﹁
流
水
﹂
と
は
︑
琴

曲
の
名
な
り
︶

觴
泛
葡
萄
緑

觴
さ
か
ず
きに
泛う

か
ぶ

葡ぶ

萄ど
う

緑
り
ょ
く

酔
臥
古
虬
陰

酔
い
て
臥
す

古こ

虬
き
ゅ
う
の
陰

〔割
注
︺
古
虬
︑
松
也
︵﹁
古
虬
﹂
と
は
︑
松
な
り
︶

披
襟
少
女
臨

襟
を
披ひ
ら

き
て

少
女
に
臨
む

〔割
注
︺
少
女
︑
樹
頭
微
風
也
︵﹁
少
女
﹂
と
は
︑
樹
頭
の
微
風
な
り
︶

楓
園
の
第
四
景
﹁
松
径
清
風
﹂
を
﹁
菩
薩
蛮
﹂
で
詠
ん
だ
詞
︒
双
調
四
十
四
字
︑
前
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後
段
各
四
句
︑
両
仄
韻
・
両
平
韻
︑
韻
字
は
﹁
葉
﹂﹁
雪
﹂﹁
清
﹂﹁
明
﹂﹁
曲
﹂﹁
緑
﹂﹁
陰
﹂

﹁
臨
﹂︒

｢短
籬
六
月
﹂
は
自
注
に
あ
る
よ
う
に
虎
刺
︵
ア
リ
ド
オ
シ
︶
の
こ
と
︒
ア
カ
ネ
科
の

常
緑
小
低
木
で
︑
山
地
に
自
生
し
︑
高
さ
は
三
〇
～
六
〇
セ
ン
チ
で
︑
葉
は
小
卵
円
形
︒

多
く
の
小
枝
を
分
か
ち
︑
葉
腋
に
鋭
く
長
い
刺
を
も
つ
︒
自
注
に
あ
る
よ
う
に
︑
よ
く

垣
根
と
し
て
植
え
ら
れ
︑
夏
に
白
い
花
を
つ
け
る
こ
と
か
ら
﹁
六
月
雪
﹂
と
も
称
さ
れ

る
︒﹁
紫
瓊
﹂
は
琴
名
と
あ
る
が
︑
も
と
も
と
は
紫
の
珠
︒
李
白
の
﹁
擬
古
十
二
首
﹂
其

十
に
﹁
遺
我
緑
玉
杯
︑
兼
之
紫﹅

瓊﹅

琴﹅

﹂︵﹃
全
唐
詩
﹄
巻
百
八
十
三
︶
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑

琴
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒﹁
流
水
﹂
は
﹁
知
音
﹂
の
典
故
で
知
ら
れ
る

琴
曲
﹁
高
山
﹂﹁
流
水
﹂
の
一
つ
︒﹁
葡
萄
緑
﹂
は
酒
の
美
称
︒﹁
古
虬
﹂
は
龍
が
と
ぐ
ろ

を
巻
い
て
い
る
姿
に
松
の
形
を
た
と
え
た
表
現
︒﹁
少
女
﹂
は
少
女
風
︑
つ
ま
り
西
風
を

い
う
︒﹃
三
国
志
﹄
巻
二
十
九
︑
魏
書
﹁
管
輅
伝
﹂
の
裴
松
之
の
注
に
引
く
﹃
管
輅
別
伝
﹄

に
︑﹁
樹
上
已
有
少﹅

女﹅

微﹅

風﹅

︑
樹
間
又
有
陰
鳥
和
鳴
﹂
と
あ
り
︑
清
・
黄
生
が
﹃
義
府
﹄

巻
下
︑﹁
少
女
風
﹂
に
︑﹁
兌
為
少
女
︑
位
西
方
︑
此
謂
風
従
西
来
耳
﹂
と
し
た
こ
と
か

ら
い
う
︒

雲
の
深
い
松
林
で
は
︑
鶴
が
眠
り
︑
松
葉
が
そ
よ
風
に
揺
れ
動
く
︒
低
い
垣
根
の
ア

リ
ド
オ
シ
は
︑
雪
の
よ
う
に
白
い
花
を
つ
け
て
お
り
︑
垣
根
に
沿
っ
て
設
け
ら
れ
た
静

か
な
小
径
に
は
清
ら
か
な
風
が
吹
き
渡
っ
て
い
る
︒
清
風
の
中
で
︑
月
の
訪
れ
を
待
つ

人
が
い
る
︒
そ
れ
は
ま
さ
に
楓
園
の
主
人
で
あ
り
︑﹁
紫
瓊
﹂
と
い
う
名
琴
で
﹁
流
水
﹂

の
曲
を
奏
で
︑
酒
を
飲
み
︑
酔
え
ば
松
の
陰
に
身
を
横
た
え
︑
襟
を
開
い
て
そ
よ
風
に

涼
む
︒

ま
ず
︑
前
段
の
冒
頭
二
句
で
場
所
と
時
間
を
明
示
す
る
︒
場
所
は
雲
が
深
く
鶴
が
眠

る
ほ
ど
幽
静
な
松
林
︑
季
節
は
夏
︒﹁
眠
鶴
﹂
と
﹁
翻
松
葉
﹂
を
対
比
さ
せ
て
︑
静
中
の

動
︑
動
中
の
静
を
表
現
す
る
︒
そ
し
て
前
段
で
は
松
林
と
そ
の
中
に
設
け
ら
れ
た
小
径

の
描
写
に
終
始
す
る
が
︑﹁
深
﹂﹁
幽
﹂﹁
清
﹂
な
ど
の
文
字
を
用
い
︑
さ
ら
に
垣
根
の
ア

リ
ド
オ
シ
の
白
い
花
を
雪
に
た
と
え
る
こ
と
で
︑
静
け
さ
と
清
ら
か
さ
を
引
き
立
た
せ

る
︒
ま
た
︑
第
三
句
末
尾
と
第
四
句
冒
頭
に
﹁
風
清
﹂
の
二
字
を
重
複
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
︑
承
上
起
下
の
効
果
を
ね
ら
い
︑
音
律
を
整
え
る
︒
な
お
︑
視
点
は
上
か
ら
下

へ
と
徐
々
に
下
り
︵
雲
↓
鶴
↓
松
葉
↓
垣
根
↓
小
径
︶︑
後
段
で
は
楓
園
の
主
人
の
描
写

に
焦
点
を
絞
る
︒

後
段
で
は
比
喩
と
擬
人
法
を
巧
み
に
用
い
て
︑
琴
を
弾
じ
︑
酒
を
飲
み
︑
松
の
陰
に

く
つ
ろ
ぐ
楓
園
の
主
人
︑
直
條
の
風
流
な
自
適
の
様
子
を
描
い
て
お
り
︑
末
尾
の
﹁
少

女
﹂
は
前
段
冒
頭
の
﹁
翻
松
葉
﹂
に
呼
応
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
詞
全
篇
の
構
成
と
し
て
︑

そ
よ
風
よ
り
書
き
起
こ
し
︑
そ
よ
風
で
終
わ
っ
て
い
る
︒
で
は
︑
第
五
首
を
見
よ
う
︒

碧
池
霽
月

詞
曰
夢
遊
仙
︵
詞
は
﹁
夢
遊
仙
﹂
と
曰
う
︶

漣
漪
静
︐
皎
魄
一
泓
深

漣さ
ざ

漪な
み

静
か
に
し
て
︑
皎し

ろ

き
魄つ

き

一
泓お

う

の
深し

ん

〔割
注
︺
漣
漪
︑
波
紋
也
︵﹁
漣
漪
﹂
と
は
︑
波
紋
な
り
︶

過
沼
遊
魚
分
玉
破
︐
微
風
牽
荇
砕
氷
心

沼
を
過
ぎ
る
遊
魚
は
玉
を
分
か
ち
て
破
り
︑
微そ
よ

風か
ぜ

は
荇

あ
さ
ざ

を
牽ひ

き
て
氷
心
を
砕
く

〔割
注
︺
古
云
︑
少
時
不
識
月
︑
呼
作
白
玉
盤
︒
氷
心
︑
鏡
也
︵
古
に
云
う
︑﹁
少
時

月
を
識
ら

ず
︑
呼
び
て
白
玉
盤
と
作
す
﹂
と
︒﹁
氷
心
﹂
と
は
︑
鏡
な
り
︶

澄
碧
沁
楓
陰

澄
ち
ょ
う

碧へ
き

楓
陰
に
沁し

む

楓
園
の
第
五
景
﹁
碧
池
霽
月
﹂
を
﹁
夢
仙
遊
﹂︵﹁
憶
江
南
﹂
の
別
名
︶
で
詠
ん
だ
詞
︒

単
調
二
十
七
字
︑
五
句
三
平
韻
︑
韻
字
は
﹁
深
﹂﹁
心
﹂﹁
陰
﹂︒
た
だ
﹃
楓
園
家
塵
﹄
で

は
詞
牌
が
﹁
夢
遊
仙
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
原
本
か
ら
書
き
写
す
際
に
誤
っ
た
可
能
性
が

高
い
︒

来日明人任元衡より鹿島藩主鍋島直條に贈られた塡詞作品

中 尾 友 香 梨

45



｢一
泓
﹂
は
一
た
ま
り
の
深
く
清
い
水
︒﹁
荇
﹂
は
リ
ン
ド
ウ
科
の
水
草
ア
サ
ザ
︒
若

葉
は
食
用
と
さ
れ
る
︒
自
注
に
﹁
古
云
︑
少
時
不
識
月
︑
呼
作
白
玉
盤
﹂
と
あ
る
の
は
︑

李
白
の
楽
府
﹁
古
朗
月
行
﹂
を
指
す
︒
全
文
は
次
の
と
お
り
︒﹁
小﹅

時﹅

不﹅

識﹅

月﹅

︑
呼﹅

作﹅

白﹅

玉﹅

盤﹅

︒
又
疑
瑤
台
鏡
︑
飛
在
白
雲
端
︒
仙
人
垂
両
足
︑
桂
樹
作
団
団
︒
白
兎
擣
薬
成
︑

問
言
与
誰
餐
︒
蟾
蜍
蝕
円
影
︑
大
明
夜
已
残
︒
羿
昔
落
九
烏
︑
天
人
清
且
安
︒
陰
精
此

淪
惑
︑
去
去
不
足
観
︒
憂
来
其
如
何
︑
悽
愴
摧
心
肝
﹂︵﹃
全
唐
詩
﹄
巻
百
六
十
三
︶︒﹁
澄

碧
﹂
は
水
が
澄
ん
で
碧
色
を
呈
し
て
い
る
さ
ま
を
い
う
︒

さ
ざ
波
ひ
と
つ
立
た
ぬ
静
か
な
池
に
︑
白
い
月
が
浮
か
ん
で
い
る
︒
池
を
泳
ぐ
魚
が

白
玉
の
皿
の
よ
う
な
月
の
影
を
破
り
︑
ま
た
そ
よ
風
が
水
草
を
牽
い
て
鏡
の
よ
う
な
月

の
影
を
砕
く
︒
澄
ん
だ
池
の
碧
色
が
︑
楓
の
陰
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見

え
る
︒

李
白
の
﹁
古
朗
月
行
﹂
を
踏
ま
え
て
︑
静
か
な
水
面
に
浮
か
ん
だ
月
の
影
を
︑
白
玉

の
皿
と
鏡
に
た
と
え
︑
水
中
を
泳
ぐ
魚
や
そ
よ
風
に
な
び
く
水
草
が
そ
の
形
を
砕
く
情

景
を
描
写
す
る
あ
た
り
に
︑
ま
る
で
童
話
の
よ
う
な
美
し
さ
が
あ
り
︑
静
中
に
動
あ
り
︑

動
中
に
静
あ
り
と
い
っ
た
趣
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
︒
第
六
首
を
見
よ
う
︒

平
田
落
雁

詞
曰
淝
陽
春
︵
詞
は
﹁
淝
陽
春
﹂
と
曰
う
︶

畦
如
砥
︐
稲
粱
肥

畦あ
ぜ

は
砥

と
い
し

の
如
く
し
て
︑
稲と

う

粱
り
ょ
う

肥
ゆ

〔割
注
︺
畦
︑
音
奚
︵﹁
畦
﹂︑
音
は
﹁
奚
﹂
な
り
︶

不
辞
滄
海
遠
︐
万
唄
破
煙
飛

滄
海
の
遠
き
を
辞
せ
ず
︑
万ば
ん

唄け
い

煙も
や

を
破
り
て
飛
ぶ

〔割
注
︺
唄
︑
音
頃
︵﹁
唄
﹂︑
音
は
﹁
頃
﹂
な
り
︶

挹
将
秋
色
淝
陽
下
︐
影
入
楓
園
乱
落
暉

秋
色
を
挹と

り
将も

っ
て
淝
陽
に
下
り
︑
影
は
楓
園
に
入
り
て
落
暉
︵
夕
陽
︶
を
乱

す
〔割
注
︺
古
詩
︑
挹
将
秋
色
到
衡
陽
︵
古
詩
に
︑﹁
秋
色
を
挹
り
将
っ
て
衡
陽
に
到
る
﹂
と
あ
り
︶

楓
園
の
第
六
景
﹁
平
田
落
雁
﹂
を
﹁
江
南
春
﹂
の
詞
牌
で
詠
ん
だ
も
の
︒﹁
淝
陽
春
﹂

は
明
ら
か
に
﹁
江
南
春
﹂
を
も
じ
っ
た
言
葉
︒
単
調
三
十
字
︑
六
句
三
平
韻
︑
韻
字
は

﹁
肥
﹂﹁
飛
﹂﹁
暉
﹂︒

｢
淝
陽
﹂
は
﹁
肥
陽
﹂︑
つ
ま
り
肥
前
︒﹁
万
唄
﹂
は
万
頃
に
同
じ
︑
広
大
な
原
野
や
水

面
を
い
う
言
葉
︒
自
注
に
﹁
古
詩
︑
挹
将
秋
色
到
衡
陽
﹂
と
あ
る
の
は
︑
明
・
文
徴
明

の
﹁
鷓
鴣
天
・
秋
雁
﹂
詞
を
指
す
︒
全
文
は
次
の
と
お
り
︒﹁
万
里
南
来
道
路
長
︒
更﹅

将﹅

秋﹅

色﹅

到﹅

衡﹅

陽﹅

︒
江
湖
満
地
皆
繒
繳
︐
何
処
西
風
有
稲
粱
︒

随
落
日
︐
渡
清
湘
︒
晩
鴉

衝
敵
不
成
行
︒
相
呼
莫
向
南
楼
過
︐
応
有
佳
人
悩
夜
涼
﹂︵﹃
類
編
箋
釈
国
朝
詩
余

(
)﹄

巻
16

二
︶砥

石
の
よ
う
に
形
の
整
え
ら
れ
た
畦
道
︑
そ
の
両
側
に
た
わ
わ
に
実
る
稲
穂
︒
こ
こ

へ
雁
た
ち
が
青
海
原
と
広
大
な
原
野
を
渡
っ
て
飛
ん
で
来
る
︒
秋
の
気
配
を
帯
び
て
︑

肥
前
の
地
に
舞
い
下
り
︑
そ
の
影
は
楓
園
の
夕
陽
を
乱
す
︒

作
品
全
体
が
文
徴
明
の
﹁
鷓
鴣
天
・
秋
雁
﹂
詞
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
が
︑
文
詞
が

﹁
江
湖
満
地
皆
繒
繳
︐
何
処
西
風
有
稲
粱
﹂︵
江
湖

満
地

皆
な
繒い
ぐ

繳る
み

︑
何
処

い
ず
く

に
か
西

風
に
稲
粱
有
ら
ん
︶
と
し
た
の
に
対
し
て
︑
任
詞
は
﹁
稲
粱
肥
﹂
と
し
て
お
り
︑
直
條

の
領
地
︑
鹿
島
が
肥
沃
な
土
地
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑
任
元

衡
は
楓
園
を
鹿
島
に
あ
る
庭
園
と
し
て
誤
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
視
点
は
ま
ず
地

面
の
﹁
平
田
﹂
を
と
ら
え
︑
次
に
空
の
﹁
落
雁
﹂
へ
と
移
り
︑
最
後
に
遠
く
の
夕
陽
を

捉
え
る
︒
つ
ま
り
下
方
か
ら
上
方
へ
︑
近
景
か
ら
遠
景
へ
と
移
動
さ
せ
︑
パ
ノ
ラ
マ
の

よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
︒
第
七
首
を
見
よ
う
︒

楓
園
有
暉

詞
曰
転
応
曲
︵
詞
は
﹁
転
応
曲
﹂
と
曰
う
︶

林
景
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林
の
景

林
景林

の
景

饒
他
余
暉
斜
影

他か

の
余
暉
︵
落
日
︶
の
斜
影
を
饒ま

す

樵
歌
牧
笛
声
帰

樵
歌

牧
笛

声

帰
る

峰
前
掩
映
落
暉

峰
前

落
暉
︵
夕
陽
︶
を
掩
映
す

暉
落暉

ゆ
う
ひ

落
つ

暉
落暉

落
つ

園
静
楓
間
寂
寞

園

静
か
に
し
て

楓
間

寂
寞
た
り

楓
園
の
第
七
景
﹁
楓
園
有
暉
﹂
を
﹁
転
応
曲
﹂︵
別
名
に
﹁
古
調
笑
﹂︑﹁
三
台
令
﹂︑

﹁
宮
中
調
笑
﹂
な
ど
︶
で
詠
ん
だ
詞
︒
単
調
三
十
二
字
︑
八
句
四
仄
韻
・
両
平
韻
・
両
畳

韻
︑
韻
字
は
﹁
景
﹂﹁
影
﹂﹁
帰
﹂﹁
暉
﹂﹁
落
﹂﹁
寞
﹂︒

夕
陽
が
傾
く
に
つ
れ
て
︑
楓
林
が
影
の
長
さ
を
次
第
に
増
す
︒
家
路
に
つ
く
樵
の
歌

声
と
牧
童
の
笛
の
音
も
だ
ん
だ
ん
と
遠
く
な
っ
て
い
く
︒
山
の
向
こ
う
に
姿
を
半
分
隠

し
て
い
た
夕
陽
が
︑
ゆ
っ
く
り
と
落
ち
て
い
く
︑
落
ち
て
い
く
⁝
⁝
や
が
て
園
は
静
ま

り
か
え
り
︑
楓
林
に
一
抹
の
寂
寥
感
が
漂
う
︒

作
品
全
体
の
構
成
と
し
て
は
︑
ま
ず
近
景
か
ら
遠
景
へ
︑
そ
し
て
再
び
遠
景
か
ら
近

景
へ
と
視
点
が
移
り
か
わ
り
︑
第
三
︑
四
句
で
は
そ
れ
ぞ
れ
視
覚
的
︑
聴
覚
的
に
楓
園

の
黄
昏
を
捉
え
て
い
る
︒
第
五
句
末
二
字
﹁
落
暉
﹂
の
倒
畳
︵﹁
転
応
曲
﹂
と
い
う
詞
牌

名
の
由
来
︶
で
あ
る
第
六
︑
七
句
の
﹁
暉
落
︒
暉
落
﹂
は
︑
前
掲
﹁
竹
渓
飛
蛍
﹂
の
﹁
星

墜
︒
星
墜
﹂
と
同
じ
く
︑
作
品
に
臨
場
感
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
︑
音
律
を
整
え
︑
余

韻
を
残
す
︒
最
後
に
︑
第
八
首
を
見
よ
う
︒

前
村
深
雪

詞
曰
豆
葉
黄
︵
詞
は
﹁
豆
葉
黄
﹂
と
曰
う
︶

前
村
煙
火
幾
家
無

前
村
の
煙
火

幾
家
か
無
か
ら
ん

〔割
注
︺
昔
范
文
正
公
于
大
雪
後
︑
登
高
望
前
村
︒
有
不
挙
火
者
︑
即
負
米
給
之
︵
昔
︑
范
文
正

公
︑
大
雪
の
後
に
于お

い
て
︑
高
き
に
登
り
て
前
村
を
望
む
︒
火
の
挙
が
ら
ざ
る
も
の
有

れ
ば
︑
即
ち
米
を
負
い
て
之
れ
に
給
せ
し
む
︶

鳥
篆
疎
踪
照
読
書

鳥
篆

踪あ
と

疎
ら
に
し
て

読
書
を
照
ら
す

〔割
注
︺
古
人
映
雪
読
書
︵
古
人
︑
雪
に
映
じ
て
書
を
読
む
︶

古
道
無
人
香
凍
余

古
道
に

人

無
く

香

凍
り
余
る

愁
堕
車

車
に
堕お

つ
る
を
愁
う

詩
在
岩
頭
思
紙
驢

詩
は
岩
頭
に
在
り

思
い
は
紙し

驢ろ

に
あ
り

〔割
注
︺
古
人
云
︑
詩
在
雪
中
驢
子
上
︒
昔
仙
人
有
紙
驢
︒
出
則
乗
之
︑
帰
則
畳
之
置
笥
中
︵
古

人
云
う
︑﹁
詩
は
雪
中
驢ろ

子し

の
上
に
在
り
﹂
と
︒
昔
︑
仙
人
に
紙
驢
有
り
︒
出
づ
れ
ば

則
ち
之
れ
に
乗
り
︑
帰
れ
ば
則
ち
之
れ
を
畳
み
て
笥し

中
ち
ゅ
う
﹇
箱
の
中
﹈
に
置
く
︶

楓
園
の
第
八
景
﹁
前
村
深
雪
﹂
を
﹁
豆
葉
黄
﹂︵﹁
憶
王
孫
﹂
の
別
名
︶
で
詠
ん
だ
詞
︒

﹃
楓
園
家
塵
﹄
巻
百
三
十
八
に
は
﹁
豆
未
黄
﹂
と
あ
る
の
で
︑
前
稿
﹁
肥
前
鹿
島
藩
主
・

来日明人任元衡より鹿島藩主鍋島直條に贈られた塡詞作品

中 尾 友 香 梨

47



鍋
島
直
條
と
詞
﹂
で
は
﹁
豆
未

(マ
マ
)
黄
﹂
と
し
た
が
︑﹃
楓
園
家
塵
﹄
巻
百
二
十
二
に
も
同
作

品
が
収
録
さ
れ
て
お
り
︑﹁
豆
葉
黄
﹂
と
あ
る
の
で
︑
お
そ
ら
く
転
写
の
際
に
誤
っ
た
の

で
あ
ろ
う
︒
単
調
三
十
一
字
︑
五
句
五
平
韻
︑
韻
字
は
﹁
無
﹂﹁
書
﹂﹁
余
﹂﹁
車
﹂﹁
驢
﹂︒

｢前
村
煙
火
﹂
は
︑
自
注
に
あ
る
よ
う
に
︑
宋
・
范
仲
淹
が
一
族
の
た
め
に
義
田
を
経

営
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
︒
記
事
は
宋
・
銭
公
輔
﹁
范
文
正
公
義
田
記
﹂︵﹃
呉
都
文
粋
﹄

巻
四
︶
に
見
え
る
︒﹁
鳥
篆
﹂
は
鳥
の
足
跡
に
似
た
篆
書
体
の
文
字
︑
ま
た
は
篆
書
の
形

に
似
た
鳥
の
足
跡
︒
こ
こ
で
は
後
者
︒﹁
照
読
書
﹂
は
﹁
蛍
雪
の
功
﹂
の
故
事
に
ち
な

み
︑
雪
の
明
か
り
を
借
り
て
読
書
す
る
こ
と
を
い
う
︒﹁
古
道
﹂
は
古
く
荒
れ
た
道
︑
ま

た
は
古
の
聖
人
や
賢
人
の
ふ
み
行
っ
た
道
︑
古
代
の
学
問
や
技
芸
の
道
︒﹁
詩
在
岩
頭
﹂

と
は
︑
詩
作
に
適
し
た
場
所
は
岩
の
ほ
と
り
で
あ
る
と
い
う
意
︒
な
お
︑
自
注
に
﹁
古

人
云
︑
詩
在
雪
中
驢
子
上
﹂
と
あ
る
の
は
︑
五
代
・
孫
光
憲
﹃
北
夢
瑣
言
﹄
巻
七
所
載

﹁
鄭
綮
相
詩
﹂
に
︑﹁
詩
思
在
灞
橋
風
雪
中
驢
子
上
﹂
と
あ
る
の
を
指
す
︒
あ
る
人
が
︑

宰
相
の
鄭
綮
に
最
近
新
し
い
詩
は
で
き
た
か
と
尋
ね
る
と
︑
詩
の
構
想
は
︑
灞
橋
︵
長

安
の
東
郊
︑
灞
水
に
か
か
る
橋
︶
の
上
を
風
雪
の
中
︑
驢
馬
に
乗
っ
て
進
む
時
に
練
る

も
の
で
あ
る
と
答
え
た
と
い
う
︒
つ
ま
り
詩
は
清
冽
な
環
境
の
中
で
苦
心
し
て
で
き
る

も
の
で
あ
り
︑
紅
塵
の
巷
で
労
せ
ず
し
て
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
︒﹁
紙
驢
﹂

は
︑﹃
太
平
広
記
﹄
巻
三
十
︑
神
仙
・
張
果
の
記
事
を
踏
ま
え
る
︒
張
果
に
は
紙
で
で
き

た
不
思
議
な
驢
馬
が
あ
り
︑
休
む
時
は
こ
れ
を
折
り
た
た
ん
で
箱
に
し
ま
い
︑
乗
る
と

き
は
ま
た
水
を
吹
き
か
け
て
驢
馬
に
し
た
と
い
う
︒

大
雪
の
後
︑
楓
園
の
主
人
は
︑
村
の
人
々
を
気
に
か
け
て
︑
視
察
に
出
か
け
た
︒
炊

事
の
煙
を
絶
や
し
て
い
る
家
が
な
い
か
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
︒
し
か
し
藩
主
︵
直

條
︶
の
徳
治
に
よ
り
︑
煙
を
絶
や
し
て
い
る
家
は
な
い
︒
深
く
積
も
っ
て
鳥
の
足
跡
も

ま
ば
ら
な
雪
が
︑
車
の
中
で
も
読
書
を
忘
れ
な
い
楓
園
の
主
人
の
た
め
に
︑
明
か
り
を

差
し
込
ん
で
く
れ
る
︒
古
く
荒
れ
た
道
に
人
の
姿
は
見
え
ず
︑
梅
の
花
も
凍
っ
て
し

ま
っ
た
よ
う
だ
︒
そ
の
あ
げ
く
車
の
前
に
落
ち
て
こ
な
い
か
心
配
で
あ
る
︒
ま
さ
に
詩

は
岩
の
ほ
と
り
で
成
り
︑
詩
想
は
紙
驢
の
上
に
お
い
て
得
ら
れ
る
の
だ
︒

最
後
の
こ
の
詞
に
は
︑
前
七
首
よ
り
も
深
い
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
ま
ず
第

一
句
で
は
︑
范
仲
淹
の
故
事
を
踏
ま
え
て
直
條
の
徳
治
を
称
え
︑
続
い
て
第
二
句
で
は
︑

時
間
を
惜
し
ん
で
読
書
に
励
む
直
條
の
学
問
好
き
な
側
面
を
さ
り
げ
な
く
褒
め
︑
さ
ら

に
第
三
句
で
は
︑
古
く
荒
れ
た
道
に
人
は
お
ら
ず
︑
梅
の
花
が
凍
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
寒

い
︑
と
い
っ
た
具
象
的
な
描
写
を
通
じ
て
︑
古
の
聖
人
や
賢
人
の
ふ
み
行
っ
た
道
︑
古

代
の
学
問
や
技
芸
の
道
に
︑
今
は
そ
れ
を
ふ
み
行
う
人
が
お
ら
ず
︑
梅
の
花
の
よ
う
な

高
潔
な
人
格
の
持
ち
主
で
も
︑
こ
の
よ
う
な
時
代
に
は
も
は
や
梅
の
花
が
香
り
を
放
つ

よ
う
に
周
り
を
感
化
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
現
実
を
風
刺
す
る
︒
そ
し
て
第
四

句
で
は
︑
凍
っ
た
梅
の
花
が
車
の
前
に
落
ち
て
く
る
こ
と
を
心
配
す
る
と
い
う
表
現
を

通
し
て
︑
梅
の
花
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
直
條
の
高
潔
な
人
格
を
称
え
る
と
同
時
に
︑
古

の
聖
人
の
道
や
古
代
の
学
問
・
技
芸
の
道
が
廃
れ
て
し
ま
っ
た
現
実
を
憂
う
と
い
う
意

味
を
も
込
め
て
い
よ
う
︒
な
お
結
句
で
は
︑
鄭
綮
と
張
果
の
故
事
を
踏
ま
え
て
︑
直
條

を
隠
者
と
仙
人
に
擬
え
る
︒

以
上
︑
任
元
衡
の
﹁
楓
園
八
景
詞
﹂
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
︑
八
首
す
べ
て
が
異
な

る
詞
牌
を
用
い
︑
し
か
も
単
純
な
風
景
描
写
に
終
始
せ
ず
︑
豊
富
な
典
故
や
比
喩
・
誇

張
・
擬
人
法
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
手
法
を
駆
使
し
て
︑
変
化
に
富
ん
だ
作
品
世
界
を

構
築
し
な
が
ら
︑
作
者
自
身
の
思
い
ま
で
巧
み
に
詠
み
こ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
︑
任
元

衡
の
塡
詞
創
作
の
力
量
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
︒

お
わ
り
に

一
六
四
四
年
三
月
︑
李
自
成
の
大
順
軍
に
よ
っ
て
北
京
が
占
拠
さ
れ
︑
崇
禎
帝
が
自
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害
す
る
と
︑
清
が
満
州
よ
り
南
下
し
て
大
順
軍
を
破
り
︑
北
京
を
支
配
下
に
お
い
た
後
︑

さ
ら
に
南
に
向
か
っ
て
軍
を
進
め
た
︒
こ
れ
を
受
け
て
︑
華
中
・
華
南
で
は
︑
明
の
皇
族

を
擁
立
し
て
︑
反
清
復
明
を
目
指
す
南
明
勢
力
が
形
成
さ
れ
た
︒
そ
し
て
彼
ら
は
何
度

も
日
本
に
使
者
を
送
っ
て
援
軍
を
求
め
た
が
︑
徳
川
幕
府
は
つ
い
に
応
じ
な
か
っ
た
︒

｢楓
園
八
景
詞
﹂
は
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
前
述

し
た
よ
う
に
︑
任
元
衡
と
直
條
の
間
に
直
接
の
接
点
は
今
の
と
こ
ろ
見
出
だ
せ
ず
︑
誰

か
の
仲
介
に
よ
っ
て
﹁
楓
園
八
景
詞
﹂
が
生
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
︑
任
元
衡
に
し
て

み
れ
ば
︑
反
清
復
明
の
援
軍
を
期
待
で
き
る
人
脈
︑
殊
に
大
名
ク
ラ
ス
の
人
脈
を
一
人

で
も
多
く
得
た
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
思
い
が
﹁
楓
園
八
景
詞
﹂
の
創
作
に

力
を
入
れ
る
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
彼
の
志
は
遂
げ
ら
れ
な
か
っ

た
が
︑
結
果
と
し
て
そ
の
思
い
は
︑
西
国
の
小
藩
の
大
名
で
あ
っ
た
直
條
を
し
て
い
ち

早
く
塡
詞
創
作
に
目
覚
め
さ
せ
た
︒﹁
楓
園
八
景
詞
﹂
の
序
文
を
見
る
限
り
︑
直
條
は

け
っ
し
て
最
初
か
ら
詞
が
贈
ら
れ
て
く
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
思
い
も
よ
ら
ず
詞
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
︑
直
條
は
大
き

な
刺
激
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
︒
と
り
わ
け
典
故
を
ふ
ん
だ
ん
に
織
り
込
ん
だ
任
元
衡
の

詞
は
︑
中
国
の
知
識
人
の
豊
か
な
教
養
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
見
せ
つ
け
︑
強
烈
な
イ

ン
パ
ク
ト
を
も
っ
て
直
條
の
好
奇
心
と
知
識
欲
を
か
き
た
て
た
に
違
い
な
い
︒

そ
う
し
た
意
味
で
も
︑
任
元
衡
よ
り
直
條
に
贈
ら
れ
た
﹁
楓
園
八
景
詞
﹂
は
重
要
な

資
料
で
あ
り
︑
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
︑
八
景
の
文
学
史
に
お
い
て
も
﹁
八
景
詞
﹂
は

珍
し
い
存
在
で
あ
る
︒
そ
の
貴
重
な
価
値
は
今
後
さ
ら
に
広
く
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
︒

︻
附
記
︼

佐
賀
県
鹿
島
市
祐
徳
博
物
館
よ
り
﹃
楓
園
家
塵
﹄
の
閲
覧
を
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
こ

と
︑
博
物
館
の
館
長
様
を
は
じ
め
職
員
の
皆
様
か
ら
ご
協
力
を
賜
っ
た
こ
と
に
︑
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
た
い
︒

注
︵
１
︶
『佐
賀
学
Ⅱ
﹄︵
佐
賀
大
学
・
地
域
学
創
出
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
︑
岩
田
書
院
︑
二
〇
一
四
年
︶
所

収
︒

︵
２
︶
『風
絮
﹄
第
十
二
号
︵
日
本
詞
曲
学
会
︑
二
〇
一
五
年
十
二
月
︶
所
収
︒

︵
３
︶﹁
デ
ジ
タ
ル
版

集
英
社

世
界
文
学
大
事
典
﹂
の
﹁
詞
﹂
の
項
目
︵
村
上
哲
見
執
筆
︶
な
ど
を
参

照
︒

︵
４
︶﹃
神
田
喜
一
郎
全
集
﹄
第
六
巻
・
第
七
巻
︑
同
朋
舎
︑
一
九
八
五
～
八
六
年
︒

︵
５
︶﹃
中
国
文
学
研
究
﹄
第
二
十
五
期
︵
早
稲
田
大
学
中
国
文
学
会
︑
一
九
九
九
年
十
二
月
︶
所
収
︒

︵
６
︶
前
掲
﹃
神
田
喜
一
郎
全
集
﹄
第
六
巻
︑
七
四
頁
︒

︵
７
︶﹃
語
文
研
究
﹄
第
八
十
二
号
︵
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
︑
一
九
九
六
年
十
二
月
︶
所
収
︒

︵
８
︶
中
国
に
お
け
る
八
景
の
成
立
と
展
開
︑
朝
鮮
に
お
け
る
受
容
︑
日
本
へ
の
移
入
と
流
行
な
ど
一

連
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
堀
川
貴
司
﹃
瀟
湘
八
景
︱
詩
歌
と
絵
画
に
見
る
日
本
化
の
様
相
﹄︵
国

文
学
研
究
資
料
館
編
︑
臨
川
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︶
に
詳
し
い
︒

︵
９
︶
日
置
謙
編
﹃
石
川
県
史
﹄
第
三
編
︵
石
川
県
︑
一
九
二
九
年
初
刊
︒
一
九
七
四
年
に
石
川
県
図

書
館
協
会
に
よ
り
復
刻
︶
二
二
八
～
二
三
一
頁
︒

︵

︶
鳳
凰
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
︒

10
︵

︶
前
掲
︑
劉
玉
才
・
稲
畑
耕
一
郎
編
纂
﹃
莽
蒼
園
稿
﹄
の
前
言
に
引
か
れ
る
﹃
文
苑
遺
談
﹄
巻
二

11

所
載
︑
朱
毓
仁
よ
り
今
井
魯
斎
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
に
よ
る
︒

︵

︶﹁
︐﹂
は
句
︑
改
行
は
押
韻
を
表
す
︒
な
お
︑
文
中
に
塡
詞
の
句
を
引
用
す
る
際
は
︑﹁
︐﹂
で
句
︑

12

﹁
︒﹂
で
押
韻
箇
所
を
表
し
た
︒

︵

︶﹁
中
﹂
は
﹁
可
平
可
仄
﹂︑
つ
ま
り
﹁
平
声
﹂
で
も
﹁
仄
声
﹂
で
も
可
と
い
う
意
︒

13
︵

︶
幕
府
の
管
轄
で
は
な
く
︑
藩
の
管
轄
で
あ
っ
た
の
で
︑
実
際
は
関
所
で
は
な
く
︑
口
留
番
所
で

14

あ
り
︑
平
時
は
侍
一
人
と
足
軽
九
人
が
常
駐
し
て
い
た
と
い
う
︒

︵

︶
唐
圭
璋
編
纂
・
王
仲
聞
参
訂
・
孔
凡
礼
補
輯
﹃
全
宋
詞
﹄︵
中
華
書
局
︑
一
九
九
九
年
︑
簡
体
字

15

横
排
本
︶

︵

︶
趙
尊
嶽
輯
﹃
明
詞
彙
刊
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
二
年
影
印
︶
所
収
︒

16

来日明人任元衡より鹿島藩主鍋島直條に贈られた塡詞作品

中 尾 友 香 梨
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